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き
る
。

こ
の
よ
う
な
期
待
成
果
や
現
象
の
こ
と
を

＂パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
高
め
る＂
と
表
現
で
き

る
だ
ろ
う
。
研
修
の
実
施
に
よ
っ
て
経
営
者

や
管
理
者
ら
は
＂組
織
業
績
や
社
員
個
人
の

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
向
上
の
実
現＂
を
期
待
し

て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

個
人
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
低
め
る
原
因

次
は
視
点
を
変
え
て
、
社
員
個
人
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
低
め
る
原
因
や
影
響
要
因

を
検
討
し
て
み
よ
う
。
業
務
遂
行
に
必
要
な

知
識
や
ス
キ
ル
の
不
足
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
を
低
め
る
。
知
識
や
ス
キ
ル
が
あ
っ
て
も

体
調
不
良
や
気
力
不
足
で
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
は
高
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。
職
場
の
人
間

関
係
が
ギ
ス
ギ
ス
し
た
状
態
で
は
高
い
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
期
待
し
づ
ら
い
。
ま
た
業

務
環
境
も
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
影
響
を
与
え

る
。
古
い
業
務
ツ
ー
ル
、
現
状
と
乖
離
の
大

き
い
ル
ー
ル
、
そ
の
上
、
未
整
備
な
作
業
方

法
で
仕
事
を
さ
せ
て
お
い
て
、
高
い
業
務
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
期
待
す
る
の
は
虫
が
良
す

ぎ
る
。
公
正
な
評
価
の
仕
組
み
や
報
奨
制
度

の
存
在
の
有
無
も
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
大

き
な
違
い
を
生
む
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
大

き
な
影
響
を
与
え
る
要
因
は
様
々
挙
げ
る

こ
と
が
可
能
だ
。
そ
の
中
に
お
い
て
、
研

修
は
一
施
策
で
し
か
な
い
こ
と
が
分
か

る
。
業
績
と
行
動
の
関
係
を
調
べ
、
体
系

化
し
た
研
究
に“H

um
an	Perform

ance	
Im
provem

ent
（
Ｈ
Ｐ
Ｉ
）”
が
あ
る
。
こ
の

領
域
で
著
名
な
研
究
者
のT

hom
as	Gilbert

が
提
唱
し
た
＂行
動
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
モ
デ

ル（
１
９
７
９
）＂
は
、
図
の
よ
う
に
影
響
要

因
と
し
て「
情
報（Inform

ation

）」「
装
置

（Instrum
entation

）」「
動
機	（M

otivation

）」

の
３
領
域
を
挙
げ
、そ
れ
ぞ
れ
に
関
し
て「
職

場
環
境
要
因
」と「
個
人
要
因
」の
２
次
元
で

整
理
し
て
い
る
。

簡
単
に
説
明
す
る
と「
職
場
環
境
要
因
」

と
は
会
社
が
社
員
に
与
え
る
支
援
で
あ
り
、

「
情
報
」
と
は
、
期
待
さ
れ
る
業
績
や
目
標

な
ど
を
意
味
す
る
。「
道
具
」
に
は
、
什
器

や
ツ
ー
ル
だ
け
で
な
く
、
技
術
、
手
順
、
組

織
な
ど
を
含
む
。「
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
」
に

は
、
金
銭
報
酬
だ
け
で
な
く
昇
格
や
表
彰
な

ど
の
非
金
銭
的
な
も
の
も
含
む
。「
個
人
要

因
」と
は
、
個
人
の
能
力
を
示
し「
知
識（
ス

キ
ル
含
む
）」「
資
質（
メ
ン
タ
ル
、
フ
ィ
ジ

カ
ル
双
方
）」「
動
機（
ワ
ー
ク
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
、
仕
事
と
の
相
性
な
ど
含
む
）」
に
分
類

し
て
い
る
。

研
修
が
対
応
で
き
る
範
囲

以
上
の
よ
う
に
、
研
修
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
の
向
上
を
目
指
し
実
施
さ
れ
る
。
し
か

し
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
影
響
を
与
え
る
要

因
は
、
Ｈ
Ｐ
Ｉ
の
研
究
成
果
が
示
す
よ
う
に

多
々
存
在
し
、
今
回
、
我
々
が
フ
ォ
ー
カ
ス

す
る
＂研
修＂
は
知
識
や
ス
キ
ル
を
習
得
さ

せ
る
一
方
策
で
し
か
な
い
。
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
の
低
減
原
因
が
疲
労
や
体
調
不
良
、
あ
る

い
は
お
粗
末
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
で
あ
る

な
ら
、
研
修
は
役
に
立
た
な
い
の
で
あ
る
。

研
修
の
効
用
と
限
界
を
無
視
し
て
い
て
は
、

上
手
に
使
い
こ
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

研
修
に
は
限
界
は
あ
る
も
の
の
、
知
識
や

ス
キ
ル
を
獲
得
さ
せ
る
有
力
な
方
法
で
あ
る

こ
と
に
は
違
い
な
い
。
次
回
は
、
研
修
の
機

能
を
高
め
る
た
め
に
、
ど
う
設
計
、
開
発
す

れ
ば
よ
い
の
か「
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ナ
ル

デ
ザ
イ
ン
」を
ご
紹
介
し
よ
う
。

前
回
は
、
企
業
で
の
人
材
育
成（
人
的
投

資
）の
位
置
付
け
と
そ
の
目
的
を
概
観
し
た
。

ま
た
、
人
材
に
期
待
さ
れ
る
能
力
の
特
徴
や

性
質
の
違
い
を
検
討
し
た
。
こ
の
違
い
は
獲

得
方
法
に
も
影
響
し
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な

学
習
と
フ
ォ
ー
マ
ル
な
学
習
と
い
う
獲
得
機

会
の
違
い
を
確
認
し
た
。

さ
て
今
回
は
、
フ
ォ
ー
マ
ル
学
習
の
典
型

で
あ
る
＂研
修＂
に
焦
点
を
あ
て
、
研
修
の

効
用
と
限
界
を
考
え
て
い
こ
う
と
思
う
。

研
修
は
、
な
ぜ
実
施
さ
れ
る
の
か

ま
ず
、
経
営
者
や
管
理
者
は
、
研
修
実
施

に
よ
っ
て
ど
ん
な
状
態
を
作
り
た
い
と
考
え

て
い
る
の
か
を
想
像
し
て
み
よ
う
。
す
ぐ
に

思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
社
員
の
業
務
ス
キ
ル
を

高
め
た
い
、ビ
ジ
ネ
ス
知
識
を
強
化
し
た
い
、

部
下
の
や
る
気
を
高

め
た
い
、
な
ど
の
期

待
で
あ
ろ
う
。
も
う

少
し
範
囲
を
拡
大
す

る
と
、
組
織
内
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
よ
り
密
に
し
た

い
、
活
力
の
あ
る
組

織
に
し
た
い
と
い
う

目
論
見
も
あ
る
は
ず

だ
。人

材
を
育
成
し
、

よ
い
組
織
風
土
を
醸

成
す
る
こ
と
で
、
業

務
の
生
産
性
や
競
争

力
を
高
め
、
ひ
い
て

は
今
よ
り
も
た
く
さ

ん
の
利
益
を
上
げ
た

い
と
望
ん
で
い
る
こ

と
も
容
易
に
推
測
で

企業研修の現場から連載
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■行動エンジニアリングモデル
（Gilbert's Behavior Engineering Model,1979）
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