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岐
阜
県
高
山
市

左
官 

挾
土
秀
平

融
通
無
碍
に
つ
く
り
出
す「
土
の
風
景
」 

水
を
引
く
よ
う
に
土
を
塗
り
、

詩
を
書
く
よ
う
に
壁
を
つ
く
る

　

土
、
砂
、
ワ
ラ
、
水
と
い
っ
た
身
近
な
素
材
で
、
土
地
の

気
候
風
土
に
合
っ
た
居
住
空
間
を
造
り
あ
げ
て
き
た
日
本

の
左
官
職
人
―
そ
の
伝
統
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
独
創
的

な
仕
事
ぶ
り
が
注
目
さ
れ
て
い
る
挾
土
秀
平
氏
。
構
想
を
練

り
、
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
、
土
の
配
合
を
工
夫
し
、
コ
ン
セ
プ

ト
に
沿
っ
た
壁
を
塗
り
上
げ
る
。
岐
阜
県
高
山
市
の
仕
事
場

で
は
、
15
人
の
職
人
を
率
い
る
親
方
と
し
て
、
企
業
の
カ
レ

ン
ダ
ー
撮
影
に
使
う「
土
壁
」の
オ
ブ
ジ
ェ
を
制
作
中
だ
っ
た
。

　

本
来
、
壁
材
と
し
て
の
土
は
不
安
定
な
存
在
で
あ
り「
土

を
塗
る
の
は
水
を
塗
っ
て
い
る
の
と
同
じ
」と
挾
土
氏
は
言

う
。
水
分
の
配
合
や
天
候
で
蒸
発
の
度
合
い
が
異
な
り
、

塗
る
ス
ピ
ー
ド
に
よ
り
仕
上
が
り
具
合
が
変
わ
っ
て
し
ま

う
の
だ
。

　
「
塗
っ
て
か
ら
最
低
３
、
４
日
経
た
な
い
と
壁
の
表
情
は

分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
間
、
水
が
仕
事
を
し
て
い
て
、
乾
き

が
早
過
ぎ
る
と
ひ
び
割
れ
る
し
、
遅
い
と
表
情
が
悪
く
な
っ

た
り
す
る
か
ら
」

　

言
っ
て
み
れ
ば
、
左
官
と
モ
ノ
の
間
に
は「
自
然
」と
い

う《
偶
然
性
》が
介
在
す
る
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
仕
事
は
失

敗
と
い
つ
も
隣
り
合
わ
せ
だ
。

　
「
10
回
の
う
ち
３
回
は
大
失
敗
す
る
懸
念
が
あ
る
け
れ
ど
、

「
自
然
」
を
壁
に
塗
り
込
む

土
の
あ
る
暮
ら
し
と
文
化

   

│
活
動
事
例
か
ら

事務室事務室事事 の壁一の壁一面に掲示され示された土壁壁のサンのサンンプル。プル。花鳥風花鳥風風月の自の自自自然をモ然をモ然をモ然をモチーフチーフチーフチ にしたにししたに ものかものかのかのから現代ら現代アートアート風まで風まで風までで、多彩、多彩、多彩、多彩な表現な表現な表現な表現力が発力が力が力が 揮されされさ てているている事務室の壁一面に掲示された土壁のサンプル。花鳥風月の自然をモチーフにしたものから現代アート風まで、多彩な表現力が発揮されている

「同じ緻密な仕事が要求される職人でも、大工は人間に近く、左官は自然に近い存在と
いう違いがある」と挾土氏。15名の職人を率いる親方として現場で仕事を差配する

左官技能士、挾土秀平氏。1962年、
岐阜県高山市生まれ。2001年に独立
して「職人社 秀平組」設立。天然の土
と素材にこだわって、文化財修復から
ホテルや近代建築物、首相官邸の壁
づくり、個展開催も含め、国内外で幅
広い活動を展開している

は
さ 

ど
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残
り
の
３
回
は
神
懸
か
っ
た
よ
う
に
う
ま
く
い
く
。
そ
れ

が
こ
の
仕
事
。
む
ろ
ん
プ
ロ
な
の
で
間
を
と
っ
て
無
難
に

収
め
る
こ
と
も
で
き
る
け
ど
…
」

　

依
頼
を
受
け
た
そ
の
地
域
の
土
を
使
う
よ
う
に
し
て
い

る
。
建
物
に
土
地
柄
を
反
映
さ
せ
る
た
め
で
も
あ
る
が
、
何

よ
り
そ
れ
が
左
官
本
来
の
あ
り
方
と
心
得
て
い
る
か
ら
だ
。

　
「
そ
の
土
地
に
あ
る
も
の
を
使
う
の
が
一
番
自
然
。
世
界

各
地
か
ら
持
っ
て
き
た
極
彩
色
の
土
で
壁
を
作
っ
た
ら
、
か

え
っ
て
気
持
ち
悪
い
と
思
う
。
天
然
の
抽
出
物
を
い
く
ら
集

め
て
も
の
を
作
っ
て
も『
自
然
』と
は
か
け
離
れ
て
い
く
」

　

結
局
、
自
分
た
ち
が
自
然
に
ど
れ
だ
け
寄
り
添
う
か
が

《
人
間
に
と
っ
て
の
自
然
》―
と
考
え
る
挾
土
氏
に
と
っ
て
、

こ
れ
ま
で
手
が
け
て
き
た
作
品
の
多
く
は
自
然
が
モ
チ
ー

フ
。「
自
然
や
人
に
触
れ
て
詩
が
で
き
る
よ
う
に
、
自
分
に

と
っ
て
壁
を
造
る
の
は
詩
を
書
く
よ
う
な
も
の
」と
い
う
。

　

こ
れ
ま
で
本
業
以
外
に
、
土
と
触
れ
合
う
イ
ベ
ン
ト
や

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
で
も
指
導
し
て
き
た
。
挾
土
氏
自
身
、

土
を
扱
う
技
術
は
独
学
で
身
に
つ
け
て
き
た
だ
け
に「
多
く

の
人
に
土
と
接
し
て
ほ
し
い
」と
の
思
い
は
強
い
。
反
面
、

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
あ
り
が
ち
な〝
誰
に
で
も
で
き
る
〞と

い
う
安
易
な
指
導
法
に
は
疑
問
を
呈
す
る
。

　
「
土
の
感
触
を
伝
え
る
だ
け
な
ら
い
い
け
ど
、
一
般
の
人

た
ち
に〝
土
壁
は
簡
単
に
で
き
る
〞と
誤
解
さ
れ
る
よ
う
な

内
容
な
ら
問
題
。
わ
れ
わ
れ
が
も
の
づ
く
り
の
体
験
を
し
て

も
ら
う
場
合
は
、
何
人
も
の
職
人
が
つ
い
て
サ
ポ
ー
ト
す
る

か
ら
こ
そ
う
ま
く
い
く
。
最
近
の
セ
ル
フ
ビ
ル
ド
の
風
潮
と

職
人
技
と
は
一
線
を
画
さ
な
い
と
い
け
な
い
」

　

そ
の
言
葉
に
は
、
人
間
と
自
然
を
結
ぶ「
創
作
家
」と
し

て
の「
土
」へ
の
思
い
と
と
も
に
、
緻
密
で
品
格
あ
る
も
の

づ
く
り
を
担
う
左
官
職
人
の
矜
恃
が
溢
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
責
・Ｃ
Ｅ
Ｌ
編
集
室
）

　

き
ょ
う
じ

挾土秀平（職人社 秀平組）　
　　　　　　  問い合わせ先

壁に見立てた木枠の上で試し塗りを繰り返す。砂やワラなどを混ぜた土の配合を調整し、
ひび割れがでないか気を配りながら、色の落ち着き具合や塗り面のしまり具合をチェックする

飛騨高山の仕事場近くの採取場所でとれた赤土。
付近の山林にはこうした場所がいくつもあるという

土壁にさまざまな表情をつける左官道具だが「自然相手に型にはまったやり
方は通用しない」と考える挾土氏にとって、さほどこだわりの対象ではない

地元、高山の郊外に所有する里山の
敷地内に造ったかまど小屋。周囲の
壁も赤土を見事に磨き上げている

秀平組が近年手がけた、高山市の和菓子屋に併設された土蔵の内部。
古い土蔵がモダン空間に生まれ変わった


