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Ⅰ．はじめに

1989年から2003年に，埼玉県秩父市大滝（旧秩父郡大滝村）の東京大学秩父演習林において，

キクイムシ類の捕獲調査が行われた。そのうち，1993年から2003年までの試料については，種の

リストと捕獲個体数が公表されている（齋藤ら，2005）。しかし，齋藤ら（2005）では，1,813個

体が未同定のまま残されていたため，資料として不十分であった。そこで，本報では標本が保管

してある1994年以降のデータについて，これら未同定個体の再同定を行うとともに，すでに報告

されている同定済み個体の一部についても再同定を行った。また，齋藤ら（2005）の誤植につい

ても修正を行った。これらの再検討により，キクイムシ類の種多様性に関するデータの精度が著

しく向上するものと期待される。

Ⅱ．方法

エタノールとα－ピネンを成分とする誘引剤（サンケイ化学工業製「マダラコール」）を使っ

たトラップを，1989年から2003年に，秩父演習林栃本団地の12 ヶ所に設置した。調査の詳細は，

齋藤ら（2005）を参照されたい。本報告では，秩父演習林に残されている1994-2003年捕獲の標

本のうち，齋藤ら（2005）で未同定とされていた1,813個体と，ニイジマアトマルキクイムシ

Dryocoetes niijimai Nobuchiと同定されていた４個体を再同定した。

Ⅲ．結果

再同定された種の新旧対照表を表－1に示す。リストの配列，種の学名は，後藤（2009）に従っ

た。ただし，後藤（2009）および齋藤ら（2005）でキクイムシ科Scolytidaeと ナガキクイムシ科

Platypodidaeの扱いとなっていた分類群は，現在では主流の分類体系であるゾウムシ科

Curculionidaeのキクイムシ亜科Scolytinaeと ナガキクイムシ亜科Platypodinae（Knížek and 
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Beaver, 2004）として扱った。その結果，新たにキクイムシ亜科45種，ナガキクイムシ亜科が3

種同定された。齋藤ら（2005）でニイジマアトマルキクイムシ1種とされていたものが，ニイジ

マアトマルキクイムシとアトマルキクイムシDryocoetes rugicollis Eggersの2種と同定された。

齋藤ら（2005）ではキクイムシ亜科（原著ではキクイムシ科）18種が記録されていたが，今回の

再同定により，キクイムシ亜科は63種，ナガキクイムシ亜科は3種となった。

再同定された捕獲個体数を入川流域と滝川流域ごとにまとめた結果（それぞれ6トラップの合

計）を表－2 〜 21に示す。また，1996年6月13日採集の個体のうち捕獲トラップ不明の個体につ

いては，別途表－22に示した。齋藤ら（2005）において，未同定のキクイムシ亜科（原著ではキ

クイムシ科）とされていた1,802個体のうち，種まで同定されたものが1,626個体，属レベル

（Dryocoetes属）まで同定されたものが7個体であった。破損等により同定が不可能だった標本20

個体，紛失した標本133個体のほか，キクイムシ亜科でもナガキクイムシ亜科でもない個体が16

個体あった。これら169個体を除くと，1994-2003年に捕獲のキクイムシ亜科59,615個体のうち

55,280個体（92.7％）が種まで同定された。キクイムシ亜科Dryocoetes属1種7個体が未同定のまま，

ハネミジカキクイムシXylosandrus brevis （Eichhoff）の4,328個体の中にヒメハネミジカキクイ

ムシXylosandrus borealis Nobuchiが含まれたまま残された。また，齋藤ら（2005）において，

未同定とされていたナガキクイムシ亜科（原著ではナガキクイムシ科）11個体は，すべて種まで

同定された。
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表－1．今回新たに同定された種と齋藤ら（2005）との対照表
Table 1. Comparison of identification results of this study and Saito et al.（2005）
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表－2．1994年キクイムシ類の種別捕獲個体数（滝川）
Table 2.  Species abundance of the subfamilies Scolytinae and Platypodinae captured in 

Takikawa area in 1994.
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表－3．1994年キクイムシ類の種別捕獲個体数（入川）
Table 3.  Species abundance of the subfamilies Scolytinae and Platypodinae captured in 

Irikawa area in 1994.
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表－4．1995年キクイムシ類の種別捕獲個体数（滝川）
Table 4.  Species abundance of the subfamilies Scolytinae and Platypodinae captured 

in Takikawa area in 1995.
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表－5．1995年キクイムシ類の種別捕獲個体数（入川）
Table 5.  Species abundance of the subfamilies Scolytinae and Platypodinae captured 

in Irikawa area in 1995.
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表－6．1996年キクイムシ類の種別捕獲個体数（滝川）
 Table 6.  Species abundance of the subfamilies Scolytinae and Platypodinae captured 

in Takikawa area in 1996.
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表－7．1996年キクイムシ類の種別捕獲個体数（入川）
 Table 7.  Species abundance of the subfamilies Scolytinae and Platypodinae captured 

in Irikawa area in 1996.
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表－8．1997年キクイムシ類の種別捕獲個体数（滝川）
Table 8.  Species abundance of the subfamilies Scolytinae and Platypodinae captured 

in Takikawa area in 1997.
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表－9．1997年キクイムシ類の種別捕獲個体数（入川）
Table 9.  Species abundance of the subfamilies Scolytinae and Platypodinae captured in 

Irikawa area in 1997.
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表－10．1998年キクイムシ類の種別捕獲個体数（滝川）
Table 10.  Species abundance of the subfamilies Scolytinae and Platypodinae captured 

in Takikawa area in 1998.
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表－11．1998年キクイムシ類の種別捕獲個体数（入川）
Table 11.  Species abundance of the subfamilies Scolytinae and Platypodinae captured 

in Irikawa area in 1998.
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表－12．1999年キクイムシ類の種別捕獲個体数（滝川）
Table 12.  Species abundance of the subfamilies Scolytinae and Platypodinae captured 

in Takikawa area in 1999.
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表－13．1999年キクイムシ類の種別捕獲個体数（入川）
Table 13.  Species abundance of the subfamilies Scolytinae and Platypodinae captured 

in Irikawa area in 1999.
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表－14．2000年キクイムシ類の種別捕獲個体数（滝川）
Table 14.  Species abundance of the subfamilies Scolytinae and Platypodinae captured in 

Takikawa area in 2000.
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表－15．2000年キクイムシ類の種別捕獲個体数（入川）
Table 15.  Species abundance of the subfamilies Scolytinae and Platypodinae captured 

in Irikawa area in 2000.
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表－16．2001年キクイムシ類の種別捕獲個体数（滝川）
Table 16.  Species abundance of the subfamilies Scolytinae and Platypodinae captured 

in Takikawa area in 2001.
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表－17．2001年キクイムシ類の種別捕獲個体数（入川）
Table 17.  Species abundance of the subfamilies Scolytinae and Platypodinae captured in 

Irikawa area in 2001.
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表－18．2002年キクイムシ類の種別捕獲個体数（滝川）
Table 18.  Species abundance of the subfamilies Scolytinae and Platypodinae captured 

in Takikawa area in 2002.
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表－19．2002年キクイムシ類の種別捕獲個体数（入川）
Table 19.  Species abundance of the subfamilies Scolytinae and Platypodinae captured 

in Irikawa area in 2002.
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表－20．2003年キクイムシ類の種別捕獲個体数（滝川）
Table 20.  Species abundance of the subfamilies Scolytinae and Platypodinae captured 

in Takikawa area in 2003.
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表－21．2003年キクイムシ類の種別捕獲個体数（入川）
Table 21.  Species abundance of the subfamilies Scolytinae and Platypodinae captured in 

Irikawa area in 2003.
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表－22．採集トラップが不明な個体（1996年6月13日採集）
Table 22. Species abundance of the subfamilies Scolytinae 

by unspecified traps （13 June 1996）
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Ⅳ．おわりに

近年，キクイムシ類が媒介する樹木病害が世界中で流行している。キクイムシ類は，今後ます

ます重要性が増す昆虫の分類群である。カシノナガキクイムシPlatypus quercivorus （Murayama）

が媒介する日本のナラ枯れだけではなく，韓国でもPlatypus koryoensis （Murayama）が媒介す

る同様のナラ枯れが発生し，また，アメリカ合衆国ではハギキクイムシXyleborus glabratus 

Eichhoffが媒介するLaurel wiltが流行している。2012年時点で秩父演習林では未発生のナラ枯れ

が今後発生する可能性もあり，ナラ枯れ未発生状態のキクイムシ相を記録しておくという点でも，

重要な資料となるものと考える。
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