


【お松灰】

　

灰
は
何
に
使
う
？

　

草
木
な
ど
を
燃
や
し
た
後
に
で
き
る

「
灰
」
は
、
古
来
よ
り
、
生
活
の
中
で
さ

ま
ざ
ま
な
形
で
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

現
在
で
も
、
山
菜
な
ど
の
あ
く
抜
き
に

は
水
に
灰
を
混
ぜ
た
灰
汁
が
使
わ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、「
百ひ

ゃ
く
そ
う
そ
う

草
霜
」
と
い
う
漢
方

薬
の
材
料
に
も
な
る
そ
う
で
す
。

　

灰
は
肥
料
、
洗
剤
な
ど
に
も
な
る
の
で
、

昔
の
人
は
、
木
々
や
ゴ
ミ
を
燃
や
し
た
後

の
灰
も
き
ち
ん
と
回
収
し
、
大
切
に
扱
っ

た
そ
う
で
す
。（
※
化
学
物
質
な
ど
で
汚

染
さ
れ
て
い
な
い
清
潔
な
草
木
灰
に
限
り

ま
す
）

本宮山の松葉のみで作られる
清らかな灰は貴重なもの

　

松
灰
の
頂
き
方

　

大
本
で
下
付
さ
れ
て
い
る
松
灰
は
、
綾

部
・
梅
松
苑
の
本
宮
山
（
禁
足
地
）
の
松

葉
を
灰
に
し
た
も
の
で
、
大
本
二
大
教
祖

の
ひ
と
り
、
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
の
指
示

に
よ
り
、
昭
和
20
年
ご
ろ
か
ら
下
付
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

耳
か
き
で
１
す
く
い
ほ
ど
の
少
量
を
、

水
ま
た
は
ぬ
る
ま
湯
と
一
緒
に
頂
き
ま

す
。

　

コ
ッ
プ
に
入
れ
た
水
に
テ
ィ
ー
ス
プ
ー

ン
１
杯
の
松
灰
を
入
れ
て
か
き
混
ぜ
、
松

灰
が
底
に
沈
ん
だ
あ
と
の
上
澄
み
の
水
を

頂
く
方
法
も
あ
り
ま
す
。

　
古
代
食
・「
か
や
の
実
」

　

か
や
の
実
は
、
縄
文
時
代
よ
り
ク
リ
、

ク
ル
ミ
、
ト
チ
、
シ
イ
ノ
ミ
な
ど
と
と
も

に
、
人
々
の
食
糧
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

平
安
時
代
の
医
療
書
「
典て

ん
や
く
り
ょ
う

薬
寮
」
に

は
、
回
虫
や
十
二
指
腸
虫
を
駆
除
す
る
薬

と
し
て
、
か
や
の
実
を
用
い
た
と
書
か
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
夜
尿
症
の
薬
と
し
て

も
、
古
く
か
ら
民
衆
に
親
し
ま
れ
て
き
ま

し
た
。

　

か
や
の
実
が
な
る
か
や
の
木
で
作
ら
れ

た
碁
盤
や
将
棋
盤
は
、
最
高
級
品
と
し
て

珍
重
さ
れ
て
い
ま
す
。

生の実はあくが強く苦味があるため、
食用とするには灰汁に５日間ほどつ
けるあく抜きが必要

【かやの実】

か
や
の
実
の
頂
き
方

　

大
本
で
下
付
さ
れ
て
い
る
か
や
の
実

は
、亀
岡
市
曽
我
部
町
穴
太
の
瑞ず

い
せ
ん
え
ん

泉
苑（
出

口
王
仁
三
郎
聖
師
生
家
跡
）
の
苑
内
に
あ

る
か
や
の
木
か
ら
採
っ
た
も
の
で
す
。

　

生
の
実
は
あ
く
が
強
い
の
で
す
が
、
下

付
さ
れ
る
実
は
あ
く
抜
き
が
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

外
の
皮
を
割
っ
て
そ
の
ま
ま
頂
い
た

り
、
軽
く
煎い

っ
て
頂
い
て
く
だ
さ
い
。

　

聖
師
は
、「
喘ぜ

ん
そ
く息
は
榧か
や

の
実
を
煎
っ
て

毎
日
食
べ
る
と
よ
い
」（『
水
鏡
』）
と
記

し
て
い
ま
す
。

大本いろは

雌株である大公孫樹は、
毎年多くのギンナンを実らせる

【いちょうの葉】

　
い
ち
ょ
う
の
葉
の
頂
き
方

　

聖
師
は
、「
母
乳
の
少
な
い
人
は
、
妊

娠
中
に
、
公
孫
樹
の
葉
を
七
枚
煎
じ
て
飲

む
と
出
る
よ
う
に
な
る
。
産
後
に
飲
ん
で

も
、
か
な
り
き
き
め
が
あ
る
。
昔
の
人
は

乳
の
守
り
と
し
て
、
乳
が
出
な
い
人
は
、

よ
く
公
孫
樹
に
願
を
か
け
た
」（『
愛
善
健

康
法
』
天
声
社
刊
）
と
示
し
て
い
ま
す
。

　

い
ち
ょ
う
の
葉
を
頂
く
時
は
、
６
０
０

㏄
の
水
に
対
し
て
葉
を
７
・
８
枚
入
れ
、

10
〜
15
分
ほ
ど
煎
じ
ま
す
。

　

粉
末
に
し
て
水
ま
た
は
ぬ
る
ま
湯
で
頂

く
方
法
も
あ
り
ま
す
。

　

亀
岡
の
大
公
孫
樹

　

大
本
で
下
付
さ
れ
て
い
る
い
ち
ょ
う
の

葉
は
、
亀
岡
・
天
恩
郷
の
大お

お

公い
ち
ょ
う

孫
樹
か
ら

採
取
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

大
公
孫
樹
は
月
宮
宝
座
（
禁
足
地
）
の

横
に
あ
り
、
樹
齢
は
約
４
０
０
年
。
明
智

光
秀
公
の
手
植
え
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
現
在
の
木
は
２
代
目
だ
と
い
う
説
も

あ
り
ま
す
。

　

地
元
亀
岡
市
民
に
も
親
し
ま
れ
た
大
公

孫
樹
は
、
昭
和
10
年
の
大
本
弾
圧
に
よ
る

聖
地
破
壊
の
際
に
は
、
市
民
の
声
に
よ
っ

て
伐
採
を
免
れ
ま
し
た
。

【大公孫樹】

夏の青々とした葉を採取し、
土用干ししたものが下付される

　
　
先
人
の
知
恵
「
煎せ
ん

じ
る
」

  「
◯
◯
を
煎
じ
て
飲
む
と
体
に
い
い
」
と
よ
く
耳
に
し
ま
す
。

 

「
煎
じ
る
」
と
は
、
漢
方
薬
や
薬
草
な
ど
を
水
に
入
れ
て
煮
詰
め
、
薬
草
に
含

ま
れ
る
成
分
を
煮
出
す
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
昔
の
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
野
草
を
使
い
分
け
、
健
康
維
持
や
病
気
の
時
に
「
煎

じ
薬
」
と
し
て
飲
ん
で
い
ま
し
た
。

　
煎
じ
る
際
に
使
う
鍋
や
ヤ
カ
ン
は
、
耐
熱
性
ガ
ラ
ス
や
ほ
う
ろ
う
鍋
、
土
瓶

な
ど
が
適
し
て
い
ま
す
。
鉄
や
銅
で
作
ら
れ
た
も
の
は
、
煎
じ
て
い
る
途
中
で

化
学
反
応
が
起
こ
り
、
成
分
が
変
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
避
け
た
方
が

良
い
で
し
ょ
う
。
　


