
し
と
な
る
よ
う
な
い
く
つ
か
の
儀
礼
を
題
材
と
し
て
、

現
代
社
会
に
お
け
る
通
過
儀
礼
の
存
在
意
義
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。 

    

　
社
会
生
活
に
お
い
て
は
個
人
化
が
進
み
、
く
ら
し

の
す
べ
て
に
お
い
て
合
理
化
が
蔓
延
る
現
代
社
会
の

中
で
、
日
常
で
神
仏
に
祈
り
を
捧
げ
る
機
会
は
一
昔

前
と
比
べ
る
と
減
少
し
た
と
い
え
る
。
そ
ん
な
中
で

も
、
人
々
は
常
に
切
な
る
願
い
を
持
ち
、
特
に
そ
の
願

望
が
科
学
の
力
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
も

の
で
あ
る
場
合
、
私
た
ち
は
過
去
と
さ
ほ
ど
変
わ
る

こ
と
な
く
、
神
仏
の
前
で
頭
を
垂
れ
、
心
底
か
ら
願
い

の
成
就
を
祈
る
。
安
産
や
新

生
児
の
無
事
な
る
発
育
へ
の

願
い
な
ど
は
、
ま
さ
に
現
代

人
が
も
っ
と
も
謙
虚
な
心
情

で
神
仏
の
加
護
を
求
め
る
例

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

　
近
年
、
出
産
は
一
部
の
例

外
を
除
い
て
、
ほ
ぼ
す
べ
て

が
病
院
で
医
師
の
管
理
の
も

と
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
た
め
、
出
産
に
関
わ
る
民

俗
的
な
儀
礼
は
ほ
と
ん
ど
見

ら
れ
な
く
な
っ
た
。
た
と
え

ば
、
か
つ
て
出
産
が
家
で
行

わ
れ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
っ 

　
筆
者
が
住
む
京
都
で
は
、
三
月
か
ら
四
月
初
旬
の

休
日
に
は
、
観
光
地
と
し
て
知
ら
れ
る
嵯
峨
嵐
山
の

法
輪
寺
で
「
十
三
参
り
」
が
行
わ
れ
る
。
数
え
十
三
歳

に
な
っ
た
子
ど
も
た
ち
が
、
法
輪
寺
の
本
尊
で
あ
る

虚
空
蔵
菩
薩
に
参
詣
し
て
知
恵
を
授
か
る
と
さ
れ
る

行
事
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
生
の
節
目
に
行
わ
れ

る
儀
礼
は
、
ほ
か
に
も
数
え
れ
ば
枚
挙
に
暇
が
な
い
。 

　
一
昔
前
と
比
べ
る
と
、
今
で
は
子
ど
も
の
成
長
を

願
う
諸
儀
礼
や
、
子
ど
も
か
ら
大
人
へ
の
移
行
期
に

行
わ
れ
る
伝
統
的
な
儀
礼
が
ず
い
ぶ
ん
廃
れ
、
そ
の

結
果
、
年
齢
や
世
代
の
秩
序
が
曖
昧
に
な
っ
て
き
て

い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
現
代
で
も
、

子
ど
も
た
ち
の
健
や
か
な
る
発
育
や
健
康
、
そ
し
て

安
ら
か
な
老
後
や
長
寿
を
願
い
、
人
々
は
意
外
と
頻

繁
に
神
仏
に
手
を
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ

る
。
私
た
ち
は
望
む
と
望

ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、

生
を
受
け
た
者
は
や
が
て

成
長
し
、
そ
し
て
老
い
、

い
ず
れ
は
死
を
迎
え
る
と

い
う
宿
命
を
背
負
っ
て
い

る
。
人
生
の
節
目
に
行
わ

れ
る
こ
れ
ら
の
儀
礼
を
、

民
俗
学
で
は
「
通
過
儀
礼
」

「
人
生
儀
礼
」「
冠
婚
葬
祭
」

な
ど
と
呼
び
慣
わ
し
て
き

た
。
そ
れ
ら
の
中
で
、
本

稿
で
は
子
ど
も
の
無
事
な

る
成
長
を
願
い
、
ま
た
子

ど
も
か
ら
大
人
へ
の
橋
渡 

は
び
こ 

十三参り　十三参りで一文字の漢字を書く女児 

＊
子
ど
も
の
無
事
な
成
長
へ
の 

　 

願
い
は
変
わ
ら
な
い 

 

現代社会における 
子どもの通過儀礼 

八木 透 　Written by Toru Yagi  佛教大学歴史学部教授 

Ⅱ 地域のコミュニティを支える“まつり”の力 



た
時
代
、
新
生
児
の
魂
を
左
右
す
る
も
の
と
し
て
、
胞

衣
を
め
ぐ
る
諸
儀
礼
が
重
要
視
さ
れ
た
。
胞
衣
と
は
、

後
産
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
胎
盤
の
こ
と

で
あ
る
。
胞
衣
の
処
理
の
仕
方
は
、
墓
地
に
埋
葬
す

る
、
胞
衣
壷
に
入
れ
て
屋
敷
地
内
に
埋
め
る
、
玄
関

の
敷
居
の
下
に
埋
め
る
な
ど
、
か
つ
て
は
地
域
に
よ

っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
が
聞
か
れ
た
。
胞
衣
は
新
生

児
の
一
種
の
分
身
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
お
り
、
新

生
児
の
性
格
、
健
康
、
運
命
な
ど
に
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
す
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
今
日
の
病
院
出
産
で
は
、
胞
衣
は
単
な
る
汚
物
と

し
て
処
理
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
過
去
の
よ
う
な
胞

衣
を
め
ぐ
る
儀
礼
は
ま
っ
た
く
行
わ
れ
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
。 

　
と
こ
ろ
が
、
母
子
が
病
院
か
ら
家
へ
戻
っ
て
来
る
と
、

そ
こ
か
ら
は
乳
児
の
無
事
な
る
成
長
を
願
う
民
俗
的

な
儀
礼
が
、
昔
と
さ
ほ
ど
変
わ
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
て

い
る
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
生
後
三
十
日
目
前
後
に
行

わ
れ
る
初
宮
参
り
は
、
氏
神
に
氏
子
と
し
て
認
め
て

も
ら
い
、
ま
た
か
つ
て
は
、
共
同
体
の
一
員
と
し
て
承

認
さ
れ
る
た
め
の
第
一
段
階
の
重
要
な
儀
礼
で
あ
っ

た
。
初
宮
参
り
の
際
に
、
子
ど
も
の
額
に
男
児
な
ら
「
大
」、

女
児
な
ら
ば
「
小
」
の
字
を
書
く
と
い
う
慣
習
は
今
日

で
も
京
都
や
そ
の
周
辺
地
域
で
は
色
濃
く
残
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
「
ア
ヤ
ツ
コ
」
と
呼
ば
れ
、
も
と
は
二
つ

の
線
が
斜
め
に
交
わ
る
形
状
を
指
し
、
竈
の
墨
や
鍋

墨
で
「
×
」
の
印
を
付
け
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
い
つ

し
か
本
来
の
意
味
が
忘
れ
ら

れ
て
「
大
」
や
「
小
」
の
文
字

に
変
わ
り
、
ま
た
鍋
墨
で
は

汚
い
の
で
紅
が
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
ア
ヤ
ツ
コ

は
異
な
っ
た
二
つ
の
世
界
が

交
差
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

印
で
、
そ
れ
が
転
じ
て
魔
除

け
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
現
代
の
若

い
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
は
、

こ
の
よ
う
な
本
来
の
意
味
は

知
ら
な
く
と
も
、
年
寄
り
の

ア
ド
バ
イ
ス
に
従
っ
て
昔
な

が
ら
の
習
俗
を
継
承
し
て
い

る
の
で
あ
る
。 

　
ま
た
、
子
ど
も
の
生
後
百
日
目
は
百
日
な
ど
と
称

し
、
こ
の
時
期
に
食
い
初
め
を
行
う
こ
と
も
、
関
西
地

域
で
は
ま
だ
ま
だ
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
の

た
め
の
膳
を
新
調
し
、
男
女
児
に
そ
れ
ぞ
れ
ふ
さ
わ

し
い
茶
碗
や
箸
を
準
備
し
て
祝
う
。
子
ど
も
の
家
で

は
赤
飯
を
炊
い
て
尾
頭
付
き
の
魚
を
添
え
、
親
戚
を

招
い
て
飯
粒
を
子
ど
も
に
食
べ
さ
せ
る
真
似
を
す
る
。

日
本
人
は
か
つ
て
、
米
は
神
か
ら
授
け
ら
れ
た
特
別

な
呪
力
を
持
つ
食
物
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
子
ど

も
に
飯
粒
を
食
べ
さ
せ
る
の
も
、
米
の
呪
力
で
小
さ

な
魂
に
生
き
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
補
充
す
る
と

い
う
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

　
こ
の
よ
う
に
、
産
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
ど
も
は
、
し

ば
ら
く
の
間
、
象
徴
的
な
意
味
に
お
い
て
前
世
と
の

繋
が
り
の
中
で
育
つ
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
さ
ま
ざ

ま
な
霊
的
な
力
に
頼
っ
て
子
ど
も
の
無
事
な
る
成
長

を
願
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
新
生
児
を

め
ぐ
る
儀
礼
の
中
に
は
、
小
さ
な
魂
を
神
仏
の
力
を

借
り
て
で
も
守
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
代
の
、
親

た
ち
の
切
実
な
願
い
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。 

    

　
か
つ
て
は
「
七
つ
前
は
神
の
う
ち
」
と
い
う
表
現
が

日
本
の
各
地
で
聞
か
れ
た
。
子
ど
も
は
七
歳
に
な
る

ま
で
は
神
の
領
域
に
い
て
、
ま
だ
人
間
の
世
界
に
は

片
足
し
か
踏
み
込
ん
で
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
今
日
で
も
あ
ま
り
廃
れ
る
こ
と
な
く
行

 
え 

な 
あ
と
ざ
ん 

も
も 

か 

初宮参り　孫娘を抱いて氏神に参拝する祖母（イラスト：竹添 祐子） 

＊
大
人
の
仲
間
入
り
の
た
め
に 

　 

必
要
な
儀
礼 

 



わ
れ
て
い
る
通
過
儀
礼
の
象
徴
と
も
い
え
る
「
七
五

三
」
の
祝
い
、
す
な
わ
ち
三
歳
、
五
歳
、
七
歳
の
歳
祝

い
は
、
子
ど
も
の
健
や
か
な
る
成
長
を
願
う
親
た
ち

に
と
っ
て
大
切
な
節
目
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
が
、
や
は
り
中
で
も
、
も
っ
と
も
重
要
な
歳
祝
い
は

七
歳
で
あ
っ
た
。
今
日
で
は
、
七
歳
は
小
学
校
に
入
学

す
る
歳
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
七
歳

と
い
う
歳
は
呪
術
的
な
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
子
ど

も
に
と
っ
て
心
身
の
成
長
の
上
か
ら
も
大
き
な
節
目

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

　
と
こ
ろ
で
、
古
い
時
代
の
子
ど
も
の
死
亡
率
を
調

べ
て
み
る
と
、
江
戸
末
期
か
ら
明
治
初
期
の
頃
に
は
、

出
産
後
で
は
約
３５
％
の
子
ど
も
が
、
妊
娠
段
階
か
ら

数
え
る
と
約
４５
％
の
子
ど
も
が
七
歳
以
前
に
死
亡
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
お
よ
そ
四
割
近
い
子
ど
も

が
、
幼
く
し
て
こ
の
世
を
去
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
七

歳
の
歳
祝
い
の
背
後
に
は
、
幼
い
子
ど
も
の
死
亡
率

が
高
か
っ
た
時
代
、
不
幸
に
し
て
子
を
亡
く
し
た
親

の
哀
し
み
と
、
子
を
無
事
に
七
歳
ま
で
育

て
上
げ
た
親
の
安
堵
感
が
う
か
が
え
る
。 

　
七
歳
を
過
ぎ
た
子
ど
も
が
次
に
経
験
す

る
の
は
、
い
よ
い
よ
大
人
の
仲
間
入
り
を

す
る
た
め
の
儀
礼
で
あ
る
。
今
日
で
こ
そ

成
人
儀
礼
は
満
二
十
歳
で
行
わ
れ
て
い
る

が
、
か
つ
て
は
も
っ
と
早
い
時
期
に
行
わ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
京

都
と
そ
の
周
辺
地
域
で
は
、
冒
頭
で
も
紹

介
し
た
よ
う
に
、
数
え
十
三
歳
に
な
っ
た

男
女
児
が
嵯
峨
嵐
山
の
法
輪
寺
に
参
詣
し
、

本
尊
で
あ
る
虚
空
蔵
菩
薩
か
ら
知
恵
を
授

か
る
と
い
う
慣
習
が
あ
る
。
こ
れ
が
「
十
三
参
り
」
で

あ
る
。
七
五
三
の
慣
習
が
希
薄
で
あ
っ
た
関
西
地
域

で
は
、
十
三
参
り
は
そ
れ
に
替
わ
る
子
ど
も
の
歳
祝

い
と
し
て
、
ま
た
一
種
の
成
人
儀
礼
と
し
て
古
く
か

ら
親
し
ま
れ
て
き
た
。「
十
三
」
と
い
う
数
字
は
、
虚

空
蔵
菩
薩
の
縁
日
で
あ
る
十
三
日
に
由
来
す
る
も
の

で
あ
る
。
虚
空
蔵
菩
薩
は
天
空
を
司
り
、
虚
空
の
よ
う

な
広
大
無
辺
な
智
恵
や
徳
を
授
け
て
く
れ
る
仏
と
し

て
、
地
蔵
菩
薩
と
と
も
に
古
く
か
ら
人
々
の
篤
い
信

仰
を
集
め
て
き
た
。
今
日
の
十
三
参
り
で
は
、
子
ど
も

が
そ
れ
ぞ
れ
の
願
い
を
一
文
字
の
漢
字
に
託
し
、
紙

に
記
し
て
虚
空
蔵
菩
薩
に
奉
納
す
る
。
ま
た
帰
る
時

は
、
桂
川
に
架
か
る
渡
月
橋
を
渡
り
終
え
る
ま
で
は

決
し
て
振
り
返
っ
て
は
な
ら
ず
、
も
し
振
り
返
っ
た

ら
せ
っ
か
く
授
か
っ
た
智
恵
を
逃
し
て
し
ま
う
と
い

わ
れ
て
い
る
。
十
三
参
り
は
十
八
世
紀
後
半
か
ら
一

般
に
普
及
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
当
時
は
、
特
に

京
都
西
陣
の
織
物
関
係
の
工
職
人
層
の
信
仰
を
集
め

て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
虚
空
蔵
菩
薩
か
ら

授
か
る
と
さ
れ
る
智
恵
の
ル
ー
ツ
は
、
針
や
織
物
の

「
技
術
」
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
京
都
で
は
、
か
つ
て
は

十
三
参
り
を
経
る
と
少
な
か
ら
ず
大
人
の
一
員
と
み

な
さ
れ
、
日
常
に
お
い
て
種
々
の
責
任
が
課
せ
ら
れ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

    

　
こ
の
よ
う
に
、
乳
児
か
ら
幼
児
へ
、
そ
し
て
大
人

へ
と
成
長
し
て
ゆ
く
子
ど
も
を
め
ぐ
る
諸
儀
礼
は
、

そ
の
形
や
意
味
は
ず
い
ぶ
ん
変
容
し
な
が
ら
も
、
今

日
で
も
な
お
必
要
な
通
過
儀
礼
と
し
て
継
承
さ
れ
て

き
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
中
で
過
去
と
も
っ
と
も
異

な
る
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
通
過
儀
礼
を
契
機
と
し

て
形
成
さ
れ
る
、
親
族
や
近
隣
な
ど
の
共
同
体
、
あ

る
い
は
同
世
代
の
仲
間
と
の
結
び
つ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。 

　
一
昔
前
の
社
会
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
や
若
者
た

ち
は
種
々
の
儀
礼
を
経
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
契
機

と
し
て
同
性
の
仲
間
を
結
成
し
た
り
、
あ
る
い
は
さ

ま
ざ
ま
な
人
た
ち
と
の
間
で
「
絆
」
を
結
ん
で
い
た
。

こ
れ
ら
の
「
群
れ
」
や
「
絆
」
の
中
で
、
集
団
生
活
の

基
本
や
大
人
と
し
て
の
常
識
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
異
性
へ
の
ま
な
ざ
し
や
付
き
合
い
方
を
体
得

す
る
の
も
、
同
性
の
仲
間
か
ら
で
あ
っ
た
。
一
例
を
紹

介
し
よ
う
。
関
西
か
ら
は
遠
く
離
れ
る
が
、
山
形
県
温

海
町
の
日
本
海
に
面
し
た
浜
中
と
い
う
村
で
は
、
け

や
き
（
契
約
）
姉
妹
と
い
う
娘
の
組
が
存
在
し
た
。
数

七・五・三　七歳のお宮参りで千歳飴を持つ女児 
（イラスト：竹添 祐子） 

＊
儀
礼
を
契
機
に
し
て 

　 

生
ま
れ
る
結
び
つ
き 

Ⅱ 地域のコミュニティを支える“まつり”の力 



八
木 

透
（
や
ぎ
・
と
お
る
） 

 

●  

●  

●
 

 佛
教
大
学
歴
史
学
部
歴
史
文
化
学
科
教
授
、
民
俗
学
者
。

専
門
は
民
俗
学
・
家
族
史
。
1
9
5
5
年
生
ま
れ
。
７８
年

同
志
社
大
学
文
学
部
文
化
学
科
卒
業
、
８１
年
佛
教
大
学
大

学
院
修
士
課
程
修
了
、
８４
年
同
博
士
課
程
単
位
取
得
満
期

退
学
。
博
士
（
文
学
）。
同
大
学
の
助
教
授
な
ど
を
経
て
、

2
0
0
0
年
教
授
。
主
な
著
書
は
、『
婚
姻
と
家
族
の
民
俗

的
構
造
』（
吉
川
弘
文
館
）
な
ど
。 

え
十
二
歳
と
十
三
歳
に
な
っ
た
娘
た
ち
が
ひ
と
つ
の

組
を
構
成
し
、
そ
の
中
で
、
年
末
の
あ
る
日
に
藁
の
く

じ
を
引
き
、
同
じ
藁
を
引
き
合
っ
た
者
同
士
が
姉
妹

の
契
り
を
結
ぶ
。
組
の
娘
た
ち
は
大
晦
日
の
夜
に
、
あ

ら
か
じ
め
決
め
て
お
い
た
宿
へ
集
ま
り
、
断
食
と
称

す
る
行
を
行
う
。
ま
た
大
晦
日
の
夜
は
寝
る
前
に
、
け

や
き
姉
妹
ご
と
に
お
互
い
が
持
参
し
た
餅
を
交
換
し

て
食
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
晦
日
の
行
を
三
年
間
続

け
る
と
、
か
つ
て
は
嫁
に
行
っ
て
も
よ
い
と
い
わ
れ

た
。
こ
の
よ
う
な
、
血
の
繋
が
り
の
な
い
者
と
親
子
や

兄
弟
姉
妹
の
関
係
を
結
ぶ
、
あ
る
い
は
同
年
齢
の
若

者
や
娘
た
ち
が
組
を
構
成
す
る
と
い
う
慣
習
が
か
つ

て
は
日
本
の
広
い
地
域
で
見
ら
れ
た
。
そ
の
背
景
に

あ
る
民
俗
的
意
味
は
、
実
の
親
子
や
家
族
を
越
え
て
、

社
会
の
中
で
よ
り
強
い
後

ろ
盾
を
得
よ
う
と
す
る
要

求
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。 

　
現
代
と
比
べ
て
、
集
団
性

や
人
々
と
の
共
生
が
は
る

か
に
重
要
で
あ
っ
た
一
昔

前
の
社
会
に
お
い
て
、「
群
れ
」

と
「
絆
」
の
中
で
自
己
を
見

つ
め
、
他
者
と
交
わ
る
経
験

を
持
つ
こ
と
は
想
像
以
上

に
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た

だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
子
ど
も

か
ら
大
人
へ
の
過
渡
期
に

あ
る
若
者
た
ち
を
教
育
す

る
シ
ス
テ
ム
が
、
学
校
や
家

庭
以
外
に
も
数
多
く
存
在

し
た
こ
と
に
も
注
目
す
べ

き
で
あ
る
。
集
団
性
の
欠
如
、
引
き
こ
も
り
や
不
登
校
、

い
じ
め
に
よ
る
自
殺
、
い
く
つ
に
な
っ
て
も
親
離
れ

で
き
な
い
若
者
た
ち
、
そ
し
て
そ
の
逆
の
親
た
ち
。
子

ど
も
た
ち
が
「
群
れ
る
」
慣
習
が
残
っ
て
い
る
地
域
社

会
で
は
、
い
じ
め
の
例
が
少
な
い
こ
と
が
報
告
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
子
ど
も
社
会
に
お
い
て
群
れ

る
こ
と
、
す
な
わ
ち
集
団
性
を
重
視
す
る
規
律
の
存

在
が
い
か
に
大
切
で
あ
る
か
を
物
語
っ
て
い
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。 

　「
自
由
」
と
い
う
名
の
も
と
に
、
か
つ
て
の
さ
ま
ざ

ま
な
秩
序
や
結
び
つ
き
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
現
代
社

会
。
年
齢
や
世
代
を
め
ぐ
る
秩
序
の
重
要
性
と
と
も

に
、
通
過
儀
礼
の
機
会
に
形
成
さ
れ
た
他
者
た
ち
と

の
絆
の
大
切
さ
に
つ
い
て
も
、
今
、
私
た
ち
は
改
め
て

考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。 

だ
ん
じ
き 

ぎ
ょ
う 

CEL

けやき姉妹　けやき姉妹を決めるために藁のくじを引き合う娘たち（イラスト：竹添 祐子） 

 


