
　
　

五
百
川
三
十
三
観
音
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
朝
日

町
観
光
協
会
が
発
行
し
て
い
る
「
五
百
川
三
十
三
観
音

～
畏
敬
へ
の
遥
か
な
る
旅
路
～
」
に
次
の
よ
う
な
縁
起

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

「
江
戸
時
代
、
酒
井
藩
の
も
と
で
朝
日
岳
麓
の
白
倉
で

は
銅
な
ど
を
掘
る
鉱
山
が
あ
っ
た
が
、
雨
に
よ
る
水
害

の
度
に
遠
く
左
沢
ま
で
稲
が
枯
れ
た
。
そ
の
原
因
を
知

ら
な
い
当
時
の
農
民
達
は
朝
日
権
現
の
下
を
掘
っ
た
為

の
山
の
怒
り
だ
と
し
て
鉱
山
の
閉
鎖
を
し
よ
う
と
し
た
。

　

そ
の
首
謀
者
で
あ
っ
た
水
口
の
石
橋
太
郎
と
中
沢
付

近
の
待
神
（
た
い
じ
ょ
う
）
上
人
が
、
遠
く
は
七
軒
、

左
沢
ま
で
閉
山
勧
告
の
旨
を
書
い
た
廻
状
を
や
り
、
五

百
川
一
帯
の
百
姓
が
鉱
山
に
酒
米
を
供
出
し
て
い
た
白

倉
の
竹
内
、
立
木
の
阿
部
両
家
に
お
し
か
け
、
米
、
酒

の
供
出
を
し
な
い
旨
を
公
約
さ
せ
鉱
山
の
経
済
封
鎖
を

し
た
。

　

こ
の
農
民
一
揆
を
怒
っ
た
酒
井
藩
に
よ
っ
て
、
首
謀

者
の
石
橋
太
郎
・
待
神
上
人
は
捕
ら
え
ら
れ
左
沢
に
送

ら
れ
た
。
石
橋
の
人
徳
に
感
心
し
た
上
人
は
こ
れ
か
ら

の
世
を
よ
り
よ
い
も
の
に
す
る
よ
う
頼
み
、
上
人
は
太

郎
を
逃
亡
さ
せ
た
。
そ
の
当
時
は
十
年
で
時
効
と
な
る

た
め
、
石
橋
太
郎
は
十
年
間
西
国
八
十
八
ヶ
所
を
中
心

に
日
本
全
土
を
放
浪
し
た
。

　

十
年
間
の
長
い
月
日
を
過
ご
し
て
、
当
然
自
分
の
家

な
ど
は
無
く
な
っ
て
い
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
石
橋
太

郎
は
、
水
口
の
対
岸
の
雪
谷
か
ら
水
口
を
見
た
ら
自
分

の
家
が
残
っ
て
い
る
の
が
わ
か
り
、
最
上
川
を
一
目
散

に
渡
り
、
佐
竹
文
右
衛
門
の
許
に
走
っ
て
、
彼
が
今
ま

で
な
が
ら
え
た
の
は
ひ
と
え
に
西
国
八
十
八
ヶ
所
の
観

音
様
の
為
で
あ
る
と
し
、
待
神
上
人
の
冥
福
を
祈
る
事

を
目
的
と
し
て
五
百
川
三
十
三
観
音
を
作
る
た
め
に
援

助
を
頼
み
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
五
百
川
三
十

三
観
音
が
成
立
し
た
と
言
わ
れ
、
一
番
は
自
分
の
生
ま

れ
た
水
口
で
、
三
十
三
番
は
彼
が
自
分
の
生
家
を
見
た

と
い
う
雪
谷
部
落
に
な
っ
て
い
る
。」

　

こ
の
縁
起
に
つ
い
て
は
、
県
立
寒
河
江
高
等
学
校
社

会
部
が
昭
和
四
十
五
年
一
月
に
発
行
し
た
「
研
究
収
録

第
七
号　

和
合
り
ん
ご
の
研
究
外
」
に
お
い
て
「
講
の

研
究
」
の
資
料
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

出
典
等
は
不
明
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
昭
和
二
十
九
年
六
月
に
出
さ
れ
て
い
る
、

旧
西
五
百
川
村
の
「
村
報
い
も
が
わ
」
に
佐
竹
生
の
名

前
で
「
五
百
川
三
十
三
ヶ
所
札
所
の
由
来
」
と
い
う
記

事
が
見
つ
か
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
左
沢
ま
で
行
く

途
中
の
藤
田
原
に
あ
っ
た
「
待
定
上
人
入
定
の
跡
」
と

い
う
標
木
が
気
に
な
り
、
調
べ
た
と
こ
ろ
、
待
定
上
人

が
白
倉
騒
動
と
言
わ
れ
る
百
姓
一
揆
の
後
始
末
を
身
を

以
っ
て
引
受
け
、
藤
田
原
で
仕
置
（
生
埋
め
）
を
受
け

た
傑
僧
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
あ
る
。
ま
た
待
定
上

人
の
こ
と
を
調
べ
て
い
く
う
ち
に
、
こ
の
百
姓
一
揆
と

係
わ
り
を
持
つ
も
の
と
し
て
五
百
川
札
所
の
由
来
を

知
っ
た
と
あ
る
。
古
文
書
は
あ
ま
り
見
当
た
ら
ず
、
主

と
し
て
口
伝
を
参
考
に
し
た
と
あ
る
。
冷
害
の
上
に
鉱

山
か
ら
流
れ
出
る
水
の
た
め
に
稲
が
枯
れ
始
め
た
こ
と

を
思
い
や
ん
だ
水
口
村
の
長
兵
衛
と
林
蔵
な
る
者
が
登

場
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
（
以
下
次
号
）
と
あ
り
、
残
念

な
こ
と
に
次
号
以
下
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、

こ
の
後
に
石
橋
太
郎
な
る
者
が
登
場
し
て
く
る
の
か
も

不
明
で
あ
る
。（
以
下
次
号
に
続
く
）

朝
日
町
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ノ
ー
ト
No
一
四
〇
三

　
　
　

五
百
川
三
十
三
観
音
の
由
来
一
考
（
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
岡
　
信
悦

■長岡　信悦
昭和 25 年 (1950) 常盤生まれ。昭和
47 年山形大学教育学部卒。その後、
山形県公立学校教員として西村山管内
の小中学校に勤務し、平成 22 年宮宿
小学校長で退職。現在は NPO 法人朝日
町エコミュージアム協会理事長、朝日町
町史編さん専門員・文化財保護委員を
勤める。


