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訓讀説文解字注（十四）

森　賀　一　惠

　「訓讀説文解字注（十三）」に續いて，段玉裁『説文解字注』を訓讀し注を附す。

凡例

　『訓讀説文解字注』金册～匏册に倣う。説解原文に（一）（二）（三）等の漢數字の番號を附

したのは，段注の入るべき箇所を示したもので，説解原文，段注に 1) 2) 3)等のアラビア數字

の番號を附したのは，訓讀者注の被注箇所を示したものである。十三篇上は『繫傳』では缺け

ている卷二十五に當るが，今本の異同について記す。

十三篇上

（虫部）

40b

，一名𧐛𧐛（一），博三寸，首大如擘指（二），象其臥形（三），物之𣁋𣁋細，或行或飛（四），或毛或𧝹𧝹（五），

或介或鱗，虫㠯爲象（六），凡虫之屬皆从虫，

虫，一名𧐛𧐛，博さ三寸，首の大いさ擘指の如し，其の臥す形に象る，物の𣁋𣁋細なるもの，或い

は行き或いは飛び，或いは毛或いは𧝹𧝹，或いは介或いは鱗，虫を㠯て象と爲す，凡そ虫の屬は

皆な虫に从ふ，

（一）『爾雅』釋魚に「蝮は虫」と。今本「虫」を「虺」に作る。1）

（二）釋魚の文。2）「擘指」は大指也。郭云く「此れ自ら一種の蛇，人自ら名づけて蝮虺と爲す。

1）　阮元本は「虺」に作る。釋文に「𧐛，字亦作蝮，……」「虫，即虺字也，虚鬼反，說文云……，字林同，
舎人亦云，蝮一名虺，案，蝮，大蛇也，非虺之類，故郭云，别自一種蛇名蝮虺，本今作虺」。阮元校勘記に「唐
石經、單疏本、雪牎本同，釋文，……，按此為經作虫，注作虺之明證，唐石經以下諸本，俱係後人援注所改」。

2）　阮元本「蝮虺，博三寸，首大如擘」注「身廣三寸，頭大如人擘指，此自一種蛇名為蝮虺」。阮元本經
は「擘」下に「指」字無く注は「指」字が有る。經の疏に「博，廣也，首，頭也，擘，拇指也，此自一
種毒蛇名蝮虺，身廣三寸，其頭大如人拇指」，また注の疏に「案舍人曰，蝮一名虺，江淮以南曰蝮，江
淮以北曰虺，孫炎曰，江淮以南謂虺為蝮，廣三寸，頭如拇指，有牙，最毒，郭璞曰，此自一種蛇，人自
名為蝮虺，今蛇細頸大頭，色如艾綬文，文間有毛，似豬鬣，鼻上有針，大者長七八寸，一名反鼻，如虺類，
足以明此自一種蛇，如郭意，此蛇人自名蝮虺，非南北之異，蛇實是蟲，以有鱗，故在釋魚，且魚亦蟲之
屬乎」。段注が引く郭注は疏引く所と異同のある箇所があるが，段注下文に郭注は『毛詩』斯干疏、『漢書』
田儋傳注にも見えるとあり，それらをも參照したものと思われる。
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今 蝮 3）蛇は細頸、大頭、焦尾 4），色 艾綬文の如し，文閒に毛有り，豬鬛に似る，鼻上に鍼 5）有り，

大なる者は長さ七八尺 6），一名反鼻，虺の類に非ず。7）此れ以て此れ自ら一㮔㮔の蛇なるを明かに

するに足る」と。按ずるに此の注 斯干の正義 8）及び小顔の田儋傳注 9）に見ゆ。郭意へらく，『爾

雅』の「蝮」は今 此の物無く，今の蝮蛇は『爾雅』の「蝮蛇」に非ざる也と。

（三）「虫」篆は臥し而して尾を曲ぐる形に象る。「它」篆下に「虫也，冤曲し尾を垂るる形に

象る」と云ふ。10）許偉の切，十五部。

（四）「或飛」二字『爾雅』釋文 11）に依りて補ふ。

（五）「𧝹𧝹」衣部に見ゆ。「但也」。12）俗に「蠃」に作るは非なり。

（六）按ずるに「以て象と爲す」は以て象形と爲すを言ふ也。「虫」に从ふの字は多く左形右聲，

左は皆な「虫」を用ひて象形と爲す也。月令，春に「其の蟲は䚬䚬」13），夏に「其の蟲は羽」14），中

央に「其の蟲は倮」，「虎豹の屬，恆に淺毛」15）也，秋に「其の蟲は毛」16），冬に「其の蟲は介」17）と。

許「或いは飛ぶ」と云ふ者は羽也。古へ虫蟲分かたず。故に「蟲」を以て諧聲するの字多く省

3）　『爾雅』疏、『毛詩』斯干疏は「今」下「蛇」上に「蝮」に無く，『漢書』田儋傳注は「今」を「其」
に作るが，「蛇」上に「蝮」字が有る。

4）　「焦尾」は『爾雅』疏、『毛詩』斯干疏に無く，『漢書』田儋傳注にのみ見える。
5）　『爾雅』疏、『漢書』注は「針」に作る。
6）　『毛詩』疏、『漢書』注引く所同じ。『爾雅』疏は「尺」を「寸」に作る。
7）　『漢書』注引く所同じ。『爾雅』疏、『毛詩』疏は「非」を「如」に作り，「虺」下に「之」字無し。
8）　小雅。「維熊維羆，維虺維蛇」箋「熊羆之獸，虺蛇之蟲，此四者夢之吉祥也」の疏に「郭璞曰，此自一種蛇，
人自名為蝮虺，今蛇細頸、大頭，色如文綬文，文間有毛，似猪鬣，鼻上有鈄，大者長七八尺，一名反鼻，
如虺類，足以明此自一種蛇，如郭意此蛇人自名蝮虺非南北之異蛇實是蟲以有鱗故在釋魚且魚亦蟲之屬也」，
阮元校勘記に「案綬上文字當作艾，爾雅疏即取此皆不誤」，「鼻上有鈄，（補）毛本鈄作針」。

9）　「齊王曰，蝮蠚手則斬手，蠚足則斬足」顔注に「爾雅及說文皆以為蝮即虺也，博三寸，首大如擘，而郭璞云，
各自一種蛇，其蝮蛇，細頸大頭焦尾，色如綬文，文間有毛，似豬鬣，鼻上有針，大者長七八尺，一名反鼻，
非虺之類也」。

10）　十三篇下 8b它部。段注本は「垂」を「𠂹」に作る。
11）　爾雅音義「釋蟲第十五」下に『説文』を引いて「虫一名蝮，象其形，物之微細，或行或飛，或毛或羸，
或介或鱗，以虫為象」と。

12）　八篇上 63aに「𧝹，但也，裸，𧝹或从果」。二徐の説解は「但」でなく「袒」だが，段玉裁は「但，
裼也」（八篇上 35a人部）と「袒，衣縫解也」（八篇上 62b衣部）を根據に「𧝹」だけでなく，「裎」「裼」
の説解の「袒也」も「但也」に改める。

13）　鄭注「象物孚甲將解鱗，龍蛇之屬」。
14）　鄭注「象物從風鼓葉，飛鳥之属」。
15）　「其蟲倮」鄭注。引用箇所上文に「象物露見不隱藏」。
16）　鄭注「象物應涼氣而備寒，狐貉之屬，生旃毛也」。
17）　鄭注「介，甲也，象物閉藏地中，龜鼈之屬」。
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きて「虫」に作る。「融」18）「赨赨」19）の如きは是れ也。鱗、介は「虫」を以て形と爲す。「螭」20）「虯」21）

「𧊧𧊧」22）「蚌」23）の如きは是れ也。飛ぶ者は「虫」を以て形と爲す。「蝙」24）「蝠」25）の如きは是れ也。

毛、𧝹𧝹は「虫」を以て形と爲す。「蝯」26）「蜼」27）の如きは是れ也。

41a

，虫也（一），从虫𡕨𡕨聲（二），

𧐛𧐛，虫也，虫に从ふ，𡕨𡕨の聲，

（一）是れを轉注と曰ふ。「考」「老」の例也。招䰟䰟に曰く「蝮蛇蓁蓁たり」と。28）

（二）芳目の切，三部。玉裁按ずるに「虫」「蝮」二篆の説解，葢し疑ひ有り焉。許「它」下の

解に「虫也，虫に从ひ而して長し，冤曲し尾を𠂹𠂹るる形に象る」と云ひ，29）「虫」篆下の説に「其

の臥す形に象る」と云ふ。然らば則ち虫は乃ち尾を𠂹𠂹れざるの它，它は乃ち尾を𠂹𠂹るるの虫。

二篆 實は一字也。乃ち「虫」を解して「蝮」と爲し，『爾雅』「博さ三寸，頭大いさ擘の如し」

を援きて以て之れに實
あ

つ。『爾雅』の形に依れば，則ち頭廣さ一寸，身廣さ三寸，必ず四足の

它にして乃ち此の形有り。而して許云ふ所の「其の臥するに象る」「其の冤曲して尾を𠂹𠂹るる

に象る」なる者は必ず無足の它にして四足の它に非ざる也。無足は它の常形爲り。故に其の臥

するを「虫」と曰ひ，之を舒ばすを「它」と曰ふ。而して「龜」30）「黽」31）篆は「它」篆の上體

に从ひ，亦た未だ嘗て「虫」篆の上體に非ざる也。然らば則ち「蝮」を以て「虫」を訓ずるは

許の意に非ざるに似たり矣。況んや『爾雅』「蝮虫」は釋魚に在り。陸云く「今虺に作る」と。 32）

其の形皃を尋ぬれば無足の它に非ず。諸書皆な至毒と云へば，則ち卽ち『字林』謂ふ所の「𧌍𧌍

18）　三篇下 10b鬲部「融，炊气上出也，从鬲，蟲省聲，𧖓，籒文融，不省」。段注「九部」。
19）　十篇下 3b赤部「赤色也，从赤，蟲省聲」。段注「九部」。
20）　十三篇上 54a「螭，若龍而黃，北方謂之地螻，从虫离聲」。
21）　十三篇上 54b「虯，龍無角者，从虫丩聲」。
22）　十三篇上 55b「𧊧，蜃屬，有三，皆生於海，……，从虫合聲」。
23）　十三篇上 56a「蚌，蜃屬，从虫丰聲」。
24）　十三篇上 61a「蝙，蝙蝠，服翼也，从虫扁聲」。大徐本、祁刻本は「服翼」二字無し。
25）　十三篇上 61a「蝠，蝙蝠，从虫畐聲」。大徐本、祁刻本は「蝙蝠」下に「服翼」二字有り。
26）　十三篇上 60a「蝯，善援，禺屬，从虫爰聲」。
27）　十三篇上 60a「蜼，如母猴，卬鼻而長尾，从虫隹聲」。
28）　王逸『章句』に「蝮，大蛇也，蓁蓁，積聚之貌」。
29）　十三篇下 8b它部。
30）　十三篇下 9a龜部
31）　十三篇下 10a黽部
32）　注 1引く『爾雅』釋魚「虫」釋文參照。
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聽」33）の類。故に景純 亦た今俗の「細頸大頭」の蝮它は『爾雅』の蝮它に非ずと云ふ。34）許書「雖」35）

「虺」36）「蜥」37）「蝘」38）「蜓」39）「蚖」40）六篆同じく四足の者を以て類記す。葢し許意らく，虫は無足

の它爲り，虺は四足の它爲り，各おの相ひ涉らずと。『爾雅』古本「蝮虫」に作るは乃ち是れ

「虫」を借りて以て「虺」と爲す。「博さ三寸，首の大いさ擘の如し」なる者は乃ち虺の形にし

て，虫の形に非ず。許書「虫」篆下「它也，其の臥す形に象る」に作り而して「蝮，虫也，虫

に从ふ，复の聲」の云ひ無ければ，則ち文從ひ字順ふ矣。「蝮」字恐らく古へ『爾雅』衹だ「復」

に作る。故に許に當に有るべからざるを知る。

41b

，神它也（一），从虫朕聲（二），

螣螣，神它也，虫に从ふ，朕の聲，

（校）「它」，大徐、祁刻本「蛇」に作る。

（一）荀卿曰く「螣螣蛇は足無くして飛ぶ」と。41）『毛詩』叚借して「𧎢𧎢」字 42）と爲す。43）

（二）徒登の切，六部。

，大它，可食，从虫冄聲（一）， 

蚦，大它，食す可し，虫に从ふ，冄の聲，

（校）「它」，大徐、祁刻本「蛇」に作る。

（一）人占の切，七部。

33）　『廣韻』入一屋・禄（盧谷切）小韻「𧌍，𧌍聽，似蜥蜴，居樹上，輒下齧人，上樹垂頭聽，聞哭聲乃去，
出字林」。

34）　『爾雅』疏、『毛詩』疏、『漢書』注引く郭注（注 2）および「虫」篆「博三寸，首大如擘指」段注（前
頁）參照。

35）　十三篇上 42b虫部「雖，佀蜥易而大」。二徐は「易」を「蜴」に作る。
36）　十三篇上 42b虫部「虺，㠯注鳴者，詩曰，胡爲虺蜥」。二徐は「㠯（以）」上に「虺」字有り，「鳴」
下に「者」字無し。

37）　十三篇上 43a虫部「蜥， 蜥易也」
38）　十三篇上 43a虫部「蝘，在壁曰蝘蜓，在艸曰蜥易」。
39）　十三篇上 43a虫部「蜓，蝘蜓也，……，一曰螾蜓」。
40）　十三篇上 43a虫部「蚖，榮蚖，它醫」。二徐は「它」を「蛇」に作る。
41）　『荀子』勸學篇。
42）　十三篇上 43b「𧎢，蟲食苗葉者，……」。
43）　小雅・大田「去其螟螣，及其蟊賊」傳「食心曰螟，食葉曰螣，食根曰蟊，食節曰賊」釋文「螣，字亦作𧈩，
徒得反，說文作𧎢」。
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，螾也（一），从虫堇堇聲（二），

螼螼，螾也，虫に从ふ，堇堇の聲，

（一）釋蟲に曰く「螼螼、蚓は蜸蜸蚕
テン

」。44）許謂らく，螼螼也，蚓也，蜸蜸蚕也，一物三名也と。「蚓」，許「螾」

に作る。

（二）弃忍の切，十三部。

，側行者（一），从虫寅聲（二）， ，螾或从引， 

螾，側行する者，虫に从ふ，寅聲，蚓，螾或いは引に从ふ，

（一）考工記「卻行、仄行」，鄭曰く「卻行は螾衍の屬，仄行は蟹の屬」と。45）許と異なる。今 

丘蚓を觀るに實に卻行し，側行するに非ず。鄭説長たる也。丘蚓は俗に「曲蟮蟮」と曰ふ。46） 

漢の巴郡に朐朐
クク

忍
ジン

縣有り。47）此の蟲を以て名を得。「丘
キウ

」「朐朐
クク

」「曲
キョク

」，一語の轉也。或いは胊忍を

譌りて「𦚧𦚧䏰」48）と爲し，讀みて蠢
シュン

潤
ジュン

二音の如くす。49）遠く之れを失せり矣。

（二）余忍の切，十二部。

42a

，螉䗥（一），蟲在牛馬皮者（二），从虫翁聲（三）， 

螉，螉䗥，蟲の牛馬の皮に在る者，虫に从ふ，翁の聲，

（校）「螉䗥」，大徐、祁刻本無し。

（一）各本 此の二字無し。今補ふ。

（二）『爾雅』釋文『字林』を引きて「螉䗥は䗲䗲に似る」「蟲の牛皮に在る者」と。50）『字林』は『説

44）　釋文「蚕，他典反」。阮元校勘記に「螼螼蚓蜸蜸蚕，唐石經、單疏本、雪牎本、注疏本同，毛本蚕改蠶，
蓋因蠶字俗省作蚕，因誤改此蚕為蠶也，釋文，蚕，他典反，……」。

45）　梓人。釋文「螾衍，羊忍反，下如字，爾雅云，螾衍入耳，郭璞云，蚰蜒也，案此蟲能兩頭行，是卻行，
劉云，或作衍蚓，衍音延，今曲蟮蟮也」。

46）　前注引く釋文參照。
47）　『漢書』地理志上。顔注「朐朐音劬」。
48）　「𦚧𦚧」「䏰」は大徐新附字（肉部）。「𦚧𦚧，𦚧𦚧䏰，蟲名，漢中有𦚧𦚧䏰縣，地下多此蟲，因以爲名，从肉旬聲，
考其義，當作潤蠢，如順切」「䏰，𦚧𦚧䏰也，从肉忍聲，尺尹切」。

49）　四篇下 33b肉部「胊」段注に「漢巴郡有胊忍縣，十三州志曰，其地下溼，多胊忍蟲，因名，胊忍蟲卽丘蚓，
今俗云曲蟺也，漢碑、古書皆作胊忍，無異，不知何時胊譌𦚧𦚧，忍譌䏰，闞駰上音春，下音閏，通典上音蠢，
下音如尹切，廣韵則上音蠢，下音閏，而大徐乃於肉部增𦚧𦚧䏰二篆，上音如順，下音尺尹，不知爲胊忍之
字誤，且謂其地在漢中，又不知漢胊忍在今夔州府雲陽縣名萬戸垻垻者是，去漢中遠甚也」。「十三州志十卷（闞
駰撰）」は『隋書』經籍志に著録がある。『訓讀説文解字注 石册』「𦚧𦚧」字段注の訳注（p.1018）參照。

50）　『爾雅』釋蟲「蜤蜤螽，蜙蝑」注「蜙䗥也，俗呼𧐍𧑓」釋文「蚣，本亦作螉，同，烏公反，字林云，說文云，
蟲在牛皮者，說文云，蚣或蜙字省，息忠反」「䗥，寸東反，字林云，螉䗥似䗲䗲」。
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文』に本づく也。郭氏『爾雅』注「蚣䗥」，一に螉䗥に作る。51）此れ蜤蜤螽、春黍を謂ふ。52）

（三）烏紅の切，九部。

，螉䗥也，从虫從聲（一），

䗥，螉䗥也，虫に从ふ，從の聲，

（一）子紅の切，九部。

，知聲蟲也（一），从虫鄕聲（二）， ，司馬相如説从向（三）， 

蠁，聲を知る蟲也，虫に从ふ，鄕の聲，䖮䖮，司馬相如の説，向に从ふ，

（校）「説」，大徐、祁刻本「蠁」に作る。

（一）十部に曰く「肸
キツキャウ

蠁は布く也」と。53）釋蟲に曰く「國貉は蟲蠁」54），『廣雅』に曰く「土蛹は

蠁蟲」55）と。

（二）許㒳㒳の切，十部。

（三）「鄕」「向」聲同じき也。按ずるに『春秋』の羊舌肸，字
あざな

叔向，説く者，「向」は上聲に讀

むと。56）葢し「向」なる者は「䖮䖮」の省也。肸蠁を以て名字と爲す。

，蟲也（一），从虫召聲（二）， 

蛁，蟲也，虫に从ふ，召の聲，

（一）蟲名を謂ふ也。按ずるに『玉篇』「蛁蟧蟧」を以て之れを釋するは非也。57）「蛁」自ら蟲名な

り。下文「蚗蚗」下「蛁蟟」58）は别の一蟲名。凡そ單字もて名を爲す者は，雙字もて名を爲す者

と相ひ牽混するを得ず。「蛁蟧蟧」は卽ち「蛁蟟」，以て「蛁」を釋するを得ざる也。

51）　阮元本の經、郭注は「蚣」を「蜙」に作る (上注參照 )。阮元校勘記は下注引く疏、前注引く釋文「蚣」下、
『説文』「螉」篆、「䗥」篆（本頁）下及び「蜙」篆下の記述を引き「此經作蜙蝑字，注作螉䗥字，淺人
據說文蚣蜙為一字，因改蚣為蜙，而不知此蚣為螉之省而非蜙蝑字也」という。

52）　『爾雅』釋蟲「蜤蜤螽，蜙蝑」疏に「蜤蜤螽，周南作螽斯，七月作斯螽，雖字異文倒，其實一也，一名蜙蝑，
一名蜙䗥，一名𧐍𧑓，陸機云，幽州人謂之舂箕，舂箕即舂黍」。詳しくは「蜙」字説解、段注を參照。

53）　三篇上 6a「肸」説解。二徐の説解に「肸」字無し。段注に「李善注上林賦、甘泉賦，皆引肸蠁布也，
今據正」。

54）　注に「今呼蛹蟲為蠁，廣雅云，士蛹，蠁蟲」。
55）　釋蟲。
56）　襄公十六年傳「羊舌肸為傅」注「肸，叔向也」釋文に「叔向，許丈反」（養韻）（上聲）。『廣韻』で
は「向」は「許亮切」「式亮切」でいずれも漾韻（去聲）だが，釋文の「許丈反」だと「蠁」「䖮䖮」の「許
㒳㒳切」と聲調も同じで同音になる。

57）　『大廣益會玉篇』虫部第四百一「蛁，丁幺切，蟪蛄也，即蛁蟧蟧蟲也」。
58）　十三篇上 51a「蚗蚗，𧉅蚗蚗，蛁尞也」。大徐本、祁刻本は「尞」を「蟟」に作る。
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（二）都僚の切，二部。

，蟲也（一），从虫𠭥𠭥聲（二），

𧑎𧑎，蟲也，虫に从ふ，𠭥𠭥の聲，

（一）蟲名を謂ふ。

（二）祖外の切，十五部。

42b

，繭蟲也（一），从虫甬聲（二）， 

蛹，繭蟲也，虫に从ふ，甬の聲，

（一）按ずるに許「繭」に於いて「蠶衣也」59）と曰ひ，「絲」に於いて「蠶吐く所也」60）と曰ひ，「蠶」

に於いて「絲を任ふ蟲也」61）と曰ひ，「𧒎𧒎」に於いて「蠶 飛𧒎𧒎に化する也」62）と曰ふ。蛹の物爲るは，

成繭の後、化𧒎𧒎の前に在り。蠶と二物有るに非ざる也。文を立てて當に「繭蟲」と曰ふべからず，

當に「繭中の蠶」と曰ふべし。乃ち先後をして貫珠の如く然ら使む。轉寫必ず譌亂有るを疑ふ。

（二）余隴の切。九部。

，蛹也（一），从虫鬼聲，讀若潰（二），

螝螝，蛹也，虫に从ふ，鬼の聲，讀みて潰
クワイ

の若くす，

（一）釋蟲に見ゆ。『顔氏家訓』に曰く，『莊子』「螝螝は二首」，「螝螝」は卽ち古への「虺」字，『古

今字詁』に見ゆと。63）按ずるに『字詁』原文必ず「古への螝螝は今の虺」と曰ふ。許書を以て之

れを律すれば，古字叚借也。

（二）胡罪の切，十五部。

，腹中長蟲也，从虫有聲（一），

蛕，腹中の長き蟲也，虫に从ふ，有の聲，

（一）戸恢の切，古音は一部に在り。64）

59）　十三篇上 1a糸部「繭」説解。
60）　十三篇上 40a絲部「絲」説解。
61）　十三篇下 1a䖵䖵部「蠶」説解。二徐「蟲」字無し。
62）　十三篇下 1a䖵䖵部「𧒎」説解。二徐は説解の「𧒎」を「蟲」に作る。段注本は「化」を「匕」に改める。
63）　勉學篇に「吾初讀莊子螝螝二首，韓非子曰，蟲有螝螝者，一身兩口，爭食相齕，遂相殺也，茫然不識此字何音，
逢人輒問，了無解者，案爾雅諸書，蠶蛹名螝螝，又非二首，兩口貪害之物，後見古今字詁，此亦古之虺字，
積年凝滯，豁然霧解」（諸子集成本に據る）。『隋書』經籍志に「古今字詁三卷（張揖撰）」の著録がある。

64）　「戸恢切」（灰韻）は今韵古分十七部表では十五部になるが，有聲は古十七部諧聲表では一部。
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，腹中短蟲也（一），从虫堯聲（二），

蟯，腹中の短き蟲也，虫に从ふ，堯の聲，

（一）倉公列傳に「其の病を診て蟯瘕と曰ふ」と。65）

（二）如招の切，二部。

，佀蜥易而大（一），从虫唯聲（二），

雖，蜥易に佀
に

て而して大なり，虫に从ふ，唯の聲，

（校）「易」，大徐、祁刻本「蜴」に作る

（一）「易」66）各本「蜴」に作るは，誤り。今正す。此の字の本義也。借りて以て語䛐䛐と爲す自

り其の本義を知る者有ること尟なし矣。常棣に云く「良朋有りと每
いえど

も」，又た云く「兄弟有り

と雖も」，傳に云く「每は雖也」と。67）凡そ人 其の欲を竆極するを恣雎と曰ふ。「雖」は卽ち「雎」68）

也。按ずるに『方言』に守宮の「澤中に在る者，東齊海岱は之れを螔䗔螔䗔と曰ふ」，注に云く「蜥

易に似て大なり，而して鱗有り」と。69）「䗔䗔」字，疑ふらくは「雖」の誤りと。

（二）息遺の切，十五部。

，㠯注鳴者（一），詩曰，胡爲虺蜥（二），从虫兀聲（三），

虺，注を㠯て鳴く者，詩に曰く，胡ぞ虺蜥爲らんと，虫に从ふ，兀の聲，

（校）「者」，大徐、祁刻本無し。

（一）「者」字，今補ふ。「注」なる者は「咮」字 70）の叚借。許 考工記の文を用ふる也。梓人の

職に云く「注を以て鳴く者」，鄭云く「精列の屬」と。許と同じからざる也。上文「雖」下に「蜥

易に似る」と云ひ，下文「蜥」下に「蜥易」と云へば，則ち虺は蜥易の屬爲るを知る可し矣。今『爾

雅』以て虫蝮の字と爲す。71）

65）　今本は「病」を「脈」に作る。『史記正義』に「人腹中短蟲」。
66）　九篇下 44a易部「易，蜥易、蝘蜓、守宫宫也，象形」。
67）　小雅。常棣　傳に「每」の訓は無く，箋に「每有，雖也」。小雅・皇皇者華「每懷靡及」傳に「每，雖」。
阮元校勘記に「每有雖也，箋用釋訓文，皇皇者華正義云，下篇每有良朋之下有每雖之訓，乃檃栝此，箋
不當據之刪也，下箋云，雖有善同門來，雖即每有也，雖下之有非經中之有，……○按舊挍非也，無有字
為是，箋正用皇皇者華傳」。

68）　四篇下 7a目部「睢，仰目也」段注「又恣睢，讀去聲，暴戾也」「許惟切，十五部」。
69）　卷 8。『校箋』は注の「而大」を「大而」に作り「玉燭寶典引此文作『似蜥蜴而大有鱗』，集韻螔螔下引作『似
蜥易而大有鱗』，今本大而二字誤倒，當玉燭寶典及集韻校正」。

70）　二篇下 27b口部「咮，鳥口也」。
71）　釋魚に「蝮虺，博三寸，首大如擘」。「𧐛（蝮）」字段注（p.155）參照。
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（二）小雅節南山の文。今『詩』「蜥」を「蜴」に作る。「蜴」は卽ち「蜥」字也。72）

（三）許偉の切，十五部。

43a

，蜥易也（一），从虫析聲（二）， 

蜥，蜥易也，虫に从ふ，析の聲，

（一）「易」下に「蜥易は蝘蜓，蝘蜓は守宮也」と曰ふ 73）は，之れを渾言し，此こに蜥易、蝘蜓、

榮螈を分別して三と爲すは，之れを析言する也。『方言』に曰く「守宮，秦晉西夏或いは之れ

を蠦蠦𧔊𧔊と謂ひ，或いは之れを蜥易と謂ふ」と。74）

（二）先擊の切，十六部。「蜥」亦た「蜴」に作る。『詩』「胡ぞ虺蜥爲らん」，今「虺蜴」に作る。

其の音同じ也。75）

，在壁曰蝘蜓，在艸曰蜥易（一），从虫匽聲（二）， ，蝘或从䖵䖵，

蝘，壁に在るを蝘蜓と曰ひ，艸に在るを蜥易と曰ふ，虫に从ふ，匽の聲，𧓱𧓱，蝘或いは䖵䖵に从ふ，

（一）之れを析言す。

（二）於殄の切，十四部。

，蝘蜓也，从虫廷聲（一），一曰螾蜓（二），

蜓，蝘蜓也，虫に从ふ，廷の聲，一に曰く，螾蜓と，

（一）徒典の切，古音は十一部に在り。76）

（二）「一に曰く」は一名を謂ふ也。

，榮蚖（一），它醫（二），㠯注鳴者（三），从虫元聲（四），

蚖，榮蚖は它醫，注を㠯て鳴く者，虫に从ふ，元の聲，

72）　小雅・節南山之什・正月「胡爲虺蜴」傳「蜴，螈也」。釋文に「蜴，星歴反，字又作蜥，螈也」。『詩
經小學』卷 19胡爲虺蜴「說文，易，蜥易、蝘蝘蜓、守宫宫也，象形，在壁曰蝘蜓，在艸曰蜥易，按説文無
蜴字，方言守宮或謂之蜥易，其在澤中者謂之易蜴脈蜴，郭注蜴皆音析，蓋蜴即蜥之或體，易蜴即蜥易之
倒文，猶螽斯亦曰斯螽也，說文虺下引詩胡爲虺蜥，今詩作胡爲虺蜴，蜴當讀析，虺蜴卽虺蜥也，俗用蜴
成文爲重複，古人言蜥易，釋文蜴字又作蜥」。

73）　「易」説解は「蝘蜓」を重ねない。上注 66參照。『爾雅』釋魚に「蠑螈，蜥蜴。蜥蜴，蝘蜓。蝘蜓，
守宮也」，郭注に「轉相解，博異語，別四名也」。

74）　卷 8。
75）　注 72參照。
76）　廷聲は古十七部諧聲表で十一部だが，徒典切（銑韻）は今韵古分十七部表で十二部。
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（校）「它」，大徐、祁刻本「蛇」に作る。

（一）逗。

（二）榮蚖の異名也。釋魚に曰く「蠑螈は蜥易也」。77）小雅節南山の傳に曰く「蜴は螈也」と。78）

「蜴」當に「易」に作るべし。「螈」當に「蚖」に作るべし。「榮蚖」或いは「蚖」と單𧦝𧦝す。『史

記』，龍の「漦化して玄蚖と爲り以て王の後宮に入る」79）は是れ也。『方言』に曰く「其の澤中

に在る者は之れを易蜴（音析）と謂ひ，南楚は之れを蛇醫と謂ひ，或いは之れを蠑螈と謂ひ，

東齊海岱は之れを螔䗔螔䗔と謂ふ」と。80）

（三）虺と皆な咮を以て鳴くを謂ふ也。

（四）愚袁の切，十四部。

43b

，蟲也（一），一曰大螫也（二），讀若蜀都布名（三），从虫雚聲（四），

，蟲也，一に曰く，大螫也，讀みて蜀都の布の名の若くす，虫に从ふ，雚の聲，

（一）蟲名を謂ふ。未だ何物かを詳らかにせず。釋蟲に「蠸蠸、輿父は守瓜」有り。

（二）「螫」なる者は「蟲 毒を行ふ也」。81）「大螫」なる者は大いに毒を行ふ也。

（三）糸部に曰く「𦄑𦄑は蜀の細布也」と。82）此れ「大螫」の讀みて「𦄑𦄑
スイスイ

」の若くするを謂ふ。

（四）巨貟の切，十四部。

，蟲食穀心者，吏冥冥犯法卽生螟（一），从虫冥，冥亦聲（二）， 

螟，蟲の穀心を食する者，吏 冥冥に法を犯せば卽ち螟を生ず，虫冥に从ふ，冥亦た聲，

（校）大徐、祁刻本「心」を「葉」に作り，「虫」下「冥」上に「从（從）」字有り。

（一）「心」各本「葉」に譌る。今『開元占經』83）に依りて正す。釋蟲 84）、毛傳 85）皆な曰く「心を

食するを螟と曰ひ，葉を食するを𧎢𧎢と曰ひ，根を食するを蟊と曰ひ，節を食するを賊と曰ふ」と。

77）　阮元本は「易」を「蜴」に作る。注 73引く釋魚參照。
78）　注 72參照。
79）　周本紀。今本は「蚖」を「黿」に作る。索隱に「亦作蚖，音元，玄蚖，蜤蜤蜴也」。
80）　卷 8。
81）　十三篇上 53b。
82）　十三篇上 34b。
83）　四庫全書本卷 120「蝗生」に『説文』を引き「螟，蟲食榖心，從冥聲，吏冥冥犯法即生螟」と。
84）　原文は「食苗心螟，食葉蟘蟘，食節賊，食根蟊」。釋文に「𧈩，字又作 ，又作𧊇，同，徒得反，蟲合葉者，
說文云，蟲食草葉者，吏乞貸，即生𧈩」，黃焯『彙校』は「 」を「𧎢」に作り，「宋本作 ，正文石刻作𧎢，
單、蜀、呉、瞿、雪、陸、鄭諸本皆同」，張一弓點校本注に「「合」作「食」」。

85）　小雅・大田「去其螟螣，及其蟊賊」傳。阮元本は「𧎢」を「螣」に作る。釋文に「螣，字亦作 ，徒得反，
說文作𧎢」，黃焯『彙校』に「 字宋本已誤。阮云，當作𧈩。集韻二十五徳載蟘蟘𧎢𧈩螣四形，可證」。
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「吏 冥冥に法を犯せば卽ち螟を生ず」と云ふは，正しく心を食すと爲して之れを言ふ。惟れ心

を食するなり，故に「虫」「冥」に从ひて會意す。

（二）此れ宋本及び小徐本に从ふ。莫經の切，十一部。按ずるに鉉本 此の下に於いて妄りに「又

た螟蛉」三字を增す。86）宋本無き所，且つ「螟𧕅𧕅は桑蟲也」。87）下文に見ゆ。字「蛉」に作らず。

，蟲食苗葉者（一），吏气貣貣則生𧎢𧎢（二），从虫貣貣，貣貣亦聲（三），詩曰，去其螟𧎢𧎢（四），

𧎢𧎢，蟲の苗葉を食する者，吏气貣貣すれば則ち𧎢𧎢を生ず，虫貣貣に从ふ，貣貣亦た聲，詩に曰く，其

の螟𧎢𧎢を去ると，

（校）大徐、祁刻本「𧎢𧎢」を「蟘蟘」に作り，「气」を「乞」に作り，「貣貣」を「貸」に作る。

（一）『爾雅』88）、毛傳 89）に見ゆ。

（二）「貣貣」各本「貸」に作る。今正す。「气」、「貣貣」皆な求むる也。貝部に曰く「貣貣は人從り

物を求むる也」と。90）冥
メイメイ

螟、貣貣
トクトク
𧎢𧎢
トクトク

皆な曡曡韵。『左傳』に曰く「妖は人に由りて興る也　

人釁無くんば，妖自ら作
おこ

らず」と。91）故に螟、𧎢𧎢、蟊の害皆な吏に由る。鄭 大田に箋して云く「明

君は己を正すを以て之れを去る」と。己を正して去る可ければ，則ち正さざれば招く可し。李

巡、孫炎皆な「政の致す所」に由ると謂ふ也。92）

（三）各本，篆を「蟘蟘」に作り，解を「虫貸に从ふ，貸亦た聲」に作る。今正す。徒得の切，一部。

「螣」字を叚りて之れと爲す。一部は六部と合聲する也。93）

（四）小雅大田の文。今『詩』「螣」に作るは叚借字也。

86）　孫本にはこの三字は無い。鈕樹玉『説文解字校錄』に「宋本及繫傳無此三字」，姚文田・厳可均『説
文校議』に「毛本刓改作从虫冥聲又螟蛉，蓋依五音韻譜」。『汲古閣説文訂』「螟，从虫，从冥，冥亦聲，
莫經切」下に「初印本如此，……，宋本、葉抄本、宋刊五音韻譜皆同，今剜改云，从虫冥聲又螟蛉，以
合趙鈔本及近刊五音韻譜，依許書大例，螟𧕅不當添，如蜻篆下不云又蜻蛉是也，且不作螟𧕅而作螟蛉，
果何説乎」。

87）　十三篇上虫部「𧕅」説解。
88）　釋蟲。注 84参照。
89）　小雅・大田傳。注 85参照。
90）　六篇下 16b。段注に「從人猶向人也，謂向人求物曰貣貣也，按代弋同聲，古無去入之別，求人施人，
古無貣貣貸之分，由貣貣字或作貸，因分其義，又分其聲，如求人曰乞，給人之求亦曰乞，今分去訖、去旣二
音」。「貣貣」篆の一つ前が「施也」と訓じられる「貸」である。會意の要素としては「貸」より「貣貣」が
相應しいということか。

91）　莊公十四年傳。
92）　大田傳「食心……曰賊」疏に「郭璞直以蟲食所在為名，而李巡、孫炎並因託惡政，則災由政起，雖
食所在為名，而所在之名緣政所致，理為兼通也」。

93）　古十七部諧聲表に依れば，弋聲は一部，朕聲は六部。『六書音均表』二・弟六部與弟一部同入説に「弟
六部與弟一部合用最近，其入音同弟一部，如得來之爲登來，螟𧎢之爲螟螣，得𧎢在弟一部，登螣在弟六
部也，陸韵以職德配蒸登，非無見矣」。
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44a

，蝨子也（一），一曰，齊謂蛭曰蟣（二），从虫幾聲（三），

蟣，蝨の子也，一に曰く，齊は蛭を謂ひて蟣と曰ふと，虫に从ふ，幾の聲，

（一）「蝨」は「人を齧る蟲也」。94）「子」は其の卵也。『戰國策』「幾瑟」に作る 95）は叚借字。

（二）釋魚「蛭は蟣」注に曰く「今 江東 水中の蛭蟲の人肉に入る者を呼びて蟣と爲す」と。

（三）居豨の切，十五部。

，蟣也（一），从虫至聲（二），

蛭，蟣也，虫に从ふ，至の聲，

（一）此れ上の「蟣」字第二義を蒙りて之れを釋す。後人移す所に似たり。原書當に是に在る

べからず。水蛭なる者は今の馬黃。旣に是れ水物。當に下の「蛟」「螭」「虯」「蜦蜦」96）と類を爲

すべし。「蛭は蟣」は釋魚の文。

（二）之日の切，十二部。

，蛭蝚蝚（一），至掌也（二），从虫柔聲（三），

蝚蝚，蛭蝚蝚は至掌也，虫に从ふ，柔の聲，

（一）逗。

（二）釋蟲の文。郭云く「未だ詳らかならず」と。『本艸經』に「水蛭は味鹹し，一名至掌」

と。97）是れ名醫 卽ち水蛭と謂ふ也。

（三）耳由の切，三部。

，蛣䖦䖦（一），蝎也（二），从虫吉聲（三），

蛣，蛣䖦䖦は蝎也，虫に从ふ，吉の聲，

（一）逗。

（二）釋蟲に曰く「蝎は蛣𧌑𧌑也」，郭云く「水中の蠹蟲」と。98）按ずるに下文に「蝎は蝤蠐也」

94）　十三篇下 1b䖵䖵部。
95）　韓策二に「韓公叔與幾瑟爭國」など二十數見。『史記』韓世家は「蟣蝨」に作る。
96）　十三篇上 54aに「蛟，龍屬，無角曰蛟」「螭，若龍而黃」，54bに「虯，龍無角者」「蜦蜦，它屬也」。
97）　『本艸』の概略は『訓讀説文解字注 金册』p.378の艸部注 (105)に詳しい。『重修政和證類本草』卷

22蟲部下品「水蛭」條に白抜き文字（『神農本草』由來）で「水蛭，味鹹，……」，黑字（『名醫別錄』由來）
で「一名至掌」と見える。 

98）　阮元本經は「也」字無く，注は「水」を「木」に作る。疏も注を引いて「木」に作る。また釋蟲下
文に「蝤蠐，蝎」注に「在木中」疏に「上文蝎蛣𧌑，郭云木中蠹」。また十三篇下 3a䖵䖵部に「蠹，木中
蟲」。鈕樹玉『段氏説文注訂』に「水當作木」。
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と。99）何を以て類記せざるかを識らず。

（三）去吉の切，十二部。

，蛣䖦䖦也（一），从虫出聲（二），

䖦䖦，蛣䖦䖦也，虫に从ふ，出の聲，

（一）區勿の切，十五部。今『爾雅』「𧌑𧌑」に作る。100）

，白魚也（一），从虫覃聲（二），

蟫，白魚也，虫に从ふ，覃の聲，

（一）今 衣書中の白蟲 粉 銀の如き者有るは是れ也。一名蛃魚。『本艸經』は之れを衣魚と謂

ふ。101） 

（二）余箴の切，七部。

，丁蛵蛵（一），負勞也（二），从虫巠聲（三）， 

蛵蛵，丁
テイケイ

蛵蛵は負勞也，虫に从ふ，巠の聲，

（一）逗。曡曡韵。

（二）釋蟲の文。郭曰く「卽ち蜻蛉也。江東 狐棃と呼ぶは未だ聞かざる所」と。102）按ずるに許

の意は蜻蛉に非ざる也。許下文「蛉」下に云く「蜻蛉也，一名桑根」と。103）此と伍を爲さざれば，

則ち許の意は蜻蛉を謂はざること知る可し。

（三）戸經の切，十一部。

44b

，毛蠹也（一），从虫臽聲（二），

蜭蜭，毛蠹也，虫に从ふ，臽の聲，

99）　十三篇上 45a。
100）　釋蟲。前頁「蛣」篆段注參照。
101）　『爾雅』釋蟲「蟫，白魚」郭注に「衣書中蟲，一名蛃魚」疏に「此衣書中蟲也，一名蟫，一名白魚，
一名蛃魚，本草謂之衣魚，是也」。段注は釋蟲の疏に據ったのだろうが，『重修政和證類本草』卷 22蟲
部下品に白抜き文字（『神農本草』由來）で「衣魚，味鹹，……，一名白魚」，黑字（『名醫別錄』由來）
で「一名蟫（音談）」と見える。

102）　阮元本は「丁」を「虰虰」に作る。
103）　十三篇上 51b。説解は「名」を「曰」に作る。
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（一）釋蟲の文。104）「蠹」なる者は「木中の蟲」105）也。蜭蜭は木中に居り，其の形は外に毛有り，

能く木を食す。故に毛蠹と曰ふ。是れ蜭蜭爲り。蜭蜭の言は陷
カン

106）也。

（二）乎感の切，八部。

，蟲也（一），从虫喬聲（二）， 

蟜，蟲也，虫に从ふ，喬の聲，

（一）蟲名を謂ふ。按ずるに上「蜭蜭」下「蛓蛓」は同類也。則ち蟜は當に亦た蜭蛓蜭蛓の類なる耳
のみ

。

（二）居夭の切，二部。

，毛蟲也（一），从虫𢦒𢦒聲，讀若笥（二），

蛓蛓，毛蟲也，虫に从ふ，𢦒𢦒の聲，讀みて笥の若くす，

（校）大徐、祁刻本「讀若笥」三字無し。

（一）毛蠹と曰はざる者は，木中に居らず但だ葉を食すれば也。釋蟲に云く「蟔蟔は蛅蟴蟴」，郭云

く「蛓蛓の屬也，今 靑州の人 蛓蛓を呼びて蛅蟴蟴と爲す，孫叔然 八角の螫蟲と云ふは之れを失す」と。

按ずるに今俗に「刺毛」と云ふ者は是れ也。木の葉を食し，體に棱角有り毛有り采色有り，毛

能く人を螫す。叔然の説誤らざる也。其れ老ひて而して蛹に成れば，則ち外に𣪊𣪊有りて，雀卵

の如く然り。『本艸經』之れを雀甕と謂ふ。或いは出でて蛾と成り子の蠶子の如きを放ち，或

いは卽ち𣪊𣪊中に卵育す。故に『本艸』に云く「雀甕は蛅蟖の房也」と。「蛅蟴蟴」は音髯
ゼン

斯
シ

。107）

（二）三字『爾雅』の釋文 108）に依りて補ふ。千志の切，一部。『本艸』は「蚝」に作る。音同じ。

，𧍣𧍣也（一），从虫圭聲（二），

䖯䖯，𧍣𧍣也，虫に从ふ，圭の聲，

（一）『史記』律書「北して䖯䖯に至る，䖯䖯なる者は毒螫して萬物を殺すを主る也，䖯䖯し而して之

れを藏す，九月也」と。109）

104）　郭注に「即蛓蛓」。
105）　十三篇下 3a䖵䖵部「蠹」説解。
106）　十四篇下 4a 𨸏部「陷，高下也」段注に「凡深没其中曰陷」。
107）　『重修政和證類本草』卷 22蟲部下品「雀甕」條。「雀甕」は白抜き文字『神農本草』由來），「蛅（音
髯）蟖房也（音斯）」は黑字（『名醫別錄』由來）。

108）　釋蟲「蜭蜭，毛蠧」注「即蛓蛓」釋文に「蛓蛓，乇志反，說文云，毛蟲也，讀若笥，……」。
109）　今本は「䖯䖯」を「奎」に作る。『集解』に「徐廣曰，一作䖯䖯」。
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（二）烏蝸の切，十六部。『篇』110）、『韵』111）皆な口圭の切と。112）

45a

，䖯䖯也（一），从虫氏聲（二），

蚔蚔，䖯䖯也，虫に从ふ，氏の聲，

（一）此の篆は「螘の子」の「蚳」113）と迥かに別なり。『孟子の書』當に是れ「蚔蚔鼃」114）なるべ

し，「鼃」は卽ち「䖯䖯」，大夫 蚔䖯蚔䖯を以て名と爲す也。

（二）巨支の切，十六部。

，毒蟲也（一），象形（二）， ，𧍣𧍣或从䖵䖵（三），

𧍣𧍣，毒蟲也，象形，𧓵𧓵，𧍣𧍣或いは䖵䖵に从ふ，

（一）『左傳』に曰く「蠭蠆 毒有り」115），『詩』に曰く「卷髮 蠆の如し」116），『通俗文』に曰く「蠆

の長尾なるは之れを蠍と謂ふ。蠍毒 人を傷なふを䖧䖧と曰ふ。䖧䖧は張列の反，或いは蜇に作る」と。

旦聲。且聲に非ざる也。117）

（二）按ずるに「虫に从ふ，象形」と曰はず而して但だ「象形」と曰ふ者は，「虫」篆に尾有り，

其の尾に象れば也。蠍の毒は尾に在り。『詩』の箋に云く「蠆は螫蟲也。尾末は揵然として，

婦人の髮末 上げ曲げて卷くが似く然り」と。118）其の字の上は本と「萬」に从はず，「苗」を以

て其の身首の形に象る。俗に「萬」に作るは非，且つ牡蠇の字 119）と混ず。丑芥の切。按ずるに『字

林』「他割の反」120），玄應の書「他達の切」121）は皆な舊音也。十五部。

110）　『大廣益會玉篇』虫部第四百一に「䖯䖯，口圭反，蠆也」。
111）　上平十二齊・睽（苦圭切）小韻に「䖯䖯，蠆也」。
112）　古十七部諧聲表で圭聲は十六部だが，今韵古分十七部表で麻韻（烏蝸切）は十七部，齊韻（口圭切、
苦圭切）は十五部。

113）　十三篇上 47aに「蚳，螘子也」。
114）　公孫丑下。
115）　僖公二十二年傳。疏に「通俗文云，蠆長尾謂之蠍，蠍毒傷人曰䖧䖧，張列反，字或作蜇」，阮元校勘記に「宋
本張列反三字作雙行」。釋文に「蠆，勑邁反，一音勑戒反，字林作 ，丑介反，又音他割反」。

116）　小雅・都人士
117）　今韵古分十七部表で薛韻（張列反）は十五部，古十七部諧聲表で旦聲は十四部，且聲は五部，折
聲は十五部。『六書音均表』二・弟十三部弟十四部與弟十五部同入説に「弟十三部、弟十四部與弟十五
部合用最近，其入音同十五部」。

118）　上文引く都人士箋。阮元本は「上曲」を「曲上」に作る
119）　十三篇上 56a「蠣，蚌屬，……」。 
120）　『左傳』僖公二十二年傳釋文引く。（注 115參照）
121）　玄應『一切經音義』卷 5七佛神呪經第四卷「𧓵𧌐」，卷 7集一切福德經中卷「蠆𧌐」，卷 15十誦律
第三十八卷「𧓵𧌐」，卷 20陁羅尼雜集經第七卷「𧓵𧌐」下に「他達反，下勒達反」。
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（三）蠍尾に單鉤なる者有り，雙鉤なる者有り，故に「或いは䖵䖵に从ふ」。

，蝤𧓉𧓉也（一），从虫酋聲（二）， 

蝤，蝤𧓉𧓉也，虫に从ふ，酋の聲，

（一）『詩』衞風「領は蝤蠐の如し」傳に曰く「蝤蠐は蝎蟲也」と。122）『爾雅』同じ。123）按ずる

に下文に云く「蝎は蝤𧓉𧓉也」124）と。然らば則ち二者轉注爲り。

（二）字秋の切，三部。

，𧓉𧕐𧓉𧕐也（一），从虫𠫼𠫼聲（二），

𧓉𧓉，𧓉𧕐𧓉𧕐也，虫に从ふ，𠫼𠫼の聲，

（一）釋蟲「蝤蠐は蝎」，郭云く「木中に在る者」125），「蟦は蠐螬」，郭云く「糞土中に在る

者也」126）と。是の二者同じきに似て異なる。宋の掌禹錫、蘇頌亦た蠐螬は蝤蠐、蝎と同じか

らざるを辯つ。127）許の意は蝤蠐、蝎を一物と爲すと謂ひ，而して「蠐螬」下「蝎也」と云はず。

葢し亦た一物と謂はず矣。

（二）徂兮の切，十五部。

，蝤𧓉𧓉也（一），从虫曷聲（二），

蝎，蝤𧓉𧓉也，虫に从ふ，曷の聲，

（一）釋蟲に曰く「蝎、桑蠹」と。128）桑中の蟲也。按ずるに上文 許「蛣䖦䖦は蝎也」と云ひ，129） 

此れに類廁せざる者は，許の意 蛣䖦䖦は别に一物と爲す也。葢し類を一にして種别なる者多し矣。

（二）胡葛の切，十五部。

122）　衞風・碩人
123）　釋蟲に「蝤蠐，蝎」。
124）　十三篇上 45a。
125）　阮元本は「者」字が無い。
126）　阮元本は「者也」二字が無い。
127）　『重修政和證類本草』卷 21蟲部中品「蠐螬」條に「臣禹錫等謹按，蜀本注云，今據爾雅蟦蠐螬，
注云在糞土中，經亦云一名蟦蠐，又云，生積糞草中，則此外恐非也，今諸朽樹中蠧蟲，俗通謂之蝎，莫
知其主療，……」，また「圖經曰，蠐螬主河内平潬及人家積糞草中，今處處有之，……，此爾雅所謂蟦
蠐螬，郭璞云在糞土中者是也，而諸朽木中蟲形亦相似，但潔白於糞土中者，即爾雅所云蝤蠐蝎，又云蝎
蛣𧌑，又云蝎桑蟲，郭云，在木中錐通名蝎，所在異者是此也，……」。『宋史』藝文志六・子類三・醫書
類に「党禹錫 嘉祐本草二十卷」（校勘記に「党禹錫，郡齋志卷一五補注神農本草條，書錄解題卷一三大
觀本草條都作掌禹錫」）「蘇頌校本草圖經二十卷」の著錄がある。

128）　郭注に「即蛣𧌑」。
129）　「蛣」（44a）説解。
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45b

，蚚也（一），从虫宏聲（二）， ，籒文強，从䖵䖵，从彊（三），

強，蚚也，虫に从ふ，宏 130）の聲，𧖑𧖑，籒文の強，䖵䖵に从ひ，彊に从ふ，

（校）大徐「強」を「强」に作る。

（一）下に「蚚、強也」と云ふ。131）二字轉注爲り。釋蟲に曰く「強は醜捋」，郭曰く「 を以て

自ら摩捋す」と。叚借して彊弱の「彊」132）と爲す。

（二）此の聲 六部に在り而して強 十部に在る者は合韵也。巨良の切。133）

（三）此れに據れば則ち「強」なる者は古文。秦刻石文「強」を用ふ。134）是れ古文を用ひて小

篆と爲す也。然して「強」を以て「彊」と爲すは是れ六書の叚借也。

，強也，从虫斤聲（一），

蚚，強也，虫に从ふ，斤の聲，

（一）巨衣の切，古音は十三部に在り。135）

，葵中蠶也（一），从虫，上目象蜀頭形，中（二），象其身蜎蜎（三），詩曰，蜎蜎者蜀（四），

蜀，葵中の蠶也，虫に从ふ，上目は蜀頭の形に象り，中は其の身蜎蜎たるに象る，詩に曰く，

蜎蜎たる者は蜀と，

（一）「葵」，『爾雅』釋文引きて「桑」に作る。136）『詩』に曰く「蜎蜎たる者は蠋，蒸しく桑野

に在り」と。「桑」に作るを長と爲すに似たり。毛傳に曰く「蜎蜎は蠋の皃，蠋は桑蟲也」。137）

傳は「蟲」と言ひ、許は「蠶」と言ふ者は蜀は蠶に似れば也。『淮南子』に曰く「蠶は蜀と相

130）　「宏」は「弘」。經韻樓本では乾隆の諱を避けて「弘」を使用しない。
131）　十三篇上 45b。
132）　十二篇下 58b弓部「彊，弓有力也」段注「引申爲凡有力之稱」。
133）　「此の聲」は弘聲。古十七部諧聲表で厶聲（「弘」の聲符）は六部，強聲、彊聲は十部，今韵古分
十七部表で陽韻（巨良切）は十部。『繫傳』に「弘與強聲不相近」。 

134）　嶧山刻石に「滅六暴强」。彊弱の「彊」として用いられている。「强」に作ることについて，『繫傳』
に「秦刻石文從口，疑從籒文省」，また畢沅『關中金石記』卷一・繹山碑に「秦刻不傳，即宋徐鉉所摹，
……，又強作强，上變口，……，此皆於六書之正不合，或是古本磨泐，鉉臨寫時以意增改，未可知」（續
修四庫全書本に據る）。

135）　斤聲は古十七部諧聲表で十三部，微韻（巨衣切）は今韵古分十七部表で十五部。
136）　釋蟲「阨，烏蠋」の釋文に「蠋，音蜀，說文云，桑中蟲也，……」。
137）　豳風・東山。阮元本は「蒸」を「烝」に作り，傳は「桑」上に「蠋」字が無い。傳に「烝，窴窴也」，
箋に「古者聲窴窴、填、塵同也」といい，疏は釋詁下の「塵、……，久也」を引き箋の意圖を説明してい
るので，ここでは「蒸」を「久」と解釋しておく。
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ひ類し而して愛憎異なる也」と。138）桑中の蠹は卽ち蝤蠐なり。

（二）「勹」を謂ふ。

（三）市玉の切，三部。

（四）豳風の文。今左旁又た「虫」を加ふるは非也。

，馬蠲也（一），从虫，𦉶𦉶象形（二），益聲（三），朙堂月令曰，腐艸爲蠲（四），

蠲，馬蠲也，虫に从ふ，𦉶𦉶は象形，益の聲，朙堂月令に曰く，腐艸 蠲と爲ると，

（校）「虫」下，大徐「𦉶𦉶象形」三字無く「目」字有り，「益聲」下「了象形」三字有り。祁刻本「了」

を「乁」に作る。

（一）「馬蠲」は亦た馬蚿と名づけ，亦た馬蚈と名づけ，亦た馬蠸蠸と名づく。『呂覽』仲夏紀、

『淮南』時則訓高注に見ゆ。139）而して『爾雅』釋蟲「蛝蛝は馬䗃䗃」，郭注して「馬蠲は ，俗に

馬𧏿𧏿と呼ぶ」と。140）『方言』に曰く，馬蚿の「大なる者は之れを馬蚰と謂ふ」と。141）「蚰」「𧏿𧏿」

同字也。『莊子』は之れを「蚿」と謂ふ。142）多足の蟲也。今 巫山夔州の人謂之れを艸鞵絆

と謂ひ，亦た百足蟲と曰ふ。茅茨陳
ふる

び朽つれば則ち多く之れを生ず。故に『淮南』、『呂覽』

皆な「腐艸化して蚈と爲る」と曰ふ。高注して「蚈は讀みて蹊徑の蹊の如くす」143）と曰ふは

是れ也。其れ『淮南』に注して「一に曰く，熒火」と云ふ 144）は，乃ち異説を備ふ。鄭 戴『記』

「腐艸 熒と爲る」に注して「熒は飛蟲，熒火也」と曰ふ 145）は，葢し古文古説に非ず。

（二）「蜀に从ふ」と云はざる者は，物 蜀の類に非ず，又た書に蜀部無ければ也。

（三）益聲は十六部に在り。故に「蠲」の古音は圭
ケイ

の如し。146）『韓詩』に「吉圭し饎を爲る」，『毛

138）　説林訓。原文は「今鱓之與蛇，蠶之與蠋，狀相類而愛憎異」。今本は「蜀」を「蠋」に作る。
139）　『呂氏春秋』は季夏紀。いずれも「腐草化為蚈」，『呂氏春秋』高注に「蚈，馬蚿也，蚈讀如蹊徑之蹊，
幽州謂之秦渠，一曰螢火也」，『淮南子』高注に「蚈，馬蚿也，幽冀謂之秦渠，蚈讀奚徑之徑」。また『淮
南子』兵略訓に「故良將之卒，……，若蚈之足」高注に「蚈，馬蠸蠸也」

140）　阮元本は「蛝蛝」を「螁螁」に作る。釋文は「蛝蛝」を出して「音閑」。
141）　卷 11「馬蚿，北燕謂之蛆蟝蟝，其大者謂之馬蚰」，郭注に「音逐」。
142）　秋水「䕫䕫憐蚿，蚿憐蛇，……，䕫䕫謂蚿曰，吾以一足趻踔而行，予無如矣，今子之使萬足，獨奈何，
……，蚿謂蛇曰，吾以衆足行，而不及子之無足，何也」。

143）　今本は『呂氏春秋』注同じ，『淮南子』注は「如蹊徑之蹊」を「奚徑之徑」に作る。注 139參照。
144）　今本では『呂氏春秋』注には見えるが（但し，「熒」を「螢」に作る），鴻烈集解本、集釋本『淮南子』
注には見えない。注 139參照。漢魏叢書本『淮南子』は未見だが，『段注攷正』に「漢魏叢書本如是」と。

145）　阮元本『禮記』月令は「艸」を「草」に「熒」を「螢」に作る。釋文は「為熒」を出して「本又作螢，
户户扃反，螢，火蟲也，或作腐草化為螢者非也」。

146）　小雅・天保の釋文に「吉蠲，古玄反，舊音圭，絜也」。圭の今音は『廣韻』に據れば齊韻（古攜切）
なので，今韵古分十七部表では十五部だが，古十七部諧聲表では益聲のみならず，蠲聲、圭聲も十六部。『六
書音均表』一・古假借必同部說に「古本音不同今音，故如夏小正借養爲永，詩、儀禮借蠲爲圭，古永音
同養，蠲音同圭也」。
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詩』「吉蠲」に作る。147）「蠲」は乃ち「圭」の叚借字也。唐詩「水搖れ文蠲動く」148），亦た尙ほ

讀みて桂
ケイ

の如くす。音轉じて乃ち古懸の切に讀む。

（四）許據る所の者は古文古説なり。149）

46a

，齧牛蟲也（一），从虫𣬉𣬉聲（二），

螕，牛を齧る蟲也，虫に从ふ，𣬉𣬉の聲， 

（一）今人 齧狗蟲と謂ふ。語亦た同じ。『通俗文』に曰く「狗蝨を螕と曰ふ」と。150）

（二）邊兮の切，十五部。

，尺蠖（一），詘申蟲也（二），从虫蒦聲（三），

蠖，尺蠖は詘申する蟲也，虫に从ふ，蒦の聲，

（校）「詘」，大徐、祁刻本「屈」に作る。

（一）逗。曡曡韵字。

（二）「詘」各本「屈」に作るは非，今正す。「詘」なる者は「詰詘する也」151），曲也。『易』𣪠𣪠

147）　小雅・天保。この句は『周禮』秋官・蜡氏「令州里除不蠲」注に「蠲讀如吉圭惟饎之圭，圭，絜也」，
疏に「云蠲讀如吉圭惟饎之圭者，毛詩云，絜蠲為饎，無此言，鄭從三家詩，故不同」，『儀禮』士虞禮「饗
辭曰，哀子某，圭為而哀薦之饗」注に「圭，絜也，詩曰，吉圭為饎，……」のように引かれる。『韓詩』
について，『詩經小學』卷 16「吉蠲爲饎」條は「韓詩吉圭爲饎」とするが，『周禮漢讀考』卷 5「令州里
除不蠲注」條では『周禮』蜡氏注疏や『儀禮』士虞禮注を引き「詩云吉蠲爲饎，鄭注三禮時，多不從毛詩，
此引吉蠲，恐亦是三家詩有作蠲者耳，孔賈在唐初，韓詩尚存，於兩吉圭，皆未質言韓詩，而宋董逌詩故，
乃以吉圭係韓嬰章句，殊不可信」という。『宋史』藝文志に「董逌廣川詩故四十卷」の著錄がある。

148）　「蠲」でなく「鷁」なら，『唐詩紀事』卷 1太宗・賦得浮橋詩に「水搖文鷁動，纜轉錦花縈」。「文鷁」
は司馬相如の子虚賦（『史記』司馬相如傳、『漢書』司馬相如傳上、『文選』卷 7）に見え『漢書』注に「張
揖曰，鷁，水鳥也，畫其象於船首，淮南子曰，龍舟鷁首，天子之乘也」とあり，天子の船を指す。

149）　「明堂月令」については，四篇下骨部「骴，……明堂月令曰，……」段注に「大戴禮盛德篇云，明堂月令，
盧辨曰，於明堂之中施十二月之令也。按漢志說禮云，明堂陰陽三十三篇，古明堂之遺事。月令葢三十三
篇之一。許偁月令皆云明堂月令」。また，『禮記』月令疏引く鄭玄『（三禮）目録』に「名曰月令者，以
其記十二月政之所行也，本呂氏春秋十二月紀之首章也，以禮家好事抄合之，後人因題之名曰禮記，言周
公所作，其中官名、時、事多不合周法，此於別錄屬明堂陰陽記」という。

150）　玄應『一切經音義』卷 11正法念經第十卷に「螕等，補兮反，通俗文，狗虱曰螕，……」。『一切經音義』
は「蝨」を「虱」に作る。

151）　三篇上 29b言部「詘」説解。段注に「二字雙聲，屈曲之意」。八篇下 2b尾部に「屈，無尾也」。また，『禮
記』樂記「屈伸俯仰」阮元校勘記に「按說文作屈申，段玉裁云，屈亦作詘，所謂隨體詰詘也，伸古經傳
皆作信，周易詘信相感而利生焉，又尺蠖之詘以求信也」。
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辭に曰く「尺蠖の詘するはは以て信びんことを求むる也」。152）「信」は古への「伸」字。153）釋蟲

に曰く「蠖は尺蠖」注に「今の蝍蹴」と。154）『方言』に曰く「蠀蠀𧑙𧑙は之れを蚇蠖と謂ふ」，注に「又

た步屈と呼ぶ」と。155）

（三）烏郭の切，五部。

，復陶也（一），劉歆説，蝝，𧖕𧕰𧖕𧕰子也（二），董仲舒説，蝝，蝗子也（三），从虫彖聲（四），

蝝，復陶也，劉歆説，蝝は𧖕𧕰𧖕𧕰子也，董仲舒説，蝝は蝗子也，虫に从ふ，彖の聲，

（校）大徐、祁刻本「𧖕𧕰𧖕𧕰」を「蚍蜉」に作り，「董」上に「也」無く，「蝗」上に「蝝」字無し。

（一）釋蟲に曰く「蝝は蝮蜪蜪」と。156）俗字は虫に从ふ也。『國語』に曰く「蟲は蚳蝝を舍く」，

韋注して「蝝は蝮蜪蜪也，以て食す可し」と。157）按ずるに此の説 葢し下文二説と畫然として三爲

り。郭『爾雅』に注する 158）は則ち董説に牽合する耳
のみ

。「復陶」は未だ今に於いて何物なるかを

知らず。

（二）此れ下の董説と皆な『春秋』を説く也。宣十五年「冬，蝝生ず」。五行志に曰く「劉歆以爲く，

蝝は螕𧕰𧕰の翼有る者，穀を食するを災と爲す」と。159）按ずるに志に「翼有り」と云ひ，此こに

「子」と云ひ，亦た異なる。

（三）何『公羊』に注して曰く「蝝は卽ち𧑄𧑄也，始めて生ずるを蝝と曰ひ，大なるを𧑄𧑄と曰ふ」。160） 

五行志に曰く「董仲舒、劉向以爲く，蝗始めて生ずる也」と。161）「𧑄𧑄」は卽ち「螽」字。162）董、

何説同じき也。

152）　繫辭傳下。阮元本は「詘」を「屈」に作る。
153）　三篇上 13a言部「信，誠也」，段注に「古多以爲屈伸之伸」。
154）　阮元本は「尺」を「蚇」に作る。疏に「方言云，蠀𧑙謂之蚇蠖，郭云，又呼步屈，說文云，蠖，
屈伸蟲也，易繫辭云，尺蠖之屈，以求信者，是也」。

155）　卷 11。郭注「即、踧二音，蠖，烏郭反，又呼步屈」。
156）　注に「蝗子未有翅者」。釋文「蝝，以全反，字林尹絹反，說文云，劉歆說蚍蜉子也，董仲舒說蝗子也，
何休注公羊云即螽也，始生曰蝝，長大曰螽，杜預亦云螽子，郭依董説」。

157）　魯語上。明道本は「蝮蜪蜪」を「蝠陶」に作る。『補音』は「注復陶」を出して「復，芳目反，字林作蝮，
下音桃，補音徒刀反，今按爾雅，蝮陶，蝗子也，此但作復陶，古字通，音則從爾雅」。董增齡『正義』は「復陶」
に作る。『爾雅』「蝝，蝮蜪蜪」注「外傳曰，蟲舍蚳蝝」疏に「此魯語里革諫宣公之辭也，韋氏解曰，……，蝝，
蝮蜪蜪也，可食」。段注は『爾雅』疏引く所に據るか。

158）　注 156參照。
159）　中之下「宣公十五年，冬，蝝生，劉歆以為蝝，螕蠹之有翼者，食穀為災，黑眚也，董仲舒、劉向以為蝝，
螟始生也，一曰，螟始生」顔注「孟康曰，螕蠹，音蚍蜉」。（補注本に據る） 

160）　宣公十五年傳「冬，蝝生，未有言蝝生者，此其言蝝生何」注。
161）　注 159參照。『補注』本は「始」字上をいずれも「螟」に作るが，『補注』に「葉德輝曰，下螟爲蝗之誤，
既云一曰，則非螟明矣」という。

162）　十三篇下 1b䖵䖵部「𧍸，蝗也，……，𧑄，螽或从虫眾聲」。
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（四）與專の切，十四部。

46b

，螻蛄也（一），从虫婁聲（二），一曰，𧎅𧎅，天螻（三），

螻，螻蛄也，虫に从ふ，婁の聲，一に曰く，𧎅𧎅は天螻と，

（一）今の土狗也。

（二）洛侯の切，四部。

（三）釋蟲の文。郭注して云く「螻蛄也」と。按ずるに郭に依れば則ち此の「一に曰く」は猶

ほ「一名」のごとき耳
のみ

。但だ恐らくは郭注未だ安からず。『方言』に「蠀蠀螬，或いは之れを蝖蝖

𧎅𧎅と謂ひ，或いは之れを天螻と謂ふ」と。163）則ち螻蛄に非ざる也。許書「𧎅𧎅」字無し。

，螻蛄也（一），从虫古聲（二），

蛄，螻蛄也，虫に从ふ，古の聲，

（一）『孟子』「蠅蚋姑 之れを嘬ふ」。「蚋」，一に「䗜䗜」に作る。或いは云く「䗜䗜姑は卽ち螻蛄也」

と。164）

（二）古乎の切，五部。

， 丁，螘也（一），从虫龍聲（二），

， 丁は螘也，虫に从ふ，龍の聲，

（校）大徐、祁刻本 「丁」上に「 」無し。

（一）按ずるに此れ當に「 丁」に於いて逗と爲すべし。各本「 」字を刪る者は非也。『爾雅』

を讀む者，「丁螘」を以て句と爲すも亦た非なり。「 丁」は「螘」の一名耳。『爾雅』「丁」を「朾」

に作る。165）

（二）盧紅の切，九部。

，羅也（一），从虫我聲（二），

蛾，羅也，虫に从ふ，我の聲，

163）　卷 11「蠀螬，……，自關而東謂之蝤蠀，……，或謂之蝖蝖𧎅，……，秦晉之閒謂之蠹，或謂之天螻，
……」。

164）　滕文公上。孫奭『音義』に「蠅蜹姑，張音汭，云，諸本或作䗜䗜，誤也，丁云，䗜䗜未詳所出，或以
䗜䗜與䖻䖻同，謂蜉䖻䖻也，音由，又一說云，䗜䗜姑即螻姑也」。

165）　釋蟲に「蚍蜉，大螘，小者螘， ，朾螘」。段注に據れば「 朾，螘」とすべきだが，「 朾螘」注
に「赤駮蚍蜉」疏に「其大而赤色斑駁者，名 ，一名朾螘」とみえ，ここでは疏に據る。
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（一）「蛾は羅」は釋蟲に見ゆ。166）許 此こに次づるは當に是れ螘，一名蛾なるべし。古書「蛾」

を説きて𧖕𧕰𧖕𧕰と爲す者多し矣。167）「蛾」は是れ正字，「蟻」は是れ或體。許の意は此の「蛾」は

是れ螘，䖵䖵部の「𧒎𧒎」168）は是れ蠶𧒎𧒎。二字別有り。郭『爾雅』「蛾は羅」に注して「蠶𧒎𧒎 169）」と

爲すは許の意に非ざる也。『爾雅』「螘
ギ

」字，本或いは蛾
ガ

に作る。170）葢し古へ二字雙聲に因りて

通用す。之れを要するに本は是れ一物，叚借に非ざる也。

（二）五何の切，十七部。今音は則ち魚綺の反，十六部に在り。171）

47a

，𧖕𧕰𧖕𧕰也（一），从虫豈聲（二），

螘，𧖕𧕰𧖕𧕰也，虫に从ふ，豈の聲，

（校）大徐、祁刻本「𧖕𧕰𧖕𧕰」を「蚍蜉」に作る。

（一）俗に「蚍蜉」に作るは是に非ず。今正す。蟲部に曰く「蠶𧕰𧕰は大螘也」と。172）之れを析

言する也。之れを渾言すれば則ち凡そ螘は皆な𧖕𧕰𧖕𧕰と曰ふ。『爾雅』「蚍蜉は大螘，小なる者は

螘」173），亦た是れを析言す。

（二）魚綺の切，按ずるに當に魚豈の切なるべし。古音は十五部に在り。174）『廣韵』尾韵に入る

者は古音也。紙韵に入る者は「蟻」字に緣りて而して之れを合する也。

，螘子也（一），从虫氐聲（二），周禮有蚳醢（三），讀若祁， ，籒文蚳，从䖵䖵， ，古文蚳，从辰土（四），

蚳，螘子也，虫に从ふ，氐の聲，周禮に蚳醢有り，讀みて祁の若くす，𧐏𧐏，籒文の蚳，䖵䖵に从

ふ，𧏁𧏁，古文の蚳，辰土に从ふ， 

（校）祁刻本「祁」を「祈」に作る。

166）　阮元本經文は「蛾」を「䖸」に作る。郭注に「蠶䖸」。阮元校勘記に「元本、閩本、監本同，雪牎本、
毛本蠶作蚕，誤，釋文蠶徂南反，下同」。釋文に「䖸，本又作蛾，説文同，我河反」。

167）　『禮記』學記「蛾子時術之」鄭注、『山海經』海内北經「朱蛾其狀如蛾」郭注いずれも「蛾，蚍蜉也」。
168）　十三篇下 1a䖵䖵部「𧒎，蠶匕飛𧒎」（二徐本は「匕」を「化」に作る）。
169）　阮元本は「𧒎」を「䖸」に作る。注 166參照。
170）　釋蟲「蚍蜉，大螘」釋文に「螘，魚綺反，本亦作蛾，俗作蟻，字音同，案說文，蟻，羅也，蟻或作義，
蛾蠶化飛蛾也，並非螘字」。

171）　「蛾」は『廣韻』では莪（五何切）小韻（歌韻）、螘（魚綺切）小韻（紙韻）の二箇所に見える。
我聲は古十七部諧聲表で十七部。

172）　十三篇下 5a「𧖕」説解。但し，二徐本は「蠶𧕰」を「蚍蜉」に作る。
173）　釋蟲。
174）　豈聲は古十七部諧聲表では十五部。今韵古分十七部表では魚豈切（尾韻）は十五部だが，魚綺切（紙
韻）は十六部。
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（一）釋蟲に曰く，「螘子は蚳」，郭云く「蟻の卵」也と。175）『周禮』饋食の豆に「蚳醢」有り，

鄭曰く「蚳は蛾子」と。176）『國語』「蟲は蚳蝝を舍く」，韋注同じ。177）

（二）直尼の切，十五部。

（三）天官醢人の文。

（四）「土に从ふ」なる者は土中に出づれば也。「辰に从ふ」なる者は辰の聲也。古へ氐聲、辰

聲相ひ似たり。178）「祗」、「振」字通用するは是れ其の例。179）

，𨸏𨸏蠜也（一），从虫樊の聲（二），

蠜，𨸏𨸏蠜也，虫に从ふ，樊の聲，

（一）召南「趯趯たる阜螽」，傳に曰く「阜螽は蠜也」「趯趯は躍也」と。180）

（二）附袁の切，十四部。

，悉𧍓𧍓也（一），从虫帥聲（二），

𧍓𧍓，悉𧍓𧍓也，虫に从ふ，帥の聲，

（一）唐風「蟋蟀 堂に在り」，傳に曰く「蟋蟀は蛬也」と。181）按ずるに許書に「蛬」字無し。

今人「蛩」を叚りて之れと爲す。182）

（二）所律の切，十五部。按ずるに「蟋」「蟀」皆な俗字。

47b

，馬蜩也（一），从虫面聲（二），

175）　原文は「蚍蜉，大螘，小者螘，……，𧕈，飛螘，其子蚳」注に「蚳，蟻卵」。
176）　天官・醢人に「掌四豆之實，……饋食之豆，其實……、蚳醢、……」。
177）　魯語上。明道本韋注は「蚳，蟻子也，可以為醢」，『補音』は「注螘子」を出して「補音魚倚反，
今多作蟻，說文無」。董增齡『正義』は「蟻」を「螘」に作る。『爾雅』「蝝，蝮蜪蜪」注「外傳曰，蟲舍
蚳蝝」疏に「此魯語里革諫宣公之辭也，韋氏解曰，蚳，螘子也，可以為醢蝝」。段注は『爾雅』疏引く
所に據るか。

178）　古十七部諧聲表では氐聲は十五部，辰聲は十三部。
179）　例えば『禮記』内則に「相曰，母某敢用時日，祗見孺子」鄭注に「祗，敬也，或作振」といい，『尚書』
皐陶謨に「日嚴祗敬六德」，『史記』夏本紀は「祗」を「振」に作る。また『楚辭』離騷「又何芳之能祗」
について，王念孫『讀書雜誌餘編』下卷に「引之曰，祗之言振也，言干進務入之人，委蛇從俗，必不能
自振其芬芳，非不能敬賢之謂也」という。

180）　草蟲。阮元本などでは「趯趯」の訓が「阜螽」の訓の上に在る。
181）　蟋蟀。
182）　『増韻』三鍾・蛩（渠容切）小韻，『古今韻會擧要』二冬・蛩（渠容切）小韻，『洪武正韻』一東・窮（渠
宮切）小韻「蛬」下いずれも「蟋蟀」と訓じ「通作蛩」という。
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蝒蝒，馬蜩也，虫に从ふ，面の聲，

（一）釋蟲と同じ。183）凡そ「馬」と言ふ者は大なるを謂ふ。「馬蜩」なる者は蜩の大なる者也。

『方言』に曰く「蟬，其の大なる者は之れを蟧蟧と謂ひ，或いは之れを蝒蝒馬と謂ふ」と。184）「蝒蝒」

「馬」二字誤倒す。此の篆 下文「蜩」「蟬」「螇」「蚗蚗」185）諸篆と伍を爲さず。其の故を得ず。

恐らくは是れ淺人之れを亂す耳
のみ

。

（二）武延の切，十四部。

，𧒾𧒾蠰（一），不過也（二），从虫當聲（三），

𧒾𧒾，𧒾𧒾蠰は不過也，虫に从ふ，當の聲，

（一）逗。

（二）皆な螗螂の别名。

（三）都郎の切，十部。

，蠰也，从虫襄聲（一），

蠰，𧒾𧒾蠰也，虫に从ふ，襄の聲，

（一）汝羊切。十部。

，堂蜋也（一），从虫良聲（二），一名斫父（三），

蜋，堂蜋也，虫に从ふ，良の聲，一名斫父，

（校）「斫」，大徐本、祁刻本「蚚」に作る。

（一）堂蜋は𧒾𧒾蠰と一語，小しく異なる耳。

（二）魯當の切，十部。

（三）「斫」，各本「蚚」に作る。今『爾雅』音義 186）に依りて正す。堂蜋は臂に斧能く斫る有り。

故に斫父と曰ふ。郭云く「江東呼びて石蜋と爲 187）す」と。「石」は卽ち「斫」。今江東 斫郞と呼ぶ。

，𧓎𧓎蛸（一），堂蜋子（二），从虫肖聲（三），

183）　郭注に「蜩中最大者爲馬蜩」。
184）　卷 11。『箋疏』本郭注に「按爾雅云，蝒蝒者馬蜩，非別名蝒蝒馬也，此方言誤耳」。
185）　いずれも十三篇上虫部。50bに「蜩，蟬也」「蟬，㠯旁鳴者」，51aに「螇，螇鹿，蛁尞也」「蚗蚗，𧉅蚗蚗，
蛁尞也」。

186）　釋蟲「莫貈貈，蟷蜋，蛑」注「螗蜋有斧蟲，江東呼石蜋」（阮元校勘記に「唐石經、單疏本蟷作螳，
當據以訂正，說文作堂蜋」「閩本、監本、毛本螗作蟷，非，螗依經作螳」）釋文に「螳蜋，說文云，名斫父」。

187）　阮元本「爲」字無し。上注參照。校勘記に「單疏本、雪牎本、注疏本作江東呼為石蜋，此脫為字」。
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蛸，𧓎𧓎蛸は堂蜋子，虫に从ふ，肖の聲，

（一）逗。

（二）月令，仲夏の月に「螳蜋生ず」，注に云く「螳蜋は螵蛸の母也」と。『鄭志』に「王瓚問

ひて曰く，爾雅 莫貉、螳蜋は同類の物也，今 沛魯以南は之れを螳蠰と謂ひ，三河の域は之れ

を螳蜋と謂ひ，燕趙の際は之れを食厖と謂ひ，齊濟以東は之れを馬敫と謂う。然るに其の子に

名づくれば則ち同じく螵蛸と云ふ。是を以て注に螵蛸の母也と云ふ」と。188）按ずるに堂蜋の卵

は木に附き，堅韌にして動かす可からず。小暑に至りて子 羣生す焉。

（三）相邀の切，二部。按ずるに「𧓎𧓎」字 189）は䖵䖵に从ふ。故に䖵䖵部に入る。凡そ一物二字にし

て部を異にする者，此れに例
なら

ふ。

，𧑐𧑐蟥（一），㠯翼鳴者（二），从虫幷聲（三），

蛢蛢，𧑐𧑐蟥は翼を㠯て鳴く者，虫に从ふ，幷の聲，

（一）逗。

（二）「蟥」各本「蝗」に作る。190）今正す。釋蟲に曰く「蛂蛂蟥は蛢蛢」，郭云ふ「甲蟲也，大いさ

虎豆の如し，綠色，今 江東 黃瓶と呼ぶ」と。191）按ずるに「蛂蛂
ヘツヘツ

蟥
クワウ

」は卽ち「𧑐𧑐
イツイツ

蟥
クワウ

」也。「翼を以

て鳴く者」は考工記梓人鄭注に見ゆ。「翼もて鳴くは發皇の屬」。192）「發
ハツ

皇
クワウ

」は卽ち「蛂蛂蟥」也。

（三）薄經の切，十一部。

48a

，𧑐𧑐蟥，蛢蛢也（一），从虫矞聲（二），

𧑐𧑐，𧑐𧑐蟥，蛢蛢也，虫に从ふ，矞の聲，

（校）大徐本、祁刻本「蛢蛢」字無し。

（一）「蛢蛢」字今補ふ。此れ轉注の例也。

188）　『隋書』經籍志・經・論語に「鄭志 十一卷 魏侍中鄭小同撰」。鄭小同は鄭玄の孫（『後漢書』鄭玄傳に「玄
唯有一子益恩，……，有遺腹子，玄以其手文似己，名之曰小同」）。『藝文類聚』卷 97螳蜋條引く所は鄭
志と明記しない。

189）　十三篇下 2bに「𧓎，𧓎蛸也，……，𧌠，𧓎或从虫」。
190）　孫本、祁刻本は「蟥」に作る。鈕樹玉『説文解字校錄』は「蝗」に作るが，「宋本及繫傳蝗作蟥，是也」
といい，姚文田・厳可均『説文校議』に「御覧卷九百五十一引作𧑐蟥也，宋本亦作蟥，此𧑐誤」という。

191）　阮元本は「黃」下「瓶」上に「蛢蛢音」二字有り。校勘記「雪牎本同，注疏本刪下二字，釋文蛢郭音瓶，
經義雜記曰，考工記梓人為荀虡疏引此注云，今江東呼為黃蛢蛢，按一切經音義卷十五引此注云，江南呼為
黃瓦，亦有為字，瓦即瓶之訛」。

192）　「為筍虡，……，以脰鳴者，……，以翼鳴者，……，謂之小蟲之屬，以為雕琢」注。疏に『爾雅』釋蟲「蛂蛂
蟥，蛢蛢」を引き郭注「呼」下を「為黃蛢蛢」に作る。
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（二）余律の切，十五部。

，𧑐𧑐蟥也（一），从虫黃聲（二）， 

蟥，𧑐𧑐蟥也，虫に从ふ，黃の聲，

（一）乎光の切，十部。

，姑䗐䗐（一），強羊也（二），从虫施聲（三），

䗐䗐，姑䗐䗐は強羊也，虫に从ふ，施の聲，

（校）「姑」，孫本「蛄」に作る。193）「羊」，孫本、祁刻本「芈芈」に作る。

（一）逗。

（二）「羊」釋文引く所 194）及び宋本 195）此くの如し。當に音陽なるべし。葢し今 江東の人 麥中

の小黑蟲を謂ひて羊子と爲す者は是れ也。鉉本「蛘蛘」に作り，李仁甫本「芈芈」に作る。196）皆

な是に非ず。釋蟲に曰く「蛄䗐䗐は強蝆蝆」197），郭云ふ「今 米穀中の蠹 小黑蟲は是れ也 198），建平

人呼びて蝆蝆子と爲す 199）」と。蝆蝆，亡婢反。郭音恐らくは未だ諦らめず。『方言』「姑䗐䗐は之れ

を強羊と謂ふ」，字亦た正しく「羊」に作る。郭注之れを廣むるに「江東 𧉪𧉪と名づく，音加，

建平人蝆蝆子と呼ぶ，音芈芈姓」を以てす。『方言』正文を改むるを得ず「蝆蝆」に作る也。200）『爾雅』

正文恐らくは亦た本と「羊」に作る。201）

（三）式支の切，古音は十七部に在り。202）

193）　姚文田・厳可均『説文校議』に據れば，宋本、五音韻譜は「蛄」に作り，毛本は「姑」に改めたのは『集
韻』五支、『類篇』引く所に合うという。

194）　釋蟲「蛄䗐䗐は強蝆蝆」釋文に「䖹䖹，郭音芈芈亡婢反，本或作芈芈，說文作羊，字林作蛘蛘，弋丈反，云搔蛘蛘也」。
195）　未詳。
196）　姚・厳『説文校議』は「芈芈」に作り，「宋本及五音韻譜皆如此」。
197）　阮元校勘記に「唐石經蛄作姑，按說文，䗐䗐，姑䗐䗐，強芈也，字亦作姑，今作虫旁非」。
198）　疏は『方言』を引いて「今米穀中小黑蠹蟲也」。阮元校勘記に「按疏云，……，此作蠹小黑蟲，誤倒」。
199）　阮元本「呼」下に「爲」字無し。注下文に「音芉姓」三字有り。阮元校勘記に「注疏本刪下三字，
釋文蝆蝆郭音芊，疏云音楚姓芉之芉」。

200）　卷 11。周祖謨『校箋』本は「羊」を「蝆蝆」に作り，郭注全文は「米中小黑甲蟲也，江東名之𧉪，音加，
建平人呼蝆蝆子，音芈芈，芈芈即姓也」，羊即蛘蛘『箋疏』は「強」下「羊」を「蛘蛘」に作り，郭注は「名」を「謂」
に作り，「呼」下を「羊子，羊即蛘蛘」に作る。箋疏に「各本作羊，即姓也，爾雅改作芈芈楚姓也，陳氏方
言類聚本作羊即蛘蛘也，云，今呉會通呼羊子作即姓者訛，今據以改正」。

201）　『汲古閣説文訂』では「芈芈」に作り，「初印本如此，宋本、葉本、趙本、五音韵譜皆同，與爾雅音
義所引説文合，爾雅作蝆蝆，音義曰，蝆蝆，説文作芈芈，是也，今剜改云姑䗐䗐強蝆蝆，説文有蛄字，無庸依集韵、
類篇、小徐作姑，而改芈芈作蝆蝆，則雖合於爾雅、方言，而説文未嘗有蝆蝆字，小徐本亦不作蝆蝆也，不亦誣乎，
集韵引亦作強芈芈○亦按爾雅音義曰，説文作芈芈，今刻云説文作羊，誤也」といい，段注の説と異なる。段
注は戴震『箋疏』の説に據るか。

202）　式支切（支韻）は今韵古分十七部表では十六部，施聲は古十七部諧聲表では十七部。
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，蛅斯（一），墨也（二），从虫占聲（三）， 

蛅，蛅斯は墨也，虫に从ふ，占の聲，

（一）逗。

（二）釋蟲に云く「䘃䘃 203）203）は蛅蟴蟴」，郭云く「蛓蛓の屬」と。按ずるに許「蛓蛓」下に「毛蟲也」

と云ふ。204）此れ乃ち木葉を食するの蟲，木中の蠹に非ず。其の卵育ち自ら藏るるの殻を雀甕と

曰ふ。宜しく「蛓蛓」篆と類列すべし。

（三）職廉の切，古音は七部に在り。205）

，縊女也（一），从虫見聲（二），

蜆，縊女也，虫に从ふ，見の聲，

（一）釋蟲と同じ。郭云く「小黑蟲，赤頭，憙びて自ら經
くび

れ死す，故に縊女と曰ふ」と。206）

（二）胡典の切，十四部。

48b

，盧 也（一），从虫肥聲（二），

，盧 也，虫に从ふ，肥の聲， 

（一）按ずるに『爾雅』「蜚は蠦蠦 」と一物爲り。許書「蜚」207）は蟲部に在り，「 」は虫部

に在り。一物と言はず。許實は見る所有る也。『唐本艸』蜚蠊を説きて「味辛辣にして臭し，

漢中人之れを食す，一名蠦蠦 」と。208）

（二）符非の切，十五部。

，渠𧍕𧍕（一），一曰天社（二），从虫卻聲（三），

𧍕𧍕，渠𧍕𧍕，一に曰く，天社，虫に从ふ，卻の聲，

（一）逗。

203）　阮元本「䘃䘃」を「蟔蟔」に作る。釋文に「蟔蟔，字又作䘃䘃，亡北反」。
204）　十三篇上 44b。
205）　職廉切（鹽韻）は今韵古分十七部表で七部，占聲も古十七部諧聲表で七部。
206）　阮元本は「憙」を「喜」に作る。釋文「憙，許記反，本今作喜」。五篇上喜部に「喜，樂

ガク

也」（33a），
「憙，説也」（33b）段注に「說者今之悅字，樂者無所箸之䛐䛐，悅者有所箸之䛐䛐，口部嗜下曰，憙欲之也，
然則憙與嗜義同，與喜樂義異，淺人不能分別，認爲一字，喜行而憙廢矣」。

207）　十三篇下 5a「𧕿，臭蟲，負蠜也，……，蜚，𧕿或从虫」。
208）　『重修政和證類本草』卷 21蟲魚中品「蜚蠊」下に「唐本注云，此蟲味辛辣而臭，漢中人食之，言
下氣名曰石薑，一名盧 ，音肥，一名負盤」。『重修政和證類本草』は「蠦」を「盧」に作る。
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（二）「社」一に「柱」に作る。209）『廣韵』譌りて「神」に作る。按ずるに「渠」は卽ち「蛣蜣」

雙聲の轉。『玉篇』「蜣」「𧍕𧍕」同字と謂ふ 210）は是也。釋蟲に曰く「蛣蜣は蜣蜋」と。211）莊子「蛣

蜣の智は丸を轉がすに在り」と云ひ 212），陶隱居「憙びて人糞中に入り，屎を取り丸めて卻もて

之を推す，俗名 推丸と爲す」213）と云ひ，羅願「一に前行し後㒳㒳足を以て之を曳く，一に後ろ自

りして推しこれを致し，乃ち地を坎し丸を納む，數日ならずして蜣蜋其の中自り出づる有り」214）

と云ふ。玉裁謂らく，此の物 前卻もて丸を推す，故に渠と曰ふ。「一に曰く」は猶ほ「一名」

のごとき也。『廣雅』に曰く「天柱は蜣蜋也」と。215）

（三）形聲を以て會意を包ぬ。其虐の切，五部。

使用テキスト

『説文解字注』

嘉慶二十年經韵樓本影印（上海古籍出版社，1981年）

　必要に應じて，下の版本を參照

嘉慶二十年經韵樓本影印（藝文印書館，1981年）

皇清經解本

同治六年保息局補刊本

『十三經注疏』

阮元本影印（藝文印書館，1989年）

『經典釋文』

通志堂本

　必要に應じて北京図書館藏宋刻宋元遞修本を參照。

本稿は JSPS科研費 JP18K00349の助成を受けたものである。

209）　注 215參照。
210）　虫部第四百一に「蜣，丘良切，蜣蜋啖糞蟲也，𧍕，同上，又其虐切」。
211）　注「黑甲蟲，噉糞土」疏に「蛣蜣，一名蜣螂，黑甲，翅在甲下，噉糞土，喜取糞作丸而轉之，莊子曰，
蛣蜣之智在於轉丸，是也」。

212）　今本『莊子』にこの句は見えない。上注引く釋蟲疏に見える。崔豹『古今注』卷中・魚蟲に「莊周曰」
として，この句を引く。

213）　『重修政和證類本草』卷 22「蜣蜋」條に「陶隱居云」として引かれる。『重修政和證類本草』は「憙」
を「喜」に作る。

214）　『爾雅翼』25釋蟲二に見えるが，「坎地」を「掘地爲坎」に作る。
215）　今本『廣雅』は「社」に作る。『太平御覧』卷 946引く所は「柱」に作る。


