
 

  

言
葉
の
意
味
を
知
り
た
い
と

き
、
現
在
は
『
ヤ
フ
ー
』
や
『
グ
ー

グ
ル
』
で
検
索
し
た
り
、『
ウ
ィ
キ

ペ
デ
ィ
ア
』
を
見
た
り
と
い
う
の

が
主
流
で
す
。
け
れ
ど
も
、
紙
の
書

籍
と
し
て
市
販
さ
れ
て
い
る
国
語

辞
典
は
、
今
も
健
在
で
す
。
さ
ら

に
、
読
書
好
き
の
人
た
ち
の
間
で

は
、
辞
典
を
、
「
意
味
を
調
べ
る
」

と
い
う
本
来
の
用
途
だ
け
で
な

く
、「
読
む
」
と
い
う
楽
し
み
方
で

用
い
る
こ
と
も
多
々
あ
る
と
い
い

ま
す
。
各
書
店
か
ら
出
さ
れ
て
い

る
辞
典
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
が

あ
り
、
そ
れ
を
読
み
比
べ
る
と
い

う
面
白
さ
も
あ
る
よ
う
で
す
。
言

葉
の
意
味
を
調
べ
る
と
い
う
本
来

の
在
り
方
は
も
ち
ろ
ん
、
読
書
と

い
う
捉
え
方
で
も
、
最
も
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
な
の
が
、
岩
波
書
店
の
『
広
辞

苑
』
で
す
。 

 

予
備
校
講
師
で
タ
レ
ン
ト
と
し

て
も
活
躍
中
の
林
修
さ
ん
は
、「
東

大
生
の
多
く
が
、
広
辞
苑
な
ど
の

辞
書
を
〝
引
く
〟
の
で
は
な
く
〝
読

む
〟
と
い
う
方
法
で
楽
し
ん
で
い

た
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。
林
さ
ん

も
、
東
大
時
代
に
は
、読
み
物
と
し

て
広
辞
苑
を
２
回
も
読
破
し
た
そ

う
で
す
。 

 

『
広
辞
苑
』
は
、
中
型
国
語
辞
典

（
十
万
～
二
十
万
語
規
模
の
辞

典
）
と
し
て
は
三
省
堂
の
『
大
辞

林
』
と
並
ん
で
両
雄
と
さ
れ
る
、
最

も
有
名
な
国
語
辞
典
で
す
。
岩
波

書
店
は
、
戦
前
か
ら
定
評
の
あ
っ

た
国
語
辞
典
『
辞
苑
』を
大
幅
に
改

訂
し
た
『
広
辞
苑
』
を
一
九
五
五

（
昭
和
三
十
）
年
五
月
二
十
五
日

に
発
刊
し
ま
し
た
。
以
来
、
現
在
ま

で
に
第
七
版
ま
で
が
発
刊
さ
れ
て

い
ま
す
。
近
年
は
携
帯
機
器
に
電

子
辞
書
の
形
で
収
録
さ
れ
る
こ
と

も
多
く
、収
録
語
数
は
、
最
新
の
第

七
版
で
約
二
十
五
万
語
。
日
本
国

内
は
も
と
よ
り
、
世
界
の
社
会
情

勢
や
約
三
千
点
の
図
版
・
地
図
な

ど
を
収
録
し
、
百
科
事
典
の
よ
う

な
働
き
を
も
し
ま
す
。 

 

一
方
で
、
時
事
用
語
を
多
く
扱

う
百
科
事
典
『
現
代
用
語
の
基
礎

知
識
』『
イ
ミ
ダ
ス
』『
知
恵
蔵
』
の

よ
う
に
、
新
語
が
毎
年
追
加
さ
れ

る
性
質
の
書
籍
で
は
な
い
た
め
、

世
間
で
認
知
さ
れ
て
い
る
言
葉
が

掲
載
さ
れ
る
の
に
少
し
時
差
が
あ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
一
九
八
〇

年
代
初
頭
に
流
行
し
た
「
ナ
ウ
い
」

は
二
〇
〇
八
年
改
訂
の
第
六
版
に

収
録
、
二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
に
流

行
し
た
「
萌
え
」
は
二
〇
一
八
年
改

訂
の
第
七
版
に
収
録
さ
れ
ま
し

た
。「
若
者
言
葉
」
と
言
わ
れ
る
よ

う
な
流
行
語
は
、
そ
の
後
も
長
年

定
着
す
る
か
ど
う
か
が
吟
味
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
す
ね
。
逆
に
、「
猛

暑
日
」
は
二
〇
〇
七
年
四
月
一
日

よ
り
気
象
庁
が
使
用
を
開
始
し
た

用
語
で
す
が
、「
今
後
は
頻
繁
に
使

わ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
判
断
さ
れ
、

翌
年
の
第
六
版
に
す
ぐ
に
収
録
さ

れ
た
そ
う
で
す
。 

 

プ
ロ
作
家
に
も
愛
用
者
が
多

く
、
ネ
ッ
ト
が
普
及
す
る
前
は
、

「
広
辞
苑
に
よ
る
と
」
と
い
う
書

き
出
し
で
エ
ッ
セ
イ
な
ど
を
書
く

こ
と
が
流
行
し
た
時
代
も
あ
り
ま

し
た
が
、今
で
も
、
そ
の
信
頼
に
応

え
る
だ
け
の
存
在
感
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
に
加
え
、
あ
ら
た
め
て
、

「
読
み
物
」
と
い
う
新
し
い
切
り

口
で
広
辞
苑
（
な
ど
の
辞
書
）と
向

き
合
っ
て
み
る
と
、
多
く
の
発
見

が
で
き
、
楽
し
め
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。 

 

 

 2月ごろは、まだ他人事だと思ってい

て、桜が咲いたら遠出をして花見でも行こ

うかと相談していましたが、日本中で感染

が広がるとそれどころではなくなりまし

た。自粛・延期・中止といろいろなことに

影響が出ています。自分だけが感染して

治ってしまえばいいのですが、家族・知

人・お客様など自分が意図しないで感染さ

せてしまったら大変なことになってしまう

ので、感染予防のため、極力外出は控える

ようにしていますが、仕事がらテレワーク

とは無縁です・・・。 

 
一
八
八
六
年
（
明
治
十
九
年
）

の
こ
の
日
、
実
業
家
だ
っ
た
眞

崎
仁
六(

ま
さ
き 

に
ろ
く)

と

い
う
人
が
、
東
京
・
新
宿
（
現
・

新
宿
区
内
藤
町
）
に
眞
崎
鉛
筆

製
造
所
を
創
立
し
、
日
本
初
の

鉛
筆
の
製
造
販
売
が
始
ま
っ
た

こ
と
を
記
念
し
て
い
ま
す
。  

 

眞
崎
仁
六
氏
は
、
一
八
七
八

年
（
明
治
十
一
年
）
に
パ
リ
で
行

わ
れ
た
万
博
で
、
鉛
筆
と
い
う

も
の
を
初
め
て
見
て
感
動
し
、

様
々
な
研
究
と
努
力
を
重
ね
、

水
車
を
動
力
と
し
た
工
場
を
建

て
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
眞
崎
鉛
筆
製
造
所
は
、
後
に

三
菱
鉛
筆
株
式
会
社
と

な
っ
て
い
き
ま
す
。  

 

鉛
と
す
ず
を
混
合
し

た
芯
を
木
軸
に
装
着
し

た
鉛
筆
の
起
源
は
、
十

四
世
紀
頃
の
イ
タ
リ

ア
で
す
。
日
本
に
渡
来

し
た
の
は
江
戸
時
代

初
期
。
オ
ラ
ン
ダ
人
が
徳
川
家

康
に
献
上
し
た
と
さ
れ
、
こ
の

時
に
贈
ら
れ
た
も
の
は
現
在
も

静
岡
県
の
東
照
宮
博
物
館
に
保

存
さ
れ
て
い
ま
す
。  

 

鉛
筆
は
世
界
中
で
も
っ
と
も

使
わ
れ
て
い
る
筆
記
具
で
す
。

日
本
で
「
え
ん
ぴ
つ
ダ
コ
」
を

作
っ
て
い
る
よ
う
な
人
は
め
っ

き
り
見
か
け
な
く
な
り
ま
し
た

が
、
小
学
校
・
美
術
館
・
試
験
会

場
・
投
票
所
な
ど
な
ど
、「
鉛
筆

で
な
け
れ
ば
！
」
と
い
う
場
面

は
ま
だ
ま
だ
健
在
。
ア
ー
ト
界

で
も
欠
か
せ
な
い
表
現
手
段
の

一
つ
と
し
て
、
大
活
躍
を
続
け

て
い
ま
す
。 

 

 

 

？の数字はこの新聞の中に！さがしてみてね！ 

   ３回目のビンゴ発表！ 

今回は、特別にもう一つ発表！！ 

ビンゴになったらすぐに連絡をくださいね！ 

先着順なので順位が変わってしまいます。 

新型コロナウイルスの影響 


