
菅
原
総
合
武
道
研
究
所「
日
本
刀
研
究
講
座
」1

〝
新
シ
リ
ー
ズ
〟失
わ
れ
往
く
日
本
刀
文
化
の
再
考

日
本
刀
把
法
か
ら
の
考
察

　
今
後
、
本
誌
に
て
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
展
開

す
る
「
日
本
刀
研
究
講
座
」。
第
１
回
と
な

る
今
回
は
日
本
刀
の
操
法
に
関
連
し
て｢

日

本
刀
の
ル
ー
ツ｣

に
関
す
る
一
考
察
を
述
べ

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

筆
者
は
長
年
、
天て

ん

真し
ん

正し
ょ
う

伝で
ん

香
取
神
道
流

を
研
鑽
し
て
お
り
ま
す
。
香
取
神
道
流
は
日

本
剣
術
の
三
大
源
流
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
、

古
い
伝
統
を
誇
る
古
流
武
術
で
す
。
そ
の
基

本
的
な
技
法
の
中
に
は
、｢

日
本
刀
」
を
考

え
る
上
で
多
く
の
示
唆
に
富
ん
だ
〝
教
え
〟

を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
ず
は
、
最
も

基
本
と
な
る
刀
の
〝
把
法
（
握
り
方
）〟
を

み
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

剣
術
家
が
刀
に
手
を
掛
け
る
時
、
武
器

（
刀
）
と
身
体
が
一
体
化
す
る
こ
と
が
基
本

で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
刀
の
扱
い
は
〝
握
り

に
始
ま
り
、
握
り
に
終
わ
る
〟
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
刀
は
両
手
で

操
作
し
ま
す
が
、
右
手
・
左
手
と
も
に
親
指

と
中
指
を
意
識
的
に
つ
け
て
握
り
、
両
手
の

間
隔
は
約
一
握
り
分
を
空
け
ま
す
。
こ
の
両

手
の
開
き
は
、
様
々
な
刀
法
に
お
け
る
握
り

の
変
化
を
可
能
と
す
る
た
め
で
す
。

　
こ
の
時
、
香
取
神
道
流
で
は
左
手
の
掌
へ

柄
頭
を
当
て
、
柄
頭
を
包
み
込
む
よ
う
に
し

て
握
り
ま
す
。
こ
れ
を「
握
り
卵
の
手
の
内
」

と
言
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
握
る
こ
と
で
刀

が
手
か
ら
抜
け
落
ち
る
こ
と
が
な
い
わ
け
で

す
が
、
そ
こ
に
は
日
本
刀
の
初
期
形
態
と
の

関
わ
り
を
見
て
取
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
す
。

日
本
刀
の
発
達
と
片
手
操
法

　

日
本
に
お
け
る
刀
剣
は
、
古
代
に
お
い

て
は
直

ち
ょ
く

刀と
う

や
両
刃
の
剣
が
み
ら
れ
ま
し
た

が
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
刀
身

が
弯
曲
し
た｢

太た

刀ち

」
と
「
打う

ち

刀が
た
な」
が
生
ま

れ
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
日
本
刀
」
の
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
な
形
態
と
な
り
ま
す
。

　
太
刀
は
本
来
、
馬
上
戦
用
と
考
え
ら
れ
る

の
で
、
長
大
で
あ
り
な
が
ら
、
地
面
へ
鋒

き
っ
さ
きが

届
か
な
い
よ
う
に
反
り
を
き
つ
く
作
ら
れ
て

い
ま
す
。
左
手
で
は
手
綱
を
操
る
為
、
片
手

（
右
手
）
で
使
う
の
に
軽
量
で
あ
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
全
体
的
に
細
身
に

作
ら
れ
て
い
ま
す
。
奥
州
刀
に
は
「
踏
ん
張

り
」
と
称
す
る
形
（
元
幅
に
比
べ
先
幅
が
狭

い
形
状
）
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
重
さ
の

バ
ラ
ン
ス
を
取
る
た
め
な
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　
打
刀
は
こ
う
し
た
太
刀
の
性
質
を
踏
ま
え

た
上
に
、
馬
上
か
ら
地
上
戦
へ
と
戦
闘
形
態

を
変
え
る
中
で
、
馬
の
速
力
を
得
ら
れ
な
い

分
、
長
大
な
刀
身
を
両
手
で
操
る
一
方
、
刀

身
の
反
り
が
浅
く
と
も
十
分
な
威
力
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
で
き
る
刀
法
へ
と
移
行
し
て
い
き

ま
す
。そ
ん
な
日
本
刀
が
元
々
、「
片
手
操
法
」

を
基
礎
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
柄
に
お

け
る
「
中な

か

心ご

（
茎
、
中
子
と
も
書
き
ま
す
）」

に
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
歴
史
的
に
み
て
、
片
手
で
使
う
短
剣
に
お

け
る
中
心
は
、
中
心
＝
拳
の
大
き
さ
（
高

さ
）
が
基
本
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
握
り
の
部

分
の
拳
の
高
さ
（
幅
）
を
一
つ
の
基
準
と
し

て
、
刃
渡
り
部
分
の
長
さ
を
１
：
１
、
あ
る

い
は
１
：
１・
５
，
な
い
し
は
１
：
２
と
い

う
よ
う
に
決
め
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ナ
イ
フ
の
基
準
で
す
。
そ

し
て
、
日
本
刀
も
ま
た
、
中
心
は
拳
一
握
り

の
サ
イ
ズ
が
基
準
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
拳
を
基
準
と
す
る
の
は
、
そ
の
刀
剣
を
自

分
の
体
に
合
っ
た
長
さ
に
す
る
た
め
で
す
が
、

中
心
１
に
対
し
て
刃
渡
り
の
長
さ
を
握
り
の

倍
数
で
決
め
た
わ
け
で
す
。
神
話
に
出
て
く

る
十と

握つ
か

剣の
つ
る
ぎは

そ
の
好
例
で
す
が
、
石い

そ
の
か
み上

神

宮
の
有
名
な
「
七
支
刀
」
も
、
枝
が
七
つ
あ

る
か
ら
で
は
な
く
、
七
つ
握
り
の
刀
の
意
と

解
釈
さ
れ
ま
す
。
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失
わ
れ
て
い
く
伝
統
文
化
の
な
か
、〝
日
本
人
の
魂
の
拠
り
所
〟と
も
い
え
る「
日
本
刀
」の
価
値
を
再
確
認
す
る
新
シ
リ
ー
ズ

「
日
本
刀
研
究
講
座
」。  

第
１
回
は
、剣
術
技
法
か
ら
探
る
日
本
刀
の
ル
ー
ツ
だ
！

資
料
協
力
・
文
◎
菅
原
鉄
孝
　
構
成
◎
本
誌
編
集
部

菅原 鉄孝　　 　　　   Sugawara Tetsutaka
菅原総合武道研究所代表、日本・中国武術健身協会副会長。1960
年、合気道開祖・植芝盛平翁に入門し、翌年内弟子となる（合気道
七段）。1975年、天真正伝香取神道流に入門、1986年に教師を授
かる。1992年、宮城安一師から沖縄剛柔流空手道の教師を授かる。
1989年から邢雁 老師の中国武術指導を受ける。中国など、海外
に赴き合気道と香取神道流を指導。現在、東京都町田市の道場で
後進の指導をしている。
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例
え
ば
、先
の
大
戦
（
第
二
次
世
界
大
戦
）

中
、
戦
場
へ
持
ち
込
ま
れ
た
日
本
刀
の
多
く

は
柄
が
破
損
し
て
し
ま
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。

倉
か
ら
持
ち
出
し
た
伝
来
の
日
本
刀
の
多
く

は
、
両
手
持
ち
の
柄
の
長
さ
に
比
べ
て
、
中

心
が
あ
ま
り
に
短
か
っ
た
た
め
で
し
た
。
柄

は
両
手
持
ち
の
サ
イ
ズ
で
す
が
、
中
心
は
片

手
握
り
の
サ
イ
ズ
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
た

め
、
戦
時
中
に
新
た
に
作
ら
れ
た
刀
を
み
る

と
、
中
心
が
従
来
の
も
の
よ
り
大
幅
に
長
く

作
ら
れ
て
い
ま
す
。

長
大
直
刀「
素
環
刀
」の
影
響

　
片
手
遣
い
の
両も

ろ

刃は

の
直
剣
か
ら
片
刃
と
な

り
、
独
特
の
反
り
を
有
す
る
長
大
な｢

日
本

刀
」
と
な
る
日
本
刀
剣
の
歴
史
に
お
い
て
、

そ
こ
に
大
き
く
影
響
し
た
の
が
、
東
北
部
に

居
住
し
た
蝦え

み

夷し

の
間
に
使
用
さ
れ
た
「
蕨

わ
ら
び

手て

刀と
う

」
の
系
統
（
こ
れ
に
、
筆
者
は
バ
ル
カ
リ

ア
ン
、
コ
ザ
ッ
ク
系
の
影
響
が
あ
っ
た
と
考

え
て
い
ま
す
）
と
、
既
に
長
大
化
を
し
て
い

た
中
国
系
の
「
素す

環か
ん

刀と
う

」
の
系
統
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　
古
墳
時
代
に
日
本
へ
入
っ
て
き
た
大
型
の

直
刀
は
、
船
山
古
墳
や
関
東
な
ど
で
多
数
出

土
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

を
経
由
し
て
入
っ
て
き
た
素
環
刀
の
系
統
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
に
掲
載
す
る
も
の
は

日
本
で
保
存
さ
れ
た
素
環
刀
で
す
が
、
筆
者

は
そ
の
実
物
を
西
安
博
物
館
で
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　
こ
の
素
環
刀
の
使
い
方
は
、
重
量
が
あ
る

の
で
両
手
で
握
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
左

手
は
柄
頭
の
環
を
掌
で
包
み
込
ん
だ
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
鎧
な
ど
の
固
い
防

具
に
打
ち
つ
け
た
際
、
柄
頭
の
環
を
包
み
込

む
こ
と
が
そ
の
シ
ョ
ッ
ク
を
和
ら
げ
る
効
果

を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
形
状
の
工
夫
は
、
最
初
に
鉄
剣
を

作
っ
た
ス
キ
タ
イ
と
呼
ば
れ
る
騎
馬
民
族
の

使
用
し
た
「
ア
キ
ナ
ケ
ス
型
短
剣
（
ロ
シ
ア

で
は
ア
キ
ナ
ッ
ク
と
も
い
う
）」
に
、
既
に

み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
鉄
剣
の
開
始
は
紀

元
前
3
世
紀
頃
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
以

前
に
は
青
銅
で
作
ら
れ
、
そ
れ
以
前
は
「
骨

刀
」
で
し
た
。
骨
刀
は
動
物
の
足
の
膝
か
ら

下
の
部
分
が
使
わ
れ
、
柄
の
先
端
は
羊
角
の

よ
う
に
両
側
か
ら
膝
関
節
を
包
み
込
む
よ
う

な
形
と
な
っ
て
い
ま
す
（
な
お
、
骨
刀
に
は

様
々
な
形
が
あ
り
ま
す
）。

　
こ
の
柄
頭
の
形
状
は
青
銅
剣
で
も
作
ら
れ

ま
し
た
が
、
青
銅
か
ら
鉄
剣
に
な
る
頃
に
は

相
手
側
の
防
具
も
発
達
し
強
化
さ
れ
る
の
で
、

短
剣
は
鎧
に
向
か
っ
て
強
く
打
ち
込
む
と

シ
ョ
ッ
ク
で
跳
ね
返
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な

り
ま
す
。
そ
こ
で
羊
角
だ
っ
た
柄
頭
を
丸
く

し
、
そ
こ
を
握
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
こ
れ

で
シ
ョ
ッ
ク
の
問
題
は
解
決
さ
れ
た
の
で
す
。

　
こ
の
形
状
を
継
承
し
て
長
大
化
し
た
大
陸

の
素
環
刀
は
日
本
に
移
入
さ
れ
、
北
上
し
て

東
北
地
方
の
蕨
手
刀
の
弯
曲
と
合
体
し
、「
立

鼓
柄
刀
（
柄
の
中
程
を
わ
ず
か
に
絞
っ
て
鼓

状
に
し
た
柄
の
刀
）」
の
誕
生
に
つ
な
が
っ

て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
素
環
刀
の
環
の
部
分
を
直
接
握

る
と
、
寒
い
地
方
で
は
皮
膚
が
張
り
付
い

て
、
無
理
に
外
す
と
皮
が
剥む

け
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
こ
で
鉄
に
直
接
触
れ
る
の
で
は
な
く
、

日
本
で
保
存
さ
れ
た｢

素
環
刀
（
金
銅
装
環
頭
大
刀
）」（
左
）。
柄
頭
の
部
分
に
大
き
な
環
が
施
さ
れ
て
い
る
。
両
手
で
操

作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
大
刀
は
、
柄
頭
の
環
を
掌
で
覆
う
こ
と
で
、
硬
い
鎧
な
ど
に
ぶ
つ
か
っ
た
際
の
衝
撃
を
逃
が
し

て
緩
和
し
、
合
わ
せ
て
、
刀
を
取
り
こ
ぼ
し
て
し
ま
わ
な
い
た
め
の
ス
ト
ッ
パ
ー
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

右手は中指と親指をつけて握り（①）、左手は掌の上に置いて（②）、柄頭を包み込むように握る（③）。親指
と中指の抑えで把握された柄は掌内で自在に変化でき、柄頭を覆う把握で突き技などにおける「柄押し」も容
易となる。特に受け技における刀の固定力が格段にあがり、刀の取りこぼしを防ぐことができる。

（
上
）
原
初
の
刀
製
品
「
骨
刀
」。
写
真
は
筆
者
が
モ
ス
ク
ワ
中

央
博
物
館
で
撮
影
し
た
も
の
。
柄
の
先
端
が
羊
角
の
よ
う
に
両

側
か
ら
関
節
部
（
膝
関
節
）
を
覆
う
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
。

左
は
羊
角
か
ら
丸
い
環
形
へ
移
行
し
た
青
銅
製
の
剣
柄
。

古
流
剣
術
が
伝
え
る
両
手
把
法
の
理

123
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ハ
ザ
ー
ル
が
誕
生
し
た
7
世
紀
後
半
、
日

本
で
は
蕨
手
刀
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
蕨
手
刀
も
最
初
は
直
刀
で
弯
曲
し
て

い
ま
せ
ん
が
、
柄
の
曲
が
り
を
考
え
る
と
弯

刀
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
石
井
昌
国
先

生
は
全
国
的
に
蕨
手
刀
を
調
査
し
、
直
刀
と

み
ら
れ
る
正
倉
院
御
物
の
鋒
両
刃
造
り
の
蕨

手
刀
を
Ⅲ
型
と
し
、
他
に
Ⅰ
型
、
Ⅱ
型
と
大

き
く
分
類
し
ま
し
た
。

　
こ
の
蕨
手
刀
が
弯
曲
し
た
の
が
8
世
紀
末

頃
で
す
。
蕨
手
刀
は
主
に
東
北
北
部
、
北

海
道
南
部
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら

も
、
石
井
先
生
は
「
蕨
手
刀
は
ア
イ
ヌ
が
関

わ
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
推
定
し
、
日
本
刀
の

始
原
と
し
て
ア
イ
ヌ
刀
を
考
え
て
い
ま
し
た

が
、
通
説
と
な
る
こ
と
は
遂
に
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

　
筆
者
は
２
０
０
５
年
に
、
北
海
道
出
土
の

ア
イ
ヌ
刀
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
写
真
の
入
っ
た
佐

藤
矩
康
氏
（
日
本
刀
剣
保
存
協
会
札
幌
支
部

長
）
の
著
書
を
ナ
ル
チ
ッ
ク
国
立
博
物
館
に

進
呈
し
た
と
こ
ろ
、
同
行
し
た
カ
フ
カ
ス
考

古
学
研
究
所
の
研
究
員
が
「
こ
れ
は
バ
ル
カ

リ
ア
ン
の
物
だ
」
と
驚
い
て
い
ま
し
た
。
蕨

手
刀
や
ア
イ
ヌ
刀
は
バ
ル
カ
リ
ア
ン
（
南

東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
バ
ル
カ
ン
地
域
の
人
々
。

ア
ー
リ
ア
人
の
子
孫
）
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
、

と
推
理
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
す
。

筆
者
は
、
奥
州
刀
の
起
源
に
は
バ
ル
カ
リ
ア

ン
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

サ
ブ
レ（
太
刀
）と
シ
ャ
シ
ュ
カ（
刀
）

　
と
こ
ろ
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
鋒
両
刃
の
長

剣
が
次
第
に
弯
曲
を
強
め
た
の
は
10
世
紀
後

半
の
こ
と
で
す
。
こ
の
頃
に
は
非
常
に
曲
が

い
る
の
で
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
や
草
原
ル
ー
ト

を
通
っ
て
相
当
広
範
囲
に
普
及
し
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
で
は
こ
の
様

な
形
の
も
の
は
未
だ
発
見
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

日
本
の
弯
刀
は
全
体
が
弯
曲
し
て
い
る
か
ら

で
す
。
唯
一
類
似
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の

が
「
小
烏
丸
」
で
す
が
、
こ
の
鋒
両
刃
造
り

の
弯
刀
は
柄
の
部
分
が
上
向
い
て
い
ま
す
。

　

刀
剣
の
柄
の
角
度
は
民
族
に
よ
っ
て
異

な
っ
て
い
ま
す
が
、
海
外
で
は
ほ
と
ん
ど
下

に
曲
が
っ
て
い
る
の
が
通
常
で
す
。
上
に
曲

が
っ
て
い
る
の
は
日
本
の
特
徴
と
言
っ
て
い

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
特
に
ア
イ

ヌ
系
に
み
ら
れ
ま
す
。

ち
ら
か
ら
も
支
配
さ
れ
な
い
た
め
に
独
自
の

宗
教
（
ユ
ダ
ヤ
教
）
を
も
っ
た
こ
の
国
で
作

ら
れ
た
鋒
両
刃
造
り
の
鉄
剣
は
、
直
で
あ
り

な
が
ら
鋒
部
分
だ
け
が
若
干
上
向
い
て
少
し

弯
曲
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
弯
刀
の
開
始
と

考
え
て
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
長
剣
の
写
真
は
カ
フ
カ
ス
考
古
学
研

究
所
で
撮
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
の
コ
ザ
ッ
ク
を
調
査
し
た
時
、
ザ

ボ
ロ
シ
ュ
ウ
ェ
イ
軍
事
博
物
館
で
も
み
る
こ

と
が
で
き
、
そ
こ
の
学
芸
員
も｢

日
本
刀
に

最
も
近
い｣

と
指
摘
し
た
の
が
忘
れ
ら
れ
ま

せ
ん
。

　
こ
の
長
剣
は
後
に
沿
海
州
か
ら
出
土
し
て

木
製
の
柄
を
つ
け
て
握
る
「
中
心
形
式
」
に

な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
柄
頭

を
包
み
込
む
よ
う
に
握
る
刀
術
は
、
長
刀
を

扱
う
日
本
剣
術
へ
継
承
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

弯
刀
の
起
源
と
日
本
刀
の
形
成

　
弯
曲
し
た
日
本
刀
の
形
成
時
期
は
平
安
中

期
頃
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
刀
剣

が
日
本
国
内
で
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
過

程
が
な
か
な
か
解
明
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。　

　
弯
刀
の
起
源
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
見
ら
れ
ま

す
。
イ
ス
ラ
ム
教
の
ト
ル
コ
と
、
キ
リ
ス
ト

教
の
ロ
ー
マ
に
挟
ま
れ
た
所
に「
ハ
ザ
ー
ル
」

と
い
う
国
が
7
世
紀
頃
に
で
き
ま
し
た
。
ど

上から、７世紀の「ハザール刀」、日本で製作された鋒両刃造りの弯刀「小烏丸」、そして｢日本刀（太
刀）」。ハザール刀は鋒両刃造りの鉄剣（直）でありながら、鋒部分だけが少し上向いている。これ
が弯刀の起源と考えられる。

（右上）蕨手刀の３タイプ。右からⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型。刃部は
直だが、柄の角度から弯刀の起源と見られている。
（左上）様々なアイヌ刀（塩川神社所蔵）。

太刀を振りかざすアイヌの図。

（
左
）
柄
の
角
度
が
異
な
る
コ
ザ
ッ
ク
刀
（
右
）
と
バ
ル
カ
リ
ア
ン
の
刀
。

Ⅰ
型

Ⅱ
型

Ⅲ
型

菅
原
総
合
武
道
研
究
所「
日
本
刀
研
究
講
座
」1
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古流剣術｢抜刀法」抜き付けの変化

り
の
強
い
弯
刀
と
な
り
ま
す
が
、
こ
の
刀
剣

の
弯
曲
は
ペ
ル
シ
ャ
の
影
響
を
受
け
た
も
の

と
す
る
の
が
、
ロ
シ
ア
の
刀
剣
史
の
通
説
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
弯
曲
し
た
刀
剣
を
コ
ー
カ
サ
ス
地
方

で
は
「
サ
ブ
レ
（
サ
ー
ベ
ル
、
軍
刀
）」
と

称
し
て
い
ま
す
。
サ
ブ
レ
は
も
っ
ぱ
ら
騎
馬

戦
に
使
わ
れ
、
馬
上
で
抜
刀
し
て
か
ら
馬
の

走
る
力
を
応
用
し
て
相
手
へ
斬
り
付
け
た
り
、

相
手
の
攻
撃
を
受
け
流
し
た
り
し
た
の
で
、

片
手
で
ぐ
る
ぐ
る
回
し
な
が
ら
操
作
し
ま
し

た
。
こ
の
た
め
、
相
手
に
届
く
長
さ
と
、
軽

く
て
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
こ
と
が
必
要
で
し
た
。

こ
の
サ
ブ
レ
が
、
反
り
の
強
い
日
本
の｢

太

刀
」
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
お
分
か
り
に

な
る
で
し
ょ
う
。

　かつて日本刀剣保存協会の古伝書講座を担当していた間宮光治氏

は、多くの古伝書を読破しました。その結果、奥州（東北北部）の舞

草鍛治の名前が古伝書に多く見出されることから、平成３年（1991）

に岩手県一関市に「舞草刀研究会（現在の会長は中鉢弘氏。中鉢美

術館館長）」を立ち上げ、地元の資料を集めて研究することにしました。

これに協力していたのが佐藤矩康先生です。

　その研究誌創刊号（平成４年３月刊）で、文化庁文化財主任研究

員の廣井雄一先生は “奥州刀工におもう” と題して次のように述べて

います。

「古来、奥州には多くの刀鍛治が存在し活躍していたことは『観智院本

銘盡』をはじめとする刀剣書に記されているところであります。中でも

平安時代には舞草鍛治の森房、鬼王丸、諷誦、雄安などが著名であり、

その活躍を窺い知ることができる。これらの鍛治は東北地方で興った

戦乱の中で優れた刀を生み出し、全国各地の鍛治に大きな影響を与え

ており、相州鍛治や備前鍛治との関わりも強く、日本刀研究の上で重

要な位置をしめている。

　しかしながら今日の刀剣界ではさほど重きを置かれていない面もあ

り、今後の研究を待つところも多い。それは実践的な刀が多かったた

め現存作品が少ないことによるものであるが、これらの作品の発見と

研究は次第に進んでいくものと思う。舞草鍛治を中心に奥州鍛治の研

究が地元の研究会の方々をはじめ、また刀剣界にあっても、歴史的意

義を認識して作品の保存に務め、研究が一層進む事を期待したい」

　この精神を踏襲しているのが現在の会長、中鉢弘氏なのです。中

鉢会長は自分が集めた奥州刀を展示するために中鉢美術館を設立し、

訪問者に奥州刀の説明をしておられます。筆者は平成４年に入会して

います。

奥州鍛冶｢舞草刀」の研究開始

｢ 立鼓柄刀」の遺物。
柄の中央部分が絞ら
れた形状をしている。

サ
ブ
レ
（
右
）
か
ら
シ
ャ
シ
ュ
カ
へ
の
変
遷
。
き
つ
く
弯
曲
し
た
サ
ブ
レ
か
ら
、
徐
々
に
反
り
の
浅
い
シ
ャ
シ
ュ

カ
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
日
本
の
太
刀
か
ら
刀
（
打
刀
）
へ
の
変
遷
と
類
似
す
る
。

太刀から刀（打刀）への以降と深く
関わる抜刀法。香取神道流の居合
術（抜刀法）では、初伝において
は抜き付けから二の太刀へと攻撃
動作のみが意識されるが（上列）、
奥の伝へと進むと抜き出した刀を素
早く立て、鎬による受け流しが意識
された動きへと変化する（下列）。

☆コラム

1234

2'3'4'
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瞬
間
、
回
転
し
て
絡
め
取
る
、
首
を
打
つ
、

小
手
を
と
る
、
斬
り
あ
げ
る
、
等
と
い
っ
た
、

反
り
を
活
か
し
た
多
彩
な
技
法
が
内
包
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
日
本
刀
は
〝
よ
く
切
れ

る
た
め
に
〟
弯
曲
化
し
た
と
い
う
よ
り
も
、

弯
曲
し
た
反
り
を
使
う
こ
と
で
自
ら
の
刀
に

損
傷
を
与
え
る
こ
と
な
く
、
敵
の
攻
撃
を
受

け
流
し
、
反
撃
で
き
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た

も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
た
め

に
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
の
攻
撃
に
も
素
早

く
対
応
で
き
る
両
手
握
り
の
刀
術
を
必
要
と

し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
な
お
、
シ
ャ
シ
ュ
カ
を
駆
使
し
た
コ
ザ
ッ

ク
の
一
部
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
か
ら
ロ
シ
ア
の
ロ

ス
ト
フ
・
ド
ン
に
移
動
し
、「
ド
ン
・
コ
ザ
ッ

ク
」
の
集
団
が
誕
生
。
現
在
は
ロ
シ
ア
に
忠

誠
を
誓
う
武
士
道
精
神
も
も
っ
て
い
ま
す
。■

攻
撃
す
る
「
抜
き
付
け
」
を
可
能
と
す
る
た

め
で
す
。
そ
れ
は
日
本
剣
術
に
お
け
る
「
抜

刀
法
」
の
誕
生
と
、
軌
を
一
に
す
る
も
の
で

す
。
特
に
抜
き
付
け
る
瞬
間
、
刀
は
片
手
だ

け
で
握
っ
て
操
作
さ
れ
る
の
で
、
海
外
の
刀

剣
に
お
け
る
片
手
操
法
に
近
い
も
の
と
な
り

ま
す
。

　
香
取
神
道
流
の
居
合
術
（
抜
刀
法
）
で
は
、

初
伝
に
お
い
て
は
単
に
抜
き
出
し
た
瞬
間
に

攻
撃
を
加
え
る
形
と
し
て
理
解
さ
れ
ま
す
が
、

奥
の
伝
に
な
る
と
相
手
の
攻
撃
を
想
定
し

（
守
る
こ
と
を
第
一
と
し
て
）、
抜
き
出
し
た

刀
の
棟
で
相
手
の
攻
撃
を
受
け
流
す
所
作
が

意
識
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
相
手
の
攻
撃
よ
り

も
一
手
早
く
動
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、

よ
り
高
度
な
訓
練
と
い
え
ま
す
。

反
り
を
活
か
し
た
日
本
剣
術

　
日
本
剣
術
に
は
、
相
手
の
刀
に
接
触
し
た

獄
に
落
ち
た
時
に
襲
う
と
さ
れ
て
い
る
イ
ス

ラ
ム
教
の
教
え
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に

対
し
て
、
シ
ャ
シ
ュ
カ
は
「
長
刀
」
の
意
味

で
す
。

　

コ
ザ
ッ
ク
た
ち
が
反
り
の
強
い
サ
ブ
レ

（
太
刀
様
式
）
か
ら
、反
り
の
浅
い
シ
ャ
シ
ュ

カ
（
刀
様
式
）
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
の
に

は
理
由
が
あ
り
ま
す
。〝
抜
く
〟
と
同
時
に

　

15
世
紀
頃
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
台
頭
し
た

「
ザ
ボ
ロ
ウ
シ
ュ
ウ
ェ
イ
・
コ
ザ
ッ
ク
」
は
、

ト
ル
コ
や
ペ
ル
シ
ャ
な
ど
で
使
わ
れ
て
い
た

反
り
の
強
い
サ
ブ
レ
を
徐
々
に
変
え
、
反
り

の
浅
い｢

シ
ャ
シ
ュ
カ
」
を
使
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
サ
ブ
レ
の
語
源
は

チ
ェ
ル
ケ
ス
語
の
セ
リ
（
ナ
イ
フ
）
＋
プ
ラ

（
蛇
）
の
合
成
語
で
す
。
蛇
は
、
悪
人
が
地

◎菅原総合武道研究所（菅原鉄孝）　http://www.sugawarabudo.com/

同
じ
く
下
段
の
構
え
で
相
手
の
攻
撃
を
誘
い
出
し
、
剣
を
被
せ
る
よ
う
に
反
り
を
合
わ
せ
て

回
し
込
み
（
①
〜
②
）、
相
手
の
剣
を
右
方
向
へ
弾
き
飛
ば
す
（
③
）。

こ
の
ま
ま
小
手
や
胴
を
斬
り
払
い
に
行
く
…
…

と
、
見
せ
か
け
、
相
手
が
剣
を
回
し
て
受
け
返
し
に
く
る
と
こ
ろ
を
、
さ
ら
に
下
か
ら
跳
ね
上
げ
（
④
）、

首
筋
へ
と
斬
り
付
け
る
（
⑤
）。
反
応
を
超
え
た
修
練
の
賜
物
が
こ
う
し
た
技
法
を
生
み
出
す
。

反
り
を
活
か
し
て
、
相
手
の
攻
撃
を
卵
形
に
受
け
流
す
古
流
剣
術
の
操
法
。
こ
こ
で
は
下
段
の
構
え
か
ら
の
二
例
を
紹
介
。

ま
ず
、
相
手
の
攻
撃
に
被
せ
る
よ
う
に
剣
の
棟
で
押
さ
え
（
①
〜
②
）、
そ
の
ま
ま
進
ん
で
首
へ
斬
り
付
け
る
（
③
）。

反
り
を
使
う
日
本
剣
術
技
法

菅
原
総
合
武
道
研
究
所「
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刀
研
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講
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