
題
名
の
機
能

題
名
と
し
て
先
づ
念
頭
に

の
ぼ

る
の
は
、
作
品

の

「
手
段
」

が
喚
起
す

る

「
事
象

や
意
識

の
内
客

」
(
喚

起

内
容
)

の
主
題
や
題
材
を
暗
示
す

る

「
こ
と
ば
」

や
、

そ

の
事
象

(
ド
ラ
々
)

の
主
人
公
ま
た
は
主
に

な

る
事
物
の
名
称
を
用
い
た
題
名

で
あ
ろ
う
。
.
小
説

や
評

論
は

「
こ
と
ば

の
つ
な
が
り
」

を
、
、
戯
曲
は
ト

書

や
登
場

人
物

の
台

詞
を
、

ま
た
実
際

の

上

演

で

は
、
役
者

の
演
技
、
及
び
そ
れ
を
助
け

る
扮
装

・
舞

台
装
置

・
照
明

・
擬
音
な
ど
を
、
絵
画
で
は
線

や
色

彩

に
よ

る
画
面
構
成

を
、
ま
た
彫
刻

で
は
物
体

の
立

体
的

造
形

を
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有

の

「
手
段
」
と
し
て

い

る
が
、

そ
れ
ら
は

い
ず

れ
も
、

ア
ブ

ス
亦
ラ
ク
ト

め

絵
画
や
彫
刻
を
除
け
ば
、

そ
れ
ぞ
れ

の

「
手
段
」

伊

藤

康

圓

と
は
異
質

の
次

元
σ
事
象

を
多

か
れ
少

か
れ
喚
起
す

る
。

こ
れ
ら

の
ジ

ャ
ン
ル
の
作

晶
に
は
上
述
の
よ
う

な
題
名

(
こ
れ
を
第

一
類

と
呼

ぶ
)

が
多
く
用

い
ら

れ
る
の
は
当
然

で
あ

る
。

し
か
し
、
全

て
の
題
名

を

こ
の
よ
う
な
も

の
と
考
え

る
の
は
間
違

っ
て
い
る
。

と

の
種

の
題
名

と
形

の
上

で
は
同
じ

で
あ

っ
て
も

機
能
上
異
質
な
も

の
に
、

「
音
楽
作

品
」

の
標
題

が

あ

る
。
音
楽

を
構
成
す

る
メ

ロ
デ

ィ
」

・
ハ
ー
モ

ニ

ー

・
リ
ズ

ム

。
楽
器

の
音
な

ど
が
、
種

々
の
情
緒
や

印
象
を
聴
手

に
感

じ
さ
せ
る
こ
と

は
た
し
か
で
あ

る
っ

ま
た
人

が
ー

そ

の
曲

の
作
曲
者
[を
含

め
て

ー

そ
れ
ら

の
情
緒
や
印
象
を
、
あ

る
種

の

「
こ
と

ば
」

で
名
付
け

た
い
衝
動
を
感
じ

た
と

し
て
も
馬
ま

た
曲

の

一
節

か
ら
な
に
か

の
観
念
専

事
象
を
部
分
的

に
連
想
し
た
と
し
て
も
、
そ

の
こ
と
自
体
は
別

に
不

思
議

で
は
な
い
。

こ

こ
で
大

事
な
こ
と
は
、
た
と
え

作
者

が
自
作

に
何

を
意
図
し
よ
う
と
、
音
楽

は

「楽

音

の
構
成
」

を
手
段

と
し
て
、

そ
れ
と
は
異
質

の
次

元

の
事
象
を
喚
起
す

る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ

る
。
音
楽

に
そ
ん
な
芸
当

は
で
き

な
い
し
、
後

に
述
べ

る
よ
う
に
、
も

と
も

と
現
実
音

や
そ

の
擬
音

で
さ
え
、

そ
の
前
提

と
し
て

一
定

の
事
象

や
場

面
が

与
え
ら
れ

て
い
な

い
限

り
、

一
定

の
事
象

を
喚
起
す

る
こ
と

は
殆

ど
で
き
な

い
か
ら

で
あ

る
。
音
楽

は
聴

手
に
あ

る
種

の
観
念
や
事
象
を
連
想

さ
せ
た
と

し
て

も
、
そ
れ
は
聴

手

に
よ

っ
て
は
そ
う
も
思
わ
れ

る
か

も
知
れ
な

い
程
度

に
、
無
限
定
な
も

の
で
あ
り
、
無

限
定
な
連
想
で
あ
れ
ば

こ
そ
、
音
楽
自
体

の
構
成
や

形
式
と
も
予
盾
な
く
溶
け
あ
う

こ
と
が
で
き

る
の
で

あ

る
。

し
た
が

っ
て
、

音
楽
作
品

の
場
合
、

「
運
命
」
、

「
田
園
」
、

「
悲
愴
」
な
ど

の
題
名
は
、
そ

の
曲
が
喚

起

す

る
事
象

の
主
題
や
題
材
を
暗
示
す

る
も

の
で
は

な
く
、

そ
の
曲

か
ら
感

じ
ら
れ
る
情
緒
や
連

想
を
方

向
づ
け

る
働
き

を
し
て

い
る
だ
け
で
あ
り
、

そ

の
こ
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と

に
よ

っ
て
、
音
構
成
以
外

に
何

の
要
素
も
な

い
音

楽
作
品

の
鑑
賞

の
手
懸
を
聴
手

に
与
え

て
い
る
だ
け

な

の
で
あ

る
。

こ
の
種

の
題
名

(
こ
れ
を
第

二
類
と

呼
ぶ
)
を

「
第

一
類

の
題
名
」
と
混
同
す

る
こ
と

は

単

に
作
品

の
鑑
賞

の
妨
げ

に
な

る
だ
け

で
な
く
、
作

品

の
ジ
ャ
ソ
ル
の
特
性

の
認
識
を
誤
ら

せ
る
こ
と

に

も

な

る
の
で
あ

る
。

音
楽
が
描
写
す

る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
や

は
り

「
音
」
だ
け

で
あ

る
が
、
馬

の
蹄

の
音
や
嵐

の
音
を

音

楽
で
描
写
す

る
と

は
、
後
者

の
聴
覚
的
印
象
を
前

者

の
そ
れ

に
似

せ
る
こ
と

で
あ

る
と
す
れ
ぱ
、
そ
れ

は
む
し

ろ

「
模
倣
」

と
い
う
べ
き

で
あ

ろ
う
。
模
倣

が
完
全

に
で
き

た
と
す

る
。
両
者

の
聴
覚
的
印
象

が

一
致

し
た
と

い
う
だ
け
だ
。

そ
れ
は
も

う
音
楽
な

ど

と

い
う
も

の
で
は
あ

る
ま
い
。
擬
音

で
十
分
事
足

り

る
。
音
楽
な

ど
の
出

る
幕

で
は
あ
る
ま
い
。
音
楽

が

な

に
か
の
音

を
模
倣
す

る
と
は
、
音
楽

自
体

の
構
成

や
響

の
美

を
損

わ
な
"
程

度
に
し
か
模
倣
し
な

い
と

い
う
こ
と
だ
。

音
楽

が
本
当
に
模
倣

し
得

る
の
は
音

楽

だ
け

で
あ

る
。

な

る
ほ
ど
、
人

は
現
実

の
音
響

(
ま
た

は
そ

の
擬

立
日
)
に
よ

っ
て
、
そ

の
音

の
聞

こ
え

る
場
面
や
そ

の
音

の
発
生

の
原
因
を
、
あ

る
程
度
は
想
像
で
き

る
。
背

後
で
足
音
が
す
れ
ば
誰

か
が
来
た

こ
と
が
わ

か
り
、

ピ

ス
ト

ル
の
音
ら

し
い
音
が
聞

こ
え
、
人

の
悲
鳴
が

聞

こ
え
れ
ば
、
誰

か
が
撃
た
れ
た
と
思
う
。
が
、

こ

れ
ら

の
音
を
暗
闇

の
夜
道

で
聞
け
ば
、
震

え
あ

が
る

だ

ろ
う
し
、
茶

の
間
で
聞
け
ば
、

テ

レ
ビ
ド
ラ

マ
だ

と
思

っ
て
気

に
も
と

め
な

い
だ
ろ
う
。

テ
レ
ビ
や

ラ

ジ
オ
の
劇
中

で
鳴

る
電
話

の
ベ

ル
を
本

物
と
勘
違

い

し
て
、
受
話
機
を

は
ず
す

こ
と
だ

っ
て
あ

る
。
音

に

よ

っ
て
な

に
か
が
喚
起

さ
れ

る
と

は
、

せ
い
ぜ

い
そ

の
程
度

の
こ
と
だ
。

R

・
シ

ュ
ト
ラ
ウ

ス
の
交
響
詩

「
ド

ソ

・
キ
ホ
ー

テ
」
や

「
テ

ィ
ル

・
オ
イ

レ
ソ
シ

ュ
ピ
ー
ゲ

ル
の
愉

快
な
い
た
ず

ら
」

な
ど

の
音
楽

構
成

の
各
部
分
が
、

そ
れ
に
対
応
す

る
同
じ

「
題
名
」

の
物
語

の
各
場
面

や
情

景
を
明

瞭
に
描
写
し
て

い
る
よ
う
な
印
象
を
聴

手

に
与

え
6
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
が

こ
れ
ら

の
物

語
の
あ
ら
す

じ
ぐ
ら
い
は
知

っ
て
い
て
、

聞
え
て
く

る
音
楽

の
流
れ
を
、
物
語

の
場
合
や
情
景

に
で
き

る

だ
け
当

て
は
め
よ
う

と
、
想
像
力
を
駆
使
す

る
か
ら

で
あ

る
。

つ
ま
り

こ
れ
ら

の
題
名

は
、

「音
楽

と
い

う
手
段

で
描
写

し
た
物
語
」

の
題
名

で
も
、

「
物
語

を
描
写

し
た
音
楽
」

の
題
名

で
も
な

、い
。
そ
れ
は
、

作
曲
家

が
こ
れ
ら
の
曲

を
作

る
時

に
思

い
描

い
て
作

っ
た

「
物
語
」
1

そ
し
て
、

こ
の
曲
を
聴
き
な
が

ら

そ
の
中

の
情

景
を
思

、い
浮

べ
れ
ば
、
聴
衆
は

一
層

こ
の
曲

を
楽

し
め

る
に
違

い
な
い
、
と
作
曲
家
が
信

じ

た

「
物
語
」

の
題
名

(
こ
れ
を
第
三
類
と
呼
ぶ
)

な

の
で
あ

る
。

次

に
、

作
品
を
他
の
作
品
か
ら
区
別

す

る
た

め
の

記

号
と
し
て

の
性
質
を
も

っ
た
題
名

(
第
四
類
と
呼

ぶ
)

に

つ
い
て
述
べ

る
。

こ
れ
も
便
宜
上
音
楽
作
品

を
例
に
と
れ
ば
、
第

一
に
、
そ

の
作
品

の
使
用
楽
器

ま
た
は
、
楽
器
編
成

・
形
式

・
調
性
な

ど
を
示
す
名

称
、
第

二
に
作
品
番
号
、
第

三
に
そ

の
作

品
の
渾
名

の
よ
う
な
も

の
、
第
四

に
そ

の
作

品
の
用

途
を
示
し

た
も

の
な

の
が
あ
げ
ら

れ
よ
う
。

た
と
え
ば
、

シ

ュ

ー
ベ
ル
ト

の

「
交
響
曲
第

八
番

(未
完
成
)
ロ
短
調
」

は

「
交
響
曲
」

が
楽
器
編
成

(
こ
の
場
合

は
オ
ー
ケ

ス
ト

ラ
)

と
形
式

と
を
示

し
、

「未
完
成
」

と

い
う

名
称

は
、

こ
の
曲

が
未
完

で
終

っ
て
い

る
こ
と
を
指

す

が
、

こ
の
場
合

は
、

「渾
名
」

の
よ
う
に
用

い
ら

れ
て
い

る
。

「詩
」

の
題
名

と
し
て
用

い
ら
れ

る

「
小
曲
」

と
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か

「
断
章
」

の
類

も
、
作

品
の
形
式

を
示
す
題
名

の

一
つ
で
あ

る
。

以
上
の
他
に
、
詩

で
は
書
き
出
し

の

一
句
を
、
形
式
的

に
題
名

と
し
て
用

い
る
場

合
が
あ

る
。
宮
沢
賢
治

の

「
雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ
」

も
そ

の

一
つ

だ
。
薄

田
泣

菫
の
「
あ
あ
大

和
に
し
あ
ら
ま
し
か
ば
」

や
蒲
原
有
明

の

「
日

の
お
ち
ぽ
」
な
ど
も
同
様

の
例

だ

が
、

こ
れ
ら
は
作
品

の
主
題
に
関
係

が

あ

る

の

で
、

「
第

一
類

の
題
名
」
に
近

い
。

「
第

五
類

」

の
題
名
と
し

て
、
和
歌

の
詞
書

に
多

く
み
ら
れ

る
、
作
品
を
詠

ん
だ
場
面
や
趣
旨
を
説
明

し
た
も

の
が
あ

る
。
伊
良
子
清
白

の

「
戯
れ

に
」
萩

る
な
は
あ
く

原
朔
太
郎

の

「
氷
島
」
中

の

「
遊
園
地

に
て
」

な
ど

が
あ

る
。

最
後

に

「
第
六
類
」

の
題
名
と

し
て
、
作

品
中

の

詩
句
と
等
質

の
機
能
を
も

っ
た
語
句
を
、
作

品
中

に

入
れ
ず

に
題
名

と
し
て
用
い
た
も

が
あ

る
。

本
来

「
詩
」

と
い
う
ジ

ャ
ソ
ル
の
最
大

の
特
質

は

他

の
文
芸

ジ

ャ
ン
ル
に
く
ら

べ
て
、

「
事
象
や
意
識

内
容
」

よ
り
も
、

そ
れ
を
喚
起
す

る

「
こ
と
ば

の

つ

な
が
り
」

の
魅
力

の
方

に
、
意
識

の
重
点

の
置

か
れ

た
文
学
だ

と
い
う
点

で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、

近
代

以
降

、詩

が
韻
律
形
式

と
訣
別

し
は
じ
め
て
か
ら
は
、

詩
人
達

は
こ
う
し
た
詩

の
機
能

の
純
粋
化
を
、

い
わ

ば
本
能
的

に
推

し
進

め
て
ぎ

た
の
で
、
極
端

な
場
合

に
は
、
殆

ど
ど
の
よ
う
な

「
事
象
や
意
識

内
容
」

も

喚
起

し
な
い
よ
う
な
作

晶
も
書

か
れ
る
に
至

っ
た
の

で
あ

る
。
あ
ら

ゆ
る
芸
術

の
ジ

ャ
ソ
ル
の
中

で
、

本

質
的

に

「
喚
起

内
容

」
を
も
た
な

い
唯

一
の
芸
術

が

「
音
楽

」
で
あ

る
こ
と
は
、
す

で
に
述
べ
た
と

こ
ろ

で
も
明

ら
か
で
あ

る
。

こ
の
点

で
「音
楽
」
に
次
ぐ
も

の
は

「
舞
踊
」

で
あ

る
。
舞
踊
は
し
ば
し
ば
物
語
を

喚

起
し

つ
x
行
わ
れ

る
が
、
本
来
的
に
は
、
全
く
喚

起

内
容

な
し
に
も
存
在

し
得

る
の
で
あ

る
。

こ
う
し

た
詩

の
純
粋

化
を
意
識
的
に
試
み
た
最
初

の
詩
人
た

ち
が
、
他
な
ら
ぬ
フ
ラ

ソ
ス
の
象
徴
派

の
人
達
で
あ

っ
た

こ
と
を
考

え
れ
ば
、
彼
等
が

「
音
楽
」

に
あ

こ

が
れ
た
の
も
当
然
で
あ

る
。
彼

等

は
、

「
喚

起

内

客
」

を
で
ぎ

る
だ
け
瞹
昧
に
ぼ
か
す

こ
と

に
腐
心
し

た

の
で
あ

る
。

こ
の
純
粋
化

の
傾
向

は
、
形

の
上
で

は
象
徴
派

の
詩
と

は
似

て
も
似

つ
か
ぬ
種

々
の
意
匠

に
分
化
し

て
、
今
日

に
至

っ
て
い
る
。

「
第
六
類
」

の
題
名

は
、
当
然
、
比
較
的
純
粋
な

形
体

の
詩

に
み
ら
れ

る
。
題
名

に
用

い
る
語
句
が
作

品
中

の
語
句
と
等
質

の
機
能

を
も

つ
と

は
、
題
名
を

含
め
て
、
殆
ど
そ
れ
ら

の
語
句
蝕

つ
な
が
り

の
魅
力

だ
け
で
作
品
が
形
成
さ
れ

て
い
る
と

い
う

こ
と
だ

か

ら
で
あ

る
。
例

は
二

つ
で
足
り

る
で
あ

ろ
う
。

馬

北
川
冬
彦

軍
港
を
内
臓

し
て
ゐ
る
。

春

安

西
冬
衛

て
ふ
て
ふ
が

一
匹
韃
鞘

海
峽

を
渡

っ
て

い

っ
た
。

こ
れ
ら
の
作

品
は
と
も
に
題
名

と
詩
句
と

の
両
方

に
よ

っ
て
成
立

し
て

い
る
の
で
、
題
名
は
作
晶
構
成

の
部
分

と
し
て
ど
う
し
て
も
必
要
な
の
で
あ

る
。
し

か
も
そ
れ
を
詩
句

の

一
部
と
し
て
読
む
と
、
や
は
り

妙

な
感

じ
に
な

る
こ
と
が
わ
か

る
で
あ
ろ
う
。
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