
「のぶ
すま」

とは

ムササ
ビの古

い呼び
名です

。

高尾ビジターセンター発行ニュースレター vol.59　

みんなが注目した高尾山の積雪情報（2020/1/18）
59vol.

2 0 2 0 年    号春

高 尾 山 山 頂 か ら 発 信 !

14

解説員

vol.21

FUN 
FUN

たかおさん
「ノネコも外来種」の巻

絵：うめだ　作：やまもと

高尾ビジターセンター発行ニュースレター vol.59　

季刊高尾ビジターセンターニュースレター「のぶすま」2020年春号vol.59
東京都高尾ビジターセンター自然解説員作成　2020年4月1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）

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、1月～3月の間のツイートから、注目のニュースをご紹介します。

﹁
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
︒

Twitterでふりかえる
高尾山ニュース！

赤
い
斑
点
が
名
前
の
由
来

胸部が赤い

アカボシゴマダラ

ムネアカハラビロカマキリ

ラミーカミキリ アオマツムシ

オオクワガタ国内外来種

原産地：中国や朝鮮半島周辺
見つけた場所：高尾山山頂

原産地：中国
見つけた場所：高尾山ふもと

原産地：中国
見つけた場所：6号路原産地：インドシナ半島、中国、台湾

見つけた場所：薬王院周辺

原産地：日本
見つけた場所：1号路

マツヘリカメムシ
原産地：北米
見つけた場所：高尾山ふもと

マツ類の害虫

特定外来種

　
高
尾
勤
務
に
な
っ
た
当
初
︑山
内
を
歩
き
回
り
︑先
輩
か

ら
動
植
物
に
つ
い
て
教
わ
る
う
ち
に
高
尾
山
の
自
然
の
豊
か

さ
に
驚
き
︑多
く
の
人
に﹁
教
え
た
い
﹂と
思
い
ま
し
た
︒

　

そ
ん
な
私
を
変
え
る
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
︒初
め
て

見
か
け
る
青
年
が
︑ぺ
こ
り
と
頭
を
下
げ
て
無
言
で
窓
口
に

た
た
ず
ん
で
い
ま
し
た
︒私
が﹁
面
白
い
で
し
ょ
﹂と
一
方
的

に
高
尾
山
の
動
植
物
を
説
明
す
る
と
彼
は
無
言
で
聞
き
入

り
︑終
わ
る
と
ぺ
こ
り
と
頭
を
下
げ
て
立
ち
去
っ
て
い
き
ま

し
た
︒そ
ん
な
一
方
通
行
な
や
り
取
り
が
続
い
た
あ
る
日
︑

彼
が
ブ
ナ
の
ド
ン
グ
リ
を
拾
っ
て
き
た
の
で
す
︒﹁
私
の
話
で

自
然
に
興
味
を
持
っ
て
く
れ
た
！
﹂と
嬉
し
く
思
い
手
に
取

る
と
︑割
れ
た
殻
の
中
は
空
っ
ぽ
︒な
ん
で
中
身
が
な
い
の
？

と
戸
惑
う
私
を
気
に
も
留
め
ず
︑彼
は
い
つ
も
の
よ
う
に
頭

を
下
げ
て
無
言
で
立
ち
去
り
ま
し
た
︒後
日
︑﹁
高
尾
山
の
ブ

ナ
は
ド
ン
グ
リ
の
中
に
あ
る
発
芽
に
必
要
な
栄
養
分
が
育

た
ず
︑実
っ
て
も
芽
生
え
な
い
︒だ
か
ら
今
あ
る
ブ
ナ
が
無

く
な
る
と
高
尾
山
か
ら
ブ
ナ
が
消
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ

な
い
﹂と
知
り
︑大
変
驚
き
ま
し
た
︒彼
が
そ
の
事
を
知
っ
て

い
た
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
︑私
は
彼
か
ら
新
し
い
高
尾
山

を
知
る
き
っ
か
け
を
頂
き
ま
し
た
︒

　
勤
務
9
年
目
の
今
で
も
高
尾
山
で
新
し
い
発
見
を
し
ま

す
︒そ
れ
は
有
識
者
の
話
や
文
献
だ
け
で
な
く
︑利
用
者
か

ら
の
一
言
で
気
づ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
︒私
は
こ
の
時
の
青

年
と
の
や
り
と
り
で﹁
教
え
た
い
﹂か
ら﹁
分
か
ち
合
い
た
い
﹂

に
気
持
ち
が
変
わ
り
︑今
日
も
皆
さ
ん
と
高
尾
山
の
自
然
を

楽
し
ん
で
い
ま
す
︒

〈
解
説
員　
さ
と
う︵
た
︶〉

分
か
ち
合
え
る
か
ら
こ
そ
自
然
は
楽
し
い

降雪が少なかった今季は、積雪は4回ほどしかありませんでした。
山は雪でも麓は雨、という状況が多かったので、積雪・凍結情報を
チェックされる方が多かった様子。この日から、おそうじ小僧の雪
のかぶり具合が積雪のめやすとして連日投稿されました。

正午現在、高尾山山頂は多いところで6ｃｍの積
雪があり、まだ降り続いています。
明日の朝方は融けた雪が凍結することが予想さ
れます。いらっしゃる場合は、軽アイゼンなどの
滑り止めの携行をおすすめします。

高尾山でも見つかった外来種
-昆虫編-

YOUはどうして日本へ？　…それは許されざる国際交流

高
尾
山
に
は
約
５
０
０
０
種
の
昆
虫
が
生
息
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、
本
来
日
本
に
い
な
い
は
ず
の
昆
虫
（
外
来
種
）
も
生
息
し
て
い
ま
す
。

外
来
種
は
、
高
尾
山
に
も
と
も
と
生
息
し
て
い
る
生
き
物
に
対
し
て
、

新
た
な
天
敵
と
な
り
得
る
こ
と
、
す
み
か
や
食
べ
物
を
奪
っ
て
し
ま
う
な
ど
、

様
々
な
悪
影
響
を
及
ぼ
す
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
高
尾
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
の
解
説
員
が
み
つ
け
た
外
来
種
を
中
心
に
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
す
。

最近、
山に外来種がふえたなぁ

山
頂

ガ
ビ
チ
ョ
ウ

ソウシチョウ

アメリカスミレサイシン
（植栽？）

このキレイな鳥たちも
そうだし～

わ～
このスミレもなんだ

あっ、ぼくもニャー

アカボシゴマダラ幼虫

用語解説
・外来種（外来生物）：外国から日本に持ち込まれた生き物
・在来種：本来の生息地に生息している生き物
・国内外来種：在来種が、本来の生息地を越えて国内の他の地域に持ち込まれた生き物
・特定外来種（特定外来生物）：外来種の中で、日本の生態系や農林業、人の生活に悪影響を及ぼす恐れがあるもの
・競合：同じような食べ物や生息環境を持つ生き物同士がそれらを奪い合うこと。在来種を圧迫して悪い影響をもたらす



　
　

の
員
説
解

vol.17

vol.21

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.59　3高尾ビジターセンター発行ニュースレター vol.59 2

　長い年月をかけてたくさんの生き物が棲み着いた高尾山。その複雑な自然環境下に本来いないはずの生き物が突如投下されることで及ぼされる
影響は測り知れません。今回は、私がこれまで高尾山でみてきた外来種の昆虫を紹介しましたが、他にも人知れず在来種を圧迫する外来種がいるか
もしれません。意図的にしろ、非意図的にしろ、外来種の侵入は人間活動が原因です。我々が高尾山に生息する在来種にこれ以上悪い影響を与えな
いためにも、下記のことを外来種に対して気をつける必要があります。

シ
ロ
ダ
モ
の
若
葉

誰も気づかずに入ってきてしまった外来種たち

誰かが持ち込んできてしまった外来種たち

まとめ

今後高尾山でも注意するべき外来種

幼虫のエサ：エノキの葉
競合する在来種：ゴマダラチョウ

原産地：朝鮮半島～中国、沿海州
幼虫のエサ：ウマノスズクサ
競合する在来種：ジャコウアゲハ

原産地：中国、朝鮮半島、ロシア極東部
幼虫のエサ：サクラ類、ウメなど

★他所で捕まえた虫や飼っていた虫を放さない ★生きたまま移動させてはいけない ★きれいだからと保護しない

＜解説員　こばやし＞（特定外来種では違法）

ラミーカミキリ
エサのナンバンカラムシ（植物）についてきた

アオマツムシ
苗木などに卵がついていた

ムネアカハラビロカミキリ
竹箒に卵がついていた

アカボシゴマダラ

ペットのカブトムシ・クワガタムシ

ホソオチョウ

クビアカツヤカミキリ
特定外来種 チェックポイント！

高尾山の近くでは、相模湖周辺で記録があります。見た目が綺麗なせいか、場所によ
っては過去に保護する動きもありました。

ペットや家畜、農業における害虫の天敵などの目的で自然に生息している場所から外へ運び出され野外に放された場合を「意図
的導入」といいます。ここで紹介するのは、見た目が良く人気の高い昆虫が放されてしまった一例です。エサやすみかをめぐって
在来種と競合しています。

人や物の移動にともない、意図せず運ばれてきてしまった場合を「非意図的導入」といいます。国内に侵入した経緯は外来種によ
って様々です。ここでは、輸入品に紛れて入ってきてしまった昆虫を紹介します。

このカマキリが入ってくると、在来
種のハラビロカマキリが減ってしま
うそう。そういえば、最近高尾山で
もハラビロカマキリは見ないなぁ

幼虫は樹の中で成長し、6～8月に成虫が現れます。日本各地でサ
クラやウメなどのバラ科樹木が被害を受けており、枯れてしまう現
象も起きています。八王子市内でも被害が確認されています。

高尾山山頂から小仏城山にかけての尾根沿いはソメイヨシノ
とヤマザクラの名所で、サクラが植えられている区間は『千本
桜』と呼ばれています。もし、高尾山山頂でクビアカツヤカミキ
リが放されてしまったらと想像すると…恐ろしいですね。

幼
虫
が
入
っ
て
い
る
樹
の
根
元
か
ら
は
︑

﹃
フ
ラ
ス
﹄と
い
う
木
く
ず
と
糞
が
混
ざ

っ
た
も
の
が
確
認
で
き
ま
す

高尾山でオオクワガタのメスが見つかっ
たことがあるんだよね。昔から多くの虫
好きが集まる高尾山で、もともと生息
していれば定期的に見つかってもいいと
思うんだけど、そんな話は聞かないね

　

高
尾
山
に
つ
い
て
は
新
旧
多
く
の
文
献
に
記
録
が
残

さ
れ
て
い
ま
す
︒そ
の
中
に﹁
1
8
6
1
年
︑英
国
領
事

館
付
通
訳
官
等
数
名
の
外
国
人
が
乗
馬
で
高
尾
山
を
登

山
﹂と
い
う
記
述
を
発
見
︒1
8
6
1
年
と
い
う
と
︑

1
8
5
9
年
に
横
浜
が
開
港
し
︑外
交
が
始
ま
っ
て
か

ら
2
年
目
の
こ
と
で
す
︒日
本
に
訪
れ
た
海
外
の
人
々
は

ど
の
よ
う
に
高
尾
山
を
知
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

　

き
っ
か
け
に
︑﹁
横
浜
周
辺
外
国
人
遊
歩
区
域
規
定
﹂

が
あ
り
ま
す
︒横
浜
に
滞
在
し
て
い
た
外
国
人
は
︑国
内

を
出
歩
け
る
範
囲
が
開
港
場
か
ら
十
里︵
約
40
km
︶と
決

め
ら
れ
て
い
ま
し
た
︒高
尾
山
は
区
域
の
境
界
線
上
に

あ
り
︑範
囲
内
か
範
囲
外
か
で
ひ
と
悶
着
あ
っ
た
後
︑登

山
が
許
可
さ
れ
た
経
緯
が
あ
り
ま
す
︒そ
の
結
果
︑最
長

距
離
の
遊
歩
地
と
し
て
注
目
さ
れ
た
よ
う
で
す
︒当
時

日
本
に
滞
在
し
て
い
た
元
英
国
海
兵
ホ
ー
ズ
が
︑

1
8
6
8
年
に
遊
歩
区
域
の
詳
細
図
※
を
つ
く
り
ま
し

た
︒観
光
マ
ッ
プ
の
よ
う
な
も
の
で
︑横
浜
を
訪
れ
た
外

国
人
が
こ
の
図
を
参
考
に
国
内
を
見
て
回
っ
た
と
い
い

ま
す
︒

　

ま
た
︑高
尾
山
近
隣
の
鑓
水
地
域
の
発
展
が
あ
げ
ら

れ
ま
す
︒開
港
後
︑前
橋
や
甲
府
な
ど
か
ら
運
ば
れ
た
生

糸
が
鑓
水
商
人
の
手
に
よ
っ
て
横
浜
に
運
ば
れ
︑養
蚕
業

が
栄
え
ま
し
た
︒鑓
水
に
は
外
国
人
が
多
く
訪
れ
て
お

り
︑英
国
人
写
真
家
ベ
ア
ト
は
︑﹁
養
蚕
と
生
糸
の
生
産
工

程
に
興
味
の
あ
る
人
な
ら
︑八
王
子
か
そ
の
近
く
の
農

家
を
訪
問
す
る
こ
と
ほ
ど
楽
し
い
こ
と
は
な
い
﹂と
評

し
て
い
ま
す
︒こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
︑鑓
水
人
気
か
ら

の
高
尾
山
と
い
う
流
れ
も
あ
り
そ
う
で
す
︒

　

高
尾
山
に
登
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
記
録
と
し
て
︑

1
8
6
6
年
に
登
山
し
た
英
国
通
訳
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト

ウ
の
手
記
が
あ
り
ま
す
︒﹁
八
王
子
を
過
ぎ
て
西
へ
数
マ
イ

ル
ゆ
く
と
︑高
尾
山
と
い
う
高
さ
千
六
百
フ
ィ
ー
ト
ば
か
り

の
山
が
あ
っ
た
︒頂
上
ま
で
よ
い
道
が
つ
い
て
い
て
︑ち
ょ

う
ど
そ
の
ふ
も
と
の
あ
た
り
に
関
所
が
あ
っ
た
︒私
た
ち

は
︑脚
の
強
い
馬
に
ま
た
が
っ
て
山
を
登
っ
た
︒亭
々
と
し

た
杉
の
木
陰
で
弁
当
を
食
べ
︑再
び
街
道
へ
お
り
て
き
た
の

だ
が
︑間
違
っ
て
関
所
の
裏
側
の
街
道
へ
出
て
し
ま
っ
た
︒﹂

︵
山
頂
に
行
っ
て
お
弁
当
を
食
べ
て
い
ま
す
！
︶﹁
お
の
れ
の

任
務
を
過
大
視
す
る
く
せ
の
あ
る
関
所
の
番
人
た
ち
は
︑

門
を
閉
ざ
し
て
我
々
の
通
過
を
拒
ん
だ
︒﹂と
続
き
︑関
守

の
融
通
の
利
か
な
い
対
応
に
つ
い
て
記
録
し
た
も
の
の
よ

う
で
す
︒間
違
え
て
出
て
し
ま
っ
た
街
道
が
当
時
の
主
要

道
で
あ
る
甲
州
街
道
で
あ
る
な
ら
ば
︙
こ
の
関
守
の
焦
り

や
頑
な
な
様
子
も
察
せ
る
気
が
し
ま
す
︒江
戸
の
防
衛
と

し
て
堅
固
で
あ
っ
た
と
い
う
小
仏
関
所
で
の
出
来
事
で
あ

れ
ば
︑な
お
さ
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒

　

当
時
の
高
尾
山
は
高
尾
信
仰
の
広
ま
り
で
︑江
戸
か
ら

参
拝
す
る
人
や
︑参
拝
者
を
も
て
な
す
お
茶
屋
が
す
で
に

二
軒
あ
り
ま
し
た
︒江
戸
か
ら
近
く
︑八
王
子
の
奥
に
あ
り
︑

主
要
な
甲
州
街
道
に
続
く
高
尾
山
︒こ
の
よ
う
な
立
地
と

当
時
の
賑
わ
い
が
︑開
国
早
々
︑自
然
と
高
尾
山
の
名
を
広

め
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
︒

︿
解
説
員　

や
ま
も
と
﹀

※﹁
横
浜
周
辺
外
国
人　

遊
歩
区
域
図
﹂横
浜
開
港
資
料
館
所
蔵

参
考
資
料
：
新
八
王
子
市
史
︑ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ﹁
一
外
交
官
の
見

た
明
治
維
新
﹂な
ど

春
に
展
開
す
る
若
葉
は
︑艶
の
あ
る
絹
毛
に
覆
わ

れ
︑な
ん
と
も
い
え
ぬ
極
上
の
触
り
心
地
！

こ
の
絹
毛
は
後
に
ほ
と
ん
ど
が
と
れ
︑少
し
ず
つ

常
緑
樹
ら
し
い
硬
い
葉
へ
と
変
化
し
ま
す
︒

金
色
に
輝
く
ふ
わ
ふ
わ
の
葉
を
見
つ
け
た
ら
︑ぜ

ひ
触
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
︒

金色の絹毛に覆われた若葉

ウサギの耳のように

枝先に垂れ下がる

新
緑
の
時
期
だ
け
に
現
れ
る

金
色
の
ベ
ル
ベ
ッ
ト

近年、高尾山には海外から多くの方が登山を楽しみにこられます。

なんと日本が開国してまもない幕末に、すでに外国人登山者の記録がありました。

では、初めて高尾山に外国人登山者が訪れたのはいつなのか？気になって調べてみました。

本来の生息地域ではない場所で、日本産・外国
産のカブトムシ・クワガタムシが見つかるケース
が日本各地で起きています。元々生息していた
カブトムシ・クワガタムシとの競合や交雑が心
配されています。

VS VS

観
察
時
期：
4
月
～
5
月

見
ら
れ
る
場
所：1
︑3
︑5
号
路
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世界の高尾山ことはじめ

︿
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