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ソフトウェア開発の原則
「ソフトウェア開発  201の鉄則」から かい２７

使えばいいのかが分からなくなってしまいま
す。
　それでも、プロジェクトの性質に応じて、プ
ロジェクト全般にわたってプロセスが明示され
ていれば、技法を使って成果物を生み出すプロ
セスと、それを活かしてさらに成果物を作り出
すプロセスがイメージできるものです。という
か、そのような要求に応えるプロセスを設定す
ることになります。「あそこでクラス図を書い
て、その先の機能の詳細が分かったところで
シーケンス図を書いて、・・・」というよう
に、プロセスが明示されていることで、作業の
状況に合わせて習得した技法を（部分的であっ
ても）使うタイミングを見つけることが出来る
ものです。

 　　　　プロセスの増殖

　このように、習得した技法を「いつ」「どこ
で」使うかということは大変重要なことで、そ
のためにも「プロセス」を明示することが求め
られるのですが、ここに一つ問題があります。
現実は、文献やセミナーなどで教えられるよう
な単純なプロセスで構成されるわけではないと
いうことです。そこで示されているのは「メイ
ン・ストリート」であって、それを支えるいく
つもの「わき道」が必要なのです。つまり、そ
こで述べられているような成果物を生み出すプ
ロセスだけでは、実際の作業はうまく流れない
ということです。
　その主な原因は、機能数が多いのと、多くの
人が関わっていることにあります。特に、相互
に作業状況を認識できるような資料や、要求の
分担や進捗が一目でで見えるようなマトリクス
なども必要で、それを作り出したり、追跡した
りする「小さなプロセス」も、うまく設定しな
いとプロジェクトは思ったようには進みませ
ん。また、レビュー関係のプロセスもうまく設
定する必要があります。
　この問題は、もっと奥が深く、ここでは説明
しきれませんの、別に機会に譲ることにします
が、一言だけ補足するとすれば、いかに、作業
〔プロセス）と成果物の「流れの中」で設定す
るかがポイントです。
　　　　　　　（次号に続く）

　この産業では、あるソフトウェア技術者が新しい技法を学んでこれこそ究極の技法だと決めて
かかり、一方、同じチームにいるソフトウェア技術者が、それと違った新しい技法を学んで、ど
ちらが正しいか正しくないかといった感情的な論争を延々と続けることがよくある。この場合、
どちらの技術者も正しくない。なぜなら、ある技法をどのように使うかを熟知しているからと
いって、それがよい技法にはならないし、また、その者がよい技術者であるとは限らないからで
ある。例えば、ある木工旋盤をどのように使うかを熟知しているからといって、その者がよい大
工であるとは限らない。優秀な技術者とは、いくつもの多様な技法を熟知しているだけでなく、
その技法の各々を、いつプロジェクトに、またはプロジェクトの一部に適用するのが適切かを知
る者である。それは、よい大工が数々の道具の使い方や、いろいろな技法を熟知した上で、さら
にその各々をいつ使用したらよいかを知っているのと同じである。
　要求分析を行なう際には、どの技法が今かかえている問題のどの側面に最も有効であるかを理
解せよ。設計を行う際には、どの技法が今設計しているシステムのどの側面に最も有効であるか
を理解せよ。コーディングを行う際には、最も適切な言語を選べ。

（２０１の鉄則：原理２６＜一般原理＝「いつ使うかを知る」ことは、どう使うかを知ることと
同じくらい重要だ＞）

　　―　解　　説　―

　この世界で仕事をする人たちは、「技法」と
いうものに魅かれる傾向があります。それは、
今自分が遭遇している数々の問題の刺も、それ
さえあれば可憐な花に変えてくれるような憧れ
と言ってもいいでしょう。今の自分がそのよう
な「技法」の杖を持っていないががゆえに、
「それさえあれば・・・」という気にさせるの
でしょう。だからこそ、Ｆ．ブルックスは、そ
のような『銀の弾丸はない』と言って人々を夢
から目覚めさせようとしたのです。

　　　　 マネージャーの焦り

　最近のソフトウェア開発組織のマネージャー
は、１０年前と違って、ソフトウェアの開発経
験者が増えてきています。しかしながら、経験
者だからといってうまくマネージメントできる
とは限りません。その最大の理由の一つは、開
発規模も、機能の複雑さも、当時とは桁が違っ
ていることです。おそらく、チームとしての分
担でいえば、規模だけでも２桁は違っている可
能性があります。この世界は、１桁違うだけで
も、同じ方法ではうまく行かないものです。１
０ＫＢのプログラムと、１００ＫＢのプログラ
ムでは、同じ取り組み方ではバグも時間も１
０～１００倍も増えてしまいます。数人のチー
ムで１０００件以上のバグがカウントされるこ
とは珍しくありません。かって、この組織のマ
ネージャーは、こんな数のバグなど出したこと
はありません。というよりも、出るような対象
ではなかったという方が正しいでしょう。
　このような事態に、今の多くのマネージャー
は、どうすればいいのか分からない状態に陥っ
ています。かっての経験が、そのままではほと
んど役に立たなくなっているのです。

　　　　 うまく使えない理由

　実際問題として、構造化手法にしろ、オブ
ジェクト指向にしろ、分析・設計手法を勉強
し、ある程度習得した（と思われる）人でも、

目の前の作業にうまく使えない人が多いことは
確かです。その理由は、現実のプロジェクト
（あるいは、自分の分担分）と、学習したとき
のサンプルとの相違点が多すぎることです。規
模や機能数の違いのほかに、サンプルには曖昧
な定義はほとんど無く、仕様が途中で変更され
るということもありません。多くの人が関わっ
ているかどうかも大きな要素ですし、「次は、
これを書いてください」という案内の有無も問
題です。
　実作業では、適切なプロセスが設定されてい
ないため、次に何をすればいいのか見えないの
が普通です。したがって、このような手法を習
得しても、それをいつ、どのように使うのかと
いうことが分からないと、うまく使えません。
トレーニングと違って、多くの場合、それを自
分で考えなければなりません。
　また、この種の手法のトレーニングは、新規
の開発を想定していますので、実際のプロジェ
クトが既成モデルに対する保守〔派生）開発で
あったりすると、たちまち「いつ」「どこで」

▲最近の急激な円高で、外貨預金者の多くは、大きな損を被っているものと思われる。特に、
９月後半の１４０円台でドルに投資した人は真っ青になっているのではないだろうか。国内の
預金利息の低さにしびれを切らして動いたものと思われるが、「オプション付き」に投資した
としたら高い授業料になるだろう。
▲ところが逆にこの円高に乗じて、シティバンクではドル預金者が殺到しているという。急激
な円高でドルを売りそこねた輸出業者も多い中で、なかなか鋭い動きである。前回の円高の時
は、一般の人は外貨を自由に購入することが出来なかったが、今年の４月の外為法の改正から、
誰でも円をドルなどの外貨に変えることが出来るようになった。つまり、円高のメリットを一
般の人も受ける事が出来るのである。
▲本来、自国の通貨が高くなるということは、その国の経済力の強さを反映するため、多いに
歓迎すべきことである。先頃までのドル高は、まさにアメリカ経済の強さを背景にしたもので
あった。だが今回の円高でドルに殺到したということは、この先、円安に振れることを期待？
しているということでもある。少々複雑である。
▲多くの投資家は、今の円高が、日本経済の強さを反映していないと見ているのである。金融
機関の早期健全化法案も、確かに「法案」は成立しても、スムースに運用できないことを察知
しているのである。何かが積み残されていることを知っているのである。企業が本気になって
生産性の向上に手を付けないかぎり、この国の経済が強くならないことを知っているのである。

＄ ＄ ＄ ＄ ＄ ＄＄ ＄
＄

＄＄＄

＄

円高で「＄＄」に殺到？？

ホームページ →  http://village.infoweb.ne.jp/ ̃fwgf2942/index.htm
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だ
が
、
管
理
と
は
本
来
、
“
そ
の
気
に

さ
せ
て
目
的
を
達
成
す
る
”
、
あ
る
い

は
、
そ
の
よ
う
に
“
仕
向
け
る
”
こ
と
で

あ
る
。
「
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
い
う
の

は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
仕
向
け
る
人
の

こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
「
動
き
」
が

あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
「
管
理
」
を
“
能
動
的
”
な

行
動
と
し
て
認
識
し
て
い
な
い
た
め
、

「
危
機
管
理
」
も
、
「
問
題
が
起
き
た
と

き
に
何
を
す
る
か
予
め
考
え
て
お
く
こ

と
」
と
い
う
認
識
に
な
っ
て
し
ま
う
。

「
危
機
に
遭
遇
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め

の
方
策
を
予
め
考
え
て
お
く
」
と
い
う
発

想
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
◆
　
　
　
◆

　
い
い
加
減
に
、
こ
の
間
違
っ
た
考
え
に

気
づ
き
、
適
切
な
「
リ
ス
ク
管
理
」
に
取

り
組
ま
な
い
と
、
す
べ
て
が
事
後
処
理
に

な
っ
て
し
ま
う
。
当
然
、
リ
ス
ク
管
理
に

よ
っ
て
問
題
の
発
症
を
未
然
に
防
ぐ
コ
ス

ト
と
比
べ
て
、
数
倍
か
ら
一
〇
数
倍
も
高

く
つ
い
て
し
ま
う
し
、
時
に
は
そ
れ
で
は

済
ま
な
い
か
も
知
れ
な
い
　
　
　
　
　
◆

誰
も
責
任
を
と
っ
た
と
は
聞
い
て
い
な

い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が

起
き
な
い
よ
う
に
、
民
間
と
協
調
し
て

外
交
努
力
を
続
け
る
と
い
う
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
っ
て
、
「
ミ
サ

イ
ル
の
攻
撃
に
遭
遇
す
る
可
能
性
」
を

「
リ
ス
ク
」
と
し
て
認
識
す
る
こ
と

で
、
初
め
て
可
能
な
対
応
策
で
あ
る
。

　
我
が
国
に
、
リ
ス
ク
の
発
想
が
な
い

こ
と
を
見
抜
い
た
う
え
で
、
「
日
米
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
対
し
て
中
国
は
さ
か

ん
に
ク
レ
ー
ム
を
付
け
て
く
る
が
、
そ

れ
に
対
し
て
日
本
は
国
と
し
て
の
尊
厳

を
背
景
と
し
た
対
応
が
出
来
な
い
。
こ

の
よ
う
な
リ
ス
ク
の
概
念
の
欠
落
は
、

国
民
全
般
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

「
管
理
」
の
認
識
の
間
違
い

　
も
う
一
つ
こ
の
問
題
を
難
し
く
し
て

い
る
の
は
「
管
理
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

我
が
国
で
は
「
管
理
」
と
い
う
言
葉
は
「
監

督
」
と
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
机

に
向
か
っ
て
、
様
子
を
窺
っ
て
お
か
し
な
行

動
し
て
い
る
人
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
罰
す
る
行

為
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

方
が
あ
る
。
自
分
か
ら
攻
め
な
い
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
「
危

機
」
と
い
う
の
は
攻
め
ら
れ
る
危
険

と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
自
分
さ

へ
お
と
な
し
く
し
て
い
れ
ば
、
喧
嘩

は
吹
っ
か
け
ら
れ
な
い
と
い
う
発
想

に
な
る
だ
け
で
、
「
リ
ス
ク
」
ま
で

は
い
か
な
い
。

　
だ
か
ら
、
防
衛
庁
の
資
材
調
達
の

水
増
し
を
許
す
こ
と
と
、
自
分
た
ち

の
天
下
り
ポ
ス
ト
が
交
換
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
の
考
え
で

は
、
そ
こ
に
は
国
防
上
の
「
リ
ス

ク
」
は
存
在
し
な
い
。
だ
が
、
本
当

は
こ
の
よ
う
な
内
部
の
規
律
の
乱
れ

は
、
国
防
に
お
け
る
最
大
級
の
リ
ス

ク
で
あ
る
。

　
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
（
？
）
問
題

も
、
結
局
、
「
問
題
」
と
し
て
発
症

し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
リ
ス
ク
と
し

て
捉
え
て
い
れ
ば
、
自
国
の
上
を
通
過
す
る

飛
行
物
体
を
解
明
す
る
の
に
、
米
軍
か
ら
の

デ
ー
タ
の
提
供
を
受
け
る
し
か
な
い
と
い
う

“
て
い
た
ら
く
”
を
放
置
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
お
ま
け
に
こ
の
問
題
で
、

　
こ
の
国
に
「
リ
ス
ク
管
理
」
が

存
在
し
な
い
こ
と
に
気
付
い
て
い

る
人
は
何
人
い
る
だ
ろ
う
か
。
も

ち
ろ
ん
、
個
人
や
個
々
の
企
業
・

集
団
の
中
に
は
、
リ
ス
ク
管
理
を

正
し
く
捉
え
て
、
そ
れ
に
対
応
し

て
い
る
人
や
組
織
は
い
る
だ
ろ
う

が
、
少
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

ダ
イ
ム
ラ
ー
と
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
が

合
併
を
発
表
し
た
と
き
、
両
者
と

も
、
そ
の
時
点
で
は
存
亡
の
「
危

機
」
に
陥
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
た
し
か
に
、
シ
ェ
ア
で
み
れ

ば
、
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
は
日
本
の
自

動
車
メ
ー
カ
ー
に
も
抜
か
れ
て
い

た
が
、
利
益
率
は
、
そ
の
時
の
Ｇ

Ｍ
よ
り
も
よ
か
っ
た
と
記
憶
し
て

い
る
。
日
本
の
発
想
か
ら
す
れ

ば
、
“
困
っ
て
”
は
い
な
か
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
状
態
で
の
合
併
と
い
う
選

択
は
、
ま
さ
に
「
リ
ス
ク
」
へ
の
対
応
と

い
う
中
で
の
行
動
と
考
え
ら
れ
る
。
「
問

題
」
に
対
す
る
対
応
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
こ
こ
が
、
日
本
で
は
理
解
で
き
な
い

の
で
は
な
い
か
。

リ
ス
ク
の
発
想
が
な
い

　
な
ぜ
理
解
で
き
な
い
か
と
い
う
と
、
日

本
に
は
、
「
リ
ス
ク
」
と
い
う
認
識
が
、

一
般
に
は
存
在
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
適

切
な
翻
訳
が
な
い
ま
ま
、
「
危
機
」
と
い

う
言
葉
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
辞
書
に
よ

る
と
「

」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
遭
遇
す
る
可
能

性
」
で
あ
っ
て
「
危
機
」
と
は
ニ
ュ
ア
ン
ス

が
異
な
る
。
　
と
こ
ろ
が
こ
の
国
に
は
、

「
不
確
か
な
こ
と
で
議
論
し
な
い
」
と
い
う

あ
る
種
の
文
化
が
あ
る
。
起
き
る
か
ど
う
か

分
か
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
議
論
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
動
燃
問
題
に
象
徴
さ
れ
る
こ
の

国
の
原
子
力
政
策
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
落
と

し
穴
」
に
は
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
。

放
射
性
物
質
が
外
部
に
漏
れ
る
と
い
う
こ
と

は
「
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
で
、
そ
れ

を
「
リ
ス
ク
」
と
捉
え
て
対
応
を
議
論
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
動
燃
を

は
じ
め
と
す
る
一
連
の
ト
ラ
ブ
ル
の
報
告
書

の
中
で
も
、
こ
の
部
分
に
踏
み
込
ま
れ
て
い

た
よ
う
に
は
見
え
な
い
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
の
よ
う
に
、
海
洋
貿

易
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
れ
ば
、
リ
ス
ク
の

概
念
も
育
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
保
険
と
い

う
の
は
、
ま
さ
に
「
リ
ス
ク
」
に
対
す
る
対

応
措
置
で
あ
っ
て
、
「
問
題
」
に
対
す
る
措

置
で
は
な
い
。
だ
が
、
こ
の
国
は
、
そ
の
よ

う
な
概
念
が
育
つ
ほ
ど
に
は
、
海
洋
貿
易
が

盛
ん
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
遭
難
に
あ
っ
て

も
「
災
難
』
で
片
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。

リ
ス
ク
の
認
識
の
間
違
い

　
遭
遇
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
対
応
策
を

考
え
る
と
い
う
習
慣
に
乏
し
い
た
め
、
ど
う

し
て
も
「
起
き
た
時
」
の
こ
と
の
対
応
策
と

結
び
つ
い
て
し
ま
う
。
特
に
、
「
危
機
管

理
」
と
い
う
あ
や
ふ
や
な
言
葉
を
当
て
は
め

た
た
め
に
、
余
計
に
分
か
ら
な
く
な
っ
た
。

　
こ
の
国
に
は
「
専
守
防
衛
」
と
い
う
考
え

　
市
場
は
常
に
、
「
低
コ

ス
ト
」
「
高
性
能
」
「
タ

イ
ム
リ
ー
性
」
を
求
め
て

い
る
。
そ
し
て
時
々
そ
の

中
に
「
革

新
性
」
を

忍

ば

せ

る
。
こ
っ

ち
の
方
は
、
人
に
よ
っ
て

は
見
え
な
い
こ
と
が
あ
る

よ
う
だ
。
そ
れ
を
う
ま
く

見
つ
け
た
者
が
、
新
し
く
市
場
に
受
け
入

れ
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
市
場
の

性
格
を
見
つ
け
た
と
し
て
も
、
「
革
新
的

発
想
」
は
普
段
か
ら
取
り
組
ん
で
い
な
い

と
湧
い
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。

　
閉
塞
状
態
か
ら
抜
け
出
す
に
は
、
馬
鹿

げ
た
ア
イ
デ
ア
も
必
要
だ
。
今
日
の
日
本

の
状
況
は
、
既
存
の
企
業
や
発
想
が
、
状

況
を
打
開
で
き
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
い

る
と
も
い
え
る
。
こ
れ
ま
で
は
「
改
良
」

指
向
の
発
想
が
、
こ
の
国
の
産
業
を
支
え

て
き
た
。
既
に
あ
る
も
の
を
よ
り
安
く
つ

く
る
と
か
、
よ
り
簡
単
に
作
る
と
い
っ
た

「
よ
り
・
・
」
で
や
っ
て
き
た
。
そ
こ
で

「
一
見
馬
鹿
げ
た
ア
イ
デ
ア
で
な
け

れ
ば
、
な
ん
の
見
込
み
も
な
い
」
　

　
（
ア
ル
バ
ー
ト
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
）

は
、
「
常
識
」
を
大
き
く
外
れ
る
よ
う
な

意
見
は
取
り
入
れ
ら
れ
な
い
。
い
わ
ば

「
安
全
」
「
確
実
」
を
指
向
し
て
き
た
。

だ
が
、
そ
れ
で
は
今
の
状
況
を
打
開
で
き

な
い
。

　
「
総
合
」
電
器
メ
ー

カ
ー
が
、
揃
っ
て
赤
字

を
計
上
す
る
と
い
う
の

も
、
「
揃
っ
て
」
同
じ

発
想
の
集
団
で
あ
っ
た

と
い
う
証
で
も
あ
る
。

「
そ
ん
な
値
段
で
作
れ
る
は
ず
が
な
い
」

と
か
「
そ
の
大
き
さ
に
す
る
の
は
無
理

だ
」
と
よ
う
な
反
撃
に
あ
う
よ
う
な
ア
イ

デ
ア
で
な
け
れ
ば
状
況
を
打
開
で
き
な
い

か
も
し
れ
な
い
。

リスクの見つけ方については、私のホームページの

「Software Manager の為の講座」の中の

「リスク管理に取り組もう」をご覧ください。

今月の

 一 言

「リスクマネージメント」「リスクマネージメント」の欠如


