
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頭陀袋  

写真：観音菩薩像 仏師高田慈眼先生作 
 

 



頭
陀
袋
の
観
音
様
を
訪
ね
て
市
内
、

郡
部
を
訪
れ
て
い
る
う
ち
に
観
音
様

を
彫
っ
て
い
る
人
と
は
ど
ん
な
人
な
の

だ
ろ
う
？
と
い
う
思
い
が
ず
っ
と
頭
の

隅
に
あ
り
、
今
回
、
高
山
に
在
住
の
仏

師
、
高
田
慈
眼
先
生
に
お
話
を
伺
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。  

高
山
市
の
近
郊
、
牧
ケ
洞
の
工
房
は

手
入
れ
の
行
き
届
い
た
庭
の
踏
み
石

を
踏
ん
で
玄
関
に
至
り
ま
す
。 

「
高
田
慈
眼
佛
處
」
と
い
う
枯
れ
た
字

の
看
板
が
一
層
緊
張
を
誘
い
ま
す
。 

 

玄
関
を
開
け
る
と
先
生
は
に
こ
や
か

に
迎
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
二
階
の
工

房
に
上
が
る
と
先
ず
目
に
つ
い
た
の
は

粘
土
で
作
っ
た
観
音
像
、
像
に
は
縦
横

に
線
が
入
っ
て
お
り
、
作
品
の
各
部
分

を
正
確
に
造
形
で
き
る
工
夫
と
思
わ

れ
ま
す
。
粘
土
像
の
横
に
は
木
曾
檜

の
柾
目
を
使
っ
た
観
音
像
が
完
成
間

近
の
状
態
で
す
ら
り
と
立
っ
て
お
ら
れ

ま
す
。
工
房
の
中
央
に
は
禅
宗
様
の

仏
壇
が
祀
ら
れ
て
お
り
一
層
緊
張
し

ま
し
た
。
こ
う
し
た
雰
囲
気
の
中
で
先

生
は
自
身
の
半
生
に
つ
い
て
語
ら
れ
ま

し
た
。
（
以
下
は
大
変
失
礼
な
が
ら
私

の
聞
き
書
き
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
） 

     

私
こ
と
、
高
田
慈
眼
は
彫
刻
家
と
か

仏
師
と
い
う
仕
事
に
は
何
の
関
係
も

な
い
在
家
の
出
身
で
す
。
子
供
の
頃
の

記
憶
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
、
あ
る

日
押
し
入
れ
か
ら
一
枚
の
絵
ハ
ガ
キ
が

私
の
足
元
に
ぱ
ら
り
と
落
ち
て
き
た

こ
と
で
す
。
何
気
な
く
拾
い
上
げ
て
み

る
と
、
法
隆
寺
の
観
音
さ
ま
が
写
っ
て

仏
師
高
田
慈
眼
先
生
を
た
ず
ね
て 



い
る
も
の
で
し
た
。「
す
ご
い
な
あ
。
自

分
も
こ
ん
な
観
音
様
を
彫
っ
て
み
た
い

な
あ
」 

私
は
十
五
歳
の
時
、
飛
騨
の
一
刀
彫

り
、
二
代
目
村
山
群
鳳
師
に
弟
子
入

り
し
ま
し
た
。「
年
期
明
け
に
は
七
年

か
か
る
ぞ
。
」と
言
わ
れ
ま
し
た
。 

そ
の
間
ま
だ
仏
師
に
な
り
た
い
と
の
思

い
は
変
わ
ら
ず
、
つ
い
に
二
十
歳
の
時
、

単
身
京
都
に
出
か
け
市
役
所
に
行
き

「
私
は
仏
師
に
な
り
た
い
の
で
す
が
、

ど
な
た
か
紹
介
頂
け
ま
せ
ん
で
し
ょ

う
か
。
」
と
、
頼
み
ま
し
た
が
よ
い
結

果
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

そ
こ
で
今
度
は
奈
良
ま
で
出
か
け
、 

仏
師
で
あ
る
太
田
古
林
先
生
や
松
久

宗
琳
先
生
と
の
ご
縁
が
で
き
、
指
導

を
仰
ぐ
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

仏
像
を
彫
る
と 

い
っ
て
も
昔
か
ら 

五
つ
の
決
ま
り
が 

あ
り
如
来
、
天
部
、
菩
薩
、
明
王
、
祖

師
像
が
あ
り
、
そ
れ
に
作
者
は
そ
の

像
の
い
わ
れ
、
ど
う
し
た
縁
で
こ
の
仕

事
を
す
る
の
か
、
像
の
バ
ラ
ン
ス
、
均
整
、

ど
う
し
た
場
所
に
安
置
さ
れ
る
の
か
。

そ
れ
に
な
ん
で
も
聞
き
取
る
優
し
さ
、

お
慈
悲
の
心
が
相
手
に
伝
わ
る
こ
と

を
表
現
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

そ
れ
に
発
願
者
の
意
図
、
ど
の
様
な 

目
的
で
こ
の
像
を
作
る
の
か
を
よ
く 

聞
い
て
作
業
に
か
か
ら
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
。 

私
は
仕
事
上
い
ろ
い
ろ
な
方
々
と
ご

縁
を
結
ん
で
い
た
だ
き
、
中
で
も
東
大

寺
清
水
公
照
長
老
に
か
わ
い
が
ら
れ
、

大
仏
殿
の
屋
根
葺
き
替
え
に
は
屋
根

の
上
ま
で
上
が
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
り

恐
れ
多
く
も
大
仏
様
の
頭
上
に
上
が

ら
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
、

ま
た
、
西
宮
、
海
清
寺
堂
頭
、
春
見
文

勝
老
師
に
依
頼
さ
れ「
南
天
棒
（
明
治

の
禅
匠
）
と
、
わ
し
の
像
を
作
っ
て
ほ
し

い
。
わ
し
の
骨
格
も
見
て
も
ら
い
た
い

か
ら
一
緒
に
風
呂
に
入
ら
ん
か
。
」
と



言
わ
れ
て
び
っ
く
り
し
た
こ
と
も
あ
り

ま
す
。 

高
山
で
は
東
山
善
応
寺
の
中
井
藤
岳

和
尚
の
ご
協
力
で
仏
像
教
室
を
は
じ

め
、
三
十
人
余
り
の
仲
間
が
で
き
た
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
放
火
で
全
焼

し
た
お
寺
の
再
建
に
あ
た
り
ご
本
尊

の
製
作
を
依
頼
さ
れ
た
り
、
九
州
の

夢
の
お
告
げ
と
言
わ
れ
る
方
か
ら
の

仕
事
、
あ
る
い
は
あ
る
宗
教
の
ご
本
尊

な
ど
、
私
は
た
く
さ
ん
の
方
々
か
ら
ご

縁
を
結
ん
で
頂
き
、
あ
り
が
た
い
こ
と

だ
と
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
世
の
中
に
、

ご
縁
、
霊
力
、
霊
能
、
夢
、
と
い
っ
た 

目
に
見
え
な
い
も
の
を
否
定
す
る 

わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。 

     

先
生
の
貴
重
な
体
験
談
を
伺
い
、 

お
礼
を
申
し
上
げ
て
工
房
を
出
る
と
、

も
う
夕
日
が
落
ち
か
け
て
お
り
ま
し

た
。
今
日
は
、
話
に
出
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
昔
、
高
山
で
期
間
誌
在
家
仏
教

の
記
事
の
中
に
高
田
先
生
の
も
の
が

あ
っ
た
な
あ
。
な
ど
と
思
い
出
し
な
が

ら
お
暇
い
た
し
ま
し
た
。 

先
生
は
仏
師
と
い
う
仕
事
を
通
じ
て 

沢
山
の
人
た
ち
に
仏
の
教
え
を
広
め

ら
れ
、
作
品
が
仏
と
し
て
お
が
ま
れ
な

が
ら
後
の
時
代
ま
で
引
き
継
が
れ
る

の
だ
な
あ
と
敬
服
し
た
次
第
で
す
。 

観
音
経
の
一
節
を
借
り
れ
ば 

応
以
仏
師
身
、
得
度
者
、 

即
現
仏
師
身
、
爾
為
説
法 

『
仏
師
は
仏
師
と
し
て
こ
の
身
そ
の
ま

ま
仏
の
教
え
を
伝
え
て
下
さ
い
ま
す
』

と
な
り
ま
す
。  

     

住
職
合
掌 

お
う
い 

ぶ
っ
し 

し
ん 

と
く
ど
し
ゃ 

そ
く
げ
ん
ぶ
っ
し
し
ん 

に
い
せ
っ
ぽ
う 



  

【
第
二
章 

二
節
】 

慣
れ
始
め 

四
月
八
日
に
は「
降
誕
会
」と
い
う
お

釈
迦
様
の
生
誕
を
祝
う
法
要
が
あ
り

ま
し
た
。
誕
生
仏
と 

呼
ば
れ
る
生
ま
れ
た 

ば
か
り
の
お
姿
の
お
釈
迦
様
の
像
を

祀
り
ま
す
。
法
要
の
準
備
の
際
は
メ
モ

を
取
り
、
先
輩
に
つ
い
て
い
く
だ
け
で 

精
一
杯
で
し
た
。 

こ
の
時
は
す
で
に
朝
課
（朝
の
お
経
）の

香
灯
（太
鼓
と
鐘
が
一
つ
に
な
っ
た
仏

具
）
は
私
が
担
当
し
て
い
ま
し
た
。 

し
か
し
法
要
で
の
香
灯
は
降
誕
会
が 

初
め
て
だ
っ
た
為
、
緊
張
し
て
い
た
の

を
覚
え
て
い
ま
す
。
結
局
、
間
違
え
て

し
ま
い
和
尚
ら
を
困
ら
せ
て
し
ま
い
ま

し
た
。 

      

ま
た
、
こ
の
時
期
に
新
し
い
修
行
仲
間

が
一
人
増
え
ま
し
た
。
先
輩
三
人
と

同
夏
（同
期
）四
人
と
い
う
構
成
に
な

り
、
近
年
に
は
珍
し
い
人
数
の
僧
堂
と 

な
り
ま
し
た
。 

今
で
こ
そ
私
た
ち
同
夏
は
周
囲
か
ら

仲
が
良
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、 

当
時
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
論
争
し
て
い

ま
し
た
。 

し
か
し
素
直
に 

気
持
ち
を 

ぶ
つ
け
合
っ
た 

か
ら
こ
そ
今
の 

私
た
ち
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

よ
く
慣
れ
始
め
て
き
た
頃
が
肝
心
と

言
わ
れ
ま
す
。 

僧
堂
生
活
に
慣
れ
て
き
た
私
た
ち
は

大
き
な
ミ
ス
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
内
容
を
次
回
記
載
し
た
い
と
思

い
ま
す
。 

↑
 

恩
林
寺
の
香
灯
と
鳴
ら
し
て
い
る
小
僧 


