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日
本
刀
の
問
題
点

　

筆
者
が
日
本
刀
に
興
味
を
抱
い
た
の
は
、

昭
和
56
年
（
１
９
８
１
）
の
『
刀
剣
美
術
』

６
月
号
（
第
２
９
３
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
竹

田
昌
暉
著
「
日
本
刀
の
源
流
に
関
す
る
資
料

的
文
献
的
研
究　
⑴
鉄
剣
・
鉄
刀
の
日
本
へ

の
流
入
経
路
に
つ
い
て
の
考
察
」
を
読
み
始

め
て
か
ら
で
し
た
。

　
こ
の
論
文
は
シ
リ
ー
ズ
で
昭
和
59
年
８
月

号
（
第
３
３
１
号
）
ま
で
11
回
続
き
ま
し
た
。

最
初
の
号
で
、竹
田
氏
は
冒
頭
「
ま
え
が
き
」

に
て
、

『
私
が
刀
剣
の
魅
力
に
ひ
か
れ
た
の
は
今
か

ら
十
年
前
の
秋
、
東
京
大
丸
百
貨
店
で
開
催

さ
れ
た
「
日
本
名
刀
展
」
に
接
し
て
か
ら
の

こ
と
で
あ
る
。
当
時
熱
気
あ
ふ
れ
る
会
場
の

雑
踏
に
押
し
流
さ
れ
な
が
ら
、
日
本
刀
の
持

つ
不
思
議
な
鉄
の
美
し
さ
に
魅
せ
ら
れ
た
感

動
は
今
も
っ
て
忘
れ
難
い
。（
中
略
）

　
古
刀
が
何
故
美
し
い
か
、
そ
の
理
由
と
し

て
、
現
在
多
く
の
人
々
の
一
致
し
た
意
見

は
、
鉄
の
地
金
の
良
さ
に
あ
る
と
言
い
、
こ

の
点
に
関
し
て
、
本
間
薫
山
先
生
、
小
野
光

敬
先
生
及
び
天
田
昭
次
先
生
に
私
が
直
接
う

か
が
っ
た
と
こ
ろ
で
も
全
く
同
じ
御
意
見
で

あ
っ
て
、
結
論
は
製
鉄
法
の
違
い
に
あ
る
ら

し
く
、
鉄
そ
の
も
の
の
純
度
が
現
代
よ
り
古

刀
の
方
が
高
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
作
刀

の
鉄
の
地
金
は
、
現
代
よ
り
も
鎌
倉
時
代
に

さ
か
の
ぼ
る
ほ
ど
良
い
と
い
う
文
明
の
進
歩

と
逆
行
し
た
現
実
は
、
鉄
の
地
金
に
対
す
る

私
の
研
究
心
を
強
く
刺
激
し
た
。

　
す
な
わ
ち
、
刀
剣
書
に
よ
っ
て
八
世
紀
の

正
倉
院
の
直
刀
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
も
な
お
名

刀
と
言
い
得
る
も
の
が
知
ら
れ
、
そ
の
最
上

作
に
属
す
る
直
刀
は
唐
太
刀
と
呼
ば
れ
、
鍛

え
肌
が
つ
み
、
唐か

ら

鍛か
ぬ
ち冶
の
作
刀
と
考
え
ら
れ
、

直
刀
の
焼
き
入
れ
技
術
が
倭わ

鍛か
ぬ
ち冶
よ
り
格
段

に
す
ぐ
れ
て
い
る
事
を
示
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
飛
鳥
時
代
（
七
世
紀
）
に
上
が
っ

て
も
聖
徳
太
子
の
佩
刀
と
伝
え
る
丙
子
椒
林

の
名
刀
が
四
天
王
寺
に
伝
世
す
る
（
参
考
文

献
：
『
正
倉
院
の
刀
剣
』
宮
内
庁 

正
倉
院
）。

　
ま
た
古
墳
時
代
末
期
に
上
が
っ
て
も
高
知

の
小
村
神
社
の
片
切
刃
の
環
頭
の
直
刀
が
伝

世
し
、
片
切
刃
の
型
式
が
こ
の
頃
か
ら
お
そ

ら
く
中
国
で
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ

れ
、
作
刀
技
術
は
古
墳
時
代
か
ら
す
で
に
中

国
、
朝
鮮
、
日
本
で
相
当
高
度
な
技
法
が
出

来
上
が
っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
見
地
に
立
つ
と
、
本
間
先
生

の
「
薫
山
刀
話
」
第
六
話
「
こ
れ
か
ら
の
日

本
刀
の
研
究
課
題
」
の
一
節
「
古
墳
時
代
の

上
古
刀
を
全
国
の
出
土
資
料
で
窓
開
け
（
刀

剣
の
一
部
分
だ
け
研
磨
す
る
こ
と
：
編
注
）

だ
け
で
も
よ
い
か
ら
研
磨
し
て
、
そ
の
地
刃

を
慎
重
に
調
査
し
、
上
古
刀
と
平
安
時
代
の

太
刀
と
の
結
び
目
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
わ
れ
わ
れ
の
刀
剣
学
が
完
成
さ
れ
る
」

と
い
う
見
識
に
大
変
共
感
を
覚
え
る
者
で
あ

る
』
と
語
っ
て
い
ま
す
。

　

以
上
の
論
文
を
集
約
す
る
と
、《
古
刀
の

地
金
は
純
度
が
高
い
》
と
い
う
一
点
に
尽
き

ま
す
。
つ
ま
り
古
墳
時
代
に
既
に
純
度
の
高

い
鉄
を
作
る
方
法
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

　

ま
た
、
も
う
一
つ
気
に
な
る
点
は
、「
鍛

え
肌
が
つ
み
」、「
直
刀
の
焼
入
れ
技
術
」
と

は
ど
う
い
う
こ
と
を
指
す
の
で
し
ょ
う
。

　
鍛
え
肌
が
積
ん
で
い
る
の
は
、
折
り
返
し

で
は
な
く
《
素
延
べ
》
に
よ
る
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、（
当
時
の
）
直
刀
の

焼
き
入
れ
と
は
、
刀
身
や
刃
部
に
《
土
取
り

せ
ず
に
ズ
ブ
焼
き
》
で
焼
入
れ
し
た
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

一
、
蕨
手
刀
の
原
料

　
蕨

わ
ら
び

手て

刀と
う

の
製
作
は
、
５
世
紀
の
古
墳
時
代

菅
原
総
合
武
道
研
究
所「
日
本
刀
研
究
講
座
」②

〔
シ
リ
ー
ズ
〕　
古
刀
の
地
金
を
探
る

日
本
刀
研
究
の
最
大
課
題
と
い
え
る〝
古
刀
の
再
現
〟。そ
の
第
一
歩
に
は
、原
材
料
と
し
て
の「
鉄
」の
探
求
が
不
可
欠
だ
。

そ
の
答
え
へ
の
道
筋
と
し
て
、日
本
刀
の
ル
ー
ツ
の
一つ
で
あ
る「
蕨
手
刀
」に
着
目
し
た
筆
者
の
試
み
を
紹
介
す
る
。

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。

名
刀
を
生
み
出
す
鉄
と

焼
き
入
れ
の
条
件
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か
ら
日
本
刀
が
完
成
す
る
平
安
中
期
頃
ま
で

続
い
て
い
ま
す
。
岩
手
県
立
博
物
館
の
赤
沼

英
男
先
生
の
調
査
に
よ
っ
て
、
７
〜
８
世
紀

に
作
ら
れ
た
出
土
蕨
手
刀
は
、
砂
鉄
系
と
鉱

石
系
が
使
わ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
ま
す

（『
古
代
刀
と
鉄
の
科
学
』
１
０
８
頁
、
雄
山

閣
１
９
９
５
）。

　
調
査
さ
れ
た
蕨
手
刀
の
出
土
地
と
原
料
は

次
の
と
お
り
で
す
。

岩
手
県
紫
波
郡
紫
波
町
古
館
＝
岩
鉄（
鉱
石
）

岩
手
県
久
慈
市
長
内
町
大
河
目
＝
砂
鉄

岩
手
県
九
戸
郡
野
田
村
＝
砂
鉄

岩
手
県
久
慈
市
大
野
村
＝
砂
鉄

茨
城
県
東
茨
城
郡
桂
村
高
根
古
墳
＝
岩
鉄

（
鉱
石
）

群
馬
県
新
田
郡
新
田
町
＝
岩
鉄
（
鉱
石
）

二
、
砂
鉄
の
低
温
製
錬
に
つ
い
て

　

筆
者
は
、
岩
手
県
久
慈
市
で
低
温

（
１
４
５
０
℃
）
木
炭
製
錬
実
験
を
行
っ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
原
材
料
」「
製
錬
法
」「
出

来
上
が
っ
た
鉄
」
に
つ
い
て
、
少
し
紹
介
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
久
慈
市
の
ド
バ
（
褐
鉄
鉱
）
を
選
択
し
た

の
は
、
そ
れ
が
か
つ
て
蕨
手
刀
の
原
料
と
し

て
使
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
浜
砂
鉄
も
同

様
で
す
。
そ
こ
で
ド
バ
と
浜
砂
鉄
を
二
つ
の

炉
で
製
錬
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
岩

手
県
の
砂
鉄
は
チ
タ
ン
分
が
多
く
、
水
で

洗
っ
た
後
に
沈
殿
し
た
ド
バ
に
含
ま
れ
る
チ

タ
ン
は
２・３
８
％
、
浜
砂
鉄
で
は
実
に
７
・

６
８
％
も
含
ま
れ
て
い
る
事
が
わ
か
り
ま
し

た
（
下
表
参
照
。
岩
手
県
立
博
物
館
・
赤
沼

英
男
氏
分
析
）。

　

ド
バ
は
鉄
バ
ク
テ
リ
ア
に
侵
食
さ
れ
た

褐
鉄
鉱
で
す
が
、
表
面
の
赤
い
部
分
は
ベ

ン
ガ
ラ
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
陶
器

の
色
付
け
に
使
わ
れ
る
の
で
、
小
久
慈
焼

窯か
ま

元も
と

の
下
岳
毅
（
岳
芳
）
先
生
は
良
く
こ

の
材
料
を
知
っ
て
お
ら
れ
、
通
常
の
小
型

製
錬
の
１
４
０
０
℃
よ
り
更
に
50
℃
高
い

１
４
５
０
℃
で
製
錬
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　
低
温
製
錬
で
一
次
的
に
鋼
を
得
る
こ
と
を

考
え
て
お
ら
れ
、
村む

ら

下げ

（
製
錬
責
任
者
）
と

し
て
溶
融
し
た
炉
底
の
鉄
に
い
つ
も
送
風
を

導
き
、
炎
を
見
て
炉
底
温
度
を
下
げ
な
い
よ

う
に
指
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

こ
の
送
風
に
よ
っ
て
銑せ

ん

鉄て
つ（
炭
素
が
１・７
％

以
上
）
が
脱
炭
さ
れ
、
直
ぐ
に
作
刀
に
使
え

る
約
１・
２
％
鋼
が
ド
バ
を
製
錬
し
た
１
号

炉
で
１・
５
キ
ロ
出
来
上
が
り
ま
し
た
。
２

号
炉
は
５
キ
ロ
の
鉧け

ら

（
粗
鋼
）
が
で
き
ま
し

た
が
鉱こ

う

滓さ
い

（
ノ
ロ
＝
ス
ラ
グ
）
を
噛
ん
で
い

て
、
チ
タ
ン
７
％
の
浜
砂
鉄
の
影
響
が
う
か

が
わ
れ
る
鉄
に
な
り
ま
し
た
（
九
州
テ
ク
ノ

リ
サ
ー
チ
分
析
）。

　

こ
の
１
号
炉
で
低
温
製
錬
し
た
鋼
を
そ

の
ま
ま
現
代
の
折
り
返
し
鍛
錬
方
法
で
作

刀
し
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、《
古
刀
の
地
金
》

を
再
現
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

新
々
刀
（
江
戸
後
期
〜
明
治
廃
刀
令
）
の
開

祖
水す

い

心し
ん

子し

正
秀
に
よ
る
古
刀
へ
の
回
帰
思
想

が
未
だ
に
実
現
し
て
い
な
い
よ
う
に
、
失
わ

れ
た
技
術
の
再
現
が
如
何
に
難
し
い
か
を
改

め
て
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

　
当
初
、
低
温
製
錬
の
鉄
は
柔
ら
か
く
、
鍛

着
し
や
す
い
か
ら
良
い
の
だ
と
筆
者
は
単
純

に
想
像
し
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
結

果
に
失
望
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

①
低
温
製
錬
し
た
鉄
で
そ
の
ま
ま
作
刀
し
た

こ
と
に
問
題
が
あ
る
。

②
砂
鉄
に
問
題
が
あ
る
。

③
焼
入
れ
に
問
題
が
あ
る
。

　
な
ど
を
、
も
う
一
度
振
り
出
し
に
戻
っ
て

考
え
直
す
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

三
、
原
料
は
砂
鉄
だ
け
で
良
い
の
か

　
水
心
子
正
秀
に
よ
る
〝
古
刀
へ
の
回
帰
思

想
〟
が
「
砂
鉄
か
ら
生
産
さ
れ
る
鉄
で
は
古

刀
の
地
金
は
で
き
な
い
」
と
い
う
結
論
に
な

る
と
す
る
と
、
砂
鉄
を
信
じ
る
多
く
の
現
代

刀
匠
に
は
納
得
し
て
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ

う
。
実
際
に
砂
鉄
を
自
家
製
練
し
て
作
刀
し

て
お
ら
れ
た
天
田
昭
次
刀
匠
の
ご
意
見
も
、

実
は
同
様
で
あ
り
ま
し
た
。

　
天
田
刀
匠
は
玉た

ま

鋼は
が
ね、

古
鉄
な
ど
を
使
っ
て

左から２号炉を担当した韮山氏、村下の下岳毅（岳芳）先生、２号炉
を担当した伊藤健栄氏（故人）。

ドバ（褐鉄鉱）化学組成（mass％）　（岩手県立博物館赤沼英男氏分析）
資料名 T. Fe Cu Mn P Ni Co Ti Ca Al Mg V Zn Cr Mo W Zr S Si

焙焼したドバ 31.44 0.003 0.62 0.014 0.006 0.017 2.92 0.604 3.78 1.19 0.091 0.017 0.034 0.007 0.003 0.009 0.056

ドバ水洗浮遊物 30.99 0.024 0.893 0.126 0.007 0.016 0.892 0.526 6.45 0.529 0.049 0.048 0.035 0.002 0.001 0.007 0.052

ドバ水洗沈殿物 35.2 0.033 0.413 0.065 0.006 0.014 2.38 0.944 3.53 0.807 0.085 0.055 0.041 0.002 0.003 0.007 0.085

久慈浜砂鉄 56.65 0.003 0.384 0.094 0.005 0.026 7.68 0.295 0.821 1.38 0.229 0.046 0.07 0.002 0.002 0.009 0.021

前回の分析値

粒状ドバA 42.63 0 0.3819 0.0153 0.0048 0.0165 4.6454 0.0714 1.5515 0.4466 0.2509 8.3329

赤色ドバB 34.71 0 0.2762 0.0252 0.0041 0.0057 0.6156 0.6829 7.6056 0.4893 0.0261 20.278
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②
純
度
が
高
い
と
素
延
べ
で
も
良
い
。

⑸
脱
炭
焼
入
れ
方
法

　
銑
鉄
を
脱
炭
す
る
時
に
水
で
焼
入
れ
を
繰

り
返
す
と
表
面
の
純
度
が
更
に
高
く
な
り
、

美
し
さ
が
増
す
。

　
古
刀
の
地
金
の
美
し
さ
は
こ
こ
か
ら
出
て

く
る
も
の
と
信
ず
る
。

五
、
鉄
鉱
石
の
製
錬
方
法

　
筆
者
の
経
験
か
ら
、
小
さ
な
炉
で
大
き
め

の
鉄
鉱
石
を
製
錬
で
き
な
い
と
考
え
る
の
は

間
違
い
で
、
一
晩
か
け
て
焙ば

い

焼し
ょ
うす
る
と
簡

単
に
割
れ
や
す
く
な
り
、
砕
い
て
粒
状
に

し
て
か
ら
砂
鉄
よ
り
高
温
の
１
５
０
０
〜

１
６
０
０
℃
で
製
錬
す
る
と
、
純
度
が
高
い

鉄
が
で
き
ま
す
。
こ
の
方
法
は
中
国
、
朝
鮮

で
も
同
じ
よ
う
に
古
代
か
ら
使
わ
れ
て
い
た

焙
焼
法
で
す
。

　
例
え
ば
中
国
山
西
省
陽
城
市
で
行
わ
れ
て

い
た
古
代
煉
鉄
鋳
範
で
は
、
原
料
と
し
て
大

き
な
岩
鉄
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
煉

鉄
は
映
像
で
も
か
な
り
純
度
が
高
い
鋳

ち
ゅ
う

鉄て
つ

を

作
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
純
度

の
高
い
鋳
鉄
を
作
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
坩る

堝つ
ぼ

を
使
い
、
焼
き
物
の
窯
で
更
に
純
度
の
高

い
鋼
を
脱
炭
法
で
作
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

は
、
前
号
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
す
。

六
、
蕨
手
刀
の
地
金

　
蕨
手
刀
の
地
金
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
刀

身
全
体
に
い
ろ
い
ろ
な
〝
働
き
〟
が
現
れ
て

い
る
点
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
働
き
は
現
代
の

玉
鋼
で
は
到
底
現
れ
て
こ
な
い
も
の
で
す
。

③
浜
砂
鉄
は
非
鉄
金
属
介
在
物
（
石
、
ガ
ラ

ス
質
な
ど
）
が
多
い
。

④
浜
砂
鉄
は
チ
タ
ン
分
が
多
い
の
で
、
流
動

性
が
低
く
な
る
の
で
低
温
製
錬
よ
り
も
温

度
１
０
０
〜
２
０
０
℃
高
め
る
必
要
が
あ

る
。
そ
の
た
め
、
石
灰
石
を
入
れ
て
製
錬
。

⑤
餅
鉄
（
鉄
鉱
石
）
は
純
度
が
60
％
と
高
く

日
本
刀
の
材
料
に
適
し
て
い
る
が
、
高
温

製
錬
が
必
要
で
あ
る
。

⑵
原
料
の
選
鉱
法

①
砂
鉄
…
…
鉄
穴
流
し
。
選
鉱
（
原
鉱
か
ら

目
的
の
元
素
を
含
ん
だ
鉱
物
を
分
離
す
る

こ
と
）
を
繰
り
返
す
。

②
磁
石
選
鉱
…
…
砂
鉄
、
鉄
鉱
石
。
弱
い
磁

石
を
使
っ
て
選
鉱
。

⑶
タ
タ
ラ
製
錬

①
高
温
（
１
５
０
０
〜
１
６
０
０
℃
）
で
製

錬
す
る
ほ
ど
純
度
が
高
い
鉄
が
で
き
る
が
、

炭
素
が
増
え
銑
鉄
に
な
る
。

②
低
温
製
錬
（
１
４
０
０
〜
１
４
５
０
℃
）

は
純
度
が
低
い
が
、
す
ぐ
に
作
刀
で
き
る

鋼
に
な
る
。
折
り
返
し
が
必
要
。

③
良
質
の
岩
鉄
が
得
ら
れ
な
い
今
日
で
は
砂

鉄
使
用
は
や
む
を
え
な
い
の
で
、
１
５
０

　
０
℃
以
上
の
高
温
で
炉
が
破
損
す
る
タ
タ

ラ
製
錬
で
は
な
く
、
１
６
０
０
℃
以
上
の

高
温
が
得
ら
れ
る
平
炉
に
変
え
て
製
錬
す

る
方
が
合
理
的
で
あ
る
。
あ
る
い
は
丘
陵

に
穴
を
掘
っ
て
壊
れ
る
こ
と
を
予
想
し
て

作
っ
た
高
温
タ
タ
ラ
製
錬
（
例
：
９
世
紀

頃
の
秋
田
県
堪
忍
沢
遺
跡
）
は
非
常
に
合

理
的
で
あ
る
。

⑷
鍛
造
方
法

①
純
度
が
低
い
と
折
り
返
し
て
不
純
物
を
叩

き
出
す
必
要
が
あ
る
。

も
古
刀
に
は
な
ら
な

か
っ
た
」
と
筆
者
に

話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

遺
跡
か
ら
出
土
し
た

鉄
は
砂
鉄
系
か
鉱
石

系
が
わ
か
り
ま
せ
ん

が
、
古
代
の
人
は
そ

の
鉄
を
更
に
（
何
ら

か
の
方
法
で
）
作
刀

の
過
程
で
精
製
し
て

い
た
可
能
性
が
出
て

き
た
の
で
す
。

　
「
何
ら
か
の
方
法
に
よ
る
精
製
」
と
は
、

鉄
を
赤
目
（
加
熱
）
て
は
ひ
た
す
ら
叩
き
、

水
に
入
れ
て
焼
入
れ
（
又
は
焼
な
ま
し
）
し
、

ま
た
赤
目
て
は
叩
く
と
い
う
過
程
を
繰
り
返

す
、
い
わ
ゆ
る
「
百
練
刀
」
の
方
法
で
あ
る

と
筆
者
は
考
え
て
い
ま
す
。

四
、
問
題
点
の
整
理

　
タ
タ
ラ
製
錬
の
場
合
、
次
の
点
を
は
っ
き

り
さ
せ
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

⑴
原
材
料
の
段
階
で
純
度
の
高
い
も
の
を
選

ん
で
使
用
す
る
。

①
砂
鉄
の
純
度
（
鉄
分
含
有
率
）
は
標
準
で

30
％
、
鉄
鉱
石
（
餅べ

い

鉄て
つ

）
は
60
％
以
上
で

あ
る
。

　
日
本
全
国
の
砂
鉄
の
成
分
分
析
で
は
、
砂

鉄
の
品
位
が
低
い
も
の
で
は
20
％
代
で
、

高
い
も
の
は
65
％
以
上
も
あ
る
が
、
一
般

的
に
は
30
％
前
後
で
あ
る
。
こ
の
順
位
で

考
え
る
と
砂
鉄
は
使
用
す
べ
き
で
は
な
い
。

②
山
砂
鉄
は
不
純
物
の
混
入
が
少
な
い
が
品

位
は
低
い
。

作
刀
を
続
け
ま
し
た
が
い
ず
れ
も
古
刀
に
な

ら
ず
、
諦
め
て
自
家
製
練
を
行
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
が
、
天
田
刀
匠
は
砂
鉄
だ
け
を
信

じ
て
い
た
の
で
原
料
を
変
え
よ
う
と
は
な
さ

ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
例
え
ば
、
筆
者
が
ア

メ
リ
カ
の
ス
ー
ダ
ン
鉱
山
を
訪
問
し
、
技
師

が
大
切
に
保
存
し
て
い
た
純
度
90
数
％
の
鉄

鉱
石
を
持
参
し
、
是
非
使
っ
て
い
た
だ
き
た

い
と
お
願
い
し
た
の
で
す
が
、
天
田
刀
匠
は

「
日
本
刀
は
砂
鉄
の
み
で
作
ら
れ
る
」
と
言

う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
り
、
遂
に
使
っ
て
い
た

だ
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
非
常

に
残
念
な
こ
と
で
し
た
が
、
そ
の
時
は
筆
者

が
間
違
っ
て
い
る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　
平
成
十
七
年
（
２
０
０
５
）
に
刊
行
さ
れ

た
『
天
田
昭
次
作
品
集　

鉄
と
日
本
刀
の

五
〇
年
』
の
中
で
砂
鉄
を
自
ら
低
温
製
錬
し

た
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
た
だ
低

温
製
錬
し
た
だ
け
で
は
ス
ラ
グ
が
多
く
、
ま

と
め
る
の
に
苦
労
し
た
こ
と
が
こ
の
写
真
の

添
え
書
き
に
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
更
に
天
田
刀
匠
は
、
遺
跡
か
ら
出
土
し
た

鉄
を
使
っ
て
作
刀
し
ま
し
た
が
、「
そ
れ
で

低温直接製鋼法による鋼で作刀（『天田昭次作品集　
鉄と日本刀の 50 年』15 頁より）。



HIDEN  Budo　&　Bujutsu　53 

に
十
回
以
上
も
折
り
返
し
て
い
る
、
と
言
わ

ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
こ
れ
で
は
名
刀
が
生
ま

れ
る
余
地
は
見
出
せ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

逆
に
、
鉄
の
純
度
だ
け
を
考
え
る
と
、
砂
鉄

製
錬
で
作
っ
た
鋼
や
鋳
鉄
に
対
し
て
、
も
う

一
度
純
度
を
上
げ
る
作
業
を
す
れ
ば
、
再
び

名
刀
が
生
ま
れ
る
と
い
う
希
望
が
持
て
る
の

で
す
が
…
…
。

　
も
う
一
つ
気
に
な
る
点
は
、
伝
世
刀
に
現

れ
て
い
る
二
重
刃
、
三
重
刃
に
つ
い
て
で
す
。

こ
れ
は
数
回
の
焼
き
入
れ
、
あ
る
い
は
「
焼

な
ま
し
」
に
よ
っ
て
で
き
た
可
能
性
が
考
え

御
物
の
鋒

き
っ
さ
き

両
刃
蕨
手
刀
と
、
こ
の
神
社
の

長
三
角
状
の
蕨
手
刀
の
二
振
り
の
み
で
あ

る
』（
以
上
、
引
用
文
）

　
こ
の
文
を
読
む
と
、
古
墳
時
代
の
製
鉄
法

は
現
代
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
働
き
が
現
れ
る
蕨

手
刀
は
、
高
炭
素
鋼
、
低
炭
素
鋼
が
混
在
し

て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
非
常
に
純
度
、
軟
度

が
高
く
、
素
延
べ
主
調
で
も
作
刀
で
き
る
、

と
い
う
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
の
で
す
。

　
換
言
す
る
と
、
現
代
の
鍛
錬
法
は
、
鉄
の

純
度
が
低
い
の
で
不
純
物
を
叩
き
出
す
た
め

は
粗
雑
に
類
す
る
不
整
形
の
板
目
肌
に
な
り
、

ま
た
滓
肌
も
遺
し
、
地
色
は
紫
黒
色
と
な
る
。

そ
の
折
り
返
し
が
お
お
む
ね
三
、四
回
の
合

わ
せ
鍛
え
と
見
え
る
。

　
刃
文
は
、
刃
区
の
上
か
ら
高
く
焼
き
出
し
、

ま
ず
、
矢や

筈は
ず

お
よ
び
蟹か

に

の
爪
を
見
る
が
ご
と

き
異
様
な
焼
刃
に
は
じ
ま
り
、
や
や
腰
の
開

い
た
互ぐ

の
目め

乱み
だ

れ
に
変
わ
り
、
中
程
か
ら
み

ご
と
な
皆
焼
に
な
っ
て
猛
烈
な
働
き
を
見
せ

て
い
る
。
物
打
の
あ
た
り
は
静
ま
っ
て
こ
せ

つ
い
た
乱
刃
に
変
り
、
二
重
、
三
重
刃
が
あ

る
。
帽
子
は
、
強
く
返
っ
て
総
体
に
崩
れ
、

10
セ
ン
チ
に
余
る
太
い
返
り
が
焼
き
下
げ
ら

れ
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
こ
の
刃
文
は
、
大
乱
れ
と
も

乱
れ
と
も
、
ま
た
皆
焼
と
も
名
付
け
が
た
く
、

国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
観
智
院
本
銘
盡
』
に

見
え
る
「
大
た
わ
に
焠
也
」
と
い
う
用
語
が

こ
れ
を
表
現
し
え
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。

こ
の
焼
刃
は
、
総
体
的
に
み
る
と
後
世
の

日
本
刀
に
見
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
り
な
が
ら
、

部
分
的
に
み
る
と
い
ず
れ
も
日
本
刀
の
刃
文

の
始
ま
り
で
も
あ
る
。

　
例
え
ば
、
群
馬
県
愛
宕
山
古
墳
出
土
の
六

世
紀
最
末
の
平
造
り
大
刀
が
あ
り
、
相
州
伝

の
よ
う
な
刃
文
に
な
る
が
、
こ
れ
が
大
宮
厳

鼓
神
社
の
蕨
手
刀
に
移
行
し
た
よ
う
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
伝
世
の
蕨
手
刀
は
、
正
倉
院

地
金
に
つ
い
て
は
、
石
井
昌
国
・
佐
々
木

稔
著
『
古
代
刀
と
鉄
の
科
学
』（
雄
山
閣
刊
）

の
中
で
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ

こ
に
引
用
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。

　
次
頁
の
左
図
「
群
馬
県
吾
妻
群
原
町
大
宮

厳
鼓
神
社
伝
世
の
蕨
手
刀
」
は
『
古
代
刀
と

鉄
の
科
学
』（
１
０
５
頁
）
に
よ
る
と
、
次

の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

『
刃
棟
両
区ま

ち

を
整
え
た
、
長
三
角
状
の
蕨
手

刀
で
あ
る
。
本
刀
も
ま
た
藤
代
松
雄
氏
の
研

磨
に
か
か
る
。
同
氏
の
話
に
よ
る
と
、
ま
ず

錆さ
び

切
に
お
い
て
砥と

当あ

た
り
が
、
常
に
手
が
け

る
日
本
刀
の
い
ず
れ
と
も
相
違
し
た
柔
軟
な

も
の
と
い
う
。
そ
の
焼
刃
は
沸に

え

を
主
調
と
し
、

砥
石
の
数
を
重
ね
て
も
地
金
に
は
な
お
軟
度

が
遺の

こ

り
、
さ
り
と
て
凸
凹
も
生
じ
な
い
。
細

名
倉
か
ら
内う

ち

曇ぐ
も
り

砥ど

（
共
に
研
ぎ
の
種
類
：

編
注
）
に
至
る
と
、
そ
の
地
中
に
砂
流
し
が

走
り
、
刃
中
に
強
烈
な
沸
の
分
布
が
発
見
さ

れ
、
そ
し
て
拭ぬ

ぐ

い
を
か
け
る
と
、
刃
縁
の
沸

は
数
条
に
走
っ
て
流
水
刃
に
な
り
、
深
い
匂

に
お
い

に
包
ま
れ
る
。
や
が
て
、
地
中
の
強
い
沸
は

総
体
に
沈
み
、
大
沸
が
た
ち
、
数
条
の
小
沸

も
遺
っ
て
、
こ
れ
ら
が
流
水
刃
や
飛
焼
と
な

る
。
ま
こ
と
に
自
然
的
な
大
乱
刃
で
あ
る
。

　

腰
元
の
刃
寄
り
に
清
澄
な
良
鉄
が
見
え
、

棟
寄
り
に
は
滓
肌
も
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、

地
景
状
の
縞
文
と
銀
線
文
が
あ
る
。
中
央

（
右
図
）
群
馬
県
吾
妻
群
原
町
大
宮
厳
鼓
神
社
伝
世
の
蕨
手
刀
。

↑（資料①）埼玉県城戸野古墳の大刀（６世紀前半）。

↓
（
資
料
③
）
山
形
県
野
田
の
蕨
手
刀
（
８
世
紀
）。

↑（資料②）群馬県二子山古墳刀（６世紀後半）。

↓
（
資
料
④
）
群
馬
県
矢
田
の
刀
子
（
右
）
と
島
根
県
出
雲
国

造
家
の
刀
子
（
左
）。

※以上４点は『古代刀と鉄の科学』
グラビア写真より転載。
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八
、
蕨
手
刀
と
イ
ス
ラ
ム
刀
の
類
似
性

　
伝
世
の
蕨
手
刀
の
鍛
え
肌
を
み
る
と
、
ト

ル
コ
や
イ
ン
ド
系
の
刀
剣
に
見
ら
れ
る
「
水

面
文
様
」
と
言
わ
れ
る
文
様
と
酷
似
し
て
い

ま
す
。
こ
の
類
似
性
は
、
二
つ
の
異
な
る
高

炭
素
鋼
と
低
炭
素
鋼
を
一
纏ま

と

め
に
し
て
か
ら

素
延
べ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
れ
る
、
い
わ

ば
素
延
べ
主
調
の
地
肌
で
す
。

　

次
に
イ
ス
ラ
ム
刀
の
地
肌
を
見
て
み
ま

し
ょ
う
。

　

イ
ス
ラ
ミ
ッ
ク
刀
剣
で
は
、
地
肌
は
、1. 

Dam
ascene Johar

、2.  Persian Johar

、

3.  Indian Johar

と
大
き
く
３
種
に
分
類

さ
れ
ま
す
。
ト
ル
コ
系
は
水
面
文
様
と
な

り
、
厳
鼓
神
社
伝
世
の
蕨
手
刀
と
似
て
い

ま
す
。
イ
ン
ド
系
で
は
よ
く
見
な
い
と
見
え

な
い
ぐ
ら
い
柾ま

さ

が
か
っ
た
地
肌
が
あ
ら
わ
れ
、

島
根
県
出い

ず
も
の雲

国く
に
の

造
み
や
つ
こ

家け

の
刀
子（
前
頁
写
真
）

に
似
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
地
肌
は Johar 

Decoration

と
総
称
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
イ
ス
ラ
ム
刀
の
作
刀
技
術
は
、
日
本
と
同

じ
く
佩
刀
禁
止
令
に
よ
っ
て
今
で
は
失
わ
れ

た
技
術
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
筆
者

は
ト
ル
コ
を
訪
れ
て
あ
る
研
究
者
と
出
会
い
、

坩
堝
法
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
坩
堝

は
脱
炭
の
み
な
ら
ず
、
純
度
の
高
い
鉱
石
を

溶
解
し
、
炭
素
を
混
入
さ
せ
て
鋼
に
す
る
高

度
な
古
代
技
術
だ
っ
た
の
で
す
。
で
き
た
鉄

は
数
回
焼
き
な
ま
し
を
か
け
て
炭
素
形
を
変

え
、
刀
身
全
体
を
低
温
で
焼
き
入
れ
す
る
こ

と
が
判
明
し
ま
し
た
（
掲
載
す
る
イ
ス
ラ
ム

刀
の
地
肌
参
照
）。

　
次
回
は
、
こ
の
イ
ス
ラ
ム
式
坩
堝
法
の
製

錬
技
術
を
御
紹
介
し
ま
す
。 

■

ら
れ
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る

の
が
皆ひ

た

焼つ
ら

で
、
こ
の
現
象
が
現
れ
る
の
は
、

焼
き
入
れ
が
刀
身
全
体
（
棟
焼
き
）
に
行
わ

れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

七
、
蕨
手
刀
の
作
り
方

　
こ
こ
に
幾
つ
か
の
地
金
を
掲
載
し
、
参
考

に
供
し
た
い
と
思
い
ま
す
（
前
頁
資
料
①
〜

⑤
）。

　
こ
れ
ら
の
古
墳
刀
は
、
折
り
返
し
鍛
錬
で

は
な
く
、
焼
入
れ
を
繰
り
返
し
（
或
い
は
水

な
ま
し
脱
炭
し
）
な
が
ら
徐
々
に
素
延
べ
で

形
成
し
た
も
の
と
推
考
さ
れ
ま
す
。
こ
の
作

刀
法
は
、
鋳
造
か
ら
脱
炭
し
た
も
の
と
同
じ

地
金
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が
、

今
後
の
課
題
で
す
。　

こ
れ
ら
の
地
金
の
文

様
は
、
次
の
機
会
に
紹

介
す
る
ト
ル
コ
の
坩
堝

製
錬
後
の
素
延
べ
に
よ

る
作
刀
と
非
常
に
類
似

し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
筆
者
が
推

定
す
る
蕨
手
刀
の
作
り

方
を
イ
ラ
ス
ト
で
掲
載

し
ま
す
（
上
図
）。
こ
の

推
定
は
、ト
ル
コ
の
〝
坩

堝
製
錬
で
得
た
鉄
を
素

延
べ
で
作
刀
す
る
〟
方

法
を
参
考
に
し
て
描
い

た
も
の
で
す
。

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

鉄鉱石 (Iron ore)
（鉄分 80%）

タタラ製錬  
Tatara Smelting
1500～1600 ℃以上

水なまし１回
( 熱処理 650℃)
急冷脱炭

素延べ（折り返ししない）

1～2kg

送風

小型炉製錬

台

空気を常に炉底に
誘導すること。炉底

①のぞき窓
②ノロ出し穴
③空気誘導口

砂鉄 (Black sand)
（鉄分 35%）
タタラ製錬  
Tatara Smelting
1500～1600 ℃以上

例 0.6～2.3% C

水なまし２回
( 熱処理 650℃)
急冷脱炭

水なまし３回
( 熱処理 650℃)
急冷脱炭

水なまし４回
( 熱処理 650℃)
急冷脱炭

水なまし５回
( 熱処理 650℃)
急冷脱炭

一塊にまとめる
炭素量は不定

素延べ

素延べ

炭素
心部 約 0.3
皮部 約 0.2

蕨手刀の作り方 
（推定）

ズブ焼き（推定）
棟から先に１回焼き入れ
刃側に１回（二重刃）

Body and Blade Tempering
2 times 焼入

感覚的に脱炭しながら
回数を決める

高温で製錬すると純度
が高い鉄になる

蕨手刀は丸鍛えが主流。３枚鍛えもある。
折り返しはしない。

1. Damascene Johar

2. Persian Johar

3-1. Indian Johar

筆
者
が
推
定
す
る
蕨
手
刀
の
作
り
方

様
々
な
イ
ス
ラ
ム
刀
の
刃
文
様

最
後
に
、
本
来
、
複
雑
な
文
様

を
見
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
蕨
手

刀
と
同
様
の
、
渦
巻
き
文
様
を

み
せ
る
イ
ス
ラ
ム
文
化
圏
の
刀

文
の
い
く
つ
か
を
御
紹
介
す
る
。

こ
れ
ら
の
文
様
を
生
み
出
す
技

術
は
す
で
に
彼
の
地
に
お
い
て

も
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、

そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う

「
坩
堝
法
」
を
筆
者
は
研
究
者
よ

り
学
ぶ
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
。

※以上、
『WEAPONS OF THE ISLAMIC WORLD   

Swords & Armour, Exhibition Held At The 
Islamic Gallery In King Faisal Foundation 
Center Riyadh, 1991』より引用。 3-2. Indian Arnaouti

3-3. Shamshama

※上の図「蕨手刀の造込」は、桜井寅雄・尾崎保博著『昭和 63 年新春特
別展　日本刀の美と世界の刀』鹽竈神社博物館刊、33 頁より引用しました。


