
先生，

質問です！

連載

　最近，エンジニアになりたいなら大学の勉強って何の役に立つ

の？というのをめっちゃ悩んでるので，何かいい答え持ってたら

教えてください．
匿名希望
大学生

（Twitter より）

Jr.Jr.
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本企画はこれまで会誌アンケートや SNS にてさまざまなご意見や別の回答をいただいております．今後は，多様な回答が想定される質問について
は皆様からの回答を募集し，会誌にて数件程度を紹介させていただきたいと考えています．回答方法は末尾をご覧ください．

金子　格
［正会員］

名古屋市立大学

　その悩み，よ〜く分かります．大学の勉強って仕事と結びつく感じがまっ
たくしないですよね．
　僕はコンピュータ方面に進みたかったが，学科は電気工学科だったので，
以下のように 3 分野の勉強をしました．
　1. カリキュラムに沿って電気工学（量子力学や数学が大盛り）を学ぶ
　2. 米国大学のコンピュータサイエンスのカリキュラムをまねて自習
　3. プログラミングのバイトなどで実務力をつける
　さて，その後この 3 つのうち 1 つはほとんど役に立ちませんでしたが，ど
れだと思います ? 　実は 3 番です．残念ながらアルバイトの実務知識などほと
んど役立たなかった．なんでかというと，実務の知識はすぐ陳腐化しちゃう．
　では大学の勉強は何の役に立つのでしょう？　おおざっぱに言って，以下
のように言えると思います．
　専門学校＝今ある技術を，早くより完全に習得する．
　大学＝技術をさらに進歩させ，新しい方法を見つける力をつける．
　たとえばこんなことがありました．新型パソコンで画素を増やさずに文字
を見やすくする必要があった．その方法を探すと，画像のアンチエリアシン
グ処理の論文がありました．ほかのプログラマはアンチエリアシングを知ら
なかったが僕は電気工学で知っていたから，40 行くらいの簡単なプログラム
をすぐに完成することができました．
　そして最近は人工知能や量子コンピュータが進歩したので，1. で学んだ数
学や量子力学がめっちゃ役立ってます．
　このように，大学で得た知識は応用がききます．完成された技術は教えま
せんが，未来の応用や技術を作る力がつくのです．大学では基礎を学び，図
書館で多くの本や論文を読み漁り，自分の研究にも取り組んで，自由に未来
を作れる人を目指してください．
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馬田隆明
東京大学

　役に立つかどうかが分からないことを学ぶことは楽しくないですよね．気持ちはと
ても分かります．
　まず私なりの答えをお伝えします．大学の勉強が役に立つかどうかは，あなたがど
のような職業に就きたいか，ひいてはどんな人間になりたいか次第です．
　たとえば微分積分のことを考えてみてください．微分積分を役立たせることができ
る職業は，職業全体から見ればほんの一部です．しかし学んでいなければ，微分積
分を使う職業に就く可能性はとても低くなります．その結果，微分積分を学んでいな
い人は「微分積分は社会で役に立たない」といった印象を持つことになるでしょう．
　もしあなたがそれなりに高度な技術が必要な職業に就きたいのであれば，その知
識を事前に学んで準備しておく必要がある場合があります．そうでないと，その知識
が役立つ機会を得ることができません．もちろん，必要になったあとに学んでも遅く
ないことも多いのですが……．でも「学習能力に自信があります」と主張したとして，
それを受け入れてくれる人は少なく，基礎的なスキルがなければさらなる学びの機会
が得られないことも多いのです．
　Steve Jobs は「点と点をつなげる」と言いましたが，実際には点と点がつながった
ように，後から見えるだけです．そして点と点がつながったように見えるのは，過去
が未来によって遡行的に意味づけられるからです．勉強や行動の意味の一部はたい
てい遅れてやってきてます．そして勉強をして学んでおくことは，つながり得る点の数
を増やしておくことです．あなたの今している勉強は，きっとつながるときが来ます．
　偉そうに書いてきましたが，こういうのは大人の使う抽象的な気休めの言葉です
ね．だから具体的な話も 1 つしておきます．もし今すぐに勉強の意味を見出したいの
であれば，未来を先取りしてみてはどうでしょう．目の前の勉強自体に意味を見出す
のではなく，あなたの就きたい職業を考え，その職業への理解を深めてみてください．
　エンジニアになりたいのなら，どんなエンジニアになりたいのかを考えてみましょ
う．そして具体的な 1 人を挙げてみて，その人に何を学べばよいか，それはなぜかを
聞いてみてください．きっとヒントをくれるはずです．ポイントは「なぜ」を聞くとこ
ろです．その「なぜ」という質問は，その学ぶべき知識についての文脈や関係性を与
えてくれるでしょう．
　意味は関係性の中で生まれてきます．だから勉強の中に意味を探すのではなく，
勉強の外を見てください．今している勉強を関係性や文脈の中に置いてみてください．
関係性や文脈が変われば，勉強の意味が少し違って見えてきます．それは点と点を
つなぐことでもありますし，過去が未来によって遡行的に意味づけられる理由でもあ
ります．
　最後に，大学で学ぶのはとても効率的です．Albert Einstein のような天才が何年
もかけて考えて辿り着いたことを，たった数時間頑張るだけで私たちは学ぶことがで
きます．試験はもちろん大変ですが，大変なことをしないと学ぶ効率が落ちることは
よくあります．そして大学には一緒に学ぶ仲間がいます．仲間を得るのが難しいオン
ライン学習では，達成率が 5 〜 10% だそうです．一方，日本の大学の卒業率はなん
と平均 80% だそうです．誰かと一緒に同じ場所で学ぶというのは，実は学習を続け
る上でとても効果的な動機づけの方法です．
　そして誰かが傍にいれば，こうして質問することもできます．大学はあなたのよう
な疑問を持ち，学ぶ人たちに開かれています．大学を辞める前に，ぜひ大学をうまく
活用してみてください．
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▶ メールで質問：下記を記載し，E-mail: sensei-q@ipsj.or.jp にメールを送信ください．
　（1）質問（必須）（2）名前（任意）（3）区分（必須）：小学生／中学生／高校生／高専生／大学生／大学院生／社会人／ 
　その他・無回答（4）会員種別（必須）：ジュニア会員／学生会員／正会員／非会員（5）連絡用メールアドレス（任意）

▶ Web から質問：下記の Web ページ内の投稿フォームから質問をご記入ください．
　　「先生，質問です！」質問募集のお知らせ　https://www.ipsj.or.jp/magazine/sensei-q.html

▶ Twitter ハッシュタグで質問：「＃ IPSJ 先生質問です」とハッシュタグをつけてツイートしてください．

※より多くの方が抱えている疑問と判断された質問を優先的にピックアップさせていただきたいと考えております．

「先生，質問です！」への質問方法

　いま IT の先進技術では大学で習う情報処理の理論が大活躍しています．検

索エンジンの順位，インターネット販売の商品推薦，カメラの顔画像認識

……いずれも情報処理の基礎理論やさらにその基礎である数学を活かした研

究成果による技術ばかりです．あるいは，SE になって銀行や商店の IT シス

テムを設計する職業に就くと，計算機やネットワークの性能の知識，ソフト

ウェア開発のノウハウなどが欠かせなくなります．これらはすべて大学で勉

強可能な専門知識ばかりです．一言に IT のエンジニアといっても多種多様

な専門性があり，皆さん一人ひとりにとって何が必要になるかは職場に配属

されてみないと分からない面もあります．大学での勉強は，皆さんがさまざ

まな専門家になるための第一歩をいろんな方向に踏み出すための，広い入口

です．それがどの仕事にどう役に立つかを理解できるようになるには，勉強

や経験の積み重ねが必要かもしれません．もしそれを早く実感したいという

ことでしたら，たとえば開発業務や運用業務に就かせてくれる本格的なイン

ターンシップで現場を見てくる，プログラミングコンテストで腕を試す，と 

いったことも試してみるといいかもしれません．

伊藤貴之
［正会員］

お茶の水女子大学

公開質問：1. AI の発達によって今までなかった職業が増えたりしますか？

　　　　　2. 情報は地球を何秒で周りますか ? 

　300 〜 500 字程度でご回答をお待ちしております．なお，一部加工の上掲載させていただく可能性がありますので，
あらかじめご了承ください．

▶ メールで回答：下記を記載し，E-mail: sensei-q@ipsj.or.jp にメールを送信ください．
　（1）回答したい質問とそれに対する回答（300 〜 500 字）（必須）（2）名前（任意）（3）区分（必須）：小学生／
　中学生／高校生／高専生／大学生／大学院生／社会人（所属名（もしくは，大学・国研・企業・その他・無回答から選択））／ 
　その他・無回答（4）会員種別（必須）：ジュニア会員／学生会員／正会員／非会員（5）連絡用メールアドレス（任意）

▶ Twitter ハッシュタグで回答：「#IPSJ 先生質問です　# 公開質問 1（回答する質問のナンバーを書いてください）」とハッシュ
　タグをつけてツイートしてください．

「先生，質問です！」への回答募集

 　新世代企画委員会／会誌編集委員会　「先生，質問です！」係　E-mail: sensei-q@ipsj.or.jp

本企画の問合せ先


