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ムササ
ビの古

い呼び
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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。

2025年4月～7月の間のツイートから、注目のニュースをご紹介します。

X(旧Twitter)でふりかえる
高尾山ニュース！

vol.42

残念なことに、ササバギンランだけではなく他の植物なども元あった場所から
無くなっていることがあります。高尾山の自然を守っていくためにも植物にや
さしい自然観察を心がけましょう。

希少なランも咲く #高尾山。
しかし、先日ササバギンランの花と葉が折られていました。
毎年花を楽しみに登る方がいる一方で、
盗掘や花を折るなどの心無い行動も起きています。
大勢の目で高尾山の植物を守っていきましょう。

#高尾ビジターセンター　#拡散希望 
 #盗掘　#ササバギンラン

高尾ビジターセンター【公式】

脱
皮 

︑
新
た
な
自
分
へ…

　
今
年
も
い
よ
い
よ
夏
本
番
と
い
っ
た
暑
さ
に
な
っ

て
き
ま
し
た
︒こ
の
時
期
に
な
る
と
高
尾
山
内
で
目

撃
数
が
増
え
る
生
き
物
の
１
つ
が
ヘ
ビ
で
す
︒ヘ
ビ
が

大
好
き
な
私
は
︑登
山
道
沿
い
で
に
ょ
ろ
に
ょ
ろ
と

地
を
這
う
ア
オ
ダ
イ
シ
ョ
ウ
や
ヒ
バ
カ
リ
を
見
つ
け

る
と
︑嬉
し
く
て
思
わ
ず
笑
み
が
こ
ぼ
れ
て
し
ま
い

ま
す
︒今
回
の
コ
ラ
ム
は
そ
ん
な
ヘ
ビ
の﹁
脱
皮
﹂に

焦
点
を
当
て
ま
す
︒ヘ
ビ
は
成
長
と
と
も
に
脱
皮
を

し
て
古
く
な
っ
た
鱗
を
脱
ぎ
捨
て
る
こ
と
で
︑清
潔

な
状
態
を
維
持
し
ま
す
︒ヘ
ビ
に
は
ま
ぶ
た
が
無
い

た
め
︑脱
皮
を
す
る
際
は
目
の
表
面
に
あ
る
透
明
な

膜︵
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
︶ご
と
脱
い
で
更
新
し
ま
す
︒ヘ
ビ

以
外
に
も
︑ト
カ
ゲ
や
カ
エ
ル
︑カ
ニ
や
カ
マ
キ
リ
等

と
い
っ
た
様
々
な
生
き
物
が
脱
皮
を
行
い
ま
す
︒生

き
物
た
ち
に
と
っ
て
は
命
に
も
関
わ
る
一
大
イ
ベン

ト
で
︑脱
皮
に
失
敗
し
て
そ
の
ま
ま
力
尽
き
て
し
ま

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
︒も
し
山
内
で
脱
皮
を
し
て
い

る
最
中
の
生
き
物
と
出
会
っ
て
も
︑捕
ま
え
た
り
は

せ
ず
に
静
か
に
見
守
っ
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
ね
︒

　

汗
っ
か
き
な
私
は
夏
場
の
通
勤
で
高
尾
山
を
登
っ

て
い
る
と
︑気
付
い
た
時
に
は
す
で
に
服
が
ビ
シ
ョ

ビ
シ
ョ…

︒気
分
を
ス
ッ
キ
リ
さ
せ
る
た
め
︑開
館
前

に﹁
脱
皮
﹂を
し
て
新
し
い
服
に
着
替
え
ま
す
︒皆
さ

ん
も
高
尾
山
の
山
頂
で
濡
れ
た
服
を
着
替
え
た
い

け
ど
︑替
え
を
忘
れ
た…

と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
か
？
そ
ん
な
方
に
朗
報
で
す
！
高
尾
ビ
ジ
タ
ー

セ
ン
タ
ー
で
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
好
評
販
売

中
︒読
者
の
方
も
こ
の
夏
ぜ
ひ
脱
皮
を
し
て
︑沢
山

の
生
き
物
が
描
か
れ
た
素
敵
な
デ
ザ
イ
ン
の
Ｔ
シ
ャ

ツ
を
着
こ
な
し
て
み
ま
せ
ん
か
？︿

解
説
員　
な
か
の
﹀

高尾山のカミキリムシ
高尾山には日本に生息する約800種類のうち、約180種類のカミキリムシがすんでいます。この多さは、高尾山に多様な植

物があることと関係があります。また、高尾山の環境が好きなカミキリムシや、近年の高尾山で起きている自然の変化によ

って数が増えているカミキリムシ事情などをご紹介します。

ウスバカミキリ

出現時期：7～8月

幼虫：腐朽した広葉樹や針葉樹

成虫：樹皮や花粉

アカハナカミキリ

出現時期：7～8月

幼虫：広葉樹やマツ科

成虫：花粉

ヤツメカミキリ

出現時期：6～8月

幼虫：ウメ、ソメイヨシノなどの生木

成虫：ウメ、ソメイヨシノなどの葉

ヘリグロリンゴカミキリ

出現時期：6～8月

幼虫：ヨモギ類やアザミ類の茎の中

成虫：ヨモギ類やアザミ類の葉

タカオメダカカミキリ

出現時期：5月

幼虫：ブナやイヌブナの細い枯れた木

成虫：花粉

高尾山で初めて発見された。

イッシキキモンカミキリ

出現時期：6～8月

幼虫：ヌルデの枯れた木

成虫：クワ科の葉

裏高尾で初めて発見された。

この他にも、常緑樹が生育する比較的暖かいところが好きなタテジマ
カミキリ（食べる植物：カクレミノ、ヤツデ）や、好きなものを食べる、
ゴマダラカミキリ（食べる植物：ミカン科、クヌギ、コナラなど）がいます。

タテジマカミキリ ゴマダラカミキリ

なん

で
も
食
べ
る

好きなもの
を

食
べ
る

山
が

好
き

暖
か
い

と
こ
ろ

が好き

日
本
最
大
の
大
き
さ
と

　
　

白
い
筋
が
魅
力
的
な

　
　
　
　

カ
ミ
キ
リ
ム
シ

髪
切
虫
が
営
む

　

理
髪
店
シ
リ
ー
ズ
３
選

立
派
な
ア
ゴ
で

　
　

バ
ッ
サ
リ
カ
ッ
ト

シロスジカミキリ

出
現
期
間
が
短
く

　
　

め
っ
た
に
出
会
え
な
い

　
　

　
　

 

高
嶺
の
カ
ミ
キ
リ
ム
シ

オオトラカミキリ

小
型
種
の

メ
ダ
カ
カ
ミ
キ
リ
の
中
で
も

一
段
と
小
さ
い
カ
ミ
キ
リ
ム
シ

１
本
１
本
丁
寧
に
切
り
ま
す
。

  実物大
５ｍｍ以下 タカオメダカカミキリ

誰
し
も
恋
焦
が
れ
る
存
在

レ
ア
度
№
１

カ
ミ
キ
リ
ム
シ

 樹木や

花粉なら
た
か
ね
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れきし
高尾山の
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高尾山には涼しいところが好きなブナが生育しています。これは今よりも地球の気温が
低かったころ（江戸時代から）の生き残りで、低い山ではとても珍しいことです。
そのため高尾山は、低山ながらブナを食べるカミキリムシがすんでいる珍しい山なのです。

近年、全国的にクヌギやシラカシなどのブナ科の植物がたくさん枯れたり、
弱ったりしています（ナラ枯れ）。これはブナ科の植物に穴を開けて木の中
に入るカシノナガキクイムシが関係しています。これにより、弱ったブナ科
の植物や、穴から出た樹液が好きなカミキリムシが増えました。

　

茶
色
や
黒
な
ど
の
く
す
ん
だ
色
を
し
た

カ
ナ
ブ
ン
も
い
ま
す
が
︑
ア
オ
カ
ナ
ブ
ン

は
エ
メ
ラ
ル
ド
グ
リ
ー
ン
！
角
度
を
変
え

る
と
オ
パ
ー
ル
の
よ
う
に
黄
色
っ
ぽ
く
も

き
ら
め
き
ま
す
︒
初
め
て
見
た
時
は
﹁
こ

ん
な
に
綺
麗
な
虫
が
い
る
の
か
！
﹂
と
驚

き
ま
し
た
︒
虫
が
苦
手
な
方
に
こ
そ
知
っ

て
ほ
し
い
昆
虫
で
す
︒

︿
解
説
員　

か
わ
ま
た
﹀

　
今
で
は
観
光
地
や
登
山
を
目
的
と
し
て
親
し
ま
れ
て

い
る
高
尾
山
で
す
が
︑か
つ
て
は
人
々
の
暮
ら
し
を
つ
な

ぐ﹁
道
の
山
﹂で
も
あ
り
ま
し
た
︒

 

高
尾
山
周
辺
は
江
戸
と
甲
州
を
結
ぶ﹁
甲
州
街
道
﹂︵
現
：

旧
甲
州
街
道
︶が
通
っ
て
お
り
︑甲
州
か
ら
は
果
物
や
鉱
物
︑

江
戸
か
ら
は
鉄
製
器
な
ど
の
加
工
品
が
流
通
し
︑そ
れ
を

運
ぶ
人
々
の
往
来
が
盛
ん
で
し
た
︒中
で
も
高
尾
山
の
西

に
位
置
す
る
小
仏
峠
は
甲
州
街
道
の
難
所
と
し
て
知
ら

れ
︑高
尾
山
麓
に
位
置
す
る
小
原
宿
︑小
仏
宿
︑駒
木
野
宿

は
峠
越
え
の
準
備
や
休
息
を
と
る
宿
場
町
と
し
て
賑
わ

い
ま
し
た
︒

　

こ
れ
ら
の
宿
場
町
に
は
旅
籠︵
は
た
ご
︶や
茶
屋
な
ど

が
立
ち
並
び
︑今
で
も
人
々
が
行
き
交
っ
た
こ
と
を
物
語

る
石
仏
や
遺
構
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
︒例
え
ば
駒

木
野
バ
ス
停
近
く
に
は
︑様
々
な
ご
利
益
を
も
た
ら
す
と

さ
れ
て
い
る
馬
頭
観
音︵
ば
と
う
か
ん
の
ん
︶の
石
仏
が
残

さ
れ
て
い
ま
す
︒駒
木
野
宿
の
よ
う
に
旅
人
が
多
く
通
る

場
所
に
お
い
て
は
︑交
通
安
全
祈
願
な
ど
を
目
的
に
設
置

さ
れ
た
そ
う
で
す
︒蛇
滝
口
バ
ス
停
周
辺
に
は﹁
ふ
じ
や
新

兵
衛
蛇
滝
旅
籠
﹂と
い
う
明
治
時
代
の
宿
泊
施
設
の
建
物

が
現
存
し
て
い
ま
す
︒そ
の
隣
に
は
古
い
水
場
も
残
っ
て
お

り
︑甲
州
街
道
を
通
る
旅
人
や
牛
馬
の
喉
の
渇
き
を
潤
し

て
い
た
様
子
が
思
い
浮
か
び
ま
す
︒

　

他
に
も
︑高
尾
山
は
江
戸
時
代
に
盛
行
し
た
富
士
登
拝

の
た
め
の﹁
前
行︵
ぜ
ん
ぎ
ょ
う
︶﹂の
場
と
し
て
利
用
さ
れ

て
い
ま
し
た
︒こ
こ
で
紹
介
す
る﹁
前
行
﹂と
は
︑富
士
山

に
登
る
前
に
心
身
を
清
め
る
た
め
の
修
行
の
こ
と
で
︑当

時
の
参
拝
者
の
八
王
子
～
駒
木
野
間
で
の
日
記
で
は﹁
此
間
ニ

高
尾
山
何
れ
も
参
詣
﹂訳
：
こ
の
期
間︵
富
士
登
拝
中
︶に
高
尾

山
に
も
参
詣
し
た
︒︶と
記
さ
れ
て
い
ま
す
︒神
奈
川
県
側
の
麓

に
あ
る
小
原
宿
で
は
︑富
士
山
参
拝
客
が
途
中
高
尾
山
に
立

ち
寄
る
た
め
宿
泊
し
た
記
録
も
残
っ
て
お
り
︑高
尾
山
麓
は
物

流
を
担
う
人
や
参
拝
者
︑そ
れ
を
迎
え
入
れ
る
宿
場
町
の

人
々
に
よ
っ
て
賑
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
え
ま
す
︒

 

高
尾
山
麓
に
あ
っ
た
宿
場
町
は
︑交
通
網
の
発
展
に
よ
り
宿

場
町
と
し
て
の
機
能
は
縮
小
し
て
い
き
ま
し
た
︒し
か
し
︑今

や
登
山
者
数
世
界
一
の
山
の
入
り
口
と
し
て
︑今
日
も
高
尾
山

麓
は
活
気
で
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
︒高
尾
山
の
麓
を
経
て
物
や
文

化
が
行
き
交
い
︑人
と
人
が
つ
な
が
っ
て
い
く
︒そ
の
姿
は
今

も
昔
も
変
わ
ら
な
い
光
景
だ
っ
た
の
で
す
︒

東京都の観光地としてにぎわう高尾山。現代では毎日のように老若男女、多国籍のハイ

カーが高尾山頂を目指します。しかし、「高尾山登山」が目的として脚光を浴びるよう

になったのは比較的最近のことでした。

高尾山の麓で交差する
人・物・想い。

体長22～27㎜

見
ら
れ
る
時
期
：
７
月
～
８
月
頃

見
ら
れ
る
場
所
：
山
頂
周
辺
で
樹
液
が
出
て

い
る
コ
ナ
ラ
︑ク
ヌ
ギ
な
ど
の
木

ひ
と
き
わ
輝
く
エ
メ
ラ
ル
ド
グ
リ
ー
ン

ア
オ
カ
ナ
ブ
ン

︿
解
説
員　

お
か
だ
﹀

ヨコヤマヒゲナガカミキリ
出現時期：7～9月
幼虫：ブナやイヌブナの生木
成虫：ブナやイヌブナの生木

ヒゲナガゴマフカミキリ
出現時期：6～9月
幼虫：ブナなどの広葉樹の腐朽した木

成虫：ブナ科の樹皮

アカアシオオアオカミキリ
出現時期：7～8月
幼虫：クヌギの生木
成虫：クヌギなどの樹液

ルリボシカミキリ
出現時期：6～8月
幼虫：ブナやクヌギ、シラカバ
　　　 カエデ類の腐朽した木

成虫：広葉樹の樹液や花

まとめ

ブナに暮らすカミキリムシ

ナラ枯れで増えたカミキリムシ

金属光沢でキラキラ！

　　　
左：男坂(南側)　右：女坂(北側)

↑小原宿　本陣　（神奈川県相模原市）

カ
シ

ノ
ナ

ガキ
クイムシ

高尾山は、南側に一年中葉がしげっている常緑樹、北側には秋になると葉
を落とす落葉樹が見られます。他に草地もあるため、それぞれの植物を好む
多様なカミキリムシが生息しています。中でも、ブナを食べるカミキリムシが見
られることは珍しく、高尾山の豊かな昆虫相を象徴しています。また、ナラ枯
れによる環境の変化にもいち早く反応して数を増やしているところもカミキリ
ムシのたくましさを感じます。本号をきっかけに高尾山のカミキリムシに興味を
持ち、高尾山の森に出かけてくれたらうれしいです。　

〈解説員　いしかわ〉

ブナ
（見られる登山道：１，4号路）

ナラ枯れにより枯れたカシワ（写真中央）


