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黒色を呈し，眼上板の内後角からろ頂板を経て頚部に至る部分は紅色をおびる。腹面は黄色を呈し，各

黒色環帯の間に4-8鱗にわたる黒色斑紋があり，胴の中部以後には,その前後に各１個の小黒斑がある。

変異背部における黒色縦線の数は1-3本を普通とするが，稀に５本のものがある。また黒色環帯の

数，大きさも個体により相違があり，胴部11-15,尾部1-3個の範囲にある。

習性山地に棲息し，メクラヘピを捕食する。体にふれると尾部の突起をもって刺す行動をとるが，

尾端に毒を出す装置はない。

分布奄美大島，徳之島？

備考奄美大島固有の毒蛇で，その毒性，疫学的研究については明かでない。

２３）ハイ（Stejneger，1907）

オキナワハイ（黒岩，1909）

ヒヤイ（高橋，1930）

CYJ"i叩肋ノ”o"ｉｃ"Moarg”ノ（Fritze，1894）

（PLVIIIfigs､24-27,ｐＬＩＸｆｉｇ､２８ettext-figs、45-46）

伽Jophfsjqpo"化oosBoulenger,ＡｎｎＭａｇ.Ｎat・Hist．(6)，10,1892,ｐ､３０２（Okinawa)．

CCLJJophis6MtgcriFritze,ZooLJahrb,Syst.，７，１８９４，ｐ､８６１（Okinawa-shima).－Namie,ZooL

Mag・’９（106)，1897,ｐ３４０（Okinawa)．

ＨＣ伽bwzgcur"sjcuPo"化刎sBoulenger,Cat・SnakesBrit．Ｍus.，３，１８９６，ｐ、３９５（part；Okinawa)．

－Boettger，Kat・SchLmus，Senckenberg，1898,ｐ、１２３（Okinawa).－Wall，Proc、ZooLSoc・

London，2,1905,ｐ５１５（part；Okinawa)．

ＨＣ伽伽"gcu7"８６０６伽eγiStejneger，Bull・ｕｓ.Ｎat．Ｍus.，（58)，1907,ｐ､３８９，figs、320-322

（Okinawa).－Kuroiwa，ZooLMag.，２１，１９０９，ｐ､８８（Okinawa).－VanDenburgh，Proc、Calif
A

Acad､Sci．(4)，3,1912,ｐ､２５７（Okinawa).－Oshima，Ann・Rep、Inst・Sci・Govern・Formosa，

８(2)，1920,ｐ､２２；NihonDokujaZusetsu，1921,ｐ､23,ｐ１．１，ｆｉｇｌ（Okinawa-jima)；Dait6a

Ky6eikenDokujaKaisetsu，1944,ｐ,211,fig1O7(Okinawa-jima).－Takahashi,JapaneseVenom・

Snakes，1922,ｐ1．１７（Okinawa)；Terrest・SnakesJapan，1930,ｓp､ｎｏ、６８（Okinawa-jima).－

Koba，T6ky6K6t6-shihanHakubutsuGakkaishi，（33)，1926,ｐ６５（Okinawa-jima)；ＭｅｍＦａｃ・

Edu・ＫｕｍａｍｏｔｏUniv.，4,1956,ｐ、１４９（Tokuno-shima)；ZooLMag.，65,1956,ｐ､１４９（Tokuno-

shima)；Ｍｅｍ・Fac・EduKumamotoUniv.，５，１９５７，ｐ，１９２（Okinawa-jima).－Maki，Ⅲon・

SnakesJapan，1931,ｐ､166,ｐＬ６０,text-figs､111-112（Okinawa-shima)；1933,ｐｌ７０（Okinawa‐

hont6).－Kuroda,ZooLMag.，43,1931,ｐ、１７４（Okinawa-jima).－OkadaetTakakuwa，Hachd‐

ruinoSeitaitoShinka，1932,ｐ２１４（Okinawa-jima).－OkadaetKoba，Trans.Ｎat・Hist・ＳＯＣ，

Okinawa’１(1)，1935,ｐｌ５（Okinawa-jima).－Okada，Rigakkai，３４，１９３６，ｐ､９６；Cat・Vert・

Japan，1938,ｐ、１０１（Okinawa)；I11ust・EncycLFaunaJapan，1951,ｐ､244,fi9.709（Okinawa-

jima).－Takara，Trans.Ｎat・Hist・SOC・Kagoshima,４（16)，1943,ｐ２１ｅｔ２３（Okinawa-jima)；

Sci、BulLAgr・ａｎｄＨｏｍｅＥｃｏｎ・Divi、Univ・Ryukyus，(4)，1957,ｐ,１５１etl53,ｐ１．２，figs､７－８

（Iheya-jima，Izena-jima，Yagachi-jima，Okinawa-jima,Ie-jima,Kume-jima,Zamami-jima,Aka-

jima,Keruma-jima，Tokashiki-jima).－Nakamura,HebitosonoK6zai，1947,ｐ､８２（Okinawa-

jima)；GenshokuD6butsuDai-zukan,1957,ｐ､２９３（Okinawa-jima).－HiraiwaetaL，SciBulL

Fac・Agr・KyushuUniv.，16,1958,ｐ、５３８（Tokuno-shima)．

C0uZJioPﾊｉｓ６０ｅｔｔｇｗｉＫｏｂａｅｔａＬ，Okinawa-sanD6butsuMokuroku，1959,ｐ、２７（Okinawa-jima，

Keruma-jima，Zamami-jima，Kume-jima，Iheya-jima).－Koba，Ｍｅｍ・Fac、EduKumamoto

Univ.，８，１９６０，ｐ、１８２（Tokuno-shima)．
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Fig.４５．CCzJlioP几ｉ８ｊｑｐｏ"伽sboettger爪Fritze)，（×2.5)．

Ａ，Ｔｏｐｏｆｈｅａｄ；Ｂ，Undersideofhead；Ｃ，Ｓｉｄｅｏｆｈｅａｄ、

標徴ヒヤンＣＭ・jcLPoMc〃ｓに似ているが斑紋を異にする。体鱗１３列，すべて滑かで鱗孔がない。

腹板168-221枚，肛板二分し尾下板25-32対を有する。体は紅色を呈し，背面には頚部より後方にかけ

て５本の黒色縦線がある。

記載（琉球大学農家政学部標本，ハイ第１３号，旱，１９５５年９月１３日，渡嘉敷島筆者採集)。

頭部は細長く，その幅は頚部より僅かに大きい。胴部は丸味をおびる。啄端板の長さは幅の約２分の

１を占め，鼻板および鼻間板に広く接し，第１上層板には狭く接する。鼻間板の幅は長さより大。鼻間

板間の縫合線は前額板間の縫合線の長さの２分の１より短い。前額板の幅はその長さに等しい。額板の

長さは'幅の約１倍半を占め，ろ頂板間の縫合線より長い。ろ頂板は細長く，その長さは幅の２倍より大

きく，また額板と前額板との長さの和より大。前鼻板は後鼻板より大きく，鼻孔は前鼻板の後方にある。

眼前坂は細長く，前額板に最も広く接する。眼後板２枚，しよう頴板は前後列とも１枚。上層板７枚，

その中第3-4は眼に接し，第７は最も大きく，第１は最も小さい。下肩板７枚,第４最も大きく，第２は

最も小さい。前咽頭板の長さは後咽頭板の長さにほぼ等しく，前咽頭板は第１－第４下唇板に接する。後

咽頭板と第１腹板の間には３枚の小鱗が介在する。体鱗１３列，すべて滑かで鱗孔を有しない。腹板197

枚，肛板二分し，尾下板29対，尾端は針状に尖っている。

測定全長453ｍｍ，吻端から肛門まで413ｍｍ，尾長４０ｍｍ・

体色頭部は黒色を呈し，眼上板の後方からろ頂板の後方にかけて胴部につながる１対の紅色縦線が

ある。体背面は紅色を呈し，５本の黒色縦線がある。中央部の縦線は背中央鱗およびその両側半鱗を被

い，その外側の縦線は第３列および第４鱗列の半分にわたり，最外側の縦線は第１および第２鱗列の各

半を被う。中央部の縦線を除く他の縦線には黒白相接した横斑が胴部に１１個，尾部に１個ある。腹面

は黄赤色を呈し，その中央部に大小の黒色斑紋がある。

変異尾下板は対をなすのが普通であるが局部的に対をなさないものがある。伊是名島産（第10号）

のものでは尾下板２７対の中，対をなすものは末端の僅か５対だけである。

体背面における黒色横斑の数は個体によって相違があり，またこの横斑が全く消失して完全な５本の

縦線を形成するものがある。

分布本種は従来沖縄群島の固有種とされていたが，最近徳之島に産することが知られている。沖縄

群島では沖縄島，伊平屋島，伊是名島，伊江島，渡名喜島，久米島，慶良間列島等に分布する（細部は

分布編を参照)。

習性本種は平地にも山地にも見られるが，概して山地に多い。平地では雑木林，水田，沼地等の林
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Fig.４６．Ｃａ川op航sjqpo"００"ｓ
●

Fig.４６．Ｃａ川op肌sjqpo"剛sboettg帆（Fritze)．
Ａ（×2)，Scalerowsandcolorpatternaroundthe
middleofthebody；Ｂ（×5)，Adorsalscaleof
themiddlepartofthebody．

縁に棲息し，乾燥地帯には見られない。体部にふれると尾端で刺すような行動をとるが，毒液を出す装

置はない。本種の食'性について筆者（1959）はヘリグロヒメトカゲＡ伽ch08cu"γ"sPelJoPle"γ"８（＝

ＬＺ/９０sα"γ"speJJo”"γ"s)，メクラヘピ，スベトカゲルioZopismqZqter山を捕食することを報告し

たが，その後(1959年４月および１０月，沖縄島産)解剖および吐出物を検査した結果，トカゲEOJmcces

sp.，ヤモリを食することを認めた。

論議ヒヤン０．Ｊ・jcuPo"伽ｓとハイｏｊ,b0ettge7iは極めて類似点が多く，従来主として斑紋の

相違によって区別され，しかも多くの学者は前者は奄美大島，後者は沖縄島の固有種として取扱ってき

た。しかしながらLoveridge（1946）はハイを全然認めていない。筆者も最近入手した若干の標本によ

って斑紋の変異の多いこと，また生態的にも何等の相違点のないことを知った。おそらく両者は同一種

であろうが，更に吟味する必要上本文においては亜種として取扱った。

備考民間ではハブに次ぐ猛毒蛇として知られているが，その毒性については充分に究明されていな

い。
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Kume-jima
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Ditto

Ditto

Kume-jima
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Ditto
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1Gushikawa-jim2

Okinawa-jima

Aka-jima

Kume-jima

Amuro-jima

Okinawa-jima

第４節蝮蛇科FamilyVIPERIDAEBonaparte

CrotalidaeGray，Ann、Philos.，1825,ｐ、204．

ViperidaeBonaparte,Ｍｅｍ・Accmorin．(2)，11,1840,ｐ､393．

ThanatophidesDum6riletBibron，Erp．Ｇ6,.,6,1844,ｐ、７０．

Sol6noglyphesDum6ril，Ｍｅｍ、ＡＣ・Ｓｃ.，２３，１８５３，ｐ、523．

ViperiformesGiinther，Rept・Ｂｒit、Ind.，1864,ｐ、383．

頭部は頚部より著しく大きく，眼と鼻孔との間に頬窩がある。体鱗は瓦屋根状にならび平滑かまたは

竜骨がある。上顎骨は垂直に立ち，大きな管牙があり，すべて有毒。

アジア，ヨーロッパ，北米，中米および南米に分布する。

蝮蛇料の属の検索

Ａ’頭部は大きな鎧板で被われている．．．………………………マムシ属Ａｇﾙistrodo〃

Ａ〃頭部は細鱗で被われている．………．.……………………ハブ属町伽ercs"γ"８
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１０．マムシ属ＧｅｎｕｓＡ’んist70clo〃Beauvois，１７９９

Ag〃istγocJo〃Beauvois，Trans．Ａmer、Philos・SOC.，4,1799,ｐ３８１（type，Ａ、、o〃ａｓe")．

Sc"t山Latreille，Hist.Ｎat・Rept.，3,1802,ｐ、１５８（ｓａｍｅtype)．

α"ch7f8Daudin，BulLSoc・Philom．（Paris)，３（72)，1803,ｐｌ８８（sametype)．

ScUtqJ"sRafinesque，AmJourn・Sci.，1,1819,ｐ､８４（emendation)．

T航Pho"cFitzinger,NeueClass・Rept.，1826,ｐ３４，６３（type，Ａ､ｃ"Ｐｒｅｑ)．

Tγigo"ocepM"sBoie，Isis，1826,ｐ、２１４（notofOppel，1881)．

AcomcusTroost，Ann、Lyc．Ｎat・Hist．Ｎ、Ｙ・’３，１８３６，ｐｌ９０（type，Ａ、Mucosto肌α；notof

Cuvier，1829)．

Ｈ１/p"α〃Fitzinger,Syst,Rept.，1843,ｐ、２８（type，Ｔγigo"ocep/ｔｑｍｓハ"p"此Schleg.)．

HtLJ"sGray，Cat・SnakesBrit．Ｍus.，1849,ｐ､１４（type，Tri90"ocepM"shcuJ"sBoie,notof

Fabricius,1803)．

A"cistMo〃Baird,ＳｅｒｐＮ.Ｙ・’1854,ｐ，１３（emendation）（notofRoemer,1849)．

頭部は三角形を呈し，頚部とは明らかに区別される。瞳孔は楕円形を呈する。頭部に９枚の鎧板があ

り，その中鼻間板と前額板は稀に細分することがある。体はほぼ円筒形を呈し，鱗孔のある平滑鱗また

は竜骨鱗で被われており，尾は概して短い。

アジア，カスピ海沿岸，北米および中米に分布する。

Ｔａｂｌｅ４３．SummaryofscalecharactersofAg〃istr0`０〃inRyukyu，JapanandFormosa．

、■【

弓、［

「１

L」

4８１ＪａＤ２DLW7U,〃０，

「
］

Notes：１）Scalesstronglyandtubercularlykeeled、２）Scalessharplykeeled．
＊DatafromStejneger（1907)．

２４）マムシ（岡田，1891）

ヤエヤママムシ（大島，1921）

zIlgjtis"o此〃ルαかＭﾙﾜｧﾉﾙ城ノ（Boie，1826）

（PLXIVfigsl6-18,ｐＬＸⅥIfigs、16-20ettext-figs､47-48）

Trigo"occpM"ｓｂＪｏ７Ｍ肋iBoie，Isis，1826,ｐ､２１４（Japan).－Okada,Cat､Vert・AnimalsJapan，

1891,ｐ６９（Japan)．

A"ci8trMo伽伽ｅｒｍｃ伽肌ｓＮａｍｉｅ，ZooLMag・’９（106)，1897,ｐ、３４０（Okinawa)．

Ａ"cistγoCZo〃bZo?Ｍ航iBoulenger，Cat・SnakesBrit．Ｍus.，3,1896,ｐ、５２５（Okinawa).－Wall，

Proc・ZooLSoc・London，2,1905,ｐ､５１４（Tanega-shima,Yaku-shima)．

Ａｇ〃ist70CZo〃ｂ肋?汕戚jStejneger，Bull．Ｕ、ＳＮａｔ.Ｍus.，（58)，1907,ｐ､４５７（Japan).－Okada，

IllustEncycLFaunaJapan，1951,ｐ２３７（Yaku-shima，Tanega-shima)．

Ａ，ﾙist7Mo〃ｂＪｏ１Ｍｑ'梛峨"isStejneger，ＢｕｌＬＵＳ.Ｎat．Ｍus.，（58)，1907,ｐ､４６１，fi9.365
コＬ

（Yaeyama).－Oshima,NihonDoklljaZusetsu,1921,ｐ､８８(Yaeyama).－Koba,T6ky6K6t6-shihan

HakubutsuGakkaishi，（33)，1926,ｐ６５（Yaeyama).－OkadaetTakakuwa,Hachfi-ruinoSeitai

toShinka，1932,ｐ２２０（Okinawa)．
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Ag〃istrMo〃Ｍ"SbZo1MoL'6iMaki，Mon・SnakesJapan，1931,ｐ、２０３（Loo-choo)；1933,ｐ、２０７

（Yaeyama?).－Nakamura，HebitosonoK6zai，1947,ｐ、９１（Okinawa).－Koba，BulLBiogeogr・

SocJapan，16-19,1955,ｐ､３４５（Yaku-shima,Tanega-shima)．

A"cist70CZo〃bJoOMq'ii？αが"isKuroda,ZooLMag.，４３，１９３１，ｐ、１７４（Yaeyamals.)．

Ａ９ﾙｲ８ｔγＭｏ〃ﾉＭ２/ｓOshima，Ｄai-t6aKy6eikenDokujaKaisetsu，1944,ｐ、248．

標徴吻端は丸味を帯びる。額板の長さは幅より僅かに大きく，吻端から額板までの距離またはろ頂

板間の縫合線の長さにほぼ等しい。その幅は眼の中心線上において眼上板の幅とほぼ等しいかまたは僅

かに大きい。頬板２枚，眼前板２枚，窩下板１枚，眼後板1-2枚,眼下板１枚。しよう頴板前列2-3枚，

後列4-5枚。上層板７枚（稀に８枚)，その中第３は眼に接する。体鱗21列，各鱗ともに顕著な竜骨と

鱗孔がある。腹板138-146枚，尾下板43-56対。

記載（琉球大学農家政学部標本，マムシ第４号，Ｓ，1954年８月１６日，種子島，久保邦照氏採集)。

頭部は大きく，三角形を呈し，頚部とは明らかに区別される。吻端は丸く，曝端板の高さは幅とほぼ

等しく，僅かに頭背から見える。鼻間板は比較的小さく，その幅は長さより大，左右両板間の縫合線の

長さは前額板間の縫合線の約'/3．前額板の長さは幅にほぼ等しく，吻縁において頬板および眼前上板に

接する。額板の長さは幅より大きく，吻端から額板までの距離に等しい。またその幅は眼上板の幅より

も大きい。眼上板は長大で，その長さは額板の長さにほぼ等しい。ろ頂板は大きく，左右両板の縫合線

の長さは額板の長さより僅かに短い。鼻孔は丸く，前後両鼻板の間にあり，前鼻板は後鼻板より大きい。

頬板は２枚で上下にならび，下板は第１および第２上臂板に接し，且つ頬窩の前縁を形成する。頬窩

はほぼ三角形を呈し，上層板に接せず，鼻孔よりもむしろ眼窩に近く位置する。眼前板２枚，眼後板１

枚，眼下板１枚，眼下板は三日月形を呈する。しよう頴板第１列２枚，第２列４枚，第３列５枚で各列

とも下板は大きい。上唇板８枚，その中第３は眼に接する。下唇板10-11枚（左一右)，その中第1－第

４は前咽頭板に接する。前咽頭板は後咽頭板よりも著しく大,後咽頭板相互の間に２個の小鱗がある。

体鱗21列，各鱗ともに顕著な竜骨および鱗孔がある。腹板143枚，肛板１枚，尾下板50対。

測定全長595ｍｍ，吻端から肛門まで515ｍｍ，尾長８０ｍｍ･

体色頭頂は淡褐色を呈し，各鱗板に大小不規則な黒褐色斑がある。これらの斑紋の中，前額板の後

Fig.４７．Ａ,〃i8trMo〃Ｍ"ＳｂＪｏ１ＭｏＬｶﾞｶﾞｲ（Boie)，（×2)．

Ａ，Ｔｏｐｏｆｈｅａｄ；Ｂ，Undersideofhead；Ｃ，Ｓｉｄｅｏｆｈｅａｄ．
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Ｂ

Ａ

Fig.４８．Ａg〃i8tγ0CIO〃ｈｑＪ"ｓｂＪｏ１Ｍ耐ｉ（Boie)．

Ａ（×1.5)，Scalerowsandcolorpatternaroundthemiddleofthe

body；Ｂ（×5)，Ａｄｏｒｓａｌｓｃａｌｅｏｆｔｈｅｍｉｄｄｌｅｐａｒｔｏｆｔhebody・

縁より額板の前縁部にまたがる１紋，額板の外側縁と眼上板の内側縁からろ頂板の外側縁にそうて後頭

部に至る黒褐斑，眼後より口角を経て頚部に至る縦線は顕著である。体背面は灰褐色を呈し，周辺黒味

をおびた暗褐色の大きな斑紋がある。これらの斑紋は左右交互に位置するが，中には左右相接して大き

な横斑を形成するものがある。腹面は殆んど黒色を呈し，黄白色の不規則な斑紋がある。

習Ｉ性山間の湿地に多く，カエル類を捕食する。卵胎生。

分布種子島，馬毛島，屋久島，石垣島(?)。地区外では日本本土，台湾に分布する。

論議Stejneger（1907）は八重山群島産のマムシをＡ・bZo?MOL'6t？qjf"isとして取扱ったが，牧

(1931）はＡ・ハcuZ’８６Jo伽ﾊ肋ｉの中に包含せしめた。然るにＰｏｐｅ（1935）はStejnegerおよび牧等

＊Table４４．ＬｉｓｔｏｆｓｐｅｃｉｍｅｎｓｏｆＡｇﾊｲstγCCJC〃ハCUI"ｓｂＪｏ１Ｍ祓ｉ

（＝Ａ､ｂＪｍＭ耐i？肋"is）fromYaeyamalslands．

Iilljlil:』

、［飼渭二⑤［前門ロロ、

Ｕ、８．

Ｎ．Ｍ・

Ｎｏ．

Bywhom
collectedor

fromwhom

received

lcJiIll1i:。SexlLocality

ｗｍｌｗ５ＦｘｗＭａｌｅ

Ｄｏ．

34038

34039

７
７

Note：＊DatafromStejneger（1907)．
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が亜種として区別したタイリクマムシＡ、Ｍ１/Ｓｂｒ州ｃｑＭ"８（支那および朝鮮）およびシベリヤマム

シＡ、Ｍ"ｓｍｔｅｒｍｅｄ伽（シベリヤ，満州，北支那および朝鮮西北部の高山地帯）をＡ・Ｍ２/SbJo加一

ﾊ航ｉ（日本，琉球および台湾）とともに同一種と見倣しＡｈｑＺＺ/ｓに統一した。大島（1944）もＰｏｐｅ

の意見に従って前記の学名を用い，和名もマムシとして統一するのが至当であると論じている。筆者は

かって八重山群島産のマムシを実際に見たこともなく，また今日に至るまで，本種の咬傷を受けた者も

なく且つ目撃者もない。更にその後に採集された記録もないので，八重山群島産マムシについて論議す

る資料をもっていない。唯Stejnegerの記載の範囲では牧（1931）と同じ意見を２６つものであり，八重

山群島産のものも含めて上記学名を用いることにした。

備考従来奄美大島，沖縄島等の民間で，俗にマムシと称しているものは事実はマムシではなく，ヒ

メハブＴ７伽eγeSWVUsO〃ｍｑＷ"8ｉｓの誤りである。

Table４５．ＬｉｓｔｏｆｓｐｅｃｉｍｅｎｓｏｆＡ．Ｍ"ｓｂＪ０９Ｍｑ〃ｉｎｔｈｅＵｎｉｖ・oftheRyukyus．

（
自
目
目
）

［
逼
岩
昌
協
５

つ
目
ロ
Ｃ

国
一
ｍ
目
当
［
⑤
←
Ｃ

Ｃ

Ｎ

望
飼
『
Ｐ
⑤
［
呵
角
ロ
ロ
、

、
［
飼
己

、
』
Ｐ
Ｃ
閂
①
『
前
。
、

望
曾
」
ロ
の
』

Sｅｘ ｌＤａｔｅ Collector Localities

自前。□ロの一
１

［⑤ロ『’,：Ｃｌ:Ｄｌ

１
２
３

569

627

357

３
４
６
０
４

８
８
５
８
８

１
０
４
３
０

４
４
４
４
４

１
１
１
１
１

１
１
１
１
１

０
７
３
０
９

５
４
４
５
４

１
１
１
１
１

２
２
２
２
２

Male

Female

Female

Male

Female

Apr・’３５

Aug・’5４

７
７
７
８
７

mTakara

Ditto

LShige

K、Ｋｕｂｏ

Ａ，Matsumoto

Yaku-shima

Kagoshima

Tanega-shima

Ditto

Ditto

’Ditto

lA要緊Ⅷ:Ｉ室:’
１１．ハブ属ＧｅｎｕｓＴｒ伽cres”"sLac6p6de，１８０４

LcIcﾉiesi8Daudin，Hist・Rept.，1803,ｐ、349．

Ｔｒ伽cγCs"γ"sLac6p6de，Ann.Ｍus.。'Hist.Ｎat,Parhﾖ,4,1804,ｐ､２０９（type，Ｔ・川畑s)．
MbgcLc7aWagler,Syst・Ａｍｐｈ.，1830,ｐ､１７４（type,Vipeγａｔγigo"ocepMq)．

Atr0posWagler,Syst､Ａｍｐｈ.,1830,ｐ､１７５（type,Ｔγigo"occpﾊｑＺ"ｓｐ"、Ce"s)(notofOken,1815)．
TropicMcuem〃sWagler,Syst・Ａｍｐｈ.，1830,ｐ、１７５（type，ＣｏｐＭＬｓ〃qgJe7i)．

Tγ伽Cs"wusSwainson,C1assif、Fish，ＡｍｐｈＲｅｐｔ.，2,1839,ｐ、３６３（emendation)．

BothγophisFitzinger,Syst・Rept.，1843,ｐ､２８（type，Ｔ、UiMJis)．

頭部はほぼ三角形を呈し，頚部とは明らかに区別され，細鱗で被われている。瞳孔は垂直のほぼ楕円

形，体鱗は平滑かまたは竜骨を具え，鱗孔はあるかまたは欠けている。尾は概して短い。

アジアの東部および南部，マレー群島，南米および中米に分布する。

ハブ属Ｔｌ回航eres”"ｓの種の検索

Ａ′体鱗21-25列，上層板と眼下板との間には２列の小鱗がある。

Ｂ′体鱗21-23列，腹板124-135枚…．．…………………ヒメハブＴ、ｏ〃ｍＣｕＷ"ＳｊＳ

Ｂ″体鱗23-25列，腹板179-192枚………………．…….サキシマハブＴ,脱gcL"８

Ａ″体鱗２９列-39列，上層板と眼下板との間に１列の小鱗がある。

Ｂ′体鱗31-39列（通常35-37列）腹板217-236枚……ハブＺＭＺｑＵｏ州伽ＳβｑＤＭ７伽Ｓ

Ｂ″体鱗29-33列（通常３１列)，腹板199-210枚.…トカラハブＺＭＵｃｕＤＭｒ伽ｓｔｏ〃ｑ７ｅ"siｓ
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Table 46. Summary of scale characters of Trimeresurus in Ryukyu and Formosa.

No. of Scale Ventrals Subcaudals
Species or subsp. speci- Localities

rowsmens Extremes Average Extremes Average

T. gramineus stejnegeri 1) 14 21 158-169 163 53-73 63 Formosa
T. g. formosensis 2) 8 21 160-167 164 62-70 66 Ditto
T. g. kodairai 3) 4 21 161-168 165 59-61 60 Ditto
T. gracilis 4) 4 19-21 144-149 147 43-53 48 Ditto
T. elegans 5) 18 23-25 179-192 187 63-79 71 Ryukyu

T. mucrosquamatus] 6) 8 25-29 204-219 212 72-96 86 Formosa

T. :/lavoviridis :/lavoviridis 7) 49 33-40 217-236 227 74-93 85 Ryukyu

T. f. tokarensis 8) 20 31-33 199-209 203 74-84 79 Ditto
T. monticola orientalis 9) 12 25-29 144-155 146 39-54 47 Formosa
T. okinavensis 10) 22 21-23 124-135 130 38-55 45 Ryukyu

Notes: 1) Scales distinctly keeled excepting the outer row. 2) Scales distinctly keeled
excepting the outer row. 3) Scales distinctly keeled exceping the outer row. 4) Scales strongly
keeled excepting the outer row. 5) All strongly keeled excepting the outer row which is smooth
and large. 6) Scales strongly keeled excepting the outer row. 7) Scales strongly keeled excepting
the outer row. 8) Scales strongly keeled excepting the outer row. 9) Scales feebly keeled
except outer several rows. 10) Keel of dorsal scale strong and straight, not reaching the top
as well as the base of the scale.

25) 1r*,Y,?/\7· (~1E, 1909)

Trimeresurus elegans (Gray, 1849)

(PI. XI fig. 35, pI. XVI figs. 25-27, pI. XVIII fig. 8 et text-figs. 49-50)

Craspedocephalus elegans Gray, Cat. Snakes Brit. Mus., 1849, p. 7 (West coast of America?,
probably Ishigaki-jima) (not T. elegans Gray, 1853).

Trime1'esurus luteus Boettger, ZooI. Anz, 18, 1895, p. 269 (Miyako-jima).
Lachesis luteus Boulenger, Cat. Snakes Brit. Mus., 3, 1896, p. 553 (Loo choo Islands).
Lachesis (Trimeresurus) luteus Namie, ZooI. Mag., 9, 1897, p. 340 (Okinawa).
Lachesis lutea Boettger, Kat. SchI. Mus. Senckenberg, 1898, p. 139 (Miyako-shima).

Lachesis mucrosquamatus Wall, Proc. ZooI. Soc. London, 2, 1905, p. 516 (Miyako, Iriomote)
(not of Cantor).

Trimeresurus elegans Stejneger, Bull. U. S. Nat. Mus., (58), 1907, p. 470, figs. 366-368 (Ishi
gaki shima, Iriomote shima, Miyako shima).-Kuroiwa, Zoo!' Mag., 21, 1909, p. 88 (Miyak;m
jima, Ishigaki-jima, Iriomote-jima).-Oshima, Ann. Rep. Inst. Sci. Govern. Formosa, 8 (2),
1920, p. 67; Nihon Dokuja Zusetsu, 1921, p. 67, pI. 12, figs. 1-5 (Iriomote-jima, Ishigaki-jima,
Miyako-jima); Daitoa Kyoeiken Dokuja Kaisetsu, 1944, p. 272, fig. 129 (Ishigaki-jima, Iriomote
jima).--Koba~ Tokyo Koto-shihan Hakubutsu Gakkaishi, (33), 1926, p. 65 (Ryukyu).-Okada,
Nihon Dobutsu Zukan, 1927, p. 217, fig. 416 (Sakishima Islands); Illnst. EncycI. Fauna Japan,
1951, p. 235, fig. 683 (Sakishima Islands).-Takahashi, Jap. Venom. Snakes, 1922, pI. 6 (Ishi
gaki-shima); Terrest. Snakes Japan, 1930, sp. no. 52 (Yaeyama).--Yashiro, Trans. Nat. Hist.
Soc. Kagoshima, 2 (6), 1930, p. 98 (Ishigaki-jima, Iriomote-jima, Kohama-jima, Taketomi
jima, Kuro-shima).--Maki, Mon. Snakes Japan, 1931, p. 220, pI. 80, text-figs. 148-149 (Ishi
gaki-jima, Iriomote-jima, Kuro-shima); 1933, p. 222 (Ishigaki-jima, Iriomote-jima, Kohama
jima, Kuro-shima).-Kuroda, ZooI. Mag., 43, 1931, p. 174 (Yaeyama Is.).-Okada et Takakuwa,
Hachurui no Seitai to Shinka, 1932, p. 222 (Ishigaki-jima, Iriomote-jima, Kuro-shima).-
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Hanzawa, Bull. Biogeogr. Soc. Japan, 5 (3), 1935, p. 177 (Ishigaki-jima, Taketomi-jima,
Kuro-shima, Kohama-jima, Kayama-jima, Iriomote-jima, Uchibanari-jima, Hokabanari-jima).
Masaki, Tenki to Kiko, 6 (5), 1939, p. 240 (Ishigaki-jima, Iriomote-jima, Kohama-jima, Kuro
shima, Taketomi-jima).-Takara, Trans. Nat. Hist. Soc. Kagoshima, 4 (16), 1943, p. 22
(Ishigaki-jima, Taketomi-jima, Kohama-jima, Kuro-shima, Iriomote-jima); Appl. Zool. Mag.,
17, 1952, p. 41 (Yaeyama Is.).-Loveridge, Rept. Pacific World, 1946, [po 181 (Ltlchus).-

".~' \. ':. >. :.~~l. C

Fig. 49. Trimeresurus elegans (Gray), (x 1).
A, Top of head; B, Underside of head; C, Side of head.

B

A
Fig. 50. Trimeresurus elegans (Gray). A (X2.5), Scale rows

and color pattern around the middle of the body; B (x 5),
A dorsal scale of the middle part of the body.
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Nakamura，HebitosonoK6zai，1947,ｐ、９４（Ishigaki-jima，Kuro-shima，Iriomote-jima)；
GenshokuD6butsuDai-zukan，1957,ｐ、２９６（Yaeyamals.).－Keegan，ＳｏｍｅＶｅｎｏｍ・Animals

FarEast，1958,ｐ、１９，ｆi9．４３（Ishigakilsland).－KeeganetYoshino，AmerJourn、Tropical
Medi・Hygi・’８(2)，1959,ｐ124,figs、３－７（Yaeyamalslands).－Ｋｏｂａｅｔａｌ.，Okinawa-san
D6butsuMokuroku，1959,ｐ、２８（Ishigaki-jima,Iriomote-jima,Kohamo-jima,Kuro-shima)．

標徴吻端は多少隆起し，鼻間板は1-3個の頂鱗で隔てられている。眼上板間の細鱗列は11-14列。
上唇板は通常８枚（稀に７枚)，その中第２上唇板は頬窩の前縁を囲み，窩下板と眼下板との間には２
個の小鱗がある。体鱗23-25列，腹板179-192枚，肛板１枚，尾下板63-79対。

記載（琉球大学農家政学部標本，サキシマハブ第15号，８，１９５９年５月１０日，石垣島，照屋寛善
氏採集)。

頭部は長大。曝端板の幅は高さより僅かに大きく，背面から辛じて見える。鼻間板は３個の頂鱗で隔
てられ,眼上板との間に２個の鱗片がある。眼上板は大きく，その長さは眼の長さの２倍より大。その幅
は眼上板間の距離の'/2に等しい。眼上板間には14列の細鱗がある。鼻孔は丸く，前鼻板の後縁の中央
にあり，前鼻板は後鼻板より大きい。頬板はほぼ長方形を呈し，細長い２個の眼前板に接する。眼前板
は２枚，その上板は下坂より著しく大゜窩下板は眼に接することなく，２個の小鱗を介して眼下坂に接
する。眼下板は著しく細長く，上唇板とは２列の小鱗で隔てられている。眼後板２枚，しよう顎板は数
多く，上方のものは弱い竜骨があり，下方のものは平滑。上唇板８枚－７枚(左-右)，その中第１は小さ
く，第２および第３は最も大きい。第２上臂板と後鼻板の間には２個の小鱗がある。下唇板１０枚，そ
の中第１および第２は前咽頭板に接する。前咽頭板は後咽頭板より著しく大きく，後咽頭板間には２個
の小鱗がある。体鱗23列，最外側の１列を除く他はすべて竜骨がある。各鱗には１対の鱗孔を有する．
腹板184枚，肛板１枚，尾下板75対。

測定全長1075ｍｍ，吻端から肛門まで883ｍｍ，尾長192ｍｍ・

体色頭頂の両側に吻端から後頭部にかけて黒褐色縦線があり，また頭側には眼の後方から頚部にか
けて黒褐色縦線がある。体背面は灰褐色を呈し，背中央に黒褐色斑がある。この背斑は左右交互になら
んでいるが，所々相合して一大斑紋となり，あるいは鋸歯状に連接する。斑紋の数は胴部に４１個，尾

部に２１個を具う゜背斑の下方に淡褐色の小斑があり，これは腹板の外縁に列をなしている。腹面は淡

黄褐色を呈し，灰色の斑紋を粗布する。

変異本種は色彩斑紋の変化に富み，背面黄檀色を呈し，背斑および側斑を欠き，腹面は淡黄色を帯

びて斑紋の消失したものがある。その他赤褐色を呈するもの，前記２者の中間型などが見られる。

習性山地，平地の別なく棲息するが，概して山麓に多い，その他の習性は殆んどすべてハブに類似

するが，その行動はハブ程敏活ではない。

Table４７．ＮｕｍｂｅｒｏｆｔｈｅｐｒｅｙｏｆＴ、小gcu"８．伽．》》》》・》》
｜》》ｌ１１１１ｌ１１
ｙ
一

一鱸’１１１土器

PlacePrey

Forest

Village

Paddyheld

Pineapplefield

S肌､C〃ｓｃｃｕｅｒ肌Jc"s

RcUt〃ｓ７ｃＵｔｔ〃ｓ７ｃＬｔｔ〃s

EcLtt〃ｓｓｐ、

Unknown

囚
『
前
日
［
目
冨

Grassfield

Sugar-canefield

OisticoJczjM"c伽ssubsp・

Unknown

、
ｇ
庁
国

分布八重山群島に限られている。群島の中でも波照間島，鳩間島，仲之神島，与那国島，尖閣列島

には産しない。Boettger（1895）は宮古島を産地として記録してあるが，宮古島には陸棲毒蛇を全く産

しない。黒岩（1892）は黒島にハブの多いことを記録してあるが，これはハブ、ｆβqDoUWiclisでは
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なく，明かに本種のことである。

備考本種はハブに次ぐ狂暴性のものとして知られているが，その毒素はハブに比較して弱いものの
ようであり，本種による咬傷死亡者は極めて稀である。

Table４８．ＬｉｓｔｏｆｓｐｅｃｉｍｅｎｓｏｆＴ・伽gα"ｓｉｎｔｈｅＵｎｉｖ、oftheRyukyus．
戸

・扇
４二

（［目［目）
二
一
切
ロ
旦
冨
一
○
日

望
飼
「
Ｐ
⑤
［
雨
門
口
曰
、

望
飼
で
口
飼
○
二
口
、

四
房
○
門
①
［
⑤
。
、

（［目［目）
岩
昌
泓
８
日

Ｎｏ． Ｄate Collector lLocalities

富
ロ
ョ

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２

曇

：
０
５
５
３
３
３
０
５
０
０
５

８
７
７
０
５
０
８
４
５
４
５

１
１
１
１

１

８
３
１
３
１
８
１
７
９
４
３

７
７
７
７
７
６
７
６
６
７
６

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

;筐
７，２３

SeptJ51

Aug・’５２

Ditto

Aug・’５５

Sept・’５５

Aug・’５６

Apr、’５７

Septj57

Ditto

Oct・’５７

Ditto

Ditto

Nov、’５７

Ａｕ９．，５８

Ｍａｙ’５９

Ａｕ９．，５９

Ditto

Ditto

Ditto

Oct、’５９

Mar・’６０

Ditto

Ditto

SAsato

mTakara

Ditto

K、Hosohara

OTaira

mTakara

H・Ｏｈａｍａ

Ｙ，Kamegawa

Ditto

SIshigaki

Ditto

Ditｔｏ

ｍＴａｋａｒａ

Ｈ・Yamashiro

H・Teruya

K，Takara

H，Teruya

M・Nakahara

Ditto

H・Teruya

Y・Kamegawa

Ditto

mTakara

lshigaki-jima

Ditto

lriomote-jima

Ditto

Ditto

lshigaki-jima

Iriomote-jima

Kuro-shima

Ditto

lshigaki-jima

Ditto

Ditto

Ditto

lriomote-jima

lshigaki-jima

Ditto

Ditto

Kohama-jima

Ditto

lshigaki-jima

Taketomi-jima

Ditto

lshigaki-jima

８
８
７
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
７
８
８
８
７

３
３
３
５
５
３
５
３
３
５
３
３
３
３
３
５
５
３
３

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

D（

７００

831

1075

447

1253

1041

０
５
２
５
６
１

２
４
９
７
１
８

１
１
１

２
１

５
２
５
７
４
１

７
７
７
６
７
７

1202 218 7７

603 9１ 7１

２６）ハブ（岡田，1891）

ZYr伽el“”"ｓ比PoPimfisβαｿoｍＭｆｓ（Hallowell，1860）

（PLIXfigs､29-30,ｐＬＸｆｉｇ､31,ｐ1．XVIfigs,28-30,ｐ1．XVII

figs、21-25,pLXIXfigs、１－８ettext-figs､51-54）

BothroPsノUauo州伽sHallowell，Proc・Phila,Acad.，1860,ｐ､４９２（Kerama-shima).－Boulenger，
Proc・ZooLSoc・London，1887,ｐ、１４９（Loochoo).－Okada，Cat、Vert、AnimalsJapan，1891,
ｐ､７０（Okinawa-jima)．

ZWmcres"γ"ｓγ〃ん伽α〃"sHilgendorf，Sitz、Ber・Ges・NaturfFr・Berlin，1880,ｐ、１１８，figs，

６－１０（Amami-6shima).－Doederlein,MitthDeutsch・Ges,Ost-Asiens,３，１８８１，ｐ､１４９（Amami‐
Oshima).－Landois，WestfaLProv・Ver、１６Ber.，1887,ｐ､４５．－Fischer，JahrbWiss・Anst・

Hamburg,５，１８８８，ｐ２０（Okinawa-shima).－Okada，Cat・Vert、AnimalsJapan，1891,ｐ、７０
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(Okinawa-jima, Amami-oshima).--Kuroiwa, Zool. Mag., 4, 1892, p. 286 (Okinawa, Amami
oshima).-Fritze, Zool. Jahrb. Syst., 7, 1894, p. 860 (Okinawa, Amami-oshima).

Trimeresurus flavoviridis Boulenger, Fauna Brit. India, Rept., 1890, p. 425 (Loo Choo).
Stejneger, Bull. U. S. Nat. Mus., (58), 1907, p. 475, pl. 27, text-fig. 369 (Amami-oshima,
Okinawa-shima).-Barbour, Proc. New Engl. Club, 4, 1909, p.75 (Amami-oshima).-Kuroiwa,
Zool. Mag., 21 1909, p. 88 (Okinawa-jima).-Oshima, Ann. Rep. Inst. Sci. Govern. Formosa,
8 (2), 1920, p. 69, pI. 13 (Amami-oshima, Okinawa-jjima); Nihon Dokuja Zusetsu, 1921, p.69,
pI. 13 (Okinawa-jima, Amami-oshima); Daitoa Kyoeiken Dokuja Kaisetsu, 1944, p. 279 (Amami

oshima, Tokuno-shima, Iheya-jima, Okinawa-jima, le-jima, Tonaki-jima, Kume-jima, Ikei-jima,

Miyagi-jima, Hyanza-jima, Hamahiga-jima).-Takahashi, Jap. Venom. Snakes, 1922, pI. 7

(Okinawa-shima); Terrest. Snakes Japan, 1930, sp. no. 50 (Okinawa-jima, Amami-oshima).

Koba, Tokyo Koto-shihan Hakubutsu Gakkaishi, (33), 1926, p. 65 (Okinawa).--Okada, Nihon

Dobutsu Zukan, 1927, p. 217, fig. 417.-Motomura, Cont. Dep. Hyg. Govern. Inst. Formosa,
(92), 1929, p. 3 (Ryukyu).-Yashiro, Trans. Nat. Hist. Soc. Kagoshima, 2 (6), 1930, p. 98
(Amami-oshima, Tokuno-shima, Iheya-jima, Kerama-jima, Kume-jima, Okinawa-jima).-Kuroda,
Zool. Mag., 43, 1931, p. 174 (Amami-oshima, Okinawa-jima).-Okada et Koba, Zool. Mag., 43,
1931, p. 328 (Amami-oshima).-Takara, Trans. Nat. Hist. Soc. Kagoshima, 4 (16), 1943, p. 22
(Okinawa-jima, le-jima, Iheya-jima, Tokashiki-jima, Kume-jima); Appl. Zool. Mag., 18, 1953,

p. 83 (Okinawa, Amami-oshima); 18, 1954, p. 187 (Okinawa-jima, Amami-oshima).--Loveridge,

Rept. Pacific World, 1946, p. 18 (Lu-chus).-Imaizumi, Shokubutsu Boeki, 7, 1953, p. 28.

Hiraiwa et aI., Sci. Bull. Fac. Agr. Kyushu Univ., 16, 1958, p. 538 (Amami-oshima, Tokuno

shima).-Keegan, Some Venom. Animals Far East, 1958, p. 19, figs. 37-40 (Okinawa et Amami
oshima).-Shinzato, Tokyo Iji-shinshi, 76 (2), 1959, p. 87 (Ryukyu).-Teruya, Sanit. Zool.,
10 (3), 1959, p. 115 (Okinawa and Amami-oshima groups).

Lachesis flavoviridis Boulenger, Cat. Snakes Brit, Mus., 3, 1896, p. 550 (Okinawa).-Boettger,
Kat. Schl. Mus. Senckenberg, 1898, p. 139 (Amami-oshima).--Brown, Proc. Phila. Acad., 1902,

p. 185 (Loo Choo Is.).-Wall, Proc. Zool. Soc. London, 1903, p. 102 (Loo Choos). 2, 1905, p.
516 (Amami, Okinawa).-Werner, Archiv. Naturg., 88, A, pt. 8, 1922, p. 233 (Okinawa,
Amami-oshima).--Lachesis (Bothrops) flavoviridis Namie, Zool. Mag., 9, 1897, p. 340 (Oki
nawa).

Trimeresurus flavoviridis flavoviridis Maki, Mon. Snakes Japan, 1931, p. 230, pI. 84, text
figs. 156-157 (Okinawa and Amami-oshima subgroups); 1933, p. 232 (Amami-oshima, Tokuno
shima, Iheya-jima, le-jima, Tokashiki-jima, Kuro-shima, Tonaki-jima, Kume-jima, Ikei-jima,
Miyagi-jima, Hyanza-jima, Hamahiga-jima, Okinawa-jima, etc.).-Okada et Takakuwa, Hachu
rui no Seitai to Shinka, 1932, p. 145 et 223, pI. 6, fig. 2, pI. 7, fig. 5, pI. 9, fig. 3 (Okinawa

Is., Amami-oshima, etc.).-Esaki, Bot. ZooI., 1, 1933, p. 1649 (Amami-oshima).-Okada et

Koba, Trans. Nat. Hist. Soc. Okinawa, 1, 1935, p. 16 (Okinawa-jima).-Hanzawa, Bull. Bio

geogr. Soc. Japan, 5, 1935, p. 177 (Amami-oshima, Tokuno-shima, Okinawa-jima, etc.).-Okada,

Rigakkai, 34, 1936, p. 96; Cat. Vert. Japan, 1938, p. 103 (Okinawa, Amami-oshima).-Naka

mura, IHebi to sono Kozai, 1947, p. 92 (Okinawa-jima, Amami-oshima); Genshoku Dobutsu
Daizukan, 1957, p. 296 (Amami, Okinawa groups).-Koba, Mem. Fac. Edu. Kumamoto Univ.,
3, 1955, p. 147 (Amami-oshima); 4, 1956, p. 150 (Amami-oshima); 5, 1957, p. 193 (Okinawa-jima);
6, 1958, p. 178, text-fig. 5 (Amami-oshima, Edateku-jima, Uke-jima); 7,1959, p. 190 (Amami
oshima); 8, 1960, p. 183 (Amami-oshima, Tokuno-shima).-Koba et aI., Okinawa-san Dobutsu
Mokuroku, 1959, p. 28 (Okinawa-jima, Tokuno-shima, Kakeroma-jima, etc.).--Takara, Sci.

Bull. Agr. & Home Econ. Divi. Univ. Ryukyus, (4), 1957, p. 153 (Iheya-jima, Kori-jima,
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c
Fig. 51. Trimeresurus flavoviridis flavoviridis (Hallowell), (x 1).

A, Top of head; B, Underside of head; C, Side of head.

Fig. 52. Trimeresurus ftavoviridis ftavoviridis (Hallowell), ( X 2).
Scale rows and color pattern around the middle of the body (from Amami-oshima).
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Ie-jima，Okinawa-jima，Minna-jima，Sesoko-jima，Tonaki-jima，Kume-jima，Oha-jima,etc.)．

砂伽e7csw･"ｓβquo州伽８伽ﾊﾙαⅧG1oyd，BulLChicagoAcad、Sci.，１０，１９５５，ｐ、１２３（Kume‐

shima)．

標徴吻縁は鋭く，鼻間板は曝端板に接しない。前鼻板は頭頂に現われ吻縁を形成する。鼻間板と眼

上板との間には2-3個の鱗片があり，その中前方のものは著しく大きい。眼上板間の鱗列は10-14列，

眼上板の１幅は眼上板間の距離の’/2に等しい。上唇板8-9枚(稀に７枚)，その中第２上唇板は頬窩の前

縁を囲み，第４上唇板と眼下坂との間には，１－２列の小鱗がある。体鱗33-40列（通常３３－３５列)，腹

板217-237枚，肛板１枚，尾下板74-93対。

記載（琉球大学農家政学部標本，ハブ第43号，旱，1959年２月１５日,奄美大島，森田忠義氏採集)。

頭部は長大で三角形を呈し，その長さは最大幅の約２倍，嫁端板は三:角形を呈し，その幅は高さの

1.5倍より僅かに小さく，前鼻板と第１上臂板と１個の頂鱗に囲まれている。鼻間板は比較的小さく啄

端板に接しない。鼻間板と眼上板との間には２個の鱗片があり，前方のものは鼻間板よりはるかに大き

く，後方のものは極めて小さい。眼上板は著しく大きく，その長さは眼の長さの約1.511倍，その幅は眼

Fig.５３．Ｔｒ伽cres"ｒｏｕｓβｑＤＭｒ伽ｓβcuU0D帆CZis（Hallowell)，（×2)．

Scalerowsandcolorpatternaroundｔｈｅｍｉｄｄｌｅｏｆｔｈｅｂｏｄｙ（fromOkinawa-jima)．
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Fig.５４．，伽e7esooγ〃ｓβcuuo7W伽ｓβｑＤＭｒ伽８（Hallowell)，（×2)．

Scalerowsandcolorpatternaroundｔｈｅｍｉｄｄｌｅｏｆｔｈｅｂｏｄｙ（fromKume-jima)．

上板間の距離の約'/2に等しい。眼上板間には１３列の細鱗がある。前鼻板は後鼻板より大きく,鼻孔は

楕円形で前鼻板の後縁中央にある。頬板は１枚，ほぼ方形を呈し,頭頂には現われない。頬窩は大きく，

第２上唇と窩下板と眼前下板に囲渕てれている。眼前板２枚，何れも細長く，上板は下板より幅が広い。

窩下板は細長いが，その長さは眼前下板よりは短い。眼下板は細長く三日月形を呈し，第４上唇板とは

１列の小鱗で隔てられている。眼後板２枚で小形。しよう顎板は数多く，平滑である。上唇板８枚，そ

の中第３および第４は最も大きい。下唇板１５枚，その中第1-3は前咽頭板に接する。後咽頭板は前咽

頭板より小さく，左右両板は２列の小鱗で隔てられている。体鱗３５列，最外側を除く他はすべて竜骨

がある。鱗孔は１対，腹板227枚，肛板１枚，尾下板78対。

測定全長991ｍｍ，吻端から肛門まで821ｍｍ，尾長170ｍｍ・

体色背面黄褐色を呈し，背中央にそうて２列の暗褐色紋がある。この斑紋は体の前方では左右ほぼ

対をなすが，逐次相接続し，後方では不規則形となる。また体側にも同じ色彩の斑紋が列をなしている

が，背斑程鮮明ではない。頭部は黄褐色を呈し，吻端より後頭部に向って暗褐色の八字形斑紋がある。

また眼上板間の前縁部から後頭部にかけて逆Ｖ字形の暗褐色紋があり，更に後頭部の中央から頚部にか

けて暗褐色縦線がある。頭側には眼の後方から口角を経て頚部に至る暗褐色縦線がある。腹面は淡黄白

色を呈し，淡褐色の斑点を粗布する。



琉球列島における陸棲蛇類の研究９１

変異色彩，斑紋の変化に富み，島喚によって著しく趣きを異にするものがある。背面の色彩は淡黄

色乃至黄色，赤褐色乃至暗褐色等種々あり，また斑紋も眼状紋，波状紋，楕円形紋あるいはこれらの中

間形等がある。背面の地色が黄色で，腹面の淡黄色のものを金ハブ，背面の地色が淡黄色で腹面の白色

をおびるものを銀ハブと俗称しているが，勿論，両者別種ではない（金ハブの産んだ卵から銀ハブが出

てくることもある)。これらの色彩,斑紋の変化をハブの生活環境と結びつけて研究するならば，極めて

興味ある結果が得られるものと,思う。

習性本種は琉球におけるハブ属中，最も性狂暴なものであり，平地にも山地にも見られ，部落内や

屋内に侵入することも稀ではない。粗雑な石垣，洞窟，｜日墳墓地，粗.雑な畑小屋，｜日防空ごう等はその

安住所であり，殊にこれらの地物がソテツ原，廿蕨畑，廿藷畑，穀物畑，山麓等に近接している場所で

はその出没が著しい。元来夜行性で主として日没から夜明にかけて行動する。夏季5-15個の卵を産む。

ネズミ，小鳥およびその卵を好んで捕食することは周知の事実であり，今泉（1953）はネズミの他にア

オカナヘピ，トカゲの１種を報告している。筆者（1954）は特にネズミ類を好んで捕食することを報告

した。なお本種の奄美群島における食`性については木場（1959,,60,61）等の報告があるが，筆者が今

日まで解剖，吐出物および糞によって検出した結果は次の通りである（沖縄島産)。

Table４９．ＮｕｍｂｅｒｏｆｐｒｅｙｏｆＴ.〃ｑＤＭｒ伽S九ｕＭＭＪｉｓ．

Ｎｏ．ｏｆ

ｐｒｅｙ

Frequency
ofprey

PlaceＰｒｅｙ Ｄate

June’５２

Ａｕ９．，５６

Ｍａｙ’５２

Ｍａｙ’５２
July’５６
Ｍａｙ’５２
Ａｕｇ・’５５

Apr，’5７

Village

Ditto

Ditto

Ditto

Sugar-canefiem

JBcUt〃s"ｏ７ｗｇ化"8"ｏｒｗＯ化肌８

１鱒腕…

２
３
２
３
２

２
３
２
別
２

国
［
飼
日
目
扇
冨

C1isticoZcLj""Mis

GcL伽ｓｇｑＪＺ"８（young）

Unknown

Ａｕ９．，５８

０ct・’５５

Ａｕｇ・’5５

Paddyfield

Village

Mountainside

『
Ⅱ
▲
〈
白
『
Ⅱ
」

１
１
１

＄
し
『

OPheocZγZ/ｓｓｅｍｉｃｑγ伽cLtcu

T7imeγＢＳＷ･"ｓｏ〃伽ＣＬＵＢ〃SiS

JbUpcU7MJqpOZz/ｇｏ"cUtcU

LcioJoPtSmcMqterq彫

July’５９

Sept・’５８

Ｍａｙ’５６

June’5５

Ditto

Ditto

Forest

Mountainside

１
１
１
１

１
１
１
１

⑤
冨
垣
白
の
国

分布奄美群島，沖縄群島に限られているが，これを産する島喚と産しない島喚とがある（細部は分

布編参照)。黒岩(1893)は宮古島におけるドイツ商船遭難記念碑畔の林叢は，ハブの巣窟であると述べ

ているが，宮古島でかって今日に至るまでハブを目撃した者もなく，その咬傷を受けた者もない，宮古

島では普通の無毒蛇でもすべてパブと俗称しているので，およそこの辺りからきた誤解であろう。半沢

(1935）は野甫島，具志川島，前島にハブを産する屯ののように報告されているが,事実はこれらの島喚

にハブは棲息していない。

論議G1oyd（1955）はかって久米島産のハブ（標本３）を新亜種Ｔ､.ｆ蜘乃加伽として記載発表

した。その後筆者は比較的多くの標本を入手し，これを検討した結果，腹板，尾下板数は勿論，頭骨，

陰茎等に何らかの相異点がなく，唯色彩と斑紋によって識別されるものであることを知った。筆者は本

文においてトカラハブＴ､/､ｔｏﾙｑ７ｅ"sｉｓを亜種として取扱ったが，これは体鱗，腹板，体長，毒性等

によって明かに亜種として区別できるものであり，Ｔ,’ｔ伽ﾊﾙα伽とはおよそ趣きを異にするもので



9２ 良鉄夫局

ある。

琉球列島におけるＴ､.ｆβqUODiMlisは色彩，斑紋の変異に富み，各島喚によって，又同一島内にお

いても種々の型が見られる。久米島には大別して２型があり,その１つは沖縄島産と同型であり,他は奄

美大島産に類似する。GIoyd（1955）が新亜種として記載したものは後者に属し，斑紋が波状（曲線紋）

を呈しているものである。若し色彩，斑紋を重視して，これを亜種として認めるならば，琉球における

T,βαｗｕ帆雌は幾多の亜種が存在することとなり，極めて不合理である。よってG1oydが亜種とし

て記載したものは，色彩型として区別するのが穏当である。両者の腹板および尾下板の比較は次表の通

りである（第50表)。

Table５０．ComparisonofventralsandsubcaudａｌｓｏｆｔｗｏｆｏｒｍｓｏｆｔｈｅＴ.〃cuDMricZis．

Ventrals Subcaudals
Ｎｏ．ｏｆ

●

spec1mens
Localities Sex

Av…|肋…|Ave…Extremes

Males

Females

Okinawaand

Amamilsls．

1８

１５

217-234

221-235

227

228

82-93

74-93

8７

８１

Males

Females

９
７

224-233

227-233

226

230

87-93

78-92

9０

８４
*Kume-jima

Males

Females

６
３

220-230

229-231

226

229

83-93

85-93

8９

８９
Ditto

Note：升CorrespondtoT..ｆオ〃ん〃α伽Gloyd（1955)．

備考ハブ毒の性状については木村（1929)，沢井（1959）等の研究がある。駒井（1947）によれば，

奄美大島産のハブを用いた血清は，奄美大島および沖縄島のハブに咬まれたものに役立つが，沖縄島産

のハブを用いた血清は，沖縄島のハブに咬まれたものには効果があっても，奄美大島のハブに咬まれた

者には効果がないという。

Table５１．ＬｉｓｔｏｆｓｐｅｃｉｍｅｎｓｏｆＴ・伽U0Ui7伽８．/UaDouir伽sintheUniv,oftheRyukyus．

君
国
←

（［員［ロ）
ロ
温
息
［
［
臼
・
目

望
呵
》
旦
飼
『
雨
門
口
ロ
の

望
飼
ご
自
前
Ｑ
二
口
、

漣
Ｆ
○
門
①
（
雨
①
、

Ｑ
属
［
目
）

串
○
二
壱
ｍ
白
の
曰

、
冨
皀
目
①
』

Ｎｏ． SｅｘｌＤａｔｅ Collector Localities

肩
自
己

1il
1Ml

li;Ｉ

６
８
７
０
０
６
８
１
５
１
８

７
６
７
３
２
４
０
４
１
６
７

１
２
１
２
２
２
２

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
１
１

＊
＊

＊

９
８
４
１
９
４
０
３
７
１
３

８
７
７
９
８
８
９
９
８
９
８

Ｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｍａｌｅ

Ｍａｌｅ

Ｍａｌｅ

Ｍａlｅ

Ｍａｌｅ

Ｍａｌｅ

Ｍａｌｅ

Ｍａｌｅ

０ct・’５０

Septj51

Ditto

Feb・’５２

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

May’５２

Ditto

Ｂ、Ｔａｉｒａ

Ｔ・Takam

Ditto

Nahahealth
center

Dittｏ

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

１
０
１
０
７
０
７
９
８
２
０

３
３
２
３
２
３
２
２
２
３
２

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

８
８
９
８
８
９
８
８
８
９
８

５
５
７
５
５
５
５
３
３
３
５

３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３

Okinawa-jima

Ditto

Ditto

Kume-jima

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto
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..-

~
.~

til~

OJ.),..... ~I"""'\
til c; til

rca ~
No. 5S Os ,$ '"d :.s

° Sex Date Collector Localities.-s to3 C'j p C'j J-t
J-t C'j ~~~ ~ c; r8 ~s:: s:: P4 C'jco co s:: p ~ CJ

E-4 ~ > < 00 rn 00
~~--------- - --

*12 1516 211 233 1 78 8 37 Female May '52 Naha health c. Kume-jima

*13 842 141 224 1 91 9 33 Male Ditto Ditto Ditto

14 1838 295 228 1 86 7 33 Male Ditto K. Akamine Okinawa-jima

15 1439 235 228 1 83 8 33 Male Ditto T. Higa Ditto

16 1395 234 217 1 82 9 35 Male Aug. '52 T. Takara Amami-oshima

17 1587 228 230 1 85 8 37 Female Ditto Amami health c. Tokuno-shima

18 - - 222 1 - 9 35 Female Jan. '53 S. Komine Tokashiki-jima

19 - -- 226 1 - 9 35 Male Oct. '53 S. Shimabukuro Okinawa-jima

20 1758 285 228 1 87 8 35 Male Ditto T. Takara Tokuno-shima

21 493 82 223 1 87 8 35 Male Ditto K. Kikuzato Kume-jima

22 1398 205 229 1 80 8 37 Female Ditto K. Kubo Amami-oshima

23 1395 218 221 1 83 7 35 Female July '55 M. Uehara Okinawa-jima

*24 1235 187 227 1 86 8 33 Female Aug. '55 M. Hirata Kume-jima

*25 526 92 224 1 89 9 35 Male Ditto S. Kadekaru Ditto

26 1775 275 228 1 86 8 35 Male Ditto T. Takara Tokashiki-jima

27 1510 213 226 1 83 8 35 Female Sept. '55 Ditto Ditto

28 485 82 219 1 87 8 35 Male Ditto Ditto Iheya-jima

29 - - 225 1 - 8 35 Female Oct. '55 Ditto Yagachi-jima

30 1582 268 230 1 90 8 35 Male Aug. '56 Ditto Tonaki-jima

31 1420 228 234 1 91 8 35 Male Oct. '56 K. Shimabukuro Miyagi-jima

32 1475 223 231 1 85 8 33 Female Ditto K. Kikuzato Kume-jima

*83 1590 250 227 1 89 8 33 Male Feb. '57 T. Takara Ditto

34 1364 221 230 1 84 8 34 Male May'57 K. Nakazato Okinawa-jima

35 1443 224 228 1 85 8 34 Male June '57 N. Yamamori Ditto

36 1125 144 228 1 80 8 35 Female Jan. '58 T. Taba Henza-jima

37 1470 225 226 1 79 8 35 Female June '58 T. Takara Okinawa-jima

38 538 82 229 1 83 8 34 Female July '58 T. Chinzei Ditto

*39 - - 233 1 - 8 35 Male Ditto K. Kikuzato Kume-jima

*40 572 91 228 1 87 8 34 Male Sept. '58 Ditto Ditto

41 580 91 228 1 88 8 33 Female Oct. '58 R. Nakayoshi Ditto

42 942 127 235 1 79 8 33 Female Dec. '58 M. Wakugawa Minna-jima

43 991 170 227 1 78 8 35 Female Feb. '59 T. Morita Amami-oshima

*44 1200 180 228 1 83 8 35 Female Apr. '59 R, Nakayoshi Kume-jima

45 853 149 227 1 90 9 33 Male Ditto T. Takara Okinawa-jima

46 - - 229 1 - 9 35 Male May'59 Mr. Wright Ditto

*47 1420 240 233 1 86 8 35 Female Ditto R. Nakayoshi Kume-jima

48 - - 231 1 - 8 35 Female June '59 T. Takara Sesoko-jima

49 1553 195 225 1 74 9 35 Female July '59 O. Yamashiro Ie-jima

*50 1672 265 229 1 91 8 33 Male Sept, '59 R. Nakayoshi Kume-jima
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扇
面
や

（【目〔■）
ロ
温
白
の
［
［
圏
○
円

望
呵
『
こ
■
［
前
門
ロ
ロ
、

望
飼
で
口
雨
ロ
ニ
ロ
、

匹
唇
○
門
の
［
雨
。
、

（〔目〔ロ）
当
○
二
一
ｍ
ロ
①
曰

の
司
垣
ロ
①
し

Ｎｏ． Collector LoealitiesSex Ｄate

冨
冨
『

*５１

*５２

*5３

５４

５５

*5６

鍵Ｉ
162

215

８８

９
１
８
８
９
０

２
３
２
２
２
３

２
２
２
２
２
２

１
１
１
１
１
１

５
３
３
３
５
３

３
３
３
３
３
３

３
１
２

９
８
９

８
８
９
９
９
８

ｅ
ｅ
ｅ
ｅ
ｅ

、
１
、
１
、
１
、
１
可
１

℃
”
噸
函
噸
、

ａ
ｅ
ｅ
ｅ
ｅ
ｅ

Ｍ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ

|:ililI1zwi‘
｜Ditto
lRNakayosM

Kume-jima

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Sept・’５９

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Novj59,;菫
118

200

9３

８５

Note：器CorrespondtoZMUqU0w伽ｓ伽ﾙﾉDCL伽Gloyd（1955)．

２７）トカラハプ（永井，1928）

乃加erm”ｍｌｓ〃α､'CD'か！〃ｓｒｏｋａｒ“sisNagai，１９２８

（PLXfigs､32-33,ｐＬＸＩｆｉｇ､34,ｐＬＸＶｆｉｇｓ､22-24,pLXVIIIfig､７ettext-figs､55-56）

Tγ伽eresw"ｓto〃cu7e"sjsNagai，Kagoshima-kenHakubutsuCh6sa（Rep.Ｎat・Hist・ProvKago‐

shima)，3,1928,ｐ､６（Takara-jima).－Yashiro，Trans.Ｎat・HistSoc､Kagoshima,２(6),1930,

ｐ９８（Takara-jima，Kotakara-jima).－OkadaetKoba，ZooLMag,，43,1931,ｐ、３２８（Takara-

jima,Kotakara-jima).－Teruya，Sanit、Zoo1,10,1959,ｐ、116．

ZWmercsⅧ7"ｓ〃quoqW伽ｓｔｏﾙｑ７ｅ"si8Maki，Mon、SnakesJapan，1931,ｐ，２３３，ｐ１，８５，text-fig，

１５８（Tokarals.)；1933,ｐ、２３５（Takara-jima).－OkadaetTakakuwa，HachCi-ruinoSeitaito

Shinka，1932,ｐ、２２４（Tokarals.).－Hanzawa，BulLBiogeogr・ＳＯＣ・Japan，5,1935,ｐｌ７７

（Takara-jima，Kotakara-jima).－Okada，Cat、VertJapan，1938,ｐ、１０３（Tokarals.).－Naka‐

mura，HebitosonoK6zai，1947,ｐ９４（Takara-jima)；GenshokuD6butsuDaizukan，1957,ｐ、

２９６（Takara-jima).－Keegan，ＳｏｍｅＶｅｎｏｍ、AnimalsFarEast,1958,ｐｌ９（Tokara-shima).－

Shibata,BulLOsakaMus.Ｎat・Hist.，（12)，1960,ｐ６０（Takara-jima)．
Ａ

Ｔγ伽eresoor"McLUMMZisOshima,Dait6aKy6eikenDokujaKaisetsu,1944,ｐ､２８０（Takara-jima)．

標徴ハブＴ､.ｆ/ＵｑＵｍＷ伽ｓに似ているが，体鱗31列（極めて稀に３３列）腹板199-209枚，尾

下板74-84対，眼上板間の鱗列11-13列を有する。

記載（琉球大学農家政学部標本，トカラハプ第３号,Ｓ，1955年12月２０日,宝島,新納義馬氏採集)。

頭部は長大で,その長さは１幅の最大部の約１倍半,眼と吻端との距離の約４倍，啄端板はほぼ三角形を

呈し,その'幅は高さよりも僅かに大きく,第１上唇板と前鼻板と２個の小さい頂鱗で囲まれている。鼻間

板は大きいが啄端板に接することなく，両鼻間板の前端は１個のやや大きな鱗板でへだてられている。

鼻間板と眼上板との間には２個の鱗板があり,前方のものは鼻間板よりも大きく，後方のものは非常に小

さい。眼上板は大きく，その長さは幅の約２倍，眼の長さの１倍半に達する。眼上板間の鱗列は１２列，

眼上板間の幅は眼上板の幅の２倍より大きい。前鼻板は後鼻板より遙かに大きく，その前端上角は頭頂

に現われ,吻縁の１部となり，後縁のやや上方に鼻孔がある。頬板は１枚，ほぼ方形を呈する。眼前板２

枚,上板は下板より短く幅は広い。下窩板は短く,2個の小鱗を介して眼下板に接する。眼は中形で,その

長さは眼と鼻孔との距離の'/2より僅かに大きい。眼後板２枚,眼下板１枚,しよう頴板は数多く滑かで，

その最下列は上臂板より僅かに小さい。上唇板8-9枚(左-右)，第１は小さく，僅かに嫁端板に接する。

第２は頬窩の前縁となり，第３は最も大きく，その上端は僅かに眼下板の前方下端に接し，第４と眼下
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Fig.５５．ＺＷｍｅγ０８別WLS血DC川棚ｓｔｏ〃α７６"sisNagai，（×1.5)．

Ａ，Ｔｏｐｏｆｈｅａｄ；Ｂ，Undersideofhead；Ｃ，Ｓｉｄｅｏｆｈｅａｄ．

鱒
Ｂ

Ａ

Ｆｉｇ．５６．Ｔｒ伽eγｅｓｗＴ４ｓβcLDoDiMIisto化Cuγe"sisNagai・

Ａ（×2)，Ｓｃa]erowsandcolorpatternaroundthemiddleofthebody；

Ｂ（×5)，Ａｄｏｒｓａｌｅｓｃａｌｅｏｆｔｈｅｍｉｄｄｌｅｐａｒｔｏｆthebody．

板との間には１列の小鱗がある。体鱗35-31-23列（前方-中央-後方)，肛門近くで２１列あり，各背鱗

は概して1幅狭く，最外側の１列を除く他はすべて竜骨がある。腹板203枚，肛板１枚，尾下板81対。

測定全長925ｍｍ，吻端より肛門まで767ｍｍ，尾長158ｍｍ・

体色体背面は褐色を呈し，２列の黒色眼状紋がある。この眼上紋は楕円形を呈し，左右雁行するが，

後部に至るに従い不規則となり，尾の中部以下では側紋と合して横紋を形成する。各眼状紋の幅は４－６

鱗にわたり,長さは3-4鱗を被う。なおこの眼状紋の他に体の中部より後方にかけて同色の側紋があり，
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前記の眼状紋に接続するが，これは後方に至るに従い両者分離する。腹面は淡褐色，各腹板の外側に黒

色斑紋があり，内側には褐色の不規則な紋を散在する。

変異体色および斑紋は個体によって著しい変化があり，普通に見えるものは上記の体色斑紋をもつ

ものである。その他に全身黒色のもの，灰色乃至淡緑色，またはこれらの中間型もある。宝島では全身

黒色乃至黒褐色のものを俗名黒ハブ，灰色乃至淡緑色のものを白ハブと称している。鼻間板と眼上板と

の間には２個の鱗板があるのを普通とするが，稀に３個を有するものがある。第４上唇板と眼下板との

間には普通１列の小鱗を介するが，稀に２列のものがあり，また体鱗も稀に33列のものがある。

習性山地，平地の別なく棲息し，食性その他の習性はハブに類似する。

分布宝島，小宝島に限られている。

論議本種は永井（1928）によって新種として発表されたものである。牧（1931）は本種とハブの体

Table５２．ＬｉｓｔｏｆｓｐｅｃｉｍｅｎｓｏｆＴ.〃cLDoDjr伽ｓｔｏﾙｑ７ｃ"ｓｉｓｉｎｔｈｅＵｎｉｖ・oftheRyukyus．
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『
口
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［
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［
⑤
。
、

ｌ
‐

、
扇
揖
白
の
倭

呼
詳
三
一
棚
一
醐
一
蝿
捌
捌
捌

肋
－
１
２
３
４
５
６
７
８
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鱗および腹板数を比較研究した結果，体鱗が多少重なる傾向があり，腹板数の開きも僅か１２枚，且つ

斑紋の基本型も類似しているので，これを亜種と認めた。然るに大島（1944）は腹板数だけに相異点が

あり，このような軽微な点をあげて別種とすることは穏当ではないと主張し，ハブと同一種と見微して

学名をＴ・〃cUwUiMJisに還元した。

筆者は１９５１年以来，宝島（３５匹)，奄美大島（２８匹)，徳之島（１２匹)，沖縄島（６５匹)，久米島

(２５匹)，その他の島喚（２５匹）産のZMZqDoDi7伽ｓの多くの型を調査した結果，ハブの体鱗３１列

は極めて稀であり，またトカラハブの体鱗３３列のものもあるが，これも極めて稀で，決して普遍的な

２６のではない。斑紋も基本型はハブと類似していても，凡そその様相を異にしている。トカラハブは一

般に小形であり，頭骨，陰茎の形も多少異なり，また毒性もハブのように激烈なものではない（従来年

間５－６名の咬傷者がいるが，かって今日まで死亡した者は１人もいない)。形態上からみても,また毒性

からみても，亜種として取扱うのが穏当である。

２８）ヒメハプ（大島，1921）

〃mcles"r"ｓＭｉ"αwe"sisBoulenger，１８９２

（P1．XIfig､36,ｐＬＸＶｆｉｇｓ、19-21,ｐＬＸＸｆｉｇｓ、１－３ettext-figs､57-58）

Tγ伽eγCs呪γ"ｓｏﾙ伽qw7MsBoulenger，Ann、Mag・Nat・Hist．(6)，10,1892,ｐ､３０２（Okinawa‐

shima).－Fritze，ZooLJahrb・Syst.，７，１８９４，ｐ,８６１（Okinawa).－Stejneger，ＢｕｌＬＵ.Ｓ・Nat．

Ｍus.，（58)，1907,ｐ､４７９（Okinawa-shima).－Barbour,Proc・NewEngLZooLClub,4,1909,ｐ、

７４（Amami-6shima).－Kuroiwa,ZooLMag.，21,1909,ｐ８８（Okinawa-jima,Kume-jima,etc.)．
夕L

-Oshima，Ann・Rep，Inst・Sci．Ｇovern．Formosa，８(2)，1920,ｐ､７３，ｐ１．１４；NihonDokuja

Zusetsu，1921,ｐ、73,ｐ1．１４（Okinawa-jima，Amami-6shima，Yaku-shima)；Dait6aKy6eiken

DokujaKaisetsu，1944,ｐ２６８（Okinawa-jima,Amami-6shima,Tokuno-shima，Iheya-jima，Ｉｅ‐

ｊｉｍａ).－Takahashi,ＪａｐＶｅｎｏｍ・Snakes,1922,ｐＬ５（Okinawa,Amami-6shima)；Terrest・Snakes

Japan，1930,ｓp・ｎｏ、５３（Ryukyuls.).－Koba,T6ky6K6t6-shihanHakubutsuGakkaishiK33)，

1926,ｐ､６５（Okinawa-jima)；Ｍｅｍ・Fac・Edu､ＫｕｍａｍｏｔｏUniv.，3,1955,ｐ、147,ｐ１．１，fi9.4

（Amami-6shima)；4,1956,ｐｌ５０（Amami-6shima，Tokuno-shima)；５，１９５７，ｐ、１９３（Okinawa‐

ｊｉｍａ)；6,1958,ｐ177,fi9.4(Amami-6shima,Tokuno-shima)；7,1959,ｐ､１９０（Amami-6shima)；

8,1960,ｐ、１８２（Amami-6shima,Tokuno-shima).－Iwano,ＪａｐＪ・Zoo1.,2,1929,ｐ､４７．－Okada，

NihonD6butsuZukan，1927,ｐ,２１８，ｆi9.419（Amami6shima，Okinawa-jima)；Rigakkai，３４

(9)，1936,ｐ､９７；Cat、Vert、Japan，1938,ｐ、１０３（Yaku-shima?，Amami-6shima，Okinawa)；

I11ust・EncycLFaunaJapan，1951,ｐ,２３４，ｆi9.680（Okinawa-jima,Amami-6shima).－Yashiro，

Trans.Ｎat・Hist・SOC､Kagoshima,２(6),1930,ｐ､９８（Amami-6shima，Tokuno-shima，Okinawa‐

ｊｉｍａ).－Maki，Mon・SnakesJapan，1931,ｐ２２３，ｐＬ８１，text-figs，150-151（Okinawa-shima，

Amami-6shima)；1933,ｐ２２５（Amami-6shima,Tokuno-shima，Okinawa-jima,Iheya-jima，Ｉｅ‐

ｊｉｍａ).－Kuroda，ZooLMag.，43,1931,ｐ､１７４(Amami-6shima,Okinawa-jima).－OkadaetKoba，

ZooLMag.，43,1931,ｐ、３２８（Amami-6shima)；Trans．Ｎat･Hist・SOC・Okinawa，1,1935,ｐ、

１５（Okinawa-jima).－OkadaetTakakuwa，HachfiruinoSeitaitoShinka,1932,ｐ２２２(Okinawa‐

ｊｉｍａ,Amami-6shima).－Hanzawa，Bull・Biogeogr・SocJapan,５(3)，1935,ｐ、１７７（Amami‐

６shima，Kakeroma，Uke-jima，Yoro-jima，Tokuno-shima，Iheya-jima，Noho-jima，Gushikawa-

jima,Ikei-jima,Miyagi-jima，Hamahiga-jima，Okinawa-jima,etc.).一Takara,Trans.Ｎat・Hist・

SOC・Kagoshima，４（16)，1943,ｐ２２（Okinawa-jima，Ie-jima，Iheya-jima)；RyukyuDaigaku

Fukyu-sosho，(6)，1953,ｐ､６（Okinawals.，Ａｍａｍｉｌｓ.)；Sci・Bull・Agr.＆ＨｏｍｅＥｃｏｎ・Divi・

Univ・Ryukyus，(4)，1957,ｐ､１５２（Izena-jima,Keruma-jima,Aka-jima，Okinawa-jima,Amuro-
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ｊｉｍａ，Kume-jima，etc.).－Loveridge，Rept・PacificWorld，1946,ｐ、１８１（Luchus).－Nakamura，

HebitosonoK6zai，1947,ｐ９５（Amami-6shima,Tokuno-shima,Okinawa-jima，Ie-jima,Iheya-

jima)；GenshokuDobutsuDaizekan，1957,ｐ２９６（OkinawaandAmamilsls.).－HiraiwaetaL，

ＳｃｉＢｕｌＬＦａｃ・Agr、KyushuUniv.，１６(4)，1958,ｐ、５３８（Amami-6shima).－Keegan，Ｓｏｍｅ

Ｖｅｎｏｍ・AnimalsFarEast，1958,ｐ19,figs、41-42（Amami-6shima).－Ｋｏｂａｅｔａｌ.，Okinawa-

sanD6butsuMokuroku,1959,ｐ､２８（Okinawa-jima，Tokashiki-jima，Keruma-jima，etc.)．

?B０t〃γOPSβｑＤｏＷ７伽sFritze，ZooLJahrbSyst.，7,1894,ｐ､８６０(Tokuchimura,Okinawa）（not
ofHallowell?)．

Lcucﾉiesj8o〃ｍｑＤｃ"sisBoulenger,Cat､SnakesBrit.Ｍus.,3,1896,ｐ､549,ｐ1.25,fi9.2（Okinawa)．

－Wall，Proc・ZooLSocLondon，２，１９０５，ｐ､５１６（Okinawa，Ａｍａｍｉ，Yaku).一Werner,Archiv、

Naturg.，88,sec．Ａ,ｐｔ､8,1922,ｐ､２３２（Okinawa,Amami-6shima).－Lqc〃e8is（ZWmeres"γ〃s）

ｏﾙ伽αｗ"sisNamie，ZooLMag.，９，１８９７，ｐ､３４０（Okinawa)．

ＺＷｍｃγCs〃7"８，０"ticoJqo〃伽ａｔ）e"sisMell，Beitr・FaunaSinica，４，１９２９，ｐ、３２．

標徴吻端はやや背面に隆起している。鼻間板は塚端板に接せず,鼻間板相互の間には2-3鱗介在し，

両眼上板の間には６－９列の小麟がある。眼前板２枚，眼下板３枚，眼後板2-3枚。上唇板８枚，その中

第２上唇板は頬窩の前縁部を構成し，第４上唇板と眼下板の間には２列の小鱗がある。体鱗21-23列

(稀に２５列)，顕著な竜骨がある。腹板124-135枚，肛板１枚，尾下板38-55対。

記載（琉球大学農家政学部標本，ヒメハブ第４号，旱，１９５３年１０月１３日，奄美大島，久保邦照氏

採集)。

体は概して小形，頭部は短大，－一見して同地域に棲息する他種とは区別できる。頭部は概して短く，

その長さは幅の１倍半に達しない。塚端板はやや四角形を呈し，下辺は長く上辺は短い。また幅は高さ

より少し短く，第１上唇板，前鼻板および３個の頂麟で囲まれている。鼻間板はやや大きく，隊端板と

は３個の頂麟で隔てられ，眼上板との間には2-3鱗介在する。眼上板は大きく，その長さは幅の約２倍，

その幅は両眼上板間の距離の約'/２，両眼上板間には７列の小鱗がある。鼻孔は概して小さく,前鼻板の

後縁の中央にあり，後鼻板は前鼻板よりＭ､さい。頬板は長方形を呈するが，塚端板には接しない。眼

前板２枚。窩下板は眼前板より小さく,眼に接しない。眼の長さは眼と鼻孔との距離の約2/3．眼後板２

枚，眼下板２枚。しよう頴板はほぼ平滑，その最下１列は上唇板より小さい。上唇板８枚，その中第３

Fig.５７．町伽eγCs"γ〃ｓｏ〃伽ＣＬＵＢ"sisBoulenger，（×1)．
Ａ，Ｔｏｐｏｆｈｅａｄ；Ｂ，Undersideofhead；Ｃ，Ｓｉｄｅｏｆｈｅａｄ．
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唖

Ｂ

Ａ

Fig.５８．Ｔ７伽eres"γ"ｓｏ〃伽αｗ"sisBoulenger・Ａ（×1)，Scalerows
andcolorpatternaroundｔｈｅｍｉｄｄｌｅｏｆｔｈｅｂｏｄｙ；Ｂ（×5)，Ａ
ｄｏｒｓａｌｓｃａｌｅｏｆｔｈｅｍｉｄｄｌｅｐａｒｔｏｆｔhebody．

上唇板は最も大きく，眼下板との間には２鱗を介在する。第４上唇板と眼下板との間には２列の小鱗が

ある。下唇板９枚，その中，第2-3は前咽頭板に接する。前咽頭板は大きく，第１腹板との間には小鱗

があり，後咽頭板は顕著でない。体鱗２３列，肛門近くでは１９列となり，最外側の１鱗列を除く他は顕

著な竜骨がある。腹板128枚，肛板１枚，尾下板46対。

測定全長624ｍｍ，吻端から肛門まで496ｍｍ，尾長128ｍｍ･

体色頭部は黒褐色を呈し，眼後より頚部にかけて幅の広い黒色条斑がある。臂板は黒色を呈する。

体背面は黄褐色を呈し，背中線にそうてほぼ長方形の黒褐色斑がある。また両側面にも前記斑紋のほぼ

直下に，これより小形の同色斑紋があり，更に側紋間の直下に体鱗の最外側２列と腹板の側角を占める

黒斑がある。背中線にそう斑紋は胴の中央部で長さ約７鱗長，１幅４鱗にまたがっているが，前方および

後方に至るに従い3-4鱗長となる。側紋は概ね４鱗列を占め，最下部の斑紋は概ね２鱗長にわたる。腹

而は淡灰色を呈し，淡褐色小斑を点在する。

変異上唇板は普通８枚であるが，７枚の個体もある。眼下板は３枚を普通とするが，２枚のものも

あり，眼下板と第４上唇板との間の小鱗は２鱗が普通であるが，稀に３鱗のものをみる。体色は個体に

より相異があるが，ハブ程変異に富むものではない。

習性山麓地帯，平地では森林内の低湿地に棲息し，乾燥し易い草原地，岩石地帯，畑地，部落内に

は殆んど見られない。行動は極めて遅鈍であり，ハブに比較して活動性でない。またハブはしばしば樹

上に見られるが，本種は樹上に見られることは殆んどない。食餌動物を求めて移動することは少なく，

むしろ食餌動物の通路に待ち伏せていることが多い。本種の食物はネズミ類，ジャコウネズミ，小禽類

を主とする（第53表)。夏季の候に５－１６匹の幼蛇を産む（卵胎生)。

分布沖縄群島および奄美群島に分布する。Ｗａｌｌ（1905）による屋久島の報告は疑わしい。半沢

(1935）によれば;伊是名島，屋那覇島，座間味村管下即ち阿嘉島，座間味島，安室島,屋嘉比島，久場

島，慶留間島；外地島等には，ハブ属のものは棲息していないもののように記録されているが，事実は

大形のものを産し，且つ密度も大である（分布の細部については分布の各論および毒蛇の分布の項を参

照され度い)。
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Table 53. Number of the prey of T. okinavensis.

Place

Paddy field

Mountain side

Farest

Mountain side

No. of II Frequency
prey I of prey

Prey

SunCU8 caeruleu8
Rattus sp.

Mus caroli
Unknown

I

Date I

1 1 Sept. '55 I
2 2 Aug. '55 I

2 1 I Oct. '57 I
1 1 I Apr. '58

! I-~-:-t::~ ~~iu;~ix -- ---~-- ---~--I-::::f-I-~-:-~-~-~-a:-:-I~-i-de----

Table 54. List of specimens of T. okinavensis in the Univ. of the Ryukyus.

r--4

1

..d
.;
~ rJJ

~
rJJ ~ rJJbnl'""'\ 'f-fr-.

a3S o S rJJ ~ :s ~
No. "; "'c:l CIS 0 Sex Date Collector Localitiesr--4S ..dS ::s ~

~ CIS ~

I

]~ "btJ"-I ~

~ ~ ~ (1)

~ ~ ..0 P4 ~0 Q) (1) ~ ::s ::s C)
E-4 H > -< 00 00 00

------------ -
1 341 63 131 1 48 8 21 Male Mar. '52

I T. Takara Okinawa-jima
2 - - 129 1 - 8 23 Female Aug. '52 Ditto Amami-oshima
3 490 80 131 1 47 7 21 Male Jan. '53 M. Yoshimura Tokashiki-jima
4 624 85 128 1 46 8 23 Female Oct. '53 ! K. Kubo Amami-ohima
5 587 86 131 1 46 8 I 23 Female Ditto I T. Takara Tokuno-shima
6

1

495 68 128 1 47 8 21 I Male Aug. '55 T. Nakamura Keruma-jima
7 820 110 129 1 39 8 23 Female Ditto Z. Miyahira Amuro-jima
8 ' 463 76 129 1 44 8 21 Male Sept. '55 T. Takara Tokashiki-jima
9 458 76 132 1 49 7 23 Male Ditto Ditto Izena-jima

10 610 93 131 1 45 7 23 Female Ditto Ditto Iheya-jima
11 839 123 131 1 40 8 23 Female Ditto N. Higashi I Zamami-jima
12 543 95 132 1 48 8 21 Male Ditto Ditto Ditto
13 381 67 131 1 47 9 21 Male Dec. '56 K. Agarie Gushikawa-jima
14 325 43 124 1 39 8 23 Female Feb. '57 R. Nakayoshi Kume-jima
15 590 90 132 1 43 9 23 Female Oct. '57 F. Izumi Izena-jima
16 731 118 135 1 45 8 23 Female Apr. '59 M. Nakamoto Noho-jima
17 330 42 127 1 39 8 23 Female Apr. '59 K. Kikuzato Kume-jima
18 250 34 128 1 41 8 23 Male June '59 N. Tanaka Aka-jima
19 364 61 127 1 50 8 21 Female July '59 Ditto Zamami-jima
20 1207 33 129 1 46 7 23 Female Aug. '59 K. Kubo Amami-oshima
21 1 441 66 129 1 41 7 25 Female I Ditto Ditto Ditto
22 I 296 47 128 1 46 7 23 Female I Ditto Ditto Ditto

!~.J 837 125 124 1 38 7 23 Female Oct. '59 T. Nakamura Fukaji-shima
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第５節琉球産陸棲蛇類の分類一覧表

ClassificationoftheterrestrialsnakesfromtheRyukyuArchipelago、

琉球列島におけるヘビの種類は牧（1931）の分類学的研究によって，一応完結したようにみえたが，

その分類はヘビの標徴としての外部形態，即ち主として麟徴，色彩および斑紋によってなされたもので

あり，種類によっては妥当性を欠くものがあった。筆者は各島喚産の変異に留意するとともに，外部形

態だけでなく，骨賂，陰茎，生態等の面から研究し，４科１１属２８種（亜種を含む）を確認すること

ができた。ここにこれらの種を一覧表にすると次の通りである（第５５表)。

Table５５．ClassificationoftheterrestrialsnakesfromtheRyukyuArchipelago．

speciesＦａｍｉ１ｉｅｓ Genera

Typhlopidae
Jan，１８６３

ＺＷﾊJopsSchneider，１８０１１２７.ＭｚｍｗＬｓ（Daudin，1803）
●

Ⅳ､ｐ７Ｚ/eγｉ（Boulenger，1887）

1V・ｔｉｇγ伽α伽γ伽CD（Boie，1826）
lVtLtrj8cLaurenti，１７６８

Ａ・ｓｐｍｃｕＪｉｓｗγ"e7iDenburgh，１９１２ＡＣ〃cuJm"sPeters，１８６９

Ｅ､ｑｗＬ`ｒＭ７ｇｃｕｔｑ（Boie，1826）

Ｅ・ＣＯ"spiciJJqtq（Boie，1826）

Ｅ・ｃｑ７ｉ"ｑｔｃＬｃｑγ〃cutａ（Giinther,1864）

Ｅ、CCUγ伽cutα’０"Cu，"Ｍe〃ｓｉｓｎ、subsp．

〃.tcucM"γαSc伽CUC〃州（Boettger，1895）

Ｅ・species

E・Ｃｌ伽cucopho7a（Boie，1826）

EJcuP/ZeFitzinger，１８３３

Colubridae

Giinther，１８６３

M…M…M唱繍篭塁illl1iiilj:i郷⑪
，．γ"〃ＩＣ"ａｔｗ'０〃qZZiStejneger，１９０７

，．ｓe〃ｃｑ７ｍｑｔ"､,（cope，1860）

Ｄ・septe"trjo"ｑＺｅｍ川加Sc伽"mMaki,１９３１

DiO0oclo〃Dum6ril，１８５３

伽……M〃｜::鯛調嚇`:…
P.〃cz8q〃iｉ（Maki，1937）PtL7ccusWagler，１８３０

Ｃ・mcLcc肋JJcu"ｃｌｉｉ伽cusq〃iiMaki，1935

0.jcupo"伽ｓｊｑＰｏ"化"８（Giinther,1868）

C､ｊｑＰｏ"伽sboettgeri（Fritze，1894）

Elapidae
Boie，１８２７

CqlJjoP肌sGray，１８３４

Ａ、Ｍ"ｓ６Ｊ０１ＭｏＬｉ:‘（Boie，1826）Ａ,ﾊｲst70Clo〃Beauvois，１７９９

T・小，α"８（Gray，1849）

T､βcuuou帆cJisメｑＵ０川棚8（Hallowell,1860）

T､βqDouiMlistoﾙcu7e"sisNagai，１９２８

Ｔ、ｏ〃伽qw9M8Boulenger，１８９２

Viperidae
Bonaparte，１８４０ IWme7es〃γ〃s

Lac6p6de，１８０４

－－=」
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第６節琉球列島産毒蛇の類縁

ThephylogenyofthepoisonoussnakesfromtheRyukyuArchipelago、

琉球列島には３属８種（亜種を含む）の毒蛇を産する。ここにこれらの類縁系統を明らかにし，琉球

列島の地史と隣接地との関係を考察してみよう。

マムシＡ,ﾊｲstrocIo〃んα【"s6JoOMqjiiについては,琉球産の実物に接したこともなく，またStejneger

(1907）の報告の範囲では日本および台湾産と同一種であり，殊さらに論ずる必要を認めない。
１．ハブ属Ｔγ伽ercsw･zUs

台湾にはハブ属のもの数種産するが,琉球産のハブ属に最も類縁の近い種はタイワンハブＺ７．ｍ〃cγos-

qwUmcLt"sである。タイワンハブおよび琉球産ハブ属3種の鱗徴を比較すると次の通りである(第56表)。

Table５６．ComparisonofscalecharactersoffourspeciesofTrjme7es呪WLS．

、－m

OＵ

Ｄ９

〈７９F
ＤＩＴ、【、目岳

8７１：（

79-192’187

32-192,１８８
郷田「〃

）ｋｍｎｗＰ

３
９

J9-20812（
)9-2091２（ 話｜：

サキシマハブＴ・伽gcU"sの形態，斑紋，習`性は，ともにタイワンハブに酷似し，トカラハブＴ･.ｆ

ｔｏ〃ａｒｅ"sｉｓの形態，骨酪，生態はともにハブＴ､′βcUUolW伽ｓに類似する。而してハブとトカラハ

ブは，主として腹板数の相違によって区別される。ハブおよびトカラハブの色彩，斑紋は一見独立して

いるように,思われるが，両亜種とも変異の幅の広いものであり，多くの標本をもって詳細に検討してみ

るとやはりタイワンハブの基本型から進化してきたものであることは推察するに難くない。斑紋の移行

については永井（1928）の研究があり，極めて興味深い。このように外部形態，骨酪，斑紋，生態等か

ら考察すると，ハブ，トカラハブ，サキシマハブの３種はタイワンハブと共通の祖先から進化してきた

ものであろうことは明かである。而してその原種は当時琉球列島に広く播布していたものであるが，各

群島の隔離に伴い,そこで特化の道を辿ったものであろう。即ちサキシマハブがタイワンハブに酷似し，

トカラハブがハブに類似点の多いことは主として隔離の時期の新旧によるものと考えられる。而してこ

れら３種の分化の程度から考察するならば,中部陸塊(沖縄および奄美大島）は余程古い時代に分離した

ものと,思われる。同属のヒメハブＴ､ｏ〃ｍｑＵｅ"sｉｓは形態的にも生態的にも前述の３種とは著しく異っ

ており，分布地区も沖縄および奄美群島に限られている。従ってヒメハブは前述の３種とは類縁系統を

Table５７．ComparisonofscalecharactersofT、０〃ｍｑＤｅ９ＭｓａｎｄＴ．、o"ticolcu．

、囮･ＵＵｒ

DML 】Ｈザ

DＭ
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異にし，恐らく別種の祖先に由来するものであろう。台湾および熱帯アジアにはヒメハブに近縁の種類

が数種分布しているが，その中，形態的にも生態的にもヒメハブに酷似するものはアリサンハブ（ヤマ

ハブ）mmo"t化oJcuである。両種の鱗徴は前頁（第57表）の通りである。

前表によれば両種の主要な相違点は，体鱗および腹板数にあるが，台湾産のものに比較しむしろビル

マ産のものに類似していることは興味深い。

２．ベニヘビ属CcullioPhis

ヒヤンＣ・joupo"化肌ｓｊｑｐｏｍｃＭｓとハイＣ・ｊｑｐｏ"化刎ｓｂｏｅ伽ｅｒｉは形態的にも生態的にも極めて類

似し，主として斑紋Iこよ゛って区別されていることは既に述べた。而して従来多くの学者は前者を奄美大

島，後者を沖縄島の固有種として取扱ってきたものである。元来ベニヘピ属cqzJi0pﾊｲSは色彩，斑紋

の変異が多く，その極相をもってみるならば全く別種の様相を呈することがある。ハイは背面に５本の

黒色縦線を具えており，これらの縦線を横切って形状の不規則な横斑を有するが，稀に横斑を全く欠く

ものがある。ヒヤンは背面に1-3本の黒色縦線を具えており，これらの縦線を横切って幅の広い黒色の

環状紋がある。しかしながら琉球大学に保管する標本の中には，奄美大島塵で５本の黒色縦線を有する

ものがあり，また最外側の縦線が明確でなく，５本縦線と３本縦線の中間型を示すものがある。最近両

島の中間地帯にある徳之島からハイが採集されており，同島産の個体の中にはハイとヒヤンの中庸を示

すものが知られている。将来多くの標本を比較検討するならば，亜種として両者を存置すべきものか，

またはヒヤンに還元されるものであるかが明確になるものと思う。

ベニヘピ属は熱帯アジアからおよそ１２種知られているが，その中，ハイおよびヒヤンに最も類縁の

近い種と思われるq()のはタイワンハイ０.SCL別tｅｒｉ（＝ＨＣｍ伽"gcur肌ＳｓｑＭｔｅ７ｉ）である。タイワンハイ

は背面灰褐色を呈し，３本の黒色縦線を有する。これらの鱗徴を比較すると次の通りである（第５８表)。

Table５８．ComparisonofscalecharactersoffourspeciesofCcuIJioP肌８．

I-v…kL-I-筐suhP2llialL

l欝講３１１J■
ＩＮｑｏｆｌ

ｌ詔誰’
Sｃａｌｅ

ｒｏｗｓ
Localitiesspecies

Ｃ・scLMte7i lFormosa

llndiaO・m97esce〃S

c………,o…Ｍｎ
0．jjcuPo"ｉｃ"S lAmamilslal

３
３
３
３

１
１
１
１

11

3７

２９

ヒヤン（またはハイ）とタイワンハイは腹板数に相異点が見られるだけで，体鱗，その他頭部諸鱗，

尾下板等においては極めて類似している。印度産のｏ､Mgresce"ｓは色相の変化に富み，腹板数におい

てはタイワンハイに類似する。このように鱗徴，色彩，斑紋等から考察するとハイとヒヤンはタイワン

ハイと共通の祖先から進化したものであろうことは推察に難くない。

八重山群島に産するイワサキベニヘピ０.mcLccMZq"〃伽cusqﾙｲｨも斑紋の変化に富むものであるが，

およそ前種とはその様相を異にする。また形態的にも異なるので，前種とはその類縁を異にするものと

思われる。

イワサキベニヘビと台湾産のワモンベニヘピ０.肌.ｓＭＭｏｅｉが形態的にも生態的にも極めて酷似し

ていることは既に述べた。而して両亜種が共通の祖先から進化したものであろうことは疑う余地がな

い。OmcUccMJq"伽は台湾の他，南支，仏印，タイ，ビルマ，マレー半島等に広く分布するものであ

り，イワサキベニヘビがこれらのものと類縁系統を同じうすることは推察するに難くない。

要するに琉球列島における２属７種の毒蛇は,台湾および南方産のものと類縁関係の深いものであり，

これはまず隔離によって，次いでその後の各島喚の環境要因の累積によって今日見るような分化をとげ
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たものであろう。これは単に毒蛇だけでなく，他の無毒蛇にも相通ずるものがある。而して琉球列島の

往昔は大陸と陸続きであり，蛇類は南支,台湾を経て渡来したものであろうことは推察するに難くない。

摘要

１．本論は琉球列島における陸棲蛇類の分類学的研究を取扱ったものである。

２．筆者が研究したのは次の種で，その間に採集した標本数はおよそ500点に達する。
盲蛇科.…メクラヘピ属１種

瀧蛇科…ニウグ属１種１亜種，タカチホヘピ属１亜種，ナメラ属４種３亜種，アオヘピ属３種，
マグラ属１種２亜種，ヒメヘピ属１種１亜種，セダカヘピ属１種

溝牙科.…ベニヘピ属３亜種

蝮蛇科.…マムシ属１亜種，ハブ属２種２亜種

各種別に形態学的また必要に応じて解剖学的記載を行い，特に毒蛇の類縁系統と体色の変異に注意を
払った。

３．次の種は筆者によって琉球の爬虫相に記録されたものである。

１）シウグＥＺｑｐﾉｂｅｃｑ７ｍｑｔａｃｃＬγｍｑｔｑ（尖閣列島)，琉球大学農学部学術報告，第１号（1954)。

２）スジオの１種ＥＪｑｐｈｅｓｐ．（沖縄島)，琉球大学農家政エ学部学術報告，第５号（1958)。

３）キクザトアオヘピOpheod7"ｓルiﾙ"zcutoi（久米島)，日本生物地理学会報，２０巻（1958)。
４．新亜種として記載したものは次の通りである。

１）ヨナグニシウダＥＪｑｐ/ｂｅｃｑ７ｉ"ｑｔｃｗｏ"α，""伽8iｓ

２）ミヤラヒメヘピＣｑＪｑｍｑｗａｐｑＵ伽e"ｔｑｔｑ伽"cＵｒｑｉ

５．次の６種は分類学的位置を入れかえたものである。

１）アマミタカチホＡＣ/jcL胸肌ｓ８Ｐｉ"ｑＺｉ８〃ｅ７伽刎

ＡｃｈｑＺｍ"ｓ〃eγ"c7iVanDenburgh，Adv・Diag・NewRept・Ａｍｐｈ・ＬｏｏＣｈｏｏｌｓ・Formosa，1912,
Ｐ､８．

２）サキシマスジオＥＪｑｐ〃ｅｔｑｅ"〃γαSc伽ｑｃⅡCeγｉ

Ｃ０Ｚ"be7schmcuc〃erfBoettger，Zoo1．Anz.，１８１８９５，ｐ、２６８．
３）イワサキセグカPtZγeCL80〃ａｓαﾊｲｉ

Ａ伽J"cePhqJ"８/b7mosc"si8伽ｑｓｑ脇Maki，Trans・Ｎat・Hist・SOC・Formosa,27,1937,ｐ､２１７．
４）イワサキベニヘビCtLJJiop脇mqccMJcMi川zDaSCL脇

CCuJJioP〃８伽ａｓα〃jiMaki，Trans．Ｎat、Hist・SOC、Formosa，２５，１９３５，ｐ、２１６．

５）ヒヤンCtzJJjoP脇ｊａＰｏ伽伽ｓｊｑＰｏ伽伽s

CtzJJop脇jcupo伽伽sGiinther，Ann・Mag.Ｎat・Hist．(4)，１，１８６８，ｐ、４２８．

６）ハイCtuJJioPhisjqPo"伽s60ettge?．ｉ

CZLZJophtsboettgeγiFritze，ZooLJahrb、Syst.，７，１８９４，ｐ、８６１．

６．特に論議を必要とした種は次の通りである。

アマミタカチホAchcLJm肌ｓｓｐ伽ｑＪｔｓ”Ｇ７"e7iVanDenburgh

サキシマスジオEJcupﾉｂｅｔｑｅ"〃γαschmcuc〃eγ‘（Boettger）

リウキウアオヘビOphcodr"SSC伽ｃｑ７伽qtcu（Hallowell）

イワサキセグカＰｔｚ７ｅｑｓｏｗｃｕｓａﾙｨﾊﾞMaki）

イワサキベニヘビOqJZtop/ＺｉｓｍｑｃｃＭｌａＭｊｊ伽ａｓαﾊｲｉＭａｋｉ

ハブル伽eγCs肌７０６ｓβαＤＭγ伽８βｑＵｏＵ帆｡iｓ（Hallowell）

トカラハブＴ､βｑｏｏＵｉＭｌｉｓｔ０〃αγc"sisNagai
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７．琉球産陸棲蛇類は28種（亜種を含む）その中８種は毒蛇で，全種数のおよそ３０％を占める。こ

れらの毒蛇はすべて印度支那系に属するものである。

第４章琉球列島におけるハブ属の習性

ＨａｂｉｔｓｏｆｔｈｅｇｅｎｕｓＴ７Ｗ７０ｅγCs"γ〃sintheRyukyuArchipelago

琉球列島にはおよそ３属８種の毒蛇を産する。その中Ｉ侍にハブ属ＺＷｍｅγCs"γ"ｓは世人の最も恐れ

Table５９．Materialsusedtoinvestigatethehabits．

ｈ
｜

卿
ｊ
－
５
７
２
５
４
３
５
０
５
６
２
４
５
２
５
８
０
３
０
４
２
６
０
０
０
７
５
５
０
０
６
５
６
３

汕
伽
Ｅ
川
脇
Ⅲ
Ⅲ
伽
布
蝿
妃
Ｅ
開
門
開
別
虹
蛆
、
別
朗
蛆
Ⅲ
帥
Ｗ
別
冊
別
別
Ｗ
胆
朋
姐
妬
肥
肛
刊

１
１
２

１
１
１
１
１

１
１

１
１
１
１

Ｍ
一 Dateof

capture
Speciesorsubsp． Ｓｅｘ Notes

T､./UczD0U帆cZi8βαＤＭγ伽s

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Dittｏ

Ｄｉｔｔｏ

Ｅ・tcLe伽刎γαSc〃ｍｑｃﾙcγｉ

Ｄ・semiccurmqt"、，

Ditto

ZT．ｏﾙｍｑＵｅ"ｓｉｓ

Ｔ.〃qDoDir伽ｓｊＵｑＵｏＵｉγ伽s

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Dittｏ

Ｄｉｔｔｏ

Ｔ.抑DoTWjdistO〃ａｒｅ"sis

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

T・脱gcLns

Ditto

T・ノツｑＵｏｌＷ伽ｓβqDotWjdis

Ditto

Diｔｔｏ

Ｔ.〃qUoDir伽stOﾙｑ７ｅ"sis

Ditto

Ditto

Ｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｍａｌｅ

Ｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｍａｌｅ

Ｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｆｅｍａlｅ

Ｍａｌｅ

Ｍａｌｅ

Ｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ａｕｇ，

Ａｕｇ・

Ｏｃｈ

Ｎｏｖ．

２
２
２
２

５
５
５
５

７
，
？
，

observationbytestl

Ditto

Ditto

Ditto

Obs・ｂｙｔｅｓｔｌｌｅｔｌｌｌ

Ｄｉｔｔｏ

Ｄｉｔｔｏ

Ｄｉｔｔｏ

Ｏｂ８．bytestlll

Ditto

Ditto

Ditto

Obs・bybreedinglll

Ditto

Ditto

Ditto

Obs、bybreedingIV

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Obs・bybreedingV

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

July’５９

June’５９

June’５９

July’５９

Apr、’５３

Ｍａｙ’５３

July’５３

July’５３

Apr．，５９

Apr・’５９

Ｍａｙ’５９

July’５９

Ａｕ９．，５９

Ａｕ９．，５９

Ａｕ９．，５９

Ａｕｇ・’５９

Septj59

Sept・’５９

Mar、’５９

Ａｕｇ・’５９

Ａｕｇ・’５９

Ａｕ９．，５９

Ａｕ９．，５９

Ａｕ９．，５９

Sept・’５９

Sept・’5９
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るものであり，その対･策は琉球における重要課題の一つであることは既に述べた。毒蛇による被害を未

然に防止するには，その料性を充分に把握し，それに対.する適切な方法をとることにあるが，従来琉球

産毒蛇の生態に関する研究は至って少い゜ここに述べる習性の概要は，琉球列島における毒蛇の奇異な

分布の起因を究明するとともに，これが防除の基礎的資料を得るために調査したものである。野外にお

ける実態観察を主とし，併せて飼育観察および実験を行い，ついでハブ属による咬傷発生の分析におよ

んだ。飼育観察および実験に用いた飼育場および材料は次の通りである。

１．飼育場

第１飼育場（屋外飼育場)….４×４×2ｍ，総金網張，床面草地。

第２飼育室（屋内飼育場)….８×４×2.5ｍ，セメントブロック，スラブ，》１Ｅ面コンクリート。

第３飼育場（屋外飼育場)….８×６×2ｍ，総金網張，床而草地。

Ｆｉｇ，５９．BreedinggroundintheRyukyuUniv、

２．村斜（第５９表）

第１節一般習性Generalhabits

ハブ属は直射光線を嫌い野外における日中の行動は殆んど山林内に限られている。平地では日中は石

垣，旧墳墓，岩窟の中に休息し夜間出て活動する。その活動は主として温度によって左右せられ，慨ね

４月上旬に出現し，１１月中旬頃冬Ⅱ氏する。往来の行動は概して緩慢であるが，外敵に対･する動作は極め

て敏速で，その打咬態勢は狂暴性の形相を呈する。直射光線および暑熱に対.する抵抗性は弱いが，飢餓

に対する抵抗性は極めて強い。一般にネズミ類を好食するので，その核息所や行動はネズミとも密接な

関係があり，年１回の繁殖で夏季に５－１５内外の卵または幼蛇を産む。

第２節棲息場所Livingplace

l，野外における棲息所Livingplaceinthehelds

野外観察Ｉ
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従来岩窟，旧防空ごう（土穴を含む)，旧墳墓，粗雑な石垣などの付近はハブの出没の多いところとさ

れている。そこで慣習上ハブの棲息所と思われる場所を各３０ケ所ハブ捕人の協力の下に調査した（日

出１時間後より日没時まで)。その結果は次の通りである。

Table６０．ＬｉｖｉｎｇｐｌａｃｅｏｆＴ.〃cuD0Ui7伽ｓ九D0oj7伽s
intheOkinawalslands（Yearsofobservation：1956-1958)．

Ratiotonqof

investigation（％）
Ｎｏ．of

observation
Ｎｏ．of

investigation
EnvironmentsP1ace

７
３
０
０
０
７
０
０
０
７
３
３
７
３
０
３
０
７
０
０
７
３
０
３

１
２
１
２

１
１
２
１
１

１
１
１
１
２

１
１

１
１

５
７
３
６
０
５
３
６
３
５
１
４
５
４
３
７
０
２
３
３
２
４
０
４

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３

Sweetpotatofield

Village

Paddyfield

Sugar-canefield

Grassfield

Piedmont

Sweetpotatofield

Village

Paddyfield

Sugar-canefield

Grassfield

Piedmont

Sweetpotatofield

Village

Paddyfield

Sugar-canefield

Grassfield

Cycadfield

Sweetpotatofield

Village

Paddyfield

Sugar-canefield

Grassfield

Piedmont（Paddyfield）

Stonefence

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Cavern

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

O1dgrave

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Moatofairdefence

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

前表によると最も高率を示しているところは部落内の石垣（23％）および廿蕨畑に隣接した旧墳墓

(23％）で，ついで部落付近の岩窟（20％)，廿騰畑の石垣（20％)，甘藷畑の旧墳墓（17％)，廿蕨畑の

岩窟（17％)，山麓の石垣（17％）となっている。石垣はその積み方，厚さ（１幅)，高さ，周囲の植生な

どによって趣きを異にするが，要するに積み方の粗雑なものまたは崩壊したもので１ｍ以上の高さと１幅

があり，且つ樹木によって被われている場所は棲息所として利用され易い。環境別にみると廿蕨畑は最

も多く，ついで部落，甘藷畑となり広潤な草原地には殆んど見られない。これは主としてネズミと関係
があるものと,思われる。

２．飼育場における棲息所Livingplaceinthebreedingground

飼育観察Ｉ

第２飼育室の中に木箱，わら束，積石などを設置し，５－１０匹のハブを放飼して日中における休息状況

を観察した（1953年４月-12月)。その結果殆んど木箱の中に潜入しており，わら束や積石を利用して

いるものは比較的少い。また全く地物を利用しないで部屋の隅角に休息しているものが稀にある。
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飼育観察Ⅱ

第３飼育場の中に１日墳墓類似物のセメント権その他，積石，わら束，木箱（後の３種は第２飼育室に
おける場と同じ）などを設置し，10-15匹のハブを放飼して日中における利用状況を観察した（1959年
７月-12月)。その結果すべてのものが内部の薄暗いセメント権の中に休息しており，他の地物は全く利
用されない。

要するに前述の飼育観察の結果からみると，自ら穴を掘って棲息所を作ることは不可能であり，天然
または人為的に設けられた土穴または岩窟を利用することは明らかである。しかも適度の容積があり，
直射光線の入らない適温，適湿の場所を選定するものである。

野外における観察結果を併せ考察すると防空ごう，１日墳墓，岩窟，粗雑な石垣，粗雑な畑小屋などは

ハブの櫻息所として重要な立地条件であり，これらの場所が山麓，住宅，甘藷畑，廿蕨畑，水田，ソテ

ツ原などに接近し，且つ樹蔭下に位置している場合は，その価値が一層高められることは推察するに難
くない。即ちこれらの環境はネズミ，小鳥などハブの好む食餌動物の活動も著しいので，これに伴って
ハブの巣窟を構成するものと思われる。前述の地形，地物のない島喚即ち奥端島(久米島の属島),水無

島（本部町管下)，浮原島(与勝群島）などでは，アグンＰＣＭα""stectomLsvar・胸〃伽"sｉｓの密林
が唯一の棲息所となっている。ハブ属の中ヒメハブの犠息所は殆んど山地であり，平地では山麓に近い

雑木林，水田，池沼などの林縁などに限られており，普通の農耕地，乾燥する草原，岩石地帯などには

殆んど見られない。また部落内や屋内に侵入することも殆んどなく，ハブに比較すると棲息地域は局限
されている。

第３節食性および索餌行動Foodhabitsandbehavioroffoodsearching

琉球列島におけるハブ属は種によって食性の範囲を異にする。また同じ種類でも生活環境によって食
性を異にするが，早合による食性の相異は認められない。嗜好の程度は極めて類似しており，どの種類
でもネズミを好食する。消化は概ね１週間を要するもののようで，ハブによって捕食されたネズミの毛

および骨は６－７日で糞となって排出される。食餌動物の種類については第３章で述べてあるので，ここ
では主として索餌行動について述べる。

１．飼育場における索餌行動Behavioroffoodsearchinginthebreedingground
飼育観察ＩＩＩ

Ｂ時および場所１９５３年９月１５日，第１飼育場および第２飼育室。

材料８日間絶食したハブ４匹（第59表)。

方法および結果第１飼育場（屋外飼育場）に１匹の生きたネズミを投入し,ついで上記のハブを

放って日中における索餌行動の可否について観察した。当初４匹ともネズミの行跡を追及していたが，
僅かに2-3分間の索餌行動をしただけで，すべて場内に設けられた木箱，積石の下に潜入し，爾後１時
間を経過しても索餌行動は全く見られない。ついで場所を第２飼育室（屋内飼育場）に変え，第１飼育
場における場合と同じ方法で観察した。その結果は４匹とも緊張し索餌行動は極めて顕著である。ハブ
は舌を出没させながら屡々地面を'嗅ぎ，ネズミの行跡をたどってその所在を確認する。ネズミは四方よ

り攻撃を受け，ついに金網戸の横桟上に逃避した。３匹のハブはネズミの行動を凝視していたが，他の
１匹は執念深く横桟上によじ登り，ネズミを攻撃した。しかしながら遂に目的を達し得なかった。ここ
に注目すべきことはハブは体長の'/3以上の直壁をよじ登ることはできないが,壁や雨戸に横桟または斜
桟があれば，これを利用して高いところに登ることは困難でない。飼育室における観察によると横桟の
厚さ（幅）がハブの体幅の約2/3以上，桟相互の距離がハブの体長の約''2以下の範囲にあるならば,これ
を伝って天井裏への進入は容易である。桟上における行動は樹上における場合よりも更に緩慢で僅かな
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縦の波状運動が行われる。ついでネズミが地上部に逃避しないように金網戸を板戸にとり替え，２匹の

ハブを他に移し，残りの２匹のハブによる索餌行動の詳細な観察をした。２匹のハブの索餌行動は依然

として顕著である。ハブはネズミの居所を確認すると徐々に接近する。この場合の行動は極めて慎重で

頭部を地面に接して進行する。ネズミの前方およそ３０ｃｍの位置で両者対時する。対時所要時間およそ

４分間，ついで打咬態勢を整える。ここで注目すべきことは外敵に対する動作と餌物に対する動作とは

全く趣きを異にする点にある。即ち人に対する打咬動作は通常体の前部を後方に引きよせて急速に鎌首

をもちあげるものであるが，餌物に対する打咬動作は体の後部を前方に引きよせて徐々に蜷局を巻く，

この際頭部を高くあげることは殆んどない。ネズミは最早進退極ってハブの正面攻撃を受ける。咬傷を

受けたネズミは狂奔して逃避場所を求めるが，間もなく麻揮状を呈し，およそ３分にして死亡する。ハ

ブは外敵に対する興奮がたかまると尾部を振るが（外敵に対する動作参照)，餌物を攻撃する際に尾部

を振る動作は見られない。これはもっと多くの材料によって深く観察しなければ明確な判断はできない

が，恐らく尾部を振るのは１種の威嚇習性と思われる。

要するにハブは空腹時でも直射光線下では索餌行動をしない。ハブは横桟によって天井その他高い建

物に登鑿することが可能である。人に対する打咬と餌物に対する打咬はその態勢を整える際に趣きを異

にする。

飼育観察ＩＶ

Ｂ時および場所１９５９年９月２０日，第３飼育場

材斜ハブ４匹（内２匹は８日間絶食)。トカラハブ６匹（内５匹は１０日間絶食）（第59表参照)。

方法および結果ハブの棲息している飼育場の中に生きたマウス１０匹を投入し，ハブの夜間にお

ける索餌行動を観察した。その際電燈はハブおよびマウスの行動が確認できる程度に薄暗くし，ハブお

よびトカラハブの頭部には各白色物質で番号を付して見分けを容易ならしめ，且つ場内は日没後散水し
た。

棲息所から最初に出てきたものは８ハブで．その時刻は２０時15分である。ついで時間の経過ととも

に遂次出現したが，前日摂食した３匹（ハブ２，トカラハブ1）および脱皮前のハブ１匹は24時間を過

ぎても出現しない。絶食中のものはすべて索餌行動が顕著であり，６匹の中３匹は前半夜の中にマウス

を捕食している。索餌の方法は第２飼育室（屋内飼育場）の場合と異なるところがない。夜明の５時に

再び飼育場を窺ったところ，マウスを捕食した４匹は既に棲息所内にもどっているが，マウスを捕食し

ていない２匹（トカラハブ）は依然として索餌行動をしている。しかしながら日出後索餌行動をせず，

８時までには１匹は棲息所に帰着しているが，他の１匹は転石とくさむらの間に潜伏していた。

これを要するに満腹のハブは夜間でも殆んど行動しない。餌物を捕食すると遂次棲息所に帰着する

が、餌物を捕えることのできないものは長時間にわたって索餌行動を行う。白色の餌物は捕食されない

という俗説は無意味である。

２．野外における索餌行動Behavioroffoodsearchinginthefields

野外観察、

ハブは屡々樹上に見受けられる。殊に真夏になると山林,拝所,部落の林叢内では日中樹上に休息して

いることがあり，また索餌行動中のものもいる。ここに述べる索餌行動は数度の観察結果を総合したも

のである。一般に樹上における移動は，地上における場合に比較して緩慢であり，地上におけるような

顕著な蛇行は見られない。尾部は樹上を移動する場合に最も重要な役割をもっており，枝から枝への上

下の移動は殆んど尾部を枝に纏めて行う。枝から枝に移動する場合の可能な距離はおよそ体長の’/2で

ある。枝葉の間にからまっている時は見分けがつきにくいが，移動する際には枝葉が動くので注意すれ

ばその存在を知ることができる。舌を出没させながら時々枝葉を嗅いで前進する動作は地上における索

餌行動と異なるところがない。ハブがメジロZMe70pspcLJPcb70sqsubspその他の小鳥を好んで捕食



高艮鉄夫110

Ｆｉｇ．６０．Ｈａｂｕ（17.ｆ､βcwoDt7iCljs）ｏｎｔｈｅｔｒｅｅ

することは既に述べたが，小鳥類特にメジロがハブを発見すると特異の動作と鳴声を発し，友烏相呼応

してハブに対･する警報をする。従って小鳥の｢113声や動作に注意するとハブの存在を知ることができる。

３．飢餓に対するハブ属の抵抗性ResistanceofgenusT1､伽zBrcszlwostohunger

ハブが絶食に耐えることはよく知られていることであるが，これに関する詳細な報告はない。

飼育観察Ｖ

筆者が琉球産ハブ風の飢餓に対･する抵抗力を調査した結果は次表の通りである。

Table６１．ResistanceofHabu（ZT7iO1zc1･cszws）tohunger．

Totallength
（ｍ、）

Dateof

death
Longevity
indays

l45

１０８

１０４

１１２

１０１

９２

９３

９１

Dateof

capture
Speciesorsubsp Sex

Ｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｍａｌｅ

Ｍａｌｅ

Ｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

◆
■
Ｂ
Ｇ
０
０
白
日

ｒ
ｇ
ｇ
ｇ
（
ｕ
』
〕
ｇ
ｇ
域

ａ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｅ

Ｍ
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ｓ

９
９
９
９
９
９
９
９

５
５
５
５
５
５
５
５

７
，
７
７
Ｊ
，
ｙ
，

Ａｕ９．，５９

Dec、’５９

Nov・’５９

Ｄｅｑ’５９

Dec、’５９

Ｎ０Ｖ．’５９

Dec、’５９

Dec．，5９

Ｔ、cZO9q?zs

Ditto

r・Ｊｍｚ〉0DiO･iCZi8βcuuoUiri(Zts

Ditto

Ditto

T.ｆｔｏ〃qrcOzSzs

Ditto

Ditto

975

1025

1230

1150

1436

９２５

８１６

７９３

３
９
Ｊ
１
３
Ｊ
Ｊ
１

行
－
．
，
Ｕ
芦
尻
Ｕ
雪
Ｒ
ｕ
ｎ
Ｕ
１
上
イ
上
ｎ
ｏ

の
色
ｏ
色
１
上
●
１
上
Ｑ
Ｕ
の
、
、
。

ｊ
Ｊ
Ｊ
１
９
７
ｙ
Ｊ

Ｒ
Ｕ
》
Ｒ
ｕ
句
Ｉ
Ｒ
ｕ
（
ｘ
）
ｎ
Ｖ
イ
上
Ｒ
Ｕ

Ｔ
上

Ｏ
Ｂ

の
ベ
リ

前表は捕獲後水だけを自由に与え，食餌を全く与えず，飼育箱の中に入れて室内で観察したものであ

るが，何れも１００日内外の長期にわたって生存している。また孵化した幼蛇が最終摂食後水だけで２５１

日（１１月４日一翌年７月１２日）も生きている事例がある（繁殖参照)。トカラハブの幼蛇が孵化後全く

食餌をとらずに130日も生存していたことは永井（1928）の報告によって明らかにされている。飢餓に

対する抵抗力は温度および湿度と密接な関係があり，比I陵的低温で管理すると長期間生存することは推

察するに難くないが，５年間も絶食状態で生きていたという俗間の言辞は，前述の結果から容易に首肯
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できない。

第４節繁殖Propagation

交尾は春から夏にかけて棲息所またはその付近で行われる。交尾の方法は他の無毒蛇と同じように雌

雄が縄を綱ったようにもつれ合って行われる。マムシおよびヒメハブは卵胎生で，その他はすべて卵生

である。

１．ハブの繁殖PropagationofHabu（T・〃cuUM7伽ｓβcuU0州伽s）

１）産卵場所，時期および産卵数

野外で採集された卵は次の通りで，母蛇の未詳のものは採卵当時母蛇の所在が不明で捕獲できなかっ

たものである。

Table６２．Numberofeggsandplaceofovipositioninthefields．

Totallength
ofparent

snakes(ｍ、）

１５４５

Unknown

Unknown

l350

肋
吐
》
｜
ｍ
ｕ
６
６

Date

collection
Ｎｏ． NotesPlaceoviposition

Ａ
Ｂ
Ｏ
Ｄ

DatafromYashiro(1930）

Ｍｒ・T6yamaleg、
夕Ｌ

Ｍｒ・Oshiroleg．

Ｋ・Onagaleg．

●
●
●
●

（
）
二
）
ｇ
ｇ
杖

ｕ
ｕ
ｕ
ｅ

Ａ
Ａ
Ａ
Ｓ

０
タ
●
夕
●
夕
●
ク

ハ
曉
叩
）
【
ｖ
Ⅱ
。
『
０
０
－
（
叩
三
ｍ
）

『
口
０
－
（
ｕ
一
（
】 議灘二:：

９
３
６
８

２
５
５
５

，
，
，
，

前表によると野外における産卵場所は何れも石垣の中であることは特に注目すべきであり，しかもこ

れらの石垣は，樹木その他の地物によって被われたところにある。

飼育観察Ⅵ

野外で捕獲した母蛇を飼育し，その産卵状況を観察した結果は次の通りである。

Table６３．Ntlmberofeggsanddateofovipositioninthebreedingground．

ＶＩｎ【】9． ■￣Ⅱ
】Ｕ肘lL1q

DqDUHHIlID【Ｄ、【、Ⅱ￣｡【 ｉ【ＤＬｍ「

、【 Ⅱ巳■

i【ＤＬＵＩ￣．【

〕1ｔt【
ユピ･【Ⅱ

ＬⅡ

】凶■

前表によると木箱（50×40×25ｃｍ，下部に出入口と上部に蓋を有する）とセメント権（100×80ｃｍ，

下部に出入口と上部に蓋を有する）の中に産卵されており，これらの地物は日中における休息所として

設置したものである。他に産卵場所がないので利用したものと思う。

要するに，産卵場所は野外および飼育場における結果から考察すると，直射光線の入らないしかも温

度および湿度の日変化の少い石垣を最良の場所として利用するもののようである。

産卵時期は野外および飼育場における結果と９月中旬以降に捕獲されるハブの体内に殆んど卵を保有

していないことなどから考察すると，概ね８月上旬から９月上旬にわたるものと思われる。永井(1928）

の報告によれば，トカラハブの産卵期間は７月中旬頃から８月上旬となっており，両亜種間におよそ１

ケ月のずれがある。産卵数は個体により相異があり，概ね５－１５個の範囲内にある。産卵数と母蛇の体

長との関係は材料が少いので明確な判断ができない。
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Table 64. Measurements of eggs of T. flavoviridis ftavoviridis from the Okinawa Islands.

Groups No. Length (mm) Breadth (mm) Weight (gr) Notea
i

1 61 30 30.0 Correspond to no.
2 55 33 29.2 B in table 62
3 56 33 30.6
4 56 32 28.1
5 58 32 29.5
6 55 32 28.6
7 62 30 30.1

A 8 52 33 17.1
9 51 33 27.0

10 49 32 24.8
11 62 32 34.2
12 61 32 33.7
13 56 32 30.0
14 52 32 25.8

Average 54 32 28.5

1 53 30 22.8 Correspond to no.
2 50 30 21.7 A in table 63
3 52 30 22.5

B 4 54 30 23.6
5 54 30 24.0

Average 53 30 22.9

1 50 28 22.2 Correspond to no.
2 54 26 22.0 B in table 63
3 51 26 21.5

*4 47 27 21.0
*5 48 27 21.0

C *6 46 26 20.0
*7 55 24 19.5
*8 53 21 15.5
*9 46 18 10.2

*10 50 18 10.0
Average 50 24 18.3

1 56 30 26.2 Correspond to no.
2 58 30 26.9 C in table 62
3 53 29 23.0

D 4 55 30 25.0
5 57 30 26.4
6 54 30 . 23.8

Average 56 30 25.2
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」）産卵の方法

飼育観察ｖ、

飼育場における観察によると産卵は概ね15-20分置きに行われ,産卵開始時刻は個体によって相異し，

日中の場合（飼育観察ＶＩのＡ，１１時開始）もあり，また夜間の場合もある（飼育観察ＶIのＢ，開
始時刻は明かでないが20時以降であることには相異ない)。野外で採集された卯は殆んど卯塊をなして
いるが，飼育場における場合は全く膠着せず，・個々に産下されている。これは産卵場所の広狭と産卵時

における母蛇の体の位溌に関係しているものと考えられる。産卵中は人が接近しても，また脅威を与え

ても容易にその場を去らない。普通の場合に比較して興奮し易い状態にあり，日中は主として産卵場所
にいるが，夜間になると索餌行動のため産卵場所を離れるものがある。屋代（1930）によると卵を保護

する旨述べられており，同じ産卵場所に雌雄１対の親ハブが見られることもある。卯を保護することは

2,3の観察例によると事実であるが，如何程の期間保謎するかは明かでない。
３）卯の形態および色彩

卵は楕円形または長楕円形を呈し，白色で光沢がない。表面に白色結晶状の星形小紋があり，その数
は一定していない。即ち同じ母蛇の産卵したものでも１－数個またはそれ以上に達し，全くこれを欠く
ものもある。沖縄群島産ハブの卵の測定結果は前頁（第６４表）の通りである。

前表の中Ａ群とＤ群は野外で採集されたものであり，Ｂ群と０群は飼育室で産卵したものである。Ｂ
群の母蛇は捕獲後６日目に産卵し２カ月後に死亡，０群の母蛇は捕漉後２６日目に産卵を開始したが途
中で死亡した。従って10個の中７個（4-10）は死亡直後解剖して取り出したものである。
卯の長さは概ね50-60ｍｍ，１幅３０ｍｍ内外で重さはおよそ20-30pr、の範開にあり．同l堰1:,|鱗から産直さはおよそ20-309r、の範囲にあり，同じ日:蛇から産

下された卵の形，重さなどは互によく似ている。これ

は永井(1928)が報告したトカラハブＺ./､ito〃q7eOZSiS

に類似する。ここで注目すべきことは野外で採集した

卵と飼育室で産下された卵の形態に相異があり，両者

を比鮫すると卵の長さにおいては，それ程著しい相異

はないが，卵の|府および重さは野外におけるものより

もはるかに劣っている。しかも母蛇の飼育期間の長い

程，結果において良くない。食餌は生きたマウスを自

由に捕食できるようにしたが，産卵に至る間殆んど摂

食していないので，栄養と関係していることは推察す

るに難くない。

'

解に丑U'９

中

鑓
．
．
．
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団
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騨

駕
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灘
輔
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蕊
灘
鰯
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灯
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断
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.\…
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、

Ｆｉｇ．６１． ＡｅｇｇｏｆＺ、JZcLTwi7i〔Zt8 ・食していないので，栄養と関係していJ
JZqUoUi9･＃〔Zts，

るに難くない。

トカラハブとの卯を比較すると次の通りである（第65表)。

Table６５．OomparisonofeggsoftwosubspecieｓｏｆＴ．./ZqD0Ui7tcZis．

近縁亜種の

No.ｏｆｌＬｅｎｇｔｈ（m、）｜Breadth（m､）Ｗeight（gr）
Subspecies spec1-

mensHxtremeslAverageHxtremeslAverageHxtremesAverage

Z7.池uoUd7tcljsβqＵ０ｕｔｒｋｌｉｓｌ２５４９－６２１５４．０29-33131.021.7-34.2126.6

11.βα,DOD'７t〔Ｚｉ８ｔｏﾙα１℃１０sis＊’４８１２８－６４４６．３２０－２５１２２．３１Ｌ5-20.0115.1

Note：器ＤａｔａｆｒｏｍＫＮａｇａｉ（1928)．

前表によると両亜種間には卯長はそれ程の相異を認めないが，卯llEiおよび重さに著しい相異が見られ

る。

４）孵化（ｐＬＸＩＸ参照）
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産下直後の卵を解剖してみると，胚子は既に6-8ｃｍに発育している。屋代（1930）はこれを否定し

ているが，同氏の取扱ったものは未授精卵であろう。孵化前日になると卵内における幼蛇の動きによっ

て卵殻が外方に押しあげられるので，孵化の間近いことが察せられる。ここに述べる孵化は孵化数日前

に野外から採集した卵（第62表のＤ群に該当する）で，当時測定した結果は次の通りである。

Table６６．Measurementsofeggs．

No.lTotallength（ｍ、） Ｗeight（gr） Ｎｏｔｅ
’

１
２
３
４
５

６
６
７
５
７

５
５
５
５
５

Correspondtono・Ｄｉｎｔａｂｌｅ６２

８
５
０
５
８

●
●
●
●
●

８
８
１
０
０

１
１
２
２
２

前表によると平均重量:（259r）より著しく劣っているが，これは乾燥によるものと思われる。

飼育観察ＶｎＩ

前記の卵を湿った砂を敷いた大形シャレーの中に入れ，室内で管理した。９月７日孵化の徴候があり，

その中１個(No.５）を解剖して卵内における幼蛇の動作を観察したが，切解後間もなく卵殼から抜け出

たので，目的を達することができなかった。幼蛇はヘソ部からの出血多く脱出後35分にして死亡した。

９月８日１６時２個の卵（No.３および４）の表面に僅かな亀裂を生じ，卵内における幼蛇の動きが顕

著になる。亀裂は卵の上面に概ね縦にできる。その数は通常1-3本のようであるが，ハブ捕人によると

数本の場合もあるという。亀裂は時間の経過とともに大きくなり，翌９日９時には20-25ｍｍの長さに

達した。幼蛇は屡々裂開部から吻端を出して外気を吸うが，時間の経過に伴って頭部を出したり，引き

こめたりする。ついで徐々に卵殼から脱し，同日１３時には２匹とも完全に脱出した。卵の表面に亀裂

ができてから完全に脱出するまでおよそ２２時間を要している。卵殼外に出た幼蛇は人が接近すると直

ちに対敵行動をとる。孵化直後の幼蛇は色彩,斑紋が著しく鮮明である他は成蛇と異なるところがない。

残余の２個（No.１および２）は未孵化のため９月１０日解剖に付した。その結果卵内の幼蛇は卵内容物

とともに乾化膠着しており，幼蛇は数日前に死亡したものと判定された。未孵化の卵内における幼蛇の

状況より推察すると産卵場所の乾湿の程度は，その孵化率と密接な関係があるものと思われる。

５）幼蛇の形態

孵化または解剖によって取り出した幼蛇の測定結果は次の通りである。

Table６７．MeasurementsofthedevelopmentalｓｔａｇｅｏｆＴ.〃ｃｕＵＭｒ伽ｓβｑＤｏＵ伽｡is．

N･Inwml劉嚇

議蕊
Scale
rows

Ven-

trals

sub‐

CaudalS

「
■
Ｉ

１
２
３
４
５

390

395

417

405

410

９
０
１
８
６

６
７
８
６
７

221

８
４
６
０

７
８
８
８

223

224

221

225 8７

前表の中２匹（Ｎｏ．１および２）は正常の孵化をしていないので，幼蛇の平均値を明らかにすること

は困難であるが，３匹（No.3-5）の幼蛇の体長から推察すると何れも400ｍｍ以上に達し，しかも同一

母体の卵から生れた幼蛇の体長の変異は比較的少ない。産下された当時の卵の重さは不明で且つ孵化当

時の幼蛇の重さも未測定なので，幼蛇の体重と卵の重さ，または体長と卵の重さの相関関係を求めるこ
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とができない。同じ母体の卵から孵化した幼蛇の腹板，尾下板数などの変異は極めて少ない。

ヘビの雌雄の比は理論的には１対１でなければならないが若しも採集者によって解剖に付された１卵

が雌であったならば，これと一致するが,解剖に付された幼蛇の性は明らかでない。かって筆者は１９５９

年８月２９日から９月６日に至る間，宝島において２７匹のリウキウアオヘビOPheoCZ7"ssc1Mccu7WMutcu

を採集したが，雄と雌の比は４対１以上の高率で，雄がはるかに多い。しかしながら同期間において採

集されたトカラハブの雄と雌の比は概ね１対１である（雄10,雌11)。

要するに沖縄群島におけるハブの産卵および孵化は前述の結果からみると，ハブの産卵は年１回で，

産卵数はおよそ5-15個，産卵期間は８月－９月，産卵場所は主として石垣である。１卵塊における変異

は少なく，またそれから孵化した幼蛇の体長，腹板，尾下板の変異も比較的少ない。なお色彩，斑紋の

変異については今後多くの観察を必要とする。卵期間は概ね１ケ月で，孵化率は外囲の気象条件特に産

卵場所の湿度と深い関係があるように思われる。

６）幼蛇の成長

飼育観察ＩＸ

孵化した幼蛇は２匹とも同一飼育箱（60×50×40ｃｍ）に収容し，研究室内で管理した。即ち水はシャ

ーレに入れて自由に飲めるようにし，食餌はネズミＭ畑ｓｐ.，トカゲＥＣ(mccessp.，スベトカゲLeiOZO‐

pismMcUte7qleの生きた幼生を用い，３日置きに投与した。幼蛇の摂食状況は次の通りである。

Table６８．ＤａｔｅｏｆｆｅｅｄｉｎｇｏｆｙｏｕｎｇｓｎａｋｅｏｆＴ..ｆ〃αDOD帆cljs．

|廠差二ＭmH｢l憐
’

Ｎｏ． １

百－'27,SeptM
４１２９，SeptM

４，Nov、’５８

ｎｏｔｔａｋｅ

前表によると摂食は両者とも第１回脱皮後１０日内外で行われており，第１回の脱皮が済むまで摂食

しないことは，深田（1953）が報告したヤマカガシＺＶｔＬ刎勿ｔｆｇｒｍｑ鞠ｒｍｃｕに類似する。食餌は３種

の食餌動物中両者ともネズミの幼生を好んで捕食し，トカゲ，スベトカゲの幼生を捕食しようとする動

作は殆んど見られない。１匹（No.３）は爾後およそ1-2週間置きに摂食しているが，他の１匹（No.４）

は第２回摂食後そのまま冬眠に入っている。両者とも冬眠から覚めた翌春以降全く摂食せず夏季に相前

後して蝿死した。その中の１匹(No.３)は活動期間の４月からおよそ３ケ月半も絶食のままで生きてい

ることは注目に価する。ハブの幼蛇は水と空気で生きるという俗説は,孵化した幼蛇は直ちに摂食せず，

孵化約３週間後に捕食の見られることや，絶食状態で長く生存していることに由来するものであろう。

幼蛇の脱皮状況は次の通りである。

Table６９．ＥｃｄｙｓｉｓｏｆｙｏｕｎｇｓｎａｋｅｏｆＴ.’βｃＤＭＷ伽８

Ｎｏ． ｜DateofhatchinglFirstecdysislSecondecdysislDateofdeath

18,Sept、’58

19,Sept、’5８

25,Mar、’59

17,Ｍａｙ’5９

12,Ｊｕｌｙ’59

10,Ｊｕｎｅ’5９

８，Sept・’５８

８，Sept・’5８

３
４

前表によると第１回の脱皮は両者とも孵化後１０日内外に行われ，第２回の脱皮は翌春に行われてい

るが，両蛇の間には約１ケ月半のずれがある。これは恐らく冬眠期前の栄養に関係しているものであろ

う。両蛇とも夏季に死亡したので，爾後の脱皮を観察することはできなかったが，成蛇では通常４週間

内外で次回の脱皮を行う。

脱皮の方法は他の蛇類と異なるところがない。脱皮後の幼蛇の体表を測定した結果は次の通りであ

る。
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Table７０．ＧｒｏｗｔｈｏｆｙｏｕｎｇｓｎａｋｅｓｏｆＴ.〃ｑＤ０Ｕｉ７伽ｓβαＤＭγ伽8．

１ ２ ３
Ｎｏ．

Length
(ｍ、）

Length
(ｍ、）

Ｄate Length
(ｍ、）

Ｄate Ｄate

’’３４ 19,Sept・’58

20,Sept・’5８

433

420

28,Mar・’59

20,Ｍａｙ’5９

560 12,Ｊｕｌｙ’59

10,Ｊｕｎｅ’5９

680

590549

前表によると幼蛇の成長は脱皮回数を重ねるにつれて著しく増大していることは明らかであるが，中
途で死亡したので，これらの成長率を考察することは困難である。しかしながら孵化時の幼蛇の体長と
その後の成長状況から推察すると，産卵の可能な成蛇になるまでには孵化後概ね４年を必要とするであ
ろう。

要するに幼ハブの飼育管理は困難と危険を伴うので詳細な観察はできなかったが，少なくとも次のこ
とは明かである。即ち第１回の脱皮は孵化後１０日内外に行われ，食餌は第１回脱皮後でなければ摂ら
ない。幼蛇の中にはその活動期間において全く摂食せず，飲水のみによって３ケ月半も生存可能のもの
がある。

２．ヒメハプの繁殖PropagationofHime~habu（T､ｏ〃伽αDC"8ｉｓ）
１）出産場所，時期および産児数

本種はハブに比較して野外で目撃される個体数が少なく，特に繁殖に関する野外観察は極めて稀であ
る。ハブ捕人によると出産は主として山麓の岩窟内で行われ，産下された幼蛇は２－３日で分散移動する
ことが知られている。筆者はかって野外でその実態を観察したことはないが，自ら採集した母蛇と寄贈
された標本にもとずいて次の結果を得た。

Table７１．NumberofyoungsnakesproducedbyT、０〃伽cLUe"8is．

〕ａｔｅの

Jun

」ｕｕＫｇ巴【

ｎｌＨＲｆ

前表によると産児数は５－１６匹で，これはハブ捕人の知見と一致する。ＡはＢに比較して,その産児数
は後者の’/3にも達していない。即ち母蛇の体長の長大な程多くの仔を産んでいる。しかしながら母蛇
の体長と産児数との関係は，これらの少数例では考察するに困難である。出産時期は両者とも８月にな
っているが（但しＡは採集された翌日出産しているので採集時の刺激が影響しているかも知れない)，９
月下旬以降に採集された母蛇の体内に幼蛇の認められないことと，ハブ捕人の知見とを総合するとおよ
そ８月上旬から９月上旬にわたるものと考えられる。
２）出産の状況

飼育観察Ｘ

出産当初から観察することはできなかったが，途中からの観察によると出産はおよそ10-15分置きに
行われ，卵のうに完全に包まれて産下されるものと，卵のうが既に裂開して産下されるものがある。前
者は幼蛇の動きによって破壊せられ，徐々に脱出する。先に産下された２匹は他のハブによって既に圧
死されていたので，後に生れた３匹は飼育箱に収容して保護したが３匹とも３－４日後に死亡した。その
死因については明らかでないが，出産後短日の間に死亡した結果から考察すると異常出産か，あるいは
管理が不適当なことによるものかも知れない（28-32°Ｃ)。
３）幼蛇の形態，色彩，斑紋
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前述のＡの産下した幼蛇を測定した結果は次の通りである。
Ｓ

Ｔａｂｌｅ７２、MeasurementsofyoungsnakesofT．ｏﾙ伽ａ１ｗＭｓ．

lilDrii
N･m･嚇菖`1翻嚇

TＮｌｉｌ

Sｃａｌｅ
ｒｏｗｓ

Ｎｏｔｅ

Correspondtono・Ａｏｎｔａｂｌｅ

７１

３
３
３
３
３

２
２
２
２
２

幼蛇は成蛇と同じように動作は極めて鈍重であるが，対敵行動をとることにおいてはハブの幼蛇と異

なるところがない。

要するに沖縄群島におけるヒメハブの繁殖は年１回で，産児数は5-16匹，出産時期は８月上旬－９月

上旬，出産場所は主として山麓の岩窟で，同一母蛇から生れた幼蛇の変異は比較的少ない。幼蛇を保護

するか否かについては明らかでない。

３．繁殖と食餌との関係Relationofpreytopropagation

沖縄島では1949-1951年にかけてハブの出没が著しく，古老はこれを評して数十年ぶりの異変である

と称した。而して咬傷者が多くなるにつれて住民の恐怖がたかまり，農林業の復興に著しい悪影響をお

よぼした。筆者（1954）はその起因について沖縄島におけるネズミの増殖ならびに駆除と関係のあるこ

とを報告した。このような時期においてネズミの棲息していない水無島では全然前述の現象を見ていな

い。同島のハブは常時トカゲ，アオカナヘピ，ヤモリを食しており，時たま渡り鳥を捕食するに過ぎな

い。奥端島（久米島の属島で，ネズミが棲息している）では沖縄島と同じ頃にほぼ同じような現象を見

ている。同島では戦時（1943年頃）中から戦後（1947年頃）までネズミの駆除は殆んど行われて居ら

ずその間においてネズミは著しく増殖している。ついで１９４８年頃からネズミの駆除が行われているの

で，沖縄島における場合とほぼ同じような現象が起きたものと考えられる。奥端島の地形，地物は水無

島のそれに類似しており，ネズミの有無によって正反対の現象が見られたことは極めて興味深い。

小宝島（トカラ列島）は元来ネズミの棲息していないところであるが，今日見られるネズミは戦時中

(1944年）同島沿岸で難破した船から侵入したものである（同島区長岩下氏談)。ネズミが棲息していな

かった時代はトカラハブによる咬傷も極く稀であり，また山野で目撃される頻度も少ないものであった

が，ネズミの侵入以来，トカラハブの出没が著しく，しかも大形のものが多く目につき，部落は勿論，

屋内にまで侵入する機会が多くなっている。同島におけるトカラハブは，ネズミの侵入しない以前は常

時トカゲ，アオカナヘピ，ヤモリなどを食し，時たま渡り鳥を捕食していたようであり，これは水無島

におけるハブの食性に類似する。

要するにハブ属の最も好むものはネズミであり，その繁殖がネズミと密接な関係のあることは事実で

ある。しかしながらネズミだけで飼育した場合と爬虫類だけで飼育した場合，その増殖率に如何程の相

異があるかは，今日までの資料では明らかにすることができない。既に述べたようにハブは飢餓にあっ

ても直射光線下では行動せず，また満腹の状態にあるものは夜間と錐も殆んど活動しない。餌物が容易

に得られない場合は長期間にわたって活動する。従ってハブの出没はネズミの増殖または駆除と密接な

関係があり，ひいては人畜の咬傷にも影響する。換言するとネズミの駆除によってハブの索餌行動地域

や時間の範囲が広くなり,人に接する機会が多くなる。従ってネズミが著しく増殖した後の一斉駆除は，

同時にハブの駆除も併行して実施されねばならない。
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第５節活動期間と日適期的活動Activeperiodanddiurnalactivity

蛇類の活動が気候，特に温度によって左右されることは，ここに述べるまでもないことであり，ハブ
属もまたその例外ではあり得ない。

１．気温と活動との関係Relationofairtemperaturetoactivity
実験観察Ｉ

温度に対するハブの反応を知るため，次の予備実験を試みた。

１）第２飼育室（屋内飼育場）に設けられたハブの棲息所（60×50×20ｃｍ､木箱）上に，氷を詰めた

ガラス槽を載せ，棲息所内におけるハブの行動を観察した（当初の温度25.4°Ｃ)，その結果温度の低下

に伴って遂次棲息所（19°Ｃ-18°Ｃ）を脱出し，室の片隅に設置した他の棲息所に逃避した。本実験に用

いたハブは旱２匹，Ｓ２匹(第59表参照）で，その中１匹（早）は動作が顕著でないが，これは脱皮前
のものである。

２）冬眠中（室温13°Ｃ）のハブの棲息所(前者に同じ）の上部および側面を電気コンロで温め，棲息

所内の温度の上昇に伴なう行動を観察した。その結果19-20°Ｃで冬眠から覚め，23.2°Ｃで索餌行動を

とることを知った。本実験に用いたハブは旱２匹，８２匹で，その行動は４匹と屯殆んど異なるところ
がない。

要するにハブの活動は温度によって左右されることは明らかであり，野外飼育場における観察結果

(個体により多少の相異はあるが，およそ23-24°Ｃで冬眠から覚める）と第２飼育室における予備実験

の結果および琉球における気温を併せて考察すると，ハブの活動は概ね４月上旬にはじまり，１１月中旬

頃に冬眠する。しかしながらその行動は温度によって支配されるから，仮令冬眠中でも気温が上昇する

と活動するので，暖冬の年は特に注意すべきである。次に述べる気温表は最高平均および最高の極を示

したもので，冬期でもハブの活動の可能な日のあることを物語っている。

Table７３．MeanmaximumtemperatureofAmami，Okinawaandthelshigaki
lsland（｡O)．（Yearsofobservation：Amami-6shimal897-1955，
Okinawa1891-1940,Ishigakilslandl897-1956)．

洲lil童iiilyJfIVFil?IF
lMlDec」YearMonth

|鑿瀬
Amami

Okinawa

lshigaki

Table７４．MaximumtemperatureofAmami-6shima，Okinawa

andthelshigakilsland（｡C)．

ＪａｎＦｅｂＭａｒＡｐｒＭａｙＪｕｎｅＪｕｌｙＡｕｇＳｅｐｔＯｃｔＮｏｖＤｅｃ

２６４２７７２９１３２１３３７３５５３６５３６０３４４３２７３１０２７６

２６４２７１２７７３０６３２５３４３３５５３４９３３７３３０３１６２８０

２７８２９１２９４３２９３３７３４０３５３３４８３５４３３２３０９２９０

Month

Amami

Okinawa

lshigaki

２．地表温度と活動との関係Relationofearthsurfacetemperaturetoactivity

実験観察、

地表温度に対するハブの反応を知るため次の予備実験を行った。

気温34.5°Ｃの時に草木の全く生えていない露地（37.3°Ｃ）にハブを放すと，僅か２分内外で逃避行

動が見られるが，これを同じ気温のもとに短く刈り取った芝生の上（35.2°Ｃ）に放すと４分後に逃避行
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動が見られた。本実験に用いた材料は旱３匹，８１匹(第59表参照）で何れもその行動は異なるところ

がない。ついで位置を変え各３回にわたって同じ実験を試みた結果は，時間と温度に多少のずれはある

が，要するに同じ気温であるならば地表温度によって，その行動が左右されることは明らかである。次
の表は奄美大島，沖縄島および石垣島における平均地表温度および平均最高極を示したものである（第

75-76表)。

Table７５．meanearthsurfacetemperatureofAmami，Okinawaand

thelshigakilsland（Yearsofobs.：Ａｍａｍｉ1897-1955,
0kinawal925-1939,Ishigakil920-1956)．

)〔＆nｔ－ｌ（］

)Ｏ’２８－１１２３．８１１８８１２０．６１２４°Ｃ

8．３１３０．８１３０．２１２８８１２１．８

Ｂｌ５ｕ６丁gｌｋｌｌｌＨ

Table７６．ＭeanmaximumofearthsurfacetemperatureofOkinawaandthelshigaki

lsland（Yearsofobs.：Okinawal900-1957，Ishigakil920-1956)． 竺
揺
‐

伽一Ｍ川
Ⅲ｜川川
伽一加川

一幽鯏蝋蟻満鰯糒
!1

前表によると何れも７月および８月に最高を示しており，前述の予備実験と本表に基いて考察すると

真夏の地表温度は，ハブ属の活動にある程度の制限因子として作用するものと,思われる。

３．直射光線と暑熱に対する抵抗性ResistancetotemperatureandsunShine、

ハブは仮令空腹でも直射光線下で活動しないことは既に述べた（食性および索餌行動参照)。而して

真夏の気温および地表温度が，その活動と密接な関係のあることも前述した通りである。ここに直射光

線と暑熱に対する抵抗性を知るため次の予備実験を試みた。

実験観察、

曰時および場所1959年８月23-24日，13-15時，草木の全くない広場。

材料次表の通りで何れも給食後3-5日を経過したもの。

方法群別に広場の中に放し，直射光線のもとに，限定された区域（５平方ｍ）内で行動せしめ，

死亡に要した時間を測定した。

Table７７．ResistanceofRyukyuansnakestotemperature．

i率|壁認|率Lj鍵iii畠|蝋Speciesorsubsp．Groups

M…畝1M……■鷺｜：：Ditto

言j蓬鰍州欝|:；

８
５
２
０
１
１

９
９
９

７
７
７

２
２
２

４
４
４

△|芸二鰍鮒M,
￣’

|lｉＪｌｉｌ１
－－－□△－－￣

`匡職裏…伽T篭|;！
前表によるとハブは気温３７°Ｃ，地表温度４２°Ｃの直射光線下では，僅か８分で死亡しており，温度
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の上昇に伴って短時間で死亡している。幼蛇は成蛇よりも弱いようであるが，資料が少ないので明確な

ことは述べられない。無毒蛇はハブ属に比較して多少抵抗性が強いように`思われるが，時間的に多少の

相違があるだけで，やはり直射光線と暑熱に対しては弱いことが窺われる。

要するにハブ属は直射光線と暑熱に対して弱く，気温と地表温度の上昇に伴って，その反応は顕著で

ある。耕地における日中活動は雨天（または早朝，夕刻）に限られ，山地では日中活動も見られるが，

これは主として直射光線と温度（気温，地表温度）に関係していることは推察するに難くない。次表は

奄美大島，沖縄島および石垣島における最高気温の日数を示したものである。

Table７８．Ｎｕｍｂｅｒofdaysofmaximumtemperature（≧30.0°Ｃ）ｏｆAmami，Okinawa
andthelshigakilsland（Yearsofobservation：Amamil897-1957，Okinawa
1952-1959,Ishigakilslandl897-1956)．

３，t．’（］ 〕Ｐ

、’（］

Ｏ’Ｏ’０

｢’

し 0．６１６．８ 、’２０

前表によると７月および８月は最高を示し，３０°Ｃの日数がおよそ１ケ月も続いている。これは前に

述べた最高気温，地表温度と一連の関係があり，夏季におけるハブの活動を制限する－要因となってい
るものと思われる。

ハブの活動が単に直射光線だけによって左右されるものであるならば，初夏，盛夏の別なく日没後直

ちに行動すべきであるが，野外飼育場における観察によると，盛夏の候は日没後2-3時間経過しなけれ

ば活動しない。また日没後飼育場内に散水すると然らざる場合よりも比較的早く行動することや，日中

ハブの体に噴霧機で散水すると活力のできることなど，これは明らかに温度特に地表温度に影響しての
ものと,思われる。

４．野外におけるハブ属の日中活動ActivityofgenusZWmeresou7zMnthefieldsandinthedaytime、
野外観察、

サキシマハブについて日中の活動を目撃した状況は次頁（第79表）の通りである。

同表によると山地は全目撃数のおよそ７７％を占め，農耕地は僅かに23％で，前者の'/3にも達しな

い。しかも農耕地における場合は早朝か雨天に限られており，晴天時における活動は全く見られない。

樹上で見受けられるのは殆んど晴天で，しかも８月に多い。活動時刻と性とは関係がない。沖縄群島の

ハブについては充分な資料がなく確かなことは述べられないが，筆者の目撃した範囲ではおよそサキシ

マハブに類似した傾向を有する。

筆者は１９５９年８月－９月にかけて約１０日間宝島および小宝島（トカラ列島）に滞在し，トカラハブ

の活動状況を調査した。宝島は山麓に沿うて１周道路があり，しかもそれは約４時間で１周できる。ま

た山道の多くは樹木で被われているので，トカラハプの野外活動を調査するのに都合が良い。毎日時間

と経路を変え，１日２－３回巡視したが，その間における日中の目撃は僅かに数件に過ぎない。即ち同期

間における採集数２８匹，その中日中活動していたものは５匹で，しかも６－８時の間に樹木で著しく被

われた路上で目撃されている。残余の２３匹は部落の有志の協力の下に，同じ山道において夜間採集さ

れたものである。当時宝島では日照りが続いており，トカラハブは日中谷間の岩窟に，奥深く休息して

いることがわかった。

要するに山地は日中でも夜間でもハブ属の活動の中心であり，農耕地における日中の活動は雨天，早

朝または夕刻である。

正木（1939）は1934-36年にわたってサキシマハブの捕獲数を調査し，７月および８月に多く，９月
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Table79・EnvironmentwheretheT・山gα"ｓｉｓｆｏｕｎｄｉｎｔｈｅｄａｙｔｉｍｅ．

121

Total

length
(ｍ、）

Localities Ｄate SexlTimelEnvironment lWeather Notes

lshigaki-jima

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

lriomote-jima

lshigaki-jima

Ditto

Ditto

lriomote-jima

Ditto

lshigaki-jima

Ditto

lriomote-jima

Ａｕｇ・’３５

Ｄｉｔｔｏ

Ａｕｇ・’３７

Ditto

Ditto

Apr・’４５

July’４５

Ditto

Nov、’４６

June’４７

July'４７

Ａｕｇ・’４８

Sept・’４８

Mar．,４９

Apr、’４９

Ａｕｇ・’５２

Ditto

Ditto

Ditto

Aug・’５６

Nov、’５７

Ａｕｇ・’5８

３３８

７１６

６１７

６１９

８１５

*1000

７１５

＊600

＊700

６７５

８３２

７３０

４９５

＊500

５６７

＊500

４７０

１０６５

＊800

６７３

７００

＊700

Ｆｅｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｍａｌｅ

？
●

Ｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

Ｍａｌｅ

Ｆｅｍａｌｅ

７
●

Ｍａｌｅ

，
●

Ｍａｌｅ？

Ｆｅｍａｌｅ

？
●

Female

male

Male？

’
一
｜
’
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

７
０
８
１
９
０
６
７
０
８
２
６
５
０
７
１
２
９
３
６
７
０

１
１
１

１
１
１
１

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

Sweetpotatofield

Mt・Banna

Mt・Maishi

Mt・Omoto

Sugar-canefield

Mt・Sakieda

Sweetpotatofield

Mt・Ｋａｒａ

Ｍｔ・Ｂａｖｍａ

Ｍｔ・Banna

Mt・Omoto

Sweetpotatofield

Mt・Takeda

Wood

Paddyfieldinpiedmont

Mt・Omoto

Wood

Ohara，Ｗｏｏｄ

Ｍｔ、Komi

Kabira，Wood

Mt6Banna

Ohara，Forest

Rainy

Fine

Fine

Rainy

Rainy

Fine

Rainy

Fine

Rainy

Fine

Fine

Fine

C1oudy

C1oudy

C1oudy

Rainy

Rainy

Cloudy

Fine

C1oudy

Fine

Fine

ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ

ｔ
ｅ
ｅ
肋
肋
肋
地
価
肋
地
ｅ
ｔ
ｅ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｅ
沈
航
》

ｈ
ｈ
ｈ

亜
舵
伽
亜
函
亜
函
趣
函
函
伽
亜
舵
麺
函
趣
麺
亜
加
田
ｅ
ｔ

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

Note：器Showingtheroughlengthofthebody・

に概して少<，１０月に多くなっていることを報告している。１０月には孵化した幼蛇も目撃されるので，

個体数は当然ふえているであろうが，前述の資料は自ら採集されたものではなく，ハブ捕人による捕獲

物である。しかもハブ捕人の技能には個人的に相異があり，時間的には夜間活動中のものを捕獲する者

と，日中の棲息所を捜索して捕獲する者とがあるので，単に捕獲数だけで，その活動期間や日週期的活

動を考察することは困難である。

第６節外敵に対する動作Reactionforthenaturalenemies

野外観察Ⅳ

筆者が野外で長期間（1952-59）にわたって観察した結果を総合すると次の通りである。

琉球列島におけるハブ属Ｔγ伽e7esw･"ｓはヒメハブＴ､０〃mqDe"sｉｓを除く他は山地でも平地でも見

られるが，特に山麓はその活動の中心地であり，日中行動の多くは山地において観察される。野外にお

ける行動中に人の接近を感ずると無毒蛇は一般にその場から逃避するが，ハブ属のものは一応警戒をす

るだけで，殆んどその行動をかえることがない。ヘビの進行方向に直面しておよそ１ｍの距離に人が接

近すると無毒蛇は特別の場合を除く他は速かに方向変換をするが，ハブ属のものは直ちに対敵行動をと

る。アカマタＤ、Sc伽ｃｑ７伽(ｕｍｍ,およびサキシマスジオＥ､ｔ、Scﾉb伽CUCﾙＣｒｉの大形のものはハブ属と

同じような行動をとることもあるが，その動,作はハブ属程顕著ではない。ハブ属はその体に触れると直

●
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r二J

ちに打咬動作をするが，強く触れる程興奮が著しい。対敵行動の第１段階は鎌首を軽くあげて警戒をす

ることであり，第２段階は蜷局を巻き，第３段階は灯咳することにある。しかしながらこれらの段階は

必ずしも明確でないこともある。対･敵行動は毒蛇，無〃蛇の類似した動作であるが，ハブ属は無毒蛇よ

りも顕著である。また同じハブ属のにＩ｡でもハブは最も敏速で，その形相も特異であるが，ヒメハブはこ

れに反して最も鈍重で形相もそれ程顕著でなく，サキシマハブは両者の中間に属する。従って野外活動

に'二'に，その種類を確認し１１)ない場合でもおよそその行動によってハブ属か，他の無,刷尼であるかは概ね

判|折できる。ハブが野外において突然外敵の脅威を受けると直ちに第２段階または第３段階の動作をと

蝋辮

ｴ

､。

Fig.６２．ＡｐｏｓｔｕｒｅｏｆａｔｔａｃｋｏｆＨａｂｕ（ZT､fjIcuuoDj7icZi8）

沖山

．。：噴・｛．》．．》蝿《．蕊・

議蕊蕊Ｌ医一・

蕊〆？

巴■

ﾛｷﾞぞ

己二二二泊罵詞

観翰御匹汀芋寮ｑ

錘衝議k為鑑鰯鍵蕊鑿零已必]

樹鏡騒
辞み

蕊鐵議罎議
巴倶一一鰍

鍵』瀞 輪－曲

◆

Fig.６３．ＡｐｏｓｔｕｒｅｏｆａｔｔａｃｋｏｆＨａｂｕ（T､/､βα⑩ODC９．t“s）
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ることが多い。従ってこのような態勢にある際に，これに接近すると不幸にして，その咬傷を受けるこ

とになる。このような事例は下草の繁茂している山地に多い。しかしながら仮令第２段階の態勢にあっ

ても，これに接近しなければ，ハブは徐々にその場を去って行くのが常道である。かってハブに追われ

たという者もいるが，筆者の野外における体験，飼育場における観察結果からみると，それは何かの錯

覚としか考えられない。サキシマスジオの大形のものでは著しく興奮すると逆襲することもあるが，ハ

ブ属でこのような行動をみたことは全くない。人に対する打咬と餌物に対する攻撃とはその態勢を整え

る場合の動作において趣きを異にする（食性および索餌行動参照)。

要するにハブは人に対して直接攻撃性を有するものではなく，その咬傷は１種の防御手段としての行

動に過ぎないことは推察するに難くない。

ハブ咬傷の軽重は毒液の量に左右されることはここに述べるまでもないことであるが，ハブが蜷局を

巻いている時は然らざる時よりも弾発力が大きいので，強く打咬される。従ってこのような場合は多量

の毒液が注入されるので，極めて危険である。蜷局を巻いている時のとびつく距離は，個体により，ま

た季節によって異なるが,初夏の候において体長の概ね2/3に達する。外敵に対する興奮がたかまると頻

りに尾部を振り咽頭部をふくらませ，とびつく瞬時に噴気音を発する。この現象は特に大形のもの程顕

著である。

第７節ハブ属による咬傷発生の分析

Illustrationofinjuriesbygenus励伽crcsw･"ｓ

ハブ属による人畜の咬傷は，それに接創(することによってはじめて起るものであるが，人に対して直

接攻撃性をもっていないことは既に述べた（外敵に対する動作を参照)。以下琉球列島におけるハブ属

による咬傷を分析し，これが防除の資料に供したいと思う。

１．沖繩群島における咬傷数ＮｕｍｂｅｒｏｆｉｎｊｕｒｉｅｓｂｙＴ.〃cuuMMljsβqDoUjMlis

intheOkinawalslands

沖縄群島におけるハブ咬傷の地区別発生状況は次の通りである（1952-58)。

Table８０．NumberofinjuriesbyHabu（ZM7quoT)iMZisβquoDiMJis）insouthern，

central，andnorthernpartsoftheOkinawalslands．

IPercentageof

Pop伽｡nJiNRi磯…nualmjⅧ－－二－－－－－'－２型l000persons

Forest（％）
occupiedinthe

totalareas

Totalareas

（Ｓｑｋｍ）
Regions

Northernｐａｒｔ
(Nagohealthcenter）

Centralpart
(Kozahealthcenter）

Southernpart
(Nahahealthcenter）

1.030

0.170

0.188

M5931962

24L6131288
298.879３９５

6６7０．９

2２2３．６

3３．５ 2７

前表によると山林の最も多い北部地区（総面積の約６６％）は，その咬傷者数が多く，およそ中部地区

の５倍に達する。これは北部地区における部落の大部分が山麓に位置し，且つ住民の大部分が林業また

Table８１．Populationsineachoccupation（Ｍｏｒｅｌ５ｙｅａｒｓｏｌｄ)．

TotallAgriculmelF。r剛ylFishery OthersRegions
'－－

12.736

24.002

17.321

１．１２８

８９８

１．５３２

６．１５１

３

２２

3５．６７２

４０．８８９

３８．１５４

Northernpart

Centralpart

Southernpart

55.687

65.792

57.029
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は山地農業を営んでいることにもよるであろうが（第81表参照)，これとともに山地におけるハブの活

動が顕著であることによる（活動期間と日週期的活動参照)。沖縄群島における産業別世帯員は前頁(第

８１表）の通りである。

次に沖縄島南部地区における咬傷発生状況(1952-58）と地形地物との関係について吟味してみよう。

Table８２．NumberofinjuriesbyHabu（Ｔ・加DoTW伽８βαDouir畑s）
ineachvillage，andcityofsouthernpartofOkinawa-jima．

Forestandrocks

field（％）occupied
inthetotalareas

Percentageof
ananualinjuries
perlOOOpersons

Areａｓ

(Ｓｑｋｍ）
Ｎｏ．ｏｆ
●●●

lnJurles
Cityorvillage Populations

Naha

Mawaghi

Shuri

Haebaru

YOnaharu

Ozato

Kochinda

Sashiki

Tamashiro

Gushich2n

Chinen

Oroku

Tomigusuku

ltoman

Kanegusuku

Takamine

Miwa

５．７７

１２．１６

３．７１

９．４４

３．７３

１０．７６

１２．９１

９．１６

１４．５２

１０．５５

８．２０

１０．２２

１４．５０

０．９１

８．５６

７．８７

１８．８３

５
２
４
２
８
０
３
８
９
９
０
９
２
４
３
３
３

１
１

２
２
３
３
３
３
３
５
２

２
３
３

7２．４５８

６０．９４２

２２．７８０

８．３９１

７．３１８

６．７７５

８．６９８

８．１５１

９．３７５

６．３９１

６．２８４

１５．５０２

９．７７５

１３．６２４

５．７９８

３．５８０

８．７５８

５
７
９
２
５
０
３
８
１
４
３
２
５
３
７
９
５

２
２
３

１
５
３
４

１
１

６

９
３
３
４
８
０
９
０
１
２
６
８
３
６
９
８
０

Ｍ
帖
皿
偲
的
皿
似
辿
祀
刊
肥
Ⅲ
Ⅳ
皿
虹
駈
肪

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１

前表によると都市地区は農村に比較して咬傷者数が少いが，これは環境の相異によるものであること

は，ここに説明を要しない。但し都市地区でも市内に石垣，岩窟，旧墳墓などの多いところでは，ハブ

の巣窟を構成する点において農村と異なるところがない。首里に咬傷者の多いことはその事例である。

また農村の中でも森林原野の占める面積と咬傷率とは必ずしも一致しないところもあるが，これは主と

して森林原野の形態の相異によるものと,思われる。即ちこれらの農村は地質,地形的にも多少異なるし，

森林原野がほぼ１ケ所に集団している場合と局地的に分散している場合があり，また植生の状態も異な

っている。咬傷率の最も高いところは三和村（1.06％）で，ついで知念村（0.986％)，玉城村（0.781）

具志頭村（0.762)，兼城村（0.419）高嶺村（0.358）の順序となっているが，これらの農村は森林原野

の形態が類似している点が多い。これらの町村に存在する１日防空ごう，岩窟，旧墳墓，石垣などの数的

表示をすることは困難であるが，筆者が現地を概観した結果と咬傷率とは略一致するように思われる。

またハブ騒動の多い住宅（屋敷）や部落は，その周辺または近隣に粗雑な石垣,岩窟または旧防空ごう，

粗雑な納屋の何れかが存在する。咬傷者の多い農村は一見ハブの棲息密度も高いように思われるが，咬

傷者の多少は，これが直ちに棲息密度を示すものではない。即ち咬傷者の多少は前述のように棲息所の

多少とも関係はあるが，他方ハブの索餌行動とも密接な関係があるので，特にネズミの駆除状況とも併

せて吟味する必要がある。

２．琉球列島におけるハブ属咬傷の月別発生率PercentageofinjuriesbygenusTr伽eγCs"γ"sin

eachmonthintheRyukyuArchipelago

沖縄群島におけるハブ咬傷者数1,646人，奄美群島における咬傷者数3,760人，八重山群島におけ
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気温と地表温度は両地とも7月および8月に高いが,喫傷率は逆に8月に低下 している｡これらはハブ

の習性,活動状況ともほぼ一致することは注目すべきである｡前掲の温度,嘆傷発生状況および実験結

果からハブの活動には最適温度 (気温,地表温度)のあることは推察されるが,その最適温度は今後の

詳細な実験と野外観察によって明らかにされよう｡

筆者は気象条件,人の活動状況,-ブの習性などを併せて考察 し,沖縄群島における山と谷の関係を

次のように判定する｡

1) 6月における山は次の理由によって梅雨と密接な関係がある｡

(イ) 降水量,降水日数 (5mm 以上 24日)ともに多いこと｡

(｡) 降雨の際は山林以外でも日中活動すること｡

CJ､1棲息所が雨水によって侵されると,日中でも新に棲息所を求めて行動すること.

(I) 河川の氾濫によって移動分散されること｡

2) 8月は降水量が多いのにも拘らず,嘆傷者数が減っているが,これは台風と関係があり,台風時

は-ブの出没の著しい反面,山野における人の活動が少ないためであろう｡福田 (1956)によると奄美

大島における豪雨 (日量 150mm 以上)は1年中で6月において最も多く12日 (台風2,前線9,低気

圧 1)を示 し,ついで8月 (台風 10),10月 (台風 6,前線 3),7月 (台風 7)の順序となっている｡

これを奄美大島における月別降水量と併せ考察すると,沖縄群島における場合と同じように,6月にお

ける嘆傷の山を解明することができる｡

これを要するに降雨時または降雨期にはその日数と時間の長い程,降水量の多い程,-ブの出没が著

しく,人に按する機会が多い｡

3) 8月における谷は次の理由によって-ブの習性と人の活動とに密接な関係がある｡

(イ) 真夏は夕刻と錐も地表温度が高いので,山林を除く他は活動時間が縮減されること｡
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口台風のない年は屡々干魅があり，渇水時には谷川などの局地にハブは集中すること。

しり産卵期に該当するので，卵を保護するために活動時間が縮減されること，但し卵を保護する期

間については更に深く究明する必要がある。

（=）琉球の夏は暑熱が烈しく，また屡々台風が来襲するので，山野における人の活動は時間的に著

しく縮減されること。

これを要するに８月の盛夏はハブと人との接触する機会が少いので咬傷率も低い。

奄美群島は時間的に多少のずれがあるが，これは前述の条件に多少のずれがあるためであろう。サキ

シマハブの咬傷発生状況はハブに比較して著しく趣きを異にしているが，資料が少いためにその理由に

ついては述べられない。

名瀬保健所（奄美大島）では，ハブによる咬傷発生が風向と関係のあることを発表した。即ち北風が

吹く時は１０日の中に１人も咬まれず，風が東から南にかわる時は１０日に３人が咬まれ，南風の時は

４人が咬まれている事実から，１年の中で６月を中心に５月，６月，７月，と９月を中心に８月，９月，

１０月に１番多く咬まれると結論した。沖縄群島および八重山群島における風向は次の通り（第８３表）

であるが，細部にわたって咬傷状況との関係を吟味してもこのような傾向はない。また野外および飼育

観察の結果もこのような事実は全く見出せない。

Table83PrevailingwinddirectionofOkinawaandtheIshigakilsland（Years

ofobs.：Okinawa-jimal891-1936，Ishigaki-jimal897-1956)．

ＳＤｔ．’（」

）Ｍｎ且,,Ｚ

：’６－８１６－８

＄IllP岳

句ＩＩＪ．【」

Note：升Showingthepercentageofinjuriesｂｙｇｅｎｕｓ町伽crcsou7"８．

琉球におけるハブの活動期間の風向は大体南にかたよっており，風向によってハブの活動が規制され

るものではないと思う。気象条件の中でハブの活動と最も関係の深いのは気温と地表温度，直射光線で

あり，風向，気圧湿度などは二次的なものに過ぎないと筆者は考える。

３．琉球列島におけるハブ咬傷の時刻別発生OntheinjuriesofgenusTγ〃eres"７０osoccurred

indifferenttimesintheRyukyuArchiPelago

受傷時刻についての正確な記録が少なく，下表は照屋（1959）の調査によるものである。

Table８４．OntheinjuriesofgenusZWmeresMw4soccurredindifferent

timesintheRyukyuArchipelago（Yearsofobs.：Amami

andYaeyamal952-1958,Okinawl957-1958)．

１７手FWlTiil:|糊口il繍繍；
Ｔｉｍｅｓ

Ａｍａｍｉ

Ｏｋｉｎａｗａ

Ｙａｅｙａｍａ

Ｎｏｔｅ：DatafromTeruya（1959)．

前表によると奄美群島（ハブ）と八重山群島（サキシマハブ)では，ともに受傷者数の多い時刻は１０

時と１９時または20時となっており，八重山群島の場合は更に１５時にも多発の山が見られる。沖縄群
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島（ハブ）における場合は19-21時に高い山を示しているが，奄美群島における場合とは趣きを異にし，

１０時の高い山は見られない。ハブによる咬傷は奄美，沖縄ともに深夜にも見られるが，サキシマハブに

よる咬傷は深夜には発生していない。これは一見両種の習'陸の相異1こよるもののように`思われるが，こ

れを直ちにハブの日週期的活動や習性に帰着せしめることは多くの疑問がある。ハブ属の１日中におけ

る野外活動は地形，地物の状態により，また同じ環境であるならば，摂食の難易によって活動する距離

や時間の範囲に長短があり，従って部落の位置およびその周辺の環境，野ネズミの駆除，農業形態，農

民の習慣などから仔細に検討されねばならない。前表は資料が単純で且つ統計年数が少ないので，明確

な判定を下すことは困難であるが，これはハブ属の習性からきた現象ではなく，むしろ人の活動状況が

主因になっているものと`思われる。その理由は次の通りである。

（ｲ）ハブ属は夜行'性の動物で，主として日没から夜明にかけて活動することは周知の事実であり，ま

た野外観察および実験結果からみても明らかである。山林中における活動でも夜間が顕著であり，日中

に山を示すような日週期的活動は見られない。

（ﾛ）奄美群島の２３時と２４時の間における咬傷数はおよそ６倍のひらきがあり，このような著しい相

異はハブの習性や気象条件から割り出せない。

ｎ八重山群島におけるサキシマハブの咬傷が夜半から払暁にかけて全く発生していないが，事実は

山小屋，山道，畑小屋などでは夜半でも活動している。

（=）琉球では夏季になると朝夕の涼しい時期が山野の仕事は最も能率的であるが，この時期はハブの

活動も概して著しいので，特にハブの出没の多いところでは朝夕の野外活動を忌避する傾向がある。従

って早朝はハブの活動の割に人出が少なく，９－１０時に人出が多くなり咬傷者数も多いのであろう。

要するに単に咬傷者の多少によってハブの活動時刻を云々することは極めて危険である。

４．年今別，性別による咬傷数Numberofinjuries，age，ａｎｄｓｅｘｏｆｐｅｒｓｏｎ

沖縄および八重山群島における年令別，性別咬傷発生状況は次表の通りである（1952-1958)。

Table８５．Numberofinjuries，age，ａｎｄｓｅｘｏｆｐｅｒｓｏｎｏｆ

ｔｈｅＯｋｉｎａｗａａｎｄｔheYaeyamalslands．

|鶚 1蝿|狸|幽lzLAｇｅｓｌＯ－４１５－９１１０－１４ 20-29130-39 Total

;|Ｍｅｎ－ｌＴ

灘m÷Ｉ
|,篭

８
０
８

５
４
９

104

４９

１５３

汕
捌
釧
一
紐
８
１
４

131

113

244

９３

８０

１７３

９

３

１２

開
門
棚
－
３
０
３

迦
躯
弘
一
０
１
１

９４４

696

1640

７０

２１８ 202

５
７
２
１

０
６
６

１
１

２
７
９

２
２

４
９
３

２
３

８
２
０

１
１
８

124

５４

１７８

Ｎｏｔｅ：DatafromTeruya（1959)．

前表によると両地区とも若令層と高令層には，その咬,傷数が少なく，中間層に多い。また性別にみる

と八重山群島における若令層と沖縄群島における高令層を除く他は両地区とも女子より男子が多い。既

に述べたようにハブ属は咬傷に際して人の性や年令を区別しないので（筆者の知る範囲では同一婦人が

3回z()受傷しているものがある)，これは明らかに人の活動と密接な関係があり，気象条件やハブの習性

とは直接の関係がない。即ち山野で活動する者は殆んど中間層であり，しかも男子は女子よりも活動的

でハブに接する機会が多い。若しも男女の働く比率が同じであるか，あるいは女子よりも男子が少ない

ものならば，咬傷数の多少は男女の性格の相異によるもので，ハブの習'性に帰着せしむる何物もない。

５．ハブ属による咬傷発生の動機と場所Motiveandplacewhichcausedinjurｉｅｓｏｆｔｈｅｇｅｎｕｓ
〃ｉｍｅｒｅ８ｗｖＯｓ
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照屋（1959）が沖縄南部地区（那覇保健所管内）における受傷者119名，八重山群島における１６３名

について調査した結果は次の通りである。

Table８６．MotiveandplacewhichcauseinjuryｏｆｔｈｅｇｅｎｕｓＺＷｍｅｒｃ８肌wCs

insouthernpartoftheOkinawaandYaeyamalslands（Ｙｅａｒｓｏｆ

ｏｂｓ.：Okinawa1956-1958,Yaeyamal952-1958)．

Southernpartof
theOkinawaRegions Yaeyamalslands

Room

Duringasleep

Lavatory

AhousefordomesticanimalB

Total

４
１
４
２

１
一
１

１１．７％

９．２

３．２

１．６

(26.0）

１．８％

0.6

00

0.6

(3.1）

Ｊ

３
１
０
１
５
く

閉
口
○
国

晋一１－Walking onthestreet 2７．７ 2７ 1６．６

Paddyfield

Ｊ

３
５
９
７
１く

２．５

４．２

７．５

(14.3）

１２

５６

１５

(83）

７．４

３４．４

９．２

(50.9）

ご
『
①
垣

己
四
一
⑤
シ
垣
［
ロ
○

Ｆａｒｍ

Garden

Total

Ｍｏｗｉｎ ２５

７

６

(38）

２１．０

５．９

５．２

(31.9）

２９

１７

２

(48）

１７．８

１０．４

１２

(29.4）

｣MLOWmg

Forestry

Theothers

二
ｍ
ご
△
ご
白
雨

、
日
魯
ロ
ロ
○
旨

Total

Thetotal 119 163

Ｎｏｔｅ：DatafromTeruya（1959)．

前表によると沖縄南部地区では山地および叢林中における咬傷者が最も多く31.9％を占め，ついで

道路歩行中27.7％，屋内２６％，耕地は僅かに14.3％となっているが，八重山群島では多少趣きを異

にし，むしろ耕地が最も高率を占め，殊に畑地に多く３４．４％に達している。ついで山地および叢林

29.4％となり，屋内咬傷は僅かに3.1％に過ぎない。ハブとサキシマハブの咬傷発生の場所は明らか

に相異が見られるが，これは直ちに両種の習性の相異によるものとは解し難い。これはむしろ両地区に

おける農村の生活環境と密接な関係があるものと思われる。即ち沖縄群島南部地区における地形，地物

Table８７．Comparisonofareas（ｓｑｋｍ）cultivatedfield,grass

field,mountainsandbushoftworegions（1955)．

Paddy
field

Mountaing

andbush

Rocksand

grassfield
Stock

farm
Regions Farm

SouthernpartoftheOkinawa

Yaeyamalsls．

1１．９８

２１．４３

1２９．１０

４５．８２

９１．７４

３３１．４６

6３．０３

８６．８９ 4９．２９

Table８８．Populationsineachoccupation（Ｍｏｒｅｌ５ｙｅａｒｓｏｌｄ)．

Regions TotallAgriculturelForestrylFishery Others

SouthernpartoftheOkinawa

Yaeyamalsls．

5７．０２９

１６．６２１

3８．１５４

１２．１４６

２２

２３０

1.532

1.076

1７．３２１

3.169
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および部落の位置は八重山群島におけるそれとはおよそ様相を異にする。南部地区における山林は，久

米島，渡名喜島および慶良間列島を除く他は殆んど平地林であり，八重山群島における山林面積は，は
るかに大きく，且つ林業に従事している者も多い（第87-88表)。

山地内では日中でもハブが活動していることは既に述べた通りであり,八重山群島における咬傷率が，

沖縄南部地区のそれに比較して約２倍に達していることは何ら奇とするに足らない。これは奄美大島，
沖縄島北部地区に咬傷が多いことと類似する。沖縄南部地区における水田は，久米島，渡嘉敷島を除く
他は殆んど広潤地帯に展開しており，山麓に占める水田の面積は八重山群島がはるかに大きい。また畑

地も同様であり，特に八重山群島における移民地は殆んど山麓に接している。しかも栽培作物の種類は

変化に富み，サトウキビ，サツマイモの他，落花生，陸稲などネズミの好むものが多い。従ってサキシ

マハブの場合はネズミの活動の場を中心として棲息し，屋内への侵入は少ないものと思われる。ハブの

屋内への侵入は野外における摂食の難易と密接な関係があるので，該地区におけるネズミの駆除実施状

況，ネズミの種類と分布密度などに関する資料があれば，これが分析は更に容易である。

就寝中の咬傷はハブの接近を知らずに無意識的に，これに触れ不幸にしてその毒牙にかかることが多

い。ハブが屋内に侵入した際に徒らに騒動することは，むしろハブの興奮を誘致する。ハブは極く稀に
天井から落ちてくることもあるが，これは天井によじ登ることが可能であることを意味する（食性およ

び索餌行動参照)。このような事例は屋外便所，納屋，畜舎において目撃される。

要するに両地区における咬傷発生の動機および場所の比率は,両種の習性の相異によるものではなく，

主として両地区における農村の環境の相異によるものであろう。

摘要

１．本章は琉球列島，特に沖縄群島および八重山群島におけるハブ属の習性を収録したものである。

２．野外観察，飼育および実験結果に基いてハブ属の習’性を明らかにし，ついでハブ属の習`性,気象資

料，農村の地理的環境および社会的因子に基いてハブ属による咬傷発生を分析吟味した。

３．ハブ（トカラハブを含む）とサキシマハブは習性上類似した点が多いが，ヒメハプの生活環境と行

動は著しく趣きを異にする。

４．１日防空ごう，旧墳墓,岩窟，粗雑な石垣，納屋，山小屋などはハブ属の棲息所として重要な立地条

件であり，これらの地物が山麓，部落，廿蕨畑，水田などに近接しているところはハブの巣窟となり易

い。

５．ハブ属の最も好む餌物はネズミである。従ってネズミの発生消長は，ハブの活動と密接な関係が

ある。

６．ハブ属の行動は気象条件の中で，主として地表温度,気温，日光によって左右せられ，活動期間に

おける降雨はハブ属の活動を助長する。従って降雨時には特に注意が必要である。湿度，風向などは前

者に比較すると二次的なものに過ぎない。

７．ハブ属は概ね４月上旬に出現し，１１月中旬頃冬眠する。しかしながら冬でも２３．０内外に気温が

上昇すると出没するので，暖冬の日は特に注意が必要である。

８．山地はハブ属の活動の中心地であり，日中でも活動しているので，山林内の行動は特に注意しなけ

ればならない。

９．ハブ属は主として日没から翌夜明けにかけて活動する。飢餓に対する抵抗力は極めて強いが,直射

光線に対しては著しく弱い。従って空腹であってzも直射光線下では殆んど活動しない。
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第５章陸棲蛇類の分布Distributionoftheterrestrialsnakes

第１節琉球列島における動物分布区系

ZoogeographicpositionintheRyukyuArchipelago

l・概説Anintroduction

琉球列島はその地理的環境から動物地理学上極めて興味あるところとされている。而して旧北区

Palaearcticregionと東洋区Orientalregionの境界線が，琉球列島内にあることも周知の事実である

が，その境界線の位置等については取扱われた動物の種類によって種々の論議がある。従来提唱された

境界線の主なものは次の通りである。

１）九州と種子島，屋久島との間にある大隅海峡を境界線とするもの。

三宅（1919）は昆虫の分布から種子島，屋久島は九州に比較して著しく東洋区系の色彩をおびている

ことを論じ，この間に境界線を設けるのが至当であろうと述べ，江崎（1921,,29）も昆虫の分布から，

その境界線は大隅海峡において最も顕著であるとした（三宅線)。

２）屋久島と奄美大島との間にあるトカラ海峡を境界線とするもの。

Brauns（1884）は哺乳動物の分布から１日北区と東洋区の境界は奄美大島と九州南岸島喚との間にある

海峡（七島灘）に求むくきであるとした。その後渡瀬（1912）によって指摘されて以来，青木（1913）

および岸田（1925）は哺乳類の分布から，黒田（1925)は鳥類の分布から，岡田（1927）は蛙の分布から

鑿；蕊Ｉ蕊

凸函HZLEＫ且Ｚ－ｎマ

ii;鰯

燕■藤

lill蕊|蕊蕊jjliii

Ｆｉｇ．７１．MapofRyukyuArchipelago．
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屋久島と奄美大島との間にあるトカラ海峡を境界線と認めた（渡瀬線)。

３）沖縄群島と先島群島（宮古群島および八重山群島）の間を境界線とするもの。

蜂須賀（1926）は鳥類の分布から両区系の境界は先島群島と沖縄群島との間にあるとした。また山階

(1941）は琉球の中部陸塊における特産鳥類は系統の極めて古いもので,|日北区の要素かまたは旧北区の

南限線上にあるヒマラヤの要素であり，東洋区の要素とは考えられないと述べている。

４）徳田（1941）はネズミ類の研究から渡瀬線を認めるとともに沖縄群島と先島群島との間にもこれ

に劣らぬ境界線があると述べ，また佐藤（1943）は有尾両棲類の分布から奄美大島と屋久島との間に著

しい相違を認めるとともにこれに劣らぬ相違が沖縄群島と先島群島との間にもあることを認めている。

２．爬虫相からみた区系上の位置ZoogeographicpositioninviewpointoftheReptile，sfauna

Fritze（1894）は沖縄島と奄美大島の爬虫類がとzI)に南方系であることから奄美大島を東洋区の北限

と見徹した。ＭｅＵ（1929）は東南アジアの爬虫相を研究し，奄美大島から先島に至る間を１日北区に属す

る太平洋旧北亜区PazifischpalaearktischeSubregiｏｎの琉球地方RiuKiuProvinzとし，種子島，

屋久島を九州，四国および本州とともに日本地方とした。岡田（1933）は奄美大島におけるトカゲ類を

研究し，屋久島と奄美大島のトカゲ類の相違は極めて明瞭であり，両棲類の分布と全く並行すると説い

ている。牧（1931,,33）は日本産蛇類を研究し，日本全土を南帯(東洋区の印度支那亜区Indo-0hinese

subregion)，中帯（１日北区の満洲亜区Manchuriansubregion)，北帯（|日北区のシベリヤ亜区Siberian

subregion）に区分した。而して南帯を琉球区Loo-Choosectionと台湾区Formosansectionに分け，

琉球区を更に宝島群，奄美大島群，沖縄群，八重山群（宮古，八重山）に細分し，薩南諸島を中帯の日

本区Japanpropersectionの中に含め，宝島と屋久島，種子島との間にある渡瀬線を東洋区と旧北区

の境界線と認めた。琉球列島における牧（1931,,33）の分布区の区分は主要島における調査に基づいて

なされたものであり，且つその細部については欠けたところがある。琉球列島における蛇類の分布を論

ずるには地理的分布の実態を明確に把握し，蛇類の生態と各島喚の地理的環境を詳細に観察して，その

分布を規定する諸要因を分析吟味する必要がある。以下琉球列島における陸棒蛇類の分布について分析

的に考察してみたい。

第２節分布の実態と分析Ｔｈｅａｎａｌｙｓｉｓｏｆｔｈｅｆａｕｎａ

ｌ・科の分布Distributionofthefamily

琉球列島における陸棲蛇類は盲蛇科Typhlopidae，勝蛇科Colubridae，溝牙科Elapidae，蝮蛇科

Viperidaeの４科に包含される。而してこれらの科の世界における既知の分布状況は次の通りである

(第89表)。

Table８９．Knowndistributionoffamiliesandsubfamilies

ofterrestrialsnakesoccurringinRyukyus．

、Regions Neotropical
region

Ethiopian
●

reglonflJ鍵lall蝋航icl鑓藤伽
Nearctic

●

reglon

謡聡aflF~、’
Typhlopidae ＊ ＊＊＊ ＊

雛舵|磯霊：

＊
＊

＊＊＊＊

＊
＊

Elapidae ＊ ＊＊＊＊

Viperidae ＊＊ ＊＊＊
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前表によると勝蛇科は全世界に分布しており，これに次ぐものは最も原始的な盲蛇科と溝牙科である
が，前者は新北区Nearcticregionに分布せず，後者は旧北区に分布しない。地区別にみると４科とも
分布しているところは東洋区と新熱帯区Neotropicalregionであり，地理的にみれば琉球と最も深い
関係のあるのは東洋区である。次に琉球列島ならびに隣接地域における科の分布状況を示すと次の通り
である（第９０表)。

Table９０．Knowndistributionoffamiliesandsubfamilies
ofterrestrialsnakesoccurringinRyukyus．｜》、応へ串肚
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前表によると最も広い地域に分布しているものは勝蛇科と蝮蛇科であるが，この２科は東洋区に属す
る地域にも，旧北区に属する地域にも分布している。盲蛇科，溝牙科，背高蛇亜科Dipsadinaeは琉球
列島以南に限られており，その中，背高蛇亜科は八重山群島を北限とする。隣接地における分布状況を
みるとこれらの４科はすべて台湾，南支等と共通であり，しかも琉球列島内では南下する程多くの科を

保有していることがわかる。要するに琉球列島における科の分布から考察すると，薩南群島は九州本土

に，トカラ列島以南は台湾にそれぞれ深い関係があり，その境界線がトカラ海峡にあることは推察する

に難くない。而して蛇類の発祥の中心地は熱帯地方であり，そこを中心として分散し，琉球列島へは南
支，台湾を経て播布したものと考えられる。これらの関係を更に属の分布によって明かにしよう。
２．属の分布Distributionofthegenus

琉球列島における陸棲蛇類は１１属で，世界における既知の分布状況は次の通りである（第91表)。

Table9LKnowndistributionofgeneraofterrestrialsnakesoccurringinRyukyus．

。、l5-ご□、

。』》【函
●

ロ
ロ

己｜昌邑｜篁巨
ごう｜トヨ

召ＰＨＩ

ヨuDLI~ｕ】【】皿二･「ＲＥ

DID1口rＲＫ

前表によると最も広く分布しているものはユウグ属ＭＬｔｒｉｍであり，これは全世界に分布する。これ
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に次ぐものはメクラヘピ属Ｚ”んZoPsであるが，これは新北区には分布しない。タカチホヘピ属ＡＣ〃cu-

伽"ｓは東洋区と|日北区に限られており，またアオヘピ属OPheod7"８，ヒメヘピ属Ｃｑｌｃｕｍｑ７ｉｑ，セグ

カヘピ属PcUrecUs，ベニヘピ属ＣＭｉ０ｐｈｉ８は東洋区の特産である。地区別にみると東洋区にはすべての

属を有し，これに次ぐものは１日北区で約５５％を占めている。琉球列島ならびに隣接地区における属の

分布状況を示すと次の通りである（第92表)。

Table９２．KnowndistributionofgeneraofterrestrialsnakesoccurringinRyukyus．
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前表によるとユウダ属およびナメラ属Ｅｌｑｐｈｅは隣接地のすべてにわたって分布しているが，タカチ

ホヘピ属は琉球，日本，台湾，南支に限られており，熱帯アジアには分布しない。またタカチホヘピ属

は琉球列島の中でも今日まで奄美群島および沖縄群島から知られているだけである。しかしながら本属

の隣接地区における分布状況やその習’性から考察すると，八重山群島からも発見される可能性は多分に

ある。ヒメヘピ属は沖縄群島以南に分布し，セグカヘピ属は八重山群島以南に分布する。群島別にみる

と最も多くの属を保有しているところは八重山群島で，全属数の約９１％，次いで沖縄群島約８１％，奄

美群島約６３％となり，最も少ないところは薩南群島およびトカラ列島で何れも２７％に過ぎない。宮

古群島には全く毒蛇を産しないのを特殊とする。

このように琉球列島ならびに隣接地区における分布状況から考察すると，タカチホヘピ属とマグラ属

は南支系であり，他は印度支那系と思われる。また琉球列島に分布するすべての属は台湾，南支等と共

通であり，琉球列島はこれらの地区と陸続きの様相を呈する。要するに琉球列島における陸棲蛇類は台

湾，南支を経て移動播布したものであり，このことは既に科の分布で述べておいたが，属の分布状態に

よってこれが一層明らかとなっている。

次に数属の東南アジアにおける主な種の分布状況を図示して前述の説を明らかにしよう(第72-75図)。
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Fig. 72 Distribution map of main species of Elaphe in south-eastern Asia.

1) E. porphyracea 2) E. carinata 3) E. quadrivirgata 4) E. rufodorsata 5) E.

conspicillata 6) E. japonica 7) E. taeniura 8) E. climacophora 9) E. schrenckii

10) E. dione 11) E. mandarina 12) E. melanurus 13) E. moellendorffi 14) E.

oxycephalu8 15) E. radiata 16) E. subradiatus 17) E. bimaculata 18) E. davidi

19) E. jrenata 20) E. prasina 21) E. perlacea 22) E. janseni 23) E. helena 24)

E. hodgsonii 25) E. reticulare 26) E. nuthalli 27) E. erythrurus
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Fig/~73. Distribution map of main species of Dinodon in south-eastern Asia.

1) D. ruJozonatum 2) D. semicarinatum 3) D. septentrionalis 4) D. orientale

5) D. Jutsingensis 6) D. flavozonatum 7) D. gammiei
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Fig. 74. Distribution map of main species of Calliophis in south-eastern Asia.

1) C. japonicus 2) C. nigrescens 3) C. sauteri 4) C. calligaster 5) C. kelloggi

6) C. collaris 7) C. macclellandi 8) C. gracilis 9) C. maculiceps 10) C.

trimaculatus 11) C. bibroni 12) C. wongii 13) C. melanurus
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Fig. 75. Distribution map of main species of Trimeresurus in south·eastern Asia.

1) T. flavoviridis 2) T. okinavensis 3) T. elegans 4) T. gracilis 5) T. gramineus

6) T. mucrosquamatus 7) T. flavomaculatus 8) T. schultzei 9) T. halieus 10) T.

wagleri 11) T. purpureomaculatus 12) T. puniceus 13) T. smatranus 14) T.

monticola 15) T. cantori 16) T. malabaricus 17) T. trigonocephalus 18) T. mac

rolepis 19) T. :jerdonii 20) T. strigatus 21) T. albolabris 22) T. tonkinensis 23)

T. kaulbacki 24) T. chaseni 25) T. occidentalis 26) T. huttoni 27) T. erythrurus
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３種の分布Distributionofthespecies

琉球列島における陸棲蛇類の種数は２８種（亜種を含む）に達する。これを隣接地における分布状況

と併せ表示すると次の通りである（第93表)。

Table9aDistribution ofterrestrialsnakesinRyukyuandadjacentterritory．
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前表によると日本本土との共通種５種（約１７％)，台湾との共通種２種（約７％)，熱帯アジアとの

共通種１種（約３％)，固有種２１種（約７２％）となっている。日本本土との共通種が台湾との共通種

よりも多いことは奇異に感じられるが，それは薩南群島が琉球列島に含められているためであり，むし

ろ台湾に近縁の亜種が分布していることに注目すべきである。種の分布上からみると薩南群島は九州本

土に，奄美群島は沖縄群島に密接な関係があり，宮古および八重山群島は台湾と深い関係がある。これ
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は従来知られたことであるが,最近の研究により一層明確になっていることは前表によって明かである。

而して琉球列島に分布する固有種は殆んど印度支那系であり，蛇類の分布からみるならば旧北区と東洋

区の境界線は渡瀬線に重要な意義がある。なお付言したいことは沖縄群島と奄美群島の関係であるが，

両群島はいわゆる中部陸塊で，ここで特化した固有種は６種,これは全地区で特化したものの約35％に

当る。牧（1931）は日本産蛇類の研究から沖縄群と奄美群に分けられたが，筆者の研究によれば奄美群

島はむしろ沖縄群に編入して然るべきものと考えられる。

第３節各論Descriptionsofthefaunasofthegroups

琉球列島における分布の概要は既に述べたので，ここでは各地区別に分布の実態を列記し，併せて各

島相互の関係を究明したい。

１．薩南群島Satsunanlslands薩南群島に分布する陸棲蛇類は２科３属５種で，その分布状況は次

の通りである（第94表)。

Table９４．DistributionofterrestrialsnakesinSatsuT1an Islands．
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前表によると本群島に分布する蛇類はすべて九州本土との共通種であり，またこれらの種は生態的に

も九州本土に産するものと何等異なるところがない。種子島，屋久島は地理的にみれば琉球列島の北端

を占めているが，蛇相からみると全く趣きを異にしており，九州本土と別個にして考えらるべきもので

はない。メクラヘピＴ”んJOpsML伽、０ｓが九州本土から採集された記録があるが，メクラヘピの卵は

盆栽その他士の付着した物資にまぎれ込み人為的に移動されることがあり，他種の分布状況やトカラ列

島における本種の分布状況から考察して九州における分布は人為的播布によるものかも知れない。

２．トカラ列島Tokaralslandsトカラ列島に分布する蛇類は３科４属５種で，その分布状況は次頁

(第95表）の通りである。

同表によると薩南群島との共通種２種，奄美群島との共通種２種，固有亜種１種で，種の分布上から

みれば，薩南群島に比較して独立性が認められる。薩南群島との共通種を産する口之島は本列島の最北

端を占め，同列島における他の島喚とはおよそ蛇相を異にする。口之島と小宝島，宝島の中間地帯にあ

る島喚には全くヘビを産しない。従って同群島における蛇類の分布状況からみるならば何れの位置に渡

瀬線を引かるべきかは明確でない。しかしながら他の爬虫類の分布と総合考察するならば渡瀬線は悪石

島と宝島，小宝島の間に認めることができよう。なお本列島に産するトカラハブＴγ伽ere8肌r〃ｓ〃qU0‐

州伽ｓｔｏ〃ａｒｅ"sｉｓはハブＴ､ｆ九D0DiMZi8と同一種と見倣す学者もあり，牧（1931）は亜種とし
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Table９５ DistributionofterrestrialsnakesinTokaralslands
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て取扱ったが，筆者も同様に亜種として取扱った（細部は分類参照)。

３．奄美群島Ａｍａｍｉｌｓｌａｎｄｓ奄美群島に分布する蛇類は４科７属９種で，その分布状況は次の通り

である（第96表)。
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前表によると最も広い範囲に分布しているものはメクラヘピ，ガラスヒパZVbﾘｵＭＵｐｒ深ｒｉ，リウキウ

アオヘビＯＰ〃CO〔272/SSCⅧccurmcutcu，アカマタＤｉ，zoCJo〃ScⅧｃｑ７ｍｑｔ別､,の４種で，これらは何れの

島喚でも普通に見られる。アマミタカチホＡｃＭｍ"ｓｓｐｉ”Zｉｓ”eγ"ｅ７ｉは奄美大島以外から未だ発見

されていないが，何等特殊とするに足らない。徳之島の地質，地形，本種の生態から考察するならば近

い将来に同島からzも採集される可能性は多分にある。最も多くの種を保有しているところは奄美大島で

約８０％に達する。ヒヤンCCuJJioPﾉbisjtupo"伽ｓｊｑＰｏ"ic郷ｓは本群島の固有亜種であるが，徳之島に

はヒヤンを産せずハイＣＭ・boettgeriを産するを特殊とする。ハイは沖縄群島との共通であり，徳之

島は一見沖縄群島の蛇相を呈する。しかしながらハイとヒヤンは極めて類縁の近い亜種であり，従来主

として斑紋によって区別されているものであるが，最近の研究によれば両亜種は極めて斑紋の変異に富
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み且つ生態的には殆んど区別し難いものである。本群島に分布する蛇類はヒヤンを除けばすべて沖縄群

島との共通種である。無毒蛇は普遍的に分布するが，毒蛇の分布は不連続的であり，奇異に属する。要

するに奄美群島の蛇相は，トカラ列島のそれとは異っており，沖縄群島と殆んど同じ様相を呈する。而

して過去に両群島が一つの陸塊として接続していた時代のあったことは推察するに難くない。

４．沖繩群島Okinawalslands沖縄群島に分布する蛇類は４科９属１１種で，その分布状況は次の通

りである（第97表)。
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前表によると最も広い範囲に分布しているものはメクラヘピＴ"pﾉDlOps67cU伽"〃８，リウキウアオヘ

ピＯＰ〃ＣＭγ"SSB伽ｃｑｒｍｑｔｑ，アカマタＤｉ?００．０〃Sc伽ｃｑ７ｉｍｔ拠れの３種で，これらは何れも奄美群島

との共通で，しかも最も普通に見られる種である。ナメラの１種EJcLpbcsp・は最近採集されたもので

あり，ヒメヘピCMumcuricML/１９k'briは宮古群島との共通種である。最も多くの種を保有している島は

沖縄島であり，同群島における種数の約９０％を占める。久米島はこれに次ぎ約７０％を占め，且つ固

有種１種を産する。本群島における分布の特徴は奄美群島におけると同様に無毒蛇は普遍的に分布して

いるにも拘らず毒蛇は不連続的な分布をしていることである。しかもハブ２７７伽ercswvUsβcUUoUi7伽ｓ

βαDOD'γ伽８とヒメハブＴ,ｏ化伽ｑｗ"8ｉｓは同属の２１)のでありながら分布の様相を異にしており，これ

は沖縄群島における唯一の特色である。要するにハブ属の分布からみるならば奄美群島とは多少趣きを

異にするが，蛇類全般の分布からみるならば奄美群島と殆んど異なるところはない。

５．宮古群島Miyakolslands宮古群島に分布する蛇類は２科６属６種で，その分布状況は次頁（第

９８表）の通りである。

同表によるとメクラヘピ，サキシマアオヘビOpbeodrZ/S〃Ｂｒ伽ncuc，サキシマアカマタＤ伽CJC〃

γ0ｲﾙﾘo"cut"れめcL川の３種は最z()広範囲に分布しており，前者はトカラ列島以南の全群島と共通で，後

二者は八重山群島との共通種である。ガラスヒバ，サキシマスヂオＥＪｑｐﾉｂｅｔｑⅧ別れLSC伽αc〃ｅ７ｉの

分布範囲は比較的狭いが,これは生活環境の相違によるものと,思われる。ヒメヘピＣＭＬｍｑＯ､ｉｑｐｋ/１２'Ｍ

は沖縄群島との共通種であるが，その産地は宮古島に限られており，これは特殊に属する。最も多くの

種を保有しているところは宮古島で，同群島における種数の１０Ｍを占める。これに次ぐzbのは伊良部

島および下地島（両島の間は狭い水道によって隔てられており，且つ２ケ所に橋梁があるので水陸両面

からヘビは往来する）である。来間島，多良間島，池間島にはそこに棲息する蛇類が比較的少ないが，

これは生活環境の不利によるものと思われる。水納島は筆者自ら現地調査をする機会に恵まれなかった

が漁師の語るところによると蛇類は棲息していない。隣接地との関係をみるにメクラヘピとガラスヒパ

を除けば沖縄群島との共通種１種，八重山群島との共通種３種となっている。要するに種の分布からみ
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Table９８．DistributionofterrestrialsnakesinMiyakolslands．
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るならば宮古群島は独立した一つの陸塊であり，しかも沖縄群島とは既に分離した以後においてなお且

つ八重山群島とは陸続きであったことは推察するに難くない。

６．八重山群島Yaeyamalslands八重山群島に分布する蛇類は４科10属13種（亜種を含む）で，

その分布状況は次の通りである（第99表)。

Table９９．DistributionofterrestrialsnakesinYaeyamalslands．
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Note：DDatafromStejneger（1907)．

前表によると最も広い範囲に分布するものはメクラヘピであり，これに次ぐものはサキシマアオヘビ

とサキシマアカマタである。これら３種は宮古群島における分布状況と全く類似する。イワサキセグカ
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ＨＬ７ｃｑｓ伽czsq〃〃とサキシマハブＴ７伽ercs肌WLS伽gα"sは本群島で特化した固有種であるが前者は石

垣島と西表島に限られており，後者は産する島と然らざる島とがあってその分布は奇異に属する。島喚

別にみると最も多くの種を保有しているところは石垣島で，同群島における種数の約７０％を占め，こ

れに次ぐものは西表島で約５４％となっている。しかしながらサキシマパイカＤ伽do〃septe"帆o"α彫

、,肌JtiJ1DU8c伽肌ｍは現在僅かに１匹石垣島だけから知られているが，ＵI)つと研究が進めば西表島からも

発見される可能性は充分ある。石垣島と西表島は地形的にみても距離的にみても蛇相を異にするものと

は思われない。隣接地との関係をみるに最も下等なメクラヘピを除けば宮古群島との共通種４０％を占

め台湾との共通種は僅かに２０％に過ぎない。しかも台湾との共通種であるシウグEJcuP/ｂｅｃｑγmcutcu

ccu7mqｵαは尖閣列島に局限されており，マムシＡｇ〃istγoClo〃Ｍ"S6JomhoU'ｉｊはStejneger（1907）

の報告の他はかって採集されたこともなく，また目撃したものもないので多少疑問が残る。要するに種

の分布から考察するならば石垣島と西表島は蛇相を－にし,その近接島喚は両島と密接な関係があるが，

波照間島，仲之神島，与那国島はそれ程密接な関係はない。また八重山群島の主体が既に台湾から分離

した後においてなお且つ宮古群島と八重山群島は陸続きであり，尖閣列島は台湾と陸続きであったもの

と考えられる。

第４節分布の起因Ｔｈｅｏｒｉｇｉｎｏｆｔｈｅｆａｕｎａ

Ａ・地理的環境の概要OnthegeographicenvironmentoftheRyukyuArchipelago

分布の起因を論ずる前に琉球列島の地理的環境について説く必要があるので，位置，面積，地形，地

質，気候，生物相等の概要を述べる。

１．位置，面積，地形および地質Location，areas,topography,andgeology

琉球列島は九州と台湾との間に介在し，南北に延びた孤島（Ryukyucurve）で，その島数は１００余

に達する。これを区分して薩南群島，トカラ列島，奄美群島，沖縄群島，宮古群島および八重山群島と

する。これらの島椣の大部分は殆んど開拓されているが，僻遠の島喚および地形の急峻な小島は無人島

となり，その数全島のおよそ３０％に達する（但し尖閣列島，屋嘉比島，久場島，硫黄島（烏島)，沖大

東島浮原島は漁業または鉱業の為め過去に移住の歴史を有する)。

面積は最も大きな沖縄島で僅かに1.257平方ｋｍに過ぎず，次いで奄美大島（873平方ｋｍ)，屋久

島（540平方ｋｍ)，種子島（447平方ｋｍ)，西表島（322平方ｋｍ)，石垣島（258平方ｋｍ)，徳之島

(250平方ｋｍ)，宮古島（148平方ｋｍ）の順となり，他の島喚は面積が小さい。

Table100．GeneraldescriptionofthegeographicalenvironmentoftheSatsunanlslands．
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GeneraldescriptionofthegeographicalenvlronmentoftheTokaralslands．
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地形は各島喚の成因によって趣きを異にし,一般に古生層を基盤とする島は標高が高く平地に乏しい。

本列島中の最高峰は屋久島にあり，その主峰宮之浦岳は1,935ｍに達する。次いで標高の高い島は中之

島（1,032ｍ)，諏訪之瀬島（825ｍ)，奄美大島（694ｍ)，口之島(675ｍ)，徳之島(645ｍ)，石垣島（526

ｍ)，沖縄島（503ｍ）となり，沖縄島は面積の割に標高は比較的低い。その他の島喚は低い山地か，あ

るいは台状の隆起珊瑚礁島である。各島喚の位置，面積，標高は次の通りである（第100-105表)。

地質については小藤（1898)，半沢（1925,,32,,35)等の業績があるが，ここでは半沢博士の研究結

果の概要を引用する。半沢博士は地質上琉球列島を次の７群に区分された。

１）大隅群Osumi-group本群は種子島，馬毛島，屋久島等を含み，九州の南方,奄美大島の北方に

点在する。種子島は馬毛島および屋久島とは水深６０ｍおよび５０ｍの浅海で隔てられている。

２）トカラ群Tokara,Linshoten-group本群は火山列島よりなり，大隅群およびトカラ海峡の西方

に位する。その中硫黄島，口之永良部，諏訪瀬島等は活火山であるが，その他は活動していない。宝島
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Table 103. General description of the geographical environment of the Okinawa Islands.

Islands Location ! Length of I Area Maximum
I shore line (km) I (Sq. km) elevation (m)

Iheya-jima {N. 27°03'
I 32.4 19.3 308E. 127°59'

Noho-jima {No 26°59' 4.6 I 3.2 42E. 127°55'

Gushikawa-jima {N. 26°59' 4.0 28E. 127°57'

Izena-jima {N. 26°56' 16.3 11.4 129E. 127°57'

*Yanaha-jima {N. 26°54' 4.6 16E. 127°55'

Kori-jima {N. 26°42'
4.7 3.0 106E. 128°01'

Yagachi-jima {N. 26°40'
19.4 5.9 62E. 128°01'

Okinawa-jima {N. 26°30'
435.9 1256.9 503E. 128°00'

Ie-jima {N. 26°43' 16.1 20.2 170E. 127°47'
Minna-jima {N. 26°39' 3.7 0.3 14E. 127°49'

Sesoko-jima {N. 26°39' 7.0 2.8 75E. 127°52'
Aguni-jima {N. 26°36' 10.9 6.8 96E. 127°15'

Tonaki-jima {N. 26°22' 8.9 3.2 168E. 127°09'

*1wo-torishima {N. 27°52' 7.2 2.0 210E. 128°13'

Kume-jima {No 26°20'
45.8 55.1 326E. 126°45'

O-jima {No 26°20'
0.4 16E. 126°50'

Oha-jima {N. 26°20'
0.3E. 126°51'

Zamami-jima {N. 26°14'
16.8 8.5 158E. 127°18'

*Amuro-jima {N. 26°12'
3.1 1.1 99E. 127°18'

Aka-jima {N. 26°12' 9.8 1.0 165E. 127°16'
Keruma-jima {N. 26°11' 5.9 1.0 154E. 127°17'

*Fukaji-jima {N. 26°10'
81E. 127°17'

*Yakabi-jima {N. 26°13' 3.0 1.1 217E. 127°15'
*Kuba-jima {N. 26°10' 3.3 1.2 269E. 127°14'
Tokashiki- jima {N. 26°12' 19.6 8.9 234E. 127°21'
Mae-jima {N. 26°13' 2.0 4.3 132E. 127°26'

*Naka-jima {N. 26°14'
E. 127°26'

*Hate-jima {N. 26°14'
61E. 127°27'

*Gishifu-jima {N. 26°14' 1.5 1.4 118E. 127°22'
*Kuro-shima {N. 26°15' 1.5 1.4 125E. 127°24'
*Gusuku-jima {N. 26°12'

E. 127°22'
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TablelO4・Generaldescription ofthegeographicalenvironmentoftheMiyakolslands．

Maximum

elevation（、）
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△
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』
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△
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▲
１
▲
１
▲
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▲
１
▲
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上
１
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Ｎ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
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Ｅ

ｉ
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ｌ
ｒ
ｌ
ｌ
－
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ｌ
ｒ
ｌ
Ｉ
ｉ
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ｌ
ｉ
く
！
－
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し
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１
１

８
８
２
６
７
７
３
７

９
８
２
４
４
７
３

１９
４
３
６
６
０
７
９

白
●
●
□
●
●
●
●

７
８
９
２
２
２
８
１

４
２

１

１

102.9Miyako-jima

lrabu-jima

Shimoji-jima

lkema-jima

Kurima-jima

Ogami-jima

Tarama-jima

*Minna-jima

2６．６

1７．５

12.0

２．１

１．９

1６．２

6.0

Note：＊Anlminhabitedisland．

および小宝島は100ｍ以浅の海中に存在し，奄美大島および屋久島等とは全然独立したものである。

本群に属するものは前列に竹･島，口之永良部島，ロ之島，中之島，諏訪瀬島，悪石島，宝島，小宝島，

上/根島，横当島等の外，中ノ曽根，平瀬等の海礁がある。なお中列は硫黄島，小臥蛇島，平島等の他

多くの海礁があり，内列は臥蛇島と数ケ所の海礁とからなる。屋久島，奄美大島の間にあるトカラ海峡

は最深部2,000ｍに達し，西方に至るに従って浅く，本群島の周囲では1,000ｍまたはそれより浅く

なっている。

３）大鳥群Oshima-group奄美大島およびその付近の諸島即ち喜界島，徳之島，与論島，沖永良部
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ＴａｂｌｅｌＯ５・GeneraldescriptionofthegeographicalenⅥronmentoftheYaeyamalslands．
●

Lengthof
shoreline（k、）

Ａｒｅａ

(Ｓｑｋｍ）
Maximum

elevation（、）
lslandsl 、【日■Ｌｌｑ

lshigaki-jima

lriomote-jima

Kohama-jima

*Kayama-jima

Taketomi-jima

Kuro-shima

Aragusuku-jima

Hateruma-jima

Hatoma-jima

*Nakanogami-jima

Yonaguni-jima

*Uotsuri-jima

*Kobi-jima

*Ｎ,Ｋｏｊｉｍａ

*ＳＫｏｊｉｍａ

９
０
７
８
２
８
６
６
５
６
５
１
５
２
５

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

９
７
３
２
９
２
５
４
３
３
７
１
３
３
２

８
７
１

１
１

２
１

３
９
３
５
７
７
０
０
０
２
９
３
１
３
５

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

８
１
０
０
６
３
２
５
１
０
０
４
１
０
０

５
２
１

１
１

３
２
３

６
０
９
９
１
４
１
０
４
２
１
９
８
９
９

塊
灯
９
１
２
１
２
６
３
０
３
６
１
２
４

１
２
３
１
１
１

４ｕＯ〔

4U（

４‐［

4uＯ

－４ｂ

Ｄ２８
ＭＯ

Note：＊Anuninhabitedisland，

島等を含む。

４）沖繩群Okinawa-group久米島，渡名喜島，慶良間群島，慶伊三喚等を含む，伊平屋島と沖縄
本島とは300ｍの深海で隔てられている。

５）宮古群Miyako-group沖縄島とは１，０００ｍの深海で隔り，二群に分けられる。即ち第１群は宮
古島，伊良部島，下地島，来間島および池間島を含み，第２群は多良間島および水納島を含む。

６）八重山群Yaeyama-group宮古群とは400ｍの深海で隔る゜本群に含まれるものは石垣島，竹
富島，黒島，嘉弥真島，鳩間島，新城島（上地,下地)，波照間島等である。仲之神島は無人島で，これ

らの島とは300ｍの深海で分れ，与那国島も同じく300ｍの深海で隔り，台湾とは800ｍの深海で分
れている。

７）大東群Oagari-group大東群は南大東島，北大東島，沖大東島からなり，宮古島，沖縄島とは
7.481ｍの深海で分れている。

これらの島を構成している地層は次の９群に区別されている。
１．古生層Palaeozoicformation

２．宮良層Miyarabeds

３．八重山夫炭層Yaeyamacoal-bearingbeds

４．島尻層Shimaziribeds

５．祖納礫岩Sonaiconglomerate

６．琉球石灰岩Riukiulimestone
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Fig. 76. Distance and depth in Satsunan, Tokara and Amami Islands.
• Agkistrodon halys blomhoffii © Trimeresurus flavoviridis tokarensis • T. f.
flavoviridis 0 T. okinavensis • Calliophis japonicus japonicus 6. C. j. boettger'i
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Fig. 77. Distance and depth in Okinawa Islands.

• T. f. ftavoviridis 0 T. okinavensis 6. C. japonicus boettgeri
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Fig. 78. Distance and depth in Miyako and Yaeyama Islands.

• T. elegans .. C. macclellandii iwasakii
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７．国頭礫層Kunigamigravel

８．隆起珊瑚礁および隆起沿岸沈積Raisedcoralreefsandraisedbeachdeposits
９．現代層Recentdepositｓ

これらの地層の分布状況は次の通りである。

古生層：北は鹿児島県大隅半島から発し，屋久島，奄美大島，徳之島，沖永良部島，与論島を経
て沖縄島に連なり，同島の北部より中部付近に至り，なお伊江島，瀬底島，屋我地島，伊平屋島，慶
良間島を経て，石垣島の北部を貫き，竹富島，西表島，小浜島，嘉弥真島より台湾に連なる。本層を
構成する岩石は粘板岩，砂岩，輝石岩，角閃岩等で，粘板岩および砂岩のみのところもある。
八重山爽炭層：与那国島，西表島，鳩間島，小浜島，石垣島，波照間島等に現われている。
島尻層：喜界島，沖縄島，伊計島，久米島，宮古島等に現われている。

祖納礫岩：西表島祖納の東部のみに存在し，台湾の開山層に見られる。特殊の有孔虫が本礫層中
に現われているので，両者は余程類縁が近いらしい。本岩は八重山來炭層よりは新しく，琉球石灰岩
より古い。

琉球石灰岩：琉球列島中，大隅群島，トカラ群島，慶良間群島，渡名喜島，伊平屋島，伊是名島
等を除く他の島喚には広く現われているもので，徳永博士はこれを洪積紀時代とし，矢部，半沢両博
士は前洪積紀時代と見徹している。

国頭礫層：広く琉球列島に存在するが，与那国島，鳩間島，波照間島，竹富島，宮古島等にはみ
られない。

隆起珊瑚礁：分布が広く，喜界島，久米島，沖縄島，西表島の１部，竹富島，石垣島，黒島，新
城島，波照間島，与那国島等に著しくみられる。その中，与那国島，西表島，沖縄島の島尻，中頭お
よびその付近の離島では隆起珊瑚礁が第３紀層を被うており，石垣島および沖縄島中頭の北部と国頭
地方では古生層の基部が緩かに傾斜した海岸一帯に現われている。

砂丘：喜界島，奄美大島，その他の島喚に存在し，主に有孔虫の殻からなっている。
２．気候および海流Climateandacurrent

l）気候琉球列島は南北に長く延びているので，列島内における気候は，各地区によって多少の
相違がある。

気温琉球における主要島と九州（鹿児島）および台湾（台北）との気温を比較すると次の通りで
ある（第106表)。

TablelO6MeanairtemperatureofRyukyuanditsadjacentterritories（｡C)．

己Ｕ･'皿Lair･Iｆｌｍ ９，t.（］
DID痔

J’１９．７１１６．７１２１．６１１８§

8.Ｏｌ１８０１Ｉ９ 〈－ＨｚＨ」

Dｋｉｎａｗｚ ５．1116.Ｃ
3９１－１９４（

３１１８F

1５１１０－９
J２６１９２

ｉＩＪｑ

８．９１２２．３i26.3126.8124.018

前表によると琉球列島のほぼ中央に位する沖縄島(那覇)の年平均気温は22.0度で，これはおよそ石
垣島と台北の中間に相当し，鹿児島よりは５．４度高い。これを月別にみると沖縄島の最高は７月の27.9
度を示し，次いで８月の２７．７度となり，石垣島，奄美大島（名瀬）および屋久島も略同様の傾向を有
する。しかしながら鹿児島では８月において最高26.8度を示し，これに次ぐものは７月となっている。
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湿度四面海に囲まれているので，海洋の影響を受けること大であり，湿気は著しく多い。琉球に

おける主要島と鹿児島および台北との湿度を比較すると次の通りである（第107表)。

Table107．MeanrelativehumidityinRyukyuanditsadjacentterritories（％)．

溌溌J識!1灘
Month

Taihoku

lshigaki

Okinawa

Naze

Yaku-shima

Kagoshima

前表によると沖縄島において年平均７９％を示し，これは台北よりも2.5％低く，鹿児島よりは２．２

％高い。これを月別にみると沖縄島の最高６月の８６％，次いで５月と８月の８３％となっており，石

垣島はほぼこの傾向を有する。

降水量琉球における主要島と鹿児島および台北との降水量を比較すると次の通りである（第１０８

表)。

Table108．MeanamountofprecipitationinRyukyuanditsadjacentterritories（ｍ、)．

Years

ofobs．

L蕊灘識
MarlAprlM‘ Ｎｏｖ．Month

1M1116271垂７

:！
1897-1926

1897-1956

1891-1940

1897-1955

1926-1945

1901-1945

Taihoku

lshigaki

Okinawa

Naze

Yaku-shima

Kagoshima

203.0117.

164.6134.

139.41147.71226.8

|鱸1１
253.51269.0130.8

188.4

165.0

７３．１

８
７
８

●
●
●

345

335 ５円

204

前表によると年平均降水総量の最も多いところは屋久島で3514ｍｍを示し，鹿児島および台北より

もはるかに多い。次いで奄美大島の3144ｍｍとなり,沖縄島,石垣島は奄美大島より少なく台北とほぼ

類似する。１年中で降水量の最も多い月は石垣島では９月の238ｍｍ，沖縄島では６月の269ｍｍを示

し，屋久島では６月の571.6ｍｍ，奄美大島では６月の426.6ｍｍとなって鹿児島に類似する。梅雨期

は各地区によって多少の差はあるが，概ね５月下旬から６月中旬にわたるので，九州に比較して約１ケ

月早いようである。要するに琉球列島の気候的特徴は亜熱帯的海洋性気候であり，１年の温度の較差が

少なく冬季も温暖であり，屋久島の高山を除いて雪霜をみることが殆んどない。夏季は季節風によって

多量の降水をみるが，台風の進路となり，甚大な被害をみることも少なくない。また琉球石灰岩の島旗

では寡雨期にはしばしば干害を被ることがある。

２）海流琉球列島は東支那海の東端に位置し，太平洋との境界を形成する。前者の水深は到るとこ

ろ浅く，100ｍ以下のところが大部分を占め，列島付近においてやや深くなり，平均1500ｍの細長い

海溝となっている。而して台湾東海を北上する黒潮は尖閣列島，魚釣島付近において北東に転向し，更

に同列島中の赤尾島付近において再び北方に方向を変え，沖縄群島および奄美群島の西方を通過してト

カラ海峡から太平洋に出てくる。これがため，琉球列島の気候は大きな影響を受けており，南方系植物

の種実や材木等の漂流物もすぐなくない。

３．動物相および植物相Faunaandflora
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１）動物相全般についてふれることは筆者の目的とするところではないので，ここでは琉球列島に
おける哺乳類，鳥類，爬虫類および両棲類の特殊なものについて，その概略を述べる。

琉球列島における哺乳類の固有種（亜種を含む）はおよそ30種，その中約80％は亜種で占められて

いる。分類地理学上特殊のものはアマミノクロウサギＰＷｏｔａＪｑｇ"s〃γ"essi，ケナガネズミDjPZotﾊr伽

zegcUtcU，トゲネズミ２℃〃"clqicUos伽e"sts等であり，アマミノクロウサギは奄美大島と徳之島に産し，ケ

ナガネズミは奄美大島，徳之島および沖縄島に，トゲネズミは奄美大島,沖縄島に産する。徳田（1941）

によるとこれらの類縁種は遠くスマトラ，セレベス等の熱帯地方に分布することが知られている。鳥類

の固有種（亜種を含む）はおよそ50種，その中約85％は亜種であり，また亜種の中，大部分は隣接島

喚または列島相互間に共通のものである。分類地理学上特殊のものはルリカケスLqZoctttql伽ｈｉ，ノ

グチゲラＳｑＰＭＰｊＰｏ伽０９"c脇，ミヤコショウピンHbu肋Z/o〃伽Z/α〃Ce"sis等であり，ルリカケスは奄

美大島および徳之島に，ノグチゲラは沖縄島に，ミヤコショウピンは宮古島に各特有のものである。爬

虫類（蛇類を除く）の中，琉球列島の固有種としてはアオカナヘピｚＭ"cI70mcossma7qgZZ伽刎８，サキ

シマカナヘビPJqtz/pZqcOp"ScJOrsqJi8，キノポリトカゲＪｔＬｐｑＪ"γcUpOZwro"ａｔα，ヘリグロヒメトカゲ

Ａｵeouc〃0sα"wLsPcZZoPZe"γ"８，バルブァートカゲＥｏ４ｍｃｃｅｓ６ｃｕ７６０Ｍ７＃，ホラヤモリＧ２/、,"odqctZ/J"８

２/ｑｍｃｚｓｈｍａｅ等があり，特にパルブァートカゲは奄美大島，徳之島，沖縄島に限られている。無尾両棲

類で特殊のものはイイジマガエルＥｑ"ｑｉｊ伽ｑｅ（奄美大島，沖縄島)，ナミエガエルECU"α〃cmM"Ｂｉ

(奄美大島，沖縄島)，イシカワガェルECU"cM8bi〃α〃ａｅ（奄美大島，徳之島，沖縄島)，ホルストガエ

ルECL"ｑｂ０Ｍｉ（沖縄島)，オットンガェルＥｑ"cUs"bqspe7q（奄美大島，徳之島）等があげられる。

これらの分布は岡田（1931）によって地質と密接な関係のあることが明らかにされている。有尾両棲類

は僅かに２属２種即ちイポイモリ、/Jotor伽〃α"`cγ80"Ｉ（奄美大島，徳之島，沖縄島)，シリケンイモ

リＴｒ伽ｒ０ｏｓｅ"SiccM"８(奄美大島，徳之島，沖縄島）で，その中イポイモリは最も原始的なものとさ

れている。佐藤（1943）によれば，イポイモリの近縁種は遠く南支，雲南，上部ビルマおよびヒマラヤ

のダージリン地方にしか発見されないようである。このように琉球列島特にその中部陸塊には高度に特

化した背椎動物が見られることは興味深く且つ注目すぺきことに属する。

２）植物相琉球列島は南北に長く延びているので，そこに分布する植物も各群島によって様相を異

にする。小泉（1928）は日本固有植物区系と琉球，台湾の植物区系との境界線が宝島および小宝島の北

部にあることを報告し，次いで正宗(1930)はやや異説をたて，その境界線は屋久島南部にあるとした。

九州地方の特産植物は種子島，屋久島をもって分布の南限とするものが多く，哺乳動物の分布が，トカ

ラ海峡によって境されているように,植物もまたトカラ海峡によって阻止されているような感を受ける。

正宗（1934）によれば種子島，屋久島区に産し，それ以南に分布しないもの１７属，奄美区に産し，そ

れ以北に分布しないもの５０属，両者の分離率の和は１２％・奄美区に産し，それ以南に分布しないもの

４属，また沖縄区に産し，それ以北に分布しない屯の44属，両者の分離率の和7.7％・沖縄区に産し，

それ以南に分布しないものＵ属，また先島区に産し，それ以北に分布しないもの４１属，両者の分離

率の和９％となっている。これらの分離率よりみると種子島，屋久島区と奄美区との間に第１位の境界

があり，第２位は沖縄区と先島区との間に，第３位は奄美区と沖縄区との間にあることが知られる。奄

美群島以南には台湾との共通植物が多く，殊に海浜植物において顕著であり，また人為的に移植された

植物も少なくない。各島喚ともおよそ100年前は樹木が著しく繁茂していたようであるが，遂年開拓せ

られ，今日では屋久島，西表島以外には原生林のみるべきものがない。殊に低平な隆起珊瑚礁島は植物

相が貧弱であり，且つ森林の特記すべきものがない。

Ｂ、毒蛇の奇異な分布Onthestrangedistributionofthepoisonoussnakes

既に述べたように琉球列島は100余の島喚からなり，そこには８種の毒蛇と２０種の無毒蛇を産する。
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Fig. 79. Distribution map of poisonous snakes in Satsunan, Tokara and Amami Islands.
• Agkistrodon halys blomhoffi,i • Trimeresurus jlavoviridis jlavoviridis
© T. f. tokarensis 0 T. okinavensis • Calliophis japonicus japonicus
L C. j. boettgeri
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Fig. 80. Distribution map of poisonous snakes in Okinawa Islands.
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