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﹁
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
配
布
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
︒

高尾ビジターセンターのTwitter・Facebookをチェックしていただいて
いるみなさま、いつもご覧いただきありがとうございます！

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。
昨年10月～12月の間のツイートから、注目のニュースをご紹介します。

Twitterでふりかえる
高尾山ニュース！

vol.
年 号冬

高 尾 山 山 頂 か ら 発 信 !

14
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FUN 
FUN

たかおさん

　　　　作・絵：

冬に注目が集まるシモバシラの氷華！山頂周辺の今季初の氷華は、
2020年12月16日に確認されました。ちなみに前年は12月28日が初認で
した。やはり暖冬だったのですね～。

知
る
こ
と
の
楽
し
さ

　
私
は
高
尾
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
で
働
く
ま
で
︑
ム
サ
サ

ビ
を
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
四
月
か
ら
勤
務
が
ス
タ
ー

ト
し
︑
い
つ
か
見
た
い
な
あ
と
思
っ
て
い
た
あ
る
日
︑
先

輩
ス
タ
ッ
フ
が
仕
事
終
わ
り
に
ム
サ
サ
ビ
観
察
へ
誘
っ
て

く
れ
た
︒

　
日
没
後
︑
巣
穴
の
近
く
で
ム
サ
サ
ビ
が
出
て
く
る
の
を

待
っ
て
い
る
と
︑
先
輩
ス
タ
ッ
フ
が
ム
サ
サ
ビ
を
見
つ
け

て
﹁
あ
そ
こ
だ
よ
！
﹂
と
教
え
て
く
れ
た
︒
し
か
し
︑
薄

暗
い
中
で
の
観
察
に
慣
れ
て
い
な
い
私
は
︑
す
ぐ
に
は
場

所
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
︒
あ
の
辺
か
？
と
思
っ
た
次
の
瞬

間
︑
ム
サ
サ
ビ
は
木
の
間
を
す
ご
い
ス
ピ
ー
ド
で
滑
空
し

て
行
っ
て
し
ま
っ
た
︒

　
本
物
を
見
て
驚
い
た
私
は
︑
も
っ
と
ム
サ
サ
ビ
の
こ
と

を
知
り
た
く
な
っ
た
︒
生
態
を
調
べ
て
い
く
う
ち
に
︑
ム

サ
サ
ビ
は
人
間
と
も
深
く
関
わ
り
が
あ
り
︑
い
く
つ
か
の

妖
怪
の
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
モ
デ

ル
と
な
っ
た
妖
怪
の
中
で
︑
一
番
意
外
だ
っ
た
の
が
砂
か

け
婆
で
あ
る
︒
何
で
婆
さ
ん
？
と
思
っ
た
が
︑
こ
ち
ら
も

ム
サ
サ
ビ
の
あ
る
行
動
が
関
係
し
て
い
た
︒
ム
サ
サ
ビ
は

巣
穴
の
あ
る
木
や
滑
空
し
た
最
初
の
樹
木
で
砂
粒
の
よ
う

な
フ
ン
を
す
る
︒
フ
ン
を
し
た
後
は
す
ぐ
に
移
動
し
て
し

ま
う
た
め
︑
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
人
か
ら
す
る
と
︑
何

も
無
い
所
か
ら
砂
が
落
ち
て
き
た
よ
う
に
感
じ
る
の
だ
︒

理
由
ま
で
聞
い
て
﹁
な
る
ほ
ど
！
﹂
と
納
得
し
た
︒

　
自
分
が
知
っ
て
い
る
こ
と
と
繋
が
る
と
︑
一
気
に
親
近

感
が
湧
く
︒
ム
サ
サ
ビ
に
つ
い
て
は
わ
か
っ
て
き
た
が
︑

ま
だ
ま
だ
知
ら
な
い
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
︒
次
は
ど
ん

な
生
き
も
の
と
出
会
え
る
か
楽
し
み
だ
︒

(

解
説
員　
か
わ
ま
た
︶

高尾山の樹洞～樹洞を利用する生き物～

　昨年の冬、木々の葉が落ちた時期によく姿が見られたキツツキ類の
観察がきっかけとなり、山内のさまざまな樹洞を発見しました。

その後一年を通して樹洞を観察してみると…！？
　今号は、高尾山の樹洞と、樹洞を利用する生き物たちを紹介します。

樹洞のでき方と利用方法
※中は腐っても、木の生きている細胞は樹皮の内側

にあるので、木は生きています！

枝が折れる

キツツキなどの鳥に
穴があけられる

など

木材腐朽菌
が

木の内部を腐らせる

いろいろな動物がちょうど良い
大きさの穴を見つけたり、大きく

するなどして利用している

巣・子育て

休息

捕食

貯食

ねぐら

樹洞を見ていて出会えた生き物
　　　　　　　　　　を一部紹介！

　　　ヒラヤマコブハナカミキリ

樹洞に生息する虫です。樹洞を利用する

ことが知られていなかった時には目撃例

が少なく、珍種とされていました。樹洞に

深く関わっている虫のことを「うろ虫」と

呼ぶこともあります。

シジュウカラ

主に樹洞に営巣します。

2020年4月に撮影。

     　　ムササビ

いくつもの樹洞を寝床と

して利用しています。ごく

稀に、日中でも顔を出し

ていることがあります。

天気：晴　気温：1.5℃　富士山展望：〇

今朝は #シモバシラ の #氷華 が見られました！気温が
とても低い時しか見られません。今朝は見事に出来て
いました♪この時期になると解説員も「今日は見られる
かな？」とドキドキしながら山頂へ向かっています。

#高尾山　#イチかバチか　#距離を保とう

樹洞は、木にあいた穴のこと。
洞（うろ、ほら）とも呼ぶよ。

く
っ
！

ま
ぶ
し
く
て
敵
わ
ね
ェ…

名
残
惜
し
い
が
引
っ
越
し
だ

見えなかった

分からん

あれ？
ムササビ出た？

く
っ
！
先
客
が
い
た
か

い
い
洞
に
は
誰
か
し
ら

い
る
よ
な…

ほ
か
を

　

あ
た
れ
ホ
ー

しかも苦手な
フクロウかよ…

ホー
ホー

おっ！ここ良さそうじゃん！
　前の家ほどじゃねェが

いやに
　四角いな

なんか

　ひんやりしてるが

寝れん！！

※実際にリフトの柱の穴に
　ムササビが住んでいたことが

あります

ガタガタ

ヴーンヴーン
ガタガタ
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カ
ン
ト
ウ
カ
ン
ア
オ
イ

　
ギ
フ
チ
ョ
ウ
は
小
型
の
ア
ゲ
ハ
チ
ョ
ウ
の
仲
間
で
︑翅
は
黒

と
黄
色
の
ま
だ
ら
模
様
を
し
て
い
ま
す
︒春
に
サ
ク
ラ
が
咲

く
こ
ろ
に
成
虫
が
現
れ
︑カ
タ
ク
リ
や
サ
ク
ラ
な
ど
の
花
に

集
ま
り
ま
す
︒卵
は
カ
ン
ア
オ
イ
類
に
産
み
付
け
ら
れ
︑孵

化
し
た
幼
虫
は
そ
の
葉
を
食
べ
て
育
ち
ま
す
︒成
虫
が
春
に

現
れ
る
こ
と
や
華
麗
な
姿
か
ら﹁
春
の
女
神
﹂と
も
呼
ば
れ

親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
︒

　

現
在
︑こ
の
チ
ョ
ウ
は
各
地
で
だ
ん
だ
ん
と
姿
を
消
し
て

い
ま
す
︒宅
地
開
発
や
里
山
環
境
の
衰
退
な
ど
に
よ
り
︑生

息
に
適
し
た
林
床
が
明
る
く
カ
ン
ア
オ
イ
類
が
豊
富
に
生

育
す
る
雑
木
林
や
植
林
地
が
減
少
し
た
た
め
で
す
︒高
尾
山

で
は
1
9
5
0
年
代
後
半
に
は
す
で
に
絶
滅
し
て
し
ま
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
て
︑さ
ら
に
東
京
都
か
ら

は
1
9
7
0
年
代
前
半
に
絶
滅
し
て
し
ま
い
ま
し
た
︒

　

文
献
に
よ
る
と
高
尾
山
の
ギ
フ
チ
ョ
ウ
は
︑1
9
5
0
年

代
以
前
は
薬
王
院
付
近
や
小
仏
城
山
か
ら
高
尾
山
ま
で
の

尾
根
筋
な
ど
で
見
る
こ
と
が
で
き
た
そ
う
で
す
︒昭
和
2
年

ご
ろ
の
高
尾
山
の
写
真
を
見
る
と
︑山
頂
周
辺
は
茅
場
と

し
て
使
わ
れ
て
お
り
︑ス
ス
キ
な
ど
か
ら
な
る
草
地
と
な
っ

て
い
ま
し
た
︒尾
根
筋
も
今
よ
り
も
明
る
い
環
境
だ
っ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
︒生
息
地
に
よ
っ
て
幼
虫
が
食
べ
る
カ
ン
ア

オ
イ
の
種
類
に
違
い
が
あ
る
の
で
す
が
︑高
尾
山
で
は
ラ
ン

ヨ
ウ
カ
ン
ア
オ
イ
や
カ
ン
ト
ウ
カ
ン
ア
オ
イ
︑タ
マ
ノ
カ
ン
ア

オ
イ
な
ど
の
葉
を
食
べ
て
い
た
そ
う
で
す
︒昆
虫
学
の
普
及

に
力
を
注
い
だ

し
が
う
す
け

志
賀
夘
助
氏
の
著
書
の
中
に
は
︑1
9
3
0

年
代
の
高
尾
山
で
は
3
月
中
旬
ご
ろ
か
ら
ギ
フ
チ
ョ
ウ
が

た
く
さ
ん
採
れ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
︒90
年
ほ
ど
前
の
高

尾
山
で
は
︑春
に
ギ
フ
チ
ョ
ウ
た
ち
が
飛
び
交
っ
て
い
た
こ

と
や
︑カ
ン
ア
オ
イ
類
が
今
よ
り
も
た
く
さ
ん
生
育
し
て
い
た

こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
︒

　

高
尾
山
か
ら
ギ
フ
チ
ョ
ウ
が
絶
滅
し
て
久
し
い
で
す
が
︑

2
0
2
0
年
4
月
16
日
︑自
然
研
究
路
5
号
路
で
ギ
フ
チ
ョ
ウ

を
確
認
し
撮
影
さ
れ
た
方
が
い
ま
し
た
︒写
真
を
見
せ
て
も

ら
う
と
間
違
い
な
く
ギ
フ
チ
ョ
ウ
の
姿
が
写
っ
て
い
ま
し
た
︒

一
見
︑高
尾
山
に
再
び
舞
い
戻
っ
て
き
た
の
か
と
思
う
出
来
事

で
す
が
︑喜
ぶ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
︒現
存
す
る
生
息

地
か
ら
高
尾
山
ま
で
は
距
離
が
あ
る
た
め
飛
ん
で
き
た
と
は

考
え
づ
ら
く
︑人
が
放
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
か
ら
で
す
︒こ

の
ほ
か
に
も
高
尾
山
で
ギ
フ
チ
ョ
ウ
が
目
撃
さ
れ
る
事
例
が

あ
る
の
で
す
が
︑放
さ
れ
た
チ
ョ
ウ
た
ち
は
︑ど
こ
の
産
地
の

も
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
し
︑ギ
フ
チ
ョ
ウ
が
生
息
し
て
い
な
い

現
在
の
高
尾
山
で
は
生
き
て
い
く
こ
と
は
難
し
い
で
す
︒

　

ギ
フ
チ
ョ
ウ
が
自
然
に
高
尾
山
に
戻
っ
て
く
る
日
が
来
れ
ば

素
敵
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
︒し
か
し
︑人
が
無
理
や
り
放
す

こ
と
は
現
在
の
食
物
連
鎖
に
影
響
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
や
︑

地
域
固
有
の
遺
伝
子
を
攪
乱
し
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
り
ま

す
︒時
代
の
流
れ
と
と
も
に
環
境
は
変
化
し
て
い
る
も
の
の
︑

高
尾
山
に
は
今
も
な
お
た
く
さ
ん
の
生
物
が
生
息
で
き
る
森

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
︒今
あ
る
高
尾
山
の
自
然
を
大
切
に
残
し

て
い
き
た
い
で
す
ね
︒　
　
　
　
　
︵
解
説
員　

ふ
く
ざ
わ
︶

参
考
文
献
：
東
京
都
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境
局︵
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3
︶レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
東
京

2
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1
3
︑八
王
子
市︵
2
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︶八
王
子
市
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植
物
目
録
︑八
王
子

市︵
2
0
1
4
︶新
八
王
子
市
史
︑藤
田
宏
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山
口
茂︵
2
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1
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︶高
尾

山
の
昆
虫
4
3
0
種
！
︑志
賀
夘
助︵
1
9
9
6
︶日
本
一
の
昆
虫
屋
：

わ
た
し
の
九
十
三
年

花
を
見
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
方
が
多
い
の
も
そ

の
は
ず
︑
半
ば
地
面
に
埋
も
れ
る
よ
う
に
咲
い
て

い
ま
す
︒
見
た
い
方
は
﹁
や
っ
て
る
か
～
い
﹂
と

暖
簾
︵
の
れ
ん
︶
を
め
く
る
よ
う
に
︑
葉
を
優
し

く
よ
け
て
覗
い
て
み
て
く
だ
さ
い
︒

落葉の時期、
常緑の葉はよく目立つ

葉
の
下
で
ひ
っ
そ
り
と
咲
く

　
　
　
　
　
　
　

三
角
の
花

花
期
：
11
月
～
３
月

見
ら
れ
る
場
所
：
１
・
４
号
路
︑稲
荷
山
コ
ー
ス

︵
解
説
員　

う
め
だ
︶

　ギフチョウは1950年代までは高尾山にも生息していましたが、森林の環境変化
に伴って、今はいなくなってしまいました。ギフチョウがいた記録から当時の高
尾山を想像してみます。

高尾山のギフチョウ

　高尾山は信仰や歴史的な背景を理由に、山内の自然が保護されてきました。
その為、様々な樹種の大径木がたくさん見られます。
　意識して山を歩いてみると、大なり小なり、いろんな形の樹洞があることに気
が付きます。そこには、昆虫類・クモ類・鳥類・爬虫類・哺乳類など、さまざまな高
尾山で暮らす生き物の活動した痕がありました。高尾山に数多く残されてきた
木々の樹洞が、樹洞を利用している生き物の生活を支えています。

高尾山の木々と樹洞

樹洞発見のきっかけとなったキツツキ！
　「ドルルルル」と大きな音を出して木をつついてい
ます。落葉シーズンは、一心不乱に木を突いている
姿や滑らかに幹を移動する様子が観察しやすくて面
白いです。
　同じようなポイントや木でキツツキの音が聞こえ
たので周りの木々を観察していると、樹洞を見つけ
ることができました。

【高尾山でみられるキツツキ科の仲間】

コゲラ：全長15cm。冬はシジュウ

カラなどの小鳥たちの群れに混じ

っている。

アオゲラ：全長29cm。緑色の羽がきれい。

体が大きいだけに、木をつつく音や声も大

きい。冬に聞こえる地鳴き「キョッキョッキョッ

キョ」より、繁殖期のさえずり「ピョーピョー」

の方が存在感が強い。日本固有種。

アカゲラ：全長24cm。下から見上げた時に赤

色がきれい。「キョッキョッキョッ」「ケッケッケッケ」

とアオゲラと似たような感じで鳴く。意外と身

近にいるが、アオゲラより神経質なのか、こち

らの気配に気付くとすぐに逃げる印象。

オオアカゲラ：全長28cm。ごくまれに高尾山に冬鳥

として渡来。高尾山での記録は1997年1号路、1羽、

2013年蛇滝コース、1羽【八王子動植物目録より】。

記録には残っていない目撃例があるようなので、是非

出会ってみたい。

ドルルルルルルル

・キツツキが木をつつく理由

　①木の中にいる虫を見つけて食べるため

　②巣を作るため

　③求愛、縄張りを示すために音を出す

・生き物同士のつながり

  キツツキがあけた穴は、後に様々な生き物が利用しています。

　キツツキは自分のためにしていることですが、結果的に他の生き物の住処

　をつくる、重要な存在となっています。

胸部～腹部の
模様が違う

樹洞を観察するポイントと注意

・スズメバチやヘビも、樹洞を利用しています。　いきなりのぞき込んだり、むやみに触ったりはしないようにしましょう。
・樹洞は生き物にとって大切な生活の場です。観察する時は、人が悪影響を与えないように配慮しましょう。

中に何か入っている？！
中に何かが入っていれば、巣材と
して運ばれた可能性があります

かじり痕
穴を広げるために、ムササビ

などがかじった跡

ここに注目！

小石がたくさん入っていた樹洞。

これは人の仕業？？

過去には、

4号路にお稲荷さんの置物とたくさんの

1円玉が置かれていた樹洞もありました。

（祠…？？）人にとっても、樹洞はなにか

惹かれるものがあるようです！？

※山に勝手に置いてはいけません
葉が葵（あおい）に似て、
冬でも枯れないことから

この名がついた

幼鳥は前頭部
まで赤い

　今回、冬のキツツキ観察をきっかけに樹洞に注目することになり、山内に様々な樹洞
がみられることがわかりました。生き物が、単独ではなく同じ樹洞をシェアしているところ
も面白いなと思いました。この冬は、登山をしながら樹洞探しはいかがでしょうか。春、高
尾山の生き物たちが活発になる時期の、面白い出会いにつながるかもしれません。

（解説員　やまもと）


