
社員がイキイキと喜んで働く「ホ
ワイト企業」。そんな会社をつく
るためには、経営者は何をすべき
か――。ホワイト企業大賞企画
委員長を務める天外伺朗氏が、
社員の働きがいを重視するホワイ
ト企業への道について語る。

ホワイト企業
への道3

社
員
の
幸
せ
を

　
　
追
求
す
る
企
業

ラ
ー
に
端
を
発
す
る
経
営
学
は
、
合
理
的

に
売
上
・
利
益
を
追
求
す
る
の
で
、
私
は

「
合
理
主
義
経
営
学
」
と
呼
ん
で
い
る
。

そ
の
ま
ま
適
用
す
る
と
、
社
員
に
過
酷
な

労
働
を
強
い
る
ほ
ど
売
上
・
利
益
が
上
が

り
、
足あ

し

尾お

鉱こ
う

山ざ
ん

事
件
や
水み

な

俣ま
た

病び
ょ
う

の
よ
う

に
、
公
害
を
引
き
起
こ
し
て
で
も
利
益
を

追
求
す
る
傾
向
に
も
つ
な
が
る
。

　

そ
う
い
う
企
業
の
横
暴
に
「
待
っ
た
」

を
か
け
た
の
が
共
産
主
義
革
命
だ
。
資
本

主
義
側
も
防
衛
の
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な

法
律
を
整
備
し
て
企
業
に
規
制
を
か
け

た
。
結
果
的
に
は
共
産
主
義
は
滅
び
、
社

員
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
ス
テ
ー
ク
ホ

ル
ダ
ー
（
利
害
関
係
者
）
に
配
慮
す
る
企

業
経
営
が
一
般
的
に
な
っ
た
。
法
律
が
整

備
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
社
会
の
進
化
で
あ

り
、
企
業
の
在
り
方
が
変
わ
っ
て
き
た
の

は
企
業
の
進
化
だ
。
そ
の
中
で
、
い
ま
だ

に
「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
」
が
絶
滅
し
な
い
の

は
、
法
律
の
網
を
か
い
く
ぐ
っ
て
で
も
合

理
的
に
利
益
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
不
届

き
な
経
営
者
が
後
を
絶
た
な
い
か
ら
だ
。

　

一
方
、
法
律
が
整
備
さ
れ
る
以
前
で

も
、
少
数
な
が
ら
「
ホ
ワ
イ
ト
企
業
」
は

存
在
し
た
。
そ
れ
は
、
徳
の
あ
る
経
営
者

　

日
本
社
会
に
企
業
と
い
う
形
態
が
出
現

し
て
か
ら
約
百
五
十
年
が
た
つ
。
当
初

は
、
封
建
的
な
滅
私
奉
公
の
観
念
が
強

く
、
労
働
法
規
も
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
の
で
『
女じ

ょ

工こ
う

哀あ
い

史し

』
や
『
蟹か

に

工こ
う

船せ
ん

』
に

象
徴
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
ブ
ラ
ッ
ク
企

業
」
が
多
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　

科
学
的
管
理
法
の
父
、
Ｆ
・
Ｗ
・
テ
イ

昭和17年（1942年）、兵庫県生
まれ。本名：土井利忠。元ソニー
㈱上席常務。工学博士。ソニー
勤務時代には、CDや犬型ロボッ
トAIBOなどの開発を主導した。
平成18年に同社を退職後、新企
業経営論「人間性経営学」を樹
立し、天外塾を主宰する。ホロト
ロピック・ネットワーク代表。ホワイ
ト企業大賞企画委員長。

天
外
塾
主
宰

天て

ん

外げ

伺し

朗ろ

う

経
営
は
合
理
性
か
人
間
性
か
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医
院
な
ど
の
受
賞
企
業
は
、
業
界
平
均
と

比
べ
て
、
飛
び
抜
け
て
業
績
が
良
い
。

　

Ｆ
・
Ｗ
・
テ
イ
ラ
ー
が
製
造
工
程
に
科

学
的
合
理
性
を
導
入
し
た
時
、
作
業
を
細

か
く
分
け
、
作
業
員
に
単
純
作
業
を
強
い

る
こ
と
に
よ
り
生
産
効
率
は
飛
躍
的
に
改

善
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
大
量
生
産
時
代

が
出
現
し
、
産
業
は
大
い
に
発
展
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
自
由
度
の
な
い
単
純
作
業
を

強
い
ら
れ
る
と
、
人
々
の
「
や
る
気
」「
働

き
が
い
」
は
失
わ
れ
る
。
今
の
一
般
的
な

企
業
経
営
は
そ
の
延
長
上
に
あ
り
、
あ
ら

ゆ
る
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
合
理
性
が
追
求

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
並
行
し
て
社
員

の
「
や
る
気
」
も
喚
起
し
な
け
れ
ば
い
け

な
い
、
と
い
う
大
い
な
る
矛
盾
に
経
営
者

た
ち
は
た
い
へ
ん
苦
労
し
て
い
る
。

 

「
ホ
ワ
イ
ト
企
業
大
賞
」
と
い
う
の
は
、

合
理
性
か
ら
出
発
す
る
今
ま
で
の
企
業
経

営
の
常
識
を
根
本
か
ら
覆
す
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
る
。
企
業
存
在
の
目
的
は
「
社

員
の
幸
せ
」
だ
、
と
徹
底
的
に
追
求
す
る

企
業
が
、
長
い
目
で
見
れ
ば
か
え
っ
て
業

績
も
上
が
り
、
よ
り
よ
い
社
会
へ
つ
な
が

る
、
と
い
う
大
胆
な
発
想
を
啓
蒙
し
、
そ

れ
を
実
行
す
る
企
業
を
奨
励
し
て
い
く
。

が
「
合
理
性
の
追
求
」
よ
り
も
「
人
間
性

の
追
求
」
を
重
ん
じ
た
か
ら
だ
。
日
本
で

は
儒
教
、
老
荘
思
想
、
仏
教
思
想
な
ど
が

ベ
ー
ス
に
な
っ
て
「
人
間
性
の
追
求
」
が

社
会
に
偏
在
し
て
お
り
、
三
井
家
、
住
友

家
、
岩
崎
家
な
ど
の
家
訓
、
あ
る
い
は

近お
う
み江

商
人
の
「
三
方
よ
し
（
売
り
手
よ
し
、

買
い
手
よ
し
、
世
間
よ
し
）」
な
ど
に
反

映
さ
れ
て
い
る
。

　

西
洋
に
お
け
る
「
人
間
性
の
追
求
」
は
、

キ
リ
ス
ト
教
精
神
だ
。
ド
ラ
ッ
カ
ー
の
経

営
学
は
基
本
的
に
「
合
理
主
義
経
営
学
」

だ
が
、「
人
間
性
の
追
求
」
と
し
て
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
の
思
想
を
導
入
し
て
お
り
、

両
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
説
い
て
い
る
。

　

今
ま
で
百
五
十
年
の
企
業
の
進
化
は
、

基
本
的
に
は
相
矛
盾
す
る
「
合
理
性
の
追

求
」
と
「
人
間
性
の
追
求
」
の
激
し
い
葛か

っ

藤と
う

の
歴
史
と
も
い
え
る
。

　

よ
く
よ
く
観
察
す
る
と
、
不
思
議
な
こ

と
に
、
合
理
的
に
利
益
を
追
求
し
て
い
る

「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
」
よ
り
、
社
員
の
幸
せ

を
重
ん
じ
て
い
る
「
ホ
ワ
イ
ト
企
業
」
の

ほ
う
が
、
か
え
っ
て
利
益
が
上
が
る
の

だ
。
そ
こ
に
、
社
員
の
「
や
る
気
」「
働

き
が
い
」
と
い
っ
た
、
必
ず
し
も
合
理
性

で
は
割
り
切
れ
な
い
心
理
的
要
素
が
大
き

く
作
用
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

 

「
ホ
ワ
イ
ト
企
業
大
賞
」
は
、
業
績
を
審

査
の
対
象
に
は
し
て
い
な
い
の
だ
が
、
第

一
回
の
未
来
工
業
と
ネ
ッ
ツ
ト
ヨ
タ
南

国
、
第
二
回
の
石
坂
産
業
、
ヨ
リ
タ
歯
科

業
績
が
よ
い
「
ホ
ワ
イ
ト
企
業
」
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