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A New Species of the Genus Pterostichus BONELLI
(Coleoptera : Harpalidae)

f rom Yakushima Island, S. Japan')

By T AKEH IK0 NAKANE2) and HIROSHI ISHIDA3)

Pferostzc加os ya Xzeshz''za'11e s  NAKAN E e t ISHIDA ,  n o v .

Nom. Jap. : Yakushima-naga-gomimushi.
Types : Holotype:  o  (slightly teneral); paratype:  (11,  12.  VII.  1952,  YosHIHIKo

KUROSAWA leg. (by cour tesy of Messrs. K. TANAKA & A. YosHIDA) (in co11. of National
scjence Museum,  Tokyo) (indicated below as K) ;  allotype :  - ;  paratype : (both
sljghtly teneral), 8. VIII.  1957, SoJI INouE  et a1. leg. (allotype in coll. of Biological
Laboratory of Heian High School, Kyoto; para type i n coll. of H. IsHIDA) (indicated
below as H); paratype:  o、  (slightly teneral), VIII. 1951, MITsUGU KOYAMAleg. (in Coll.
Of T. NAKANE).

Type local ity : Hananoego, Yakushima, Kagoshima Pref., S. Japan.
Length : 0-: 17.5 - 18.2 mm. ; -: 18.2 mm. ; width :  o: 6.1-6.5 mm. ; 、 : 6.7 m m .

Black, shiny i n both sexes, not iridescent ; antennae, mandibles, and legs dark
reddjsh or blackish brown, but palpi (except apex yellowish brown), apical segments of
antennae, and tarsi lighter. Underside black, but apical margin of 3rd, 4th, and 5th
sternites light or dark yellowish brown. Head almost flat,  but rather convex in one
paratype (H) ; surface very sparsely and minutely punctulate, not rugose; microsculpture
jsodjametric ;  frontal furrows deep, long, slightly divergent behind; eyes moderate,
produced, ommatidia visible, and posterior supraorbital setae rather remote from eyes,
almos t on the level of posterior margin of eyes; temporae weakly tumid, shorter than
eyes; neck constr ic ted ; c lypeus and mouth par ts normal ; antennae long, extending
basal one-fourth of elytra, basal three segments glabrous, segment 2 wi thout setae on

1) 「 h i s 、、・as part ly read at the 20th annual meet ing of Japan Entomological Society held i n Osaka

15. 1960 fly 11. I shi d a.

2 ) Biological Laboratory, Kyoto Pre f ec t u ral Un i v er ・I t、 . K、 ct o .

3) En tomological Laborator y, H yogo Agr icul tural College. Kakoga、、'a. Hyogo Prof.
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dorsal side ; tooth of mentum distinctly bifid. Pronotum cordiform, gently convex, widest
at apical one-fourth, surface almost impunctate, except basal foveae and around the basal
angles, with obscure transverse wrinkles on basal half, and in al lotype basal par ts at middle
with short longitudinal wrinkles touching basal margin ; microsculpture ve r y densel y,
transversely meshed ; apical margin sinuate, sl ightly bordered in H, interrupted at
mi dd le i n K ; apica l ang les not produced, rounded at apex ;  base almost as wide as
apex ; basal margin sinuate, unbordered except sides ; basal angles slightly more than
rectangular, rounded at apex ; lateral sides constricted and sinuate beh ind,  and basal
parts behind sinuation slightly convergent to base, with several very weak crenulations;
lateral explanate parts narrow and sl ightly wider at apex in allotype, almost as wide
as in others ; an terior marginal setae at about one-four th, sl ightly before the widest
point, posterior ones a litt le before basal angles ; median line distinct, deep, not reach-
ing both margins; anterior transverse impression scarcel y recognizable, and pos terior
o n e faint ;  basal  foveae ve r y deep,  wide,  sparsely punc tate. Apterous. Elytra not
fused, strongly convex, in lateral view strongly arcuated in upper line and near apex
abrupt ly be n t downw a rds almost  ver tical ly ; elongate ova te i n K,  more ovate in H,
widest at apical one-third ; interstices rather c o n v e x , impunctate,  not r u gose ; m ic ro -

ミculpture nearly isodiametr ic ;  basa l bo r de r rather oblique,  arcuate, humeral angles
oblique, shou lders rounded ; apical sinuation v er y slight ; apical angles nearly
rectangular, angulate or rounded at apex ; epipleuron simple, not twisted; inner pl ica
visible ; striae weakly or rather strongly punctulate,  deep, and deeper in outer s triae,
bu t  shallowed behind the bending poin t ;  scutellary str iole shor t,  situated on 2nd
jn terstjce, but in K, basal par ts of 1st stria shortly interrupted near end of scutel lary
strjole, as jf another scute11ary striole present ; 3rd interstice with three (in  holotype
and rjght elytron of allotype) or four  dorsal pores, anterior one adjoining 3rd stria,
others 2nd st ria, but in feft elytron of allotype, 4th dorsal pore situated in the middle
of inters tice a n d al mos t on the bending point, and connecting with the combinating
pojnt of 3rd and 4th striae ; in feft elytron of two paratypes, 4 th dorsal pore situated
ejther in the middle of interstice where abnormal connexion between 2nd and 3rd striae
presented (K), or adjoining 3rd stria (H) ; and in one paratype (K), one dorsal pore on
1st jnterstice adjoining 1st stria : 7 th interstice near apex with one pore, bu t in al lotype
and o n e paratype (K), with two pores; basal umbil icate pore present, umbilicate pores
about 19 jn number, slightly interrupted or almost uninterrupted at middle; apical margin
near end of 2nd stria with a very shor t seta in holotype and right elytron of one paratype
(H), but without seta in others.  Meso- and metatarsi with basal three segments sulcate at
outer sjde and basal one segment of mesotarsi  and two segments of  metatarsi  very
faintly su lca te at inner side ;  5th segment of  all  tarsi  glabrous beneath and claws
simple. Undersjde almost impunctatc,  but basal parts of proepisterna rather strongly
punctate,  and 1st and 2n d s te r n i tes o f abdomen slightly punctulate an d rugose,
metepjsterna short, sparsely punc tate ; presternal p r ocess n o t margined,  Sl ightly
hollowed jn mjddle, rounded at apex, but truncate in paratypes; anal sternite in male,
strongly excavated in trapezium at apical half with one marginal seta at outer side Of
sjnuat jon on each side, and apical margin w i th two shal low sinuat ions and on e Ve「y

wjde, square projection, which resembles that of ue'lei though shape of excavation not

trjangular, sinuations larger and rather deeper, and marginal setae re m o t e f「om P「e-

lection,  which is narrower,  with distal angles rounded bu t  rectan9ular,  and apical

El
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margin straight and not  sinuate a t middle,  and a lso somew ha t r ese mb les that of
biexclsus though shape of sinuations and projection symmetrical, sinuations not deep,
an d bo t h distal angles of projection rounded and bulged ; in fema le, almost c j rcu lar
sl ight depression wi th longitudinal carina in midd le and w i th two marginal setae o n

each side, and apical mar gin ro un de d w i t h sligh t sinuations at outer marginal setae.
Aedeagus rather stout, with t u m or o n l ef t ventra l side and ape x moderately long,
spatulate in latera l side, very n a r r o w a nd cu r ve d to the lef t in  dorsal side;  rjght
paramere relatively short, stout, pointed at apex, and rese mbles “point” in paleoljths
in shape and wider and larger than that of sj)hodriformls group;  left paramere quadrate
an d e xcava te d i n mid dle .

This species is easily distinguished from other Japanese species of Pteros tichus
(in the sense of JEANNEL, 1942) in the following points: Very convex elytra and thei r
shape, spatulate apex of penis, “point”-shaped right paramere, symmetrical and ve r y
wide, square projection of anal sterni te in male, and circular depression with longi tu-
dinal carina of anal s tern i te in female, etc.

The authors express their cordial thanks to Messrs. YosHIHIKo KUROSAWA, KAzuo
TANAKA, and AKIRA YosHIDA, for thei r kind help、::, in various ways and also to Messrs .
NOBUzANE TAMU, SoJI INoUE, TAKAsHI KrsHII, and KEIIcHI TsUKAMoTo, of HeianHigh
School, for their kind aids in mater ial . T he junior author is much indebted to Mr.
KUNIo FUJITA and Prof. MIcHIYosHl TAKEzAKI, for thei r k ind aids in photograph.

Explanation of Figures

Fig. 1. Pterosttchus yakushimanus, sp nov., o (Holotype) ( x3.2)
Fig 2. Pterost:chus yakushimam‘s, sp nov., + (Allotype) ( x3.2)
Fig 3. A nal s terni te, (S (Holotype) (x6.0)
Fig 4. Anal sternite, 9_ (Allotype) ( x6.0)
Fig 5. Aedeagus (right) (Paratype-K) (:x7.8)
Fig 6. Aedeagus (lef t) (Paratype-K) ( x7.8)

神奈川県の甲虫類採集記録 ( I )
生

, '

し

1.  Tritoma mgrojlunctata (LEWIS) ツマグロチビオオキノコムシ

本 の採集については中 適夫 士, 後藤光男氏の報告があるが, _M  者はこれを1957年
月29 日に神条川n一月一沢の焼山付近で1?1木の葉上から1 頭得たので報告する.   恐らく神ノ、;-川
県では G. LEWIS の採集以来初めてのuLi録と思われる .
2. Tritoma basalis (LEWIS) ネァカチビオオキノコムシ

本fflはすでに林長開氏の相i実大l Il, ﾑi根 (強票lfi)  の ﾌ、集, ,i録があるが , ll者も相換大111
1953年5 月10日にfill木に生じた:i i (種名不明) から4 頭, 1959年5 月 311 にf il l ・Eの葉上から
1 頭を採集している.



°Two New C m z' s-Species

f rom Japan and Formosa (Alleculidae)
By SIzUMU NOMURA

Ctenz'oPtmes  to Xaraenst' s nov. (figs. 1 & 2)

Elongate, convex, slightly shining, brown, antennae (exclusive of basal two joints),
head, pronotum a n d ab dome n somewhat darker, eyes and ape x of mand ib les black.

Surface of body very densely, finely punctate and pubescent.
Head moderately convex, elongate ; frons narrow, distinctly narrower than twice

breadth of eye, with or sometimes without a feeble longi tudinal impression at middle ;
eyes large, renal form; clypeus as long as broad, truncate at apex, shining, sparsely
punctate, especial ly at apical half, wi th a shallow impression at middle, bordered from
hea d by a s ut u r e w hich is fi ne a n d a rch ed posteriorly ;  labrum shining, sparsely
punctate,  a l i t tle longer than half of breadth, rounded at f ront angles, with front
margin feebly emarginate. A ntennae 11-jointed,  fi li form,  a  li tt le  longer than  half
length of body in male, shorter in fema le, 1s t and 3 r d joints elongate subconic, dis-
tinctly longer than twice of 2nd, 4th to 8th joints slightly serrate, subequal in length,
shorter than 3rd, 9th to 11t h elongate, gradual ly increasing in length,  terminal joint
suddenly tapered at apical fourth, but rounded at tip. Terminal join t of maxi llary
palpus elongate triangular, its distal margin shorter than mesal one. Terminal joint of
labial palpus broad scalene triangle, wi th distal margin a litt le longer than mesal one.

Pr ono t u m moderately convex,  broader t han long (3.4:  2.5), broadest at base,
narrowed to apex, sl ightly narrowed at basal half, distinctly s o at apical  half ; front
margin nearly straight, but very feebly, broadly projecting at middle, as broad as half
of base, finely margined; front angles obtuse, hind ones subrectangular ; basal margin
bisinuate, feebly margined ; sides curved n e a r middle, finely margined exclusi ve of
part near apex. Surface of pronotum ve r y densely, finely punc tate and pubescent,
wi th a median longitudinal impression fine, very feeble, somewhat sparsely punctate
al l ove r t he length in male, only n ea r base i n fe male. Scutel lum triangular, broader
than long, feebly sinuate at sides, wi th apex rounded.

Elytra elongate, twice as long as i ts breadth and four times the length of pronotum,
so mew ha t b r oade r t ha n pronotum, broadest at middle part, but subpara1lel from basal
thi rd to apical third i n male, broadest at apical third i n female. Each elytron wi th9
punctate-striae and a basal accessory stria near scutellum; intervals somewhat convex,
very densely, finely punctate and pubescent ; striae fine, somewhat deep, strial punctures
fine, separated longitudinally by one or more t han o n e d iameter, 4th s tr ia van ished
and5th combined with 6th at apical eighth,6th to8th vanished near shoulder ; epipleura
broadest at base, gradually nar rowed to apex.

5 t h segmen t of abdomen sparsely punctate at middle, depressed transversally near

〔Entom. Rev. Japan, Vol. XII, No 2, pp. 38~40, pl b, Apr., 1961」
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posterior margin, which nearly t r un ca te in male ; feebly depressed an d ro u nde d a t

apex in female. 6th segmen t in male broadly and deeply depressed at middle of pos-
terior margin, which nearly truncate, roundly projecting a t middle, with a tuff et long
hajrs at each side of posterior margin ; in female 6th segment scarcely visible, rounded,
w i t h a feeble emargination at middle of apex.

T ibiae slender, each apex with two sharp spurs, inner spur longer than outer one.
In male, front and middle tarsi (including claws) a li ttle longer, and hind tarsus as long
as respective tibia ; in female middle ta rs us a li t t le longer, front and hind tarsi as
long as respective t i bia. Basal join t of hind tarsus longer than tw o precedings com-
bined.

Body length : 12.5 - 13 mm.
Dis tribution .-Jap-an (Tokara Is ).
Holotype: , Nakano-shima, Tokara Is., 12 Ju1. 1960, leg. Y. HAMA (in my coll ) ;

allotype : , dittO, 11 Jul. 1960, leg.  MAsATAKA SAT0 (in my cOl l ) ;  paratypes :  1 ,

di t to, 12 Jul. 1960, leg. Y. HAMA (in co ll. TAIcHI SHIBATA) ; 2 ?. , di t to,  11 & 12 Jul.
1960, leg. M. SATo (in coll. Ent. Lab. of Ehime Univ ).

This new species is somewhat allied to C tschi liensis BoRcHMANN from China, but
differs from the lat ter and from other Cten1oj,inus-species by the co lour of the body,
the form of the apical joint of the maxil lary palpus, and the somewhat large eyes.

Cfe'1loPzmts e4ega s sp nov. (fig. 3)

Elongate, somewha t convex, weakly opalescent ; yellow, wi th elytra yellow-orange,
eyes, antennae (exclusive of basal joint), tibiae, tarsi, apices of mandibles and te r mi na l

joints of maxi llary and labial palpi black to piceous, abdomen, apices of femora, basal
joints of antennae, maxil lary and labial palpi brown to dark b r ow n. Surface of body
very densely, finely punctate and pubescent.

Head weakly convex, somewha t shor t ; frons broad, distinctly b roa de r t ha n tw ice
breadth of eye, with a feeble depression at middle ; eyes smal l, renal form; clypeus
as long as its breadth, densely punctate, but smooth and shining near apex, with front
margin truncate, bordered f rom head by a suture which is fineandarchedposteriorly;
la b r um as b r oa d as twice of i ts length, shining, sparsely, finely punctate and pubescent,
rounded at front angles, emarginate a t middle of front margin. Antennae fi li form,
11-jointed, longer than half length of body, basal joint elongate, subconic, 2.5 times as
long as 2nd, which is short, subconic, 3rd slender, but increasing in breadth to apex,
a l ittle longer than 1st, 4th to 8th very feebly serrate, subequal in length with 3rd, 9th
to 10th elongate, a little shorter than 8th, terminal joint longer than 10th, as long a s

3rd, suddenly tapered at apical fifth, but tip rounded. Terminal joint of maxillary
palpus elongate triangle, with distal margin subequal in length with mesa1one.  Apjcal
joint of labial palpus broad scalene triangle, its distal margin as long a s mesa l one.

Pronotum moderately convex, broader than long (4.0 :3.0), broadest at base, narrowed
to apex, very scarcely narrowed at basal half, strongly so at apical hal f ; front margjn
feebly, broadly projecting at middle, margined, as broad as half breadth of base; front
angles obtuse, basal ones subrectangular ; sides curved near middle, finely margined ;
base bisinuate,  finely margined. S u r face of pronotum ve r y densely, finely punctate
an d pubescent, wi th a median longitudinal  impression very feeble, somewhat broad,
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incomplete, but extending from apex t o base, and broadened n e ar base. Scute llum
triangular, as long as broad, feebly sinuate at sides, with apex r ou n ded.

Elytra elongate, twice as long as its breadth and four times the length of pronotum
somewhat broader than pronotum, broadest at middle, but subpara1le1 near base to
apical third. E ach elytron w i t h 9 punctate-striae and a basal accessory s tr ia n ea r

scutellum; intervals a little convex; striae somewhat deep, fine; strial punctures fine,
Separated longitudinally by o n e o r two d iameters ; 1st and 2nd s tr iae star ted at the
Same poin t and not touching base, 4th combined with 5th at apical tenth, 6th  to 8th
not reaching base; epipleura broadest at base, gradually narrowed to apex.

5th segment of abdomen somewhat sparsely punctate and depressed transversally
near posterior margin, which nearly truncate in male. 6th segment in male t runcate
at apical margin, broadly, heeply and roundly depressed a s a n emargination at middle
of posterior par t, each apex rounded, a litt le projecting, with a tuft of long hairs.

T ibiae slender, each a pe x w i th two sharp spurs, inner spur longer than ou te r
one ; middle tarsus distinctly, f ront and hind tarsi a li ttle longer than respective tibia;
basal joint of hind tarsus longer than two precedings combined.

Body length : 15 mm.
D is t r ib u ti on : Formosa.
Holotype : , Musha, Middle Formosa, June?1959 (in my coll ).
The present new species is closely allied to C. 'ugricorm's BoRcHMANN from China,

but distinguished from the latter by the pa ler basal joint of the antennae, the blackish
trochanters and the long hind tarsus.

Fig
Fi g
Fig

Explanation of Figures
Ctem'opinus tokaraensis sp nov. ( )
ditto ( )
Ctem'oP加“s e1ega s s p nov. ( ,o、)

E n t o1

'岩湧山 ゥダマシ

(岩f i l ii甲虫覚え i?:, 2 )

芝 111 太 -

比較的珍しいテントT? ダマシがィ、111111.1に産するので, ここに報告しておく.
1. Danae ortentalis (GORHAM, 1873) トウョウダナェテントウダマシ

1958年4 月2711 , 浜裕夫君採集. 本和ま, 中根猛彦1'e士により岐_字.県平i場および爲
大l l_1の記録 (AKITU, VII, p 35) があり,  木村裕君は紀伊大島 (1959年4 月30r1) でも得
ている .

2. Pamamomus broυieorms GORHAM, 1887 ホソテントウダマシ

1958年5 月21 「1 ,  ?「,者採集;  1958年5 月25 目,  木村裕君採集. この種は以前奈良で得

た (中根 士同定) が, その後近識周辺での採集例を知らない. なお, 筆者の標本は, 期観
の紋が消えて, 一見 P. Ieωtsi GORHAM に似ている.

i'i重な資料を提供された木付 ・ 浜両君に厚くお礼中しあげる .





V0n KOHEI SAWADA

sc hla nk en De m o n

?_ . Das achte Glied der Fiihler hochstens so lang w ie brei t

aszmls mo hflcoaa,  s n o v

Neue Pselaphinen von Japan (3. Bei trag).

Tribus Tyrini RAFFRAY, 1890
Gattung a st s SHARP

Lasinus SHARP, D., 1874, Trans. Ent. Soc. Lend., pt. 1, p ie6.
Kiefer taster viergliedrig, gewohnlich ausgebildet,  die schlanken G lieder ohne

spitzige Anhange (unbewaffnet). Kept unci Halsschild dicht unci fein runzlig skulptiert.
Erstes sichtbares Abdominalsegment (-tergit) viet langer als das zweite.

Typus : L. spinosus SHARP, 1874 (yon Nagasaki, Kyushu, Japan)
Bestimmungstabelle der bisher bekannten A r ten

1 (2) . Das ac h te Glie d der Fiihler quadratisch, wie beim siebenten Gl iede gebaut.
Das n eu n te Gl ied auf der Ventra l能che an der Spitze mit einem nagelformi gen
flache n Vorsprung besetz t, die unten fiac h ausgehohlt 1st, unci die Aushohlung
langl ich, glatt, das Apikaldrittel dos Gl iedes einnehmend aber clem Se i tenrand
nicht iibergetreten, somit 1st die Aushohlung in der Dorsalansicht nicht sichtbar.
A m Hinter rande dos Mittelt rochanters zwei, selten drei, scharfe Do r nc he n au f -

gewiesen. Aedoeagus im Orificium des Pen is mi t ei ne m einze lnen, zur Basis
verbrei ter ten Dorn.

. ・ Das achte Glied der F iih le r e twa u rn ei n Dritte1 langer aIs breit. - - - - -

nosus SHARP, 1874

〔Entom. Rev. Japan, Vol. XII, No 2, pp 41~44, pl 7, Apr., 1961〕

nonticola, sp nov

2 (1) . Das achte Gl ied der FijLhler deutlich brei ter unci verdic kter als das siebente
Glied, yon diinner Basis zum Dis ta lende asymmetrisch verd ic k t. Das neunte
Gl ied auf der Vent ra laache mi t e ine r seh r grossen, die voi le Apikalhalfte ein-
ne h men den glatten Aushohlung besetz t, unci  fangs des rechten Randes der
Aushohlung halbkreisformig verrundet (erweitert), somit 1st die Aushohlung in
de r Do rsala nsich t se hr gut sich t ba r. A m Hinterrande des Mi t tel trochanters e in
e inzel nes Dor nchen aufgewiesen. Aedoeagus im Ori ficium des Pen is mit zwe i

Dunkler braun, Flugeldecken unci Mundteile braunlichgelb, ziemlich stark glanzend.
Abdomen geglattet. Oben weniger dicht gelblich behaa r t.

Korperlange : 3.0 - 3.3 m m .

Kept verhaltnismassig klein, Stirn nach vorn in einen ziemlich langen un d b re it en
Fuh ler hocker vorspringend, die durch eine hinten in einem Gr iibchen endende Mi t-
te lfurche geteilt 1st, an de n a us der Kopfwolbung de ut l ic h vorragenden Augen a m
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bre i tes ten, von diesen zur Basis p1otzlich, fast geradlinig verengt. Oberflache mit einer
dich t unci  fein runzl ig ausgebildeten Skulptur,  d ie y o n den drei  Mittelgriibchen
St「ahlena「fig gesteIlt 1st, wie bei sPinosus SHARP. Fiihler he lm im Gesa m tu m riss

deutliCh kraftiger als bei sPinosus SHARP, das erste Glied kraftig und sehr gestreckt,
reichlich so lang wie die drei folgenden Glieder zusammen, das fiinfte bis achteGlied fast
9leiChbreit, biswei len sehr wenig zunehmend quer, aber beim '_  l ejcht d jjnner wje bej
SPinOSus SHARP, und das sechs te Glied ungeiahr urn ein Viertel langer als breit und
kau m kiirzer als das siebente, das achte Glied helm -o fast quadratisch, so bre j t wje
daS siebente, das verdickte und verlangerte neunte Glied auf der Ventral能cheander
SPitze mit einem nagelformigen flachen Vorsprung besetzt, die unten flach ausgehohlt ist,
u n d die Aushohlung langl ich, glatt, das Apikaldritte1 des Gl ied es einnehmend, aber
cle m Sei tenrand nicht  iibergetreten, somit 1st die Aushohlung in de r Dorsalansicht
nicht sichtbar. Das zehnte Gl ied e twa urn die Ha l f te,  helm : e t w a urn ein Dri tte l
kiirzer als das neunte, das Endlied noch dicker, gestreckt birnformig. Halsschild ganz
Wie bei sPinosus SHARP, hochgewolbt, fast quadratisch, sehr wenig breiter als der Kept,

die 9ross te Brei te a m vo r de re n Dri t teI, die M i t te mi t einem feinen, nach hin ten
ver tief ten, vcr dem leicht gekielten Hinterrande in ei ne m Basalgr ii bchen e nde nden
Langseindrucke. Ober?ache mi t feiner runzliger Skulptur wie helm Kopfe, welche in
der Oberansicht vom Vorderrande beginnt und schrag iiber die Decken bis zum B asal-
grtibchen reich t. Fl ii geldec ken zieml ich s ta r k gewolbt, zieml ich dich t flach punktiert,
mit vollstandigem Nah ts trei fen und hinten mit verkurztem, 1eicht gebogenem Decken-
st rei fen. Hintere Fliigel ausgebildet. Abdomen ohne deutl iche Punktierung, aber oft
mi t einer fe inen weitlauligen. Be ine i n bei den Geschl ec h te r n a m H i n te r r a nde des

Mittel trochanters mit zwei, selten drei, scharfen Dornchen besetzt,  iibrigens fast wie
bei  sPinosus SHARP gebaut u nci  bedo r n t. H i n te r b r ust hel m o br ei t unci  deu tlich
eingedriickt, und vorne mit zwei dornformigen Erhebungen besetzt. Aedoeagus helm

i n der Dorsalansicht deut lich gedrungener u n d kraftiger als bei spinosus SHARP,
die abgebogene e tw as verschmalerte ApikaIpartie a n der Spitze breit abgesetzt, im
Grunde vcr clem ausgeschnittenen Vorderrande befindet s lob eine d iinnhautige Stelle,
d ie Kr iimmung des Sei te n ra nd es starker als bei spinosus SHARP, aus clem Ori ficium
des Penis ragt ein vcr clem Ende schmal gekriimmter, zur B asis ve r b re i te r te r Do r n

heraus, die Parameren fast so lang wie der Penis selbst, die yon oben sichtbare Par tie
gleichbreit, am Ende mit drei weitlaufig ste he nde n Tas tbors ten bewehrt.

Fundorte : Hike (900m), Fukuoka, Kyushu (3 ex., o ?- , 18. 1. 1955, K.  SAwADA
leg., bote ( j;、)-, Alto ( ?- )- unci 1 Paratypus) ; Daisen (850-900 m), Tottori, Honshu (2 ex.,

_ , 3. V I. 1955, K. SAwADA leg., Paratypen) ; Takachiho, Kagoshima,  Kyushu (1 ex.,
, 22. V I I i951, F. TAKAHAsHI  leg., Paratypus) ; Yatsu, Nagano, Honshu (1 ex., ,

31. V I I i953, M. SATo leg., Paratypus) ; Hase (300-350m), Nara, Honshu (1 ex., 3, 17.
V. 1958, T. SHIBATA leg., Paratypus). (Typen in meiner Sammlung unci in der Sammlung
dos Herm Dr. T. NAKANE und He r m T. SHIBATA).

D ie T ie r l eb t a u f me is t t r oc ken em pflanzlichem Fauls tof fe.

Gattung abo m mls SHARP

Labomt'mus S1iARp, D., 1883, Trans. Ent. Soc. Lend., pt 3, p 300
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Kiefertaster viergl iedrig, das zweite Gl ied dreieckig, das d ri t te unci v ier te Glie(i
a u s se n mi t einem vor gezogenen Anhang beset zt. Kept und HaIsschi ld d icht korn-
chenartig punktier t. Erstes sichtbares Abdominalsegment (-tergit) viol langer als das

zwei te, w ie bei Las inus SHARP.
Die vorliegende eigentiiml iche Gattung L abomi mus SHARP er inner t durch d ie

seitwarts etwas pencill i formig ausgezogenen kiefertasterglieder an den T r ibus Tmesi-
phorini JEANNEL,  1949, 1st aber durch die di ffe r en t iate Ausbildung dos Pen is re icht
ausgezeichnet.

Typus : L ret t ten SHARP, 1883 (yon Hakone, Honshu, Japan)
BestimmungstabelIe der bisher bekannten A rten

1 (2) . Kept mit den grossten Augenwolbungen s o b re i t w ie der Halsschi ld, die
Sch lafen auf clem brei ten riickwartigen Teile auffallig fief unci breit nieder-
gedrjickt, die Kopfkonturen hi n te r de n Augen daher fast quadratisch. F ii hle r

seh r kraftig,  das zehnte G lied ganz u rn ein Dri tte1  langer als bre i t  unci  e in
wenig schmaler als das neunte. Aedoeagus mit deutlich vorgezogener Penisspitze
bese tzt .

. Fiihler mi t s ta rk abgesetzter KeuIe, das achte G lied urn etwa e in Dr i t te1
langer als bre

2 (1) . Kept mit den grossten Augenwolbungen ein wenig schmaler als der HalS-
schiId, die Schlafen nur mit einem yo n o be n undeu tlich sichtbaren Eindruck, die
Kopfkonturen hinter de n Augen all ma hl ic h z u r Basis gerundet konvergierend・
Fiihler verhaltnismassig schlank, das zehnte G lied hochs tens sehr weing lan9e「
als brei t und fast s o brei t w ie das neu n te. Aedoeagus ohne Andeutun9 de「

vorgezogenen Penisspitze, am Ende deutl ich ausgeschnit ten.
?_. Fjjh ler mi t schwach abgesetzter Keule,  das ac ht e Gli ed fast quadratiSCh
e rsche in en d

Hell er oder dunkler braun, Fl iigeldecken unci Fiihlerkeulen etwas he ller rot lich-
braun, ziemlich stark glanzend. Oberseite mit ziemlich langer, anliegender Behaarun9,
die am Apikaltei le der Schienen und an den Fuhlerkeulen v er d ick te t 1s t.

Korperlange : 3.5 - 3. 8 m m.

Kopf nach vorn in einen horizontalen, ziemlich breiten, durch ei ne hinten langs-
grubig ve r t ie f te M i t tel f u rc he getei lten F ii hle r hoc ke r verlangert,  mit den groSSten
Augenwolbungen so breit wie der Halsschi ld, die Schlafen he l m a uf clem brei ten
riickwlirtigen Tei le sehr merklich niedergedruckt unci hinter den Augen gleichbreit,
der Kept im Umriss daher fast quadratisch aufgewiesen, beim aber nur massig nach
hi n te n konvergierend unci ohne Andeutung eines Eindrucks.  Augen verhal tnismassi9
klein, kaum merklich, helm _?_ schwach, aus den Kopfkonturen vorgewolbt, in beiden
Geschlechtern massig grob f ace t t ie r t. Schei tel schwach gewolbt,  mit bedeutend
dichten, ziemlich rauhen Kornchenpunkten bedeckt, helm auf der gefurchten Sti rn
1eic h t geglattet. F ii hle r eh r lang u nci betrachtl ich kraftig ausgebildet,  helm
wenig gedrungener gebaut als helm , das ers te Gl ied in hol den Gesch lechter n dick
unci  sehr ges trec k t w i e bei  L.  remer i SHARP,  das neu n te Glied beim auf der
Vent ralaache leicht eingedriickt und auf der Dorsal能che regelmassig abgeflacht, das
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zehnte Glied urn ein Dritte11anger als breit und ein wenig schmaler als das neunte,
das Endgl ied noch etwas dic ker und etwa urn e in Dritte1 langer als das zehnte, helm
♀ das fjjnfte bis achte Glied deutlich11inger als breit. Halsschild ahnlich gebaut abe「
deutl ich gewolbter als bei reittert' SHARP, in der Mitte mit einem etwas deutl iChen,
manchmal mit der Basalgrube verbundenen, 1anglichen Eindruck, die Obe r fiac he ein
wen ig schwacher als helm Kept punktiert mit Ausnahme der Mittelpartie, die ziemliCh
breit geglattet und glanzend 1s t. Fliigeldecken sehr fein und weitlaufig punktie「t, die
Obe r ft ach e gleichmassig flach gewolbt,  mi t vollstandigem Nahtstrei fen unci einem
Langseindruck langs des Deckenstreifens, ihre Schulterbeulen nicht vortretend. Hinte「e
Fl iigel  ausgebildet. Abdomen ohne deut liche Punk tier ung. Aedoeagus i n de「 DO「-

sa lansicht ziemlich schma1 und lang, apikalwarts a llmah lich und kaum gleichmaSSi9
verengt unci  vo r n in einer s tark asymmetrischen, ziemlich sch ar fe n unci bedeutend
gebogenen penisspi tze endend, u nd de r grosse Vorderte il deu t l ich vent「a lWa「tS
gekriimmt, die Parameren wie bei reitteri SHARP vorn leicht erweitert, am APikalteile
mit je drei feinen Tastborsten versehen, am Innensack mit zwei Demon, die Verlan9e「to
Linke ziemlich stark, aber leicht schwacher als bei reitten SHARP, gekr iimmt, und d ie

verkiirzte Rechte gerade nach v o r n vors tehend. B ei ne i n holden Gesch lech te「n mi t
sc ha r f bedo r n te n V er de r - unci in der Mitte kurzab stumpf gespitzten Mittelschenkeln,
die Mi t tel trochanter helm o、 mi t einem,  he lm , mi t zwei oder d re i Do「nChen

versehen, die Vorder trochanter helm o leicht bedornt, unci die Hintertrochante「 helm
mi t e inem Hackchen besetzt. H in te r b r us t hel m o mi t zwei  ausserordentliCh

ver langerten Demon bewehr t.
Fundorte:   Kotsuzan (900-1100m), Tokushima, Shikoku (2 ex.,  3 o, 4. 1. 1960, T・

SHIBATA leg.,  Holo- u nd Paratypus) ;   Shirakuchimine (1000m),  Wakayama,  Honshu
(1  ex., . , 7. Vm. 1960, T. ToM1wA leg., Al1otypus);  Yoshino (800m), Nara, Honshu
(1 ex., , 7. Iv. 1g54, K.  sAwADA leg., paratypus). (Typen in meiner Sammlung unci
i n der Sammlung von Herm T. SHIBATA).

Das Holotypus Exemplar wurde von He r m T . SHI BATA aus cle m im Zw ischen raum
gegabelten Astes gefallenen neuen FaI lau b gesammelt.

Diose vorl iegende Arbeit wurde von mir unter der Leitung des Herm Prof. D「・
T.  N AKANE un d mi t H i l fe dos Mater ia ls dos Herm T. SHIBATA ausgefiihrt. ES 1s t
mir ein BedLir fnis, der Koleopterologische Gese11schaft in Japan mei nen Dank f ii r de「
Unterst ii tzung der Bibl iograph ien.

Abbiidungen

Abb. 1, 2, 3 u 4, Lasinus monticola, sp nov. ;  A bb. 5 u 6, Lasinus sPinosus
SHARP ; A bb 2,  Kiefertaste r ; A b b 3 u 5,  Fiihlerkeulen (Vent ralansicht) ;  Abb 4
u 6, Aedoeagus (Dorsalansicht) ; Abb 7, 8, 9 u. 10,  Labomimus shibata i, sp nov ; Abb.
11 u. 12,  Labomimus reit tert SliARP ; Abb. 8,  Kiefertaster, Abb 9 u. 11, Fiih ler-
keulen (Dorsalansicht) ; A bb. 10 u. 12, Aedoeagus (Dorsalansicht).

本報告において Lastnus, Labomimus 両属の各1 新 lを◆?,t した. R. JEANNEL は最初
Tmesiphorini 族に (1958, Mem. Mus. Zool.,  18), 最近は再て Tyrini方実に (1960. Bull・
British Mus. Ent., IX, 9) 所属せし、.)た. 1 ?は1it l ul i器 ',の'し11向から , _、しろ後 が通当

と考える .

E
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日本産キノ コゴミムシ類の検索表の改言]
土 生 昶 申

1  業技術研究 虫同定分類研究室

Revised Key to the Coptodera-species of Japan

By AKINOBU HABU
Laboratory of Insect Identification and Taxonomy, National Institute of

Agricultural Sciences

日本および台湾産の Coptoderaの極類一いずれも Coi,tode''t':a 1111属に属する一 について
は, 1956年に中根・ 大倉両氏によって研究がなされ, 本誌第7 巻に検索表が与えられたが,
私も別途に日本産の5 極について1957年に検索表を作製した. どちらの検索表でも, ハギキ
ノコゴミムシ C. subapicatis PuTzEYsには前紋はなく , 他の種類には前救と後紋があると

して, はん紋の数を極を分ける上の一つのきめ手に使用している. ところが, 私の検索表力
発表された直後, 北九州の高倉「表男氏から, 検索表に当らない妙なキノコゴミムシが採集さ
れたと言って,  1 頭の標本の御.l!1送を受け, つづいてl5場金太郎氏の対馬における採集品の
中にも, それと同じものを見出した. 前被・ 後被を持つてはいるが, 調べたところハギキノ
コゴミムシであることがわかった.
最近中條道夫氏から, 同氏の御子息が対馬で採集されたゴミムシを見る機会をいただいた
が, その中に前被のないキノコゴミムシ2 頭 (1 頭は未成熟個体)  を見出した.  調査の結
果, 前紋がないので一見したところ非常に変った感じを受けるが, ヒメキノコゴミムシとは
外形上区別が出来なかった. ここではそれを一応亜極と考えたが, ヒメキノコゴミムシの単
なる異常型ではないかとの疑間も残っているので, さらに将来の材料によって検'、jされねば
ならない.
このような標本を調べるに際しては, 前救の有無だけに頼った検索表では, 役に立たなく
なったので, ここに新たに検索表を作り直した次第である. 本文を書く動機となった費重な
研究材料を, 快くゆだねられた中條道夫 士・ 馬場金太郎博士および高倉「,長男氏に, 厚くお
礼を中し上げる.

日本産のキノコゴミムシの検索表

1.   :t ・ f自には前紋と後被が 
- ・f ・期には後被のみ

2.  : z,簡の先端はとがる ;喆繧ﾌ前被は小さく , 第4 間室上に限定され , 後紋は第2 E  3
室のものと , 第4 ~ 8 間室のものとに明りょうに分離する ; 相第3 間室の孔点は4 個 ;
・;11 は前胸腹板中央に, 軟毛の密生した浅いへこみがある' ) ; 体長7・0 mm内外一ーーー一

1) C. , tadaraの記載を作った時は, この特做を見1落 した. その結果, paratypeを 1 率と指定したが, 1 の 認

であることに気付いたので, ここにf」正する. Coptoderaの種畑は・ 来端般師 核に第2 次性徴がない上に , 前脚對i師
u面の白色粘毛の有無が .めにくい場含があり, 時により建建の区別がっけにくいことがある・

〔昆虫学評論, 第12巻, 第2 号, 45~46頁, 第8 図版, 1961年,  4 月〕
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マダラコキノコゴミムシ C. (Coj)todenna) ehda reductemaculata
(NAKANE et OHKURA, 1956)= C madara HABU, 1957

- 鞘の先端は多少ともまる味を帯びる ; 期相の前紋は発達している
3・ 鞘第3 間室の孔点は2 個 ; 頭部背面・ 前胸背板・ g報には黄銅様の光沢が   ; 
の前紋・ 後紋はおうとつが著しく, 後紋は左右が縫合線で速続する ; 3 は前胸腹板中央に
浅いへこみがあり, 軟毛を密生する ; 体長6.0~7.0

E n t o

なし

る

る ( 後紋は基本型に比べて大きい)  (第2 図B参照)

5・  体長8・2~9・2 mm ; 前胸背板の側方の 平な部分は広く黄かつ
脚は黄かつ色 ( の゚外側は暗色を帯びる)  ;  n棚の後被は細し

色で, 側片も黄かつ色

ヒメキノ コゴ ミムシ C. (CoPtoder二'na) marginata osakana
(NAKANE, 0HKURA et S. UEN0, 1955)

-  体長9・5~10・5 mm; 前胸背板は側 に沿って狭く黄かつ色で, 側片も側緑に沿った部

分が黄かつ色 ; 脚は腿節と, 11 ]節の大部分が暗色  ;  ﾊ相の後被は太
コキノコゴミムシ C. (Coptoderina) jafi,omca BATES, 1883

6・  体長7・0 mm以下 ; 背面には通常多少とも青銅様の光沢がある ; 前胸f f板の側緑は, 後
縁角の前でえぐられる ; 咜鰍ﾌ後紋は左右が速続するが,  時に小さく,  またはイ、めいりょ
うとなる (まれにこん跡的となる) ; 6 は前胸 板中央に軟毛の密生した浅いへこみがあ

ハギキノコゴミムシ C. (CoPtodertna) sl‘bajlicalis PuTzEYs, 1877
- 体長8.0~8.5 mm; 背面には青銅様の光沢はない
ほとんどえぐられない ; n,観の後被は左右連絡しなし

前胸背板の側緑は,  後緑角の前で
(第1 図参照)

- - - - - エサキヒメキノコゴミムシ C. (Coptoderina) esakii esakii (NAKANE, 1956)2)
- 第3 間室の孔点は3 個 ; 背面は黄銅様の光沢を欠くか, または青銅様の光沢がある

4・  体長7・0 mm以下 ; 3 の前胸腹板の中央はややへこみ, 軟毛l洋がある ; 前胸背板の側縁
は, 後縁角の前でえぐられる ; 卲ﾐ前紋は まり明りょうではなく , 後紋は左右が連続

C. (Col)toderina) subapicalis PuTzEYs f m o n a n o v .

-  体長8・o mm以上; ? の前胸 板は♀と同様にへこまず, 軟毛91 もない ; 前胸背板の側
縁は, 前縁角の前でほとんどえぐられない ; :tif棚の前被は明りょうで, 後被は左右連続し

CoPtodera (CoPtodertna) margz',lata ts gshz'ma,za  subs n o v .

Length 8.5 (from apex o f man di ble t o apex of elytron) or 9.4 mm (to a pe x of
abdomen) in holotype, 8.0 mm in paratype (tenera1 individual). Easily distinguishable
f ro m C marginata marginata DupuIs and C marginata osakana (NAKANE, 0HKuRA e t
S. UENo) by elytra withou t pre-basal patch.

Dis tr ibut ion. Tsushima Is., Japan.
Type specimens. Holotype :  1♀, VI「. 18, 1960, Uchiyama, Tsushima Is., Nagasaki

Pref., MIcHITAKA CHuJo leg., deposited i n Professor M. CHuJo 's collec tion. Paratype:
1 , same as holotype (tenera1), in my collection.

2) 川崎 一氏の御1tl・進で, 沖科fi l lの標本一来成熟ではある力・一 を検した : 1 ♀, V I. 12, 1955, Hentona, 0kin・wl
Is., R. KAWASAKI leg

(CoPtoderina) marginata tsushimana subsp n o v.
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牛 の 研 究 ( 7、)

大 林 - 夫

Stud ies of Longicornia. (7)

By KAZU0 OHBAYAsHI

28.   大英博物館に保存されている日本産コブヤハズカミキリ9f-のタイプ

Type-specimens of Japanese Echthistatus-group p reserved in the
British Museum.

日本産のコブヤハズカミキリ辞は1800年代にBATES(1873, 1884) によって3 種, WATER-
HOUSE(1881) によって1 極, 計4 極力i記載され, 近年に至って関 (1944) が1 種, 林(1951 ,
1955, 1957, 1959) が2種, 2亜極,  1型を記械, 追加した. 一方, Parechthistatus BREu-
NING(1942), Mesechthistatus BREuNING(1950) 両属の創設によってこれらは2 属に分けら
れ, しかも両属はそれぞれPhrissominiとMorimopsiniの2 」族に合められている.
日本産のコプヤハズカミキリ辞だけをみていると, 触角柄節先端の cicat r ix の開閉によ
って2 族に分ける処置にはちよつとなじめないが, -世界的に系統発生の研究が簡単に完成で
きるものでない以上, 人為的分類の方法論的処置として一応容認しておくことも止むをえな
いと思っている .
ところで, これらの天牛は後ii31を欠き, 歩行性である点からォサムシ科の Carabusと同
様な分布上の興味を引くものであり, 各産地によって形態的変化が認められるので, 極ある
いは亜極としての限界をどこに求めるかの問題になると, BATES, WATERHOUSEによって
記載された種が如何なる個体を指示するかを解明しておくことがぜひとも必要であることは
論をまたない. しかし多くの個体をみると両氏の記載によって同定することは困難であるた
め, 大英博物館昆虫部のDr. E. B. BRITToN に同 物館に所蔵されているこれら各種のタ

イプの写真撮影を依頼したところ快諾され, 送付をうけることができた.
これらのタイプの写真は勿論いままで発表されたことはないし, 将来このグループの研究

を展開するうえにも貴重な資料となるものであるから, 本誌上で公開するとともに各極につ
いて簡単に説明しておきたい.
なおこれらグループの lower categor ies については林匡夫博士と筆者が共同研究を重ね

ており, 近くその結果を公表する予定である.  ここに写真を送付して下さった D r . E . B .

BRITTON, 文献その他に援助をうけたDr. S. BREuNING, 林匡夫博士, 多くの標本を提供頂
いた天野 次, a良部仁, 市橋前, 三宅義一, 成瀬善一郎, 佐藤正孝, 下山 作, 鳥飼兵治, その

〔昆虫学評論, 第12巻, 第2 号, 47~49頁, 第9 ~10図版, 1961年,  4 月〕
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他の諸氏に厚く感謝の意を表する

Parechthistatus gibber BATES (Pl. 9, fig. 1)
Echthistatt‘s gibber BATES, 1873, Ann. Mag. Nat. Hist., (4) XII, p 308.

Echthistatus gibber十furcifierus (nec BATES), MATSUSHITA, 1933, Journ. Fac. Agr.
Hokk. Imp. Univ., XXXIV, 2, p 317, 318.

Parechthistatus gibber, BREuNING, 1942, Nov. Ent., 3. Suppl fasc 88, p. 131.
Parechth istatus furciferus, HAYAsHI (nee BATES), 1955, Col. 111. Ins. Japan. CoI.,

1. p 55, pl 20, f 225.

原産地はMaiyasan, Kawatchi (序耶山,  河内).  写真で見られるように上 は111部から
後方に向って狭められ,   伯者大山などの標本はよく本極に一致する.   松下の検索表にある

9ibberは原記破から抽出したもののようで, 同博士は本極の同定には furciferus を使用し
ていた. 林の furci ferus として図示したものも本;E重に 当する .
本種は近機西部から中国, 九州北部に分布し, 形態的変化が多く, 九州北部のものはsubsp.

Ion9icorm's HAYAsHI として区別されているが, なお産地により多少の変化が認められる.
最近, :者は対島産の本極を検し, 別l服極と認めたので別項で,i己,1 gする

Parechthistatus grossus BATES (Pl. 9, fig. 2)

Echthistatus grossus BATES, 1884, Journ. Linn. Soc. Lend. Zool., XVIII, p 237.
Echthistatus grossus, MATSUSHITA, 1933, Journ. Fac. Agr. Hokk. Imp. Univ., XXXIV,

2, p 317.
Parechthistatus grossus, BREuNING, 1942, Nov. Ent., 3. Suppl fasc 88, p. 132.
原産地はYuyama (熊本 !1、1山). jL州産の標本は大体この写真に一致するが,  四国や本

州南llに沿って分・布するものは各地で形態的差異がみられる.

Mesechthistatus binodosus WATERHOUSE (Pl. 10, fig. 3)
Echthistatus binodosus WATERHOUSE, 1881, Trans. Ent. Soc. Lend., p 431.
Echthistatus binodosus, BATES, 1884, Journ. Linn. Soc. Lend. Zoo1., XVm, p 237.
Echthistatus binodosus, MATSUSHITA, 1933,  Journ. Fac. Agr. Hokk. Imp.  Univ.,

XXXIV, 2, p 317.
Mesechthistatus binodosus, BREuNING, 1950, Longic., 1. p 222.
Mesecht hist at us binodosus, HAYAsHI, 1955, Col. 111. Ins. Japan, Col. I, p 55, pl 20,

f 223.

原産地は Tokei となっているがそのような地名はなく ,  恐らく Tokio (東京) の誤りと

思っている. 関東地方から青森にかけて分布する型がこの写真によく一致する. 林の分布図

(1955, p 76, f 2) のNo. Iに該当し, いわゆる fossa magna以東の本州を分布圈として
いる. 本種を台湾から鹿野 (1928, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XVm, p. 121) 力i宜
l前, 松下 (1933) が台北, .t兩「]1社を産地として記録している. M_者はそれらの標本を検して
いないが, 分al型からみても別 ではないかと考えている.
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、日本のこがねむし (VII)
中 根 猛 彦

京都府立大学 生物学数室

On the Scarabaeidae of Japan (VI i)

TAKEHIK0 NAKANE
Biological Laboratory, Kyoto Prefectural University

Genus APhodius ILLIGER (cont ) まく' そこがオa属 (つづき)

(Subgenus Bodilus MULsANT) 、

1.  頭胸背の光沢は鈍く , 上 も全面光沢がなく , 細い条刻のみが光沢を有する. 膚部には

小歯がある. 後of・l節第1 節は後11整節上端棟・ 続く 3 節とほぼ同長. 体はやや平たく, やや

両側は円みをおびる. 黄褐色で, 頭頂部・ 前胸背面・ 上 会合部は]暗福~赤褐色. 頭は細

かい点刻を装い, 平たい 起を具え, 前頭界線はl店色で瘤起を具えず, 頭構前縁は位かに

'野入し, 類は甚だ弱く実出するのみ. 前胸は小点刻を浅くかなり密に装い, 組点刻を混え,
後角は鈍く円まり, - では上 より幅狭い. 小幅板は細かく点刻される. 上 は条刻内の

点刻は甚だ小さく , 間室は微細な L状で点刻を欠く. 5 ~ 6 mm. 北海適・ 本州・ 四国・

九州 ; 朝鮮・ 支那. Tierreich 45, Aphod., 1922, p 303. (Syn. obsoletus WATERHOUSE,

Trans. Ent. Soc. Lend., 1875, p 88.) -ーキバネマグソコガネ1angmdulus AD. SCHMIDT
- l」'面は光沢があり, 上 は 端部のみ光沢がない. In部には小歯はない. 後肢第1財節
は11 上゚端棘より長く,  続く3  節よりやや短い.  体はかなり凸隆し,  両側はほぼ平行する
黄褐色, 頭胸背は黒褐~暗赤褐色で縁部が淡色, 上113a は各通常 部と中央後に暗色被を有

し, 和こ被は拡大して縦条紋をつくる. 頭は密でなく小点刻を装い, 中央に縦長の瘤起が

あり , ではその後端に強い横広の中央実起があり, 後頭は光沢を欠き, やや圧下される.
前胸背は細かい点刻を1 ・ zし では上 と同幅で側緑は円まり, 両側に粗点刻を に般

布し, ♀ではより幅狭く , 前方へ狭まり, l ti部は不整に組点刻を装い中央部でも散布され
る . 上 は点刻を合む明かな条刻を具え, 間室は軽く凸隆するが, 端部では平j1で光沢
が鈍くなり, 細点刻を敞布する. 第1 後附節は11整節上端練より長く, 続く 3 節よりやや短
い. 5 ~ 7 mm. Syst. Ent., 1775, p. 16 -ーョツポシマグソコガネ sordidus (FABRIclus)

a
b

上 は黄褐色でn言一色紋を有しない
各上 は 部と申央後に褐色救を具える.  日本 ; ドイツ

c.  前胸背の前後両縁は淡色でなくn言一色

t ypica

ab quadripunctatus (PANZER)
1imbatelius MULsANT

〔昆虫学評論, 第12巻, 第2 号, 50~63真, 1961年,  4 月〕
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b bi jlmetatel ius MULsANT
各上 は基部背面の紋とIll部から後方へやや斜内方にのびるn言色帯被を有する・ 日本;

ッカ・東シベリャ. Bull. Soc. Nat. Moscou, XVIII, 2, 1845, p. 365

m'gromaculatus AD. SCHMIDT' )

t
)

a
,-

  
i

り

(Subgenus Agolmms AD. SCHMIDT)
黒~lt.褐色, 褐色の時は頭胸二i i面はnl、-色, 緑部特に胸1'i前角は広く淡色. 体はかなり凸降
し光沢があり弱い徴細印刻をflえる. 頭は細かく点刻され, 前縁は弱く?入して両側は上反
し鈍く角ばり, 頭構中央はやや横に隆まりやや皺状, 前頭には3 起があるが では中央の

が前方へのび, 両側のは機長, 類は鈍く円まりln1降する. 前胸背は上期基部とほぼ同幅( 
かより幅広( 6 ) , 小点刻とやや組な点刻を混えてやや密に装い, 両側では粗い点刻が多くな

りやや密, 両側は後半ほぼ平行, 前方は,睡く弧状に狭まり, 後角は鈍く円まり, 側・ 基部は
細く縁取られる. 小糖板は三角, 基部3 間室の幅があり, 基方はやや圧せられ, 少数の弱い
小点刻を具え, 中央がやや縦に隆まる . 上期は に微かな鈍歯をもっか角ばり, 後方へ少し

く拡がり, 細く条刻され, 条内の点刻は小さく, 間室は位かに凸隆し小点刻を散布する・
-前a更節端棘先端は外方へ曲り, 中 節下端棘は短くて先が鈍く, やや鉤状に的るが不明1餘.
第1 後附節は脛節上端 よりやや長く, 続く3 節の和に近い. 5.3~ 6 mm・ 本州 ; カムチャ

:ニセマキバマグソコガネ aleutusursimis MoTscHULSKY2)
(Subgenus Agril inus MULsANT)

1.  背面は多少とも光沢が鈍く , 強い微細印刻を目・える. 上ｽ翻間室は明かに降まり,  通常楼
状をなし, 細点刻を装い, 各縁部は通常多少平圧され, しばしば条刻に沿い細い縁取りを

つくる. 時に頭は前方に の隆条を目.える. 黒~n言一褐色, 頭縁・ 胸背前角・ 部又は上

基部は赤みがあり, 時に上 は赤褐色となり黒斑を有し, に体全部が赤褐となる . 頭は

強く点刻され, 後方では点刻はやや粗く, 前頭界線上の3 視Nは特に では中央のが強く ,
では微弱, 前縁は'時入の両側で鈍く角ばり, 類は小さく僅かに凸出する. 前胸背はやや

密に強く点刻され, 両側では終だ密, 別に細点刻を散布し, 側部は後方直線状, 前方は円

まって狭まり, 後角は鈍く円まる. 小相板は三角, 基部に少数の浅い点刻を具える. 各上

は徴小な1 ﾊ歯をもち,  明かに条刻され条内点刻は小さく,  間室は細点刻を装う.  第1  後
附節は 節上端械より長く , 続く 3 節の和よりやや短い. 3~4 mm. 本州・九州. Kontyu,
XIX, 2, 1951, p 41 - - - - - - ヒメスジマグソコガネhasegaωal NOMURA et NAKANE
a.  黒色, 頭緑・ 胸背前角・1 @降起・  期端は多少赤みをおびる.  上 間室の縁部は明かに

圧平され, 細くやや競状に波曲する降線によって縁取られ, 背部では間室降条は前方で

明かに細まる. 頭幅には通常弱い横の隆線を具える. 4 mm. 木州一ーーー一 f typica

R )
T

a
N

1)  厳密には基部 (第4 ・ 5 1111室) の睛色救と第6 同室 部より中央後までの般条紋があり ,  後者は前方では・tif緑ま
で, 後方では内方へ第5 ・4 ・3 fifi室まで拡がる. しかし, これはど拡がらないものもあり, trしる都t条絞を形成すること
に if点をおいた方が適当である.

2 )  本州期:t一般特長がむしろ原械 aleutusに似ているよ )である力' , 分布からみて上記亜報名を仮にあてておく.
成は別 力、 も知れないが・ 標本の比 なしでは判定できない.
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b.  黒色, 上 は全く赤褐色. 他t i全く原型と等しい. 本州 (中部)

~ 4 mm. 木州 (中部以南

a b akahane NAKANE

c.  全体赤褐色, 黒色救を有しない. 上期間室は原型に似た状態を示す. 頭構は中央に前

頭よりの弱い縦の降起があり前端に徴かな横降条を認めうる.   3 mm. 九州

ubsp aka N AKANE

d.  黒色, 頭縁・胸背両側・上' ﾊは赤褐色,  上 は通常黒条斑を具え, 斑被は第5 間室では

基部と中央後にあり ,  第6 ・7 間室では 部後方より中央後までのび時に第8 間室の;日
部外側に及び, 第4 間室でも同程度の長さ・位置, 第3 ・2 間室では第4 間室紋に接して
あり前縁が斜に後退し, 通常中央でやや広く中断する. 上 間室は縁部があまり圧せら

れず, 縁取りも甚だ細く弱く, i f部では間室降条は前方でも殆'ど狭まらない. 頭構は前
頭中央の 起より前方が縦に隆まりやや拡がって終るが, 通常横隆線とならない・ 3・5

ubsp m ada r a N AKANE

l f面は光沢があり, 時に翻端のみ光沢をかく. 上 間室はほぼ平:lf1か位かに凸隆し, 単

2.  頭幅は弧状の程造隆条を具える. 体は黒色で比較的太短く, 強く凸隆する. 頭は細かく点
刻され, 前頭に明かな3 瘤起を具え, 中央のは強く, 前縁は徴かに 入し両側は円まり ,
横降条の前方はやや競状で点刻は時に少しく顆粒状, 類は軽く? 出する. 前胸1、iは大小2
通りの点刻を常でなく装うが, 側方ではやや密, 両側は中央から前方へ円みをおびて狭ま
る. 小福板は三角, 基方のみ点刻を直來布し微細印刻を具える. 上翔は両側ほぼ平行か僅か

に後方へ拡がり, 明かに条刻され, 間室は軽く隆まるかほぼ平滑, 細点刻を散布し, しば
しば不規則に程｢の小観を有する.  第1  後開節はlit '節上端軸より長く,  続く3  節の和と同長・
4~6mm. 北海道・ 本州・ 四国・ 九州; 朝解. Trans. Ent. Soc. Lend., 1875, P 83.

(Syn. ?oυalls WATERHOUSE, 1. c. p 89 ; ? broυiuscuh‘s MoTscHULsKY, Bull. SOC・ Nat・
Mosc., XXXIX, 1, 1866, p. 170) - -ーヌバタママグソコガネ 'ugerrimus WATERHOUSE

- 頭福-には弧状の程o降条がない.  多くは, l f面の一部が多少とも赤みをおびる一ーー一…
3.  頭構には明かな3 推f起を具え, 両側のはやや弱く横位. 上 端は光沢を欠き, 後胸中央

部は小点刻を1 ・ zする.  黒 ~黒褐色,  頭緑部・  胸 i' f側縁は赤褐色,  上翻は黒褐 ~暗褐色で
両側がやや淡色か, 時には会合部を残し殆・ ど赤褐色となり, 前体部も褐色となることもあ
る . l f面は 降. し, 光沢があり, 両側ほぼ平行する・ 頭は小点刻をやや密に装い, 前方には

しばしば弱い縦数状があり, 前緑はほぼ切断状で微かに 入し, 類は弱く凸出する・ 前

l fはやや密に細点刻を 布し, 間に粗点刻を不整に混え, 両側は弧状に円まり, 後角は円

く, 後縁は細く縁取られる. 小概板は三角, 微細印刻を具え, 細点刻をif東に散布する・ 上
期は明かに条様l  され,  条内の点刻は僅かに間室縁をf・1-  し,  問室は平たく,  弱い徴細印刻が
認められ細点刻を散布する. 微細印刻は' ﾘ端部で強く般肌状.  第1  後開節は用望節上端棘よ
り長く, 続く2 節とほぼ同長かやや長い. 3.5~5 mm. 北海道・本州・四国・九州' トカラ諸
島宝島; 千f:'1. Trans. Ent. Soc. Lend.,1875, p 84. (Syn etorofuensisKoNo, Ins. Matsum.,
xI I, 1, 1937, p 7 ; marMm‘s NoMuRA et NAKANE, Kontyu, XIX, 2, 1951, p 42)
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ェゾマグソコガネ uni ter'ms WATERHOUSE3)
-  前頭には瘤起を有せず, 前頭界線の中央・ 両側が弱く隆まるのみである一 - - - - - 4

4.  後胸板はl日・ らか, 側部のみ点刻を具える. 上期端は光沢をかく. 前胸両側は円まる・ 第
1 後附節はﾆ_節上端軸と同長,  続く2  節の和より位かに長い.  上 は黒褐色で 部と鐵端

は赤みがある. 体は黒色で光沢があり, 前胸i'f両側は赤みをおびる. 頭は強くやや密に点
刻され, 前頭界繰は中央と両側で弱く隆まり, 前緑はi睡く'時入し両側は円まり, 類は「IJく
凸出する. 前胸l fは大小の点刻を装い, 中央ではやや , 両側では密, 後角は鈍く, 基部

は縁取られる. 小糖板は三角形で長くなく, 細点刻を散布する. 上Illaは明かに条刻され,
条内の点刻は縁をf・ｳず,  間室は位かに隆まり,  細点刻を散布する.  4  mm・  本州 (早池

ハャチネマグソコガネ hayachinensis NoMURA et NAKANE
- 後胸板中央は小点刻を装い, 両側は点刻と毛を装う. 上 端は光沢がある・ 前胸両側は
後半直線状, 前方は円まり狭まり, 鈍い後角の前と後で微かに波曲する・ 第1 後開節は
節上端軸より長く, 続く2 節の和よりも長い. 黑色で光沢があり, 頭胸1.f縁部と上 端は

多少とも赤みがあり, 時にIn部・ 会合部・ 咊[,  又は上Illa全面が赤褐となる・  体は少しく
後方へ拡がり, .目隆まる. 頭はやや強く点刻され, 中央が少しく隆まり, 前頭界線は細い
が明かで中央・ 両側で徴かに降まり,前縁は位かに 入し両側は鈍く円まり, 類は円まり,
少しく凸出する. 前胸ll-fは大小の点刻を両側では密に, 中央ではあまり密でなく装い, 側
・ 後緑は細いが明かに縁取られる. 小.願板は三角, 微細印刻を具え, 細点刻を散布する・
上\翻は明かに条刻され,  条内の点刻はやや強く,  間室は平たく細点刻をf'東布する・  4  ~
mm. 本州・ 対. d.  Kontyu,  XIX ,2,  1951,  p4

マキバマグソコガネ pratensis NoMURA et NAKANE

(Subgenus Liothorax MoTsCHULSKY)
赤褐色, 後頭・ 前胸:i、i前縁は黒褐色, 上期は黄掲色で会合緑はn言'色, 体は軽く凸隆し, 両

側平行し, 光沢がある. 頭は細点刻をやや常に装い後頭では点刻はやや組になり, 中央は少
しく降まり, 前頭界線は-9- では凹み, 6 では不明lift,徴かな3 小癌起を具え, 中央のは機長,
両側のはn音色, 頭楯前緑は僅かに特入し両側は円まり, 類は だ小さい. 前胸背は細かい点

刻とやや組い点刻を装い, 中央ではやや球, 両側は少しく円みがあり, 後角は鈍く円まる.
小構板は基部両側が平行, 基方は細点刻を装う. 上 は細く条刻され, 条内の点刻はl連かに
間室縁をイ,1・ し, 間室は平;lf1で微細点刻を散布し, 期端部ではやや強く密となる. 後肢第1 附
節はll,1節上端械より長く,続く3 節の和より短い. 後胸板は中央小点刻を装い正中構は四む.
3 ~3.5 mm. 本州・隠岐 ; 沖繩・朝鮮・満州. Mushi, XVI, 1942, P・ 116

ヒメキイロマグソコガネ inouei NoMuRA

3)  震?t支ilf の個体は比較的小形なものが多いが, 変化があり,  北海道産でもかなり小形のものがあるので政て区別し
ない. 体色によって型を区別するのは移行型があってlll?しいが原型 ( '1'体赤 色)  から9,言化型を区別するならば河野の
名が生きる.
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(Subgenus Calamostermis MoTscHuLsKY)

1.  上翅は褐色をおびた赤色, 111面中央に長三角形のn音色大紋があり, 基部では第4 条刻辺

まで拡がり. 翅端では会合間室のみ黒いが, 時には更に広く黒色となる. 黒色で, 頭の前

系\  ・  前胸両側は赤みをおびる.  頭は点刻されるが,  前縁部では微かで,  前頭には3  紹起が
あり , 頭糖前縁は 入し両側は円まり, 類は凸出し鈍く角ばる. 前胸i fはやや密に強く点
刻され, 両側は弱く円みをおび に長毛を列生し, 後角は鈍く円まる. 小幅板は細く, 少

数点刻を散布する . 上 は軽く条刻され, 条内の点刻は弱く , 間室縁を優さず, 間室は平坦

で微細点刻を般布する. 第1 後 節はll v節上端軸より微かに長く,  続く2  節と同長.  3・
~ 5 mm. 北海道・ 木州・ 四国 ・ 九州・ トカラ1新島 ; 台湾・朝鮮. Trans. Ent. Soc. Lend・,
1875, p オビマグソコガネ uniplagiatus WATERHOUSE‘)

- 上期は黄褐で会合間室 i多少ともn言一色, 多くは側部を残しl f部に判然としないn書褐斑を
第3 ~7 間室にわたって具え, 時に第2 間室にも及ぶが, 外方の間室よりやや淡色. 黄褐
色, 頭・ 前 l f板面と両側 rl:1央の小救・ 小簡板は多少とも暗色. 頭は後方細かく前方やや

強く点刻され, やや皺状, 前頭は3 ｳ留起を具え,  頭構前縁は 入し両側は「1」まり, 類は位

かに凸出する. 前胸11は細点刻を散布し, やや組い点刻を に装い, 中央で円まって拡が

り, 後角は鈍い. 小幅板は細く , 縦にl!llむ. 上 は明かな条刻を具え, 第1 条は深く刻ま

れ, 条内の点刻は小さく, 間室は平上nで細点刻を敝布する. 第1 後 節は 節上端棘・ 続

く 2 節と同長. 3.5~ 5 mm. 北海道・ 本州・ 四国・ 九州 ; 朝鮮・ 文那・ 台湾・ オホーツク・
Schrenck's Reisen Amurlande, II, 2, 1860, p. 132. (Syn. pamdicinctus WATERHOUSE,
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Trans. Ent. Soc. Lend., 1875, p
ウスイロマグソコガネ s l‘bli mbat us M oTsc HULsKY

Genus Oxyomus STEPHENS まるまぐそこがね属

前にも注意 したようにここに合められている 1 邦産fli tは真の 0xyomus ではなさそうで,
むしろ次の属のものと思われる .
黒褐色で, 光沢は鈍い. 頭は数状に大小の点刻を装い, 前頭界線は明かで両側がやや降ま

り, 頭,lfi前縁は広く徴かに 入し, その両側には小fSi起があり, rl:1央は微かに降まり, 類は鈍
く凸出する. 前胸i'fは組く被状に点刻され, 明かな縦満を正中部に有し, 両側は円みがありS)
後角も円まる. 小幅板は小さく, 三角. 上 は1 ・狽ﾉ小歯を目 .え,  後方へ拡がり,  8  条の緩
破起を目:.え, 第2 ・ 3 ・ 4 条が最も明かで第2 条は会合部に似る. 降起の間室は明かでない

が2 条の短い縦降からなる. 後H上゚端棘は第1  後附節とほぼ '事長,  後者は続く3  節の長さ
に近い. 4.3 mm. 九州. Ann. Mag. Nat Hist., 6, XVI, 1895, p. 383

マルマグソコガネ jugos“s LEWIS

4 )  本 に広 く商し , 分布が大1りl に及_、;にの が大 から1已録されていないのはおかしい.  或l;t A.  ( A9r i ti':“S)
sellat us MANNERHE IM と同じかも知れない.

5 )  朝比索正::二郎 士力:.t t1l された際に, お願いして本械の type をみていただいたところによると , 本種の前●'
線は0tく鋼?をなしているようで-t る.  この点は次属にみられる特「・である. t? く調t iの労をとられた同氏に対し属'
の意を表する.
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Genus Mozar tius NoMuRA et NAKANE だるままぐそこがね属

本属は次の1 種に対してつく られたものである.
赤褐~濃褐色で上理1は光沢がある. 円みのある長形, 凸隆する. 頭は半円形であるが, 前

方は 入し, 小点刻をf来布し, 中央は軽く降まり, 前頭界線は明か, 前方に弧状の程造一降線が

ありその前方中央は 入緑まで圧下され, 類は鈍く凸出する. 前胸lf面は粗造で, やや浅い

が組大な点刻を装い, 正中部には幅広い縦ISIを具え, 両側中央に斜の浅い四みを具え, 側・

後縁は鈍く鋸状を呈し, その刻みは後角を中心として前・ 内方へ弱まる. 小構板は小さく細

い三角で平滑. 上 は後方に拡がり, 部に小 を具え, 細い条刻を具え, 間室は隆起して

小点刻を疎に般布し, 奇数間室はやや隆起度が強く, 第3 間室は基方で強く隆まり, 会合間

室も強く隆まる . 第1 後開節は 節上端棘と同 であり, 続く 3 節とほぼ等しい. 4.5 mm.
本州. Kontyu, XIX, 2, 1951, p

ダルママグソコガネ testaceus NoMURA et NAKANE6)

Tribe Eupariini つつまぐそこがね族

1.  前l 攝ぱ先端が直角に切断状で,  歯実起を具え,  外縁は多くの小歯と1  ~2  のやや大き
ふとつつまく'そこがね属 Dialytes

-  前 節の先端縁は斜になっており歯実起を具えなし

2.  体は軽く凸隆し, は前胸とほぼ同幅, 上 は基部が縁取られない. 中・ 後胆節は先端

縁にしばしば歯実起を具える. 開・節は通常短く , 第1 節は続く 2 節と同長で和このみより

長い. 中胸板は後胸と同平面にあるか少しく圧される一一つつまぐそこがね属SaProsites
- 体はより強く凸隆し, 頭は多くは前胸より幅狭く , 上期基部はしばしば縁取られる. 開

節は長めで, 第1 節はしばしば残りの節と同長. 中胸板は常に後胸板より深く位置する…

せっつま ぐそこがね属 Ataem'“s

第1 の属は別として, 他の2 属は識別がやや難しい. したがって最後の属では同属内でも

かなり異質的なものが合まれるように思われる .

Genus SaProsites REDTENBAcHER つつまく' そこがね属

1.  ll '胸板は中央に前端が2 又した縦稜起を有し, 前端分枝間は四む. 前 後角の前部は多

少ともlilt入し, 後も位かに特入するか直線状, 後角附近の縁は11;1く鈍鋸状であるが, 彎入
前には通常及ばない.  前胸背は前角内方の凹みの他には通常四みがない.  黒色,  時に赤

褐. 体は長く , 両側平行し, やや円同形, 光沢がある. 頭は細かく密に点刻され, 中央へ

凸降. し, 後縁のみ組く点刻され, 頭構は弱く和t入する. 前胸は粗点刻を装い, 点刻は前部

ではやや小さく両側ではやや密となり, 間室は甚だ細かい点刻を散布するが平沿, 後縁は

縁取られる. 小幅板は小さく細い三角, 位かに隆まり, 平滑. 上 は深い条刻を具え, 条

内の点刻は大きくて明かに軽く降まった間室をfﾊ・す.  後 節上端棘は第1 後開節と少なく

ll■a
惠

6 )  本;翻の1 頭を無沢良彦・ 野村額西氏の御好意で検しえたが, 形態的に前補 (0. ' ugosus) に接だ近似し, 頭の横
降線の「f在と点刻の相ﾙ、を除けば,  ほぼ一致する.  したがって,  西和 : t近線の別械 ~同一種の亜種で る可能性が大
い・



5 6

Proc. Acad. Philad., II, 1844, p. 137. (Syn. chi lensts SoLIER)

も同長. 3.5~ 4 mm. 本州・ 四国・ 九州・ トカラ諸島・ 美大島 ; 台湾・ トンキン. Trans.
Ent. Soc. Lend., 1875, p 93 - - - -ークロツツマグソコガネ japom'ct‘s WATERHouSE

- 中胸板は中央に細長い三角又はV字形の隆起を有し, その中央に凹みを有する. 前胸後
角の前部はしばしば弱く彎入するが, 後部は少しく円まって後縁に速なり, 縁は明かに鈍
鋸状を呈し,  両側中央に及ぶ.  前胸背は正中部後方に粗点刻列を含む浅い縦の四条があ
り, 両側中央にはやや斜の広いが浅い四みを具える. 、 Z赤褐色,  時に黒褐色.  前極に似る
が, 体はより幅狭く, 小さい. 頭は小点刻を密に具え, 中央へ凸隆し, 後縁部のみやや強
く点刻される. 前胸背は組点刻を装い, 点刻は両側と凹みでは密となり, 前方では細かく
なり,  間室には微細点刻を散布し,  後縁は縁取られる.  上翔の条刻は幅がほぼ間室に近

く , 条内の点刻はその縁を侵し, 間室は軽く隆まる. 後 節上端棘は第1 後開節と同長か

位かに長い. 2.5~3mm. 本州・奄美大島.  Ann. Mag. Nat. Hist., 6, XVI, 1895, p. 382
ヒメ ッ ッマグソコ ガネ narae LEWIS

Ge n us A t aem us HAROLD にせつつまぐそこがね属

この属は戦前には本邦から記録がなかったが, 戦後1 種が記録され, 別の1 種が沖繩から

えられている. 2 種とも中・ 後1]11節端に余分の棘がない.
1.  体は小さく (2.8~3.5 mm) 細形で, 軽く凸隆する. 前胸二i iは後角後方の凹みの他に,
両側中央に横長の四陥, 正中部後方に縦ll「iを具える. 上111間室は校状に隆起する. 黒~黒
褐色, 時に赤褐色, 光沢がある. 1111は縦に流合する小点刻をかなり密に装い,  中央へ降
起し,  ここでは点刻が更に細かく,  後緑に沿い正常に点刻される.  頭構前縁は軽く彎入
し, 中央の前縁に沿い円い小四陥を目、える. 前胸背はかなり密に強く点刻され, 点刻は両

側では密となり, 前方ではやや小さく両側の中央は円く降起する. 両側・ 円まった後角・

後縁は縁取られる. 上期は長く平行, 前胸より幅狭く , 部に小歯を具え, 条刻は深く ,
間室は縁部に点刻を具える. 後腿節後系nに沿う i, ｢線は短く , 第1 後開節はll」 'l節上端棘よ
長く , 続く 3 節とほぼ同長である. 本州(関東) ; 北米・中米・南米・キューバ・アフリカ等.

コツツマグソコガネ gracilis (MELsHEIMER)7)
- 体は大きく (4.5 mm) , 太く, かなり強く凸降する. 前胸二11は後角後方の四みの他には
殆ど凹みがない. 上 間室はごく?か降起し, 後方でのみ明かに降まる. 黒色, 頭縁・ 前
胸前縁と下面・ 肢は赤褐色を是し, :Ir部はかなり光沢がある. 頭は中央へ凸隆し, 後緑の

み明かな小点刻を有するが, その前方大部分は徴細な点刻を装う. 頭構は前方中央が強く

傾斜し 入, 縁に沿い構状に四み, 両側は円まる. 前胸は強く凸隆し, 全面に徴細点刻を

散布し, 強い点刻を装うが, 中央部ではやや で小さく , 前縁附近・小f活板前方・側部中央
の隆起部では点刻されず, 側縁・ 鈍く円まった後角・ 後緑は満状に縁取られる. 小構板は

幅狭い三角で基部両側は少しく平行し, 平滑で後端がやや圧せられる. 上翔は前胸より狭

くな く ,  基部が縁取られ, 部にだ鈍い小歯が り,   細い条刻には常に強い点刻を

7)  本種の同定については 0. L. CARTWRIGHT 氏から投助をうけた. 記して感alの意を表する. 本和;t明かにa
後移入されたものと患 れ, 分布も Z'  どIl l界中に拡がっているらしい・
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3節よりやや長い. 沖細1. Ent. Rev. Japan, XII, 1, 1960, p. 5
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節は先端へ三角に拡がる
- 前胸背は縁部に刺毛を有せず, 正中部の縦ISIの他には両側に横の凹みを有するのみであ
る. 後腿節は通常中腿節より著しく太くなく , 後 節上端棘は比較的細く , 後開一節の基部

の節の拡がりは著しくない

え, 間室縁を侵し, 間室は後方で狭まり, 微かな横位の徴細印刻と に甚だ徴細な点刻を
具える・ 前腿節後縁に沿う横線はほぼ完全, 第1 後冝Af節はll整節上端棘とほぼ同長で,  続く

オッ ッマグ ソコガネ okinaωe'Isis NAKANE

Genus Dialytes HAROLD ふとつつまぐそこがね属

黒色, 体は太めでかなり強く凸隆し, 前胸11を除き光沢が鈍い. 1111は大きくて前胸より殆
ど狭くなく, 中央へ隆まり, 後縁に沿い2 ~3 列のやや粗い点刻を具えるが, その前方は急
に細かい点刻に変り, 点刻は前部では更に細かい. 頭構前方は強く傾斜し, 彎入に沿い横に
四み, 両側は円まり, 類はやや大きく鈍く角ばって凸出する. 前胸背は後半がかなり粗く強
く点刻され, 前半の点刻はやや小さく, 両側中央には少し斜に外方へのびる凹みを具え, 側
部はやや凸出し切断状の前角までほぼ平行し, 後方は位かに狭まり, 後角は広く切断状で僅か
に 入し, 基部・ 側部大半と共に明かに縁取られる. 小術板は小さく細長い. 上翔は明かな
111歯を持ち, 細く条刻され, 条内点刻はやや大きく間室縁を優し, 間室は僅かに隆まり, 後
方と両側ではやや強めに隆起し, やや虹様の光沢がある. 第1 後 節は脛節上端棘より長く

なく , 続く 2節の和とほぼ同長. 4 ~4.5 mm.  日本・奄美大島8).  Soc. Ent., xxIv, 1909,
p フ トッッマグソコガネ tot'eatus AD. SCHMIDT9)

Tribe Psammodiini けしまく' そこがね族

木族の和ま本邦から6 種知られており, 4 属に分たれている. しかしそれらの識別には問
題があるので, ここには多少改変して扱った.
1・  後附節は後 節より明かに短く, 第1 ~ 2 節は先端へ向い三角に拡がり, 脛節の上端棘

は附節の基方2 節の和に近い長さか又は更に長い. 上期間室は時に平たい耀起を具える…

-  後開節は後 節の長さに近く, 常に細くて基部の節は先端に向い三角に拡がらない. 月

節上端棘は第1 後fft節にほぼ等長か位かに長い. 上翔間室は瘤起~顆粒を具える一 - - 3
2・  前胸背は側・ 後緑に刺毛を列生し, 正中部の縦満の他に横隆起と横、溝を具える. 後腿節
は通常中腿節よりはるかに太く , 後 節上端棘は太くてしばしば拡がり, 後 節の基方の

しま く' そこがね属 Psammodius

おけしま ぐそこがね属 Diastictus
3・  上 は背面に刺毛を具える一ーーー一ひめけしまぐそこがねむし属 Trichiorhyssemus
-  上'?は背面に刺毛を具えない一ーーーーーーーー一 こけしまぐそこがね属Rhyssemus

Genus Psammodius FALLleN けしまぐそこがね属

この属はふつうPsammobiusと綴られるがCARTWRIGHT (1955) によると上記のようにな

8 ) 前に I ). canescens BAL THASAR としたが,   Ill調査した始果むしろ上記種と考えた方がよいと思われる
ca';esce lsはトンキン産で, 台湾産のものI tこれに近い.

9 )   この の題部の点刻は SCHMIDT によると接だ小さいというが, : f美麻ではかなり強い.
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る. 尤も欧州の学者は下の名を用いることが多い. 日本からは4 種が記録されているが, 内

1 種はAe9ialiinae へ移すべきであるし,  他の1 極はここでは一,t,次の属に移すことにす
る.
1・  上 の条tiffは太くなく,  小さい点刻を含み,  間室は軽く凸降して平滑,  条刻より幅広
い. 体は後方へ拡がった長めの卵形, 暗褐~赤;ll島色で光沢があり, かなり凸隆する. 頭は
明かな顆粒を装い, 後縁部中央から各側の斜外方へ走る2 条の斜の沿かな71凬が り , 間
隆起条を挾む. 頭糖は前方が狭く三角に切れ込み両側は鈍く円まる. 前胸背は5 条の細い
横隆線があり, 後方の2 条は正中部の縦11 ~で中断され,  横隆の間は浅く点刻された横 で

界され, 側部中央の降起は滑らか, 後角は円く , 側・ 後縁と共に細く緑取られ且細くて先

の太い刺毛を列生する.  側緑は前方に鈍い刻目がある.  小構板はやや大きく三角形で平
滑, 前方はやや傾く . 上翔は明かに条刻され, その点刻は僅かに間室縁をイ・1・す. 後腿節は

強く太まり, 用 ｮ節は強く先端で拡がり,  先端縁の幅は 仡節の長さに近く , 上端軸は少し
幅広で, 円みをおび切断状の先端までほぼ同幅で, 後附節の第1 ~4 節は三角に拡がるが
短い. 2.2~3mm. 北海道・本州・四国・九州. Trans. Ent. Soc. Lend., 1875, p 94 - - -

マルケシマグソコガネ conυoxus WATERHoUSE

-  上期の条満は太く, 浅いが甚だ大きい点刻を合み, 間室は校状に隆起し, 条iltiよりやや
幅が狭く, 隆条の側縁部は条満の点刻にイ・1・ される. 黒~黒褐色で頭の前方は赤褐色, 光沢
は鈍く , 体は後方へ拡がるが, 前;顧よりやや短い. lit iは類粒を装い数状で, 後縁中央の各

側に斜の横隆線があり, その前後は平たい凹条をなす. 頭構前縁はi睡く ﾎ入する.  前胸背
は5 条の細い程造隆線を「1え, これらは正rlコ部で縦満により中断され, 降線間は横tiffで界さ
れる. 後角は円まり, 側・ 後縁と共に緑力i鈍鋸状を「: し, :;uだ細く緑取られ, やや短く先太

の期毛を列生する. 小簡板は小さく細い三角形. 各上 の隆起した間室は9 条'o) (会合間
室を含む), 最外側の間室は前和lと同じく平:HI.  後腿節は太いが,  中腿節より ﾒ:  しくは太
まらず, 後脛節先端と後附節の拡がりもあまり?子しくなく , 照節上端 は少しく太く先端
まであまり細まらず, 先は鈍く尖る. 2 ~2.5 mm. 北海適・ 本州・ 九州'1) Ann. Mag.
Nat. Hist., 6, XVI, 1895, p. 384 アイヌケシマグソコガネ ainu LEWIS

Genus Diastictus MuLsANT'2) おおけしまぐそこがオa属
この属のものは邦産では1 を合む. この和ま従来前属に入れられていたが, TEsAit はこ
れを本属の新極として記ll  した
黒~黒褐色で光沢力iある. 体は長めで後方に少しく拡がる. 頭は明かな類粒を密に装い,
前頭界線は[!;1]み, 細い横隆線で後方を限られ, ;頭標l前方中央は狭く'野入し, その両側は鈍く
円まり, 後縁部は点刻を欠き, 横隆の後縁に沿い横満がある. 前胸ifはやや で不整に強い

点刻を装い, 正中部には浅くて時には点刻列で示される縦、t1通を具え, 両側の前方と中央に横
の凹みを有し, 前のものは深く側方後角後方へのびるが, 後のは徴かで短い. 側・ 後緑と鈍い

10)
11)
12)

LEW IS は会合線と例線を含み9 条だと しているが,  も しii?実なら私の手許の標本は別種の可能性がある
新記録. 1 ex., Kagoshima, 23. V. 1953, S. MIYAMOT0 leg. こけの申からえられた.
BAGUENAによるとこの属名は Platytomt‘s MULSANTに先取される (page priorit y).
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後角は縁取られるが, 刺毛は有しない. 小糖板は細い三角で平滑. 上 は肩部が円まり, 明

かな条刻を具え, 条内の点刻は弱く間室を侵し, 間室は弱く隆まり, 沿沢である・ 体下も滑
沢. 後腿節は中腿節よりはるかに幅広く, 後E整節は著しくは太まらず, 上端棘はやや太く,
ほぼ同幅で先端は斜に切断状を里する.  第1 後附節は続く3 節とほぼ同長.  3・5~4・5 mm・
Deutsche Ent. Zeitschr., XXII, 1878, p 69. (Syn. ':omurai TEsA , Casopis Cs. Spot. Ent・,
xLI, lg44, p 60. syn nov)- - - - -ーヤマトケシマグソコガネ jaPomcus (HAROLD)13)

Genus Rhyssemus MuLsANT こけしまぐそこがね属

本属にはa性1 種の邦産極が知られている.
黒色で光沢がなく, 頭前縁・脛財節等は赤みがある. 長形で凸隆し, 僅かに後方に拡がる・
頭は顆粒を装うが後頭部では細かく, 両側に斜の隆条を具え, 頭糖前縁は 入し両側は鈍く

角ばる. 前胸背は密に粗い顆粒を装い, 横11 ｣を有するが,  中央のものを除き,  他は退化的で
前後の各2 隆条はそれぞれ合流し, 後方の2 条は中央で短い縦満により中断される・ 胸側は
後緑と共に先端へ太まる来nl毛を列生し, 前角はやや凸出して円まり, 後角は彎入する・ 小糖
板は小さく, 三角形. 上 は 部に出実起をもち, 細く条刻され, 間室は隆起して各1 列の

粗い 起列を具え, その内側により で小さい顆粒列をイlう . 後胸は粗造で, 中央は強い点

刻と正中fl?を目-える. 各進i節は中央にジグザグの横繰を有する. 腿節はやや密に粗く点刻さ
れ, 第1 後財節はp整節上端棘より かに長, く続く3 節とほぼ同長・2・7~ 3 mm・ 本州・ Ent・
Blatt., xx xVI I, 2, 1941, p 92. (Syn tuberculatus NoMuRA et NAKANE, Kontyu, XIX, 2,
1951, p 45) コケシマグソコガネ samu「al BALTHASAR

Genus 「n'c加'orhyssem“s CLouET ひめけしま く' そこがね属

本属では邦産は1 極記録されているが, 小笠原19t島母島産の1 極を併せて記載する・
1.  後胸板中央両側の隆起部には点刻がない. 上 の会合間室は弱く縁へ隆まり, 光沢は鈍

い. 黒色, 光沢が鈍く, 頭縁・ 胸背の前緑と前角部・ 肢等は赤褐色. 長形で少しく後方へ
拡がる. 頭は小顆粒を密に装い, 中央へ隆まり, 後方両側に短い斜の隆起か2 ' 3 の斜列
した組い顆粒を具え, 前縁中央は彎入して両側は鈍く角ばり, 頬は殆ど凸出しない・ 前胸
は前方小類粒を具え, 4 条の組い顆粒 起列又はその融合からなる横隆条があり, 前後各

2 条究近づき, 隆条間の構はi,造長の浅く組い点刻を網目状に装い, 前2 条は中央で多くは
1j;jまり, 後2 条は正中構で中断され, その前条は減fに沿って後走し, 側部中央の隆起は粗
い1願社・ を只.える. 胸側は中央から後方へ狭まり, 後角部は強く下方に曲がるため上方から
はやや 入するようにみえる. 側・ 後縁は弱く刻目があり, 棍棒状の刺毛を列生し, 背面

には横構内に短い刺毛を装う. 上 )商部には明かな歯突起がある. 条刻は細く, 間室は粗
い縦長の顆粒列を具えその各内側に小顆粒列を具え, ここに刺毛を列生する・ 間室は後端
部で弱く機状に隆起する. 腿節はitllに点刻され腹部にはジグザグの横線がある・ 第1 後開

13)   この種は後座節が太く,  後震節上?'l集もやや太く,  後開節の拡がりも必らずしも前nのものに比して小さく な
い.  したがって属の特長のとり方によっては前属にも合まれうる・
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節は脛節上端械と同長, 続く 3 節より短い

島. Trans. Ent. Soc. Lend., 1875, p 94
3 ~3.5 mm. 本州・ 四国・九州・ トカラ諸島宝

ホソケシマグソコガネ asPe「ulus WATERHOUSE
- 後胸板中央両側には明かな点刻を具える.  上 の会合間室は縁へ強く隆まり光沢があ

る・ 黒褐~黒色, 光沢が鈍く, 肢は赤褐色, 頭・ 胸背の前緑は赤みがある. 体形は前種に
似るが, やや太め. 頭は小顆粒を密に装い, 中央へ隆まり, 頭糖は彎入の両側で鈍く角ば
る. 前縁に近い弱い横隆条と側部の隆起は粗い類粒を具え, 他の4 条の横隆起は太くて,
前後各2 条がそれぞれ多少近づき, 前2 条の両側と後方の2 条に組い顆粒が認められ, 隆
起間の満は横の点刻を網目状に具えて数状を.5.する. 後2 条は正中1111で中断され, その前
条は後走する. 前2 条も細く中央でとぎれ, 時には全体不明瞭となる. 胸背は中央辺で幅
広く, 後方へより強く狭まる. 側・ 後縁は弱い刻み目があり程棒状の刺毛を列生し, 背面
;横構内の刺毛は細く短い. 上 はIll部に小歯を具え, 細く条刻され, 間室は横の細い凹み

で分断された短い縦隆起列を具え, その内方に速接する弱い小隆起列があり, ここに刺毛

を列生する. 間室は後方で隆起し特に第3 ・ 5 ・7 条はi変状をなす. 腿節は明かな点刻を

布し,  腹部にはジクザクの横線がある.  第1 後開一節は1攝上゚端械・  続く3  節とほぼ同
長. 3.5 mm. 小笠原母島. Ent. Rev. Japan, XII, 1, 1960, p

ヒメケシマグソコガネ bomnensis NAKANB
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Tribe Rhyparini かくまぐそこがね族

この族に含まれる邦産種は凡て下の属に入る .
Genus RhyParus WESTWOODかくまぐそこがね属

2 極の邦産種がここに属する.
1・  体は中位の大きさ (5 ~6・5 mm) で, 黒~黒褐色.  前胸前角は外方へ三角に鈍く尖っ
て凸出する. 頭の前縁の4 鈍歯は等間隔に位置し, 前頭中央の大きい凸隆上の2 隆起は甚
だ短く瘤起状で頭頂の隆条と隔る. 頭は大きく六角形, 頭糖は前方広く切断状, 前頭は に

点刻と短毛を装い, 頭頂は後方やや密に点刻され短毛を具え, 前方に4 条の縦隆を具える.
頬は円まる. 前胸は長さよりやや幅広, 両側は明かに 入し, 中央力i鈍く角をなして凸出
し, 背面には6 条の強い縦隆を具え, なお側方に短い隆条を伴い, 中央の2 条は後方へ開
き, その外側の隆条は前方%で横の凹陥で中断される. 間室は中央のは不整に小点刻を做

布し, 弱い縦ｼl ~があり , 他のは前方に2 E  3  の組点刻を有するが後半点刻を欠 ｭ . 上美
中央前で最も幅広く後方へ緩やかに狭まり, 各4 条の強い縦稜起を具え, 会合縁は後方へ

向い強く隆まり, 第1 条は後方で急に太まり, 下傾し, その後角に毛 を具え, 第2 ・3
条も同様鐵端前で終り, 先端に毛:准を具え, 第4 条は大きく程?長の期端i留起と1st入をつく
って合し, 前側にやや大きい毛1准 を伴う.  間室は2 条の浅いが粗い点刻を具える. 後
胸は粗点刻を疎布し, 深い正中構があり, 後基節前に1 凹陥を具える. 腿節は前肢で強く,
中JI支でかなり強く太まり, 後者では後縁に鈍い2 歯を具える. 前 節は先端に3 鋭歯を具
え , では中・ 後座望節内緑先端が械状に 出する. 後股第1 附節は続く 3 節と:ii分等長.

一 本州・ 四国 (沖の島) ・ 九州・ 屋久lu. Ins. Matsum., XX, 3/4, 1956, p. 122 -一…一…
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Subfami ly Aegial inae にせま く そこがね亜科

この亜科は Aphodiinae に近縁であって,  形態的にも似通っている.
っては後者の族として扱うこともある. 邦産のものは3 属に分たれる.
1・  尾節板は上 におおわれて後方からみえない. 前胸背は明かに横長

び多少と も後方へ拡が

-  尾節板は上 におおわれず露出し, ほぼ垂直に位置する. 前胸背はほぼ正方形. 体両側

はほぼ平行する

2.
し

前胸背の基部は縁取られない. 胸背面は滑らかで強い点刻を具えない. 後 は退化して

- 前胸背の基部は縁取られる. 胸背面は強い点刻を装う. 後 は退化しない - - … … …
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したがって人によ

体両側は円みをお

げまく'そこがね属 Cael it‘s

せま ぐそこがね属 Aegialia

セスジカクマグソコガネ a zuma二 NAKANE

- 小さく (3・5 mm内外), 暗赤 色, 前胸前角は外方へ円まって凸出する. 頭前縁の4
鈍函は中央の2 歯が側方のとより離れて位置する. 前頭隆起上の2 隆起は縦隆として頭頂
の縦隆前までのびる.  頭橋は前方が広く切断状,  前頭は甚だ に点刻され,  中央は凸隆
し, 頭頂には4 条の強い縦隆をンｻえ,  中央の2  条は側方のやや長い隆条とより近接し,  後
方は密にやや粗く点刻される.  類は円い.  前胸は中央で最も幅広くその両側は実出し,
前角との間に強い 入をつくる.  背面は6 縦稜と側方の短い縦校を具え,  中央の2 条は

中央で後方へ開き,  前後では平行する.  第2条は前方 % に械の四陥力iあり,  中断さ

れ, この後方になお小凹陥が第2 間室にある. 中央の間室は正中部に沿いやや不整に2 列

の点刻があり, 後中央後両側に1 点刻, 基部前に2 大点刻があり, 外方の2 間室には前方

の11東な2 点刻列, 基部前の大点刻を除き点刻がない. 上 は前後にやや狭まり, 各4 条の

強い縦稜を具え, 会合縁は基部を除き隆起し, 第1 条は後方太まり次いで下傾し, 後端に

数本の毛を装い, 第2 ・ 3 条も後端に小毛.滋を具え, 第4 条は先端が彎曲し, 端耀起と

入なしに合する. 間室は2 列の組点刻を具え, 列間の幅は点刻よりやや狭い. 後胸は中
央平坦でやや幅広い正中 力iあり, 両側後方の凹みは微かである. 前腿節は強く太まり,
中腿節もかなり太く後緑に甚だ鈍い2 歯を具える. 前 節先端には 状の3 歯を具える.
第1 後・節は続く3  節とほぼ同長.  奄美大島.  Ins.  Matsum.,  XX,3/4,1956,  p .123 -

コセスジカクマグソコガネ a m a ' m a n u s NAKANE

なお従来日本 ( 伊豆諸島) から記録されている R. Pemnsularis ARROW及びR he1oilho-
loides FAIRMAIREはそれぞれ第1 及び第2 の種に近似しているようであるが, これらの記

録に用いられた標本が果してどれに当るか不明である.

がにせま ぐそこがね属 Psammo◆Porus
上記のうち CaeliusはLEWIS によって Aphodiinae の1 属として記載された. 野村はこ

れを本族に移した力i ,  尾節板の状態はむしろ Chironinae 的であることに注意している .
LANDIN はビルマ産の1 種に対して新属 Stnutlia をつくり新距科Si lluviinae をたてたが,
その形態は Caelius に著しく近似し , Silh‘fila は Caeliusの synonym と . えられる .
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Genus Aegialia LATREILLEにせまぐそこがね属

本属には従来次の1 種が記録されていたのみであった力i, 私はこれに2 極を加えた. しか

しこれらは真の Aegialia でなく最近は別属として扱う傾向なので,  ここにも分けて扱っ
た .

黒褐色で光沢があり, 頭と胸背の縁部・ 上翅会合部・ 肢等は赤褐色, 触角は黄褐色を呈す

る. 体は強く凸隆し, 後方へ拡がった卵形. 頭はほぼ半円形で軽く凸隆し, 前縁は軽く彎入

し, 頭精は頼粒を具え数状, 後頭部は平沿, 類は殆ど凸出せず, 眼は上からみえない. 前胸

背は凸隆し, 平沿で細かい点刻を疎布し, 前方へ狭まり. 前角は鈍く尖り, 後角は円い. 小
糖板は三角で平坦. 上期は基部で前胸と同幅, 後方へ拡がり, 明かな条刻を具え, 間室は位

かに隆まり, 甚だ微細な点刻を敝布する. 体下は黄色の長毛を装い, 外縁部では外方に向い
列生し, 後胸板中央は平滑で正中;出;は微弱. 後用の゚端棘は短かく幅広で先端へ少しく拡が
り, やや匙状, 爪は微小. 3.5~4.5mm. 北海道・ 本州・ 九州.  Trans. Ent. Soc. Lend.,
1875, p :一セマグソコガネ mt ida WATERHOUSE

Genus Psammoi,crus THOMSON ながにせまぐそこがね属

この属は以前は Aegialia の亜属 (Dimalia) とされていたが, 近年は別属とされること力1
多い. 邦産としては2 極がある.
1.  頭・ 背面は大半粗くやや 状に顆粒を装い, 後頭のみ浅い小点刻を具えるが後縁部では

殆ど認められない. 前胸背は前縁部と後角の内前方の隆起部に点刻を有せず, 背部点刻は

粗で強いが密でなく前方では小さくなり, 後角は広く円まる. 上翻間室は微かに凸隆し,
平沿で微細点刻を に散布し, 光沢がある. 黒~黒褐色で光沢があり , 上 の会合縁・ 時

に胸背前縁は細く赤褐色, 肢は暗赤褐色. 長形で, 後方へ位かに拡がり, 背面はかなり凸

隆する. 頭は前縁がほぼ切断状で位かに波曲し, 類は位かに凸出する. 前胸背は前角が少
しく凸出しやや尖り, 基部には縁i ｫ・が るが中央では微弱となる . 両側E  後角縁部は弱
細かい刻みを有する. 小糖板は長三角形で先は円く, 点刻を欠く. 上期は細いが強く条刻
され,  条内の点刻は深く組で間室縁を侵す.  後胸中央は沿らかで微細点刻を疎布するの
み, 両側は微細印刻と点刻と毛を装う . 後脛節は先端へ強く拡がり, 端械は少しく中央へ

拡がり, 上棘は財節の基方2 節より長い. 3・5~ 4 mm. 北海道 ; 満州・束シベリヤ. Verb.
Naturf. Ver. Br iinn, XXX, 1892, p 251 - -ーナガニセマグソコガネ1り0''Ida (REITTER)

-  頭背面は前半顆粒を装うが, 後半は後縁まで密に組大点刻を具える. 前胸i fは全面に組
大な点刻をかなり密布し, 後角は鈍く a出し , 後は弱く彎入する . 上 間室は弱く中央へ

隆まり, やや稜状の傾向を示し, 微細印刻を具えてやや光沢が鈍い. 黒褐~暗褐色, 多少
光沢があり, 頭縁部・ 前胸前縁と両側・ |端部等は赤みをおび,  和こ全体又は大部分赤褐
色のこともある. 肢はn富一赤褐, 体は軽く凸隆し, 少しく後方へ拡がる. 頭は前縁がほぼ切

断状, 微かに 入し, 類は位かに凸出する. 前胸背は前角が少しく凸出し, やや尖り, 基

部には縁溝があり, 両側・ 後角の系・狽ﾍ明かな鈍鋸状の刻みを有する.  小随板は長い三角
形で先は円く , 光沢力鈍く点刻を欠く. 上 の条刻は組大な点刻を密に配列し, 間室線を
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著しく侵す. 後胸中央は光沢があり, 、出らかで, 両側に点刻を具える. 後E?節は先端へ拡
がるがほぼ正常, 端棘は位かに拡がり, 上軸は附節の基部2 節と同長.   4 ~ 5 mm. 北海

這・ 本州; 東シベリヤ・ カムチャッカ. Schrenck's Reisen Amurlande, II, 2, 1860, p. 132.
(Syn. com;'s LEWIS, Ann. Mag. Nat. Hist., 6, XVI, 1895, p 384) - - - - - - - - - -

a
b 体は黒褐~暗褐

体は赤褐

アラメニセマグソコガネ kamtschaticus (MoTscHuLsKY)

Genus Cael‘us LEWIS とけ'ま く' そこがね属

f typica
ab fu10us (REITTER)

この属は下の極を type と して公表されたもので, 近年別種が支那大陸より記i戦されてい
る・ しかしそれらの著者BALTHAsARは真のCaeliusを知らないらしく, この属がApho-
diinaeだと主張しているから, 多分彼の記1較したものは Aphodius で例外的に前胸縁部に
鈍い鋸状の刻みをもつものと推定される. 最近奈良から記破した  C mPPonensis は記載か
はら考えてA od加s ath'dt'1‘'gem's WATERHOUSEの synonymと考えられる . 後極の縁部

にしばしば高倍率の下で徴弱な刻み目が認められる.
赤褐色で光沢がある. 細長く両側平行し, やや軽く凸隆する. 頭はかなり密に小さく点刻
され, 頭暗前縁は弧状で中央はほぼ直線状, 前頭界繰は長く明かに四み, やや直線状, 両側

に暗点を具え, 類は円まり, 僅かに凸出する. 露出した大腮、は黒い. 前胸背は細点刻を一面
に散布し, その間に粗点刻をやや不整に密でなく装い, 中央でやや拡力iり, 後方へ円みをも
って狭まる. 鈍く尖った前角にはじまり胸側より基部にかけて縁は鈍く鋸状に刻まれ, 円い
後角部ではやや小歯状に尖り, 基部はf 刻ﾉ縁取られる.  小 板は三角, 点刻なく弱い微細
印刻を具える.  上期は 部に小歯を只・え,  強く条刻され,  条内の点刻は強くて間室縁を優

す・ 間室は軽く隆まり微細な点刻をやや列状に般布する. 尾節板は四面で中央に弱い縦隆が

ある. 後胸板の点刻は球で粗大. 第1 後財節は脛節上端 よりやや短く , 続く 2 節とほぼ近

い長さ. 3.5~ 4mm. 本州. Ann. Mag. Nat. Hist., 6, XVI, 1895, p 381 - - - - - - -
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'クロオビコキノコムシ本州に産する
芝 田 太 -

Pseudolr iphyaus leulis‘'anus (WOLLASTON) は, 宮」武a空夫氏により本誌第10巻第1 号に詳述

され, 四国と九州に分布することが判明した. 筆者は1959年5 月17 日, 大倉正文・ 石田裕両

氏とともに神戸 (布引~再度山) へ採集に出掛けた際, 本極を得たので, ここに分布として
本州を追加する. ただ 念なことにどうして採集したか確かな記t言1がない. なお, 本種の同

定は上記宮武氏の記述によった. 標本は筆者が保1:i iしている.



、日本産チョウ類分布研究の方法について (2 )

日 浦 勇

How to study the Distr ibut ion of Japanese But terflies? (II)

By ISAMU HIURA

11.  分布研究の歴史的方法

1.  種の分布目を明らかにする. 区系地理学は極類相を出発点としたが, 新しい分布学の

出発点を何に求めたら良いであろうか. 筆者はそれを「極の分布圈」に求めるべきだと考る.
極の分布国 (又は分布範囲) とよばれる地域はその極の生活空間を意味する. 個体の生活国

が同極の他の個体の生活圈と何らかのつながり ・ かかわりをもつものである以上, 種の分布
国は対内的にはその種に属する全個体の生活の場の総和であり, 対外的には生活の場の限界
を意味している. すべての個体はその種の分布囲の中で生れ, そこで生き, 子供をつくり,
その中で死んでゆく. 極は生殖を共通する個体の血縁的な集りであると同時に, 以上の意味

において地緑的な集りであると云える (今西 : 1936 ・1952 ・1959). したがって分布國の形・

構造はその種の歴史的・ 社会的特微をよく現しているものであろう. 生物分布学を,  「分布
国の具体的な構造とそのなりたちを研究する学問」 と規定するならば, 当然分布学の第1 段

階は, 材料に選んだ生物L'fの個々 の極について分布国を明かにすることに始まる. これは丁

度分類学で生物の形態的特徴をしらべて記破する段階に相当し, 我々 が日頃の採集経験や読
書によって漢然と感覚的にとらえている生物の分布を, 科学的な研究の対象となりうる 「事

実」へと高める操作である.
ひとくちに極の分布国を明かにする, といっても仲々 容易でない. 材料にえらんだ生物群
の分類 (少くとも極のレベルでの) 力-:,・一応完成されていて, 対象となる地域全体に分布調査
がゆきとどいていなければならない. 目本におけるチョウの研究は前報でのべたように, こ

の条件をまずまず具えていると見なしてよい. しかしそれだけに分布資料が膨大であり, 昆
虫学の性格上きわめて多種多様な印刷物に発表されているために, これをJ A集することが困
難である. さいわい白水隆氏の労作, ロ本産 類分布表 (1958) の出版によって文献の有無

の探索は容易になったが, 文献の入手の困難さは依然として残っている.
分布資料が集められると, 次は虚報や誤報をふるい落し, 極別に整理し, 地方111に列記し,
分布地点を地図にプロットした上で地図上に研究者の考える分布国の輸那を与え,  分布国

の特徴について記載文をつくる. こうして分布図と記破が各極について作られた上で, 次の

段階に進むことができる. 前章で紹介した最近の歴史的方法に立脚した諸論文が, いずれも

〔 虫学評論, 第12 巻, 第2 号, 64~70真, 1961年,  4 月〕
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まず分布国の明示から論を始めているのは, 以上のべた第1 段階を正し く踏んでいるもので
ある. 逆にもっと以前のわが国のチョウ分布論にしばしば見られた誤りの1 つは, この第1
段階を経ずして, 感覚的・ 印象的にとらえた「北方系」  「南方系」 といった分布観から出発

して論議を展開した点である. そのために同様な分布国をもつ一Qのチョウについて, 何種

かは旧北系, 他の何和かは東洋系と考えた上での分布論が発表されたりした. この点につい

ては自水 (1947) の批判がある.
2.  分布目のタイプ分け. 以上のようにして得られた分布因は, 密には一種一極ちがっ

ているが, 細かな差に目をつむり, 相似た分布国をもっ和iをまとめどんなタイプに分れるか
分類を試みる. これは記職の段階の次に来る分類の段階である (并尻:1954).  分類の目安
として何を採用するかは. 研究者によって述うのが当然であろう. ここには日本列島をいく
つかのブロックに分け, チョウが分布するブロックの記号の組合せによって分類する方法を

示した (第2 図). このブロック分けにも色々 な考え方力iあり得, 1. 分布限界がしばしば一

致する地域を境界繰とする,  2. 生態系 (亜寒帯とかカシ帯とかいったもの) の境界や等温

線等, 現在の環境の指標によるもの,  3・ 地史学上の知見から, 過去において陸樓生物の分

布をはばむ可能性をもち得た地域を境界線とする, 等の方法が考えられる. ここでは地史的

O
K

第2図 :  地史からみた日本列.爲の区分

なブロック分けを採用した. 理由はこれを足がかりとして各極チョウの分布成立の古さや時
代を推定するためである. 図のうちA B間は河野總 (札幌低地帯線) ,   B D間はブラキスト
ン線, C D間は北上山地が第3 紀から陸地として速続し海没することがなかったという地史

上の知見によったもの, D E間は最近大森 (1960) 等によって唱えられているフオッサ・ マ

グナの束縁であり, E F間はルイス線 ( シュタイネガ一線), LG間は対馬海峡, I J間は
三宅線,  J K間は渡瀬線であり, 西南日本を内帶 ( FG) と外帯 (H I ) に分けたのは, 溝口

(1955) の中央構造線の意義の指摘にしたがったものである. 西南日本やフオッサ・ マグナ

地域の区分は, 或る の移動性の少い甲虫等では古瀬戸内海の存在等を考慮して更に細分す

る必要があると思われるが, ここでは省いた.
この方法にしたがうと多くの種がはっきりと境界線によって分布が定められる. 例えば北

海道東北部のみに分布するホソバヒョウモン等8 種のチョウはA型分布として表わすことが
でき, 北海道全土にいて本州以南には分布しないェゾシロチョウ等8 和まA B型, 北海道か
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第1 表: 日本産チョウの国内分布型のタイプ分けの例

( 1 型1 種のもの42型を省略)

分 布 型 例 種数

A - - - - - - - - - - -

A B - - - - - - - - -
A - - - E - - - - - - -

- - - - E - - - - - - -
A B - - E - - - - - - -
A B C D E - - - - - - -
A - C D E - - H - - - -
- B C D E - - - - - - -

- B O D E F G - - - - -
- B C D E F G H -
- B C D E F G H I - - -
- - C D E F G H I - - -
- - C D E F GH I J - L
- - - D E F - - - - - -
- - - - - F - - - - - -
A B C D E F - - - - - -
A B O D E F G - - - - -
A B O D E F G H - - - -

A B C D E F G H I -
AB OD E F GH I J -
A B C D E F G H I - - L
AB C D E F GH I J - L
AB C D E F GH I J K L
- B C D E F GH I J K L
- - C D E F GH I J K L
- - -- D E F GH I J - L
- - - - E F GH I J - -
- - - - E F GH I J K L
- - - - - F GH I J K L
- - - - - - - - I J K -
- - - - - - - - - J K -
- - - - - - - - - - K -

- - - - - - - - - - - L

ホソバヒ ョウモン

エゾシロチョウ

オオイチモンジ

アカセセリ

コ ヒ ョウモン

キベリタテハ

チャマダラセセリ

オオミスジ

ヘリグロチャバネ

キマダラモ ドキ
ダイ ミ ョウセセリ

ホシミスジ

ス ミナガシ

ギフチ ョウ

ヒロオビミ ドリ  '
オナガシジミ

ヒ メシロチ ョウ

ミ ドリシジミ

サカハチチョウ

コムラサキ

ジャノメチョウ

ツマキチョウ

ルリシジミ

ヒメジャノメ
アオバセセ リ

ホソバセセリ
ル ーミスシジミ

ウラギンシジミ

モンキァゲハ

ツマベニチョウ

タテハモドキ

シロオビアゲハ

ツシマウラポシ

8
7
2
9
2

6
2

2

2

2
3
4
2
2
2

5
4

2

19

5

8

8

11

2
5

2
2
3
4
2
2
11
2

ら本州中部地方までいるキベリ

タテハ等6 極はA B C D E型,
本州産でしかも西南日本外帶に

は進出しないギフチョウ等2 種

はD E F型として表わされる.
しかしァオスジアゲハ等いわ

ゆる南方系のチョウにはこの図

に示した境界線と分布北限がう

まく一致しない が多いことも

わかり, この点が の歴史性を

探る足掛かりの1 つとなる (こ
の間題は後述する ). 以上の操

作によると日本産チョウの分布

型は75 の型にわけられ (第1
表) , この夫々 が分布成立上の

歴史性の述いをあらわしている

と思われる.
一方日本産チョウをその世界

的な分布の型から分類するなら

ば, 大体4 .にわけられる. 第

1 群のチョウの種はほとんどが
ユーラシア大陸北部に広い分布

国をもち, 速くョー ロツパや中
には北アメ リカ北部にも及び,
ロ本が分布南限となっている典
型的な1日北区のチョウである
(便宜上これをシベリァ型チョ
ウ群とよぶことにする). 第2 群

は日本海をとりまく地方 (朝鮮
南満州・アムール・ ウスリー・ 日

本) に分布し, しばしば北支・

台湾高地・ 中南支の山地に点在

する, いわば旧北区の満州亜区

的なチョウである (アムール型
チョウ君fと よぶことにする).
第3 群は日本から台湾・ 南支を
へてヒマラヤ地方に分布圈がの
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びており, 東詳熱帯の低地には分布しない ( ヒマラヤ型チョウflit) .  第4 群は東洋熱帯の低
地に広く分布し, 日本がその分布北限になるものである (マレ一型チョゥ群).
以上の分類はあくまで大局的な把握であり, 2 つの型の中間的な分布型を示す種もあるし
叉血縁 と一致しない場合も多い. しかし地縁的なタイプ分けという意味で4 つの型が認め

られる事は動し難い事実である. 最近林(1960)はカミキリムシ科において同様の結論をえて
おり, おそらく様々 な生物Nf・について同様なことが云えるものと信じている.  この世界的分
布のタイプ分けと, さきに試みた国内分布のタイプ分けがどのように組合わさるかという点

が分布の歴史をひもとく手掛りになる. 両者はきれいな対応関係を示さないのであって, 日
木チョウ相の成立史が意外に複雑な事をnt-示している. 大体においてシベリァ型チョウ群は
北海道だけにすむか, あるいは本州中部地方まで広がっている | lが多く,  主たる生活場所は
Ill'寒帶 (シラビソ帯) にある. アムール型チョウ:afは本州に分布の中心があり, 四国や九州
( とくにその外帯へ)に進出する種が少く , 一方北海適にものびていない種があり, 主な生活

場所は、冷温帶(ブナ・ クリ帯)にある. ヒマラヤ型チョウ群は西南日本に分布が厚いが山地や
北目本にも進出している種も多く, 生活の本拠は温帯(カシ帯)にある. マレ一型チョウ群は
琉球列島までしか北上してないもの, 九州までしか分布しないものが多く , もっとも北進し

ている臺でもいわゆる本州南1, '線が北限となっている種が多い.  生活の本拠は暖温帯 ~熱帯
(シイ・ タブ帯) にあるといえよう .
3.  歴史性をさぐる. このように分布因のタイプ分けを通じて, チョウの分布の歴史性を

探る手掛りがいくつか浮び上ってくる. 目本のチョウのllト界的な分布の型が4 つあり, 国内

分布の型が75に分けられるということは, 日本への住みつき方に4 つの大きな型があり, そ

れぞれに属する種が日本で経過した歴史のちがいが75通りの型として現れていると解してよ
いであろう . ところが.fl虫の化石が資弱であり, とくにチョウの化石は未発見であるわが国

では, 化石上の資料からこのような分布の歴史の速いを論ずるには多くを望めない. どうし

ても現生種を精査することによって過去を探らねばならない. それでは現生種のどんな特徴

に着目して解析すれよいであろうか. それには _分布因の形・形態上の変異・食性・移動性・化性

や周 歴史的な法則性をさ ぐりだし, それでもって系

_
統発生上の新古・種の老若を求め, それを日本への侵入の早晩におきかえ, 古地形・古気候

_
・古植生の知見から傍証固めを行った上で, 直接的な証拠 (たとえば化石など) の発見に努

力する , といった研究が必要と思われる . このような研究の段階では, 研究者の思想, もの

の見方・ 考え方が研究に強くあらわれ, 方法上の速いも大きくなる. たとえば何を法則性と

見るかは研究者の主観によって決る面が多く , 仮説や結論も人によってちがったものになる

であろう. 以下に2 ・ 3 の方法と仮説を提出してみたい.
A・ 分布圈の様相からのアプローチ (大局の把握) . 井尻 (1953) は古生物の系統発生を自

己連動としてとらえると ,  “発生・ 変異・ 繁栄・ 滅亡 ' の過程がみられるという法則性につ

いてのべている. 生物がこのような系統発生上の段階をへて自己運動するならば, 当然段階

のちがいに応じて分布の様相もまた異るはずである. 植物についてはオニタビラコ属CrePis
等ですでに実証的な研究がなされており , 様々な現生植物の分布様相の差が, 系統発生上の
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段階のちがいとして理解されている. たとえば正宗 (1956) の表現を借りるならば, 植物の
種族の歴史的な変化過程は次の経過をたどると推定されている.
発生期固有の時期(発展的固有の時期) →広分布時期→前不連続時期→後不連続 時期
→遺存的固有時期

つまり種・ 属・ 科などの植物の極族が特定地方に発生すると, 幼年期にはその土地のみに
分布しているが, 青年期には次第に分布をひろげ, 中には地球の表面の大部分をおおうよう
になる. 中年期には多数の地域に分布ししかも分布圏がいくつかに分割された様相を呈し,
それは次第にやせていって2 ・ 3 カ所に分れて分布するようになり, さらに進んで老年期に

なると比較的せまい地域にかき' られた分布を示すようになると云う.
以上の考えを筆者は第2 表および第3 図のように整理して理解している.

第2 表 : 系統発生段階と分布様相との対比 (第3 図参照)

系統発生の段階 発生の段階 変化の段階 繁栄の段階 滅亡の段階

分布国の様相 発展的固有 広分布 不連続分布 遺存的固有

現生生物の種の分布因の様相のちがいを以上のよ う に系統発生上の段階性のちがいと して
とらえる考え方は全く正しいと筆者は考えている. したがって現生の日本のチョウについて
分布国の様相をしらべることによって, ?l又は種l91の系統発生上の位置を推定することが可
能であると考えるものである. すなわち, 1. ;liEの分布困が広いか狭いか, 2・ 分布圈が速続
しているか不連続であるか,  3. 現在分布をひろげつつあるかどうか, の3 点について検討
し, 分布因が狭くしかも不連続分布を示し現在分布をひろげていないチョウがあればそれを
古い種と見なし, 反対の特徴をもつチョウを若い和,と見なすことができる・  (ただし発生の
段階にある固有極と, 滅亡の段階にある遺存的固有種を見わけるには, 近緑種間の形態上の
差の大小を考慮したり, 分布以外の生活上の特徴をよくしらべないと誤った判断を下すおそ
れがある.  日本のチョウの場合, 発展的固有の段階にある種は非常に少いように恩われる
が, それでもPtensにおけるスジグロシロチョウやFaυemusの各和こ例がみられる)・
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第3図:系続発生の段階の速いによる分布様相の通いの換式図. 点組で囲まれたある環境のひろがりの中にa
という祖型の種が生ずる (1. 発生の段路).  次にaは.a激に多数の種A, B, C , - - に分化する
(11. 変化の段階).  このうちのある種, たとえばBについてその後の変化をみると, 種Bは次第に分
布をひろげ, 特定の環境をのりこえて中には汎世界的になるものもある ( m. 繁栄の段階) . やがて

しだいに表えてゆき, 分布題はBI, B2, B3- - ,  といくつかに分劃され不連続分布を示す (IV・ 減
亡・不連統分布の段階). 連には地球上の特定の地域に relicな状態でのこる  (V. 減亡・ 通存的固有
の段階)
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各種についてこのような検討が加えられるならば, 若い種を多く含む群 (血縁的・ 地縁的
両方の意味で) は若い群であり, 老いた種を多くもつ群は老いた群であると判断できる. そ

の上にもし, 若い種 (又は群) は最近になって日本に侵入したものであり, 古い種(又は群)
は以前から住みついていたものであるという直線的な関係が成り立つものと仮定すれば, 各

種 (又は群) の目本への侵入の早晩の推定が, チョウの分布国の特微を検討することだけで
可能となる .
以上の仮説にもとずいて, 日本チョウ相成立史の大局をさく' る意味で, 4 大地縁群を検討

してみよう. 本章第1 項の操作一極の分布圈を明かにする一が完全になされた上でない

と屋上屋を重ねることになるが, 一つの仮説・ 方法の提示として, 筆者のはなはだ不十分な

知識から編年を試みてみたい.
a.   マレ一型チョウl洋.は世界的にみて広分布種が多く , 日本での分布圏はすべて連続して

おり, しかも現在分布を拡大しつつある種をふくんでいる (例: 本州北半から北海道南部で
のウラナミシジミ ・ 四国北部や本州西南端でのナガサキァゲハ・ 静岡地方でのクロコノマチ

ョウ・ いわゆる迷銀や偶産 等). この点からもっとも若いグループと考えられる.
b.   シベリァ型チョウ群はその世界的分布からみてほとんどが広分布種であり, 日本で不

連続分布を示す種を含むが・(ヤマキチョウ・ カラスシジミ・ コヒョウモン・ フタスジチョウ

等), 現在分布を拡大しつつあると考えられるのはモンシロチョウ以外にみられない. 以上の
点から全体としては若い であるが, マレ一型チョウ9tよりは古いグループと考えられる .

c . ァムール型及びヒマラヤ型チョウ111tはいずれも東アジアで狭い分布国しかもたない種
がほとんどであり, 日本の中で不連続分布を示す極が非常に多く, しかも現在分布をひろげ

つつある種は全く知られていない. このような点からマレ一型及びシペリァ型チョウ薄に比
べて古いグループだと云える ( アムー ル型とヒマラヤ型のどちらが古いかといった間題は項

を改めて論じたい) .
アムール型・ ヒマラヤ型 → シペリァ型一 '・マレ一型の順により若い群であるという以上
の推論をさらに飛躍させて, この順に日本に住みついたものだという仮定をした場合, 地史
学上の知見と照合して矛盾があるかないかをしらべてみよう.
比較的最近に洪積世又は氷河時代とよばれる寒冷気候の時代があって, 極の氷冠の增大が
生物分布に甚だしい影響を与えた事は今日周知の事実である. わが国でもトワダカワゲラの

ような低温を好む水生昆虫や高山チョウの分布が氷河時代と結びつけて考えられている ( し
かしまだ “結びつけて考えられている ' 段階に止つており, 本格的な研究は今後に残されて

いる ). シベリァ型チョウ が氷JO]の侵入者である事は容易にうなずける・ 氷期にはギュンツ

氷期で6°C, ミンデル氷期で6~8°C, リス氷期で8~9°C, ウ'ルム氷期で6~9°Cくらい現在
よりも寒かったと推定されている. この時温暖気候を好む生物はより南方へ退却せざるを得

ず, 逆に好寒性の生物が日本へ進入できたと考えられる. 高総度地方での広大な氷床や山岳

氷河の発達は海水面の低下をもたらし, 現在は海峡でもって大陸と隔てられている日本も大

と陸続きになっていて,  陸生生物侵入の道は十分ひらけていたのである (地球科学刊行
会, 1960, 地球科学序説にはギュンツ氷期・ リス氷期・ ウ'ルム I亜氷期の日本列島の古地理



70

図が描れているので参照されたい).
シベリァ型チョウ群の日本への植民を氷河時代と考えるならば, より若いマレ一型チョウ
群はそれ以後の時代に侵入し, より古いアムール型及びヒマラヤ型チョウQ.はそれ以前の第
3 紀 (少くとも新第3 紀) にはすでに日本に住んでいたと考えなくてはならない. 氷河時代
の末期には気候は次第に回復し, 同時に日本は次第に大陸と離れて島嶼化していった. マレ
一型チョウ群は温暖化に助けられ, 島嶼化という障害を若い種のもつ移動力・ 繁殖力・ 適応
力により乗り越えて侵入してきた,   この侵入は洪 世でも間氷期には試みられたであろう
し, 分布拡大は現在もなお続いている一 このように考えると矛盾はないようである.
さらに氷河時代の始まる以前の第3 紀は温暖な気候をもち, 日本はしばしば大陸と速続し
ていた. この時代の日本にアムール型・ ヒマラヤ型のチョウ Q.がすでに住んでいたことの直
接的な証拠は, 化石が出ない以上得られない. しかし住みえた傍証はある. 温暖気候がその
1 であり, 理由の2 には当時の植生があげられる . 今この型のチョウのうち, 血縁 .として
まとまっており, 種数も多く , かつ幼虫が食樹性である (化石として残りやすい植物) ミド
リシジミ類についてみると, 今日食樹として知られている植物はたいてい鮮新l」iにすでに繁
茂していたことが化石から立証される (三木,  1953によると Ainus, Fagus, Hamamelis,
Juglans, Prunus,  Quercus,  Syringa,  Ti liaの諸属は鮮新世から化石がえられている.
Fram'm‘sはコバノトネリコが洪 世から知られているにすぎず, Ligust rumは全く化石が
知られていないが, これらは化石としてのこりにくいか或いは検出しにくい植物でないかと
思われる) .
以上を要約すると日本チョウ相成立過程の概略は次の様であったのではなかろうか.
I・   新第3 紀 (あるいはもっと以前) の温暖時代からの遺存群一 ヒマラヤ型及びアムー

ル型チョウ群

n. 氷期寒冷時代の南下侵入群一シベリァ型チョウ f̀
m・ 間氷期・ 後氷期から現在にいたる温暖時代の北上侵入辞一マレ一型チョウt'
蛇足を加えるならば, もっとも新期の移住者であるマレ一型チョウﾔ fは,  例外なくどの極
もわが国で連続分布を示すが, 他は多少共不連続分布極を含む. 不連続化は極の老衰化に内
因が求められるが, 外因としては第4 紀初頭の寒冷化力iヒマラヤ型及びアムール型チョウ群
に強く働いたことが考えられ (植物ではョーロツパにおいて第3 紀地中海型植物辞を表亡さ

せ, 日本においてはメタセコイヤ植物群を衰亡にみちびいた一小林,  1960による),  後氷
期の温暖化がシベリア型チョウ群に決定的な影響を与えたと考えられる. (来完)
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