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1．は じめ に

　技術者教育カ リ キ ュ ラ ム の
．．
環 と し て 、技術者倫理

が 登 場 し たの は 、1960 年代 後半 の ア メ リカ に お い て で

あ っ た 。それ か らお よ そ 30 年 の 後、日本 技術 士 会 が 、

ア メ リカ で 定評 の あ るハ リス らの 教科書 を翻 訳 し、国

内 に 技術者倫理 を導入 し た．以来 わ が 国 で は、ア メ リ

カ を 上 回 る勢い で 技術者倫 理 の 教科書 が 発刊 さ れ 続 け、

2010年末の 段階で 80 冊以 上 の 教科書が 世 に 出 て い る。

　本発表 で は、教科書 の 特徴 を い くっ か の 類型 に分 け

なが ら示す とともに 、そ の 変遷 過程を概観す る こ とに

よっ て 、わが 国の 技術者 倫理 が大き な転換期に さ し か

か りつ つ あ るとい う点を明 らか に す る 。

2，出版状況 と 動向

　 わ が 国 の 技術者倫 理 は 、ア メ リカ の 教科書の 動向 に

少 な か らず 影響 を受 け て い る n こ こ で は、現在 で も本

国 で版を重 ね て い る ア メ リ カ の 代表的教科書に つ い て 、

そ の 特徴 と 改訂 の 方針 を確認 し た後 、わが 国 の 教科書

の 出版動向 を確認す ろ n

2−1．ア メ リカの教科書

　 ア メ リカ の 教科書 の 特徴 と して 、次 の 三 点が挙 げ ら

れ る。第
一

に 、技術者が プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル （専 門職業

人）で あ る こ とを認 め て い る 点 で あ る。第二 に 、個人主

義的傾向
一科学技術が 関 与す る事件や事故 の 解決 方策

を 、技術者 の 倫理 観や 心 の あ り よ う と い っ た 個 人的性

質に 還 元 す る傾向一が強い と い う点で あ る。第 三 に、

専 門家と して の 技術者が特別 の 責任 を負 うべ き理 由と

し て 社会契約 モ デ ル を採る 点 で あ る。社会契約 モ デ ル

で は、技術 者 は 、非技術者が 持ち え な い 高 い 能 力やそ

う し た 能力 に ともな う社会的地位 を、大学等 の 教育 ・

訓練制度 を 通 じて社会全体か ら与え られ て い る が ゆえ

に 、代 わ り に 高潔な倫理観 を持た ね ばな らな い 、と さ

れ て い る。

　 ハ リ ス ら の
””Engineering　 Ethics： Concept　 and

Cases ”

や 、マ
ー

テ ィ ン と シ ン ジ ン ガ
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の
’IEthics

　 in

Engineering”とい っ た ア メ リカ の 代表的教科書 で は、

近年 の 改 訂 に よ り第
一

点 目の プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ リズ ム

が さ ら に 強調 さ れ た。反対 に 第 二 点 目の 個 人 主 義的傾

向 は や や弱 め られ 、よ り広 い 観点 か ら事例を 捉え直す

よ うな マ ク ロ 視点 の 導入 が積極的 に 行 われ る よ うに な

っ た。三 点 目に か ん し て は大きな変更はな され て い な

い が 、フ
．
ロ フ ェ ッ シ ョ ナ リズ ム の 強調 に よ り間接的 に

強調 され た か た ち と な っ て い る。

2−2．日本 の 教科書

　技術 者倫理導 入 当初 、 教科書 とい えば海外 の 著作の

翻訳 が ほ とん ど で あ っ た が、2001 年に初 めて 目 本人 の

手 に よ る 日本人 の た め の 教科書『は じめ て の 工学倫理 』

が 出版 され、以 降多数 の 教科書が後 に 続 い た。

15

12

9

6

3

0
　 93−9697 　98　99　00　01　 02　03　04　05　06　07　08　09　 10

図 1，1993年以 降に 出版された 技術者倫理 の教科 書 出 版 点 数

（技 術 者 倫 理 に 関 す る 研 究 書 含 む ）
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わが国 の 技術者倫理 の 教科書の 転換点 は 、2003 年 で あ

る。こ れ は 単な る出版点数 の 増加 を意味す る わ け で は

な く、技術者 と哲学者 ・倫 理 学者 の 共 著
：

に よ る 教科書

が増 えて い る 、また 国内 工 学系学協会 の 公 式教 科書が

登場 して い る な どの 、出版傾 向 の 変化 も含 まれ て い る。

技術者中心

技 術者 と哲学 ・倫運 学者 の 茨同作美

哲 学 ・倫理 学 者中心

工 学 系学 協会 （技術 者 中心 ）

エ 学系 学猫 会 〔共 同作業 ）
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図 2．執 筆 者 （翻 訳 の 場 合 は現 著者）に よ る分類

　 こ う した変化 が生 じた背景 と し て 、次 の 二 点が 挙げ

られ る。第
一

に 、日本だ け で は な く ア メ リ カ に お い て

も技術 者倫 理 が 進 む べ き 方向性 が確定 して い な い た め

で あ る。し た が っ て ア メ リカ の 教科書内容に 変 化が生

じ る と、我が 国 の教科書も多少 な りとも影響 を受 ける

の で あ る．第 「 に 、文 化 的 ・社会 的背 景 の 違い か ら、

我が国 で は 海外 の 著作の 内容 をそ の ま ま の か た ち で 受

容す る こ とが 難 し い た め で あ る。ア メ リ カ で は 技術者

は 専門職業人 と し て 見 なされ る が、日本 にお い て はそ

の よ う に は 意識 され て い ない 、 し た が っ て 、専門職業

人 と して の 技術 者 とい う考 え方を い か に受容す るか 、

論者 に よ っ て 意見が分 か れ て い る の で あ る。第三 に 、

教科 書執筆 者に よ る ス タ ン ス の 違 い が挙 げ られ る。図

2 で 示 した よ うに、我 が 国 の 教科書執筆者 の ・

’
［揚 は 多

様 で ある．し た が っ て 、各教科 書にお ける事例 の 取扱

方や 倫理 学説 の 記述 も決 して
一

様 で は な く、そ こ に 統

一
見解ら し き もの を見 い だ す の は 困難 で あ る、，

　以 Eの 背 景か ら、わ が 国 に お い て は 、教科 書 出版点

数 は増加 の
一一途 を辿る

一
方 で 、内容 は標準化 されず 、

む し ろ多様化 の 方 向 へ と 向 か っ て い る。

3，我が国の 技術者倫理 に関す る教科書 の特徴

　 目本 の 技 術者倫理 の 教科書は多様化 して い るが、共

通 の 特徴 も少 な く と も二 点見 ら れ る。第
一

に 、技術者

が 中心 とな っ て執筆 された著作は仕会 契約 モ デル を と

る 傾 向 が 強 く、反対 に 哲学 ・倫 理 学者 を中心 として 執

筆 され た 著作 は 社会 契約 モ デ ル とは 異 な る 説 明を と ろ

うと し て い る とい う点 で あ る 、 帰属す る組織 が プ ロ フ

エ ッ シ ョ ン 化す る こ との 必要性 を強 く認識 して い る グ

ル
ープ ほ ど社会契約 モ デル を採用 す る傾 向 が 強 く、一

方 で それ ほ ど強 く認識 し て い な い グル
ープ ほ ど社会 契

約 モ デ ル が 現 に 当て は ま っ て い な い 現状を問題視 し、

対案 を提示す る。第 二 に、技術者を中 心 と して 執筆 さ

れ た
一一

部教科書に ア メ リ カ 型 の 個 人 主義的傾向 を踏襲

す る 向 き は ま だ 残 っ て い る も の の 、全体 と して は 、個

人 と組 織の 関係 の 中で 「学倫理 を捉 え直そ うと し始 め

て い る、とい う点 で ある。従来 な らば、技術 者個人 と

企業 との 関係 に つ い て 論 じ られ る 場合 が 多数 派 で あ っ

たが 、2003年以降 は それ に加 えて 工 学系学協会 の 役割

につ い て の 議論 も散見 され るよ うにな っ た n 動機 は異

なれ ど、視野 の 拡大 とい う広 い 意味 に お い て 、ア メ リ

カ の 動 向 と軌を
一

に し て い る 。

4．わが国の 技術者倫理が今後 向か うべ き方向性

　 ア メ リカ の 代 表的教科書 は、近 年 の 改訂 作業 に お い

て 、プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ リズ ム の 強調 と個人主義的傾向

の 見直 し （マ ク ロ 視点の 導入）を行 っ た。これ ら の 方 向

性 は 、我 が 国 に と っ て の 新旧 い く つ か の 課 題 を 提 示 し

て い る。プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ リズ ム の 強調 に 対応す る か

た ち で 、我 が国に技術者倫理 が 導入 され た 当初か ら指

摘 され て き て い た 、 「我 々 は専門職概念 を い か に 受 容

す べ きか 」 と い う問 い へ の 回 答を 急 がねばな ら ない ，、

関連 し て 、社会契約モ デ ル が想定す る 専門家と して の

技術者像 と我が国の 技術者が実際 に 立 た され て い る 立

場 と の 問 の 乖 離 を鑑 み れ ば、社 会契約 モ デル に代わ る

モ デ ル の 構 築 もまた喫緊 の 課題 で あ る と 言 え よ う。個

人 屯義的傾向の 見直 し に つ い て は 、日 米 ともに科学 技

術社 会論 （STS ）や技術 哲学 とい っ た 隣接諸 分野 と の 連

携が提 唱 され て はい るが 、具体的 な 方向性 は 定 ま っ て

い な い 。した が っ て 、今後 ど の よ うな か た ちで マ ク ロ

視点 の 導入 を行 っ て い くか が、当面 の 課題 とな る。

　我 が 国 の 技 術者倫 理 は 、こ の よ うな状況下 に あ り、

今 ま さに 転換期 を迎 え て い る。長 ら く希求 され て い る、

「我 が国 に適 し た 技術者倫理 の 教科書」 は 、これ らの

課題 を認識 し、解決 し た後 に 実現 され る もの で あ ろ う。
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