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そ
れ
は
、
組
織
の
中
で
「
人
」
が
、
ど
う

「
人（
他
人
）」
を
と
ら
え
る
か
と
い
う
「
人

間
観
」
と
「
姿
勢
」
の
問
題
で
す
。

上
司
の
意
識
が

部
下
を
変
え
る

　

こ
こ
で
は
、
特
に
、
上
司
が
ど
の
よ
う

組
織
の
中
で

「
人（
他
人
）」を

ど
う
と
ら
え
る
か
？

　

前
号
で
は
、「
メ
ン
タ
リ
ン
グ
は
、
組

織
の
Ｏ
Ｓ（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
オ
ペ
レ
ー
シ

ョ
ン
シ
ス
テ
ム
）で
あ
る
」
と
い
う
お
話
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
月
号
で
は
、
さ
ら
に
核
心
部
分
に
迫

り
、
組
織
や
シ
ス
テ
ム
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当

て
る
の
で
は
な
く
、
メ
ン
タ
リ
ン
グ
を
進

め
る
う
え
で
の
、
一
人
ひ
と
り
の
意
識
、

人
間
観
、
対
人
態
度
と
い
っ
た
内
容
に
ス

ポ
ッ
ト
を
当
て
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
シ
ス
テ
ム（
制
度
）と
し

て
の
導
入
事
例
や
メ
ン
タ
リ
ン
グ
で
使
う
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ス
キ
ル（
コ
ー
チ
ン
グ
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
、
な
ど
）を
ご
紹
介
し
、

解
説
を
し
て
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
メ
ン
タ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
の

『
知
識
』
や
『
制
度
』
と
し
て
の
運
用
の
仕

方
、
そ
し
て
、
使
用
す
る
際
に
使
う
『
ス

キ
ル
』
は
、
た
い
へ
ん
重
要
で
は
あ
り
ま

す
が
、
さ
ら
に
重
要
な
内
容
が
あ
り
ま
す
。

な
人
間
観
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
に
部
下
に

接
す
る
か
が
、
部
下
育
成
に
お
い
て
大
き

な
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
検
証
し
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

９
月
号
で
は
、
一
人
ひ
と
り
が
自
立

（
律
）し
、
相
互
に
支
援
し
合
い
な
が
ら
、

組
織
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
向
か
っ
て
仕
事
を

す
る
こ
と
が
、
組
織
運
営
の
基
盤
と
な
る

と
い
う
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
実
践
す
る
こ
と

は
、
実
際
に
は
と
て
も
難
し
い
こ
と
な
の

で
す
。
特
に
、
何
年
も
、
あ
る
い
は
何
十

年
も
か
か
っ
て
つ
く
り
上
げ
ら
れ
て
き
た

組
織
風
土
や
環
境
の
中
で
、
急
に
「
自
立

だ
」、「
支
援
だ
」
と
言
っ
て
も
、
ス
ム
ー

ズ
に
変
化
す
る
と
考
え
る
方
が
不
自
然
で

し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
ひ
と
つ
だ
け
方
法
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
、
上
司
が
意
識
を
完
全
に
切

り
替
え
る
こ
と
で
す
。

　

上
司
が
、
特
に
、
意
識
を
変
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
ポ
イ
ン
ト
は
二
つ
あ
り
ま
す
。

1
・
徹
底
し
た
「
自
己
責
任
意
識
」
で

行
動
す
る

2
・「
内
発
的
動
機
づ
け
」
が
で
き
る

よ
う
に
な
る

徹
底
し
た

「
自
己
責
任
意
識
」

と
は
？

　

徹
底
し
た
自
己
責
任
意
識
と
は
、
簡
単

に
言
う
と
「
す
べ
て
を
自
分
が
受
け
容
れ

る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

つ
ま
り
、
上
司
は
、
部
下
の
ミ
ス
、
弱

点
、
性
質
、
未
熟
さ
、
さ
ら
に
は
、
社
内

の
環
境
の
変
化
や
社
会
の
環
境
の
変
化
と

い
っ
た
、
自
分
で
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
及

ば
な
い
内
容
に
対
し
て
も
、
す
べ
て
上
司

で
あ
る
自
分
の
責
任
で
あ
る
と
考
え
、
行

動
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。　

　

あ
る
意
味
で
、
自
分
と
相
手
を
別
々
の

「
対
立
し
た
存
在
」
と
と
ら
え
る
の
で
は

な
く
、
あ
た
か
も
「
自
分
の
延
長
線
上
に

あ
る
存
在
」
の
ご
と
く
と
ら
え
る
と
言
っ

て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
部
下
を
、

そ
こ
ま
で
の
存
在
と
し
て
接
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

通
常
、
私
た
ち
は
、
部
下
と
の
関
係
に

お
い
て
問
題
が
発
生
す
る
と
、
ど
の
よ
う

に
と
ら
え
、
行
動
す
る
で
し
ょ
う
か
？

　

ち
な
み
に
「
す
べ
て
を
受
け
容
れ
な
い
」

行
動
と
は
、
次
の
よ
う
な
行
動
を
言
い
ま

す
。１

・
転
嫁（
部
下
を
含
め
他
人
の
せ
い
に
す

る
）

２
・
逃
避（
問
題
か
ら
遠
の
く
）

３
・
指
示
待
ち（
自
分
の
上
司
か
ら
指
示
が

あ
る
ま
で
何
も
し
な
い
）

４
・
傍
観（
第
三
者
的
に
じ
っ
と
見
て
い
る
）

５
・
無
視（
知
ら
ん
振
り
を
す
る
）

６
・
拒
絶（
一
切
、
受
け
容
れ
な
い
）

７
・
正
当
化（
自
分
の
正
し
さ
を
主
張
す

る
）

８
・
責
任
分
割（
自
分
も
悪
い
が
、
部
下
も

悪
い
と
考
え
る
）

９
・
妥
協（
仕
方
な
い
と
あ
き
ら
め
る
）

10
・
迎
合（
自
分
を
捨
て
て
、
部
下
に
合
わ

せ
る
）

11
・
我
慢（
部
下
の
変
化
を
期
待
し
て
、
じ

っ
と
こ
ら
え
る
）

「
す
べ
て
を
受
け
容
れ
な
い
」
タ
イ
プ
の

上
司
は
、
前
述
の
「
11
の
パ
タ
ー
ン
」
の

う
ち
ど
れ
か
を
選
ん
で
実
行
し
た
り
、
い

く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
を
複
合
さ
せ
た
り
す

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、「
す
べ
て
を
受
け
容
れ
る
」

こ
と
の
で
き
る
上
司
は
、
前
述
の
「
11
の

パ
タ
ー
ン
」
を
ど
れ
ひ
と
つ
選
ば
な
い
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
部
下
の

ング分野では、ミッションマネジメント、メンタリングシ
ステム導入、コーチングセールス導入、企業の企画／戦略
の作成、商品企画、などを手がける。また、米国のＩＭＡ
（国際メンタリングアソシエーション）やＩＳＰＩ（国際パ
フォーマンス改善協会）の正会員として人材育成の分野に
おいて国際的な活動も続けている。



●内的コントロール

　１．気づかう
　２．傾聴する
　３．支援する
　４．貢献する
　５．勇気づける
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　５．脅す
　６．罰する
　７．褒美でつる
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す
べ
て
を
受
容
す
る
と
い
う
思
考
パ
タ
ー

ン
と
行
動
パ
タ
ー
ン
を
身
に
つ
け
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
上
司
の
態
度
に
、
部
下
は
、

心
を
動
か
さ
れ
、「
自
分
も
上
司
の
よ
う

に
、
自
己
責
任
意
識
を
持
っ
て
仕
事
を
し

た
い
」
と
必
ず
思
う
よ
う
に
な
る
は
ず
で

す
。

「
内
発
的
動
機
づ
け
」

が
肝
心

　

前
述
の
よ
う
な
「
す
べ
て
を
受
容
で
き

る
上
司
」
の
仕
事
へ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

は
、「
内
発
的（
自
ら
の
中
か
ら
湧
き
起
こ
っ

て
く
る
）」
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。

　

こ
れ
に
反
し
て
、「
外
発
的
動
機
づ
け
」

と
は
、『
他
人
か
ら
言
わ
れ
た
か
ら
』、『
お

金
の
た
め
』、『
規
則
で
決
ま
っ
て
い
る
か

ら
』
…
と
い
う
よ
う
な
自
ら
の
〝
思
い
〞

か
ら
発
す
る
も
の
で
は
な
く
、
外
か
ら
の

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
さ
れ
る
動
機
づ

け
で
す
。

　

人
が
本
気
で
何
か
を
す
る
時
に
は
、
必

ず
内
発
的
な
動
機
づ
け
が
あ
る
は
ず
で
す
。

　

つ
ま
り
、
上
司
が
部
下
に
対
し
て
内
発

的
動
機
づ
け
が
で
き
た
時
に
、
は
じ
め
て

部
下
が
本
気
で
仕
事
を
す
る
の
で
す
。

　

こ
の
外
発
的
・
内
発
的
動
機
づ
け
に
つ

い
て
、
＊
「
選
択
理
論
」
を
提
唱
し
て
い

る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
グ
ラ
ッ
サ
ー
博
士
は
、

上
の
図
の
よ
う
に
「
外
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」

か
ら
「
内
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
へ
と
ア
プ

ロ
ー
チ
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手

（
部
下
な
ど
）を
内
発
的
に
動
機
づ
け
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
説
い
て
い
ま
す
。

＊
「
選
択
理
論
」
と
は
、
人
間
の
動
機
づ

け
は
、
基
本
的
に
外
的
に
な
さ
れ
る
の

で
は
な
く
、
内
的
な
も
の
で
あ
る
と
す

る
理
論
。
人
は
、
他
人
の
行
動
を
変
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
、
変
え
る

き
っ
か
け
を
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
る

が
、
変
わ
る
か
変
わ
ら
な
い
か
は
、
本

人
が
決
め
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。

時
代
を
超
え
た

原
理
原
則
が
あ
る

　

部
下
を
育
て
る
方
法
論
を
考
え
た
り
、

学
習
し
た
り
す
る
前
段
階
に
お
い
て
、

1　

徹
底
し
た
「
自
己
責
任
意
識
」
で

行
動
す
る

2　
「
内
発
的
動
機
づ
け
」
が
で
き
る

よ
う
に
な
る

　

こ
の
二
点
は
上
司
の
姿
勢
と
し
て
、
ぜ

ひ
身
に
つ
け
て
お
い
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
。

　

は
じ
め
か
ら
完
璧
を
求
め
て
も
で
き
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
い
つ
も
意

識
し
、「
今
日
は
こ
れ
が
で
き
た
」、
あ
る

い
は
「
こ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
、
自

分
自
身
を
チ
ェ
ッ
ク
を
し
な
が
ら
、
階
段

を
一
段
ず
つ
上
る
以
外
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

部
下
育
成
の
方
法
論（
ス
キ
ル
や
形
態
）は
、

時
代
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
し
て
い
る
よ

う
で
す
が
、
こ
の
「
姿
勢
」
は
、
ど
の
時

代
で
も
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
よ
う
で
す
。

『
や
っ
て
み
せ
、
言
っ
て
聞
か
せ
て
、
さ

せ
て
み
て
、
誉
め
て
や
ら
ね
ば
、
人
は
動

か
じ
』（
山
本
五
十
六
）と
は
、
大
日
本
帝

国
軍
の
い
わ
ば
教
育
理
念
と
言
え
ま
す
。

　

ど
の
時
代
に
お
い
て
も
、
上
司
の
「
主

体
性（
自
己
責
任
意
識
）」
と
「
内
発
的
動
機

づ
け
」
の
重
要
性
が
問
わ
れ
て
い
る
、
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。


