
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
新
人
た
ち 

  

先
月
号
で
ご
紹
介
し
た
新
入
社
員
四
名
の
研

修
が
終
わ
り
、
ご
挨
拶
に
回
り
始
め
て
い
ま
す
。 

 

実
は
こ
の
四
人
、
弊
社
で
は
新
人
で
す
が
、
色
々

な
業
種
の
プ
ロ
達
で
す
。
そ
の
前
職
は
、
信
用
金

庫
・証
券
・保
険
・不
動
産
と
様
々
で
す
。 

 
金
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
そ
れ
以
外
の

事
に
つ
い
て
も
皆
様
の
お
役
に
立
て
る
機
会
も
あ

る
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
の
際
は
お
気
軽
に
お

声
掛
け
く
だ
さ
い
。 

 

新
入
社
員
も
入
り
、
さ
ら
な
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
集
団
を
目
指
す
ゴ
ー
ル
ド
リ
ン
ク
を
今
後

と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
ゴ
ー
ル
ド
リ
ン
ク 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

社
員
一
同 

 

 

ご
存
知 

 
 

で
す
か
？ 

 古
書
の
街
「
神
田
神
保
町
」 

  

九
段
下
か
ら
靖
国
通
り
を
東
に
向
か
う
と
神
保
町
交
差

点
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
辺
り
に
は
書
店
や
出
版
社
等
が
多

く
存
在
し
、
世
界
最
大
規
模
の
古
書
店
街
と
し
て
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
は
江
戸
時
代
の
解
体
新
書
の
原
本

を
販
売
し
て
い
る
店
も
存
在
し
て
い
る
と
か
…
。 

 

「
神
保
町
」
の
名
前
は
、
戦
国
大
名
だ
っ
た
越
中
（
現

在
の
富
山
県
）
の
神
保
氏
の
一
族
で
あ
る
江
戸
時
代
の
旗

本
、
神
保
長
治
に
由
来
し
ま
す
。
そ
の
屋
敷
は
現
在
の
神

田
神
保
町
二
丁
目
に
あ
り
、
そ
の
前
を
通
る
道
は
「
神
保

小
路
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
、
周
辺
一
帯
が
大
火
で
焼
失

し
た
際
、
神
田
高
等
女
学
校
教
員
だ
っ
た
岩
波
茂
雄
が
焼

け
跡
に
古
書
店
を
開
き
、
店
内
で
夏
目
漱
石
の
作
品
等
を

販
売
し
て
大
成
功
を
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
現
在
の
岩
波
書

店
の
起
こ
り
で
す
。 

 

ま
た
、
神
保
町
の
古
書
店
の
多
く
は
靖
国
通
り
沿
い
に

あ
り
、
そ
の
多
く
は
不
思
議
と
南
側
に
建
っ
て
い
て
北
を

向
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
日
光
が
当
た
っ
て
本
が
傷
む
の

を
防
ぐ
為
の
し
き
た
り
だ
そ
う
で
す
。
靖
国
通
り
以
前
の

メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
だ
っ
た
神
保
町
す
ず
ら
ん
通
り
沿
い

の
古
書
店
も
ほ
ぼ
北
向
き
で
す
。 

 

皆
様
も
こ
の
界
隈
の
古
書
店
を
巡
っ
て
み
る
と
面
白
い

発
見
や
掘
り
出
し
物
が
見
つ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。 

 
 



 

朝
日
新
聞
社
が
主
催
す
る

「
オ
ー
サ
ー
・
ビ
ジ
ッ
ト
」
と

い
う
活
動
で
大
阪
府
立
寝
屋

川
高
校
の
定
時
制
ク
ラ
ス
を

訪
れ
た
姜
尚
中
（
か
ん
さ
ん

じ
ゅ
ん
）
さ
ん
は
、
集
ま
っ
た

生
徒
た
ち
の
前
で
ご
自
身
の

半
生
を
語
り
ま
し
た
。
引
き
こ

も
り
に
な
っ
た
十
代
の
姜
さ
ん
を
救
っ

て
く
れ
た
の
は
、
学
生
運
動
を
通
じ
て
出

合
っ
た
無
二
の
友
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

「
友
は
50
歳
を
前
に
他
界
し
ま
し
た

が
、
大
切
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
し

た
」
。
姜
さ
ん
は
そ
う
言
っ
て
黒
板
に
三

つ
の
言
葉
を
書
き
ま
し
た
。 

 

「
創
造
」「
体
験
」「
態
度
」 

 
そ
し
て
「
態
度
」
に
○
印
を
つ
け
、
言

葉
を
続
け
ま
し
た
。 

 

「
友
は
最
後
ま
で
、
生
き
抜
く
と
い

う
凛
（
り
ん
）
と
し
た
『
態
度
』
を
示

し
て
く
れ
た
。
人
は
人
を
評
価
す
る

と
き
に
、
ど
れ
だ
け
新
し
い
こ
と
を
創
造

し
た
と
か
、
ど
ん
な
素
晴
ら
し
い
体
験
を

し
た
と
か
と
い
う
こ
と
を
問
い
が
ち
で

す
が
、
本
当
は
そ
ん
な
こ
と
で
は
な
い
」 

 

人
の
価
値
は
「
態
度
」
で
決
ま
る
と
姜

さ
ん
は
言
い
ま
す
。
周
囲
に
ど
ん
な
態
度

を
と
る
こ
と
が
で
き
た
か
、
そ
れ
が
そ
の

人
の
価
値
を
決
め
る
の
だ
、
と
。 

 

人
の
こ
こ
ろ
は
見
え
ま
せ
ん
。
け
れ
ど

態
度
に
は
、
そ
の
人
の
こ
こ
ろ
の
有
り
様

が
映
し
出
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
美
し
い

こ
こ
ろ
が
宿
る
態
度
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
な
の
か
、
自
分
を
振
り
返
り
な
が
ら

考
え
て
み
た
い
も
の
で
す
ね
。 

 

人
間
の
価
値
を
決
め
る
の
は
、 

そ
の
人
が
「
周
囲
に
ど
ん
な
態
度
を 

取
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
う
こ
と
だ
。 

―
―
政
治
学
者 

姜
尚
中

か
ん
さ
ん
じ
ゅ
ん 

光
ダ
イ
オ
ー
ド

（
Ｌ
Ｅ
Ｄ
）
を

電
球
に
使
い
、

白
熱
電
球
用
ソ
ケ
ッ
ト

で
使
え
る
よ
う
に
し
た

「
Ｌ
Ｅ
Ｄ
電
球
」
が
注
目

さ
れ
て
い
ま
す
。
い
ち
ば

ん
の
メ
リ
ッ
ト
は
寿
命

の
長
さ
と
消
費
電
力
の

少
な
さ
。
白
熱
電
球
と
比

較
し
た
寿
命
は
約
40
倍

で
、
約
４
万
時
間
と
さ
れ

る
寿
命
を
年
に
換
算
す

る
と
、
１
日
５
・
５
時
間
の
使
用
で
約
20
年

と
い
う
驚
き
の
長
さ
で
す
。
ま
た
、
消
費
電
力

は
白
熱
電
球
の
約
５
分
の
１
。
電
気
代
が
年

間
２
０
０
０
円
ほ
ど
安
く
な
る
そ
う
で
す
。 

 

以
前
は
１
個
１
万
円
く
ら
い
だ
っ
た
値
段

も
今
で
は
手
頃
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
最
大

の
デ
メ
リ
ッ
ト
と
言
わ
れ
た
配
光
角
（
光
が

広
が
る
角
度
）
の
狭
さ
も
、
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
か

ら
全
方
向
タ
イ
プ
が
発
売
さ
れ
た
こ
と
で
解

消
さ
れ
ま
し
た
。
暮
ら
し
の
エ
コ
を
考
え
た

と
き
Ｌ
Ｅ
Ｄ
電
球
を
選
ぶ
家
庭
は
増
え
て
く

る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
知
っ
て
お
き
た
い
の

が
Ｌ
Ｅ
Ｄ
電
球
の
選
び
方
で
す
。 

口
金
の
大
き
さ
は
二
種
類 

 

Ｌ
Ｅ
Ｄ
電
球
の
口
金
は
「
Ｅ

26
」（
一
般
電
球
）
と
「
Ｅ
17
」

（
小
型
電
球
）
の
二
種
類
。
メ
ー

カ
ー
や
使
用
器
具
の
種
類
に

よ
っ
て
は
使
用
で
き
な
い
場
合

が
あ
る
の
で
、
必
ず
確
認
し
て

か
ら
購
入
し
ま
し
ょ
う
。 

明
る
さ
の
基
準
は
「
ル
ー
メ
ン
」 

 

Ｌ
Ｅ
Ｄ
電
球
の
明
る
さ
は

「
○
形
」
で
は
な
く
「
ル
ー
メ
ン

（
lm
）
」
で
表
記
さ
れ
ま
す
。

ル
ー
メ
ン
と
は
、
光
源
が
３
６

０
度
す
べ
て
の
方
向
に
放
射
さ

れ
る
光
の
量
。
ル
ー
メ
ン
の
数

値
が
高
い
ほ
ど
明
る
く
な
り
ま

す
。
た
と
え
ば
、
今
使
っ
て

い
る
60
形
の
一
般
電
球
を

Ｌ
Ｅ
Ｄ
電
球
に
替
え
る
場

合
は
Ｅ

26

の
８
１
０

lm

を
、
小
形
電
球
の
40
形
な

ら
Ｅ
17
の
４
４
０
lm
を
選

び
ま
す
。 

 

次
回
は
使
用
場
所
や
光

の
色
に
よ
る
選
び
方
を
ご

紹
介
し
ま
し
ょ
う
。 

 

 

ＬＥＤ電球に替える場合の明るさの目安 



 

お
子
さ
ん
を
し
つ
け
る
と
き
あ
な
た

は
「
ほ
め
る
タ
イ
プ
」
で
す
か
、
そ
れ
と

も
「
叱
る
タ
イ
プ
」
で
し
ょ
う
か
。 

 

小
学
低
学
年
の
お
子
さ
ん
を
持
つ
お

母
さ
ん
を
対
象
に
し
た
あ
る
調
査
に
よ

る
と
、「
ほ
め
る
タ
イ
プ
」
が
４
割
、
叱
る

タ
イ
プ
が
６
割
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
と
こ

ろ
が
、「
し
つ
け
方
と
し
て
は
『
ほ
め
る
』

『
叱
る
の
』
ど
ち
ら
が
良
い
と
思
う
か
」

と
い
う
質
問
で
は
、「
ほ
め
る
」
が
７
割
を

越
え
ま
し
た
。
母
親
の
多
く
は
「
ほ
め
る
」

し
つ
け
方
が
望
ま
し
い
と
想
い
な
が
ら

も
、
実
際
に
は
つ
い
叱
っ
て
し
ま
う
よ
う

で
す
。 

 

し
か
し
、
叱
る
し
つ
け
が
間
違
っ
て
い

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
問
題
は
「
叱

り
方
」
で
す
。 

 

「
感
情
的
に
叱
っ
て
し
ま
っ
た
」 

 
「
叱
っ
た
ら
子
ど
も
が
し
ょ
ん
ぼ
り
し

て
、
自
分
の
叱
り
方
を
反
省
し
た
」 

 

「
ど
の
程
度
叱
っ
た
ら
よ
い
か
分
か
ら

な
い
と
き
が
あ
る
」 

 

叱
り
方
に
悩
ん
で
い
る
お
母
さ
ん
は

少
な
く
な
い
よ
う
で
す
。 

  

言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
我
が
子
を
ど

う
叱
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
。
た
と
え

ば
、
オ
モ
チ
ャ
を
貸
し
て
く
れ
な
か
っ
た

友
達
を
我
が
子
が
叩
い
た
と
し
ま
す
。
子

ど
も
に
「
そ
れ
は
い
け
な
い
こ
と
」
と
伝

え
る
た
め
の
叱
り
方
と
し
て
、
よ
く
あ
る

の
は
次
の
二
通
り
で
す
。 

【
１
】
「
そ
ん
な
こ
と
し
て
恥
ず
か
し
く

な
い
の
？
」「
何
度
言
っ
た
ら
わ
か
る
の
」

「
叩
い
ち
ゃ
ダ
メ
で
し
ょ
」
「
も
っ
と
お

行
儀
良
く
し
な
さ
い
」
「
お
母
さ
ん
が
い

い
と
言
う
ま
で
そ
こ
に
座
っ
て
反
省
し

て
い
な
さ
い
」
と
い
う
批
判
型
。 

【
２
】
「
お
友
達
に
は
や
さ
し
く
触
れ
る

の
よ
」
「
ほ
し
い
も
の
を
借
り
る
と
き
は

や
さ
し
く
し
な
く
ち
ゃ
ね
」
「
ほ
か
の
や

り
方
が
で
き
な
か
っ
た
か
考
え
て
や
り

直
し
な
さ
い
」
と
い
う
諭
（
さ
と
）
し
型
。 

 

二
つ
の
叱
り
方
の
違
い
は
口
調
で
す
。

「
批
判
型
」
の
厳
し
い
口
調
で
叱
る
と
、

そ
の
場
で
は
言
う
こ
と
聞
い
て
も
長

期
的
に
は
子
ど
も
が
自
分
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
で
き
な
く
な
り
、
非
行
に
走

る
な
ど
の
悪
影
響
が
出
や
す
い
そ
う

で
す
。 

 

一
方
の
「
諭
し
型
」
は
口
調
が
や
さ

し
く
、
親
と
し
て
断
固
と
し
た
態
度

を
と
り
つ
つ
も
、
子
ど
も
に
責
任
あ

る
行
動
を
促
そ
う
と
す
る
気
持
ち
が

口
調
に
表
れ
て
い
ま
す
。 

 

叱
り
方
と
し
て
ど
ち
ら
が
好
ま
し

い
か
は
一
目
瞭
然
で
す
。
子
ど
も
を

無
理
に
従
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
子
ど
も

の
自
尊
心
を
尊
重
し
て
わ
か
り
や
す
い

言
葉
で
叱
る
。
叱
り
方
に
限
ら
ず
、
子
ど

も
の
感
情
を
認
め
て
あ
げ
る
と
親
子
関

係
は
ず
っ
と
良
く
な
り
ま
す
。 

 

そ
し
て
も
う
一
つ
、
自
分
自
身
を
尊
重

す
る
こ
と
も
大
切
で
す
。
子
ど
も
に
対
し

て
批
判
口
調
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
な

ぜ
な
の
か
。
自
分
を
客
観
的
に
見
る
の
は

難
し
い
も
の
で
す
が
、「
自
分
の
こ
と
」
に

目
を
向
け
る
こ
と
は
親
子
関
係
を
見
つ

め
直
す
き
っ
か
け
に
な
り
そ
う
で
す
。 

 

 

 



 

  

 

 

 
   

 

琵
琶
湖
の
西
岸
に
位
置
す
る
滋
賀
県
高

島
市
は
、
安
曇
川
（
あ
ど
が
わ
）
の
河
口
に

形
成
さ
れ
た
三
角
州
を
中
心
に
発
展
し
て

き
ま
し
た
。
針
江
・
霜
降
は
三
角
州
の
北
側

に
広
が
る
集
落
で
す
。
こ
の
集
落
に
は
無

数
の
湧
水
が
あ
り
、
環
境
省
選
定
の
「
平
成

の
名
水
百
選
」
に
も
選
ば
れ
て
い
ま
す
。 

 

豊
富
な
湧
水
は
古
く
か
ら
稲
作
に
利
用

さ
れ
、
集
落
内
に
は
湧
水
を
活
用
し
た
「
カ

バ
タ
（
川
端
）
」
と
呼
ば
れ
る
独
特
の
炊
事

場
が
あ
り
ま
す
。
水
道
法
を
ク
リ
ア
し
た

水
質
を
保
っ
て
い
る
カ
バ
タ
で
は
、
今
で

も
人
々
が
野
菜
や
食
器
な
ど
を
洗
う
昔
な

が
ら
の
光
景
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

湧
水
を
神
聖
な
も
の
と
す
る
住
民
は
カ
バ

タ
で
鯉
な
ど
を
飼
い
、
食
べ
残
し
の
汚
れ

を
少
な
く
し
て
水
路
に
流
す
な
ど
、
独
特

の
水
環
境
保
全
で
地
域
の
水
文
化
を
守
っ

て
き
ま
し
た
。 

 

カ
バ
タ
か
ら
流
れ
出
た
水
は
集
落
内
を

縦
横
に
流
れ
る
水
路
を
介
し
て
針
江
大
川

に
注
が
れ
、
最
後
は
琵
琶
湖
に
至
り
ま
す
。

こ
の
連
続
し
た
湧
水
の
流
れ
は
「
生
水

（
し
ょ
う
ず
）
」
と
呼
ば
れ
、
湧
水
点
に
は

石
造
物
な
ど
が
祭
ら
れ
て
い
ま
す
。
受
け

継
が
れ
て
き
た
生
活
様
式
が
独
自
の
水
辺

景
観
を
作
り
出
し
、
豊
か
な
文
化
と
生
態

系
を
育
ん
で
き
た
「
生
水
の
里
」
は
、
近
年

観
光
地
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

（
財
）
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
協
会
が
認
定
す
る

「
精
神
対
話
士
」
と
は
、
孤
独
感
や
寂
し

さ
、
心
の
痛
み
を
感
じ
て
い
る
人
（
ク
ラ
イ

ア
ン
ト
）
に
寄
り
添
い
、
温
か
な
対
話
を
通

じ
て
前
向
き
な
気
持
ち
を
取
り
戻
し
て
も

ら
う
心
の
訪
問
ケ
ア
の
専
門
家
で
す
。
精

神
対
話
士
に
な
る
に
は
５
つ
の
ス
テ
ッ
プ

を
踏
み
ま
す
。 

①
同
協
会
が
主
催
す
る
「
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
・

ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
養
成
講
座
」
の
「
基
礎
課

程
」
修
了
。（
合
格
率
80
％
） 

②
同
「
実
践
課
程
」
修
了
。（
合
格
率
80
％
） 

③
「
精
神
対
話
士
選
考
試
験
」
に
合
格
。（
合

格
率
15
％
） 

④
同
協
会
と
業
務
委
託
契
約
を
結
ぶ
。 

⑤
「
精
神
対
話
士
資
格
証
」
の
交
付
。
資
格

を
取
得
し
た
あ
と
は
、
協
会
か
ら
の
依
頼

を
受
け
て
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
派
遣
さ
れ
、

そ
こ
で
心
の
ケ
ア
活
動
を
し
ま
す
。 

 

最
終
的
な
合
格
率
は
15
％
と
難
関
で

す
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
は
な
く
プ
ロ
の

専
門
職
な
の
で
依
頼
者
の
信
頼
が
厚
く
、

派
遣
先
は
個
人
宅
、
学
校
、
病
院
、
高
齢
者

の
施
設
な
ど
幅
広
く
か
ら
必
要
と
さ
れ
て

い
る
職
業
で
す
。
ま
た
、
資
格
取
得
後
に
専

門
課
程
ま
で
修
了
す
る
と
、
精
神
対
話
士

の
指
導
的
役
割
や
講
演
会
講
師
を
に
な
う

「
指
導
精
神
対
話
士
」
へ
と
進
む
道
も
あ

り
ま
す
。 

 

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
あ
と
、
多
く
の
精

神
対
話
士
が
被
災
地
に
行
っ
て
被
災
者
に

語
り
か
け
を
行
な
い
ま
し
た
。
今
回
の
大

震
災
で
も
心
の
励
ま
し
を
必
要
と
し
て
い

る
人
た
ち
は
た
く
さ
ん
い
ま
す
。 

 

高
島
市
針
江
・
霜
降
の
水
辺
景
観

た
か
し

ま

し

は
り

え
・
し

も

ふ
り

の
み
ず
べ
け

い
か
ん 

高島市針江・霜降の水辺景観 

（集落内の針江大川） 




