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日
本
刀
と
は
、
砂
鉄
を
も
と
に
し
た
玉
鋼

た
ま
は
が
ね

を
素
材

に
、
折
り
返
し
鍛
造
法
に
よ
る
鍛
造
で
刀
身
と
茎

な
か
ご

が

一
体
整
形
さ
れ
た
反
り
の
あ
る
片
刃
の
独
特
の
刀

だ
。
古
来
、
山
城
、
大
和
、
備
前
、
相
州
（
相
模
）
、

美
濃
の
五
つ
の
地
方
で
と
く
に
栄
え
、「
五
箇
伝

ご

か

で

ん

」と

し
て
技
法
が
継
承
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
古
代
か
ら

あ
る
も
の
の
、
鎌
倉
時
代
か
ら
南
北
朝
に
か
け
て
の

刀
が
姿
や
風
格
と
も
に
最
高
と
さ
れ
て
い
る
。
備
前

伝
の
技
法
を
継
承
す
る
長
野
県
在
住
の
宮
入
法
廣

師
に
師
事
し
、
独
立
し
て
東
近
江
市
内
に
鍛
刀
場
を

開
き
、
毎
年
、
新
作
名
刀
展
で
受
賞
し
て
い
る
気
鋭

の
刀
剣
作
家
・
北
川
正
忠
さ
ん
（
38
）
を
訪
ね
、
刀

に
か
け
る
意
気
込
み
を
聞
い
た
。

ー
ー
大
学
で
は
映
像
を
学
ば
れ
た
そ
う
で
す
ね
。

刀
剣
を
志
す
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
。

「
そ
れ
ま
で
は
写
真
家
を
目
指
し
て
い
ま
し
た
。

で
も
卒
業
に
あ
た
り
、
映
像
と
は
違
う
何
か
を
、

と
模
索
を
始
め
た
の

で
す
。
そ
ん
な
頃
、

テ
レ
ビ
で
刀
鍛
冶
を

見
て
、
修
業
し
て
資

格
を
と
る
と
い
う
世

界
に
引
き
つ
け
ら

れ
、
こ
れ
だ
と
思
い

ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ

と
調
べ
て
、
師
匠

（
宮
入
）
に
弟
子
入

り
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
刀
鍛
冶
の
修
業
と
い
う
の
は
、
弟
子

入
り
後
、
独
り
立
ち
す
る
ま
で
に
平
均
し
て
７
、

８
年
か
か
り
ま
す
が
修
業
期
間
中
は
無
給
、
ま

た
、
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
で
き
る
よ
う
な
生
や
さ

し
い
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
師
匠
か
ら
も
『
刀

が
売
れ
る
時
代
で
も
な
く
、
大
変
だ
け
れ
ど
も
、

聞
き
手
・
植
田
　
耕
司

写
　
真
・
長
井
　
泰
彦

●

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

う
み湖
と
生
き
る

鎌
倉
・
南
北
朝
期
を
目
標
に

風
格
あ
る
日
本
刀
を
目
指
す

新
進
気
鋭
の
刀
剣
作
家北

川
　
正
忠
さ
ん

きたがわ　まさただ　本名　北川哲士（てつし）

・１９７９年大津市生まれ、東近江市八日市育ち
・２００２年、大阪芸術大学写真学科卒業
・同年、宮入法廣師に師事
・２０１０年、刀剣作家として独立
新作名刀展優秀賞、努力賞などを毎年受賞
滋賀県「おうみ若者マイスター」認定
五個荘地区まちづくり協議会「ふるさと輝き大賞」受賞
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そ
れ
で
も
や
る
気
が
あ
る
な
ら
教
え
て
あ
げ
る
』

と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
高
校
の
体
育
教
師

だ
っ
た
父
が
剣
道
を
し
て
お
り
、
刀
に
関
心
を
持

っ
て
い
て
、
『
応
援
し
て
や
ろ
う
』
と
理
解
を
示

し
て
く
れ
た
の
で
、
思
い
切
っ
て
長
野
県
の
師
匠

の
と
こ
ろ
に
行
っ
た
の
で
す
」

ー
ー
刀
鍛
冶
の
修
業
は
や
は
り
大
変
で
し
ょ
う
ね
。

「
刀
鍛
冶
と
い
う
と
、
刀
を
鍛
錬
す
る
師
匠
の
前

で
、
二
、
三
人
の
弟
子
が
向
こ
う
槌
を
交
互
に
振

り
下
ろ
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
び
ま
す
が
、

鞴
ふ
い
ご

で
燃
や
す
炭
を
細
か
く
切
る
作
業
な
ど
、
鍛
造

に
至
る
工
程
が
も
の
す
ご
く
多
く
て
大
変
で
す
。

刀
を
打
ち
終
わ
っ
て
か
ら
も
仕
上
げ
の
作
業
が

あ
り
、
息
の
長
い
工
程
で
す
が
そ
れ
で
も
最
初
の

１
年
は
掃
除
や
雑
作
業
で
明
け
暮
れ
ま
し
た
ね
。

工
房
は
上
田
市
に
近
い
東
御
市
の
山
間
部
に
あ

り
、
工
房
の
近
く
に
あ
る
一
軒
家
が
弟
子
の
生
活

の
場
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
私
も
二
人
の
兄
弟
子

に
ま
じ
り
、
そ
こ
で
共
同
生
活
を
始
め
た
の
で

す
。
コ
ン
ビ
ニ
ま
で
車
で
10
分
ぐ
ら
い
か
か
る
山

の
中
で
す
か
ら
、
食
料
や
身
の
回
り
の
買
い
出
し

以
外
は
、
ほ
ぼ
刀
づ
く
り
を
考
え
る
生
活
で
し

た
。朝

７
時
ご
ろ
、
仕
事
場
に
行
っ
て
準
備
を
し
、

昼
食
を
は
さ
ん
で
夕
方
ま
で
続
け
て
、
掃
除
を
し

て
終
わ
る
の
で
す
が
、
夕
食
後
の
午
後
７
時
半
ご

ろ
、
ま
た
、
工
房
に
行
っ
て
刀
作
り
の
仕
事
の
練

習
な
ど
を
す
る
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
師
匠
が

練
習
ぶ
り
を
見
て
く
れ
て
い
て
、
そ
の
次
の
日
に

練
習
し
た
と
こ
ろ
を
実
際
に
使
っ
て
く
れ
る
こ
と

が
あ
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
手
伝
わ
せ
て
み
て
ダ

メ
だ
と
当
分
、
声
を
か
け
て
も
ら
え
な
い
、
だ
か

ら
、
必
死
で
し
た
ね
。
こ
う
し
て
、
師
匠
や
先
輩

の
動
き
や
技
を
盗
み
、
学
び
な
が
ら
長
い
刀
鍛
冶

の
工
程
を
一
つ
一
つ
覚
え
て
い
っ
た
の
で
す
」

「
こ
う
し
た
修
業
を
最
低
４
年
や
る
と
、
文
化
庁

が
年
に
１
回
実
施
し
て
い
る
研
修
会
を
受
け
る
資

格
が
で
き
ま

す
。
と
い
っ

て
も
師
匠
が

許
し
て
く
れ

な
い
と
参
加

で
き
ま
せ
ん

が
、
こ
れ
が

『

実

地

試

験
』
に
な
っ

て
い
る
の
で

す
。
こ
れ
に

合

格

す

る

と
、
お
礼
奉

公
を
あ
と
１
年
や
っ
て
修
業
が
終
わ
る
、
つ
ま

り
、
独
立
す
る
ま
で
最
低
６
年
は
か
か
る
の
で

す
。
私
の
場
合
は
、
平
成
14
年
に
弟
子
入
り
し
、

平
成
22
年
に
独
立
し
た
の
で
丸
８
年
か
か
っ
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。
独
り
立
ち
の
時
、
師
匠
か
ら

『
修
業
の
時
の
方
が
楽
だ
ぞ
、
こ
れ
か
ら
が
大

変
』
と
の
言
葉
を
頂
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
鍛
造
の
時
に
弟
子
が
振
り
下
ろ
す

向
こ
う
槌
で
す
が
、
一
挺
５
～
７
㌔
は
あ
り
、
重

た
く
て
体
力
が
い
り
ま
す
し
、
な
か
な
か
大
変
で

す
。
師
匠
の
指
示
し
た
と
こ
ろ
に
正
確
に
打
た
な

い
と
叱
ら
れ
ま
す
の
で
、
常
日
頃
か
ら
丸
太
を
叩

い
て
練
習
し
ま
し
た
。
今
は
電
動
の
ス
プ
リ
ン
グ
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ハ
ン
マ
ー
が
あ
り
、
師
匠
宅
に
も
２
台
あ
り
、
弟

子
が
い
な
く
て
も
一
人
で
鍛
造
で
き
る
の
で
す
。

そ
れ
を
や
ら
せ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
師

匠
が
何
を
求
め
て
い
る
か
を
感
じ
、
ま
た
、
間
合

い
や
ポ
イ
ン
ト
を
肌
で
知
る
、
教
育
の
場
に
な
っ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
す
」

日
本
刀
は
、
（
玉
鋼
を
）
折
り
返
し
鍛
錬
で
鉄

の
中
に
含
ま
れ
る
鉱
滓
を
叩
き
出
し
、
純
粋
な
鋼

か
ら
な
る
皮
金

か
わ
が
ね

を
調
整
し
た
後
、
こ
の
堅
い
皮
表

で
軟
ら
か
い
芯
金

し
ん
が
ね

を
包
む
よ
う
に
し
て
刀
身
の
造

り
込
み
を
行
う
。
こ
の
後
、
さ
ら
に
地
鉄
を
素
延

べ
し
て
形
を
整
え
て
打
ち
延
ば
し
、
最
後
に
刀
身

に
焼
刃
土
を
塗
布
し
て
土
取
を
行
い
、
焼
き
を
入

れ
る
。
（
一
部
略
）
焼
入
り
の
後
は
刀
工
自
ら
が

荒
研
ぎ
程
度
で
刀
身
の
研
磨
を
行
い
、
姿
（
体

配
）
を
整
え
た
上
で
各
部
の
肉
置
き
を
決
め
る
。

目
釘
穴
が
開
け
ら
れ
、
茎
の
表
裏
に
刀
匠
銘
な
ど

が
切
ら
れ
て
仕
上
げ
ら
れ
る
。

（
『
人
間
国
宝
事
典
工
芸
技
術
編
』
よ
り
）

同
時
に
、
北
川
さ
ん
か
ら
参
考
資
料
と
し
て
い

た
だ
い
た
「
日
本
刀
製
作
工
程
」
を
も
と
に
し
た

表
を
掲
げ
る
。

ー
ー
と
こ
ろ
で
、
刀
剣
作
家
と
し
て
北
川
さ
ん
が

求
め
る
も
の
、
目
指
す
も
の
は
何
で
す
か
。

「
日
本
刀
は
、平
安
時
代
中
期
以
前
の
も
の
を
上
古

刀
、平
安
末
期
か
ら
室
町
時
代
後
期
ま
で
を
古
刀
、桃

山
・
江
戸
時
代
の
元
禄
ご
ろ
ま
で
の
を
新
刀
、
江
戸

時
代
後
半
の
を
新
々
刀
、
明
治
以
降
を
現
代
刀
と
呼

ん
で
い
ま
す
。
が
、
鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
の
名
刀
が

技
術
の
高
さ
や
品
格
な
ど
群
を
抜
い
て
い
ま
す
。
私

も
こ
の
鎌
倉
・
南
北
朝
の
名
刀
に
引
か
れ
て
こ
の

世
界
に
入
っ
た
の
で
、
そ
の
域
に
で
き
る
だ
け
近
付

き
た
い
と
思
っ
て
刀
造
り
を
し
て
い
ま
す
。

た
だ
、刀
を
一
振
り
造
る
の
は
な
か
な
か
並
大
抵
の

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
美
術
品
で
あ
る
と
同
時
に

武
器
で
も
あ
る
の
で
、
造
る
と
き
は
１
本
１
本
、
作

刀
申
請
書
を
提
出
し
て
造
り
ま
す
。
先
に
話
し
た
よ

う
に
ス
プ
リ
ン
グ
ハ
ン
マ
ー
が
あ
り
、
鞴
も
一
人
で

操
作
で
き
る
の
で
、
刀
剣
造
り
は
一
人
で
で
き
ま
す

が
、
半
面
、
時
間
が
か
か
る
孤
独
な
作
業
で
、
一
人

日
本
刀
の
製
作
工
程

１
　
水
減べ

し
・
小
割
り

玉
鋼
を
加
熱
し
て
、厚
さ
５
㍉
程
度
に
延
ば
す
。最
後
に

薄
く
し
た
玉
鋼
を
加
熱
し
、水
に
入
れ
て
急
冷
す
る
。こ

れ
を
２
～
２
・
５
㌢
に
割
っ
て
、
硬
い
部
分
と
柔
ら
か

い
部
分
に
選
別
す
る
。

２
　
積
み
沸
か
し

小
割
り
に
し
た
玉
鋼
を
テ
コ
皿
の
上
に
積
み
重
ね
て
和

紙
で
く
る
む
。
こ
の
状
態
で
わ
ら
灰
と
粘
土
を
か
け
て

か
ら
、
ホ
ド
（
火
床
）
の
中
で
鍛
着
す
る
温
度
ま
で
加
熱

す
る
。

３
　
鍛
錬

積
み
沸
か
し
で
鍛
着
し
た
玉
鋼
を
、
延
ば
し
て
は
折
り

返
す
作
業
を
12
回
か
ら
14
回
行
う
。
こ
の
工
程
で
鋼
に

粘
り
を
出
し
、
炭
素
量
を
均
一
に
し
て
鉱
滓
を
抜
き
出

す
。
玉
鋼
の
硬
い
部
分
を
皮
鉄
に
柔
ら
か
い
部
分
を
心

鉄
に
す
る
。

４
　
造
り
込
み

心
鉄
に
皮
鉄
を
く
る
む
よ
う
に
し
て
鍛
着
さ
せ
て
延
ば

し
て
い
く
。
外
側
は
硬
く
中
は
柔
ら
か
く
す
る
こ
と
で

折
れ
に
く
く
す
る
。

５
　
素
延
べ
・
火
造
り

造
り
込
み
が
終
わ
っ
た
鉄
を
平
た
く
延
ば
し
な
が
ら
、

刃
側
を
金
槌
で
叩
き
、
日
本
刀
の
形
に
し
て
い
く
。

６
　
生
仕
上
げ

打
ち
出
し
た
日
本
刀
を
セ
ン
・
ヤ
ス
リ
・
砥
石
な
ど
で

形
を
整
え
る
。

７
　
土
置
き
・
焼
き
入
れ

刀
身
に
焼
き
刃
土
を
塗
り
、加
熱
し
て
か
ら
水
で
急
冷
す

る
。
硬
く
し
た
い
部
分
（
刃
側
）
は
土
を
薄
く
塗
り
、
そ

の
他
を
厚
く
塗
る
。
土
の
厚
み
の
境
界
が
刃
文
と
な
る
。

８
　
修
正
・
鍛
冶
研
ぎ

焼
き
入
れ
後
、反
り
・
曲
が
り
・
ね
じ
れ
を
修
正
し
、砥

石
で
刀
身
の
形
を
整
え
る
。

９
　
茎
（
な
か
ご
、
中
心
）
仕
立
て
、
銘
切
り

茎
に
ヤ
ス
リ
を
か
け
て
、
最
後
に
銘
を
入
れ
る
。
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で
も
が
い
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

刀
剣
の
場
合
、
実
は
ほ
か
の
伝
統
工
芸
な
ど
と
違

っ
て
、
美
術
展
や
伝
統
工
芸
展
の
よ
う
に
作
品
を
披

露
す
る
場
が
な
く
、
あ
る
の
は
現
代
刀
職
展
な
ど
三

つ
ほ
ど
の
コ
ン
ク
ー
ル
ぐ
ら
い
で
す
。
自
分
の
技
量

が
ど
の
程
度
な
の
か
目
安
に
な
る
の
で
、私
も
毎
回
、

挑
戦
し
て
い
ま
す
が
、
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
行
か

な
い
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。
（
独
立
し
て
）
最

初
に
仕
上
げ
た
刀
は
新
作
名
刀
展
で
優
秀
賞
を
頂

き
、父
親
の
知
り
合
い
の
方
に
買
っ
て
い
た
だ
き
、ほ

っ
と
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
周
り
の
方
に
支
え
ら
れ

て
造
っ
て
い
ま
す
。

思
い
悩
む
こ
と
も
多
い
で
す
が
、名
品
と
さ
れ
る
刀

と
は
差
が
あ
り
す
ぎ
ま
す
の
で
そ
の
分
、
工
夫
し
た

り
す
る
余
地
も
多
い
。
少
し
ず
つ
で
も
精
進
し
て
多

く
の
人
に
美
術
品
と
し
て
親
し
ん
で
も
ら
え
る
刀

を
造
っ
て
い
き
た
い
で
す
ね
」

ー
ー
最
後
に
、
刀
の
見
か
た
な
ど
美
術
品
と
し
て
の
基
本

を
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

「
刀
身
が
２
尺
（
60
㌢
）
以
上
を
太
刀
・
刀
、
１
尺

か
ら
２
尺
を
脇
指
、１
尺
以
下
を
短
刀
と
い
い
ま
す
。

太
刀
は
左
の
腰
に
刃
を
下
に
向
け
て
佩
く
（
紐
で
腰

に
つ
る
す
）
、
刀
は
腰
の
帯
に
刃
を
上
に
し
て
差
す
、

と
様
式
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。

刀
を
見
る

と
き
は
ま
っ

す
ぐ
に
立
て

て
ま
ず
姿
を

見
て
、
次
に

地
鉄
を
、
最

後
に
光
に
透

か
し
て
刃
文

を
み
ま
す
。

姿
・
形
、
地

鉄
、
刃
文
の

三
つ
が
ポ
イ

ン
ト
で
す
。

研
ぎ
澄
ま
さ

れ
た
刀
身
、
一
振
り
一
振
り
違
う
刃
文
の
面
白
さ
な

ど
十
分
に
楽
し
ん
で
頂
け
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
日
本

刀
を
観
賞
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
」

参
考

北
川
さ
ん
が
講
師
を
務
め
る
「
刀
剣
の
美

鑑
賞
の
ツ
ボ
」
が
11
月
～
12
月
に
東
近
江
市
近
江
商

人
博
物
館
（
Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
７
４
８
ー
４
８
ー
７
１
０
１
）

で
あ
る
。11
月
17
日（
土
）＝
講
座
、12
月
１
日（
土
）＝

鍛
刀
場
見
学
会
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
お
り
、
定
員

制
・
有
料
。
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
は
10
月
下
旬

頃
に
な
る
。

鍛刀（東近江市近江商人博物館提供）


