
2018年の4月より、Twitter・Facebookをはじめました！
山頂の気温や天気、旬な自然情報などを毎日発信しています。
では、7月～10月の間のツイートから、注目のニュースをご紹介します。

クズの花の美しい紫のグラデーションを見事に真似たウラギンシジミ
の幼虫。毎年この季節になると、この子を探しに山頂周辺のクズの花
を訪ね歩きます。見つけるたび、その愛らしさに心臓がズキューーンと
なります。また来年も会えますように。

Twitterでふりかえる
高尾山ニュース！

ウラギンシジミの幼虫に夢中（2019/8/30）

最近、スタッフのお気に入りは、#ウラギンシジミ の幼虫探しです。
クズの花をよーく見て、花に擬態した幼虫を探しています。
先日は、蛹を発見することに成功。
幼虫もさることながら、蛹も葉の色によく似た見事な色ですね。

この時期は、幼虫や蛹、成虫が見られますので、是非探してみたください。
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「のぶ
すま」

とは

ムササ
ビの古

い呼び
名です

。
高 尾 山 山 頂 か ら 発 信 !

高尾ビジターセンター発行ニュースレター vol.57　1高尾ビジターセンター発行ニュースレター vol.57　4

季刊高尾ビジターセンターニュースレター「のぶすま」2019 年秋号 vol.57
東京都高尾ビジターセンター自然解説員作成　2019 年 10 月 8 日発行

所在地：〒193-0844 東京都八王子市高尾町 2176　電話：042-664-7872　FAX：042-662-9926
（公式ホームページでカラー版最新号を閲覧できます）

「
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
。

解説員

ら
む

こ

vol.19

　
五
千
種
も
の
昆
虫
が
生
息
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
高
尾

山
。
季
節
が
進
む
に
つ
れ
、
見
ら
れ
る
昆
虫
は
日
々
少
し
ず

つ
入
れ
替
わ
り
、一
、二
ヶ
月
も
す
る
と
大
き
く
変
化
す
る
。

都
心
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
が
良
い
こ
と
も
あ
り
、
一
年
を
通
じ

て
様
々
な
目
的
を
持
っ
た
虫
好
き
が
来
山
す
る
。

　
そ
ん
な
昆
虫
愛
好
家
た
ち
が
待
ち
侘
び
る
人
気
昆
虫
の

シ
ー
ズ
ン
が
あ
る
。
例
え
ば
、
春
は
イ
ボ
タ
ガ
、
初
夏
は
フ

ジ
ミ
ド
リ
シ
ジ
ミ
で
、
首
を
長
く
し
て
こ
の
時
期
を
待
つ
虫

好
き
は
多
い
。
そ
し
て
、初
秋
は
、オ
オ
ト
ラ
カ
ミ
キ
リ
（
以

下
、
オ
オ
ト
ラ
）
の
シ
ー
ズ
ン
で
あ
る
。

　
オ
オ
ト
ラ
は
生
き
た
モ
ミ
の
木
に
つ
く
二
〜
三
セ
ン
チ
程
の

カ
ミ
キ
リ
ム
シ
で
あ
る
。
黄
色
と
黒
の
縞
模
様
に
、
く
び
れ
が

あ
る
フ
ォ
ル
ム
を
し
て
お
り
、
そ
の
姿
は
ハ
チ
を
彷
彿
と
さ
せ

る
。
珍
し
い
虫
で
、
見
つ
け
る
の
が
難
し
い
。
私
は
数
か
所
で

十
年
ぐ
ら
い
探
し
て
い
る
が
、
見
つ
け
ら
れ
た
の
は
秩
父
で

一
頭
だ
け
で
あ
る
。
オ
オ
ト
ラ
を
見
つ
け
る
た
め
の
条
件
は

い
く
つ
か
あ
る
が
、
条
件
を
満
た
し
た
と
こ
ろ
で
、
運
と
機

会
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
と
見
つ
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　
二
年
前
か
ら
こ
こ
高
尾
山
で
働
く
こ
と
に
な
り
、
運
と
機

会
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
私
に
も
つ
い
に
機
会
の
方
が
巡
っ
て

き
た
、
な
ど
と
宣
（
の
た
ま
）
う
と
怒
ら
れ
そ
う
だ
が
、
正

直
期
待
は
し
た
。
夏
が
終
わ
り
に
近
づ
く
と
モ
ミ
を
凝
視
し

な
が
ら
通
勤
す
る
日
々
が
続
い
た
。

　
し
か
し
あ
る
日
、
さ
ほ
ど
虫
に
関
心
が
な
い
他
の
ス
タ
ッ

フ
が
、
通
勤
時
に
地
に
落
ち
た
特
大
の
オ
オ
ト
ラ
を
見
つ
け

て
し
ま
っ
た
。
そ
ろ
そ
ろ
寿
命
だ
っ
た
の
か
、
脚
の
力
が
弱

ま
り
木
か
ら
落
ち
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
私
は
未
だ
に
高
尾
山

で
見
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
の
に
、
何
た
る
こ
と
か…

。
こ
こ

に
来
て
機
会
に
は
恵
ま
れ
た
が
、
相
変
わ
ら
ず
運
の
方
は
な

い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
今
年
こ
そ
は
高
尾
山
で
見
つ
け
て
や

る
。
熱
い
思
い
を
抱
き
、
今
日
も
通
勤
す
る
の
で
あ
っ
た
。

〈
解
説
員　
こ
ば
や
し
〉

オ
オ
ト
ラ
・
チ
ャ
レ
ン
ジ

FUN 
FUN

たかおさん
「悲しいフィールドサイン」の巻

作：むらかみ/絵：うめだ

出会った
ことのある動物
はいるかな？

高
尾
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー

事
務
室
に
残
さ
れ
た

フ
ィ
ー
ル
ド
サ
イ
ン
で

誰
が
い
た
の
か

わ
か
る
ん
だ
よ

ヘ
ー
ー
ー

そ
う
な
ん
だ

解説員さとう（ま）

ね
ー
ね
ー

お
菓
子
の
包
み
紙
が

全
部
キ
レ
イ
に

包
ん
で
あ
る
よ

そ
れ
は
几
帳
面
な

う
い
解
説
員
が

お
菓
子
を
食
べ
た
跡
だ
ね

し
か
も
５
袋
も

虫
が
入
っ
た

ケ
ー
ス
は
な
に
？

こ
ば
や
し
解
説
員
が

死
ん
で
し
ま
っ
た
虫
を

標
本
に
す
る
た
め
に

取
っ
て
あ
る
ん
だ

大量の
抜け毛

こ
、
こ
れ
は…

→

誰
か
ス
ト
レ
ス

溜
ま
っ
て
な
ー
い

　

 

相
談
乗
る
よ
ー
！

?!

な
ん
て
悲
し
い

フ
ィ
ー
ル
ド
サ
イ
ン…

…

。

高
尾
山
に
暮
ら
す
哺
乳
類

高
尾
山
に
は
、　
種
も
の
哺
乳
類
が
生
息
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て

い
ま
す
。そ
の
中
に
は
、タ
ヌ
キ
や
ア
ナ
グ
マ
な
ど
の
里
山
に
生
息
す
る
動

物
か
ら
、も
っ
と
高
い
山
に
生
息
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
強
い
、ヤ
マ
ネ
や
モ
モ
ン

ガ
な
ど
も
含
ま
れ
ま
す
。ま
た
、大
型
の
シ
カ
や
カ
モ
シ
カ
、ク
マ
な
ど
も

確
認
さ
れ
る
な
ど
、実
に
幅
広
い
哺
乳
類
た
ち
が
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

高尾山の哺乳類（32種※外来ネズミ3種は除く）　1947年～２０１９年までに確認されている種
ニホンジネズミ、カワネズミ、ヒミズ、アズマモグラ、キクガシラコウモリ、アブラコウモリ、ヒナコウモリ、コテングコウモリ、ヤマコウモリ、

モモジロコウモリ、ニホンザル、ニホンノウサギ、ニホンリス、ムササビ、ニホンモモンガ、ヤマネ、ハタネズミ、アカネズミ、ヒメネズミ、カヤネズミ、

スミスネズミ、ツキノワグマ、タヌキ、アカギツネ、ニホンテン、ニホンイタチ、ニホンアナグマ、ハクビシン、アライグマ、イノシシ、ニホンジカ、ニホンカモシカ
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キ
ッ
コ
ウ
ハ
グ
マ

完
成
さ
れ
た
デ
ザ
イ
ン
！

高尾周辺に残る戦争の爪痕
国内外に多くの犠牲を払った太平洋戦争、高尾も例外ではありません。

現在でも数々の爪痕が残されています。

終戦間近の高尾周辺はどんな状況だったのでしょうか。

　
〈
解
説
員　
も
ち
づ
き
〉

観
察
適
期
：　
月
中
旬
〜
下
旬

見
ら
れ
る
場
所
：
３
・
４
号
路
、
稲
荷
山

51

　

高
尾
駅
に
降
り
た
時
、同
行
し
て
い
た
父
が「
こ
こ
を

知
っ
て
い
る
」と
、幼
少
期
の
体
験
を
教
え
て
く
れ
ま
し

た
。私
は
初
め
て
聞
く
父
の
高
尾
山
と
戦
争
の
話
に
驚

き
ま
し
た
。

　

1
9
4
4
年　

月
、戦
況
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
り

本
土
空
襲
が
始
ま
り
ま
し
た
。武
蔵
野
町（
現
在
の
武
蔵

野
市
）に
あ
っ
た
東
洋
最
大
の
飛
行
機
エ
ン
ジ
ン
製
造
工

場「
中
島
飛
行
機
武
蔵
野
製
作
所
」も
空
襲
を
受
け
、作

業
を
し
て
い
た
多
く
の
人
命
が
失
わ
れ
ま
し
た
。こ
れ

を
機
に
製
作
所
は
疎
開
を
決
断
し
ま
す
。疎
開
先
は
本

土
決
戦
に
備
え
武
器
や
軍
需
品
の
備
蓄
の
た
め
に
浅
川

駅（
現
在
の
高
尾
駅
）近
く
に
建
設
さ
れ
て
い
た
、総
延

長
約　

㎞
の
巨
大
な「
浅
川
地
下
壕
」で
し
た
。

　

製
作
所
は
1
9
4
5
年
7
月
か
ら
稼
働
を
始
め
ま
し

た
が
、山
中
に
あ
っ
た
地
下
壕
は
製
造
し
た
部
品
が
翌

日
に
は
錆
が
浮
く
程
の
湿
気
が
あ
り
、壕
内
と
外
気
と
の

激
し
い
温
度
差
で
作
業
員
が
下
痢
を
起
こ
す
過
酷
な
環

境
で
し
た
。当
時
、光
生（
こ
う
せ
い
）中
学
校
の
生
徒
だ

っ
た
父
は
、家
の
あ
る
新
宿
駅
か
ら
中
央
線
を
使
っ
て
浅

川
駅
ま
で
毎
日
通
っ
て
い
ま
し
た
。当
時　

歳
の
父
は
製

造
に
は
携
わ
ら
ず
、地
下
壕
入
口
に
落
枝
を
集
め
、工
場

入
口
を
隠
す
作
業
を
し
ま
し
た
。都
会
の
子
供
た
ち
に

と
っ
て
、初
め
て
自
分
で
作
っ
た
わ
ら
じ
を
履
い
て
行
う

山
で
の
作
業
は
遊
び
感
覚
で
し
た
が
、製
作
所
は
い
つ
攻

撃
を
受
け
る
か
分
か
ら
な
い
死
と
隣
り
合
わ
せ
の
場
所
、

空
襲
の
時
は
と
て
も
怖
か
っ
た
そ
う
で
す
。

　

同
年
8
月
5
日
、浅
川
駅
と
相
模
湖
駅
の
間
に
あ
る

湯
の
花
ト
ン
ネ
ル
付
近
で
、機
銃
掃
射
に
よ
る
空
襲
が
あ

り
ま
し
た
。8
月
2
日
の
八
王
子
大
空
襲
か
ら
全
面
復
旧

し
た
ば
か
り
の
山
梨
方
面
へ
向
か
う
列
車
を
追
う
よ
う
に
、

P　

戦
闘
機
が
高
尾
山
上
空
か
ら
近
づ
い
て
い
き
ま
し
た
。

攻
撃
を
受
け
た
車
両
は
、ト
ン
ネ
ル
に
機
関
車
と
客
車
1

両
半
入
っ
た
時
点
で
停
車
し
ま
し
た
。車
内
に
残
さ
れ
逃

げ
場
が
無
く
な
っ
た
民
間
人
の
乗
客
は
、さ
ら
に
狙
い
撃

ち
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。付
近
で
作
業
を
し
て
い
た
父

の
友
人
が
数
名
現
場
に
駆
り
出
さ
れ
、悲
惨
な
状
況
の
中

で
負
傷
者
を
担
架
に
乗
せ
、病
院
ま
で
運
ぶ
手
伝
い
を
し

た
そ
う
で
す
。湯
の
花
ト
ン
ネ
ル
の
空
襲
か
ら
９
日
後
、日

本
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
、翌
日
終
戦
を
迎
え
ま
し
た
。

　

現
在
、ト
ン
ネ
ル
付
近
に
は
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
名
を
記

し
た
慰
霊
碑
が
あ
り
、高
尾
駅
に
は
機
銃
掃
射
を
受
け
た
柱

が
残
さ
れ
、銃
弾
痕
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。浅
川
地
下

壕
も
太
平
洋
戦
争
の
負
の
遺
産
と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

戦
後
日
本
は
平
和
な
時
代
に
な
り
、父
は
山
や
自
然
が

大
好
き
な
青
年
に
成
長
し
、そ
し
て
今
は
大
好
き
な
山
に

登
る
こ
と
の
で
き
な
い
年
齢
に
な
り
ま
し
た
。戦
争
を
体

験
し
た
世
代
が
少
な
く
な
る
な
か
、後
世
へ
戦
争
の
悲
惨

さ
、平
和
の
大
切
さ
を
語
り
継
ぐ
大
切
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

現
在
は
多
く
の
方
で
に
ぎ
わ
う
高
尾
山
周
辺
に
も
戦
争
の

爪
痕
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、驚
く
と
と
も
に
山
や
自
然
を

楽
し
め
る
平
和
な
時
代
に
感
謝
し
ま
し
た
。

〈
解
説
員　

さ
と
う（
た
）〉

出
典
：
浅
川
地
下
壕
の
保
存
を
す
す
め
る
会『
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク 

浅
川
地
下
壕
―
学
び
・
調
べ・
考
え
よ
う
』平
和
文
化
、2
0
0
5
年

11

13

10

風
車
の
よ
う
な
花
、
亀
甲
文
様
の
葉
。
デ
ザ
イ

ン
性
高
い
そ
の
姿
に
出
会
う
と
い
つ
も
「
ハ
ッ
」

と
し
ま
す
。
登
山
道
脇
に
さ
り
げ
な
く
咲
い
て

い
ま
す
。

10 の

解
説
員

ち

い

お
し
vol.15

vol.19

れきし
高尾山の

高尾ビジターセンター発行ニュースレター vol.57　3高尾ビジターセンター発行ニュースレター vol.57　2

ムササビは主に植物を食べ

て暮らしています。

登山道に食べかけの葉や、

木の実などが落ちていたら

彼らの食べあとかも。

テンは目立つ場所にフンをする

習性があるため、 よく目につきます。

石や、 切り株、 時には

ベンチの上などでも

見かけることがあります！

登山道脇などで、 畑を耕したような

イノシシの堀あとをよく見かけます。

からだの大きな彼らが日中

どこに隠れているのか、

本当に不思議です…

ムササビの食べあと テンのフン イノシシの堀りあと

きっちり並ぶ

15枚の花弁

先端はくるっと巻く

背丈は

10～20㎝

ボールペンより

小さい！

葉は亀甲模様

シカの映像記録定点（8 か所）年度別

2019 年2018 年2017 年2016 年2015 年2014 年2013 年2012 年2011 年2010 年

哺乳類たちの暮らしを支える
高尾山の豊かな自然

動物たちがいる証拠

～高尾山でよく見かけるフィールドサイン3選～

高尾山に迫り来る、シカの食害問題

さいごに

都心から電車で 1 時間、関東山地の東端に位置する標高 599m の高尾山。都市化や大きな開発を免れ、スギ・ヒノキなどの人工林だ
けでなく、今なお多くの自然林が残っています。さらに南斜面と北斜面下部には暖温帯系の常緑広葉樹林、北斜面上部には冷温帯系
の落葉広葉樹林が広がり、この多様な植生が多くの動物たちの食べものや、すみかや隠れ場となり、彼らの暮らしを支えています。

野生動物たちは警戒心が強く、またその多くは夜行性のため、普段なかなか出会うことはできません。
しかし、動物たちのフンや足跡などの痕跡（フィールドサイン）を見つけることで、彼らの存在を感じることができます。

日本に昔から生息しているニホンジカですが、近年急速に生息数
が増加し分布を広げ、食害による生態系への影響が問題となって
います。高尾山でも、これまでほとんど確認されていなかったシ
カが、2013 年からセンサーカメラなどに映り出し、現在に至る
までにものすごいスピードで記録件数が増加しています。
山内ではすでに食痕なども目につき始めており、このままシカが
増え続ければ、高尾山の下層植生が食べられ、生態系のバランス
　　　　　　　　　　　　　　　　が崩れることが懸念されます。

私はこれまで、毎日の山頂までの通勤の合間などでたくさんの野生動物たちとの出会いがありました。これまでに出会ったり、痕跡
を確認した哺乳類は19種。その全てが私の記憶に強く焼きついています。周辺の山と比べても、哺乳類の生息数が多い高尾山。改めて、
彼らの暮らしを支えられるだけのこの山の懐の深さに感銘を受けます。しかし、現在シカの増加による食害問題など、人と野生動物
たちの暮らしのバランスが崩れて来ているのもまた事実です。日々変化する状況を今まで以上に敏感に捉え、野生動物たちとの距離
についてしっかりと向き合い、行動していかなくてはなりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈解説員　うめだ〉

高尾山～景信山（小下沢国有林）周辺定点　
8 か所に設置されたセンサ－カメラ　

 （2019 年 8 月までの記録 ）→
情報・データ提供： 「高尾森づくりの会」　

←高尾山で見つかったシカの食痕
　（植物：ノブキ）

104 件

ここ7年間で
35倍に！！ 72 件

31 件
22 件

6 件5 件3 件0 件0 件0 件


