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　「
わ
れ
わ
れ
が
一
番
重
要
視
し
て
る
の
は
、
自
然
石

を
使
う
こ
と
。
割
石
・
切
石
を
使
わ
な
い
で
積
む
こ
と

が
、『
穴
太
流
』
な
ん
で
す
」

　
積
み
や
す
い
よ
う
に
加
工
し
た
石
を
使
わ
な
い
、
と

い
う
こ
と
は
、
当
然
な
が
ら
石
積
み
に
そ
れ
だ
け
高
い

技
術
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
般
的
に
「
野の

　づ
ら面

積
み
」
と
も
呼
ば
れ
、
前
編
で
紹
介
し
た
安
土
城
の
石

垣
は
そ
の
代
表
格
。
見
た
目
は
不
ぞ
ろ
い
だ
が
、
排
水

性
・
耐
久
性
に
優
れ
、
築
城
か
ら
数
百
年
が
経
過
し
て

も
そ
の
形
を
保
っ
て
い
る
。

　
一
方
で
、
石
垣
に
は
、
上
部
構
造
物
や
内
部
の
土
、

浸
み
込
ん
だ
雨
水
な
ど
に
よ
っ
て
常
時
圧
力
が
か
か
る
。

こ
の
圧
力
で
積
ま
れ
た
石
が
徐
々
に
飛
び
出
し
、
ふ
く

ら
ん
で
し
ま
っ
た
状
態
を
「
孕は

ら

み
」
と
い
う
。
こ
の
「
孕

み
」
を
修
復
す
る
の
も
石
垣
職
人
の
重
要
な
仕
事
だ
。

　「
今
の
文
化
財
の
石
垣
の
仕
事
は
こ
の
『
孕
み
』
の
修

復
が
多
い
ん
で
す
が
、『
孕
み
』
を
直
す
に
は
、
事
前
に

墨
を
引
い
て
お
い
て
、
一
度
解
体
し
て
ま
た
元
通
り
積

み
直
す
だ
け
で
い
い
」

　
つ
ま
り
、「
孕
み
」
の
修
復
は
不
定
型
な
石
を
一
か
ら

積
む
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
一
般
的
な
土
木
業
者
で
も

施
工
で
き
て
し
ま
う
し
、
石
積
み
の
技
術
向
上
に
も
つ

な
が
ら
な
い
…
と
い
う
の
が
粟
田
会
長
の
心
配
の
種
だ
。

　「
新
た
に
石
を
積
む
に
は
、
も
の
す
ご
く
技
術
が
い

る
。
そ
れ
を
み
ん
な
マ
ス
タ
ー
で
き
て
な
い
し
、
そ
の

機
会
に
も
恵
ま
れ
て
な
い
、
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。

私
の
目
か
ら
見
て
『
ち
ゃ
ん
と
積
め
て
る
な
』
と
思
う

の
は
、
息
子
を
含
め
て
四
人
だ
け
で
す
ね
」

　「
大
学
出
て
か
ら
父
に
弟
子
入
り
し
た
私
と
違
っ
て
、

息
子
は
中
学
卒
業
し
て
す
ぐ
、
十
五
歳
か
ら
修
業
し
て

ま
す
か
ら
、
そ
の
分
一
人
前
に
な
る
の
も
早
か
っ
た
で

す
。
私
は
『
石
の
声
を
聴
い
た
気
が
す
る
』
と
言
い
ま

し
た
が
、
息
子
は
『
お
じ
い
ち
ゃ
ん
（
先
代
の
人
間
国

宝
・
粟
田
万
喜
三
）
の
声
が
聞
こ
え
る
』
と
言
う
て
ま

し
た
な
。
ま
ぁ
声
が
聞
こ
え
る
と
い
っ
て
も
積
み
方
は

人
そ
れ
ぞ
れ
。
正
し
い
か
ど
う
か
は
二
百
年
後
、
三
百

年
後
に
孕
ん
で
く
る
か
ど
う
か
で
決
ま
る
も
ん
で
す
」

新
名
神
高
速
道
路
沿
い
に
あ
る
東
海
自
然
歩
道
で
、

粟
田
氏
の
手
に
よ
り
「
穴
太
積
み
」
の
石
垣
が
新
た

に
積
ま
れ
た
。

一線から身を引いた今も、かつて隆盛を誇った「穴太衆」の末裔として、その石積みの技を次世代に伝える責任を感じている。

石
積
み
職
人

戦
国
時
代
、全
国
各
地
の
城
の
石
垣
を
築
い
た

「
穴あ

太の
う

衆
」の
技
を
唯
一
現
代
に
伝
え
る
粟
田
家
。

重
要
文
化
財
や
国
宝
級
の
石
垣
の
修
復
に
あ
た
る
一
方
、

現
代
の
構
造
物
と
調
和
す
る
新
し
い
石
積
み
に
挑
戦
し
て
い
る
。

受
け
継
が
れ
る
べ
き
貴
重
な
技
術「
穴
太
積
み
」の

置
か
れ
て
い
る
状
況
、次
世
代
へ
の
承
継
、

そ
し
て
そ
の
石
積
み
の
方
法
・
手
順
に
つ
い
て
、

十
四
代
目
の
粟
田
純
司
会
長
に
語
っ
て
も
ら
っ
た
。

文：沖野 亮　写真：特記以外は中原一隆　絵：佐々木悟郎

「
穴
太
積
み
」を
取
り
巻
く
現
状

日
本
職
人
紀
行

粟
田
純
司
【
後
編
】
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何
も
な
い
と
こ
ろ
に
、
全
く
加
工
し
て
い
な
い
自
然

石
を
積
み
上
げ
る
「
穴
太
積
み
」。
具
体
的
に
、
ど
ん
な

手
順
で
積
ん
で
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

　「
ま
ず
、
集
め
ら
れ
た
石
を
二
、三
日
か
け
て
自
分
の

足
で
見
て
回
り
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
檻
の
中
の
熊
の
ご
と

く
（
笑
）、
ぐ
る
ぐ
る
ぐ
る
ぐ
る
と
…
。
　
ど
う
い
う
大

き
さ
か
、
顔
は
ど
ん
な
ん
か
、
見
な
が
ら
頭
の
中
に
入

れ
て
い
く
ん
で
す
。
で
、『
こ
の
石
や
っ
た
ら
こ
の
辺
に

置
い
た
ら
え
え
か
な
』『
こ
れ
は
こ
こ
に
使
お
う
か
な
』

と
い
う
具
合
に
、
頭
の
中
で
完
成
図
を
描
い
て
い
く
わ

け
な
ん
で
す
。
そ
こ
ま
で
で
き
て
、
初
め
て
『
よ
っ

し
ゃ
、
こ
れ
で
積
ん
で
み
よ
う
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
」

　
集
め
ら
れ
た
数
々
の
石
の
大
き
さ
・
形
状
な
ど
を
記

憶
し
、
そ
れ
ら
を
ど
う
配
置
し
て
積
み
重
ね
て
い
く
か

を
全
て
脳
内
で
計
算
す
る
…
。
高
性
能
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

も
顔
負
け
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
能
力
だ
。

　「
積
み
始
め
る
時
も
、
大
き
い
石
ば
か
り
そ
ろ
っ
て

た
ら
え
え
ん
で
す
け
ど
、
自
然
石
だ
か
ら
そ
う
も
い
か

な
い
。
最
初
に
大
き
な
石
を
い
く
つ
か
置
い
て
、
そ
の

上
に
小
さ
な
石
、
次
の
大
き
な
石
は
す
ぐ
真
上
じ
ゃ
な

し
に
ち
ょ
っ
と
離
し
て
置
い
て
…
そ
う
い
う
見
た
目
の

バ
ラ
ン
ス
が
強
度
の
上
で
も
意
外
と
大
事
な
ん
で
す
」

　
そ
し
て
、
穴
太
積
み
の
象
徴
的
な
工
法
が
、「
布
積

み
」
と
呼
ば
れ
る
積
み
方
。

　「
石
を
立
て
ず
に
、
横
に
横
に
使
っ
て
い
く
ん
で
す
。

石
と
石
の
隙
間
の
線
を
縦
に
は
通
さ
ず
横
に
入
る
よ
う

に
し
て
い
け
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
石
に
か
か
る
力
が
う
ま

く
分
散
で
き
る
。
そ
の
結
果
、
平
べ
っ
た
い
布
を
重
ね

た
よ
う
に
見
え
る
か
ら
、『
布
積
み
』
な
ん
で
す
な
」

　
他
に
も
、
穴
太
積
み
な
ら
で
は
の
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫

を
教
え
て
い
た
だ
い
た
。

　「
安
土
城
の
石
垣
は
ま
だ
垂
直
に
近
い
の
で
す
が
、

そ
の
後
の
お
城
の
石
垣
は
緩
や
か
な
勾
配
に
な
っ
て
る
。

こ
れ
は
城
攻
め
の
時
に
敵
が
途
中
ま
で
は
登
れ
て
も
、

そ
こ
で
足
止
め
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
ん
で
す
。
さ
ら

に
時
代
が
下
る
と
勾
配
が
曲
線
を
描
く
よ
う
に
な
り
ま

す
が
、
こ
れ
は
直
線
よ
り
曲
線
の
方
が
強
度
的
に
す
ぐ

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
か
ら
で
す
」

　「
穴
太
積
み
の
石
垣
の
角
の
部
分
を
よ
く
見
る
と
、

上
の
石
の
先
端
が
下
の
石
よ
り
少
し
ず
つ
せ
り
出
し
て

る
の
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
昔
の
甲
冑
の
よ
う
に

段
々
に
な
っ
て
る
の
で
『
鎧
積
み
』
と
い
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
比
叡
山
で
も
見
ら
れ
る
積
み
方
、
と
い
う
こ
と

は
戦
と
は
関
係
な
い
。
じ
ゃ
あ
何
で
か
と
い
う
と
、
上

の
石
が
少
し
出
っ
張
っ
て
い
る
こ
と
で
、
雨
水
が
隙
間

に
浸
透
し
に
く
い
ん
で
す
ね
。
比
叡
山
の
よ
う
に
寒
い

地
域
で
は
、
冬
に
な
る
と
石
垣
の
中
に
入
り
込
ん
だ
水

が
凍
っ
て
膨
張
し
、
中
か
ら
崩
れ
る
原
因
に
な
っ
て
し

ま
う
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
な
ん
で
す
」

　「
石
垣
の
途
中
に
挿
し
て
お
く
『
小
詰
め
石
』
と
い
う

石
、
こ
れ
は
力
が
か
か
っ
て
な
い
か
ら
構
造
的
に
は
な

く
て
も
か
ま
わ
ん
石
な
ん
で
す
が
、
穴
が
あ
い
て
る
と

見
栄
え
が
悪
い
の
と
、
も
う
一
つ
は
城
に
登
ろ
う
と
し

て
こ
の
石
に
手
を
か
け
る
と
ス
ポ
っ
と
抜
け
て
堀
に
落

ち
て
し
ま
う
と
い
う
、
防
御
の
役
目
も
あ
り
ま
し
た
」

　
現
在
、
粟
田
会
長
は
年
三
回
北
海
道
に
赴
き
、
若
い

石
工
職
人
に
自
然
石
で
の
積
み
方
を
教
え
て
い
る
。

　「
穴
太
積
み
は
、
う
ち
だ
け
の
仕
事
じ
ゃ
な
い
と
思
っ

て
ま
す
。
全
国
の
職
人
さ
ん
に
穴
太
積
み
を
教
え
て
、

広
め
て
い
か
な
い
と
…
う
ち
が
な
く
な
っ
た
ら
、
誰
も

文
化
財
を
修
復
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
」

　
経
験
と
勘
で
石
を
積
ん
で
い
く
「
穴
太
積
み
」。
そ
の

神
髄
を
次
世
代
に
伝
え
る
こ
と
の
難
し
さ
を
語
る
と
き
、

粟
田
会
長
の
表
情
は
楽
し
げ
に
輝
い
て
見
え
た
。

右／ゆるやかな勾配、鎧積み、栗石…穴太積みの工夫は、現代工学の観点からみても極めて理にかなっている。
左／隙間が多いことも穴太積みの特色の一つ。内部に水が溜まらないため、長期間強度を保持できる。

（写真：㈱粟田建設）

穴
太
積
み
に
は

マ
ニ
ュ
ア
ル
も
正
解
も
な
い
。

正
し
い
か
ど
う
か
が
わ
か
る
の
は

二
、三
百
年
後
で
す

あわた・じゅんじ◉1940（昭和15）年、滋賀県生まれ。父・粟田万喜
三は穴太積みの人間国宝。大学卒業後から父の下で修業する一方、
1964年に会社（粟田建設）を設立。現在は15代目に当たる長男・純徳
に社長を譲り、文化財石垣保存技術協議会の会長も務める。平成12

（2000）年に「現代の名工」として表彰される。

日
本
職
人
紀
行

穴
太
積
み
の
工
夫
い
ろ
い
ろ

自
然
石
を
そ
の
ま
ま
積
む
、と
い
う
技
術

石積みに使用する道具


