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岩 崎 日 出男

＊

　技術立国日本に お け る 人材育成は もの づ くりが 基本

で あ り，製造業 が 生 き延び て い くため の 必須条件で あ

る．しか し，重要 な技術 の 伝承 に は 長期 に わ た る投資

が 必要 で ，
こ れ に は 多大 な リス クも伴 う．最先端技術

へ の た ゆ まぬ 取 り組 み と確立 さ れ た 技術 の 伝承へ の 投

資 こ そ業界 で の リーダーシ ッ プ を発揮する 原動 力 で あ

る．若年者層が 減少す る 社会 に お い て ，こ の 問題 は 製

造業 に と っ て か な り深刻 で あ る。特に 日本 の 製造業 を

支 えて い る基盤技術 に 対す る技術 や 技能の 継承 へ の 影

響は 2007年問題 と して ， 企業規模に 関係 な く危機感

が 強 く持 た れ て い る．

　技術 の 伝承 に お い て 何 が 必 要な の か
， 伝承 す る の は

「技術」で は な く 「人材」で あ る．伝承 すべ き技術 に

深 くかかわ っ て，初め て そ の 技術に精通 し， 長所 も短

所 も把握 で きる．そうした 人材 こ そ伝承 に 対す る 最良

の 媒介となる．即 戦力 となる有用な人材 を中途採用 で

確保する こ と は で き る だ け さ け るべ きで あろう．

　結局 ， 技術 は人に よっ て 継承
・伝承 さ れ る こ とか ら

技術の伝承を促進する に は 適切な人材 を育成する こ と

に あ る．もの づ くりに 必要 な技術 ・技能の 伝承 に 向け

て，若者の 確保 と育成には時間 をか けて で もじっ くり

と取 リ組 む べ き で あ る．併 せ て 安 易 に 海外 ヘ コ ア と な

る技術 の 移転 を図るべ きで は ない ．

　以上 の 視 点 か ら技術立 国 日本 を再生 さ せ る た め に

「もの づ くりに おけ る技術 の 伝承 と 人材育成」の 問題

点は ， 危機感 の もとに じ っ くりと取 り組むべ き重 要な

問題 とい える．

　本特集で は ， そ れ ら有用 な 人 材 を育成す る た め の 技

術 の 伝承方法 と長期的 な人材育成に つ い て，企業組織

と して の シ ス テ ム 的な取 り組 み や 工 夫 され た 仕掛け に

っ い て 紹介す る．

1．ものづ く りにおける 技術の伝承 と人材

育成

　岩崎 日出男 と内 田 英夫氏 は ， 団塊 の 世代 が
一

斉 に 定

年退職 を迎 え は じめ る 「2007 年 問 題 」 は 製 造 業 に お

い て，こ れ か ら の もの づ くりに 重要な技術 の 維持 ・向

上 に大きな問題 と危機 意識を もた らす現象を解説 して

い る．日本 の 製造業 が 国際的 に 競 争力を維持す る た め

に は，高い 技術力 を保有 して い る利点 を活 か しなが ら，

グ ロ
ーバ ル な生産技術 の 展開 を さ ら に 進 め て い か な け

れ ば ならな い ．その た め に も各種 基盤技術 に お い て優

位 性 を保 持 し，高 機 能・
高 付 加 価 値製 品 を 世 界 市

場に提供 して い く必要が あ る．こ れで 蓄積 されて きた 技

術 ・技能 を伝承 し， 向上 させ る施策 が求め られて い る．

こ の 答え の ヒ ン ト と して 2004年 ユ2 月 に 開催 され た

「第 79回品質管理 シ ン ポ ジ ウ ム 」 で の グル
ープ デ イ ス カ

シ ョ ン 第 3班 の テ
ー

マ 「
“
質創 in±

”
　
“
世 界を リ

ー
ドす る

人材育成 〔技術 の 伝承 ）
”
」の 討論結 果 を紹 介 して い る．
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2．ものづ くりにおける革新的人材育成

　奥林康司 氏 は，企業 経 営，人事労務管理 の 学識第
一

人者 で あ る．人材開発 ・技術 者 の 創造性開発の 立場 か

らもの づ くりに お け る革新的人材開発に つ い て論述 し
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て い る．もの づ くりに おけ る革新的人材 と は過去 の伝

統 を守 る の み で な く，過 去 の 技術 を越 え，さ らに は 革

新 的技術 を展開しうる 人材 で あ る と定義 して い る．こ

の よ うな 自己展開が で き る 自律型人材育成 の た め の 仕

組 み と その 取 り組 み 事例 として 異な っ た業種 3社 を紹

介 して い る．い ずれ の 企業 も全員
一

律研修制度か ち製

品開発や技術革新を不断 に 実行 で きる 意識的な 人 材育

成へ の 積極的な取 り組 み を特徴 とした事例 で あ り，今

日 の 激 しい グ ロ
ーバ ル 競争 に 生 き残れ る 制度 を展開 し

て い る．こ の よ うに 育て られ た 人材 はまず 自律的に行

動 で き，自ら考 え積極的 に 多 くの 場面 を経験す る こ と

へ の チ ャ ン ス を求め て い る．すな わ ち，常に 外部 か ら

の 革新的な情報収 集と社 内の 技術蓄積 の 集合 に よ り，

もの づ くり に 必要 な革新的技術開発 が で き る 人 材育成

の 仕 組 み が確立 できると論説 して い る．

3．設計現場での ナ レッ ジマ ネジメン ト革

　新と新人技術者の育成

　香川登志雄氏 と池野紀子氏 か らは ， 松下 電器産業 の

設計現場 に おけ るナ レ ッ ジ マ ネ ジ メ ン ト革新活動の 事

例 を紹介 し て い た だ い た．特に，開発
・
設計プ ロ セ ス

の 仕 組 み
， 技法 ，

ツ
ー

ル
， 風 土 の 革新 として ナ レ ッ ジ

マ ネ ジ メ ン トの有効性を検証して い る．ナ レ ッ ジ マ ネ

ジ メ ン トは単 に 情報 シ ス テム 導入 とい うとらえ方 で は

な く ， 設計者の 意識改革 と し て位置づ け て い る．技術

の 伝達 に お い て 設計 に お け る変化点 の 認識 は 非常に 重

要で あ る．FMEA を活用 しトラブ ル の 未然防止 と し

て の 技術情報 の 共有化 を図 るた め に，熟練 技術者 の ノ

ウ ハ ウ を共通データーべ 一
ス と し て蓄積する こ とに よ

り，新人技術 者へ 伝承情報 として提供す る仕組 み を構

築 して い る．

4．エ レク トロニ クス 業界 に おける モ ノ づ

　く り経営と人材育成

　吉良　徹氏 は，シ ャ
ープ の 技術開発 の 事例 を中心 に

エ レ ク トロ ニ クス 業界 が 取 るべ き技術戦略 ともの づ く

りに 必要 な マ ネ ジ メ ン ト能力 の 重要性 を論 述 し て い

る．開発力 で 重要 なの は 「技術 の 融合」で あ り， 擦 り

合 わせ る 技術 の 保 有 と そ れ に ふ さ わ し い 組 織 体 制 の 確

立 に よ っ て 技術 の 融合 および ス パ イラル 戦略 を達成 し

て い る．もの づ くりに お け る 生産力で 重要なの は，バ

リュ
ー

チ ェ
ー

ン 全体 を構成す る 人材 の 強化 に ある．そ

の た め に 設計技術者育成の た め の 「モ ノ づ くり塾」 を

6／6

開講 し，技術の 伝承 をね らい として設計技術，QC 実

務能力 向上 を図 り， 執着心 ・実行 力 を もつ ソ リ ュ
ー

シ

ョ ン 型 人材育成 シ ス テム を紹介 して い る．今後 は ， 技

術 ・技能 の 伝承 の み で な く，
マ ネ ジ メ ン トを含 む 総合

的なモ ノづ くり力が 継承 で きる人材育成の 必要性 を強

調 され て い る．

5．航空機整備技術の伝承と人材育成

　定 近 士郎 氏 は ， 全 日本 空輸 の 整備 部 門 の 立場 か

ら 「航 空機 の 整備技術に関する伝承 と人 材育成」 を論

述 して い る．航空機 の 整備は航空機 メ
ー

カ
ー

の マ ニ ュ

ア ル に 基づ く整備 だ け で は な く， 各 エ ア ライ ン の 創意

工 夫 に よ り 日々 進化 した 整 備 技術 力が 重 要 で あ り，整

備現業部 門 の 熟練 した 整備 士 と機体 の 初期仕様や改修

に 携 わ る エ ン ジ ニ ア リン グ 部門，さ らに は 部 品調達部

門などの 総合力 で評価 され る．こ の よ うな環境 の 中で

ANA で は 機材 品質 の 維 持 ・向上 と 競 争力 維 持 を 目

的 として ， ANA 整備部 門内 に TEAM 　 ANA 構想 を

展開 して い る．こ の 構想の 実現 に は 整 備技術 の 伝承と

人材育成 が計画ど お りの 進捗が条件 と な り， そ の 施策

と して 教 育の 訓練，実務
・OJT に お け る上 司

・
先 輩

か らの 指 導， 専門能力 の 評価お よび 活用する制度 ， 自

己啓発 な どが ANA 独 自の シ ス テ ム で実施され て い る

内容 が 紹介 され て い る．

6．世界 に通用する技術者が育 つ プロセス

　の検証

　 光富敏夫 氏は，著者が 本田 技研 工 業 に お ける体 験 か

，ら 自 ら育 つ 技 術 者 と して 大 き く育 て る た め に は，

OCT （On　the　Chance　Training）が 必要で あ る と記

述 して い る．す なわち ， 個人 の 役割責任 の 範囲 内 で 必

要 と さ れ る専門 技術 ・技能の テ ク ニ カ ル ス キ ル や そ の

他 の コ ン セ プ チ ャ ル ス キル や ヒ ュ
ー

マ ン ス キル を身 に

つ け る に は ， OJT と Off−JT は有効 だ と い え る が ， 世

界 に 通用す る技術者 を育 て る とい う立場 で は 必ず しも

有効 な方法 で は な い と論 説 して い る．さ らに は 研 究開

発や 生 産部 門で の 技術者 の 育成 に 関 して
， 技術 者 の 喜

び と悲 しみ を浮 きぽ りに する仕組 み の マ ネ ジ メ ン トに

よ っ て，自 ら育 つ 技術者 の 支援施策 を紹介 して い る．

上 記内容を含 め て本田技研 工 業に お い て ，
い か に 自ら

育つ 技術者を育成 して きた か を 5 つ の プ ロ セ ス 検証 と

して論説 して い る，
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