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2
0
0
年
の
時
を
経
て
磨
か
れ
て
き
た
美
意
識

　
2
0
1
6
年
4
月
、東
京
・
銀
座
6
丁
目
の

「G
IN
ZA
 SIX

」に
オ
ー
プ
ン
し
た「
玉
川
堂
」

は
大
き
な
話
題
を
呼
ん
だ
。天
井
、床
、壁
全
面

が
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
に
光
輝
く
銅
板
製
。銅
に

包
ま
れ
た
空
間
に
は
美
し
い
鎚
起
銅
器
が
飾
ら

れ
、見
る
も
の
を
圧
倒
し
て
い
た
。

　
「
店
舗
を
飾
っ
た
銅
板
は
、厚
さ
0.6
mm
、

幅
3
6
5
mm
、長
さ
1
2
0
0
mm
程
の
銅
板
を

約
4
0
0
枚
、社
員
全
員
で
1
枚
1
枚
鎚
目

を
つ
け
ま
し
た
。職
人
の
持
つ
技
と
銅
が
持
つ
魅

力
で
お
店
を
包
み
た
か
っ
た
の
で
す
。青
山
に

続
き
都
内
2
店
目
と
な
る
店
舗
で
す
が
、国
内

の
み
な
ら
ず
海
外
の
お
客
様
か
ら
も
多
数
ご
来

店
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
」

　
こ
う
話
す
の
は
玉
川
堂
の
玉
川
洋
基
専
務
取

締
役
。例
え
ば
玉
川
堂
の
代
表
的
な
銅
器
の一つ

で
あ
る「
口
打
出
」と
い
う
湯
沸
は
、1
枚
の
銅

10

ま
す
。時
代
に
よ
っ
て
新
し
い
も
の
を
取
り
入
れ

作
風
は
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
が
、い
つ
の
時
代
も

逆
風
を
チ
ャ
ン
ス
に
変
え
、創
意
工
夫
の
も
と
そ

の
技
術
を
高
め
続
け
て
今
日
に
至
る
の
で
す
」

　世
代
を
超
え
て
愛
用
す
る
銅
器
の
魅
力

　
現
在
の
玉
川
堂
の
鎚
起
銅
器
は
ど
の
よ
う
に

製
作
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
燕
本
店
は
明
治
末
期
に
建
て
ら
れ
た
趣
の
あ
る

日
本
家
屋
で
、国
の
登
録
有
形
文
化
財
に
登
録
さ

れ
て
い
る
。母
屋
の
奥
に
は
工
房
が
あ
り
、日
が
な

銅
板
を
叩
く
鎚
音
が
響
い
て
い
る
。職
人
は
20
名

以
上
お
り
、女
性
も
多
い
。熟
練
の
職
人
と
若
い

職
人
が
組
ん
で
製
作
を
行
い
、技
が
伝
承
さ
れ
て

い
る
。「
口
打
出
」と
い
う
湯
沸
を
製
作
す
る
た
め

に
は
数
10
種
類
の
鳥
口
と
呼
ば
れ
る
当
て
金
と

金
鎚
を
使
用
す
る
。湯
沸
の
寸
法
は
職
人
の
頭
の

中
。銅
板
を
叩
き
な
が
ら
縮
め
て
い
く
こ
と
で
、一

枚
の
板
を
器
状
に
徐
々
に
絞
って
い
く
。時
お
り
火

炉
で
銅
器
を
熱
し
て
焼
き
な
ま
し
な
が
ら
、注
ぎ

口
ま
で
継
ぎ
目
な
し
で
成
形
し
て
い
く
。

　「
鎚
音
を
聞
い
て
い
れ
ば
腕
の
良
し
悪
し
が
わ

か
り
ま
す
。1
枚
の
銅
板
か
ら
成
形
す
る
口
打

出
は
約
15
年
以
上
の
腕
が
必
要
で
す
」

　
成
形
し
た
湯
沸
は
独
自
開
発
し
た
着
色
方

法
に
よ
っ
て
、唯
一
無
二
の
色
彩
に
仕
上
が
る
。玉

川
堂
は
長
い
歴
史
の
な
か
で
試
行
錯
誤
を
繰
り

返
し
多
彩
な
着
色
方
法
を
あ
み
出
し
て
き
た
。

驚
く
こ
と
に
、着
色
方
法
等
は
多
く
の
ブ
ラ
ン
ド

が
秘
密
を
保
持
す
る
な
か
で
、玉
川
堂
は
職
人

の
仕
事
場
を
一
般
の
人
に
公
開
し
て
い
る
。取
材

日
も
見
学
者
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
工
房
を
訪
れ

て
お
り
、敷
居
の
高
い
名
門
と
は
う
っ
て
変
わ
っ
て
、

門
戸
は
広
く
開
か
れ
て
い
た
。

板
を
職
人
が

金
鎚
で
打
ち

縮
め
な
が
ら

注
ぎ
口
ま
で

継
ぎ
目
な
く

つ
く
り
上
げ

た
も
の
。艶
っ

ぽ
く
黄
金
色
に
輝
き
、職
人
が
つ
け
た
鎚
目
や

こ
ぶ
が
豊
か
な
味
わ
い
を
醸
し
出
し
て
い
る
。価

格
は
50
万
円
に
及
ぶ
が
、一
生
も
の
と
い
う
に
は

短
過
ぎ
る
ほ
ど
、親
か
ら
子
、子
か
ら
孫
へ
世
代

を
越
え
て
愛
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。実
用
品

と
し
て
の
高
い
機
能
と
品
質
を
持
ち
な
が
ら
、

工
芸
品
と
し
て
も
飾
っ
て
お
き
た
く
な
る
美
し

い
佇
ま
い
を
持
つ
。そ
の
美
し
さ
に
は
玉
川
堂
の

歴
史
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　「
玉
川
堂
は
2
0
1
6
年
で
2
0
0
周
年
を

迎
え
ま
し
た
が
、長
い
歴
史
の
な
か
で
、銅
器
は

大
き
な
変
化
を
遂
げ
て
き
ま
し
た
。新
潟
県
・

燕
で
は
、江
戸
時
代
初
期
、和
釘

づ
く
り
が
始
ま
り
ま
し
た
。そ
の

後
仙
台
か
ら
の
渡
り
職
人
が
伝

え
た
鎚
起
銅
器
の
製
法
を
、文
化

13（
1
8
1
6
）年
、玉
川
覚
兵
衛

が
継
承
し
ま
し
た
。か
つ
て
優
良

な
銅
を
産
出
し
た
弥
彦
山
が
近

く
に
あ
っ
た
こ
と
も
、こ
の
地
に

鎚
起
銅
器
が
根
付
い
た
大
き
な

理
由
で
す
。覚
兵
衛
は
鍋
や
釜
、

や
か
ん
と
いっ
た
日
用
品
を
主
に

製
作
し
ま
し
た
。転
機
が
き
た

の
は
明
治
6（
1
8
7
3
）年
、

2
代
目
は
日
本
が
初
め
て
参
加

し
た
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
に

　「
一
般
に
公
開
し
て
い
る
の
は
、玉
川
堂
の
銅
器

に
つ
い
て
も
っ
と
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
想
い

か
ら
で
す
。丁
寧
に
手
入
れ
を
行
え
ば
銅
器
は

世
代
を
超
え
て
、長
く
愛
用
で
き
ま
す
。現
在
、

修
理
は
年
間
約
３
０
０
件
ほ
ど
き
て
い
ま
す
が
、

製
法
が
変
わ
ら
な
い
た
め
昔
の
製
品
で
も
修
理

が
で
き
る
の
で
す
。銅
器
は
手
入
れ
を
し
な
が

ら
長
く
付
き
合
っ
て
い
く
も
の
。そ
れ
を
お
客
様

に
お
伝
え
し
た
い
の
で
す
」

　
機
械
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
工
業
製
品
は
購

入
し
た
時
が
最
高
で
、そ
の
後
時
と
と
も
に
褪

せ
て
い
く
。し
か
し
銅
器
は
手
に
し
て
か
ら
、時

を
重
ね
る
ご
と
に
色
合
い
が
深
ま
り
、味
わ
い
が

増
し
て
い
く
。世
代
を
超
え
た
顧
客
と
の
付
き

合
い
に
思
い
を
馳
せ
ら
れ
る
の
は
銅
な
ら
で
は
の

優
れ
た
耐
久
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
玉
川
堂
で
は
、フ
ェラ
ー
リ
の
デ
ザ
イ
ン
や
鉄
道

車
両
の
デ
ザ
イ
ン
等
を
手
が
け
る
、世
界
的
な
工

業
デ
ザ
イ
ナ
ー
、奥
山
清
行
氏
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
ト

し
、テ
ィ
ー
ポ
ッ
ト
等
を
製
作
し
て
い
る
。ス
タ
イ

リ
ッ
シ
ュ
な
フ
ォ
ル
ム
と
伝
統
的
な
色
合
い
と
鎚

目
が
調
和
し
、新
鮮
な
魅
力
を
発
揮
し
て
い
る
。

守
る
べ
き
も
の
は
守
り
な
が
ら
常
に
新
し
い
こ
と

に
挑
戦
し
続
け
る
。伝
統
と
革
新
。そ
し
て

2
0
0
年
の
時
を
経
て
磨
か
れ
て
き
た
美
意
識
。

玉
川
堂
が
今
も
輝
き
つ
づ
け
る
理
由
は
そ
こ
に

あ
る
の
だ
ろ
う
。

燕本店は明治末期に建てられた趣のある日本家屋。
国の登録有形文化財に指定されている。

も
く  

め  

が
ね

株式会社玉川堂 専務取締役
玉川　洋基　氏

と
り 

ぐ
ち

世界的な工業デザイナー・奥山氏とコラボレートした
ティーポット。

銅
器
を
出
品
し
た
の
で
す
。世
界
の
技
術
工
芸
品

が
集
ま
る
な
か
で
、彫
金
や
象
嵌
な
ど
の
美
術
的

要
素
を
銅
器
に
施
し
、そ
の
美
し
さ
を
追
求
し
て

い
き
ま
し
た
。そ
の
意
思
を
継
い
だ
3
代
目
は
、刀

の
鍔
の
装
飾
に
用
い
ら
れ
る
彫
金
技
術
を
巧
み
に

取
り
入
れ
る
な
ど
し
、玉
川
堂
の
銅
器
は
工
芸
品

と
し
て
高
い
評
価
を
得
る
と
と
も
に
様
々
な
賞
を

受
賞
す
る
ま
で
に
な
っ
た
の
で
す
。4
代
目
の
時
代

は
、今
の
製
品
作
り
の
大
き
な
基
盤
と
な
る
製
法

が
開
発
さ
れ
た
時
期
で
、1
枚
の
銅
板
か
ら
打
ち

出
し
て
注
ぎ
口
ま
で
成
形
す
る
口
打
出
技
法
や

着
色
技
術
な
ど
の
開
発
も
こ
の
時
代
の
功
績
で

し
た
。5
代
目
は
私
の
祖
父
に
あ
た
り
ま
す
が
、

戦
争
に
よ
る
銅
器
業
界
存
続
の
危
機
を
越
え
、

戦
後
い
ち
早
く
復
興
に
着
手
し
ま
し
た
。そ
の
後

鎚
起
の
技
術
は「
新
潟
県
無
形
文
化
財
」や

文
化
庁
の「
記
録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き

無
形
文
化
財
」に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。6
代
目
の

実
弟
で
あ
る
宣
夫
は
、色
彩
の
異
な
る
金
属
を

重
ね
合
わ
せ
て
木
目
模
様
を
つ
く
る
木
目
金
の

第
一
人
者
と
し
て
活
躍
し
、重
要
無
形
文
化
財

保
持
者（
人
間
国
宝
）に
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
現
在
は
7
代
目
、基
行
が
活
躍
し
て
い

つ
ち
　
め

燕本店は明治末期に建てられた趣のある日本家屋。国の登録有形文化財に登録されている。

湯沸 口打出 打出肌金色 草づる

職人の仕事場。若い人や女性もいる。 約300種類におよぶ鳥口。
とりぐち

叩いて、縮めて、
1枚の銅板を成形していく。

焼きなましを行う火炉。

（右）玉川堂を代表する色彩である紫金色。
銅に錫を焼き付け、着色液につけることで
起こる化学変化により生まれる。
（左）同じく銅に錫を焼き付け、酸化させる
事で輝かしい金色の色彩となる。

●玉川堂の色彩

ぎ
ょ
く
せ
ん
ど
う

伝
統
と
革
新
の
鎚
起
銅
器

2
0
0
年
を
経
て

磨
か
れ
て
き
た
美
意
識

鎚
起
銅
器
の
日
本
最
高
峰
と
も
言
わ
れ
る
ブ
ラ
ン
ド「
玉
川
堂
」。金
属
加

工
業
で
有
名
な
新
潟
県
燕
市
で
、1
8
1
6
年
の
創
業
以
来
、２
０
０
年
と

い
う
長
き
に
わ
た
る
伝
統
を
持
ち
な
が
ら
今
な
お
い
っ
そ
う
輝
き
続
け
る

「
玉
川
堂
」の
魅
力
と
は
。

鎚
起
銅
器
の
日
本
最
高
峰
と
も
言
わ
れ
る
ブ
ラ
ン
ド「
玉
川
堂
」。金
属
加

工
業
で
有
名
な
新
潟
県
燕
市
で
、1
8
1
6
年
の
創
業
以
来
、２
０
０
年
と

い
う
長
き
に
わ
た
る
伝
統
を
持
ち
な
が
ら
今
な
お
い
っ
そ
う
輝
き
続
け
る

「
玉
川
堂
」の
魅
力
と
は
。

つ
い  

き  

ど
う  

き

三代 玉川 覚平 作
「飾香炉金象嵌」（明治23年）

フィラデルフィア万国博覧会
最高賞受賞（大正15年）

鎚
起
銅
器
の
日
本
最
高
峰
と
も
言
わ
れ
る
ブ
ラ
ン
ド「
玉
川
堂
」。金
属
加

工
業
で
有
名
な
新
潟
県
燕
市
で
、1
8
1
6
年
の
創
業
以
来
、２
０
０
年
と

い
う
長
き
に
わ
た
る
伝
統
を
持
ち
な
が
ら
今
な
お
い
っ
そ
う
輝
き
続
け
る

「
玉
川
堂
」の
魅
力
と
は
。


