
改善バカ
語
録

手っとり早い改善・実施講座②

「改善の方向」と
「改善のレベル」の研究

「間違えナイ化」が最善。しかし、
「生身の人間」に完全はありえない。

「間違えニク化」の工夫で
「ミスを減らす」ことができれば、
「勝機を得る」ことも可能だ。

たとえ、間違っても、動揺せず、
ジワジワ軌道修正し、挽回できる
「ダメージ・コントロール」の工夫、
「ても化＝食い止め化」がプロの実力。

勝負も、仕事も、ナニゴトも
「ナイ化・ニク化・ても化」の
「３段構え」で、対処すべし。

「ミス」はなくせないが、

「減らす」ことはできる。

羽生 善治（棋士・永世名人）

●
特
集
目
次

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

改善のベクトル
「改善の方向と量」に関する考察

「修繕」から「改善へ」
「現象対策」から「原因対策」へ

「小変」は「どの程度」のものか？
「小変」の「３つの目安」

第1章

第2章

第3章

22014　4月号3

TB
テキストボックス



改
善
の
ベ
ク
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第1章くふうくふうくふうくふうくふう

苦労苦労苦労苦労苦労

改善未満 改善以上改善以下

原因対策
①防止（ナイ化）
②抑止（ニク化）
③緩和（ても化）

無視
無関心
無知

不平
不満
批評
批判

提案
修繕
現象対策

改善のベクトル

　
「
ベ
ク
ト
ル
」
と
い
う
な
に
や
ら
、
難
し

そ
う
な
言
葉
が
あ
る
。
一
般
的
に
は

「
ベ
ク
ト
ル
合
わ
せ
が
必
要
だ
」

「
ベ
ク
ト
ル
が
合
っ
て
い
な
い
」

̶

な
ど
と
「
方
向
・
指
向
」
の
意
味
で
使

わ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、厳
密
に
は
、ベ
ク
ト
ル
に
は
「
方

向
・
だ
け
」
で
な
く
「
量
＝
大
き
さ
・
程
度
」

な
ど
の
両
面
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、「
改
善
の
ベ
ク
ト
ル
」
と
言
う

場
合
に
は
、

①「
ど
の
方
向
」
を
目
指
し
て
い
る
か

②「
ど
の
程
度
」
の
も
の
か

̶

と
い
う
「
方
向
」
と
「
量
」
の
両
面
を

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

 
「
く
ろ
う
」
と

　
　
　

 
「
く
ふ
う
」
の
方
向
の
違
い

　
「
改
善
の
方
向
」
に
関
し
て
は
、
マ
ズ
、

＊「
く
ろ
う
＝
苦
労
」

＊「
く
ふ
う
＝
工
夫
」

̶

が
対
比
さ
れ
る
。

　
「
く
ろ
う
」
と
「
く
ふ
う
」
は
、
わ
ず
か
、

「
一
字
の
違
い
」
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ

の
「
方
向
」
は
ま
っ
た
く
「
逆
」
で
あ
る
。

　
「
く
ろ
う
＝
苦
労
」
と
は
問
題
に
対
し
て

＊「
ガ
ン
バ
リ
」

＊「
ガ
マ
ン
」

＊「
精
神
力
」

＊「
気
合
い
」

＊「
根
性
」

̶

な
ど
で
「
立
ち
向
か
う
」
こ
と
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
問
題
」
を
無
視
し
た
り
、

「
問
題
か
ら
逃
避
す
る
」
よ
り
は
、
立
派
な

姿
勢
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
日
常
的
問
題
」
の
ほ
と
ん
ど
は

と
に
か
く
、「
ガ
ン
バ
リ
・
ガ
マ
ン
」
で
、
な

ん
と
か
な
る
。

　

し
か
し
、
そ
こ
に
「
や
り
方
の
工
夫
」
が

な
い
の
で
、
同
じ
よ
う
な
「
ガ
ン
バ
リ
・
ガ

マ
ン
」
を
、
い
つ
ま
で
も
、
続
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

し
か
も
、
生
身
の
人
間
の
「
ガ
ン
バ
リ
・

ガ
マ
ン
」
に
は
限
界
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、

「
く
ろ
う
」
に
よ
る
「
問
題
対
処
法
」
は
、
や

が
て
破
綻
す
る
。

　

い
く
ら
、「
間
違
え
な
い
」
よ
う
に
、

＊「
ガ
ン
バ
リ
ま
す
」

＊「
気
を
つ
け
ま
す
」

＊「
注
意
し
ま
す
」

＊「
徹
底
し
ま
す
」

̶

な
ど
と
言
っ
て
も
、「
注
意
力
」
に
は

限
界
が
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
い
く
ら
頑
張
っ
て
も
、
気
を

つ
け
て
も
、
注
意
し
て
も
、
徹
底
し
て
も
、

い
つ
か
「
間
違
い
」
が
発
生
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
場
合
、
た
い
て
い

「
２
度
と
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
に
」

「
再
発
防
止
に
努
め
ま
す
」

̶

と
い
っ
た
謝
罪
が
な
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
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根　性

くろうくろうくろうくろうくろう
苦労=

やり方の変更なし

ガマン
精神力ガンバリ

くふうくふうくふうくふうくふう
工夫=

やり方の変更
効率化

ラクチン
化

やりやす化
容易化

◎「
２
度
と
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
に
」

＊「
ガ
ン
バ
リ
ま
す
」

＊「
気
を
つ
け
ま
す
」

＊「
注
意
し
ま
す
」

＊「
徹
底
し
ま
す
」

̶

と
い
う
「
対
応
策
・
だ
け
」
で
は
、
や

は
り
、「
同
じ
こ
と
」
が
２
度
も
、
３
度
も
、

い
つ
ま
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
し
ば
ら
く
の
間
は
、
少
な
く

と
も
「
緊
張
感
」
が
持
続
し
て
い
る
間
は

「
間
違
い
」
も
防
げ
る
。

　

だ
が
、「
人
間
の
緊
張
」
は
い
つ
ま
で
も

続
か
な
い
。
気
が
緩
ん
だ
時
、
ま
た
「
同
じ

間
違
い
」
が
発
生
す
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
重
大
な
間
違
い
」
に
て
、

「
莫
大
な
損
害
・
被
害
」
と
な
っ
た
場
合
、

ま
さ
に
、「
肝
に
銘
じ
て
」
な
ど
と
い
う
「
真

剣
な
対
応
」
も
な
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
場
合
も
、「
担
当
者
」
が
変

わ
る
と
、「
元
の
木
阿
弥
」
と
な
っ
て
し
ま

う
。
い
く
ら
、
厳
重
に
「
申
し
送
り
」
を
し

て
も
、「
他
人
の
肝
」
に
ま
で
は
、
何
も
書
き

込
め
な
い
か
ら
だ
。

　

重
大
な
災
害
や
事
故
に
関
し
て
、
よ
く
、

「
教
訓
を
風
化
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
」
な
ど

と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

だ
が
、
時
が
経
て
ば
、
ナ
ニ
ゴ
ト
も
風
化

し
て
い
く
。
人
々
の
記
憶
は
薄
れ
て
い
く
。

ど
ん
な
に
「
立
派
な
教
訓
」
も
、
や
が
て
形

骸
化
し
て
、「
再
発
防
止
」
に
は
役
立
た
な

く
な
る
。

　
　
　
「
や
り
方
」
の
変
更
が

　
　
　
　
　
「
工
夫
＝
く
ふ
う
」

　

そ
れ
に
対
し
て
、「
く
ふ
う
＝
工
夫
」
は

「
や
り
方
の
変
更
」
に
よ
っ
て
問
題
に
対
処

す
る
。

　

す
な
わ
ち
、

◎「
間
違
え
な
い
」
よ
う
に
、

＊「
気
を
つ
け
る
」

＊「
注
意
す
る
」

＊「
徹
底
す
る
」

̶

の
で
は
な
く
、

◎「
間
違
え
ら
れ
ナ
イ
化
」

◎「
間
違
え
な
い
化
」
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問題から改善 へ

3) 改善・以上

2)改善・以下

1)改善・未満

レベル３段階
問題解決への方向  ＆

◎「
間
違
え
ニ
ク
化
」

̶

な
ど
と
い
っ
た
具
体
的
な
「
や
り
方
の

変
更
」
や
「
仕
組
み
の
変
更
」
な
ど
を
伴
っ

て
い
る
。

　
　
　

 

「
変
更
の
程
度
」
は

　
　
　

 

「
三
段
階
」
に
分
け
ら
れ
る

　
「
や
り
方
」
を
変
え
る
の
が
工
夫
だ
が
、

「
や
り
方
の
変
更
の
程
度
」
は
大
ま
か
に
次

の
「
３
段
階
」
に
分
け
ら
れ
る
。

①「
大
変
」（
大
規
模
な
変
更
）

②「
中
変
」（
中
規
模
の
変
更
）

③「
小
変
」（
小
規
模
の
変
更
）

　

そ
の
う
ち
、
改
善
は
「
小
変
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
仕
事
の
や
り
方
」
を
「
小
さ
く
、

少
し
ず
つ
変
え
る
」
の
が
改
善
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、「
大
変
」
に
は
「
改
革
・
変
革

・
革
新
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」
な
ど
の
用
語

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
「
中
変
」
は
「
ひ
と
り
で
は
、
な
か
な
か
デ

キ
な
い
・
難
し
い
」
と
い
う
程
度
の
変
更
ゆ

え
、「
Ｑ
Ｃ
サ
ー
ク
ル
」
や
「
チ
ー
ム
」
な
ど
、

「
集
団
で
の
取
り
組
み
」
が
勧
め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、「
思
い
つ
き
」
で
は
解
決
で
き
な

い
問
題
ゆ
え
、「
Ｑ
Ｃ
七
つ
道
具
」
な
ど
を

は
じ
め
様
々
な
「
改
善
技
法
」
の
活
用
が
必

要
と
な
る
。

　
　
　

  

「
問
題
」
か
ら

　
　
　

  

「
改
善
」
ま
で
の
３
段
階

　

改
善
と
は
「
問
題
解
決
」
だ
が
、
そ
の

「
問
題
へ
の
気
づ
き
」
や
、
そ
れ
に
対
す
る

反
応
や
対
処
法
も
、
や
は
り
、
次
の
よ
う
に

「
３
段
階
」
に
わ
け
ら
れ
る
。

①「
改
善
・
未
満
」

②「
改
善
・
以
下
」

③「
改
善
・
以
上
」

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　
「
問
題
」
が
な
け
れ
ば
、
ワ
ザ
ワ
ザ
改
善

す
る
必
要
は
な
い
。
ま
た
、
た
と
え
、
問
題

が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
、

改
善
の
必
要
を
感
じ
な
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
問
題
に
気
づ
い
て
も
、
そ
れ
ら
を

無
視
す
れ
ば
、
や
は
り
、
改
善
は
不
要
だ
ろ

う
。
こ
の
状
態
こ
そ
、
ま
さ
に
「
改
善
・
未

満
」
に
他
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
、
問
題
に
気
づ
い
て
も
、
そ
れ
に

対
す
る
反
応
も
い
く
つ
か
の
段
階
が
あ
る
。

初
期
段
階
で
は
、
単
な
る
「
不
平
・
不
満
」

や
「
批
判
・
評
論
」
に
過
ぎ
な
い
。

　

だ
が
、
そ
の
う
ち
「
具
体
的
な
解
決
方

法
」
や
「
対
策
案
」
な
ど
の
「
提
案
・
提
起
」

に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　

そ
れ
ら
は
「
実
施
済
み
改
善
」
で
は
な
い

が
、「
改
善
」
に
か
な
り
近
づ
い
て
い
る
と

い
う
意
味
で
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
「
改
善
・

以
下
」
と
し
て
お
こ
う
。

　

そ
し
て
、「
デ
キ
る
こ
と
」
か
ら
の
着
手

に
よ
っ
て
、「
改
善
・
以
上
」と
な
る
。な
お
、

「
実
施
済
・
改
善
」
の
レ
ベ
ル
も
、
そ
の
程

度
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
「
３
段
階
」
に
分

け
ら
れ
る
。

①
防
止
（
ナ
イ
化
＝
最
善
）

②
抑
止
（
ニ
ク
化
＝
次
善
）

③
食
い
止
め
（
て
も
化
＝
次
々
善
）
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「
修
繕
」か
ら「
改
善
」へ

「
現
象
対
策
」か
ら「
原
因
対
策
」へ

「
現
象
対
策
」か
ら「
原
因
対
策
」へ

「
現
象
対
策
」か
ら「
原
因
対
策
」へ

「
現
象
対
策
」か
ら「
原
因
対
策
」へ

「
現
象
対
策
」か
ら「
原
因
対
策
」へ

第2章

変更あり

改善
原
因
対
策

変更なし

修繕
現
象
対
策

ゴミ箱

仕事のやり方
　

改
善
の
「
第
一
定
義
」
は
、

◎「
任
務
目
的
」
を

　
「
よ
り
良
く
達
成
す
る
」
た
め
の

　
「
よ
り
良
い
方
法
へ
の
変
更
」

　
「
よ
り
良
い
手
段
の
選
択
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

そ
れ
を
、
簡
単
に
、
わ
か
り
易
く
言
え
ば

「
仕
事
の
や
り
方
」
を
「
変
え
る
」
と
い
う
こ

と
だ
。

　

ゆ
え
に
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
「
や
り
方
の

変
更
」
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
、
け
っ
し
て

改
善
と
は
言
え
な
い
。

　

た
と
え
ば
、
改
善
活
動
の
初
期
段
階
で
は

多
く
の
会
社
で
、

＊「
散
ら
か
っ
た
」
の
で
「
片
付
け
た
」

＊「
乱
雑
」
だ
っ
た
の
で
「
整
理
し
た
」

＊「
汚
れ
て
い
た
」
の
で
「
拭
い
た
」

＊「
間
違
え
た
」
の
で
「
訂
正
し
た
」

＊「
不
要
な
も
の
」
を
「
捨
て
た
」

＊「
壊
れ
た
」
の
で
「
修
理
し
た
」

̶

な
ど
と
い
っ
た
「
改
善
メ
モ
＝
改
善
報

告
書
」
が
多
々
提
出
さ
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
「
不
都
合
」
な

こ
と
を
放
置
し
た
ま
ま
よ
り
、「
捨
て
る
・

片
付
け
る
」
な
ど
の
「
行
為
」
の
ほ
う
が
、

は
る
か
に
好
ま
し
い
。

　

だ
が
、
こ
れ
ら
は
改
善
で
は
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
そ
こ
に
「
や
り
方
の
変
更
」
が
な
い

か
ら
だ
。

　　
　
　
　

  

「
修
繕
」
は

　
　
　
　

  

「
改
善
」
で
は
な
い

　

そ
の
た
め
、「
不
要
な
も
の
」
を
捨
て
た

時
に
は
、
棚
や
部
屋
が
キ
レ
イ
に
な
っ
た
と

し
て
も
、
し
ば
ら
く
す
る
と
、
ま
た
、「
不

要
な
も
の
」
が
溜
ま
っ
て
い
く
。

　

そ
し
て
、
ま
た
し
て
も
「
不
要
な
も
の
」

を
捨
て
る

̶
と
い
う
行
為
を
繰
り
返
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

つ
ま
り
、

①「
不
要
な
も
の
」
が
「
溜
ま
る
」

②「
不
要
な
も
の
」
を
「
捨
て
る
」

̶

と
い
う
「
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
」
や

「
同
じ
レ
ベ
ル
の
こ
と
」
が
、
い
つ
ま
で
も

繰
り
返
さ
れ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
場
合
、
改
善
に
「
奨
金
」
を

払
っ
て
い
る
会
社
で
は
、

＊「
散
ら
か
っ
た
」↓「
片
付
け
た
」

＊「
汚
れ
た
」↓「
拭
い
た
」

＊「
壊
れ
た
」↓「
修
理
し
た
」

̶

な
ど
と
い
う
「
同
じ
よ
う
な
行
為
」
の

繰
り
返
し
に
、
毎
回
、
奨
金
を
払
う
の
は
、

「
オ
カ
シ
イ
の
で
は
な
い
か
」

̶

と
い
う
声
が
出
て
く
る
。

　

ま
さ
に
、「
正
論
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
れ
ら
の
事
例
は
「
修
繕
」
に
過
ぎ
な
い
。

け
っ
し
て
、「
改
善
」
で
は
な
い
か
ら
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　
「
修
繕
」
と
「
改
善
」
は
似
て
は
い
る
が
、

根
本
的
に
は
、
明
ら
か
に
「
異
な
る
」
も
の

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
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散らかる

散らかる

片付ける

片付ける

同じことの繰り返し

散
ら
か
る

改善 修繕

片付ける
拭き取る
修理する

散らからナイ化
散らかりニク化
片付け易化

現象対策原因対策

＊「
修
繕
」＝「
現
象
・
対
策
」

＊「
改
善
」＝「
原
因
・
対
策
」

̶

だ
か
ら
。

　

つ
ま
り
、「
不
要
な
も
の
」
が
溜
ま
っ
て

「
乱
雑
・
不
快
・
邪
魔
に
な
る
」
と
い
う

「
不
都
合
な
現
象
」
に
対
し
て
、「
不
要
な
も

の
を
捨
て
る
・
片
付
け
る
」
な
ど
と
い
う

「
動
作
や
行
為
」
は
「
現
象
対
策
」
に
過
ぎ
な

い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
、「
現
象
対
策
」
で
あ

っ
て
も
、
何
も
や
ら
な
い
よ
り
は
マ
シ
だ
。

「
散
ら
か
っ
た
ま
ま
」
よ
り
は
、
片
付
け
る

ほ
う
が
い
い
。

　

し
か
し
、

＊「
不
要
品
が
溜
ま
る
」

＊「
散
ら
か
る
」

＊「
汚
れ
る
」

＊「
壊
れ
る
」

̶

な
ど
と
い
う
不
都
合
の
「
原
因
」
へ
の

対
策
が
な
い
の
で
、
し
ば
ら
く
す
る
と
、
ま

た
同
じ
よ
う
な
状
況
と
な
る
。

　

そ
し
て
、
ま
た

＊「
不
要
品
を
捨
て
る
」

＊「
片
付
け
る
」

＊「
拭
き
と
る
」

＊「
修
理
す
る
」

̶

な
ど
の
「
動
作
・
行
為
」
を
繰
り
返
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

  

「
修
繕
」
は

　
　
　

  

「
改
善
の
芽
」
で
あ
る

　

も
っ
と
も
、「
改
善
活
動
の
初
期
段
階
」

で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
修
繕
」
も
、
認
め
る

こ
と
も
あ
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、
少
な
く
と
も
、
そ
こ
に
は

①「
問
題
」
へ
の
「
気
づ
き
」

②「
問
題
」
へ
の
「
対
処
・
対
応
」

̶

と
い
う
最
も
重
要
な
「
改
善
の
芽
」
が

あ
る
か
ら
だ
。

　

せ
っ
か
く
の
「
改
善
の
芽
」
を
、

「
そ
れ
は
修
繕
に
過
ぎ
な
い
」

「
そ
れ
は
改
善
で
は
な
い
」

̶

と
言
っ
て
、
摘
み
取
り
、
切
り
捨
て
、

踏
み
に
じ
る
の
は
、
け
っ
し
て
「
改
善
的
な

対
処
法
」
で
は
な
い
。
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修繕 と 改善 の違い

改善＝進歩＆レベル向上あり
改善＝やり方の変更あり

修繕＝同じことの繰り返し
修繕＝やり方の変更なし

改善＝原因対策
修繕＝現象対策

　
「
改
善
の
芽
＝
修
繕
」
を
改
善
の
方
向
に

導
き
、
育
て
、
や
が
て
「
花
を
咲
か
せ
る
」

の
が
「
改
善
的
な
指
導
」
で
あ
る
。

　
　

 

「
修
繕
」
で
は

　
　

 

「
進
歩
・
発
展
・
成
長
」
が
な
い

　　

と
こ
ろ
が
、「
改
善
」
と
「
修
繕
」
を
明
確

に
区
別
し
て
い
な
い
会
社
で
は
、

＊「
不
要
な
も
の
を
捨
て
た
」

＊「
片
付
け
た
・
整
理
し
た
」

＊「
拭
い
た
・
キ
レ
イ
に
し
た
」

̶

と
い
う
行
為
や
動
作
に
対
し
て
、

「
や
ら
な
い
」
よ
り
は
、「
や
っ
た
」
ほ
う
が

い
い

̶

な
ど
の
理
由
で
、
改
善
と
認
め
て

し
ま
う
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
「
そ
の
人
の
成
長
」
を

止
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
少
な
く
と

も
、「
改
善
能
力
の
開
発
」
を
阻
害
す
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、そ
の
よ
う
な
単
な
る「
動
作
・

行
為
に
す
ぎ
な
い
も
の
」
が
「
立
派
な
改
善
」

だ
と
認
め
ら
れ
る
と
、
そ
の
人
は
、
そ
れ
で

満
足
し
て
し
ま
う
。

　

そ
し
て
、
い
つ
ま
で
も

＊「
不
要
品
が
溜
ま
る
」↓「
処
分
す
る
」

＊「
汚
れ
る
」↓「
キ
レ
イ
に
す
る
」

＊「
散
ら
か
る
」↓「
片
付
け
る
」

＊「
壊
れ
る
」↓「
修
繕
す
る
」

̶

と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
す
。

　

少
な
く
と
も
、

◎「
不
要
品
」
が

＊「
溜
ま
ら
ナ
イ
化
」

＊「
溜
ま
り
ニ
ク
化
」

̶

す
る
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
と

い
う
「
改
善
的
な
方
向
」
へ
の
発
想
が
生
ま

れ
て
こ
な
い
。

　

初
期
段
階
で
は
、
と
り
あ
え
ず
、「
現
象

対
策
」
も
認
め
る
。
し
か
し
、「
認
め
っ
放
し
」

で
は
ダ
メ
。
そ
れ
で
は
修
繕
レ
ベ
ル
で
満
足

し
、「
真
の
改
善
」
へ
の
進
展
が
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
「
修
繕
レ
ベ
ル
」
の

も
の
は
「
真
の
改
善
」
で
は
な
い
と
、
明
確

に
釘
を
刺
し
た
上
で
、
そ
の
次
の
段
階
と
し

て
「
改
善
＝
原
因
対
策
」
を
求
め
る
指
導
が

な
さ
れ
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　

次
に
は
、
多
少
な
り
と
も

◎「
汚
れ
ナ
イ
化
」

◎「
壊
れ
ナ
イ
化
」

◎「
散
ら
か
ら
ナ
イ
化
」

̶

と
い
う
「
改
善
的
な
方
向
」
へ
ア
タ
マ

が
働
き
始
め
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
常
に
「
ナ
イ
化
」
と
い
う

「
最
善
の
改
善
」
が
実
施
で
き
る
と
は
限
ら

な
い
。
そ
の
場
合
は

＊「
汚
れ
ニ
ク
化
」

＊「
壊
れ
ニ
ク
化
」

＊「
散
ら
か
り
ニ
ク
化
」

̶

と
い
う
「
次
善
の
改
善
」
で
も
い
い
。

　

も
っ
と
も
、
仕
事
の
内
容
や
状
況
に
よ
っ

て
、
ど
う
し
て
も
「
ナ
イ
化
」
も
「
ニ
ク
化
」

も
難
し
い
こ
と
も
あ
る
。

　

そ
の
場
合
は
、
た
と
え
、
汚
れ
て
も
、
壊

れ
て
も
、
散
ら
か
っ
て
も

☆「
拭
き
取
り
易
化
」

☆「
な
お
し
易
化
」

☆「
片
付
け
易
化
」

̶

な
ど
「
て
も
化
」（
緩
和
・
食
い
止
め

化
）
と
い
う
レ
ベ
ル
の
改
善
で
も
い
い
。
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地位 能力 経験

大変 中変 小変

小変 中変 大変 「
小
変
」と
は「
ど
の
程
度
の
も
の
」か
？

「
小
変
」の「
３
つ
の
目
安
」

「
小
変
」の「
３
つ
の
目
安
」

「
小
変
」の「
３
つ
の
目
安
」

「
小
変
」の「
３
つ
の
目
安
」

「
小
変
」の「
３
つ
の
目
安
」

第3章
　

経
営
に
は
、「
大
変
・
中
変
・
小
変
」
の

３
つ
の
サ
イ
ズ
の
「
変
革
・
変
化
・
変
更
」

が
必
要
だ
。

　

多
大
な
投
資
や
リ
ス
ク
を
伴
う
「
大
変
」

な
こ
と
は
、
計
画
的
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

だ
が
、「
仕
事
の
や
り
方
」
を
「
小
さ
く
変

え
る
＝
小
変
」
は
、
日
常
的
に
、
気
楽
に
、

手
軽
に
、
手
っ
と
り
早
く
で
き
る
。

　

す
る
と
、

＊
ど
の
程
度
が
「
小
変
」
な
の
か

＊
ど
こ
ま
で
が
「
小
変
」
の
範
囲
か

̶

と
い
っ
た
質
問
が
出
て
く
る
。

　
「
小
変
・
中
変
・
大
変
」
の
範
囲
は
各
人

の
「
地
位
・
能
力
・
経
験
」
に
よ
っ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
異
な
る
。

　

た
と
え
ば
、
初
め
て
海
外
旅
行
す
る
人
は

そ
れ
は
「
大
変
」
な
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
、

そ
の
よ
う
な
人
で
も
、
そ
の
後
、
何
回
か
、

海
外
に
行
っ
て
い
る
う
ち
に
、「
中
変
」
に

な
り
、
そ
の
う
ち
、「
小
変
」
に
な
っ
て
し
ま

う
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

ま
た
、「
改
善
に
は
ど
の
程
度
ま
で
の
費

用
が
許
さ
れ
る
の
か
」

̶

と
い
う
質
問
も

あ
る
。

　

こ
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
の
「
業
種
・

規
模
・
風
土
・
経
営
状
況
な
ど
」
に
よ
っ
て

異
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

と
は
言
う
も
の
の
、「
全
員
参
加
の
改
善

活
動
」
を
推
進
す
る
に
は
、「
ど
の
程
度
が

改
善
＝
小
変
の
範
囲
」
か
、
誰
で
も
わ
か
る

よ
う
な
「
基
準
」
が
必
要
だ
。

　

そ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
「
３
つ
の
目
安
」

が
勧
め
ら
れ
る
。

①「
頻
度
」
に
よ
る
目
安

②「
上
司
権
限
」
に
よ
る
目
安

③「
奨
金
」
に
よ
る
目
安
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改善＝小変の範囲の目安

毎月1件
 改善＝小変 ＝

大変 
中変 

毎月1件ムリなくデキル

①頻度の目安
毎月１件

1
頻
度
に
よ
る
「
小
変
」
の
目
安

　

毎
月
、
ム
リ
な
く
デ
キ
る
程
度

　
「
小
変
」
と
は
「
ど
の
程
度
」
の
も
の
か
。

そ
の
「
目
安
」
の
ひ
と
つ
は
「
月
１
件
」
と

い
う
「
件
数
基
準
＝
頻
度
基
準
」
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、「
毎
月
１
件
、
ム
リ
な
く
デ
キ

ル
よ
う
な
工
夫
・
変
更
」
が
「
そ
の
人
」
に

と
っ
て
の
「
小
変
」
の
範
囲
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　
「
毎
月
デ
キ
ル
よ
う
な
こ
と
」
と
な
る
と
、

そ
れ
は
、
け
っ
し
て
「
大
変
な
こ
と
」
で
も
、

ま
た
「
中
変
な
こ
と
」
で
も
な
い
。

　
「
そ
の
人
」
に
と
っ
て
「
大
変
な
こ
と
」
は

「
１
年
以
上
」、
あ
る
い
は
「
数
年
」
か
け
て

や
る
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
中
変
な
こ
と
」
と
は
、
だ
い
た
い

「
数
ヶ
月
」
く
ら
い
か
け
て
、
取
り
組
む
べ

き
も
の
で
あ
る
。

　
「
Ｑ
Ｃ
活
動
」
で
「
数
ヶ
月
」、
あ
る
い
は

「
半
年
く
ら
い
」
で
、「
１
件
の
テ
ー
マ
」
に

取
り
組
む
こ
と
が
勧
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
Ｑ
Ｃ
＝
中
変
活
動
」

で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
　

 
「
件
数
目
標
」
に
よ
る

　
　

 

「
小
変
イ
メ
ー
ジ
」
の
共
有
化

　

改
善
活
動
の
初
期
の
段
階
で
、

「
最
初
か
ら
毎
月
１
件
は
ム
リ
だ
か
ら
」

̶

な
ど
と
言
っ
て
「
年
１
件
」
あ
る
い
は

「
年
数
件
」
な
ど
を
「
件
数
目
標
」
と
す
る
会

社
が
あ
る
。

　

だ
が
、
そ
れ
は
大
き
な
間
違
い
だ
。
な
ぜ

な
ら
、「
年
１
件
」
と
聞
い
た
瞬
間
、
ほ
と
ん

ど
の
社
員
は

「
１
年
も
か
け
て
や
る
ス
ゴ
イ
こ
と
」

「
年
に
１
回
だ
け
改
善
す
れ
ば
い
い
」

̶

と
い
う
「
誤
っ
た
イ
メ
ー
ジ
」
を
持
っ

て
し
ま
う
か
ら
だ
。

　

ま
た
、
上
司
も
、

「
１
年
か
け
て
、
じ
っ
く
り
取
り
組
め
」
な

ど
「
誤
っ
た
指
導
」
を
し
て
し
ま
う
こ
と
も

あ
る
。

　

そ
し
て
、
部
下
か
ら
の
「
簡
単
な
改
善
＝

小
変
」
の
提
出
に
対
し
て
、

「
１
年
も
か
け
て
、
こ
の
程
度
か
」

̶

な
ど
と
言
っ
て
、
そ
れ
ら
を
否
定
・
拒

否
・
拒
絶
し
て
し
ま
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　
「
改
善
＝
小
変
＝
日
常
的
な
ち
ょ
っ
と
し

た
工
夫
・
変
更
」
を
求
め
る
の
な
ら
、
そ
の

「
件
数
目
標
」
は
、
最
初
か
ら
、
最
後
ま
で
、

一
貫
し
て
「
毎
月
・
１
件
」
を
掲
げ
る
べ
き

だ
ろ
う
。

　

そ
れ
は
、「
毎
月
、
ム
リ
な
く
デ
キ
ル
よ

う
な
ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫
」

̶

と
い
う
メ

ッ
セ
ー
ジ
の
発
信
に
他
な
ら
な
い
。
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2
上
司
権
限
に
よ
る
「
小
変
」
の
目
安

直
属
の
上
司
が
即
決
デ
キ
る
程
度① 直属上司 が決済できる＝ 小変

② ２段階上 の上司の決裁＝ 中変
③ ３段階上 の上司の決裁＝ 大変

即座に決済できる範囲
②直属の上司が

改善＝小変の範囲の目安
＊「
カ
ネ
」
を
か
け
ず
、

＊「
手
間
」
を
か
け
ず
、

＊「
知
恵
を
出
す
」

̶

の
が
改
善
で
あ
る
。

　

だ
が
、「
す
べ
て
の
改
善
」
が
、
ま
っ
た
く

カ
ネ
を
か
け
ず
、
費
用
ゼ
ロ
で
実
施
デ
キ
ル

わ
け
で
は
な
い
。

　

ゆ
え
に
、
正
確
に
は
、「
な
る
べ
く
、
カ
ネ

を
か
け
ず
」
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　

す
る
と
、

「
ど
の
程
度
の
出
費
が
許
さ
れ
る
の
か
」

̶

と
い
っ
た
質
問
が
出
て
く
る
。
も
ち
ろ

ん
、
そ
の
「
金
額
」
は
「
業
種
・
職
種
・
規

模
・
経
営
状
態

̶

」
な
ど
で
そ
れ
ぞ
れ
異

な
っ
て
い
る
の
で
、「
一
律
」
で
は
な
い
。

　
「
改
善
の
範
囲
」
は
「
各
人
の
能
力
や
権

限
で
デ
キ
ル
範
囲
」
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
厳

密
に
は
「
各
人
の
決
済
権
限
の
範
囲
」
が

「
改
善
に
許
さ
れ
る
費
用
の
範
囲
」
だ
。

　
　
　
　
「
上
司
の
権
限
」
と

　
　
　
　
「
改
善
費
用
」
の
関
係

　

だ
が
、
日
本
の
会
社
で
は
、
一
般
社
員
に

「
予
算
権
限
」
が
明
確
に
与
え
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。

　
「
出
費
」
に
関
し
て
は
、
上
司
に
相
談
し
、

上
司
の
承
認
を
得
て
か
ら
と
い
う
ケ
ー
ス

が
多
い
。

　

そ
の
よ
う
な
実
態
を
勘
案
し
、「
上
司
の

権
限
」
と
「
改
善
の
費
用
」
の
関
係
を
考
察

す
る
と
、
だ
い
た
い
次
の
よ
う
に
区
分
で
き

る
だ
ろ
う
。

①
直
属
上
司
が
決
済
で
き
る
＝「
小
変
」

②
２
段
階
上
の
上
司
の
決
裁
＝「
中
変
」

③
３
段
階
上
の
上
司
の
決
裁
＝「
大
変
」

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　

た
と
え
ば
、「
管
理
職
の
階
層
構
造
」
が

「
係
長
↓
課
長
↓
部
長
」
と
い
う
会
社
で
は
、

一
般
社
員
は
「
あ
る
程
度
の
改
善
費
用
」
が

必
要
な
場
合
、「
直
属
の
上
司
」
で
あ
る
係

長
に
相
談
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
係
長
が
即
座
に
決
済
で
き
る
範
囲

が
「
そ
の
社
員
」
に
と
っ
て
の
「
改
善
＝
小

変
の
範
囲
」
で
あ
る
。

　

も
し
、
係
長
が
「
自
分
の
権
限
」
で
決
済

で
き
な
い
場
合
、
課
長
に
相
談
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
の
社
員
に
と
っ
て

「
中
変
の
範
囲
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
課
長
も
、「
自
分
の
権
限
」
で
は
決

済
で
き
ず
、
そ
の
上
の
部
長
に
相
談
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
場
合
、
そ
の
社
員
に

と
っ
て
は
「
大
変
の
範
囲
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
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3
奨
金
額
に
よ
る
「
小
変
」
の
目
安

　

気
楽
に
払
え
る
・
貰
え
る
程
度

敷居 高

200円～1,000円 

心理的な負担 

日常的 気楽 手軽

払える←→ 受け取れる金額
③お互いに気楽に

改善＝小変の範囲の目安
　
「
改
善
の
奨
金
」
と
し
て
は
、
ど
の
く
ら

い
の
金
額
が
適
切
だ
ろ
う
か
。

　
「
気
楽
で
、
手
軽
な
改
善
」
の
促
進
に
は
、

お
互
い
に
、
気
楽
に
、
手
軽
に
「
払
え
る
」、

あ
る
い
は
、「
受
け
取
れ
る
」
よ
う
な
金
額

が
望
ま
し
い
。

　

そ
の
「
目
安
」
と
し
て
、
た
と
え
ば
「
喫

茶
店
の
珈
琲
代
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
昨
今
は
イ
ロ
イ
ロ
な
タ
イ
プ
の
喫
茶
店

が
あ
る
の
で
、
一
概
に
は
言
え
な
い
。

　

し
か
し
、
だ
い
た
い
、「
二
百
〜
六
百
円
」

く
ら
い
だ
ろ
う
。
い
く
ら
高
く
て
も
、
通
常

の
喫
茶
店
な
ら
「
千
円
以
下
」
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
は
、
知
人
や
友
人
と
喫
茶
店
に
行
っ

て
、
自
分
が
支
払
う
に
し
て
も
、
相
手
に
払

っ
て
も
ら
う
に
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
「
心
理

的
な
負
担
」
に
な
ら
な
い
金
額
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
「
改
善
活
動
」
に
お

け
る
「
奨
金
」
と
し
て
、

◎「
気
楽
に
、
払
え
る
金
額
」

◎「
気
楽
に
、
受
け
取
れ
る
金
額
」

̶

で
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

☆

　
「
今
日
の
物
価
水
準
」
で
は
、
だ
い
た
い

「
二
百
円
〜
千
円
」
く
ら
い
が
「
改
善
＝
小

変
の
範
囲
の
目
安
」
で
あ
る
。

　
「
例
外
的
な
中
変
」
は
「
二
次
審
査
」
の
対

象
と
な
り
、
そ
れ
ら
は
「
数
千
円
」
か
ら

「
数
万
円
」
で
い
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
ら

は
あ
く
ま
で
も
「
例
外
」
で
あ
る
。

　

改
善
の
大
多
数
を
占
め
る
「
小
変
＝
ち
ょ

っ
と
し
た
工
夫
」
は
「
一
次
審
査
＝
即
決
審

査
」
の
対
象
だ
が
、
そ
の
「
奨
金
額
」
と
し

て
は
、
だ
い
た
い
「
珈
琲
一
杯
分
」
く
ら
い

が
勧
め
ら
れ
る
。

　
　
　

  

「
高
額
の
奨
金
」
は

　
　
　

  

「
改
善
活
動
」
に
逆
効
果

　

改
善
を
も
っ
と
活
性
化
さ
せ
る
た
め
に
、

「
奨
金
額
を
増
や
す
べ
き
だ
」
と
い
う
意
見

が
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
気
軽
な
改
善
活
動
、
手

軽
な
改
善
活
動
に
と
っ
て
は
「
逆
効
果
」
と

な
る
。

　

た
と
え
ば
、「
一
次
審
査
」
の
最
低
金
額

を
「
五
千
円
」
に
す
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う

か
。
も
ち
ろ
ん
、
当
初
は
、
カ
ネ
に
釣
ら
れ

て
、「
多
く
の
改
善
」
が
提
出
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

だ
が
、
そ
ん
な
「
不
自
然
な
こ
と
」
は
続

か
な
い
。
通
常
の
「
物
価
感
覚
」
な
ら
ば
、

お
互
い
に
「
改
善
の
敷
居
」
が
高
く
な
り
、

も
は
や
、「
気
楽
な
、
手
軽
な
改
善
」
で
は
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。
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