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−

大
西
先
生
の
作
品
の
特
徴
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
私
の
作
品
は
「
曲ま
げ
わ
づ
く
り

輪
造
」
と
言
っ

て
、
径
の
異
な
る
輪
を
組
み
合
わ

せ
て
器
の
木
地
を
作
り
、
そ
の
上

に
何
回
も
漆う
る
し
を
塗
る
も
の
で
す
。

漆
の
精
製
も
含
め
て
、
す
べ
て
の

工
程
を
私
一
人
で
行
い
ま
す
。

　
私
の
父
は
職
人
で
、
襖ふ
す
ま

の
建
て

付
け
が
悪
け
れ
ば
家
ご
と
持
ち
上

げ
て
修
理
す
る
よ
う
な
人
で
し
た
。

私
も
父
親
に
似
た
の
か
、
職
人
気

質
な
の
か
、
人
任
せ
に
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
性
格
で
し
て
ね
。
曲

輪
造
は
非
常
に
時
間
が
か
か
る
の

で
、
年
に
３
、４
点
で
き
れ
ば
い
い
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大
西
勲
さ
ん
は
、
漆
芸
の
第
一
人
者
で
、
重
要
無
形
文
化
財

保
持
者
（
い
わ
ゆ
る
人
間
国
宝
）
で
す
。
現
在
も
市
内
で
制
作

を
続
け
、
す
ば
ら
し
い
作
品
の
数
々
を
世
に
送
り
出
し
て
い
ま

す
。
９
月
26
日
（
木
）
か
ら
、
し
も
だ
て
美
術
館
で
開
催
さ
れ

る
企
画
展
を
前
に
、
大
西
先
生
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
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ま
し
た
。
今
で
は
ど
ん
な
意
味
が

あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
か
。

　
私
は
肩
書
き
と
か
役
職
と
か
、

そ
う
い
っ
た
も
の
は
気
に
し
な
い

人
間
な
ん
で
す
が
ね
。
と
は
言
え
、

自
ら
の
技
術
を
伝
承
し
て
い
く
の

も
、
人
間
国
宝
の
務
め
。
回
数
は

減
り
ま
し
た
が
、
現
在
で
も
年
に

４
回
、
石
川
県
の
輪
島
へ
指
導
に

行
き
ま
す
。

　
私
の
仕
事
は
、
道
具
を
作
っ
て

く
れ
る
人
や
材
料
を
何
百
年
も
何

代
も
と
っ
て
お
い
て
く
れ
る
人
が

い
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
う

い
っ
た
人
々
の
お
か
げ
で
、
今
も

こ
う
し
て
仕
事
を
さ
せ
て
も
ら
っ

て
い
ま
す
。

 

−

先
生
の
作
品
は
黒
や
赤
を

基
調
と
し
た
も
の
が
多
い
で
す
が
、

こ
だ
わ
り
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

ほ
う
で
す
。

 

−

ど
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
曲

輪
造
の
道
を
歩
も
う
と
思
っ
た
の

で
す
か
。

　
神
奈
川
県
の
自
動
車
工
場
で
働

い
て
い
た
こ
ろ
、
鎌
倉
彫
を
習
い

始
め
ま
し
て
ね
。
４
年
間
の
修
行

を
終
え
た
と
き
、
曲
輪
造
の
第
一

人
者
で
人
間
国
宝
の
赤あ
か
じ地

友ゆ
う
さ
い哉

先

生
の
講
演
を
聞
き
に
行
っ
た
ん
で

す
。
講
演
の
帰
り
道
、
財
布
を
な

く
し
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
が
、
後

日
、
赤
地
先
生
本
人
か
ら
「
君
、

財
布
を
な
く
さ
な
か
っ
た
か
」
と

　
私
が
生
ま
れ
育
っ
た
の
は
九
州

の
炭
鉱
の
ま
ち
で
し
た
。
当
時
、

石
炭
が
「
黒
い
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
時
代
で
す
。
黒

は
石
炭
の
色
で
、
赤
は
石
炭
の
燃

え
る
色
。
幼
い
と
き
の
記
憶
と
い

う
も
の
が
、
今
の
作
品
作
り
に
も

反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま

ん
ね
。

　
そ
れ
と
、
本
来
作
品
は
食
べ
物

の
器
。
そ
こ
に
盛
っ
た
食
べ
物
が

お
い
し
そ
う
に
見
え
れ
ば
、
そ
れ

で
い
い
ん
で
す
。「
素
朴
で
粋
な
も

の
」。
こ
れ
が
、
自
分
の
行
き
着
い

た
答
え
な
の
か
と
。

 

−

大
西
先
生
は
市
外
か
ら
越
さ

れ
て
き
ま
し
た
が
、
今
の
筑
西
の

ま
ち
は
、
先
生
の
目
に
ど
の
よ
う

に
映
り
ま
す
か
。

　
こ
こ
は
穏
や
か
で
、
大
き
な
災

連
絡
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
名
刺
を

手
が
か
り
に
、
赤
地
先
生
の
元
に

届
い
た
よ
う
で
す
。
ち
ょ
う
ど
そ

の
時
、
次
は
輪
島
で
も
行
っ
て
漆

の
勉
強
で
も
し
よ
う
か
と
思
っ
て

い
た
の
で
、
駄
目
で
元
々
「
弟
子

に
し
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
た
ら

「
い
い
よ
、
明
日
か
ら
来
な
さ
い
」

と
言
っ
て
く
れ
て
、
弟
子
入
り
さ

せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
私
の
人
生

全
般
に
言
え
る
こ
と
な
の
で
す
が
、

人
生
は
本
当
に
偶
然
の
連
続
で
す
。

 

−

ご
自
身
も
人
間
国
宝
に
な
ら

れ
て
か
ら
、
17
年
の
月
日
が
経
ち

豊
か
な
場
所
だ
か
ら
こ
そ
、

伝
統
工
芸
は
育
ま
れ
る
。

曲輪造ができるまで

③お湯の中に薄板を入れる
④薄板を木製のコロを使い曲げていく
⑤丸く曲げられた薄板を竹ばさみで固定
　し曲輪を作る
⑥竿に通して乾燥させる
⑦径が異なる曲輪を組み上げる

⑧完成した木地に漆を何重にも塗る

　仕立てるのに手間がかかる非常に高度
な技法で、年に数点しか作ることができ
ない逸品です。大西先生は、全工程を一
人で行います。

※写真提供　カメラマン今井卓

害
も
な
く
、
暮
ら
し
や
す
い
場
所
。

私
は
、
豊
か
な
場
所
で
な
け
れ
ば
、

伝
統
工
芸
は
育
ま
れ
な
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
ず
っ
と
住
ん
で
い
る

人
に
は
気
付
か
な
い
魅
力
も
あ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

 

−

９
月
26
日
（
木
）
か
ら
、
し

も
だ
て
美
術
館
で
「
筑
西
の
至
宝
　

美
の
巨
匠
展
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

ど
の
よ
う
な
視
点
で
楽
し
め
ば
よ

ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
れ
は
何
に
見
え
る
か
。
こ
の

中
か
ら
１
点
も
ら
う
こ
と
が
で
き

る
な
ら
ど
れ
が
い
い
か
と
い
う
こ

と
を
意
識
し
て
見
て
み
る
の
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。
ま
ぁ
、
あ
ま

り
難
し
い
こ
と
は
考
え
ず
に
、
感

じ
る
ま
ま
に
「
漆
塗
り
」
と
い
う

も
の
を
見
て
も
ら
え
ば
い
い
と
思

い
ま
す
。

①檜の板を雨にさらして灰
あ く
汁抜きをする

②10年かけて乾燥させた檜の板を鉋
かんな
で

　削り薄板を作る

しもだて美術館　筑西の至宝　美の巨匠展
開催記念インタビュー

ひのき


