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春蘭（シュンラン）

　日本産のランで、山などで見
つけることもできます。淡黄緑
色の花で、唇弁は白っぽく紫の
斑点があります。

　

大
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
と
適
度
な
運
動
、
ス
ト
レ
ス
社
会
と
呼
ば
れ
る
現
代
で
【
里

山
歩
き
】
は
わ
た
し
た
ち
に
健
康
と
癒
や
し
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
週
末
の
鐘か

ね

撞つ
き

堂ど
う

山さ
ん

に
は
、た
く
さ
ん
の
人
々
が
、日
々
の
忙
し
い
生
活
か
ら
離
れ
ハ
イ
キ
ン
グ
に
訪
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、一
部
マ
ナ
ー
を
守
ら
な
い
登
山
者
や
、自
然
へ
の
理
解
不
足
な
ど
に
よ
っ

て
、
こ
の
貴
重
な
自
然
が
脅
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

山百合（ヤマユリ）

　風
ふう
貌
ぼう
が豪華で華麗であること

から、ユリの女王といわれてい
ます。花の色は白色で花弁の内
側中心には黄色の筋、紅色の斑
点があります。

ふ
る
さ
と
の
森
サ
ポ
ー
タ
ー

　

年
２
回
の
「
下
草
刈
り
」
や
植
栽
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
。

ふ
る
さ
と
の
森
監
視
員

　

年
間
を
通
し
て
、
入
山
者
の
指
導
や
災

害
の
早
期
発
見
、
森
林
保
護
の
普
及
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ふ
る
さ
と
森
サ
ポ
ー
タ
ー
、
ふ
る
さ
と
の

森
監
視
員
は
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

農
業
振
興
課
（
☎
５
７
４

‐
６
６
４
８
）
へ

　
「
以
前
見
掛
け
た
シ
ュ
ン
ラ
ン
や
ヤ
マ
ユ

リ
が
今
日
は
無
い･･･

」

　

最
近
、
鐘
撞
堂
山
で
は
山
野
草
を
掘
り

取
っ
て
い
く
登
山
者
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

　

登
山
ブ
ー
ム
、
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
ブ
ー
ム

な
ど
に
よ
り
自
然
へ
目
を
向
け
る
人
が
増

え
、「
趣
味
の
山
野
草
」
も
人
気
を
集
め
て

い
ま
す
。

　

し
か
し
、
自
然
が
わ
た
し
た
ち
に
与
え

て
く
れ
る
癒
や
し
効
果
な
ど
へ
の
興
味
と

は
裏
腹
に
、
自
然
保
護
の
意
識
や
マ
ナ
ー

が
浸
透
し
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
で
す
。

そ
の
た
め
、
登
山
中
珍
し
い
花
を
見
つ
け

た
か
ら
と
軽
い
気
持
ち
で
掘
り
採
っ
て
し

ま
う
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
人
気
の
高
ま
り
に
よ
り
販
売
目
的

で
の
盗
掘
も
行
わ
れ
問
題
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ブ
ー
ム
の
影
で
自
然
が
破
壊
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

自
然
は
与
え
て
く
れ
る
存
在
で
は
な
く
、

共
に
生
き
る
存
在
と
し
て
思
い
や
り
を
持

つ
こ
と
が
大
切
で
す
。

み
は
必
ず
持
ち
帰
り
ま

し
ょ
う
。
生
ご
み
で
あ
っ

て
も
分
解
に
は
時
間
が
か
か
り
異

臭
を
放
っ
た
り
野
生
動
物
が
そ
れ

を
目
当
て
に
出
没
す
る
な
ど
、

少
な
か
ら
ず
自
然
に
影

響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

ご

や
み
に
草
花
を
採
る
こ
と

は
や
め
ま
し
ょ
う
。
山
野

草
は
長
い
年
月
か
け
て
そ
こ
に
根

付
い
た
も
の
で
す
。
観
察
し
た
り

写
真
に
撮
っ
て
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
植
物
は
環
境
の
変
化
に

弱
い
た
め
持
ち
帰
っ
て
も
自
宅
で

育
て
る
の
は
困
難
で
す
。

む

山
道
に
は
ト
イ
レ
が
あ

り
ま
せ
ん
。
や
む
を
得

ず
用
を
足
す
時
は
、
山
林
の
中

で
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
排

せ
つ
物
は
山
の
浄
化
作
用
に
よ

り
あ
る
程
度
分
解
さ
れ
ま
す
が
、

紙
類(

特
に
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ペ
ー

パ
ー)

は
分
解
さ
れ
ま
せ
ん
。

ビ
ニ
ー
ル
袋
や
携
帯
ト
イ
レ
な

ど
を
用
意
し
必
ず
持
ち
帰
る
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
登
山
者
の
増
加
に
よ

り
山
の
浄
化
機
能
が
追
い
つ
か

な
く
な
る
事
態
も
考
え
ら
れ
ま

す
。
山
に
入
る
と
き
は
事
前
に

ト
イ
レ
に
行
く
よ
う
心
掛
け
て

く
だ
さ
い
。

登

策
路
以
外
に
は
立

ち
入
ら
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。
鐘
撞
堂

山
で
も
山
菜
採
り
に
入
っ

た
も
の
の
道
に
迷
い
下
山

で
き
な
く
な
る
例
が
あ
り

ま
す
。

　

ま
た
、
マ
ム
シ
や
ハ
チ

な
ど
に
遭
遇
す
る
こ
と
も

あ
り
危
険
で
す
。

散

　鐘撞堂山の自然は、大勢のかたのボランティア活動に
より守られています。あなたも、自然へ恩返しをする活
動に参加してみませんか？
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鐘撞堂山位置図

マムシ：平成 18 年 7月鐘撞堂山にて撮影

下
草
刈
り
：
平
成
18
年
７
月
実
施
風
景

　

植
栽
し
た
造
林
木
の
生
育
の
支
障
と
な
る
草

本
、
潅か
ん
木ぼ
く
、
萌ほ
う
芽が

、
サ
サ
類
、
シ
ダ
類
な
ど
を
刈

り
払
い
ま
す
。


