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鍛
金
は
彫

ち
ょ
う

金き
ん
※
２、
鋳ち

ゅ
う

金き
ん
※
３に
並
ぶ
金
工
技
術
の
１

つ
で
あ
り
、
金
属
の
展て

ん

性せ
い

や
延え

ん

性せ
い

を
利
用
し
て
加

工
し
、
工
芸
品
を
作
る
技
法
で
す
。
　

　
燕
の
鎚
起
銅
器
は
、
約
２
０
０
年
ほ
ど
前
か
ら

鍛
金
技
法
の
ひ
と
つ
で
あ
る
鎚
起
に
よ
っ
て
製
作

が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
一
枚
の
銅
板

を
金
鎚
や
木
槌
を
用
い
て
打
ち
延
ば
し
た
り
、
打

ち
縮
め
た
り
し
な
が
ら
器
を
作
り
上
げ
る
技
術
で

す
。

　
例
え
ば
、
ひ
と
つ
の
薬や

罐か
ん

を
製
作
す
る
だ
け
で

も
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
金
鎚
、
木
槌
を
使
い
分
け

ま
す
。
さ
ら
に
、
成
形
時
に
銅
器
を
引
っ
掛
け
る

鳥と
り

口ぐ
ち

と
い
う
道
具
（
当あ

て
金が

ね
）
だ
け
で
も
30
種
ほ

ど
必
要
と
し
ま
す
。
ま
た
、
銅
は
叩
く
と
硬
く

な
る
の
で
、
火
の
中
で
柔
ら
か
く
す
る
「
焼や

き
鈍な

ま

し
」
を
繰
り
返
し
な
が
ら
の
作
業
と
な
り
ま
す
。

そ
の
後
、
着
色
や
艶つ

や

出
し
な
ど
の
工
程
を
経
て

完
成
し
ま
す
。

　
今
年
、
玉た
ま

川が
わ

宣の
り

夫お

さ
ん
は
、「
重
要
無
形
文

化
財
『
鍛た

ん

金
き
ん
※
１』
保
持
者
」（
人
間
国
宝
）
に
認

定
さ
れ
て
か
ら
10
年
の
節
目
を
迎
え
ま
し
た
。

そ
れ
を
記
念
し
、
燕
市
産
業
史
料
館
で
、
特
別

展
を
開
催
し
ま
す
。

　
今
号
で
は
、
玉
川
さ
ん
を
語
る
上
で
欠
か
す

こ
と
の
で
き
な
い
鎚つ
い

起き

銅ど
う

器き

と
木も
く

目め

金が
ね
、
そ
し

て
人
間
国
宝
認
定
10
周
年
を
迎
え
た
玉
川
さ
ん

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

鎚
起
銅
器
に
つ
い
て
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木
目
金
と
は
、
異
な
る
数
種
類
の
金
属
板
を

何
十
枚
も
層
状
に
積
み
重
ね
、
鎔よ
う

着ち
ゃ
くし
た
金
属

塊
を
板
状
に
延
ば
し
、
そ
の
表
面
を
削
る
こ
と

で
模
様
を
作
り
、
打
ち
延
ば
し
て
い
く
技
法
で

す
。
こ
の
時
に
で
き
る
斑は

ん

紋も
ん

模
様
が
、
木
目
の

よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
木
目
金
と
呼
ば
れ
ま

す
。
銀
や
銅
の
合
金
を
総
称
し
て
色い

ろ

金が
ね

と
い
い
、

そ
の
魅
力
を
十
分
に
具
現
す
る
こ
と
が
で
き
、

更
に
一
枚
一
枚
の
厚
み
の
変
化
、
組
み
合
わ
せ
の

変
化
に
よ
っ
て
多
種
多
様
な
斑
紋
を
作
り
出
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。
国
内
外
に
い
る
作
家
の
中

で
も
、
玉
川
さ
ん
は
、
木
目
金
技
術
の
第
一
人

者
と
し
て
技
術
を
継
承
し
て
き
ま
し
た
。

木
目
金
に
つ
い
て

玉
川
　
宣
夫

　
玉
川
さ
ん
は
、
燕
で
２
０
０
年
の
伝
統
を
持

つ
玉た

ま

川が
わ

家け

に
13
歳
の
春
に
移
籍
。
以
降
、
鎚
起

銅
器
職
人
と
し
て
、
試
行
錯
誤
と
鍛
錬
の
日
々

の
中
で
鎚つ

ち
を
振
る
っ
て
き
ま
し
た
。

　
燕
の
鍛
金
の
技
術
を
引
き
継
ぎ
生
み
出
さ
れ

る
作
品
は
、
鎚
で
作
ら
れ
た
と
は
思
え
な
い
程

の
美
し
さ
と
繊
細
さ
で
、
見
る
者
を
魅
了
し
ま

す
。
ま
た
、
玉
川
さ
ん
の
代
名
詞
と
も
言
え
る

木
目
金
は
、
鍛
金
技
術
に
お
い
て
難
易
度
の
高

い
技
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
反
面
、

明
治
以
降
の
廃は

い

刀と
う

令れ
い

に
よ
っ
て
途
切
れ
か
け
た

技
法
で
も
あ
り
ま
す
。「
木
目
金
」
と
の
出
会
い

は
30
歳
の
頃
、「
板い

た
金が

ね
」
で
は
な
く
「
塊
」
の
金

属
か
ら
作
品
を
打
ち
出
す
そ
の
制
作
段
階
に
、

鍛た
ん

金き
ん

家か

の
原
点
を
求
め
、
取
り
組
ん
だ
こ
と
が

始
ま
り
で
す
。
そ
れ
か
ら
50
年
弱
。
玉ぎ

ょ
く
川せ

ん
堂ど

うか

ら
独
立
後
も
自
身
の
工
房
を
構
え
、
木
目
金
の

復
興
と
発
展
に
邁ま

い
進し

ん
し
て
き
ま
し
た
。

　
そ
の
卓た

く

越え
つ

し
た
技
術
は
、
日
本
国
内
に
留
ま

ら
ず
海
外
で
も
高
い
評
価
を
受
け
て
お
り
、
78

歳
と
な
る
現
在
に
至
る
ま
で
圧
巻
の
作
品
の

数
々
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。

１ 玉川さんもかつて働いていた玉川堂
の作業場の様子 / ２ 玉川さんの作品を
覗き込む職人 / ３ 若手職人に技術を伝
える玉川さん / ４ 自宅で愛用している薬

や

罐
かん

/ ５•６ 金鎚、木槌で成形する様子。
写真５で器を引っ掛けているのが鳥口 / 
７ 若い頃に製作した思い出の作品 / ８ 
木目金の斑紋模様 / ９ 数種類の金属
板を重ね鎔着した木目金の元となる塊 / 
10 写真９の塊を機械ハンマーで打ち延
ばし、木目の模様を出したもの / 11 つ
ばめっ子かるたでも紹介されています / 
12 自宅の工房にて作業する玉川さん

②

※ 1 鍛金 : 金属の変形する性質を利用し、金鎚などで
　　  　    打ち延ばしながら成形していく技法

※ 3 鋳金 : 溶解した金属を鋳
い

型
がた

に流して成形し、
　　   　   表面を研磨するなどして仕上げる技法

※ 2 彫金 : 鏨
たがね

（鋼鉄製の金工用の小型ののみ）
         　    を用いて金属に文様を打ち出す技法

１

３

２

５

８

９ 10 11

12

10

７

９ 11６

12
４


