
「
人
」を
軸
に
し
た「
業
務
プ
ロ
セ
ス
」「
I
T
」の
整
備

昨
年
秋
に
上
場
企
業
財
務
担
当
役
員
に
対
し
て
実
施
し
た

財
務
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
ー
ベ
イ（*

1
）で
は
、
内
部
統
制
強
化
に

あ
た
り
最
も
重
要
と
考
え
る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て「
人
」に
加
え

て「
業
務
プ
ロ
セ
ス
」「
I
T
」が
あ
げ
ら
れ
た
。
多
様
化
す
る
法

制
度
や
企
業
リ
ス
ク
を
前
に
、
ど
の
よ
う
に「
人
」「
業
務
プ
ロ
セ

ス
」「
I
T
」を
整
備
し
て
い
け
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
金
融
商

品
取
引
法
等
、
こ
こ
数
年
相
次
い
で
導
入
さ
れ
た
法
制
度
の
多

く
は
リ
ス
ク
管
理
を
中
心
と
す
る
も
の
と
い
え
る
。
ど
の
よ
う

な
見
地
か
ら
リ
ス
ク
を
評
価
し
て
対
応
す
べ
き
な
の
か
と
い
う

点
が
各
制
度
の
目
的
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
形

は
違
っ
て
い
て
も
、
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る
仕
掛
け
を
ル
ー
ル
化
し

て「
業
務
プ
ロ
セ
ス
」に
組
み
込
み
、「
人
」を
教
育
し
て
ル
ー
ル

遵
守
を
動
機
付
け
、
そ
れ
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
か
を
点
検
・
内

部
監
査
し
て
改
善
し
て
い
く
と
い
う
点
で
は
大
枠
で
大
差
が
な

い
。
そ
こ
に
取
り
組
み
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
場
当
た
り
的
な

法
制
度
対
応
で
な
く
、
基
本
的
枠
組
み
を
押
さ
え
て
一
貫
性

を
持
ち
な
が
ら
リ
ス
ク
の
統
合
管
理
を
行
う
こ
と
。
そ
し
て
、

「
I
T
」を
利
用
し
て
日
常
業
務
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
ル
ー
ル
を
組

み
込
む
こ
と
が
、
社
員
の
業
務
負
荷
を
軽
減
し
つ
つ
統
制
の
持

続
可
能
性
を
高
め
る
鍵
に
な
る
。

「
I
T
」を
利
用
し
て
ル
ー
ル
を

業
務
プ
ロ
セ
ス
に
組
み
込
む

一
貫
性
を
持
っ
た
取
り
組
み
に
は
、
健
全
な
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ

バ
ナ
ン
ス
の
も
と
、
経
営
理
念
や
事
業
目
的
等
に
照
ら
し
て
経

営
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
リ
ス
ク
を
企
業
経
営
者
が
認

識
・
評
価
し
て
対
応
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
構
築
し
、
教
育
や
I
T
を

通
し
て
日
常
業
務
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
浸
透
さ
せ
る
仕
組
み
を
作

る
こ
と
が
大
切
に
な
る
。「
I
T
」を
利
用
し
て
業
務
プ
ロ
セ
ス
の

中
に
ル
ー
ル
を
組
み
込
む
意
味
は
大
き
い
。
シ
ス
テ
ム
の
利
用
を

通
し
て
業
務
プ
ロ
セ
ス
や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
遵
守
す
る
図
式

が
で
き
あ
が
る
か
ら
だ
。
業
務
の
効
率
化
だ
け
で
な
く
、
プ
ロ
セ

ス
の
流
れ
や
ル
ー
ル
を
人
が
忘
れ
て
も
シ
ス
テ
ム
が
気
づ
か
せ
て

く
れ
る
。
例
え
ば
、
受
注
担
当
者
が
受
注
処
理
を
行
う
と
、
受

注
単
価
・
数
量
な
ど
の
入
力
異
常
値
や
利
用
可
能
在
庫
、
与

信
限
度
額
の
チ
ェッ
ク
の
み
な
ら
ず
、
仕
向
け
国
法
制
度
に
基
づ

い
た
貿
易
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が
チ
ェッ
ク
さ
れ
、
受
注
ブ
ロ
ッ
ク
が

か
か
る
と
い
う
具
合
だ
。
ル
ー
ル
に
基
づ
い
て
例
外
事
象
だ
け
を

検
出
し
、
担
当
者
に
通
知
す
る
こ
と
は
業
務
負
荷
軽
減
の
み
な

ら
ず
、
現
場
に
気
づ
き
を
与
え
、
考
え
る
こ
と
を
促
す
。
う
っ
か

り
ミ
ス
や
つ
い
魔
が
さ
し
て
し
ま
う
こ
と
は
誰
に
で
も
あ
る
。
社

員
と
ご
家
族
を
不
測
の
事
故
や
リ
ス
ク
か
ら
守
る
基
盤
。
そ
し

て
、
ト
ッ
プ
の
意
思
と
ポ
リ
シ
ー
を
確
実
に
業
務
プ
ロ
セ
ス
に
組

み
込
み
、
実
行
を
徹
底
す
る
基
盤
に
I
T
は
進
化
し
て
い
る
。

企
業
リ
ス
ク
を
防
ぐ
前
提
条
件

ー
職
務
分
掌

I
T
を
利
用
し
て
業
務
プ
ロ
セ
ス
に
統
制
を
組
み
込
む
時
の

留
意
点
と
し
て
職
務
分
掌
が
あ
る
。
米
国
に
お
け
る
状
況（
図
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中
野
浩
志

S
A
P
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

早
稲
田
大
学
大
学
院
非
常
勤
講
師

米
国
公
認
会
計
士
、
公
認
内
部
監
査
人

日
本
C
F
O
協
会
主
任
研
究
委
員

こ
こ
数
年
の
企
業
不
祥
事
の
頻
発
、
法
制
度
の
改
革
、

レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
リ
ス
ク
の
増
大
に
よ
り
、
企
業
リ
ス
ク
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。

一
方
、
リ
ス
ク
予
防
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
社
員
一
人
一
人
の
負
担
は
、

人
員
削
減
や
法
制
度
対
応
に
伴
う
社
内
管
理
徹
底
の
流
れ
の
中
で
重
く
な
る
ば
か
り
だ
。

社
員
の
帰
属
意
識
の
希
薄
化
や
企
業
の
説
明
責
任
の
増
大
を
踏
ま
え
る
と

「
人
」へ
の
過
度
な
依
存
に
は
限
界
が
あ
る
。「
業
務
プ
ロ
セ
ス
」の
中
に
リ
ス
ク
を
予
防
す
る

仕
掛
け
を
組
み
込
み
、「
I
T
」
を
利
用
し
て
社
員
の
業
務
負
荷
を
軽
減
し
つ
つ

統
制
の
持
続
可
能
性
を
高
め
る
取
り
組
み
が
改
め
て
問
わ
れ
て
来
て
い
る
と
い
え
る
。

企
業
リ
ス
ク
に
備
え
る

統
合
的
G
R
C（
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
リ
ス
ク
、コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
）

構
築
に
向
け
て



1
）や
特
定
個
人
へ
の
権
限
集

中
が
不
祥
事
の
原
因
と
な
っ

た
過
去
の
事
例
を
見
て
も
、

職
務
分
掌
が
内
部
統
制
の
信

頼
性
を
高
め
る
前
提
と
な
る

の
は
明
ら
か
だ
。
例
え
ば
、
売

上
計
上
と
滞
留
売
掛
金
チ
ェ

ッ
ク
が
一
つ
の
部
署
で
完
結
し

て
い
る
場
合
は
、
架
空
売
上
げ

の
計
上
に
対
す
る
牽
制
は
弱

い
と
い
え
る
。「
職
務
分
掌
」さ

れ
た
状
態
で
各
人
が
業
務
を

行
う
こ
と
に
よ
り
統
制
の
実

効
性
を
高
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
一
方
、
職
務
分
掌
規
定

と
い
う
ル
ー
ル
だ
け
あ
り
、「
破

ろ
う
と
思
え
ば
破
れ
る
」
状

態
で
は
社
員
を
不
正
や
過
ち

か
ら
守
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

適
切
な
範
囲
で「
I
T
」を
利

用
し
て「
職
務
分
掌
」を
ア
ク

セ
ス
権
限
と
い
う
形
で
業
務

プ
ロ
セ
ス
に
組
み
込
み
、
統
制

の
実
効
性
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
。

事
例
ー
ー
ー
ー
ー
I
T
を
利
用
し
て
業
務
プ
ロ
セ
ス
に

職
務
分
掌
を
埋
め
込
む

あ
る
外
資
系
メ
ー
カ
ー
日
本
法
人
で
の
取
り
組
み
例
を
見

て
み
よ
う
。
同
社
は
、
会
計
、
在
庫
管
理
、
購
買
管
理
に
E
R

P（
統
合
基
幹
業
務
シ
ス
テ
ム
）を
採
用
し
て
お
り
、
グ
ル
ー
プ
レ

ベ
ル
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
内
部
統
制
に
対
す
る
意
識
も
高

い
。
E
R
P
で
権
限
は
詳
細
に
設
定
で
き
る
が
、
そ
れ
で
は
十

分
で
な
か
っ
た
。
米
国
S
O
X
法
で
外
部
監
査
法
人
か
ら
求
め

ら
れ
る
の
は
、
詳
細
に
設
定
し
た
権
限
の
組
み
合
わ
せ
に
リ
ス

ク
が
な
い
こ
と
、つ
ま
り
、ユ
ー
ザ
ー
に
付
与
さ
れ
た
権
限
の
組

み
合
わ
せ
が
職
務
分
掌
上
適
切
か
ど
う
か
で
あ
る
。
組
織
変

更
や
異
動
な
ど
変
化
へ
の
対
応
も
考
慮
す
る
と
、
権
限
設
定

の
妥
当
性
チ
ェッ
ク
を
人
手
で
行
う
に
は
限
界
が
あ
る
。
そ
こ

で
、
同
社
は
I
T（
ツ
ー
ル
）を
利
用
し
た
職
務
分
掌
リ
ス
ク
の

洗
い
出
し
、
運
用
の
自
動
化
・
効
率
化
に
踏

み
切
っ
た
。
ま
ず
、
事
前
定
義
さ
れ
て
い
る

リ
ス
ク
ラ
イ
ブ
ラ
リ
を
利
用
し
リ
ス
ク
の
洗

い
出
し
を
行
っ
た
。
例
え
ば
、
あ
る
社
員
に

仕
入
先
マ
ス
タ
ー
登
録
権
限
と
支
払
処
理

権
限
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
と
架
空
送

金
リ
ス
ク
の
あ
る
社
員
と
い
う
形
で
レ
ポ
ー

ト
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
現
状
の
リ
ス
ク
を
分

析
し
、
三
ヵ
月
間
か
け
て
業
務
分
担
と
権

限
設
定
の
見
直
し
を
行
っ
た
。
兼
務
が
避

け
ら
れ
な
い
場
合
は
補
完
的
統
制
を
組
み

入
れ
リ
ス
ク
の
軽
減
を
図
っ
た
。
さ
ら
に
、

組
織
変
更
や
異
動
の
権
限
変
更
時
に
は
職

務
分
掌
リ
ス
ク
を
事
前
に
自
動
チ
ェッ
ク
す

る
予
防
的
統
制
、
毎
月
職
務
分
掌
リ
ス
ク

レ
ポ
ー
ト
を
出
力
し
て
リ
ス
ク
責
任
者
が

レ
ビ
ュ
ー
す
る
発
見
的
統
制
を
業
務
プ
ロ
セ

ス
に
組
み
込
み
、
統
制
の
持
続
可
能
性
を

高
め
て
い
る
。

●

職
務
分
掌
を
例
に
と
り
ご
紹
介
し
た

が
、「
人
」「
業
務
プ
ロ
セ
ス
」「
I
T
」の
整
備

は
、
自
社
の
「
戦
略
」
や
グ
ル
ー
プ
各
社

の
状
況
を
踏
ま
え
て
段
階
的
に
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
多

様
化
す
る
企
業
リ
ス
ク
に
対
し
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
リ
ス
ク
、コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス（
G
R
C
）の
一
貫
性
を
保
ち
つ
つ
、
事
業
を
よ
り
健

全
に
成
長
さ
せ
る
た
め
に
い
か
に
G
R
C
を
活
用
す
る
か
と
い

う
視
点
で
の
取
り
組
み
が
、
持
続
的
に
企
業
価
値
を
向
上
さ

せ
て
い
く
上
で
今
後
ま
す
ま
す
大
切
に
な
る
。

（*
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