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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。

Twitterでおしらせ！
高尾ビジターセンターニュース
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(件) センサーカメラによる時間帯別シカ記録件数（2022.10～2023.10）
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高 尾 山 山 頂 か ら 発 信 !

14

解説員

FUN 
FUN

たかおさん
「”鹿”がつく生き物」の巻

　　　　作・絵：いしかわ

今回反響が多かった投稿は、窓口での問い合わせも多いタマゴタケです！
森の中でこのキノコを見つけると、「おもちゃ見たいなのに自然物なんだ！」
と何度も驚かされます。

高尾ビジターセンター【公式】

広がるシカ問題
ニホンジカによる自然植生への食害は、地域に
より大きく景観を変えてしまうなど、全国的に問
題視されています。植物の宝庫と呼ばれる高尾
山でも、近年シカの目撃情報が増えています。

増
え
る
シ
カ
は

高
尾
山
の
景
色
を

変
え
る
の
か
。

※写真は奥多摩町にて撮影

高尾山での記録は夕方～夜に集中し、日中の記録も朝方。

ニホンジカは本来昼夜問わず活動します。しかし人里近くでは、人を避けて夜にやってくると考えられており、高尾ビジターセン
ターのカメラによる調査でもシカは人の少ない時間に記録されています。高尾山内でシカが確認されるようになった2013年か
ら11年の月日が経ちました。他の山と比べて人が多い高尾山では、今後どのようにシカの影響が現れるのでしょうか。

R6.7/23 AM8:03　高尾山ケーブルカー沿線

@takaovc・9月5日

ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
高
尾
山

　
私
は
高
尾
山
頂
か
ら
見
た
富
士
山
が
大
好
き
で
す
︒

高
尾
山
頂
か
ら
の
富
士
見
眺
望
は
﹁
関
東
の
富
士
見
百

景
﹂
に
も
選
定
さ
れ
て
お
り
︑
手
前
に
被
る
山
も
少
な

く
圧
巻
の
見
栄
え
で
す
︒
特
に
︑
例
年
10
月
初
旬
頃
に

富
士
山
は
初
冠
雪
を
記
録
し
ま
す
が
︑
冠
雪
量
が
増
え

る
と
そ
の
存
在
感
が
さ
ら
に
増
し
︑
一
回
り
も
二
回
り

も
大
き
く
な
っ
た
よ
う
に
感
じ
る
の
が
不
思
議
で
す…

︒

　
そ
ん
な
高
尾
山
か
ら
見
た
富
士
山
で
す
が
︑
1
年
で

最
も
注
目
さ
れ
る
の
が
12
月
に
見
ら
れ
る
﹁
ダ
イ
ヤ
モ

ン
ド
富
士
﹂
で
す
︒
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
富
士
と
は
︑
富
士

山
頂
に
太
陽
が
重
な
る
瞬
間
︑
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
よ
う

に
輝
く
現
象
の
こ
と
で
︑
高
尾
山
で
は
夕
日
の
タ
イ
ミ

ン
グ
で
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
つ
ま
り
こ
の
瞬

間
︑
太
陽
と
富
士
山
と
高
尾
山
が
一
直
線
に
並
ぶ
わ
け

で
す
︒
そ
し
て
︑
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
︑
高

尾
山
で
は
こ
の
現
象
が
年
に
一
度
の
﹁
冬
至
﹂
に
見
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒

　
冬
至
と
は
︑
太
陽
の
動
き
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
た

1
年
の
う
ち
で
最
も
昼
が
短
く
︑
夜
が
長
い
日
の
こ
と

で
す
︒
冬
至
は
古
く
か
ら
重
要
な
意
味
を
持
つ
日
と
し

て
様
々
な
国
や
地
域
で
文
化
・
風
習
が
残
っ
て
お
り
︑

有
名
な
遺
跡
と
し
て
は
イ
ギ
リ
ス
の
ス
ト
ー
ン
ヘ
ン
ジ

な
ど
が
あ
り
ま
す
︒

　
こ
れ
ほ
ど
重
要
な
日
に
︑
高
尾
山
で
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

富
士
が
見
ら
れ
る
な
ん
て
︑
も
し
か
す
る
と
︑
薬
王
院

が
高
尾
山
に
開
山
さ
れ
た
背
景
に
も
︑
富
士
山
と
太
陽

と
の
位
置
が
関
係
し
て
い
た
の
で
は…

⁉
と
︑
宇
宙
規

模
の
ロ
マ
ン
を
感
じ
な
が
ら
︑
今
日
も
高
尾
山
頂
か
ら

富
士
山
を
眺
め
る
の
で
し
た
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

     ︿
解
説
員　

う
め
だ
﹀

山内が人でにぎわう9時～15時は、
撮影記録が０件でした。
→シカは人の喧騒を警戒している？

天気：晴　気温：23.0℃　富士山展望：△

１号路女坂の下に存在感の強いきのこを発見
つい足を止めて見てしまう、このきのこの正体は
 #タマゴタケ です！昨日の時点でも頭が出ていましたが、
一晩でここまで成長しました🍄
カサを開く前や、成長しきった姿も見れます！
#高尾山 #高尾ビジターセンター



二
ホ
ン
リ
ス

の
員
説
解
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vol.35

ニ
ホ
ン
リ
ス
は
冬
に
備
え
て
ク
ル
ミ
や
ド
ン
グ

リ
を
隠
し
て
お
く
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
︑

木
の
芽
や
虫
︑
キ
ノ
コ
な
ど
も
食
べ
る
雑
食
動

物
で
す
︒
秋
に
な
る
と
食
べ
物
を
求
め
て
活
発

に
な
る
た
め
観
察
の
チ
ャ
ン
ス
！
頭
を
下
に
し

て
木
を
駆
け
降
り
た
り
︑
ジ
ャ
ン
プ
し
て
別
の

木
に
飛
び
移
る
樹
上
生
活
の
妙
技
に
は
︑
思
わ

ず
目
を
奪
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
︒

樹
上
を
駆
け
回
る
ア
ス
リ
ー
ト

見
ら
れ
る
時
期
：
春
か
ら
秋
ご
ろ
︒特
に
朝
方
︒

見
ら
れ
る
場
所
：
山
内
に
広
く
生
息
︒

全長16㎝～22㎝ほど

︿
解
説
員　

や
ぎ
ぬ
ま
﹀

　

大
正
～
昭
和
に
か
け
て
︑高
尾
山
や
多
摩
御
陵
を

訪
れ
る
観
光
客
向
け
の
土
産
物
作
り
が
︑近
隣
の
農

家
の
副
業
と
し
て
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
︒﹃
八
王
子
市

西
南
部
地
域 

浅
川
の
民
俗
﹄で
は
︑高
尾
山
麓
で
有

名
な
土
産
物
と
し
て
︑お
も
ち
ゃ
笛
の
は
じ
ま
り
と

さ
れ
る﹁
う
ぐ
い
す
笛
﹂︑動
物
を
か
た
ど
っ
た﹁
豆
細

工
﹂︑縁
起
物
の﹁
魔
除
け
天
狗
面
﹂︵
以
降
︑天
狗
面

と
表
記
︶が
記
さ
れ
て
い
ま
す
︒今
回
は
︑髙
尾
山
薬

王
院
と
も
関
わ
り
の
深
い
天
狗
面
に
つ
い
て
ご
紹
介

し
ま
す
︒

　

天
狗
面
は
︑石
膏
で
作
ら
れ
た
天
狗
と
烏
天
狗
の

素
焼
き
面
を
対
に
し
て
板
に
結
び
付
け
︑薬
王
院
で

御
祈
祷
を
受
け
た
小
さ
な
護
摩
札
を
つ
け
た
も
の
で

す
︒天
狗
は
赤
と
白
︑烏
天
狗
は
黒
み
が
か
っ
た
緑
色

に
一
つ
ず
つ
手
作
業
で
色
付
け
さ
れ
た
た
め
︑大
量

生
産
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
︒

高
尾
山
周
辺
の
浅
川
地
区
で
は
︑天
狗
面
作
り
を
副

業
と
し
て
い
る
農
家
が
あ
り
ま
し
た
︒江
戸
時
代
か

ら
2
7
0
年
以
上
に
わ
た
っ
て
書
き
続
け
ら
れ
て
い

る﹃
石
川
日
記
﹄に
そ
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
︒

　

昭
和
5
年
4
月
19
日

﹁
内
職
高
尾
山
魔
除
天
狗
面
制
作
多
忙
ナ
リ
﹂ 

毎
年
春
に
薬
王
院
で
行
わ
れ
る
春
季
大
祭
前
に
制
作

で
忙
し
か
っ
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
︒

　

昭
和
6
年
10
月
30
日

﹁
秋
蚕
後
引
続
キ
土
器
天
狗
面
制
作
高
尾
山
土
産
品

店
四
五
軒
ェ
卸
ス　

高
尾
山
登
山
者
多
キ
日
ニ
ハ
ボ

ツ
ボ
ツ
売
行
ナ
リ
﹂

 

八
王
子
で
は
養
蚕
が
さ
か
ん
な
た
め
︑7
月
下
旬
～

9
月
頃
ま
で
蚕
を
育
て
る
秋
蚕︵
あ
き
ご
︶も
行
わ

れ
て
い
ま
し
た
︒秋
蚕
が
終
わ
っ
て
か
ら
天
狗
面
制
作

が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
︒出
来
上

が
っ
た
面
は
50
～
60
個
ま
と
め
て
︑薬
王
院
付
近
の
茶

屋
に
持
っ
て
い
っ
た
そ
う
で
す
︒ 

　

天
狗
面
作
り
の
背
景
に
は
︑大
正
期
以
降
に
日
本
各

地
で
進
め
ら
れ
た
農
民
美
術
奨
励
策
が
あ
り
ま
す
︒農

民
自
身
の
手
で
創
ら
れ
た
美
術
的
手
工
芸
品
を
農
家

の
副
業
と
す
る
た
め
︑各
地
で
副
業
の
奨
励
指
導
や
農

民
美
術
木
工
品
講
習
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
︒当
時
の
新

聞
記
事
で
は
︑浅
川
村
で
講
習
会
が
開
か
れ
た
こ
と
や
︑

高
尾
山
は
天
狗
に
ゆ
か
り
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑秋
の
登

山
土
産
と
し
て
天
狗
面
を
売
り
出
す
計
画
が
持
ち
上

が
っ
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
︒天
狗
面
の
制
作

が
実
を
結
び
︑1
9
3
7
年
に
は﹃
東
京
府
の
副
業
﹄の

中
で
︑八
丈
島
の
織
物
な
ど
と
一
緒
に
天
狗
面
が
紹
介

さ
れ
︑当
時
の
高
尾
山
の
お
土
産
物
と
し
て
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒

　

史
料
を
紐
解
く
こ
と
で
︑地
元
の
方
が
高
尾
山
の
魅

力
を
伝
え
る
お
土
産
物
開
発
に
真
摯
に
取
り
組
む
姿

や
当
時
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
見
え
て
き
ま
す
︒現
代
も
高

尾
山
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
お
土
産
物
が
店
頭
へ
並

び
︑当
施
設
で
も
高
尾
山
の
自
然
の
魅
力
を
つ
め
こ
ん

だ
お
土
産
を
開
発
し
て
い
ま
す
︒高
尾
山
で
選
ん
だ
お

土
産
が
み
な
さ
ま
の
楽
し
い
思
い
出
の
ひ
と
つ
と
し
て
︑

記
憶
に
残
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
︿
解
説
員　

か
わ
ま
た
﹀

よりどりみどりのお土産物。みなさんは高尾山で何を買いますか？

高尾山が位置する浅川地区では、お土産物の生産が盛んに行われてきた歴史があります。

高尾山お土産物の今昔

ジャンプ ！

ニホンジカによる食害問題は全国で様々な取り組みが行われているものの、未だに有効打が見つかっていないのが現状です。しかし、シカ
の侵入が比較的初期段階である高尾山において、現在のシカに関する記録は、今後対策を行う上で重要な記録となります。

高尾山は古くから、自然保護と人の営みのバランスが保たれてきたことにより、国定公園に選定されました。受け継がれてきたこの自然は
豊かなだけでなく、私たちに自然に触れ合う機会を与えてくれる貴重な場所でもあります。長い月日が育んだ高尾山の貴重な自然は、今後
シカの増加と共に変わってしまうのでしょうか。都心から近い高尾山だからこそシカ問題を身近に感じ、本号をきっかけに関心を持っていた
だけたら幸いです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                       〈解説員おかだ〉

高尾ビジターセンターの取り組み

日本でシカが食べることが確認された植物は1000種類以上。様々な種類の植物を
食べるシカにも、食べ物の好き嫌いがあると言われています。高尾山にやってきた
シカはどんな植物を食べて、何をさけるのでしょうか。

高尾山より早くシカが増えた御岳山では、シカが好んで食べた場所（頭が届く範囲）が見える「ディアライン」と呼ばれる境目が確認される
ようになりました。食害が目立つ地域ではその場所にはシカが嫌いな植物ばかりが残り、植生が乏しくなることが報告されています。

高尾山の植物とシカの「好き・嫌い」

希少な植物をシカ柵で囲うなどの

取り組みがされています。

参考文献：日本におけるニホンジカの採食植物・不嗜好性植物リスト　シカ不嗜好性植物図鑑（神奈川県自然環境保全センター）

好きな植物 嫌いな植物
リョウメンシダ ウラジロ

スギ オオバイノモトソウ

リョウブ マツカゼソウ

アオキ アセビ

ヤマグワ ヒトリシズカ

クマイチゴ ヤマシャクヤク

モミジイチゴ マンリョウ

ノブキ キジョラン　

タラノキ シロヨメナ

ムラサキシキブ シモバシラ

ガマズミ ハシリドコロ

ウバユリ テンナンショウ類

ヤマツツジ ツチアケビ

イネ類 ミヤマウズラ

登山道巡視　　（5号路シカ食痕）
植物の宝庫と呼ばれる高尾山。シカにとっては
「ごちそうの宝庫」です。解説員はほぼ毎日山内を
歩き、山内の自然の変化に眼を光らせています。

シカ下層植生調査
シカによる食害は、影響が大きくなるまで目立ち
にくいです。地点を決めて継続的に調査を行う
ことで、植生の変化を記録することができます。

自動撮影カメラ
シカなど日中観察が難しい動物の調査を行っていま
す。目撃情報も貴重なデータになります。山内でシカを
目撃したら是非窓口のスタッフへお知らせください。

ディアライン

自然と歴史が調和する高尾山

ノブキ

アオキ

キジョラン

マツカゼソウ

レンゲショウマ

御岳山のシカ柵

好き 嫌い


