
山とか

ゾウとか

クジラとか

大
き
い
も
の
を
見
る
と

　

心
お
ど
る
こ
と

　
　

あ
り
ま
せ
ん
か
？

あ
る
と
思
い
ま
す
。

そんな人には、ホオノキがおすすめ！

大
き
な
葉
っ
ぱ

大
き
な
花

大きな実！！

拾う

南国ちっく。
たまに登山道に

落ちている

朝からテンション

たかいなー
あぁ・・・。

（なっとく）

「のぶ
すま」

とは

ムササ
ビの古

い呼び
名です

。
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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 号春

高 尾 山 山 頂 か ら 発 信 !

14

解説員

FUN 
FUN

たかおさん

　　　　作・絵：

長引くコロナ禍での臨時休館中、Twitterで何か面白いことはできないかと考え、
アンケート機能を使った「#高尾山クイズ」を投稿しました！たくさんの投票やコメ
ントをいただき、少しでも利用者の皆様とコミュニケーションがとれたかな？！
「#高尾山クイズ」をクリックして、ぜひ他のクイズもご覧ください！

高
尾
山
に
香
る
思
い
出

シーズン・イン！高尾山　春のチョウ

　豊かな自然が残る高尾山では、春になるとたくさんのチョウが活動を開始します。
八王子市で記録されているチョウの種類数は113種類で、その多くが高尾山周辺でも
見ることができます。早いものは3月から出始め、季節が進むにつれて見られるチョウ
は少しずつ増えていきます。

高尾山クイズ第16問！
様々なルートを登れるのも高尾山ならではの魅力です！
なかでも舗装されていて歩きやすい1号路は多くの登山
者が登っています。さて、1号路の登り始めに見られる敷
石はどこから来たものでしょうか？

3月 

4月

5月

テングチョウ
ルリタテハ

ヒオドシチョウ

ウスバシロチョウ

ミヤマカラスアゲハ

頭の先にある天狗の鼻のような
突起が名前の由来

白いけど実はアゲハチョウの仲間
裏高尾でよく見かける

翅をひろげると綺麗な青いライン
が目立つ

鎧の緋縅（ひおどし）の
イメージが名前の由来

春と夏に現れるが春の方が綺麗！
山内の水たまりやツツジの花によく来る

高尾山クイズ第16問の正解は
「③都電の敷石」です。
この敷石は昭和３０年ごろまで
都電の敷石として使われていた
そうです。是非、足元にも目を向
けて登ってみると新しい、新たな
発見があるかもしれません。©高尾ビジターセンター

翌日投稿された正解はコチラ！

　
春
に
な
り
あ
た
た
か
く
な
っ
て
く
る
と
︑山
内
に
は

様
々
な
山
の
香
り
が
漂
い
始
め
ま
す
︒高
尾
山
で
日
当

た
り
の
よ
い
尾
根
道
を
歩
け
ば
︑ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
と
い
っ

た
針
葉
樹
か
ら
清
々
し
く
も
甘
い
香
り
が
発
せ
ら
れ
︑

辺
り
一
帯
が
包
み
込
ま
れ
ま
す
︒こ
の
香
り
は
フ
ィ
ト
ン

チ
ッ
ド
と
い
う
香
気
成
分
に
よ
る
も
の
で
︑リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

効
果
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
︒﹁
森
林
浴
﹂と
は
よ
く

言
っ
た
も
の
で
す
ね
︒高
尾
山
を﹁
東
京
近
郊
で
癒
し
が

得
ら
れ
る
森
林
浴
ス
ポ
ッ
ト
﹂と
し
て
紹
介
す
る
記
事

な
ど
も
た
く
さ
ん
目
に
し
ま
す
︒

　
と
こ
ろ
で
香
り
と
い
う
も
の
は
︑人
の
記
憶
と
も
深
く

結
び
つ
い
て
い
る
と
い
い
ま
す
︒先
に
述
べ
た
尾
根
道
の

香
り
は
︑ま
た
別
の
日
︑別
の
場
所
で
嗅
い
だ
と
し
て
も
︑

そ
の
と
き
共
に
歩
い
た
友
の
顔
が
浮
か
ん
で
く
る
か
ら

不
思
議
で
す
︒み
な
さ
ん
に
も
思
い
当
た
る
よ
う
な
︑記

憶
に
残
る
香
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　

こ
の
コ
ラ
ム
を
書
い
て
い
る
３
月
は
︑ヒ
サ
カ
キ
の
花

が
山
内
の
あ
ち
こ
ち
で
独
特
の
香
り
を
漂
わ
せ
始
め
て

い
ま
す
︒た
く
あ
ん
を
想
像
さ
せ
る
や
や
癖
の
強
い
香

り
で
す
が
︑毎
年
必
ず
︑あ
る
お
茶
屋
さ
ん
の
前
で
気
付

か
さ
れ
る
た
め
︑私
の
中
で
は﹁
ヒ
サ
カ
キ
＝
あ
の
お
茶

屋
さ
ん
﹂と
い
う
記
憶
の
回
路
が
す
っ
か
り
定
着
し
て
し

ま
い
ま
し
た
︒こ
の
山
に
漂
う
香
り
は
︑自
分
の
知
ら
ぬ

間
に
記
憶
の
深
い
と
こ
ろ
で
結
び
つ
き
︑こ
れ
か
ら
先
同

じ
よ
う
な
香
り
に
出
会
う
度
︑き
っ
と
高
尾
山
を
思
い

出
す
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
︒

︵
解
説
員
う
い
︶



　
　

の
員
説
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イ
タ
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チ
ョ
ッ
キ
リ
の
揺
藍

　
高
尾
山
が
あ
る
八
王
子
は
絹
織
物
と
と
も
に
発
展
し
た

都
市
で
す
︒現
在
も﹁
八
王
子
織
物
﹂と
呼
ば
れ
︑ネ
ク
タ
イ

や
呉
服
の
生
地
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
︒織
物
の
産
物
と

し
て
の
起
源
は
滝
山
城
下
の

い
ち市

で
取
引
き
さ
れ
た
交
換
材

と
云
わ
れ
︑文
献
で
は
1
6
4
5
年︵
正
保
二
年
︶に
出
さ
れ

た﹁
け
ふ
き
ぐ
さ

毛
吹
草
﹂の
中
で
武
蔵
の
名
産
品﹁

た
き
や
ま
よ
こ
や
ま
の
つ
む
ぎ
じ
ま

　

瀧
山
横
山
紬
嶋
﹂

の
名
で
初
め
て
登
場
し
ま
す
︒

　

Ｊ
Ｒ
八
王
子
駅
付
近
は
街
道
沿
い
と
い
う
地
の
利
も
あ

り
︑市
町
︑宿
場
町
と
し
て
発
展
し
ま
し
た
︒一
方
︑高
尾
山

や
陣
場
山
な
ど
山
間
の
集
落
は
耕
作
地
が
狭
く
︑そ
こ
か

ら
得
ら
れ
る
収
入
は
多
く
な
か
っ
た
そ
う
で
す
︒女
性
た
ち

が
行
っ
て
い
た
養
蚕
・
製
糸
・
織
物
は
生
計
を
立
て
て
い
く
う

え
で
重
要
な
副
業
と
な
っ
て
い
ま
し
た
︒

　

1
8
2
7
年︵
文
政
十
年
︶に
出
さ
れ
た﹁

そ
う
と
に
っ
き　

桑
都
日
記
﹂に

は
︑毎
月
4
と
8
の
日
に
開
催
さ
れ
た
八
王
子
の

い
ち市

や
︑集

落
で
女
性
た
ち
が
カ
イ
コ
を
育
て
て
い
る
様
子
が
記
録
さ

れ
て
い
ま
す
︒繭
か
ら
紡
い
だ
絹
糸
を
染
め
︑そ
の
後
縞
模

様
に
織
る
の
が
当
時
の
八
王
子
織
物
の
特
徴
で
︑﹁

し
ま
も
の

縞
物
﹂と

呼
ば
れ
男
性
着
物
や
実
用
着
に
使
わ
れ
ま
し
た
︒八
王
子

宿
の

い
ち市

に
は
様
々
な
商
品
が
集
ま
り
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
︑

織
物
の
取
引
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て

し
ま
も
の

縞
物
は
単
独
の
時

間
帯
で
取
引
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑﹁

し
ま
い
ち

縞
市
﹂に
発
展
し
ま
し

た
︒そ

う
と
に
っ
き　

桑
都
日
記
に
は
︑着
物
の
裾
を
め
く
り
あ
げ
︑大
風
呂
敷

を
背
負
っ
た
売
り
手
と
︑一
段
上
の
台
か
ら
売
り
手
が
掲
げ

る
反
物
を
値
踏
み
す
る
仲
買
商
人
と
の
様
子
が
活
き
活
き

と
描
か
れ
て
お
り
︑八
王
子
が
活
気
あ
る
織
物
の
街
だ
っ
た

こ
と
が
見
て
と
れ
ま
す
︒し

ま
い
ち

縞
市
は
八
王
子
の
周
辺
集
落
で
織

っ
た
織
物
だ
け
で
な
く
︑郡
内
︑五
日
市
︑青
梅
︑秩
父
の
織

物
も
取
扱
い
︑取
引
範
囲
は
三
都
︑近
江
︑伊
勢
︑尾
張
に
ま
で

及
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒

　

明
治
以
降
︑八
王
子
の
製
糸
工
場
が
繭
を
買
い
集
め
る
よ

う
に
な
り
ま
す
︒そ
し
て
大
き
な
織
物
業
者
の
中
に
は
集
落
の

農
家
に
糸
を
貸
し
出
し
︑反
物
を
織
ら
せ
︑賃
金
を
支
払
う

﹁
ち
ん
ば
た

賃
機
﹂と
い
う
仕
組
み
が
で
き
︑機
織
︑養
蚕
は
さ
ら
に
盛
ん

に
な
り
ま
し
た
︒陣
場
山
へ
向
か
う
途
中
の
恩
方
地
域
で
は
︑

﹁
養
蚕
の
さ
か
ん
な
恩
方
村
の

こ
が
い
ど
き

蚕
飼
時
に
は
︑檜
原
村
の
男
女

が
二
〇
〇
人
も
雇
わ
れ
て
き
て
︑糸
と
り
が
す
む
ま
で
滞
在

し
た
の
で
︑こ
の
村
に
最
も
よ
い
嫁
を
提
供
し
た
﹂と
記
録
が

あ
り
ま
す
︒ま
た
高
尾
山
の
麓
に
あ
る
浅
川
尋
常
小
学
校

︵
現
：
浅
川
小
学
校
︶で
は
︑カ
イ
コ
の
餌
で
あ
る
ク
ワ
の
葉
の

新
芽
を
食
べ
て
し
ま
う
ク
ワ
エ
ダ
シ
ャ
ク
を
生
徒
に
駆
除
さ
せ

る
学
校
行
事
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
︒若
い
人
が
多
く
︑桑
畑
で

子
ど
も
が
遊
ぶ
当
時
の
様
子
が
想
像
で
き
ま
す
︒

　

戦
後
︑山
間
部
の
集
落
で
機
織
を
生
業
と
し
て
い
た
多
く
の

家
は
廃
業
し
︑現
在
で
は
養
蚕
を
し
て
い
る
様
子
は
見
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
︒そ
れ
で
も
北
浅
川
︑小
仏
川
沿
い
を
歩
く
と

ク
ワ
の
木
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
︒か
つ
て
養
蚕
に
使
わ
れ
た
と

思
わ
れ
る
天
井
の
高
い
家
屋
を
発
見
す
る
と
︑わ
し
ゃ
わ
し
ゃ

と
葉
を
食
む
カ
イ
コ
の
音
や
機
織
り
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る

よ
う
な
︙
︒歴
史
を
知
っ
て
か
ら
の
散
策
は
ま
さ
に
タ
イ
ム
ト

ラ
ベ
ル
︒登
山
の
前
に
麓
の
集
落
も
散
策
し
て
み
て
下
さ
い
︒

︵
解
説
員　

さ
と
う
︶

参
考
文
献
：
新
八
王
子
市
史
民
俗
調
査
報
告
書
第
１
集
・
第
3

集
︑八
王
子
市
史
叢
書
２　

聞
き
書
き
織
物
の
技
と
生
業

資
料
提
供
・
取
材
協
力
：
八
王
子
市
郷
土
資
料
館

イ
タ
ヤ
ハ
マ
キ
チ
ョ
ッ
キ
リ
と
い
う
１
㎝
く
ら
い

の
小
さ
な
虫
が
︑
カ
エ
デ
の
仲
間
の
葉
っ
ぱ
を
何

枚
も
重
ね
て
つ
く
り
ま
す
︒

葉
巻
の
中
に
産
み
つ
け
ら
れ
た
卵
か
ら
生
ま
れ
た

幼
虫
は
︑
内
側
の
葉
っ
ぱ
を
食
べ
て
成
長
し
ま
す
︒

赤いメタリックカラーの
イタヤハマキチョッキリの成虫

見られたらラッキー

カ
エ
デ
の
木
に
ぶ
ら
下
げ
ら
れ
た
葉
巻

見
ら
れ
る
時
期
：
4
月
下
旬

見
ら
れ
る
場
所
：
各
登
山
道
に
あ
る

　
　
　
　
　
　
　

カ
エ
デ
の
仲
間
の
木

︵
解
説
員　

む
ら
か
み
︶

　２０２０年日本遺産「霊気満山 高尾山 ～人々の祈りが紡ぐ桑都物語～」

が認定されました。“
そうと

桑都”と称された織物の街“八王子”と高尾山周辺の

集落との繋がりをご紹介します。

人々の暮しが紡ぐ八王子織物

葉巻はできたての時は緑色
その後だんだんと茶色に変化していきます

解説員が見つけた！
春のチョウたちの記録 チョウの多さのひみつ

チョウの多くは幼虫のときに決まった植物しか食べず、中
には一種類の植物しか食べないチョウもいます。高尾山は
1300種以上もの植物が自生しているため、たくさんのチョ
ウが育つ環境が整っています。平地にはない植物を幼虫の
時に食べるチョウも多く、山に行かないと出会えない種類
も少なくありません。

フジミドリシジミ スギタニルリシジミ
幼虫の食樹：ブナの葉

（冷温帯の山地に自生）
幼虫の食樹：トチノキの花やつぼみ

（冷温帯の山地に自生）

高尾山は冷温帯と暖温帯の２つの気候帯の境目に位置しており、
北斜面には冬に葉を落とす落葉広葉樹林、南斜面には冬でも葉
が残る常緑樹林と北と南で見られる植物が異なります。また、その
中間の温帯林（モミ・ツガなどの針葉樹林）も有し、その豊かな植
生が多種多様なチョウを支えています。

アサギマダラ ムラサキシジミ
幼虫の食草：キジョランの葉

キジョランは南斜面の常緑樹林に多い
幼虫の食樹：アラカシ
などの常緑樹の葉

まとめ
　高尾山周辺の山々では伐採が進みスギなどの人工林が
拡がっています。一方、高尾山は都市近郊の山でありなが
ら昔からの環境を維持している貴重な場所といえます。今
回は春のチョウについて紹介しましたが、季節の変化に伴
いこの先現れるチョウもまだまだたくさんいます。
この貴重な場所で今年の春からチョウの観察を始めてみ
てはいかがでしょうか？　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　（解説員　こばやし）

3月から見られるテングチョウ、ルリタテハ、
ヒオドシチョウなんかは成虫で冬を越すから
暖かくなればすぐに活動するんだよね。よく
山頂周辺で日向ぼっこしてるよ。

だんだんと春に羽化するチョウが多く
なってくるね。3月から5月でずいぶん
と顔ぶれが変わるね。

ウスバシロチョウは卵、アサギマダラは幼虫、
カラスアゲハとかは蛹と、チョウによって冬越
しの状態が違ったりするんだよね。

※6月から新たに見られたチョウは載せていません

3月 4月 5月 6月
ダイミョウセセリ
ミヤマセセリ
ウスバシロチョウ
ジャコウアゲハ
キアゲハ
ナミアゲハ
クロアゲハ
オナガアゲハ
モンキアゲハ
カラスアゲハ
ミヤマカラスアゲハ
アオスジアゲハ
ムラサキシジミ
フジミドリシジミ
ヤマトシジミ
スギタニルリシジミ
テングチョウ
アサギマダラ
コミスジ
ミスジチョウ
サカハチチョウ
ヒオドシチョウ
ルリタテハ
アカタテハ
コジャノメ

5~

7
㎝
く
ら
い

よ
う
ら
ん


