
「語

意
味

」
と

「
概

念

」

一
般
に
言

語
学

で
は
、
言

語
を
音
韻
形
式

と
概
念

と
の
結

合
体

と
し
、

概
念
を
語

の
意
味

(意
義
)
と

考

え
る
の
が
今
日

で
も
常
識

の
よ
う

で
あ

る
。
た
と

え
ば
、

金
田

=
兄
助
氏

は

「
こ
と
ば

の
意
義

は
、
抽

象

的
な
概
念
に
ほ

か
な
ら
な

い
。
そ
れ

は
固
有
名
詞

で
も
、

同
じ

こ
と

で
あ

る
」
と

し
て
、
次

の
よ
う

に

述

べ
て
い
る
。

意
義
に
は
、
内
包
と
外
延
と
が
あ

っ
て
、
馬

の

意
義

で
い
え
ば
、
単
蹄
類

で
あ

る
と
か
、
鬣

を
も

つ
と

か
、
走

る
こ
と
が
早

い
と
か
い
う
よ
う
な
そ

の
特
徴

の
属
性
が
そ

の
内
包

で
、
凡

そ
馬

と
言

わ

れ

る
数

々
の
頭
数

は
そ
の
外
延

で
あ

る
。

『
白

い

馬
』
と

い
う
と
、
白

い
と
い
う
属
性
が

一
つ
加

わ

る
代
り

に
、
黒

い
馬

や
栗
毛
馬

や
斑
馬

は
省

か
れ

る
か
ら

そ
れ
だ
け
外
延
が
減
少

す
る

(
「
国
語
学

入

門
」

八
O
ー

八

一
頁
)

伊

藤

康

圓

以
上

の
説
明

は

「
馬
」

と
名
づ
け

ら
れ
る
種

族
に

属
す

る

「
物
」

(動
物
)

に
関
す
る

「
概

念
」

の
説

明
と
し
て
は
間
違

っ
て
は
い
な
い
。
が
、

そ
れ
を
直

ち
に

「
馬
と

い
う
語
」

の
意
義

と
考

え
る
の
は
間
違

い
で
あ
る
。

「
馬
と

い
う

種
族
」

に

対

す
る

概
念

は
、

そ
の
種
族

に
つ
い
て
の
知
識

や
関
心

の
程
度

に

応
じ
て
個
人
差
が
あ

る
の
は
当
然

で
、
特

に
そ
の
内

包
は
、

動
物
学
者
と
素
人
と

で
は
か
な
り
違
う

は
ず

で
あ

る
。

こ
の
場
合
、
動
物
学
者

は

「
馬

と
い
う
種

族
」

に
つ
い
て
動
物
学
的

に
詳
細

な
概
念

を
も

っ
て

い
る
と

は
言

え
て
も
、

「
馬

と
い
う
語
」

の
意
義

を

一
般
人
よ
り
よ
く
知

っ
て
い
る
と

は
言

え
ま
い
。

つ

ま
り
、

氏

の
説
を
含

め
て

一
般

の
言
語
理
論

は

「
語

の
意
味

(意
義
)
」
と

「
種
族

の
概
念
」

と
を
混
同

し
て
い
る
の
で
あ

る
。

そ

れ
で
は

「
馬

と
い
う
語
」

の
意
味

は
何

か
と
い

う

こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
場

合

・

「
ウ

マ
」
と

い
う

音
韻
形
式

や

「
馬
」

と
い
う
文
字

は

h
語
」
と
考
え

る
よ
り
、
特
定

の
種
族

の

「
名
」

と
考

え
た
方

が
妥

当

で
あ

ろ
う
。
動
詞

の
名
詞
形

や
複
合

語
を
除

け
ば

本
来

の
名
詞

の
大
半

は
こ
の
種

の

「
名
」

な
の
で
あ

る
。
す

べ
て
の
名

に
言

え
る
こ
と

だ
が
、
馬

と
い
う

「
名
」

は
、
他

の
語
と
結
合

し
て
用

い
ら

れ
る
場
合

は
、
コ
馬
と

い
う
名

の
種
族

に
属
す

る
も

の
」
と

い
う

意
味
に
な

る
。

(
「
馬
と

い
う
…
…
も

の
し
と

い
う

連
語
の
場
合
は
、

全
体
の
意
味
は
同
じ

で
も
、
内
部

の
意
味
形
式
や
主
体
の
意
味
作

用
が
違

っ
て
く

る
。
)
.

し
た
が

っ
て
、

「
白

い
馬
」
と

い
う
連
語
の
意
味

は

「
白

い

(
と
意
識

し
た
)
馬

(
と

い
う
種
族
に
属
す

る
も
の
)
」
と
な
る
。
決

し
て

「
白

い
と

い
う
属
性
が

一
つ
加

わ
る
代

り
に
」

「
そ
れ
だ
け
外
延

が
減
少
す

る
」

の
で
は
な

い
。

「
馬
と

い
う
種
族
に
属
す
る
も

の
」

と
い
う
意
味

よ
り
も

「
白

い
馬

」
と

い
う
連
語

の
意
味

の
方

が

「
白

い
」

と

い
う
語
意
味

が
加
わ

っ

た
分
だ
け
、

そ
の
適
用
範

囲
が
減
る
だ
け
の

こ
と
で

あ
る
。

談
話

の
中

で
は

「
馬
」

と

い
う
名

で
特
定
の

馬

を
指

す

こ
と
も
で
ぎ
る
が
、

「
あ

ら
ゆ
る
馬
」

と

い
う
連
語
で
は
、

そ
れ
は
不

可
能

で
あ
る
。
が
、

そ

れ
は

こ
の
違

い
が
あ
く
ま
で
も
両
者
の
意
味

の
違

い

に
よ
る
の

で
あ

っ
て
、

内
包
と
外
延

の
違

い
の
た
め
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で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。

一
般
に
種
族

(
種
類
)

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
抽

象
度

が
高

ま
る
ほ
ど
、

そ
の
種
族

に
共

通
の
属
性
は
限
定

さ

れ
て
く

る
。

そ
の
抽
象

の
段
階

の
あ

る
時
点

で
、

あ

る
種
族

に
共

通
の
す

べ
て
の
属
性
が

「
物
」

と
し

て
の
具
象
性

を
失

い
、
観
念

に
近
い
抽

象
的
表

象
と

化

し
た
と
き
、

そ
れ
は
極
度

に

「
語
の
意
味
」

に
近

接

し
、

し
た
が

っ
て
、

そ
の
種
族

の

「
名
」

は
殆
ど

「
語
」

と
等
質

の
も
の
と
な
る
。

(例

「
魚
」
「
木
」

「
花

」
な
ど
)

種
族
の
中
に
は
、
名

そ
の
も
の
が
複

合

語
の
形

を
と
る
も
の
が
多

い
が
、

そ
の
中
の
抽

象

度

の
高

い
種
族

で
、

「
名
と
し
て
用

い
ら
れ
る
語
の

意
味

」
と

「
種
族
の
属
性
」
と
が
殆
ど
完
全
に

一
致

す
る
も
の

(
例

「
生
物
」

「
食

べ
物
」)

は
、
「
名
」

で
あ
る
と
共
に

「
語
」

で
あ
る
。
そ
れ
ら
の

「
複
合

語
」
に
対
応
す
る

「
も

の
」

は
、
そ
れ
ら

に
よ

っ
て

名

づ
け
ら
れ

る

一
定

の
種
族

に
属
す

る

「
も

の
」

で

あ

る
と
共
に
、

そ
れ
ら

の

「
語
意
味
」

に
よ

っ
て
意

味
づ
け
ら
れ

る

「
も

の
」

な
の
で
あ

る
。

こ
れ
に
対

し

て
、
よ
り
抽
象
度

の
低

い
種
族

で
は
、
複
合

語
の

形

の
名

の

「
語
意
味
」

は
、

そ
の
種
族

の
属
性

の
ほ

ん

の

一
端
を
表
示
す

る
だ
け
で
あ

る
。

わ
れ
わ
れ
は
対
象

(事
物
や
現
象
)
の
性
質
や
、

主
体

か
ら
見

て
の
価
値

や
用
途

な
ど

に

つ
い
て
、
そ

れ
ぞ

れ
に
共
通

の
特
徴

を
意
識

す
る
が
、
8

そ
う
し

て
意
識

し
た

一
定

の

特
徴

の

表
象

の
型

(意
識

の

型
)

や
、

口

主
体

の
意
識

の
型

を
、

一
定

の
社
会

(国
)

の
言

語
の
習
慣

に
従

っ
て
、

一
定

の
音
韻
形

式

で
表
示

す
る
。

こ
う
し
た
習
慣

に
よ

っ
て
用
い
ら

れ
る
音
韻
形
式

が

「
語
」

で
あ

り
、

そ
れ
に
対
応

す

る

「
意
識

の
型
」
が

「
語
意
味
」
な
の
で
あ
る
。

「
語
」

に
は

こ
の
ほ
か
に
、

主
体

の
意
識
作
用

(
助
詞

・
助

動
詞

な
ど
)

や
主
体
の
指
示
作

用

(代
名
詞

・
連
体

詞
)

を
表
示
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の

「
語
」

で
は
、

主
体
の

「
意
識

作
用
」

や

「
指

示
作
用
」
自

体
が

「
語
意
味
」
な
の

で
あ
る
。

時

枝
誠
記
氏
は

「
言
語
の
意
味
」
と

「
概
念
」
と

が
別
の
も
の
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し

て

「
意
味

は
そ

の
様
な
内
容
的
な
素
材
的
な
も

の
で
は
な
く

し
て
、

素
材

に
対
す

る
言
語
主
体

の
把
握
の
仕
方

で
あ

る
」

(「
国
語
学
原
論
」
四
〇
四
頁
)
と
述

べ
て
い
る
が
、

主
体
が
素
材

を
何

に
よ

っ
て
把
握
す

る
か
と

い
う
肝

心

な
点

に
は

ご
言
も
触
れ

て
い
な
い
。
が
、

こ
の
場

合
、
主
体
が
素
材

を
把
握
す

る
に
は
、

「
語
意
味
」

に
ょ
る
し
か
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ

る
。
氏

は
せ

っ
か
く

「
言
語

の
意
味
」
と

「
概
念
」
と
を
混
同

し

た

一
般

の
言
語
理
論
を
否
定
し
な
が
ら
、
そ

の
た

め

に
、

「
語
意
味
」
め

存
在
ま

で
否
定

し
て
し
ま

っ
た

の
で
あ

る
。

前

に
述

べ
た
語
意
味

の
中

の

「
意
識
の
型
」
に
は
、

ω
対
象
を
意
味
づ
け

る
も

の

(名
詞
)
、
@
動
作
や
状

態

を
意
味
づ
け

る
も

の

(動
詞
)
、
の
対
象

に
関
す

る

主
体

の
意
識

の
型

を
表
示
す

る
も

の
、
ω
主
体

の
意

識

の
型
自
体
を
表
示
す

る
も

の

(以
上

「
形
容
詞
」

「
副
詞
」

な
ど
Y
が
あ

る
が
、

こ
れ
ら

の
意
識

の
型

の
適
用
範
囲

(右

の
ω

の
場
合

は
、
そ
れ

に
よ

っ
て

意
味

づ
け
得

る

対
象

一
般
。

回

は
動
作
や

状
態

一

般
。
の
ω

は
そ
の
意
識

の
型
に
該
当
す

る
主
体

の
意

識

一
般
。
)

を
外
延

と
し
、

そ
れ
ぞ

れ
の

「
意
識

の

型
」

を
内
包
と
考

え
る

こ
と
に
よ

っ
て
、

両
者

の
関

係

を

「
概

念
」

と
し
て

と
ら
え
る

こ
と
が

で
き
る

(
こ
れ
を

「
語
の
概
念
」
と
仮
称

す
る
。)
「
種

族
の

概
念
」
は
、

一
定
の
種
族
に
属
す
る

「
も
の

一
般
」

を
外
延

と
し
、

そ
の
種
族
に
共
通
の
属
性
を
内
包
と

す
る
か
ら
、

こ
れ
と

は
全
く
異
質

の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
言

語
学

で
混
同
さ
れ
て

い
た

こ
の

二
種

類
の
概
念
を
は

っ
き
り
区
別
す
る

こ
と
が
、
言

語
を

深
く
考
究

す
る
た

め
に
は
必
要
な
の

で
あ
る
。
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