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灯人 に飛来 した岩湧 山の甲虫類 につ いて (第 5報)

木村  裕・林  靖彦 ・野村英世

伊藤建夫・小林  卓・今井義則

仁科成行

v.調 査 資 料 の 報 告 と 解 説

(53).  ハムシ不斗 ChrySomellidae

種の同定は大野正男氏にお願
い した。

l S″ ,α Tα 9Jれ α ttρ ?οη9Sts CHU」 O  キ イ ロ

'ガ

ツ ツ ハ ム シ

2.CTヶ pιο cC伊 んo′2s2を Tο Fα ,CJα ι2s」 ACOBY  タ テ ス ジ キ ツ ツ ハ ム シ

3.D  θη οιttα デαSCJC2′ αをα BALY  マ ダ ラ カ サ ハ ラ ハ ム シ

4.Bα δガ9ρ ια T2FJCο ′′9」 ACOBY  ム ネ ア カ サ ル ハ ム シ

5.TTど Cんο′οCん阿 α9α s￠阿 JFtι ′υα JACOBY  ア カ タ デ ハ ム シ

6.  ノよ″′αcορんοTα ″
jgTt'(I″ ,ιラs MOTSCHULSKY   ク ロ ウ リ イヽム ラ/

ヒゲナガウスバハムシ
7.  Sと て'2ο ′切Pて,T々↓S ″Jp“,ο η9兌 SJS LABOISS」 ERE

8.E″ οSο″α FどαυJυ 92ι T's MOTScHULSKY  キ バ ラ ヒ メハ ム シ

9.  ∬c s29Tο ηιο″ρんα  んどT stι ια  」ACOBY  ケ ブ カ ク ロ ナ ガハ ム シ

lo. F′ ￠
"ι

lαα″lα   αTηαια BALY  ク ワハ ム シ

■.νο
"′

9pια ραど′J'1を ど2η BALYウ スイロウリハ ム シ

12. Apん とんοηα ,9Tη ウ″例α BALY  ツブノ ミハ ムシ

13  工,PTοη ιttα   阿 ご″αια  」ACOBY  サ シ ゲ ト ビ ハ ム シ

14. L電↓ρセTο ttο T?んα  ιοん9ブ 河  C HUJOetOHNO

15,Pん gど どtο J9s stル bT,gο sα   」ACOBY  ヒ メ ル リ ナ ガ ス ネ ト ビ ハ ム シ

16.Pδ ダ んοJ9S  α″g,sttc Oどん s BALY  ナ ス ト ビ ハ ム シ

17.Psyttο Jい ρ を々ηcιごFTο″S BALYナ ト ビ ハ ム シ

18. SPん αて,Tο】9Tηα  て
'ん

ttJο J OHNO

19,SPん α9Tο

'9Tη
α FでをSC'cο T29 BALY  キ イ ロ タ マ ノ ミ ハ ム シ

調査期間中に飛来の認められた種類は、
Clytrinae,Clyptocephalinae,Eumolpinae,Galerucinそ

Alticinacの 5亜科 に属 し、19種 110頭 であった。

これらの内Clytrinae,Clyptocephalinae,Eumolpinac 
の 3亜不斗に戸斤属する不重は 4不重で、 総飛来

イ本数 も僅か 7頭 にす ぎず灯人 にはほとんど飛来 しな
いものと考えられる。

Galerucinae亜科 は 7種飛来が認 められた州回体数は少なく全体
の 4.5%に すぎず、残 りの95ο/っ

Alticinae亜 科 に属 し種類数 も8種 と最も多かった。

最 も飛来数の多かった種類はツブノミ
ハムシで全体の75.7%を 占め、その成虫引`、来は 4月 下旬

～

月上旬の長期間認め られ、発生ピークは
4月 下旬～ 5月 中旬で過半数が飛来 した。本種が多

かった

は調査場所周辺 に食草 となるサクラの本
が多数植 えられていたためであると考 えら

れる。次に多カ

たのがヒメルリナガスネ トビハムシで全体の16.3%を 占め、前種 と合わせると90'/ο 以上 を占
めた。

の飛来時期は 5月 下旬 より認 められたが、そ
の発生 ピークは 9月 上旬で他の種が減少す

る頃が最 t

2



第 1表 ハム シ科調査 日別飛来消長

第 2表  ハムシ 別飛来消長

種 名
Ⅳ

16

Ⅳ

23

V
14

V
21

V
28

Ⅵ

18

Ⅵ

25

Ⅶ

17

Ⅶ

23

Ⅷ

13

Ⅷ

20

Ⅸ

10
計

1 キイロナガツツハムン 1 1 2

2 タテス ジキツツハ ムシ 1 1

3 マグラカサハラハムシ 1 1

4 ムネアカサルハムシ 1 2 3

5 ァカタデハ ムシ 4 1 1 6 3 1 16

6 クロウ リハ ムシ 1 1

7 ヒゲナガウスバハムシ 8 2 11 3 2 26

8 キバラヒメハムシ 1 1 2

9 ケブカクロナガハムシ 1 2 3

10 クヮハ ムシ 1
1

11 ウスイロウリハムシ 1 1

12 ツブノ ミハムシ 183 487 1 64 30 14 12 1 4 0 10 806

13 サ シゲ トビハムシ 1 2 4 1 1 1 10

14 L2,?″οttο Tρアウα ttο んで,デ JJ
1 1

15 ヒメルリナガスネ トビハムシ 14 10 8 24 12 11 6 91 176

16 ナス トビハムシ 1 1

17 ナ トビハムシ 6 6

18 S′,ん￠Tο J9T2α  cん 2デοι 2 1 3

19 キイロタマノミハムシ 1 1

えｅ，
　

　

個

　

　

は

9

の
　
っ

そ

多

種 名 7 8 9 10 11 12 計

1 キイロナガツッハムシ 0 1 1 0 0 0 2
2 タテスジキツツハムシ 0 1 0 0 0 0 1

3 マ ダラカ
'オ

ハ ラハ ムシ 0 0 0 0 0 1 1

4 ムネアカサルハムシ 1 0 1 0 1 0 3

5 アカタデハ ムシ 1 4 5 3 2 1 16
6 クロウリハムシ 1 0 0 0 0 0 1

7 ヒゲナガウスバハ ムシ 0 8 6 7 5 0 26
8 キバラヒメハムシ 0 0 1 1 0 0 2
9 ケブカクロナガハムシ 0 2 0 1 0 0 3
10 クワハ ムシ 0 1 0 0 0 0 1

11 ウスイロウリハムシ 0 0 1 0 0 0 1

12 ツブノ ミハ ムシ 4 380 213 140 69 0 806
13 サシゲ トビハムシ 1 1 3 5 0 0 10
14 Ltィ ρ9TOttO Tpん α ιοん9′ιサ 0 0 0 1 0 0 1

15 ヒメルリナガスネ トビハムシ 11 32 50 57 24 2 176
16 ナス トビハムシ 0 0 0 1 0 0 1

17 ナ トビハムシ 0 0 2 3 1 0 6
18 S4,んαttοて

'(Pr砲
`L cん

ガοL 0 1 0 1 1 0 3
19 キイロタマノミハムシ 0 1 0 0 0 0 1
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第 3表  ハムシ と時間帯

Ⅸ

ｌ０
計

Ⅷ

２０
Ⅶ

17

Ⅶ

２３

Ⅷ

・３
Ⅵ

・８

Ⅵ

２５

Ｖ

２．

Ｖ

２８

Ⅳ

２３ 14時 間 帯
Ⅳ

・６

9 130 0 21 00 21 17 0

24 4304 25 6 522105 257 28 0

27 2825 57 1622 13159 10 269
222 385 58 1628 18604010

12 lC01 211 1118 1212 2411

4
12

1,0(7 11019 1632 4892 49501 30 184計

飛
来
イ回
体
数

０

　

　

　

０

４

　

　

　

２

8 1011

かった。

灯火への飛来は日没直後 より始 まり、

飛
来
イ回
体
数200

1

調査時間

第 1図  ハムシ科時刻別飛来消長

4
日没後経過醍

日没 2時間後が最 も多 くその後漸減 した。 (木

(54).ヒ ゲナガゾウムシ科 Anthiribirae
種 の同定 は芝 田太一氏 にお願 い した。

1. CんοTαg,s sp.

2.ATα 9c9rvs  ιαTSα ん S SHARP  ア カ ア シ ヒ ゲ ナ ガ ゾ ウ ム シ

3.02ο ιοηι9T'Sブ αροttCas SHARP  ウ ス モ ン ツ ツ ヒ ゲ ナ ガ ゾ ウ ム シ

4. P′L′ο9οう力 s gJう bο stts RoELOFS  セ マ ル ヒゲ ナ ガ ゾ ウ ム シ

5.[ア″clF9T Sp.

ヒゲナガゾウムシ科の飛来は 5月 中旬 に始 まり8月 下旬で終 り、そのピークは 6月 中下旬でカ

飛来個数体の大部分はウスモンツツヒゲナガゾウと
セマルヒゲナガゾウの 2種類で占められ、こσ

を比較するとセマルヒゲナガゾウが 5月 中旬～ 7月 中旬 に飛来 しているのに対 し、ウスモ ィツ
じ

ナガゾウは 6月 中旬～ 8月 中旬 と約 1ケ 月遅かった。 しか し両種 とも飛来期間
は 2ケ 月でその多

―クも一山型であることより年 1回 の発生 と考 えられ
る。 また飛来時刻 をみると他の多 くの種奏

られるようなピークはなく、だ らだらと飛来
が続いた。 しか しイ図々の種 についてみると、ア

カラ
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9

2

3

0

13

4

,1

種 名 7 8 9 10 11 12 厚十ト

1 CんοTα
=2S Sp

0 0 1 0 0 0 1

2 アカアシヒゲナガゾウムシ 2 1 0 0 0 0 3

3 ウスモ ンツツヒゲナガゾウムシ 0 14 11 9 11 1 46

4 セマルヒゲナガブウムシ 0 2 2 1 5 0 10

5 【ナ2cJ′ιr Sp. 0 0 0 1 0 0 1

ゲナガゾウは日没直後 に、セマルケシヒゲナガゾウは午後 11時頃 に多 く飛来する傾 向がみ られた。

(堅予本寸)

第 4表   ヒゲナガゾウム シ科調査 日別飛来消長

第 5表   ヒゲナガゾウム シ科時間帯別飛来消長

20

7 9   1 0 11  12       1  2
調査時間

ヒゲナガゾウム シ科時間別飛来消長

3 4  5
日没後経過時間

第 2図

(55)。 ォ トシブ ミ科  Attelabidae

種 の同定 は森 本桂 氏 にお願 い した。

飛 来の認 め られたの は次 の 3種で、午後 9時～ 10時 にそれ ぞれ 1頭飛来 したのみ にす ぎなか った。

1,DcPο Tα

“
s tι ,?Jc ο′οT RoELOFS  コナ ライ ク ビチ ョッキ リ

2.  ν 9T,ヵ ηcttι cs  αss力,ガ,s RoELOFS   カ シ ル リ チ ョ ッ キ リ

3.  ノIPO'cT2s cT々
Jι′ュTο

=α
sオ 9' VOLLENHOVEN   ヒ メ ク ロ オ ト シ ブ ミ

子間

オ子)

)っ た。

)両種

′ヒゲ

B生 ピ

印とみ

″シヒ

1

飛
来
個
体
数

1

飛
来
個
体
数

種 名
Ⅳ

・６

Ⅳ

２３

V
14

Ｖ

２．

Ｖ

２８

Ⅵ

・８

Ⅵ

２５

Ⅶ

17

Ⅶ

２３

Ⅷ

・３

Ⅷ

２０

Ⅸ

ｌ０
計

1 C力 οTα
=ぞ

ts Sp 1 1

2 ァカァ シヒゲナ ガ ゾウム シ 2 1 3

3 ウスモ ンツツ ヒゲナ ガゾウム シ 3 13 13 10 2 5 46

4 セマルヒゲナガゾウムシ 2 1 3 3 1 10

5 〔/2c'μ T Sp 1 1

5



Ⅷ

・３

Ⅷ

２。

Ⅸ

ｌ０

二
一百

Ⅵ

・８

Ⅵ

２５

Ⅶ

・７

Ⅶ

２３

Ⅳ

・６

Ⅳ

２３

Ｖ

・４

Ｖ

２．

Ｖ

２８名極

11 コナライクビチ ョッキリ

12 カシルリチ ョッキ リ

13 ヒメクロオ トシブ ミ

第 6表  オ トシブミ科調査 日別飛来消長

(56).ゾ ウムシ科 Curculionidae

種 の同定は森本桂氏 にお願 い した。

1. Pん ダ ′οうげas  α甲 兜 C ι9″ S SHARP  ミ ヤ マ ヒ うドボ ソ ￨ダ ウ ム シ

2.Pんダ ′οblυ S b″￠υ,ι αTs's KoNO  コ ヒゲ ボ ソ ゾ ウ ム シ

3.Pんメ ′οbJtts jttT2svδ  K①NO  ヒ ラズ ネ ヒゲ ボ ソ ゾ ウ ム シ

4. Pんダ ′οbど ,S =α どどο Js, HUsTACHE  コ ブ ヒゲ ボ ソ ゾ ウ ム シ

￨

5. Pんy′ ′οb12s sp.                                                          ￨

6. Pんと,′ ′ο b jlを t, sp.

7,Mty′ ′οc9Tlι s=TJS91ts RoELOFS  カ シ ワ ク チ ブ ト ゾ ウ ム シ

8.Cryι 9炉 s ttο ″ιS CaSι αη9vs RoELoFS  ク リ イ ロ ク チ ブ ト ゾ ウ ム シ

9.  Bα
=ο

l,s Sp.

10.汀ダοb12S tt02gα と,s RoELOFS  ホ ソ ア ナ ア キ ゾ ウ ム シ

11.ノlcjcη92Js 2α′れαια PASCOE  ウ ス モ ンカ レキ ゾ ウ ム シ

12.ν 9cん lsιο c″vs ttρρο2Jc,s I(oNO  マ グ ラ メ カ ク シ ゾ ウ ム シ

12.  ν9cん jsιοcθ ″
", Sp.

14.  ■力αJテ2ο η9T,s Sp.

15, Sヶ Tο ι￠′1を S tιηうTο s2s RoELOFS  ヒ メ ク オカ ク シ ラデウ ム シ

16. Sん JT αんοsん Jz ο 伊れゼ M ORIMOTO   コマ ツ ノ シ ラ ホ シ ゾ ウ ム シ

17.SttTα んο δttzο ″πμ sc92S RoELOFS  ニ セ マ ツ シ ラホ シ ゾ ウ ム シ

18.S ttTα んοsttzο  ttsJJJο s,s RoELOFS  マ ツ ノシラホ シゾウム シ

19. CTypオ οTTん yη cん vs cTcc彦 2d RoELOFS  マ グ ラ ク チ カ ク シ ゾ ウ ム シ

20 Sc2′ ριο sを ″ η

"′

ウη  s2ど c αttο s'T】 ατ2η  RoELOFS  ア ラ ハ ダ ク チ カ ク シ ゾ ウ ム シ

21,Vο ttα 2′α″ Tvgιcο Jん s RoELOFS  ア ラ ム ネ ク チ カ ク シ ゾ ウ ム シ

22. R'う τ2cんα∽2s  ん,sォαcん ￠ラ KLIM A  ヤ ドリノ ミゾウムシ

ゾウムシ科 は 5月 中旬 に初飛来 がみ られ、総飛来個体数 の97%、 種類数では22種の うち21種 が

中旬 までに飛来 している。日佳―の例 外であったクリイロクチブ トゾウムンは 9月 にのみ飛来 したI

種類別 に飛来時期 をみると、 シラホシゾウムシ類 (16～ 18)は 5月 中旬 より9月 中旬 まで と飛

間は非常 に長 く、飛来イ団体数 も全体の73%を 占めた。 これは調査地点周辺 にマツの植生が多かっ

めと考 えられる。個 体数は上記 グループに比較す ると僅 かであったが、 ヒゲボソゾウムシ類 (1

は 5月 中旬～ 6月 下旬、 クチカクシゾウムシ類 (19～ 21)な どは 6月 中旬～ 7月 中旬 に飛来が認

れたが、その飛来期 間は短 かかった。 また、この調査で得 られた全ての種 は、飛来量の ピークが

1回限 りЧゃ みゝ られ なかったことよ りく年 1回 の発生 と考 えられる。

り晟撃軍害逸F賢篭盈露冤宅、輸疑撃離こ＼i磁熱≦虚子覺可
減した。また気

孔最
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r

1

1

1

01
―

ゾウムシ科
―－－。キクイムシ不斗

飛
来

個
体
数

,

▼

ヽ

ヽ
ヽ

′

16 23
V       Ⅵ      Ⅶ     Ⅷ

第 3図   ゾウムシ科 。キクイムシ科の年間飛来消長

第 7表   ゾウムン科 。オサゾウムシ科調査 日別飛来消長

___,''″ ミ`、

14 21 28 1 8 25 17 23 13 201o
Ⅳ Ⅸ

7月

来期

たた

～ 6)

め ら

た ゞ

件 よ

F寸 )

種 名
Ⅳ

16

Ⅳ

23

V
14

V
21

V
28

Ⅵ

18

Ⅵ

25

Ⅶ

17

Ⅶ

23

Ⅷ

13

Ⅷ

20

Ⅸ

10
亭干ト

1 ミヤマヒゲボソプウムシ 1 1

2 コ ヒゲボ ソゾウム シ 1 1 2

3 ヒラズネヒゲボソゾウムシ 2 2 4

4 コブヒゲボ ソゾウム シ 2 1 3

5 P′Jぞyザ′οbテ ″s sp. 11 1 2 2 16

6 P力 7どどοうけ2d sp 2 2

7 カ シヮクチ ブ トゾゥム シ 2 1 3

8 クリイロクチブ トゾゥムシ 2 2

9 Bα
=ο

ぞιs sp 1 1

10 ホソアナアキゾウムシ 1 2 3

11 ウスモンカレキゾゥムシ 2 2

12 マ ダラメカクシブゥム シ 1 1 2

13 4re cん テsι ocθ T2s sp 1 1

14 買んαてゼJηοη9″ 2s sp 1 1

15 ヒメクチカ クシゾゥム シ 1 1

16 コマ ツ ノシラホ シブウム シ 4 2 16 56 1 1 80

17 ニセマ ツシラホ シゾウム シ 6 6 35 5 1 1 54

18 マ ツノンラホ シゾウム シ 4 6 86 2 1 1 50

19 マ ダラクチ カ クシブゥム シ 1 1 2

20 ア ラハ ダクチ ヵ ク シゾゥムシ 2 1 3 6 2 14

21 アラムネクチカクシゾゥムシ 2 1 3

22 ヤ ドリノ ミゾウム シ 3 3

1 オオブウム シ 11 10 21

7



10 100

飛
来
個
体
数

飛
来
個
体
数

7 8 9 lC' 11 12       1
調査時間

第 4図   ゾウムシ科時刻別飛来消長

第 8表  ジウムシ科 。オサジウムシ科時刻別飛来消長

2345
日没後経過時間

種 名 7 8 9 X0 11 12 計

0 01 ミヤマヒゲボソゾウムシ 0 0 1 0

0 0 1 1 0 02 コヒゲボ ソゾウム シ

3 ヒラズネヒゲボソゾウムシ 0 0 2 1 1 0

4 コブヒゲボ ソゾウムシ 0 0 0 1 2 0

5 Pんυど′οbJ2s sp 0 2 8 4 2 0

6 Pんυ′′οうテ″s sp 0 2 0 0 0 0

0 07 カ シヮクチ ブ トブウム シ 0 1 1 1

0 0 0 0 2 08 クリイロクチブ トゾウムシ

9 βα
=ο

″s sp 0 0 1 0 0 0

10 ホソアナアキゾウムシ 0 1 1 1 0 0

11 ウスモンカレキゾウムシ 0 0 2 0 0 0

0 1 0 1 0 012 マグラメカクシゾウムシ

13 Ir9cん Jd ιο c e rtι s sp 0 0 0 0 1 0

14 冗んαて
'J,2ο

T,9TぞをS Sp 0 0 1 0 0 0

15 ヒメクチ カクシゾウム シ 0 1 0 0 0 0

16 コマ ツノンラホ シゾウム シ 2 19 29 18 12 0

24 7 017 ニセマ ツ ノンラホ シゾウム シ 1 13 9

20 11 5 018 マ ツノシラホ シゾウム シ 0 14

0 2 0 0 0 019 マダラクチカクシゾウムシ

20 アラハ ダクチカクシゾウムシ 0 3 2 4 5 0

21 アラムネクチカクシゾウムシ 0 0 2 1 0 0

22 ヤ ドリノミゾウムシ 0 1 1 1 0 0

1 オオゾウムシ 0 1 8 8 4 0

8



第 9表   ゾウムシ科飛来個体数の季節的変化 と時間帯

(57).オ サ ゾウム シ科  RhychophOridae

種 の同定 は我々でお こなった。

1.打ヶPο sヵα′2S gヴ gα s FABRXCIUS  ォォブウム シ
6月 25日 、 7月 17日 の調査 日において、各回 10頭前後飛来 した。

(58).キ クイム シ科  S colytidae

種 の同 定 は野 淵 輝 氏 にお願 い した

1, Scο ヵ施dF′ οηιαんd BLANDFORD  ニ レカ ヮ ノキ クイ ム シ
2.B′αsιορんαg2s う″9υ J炉′οδ2S EGGERS  ケ ミジカキ クイ ム シ

3.Pんどο9ο sJηぃ η′η2ιぞιs CHAPUIS  ヒバ ノ ヒ メキ ク イ ム シ

4.χダ 9bο T2d  α力 ηうTα テクs BLANDFORD  ツヤ ナ シキ クイ ム シ
5.χダ 9うοTtts'9Fe2s,δ BLANDFORD  シイ ノホ ソキ ク イ ム シ

6  ズダあ οT2s 22と Jc,s BLANDFORD  ナ ラ ノキ ク イ ム シ ?

7.χガ 9うοT,s sαπ9s92J RATZEBURG  サ クセ ス キ クイ ム シ
8.χ ダ 9bο Tvs ,9η JOραcυ s EIcHHoFF  サ ク キ ク イ ム シ

9  χυ′9bο T2s sp.

10 S cο ′gιοp′αttpαS 切洸ααο BLANDFORD  ミカ ドキ クイ ム シ

第 10表   キクイムシ科調査日別飛来消長

時 間 帯
Ⅳ

・６

Ⅳ

２３

Ｖ

・４

Ｖ

２．

Ｖ

２８

Ⅵ

・８

Ⅵ

２５

Ⅶ

17

Ⅶ

２３

Ⅷ

３

Ⅷ

２０

Ⅸ

ｌ０
計

7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3

8 0 0 15 0 4 12 24 5 0 0 0 0 60

9 0 0 11 0 4 11 65 4 0 1 0 0 96

10 0 5 0 6 37 4 1 0 0 1 54

11 0 2 1 10 17 4 1 0 0 2 37

計 0 0 34 0 9 39 143 17 2 1 1 4 250

1

2

4

3

16

2

3

2

1

3

2

2

1

1

1

30

54

50

2

14

3

3

Zl

種 名
Ⅳ

16

Ⅳ

23

V
14

V
21

V
28

Ⅵ

18

Ⅵ

25

Ⅶ

17

Ⅶ

23

Ⅷ

３

Ⅷ

20

Ⅸ

10
計

1 ニ レカヮノキクイムシ 1 1

2 ケ ミジカキクィムシ 2 2

3 ヒバノヒメキクイムシ 35 11 3 49

4 ツヤナシキクイムシ 1 5 42 54 11 5 2 1 121

5 シイノホソキクィムシ 2 2 4

6 ナラノキクイムシ ? 7 2 1 15 25

7 サクセスキクイムシ 1 1

8 サクキクイムシ 5 1 1 1 4 12

9 Xgた bο T″s sp
1 1

10 ミカ ドキクィムシ 1 1

9



キクイムシ科の飛来は 5月 中旬 に始 まり、 6月 中下旬 にピークがみ られ、その後は しだいに減 4

る点はゾウムシと類似 しているが、梅雨明けより秋期 にかけてはゾウムシ科の種ほど激減 しなかっ

また種類別にみると、比較的飛来イ団体数の多いツヤナシキクイムシ、サクキクイムシ、ナラノ
ゼ

イムシ ?の 3種は飛来期間が長いが、他の 7種は非常に限 られた短期間のみ飛来 している。

次に飛来時刻 を調べると、総飛来個体数の約70%が 日没 1時間以内にみられ、残 りの大部分 もツ

1時間に飛来 している。これは科全体ばかりなく個 々の種 についても同様のことがいえる。

第 11表  キクイムシ科時刻別飛来消長

第 12表   キクイムシ科飛来個体数の季節的変化 と時間帯

1 11 5
調査時間

第 5図  キクイムシ科時刻別飛来消長

11

飛
来
個
体
数

飛
来
個
体
数

1

12 計7 8 9 10 11名種

01 ニ レカワノキクイムシ 1 0 0 0 0

0 0 02 ケ ミジカキクイムシ 0 2 0

1 03 ヒバノヒメキクイムシ 5 41 1 1

69 21 2 0 0 1笠4 ツヤナシキクイムシ 29

1 3 0 0 0 05 ンイノホソキクイムシ

12 13 0 0 0 06 ナラノキクイムシ?

01 0 0 0 07 サ クセスキクイムシ

0 0サクキクイムン 4 6 1 18

0 0 09 Xty′?う οT″s sp 0 1 0

1 0 0 0 0 010 ミカ ドキクイムシ

17

Ⅶ Ⅶ

２３

Ⅷ

・３

Ⅷ

２０

Ⅸ

ｌ０
計

Ⅳ

・６

Ⅳ

２３

Ｖ

・４

Ｖ

２．

Ｖ

２８

Ⅵ

・８

Ⅵ

２５時 間 帯

3 6 0 3 13 37 0 0 1 0 6 19

0 61 42 19 4 4 4 18 0 0 0 0

10 2 20 0 0 0 09 0 0 0 0

0 1 00 0 2 1 0 010 0

1 0 0 00 0 0 0 0 011

84 66 25 5 7 18 50 0 1 0 6計

10

2
日没後経過時間



′`す

.た。

Fク

ての

Ⅵ 総 合 考 察

1966年 4月 16日 ～ 9月 10日 の12回 の調査 において、雨の日や風の強い日など調査にとって悪条件

の日があったが、非常に多 くの種類が、また珍 しい種類 が採集 された。

第 1巻、第 1号 において報告 したように灯火への飛来は気象条件によって大 きく左右 され、特 に風

の影響は非常に大 きく、従来より夜間採集をおこなえば多 くの個体数が得 られる 5月 下旬 においても、

強風のため飛来数は激減 した。また調査回数は毎月、新月を中心 とした前後 2回のみで、回数が少な

かった ゝめ、年間の飛来消長については十分に考察することは出来ないが、種類数、個体数 とも6月

中旬が最も多 く、毎回 150種前後の飛来があり、個体数 も 2,000頭 をうわまった。

調査期間中、飛来の認め られた種類は58科 401種 に達 し、飛来個数体数は14,779頭 であった。 これ

らの うちで飛来個数体数の多かったのは、キスジミゾ ドロムシ、ホソミツカ ドコナヒラタムシ、 ヒゲ

ブ トゴミムシダマシ、  トゲバゴマフガムシ、 ミツモンセマルヒラタガムシで、この 5種類で総飛来個
体数のほ 5ゞ0%を 占めた。そのため科別飛来個体数 も、これ らの種が所属する科の個体数が多 く、べ

ス トファイブは、ヒメ ドロムシ科 (総飛来個体数の22.9%)、 ホソヒラタムシ科 (16.5%)、 ゴ ミムシ

科 (8.7ο/ο )、
ハ ムシダマシ科 (8.4%)、 ハムシ科 (7.3)で、これら5科で全体の63.8%を 占め、ベス

トテンでは83.6%と 大半を占め、残 りの僅か16.4%が48科 にわたる多くの科の種類の総個体数であっ

た。

また種類数では、ゴミムシ科 (61種 )が圧倒的に多 く、次いでカ ミキ リムシ科 (28種 )、 ハネカクシ

科 (26種 )、 コガネムシ科 (24種 )、 ゾウムシ科 (22種 )が多 く、これ ら5科で総飛来種類数の41%を
占めた。このように多 くの種類が飛来 した科がある反面、まったく飛来 しなかった科やッチハ ンミヨ

ウ科、テン トウダマシ科、オオキノコムシ科 など 1種類 しか飛来 しなかった科 が14科 あった。 このよ

うに 1科 1種 の飛来個体数 を調べると、一部の例外を除けば 1～数頭の飛来があったにす ぎない。こ

のことからこれらの科 に属する種類は趨光性はまったくないか、あっても非常に低 いものと考えられ

る。

飛来期間は短期間であったが、ガムシ科やヒメ ドロムシ科 に属する種の飛来数が極めて多かったの

は調査地点が,IIに 非常に近かったためと考えられる。またハムシダマシも飛来数が多かったが、 この

種は近畿地方の低山地 に普通 に分布 している種で、従来より、昼間は枯 れ木やソダの中にみいださ演

夜間においては灯人 による夜間採集で、非常に多 くの個体数が飛来することが観察 されている。 この

ことから趨光性は非常に高いものと考えられる。

このように多くの種類が採集 されたが、個 々の種 について検討すると、低山地 とはいえ大阪平野部

の灯人 に飛来する種 とはかなり異 なっており、平野部において多数飛来するコガネムシ科の ドウガネ

ブイブイ、ヒメコガネなどの飛来は、岩湧山では非常に少なくイ菫か数頭 にす ぎず、またゴミムシ科の

趨光性がや 高ゝいと言われているアオゴミムシの飛来 も少なかった。このように調査場所ひとつ を取

りあげても飛来する昆虫相は著 る しく異 なるので僅 かばか りの資料で灯人 に飛来する甲虫類がどうで

あると断定することは非常に困難であるが、比較的飛来イ団体数の多かった種 について季節による飛来

型 を次にまとめた。

1.春型 (4～ 5月 に飛来のピークがある)

この時期 には58科中ほ ゞ半数の科 に属する種 が飛来 し、ジョウカイボン科、ハムシ科、キスイ
ムシ科がこの型 にあてはまる。

2.初夏型 (6月 に飛来の ピークがある)

この時期 にはほとんどすべての科 に属する種 が飛来 し、ゴミムシ科、ガムシ科、ハネカクシ科、
ハムシダマシ科、カ ミキリムシ科、ゾウムシ科、キクイムシ科 など多 くの科がこの型 にあてはま
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第 13表 年 間 飛 来 消 長

科 名

Ⅳ
　
・６

Ⅳ
　
２３

Ｖ

　
・４

Ｖ

　
２．

Ｖ

　

２８

Ⅵ
　
・８

Ⅵ
　
２５ 17

Ⅶ Ⅶ
　
２３

Ⅷ
　
・３

Ⅷ

２０

Ⅸ
　
ｌ０

1 ゴミムシ科
17

(7)

４４

９

5

(1)

５３

⑪

403

11「ol

４．

９

５

　

の
llD

52 ６３

０

２３

０ (10

65

2 コガシラミズムシ科

3

(1)

1 ・９

０

1 31

(1)

・３

０

6 14

(1)

3 ゲンゴロウ科

4 ミズスマ シ科
2

(2)

3

(1)

(6)

545 ２７

０

３３

０
5 ガムシ科

３

　

か

３．４

①

2 6

(3)

29

(5)

6 ムクゲキノコムシ科
2

(2)

2

(1)

7 タマキノコムシ科
(1)

1

(1)

2

(1) (1)

(1)

1 1

(1)

2 5 ３

　

か

4

(1)

16

(1)

2

(1)

13

(1)
8 シデムシ科

(1)

2

(1)

6
9 アリヅカムシ科

1 ・４

い

10 ハネカクシ不斗
1

(1)

2

(2)

374

1161

９３

０

７０

０

14

(6)

・８
　
０

6

(1) (1)

2 3

(3)

7 4

(2)

11 クヮガタムシ科

12 コガネムシ科
３５

②

19

(2)

2 7 9 ・６

０

17

(101

8 8 14

(4)

13 マルハナノミ科
1

(1)

1

(1) (1)

(1)

1 1

(1)

14 ナガ ドロムシ科

15 ドロムシ不斗
1

(1)

49

(1)

24

(1)

3,309

(1) (1)

16 ヒメ ドロムシ不斗

17 タマ ムシ科
(1)

18 コメツキムシ科
２５

い

19

(3)

21

(8)

11

(3)

13 ・９

０

6

(2)

3 9

(1)

(1)

2
19 ヒゲブ トコメツキ科

7

(1)

5

(1)

5
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言十

1,290

161)

(1)

88

(7)

6

(2)

９５

１

5

５

　

動

４７

０

２３

い

730

1261

２９

い

・６

９

3

2

(2)

(1)

1

3,383

(1)

(1)

1

・９

ｍ

科      名
Ⅳ

16

Ⅳ

23

V

14

V

21

V

28

Ⅵ

18

Ⅵ

25

Ⅶ

17

Ⅶ

23

Ⅷ

13

Ⅷ

20

Ⅸ

10
言「

20 コメツキダマシ科
1

(1)

1

(1)

4

(1)

2

(2)

1

(1)

9

(2)

21 ホタルモ ドキ科
1

(1)

1

(1)

22 ジョゥカイボン科
240

(3)

74

(9)

3

(2)

16

(7)

13

(6)

6

(3)

2

(1)

354

(131

23 ベニボタル科
1

(1)

3

(2)

1

(1)

5

(2)

24 カッォブシムシ科
1

(1)

1

(1)

25 シバ ンムシ希斗
1

(1)

4

(3)

2

(1)

4

(1)

1

(1)

1

(1)

13

(6)

26 ヒラタキクイムシ科
3

(1)

2

(1)

3

(1)

1

(1)

9

(1)

27 コクヌス ト科
1

(1)

2

(1)

3

(1) (1〉

28 カ ッコウムシ科
2

(2)

3

(2)

4

(2)

9

(5)

29 ケシキスイムシ科
4

(4)

36

(6)

42

(7)

15

(2)

137

(2)

22

(4)

11

(1)

11

(3)

278

(141

30 ネスイムシ科
1

(1)

1

(1)

31 ヒラタムシ科
2

(1)

1

(1)

2

(1)

1

(1)

1

(1)

3

(1)

1

(1)

11

(3)

32 ホ ソヒラタムシ科
2

(2)

1,122

(4)

35

(2)

132

(5)

470

(4)

503

(4〉

91

(5)

35

(4)

43

(4)

13

(5〉

2,446

(6)

33 キスイムシ科
14

(3)

341

(4)

7

(1)

14

(2)

32

(4)

133

(4)

9

(1)

5

(2)

17

(1)

10

(1)

8

(2)

590

(8)

34 コメッキモ ドキ科
1

(1)

1

(1)

35 オオキノコムシ科
1

(1)

1

(1)

36 ヒメハナムシ科
1

(1)

14

(2)

82

(4)

28

(1)

1

(1)

7

(1)

1

(1)

3

(1)

137

(5)

37 ミジンムシ科
1

(1)

3

(2)

3

(2)

2

(2)

9

(3)

38 テ ン トウムシ科
3

(2)

26

(2)

24

(5)

49

(4)

56

(4)

34

(5)

19

(3)

26

(3)

10

(2)

247

(8)

39 テ ン トウダマ シ科
1

(1)

1

(1)
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Ⅵ
　
２５

Ⅶ

17

Ⅶ
　
２３

Ⅷ
　
・３

Ⅷ
　
２０

Ⅸ
　
ｌ０

計科 名

Ⅳ
　
・６

Ⅳ
　
２３

V

14

V

21

Ｖ

　

２８

Ⅵ
　
・８

８
　
動

・Ｏ

②

・Ｏ

②

11

(2) (1)

11

(1)

4

(2)

47 1lИ

(4
41 ヒメマキムシ科

11

(2)

2

(1)

(1) (1)

１

呻^ (1) (1)

1

41 コキノコムシ科

15

(4)

・３

⑦

43

(4)

３４

い

2

(1)

2 1

(1)

11(

14
42 ゴ ミムンダマシ科

9

(1)

1,24〔

(4

150

(2)

９５

② (1)

７０

②

662

(1)

９９

②

60

(3)

23

(1)

5

(1)

68

(2)
43 ハ ムシダマシ科

2 27

(2)

・５

②

寝

俗
44 クチキムシ科

1

(1)

1

(1)
45 ナガクチキムシ科

Ⅸ
　
一い

46 ハナノミダマシ科
５
　
動

2

(1)

3

(1)

4

(2)

17

(1)

5

(1)

3

１
　
慟

47 ハナノミ科
1

(1) (1)

4

(2)

２
　
動

5

(3)

８８

０

９６

０

４９

０

４。

０

1 翠

似
48 カ ミキリモ ドキ科

(1)

14

2

(1) (1) (1
49 ッチハ ンミョウ科

1

(1)

４
　
劾

5 2

(1)

よ

　
Ｇ

50 アリモ ドキ科

(1)

1 1

(2
51 ニセクビボソムシ科

52 カ ミキリムシ科
1 ・９．

ぃ

９

　

９

11

(8) (1)

6

(4) (1)

２６

９

３２

０

48

(6)

19

(6)

・６

０

７
　
効

110

(6)

1,06:

は
53 ハ ムシ不斗

８４

②

501

(5)

3

(2)

９２

０

４９

０

１

一慟

９

り

17

(3)

14

(2)

10

(1) (1)

2 ６
　
動

α

一∞
54 ヒゲナガゾウムシ科

2

(1)

１
　

慟

１

り

1

55 オ トシブミ科

９

０

３９

０

17

(9)

2

(2) (1)

1 1

(1)

４

働

２５

９56 ゾウムシ科

11

(1) (1)

10 と
　

は
57 オサゾウムシ科

1

(1)

6

(2)

８４

い

６６

０

２５

０

5

(2)

７
　
働

・８

０

５

か

211

は
58 キクイムシ科

Ｏ
　
ω

658

(24)

2,408

(77)

31

(11) (55)

367 2,419

(145)

2,734

(184)

1,170

(128)

3,966

(■ 3) (76)

323

(68)

307

(68)

396 14,77(

(401
計
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第 14表 時 刻 別 飛 来 消 長

科 名

飛 来 時 刻
飛 来 型

7 8 9 10 11 12 計

1 ゴミムシ科 56 464 386 271 111 2 1,290 Ⅱ

2 コガシラミズムシ科 1 1

3 ゲンゴロウ科 13 13 20 28 9 5 88 ※

4 ミズスマシ科 1 2 3 6

5 ガムシ科 49 222 206 319 163 959 ※

6 ムクゲキノコムシ科 2 3 5 I

7 タマキノコムシ科 2 1 2 5

8 シデムシ科 10 15 13 7 2 47 Ⅲ

9 アリヅカムシ科 3 14 4 2 23 I

10 ハネカクシ科 43 613 46 16 12 730 I

11 クヮガタムシ科 3 8 6 4 8 29 皿

12 コガネムシ科 30 63 38 24 13 1 169 I― Ⅱ

13 マルハナノミ科 1 2 3

14 ナガ ドロムシ科 2 2

15 ドロムシ科 1 1

16 ヒメ ドロムシ不斗 13 1,467 1,459 444 3,383 Ⅳ

17 タマムシ科 1 1

18 コメッキムシ科 15 40 28 15 29 127 Ⅲ

19 ヒゲブ トコメッキ科 2 3 8 3 3 19 Ⅲ

20 コメツキダマシ科 1 2 1 2 3 9

21 ホタルモ ドキ科 1 1

22 ジョウカイボン科 107 135 60 38 14 354 I― Ⅱ

23 ベニボタル科 2 1 2 5

24 カツオブシムシ科 1 1

25 シバ ンムシ科 2 4 3 2 2 13

26 ヒラタキクイムシ不斗 4 2 3 9

27 コクヌス ト科 5 1 6 I

28 カ ッコウムシ科 5 4 9

29 ケシキスイムシ科 11 66 30 112 46 13 278 ※

30 ネスイムシ科 1 1

31 ヒラタムシ科 6 4 1 11 I

32 ホソ ヒラタムシ科 132 1,432 576 222 81 3 2,446 I― Ⅱ

33 キスイムシ科 226 232 68 54 9 1 590 ※

34 コメッキモ ドキ科 1 1

35 オオキノコムシ科 1 1

36 ヒメハナムシ科 4 53 41 32 7 137 Ⅲ

37 ミジ ンムシ科 1 7 1 9 I

38 テ ン トゥムシ科 1 68 68 66 41 3 247 Ⅱ

39 テン トゥダマシ科 1 1

―- 15 -―



飛    来   時    刻

計

飛 募

7 8 9 10 11 12

コ20 37 25 23 9 11440 ヒ.メ マキムシ科

]1 4 541 コキノコムシ科

69 19 10 9 110 I―42 ゴミムシダマシ科 3

686 307 112 59 1,249 I―43 ハムシダマシ科 85

9 19 14 2 44 I44 クチキムシ科

2 ]45 ナガクチキムシ科 2

17 6 4 1 39 ]46 ハナノミダマシ科 11

2 1 347 ハサーノ ミ希斗

61 42 3 299 I―48 カ ミキリモ ドキ科 8 104 81

3ッチハ ンミョウ科 1 249

13 ]1 7 3 250 アリモ ドキ科

1 1 251 ニセクビボソムシ科

78 128 36 20 1 266 I52 カ ミキリムシ科 3

432 283 220 103 4 1,061 I53 ハ ムシ科 19

46 10 1 61 I54 ヒゲナガゾウムシ科 1 3

2 1 355 オ トンブミ科

54 37 250 156 ゾウムシ科 3 60 96

8 4 21 I57 オサゾウムシ科 1 8

4 1 21758 キクイムシ科 54 135 23

2,313 482 14,779計 926 5,122 2,674 3,262

科      名

※は種類によって飛来型を異に￨

る。

3.夏型 (7月 ～ 8月 中旬 に飛来のピークがある)

ヒメ ドロムシ科、ゴミムシダマシ科、ケシキスイムシ科 などがこの型 にあてはまり、こり

には春型の 3科の飛来は一部の例外を除いてほとん どなくなり、また初夏型 も漸次減少 しく

4.秋型 (8月 下旬～ 9月 に飛来のピークがある)

この時期は、ほとんどの科 において飛来個体数、種類数が減少 している時期だが、ヒメ
▼

シ科、ゴミムシ科のゴモクムシ類、ハムシ科のヒメルリナガスネ トビハムンがピークに達 ￨

このように 4つ の型 にタイプ分 けをおこなったが、昼間の採集データから考えあわせるとこオ

れぞれの種の成虫の出現期 に関連があるものと考えられる。

次に日没後の経過時間と飛来個体数よリタイプ分けをおこなうと次の とおりであった。

1.I型 (日 没直後～ 1時間後 に大半が飛来する)… …・薄暮型

ハネカクシ科、アリツカムシ科

2.Ⅱ型 (日 没 2時間後に飛来のピークがある)……・標準型

ゴ ミムシ科、テン トウムシ科、カ ミキリムシ科、ゾウムシ科 など多くの科 がこの型 に属 T

またこの I型 とⅡ型の中間のタイプにコガネムシ科、ジヨウカイボン科、ホソヒラタム ￨

ゴミムシダマシ科、カリキ リモ ドキ科 があ り、飛来のピークが長い。

3.Ⅲ 型 (飛来のピークが半J然 とせず、だらだらと飛来する)……
。だ らだら型

シデムシ科、クワガタムシ科、コメツキムシ科、 ヒメハナムシ科、ヒメマキムシ科、ヒ:

ゾウムシ科

4.Ⅳ型 (日 没 3～ 4時間後 に飛来の ピークがある)… …・深夜型

―- 16 -



型

I

Ⅱ

Ⅱ

I

Ⅱ

[

I

I

[

I

Ⅲ

[

I型 Ⅱ 型

電 3 4 12345

Ⅲ 型 Ⅳ 型

12345 12345
日没後経過時間

第 6図 飛 来 消 長 型

ヒメ ドロムシ科

またガムシ科、ゲンゴロウ科、ケシキスイムシ科、キスイムシ科 は種類によって飛来型が著 る しく

異 なった。これらの他 にも多 くの科の甲虫が飛来 したが、個イ本数が少 なく、これらの資料からの判定

は困難であった。このようにそれぞれの種、科 について飛来型 が認め られたが、調査時間の範囲内で

は、各種類 とも飛来 ピークは 1回 限 りであった。12時以降の調査を実施 していないが、今までに他の

場所において実施 してきた結果から、あまり多 くの飛来は期待で きない。

このようにして 1年間灯火採集調査をおこなった岩湧山は、海抜 こそ低いが昔から昆虫の好採集地

として知 られ、数多 くの採集者が丹念に採集 を続け、他の地方では比較的個体数の少ない種類 もかな

り採集 されている。また今回の調査 において も、この山地で未記録であったス2Jdο
'α

c才J々′2s α2,T9_
t々'9Sヴ SCHAUBERGERや S ι92ο ′ορん2s んvTosαど TANAKAの ような種 も採集されたことより、現在森林

の伐採が進められているが、まだ数多 くのいろいろの樹木、草本が豊富 に残 っているので、この山地

においても今後、調査が進むにつれて、多 くの未記録種や珍 しい種類の採集が期待できる。

(野村・木村 )

飛

来

個

体

数

￨る 。

ガナガ

9時期

「いる。

7キ ム

ンた。

■はそ

″る。

ン不斗、
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Ⅶ   摘   要

1.1966年 4月 ～ 9月 に12回 、岩湧山中腹で青色蛍光灯に飛来する甲虫類の飛来消長を経時的にi

した。

2.灯人 に飛来 した甲虫類は58科401種で、総飛来個体数は14,779頭 であった。

3.飛来個体数のもっとも多かった科 は、ヒメ ドロムシ科 (22.9%)で 、ついでホソヒラタムシラ

(16.5ο/ο )、 ゴ ミムシ科 (8.7ο/ο )、
ハ ムシダマシ科 (3.4%)、 ハムシ科 (7.3'/ο )で、この 5ラ

全体の63.8%を 占めた。

4.飛来数の季節的消長は、 4月 中旬は気温 が低 く (8° C前後 )、  飛来はまったく認められなか

が、 4月 中旬 (15° C前後 )に なると飛来がみ られ、 6月 下旬～ 7月 下旬 にピークとなり、そのイ

減 した。

5,飛来時刻はキスジミゾドロムシの例外を除 くと、ほとんどの種が日没 2時間後 までに、その:

が飛来 した。

6.甲虫類の灯火への飛来は、気象条件 によって大 きな影響 を受け、特 に強風や低温条件下では

来数は非常に少なくなり、また降雨 も前記条件ほどではないが影響 を受けた。

7.本調査活動 に終始御指導 をいた ゞき、かつ報告にあたっても種々御助言をいた
ゞきました芝

一氏 に深 く感謝する。また数多 くの標本について同定の労をとられた大野正男、大平仁夫、黒

彦 、佐藤正孝、沢田高平、芝田太一、野淵輝、野村鎮、久松定成、三宅義一、宮武睦夫、森本,

(50音順 )の諸氏 に厚 くお礼申 しあげる。

―- 18 -―



凋査

辟

辟で

つた

陵急

大半

田太

沢良

桂

飛

屋 久 島 のハ ナ ノ ミ採集記録

清 山  好 美

屋久島の昆虫相 につ いては多 くの人々によって報告 されているが、甲虫類 につ いてはカ ミキ リムシ

科 、ハムシ科 などが報告 されているにす ぎない。ハナ ノミ科 は微小種 が多いためか分布 に関す る報告

がほ とん どないので、いま私 の手元 にある標本 について報告す る。

本報告 にあた り同定の労 をとられた野村鎮氏 に深謝 の意 を表す る。 また種 々御指導 をいた ゞいた芝

田太一氏 をは じめ、多 くの標本 を提供 くだ さった小西洋良、津村清信、野村英世、畑 山武一郎、前田

洋一の諸氏 に厚 くお礼 申 しあげる。

"IOrdellini

1.  打J=θんo,ι α2οηサα pα′,α れs KσNO  クリイロヒゲハナ ノミ

l ex.,宮 の浦 (20.Ⅶ .1969,畑 山武一郎採集 ).

分布 :本州,屋久島 (新 記録 ),西表島,台湾。

2. Gんρα (Sを 9,ι O=′ 力α)ηα′αccα″α ttρρο,ι ιCα NoM uRA  コウ トウオビハ ナノ ミ

l ex.,栗生 (19.Ⅶ .1967,清 山好美採集 )

分布 :御蔵 島,屋久島,奄美大島,沖縄.   原亜種 は台湾,タ イ,マ ラッカ,ニ ューギニアに

分布す る。

私の検 した標本は前胸背前半の 1小黒毛紋 は消失 し、上辺基部の毛 と小楯板 の毛は灰黄色 で、尾

節板 は一様 に自色毛でおおわれている。

3.(昇 んρα (ναcTο
=ど

力 α)Sん I″ ο″ク

'NAKANE 
オ オ オ ビ ハ ナ ノ ミ

l ex.,宮 の浦 (16.Ⅶ .1963,小 西洋良採集 )

分布 :本州,四国,九)∥ ,対島,屋久島 (新記録 )。

4.G′ヵα (ルrα cTο g′ ヵα)sttbα ιαJ NAKANE  ワモ ンオビハナ ノ ミ (野村鎮氏同定)

2 exs.,宮 の浦 (18.Ⅶ .1968,野村英世採集 )。

分布 :木州,屋久島,奄美大島,台湾 .

5,(評 んρ。 (MacTοgんpα )dα2ι 9T, sα2テ 9″ J PIC  ザ ウテルオビハナ ノ ミ

l ex。 ,栗生 (19.Ⅵ 。1967,清 山好美採集 ).

分布 :屋久島,奄美大島,台湾.   原産地台湾では普通 にみ られる。

6.Gんpα (ναc″οgんρα)Fα scJα ια KoNO  コオビハナ ノミ

l eX.,安房 (16.Ⅶ 。1967,津村清信採集 ), l ex.,宮 の浦 (15.Ⅵ。1969,清 山好美採集 ).

分布 :四 国,屋久島,奄美大島,沖縄 .

7.汀οs崩んα2α″ο ηιげα んαttαηOηιJ(KoNO)キ ボ シハナ ノミ

3 exs.,小杉谷 (15,Ⅶ  1967,清 山好美採集 )

分布 :本州,四国,九州,屋久島 (新記録 ).

8.μοsん れ,2α 2οηJα pセ T′ αォα (SuLZER)シ ラホ シノヽナノミ

l eX.,安房 (13.Ⅶ 。1967,清 山好美採集), l ex.,宮の浦 (17.Ⅶ.1968,前 田洋一採集 ).

分布 :北海道,本州,四国,九州,屋久島 (新 記録 ),朝鮮 ,シ ベ リア,ヨ ーロッパ
.
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9   打 οdん ごんαηα2ο η Jα  bOT9α んs NoMuRA   コ モ ン ホ シ ハ リ
ーノ ミ

l ex。 ,栗生 (19 Ⅵ。1967,清 山好美採集 )。

分布 :八丈島,屋久島,奄美大島.

10. νοT'9′ ′α 2ヴυ￠οsctι ιC′ どαιとし NAKANE et NoMuRA   ホソクロハリーノミ

10exs。 ,栗生 (20.Ⅵ .1969,清 山好美採集),2 exs.,船 行 (1,Ⅶ
分布 :九州,屋久島,口永良部島,奄美大島,沖縄,台湾

11. νοT'9′′α οヵαgα  NoMuRA  オナラゲクロノヽりニノ ミ

3 exs.,湯 泊 (18 Ⅵ.1969,清 山好美採集 ).

分布 :北海道,本州,四国,九州,屋久島.

1969,清山好美採集 )

NIOrdellistenini

1.νοT'9′ JJs才 92α (Psc,Jο ηοTJ9″ごηα)んヮ″οsα J CH〔チJσ   クロサヒメハナノミ
l ex。 ,宮の浦 (1l Ⅶ.1967,清 山好美採集 ).

分布 :本州 (兵庫県),屋久島 (新記録 ).

この種はν.(P.)ο z9α 2α NAKANEと よく似ているが、小】思枝末節の前縁 と内縁 がほぼ等長 t〔

り区別できる。私の検 した標本は♀で、前肢は明かるい赤褐色 (先端 に向いやや暗色 となる)、 月

枝 。中肢胚附節・後肢睡節端刺は暗赤褐色、小鵬枝末節の外縁はほとんどまっす ぐである。

2.〃 οT'冽 んヵα (Ps9ク 」οη οTJ"′ Js ιぞ打α),ガ οdο υど歩ιαια (NAKANE)  ケ オ ビ ヒ メ ハ ナ ノ ミ

l ex.,麦生 (17.Ⅵ .1969,清 山好美採集 )

分布 :屋久島 (新記録 ), トカラ列島 (中 の島),台湾.

3.νοTJ9′力ηo (Psc″ Jοη?ι ο″J"ん sォ 9ηα)αηαηガ9η s's (NoMuRA)  アマ ミヒメハナノミ

l ex.,麦生 (17.Ⅵ .1969,清 山好美採集 ), 3 exs。 ,湯泊 (18.Ⅵ.1969.清 山好美採集 )

分布 :本州,四国,九ナH,屋久島 (新記録 ), トカラ列島 (中 の島,諏訪瀬島),奄美大島,ユ
台湾 .

4.″ οT'9′ん″α (s.str.)bT229ο 河2cι α (MARSEUL)チ ャ オ ビ ヒ メ ハ ナ ノ ミ

2 exs。 ,栗生 (20 Ⅵ.1969,清 山好美採集 ).

分布 :本州,四国,九ナH,屋久島 (新記録 ), トカラ列島 (中の島,宝島),奄美大島,沖縄 .

5.ルrο T,て,ど ん2α (s.Str.)αιヶοデぞιS Ca(NoMuRA)ト ゲナシヒメハナノミ (野村鎮氏同定 )

l ex.,宮 の浦 (13.Ⅷ .1965,小西洋良採集 )。

分布 :本州,四国,九)H,対馬,屋久島, トカラ列島 (中の島),奄美大島,台湾.

6.  νο″」θどんηα (s.str.)ん サ江αんoJ(NoMuRA)ヒ ぢガカヒメハナノミ

2 exs.,宮 の浦 (14.Ⅵ 。1969,清 山好美採集 ).

分布 :屋久島 (新記録 ),奄美大島,沖縄 .

♀の小鵬枝末節は長い三角形で、前縁 は内縁 よりあきらかに短い。

7. Gん 即 sι ￠ηο

'α

 Tο ssCOTα (MARSEUR)  チ ャ イ ロ ヒ メ ハ ナ ノ ミ

28exs.,各 地 (14.Ⅵ .戸 1.Ⅶ .1969,清 山好美採集 )。

分布 :本州 ,四国,九州,屋久島, トカラ列島 (宝島),奄美大島,台湾,中国.

8.G′ヵοSι∽οJα T9と 2sα NoMuRA  ヤクシマヒメハナノミ (野村鎮氏同定 )

l ex。 ,小杉谷 (14.Ⅶ .1967,津村清信採集 )

分布 :屋久島.

9.Fα′sο ,,じ οT'"ど 加α ′αォ9ο ′οJ'9d(NoMuRAl  ナ ミアカヒメハナノミ

l ex.,麦生 (17.Ⅵ .1969,清 山好美採集 )。
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よ

】ヽ思

分布 :本州,四国,九州,屋久島,種 ケ島, トカラ列島 (中 の島,宝島),奄美大島,沖縄,宮古

島,石垣島,西表島,台湾,中国.

lo.Fα ′sο η οTJ"ん ,ι 92,れ ysOι Tど cん lα (NoMuRA)  ビ ロ ウ ド ヒ メ ハ ナ ノ ミ

2 exs.,小 杉谷 (14.Ⅶ .1967,清 山好美採集 ).

分布 :本州,四国,九州,屋久島.

11.FαどsοηοT'9′力s歩 92α んο″οヴ υαんvδ んJη 9″ sゼ δ NoMuRA  カタキ ヒメハナノ ミ

2 exs.,小 杉 谷 (14.Ⅶ .1967,清 山好美採集 )

分布 :屋久島.   原亜種 は台湾 に産す る。

12.Fα Jsο η οTJ"ん s才 ￠ηα  α′ι?Sι TJ=αια  (MARSEUL)  フ タ モ ン ヒ メ ノヽナ ノ ミ

48exs。 ,各地 (10-15.Ⅶ .1967,15-18.Ⅵ ., 1.Ⅶ .1969,清 山好美採集 ).

分布 :本州,四国,九州,口 永良部島,屋久島,奄美大島,宮古島,石垣島,与那国島,台湾 ,

中国.

13.νοT'9′ 力sι 92ο

'9 
αんα (KoNO)  アカヒメハナ ノ ミ

l ex.,船行 (1.ヽl1 1969,清 山好美採集 )。

分布 :本州,四国,屋久島 (新記録 )

14.Tο どJ'ορ 
αJρ

"d gα
ど′ο JS, (KoNO)  ガロア ヒメハナ ノミ

l ex:麦生 (16  Ⅵ。1969,清山好美採集 ).

分布 :北海道,本州,四国,九州,屋久島 (新 記録 ),対馬.

◎  住所変更 のお知 らせ

林   靖彦   兵庫県川西市水明台 3-1-73(〒 666-01)

野村  英世   大阪府泉南君b岬町深 日3174-9(A-2-102)(〒 599-03)

た ゞし事務所は従来通 りと します。

◎  昭和49年度会費は振替用紙 によ りお納 め下 さいますよ うお願 い します。

振替 口座番号   大 阪 37752
カロ 入 者 名   大阪甲虫同好会

,糸電,
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編 集 後 記

一雨毎 に木の芽 もふ くらみ、寒気を避 けて越冬 していた多くの虫も目をさまし活動にはいる

なり、皆様方 も張 り切っておられること 思ゝ います。

諸般の事情 によりBeetlesの 第 3巻の発刊 が遅れ申 しわけありません。先日やっと編集を終

1巻 より連載 していました岩湧山の灯火への飛来甲虫の報告も本号ですべて終了 し、次号より

の糞虫類 について掲載する予定です。

また第 1巻発刊当初 より懸案 となっていましたE口刷方式ですが、当初は資金不足のためタイ

セ ッ ト印刷 になり、会員諸氏にも不満足 なことであったこと 思ゝいます。少 しでも早 い機会に

刷 に切 り換 えたいと考え、その資金の調達をはかり、第 3巻 よりこのF口刷方式 に切 り換 える準

すめていましたが、昨年夏以降の物不足、インフレラッシュの影響 を受け資金調達の再検討 を

ぎるをえなくなりました。 しか し会員諸氏の御協力によりやっと発干U資金のめどがつ きました

第 3巻 より写植印刷 に切 り換 えました。今後の発刊 もすべてこの方式を継続 していく予定です

期待 ください。

会員諸氏による台湾の採集はその後 も順調にす ゝみ、毎年 2～ 3回実施 され、かなりの成果

っており、ファミリーによっては非常に多くの種類がとれ、新種等もかなり採集 されています

海外の採集は台湾のみならず、本年はマ レーシヤヘの採集を計画し先般会員が出発 しました。

第 3巻第 1号の発刊が遅れましたのでた ゞちに第 2号の編集にとりか ゝっていますが、投稿

不足 していますので、甲虫類の生態調査や種の解説等の原稿がありましたら、長い論文であっ

しつかえありませんのでどしどし投稿 して くだ さい。できる限 り採用 して掲載 したいと考えて

す。                                       (木 イ

常任幹事

幹   事
林

1酉匂

伊藤

靖彦 ,木村

清和 ,植田

建 夫 ,小林

辛合, 里予オ寸

口兼― ,小西

卓 ,前田

英世

洋良

洋一

び い と る ず Vol.3,No.1

日召禾日49年 3月 1日  F「 扁」・発行

編 集 者 木

発 行 者 野

会計監査  林

発 行 所 大 阪 甲 虫 同 好 会

裕

世

彦

英

靖

村

村

(大阪市阿倍里予区松虫通1-8-10
野村英世方)

印 刷 所  株式会社 中島弘文堂印刷所
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