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揖竜地区の蜻蛉相

相坂耕作

由としてトンボの生活環境は幼虫時代は水中生活

をするという過程を経るから、何らかの影響によ

り水質が悪くなっていれば絶滅ということも考え

られるから（もちろん採集資料にもいえるが）で

実際に採集した資料ほど確実さがないと思うから

である。

以上のようなことから不完全ではあるが、興味

ある種も少<はないのでここに報告をし、尚完全

な揖竜地区の蜻蛉リストを作るべく努力をしたい

と思います。

尚との本文を稿するに当りエゾトンポ科の同定

をお願いした国際蜻蛉学会の井上清先生および貴

重な標本の恵与や資料を頂いた姫路昆虫同好会の
トンボ屋仲間三木安貞・菅原昭夫各氏に感謝致し

ます。

トンボの採集地は次の記号で表した

竜野市竜野町 A

〃揖西町 B

揖保郡御津町 C

〃揖保川町 D

〃太子町 E

「夕焼け小焼けの赤トンボ負われて見たのはい

つの日か山の畑の桑の実を小籠につんだは幻し

か」これは有名な三木露風作詞の赤トンボの一節

である。文学碑としていまも竜野公園の中心をな

して立っている。また三木露風の生家も同公園付

近にある。

このように竜野市（旧揖保郡竜野町）は全国に

知られるトンボに関係の深い地であり、付近には

トンボにちなみ国民宿舎「赤トンボ荘」製麺会社

が以前つけていた「鬼ヤンマラーメン」、ゴミ集

回車の「赤トンボのチャイム」など数えあげれば

きりがない程トンボとはきってもきれない土地柄

なのである。

兵庫県下のトンボ研究は|日い所では井口宗平・

兵庫県佐用郡産35種(1908) 、戸沢義信・甲山付

近の蜻蛉47種(1930)があり、近いところで山本

義丸．兵庫県氷上郡昆虫目録NATURA特別号

（1958）で62種、最近としては関西トンボ談話会

・近畿地方のトンボで兵庫県下の詳しいリストが

出来つつあるが、西播磨の中心でもある揖竜地区

のトンボの文献はほとんどない。幸いにも私は高

校時代を揖保川のそばで学んだ。学校の裏山は原

始林「鶏籠山」で、学校の近くには野生の鹿が水

を飲みにくるほど自然に恵まれた地でもあった。

また私はあることがきっかけで今回も標本等御

恵与下さった菅原昭夫氏と知り合い氏のお宅が揖

保郡御津町ということで竜野市同様よく同地を訪

れる機会があり御津町のトンボを多く調査するこ

とが出来た。尚菅原氏には多くの知見を得、その

大きなものとして同氏のハネビロエゾトンボの発

見である。それがきっかけとなりオオエゾトンポ

など稀種トンボの同地での発見、マルタンヤンマ

・アオヤンマ・ハネビロトンボなど分布上注目す

べきトンボ、極めて稀種といわれるネアカヨシヤ

ンマの発見へとつながったわけである。

今回揖竜地区のトンボ相としてリストを作った

のは私自身が所蔵の標本52種および私自身が目撃

した種1種および三木安貞氏所蔵の標本1種であ

り、文献上にある種類（例えばハッチョウトンボ

やタイリクアカネ等）は省くことにした。その理

、

｢靖 蛉 類」

ヘ
一 均 翅 類

1． イトトンポ科 Agriomdae

(1) キイトトンボCeriagrionnrdanurum

Selys.

1972, 8 C

1972, 9 D

出現期 5～9月

（2） アジアイトトンポ Ischnuraasiatica

Brauer.

1972, 9 C

1973, 5 C

出現期 5～9月

（3） アオモンイトトンボ Ischnura

senegalensiSRampbur:

1976, 8 C

出現期 4～10月
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（4） クロイトトンポCercioncatamorum

Ris:

1972, 8 C

1972, 9 C

出現期 5～9月

（5） セスジイトトンボCercionhierogly-

phicumBrauer:

1976, 5 C

1976, 8 C

出現期 5～9月

2． モノサシトンポ科PlatyCnemidae

（6） モノサシトンボCoperaannulata

Selys.

1969, 9 A

1972, 8 A

1972, 8 C

1972, 9 D

1973, 5 C

1975, 9 A

1976, 9 C

出現期 5～9月

3． アオイトトンポLestidae

（7） アオイトトンポLestes sponsa

Hansemann.

1972, 7 E

出現期 5～10月

（8） コバネアオイトトンボLestes

japonicus Selys.

1972, 7 E

1976, 9 C

出現期 5～10月

4 カワトンポ科Calopterygidae

（9） ハグロトンポCalopteryxatrata

Selys.

1966, 7 A

1972, 8 C

出現期 5～10月

、カワトンボMnais strigata

Selys.

1967, 5 A

出現期 4～7月

採集品は淡橿色型であるがおそらく一般的

な透明型も分布しているものと思う。

不均翅類

5． サナエトンポ科Gomphidae

伽ヤマサナエGomphusmelaenops

Selys.

1965, 5 A

出現期 4～7月

⑫フタスジサナエTrigomphus

interruptus Selys.

1973, 5 C

1973, 4 B

1973, 5 B

1973, 7 B

出現期 4～7月

5月頃山間部の水田および池の付近に多い。

u3オグマサナエTrigomphus ogumai

Asahina.

1973, 4 C

1973, 5 C

1973, 4 B

1973, 5 B

出現期 4～5月

溜池や潅慨用の溝川などに多い西播地方で

春期最も一番多いサナエトンボである。

側タベサナエTrigomphuscltimus

tabei Asahina.

1966, 5 A

出現期 4～6月

前種と同じく春のサナエトンボだがオグマ

サナエほど多くはないようである。

胴ダビドサナエ Pauidiusnanus Selys.

1967,5A

出現期 4～6月

山間の渓流沿いにのみ見出される。

daオジロサナエ Stylogomdlussuxurii

Oguma

1965, 6 A

出現期 5～8月

広範囲に分布しているが、いずれの地でも

少ない。

㈹オナガサナエOnyc加gomphus

viridicostus Oguma.

1966, 7 A

1967, 6 A

1976, 7 C

出現期 6～9月

琴
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なれることは少ないので注意しなければこの

珍トンボも見られなくなるかもしれない。

24） ネアカヨシヤンマAes℃hnophlebia

anisoptera Selys.

1976, 8 C

出現期 6～8月

太身の大型ヤンマで前種と同様減少し、き

わめて稀種といわれるヤンマで、この種を採

集した時たいへんなものを採ったという感じ

がした図鑑などでしってはいたが突然それが

目の前に現われた時はまったく驚いた。我が

国の特産種ともいえる稀種で西播地の都市開

発等に当たっては十分留意願いたいものであ

る。

鯛カトリヤンマCynacantha japonica

Bartenef.

1974, 8 C

1976, 9 C

出現期 6～11月

最近は山地へいかなければ見られなくなっ

た。

鯛ヤブヤンマPolycanthagyna

melanictera Selys.

1976, 9 C

出現期 5～9月

8は黒色地に青緑斑があり美しく、 旱は全

体に黄色部が多く一見別種の感じがする。

伽マルタンヤンマAnaciaeschna

martini Selys.

1976, 9 C

出現期 6～9月

（この種は三木安貞氏採蔵品で分布上重要

なので所蔵ではないが同氏の好意により分

布に入れた）

南方系の代表的な種で8は大変に美しく採

集しにくい黄昏活動をする。

28ギンヤンマAnaxparthenopejulius

Bkauer.

1973, 7 C

1974,8 C

出現期 4～10月

ヤンマ中最普通種であるが近年はそんなに

多産する池はあまりない。

旧コオニヤンマ Sieboldiusalbardae

Selys.

1966, 6 A(新宮町との間）
1967, 6 A

1976, 8 A

出現期 5～9月

⑱ウチワヤンマIctinus clauatus

Fabricius.

1972, 7 C

1972, 8 C

出現期 6～9月

6． オニヤンマ科Cordmegasteridae:

剛オニヤンマAnotogaster sieboldil

Selys.

1966,6A

1967, 7 A

1974, 8 C

1976, 8 A

出現期 6～9月

7． ヤンマ科Aeschnidae

C1) サラサヤンマ Jagoriapryeri

Martw.

1973, 6 C

出現期 5～6月

ヤンマ科では小型で黒色地に黄色斑の発達

した美麗種であり、兵庫県下では稀種に属し

ている。

助ミルンヤンマPlanaeschnamilnei

Selys.

1967, 9 A

1972, 8 A

1972, 9 C

1975, 8 C

出現期 6～11月

山地に普通にいる黒地に黄色斑のきれいな

種で特に複眼は美しい。好暮性を持っている。

鯛アオヤンマAeschlebia longistigma

Selys.

1976, 8 C

出現期 5～7月

名前のごとく全身があざやかな緑色の美し

い中型のヤンマで昔は多くいたが近年都市の

開発により生息池の埋め立てにより絶滅にひ

んしているところが多く、生息地より遠くは

､
一

、
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1967, 6 A

1973, 5 C

1973, 6 C

出現期 5～8月

山間の渓流沿いや丘陵地に多くみられる。

鯛オオヤマトンボEpophthalmia

elegans Brauer.

1972, 8 C

1973, 5 C

1973, 6 C

1973, 7 C

1976, 9 C

出現期 5～9月

大型のトンボで池をウチワヤンマと共によ

く排掴している。

10． トンボ科Libellulidae

鯛ハラビロトンボLyrlothemis

pachygastra Selys.

1966, 7 A

1973, 5 C

1973, 6 C

出現期 4～9月

田んぼや小川の付近に多い種だが最近減っ

た。

例シオカラトンボOrthetrum

albistyrumspeciosumUhler.
1966, 6 A

1973， 5 C

1975, 9 B

1976, 8 C

1976, 9 C

出現期 4～10月

この種の早をムギワラトンボと揖竜地区で

も呼ぶ。

㈱シオヤトンボOrthetrumjaponicam
japonicumUhler.

1966, 6 A

1973, 5 C

1975, 9 B

1976, 8 C

1976, 9 C

出現期 5～9月

開オオシオカラトンボOrthetrum

triangularemelama Selys.

鯛クロスジギンヤンマAnaxnigrofa

nigrofasciatusnigrofasciatus

Ogwma.

1973, .6 A

出現期 5～6月

（この種は目撃種であるが一度採集し、三

角紙におさめる際ににがしてしまった）

ギンヤンマとよくにているが出現期が早く

胸に黒いスジがあるのですぐ見分けられる。

8． エゾトンボ科Corduliidae

側 トラフトンポEpithecamarglnata

Selys.

1973, 5 B

1976, 5 C

出現期 4～5月

5月頃よく古い池の周囲を俳掴飛翔をして

いる。生活地を失いやがて絶滅するかもしれ

ない。

鋤オオエゾトンポ S、V・ atrovirens

Selys.

1976, 9 C

出現期 6～9月

関西に産するエゾトンボ科では稀種に属す。

肋ハネピロエゾトンボ Somatochlora

clauataOguma.

1972, 9 C

出現期 6～9月

やはり前種同様稀種に属す。このようなト

ンボを絶滅を防ぐにはやはり生活環境を変え

ないことであるので都市開発の犠牲にはした

くないと思う。

鯛タカネトンポ Somatochlorauchidai

Foersper.

1975, 9 A

1976, 9 C

出現期 6～10月

金緑色をした美しい種で少ないながら揖竜

地区にも分布する。山地の小池に9月頃特に

多く3が縄張り占有飛郡をし小池の内側を岸

に接して飛ぶので採集は容易である。

9． ヤマトンボ科Macromiidae

例コヤマトンポMacromiaamphigena

amphigena Selys.

1967, 5 A

津
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1972, 9 D

1976, 9 C

出現期 7～10月

山すその水田に多いが珍しい種類である。

1965, 7 A

1967, 6 A

1969, 9 A

1973, 5 C

1973, 7 C

1976, 8 C

1976, 9 C

出現期 5～9月

㈹ショウジョウトンボCrocthemis

seruiliaDrury.

1973, 6 C

1973, 7 B

1973, 7 C

1976, 8 C

出現期 4～10月

8は真紅、 旱は燈黄色で早のテネラル（未

熟）は体色は淡く翅も全体に淡黄色でオオキ

トンボのような色で別種の感がする。

性1） コフキトンボDeieliaphaon Selys.

1972, 8 . C

1973, 5 C

1973, 6 C

出現期 、 5～9月
県下では局地的に多産する種である。

伽ミヤマアカネ Sympetram

pedemontanumelatumSelys.

1966, 9 A

出現期 6～11月

鯛ナツアカネ Sympetrum

darwinianumSelys.

1966, 9 A

出現期 6～12月

“アキアカネ Sympetyumfreguens

Selys.

1976, 10 C

出現期 6～12月

㈱マイコアカネ Sympetrumkunckeli

Selys.

1972, 8 C

1972, 9 C

1972, 9 D

出現期 6～11月

㈹ヒメアカネ Sympetramparum

Bartenbf.

性7） マユタテアカネ Sympetrum

eroticumeroticumSelys.

1966, 9 A

1972, 8 A

1972, 9 C

1972, 9 D

1973,7 C

1975, 9 B

1975, 9 A

1976, 8 C

出現期 6～12月

㈱リスアカネ Sympetrumrisirisi

Bartenef.

1966, 9 A

1972, 8 A

1972, 9 C

1973, 7 C

1975, 9 B

1976, 8 C

出現期

㈱ノシメトンポ Sympetrum

infuscatumSelys.

1966, 9 A

出現期 7～10月

鋤ナニワトンボ Sympetrum

gracile Oguna.

1975, 9 B

1976, 8 C

1976, 9 C

出現期 7～11月

、
‐ﾛ.″

、
一

近畿地方および中国・四国の瀬戸内海に面

した地域から記録されているに過ぎない。ナ

ニワトンボのナニワとは大阪の意味。

61） ネキトンボ Sympetrumspeciosum

specisum Oguma.

1972, 8 C

出現期 6～10月

個体数は少ない。

剛キトンボ Sympetrumcroceolum

Selys.

－5－
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