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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X（旧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。

Xでおしらせ！
高尾ビジターセンターニュース

vol.41

解説員

 春
79vol.

2 0 2 5 年 号

高 尾 山 山 頂 か ら 発 信 !
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たかおさん
「うんちキング」の巻

　　　　作・絵：なかの

生産者の声
（タヌキ）

果実のタネが
混ざる

泥も混ざるので
黒っぽい

少し穴を掘る
ミミズをよく
食べるので水っぽい

目立つ所にする。

テ
ン
の
ウ
ン
チ
は

ほ
っ
そ
り
ツ
ブ
ツ
ブ

ア
ナ
グ
マ
の
う
ん
ち
は

太
く
て
、べ
っ
ち
ょ
り

な
ん
て
量
の
う
ん
ち
！

う
ん
ち
キ
ン
グ
だ
！

と
て
も
体
の
大
き
な

動
物
が
し
た
ん
だ
ろ
う
な

あ
の…

言
い
に
く
い
の
で
す
が...

「僕
た
ち
」
の
う
ん
ち
で
す

タ
ヌ
キ
は
複
数
で

1
ヶ
所
に
う
ん
ち
を
貯
め
る

「た
め
フ
ン
」
を
し
ま
す

恥ずかしい...

今年は全体的に冬鳥の少ない冬でした。一方で、トラツグミの目撃数は例年よ
り多く、通勤中のビジターセンタースタッフを楽しませてくれました！この日、稲
荷山コースで上がったスタッフは2回も遭遇したようです。羨ましい！

高尾ビジターセンター【公式】@takaovc・2月18日

私
に
春
を
告
げ
る
木

　

時
の
流
れ
は
早
い
も
の
で
︑
私
が
高
尾
ビ
ジ
タ
ー

セ
ン
タ
ー
に
勤
め
て
5
年
が
経
ち
ま
し
た
︒
こ
の
間

に
変
わ
っ
た
景
色
の
中
で
︑
特
に
印
象
深
い
木
が
あ

り
ま
す
︒
そ
れ
は
︑
清
滝
駅
前
広
場
の
ソ
メ
イ
ヨ
シ

ノ
で
す
︒
昔
︑
春
の
高
尾
山
へ
訪
れ
た
時
も
満
開
の

花
を
咲
か
せ
る
こ
の
木
が
と
て
も
印
象
深
く
心
に
残

っ
て
い
ま
し
た
︒

　

毎
年
︑
ち
ょ
う
ど
目
線
の
高
さ
に
あ
る
冬
芽
を
観

察
し
て
い
ま
し
た
︒
2
月
頃
に
な
る
と
︑
固
い
冬
芽
が

徐
々
に
膨
ら
ん
で
き
ま
す
︒
3
月
中
旬
に
な
る
と
︑
つ

ぼ
み
が
少
し
ず
つ
ピ
ン
ク
色
に
変
化
し
て
き
ま
す
︒
誰

よ
り
も
早
く
開
花
を
見
届
け
た
い
！
と
出
勤
す
る
の
が

楽
し
み
で
し
た
︒

　
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
は
︑
山
内
で
新
し
い
葉
が
芽

吹
く
頃
︒
中
腹
の
展
望
台
か
ら
見
え
る
森
が
だ
ん
だ

ん
と
萌
黄
色
に
変
わ
る
様
子
に
春
の
は
じ
ま
り
を
感

じ
ま
す
︒
花
が
増
え
︑
鳥
た
ち
の
さ
え
ず
り
が
に
ぎ

や
か
に
な
る
︑
私
が
一
番
好
き
な
時
期
が
始
ま
り
ま

す
︒
5
年
間
見
て
き
た
清
滝
駅
前
広
場
の
ソ
メ
イ
ヨ

シ
ノ
は
︑
私
の
中
で
﹁
春
を
告
げ
る
木
﹂
と
し
て
思

い
出
深
い
存
在
で
し
た
︒

　
し
か
し
︑
2 

0 

2 

4
年
9
月
に
木
の
内
部
が
腐
食
し

て
し
ま
っ
た
こ
と
で
伐
採
と
な
り
ま
し
た
︒
ず
っ
と
変

わ
ら
な
い
と
思
っ
て
い
た
場
所
に
変
化
が
訪
れ
る
こ
と

で
︑
改
め
て
時
の
流
れ
を
実
感
し
ま
し
た
︒
い
つ
ま
で

も
変
わ
ら
な
い
美
し
い
場
所
も
あ
れ
ば
︑
変
わ
り
ゆ
く

景
色
の
中
で
新
し
く
お
気
に
入
り
と
な
る
場
所
も
増
え

る
は
ず
︒
み
な
さ
ん
は
高
尾
山
で
お
気
に
入
り
の
場
所

は
あ
り
ま
す
か
？
ぜ
ひ
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
で

教
え
て
く
だ
さ
い
ね
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

       ︿
解
説
員　
か
わ
ま
た
﹀

天気：晴　気温：-1.0℃　富士山展望：○

稲荷山コースを巡視中に、2度も #トラツグミ に遭遇！
枯れ葉に紛れる、素敵な模様をしています。  

#高尾山 #高尾ビジターセンター

フンからのぞく哺乳類の生活

タヌキは主に家族で同じ場所にフンをします。
他の個体のフンの匂いを嗅ぐことで、食べものや
健康状態など情報交換の役割もあるようです。

食べ物と土を一緒に飲み込むことがあり、土っ
ぽいフンになります。たまに、ためフンをするこ
とがありますが、タヌキほど多く溜めません。

中身はほぼ植物の繊維です。樹上でフンを
するため、木の周辺に落ちています。夜に高
尾山を歩くと頭上から落ちてくるかも？

登山中に野生哺乳類のフンを見かけたことはありますか？フンを観察することで、そのフンの主が予想できます。
本号では、高尾山で見かける哺乳類のフンの見分け方や、そのフンから分かる哺乳類の暮らしを紹介します！

高尾山で見かける哺乳類のフン

アナグマタヌキ ムササビ

倒木の上にあり、
とても目立っていた
何かのアピール？

木の実や
昆虫が混じるから
雑食動物？

約5ｍｍ約5ｃｍ

約5ｃｍ

テン

高尾山で見られる哺乳類のフンの中でも特に見

かけることが多いです。なわばりを主張するため

石垣の上など、目立つ場所にフンを残します。

約4ｃｍ

この特徴を持つ

フンの主は…？

特徴2特徴1

誰のフンだろう？

特集！ ほにゅうるい
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モ
リ
ア
オ
ガ
エ
ル
は
梅
雨
に
な
る
と
︑
水
面

上
に
せ
り
出
し
た
木
の
枝
な
ど
に
泡
状
の
卵
塊

を
作
り
ま
す
︒
孵
化
後
に
雨
が
降
り
︑
泡
が
溶

け
る
と
枝
の
上
か
ら
水
面
に
向
か
っ
て
オ
タ
マ

ジ
ャ
ク
シ
が
ス
カ
イ
ダ
イ
ブ
！
自
然
界
を
生
き

抜
く
逞
し
さ
を
感
じ
ま
す
ね
︒

産
ま
れ
て
す
ぐ
に
ス
カ
イ
ダ
イ
ブ
⁉

見
ら
れ
る
時
期
：
５
月
下
旬

見
ら
れ
る
場
所
：
流
れ
の
少
な
い
水
辺

メレンゲのような張りがある

︿
解
説
員　

お
ざ
き
﹀

　

高
尾
山
は
︑山
岳
宗
教
や
仏
教
な
ど
が
融
合
し
た

日
本
独
自
の
修
験
道
の
場
で
あ
り
︑古
く
か
ら
山
伏

た
ち
の
修
行
の
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
︒

こ
の
修
行
に
い
そ
し
む
山
伏
は
や
が
て
高
尾
山
の
霊

気
と
融
合
し
︑呪
力
︑験
力
（
げ
ん
り
き
︶を
身
に
つ

け
る
こ
と
で
峰
入
り
(山
伏
が
成
仏
修
行
を
行
う
た

め
霊
山
に
入
る
こ
と
)の
経
験
を
重
ね
た
先
輩
山
伏

で
あ
る
大
先
達
と
な
り
︑そ
の
姿
が
天
狗
と
同
一
視

さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
︒

　

ま
た
︑高
尾
山
に
生
息
す
る
ム
サ
サ
ビ
が
天
狗
の

由
来
だ
と
さ
れ
る
説
も
あ
り
ま
す
︒ム
サ
サ
ビ
の
滑

空
︑鳴
き
声
︑空
か
ら
落
ち
て
く
る
フ
ン
が
天
狗
を

連
想
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒ム
サ
サ
ビ
と

言
え
ば
︑空
を
滑
空
す
る
哺
乳
類
と
し
て
有
名
で
︑

高
尾
山
で
は
こ
の
滑
空
を
一
目
見
よ
う
と
多
く
の

観
察
者
が
や
っ
て
き
ま
す
︒か
つ
て
︑灯
り
の
無
い
真

っ
暗
な
山
内
で
は
︑こ
の
滑
空
時
に
起
こ
る
風
を

﹁
天
狗
の
う
ち
わ
﹂に
よ
る
物
だ
と
考
え
た
の
で
し

ょ
う
︒次
に
鳴
き
声
で
す
︒ム
サ
サ
ビ
は﹁
グ
ル
ル
ル
︙
﹂

と
︑正
体
を
知
ら
な
い
と
︑聞
き
な
れ
な
い
不
気
味

な
声
で
鳴
き
ま
す
︒姿
さ
え
見
え
れ
ば
可
愛
い
見
た

目
を
し
て
い
る
ム
サ
サ
ビ
で
す
が
︑昔
の
人
は
暗
闇

の
中
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
怪
し
い
鳴
き
声
を
︑妖
怪

の
声
だ
と
思
っ
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒最

後
に
紹
介
す
る
の
は
︑落
ち
て
く
る
ム
サ
サ
ビ
の
フ

ン
で
す
︒天
狗
は
天
狗
礫︵
つ
ぶ
て
︶と
い
う
小
石
を

投
げ
て
き
ま
す
︒ム
サ
サ
ビ
は
樹
上
で
粒
上
の
フ
ン

を
パ
ラ
パ
ラ
と
排
泄
す
る
た
め
︑天
狗
礫
と
イ
メ
ー

ジ
が
重
な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒

　

こ
の
よ
う
天
狗
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
残
る
高
尾
山
で
す
が
︑か
つ
て
高
尾
山
を
保
護
し

て
い
た
戦
国
武
将
の
信
仰
に
も
天
狗
が
関
わ
っ
て
い

ま
す
︒高
尾
山
で
は
1
3
7
5
年
京
都
に
あ
る
醍
醐

山
よ
り
俊
源
大
徳
が
飯
縄
大
権
現
を
奉
祀
し
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒以
後
︑飯
縄
大
権
現
を
守
護

神
と
し
て
崇
め
て
い
た
の
が
上
杉
謙
信
や
武
田
信
玄
︑

そ
し
て
当
時
︑高
尾
山
を
含
む
武
蔵
国
を
治
め
て
い

た
北
条
氏
照
な
ど
の
武
将
た
ち
で
す
︒彼
ら
は
勝
戦

の
神
と
し
て
熱
心
に
飯
縄
大
権
現
を
崇
拝
し
て
い
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
︒こ
の
飯
縄
大
権
現
の
護
衛
の
役

割
を
担
っ
て
い
た
の
が
天
狗
で
︑髙
尾
山
薬
王
院
の

飯
縄
大
権
現
像
の
両
脇
に
は
２
人
の
天
狗
が
立
っ
て

い
る
の
で
す
︒

　

高
尾
山
に
は
天
狗
が
腰
か
け
た
と
さ
れ
て
い
る

﹁
天
狗
の
腰
掛
杉
﹂や
︑道
の
真
ん
中
に
根
を
伸
ば
す

一
本
杉
を
天
狗
様
が
切
ろ
う
と
し
た
た
め
道
の
邪

魔
に
な
ら
な
い
よ
う
変
わ
っ
た
形
に
な
っ
た﹁
た
こ

杉
﹂︑天
狗
説
の
あ
る
ム
サ
サ
ビ
な
ど
現
在
も
天
狗

を
感
じ
ら
れ
る
様
々
な
伝
説
や
お
話
が
残
っ
て
い
ま

す
︒ぜ
ひ
高
尾
山
の
豊
か
な
自
然
の
中
を
歩
き
な
が

ら
天
狗
の
存
在
を
感
じ
て
み
て
く
だ
さ
い
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︿
解
説
員　

わ
た
な
べ
﹀

高尾山は昔から修行の場として知られており、天狗にまつわる伝説やスポット
が残っています。高尾山と天狗にどのような関係があるのでしょうか。

高尾山の「天狗伝説」

ダイブ！

高尾山には30種類以上の哺乳類が生息していますが、その多くが早朝や夕方以降に活動しているため、日中に
出会うことは難しいものです。フンは足跡や食べ痕より確実に哺乳類と分かる痕跡なので、観察におすすめです。

フンからわかる哺乳類の生活（タヌキ編）

フンに混じっている物を調べてみると周囲
にどんな生きものがいるのかが分かります。
時には意外な物が混じっていることも…。

植物の中には、哺乳類や鳥に種ごと果実を食べられ
ることで、種を遠くへ運んでもらう種類があります。
植物にとって、これらの動物は種を運んでくれる大切
な運搬係なのです。

周囲の動植物 行動範囲

フンの中には栄養が残っており、センチコガネなどの「糞
虫」と呼ばれる虫たちのごちそうになります。高尾山では
シカが増えてきており、主にシカのフンを食べるゴホンダ
イコクコガネが見られるようになりました。

種を運ぶ動物 フンを食べる昆虫

季節ごとにフンに混じる物が異なり、旬
のものを食べていることが分かります。

山頂のためフンにイチョウの実が入っていま
した。山頂にイチョウはないため、もみじ台や
薬王院まで移動している可能性があります。

フンと生き物の関係

過去、高尾山では登山者の捨てた大量のゴミが原因で、カラスがゴミをあさる姿が見られてい
ました。「ゴミ持ち帰り運動」を境に、放置ゴミやカラスの姿は減りましたが、今でもタヌキのフン
から輪ゴムなどの人工物が見つかることがあります。消化できないだけでなく、人間の食べ物が
哺乳類に害を及ぼすこともあります。高尾山の生き物たちのためにも、ゴミは持ち帰りましょう。

山頂のフンに入っていた
イチョウの実

フンから見る人と動物の関わり

放置されたゴミ フンに混じる輪ゴム

もみじ台

季節の変化

約600m

約300m

サワガニの殻 カヤの実

昆虫の翅

ゴホンダイコクコガネセンチコガネ移動した先でフンに
混ざった種が育つ

果肉と一緒に
種を食べる

動物が
移動する

ジャノヒゲなど

春 夏

冬 秋

アケビなど

ミズキなどキイチゴなど

↑天狗の腰掛杉（1号路）

ほぼ毎日のように高尾山を登るスタッフでも、日中にタヌキやアナグマなどの哺乳類に出会うことは稀です。そこで私たちは、哺乳類のフンを手がかりに、彼らが高尾
山で生きる姿に思いを馳せます。フンの観察は少し抵抗があるかもしれませんが、フンは暮らしを語る”代弁者”。食べたものや行動範囲など、彼らの暮らしを知る重要
な情報が詰まっています。なかなか出会うことのない哺乳類たちのリアルな生活が見えてきますので、ぜひ観察に挑戦してみてください。　   〈解説員：やぎぬま〉 水面近くの植物に

卵塊を作ることもある

は

まれ


