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モ
ノ
づ
く
り
現
場
の
技
術
力
の
重
要

な
特
徴
に
「
総
合
力
」
と
い
う
こ
と
が
あ

る
。
工
学
研
究
や
技
術
教
育
の
場
で
は
、

技
術
は
専
門
化
さ
れ
た
形
で
取
り
上
げ
ら

れ
る
。
そ
れ
と
比
較
す
る
と
き
、
モ
ノ
づ

く
り
の
現
場
に
お
け
る
技
術
の
特
徴
は
何

と
い
っ
て
も
そ
の
総
合
性
に
あ
る
。
ど
の

よ
う
な
製
品
も
種
類
、
分
野
の
異
な
っ
た

た
く
さ
ん
の
技
術
が
結
集
し
て
で
き
あ
が

っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
総
合
性
に

は
様
々
な
意
味
合
い
が
あ
る
。
素
材
か
ら

仕
上
げ
に
至
る
一
連
の
基
盤
技
術
の
総
合

力
、
ロ
ー
テ
ク
と
ハ
イ
テ
ク
と
い
っ
た
新

旧
技
術
の
総
合
、
デ
ザ
イ
ン
や
人
間
工
学

も
加
わ
る
総
合
性
等
々
、
そ
し
て
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
の
が
技
術
と
技
能
の
総
合
で

あ
る
。

  

技
術
が
工
学
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
の
に

対
し
て
、
技
能
は
人
が
修
練
に
よ
っ
て
体

得
し
た
能
力
で
あ
っ
て
そ
れ
自
身
客
観
的

に
表
し
に
く
い
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
技
能

に
対
す
る
正
し
い
理
解
と
評
価
は
遅
れ
て

い
る
。
自
身
が
熟
練
し
た
旋
盤
工
で
あ
っ

た
作
家
小
関
智
弘
氏
は
、
数
値
制
御
の
工

作
機
械
が
普
及
し
て
間
も
な
い
頃
、
熟
練

技
能
が
不
要
に
な
っ
た
か
に
思
わ
れ
て
い

る
風
潮
を
批
判
し
て
こ
う
い
っ
た
。

　
「
器
用
な
の
が
熟
練
で
は
な
い
。
…
熟

練
工
の
特
質
は
、
腕
の
器
用
さ
で
は
な
く

て
、
仕
事
を
見
る
眼
に
あ
る
。
…
何
よ
り

も
熟
練
工
に
要
求
さ
れ
る
の
は
、
仕
掛
か

り
能
力
、
段
取
り
能
力
と
か
治
具
能
力
と

か
呼
ば
れ
る
知
的
な
能
力
で
あ
る
。」（『
鉄

を
削
る
』）

  

そ
し
て
、
数
値
制
御
機
を
情
報
言
語
に

よ
っ
て
操
作
す
る
人
た
ち
に
対
し
て
、

従
来
型
器
機
を
扱
う
技
能
者
を
「
機
械

言
語
族
」
と
称
し
た
。
彼
ら
の
「
知
的
な

能
力
」
は
、
通
常
の
言
葉
や
数
値
を
駆
使

す
る
知
性
で
は
な
く
、
機
械
を
言
語
の
ご

と
く
用
い
て
考
え
る
知
性
だ
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
そ
れ
を
言
語
と
見
た
と
こ
ろ
に

作
家
小
関
氏
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ

る
。
同
様
の
発
想
で
「
道
具
言
語
族
」
を

語
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
い
う
ま
で

も
な
い
こ
と
だ
が
、
情
報
の
時
代
と
い
わ

れ
る
現
代
の
生
産
に
お
い
て
も
情
報
が
物

を
加
工
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、

情
報
言
語
を
駆
使
す
る
現
代
の
生
産
者
達

に
も
ま
た
機
械
言
語
や
道
具
言
語
を
解
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
優
れ
た
現

代
技
術
も
熟
練
技
能
が
支
え
て
こ
そ
、
そ

の
性
能
を
フ
ル
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

   

わ
が
国
で
は
、
技
能
形
成
が
仕
事
の
中
で

い
わ
ゆ
る
Ｏ
Ｊ
Ｔ
中
心
で
行
わ
れ
て
き
た

た
め
か
と
思
わ
れ
る
が
、
熟
練
技
能
に
対

す
る
理
解
だ
け
で
な
く
技
能
の
形
成
過
程

に
つ
い
て
も
広
く
理
解
さ
れ
て
い
る
と
は

い
い
が
た
い
現
状
が
あ
る
。

　

段
取
り
を
工
夫
し
問
題
を
解
決
す
る

力
、
仕
事
を
見
通
す
力
が
技
能
に
求
め

ら
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
技
能
継

承
の
重
要
性
は
疑
う
余
地
が
な
い
と
同
時

に
、
ま
た
容
易
な
こ
と
で
も
な
い
。
技
能

形
成
の
過
程
は
、「
技
能
の
継
承
」
と
い

っ
た
い
い
方
と
は
裏
腹
に
、
習
得
す
る
側

の
主
体
的
工
夫
と
努
力
に
か
か
る
極
め
て

積
極
的
な
能
力
形
成
で
あ
り
創
造
的
な
人

間
形
成
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
優
れ

た
指
導
者
達
は
、
自
ら
が
手
本
を
示
す
こ

と
に
よ
っ
て
課
題
を
与
え
、
決
し
て
教
え

す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
温
か
く
厳
し
く
見

守
る
。
先
年
他
界
し
た
法
隆
寺
宮
大
工
西

岡
常
一
氏
は
、
「
手
本
を
示
す
だ
け
で
、

教
え
な
い
こ
と
が
大
切
だ
」
と
ま
で
い
っ

た
。

　

氏
が
あ
る
折
に
孫
弟
子
達
に
寄
せ
た
書

の
中
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

「
親
方
に
授
け
ら
る
べ
か
ら
ず

　

一
意
専
心
親
方
を
乗
り
こ
す
工
夫
を
切

　

磋
琢
磨
す
べ
し

　

こ
れ
匠
道
文
化
の
神
髄
な
り
」

　
　
（『
木
の
い
の
ち
木
の
こ
こ
ろ〈
人
〉』）

　

古
来
、
技
能
の
継
承
と
は
こ
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。　
　

現代のモノづくりと技能の継承
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