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言
葉
と
し
て
は
知
っ
て
い
て
も
、詳
し
く
は
知
ら
な
い
日
本
の
伝
統
文
化
が
結
構
あ
る
も
の
で
す
。
 

こ
こ
で
は
、誰
で
も
気
軽
に
始
め
ら
れ
る
和
文
化
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
 

今
回
の
テ
ー
マ
は
、お
香
。
心
身
へ
の
癒
し
が
求
め
ら
れ
て
い
る
現
代
に
ぴ
っ
た
り
な
和
の
ア
ロ
マ
、お
香
の
魅
力
を
探
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
 

お
香
の
始
ま
り
 

一
休
さ
ん
も
感
じ
て
い
た
お
香
の
効
用
 

気
軽
に
は
じ
め
る
 

そ
の
 2

一
、
感
格
鬼
神
 

二
、
清
淨
心
身
 

三
、
能
除
汚
穢
 

四
、
能
覚
睡
眠
 

五
、
静
中
成
友
 

六
、
塵
裏
喩
間
 

七
、
多
而
不
厭
 

八
、
寡
而
為
足
 

九
、
久
蔵
不
朽
 

十
、
常
用
無
障
 （

感
覚
が
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
る
） 

（
心
身
を
清
く
浄
化
す
る
） 

（
け
が
れ
を
取
り
除
く
） 

（
眠
気
を
覚
ま
す
） 

（
孤
独
感
を
ぬ
ぐ
う
） 

（
多
忙
時
で
も
心
を
和
ま
す
） 

（
多
く
あ
っ
て
も
邪
魔
に
な
ら
な
い
） 

（
少
な
く
て
も
十
分
香
り
を
放
つ
） 

（
長
期
間
保
存
し
て
も
朽
ち
な
い
） 

（
常
用
し
て
も
無
害
で
あ
る
） 

香
の
十
徳
 

   　
お
香
の
歴
史
は
古
く
、古
代
エ
ジ
プ
ト
で
は
宗
教
上
の
儀

礼
の
た
め
に
香
木（
よ
い
香
り
の
す
る
木
）な
ど
を
た
い
て
い

た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
 

　
香
木
が
産
出
さ
れ
な
い
日
本
に
は
、6
世
紀
半
ば
、仏
教

と
と
も
に
伝
来
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
当
初
、お
香

は
仏
事
だ
け
に
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、奈
良
時
代
後

期
に
鑑
真
和
上
が
唐
か
ら
渡
来
し
、さ
ま
ざ
ま
な
香
料
を

練
り
合
わ
せ
調
合
す
る
薫
物
の
工
法
を
伝
え
る
と
、自
分

の
た
め
に
香
り
を
楽
し
む
人
が
増
え
始
め
ま
し
た
。
 

　
さ
ら
に
平
安
時
代
に
な
る
と
、部
屋
で
お
香
を
た
い
て

香
り
を
漂
わ
せ
る
「
空
薫
」
や
、衣
装
に
香
り
を
付
け
る

「
移
香
」
な
ど
の
風
習
が
貴
族
た
ち
の
日
常
生
活
で
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、各
人
が
調
合
し
た
香
り
の
優
劣
を
競

う
遊
び
「
薫
物
合
わ
せ
」
も
生
ま
れ
ま
し
た
。こ
の
香
り
の

遊
戯
は
、室
町
時
代
に
「
香
道
」
と
い
う
形
に
発
展
し
、同

時
期
に
成
立
し
た
茶
道
、華
道
と
と
も
に
日
本
三
芸
道
の

一つ
と
な
り
ま
し
た
。
 

    　
近
年
で
は
、よ
い
香
り
に
リ
ラ
ッ
ク
ス
効
果
や
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

効
果
を
期
待
で
き
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、昔

の
人
々
も
お
香
が
及
ぼ
す
効
用
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。「
一

休
さ
ん
」こ
と
一
休
宗
純
禅
師
の
作
と
し
て
伝
え
ら
れ
る

『
香
の
十
徳
』に
は
、次
の
よ
う
な
効
用
が
書
き
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
 

 

た
き
 も
の
 

が
ん
 じ
ん
 わ
 じ
ょ
う
 

そ
ら
 だ
き
 

い
っ
き
ゅ
う
 そ
う
 じ
ゅ
ん
 ぜ
ん
 
じ
 

う
つ
り
 が
 

か
ん
は
き
じ
ん
に
い
た
る
 

こ
こ
ろ
き
よ
ら
か
に
す
 

よ
く
お
わ
い
を
の
ぞ
く
 

よ
く
す
い
み
ん
を
さ
ま
す
 

せ
い
ち
ゅ
う
に
と
も
と
な
る
 

じ
ん
り
に
ひ
ま
を
ぬ
す
む
 

お
お
く
し
て
い
と
わ
ず
 

す
く
な
く
し
て
た
れ
り
と
な
す
 

ひ
さ
し
く
た
く
わ
え
て
く
ち
ず
 

つ
ね
に
も
ち
い
て
さ
わ
り
な
し
 



空薫・聞香を 
楽しむ 

聞 香 空 薫 

①着火した炭団を香炉
の中央に埋めたら、灰
をふんわりと山形にし、
灰押さえで整える。 

②山の頂点から炭団ま
で火箸を垂直に入れ、
火気を伝えるための穴
を通す。 

③穴の上に銀葉を置き、
香木を乗せる。香りが
出てきたら、香炉を静
かに持ち上げ香りを楽
しむ。 

①炭に火を付け、炭が
半分ぐらいおこるまで
待つ。 

②灰の入った香炉の中
央に炭を入れ、浅く埋
める。 

③灰が熱くなったら、炭
の上に軽く灰をかけ、
灰の上にお香を乗せて
たく（お香と炭が直接
触れないように注意）。 

左から、スティック型、コーン型、渦巻き型 

左から、香木、練香、印香 左から、匂い袋、文香、防虫香 

＜用意するもの＞ 
・香炉（陶器など不燃性
の器でも可） 

・火箸またはピンセット 
・お香用の炭 
・お香用の灰 
・お香（香木、練香、印香
のいずれか） 

＜用意するもの＞ 
・聞香用の香炉 
・銀葉［ぎんよう］（雲母
という透明な石ででき
た薄い板） 
・火道具（火箸、灰押さ
え、銀葉はさみ） 
・香炭団［こうたどん］ 
・聞香用の灰 
・香木 
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空
薫
・
聞
香
で
じ
っ
く
り
楽
し
む
 

楽
し
み
方
は
い
ろ
い
ろ
 

【参考資料】 
『香千載～香が語る日本文化史』（光村推古書院） 
『お香を楽しむ』（ナツメ社） 
『お香が好き。にほんの香りを楽しむための便利帖』 
 （ソフトバンク クリエイティブ） 

  　
お
香
は
使
い
方
に
よ
っ
て
、次
の
3
タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ

ま
す
。
 

 直
接
火
を
付
け
る
タ
イ
プ
 

最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
タ
イ
プ
の
お
香

「
線
香
」で
す
。
形
に
は
ス
テ
ィ
ッ
ク

型
の
ほ
か
、短
時
間
で
香
り
を
出

し
た
い
と
き
に
適
し
た
コ
ー
ン
型
、

時
間
を
か
け
て
広
い
空
間
に
香
り

を
行
き
渡
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る

渦
巻
き
型
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
 

 間
接
的
に
温
め
る
タ
イ
プ
 

熱
い
灰
の
上
で
じ
ん
わ
り
温
め
て
香
り
を
発
散
さ
せ
る
タ
イ

プ
の
お
香
で
、お
香
の
原
料
と
な
る

木
を
小
さ
く
刻
ん
だ
「
香
木
」
、粉

末
に
し
た
香
料
に
蜂
蜜
や
梅
肉
な

ど
を
加
え
て
練
り
上
げ
、熟
成
さ

せ
た
「
練
香
」
、粉
末
に
し
た
香
料

を
い
ろ
い
ろ
な
形
に
押
し
固
め
た「
印

香
」
が
あ
り
ま
す
。い
ず
れ
も
煙
は

ほ
と
ん
ど
出
ず
、ほ
ん
の
り
香
る
の
が
特
徴
で
す
。
 

 常
温
で
も
香
る
タ
イ
プ
 

常
温
で
も
香
る
香
料
が
入
っ
た

「
匂
い
袋
」
や
、練
香
や
粉
末
の

香
料
を
和
紙
な
ど
に
包
ん
だ「
文

香
」
、防
虫
効
果
の
高
い
香
料
を

配
合
し
た
「
防
虫
香
」
な
ど
が

あ
り
ま
す
。
文
香
は
手
紙
に
同

封
し
て
香
り
を
届
け
る
も
の
で

す
が
、名
刺
入
れ
に
入
れ
て
ほ
の
か
な
香
り
を
演
出
す
る
な

ど
の
活
用
法
も
あ
り
ま
す
。
 

    　
間
接
的
に
温
め
る
タ
イ
プ
の
お
香
は
、「
空
薫
」
ま
た
は

「
聞
香
」
と
い
う
た
き
方
で
香
り
を
楽
し
み
ま
す
。
室
内
に

香
り
を
漂
わ
せ
る
「
空
薫
」に
対
し
、「
聞
香
」
は
香
炉
を
手

で
包
み
込
む
よ
う
に
持
ち
、そ
こ
に
顔
を
近
付
け
て
香
り
を

鑑
賞
す
る
も
の
。
用
い
る
お
香
も
香
木
だ
け
で
す
。
 

　
気
軽
に
始
め
る
な
ら
、特
別
な
作
法
が
な
く
、必
要
な
道

具
も
少
な
い
空
薫
の
方
が
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
方
、

聞
香
の
詳
し
い
作
法
や
香
道
に
興
味
の
あ
る
人
は
、お
香
専

門
店
が
主
催
す
る
入
門
教
室
な
ど
に
参
加
し
て
み
る
と
い

い
で
し
ょ
う
。
 

ね
り
 こ
う
 

い
ん
 

こ
う
 

そ
ら
 だ
き
 

も
ん
 こ
う
 

ふ
み
 

こ
う
 


