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企業組織は、生身の人間の集団です。そこには組

織に蔓延する悪しき習慣というものがあることがあ

ります。特に社歴の古い会社において散見されるの

ですが、企業成長を阻害する「集団の論理」に支え

られた悪しき習慣が存在することがあるのです。

こうした組織内の「集団の論理」が企業を徐々に

蝕んでゆき、最終的には企業を衰退させていくこと

もあります。こうした「集団の論理」を排除するこ

となしに企業を成長軌道に乗せることはできないと

思います。

大
不
況
に
拍
車
を
掛
け
る

社
内
に
は
び
こ
る

悪
し
き
習
慣
を
炙
り
出
す

な
ぜ
悪
し
き
習
慣
が

で
き
て
し
ま
う
の
か
？

■
社
員
に
都
合
の
い
い
会
社
？

企
業
は
人
か
ら
構
成
さ
れ
る
組
織
で

す
。
そ
し
て
個
々
の
社
員
は
、
基
本
的

に
自
分
を
守
る
と
い
う
本
能
を
持
っ
て

仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
自
然
界
の
中
で

動
物
が
外
敵
に
対
し
て
身
を
守
る
の
と

同
じ
よ
う
に
、
職
場
で
自
分
を
守
る
知

恵
を
つ
け
る
こ
と
が
、
そ
の
企
業
で
生
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て
都
合
の
い
い
勤
務
環
境
を
作
り
た
い

と
い
う
意
識
を
持
つ
の
が
自
然
の
流
れ

で
す
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
企
業
の
成
長

を
目
的
と
し
た
も
の
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
社
員
に
「
ど
ん
な
会
社
が

い
い
会
社
で
す
か
？
」
と
い
う
問
い
を

し
て
み
て
、
返
っ
て
く
る
返
答
は
、「
自

分
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
会
社
」
な
の

で
す
。
つ
ま
り
、
社
員
は
無
意
識
に
常

に
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
会
社
を

求
め
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
会
社
に

貢
献
す
る
と
い
う
名
目
の
も
と
で
、
自

分
の
都
合
の
い
い
環
境
を
作
り
出
そ
う

と
す
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
の
も
事
実

で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
に
都
合
の
い

い
会
社
こ
そ
、
そ
の
社
員
に
と
っ
て
は

「
良
い
会
社
」
だ
か
ら
で
す
。

■
資
本
の
論
理
と
集
団
の
論
理

「
環
境
順
応
」
と
「
社
員
の
エ
ゴ
」
が

少
し
ず
つ
積
み
重
な
り
、「
資
本
の
論
理
」

で
は
な
く
、
企
業
の
成
長
の
阻
害
要
因

と
な
る
「
集
団
の
論
理
」
と
い
う
も
の

き
残
る
術
と
な
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
周
囲
の
論
理
に
自
分

を
順
応
さ
せ
な
け
れ
ば
、
自
分
を
守
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
戦
争
を
し
て
い

て
銃
弾
が
飛
び
交
う
中
で
「
平
和
を
唱

え
る
」
こ
と
は
正
し
い
行
為
で
も
、
戦

争
し
て
い
る
と
き
は
自
分
も
銃
で
交
戦

し
な
け
れ
ば
、
撃
ち
殺
さ
れ
て
し
ま
う

よ
う
な
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
企
業
の

中
で
生
き
残
る
に
は
自
分
の
置
か
れ
た

環
境
に
順
応
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

次
に
、
個
々
の
社
員
は
自
分
に
と
っ
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か
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
勉
強
で
き
な

い
環
境
に
い
た
と
い
う
ほ
う
が
い
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
ほ
と
ん
ど
の
若
手
社

員
が
夜
遅
く
ま
で
ダ
ラ
ダ
ラ
と
残
業
を

し
て
い
た
の
で
す
。
そ
こ
に
は
、
や
る

べ
き
仕
事
が
な
く
て
も
会
社
に
残
っ
て

い
る
と
い
う
、「
悪
し
き
習
慣
」
が
あ
っ

た
の
で
す
。
効
率
的
に
仕
事
を
済
ま
せ

て
、
就
業
後
は
自
分
の
勉
強
に
充
て
よ

う
と
い
う
環
境
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

た
ま
に
、
勉
学
意
欲
の
あ
る
若
手
社

員
が
残
業
を
せ
ず
に
早
く
帰
っ
て
自
分

の
時
間
を
有
効
に
使
お
う
と
す
る
と
、

上
司
か
ら
暗
黙
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
か

か
り
、
結
局
、
皆
と
同
じ
よ
う
に
会
社

に
残
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
し
ま
う
の

で
す
。
こ
の
会
社
で
は
、
長
時
間
会
社

に
い
る
こ
と
で
、
愛
社
精
神
を
示
す
こ

と
が
見
え
ざ
る
掟
で
し
た
。

■
異
質
な
も
の
は
排
除
!?

ま
た
、
創
造
性
と
は
本
来
は
異
質
な

も
の
の
ぶ
つ
か
り
あ
い
か
ら
生
ま
れ
る

も
の
で
す
が
、
こ
の
会
社
で
は
、
異
質

な
ア
イ
デ
ア
を
持
つ
こ
と
さ
え
タ
ブ
ー

で
あ
る
と
い
う
雰
囲
気
が
あ
り
ま
し
た
。

常
に
周
り
の
論
理
と
同
化
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
、
異
質
な
も
の
は
徹
底
的
に

排
除
さ
れ
る
と
い
う
企
業
文
化
が
あ
っ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
革
新
的
な
ア
イ
デ
ア
な
ど

が
認
め
ら
れ
る
文
化
に
な
る
と
、
上
司

の
方
も
立
場
が
な
く
な
る
か
ら
で
し
ょ

う
。
上
司
も
古
い
文
化
の
中
で
育
ち
、

も
は
や
効
率
性
や
柔
軟
性
を
も
っ
て
新

た
な
も
の
を
創
り
出
す
能
力
を
失
っ
て

い
た
か
ら
で
す
。

新
た
な
も
の
を
認
め
る
と
い
う
こ
と

は
、
旧
態
然
と
し
た
企
業
文
化
を
背
負

っ
て
い
る
社
員
に
と
っ
て
は
、
自
己
否

定
を
す
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
し
た
が

っ
て
、
無
意
識
に
部
下
に
プ
レ
ッ
シ
ャ

ー
を
か
け
、
新
た
な
も
の
は
抹
殺
し
よ

う
と
し
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
環

境
の
中
で
育
っ
た
若
手
が
中
間
管
理
職

に
な
る
と
同
じ
よ
う
に
部
下
に
接
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
保
守

的
な
文
化
が
悪
し
き
習
慣
と
と
も
に
継

承
さ
れ
て
い
く
と
い
う
わ
け
で
す
。

■
見
え
ざ
る
組
織
階
層

さ
ら
に
公
式
的
な
組
織
階
層
以
上
に
、

が
作
り
出
さ
れ
る
わ
け
で
す
。「
資
本
の

論
理
」
と
は
、
与
え
ら
れ
た
経
営
資
源

を
も
っ
と
も
効
率
的
に
運
用
し
、
そ
し

て
、
最
大
の
効
果
を
金
銭
的
に
生
み
出

す
論
理
で
す
。

こ
れ
は
、
企
業
成
長
の
た
め
の
根
本

原
理
で
あ
り
、
こ
う
し
た
論
理
が
貫
徹

さ
れ
て
い
な
い
と
企
業
は
衰
退
し
て
い

き
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
水
が
高
い
と
こ
ろ

か
ら
低
い
と
こ
ろ
へ
と
流
れ
る
よ
う
に
、

「
資
本
の
論
理
」
な
し
で
は
企
業
は
衰
退

し
て
い
く
も
の
で
す
。

一
方
、「
集
団
の
論
理
」
と
は
何
で
し

ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
社
員
が
課
題
に
直

面
す
る
た
び
に
自
分
の
都
合
の
い
い
解

決
策
を
取
り
、
そ
れ
が
前
例
と
し
て
積

み
重
な
っ
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
い

つ
の
間
に
か
社
員
の
行
動
様
式
を
支
配

す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

始
め
に
書
き
ま
し
た
が
、
基
本
的
に

社
員
は
自
分
を
守
ろ
う
と
い
う
意
識
が

働
き
ま
す
の
で
、
理
屈
で
は
効
率
的
で

は
な
い
と
気
づ
い
た
と
し
て
も
、
こ
う

し
た
環
境
に
順
応
す
る
こ
と
が
暗
黙
の

う
ち
に
強
制
さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

こ
う
し
た
「
集
団
の
論
理
」
が
一
度
出

来
上
が
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
か
ら
抜

け
出
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
く
な
る
も

の
で
す
。

悪
し
き
習
慣
で

企
業
が
衰
退
し
た
事
例

■
大
倉
商
事
の
ケ
ー
ス

東
証
一
部
上
場
企
業
の
商
社
・
大
倉

商
事
。
業
績
が
低
迷
し
最
後
に
は
自
己

破
産
（
１
９
９
８
年
８
月
）
を
し
た
こ

と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

同
社
は
、
日
本
貿
易
会
を
構
成
す
る

17
社
の
一
員
と
し
て
準
大
手
総
合
商
社

で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
経
営
不
振
に
陥

り
ま
し
た
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
？
そ
の
理

由
の
一
つ
と
し
て
次
の
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。

大
倉
商
事
は
財
閥
系
の
総
合
商
社
と

い
う
こ
と
で
社
員
の
プ
ラ
イ
ド
は
非
常

に
高
い
も
の
が
あ
り
ま
し
が
、
総
合
商

社
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
活
動
を
す
る

会
社
に
し
て
は
、
社
員
の
平
均
的
な
英

語
力
が
「
非
常
に
低
か
っ
た
」
の
で
す
。

英
語
力
が
低
い
理
由
は
、
社
員
が
自

己
啓
発
の
た
め
の
勉
強
を
あ
ま
り
し
て

い
な
か
っ
た
の
で
す
。
勉
強
し
て
い
な



Special
F
eature

3 March 22

見
え
ざ
る
組
織
階
層
が
あ
り
ま
し
た
。

公
式
的
な
組
織
階
層
も
多
い
の
で
す
が
、

１
年
で
も
入
社
が
早
け
れ
ば
、
先
輩
に

服
従
と
い
う
よ
う
な
雰
囲
気
が
あ
り
ま

し
た
。
俗
に
い
う
と
こ
ろ
の
風
通
し
の

悪
さ
で
す
。
公
式
的
な
権
限
も
明
確
で

な
く
、「
集
団
の
論
理
」
で
暗
黙
に
権
限

が
決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

し
た
が
っ
て
若
手
の
社
員
に
と
っ
て

は
非
常
に
閉
塞
感
が
あ
り
、
ベ
ン
チ
ャ

ー
精
神
の
あ
る
若
手
は
会
社
を
去
る
と

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

古
参
の
社
員
に
と
っ
て
は
、
居
心
地
の

い
い
場
所
で
あ
り
、
自
分
に
と
っ
て
都

合
の
い
い
会
社
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
給
与
も
年
功
色
が
強
く
、
社

歴
が
古
い
と
い
う
だ
け
で
社
内
で
は
大

き
な
顔
で
仕
事
が
で
き
る
か
ら
で
す
。

悪
し
き
習
慣
を
生
み
出
す
「
集
団
の

論
理
」
で
会
社
が
動
い
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
多
く
の
社
員
は
「
一
部
上

場
の
財
閥
系
の
総
合
商
社
」
に
属
し
て

い
る
と
い
う
プ
ラ
イ
ド
で
状
況
を
正
当

化
し
て
い
ま
し
た
。

■
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
失
敗

こ
う
し
た
状
況
を
当
時
の
経
営
陣
は

容
認
し
て
い
た
の
で
あ
り
ま
せ
ん
。

当
時
の
経
営
陣
は
、「
古
い
会
社
を
壊

し
て
、
新
し
い
会
社
を
作
り
た
い
」
と

常
々
考
え
て
い
ま
し
た
。
実
際
に
、
外

資
系
の
一
流
と
呼
ば
れ
る
経
営
コ
ン
サ

ル
テ
ィ
ン
グ
会
社
に
依
頼
し
て
経
営
戦

略
を
練
り
直
し
た
り
し
て
い
た
の
で
す

が
、
し
か
し
、
経
営
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン

グ
会
社
は
論
理
的
に
整
合
性
の
あ
る
施

策
を
示
す
だ
け
で
、
実
際
に
策
定
さ
れ

た
戦
略
を
、
こ
う
し
た
「
集
団
の
論
理
」

の
強
い
会
社
で
実
行
で
き
る
か
は
別
物

で
す
。

残
念
な
が
ら
、
結
果
的
に
企
業
体
質

が
変
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

し
、
新
規
の
ビ
ジ
ネ
ス
の
開
拓
も
後
れ

を
取
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
以
前
と
同

じ
よ
う
に
業
績
の
低
迷
が
続
く
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
ほ
ど
「
集
団
の
論
理
」
と
は
企

業
に
お
い
て
、
強
い
力
を
持
つ
も
の
な

の
で
す
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
体
内
を
蝕

む
が
ん
細
胞
の
よ
う
に
徐
々
に
、
い
ろ

い
ろ
な
組
織
に
侵
食
し
て
い
き
ま
す
。

自
覚
症
状
が
出
て
き
た
と
き
に
は
、
も

う
手
の
施
し
よ
う
が
な
い
状
況
に
な
っ

て
い
る
も
の
で
す
。

悪
し
き
習
慣
を
排
除
す
る

二
つ
の
方
法
論
と
は

■
経
営
陣
の
意
識
改
革

悪
し
き
習
慣
が
「
集
団
の
論
理
」
と

い
う
と
こ
ろ
ま
で
成
長
す
る
と
、
非
常

に
排
除
す
る
の
が
難
し
く
な
り
ま
す
。

単
な
る
悪
し
き
習
慣
も
積
み
重
な
れ
ば

「
集
団
の
論
理
」
へ
と
質
的
に
変
貌
す
る

の
で
す
。
そ
し
て
、「
集
団
の
論
理
」
は

さ
ら
に
悪
し
き
習
慣
を
生
み
出
し
ま
す
。

悪
し
き
習
慣
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
れ
ば

早
期
の
う
ち
に
、
そ
の
対
策
を
考
え
る

こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。

「
集
団
の
論
理
」
の
反
対
概
念
は
「
資

本
の
論
理
」
で
す
。「
資
本
の
論
理
」
と

は
、
最
小
限
の
経
営
資
源
で
最
大
限
の

収
益
を
効
率
的
に
あ
げ
る
論
理
で
す
。

「
資
本
の
論
理
」
の
視
点
に
立
脚
し
て
、

逸
脱
し
た
習
慣
を
目
ざ
と
く
認
識
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

経
営
陣
の
意
識
が
「
資
本
の
論
理
」
に

向
き
、
社
員
の
意
識
の
ベ
ク
ト
ル
を
一

定
方
向
に
向
か
せ
る
努
力
が
必
要
だ
と

思
い
ま
す
。



大
不
況
に
も
負
け
な
い
!!

特集企画

23 2010.3

下
で
働
く
社
員
は
、
常
に
上
の
顔
色

を
見
て
行
動
様
式
を
決
め
て
い
る
と
い

う
の
は
、
今
も
昔
も
同
じ
で
す
。
ト
ッ

プ
の
意
識
は
す
ぐ
に
下
に
伝
わ
り
ま
す
。

ど
ん
な
に
合
理
的
な
こ
と
を
口
で
い
っ

て
も
、
本
心
で
非
合
理
な
感
覚
を
持
っ

て
い
れ
ば
、
下
の
社
員
は
敏
感
に
感
知

し
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
悪
し
き
習
慣
を
排
除

す
る
に
は
、
経
営
陣
の
意
識
改
革
が
必

要
な
ケ
ー
ス
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
ま

さ
に
企
業
文
化
構
築
は
経
営
陣
の
仕
事

だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

■
洗
練
さ
れ
た
成
果
主
義

こ
の
よ
う
に
、
ま
ず
は
経
営
陣
の
意

識
改
革
が
重
要
で
す
。
で
は
次
に
、
具

体
的
な
方
策
を
述
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、
人
事
制
度
が
「
集
団
の
論
理
」

を
排
除
し
て
「
資
本
の
論
理
」
に
則
し

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ

ま
り
、
ト
ッ
プ
の
意
識
を
具
現
化
す
る

人
事
制
度
の
構
築
に
よ
っ
て
社
員
の
意

識
の
ベ
ク
ト
ル
を
「
資
本
の
論
理
」
に

近
づ
け
る
と
い
う
方
法
で
す
。

人
事
制
度
の
目
的
は
、
通
常
は
「
公

正
な
評
価
」
や
「
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
向

上
」
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

社
員
の
意
識
の
ベ
ク
ト
ル
を
「
資
本
の

論
理
」
に
向
か
わ
せ
る
目
的
も
あ
る
の

で
す
。
最
近
は
、
行
き
過
ぎ
た
「
成
果

主
義
」
が
問
題
と
な
り
、「
成
果
主
義
」

に
対
し
て
懐
疑
的
な
意
見
も
聞
か
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
社
員
が
抱
く
意
識

の
ベ
ク
ト
ル
を
「
資
本
の
論
理
」
に
向

か
わ
せ
る
に
は
効
果
が
あ
る
の
は
確
か

で
す
。
要
す
る
に
「
成
果
主
義
」
と
い

う
制
度
運
用
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
の
問
題

で
あ
り
、
う
ま
く
運
用
す
れ
ば
成
果
主

義
人
事
は
悪
し
き
習
慣
を
絶
つ
と
い
う

効
用
も
あ
る
の
で
す
。
単
に
昔
の
前
例

だ
と
か
、「
集
団
の
論
理
」
に
固
執
し
て

い
た
の
で
は
成
果
は
出
ま
せ
ん
。「
成
果

主
義
」
を
明
確
に
し
た
人
事
制
度
は
、

悪
し
き
習
慣
を
自
然
に
絶
つ
ツ
ー
ル
と

な
り
ま
す
。

私
が
過
去
に
接
し
た
ハ
イ
テ
ク
企
業

は
「
純
日
本
的
な
悪
し
き
習
慣
」
の
多

い
企
業
で
し
た
が
、
あ
る
と
き
外
国
資

本
に
買
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

本
当
の
意
味
で
の
外
資
系
特
有
の
成
果

主
義
的
な
企
業
文
化
を
築
く
た
め
に
、

人
事
制
度
と
リ
ス
ト
ラ
を
組
み
合
わ
せ

た
改
革
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
、
成
果

主
義
的
な
企
業
へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
の

で
す
が
、
し
か
し
、
当
初
は
い
き
な
り

外
資
系
的
な
人
事
制
度
を
導
入
し
て
も

社
員
に
定
着
し
な
い
と
思
い
、
３
年
間

ほ
ど
緩
や
か
な
「
成
果
主
義
」
を
導
入

し
ま
し
た
。
そ
の
過
程
で
新
た
な
企
業

文
化
に
そ
ぐ
わ
な
い
社
員
は
退
職
し
て

い
き
ま
し
た
。

社
員
が
「
成
果
主
義
」
に
慣
れ
て
き

た
頃
に
本
格
的
な
「
成
果
主
義
」
を
導

入
し
、
新
し
い
企
業
文
化
を
背
負
っ
た

人
材
を
投
入
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
５

年
ほ
ど
経
過
す
る
と
昔
の
会
社
と
は
ま

っ
た
く
異
な
っ
た
企
業
文
化
の
会
社
と

な
っ
た
の
で
す
。
企
業
文
化
が
新
し
く

な
る
と
と
も
に
昔
か
ら
あ
っ
た
悪
し
き

習
慣
と
い
う
も
の
も
自
然
に
消
え
去
り

ま
し
た
。

つ
ま
り
、
悪
し
き
習
慣
だ
け
を
モ
グ

ラ
叩
き
の
よ
う
に
潰
そ
う
と
思
っ
て
も

土
台
と
な
る
企
業
文
化
が
変
わ
ら
な
け

れ
ば
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
経
営
陣
が
意
識
を
変
え

て
、
企
業
の
仕
組
み
で
あ
る
制
度
を
も

変
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

最
後
に

何
が
悪
し
き
習
慣
で
あ
る
か
は
、
経

営
陣
が
ど
の
よ
う
な
価
値
観
を
持
つ
か

と
い
う
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
明
ら
か
に

企
業
の
成
長
の
阻
害
と
な
る
場
合
を
除

い
て
、
そ
れ
は
曖
昧
な
定
義
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
そ
の
悪
し
き
習
慣
の
背
後
に

隠
れ
た
合
理
的
な
理
由
が
存
在
す
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、
一
定
の
モ
ノ
サ
シ
で

測
っ
て
良
し
悪
し
を
独
善
的
に
判
断
す

る
の
は
、
少
し
危
険
な
可
能
性
も
あ
り

ま
す
。
こ
う
し
た
悪
し
き
習
慣
は
、
見

つ
け
て
そ
れ
だ
け
を
正
そ
う
と
す
る
よ

り
は
、
土
台
と
な
る
企
業
文
化
の
改
善

に
よ
っ
て
自
然
消
滅
的
に
な
く
な
る
方

が
好
ま
し
い
で
し
ょ
う
。

悪
し
き
習
慣
は
、
好
ま
し
く
な
い
企

業
文
化
の
ひ
と
つ
の
症
状
で
あ
っ
て
、

独
立
し
た
課
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
た
め
土
台
と
な
る
企
業
文
化
を
変
え

て
い
く
態
度
の
方
が
根
本
的
な
解
決
に

つ
な
が
り
ま
す
。
兆
候
を
見
出
し
た
ら
、

対
症
療
法
で
は
な
く
根
本
的
な
治
療
と

は
何
で
あ
る
か
を
考
え
て
対
応
す
る
と
、

い
い
結
果
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。


