
私、
 はじめました。



みなさんのなかで、学生時代に熱解析に触れたことがある人は、おそらく少ないの

ではないでしょうか。

なかには伝熱工学の授業を受講していた方もいらっしゃると思いますが、多くのみ

なさんの場合、業務で熱解析を行うことになってから、初めて熱と真剣に向き合うこ

とになるのではないでしょうか。

設計現場では常に学ぶことが膨大で、熱だけでなく、流体のことも知っておく必要

が出てきたりと、アンテナを張り巡らせる毎日にちがいありません。

そして、いざ設計現場で熱解析を始めることになったら、社内の先輩方から教わる

こともあれば、何もない状態から自ら立ち上げることもあるかもしれません。

昔に比べればソフトウェアの難易度は下がり、徐々に認知度が高まってきたことも

あり、熱解析を含むシミュレーションツールは身近なものになりつつありますが、やは

りこれからソフトウェアを使っていく人にとっては、本当にうまくいくのかという不安

な気持ちがあるのではないでしょうか。

これまで多くの方の熱解析を始めるところから設計に役立てていく様子を見てきま

したが、みなさんに共通した苦労や悩みがあるように感じます。それは１人で始める

孤独感であったり、解析を行う上での落とし穴であったり、周囲の人に熱解析の価値

を知ってもらう苦労などさまざまです。本書はこれまで私がめぐり逢った人々やそれ

にまつわるエピソードを菊山さんという架空の人物に投影させた物語です。

残念ながら本書を読破しても熱解析がすぐにできるようになるわけではありません。

しかし、落とし穴を先回りして見つけることができたり、解析をする上でのヒントが見

つかったりするかもしれません。また、物語に登場するたくさんの “解析あるある” を

通じて、共感を得たり、励まされたりすることがあれば嬉しいなと思っています。

肩肘を張らず気楽に読んで頂ければ幸いです。それではどうぞお楽しみください！

は じ め に
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大学で理系科目を専攻したみなさんにとって、「熱」という言葉はお

馴染みかもしれません。

人類の生活、その衣食住において、さまざまな「熱」との関わりは、

はるか昔から欠かすことのできないものだったことは想像がつきます。

そこで、暮らしのなかでも頻出する「あたたかい」「つめたい」とい

う言葉、その基準となる「温度」を測定する温度計に着目してみると、

おおよそ400年前に発明されていることが分かります。

そこから、今度は学問に焦点を当ててみましょう。ものづくりにおいて、

「熱力学」「伝熱工学」の果たす役割は、ますます大きくなっています。

今から300年前の18世紀に熱機関が発明され、イギリスの産業革

命は、その50年後の、18世紀半ばから19世紀にかけての出来事で

した。そして19世紀になると、カルノーさん、マイヤーさん、ジュー

ルさん、といった先人の研究により、「熱力学」の発展が遂げられ、また、

1820年代には、フーリエさんが熱伝導の研究を行っていたと言われ

ています。ここから、「熱力学」も「伝熱工学」も、おおよそ200年

前からの学問であったことが分かりますよね。

昨今、ものづくりにおいては、エンジニアリングとデザインの垣根が

なくなってきていると言われています。そして、その歴史を見ると、や

はりデザイン史も、160年〜200年ほどと言われています。

そう考えると、私たちの日々のお仕事も、「200年後の2200年に、

どのような影響を与えられるのか」ということを意識することで、過去、

そして未来と、時空を超えたつながりを感じることができるような気が

します。

なんだかワクワクしてきませんか？

まずは、歴史に学んでみましょう！

ちなみに…
熱に
まつわる四方山ばなし

私が
  熱解析担当者！？

1 章第
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「リケジョ」のキャンパスライフ1-1
菊山さんが在籍する麹町大学理工学部機械工学科では、エンジニアリングの現場で
活躍できる人材の輩出を目指し、さまざまな取り組みが行われています。女性の割
合は 1割～ 2割とまだ少ないですが、｢リケジョ｣ の活躍も目立ちます。

第 1章　私が熱解析担当者！？
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第 1章　私が熱解析担当者！？

私は菊山涼子。
麹町大学理工学部
機械工学科
３年生です

実験・授業・家庭教師のアルバイトに
忙しい毎日を送っています

ある日の部室

その夜サークルは麹町レーシング。
学生フォーミュラ大会にも出場
しています。私は広告担当です

スポンサーとなっていただくため、
広告出稿のお願いをしに走り回っています

今年も何とか資金が
集まり、無事9月の
大会に臨めそうです

小泉さん、
そこを
何とか！

よろしく
お願い
します！

そこまで頼まれちゃあ、
断れないなあ。
よしわかった、応援するよ

ああ、就活
始まるしね

カギは
車体設計

だな

空力解析
もね

CAE 、使ってみると
マジすげーよ！

オレ、就職もそっち
に進みたくてさ

ケーキ
用意したので

お茶に
しません？

菊山先生！

そういえば菊山先生は
もうすぐ就活だったね

僕はメーカーの
採用側だけど…、
大会でやっている

ことをアピール
したら高く評価
されると思うよ

は、はい！
がんばり
ます！！

今はとりあえず
大会に全力
投球しなきゃ

だな…

私はCAEより
企業の人と話すほうが
楽しいかな…てゆうか
そろそろ就活のこと

考えないと…

今年、
忙しそうだな

今のところ順調に
流体解析できてるよ

ありがとうございます！
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第 1章　私が熱解析担当者！？

時は流れて4月…そして
大会当日

大
会
の
結
果
は
…

あっと
いう間に
4年生…

ね、ホント。
菊ちゃんは
もう研究室
決めた？

うちの研究室では
プログラミングが

必須で…

うちの研究室では
ロボットの二足歩行を…

私の研究室では
皆さんの自主性を

尊重します

決めた！
この研究室に

しよう

研究テーマ
どうしよう…

悩むなー

菊山さん、
大会の広告担当
だったなら、企業
との共同研究を

やってみたら
いいんじゃ
ないか？

企業と…

流体工学
研究室

！

まだ。
今日このあと

まわって
決めちゃおう
と思って…

見事優勝！！
こんなに応援して

もらって…
負けられない！

いやーよかったよ。
菊山さんの

熱意に負けて、
出資したかいが

あった

優勝
おめでとう！

小泉さん…
ありがとう
ございます

ものづくりって
なんて

すばらしいの

やあ、菊山さん
がんばってね

先生、
がんばって！

小泉さん！ 美咲ちゃん！
お父さんも！！

はいっ
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第 1章　私が熱解析担当者！？

就活も佳境に入り、
第一志望の最終面接

平常心！！失礼
します！

それでは
菊山さん

なぜ弊社を
選ばれたのか

教えていただけ
ますか

はい！
私が御社を
志望した
理由は、

これは
楽しみな子
が出てきた

な…

ほう…

社員の方々が
ものづくりを
支える仕事に
誇りを持って
いるように…

菊山先生、
内定おめでとう
ございます！！

…そして私もこの方たち
と一緒に仕事をしたいと
強く願うようになりました

無事、第一志望から
内定をいただき
学生生活も佳境へ

笑いあり涙ありのとても充実した4年間でした。
来月からも山あり谷ありの社会人社会人生活、がんばります！

学会

明日は
ヨンデンと

可視化実験。
卒研も大詰め

だなー

なるほど
ここで はく離が
おきていたのか

おつかれさま。
よくやり切ったねここで はく離

していることが
可視化実験で

明らかに
なりました

これは
学会で

発表しよう

これ、いくら
するんですか

2000万円
だよ



ここから始まる長い社会人生活1-2
社会人の仲間入りを果たした菊山さん。これから始まる新人研修では、さまざまな
知識の吸収、自社の製品が扱われている販売現場の体験など、ビジネスパーソンと
しての土台を築いていきます。ここで共に過ごす同期との絆は一生モノです。
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第 1章　私が熱解析担当者！？

入社式

これから研修センターに
移動ですので、バスへと
順番に移動してください

もう一度、日本の
ものづくりで 世界を
おどろかせましょう

君たちには「頭は低く、
目は高く心は広く」の

言葉を贈ります

これから
スケジュール

ぎっちり
だなー

我が社の原点は
小さな町工場で、

社員は3人、
資本金2000万円で

設立しました

さまざまな
福利厚生面
からバック
アップを…

具体的には
次のような…

んー
人生設計
何も考えて

ないや

研修
おつかれ！

来週からは
製造実習

だね

もー、
ついて

いくのが
精一杯

ガンバロ！

社員の皆さんに
いきいきとした
社会人生活を
送ってもらう…

仕事には期限があり、
それを守れなければどんなに
いいものを出しても0点です

現在世界シェア
No.1の製品を目指し、
挑戦し続けています

社会人の
マナーで
必要な

ことは…

マナーは
ちょっと
自信ある

んだ

サークルで
企業の人と
絡んでて
よかった

息つくヒマが
ないですね。

がんばら
なきゃ…

あ、私も
取手市！！

近いね

卒研で
数値解析

を…

えー、
数値解析！？
すごいね！

ホント？
すごい
偶然

マナー研修

社史

福利厚生 仕事の進め方

最終日の夜

鈴木電機合同入社式
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第 1章　私が熱解析担当者！？

実習担当の桂です。
今日はヤスリと研磨剤

で 鉄を加工して
もらいます

まず
見本を

見せるよ

こんな感じで。
じゃあ順に
やってみて

菊ちゃんすごいね！！
私、実験苦手だった

から…

そうそう、
あ、そこをしっかり

押さえて

菊ちゃんは
頼りになるなあ…。

仲良くなれてよかった

教えて
あげるよ

私、
やります！

実験は
得意！！

販売実習製造実習
早速、

お客さんの
ところへ行くよ

一人暮らしの
おじいさんで、

届けたばかりの
新しいテレビが調子が

悪いみたいでね うまく
直れば

いいんだが

あー
これですね。
プラグの接続

不良です

結局、人と人
のつきあい
だからね

田中さん、テレビと
洗濯機が直って、

とても喜んで
ましたね

人と人か…
モノ作りで

一番大切なこと
かもしれないな

よかった。
不良品かと
思ったわい

他に何か
お困りのことは
ありますか？

はい！
よろしくお願い

します



辞令① CAE部門勤務を命ずる1-3
最初の配属部署が発表されるときはドキドキします。思っていたとおりの人、予想
外の配属先だった人、いろいろなケースがありますが、与えられた場所で、人との
出会いを大切にして目の前のお仕事に邁進すれば、自ずと専門性は高まります。
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第 1章　私が熱解析担当者！？

菊山涼子、
CAE技術部

ここが
私の席…

菊
山
さ
ん

新島多江
電子機器事業部

君のOJT担当の東島だ。
わからないことは

遠慮なく聞いてくれ

早速だが
いくつか
確認して

おきたいこと
がある

……
あ、あの、数値解析ちょっと
苦手意識あったんですけど、

がんばります！！

よ、よろしく
お願い

します！！

え…、数値解析
 苦手なのに…

翌日 まずは構造解析の
集合教育が

今日あるから
補助を頼むよ

耐久性の評価は
重要ですので、 このソフトウェアを

使用して、荷重を
考慮した設計を

行っていきましょう

製品の落下解析も
できるんですか？

このソフトウェアは
非線形の、時間的に

交代する挙動が
解析可能ですので、

できますよ

東島さん、信頼されてる
んだな…。あと仕事も

テキパキしててすごいや

研修はこれで
終わりますが
何かある方は
個別にどうぞ

はあー…
気難しそうな

人だな…

なるほど

ちなみに今、設計現場で特に
必要とされているのはこの3つ

熱流体解析

構造解析 光学解析
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第 1章　私が熱解析担当者！？

OJT担当の
南野だ

技ってのはそんな
たやすく手に入ると
思っちゃいけないぞ

汗水たらして
自分で盗むもんだからな

熱解析になんか 頼って
いられるかってんだ

…で、
始まってみて

どう？

まだ
不安だらけ

です

えっ？

……

熱設計において
熱解析は絶対必要だわ。

今度菊ちゃんに
話してみよう

ふふ。
面接のときみたいな
暑苦しい菊山さんの
ほうがいいんじゃ

ないの

俺の真似をしても
仕方ないよ。

君は君らしくやればいい

まだ社内に
普及していない
ことに関わり

たいです

……

あの、
私…

面接のとき
東島さん

いたっけ！？

それは
そうなんだ

けど…

甘えると 自分の
ためにならん！！

よろしく
お願いします

一方新島は…

南野 猛。
しゃべり出すと
止まらない55才

おつかれ、
カンパイ お、おつかれ

さまです！



1-4
CAE部門に配属された菊山さん。一言で解析といっても、構造解析、流体解析、
音響解析、光学解析、電磁場解析など、幅は広いです。社内の設計現場におけるニ
ーズや重要度から、果たして菊山さんが任せられるのは……。

辞令② 熱解析担当者に任ずる
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第 1章　私が熱解析担当者！？

この間
なんだけど

だからこそ熱解析が
必要なの！！

設計を知れば知るほど
熱問題の深刻さが

わかってきたの

発熱密度なんて
すごいもの

ホント
どんどん

増加してる

熱問題は
これから絶対
避けて通れ
ないんだ…

ふーん…
そうなんだ

南野さん
が

熱解析なんか
必要ない
っていうの

電子機器事業部

こことここが
つながってんだ

これで 構造上
問題ないはず

そしたら問題だ。
この2つのモデル、
どっちが熱設計に

すぐれている？

コンポーネントの配置、
それから放熱孔の
位置から考えて
空気の流れは…

右のモデル
です！

論理的に
考えたら
そうなる

ハズ

正解はこっちの
左のモデルだ

うそ…

やるじゃ
ねーか！

！

ほれ、
やってみい
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第 1章　私が熱解析担当者！？

なんで
なんだろ

あ…、おはよう
ございます

……

すごいクマ
だけど…
大丈夫？

まだそんなに
仕事もキツく
ないだろう？

モデルの比較で
なんで熱設計に
すぐれているか、
頭で考えても
わからなくて…

それならうちの
菊山と二人で

熱解析を
してみたらいい

え？

絶対
あってる

はずなのに はっ
朝になっ
ちゃった

その夜

菊山さん

新島さんと一緒に
熱解析してみてもらいたい

案件があるんだ

僕が
教えるから

は、
はい…

南野さんの
言ったとおりの

結果…

これぐらいなら
熱解析するまでも
なく わからないと

話にならないよ

でも
これで
 確信…

熱解析は有効！！

メッシュをここのボタン
で作成して、あとは

ソルバーに進む

できる
かな…

数
時
間
後
…
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第 1章　私が熱解析担当者！？

それで…、
解析担当を

どうするかだな

その件
なのですが

菊山さんを
「熱流体解析」の

担当にしようと
思っています

彼女なら
大丈夫
です

わかった。
君がそこまで

言うなら、
そうしよう

しかし、彼女の
実力だと 荷が
重すぎないか？
責任も大きい…

CAE技術部長
稲田浩一

おはよう
ございます！

菊山さんに
「熱流体解析」

を担当して
もらうよ

CAE 、熱、流れ、
熱解析について
知識を深めて

おくように

やったじゃない
菊ちゃん！！
すごいことよ

せっかくもらった
チャンスだからね

がんばるよ

私たちで熱解析の
パイオニアになろう！

菊山さん、
ちょっと
いい？ なんだろ

そこに
座って

稲田部長？

次の日

昼休み



それぞれの役割

菊山さんのように、学生時代の卒業研究や授業では、あまり CAE に馴染みのなかっ
た人も多いのではないでしょうか。けれど、それほど気にすることはありません。大
学での研究、例えば新しい理論やアルゴリズム、また物理モデルの研究といったもの
と、企業における CAE や熱解析の現場は、相互補完の関係にあり、お互いの強みを
生かし合うことができるのです。たとえ学生時代には縁がなかったとしても、CAE
ソフトウェアにおける新物理モデルの搭載、また既存物理モデルの改良というかたち
で、大学における最先端の研究成果とつながることができます。また、大学での
CAE といえば、昨今では「鳥人間コンテスト」「全日本学生フォーミュラ大会」の各
チームでも、企業顔負けのさまざまなシミュレーションが実施されています。これら
は「リケジョ」のみなさんもたくさん参加している学生生活の一大プロジェクトであ
り、CAE による性能評価を通じて、また「ものづくり」の全プロセスを経験するこ
とで、一人のビジネスパーソンとしても非常に貴重な経験を積むことができるため、
将来のエンジニア育成に大きく寄与しています。

産学連携とCAE

産学連携という言葉が広く普及した今、大学における流体研究、伝熱研究も、エン
ジニアリングの現場を強く意識したものが多く見られます。例えば、CAE とともに
実機の可視化実験を行いたいときには、可視化装置を備えた大学との共同実験という
形式で知見を得られるケースもあります。また、昨今では大学の研究室で汎用熱解析
ソフトウェアを導入しているところも多いですので、そこでの経験を生かして将来
CAE エンジニアを目指す人も中にはいることでしょう。その他にも、ソフトウェア

ベンダーのソフトウェアエンジニアとして、流体解析、伝熱解析、音場解析などの物
理モデルの研究や、プリプロセッサやポストプロセッサの開発を行うケースもありま
す。ここでも、大学における機械工学、流体力学、物理学、数学、プログラミング、
といった知識を複合的に組み合わせることで、エンジニアリングの現場で「ものづく
り」を支え、価値ある製品、オンリーワンの機能を提供することが可能となってきま
すので、間接的な産学連携と呼ぶことができそうです。

同じ釜の飯を食う仲間

大学での研究では、主に他人とは違うこと、先人がやっていないことをして初めて
学会で発表できますが、企業における CAE の目的は、ものづくり支援であり、営利
目的の企業において、開発現場のさまざまな制約の中で成果をあげてこそ、初めて認
められるものとなります。さまざまな学会や研究会、CAE 懇話会、ソフトウェアベ
ンダ－のユーザーカンファレンスといった場が産学交流の舞台ですので、諸先輩とと
もに積極的に参加すると視野が広がります。もしかすると、数年後には、業界内は知っ
ている顔ばかりになるかもしれません。それだけ、みなさんが思っている以上に、案
外狭い業界だったりしますので、どっぷり浸かってみるとおもしろいですよ。

筆者が所属していた大学の研究室は、「鳥人間コンテスト」の制作現場でもあり、また、「全日
本学生フォーミュラ大会」の技術支援もしていたため、そのハードな活動内容を連日連夜、目
の当たりにしていました。それだけに、本番が終わったあとの達成感はかなりのもので、メン
バーの多くは卒業後も、さまざまな分野の設計者、エンジニアとして活躍しています。

大学における研究と企業におけるCAE

目からウロコ！
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第 1章　私が熱解析担当者！？



エンジニアリングの現場において、重要な職務を任せられると、誰し

も一瞬たじろぎます。やることが山のようにあって、時間が足りないよ

うに感じる場面もきっとでてきます。

そんなエンジニアリングの現場において技術力を高めていくとき、そ

のヒントとなる人がいます。

それは、最後の宮大工とも呼ばれている、西岡常一さんです。菊山さ

んのように、熱解析担当者のみなさんにとっても、西岡さんのことを知

っていて損はありません。

西岡さんは、高校への進学時、ご自身も宮大工であったお爺さんから

農業高校を勧められたそうです。その理由はなんでしょうか？一見、な

んの関係もないように思いませんか？

そのココロは、「宮大工と言えば木。木を育てるのは土。だからその

土の気持ちを理解するんだ」。

当初、工業高校への進学を考えていた西岡さんは、その言葉に心動か

され、農学校へと進まれたそうです。その後、27才で法隆寺修繕とい

う国家プロジェクトの棟梁を務めるほどになりました。

西岡さんの言葉に、「木を生かすには自然を生かさねばならず、自然

を生かすには自然の中で生きようとする人間の心がなくてはならない」

というものがあります。

この「木」を「熱」に置き換えてみるとどうでしょうか？

「熱を生かすには自然を生かさねばならず、自然を生かすには自然の

中で生きようとする人間の心がなくてはならない」

一般的に熱解析の目的は熱を逃がすことですが、熱とうまくつきあっ

ていくことも肝要であるように思えてきませんか？

さぁ、道を究めていきましょう！

ちなみに…
熱に
まつわる四方山ばなし

知らないことが
 多すぎる…

2 章第

32



もっと知りたい、CAEのこと2-1
菊山さんが所属することになった CAE技術部でも、さまざまな CAEツールが利
用されています。設計の現場では昨今、ますますリードタイムの圧縮が図られてい
るため、競争力維持の観点からも、CAE技術の活用が必要不可欠です。
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第 2章　知らないことが多すぎる…

ごめん　
菊ちゃん
待った？

多江ちゃん、大学で数値解析
やってたって言ってたじゃない？

ざっくりとでいいんだけど、
教えてもらうことってできる？

私の研究室では
CAEで使われている

反復法を
研究してたのね

あ、反復法は
連立方程式を解くのに

必要な計算ね

定常解は、
無限に時間を

進めたとした際の
状態ね

マニアックな世界なんだけど…
私は新しい反復法を見つけて、

1年でまとめあげることを
先生から期待されたの

収束性は、
いかに安定して

定常解を求めることが
できるかっていうこと

その中で、
私はいかに反復法の
収束性を高めるかを

研究してたの

私の卒研で
よければ…

長くなるけど…
大丈夫？

よろしく
お願いします

悪いね
呼び出し
ちゃって

全然
いいよ
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第 2章　知らないことが多すぎる…

先生は国内の
ソフトウェアベンダーに
使ってもらえるような

マトリックスソルバーを
目指してたの

私の研究では
計算するために

節点情報が
必要だったのね

やっとそこから
サブルーチンを呼び

だして、本題の行列計算
ができるの…

計算結果として
得られた情報は、
温度、流速、圧力

だったかな…

大変だねぇ

だからCADを
使って座標データ

を出力して

もーこれが
すごく面倒
 だった！！

で今度はそのデータを
インポートするための
プログラムを書いて
読み込んでいたの

その際に、
熱解析を

検証していたのね

具体的には
自然対流問題の

定常解析
だったんだけど

それで定常解を
得るための

収束性向上を
検証していたの

そこで研究の
成果として

求められたのは
精度と収束性

だったの
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第 2章　知らないことが多すぎる…

しかもこれで
終わりじゃなくて、

得られるのが
数値情報だから

可視化の必要性が
あるわけ

そういえば汎用CAEソフトは
本当によくできてるって
先生がよく言ってたなあ

ありがと！
すーっごい

勉強になった

お礼に
ご飯

おごるよ

ありがと。
参考に
なった

また集まった
ときにでも

話聞かせて。
じゃまた

CAEには
無限の可能性

がある！！

そういえば
サークルでもCAEソフト

使ってたなー。
後で聞いてみよう

ああ、シャシー設計に
構造解析と流体解析の

ソフト使ってたよ。

最適化ソフト使って
車体形状の最適化も
やってた

…とまあ
こんなかんじ

こんな話で
大丈夫？

汎用熱流体解析
ソフトを使うと、

それらがぜーんぶ
一貫してできるって…
うらやましかったー

うらやま
しかったー

あ そうそうそれで
結局私の研究結果は、

まだ汎用には
耐えられないもの
だったんだよね

で、汎用可視化
ソフトで見てたのね



もっと知りたい、熱のこと2-2
菊山さんが任された熱解析。熱力学や伝熱工学と聞くと、誰しも気が重くなります
が、知識の一つとして、「あるあるネタ」程度として調べてみると、それほど抵抗
もありません。菊山さん、「鉄は熱いうちに打て」ですね。
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第 2章　知らないことが多すぎる…

熱解析を
社内に浸透

させるには…

…てことを
あれから

考えてたの

あっ、南野さんは
今の話どう

思われますか？

教科書
なんかで

覚えるから

頭でっかち
になるんだ

これだ！！

！！！
賛成！ 菊ちゃん

グッドアイデアだよ

教科書的なもの
ではダメ…

エンジニアリングから離れて、
衣食住の熱関連小話を

調べてみよう！

えー、そうなんだ、
江戸時代のマナー

ってすご〜い！

……

やるからには、
東島さんがやってる
ような集合教育の
カタチにしたい

テキストも
作らなきゃ

翌朝

その夜

足を踏まれたのに、
「こちらこそうっかり

してまして」って
自分も謝る決まり
があるんですよ
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第 2章　知らないことが多すぎる…

断熱性の理由は、宇宙空間は100度以上や
−100度以下と過酷な空間だから その理由は、保温性

保冷性が熱伝達を
遮断することによっ
て実現されるから

冷却性の理由は、密封状態のため人体発
熱により宇宙服内の温度が上がって、人
が死んでしまうから

その理由は、熱が逃げ
にくいため、暖めた熱
を逃がさないから

また、断熱材として熱
伝導率の小さな断熱
性に優れたグラスウー
ルなどを用いている

内部に真空の層を作り出したり、真空の
層にも銅箔を挟み込んで放射を反射さ
せ、熱エネルギーを内部に保っている

翌朝

宇宙服は断熱性と冷却性を
兼ね備えているらしい。

外張り断熱の住まいは柱の外からすっぽりと
断熱材でおおわれているらしい。

銅箔

真   空

熱放射

魔法瓶の断熱技術は
すごいらしい。

…ってどう？
熱関連の小話なら

飲み込めるん
じゃないかと思って

熱問題への
入り口として

いいですよね！

ベテラン
設計者の心を
動かすのは
難しいな…

ダメか…

いいね！
 面白い！！

……

小話 1

小話 3

小話 2

断熱材

柱
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第 2章　知らないことが多すぎる…

おい
新島

昼食一緒に
どうだ？

さっきの話
おもしろ
かったな

家で娘に
話してやろう

あとは、もっと
わかりやすく伝えるために

工学的な切り口も必要かも。
帰りに本屋で見てみよう

なるほど、
伝熱に関しては

これ
ください

や…
やった！！

はー
自信あった
のにな…

が3本柱なわけね

熱伝導

熱伝達

放 射
おつか

れさま
！

今、南
野さん

とお昼
食

べて、
菊ちゃ

んの話
が

面白か
ったか

ら娘さ
ん

に話
すって

！よか
った

ね！！

subject 朗報！！from 新島多江



もっと知りたい、流れのこと2-3
電子機器の熱解析は、流れ解析もセットであることがほとんどです。熱のことを知
れば知るほど、流れのことも知りなくなるのは自然の流れですので、ここは一つ、
流されてみましょう。菊山さん、「上善は水のごとし」ですね。
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第 2章　知らないことが多すぎる…

1週間後

熱にのめり
込むのも
結構だが

流れのことも
知らないと
半人前だよ

は――…
東島さんの
言うとおり

流れの本質、
今イチわかって

ないかも…

あ、返事きた！

よーし
なんかノって
きたー！！

飛行機！！

さすが月島先生！！
頼りになるなー

菊山さん

お久しぶ
りです。

元気にし
てますか

？

私でよけ
れば何で

も

聞いてき
なさい。

早速、熱関連の
小話を書いて、

先生に見てもらおう。
ベテラン設計者の

心に響きそうなネタは…

飛行機の翼を
小話で説明したら

面白いはず！

月島先生に
メールしてみよう！

まだいるかな…

月島先生

菊山です。
温かいお言葉、感謝感謝です。

早速ですが、空気の流れに
関して、この説明があっているか
どうか、教えて下さい
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第 2章　知らないことが多すぎる…

翼が浮き上がることについて
私なりに考えた説明です

上部の方が距離が長い
同じ時間に翼の
後方でまた合流する
はず（たぶん…）

とすると、
上部の方が
速くないと
いけない

大学の流体工学で
習ったベルヌーイの
式で速い方が圧力
は低いとあった

よって上部の
圧力の方が低くなり

その結果上向
きの力が生じる

翼にぶつかった流れは
二手にわかれます

V

負圧

正圧

空気による
合力

Vより小さい速度

Vより大きい速度

んー、これじゃあ
南野さんには

伝わらない気がする

なんか、こう、
もっとわかりやすい

切り口で…
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第 2章　知らないことが多すぎる…

翼…まっ平ら
こ、これじゃあ
説明がつかない

翼の上下が
ひっくり返ったら

下向きの力が生じて
墜落しちゃう！

いや、今までの考えを
先生に聞いてみればいいや

何かヒント
をもらえる

はず

そういえば曲芸飛行もこの仮説だと…

あ゙ ――、わかんなくなってきた！！

あ、返信
きてる！

そういう
ことか！！

あくる晩

学問的な
正解は、

なかなか面白い
着目点で、流れのこと
を考えるにはとても
良い事象ですね

翼に空気が当たると
翼回りの循環流が発生して
上部の空気の方が速くなり、 そのため圧力差が

生まれるからです

翌日 …というわけで、
先生のおかげで
何とか小話が
まとまったんだ

この話
絶対いけるよ 南野さんに

その話して
みる

ホント？
ありがと！

月島徹
也　翼

につい
て



2-4
国内でも、熱設計の最先端を知るためのさまざまなシンポジウムが開催されていま
す。電子機器の小型化、高性能化、発熱密度の増加がますます進む中、新島さんの
ような若い設計者にとっても、熱設計は腕の見せどころですね。

もっと知りたい、熱設計のこと
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第 2章　知らないことが多すぎる…

この間の話も
良かったしな ！

設計者にも
ああいった話を

まとめて教育して
もらいたいな

…実は渦だった
って 面白いなと

思って

……

菊山に
言ってみるか

だったら東島も
いたほうが
話が早いな

…という
わけで

へ！？

翌日

菊山さんに
集合教育という

形でお願い
できないかね

僕は良いと
思いますが…

ぜ、ぜひ
   やらせてください！！
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第 2章　知らないことが多すぎる…

そのためにはまず
会社のこれまでの

熱問題を知る
必要がある…

設計者側の
担当者には 新島を

アサインしよう

項目は…
「熱」と

「熱解析」？

「流れ」も
必要だね

よし！ これでいこ！！

あとは、苦労したこと、
こんなことがあれば

設計で助かる…
とかかな？

ちゃんと
回答して
もらえると
いいな…

送信！

明日から計画して
ヒアリングにとりかかるように。

打ち合わせは以上

南野さん、熱問題の
ことを 設計者の方々に

ヒアリングさせて
もらえないでしょうか？

翌日

■熱に
ついて

困った
こと

■流れ
につい

て困っ
たこと
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第 2章　知らないことが多すぎる…

一
週
間
後
…

ざっと見たけど、
みんなびっしり

書いてくれてるよ

すごい…みんな
こんなに現場で
困ってたんだ

何、ちょっと
弱気じゃない

！

あ、いえ、その
どう進めたら
いいのかなと

思って…

そうか、
そのためには

熱解析のことを
もっともっと
知らなければ

この間も 東島さんに
手とり足とり…ハッ

まずは
テキストを

作ることだね

わかってたけど
責任重大だな…。

東島さんに
相談してみよう

東島さん、この間教えていただいた
熱解析ソフトって、すごく

使いやすそうだったんですけど、
何ていうソフトですか？

開発、サポートしているのが
クレイドルという国内の会社

めちゃくちゃ
不安だけど…
ガンバロウ

来週熱パックの
説明会があるから

早速
行ってみると

いい

は…
はい！！

あれは
熱パック
という

ソフトだよ

ソフトウェアクレイドル

サポート開発

熱パック

■熱に
ついて

困った
こと

発熱量
の増加

で、勘
での予

測が困
難高温

になる

原因が
どこな

のか、
対処法

が見つ
けづら

い量産

時点で
問題発

覚する
と、コス

トがか
かって

しまう

■流れ
につい

て困っ
たこと

空気の
流れは

目に見
えない

ので、
想像し

にくい

ファン
を搭載

したら
、騒音

の問題
が発生

した

見つけ
づらい

量産時
点で問

題発覚



熱に関して、おさえておきたいこと

一見すると当たり前のようですが、熱は温度が高いところから低いところにしか移
動しません。また、電子機器の内部においては、熱を空気が運んでくれて、また、電
子機器自体も外部の空気と熱のやりとりをします。また、空気を介さなくても、離れ
た物体表面間において熱は行き交います。（これは放射と呼ばれています）そして、
電子機器内で発生した熱は全てどこかに逃げていくことになります。（いきなり消え
たりはしません）理解を助けてくれる大事な単位としては、次のものが挙げられます。

●物質の静的な熱の伝わりやすさを「熱伝導率」という

●物質の動的な熱の伝わりやすさを「温度伝導率」という

●暖まりやすさ、冷えやすさを「熱容量」という

●単位質量あたりの熱容量を「比熱」という

●熱の伝わりにくさを「熱抵抗」という

流れに関して、おさえておきたいこと

電子機器内の熱を知ろうとするとき、あわせて流れの状態を知らないといけません。
水のように目に見える流れもあれば、空気のように目に見えない流れがありますが、
電子機器内の流れは空気がほとんどであり、熱を運んでくれる優れものであるため、
熱流体解析によって流れの様子を可視化することで、さまざまな熱設計へと役立てる
ことが可能になってきます。（ファンの騒音も流れの変動に起因しています）また、
流れを知るためには圧力とセットで考えます。その他にも、よく出てくる基本事項と
して次のものが挙げられます。

●流れは放っておくと、流れやすい方にしか流れない
●物体の表面では流速はゼロである

●流れには粘りがあるため、物体の表面で抵抗をうける

●�圧力には静圧と動圧の2種類があり、圧力の損失がいろいろなことに影響を与える

●圧力の損失には摩擦損失と局所損失の2種類がある

熱解析に関して、おさえておきたいこと

空間と電子機器を解析するためにメッシュと呼ばれるブロックで形状を表現しない
といけません。電子機器の CAD データやモデリング機能を用いて熱解析を行います
が、そもそもその形状を創るためにも熱解析ができれば、理想的なように思います。
そのためには、「相対的な精度」というものを上手に活用することが肝要となってき
ます。また、熱解析を行ううえで欠かすことのできない物理モデルについても知って
おいた方が得策です。その他にも、よく出てくる基本事項として次のものが挙げられ
ます。

●境界条件が必須

●分子レベルの話は考えない

●温度や表面温度の数値およびポストプロセッサでの可視化結果が得られる

●「絶対精度」を追求することも大事

●熱解析は手段であり、目的ではない

菊山さん、まずは、これだけおさえましょう！

筆者が在籍していた大学でも、「流体工学」「伝熱工学」の講義があったため履修していました。
正直なところ、10 年以上経った今、当時習った数式の数々はほとんど覚えていません。けれど、
その中で登場していた単語はぼんやりと頭に残っているため、今改めてその単語を耳にしても
抵抗なく受け入れることができます。案外、そんなものなのかもしれませんね。

目からウロコ！
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学生時代は成績優秀だった菊山さんも、ものづくりの現場では四苦八

苦のようです。でも、「自らが知らないこと」を知った菊山さんが行動

し始めたとき、ものすごいスピードで吸収して、成長していく可能性を

秘めているように思います。

熱解析の場合には、「流れ」「熱」「数値解析」といった知識や学問を

さまざまな参考書籍から吸収することになります。ふと、菊山さんのお

爺さんやお父さんの時代には、どんな環境だったのか、気になってきま

せんか？数値解析に携わってきた人たちのお話を聞くのは、とてもおも

しろいですし、そこから得られるものは、書籍からの情報とはまたひと

味違ったものがあります。

菊山さんのお爺さんが学生だった頃（1930年〜1940年）には、

当然パソコンはなく、計算機といえば算盤だったそうです。当時は、計

算尺（けいさんじゃく）という、対数の原理によって対数の特性が可視

化されたアイテムがあり、当時の技術者や科学者に用いられていたそう

です。（関数電卓が登場してからは、そちらに移行していきました）

そしてその後、「ソロバンと計算尺」から、電子計算機へと移行して

いき、菊山さんのお父さんが学生だった時代（1960年〜 1970年）

には、すでに研究者の間で「コンピュータは単なる道具か、研究のパー

トナーか」という話題も出ていたそうです。

また、当時のコンピュータ入力はパンチカードが主で､ 三角関数や対

数､ 指数などは、カードの束をプログラムカードの中に差し込んでいっ

たそうです。

菊山さんのお仕事であるCAE技術を当時の人たちに伝えたら、さぞ

かし羨ましがられるに違いありません。

数値計算のむかしばなしって、おもしろい！

ちなみに…
熱に
まつわる四方山ばなし

魔法の道具じゃ
なかった…

3 章第
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「リケジョ」×「熱パック」3-1
熱解析ソフトウェアは、「熱パック」のように国産のものから海外のソフトウェア
まで、さまざまなものがあります。熱パックのユーザーを見渡してみると、菊山さ
んのような「リケジョ」のみなさんもたくさん活躍しています。
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説明会当日

キンチョウ
する…

おはよう
ございます

本日講師を務めさせて
いただく美藤です

まず初めに、
弊社は熱解析の
パイオニアとして
30年の歴史が

あり…

熱解析をするためには、
まずは連立方程式をイメージして

いただければと思います

わかりやすい
説明だなあ

うちの設計現場に
あわせた理解が

必要だな

連立方程式といえば、
中学のときにでてきた、
あの連立方程式です

30年！？
生まれる前から…

柔らかい雰囲気の人
でよかった…

よろしく
お願い
します
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ここまでで
何か質問は
ありますか？

すみません、連続の式と
運動方程式がとても大事
ということでしょうか？

そのとおり
ですね。

運動方程式は
ナビエ・ストークス

方程式とも
呼ばれますね

それでは今から
1時間昼休憩

にします

おつかれ
さまでした

うちでは
新人は

説明会参加が
必須で…

いろんな業界でCAEが
浸透してるんだな…。
私もがんばらなきゃ

ここのダイアログで、
層流解析か

乱流解析かを選びます あとは、
ここのボタンを押すと、
メッシュにもとづいて
要素分割されます

うわ、めちゃくちゃ
操作しやすい…

いろんな解析が
  可能になるっ！！

うわ、計算速度
速っ！！

うわ、めちゃくちゃ
結果確認しやすい！！！

へー、
建築でも

使っている
んですね

わかりやすいなあ。
こんな人がサポートして

くれたら心強い！！

非粘性、
非圧縮性の
流体なので、
そのとおり

ですね

すみません、ベルヌーイの式
には粘性が考慮されて

いないとうことでしょうか

このソフトがあれば
うちの製品も…
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最後に、質疑応答の
時間を設けたいと

思います

設計者が必要最小限の
操作で解析までもってい
くにはどうしたらいいで

しょうか

そうですね…
「すぐにできるもの」と

「カスタマイズが必要なもの」
とがありますね

ヒートシンクのメーカー様の
場合には、熱解析によって

形状を作り込んで

ありがとう
ございます

有償だけど
カスタマイズ

できるところが
国内開発の

強みなん
だな…

ICカードリーダーの
メーカー様の場合
には部署の設計者

全員が…

たとえば…

ヒアリングで
洗い出したところ、

つぶして
おかなきゃ

説明会は
これで終わりです。
長時間お疲れ様

でした

ありがとう
ございました。
すごく勉強に
なりました

何かあったら
何でも聞いて

下さい

心強い存在だな。
来てよかった。明日から
また練っていかなきゃ

おい、菊山！！
こりゃ助かる！！
便利なソフト

だなあ

おつかれさま
でした

おつかれ
さまです



解析ソフトは使いこなしてナンボ3-2
「木ばかり見て、森を見ない」と、すべての熱解析ソフトウェアが使えないことに
なります。その一方で、「木は見れないけれど、森は見れる」CAE担当者も存在し
ないように思います。解析ソフトは、「理解して」使ってナンボですね。
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おはよう
ございます

昨日はすごく
勉強になりました！！

絶対社内に
普及させます！！

復習も兼ねて、
うちのモデルを
解析してみよう

むむむ…
境界条件が
曖昧だな…

まいっか
これで 解析

スタート！！

そりゃ
頼もしいね

はー社食の
カレーは

おいしいな

そういえば美藤さん、
緩和係数の話してたな…

それをいじって再計算してみよう

また
10000℃…

い、いちまんど！？

さて、
そろそろ

計算おわった
かな？

数
時
間
後
…



クレイドル
美藤さま

お世話になります。鈴木電機の菊山です。
（先日の説明会ではありがとうございました）
さっそく社に戻って、
自社製品の解析を開始したのですが、
すみません…、発散してしまったようです。
説明会で教えていただいた緩和係数を変えて、
何度か試みているのですが、
すべて発散してしまいまして。。
解決策を教えていただくことができましたら、
大変幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

鈴木電機
菊山

鈴木電機
菊山さま

お世話になっております。
ご連絡ありがとうございます。
拝見いたしまして、おそらく、境界条件が
うまく設定されていないのではないでしょうか？
空間全体が断熱になってしまい、熱の逃げ場を失った
状態になっているように推察いたしております。
自然対流の解析ですので、添付にありますような
境界条件が、想定される実機設置状態には
適しているように思いますので、お試しください。
また不明な箇所が生じられましたら、
ご連絡いただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

クレイドル
美藤
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美藤さんに
メールして

みよう

なるほど！ 今度こそ…！！

早速
やってますね

お

さ
ら
に
数
時
間
後
…

やっと結果が
でた…

ポスト処理って
楽しいな

あ、こんな
表示方法もある！！
あ、これもいいかも

明日、東島さんに
動画みてもらお。
驚くだろうなー

次は放熱孔を変更して、
数パターン

解析してみよう！！
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昨日は遅くまで
やってた

みたいだね

すごく
かっこいい動画に
仕上がりました

はい！

え？

このパラメータ
スタディで、何が

わかって、設計者が
どう設計に

落とし込むか…

そ、そうか…
そうだった…

いいじゃねえか！！

を提示
しないと

解析の趣旨が
ずれてるね

……

で、熱解析は
どう？

ちょっと夢中に
なっちゃって…

これ、空気の
流れがこうなってる

んですよね

だから、こっちの
放熱孔のほうが
効いてますね

どんどん
取り入れて
いきたいな

空気は
見えない
からな

これまで
あんまり意識

してこなかった

熱解析は
目的じゃなくて
手段なんだな



雨の日も、晴れの日も。3-3
熱解析をしているとトラブルが発生することもあります。設定ミスやソフトウェア
の不具合など、その原因はさまざまですが、「雨の日は傘を貸してくれて、晴れの
日は一緒に散歩してくれる」そんなパートナーは心強いですよね。
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…というわけで

開発中のモデルに
熱解析を実施
したいんだが

わかりました
やってみます

！！

アルマイト
処理はなしね

強制空冷で、
ここにヒートシンク

空冷ファンが
使われてるのか…

ふむ

メーカーに
電話して特性
聞いてみる。

ちょっと待って

あ、本当ですか？
メールで送って

もらえると
助かります

別のソフトでは
ファンを回転させる

こともできます

すごい！
便利な

ソフトだね

これって
解析でもファンを
回転させてるの？

ありがとう
ございました。

失礼します

そんなようなこと
言ってたな…

もちろん
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本モデルは
強制空冷のため…

ファンも実際に
回転させて

解析しております

ファン形状に
メッシュは

無理じゃないか？

実際には
回転させない

のでは？

ちょっと待って
新島さん

え！？

対流熱
伝達による
放熱を…

最大限に
活かした熱設計と

なっております

他にも
熱解析で

曖昧な場所が
あるなら

今のうちに
つぶして
おくように

「実際に回転させてないけど
大丈夫？」って聞かれたら

何て答えよう…

美藤さんに
相談してみよう…

はい

一週間後…
デザインレビュー前のリハ ものづくりを

支えるなら、
熱解析に一番
詳しくなって
くれないと

困るぞ
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…… …で、美藤さんのメールを
読んで、すごく思ったのが

熱解析ツールは
魔法の道具じゃ
ないんだなって

機能をうまく使って、
相対精度と絶対精度を

向上させることが

本モデルは
強制空冷のため
空気の流れを

意識して、

対流熱伝達による
放熱を最大限に

活かした熱設計と
なっております

ずいぶん
視覚的だな

そしたら、こっちに
空気の流れを
呼びこめるん
じゃない？

もっと社内で
横展開して
ほしいな

すごい反応！！
やっぱりCAEは
絶対イケる！！！

いい発表
だったぞ

わかり
やすい

大事って
ことなんだね

菊山さま

美藤です。
ご質問の件につきまして、ご推察のとお
り、熱パックでは実際にファンを回転さ
せているわけではありません。
ファン周りの流れ場をミクロで再現しよ
うとすると、

ファン形状を正確にメッシュ・要素分割
で表現して、あとは回転を伴う高度な計
算手法を用いることになりますので、か
なり負荷の大きな解析となります。
通常、ファンによる放熱効果を検討する
場合には、既存のファンモデルによっ
て、マクロでの冷却効果を再現して、熱
設計へと活かしているケースがほとん
どのように思います。

ファン自体を専門に解析されておられる
ユーザー様もおられますので、どこに主
眼を置いて解析を行うか、というお話に
なってきそうです。

ご参考になりましたら幸いです。

デザインレビュー当日



3-4
モノを知れば知るほど、年をとればとるほど、立場が上になればなるほど、グッと
我慢することも増えてくるのかもしれません。「若気の至り」で思いきったことを
提案してみても、失うものはないように思います。Let's try!

「ミッション」×「パッション」
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レポート…
ですか？

は、
はい！！

そう。来週の
月曜までに

テーマは
「これからの社内に

おける CAEの
役割について」

…というレポートを
任されたのね。

だから…

よーし！
燃えてきた！！
やるぞー！！

でも、月曜提出
って…土日の2日間

しかないね

そーなの！！
そうだ、多江ちゃん
今日ウチに泊まりに

こない？

え…いいの？
なんか私も
テンション

 上がってきた！

今後の指針に
なるような

CAE技術部
の役割を

二人で
決められた
らなと思って

この先のCAE技術部の
指針となるものを作るように



鈴木電機には、ものづくりのノウハウが豊富にあります。

先達の残した叡智の数々。

そのどれもが、鈴木スピリットとして

着実に次世代へと受け継がれています。

設計者の、ものづくりにかける情熱。

その情熱を支えるCAE技術もまた、

情熱で溢れていなければなりません。

鈴木電機における
これからのCAEの役割について
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月曜日

稲田さん

これをそのまま部の
指針にしましょう菊山さんが書いた

レポートです

◢今日
すべて未読

DRの件
お疲れさまです。先日のDR

軽部 則夫

鈴木電機におけるこれからの
東島さん　お疲れさまです

菊山 涼子

打ち合せの件
お疲れさまです。先日の

川畑 安之



鈴木電機の開発現場では、スピードこそ命です。

より良いCAE技術も、

スピードに欠けていては使い物になりません。

より良いCAE技術も、

コスト感覚に欠けていては使い物になりません。

世の中に求められる鈴木電機の製品に思いを馳せたとき、

それらが高品質のオンリーワン製品であることに

疑う余地はありません。

CAE技術は、手段です。

そのCAE技術が鈴木電機の製品開発に貢献するためには、

たとえ学術的にどんなに意義があろうと、

たとえどんなに高度な技術を駆使していようが、

タイムリーに答えを提供し続けなければ、

無意味になってしまいます。

私たち鈴木電機のCAE技術は、

「ミッション」と「パッション」を両翼に、

これからも設計者の意思決定を

全力かつ最速で支援してまいります。
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CAE担当者として

菊山さんがまだ中学生の頃、一級建築士が構造計算ソフトウェアの計算結果を改ざ
んして、世間を騒がせたことは記憶に新しいのではないでしょうか？「耐震基準を満
たす・満たさない」に関わる重大な問題であったため、住民の生命をおびやかす危険
が出てきてしまいました。その後、事件扱いとなり、「耐震強度構造計算書偽装事件」
として世間に知れ渡るようになってしまいました。実はこれ、菊山さんにとってもけっ
して他人事ではありません。熱解析も、解析担当者の恣意的な運用によっては、同様
のことが起きてしまうからです。そこで、菊山さんに知ってもらいたい言葉がありま
す。それは、「職業倫理」です。ここで、菊山さんの使命を考えてみましょう。解析は、
同業種における他企業との差別化を図るためにも有効な手段であり、その結果、自ら
の企業に対して利益をもたらすものとなります。通常、各解析に対しては数ヶ月、数
週間、時には数日単位の期日が明確に設定されており、CAE 担当者はその期日を意
識しながら解析を行っています。そして、解析成果はけっして自己満足で終わらせる
のではなく、自らの企業内、さらには社会において評価を受けることによって初めて
意義のあるものになります。

信義誠実の原則

少し視点を変えて、「信義誠実の原則」というものを参考にしてみましょう。これは、
簡単には、私達が社会で持つべき「共通の道徳」について示したものです。私たちの
暮らす社会においては、「売り手は責任を持ってきちんとした商品を売り、それに対
して買い手はきっちり清算する」という関係が自然と保たれ、売り手と買い手との間
に「信義誠実の原則」が成り立っていると言えます。一見、これらは当たり前のこと

のようにも思えますが、話を
さらに広げ、現代の工業化社
会において売り手（企業）と
買い手との間に「信義誠実の
原則」が成り立っているかと
いうと、果たしてどうでしょ
うか？おそらく菊山さんの会
社の製品を購入する人々が、
その製品開発における熱設計
や熱解析についての情報に触
れる機会は皆無に近いでしょう。けれど、知識を持たないことによって即刻トラブル
が発生することはありませんし、即刻不利益を被ることもありません。このことを悪
く捉えるならば、「消費者が専門外である企業の熱設計や熱解析に対して適正な評価
を下す」ということはかなり困難であるため、菊山さんのような CAE 担当者に「所
詮自分たちにしか分かるまい」という特権意識が芽生えてきてもおかしくありません。

CAE担当者の持つべき職業倫理

製品の熱設計や熱解析に関する知識の質や量という点から見ると、とても企業の
CAE 担当者と消費者が対等であるとは言えないことになってくるのです。社会にお
ける通常の契約では、契約を結ぶ両者は対等であり、過失（落度・不注意）が無い限
り責任は問われません。けれど、企業の CAE 担当者と消費者の契約においては、そ
の知識・情報の差により、企業の CAE 担当者に「責任を持って解析を実施する」こ
とが求められるのではないでしょうか。たしかに、消費者のみなさんが製品やサービ
スに対してその都度疑いを持って行動していたら、市民生活が成り立たなくなってし
まいます。だからこそ、生じる責任や潜んでいる危険性について「企業の CAE 担当
者が十分に認識しておくこと」が何よりも有効な手段であり、企業と消費者の関係を
正常に維持するためには、企業の CAE 担当者が健全な職業倫理を持つことが最善策
であるように思います。「自分たちの行っている解析に対してプライドを持ち、社会
的な評価・価値を意識しながら、一方では自分たちと消費者との知識の格差、その格
差によって生じる責任、さらにはそこに潜んでいる危険性について十分に認識してお
くこと」こそが、企業の CAE 担当者としてのあるべき姿なのではないでしょうか。

菊山さんと考える、CAE担当者の職業倫理

筆者が在籍していた大学の講義で、さまざまな研究機関や企業の研究者・技術者の方々を招く
機会がありました。最先端の研究・技術について各講師の方が非常に分かり易く説明なさって
いて、同時に、研究に対する強いプライドも伝わってきました。知識を持たない者に対しても
噛み砕いて伝えることができる人のことを、プロと呼ぶのかもしれませんね。

目からウロコ！
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菊山さんが取り組み始めたCAEの世界でも、可視化（ビジュアリゼ

ーション）は必要不可欠な存在です。

そして熱解析の場合にも、温度分布の把握や電子機器内の空気の流れ

を知るために、その果たす役割はとても大きいです。もちろん、これま

でにあまり馴染みのなかった人にとってみると、「ものづくり・熱設計は、

そんな仮想なものでやるほど甘くない」という気持ちがどこかにあるか

もしれません。

そんなとき、あの映画界の巨匠、黒澤明監督の言葉がとても参考にな

ります。「現実のようにリアルに、と普通の人は考え、表現をする人は

現実よりリアルに、と考える」

これって、つまり、「現実感はそこにあるものであり、リアル感はつ

くるもの」ということのようにも思えてきませんか？

菊山さんのような熱解析担当者にとって、熱解析をすること自体が目

的ではないけれど、実機実験が現実とするならば、熱解析によるさまざ

まな見える化によって、多くの関係者にリアル感を通じて熱設計のアイ

デアを引き出すヒントを提供することができるはずです。

そして、そのためには、さまざまな正しい知識にもとづき、可視化の

もつ可能性やそこに潜む危険性について、「理解すること」「納得するこ

と」その両方が必要であるように思います。

そうして、設計者のみなさんから生まれた熱設計アイデアを熱解析で

試行して、より良い製品開発へと落とし込むことができたなら、場合に

よっては、実機実験よりリアルな熱解析ということだって、可能になる

かもしれませんよね。

なんだかワクワクしてきませんか？

見えることって、おもしろい！

ちなみに…
熱に
まつわる四方山ばなし

作り手の顔が
見えるって頼もしい

4 章第

88



技術って、人なんだ。4-1
菊山さんと同じエンジニアのみなさんを見渡したとき、なんと魅力的な人が多いこ
とでしょう。「技術を究める」というと一見、無機質な響きのようにも見えなくも
ないですが、やはり技術もまた、人に紐づいているんですね。
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すごい人…
みんなユーザー

なのか…

新機能説明会…
ですか？

最近随分
ノッてるね

いいよ、
行ってきて

ええ。来週の水曜日に
東京の○○ホールで
やるので ご都合が

あえばぜひ

本日は 
お集まり

いただきまして
ありがとう
ございます

今回の
バージョンでは

待望の…

さらには、
ご要望いただいて

いた…

では、
3時まで
休憩と

いたします

どうですか？
いらしてみて

進化するソフトに
感心しっぱなし

です…

菊山さん

あ、
美藤さん！

他のユーザー様も
いらっしゃるので

参考になると
思いますよ

開発リーダー 久保
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あなたが
菊山さんですか？

ぜ、ぜひ
お願いします！！

朝からムズカシイ顔して
どうしたの？

多江ちゃんは今、
熱解析で一番

知りたいことってなに？

今度、新バージョンへの
熱解析関連機能強化に向けて、

意見交換会をできればと
思うんですが

いかがですか？

お、お世話に
なってます 美藤からよく話を

聞いていますよ

翌朝
熱解析で

必要なこと… 熱解析で
必要なこと…

あ、菊ちゃん、
おはよう！
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うーん…
あ、電子部品ごとの

熱の流れを
知りたいかなあ

空気の流れが
わかるように

各電子部品ごとの
熱の流れ…！！

向井戸さん すみません
ちょっと見ていただきたい
資料があるんですけど…

設計者の声を
聞いたんですが…

一番多い要望は、
コンポーネント
ごとの熱の…

その他にもボタン
ひとつで設定ミスを
気にすることなく…

うちの要望
ばかりですが…

ぜひ次のバージョン
でやりましょう！！

これって
汎用ソフト

でしょ

うちの要望が
搭載されるのは
難しいんじゃ

ないの？

…！！！……

南野さんにも
聞いて

みようか？

あれ？

意見交換会当日



慣れてきた時が、一番危ない。4-2
何事も、コツをつかんで少し心に余裕が出てきたときが、一番危険ですよね。周り
からの期待が大きくなってきた今こそ、菊山さんの真価が問われるように思います。
「足るを知る」ことの重要性は、どれだけ経験値が上がっても変わりません。
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だんだん
コツがつかめて

きた…

さてと、これで
定常解析だけど…

よし、問題なく
設定できてる

うん、順調に
進んでるね

解析実行！

境界条件も
問題なし

メッシュも
ちゃんと
切れてる

条件設定も
問題なし

菊山さん、
ちょっと
いいか

熱にシビアな
部分があって、

気になってるんだ

わかり
ました

熱解析で
部品最大温度を

求めてみます

開発中の
新製品モデルの解析を

お願いできないか？

解析って楽しい！！



98 99

第 4章　作り手の顔が見えるって頼もしい

PM10:00

AM9:00

おはよう
ございます

これから確認して、
このあと結果を
報告できると

思います

……。
自信満々

だね

南野さんの解析、
やってるそうだね

さて
どれどれ…

よし、全然問題ない！
ジャンクション温度も

大丈夫そう。
南野さんに報告だ

もっと熱設計大変かと
思ってたけど…

今のままで
問題なさそうだね …

…

明日中に南野さんに
結果を報告できる！

このまま夜中に
計算が進めば
明日の朝一で
結果を確認

できるから…
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おい、これ
絶対

おかしいぞ

へ？

経験的に
こんな値じゃ
ないはずだ

解析結果、
もう一度見直して

みてくれ

南野さんが
こんな温度のはずはない

って言ってて…

ちょっと
解析結果
見せて

これ全部
収束判定が

甘いな。

定常解に
達してないよ

収束判定値
厳しくして、

リスタートして

適切な定常判定は問題に
よって異なるから、

十分な確認が必要だよ
す…

すみません…

菊山さん、
どうしたの？



便利は不便、不便は便利。4-3
ソフトウェアが進化して、これまで一つひとつ手作業で行っていたことは自動化さ
れ、その分の時間を他の業務へと割くことができますよね。でも、便利なものほど、
一歩間違うと危険であるということを、常に肝に銘じておきたいものです。
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南野さん、
おはようございます。

あの…解析結果
なんですが…

南野さんの
おっしゃる通り

でした

すみません
でした

はい…

これを
バネにして、
もっと理解を
深めないと…

あ、菊ちゃん、
別件で相談が
あるんだけど、
ちょっといい？

そうだろ？ まだ100％は
信じきれねえな

たまには
勘も生きるだろ？

今、CADデータを
熱解析にインポート

してるでしょ？
あ、それは
大丈夫だよ

これって、
そのまま全部

メッシュをきって
計算して

いるんだよね？

だとしたら、
すごい負荷を
かけちゃって

いるんじゃないか
と思って…

熱パックで
インポートする際に

そっか、なら安心だね！

簡略化
してるんだ

CADデータ

熱パック

簡略化
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CAE技術部の週例ミーティング

それでは
次に…

大規模解析が普通に
なってきてるけど、
熱解析はどう？

インポート時に
簡略化しているので、

それほど問題に
なっていないです

ああ
そう

ちょっと待って！
それ、どうやって
簡略化してるの？

えっ！？
部品サイズの
閾値設定で

小さくて
不要な部分は

インポートしない
ように…

それ、まずい
んじゃないの？

―
―
―
―
！！！

熱解析で大事なのは
発熱密度じゃないのかな

す、すぐに
これまでの解析、

見直して
きます！！

やばいやばいやばい、
これまでの解析を
総洗いしなきゃ！！
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これで
最後…

あれ
よかった…

これまでの解析には
影響なかった…

菊ちゃん！
どうしたの

こんな遅くに

あれ、
多江ちゃんこそ

こんな時間まで…

私、どうも
肝心なことを
見落として

ばかりだよ…

ピンチは
チャンス

苦あれば楽あり
えーっと…、

七転び八起き！

この壁を
のりこえたら、
きっともう一段
上に進める

ってことだよ！



4-4
さまざまなメーカーの開発と同じように、ソフトウェアの開発ストーリー、その一
つひとつにもいろいろなドラマが隠されています。ユーザーのみなさんを支える新
機能が、意外なところにヒントを得ていたなんて、おもしろいですよね。

ラテラル・シンキング！
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…という
わけで

さて…
どうするか

まずはユーザーの
皆さんから話を
聞いてみるのが

大事だな

アニメで
見れない？

直感的なのが
いいですね

データ分析的な
ものがあれば

部品温度の原因を
把握できれば

はい！

久保さん
すみません

ハハハ 原点…

迷った時こそ
原点だよ

ユーザーの
皆さんに

要望を聞いて
みたんですが

自分も
ユーザーの
立場でって
ことか…

原点…
原点…

そうか、専用ツールだ！！
しかしこの LFileView

は便利だな…

皆バラバラで
落とし所が
わからなく

なってきて…

美藤くんには
熱の流れが分かるツールの
開発責任者をお願いしたい

クレイドル社内にて

お、思った以上に
要望がバラバラだ…
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…そこで、
「HeatPathView」という

専用ツールで、部品間における
熱の授受を見れないかと

思いまして…

それじゃあ、
美藤くんが

仕様を設計して
くれるかい？

ええ

β版で試して
もらうことは
できますか？

ありがとう
ございます！

うーん…
いいんだけど…

何かが…
足りないような…

……。
スライドバーの

切り替えで伝熱経路
を知りたいか…

ありがとう
ございます！

β版、できたよ

美藤
くん

ふむ

え、
本当ですか！？

1カ月後…

すごく便利なツールであることは分かるのです
が、何かあと一歩のような気がします……
例えば、スライドバーの切り替えで、各伝熱経路
を知ることができると助かるのですが……



美藤さま
すごく分かりやすいと思います！！！
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…なるほど。
要は、直感的なもの
が足りてないって
ことじゃないか！？

ビジュアル…

左脳だけで
考えずに、右脳も

使うのがいい

視覚的な要素を
もっと取り入れたら

いいのか…

左脳と右脳を行ったり来たり
してみたらどうだ？

ふむ…
視覚的要素ね いいアイデア

じゃない

OK 、
ちょっと時間
ちょうだい

ええ。
昨日、ゲームから
ヒントをもらって

よし！！
これでいこう！！

どうですかね…？

右 

脳
左 

脳



時代背景

菊山さんが利用している熱パックですが、その開発元であるクレイドルは、30 年
の歴史がある会社です。学生時代に流体解析をしたことがあるみなさんの場合には、
一度は耳にしたことがあるかもしれません。それぐらい、流体解析の世界においては、
非常によく知られた存在なんです。クレイドルが開発した熱パックの上位版である
STREAM というソフトウェアは、1980 年代、菊山さんたちの世代には考えられな
いかもしれませんが、ソースプログラムという形式で提供されていました。主には企
業の研究所や情報システム部門のみなさんが、自社の解析案件にあわせ、自らソース
コードをいじるかたちで利用されていました。今でも、大学の研究室や企業の研究所
においてはさまざまな自作の解析プログラムが利用されていますが、膨大な解析案件、
その一つひとつに対応していくためには、汎用流体解析ソフトウェアの存在は当時大
変貴重なものであったそうです。その後、1980 年代におけるコンピュータ業界の進
歩とがっちりと協同体制をとる形で、計算速度の向上、省メモリ化が図られ、ソフト
ウェアのアップグレードが遂げられていきました。

熱パックが登場するまで

そのような形で、CFD（Computational Fluid Dynamics：数値流体力学）の利用
分野がどんどん広がっていくことで、研究所の研究者、情報システム部の専任者以外
にも、設計者でも解析ソフトウェアを利用していこうという動きが見られ始めました。
そうした要望に応える形で、クレイドルの社内では「設計者向け CFD ソフトウェア」
の開発が始まりました。そして、その要となったのが、今も引き継がれているプリプ
ロセッサのメッシュ生成機能でした。CAD（Computer Aided Design：コンピュー
タ支援設計）から形状データを読み込み、ソフトウェア上で容易にメッシュを作成で
きる機能でした。当時も今と同じで、設計者のみなさんが最も必要としていたのは、「使
いやすさ」であったことは、言うまでもありませんよね。そうしたなか、1990 年頃
になると、当時の熱設計担当者からは、「自分たちは流れと熱以外の機能は必要ない
ので、その代わりにもっと誰でも使える簡単なソフトウェアがほしい」という要望が
増えてきました。

1998年6月、熱パックが登場

これらはちょうど菊山さんが生まれた頃のことなので、その当時の暮らしを思い出
してみてください。そうなんです、当時はコンパクトカメラが流行していましたよね？
カメラの使い方をあまり知らなくても、絞りやシャッタースピードの調整を気にする
ことなく気軽に使えるカメラでした。家庭の中でみんなで写真を撮ったりした楽しい
思い出があるのではないでしょうか。そうなんです、菊山さんが利用している熱パッ
クの開発コンセプトとなったのが、まさにこのコンパクトカメラのように「PC で気
軽に使えて、素早く解析結果を得ることができる」という発想だったのです。どうで
しょうか？菊山さんがまだ小さい頃、コンパクトカメラで気軽に写真を撮っていたよ
うに、今度は菊山さんが熱解析ソフトウェアで気軽に熱解析を行っているなんて、な
んだか時代の移り変わりを感じませんか？その後、2000 年代に入ってからは、
Windows の普及に伴い解析環境はますます整い、ウィザードを用いた条件設定など、
設計者のみなさんが簡単に使える設計ツールとして、幅広く親しまれています。

熱パックが登場するまで

国内の CAE 担当者のみなさんから、「クレイドルさんは国内で開発しているなんて、羨ましい
ですね」という声を聞くことがあります。たしかに、ソフトウェアをつくっている開発者の顔
が見えたり、直接会う機会があるということは、とても安心できるように思います。ソフトウェ
ア開発も、「使う人」と「つくる人」のお付き合いであり、そこに人のココロがあるからこそ、
魅力的なサービスを提供できるんですね。

目からウロコ！
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物理現象を学問として追究することと、人に物理現象を分かりやすく

伝えることは、似て非なるものです。

菊山さんのように、社内で熱解析を設計者のみなさんに広めていくた

めには、そうした分かりやすい説明が求められます。

そこで効果的なのが、このコラム名でもある ｢ちなみに…｣ シリーズ

です。

例えば、｢空気の熱伝導率は0.0256と低いです。ちなみに……ダウ

ンジャケットはその暖かさから高価ですが、けっして水鳥の羽自体が暖

かい訳ではなくて、そこにたくさんの空気を含んでいるから暖かいんで

すね。とすると、みなさんが高いお金を出して買っているのは、空気な

のかもしれません｣ といった説明や、｢レイノルズ数が大きくなってく

ると、層流から乱流へと遷移します。冷却ファンを用いる熱解析の場合

は乱流解析ですし、自然対流を扱う熱解析の場合は層流解析です。ちな

みに……小学校のクラス全員で30人 31脚をしてみんなで歩いても、

それほど乱れることはありませんが、みんなで全力疾走すると転ぶ人が

出てきて乱れますよね。この状態が乱流のイメージなんです｣ といった

説明を聞くと、どうでしょうか？

なんだか途端に、身近な事象としてイメージがしやすくなって、親し

みやすいものに思えてきますよね。

そして、このようなお話を分かりやすく教えてくれるのが、久保さん

や美藤さんのような熱解析のプロフェッショナル達です。｢餅は餅屋｣

と言いますが、汎用熱解析ソフトウェアを、開発からサポート・教育ま

で一貫して提供し続けるためには、分かりやすく伝える技術が必要不可

欠なんですね。

｢ちなみに…｣で心をつかみましょう！

ちなみに…
熱に
まつわる四方山ばなし

設計とCAEの間を
行ったり来たり

5 章第
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「実験」×「解析」5-1
菊山さんの学生時代のように、実験の経験がある人は熱解析を行う場合にも目のつ
けどころが鋭いことが多いようです。実験と解析の間を正しく補うことができたな
ら、熱解析のことを机上の空論だと揶揄する人もいなくなるはずですよね。

第 5章　設計と CAEの間を行ったり来たり
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これからは

設計者全員が
熱解析をできる
ようにしたい！！

一つ気になる
ことがある 相対比較の

ノウハウは
たまってきた

実測値との誤差も
ある程度には

なってきた

試作回数も減って
熱設計アイデアを
瞬時に試すことも
できるようになった 新島が言うCAEの持つ

無限の可能性も
信じてみよう

で、絶対精度は
放っておいて
いいのか？ 設計者に納得して使って

もらうためには、誤差要因を
一つひとつ改善していって

絶対精度も追究してはどうだ？

で、これで
満足でいいのか？
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…… ……

……

そう

…で、ちょっと思ったのが、
そもそもファンモデルの
P-Q特性が違うんじゃ

ないかってこと

確かにね。
私、このあと
調べてみる うん、

私も！

放熱量への影響が大きいわけだから、
使用環境で異なるファンモーターの

特性を的確に把握しなくちゃダメなのよ

実際の使用環境と
解析で設定しているのが

違うってこと？

使用環境で異なる特性を
測定できるんです。

絶対精度の追究には
どうしても必要になると

思うんです

稲田さんに
言ってみるけど、

あまり期待しない
ほうがいいかもよ

はい。
でもそこを何とか…

安いモノ
じゃない
からね

あ、P-Q特性の
結果出た！！

うーん、やっぱりこれまで
設定してたP-Q特性とは

違ってる…これ使って
もう1回計算してみよう

導入かけあってくれた
東島さんに感謝だね

微少風量測定
システム？

1カ月後…



●月●日（水）�

今日は気付きが多かった。�

解析に生じるさまざまな誤差要因を理解する中で無意識に、

相対精度にばかり着目していた。�

実測値と合わない場合に、付与条件に原因を求めるのも間違っ

てはいないけれど、そのことと、絶対精度を追求することを放

棄することは全く別だ。�

熱解析を行う設計者が間違えにくく使いやすいソフトをつくるの

は久保さんや美藤さんにお任せすればいい。�

その熱解析環境をつくりあげる自分は、他部門へのアピールも

しなければいけない。その際、�「絶対精度は無視してくださいね」

ではなかなか認められないだろう。�

設計と CAE の両方を理解して、その間を繋ぐことこそが自分の

役割だと再認識した 1日だった。�
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ああ、実測値に近い
解析結果になった…

なんでこんな大事なこと
気づかなかったんだろ…

実測値に近い
結果が得られました。

ありがとうございました。

まあ、いろいろ
気づかせてもらえて

よかったんじゃない？

はい、
南野さんに
感謝です

もろもろ
反省です…

数
時
間
後
…

東島さん

……



気づいて、受け入れる。5-2
外側から見たら偶然のように見えることも、内側から見たら必然であることも多い
ですよね。「セレンディピティ（偶然の幸運をつかむ力）」を手に入れるポイントも、
行動して、気づいて、それを受け入れることのように思います。
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もっといろんな
モデルでも

熱解析結果が
見れないか？

わかりました！
やってみます！

評判が
いいよ え？

ミーティング
は以上

菊山さん

はっ、
はい

よかった…
熱解析を
評価して

もらえてるんだ

そうすれば、
営業部が顧客先提案
に使う資料などにも

活用してもらえるだろ？

この間、熱解析と実測値を
比較した資料を作ってみたら、

誤差が非常に小さくて
設計者も驚いてたよ

身が引きしまる
思いです

もう
こうなったら
引くことは
できない
からね

！
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あれ、
反応悪いね

…なので
あと数％は

誤差を縮められる
はずです

おい、なんだか
張り切ってるな

その調子で
解析の精度を
上げてくれよな

もっと細かく
メッシュを切らないと

ダメか…
……

あ、そうだ、
仕切り板を使った

場合の解析も
してみるか…

まかせて
下さい

すべての精度を
向上させて
いきます

それは
頼もしいねい、いえ、

全てを向上させて
皆さんの期待に

応えます！！

翌朝
す、すごい

プレッシャー…

ど、どうしよう…
言い切っちゃった…
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もっと実測値に
近づけたいんです

……！

誤差要因は多数
ありますからね

絶対値評価には、
やはり限度は

ありますよ

簡単にケース
スタディできることが、

やっぱり一番の
利点だと

思うんですよね

いっそ色んな形の
仕切り板を 試して

みたらいいんだ

あれ…こっちの
仕切り板…

そっか！！
こっちのヒートパスを
あえて断熱にしたのが

 功を奏したんだ

この形の仕切り板で
解決できるはず―！！

ほえー
この発想は
なかったぞ。

いいじゃねーか、
この案採用だ

はい！！ よかった…

すごく部品温度が
下がってる！！

なかなか
実測との誤差が
縮まらなくて…



感情は、論理的ではない。5-3
他人に正しく解析結果を説明するためには、論理的思考力（ロジカルシンキング）
が求められます。解析結果を正しく活用するために、毎日の「Why so? So 
what?」を繰り返すことで、自らの左脳（ロジック）を鍛え続けていきたいものです。
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私が…
ですか！？

そう。
熱解析を担当して

もらいたい

経営陣から、CAE技術部も
総力あげて支援するように

指令がでた

責任重大…

社長も
力を入れている

ビッグ
プロジェクトだ

こっちの熱抵抗を
下げた方が
いいですね

ただ、どうもヒートパス
がイメージできん

ファンの風が
あたらない

箇所が
心配だな…

お、おう

……

コイツ、
ずいぶん
頼もしく

なったな…

冷却効率を
考慮したら、この案が
最適配置のはずです
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これじゃ、
熱解析しても
答えは一緒

だな…
熱設計面から
提案させて
いただきます

より発熱部を
効果的に冷却

できるはずです

そうか、
その案が

あったか…

う
ま
く
い
く
か
も
し
れ
ん
な
―
―

仕切り板の
改良案によって…

私、ダメもとで
相談してきます！

今回ばかりは
何も解決せんと

思うぞ…

見えない空気を可視化することって
ホント大事なの！！

そういえば… デザインレビューにて

…………
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おいおい、そんな案
初めて見たけど、

ほんとに大丈夫？

ただ、そうすると、風が当たらなく
なる箇所はきびしくなるだろ？

その点については
こちらのHeatPathView
で全体図をご覧ください

ありがとう
ございます

クリティカルな
状況には

ならないと
思われます

……
わかったよ

まあまあ加藤さん。
もうちょっと聞いてみましょう

えっ！？

菊山さん、
続けて

こちらが流れ場の
アニメーションに

なります

それから、
こちらが圧力分布に

なります

私は、この仕切り板による
通風抵抗の低減が
肝だと思っています

は、はい



5-4
自らの仕事が形になったときの達成感は格別です。また、その仕事に対してお客様
が対価を払い、高い評価をしてくれたら、こんなに嬉しいことはありません。たと
え一人でも、応援してくれる人がいるならば、勇気が湧いてきますよね。

ものづくりは、ひとづくり。
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一大プロジェクトが
無事終わって、
一安心だよ…

さっそく、
今日からまた

新しいプロジェクト
が始まるから、

よろしく

や、そんなことは…
大丈夫です！！

まず、これ
見てくださいよ

ものづくりの
魅力を

再認識
したね そうだね

ホント、奥が
深いよ…

そのあくびは…
二日酔とみた

新プロジェクトキックオフミーティング



価　 格 ★★★☆☆
性　 能 ★★★★☆
操 作 性 ★★★★☆
デザイン ★★★☆☆

商品レビュー
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この間の
新モデル

すごく評価
が高いん
ですよ！

お、
この雑誌…

そうなんですよ。
それが今回は

ほら

いつも
厳しめのやつ
じゃねーか

南野さん… 本当に
ありがとう

ございました…

…ったく、
俺を

泣かせるなよ

新島さんにとっては
お父さん同然でしたから

お…、
おい、新島、

泣くなよ

性能のところも
評価すごく

高いですね！
よかった…
嬉しいな…

うちの力が
やっと

認められた
ってわけだ

時は流れて5年後…

えー、
良い仲間とともに

設計現場を駆け抜ける
ことができて

何も思い残すことは
ないです
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みんなで最後に
記念写真

撮りましょう！

菊山
さん

ちょっと
いい？

は、
はい

10秒後に
撮りますよー！

そういえば
東島さんの姿が
見えないな…

南野さん、
さびしく

なりますね

菊山さんは
この部署に来て

何年になる？

もう5年目に
なります え！？

異動することが
決まったよ

そうだね



同じ立場だからこそ

意外に思われるかもしれませんが、同じ解析ソフトウェアのユーザーのみなさん同
士は、案外顔見知りであることは多いように思います。もちろん、機密情報に関する
ことはオープンにすることはできませんが、ベテランのみなさんから若手まで、同じ
業界の熱解析担当者ならではの情報交換はとても有益です。また、例えば熱パックの
クセや特徴など、ソフトウェアベンダーからの視点とはまた違った角度のノウハウが
たまっていますので、積極的にグループに加えてもらいましょう。会社は違えども、
それぞれが、社内の他部署や他部門との折衝や調整といった荒波にもまれながら、熱
解析を通じてものづくりを支えています。CAE 担当者として、熱解析と格闘する日々
の、その苦労や志を共有できたなら、きっと明日への活力となっていくに違いありま
せん。

新しい肩書きも

昨今では、｢サーマルマイスター｣ ｢サーマルマネジャー｣ という肩書きを耳にす
るようになりました。ものづくりの歴史において、自社の硬直した状況に風穴を空け
るべく、新しい肩書きの人々が活躍することがありました。例えば、コンセプターと
いう肩書きを名乗り、日産自動車のデザイン部に社外から関わり、新たなコンセプト
カーを世の中に提案した坂井直樹さんは、当時車に関しては素人だったからこそ、社
外から思いきった提案をすることができたと言います。菊山さんのように、つい数年
前までは大学生だった人が、確かな熱解析技術を武器に、社内のさまざまな設計者へ
の横展開を実現し、ますます開発スピードが求められるものづくりの現場を、着実に
一歩一歩変えていくことができたなら、一人のビジネスパーソンとしても大きな成長
を遂げることは間違いありません。

熱解析の地位を高める

21 世紀のものづくりにおいて、熱解析の持つ可能性を信じる若いみなさんが、そ
の溢れる熱意と活力で、社内のあちこちの設計者から相談を受けるようになって、そ
して、CAE による支援を通じてさまざまな成果をあげたとき、開発現場における、
また社内における熱解析への評価も高まっていくことでしょう。数々の経験を積んで
きた百戦錬磨のベテラン設計者から、「ねぇ、菊山さん。ちょっとこの熱設計アイデ
アを試してみたいんだけど、熱解析でのアドバイスをもらえるかい？」なんて頼られ
る日が来たならば、CAE エンジニアとして嬉しい限りですよね。志高く、ゆくゆく
は社内の経営陣からも、｢熱解析はほんとうにローコスト、ハイリターンだねぇ。もっ
ともっと投資しようじゃないか｣ そんなセリフが飛び出す状況を、本気で目指してい
きたいものです。信じましょう、日本のものづくりを。そして、信じましょう、熱解
析の持つ可能性を。

類は友を呼ぶ

本書をお読みいただき、いかがだったでしょうか？先達の歩まれた道を引き継ぎながら、これ
からも時代のニーズに適応し続けることで、熱設計も熱解析も、この先さらなる発展を遂げて
いくことを確信しています。最後までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。

おわりに
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