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お
よ
そ
「
聞
き
書
き
調
査
」
と
い
う
方
法
を
試
み
た
者
な
ら
ば
、
口
承
文

芸
の
調
査
に
限
ら
ず
、
現
に
向
き
合
っ
て
い
る
語
り
手
の
一
生
を
描
い
て
み

た
い
と
思
わ
れ
る
人
物
に
、
幾
人
と
な
く
出
会
う
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　

山
形
県
酒
田
市
宮
海
で
生
ま
れ
た
阿
彦
周
宜
（
一
九
四
八
～
一
九
九
三
）

も
、近
所
に
住
ん
で
い
た
芸
名
吉
田
天
楽
丸
と
呼
ば
れ
た
人
形
遣
い
師
、佐
々

木
時
次
郎
翁
（
明
治
三
十
四
年
生
ま
れ
）
か
ら
昔
話
や
伝
説
や
世
間
話
を
聞

く
一
方
で
、
そ
の
人
生
に
も
魅
せ
ら
れ
て
、「
天
楽
丸
の
語
り
口
を
そ
の
ま

ま
筆
録
し
、
年
代
順
に
配
列
し
て
み
よ
う
」
と
思
い
立
ち
、
六
年
間
も
こ
の

翁
と
膝
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
晶
が
、
阿
彦
の
民
話
研

究
の
出
発
点
と
な
っ
た
著
書
、『
天
楽
丸
口
伝　

遊
芸
の
世
間
師
』（
天
楽
人

形
保
存
会
・
一
九
八
二
）
で
あ
る
。

　

こ
の
書
に
は
、
天
楽
丸
の
声
だ
け
で
な
く
、
ア
サ
エ
夫
人
（
明
治
四
十
三

年
生
ま
れ
）
の
声
も
、量
は
多
く
な
い
が
、「
ア
サ
エ
さ
ん
の
証
言
」
と
し
て
、

間
隙
を
縫
っ
て
登
場
さ
せ
て
い
る
。
ア
サ
エ
嫗
は
、
こ
の
書
が
発
行
さ
れ
る

一
年
前
に
急
逝
す
る
が
、
阿
彦
を
し
て
、
そ
の
と
き
「
な
ぜ
ア
サ
エ
さ
ん
か

ら
の
聞
き
書
き
も
深
め
な
か
っ
た
か
」
と
か
、「
こ
の
本
を
も
っ
と
早
く
出

版
で
き
な
か
っ
た
の
か
」（『
天
楽
丸
口
伝　

遊
芸
の
世
間
師
』
三
二
九
頁
、

以
下
の
頁
の
表
記
も
す
べ
て
同
著
の
頁
）
と
悔
や
ま
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ま
た
、天
楽
丸
が
自
身
の
人
生
を
振
り
返
っ
た
「
語
り
口
」
だ
け
で
な
く
、

彼
が
持
ち
伝
え
た
口
承
文
芸
の
一
端
も
、
そ
の
伝
承
経
路
と
共
に
口
承
文
芸

の
資
料
集
の
よ
う
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
別
表
に
示
し
た
と
お
り
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
天
楽
丸
夫
妻
の
語
り
口
の
合
間
に
、
阿
彦
自
身
の
「
取
材

日
記
」
を
組
み
入
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
書
を
魅
力
の
あ
る
造
本
構
成
に

し
て
い
る
。
阿
彦
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
同
書
の
「
は
じ
め
に
」
に
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
そ
れ
か
ら
、
彼
の
足
ど
り
を
少
し
な
り
と
も
確
認
す
る
た
め
に
私
は
取

材
旅
行
に
出
て
、
彼
を
知
る
人
々
の
懐
か
し
い
証
言
を
得
て
、
天
楽
丸

の
語
り
の
内
容
が
決
し
て
単
な
る
自
己
劇
化
の
産
物
で
は
な
い
こ
と
が

理
解
で
き
た
の
で
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
は
時
に
聞
き
手
の
編
者
が
思

い
出
を
語
っ
た
り
後
日
談
を
述
べ
て
邪
魔
を
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
れ
は
語
り
手
の
体
験
談
を
少
し
な
り
と
も
客
観
化
し
立

体
化
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
」

声
の
配
達
人

―
阿
彦
周
宜
『
天
楽
丸
口
伝
』
の
方
法
―

川 

島
　
秀 

一
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ま
た
、
阿
彦
が
天
楽
丸
の
伝
え
る
口
承
文
芸
よ
り
も
、
そ
の
実
人
生
の
方

に
牽
引
さ
れ
て
い
っ
た
契
機
に
つ
い
て
は
、そ
の
「
取
材
日
記
」
の
一
部
に
、

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

①
「
確
か
に
私
は
天
楽
丸
に
対
し
、
最
初
か
ら
体
験
談
を
求
め
た
の
で

は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
彼
の
語
る
笑
話
や
伝
説
等
に
胸
を
踊
ら
せ
て

い
た
の
だ
。
だ
が
、
天
楽
丸
の
養
子
時
代
の
話
を
耳
に
し
た
今
、
余
り

に
も
奇
妙
な
符
合
に
気
が
付
い
た
。
即
ち
、
孤
児
同
然
の
孫
に
祖
父
が

小
僧
の
頓
智
話
を
語
っ
た
こ
と
。
し
か
も
、
修
学
前
に
聞
い
た
そ
の
「
和

尚
と
小
僧
」
話
の
後
に
時
次
郎
少
年
を
待
ち
受
け
て
い
た
の
が
、
ま
さ

に
小
僧
見
習
い
の
生
活
だ
っ
た
の
だ
。
寺
へ
養
子
送
り
に
す
る
孫
に
〈
勉

強
し
て
、い
い
和
尚
に
な
れ
よ
〉
と
い
う
祖
父
の
願
い
が
、こ
れ
ら
の
「
和

尚
と
小
僧
」
話
に
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
故
に
こ

そ
昔
話
の
世
界
が
天
楽
丸
の
実
体
験
と
重
な
り
共
鳴
し
、
更
に
物
語
を

記
憶
せ
し
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
」［
二
六
頁
］

②
「
現
在
も
易
断
師
・
高
島
天
楽
と
も
名
の
る
佐
々
木
時
次
郎
翁
の
姿
を

「
六
平
の
八
卦
」
の
話
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
時
、
少
年
の
日
の
彼
を
惹
き

つ
け
た
昔
話
の
世
界
に
自
ら
扮
し
た
と
い
う
ド
ラ
マ
を
見
る
思
い
が
し

て
な
ら
な
い
の
だ
。

　

一
人
の
人
間
に
昔
話
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
生
き
る
も
の
な
の
か
。
も

し
か
し
た
ら
、
天
楽
丸
が
人
形
遣
い
師
と
し
て
独
立
す
る
時
、
外
題
を

難
な
く
物
に
し
て
い
く
の
も
、
祖
父
や
母
親
の
口
承
文
芸
の
豊
か
な
土

壌
が
根
底
に
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」［
一
三
一
頁
］

　

①
は
天
楽
丸
が
語
っ
た
昔
話
の
「
和
尚
と
小
僧
」、
②
は
「
聴
耳
草
紙
」

を
思
わ
せ
る
、
八
卦
置
き
の
サ
ク
セ
ス
・
ス
ト
ー
リ
ィ
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
昔
話
が
天
楽
丸
の
実
人
生
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
、
と
阿
彦
が
考
え
た
こ
と
が
、「
天
楽
丸
口
伝
」
と
も
付
し
た
、

佐
々
木
時
次
郎
翁
の
口
頭
に
よ
る
自
伝
の
記
録
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
機

縁
で
あ
る
。

　

こ
の
書
の
「
あ
と
が
き
」
に
は
、
天
楽
丸
の
長
男
・
武
雄
さ
ん
が
四
十
七

歳
の
若
さ
で
他
界
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。「
私
の
手
元

に
残
さ
れ
た
三
十
数
本
の
テ
ー
プ
に
は
、
天
楽
丸
と
共
に
武
雄
さ
ん
の
生
前

の
声
が
入
っ
て
い
る
」［
四
〇
六
頁
］
と
、〈
声
〉
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て

い
る
。
ま
た
、
こ
の
す
ぐ
後
に
も
「
懐
か
し
い
五
味
堀
部
落
や
岩
手
の
人
々

の
声
を
聞
い
て
は
目
を
潤
ま
せ
て
い
た
天
楽
丸
の
表
情
を
私
は
忘
れ
る
こ

と
が
で
き
な
い
」
と
、〈
声
〉
の
文
字
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
〈
声
〉
は
、

す
べ
て
、
テ
ー
プ
・
レ
コ
ー
ダ
ー
に
録
音
し
た
〈
声
〉
の
こ
と
で
あ
る
。

　

特
に
、
後
者
の
〈
声
〉
は
特
異
な
収
集
状
況
を
示
し
て
い
る
。
前
述
し
た

よ
う
に
、
阿
彦
は
、
天
楽
丸
が
宮
海
に
落
ち
着
く
ま
で
に
転
々
と
し
た
箇
所

を
、
主
に
東
北
地
方
を
中
心
に
「
取
材
」
に
歩
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ

で
出
会
っ
た
、天
楽
丸
に
ゆ
か
り
の
人
々
か
ら
、天
楽
丸
へ
対
す
る
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
テ
ー
プ
に
吹
き
込
ん
で
も
ら
い
、
こ
の
〈
声
〉
を
天
楽
丸
に
届
け
て
い

る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
阿
彦
周
宣
は
「
声
の
配
達
人
」
で
も
あ
っ
た
。
こ

の
「
配
達
」
の
様
子
を
知
る
に
、「
あ
と
が
き
」
に
記
さ
れ
て
い
る
「
五
味

堀
部
落
や
岩
手
の
人
々
の
声
」
の
具
体
例
を
本
文
か
ら
挙
げ
て
お
き
た
い
。

①
「
元
気
な
う
ち
に
、
ま
た
五
味
堀
さ
来
て
く
だ
せ
」
と
言
う
春
日
さ
ん

や
他
の
婆
様
達
。
翌
日
テ
ー
プ
の
声
に
聴
き
入
る
天
楽
丸
は
目
を
潤
ま
せ
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な
が
ら
何
度
も
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
を
繰
り
返
し
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
時
の
天
楽
丸
の
顔
を
私
は
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」［
一
八
一
頁
］

②
「
そ
し
て
、
武
田
さ
ん
は
喜
寿
記
念
の
家
族
全
員
の
ア
ル
バ
ム
を
私

に
託
し
、
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
に
こ
う
語
っ
た
の
だ
。

「
佐
々
木
さ
ん
、私
武
田
喜
八
で
す
が
、お
か
げ
さ
ま
で
今
も
元
気
で
や
っ

て
い
ま
す
。
佐
々
木
さ
ん
も
体
を
大
事
に
し
て
長
々
生
ぎ
ら
れ
る
よ
う

に
お
祈
り
し
て
ま
す
。」［
七
五
頁
］

　

①
は
、
天
楽
丸
一
家
が
昭
和
四
年
か
ら
八
年
ま
で
滞
在
し
て
い
た
五
味
堀

（
秋
田
県
森
吉
町
）
の
春
日
ト
ク
さ
ん
の
声
で
あ
る
。
天
楽
丸
は
五
味
堀
菩

薩
堂
で
、
ご
祈
祷
な
ど
を
し
な
が
ら
、
別
当
生
活
を
し
て
い
た
が
、
天
楽
丸

が
岩
手
へ
行
っ
て
留
守
の
と
き
に
、新
生
児
を
二
人
亡
く
す
こ
と
に
な
っ
た
、

苦
労
の
多
い
時
代
で
あ
っ
た
。

　

②
は
、岩
手
県
下
閉
伊
郡
中
里
の
武
田
喜
八
さ
ん（
明
治
三
十
五
年
生
ま
れ
）

の
声
で
あ
る
。
天
楽
丸
は
二
十
歳
の
と
き
に
石
工
の
職
業
を
捨
て
、
同
県
岩

泉
町
小
本
の
宗
得
寺
に
出
家
し
た
が
、
寺
の
利
権
争
い
の
た
め
還
俗
し
て
再

び
石
工
に
な
っ
た
と
き
の
懐
か
し
い
同
僚
の
一
人
が
武
田
さ
ん
で
あ
る
。

　

天
楽
丸
に
と
っ
て
は
、
出
か
け
て
行
っ
て
会
う
機
会
を
逸
し
て
い
る
懐
か

し
い
人
々
に
、
翁
の
代
わ
り
に
阿
彦
が
会
い
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
声
を
集
め

て
は
天
楽
丸
に
持
ち
帰
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
声
を
聞

い
て
、
さ
ら
に
天
楽
丸
が
、
そ
の
こ
ろ
の
時
代
を
語
り
始
め
た
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
。
つ
ま
り
、
阿
彦
は
天
楽
丸
に
関
わ
る
人
々
に
出
会
っ
た
こ
と

を
全
て
、
天
楽
丸
に
報
告
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
し
て
、

語
り
手
に
接
し
、
絆
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
阿
彦
の
一
種

の
調
査
方
法
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

阿
彦
は
、「
人
形
遣
い
師
を
「
人
形
芸
一
筋
」
と
い
っ
た
視
点
だ
け
で
捉

え
て
は
な
ら
な
い
」［
四
〇
四
頁
］
と
述
べ
、「
人
形
遣
い
師
そ
の
人
（
引
用

者
注
：
天
楽
丸
）
の
体
験
を
ふ
ま
え
て
、「
語
り
手
」
の
側
に
立
っ
た
考
察

が
な
さ
れ
る
必
要
を
痛
感
す
る
も
の
で
あ
る
」［
四
〇
五
頁
］
と
、
今
後
の

課
題
を
挙
げ
て
い
る
が
、
口
承
文
芸
を
「
語
り
手
」
の
側
に
立
っ
て
考
察
す

る
に
は
、
そ
の
語
り
手
の
体
験
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。
天
楽
丸
が
見
て
感
じ
た
各
地
の
風
景
を
、
阿
彦
が
追
体
験
す
る
よ

う
に
「
取
材
」
を
重
ね
た
大
き
な
理
由
で
あ
る
。

　

こ
の
、
語
り
手
の
側
に
立
っ
た
考
察
と
し
て
、
本
書
で
印
象
的
な
部
分
は
、

天
楽
丸
の
夫
人
、ア
サ
エ
さ
ん
の
、次
の
よ
う
な
「
文
化
財
」
に
対
す
る
「
証

言
」
で
あ
る
。

「
ま
だ
、
よ
そ
さ
喋
て
ね
ん
ど
も
、「
文
化
財
」
ど
が
言
っ
て
、
こ
の
人
形

芝
居
を
「
昔
の
や
り
方
で
や
れ
」
っ
て
そ
の
ま
ま
や
て
行
が
ね
ば
ね
と

い
う
ご
と
は
ね
な
や
。
わ
し
ど
し
て
の
考
え
だ
よ
。
そ
う
で
な
く
こ
の

人
形
の
遣
い
方
覚
え
れ
ば
、
今
の
話
で
芝
居
作
っ
て
や
れ
る
な
よ
。
ん

だ
か
ら
、〈「
必
ず
こ
う
や
っ
て
く
れ
」
っ
て
教
え
る
ま
で
ね
え
〉
ど
思
う
。

〈
人
形
の
遣
い
方
覚
え
れ
ば
、
同
じ
遣
い
方
で
も
今
の
時
代
さ
合
わ
せ
で

や
っ
た
方
が
え
え
〉ど
思
う
よ
。
そ
う
す
れ
ば
、お
ら
家
の
ジ
ッ
チ
ャ（
天

楽
丸
）
死
ね
ば
、「
や
り
方
分
が
ら
ん
ね
」
っ
て
言
わ
ね
た
っ
て
え
え
し
ね
。

　

こ
れ
は
私
ひ
と
り
の
考
え
だ
よ
、
ま
ず
…
…
。
武
雄
が
や
た
『
ア
リ

バ
バ
』
は
、
子
供
の
教
育
劇
で
作
っ
た
ん
だ
。
ん
だ
か
ら
、
そ
や
て
今

の
時
代
に
合
わ
せ
た
方
が
長
ぐ
続
い
で
行
ぐ
ど
思
う
。
何
も「
文
化
財
」っ
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て
こ
ど
で
な
ぐ
で
も
の
…
…
。「
文
化
財
」
た
っ
て
、
生
活
楽
な
る
わ
け

で
も
ね
し
…
…
」［
三
二
五
頁
］

　
『
ア
リ
バ
バ
』
と
は
、
世
界
名
作
童
話
の
『
ア
リ
バ
バ
物
語
』
の
こ
と
、

学
校
教
育
劇
の
新
境
地
を
開
き
、「
昭
和
三
十
二
年
以
来
、
東
北
地
方
は
お

ろ
か
千
葉
県
内
の
学
校
で
も
児
童
達
を
熱
狂
さ
せ
た
」［
四
〇
二
頁
］と
い
う
。

こ
の
こ
と
を
阿
彦
は
「
そ
こ
に
は
周
囲
の
人
々
が
口
に
す
る
「
保
存
」
や
「
文

化
財
」
と
い
う
消
極
的
な
形
を
超
越
し
て
、
よ
り
寛
大
な
境
地
に
達
し
た
天

楽
丸
夫
妻
の
真
意
を
私
は
感
じ
た
」［
三
二
六
頁
］
と
記
し
た
。

　

特
に
、昭
和
四
十
九
年
に
秋
田
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た「
猿

倉
人
形
芝
居
」
が
天
楽
丸
の
父
吉
田
若
丸
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、「
猿
倉
人
形
」
の
名
の
背
後
に
隠
れ
て
し
ま
っ
た
天
楽
丸
親
子
の

こ
と
を
思
う
と
き
、「
文
化
財
」
と
は
い
っ
た
い
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え

さ
せ
て
く
れ
る
。

　

ま
た
、『
ア
リ
バ
バ
物
語
』
な
ど
の
書
か
ら
、
新
た
な
人
形
芝
居
の
台
本

を
作
成
す
る
と
い
う
、
文
字
を
通
し
た
伝
承
に
つ
い
て
も
、
注
意
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
表
1
の
「
佐
々
木
時
次
郎
翁
の
口
承
文

芸
と
伝
承
経
路
」
を
見
る
と
、
天
楽
丸
は
講
談
本
や
講
談
師
か
ら
も
話
を
得

て
、
自
家
薬
籠
中
の
も
の
に
し
て
か
ら
、
や
が
て
は
人
形
芝
居
に
も
そ
れ
を

活
か
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
、
天
楽
丸
の
伝
承
世
界
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
、
家
族
か
ら
の

伝
承
内
容
を
見
る
と
、
祖
父
の
佐
々
木
岩
蔵
か
ら
は
「
和
尚
と
小
僧
」
な
ど

の
笑
い
話
を
伝
承
さ
れ
て
い
る
が
、
父
母
が
伝
え
た
話
は
、
講
談
に
近
い
話

で
あ
っ
た
。
母
の
ミ
キ
か
ら
は
、「
お
里
沢
市
」・「
岩
見
重
太
郎
ヒ
ヒ
退
治
」・

「
鬼
神
の
お
松
」・「
信
夫
山
の
七
色
狐
―
阿
部
の
童
子
丸
」
な
ど
の
話
、
父

の
池
田
与
八
か
ら
は
、「
中
山
安
兵
衛
」・「
自
来
也
」・「
白
井
権
八
」・「
考

子
の
仇
討
」
な
ど
が
、
そ
の
す
べ
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
話
は
、
講
談
で
語

ら
れ
、
あ
る
い
は
講
談
本
に
載
せ
ら
れ
る
話
に
多
く
、
天
楽
丸
の
父
母
た
ち

も
、
こ
れ
ら
の
世
界
に
深
く
影
響
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

天
楽
丸
の
口
承
世
界
の
全
体
が
幾
分
、
伝
説
や
笑
い
話
に
傾
い
て
い
る
と

思
わ
れ
る
が
、
講
談
本
な
ど
の
文
字
文
化
を
通
し
て
、
口
承
世
界
が
豊
か
に

な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
文
字
が
必
ず
し
も
口
承
世
界
を
駆
逐
し
な
い
と
い
う

こ
と
を
、
再
度
、
確
認
さ
せ
ら
れ
る
事
例
で
あ
る
。

　
「
語
り
手
の
側
に
立
っ
た
考
察
」
は
、
口
承
文
芸
の
研
究
に
と
っ
て
、
今

後
も
深
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
テ
ー
マ
で
あ
る
。
調
査
者
が
聞
き
た

い
〈
口
承
文
芸
〉
と
は
別
に
、
語
り
手
に
と
っ
て
聞
い
て
も
ら
い
た
い
話
と

は
何
な
の
か
。
阿
彦
は
お
そ
ら
く
、天
楽
丸
か
ら
口
承
文
芸
を
聞
き
な
が
ら
、

同
時
に
彼
が
自
ら
迫
力
を
も
っ
て
語
る
自
叙
伝
に
、
心
を
傾
け
て
い
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
、
そ
の
成
果
が
『
天
楽
丸
口
伝　

遊
芸
の
世
間
師
』
と
い
う
書

で
あ
っ
た
。
迫
力
を
も
っ
た
語
り
と
は
〈
声
〉
の
も
つ
力
で
あ
り
、
天
楽
丸

に
と
っ
て
は
、
人
形
遣
い
と
い
う
芸
能
を
支
え
て
い
た
声
の
力
で
あ
っ
た
に

相
違
な
い
。

（
か
わ
し
ま
・
し
ゅ
う
い
ち
／
宮
城
教
育
大
学
非
常
勤
講
師
）
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〈声〉の採集者列伝・阿彦周宣

伝 承 経 路 口 承 文 芸 の 題 目

祖父　　　　佐々木岩蔵 一休問答　小僧三人、餅二つ　和尚の裁判　ゴヘラのゴン　小僧
の屁理屈　馬鹿聟の三晩　六平の八卦　法螺つぎくらべ　片倉小
十郎の頓智　俄武士・太郎　法螺吹き岩吉さん　間男殺しの後始
末　清助さんの狐退治　頓智組長　金田一伝説

磐次磐三郎の話　マタギの刀立の法　真言密法の奥の伝

母　　　　　　　　ミキ 人形節

お里沢市　岩見重太郎ヒヒ退治　鬼神のお松　信夫山の七色狐―
阿部の童子丸　鑑鉄坊さん傘踊り

父　　　　　　池田与八 中山安兵衛　自来也　白井権八　孝子の仇討

［講談本］ 亀山孝子の仇討　南部恐山孝子の仇討　孝女白菊

講談師 親を買う話

大黒舞いさん 大黒舞い唄

石屋師匠　　佐々木徳松 女郎狐に化かされた話　上下の狐

石屋仲間　　　瀬浪福松 デンガク豆腐の好きな和尚様　馬鹿息子の修行　常安寺の化物退
治

宗得寺和尚　　中島放牛 化物狸の祟り　殺した女の祟り　因縁の重なり　盲の六部の祟り

久慈の神官様 死んだ息子の引き合わせ

口寄せイタコ　　オナカ イタコの口寄せ唄

「神憑ぎ」　　佐々木トク 宝物の夢知らせ　山の水の教えと因縁

中島のお婆さん 狸の祟り

下市神の大場鉄三の父親 じゅんこ地蔵

宮海の鋳物師のお婆さん 二カ所地蔵　戊辰戦争秘話と廃物毀釈

宮海の佐藤与吉 五行の塔と漁師たち　出雲の流木と十一面観音

宮海の佐藤与次郎 酒田大地震聞き書き

表 1 　 佐々木時次郎翁の口承文芸と伝承経路

注：「口承文芸の題目」は『天楽丸口伝』の表記に従った。


