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黄
坤
尭
著
『
音

義

聞

微』

(
上
海
古
籍
出
版
社
一
九
九
七
年
五
月

二
三
三
頁
)

宮

本

上
古
漢
語
に
は
果
た
し
て
純
粋
に
屈
折
と
呼
び
う
る
現
象
が
存
在
し
た
の
か
｡
こ
れ
は
シ
ナ
チ
ベ
ッ
ト
諸
語
と
の
関
連
に
お
い
て
も
非

常
に
重
要
な
､
漢
語
史
の
一
大
問
題
で
あ
る
｡
例
え
ば
現
代
北
京
語
で
も
｢
好

(
h
a
O
)
｣
に
は
第
三
声
と
第
四
声
の
二
つ
の
音
が
あ
り
､

そ
れ
ぞ
れ
が
形
容
詞
動
詞
と
い
う
異
な
っ
た
文
法
上
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
が
､
こ
の
よ
う
な
現
象
を
よ
り
一
般
的
な
も
の
と
し
て
上
古

漢
語
に
措
定
で
き
る
の
か
ど
う
か
｡
即
ち
､
い
ま
中
国
語
の
音
節
構
造
を
I
M
く
E
/
T
で
表
わ
し
た
と
き
､
こ
の
う
ち
一
つ
ま
た
は
複

数
の
要
素
を
別
の
も
の
に
置
き
換
え
る
よ
っ
て
､
こ
の
書
的
近
似
性
を
有
す
る
二
つ
の
音
節
に
異
な
る
文
法
上
の
機
能
を
担
わ
せ
る
よ
う

な
現
象
､
そ
れ
が
存
在
し
た
の
か
ど
う
か
｡
こ
の
間
題
の
解
明
に
あ
た
っ
て
有
力
な
資
料
と
し
て
期
待
さ
れ
る
の
が
､
六
朝
最
末
期
に
成

立
し
多
数
の
異
読
字
を
収
録
す
る
陸
徳
明
撰
『
経
典
釈
文
』
三
十
巻

(
以
下
『
釈
文
』
と
略
す
)

で
あ
る
｡

か
く
の
如
く
『
釈
文
』

の
異
読
字
は
あ
る
意
味
で
非
常
に
大
き
な
問
題
を
そ
の
射
程
範
囲
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
､
従
来
研
究
態
度

と
し
て
､
こ
れ
を
『
釈
文
』
そ
の
も
の
に
即
し
て
考
え
る
と
い
う
よ
り
は
､
よ
り
大
き
な
文
脹
で
捉
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
｡
そ
れ
に
対
し
こ
れ
を
『
釈
文
』
そ
の
も
の
､
換
言
す
れ
ば
撰
者
で
あ
る
陸
徳
明
自
身
に
即
し
て
理
解
し
ょ
う
と
い
う

姿
勢
を
鮮
明
に
し
た
の
が
こ
の
黄
坤
尭
著
『
音
義
聞
微
』

(
以
下
｢
本
書
｣
と
称
す
)

で
あ
る
｡

本
書
は
著
者
の
『
釈
文
』
異
読
字
に
関
す
る
十
二
篇
の
論
考
を
集
め
た
論
文
集
で
あ
る
｡
著
者
は
こ
れ
に
先
行
し
て
『
経
典
釈
文
動
詞

異
読
新
探
』

(
香
港
中
文
大
学
博
士
論
文
｡
中
国
語
文
叢
刊
之
一
､
学
生
書
局
､
一
九
九
二
年
九
月
)

を
台
湾
で
出
版
し
て
い
る
が
､
本
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書
は
そ
の
内
答
を
大
陸
の
読
者
に
紹
介
す
る
と
同
時
に
､
そ
れ
を
補
完
す
る
意
味
合
い
を
持
つ
｡
本
書
は
前
半
五
篇
が
総
合
的
論
述
と
い

い
う
る
も
の
で
あ
り
､
後
半
七
篇
は
個
別
字
の
検
討
で
あ
る
｡
前
半
五
篇
の
中
で
は
①
｢
『
釈
文
』
如
字
弁
音
｣
､
②
｢
『
経
典
釈
文
』
的
動

詞
異
読
｣
､
③
｢
『
経
典
釈
文
』
的
虚
詞
異
読
｣
､
④
｢
異
読
理
論
中
的
致
便
効
応
｣
の
四
篇
が
全
体
の
骨
格
を
な
し
､
尚
か
つ
著
者
の
研
究

態
度
を
最
も
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
､
以
下
こ
/
の
四
篇
を
中
心
に
述
べ
る
｡

本
書
を
貫
く
著
者
の
基
本
的
な
考
え
方
は
､
『
釈
文
』

の
｢
異
読
系
統
｣
の
中
に
撰
者
で
あ
る
陸
徳
明
の
語
法
観
念
を
見
よ
う
と
い
う

も
の
で
あ
る
｡
即
ち
著
者
が
文
法
機
能
を
担
う
と
考
え
る
異
読
系
統
と
は
､
基
本
的
に
は
陸
徳
明
が
A
音
(
=
如
字
↓
基
本
義
)
･
B
音

(
=
破
読
1
派
生
義
)

の
う
ち
の
い
ず
れ
を
選
択
す
る
か
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
､
陸
徳
明
に
お
け
る
こ
の
二
者
択
一
の
集
積

が
彼
の
語
法
観
念
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
｡
そ
れ
故
に
本
書
の
中
心
的
課
題
は
自
ず
と
文
中
で
文
法
機
能
を
担
う
こ
と

の
で
き
る
動
詞
･
虚
詞
の
異
読
の
検
討
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が

(
②
③
)
､
そ
の
全
て
の
前
提
と
し
て
ま
ず
確
認
さ
れ
る
べ
き
は
陸
徳

明
に
お
け
る
基
本
形
式
が
一
体
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
(
①
)
｡
著
者
は
従
来
の
研
究
が
声
調
も
し
く
は
声
母
の
相
違
の
上
に

基
本
形
式

-

派
生
形
式
の
対
立
を
見
い
だ
す
過
程
に
お
い
て
､
平
･
上
･
入
声
対
去
声
､
ま
た
は
清
声
母
対
濁
声
母
と
い
う
｢
均
整
の

と
れ
た
｣
構
図
(
即
ち
破
読
=
去
声
ま
た
は
濁
声
母
)
を
想
定
す
る
の
に
対
し
異
議
を
唱
え
る
｡
即
ち
基
本
義
は
こ
の
よ
う
な
構
図
か
ら

清
輝
的
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
､
あ
く
ま
で
『
釈
文
』
本
文
に
基
づ
き
帰
納
的
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
｡

こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
後
､
次
に
著
者
は
動
詞
(
広
義
の
動
詞
｡
形
容
詞
を
含
め
る
)

の
異
読
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
｡
著
者
は

｢
陸
徳
明
的
語
法
観
念
是
頗
為
特
別
的
､
服
我
椚
現
代
的
語
法
理
論
及
分
析
方
法
都
不
一
致
｣

(
五
十
頁
)

と
い
う
基
本
的
認
識
に
立
ち
､

主
と
し
て

(
こ
動
詞
と
｢
施
事
｣
ま
た
は
｢
受
事
｣
を
表
わ
す
名
詞
と
の
関
係
､
(
二
)
動
詞
が
｢
動
態
｣
｢
静
態
｣
の
い
ず
れ
の
性
質

を
有
す
る
か
､
の
二
点
か
ら
分
析
を
行
な
い
､
結
果
と
し
て
こ
れ
を
十
三
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
す
る
｡
こ
の
分
類
が
持
つ
意
味
と
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
即
ち
､
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
､
あ
る
文
字
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
語
の

複
数
の
用
法
の
う
ち
陸
徳
明
が
最
も
一
般
的
と
考
え
る
用
法
は
A
普
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
｡
従
っ
て
B
音
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
語
の
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用
法
は
､
あ
る
種
｢
特
殊
な
も
の
｣
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
が
､
そ
の
｢
特
殊
｣
さ
に
は
幾
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
､
著
者

の
言
う
十
三
類
と
は
正
に
そ
の
パ
タ
ー
ン
に
他
な
ら
な
い
､
と
｡
例
え
ば
[
二
自
敗
敗
他
類
に
は
｢
敗
壊
沈
解
｣

の
四
字
が
含
ま
れ
る

が
､
こ
れ
ら
の
用
法
は
(
一
)
Ⅹ
敗
(
敗
者
=
Ⅹ
｡
例
晋
敗
)
､
(
二
)
丈
敗
Y

(
敗
者
=
Y
｡
例
｢
晋
敗
秦
｣
)
､
(
三
)
Ⅹ
敗
Z

(
敗
者

=
Ⅹ
｡
例
｢
晋
師
敗
績
｣
)

の
三
種
に
分
類
さ
れ
､
(
二
)

の
場
合
に
の
み
B
音
が
指
定
さ
れ
る

(
五
十
二
頁
)
｡
こ
れ
は
陸
氏
の
観
念
に

お
い
て
｢
敗
｣
は
本
来
他
者
に
動
作
を
及
ぼ
さ
な
い
｢
敗
レ
ル
｣
の
意
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
｡
従
っ
て
動
詞
の

前
後
の
名
詞
に
施
事
と
受
事
の
関
係
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
読
者
に
喚
起
す
る
た
め
に
特
に
B
音
を
指
定
し
美
｡
こ
れ
が
[
二
に
お
け

る
｢
特
殊
さ
｣

で
あ
る
｡

で
は
こ
れ
ら
の
｢
特
殊
さ
｣
の
総
体
と
し
て
の
｢
異
読
系
統
｣
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
れ
は
『
釈
文
』

の

反
切
全
体
の
理
解
に
関
わ
る
問
題
で
も
あ
る
｡

こ
れ
に
つ
い
て
一
方
の
極
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
､
あ
る
字
に
つ
い
て
の
異
読
を
全
て
該
当
字
の
又
音
と
し
て
認
め
て
し
ま
お
う
と

い
う
立
場
で
あ
る
｡
『
集
韻
』
は
正
に
こ
の
立
場
か
ら
出
た
書
物
で
あ
る
と
言
え
る
｡
こ
れ
を
突
き
詰
め
れ
ば
､
語
と
は
あ
る
音
の
連
な

り
に
〓
疋
の
意
味
を
付
与
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
､
音
が
異
な
れ
ば
当
然
語
と
し
て
も
異
な
る
の
で
あ
り
､
語
相
互
の
間
の
意
味
上
･
文

法
上
の
関
係
は
さ
て
お
き
､
字
形
は
こ
れ
ら
の
語
を
全
て
包
括
す
る
符
号
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

も
う
一
方
の
極
は
一
字
に
対
し
て
で
き
る
だ
け
≡
日
､
即
ち
一
語
の
み
を
認
め
よ
う
と
い
う
立
場
で
あ
る
｡
即
ち
意
味
上
に
お
い
て
そ

の
字
が
表
わ
す
諸
義
を
一
つ
に
束
ね

(
本
義
)
､
同
時
に
そ
れ
に
対
応
す
る
音
と
し
て
唯
一
の
も
の
を
措
定
す
る
の
で
あ
る

(
本
音
)
｡
清

儒
の
古
典
語
研
究
は
基
本
的
に
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
｡
例
え
ば
銭
大
晰
に
お
け
る
六
朝
経
師
の
異
読
批
判
(
『
十
駕
斎
養
新
藤
』
巻

四
｢
長
深
高
広
｣
条
等
)

は
そ
の
一
端
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
し
､
よ
り
大
き
な
視
点
か
ら
言
え
ば
､
古
韻
分
部
を
挺
子
に
し
た
仮
借
関
係

の
解
明
は
､
様
々
に
錯
綜
し
た
文
字
の
使
用
法
の
中
か
ら
周
縁
的
な
も
の

-
即
ち
仮
借

-

を
削
ぎ
落
と
し
､
よ
り
本
質
的
な
部
分

だ
け
を
残
そ
う
と
し
た
試
み
と
も
言
え
よ
う
｡



160

こ
の
両
者
の
一
方
に
偏
す
る
な
ら
ば
､
上
古
漢
語
に
お
け
る
語
菓
､
文
字
運
用
等
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
は
平
板
な
も
の
か
､
さ
も

な
く
ば
散
漫
で
取
り
留
め
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
｡
そ
の
と
き
に
新
た
な
視
点
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
が
本
書
の
根
幹
に

あ
る
｢
異
読
系
疏
也
便
我
椚
認
識
到
古
人
的
語
法
観
念
及
語
義
結
構
｣

(
(
十
五
頁
)

と
い
う
考
え
方
な
の
で
あ
る
｡

最
後
に
敦
動
用
法
に
つ
い
て
三
口
付
言
す
る
｡
従
来
の
研
究
は
例
え
ば
王
力
｢
古
漢
語
自
動
詞
和
便
動
詞
的
配
対
｣

(
原
載
『
中
華
文

史
論
叢
』
第
六
輯
､
一
九
六
五
年
｡
『
龍
姦
並
彫
斎
文
集
』
第
三
冊
所
収
)

に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
そ
の
範
囲
を
で
き
る
だ
け

広
く
と
り
､
自
動
詞
↓
｢
便
動
詞
｣

の
変
化
を
上
古
漢
語
に
お
い
て
一
般
性
を
有
す
る
現
象
と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
し
て
き
た
｡
一
般

化
に
際
し
て
は
前
述
の
平
･
上
･
入
声
対
去
声
､
ま
た
は
清
声
母
対
濁
声
母
と
い
う
音
声
上
の
｢
均
整
の
と
れ
た
｣
構
図
が
大
き
な
役
割

を
果
た
す
｡
こ
れ
に
対
し
著
者
は
④
の
中
で
致
動
(
著
者
は
｢
敦
便
｣
と
い
う
用
語
を
用
い
る
)

と
見
な
す
た
め
の
三
つ
の
条
件
と
､
こ

れ
に
合
敦
す
る
も
の
と
し
て
僅
か
に
｢
食
飲
喚
趣
｣

の
四
字
を
挙
げ
る

(
王
氏
前
掲
論
文
で
は
三
八
字
が
挙
げ
ら
れ
る
)
｡
そ
し
て
王
氏

を
は
じ
め
従
来
の
研
究
者
が
敦
動
用
法
と
し
て
指
摘
す
る
用
例
が
､
実
は

(
[
七
]
を
除
く
)
自
ら
の
十
三
分
類
の
い
ず
れ
か
当
て
は
ま

る
可
能
性
を
述
べ
る
｡
こ
れ
は
上
古
漢
語
の
語
彙
研
究
に
対
し
て
よ
り
厳
密
な
解
釈
の
方
向
性
を
示
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡

注(
1
)

こ
の
よ
う
な
二
つ
の
音
節
が
書
的
近
似
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
､
そ
の
置
換
は
任
意
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
｡
一
般
的
に
言
え
ば
そ

れ
は
一
人
＼
→
)
も
し
く
は
-
M
く
E
(
＼
T
)
を
共
通
に
す
る
か
､
ま
た
は
T
の
相
違
に
よ
っ
て
の
み
対
立
す
る
音
節
で
あ
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
一

方
､
こ
の
よ
う
な
現
象
を
あ
る
言
語
に
お
い
て
｢
普
遍
的
｣
と
認
知
す
る
た
め
に
は
､
そ
の
置
換
に
あ
る
程
度
の
規
則
性
が
備
わ
る
こ
と
を

期
待
す
る
の
も
ま
た
当
然
で
あ
る
｡

(
2
)

古
く
は
宋
･
頁
昌
朝
『
群
経
書
弁
』
､
近
人
で
は
周
法
高
｢
中
国
語
法
札
記
｣

(
原
載
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
二
四
､
一

九
五
三
年
｡
『
中
国
語
言
学
論
文
集
』
所
収
)
･
杜
国
棟

(
D
O
W
n
e
r
}
G
.
B
.
)

へ
h
D
e
r
i
畠
t
i
O
n
b
y
T
O
n
e
･
C
b
a
ロ
g
e
i
n
C
-
a
s
s
i
c
a
-
C
h
i
n
e
s
e
｡

(
B
u
-
訂
t
i
n
O
f
t
b
e
S
c
h
0
0
-
O
f
O
r
i
e
n
t
巴
a
n
d
A
f
r
i
c
a
n
S
t
u
d
i
e
s
}
N
N
‥
N
L
誤
豊

等｡
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(
3
)

こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
､
動
詞
Ⅰ
形
容
詞
Ⅰ
名
詞
と
比
較
的
自
由
に
そ
の
詞
性
を
変
化
さ
せ
る
あ
る
語
が
､
該
当
文
版
に
お
い
て
ど
の
詞

性
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
即
ち
そ
の
語
が
動
態
を
示
す
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
動
詞
と
し
て
で
あ
ろ
う
し
､
｢
静
態
｣

な
ら
ば
形
容
詞
､
更
に
は
名
詞
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

(
4
)

こ
の
結
論
は
既
に
前
掲
『
経
典
釈
文
動
詞
異
読
新
探
』
に
て
得
ら
れ
て
い
た
も
の
で
か
る
｡
そ
の
分
類
は
以
下
の
通
り
(
な
お
紙
幅
の
関

係
上
､
こ
こ
で
は
分
類
名
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
)
｡
[
二
自
敗
敗
他
類
｡
[
二
]
動
詞
後
帯
名
詞
類
｡
[
三
]
表
示
動
作
目
的
或
目
標
類
｡

[
四
]
治
国
国
治
類
｡
[
五
]
染
入
漁
人
類
｡
[
六
]
相
見
清
見
類
｡
[
七
]
区
別
致
便
類
｡
[
八
]
区
別
関
係
方
向
類
｡
[
九
]
区
別
上
下
尊
卑

類
｡
[
十
]
区
別
形
容
詞
好
悪
遠
近
類
｡
[
十
二
区
別
形
容
詞
高
深
長
広
厚
類
｡
[
十
二
]
労
苦
労
之
類
｡
[
十
三
]
労
釆
供
養
類
｡


