
HIDEN  Budo　&　Bujutsu　 52

一
、
コ
バ
ル
ト
色
の
名
刀

　
昨
年
10
月
、
韓
国
中
央
博
物
館
を
訪
ね
て

み
ま
し
た
。
博
物
館
で
は
９
月
26
日
〜
11
月

26
日
の
期
間
『
金
属
・
鉄
・
鋼
、
鉄
の
文
化

歴
史
』
と
い
う
催
し
も
の
が
あ
り
、
館
内
に

は
ト
ル
コ
を
始
発
と
す
る
鉄
の
伝
播
ル
ー
ト

や
原
料
の
岩
状
鉄
鉱
石
、
鉄
器
、
刀
剣
な
ど

が
掲
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
館
内
の
刀
剣
で
ひ
と
き
わ
目
を
引
い
た
の

は
、「
御
刀
」
と
い
わ
れ
る
濃
紺
の
深
み
の

あ
る
刀
で
し
た（
写
真
①
）。
長
さ
が
１
メ
ー

ト
ル
以
上
あ
り
、
王
の
所
持
品
に
ふ
さ
わ
し

い
品
格
が
あ
り
ま
す
。
見
る
者
の
心
を
惹
き

つ
け
、
こ
れ
が
韓
国
の
名
刀
な
の
か
と
思
わ

ず
覗
き
込
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
心
を
揺
さ

ぶ
る
と
い
う
点
で
、
日
本
の
古
刀
に
一
脈
通

ず
る
も
の
を
感
じ
ま
し
た
。

　
通
常
、
砂
鉄
だ
け
を
原
料
と
し
た
日
本
刀

は
地
金
が
明
る
く
白
色
系
（
チ
タ
ン
系
介
在

物
）
に
見
え
る
の
で
す
が
、
そ
れ
に
比
べ
る

と
古
刀
は
落
ち
着
い
た
黒
色
系
に
見
え
る
か

ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
「
御
刀
」
の
表
面
全
体
は
コ
バ
ル
ト
色
で
、

金
属
の
コ
バ
ル
ト
が
合
金
さ
れ
て
い
る
か
、

あ
る
い
は
表
面
に
塗
布
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

見
え
た
の
で
す
。
鉄
質
は
非
常
に
澄
ん
で
い

て
吸
い
込
ま
れ
そ
う
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ

は
不
純
物
の
少
な
い
高
品
位
の
岩
状
鉄
鉱
石

を
始
発
原
料
と
し
て
い
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
、

製
錬
時
に
故
意
に
酸
化
コ
バ
ル
ト
な
ど
を
混

ぜ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

二
、
新
羅
時
代
の
ガ
ラ
ス
製
品

　

そ
こ
で
コ
バ
ル
ト
の
入
手
先
に
つ
い
て
、

韓
国
在
住
の
音
楽
指
揮
者
ジ
ョ
ン
・
ビ
ク
ト

リ
ン
兪
氏
（
筆
者
の
門
人
）
に
調
べ
て
い

た
だ
く
と
、
韓
国
と
、
コ
バ
ル
ト
を
産
す

る
中
東
ア
ジ
ア
と
の
５
世
紀
か
ら
始
ま
る

１
５
０
０
年
の
歴
史
的
関
係
が
浮
か
び
上

が
っ
て
き
ま
し
た
。

　

新
羅
（Silla

）（
紀
元
前
57
〜
紀
元

９
３
５
年
）
は
約
１
０
０
０
年
間
続
い
た
王

国
で
す
が
、「
金
の
国
」
と
し
て
も
有
名
で

し
た
。
新
羅
（Silla

）
と
い
う
国
名
は
モ
ス

リ
ム
の
意
味
が
あ
り
、
五
世
紀
に
イ
ス
ラ
ム

商
人
に
よ
り
中
東
か
ら
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
経

由
し
て
直
接
、
文
化
が
新
羅
に
入
っ
て
き
て

い
た
の
で
し
た
。

　

慶
州
の
古
墳
か
ら
出
土
し
た
ガ
ラ
ス
製

品
（
写
真
②
）
は
、
５
世
紀
以
前
の
も
っ
と

古
い
ロ
ー
マ
時
代
に
輸
入
さ
れ
た
物
で
、
ア

メ
リ
カ
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
博
物
館
が

２
０
１
３
年
と
２
０
１
４
年
に
コ
レ
ク
タ
ー

の
所
蔵
品
と
共
に
展
示
し
た
物
で
す
。
写
真

の
ガ
ラ
ス
製
品
の
中
で
コ
バ
ル
ト
色
を
し
た

物
は
、
中
東
の
コ
バ
ル
ト
製
品
が
韓
国
に
も

た
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う

菅
原
総
合
武
道
研
究
所「
日
本
刀
研
究
講
座
」③

〔
シ
リ
ー
ズ
〕岩
鉄
の
製
錬
法
と
合
金
の
可
能
性
を
探
る

〝
古
刀
の
再
現
〟の
見
果
て
ぬ
夢
を
つ
む
ぐ
製
鉄
探
究
の
旅
は
、韓
国
か
ら
イ
ン
ド
、そ
し
て
中
東
ア
ジ
ア
の
地
へ
…
…
。長
い
歴
史
を
持
つ
土
地

〝
ト
ル
コ
〟で
出
会
っ
た
、古
代
の「
ル
ツ
ボ
製
錬
法
」に
そ
の
カ
ギ
を
見
出
さ
れ
る
日
本
刀
研
究
講
座
、第
３
弾
。

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。

ト
ル
コ
か
ら
イ
ン
ド
、中
国

へ
伝
わ
っ
た
ル
ツ
ボ
製
鉄

写
真
① 

名
刀
と
思
わ
れ
る
朝
鮮
刀
「
御
刀
」（
韓
国
中
央
博
物
館
に
て
。
２
０
１
７
／
10
月
、
著
者
撮
影
）。
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で
す
。
単
に
製
品
を
輸
入
し
た
だ
け
で
は
な

く
、
原
料
と
し
て
コ
バ
ル
ト
が
次
第
に
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
考
さ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、「
御
刀
」
に
コ
バ
ル
ト
が
ど
の

よ
う
に
合
金
さ
れ
た
の
か
、
確
証
を
得
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

三
、
日
本
の
コ
バ
ル
ト

　

そ
こ
で
日
本
の
《
製
陶
窯か

ま

メ
ー
カ
ー
》

「（
株
）
シ
ン
リ
ュ
ウ
」
代
表
取
締
役
の
小
澤

忠
氏
に
連
絡
を
取
り
、
コ
バ
ル
ト
で
色
付
け

さ
れ
る
陶
器
の
歴
史
に
つ
い
て
尋
ね
て
み
ま

し
た
。
筆
者
が
鉄
の
こ
と
で
わ
か
ら
な
い
時

に
い
つ
も
尋
ね
る
こ
と
に
し
て
い
る
方
で
す
。

　
小
澤
社
長
の
ご
教
示
に
よ
る
と
、
コ
バ
ル

ト
を
陶
器
に
用
い
る
技
術
は
中
東
か
ら
日
本

に
伝
わ
り
、
８
世
紀
頃
か
ら
色
が
見
ら
れ
る

よ
う
で
す
。
10
世
紀
、
11
世
紀
に
は
盛
ん
に

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
武
器

に
も
コ
バ
ル
ト
が
合
金
と
し
て
使
わ
れ
た
こ

と
を
同
氏
は
知
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ

に
つ
い
て
尋
ね
て
み
る
と
、
出
土
鉄
器
の
分

析
値
か
ら
だ
そ
う
で
す
。
10
世
紀
、
11
世
紀

と
い
え
ば
、
日
本
刀
が
形
成
さ
れ
た
年
代
に

当
た
り
ま
す
。

　
お
そ
ら
く
新
羅
（
あ
る
い
は
中
国
）
を
通

じ
て
コ
バ
ル
ト
が
日
本
に
移
入
さ
れ
、
陶
磁

器
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

残
念
な
が
ら
筆
者
の
所
蔵
す
る
文
献
に
は
、

コ
バ
ル
ト
を
刀
剣
に
用
い
た
論
文
や
分
析
値

は
見
当
た
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
『
み
ち
の
く
の
鉄
』
と
い
う
文
献
の
中
で

注
目
さ
れ
る
の
は
、
コ
バ
ル
ト
で
は
な
く
バ

ナ
ジ
ウ
ム
を
含
ん
だ
天
然
の
鉄
鉱
石
（
一

関
市
舞
川
白
山
鉱
山
）
を
使
っ
て
作
刀
し

た
京
都
三
条
の
小
鍛
冶
宗
親
（
近
）（
西
暦

９
８
７
年
頃
）
の
作
刀
集
団
の
例
が
あ
り
ま

し
た
（
田
口
勇
、
尾
崎
保
博
編
『
み
ち
の

く
の
鉄
』
35
頁
「
舞
草
の
鉄
鉱
石
」
参
照
）。

昭
和
20
年
に
東
北
鉱
山
局
に
お
い
て
白
山
鉱

山
の
鉱
石
を
分
析
し
た
結
果
、「
バ
ナ
ジ
ウ

ム
」
が
２・７
％
程
度
含
有
し
、
非
常
に
良

質
の
鉄
鉱
石
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で

し
た
（『
岩
手
県
鉱
山
誌
』
所
収
）。

　
京
都
の
鍛
冶
師
が
わ
ざ
わ
ざ
東
北
に
赴
い

た
の
に
は
、《
良
質
な
岩
鉄
鉱
石
を
求
め
る
》

と
い
う
理
由
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
、

結
果
的
に
バ
ナ
ジ
ウ
ム
を
含
ん
だ
鉄
鉱
石
を

採
掘
し
て
使
っ
た
よ
う
で
す
。
筆
者
も
こ
の

遺
跡
を
見
学
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
鉄

鉱
石
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
『
原
料
鉱
石
図
鑑
』
と
い
う
文
献
で

は
、
コ
バ
ル
ト
を
含
ん
だ
鉄
鉱
石
「
藍ら

ん

鉄て
っ

鉱こ
う

（Vivianite, Fe2P2O
8

・8H
2O

）」（
写
真

③
）
が
栃
木
県
足
尾
鉱
山
で
産
出
さ
れ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
製
錬
時
に
少
量
を
混

ぜ
て
使
用
す
れ
ば
不
可
能
で
は
な
い
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
酸
化
コ
バ
ル
ト
が
日

本
の
古
墳
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
移
入
さ
れ

て
盛
ん
に
使
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
当
時
試
験

的
に
製
錬
時
に
混
入
さ
せ
た
可
能
性
も
考
え

ら
れ
る
の
で
、
今
後
の
実
験
が
必
要
で
す
。

　
次
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
コ
バ
ル
ト
を

含
ん
だ
鉄て

っ

挺て
い

を
輸
入
し
て
使
っ
た
可
能
性
で

す
。

　

岩
手
県
立
博
物
館
は 

２
０
１
８
年
３
月

に
研
究
報
告
第
35
号
『
前
近
代
の
北
方
社
会

に
お
け
る
鉄
器
流
通
実
態
の
解
明
（
４
）
〜

列
島
内
鉄
生
産
関
連
遺
跡
出
土
資
料
と
の
比

較
検
討
〜
』
を
公
開
発
表
し
て
い
ま
す
が
、

こ
の
中
で
14
〜
19
世
紀
の
鉄
鍋
、
６
〜
13
世

紀
の
鉄
斧
、
９
〜
10
世
紀
の
鍬
先
、
８
〜
12

世
紀
の
鎌
、
９
〜
10
世
紀
の
釘
を
取
り
上
げ
、

三
成
分
比
（Cu, N

i, Co

）
を
比
較
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
鉄
器
の
流
通
を
解
明
し
て
い
る

の
が
興
味
を
引
き
ま
す
。

　

例
え
ば
調
査
し
た
茨
城
県
の
鹿
の
子
Ｃ

遺
跡
出
土
鉄
器
の
ほ
と
ん
ど
が
コ
バ
ル
ト

Co

が
１・５
２
〜
２・４
５
、
銅Cu
が
０
・

３
２
〜
０・
９
６
の
値
を
と
り
、
関
東
地
方

の
太
平
洋
に
面
し
た
地
域
か
ら
出
土
し
た
鎌

や
釘
に
近
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
鹿
の
子 

Ｃ
遺
跡
５
号
墳
の
金
具
は
コ
バ
ル
トCo

は

３・３
３
、
銅Cu

は
３・５
０
で
、
他
の
鉄

器
と
は
明
ら
か
に
三
成
分
比
が
異
な
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
大
陸
か
ら
（
原
料

鉱
石
あ
る
い
は
鉄
が
）
持
ち
込
ま
れ
た
可
能

性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
分
か
ら
な
い
点
が
あ
り
ま
す
。

刀
剣
研
磨
に
使
わ
れ
る
酸
化
コ
バ
ル
ト
は
い

つ
か
ら
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、

と
い
う
点
で
す
。

　
研
磨
は
単
に
刀
の
表
面
を
平
坦
に
す
る
の

み
な
ら
ず
、
折
り
返
し
の
線
を
際
立
た
せ
る

た
め
に
、
酸
化
鉄
や
酸
化
コ
バ
ル
ト
を
油
に

混
ぜ
て
刀
身
全
体
に
塗
り
、
刃
文
部
分
の
油

だ
け
を
ぬ
ぐ
い
取
っ
て
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
つ

け
て
い
ま
す
。
酸
化
コ
バ
ル
ト
を
使
う
よ
う

に
な
っ
た
理
由
と
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。

四
、
中
東
ト
ル
コ
で
の
調
査

　

２
０
１
７
年
10
月
の
韓
国
訪
問
の
お
り
、

写
真
② 

新
羅
時
代
に
ロ
ー
マ
帝
国
か
ら
入
っ
て
来
た
ガ
ラ
ス
製
品
（
上
写
真
：
韓
国
・
慶
州
の
新
羅
時
代
の
も
の
と
見
ら
れ
る
天
馬
塚
。

中
写
真
・
下
写
真
：
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
展
示
）。

写真③  藍鉄鉱 ( 原色鉱石図鑑 , 保育社 , 平成６年）。
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イ
ン
ド
へ
伝
わ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
彼
は

筆
者
の
質
問
に
答
え
な
が
ら
、
ル
ツ
ボ
を

使
っ
た
製
鋼
法
や
イ
ス
ラ
ム
刀
の
つ
く
り
方

を
詳
細
に
説
明
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
筆
者
は
確
認
し
な
が
ら
メ
モ
を
取
り
ま
し

た
が
、
従
来
の
謎
が
次
第
に
解
け
は
じ
め
、

心
が
躍
り
ま
し
た
。
彼
が
言
う
に
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
ル
ツ
ボ
法
の
歴
史
は
確
認

で
き
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
筆
者
の
頭
は

ル
ツ
ボ
製
錬
の
夢
で
一
杯
に
な
り
ま
し
た
。

六
、
ル
ツ
ボ
製
錬
の
歴
史

　
〝
ル
ツ
ボ
〟
製
鋼
は
、
５
世
紀
に
ト
ル
コ

領
だ
っ
た
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
フ
ァ
ル
ゴ

ナ
（Fargona City

）
と
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ

ン
の
メ
ル
ブ
（
マ
ー
ブ
、
マ
ル
グ
）（M

erv 
City

）
と
い
う
街
で
使
わ
れ
た
、
と
い
う
調

韓
国
人
の
ジ
ュ
ナ
ン
、
日
本
人
の
筆
者
で
、

ト
ル
コ
を
始
発
と
す
る
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
韓
国

（
新
羅
）、
日
本
へ
の
鉄
の
伝
播
ル
ー
ト
の
代

表
者
が
何
か
の
縁
で
集
ま
っ
た
よ
う
な
勉
強

会
に
な
り
ま
し
た
。

五
、
ル
ツ
ボ
製
錬
は
ト
ル
コ
で
始
ま
っ
た

　
や
が
て
現
れ
た
の
は
、
カ
ヤ
ハ
ン
・
ホ
ロ

ズ （Kayahan H
oroz

）
と
い
う
男
性
で
し

た
。
彼
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
技
術
者
で
あ
り
、

製
鉄
や
作
刀
を
本
業
に
し
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
実
際
に
自
分
で
鉄
を
作
り
、

作
刀
に
挑
戦
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
話

に
現
実
味
が
あ
り
、
筆
者
は
次
第
に
信
頼
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
筆
者
が
当
初
予
想
し
て
い
た
の
は
、
ト
ル

コ
の
ボ
ア
ズ
キ
ョ
イ
な
ど
か
ら
出
土
し
た
製

錬
滓さ

い

（
ス
ラ
グ
）
に
は
カ
ル
シ
ウ
ム
分
が
多

く
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
何
か
の
理
由
で
動

物
の
骨
な
ど
を
入
れ
た
タ
タ
ラ
製
鉄
と
推
定

し
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
彼
の
製
鉄
法

は
タ
タ
ラ
法
（
鉧け

ら

押
し
法
、
銑ず

く

押
し
法
）
で

は
な
く
、
坩ル

ツ
ボ堝
法
だ
っ
た
の
で
す
。
イ
ス
ラ

ム
刀
が
坩
堝
（
以
下
、「
ル
ツ
ボ
」
と
す
る
）

で
製
錬
さ
れ
た
ウ
ー
ツ
（
ウ
ー
ツ
鋼
＝
ダ
マ

ス
カ
ス
鋼
）
で
作
ら
れ
る
こ
と
は
予
想
だ
に

し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
筆
者
の
頭
は
少
し

混
乱
し
ま
し
た
。

　
カ
ヤ
ハ
ン
・
ホ
ロ
ズ
氏
の
説
明
に
対
す
る

最
初
の
質
問
は
、「
ウ
ー
ツ
は
イ
ン
ド
で
始

ま
り
ト
ル
コ
に
伝
搬
し
た
の
で
す
か
」
と
い

う
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
事
実
は

逆
だ
っ
た
の
で
す
。
彼
の
説
明
で
は
、
ル
ツ

ボ
製
錬
は
ト
ル
コ
領
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
か
ら

も
ら
え
な
い
で
し
ょ
う
か
？
」
と
丁
寧
に
頼

み
込
み
ま
し
た
。
し
か
し
、館
長
か
ら
は「
現

在
、
作
刀
し
て
い
る
人
は
い
ま
せ
ん
」
と
い

う
返
事
だ
っ
た
の
で
す
。
残
念
な
が
ら
、
こ

れ
が
ト
ル
コ
の
現
状
で
し
た
。
こ
れ
で
は
古

代
の
方
法
を
調
査
す
る
こ
と
は
到
底
お
ぼ
つ

か
な
い
と
思
わ
れ
、
落
胆
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
ん
な
筆
者
に
対
し
て
オ

マ
ー
ル
館
長
は
「
非
常
に
興
味
深
い
研
究
者

が
い
る
の
で
、
ご
希
望
な
ら
紹
介
し
ま
し
ょ

う
」
と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。「
ぜ
ひ
、
お

願
い
し
ま
す
」
と
い
う
と
、
そ
の
場
で
電
話

を
し
て
面
会
時
間
を
作
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

２
時
間
後
の
彼
の
昼
食
時
間
に
、
昼
食
を
取

り
な
が
ら
話
し
合
う
こ
と
に
し
て
く
れ
た
の

で
す
。
我
々
は
館
長
に
お
礼
を
申
し
上
げ
て

席
を
立
ち
、
レ
ス
ト
ラ
ン
に
向
か
い
ま
し
た
。

　
途
中
で
ブ
ル
ガ
リ
ア
か
ら
「
今
、
着
き
ま

し
た
」
と
言
っ
て
、
香
取
（
神
道
流
）
の
指

導
者
ザ
ハ
リ
・
ゲ
オ
ル
ギ
エ
フ
が
合
流
し
ま

し
た
。
ブ
ル
ガ
リ
ア
は
ト
ル
コ
に
接
す
る
隣

り
の
国
で
す
が
、
戦
争
の
歴
史
が
あ
る
の
で
、

筆
者
は
国
際
親
善
の
た
め
に
彼
を
ト
ル
コ
に

招
待
し
、
ト
ル
コ
で
香
取
神
道
流
の
指
導
を

さ
せ
る
こ
と
に
し
た
か
っ
た
の
で
す
。

　
つ
い
で
に
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
が
、
現

在
の
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
首
都
ソ
フ
ィ
ア
は
、
ト

ラ
キ
ア
ン
帝
国
、
東
ロ
ー
マ
帝
国
、
イ
ス
ラ

ム
に
よ
る
侵
略
時
代
の
首
都
だ
っ
た
歴
史
が

あ
り
、
ト
ル
コ
の
コ
バ
ル
ト
、
新
羅
の
ガ
ラ

ス
製
品
を
も
た
ら
し
た
ロ
ー
マ
時
代
と
非
常

に
関
係
が
深
か
っ
た
国
な
の
で
す
。

　
レ
ス
ト
ラ
ン
に
着
い
た
我
々
は
、
ト
ル
コ

人
の
ア
シ
ム
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
の
ザ
ハ
リ
、

中
東
ト
ル
コ
に
い
く
チ
ャ
ン
ス
が
訪
れ
ま
し

た
。
大
韓
合
気
道
連
盟
会
長
の
尹
大
玄
氏
か

ら
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
で
の
指
導
を
お
願
い
さ

れ
、
息
子
の
尹
ジ
ュ
ナ
ン
君
を
伴
っ
て
12
月

に
ト
ル
コ
で
筆
者
の
武
道
セ
ミ
ナ
ー
を
行
う

こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
の
機
会
を
利

用
し
、
中
東
ア
ジ
ア
の
刀
剣
界
の
現
況
を
調

査
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
の
状
況
を
簡

単
に
説
明
し
て
お
き
ま
す
。

　

ト
ル
コ
訪
問
前
に
、
門
人
の
ア
シ
ム

（Asım
 Ertürk

）
に
「
イ
ス
ラ
ム
刀
の
地
金

の
研
究
を
し
た
い
の
で
、
現
在
、
作
刀
し
て

い
る
刀
匠
が
居
れ
ば
、
ぜ
ひ
面
会
し
て
直
接

話
を
聞
き
た
い
の
で
、
ど
な
た
か
紹
介
し
て

も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
相
談
し
て
み

ま
し
た
。
ト
ル
コ
に
関
す
る
筆
者
の
知
識
は
、

全
く
ゼ
ロ
の
状
態
で
し
た
。

　
ト
ル
コ
に
到
着
し
た
翌
日
、
ア
シ
ム
は
筆

者
を
ミ
リ
タ
リ
ー
博
物
館
（M

ilitary M
us-

eum
 and Cultural Site Com

m
and

） 

に

案
内
し
て
く
れ
ま
し
た
。
館
長
の
オ
マ
ー

ル
・
フ
ァ
ル
ッ
ク
・
ア
ー
ス
ラ
ン
（O

m
er 

Faruk ARSLAN

）
と
い
う
大
佐
（Lt. Co-

lonel

）
に
筆
者
を
紹
介
し
て
く
れ
ま
し
た
。

「
イ
ス
ラ
ム
刀
の
地
金
に
つ
い
て
詳
し
く
知

り
た
い
の
で
、
是
非
ご
協
力
を
お
願
い
し
た

い
」
と
頭
を
下
げ
る
と
、
館
長
は
数
冊
の
図

録
を
持
っ
て
来
て
「
こ
れ
で
わ
か
り
ま
す

か
？
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
り
ま
し
た
。
筆
者
が

目
を
通
す
と
、
そ
れ
は
博
物
館
が
発
行
し
た

図
録
で
、
確
か
に
水
面
紋
様
な
ど
は
わ
か
る

も
の
の
、
印
刷
物
で
は
ど
の
よ
う
な
材
料
を

使
い
、
ど
の
よ
う
に
作
る
の
か
分
か
り
ま
せ

ん
。

　

そ
こ
で
、「
ど
な
た
か
刀
匠
を
紹
介
し
て

写真④  左からザハリ、筆者、カヤハーン・ホロズ、アシム、尹ジュンホワン。
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（
最
初
の
熱
処
理
。
筆
者
は
こ
の
熱
処
理
を

〝
焼
き
な
ま
し
〟
と
考
え
ま
し
た
が
、
ホ
ロ

ズ
氏
は
否
定
）。

八
、
作
刀
と
熱
処
理

⑬
伝
統
的
に
は
１
〜
２
週
間
か
け
て
素
延
べ

す
る
。
折
り
返
し
は
行
わ
な
い
。

⑭
素
延
べ
し
な
が
ら
熱
処
理
（
水
に
入
れ
る

ズ
ブ
焼
入
れ
）
を
５
〜
６
回
行
う
。

⑮
こ
の
鉄
を
加
熱
し
平
た
く
し
、
素
延
べ
だ

け
で
鍛
造
す
る
。

⑯
刀
剣
が
で
き
た
ら
６
５
０
℃
で
焼
入
れ
す

る
。
地
肌
が
現
れ
る
（
刀
身
の
焼
き
入
れ
は
、

６
５
０
℃
で
刀
身
全
体
に
焼
き
入
れ
す
る
と

の
こ
と
で
し
た
）。

　
以
上
が
カ
ヤ
ハ
ー
ン
・
ホ
ロ
ズ
氏
の
説
明

で
す
。

③
加
熱
す
る
窯
を
粘
土
で
作
る
。
煙
突
を
上

部
に
取
り
付
け
る
。
大
き
さ
は
、
木
材
と
坩

堝
を
数
段
に
重
ね
て
積
み
上
げ
る
大
き
さ
に

す
る
。
自
然
乾
燥
さ
せ
る
。

④
、
で
き
た
ル
ツ
ボ
を
木
材
の
上
に
乗
せ
る
。

そ
の
上
に
ま
た
木
材
を
載
せ
、
数
段
重
ね
る

（
図
①
）。

⑤
窯
の
上
に
土
を
か
ぶ
せ
る
。

⑥
下
か
ら
着
火
し
、
時
間
を
か
け
て
徐
々
に

温
度
を
上
げ
る
。

⑦
送
風
し
て
１
５
０
０
〜
１
６
０
０
℃
ま
で

上
げ
る
。
約
２
時
間
か
け
て
製
錬
す
る
。

⑧
一
日
か
け
て
空
冷
。

⑨
翌
日
、
穴
窯
を
壊
し
て
ル
ツ
ボ
を
取
り
出

す
。

⑩
ル
ツ
ボ
を
割
っ
て
中
の
鉄
塊
を
取
り
出
す

（
実
験
で
は
２
時
間
で
純
度
の
高
い
１・６
％

鋼
が
出
来
上
が
っ
た
そ
う
で
す
）。

⑪
複
数
の
鉄
塊
を
拳
サ
イ
ズ（
１
〜
２
キ
ロ
）

の
一
塊
に
ま
と
め
る
（
一
纏ま

と

め
に
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
高
炭
素
部
分
と
低
炭
素
部
分
が

微
妙
に
混
じ
り
あ
い
、
地
金
に
い
ろ
い
ろ
な

働
き
が
現
れ
る
と
推
定
さ
れ
ま
す
）。

⑫
鉄
塊
を
８
０
０
度
で
二
時
間
加
熱
す
る

き
入
れ
で
カ
ー
ボ
ン
ナ
ノ
チ
ュ
ー
ブ
（
炭
素

形
の
一
種
）
の
よ
う
な
「
折
れ
ず
、
曲
が
ら

ず
、
よ
く
切
れ
る
」
よ
う
に
す
る
熱
処
理
技

術
を
生
み
出
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の

技
術
が
各
地
に
伝
承
さ
れ
る
過
程
で
、
更
に

方
法
が
枝
分
か
れ
し
て
い
っ
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
ま
す
。

七
、
ル
ツ
ボ
の
作
り
方
と
製
錬
方
法

　
カ
ヤ
ハ
ン
・
ホ
ロ
ズ
氏
が
筆
者
に
説
明
し

た
製
錬
と
は
、
概
ね
次
の
と
お
り
で
す
（
次

頁
の
イ
ラ
ス
ト
を
参
照
）。

①
山
に
入
っ
て
、
ま
ず
粘
土
で
ル
ツ
ボ
を
作

る
。
ト
ル
コ
で
は
粘
土
の
中
に
干
し
草
を
入

れ
る
が
、
イ
ン
ド
で
は
カ
オ
リ
ン
を
入
れ
る

（
カ
オ
リ
ン
に
つ
い
て
シ
ン
リ
ュ
ウ
株
式
会

社
の
小
澤
社
長
に
尋
ね
る
と
、「
カ
オ
リ
ン

は
珪
酸
と
酸
化
ア
ル
ミ
か
ら
成
り
、
高
温
で

燃
料
灰
と
し
て
出
る
ソ
ー
ダ
や
ナ
ト
リ
ウ
ム

と
化
合
物
を
作
り
、
製
錬
か
す
と
し
て
ガ
ラ

ス
が
で
き
ま
す
。
ソ
ー
ダ
は
簡
単
に
言
う
と

ナ
ト
リ
ウ
ム
で
す
。
岩
塩
が
使
わ
れ
た
と
思

い
ま
す
」と
い
う
説
明
を
い
た
だ
き
ま
し
た
）。

　
ル
ツ
ボ
の
寸
法
は
定
か
で
は
な
い
が
、
イ

ン
ド
で
発
掘
さ
れ
た
ル
ツ
ボ
を
参
考
に
す
る

と
凡
そ
内
径
８
セ
ン
チ
、
厚
さ
１・
５
セ
ン

チ
、
高
さ
13
セ
ン
チ
（
写
真
⑤
）。
く
っ
つ

き
あ
わ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
外
側
半

分
に
小
粒
の
砕
石
を
つ
け
る
。
数
量
は
窯か

ま

に

入
る
数
量
に
し
、
で
き
た
ら
自
然
乾
燥
さ
せ

る
。

②
ル
ツ
ボ
の
中
に
純
度
の
高
い
鉄
鉱
石
を
入

れ
、
そ
の
上
に
干
し
草
を
入
れ
て
密
封
し
、

乾
燥
さ
せ
る
。

査
研
究
が
人
類
学
者Anna Feuerbach 

に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
注
１
。

　
筆
者
は
「Anna Feuerbach 

」
で
検
索

し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
注
２
で
彼
女
の
説
明
を
聞

き
ま
し
た
が
、「
坩
堝
法
で
得
た
鉄
で
製
作

し
た
ヤ
タ
ガ
ン
（
刀
剣
）
は
90
度
に
曲
げ
て

も
折
れ
ず
、
元
に
戻
る
」
と
述
べ
、
こ
の
技

術
が「
イ
ン
ド
や
中
国
な
ど
に
も
伝
わ
っ
た
」

と
英
語
で
説
明
し
て
い
ま
し
た
。

　
メ
ル
ブ
は
紀
元
前
６
世
紀
か
ら
ア
ケ
メ
ネ

ス
朝
ペ
ル
シ
ャ
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
オ
ア
シ

ス
都
市
と
し
て
繁
栄
し
始
め
た
の
で
、
シ
ル

ク
ロ
ー
ド
を
経
て
中
国
へ
も
伝
わ
っ
た
」
と

述
べ
て
い
ま
し
た
。
中
国
か
ら
朝
鮮
半
島
、

そ
し
て
日
本
に
伝
わ
り
、
そ
の
技
術
に
よ
っ

て
日
本
刀
が
形
成
さ
れ
た
可
能
性
が
で
て
き

ま
し
た
。

　
日
本
刀
で
は
、
現
在
一
回
の
土
取
り
焼
き

入
れ
が
主
流
で
す
が
、
古
代
に
は
数
回
の
ズ

ブ
焼
き
に
よ
る
熱
処
理
が
行
わ
れ
た
で
あ
ろ

う
と
筆
者
は
推
定
し
ま
し
た
。
日
本
刀
を
切

断
し
て
調
査
し
た
俵

た
わ
ら

国
一
博
士
は
「
三
段
業

法
」
と
い
う
言
葉
で
、
古
い
時
代
の
作
刀
に

お
い
て
数
回
の
焼
き
入
れ
が
行
わ
れ
た
可
能

性
を
指
摘
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

　
筆
者
は
カ
ヤ
ハ
ン
・
ホ
ロ
ズ
氏
か
ら
こ
の

熱
処
理
の
方
法
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

砂
鉄
製
錬
炉
の
方
法
が
理
解
で
き
れ
ば
ル
ツ

ボ
製
錬
は
も
っ
と
簡
単
に
で
き
る
の
で
、
失

わ
れ
た
古
刀
の
地
金
再
現
は
現
実
味
を
帯
び

て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
で
は
コ

バ
ル
ト
と
ル
ツ
ボ
製
錬
の
関
係
に
つ
い
て
は

全
く
思
い
つ
か
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
西
暦
５
世
紀
に
考
え
出
さ
れ
た
ル
ツ
ボ
製

錬
法
は
、
経
験
を
繰
り
返
す
中
で
数
回
の
焼

土
土

窯

窯

坩堝

窯

煙突

写
真
⑤ 

イ
ン
ド
で
発
掘
し
た
坩
堝
の
複
製(

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン

大
学
マ
ー
ク
・
ケ
ノ
イ
ヤ
ー
教
授
作
成
）。

図① 坩堝製錬する釜のイメージ（筆者作成）。
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よ
っ
て
、
最
高
の
美
術
刀
剣
を
再
現
す
る
方

法
を
想
定
し
て
み
ま
し
た
。
た
だ
、「
御
刀
」

の
よ
う
な
名
刀
は
、
数
千
本
あ
る
い
は
数
万

本
の
中
の
一
刀
で
あ
る
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
■

統
的
な
ト
ル
コ
刀

に
水
面
文
様
な
ど

の
美
し
さ
が
あ

る
こ
と
が
よ
く
わ

か
り
ま
す
が
、
水

面
文
様
は
バ
ナ
ジ

ウ
ム
鋼
だ
か
ら
現

れ
る
と
い
う
考
え

も
あ
る
よ
う
で
す
。

筆
者
に
は
、
ま
だ

確
認
で
き
ま
せ
ん
。

　

イ
ス
ラ
ム
刀
の

強
靭
性
は
、
こ
の

坩
堝
製
錬
と
焼
き

入
れ
に
よ
る
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
。

以
前
に
実
際
に
膝

に
当
て
て
90
度
以

上
に
折
り
曲
げ
た

こ
と
が
あ
る
の
で

よ
く
分
か
り
ま
す
。

十
一
、
今
後
の
実
験
課
題

　
今
後
の
課
題
を
挙
げ
て
本
稿
の
ま
と
め
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

①
純
度
の
高
い
鉄
鉱
石
を
日
本
で
探
す
こ
と
。

②
非
鉄
金
属
の
合
金
（
バ
ナ
ジ
ウ
ム
、
コ
バ

ル
ト
、
カ
ル
シ
ウ
ム
、
カ
オ
リ
ン
、
ナ
ト
リ

ウ
ム
等
）
を
使
っ
た
ル
ツ
ボ
製
錬
実
験
。

③
重
ね
の
薄
い
太
刀
の
形
成
。

④
作
刀
し
て
か
ら
の
熱
処
理
実
験
。

⑤
鉄
鉱
石
が
得
ら
れ
な
い
場
合
、
砂
鉄
鋼
を

代
替
え
と
し
て
使
用
で
き
る
か
の
実
験
。

　
以
上
、
ト
ル
コ
で
学
ん
だ
ル
ツ
ボ
製
錬
に

度
は
鉄
鉱
石
を
選
ぶ
こ
と
で
決
ま
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
現
在
の
日
本
で
そ
の
よ
う
な
鉄

分
含
有
率
の
高
い
も
の
を
探
す
こ
と
は
非

常
に
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
戦
時
中
に
鉄

が
使
い
果
た
さ
れ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、「
餅べ

ん

鉄て
つ

」
と
言
わ
れ
る
鉄
鉱
石
が
今
で

も
岩
手
県
で
少
量
入
手
で
き
ま
す
。
筆
者
は

漬
物
の
重
し
に
使
わ
れ
て
い
た
餅
鉄
を
入
手

し
、
実
験
す
る
予
定
で
す
。

十
、
ト
プ
カ
プ
宮
殿
博
物
館
の
刀
剣

　
ト
プ
カ
プ
宮
殿
博
物
館
を
訪
ね
る
と
、
伝

九
、
坩
堝
を
使
っ
た
合
金
の
可
能
性

　
本
稿
で
は
、
品
質
を
左
右
す
る
要
因
と
し

て
の
非
鉄
金
属
と
鋼
と
の
合
金
を
、
ル
ツ
ボ

製
錬
で
行
え
る
と
い
う
可
能
性
に
つ
い
て
考

察
し
ま
し
た
。

　
つ
ま
り
鋼
と
そ
れ
以
外
の
非
鉄
金
属
と
の

合
金
で
す
。
鋼
と
酸
化
コ
バ
ル
ト
を
坩
堝
法

で
合
金
で
き
れ
ば
、
韓
国
中
央
博
物
館
で
見

た
「
御
刀
」
の
再
現
は
可
能
だ
と
考
え
ま
す
。

坩
堝
な
ら
合
金
し
や
す
い
か
ら
で
す
。

　
ル
ツ
ボ
製
錬
で
は
、
出
来
上
が
る
鉄
の
純

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

土
土

窯

窯

坩堝

窯

煙突

鉄鉱石 (Iron ore)
（鉄分 80%）??

坩堝製錬  
Crucible Smelting
1500～1600 ℃
２時間 (2 hours)

炭素 1.8%鋼
Carbon 1.8 steel

炭素 0.6%鋼
Carbon 0.6 steel

干し草
Dried grass

熱処理 800℃/2 h
Heat treatment
Decarbonization
脱炭 50%- 70%

トルコ式　本３枚
Turkish style 
sword making

厚板
Thick steel

薄板 thin steels

素延べ（折り返ししない）

インド式作刀法
Indian style
Sword making

作刀後
650℃で
焼き入れ
５回繰り返す

スラグ
Slag

筆者推定
Author’ s presume

素延べ

1～2 kg

例例

図②
ルツボ製錬法

写真⑦ 低炭素による砂流しのように見える
地鉄（トプカプ宮殿博物館にて筆者撮影）。

《追記》
刀剣の非鉄金属介在物と

非金属介在物
参考までに非鉄金属の分類を掲載しておきます。
○️軽金属：アルミニウム、、マグネシウム、ナトリウム、カリウム、カ
ルシウム、リチウム、チタン。
○️ベースメタル：銅、スズ、亜鉛、鉛。
○️レアメタル：ニッケル、クロム、マンガン、モリブデン、タングステ
ン、ビスマス、カドミウム、コバルト。
○️レアアース：セリウム、ネオジム、プラセオジム。
　この他にバナジウムや非金属介在物のリン（Ｐ）、硫黄（Ｓ）、その
他。の含有率などによって、刀剣の品質が左右されると考えられていま
す。しかし、鉱滓にも良性と悪性があります。
　何れにしても、古代の日本刀の合金については文献が少ないようです。


