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葉を半分に折って食べる
習性があるため、
左右対称の食べ痕が残る。
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「
な
に
を
撮
っ
て
い
る
の
で
す
か
？
」。
高
尾
山
で
写

真
を
撮
っ
て
い
る
と
、
良
く
聞
か
れ
る
言
葉
が
こ
れ
。

何
か
珍
し
い
花
で
も
あ
る
の
か
聞
い
て
み
た
い
の
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
聞
い
て
く
る
人
は
カ
メ
ラ
を
持
っ
て

い
る
こ
と
が
多
く
、
自
分
も
珍
し
い
花
の
写
真
を
撮
り

た
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
私
の
場
合
は
、
昆
虫
の
写
真
を
撮
っ
て
い
る
こ
と
が

多
い
。
最
近
は
趣
味
で
、
特
に
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
と
チ
ョ

ウ
の
幼
虫
を
撮
っ
て
い
る
。
な
ぜ
、
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
、

な
ぜ
、
チ
ョ
ウ
の
幼
虫
と
聞
か
れ
て
も
明
確
な
答
え
を

持
っ
て
い
な
い
が
、
た
だ
好
き
な
の
だ
。

　
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
も
そ
う
だ
が
、
チ
ョ
ウ
の
幼
虫
も
見

つ
け
る
の
が
甚
だ
難
し
い
。
そ
ん
な
強
敵
を
、食
草
（
幼

虫
が
食
べ
る
植
物
）
を
見
つ
け
出
し
、
食
べ
痕
を
観
察

し
て
、
幼
虫
の
大
き
さ
を
想
像
す
る
。
頭
の
中
に
像
を

結
び
、
そ
の
姿
を
追
っ
て
見
つ
け
出
す
。
う
ま
く
見
つ

け
た
と
き
の
感
激
が
、
次
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
追
い
か
け

る
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
幼
虫
が
見
つ
か
っ
た
ら
撮
影
で
あ
る
。
う
ま
く
撮
れ

た
と
き
は
ビ
ー
ル
で
乾
杯
、
だ
め
な
と
き
は
カ
メ
ラ
の

せ
い
に
し
て
少
し
溜
飲
を
下
げ
て
い
る
。

　
高
尾
山
と
の
つ
き
あ
い
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、

私
は
カ
メ
ラ
と
昆
虫
で
高
尾
山
と
つ
き
あ
い
た
い
と

願
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
よ
ろ
し
く
。

〈
解
説
員　
八
木
下
〉

解説員

ら
む

こ
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高
尾
山
と
つ
き
あ
う

「
の
ぶ
す
ま
」
最
新
号
と
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
高
尾
山
山
頂
に
あ
る
、
高
尾
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
に
て
準
備
し
て
お
り
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
窓
口
ま
で
お
越
し
下
さ
い
。

植田孟縉という人の魅力
～「昔の人 も々魅せられたムササビ」のおまけ～

植田孟縉は八王子の武士集団「八王子千人同心」の一員でした。

『新編武蔵風土記稿』『新編相模風土記稿』といった幕府による地誌製作

に従事しただけでなく、『武蔵名勝図会』『日光山志』『鎌倉攬勝考』といっ

た各地の名所や見どころ、歴史や自然などをまとめた書籍を自ら著作し

ました。

書籍の多くが幕府の教学施設「昌平坂学問所」に納められたことから、孟

縉が優れた著作者だったことがうかがえます。

『新編武蔵風土記稿』に携わったのが57歳（数え年）、『日光山志』が幕府

の許可を得て出版されたのが81歳の時、87歳で没するその時まで、その

探求心と情熱は衰えることがありませんでした。

渡辺崋山に師事していた孟縉による緻密な挿絵は、当時の様子を生き生

きと今に伝えています。

うえだもうしん

ムササビの食遍歴
ムササビが何を食べて暮らしているのか、それを調べる一番の方法は、彼らが残した「食痕」を探すこと。

冬眠をしないムササビは、一年を通じて様々な樹種・部位を食べていることがわかります。

ムササビのごはん
夜な夜な、ごはんを求め

高尾の森を飛び回っているムササビ。
一生のほとんどを木の上で過ごす彼らは、
主に樹上の「植物」を食べて暮らしています。

約1600種の植物があると言われている高尾山で、
一体どのようなものを選んで食べているのでしょう？？

春 秋 冬夏

ムササビが
かみ切った枝先は、
必ずななめになる！

ブナ（葉・実）

カシワ（花）

ヤマザクラ（花）

むさし さがみ

らんしょう

しょうへいざか

わたなべかざん

ム
サ
サ
ビ
の
移
動
に
は

体
重
を
預
け
ら
れ
る

く
ら
い
の
大
き
な

太
い
木
が
必
要
で
す
。

膜
を
広
げ
て
、

滑
空
！

膜
に
風
を
た
め
て

減
速

着
地
準
備
を

整
え
て…

大
き
な
木
に

着
地
し
ま
す

↑解説員 小林 181 ㎝

さ
す
が
に
そ
こ
ま
で

大
き
く
は …

ガシッ

ブワッ

か
っ
く
う

ぴょん

「頼れる高尾の大木」の巻



モ
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ー
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の

解
説
員
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い
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し
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花
の
形
も
ユ
ニ
ー
ク
で
す
が
、
私
の
イ
チ
オ

シ
は
そ
の
種
（
実
）
で
す
。
熟
し
た
実
は
ほ
ん

の
少
し
触
れ
た
だ
け
で
破
裂
す
る
よ
う
に
弾
け
、

中
か
ら
種
が
飛
び
出
す
仕
組
み
。
そ
の
力
強
い

弾
け
っ
ぷ
り
は
毎
回
声
を
あ
げ
て
し
ま
う
ほ
ど
。

弾
け
る
種
（
実
）
に

　
　
　

何
度
で
も
び
っ
く
り
！
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昔の人々も魅せられたムササビ
夜に姿を現し、宙を滑空する。その愛嬌と風変りな生態が人気

を博しているムササビ。昔の人々もミステリアスな印象を抱き

つつも、その存在を意識せずにはいられなかったようです。

〈
解
説
員　
宇
井
〉

弾けた後、

残った鞘（さや）

はくるくるに

中から飛び出した種

ム
サ
サ
ビ
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
て
、平
安

時
代
中
頃
の
万
葉
集
に
も
登
場
し
ま
す
。同
時
代

の
漢
和
辞
書『
和
名
類
聚
抄
』に
は
、“
夜
に
空
を

飛
び
、赤
子
の
泣
き
声
の
よ
う
に
鳴
き
、火
を
喰

ら
う
”
と
あ
り
ま
す
。闇
夜
の
山
野
に
活
動
す
る

様
子
は
、物
の
怪
の
ご
と
く
映
っ
て
い
た
よ
う
で

す
。高

尾
山
の
ム
サ
サ
ビ
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
？
江
戸
時
代
の
多
摩
地
域
の
地
誌『
武
蔵
名
勝

図
会
』（
全
　
巻
，1
8
2
0
年
）に
お
い
て
、著
者

の
植
田
孟
縉
は
、ム
サ
サ
ビ
の
生
態
や
社
会
と
の

関
連
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
て
、当
時
の
ム
サ

サ
ビ
へ
の
印
象
や
理
解
、習
慣
を
推
し
量
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

“
日
中
は
大
杉
の
洞
に
棲
み
、日
没
後
に
洞
か
ら

飛
び
出
す
。夜
間
に
活
動
、飛
行
し
て
、寝
て
い
る

鳥
を
捕
食
す
る
。薬
王
院
で
は
、奉
納
さ
れ
た
鶏

や
境
内
の
鳩
を
食
べ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。”

“（
栃
木
県
の
）日
光
に
も
棲
ん
で
い
て
、洞
の
あ

る
大
杉
を
叩
く
と
猫
の
よ
う
な
顔
を
洞
か
ら
の

ぞ
か
せ
る
。”
“
ム
サ
サ
ビ
の
大
き
い
の
を
モ
モ

ン
ガ
と
呼
ぶ
。モ
モ
ン
ガ
は
尾
を
頭
に
か
ぶ
せ
て

人
を
驚
か
す
。子
ど
も
の
遊
び
に
、服
の
襟
を
頭

に
か
ぶ
っ
て「
モ
ン
グ
ワ
ァ
」と
叫
ん
で
驚
か
す
も

の
が
あ
る
。こ
れ
は
こ
の
獣
に
由
来
す
る
。”

ま
た
、挿
絵
に
は
大
杉
の
洞
か
ら
ム
サ
サ
ビ
が

顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
様
子
と
、月
夜
の
宙
を
滑

す
る
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

詳
細
な
説
明
だ
け
で
な
く
挿
絵
を
つ
け
て
ま
で

紹
介
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、著
者
の
ム
サ
サ
ビ
へ
の

興
味
深
さ
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。霊
山
で
あ
る
高
尾
山

の
神
秘
さ
と
、ム
サ
サ
ビ
の
奇
妙
さ
と
が
相
ま
っ
て
、

著
者
の
好
奇
心
を
一
層
強
く
し
た
の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。

書
物
の
紹
介
か
ら
約
2
0
0
年
後
の
現
代
、高
尾

山
に
は
代
を
重
ね
た
ム
サ
サ
ビ
が
暮
ら
し
続
け
て

い
ま
す
。そ
し
て
、私
た
ち
も
ま
た
、イ
メ
ー
ジ
こ
そ

変
貌
し
ま
し
た
が
、ム
サ
サ
ビ
へ
の
興
味
を
持
ち
続

け
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
さ
ら
に
先
の
未
来
も
、ム
サ
サ
ビ
と
、

ム
サ
サ
ビ
へ
興
味
を
向
け
る
こ
と
の
で
き
る
私
た

ち
が
い
る
、そ
ん
な
高
尾
山
で
あ
り
続
け
た
い
も
の

で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〈
解
説
員
　
藤
野
〉

ムササビの 1年間の献立表～高尾ビジターセンター解説員調査結果～
〈2008 年 4月～2009 年 3月 /2017 年 1月～2017 年 9月の食痕調査記録から〉

調査してわかったこと

まとめ
冒頭でも書いたように、高尾山で暮らすムササビはとってもグルメです。季節ごとに食べている樹種や部位が変わり、今回
行った食痕調査も、まるで森の旬のお品書きを受け取っているようでとても楽しかったです。この秋号を作成している 9月
は、若い緑色のドングリやカエデの種などをよく食べています。生えている樹種が限られた環境でも、ムササビが生息して
いる場所は確かにありますが、それでも時に好みの傾向を見せる彼らにとって、これだけ食べ物の選択肢のある高尾山は、
暮らしやすい環境と言えるのではないかと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈解説員　梅田〉

△＝つぼみ、☆＝花、○＝葉、◎＝芽、●＝実・種

見
ら
れ
る
時
期
：
７
月
〜
９
月
（
花
）
９
月
〜

　

月
（
実
・
種
）

見
ら
れ
る
場
所
：
１
号
路
、日
影
沢
な
ど
の
湿
っ

た
場
所

11

む
さ
し
め
い
し
ょ
う

ず
え

12

う
え
だ
も
う
し
ん

わ
み
ょ
う
る
い
じ
ゅ
し
ょ
う

見つかった食痕の
樹種数 29種

お気に入りの
ごはん場がある

解説員が注目した
食痕ベスト 2

①ブナの実
高尾山内に、およそ　80本程しか生え残っていな
いと言われているブナ。しかし、その本数の少なさ
に対して、見つかる食痕の数が圧倒的に多い！ムサ
サビの好物に違いないので、高尾山のブナの繁栄と
存続を願うばかりです。

②ツバキのつぼみ
樹高が低く、ムササビにとってはかなりとまりにく
いだろうと思うのですが、毎年冬にたくさんの食痕
が見つかります。ごはんが少ない冬に、欠かせない
貴重な栄養源なのでしょう。

記録を取っていると、かなりの高確
率で食痕が見つかるスポットがある
ことに気づきます。
理由は、そこにお気に入りの樹があ
ることはもちろんですが、他にも巣
穴が近くにあったり、枝にとまりや
すいといったこともありそう。

今回の調査結果だけでも、見つかっ
た食痕の樹種数は 29種！
さらに、その被食部位も様々であり、
春には花や若葉、秋には実や種など、
季節ごとの傾向がはっきりとみて取
れます。調査は主に 1号路で行った
ため、他のコースも含めれば、もっ
と樹種数は増えそうです！

空

※

※平成 9 年発行「わたしの高尾山（高尾山自然保護実行委員会編）」参照

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

イヌブナ ☆○ ○ ○ ◎
ブナ ☆○ ● ○●
ヤマザクラ ☆ ○● ◎
オオシマザクラ △○ ●
クマシデ ☆
コナラ ☆○ ☆○ ○● ○● ● ◎ ◎ △
オオウラジロノキ ☆○
アサダ ☆
モミ 花芽 ● ○
カシワ ☆ ☆○
クヌギ ☆ ☆○ ○ ○ ○● ● △
ウラジロガシ ☆○ 〇
アカガシ ☆○ ● ● ○ ○ ○
イロハモミジ ☆ ● ● ● ◎
ウラジロノキ ☆○ ○● ●
トチノキ ○ ● ●
シラカシ ○ ○ ◎
ケヤキ ○ ● ◎
イヌシデ ○●
ヌルデ ○
アカシデ ○
オオモミジ ● ○●
ナラガシワ ●
スギ ● 花芽 ◎ ◎ ◎
ミズキ ○
ヤブツバキ ● △ ☆△ △
カヤ ● ● ●
カジカエデ ●
マツグミ ○ ○● ● ○●

コガシワ


