
ヒューマンエラーを防ぐには
「ミス・エラー防止」の改善的・対処法

第 93 回

「ヒューマンエラー」を防ぐには
　　　　「改善的ミス・エラー防止法」を

　

人
間
は
「
間
違
え
る
動
物
」
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
は
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
の
専
門
書
を

読
む
と
、
心
理
学
・
生
理
学
・
頭
脳
学
な
ど

の
観
点
か
ら
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
「
人
間
＝
間
違
え
る
動
物
」
に
対
し
て
、

「
間
違
え
る
な
」
と
言
う
の
は
「
人
間
を
や

め
ろ
」
と
言
う
に
等
し
い
。
そ
れ
は
「
改
善

的
対
処
」
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　
「
間
違
い
」
を
防
ぐ
に
は

①
間
違
え
ら
れ
ナ
イ
化
＝
防
止
・
排
除

②
間
違
え
ニ
ク
化
＝
難
化
・
抑
止

③
間
違
え
テ
モ
化
＝
影
響
緩
和
・
波
及
防
止

̶

と
い
う
「
３
段
階
」
の
改
善
（
工
夫
・

対
策
＝
方
法
変
更
・
手
段
選
択
）
が
必
要
。

　
ま
ず
間
違
え
ら
れ
ナ
イ
化
（
防
止
・
排
除
）

す
る
に
は
、
次
の
よ
う
な
仕
組
み
が
あ
る
。

①
絶
対
に
間
違
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
仕
組
み

（
ポ
カ
よ
け
＝
フ
ー
ル
・
プ
ル
ー
フ
）

②
も
し
、
間
違
え
る
と
、
そ
れ
以
上
は
先

に
進
め
な
い
工
夫
（
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
）

③
も
し
、
間
違
え
る
と
、
そ
こ
で
中
止
・

中
断
す
る
仕
組
み
（
シ
ャ
ッ
ト
・
ダ
ウ
ン
）

　

次
に
、
間
違
え
ニ
ク
化
（
難
化
・
抑
止
）

す
る
に
は
、

①
目
立
つ
化
（
強
調
・
似
な
い
化
）

②
隔
離
（
分
離
↓
混
同
・
混
乱
し
な
い
化
）

③
警
報
・
警
告
（
ブ
ザ
ー
・
ラ
ン
プ
な
ど
）

̶

な
ど
の
工
夫
が
有
効
。

　

そ
し
て
、
最
後
の
手
段
と
し
て
、
間
違

え
て
テ
モ
化
（
影
響
緩
和
・
波
及
防
止
）
と

い
う
改
善
も
あ
る
。

①
た
と
え
、
間
違
え
て
も
、
ス
グ
わ
か
る
化
。

つ
ま
り
、
ス
グ
検
知
・
発
見
で
き
る
化
。

②
た
と
え
、
間
違
え
て
も
、
ス
グ
訂
正
、

あ
る
い
は
修
繕
や
修
復
が
デ
キ
ル
化
。

③
た
と
え
、間
違
え
て
も
、そ
の
被
害
や
損
害

を
最
小
限
に
、食
い
止
め
が
デ
キ
ル
化
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
は
「
言
葉
」
を
羅
列

す
る
だ
け
で
は
、
何
の
価
値
も
な
い
。
何

の
効
果
も
な
い
。
と
り
あ
え
ず
、「
具
体
的

な
改
善
事
例
」
を
集
め
、「
事
例
教
材
」
を

作
成
す
る
こ
と
。
そ
れ
が
「
ミ
ス
防
止
」

や
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
エ
ラ
ー
の
防
止
」
に
つ

な
が
る
。

4445 2009　11月号



　「
改
善
の
レ
ベ
ル
」
に
は
、
次
の
「
３
段

階
」
が
あ
る
。 

①
な
い
化
（
防
止
・
プ
ル
ー
フ
化
） 

②
に
く
化
（
難
化
・
レ
ジ
ス
ト
化
） 

③
て
も
化
（
波
及
防
止
・
影
響
緩
和
） 

　
た
と
え
ば
、
高
所
作
業
で
の
落
下
事
故

に
対
す
る
改
善
な
ら
ば
、
一
番
い
い
の
は
、 

「
落
ち
な
い
化
」
と
い
う
改
善
で
あ
る
。 

　
そ
の
た
め
に
は
、「
落
下
の
原
因
」
を
取

り
除
く
こ
と
。
遠
隔
操
作
な
ど
で
「
昇
ら
な

く
て
も
い
い
」
よ
う
な
工
夫
が
で
き
れ
ば
、 

そ
れ
で
「
落
下
事
故
」
は
完
全
に
解
決
さ
れ
、

「
根
本
的
な
改
善
」
と
な
る
。 

　
し
か
し
、
い
つ
も
「
な
い
化
」
の
改
善
が

で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
場
合
は
、
せ
め

て
「
落
ち
に
く
化
」
の
改
善
と
し
て
、「
滑
り

止
め
」
や
「
足
場
の
整
備
」
な
ど
の
工
夫
が
勧

め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
最
後
の
手
段
が
「
た
と

え
、
落
ち
て
も
ケ
ガ
し
な
い
」
よ
う
に
命
綱
や

ク
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
を
活
用
す
る
「
て
も
化
」、

す
な
わ
ち
、
被
害
を
最
小
限
に
食
い
止
め
る

「
波
及
防
止
・
影
響
緩
和
」
と
い
う
改
善
だ
。 

　
と
り
あ
え
ず
は
「
て
も
化
」
の
改
善
で
も

い
い
。
だ
が
、
そ
れ
で
満
足
し
て
は
な
ら

な
い
。
次
は
「
に
く
化
」
の
改
善
を
、
そ
し

て
、
最
終
的
に
は
「
な
い
化
＝
根
本
的
解
決
」

を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
。 

　
不
良
と
い
う
問
題
な
ら
、
と
り
あ
え
ず
は
、

た
と
え
、
不
良
が
出
て
も
、
ス
グ
発
見
で
き

る
と
い
う
「
て
も
化
・
改
善
」
で
も
い
い
。 

　
し
か
し
、
そ
の
次
に
は
、
不
良
の
発
生

を
少
し
で
も
減
ら
す
「
に
く
化
」
を
、
そ
し

て
最
終
的
に
「
不
良
ゼ
ロ
」
を
目
指
す
べ
き
。

お
客
さ
ん
を
待
た
せ
る
と
言
う
問
題
な
ら
、

最
終
的
に
は
「
待
た
せ
な
い
化
」、
つ
ま
り

「
待
ち
時
間
ゼ
ロ
」
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
。

だ
が
、
と
り
あ
え
ず
は 

＊「
待
ち
時
間
」
を
減
ら
す
改
善 

＊
イ
ラ
イ
ラ
さ
せ
な
い
化
の
改
善 

と
い
う
レ
ベ
ル
か
ら
着
手
す
れ
ば
い
い
。 

Q&Aカイゼ
ン 第 69 回 

「連続改善」は、どこまで、いつまで、連続すべきか。 Q

　当初は、 たとえ 不都合が発生しても、損害を最小限に食い 
止める「ても化＝波及防止・影響緩和」の改善でいい。次に、 
不都合を少しでも減らすべく「にく化＝難化」の工夫をする。 
 

と言われているが、そのような 

 

改善のレベルは3段階ある。 
①ない化（防止・プルーフ化） 
②にく化（難化・レジスト化） 
③ても化（波及防止・影響緩和） 
 

最終的には、不都合ゼロ を目指して ない化 ＝防止」の 
改善に取り組むべし。改善の最終目標は 

＊事故ゼロ 
＊不良ゼロ 
＊待ち時間ゼロ＝ 待たせない化 である。 
 

やってダメなら、また改善 
それでもダメなら、また改善 
やって良ければ、さらに改善、もっと改善 

 連続改善 はいつまで、どこまでやるべきか？ 

ない化 が達成できるまで 
 根本的改善 に至るまで改善すべし　 
 

5051 2007　10月号 

最
終
的
に
は
「
な
い
化=

根
本
的
解
決
」
ま
で 



「
連
続
改
善
」こ
そ
、

改
善（C

ontinuous Im
provem

ent

）

そ
の
も
の
で
あ
る
。

第 99 回

なぜ、「連続改善」が重要か、必要か

　
「
良
か
れ
」
と
思
っ
て
や
っ
た
改
善
が
、

改
悪
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
だ
が
、
そ
こ
で

落
胆
し
た
り
、
叱
責
す
べ
き
で
は
な
い
。

●
や
っ
て
、
ダ
メ
な
ら
、
ま
た
改
善
、

★
そ
れ
で
も
ダ
メ
な
ら
、
ま
た
改
善

̶

と
「
次
の
改
善
」
に
取
り
組
む
べ
き
。

　
「
改
善
の
繰
り
返
し
」
が
「
真
の
改
善
」
に

つ
な
が
る
。「
改
善
＝
小
変
」
だ
か
ら
、
い
く

ら
で
も
「
や
り
直
し
」
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

も
ち
ろ
ん
、「
最
初
の
改
善
」
が
う
ま
く

い
く
こ
と
も
あ
る
。
だ
が
、
そ
こ
で
、
満
足

す
る
こ
と
は
な
い
。

◎
や
っ
て
良
け
れ
ば
、
も
っ
と
改
善

☆
や
っ
て
良
け
れ
ば
、
さ
ら
に
改
善

̶

と
「
次
の
改
善
」
に
取
り
組
む
べ
き
。

　

す
る
と
、
も
っ
と
、
さ
ら
に
良
く
な
る
。

「
改
善
の
積
み
重
ね
」
が
「
本
当
の
改
善
」
で

あ
る
。「
継
続
的
・
改
良
の
積
み
重
ね
＝

Continuous Im
provem

ent

」こ
そ
、
改
善

そ
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

数
多
く
の
「
連
続
改
善
」
を
実
施
し
て
、

そ
れ
ら
を
「
顕
在
化
↓
共
有
化
」
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、

＊「
次
に
、
発
生
す
る
不
都
合
」

＊「
次
に
、
改
善
す
べ
き
事
項
」

̶

な
ど
、「
連
続
改
善
の
パ
タ
ー
ン
」
が

読
め
る
よ
う
に
な
る
。

　

す
る
と
、
次
回
は
「
や
っ
て
ダ
メ
な
ら
、

ま
た
改
善
」
と
い
う
「
迂
回
路
」
で
な
く
、

最
初
か
ら
「
よ
り
良
い
改
善
」
が
デ
キ
ル
よ

う
に
な
る
。

　

こ
れ
が
「
先
読
み
改
善
能
力
」
で
あ
る
。

「
連
続
改
善
」
の
「
繰
り
返
し
積
み
重
ね
」
に

よ
っ
て
「
先
読
み
改
善
能
力
」
を
鍛
え
る
こ

と
で
、
さ
ら
な
る
「
改
善
の
迅
速
化
」
や

「
改
善
の
レ
ベ
ル
Ｕ
Ｐ
」
を
図
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
「
改
善
の
レ
ベ
ル
Ｕ
Ｐ
」
は
「
量
か
ら
、
質

へ
」
と
い
う
「
愚
か
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
」
で
は

な
く
、「
具
体
的
な
連
続
改
善
事
例
」
の

共
有
化
に
よ
っ
て
実
現
で
き
る
。

連続事例集の効用
① やってダメなら また改善

② やって良ければ もっと改善

③　　　　　　　　　の強化先読み改善能力

4849 2010　5月号



数
多
く
の「
連
続
改
善
」の

「
実
施
↓
顕
在
化
↓
共
有
化
」の

 

繰
り
返
し・積
み
重
ね

連続改善の実施＆共有化
先読み改善力の強化

先を読んだ手 = 先手対応

先を読んだ改善 = 先手改善

第100 回

「先読み改善力」を強化するには

　
「
将
棋
の
名
人
」
は
「
先
」
が
読
め
る
。
ゆ

え
に
、「
相
手
の
出
方
」
を
「
予
知
・
予
測
・

予
想
」
し
た
手
が
打
て
る
。

　

つ
ま
り
、「
先
を
読
ん
だ
手
＝
先
手
対
応
」

が
で
き
る
。そ
れ
は「
将
棋
の
定
石
」や「
選

局
の
パ
タ
ー
ン
」
な
ど
が
「
ア
タ
マ
の
引
出

し
」
に
数
多
く
蓄
積
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　
「
改
善
の
達
人
」
も
「
先
」
が
読
め
る
。
ゆ

え
に
、
改
善
に
よ
っ
て
発
生
す
る
で
あ
ろ
う

不
都
合
を
「
予
知
・
予
測
・
予
想
」
し
た

「
先
回
り
改
善
」
が
で
き
る
。　

　

そ
れ
は
「
改
善
の
定
石
」
や
「
連
続
改
善

の
パ
タ
ー
ン
」
が
「
ア
タ
マ
の
引
出
し
」
に

数
多
く
蓄
積
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

●
や
っ
て
ダ
メ
な
ら
、
ま
た
改
善

★
そ
れ
で
も
ダ
メ
な
ら
、
ま
た
改
善

̶

と
い
う
「
連
続
改
善
」
の
繰
り
返
し
に

よ
っ
て
、

＊
次
に
「
発
生
す
る
不
都
合
」
の
タ
イ
プ

＊
次
に
「
や
る
べ
き
対
応
策
」
の
パ
タ
ー
ン

̶

な
ど
が
見
え
て
く
る
。

　

あ
る
い
は
、

◎
や
っ
て
良
け
れ
ば
、
も
っ
と
改
善

☆
や
っ
て
良
け
れ
ば
、
さ
ら
に
改
善

̶

と
い
う
「
連
続
改
善
」
の
積
み
重
ね
に

よ
っ
て
、

＊「
先
取
り
改
善
」

＊「
先
読
み
改
善
」

̶

が
デ
キ
る
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　
「
や
っ
て
ダ
メ
な
ら
ま
た
改
善
」
と
い
う

「
連
続
改
善
」
に
対
し
て
、「
最
初
か
ら
、
そ

う
し
て
お
け
ば
良
か
っ
た
で
は
な
い
か
」
と

い
う
意
見
が
あ
る
。

　

だ
が
、
そ
れ
は
自
分
は
何
も
改
善
し
な
い

「
評
論
家
」
で
あ
る
。
実
際
に
改
善
す
れ
ば
、

＊
や
っ
て
み
な
け
れ
ば
、
ワ
カ
ラ
な
い

＊
や
っ
て
み
れ
ば
、
ワ
カ
る

̶
と
い
う

現
実
を
実
感
で
き
る
。
そ
の
繰
り
返
し
が

「
先
読
み
改
善
力
」
の
強
化
に
つ
な
が
る
。

5051 2010　6月号



第 74 回 

人を責めず、方法を攻めると言うが 
「その人」を放置していいのか？ 
「鍛え直す」べきではないか。 

　
我
々
は
「
人
」
を
責
め
ら
れ
る
と

非
常
に
辛
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分

の
「
人
格
・
性
格
・
癖
」
な
ど
は
、
な
か
な

か
変
え
ら
れ
な
い
か
ら
だ
。 

　
そ
の
た
め
、
い
つ
ま
で
も
責
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
、
た
ま
っ
た
も

の
で
は
な
い
。 

　
た
と
え
ば
、「
慌
て
者
」
と
い
う
性
格
の

人
は
、
よ
く
間
違
っ
た
り
、
忘
れ
た
り
す

る
。
そ
の
よ
う
な
人
に
対
し
て
、 

「
も
っ
と
、
気
を
つ
け
ろ
」 

「
も
っ
と
、
注
意
せ
よ
」 

「
そ
の
性
格
を
直
せ
」 

「
そ
の
性
格
を
改
造
せ
よ
」 

な
ど
と
言
っ
て
も
ダ
メ
。 

　「
性
格
」
は
簡
単
に
は
変
え
ら
れ
な
い
。 

ム
リ
や
り
変
え
よ
う
と
す
る
と
、
過
大
な

ス
ト
レ
ス
と
な
る
。
す
る
と
、
職
場
は
地

獄
に
な
っ
て
し
ま
う
。 

　「
職
場
」
は
、
仕
事
を
す
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
け
っ
し
て
、「
人
格
や
性
格
」
を
変
え

た
り
、
改
造
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。 

　
そ
れ
よ
り
も
、 

「
慌
て
者
で
も
、
間
違
え
ナ
イ
化
」 

「
慌
て
者
で
も
、
忘
れ
ナ
イ
化
」 

と
い
う
「
改
善
」
の
ほ
う
が
、
は
る
か
に
、

効
果
的
だ
ろ
う
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
☆ 

　「
人
」
を
変
え
る
の
は
難
し
い
。
だ
が
、「
方

法
」
は
簡
単
に
変
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、

「
改
善
」
は
「
小
変
」
な
の
で
、
簡
単
に
、
手

っ
と
り
早
く
変
え
ら
れ
る
。 

　「
マ
ズ
イ
や
り
方
」
で
、
仕
事
を
や
っ
て

い
て
、
間
違
っ
た
り
、
失
敗
し
て
い
て
も
、

そ
れ
を
「
よ
り
良
い
方
法
」
に
変
更
す
れ
ば
、

「
間
違
え
ナ
イ
化
」
や
「
失
敗
し
な
い
化
」

が
で
き
る
。 

　
問
題
が
な
く
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
も
は

や
、「
責
め
ら
れ
る
」
こ
と
は
な
い
。
責
め

ら
れ
る
べ
き
「
マ
ズ
イ
や
り
方
」
が
、
消
滅

し
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
。 

　「
人
」
を
変
え
る
の
と
、「
方
法
」
を
変
え

る
は
、
ど
ち
ら
が
、
ラ
ク
で
、
手
っ
と
り

早
い
だ
ろ
う
か
。
ど
ち
ら
が
、
実
際
の「
問

題
解
決
」
に
つ
な
が
り
、
快
適
に
働
け
る
だ

ろ
う
か
。 

5051 2008　4月号 

「人」 を変えるのと、「方法」を変えるのでは、 
どちらが、手っとり早く問題を解決できるだろうか？ 

「人」を変えるのは難しい。だが、「方法」なら 
簡単に変えられる。「改善」は「小変」なので、 
手っとり早く変えられる。「マズイやり方」でも、 
変更し、問題を解消してしまえば、もはや、責められる 
ことはない。 

「慌て者」で、よく間違ったり、忘れる人に、 
「もっと、気をつけろ、注意せよ」 

「その性格を直せ、性格を改造せよ」 

などと言ってもダメ。 
「性格」は簡単には変えられない。ムリやり変えようと 
すると過大ストレスとなる。すると、職場は地獄にな 
ってしまう。「職場」は仕事をするところであり、 
「人格や性格」を変えたり、改造するところではない。 

「人」を責められると辛い。なぜなら、人間は自分の 
「人格・性格・癖」は、なかなか変えられない 
からだ。そのため、いつまでも責められることになる。 

人を責めず、方法を攻めるで 

「鍛え直す」べきではないか 
「その人」を放置していいのか？ 



改
善
活
動
の「
持
続・継
続
↓
定
着
化
↓

活
性
化
」に
は
、改
善
の「
実
施
↓
顕
在

化
↓
共
有
化
」が
不
可
欠
で
あ
る
。

第 86 回

なぜ、ワザワザ「実施済改善」を
　　　　　「顕在化→共有化」するのか。

　

改
善
は
、
け
っ
し
て
「
大
変
＝
大
き
く
変

え
る
」
こ
と
で
は
な
い
。「
小
変
＝
小
さ
く

変
え
る
」
に
過
ぎ
な
い
。
ゆ
え
に
、
誰
も
が

「
改
善
そ
の
も
の
」
は
実
施
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
改
善
が「
や
り
っ
放
し
」だ
と
、

＊
「
そ
の
人
だ
け
」
の
改
善

＊
「
そ
の
職
場
だ
け
」
の
改
善

と
な
っ
て
し
ま
う
。

　

そ
の
た
め
、
「
せ
っ
か
く
の
改
善
」
が
「
単

発
的
な
改
善
」
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、「
次

の
改
善
」
に
つ
な
が
ら
な
い
。

　

だ
が
、
改
善
を
簡
単
な
「
改
善
メ
モ
」
に

書
き
出
し
て
顕
在
化
す
れ
ば
、
次
の
３
点

の
形
成
・
共
有
化
が
可
能
と
な
る
。

① 

改
善
能
力

　
「
改
善
の
定
石
・
ノ
ウ
ハ
ウ
」
の
共
有
化

② 

改
善
意
欲

　
「
改
善
の
メ
リ
ッ
ト
」
の
実
感
↓
納
得

③ 

改
善
風
土

　
「
変
化
を
受
け
入
れ
る
職
場
風
土
」の
形
成

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　
「
改
善
制
度
」
が
な
く
て
、
せ
っ
か
く
の

改
善
が
「
や
り
っ
放
し
」
に
な
っ
て
い
る
職

場
と
、
改
善
が
「
顕
在
化
↓
共
有
化
」
さ
れ

て
い
る
職
場
で
は
、
改
善
の

① 

能
力

② 

意
欲

③ 

風
土

̶

に
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
改
善
制
度
」
が
な
く
て
も
、

ワ
ザ
ワ
ザ
書
き
出
さ
な
く
て
も
、
全
社
員

が
常
に
、
自
分
の
「
仕
事
の
や
り
方
」
を
見

直
し
て
、
常
に
改
善
し
て
く
れ
る
の
が
理

想
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
「
理
想
的
な
会
社
」
に
、

一
歩
で
も
近
づ
く
に
は
、
具
体
的
に
は
ど

う
す
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
た
め
の
、
最
も
簡
単
な
方
法
が
、

「
実
施
済
の
改
善
」
を
「
改
善
メ
モ
」
と
し
て

書
き
出
し
、
そ
れ
を
共
有
化
し
、「
次
の
改

善
」
に
つ
な
げ
る
と
い
う
「
実
施
型
・
改
善

報
告
制
度
」
で
あ
る
。

4647 2009　4月号



「
補
助
具
」
と
し
て
の

「
や
め
た
事
例
集
」
を
活
用
す
べ
し

やめた改善・事例集

やめた改善・事例集
やめる勇気 を後押しする

やめる勇気

やめた前例集 補助具

第 94 回

「やめる改善」を促進するには、どうすればいいか

　

改
善
の
３
原
則
は
「
や
め
る
・
減
ら
す
・

カ
エ
ル
」
だ
が
、
最
も
効
果
的
な
の
は

＊
「
不
要
な
こ
と
」
は
「
や
め
る
」

＊
「
ム
ダ
な
こ
と
」
は
「
や
め
る
」

な
ど
、「
や
め
る
改
善
」
で
あ
る
。

　

だ
が
、「
改
善
＝
小
変
＝
小
さ
く
変
え
る

＝
ち
ょ
っ
と
変
え
る
」
と
言
え
ど
も
、
今
ま

で
や
っ
て
い
た
こ
と
を
「
や
め
る
」
に
は

リ
ス
ク
が
伴
う
。

　
「
や
め
る
」
に
は
「
や
め
る
勇
気
」
が
必
要

で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
前
例
に
基
づ
い
て
、

「
前
例
ど
お
り
」
に
や
っ
て
お
れ
ば
い
い
と

い
う
職
場
で
は
、
か
な
り
の
勇
気
が
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
職
場
で
は
、「
素
手
」
の
戦

い
は
勧
め
ら
れ
な
い
。
困
難
に
立
ち
向
か

う
に
は
、「
武
器
」
や
「
補
助
具
」
の
活
用
が

勧
め
ら
れ
る
。

　
「
や
め
た
改
善
事
例
集
」
こ
そ
、
ま
さ
に

「
や
め
る
勇
気
」
を
与
え
、
改
善
を
後
押
し

し
て
く
れ
る
「
補
助
具
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

＊
「
や
め
た
事
例
」

＊
「
や
め
て
良
か
っ
た
事
例
」

＊
「
や
め
て
問
題
な
か
っ
た
事
例
」

を
共
有
化
す
る
こ
と
で
、

◎
「
不
要
な
こ
と
」
は
ヤ
メ
て
も
い
い

◎
「
ム
ダ
な
こ
と
」
は
ヤ
メ
る
べ
き
だ

と
い
う
「
共
通
認
識
」
が
形
成
さ
れ
る
。

　

だ
が
、「
や
め
た
事
例
集
」
が
な
い
と
、

「
不
要
・
ム
ダ
」
が
い
つ
ま
で
も
続
く
。

な
ぜ
な
ら
、
多
く
の
人
は

☆「
他
人
が
ヤ
ル
な
ら
、
自
分
も

̶

」

☆「
他
人
が
ヤ
メ
ル
な
ら
、
自
分
も

̶

」

と
考
え
て
い
る
か
ら
だ
。

　

そ
の
よ
う
な
職
場
で
の
改
善
推
進
に
は

「
や
め
た
事
例
＝
や
め
た
前
例
」
を
集
め
た

「
や
め
た
事
例
集
＝
や
め
た
前
例
集
」
と
い

う
補
助
具
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

た
と
え
、「
前
例
」
に
基
づ
い
て
仕
事
を

し
て
い
る
職
場
で
も
、「
や
め
た
前
例
」
を

数
多
く
集
め
れ
ば
、「
や
め
る
」
こ
と
も
、

「
そ
の
職
場
の
前
例
の
ひ
と
つ
」
と
な
る
。

4849 2009　12月号




