
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

頭陀袋  

写真：国宝 千手観音坐像 三十三間堂蔵 
 

 



 

頭
陀
袋
も
、
知
ら
ん
う
ち
に
も
う
、

１３０
号
や
な
。
と
言
わ
れ
て
、
そ
う
い

え
ば
高
山
に
近
い
お
寺
さ
ん
に
こ
の
と

こ
ろ
ご
迷
惑
な
取
材
を
お
願
い
ば
か

り
し
て
い
る
な
。
と
反
省
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
で 

お
し
ま
い
と
い
う 

わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。 

少
し
、
お
茶
を
飲
ん
だ
り
、
お
菓
子
を

頂
戴
し
て
か
ら
、
ま
た
次
へ
ま
い
り
ま

し
ょ
う
。 

喫
茶
去 

 

十
一
面
観
音
様
、
三
十
三
観
音
、 

百
観
音
、
千
手
観
音
様
、
さ
ら
に
は

三
十
三
間
堂
の
千
躰
観
音
様
、
観
音

様
に
ち
な
む
数
字
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま

す
が
、
つ
ま
り
は「
た
く
さ
ん
の
」「
数

え
き
れ
な
い
ぐ
ら
い
」
と
、
い
う
意
味

が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

菩
薩
の
私
た
ち
に
対
す
る
救
済
、
あ

の
手
、
こ
の
手
を
通
し
て
苦
悩
を
助
け

て
下
さ
る
働
き
を 

表
し
た
も
の
と
言
え
ま
す
。 

観
音
さ
ま
が
登
場
さ
れ
る
お
経
と
い

え
ば
毎
日
の
お
経
で
、
ま
ず
初
め
に 

大
悲
咒
（禅
宗
で
ナ
ム
カ
ラ
タ
ン
ノ
ウ 

と
い
う
あ
の
お
経
）
、
般
若
心
経
、
観

音
経
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
聖
徳
太
子

の
時
代
か
ら
現
代
ま
で
、
観
音
様
は

お
地
蔵
様
と
と
も
に
日
本
人
に
は
身

近
に
親
し
ま
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
ま

た
、
こ
れ
ら
、
お
経
を
解
読
し
た
本
も

た
く
さ
ん
出
回
っ
て
お
り
ま
す
。 

先
日
、
少
し
の
時
間
を
利
用
し
て
京

都
、
三
十
三
間
堂
を
お
詣
り
し
て
き

ま
し
た
。
駅
か
ら
近
い
の
に
、
子
供
の

こ
ろ
修
学
旅
行
で
お
詣
り
し
て
以
来

で
す
。
中
尊
の
千
手
観
音
様
を
中
心

に
左
右
に
九
百
九
十
九
体
、
あ
わ
せ

て
千
躰
の
観
音
さ
ま
が
お
祀
り
し
て

か 

ん 

の 

ん 

さ 

ま 
 

（続
） 

ま
あ
、
お
茶
で
も
飲
ん
で
い
き
ね
～
。 

き 

っ 

さ 

こ 

だ
い 

ひ 

じ
ゅ 



あ
る
と
い
う
、
ま
た
、
平
清
盛
公
が
か

か
わ
っ
た
と
い
わ
れ
る
寺
歴
、
途
中
、

火
災
に
あ
い
、
焼
け
残
っ
た
お
像
に
追

加
し
て
再
度
、
千
躰
観
音
と
さ
れ
た

と
い
う
、
し
か
し
ど
の
観
音
さ
ま
も
均

斉
と
れ
た
直
立
不
動
の
お
姿
は
圧
巻

で
す
。 

   

ど
こ
か
で
読
ん
だ
本
の
な
か
に「
自
分

に
似
た
仏
の
お
姿
が
あ
る
」
と
や
ら
書

か
れ
た
記
憶
に
あ
り
ま
し
た
が
、
ど
う

し
て
か
、
自
分
に
似
た
菩
薩
様
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

仏
様
で
最
も
尊
い
の
は
如
来
様
、 

次
に
菩
薩
様
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。 

観
世
音
菩
薩
は
、
す
で
に
菩
薩
と
し

て
の
修
業
が
終
わ
り
、
い
つ
で
も
如
来

に
な
れ
る
身
で
あ
り
な
が
ら
、
な
お
私

た
ち
を
最
後
の
一
人
ま
で
救
い
終
わ

る
ま
で
如
来
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
菩

薩
で
あ
り
ま
す
。 

観
音
経
は
観
音
様
の 

働
き
、
ご
利
益
を
示
し
た 

お
経
と
し
て
現
世
利
益
を
説
い
た
よ

う
に
解
釈
さ
れ
が
ち
で
す
が
、
こ
う
し

た
菩
薩
行
こ
そ
が
、
私
た
ち
の
行
動

指
針
で
あ
り「
自
分
の
こ
と
ば
か
り
で

な
く
人
様
の
お
役
に
立
つ
よ
う
に
」と 

気
付
か
せ
て
い
た
だ
く
お
経
で
は
な
い

か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。 

             

日
日
是
好
日 

お
茶
席
に
案
内
さ
れ
る
と
床
の 

掛
物
に
こ
の
禅
語
が
か
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

今
年
の
初
め
、
新
堂
さ
ん
に
お
寺

の
掲
示
板
に
何
か
書
い
て
み
た

ら
？
と
申
し
ま
す
と
『
雨
、
雪
、
晴

れ
、
曇
り
、
み
ん
な
い
い
天
気
。』

と
、
書
き
ま
し
た
。 

意
味
は
ほ
ぼ
同
じ
で
し
ょ
う
。 

住
職
合
掌 

に
ち
に
ち 

こ
れ 

こ
う
に
ち 

国宝 千体千手観音立像 
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蓮華王院本堂 
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【
第
三
章 
一
節
】 

初
め
て
の
法
要 

四
月
三
日
、
萬
福
寺
で
開
山
祥
忌
と

い
う
大
き
な
法
要
が
あ
り
ま
す
。
日

本
に
黄
檗
宗
を
持
ち
込
み
、
萬
福
寺

を
開
い
た
隠
元
禅
師
の
命
日
に
供
養

す
る
も
の
で
す
。
ま
ず
前
日
よ
り
法

要
が
営
ま
れ
る 

開
山
堂
の
掃
除
や 

飾
り
付
け
な
ど
の
準
備
を
行
い
ま
す
。 

し
か
し
雲
水
修
行
が
始
ま
っ
た
ば
か
り

で
よ
く
解
ら
な
い
ま
ま
、
先
輩
や
和

尚
に
言
わ
れ
た
こ
と
に
従
う
だ
け
で 

精
一
杯
。
で
す
の
で
ほ
と
ん
ど
記
憶
に 

残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。 

法
要
当
日
は「
上
供
（
六
つ
の
お
供
え

物
）」を
一
人
一
つ
頭
上
に
揚
げ
、 

典
座
（
ご
飯
を
作
る
場
所
）
か
ら
開
山

堂
ま
で
一
列
に
な
っ
て
運
び
ま
す
。 

四
月
の
上
供
は
私
の
身
長
の
約
半
分

ほ
ど
の
大
き
さ
で
と
て
も
重
く
、
ふ
ら

つ
き
な
が
ら
息
を
切
ら
し
て
運
び
ま

し
た
。
ま
た
初
め
て
の
法
要
で
す
の
で
、

先
輩
の
仕
草
を
真
似
す
る
事
し
か
で

き
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
中
で
も
、
失
敗
を

犯
し
て
し
ま
い
ま
す
。 

跨
い
で
は
い
け
な
い 

部
分
を
知
ら
ず
に 

跨
い
で
し
ま
い
、 

近
く
に
い
た
和
尚
に
叱
ら
れ
た
こ
と

を
今
で
も
思
い
出
し
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
法
要
に
慣
れ
る
に
は
、

様
々
な
仏
具
を
使
い
こ
な
す
必
要
が

あ
り
、
厳
し
い
修
練
を
重
ね
ま
し
た
。

休
憩
時
間
や
睡
眠
時
間
を
削
り
、 

ひ
た
す
ら
仏
具
と
向
き
合
い
続
け
、 

今
で
は
あ
る
程
度
出
来
る
よ
う
に 

な
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

四
月
は
八
日
に「
降
誕
会
」
と
い
う
法

要
も
行
い
ま
す
。
こ
れ
は
ま
た
次
号
に

記
載
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
。 

   

か
い
ざ
ん
し
ょ
う
き 

 

し
ゃ
ん
こ
ん 

て
ん
ぞ 


