


分割・分担・分業・分散

分ければワカる

分ければデキる

分 解

分類・分析・分解・分別・分離
分割・分散・分担・分業・分掌
分譲・分売・分宿・分乗・分納

こ
と
か
ら

と
こ
ろ
ま
で

改善的
思考＆発想

と

使
い
分
け

使
い
分
け
組
み
合
わ
せ

組
み
合
わ
せ

と

使
い
分
け
組
み
合
わ
せ

と
り
あ
え
ず

最
初
に「
創
意
」

そ
の
た
め
の「
工
夫
」

と
り
あ
え
ず 

で
「
即
座
の
着
手
」

要
す
る
に 

で
「
軌
道
の
修
正
」

と
り
あ
え
ず

と
り
あ
え
ず

　
「
改
善
的
思
考
＆
発
想
」
は
、
と
り
あ
え
ず

「
分
け
る
」
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

　

た
と
え
、「
複
雑
な
も
の
」
で
も
、
と
に
か

く
、「
分
け
て
み
る
」
と
、
だ
い
た
い
、
わ
か

る
よ
う
に
な
る
。

　

ま
た
、「
困
難
な
こ
と
」
で
も
、
イ
ロ
イ
ロ

な
要
素
に
「
分
け
て
み
る
」
と
、
デ
キ
る
よ

う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　
「
分
＝
分
け
る
」
の
漢
字
を
含
む
言
葉
に

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

・「
分
類
」

・「
分
析
」

・「
分
解
」

・「
分
別
」

・「
分
離
」

・「
分
割
」

・「
分
散
」

・「
分
担
」

・「
分
業
」

・「
分
掌
」

・「
分
譲
」

・「
分
売
」

・「
分
宿
」

・「
分
乗
」

・「
分
納
」

̶

な
ど
。

　

こ
れ
ら
の
熟
語
か
ら
も
、
我
々
は

◎「
分
け
れ
ば
、
ワ
カ
る
」

◎「
分
け
れ
ば
、
デ
キ
る
」

̶

と
い
う
こ
と
を
実
感
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
、「
機
械
の
仕
組
み
」
や
「
故
障

の
原
因
」
が
ワ
カ
ラ
ナ
イ
場
合
、
ど
う
す
れ

ば
い
い
だ
ろ
う
か
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
マ
ズ
、
分
解
す
る
だ

ろ
う
。
外
か
ら
見
る
だ
け
で
は
ワ
カ
ラ
ナ
イ

も
の
も
、
分
解
し
て
み
れ
ば
良
く
わ
か
る
。

　

あ
る
薬
品
に
、「
ど
の
よ
う
な
成
分
」
が

含
ま
れ
て
い
る
か
、
ワ
カ
ラ
ナ
イ
時
、
ど
う

す
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
場
合
、
分
析
す
れ
ば
い
い
。
す
る

と
、
ど
の
よ
う
な
成
分
が
含
ま
れ
て
い
る
か

良
く
わ
か
る
。

　
「
ど
の
商
品
」
が
「
ど
の
よ
う
な
顧
客
」
に

売
れ
て
い
る
の
か
、
わ
か
ら
ナ
イ
の
な
ら
、

商
品
ご
と
顧
客
ご
と
に
分
類
し
て
み
れ
ば
、

良
く
わ
か
る
。

　
「
ひ
と
り
」
で
は
、
と
て
も
デ
キ
ナ
イ
よ

う
な
「
大
変
な
仕
事
」
で
も
、
そ
れ
ら
を
分

割
し
て
、
各
人
に
分
担
さ
せ
た
り
、
分
業
化

す
れ
ば
、
デ
キ
る
よ
う
に
な
る
。

　
「
月
末
に
集
中
す
る
仕
事
」
に
追
わ
れ
て

「
徹
夜
や
休
日
出
勤
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
人
も
、
そ
れ
ら
を
う
ま
く
分
散
化
さ

せ
れ
ば
、
時
間
内
で
処
理
で
き
る
よ
う
に
も

な
る
。

分
け
れ
ば
、
デ
キ
る

分
け
れ
ば
、
ワ
カ
る
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と

組み合わせ
サイズ 対処法 使い分け

状況 使い分け ＆ 組み合わせ

大変
中変
小変

カタカナ 　　　漢　字　　　 ひらがな
タテ　　斜め　　よこ

分散化
共用化
兼用化
定型化
一体化
後始末

集中化
個別化
専用化
随型化
分離化
前始末

共有化
汎用化
定期化
画一化
混在化
自由化

私有化
専用化
随時化
多様化
分別化
規制化

使い分け

こ
と
か
ら

と
こ
ろ
ま
で

と

使
い
分
け
組
み
合
わ
せ

と
り
あ
え
ず

最
初
に「
創
意
」

そ
の
た
め
の「
工
夫
」

と
り
あ
え
ず 
で
「
即
座
の
着
手
」

要
す
る
に 

で
「
軌
道
の
修
正
」

と
り
あ
え
ず

と
り
あ
え
ず

　
「
安
月
給
」
で
は
「
高
額
マ
ン
シ
ョ
ン
」
の

代
金
を
一
度
に
、
一
括
払
い
は
で
き
な
い
。

だ
が
、「
分
割
払
い
」
な
ら
、
な
ん
と
か
な
る

だ
ろ
う
。

　

不
動
産
会
社
も
「
マ
ン
シ
ョ
ン
一
棟
」
を

丸
ご
と
売
る
の
は
難
し
い
。
だ
が
、
一
戸
ず

つ
の
「
分
譲
」
な
ら
、
売
り
や
す
い
。

　
「
滞
納
し
た
税
金
」
を
一
度
に
、
一
挙
に

払
う
こ
と
は
で
き
な
く
て
も
、「
分
納
」
な

ら
ば
何
と
か
な
る
。

　　

科
学
は
「
分
類
・
分
析
」、
つ
ま
り
、「
分

け
る
」
こ
と
で
「
原
理
・
原
則
・
法
則
」
を

発
見
し
、
応
用
し
て
き
た
。

　

ま
た
、
個
人
で
は
「
デ
キ
ナ
イ
こ
と
」
も
、

組
織
や
社
会
で
「
分
担
・
分
業
」
す
る
こ
と

で
、
そ
れ
ら
を
実
現
し
て
き
た
。

　

人
類
史
と
は
、
ま
さ
に
「
分
け
る
」
こ
と

の
歴
史
で
も
あ
る
。

　

一
方
、
日
常
の
生
活
や
仕
事
に
お
い
て
も

「
分
け
る
」
こ
と
の
威
力
が
見
ら
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、「
整
理
・
整
頓
」
と
は
、

①「
要
る
も
の
」
と
「
要
ら
な
い
も
の
」
を

「
分
け
る
」
こ
と

②「
ス
グ
使
う
も
の
と
、
不
常
用
を
」

　
「
分
け
て
、
配
置
す
る
」
こ
と

̶

で
あ
る
。

　
「
分
別
・
区
別
」
さ
れ
て
な
い
と
、
何
が

ド
コ
に
あ
る
か
ワ
カ
ラ
ナ
イ
。
そ
の
た
め
に

「
探
す
」
と
い
う
ム
ダ
が
発
生
す
る
。

　

だ
が
、「
必
要
と
不
要
」
を
分
別
す
れ
ば
、

ス
グ
わ
か
る
。
ま
た
、「
常
用
と
不
常
用
」
を

区
別
す
れ
ば
ス
グ
取
り
出
せ
る
の
で
、

☆「
探
さ
ナ
イ
化
」

☆「
探
し
ヤ
ス
化
」

̶

と
い
う
改
善
と
な
る
。

　　

ナ
ニ
ゴ
ト
も
「
や
り
っ
放
し
」
は
ダ
メ
。

「
分
け
る
」
と
い
う
こ
と
も
「
分
け
っ
放
し
」

は
ダ
メ
。
そ
れ
で
は
、「
分
割
・
分
類
・
分

解
・
分
析

̶

」
な
ど
の
威
力
を
充
分
に
発

揮
さ
せ
ら
れ
な
い
。

　

分
け
た
ら
、
次
に
は
、
そ
れ
ら
を

①「
使
い
分
け
る
」

②「
組
み
合
わ
せ
る
」

̶

と
い
う
第
２
の
「
改
善
的
・
思
考
・
発

想
」
が
必
要
だ
。

　

た
と
え
ば
、「
仕
事
の
や
り
方
」
の
変
更

は
そ
の
規
模
に
よ
っ
て
、

①「
大
変
＝
大
き
く
変
え
る
」

②「
中
変
＝
中
程
度
の
変
更
」

③「
小
変
＝
小
さ
く
変
え
る
」

̶

に
分
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
取
り

組
み
方
は
、
状
況
に
よ
っ
て
「
使
い
分
け
」

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

あ
る
い
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
そ
れ
ら
を

「
組
み
合
わ
せ
」
れ
ば
、
相
乗
効
果
を
得
る

こ
と
も
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

改
善
に
お
け
る
「
使
い
分
け
」
と
「
組
み

合
わ
せ
」
の
「
重
要
性
・
効
用
」
を
、
と
り

あ
え
ず
、「
と
り
あ
え
ず
」
と
「
要
す
る
に
」

と
い
う
観
点
か
ら
研
究
し
て
み
よ
う
。

「
分
け
る
」
こ
と
が

　
　
　

人
類
進
化
の
源

「
使
い
分
け
」
と

　
　
「
組
み
合
わ
せ
」　
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「改善の極意」は
「酒場」にあり

こ
と
か
ら

と
こ
ろ
ま
で

と

使
い
分
け
組
み
合
わ
せ

ビ
ー
ル
で
即
座
の

　
　
　

改
善
・
着
手

ビ
ー
ル
で
即
座
の

　
　
　

改
善
・
着
手

と
り
あ
え
ず

と
り
あ
え
ず

と
り
あ
え
ず

最
初
に「
創
意
」

そ
の
た
め
の「
工
夫
」

と
り
あ
え
ず 

で
「
即
座
の
着
手
」

要
す
る
に 

で
「
軌
道
の
修
正
」

と
り
あ
え
ず

と
り
あ
え
ず

　

改
善
活
動
に
お
い
て
、
時
々
、

「
良
い
ア
イ
デ
ア
だ
が
、
実
施
で
き
な
い
」

と
い
っ
た
声
が
聞
か
れ
る
。

　

そ
の
場
合
、「
旧
来
の
提
案
制
度
」
で
は
、

「
検
討
し
ま
す
」

「
残
念
な
が
ら
不
採
用
」

「
ア
イ
デ
ア
は
良
い
の
で
す
が
」

̶

な
ど
の
回
答
が
な
さ
れ
て
い
た
。

　

だ
が
、
今
日
、「
多
く
の
企
業
」
で
主
流
と

な
っ
て
い
る
「
実
施
型
・
改
善
制
度
」
で
は
、

こ
の
よ
う
な
「
セ
リ
フ
」
は
存
在
し
な
い
。

　

な
ぜ
な
ら
、「
実
施
型
・
改
善
」
で
は
、

＊「
実
施
デ
キ
る
の
が
、
良
い
ア
イ
デ
ア
」

＊「
実
施
で
き
ナ
イ
の
は
、
良
い
ア
イ
デ
ア

で
は
な
い
」

̶

か
ら
だ
。

　

改
善
は
「
夢
の
よ
う
な
こ
と
」
を
語
る
も

の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
そ
れ
で

「
別
の
制
度
」
や
「
特
別
な
機
会
」
を
設
け
て

も
い
い
だ
ろ
う
。

　
「
日
常
の
仕
事
の
改
善
」
に
求
め
ら
れ
て

い
る
の
は
、
マ
ズ
、
何
よ
り
も
「
手
っ
と
り

早
い
実
施
」
で
あ
る
。

　

ゆ
え
に
、
実
施
し
な
け
れ
ば
「
意
味
」
が

な
い
。
実
施
デ
キ
な
け
れ
ば
「
価
値
」
が
な

い
。
し
か
も
、
今
、
ス
グ
、
実
施
で
き
な
け

れ
ば
ダ
メ
。

　

５
年
先
に
「
実
施
・
実
現
」
で
き
る
よ
う

な
こ
と
を
言
っ
て
も
ダ
メ
。
そ
れ
で
は
、
こ

の
先
、
５
年
間
も
「
不
都
合
・
不
安
全
・
不

快
・
不
便
・
不
安

̶

」
な
ど
の
問
題
を
抱

え
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

＊「
今
、
困
っ
て
い
る
」

＊「
今
、
イ
ラ
イ
ラ
し
て
い
る
」

＊「
今
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
」

̶

の
だ
か
ら
、
今
ス
グ
、
即
座
に
解
決
す

べ
き
。
そ
れ
に
は
何
よ
り
も
「
手
っ
と
り
早

い
改
善
着
手
」
が
必
要
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

と
こ
ろ
が
、「
改
善
の
着
手
↓
実
施
」
に

は
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど

＊「
予
算
」

＊「
時
間
」

＊「
技
術
」

̶

な
ど
の
「
現
実
的
制
約
」
が
あ
る
。　

し
か
し
、
心
配
は
い
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な

「
現
実
の
壁
」を
乗
り
越
え
る「
魔
法
の
言
葉
」

が
あ
る
。

　

そ
れ
は
「
と
り
あ
え
ず
」
で
あ
る
。
こ
の

言
葉
を
使
え
ば
、
誰
で
も
、
手
っ
と
り
早
く

改
善
で
き
る
。

　
「
と
り
あ
え
ず
」
は
、
誰
も
が
日
常
的
に

使
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
誰
も
が
日
常
的
に

改
善
デ
キ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

我
々
は
、
ど
ん
な
時
、「
と
り
あ
え
ず
」
を

口
に
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
日
暮
れ
時
、
日

本
全
国
、
す
べ
て
の
酒
場
で
「
と
り
あ
え
ず
」

と
い
う
言
葉
が
聞
か
れ
る
。

　

酒
場
で
、
座
席
に
つ
く
と
、

「
何
に
な
さ
い
ま
す
か
」

と
聞
か
れ
る
。

　

そ
の
時
、
開
口
一
番
、

「
と
り
あ
え
ず
、
ビ
ー
ル
」

★
★

え
〜
と

今
日
の
予
算
は
…
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こ
と
か
ら

と
こ
ろ
ま
で

と

使
い
分
け
組
み
合
わ
せ

と
り
あ
え
ず

最
初
に「
創
意
」

そ
の
た
め
の「
工
夫
」

と
り
あ
え
ず 

で
「
即
座
の
着
手
」

要
す
る
に 

で
「
軌
道
の
修
正
」

と
り
あ
え
ず

と
り
あ
え
ず

̶

と
応
え
る
。

　

と
り
あ
え
ず
、
ビ
ー
ル
を
注
文
。
そ
し
て
、

「
何
を
食
べ
る
か
」
な
ど
は
、
そ
の
後
で
、
ゆ

っ
く
り
考
え
る
と
い
う
算
段
だ
。

　

こ
こ
に
「
手
っ
と
り
早
い
改
善
実
施
」
の

原
則
が
あ
る
。
あ
る
詩
人
は

「
酒
場
が
僕
の
学
校
だ
っ
た
」

̶

と
言
っ
た
が
、
そ
れ
と
同
様
、

「
酒
場
は
改
善
の
学
校
」

̶

で
も
あ
る
。

　

な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
は
、
ビ
ー
ル
で
も
飲

み
な
が
ら
、
ゆ
っ
く
り
考
え
て
み
よ
う
。

　　
　

　

飲
み
屋
で
、

「
何
に
な
さ
い
ま
す
か
」

̶

と
、
注
文
を
聞
か
れ
、

「
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
」

̶

と
、
や
お
ら
電
卓
を
取
り
出
し
、

「
予
算
は
い
く
ら
だ
か
ら

̶

」

̶

な
ど
と
、
計
算
す
る
人
は
い
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
正
式
な
宴
会
」
な
ら
、
あ
ら

か
じ
め
、
予
算
を
設
定
し
、
メ
ニ
ュ
ー
も
決

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

だ
が
、「
ち
ょ
っ
と
一
杯
」
の
つ
も
り
で

立
ち
寄
っ
た
飲
み
屋
で
、
そ
ん
な
大
袈
裟
な

こ
と
は
し
な
い
。
マ
ズ
は

「
と
り
あ
え
ず
、
ビ
ー
ル
」

̶

の
一
言
だ
ろ
う
。

　

改
善
も
同
様
。「
た
か
が
改
善
」
ゆ
え
、

「
と
り
あ
え
ず
」
の
一
言
で
、
手
っ
と
り
早

く
即
座
に
、
着
手
す
べ
き
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
仕
事
の
や
り
方
」
を
「
大
き

く
変
え
る
」
と
い
う
「
大
変
＝
革
新
・
改
革

・
変
革
」
な
ど
は
、
計
画
的
に
、
じ
っ
く
り
、

慎
重
に
取
り
組
む
べ
き
だ
。

　

だ
が
「
仕
事
の
や
り
方
」
を
「
ち
ょ
っ
と
、

小
さ
く
変
え
る
」
と
い
う
「
小
変
＝
改
善
」

は
「
と
り
え
ず
、
ビ
ー
ル
」
の
感
覚
で
い
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

も
っ
と
も
、「
と
り
あ
え
ず
」
で
飲
み
始

め
た
ビ
ー
ル
が
、
一
本
で
止
ま
る
わ
け
が
な

い
。
２
本
が
３
本
に
な
り
、
３
本
が
４
本
に

な
り
、
そ
し
て
、「
も
う
一
軒
、
行
こ
か
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
酒
の
ハ
シ
ゴ
」
は
健
康
に
よ
く
な
い
。

だ
が
、「
改
善
は
ハ
シ
ゴ
」
が
勧
め
ら
れ
る
。

　

と
り
あ
え
ず
、
や
っ
て
み
て
、
そ
れ
で
良

け
れ
ば
、

「
も
う
、
一
件
」

「
ま
た
、
一
件
」

̶

と
ド
ン
ド
ン
改
善
す
れ
ば
い
い
。

　

ま
た
、「
と
り
あ
え
ず
、
ビ
ー
ル
」
と
注
文

す
る
に
し
て
も
、
最
初
か
ら
十
本
も
頼
む
人

は
い
な
い
。
最
初
か
ら
大
量
発
注
し
よ
う
と

す
れ
ば
、

「
そ
ん
な
に
飲
め
る
か
な
」

「
そ
ん
な
に
飲
ん
で
大
丈
夫
か
な
」

̶

な
ど
心
配
に
な
り
、
躊
躇
す
る
。

　

だ
が
、「
酒
飲
み
の
達
人
」
は
、
そ
ん
な
愚

か
な
こ
と
は
し
な
い
。
と
り
あ
え
ず
、
マ
ズ
、

１
本
か
、
２
本
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
様
子
を
み
な
が
ら
、

「
も
う
一
本
」

「
ま
た
一
本
」

と
追
加
し
て
い
く
。

　

そ
し
て
、
気
が
つ
い
た
ら
、
い
つ
も
の
こ

と
な
が
ら
、
ビ
ー
ル
の
空
瓶
が
ゴ
ロ
ゴ
ロ
と

い
う
結
果
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
と
り
あ
え
ず
」
に
は
「
分

割
発
注
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
最
終
的
に

は
十
本
飲
む
に
し
て
も
、
け
っ
し
て
最
初
か

ら
全
部
、
注
文
し
な
い
。

　

様
子
を
見
み
な
が
ら
、
少
し
ず
つ
追
加
し

て
い
く
。「
こ
の
方
法
」
が
、
意
外
と
「
大
き

な
結
果
」
を
も
た
ら
す
こ
と
は
、
酒
飲
み
な

ら
、
す
で
に
充
分
に
体
験
し
、
実
感
し
て
い

る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　
「
手
っ
と
り
早
い
改
善
の
実
施
」
は
、
む

つ
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
毎
晩
、
フ
ラ
リ

と
酒
場
に
立
ち
寄
り
、「
ち
ょ
っ
と
一
杯
」

と
い
う
調
子
で
い
い
。

　

そ
こ
で
常
用
し
て
い
る
「
と
り
あ
え
ず
」

の
一
言
を
、「
仕
事
の
中
」
で
も
、
つ
ぶ
や
け

ば
い
い
。

　

酒
場
で
の
「
と
り
あ
え
ず
」
は
、
思
わ
ぬ

出
費
と
な
る
の
で
ヤ
バ
イ
。
だ
が
、
職
場
の

「
と
り
あ
え
ず
」
は
、「
思
わ
ぬ
改
善
」
に
つ

な
が
る
。

「
改
善
の
ハ
シ
ゴ
酒
」
で

　
　

さ
ら
に
改
善
、
も
っ
と
改
善

と
り
あ
え
ず
の
一
杯
が

思
わ
ぬ
結
果
を

も
た
ら
す

と
り
あ
え
ず

も
う
一
杯

酒場の「とりあえず」

職場の「とりあえず」

思わぬ改善
につながる

とりあえず
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デ
キ
ル
こ
と
か
ら

こ
と
か
ら

デ
キ
ル
と
こ
ろ
ま
で

と
こ
ろ
ま
で

デ
キ
ル
こ
と
か
ら

デ
キ
ル
と
こ
ろ
ま
で

と

使
い
分
け
組
み
合
わ
せ

と
り
あ
え
ず

最
初
に「
創
意
」

そ
の
た
め
の「
工
夫
」

と
り
あ
え
ず 

で
「
即
座
の
着
手
」

要
す
る
に 

で
「
軌
道
の
修
正
」

と
り
あ
え
ず

と
り
あ
え
ず

と
り
あ
え
ず

と
り
あ
え
ず

　

誰
も
が
何
か
に
つ
け
「
と
り
あ
え
ず
」
を

口
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
誰
も
が
無
意
識

の
う
ち
に
、「
分
割
・
細
分
化
」
と
い
う
「
改

善
の
原
理
」
を
応
用
・
活
用
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
改
善
の
達
人
」
は
、
そ
れ
を
意
識
的
に

や
っ
て
い
る
。「
難
し
い
問
題
」
に
直
面
す

る
と
、
即
座
に
そ
れ
ら
を
「
分
割
・
細
分

化
」
す
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
中
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
、

＊「
デ
キ
ル
こ
と
か
ら
、
ヤ
ル
」

＊「
デ
キ
ナ
イ
こ
と
は
、
後
回
し
」

̶

と
い
う
方
法
で
対
処
し
て
い
る
。　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　
「
と
り
あ
え
ず
」
に
は
「
一
時
的
・
暫
定

的
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
ず
っ
と
先
の
こ

と
ま
で
、
ア
レ
コ
レ
考
え
る
の
で
は
な
く
、

「
と
っ
か
か
り
の
部
分
」
に
着
目
す
る
。

　
「
と
っ
か
か
り
の
部
分
・
だ
け
」
な
ら
、

と
り
あ
え
ず
、
誰
で
も
、
手
軽
に
、
気
楽
に
、

手
が
出
せ
る
。

　

先
の
こ
と
ま
で
悩
む
必
要
は
な
い
。
と
り

あ
え
ず
、「
目
の
前
」
の
こ
と
だ
け
で
い
い

の
だ
か
ら
負
担
に
な
ら
な
い
。

　

し
か
も
、「
と
り
あ
え
ず
の
第
一
歩
」
を

踏
み
出
せ
ば
「
第
二
歩
」
に
つ
な
が
る
。
そ

の
「
第
二
歩
」
が
、
さ
ら
に
「
第
三
歩
」
に
つ

な
が
っ
て
い
く
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
と
り
あ
え
ず
」
を
繰
り

返
し
て
い
る
と
、
気
づ
い
た
ら
、「
か
な
り

の
仕
事
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

と
こ
ろ
が
、「
と
り
あ
え
ず
」
を
言
え
な

い
人
は
、「
着
手
の
段
階
」
で
モ
タ
つ
く
。
ア

レ
コ
レ
先
の
こ
と
ま
で
考
え
て
、
身
動
き
が

と
れ
な
い
。

　
「
と
り
あ
え
ず
」
で
着
手
し
た
人
が
、
す

で
に
、
二
歩
、
三
歩
と
進
み
、「
次
の
レ
ベ
ル
」

に
達
し
て
い
る
の
に
、
い
つ
ま
で
も
「
同
じ

と
こ
ろ
」
で
足
踏
み
し
て
い
る
。

　

ず
っ
と
「
先
の
こ
と
」
ま
で
考
え
た
ら
、

手
も
足
も
出
な
い
。
イ
ロ
イ
ロ
な
「
シ
ガ
ラ

ミ
」
や
「
イ
キ
サ
ツ
」、
あ
る
い
は
「
利
害
対

立
」
な
ど
考
え
て
い
た
ら
、
そ
れ
だ
け
で
イ

ヤ
に
な
る
。

　

そ
こ
で
「
た
め
ら
い
」
が
生
じ
る
。
そ
の

た
め
、
ナ
ン
ダ
カ
ン
ダ
と
理
由
を
つ
け
着
手

を
延
期
、
実
施
を
先
送
り
す
る
。

　

後
は
、
酒
場
で
「
グ
チ
を
肴
」
に
ヤ
ケ
酒
、

フ
テ
腐
れ

̶

と
い
う
お
き
ま
り
の
コ
ー

ス
と
な
る
。

　

そ
の
酒
場
で
は
「
と
り
あ
え
ず
」
と
い
う

「
改
善
実
施
の
原
則
」
を
ち
ゃ
ん
と
実
践
し

て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
仕
事
に
も
応
用

す
れ
ば
い
い
だ
け
な
の
に

̶

。

　　　
「
と
り
あ
え
ず
」
は
、「
時
間
」
を
味
方
に

つ
け
る
言
葉
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

＊「
デ
キ
ナ
イ
」

「
と
り
あ
え
ず
」
で

　
　
　
　
　

変
化
に
対
応

段差注意

目立つ化
トラテープ

応急的
とりあえずの対策
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手っとり早い
改善実施の極意

デキルことから
デキルところまで

問題に直面 したら、マズ

②変えられナイこと

変えられる部分 
変えられない部分 

①変えられること

こ
と
か
ら

と
こ
ろ
ま
で

と

使
い
分
け
組
み
合
わ
せ

と
り
あ
え
ず

最
初
に「
創
意
」

そ
の
た
め
の「
工
夫
」

と
り
あ
え
ず 

で
「
即
座
の
着
手
」

要
す
る
に 

で
「
軌
道
の
修
正
」

と
り
あ
え
ず

と
り
あ
え
ず

＊「
不
可
能
」

＊「
ム
リ
」

̶

と
い
っ
た
場
合
、
そ
れ
は

「
絶
対
に
、
ム
リ
」

「
永
遠
に
、
不
可
能
」

「
永
久
に
、
デ
キ
ナ
イ
」

̶

と
い
う
意
味
で
は
な
い
か
ら
だ
。

　

そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も

「
今
は
、
デ
キ
ナ
イ
」

「
一
人
で
は
、
ム
リ
」

「
こ
の
方
法
で
は
、
不
可
能
」

̶

と
い
う
「
前
提
」
付
き
で
あ
る
。

　

し
か
る
に
、

＊「
こ
の
状
況
」
で
は
ム
リ

＊「
こ
の
条
件
」
で
は
デ
キ
ナ
イ

̶

と
い
う
こ
と
を
、
逆
に
言
う
な
ら
ば
、

「
こ
の
条
件
」
や
「
今
の
状
況
」
が 

変
わ
れ

ば
「
デ
キ
ル
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

万
物
は
流
転
。
す
べ
て
は
変
化
し
て
い
る
。

「
条
件
や
状
況
」
は
変
わ
る
と
い
う
こ
と
を

知
っ
て
お
れ
ば
、「
と
り
あ
え
ず
」
と
い
う

言
葉
が
生
き
て
く
る
。

　

だ
が
、「
と
り
あ
え
ず
」
を
使
え
な
い
人

は
、「
現
在
の
条
件
」
を
「
先
の
こ
と
」
に
ま

で
当
て
は
め
よ
う
と
す
る
。
だ
か
ら
、
身
動

き
が
と
れ
な
い
。

　

し
か
し
、「
条
件
や
状
況
」
は
変
化
す
る
。

法
律
も
変
わ
る
。
規
制
も
緩
和
さ
れ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
今
は
「
デ
キ
ナ
イ
こ
と
」
で
も
、

や
が
て
、
将
来
に
は
デ
キ
ル
よ
う
に
な
る
か

も
知
れ
な
い
。

　　

改
善
の
達
人
は
、
直
面
し
て
い
る
問
題
を
、

次
の
２
つ
に
「
仕
分
け
」
す
る
。

①「
現
在
の
条
件
」
で
「
デ
キ
ル
こ
と
」

②「
現
在
の
条
件
」
で
「
デ
キ
ナ
イ
こ
と
」

　

そ
し
て
、

◎「
今
デ
キ
ル
こ
と
」
は
今
ス
グ
着
手

◎「
今
デ
キ
ナ
イ
こ
と
」
は
、

　
「
デ
キ
ル
よ
う
に
な
る
」
ま
で
放
置

̶

と
考
え
る
。
こ
れ
が
「
と
り
あ
え
ず
」

の
発
想
で
あ
る
。　

　

す
な
わ
ち
、「
手
っ
と
り
早
い
改
善
」
の

「
着
手
↓
実
施
」
の
大
原
則
は

＊「
デ
キ
ル
こ
と
」
は
、
ス
グ
や
る

＊「
デ
キ
ナ
イ
こ
と
」
は
「
後
回
し
」

̶

と
い
う
こ
と
。

　

な
に
し
ろ
、「
デ
キ
ル
こ
と
」
か
ら
ヤ
ル

の
だ
か
ら
、
簡
単
に
デ
キ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

こ
れ
ほ
ど
簡
単
な
こ
と
な
の
に
、
ど
う
し

て
世
の
中
に
は
「
改
善
の
苦
手
な
人
」
が
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
デ
キ
ナ
イ
こ
と
」

を
や
ろ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。

　

改
善
の
ヘ
タ
な
人
は
「
デ
キ
ル
こ
と
」
を

し
な
い
で
、「
デ
キ
ナ
イ
こ
と
」
を
や
ろ
う

と
す
る
。
ゆ
え
に
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
、

何
も
デ
キ
ナ
イ
。

　

一
方
、「
改
善
の
達
人
」は「
デ
キ
ル
こ
と
」

か
ら
着
手
す
る
。そ
し
て
、「
デ
キ
ナ
イ
こ
と
」

は
、デ
キ
ル
よ
う
に
な
る
ま
で
、放
っ
て
お
く
。

　

そ
れ
は
「
条
件
や
状
況
」
は
変
化
す
る
と

い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

「
デ
キ
ナ
イ
こ
と
」
は

「
デ
キ
ル
よ
う
に
な
る
」
ま
で

　
　
「
棚
上
げ
・
後
回
し
・
先
送
り
」
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とりあえず と
要するに

手っとり早さ 

やってダメなら、　また　改善
やって良ければ、さらに改善

仕事の目的 改善の目的 

着眼大局  ←→  着手小局
要するに  ←→ とりあえず

こ
と
か
ら

と
こ
ろ
ま
で

と

使
い
分
け
組
み
合
わ
せ

と
り
あ
え
ず

最
初
に「
創
意
」

そ
の
た
め
の「
工
夫
」

と
り
あ
え
ず

と
り
あ
え
ず 

で
「
即
座
の
着
手
」

「
即
座
の
着
手
」

要
す
る
に

要
す
る
に 

で
「
軌
道
の
修
正
」

「
軌
道
の
修
正
」

と
り
あ
え
ず 

で
「
即
座
の
着
手
」

要
す
る
に 

で
「
軌
道
の
修
正
」

と
り
あ
え
ず

と
り
あ
え
ず

　
「
手
っ
と
り
早
い
改
善
実
施
」
に
と
っ
て
、

「
と
り
あ
え
ず
」
と
い
う
言
葉
は
、
ま
こ
と

に
「
強
い
味
方
」
だ
。。

　

し
か
し
、「
そ
れ
・
だ
け
」
で
は
ダ
メ
。

「
と
り
あ
え
ず
」
ば
か
り
だ
と
、
や
が
て
、

「
袋
小
路
」
に
陥
っ
て
し
ま
う
。

　
「
仕
事
の
目
的
」
や
「
改
善
の
目
的
」
を
見

失
い
「
改
善
の
た
め
の
改
善
」
に
な
っ
て
し

ま
う
。　

　

ゆ
え
に
、
時
々
、「
要
す
る
に
」
と
い
う
言

葉
が
必
要
。
そ
れ
を
呟
く
と
、

＊「
要
す
る
に
、
何
を
す
れ
ば
い
い
の
か
」

＊「
要
す
る
に
、
ど
う
な
れ
ば
い
い
の
か
」

＊「
要
す
る
に
、
仕
事
の
目
的
は
何
か
」

＊「
要
す
る
に
、
任
務
目
的
は
何
か
」

̶

と
、「
目
的
」
が
確
認
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
「
改
善
の
目
的
」
も
再
確
認
さ
れ
、

そ
れ
ま
で
「
と
り
あ
え
ず
」
で
や
っ
て
き
た

「
改
善
の
軌
道
」
も
修
正
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　
「
と
り
あ
え
ず
の
改
善
」
が
行
き
詰
ま
っ

た
ら
、
そ
の
時
こ
そ
、「
要
す
る
に
」
に
よ
る

再
確
認
が
勧
め
ら
れ
る
。

　
「
行
き
詰
ま
り
」
と
は
、
姿
勢
が
前
傾
し
、

視
野
が
狭
く
な
り
、「
手
段
選
択
・
方
法
選

択
」
の
幅
が
狭
く
な
っ
て
い
る
状
態
。

　

何
か
に
夢
中
に
な
る
と
、
ど
う
し
て
も

「
特
定
の
方
法
や
方
向
」
に
傾
斜
し
て
い
く
。

と
り
わ
け
、「
成
功
体
験
」
が
ア
タ
マ
の
柔

軟
性
を
奪
っ
て
し
ま
う
。

　

そ
ん
な
「
思
考
の
固
定
化
」
を
打
破
す
る

の
が
「
要
す
る
に
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

　
「
前
の
め
り
」
の
姿
勢
を
立
て
直
し
、
周

囲
を
見
渡
せ
る
よ
う
に
な
る
。

　
「
要
す
る
に
」
に
よ
っ
て
、
複
雑
に
カ
ラ

み
あ
っ
た
「
枝
葉
」
を
切
り
落
と
せ
る
。

　

そ
し
て
、

＊「
要
す
る
に
、
目
的
は
何
か
」

＊「
要
す
る
に
、
何
を
す
べ
き
か
」
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要するに で

要 するに で

マンネリ打破
惰性脱却

目的確認
発想転換

こ
と
か
ら

と
こ
ろ
ま
で

と

使
い
分
け
組
み
合
わ
せ

と
り
あ
え
ず

最
初
に「
創
意
」

そ
の
た
め
の「
工
夫
」

と
り
あ
え
ず 

で
「
即
座
の
着
手
」

要
す
る
に 

で
「
軌
道
の
修
正
」

と
り
あ
え
ず

と
り
あ
え
ず

「
要
す
る
に
」で
マ
ン
ネ
リ
打
破

と
い
う
「
仕
事
の
根
幹
」
を
再
確
認
で
き
る
。

す
る
と
「
ど
う
で
も
い
い
こ
と
」
と
「
必
要

な
こ
と
」
と
の
区
別
が
明
確
に
な
る
。    

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　
「
悩
み
・
迷
い
」
は
「
ど
う
で
も
い
い
こ

と
」
に
囚
わ
れ
て
い
る
状
態
。「
ア
レ
も
コ

レ
も
」
と
い
う
「
優
先
意
識
の
欠
如
」
が
問

題
を
繁
雑
に
し
て
い
る
。

　

そ
ん
な
時
、「
要
す
る
に
」
と
つ
ぶ
や
き
、

目
的
を
再
確
認
し
て
、
問
題
を
単
純
化
す
れ

ば
い
い
。
す
る
と
、

「
要
す
る
に
、
目
的
を
達
成
す
れ
ば
い
い
」

「
そ
れ
以
外
は
、
切
り
捨
て
て
も
い
い
」

̶

と
気
づ
き
、
問
題
を
ス
ッ
キ
リ
化
・
単

純
化
で
き
る
。

　
「
目
的
」
が
明
確
に
な
れ
ば
、
達
成
す
る

た
め
の
「
手
段
・
方
法
」
は
「
ひ
と
つ
・
だ

け
」
で
な
く
、「
い
く
つ
か
・
複
数
あ
る
」
こ

と
に
気
づ
く
。

　

よ
っ
て
、ひ
と
つ
の「
手
段
・
方
法
」へ
の

「
囚
わ
れ
・
拘
わ
り
」
か
ら
解
放
さ
れ
る
。

「
手
段
選
択
・
方
法
変
更
」
の
幅
が
広
が

り
、「
行
き
詰
ま
り
」
か
ら
脱
出
で
き
る
。

　

ビ
ジ
ネ
ス
の
雑
誌
や
書
籍
で
は
、

＊「
固
定
観
念
の
打
破
！
」

＊「
マ
ン
ネ
リ
を
打
開
！
」

＊「
発
想
の
転
換
を
！
」

̶

と
い
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
飽
き
る
こ

と
な
く
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
こ
と
自
体
が
、
ま
さ
に
「
マ
ン
ネ
リ

の
見
本
」
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

実
際
に
仕
事
を
し
て
い
る
人
間
に
と
っ
て

必
要
な
こ
と
は
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
は
な
く
、

「
ど
う
す
れ
ば
マ
ン
ネ
リ
打
破
で
き
る
か
」

「
ど
う
す
れ
ば
固
定
観
念
脱
却
で
き
る
か
」

「
ど
う
す
れ
ば
発
想
の
転
換
が
で
き
る
か
」

̶

と
い
う
「
具
体
的
な
方
法
」
で
あ
る
。

　

　
「
要
す
る
に
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
、
こ
れ

ら
「
マ
ン
ネ
リ
に
化
し
た
提
唱
」
に
対
す
る

「
具
体
的
な
打
開
策
」
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、「
マ
ン
ネ
リ
」
と
は
何
か
。
そ

れ
は
「
仕
事
の
目
的
」
を
見
失
っ
た
状
態
。

「
目
的
」
を
自
覚
せ
ず
、
何
も
考
え
ず
、
惰
性

的
に
仕
事
を
や
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
仕
事

の
や
り
方
」
も
、
ず
っ
と
固
定
さ
れ
た
ま
ま
。

状
況
は
変
化
し
て
い
る
の
に
、
同
じ
よ
う
な

「
仕
事
の
や
り
方
」
が
、「
十
年
一
日
」
の
如

く
続
け
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
を
打
開
す
る
に
は

「
マ
ン
ネ
リ
を
打
ち
破
れ
」

「
発
想
を
転
換
せ
よ
」

̶

な
ど
と
い
う
「
お
説
教
」
で
は
ダ
メ
。

　

そ
れ
よ
り
も

「
要
す
る
に
、
何
の
た
め
の
仕
事
か
」

「
要
す
る
に
、
何
を
達
成
す
べ
き
か
」

「
要
す
る
に
、
何
を
な
す
べ
き
か
」

̶

と
「
仕
事
の
目
的
」
を
再
・
確
認
す
べ

き
だ
ろ
う
。

　
「
目
的
」
が
明
確
に
な
れ
ば
、
も
は
や
「
ひ

と
つ
の
方
法
」
に
囚
わ
れ
、
固
執
す
る
こ
と

は
な
い
。

　
「
目
的
を
よ
り
良
く
達
成
す
る
」
の
に

「
よ
り
良
い
方
法
」
が
あ
れ
ば
、
サ
ッ
サ
と

そ
ち
ら
に
切
り
替
え
る
。
そ
れ
が
「
マ
ン
ネ

リ
打
破
」
で
あ
る
。

　

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
「
手
段
選
択
・
方
法

変
更
」
に
て
「
仕
事
の
目
的
の
達
成
」
が
少

し
で
も
「
ラ
ク
に
、
早
く
、
効
率
化
で
き
た

と
い
う
体
験
」
は
、
そ
こ
で
止
ま
る
も
の
で

は
な
い
。

　

次
に
、「
仕
事
の
問
題
」
や
不
都
合
に
直

面
し
た
場
合
、

「
も
っ
と
、
効
果
的
な
方
法
は
な
い
か
」

「
も
っ
と
、
効
率
的
な
手
段
は
な
い
か
」

「
も
っ
と
、
ラ
ク
な
や
り
方
は
な
い
か
」

̶

と
、「
さ
ら
な
る
工
夫
」
を
考
え
始
め

る
だ
ろ
う
。

「
要
す
る
に
」
で

　
　
「
目
的
」
の
再
確
認
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創意と工夫
要するに で
創意 =意を創る
意思・意図を決定
目的・目標の設定

で

工夫 =技を練る
方法の変更

手段の選択
こ
と
か
ら

と
こ
ろ
ま
で

と

使
い
分
け
組
み
合
わ
せ

と
り
あ
え
ず

最
初
に

最
初
に「
創
意
」

「
創
意
」

そ
の
た
め
の

そ
の
た
め
の「
工
夫
」

「
工
夫
」

最
初
に「
創
意
」

そ
の
た
め
の「
工
夫
」

と
り
あ
え
ず 

で
「
即
座
の
着
手
」

要
す
る
に 

で
「
軌
道
の
修
正
」

と
り
あ
え
ず

と
り
あ
え
ず

　
「
仕
事
の
改
善
」、
す
な
わ
ち
「
仕
事
の
目

的
」
を
「
よ
り
良
く
達
成
す
る
」
た
め
の

「
手
段
選
択
・
方
法
変
更
」
に
は
、

＊「
要
す
る
に
」

＊「
と
り
あ
え
ず
」

̶

の
「
両
面
思
考
」
が
必
要
。

　

こ
の
こ
と
は
「
創
意
工
夫
」
と
い
う
漢
語

を
見
れ
ば
わ
か
る
。
我
々
は
、
こ
の
言
葉
を

何
気
な
く
使
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
２

つ
の
意
味
」
が
あ
る
。
そ
れ
は

①「
創
意
」

②「
工
夫
」

̶

で
あ
る
。

　
「
創
意
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
読
ん
で
字

の
如
く
「
意
を
創
る
」
こ
と
。
す
な
わ
ち
、

「
意
志
・
意
図
」
を
定
め
る
こ
と
。
つ
ま
り
、

「
目
的
意
識
」
や
「
目
標
設
定
」
を
意
味
し
て

い
る
。

　
「
工
夫
」
は
「
功
夫
」
と
も
書
く
。
読
み
方

は
「
カ
ン
フ
ー
」。
つ
ま
り
、
中
国
拳
法
の
よ

う
な
「
技
・
術
＝
技
術
」、
す
な
わ
ち
「
手
段

方
法
」
を
練
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

我
々
が
、「
創
意
工
夫
」
と
い
う
言
葉
を

口
に
す
る
時
、
も
っ
ぱ
ら
「
工
夫
」
に
力
点

が
あ
り
、「
創
意
」
は
「
単
な
る
枕
詞
」
に
過

ぎ
な
い

̶

と
い
う
感
覚
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
ト
ン
デ
モ
な
い
こ
と
。

マ
ズ
、何
よ
り
も
、「
創
意
」が
、つ
ま
り
、「
目

的
の
設
定
」
や
「
目
標
の
確
認
」
が
必
要
で

あ
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、
け
っ
し
て
「
工
夫
の
た
め
の

工
夫
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
目
的
・

目
標
」
を
、
よ
り
良
く
達
成
す
る
た
め
の

「
工
夫
」
な
の
だ
か
ら
。

　

な
の
に
、
と
も
す
る
と
「
工
夫
」
だ
け
が

強
調
さ
れ
て
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は

「
目
的
」
を
見
失
い
、「
袋
小
路
」
に
陥
り
、

マ
ン
ネ
リ
化
し
て
し
ま
う
。

　

そ
の
よ
う
な
「
惰
性
的
な
仕
事
」
か
ら
の

脱
却
に
は
、マ
ズ
、「
創
意
」を
、つ
ま
り
、「
目

的
と
目
標
」
の
「
設
定
と
再
確
認
」
を
強
調

す
べ
き
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　
「
仕
事
の
問
題
の
大
多
数
」
は
「
仕
事
の

目
的
」
を
、
自
覚
し
て
い
な
い
人
間
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
人
は
、

＊「
指
示
さ
れ
た
事
」
し
か
デ
キ
ナ
イ

＊「
指
示
さ
れ
た
事
」
し
か
シ
ナ
イ

　

あ
る
い
は
、

＊「
指
示
さ
れ
た
方
法
」
し
か
シ
ナ
イ

＊「
指
示
さ
れ
た
方
法
」
し
か
デ
キ
ナ
イ

̶

か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、「
目
的
か
ら
外
れ
た
方
法
・

手
段
」
に
固
執
し
て
、
そ
れ
ら
を
一
生
懸
命

や
っ
て
い
る
。

　

ま
っ
た
く
困
っ
た
も
の
だ
。
そ
の
間
に

「
肝
心
な
こ
と
」
が
お
留
守
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
の
に

̶

。

　

そ
の
よ
う
な
人
に
「
工
夫
」
を
勧
め
た
り
、

強
調
し
て
も
、
意
味
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
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戦略と戦術
strategy  &  tactics
戦略=目的
何のために戦うのか
戦いの目的・意図
要するに→目的確認

戦術=手段
どのように戦うか
戦いの手段・方法
→選択・変更

こ
と
か
ら

と
こ
ろ
ま
で

と

使
い
分
け
組
み
合
わ
せ

と
り
あ
え
ず

最
初
に「
創
意
」

そ
の
た
め
の「
工
夫
」

と
り
あ
え
ず 

で
「
即
座
の
着
手
」

要
す
る
に 

で
「
軌
道
の
修
正
」

と
り
あ
え
ず

と
り
あ
え
ず

そ
の
人
の
問
題
は
「
工
夫
」
で
は
な
く
、「
目

的
確
認
」
や
「
目
標
設
定
」
と
い
う
「
創
意
」

の
欠
如
だ
か
ら
。

　

よ
っ
て
、
マ
ズ
、
何
よ
り
「
要
す
る
に
」

と
い
う
言
葉
で
「
仕
事
の
目
的
」
の
再
確
認

を
う
な
が
す
べ
き
。

＊「
何
の
た
め
」
に
や
る
の
か

＊「
何
」
を
目
指
す
べ
き
か

＊「
何
」
を
達
成
す
べ
き
か

̶

と
い
う
「
目
的
・
目
標
」
が
明
確
に
な

れ
ば
、
自
ず
と
、
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の

「
よ
り
良
い
手
段
の
選
択
」
や
「
よ
り
良
い

方
法
へ
の
変
更
」、
つ
ま
り
、「
工
夫
」
を
す

る
よ
う
に
な
る
。

　
　

　
「
要
す
る
に
」と「
と
り
あ
え
ず
」な
ど「
目

的
と
手
段
」
の
関
係
は
、「
戦
略
」
と
「
戦
術
」

に
も
見
出
せ
る
。

　
「
戦
略
」
と
は
「
戦
略
目
標
」
な
ど
と
言
わ

れ
る
如
く
、
戦
争
の
「
目
的
や
目
標
」
を
明

確
に
す
る
こ
と
。

　

そ
れ
は
「
創
意
＝
要
す
る
に
」
に
対
応
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

＊「
要
す
る
に
、
何
の
た
め
に
戦
う
の
か
」

＊「
要
す
る
に
、
戦
い
の
目
的
は
何
か
」

̶

な
ど
の
よ
う
に
。

　

一
方
、「
戦
術
」
は
、
そ
の
「
戦
略
」
を
「
実

施
・
実
現
さ
せ
る
」
た
め
の
具
体
的
な
「
手

段
・
方
法
」
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
「
工
夫
＝
と
り
あ
え
ず
」
に
対
応

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

＊「
と
り
あ
え
ず
、
ど
こ
か
ら
攻
め
る
か
」

＊「
と
り
あ
え
ず
、
何
を
準
備
す
べ
き
か
」

̶

な
ど
の
よ
う
に
。

　
「
戦
術
」
は
、
別
名
「
千
術
」
と
も
言
わ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
「
ひ
と
つ
の
目
的
」
を
達

成
す
る
方
法
は
い
く
ら
で
も
あ
る

̶

と

い
う
意
味
だ
。

　

ま
た
、「
手
段
」
は
「
状
況
の
変
化
」
に
対

応
し
、
臨
機
応
変
・
変
幻
自
在
た
る
べ
し
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
「
戦
略
と
戦
術
」
の
違
い
は
、

＊「
風
林
火
山
」

＊「
天
下
布
武
」

̶

な
ど
の
「
戦
国
武
将
の
言
葉
」
に
も
見

い
出
せ
る
。

　
「
風
林
火
山
」
は
武
田
信
玄
の
旗
印
で
、

　
　

疾
き
こ
と
風
の
如
し
、

　
　

徐
か
な
る
こ
と
林
の
如
し
、

　
　

侵
掠
す
る
こ
と
火
の
如
し
、

　
　

動
か
ざ
る
こ
と
山
の
如
し

̶

と
い
う
「
孫
子
」
か
ら
の
引
用
。

　

こ
れ
ら
は
「
戦
い
方
」、
す
な
わ
ち
「
戦
争

の
手
段
・
方
法
」
を
示
す
も
の
。

　

こ
こ
に
は
「
何
の
た
め
に
戦
う
の
か
」
と

い
う
「
戦
略
＝
戦
争
の
目
的
」
に
つ
い
て
は

何
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

　

一
方
、
織
田
信
長
の
「
天
下
布
武
」
は
「
要

す
る
に
、
天
下
を
統
一
す
る
」
と
い
う
「
意

志
・
戦
略
」
を
表
現
し
て
い
る
。

　

こ
の
違
い
は
、
そ
の
ま
ま
両
者
の
「
戦
い

方
」
の
違
い
に
も
な
っ
て
い
る
。

　
「
戦
術
＝
手
段
・
方
法
」
を
旗
印
と
し
た

武
田
信
玄
は
「
戦
う
こ
と
」
が
目
的
化
し
て

し
ま
っ
て
、
上
杉
謙
信
と
の
戦
い
に
明
け
暮

れ
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、「
戦
略
＝
目
的
設
定
」

を
掲
げ
た
織
田
信
長
は
「
目
的
」
に
関
係
な

い
「
無
益
な
戦
い
」
を
避
け
て
い
る
。

　
「
目
的
＝
戦
略
」
が
明
確
な
ら
、
そ
れ
を

達
成
す
る
た
め
の
「
手
段
＝
戦
術
」
は
自
由

自
在
と
な
る
。

　

そ
の
た
め
、

＊「
戦
闘
」

＊「
持
久
」

＊「
逃
走
」

＊「
和
睦
」

＊「
調
略
」

＊「
裏
切
り
」

＊「
焼
き
討
ち
」

̶

な
ど
、
な
ん
で
も
ア
リ
だ
。

　

そ
の
場
、
そ
の
時
の
「
状
況
・
条
件
」
に

応
じ
て
「
使
い
分
け
」
て
い
る
。

　
「
前
例
や
因
習
」
に
囚
わ
れ
ず
、
常
に
、「
よ

り
良
い
戦
術
」
を
採
用
し
、
し
か
も
、
何
の

た
め
ら
い
も
な
く
、
断
行
し
て
い
る
。

「
戦
略
＝
目
的
設
定
＝
要
す
る
に
」

「
戦
術
＝
手
段
選
択
＝
と
り
あ
え
ず
」
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着眼大局  ←→  着手小局

要するに  ←→ とりあえず

着眼大局
創意・戦略・目的

要するに

着手小局
工夫・戦術・手段

創意戦略  ←→  工夫戦術
目的意図  ←→  手段方法

こ
と
か
ら

と
こ
ろ
ま
で

着
眼
大
局=

戦
略=

着
手
小
局=

戦
術=

と

使
い
分
け
組
み
合
わ
せ

と
り
あ
え
ず

最
初
に「
創
意
」

そ
の
た
め
の「
工
夫
」

と
り
あ
え
ず 

で
「
即
座
の
着
手
」

要
す
る
に 

で
「
軌
道
の
修
正
」

と
り
あ
え
ず

要
す
る
に

要
す
る
に

と
り
あ
え
ず

と
り
あ
え
ず

と
り
あ
え
ず

　
「
着
眼
大
局
・
着
手
小
局
」
と
い
う
言
葉

が
あ
る
。「
漢
語
」
だ
と
何
と
な
く
格
調
高

く
聞
こ
え
る
。

　

こ
れ
を
「
日
常
的
な
言
葉
」
に
す
れ
ば
、

＊「
要
す
る
に
」

＊「
と
り
あ
え
ず
」

̶

と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。

　
「
着
眼
大
局
」
と
は
「
目
的
や
戦
略
」
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
。
そ
れ
に
は
「
部
分
」
に

囚
わ
れ
ず
、
大
局
的
に
「
全
体
」
を
把
握
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
に
は
「
要
す
る
に
」
が
有
効
。
そ
れ

に
よ
っ
て「
枝
葉
」を
切
り
落
と
し
、「
根
幹
」

を
見
抜
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
、「
着
眼
大
局
」
だ
け
で
は
ダ
メ
。

「
設
定
し
た
目
的
」
を
実
現
さ
せ
る
に
は
、

「
着
手
＝
実
施
・
開
始
」
が
不
可
欠
。

　

こ
の
段
階
で
は
「
大
き
な
こ
と
」
ば
か
り

で
は
ダ
メ
。
現
実
に
対
応
し
た
「
具
体
的
な

方
法
」
が
必
要
だ
。

　

そ
れ
に
は
、「
と
り
あ
え
ず
の
対
処
」
が

威
力
を
発
揮
す
る
。

＊「
と
り
あ
え
ず
、
デ
キ
ル
こ
と
か
ら
」

＊「
と
り
あ
え
ず
、
デ
キ
ル
と
こ
ろ
ま
で
」

̶

と
い
う
の
が
「
着
手
小
局
」。

　

そ
れ
は
「
千
里
の
道
も
一
歩
か
ら
」
と
い

う
こ
と
。
と
に
か
く
、「
最
初
の
「
一
歩
」
を

踏
み
出
さ
な
け
れ
ば
、
何
も
始
ま
ら
な
い
。

　
「
最
初
の
一
歩
」
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
次

の
「
二
歩
」
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
千
里
ど

こ
ろ
か
、
一
里
す
ら
行
け
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

も
ち
ろ
ん
、「
ど
こ
へ
行
く
か
」
と
い
う

「
目
的
」
や
「
具
体
的
な
目
標
」
を
確
認
せ
ず
、

「
と
り
あ
え
ず
」
だ
け
で
、
や
み
く
も
に
歩

き
出
し
て
も
意
味
が
な
い
。

　

ま
た
、
た
だ
「
目
的
・
目
標
」
を
掲
げ
る

だ
け
で
、
何
も
し
な
け
れ
ば
、
や
は
り
、
何

も
で
き
な
い
。
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こ
と
か
ら

と
こ
ろ
ま
で

「
要
す
る
に
」
と
「
と
り
あ
え
ず
」
は

　
　
　
「
部
下
指
導
の
原
則
」
で
も
あ
る

と

使
い
分
け
組
み
合
わ
せ

と
り
あ
え
ず

最
初
に「
創
意
」

そ
の
た
め
の「
工
夫
」

と
り
あ
え
ず 

で
「
即
座
の
着
手
」

要
す
る
に 

で
「
軌
道
の
修
正
」

と
り
あ
え
ず

と
り
あ
え
ず

　

つ
ま
り
、

＊「
着
眼
大
局
」
だ
け
で
は
ダ
メ
。

＊「
着
手
小
局
」
だ
け
で
も
ダ
メ
。

　
「
よ
り
良
い
仕
事
」
を
よ
り
良
く
達
成
す

る
に
は
、「
着
眼
大
局
」＋「
着
手
小
局
」、

　

す
な
わ
ち
、

＊「
目
的
」＋「
手
段
」

＊「
戦
略
」＋「
戦
術
」

＊「
創
意
」＋「
工
夫
」

＊「
大
変
」＋「
小
変
」

＊「
改
革
」＋「
改
善
」

̶

の
「
組
み
合
わ
せ
」
が
不
可
欠
。

　

我
々
は
、
何
気
な
く

「
要
す
る
に
」

「
と
り
あ
え
ず
」

̶

を
口
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、

＊「
着
眼
大
局
・
着
手
小
局
」

＊「
戦
略
・
戦
術
」

＊「
大
変
・
小
変
」

＊「
改
革
・
改
善
」

＊「
創
意
・
工
夫
」

̶

な
ど
「
仕
事
の
大
原
則
」
に
つ
な
が
る

「
最
も
重
要
な
言
葉
」
で
も
あ
る
。

　
「
要
す
る
に
」
と
「
と
り
あ
え
ず
」
は
「
仕

事
の
大
原
則
」
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
「
仕
事
を
教
え
る
」
コ
ツ
で
も
あ
る
。

　

部
下
の
指
導
・
育
成
の
う
ま
い
上
司
は
、

こ
の
「
２
つ
の
言
葉
」
を
、
バ
ラ
ン
ス
良
く

使
っ
て
い
る
。
一
方
、
部
下
指
導
が
ヘ
タ
な

上
司
は
ど
ち
ら
か
に
偏
っ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
営
業
部
に
新
人
が
配
属
さ
れ

て
き
た
場
合
、
あ
る
上
司
は
、
こ
ん
な
言
い

方
を
す
る
。

「
要
す
る
に
、
売
れ
ば
い
い
ん
だ
よ
」

「
売
り
方
は
イ
ロ
イ
ロ
工
夫
し
ろ
」

̶

と
。

　

こ
れ
で
は
、
新
人
は
困
っ
て
し
ま
う
。
も

ち
ろ
ん
、
営
業
部
だ
か
ら
「
売
れ
ば
い
い
」

の
は
わ
か
っ
て
い
る
。

　

だ
が
、
い
っ
た
い
「
誰
に
、
ど
の
よ
う
に

売
れ
ば
い
い
か
」、
わ
か
ら
ず
、
途
方
に
く

れ
て
し
ま
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
ベ
テ
ラ
ン
」
に
対
し
て
は

そ
れ
で
い
い
。「
目
的
」
だ
け
を
指
示
し
て
、

そ
の
後
の
「
手
段
・
方
法
」
は
、
自
分
で

「
工
夫
・
研
究
」
さ
せ
れ
ば
い
い
。

　

し
か
し
、
新
人
に
は
、「
と
り
あ
え
ず
、
何

を
す
べ
き
か
」
と
い
う
「
具
体
的
な
指
示
・

指
導
」
が
必
要
だ
。

　

逆
に
、
新
人
に
「
と
り
あ
え
ず
」
し
か
、

指
示
し
な
い
上
司
も
い
る
。

　

た
と
え
ば
、

「
と
り
あ
え
ず
、
言
わ
れ
た
よ
う
に
や
れ
」

「
と
り
あ
え
ず
、
指
示
さ
れ
た
こ
と
を
」

̶

と
い
っ
た
調
子
。

　

こ
れ
で
は
仕
事
の
「
目
的
」
も
「
背
景
」

も
一
切
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
単
に
「
ひ
と

つ
の
手
段
・
方
法
」
を
教
え
ら
れ
た
に
過
ぎ

な
い
。

　
「
そ
ん
な
指
導
」
を
受
け
た
新
人
は
次
の

よ
う
な
セ
リ
フ
と
と
も
に
、
い
つ
ま
で
も

「
そ
の
方
法
」
を
続
け
る
。

「
こ
う
指
示
さ
れ
た
か
ら

̶

」

「
こ
う
教
え
ら
れ
た
か
ら

̶

」

　

も
ち
ろ
ん
、
世
の
中
に
変
化
が
な
け
れ
ば
、

そ
れ
で
も
い
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
変
化
の
激

し
い
時
代
に
は
通
用
し
な
い
。

　

ヘ
タ
を
す
る
と
、「
時
代
遅
れ
の
手
段
」

に
固
執
し
、
も
は
や
「
不
要
に
な
っ
て
い
る

こ
と
」
を
い
つ
ま
で
も
真
面
目
に
、
一
生
懸

命
や
り
か
ね
な
い
。

　
　

  

も
っ
と
も
、「
と
り
あ
え
ず
」
の
指
導
し
か
、

し
な
い
、
デ
キ
ナ
イ
上
司
も
悪
い
が
、「
習

う
方
」
に
も
責
任
が
あ
る
。

　

子
供
で
も
あ
る
ま
い
し
、「
と
り
あ
え
ず
、

こ
う
す
る
よ
う
に
」
と
、
指
示
さ
れ
た
か
ら

と
、
い
つ
ま
で
も
、
そ
の
「
や
り
方
」
を
続

け
る
必
要
は
な
い
。

自
分
で
、
自
分
の

　
「
任
務
目
的
」
を
確
認
す
べ
し　

やり方は
自分で考えろ
工夫せよ

余計なことは
考えるな！
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使い分け と
組み合わせ

思考・発想
他社の事例

とりあえず
応急的対策

手段・方法
着手小局

要するに
根本的対策

目的・目標
着眼大局

具体的事例
自社の事例

こ
と
か
ら

と
こ
ろ
ま
で

と

使
い
分
け
組
み
合
わ
せ

と
り
あ
え
ず

最
初
に「
創
意
」

そ
の
た
め
の「
工
夫
」

と
り
あ
え
ず 

で
「
即
座
の
着
手
」

要
す
る
に 

で
「
軌
道
の
修
正
」

と
り
あ
え
ず

と
り
あ
え
ず

　

な
ぜ
な
ら
、「
と
り
あ
え
ず
」は「
一
時
的
・

暫
定
的
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
け
っ
し
て
、

い
つ
ま
で
も
、
永
久
に
と
い
う
意
味
で
は
な

い
。

　

配
属
当
初
は
、「
右
も
左
も
」
わ
か
ら
な

い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
、「
指
示
さ
れ
た
と

お
り
」
に
や
れ
ば
い
い
。

　

だ
が
、
あ
る
程
度
、
仕
事
を
覚
え
、
職
場

に
も
慣
れ
て
き
た
ら
、

「
要
す
る
に
、
こ
の
業
務
目
的
は

̶

」

「
要
す
る
に
、
私
の
任
務
目
的
は

̶

」

̶

と
、
自
分
か
ら
確
認
す
べ
き
。

　
「
目
的
」
が
明
確
に
な
れ
ば
、
そ
れ
を
達

成
す
る
「
手
段
・
方
法
」
は
、「
い
く
つ
」
か

あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

　

す
る
と
、「
当
初
は
、
と
り
あ
え
ず
、
こ
の

方
法
で
と
指
示
さ
れ
ま
し
た
が
、
別
の
や
り

方
に
変
え
て
も
い
い
で
し
ょ
う
か
」

̶

と
い
っ
た
言
葉
が
出
て
く
る
。

　

そ
れ
こ
そ
、「
仕
事
の
や
り
方
の
工
夫
」、

つ
ま
り
、
そ
の
人
に
と
っ
て
の
「
自
分
の
仕

事
の
改
善
」
の
ス
タ
ー
ト
と
な
る
。

　
「
要
す
る
に
」
で
「
仕
事
の
目
的
」
の
確
認

を
、
そ
し
て
「
と
り
あ
え
ず
」
で
「
手
段
選

択
・
方
法
変
更
」
が
始
ま
る
。

　

つ
ま
り
、「
要
す
る
に
」と「
と
り
あ
え
ず
」

の
「
組
み
合
わ
せ
」
に
よ
っ
て
「
改
善
」
が

始
ま
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
仕
事
の
デ
キ
ル
者
」
は

上
司
で
も
、
部
下
で
も
立
場
や
地
位
に
関
係

な
く
、「
要
す
る
に
」
と
「
と
り
あ
え
ず
」
を

使
い
こ
な
し
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
も
、

＊「
仕
事
と
改
善
は
、
別
の
も
の
」

＊「
改
善
は
仕
事
と
は
別
の
余
計
な
も
の
」

̶

で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
、「
仕
事
の
原
則
」
と
「
改
善
の
原

則
」
が
、「
目
的
と
手
段
」
と
い
う
観
点
か
ら

は
「
全
く
同
じ
」
で
あ
る
こ
と
が
実
感
さ
れ

る
だ
ろ
う
。

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
「
仕
事
」
に
は
「
目
的
・
目
標
」
と
「
手
段

・
方
法
」
の
両
面
が
あ
る
。
そ
れ
を
押
さ
え

れ
ば
「
仕
事
の
目
的
」
に
か
な
っ
た
「
よ
り

良
い
手
段
の
選
択
」
や
「
よ
り
良
い
方
法
へ

の
変
更
」
が
で
き
る
。

　

逆
に
、

＊「
仕
事
」＝「
目
的
・
目
標
の
達
成
」

＊「
改
善
」＝「
手
段
選
択
・
方
法
変
更
」

̶

と
い
う
認
識
が
な
け
れ
ば
、「
仕
事
の

目
的
」
を
見
失
い
、「
ひ
と
つ
の
手
段
」
に
囚

わ
れ
た
り
、
ト
ン
チ
ン
カ
ン
な
こ
と
を
や
っ

て
し
ま
う
。

　

そ
れ
を
防
止
す
る
た
め
、
古
来
よ
り
、
優

れ
た
「
兵
法
書
・
ビ
ジ
ネ
ス
書
」
に
は

＊「
目
的
」
と
「
手
段
」

＊「
戦
略
」
と
「
戦
術
」

＊「
創
意
」
と
「
工
夫
」

＊「
大
変
」
と
「
小
変
」

＊「
改
革
」
と
「
改
善
」

̶

の
よ
う
に
「
両
面
の
重
要
性
」
が
繰
り

返
し
説
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
を
、
わ
か
り
易
い
「
日
常
的
な

言
葉
」
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
要
す
る
に
」

と
「
と
り
あ
え
ず
」
に
他
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

そ
の
ど
ち
ら
か
が
欠
如
し
て
い
る
の
が
、

い
わ
ゆ
る
「
評
論
」、
あ
る
い
は
「
ハ
ウ
・
ツ

ー
書
」
で
あ
る
。

　
「
社
内
評
論
家
」
も
含
め
、「
評
論
家
」
と

い
う
も
の
は
「
要
す
る
に
」
の
観
点
か
ら
、

「
ご
高
説
」
を
た
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け

で
、
自
分
で
は
何
も
実
施
・
実
行
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

一
時
的
に
ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
に
な
っ
て

も
、
や
が
て
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
「
ハ
ウ
ツ

ー
的
ビ
ジ
ネ
ス
書
」
に
は

＊「
小
手
先
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
」

＊「
と
り
あ
え
ず
の
対
応
策
」

＊「
短
期
的
な
ノ
ウ
ハ
」

̶

が
満
載
・
羅
列
さ
れ
て
い
る
が
、

◎「
大
局
的
な
着
眼
」

◎「
長
期
的
な
戦
略
」

◎「
思
想
的
な
根
拠
」

̶

が
欠
如
し
て
い
る
。

　

た
と
え
、「
そ
の
よ
う
な
内
容
」
が
記
述

さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
大
半
は

「
優
れ
た
ビ
ジ
ネ
ス
書
」
か
ら
の
「
引
用
」
や

「
焼
き
直
し
」
に
過
ぎ
な
い
。

改
善
的
・
両
面
発
想
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