
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⓾

民
主
主
義
の

　
　
限
界
を
超
え
る

ラ
ジ
ル
の
セ
ム
コ
社
だ
。
工
場
長
も
役
員

も
掃
除
の
お
ば
さ
ん
も
、
工
場
委
員
会
で

は
平
等
に
一
票
し
か
持
っ
て
い
な
い
。

　
確
か
に
ワ
ン
マ
ン
社
長
が
勝
手
に
い
ろ

い
ろ
決
め
る
の
に
比
べ
れ
ば
、
社
員
の
参

加
意
識
は
高
ま
り
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も

高
ま
る
だ
ろ
う
。
そ
の
証
拠
に
セ
ム
コ
社

の
運
営
は
う
ま
く
い
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
物
事
を
決
め
る
シ
ス
テ

ム
と
し
て
の
「
多
数
決
」
は
理
想
か
ら
は

程
遠
い
制
度
で
あ
る
こ
と
は
理
解
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
少
数
派
対
多

数
派
が
三
対
七
の
時
に
採
決
す
る
の
と
、

四
対
六
で
採
決
す
る
の
と
で
は
、
そ
の
後

の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
（
仕
事
の
質
）
は
大

き
く
異
な
る
だ
ろ
う
。

　
採
決
の
結
論
は
同
じ
で
あ
り
、
両
方
と

も
民
主
主
義
を
正
し
く
実
行
し
て
い
る
。

だ
が
、
多
数
派
に
従
い
、「
や
る
気
」「
働

き
が
い
」
を
失
っ
て
い
る
少
数
派
の
数
が

違
う
。
も
と
も
と
多
数
決
は
、
必
ず
「
や

る
気
」
を
失
う
少
数
派
を
生
む
と
い
う
意

味
で
、
あ
ま
り
上
等
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・

シ
ス
テ
ム
と
は
い
え
な
い
。

　
第
一
回
ホ
ワ
イ
ト
企
業
大
賞
に
輝
い
た

ネ
ッ
ツ
ト
ヨ
タ
南
国
㈱
の
創
業
者
・
横よ

こ

　
私
た
ち
は
「
民
主
主
義
と
は
物
事
を
多

数
決
で
決
め
る
こ
と
だ
」
と
理
解
し
て
い

る
。「
少
数
意
見
は
多
数
意
見
に
従
わ
な

け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う
の
は
常
識

だ
。
工
場
の
移
転
先
な
ど
の
重
要
事
項
の

ほ
と
ん
ど
を
多
数
決
で
決
め
て
い
る
会
社

も
あ
る
。「
フ
ロ
ー
経
営
」
で
有
名
な
ブ

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

多
数
決
の
弊
害
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い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
一
朝
一
夕

で
築
き
上
げ
ら
れ
る
企
業
文
化
で
は
な

い
。

　
前
回
の
記
事
で
「
横
田
さ
ん
は
『
愚
者

の
演
出
』
が
で
き
て
い
る
の
で
、
会
議
の

場
で
人
々
の
マ
イ
ン
ド
が
オ
ー
プ
ン
に
な

り
、
議
論
が
本
質
に
向
か
う
」
と
い
う
話

を
書
い
た
。
三
十
七
年
を
経
て
、
そ
の
企

業
文
化
は
会
社
の
隅
々
ま
で
行
き
渡
っ
て

き
た
よ
う
だ
。
企
業
文
化
と
い
う
も
の

は
、「
こ
う
し
よ
う
」
と
思
っ
た
り
、
声

を
か
ら
し
て
叫
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
美
し

い
企
業
理
念
を
掲
げ
た
り
す
る
だ
け
で
熟

成
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
経
営
者
の
仁

徳
が
、
長
い
年
月
を
か
け
て
浸
透
し
て
い

く
、
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
自
然
だ
。

　
経
営
者
が
指
示
・
命
令
せ
ず
、
多
数
決

を
し
な
く
て
も
議
論
が
収
束
し
、
物
事
が

自
然
に
決
ま
り
、
会
社
の
行
く
べ
き
方
向

性
が
ひ
と
り
で
に
見
え
て
く
る
企
業
は
、

間
違
い
な
く
「
ホ
ワ
イ
ト
企
業
」
だ
。
今
、

そ
う
い
う
会
社
が
少
し
ず
つ
増
え
て
い

る
。
国
会
に
お
け
る
政
治
の
貧
困
さ
を
見

る
に
つ
け
、
現
在
の
議
会
制
民
主
主
義
に

代
わ
る
次
の
社
会
統
治
シ
ス
テ
ム
を
早
急

に
設
計
す
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
。

田た

英ひ
で

毅き

さ
ん
が
、
昭
和
五
十
五
年
に
書

い
た
会
社
案
内
に
は
、「
多
数
決
を
し
な

い
」
と
い
う
文
字
が
躍
っ
て
い
る
。
以
来

三
十
七
年
、
こ
の
方
針
は
見
事
に
定
着
し

た
。
会
議
は
自
由
に
意
見
を
戦
わ
せ
、
考

え
、
そ
れ
ぞ
れ
が
成
長
す
る
た
め
に
開
く

の
で
あ
り
、
何
か
を
決
め
る
た
め
で
は
な

い
。
社
内
旅
行
の
行
き
先
な
ど
、
ご
く
少

数
の
例
外
を
除
い
て
同
社
で
は
多
数
決
は

し
な
い
し
、
経
営
サ
イ
ド
か
ら
の
指
示
・

命
令
も
な
い
。

　
そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
物
事
が
決
ま
る

の
か
と
い
う
と
、
自
然
に
収
束
す
る
と
い

う
。
こ
れ
は
マ
ジ
ッ
ク
だ
。
す
ぐ
に
真ま

似ね

し
て
で
き
る
話
で
は
な
い
。
普
通
の
会
社

で
は
意
見
が
自
然
に
収
束
す
る
こ
と
は
あ

り
得
な
い
。
多
数
決
を
し
な
い
と
、
い
つ

ま
で
た
っ
て
も
決
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
な
ぜ
決
ま
ら
な
い
か
と
い
う
と
、
ほ
と

ん
ど
の
人
は
部
分
最
適
を
考
え
、
エ
ゴ
が

ぶ
つ
か
る
か
ら
だ
。
あ
る
い
は
自
分
の
視

点
や
メ
ン
ツ
に
拘こ

う

泥で
い

す
る
か
ら
だ
。
お
互

い
に
自み

ず
から
の
正
当
性
を
主
張
し
て
、
表
面

的
な
ロ
ジ
ッ
ク
を
駆
使
し
て
、
相
手
を
説

得
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
空
虚
な
議
論
で
い

た
ず
ら
に
時
間
が
過
ぎ
る
だ
け
だ
。

　
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
も
属

し
て
い
た
「
詭き

弁べ
ん

学が
く

派は

（
ソ
フ
ィ
ス
ト
）」

を
中
心
に
、
そ
う
い
う
空
虚
な
議
論
に
磨

き
を
か
け
る
雄
弁
術
が
発
達
し
た
。
多
数

決
と
い
う
の
は
、

そ
う
い
う
空
虚
な

議
論
に
決
着
を
つ

け
る
た
め
の
手
法

だ
。「
今
の
民
主

主
義
は
、
こ
の
手

法
を
ベ
ー
ス
に
し

て
い
る
の
で
決
定

的
な
欠
陥
が
あ

る
」
と
私
は
考
え

て
い
る
。

　
ネ
ッ
ツ
ト
ヨ
タ

南
国
㈱
の
議
論
が

な
ぜ
収
束
す
る
か

と
い
う
と
、
参
加

者
の
エ
ゴ
が
ぶ
つ

か
ら
ず
、
皆
全
体

最
適
を
考
え
る
習

慣
が
身
に
つ
い
て

仁
徳
が
企
業
文
化
を
決
め
る

ネッツトヨタ南国の
リーフレット
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