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表紙の昆虫

低湿地のハガクビナガゴミムシ 豊田浩二

東松山市の九十九川流域にはハガクビナガゴミムシ

の多産する湿地がありました。良好な環境が保存され

ている場所にのみ見られるという意味で貴重な存在で

したが，惜しくもこの場所は埋め立てられてしまいま

した。現在では上流部の限られた範囲に細々と生き残

っているだけです。

冬の寒い時期，鼻をたらしながらハガクビナガゴミ

ムシを探したあの湿地は“今はもうないのだ”と思う

と，なんだか寂しくなってしまいます。
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北葛飾郡松伏町に生息する鱗迩目

について（１）

加藤信一郎

Ｉ．

(1).位置と地勢

松伏町は面積16.22kｍ２，海抜4.2～14ｍ，人口３万人弱の小さな町で，東経139.49'０５''，北緯

35.55‘200'，東西4kｍ南北7.5kｍ，埼玉県の東端部，北葛飾郡の南部に位置し，都心から30kｍ

内の首都圏近郊整備地帯に属しており，東は江戸川を隔てて千葉県野田市，南は吉川市，西は古利

根川を境に越谷市，また北は春日部市，庄和町に接している．

地形は一部北部の台地を除いて標高4ｍから6ｍの氾濫平野自然堤防で形成されたほぼ平坦地で

ある．地目別面積は，田5,623,012ｍ2,34.67％・畑1,904,686ｍ2,11.7％・宅地3,400,686ｍ2,

20.96％．山林63,166ｍ2,0.39％・原野16,145ｍ２，０．１％（1998調べ）である．

この項の参考資料

松伏町全図1998.三和航測．１万分の１

松伏町勢要覧2000.町制施行30周年記念誌

今から１万2000年前，最終氷河期が終わると，気温は上昇し始める．荒川や中川の流路に沿っ

て海は迫って来て，これらの河川の流路は海面の上昇により，奥東京湾と呼ばれる海が北上してく

る．この時，松伏町は海面下に沈むが，築比地地区（金杉台地）だけがわずかに残り，その周辺か

らは貝塚を持つ住居遺跡や遺物が発掘されている（牧林1995.北本市の動植物誌概説ｐ・’-2）．

(2).採集地点

筆者はこのような松伏町における地勢の特徴に注目し，ゆめみ野団地とその隣接地を(A)地区

にし，これと同じ低地帯を形成する田中地区を(B)地区とする一方，低丘陵台地からなる築比地地

区を(C)地区として比較しやすいようにした．また，採集調査に当たっては，（A)地区は筆者の

他に近所の子供さんとご家族．（B)地区は同地在住の長牛美佐子さん．（C)地区では同じく同地在

住の小岩井絹枝さんに採集して頂いた．

上記３地区で採集された符号は後述する各種目録に採集頭数，採集年月日の頭につけた．採集品

には採集年月日，採集地名，採集者名，和名，ｃｒ１早別を記録したラベルを個体毎に貼付しており，

凡て筆者が保管している．

Ⅱ、鱗迩目（蝶類）※蝶類は学名を省いた

Papilionidaeアゲハチョウ科

1.キアゲハ春から初秋にかけて多く見られる．

Ａ)lcr1,24.Ⅷ､１９９７Ａ)１c７１，２７．Ⅶ.１９９８Ａ)１㎡1,02.Ⅸ､１９９８

Ａ)ｌｃ?,25.Ⅷ､１９９７Ａ)ｌｃ?,21.Ⅷ､１９９８Ａ)ｌｃ７1,03.Ⅸ､１９９８

Ａ)ｌｃ７1,06.Ⅸ､１９９７Ａ)lc71,30.Ⅷ､１９９８Ａ)２早，29.Ⅷ.１９９８

Ａ)lc7'’28.Ⅸ､１９９７Ａ)ｌｃ?,31.Ⅷ､１９９８Ａ)１早，31.Ⅷ､１９９８

Ａ)lcr'’21.Ⅳ､１９９８Ａ)ｌｃ７1,01.Ⅸ､１９９８Ａ)ｌ早，01.Ⅸ､１９９８

Ａ)ｌ早，03.Ⅸ､１９９８Ｃ)１早，02.Ｖ.１９９９Ａ)１早，23.Ⅷ､１９９９

Ａ)１９，06.Ⅸ､１９９８Ａ)１早，16.Ⅷ.１９９９Ａ)１早，24.Ⅷ､１９９９
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Ａ)ｌ早，０１．Ⅳ､1999

2.ナミアゲハ春から初秋にかけて多く見られる．

Ａ)lc71,31.Ⅷ､１９９７Ａ)１c7,14.Ⅵ､１９９９Ａ)１早，16.Ⅳ､１９９８

Ａ)lc7'’25.Ⅳ､１９９８Ａ)lcr1,15.Ⅵ､１９９９Ｃ)１早，28.Ⅵ､１９９８

Ａ)lcr1,29.Ⅳ.１９９８Ａ)１c?1,21.Ⅵ､１９９９Ａ)ｌ竿，31.Ⅷ､１９９８

Ａ)lc71,30.Ⅷ､１９９８Ａ)１３，０１．Ⅶ､１９９９Ａ)１早，09.Ⅸ､１９９８

Ａ)lc?,31.Ⅷ､１９９８Ａ)lc7'’26.Ⅷ､１９９９Ａ)１早，23.Ⅳ､１９９９

Ｃ)１c71,31.Ⅷ.１９９８Ａ)ｌ早,28.Ⅵ､１９９６Ａ)１早，29.Ⅶ､１９９９

Ａ)lc71,09.Ⅵ､１９９９Ａ)ｌ早,01.Ⅸ､１９９７Ａ)１早，09.Ⅷ､１９９９

Ａ）１c７１，１２．Ⅵ、1999

3.クロアゲハ比較的少ない．

Ａ)ｌｃ?,28.Ⅶ､１９９８Ａ)１c詞,05.Ⅷ､１９９９Ｃ)１早，04.Ⅸ､１９９８

Ｃ)１c７１，３１．Ⅷ､１９９８Ｃ)１早，20.Ⅳ､１９９８

Ａ)１c71,23.Ⅵ、１９９９Ａ)１c71,22.Ⅶ､1998

4.ミヤマカラスアゲハ自宅庭に咲くヒガンバナで吸蜜中の破損個体．

Ａ)ｌ早，25.Ⅸ､1996

5.アオスジアゲハ比較的少ない．

Ｃ)１c71,08.Ⅸ､１９９８Ａ)１早，１０．Ⅶ､１９９９Ａ)１早，19.Ⅶ､１９９７

Ｃ)lcr1,14.Ⅶ､１９９７Ａ)１早，29.Ⅳ.１９９８Ａ)１早，20.Ⅶ､１９９８

Ｃ)lc71,04.Ⅷ､１９９９Ａ)ｌ早，30.Ⅵ､１９９８

Pieridaeシロチョウ科

6.キチョウ個体数は多くない．

Ｃ)１c７１，１２．Ⅳ､１９９９Ｃ)２c71,09.m､１９９８Ａ)１早,02.Ⅸ､ｌ９９９

Ｃ)lc7'’31.Ⅷ､１９９８Ｃ)ｌ早，08.Ⅵ､１９９８Ａ)１早，03.Ｘ､１９９８

Ａ)１c71,24.Ⅸ､１９９７Ａ)ｌ早，10.Ⅷ､１９９９Ａ)岬，09.Ｘ・’998

Ａ)１c７１，０８．Ｘ・’997Ｃ)１早，31.Ⅷ､１９９８Ｃ)岬，04.m・ｌ９９８

Ｃ）１c７１，０９．Ｘ，1998

7.モンキチョウ荒れ地に多い．

Ａ)lcr1,02.Ｘ，１９９７Ａ)２早，05.Ｘ､１９９７Ａ)lcr1,24.Ⅳ.１９９８

Ａ)３c71,05.Ｘ､１９９７Ａ)岬,06.Ｘ､１９９７Ａ)３c７１，３０．Ⅳ､１９９８

Ａ)３c71,06.Ｘ・’997Ａ)３早，10.Ｘ､１９９７Ａ)２c７１，３０．Ⅳ､１９９８

Ａ)２c７１，１０．Ｘ､１９９７Ａ)lc71,16.Ｘ､１９９７Ａ)３早，21.Ⅳ､１９９８

Ａ)lc7'’10.Ｘ、１９９７Ａ)lc71,19.Ⅳ､１９９８Ａ)１早，22.Ⅳ､１９９８

Ａ)ｌｃ７１，１１．Ｘ､１９９７Ａ)２c伊,20.Ⅳ､１９９８Ａ)ｌ早，23.Ⅳ､１９９８

Ａ)３c７，１６．Ｘ・’997Ａ)２ケ,21.Ⅳ､１９９８Ａ)ｌ早，30.Ｖ、１９９８

Ａ)１c７１，１８．Ｘ､１９９７Ａ)ｌc5,22.Ⅳ､１９９８Ａ)１早，06.Ⅳ､１９９８

Ａ）１c71,23.Ⅳ､１９９８

転居直後の秋に荒れ地で多数発生したが，ちょうど団地の雑草刈りがはじまり，

激減した．

8.ツマキチョウ個体数は少ない．

Ａ)１c71,29.Ⅳ､１９９８Ｃ)１ケ，12.Ⅳ､１９９９Ｃ)２c７１，１８．Ⅳ､２０００

Ａ)ｌ早，19.Ⅳ､1998

9.モンシロチョウ例年随所に見られる．

Ａ)１c７１，２９．Ⅲ１９９８Ａ)１c71,22.Ⅸ､１９９６Ａ)１早，29.Ⅶ､１９９６

Ａ)１c７１，０５．Ⅳ.１９９８Ａ)lc71,18.Ｘ,１９９７Ａ)１早，13.Ⅷ､１９９７

Ａ)lcr'’29.Ⅳ､１９９８Ａ)ｌ早,27.Ⅳ､１９９８Ａ)１早，26.Ⅷ､１９９６

翌秋から
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Ａ)lc?,07.Ｖ、１９９８Ａ)ｌ早,31.Ｖ､１９９８Ａ)１早，20.Ⅸ､１９９７

Ａ)１c71,23.Ⅵ､１９９８Ａ)ｌ早，11.Ⅵ､１９９８Ａ)ｌ早，22.Ｘ､１９９７

他，多数記録あり．初春から晩秋にかけて切れ目なく発生する．

１０.スジグロシロチョウ発生頭数は少ない．

Ｃ）lc7'’18.Ⅳ､２０００Ｃ)12.Ⅳ.１９９９Ｃ）18.Ⅷ､１９９８

Ｃ）１c７１，１１．Ⅵ、１９９８Ａ)26.Ⅵ､１９９６Ａ)24.Ⅸ､ｌ９９６

Ｃ）１c71,09.Ⅶ､１９９９Ａ)09.Ⅶ､１９９９

Ａ)lc?,07.Ｘ・’998Ａ)23.Ⅶ､１９９６

シジミチョウ科Lycaenidaeンンミ９
，、手－，

１１．ゴイシシジミ毎年，季節毎に発生．

Ｃ）１c７１，２３．Ⅷ､１９９８Ｃ)２c７１，０２．Ⅸ､１９９８

Ｃ)１竿，02.Ⅸ､１９９８Ｃ)１早，09.Ｘ､1998

12.ウラギンシジミ多くない．

Ｃ）ｌｃ?,２３．Ｖ、１９９８Ｃ）lc初,09.m・l998

C)２c７１，１０．Ⅸ.1998Ａ)ｌ早，０５.ｍ１９９９

Ｃ)１c７１，１９．Ｘ、１９９８Ｃ)ｌ早，08.Ｘ、1998

13.ムラサキシジミ比較的少ない．

Ａ)ｌｃ７1,04.m、１９９８Ｃ)２早，17.Ⅷ.１９９８

Ｃ)１早，28.Ⅵ､１９９９Ｃ)２早，04.Ⅸ､ｌ９９８

Ｃ)ｌ早，29.Ⅵ、１９９９Ｃ)１竿，０１．Ｘ､1998

14.ミズイロオナガシジミ稀少．

Ｃ)ｌ早，06.Ⅵ､1999

15.ベニシジミ例年，随所で見られる．

Ａ)３c７１，２１．Ⅳ､１９９８Ａ)ｌｃ７'’28.Ⅸ､１９９７

Ａ)lcr'’06.Ｖ、１９９８Ａ)lc7'’29.Ⅸ､１９９７

Ａ)１c７１，２０．Ⅵ、１９９８Ａ)lcr1,03.Ｘ・l997

Udk)lc?,26.Ⅵ、１９９８Ａ)２早，20.Ⅳ､１９９８

Ｂ)ｌｃ７1,14.Ⅶ､１９９９Ａ)１早,29.Ⅳ､１９９８

Ａ)lc7'’23.Ⅷ､１９９８Ａ)１早,06.Ｖ､１９９８

Ａ)lc7１，１７．Ⅸ､１９９７Ａ)２早，28.Ⅵ､1998

16.ウラナミシジミ毎年秋期に発生．

Ｃ)３c７１，０２．Ｘ、１９９８Ｃ)１竿，22.Ⅷ､１９９９

Ｃ)ｌｃ７1,09.Ｘ、１９９８Ｃ)２早，02.Ｘ,1998

17.ヤマトシジミ例年，随所に見られる．

Ａ)lc71,25.Ⅳ、１９９８Ａ）lc?,22.Ⅸ､１９９７

Ａ)１c71,20.Ⅵ、１９９８Ｃ)ｌｃ?1,09.m、１９９８

Ａ)ｌｃ７1,26.Ⅵ、１９９９Ａ)１早，26.Ⅵ.１９９９

Ａ)１c71,07.Ⅷ､１９９６Ａ)ｌ早，28.Ⅷ､１９９７

Ａ)１c７１，１５．Ⅸ､１９９６Ａ)ｌ早，29.Ⅷ､1998

18.ツバメシジミ比較的少ない．

Ｃ)１c７１，２９．Ⅳ､１９９９Ｃ)２c７１，２１．Ⅷ､１９９８

Ｃ）ｌｃ７'’17.Ⅵ、１９９９Ｃ）ｌｃ７1,31.Ⅷ､１９９８

Ａ)lc71,24.Ⅵ、１９９８Ａ)１早，27.Ⅳ､1999

19.ルリシジミ比較的少ない．

Ａ)lc7I,31.Ｖ、１９９８Ｃ)ｌｃ初，19.Ⅶ.１９９９

C)ｌ早，23.Ⅷ､１９９８

Ｃ)１竿，19.Ｘ・ｌ９９９

Ｃ)２竿，３１．Ｘ・’999

Ａ)ｌ早，０３.皿､１９９７

C)ｌ早，19.Ｘ、１９９８

C)１早，04.m､１９９８

Ａ)ｌ早，07.Ⅸ､１９９８

Ａ)１早，27.Ⅸ､１９９７

Ａ)１竿，28.Ⅸ､１９９７

Ａ)２早，05.Ｘ、１９９７

A)１早，30.Ⅷ､１９９８

A)ｌ早，05.Ⅸ､１９９８

A)ｌ早,22.Ⅸ.１９９８

A)ｌ早，25.Ⅸ､１９９６

C）ｌ早，29.Ⅳ､１９９９

A)１早,05.Ⅵ､１９９９
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Ｃ）１c７１，１４．Ⅷ､１９９９ C)１早，25.Ⅶ､１９９９Ｃ)１早，15.Ⅶ､１９９９

2000年９月

Nymphalidaeタテハチョウ科

Nympharinaeタテハチョウ亜科

20.イチモンジチコウ稀少．今年初めて生息確認．

Ｃ)ｌ早，15.Ⅵ.2000

21．コミスジ発生頭数は少ないが，例年見られる．

Ｃ)lcr1,08.Ｘ、１９９８Ｃ)１９，22.Ⅷ､１９９８Ｃ)１早，23.Ⅷ.１９９８

Ｃ)２早，08.Ⅸ､１９９８Ｃ)lcr1,09.Ｖ､2000

22.キタテハ発生期間長く，多発する．

Ｃ)lex.,２５．Ｖ、１９９９Ｃ)lex.,26.Ｖ、１９９９Ｃ）lex.，15.Ⅷ､１９９８

Ａ)２ex.,27.Ⅷ､１９９８Ｃ)lex.,02.Ⅸ､１９９８Ａ)lex.,28.Ⅸ､１９９７

Ｃ)２ex.,29.Ⅸ､１９９９Ａ)lex.,30.Ⅸ､１９９７Ａ)lex.,02.Ｘ、１９９７

Ｃ)lex.,08.Ｘ、１９９９Ａ)lex.,11.Ｘ､１９９９Ｃ)lex.,09.Ｖ､2000

23．ヒオドシチョウ稀少．

Ｃ)１早，08.Ⅵ.1999

24.アカタテハ比較的少ない．

Ｃ)２c71,22.Ⅷ.1999Ｃ)１早，12.Ⅸ､1998Ａ)１早，05.Ｘ・ｌ９９７

Ｃ)ｌ早，23.Ⅵ､2000

25．ヒメアカタテハ発生期間長く，例年見られる．

Ｃ)lex､'29.Ⅳ､１９９９Ｃ)１ex.,02.Ⅵ､１９９９Ａ)lex.，19.Ⅸ､１９９４

Ａ)lex.,28.Ⅸ､１９９７Ｃ)２ex.,02.Ｘ、１９９８Ａ)lex.,07.Ｘ、１９９８

Ａ)lex.,08.Ｘ､１９９８Ｃ)２ex.,09.Ｘ､１９９８Ｃ)lex.,04.m、１９９８

Ｃ）lex.,０９.皿､1998

26.ルリタテハ秋期に見られるが多くない．

Ｃ)lex.，16.Ⅲ、１９９９Ｃ)lex.,15.Ⅵ､１９９９Ｂ)２ex.,０１．Ｘ､１９９８羽化

Ｃ)lex.，15.Ⅷ､１９９９Ｃ)lex.,09.Ｘ、１９９９Ｂ)lex.,04.Ｘ、１９９８羽化

27.ゴマダラチョウ現在，築比地のみで生息確認．

Ｃ)１早，27.Ⅶ､１９９９Ｃ)１早，04.Ⅷ､１９９９

Ｃ)ｌ早，12.Ｖ.２０００蝋を前日採集，翌５月１２日に羽化．

Satyrinaeジャノメチョウ亜科

28.ヒカゲチョウ余り多くない．

Ａ)１c７１，０１．Ｘ,１９９７Ｃ)２早，17.Ⅵ､１９９９Ｃ)１竿，30.Ⅵ､1998

29.サトキマダラヒカゲ夏期多く見られる．

Ａ)ｌｃ７１２早,06.Ｖ.１９９９Ｃ)２早，．Ⅵ､１９９９Ｃ)ｌ早，06.Ⅵ､１９９９

Ｃ)lc7１，１３．Ⅷ.１９９９Ｃ)１c７１，１５．Ⅷ､１９９８Ｃ)１早，12.Ⅷ､1998

30．ヒメジヤノメ秋期発生．

Ａ)Ｃ)２ｃＦ,09.Ⅶ､１９９９Ａ)lc7'’10.Ｘ、１９９６Ｃ)１c７１，０９.刃、１９９８

Ｃ)１早，02.Ⅸ.１９９７Ａ)１早，02.Ｘ、１９９７Ａ)ｌ早，08.Ｘ、１９９７

Hesperiidaeセセリチョウ科

31．ダイミョウセセリ初夏から夏まで局部的に発生．

Ｃ)１c７１，１２．Ｖ、１９９９Ｃ)ｌｃ７Ｉ，15.Ⅶ､１９９９Ｃ)１c７１，２０．Ⅷ､ｌ９９９

Ｃ)２c７１，２２．Ⅷ､１９９９Ｃ)１c７１，２３．Ⅷ､１９９９Ｃ)１早，16.Ｖ、１９９９

Ｃ)１早，23.Ⅷ､１９９８Ｃ)２早，04.Ⅸ､1998Ｃ)１早，10.Ⅸ､１９９８
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32.ギンイチモンジセセリ初夏から夏まで局部的に発生．

Ｃ)３c７１，０２．Ｖ､１９９９Ｃ)１早，02.Ｖ.１９９９

Ｃ)２竿，19.Ⅷ､１９９９Ｃ)岬，27.Ⅷ､1999

33.コチャバネセセリ比較的多い．

Ｃ）lc7'’１２．Ｖ、１９９９Ｃ)３c７１，１４．Ｖ、１９９９

Ｃ）lc7１，１４．Ⅶ、1999

34.キマダラセセリ余り多くない．

Ｃ）lc7'’28.Ⅵ、１９９９Ｃ）１c７１，１５．Ⅷ､１９９８

Ｃ)２竿，１１．Ⅵ､１９９８Ｃ)岬，10.Ⅷ.1999

35.チャバネセセリ少ない．

Ａ)１早，03.Ｘ、1998

36.ミヤマチャバネセセリ稀少．

Ｃ)１c７１，０２．Ｖ．1999

37.イチモンジセセリ夏から晩秋まで多発．

Ａ）１c71,28.Ⅵ、１９９９Ｃ)２c７１，１４．Ⅷ､１９９９

Ａ)lc71,08.Ⅸ､１９９９Ａ)lc7'’23.Ⅸ､１９９９

Ａ)岬，26.Ⅷ､１９９７Ａ)１早,06.Ⅸ､１９９７

Ａ)ｌ早，14.Ⅸ.１９９７Ａ)１早，17.Ⅸ､１９９６
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C）１早，１９．Ｖ・’999

C）lc7'’１６．Ｖ、１９９９

A)lcr'’18.Ⅷ､１９９７

C)２c?,05.Ⅸ.１９９８

A)１早，26.Ⅷ､１９９７

A)１早，13.Ⅸ､１９９７

A)１早，05.Ｘ、１９９６

筆者が松伏町に来てから約４年．その間に生息を確認した蝶類は上記の通り３７種である．一方，

それ以前に松伏町で確認されている蝶は下記の１９種である（埼玉県昆虫誌Ｉ第２分冊鱗迩目蝶

類，ｐ､297-334）．

１．キチョウ１１．ヒメアカタテハ

２ ．ツマキチョウ１２．ルリタテハ

３．モンシロチョウ１３．コムラサキ

４．ゴイシシ ジ ミ １ ４ ． ゴ マ ダ ラ チ ョウ

５．ミズイロオナガシジミ１５．ヒカゲチョウ

６．ミドリシジミ１６．サトキマダラヒカゲ

７．テングチョウ１７．ギンイチモンジセセリ

８．イチモンジチョウ１８．チヤバネセセリ

９．アサマイチモンジ１９．ミヤマチヤバネセセリ

１０．ヒオドシチョウ

以上からお分かり頂けると思うが，アゲハチョウ科の記録は皆無．モンキチョウ・ヤマトシジミ・

ベニシジミなど生息期間を通して町内の随所で見られる蝶の記録がないなど，理解に苦しむ点が目

に付く．一方でミドリシジミ・テングチョウ・アサマイチモンジ・コムラサキの記載があり，今後

も継続して調査してゆきたいと思っている．

Ⅲ、鱗迩目（蛾類）

採品は自宅周辺(A)，田中地区(B)の長牛さんの採集を除くと，ほとんどは小岩井さんが築比地

地区(C)で採集されたものである．小岩井さんの職業柄，昼間に採集した一部のほかは，すべて

夕暮れ時の７時から８時ごろ，真夜中の12時から翌朝夜明け前にかけてのほとんど一晩を通して

外灯のまわりを飛来する蛾の採品でありジきわめて参考になる事象が多く得られた．筆者だけでな

く，ご本人も大いに関心を持っておられ，引き続き採集を続けてその経過と結果を見届けたいとい

うことで，期待している．なお，蛾類の同定は，当会会員の神部正博・築比地秀夫両氏にお願いし，

種名の表記は，冒頭に蛾類大図鑑の種番号を表示することも含め，埼玉県昆虫誌第Ｉ巻第２分冊

に準拠した．採集記録の表記は前項の蝶類に準じている．
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Hepialoideaコウモリガ上科

Hepialidaeコウモリガ科

[００２１］Ｅ"dひcjymexcresce"ｓ（BUTLER）コウモリガ
Ｃ）lex.,０２．Ｘ、１９９９

[1337］Pryerias加ｊｃａＭｏｏＲＥ

Ａ)lex.,一一.Ｘ，１９９９

[1343］Pjdりr"ｓａｒｒａ畑ｓＢＵＴＬＥＲ

Ｃ)１c71,03.Ⅶ､ｌ９９９

Ｃ)ｌ早，05.Ⅶ､１９９９

[1358］〃肋erisre肌ｓ（BUTLER）

Ｃ）１c71,01.Ⅵ､２０００

Zygaenoideaマダラガ上科

Zygaenidaeマダラガ科
Phaudinaeミノウスバ亜科

ミノウスバ

Ｃ）lex.,０９.刃、１９９８

Chalcosiinaeホタルガ亜科

ホタルガ

Ｃ)ｌｃ７１，１０．Ⅸ､１９９９Ｃ)lc71,20.Ⅸ.１９９９

Zygaeninaeマダラガ亜科

ブドウスカシクロバ

Limacodidaeイラガ科

[1375］ScOpeﾉo庇Ｓｃo"〃αααWALKER ヒメクロイラガ

Ｃ)１早，13.Ⅸ､１９９９Ｃ)lc?,20.Ⅵ､２０００

[1385］Ａｚｒａｓａ坤吻ノepj血(CRAMER）ヒロヘリアオイラガ

Ａ)２ex.,20.Ⅵ、１９９９

Pyraloideaメイガ上科

Pyralidaeメイガ科

Pyraustinaeノメイガ亜科

[1562］Spo如加rec”vα"ｓ（FABRIcIus）シロオビノメイガ

Ａ)lc?,02.Ⅸ､１９９８Ａ)岬，27.Ⅸ､１９９７

[1596］ＣＯ"oge伽ｓ〃"α舵rαﾉjｓ（GuENEE）モモノゴマダラノメイガ

Ｃ)lex.,23.Ⅵ､２０００Ｃ)lex.,26.Ⅵ､１９９９

[1621］Ｂ叩odとｓｐ伽cjpα"ｓＬＥＥＣＨ オオキノメイガ

Ａ)lex.,07.Ｘ・’998Ｃ)lex.,13.Ｘ､１９９９

[1622］Ｂｏ'yo火ｓ伽jasα"３（WALKER）タイワンウスキノメイガ

Ｃ)１c７１，２２．Ｘ、１９９９

[1639］Ａｋｚｒ伽rodes火rogamI（FABRICIUS）ワタノメイガ

Ｃ)ｌｃ７1,29.Ｖ、1999Ａ)１c7,26.Ⅵ､１９９９

Ａ)ｌ早，13.Ⅶ､１９９８Ｃ)１３，０２．Ⅸ.１９９９

[1648］Ｐα(p伽〃jgrOp""C伽Ｓ(BREMER）マエアカスカシノメイガ

Ａ)lex.，14.Ｖ、１９９８Ａ)lex.,01.Ⅲ、１９９８

2000年９月



2000年９月 寄せ蛾記(97):２９３７

Ｃ)lex.,２１．Ｘ、１９９９Ｃ)lex.,22.m､１９９９

[1651］Ｄｊ叩加"jα〃zdjca（SAuNDER）ワタヘリクロノメイガ

Ｃ)lc7i,06.Ⅸ.１９９９Ｃ)１早，08.Ｘ､１９９８

[1652］Ｇ卯加伽ｐｅ叩ec剛ｓ（WALKER）ツケノメイガ

Ａ)１早，01.Ⅵ､１９９７Ｃ)lex.,23.Ⅶ､ｌ９９９

Ｃ)１ex.,25.Ⅶ､１９９９Ｃ)lex.,06.Ⅸ､１９９９

[1653］Ｇ卯加伽９J‘αd)伽αC"肋Ｓ(BREMER＆GREY）ヨツボシノメイガ
Ｃ)lex.,29.Ⅵ､１９９９

[1757］ＯＳ"j"ねｐαﾉ"s"α"ｓ（HUBNER）ユウグモノメイガ
Ｃ)lex.,20.Ⅸ.１９９９

Geometroideaシャクガ上科

Drepanidaeカギバガ科

Ｄ叩aninaeカギバガ亜科

[2089］乃肋epα"αcrocea（LEECH）ウコンカギバ

Ｃ)３ex.,０１．Ｘ、１９９９Ｃ）lex.,08.Ｘ、１９９９

[2104］Ｍｚｃｍ"zα雌〃zaxj"､αINOUEスカシカギバ

Ｃ）lex.，１２．m、１９９９Ｃ)lex.,23.Ⅵ､２０００

[2107］Ｏｒｅｍ畑叩jsBUTLERクロスジカギバ

Ｃ）１３，０１．Ⅸ､１９９９Ｃ)１c７１，０１．Ｘ、１９９９

Ｃ)lex.，１２.刃、１９９９Ｃ)lex.,23.Ⅵ､２０００

[2173］

[2175］

[2181］

[2185］

[2208］

[2212］

[2219］

[2226］

[2234］

Geometridaeシャクガ科

Geomemnaeアオシャク亜科

Rzc肋”ｓ叩ｅｍ"３（BUTLER）オオアヤシャク

C>lex.,０１．Ⅸ､１９９９Ｃ)lex.,04.Ⅸ､１９９９Ｃ）

C)lex.,20.Ⅸ､１９９９Ｃ)lex.,23.Ⅵ､２０００

Aga肋ねｃａｒ伽加ａＢＵＴＬＥＲ チズモンアオシャク

C)lex.,05.Ⅷ.l999

71cz"αor伽"ｓｒｅａｐｒｏｃａｍ（WALKER）力ギバアオシヤク

C)lcr'’08.Ｘ，１９９９Ｃ)ｌｃ?,09.Ｘ､１９９９Ｃ）

C)２ex.，10.Ⅸ､１９９９

C)１０''’08.Ｘ、１９９９Ｃ)ｌｃ?,09.Ｘ､１９９９Ｃ)ｌ早，03.Ⅶ､１９９９

C)１早，04.Ⅶ､１９９９Ｃ)１c７１，１８．Ⅵ､２０００Ｃ)lc?1,20.Ⅵ､２０００

Geome”djec伽α""jGRAEsERカギシロスジアオシャク

C)lex.，13.Ⅸ､１９９９Ｃ)lex.,18.Ⅸ､１９９９Ｃ)lex.,20.Ⅸ､l999

Mzxarespro""sａ（BUTLER）ヒメツバメアオシャク

C)１c3,07.Ｖ､２０００

"ど〃r/zeaaes"1ﾉａｒｊａ（HUBNER）キバラヒメアオシャク

C）lex.,29.Ｖ、１９９９

助んr畑αα"α(たｍａ（PROUT）ホソバハラアカアオシャク

C）lex.,21.Ⅶ､１９９９

ＣＯ"Z肋αe"αprOC"肋伽α（PRYER）ヨツモンマエジロアオシャク

C）lc7'’13.Ⅸ､１９９９

剛e"｡』αα伽ＣＯＳ”rja（BREMER）ヨツメアオシャク
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Ｃ）１c71,03.Ⅸ､１９９９ C)１c７１，１３．Ⅸ､１９９９Ｃ)１早，06.Ⅶ､１９９９
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I-arentiinaeナミシヤク亜科

[2379］乃仰花、ｂｅ肋（BUTLER）ホソバナミシヤク

Ｃ)２cr'’18.Ｖ．１９９９Ｃ)２C７１，１６．Ⅵ､１９９９Ｃ)lc7'’22.Ⅷ､ｌ９９９

Ｃ）１c71,04.Ⅸ、１９９９

[2386］印加伽〃igr伽earja（LEEcH）ウスミドリナミシヤク

Ｃ）lex.,04.Ⅸ､１９９９Ｃ)lex.,15.m､１９９９Ｃ)lex.，16.m、１９９９

[2463］Evecﾉjpmpem庇c"〃e"ｓ（MooRE）セスジナミシヤク

Ａ)１ｃ７''01.Ⅶ、１９９９

Ennominaeエダシャク亜科

[2697］Godｂ"e血ｄｅ/fxarja（WALKER）フタテンオエダシヤク
Ｃ)lc7'’14.Ⅶ､１９９９Ｃ)１c７１，１０．Ⅷ､１９９９

[2710］Ｋｍ”"血ノα""2argj"αrjaLEECHツマジロエダシヤク
Ａ)lcr１，１４．Ⅳ､１９９９

[2720］ＱＭ伽ｓ"α、"ｉｃｅ（STOLL）トンボエダシヤク

Ｃ)Ｈ,08.Ⅵ､１９９９Ｃ)１竿，02.Ⅶ､１９９９

[2722］ＣＷ城αＣＯ"αggarja（GUENEE）ウメエダシヤク
Ｃ）１c７１，１２．Ⅵ、1999

[2739］ん"Aows伽かscarja（LEEcH）チヤノウンモンエダシヤク

Ｃ)ｌ早，06.Ⅸ､１９９９

[2740］Apoc彪ｏｒａｒ伽osa（BUTLER）クロクモエダシヤク

Ｃ）１c７１，１３．Ⅸ．１９９９

[2768］的pomecjsroboraria（DENIS＆SCHIFFERMULLER）ハミスジエダシヤク

Ｃ)ｌｃ７1,29.Ｖ、１９９９

[2783］Ascorjsseﾉe"αrja（DENIs＆ScHII千ERMuLLER）ヨモギエダシヤク

Ｃ)１c71,30.Ⅵ、１９９９Ｃ)lc7１，１４．Ⅶ､１９９９Ｃ)１c7,23.Ⅶ､１９９９

Ｃ)ｌc7,14.Ⅸ､１９９９Ｃ)１早,02.Ⅶ､１９９９Ｃ)ｌ早，08.Ⅷ､１９９９

Ｃ)１竿，18.Ⅸ､１９９９Ｃ)ｌ早，20.Ⅸ､１９９９

[2788］眺花rα""ｊａｃﾉZaro〃（BUTLER）ナミガタエダシヤク

Ａ)lc7I,28.Ｖ､１９９９Ａ)１早,22.Ｖ､１９９９

[2792］＆"Opisexce"e"ｓ（BuTLER）オオトビスジエダシヤク

Ｃ)１c7,09.Ⅶ､１９９９Ｃ)２早,09.Ⅶ､19999Ｃ)－－，０２．Ｘ､１９９９

[2835］肋gabiSm〃ｐﾉ""20sα血（LEECH）チヤエダシヤク
Ｃ）lc7１，１２．m、１９９９

[2844］Ａｍｒａｊｃａｓ叩era"ｓ（BuTLER）ウスイロオオエダシヤク

Ｃ）１c７１，１６．Ⅷ､１９９９

[2857］BjzjaaexzzrjaWALKERツマトビキエダシヤク

Ｃ）１c71,24.Ⅵ、１９９９Ｃ)１c７１，２９．Ⅵ、１９９９Ｃ）lc7I，16.Ⅷ､１９９９

Ｃ)ｌ早，13.Ⅷ､１９９９Ｃ)１c71,28.Ⅷ､１９９９Ｃ)１c７，１８．Ⅸ､ｌ９９９

Ｃ)ｌ早，12.Ⅵ､２０００

[2865］Ｐﾉz肋o"”drmα"伽eａｍ（BUTLER）クワエダシヤク

Ｃ)１早，12.Ⅵ､２０００Ｃ)ｌ早，23.Ⅵ､２０００
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[2866］Ｍを"Opﾉzrase"伽（BUTLER）ウスクモエダシヤク
Ｃ）１早，15.m、１９９９

[2870］Ｃｿiα血spjねres./brmosarja（EVERSMANN）ギンスジエダシヤク

Ｃ)lc7'’21.Ⅸ､１９９９Ｃ)１早，01.Ⅸ､１９９９

[2877］/Vひ伽〃zα/br"zosa（BUTLER）マエキトビエダシヤク

Ａ)lex.,01.Ⅶ､１９９８Ｃ)lex.,２１．Ｘ､１９９９Ｃ)lex.,22.m・ｌ９９９
Ｃ）１ex.,22.Ⅳ､２０００

[2885］Ｏ""”pemarj血（BUTLER）エグリヅマエダシヤク

Ｃ)１ex.,20.Ｖ、１９９９Ｃ）lex.,24.Ⅳ､２０００Ｃ)１ex.,25.Ⅳ､２０００

Ｃ)２ex.,０３．Ｖ､２０００Ｃ）lex.,０７．Ｖ､２０００Ｃ）lex.,０９．Ｖ､２０００

[2898］Rzrec/jpsjsgrac肋（BUTLER）ツマキリウスキエダシヤク

Ｃ）１ex.,23.Ⅳ､１９９９

[2928］Ｃｏ７ｙ〃czzp〃erj（BUTLER）ウコンエダシヤク

Ｃ）lex.,29.Ⅳ.１９９９Ｃ)lex.,19.Ⅶ､１９９９Ｃ)lex.,25.Ⅶ､１９９９

Ｃ)lex.，19.Ⅵ、１９９９Ｃ)lex.,27.Ⅸ､１９９９Ｃ)lex.,19.Ｘ、１９９９

Ｃ)lex.，14.Ⅳ､２０００Ｃ)lex.,25.Ⅳ､２０００Ｃ)lex.,09.Ｖ、１９９９

[2931］Ｏ”叩花ﾉｙｘ〃jveaBuTLER ウスキツバメエダシャク

Ａ)１早，30.Ｖ、１９９８Ｃ)lex.,09.Ｘ､１９９８Ｃ)２ex.,19.Ｖ、１９９９

Ｃ）lex.,２１．Ｘ、１９９９Ｃ)lex.,24.Ｖ､２０００

[2935］Ｏ”叩花ｒｙｘｍａｃ""cα"血rja（MOTSCHULSKY）シロツバメエダシヤク

Ｃ)１c７，１４．Ⅸ､１９９９

Bombycoideaカイコガ上科

Lasiocampidaeカレハガ科

[2964］Ｇａｓ〃Opac加orje"”"sSHELJuzHKo、カレハガ

Ｃ）lex.,29.Ⅳ､１９９９

[2969］助伽なｐｏ”oria（LINNAEUS）ヨシカレハ

Ｃ)lex.,03.Ⅸ､１９９９Ｃ)lex.,04.Ⅸ.１９９９

[2970］助伽なα肋O"ZaC"わ”（BREMER）タケカレハ

Ｃ)１早，04.Ⅸ､１９９９Ｃ)ｌ竿，10.Ⅸ､１９９９Ｃ)lc?，14.Ⅸ､１９９９

[2974］Ｏ伽"es"ｓｐｒ川（LINNAEUS）リンゴカレハ

Ｃ)lex.,08.Ⅷ､１９９９Ｃ)lex.,28.Ⅷ､１９９９Ｃ)lex.,０１．Ⅸ､ｌ９９９

Ｃ)lex.,04.Ⅸ､１９９９Ｃ)lex.,18.Ⅸ､１９９９

[2975］Ｄｅ"dro伽"sSpec励伽（BUTLER）マツカレハ

Ｃ)lex.,02.Ⅶ､１９９９Ｃ)lex.,06.Ⅸ､１９９９Ｃ)lex.,17.Ⅸ.１９９９

[2982］ＡｐﾉZaae9"α"Ｓ（FEIDER）

Ｃ）lex.,29.Ⅵ、１９９９

Ｃ）lex.,29.Ⅶ､１９９９

Eupterotidaeオビガ科

オビガ

C)lex.,01.Ⅶ.１９９９Ｃ)lex.,22.Ⅶ.l999

C)lex.,08.Ⅸ.１９９９

Brahmaeidaeイボタガ科

｢2988］８，伽αeα〃po"jca（BuTLER）イポタガ
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Ａ)lex.，19.Ⅳ､１９９７Ｃ)lex.,23.Ⅳ､２０００

Satumiidaeヤママユガ科

Satumiinaeヤママユガ亜科

[2993］伽”"jα火JPO"jca（MOORE）クスサン

Ｏ１ｅｘ.,02.Ｘ、１９９９

[2996］伽”"jα､ﾉり"ａｓ〃（BUTLER）ヒメヤママユ

Ｃ）lex.,３１．Ｘ、１９９９Ｃ)lex.,12.m、１９９９

[2998］ＡＣ"“α"e〃Ｓ（BREMER＆GREY）オオミズアオ

Ｃ)１c７１，２７．Ｖ､２０００Ｃ)１c７１，０６．Ⅵ.２０００Ｃ)１c71,08.Ⅷ､１９９９

Ａ)ｌ早，28.Ｖ、１９９９Ｃ)岬，05.Ⅵ､１９９９

[2999］ＡＣ"αｓｇ"o"zａ（BUTLER）オナガミズアオ

Ａ）lc71,28.Ｖ、１９９５Ａ)１c７１，０６．Ｖ、１９９７Ｃ)１C７１，３１．Ｖ、１９９９

Ｃ）１c71,06.Ⅷ､１９９９Ｃ)２c?,08.Ⅷ､１９９９Ａ)lcr１，１３．Ⅷ､１９９９

Ｃ)ｌ早，20.Ⅷ､１９９８

2000年９月

Sphingoideaスズメガ上科

Sphingidaeスズメガ科

Sphinginaeスズメガ亜科

[3001］Ａｇ血ＳＣＯ"yoﾉＭｊ（LINNAEUS）エビガラスズメ

Ｃ)３ex.,27.Ⅷ､１９９９Ｃ)lex.,10.Ｘ、１９９９その他多数

[3005］Ａ』んｇｒａｍｍａ伽rem（WALKER）シモフリスズメ

Ｃ)lex.，14.Ⅶ､１９９９Ｃ)lex.,15.Ⅶ､１９９９Ｃ)２ex.,25.Ⅶ､１９９９
その他多数

[･一］ＳＰﾉ1伽ＣＯ"s"jcmBuTLERコエビガラスズメ

Ｃ)lex.,25.Ⅵ、１９９９Ｃ)lex.,１０．Ⅷ､１９９９Ｃ)lex.,20.Ⅶ､２０００

[3010］ＤＣ伽"α奴"crejSTAuDINGER サザナミスズメ

Ｃ)lex.,28.Ⅳ､１９９９Ａ)lex.,19.Ⅶ､１９９９Ａ)lex.,09.Ⅸ.１９９９

[3012］ＤＣ肋加aexzzcmSTAuDINGER ヒメサザナミスズメ

Ｃ)lex.，19.Ⅷ､１９９９Ｃ)lex.,26.Ⅷ､１９９９Ｃ)lex.，14.Ⅸ､１９９９

[3013］雌"ｍｃﾉ"y$α"ＳＣＯ"s加伽RoTHscHILＤ＆JoRDANクロテンケンモンスズメ

Ｃ)lex.，12.Ⅵ､１９９９Ａ)lex.,09.Ⅸ､１９９８

[3018］Ｃ〃"ｉｓｂ伽eα”（WALKER）トビイロスズメ

Ｃ)２ex.,08.Ⅷ､１９９９Ｃ)１早，１０．Ⅷ､１９９９Ｃ)lex.,15.Ⅷ､１９９９

[3020］ＭZr"肋ａｇａＳＣﾉMEeW的C肋（BREMER＆GREY）モモスズメ

Ａ)１c７１，３１．Ｖ、１９９９Ｃ)lc71,22.Ⅶ､１９９９Ｃ）lex.,28.Ⅷ､１９９９
その他多数

[3027］ＣＭα肋"jyX”、r伽0V〃(BREMER＆GREY）ウンモンスズメ

Ｃ)lc7１，１６．Ⅶ､１９９９Ｃ)２c71,25.Ⅶ､１９９９Ｃ)ｌｃＦ,02.Ｖ､２０００

Ｃ)ｌc７，１９．Ⅶ､１９９９Ｃ)lC7'’06.Ⅷ､１９９９その他多数

Macroglossinaeホウジヤク亜科

[3036］Q4pho"oｄｅｓｈｙｍｓ（LINNAEUS）オオスカシバ

Ｃ）lex.，12.Ⅵ､１９９９Ａ)１ex.,11.Ⅶ､１９９９Ｃ)lex.,16.Ⅶ､１９９９
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Ａ）lex.,08.Ｘ、１９９９ その他多数

[3039］Ａ叩eﾉ｡pﾉｊａｇａｒ肋jgi"OSaBREMER＆ＧＲＥＹクルマスズメ

Ｂ)lex.,29.Ｖ、1999羽化（19.Ｖ蛸採集）

[3041］Acosmeｙｘｃａｓｍ"eaRoTHscHILD＆JoRDANブドウスズメ

Ｃ)lex.,14.Ｖ、1999Ｃ)lex.,15.Ⅶ､１９９９Ｃ)lex.,29.Ⅶ､１９９９

Ｃ)lex.,24.Ｖ.２０００

[3042］ノWog"re化α〃"2αc加ね（BUTLER）ホシヒメホウジヤク

Ａ)lex.,22.Ⅸ､１９９９Ｃ)lex.,０１．Ｘ・’999Ａ)lex.，12.Ｘ、１９９９

Ｃ)lex.,21.m、１９９９

[3044］MzcrogﾉCs皿ｍｂｏｍｂｙ伽sBoIsDuvAL ヒメクロホウジャク

Ａ)lex.,２１．Ⅸ､１９９７

[3045］Mzcrogんs皿ｍｐｙ〃肋s"cmBUTLER ホシホウジャク

Ａ)lex.,01.Ⅸ､１９９８Ａ)lex.,20.Ⅸ､１９９７Ａ)lex.,25.Ⅸ､ｌ９９７
Ｃ）lex.，１３．Ｘ，１９９７ その他多数

[3057］Dejﾉとpﾉi伽ｅ(pe"oｒ（LINNAEUS）ベニスズメ

Ｃ）lex.，１５．Ⅶ、１９９９Ｃ）lex.，19.Ⅶ､１９９９Ｃ）lex.,25.Ⅶ、１９９９

[3061］７１here”〃es皿ｓ（DRURY）キイロスズメ

Ｃ)lex.,05.Ⅷ､1999Ｃ)lex.,28.Ⅷ､１９９９Ｃ)lex.，18.Ⅸ.１９９９

[3065］７１here"αﾉﾋZpo"ｊｃａ（BoIsDuvAL）コスズメ

Ｃ)lex.,06.Ⅵ、１９９９Ｃ)lex.,22.Ⅶ､１９９９Ｃ)lex.,28.Ⅷ､１９９９

[3066］７ｿiere”ｏ此左"ね"dｊａｅ（FABRIClUS）セスジスズメ

Ｃ）lex.，１９．Ⅶ､１９９９Ｃ）lex.,27.Ⅷ､１９９９Ｃ）lex.,28.Ⅷ.１９９９

Notodontoideaシャチホコガ上科

Notodontidaeシャチホコガ科

[3087］０１e汝o⑰"mgrjsesce"SSrAUDINGERバイバラシロシヤチホコ

Ｃ)lex.,03.Ⅸ､１９９９

[3098］Ｗ'た碗α”３６肱"”"ｓ（WILEMAN）モンクロギンシヤチホコ

Ｃ)lex.，10.Ⅸ､１９９９

[3100］此"わ"jaOCype花（BREMER）ホソバシヤチホ．

Ｃ)lex.,27.Ⅷ､１９９９

[3110］Ｐｈａﾉｅｍα"g"s"e""jsMATSUMURA ムクツマキシャチホコ

Ｃ)１c71,23.Ⅶ､１９９９Ｃ)lc71,22.Ⅷ､１９９９

[3111］Ｐｈａとｍａｓｓ伽"Ｓ（BREMER＆GREY）ツマキシヤチホ．
Ｃ)１９，22.Ⅶ､１９９９

[3113］Ｐﾉlα〃α/7mﾉeSCe"Ｓ（BREMER＆GREY）モンクロシヤチホコ

Ｃ）lcr１，１９．Ⅷ、１９９９Ｃ）ｌ早，08.Ⅷ､１９９９

[3126］Ｒａｂｍｍｃｒｉｓｍｍ（BuTLER）セダカシヤチホ．

Ｃ)１c７１，１４．Ⅶ､１９９９Ｃ）1ケ，12.Ⅵ.２０００Ｃ)１早，08.Ⅵ、１９９９

[3129］７１origeas””"eａ（MooRE）キシヤチホコ

Ｃ）１c71,08.Ⅵ、１９９９Ｃ）ｌc7,02.Ⅵ.２０００

[3130］加加OpW加ｚｐα"j血（BuTLER）ウスキシヤチホ．

Ｃ)１c７１，２２．Ⅷ､１９９９Ｃ)ｌｃｒ1,03.Ⅸ､１９９９Ｃ)lex.,02.Ⅵ､２０００
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[3170］LOp加加ｏｓｊａｐ〃eri（BuTLER）プライヤエグリシヤチホコ

Ｃ）lex.,02.Ⅸ､１９９９Ｃ)lex.,04.Ⅸ､１９９９Ｃ)lex.,04.Ⅸ､１９９９

Ｃ）lex.,06.Ⅸ､１９９９

[3181］Prerosro"2ａｓ〃c"ｍＭＯＯＲＥ オオエグリシャチホコ

Ｃ）１c71,03.Ⅵ､２０００Ｃ）１c７１，１２．Ⅵ､２０００

Noctuoideaヤガ上科

Lymantriidaeドクガ科

[3191］Ｃａ肋eamarge"””（BUTLER）スギドクガ

Ｃ)ｌｃ７1,29.Ｖ､２０００Ｃ)ｌｃ７１１早，08.Ⅵ､２０００

[3207］Ａﾉ℃、r"ｉｓノー"jgr"碗（MULLER）エルモンドクガ

Ｃ)lc7'’08.Ⅸ､１９９９Ｃ)lc7１，１３．Ⅸ.１９９９

[3218］Lymα""ｊａｄ叩”（LINNAEus）マイマイガ

Ａ)ｌｃ７'’30.Ⅵ､１９９９Ｃ)２ｃｍ早’09.Ⅶ､１９９９

Ｃ）１c７１，１２．Ⅶ､１９９９Ａ)１c７１，１５．Ⅶ､１９９９

[3221］Ｌｙ"2α""jα〃2α伽raMOORE カシワマイマイ

Ｃ)２c71,21.Ⅶ､１９９９Ｃ)lcr1,29.Ⅶ､１９９９

Ｃ)１早，25.Ⅶ､１９９９Ｃ)１早，05.Ⅷ､１９９９

[3232］助procrjsp"ﾉverea（LEECH）ゴマフリドクガ

Ａ)２c７１，２１．Ｘ、１９９９Ａ)１c７１，２７．Ｘ、１９９９

Ｃ)１c７１，２３．Ⅳ.２０００Ｃ)１c７１，２６．Ⅳ､２０００

Ａ)１早，19.Ｘ・’999Ａ)１早，26.Ｘ,１９９９

[3238］Ｅ"proc"ｓｐｓｅ"伽CO"叩ersα(STRAND）チヤドクガ
Ａ)lc71,26.Ⅵ、１９９８Ａ)ｌｃ７Ｉ,27.Ⅵ､１９９９

Ａ)１c７１，１５．Ⅶ.１９９６Ａ)２早，28.Ⅵ､１９９９

Ａ)１早，15.Ｘ，１９９８

C)１早，08.Ⅷ､１９９９

Ａ）lc7１，１０．Ⅶ､１９９９

C）ｌｃ７'’05.Ⅷ､１９９９

C)１早，16.Ⅷ､１９９９

C）ｌc７，２０．Ⅳ､２０００

C)１早，13.Ⅸ､１９９９

C)１早，29.Ｘ，１９９９

A)１c７１，１４．Ⅶ､１９９６

A)１早，13.Ⅶ､１９９６

Arctiidaeヒトリガ科

Arctiinaeヒトリガ亜科

[3309］ＳＰ血rc"αserja叩""cｍｍ（MOrSCHULSKY）スジモンヒトリ

Ｃ)lex.,10.Ｖ、１９９９Ｃ)２ex.,15.Ｖ、１９９９Ｃ)lex.,23.Ｖ、１９９９

Ｃ)lex.,03.Ⅸ､１９９９Ｃ)lex.,09.Ⅸ､１９９９Ｃ)lex.,20.Ⅸ､１９９９

Ｃ)lex.,04.Ⅸ.１９９９

[3313］Ｓｐ血rc"ａｓ肋car"eα(WALKER）オビヒトリ
Ｃ)２ex.,23.Ｖ､２０００Ｃ)lex.,19.Ⅷ､１９９９Ｃ)３ex.,26.Ⅷ､１９９９

Ｃ）１ex.，１３．Ⅸ､１９９９Ｃ)１ex.,29.Ⅸ､１９９９

[3319］ＬｅｍｙｒａＩ"2par肋（BUTLER）クワゴマダラヒトリ

Ｃ)１c71,02.Ⅸ､１９９９Ｃ)lc71,05.Ⅸ､１９９９Ｃ)１早，04.Ⅸ､１９９９

[3322］Ｓｐ"CSOﾉ?2αノ"Mcjpe血（LlNNAEUS）キハラゴマダラヒトリ
Ｃ)lex.，14.Ⅳ､２０００Ｃ)２ex.,23.Ⅳ､２０００Ｃ)lex.,23.Ｖ､２０００

Ｃ)lex.,26.Ⅷ､1999Ｃ)lex.,03.Ⅸ､１９９９

[3323］Ｃ肋"arc血〃jvea（ＭＥＮ訂RIEs）シロヒトリ

Ｃ）lex・’26.Ⅷ､１９９９Ｃ)ｌ竿，29.Ⅷ､１９９９

[3331］ｆ６ｌｐ加""ｊａｃ呪"eａ（DRURY）アメリカシロヒトリ
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C）lex.,３１．Ｘ・’999Ｃ)lex.,03.Ｖ､２０００Ｃ）lex.,23.Ｖ､２０００

Noctuidaeヤガ科

Acronictinaeケンモンヤガ亜科

[3440］的ﾉo"ycmherc"伽（FELDER＆ROGENHOFER）シロシタケンモン

Ｃ）lex.,04.Ⅶ、１９９９Ｃ）lex.，13.Ⅸ､１９９９Ｃ）lex.，１８．Ⅸ､１９９９

Heliothinaeタバコガ亜科

[3475］仇"cove叩ａａｓｓ"伽（ＧｕＥＮＥＥ）タバコガ

Ｃ）lex.,26.Ⅷ､１９９９

Noctuinaeモンヤガ亜科

[3490］Agro"sro〃o"jsBUTLERオオカブラヤガ

Ｃ)lex.，19.Ｘ・’999Ｃ)lex.:21.Ｘ・’999Ｃ)lex.,22.Ｘ、１９９９

[3493］Agrorjssege如加（DENIs＆ScHIFFERMULLER）カブラヤガ

Ｃ)lex.，14.Ⅸ､１９９９Ｃ)lex.,１８.皿､１９９９

[3519］Ｐｅｒ肋o"zａｓ“cja（HUBNER）ニセタマナヤガ

Ｃ)lex.,23.Ⅶ､１９９９Ｃ)lex.,28.Ⅶ､１９９９Ｃ)lex.,09.Ⅷ､１９９９

Ｃ）lex.,22.m、１９９９Ｃ)lex.,09.Ｖ.２０００

[3520］Ｄｊａｒｓｊａｄとparcα(BUTLER）コウスチヤヤガ

Ｃ)lex.,14.Ｘ、１９９９Ｃ)lex.,19.Ｘ、１９９９Ｃ)lex.,２１．Ｘ・ｌ９９９

Ｃ）lex.,22.Ｘ、１９９９

[3522］Ｄ〃ｓｊａｃα"“Ce"３（BUTLER）オオバコヤガ

Ｃ）lex.,22.Ｘ・’998

[3540］ＸＥｓｒｊＺｚｄｊｍｒａｍ（BUTLER）ウスチヤヤガ

Ｃ)３ex.,３１．Ｘ、１９９９

Hadeninaeヨトウガ亜科

[3559］Ｍｚｍ“rrabrassjcae（LINNAEus）ヨトウガ

Ｃ)２ex.,０２．Ｖ、１９９７

[3566］SarcOpo"α〃んbａ（BUTLER）シロシタヨトウ

Ｃ）ｌｃ７'’06.Ⅸ､１９９９Ｃ)１３，１０．Ⅸ､１９９９Ｃ）１３，１８．Ⅸ､ｌ９９９

Ｃ）１c71,20.Ⅸ､１９９９

[3610］ルＭ２伽"α畑rca（LINNAEUS）フタオビキヨトウ

Ｃ)lc7１，１８．Ⅸ､１９９９

[3646］Ａしα"伽伽cα"ねノリreyj（DUPONCHEL）クサシロキヨトウ

Ｃ)lex.，14.Ｘ，１９９９Ｃ)lex.,19.Ｘ､１９９９

Cucullinaeセダカモクメ亜科

[3658］Ｑ‘c""jα加花r"αBUTLER ホソバセダカモクメ

Ｃ）lex.，14.Ｘ、１９９９Ｃ）lex.,04.Ⅵ､２０００

[3677］Ｘｙ陀"αﾉb”osa（BUTLER）キバラモクメキリガ

Ｃ)lex.，14.Ｘ，１９９９Ｃ)lex.,12.Ⅲ､１９９９Ｃ)２ex.,15.m、１９９９

Ｃ）lex.，１５.皿、１９９９
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[3695］Ｅ叩s"ｊａｃｏ"”c”(BuTLER ウスミミモンキリガ

Ｃ）lex.，１５.皿､１９９９

[3719］712ﾉormdjverge"ｓ（BUTLER）ノコメトガリキリガ

Ｃ)lex.,３１．Ｘ、１９９９Ｃ)２ex.,15.m､１９９９

2000年９月

Amphipyrinaeカラスヨトウ亜科

[3828］７γαc舵αα"jp伽ｓ（LINNAEUS）シロスジアオヨトウ

Ｃ)lex.，15.Ｖ、１９９９Ｃ)lex.,25.Ⅶ､１９９９Ｃ)lex.,27.Ⅶ､ｌ９９９

Ｃ）lex.,06.Ⅷ､１９９９Ｃ)lex.,13.Ⅸ､１９９９Ｃ）lex・'18.Ⅸ､１９９９

Ｃ)lex.,20.Ⅸ､１９９９

[3840］Spodop舵、ノ伽、（FABRICIUS）ハスモンヨトウ

Ｃ)lex.,08.Ⅸ､１９９９Ｃ)２ex.,18.Ⅸ､１９９９Ｃ)lex.，18.Ｘ、１９９９

[3865］Ａ叩ｈｊＰＷａｐＷα"2肱ａ（LINNAEus）シマカラスヨトウ

Ｃ）lex.,27.Ⅸ､１９９９Ｃ)lex.,０１．Ｘ、１９９９

[3866］Ａ叩ﾉｶjpyramo"o肋ａＧｕＥＮＥＥ オオシマカラスヨトウ

Ｃ）lex.,27.Ⅶ､１９９９Ｃ)lex.,22.Ⅷ､１９９９Ｃ)２ex.,20.Ⅸ､１９９９

[3881］⑰Ⅷα〃"jｓ（LINNAEus）ニレキリガ

Ｃ）lex.，19.Ｘ、１９９９

[3974］Ｂﾉe"伽ａｓe"eｘ（BUTLER）

Ｃ）lex.，13.Ｘ、１９９９

Ｃ)lex.,23.Ｘ、１９９９

Sarrothripinaeキノカワガ亜科

キノカワガ

Ｃ)lex.,14.Ｘ，１９９９Ｃ）lex.,２１．Ｘ，１９９９

Chloephorinaeリンガ亜科

[4003］ＰＳ“dりぃｐｍｓｊ"α""ｓ（LlNNAEUS）アオスジアオリンガ

Ｃ)lex.,02.Ⅸ､１９９９Ｃ)lex.,13.Ⅸ､１９９９

[4004］Pse"dbjpsSy城α(BUTLER）アカスジアオリンガ

Ｃ)１ex.,20.Ⅳ､２０００

Acontiinaeコヤガ亜科

[4117］Ｘα"rhodes〃α"sversaGuENEEフタトガリコヤガ

Ｃ)lex.，１３．Ⅸ､１９９９

Plusiinaeキンウワバ亜科

[4131］Mbc血""o"g伽ｐＭｓｓ伽ａ（BuTLER）ギンモンシロウワバ

Ｃ)lex.,29.Ⅵ、１９９９Ｃ)lex.,20.Ⅸ､１９９９Ｃ）lex.,２１．Ｘ、１９９９

[4157］７１rysα"Opﾉ"血加”ｍｊｘｍ（WARREN）キクキンウワバ

Ｃ)lex.,23.Ⅶ､１９９９Ｃ)lex.,25.Ⅶ､１９９９Ｃ)lex.,27.Ⅶ､１９９９

Ｃ）lex.,２２.刃、１９９９Ｃ)lex.，１５.皿､１９９９

[4163］αe"Opﾉ皿ααg"α、（STAuDINGER）ミツモンキンウワバ

Ｃ)lex.,25.Ⅶ､１９９９Ｃ)lex・’28.Ⅷ､１９９９Ｃ)lex.,04.Ⅸ､１９９９

Ｃ）lex.,20.Ⅸ､１９９９Ｃ）lex.，１５．m、１９９９

[4170］Ａ"αdev賊apepo"jｓ（FABRICIUS)．ウリキンウワバ

Ｃ）lex.,27.Ⅷ.１９９９Ｃ）lex.,29.Ⅸ､１９９９Ｃ）lex.，１１．Ｘ、１９９９
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Ｃ)lex.，14.Ｘ、１９９９Ｃ)lex.,23.Ｘ･’999
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Catocalinaeシタバガ亜科

[4210］Dysgo伽ｓ叩osa（FABRICIUS）アシブトクチバ

Ｃ)lex.，15.Ⅵ､２０００

[4215］Dysgo"ｊａａｒｃｍｍｅ"jａ（GUENEE）ホソオビアシブトクチバ

Ｃ)lex.,22.Ⅷ､１９９９Ｃ)lex.,26.Ⅷ.１９９９Ｃ)lex.,25.Ⅶ､１９９９

Ｃ)lex.,04.Ⅷ､１９９９Ｃ)lex.,24.Ⅷ､１９９９

[4222］Ｍｂｃｊｓ〃"血奴（FABRICIUS）オオウンモンクチバ

Ｃ>lex.,04.Ⅸ､１９９９Ｃ)lex.,18.Ⅸ､１９９９Ｃ)lex.,20.Ⅸ､１９９９

Ｃ)lex.,27.Ⅸ､１９９９Ｃ)lex.,29.Ⅸ､１９９９

[4223］Mbcjsα""e”（BUTLER）ウンモンクチバ

Ｃ)lex.,19.Ｖ､２０００Ｃ)lex.,12.Ⅵ､２０００

[4224］Mbcjsα"c"ね（WARREN）ニセウンモンクチバ

Ｃ)lex.,29.Ｖ､２０００

[4239］mgOpだ、〃"０（DALMAN）ムクケコノハ

Ｃ)lex.,２１．Ⅸ､１９９９Ｃ)lex.,29.Ⅸ.１９９９

[4241］Ａ７℃花coer"ﾉeａ（ＧＵＥＮＥＥ）フクラスズメ

Ｃ)lex.,08.Ⅷ､１９９９Ｃ)lex.,22.Ｘ､１９９９

[4243］A6lpOpWav叩er""ｏ（FABRICIUS）カギバトモエ

Ａ)lex.,05.Ｖ、１９９９Ｃ)lex.,03.Ⅶ､１９９９Ｃ)lex.，14.Ⅸ､１９９９

Ｃ)lex.,05.Ⅵ､２０００Ｃ)lex.,23.Ⅵ､２０００

[4244］Spjrα"Ｚａｒｅｍｒｍ(CLERcK）オスグロトモエ

Ｃ)lex.,15.Ⅷ､１９９９Ｃ)lex.,06.Ⅸ､１９９９Ｃ)lex.,18.Ⅸ､１９９９

Ｃ)lex.,02.Ⅵ､２０００

Ophiderinaeクチバ亜科

[4249］〃rj"αe"jaaccjp〃（FELDER＆ROGENHOFER）モクメクチバ

Ｏ１ｅｘ.,14.Ｘ、１９９９Ｃ)lex.,20.Ⅳ.２０００

[4257］LygepA血reC”（BREMER）ヒメクビグロクチバ

Ａ)lc7'’29.Ⅵ、１９９８

[4276］Oraesjaex℃、ﾉzzm（BUTLER）アカエグリバ

Ｃ)lex.,13.Ⅸ.１９９９Ｃ)lex.,23.Ｘ、１９９９

[4296］Ｓ)ｌｐ"o肱s血加Csα(BUTLER）クロシラフクチバ

Ａ)lc7'’29.Ⅵ、１９９８

[4310］Ａｅｄｉａノe"comeﾉﾋzｓ（LlNNAEUS）ナカジロシタバ

Ｃ)lex.，13.Ⅸ､１９９９Ｃ)lex.,20.Ⅸ､1999

Hypeninaeアツバ亜科

[4452］砧lpe"αｃ/αrjpe"伽（BUTLER）キシタアツバ

Ｃ)２ex.,20.Ⅳ､２０００

[4454］跡lpe"α〃jgo"α"３（GuENEE）タイワンキシタアツバ

Ｃ)２ex.，１１．Ｖ､２０００
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Ⅳ、参考文献

藤岡知夫（1972)図説日本の蝶．ニューサイエンス社

一一一一一一（1975）日本産蝶類大図鑑．講談社

－－－－－（1975）日本の蝶検索図鑑．主婦と生活社

白水隆ほか（1976)原色日本蝶類図鑑．保育社

井上寛ほか（1982）日本産蛾類大図鑑．講談社

星野正博ほか（1998)埼玉県の鱗迩類（蝶類）．埼玉県昆虫誌Ｉ第２分冊，ｐｐ､287-386．

萩原昇ほか（1998)埼玉県の鱗迩類（蛾類）．埼玉県昆虫誌Ｉ第２分冊，ｐｐ､387-544．

埼玉昆虫談話会(1999)埼玉県昆虫誌別巻．

杉繁郎編（2000）日本産蛾類大図鑑以後の追加種と学名変更．‘PostMJ，Additionand

chdngesEdition2、日本蛾類学会

Ｖ，投稿までの経緯

ところで私事にわたって恐縮だが，筆者は1995年１月，阪神大震災で被災，妻と共に松伏町に

住む息子を頼って96年５月ゆめみの団地に転居して４年になる．被災地兵庫県宝塚市では約50年

間，周辺の蝶の生息状況や開発が始まってからの環境の変遷などを調査，その間，北海道から沖縄，

そして台湾，フィリピン，インドネシアへと島毎の地域変異や季節変異を求めて歩き廻った．

被災後のショックから抜け切れず，心身共にまだ空虚な状態であったが，生来の虫好きは未知の

松伏町でもじっとしておられず，早速採集調査を始めた．たまたま99年５月，朝日新聞で牧林会

長の記事と共に，埼玉昆虫談話会の精力的な活動振りを知った．早速書状を差し上げたところ，会

長は日本鱗迦学会々誌の編集委員長をされていた時，筆者のインドネシア各地での採集記もごらん

になり掲載して頂いていた．そして埼玉県東南部はこれまで松伏町も含めて記録が少なく，この際

談話会にも入会して更に調査を記録して投稿するよう勧めて頂いた．

このような奇遇も重なって早速入会の手続きを取り，このたび投稿させて頂くことになった．碓

井徹氏には拙文を巧くまとめて頂いた．また，蛾の同定に関しては神部正博・築比地秀夫両氏に再

三お世話になった．併せて心からお礼申し上げると共に今後ともよろしくご指導頂きたい．

最後に，採集・調査に協力して頂いた方々，また松伏町在住の染谷ご夫妻，吉川市の向井良成氏

にも厚くお礼申し上げる．

(かとうしんいちろう〒343-0113埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野１－１１－１３）



2000年９月 寄せ蛾記(97):２９４７

津軽半島採集行
(2000年７月４日～５日。８月１日～２日）

小野寺博昭

７月４日（火）晴れ

青森の工藤忠氏から６月２６日に「キタアカシジミは今年の場合、季節の進行状況から見て，当

初は（自分の休日の）６月28日より（次の休日に当たる）７月４，５日の方が発生の適期にぶつか

る可能性が高いと推定していましたが、その後，青森は空梅雨気味だったせいか、６月２５日に産地

を訪れてみたらに既に羽化が始まっており、キタアカシジミの新鮮な個体をゲットするには６月２８

日に決行する方が望ましいと思います」との連絡が入った。しかし、前夜の天気予報では６月２８日

の天候は期待出来そうもなかったので１週間延期して今日の出発となった。工藤氏が親身になって

事前にFAXと電話で事細かに情報を伝えてくれたので、我が未採集種の一つであるキタアカシジ

ミ初採集の確率がグンと高まって今日を迎えた訳である。

午前５時前に起床。コーヒーを１杯喫してから5時36分発の上り始発電車に乗るべく、妻と桶川

駅に向かう。この電車は遠征の際によく使うのだが今日は早く着いたので、桶川駅では始発電車の

発車20分前に改札口のシャッターが開くことが分かった。

６時15分に上野駅に着き、浜松町を経由してモノレール羽田空港駅には7時07分に到着。

搭乗手続を済ませて、ＪＡＳ991便・定刻7時50分発，青森行き(MD90，JA8066)に搭乗。この便は

７月1～5日まで飛ばす臨時便のようなもので、正規便の同時刻発のJAS161便が先に出て行った。

搭乗客は僅か１２名。燃料代にもならないことだろう。ラッシュの順番待ちで、８時12分にテイク・

オフ。リア・エンジン２発のＭＤ９０は、主翼にエンジンをパイロンで吊っているタイプの航空機

と異なって，静かである。

青森空港には9時10分にランディング(飛行時間58分)。手荷物を受け取り、日産レンタカーに立

ち寄って車を借りる。予約してあった割りには手間取って9時45分に空港をスタート。カーナビの

代わりに妻のナビで，事前に渋谷の大盛堂で買い整えておいた「県別マップル②青森県」（昭文社，

これは山田成明氏の推薦）「エリアマップ分県地図②青森県」（昭文社，２５万分の１）を手にし

て，一路車力村を目指す。

２時間ほどで工藤忠氏

からご教示戴いた青森

県北津軽郡車力村扉風

山のキタアカシジミの

ポイントに着いた。関

東より気温が５～６℃

低く、最高気温が25℃

くらいだから、大分し

のぎやすい。折りから

トンボエダシャクの発

生期で、蕊しい数の個

体が期んでおり、彦陶

しい。最初に目に付い

たのはコキマダラセセ

リ。裏面の黄色が明る

く見える新鮮な個体で

ある．２㎡'ず'を採集。

〔写真１〕

写真１

E笹仲

竃

f侭

雛鴬
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１２時05分にカシワの目の高さくらいの位置から、青く輝く趣をきらめかせてゼフイルスが真横

に２ｍほど期んだ。数時間前に羽化しましたと言わんばかりのウラジロミドリシジミのピッカピカ

のｃ７'である。裏面が銀白色でフラッシュ効果のせいだろう。湖んでいる時は明るい金属光沢の水色

に近い色に見える。標本を見ていただけでは分からないことだ。工藤忠氏が「今頃はウラジロ，

ハヤシがイイ時期です」と言っていたが、正にその通りである。

１０時15分にもうワン・サイズ大きいゼフィルスが，これも思ったより低い位置を刻んだ。先ほ

どのウラジロミドリシジミに負けず劣らず新鮮なハヤシミドリシジミのcr'である。“ゼフイルス'，

と言えば“長竿”を連想するが、普通の柄のネットで採集出来るのだ。採るヤツ採るヤツ、皆ド完

品でほくほくしてしまう。サラリーマン蝶屋の場合、羽化期にどんぴしやと当たることは滅多にな

い。一頻り，この2種のFavoniusを堪能する。

１３時１０分に，暑さを避けるかのように，カシワの下枝の葉に静止しているオレンジ色のシジミ

チョウが目に入った。今回の目的種であるキタアカシジミに相違あるまい。妻を呼んで、車からカ

メラを持って来てもらい、撮影。〔写真２〕

写真２

数カット撮影してから今度はネットに持ち替えて徐（おもむろ）に採集。

５月のホリシヤルリシジミに次いで，呆気なく本年２種目の新規自己採集種となり、これで自己採

集記録種は246種になった。土着種では一昨年(1998年)８月に単身赴任中の九州で採集したタイワ

ンツバメシジミ以来だから、ほぼ２年振りの土着種の追加である。残る土着種の未採集。未観察種

はウスバキチョウ，ダイセツタカネヒカゲ，アサヒヒョウモン，リンゴシジミの北海道４種とゴイ

シツバメシジミの５種となった。何やら生息地は遠い所ばかりである。この個体の他に13時45分，

14時35分，１４時50分と、１ざ'３早早の計４頭のキタアカシジミが採れた。

１５時を少し過ぎてから、工藤忠氏が「必ず行ってみて下さい」と推薦していた高山稲荷神社の

ポイントを訪れる。神社の横の道を海岸に向かって入って行く。車を停めて更に海岸に向かって歩

を進めると、眼下に日本海を望む広大なカシワの樹海が広がっていた！日本海から吹き付ける風

の影響なのか、それとも砂地のせいなのか、膝丈くらいの倭小なカシワがびっしりと敷き詰められ

ており、そのカシワの樹海と言うか、カシワの平原と言うか、その上をオレンジ色のキタアカシジ

ミがチラチラと舞っているのが一望に見下ろせる。実に気持ちの良い風景である。この景観を目に

して、工藤氏が是非にと熱心に推奨してくれた理由が納得出来た。

もっとも草原ではないので、どんどん足を踏み入れて走り回るというワケにはいかない。自分達が

立っている場所まで期んで来てくれる個体をネットするのである。風にあおられて飛ばされるもの



2000年９月 寄せ蛾記(97):２９４９

もあるし、目にする個体数のワリには採れない。それでも1時間ほどの間に妻と合せて７ｃ７１ｃ７１６早

早のキタアカシジミが採集出来た。

妻が「ちょっと小さいのが採れた」と言うのでネットの中を覗くと、ダイセンシジミのド完品のｃ７

が入っていた。…17時を過ぎると活動する個体が極端に減って来た。充分堪能した気分だし、か

と言って「日本海に沈む夕日が美しい」とは聞かされていたものの，日没にはまだ大分間があるの

で、１７時25分に現地を後にして、今夜の宿「稲垣温泉花月亭」に向かうことにした。

１８時少し前に宿に着く。先ずは温泉の露天風呂にゆったりと浸かり、手足を伸ばす。炎天下、

ポイントを行ったり来たりしたので結構な距離を歩いたのと同じ計算になる。そのため足の裏がじ

んじんしていたが、湯に浸かっていると疲れが取れるようで実に気持ち良い。

夕食は期待に反してありきたりで、ちょっとガッカリ…。ビールの酔いと心地良い疲労感でテレ

ビを見ながらウトウトしていると、２１時半頃，工藤氏が結果を気に懸けて宿に電話をしてくれた。

充分堪能した旨を報告。

く今日の採集種＞

（１）青森県北津軽郡車力村扉風山

・キタアカシジミ１忽３早早

・ウラジロミドリシジミ９３部１早

・ハヤシミドリシジミ３３３

・コキマダラ セ セ リ ２ ３ ３

（２）青森県北津軽郡車力村高山稲荷神社

・キタアカシジミ７ざＶ６早早

・ダイセンシジミ１３

７月５日（水）晴れ

午前8時40分に稲垣温泉を後にし、今日は今回のもう一つの目的種であるカバイロシジミの小泊

村のポイントに向かう。カバイロシジミは1987年７月２８日に北海道千歳市で採集しているが、擦

れた早が１頭のみなので新鮮な個体にお目に掛かりたいと、今回の津軽半島での避遁を楽しみにし

ていたワケだ。

１時間15分ほど走って、９時55分に現地に到着。ヒロハノクサフジの紫色の花が咲いており、昨

日に引き続き天気は上々、雰囲気は良い。あとはカバイロシジミが出て来るのを待つだけだ。道沿

いのヒロハノクサフジの所でシジミチョウが期んだので「よしっ！」とネットに入れたが、ルリシ

ジミ…。ヒロハノクサフジが咲いている「ここつきやないだろう」という感じの斜面でカバイロシ

ジミを探す。…ところが、コチャバネセセリ１頭，ウラギンヒョウモン３頭，コスモポリタンのア

カタテハ１頭，ここを蝶道にして時々通り掛かるカラスアゲハ１頭を目撃しただけでシジミチョウ

の類は只の１頭も見掛けない…。

９時55分から１１時05分までの一番良い時間帯までいたのだが、この始末。一体どうなっている

のだろう？狐につままれたような気分である。ここではこれ以上待っても期待出来そうな気配が

感じられなかったので、津軽半島の突端“竜飛岬'，に転戦することにした。竜飛岬は鋭く切り立っ

た断崖が海に落ち込んでいる中々の絶景。対岸の北海道松前半島が望めるほど天気も良い。

急傾斜の道をそろそろと注意深く下りて行くと、所々にヒロハノクサフジが生えており、花も咲い

ている。正午前後の1時間ほどその場を探索したが、カバイロシジミはおろか，蝶は1頭も見なかっ

た。どうやら今回はカバイロシジミとは縁がなかったらしい。

津軽半島の締めくくりは，今回のメイン・ターゲットではなかったが，昨日結果的に発生したて

のウラジロミドリシジミとハヤシミドリシジミに出くわすことが出来た車力村で…ということにし

た。途中、未練がましく，もう一度カバイロシジミのポイントに立ち寄ってみたが、シジミチョウ

は何も期んでいない。「又、是非津軽半島へお越し下さい」との自然からのメッセージなのだろう

と解釈して、今度こそ真つしぐらに車力村に向かう。

１４時40分に現地に到着。１時間ほどの間に裏面の銀白色が舷しいほどのウラジロミドリシジミを

４c7Ic7'，ハヤシミドリシジミ５c71cr1，そしてこのポイントでは昨日は見なかったピカピカのダイセ
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ンシジミ２c71c711早を採集。早はまだ通がふにゃふにゃだった。

15時40分に採卵用母蝶としてグラマーなキタアカシジミの早を1頭ネットして、今回の津軽半島で

の採集を切り上げた。

１６時20分に現地を出発して、青森空港には１８時ちようどに着いた。走行距離は262kｍほどだから、

大して走っていない。レンタカーを返し、空港内で「陸奥湾うどん」なるものを食べてから、

JAS994便(これも７月１日～５日のみの運航)定刻19時30分発，羽田行き(A300-B4，JA8277)に搭乗。

機は19時31分にランプ・アウト、１９時42分にテイク・オフ。高度10,600ｍを時速860kｍで航行。

1時間05分の飛行の後、２０時47分に羽田空港にランディング。

蝶屋になってから初めて訪れた津軽半島だったが、天候にも恵まれ、心地良く採集が出来、津軽半

島には良い印象が残った。

３月に会った折り「津軽半島に行ってみようか」という気にさせ、今回実行に移すに際して詳細

に手取り足取り情報を提供してくれた上に、何くれと気遣って戴いた工藤忠氏には心から感謝し

たい。

く今日の採集種＞

（１）青森県北津軽郡小泊村竜飛岬ナシ

（２）青森県北津軽郡車力村解風山

・ウラジロミドリシジミ４３３

・ハヤ シ ミ ド リ シ ジ ミ ５ ３ ３

・ダイセンシジミ２ざ'３１早

・キタアカシジミ１早

８月１日（火）晴れ

遠征の場合、もう定番になった桶川5時36分発の始発電車に乗り、妻と先月（７月４日～５日）

以来二度目の津軽半島に向けて出発。今回の目的は“竜飛のゴマ，，と、前回は尻尾(しっぽ)さえ拝

むことが出来なかったカバイロシジミのリベンジである。

午前7時10分に羽田空港に着き、搭乗手続を済ませてバスに乗り込む。日本エアシステムのランプ・

スポットは離れているので搭乗客をバスで送迎するのだが、我々が乗った２台目のバスは一向に出

発する気配がなく、どんどん時間が経って行く。どうやら航空機に乗り慣れておらず遅れているオ

バサン・グループの一部を待っているためらしい。はた迷惑な話だ。

JAS161便，定刻7時50分発，青森行き(A300-B4，JA8472)は出発がが大きく遅れ、８時17分に

漸くランプ・アウト。窓外に見えたA300-600RはJAO120となっている。8000番台がオーバー・

フローしたのだろう。搭乗機は8時29分にやっとテイク・オフ。只でさえ「竜飛のゴマは朝7時，８

時から活動する」と工藤忠氏から聞かされていただけに，３０分を越える遅れにはガッカリしてし

まう。遅れを多少なりとも取り戻そうというのか、高度8,800ｍを巡航速度より速い930kｍ／Ｈで

飛行。９時13分にギア・ダウンし、９時１７分に青森空港にランディング。飛行時間は48分と、７月４

日の58分、５日の65分と較べると文字通り，随分“飛ばした，，感じである。

他社は二人以上いるのに、予約してあった日産レンタカーには，他の社員は夏休みなのか－人し

かおらず、たっぷり待たされて、９時52分に漸く青森空港を後にした。国道7号，101号を経て、

大釈迦から国道339号線に入り、後はひたすら北上する。

９０kｍ近く走って正午に小泊村のカバイロシジミのポイントに着いた。ヒロハノクサフジが生え

ているポイントに目をやると、白っぽいシジミチョウがチラシと期んだように見えた。ネットを引っ

つかみ、脱兎の如く駆け出して斜面を登ると、期待に違わず、ほんの数時間前に羽化しましたといっ

た風情のピッカピカのカバイロシジミのc71がネットに入っていた１角度によって迩表は明るく輝

く水色に近いブルーに見える。図鑑を見ていただけでは分からないことだ。

30分ほどこの場所で粘ってみたが、後はジャノメチョウとモンキチョウばかりなので、竜飛岬に

向かうことにした。国道339号線の竜泊ラインというカーブの多い峠道をタイヤを車Lらせながら走

る。愛車のレガシィだったら…と思うが、レンタカーのパルサーではパワーがなく、急な上りでは

スピードが落ちてしまう。小泊村は北津軽郡だが、竜飛岬に近づくと、途中からは東津軽郡三厩村
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(みんまやむら)になる。１３時05分に竜飛岬に着いた。青森空港からlO2km余である。（直行すれ
ば2時間40分）

最初に工藤氏が事前に知らせてくれた二つの沢を覗いてみる。第１の沢は女房連れでは入って行

くのは蹟踏われたので二つ目の沢の様子を見てみることにした。１３時15分に入口付近で妻がカバ

イロシジミ１早を採集。自分は踏み跡のある斜面を少し進んだ所でゴマシジミlcr1をゲット。新鮮

な個体で、“竜飛のゴマ''第1号である。大型の個体で名高い山梨県の茅ケ岳・日野春周辺のゴマ

シジミよりは大分小型で、九州の九重山周辺のゴマシジミと較べてもかなり小振りである。北海道

の千歳市や根室半島で採集したものと較べると、一回り大きい感じで裏面地色は暗色である。

その後、妻がカバイロシジミをlcr11早、自分がlcr1を採集。よく見ると結構な量のヒロハノク

サフジが生えている。カバイロシジミの良いポイントなのだろう。妻との間でこの沢を“二の沢，，

と勝手に名付けた。１３時40分にこの“二の沢”での採集を切り上げ、竜飛岬の突端に向かう。気

温はぐんぐん鰻上りに上昇している。（後から調べたところによると、青森地方のこの日の最高気

温は平年より6.0℃も高い34.2℃！）

明日のために，ちょっと下調べしておこうと、リュック等は車に残し、軽い気持ちでネットのみ

を携えて駐車場の西側から日本海側の海岸まで続く階段を降りて行く。汗が止め処もなく落ち、鳩

尾(みぞおち)を流れる。海岸に近い下の方にはヒロハノクサフジがあるのだが、カバイロシジミの

姿は見られなかった。中腹の日本海へと落ち込んで行く気持ちの良い斜面には、点々とナガボノシ

ロワレモコウ（バラ科）が頭を出しているのが見られ、ゴマシジミにとって，これ以上の環境はあ

るまいと思われた。案の定、斜面の上からゴマシジミが期んでいるのが見下ろせた。前回，車力村

の高山稲荷神社奥のキタアカシジミの産地（カシワの樹海）を訪れた時と同様(ここ竜飛岬は斜度

がきついためだが)、見えるワリには採れないが、それでも'4時30分から１４時55分までの25分間

に10頭のゴマシジミが採れた。このうち７頭は縁毛ふさふさの完品だったから、ドンピシヤの適

期に当たったようだ。

「明日に備えてちょっと下見」という気分で（その実どんどん下って来てしまったのだが）下りて

来たため、飲み物を車に置いて来てしまったので、汗が際限もなく滴り落ちるこの炎天下、たちま

ち水分不足に陥り、脱水症状寸前の様相を呈して来た。一度水分補給に戻ってから再び採集をしよ

うということで、駐車場まで登って行き、売店で桃の天然水，ポカリスエットを買い求めて飲み干

し、エアコンを最強にしてアイスキャンデーをしやぶり、ウエット・タオルをエアコンの吹き出し

口で冷やしてから首筋に当て、内と外から身体を冷やす。こんなに一気に水分をとった記憶は久し

くない。

動く気がせず、このクゾ暑い中、再びゴマシジミの斜面に下りて行く気力は失せ、１時間も車の中

に留まった。時刻は既に１６時。二の沢を覗いて後は宿に直行することにした。

二の沢では１６時１０分にゴマシジミｌｃ７１が採れたが、その後の45分はモンキチョウ，モンシロチョ

ウ，コキマダラセセリ，ツバメシジミ，クジャクチョウが見られた程度だった。ゴマシジミの今日

の活動時間帯は終了したのだろうと考え、車の通れない国道の一部である名物「階段国道」の途中

まで下りてから引き返し、工藤忠氏が予約してくれた，小田切顕一氏も泊まったことがあるとい

う，今日の宿「民宿新生館」に向かう。

１８時１５分に小泊漁港にある新生館に着いた。早速風呂で汗を流す。部屋に戻ると食膳が用意さ

れていたが、それを見て驚いた。工藤氏の言う通りと言うか、聞きしに優ると言うか、海の幸満載

である。アワビ，ホタテ，サザエ，鯛の刺し身、猫の舌のように新鮮なウニ、生ガキ、数の子、焼

きイカ、カラス貝（ムール貝？）の煮付け、サザエの壷焼き、アワビとキノコ，インゲンの煮物、

エビの揚げ物、アワビと昆布の料理、クラゲと海草の酢の物、メバルの塩焼き、そして茄でたカニ

…。妻は目を細めてご満悦だし、自分も次々と箸を付けた後、無言でカニに舌鼓を打つ…暫し

「食」に没頭…満腹感と満足感が残った。工藤氏は実に良い宿を予約してくれたものだ。多謝。

今回は携帯用展迩箱を持参しているので、夕食後暫くは今日採集した２種のシジミチョウの展迩

作業。見れば見るほど今日最初に小泊村で採集したカバイロシジミのc?は美しい。迷った挙げ句、

結局裏展迩にしたが、迩表を見せるためのこの鮮度のｃ７'がもう１頭欲しいと思った。

ゴマシジミにしても猛暑の中で今日採集した12頭中９頭が完品という素晴らしさ！せめてもう

少し気温が低ければ、竜飛岬で僅か30分足らずという短い時間ではなく、もっともっと頑張れた

のに…と、ちょっと残念な気もするが、充分過ぎるほどの成果で、満足のいく一日だった。ただ最
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低気温が平年より4.3℃高い２３．９℃もあり、エアコンはなく扇風機の部屋ではさすがに寝苦しく

閉口…。

＜今日の採集種＞

（１）青森県北津軽郡小泊村

・ カ バ イロシジミ１３

（２）青森県東津軽郡三厩村竜飛岬

・ゴマシジミ１２頭

・カバイロシジミ２３３２芋早

８月２日（水）曇りのち晴れ

工藤忠氏から「竜飛のゴマは朝早くから活動を開始する」と聞いていたので、宿の女将に朝食代

わりのおにぎりを握ってもらって午前7時１０分に新生館を後にし､どんよりした雲の下、竜飛岬に

向かう。途中、小泊村の，昨日はたった１頭だが、それを埋め合わせて余りある超ド完品のカバイ

ロシジミｃ７１を得たポイントに立ち寄る。今日は昨日とは打って変わって冴えない空模様で、風も強

い。ジャノメチョウ以外は何も見られず、１５分で見切りを付け、カバイロシジミがもう少し欲し

かったので、昨日２ｃｒＶ２早早を採集した竜飛岬の二の沢のポイントを目指す。

現地には8時05分に着いたが何も期んでいないし、２０分ほどこの場所にいたが期びそうな気配も

感じられない。今度は、昨日猛暑の中で30分足らずの時間でゴマシジミ10頭採集との良い思いを

した岬の突端のポイントに移動する。ナガボノシロワレモコウの花に、二つや三つ、ゴマシジミが

ぶら下がっているだろうと想像していたのだが、昨日とは様相が一変し、海岸から吹き上げる風は

強く、頬が冷たくなるほどで、体感温度は20℃を切っているのではないかと思われるほどだった。

いかにも低温に強そうな感じのカーキ色の蛾が乱舞しているだけ…。次々とナガボノシロワレモコ

ウの花を見て回ったのだがゴマシジミは見られなかった。風を避けて草むらに潜り込んでいるのだ

ろう。

相変わらず空には重い雲が垂れ込めているが、８時55分になって漸く１頭のゴマシジミがよたよた

と飛び出した。スレた個体である。それから30分後の9時25分に又１頭。これも鮮度の良くない個

体だ。対岸の北海道松前半島には日が射しているのが分かるのだが、自分が立っている竜飛岬の空

模様は回復しそうな兆しもないし、地形的にもこのポイントは期待出来ないと思い、このようなと

きは風当たりの少ないポイントに行くべきだと考え、１０時20分に二の沢に引き返す。

気温は上がらず、蝶もコキマダラセセリ以外は何も期ばないのでヒロハノクサフジを見て回るこ

とにした。１０時40分になって、食草の葉上でカバイロシジミの交尾個体を発見１車を停めてあ

る所まで走り、カメラを引つつかんで取って返してファインダーを覗く。典型的な“蚤の夫婦”で、

随分小さいｃ７１だ。〔写真３〕

交尾飛期形式はどっちだろうと思い、交尾個体が静止している葉をチョンとつついたところ、交尾

が解けてパッと左右に別れて期んだので大慌て１気温が低いせいか、飛期が緩慢なのに助けられ

て何とかc71早共ネットに収まる。ヤレヤレである。

１０時45分にはヨタヨタと飛び出したゴマシジミlc7を採集。まだ通の軟らかい新鮮な個体だ。

10時50分にカバイロシジミｌｃ７１、１０時55分にやはりカバイロシジミ１早を採集。パッと見には茅

しか見えないが、よく見るとそれに隠れるようにヒロハノクサフジが生えていることが分かった。

ここはカバイロシジミの良い発生源なのだろう。

濡れているコンクリート製の堰の上には霧しい数の大型のアブが群がっていたが、そこはよくした

もので天敵がおり、２種のセキレイが時々やって来てはアブを啄ばんでいる。セキレイがツツーッ

と走ると、アブが一斉に移動する。まあちょっと食べ切れない量だ。

少し雲が薄くなった１１時10分と１１時15分にlc7ずつ計２頭のゴマシジミを採集。いずれも極め

て鮮度の良い個体である。又、空気が冷たくなる。人間様にとってはしのぎやすく、結構なのだが、

蝶にとっては体温が上がらず、期ぶ気が起こらない陽気なのだろう。相変わらずの曇り空だが、正

午過ぎから気温が上昇し始め、１２時05分から12時25分までの間に自分がｌｃＦ１早、妻が１c?と、

計３頭のカバイロシジミが採れた。
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写真３

１３時近くなってから漸く晴れて来たが、時既に遅し。１２時50分にゴマシジミ１Ｊが採集出来たも

のの、だんだん手持ち時間が少なくなって来た。青森空港に向けてこの二の沢を１３時05分に出発。

「夢よ、もう一度」で、たった１頭だが昨日の往路で美しいカバイロシジミを得た小泊村のポイン

トに立ち寄り、１時間強ほど粘ってみたが甲斐ナシ。１４時35分に車を発進させ、今度こそ空港に

真つしぐら。そう言えば，平日のせいかも知れないが，“竜飛のゴマ”の適期だというのに蝶屋に

は一人も出会わなかった。

ちょうど２時間後の16時35分に空港に到着。レンタカーを返却し、軽い夕食を済ませてから搭

乗手続。携帯用展迩箱とカメラのみを携えてJAS166便，定刻17時30分発，東京行き（A300-

600R，JA8573）に搭乗。使用機材の到着遅れのため、１７時52分にランプアウト。１８時02分に青

森空港を離陸。５７分の飛行後、１８時59分に羽田空港に着陸。工藤氏が事前にいろいろと教えてく

れたお陰で、前回は１頭も見られなかったカバイロシジミが12頭得られ、竜飛のゴマシジミも１８

頭採集出来て、満ち足りた思いの津軽半島再訪だった。

＜今日の採集種＞

青森県東津軽郡三厩村竜飛岬

・カバイロシジミ４罰師３早早

・コマンンミ４３訊２早早
Q Ｑ ， 、 、 、 酉 、

以 上

(おのでらひろあき〒363-0021桶川市泉2-19-50-4-119）
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ハシリドコロを食べているルイヨ

ウマダラテントウを三峰山で採集

松本和馬

ルイヨウマダラテントウEPi伽加ａｙａｓ"わ”i(KatakuIa)には本州と北海道南部の山地森林に局

所的に生息し，ルイヨウボタン，トチバニンジン，ヤマブキソウ，ハシリドコロなどを食草として

いる集団と，古くから「東京西郊型エピラクナ」と呼ばれてきた関東南部から東海，山梨，長野な

どでジャガイモを食害しているやや大型の集団とがあり，後者は前者の害虫化した生態型と考えら

れている（片倉,1988;安富,2000）．東京西郊型が埼玉県に生息していることはすでに周知で，

例えば片倉（1988）の「オオニジュウヤホシテントウ」では巻頭のプレート写真に所沢市三ケ島

の個体が掲げられているし，安富(2000)は飯能の東京西郊型について言及している．しかし「埼

玉県昆虫誌Ⅲ」（吉越ら，1998）に採録されたルイヨウマダラテントウの記録は北本市石戸宿で採

集されたもの(牧林,1995)が唯一であり、山地森林からのの記録は見当たらない．牧林（1995）の

原著によれば北本市の本種はジャガイモ畑で採集されたとのことであり、これもやはり東京西郊型

であろう．

最近筆者は三峰山山麓の大輪と同山中腹の１ヶ所でハシリドコロを食しているルイヨウマダラテ

ントウを採集したのでここに報告しておきたい．ハシリドコロに産まれた卵塊や産卵中のメスも同

時に確認した．

2000年５月１４日大滝村三峰山麓大輪２c?３，同三峰山中腹3早早．

2000年５月２１日大滝村三峰山麓大輪７ｃ７ｃｒ１１早．

発表をすすめられ，別刷りを御恵与いただいた牧林功会長とルイヨウマダラテントウについて御

教示いただいた北海道大学の片倉晴雄氏に感謝します．

引用文件

片倉晴雄(1988）日本の昆虫⑩オオニジユウヤホシテントウ．文一総合出版．

吉越肇・小田博・竹内崇夫・西山明・小堀文彦・長畑直和・牧林功(1998）

埼玉県の鞘迩目（甲虫類)．埼玉県昆虫誌Ⅲ埼玉昆虫談話会：93-340．

安富和男(2000）ルイヨウマダラテントウの害虫化．昆虫と自然３５(6):27-29．

牧林功(1995）北本市の甲虫類．北本市動物誌．北本市教育委員会市史編纂室:195-246.

(まつもとかずま〒193-0834八王子市東浅川町917-6ゴールデンパレス高尾502号）

ムラサキツバメを草加市で確認

神部正博

2000年７月２日（１４:00)，埼玉県草加市西町（自宅の庭）でＭｚｍ的"ｒａｂａｚａ伽ムラサキツバメ

を１個体，確認した．発見個体は，前迩外縁部の縁毛や後迩尾状突起など，保持状態の良好な新鮮

個体であった．今回の発見は，巣瀬司ほか(1998)埼玉県昆虫誌Ｉ(第２分冊)によると，埼玉県２

例目となる．

(かんべまさひろ〒340-0035草加市西町366-7）
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埼玉県の甲虫類に関する覚書

豊田浩

埼玉県動物誌は周知のとおり，県レベルでの動物相をまとめた我が県で最初のものである．埼玉

県で動物相を研究するならば，必ず目を通しておかなければならない重要文献であろう．甲虫類に

関しては斎藤良夫氏がまとめられ，９０科1,136種が記録されている．

この斎藤（1978）の中で“埼玉県の甲虫類に関する研究史'，という部分を読むと，『朝比奈正

二郎・朝比奈英三両氏の「奥秩父の昆虫雑記」があり，そのなかで甲武信岳でカラフトシデムシ・

コブヤハズカミキリ・コバネカミキリ・ルリポシカミキリなど多くの甲虫が記録されている．』と

いう記述がある．ここで，「はて？，カラフトシデムシとは何ぞ？？」という疑問が湧いてくる．

採集地とその名前からして，亜高山帯に多く分布するシデムシの仲間であろうと言う事は容易に想

像できるが，和名のみでは正体不明である．さっそく文献調査を開始し，東京農大の新井志保氏に

捜索依頼を出したところ，この朝比奈・朝比奈（1933）が掲載されている“昆虫界，，のオリジナ

ル本を同大学の渡辺泰明先生が所持されているそうで，ご自宅に保管されているので後日持ってき

てくださるとの事であった．新井氏に文献をコピーしていただき，筆者の手元に無事‘‘昆虫界，’は

もたらされた．

早速読んでみると，さすがに古い文献のことだけあり「供さうと思ふ」とか「記されてゐる」と

か一昔前のかな使いで書かれている．筆者は町役場の市町村史担当職員であり，普段からこの手の

文書は見慣れていたが，やはり現代の若者（？）には少々難読なものであった．すぐに気が付いた

のが，この文献はきちんと学名が明記されており，これなら和名が違っても正体がわかるかもしれ

ないと言うことだった．

結論から言ってしまうと，斎藤（1978）のなかで記述のある“カラフトシデムシ”は，ヒメク

ロシデムシMcrOp加r"sre""jpesLEWISのことである．朝比奈・朝比奈（1933）の中ではカラフ
トクロシデムシMcrOp加r"s畑"Ｚａｍｒ舵""esLEwIsとして記録されており，『多く毎晩燈火に
来集した．』と記述がある．斎藤（1978）の中ではカラフトクロシデムシの“クロ”が抜けてし

まっており，これが疑問の種を大きくしていたようである．もしカラフトクロシデムシとそのまま

記述されていれば，容易にヒメクロシデムシの事と理解できたであろう．しかしながら，何らかの

形で記録しておけば筆者のような変わり者が後で調べなおすことも可能である．そう言った意味で

は斎藤氏の研究史をまとめた業績は大変意義のあるものであり，斎藤（1978）はやはり重要な文

献であるといえよう．

朝比奈・朝比奈（1933）にはさらに，埼玉県でこれまで未記録と思われていたツチイロビロウ

ドムシＤｅ紅加肱sﾉesMBLAIRやケナガクビポソﾑｼﾊﾉｾCs舵reQpa伽s叩o"jc"s(LEWIS）（原文

ではクロオホイツカク助豚yge"伽吻o"jc"sLewisで記録されている）の記述が見られた．しか
もツチイロビロウドムシは“多く”とある．ケナガクビポゾムシについては筆者も南部敏明氏のコ

レクション中に大滝産の１個体を確認，恵与頂いており，近いうちに県内初記録種として報告しよ

うと思っていた種であったため，またしてもの赤っ恥をかかずに済んだ．いずれの種もブナ帯以上

の標高でなければ採集の難しいものであり，埼玉県の甲虫相においては重要な種である．

今回の件で思った事は「種を記録する際には必ず学名を付けるべきである」ということと，「古

い文献はきちんと読もう」の２点である．古い文献には種名のみの記述で詳細なデータの付いてい

ないものが多いが，中にはきちんとしたものもある．朝比奈・朝比奈（1933）でもきちんと調査

年月と採集行程が示されており，記録としては十分なものである．埼玉県昆虫誌Ⅲの吉越他

（1998）では原記載論文等以外の文献は1950年以降のものしか引用していないので，今回のもの

は当然ながら引用されていない．しかしながら，それ以前にも若干ながら昆虫類の記録はあるよう

だ．埼玉県動物誌は1970年代初頭に実施された基礎調査に基づく内容であり，仮目録の１～３集

には調査の具体的な内容が記されている．そして斎藤（1978）では仮目録以外からのデータ引用

は行なっていないようである．それが証拠に，埼玉県動物誌の目録にはヒメクロシデムシが（勿論

力ラフトシデムシも）記録されていない．

今回取り上げた文献からは前述のとおり，埼玉県昆虫誌に記録されていない種が確認された．で
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Iま昆虫誌から漏れている既知記録種をどのように扱うべきか．それは，そうした種が記録されてい

る文献が見つかった場合，確認できる人がその都度再録してゆくことが望ましいであろう．そうす

ることで過去の文献をおろそかにすることも無くなり，我が県の昆虫相はより解明され，より質の

高いものとなるに違いない．

今回の文献は『大滝村プロジェクト』に関連して大滝村の採集記録をきちんと把握しておこうと

いう試みから調べたものであり，内容を事細かに読み直すことにより過去の知見が改めて浮き彫り

にされたものと，筆者自身は思っている．

末筆ながら，貴重な文献を閲覧及びコピーについて許可を頂いた東京農業大学昆虫分類研究室の

渡辺泰明教授に，また文献調査にご協力頂いた同研究室の新井志保氏に厚く御礼申し上げる．

【引用文献】

朝比奈正二郎・朝比奈英三,1933．奥秩父の昆塁雑記．昆虫界,Ｉ（６）：630-636．

斎藤良夫,1978．埼玉県の甲虫．埼玉県動物誌，ｐｐ､213-258．埼玉県教育委員会．

吉越肇他,1998．埼玉県の鞘迩目（甲虫類）．埼玉県昆虫誌Ⅲ，ｐｐ､93-340．埼玉昆虫談話会．

(とよだこうじ〒355-022l比企郡嵐山町菅谷686）

埼玉県から新たに記録される甲虫類（１）の訂正

豊 田 浩 二

豊田（2000）で記録した２９種のうち，チビキカワムシ科とキクイムシ科の下記の種が誤同定

であったので訂正させていただく．

Salpingidaeチビキカワムシ科

24．Ljsso庇"zapjajpe""eLEwIs,１８９５フタオピチビキカワムシ

→Ｌ､（Cﾉijﾉope肋)伽yjpe""eMARsEuL,1876ツヤチビキカワムシ
色彩は前種に極めて良く似ているが，再度確認してみると，どうやらツヤチビキカワムシの未熟

個体のようであった．確信は持てないが，一応誤同定と言う事でフタオビチビキカワムシは埼玉県

のリストから除外しておく．

Scolytidaeキクイムシ科

29．Ficjp加g"sｇｏ"α伽伽(MuRAYAMA,1955）ゴリアテキクイムシ

→ノVEOp陀伽伽SSC以加jα畑s(BLANDFORD)ハルニレノキクイムシ

本種は県内では所沢市で１ヶ所と大滝村で２カ所記録があるだけであるが，冬季採集にてケヤキ

の樹皮下にふつうである．

なお，ゴリアテキクイムシはとりあえず埼玉県の甲虫相からは削除される．

(とよだこうじ〒355-022l比企郡嵐山町菅谷686）

スケバハゴロモの記録
渡這光行

近年のスケバハゴロモの目撃と採集の記録があるので、報告します。

スケバハゴロモ

記録地：大宮市大和田緑地公園1998.07.26多数目撃，1998.07.262ｅｘ・採集

（わたなくみつゆき〒336-0909浦和市瀬ケ崎2-14-8-105）
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横瀬町丸山でのナガゴミムシ類の記録

豊田浩二

筆者は横瀬町丸山の県民の森において，嵐山町教育委員会主催の子供昆虫教室の際に設置したベ

イトトラップによってナガゴミムシ類を若干採集している．いずれも採集例の少ないものばかりで

あるのでここに記録しておく．

１．Ｐ花ros"c加s峨句jjYosHIDAetTANAKAトケジナガゴミムシ１cF
2・Ｐ.Ｏ畑”"αeTANAKAオクタマナガゴミムシ１ｃＦ

３・Ｐ.”/Oyaﾉ"α”sTANAKAミトウナガゴミムシ１早

４．Ｐ・ｐａｃ〃"“BATESジユンサイナガゴミムシ１早
いずれも埼玉県横瀬町丸山（県民の森），10.Ⅷ､2000,筆者採集，保管．

これらのプテロと呼ばれるナガゴミムシ類は，いずれの種もガレ場の地下に生息するものである．

近縁とされるミトウやオクタマがいっしょに採集されるのは非常に興味深いが，事実，ほとんどの

生息地で複数の種が一度に採集される．ジュンサイとミトウは埼玉県昆虫誌(企)には出ていないが，

追補版には掲載されているので一応念のために記しておく．また，丸山から程近い東秩父村白石峠

では今回得られた全ての種が生息確認されており，恐らく外秩父山地では良い環境さえあればこれ

らの種は生息しているのであろう．

(とよだこうじ〒355-022l比企郡嵐山町菅谷686）

ミヤマチャバネセセリの県北東部での記録

豊田浩二

ミヤマチャバネセセリは局所的な分布を示し比較的珍しいセセリチョウである．県内では特に荒

川流域で記録が見られるが，県北部を流れる利根川流域ではほとんど記録が無い様である．筆者は

県北東部の渡良瀬遊水池で採集の際，本種を複数目撃，一部を採集しているので報告する．

本種の棲息が確認されたのは渡良瀬遊水池の周囲にわずかに残る湿地・草地環境である．周囲は

グラウンドや芝生，テニスコートとして既に整備されているが，この場所は湿地で足場が悪いため

か利用されずに放置されている．背丈の低いチガヤ類が生い茂り，湿地に近づくにしたがってその

ままアシ原に遷移するとても良い場所で，広大な湿原の周囲に良く見られるような環境である．

本種は特にチガヤの多い部分で，枯草の上に止まっている姿が多く見られた．また中には交尾個

体もあり，発生時期のピークであった事が伺える．極狭い範囲で発生しているように思われ，個体

数も２，３０匹ぐらいが目に付いた程度であった．こうした場所では安易な造成が生息地を消滅さ

せるきっかけになるので，今後ともぜひこの場所は残してもらいたいものである．

【採集個体のデータ】

６頭，３－Ｖ-2000，埼玉県北川辺町渡良瀬遊水池，筆者採集，保管．

(とよだこうじ〒355-0221比企郡嵐山町菅谷686）
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ダイミョウツブゴミムシの採集例

豊 田 浩 二

此"、go"jca血伽e"αBATEsダイミョウツブゴミムシは県内では大滝村や小川町等で得られて
いるがまとまって得られることは少ない．筆者は本種を荒川村にて複数採集しているので記録して

おく．

７頭，埼玉県荒川村酉谷山付近，９．Ⅶ､2000,筆者採集，保管・

日帰りのため短時間の採集であったが，採集品以外にも河原の石起こしでたくさんの個体が見ら

れた．普通本種が得られるのは低木のビーティングやライトトラップなどであるが，意外に本来の

生息地は地表部なのかもしれない．

(とよだこうじ〒355-022l比企郡嵐山町菅谷686）

フシボソクサアリを秩父市橋立川で確認

豊田浩二

Ｌα血sMSp"sWILSONフシボソクサアリはわりと珍しい種である．秩父市で好蟻性ハネカクシ
を採集の際，本種の巨大なコロニーを確認しているので記録しておく．

秩父市橋立川，標高500ｍ付近（崖上に生える広葉樹の根際），３０.VIL2000,筆者確認．

末筆ながら，本種についてご教示いただいた北海道大学院昆虫分類体系学講座の丸山宗利氏に厚

く御礼申し上げる．

(とよだこうじ〒355-022l比企郡嵐山町菅谷686）

埼玉県内でのヒメツチハンミョウ採集例

豊田浩二

Ｍｾjoecoarcm畑SMO｢rscHuLsKYヒメツチハンミョウを埼玉県内で採集しているが，記録が少

ないようなので報告しておく．

１早，13.Ｖ､2000，比企郡玉川村田黒，筆者採集，保管．

近隣の産地としては嵐山町大平山（豊田，1998）が知られているが，周辺地域には広く分布する

ものと思われる．

余談だが，豊田（1998)の文中で本種を蓑山山頂より採集したというのはマルクビツチハンミョ

ウの間違えである．謹んでここに訂正させていただく．

〔引用文献〕

豊田浩二,1998．埼玉県嵐山町における甲虫相の研究．寄せ蛾記．（89）：2583-2646.

(とよだこうじ〒355-022l比企郡嵐山町菅谷686）
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埼玉県のオオハナノミ科に関する若干の知見

豊田浩二

オオハナノミ科の甲虫類はいずれも寄生性で，過変体をすることでも有名である．寄生性の昆虫
類は好蟻性のものはともかくとして，宿主が判明していないとなかなか得られないものが多い．た

とえわかっていたとしても，それらを飼育して得るのは容易ではない．ましてや野外採集では早々

出会う事の出来ないものが多いのである．オオハナノミ類についても簡単に得られるものは少ない

ようだが，それでも埼玉県内からはこれまでに４種類が記録されている．これまで本邦から知られ

ているオオハナノミは全部で１２種，うち本州に分布するとされるものは８種類であるから，なん

とこの半分の種数が埼玉県から記録されている事になる．これは本県がオオハナノミ類については

なかなか良く調査されていると考えて良い種数である．本稿では埼玉県のオオハナノミ類に関する

新記録と共に，これまでの知見で見落とされていると思われる重要なものについて紹介したいと思
う．

１．ムモンオオハナノミの比企地域からの記録

Mzcrosmgo〃〃ａｓ"迦加(THuNBERG）ムモンオオハナノミはドロバチ類に寄生する種で，県内で

は平地の記録としては浦和，大宮，鴻巣の各市から，秩父方面では秩父市橋立，長瀞の宝登山，横

瀬の丸山及び児玉町からそれぞれ知られている．筆者はこの中間地点とでも言うべき比企地域から

本種を採集しているので以下に記録する．

1頭，４．Ⅵ.1999，埼玉県比企郡小川町中爪，筆者採集，保管．

県道沿いの民家の庭先で屋敷神と思われる詞にドロバチ類の巣があり，この巣にほど近い部分に

本種がとまっていた．素手で捕まえられるほどに動きは鈍く羽化直後のものかと思われたが，標本

にしてみるとしっかりしており成熟個体だった．雌雄は確認していないが，動きの鈍さから考えて

このドロバチの巣に固執していたのは明らかであろう．なお，ドロバチ類の巣は良く路傍の石造物

に造られている事が多いので，こうしたものを散策がてら見て行くと意外に良いのではなかろうか．

２．クチキオオハナノミの原記載論文について

豊田（2000）で横瀬町丸山から記録されたルルcoromo肱Ｓｍ卿〃クチキオオハナノミは
N()MlIRA＆NAKANE（1959）により記載された種である．この原記載を確認したところ，本種の

総模式標本（Syntypes）中に埼玉県産のものとしてIzugatake（これは雛倉氏が言うように飯能

市と名栗村の境にある伊豆ヶ岳であろう）から得られた１ｃｍ早が含まれている事が判明した．埼

玉県昆虫誌Ⅲには未記録であるが，本県の標本を元に記載された種という意味では埼玉県の甲虫

相にとって重要な種類であると言える．また本種は山地性のものであるようで，関東では７月から

８月にかけて得られている．ちなみに埼玉県の伊豆ケ岳では７月上～中旬，丸山では８月上旬の記

録である．この時期に秩父山地で採集される方は是非注意していただきたいものである．

〔引用文献〕

ＳｉｚｕｍｕＮＯＭＵＲＡａｎｄＴａｋｅｈｉｋｏＮＡＫＡＮＥ，１９５９．ＡＮＥＷＳＰＥＣＩＥＳＯＦＴＨＥＧＥＮＵＳ

ＰＥＬＥＣＯＴＯMOIDESFROMJAPAN(Coleoptera,Rhipiphoridae).Insecta

Matsumurana，Vol,22,Nos､３/4,ｐｐ､115-118．

吉越肇他，1998．埼玉県の鞘迩目（甲虫類）．埼玉県昆虫誌Ⅲ，ｐｐ､93-340．

豊田浩二，2000．埼玉県から新たに記録される甲虫類（１）．寄せ蛾記,(96）：2902-2910.
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亜高山帯

2000年９月
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ｓ 蝿駒b靭謬蝿

1,8ＯＯｍｅ比

県内平野部ではあまり記録の多くない昆虫の観察例を記録しておきます．

◇トビイロトラガ2000.5.28,夜９：３０ごろ，岩槻市内のセブンイレブンの灯りに誘われて

店のガラスに付いていたのを目撃しました．

◇アケビコノハ2000.8.24,大宮市大門町の駐車場上空を飛んでいたのは，ぼくの母が目撃

しているので報告します．

◇クマゼミ2000.8.20,21岩槻市立城南中学校校庭で鳴き声を聞きました．姿は確認してい

ません．

（あまのらいと〒339-0037岩槻市浮谷6-1）

800ｍ■1t．

●既知産地

◎今回得られた地点

天野来人

地

昆虫３種の記録

図．ムモンオオハナノミの県内における既知産地分布図

（とよだこうじ〒355-0221比企郡嵐山町菅谷686）

山地帯

大宮台地でクマゼミの声を聞く

碓井徹

筆者は，この夏に下記のとおり上尾市と大宮市でクマゼミの鳴き声を聞いているので報告する．

◇上尾市壱丁目2000年８月１７日正午と，翌１８日午前11時頃に，おそらく同一個体と思わ

れる鳴き声を数回ずつ聞いた．

◇大宮市天沼町2000年９月２日朝８時ころ，１個体が数回鳴く．

(うすいとおる〒362-0046上尾市壱丁目454-3）
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外来種の多肉植物を食べるクロツバメシジミ

阿部功

筆者は、静岡県浜松市に単身赴任した際、天竜川流域の遠州北部においてクロツバメシジミの採

集を行った。

1998.10.10：磐田郡佐久間町相月の民家の小さな畑でクロツバメシジミの成虫を採集し、その

後、数回同地を訪れた。

10.31：外来種の多肉植物にクロツバメシジミの卵を見つけ、多肉植物と卵を採集し、浜

松市において、この多肉植物を与え飼育を行った。

その結果、幼虫はこの多肉植物を良く食べて蝿化し1999.1.23～27に羽化した。

この畑では、この外来種の植物を食草としてクロツバメシジミが発生していると思われる。

外来種の多肉植物はベンケイソウ科のグラプトペタルム・パラグァイエンセＧ７叩”pe/z血ｍ

ｐａｍｇ必aye"sｅ（原産は正確ではないが、一応メキシコとされている。日本では関東以西で路地栽

培ができる。）

データ

１９９８．１０．１０

１９９８．１０.’’

１９９８．１０．１８

１９９８．１０．３１

佐久間町相月

〃

〃

〃

クロツバメシジミ

〃

〃

〃

1999.1.23クロツバメシジミ３羽化

1９９９．１．２７〃〃

他産地の記録

1998..11.l水窪町山住河内浦クロツバメシジミ

（当地は、石垣にツメレンゲが多い）

成虫採集

〃

〃

成虫及び卵採集

1採集

謝辞産地の情報を提供して頂いた竹内崇夫氏、食草の同定にご協力頂いた、牧林会長、村井千

里氏に厚く御礼申し上げます。
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多肉植物の茎を食べる幼虫1998-12-17

クロツバメシジミの食痕1998-12-23

（あくつとむ〒343-0807越谷市赤山町３－２３５－３）
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ナガサキアゲハ埼玉県に侵入

牧林功

2000年８月２日,北本市荒井にある県立自然学習公園内「ふれあい橋」たもとの，クサギの花に吸

蜜に来ていたナガサキアゲハｃ７'を採集した（図１）。

ナガサキアゲハは東南アジアに広く分布する蝶だが，近年著しく分布限界を東に広げていて，大

阪府や和歌山県では1980年代に確実に土着し，1997年には静岡県西部にまで分布を拡大した。

2000年になって，神奈川県内複数箇所で記録されるに至り（表１），遂に関東地方に侵入した

訳だが，このたび埼玉県北本市でも採集されたのである。

ナガサキアゲハの分布拡大のようすを地図で示すと図２のようになる。このような分布拡大はク

ロコノマチョウやツマグロヒョウモンのそれと共に，地球温暖化の指標として注目される。

小文を記すにあたり，芦沢一郎岸一弘，情邦彦３氏より情報の提供を受けた。厚く御礼申し上

げる。

表１関東地方におけるナガサキアケハの記録
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溌
鑑
溌
翰

図１北本市で採集されたナガサキアゲハ左：表面右：裏面．

2000年５月１４口

2000年(〕月２２側

2000年6ｊＪ６口

2000年６月２２i；

2000年７月１９日

2000年7Ｈ３ユI]

2000年８月２日

:ﾐ浦市小網代

堂浦市小網代

茅ヶ崎市赤羽根

茅ヶ崎市赤羽根

:畠浦市小網代

大磯町峨沢

茅ヶ崎市赤羽根

１９．氏名不祥

１〔？１２採集，１ざ'］華．岸・弘

1cr1Ii華．岸一弘

ｌ芋目撃．岸…弘

１㎡'採集，１ケ目撃．岸・弘

Zcr'採集．岸一弘

１Ｊ採集．岸一弘
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域録亀；
●２０００年，関東地方における記録地豆

り

(まきばやしいさお〒330-0834大宮市天沼町2-864）

｡：○’
クロバネツリアブを北本市で採集

牧林功

埼玉県昆虫誌（Ⅱ）によると，クロバネツリアブLy8yrα””/"s(FABRIcIus,1794）は入間市
およびに毛呂山町のみで記録されているに過ぎない。筆者は北本市荒井において，2000年８月２日

に1個体を採集した（図１）ので報告する。

図１クロバネツリアブ

(まきばやしいさお〒330-0834大宮市天沼町2-864）

０
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飯能市と名栗村でのカラスシジミの追加記録

加藤輝年

埼玉県では稀な記録しかなかったカラスシジミの産地が，近年，秩父地方や毛呂山町から次々に

発見されているが，県内最初期の記録地である飯能市（当時は入間郡吾野村）と名栗村での初記録

（権田，1955）後の採集例は少なく，詳しい現状は知られていないと思われる。筆者は両地でい

くつかの知見の追加を得たので，今後の調査の参考にメモしておきたい。

［飯能市］

手代木求氏の『日本産蝶類幼虫・成虫図鑑IＩシジミチョウ科』に「埼玉県飯能市」産のlc7'成虫

のカラー細密画が図示されている。同氏に詳細を伺ったところ，

「1976年６月20日，吾野’駅付近（OFI）～中略～当日は梅雨の合い間をぬって吾野‘駅で降車

し，付近にクリの花が渓いていたのて・叩いてみたところ，本種２頭が飛び出し，そのうちの

１頭を採集したものです。その頃は西武電車でよく秩父方面に出かけたものでした。」

との私信をいただいた。初記録以来22年ぶりの採集例だが，それから現在まで，また24年も追

加記録がとだえている。

筆者は地元であるにもかかわらず（1976年といえば学生で，吾野駅から西武線で通学してい

た），まだ同地で採集も目撃もしたことがない。食樹とされるハルニレも見ていない。はずかしさ

と，分布調査のむずかしさを感じる。

［名栗村］

藤岡知夫氏の『図説日本の蝶』に「埼玉県名郷２５，Ｖ1,1955」のlcr1の標本写真が図示され

ている。これと権田昭氏の記録はどちらもキマダラルリツバメ探索時の副産物と思われるが，もし

そうなら，藤岡（1992）にはその探索日は「1955年６月26日」と記されている。その後の追加記

録はながく見なかったが，最近，次のとおり確認した。

入間郡名栗村下名栗小沢，1996年６月23日，１早，クリの花に来ていたものを筆者採集。

この付近では，ざっと見た限りではハルニレが見つからなかったので引き続き調べていたところ，

根元から倒れたスモモの梢部分で下記の幼虫を見つけた（図１，２）。

同地，2000年５月６日，終令幼虫1頭，スモモより筆者採集。

この幼虫は室内飼育で５月１０日踊化，５月２５日lc7羽化。

埼玉県内でどの程度スモモが本種の食樹になっているのか興味深いが，秩父の蝶に詳しい石塚正

彦氏のお話では，秩父郡横瀬町芦ヶ久保でも本種はスモモを食樹としている可能性が高いとのこと

なので（石塚，1997），ハルニレが見つからない飯能市でもスモモを調べてみる必要があろう。

また，日高市（ここではすでに採った人がいるという話もある）には地名が「愉木」という場所も

あるので，カラスシジミの産地が今後見つかるかもしれない。

飯能市の記録の詳細を教えて下さった手代木求氏と，秩父のカラスシジミとハルニレの情報など

を現地で教えていただいている石塚正彦氏にお礼申し上げます。

文献

権 田 昭

手代木求

藤岡知夫

藤岡知夫

石塚正彦

(1955）

(1997）

(1972）

(1992）

(1997）

カラスシジミ奥武蔵に産す．新昆虫８(10)：５０

日本産蝶類幼虫・成虫図鑑Ⅱシジミチョウ科．東海大学出版会

図説日本の蝶．ニュー・サイエンス社

日本の秘蝶（２）稀貴産地のキマダラルリツバメ．Butterflies(3)：３－１３

芦ケ久保でカラスシジミを採集．寄せ蛾記(82)：２２９６
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図1．根元から倒れたスモモの大木

小川をまたぎ梢部分は道路脇にとどいている。そのおかげ
で幼虫が発見できたが，貴亜な発生木は枯れてしまうかも。

i鶏：

名.：,：､ざ･詫・、評略ポ鞍．轍呼舗鞭蕊坪“．､ｆ

熱謬鰻灘i鱗i蕊I蕊;灘蕊灘灘灘蕊鍵蕊蕊

識鼠;識§綴識蕊騨

鍵
熱識：

鍵

驚繍
謝蕊雛瀞雷瀧識識溌蕊

図２．スモモの新葉に止まる終令幼虫

小枝ごと持ちリポリビン鑑しで飼育したところ，夜間によく摂食していた。

典

(かとうてるとし〒357-0044飯能市川寺384-1）
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｢平方の生きものに会える本」に登場する埼玉県

初記録を含む越谷市平方の昆虫類について

牧林功

2000年３月２５日，「平方の生きものに会える本」（A5判40pp．）が「平方エコネットプロジェ

クトチーム」から出版された．越谷市平方（環境庁メッシュコード5339-7633）は古利根川と元

荒川にはさまれた標高50ｍ以下の，いわゆる中川低地にある．現在は市街地が広がっているが，

もとは池沼の多い湿地だったところである．

この本では平方産昆虫類67種ほどが記録されているが，その中に埼玉県初記録を含むマイナー

な昆虫が記録されている．そこで分布資料の一助になればと思い，そこに登場する昆虫類を整理し

て再録する．なお「クサカゲロウ」「ウマオイ」というような，漠然とした記述は取り上げない．

埼玉県初記録種については学名まで記したが，それ以外は和名のみとした．また（）表記は原本

の記述である．

小文を記すに当り，地域の生きものを果敢に記録し，このような小冊子にまとめあげた「平方エ

コネットプロジェクトチーム」に敬意を表するとともに，それを御恵与下さった斎藤光明さんに感

謝する．なお同チームは季刊で「あまがえる通信」（A4版l6pp.）というニュースレターを，発行

していることを付記しておく．

＜平方で記録された昆虫類＞

トビムシ目

オオアカイボトビムシＣｅ、"伽erjamAaoe"血（KINOSHITA,１９１６)．

シミ目

ヤマトシミ

トンボ目

アジアイトトンボ，ギンヤンマ，シオカラトンボ，シオカラトンボ，アキアカネ，ナツアカ

ネ，ノシメトンボ，コシアキトンボ．

ゴキブリ目

クロゴキブリ，ヤマトゴキブリ，チャバネゴキブリ．

カマキリ目

ハラビロカマキリ，コカマキリ，チョウセンカマキリ，オオカマキリ．

シロアリ目

ヤマトシロアリ．

バッタ目

カマドウマ，ツヅレサセコオロギ，エンマコオロギ，アオマツムシ，ケラ，トノサマバッタ．

ハサミムシ目

ハマベハサミムシ（ハサミムシ）．

カメムシ目

ケシカタビロアメンボ，アメンボ，コミズムシ，マツモムシ，エサキモンキツノカメムシ．

セミ目

ニイニイゼミ，アブラゼミ，ツマグロヨコパイ．

アミメカゲロウ目

ウスバカゲロウ．

甲虫目

ヒメマイマイカブリ（マイマイカブリ），キベリアオゴミムシ，オオキベリアオゴミムシ，

コガムシ，クロシデムシ，オオヒラタシデムシ，コクワガタ，ノコギリクワガ夕，カブト
ムシ，タマムシ，ナミテントウ，ゴマダラカミキリ，イネミズゾウムシ．

ハチ目

バラハタマバチ（バラハタマフシ）Djpんﾉ印js〃po"jca(WALKER，1874)．
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クヌギエダイガタマバチ（クヌギタマバチ）乃ｊｃｈａｇａ伽ａｓe〃α”ｅ（ASHMEAD，1904）
ヒメアリ，アミメアリ，トビイロケアリ，コアシナガバチ，クマバチ・

ノミ目

ネコノミ．

ハエ目

マダラガガンボ，アカイエカ，セスジユスリカ，エノキトガリタマバエ（エノキハトガリタ

マフシ），シロダモタマバエ（シロダモハコブフシ），シオヤアブ・

チョウ目

クロアゲハ，アオスジアゲハ，ベニシジミ，キタテハ，カノコガ，オオミズアオ，オオスカ
シバ．

取り上げなかつたもの

ムラサキトビムシ？，ウマオイ，アワフキムシ，クサカゲロウ，シワアリ，トビイロシリア

ケアリ？，トックリバチ，スズメバチ，キンバエ，ハナアブ．またリストにあげたもののう

ちトノサマバッタ，アメンボ，ウスバカゲロウについては，あるいは別の種かも知れない

ヘイケボタルについては「ここ4年確認されていない」という．そうであれば‘95年までは生息

していたことになる．

(まきばやしいさお〒330-0834大宮市天沼町2-864）

三ツ又沼ビオトープで見られた蝶

牧林功

三ツ又沼は荒川の河口から48ｋｍ地点付近にあり，かっては入間川と荒川が合流していた場所

である。その後，川の流れが付け替えられたため，三ツ又沼となって残った．この場所を建設省荒

川上流工事事務所が「三ツ又沼ビオトープ」として，現在整備中である（平成12年度中に完成予

定）．

この三ツ又沼ビオトープ（環境庁メッシュコード5339-7433）を，2000年６月１９日16時から３０

分ほど視察できた．木道を一周して目撃できた蝶類を記録しておく．

アゲハ，キアゲハ，モンシロチョウ（交尾中のものもいた），スジグロシロチョウ，ベニシジミ，

ルリシジミ，ツバメシジミ，コミスジ，ゴマダラチョウ，コムラサキ，キタテハ，サトキマダラヒ

カゲ，ヒメジャノメ，ヒメキマダラセセリ，以上14種．

なお同地にはブタクサ，オオブタクサが生えていて，この両種にブタクサハムシ（成虫）が見ら

れたこと，および，クワにアメリカシロヒトリの幼虫がかなり多かったこと、アオオサムシの死骸

があったことを付記する．

(まきばやしいさお〒330-0834大宮市天沼町2-864）

1999年のモンシロチョウの終見記録

昨年のモンシロチョウの終見を記録を記録しておく．

１個体．１９９９年１２月５日浦和市サギ山記念公園

鈴木幸

(すずきみゆき〒333-0801川口市東川口5-6-24-306）
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昆虫誌プラス（５）

埼玉昆虫談話会

当会は，1999年に，埼玉県産昆虫9,360種をリストした『埼玉県昆虫誌』別巻を刊行した．

本報文は，別巻刊行後に明らかになった埼玉県初記録種を含む報文を中心に，学名・和名の変更，

種の削除などを適宜まとめて紹介するものである．

まとめ方や閲覧文献などの詳細については，本報文の連載初回である『寄せ蛾記』９３号p､2803

を参照されたい．なお，本報文は，しばらくは『寄せ蛾記』の編集責任者である碓井徹がまとめを

担当し，分類体系は『埼玉県昆虫誌』別巻に準拠しつつ，判る範囲で『日本産野生生物目録無脊

椎動物編Ⅱ，環境庁編．1995』での分類上の位置づけも並記した．

担当がしっかりと目を通せる文献は，一応，以下の通りであるが，下記の文献以外に，埼玉県初

記録種を含む報文を発表された方，あるいはそのような文献をご存じの方は，ぜひ碓井までご一報

いただきたい（できれば，その別刷やコピーを一緒にいただけると嬉しいです）．

寄せ蛾記ト ン ボ 公 園 だ よ り （ 寄 居 町 にトンボ公園を作る会）

埼玉動物研通信（埼玉県動物研究会）埼玉生物（埼玉県高等学校生物研究会）

房総の昆虫（千葉県昆虫談話会）Gracile（関西トンボ談話会）

ＴＯＭＢＯ（日本トンボ学会）ＡＥＳＣＨＮＡ（トンボ研究会）

Rostria（日本半迩類学会）Cicada（日本セミの会）

蝶と蛾．やどりが（日本鱗掴学会）昆虫と自然・月刊むし・インセクタリウム

【埼玉県初記録種】

ＣＯＬＬＥＭＢＯＬＡトビムシ目

◆平方エコネットプロジェクトチーム(2000）

上記報文に下記の種の記録があることを指摘した報文は，以下のとおり．

牧林功(2000)寄せ蛾記(97):2968-2969．

Neanuridaeイボトビムシ科

α、"伽erjamAaoe"siｓ（KINosHITA,1916）オオアカイボトビムシ

ＣＯＬＥＯＰＴＥＲＡ鞘遡目

◆朝比奈正二郎ほか（1933）

上記報文に下記の２種の記録があることを指摘した報文は，以下のとおり．

豊田浩二(2000)寄せ蛾記(97):2955-2956．

Pyrochroidaeアカハネムシ科
Ｄｅ"droideSﾉeS"ejBLAIRツチイロビロウドムシ

Anthicidaeアリモドキ科

ノWos/ereOpaわ蝿叩o"jc"s(LEWIS）ケナガクビボソムシ

◆新井志保・豊田浩二(2000)ススキクチヒゲアリヅカムシの採集例．甲虫ニュー

Staphylinidaeハネカクシ科

Pselaphinaeアリヅカムシ亜科

甲虫ニュース,（129):１０．
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（またはPselaphidaeアリヅカムシ科）
Ｐｏｒｏ火ｍｓｓ伽肋（SHARP）ススキクチヒゲアリヅカムシ

※全国的にも採集例の少ない稀種だそうである．上記文献は豊田浩二氏からご
教示頂いた．

◆豊田浩二(2000)ヤマトヒゲブトチビシデムシをアリの巣より採集.甲虫ニュース,（129):１３．

modidaeタマキノコムシ科

（またはColonidaeヒゲブトチビシデムシ科）

Ｃりん〃ノヒZpo"加加HISAMATSUヤマトヒゲブトチビシデムシ

※大珍品で，二度と採れる気がしない種だそうである．上記文献は豊田浩二氏
からご教示頂いた．

ＨＹＭＥＮＯＰＴＥＲＡ膜迩目

◆平方エコネットプロジェクトチーム(2000）

上記報文に下記の２種の記録があることを指摘した報文は，以下のとおり．

◆牧林功(2000)寄せ蛾記(97):2968-2969．

Ｃｙｎｉｐｉｄａｅタマバチ科
Ｄわん”jsﾉﾋZpo"畑(WALKER，1874）バラハタマバチ（バラハタマフシ）

乃肋αgαﾉ"zａｓｅｒｍＩＺｚｅ（ASHMEAD,1904）クヌギエダイガタマバチ（クヌギタマバチ）

ＤｌＰＴＥＲＡ双迩目

◆南部敏明(2000)大滝村入川のシヨウジヨウバエ．埼玉県動物研通信,(35):３１．

Drosophilidaeショウジョウバエ科

Drosophilinaeショウジョウバエ亜科

刷r畑ros叩ｈｊね〃jﾉj"eαね（CHUNG）

Steganinaeカプトショウジヨウバエ亜科

Ａｍｍｍ（A"2ｍｍ）庇"雌ｍＯＫＡＤＡトゲメマトイ

Ａ"@わね（Aﾉ７２ｍ”)んｒａｚｍＯＫＡＤＡツバメマトイ

※上記報文の同定は別府桂氏による．Ｈ〃j伽ｅａｍの属は，最近，亜属から属に

昇格したものとのこと．

ＬＥＰＩＤＯＰＴＥＲＡ鱗趨目（蝶類）

◆牧林功(2000)寄せ蛾記(97):2964-2965．

Papilionidaeアゲハチョウ科
RZpj"ｏ〃eﾉ７２Jｲ"o〃ｚﾉiⅨ"be咽〃voNSIEBoLD，１８２４ナガサキアゲハ

ＬＥＰｌＤＯＰＴＥＲＡ鱗通目（蛾類）

◆杉山徹朗（2000)埼玉県秋ケ瀬公園で得たフユシヤク２種．誘蛾燈（159):３６．

Geometridaeシャクガ科

Oenochrominaeホシシャク亜科

ＡなＯｐｈｊｍｊ"o"ejNAKAJIMAユキムカエフユシヤク
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【昆虫誌プラスへの訂正など】

2000年９月

ＣＯＬＥＯＰＴＥＲＡＥＯＰＴＥＲＡ鞘迩目

◇本誌前号で豊田浩二氏が記録した以下の２種は，埼玉県産リストから削除．関連報文は，

豊田浩二(2000)寄せ蛾記,(97):2956．

Salpingidaeチビキカワムシ科
Ljsso庇"zapjcゆe""eLEwIs,１８９５フタオビチビキカワムシ→削除

Scolytidaeキクイムシ科
Ficjp加g"sｇｏ"α”枕s(MuRAYAMA,1955）ゴリアテキクイムシ→削除

◇本誌前号で石蔵拓氏が埼玉県昆虫誌未記録種とした次の３種は，前号の『昆虫誌プラス

（４）』で埼玉県新記録種とした扱いを下記の各理由により訂正．

Carabidaeオサムシ科

Ｌｅｐｍｃａｍ伽shar"2α"dｊ（LAPOUGE）ホソヒメクロオサムシ→削除

※本種は，すでに『埼玉県昆虫誌』別巻で“オクタマアルマンオサムシ”の和

名でリストされていた．複数の会員の方からこの件についてご指摘を頂いた．

Anthribidarヒゲナガゾウムシ科

Phy"o伽＄わ"gjcor"isRoELoFsリンゴヒガナガゾウムシ→削除
※本種は，これまでに県内で多数記録されている種である，リンゴヒゲナガゾ

ウムシの和名の記述ミス．豊田浩二氏からご指摘いただいた．

Cantharidaeジョウカイボン科

肋鰍ｏａｗ伽"e〃(NAKANE）キイロシリブトジョウカイ→県初記録の扱いの訂正・

※本種は，“石蔵拓(2000)寄せ蛾記(96):2896-2901,’で『埼玉県昆虫誌未記

録種』と記述されていたために，前号の『昆虫誌プラス（４）』で埼玉県新

記録種としたが，石蔵(2000)の前に，下記の文献によって，埼玉県初記録種

として報告されていた．

豊田浩二(2000)キイロシリブトジョウカイの採集例．甲虫ニュース,（129)：

１０．

よって，本種は，豊田(2000)によって本県から初めて記録されたものとする．

なお，豊田(2000)は，豊田浩二氏からご教示いただいた．

前号『昆虫誌プラス（４）』の一覧表の訂正．

表埼玉県産昆虫目ごとの科・種数最新情報

埼玉県昆虫誌

別巻（1999）

前回までの

変更の合計

今回まとめ

た変更の計

最新の科数

と種数

目名 科数種数科数種数科数種数科数種数

COLEOPTERA鞘迩目107科2826種十1科十46種

HYMENOPTERA膜題目 51科1069種十1科十51種

十48種108科2916種

↓

108科2920種

十4種５２科1123種

↓

５２科1124種

(最下段の小計，合計は正しい．）



十１種
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表埼玉県産昆虫目ごとの科・種数最新情報

＋3種

(＋2棚

(＋1種）

最新の科数
と種数

埼玉県昆虫誌

別巻（1999）

前回までの

変更の合計

今回まとめ

た変更の計

十4種,-2種

目名 科数種数科数種数科数種数科数種数

十l科十55種

十1種

COLLEMBOLAトビムシ目

PROTURAｶﾏｱｼﾑｼ目

D IPLURAコムシ 目

MICROCORYPHIAイシノミ目

THYSANURAシミ目

EPHEMEROPTERAカゲロウ目

ODON A T A ト ンボ目

PLECOPTERAカワゲラ目

BLATTARIAゴキブリ目

MANTODEAカマキリ目

ISOPTERAシロアリ目

ORTHOPTERA直通目

PHASMIDAナナフシ目

DERMAPTERAハサミムシ目

GRYLLOBLATTODEAガﾛｱﾑｼ目

PSOCOPTERAﾁｬﾀﾃﾑｼ目

MALLOPHAGAハジラミ目

ANOPLURAシラミ目

THYSANOPTERAｱｻ゙ ﾐｳﾏ目

HETEROPTERA異通目

HOMOPTERA同迩目

ＡＵ()1111N()RRHYNClIA頚吻亜目

Ｓ1.KN()RRHYNcIIA 腹吻亜目

MEGALOPTERAヘビﾄﾝﾎ゙ 目

RAPHIDIOPTERAﾗｸﾀ゙ ﾑｼ目

NEUROPTERAｱﾐﾒｶｹ゙ ﾛｳ目

COLEOPTERA鞘迩目

STREPSIPTERAﾈｼ゙ ﾚﾊ゙ ﾈ目

HYMENOPTERA膜迩目

MECOPTERAｼﾘｱｹﾞﾑｼ目

SIPHONAPTERAノミ目

DIPTERA双遡目

TRICOPTERAトビケラ目

LEPIDOPTERA鱗迩目

蝶 類

蛾類

唯
磁
値
腫
腫
唯
唯
腫
値
殖
鯉
腫
殖
猫
値
唯
腫
唯
猫
虚
唯
澗
卿
唯
唯
嘘
磁
蝿
蝿
鵬
順
順
嘘
総
荊
胴

３
２

７
９
５

２
１

１
１
６
１
６
５

１

３
６
３
２

８
０

皿
別
昭
朋

科
科
２
１

州
州
斜
州
附
州
州
州
淵
餅
餅
淵
餅
州
附
料
刷
斜
淵
淵
州
伽
佃
淵
淵
州
料
斜
餅
淵
洲
料
州
料
硝
洲

１
１

１

３
３

１
０
５

１

８
１
５
く
⑮

十1種 唯
殖
倣
腫
腫
唯
噛
腫
値
殖
腫
唯
噸
猫
倣
値
腫
唯
殖
准
虚
卿
測
殖
唯
唯
唯
殖
磁
唯
噸
噸
殖
殖
側
悶

３
２

７
９
５

２
１

１

１
１
６
２
６
５

３
６
３
２科
科
２
１
１
２
２

４
２
１
２
１
３
９
８
４
３
Ⅱ

９
１

４
３
１
２

科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
科
伽
佃
淵
淵
州
淵
斜
淵
淵
洲
料
州
料
硝
州

９
４
３
１
１
０
１
９
２
１
１
２
１
４
１
１
１
５
２
８
６

１
１

１

３
３

１
０
５

１

８
１
５
く
く

2000年９月

十3種

十3種

十1科十94種

＋2種

(＋１種）

(＋1種）

十9種

十2種

十3種

＋10種503科9,539種

(本号での計）（本誌刊行時）

３２目501科9,360種

(埼玉県昆虫誌別巻刊行時）

(＋9種）

＋2科十169種

(前号までの計）
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イガブチヒゲハナカミキリは埼玉県に棲息する

石蔵拓

筆者らは２０００年８月１４日に大滝村中津川林道（AIm700-l800m付近）へ行き木下富夫

氏とイガブチヒゲハナカミキリをノリウツギとリョウブの花よりlc71c72早早採集しているので報

告する。

同時にブチヒゲハナカミキリも採集しイガブチヒゲと混在して棲息していることを確認した。

その他フジコブヤハズカミキリ、ゴマフキマダラカミキリ、キベリカタビロハナカミキリ、コヨ

ツスジハナカミキリ、コウヤホゾハナカミキリを採集。

(いしくらひらき〒l70-0012豊島区上池袋3-34-11-707）

【お詫び】

本誌前号の96号ｐｐ､2920-2928で，埼玉昆虫談話会・日本鱗通学会関東支部・日本蛾類学会共

催の『1999年秋の集い』という特集ページで，同集いの講演要旨集を再録という形で掲載しま

したが，一部の内容に体裁上の変更を加えた上，講演者（要旨執筆者）の方には本誌への掲載や

変更を加えることついて了解を得ていませんでした．編集担当として，お詫びします．

△
報工貢

。「寄せ蛾記』，今年は５冊出して“２０世紀に１００号まで”・

２０世紀最後のこの１年で，『寄せ蛾記』は100号に達することが総会で承認されました．

前号96号から99号までの４冊を例年どおり発行し，No.１－９９までの総目次を100号として刊

行する，すなわち，『寄せ蛾記』は２０世紀に切り良く100号まで到達することになりました．

どしどしと原稿をお寄せ下さい．なお，１号から続いた通しページ数が４桁になってしまっ

ていますが，２１世の第１号である１０１号からは，毎号１ページからはじまる表記に変更
になります．

今後の発行予定は，９８号（１１月上旬），９９号（１２月中旬），１００号（１２月末）
というスケジュールです．９９号までの原稿をドシドシとお寄せ下さい．１００号の総目次

に関しても，『こんなことを掲載したら良いのではないか１１１』というアイデアも募集中．

◎会員名簿の訂正・追加は「雑記蝶』に．

今後の会員名簿の訂正・追加は，同封の『雑記蝶』に掲載します．

◎埼玉県昆虫誌のホームページ作成中

作成作業は予定より遅れています．お披露目は１１月末になりそうです．

編集 後記

ムラサキツバメにナガサキアゲハか・・・・・・今年は，関東各地でウスイロコノマもかなり

採れているらしいし，クマゼミもアチコチで鳴いたそうだ．仙台ではウラギンシジミが飛びまわ
り，盛岡でもヤマトシジミ乱舞とか．

来年あたり，大宮でキシタアゲハが採れちゃったらどうしようノノノ

今年度というか20世紀最後の１年に刊行する寄せ蛾記は，豊田浩二氏の原画と小堀文彦氏のデ
ザインによる虫たちの怪しげな世界を描いた世紀末仕様の表紙で押し通すことになりました．

来年以降の『寄せ蛾記』編集体勢は未定ですが，２１世紀の『寄せ蛾記』に表紙を描いてくだ
さる方を募集したいと思います．



寄せ蛾記９７号目次

加藤信一郎：北葛飾郡松伏町に生息する鱗迩目について（１）

・・・・・・・・・・・2931-2946

4,野寺博昭：津軽半島採集行・・・・・・・・．．・・・2947-2953

松本和馬：ハシリドコロを食べているルイヨウ

マダラテントウを三峰山で採集・・・・・２９５４

神部正博：ムラサキツバメを草加市で確認。．・・・・・・・２９５４

豊田浩二：埼玉県の甲虫類に関する覚書・・・・・・・2955-2956

豊田浩二：埼玉県から新たに記録される甲虫類（１）の訂正・２９５６

渡這光行：スケバハゴロモの記録・・・・・・・・．．・・・２９５６

豊田浩二：横瀬町丸山でのナガゴミムシ類の記録・・・・・・２９５７

豊田浩二：ミヤマチヤバネセセリの県北東部での記録・・・・２９５７

豊田浩二：ダイミヨウツブゴミムシの採集例・・・・・・・・２９５８

豊田浩二：フシボソクサアリを秩父市橋立川で確認・・・・・２９５８

豊田浩二：埼玉県内でのヒメツチハンミョウ採集例・・・・・２９５８

豊田浩二：埼玉県のオオハナノミ科に関する若干の知見2959-296Ｏ

碓井徹：大宮台地でクマゼミの声を聞く．．・・・・・・・２９６０

天野来人：昆虫３種の記録．．。。．．。。．・・・・・・・296O

阿部功：外来種の多肉植物を食べるクロツバメシジミ

・・・・・・・・・・・2961-2963

牧林功：ナガサキアゲハ埼玉県に侵入・・・・・・・2964-2965

牧林功：クロバネツリアブを北本市で採集・・・・・・・・２９６５

加藤輝年：飯能市と名栗村でのカラスシジミの追加記録

・・・・・・・・・・・2966-2967

牧林功：「平方の生きものに会える本」に登場する埼玉県

初記録を含む越谷市平方の昆虫類について・2968-2969

牧林功：三ツ又沼ビオトープで見られた蝶・・・・・・・・２９６９

鈴木幸：1999年のモンシロチヨウの終見記録・・・・・・・２９６９

埼玉昆虫談話会：昆虫誌プラス（５）・・・・・・・・・・2970-2973

石蔵拓：イガブチヒゲハナカミキリは埼玉県に棲息する・・２９７４

お詫び．・・・．。・・・。・・・・・・・・・２９７４

会報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９７４

編集後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９７４

[埼玉昆虫談話会2000年９月18日発行４４pp.］


