
彫
刻
刀
の
製
作
工
程

火ほ

ど床
に
入
れ
て
１
０
０
０
度
～

１
２
０
０
度
に
赤
め
た
地
鉄
と
鋼

を
、
叩
い
て
接
着
し
ま
す
。「
鋼

は
焼
き
を
入
れ
る
と
硬
く
な
り
、

研
い
で
い
く
と
薄
く
な
っ
て
鋭
利

な
刃
に
な
り
ま
す
」。
接
着
し
た

素
材
を
さ
ら
に
叩
い
て
薄
く
延
ば

し
、
彫
刻
刀
の
サ
イ
ズ
に
整
え
て

焼
き
入
れ
を
し
ま
す
。「
鉄
の
加

工
で
は
温
度
の
見
分
け
方
が
す
ご

く
大
事
。
温
度
は
自
分
の
目
で
見

て
判
断
し
ま
す
。
温
度
が
適
温
か

ら
外
れ
る
と
、
硬
く
な
っ
て
割
れ

て
し
ま
っ
た
り
、
逆
に
も
ろ
く
な

っ
て
し
ま
う
。
高
す
ぎ
て
も
低
す

ぎ
て
も
ダ
メ
で
す
。
そ
の
た
め
、

焼
き
入
れ
は
目
が
疲
れ
て
い
な
い

早
朝
に
、
周
囲
を
暗
く
し
て
行
っ

て
い
ま
す
。
８
０
０
度
前
後
が
ベ

ス
ト
な
温
度
。
誤
差
は
20
～
30
度

の
範
囲
内
で
す
」。
焼
き
入
れ
を

し
て
赤
め
直
し
た
素
材
を
、
白
く

な
る
ま
で
焼
い
た
藁わ

ら
ば
い灰
の
中
に
入

れ
て
、
一
昼
夜
か
け
て
ゆ
っ
く
り

冷
ま
し
て
軟
ら
か
く
し
ま
す
。

翌
日
、
藁
灰
か
ら
取
り
出
し
た

素
材
を
ま
っ
す
ぐ
に
打
ち
直
し

ま
す
。
そ
の
素
材
を
研
磨
し
て
、

『
彫
刀
晟
』
の
刻
印
を
打
ち
ま
す
。

刻
印
を
打
っ
た
あ
と
、
雄
型
と
雌

型
を
使
用
し
て
徐
々
に
曲
げ
て

ア
ー
ル
を
出
し
ま
す
。
ア
ー
ル
を

出
し
た
素
材
を
鉄
や
す
り
で
磨

き
、
彫
刻
刀
の
形
を
作
っ
て
い
き

ま
す
。

翌
日
、
余
分
な
部
分
を
削
っ
た

素
材
に
砥と

の
粉こ

（
砥と

い
し石
を
削
っ
た

粉
）
を
付
け
て
乾
か
し
た
あ
と
、

火
床
に
入
れ
て
焼
き
入
れ
を
し
ま

す
。「
1
本
の
彫
刻
刀
を
作
る
の

に
、
最
低
で
も
3
日
は
か
か
る
ん

で
す
」。
そ
の
素
材
を
鉄
の
粉
で

磨
い
た
あ
と
、
グ
ラ
イ
ン
ダ
ー
と

砥
石
で
研
磨
し
て
刃
付
け
し
、
最

後
に
、
刃
に
柄
を
付
け
て
完
成
。

親
父
は
ヒ
ー
ロ
ー
だ
っ
た

彫
刻
刀
鍛
冶
職
人
の
小
倉
成な

る
と
し年

さ
ん
と
弟
の
小
倉
一か

ず
の
り哲

さ
ん
。
亡

き
父
・
晟あ

き
ら

さ
ん
が
一
代
で
築
き
上

げ
た
小
倉
彫
刻
刃
物
製
作
所
で
、

父
か
ら
受
け
継
い
だ
『
彫ち

ょ
う
と
う
せ
い

刀
晟
』

の
銘
を
守
り
ま
す
。

父
・
晟
さ
ん
は
昭
和
初
期
に
生

ま
れ
、
14
歳
の
と
き
に
、
現
在
の

彫
刻
刀
の
基
礎
を
築
い
た
と
言
わ

れ
る
滝
口
宇
之
吉
の
元
に
弟
子
入

り
。
や
が
て
職
長
に
な
り
、
職
人

た
ち
を
ま
と
め
上
げ
る
姿
は
、
成

年
さ
ん
と
一
哲
さ
ん
兄
弟
の
憧
れ

で
し
た
。「
小
学
生
の
頃
か
ら
親

父
を
手
伝
っ
て
い
ま
し
た
。
後
を

継
い
だ
の
は
親
父
が
仕
事
を
し
て

い
る
姿
が
格
好
よ
か
っ
た
か
ら
。

ヒ
ー
ロ
ー
だ
っ
た
ん
で
す
」
と
成

年
さ
ん
。
お
客
さ
ん
が
研
ぎ
直
し

の
た
め
に
持
ち
込
ん
だ
彫
刻
刀
が
、

晟
さ
ん
が
作
っ
た
物
と
い
う
こ
と

も
あ
る
そ
う
。「
こ
れ
本
当
に
切
れ

味
が
い
い
ん
だ
よ
な
ん
て
褒
め
ら

れ
る
と
、
う
れ
し
く
な
り
ま
す
」。

今
ま
で
に
な
い
刃
物
の
依
頼
も
、

二
人
で
と
こ
と
ん
考
え
、
そ
の
要

望
に
応
え
て
い
る
と
の
こ
と
。
こ

れ
ま
で
に
製
作
し
た
彫
刻
刀
は
、

３
０
０
０
種
類
に
も
及
び
そ
の
一

つ
一
つ
を
記
録
に
残
し
て
い
る
そ

う
で
す
。

小倉彫刻刃物製作所
工房
住所：越谷市大成町6-340
☎ ：985－2610
ギャラリー
住所：越谷市登戸町7-26
☎ ：985－5017
ギャラリーでは、彫刻刀の研ぎ方教
室や木彫り教室を開催しています

地
鉄
と
鋼
に
命
を
吹
き
込
む
越
谷
の
匠

じ
が
ね

は
が
ね

　
日
光
街
道
の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
た

越
谷
で
は
、
江
戸
時
代
以
降
さ
ま
ざ
ま

な
手
工
芸
品
が
生
ま
れ
、
全
国
へ
と
そ

の
名
を
広
め
て
い
き
ま
し
た
。

　
そ
の
一
つ
に
、
小
倉
彫
刻
刃
物
製
作

所
が
製
作
す
る
彫
刻
刀
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
切
れ
味
と
、
刀
の
も
ち
の
良
さ

は
、
全
国
の
仏
師
や
、
職
人
か
ら
多
く

の
支
持
を
得
て
い
ま
す
。

⑥⑦�雄型と雌型を使用して徐々
に曲げてアールを出します。
作業は2人で行います

� 右：成年さん、左：一哲さん

⑧�鉄やすりで磨き、彫刻刀の形を
作っていきます

⑨�砥石で研磨して刃を付けます

⑩完成した彫刻刀

①火床に入れて赤めた地鉄と鋼を叩いて接着します　②接着した素材をさらに叩いて薄く延ばします
③延ばした素材を彫刻刀のサイズに整えます　④藁灰から取り出した素材をまっすぐに打ち直します
⑤『彫刀晟』の刻印を打ちます

①

②③⑤

④

⑥⑧⑨

⑩ ⑦
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