


→
→

→
→

→

→

→

→
→

改
善
的
・
思
考
発
想
に
よ
る

改
善
制
度
の
見
直
し
・
総
点
検

・

↓

○
○

↓

愚かな質問
①「
他
社
」は
、ど
う
し
て
い
る
か

②「
多
く
の
会
社
」は
、ど
う
し
て
い
る
か

③「
有
名
な
会
社
」は
、ど
う
し
て
い
る
か

賢明な質問
①「
良
い
会
社
」は
、ど
う
し
て
い
る
か

②「
活
発
な
会
社
」は
、ど
う
し
て
い
る
か

③「
優
秀
な
会
社
」は
、ど
う
し
て
い
る
か

「目的意識=なし」
単なる情報収集

「目的意識=あり」
考え方・知恵の収集

→

　
「
改
善
的
・
思
考
発
想
」
の
根
幹
は

①「
分
け
る
」

②「
分
け
て
・
み
る
」

③「
分
け
て
・
考
え
る
」

̶

な
ど
。

　

そ
れ
は
、「
改
善
制
度
」の「
規
定
・
組
織
・

審
査
基
準
」
な
ど
、
す
べ
て
の
こ
と
に
適
用

で
き
る
。

　
　 　

「
最
も
愚
か
な
質
問
」＝

　
　
　
　
「
他
社
は
ど
う
し
て
い
る
か
」　 

　　

最
近
は
、
さ
す
が
に
少
な
く
な
っ
た
が
、

以
前
は
、
次
の
よ
う
な
「
問
い
合
わ
せ
」
が

多
々
あ
っ
た
。

①「
他
社
」
は
、
ど
う
し
て
い
る
か

②「
審
査
」
は
、
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か

③「
改
善
制
度
規
定
」
の
見
本
が
欲
し
い

̶

な
ど
。

　

も
ち
ろ
ん
、
日
本
Ｈ
Ｒ
協
会
の
任
務
は

「
改
善
活
動
に
関
す
る
情
報
・
ノ
ウ
ハ
ウ
の

共
有
化
」
で
あ
る
。

　

ゆ
え
に
、
さ
し
つ
か
え
な
い
範
囲
で
、
参

考
資
料
な
ど
を
提
供
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

き
た
。

　

た
だ
、
非
常
に
残
念
な
こ
と
は
、
そ
れ
ら

の
問
い
合
わ
せ
に
は
、

＊「
ど
の
よ
う
な
考
え
方
で

̶

」

＊「
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら

̶

」

̶

な
ど
と
い
う
「
フ
レ
ー
ズ
」
が
完
全
に

欠
如
し
て
い
る
こ
と
。

　

そ
れ
ら
は
、
単
な
る
「
知
識
＝
情
報
」
を

求
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
け
っ
し
て
、

「
知
恵
＝
考
え
方
」
を
追
究
し
て
い
る
も
の

で
は
な
い
。

　

要
す
る
に
、「
自
分
の
ア
タ
マ
」
で
は
、
何

も
考
え
な
い
で
、、
た
だ
単
に
「
適
当
な
見

本
」
を
、
そ
の
ま
ま
、「
自
社
の
改
善
制
度
・

規
定
」
を
作
成
し
よ
う

̶

と
い
う
こ
と
ら
し
い
。

　

  

最
適
な
「
手
段
・
方
法
」
は

　
　
　

  

「
目
的
」
に
よ
っ
て
異
な
る　

　

そ
れ
ら
に
対
し
て
、
そ
の
つ
ど
、

◎「
貴
社
の
改
善
活
動
の
目
的
は
何
か
」

◎「
何
を
、
求
め
、
期
待
し
て
い
る
の
か
」

◎「
何
を
、
重
視
し
て
い
る
の
か
」

̶

な
ど
の
質
問
を
し
て
、
煙
た
が
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、「
ど
う
す
れ
ば

̶

」
と
い

う
「
手
段
・
方
法
」
は
、
そ
の
「
目
的
」
に
よ

っ
て
、
異
な
る
か
ら
だ
。

　

た
と
え
ば
、「
大
き
な
経
済
的
効
果
」
を

求
め
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い

「
よ
り
効
果
的
な
審
査
基
準
や
審
査
方
法
」

が
あ
る
。

　

ま
た
、「
社
員
の
改
善
能
力
の
開
発
」
を

期
待
し
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
に
対
応
し
た

効
果
的
な
「
し
く
み
・
し
か
け
＝
制
度
・
規

定
・
運
営
法
」
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、「
主
・
目
的
」
を
考
慮
す
る

こ
と
な
く
、
た
だ
単
に
、

＊「
多
く
の
会
社
が
採
用
し
て
い
る
方
法
」
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改善活動の主目的
社員にとって自分の仕事の

やり易化
ラクちん化

改善的手抜き
結果として会社の直接効果
①品質向上→→不良撲滅
②効率化→→コスト削減

③顧客満足→→売上増加
④事故減→→安全安心化

結果として組織の間接効果
①改善の習慣化

→ 改善的職場風土
②工夫の定着化

→ 改善的企業体質

→

→
→

・

↓

○
○

↓

→

＊「
有
名
な
会
社
が
実
施
し
て
い
る
方
法
」

̶

を
求
め
た
会
社
は
、
見
事
な
ま
で
に
、

「
金
太
郎
ア
メ
」
の
よ
う
な
「
制
度
規
定
や

審
査
基
準
・
方
法
」
と
な
っ
て
い
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、
た
だ
単
に
、「
他
社
の
イ
ロ

イ
ロ
な
資
料
」
を
、

＊「
求
め
た
・
だ
け
」

＊「
集
め
た
・
だ
け
」

̶

の
会
社
の
担
当
者
は
、「
自
社
」
に
適

合
し
た
方
法
を
「
自
分
の
ア
タ
マ
」
で
考
え
、

「
判
断
↓
選
択
」
し
な
い
か
ら
だ
。

　

そ
れ
は
、
ま
さ
に
、

＊「
多
く
の
会
社
が
採
用
し
て
い
る
方
法
」

＊「
有
名
な
会
社
が
実
施
し
て
い
る
方
法
」

̶

な
ら
ば
、「
無
難
だ
ろ
う
」
と
い
う

「
思
考
放
棄
・
判
断
放
棄
・
選
択
放
棄
」
に

他
な
ら
な
い
。

　
　
「
改
善
活
動
」
の
目
的
は

　
　
　
　

  　
「
考
え
る
社
員
づ
く
り
」　　

　　

改
善
活
動
と
は
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
も
、

社
員
に
「
考
え
な
が
ら
の
仕
事
」
を
求
め
る

も
の
。
つ
ま
り
、「
考
え
る
社
員
づ
く
り
」

が
、「
改
善
制
度
の
最
終
目
的
」
で
あ
る
。

　

な
の
に
、
そ
れ
を
「
指
導
・
推
進
す
べ
き

改
善
事
務
局
」
が
、
何
も
考
え
ず
、
制
度
を

つ
く
り
、
運
営
し
て
い
い
の
か

̶

と
心
配

に
な
っ
た
も
の
だ
。

　

も
っ
と
も
、
経
済
が
右
肩
上
が
り
の
時
代

に
は
、
そ
れ
で
も
通
用
し
た
。「
何
も
考
え

な
い
会
社
や
社
員
」
で
も
、
そ
れ
な
り
の

「
経
済
成
長
の
オ
コ
ボ
レ
」
を
得
る
こ
と
が

で
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

し
か
し
、「
厳
し
い
時
代
」
に
な
る
と
、

「
何
も
考
え
ず
、
他
社
に
右
ナ
ラ
エ
」
と
い

う
会
社
は
、
次
々
に
没
落
し
て
い
る
。

　

か
っ
て
は
、「
一
世
を
風
靡
し
た
有
名
な

会
社
」
ま
で
が
、
国
際
的
競
争
力
を
失
い
、

赤
字
に
苦
し
ん
で
い
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な

＊「
思
考
を
放
棄
し
た
仕
事
の
や
り
方
」

＊「
な
に
も
、
考
え
な
い
社
員
の
増
加
」

＊「
右
に
ナ
ラ
エ
方
式
の
経
営
方
針
」

̶

な
ど
が
「
根
本
的
な
原
因
」
か
も
し
れ

な
い
。

　
　
「
目
的
」
を
意
識
し
た

　
　
　

 

「
改
善
的
な
質
問
や
判
断
」
を　
　

　

し
か
し
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
よ
う
や
く
、

「
改
善
活
動
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
」
に
も
、

少
し
ず
つ
変
化
が
出
て
き
た
。

　

た
だ
単
に

＊「
他
社
の
や
り
方
は
」

＊「
他
社
は
、
ど
う
し
て
い
る
か
」

＊「
他
社
は
、
ど
う
な
っ
て
い
る
か
」

̶

な
ど
い
っ
た
「
最
も
愚
か
な
質
問
」
は

減
っ
て
き
て
い
る
。

　

そ
し
て
、

◎「
活
発
な
会
社
は
、
ど
う
し
て
い
る
か
」

◎「

̶

の
た
め
に
は
、
ど
う
す
べ
き
か
」

◎「

̶

の
場
合
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
」

̶

な
ど
の
よ
う
に
「
目
的
」
を
意
識
し
た

「
改
善
的
・
思
考
発
想
」
を
伴
っ
た
質
問
が
、

少
し
ず
つ
増
え
て
い
る
。
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→
→

→
→

→

→

→

→
→

改
善
的
・
思
考
発
想
に
よ
る

「
審
査
基
準
・
審
査
法
」の
見
直
し

・

↓

○
○

↓

「小さなこと」に対して
「大袈裟な方法」を用いる「愚かさ」を指摘。
「小さなこと」を裁くのに、
「大袈裟な方法・手段」を用いる不合理。

鶏
を
割
く
に
、
い
ず
く
ん
ぞ
、
牛
刀
を
用
い
ん
や

鶏
を
割
く
の
に
、
牛
用
の
大
き
な
包
丁
が
必
要
だ
ろ
う
か
？

→

　
「
分
け
る
・
分
け
て
み
る
」、
あ
る
い
は

「
使
い
分
け
」
と
い
う
「
改
善
的
・
思
考
＆

発
想
」
は
、
改
善
制
度
に
お
け
る
「
審
査
・

指
導
」
に
お
い
て
も
適
用
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

中
国
の
古
典
に
、「
鶏
を
解
体
す
る
の
に
、

牛
を
解
体
す
る
た
め
の
包
丁
を
使
う
こ
と

な
か
れ
」

̶

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。

　

つ
ま
り
、「
対
象
」
に
よ
っ
て
、
道
具
を

「
使
い
分
け
る
べ
し
」
と
い
う
こ
と
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
何
も

中
国
の
古
典
を
持
ち
出
さ
な
く
て
も
、
誰
で

も
わ
か
っ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
何
ト
ン
も
あ
る
「
重
い
荷
物
」

を
、
自
転
車
や
軽
ト
ラ
ッ
ク
で
、
運
ぶ
人
は

い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
ム
リ
」
だ
か
ら
。

　

ま
た
、「
軽
い
荷
物
」
を
ワ
ザ
ワ
ザ
大
型

ト
ラ
ッ
ク
で
運
ぶ
人
も
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ

れ
は
「
ム
ダ
」
だ
か
ら
。

　

こ
の
よ
う
に
、
誰
も
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

「
目
的
」
に
適
っ
た
「
手
段
・
方
法
」
を
、

「
選
択
」
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
も
っ
と
も
「
改
善
的
な
思
考

・
発
想
」
が
求
め
ら
れ
る
「
改
善
活
動
の
審

査
・
指
導
」
に
お
い
て
、「
鶏
」
を
「
牛
刀
」

で
解
体
す
る

̶

よ
う
な
「
愚
行
＝
愚
劣
な

行
為
」
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

　
　
「
簡
単
な
改
善
」
は

　
　
　
　
　
「
簡
単
に
審
査
」
す
べ
し　
　

　

そ
れ
は
、

＊「
簡
単
な
改
善
」

＊「
ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫
」

̶

の
審
査
に
、「
詳
細
な
審
査
基
準
表
」

を
持
ち
出
し
て
、
時
間
を
か
け
て
、
慎
重
に
、

厳
密
に

̶

や
っ
て
い
る
光
景
だ
。

　

つ
ま
り
、「
給
料
の
高
い
管
理
職
」
が
、

「
ち
ょ
っ
と
し
た
改
善
で
得
ら
れ
た
効
果
」

の
何
倍
も
の
「
時
間
や
コ
ス
ト
」
を
か
け
て
、

審
査
し
て
い
る
。

　

あ
る
い
は
、「
簡
単
な
改
善
報
書
」＝「
改

善
メ
モ
」
に
対
し
て
、

★「
詳
し
く
書
け
」

★「
ち
ゃ
ん
と
書
け
」

★「
効
果
は
数
値
で
書
け
」

★「
誤
字
・
脱
字
を
訂
正
せ
よ
」

̶

な
ど
の
指
導
を
し
て
い
る
。

　

そ
れ
こ
そ
、
ま
さ
に
「
軽
い
荷
物
」
を
、

ワ
ザ
ワ
ザ
、「
大
型
ト
ラ
ッ
ク
」
で
運
ぶ
よ

う
な
も
の
。「
ち
ょ
っ
と
し
た
荷
物
」
な
ら
、

サ
ッ
サ
と
、
手
で
運
ぶ
か
、
せ
い
ぜ
い
自
転

車
で
充
分
な
の
に

̶

。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

も
ち
ろ
ん
、「
ス
ゴ
イ
効
果
」
の
「
大
き
な

改
善
」
に
対
し
て
は
、「
じ
っ
く
り
慎
重
な

審
査
」
や
、「
詳
し
い
記
述
」
を
求
め
て
も
い

い
だ
ろ
う
。

　

だ
が
、「
簡
単
な
改
善
」
も
「
大
掛
か
り
な

改
善
」
も
、
一
緒
く
た
に
し
た
「
審
査
・
指

導
」
ほ
ど
、
愚
か
で
、
ム
ダ
で
非
効
率
な
こ

と
は
な
い
。

　

89 2012　12月号



→
→

→
→

→

→

→

→
→

・

↓

○
○

↓

サイズ

大変
小変

区別→→使い分け

頻繁
例外

頻 度

　
　
「
サ
イ
ズ
・
頻
度
」
に
よ
る

　
　
　
　
　
「
使
い
分
け
」
が
改
善
的　
　
　

　

つ
ま
り
、「
改
善
の
サ
イ
ズ
」
に
よ
っ
て
、

「
審
査
方
法
」
を
「
使
い
分
け
る
」
の
が
「
改

善
的
対
処
法
」
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
頻
度
」
に
よ
る
「
使
い
分
け
」
も

必
要
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、「
日
本
型
・
改

善
活
動
」
は
そ
の
大
半
が
「
小
さ
な
変
更
＝

小
変
＝
小
さ
な
改
善
」
で
あ
る
。

　
「
効
果
額
＝
何
百
万
円
」
な
ど
「
大
変
＝

大
掛
か
り
な
変
更
」
は
、
そ
ん
な
に
頻
繁
に

出
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
「
例

外
」
に
過
ぎ
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、「
愚
か
な
会
社
」
は
、
そ
の

「
例
外
的
な
大
変
」
に
対
処
す
る
た
め
、
膨

大
な
時
間
を
か
け
て
「
詳
細
な
審
査
基
準
」

を
作
成
し
て
い
る
。

　

し
か
も
、
そ
れ
を
日
常
的
に
、
大
量
に
な

さ
れ
て
い
る
「
小
変
＝
改
善
」
に
も
、
厳
密

に
適
用
す
る
と
い
う
「
二
重
の
愚
行
」
を
積

み
重
ね
て
い
る
。

　

   　
「
奨
金
・
な
し
」
こ
そ

　
　
　
　

   　
「
究
極
の
改
善
制
度
」　   　

　

そ
も
そ
も
、
改
善
活
動
に
は
審
査
や
審
査

基
準
な
ど
不
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現
在
、

「
奨
金
・
な
し
」
で
も
、
改
善
活
動
が
活
発

な
会
社
が
あ
る
か
ら
だ
。

　
「
奨
金
」
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
決
め
る

た
め
の
「
審
査
」
は
不
要
。
そ
し
て
、
ま
た

「
審
査
基
準
」
も
不
要
で
あ
る
。

　

そ
れ
が
最
も
「
簡
単
明
瞭
・
シ
ン
プ
ル
な

改
善
制
度
」
だ
。
そ
れ
が
本
来
の
「
改
善
活

動
の
あ
る
べ
き
姿
」
で
あ
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、「
自
分
の
仕
事
の
改
善
」
は
、

「
奨
金
に
釣
ら
れ
て
や
る
」
べ
き
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
、「
自
分
の
た
め
に
、
自
分
か

ら
や
る
も
の
」
で
あ
る
。

　

実
際
に
、「
奨
金
・
な
し
」
の
会
社
で
も
、

改
善
活
動
は
活
発
に
な
さ
れ
て
い
る
。

　

ナ
ゼ
な
ら
、「
よ
り
良
い
仕
事
」
の
「
や
り

方
の
工
夫
」と
い
う「
自
分
の
仕
事
の
改
善
」

に
よ
っ
て
、
改
善
者
は

◎「
ラ
ク
ち
ん
化
」

◎「
や
り
易
化
」

◎「
快
適
化
」

̶

な
ど
「
改
善
の
メ
リ
ッ
ト
」
を
享
受
し

て
い
る
か
ら
だ
。

　

ま
た
、
た
と
え
「
ち
ょ
っ
と
し
た
改
善
」

で
あ
っ
て
も
、「
手
っ
と
り
早
い
実
施
」
に

よ
る
「
達
成
感
」
を
得
て
い
る
。

　
　

と
り
あ
え
ず
、

　
　
　
「
シ
ン
プ
ル
な
基
準
」
で
対
応　
　

　

も
ち
ろ
ん
、「
改
善
活
動
の
あ
る
べ
き
姿
」

に
少
し
で
も
近
づ
く
た
め
の「
手
段
・
方
法
」

と
し
て
、「
奨
金
」
を
払
う
の
も
結
構
。

　

も
っ
と
も
、
そ
の
場
合
も
、
最
初
か
ら
、

「
詳
細
な
審
査
基
準
」
を
作
成
す
る
必
要
は

な
い
。

　

と
り
あ
え
ず
は
、
改
善
活
動
の
大
多
数
を

占
め
る
「
小
変
＝
改
善
」
に
対
応
で
き
る

「
小
変
・
審
査
基
準
・
だ
け
」
で
充
分
。

　

そ
し
て
、「
例
外
的
な
大
変
」
に
は
、

＊「
別
途
・
検
討
」

＊「
別
途
・
審
議
」

̶

な
ど
「
例
外
・
対
応
」
で
い
い
。

　

そ
の
よ
う
な
例
外
対
応
は
「
例
外
」
が
発

生
し
て
か
ら
、
対
応
し
て
も
い
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
災
害
・
事
故
」
な
ど
に
は
、

即
座
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め

準
備
し
て
お
く
べ
き
。

　

だ
が
、「
大
掛
か
り
な
改
善
」
に
対
す
る

「
例
外
的
・
審
査
」
に
は
、
多
少
の
時
間
が

か
か
っ
て
も
構
わ
な
い
。

　

一
方
、「
ち
ょ
っ
し
た
改
善
＝
小
変
」
の

「
審
査
↓
通
知
」
は
、
即
決
即
断
で
、
即
座
に

や
る
べ
き
。

　

つ
ま
り
、

☆「
即
座
に
や
る
べ
き
こ
と
」

★「
時
間
を
か
け
て
も
い
い
こ
と
」

̶

な
ど
の
「
区
別
＝
使
い
分
け
」
も
ま
た

「
改
善
的
・
対
処
法
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

く
れ
ぐ
れ
も

☆「
即
座
に
や
る
べ
き
こ
と
」

★「
時
間
を
か
け
て
も
い
い
こ
と
」

̶

の
「
区
別
」
を
誤
っ
て
は
な
ら
な
い
。
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しょうきん

→
→

→
→

→

→

→

→
→

「
賞
金
」と「
奨
金
」の

「
区
別
・
明
確
化
」と「
使
い
分
け
」

・

↓

○
○

↓

→

奨
励
金

褒
賞
金

①
認
め
る

②
励
ま
す

③
奨
励
す
る

④
報
奨
す
る

①
褒
め
る

②
褒
美
を
与
え
る

③
ア
イ
デ
ア
と
の
交
換

④
ア
イ
デ
ア
を
買
い
取
る

　
「
審
査
基
準
・
審
査
方
法
」
の
見
直
し
で
、

マ
ズ
必
要
な
こ
と
。
そ
れ
は
「
賞
金
と
奨
金
」

の
区
別
・
明
確
化
で
あ
る
。

　
　
　
「
賞
金
」
と

　
　
　
「
奨
金
」
の
区
別
・
明
確
化　
　
　
　

　　

現
在
、「
多
く
の
会
社
」
で
は
、

★「
賞
金
」

☆「
奨
金
」

̶

が
区
別
さ
れ
ず
、
な
ん
と
な
く
混
同
・

混
用
さ
れ
て
い
る
。

　

特
に
、「
同
音
漢
字
」
は
「
意
味
合
い
」
が

か
な
り
似
て
い
る
の
で
、
厳
格
に
区
別
さ
れ

ず
、
混
用
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

た
と
え
ば
、「
速
い
」
と
「
早
い
」
は
、「
異

な
る
漢
字
」
だ
。
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
「
異

な
る
意
味
」
を
持
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、ど
ち
ら
も「
ハ
ヤ
い
」と
い
う

発
音
な
の
で
、
混
同
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

日
本
語
の
「
ハ
ヤ
い
」
に
は

①「
時
期
・
時
刻
的
」
な
意
味
＝「
早
い
」

②「
変
化
の
度
合
い
」
の
意
味
＝「
速
い
」

̶

の
「
２
つ
の
意
味
」
が
あ
る
。

　

ゆ
え
に
、
た
と
え
ば
、

＊「
早
口
」

＊「
早
食
い
」

̶

な
ど
は
、
正
確
に
は

◎「
速
口
」

◎「
速
食
い
」

̶

と
表
記
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
言
葉
」
は
、
た
と
え
誤
用
で

あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
定
着
化
し
、
お
互
い
に

「
意
味
が
通
じ
る
」
の
な
ら
、
そ
れ
で
も
い

い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

こ
の
こ
と
は
「
賞
金
」
と
「
奨
金
」
で
も
、

同
様
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
「
シ
ョ
ウ
キ
ン
」

と
い
う
発
音
な
の
で
、
な
ん
と
な
く
混
用
さ

れ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
日
常
生
活
に
て
、
た
い
し
た

支
障
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
で
も
い
い
。

　

し
か
し
、「
よ
り
良
い
改
善
制
度
＝
よ
り

良
き
改
善
活
動
」
を
望
む
な
ら
、

★「
賞
金
」

☆「
奨
金
」

̶

は
、
明
確
に
、
区
別
す
べ
き
。

　
　

 

「
賞
金
」＝「
旧
来
の
提
案
制
度
」　　

　
　

 

「
奨
金
」＝「
実
施
型
改
善
制
度
」

　
「
旧
来
の
提
案
制
度
」
で
は
、
も
っ
ぱ
ら

「
賞
金
」
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
て
き
た
。

そ
れ
は
、
英
語
の
「Rew

ard

」
を
翻
訳
し
た

も
の
で
あ
る
。

　
「
日
本
の
提
案
制
度
」
は
、
戦
後
、
主
と
し

て
、「
米
国
型
・
サ
ジ
ェ
ス
シ
ョ
ン
・
シ
ス

テ
ム
＝
提
案
制
度
」
を
マ
ネ
た
も
の
。

　

ゆ
え
に
、
当
初
は

＊「
ア
イ
デ
ア
を
買
い
取
る
」

＊「
ア
イ
デ
ア
と
金
銭
の
交
換
」

＊「
効
果
額
の
一
部
の
払
い
戻
し
」

̶

と
い
う
観
点
か
ら
「Rew

ard

＝
賞
金
」

と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
て
い
た
。
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PAY OFF!

→
→

→
→

→

→

→

→
→

・

↓

○
○

↓

→

アイデアを買い取る

アイデアと賞金の交換

　

そ
の
た
め
、「
審
査
基
準
」
も
「
ア
イ
デ
ア

の
買
い
取
り
価
格
決
定
」
と
い
う
観
点
で
設

計
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
、「
有
形
効
果
」
が
対
象

と
な
っ
て
い
た
。

　
　
「
シ
ョ
ウ
キ
ン
の
意
味
」
の
変
化　
　

　

し
か
し
、「
文
化
・
慣
習
」、
あ
る
い
は

「
労
働
規
範
」
の
異
な
る
「
ア
メ
リ
カ
型
の

提
案
制
度
」
が
、
そ
の
ま
ま
日
本
の
企
業
で

通
用
す
る
わ
け
も
な
く
、
イ
ロ
イ
ロ
な
不
都

合
が
出
て
き
た
。

　

そ
し
て
、
様
々
な
「
試
行
錯
誤
」
を
経
て
、

「
日
本
型
・
提
案
制
度
」
に
変
化
、
そ
し
て
、

今
日
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
「
実
施
型
・
改

善
制
度
」
へ
と
変
遷
し
て
き
た
。

　

そ
れ
は

★「
社
員
の
ア
イ
デ
ア
を
買
い
取
る
」

★「
ア
イ
デ
ア
と
賞
金
の
交
換
」

̶

と
い
う
制
度
か
ら

☆「
社
員
の
改
善
能
力
＆
意
欲
の
開
発
」

☆「
職
場
風
土
＆
企
業
体
質
の
変
革
」

̶

と
い
う
「
経
営
に
お
け
る
位
置
づ
け
」

の
変
化
で
も
あ
っ
た
。

　

そ
れ
に
伴
っ
て
、「
シ
ョ
ウ
キ
ン
」
の
意

味
も
変
化
し
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
当
初
は

「
賞
金
」
が
そ
の
ま
ま
使
用
さ
れ
て
い
た
。

　

だ
が
、
そ
の
う
ち
、
い
く
つ
か
の
会
社
で

「
社
員
の
改
善
へ
の
取
り
組
み
」
を
「
認
め
・

褒
め
・
励
ま
し
・
奨
励
す
る
」
と
い
う
観
点

か
ら
「
奨
金
」
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。

　
　

 

「
賞
金
」
か
ら
「
奨
金
」
へ

　
　

 

「
用
語
」
と
「
考
え
方
」
の
変
更　
　

　　

も
ち
ろ
ん
、「
す
べ
て
の
会
社
」
に
て
、

「
す
べ
て
の
用
語
」
が
、
厳
密
に
定
義
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

今
日
で
も
、「
賞
金
」
と
「
奨
金
」
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
会
社
に
お
い
て
、

①「
ち
ゃ
ん
と
、
区
別
さ
れ
て
い
る
」

②「
な
ん
と
な
く
、
区
別
さ
れ
て
い
る
」

③「
ぜ
ん
ぜ
ん
、
区
別
さ
れ
て
い
な
い
」

̶

が
、
混
同
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、「
旧
来
の
提
案
制
度
」
か
ら
、
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（アメリカの提案制度ポスター）

賞金 奨金と の
用語の違いにおける 旧来の提案制度 と
改善制度 の 基本的な考え方の違い
提案 賞金 

Reward

Suggestion System 

Reward＝賞金 

改善制度 

改善意欲＆能力の開発

奨金 

賞金＝Reward

奨金＝Recognition

→
→

→
→

→

→

→

→
→

「
賞
金
」と

「
奨
金
」に
関
す
る
さ
ら
な
る
考
察

・

↓

○
○

↓

→

今
日
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
「
実
施
型
・
改

善
制
度
」
へ
変
化
・
変
遷
と
い
う
「
歴
史
的

背
景
」
を
考
え
る
な
ら
、
次
の
よ
う
な
「
区

別
・
明
確
化
」
と
「
使
い
分
け
」
が
勧
め
ら

れ
る
。

　
「
賞
金
」は
正
確
に
は「
褒
賞
金
」だ
ろ
う
。

「
褒
賞
」
は
「
褒
め
て
金
品
を
与
え
る
こ
と
」

だ
が
、
そ
れ
は
「
良
い
ア
イ
デ
ア
を
出
し
た

の
で
、
褒
め
て
、
褒
美
を
与
え
る
」

̶

と

い
う
「
旧
来
の
提
案
制
度
」
の
考
え
方
に
合

致
し
て
い
る
。

　

一
方
、「
奨
金
」
は
厳
密
に
は
「
報
奨
金
」。

「
報
奨
」
と
は
「
報
い
励
ま
す
こ
と
」
で
、
そ

れ
は「
各
人
の
仕
事
の
改
善
へ
の
取
り
組
み
」

を
奨
励
す
る
「
実
施
型
・
改
善
制
度
」
の
考

え
方
と
一
致
し
て
い
る
。

　
「
褒
美
」
の
意
味
を
極
端
化
す
れ
ば
、
そ

れ
は
「
鼻
先
の
ニ
ン
ジ
ン
」
の
よ
う
な
も
の
。

あ
る
い
は
、
芸
を
仕
込
ま
れ
る
動
物
に
与
え

ら
れ
る
「
エ
サ
」
の
よ
う
な
も
の
。

　

ゆ
え
に
、
プ
ラ
イ
ド
の
高
い
社
員
は
「
オ

レ
は
そ
ん
な
小
銭
が
欲
し
く
て
改
善
し
た

の
で
は
な
い
」
と
反
発
し
て
い
た
。

　

た
し
か
に
、「
旧
来
の
提
案
制
度
」
に
は

そ
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
提

案
制
度
の
源
流
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
サ
ジ

ェ
ス
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
は
「
職
務
と
し

て
、
考
え
る
こ
と
を
期
待
要
求
さ
れ
て
な
い

マ
ニ
ュ
ア
ル
・
ワ
ー
カ
ー
が
、
考
え
て
く
れ

た
か
ら
、
賃
金
と
は
別
に
、
褒
美
を
与
え
る
」

̶

と
い
う
考
え
に
基
づ
く
も
の
。

　

も
ち
ろ
ん
、
移
民
国
家
で
あ
る
ア
メ
リ
カ

で
は
、
そ
の
当
時
と
し
て
は
、
必
要
か
つ
、

当
然
な
対
応
だ
っ
た
。

　
　

 

改
善
制
度
に
「
賞
金
」
は
不
要　
　

 

　

し
か
し
、
日
本
で
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方

は
通
用
し
な
い
。
社
員
に
対
し
て

「
考
え
る
こ
と
を
期
待
も
要
求
も
し
な
い
」

「
指
示
さ
れ
た
と
お
り
に
や
る
だ
け
で
い
い
」

【賞金＝Reward】

【奨金＝Recognition】
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→
→

→
→

→

→

提案制度→→賞金
実施済み提案

→賞金 or 奨金
改善制度→→奨金

・

↓

○
○

↓

→

̶

と
い
う
の
は
一
種
の
侮
辱
で
あ
る
。

　

程
度
の
差
は
あ
れ
ど
、
各
人
が
そ
れ
な
り

に
考
え
、
工
夫
す
る
こ
と
を
期
待
し
、
要
求

し
て
い
る
の
が
日
本
の
労
働
規
範
で
あ
り
、

そ
れ
が
日
本
人
の
労
働
観
で
あ
っ
た
（
過
去

形
と
す
べ
き
か
？
）。

　

こ
の
よ
う
な
労
働
観
に
は
「
賞
金
＝
ご
褒

美
」
と
い
う
用
語
や
考
え
方
は
ふ
さ
わ
し
く

な
い
。
ゆ
え
に
、
常
に
違
和
感
が
つ
き
ま
と

っ
て
い
た
。

　

そ
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
が
「
奨
金

＝
報
奨
金
＝
奨
励
金
」
と
い
う
用
語
で
あ

り
、
考
え
方
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
「
社
員
の
改
善
を
金
で
釣
る
」
と

い
う
の
で
な
く
、「
各
人
が
自
分
の
た
め
に
、

自
分
の
仕
事
の
や
り
方
を
工
夫
す
る
の
は

当
然
。
そ
れ
に
賞
金
＝
ご
褒
美
を
払
う
の
は

オ
カ
シ
イ
」

̶

と
い
う
考
え
方
に
基
づ
く

も
の
。

　

つ
ま
り
、「
自
分
の
仕
事
の
工
夫
は
、
金

に
釣
ら
れ
て
や
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
、
賞

金
＝
ご
褒
美
な
ど
不
要
」

̶

と
い
う
考
え

方
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
正
論
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
改
善

制
度
に
お
け
る
奨
金
を
廃
止
し
た
会
社
も

か
な
り
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
会
社
で
は
、「
我
社
の
社
員

に
は
、
仕
事
の
や
り
方
を
常
に
見
直
し
、
工

夫
し
、
改
善
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
て

い
る
。

　

た
と
え
、
文
書
化
さ
れ
な
く
て
も
、
そ
れ

が
「
社
風
」
や
「
企
業
体
質
・
職
場
風
土
」

と
な
っ
て
い
る
。
仕
事
に
は
改
善
が
含
ま

れ
、「
改
善
は
業
務
の
一
環
で
あ
る
」
と
い

う
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

ゆ
え
に
、
改
善
に
対
し
て
奨
金
な
ど
一
切

な
い
。
そ
の
代
わ
り
、「
各
人
の
改
善
へ
の

取
り
組
み
」
の
状
況
は
「
人
事
考
課
の
参
考

指
標
」
と
な
っ
て
い
る
。
改
善
は
「
業
務
の

一
環
」
な
の
だ
か
ら
、「
評
価
指
標
」
に
改
善

が
含
ま
れ
る
の
は
当
然
。

　
　
　
　
　
　

☆　

　

と
は
い
う
も
の
の
、
現
在
、「
奨
金
」
を
廃

止
し
て
い
る
企
業
の
割
合
は
、
大
き
く
は
な

い
。
大
多
数
の
企
業
で
は
、
旧
来
の
提
案
制

度
の
延
長
と
し
て
、
何
ら
か
の
支
払
い
が
な

さ
れ
て
い
る
。

　

だ
が
、
そ
の
企
業
が
、
ど
の
程
度
意
識
し

て
い
る
か
は
別
に
し
て
、
そ
れ
は
「
賞
金
」

で
は
な
い
。あ
く
ま
で
も
、「
奨
金
」で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
会
社
で
「
賞
金
と

奨
金
」
が
区
別
さ
れ
て
る
わ
け
で
は
な
い
。

か
な
り
の
会
社
で
は
「
旧
来
の
提
案
制
度
」

の
延
長
と
し
て
、
惰
性
的
に
「
賞
金
」
が
使

わ
れ
て
い
る
。

　

だ
が
、
そ
ろ
そ
ろ
、
そ
の
よ
う
な
「
惰
性

的
な
考
え
方
」
は
改
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　　

  

「
制
度
」
は
後
か
ら
変
わ
っ
て
い
く　

 

　

モ
ノ
ゴ
ト
は
「
考
え
方
」
に
基
づ
い
て
、

実
体
が
変
化
す
る
の
で
は
な
い
。
逆
だ
。

世
の
中
の
変
化
に
あ
わ
せ
て
、
ま
ず
、
先
に

「
実
体
」
が
変
化
し
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

れ
は
部
分
的
で
あ
り
、
整
合
性
の
あ
る
も
の

で
も
な
い
。

　
「
な
し
崩
し
的
・
場
当
た
り
的
」
な
変
化

に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
や
が
て
、
そ
れ
で

は
対
応
で
き
な
く
な
る
。

　

そ
の
時
点
で
「
制
度
改
訂
」
な
ど
が
必
要

と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
「
考
え
方
」
と
い
う

も
の
は
、
現
実
の
変
化
を
「
追
認
」
す
る
形

で
変
化
し
て
い
く
。

　

そ
れ
は
改
善
制
度
に
お
い
て
も
同
様
。
最

初
か
ら
「
奨
金
」
と
い
う
用
語
や
考
え
方
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
。

　

戦
後
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
導
入
さ
れ
た
「
提

案
制
度
」
は
「
実
施
型
・
改
善
制
度
」
へ
と

変
化
し
て
き
た
。

　

そ
れ
は
一
気
に
な
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、

「
提
案
制
度
」
の
行
き
詰
ま
り
を
克
服
す
る

試
行
錯
誤
に
よ
る
も
の
。

　

た
と
え
ば
、「
実
施
済
み
提
案
」
と
い
う

奇
妙
な
用
語
が
あ
る
。「
実
施
済
み
提
案
＝

実
施
し
た
こ
と
を
提
案
す
る
」
で
は
意
味
を

な
さ
な
い
。
正
確
に
は
「
改
善
報
告
」
だ
。

　

し
か
し
、
過
渡
期
で
は
ナ
ニ
ゴ
ト
も
混
沌

と
し
て
い
る
。
用
語
も
折
衷
的
、
中
途
半
端

な
言
葉
が
使
わ
れ
る
。
暗
中
模
索
の
段
階
で

は
、「
考
え
方
」
そ
の
も
の
が
明
確
で
な
い

の
で
、
そ
の
用
語
も
か
な
り
ア
ヤ
フ
ヤ
。

　

し
か
し
、
混
沌
の
中
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
と

方
向
が
見
え
て
く
る
、
そ
し
て
、「
考
え
方
」

や
「
用
語
」
も
明
確
に
な
っ
て
く
る
。

　
「
賞
金
」
に
代
わ
っ
て
、「
奨
金
」
と
い
う

用
語
が
、
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

「
実
施
済
み
提
案
」
と
い
う
奇
妙
な
言
葉
が

「
改
善
報
告
」
と
い
う
「
正
し
い
日
本
語
」
に

置
き
換
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
と
、
ほ

ぼ
同
時
期
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆　

　

変
化
は
先
進
的
な
個
人
や
組
織
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
パ
イ
オ
ニ
ア
は
試
行

錯
誤
を
繰
り
返
し
、
そ
の
中
か
ら
、「
新
し

い
考
え
方
」
を
整
理
し
、
そ
し
て
「
新
し
い

用
語
」
を
明
確
に
し
て
い
く
。

　

混
沌
と
し
て
い
た
も
の
に
、
用
語
が
与
え

ら
れ
、
考
え
方
が
確
立
さ
れ
る
と
、
大
多
数

の
人
や
組
織
に
一
挙
に
普
及
し
て
い
く
。

　

こ
の
歴
史
的
法
則
に
よ
れ
ば
、
今
ま
で
、

一
部
の
先
進
的
企
業
で
使
わ
れ
て
き
た
「
奨

金
」
や
「
改
善
報
告
」
と
い
っ
た
「
用
語
や

考
え
方
」
も
、
大
多
数
の
企
業
に
普
及
す
る

時
期
に
至
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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→

→
→

→

→

→

→
→

究
極
の「
改
善
的
・
改
善
審
査
方
式
」

①「
奨
金
・・
な
し
」↓↓
等
級
審
査
な
し

②「
一
律
○
○
○
○
円
」↓↓
等
級
審
査
な
し

→

等級・審査

改善の
意味・意義・定義の
判定・判断・指導

①不満→工夫へ
②提案→実施へ
③修繕→改善へ

等級決める
値決めする

賞金決めたら
それで

オシマイ

さらに改善
　　もっと改善

審査・指導
改善の条件を
満たしているか

　
「
賞
金
」
と
「
奨
金
」
の
「
区
別
・
明
確
化
」

の
必
要
性
は
わ
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
よ
う

な
「
理
論
・
だ
け
」
で
は
、
実
際
の
改
善
活

動
の
「
定
着
化
↓
活
性
化
」
は
で
き
な
い
。

　

ナ
ニ
ゴ
ト
も
、「
理
論
・
理
屈
」
だ
け
で

な
く
、
現
実
に
対
応
す
る
「
具
体
的
な
方
法
」

が
求
め
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
「
奨
金
」
の
考
え
方
に
基
づ
く
、

「
改
善
的
・
審
査
基
準
」
や
「
審
査
方
法
」
と

は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

も
っ
と
も
「
単
純
・
明
快
」
な
の
は
「
奨

金
・
な
し
」
だ
ろ
う
。
奨
金
が
な
け
れ
ば
、

も
は
や
、
等
級
を
決
め
る
必
要
は
な
い
。
よ

っ
て
、
少
な
く
と
も
「
等
級
・
審
査
」
は
完

全
に
不
要
と
な
る
。

　

後
は
、
提
出
さ
れ
た
改
善
用
紙
の
内
容
が

「
改
善
の
条
件
」
を
満
た
し
て
い
る
か
、
ど
う

か
を
「
判
断
↓
指
導
」
す
る
だ
け
で
い
い
。

　

等
級
審
査
と
い
う
最
も
厄
介
な
こ
と
か
ら

解
放
さ
れ
る
の
で
、
審
査
者
（
上
司
）
は
、
改

善
活
動
の
「
本
来
の
目
的
」
で
あ
る
「
部
下

の
改
善
意
欲
と
能
力
の
開
発
」
に
、
充
分
な

「
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
投
入
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
奨
金
や
め
る
↓
等
級
審
査

や
め
る
」
と
い
う
の
が
、
最
も
手
っ
と
り
早

い
改
善
的
な
方
法
で
あ
り
、
そ
れ
が
改
善
活

動
の
「
あ
る
べ
き
姿
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

し
か
し
、実
際
に
は
、今
ま
で「
奨
金
」を

払
っ
て
い
た
会
社
が
い
き
な
り
、「
奨
金
・
廃

止
」と
す
る
の
は
、か
な
り
の
困
難
が
伴
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
断
行
し
、
そ
の
結
果
、

却
っ
て
改
善
が
活
性
化
し
た
会
社
も
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
「
す
べ
て
の

会
社
」
に
適
応
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。

　

改
善
と
は
「
現
実
対
応
・
制
約
対
応
」
で

あ
る
。
ゆ
え
に
、
即
座
の
「
廃
止
＝
や
め
る
」

が
難
し
い
な
ら「
や
め
る
・
減
ら
す
・
カ
エ
ル
」

と
い
う
「
改
善
実
施
の
３
原
則
」
に
従
え
ば

い
い
。

　

す
な
わ
ち
、「
減
ら
す
＝
簡
素
化
・
単
純

化
・
シ
ン
プ
ル
化
」
と
い
う
対
応
が
勧
め
ら

れ
る
。

　
　

　
　
　

 

奨
励
な
ら
、
等
級
は
不
要　
　
　

 

　
「
社
員
の
改
善
」
を
奨
励
し
、
そ
れ
ら
を

「
後
押
し
＝
推
進
す
る
」
と
い
う
意
味
か
ら
、

「
奨
金
」
と
い
う
用
語
が
、
理
解
さ
れ
、
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　
「
奨
励
」
な
ら
ば
、「
細
か
い
値
決
め
＝
細

か
い
等
級
」
は
不
要
で
あ
る
。

　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
、

「
社
員
の
改
善
に
、
等
級
を
つ
け
る
な
ん
て

失
礼
で
は
な
い
か
」

̶

と
い
う
声
さ
え
出
て
く
る
。

　
「
奨
金
＝
奨
励
金
」
と
は
、

◎「
よ
く
、
改
善
や
っ
て
く
れ
た
。

　
　

そ
の
調
子
で
、
ま
た
、

　
　

次
の
改
善
も
頼
む
よ
」

̶

と
、「
次
の
改
善
」
へ
の
取
り
組
み
を
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→
→

→
→

→

→

→

→
→

・

↓

○
○

↓

→

①奨金なし

②一律○○円方式

③即決審査方式
（エイヤー方式）

1次審査の
2段階化

1次審査（小変）
+2次審査（中変・大変）

期
待
し
、
励
ま
す
も
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、

「
奨
金
な
ら
ば
、
詳
細
な
審
査
＝
値
決
め
は

不
要
だ
。
な
ら
ば
、
む
し
ろ
、
一
律
○
○
円

で
い
い
で
は
な
い
か
」　

̶

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
一
律
・○
○
円
方
式
」な
ら
、話
は
簡
単
。

も
う
、「
審
査
＝
等
級
の
決
定
」
に
悩
む
こ

と
も
な
い
。

　

そ
れ
は
「
改
善
」
か
、「
改
善
で
な
い
」
か

を
「
判
定
す
る
・
だ
け
」
で
い
い
。
そ
れ
に

は
「
改
善
の
定
義
」、
す
な
わ
ち
次
の
「
３

項
目
」
を
明
確
に
し
て
お
く
だ
け
で
い
い
。

①「
や
り
方
変
更
」（
手
段
選
択
・
方
法
変
更
）

②「
小
変
」（
小
さ
な
変
更
）

③「
制
約
対
応
・
現
実
対
応
」

　　
　
　
　

改
善
＝
シ
ン
プ
ル
化　
　
　
　

　
「
一
律
○
○
円
」
な
ら
ば
、

「
同
じ
よ
う
な
改
善
な
の
に
、
ど
う
し
て
、

オ
レ
の
が
五
百
円
で
、
ア
イ
ツ
の
が
千
円
な

ん
だ
。
お
か
し
い
で
は
な
い
か
」

̶

な
ど
と
い
う
「
抗
議
」
に
悩
ま
さ
れ
る

こ
と
も
な
い
。

　

な
に
し
ろ
、
最
初
か
ら
、
す
べ
て
の
改
善

に
対
し
て
、
す
べ
て
「
一
律
○
○
円
」
と
、

「
宣
言
」
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
一
律
○
○
円
方
式
」
に

す
れ
ば
、
改
善
活
動
に
お
け
る
ゴ
タ
ゴ
タ
の

ほ
と
ん
ど
は
解
消
さ
れ
る
。

　

審
査
だ
け
に
限
ら
ず
、「
世
の
中
の
ゴ
タ

ゴ
タ
」
の
大
半
は
、
だ
い
た
い
「
お
金
に
か

か
わ
る
こ
と
」
だ
か
ら
。

　
「
肝
心
な
と
こ
ろ
」
を
単
純
化
す
れ
ば
、

「
制
度
そ
の
も
の
」
も
、
非
常
に
単
純
な
も

の
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆　
　
　
　

　
「
改
善
制
度
の
改
訂
」
に
お
い
て
、
ま
か

り
間
違
っ
て
も
、
絶
対
に
「
増
や
す
＝
複
雑

化
・
煩
雑
化
」
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
「
愚
か
な
会
社
」
で
、
よ
く
あ
る
事
例
だ

が
、
た
と
え
ば
一
次
審
査
の
「
奨
金
額
」
が

「
五
百
円
」
と
「
千
円
」
だ
っ
た
場
合
、
審
査

者
か
ら
、

「
五
百
円
に
も
、
千
円
に
も
該
当
し
な
い
事

例
が
あ
る
の
で
、
中
間
の
七
百
円
を
」

̶

と
い
う
要
望
が
出
て
く
る
。

　

そ
れ
に
対
応
し
た
場
合
、
次
に
は

「
五
百
円
に
も
、
七
百
円
に
も
該
当
し
な
い

事
例
が
あ
る
の
で
、
中
間
の
六
百
円
を
」

̶

と
い
う
要
望
と
な
る
。

　

そ
し
て
、
最
後
に
は
「
百
円
刻
み
の
奨
金

体
系
」
と
な
り
、
審
査
は
、
煩
雑
化
し
、
や

た
ら
手
間
の
か
か
る
も
の
と
な
る

　

し
か
も
、
時
間
を
か
け
て
審
査
し
て
も

「
五
百
円
と
六
百
円
で
は
、
ど
う
違
う
の
か
」

「
何
が
、
五
百
円
と
六
百
円
の
違
い
か
」

̶

と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
何
も
解
答
で

き
ず
、
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

今
ま
で
、「
提
案
制
度
」
や
「
改
善
制
度
」

に
お
い
て
、
従
来
の
「
等
級
審
査
方
式
」
に

慣
れ
て
い
る
人
に
と
っ
て
は「
一
律
○
○
円
」

な
ど
と
い
う
方
式
は
、
や
は
り
受
け
入
れ
が

た
い
だ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
会
社
や
担
当
者
に
対
し
て

は
、
日
本
Ｈ
Ｒ
協
会
が
長
年
に
わ
た
り
、
提

唱
し
て
き
た
「
即
決
・
審
査
方
式
」、
別
名
、

「
エ
イ
ヤ
ー
審
査
方
式
」
が
勧
め
ら
れ
る
。

　

そ
れ
は
、

① 

「
１
次
審
査
」＋「
２
次
審
査
」

② 

「
1
次
審
査
の
２
段
階
化
」

̶

を
骨
子
と
す
る
も
の
で
、
よ
り
現
実
的

な
対
応
と
な
っ
て
い
る
。

　

実
際
に
、
多
く
の
企
業
で
採
用
さ
れ
、
効

果
的
な
改
善
活
動
の
指
導
・
推
進
に
役
立

っ
て
い
る
。

　

な
お
、「
即
決
審
査
方
式
・
エ
イ
ヤ
ー
審

査
方
式
」
に
関
し
て
は
、
二
〇
一
三
年
四
月

号
特
集
に
て
、
詳
し
く
解
説
の
予
定
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　
「
改
善
の
定
義
」
や
「
賞
金
＆
奨
金
」
に
関

す
る
詳
細
は
、
次
の
「
改
善
・
教
材
」
が
勧

め
ら
れ
る

　

＊
テ
キ
ス
ト　
「
改
善
・
基
礎
講
座
」

　
　
　
　
　
　
　

 

「
改
善
・
応
用
講
座
」

　

＊
Ｄ
Ｖ
Ｄ
教
材
「
改
善
・
基
礎
講
座
」

　
　
　
　
　
　
　

 

「
改
善
・
応
用
講
座
」
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