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よ
り
よ
く
生
活
す
る

た
め
の
12
か
条
18

絵馬に込められた
いのり

151

問栗東歴史民俗博物館
　☎ 554-2733　ＦＡＸ 554-2755

①まげをくくり付けた絵馬
　善勝寺旧蔵

②女学生を描いた絵馬
　善勝寺旧蔵

神
仏
へ
の
願
い
を
込
め
て
、
あ
る

い
は
願
い
が
か
な
っ
た
お
礼
と
し
て
、

社
寺
に
奉
納
す
る
額
や
板
絵
の
こ
と

を
絵
馬
と
い
い
ま
す
。
絵
馬
の
起
源

と
し
て
は
、
も
と
も
と
は
神
社
に
神

馬
と
し
て
馬
を
さ
さ
げ
る
こ
と
が
行

わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
馬
を
描
い
た

絵
を
代
用
し
て
奉
納
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
す
る
説
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

絵
馬
に
込
め
る
願
い
は
人
に
よ
っ
て

さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
例
え
ば
「
病
気

平
癒
」
や
「
安
産
祈
願
」、「
学
業
成
就
」

や
「
商
売
繁
盛
」
と
い
っ
た
願
い
が

一
般
的
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

皆
さ
ん
も
、
こ
れ
ら
の
願
い
を
込
め

た
絵
馬
を
、
社
寺
に
奉
納
し
た
こ
と

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

平
成
25
年
（
２
０
１
３
年
）
に
廃

寺
と
な
っ
た
善
勝
寺
（
御
園
）
に
は
、

幕
末
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
、
地

元
の
人
び
と
が
奉
納
し
た
絵
馬
が
、

数
多
く
残
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
例
え

ば
、弘
化
２
年（
１
８
４
５
年
）に
は
、

48
歳
の
男
性
が
、
自
ら
の
ま
げ
を
く

く
り
つ
け
た
絵
馬
を
奉
納
し
て
い
ま

す
。
こ
の
絵
馬
に
は
、
奉
納
し
た
理

由
ま
で
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
ど

の
よ
う
な
願
い
を
込
め
た
も
の
か
は

明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。し
か
し
、

ま
げ
を
く
く
り
付
け
た
絵
馬
に
は
、

安
政
６
年
（
１
８
５
９
年
）、
39
歳

の
男
性
が
「
禁
酒
」
を
誓
っ
て
、
円

満
寺
（
近
江
八
幡
市
）
に
奉
納
し
た

も
の
も
残
さ
れ
て
お
り
、
幕
末
期
の

庶
民
の
信
仰
を
考
え
る
貴
重
な
資
料

と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
明
治
時
代
に
善
勝
寺
に
奉

納
さ
れ
た
絵
馬
の
中
に
は
、
長
い
髪

を
リ
ボ
ン
で
束
ね
、
振
そ
で
に
は
か

ま
を
着
け
、
靴
を
は
い
て
洋
傘
を
持

つ
女
学
生
の
す
が
た
を
描
い
た
も
の

が
あ
り
ま
す
。
明
治
維
新
以
降
、
政

府
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
、
教
育
の

近
代
化
と
生
活
の
洋
風
化
が
、
地
方

に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
を
物
語
る

資
料
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

栗
東
歴
史
民
俗
博
物
館
で
は
、
善

勝
寺
の
ほ
か
に
も
、
井
口
天
神
社

（
辻
）
や
地
蔵
堂
（
綣
）
な
ど
、  

栗

東
市
内
の
社
寺
に
伝
え
ら
れ
て
き
た

絵
馬
を
収
蔵
し
て
い
ま
す
。
９
月
14

日
㈯
か
ら
開
催
す
る
特
集
展
示
「
え

が
か
れ
た 

い
の
り
｜
絵
馬
・
額
｜
」

で
は
、
円
満
寺
か
ら
寄
託
を
受
け
る

絵
馬
も
含
め
て
展
示
し
、
地
域
に
生

き
た
人
び
と
が
絵
馬
に
込
め
た
、
さ

ま
ざ
ま
な 

い
の
り 

に
つ
い
て
考
え

ま
す
。

※
善
勝
寺
に
伝
来
し
た
文
化
財
は
、　

一
部
は
栗
東
市
外
の
寺
に
移
さ
れ

ま
し
た
が
、
多
く
の
文
化
財
が
阿

弥
陀
寺
（
東
坂
）
の
所
有
と
な
り
、

栗
東
歴
史
民
俗
博
物
館
に
寄
託
さ

れ
て
い
ま
す
。

①

②

《治田東幼児園》「言葉を添えて丁寧に」

毎
朝
４
・
５
歳
児
は
、
ク
ラ
ス

の
出
欠
状
況
を
職
員
室
に
伝
え
に

行
き
ま
す
。「
今
日
は
、
〇
人
お

休
み
で
す
」
と
言
っ
て
ク
ラ
ス
ご

と
に
出
欠
カ
ー
ド
を
職
員
に
渡
し

て
い
ま
す
。

当
番
活
動
の
一
つ
で
す
が
、
報

告
を
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、

入
室
前
に
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま

す
」「
失
礼
し
ま
す
」
と
あ
い
さ

つ
を
し
、
カ
ー
ド
を
渡
す
時
に
は

「
お
願
い
し
ま
す
」
と
言
葉
を
添

え
て
丁
寧
に
渡
す
こ
と
を
大
切
に

し
て
い
ま
す
。

あ
い
さ
つ
を
す
る
こ
と
を
習
慣

づ
け
る
と
と
も
に
、
自
分
の
こ
と

ば
で
相
手
に
思
い
を
伝
え
る
こ
と

で
、
人
と
の
関
わ
り
や
つ
な
が
り

を
う
れ
し
く
思
え
る
よ
う
、
毎
日

の
生
活
や
遊
び
の
中
で
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
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