
173173

第７章第７章

改善Ｑ＆Ａズバリ解答改善Ｑ＆Ａズバリ解答

①何のために書き出すのか①何のために書き出すのか

②なぜ、②なぜ、改善活動を展開するのか改善活動を展開するのか

③改善的③改善的 ・・ 分割記入分割記入

④仕事のやり方の定期点検④仕事のやり方の定期点検

⑤奨金の功罪⑤奨金の功罪

⑥奨金はやめるべきか⑥奨金はやめるべきか

⑦表彰基準の複数化⑦表彰基準の複数化

⑧軽快なフットワーク⑧軽快なフットワーク

⑨試しに、⑨試しに、 やめてみるやめてみる

⑩改善指導の禁句⑩改善指導の禁句



第6 回

　
　
　
「
自
前
の
事
例
教
材
」
を
作
成
し
、

　
　
　
「
次
の
改
善
」
に
、
さ
ら
に

　
　
　
「
次
の
改
善
」
に
発
展
さ
せ
る
た
め
。

　
　
　
　
　
　
　

☆

　
「
一
回
・
だ
け
の
改
善
」
で
い
い
の
な
ら
、

何
も
、
ワ
ザ
ワ
ザ
「
実
施
済
み
の
改
善
」
を

「
書
き
出
す
必
要
」
は
な
い
。

　
「
当
面
の
問
題
」
が
解
決
さ
れ
、
も
う
、
そ

れ
以
上
の
改
善
な
ど
、
全
く
不
要
な
ら
、「
改

善
の
や
り
っ
放
し
」
で
い
い
。

　

だ
が
、
実
際
は
、「
世
の
中
」
は
、
常
に
変

化
し
て
い
る
。
そ
の
変
化
に
対
応
し
て
、

「
よ
り
良
い
仕
事
」
を
、
や
り
続
け
る
に
は

「
一
回
だ
け
の
改
善
」
で
は
ダ
メ
。

　
「
状
況
の
変
化
」
に
対
応
し
て
、

◎「
さ
ら
に
、
改
善
」

◎「
も
っ
と
、
改
善
」

◎「
ず
っ
と
、
改
善
」

̶

と
い
う
「
継
続
的
・
改
善
」
が
不
可
欠

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

で
は
、「
さ
ら
に
、
も
っ
と
、
ず
っ
と
」
と

い
う
「
継
続
的
・
改
善
」
を
す
る
に
は
、
ど

う
す
れ
ば
い
い
か
。

　

そ
れ
は
、「
せ
っ
か
く
の
改
善
」
を
「
や
り

っ
放
し
」
に
せ
ず
、

①「
簡
単
な
改
善
メ
モ
」
と
し
て
書
き
出
す

②「
改
善
の
定
石
」
を
書
き
加
え
る

̶

こ
と
で
、「
改
善
事
例
」
を
「
事
例
・
教

材
化
」
す
れ
ば
よ
い
。

　

改
善
を
「
書
き
出
し
た
・
だ
け
」
で
は
、

そ
れ
は
「
単
な
る
改
善
事
例
」
に
過
ぎ
な
い
。

だ
が
、
そ
れ
に
「
改
善
の
定
石
」
を
付
加
す

れ
ば
、

＊「
こ
ん
な
場
合
は
、
こ
う
す
れ
ば
い
い
」

＊「
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
こ
れ
で
解
決
」

̶

と
い
う
「
教
材
」
に
、
す
な
わ
ち
、

「
改
善
・
事
例
教
材
」
と
な
る
。

　

そ
の
過
程
で
、
部
下
と
上
司
の
ア
タ
マ
に

「
事
例
＋
定
石
」
の
「
組
み
合
わ
せ
」
が
、
大

量
に
蓄
積
さ
れ
る
。

　

そ
の
蓄
積
が
、
そ
の
ま
ま
「
改
善
力
」、
あ

る
い
は
「
改
善
指
導
力
」
と
な
る
の
で
、「
さ

ら
に
、
も
っ
と
、
ず
っ
と
」
と
い
う
「
継
続

的
・
改
善
」
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

第 回

カイゼン
ナゼ、何のため「実施済・改善」を
「簡単な改善メモ」に書き出すのか？

4849 2012　12月号

ナゼ、何のため
すでに実施した

実施済改善
やりっ放し にせず、

簡単な改善メモ として
ワザワザ書き出すのか？

それは

を作成し、

次の改善 に、さらに

に 継続→発展 させるため

を

自前の事例教材

次の改善



第11 回

2013　5月号

　
　
　
　

　
「
世
の
中
」は
変
化
し
て
い
る
。特
に
、経

済
情
勢
は
、め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
い
る
。

ゆ
え
に
、「
変
化
に
対
応
で
き
な
い
会
社
」

は
潰
れ
る
。

　

そ
の
た
め
、
ど
の
会
社
で
も
、

「
変
化
に
対
応
し
よ
う
」

「
変
化
に
対
応
す
べ
く
改
善
を
」

̶

と
い
っ
た
「
呼
び
掛
け
」
が
な
さ
れ
て

い
る
。し
か
し
、「
呼
び
掛
け
・
だ
け
」で
は
、

変
化
に
対
応
で
き
な
い
。
た
と
え
、
一
時
的

に
は
対
応
で
き
て
も
、
後
が
続
か
な
い
。

　

な
ぜ
な
ら
、「
変
化
に
対
応
」
と
は
「
前
例

の
否
定
」
で
あ
り
、
改
善
と
は
「
今
ま
で
の

仕
事
の
や
り
方
」
の
否
定
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

多
く
の
人
々
は
「
今
ま
で
の
仕
事
の
や
り

方
」
に
固
執
し
、「
仕
事
の
や
り
方
の
変
更
」、

つ
ま
り
、「
仕
事
の
や
り
方
の
改
善
」
に
対
し

て
、
ナ
ン
ダ
、
カ
ン
ダ
と
言
っ
て
抵
抗
す
る
。

　

そ
の
よ
う
な
「
前
例
否
定
が
や
り
難
い
職

場
」
や
「
仕
事
の
や
り
方
の
変
更
が
や
り
難

い
会
社
」
で
は
改
善
は
続
か
な
い
。

　

改
善
活
動
を
「
定
着
化
↓
活
性
化
」
さ
せ

る
に
は
「
前
例
否
定
の
や
り
易
い
職
場
」、

「
変
化
を
受
け
入
れ
る
職
場
風
土
」
が
必
要
。

そ
れ
に
は
、大
量
の「
改
善
事
例
」、
つ
ま
り
、

大
量
の
「
前
例
否
定
・
事
例
」
の
共
有
化
が

不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

「
変
化
に
合
わ
せ
、
前
例
は
否
定
す
べ
き
」

「
前
例
は
、
ド
ン
ド
ン
変
え
て
い
く
べ
き
」

̶

と
い
う
「
共
通
認
識
」
が
、
少
し
す
つ

だ
が
、
ジ
ワ
ジ
ワ
浸
透
し
て
い
く
。

　

あ
る
い
は
、

「
前
例
否
定
は
、
前
任
者
の
否
定
で
は
な
い
」

「
改
善
は
、
前
任
者
の
人
格
否
定
で
は
な
い
」

̶

と
い
う
こ
と
も
理
解
さ
れ
る
。

　

そ
の
「
積
み
重
ね
」
で
、
少
し
ず
つ
だ
が

「
変
化
に
対
す
る
免
疫
」
が
で
き
、「
変
化
へ

の
抵
抗
」
が
減
っ
て
い
く
。

　

そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
職
場
で
の
「
前
例

否
定
の
や
り
易
化
」、
つ
ま
り
、「
改
善
の
や

り
易
化
」
が
実
現
さ
れ
、「
変
化
を
受
け
入

れ
る
職
場
」
や
「
変
化
に
強
い
企
業
体
質
」

が
で
き
て
く
る
。

第 回第第

カイゼン
ナゼ、ワザワザ
「実施→顕在化→共有化」という
「実施型・改善活動」を展開するのか

「
変
化
を
受
け
入
れ
る
職
場
風
土
」
や

「
変
化
に
強
い
企
業
体
質
」
と
す
る
た
め

4849



第7 回

改善報告書

改善前

効 果

改善後

こんな

問題
がある

　
　
　
「
問
題
欄
・
だ
け
」
を
書
き
出
し
て

　
　
　

お
く
「
改
善
的
・
分
割
記
入
法
」
が

　
　
　

勧
め
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　
「
改
善
そ
の
も
の
」
は
や
っ
て
い
る
が
、

「
改
善
用
紙
」
に
記
入
し
な
い
社
員
に
は

「
ど
の
よ
う
に
指
導
す
れ
ば
い
い
か
」

̶

と
い
う
相
談
が
あ
る
。

　

そ
の
「
最
も
効
果
的
な
対
策
」
は
「
改
善

的
・
分
割
記
入
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
と
り

あ
え
ず
、
問
題
欄
」
だ
け
を
、
先
に
記
入
し

て
お
く
と
い
う
方
法
だ
。

　
「
改
善
」
を
書
き
出
す
と
い
う
「
改
善
の

顕
在
化
」
が
苦
手
な
人
は
、
締
切
直
前
に
、

一
挙
に
書
こ
う
と
し
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
、
な
か
な
か
書
き
出
せ
な
い
。

ま
た
、「
書
く
べ
き
内
容
」
を
思
い
出
せ
な

い
の
で
、
書
く
の
が
苦
痛
と
な
る

　

し
か
し
、「
改
善
用
紙
」
は
「
一
挙
に
書

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
キ
マ
リ

は
ド
コ
に
も
な
い
。

　
「
手
っ
と
り
早
い
顕
在
化
」
の
原
則
は

①
と
り
あ
え
ず
、「
書
け
る
こ
と
」
を
書
く

②
と
り
あ
え
ず
、「
書
け
る
欄
」
か
ら
書
く

̶

で
あ
る
。

　

で
は
、
と
り
あ
え
ず
、
何
が
書
け
る
か
。

そ
れ
は
「
問
題
欄
」
で
あ
る
。
こ
れ
な
ら
、

誰
で
も
、
い
く
ら
で
も
書
け
る
だ
ろ
う
。

　

た
と
え
ば
、

＊「
や
り
ニ
ク
イ
」

＊「
わ
か
り
ニ
ク
イ
」

＊「
汚
い
・
汚
れ
る
」

＊「
危
な
い
・
危
険
」

＊「
迷
う
・
間
違
え
る
」

＊「
イ
ラ
イ
ラ
・
バ
タ
バ
タ
」

̶

な
ど
、「
困
っ
た
こ
と
・
嫌
な
こ
と
」

な
ら
、
い
く
ら
で
も
書
け
る
だ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
対
策
欄
・
効
果
欄
」
な
ど

「
実
施
・
後
」
で
な
け
れ
ば
書
け
な
い
。
そ

れ
ら
は
「
後
回
し
」
で
い
い
。

　

と
り
あ
え
ず
、
月
初
に
「
問
題
欄
だ
け
」

を
書
き
出
し
て
お
く
。
そ
し
て
、
月
末
に
、

見
直
し
て
み
る
。

　

す
る
と
、
い
く
つ
か
改
善
済
に
気
づ
く
。

す
で
に
、「
問
題
欄
」
は
記
入
済
み
ゆ
え
、

「
対
策
＆
効
果
欄
」
を
書
く
だ
け
で
い
い
。

第 回

カイゼン
「改善を書き出す」のが
「苦手な人」への指導法は？

書ける欄 を

改善用紙の改善的

分割記入

書ける時に書く

問題点だけ
書き出す

4849 2013　1月号



第8 回

2013　2月号

　
　
　

①
月
初
に
、「
問
題
欄
」
の
書
き
出
す

　
　
　

②
月
末
に
、
そ
れ
ら
を
見
直
す

　
　
　

③
実
施
済
、「
残
り
の
欄
」を
記
入
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

変
化
の
激
し
い
時
代
で
は
、

◎「
仕
事
の
や
り
方
を
見
直
し
を
！
」

◎「
仕
事
の
や
り
方
の
点
検
を
！
」

̶

な
ど
と
い
っ
た
「
呼
び
掛
け
」
が
な
さ

れ
て
い
る
。

　

だ
が
、
そ
れ
ら
は
「
呼
び
掛
け
っ
放
し
」、

ま
た
は
、「
見
直
し
っ
放
し
」
に
な
っ
て
い

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
気
で
、「
仕
事
の
や
り
方
」
を
見
直
し
、

変
え
て
い
く
に
は
、「
言
い
っ
放
し
・
や
り

っ
放
し
」
で
は
な
く
、

①「
毎
月
・
定
期
的
な
見
直
し
」

②「
と
り
あ
え
ず
、
問
題
欄
を
書
き
出
す
」

̶

と
い
う
「
定
期
化
・
記
録
化
」
が
不
可

欠
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、「
余
計
な
手
間
」
が
か
か
る
の
は

ダ
メ
。
な
ぜ
な
ら
「
手
間
の
か
か
る
こ
と
」

は
続
か
な
い
か
ら
だ
。

　

最
初
は
、
張
り
切
っ
て
や
っ
て
い
て
も
、

忙
し
く
な
る
と
、後
回
し
に
な
っ
て
し
ま
い
、

や
が
て
立
ち
消
え
と
な
る
。

　

そ
こ
で
、
手
っ
と
り
早
い
「
定
期
点
検
の

道
具
」
と
し
て
勧
め
ら
れ
る
の
が
、「
改
善

用
紙
・
改
善
メ
モ
用
紙
」
で
あ
る
。

　

こ
れ
な
ら
、
メ
モ
感
覚
で
、
と
り
あ
え
ず
、

＊「
困
っ
た
こ
と
」

＊「
イ
ヤ
な
こ
と
」

＊「
迷
う
↓
間
違
え
る
」

＊「
モ
レ
る
↓
モ
メ
る
」

＊「
手
間
取
る
↓
遅
れ
る
」

＊「
イ
ラ
イ
ラ
・
バ
タ
バ
タ
」

＊「
や
り
ニ
ク
イ
・
で
き
ナ
イ
」

＊「
わ
か
り
ニ
ク
イ
・
わ
か
ら
ナ
イ
」

̶

な
ど
を
「
問
題
欄
」
に
記
入
で
き
る
。

　

月
末
に
見
直
し
て
、
改
善
済
み
の
も
の
は

「
改
善
欄
」
と
「
効
果
欄
」
を
埋
め
る
だ
け
。

そ
れ
が
、
そ
の
ま
ま
「
仕
事
の
や
り
方
」
の

「
定
期
的
点
検
↓
記
録
化
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
具
体
的
な
内
容
」
を
記
入
す
る
の
で
、

「
社
内
評
論
家
」
が
書
き
そ
う
な
「
抽
象
的

な
文
書
・
論
文
」
も
排
除
で
き
る
。

第 回

カイゼン
「改善用紙」による
「改善的・定期点検」とは

4849

こんな

がある

問題

問題点は
記入済み



改善制度における
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第105 回

なぜ、「奨金廃止」が好ましいのか？

　
ナ
ニ
ゴ
ト
に
も
「
両
面
」
が
あ
る
。
改
善

制
度
に
お
け
る「
奨
金
」に
も
、や
は
り
、「

メ
リ
ッ
ト
・
利
点
」と「
デ
メ
リ
ッ
ト
・
欠
点
」

が
あ
る
。

　
「
奨
金
の
利
点
」は
、な
ん
と
いって
も「
改

善
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
＝
刺
激
・
誘
因
・
奨

励
」と
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
文
字
ど
お
り「
奨

金
＝
奨
励
金
」で
あ
る
。

　
「
お
金
を
嫌
い
な
人
」は
い
な
い
。た
と
え
少

額
で
も
、
改
善
で
奨
金
が
得
ら
れ
る
の
は
、
気

分
の
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　
「
奨
金
の
欠
点
」は
改
善
用
紙
が
一
種
の「

奨
金
と
の
引
換
証
」の
よ
う
な
位
置
づ
け
と
な

って
し
ま
う
こ
と
。

　
そ
し
て
、「
何
の
た
め
に
、
実
施
済
み
の
改

善
を
ワ
ザ
ワ
ザ
書
き
出
す
の
か
」と
い
う
「
顕

在
化
の
意
味
」が
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と

だ
。

　
そ
の
た
め
、「
な
ぜ
、
改
善
を
書
き
出
す
の

か
」と
い
う
部
下
の
真
剣
な
質
問
に
対
し
、「
奨

金
が
も
ら
え
る
か
ら

̶

」な
ど
と
いっ
た「

安
易
な
回
答
」が
な
さ
れ
、
誰
も
が
思
考
停

止
に
陥
って
し
ま
う
。

　
ま
た
、「
奨
金
ラ
ン
ク
」を
上
げ
る
た
め
、

＊「
詳
し
く
書
け
」

＊「
ち
ゃ
ん
と
書
け
」

＊「
こ
う
書
く
と
、ラ
ン
ク
U
P
す
る
」

̶

な
ど「
改
善
活
動
の
目
的
」か
ら
逸
脱
し

た「
愚
か
な
指
導
」を
す
る
上
司
も
出
て
く
る
。

　
ま
た
、そ
の
よ
う
な「
詳
細
な
用
紙
」に「

高
い
評
価
」を
与
え
る「
も
っ
と
愚
か
な
審
査

員
」も
出
て
く
る
。

　
「
詳
し
く
書
か
れ
た
用
紙
」や「
厚
化
粧
の

報
告
」は
ム
ダ
で
あ
る
。ゆ
え
に
、そ
の
よ
う

な
も
の
は
、ラ
ン
ク
ア
ッ
プ
ど
こ
ろ
か
、む
し
ろ

減
点
す
べ
き
で
あ
る
。

　
「
奨
金
」は「
社
員
・
上
司
・
審
査
員
」の

三
者
に
思
考
停
止
を
も
た
ら
す
。
だ
が
、「

奨
金
を
廃
止
」
す
れ
ば
、
何
の
た
め
に
、「
実

施
済
改
善
を
書
き
出
す
の
か
」と
い
う
こ
と
に

関
し
て
、
共
通
認
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
顕
在
化
の
意
味
」の
理
解
↓
共
通
認
識

4445 2010　11月号



改善活動のあるべき姿
奨金などなくても

改善制度などなくても

全社員が常に
自分の仕事のやり方を見直し
より良い仕事のやり方を
考え、工夫してくれること

第108 回

「奨金」はやめるべきか？

　

改
善
活
動
の
「
あ
る
べ
き
姿
」
は

＊「
奨
金
」
な
ど
、
な
く
て
も

＊「
改
善
制
度
」
な
ど
、
な
く
て
も

＊「
全
社
員
」
が
、
常
に
、

＊「
自
分
の
仕
事
の
や
り
方
」
を
見
直
し

＊「
よ
り
良
い
仕
事
の
や
り
方
」
を

＊「
考
え
、
工
夫
し
て
く
れ
る
」

̶

こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

だ
が
、
そ
の
「
理
想
」
は
ス
ロ
ー
ガ
ン
を

掲
げ
た
り
、
お
説
教
だ
け
で
実
現
・
達
成
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

ゆ
え
に
、
今
日
、「
多
く
の
会
社
」
で
は

＊「
奨
金
」
を
払
っ
て
、
で
も
、

＊「
あ
る
べ
き
姿
」
に
、
少
し
で
も

＊「
近
づ
け
る
」
よ
う
に

＊「
改
善
活
動
」
を
展
開
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、　

＊「
奨
金
」
は
改
善
活
動
の

＊「
目
的
」
を
よ
り
良
く
達
成
す
る
た
め
の

＊「
手
段
」
で
あ
る
。

＊「
改
善
活
動
」
を
活
性
化
す
る
た
め
の

＊「
補
助
具
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

と
こ
ろ
が
、
世
の
中
に
は
「
目
的
」
と

「
手
段
」
を
取
り
違
え
る
人
が
い
る
。
そ
う

な
る
と
、「
奨
金
」
が
目
的
化
し
て
し
ま
い

弊
害
と
な
る
。

　

だ
が
、「
奨
金
」
は
改
善
活
動
を
「
定
着

化
↓
活
性
化
」
さ
せ
る
た
め
の
「
手
段
」
と

位
置
づ
け
、「
補
助
具
」
で
あ
る
と
の
認
識

が
あ
れ
ば
、
よ
り
効
果
的
に
活
用
で
き
る
だ

ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
奨
金
と
い
う
補
助
具
」
の

有
効
活
用
に
よ
っ
て
、
や
が
て
改
善
活
動
が

定
着
化
↓
活
性
化
し
た
段
階
で
は
、
徐
々
に

奨
金
を
「
減
ら
す
↓
や
め
る
」
と
い
う
次
の

段
階
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
勧
め
ら
れ
る
。

　
「
奨
金
」
が
な
く
て
も
、
全
社
員
が
常
に

「
各
人
の
仕
事
の
や
り
方
」
を
見
直
し
て
、

工
夫
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
、
改
善

活
動
の
理
想
で
あ
り
、
改
善
活
動
が
目
指
す

べ
き
「
あ
る
べ
き
姿
」
な
の
だ
か
ら
。

ム
リ
に
や
め
る
必
要
は
な
い
。

「
補
助
具
」
と
し
て
、
活
用
す
べ
し
。

4849 2011　2月号



第116 回

改善表彰の「上位受賞者」が、常連化して
いますが、これでいいでしょうか。

　
「
貴
社
の
改
善
活
動
」
が
目
指

す
も
の
が
「
一
部
の
人
の
改
善
」

な
ら
、
そ
れ
で
い
い
。

　

だ
が
、「
全
員
参
加
の
改
善
活
動
」
な
ら
、

「
受
賞
者
層
」
の
「
固
定
化
・
常
連
化
」
は
好

ま
し
く
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　
「
良
い
か
・
悪
い
か
」、「
判
断
基
準
」
は

「
何
を
求
め
て
い
る
の
か
、何
を
目
指
し
て
い

る
の
か
」と
い
う「
目
的
」に
よ
っ
て
異
な
る
。

　
「
目
的
」
に
合
致
し
た
「
手
段
」
は
良
い
。

「
目
的
」
の
達
成
に
妨
げ
と
な
る
「
方
法
」
は

悪
い
。
そ
の
場
合
は
改
善
す
べ
き
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　
「
全
員
参
加
の
改
善
活
動
」
を
求
め
て
い

る
な
ら
、「
表
彰
基
準
」
は
単
一
で
な
く
、

「
複
数
化
・
複
合
化
」
す
べ
き
。

　

主
要
な
「
表
彰
基
準
」
が
、
た
と
え
ば
、

「
効
果
の
大
き
さ
」
な
ど
「
単
一
化
」
さ
れ
て

い
る
と
、
ど
う
し
て
も
、
上
位
入
賞
者
や
部

署
は
常
連
化
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

な
ぜ
な
ら
、「
単
一
基
準
」
と
は
「
ひ
と
つ

の
モ
ノ
サ
シ
」
で
序
列
を
決
め
る
こ
と
だ
か

ら
で
あ
る
。

　

会
社
に
お
け
る
「
序
列
・
選
択
」
に
は

「
単
一
基
準
」
も
、
や
む
え
な
い
だ
ろ
う
。
ま

た
、
そ
れ
も
必
要
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、「
改
善
の
表
彰
」
は
、

◎「
改
善
的
・
基
準
」

◎「
改
善
的
・
選
択
」

◎「
改
善
的
・
序
列
」

̶

が
好
ま
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

そ
れ
に
は
、
少
な
く
と
も
、
次
の
よ
う
な

「
２
つ
の
選
択
基
準
」
が
勧
め
ら
れ
る
。

①「
会
社
」
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト

　

＊「
効
果
の
大
き
さ
」
を
主
要
基
準

　

＊「
経
営
へ
の
貢
献
度
」
が
主
要
基
準

②「
社
員
」
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト

　

＊
ラ
ク
ち
ん
化
／
や
り
易
化
／
快
適
化

　

＊
お
も
し
ろ
さ
／
意
外
さ
／
ユ
ニ
ー
ク
さ

　

＊
マ
ネ
・
パ
ク
り
賞
／
ひ
と
捻
り
賞

̶

な
ど
、
イ
ロ
イ
ロ
な
角
度
か
ら
の
表
彰
。

4849 2011　10月号



第117 回

改善活動の「最大のメリット」は？

　

改
善
に
は
イ
ロ
イ
ロ
な
効
用
が
あ
る
が
、

そ
の
「
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
」
は
、
日
常
的
な

「
仕
事
の
や
り
方
の
変
更
」
を
通
じ
て
、
職

場
と
社
員
に
「
軽
快
な
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が

強
化
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。　

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　
「
大
変
」
な
こ
と
は
、
や
り
損
な
う
と
、

「
大
変
」
だ
。
ゆ
え
に
、「
致
命
的
・
重
要
事

項
」
は
、
慎
重
に
、
計
画
的
に
取
り
組
む
べ

き
だ
ろ
う
。

　

だ
が
、「
改
善
＝
小
変
」
は
、
や
り
損
な
っ

て
も
大
丈
夫
。「
小
変
」
ゆ
え
、
い
く
ら
で
も

「
や
り
直
し
」
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

そ
れ
ゆ
え
、

＊「
と
り
あ
え
ず
、
や
っ
て
み
る
」

＊「
試
し
に
、
や
っ
て
み
る
」

̶

と
い
う
の
が
、
手
っ
と
り
早
い
改
善
の

「
合
い
言
葉
」
で
あ
る
。

　

試
し
に
、
と
り
あ
え
ず
、
や
っ
て
み
て
、

問
題
が
あ
れ
ば
、
ま
た
改
善
す
れ
ば
い
い
。

そ
れ
で
も
、
ま
だ
問
題
が
あ
れ
ば
、
さ
ら
に

も
っ
と
改
善
す
れ
ば
い
い
。

　

そ
の
「
繰
り
返
し
」
が
「
良
い
仕
事
」
に

つ
な
が
る
。
そ
の
「
積
み
重
ね
」
が
「
改
善

力
の
強
化
」
と
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
、「
改
善
の
ヘ
タ
な
人
」
は
、
最

初
か
ら「
完
全
・
完
璧
な
こ
と
」を
や
ろ
う
と

す
る
。す
る
と
、身
動
き
が
で
き
な
く
な
る
。

ま
さ
し
く「
最
善
は
改
善
の
敵
」で
あ
る
。

　

将
棋
の
名
人
な
ら
、
先
が
読
め
る
。
だ
が
、

凡
人
は
、
や
っ
て
み
な
い
と
、
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、
た
と
え
、
凡
人
で
も
、

「
や
っ
て
み
れ
ば
、
わ
か
る
」
と
い
う
意
味

で
も
あ
る
。

　
「
改
善
＝
小
変
」
は
、「
待
っ
た
ア
リ
の
ヘ

ボ
将
棋
」
で
あ
る
。
や
っ
て
み
て
、
い
く
ら

で
も
、
や
り
直
し
が
で
き
る
。

　

そ
の
「
繰
り
返
し
」
と
「
積
み
重
ね
」
が

「
先
を
読
む
力
＝
先
読
み
能
力
」
や
「
改
善

実
施
力
」
に
つ
な
が
る
。

　

改
善
は
軽
快
な
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
鍛
え
る

「
日
常
的
Ｏ
Ｊ
Ｔ
＝
実
地
訓
練
」
で
あ
る
。

手
っ
と
り
早
く

軽
快
な
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク

4849 2011　11月号



とりあえずやめてみる
不要・ムダ なことを やめるのが改善

だが、「不要か・ムダか」わからないことがある

イロイロな意見があり、判断デキナイこともある

その場合、２つの選択肢がある

判断放棄→惰性で続ける
試しにやめてみる

試しに、1 回、やめてみる
試しに、1 日、やめてみる
試しに、1カ月、やめてみる

すると

やめてみればわかる
やめてみなければわからない

少なくとも、何も考えず

惰性で続ける  よりも

改善の糸口 が見えてくる

－ことが、わかる

試しにやめてみる
最終回

本当に「ムダ・不要」なのか、
判断デキない・わからないことがある

　
「
不
要
な
こ
と
・
ム
ダ
な
こ
と
」
な
ど
を

「
や
め
る
」
の
が
改
善
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
が
本
当
に
、「
不
要
か
・
ム
ダ
か
」、
わ
か

ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
イ
ロ
イ
ロ
意
見
が
あ

っ
て
、
判
断
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

そ
の
場
合
、「
２
つ
の
選
択
肢
」
が
あ
る
。

①「
判
断
放
棄
↓
惰
性
で
続
け
る
」

②「
試
し
に
、
や
め
て
み
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

も
ち
ろ
ん
、「
試
し
に
、
や
め
て
み
る
」
の

が
「
改
善
的
・
対
応
」
で
あ
る
。
そ
れ
が

「
惰
性
脱
却
・
前
例
打
破
」
と
い
う
改
善
に

つ
な
が
る
。

＊「
試
し
に
、
１
回
、
や
め
て
み
る
」

＊「
試
し
に
、
１
日
、
や
め
て
み
る
」

＊「
試
し
に
、
１
カ
月
、
や
め
て
み
る
」

̶

こ
と
に
よ
っ
て
、

◎「
や
め
て
み
れ
ば
、
わ
か
る
」

◎「
や
め
て
み
な
け
れ
ば
、
わ
か
ら
な
い
」

̶

こ
と
が
、
わ
か
っ
て
く
る
。

　
「
惰
性
」か
ら
は
何
も
得
ら
れ
な
い
。だ
が
、

「
試
し
の
実
験
・
と
り
あ
え
ず
体
験
」
か
ら

「
新
し
い
発
想
」
や
「
改
善
の
糸
口
」
が
見
え

て
く
る
。

　

少
な
く
と
も
、
思
考
と
判
断
を
放
棄
し
て

何
も
考
え
ず
、「
惰
性
で
続
け
る
」
よ
り
も

＊「
何
の
た
め
か
」

＊「
目
的
は
何
か
」

̶

と
い
う
問
い
掛
け
に
つ
な
が
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

も
ち
ろ
ん
、
仕
事
に
は

＊「
絶
対
に
、
や
め
て
は
な
ら
な
い
」

＊「
安
易
に
、
や
め
て
は
な
ら
な
い
」

̶

と
い
う
「
大
変
」
や
「
中
変
」
な
こ
と

も
あ
る
。

　

だ
が
、「
試
し
に
や
め
て
み
る
」
こ
と
が

「
可
能
」、
あ
る
い
は
「
許
さ
れ
る
」
も
の
も

多
々
あ
る
。

　
「
と
り
あ
え
ず
の
中
断
」
が
「
致
命
的
」
で

な
い
も
の
も
あ
る
。
ま
さ
に
、
そ
れ
ら
が

「
改
善
＝
小
変
＝
小
さ
な
変
更
」
の
対
象
で

あ
る
。

「
試
し
に
、
や
め
て
み
る
」

「
と
り
あ
え
ず
、
や
め
て
み
る
」

永い間、ありがとうございました。次回からは新しいコーナーが始まります。乞うご期待
♪

4849 2011　12月号



第102 回

改善の指導・推進における
「愚言・禁句」とは？

　

代
表
的
な「
愚
言
・
禁
句
」は

次
の
３
点
。

①
徹
底
・
周
知
徹
底

②
意
識
改
革
・
意
識
変
革

③
難
解
な
用
語
＆
専
門
用
語

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

①「
徹
底
」
で
は
徹
底
さ
れ
な
い
。

　

改
善
の
な
い
職
場
で
は
、
や
た
ら
と

「
徹
底
し
よ
う
」

「
周
知
徹
底
す
べ
し
」

̶

な
ど
の
言
葉
が
乱
用
さ
れ
て
い
る
。

　

だ
が
、
そ
の
よ
う
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
な
ど
、

い
く
ら
唱
え
て
も
何
も
徹
底
さ
れ
な
い
。

「
徹
底
す
る
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
」

と
「
具
体
的
な
仕
事
の
や
り
方
の
変
更
」
が

な
け
れ
ば
、
い
つ
ま
で
も
、
同
じ
こ
と
の
繰

り
返
し
。

②「
意
識
」
よ
り
「
や
り
方
」
の
変
更
を

　
「
意
識
改
革
」
と
い
う
念
仏
を
い
く
ら
唱

え
て
も
意
識
は
変
わ
ら
な
い
。「
意
識
」
を

変
え
る
よ
り
、
ま
ず
、「
具
体
的
な
仕
事
の

や
り
方
」
を
変
え
る
。
そ
の
結
果
、
意
識
も

変
わ
る
。

　
「
意
識
」
を
変
え
て
か
ら
、
そ
れ
か
ら
改

善
す
る
の
で
は
な
く
、
先
に
、
実
際
に
、
具

体
的
に
「
仕
事
の
や
り
方
」
を
変
え
る
。

　

そ
の
過
程
で
意
識
も
変
わ
り
、そ
の
結
果
、

意
識
変
革
と
な
る
。「
日
常
業
務
」
を
通
じ

少
し
ず
つ
、
ジ
ワ
ジ
ワ
意
識
を
変
え
る
の
が

「
改
善
的
・
意
識
改
革
」
で
あ
る
。

③「
難
解
用
語
」
は
「
評
論
家
の
御
用
達
」

　
「
改
善
の
な
い
職
場
」
で
は
、
と
か
く
難

し
い
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。な
ぜ
な
ら
、

み
ん
な
「
社
内
・
評
論
家
」
に
な
っ
て
い
る

か
ら
だ
。

　
「
難
解
な
言
葉
」
を
使
う
と
、
な
ん
と
な

く
賢
く
な
っ
た
よ
う
な
錯
覚
に
陥
る
。
だ
が

「
錯
覚
」
で
は
改
善
は
で
き
な
い
。

　
「
日
常
的
な
改
善
」
が
日
常
的
に
実
施
さ

れ
て
い
る
職
場
で
は
「
日
常
的
な
言
葉
」
が

使
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

「
作
業
性
が
悪
い
」↓「
や
り
難
い
」

「
作
業
性
の
改
善
」↓「
や
り
易
化
」

「
誤
作
動
防
止
」↓「
間
違
え
な
い
化
」

「
情
報
共
有
化
」↓「
誰
で
も
わ
か
る
化
」

改善の指導・推進における

愚言・禁句→対応

or

①徹底・周知徹底

②意識改革・意識変革

③難解な用語&消化不良の外来語

4849 2010　8月号


