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普通の人は 
「順境」の時は楽観し、「逆境」の時は悲観する 
 
その「逆」を行くのが「逆転の発想」である。 
「危機管理」の原則は 
「悲観的に計画し、楽観的に実行する」こと。 
 
だが、愚かな人は 
楽観的に計画して、 
悲観的に実施して、そして失敗する 

出 光 佐 三（出光
興産・創業者） 

「順境」にいて
、悲観し

「逆境」にいて
、楽観する

改
善
　
　
講
座
 

基
礎
 

5

「
視
覚
化
・
見
え
る
化
」
の
改
善
 

①「見える化→目立つ化」で「忘れない化」 
　 ＊エアコンの「切り忘れ」を防ぐには 
　 ＊「徹底せよ」でなく、「徹底できるように」 
　 ＊たまには、「オモシロイ改善」も 

②「裏」と「表」で「一目でわかる化」 
　 ＊「見える化→わかる化」→「迷わナイ化」 
　 ＊「見える化→情報共有化」→「安心化」 
　 ＊「ボード管理・オープン管理」で「モレない化」 

③「一本の線」で「改善的・手抜き」 
　 ＊「一本の線」で「見える化→わかる化」 
　 ＊「一本の線」で「戻し易化→定置化」 
　 ＊「最善」は「改善の敵」 

④「簡単な改善」から「原理・原則・定石」を学ぶ 
　 ＊「異業種」の事例が「応用力の教材」に 
　 ＊「異職種」の事例が「改善力の教材」に 

特集・「改善・基礎講座シリーズ」は 

「DVD教材・改善基礎講座」の内容を誌面に 

順次（だいたい6ヶ月に一度くらいの割合で） 

「採録→補足・補完→編集」しているものです。 

 
第 ⑤ 回目（今月号）では、 
ＤＶＤ教材の「 ② 時間目」の第 ３ 章にあたる部分で、 
次のような項目を解説しています。 
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エ
ア
コ
ン
の

　
　﹁
切
り
忘
れ
﹂を
防
ぐ
に
は

忘
れ
忘
れ
な
い
化
 

忘
れ
忘
れ
な
い
化
 

忘
れ
な
い
化
 

「
視
覚
化
・
見
え
る
化
」
の
改
善
 

見
え
る
化
↓
目
立
つ
化
で
 

何回言ってもダメなんだから……

徹底してほしいワ！

　「
改
善
の
定
石
」
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、

そ
の
中
で
最
も
効
果
的
な
の
は
「
視
覚
化
」

で
あ
ろ
う
。
 

　
な
ぜ
な
ら
、
人
間
は
五
感
の
う
ち
視
覚

が
最
も
発
達
し
て
い
る
か
ら
だ
。
情
報
の

大
半
は
視
覚
を
通
じ
て
得
て
い
る
。
 

　
ち
な
み
に
、
犬
は
嗅
覚
が
、
コ
ウ
モ
リ

は
聴
覚
が
最
も
発
達
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
動
物
は
、
そ
れ
ら
の
感
覚
を
フ
ル
に

活
用
し
て
生
き
て
い
る
。
 

　「
仕
事
の
改
善
」
に
て
も
「
視
覚
情
報
」
を

お
お
い
に
活
用
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ

え
、「
改
善
の
現
場
」
で
は
、
 

＊
「
ビ
ジ
ュ
ア
ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
 

＊
「
目
で
見
る
管
理
」
 

＊
「
見
え
る
化
」
 

＊
「
見
や
す
化
」
 

＊
「
見
せ
る
化
」
 

―
な
ど
の
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
 

 　
 

  　「
視
覚
化
＝
見
え
る
化
」
に
よ
る
改
善
は

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
典
型
的
な

事
例
と
し
て
は
「
見
え
な
い
も
の
を
、
見
え

る
化
し
た
」
と
い
う
事
例
が
あ
る
。
 

　
た
と
え
ば
、
エ
ア
コ
ン
の
ス
イ
ッ
チ
を

切
り
忘
れ
て
、
帰
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ

と
が
あ
る
。
 

　
改
善
の
な
い
職
場
で
は
、
管
理
職
が
、
 

「
誰
だ
。
昨
日
、
最
後
に
帰
っ
た
奴
は
。
 

エ
ア
コ
ン
の
ス
イ
ッ
チ
が
入
れ
っ
ぱ
な
し

だ
っ
た
。
電
気
代
が
ム
ダ
じ
ゃ
な
い
か
」
 

と
、
わ
め
き
た
て
る
。
 

　
そ
し
て
、
切
り
忘
れ
て
帰
っ
た
人
は
、
 

「
ス
ミ
マ
セ
ン
。
今
後
、
気
を
つ
け
ま
す
」 

と
、
謝
っ
て
い
る
。
 

　
だ
が
、
こ
の
問
題
は
、
単
に
 

「
こ
れ
か
ら
、
気
を
つ
け
ま
す
」
 

「
今
後
、
注
意
し
ま
す
」
 

だ
け
で
は
、
解
決
さ
れ
な
い
。
 

　
叱
ら
れ
た
直
後
は
、
ス
イ
ッ
チ
の
切
り

忘
れ
が
な
い
よ
う
に
、
何
度
も
チ
ェ
ッ
ク

す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
ん
な
緊
張
は
い

つ
ま
で
も
続
か
な
い
。
 

　
気
が
緩
ん
だ
時
に
は
、
ま
た
う
っ
か
り

忘
れ
て
し
ま
う
。
あ
る
い
は
、
バ
タ
バ
タ

し
て
い
る
と
忘
れ
て
し
ま
う
。
 

　
す
る
と
、
 

「
ま
た
、
切
り
忘
れ
て
い
る
」
 

「
い
く
ら
言
っ
て
も
ダ
メ
だ
」
 

―
と
い
う
声
が
出
て
く
る
。
 

　
そ
し
て
、
 

「
今
度
こ
そ
、
徹
底
す
る
よ
う
に
」
 

と
い
う
強
い
通
達
が
な
さ
れ
る
。
 

　
こ
の
「
徹
底
」
と
い
う
言
葉
は
、
ど
の
職

場
で
も
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。 

「
徹
底
し
よ
う
！
」
 

「
徹
底
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
 

―
な
ど
と
。
 

　
だ
が
、
こ
の
「
徹
底
」
と
い
う
言
葉
が
叫
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﹁
徹
底
で
き
る
﹂よ
う
に

　
　
　
　
　﹁
や
り
方
の
工
夫
﹂を

﹁
対
策
﹂＝﹁
原
因
﹂の
裏
返
し

ば
れ
て
い
る
職
場
で
、
モ
ノ
ゴ
ト
が
徹
底

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
 

　
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
「
や
り
方
の
変
更
」

が
な
い
か
ら
だ
。「
や
り
方
の
変
更
」
が
な

け
れ
ば
、
ま
た
同
じ
こ
と
が
発
生
す
る
。 

　
そ
し
て
ま
た
、
 

「
徹
底
し
よ
う
！
」
 

「
徹
底
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
 

の
合
唱
の
繰
り
返
し
と
な
る
。
 

  　
 

　
 

　
だ
が
、「
改
善
の
あ
る
職
場
」
で
は
、「
徹

底
し
よ
う
」
で
は
な
く
、「
徹
底
さ
れ
る
よ

う
に
、
や
り
方
を
変
え
よ
う
」
と
言
う
。 

　
で
は
、「
や
り
方
」
を
変
え
る
に
は
ど
う

す
れ
ば
い
い
か
。「
何
」
を
、
ど
う
変
え
れ

ば
、
徹
底
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
か
。 

　
そ
の
た
め
に
は
、「
ナ
ゼ
」
と
い
う
問
い

か
け
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、 

「
な
ぜ
、
切
り
忘
れ
る
の
か
」
 

と
い
う
原
因
の
追
及
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

　
な
ぜ
な
ら
、「
対
策
」
と
い
う
も
の
は
「
原

因
の
裏
返
し
」
だ
か
ら
。
ゆ
え
に
、「
原
因
」
が

わ
か
ら
な
け
れ
ば
「
対
策
」
も
わ
か
ら
な
い
。
 

　
逆
に
、「
原
因
」
さ
え
わ
か
れ
ば
改
善
が

で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
原
因
の
裏
返
し
」

が
対
策
だ
か
ら
。
 

　
で
は
、
な
ぜ
、
エ
ア
コ
ン
の
ス
イ
ッ
チ

の
「
切
り
忘
れ
」
が
頻
発
す
る
の
か
。
調
べ

て
み
る
と
、
そ
れ
は
ス
イ
ッ
チ
が
入
っ
て

い
る
か
、
切
れ
て
い
る
か
、
わ
か
り
に
く

い
か
ら
だ
と
い
う
。
 

　「
小
さ
な
ラ
ン
プ
」
が
つ
い
て
い
る
が
、

そ
ん
な
も
の
は
見
逃
し
て
し
ま
う
。
で
は
、

ど
う
す
れ
ば
い
い
か
。
 

　「
で
っ
か
い
ラ
ン
プ
」
に
取
り
換
え
る
と

い
う
の
も
、
対
策
の
ひ
と
つ
だ
ろ
う
。
だ

が
、
そ
れ
に
は
工
事
も
必
要
だ
し
、
電
気

代
も
余
計
に
か
さ
む
。
 

　
改
善
は
「
大
変
＝
大
き
く
変
え
る
」
で
は

な
く
、
モ
ノ
ゴ
ト
を
「
ち
ょ
っ
と
変
え
る
・

小
さ
く
変
え
る
」
と
い
う
「
小
変
」
に
す
ぎ

な
い
。
ゆ
え
に
、
も
っ
と
簡
単
で
、
手
っ

と
り
早
く
で
き
る
方
法
を
探
る
べ
き
だ
。
 

　
す
る
と
、
あ
る
人
か
ら
 

「
と
り
あ
え
ず
、
吹
出
し
口
に
細
い
ヒ
モ
で

も
取
り
付
け
た
ら
ど
う
か
」
 

と
い
う
意
見
が
出
て
き
た
。
 

　
そ
の
程
度
の
こ
と
な
ら
、
ス
グ
で
き
る
。 

さ
っ
そ
く
、「
荷
造
り
用
の
ヒ
モ
」
を
ほ
ぐ

し
て
取
り
付
け
て
み
た
。
 

　
ス
イ
ッ
チ
が
入
っ
て
い
る
と
、
ヒ
モ
が

揺
れ
る
の
で
目
立
つ
。
こ
れ
な
ら
見
逃
す

こ
と
が
な
い
。
こ
れ
で
エ
ア
コ
ン
の
切
り

忘
れ
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
 

　
　
　
　
　
　
　
　
☆
 

　
こ
の
「
吹
出
し
口
に
ヒ
モ
を
取
り
付
け
る
」

と
い
う
事
例
は
「
風
＝
空
気
の
流
れ
」
と
い

う
「
見
え
な
い
も
の
」
を
「
ヒ
モ
」
に
よ
っ
て

「
見
え
る
よ
う
」
に
し
た
、
つ
ま
り
、「
見

え
る
化
＝
視
覚
化
」
の
改
善
で
あ
る
。
 

 　
　
 

 　
ス
イ
ッ
チ
の
切
り
忘
れ
に
対
し
て
、
 

「
気
を
つ
け
ろ
」
 

「
徹
底
せ
よ
」
 

と
叫
ぶ
だ
け
の
職
場
と
、
 

「
と
り
あ
え
ず
、
ヒ
モ
を
取
り
付
け
る
」
 

と
い
う
職
場
で
は
、
ど
ち
ら
が
、
実
際
に
、 

「
切
り
忘
れ
」
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
か
。
 

　
た
と
え
、
完
全
に
防
止
で
き
な
く
て
も
、

ど
ち
ら
が
、「
切
り
忘
れ
」
の
頻
度
を
減
ら

す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
 

　
　
　
　
　
　
　
　
☆
 

「
気
を
つ
け
ろ
」
 

「
徹
底
せ
よ
」
 

な
ど
と
、「
叫
ぶ
だ
け
」
の
職
場
で
は
、
 

「
切
り
忘
れ
」
の
原
因
は
、
 

「
た
る
ん
で
い
る
か
ら
だ
」
 

「
注
意
が
た
り
な
い
か
ら
だ
」
 

と
思
っ
て
い
る
。
 

　
ゆ
え
に
、
そ
の
「
対
策
」
は
、「
原
因
」
の

裏
返
し
で
あ
る
 

「
気
を
つ
け
ろ
」
 

「
注
意
せ
よ
」
 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

　
だ
が
、
そ
れ
が
「
ピ
ン
ト
外
れ
の
対
策
」
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改善前（問題点） 

効果  

改善後（対策） 

（絵や図を簡単に） 

エアコンのスイッチを

よく、切り忘れていた。

吹出し口に

リボンを取り付けた。

一目で、スイッチの「on／off」がわかり、

切り忘れがなくなった。

あっ！ 

わからな
いなぁ 

見ただけでは 

切り忘れている！ 
スイッチ 

ON

OFFダ
ラ
〜
リ 



改善=問題の 

裏返し 裏返し 

裏返し 裏返し 
対策=原因の には には 

どうしたら どうしたら 
なぜ なぜ 

困った 困った 
困りっ放し 困らない化

 

に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
、
い
つ
ま
で
た
っ
て

も
徹
底
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
 

　
一
方
、「
ヒ
モ
を
取
り
付
け
る
」
と
い
う

さ
さ
や
か
な
が
ら
も
「
や
り
方
の
変
更
」
で

対
処
し
た
職
場
は
「
切
り
忘
れ
の
原
因
」
を
 

「
人
間
」
で
は
な
く
、
 

「
わ
か
ら
な
い
か
ら
」
 

「
わ
か
り
に
く
い
か
ら
」
 

と
い
う
「
具
体
的
な
事
実
」
に
求
め
て
い
る
。 

　
そ
し
て
、
そ
の
「
原
因
」
を
裏
返
し
て
、 

「
わ
か
る
化
す
る

―
に
は
」
 

「
わ
か
り
や
す
化
す
る

―
に
は
」
 

ど
う
す
れ
ば
、
い
い
か
と
「
具
体
的
な
方
法

の
変
更
」
を
考
え
る
。
 

　
こ
の
よ
う
に
、
何
を
「
原
因
」
と
考
え
る

か
に
よ
っ
て
、「
対
策
」
は
ま
っ
た
く
異
な
っ

て
く
る
。「
具
体
的
な
対
策
」
を
得
る
に
は

「
具
体
的
な
原
因
追
及
」
が
不
可
欠
で
あ
る
。
 

　
ゆ
え
に
、
問
題
に
直
面
し
た
ら
、
 

「
に
は
↓
な
ぜ
↓
ど
う
し
た
ら
」
 

の
「
３
ス
テ
ッ
プ
」
が
勧
め
ら
れ
る
。
 

①「
に
は
」
で
「
具
体
的
対
策
」
の
追
及
 

　
改
善
と
は
 

「
困
る
↓
困
ら
な
い
化
」
 

「
間
違
え
る
↓
間
違
え
な
い
化
」
 

「
忘
れ
る
↓
忘
れ
な
い
化
」
 

の
よ
う
に
「
問
題
の
裏
返
し
」
で
あ
る
。
 

　
た
だ
し
、
何
も
し
な
け
れ
ば
問
題
を
裏

返
せ
な
い
。
ゆ
え
に
、
ま
ず
、
 

「
困
ら
な
い
化
す
る

―
に
は
」
 

「
間
違
え
な
い
化
す
る

―
に
は
」
 

「
忘
れ
な
い
化
す
る

―
に
は
」
 

と
「
〜
に
は
」
と
い
う
言
葉
で
具
体
的
な
方

法
を
追
及
す
る
。
 

②「
な
ぜ
」
で
「
原
因
」
の
追
及
 

　「
対
策
」
と
は
「
原
因
の
裏
返
し
」
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、「
具
体
的
な
対
策
」
を
得
る
に
は
 

「
な
ぜ
、
困
っ
て
い
る
の
か
」
 

「
な
ぜ
、
間
違
え
る
の
か
」
 

「
な
ぜ
、
忘
れ
る
の
か
」
 

―
の
如
く
「
具
体
的
な
原
因
」
の
追
及
が

不
可
欠
。
 

③「
ど
う
し
た
ら
」
で
「
対
策
」
の
追
及
 

　「
原
因
」
が
わ
か
れ
ば
、
そ
れ
を
裏
返
す

べ
し
。
す
る
と
、
 

「
困
ら
な
い
化
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
」 
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た
ま
に
は
オ
モ
シ
ロ
イ
改
善
も

蛇
口
の﹁
レ
バ
ー
化
﹂で

　
　﹁
見
え
る
化
﹂↓﹁
わ
か
る
化
﹂

見える化 見える化 
わかる化 わかる化 

閉 

開 

閉 開 

「
間
違
え
な
い
化
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
〜
」 

「
忘
れ
な
い
化
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
」

と
い
う
「
具
体
的
な
対
策
」
が
見
え
て
く
る
。 

　
そ
し
て
、
と
り
あ
え
ず
、「
デ
キ
ル
こ
と
」

か
ら
実
施
す
れ
ば
改
善
と
な
る
。
 

　
　
　
　
　
　
　
☆
 

　
こ
の
場
合
、
と
り
あ
え
ず
、
手
元
に
あ

っ
た
「
荷
造
り
用
の
ヒ
モ
」
を
使
っ
た
。
だ

が
、
そ
れ
で
は
殺
風
景
と
い
う
の
な
ら
、

後
か
ら
、「
奇
麗
な
リ
ボ
ン
」
に
取
り
換
え

れ
ば
い
い
。
 

　
だ
が
、
最
初
か
ら
「
奇
麗
な
リ
ボ
ン
」
な

ど
と
言
っ
て
い
る
と
、
即
座
の
改
善
は
で

き
な
い
。
あ
り
合
わ
せ
の
も
の
で
、
と
り

あ
え
ず
、
や
っ
て
み
る
と
い
う
の
が
、「
手

っ
と
り
早
い
改
善
の
コ
ツ
」
で
あ
る
。 

　
な
ぜ
な
ら
、
改
善
は
、
と
り
あ
え
ず
や

っ
て
み
て
、
そ
の
後
で
、
い
く
ら
で
も
変

更
や
修
正
・
訂
正
が
可
能
だ
か
ら
。
 

　
も
ち
ろ
ん
、「
大
変
な
こ
と
」
は
簡
単
に

変
更
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
、「
大
変
」
は
慎

重
に
、
計
画
的
に
や
る
べ
き
だ
ろ
う
。 

　
だ
が
、「
改
善
＝
小
変
」
は
、
と
り
あ
え

ず
や
っ
て
み
て
、
そ
の
後
、
少
し
ず
つ
変

え
て
い
け
ば
い
い
。
　
　
　
　
　
 

 　
 

 　
「
風
＝
空
気
の
流
れ
」
を
「
見
え
る
化
」

す
る
方
法
は
、「
ヒ
モ
」
や
「
リ
ボ
ン
」
だ
け

で
は
な
い
。
 

　
あ
る
工
場
で
、
お
祭
り
の
縁
日
で
売
っ
て

い
る
「
か
ざ
ぐ
る
ま
＝
風
車
」
が
機
械
に
つ
け

ら
れ
て
い
た
。「
何
の
た
め
―
」
と
聞
く
と
、 

「
冷
却
用
フ
ァ
ン
が
回
る
と
風
が
出
て
風
車

も
回
る
の
で
、
そ
れ
で
ス
イ
ッ
チ
が
入
っ

て
い
る
か
、
切
れ
て
い
る
か
が
、
一
目
で

わ
か
る
」
と
の
こ
と
。
 

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
、
ヒ
モ
や
リ
ボ
ン

で
も
い
い
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
味
気

な
い
。
た
ま
に
は
趣
（
お
も
む
き
）
を
変
え

て
、
風
車
に
し
て
み
た
と
の
こ
と
。
こ
れ
こ

そ
、
文
字
通
り
「
風
流
な
改
善
」
で
あ
る
。
 

　
改
善
は
「
よ
り
簡
単
な
、
手
っ
と
り
早
い

方
法
」
を
見
つ
け
出
す
も
の
だ
が
、
た
ま
に

は
こ
の
よ
う
に
、
 

＊
「
オ
モ
シ
ロ
イ
も
の
」
 

＊
「
趣
（
お
も
む
き
）
の
あ
る
も
の
」
 

―
な
ど
、
ち
ょ
っ
と
し
た
「
遊
び
心
」
が

あ
っ
て
も
い
い
。
 

　
ガ
チ
ガ
チ
の
効
率
追
及
ば
か
り
で
は
、

息
が
詰
ま
り
、
能
率
低
下
や
事
故
を
も
た

ら
す
。
む
し
ろ
、「
仕
事
を
快
適
化
」
す
る

ほ
う
が
、
効
率
は
あ
が
る
。
 

　
ま
た
、改
善
活
動
を
「
持
続
・
継
続
」
そ
し

て
「
定
着
化
」
さ
せ
る
た
め
に
も
、「
心
の
ゆ

と
り
」
を
も
た
ら
す
工
夫
も
必
要
だ
ろ
う
。 

 　
 

  　「
見
え
な
い
も
の
」
は
空
気
や
風
だ
け
で

は
な
い
。
鉄
管
の
中
を
流
れ
て
い
る
水
も

見
え
な
い
。
 

　
あ
る
工
場
で
、
温
水
槽
の
温
度
を
調
整
す

る
た
め
「
水
」
を
入
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

や
は
り
、
バ
ル
ブ
の
「
開
け
忘
れ
」
や
「
閉

め
忘
れ
」
が
発
生
す
る
。
 

　
こ
の
場
合
も
、
 

「
気
を
つ
け
ろ
」
 

「
注
意
し
ろ
」
 

で
は
、
問
題
解
決
に
な
ら
な
い
。
 

　「
や
り
方
」
を
変
え
な
い
か
ぎ
り
、
同
じ

こ
と
が
発
生
す
る
。
で
は
、
何
を
、
ど
う

変
え
れ
ば
い
い
か
。
 

　
マ
ズ
イ
の
は
回
転
式
の
バ
ル
ブ
が
使
わ

れ
て
い
た
こ
と
だ
。
広
い
工
場
で
は
、
遠

く
か
ら
で
は
「
開
い
て
い
る
」
の
か
、「
閉

ま
っ
て
い
る
」
の
か
、
わ
か
ら
な
い
。 

　
な
ら
ば
、
遠
く
か
ら
で
も
「
わ
か
る
化
」

す
れ
ば
い
い
。
そ
し
て
、
多
く
の
工
場
で

採
用
さ
れ
て
い
る
「
レ
バ
ー
式
」
に
す
れ
ば

―
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
出
て
き
た
。 

　
こ
れ
な
ら
、
 

「
垂
直
な
ら
、
閉
ま
っ
て
い
る
」
 

「
水
平
な
ら
、
開
い
て
い
る
」
 

と
い
う
こ
と
が
、
遠
く
か
ら
で
も
わ
か
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
☆
 

　
こ
れ
は
、「
鉄
管
の
中
の
水
の
流
れ
」
と

い
う
「
見
え
な
い
も
の
」
を
「
レ
バ
ー
の
角

度
」
に
よ
っ
て
「
見
え
る
化
↓
わ
か
る
化
」

し
た
と
い
う
改
善
で
あ
る
。
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﹁
見
え
る
化
﹂で

　
　
　﹁
情
報
共
有
化
﹂↓﹁
安
心
化
﹂

一
目
で
わ
か
る
化

目
で
わ
か
る
化
 

↓
 

迷
わ
迷
わ
な
い
化
 

一
目
で
わ
か
る
化

目
で
わ
か
る
化
 

↓
 

迷
わ
迷
わ
な
い
化
 

一
目
で
わ
か
る
化
 

↓
 

迷
わ
な
い
化
 

「
見
え
る
化
」
↓
「
わ
か
る
化
」
の
改
善
 

裏
と
表
で
 

　
も
っ
と
身
近
な
「
視
覚
化
＝
見
え
る
化
」

の
改
善
事
例
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え

ば
、
レ
ス
ト
ラ
ン
の
「
注
文
票
」
は
ど
う
だ

ろ
う
か
。
 

　
食
堂
で
、「
何
品
」
か
注
文
し
た
と
こ
ろ
、

残
り
の
「
一
品
」
が
な
か
な
か
出
て
こ
な
い

こ
と
が
あ
る
。
 

「
ま
だ
で
す
か
」
と
聞
く
と
、
 

「
え
〜
。
ま
だ
出
て
ま
せ
ん
で
し
た
か
ぁ
」
 

と
の
応
答
。
と
ぼ
け
た
食
堂
で
あ
る
。
 

　
と
こ
ろ
が
、「
ち
ゃ
ん
と
し
た
店
」
で
は
、

そ
の
よ
う
な
不
手
際
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

全
部
の
料
理
を
出
し
た
ら
、
必
ず
、「
注
文

票
」
を
裏
返
す
よ
う
に
し
て
い
る
か
ら
だ
。
 

　
そ
れ
に
よ
っ
て
、
 

「
す
べ
て
の
料
理
を
出
し
終
わ
っ
た
か
」 

「
ま
だ
、
出
し
て
い
な
い
料
理
が
あ
る
か
」
 

ど
う
か
、
一
目
で
わ
か
る
。
 

　
つ
ま
り
、「
料
理
の
納
品
状
況
」
と
い
う
、

「
わ
か
り
に
く
い
も
の
」
が
、
注
文
票
の

「
裏
・
表
」
に
よ
っ
て
、
 

「
見
え
る
化
↓
わ
か
る
化
」
、
 

「
一
目
で
、
わ
か
る
化
」
さ
れ
て
い
る
。
 

　
そ
の
ア
イ
デ
ア
を
も
っ
と
発
展
さ
せ
た

レ
ス
ト
ラ
ン
も
あ
る
。
そ
れ
は
「
コ
ー
ヒ
ー

付
・
ラ
ン
チ
」
の
改
善
で
あ
る
。
 

　
こ
の
店
の
ラ
ン
チ
は
「
コ
ー
ヒ
ー
付
」
と

「
コ
ー
ヒ
ー
な
し
」
を
選
べ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
だ
が
、
昼
食
時
の
混
雑
時
に
は
、

ど
の
お
客
さ
ん
が
コ
ー
ヒ
ー
付
か
、
そ
う
で

な
い
か
、
わ
か
ら
な
く
な
る
。
そ
の
た
め
、
 

「
コ
ー
ヒ
ー
付
だ
っ
た
か
な
？
」
 

と
迷
う
。
モ
タ
モ
タ
し
て
い
る
と
、
気
の

短
い
お
客
さ
ん
か
ら
、
 

「
コ
ー
ヒ
ー
は
ま
だ
か
」
 

と
催
促
さ
れ
る
。
 

　
そ
こ
で
、「
コ
ー
ヒ
ー
付
」
の
場
合
は
、

注
文
票
の
う
え
に
、「
コ
ー
ヒ
ー
皿
」
を
載

せ
て
お
く
こ
と
に
し
た
。
 

　
こ
れ
な
ら
、
食
後
に
コ
ー
ヒ
ー
を
出
す

べ
き
か
、
ど
う
か
、
一
目
で
わ
か
る
。
 

　
こ
れ
は
、
あ
ら
か
じ
め
「
コ
ー
ヒ
ー
皿
」

を
載
せ
て
お
く
こ
と
で
、「
わ
か
り
に
く
い
」

も
の
を
、
 

＊
「
わ
か
り
易
化
」
 

＊
「
誰
で
も
わ
か
る
化
」
 

＊
「
ス
グ
わ
か
る
化
」
 

＊
「
一
目
で
わ
か
る
化
」
 

＊
「
迷
わ
な
い
化
」
 

＊
「
悩
ま
な
い
化
」
 

し
た
と
い
う
改
善
で
あ
る
。
 

 　
 

 　
 

　
こ
の
改
善
は
ウ
エ
イ
ト
レ
ス
が
「
自
分
の

仕
事
」
が
や
り
易
い
よ
う
、
迷
わ
な
い
よ
う

に
自
分
の
た
め
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

　
だ
が
、「
効
果
」
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
か

っ
た
。
お
客
さ
ん
に
も
「
安
心
で
き
る
」
と

好
評
だ
。
お
昼
の
混
雑
時
な
ど
、
少
し
待

た
さ
れ
る
と
、
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注文票 

表面 裏面 

注文票 

コーヒー付き 

注文票 

コーヒーなし 



﹁
オ
ー
プ
ン
管
理
﹂で

　
　
　
　﹁
一
目
で
わ
か
る
化
﹂

﹁
ボ
ー
ド
管
理
﹂で﹁
モ
レ
な
い
化
﹂

すぐ 
わかる化 
すぐ 
わかる化 
すぐ 
わかる化 

一目で 
わかる化 
一目で 
わかる化 
一目で 
わかる化 

「
注
文
は
通
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
 

「
ち
ゃ
ん
と
コ
ー
ヒ
ー
は
出
て
く
る
の
か
」
 

と
不
安
に
な
り
、
イ
ラ
イ
ラ
す
る
。
 

　
し
か
し
、
注
文
票
に
「
コ
ー
ヒ
ー
皿
」
が

鎮
座
し
て
お
れ
ば
、
誰
の
目
に
も
わ
か
る
。

忙
し
そ
う
な
ウ
エ
イ
ト
レ
ス
に
声
を
か
け

る
の
が
憚
ら
れ
る
時
で
も
、
皿
を
指
し
て

合
図
す
れ
ば
、
軽
い
催
促
に
も
な
る
。
 

　
こ
の
よ
う
に
「
見
え
る
化
」
の
改
善
は

一
方
だ
け
で
な
く
、「
双
方
」
に
効
果
を
も

た
ら
す
。「
見
え
る
化
」
さ
れ
て
お
れ
ば
、

お
互
い
に
「
注
文
の
内
容
」
を
共
有
化
・
確

認
で
き
る
の
で
、
安
心
で
き
る
。
 

　
つ
ま
り
、「
見
え
る
化
」
の
工
夫
は
当
事

者
同
士
の
「
情
報
・
共
有
化
」
、
そ
し
て

「
確
実
化
・
安
心
化
」
の
改
善
で
も
あ
る
。
 

 　
　
 

 　
典
型
的
な
「
見
え
る
化
」
の
改
善
は
工
具

や
治
具
の
「
ボ
ー
ド
管
理
」
だ
ろ
う
。
頻
繁

に
使
う
も
の
が
道
具
箱
の
中
で
は
、
い
ち

い
ち
取
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

　
そ
れ
以
上
に
困
る
の
が
、
「
必
要
な
も

の
」
が
ち
ゃ
ん
と
あ
る
か
ど
う
か
、
一
目
で

わ
か
ら
な
い
こ
と
。
 

　
そ
の
た
め
、
仕
事
の
最
中
に
 

「
あ
の
道
具
が
な
い
」
 

「
こ
の
治
具
が
な
い
」
 

と
探
し
回
る
こ
と
に
な
る
。
 

　
だ
が
、
ボ
ー
ド
に
道
具
や
工
具
の
絵
姿

を
描
き
、
そ
こ
に
戻
す
よ
う
に
し
て
お
け

ば
、
誰
で
も
、
然
る
べ
き
と
こ
ろ
に
戻
す

こ
と
が
で
き
る
。
 

　
整
理
整
頓
の
大
原
則
は
「
定
置
化
＝
置
く

場
所
を
定
め
る
」
だ
が
、
ボ
ー
ド
管
理
は
、

最
も
効
果
的
な
方
法
で
あ
る
。
 

　
　
　
　
　
　
　
　
☆
　
 

　
あ
る
工
場
で
は
、「
す
べ
て
の
道
具
」
が

ボ
ー
ド
管
理
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
、
そ
こ

ま
で
す
る
の
か
聞
い
て
み
る
と
、
か
っ
て
、

こ
の
工
場
で
整
備
し
た
飛
行
機
が
墜
落
し

た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
 

　
そ
し
て
、
残
骸
を
調
べ
て
み
る
と
焼
け

焦
げ
た
エ
ン
ジ
ン
の
中
か
ら
、
工
具
が
発

見
さ
れ
た
と
の
こ
と
。
お
そ
ら
く
、
整
備

し
た
人
が
忘
れ
、
そ
れ
が
事
故
の
原
因
と

な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
 

　
そ
れ
か
ら
 

「
使
っ
た
工
具
は
完
全
に
回
収
せ
よ
」
 

「
工
具
回
収
を
徹
底
せ
よ
」
 

と
の
厳
命
が
下
さ
れ
た
。
 

　
だ
が
、「
徹
底
せ
よ
」
と
言
う
だ
け
で
は
、

モ
ノ
ゴ
ト
は
徹
底
さ
れ
な
い
。「
や
り
方
」
を

変
え
な
い
か
ぎ
り
、
同
じ
こ
と
が
発
生
す
る
。 

　
そ
こ
で
、「
工
具
の
完
全
回
収
」
を
徹
底

す
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
工
具
の
「
ボ
ー
ド

管
理
」
が
採
用
さ
れ
た
。
 

　
こ
れ
な
ら
、
終
業
時
に
ボ
ー
ド
を
見
れ

ば
、
す
べ
て
工
具
が
 

「
あ
る
か
・
な
い
か
」
 

「
回
収
さ
れ
て
い
る
か
、
い
な
い
か
」
 

な
ど
、
一
目
で
わ
か
る
。
 

　
　
　
　
　
　
　
　
☆
 

　
ナ
ニ
ゴ
ト
も
「
一
目
で
わ
か
る
」
こ
と
が

重
要
だ
。
こ
れ
が
 

「
何
度
も
、
見
な
け
れ
ば
ワ
カ
ラ
な
い
」
 

「
何
回
、
見
て
も
、
ワ
カ
ラ
な
い
」
 

と
い
う
の
で
は
、
仕
事
に
な
ら
な
い
。
 

 　
 

 　「
ボ
ー
ド
管
理
」
は
「
オ
ー
プ
ン
管
理
」

と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
反
対
は
「
ク

ロ
ー
ズ
ド
管
理
」
だ
が
、
そ
れ
は
「
扉
」
や

「
蓋
」
で
、
道
具
や
部
品
が
「
見
え
な
い
」
と

い
う
状
況
で
あ
る
。
 

　
そ
の
た
め
、
部
品
の
「
在
庫
状
況
」
が
わ

か
ら
な
い
の
で
、
肝
心
な
時
に
、「
品
切
れ
」

な
ど
不
都
合
が
発
生
す
る
。
 

　
も
ち
ろ
ん
、「
見
栄
え
」
が
必
要
な
場
所

で
は
、「
扉
」
や
「
蓋
」
も
必
要
だ
ろ
う
。
 

　
だ
が
、
仕
事
の
現
場
で
は
、
そ
れ
ら
不

要
な
も
の
は
撤
去
し
て
、「
オ
ー
プ
ン
化
＝

見
え
る
化
」
が
勧
め
ら
れ
る
。
 

　
オ
ー
プ
ン
化
す
れ
ば
、
モ
ノ
ゴ
ト
は
 

＊
「
ス
グ
、
わ
か
る
化
」
 

＊
「
誰
で
も
、
わ
か
る
化
」
 

＊
「
よ
く
、
わ
か
る
化
」
 

と
な
り
、「
間
違
い
」
や
「
在
庫
切
れ
」
な
ど

を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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回
収
さ
れ
て
い
な
い
！！
 



﹁
一
本
の
線
﹂で﹁
戻
し
易
化
↓
定
置
化
﹂

「緩み」なし 

異常・不適当 

正常・適正 

「緩み」か 
「締め過ぎ」 

改
善
的

改
善
的
・
手
抜
き

手
抜
き
 

改
善
的

改
善
的
・
手
抜
き

手
抜
き
 

改
善
的
・
手
抜
き
 

「
見
え
る
化
」
↓
「
わ
か
る
化
」
の
改
善
 

た
っ
た
一
本
の
線
で
 

　
駅
の
ホ
ー
ム
で
、
カ
バ
ー
を
止
め
て
い

る
「
ネ
ジ
」
の
頭
に
、「
一
本
の
線
」
が
描
か

れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
。
 

　
こ
の
線
が
真
っ
直
ぐ
な
ら
、「
ネ
ジ
」
は

ち
ゃ
ん
と
締
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
、
線
が

ズ
レ
て
い
る
と
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
 

　
そ
れ
は
「
ネ
ジ
」
が
緩
ん
で
い
る
か
、
締

め
過
ぎ
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
い
ず
れ
に

し
ろ
「
不
適
切
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

　
こ
の
「
一
本
の
線
」
が
な
け
れ
ば
、「
ネ

ジ
」
が
ち
ゃ
ん
と
締
ま
っ
て
い
る
か
、
ど
う

か
、
い
ち
い
ち
ド
ラ
イ
バ
ー
を
使
っ
て
、

チ
ェ
ッ
ク
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

　
数
が
多
い
の
で
、
非
常
に
時
間
が
か
か
る
。

そ
の
た
め
、
忙
し
い
時
は
、
つ
い
つ
い
 

「
明
日
、
点
検
し
よ
う
」
 

「
そ
の
う
ち
点
検
し
よ
う
」
 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
時
に
限
っ
て
、

ネ
ジ
が
緩
み
、
カ
バ
ー
が
ハ
ズ
れ
た
り
、

落
下
し
た
り
す
る
。
 

　
だ
が
、
そ
こ
に
「
一
本
の
線
」
が
あ
れ
ば
、

「
見
る
だ
け
」
で
簡
単
に
を
チ
ェ
ッ
ク
で
き

る
。
こ
の
よ
う
に
、「
た
っ
た
一
本
の
線
」

が
大
き
な
効
果
を
も
た
ら
す
。
 

　
改
善
と
は
、
け
っ
し
て
「
大
掛
か
り
」
な

こ
と
で
な
く
、「
小
変
＝
小
さ
く
変
え
る
＝

ち
ょ
っ
と
変
え
る
」
だ
け
の
こ
と
。
そ
れ
は
、

こ
の
「
一
本
の
線
」
の
事
例
か
ら
も
実
感
、

納
得
で
き
る
だ
ろ
う
。
 

 　
 

　
 

　
で
は
、
他
に
「
一
本
の
線
」
に
よ
る
改
善

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
典
型
的
な
も
の
と
し

て
、「
資
料
の
背
中
に
斜
め
の
線
を
引
く
」

と
い
う
事
例
が
あ
る
。
 

　
ど
の
職
場
に
も
、
資
料
を
使
っ
た
後
、

元
の
所
に
戻
さ
な
い
人
が
い
る
も
の
だ
。

そ
の
た
め
、
他
の
人
は
「
必
要
な
資
料
」
を

ス
グ
、
取
り
出
せ
な
い
の
で
困
る
。
 

　
こ
の
よ
う
な
人
に
は
、
 

「
元
の
所
に
戻
す
よ
う
に
」
 

「
定
置
化
を
徹
底
す
る
よ
う
に
」
 

と
説
教
し
て
も
、
あ
ま
り
効
果
は
な
い
。
 

　
し
ば
ら
く
は
、
マ
ジ
メ
に
元
に
戻
し
て

い
て
も
、
や
が
て
、
デ
タ
ラ
メ
に
な
る
。
 

　
お
説
教
で
は
な
く
、
 

「
元
に
、
戻
る
化
」
 

「
元
に
、
戻
す
化
」
 

と
い
う
改
善
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

　
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
難
し
い
こ
と
で

は
な
い
。
資
料
の
背
中
に
「
斜
め
の
線
」

を
一
本
、
描
く
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け

で
、
か
な
り
の
効
果
が
あ
る
。
 

　
順
序
が
狂
う
と
、「
一
本
の
線
」
が
乱
れ

る
。
す
る
と
、
人
間
の
心
理
と
い
う
も
の

は
不
思
議
な
も
の
で
あ
る
。
少
し
気
に
な

る
の
で
、
正
し
い
順
序
に
し
よ
う
か
と
い

う
こ
と
に
な
る
も
の
だ
。
 

　
も
ち
ろ
ん
、
資
料
の
背
に
は
「
番
号
」
が

記
入
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
番
号
」
だ
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﹁
最
善
﹂は﹁
改
善
の
敵
﹂

一本の線=改善 小手先の 
改善に 
過ぎない 

根本的 
解決では 
ない 

け
の
場
合
と
、「
斜
め
の
線
」
を
付
加
し
た

の
で
は
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
 

　「
番
号
」
と
い
う
デ
ジ
タ
ル
信
号
は
、
人

間
の
ア
タ
マ
に
「
順
序
が
間
違
っ
て
い
る
」

と
い
う
情
報
を
与
え
る
。
だ
が
、
そ
れ
だ

け
の
こ
と
で
、
ズ
ボ
ラ
な
人
は
、
そ
れ
を

訂
正
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
 

　
と
こ
ろ
が
、「
一
本
の
線
」
と
い
う
ア
ナ

ロ
グ
信
号
は
「
人
間
の
感
情
」
に
訴
え
る
。

ち
ょ
っ
と
気
に
な
る
の
で
、
ち
ょ
っ
と
直
そ

う
か

―
と
い
う
気
に
な
る
。
 

 　
　
　
 

 　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
「
改
善
事
例
」

の
紹
介
に
対
し
て
、
 

「
小
手
先
の
対
策
に
過
ぎ
な
い
」
 

と
い
う
声
が
出
て
く
る
。
 

　
つ
ま
り
、
資
料
の
背
中
に
「
一
本
の
線
」

を
引
い
て
も
、
や
は
り
、
元
に
戻
さ
な
い

人
も
い
る
と
い
う
の
だ
。
 

　
ま
た
、「
エ
ア
コ
ン
の
吹
き
出
し
口
」
に

リ
ボ
ン
を
つ
け
て
も
、
ス
イ
ッ
チ
の
「
切
り

忘
れ
」
が
防
げ
る
の
は
、
最
初
の
し
ば
ら
く

の
間
に
す
ぎ
な
い
。
 

　
そ
れ
ら
に
慣
れ
て
き
た
ら
、
ま
た
、「
切

り
忘
れ
」
が
発
生
す
る
。
結
局
は
元
の
木
阿

弥
と
な
る
。
 

　
　
　
　
　
　
　
　
☆
 

　
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
改
善
は
「
根
本
的

な
解
決
」
に
な
っ
て
な
い
か
ら
ダ
メ
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。
 

　
多
く
の
人
は
、
そ
れ
ら
の
意
見
に
対
し
て
、 

「
そ
う
だ
。
小
手
先
の
対
策
に
す
ぎ
な
い
」
 

「
根
本
的
な
解
決
で
な
い
か
ら
ダ
メ
」
 

と
賛
同
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
 

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
人
に
は
 

「
最
善
は
改
善
の
敵
」
 

と
い
う
言
葉
を
贈
ろ
う
。
 

　
た
し
か
に
、
 

「
絶
対
に
、
元
に
戻
る
方
法
」
 

「
絶
対
に
、
忘
れ
な
い
方
法
」
 

が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
一
番
い
い
だ
ろ
う
。
 

　
そ
れ
が
最
善
だ
。
し
か
し
、
最
善
に
囚

わ
れ
る
と
、
何
も
で
き
な
い
。
 

　
も
ち
ろ
ん
、
仕
事
は
「
最
善
」
を
目
指
す
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﹁
デ
キ
ル
こ
と
﹂か
ら

　
　
　﹁
デ
キ
ル
と
こ
ろ
﹂ま
で

最善は 
改善の　 敵 敵 

�� � �� �
大変 改善 

べ
き
だ
。
し
か
し
、「
最
善
」
に
囚
わ
れ
て

は
な
ら
な
い
。
 

　
手
っ
と
り
早
く
改
善
を
実
施
す
る
に
は
、

「
ベ
ス
ト
を
め
ざ
し
な
が
ら
、
と
り
あ
え

ず
、
ベ
タ
ー
か
ら
着
手
」
と
い
う
改
善
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
が
勧
め
ら
れ
る
。
 

　
　
　
　
　
　
　
　
☆
 

　
た
と
え
ば
、
事
故
や
不
良
、
あ
る
い
は

遅
れ
、
間
違
い
な
ど
、「
十
の
問
題
」
が
あ

る
場
合
、
そ
れ
を
一
挙
に
「
ゼ
ロ
」
に
し
よ

う
と
す
る
と
、
大
変
な
こ
と
に
な
る
。
 

「
こ
ん
な
装
置
や
設
備
が
い
る

―
」
 

「
シ
ス
テ
ム
を
変
え
な
け
れ
ば

―
」
 

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ス
グ
に
は
実
施
で

き
な
い
。
 

　
だ
が
、
改
善
は
「
十
の
問
題
」
を
一
挙
に

「
ゼ
ロ
」
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。 

　
む
し
ろ
、
 

「
と
り
あ
え
ず
、
デ
キ
ル
こ
と
か
ら
」
 

「
デ
キ
ル
こ
と
か
ら
、
着
手
し
よ
う
」
 

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 

　
ゆ
え
に
、「
エ
ア
コ
ン
の
切
り
忘
れ
」
と

い
う
問
題
に
対
し
て
は
、
 

「
と
り
あ
え
ず
、
吹
き
出
し
口
に
ヒ
モ
を
」
 

「
と
り
あ
え
ず
、
リ
ボ
ン
を
取
り
付
け
る
」
 

と
い
う
対
応
が
改
善
で
あ
る
。
 

　
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
十
回
の
切
り
忘
れ
」

が
、「
九
回
」
に
減
っ
た
ら
、
そ
れ
で
立
派

な
改
善
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
で
満
足
す
る

必
要
は
な
い
。
ま
だ
「
九
」
も
問
題
が
あ
る

の
だ
か
ら
。
 

　
最
初
の
改
善
に
対
し
て
、
 

「
こ
の
リ
ボ
ン
は
、
あ
ま
り
目
立
た
な
い
」
 

な
ど
の
声
が
出
た
ら
、
「
次
の
改
善
」
の

出
番
で
あ
る
。
 

「
黄
色
や
赤
な
ど
目
立
つ
色
に
し
よ
う
」
 

と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
出
て
く
る
。
 

　
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
九
の
問
題
」
が
「
八
」

に
減
っ
た
ら
、
ま
た
改
善
で
あ
る
。
そ
し
て
、 

「
リ
ボ
ン
ば
か
り
で
、
見
飽
き
た
」
 

と
い
う
声
が
出
た
ら
、
ま
た
「
次
の
改
善
」

の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。
 

「
そ
れ
な
ら
、
風
車
で
ど
う
だ
」
 

と
い
う
対
案
が
出
て
く
る
。
 

　
そ
れ
で
よ
り
多
く
注
目
を
集
め
、「
八
の

問
題
」
が
「
七
」
に
な
っ
た
ら
、
そ
れ
も
、

ま
た
改
善
だ
。
 

 　
 

  　
こ
の
よ
う
に
、
次
々
に
工
夫
を
積
み
重

ね
、
最
終
的
に
「
問
題
ゼ
ロ
」
と
な
る
の
が

一
番
い
い
。
し
か
し
、
世
の
中
は
、
そ
ん

な
に
甘
く
は
な
い
。
 

　
最
初
の
う
ち
は
、
工
夫
す
れ
ば
、
そ
れ

な
り
の
効
果
が
出
て
く
る
。
だ
が
、
あ
る

程
度
ま
で
い
く
と
、
何
を
や
っ
て
も
効
き

目
が
な
い
と
い
う
「
壁
」
に
突
き
当
た
る
。 

　
特
に
、「
不
良
低
減
の
改
善
」
な
ど
、
最

初
は
お
も
し
ろ
い
よ
う
に
不
良
率
が
下
が

る
。
し
か
し
、
や
が
て
、
何
を
や
っ
て
も
、

ダ
メ
と
い
う
「
壁
」
が
立
ち
ふ
さ
が
る
。 

　
で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
壁
」
に
ぶ
ち
当
た

っ
た
ら
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
場
合
、
そ
こ
で
、
や
め
て
お
け
ば
い
い
。
 

　
な
ぜ
な
ら
、
改
善
は
「
十
の
問
題
」
を
絶

対
に
「
ゼ
ロ
」
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
。
 

「
十
の
問
題
が
、
九
に
な
っ
た
ら
改
善
」
 

「
九
の
問
題
が
、
八
に
な
っ
た
ら
改
善
」
 

「
八
の
問
題
が
、
七
に
な
っ
た
ら
改
善
」
 

で
あ
る
。
 

　
つ
ま
り
、
少
し
で
も
、「
何
ら
か
の
効
果
」

が
あ
れ
ば
、
す
べ
て
改
善
だ
。
な
ぜ
な
ら
、

「
改
善
＝
小
変
」
は
「
効
果
の
大
き
さ
」
に

は
囚
わ
れ
な
い
か
ら
だ
。
 

　
だ
が
、「
大
変
＝
革
新
」
は
「
大
き
な
効

果
」
が
求
め
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
大
掛

か
り
な
こ
と
」
を
や
ろ
う
と
す
れ
ば
、
必
ず

カ
ネ
が
か
か
る
か
ら
だ
。
 

　
そ
の
た
め
、
あ
ま
り
効
果
が
な
け
れ
ば
、 

「
こ
れ
だ
け
多
く
の
カ
ネ
を
使
っ
て
、
そ
の

程
度
の
効
果
し
か
な
い
の
か

―
」
 

と
叱
責
さ
れ
る
。
 

　
つ
ま
り
、「
大
変
」
の
場
合
は
、
費
用
に

対
す
る
「
効
果
責
任
」
が
発
生
す
る
。
だ
か

ら
、「
大
変
」
な
の
だ
。
 

　
と
こ
ろ
が
、「
改
善
＝
小
変
」
は
少
し
で

も
効
果
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
い
い
。
ゆ
え

に
、
改
善
は
、
気
楽
に
、
手
軽
に
取
り
組

む
こ
と
が
で
き
る
。
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原
理
原
理
・
原
則
原
則
・
定
石
定
石
 

原
理
原
理
・
原
則
原
則
・
定
石
定
石
 

原
理
・
原
則
・
定
石
 

「
見
え
る
化
」
↓
「
わ
か
る
化
」
の
改
善
 

簡
単
な
改
善
か
ら
 

を
学
ぶ
 

なんだ 
こんなものか 

なんだ 
こんなものか 

なんだ 
こんなものか 

簡単 
事例 原理・原則 

定石 
 

　「
公
開
・
改
善
セ
ミ
ナ
ー
」
で
、
資
料
や

ネ
ジ
の
「
一
本
の
線
」
、
ま
た
は
「
エ
ア
コ

ン
の
吹
き
出
し
口
」
の
ヒ
モ
や
リ
ボ
ン
な

ど
、「
簡
単
な
事
例
」
を
紹
介
す
る
と
、
必

ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、
 

「
な
ん
だ
、
そ
ん
な
も
の
か
」
 

「
そ
の
程
度
の
こ
と
か
」
 

と
い
っ
た
反
応
が
出
て
く
る
。
 

　「
企
業
内
・
改
善
研
修
」
の
場
合
に
は
、

そ
の
よ
う
な
声
は
あ
ま
り
出
て
こ
な
い
。

　
そ
れ
は
、
そ
の
会
社
の
、
実
際
の
、「
具

体
的
な
事
例
」
を
使
用
す
る
か
ら
だ
ろ
う
。 

　
し
か
し
、「
公
開
セ
ミ
ナ
ー
」
は
、
事
務

や
販
売
、
あ
る
い
は
工
場
の
人
な
ど
い
ろ
い

ろ
な
「
業
種
・
職
種
」
が
対
象
な
の
で
、
誰

に
で
も
わ
か
る
「
簡
単
な
事
例
」
を
用
い
る
。 

　
そ
の
た
め
、
 

「
な
ん
だ
、
そ
ん
な
も
の
か
」
 

「
そ
の
程
度
の
こ
と
か
」
 

と
言
わ
れ
る
。
 

　
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
態
度
か
ら
は
、
何
も
学

ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
し
か
に
、「
事
例
」

そ
の
も
の
は
、
た
い
し
た
も
の
で
は
な
い
。
 

　
し
か
し
、
ど
ん
な
に
簡
単
な
事
例
で
も
、

そ
こ
に
は
、
必
ず
「
改
善
の
原
理
・
原
則
・

定
石
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
 

　
た
と
え
ば
、「
視
覚
化
・
見
え
る
化
・
わ

か
る
化
」
と
い
う
定
石
。
あ
る
い
は
、「
問

題
を
一
挙
に
ゼ
ロ
に
す
る
の
で
な
く
、
と

り
あ
え
ず
デ
キ
ル
こ
と
か
ら
着
手
す
る
」

と
い
う
「
改
善
実
施
ノ
ウ
ハ
ウ
」
な
ど
。
 

　
こ
れ
ら
の
「
原
理
・
原
則
・
定
石
」
は
、

ど
ん
な
業
種
・
職
種
で
も
応
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

　
と
こ
ろ
が
、「
改
善
が
ヘ
タ
な
人
」
は
、

い
ろ
い
ろ
な
改
善
事
例
に
対
し
て
、
 

「
自
分
の
仕
事
と
は
異
な
る
」
 

「
職
種
が
違
う
」
 

「
業
種
が
違
う
」
 

と
言
う
。
 

　
そ
し
て
、
だ
か
ら
、
 

「
役
に
立
た
な
い
」
 

「
参
考
に
な
ら
な
い
」
 

と
言
う
。
 

　
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
幼
児
的
反
応
は
 

「
自
分
に
は
応
用
力
が
な
い
」
 

「
応
用
力
が
欠
落
し
て
い
る
」
 

と
い
う
こ
と
を
宣
伝
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
。 

　
な
ぜ
な
ら
、
世
の
中
に
は
自
分
だ
け
に

「
ピ
ッ
タ
リ
の
事
例
や
教
材
」
は
存
在
し
な

い
か
ら
だ
。
 

　
試
し
に
、
そ
の
人
に
同
じ
「
業
界
」
の
事

例
を
見
せ
て
も
、
は
や
り
 

「
会
社
が
違
う
か
ら
、
役
に
立
た
な
い
」
 

「
規
模
が
異
な
る
か
ら
参
考
に
な
ら
な
い
」
 

と
言
う
。
 

　
な
ら
ば
と
、「
そ
の
人
の
会
社
の
事
例
」

を
見
せ
る
と
、
今
度
は
 

「
部
署
が
違
う
か
ら
、
役
に
立
た
な
い
」
 

「
課
が
異
な
る
か
ら
参
考
に
な
ら
な
い
」
 

と
言
う
。
 

　
こ
の
よ
う
な
人
は
、「
乳
幼
児
」
が
母
親
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﹁
異
業
種
﹂の
事
例
が

　
　
　﹁
応
用
力
の
教
材
﹂に

﹁
異
業
種
﹂か
ら

　
　﹁
発
想
・
ヒ
ン
ト
﹂を
学
ぶ

=

用力 用力 用力 応 応 応 
善力 善力 善力 改 改 改 

異職種 
異業種 が

こ
ま
か
く
砕
い
て
く
れ
た
食
事
し
か
消

化
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
だ
。
ナ
ニ
ゴ
ト

か
ら
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

　
一
方
、「
改
善
の
う
ま
い
人
」
は
、
ど
ん

な
事
例
か
ら
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
 

「
職
種
は
異
な
る
が
、
考
え
方
は
使
え
る
」
 

「
状
況
は
異
な
る
が
原
則
は
応
用
で
き
る
」
 

「
業
種
は
違
う
が
、
原
理
は
同
じ
だ
」
 

「
規
模
は
異
な
る
が
、
定
石
は
使
え
る
」
 

―
と
。
 

　
こ
れ
が
「
消
化
力
↓
応
用
力
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
人
に
と
っ
て
は
、「
あ
ら
ゆ
る

事
例
」
が
自
分
の
「
改
善
力
強
化
の
教
材
」

と
な
り
う
る
。
 

  　
 

 　「
公
開
・
改
善
セ
ミ
ナ
ー
」
に
対
し
て
、
 

「
業
界
別
コ
ー
ス
」
や
「
職
種
別
コ
ー
ス
」、

あ
る
い
は
「
規
模
別
コ
ー
ス
」
の
開
催
希
望

が
多
々
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
 

　
だ
が
、「
改
善
セ
ミ
ナ
ー
」
は
「
す
べ
て

の
業
種
・
あ
ら
ゆ
る
職
種
・
い
ろ
い
ろ
な

規
模
」
の
混
成
が
勧
め
ら
れ
る
。
 

　
な
ぜ
な
ら
、「
業
界
別
・
職
種
別
コ
ー
ス
」

を
求
め
る
人
々
は
、
さ
ら
に
細
分
化
を
求
め

る
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
、「
事
務
部
門
の
改
善

セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
催
す
る
と
、
そ
の
次
に
は
 

「
総
務
部
の

―
」
 

「
経
理
部
門
の

―
」
 

「
金
融
関
係
の

―
」
 

「
出
版
関
連
の

―
」
 

な
ど
と
。
 

　
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
、「
そ
の
人
の
職

場
」
の
、「
そ
の
人
自
身
の
仕
事
」
ま
で
細

分
化
を
求
め
る
。
そ
れ
は
、
ま
る
で
 

「
ワ
ガ
マ
マ
を
聞
い
て
く
れ
る
家
庭
教
師
を

つ
け
て
く
れ
な
け
れ
ば
、
勉
強
で
き
な
い
」 

と
言
う
ボ
ン
ク
ラ
学
生
の
よ
う
な
も
の
。

　
そ
れ
で
は
「
改
善
力
＝
制
約
対
応
力
」
は

養
え
な
い
。
む
し
ろ
、「
異
な
る
業
種
・
職

種
」
の
改
善
事
例
か
ら
、「
改
善
の
原
理
・

原
則
・
定
石
」
を
読
み
取
る
こ
と
が
、「
改

善
力
＝
応
用
力
」
の
強
化
に
つ
な
が
る
。
 

　
そ
れ
は
「
企
業
内
・
改
善
研
修
」
で
も
同

様
だ
。
や
は
り
、
職
種
や
階
層
を
横
断
し

た
混
成
研
修
が
勧
め
ら
れ
る
。
 

　
通
常
の
「
実
務
研
修
」
は
「
職
種
別
」、
あ

る
い
は
「
階
層
別
」
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ

れ
ぞ
れ
の
「
ニ
ー
ズ
」
と
「
レ
ベ
ル
」
が
異

な
る
か
ら
だ
。
 

　
だ
が
、
改
善
は
「
異
な
る
職
種
の
事
例
」

で
も
充
分
に
理
解
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
 

「
改
善
の
原
理
・
原
則
・
定
石
」
は
、
す
べ
て

の
職
種
や
階
層
に
共
通
し
て
い
る
か
ら
だ
。 

 　
 

  　
実
際
に
、「
す
ば
ら
し
い
発
想
」
の
ほ
と
ん

は
「
異
業
種
」
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る
。

た
と
え
ば
、「
ト
ヨ
タ
生
産
方
式
」
は
「
ス

ー
パ
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
品
揃
え
」
か
ら
発

想
を
得
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
　
 

　
そ
し
て
、
今
で
は
、
逆
に
、「
流
通
業
界
」

が
ト
ヨ
タ
生
産
方
式
か
ら
学
び
、
さ
ら
に

効
率
的
・
効
果
的
な
「
仕
事
の
や
り
方
」
の

研
究
・
工
夫
を
し
て
い
る
。
 

　
あ
る
い
は
、「
フ
ォ
ー
ド
生
産
方
式
」
は

「
牛
の
解
体
工
場
」
が
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。

「
組
み
立
て
」
と
「
解
体
」
は
、
全
く
逆
工
程

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
モ
ノ
ゴ
ト
の
本
質

を
見
抜
く
こ
と
の
で
き
る
人
は
、「
逆
の
工

程
」
か
ら
も
、
発
想
の
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

　
こ
の
場
合
も
、
愚
か
な
人
は
、
 

「
自
分
は
自
動
車
の
組
み
立
て
を
し
て
い
る
。

だ
か
ら
、
牛
の
解
体
な
ど
、
参
考
に
な
ら

な
い
、
役
に
立
た
な
い
」
 

と
言
う
だ
ろ
う
。
 

　
も
ち
ろ
ん
、
改
善
は
「
ト
ヨ
タ
生
産
方
式
」

や
「
フ
ォ
ー
ド
生
産
方
式
」
の
開
発
の
よ
う

な
高
度
で
革
新
的
な
も
の
で
は
な
い
。
 

　
し
か
し
、「
前
例
に
囚
わ
れ
ず
、
や
り
方
を

変
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。 

　
す
ば
ら
し
い
画
期
的
な
「
革
新
」
す
ら
、

「
異
業
種
」
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る
。
な

ら
ば
、
よ
り
簡
単
な
「
改
善
」
な
ら
、
も
っ

と
も
っ
と
「
異
業
・
異
職
種
の
事
例
」
か
ら

発
想
転
換
の
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。 
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KAIZEN事業部 

①改善の意義 
②改善の事例と定石 
③改善の指導・推進 
④改善の顕在化→共有化 
 

： WHAT定義→WHY意味→HOW方法 

： ○○化・○○活用・使い分け 

： 誤解・反論への対応 

： 改善の基本的な考え方 

 

約30分 

約40分 

約40分 

約30分 

 

 

改善　　講座 
 

基礎 
+

41 2 3

付録CD 
 

DVD

改善活動のしくみ・しかけ・しそう 
 

改善　　講座 
 

基礎 DVD教材 

①改善の意義：WHAT定義→WHY意味→HOW方法　約30分 
②改善事例と定石：○○化・○○活用・使い分け　 約40分 
③改善の指導・推進：誤解反論への対応　　　　　約40分 
④改善の顕在化→共有化：改善の基本的な考え方　約30分 

改善活動のしくみ・しかけ・しそう①②③④ 

 

改善活動の 持続　継続→定着化→活性化 には 
改善推進担当者自身が改善活動の 

に関する明確な理解が不可欠です。 
推進者自身の理解がなければ、社員への説得力がないからです。 
 

改善に関する 

必須事項を具体的事例でじっくり解説。たとえば、 
★改善と修繕の違い（原因対策←→現象対策） 
★業務と改善の違い（目的←→手段選択・方法変更） 
★QCと改善の違い（小変←→中変） 
　－など1200のパワーポイント画面を高速展開。いやでも 

 実感→理解→納得 できる改善基礎講座の決定版です。 
 

★DVD（実写映像150分）+特別付録CD=38,000円 
★付録CDにはパワーポイント全ファイル＆補足資料テキスト収録 
 

①しくみ：制度や規定など 
②しかけ：働きかけ、推進・指導 
③しそう：基本的な考え方 
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１ 

改
善
に
対
す
る
反
論
へ
の
対
応 

① 

ア
タ
リ
マ
エ
・
常
識
・
当
然
↓
改
善
の
Ａ
Ｂ
Ｃ 

② 

モ
ノ
マ
ネ
↓
マ
ネ
て
、パ
ク
っ
て
改
善
（
改
善
の
５
段
活
用
） 

③ 

ア
タ
リ
マ
エ
に
追
い
つ
く
の
が
改
善
（
追
い
抜
く
の
が
革
新
） 

 

２ 

改
善
に
お
け
る
危
惧
へ
の
対
応 

① 

相
手
に
迷
惑
を
か
け
る
↓
改
善
的
手
抜
き
＝
互
い
に
得 

② 

改
善
が
裏
目
に
出
た
ら
↓
や
っ
て
ダ
メ
な
ら
ま
た
改
善 

③ 

「
一
時
し
の
ぎ
」
に
す
ぎ
な
い
↓
や
っ
て
良
け
れ
ば
さ
ら
に
改
善 

 

３ 

「
く
ろ
う
」
と
「
く
ふ
う
」 

① 

「
く
ふ
う
」
の
思
考
回
路
・
改
善
マ
イ
ン
ド 

② 

若
い
う
ち
の
「
く
ふ
う
」
は
買
っ
て
で
も
せ
よ 

③ 

顧
客
満
足
と
自
己
満
足
（
苦
労
自
慢
） 

 

１ 

問
題
と
改
善
の
方
程
式 

① 

な
い
↓
る
化
（
わ
か
ら
な
い
↓
わ
か
る
化
／
で
き
な
い
↓
デ
キ
ル
化
） 

② 

に
く
い
↓
や
す
化
（
わ
か
り
ニ
ク
イ
↓
わ
か
り
易
化
／
難
↓
易
化
） 

③ 

対
策
＝
原
因
の
裏
返
し
（
改
善
＝
問
題
の
裏
返
し
） 

 

２ 

具
体
的
事
例
と
定
石
の
研
究 

① 

見
え
る
化
・
わ
か
る
化
・
視
覚
化
・
可
視
化 

② 

機
能
活
用
・
サ
ー
ビ
ス
活
用
・
制
度
活
用
・
補
助
具
活
用 

④ 

使
い
分
け
（
状
況
に
応
じ
た
手
段
・
方
法
の
選
択
） 

 

３ 

改
善
力
（
改
善
実
施
力
）
を
つ
け
る
に
は 

①
「
事
例
＋
定
石
」
の
蓄
積 

② 

複
数
の
対
策
案
（
制
約
を
乗
り
越
え
る
） 

③ 

タ
テ
・
ヨ
コ
・
斜
め
・
逆
発
想 

  

① 00       ～　「改善の定石」→やめる・へらす・カエル 
② 02’06”～　「問題の種類」と「問題解決の方程式」 
③ 05’28”～　「○○化」→事例と定石＝改善力 
④ 07’45”～　複数対策案：「箱詰め」 
⑤ 10’37”～　上下・逆の発想 
⑥ 11’49”～　大仏と大仏殿 
⑦ 13’28”～　事例研究①「視覚化・見える化」の改善 
⑧ 16’42”～　蛇口の改善 
⑨ 17’39”～　レストランの改善 
⑩ 19’07”～　ボード管理・目でみる管理 
⑪ 19’25”～　「一本の線」の改善 
⑫ 20’35”～　「斜めの線」による改善 
⑬ 21’08”～　「最善」は改善の敵 
⑭ 24’55”～　「空欄の改善用紙」→自職場の改善を　 
⑮ 27’02”～　事例研究②ヘソは何のためにあるか 
⑯ 31’17”～　タテ→ヨコ：チャチなものほどスグできる 
⑰ 33’32”～　事例研修③「機能活用」の改善 
⑱ 37’03”～　事例研究④「使い分け」の改善 
⑲ 38’19”～　「定石」のまとめ 

改善　　講座 
 

基礎 DVD教材 内容一覧 
 

① 00       ～　はじめに： 
　　　　　　　高速展開→自分で消化→改善力 
② 01’15”～　手間をかけず、 
　　　　　　　カネをかけず、知恵を出す 
③ 03’45”～　改善とは「手抜き」なり→改善の３定義 
④ 06’41”～　「余計なこと」「スゴイこと」にアラズ 
⑤ 08’15”～　「パンタグラフ」の摩耗平準化の方法 
⑥ 11’10”～　チャチなものほど良い改善 
⑦ 12’34”～　「不要なこと」からの「手抜き」 
⑧ 14’37”～　「忙しい」から改善が必要 
⑨ 18’05”～　改善は「大変」にアラズ、「小変」なり 
⑩ 21’37”～　「修繕」と「改善」の違い 
⑪ 25’03”～　「ＱＣ］と「改善」の区別 
⑫ 27’05”～　なぜ、「やり方」を変えるのか 
⑬ 28’05”～　「仕事・業務」と「改善」の区別 
⑭ 30’04”～　「小変」と「制約対応』の食い違い 
 
 

１ 

改
善
の
３
定
義 

① 
や
り
方
を
変
え
て
の
手
抜
き
（
目
的
達
成
の
手
段
選
択・方
法
変
更
） 

② 
大
変
で
な
く
、小
変
（
小
さ
く
、少
し
ず
つ
変
え
る
） 

③ 

制
約
対
応
（
カ
ネ
を
か
け
ず
、手
間
を
か
け
ず
、知
恵
を
出
す
） 

 

２ 

改
善
に
お
け
る
疑
問
に
対
応 

① 

修
繕
と
改
善
の
違
い（
原
因
対
策
↓↑
 

現
象
対
策
） 

② 

業
務
と
改
善
の
違
い（
目
的
↓↑
 

手
段
選
択
・
方
法
変
更
） 

③ 

Ｑ
Ｃ
と
改
善
の
違
い（
小
変
↓↑
 

中
変
） 

 

３ 

改
善
に
対
す
る
誤
解
に
対
応 

① 

忙
し
く
て
改
善
ド
コ
ロ
で
は
な
い（
ヒ
マ
な
ら
改
善
は
不
要
） 

② 

チ
ャ
チ
な
改
善
な
の
で
恥
ず
か
し
い（
チ
ャ
チ
の
も
の
ほ
ど
良
い
改
善
） 

③ 

改
善
は
や
っ
て
い
る
↓
「
や
り
っ
放
し
」
は
ダ
メ 

     

改善を持続・継続→定着化→活性化させる「しくみ・しかけ・しそう」 
 

１ 

手
っ
と
り
早
い
改
善
の
顕
在
化 

① 

「
や
り
っ
放
し
」
は
ダ
メ
↓
顕
在
化
が
次
の
改
善
に 

② 

改
善
報
告
は
「
3
分
」
以
内
、1
0
0
字
以
内
で 

③ 

問
題
点
だ
け
10
枚
・
メ
モ
感
覚
・
要
す
る
に 

 

２ 

手
っ
と
り
早
い
改
善
の
共
有
化 

① 

問
題
点
だ
け
で
も
共
有
化
↓
ア
イ
デ
ア
の
共
有
化 

② 

「
く
ふ
う
」
の
思
考
回
路
・
改
善
マ
イ
ン
ド
の
共
有
化 

③ 

仕
事
の
定
期
点
検
（
定
期
的
な
仕
事
の
見
直
し
） 

 

３ 

人
を
責
め
ず
、方
法
を
攻
め
る 

① 

「
人
を
責
め
る
会
社
」
と
「
方
法
を
攻
め
る
会
社
」 

② 

「
や
り
方
」
を
変
え
な
い
限
り
、同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し 

③ 

「
徹
底
し
よ
う
」
↓
徹
底
で
き
る
よ
う
「
や
り
方
」
を
変
え
る 

   

＊DVD（実写映像約150分）＋ 特別付録CD　＊付録CDには全画面のパワーポイントファイル＆参考資料テキスト収録 

① 00       ～　改善の顕在化 
② 01’45”～　改善は「３分」で書ける 
③ 03’38”～　用紙記入の実例研究 
④ 04’58”～　無意識の改善を意識的な改善に 
⑤ 07’36”～　手っとり早い顕在化の方法説明 
⑥ 09’15”～　「３分」で書けるという実感 
⑦ 10’49”～　顕在化＝「仕事の見直し」の機会 
⑧ 12’16”～　月1件→仕事の定期点検 
⑨ 14’01”～　「問題」だけ書き出す 
⑩ 16’45”～　なぜ、顕在化が必要か 
⑪ 17’45”～　やりっ放しでは改善は続かない 
⑫ 20’04”～　改善の共有化 
⑬ 21’20”～　人を責めず、方法を攻める 
⑭ 22’43”～　部品の取り違いを防ぐ改善 
⑮ 24’48”～　「人を責める会社」と 
　　　　　　　　　「方法を攻める会社」 
⑯ 28’01”～　消化不良→ 
　　　　　　　　　仕事を通じて自分改善力に 
⑰ 30’07”～　まとめ： 
　　　　　　　　　窮すれば変ず、変ずれば通ず 

① 00       ～　誤解・反論への対応→「アタリマエ」 
② 02’52”～　「アタリマエ」は動く 
③ 04’14”～　改善のＡＢＣ 
④ 05’45”～　改善報告＝「告白書」 
⑤ 08’00”～　改善は「モノマネ」大歓迎　 
⑥ 11’46”～　改善は「会社のため」か、 
　　　　　　　　　　　　「自分のため」か 
⑦ 14’46”～　バタバタ→ 
　　　　　　　　　ゆっくり・のんびり、よい仕事 
⑧ 16’42”～　自分も「得」、 
　　　　　　　　　相手も「得」するのが改善 
⑨ 19’01”～　やってダメなら、また改善 
⑩ 21’47”～　とりあえず 
⑪ 23’50”～　「利害の対立」を改善で解消 
⑫ 27’04”～　事例で説明、事例で指導 
⑬ 31’15”～　レベル別の事例集→連続事例集 
⑭ 32’53”～　「くろう」と「くふう」 
⑮ 38’38”～　「顧客満足」と「自己満足」 
⑯ 41’51”～　「やらされ」→自分のための改善 

改
善
の
意
義 

 

�
時
間
目
（
約
30
分
）
 

�
時
間
目
（
約
40
分
）
 

→任意の箇所にジャンプ  
 チャプターポイント 
 

→任意の箇所にジャンプ  
 チャプターポイント 
 

→任意の箇所にジャンプ  
 チャプターポイント 
 

→任意の箇所にジャンプ  
 チャプターポイント 
 

改
善
の
事
例
と
定
石 

 

改
善
の
指
導
・
推
進 

 

改
善
の
顕
在
化
↓
共
有
化 

 

1時間目（31’11”） 
 

2時間目（39’34”） 
 

3時間目（42’42”） 
 

4時間目（31’27”） 
 

�
時
間
目
（
約
40
分
）
 

�
時
間
目
（
約
30
分
）
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