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令和４年７月 15 日発行
れい わ はつこう

文・写真・絵 生きもの集め隊 隊長 平野 邦好
しやしん え あつ たい たいちよう ひら の くによし

夏の間、ビオトープの池に行くとい
なつ あいだ いけ い

つも出会えるトンボがいます。
で あ

目玉が黒っぽく身体が濃い水色をした
め だま くろ か ら だ こ みずいろ

オオシオカラトンボのオスです。オオシオカラトンボのオスは、水辺に縄張りを持ち、メ
みず べ なわ ば も

スが現れるのを待っています。また、他のオスが来たら攻撃をして追い払います。メス
あらわ ま た き こうげき お はら

が現れると交尾をして、縄張りの水辺で卵を産ませます。メスは空中で静止しながら尾
あらわ こう び なわ ば みず べ たまご う くうちゆう せい し お

を水につけて産卵します。その間、オスはメスの周りを飛んで見張ります。
みず さんらん あいだ まわ と み は

このトンボのメスの身体は濃い黄色をしています。だから、知らないと別の種類のトン
か ら だ こ き いろ し べつ しゆるい

ボと思ってしまいます。また、羽化したばかりのこのトンボのオスは、メスと同じように
おも う か おな

黄色の体色をしています。これは成熟したオスの縄張りの中での羽化なので、攻撃され殺
き いろ たいしよく せいじゆく なわ ば なか う か こうげき ころ

されるのを防ぐためと思われます。羽化したオスは身体や羽根がかたく、しっかりするま
ふせ おも う か か ら だ は ね

で水辺から離れたところでしばらく生活します。
みず べ はな せいかつ

① ② ③

⑤ ⑥

①池全体を見渡せる場所に止まって、監視をするオオシオ
いけぜんたい み わた ば しよ と かん し

④ カラトンボのオス。

②交尾をするオオシオカラトンボ。黄色い方がメス。
こう び き いろ ほう

③空中で停止しながら尾を水にぶつけて産卵するメス。
くうちゆう てい し お みず さんらん

④羽化したてのオス。メスのように身体が黄色。○の部分の出っ張りでメスと区別できる。
う か か ら だ き いろ ぶ ぶん で ぱ く べつ

⑤オオシオカラトンボのヤゴ。

⑥ヤゴが羽化しやすいようにヤゴタワーを設置したところ、同じ場所を登ってきて次々と
う か せつ ち おな ば しよ のぼ つぎつぎ

羽化（日にちは異なる）した結果、写真のようになった。場所は広いのになぜだろう？
う か ひ こと けつ か しやしん ば しよ ひろ
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左の写真のトンボは、オオシオカラトンボに似ていますが、
ひだり しやしん に

目の色が緑っぽく、身体の色が塩をふいたような薄い水色の
め いろ みどり か ら だ いろ しお うす みずいろ

シオカラトンボのオスです。メスは麦わらのような薄い黄色
むぎ うす き いろ

をしているところから、ムギワラトンボとも呼ばれます。
よ

私の子どもの頃は、オオシオカラトンボは見かけなくて、
わたし こ ころ み

このシオカラトンボばかりでした。

田畑があるような広々とした開けた場所では、シオカラト
た はた ひろびろ ひら ば しよ

ンボ、街中ではオオシオカラトンボが多いようです。
まちなか おお

因みにオオシオカラトンボのメスのことをオオムギワラト
ちな

ンボとは呼びません。
よ

ビオトープ作りは、様々な環境が混在し多様な生物
づく さまざま かんきよう こんざい た よう せいぶつ

が生存する里山の環境がお手本です。そのために生き物
せいぞん さとやま かんきよう て ほん い もの

を呼び寄せられる様々な植物を植えています。
よ よ さまざま しよくぶつ う

コオニユリは花が下向きに咲き、花びらも反り返って
はな した む さ はな そ かえ

いるので、大型の蝶が蜜を吸うためにはおしべやめし
おおがた ちよう みつ す

べにぶら下がって、そこから口のストローを伸ばして苦
さ くち の く

労して蜜を吸うことになります。そのときに蝶の身体
ろう みつ す ちよう から だ

中に花粉が付き、めしべへと運ばれます。蜜だけを盗
じゆう か ふん つ はこ みつ ぬす

まれないような造りになっています。
つく

コオニユリの球根は園芸店では高いのですが、お正
きゆうこん えんげいてん たか しよう

月のおせちに使われる百合根なら安く手に入ることを阿
がつ つか ゆ り ね やす て はい あ

部優子前諏訪小学校校長先生に教えて頂きました。
べ ゆう こ まえ す わ しようがつこうこうちようせんせい おし いただ

里山を代表する樹木と言えば、クヌギです。クヌギの樹木には鳥や小動物が集まった
さとやま だいひよう じゆもく い じゆもく とり しようどうぶつ あつ

り、幹から出る樹液にカブトムシやクワガタムシやカナブンなどが集まったりします。
みき で じゆえき あつ

落葉樹なので落ち葉が堆肥になったり、小動物の隠れ家や食 料になったりもします。
ら く ようじゆ お ば たい ひ しようどうぶつ かく が しよくりよう

まん丸のドングリも子どもたちに人気があります。しかし、身の回りにクヌギの木がほと
まる こ にん き み まわ き

んどなく、昨年度の美化委員さんにクヌギのドングリを見せても誰も知りませんでした。
さくねん ど び か い いん み だれ し

そこで、拾ってきたクヌギドングリをポットに蒔いて芽を出させ、ビオトープに定植し
ひろ ま め だ ていしよく

ました。大きくなるまでには何年もかかりますが、諏訪小学校には
おお なんねん す わ しようがつこう

クヌギの木があり、いろいろな生き物がいる学校になったら良いな
き い もの がつこう よ

と思っています。
おも

クヌギの実→
み

中央にクヌギの実に入って
ちゆうおう み はい

いたゾウムシの幼虫がいる。
ようちゆう


