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「改善の意味・定義」の再点検
「改善」とは何か。
一般的には「善く改める」でいい。
しかし、「組織や企業」において、
改善活動の効果的な展開には
「ビジネス用語・産業用語」としての
「改善の意味・定義」の明確が必要。
改善に対する「共通認識」の形成には、
「改善の意味・定義」の再確認が不可欠。

「計画デキない人」はダメだが、
「計画ばかりやっている者」もダメ。

「批判デキない人」はダメだが、
「批判ばかりやっている者」もダメ。

「空気の読めナイ人」はダメだが、
「空気を読む・だけの者」もダメ。

「計算デキない人」は

ダメだが、
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改
善
と
は
何
か

1
改
善

改
良

同じようなもの

だろう…

改善と改良は

どう違うのか？

　
「
改
善
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、
読
ん

で
字
の
如
く
「
善
く
・
改
め
る
」
で
あ
る
。

「
改
良
」
も
同
様
に
「
良
く
・
改
め
る
」
で
、

ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
も
の
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
善
」
と
「
良
」
は
、
異
な
る

漢
字
な
の
で
厳
密
に
は
「
異
な
る
意
味
」
が

あ
る
。

　

し
か
し
、
日
常
生
活
に
お
い
て
、
誰
も
が

「
す
べ
て
の
言
葉
」
の
意
味
を
正
確
に
定
義

し
た
り
、
厳
密
に
区
別
し
て
、
使
い
分
け
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

お
互
い
に
、
な
ん
と
な
く
通
じ
る
程
度
で

言
葉
に
よ
る
意
思
疎
通
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
）
を
し
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
、
時
折
ト
ン
デ
モ
な
い
誤
解
を

生
む
こ
と
も
あ
る
が
、
た
い
て
い
は
「
許
容

範
囲
」
の
食
い
違
い
や
ス
レ
違
い
に
収
ま
っ

て
い
る
。

　

だ
が
、
組
織
に
お
け
る
「
改
善
活
動
」
の

指
導
・
推
進
に
際
し
て
、「
用
語
の
意
味
・

定
義
」
は
、
で
き
る
だ
け
明
確
化
し
て
お
く

ほ
う
が
い
い
。

　

そ
れ
に
よ
っ
て
、
改
善
に
対
す
る
「
共
通

認
識
」
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら

だ
。
ま
た
、「
無
用
な
誤
解
や
混
乱
」
を
避
け

る
こ
と
も
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
「
改
善
」
と

　
　
　
　
　
　
　
「
改
良
」
の
違
い

　
「
善
」
も
「
良
」
も
訓
読
み
は
ど
ち
ら
も

「
よ
い
」
で
あ
る
。
訓
読
み
が
同
じ
も
の
は

「
や
ま
と
言
葉
＝
古
来
の
日
本
語
」
で
は
、

「
同
じ
も
の
」
を
意
味
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

た
と
え
ば
、「
み
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
漢

字
や
英
語
で
は
、

　
●  

見
る
（see

）

　
●  

視
る
（look

）

　
●  

看
る
（w

atch

）

　
●  

覧
る
（glance

） 
　
●  

診
る
（exam

ine
）

　
●  

観
る
（observe
）

̶

な
ど
、
そ
の
意
味
が
細
分
化
さ
れ
て
い

る
。

　

こ
れ
は
「
や
ま
と
言
葉
」
が
、
ま
だ
未
分

化
・
未
成
熟
の
段
階
で
、
そ
れ
ら
を
記
録
す

る
文
字
と
し
て
「
漢
字
」
を
導
入
し
た
か
ら

で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、「
細
か
な
意
味
の
区
別
」
は

も
っ
ぱ
ら
「
漢
字
に
よ
る
区
別
」
に
委
ね
ら

れ
て
し
ま
っ
て
、「
や
ま
と
言
葉
」
と
し
て

の
細
分
化
は
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

よ
っ
て
、
現
代
日
本
人
で
も
、
口
と
耳
に

よ
る
、
つ
ま
り
、
音
声
に
よ
る
意
思
疎
通
は

す
べ
て
、「
み
る
」
の
一
言
で
、
大
雑
把
に
な

さ
れ
て
い
る
。

　
「
ざ
っ
と
・
み
る
」
か
、「
じ
っ
と
・
み
る
」

か
と
い
っ
た
「
細
か
い
区
別
」
は
形
容
詞
を

つ
け
る
か
、
ま
た
は
、「
覧
る
」
と
「
視
る
」

な
ど
の
如
く
、
漢
字
で
区
別
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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善
神の裁きは

正しい
善いこと

である

改善は

神の心に

かなうもの

「
改
善
」と「
改
良
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違
い
を
考
察

「
改
善
」と「
改
良
」の
違
い
を
考
察

譱
　
　

古
代
で
は
「
よ
い
」
の

　
　
　

す
べ
て
は
「
同
じ
意
味
」
だ
っ
た

　
「
改
善
」
と
「
改
良
」
も
同
様
で
あ
る
。

ど
ち
ら
も
「
よ
く
・
あ
ら
た
め
る
」
と
い

う
「
同
一
の
発
音
」
ゆ
え
、
大
雑
把
に
、
だ

い
た
い
「
同
じ
よ
う
な
意
味
」
と
し
て
捕
ら

え
ら
れ
て
い
る
。

　
「
よ
い
」
と
「
訓
読
み
」
す
る
漢
字
に
は
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
す
べ

て
は
「
古
代
の
や
ま
と
言
葉
」
で
は
「
よ
い
」

と
い
う
同
じ
意
味
だ
っ
た
。
そ
の
後
、「
微

妙
な
意
味
の
違
い
」
を
漢
字
で
書
き
分
け
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
●  

佳
い

　
●  

好
い

　
●  

吉
い

　
●  

美
い

　
●  

淑
い

　
●  

嘉
い

　
●  

良
い

　
●  

善
い

　
　
「
改
善
と
改
良
」
の
微
妙
な
違
い

　

だ
が
、
た
と
え
ば
、

①「
生
活
を
改
善
す
る
」

②「
生
活
を
改
良
す
る
」

̶

を
並
べ
た
場
合
、②
の
言
い
方
に
は
、

「
少
し
違
和
感
」
が
あ
る
。

　

し
か
し
、

①「
機
械
を
改
善
す
る
」

②「
機
械
を
改
良
す
る
」

̶

な
ら
ば
、①
も
②
も
、
ど
ち
ら
の
言
い

方
も
、
実
際
に
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
っ
た
く

違
和
感
は
な
い
。

　

た
だ
し
、「
機
械
を
改
善
す
る
」
に
は
、

「
機
械
全
体
の
変
更
」
の
意
味
を
も
含
む
の

に
対
し
て
、「
機
械
を
改
良
す
る
」
に
は
、
ど

ち
ら
か
と
言
え
ば
、「
部
分
的
な
変
更
・
具

体
的
な
変
更
」
と
い
っ
た
微
妙
な
違
い
が
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
「
語
感
の
違
い
」
は
「
善
と
良
」
の

漢
字
の
成
り
立
ち
（
語
源
）
に
遡
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
　

  

「
改
善
」
は

　
　
　
　
　
「
神
の
心
」
に
適
う
も
の

　
「
善
」
と
い
う
漢
字
に
は
、「
羊
」
が
含
ま

れ
て
い
る
が
、
古
代
中
国
で
羊
は
神
へ
の

「
生
け
贄
」
と
さ
れ
て
い
た
。

　

善
の
古
文
字
は
「
譱
」
だ
が
、
こ
れ
は

「
羊
」
の
左
右
に
「
言
」
の
文
字
が
並
ん
で
い

る
。

　

つ
ま
り
、
羊
を
神
の
前
に
差
し
出
し
て
、

左
右
の
人
間
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
を
陳
述

す
る
「
裁
判
」、
つ
ま
り
、「
羊
神
判
」
を
あ

ら
わ
し
て
い
る
。

　

こ
れ
か
ら
、「
神
の
思
し
召
し
」
に
適
う

こ
と
が
「
善
＝
正
し
い
＝
よ
い
」
と
い
う
意

味
と
な
っ
た
も
の
。

　

す
な
わ
ち
、「
改
善
」
は
「
神
の
心
」
に
適

う
よ
う
に
「
改
め
る
」
と
い
う
「
神
聖
な
意

味
」
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　

生
活
で
あ
れ
、
仕
事
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
、

機
械
や
製
品
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
て
、

「
神
の
心
」
に
適
う
よ
う
に
、
そ
の
機
能
を

充
分
に
発
揮
さ
せ
る
の
が
、
改
善
の
真
の
意

味
で
あ
る
。

　
「
善
を
含
む
熟
語
」
に
は
、
次
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
「
元
の
意
味
」
は

す
べ
て
「
神
意
に
よ
る
区
別
」
を
基
準
と
し

た
も
の
で
あ
る
。

　
●  

善
意

　
●  

善
処

　
●  

善
政

　
●  

善
戦

　
●  

善
人

　
●  

善
隣

　
●  

善
玉

　
●  

善
導

　
●  

善
良

　
●  

善
用

　
●  

積
善

　
●  

追
善

　
●  

親
善

　
●  

慈
善

　
●  

最
善

　
●  

次
善

　
●  

改
善
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「
改
善
」と「
改
良
」の
違
い
を
考
察

「
改
善
」と「
改
良
」の
違
い
を
考
察

良

殻と中身を選別する道具

選別されたもの
優れたもの=良い

　
　
　
「
改
良
」
は

　
　
　
　
　
「
人
の
心
」
に
適
う
も
の

　
「
良
」と
い
う「
漢
字
の
語
源
」は
イ
ロ
イ
ロ

あ
る
が
、、
そ
の
ひ
と
つ
に
「
穀
物
を
よ
り

分
け
る
道
具
」
の
象
形
と
い
う
説
も
あ
る
。

　
「
殻
」
と
「
中
身
」
を
風
力
で
分
別
す
る
装

置
、
つ
ま
り
、
現
在
の
「
唐と
う

箕
 

み

」
の
原
型
の
よ

う
な
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、「
良
」
は
選
別
さ
れ
た

も
の
、
つ
ま
り
、「
品
質
・
性
質
」
な
ど
が

「
優
れ
て
い
る
も
の
＝
よ
い
も
の
」
を
意
味

し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
「
判
定
基
準
」
は
、
あ
く

ま
で
も
「
選
別
者
で
あ
る
人
間
」
に
と
っ
て
、

「
価
値
が
あ
る
＝
優
れ
て
い
る
＝
良
い
」
と

い
う
意
味
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、「
品
種
・
改
良
」
な
ど
は
、

「
人
間
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
」
を
基
準
と

し
た
も
の
で
あ
る
。
け
っ
し
て
、
そ
の
生
物

に
と
っ
て
の
価
値
を
基
準
に
し
た
も
の
で

は
な
い
。

　

も
し
、
そ
の
生
物
に
と
っ
て
価
値
の
あ
る

あ
る
い
は
、
神
の
観
点
か
ら
、
メ
リ
ッ
ト
の

あ
る
改
造
な
ら
、「
品
種
・
改
善
」
と
書
く

べ
き
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

も
っ
と
も
、「
自
然
の
生
物
」
は
人
間
の

手
を
借
り
な
く
て
も
、
生
存
と
発
展
の
た
め

自
分
自
身
で
進
化
し
て
き
た
。

　

人
間
の
手
に
よ
る
改
造
な
ど
、
自
然
の
生

物
に
と
っ
て
は
、
ま
っ
た
く
余
計
な
こ
と
に

過
ぎ
な
い
。

　

ゆ
え
に
、「
品
種
・
改
善
」
と
い
う
言
葉

は
実
際
に
は
、
存
在
し
え
な
い
矛
盾
し
た
も

の
だ
ろ
う
。

 　
　
「
改
良
」
は

   　
　
　

人
間
に
と
っ
て
の
好
都
合

　
「
良
を
含
む
熟
語
」
に
は
、
次
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
「
元
の
意
味
」
は

あ
く
ま
で
も
、「
選
別
者
」
に
と
っ
て
、「
価

値
の
あ
る
も
の
＝
良
い
」
と
い
う
意
味
に
他

な
ら
な
い
。

　
●  

良
行

　
●  

良
工

　
●  

良
案

　
●  

良
策

　
●  

良
医

　
●  

良
縁

　
●  

良
妻

　
●  

良
夜

　
●  

良
薬

　
●  

良
好

　
●  

良
識

　
●  

良
俗

　
●  

優
良

　
●  

善
良

　
●  

選
良

　
●  

不
良

　
●  

改
良

　

た
と
え
ば
、「
良
妻
」
な
ど
と
い
う
言
葉

は
あ
く
ま
で
も
「
夫
に
と
っ
て
良
い
妻
」
と

い
う
意
味
で
あ
る
。　

　

そ
の
た
め
、
か
っ
て
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動

華
や
か
な
時
代
に
は
「
良
妻
・
賢
母
」
な
ど

と
い
う
言
葉
は
「
男
性
中
心
の
社
会
」
に
と

っ
て
「
都
合
の
い
い
価
値
観
」
を
女
性
に
押

し
つ
け
る
も
の
で
あ
る

̶

な
ど
と
い
う

意
見
も
あ
っ
た
。

 　
　
　
　
「
改
良
」
と

 　
　
　
　
「
改
善
」
の
違
い
は
？

　
　
　

　

も
ち
ろ
ん
、「
言
葉
の
意
味
」
や
「
使
わ
れ

方
」
と
い
う
も
の
は
、
時
代
と
と
も
に
常
に

変
化
し
て
い
る
。

　

し
か
も
、
そ
れ
ら
が
使
用
さ
れ
て
い
る

「
社
会
・
集
団
・
組
織
」

̶

に
よ
っ
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
の
で
、
ナ
ニ
ゴ
ト
も
一
概

に
は
言
え
な
い
。

　

さ
ら
に
、
漢
字
で
は
「
改
善
と
改
良
」
と

「
書
き
分
け
」
て
も
、
訓
読
み
（
や
ま
と
言
葉
）

で
は
、
ど
ち
ら
も
「
よ
く
・
あ
ら
た
め
る
」

な
の
で
、
現
代
の
日
本
人
で
も
、
そ
の
意
味

は
か
な
り
「
い
い
加
減
＆
大
雑
把
」
に
捕
ら

え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
、

「
改
善
と
改
良
は
、
ど
う
違
う
の
か
」　

「
改
善
と
改
良
の
違
い
は
、
何
か
」

̶

と
い
っ
た
質
問
が
な
さ
れ
て
い
る
。

89 2013　12月号



改善と改良の
違いと共通点

「
改
善
」と「
改
良
」の
違
い
を
考
察

「
改
善
」と「
改
良
」の
違
い
を
考
察

譱 
善 

良 

改善 

改良 

　

そ
れ
に
対
し
て
、
一
般
的
に
は
、
次
の
よ

う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

①「
改
良
」
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、「
製

品
・
部
品
・
商
品
」

̶

な
ど
「
具
体

的
な
も
の
」
に
使
わ
れ
て
い
る
。

②「
改
善
」
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、「
条

件
・
状
況
・
方
法
」

̶

な
ど
「
抽
象

的
な
も
の
」
に
使
わ
れ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
説
明
は
厳
密
的
な
も
の

で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、「
良
」
の
漢
字
は

「
良
好
・
良
縁
・
良
識
・
良
心
」
な
ど
の
如

く
具
体
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
「
条
件
・

状
況
・
状
態
」
や
「
抽
象
的
な
こ
と
」
に
も

使
わ
れ
て
い
る
。

　

だ
が
、「
改
善
と
改
良
の
違
い
」
に
関
す

る
説
明
と
し
て
は
、
か
な
り
妥
当
性
が
あ

る
。
そ
れ
は
「
経
営
状
態
や
経
済
情
勢
の
改

善
」
と
「
道
具
・
治
具
の
改
良
」
な
ど
と
い

っ
た
表
現
を
対
比
さ
せ
れ
ば
納
得
で
き
る
。

　
「
善
」
と
「
良
」
の
区
別
も

　
　

か
な
り
「
い
い
加
減
＝
良
い
加
減
」

　
「
善
は
急
げ
」
と
書
い
て
も
、
け
っ
し
て
、

「
良
は
急
げ
」
と
は
書
か
な
い
。
こ
れ
は
漢

字
に
よ
る
「
抽
象
と
具
体
」
の
区
別
が
な
さ

れ
て
い
る
好
例
で
あ
る
。

　

だ
が
、「
書
き
言
葉
」
で
な
く
、
音
声
で

「
よ
い
こ
と
は
、
ス
グ
や
れ
」
と
言
う
場
合
、

我
々
は
、
必
ず
し
も
、「
善
」
と
「
良
」
を
区

別
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
「
や
ま
と
言
葉
」
と
い
う
音
声
言
語
で
は

「
善
」
も
「
良
」
も
、
ど
ち
ら
も
ま
っ
た
く
同

じ
く
「
よ
い
」
と
い
う
意
味
ゆ
え
、
な
ん
と

な
く
、
漠
然
と
「
よ
い
こ
と
」
と
理
解
し
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
。

　

ま
た
、「
良
心
」
と
言
う
言
葉
は
世
俗
で

も
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、「
善
心
」
は

仏
典
な
ど
に
見
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

　

だ
が
、「
良
心
の
呵
責
」
な
ど
と
い
う
場

合
、
語
源
的
に
は
「
善
心
の
呵
責
」
と
書
く

の
が
正
統
で
は
な
い
か

̶

と
も
思
え
る
。

　

な
お
、
ト
ヨ
タ
生
産
方
式
の
生
み
の
親
、

大
野
耐
一
氏
は
、

＊「
知
恵
を
出
し
て
や
る
の
が
改
善
」

＊「
カ
ネ
を
か
け
て
や
る
の
が
改
良
」

̶

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

だ
が
、
そ
の
「
真
の
意
味
」
は
、
何
も
工

夫
せ
ず
、
何
の
知
恵
も
出
さ
ず
、
や
た
ら
新

製
品
を
購
入
す
る
だ
け
の
「
カ
タ
ロ
グ
・
エ

ン
ジ
ニ
ア
」
に
対
す
る
警
告
で
あ
る
。

　

あ
く
ま
で
も
「
カ
ネ
を
か
け
ず
、
知
恵
を

出
す
の
が
改
善
」

̶

を
強
調
す
る
た
め
に

「
カ
ネ
を
か
け
て
や
る
の
が
改
良
」
と
対
比

さ
せ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

　

ゆ
え
に
、
こ
の
言
葉
は
、
正
し
く
は

＊「
知
恵
を
出
し
て
や
る
の
が
改
善
」

＊「
カ
ネ
を
か
け
て
や
る
の
が
改
革
」

̶

と
言
い
換
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

な
ぜ
な
ら
、
カ
ネ
を
か
け
、
最
新
設
備
・

機
械
な
ど
で
「
大
き
な
成
果
」
を
得
る
の
が

「
改
革
・
革
新
・
変
革
＝
大
変
」
だ
か
ら
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、「
改
善
」
は
知
恵
を
出

し
て
「
小
さ
く
変
え
る
＝
小
変
＝
ち
ょ
っ
と

し
た
工
夫
」
で
あ
る
。
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改善に対する
共通認識の形成を

改
善
の「
3
定
義
」を
研
究

改
善
の「
3
定
義
」を
研
究

改
善
の「
3
定
義
」を
研
究

改
善
の「
3
定
義
」を
研
究

改
善
の「
3
定
義
」を
研
究

改
善
と
は
何
か

2

改善の3定義

目的目的

現実直視現実直視

　
「
改
善
と
は
何
か
」
や
「
改
善
の
定
義
」
に

関
し
て
、
イ
ロ
イ
ロ
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、

①
手
間
を
か
け
ず
、

　

カ
ネ
を
か
け
ず
、
知
恵
を
出
す

②「
や
り
方
」
を
変
え
て
の
「
手
抜
き
」

　
「
不
要
・
ム
ダ
」
か
ら
の
「
手
抜
き
」

③
日
常
的
な
「
ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫
」

　

日
常
的
な
「
く
ふ
う
の
積
み
重
ね
」

　
④
継
続
的
な
「
小
さ
な
変
更
」
の
積
み
重
ね

　

継
続
的
な
「
小
さ
な
工
夫
」
の
積
み
重
ね

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

た
し
か
に
、
こ
れ
ら
は
「
間
違
い
」
で
は

な
い
。
だ
が
、
改
善
の
「
部
分
や
特
徴
」
を

説
明
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

　

あ
た
か
も
、「
象
」
に
関
し
て

　
「
鼻
が
長
い
」

　
「
足
が
太
い
」

　
「
耳
が
大
き
い
」

　
「
と
に
か
く
デ
カ
い
」

̶

な
ど
と
説
明
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆　

　

も
ち
ろ
ん
、
日
常
生
活
で
は
言
葉
の
す
べ

て
を
厳
密
に
定
義
す
る
必
要
は
な
い
。
お
互

い
に
、
な
ん
と
な
く
、
わ
か
り
あ
え
れ
ば
、

そ
れ
で
充
分
だ
。

　

だ
が
、
企
業
や
組
織
に
て
、
全
員
参
加
の

改
善
活
動
を
展
開
す
る
に
は
全
社
員
の
共

通
認
識
が
必
要
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
日
本
Ｈ
Ｒ
協
会
で
は
改
善
に

関
し
て
、
次
の
「
３
つ
の
定
義
」
を
提
唱
し

て
い
る
。

①「
手
段
選
択
・
方
法
変
更
」

②「
大
変
」
で
な
く
「
小
変
」

③「
制
約
対
応
＆
現
実
対
応
」

　
「
仕
事
の
改
善
」
は
「
目
的
と
手
段
」
の
観

点
か
ら
、
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。

　
「
改
善
」
と
は

　
「
仕
事
の
任
務
目
的
」
を

　
「
よ
り
良
く
達
成
す
る
」
た
め
の

　
「
手
段
選
択
・
方
法
変
更
」
で
あ
る
。

　

わ
か
り
易
い
別
の
表
現
に
改
め
る
な
ら
、

次
の
よ
う
に
も
説
明
で
き
る
。

　

◎「
よ
り
良
い
仕
事
」
を
す
る
た
め
の

　

＊「
よ
り
良
い
手
段
」
の
選
択

　

＊「
よ
り
良
い
方
法
」
へ
の
変
更

　

＊「
よ
り
良
い
や
り
方
」
の
工
夫

　

こ
れ
を
逆
に
言
え
ば
、
そ
こ
に
「
仕
事
の

や
り
方
の
変
更
が
な
い
」
も
の
は
改
善
で
は

な
い
。
た
と
え
ば
、

＊「
再
発
防
止
に
努
め
る
」

＊「
周
知
徹
底
す
る
」

① 

「
手
段
選
択
・
方
法
変
更
」
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目的をより良く達成する手段・方法
くろう苦労をくふう工夫で解消

改
善
の「
3
定
義
」を
研
究

改
善
の「
3
定
義
」を
研
究

目的目的目的目的目的

現実直視現実直視

固執 改善
ひとつの方法にとらわれる より良い手段・方法にカエル

＊「
徹
底
を
図
る
」

̶

な
ど
は
改
善
で
は
な
い
。

　

そ
れ
ら
は
、
た
だ
単
に
「
願
望
や
予
定
」

を
「
言
っ
て
い
る
・
だ
け
」
に
過
ぎ
な
い
。

「
具
体
的
な
や
り
方
」
の
「
変
更
・
選
択
・

工
夫
」
が
な
い
の
で
改
善
で
は
な
い
。

　

一
方
、

◎「
防
止
デ
キ
る
」
よ
う
に
、

◎「
徹
底
デ
キ
る
」
よ
う
に
、

　

↓「
見
え
る
化
し
た
」

　

↓「
色
分
け
化
し
た
」

　

↓「
目
立
つ
化
し
た
」

　

↓「
順
序
を
変
え
た
」

　

↓「
部
品
を
変
え
た
」

　

↓「
材
質
を
変
え
た
」

　

↓「
一
体
化
し
た
」

　

↓「
一
括
化
し
た
」

　

↓「
同
時
化
し
た
」

　

↓「
分
割
化
し
た
」

̶

な
ど
の
よ
う
に
「
仕
事
の
や
り
方
」
が

具
体
的
に
変
更
さ
れ
て
、
初
め
て
「
改
善
」

と
言
え
る
。

　

ま
た
、「
仕
事
の
目
的
の
達
成
」
に
反
し

た
り
、
損
な
う
よ
う
な
「
変
更
・
選
択
」
は

け
っ
し
て
、「
改
善
」
で
は
な
い
。
そ
れ
は

「
改
悪
」
で
あ
る

　

た
だ
単
に
、「
仕
事
の
や
り
方
」
を
変
え

れ
ば
、
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
あ
く

ま
で
も
、「
仕
事
の
目
的
」
を
、
よ
り
良
く
達

成
す
る
た
め
の
変
更
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は

改
善
で
は
な
い
。

　

つ
ま
り
、「
そ
れ
は
改
善
か
、
改
善
で
な

い
か
」
を
判
断
す
る
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
は

①「
目
的
」
の
達
成

②「
手
段
」
の
変
更

̶

の
両
面
で
あ
る
。

　
　
　

  
目
的
の
自
覚
と

　
　
　
　
　
　
　

手
段
の
柔
軟
性

　

ど
ん
な
「
仕
事
」
に
も
、
必
ず
、

①
達
成
す
べ
き
「
目
的
」

②
達
成
す
る
た
め
の
「
手
段
」
が
あ
る

　

よ
っ
て
、「
目
的
の
な
い
仕
事
」
は
存
在

し
な
い
。
し
か
し
、「
自
分
の
仕
事
」
の

＊「
目
的
を
自
覚
し
て
な
い
人
」

＊「
目
的
を
理
解
し
て
な
い
人
」

＊「
目
的
を
誤
解
し
て
い
る
人
」

̶

は
、
か
な
り
存
在
す
る
。

　

そ
し
て
、「
仕
事
の
混
乱
・
遅
滞
」な
ど
の

「
不
都
合
の
大
半
」
は
、
こ
の
よ
う
な
人
に

よ
っ
て
、
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆　

　

ま
た
、「
自
分
の
仕
事
の
目
的
」
は
理
解

し
て
い
て
も
、
そ
れ
を
「
達
成
す
る
た
め
の

手
段
・
方
法
・
や
り
方
」
は

＊「
イ
ロ
イ
ロ
あ
る
」

＊「
変
え
ら
れ
る
」

＊「
変
え
て
も
い
い
」

＊「
変
え
る
べ
き
」

̶

と
い
う
こ
と
を

＊「
知
ら
な
い
」

＊「
気
づ
い
て
な
い
」

＊「
無
視
し
て
い
る
」

̶

と
い
う
人
も
多
い
。

　

そ
の
よ
う
な
人
は
「
非
効
率
的
や
り
方
」

や
「
惰
性
的
な
や
り
方
」
を
、
い
つ
ま
で
も

続
け
て
い
る
。

　
　
「
工
夫
の
な
い
勤
勉
」
は

　
　
　
　
「
知
的
怠
慢
」
に
過
ぎ
な
い

　
「
や
り
ニ
ク
イ
方
法
」
な
の
に
、
そ
れ
を

「
や
り
易
化
」
し
よ
う
と
せ
ず
、
ひ
た
す
ら

「
ガ
マ
ン
・
ガ
ン
バ
リ
」
と
い
う
苦
労
を
続

け
て
い
る
人
が
い
る
。

　

本
人
は
そ
ん
な
「
価
値
の
な
い
苦
労
」
や

「
意
味
の
な
い
勤
勉
さ
」
に
自
己
満
足
し
て

い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
「
知
的
怠
慢
」
に

他
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、「
か
つ
て
は
必
要
だ
っ
た
」
が
、
時

代
の
変
化
と
と
も
に
不
要
に
な
っ
て
い
る

こ
と
も
多
々
あ
る
。

　

だ
が
、「
惰
性
的
な
仕
事
の
や
り
方
」
か

ら
抜
け
出
せ
な
い
人
は
、
す
で
に
「
不
要
と

な
っ
て
い
る
こ
と
」
ま
で
、
必
死
で
一
生
懸

命
、
残
業
し
て
ま
で
や
っ
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
人
は

「
昔
か
ら
、
こ
う
し
て
い
る
か
ら
」

「
以
前
か
ら
、
こ
う
し
て
い
る
か
ら
」

「
こ
う
す
る
よ
う
に
、
指
示
さ
れ
た
か
ら
」

̶

と
言
う
。
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改
善
の「
3
定
義
」を
研
究

改
善
の「
3
定
義
」を
研
究

目的目的

現実直視現実直視

KAIZEN

INNOVATION

　

だ
が
、「
以
前
か
ら
の
方
法
」
や
「
指
示
さ

れ
た
方
法
」
を
、
い
つ
ま
で
も
、
永
遠
に
や

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
キ
マ
リ
は

ど
こ
に
も
な
い
。

　
「
状
況
や
条
件
」
が
変
わ
れ
ば
、
そ
れ
に

伴
っ
て
、「
仕
事
の
や
り
方
」
も
変
え
る
べ

き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

な
お
、「
不
具
合
や
不
都
合
な
こ
と
」
に

対
す
る
「
や
り
方
の
変
更
」
に
は
、

①「
現
象
・
対
策
」

②「
原
因
・
対
策
」

̶

の
「
２
種
類
」
が
あ
る
。

　
「
現
象
対
策
」
は
「
不
具
合
の
原
因
」
を
取

り
除
か
な
い
の
で
、「
同
じ
よ
う
な
不
具
合
」

が
い
つ
ま
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
。　

　
「
現
象
対
策
」
は
「
修
繕
」
に
過
ぎ
な
い
。

「
真
の
改
善
」
は
「
原
因
対
策
」
で
あ
る
。

「
修
繕
と
改
善
」
に
関
し
て
は
、
追
っ
て
、
詳

し
く
解
説
す
る
。

　　　
「
や
り
方
を
変
え
る
」
の
が
改
善
だ
が
、

「
変
え
方
」
に
は
、
大
き
く
分
け
て

＊「
大
き
く
変
え
る
＝
大
変
」

＊「
小
さ
く
変
え
る
＝
小
変
」

̶

の
２
種
類
が
あ
る
。

　

そ
の
う
ち
「
大
き
く
変
え
る
＝
大
変
」
を

「
改
革
・
革
新
・
変
革
」
や
「
イ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
」
と
言
う
。

　

そ
れ
は
「
多
大
な
投
資
」
や
「
先
進
的
な

技
術
」、
あ
る
い
は
「
最
新
機
械
や
設
備
」
を

投
入
し
て
、
一
挙
に
「
大
き
な
成
果
」
を
得

る
方
法
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
リ
ス
ク
」
も
大
き
い
の
で
、

ま
さ
に
「
大
変
な
こ
と
」
で
あ
る
。
誰
も
が
、

気
楽
に
デ
キ
る
こ
と
で
は
な
い
。

　

ゆ
え
に
、「
大
変
＝
革
新
・
改
革
」
は
、
し

か
る
べ
き
「
地
位
・
権
限
・
能
力
」
の
あ
る

人
が
、
責
任
を
持
っ
て
取
り
組
む
べ
き
。

　

一
方
、「
改
善
」
は
、
そ
ん
な
に
大
袈
裟
な

も
の
で
は
な
い
。

　

改
善
は
「
仕
事
の
や
り
方
」
を

＊「
ち
ょ
っ
と
変
え
る
」

＊「
少
し
ず
つ
変
え
る
」

＊「
小
さ
く
変
え
る
」

̶

と
い
う
「
小
変
」
に
過
ぎ
な
い
。

　

ゆ
え
に
、
改
善
は
、
誰
も
が
、
気
楽
に
、

手
軽
に
、
日
常
的
に
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、

改
善
は
や
り
損
な
っ
て
も
「
や
り
直
し
」
が

で
き
る
か
ら
だ
。

　

逆
に
言
え
ば
、「
や
り
直
し
の
デ
キ
る
範

囲
」
が
、
そ
の
人
に
と
っ
て
の
「
改
善
の
範

囲
」
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
「
大
変
」
は
、
や
り
損
な

う
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
。
ゆ
え
に
、「
大

変
＝
改
革
・
革
新
」
は
、
慎
重
に
、
計
画
的

に
、
じ
っ
く
り
と
腰
を
据
え
て
取
り
組
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一
方
、「
改
善
＝
小
変
」
は
そ
ん
な
に
難

し
く
考
え
る
必
要
は
な
い
。
と
り
あ
え
ず
、

や
っ
て
み
て
、

「
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
対
応
が
で
き
る
。

　
　

  

「
た
か
が
改
善
」
の
継
続
が

　
　

  

「
さ
れ
ど
改
善
」
に
つ
な
が
る

　

も
ち
ろ
ん
、「
小
変
」
ゆ
え
、「
改
善
の
効

果
」
は
、
た
か
が
知
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
、

「
た
か
が
改
善
」
に
過
ぎ
な
い
。

　

し
か
し
、「
た
か
が
改
善
」
と
言
え
ど
も
、

そ
れ
ら
が
全
部
門
で
、
全
社
員
に
よ
っ
て
、

日
常
的
に
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
蓄
積
効
果
は

膨
大
な
も
の
に
、
即
ち
「
さ
れ
ど
改
善
」
と

な
る
。

　

ま
た
、「
ち
ょ
っ
と
し
た
変
更
」
に
過
ぎ

な
い
の
で
、「
１
回
だ
け
の
改
善
」
で
は
、

「
問
題
の
す
べ
て
」
を
解
決
で
き
な
い
。

　

ゆ
え
に
、
改
善
は
１
回
だ
け
で
は
ダ
メ
。

「
や
っ
て
良
け
れ
ば
、
さ
ら
に
改
善
」

「
や
っ
て
良
け
れ
ば
、
も
っ
と
改
善
」

̶

と
継
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、初
め
て
、

そ
れ
な
り
の
問
題
解
決
と
な
る
。

　

改
善
を
英
語
で
は
、

「Continuous Im
provem

ent

」

̶

と
い
う
が
、
ま
さ
に
「
継
続
的
変
化
・

変
更
・
工
夫
」
の
「
積
み
重
ね
」
が
改
善
で

② 

改
善
は
「
大
変
」
で
な
く
、

　
　
　
　
　
　
「
小
変
」
で
あ
る
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改
善
の「
3
定
義
」を
研
究

改
善
の「
3
定
義
」を
研
究

目的目的
改善の4つの表記法

現実直視現実直視

状況によって

使い分けるのが

改善的な表記法

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

も
っ
と
も
、
以
前
は
、
改
善
は
た
だ
単
に

「Im
provem

ent
」
と
英
訳
さ
れ
て
い
た
も

の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
海
外
に
進
出
し
た
日
本
企
業
が

「Im
provem

ent

」
と
い
う
英
語
で
説
明
し

て
も
、「
改
善
の
意
味
」
が
伝
わ
ら
な
い
こ

と
が
多
々
あ
っ
た
。

　

そ
の
た
め
か
、
い
く
つ
か
の
会
社
で
は
、

英
語
で
は
な
く
、
や
む
を
え
ず
日
本
語
を
そ

の
ま
ま
発
音
し
た
「
Ｋ
Ａ
Ｉ
Ｚ
Ｅ
Ｎ
」
と
い

う
言
葉
を
使
用
し
て
い
た
。

　

こ
の
状
況
を
、
見
事
に
打
開
し
た
の
が

一
九
八
六
年
に
発
行
の
「
Ｋ
Ａ
Ｉ
Ｚ
Ｅ
Ｎ
」

と
い
う
英
文
書
で
あ
る
。

　

著
書
の
今
井
正
明
氏
は
、
次
の
よ
う
に
説

明
し
て
い
る
。

①
欧
米
人
に
と
っ
て
「Im

provem
ent

」
の

イ
メ
ー
ジ
は
日
本
語
の
「
改
革
・
変
革
」

な
ど
の
意
味
に
近
い
。

②
日
本
の
企
業
人
が
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る

「
改
善
の
意
味
」
を
、
そ
の
ま
ま
う
ま
く

「
表
現
で
き
る
英
語
」
は
な
い
。

③
ゆ
え
に
、「
改
善
の
真
意
」
を
英
語
で
、
説

明
す
る
に
は

＊ 「Sm
all Change

」

＊ 「Sm
all Im

provem
ent

」

＊ 「Continuous Im
provem

ent

」

̶

な
ど
の
よ
う
に
「
形
容
詞
」
で
補
足
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　
「
従
来
の
英
語
に
な
い
概
念
」
を
補
足
説

明
な
し
で
、「
一
言
で
表
現
す
る
」
に
は
「
新

し
い
言
葉
」
を
創
り
出
す
か
、
ま
た
は
「
原

語
」
を
そ
の
ま
ま
使
う
し
か
な
い
。

　

そ
こ
で
、
日
本
の
企
業
人
が
イ
メ
ー
ジ
し

て
い
る
「
改
善
の
概
念
」、
つ
ま
り
、

＊「
小
さ
く
変
え
る
」

＊「
少
し
ず
つ
変
え
る
」

＊「
継
続
的
な
変
更
の
積
み
重
ね
」

̶

な
ど
を
意
味
す
る
「
英
語
」
と
し
て

「
Ｋ
Ａ
Ｉ
Ｚ
Ｅ
Ｎ
」
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
用
語

の
提
唱
が
な
さ
れ
た
。

　

そ
れ
に
て
、
そ
れ
ま
で
日
系
企
業
だ
け
で

使
用
さ
れ
て
い
た
「
Ｋ
Ａ
Ｉ
Ｚ
Ｅ
Ｎ
」
が
、

世
界
的
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

少
な
く
と
も
、
ビ
ジ
ネ
ス
用
語
と
し
て
、

「
立
派
な
英
語
」
と
し
て
通
用
し
て
い
る
。

　

ま
た
、

・「
ス
シ
」

・「
テ
ン
プ
ラ
」

・「
カ
ラ
テ
」

・「
ジ
ュ
ー
ド
」

・「
サ
ム
ラ
イ
」

・「
ハ
ラ
キ
リ
」

・「
オ
リ
ガ
ミ
」

・「
マ
ン
ガ
」

・「
ツ
ナ
ミ
」

̶

な
ど
と
同
様
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
・
辞

書
な
ど
、
権
威
の
あ
る
英
語
辞
書
に
も
「
英

語
化
さ
れ
た
日
本
語
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て

い
る
。

　
　
　
　
「
改
善
」
の

　
　
　
　
　

イ
ロ
イ
ロ
な
表
記
法

　
「
日
常
的
な
言
葉
」
と
し
て
の
「
改
善
」
の

意
味
そ
の
も
の
は
、
あ
く
ま
で
も
「
善
く
改

め
る
」
に
過
ぎ
な
い
。

　

し
か
し
、
ビ
ジ
ネ
ス
や
産
業
の
世
界
で
は

「
改
善
」
は
「
改
革
・
革
新
＝
大
変
」
と
対
比

す
べ
き
も
の
、
つ
ま
り
、「
改
善
＝
小
変
」
と

理
解
さ
れ
て
い
る
。

　

よ
っ
て
、「
日
常
語
と
し
て
の
改
善
」
と

「
ビ
ジ
ネ
ス
用
語
と
し
て
改
善
」
を
明
確
に

区
別
す
る
た
め

＊「
カ
イ
ゼ
ン
」

＊「
Ｋ
Ａ
Ｉ
Ｚ
Ｅ
Ｎ
」

̶

な
ど
の
よ
う
に
カ
タ
カ
ナ
や
ロ
ー
マ

字
で
表
記
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
英
文
書
の
「
Ｋ
Ａ
Ｉ
Ｚ
Ｅ
Ｎ
」

が
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
、
出
版
さ
れ
た
時
の

タ
イ
ト
ル
は
「
カ
イ
ゼ
ン
」
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、「
改
善
」
を
堅
苦
し
く
感
じ
て
い
る

社
員
の
「
固
定
観
念
や
誤
解
」
を
解
く
た
め
、

＊「
か
い
ぜ
ん
」
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知恵知恵

現実的制約に
対応するため

知恵を出せ！

改
善
の「
3
定
義
」を
研
究

改
善
の「
3
定
義
」を
研
究

目的目的

制約対応・現実対応

カネをかけず 

 知恵を出す

手間をかけず 知恵

現実直視現実直視現実直視現実直視

̶

と
敢
え
て
「
ひ
ら
が
な
」
で
表
記
し
て

い
る
会
社
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

モ
ノ
ゴ
ト
を
「
サ
イ
ズ
」
で
分
類
す
る
に

は
、「
大
・
小
」
の
２
分
類
で
な
く
、
そ
の
中

間
に
「
中
」
が
あ
る
。

　

よ
っ
て
、「
仕
事
の
や
り
方
の
変
更
」
に

関
し
て
も
、
や
は
り

＊「
大
変
」

＊「
中
変
」

＊「
小
変
」

̶

の
「
３
分
類
」
が
適
切
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
「
大
変
・
中
変
・
小
変
」
の
分
類

基
準
は
、
追
っ
て
、
解
説
の
予
定
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

と
り
あ
え
ず
、
大
雑
把
な
説
明
と
し
て
、

そ
れ
ら
に
取
り
組
む
べ
き
「
単
位
」
と
し
て
、

次
の
よ
う
な
理
解
が
勧
め
ら
れ
る
。

＊「
大
変
」↓「
組
織
・
会
社
」
で

＊「
中
変
」↓「
サ
ー
ク
ル
や
課
」
で

＊「
小
変
」↓「
個
人
」
で

①
ナ
ゼ
、「
仕
事
の
や
り
方
」
を
、

　

変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

②「
ど
の
よ
う
に
変
え
れ
ば
い
い
の
か
」

　
「
ど
う
す
れ
ば
、
変
え
ら
れ
る
か
」　

̶

と
い
う
改
善
の

①「
Ｗ
Ｈ
Ｙ
」

②「
Ｈ
Ｏ
Ｗ
」

̶

に
応
え
る
の
が
「
第
３
定
義
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

ナ
ゼ
、「
仕
事
の
や
り
方
」
の
「
変
更
・
工

夫
」
と
い
う
改
善
が
必
要
か
。
そ
れ
は
、
世

の
中
が
変
化
し
て
い
る
か
ら
だ
。

　

世
の
中
の
変
化
が
な
く
、
仕
事
の
条
件
・

状
況
が
全
く
同
じ
な
ら
ば
、
改
善
の
必
要
は

な
い
。
今
ま
で
の
「
仕
事
の
や
り
方
」
を
、

そ
の
ま
ま
続
け
れ
ば
い
い
。

　

だ
が
、
ナ
ニ
ゴ
ト
も
否
応
な
し
に
変
化
し

て
い
る
。
た
と
え
ば
、

＊「
新
し
い
技
術
」
の
開
発

＊「
新
し
い
素
材
」
の
出
現

＊「
顧
客
ニ
ー
ズ
」
の
変
化

＊「
競
合
企
業
」
の
動
向

＊「
経
済
情
勢
」
の
変
化

＊「
規
制
や
法
律
」
の
変
更

̶

な
ど
。

　

こ
れ
ら
の
「
変
化
に
対
応
す
る
」
に
は
、

各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
仕
事
の
や
り
方
」
を

多
少
な
り
と
も
「
工
夫
・
変
更
」
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
「
変
化
に
対
応
で
き
な
い
企
業
」
は
、
や

が
て
潰
れ
て
い
く
。
企
業
が
生
き
残
る
に
は
、

全
社
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
、
そ
れ
ぞ

れ
に
応
じ
た

̶「
工
夫
・
変
更
」
に
取
り

組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

各
人
が
取
り
組
む
べ
き
「
変
化
・
変
更
」

の
サ
イ
ズ
は
、
組
織
に
お
け
る
地
位
や
役
割

に
よ
っ
て
、
だ
い
た
い
次
の
よ
う
に
分
類
さ

れ
て
い
る
。

①「
大
変
」↑「
経
営
者
」

②「
中
変
」↑「
幹
部
・
管
理
職
」

③「
小
変
」↑「
一
般
社
員
・
全
社
員
」

　
　
　
　

現
実
直
視
と
制
約
対
応

　

ま
た
、「
現
実
」
に
は
、
必
ず
制
約
と
い
う

も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

＊「
時
間
」

＊「
カ
ネ
」

＊「
人
手
」

＊「
技
術
」

̶

な
ど
。

　

ど
の
会
社
も
「
無
限
の
カ
ネ
と
時
間
」
を

持
て
余
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

多
く
の
会
社
は

＊「
カ
ネ
」
が
ナ
イ
（
足
り
ナ
イ
）

＊「
時
間
」
が
ナ
イ
（
足
り
ナ
イ
）

＊「
人
手
」
が
ナ
イ
（
足
り
ナ
イ
）

＊「
技
術
」
が
ナ
イ
（
足
り
ナ
イ
）

̶

と
い
う
「
ナ
イ
・
ナ
イ
尽
く
し
」
の

「
現
実
的
な
制
約
」
に
直
面
し
て
い
る
。

　
「
手
っ
と
り
早
い
実
施
」
を
重
視
す
る
改

善
は
、
こ
れ
ら
の
現
実
を
直
視
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
大
変
な
こ
と
」
を
実
施
・

実
現
さ
せ
る
に
は
、
多
く
の
カ
ネ
や
先
進
的

な
技
術
、
最
新
の
設
備
・
機
械

̶

な
ど
が

必
要
だ
。

③ 

「
制
約
対
応
」＆「
現
実
対
応
」
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改善の３定義

改
善
の「
3
定
義
」を
研
究

改
善
の「
3
定
義
」を
研
究

３） 制約対応 ・ 現実対応

１） 手段選択 ・ 方法変更

２） 大 変  でなく  小 変

目的目的

現実直視現実直視

　

ゆ
え
に
、「
大
変
＝
改
革
・
革
新
」
で
は

そ
れ
ら
の
「
条
件
や
制
約
」
を
突
破
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

た
と
え
ば
、

＊「
カ
ネ
」＝
銀
行
か
ら
借
り
る

＊「
時
間
」＝
企
業
買
収
や
合
併

＊「
人
材
」＝
ス
カ
ウ
ト
す
る

＊「
技
術
」＝
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約

̶

な
ど
、
そ
れ
な
り
に
「
大
掛
か
り
な
対

応
」
が
必
要
だ
。

　

だ
が
、「
手
っ
と
り
早
い
改
善
」
は
、
そ
の

よ
う
な
「
大
袈
裟
な
こ
と
」
で
な
く
、

＊「
手
間
」
を
か
け
ず

＊「
カ
ネ
」
を
か
け
ず

＊「
知
恵
」
を
出
す

̶

と
い
う
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
、「
大
袈
裟
な
こ
と
」
を
知
恵
に

よ
っ
て
、
で
き
る
だ
け
「
小
袈
裟
化
＝
手
間

を
か
け
ナ
イ
化
す
る
」
の
が
改
善
で
あ
る
。

　
　
　
「
大
変
」＝
制
約
を
変
え
る

　
　
　
「
小
変
」＝
制
約
に
対
応

　

つ
ま
り
、「
大
変
＝
改
革
・
革
新
」
は
「
制

約
条
件
」
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
実

施
・
実
現
」
を
図
る
も
の
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、「
小
変
」
は
そ
れ
ら
の

「
制
約
条
件
」
に
お
い
て
、

①「
デ
キ
る
こ
と
」
を
見
出
す

②「
デ
キ
る
方
法
」
を
考
え
出
す

③「
デ
キ
る
範
囲
」
で
実
施
す
る

̶

と
い
う
も
の
。

　

こ
れ
が
「
手
間
を
か
け
ず
、
カ
ネ
を
か
け

ず
、
知
恵
を
出
す
」
と
い
う
改
善
の
意
味
で

あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
実
際
は
、
ま
っ
た
く
手
間
も

カ
ネ
も
か
け
ず

̶

と
い
う
わ
け
に
は
い

か
な
い
。

　

ゆ
え
に
、
厳
密
に
は

①
な
る
べ
く
「
手
間
」
を
か
け
ず

②
で
き
る
だ
け
「
カ
ネ
」
を
か
け
ず

③
お
お
い
に
「
知
恵
」
を
絞
り
出
す

̶

と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、

＊「
な
る
べ
く
」
と
は
、
ど
の
程
度
か

＊「
で
き
る
だ
け
」
は
、
ど
の
程
度
か

＊「
お
お
い
に
」
と
は
、
ど
の
程
度
か

̶

と
い
う
質
問
も
あ
る
。

　

そ
れ
に
関
し
て
は
、
追
っ
て
「
小
変
の
定

義
」
に
て
解
説
予
定
で
あ
る
。

　

と
り
あ
え
ず
、
そ
の
概
略
を
簡
単
に
説
明

す
れ
ば
、「
小
変
の
範
囲
」
は
、
次
の
よ
う
に

定
義
で
き
る
。

①「
頻
度
」＝
毎
月
で
き
る
程
度

②「
予
算
」＝
直
属
上
司
の
決
裁
範
囲

③「
奨
金
」＝
互
い
に
心
理
的
負
担
に
な
ら

　
　
　
　

な
い
程
度
の
金
額

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

つ
ま
り
、

＊「
ム
リ
な
く
」

＊「
手
軽
に
」

＊「
気
楽
に
」

＊「
手
っ
と
り
早
く
」

̶

実
施
デ
キ
る
の
が
、
各
人
に
と
っ
て
の

「
小
変
＝
改
善
」
の
範
囲
で
あ
る
。　
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