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　学校に送られてきた令和4年度以降向け高等学校

情報Ⅰの教科書見本をパラパラとめくると記載され

ている項目の多さ，深さに驚かされるとともに，大

学入学共通テストで情報が導入されることを鑑みる

と大学教育は変わらなくてはならないのだと実感し

た．工学教育は変革の時期にある．

　産業界での即戦力育成を担う工学教育だが，時代

とともに理論を重んじ，実践で役立つ技術教育に割

く時間が減少した．社会で必要とされる理論，技術

の変化に加え，学習しなくてはならない理論の種類

も増加したためだ．その結果産業界が必要とする人

材を教育界が育成することが難しくなってきたと言

われている．産業界のニーズと大学教育にミスマッ

チが起こっているとも言われている．理論と実践の

バランスは難しく，理論に傾いた教育を実践寄りに

呼び戻し，実践を根源とした理論教育を行おうと

いう動きが CDIO（Conceive，Design，Implement，

Operation）イニシアティブの活動であり，その成

果が CDIO 教育シラバスおよび評価基準である．

　Rethinking Engineering Education は CDIO 教育

の考え方や，シラバス，評価基準，評価方法を解説

した書である．CDIO 教育は，ビジネスを含めた製

品仕様を考え，設計，製造し，それを運用するフロー

を通して「工学の基盤知識となる理論」と「実践・

スキル」をバランス良く学習しようという工学教育

の枠組みである．情報の分野における CDIO 教育は，

ソフトウェア開発が主であるため適用しやすく，ア

プリケーション分野を工夫すれば学生でも運用まで

経験ができるため有効な教育手法と言える．

　近年 PBL 教育（Project Based Learning（問題解

決型学習もしくは課題解決型学習）：学生が自ら問

題を見つけ，その問題を自ら解決する能力を身に付

ける学習方法）を導入している学校は多い．CDIO

教育は PBL 教育と近い考え方のように思えるかも

しれないが，大きな差が存在する．CDIO 教育は企

業で役立つ人材育成を主目的としているため，整備

されたシラバスが存在し，評価方法も定義されて

おり，育成する人材像が明確となっている．CDIO

教育ではシステムや製品の企画（Conceive），設計

（Design），製造（Implement），運用（Operation）

までの企業での業務内容すべてを含む教育が行われ

ると言っても過言ではない．特に CDIO 教育の中で

実施される運用は優れたカリキュラムである．単に

作成されたシステムと，継続的動作について検討さ

れ設計されたシステムの間には大きな差がある．授

業では機能を満たしていると合格となるが，企業で

の製品開発となるとそうはいかない．簡単なシステ

ムであっても適正な設計基準において止まることな

く動作させること，種々多様な人々が使用しても正

しく動作させることなど運用を通してシステム設計，

製造で考慮しなくてはならないキーテクノロジーを

学ぶことができる．

　私個人としては CDIO 教育のゴール設定が非常に

気に入っている．CDIO 教育のゴールの 1つは「研

究と技術開発が社会に与える重要性と戦略的影響を

理解する」であり，単にシステムを作れる人を育て
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ようという考えではなく，新しい技術で社会に影響

を与えるシステムを作成できる研究者，開発者を育

てようという意思が感じられる．システムを作れる

ことと，システムに新しい技術を入れて優れたシス

テムを作れることは同値ではなく，技術的にチャレ

ンジするところ，コストや開発 TAT（Turn Around 

Time）を重視するところを判断することは難しい．

この点は経験なしでは修得できない，学校の枠組み

では教えにくい個所であり，これにチャレンジして

いるところは画期的と言うしかない．

　CDIO 教 育 は MIT（Massachusetts Institute of 

Technology）とスウェーデンの 3つの大学が，工

学教育を改革するための国際協力である CDIO イニ

シアティブを結成したのが始まりで現在日本では複

数の高専が加盟をしている．高専は実践を重んじる

教育を行なっており，CDIO 教育と非常に相性が良

いと言える．ヨーロッパの工学教育の学会に参加す

ると CDIO 教育について議論されることも多く，世

界的な取り組みとなってきていると感じている．

　小学校でのプログラミング教育が始まり，大学入

学共通テストで情報が導入される意味は，大学入学

時点ですでに何らかのソフトウェアが作成でき，情

報の基礎を学んだ学生が大学に入学してくることで

あり，情報系学部では教育内容を大きく変えざるを

得ないのではないかと思う．より高度な内容を教え

ることが可能となり，教える立場から考えると喜ば

しいことであるが，何をどう教えるか？　どんな人

を育てるか？　は 1度ゆっくり戦略を立ててもよ

いのではないかと思っている．研究者を育てるのが

大学の使命なのか？　産業界で役立つ人を育てるの

が使命なのか？　GAFA☆1のような世界を席巻する

企業を起業する人を育てるのが使命なのか？　それ

をも包含する人物像があるのか？　本書は考えるヒ

ントを提供してくれる良書ではないかと思う．

（2021年 9月 6日受付）
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