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シ
ル
ク
ス
ク
リ
ー
ン
も
こ
の
技
法
を
応
用

し
た
も
の
で
す
。

た
だ
、
ガ
リ
版
印
刷
は
活
版
な
ど
ほ
か

の
印
刷
手
段
と
比
較
す
る
と
安
価
に
道
具

を
揃
え
ら
れ
ま
す
し
、
シ
ン
プ
ル
な
構
造

で
と
っ
つ
き
や
す
い
も
の
で
す
か
ら
、
幅

広
い
年
齢
層
に
長
く
親
し
ま
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

字
の
美
し
さ
だ
け
で
な
く
、
文
字
の
大

き
さ
、
字
間
や
行
間
の
調
整
、
レ
イ
ア
ウ

ト
、
刷
り
の
技
術
な
ど
、
手
書
き
原
稿
が

そ
の
ま
ま
印
刷
で
き
る
だ
け
に
作
り
手
の

想
い
や
温
度
が
伝
わ
る
と
い
い
ま
す
か
、

人
間
と
の
か
か
わ
り
が
深
い
道
具
だ
と
思

い
ま
す
。

ガ
リ
版
名
人
・
職
人
が
い
た
時
代

│
│
今
回
初
め
て
「
ガ
リ
版
名
人
」
と
い

わ
れ
る
人
の
作
っ
た
も
の
を
拝
見
し
ま
し

た
。
あ
ま
り
の
字
の
美
し
さ
に
驚
き
で
す
。

写
版
は
長
生
き
で
し
た
。
シ
ン
プ
ル
構
造

の
機
械
の
よ
う
で
す
。
も
し
か
し
た
ら
、

ま
だ
一
号
機
も
使
用
で
き
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
（
笑
）。

│
│
ど
う
い
う
人
が
ガ
リ
版
に
興
味
を
持

つ
ん
で
す
か
？

最
近
で
は
、
美
術
館
な
ど
の
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
で
初
め
て
謄
写
版
に
触
れ
た
二
十

〜
三
十
代
、
美
術
表
現
の
手
段
と
し
て
興

味
を
持
つ
人
な
ど
で
す
。

謄
写
版
印
刷
に
必
要
な
道
具
は
、
ろ
う

（
蠟
）
原
紙
、
ヤ
ス
リ
、
鉄て

っ
筆ぴ

つ
、
ロ
ー
ラ
ー
、

イ
ン
ク
な
ど
。
原
紙
は
極
薄
の
和
紙
に
パ

ラ
フ
ィ
ン
加
工
を
し
て
あ
り
ま
す
。
ヤ
ス

リ
と
呼
ば
れ
る
鉄
板
の
上
に
原
紙
を
置
き
、

鉄
筆
で
文
字
を
刻
ん
だ
り
、
絵
を
描
き
ま

す
。
そ
の
孔
に
イ
ン
ク
を
し
み
込
ま
せ
る

こ
と
で
印
字
す
る
仕
組
み
な
の
で
す
が
、

こ
の
印
刷
技
法
は
孔こ

う

版は
ん

印
刷
と
呼
ば
れ
る

も
の
で
、
年
賀
状
印
刷
で
親
し
ま
れ
た
家

庭
用
印
刷
器
の
「
プ
リ
ン
ト
ゴ
ッ
コ
」
や

校
時
代
で
す
。
髪
を
七
三
に
分
け
た
青
年

賢
治
。
私
の
ほ
う
に
歩
い
て
く
る
か
と
思

っ
た
く
ら
い
で
す
。

│
│
志
村
さ
ん
は
現
在
、「
新
ガ
リ
版
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
い
う
組
織
の
首
都
圏
支

部
の
責
任
者
と
し
て
ど
ん
な
活
動
を
さ
れ

て
い
る
ん
で
す
か
？

謄
写
版
が
ワ
ー
プ
ロ
に
な
り
、
現
在
で

は
パ
ソ
コ
ン
で
原
稿
を
作
っ
て
プ
リ
ン
タ

ー
で
出
力
と
い
う
形
が
主
流
に
な
り
ま
し

た
が
、
現
在
で
も
実
物
が
あ
れ
ば
謄
写
版

を
続
け
た
い
と
い
う
人
は
い
る
ん
で
す
よ
。

私
た
ち
は
、
滋
賀
県
を
拠
点
に
古
い
謄

写
版
を
欲
し
い
人
に
わ
け
る
活
動
を
行
な

っ
て
い
ま
す
。
手
軽
な
印
刷
と
し
て
使
用

さ
れ
た
〝
謄
写
版
の
時
代
〞
は
、
堀
井
謄

写
堂
か
ら
発
売
さ
れ
た
一
八
九
四
（
明
治

二
十
七
）
年
か
ら
、
同
社
の
後
継
会
社
が

倒
産
す
る
二
〇
〇
二
年
ま
で
と
考
え
る
と

謄
写
版
の
歴
史
は
百
年
を
超
え
る
ん
で
す
。

次
々
に
印
刷
機
が
変
わ
り
ゆ
く
中
、
謄

い
う
こ
と
で
、
同
人
誌
や
ミ
ニ
コ
ミ
、
ニ

ュ
ー
ス
レ
タ
ー
な
ど
の
制
作
に
も
使
わ
れ

て
い
ま
し
た
ね
。

学
校
と
い
え
ば
岩
手
県
花
巻
市
に
あ
る

宮
沢
賢
治
記
念
館
で
見
か
け
た
写
真
に
、

賢
治
の
教
員
時
代
の
一
枚
が
あ
り
ま
す
。

職
員
室
の
謄
写
版
が
写
っ
て
い
る
一
枚
で
、

し
か
も
原げ

ん
紙し

が
貼
っ
て
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。

そ
れ
を
発
見
し
た
と
き
は
、
心
か
ら
う
れ

し
く
な
り
ま
し
た
。
大
正
末
の
花
巻
農
学

（
一
九
〇
〇
年
前
後
）
か
ら
一
九
七
〇
年
代

ま
で
で
す
ね
。
だ
か
ら
小
学
校
で
ガ
リ
版

（
謄
写
版
）
を
使
っ
て
い
た
か
ら
見
た
こ
と

が
あ
る
、
覚
え
て
い
る
、
と
い
う
人
は
四

十
歳
代
ぐ
ら
い
か
ら
上
で
し
ょ
う
か
。

い
ま
の
コ
ピ
ー
機
や
デ
ジ
タ
ル
プ
リ
ン

タ
ー
が
会
社
の
部
署
や
フ
ロ
ア
ご
と
に
置

か
れ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
、
謄
写
版
も

会
社
や
役
所
、
学
校
な
ど
で
広
く
使
わ
れ

て
き
ま
し
た
。
手
軽
に
刷
れ
る
印
刷
機
と

人
の
想
い
と
温
度
が
伝
わ
る
印
刷
機

│
│
い
ま
や
ガ
リ
版
そ
の
も
の
を
知
ら
な

い
人
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
ガ
リ
版
が
ど

う
い
う
存
在
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
と
こ

ろ
か
ら
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

ガ
リ
版
│
│
正
式
に
は
謄
写
印
刷
と
い

い
ま
す
が
、
こ
れ
が
印
刷
手
段
と
し
て
盛

ん
に
使
わ
れ
て
い
た
の
は
、
明
治
末
期
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ガ
リ
版
が
そ
の
役
目
を
コ
ピ
ー
機
や
プ
リ
ン
タ
ー
に
譲
っ
て
数
十
年
。

そ
の
姿
を
見
な
く
な
っ
て
久
し
い
が
、い
ま
で
も
支
持
す
る
声
は
消
え
て
は
い
な
い
。

「
ガ
リ
版
そ
の
も
の
を
知
ら
な
い
世
代
に
も
響
く
温
か
い
魅
力
が
あ
る
」│
│
。

ガ
リ
版
文
化
史
を
研
究
す
る
志
村
章
子
さ
ん
に
聞
い
た
。

「
い
つ
で
も
、ど
こ
で
も
、誰
に
で
も
」

ガ
リ
版
は
た
だ
の
印
刷
機
に
あ
ら
ず


