
セ
メ
ン
ト
の
製
造
に
成
功
し
た
。
現
存

す
る
国
内
最
古
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

構
造
物
は
1
9
0
3
（
明
治
36
）
年
に

造
ら
れ
た
琵
琶
湖
第
一
疎
水
路
上
の
橋

（
日
ノ
岡
第
11
号
橋
）
と
い
わ
れ
、
今

も
日
ノ
岡
に
あ
る
第
3
ト
ン
ネ
ル
の
東

口
に
現
存
し
て
い
る
が
、
京
都
の
町
家

な
ど
一
般
の
建
築
に
使
わ
れ
る
よ
う
に

今
回
は
明
治
大
正
時
期
か
ら
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
セ
メ
ン
ト
モ
ル
タ
ル

を
使
っ
た
人
造
石
に
つ
い
て
紹
介
し
た

い
。
モ
ル
タ
ル
と
は
、
石
灰
や
セ
メ
ン

ト
（
正
式
に
は
ポ
ル
ト
ラ
ン
ド
セ
メ
ン

ト
と
呼
ば
れ
る
）
を
砂
と
混
ぜ
て
水
で

練
っ
た
泥
状
の
も
の
を
指
す
言
葉
で
あ

る
。
人
造
石
と
は
、
高
価
な
天
然
石
の

代
替
品
と
し
て
セ
メ
ン
ト
モ
ル
タ
ル
を

使
っ
て
人
の
手
で
作
り
出
し
た
建
築
仕

上
げ
材
の
こ
と
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
ポ
ル
ト
ラ
ン
ド
セ

メ
ン
ト
の
歴
史
は
、
幕
末
に
フ
ラ
ン
ス

か
ら
輸
入
さ
れ
た
の
が
最
初
の
事
例

と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
日
本
で
は

1
8
7
5
年
に
初
め
て
ポ
ル
ト
ラ
ン
ド

な
る
の
は
、
大
正
時
代
の
末
期
の
頃
で

あ
る
。

セ
メ
ン
ト
モ
ル
タ
ル
は
当
時
の
左
官

職
人
に
と
っ
て
、
石
灰
を
使
う
漆
喰
に

比
べ
て
強
度
も
あ
り
耐
水
性
に
も
優
れ

た
画
期
的
な
新
素
材
で
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
、
大
正
以
降
の
左
官
職
人
の
技
術

は
セ
メ
ン
ト
モ
ル
タ
ル
を
使
っ
て
新
し

い
展
開
を
遂
げ
て
い
く
。
そ
の
一
つ
が

「
人
造
石
洗
い
出
し
仕
上
げ
」、通
称
「
洗

い
出
し
」
で
あ
る
。

「
洗
い
出
し
」
は
、
セ
メ
ン
ト
の
中

に
さ
ま
ざ
ま
な
色
の
骨
材
を
混
ぜ
て
塗

り
付
け
、
硬
化
前
に
表
面
の
セ
メ
ン
ト

を
水
で
洗
い
流
す
こ
と
で
、
骨
材
を
表

面
に
浮
き
上
が
ら
せ
て
ザ
ラ
ザ
ラ
し
た

自
然
石
の
よ
う
な
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
を
生

み
出
す
技
術
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
そ

れ
ま
で
石
屋
さ
ん
が
ノ
ミ
を
使
っ
て
こ

つ
こ
つ
と
削
り
出
し
て
い
た
彫
刻
な
ど

の
仕
事
を
、
左
官
職
人
が
コ
テ
を
使
っ

て
肩
代
わ
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
。
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
る
「
旧
京
都
中
央
電
話
局
西
陣
分

局
舎
」
の
外
壁
の
レ
リ
ー
フ
は
、
そ
の

一
例
で
あ
る
。

も
う
一
つ
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
新
し
い
技
術
が
「
人
造
石
研
ぎ

出
し
仕
上
げ
」、
通
称
「
ジ
ン
ト
ギ
」

で
あ
る
。
石
造
建
築
の
歴
史
の
長
い

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
ま
れ
た
技
術
で
あ

り
、
テ
ラ
ス
に
由
来
す
る
イ
タ
リ
ア
語

の
「
T
E
R
R
A
Z
Z
O
」
に
由
来
し

て
「
テ
ラ
ゾ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も

あ
る
。「
ジ
ン
ト
ギ
」
と
「
テ
ラ
ゾ
ー
」

は
広
い
意
味
で
は
同
類
の
技
術
だ
が
、

使
う
石
の
大
き
さ
な
ど
に
よ
っ
て
、
呼

び
方
が
使
い
分
け
ら
れ
る
。
コ
テ
で
塗

り
付
け
て
整
形
し
た
面
の
セ
メ
ン
ト
が

硬
化
し
た
後
に
、
砥
石
を
使
っ
て
表
面

を
研
ぐ
こ
と
で
、
セ
メ
ン
ト
に
入
れ
た

石
の
断
面
の
色
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、

平
滑
な
石
の
表
面
の
よ
う
に
仕
上
げ
る

技
術
で
あ
る
。「
ジ
ン
ト
ギ
」
は
、「
洗

い
出
し
」
よ
り
も
人
の
手
が
触
れ
や
す

い
室
内
の
床
や
炊
事
場
な
ど
に
使
わ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
小
学
校
の
手
洗
い
場

や
公
園
の
滑
り
台
な
ど
、
昭
和
の
時
代

に
育
っ
た
世
代
の
人
に
は
馴
染
み
の
あ

る
、
懐
か
し
い
素
材
で
あ
り
肌
触
り
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

土
壁
や
漆
喰
と
同
じ
く
、
戦
後
の
建

設
工
事
の
近
代
化
と
と
も
に
、
だ
ん
だ

ん
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
れ
ら

の
技
術
で
あ
る
が
、「
ジ
ン
ト
ギ
」 

は
こ

こ
数
年
で
現
代
の
建
築
や
イ
ン
テ
リ
ア

の
現
場
で
、
密
か
な
ブ
ー
ム
を
迎
え
て

い
る
。
た
と
え
ば
南
禅
寺
近
く
の
カ

フ
ェ
で
も
、
古
い
木
造
の
建
物
を
使
っ

た
内
部
空
間
の
床
や
カ
ウ
ン
タ
ー
に
、

灰
色
の
セ
メ
ン
ト
に
白
い
砂
利
が
ち
り

ば
め
ら
れ
た
懐
か
し
い
「
ジ
ン
ト
ギ
」

が
大
々
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。
人
造
石

と
い
い
つ
つ
も
、「
ジ
ン
ト
ギ
」
の
手

触
り
に
は
本
物
の
石
に
は
な
い
、
柔
ら

か
さ
や
温
か
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
21
世

紀
に
な
っ
て
も
、
セ
メ
ン
ト
の
表
面
を

研
ぐ
「
ジ
ン
ト
ギ
」
に
は
職
人
の
手
作

業
が
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
う

し
た
人
の
手
が
作
り
出
す
素
材
感
が
、

現
代
人
の
心
を
惹
き
つ
け
る
秘
訣
な
の

で
は
な
い
か
、
と
思
わ
さ
れ
る
。

町家や昭和時代の建築の外壁などに
よく使われている「蛇紋岩洗い出し」

「ジントギ」が使われている南禅寺近くのカフェ

旧京都中央電話局西陣分局舎の外壁レリーフに見られる「洗い出し」（撮影：エスエス大阪 津田裕之）
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