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伊
賀
の
特
産
品
と
い
え
ば
、
伊
賀
米
や

伊
賀
牛
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
今
回

は
歴
史
に
登
場
す
る
伊
賀
の
産
物
、
特
に

川
や
山
で
と
れ
る
特
産
品
に
つ
い
て
紹
介

し
ま
す
。

　
川
の
幸
を
代
表
す
る
の
が
鮎
で
す
。
平

安
時
代
の
「
皇こ

う
太た

い
神じ

ん
宮ぐ

う
儀ぎ

式し
き

帳ち
ょ
う」

や
「
延え

ん

喜ぎ

式し
き

」
に
、
伊
勢
神
宮
へ
供
え
る
鮎
を
捕

る
し
か
け（
簗や

な

）が
伊
賀
郡
に
あ
っ
た
こ

と
や
、
伊
賀
国
か
ら
朝
廷
の
役
所
、
内な

い
膳ぜ

ん

司し

に
「
鮨す

し
年ね

ん
魚ぎ

ょ（
鮎
）」「
塩し

お
塗ぬ

り
年ね

ん
魚ぎ

ょ（
鮎
）」

を
納
め
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
平
安
時
代
か
ら
伊
賀
の
鮎
は
都
で
も

有
名
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

江
戸
時
代
前
期
の
記
録
「
統と

う

集し
ゅ
う

懐か
い

録ろ
く

」

に
は
、
藤
堂
藩
に
鮎
を
納
め
る
た
め
の
川

漁
を
す
る
範
囲
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
は
、
服
部
川
の
荒
木
か
ら
上
流
域
、

木
津
川
の
才
良
か
ら
上
流
域
、
島
ヶ
原
付

近
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
各
所
で
鮎

が
捕
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
藩
へ
納

め
る
鮎
は
、山
田
郡
で
は
寛
文
年
間
（
１
６

６
１
〜
７
３
）
以
前
は
７
，
０
０
０
尾
で

あ
っ
た
の
が
、
淵
が
埋
ま
り
、
３
，
０
０
０

尾
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
ま
す
。
藩
へ
は

鮎
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
鮎
を
売
っ
た
代

金
が
納
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
鮎
は

藩
に
と
っ
て
重
要
な
収
入
源
で
あ
り
、
人

々
に
と
っ
て
は
貴
重
な
タ
ン
パ
ク
源
で
あ
っ

た
と
い
え
ま
す
。

　
一
方
、
山
の
幸
を
代
表
す
る
の
が
松
茸

で
す
。
江
戸
時
代
初
期
の
慶
安
元
年（
１
６

４
８
）
に
は
、
石
川
・
槙
山
・
丸
柱
な
ど
の

藩
が
管
理
す
る
山
々
か
ら
５
万
３
，０
０
０

本
を
超
え
る
松
茸
が
藩
に
納
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
松
茸
は
、
贈
答
用
と
し
て
伊

賀
や
津
の
藩
士
に
送
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、

換
金
さ
れ
て
藩
財
政
に
充
て
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
松
茸
は
、
藩
に
と
っ
て
重
要
な
産

物
で
あ
っ
た
た
め
、
秋
に
な
る
と
、
盗
難

防
止
の
た
め
の
制せ

い
札さ

つ
が
立
て
ら
れ
、
村
の

庄
屋
た
ち
が
見
回
り
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

　
先
に
挙
げ
た
「
統
集
懐
録
」
に
は
漬
松

茸
の
製
法
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
漬
松
茸

は
、
傘
の
開
い
て
い
な
い
松
茸
を
半
切
に

し
て
き
れ
い
に
洗
い
、
沸
騰
し
た
湯
で
柔

ら
く
な
る
ま
で
煮
て
、
冷
め
て
か
ら
桶
に

塩
を
入
れ
て
漬
け
込
む
よ
う
で
す
。「
統

集
懐
録
」
は
藤
堂
藩
の
重
職
に
あ
っ
た
藩

士
が
記
し
た
私
的
な
記
録
と
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
漬
松
茸
の
製
法
は
、
個
人
的
な
関

心
よ
り
も
藩
の
重
要
産
品
に
関
わ
る
事
柄

と
し
て
記
録
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

総
務
課
市
史
編
さ
ん
係

　
☎
52
・
４
３
８
０　
℻  
52
・
４
３
８
１

川
の
幸
・
山
の
幸市

史
編
さ
ん
だ
よ
り

（47）

▼広瀬付近の服部川

　夕刻、木々の下を通ると、ふと子どもの頃にかいだ
昆虫のにおいがしてくるようになりました。子どもは
夏になるとみんな昆虫採集に走り回ったものです。
　子どもの頃、一緒に虫を捕って遊んでいた近所の
お兄ちゃんたちの話の中で印象深かったのは、ヒト
ボシトンボ（標準和名：コシアキトンボ）の話です。
このトンボは全身真っ黒で、体の一部に白い帯があ
り、その白い部分がホタルのように光るというので
す。実際に光ることはないのですが、夕方になれば
ホタルのように光るかしらと、なんだかわくわくさ
せられる夢のあるトンボでした。伊賀では「灯す」
ことを「とぼす」と言いますから、そこから体の一
部に「火を灯す」ヒトボシトンボと呼ばれるように
なったのでしょう。
　トンボの中でも一番印象的なのはハッチョウトン
ボです。私が小さい頃は、あちらこちらの里山に別
世界のような湿地があって、今では珍しくなった食
虫植物のイシモチソウやモウセンゴケ、そしてサギ

ソウやトキソウなどがたくさん生えていました。そ
こをすいすいと飛ぶ、赤とんぼを小さくしたような
ハッチョウトンボを追いかけたものでした。
　里山の昆虫といえばカブトムシやクワガタムシで
しょう。手が届くところにいるカブトムシなどは手で
押さえてつかまえ、何もいないときには、くぬぎの木
を後ろ向きに２、３回蹴って、カブトムシやクワガタ
ムシがバサバサと落ちてきたところをつかまえるのが
とても楽しいことでした。伊賀ではクワガタムシをゲ
ンジと呼んでいて、その頃は「ゲンジ捕りにいこか」
というのが子どもたちの合言葉でした。
　里山や水辺の風景は、豊かな子どもたちの感性を育
み、ふるさとを愛する心を養ってくれるゆりかごのよ
うだと思います。そんな伊賀の自然をしっかりと守っ
ていきたいですね。　　　　　（伊賀市長　岡本　栄）
＊前回掲載した「伊賀の河川にまつわる話」の写真の
　説明で、木津川源流の石碑の所在地を馬野渓谷として
　いましたが、正しくは木津川上流の坂下地内でした。

ー昆虫採集の思い出ー

市長の伊賀じまん
▲コシアキトンボ（ヒトボシ
　トンボ）

▲ハッチョウトンボ


