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は
、
同
社
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
書
体
「
秀
英
体
」
を
管
理
す
る
部
署
だ
。

大
日
本
印
刷
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
今

で
は
液
晶
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
か
ら
Ｉ
Ｔ
事
業

ま
で
、
印
刷
に
か
か
わ
る
幅
広
い
事
業
を

手
掛
け
る
大
企
業
で
あ
る
。

同
社
は
一
八
七
六
年
の
創
業
時
は
秀
英

舎
と
い
う
名
前
で
、「
秀
英
体
」
と
は
そ

の
名
の
通
り
「
秀
英
舎
の
書
体
」
と
の
意

味
。
明
朝
体
、
角
ゴ
シ
ッ
ク
体
、
丸
ゴ
シ

ッ
ク
体
な
ど
を
そ
ろ
え
る
同
社
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
書
体
で
、
東
京
活
字
活
版
の
「
築
地

体
」
と
並
ん
で
「
和
文
活
字
の
二
大
潮

流
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
現
在

の
大
日
本
印
刷
の
原
点
と
も
言
う
べ
き
も

の
だ
。

こ
の
書
体
の
特
徴
で
私
の
よ
う
な
素
人

に
も
す
ぐ
に
分
か
る
の
は
、
明
朝
体
の
平

仮
名
の
「
い
」
や
「
た
」、「
な
」
な
ど
の

筆
脈
の
線
が
繫
が
っ
て
い
る
こ
と
。
本
を

読
む
と
き
に
注
意
し
て
い
れ
ば
、
と
き
お

た
ち
か
ら
離
れ
、
読
者
に
渡
さ
れ
る
場
だ
。

で
も
、
そ
う
し
て
読
者
の
海
へ
と
流
れ
込

ん
で
い
く
「
本
」
に
つ
い
て
、
自
分
は
い

っ
た
い
ど
れ
ほ
ど
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る

だ
ろ
う
？

被
災
地
で
書
店
の
取
材
を
続

け
な
が
ら
、
そ
ん
な
思
い
が
胸
の
裡
で
募

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
う
し
て
カ
バ
ー
や
本
文
を
デ

ザ
イ
ン
す
る
装
幀
家
、
製
紙
工
場
の
技
術

者
、
製
本
会
社
…
…
と
い
っ
た
本
と
い
う

「
も
の
づ
く
り
」
の
現
場
を
取
材
す
る
際
、

私
が
最
初
に
訪
ね
た
の
が
、
大
日
本
印
刷

（
Ｄ
Ｎ
Ｐ
）
の
「
秀
英
体
開
発
室
」
と
い
う

部
署
だ
っ
た
。

こ
こ
で
は
そ
の
と
き
に
聞
い
た
話
に
沿

っ
て
、「
書
体
」
を
め
ぐ
る
一
つ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
紹
介
し
た
い
と
思
う
。

デ
ジ
タ
ル
化
で
書
体
が
く
ず
れ
る

大
日
本
印
刷
の
「
秀
英
体
開
発
室
」
と

ま
っ
た
町
で
、
全
く
の
ゼ
ロ
か
ら
新
た
に

店
を
始
め
た
人
。
さ
ら
に
は
浸
水
し
て
膨

ら
ん
だ
本
が
書
棚
か
ら
抜
け
な
か
っ
た
と

き
の
悔
し
さ
を
、
目
に
涙
を
浮
か
べ
な
が

ら
語
っ
た
書
店
員
の
話
を
聞
い
た
の
も
そ

の
と
き
だ
。

な
ぜ
、
彼
ら
は
災
害
後
の
厳
し
い
状
況

の
中
で
、
書
店
の
再
開
を
急
い
だ
の
か
。

一
様
に
語
ら
れ
た
の
は
、
地
震
の
翌
日
か

ら
書
店
の
再
開
を
求
め
る
声
が
あ
っ
た
と

い
う
事
実
だ
っ
た
。

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
水
や
食
料
を

求
め
る
人
の
列
が
で
き
て
い
た
の
と
同
じ

と
き
、
書
店
に
も
本
を
求
め
る
人
の
列
が

あ
っ
た
。
そ
の
声
に
励
ま
さ
れ
る
よ
う
に
、

本
を
読
者
に
手
渡
そ
う
と
し
た
書
店
員
た

ち
│
│
彼
ら
と
の
出
会
い
は
、
私
に
と
っ

て
「
本
」
に
対
す
る
見
方
を
一
変
さ
せ
る

よ
う
な
経
験
と
な
っ
た
。

書
店
は
長
い
「
本
づ
く
り
」
の
過
程
に

お
い
て
、
一
個
の
作
品
が
「
つ
く
り
手
」

の
持
つ
様
々
な
意
味
で
の
重
み
だ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
気
仙
沼
で
長
く
書
店
を
経

営
し
て
き
た
店
主
の
一
人
は
、
津
波
で
店

舗
を
流
さ
れ
て
な
お
、
か
ろ
う
じ
て
残
っ

て
い
た
住
所
録
を
頼
り
に
本
の
配
達
を
続

け
て
い
た
。
あ
る
い
は
、
南
相
馬
で
は
原

発
事
故
で
一
時
は
街
か
ら
避
難
し
た
も
の

の
、
早
く
か
ら
戻
っ
て
書
店
を
再
開
し
た

店
主
と
会
っ
た
。

ま
た
、
書
店
が
一
軒
も
な
く
な
っ
て
し

に
ま
と
め
た
。

私
が
「
本
づ
く
り
」
の
現
場
を
見
た
い

と
思
っ
た
の
は
、
東
日
本
大
震
災
を
め
ぐ

る
一
つ
の
取
材
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。

六
年
前
、
津
波
や
原
発
事
故
で
被
災
し

た
三
陸
沿
岸
や
福
島
の
書
店
を
訪
ね
、
現

地
の
書
店
員
が
い
か
に
自
分
た
ち
の
店
舗

を
復
旧
し
た
か
に
つ
い
て
、
取
材
を
続
け

て
い
た
時
期
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
強
く

意
識
し
た
の
が
、「
も
の
と
し
て
の
本
」

本
づ
く
り
の
現
場
を
見
た
い

「
も
の
」
と
し
て
の
「
本
」
が
ど
の
よ
う

に
つ
く
ら
れ
る
の
か
を
、
自
分
自
身
の
目

で
も
っ
と
見
て
み
た
い
│
│
。

そ
ん
な
気
持
ち
を
抱
き
な
が
ら
「
本
づ

く
り
」
の
現
場
で
働
く
人
た
ち
に
話
を
聞

き
、
一
年
ほ
ど
前
に
『「
本
を
つ
く
る
」

と
い
う
仕
事
』（
筑
摩
書
房
）
と
い
う
一
冊
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稲泉　連
ノンフィクション作家

大
日
本
印
刷「
秀
英
体
開
発
室
」│
│
。

二
〇
〇
六
年
か
ら
同
室
で
、あ
る
書
体
の
作
り
直
し
が
始
ま
っ
た
。

「
平
成
の
大
改
刻
」と
呼
ば
れ
た
事
業
に
、七
年
も
の
歳
月
が
費
や
さ
れ
た
。

書
体
の
現
場
を
稲
泉
連
さ
ん
に
つ
づ
っ
て
も
ら
っ
た
。

文
字
の
良
し
悪
し
で
世
界
は
変
わ
る
！

書
体
と
は「
声
」で
あ
る


