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1 ．社会資本整備 に係わ る状況変化

　道 路や鉄 道、あるい はライ フ ライ ン の よ うな社会基

盤 （イ ン フ ラス トラクチ ャ
ー、以 下イ ン フ ラ と略す）

の 整備 に 係 わ る 状 況 は近年大 きく変 化 して き た 。660

兆円 とい われ る社 会資本 の 蓄積 に示 され るよ うな、量

的な面 で の
一

定 レ ベ ル の 充足や、
一

方で の 国 ・地方 自

治体併せ て の 800 兆円 に も及 ぶ と され る 公 的 な借金等

の 客観情勢を踏ま え て 、特 に 新規整備に係わ る 事業 の 、

劇 的と もい え る量的な減少の な か 、  ニ
ーズ の 多様化

と、資金 的な 逼迫 の 中 で の 高 い 品 質の 追求 、  透 明性 ・

公 平性 を備え、か つ 高い 品質を保証 す る 調達方法 の 追

求、等が社会的 な基本 的要求課題 とされ て い る。

　イ ン フ ラ 整備 は 人 が 社会
・
経済活 動を送 る な か で 抱

く夢 と 希望 を 実現 す る （た め の 基盤 を 築く ） もの で あ

るが 、こ の よ うな状況 を受け て 、そ の ス トレ
ー

トな実

現とい え る簡明な事例は 最近 に お い て 数少 な くな っ て

き て い る。近 年 の イ ン フ ラ 整備 の 特徴 は
一

言 で い えば

「複雑化」 とい え 、 こ れ らの 具体 の 事象を示せ ば以 下

の よ うになる。

a ．一つ の 課題 を解決す る こ と が 他 の 問題 を生 み だす 、

　　即 ち相反的 な事象の 増大 ；従来か ら の 開発 と環境

　　の ジ レ ン マ の他、人 口 密集の 都市 で の
．一

っ の 事業

　 　遂行 に あた っ て の 関係 者 の 利害 関係 の 相反 の 頻発。

b．事業の 多 目的 〜複合 目的化 ；都市構造 の 複雑 化や

　　費用効果の しか るべ き追及 の 結果 ともい える。

c．技術的高難度性 の
一

般 化 ；複雑に な っ た条件の 下

　　で の 高度の 技術 も含 め た 諸技術を総合的 な適 用、

　　言 わば 「技術の 合せ 技」 の 必 要性 の 増大 。

d．事業資金 の 多様 化 ；従 来、イ ン フ ラ整備 は い わゆ

　　る 公 益事業 を除 い て 、多くが 税金や 公 的資金 で 賄

　　われ て きた が 、近年 の 公 的財政 の 逼 迫 か ら 民 間 資

　　金 の 活用、典型 的に は PFI と称 され る 手 法が着 目

　　され実施に移 され て い る。 フ ァ イナ ン ス の 面 に お
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　 け る こ の 多様 化 は 、整 備 に 係 わ る問題 を
一

挙 に複

　 雑化 させ て い ると言 え る。

e．事業化及 び 事業遂行時 に お け る 地域住民を含む関

　 係者 の 合意形成 の 必 要性 の増大

2 ．変化に 対応す る必要 な人材 と高等工 学教育

　 上述 の よ うな社 会環境 の 変化 の 中、そ の ニ
ーズ に 適

確に 応 え る 資質 と素養を持 っ 人材 が 強 く望まれ る 。

　資質に 関す る論 議 は ともか く、教 育に係 わ るもの と

し て 素養 を考え る。素養は 「平素 ・普段 の 練習や学習

に よ っ て 身 に つ け た 知識 ・教養 や技能
・
技術 」 と 定義

され よ う。先述 した よ うな複雑化 し た社会的課題 を解

決する た め に は 、多 くの 関係 す る 知識 を統合 す る こ と

（知 の 統合） に よ っ て 総合 的な見地 か ら最適 と考え ら

れ る解 を生 み 出す必 要が あ るが 、こ の 行為 は まさに

JABEE 等 で もい われ て い る 「ENGINEERII 　G　DESIGN」 （以

下 ENG ．　DESIGN と略） で あ り、そ の ENG ．　DESIGN 能力が

必要な素養 とい え る。

　従来、我国 の 土木工 学等に お け る高等教育の 基本的

考 えは 、大学 に お け る 実社 会 に お い て 必要 な学問 の 体

系的 ・基礎的学習に 加 えて 、実社 会 に 出 て か らオ ン ザ

ジ ョ ブ 的 ある い は企 業内教 育の 中で の 実践力 の 向 上 か

ら成る もの とされ 、現今に お い て もそ れ が主流 とされ

て き て い る。こ の よ うな フ レ
ー

ム の 中で も 上述 の 複雑

化す る実社会 の 要請に 対 し て 単独 の 科 目 と し て 十分応

え て い る か ど うか の 問題 が あ る が 、それ 以 上 に 、

ENG ．　DESIGN の よ うな問題 解決 の 仕 方 に 係 わ る 系統的

な学習 の 機 会 が 乏 しい こ と が 問題 で あ る と指摘 され る。

　社 会的課題 をイ ン フ ラ整備 に よ っ て 解決 し よ うとす

る場合、そ れ は 「事 業」
〜 「プ ロ ジ ェ ク ト」 として 実

施 に 移 され る 。 従来 、こ の 事業 ・プ ロ ジ ェ ク トを遂行

す る 上 で の 仕組 み は 事 業者 （多 くは官 〜公 セ クタ
ー

），

コ ン サ ル タ ン ト及 び 施 工 者が各 々 決め られ た 役割を果

す こ と で あ っ た が 、昨今で は フ ァ イ ナ ン ス や運営 に 絡

ん で 多 くの 新たな参加 者が加 わ り、更 に 住民 ・市民 も

多 くの 役割 を担 う こ ととな っ た。また、事業 は企画 ・
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構想 の 段階 か ら調査 ・計画 ・設計 ・施工 を踏まえて運

営に 到 るま で 多 くの 段 階を経て 実施 され る。こ の よ う

なこ と か ら、　 「プ ロ ジ ェ ク ト」 や、ま た そ の 「マ ネ ジ

メ ン ト」 に つ い て の
一

定 の 知識が必 要 となる。

　ENG．　DESIGNの デザイ ン は 、上記事業 プ ロ セ ス の 中 で

の 計画 ・設計 に 該 当す る とい え よ う。そ の 手 法 に つ い

て は 従来、計画論 ・学 ， 設計論 ・学 ， 設計 工 学等 の 名

称 で 呼ばれ て き て い るが、そ の 行為 にか か わる 「条件

と し て の 情報 」 か ら如何に して 最良 と考え られ る 「解

答 とい う情報 」 を引出すか の 方法論 に つ い て 、
一

定 レ

ベ ル の 習得が 必 要 と考え られ る。

　 しか し なが ら、こ の よ うな 「事業 ・プ ロ ジ ェ ク トは

何 か 1 ，　 「計画 ・設 計 とは 何 か 」 に つ い て の 学習 は 、

従来 の 知 識伝達型 の 教育 の範疇に 属 し、本来 、ENG．

DESIGN能力 を構成す る問題 設定力，総合化能力，表現

力，コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン カ の 向上 に は 直接寄与 し な い 。

こ れ らの 能力向上 の た めには、い わゆ る PBL （Project

Based 　 Learning ） が 必要 とな る。即 ち、学習者に実際

的課題 を与え て 、自らの 頭お よ び 属 するグル
ープ の 力

でそ の 解 を見 い だす こ とが 必要であ る。尚、こ の 経験

を通 じて 、内発的な勉学意欲の向上 も期待 され る。

3 ，土木工 学に おけるENG．　DESIGN教育に つ い て

　海外に お い て 、土木工 学教育と し て の ENG．　DESIGN

教育 を相 当の 配慮 をも っ て 第 1 学年 か ら実施 して い る

事例 もあ る が、我国に お い て 、それ を正面 か ら捉 え て

対応 して い るの は僅か の 事例 に止 ま る と言 っ て よ い 。

　以 下 に 我 々 土木学会 ENG．　DES 亙GN 教育 WG で検討 し て

い る 、そ の
一

想定 と課 題 を 示 す。

　  対象及 び 期間 ；学部 3年生，通期 （半期 X2 ）

　  授業時間数 ；半期 14〜5 回、1 回 3 校時

　  基本構 成 ；主体 とな る 部分 は あ る 課題 に 基 づ くテ

　　
ー

マ 学習と し、5 人程度 の グル
ープ 学習 を基本 と

　　 す る。現地調査 は勿論、関係 す る組織訪問や模擬

　　 ア ン ケ ー ト調査 等の 教室外活動を含み、成果 ・報

　　 告書 の 作成 か ら そ の プ レ ゼ ン テ ーシ ョ ン 迄 を行

　　 な う。 提案内容 と し て 事業費 の 算出迄 を考 える等

　　 実施可能性に つ い て
一

定 の レ ベ ル を要求す る。

　  実施体制 ；学外 の 実社会有識者の 支援を想定。

　  使用 テ キ ス ト ；テ
ー

マ 学習そ の もの に つ い て は特

　　 に 考えな い。但 し、副読本 と し て 、「実際に祉会

　　 的課 題 に 対 し て 解決 の 方 法 と し て どの よ うな プ

　　 ロ ジ ェ ク トが 行 われ た か に っ い て 」を例示す る プ

　　 ロ ジ ェ ク ト事例 集を用意す る。

　 こ の よ うな想定 に対 し て 多くの 課題 があ る。先ず 「対

象 及 び期間 」 で あ る が、実際問題 と し て 、こ の よ うな

科 目 を現行 の カ リキ ュ ラ ム 体系 に 押 し 込 む こ とは困難

で 、従来 の 卒論 に か わ るもの と し て 扱 うし か 実施 しが

た い との 論 が ある。但 し、こ の 考 えに つ い て は こ の よ

うな教育が、い わば出 口 と し て の教育で よい の か 、こ

の 教育か ら得た 各学習 へ の 態度 の 改 善の そ の 後 へ の 反

映が困難 との 反 論があ る 。

　また、基本構成 に つ い て は、コ ア の 部 分 の 前後 、即

ち事前講 義 （説明 〉 と事後 の レ ビ ュ
ー

の 部分 の 必要性

に 関す る議論 が あ る．特に事前の 予備知識 と し て の 「プ

ロ ジ ェ ク トとは何か 」、及 び 「（計画〉設計 と は何か 」

に つ い て の 講義の 必要性の 有無 で あ る。あ る テ
ー

マ に

つ い て考 え よ う とす る と き、そ れ に 係 わ る
一

定 の 専門

知識は 必 要 で 、そ れ を 自らの 探求 に よ り獲得 させ る 必

要 もあ る
一

方、こ の よ うな共通的専 門知識 に つ い て も

同様 の 取扱 い とす る か 、あるい は系統 的な講 義〜学習

の 形態 とす るかが課題 で ある。

4 ．ENG．　DESIGN教育 におけ る産学連携支援に つ い て

　上 記 の よ うな ENG ．　DESIGN 教育の 推進に あ た っ て の

最大 の 課題 は 、誰がそ の指導をする か 、とい う問題 で

あ る。すなわ ち、対象とす る演習の テ
ー

マ は社会的課

題 に 対応 し て 幅広 く、ま た、演習の 成果 と して は 計画

と して
一

つ の ま とま り の あ る もの を要求 して い る 、 こ

れ らの 全 て を現大学教員 に要求す る の は妥 当 で はな く、

将来に お い て もそれ は 大 き くは変わ らな い
。 す なわち 、

実社会 に お い て 社 会 的解決 と して の プ ロ ジ ェ ク トに携

わ っ て きた事業者， コ ン サ ル タ ン ト，施工 の 各立場に

ある者 の 支援 が 必要 と な る。

　勿論 、個 々 人 に よる事業分 野や専門領域に よ る得

手
・
不得 手 は あ る が 、そ の 実経験に 基 づ くリ ア リ テ ィ

ー
の あ る彼 らの 支援 は 、こ の 教育の 必須 の 部分 ともい

え る 。 但 し 、こ の よ うな テ ー
マ 学習 で は 、相 当 の 負荷

がか か る こ とが 、既往 の 大学 で の 創成型教育や企 業内

新入社員教育で 経験 され て い る。情報技術 の 活用に よ

る サ ポー トは 当然有力 な ツー
ル と し て考え られ る が、

相当量 の 教育現場で の支援が 必 要で あ り、そ の 具体の

調達方法 を 工 夫す る 必要 があ る。中期的 には
一

定 レ ベ

ル の 内部化や 成熟世代 の 人 材 の 活用 、ある い は セ ン タ

ー
組織 の 設 立 等 の 検 討 が 必要 と考え られ る。

　なお 、プ ロ ジ ェ ク ト論や計画
・
設計学 （論）の テ キ

ス トの 作成は 別 と し て も、副教材 と し て の 事 例集 の 作

成に あた っ て も、広 く実社会 で 活躍 の 各方 面 の 多大 の

協力が必 要 とな る。

　我 々 の WG は 土 木 学会 コ ン サ ル タ ン ト委員 会の も と

に 設 け られ た。同委は平成 16年 9 月 に 「土木工 学に お

け る Engineering　Design教育 」 と題 す る研 究討論会 を

開催 し て い る （詳細は学会 HP）。今後軌道に 乗 せ るべ

き課題 は 多 い が 、諸 賢 の 協力 を い た だ い て稔 り あ る も

の と し て い きた い と考え て い る。

一 257 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


