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それらの成果物を入力して次の作業を進めるわ

けですからね。マネージャーも対象に入ってき

ますが」

『そうだね。まずは次のプロセスのお客さんに

見えるようにしないとね』

「それから、プロセスの方はプロジェクトのメ

ンバーも必要ですが、SQAも“見える化”の対

象になりますね。彼らはプロセスを審査して支

援しますから、そこでのプロセスが見えないと

SQAとしての行動ができませんからね」

『さすが、このあたりはきちんとできているよ

うだね。それなのに、なぜ新たに“見える化”

なんて出てきたの？』

　　　　　―＊―＊―＊―＊―
「実は今回はSEの“スキルの見える化”なん

です」

『SEのスキルの把握はセンターSQAの方で進

めていたんじゃないの？』

「はい、昨年の秋ごろからマスターに教わった

ように、私たちセンターSQAの組織でSEやPL

のスキルの把握を始めています。まだ個々の

SEやPLのスキルデータは断片的にしか集まっ

ていません」

『スキルの把握には時間がかかると思うよ。単

に“知っている”というだけではスキルを把握

する意味はないからね』

「その点は、センターSQAがプロジェクトの

SQAをやりながら、“使いこなせる”という基

準で、そのチームメンバーのスキルを把握する

という方法で進めています。そのために時間が

かかっています。将来的にはプロジェクトの終

了時にPLから“スキル認定申請”を受け付け

る方法もイメージしています」

『オーケー。ところで“知っている”というレ

ベルの方はどうした？』

「はい、そのレベルは最初に個人の申告をベー

スにして入力し、その上で、センターSQAが判

断して“知っているはず”という評価を追加し

ました」

『厳密に言えば、“知っているはず”という状

態だね。でも、それで良いでしょう。というこ

とは、“スキルの見える化”はできているので

は？　もちろん完成するにはもう少し時間がか

かるけどね』

　　　　　―＊―＊―＊―＊―
「マスターは、“見える化”するときは、誰の

ための“見える化”か分からないことが多い

と、よくおっしゃいますよね」

『目的を見失っていることが多いからね』と応

えながら、これは何の伏線だ？

「これまで取り組んできた“スキルの見える

化”は、まずは私たちセンターSQAやＰＬ、設

計部門の部門長クラスのための“見える化”と

して考えてきました。ですから会社の人事部門

には見せていません。いずれは人事評価に反映

したいので、何らかの形で人事部門

にも“見える化”させるつもりです

が、まだ不十分な状態ですので、こ

の段階では見せない方がよいと判断

「マスター、“見える化”って聞いたことがあ

ります？」

『“見える化”ね。数年前から、この店でも話

題になっているよ。プロセス改善の取り組みに

も組み合わされているようだね』

「先週、上の方から、うちでも“見える化”を

推進するように、と言われたんです」

『あれ？　あなたのところは、プロセスの改善

はうまく行っていたのでは？』

「はい、計画書も書けるようになりましたし、

マスターから教えてもらったＰＦＤと定義の

セットも、ほとんどのリーダーは書けるように

なっています。プロジェクトの終了時点では、

収集したデータを使って、生産性や品質の実態

をかなり細かく分析したものを付けています」

『プロジェクトの結果の方は？』

「この１年は、出荷後のトラブルはほとんど無

くなりました。３月末時点での年間出

荷製品の９５％はノートラブルです」

『だったら、“見える化”はすでに実

現しているでしょう』

「はい、私自身は、そう思っていました」

『世の中では、“見える化”といっても中間成

果物を見せるだけだものね。それを生成するプ

ロセスは“見える化”になっていないよね』

「そうですね。多くの組織では“固定した成果

物の標準”があるだけで、それを生成するプロ

セスは表現していないところが多いようです」

『何が原因だと思う？』

「プロセスを表現する手段（方法）を持ってい

ないことが原因だと思います」

『ＣＭＭのプロジェクト計画書で今回のプロ

ジェクトの標準プロセスを扱っているはずで

しょう？』

「ＣＭＭの計画書では、ライフサイクル・モデ

ルを選定するだけのようですよ」

『ライフサイクル・モデルに対応してＰＦＤの

ようなものを用意していないということか

ね？』

「そのようです。何社かの人に聞いたことがあ

りますが、マスターのおっしゃるＰＦＤの様な

ものをプロジェクト毎に書いて、プロセスや成

果物の定義を添えているところはありませんで

した」

『そいうことは、そこでは成果物は“見える

化”しても、プロセスは“見えない”というこ

とか？　それでＣＭＭは通っているんだ』

　　　　　―＊―＊―＊―＊―
「“見える化”という言葉が独り歩きしたのか

もしれません」

『何のために“見える化”するのか、というと

ころが押さえられていなかったのだろうね』

「誰に対する“見える化”なのか、というとこ

ろが曖昧だと、“見える化”の目的もずれてく

ると思うのですが」

『そうだね。例えば“見える化”の相手として

は誰が考えられますか？』

「そうですね、成果物としては、第一にプロ

ジェクトのメンバーへの“見える化”ですね。
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しました」

『良い判断だね。久し振りにすっきりした判断

に遭遇したね』

「ところが今回の“スキルの見える化”は、ど

うやら組織の能力評価に使うようなんです」

『我が社は、これだけのスキルを持ったSEを抱

えています、ということか？』

「はい、そういうことになります」

『今収集しているスキル情報で、ベンダーの開

発能力や設計能力、約束できる能力を表現する

ことができのか？』

「まったく無関係ということはありませんが、

必ずしもプロジェクトの推進能力と一致すると

は思えないのです。組織の文化のようなものは

ここでは表現されませんし」

『となると、誰のための“見える化”だ？』

「営業とか会社のトップのため、ということに

なりますか」

今回は、私の方が考え込んでしまった。中央の

役人の天下りポストが頭をかすめている。

　　　　　―＊―＊―＊―＊―
『社外向けの“スキルの見える化”となると、

スキルの判定は自分たちでできないことにな

る。誰か“公正な第３者機関”が判定しない

と、自分たちが勝手に評価できないだろう』

「はい、たぶんそうなると思います」

『政府の出先機関が判定して、“このベンダー

は優れた開発能力を持っています”とお墨付き

を与えるのかい。例の“トクホ”の二の舞いに

ならないか？』

「“特定保健用食品”となっていても実際の効

能は怪しい、というやつですよね」

『使い方によっては健康を害する、ということ

でトクホを取り下げたものもあったよね』

「承認された組織がプロジェクトに失敗したと

きは、発注側に原因があると疑われるのでしょ

うか？」

『そうなると厄介だね。トップの方からは何と

してでも“お墨付き”を取れ！ということに

なってくるよ』

「スキルの申告データそのものの信憑

性も保証できないと思います」

『う～ん、そうなると悪影響は“トク

ホ”どころではないな』

「それと、SEも増えたり減ったりしますので、

少なくとも１年に１、２回は審査を受けるよう

なことになってしまうように思うのですが」

『ISO-9001のときのような頻度で審査を受ける

必要が生じてくるだろう。いや～、ある組織に

とっておいしい話だね。出所はこの辺りか？』

ますます、いやな予感がする。

　　　　　―＊― ＊―＊ ―＊―
『そもそも、組織の能力を判定する基準として

“ＣＭＭ”があるじゃない、こっちはどうなっ

ているの？』

「いや～、私もよく分かりません。出所は違う

と思います」

『ＣＭＭは、その本来の趣旨とは違う方向に向

かってしまったということか？　それとも、Ｃ

ＭＭはある人たちにとっては“おいしくない”

ということか？』

「両方、あるかと思います」

『今回の“スキルの見える化”の制度化で得を

するのは誰だ？』　　　　　　　　　◆

誰のための“見える化”か、ということを見失え
ば、ソフトウェアの開発組織にとっては「害」に
しかならなくなる。
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式
市
場
で
は
、
儲
け
た
人
が
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
儲
け
そ
こ
ね
た
人
、
あ
る
い
は

損
を
し
た
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
他
に
こ
の
「
場
」
に
「
お
金
」
が

入
っ
て
く
る
ル
ー
ト
は
な
い
。

　
こ
こ
数
年
の
「
に
わ
か
デ
イ
ト
レ
ー

ダ
ー
」
の
動
き
は
、
た
ま
た
ま
日
本
の
株

式
市
場
が
、
外
国
資
金
の
投
入
な
ど
も

あ
っ
て
上
昇
局
面
だ
っ
た
こ
と
で
成
立
し

た
だ
け
で
、
さ
っ
さ
と
退
場
し
た
人
は
損

を
し
な
い
で
済
ん
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
退

場
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
逃
し
た
人
は
、
元
を

無
く
し
た
可
能
性
が
高
い
。
素
人
で
は
、

下
げ
局
面
で
儲
け
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不

可
能
だ
ろ
う
。

　
本
来
な
ら
、
株
式
投
資
を
専
門
に
す
る

人
（
や
企
業
）
は
、
時
代
の
流
れ
や
世
界

中
の
企
業
の
動
き
、
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ

れ
る
製
品
や
部
品
の
動
向
や
変
化
、
公
表

さ
れ
て
い
る
貿
易
の
様
子
や
資
金
や
資
本

の
動
き
、
世
界
の
天
候
や
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
で
の
世
情
な
ど
を
分
析
し
、
個
々
の
企

業
が
公
表
す
る
情
報
を
判
断
し
て
株
式
市

場
で
資
金
を
「
投
資
」
し
、
適
当
な
期
間

を
経
て
株
価
の
上
昇
や
配
当
な
ど
を
組
み

合
わ
せ
て
利
益
を
回
収
し
、
出
資
者
に
還

元
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
来
の
株
式
市

場
は
「
投
資
」
の
機
会
を
提
供
す
る

「
場
」
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
企
業
の
株
の

配
当
金
は
安
く
、
株
の
時
価
に
換
算
す
る

と
ほ
と
ん
ど
「
投
資
」
で
儲
け
る
こ
と
は

で
き
な
い
た
め
、
株
価
の
売
買
差
益
で
儲

け
る
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
日
本
の
株
式

市
場
で
は
「
投
資
」
で
は
な
く
「
投
機
」

に
な
る
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
機
」
と
は
「
タ
イ
ミ
ン
グ
」
と
い
う
意

　
日
本
の
株
式
市
場
は
、
昔

か
ら
「
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取

引
」
が
常
態
化
し
て
い
る
と

言
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は

「
関
係
者
」
で
あ
れ
ば
み
ん

な
知
っ
て
い
る
。
簡
単
に

し
っ
ぽ
を
出
さ
な
い
の
で
捕

ま
ら
な
い
だ
け
だ
。

　
い
わ
ゆ
る
「
仕
出
筋
」
と

い
う
の
は
、
裏
で
企
業
の
情

報
を
入
手
す
る
ル
ー
ト
を

持
っ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
株

価
に
影
響
し
そ
う
な
情
報
を

掴
ん
で
は
仕
掛
け
て
い
く
。

こ
の
手
法
は
、
広
く
行
き
渡
っ
て
い
て
、

犯
罪
と
し
て
摘
発
さ
れ
る
の
は
、
限
度
を

超
え
た
ケ
ー
ス
だ
け
で
あ
る
。

　
ラ
イ
ブ
ド
ア
の
堀
江
容
疑
者
は
、
逮
捕

前
に
テ
レ
ビ
の
前
で
「
知
ら
な
い
人
は
損

を
し
ま
す
よ
」
と
い
っ
た
の
も
、
ま
た
村

上
容
疑
者
が
、
逮
捕
前
に
カ
メ
ラ
の
前
で

「
聞
い
ち
ゃ
っ
た
」
と
い
っ
た
こ
と
か
ら

も
、
こ
の
種
の
情
報
が
裏
で
「
日
常
的
」

に
交
換
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
想
像
さ
せ
る

に
は
十
分
だ
。

　
村
上
容
疑
者
の
「
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
儲
け

た
」
事
へ
の
嫉
み
で
は
な
い
か
と
い
う
発

言
に
は
虚
勢
を
感
じ
る
し
、
「
金
儲
け
自

体
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
」
と
カ
メ
ラ
の

前
で
声
を
張
り
上
げ
る
姿
勢
に
も
無
理
を

感
じ
る
。
確
か
に
、
ル
ー
ル
に
乗
っ
取
っ

て
儲
け
た
の
で
あ
れ
ば
悪
い
こ
と
で
は
な

い
。
だ
が
、
そ
れ
が
「
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
」
に

よ
る
も
の
だ
と
し
た
ら
、
明
ら
か
に
犯
罪
で

あ
る
。

　
そ
れ
と
も
、
こ
の
種
の
行
為
は
、
彼
ら
に

は
「
犯
罪
」
と
い
う
認
識
が
無
い
の
か
も
知

れ
な
い
。
日
本
で
は
、
こ
の
種
の
「
情
報
収

集
」
は
仕
出
筋
の
「
腕
前
」
、
つ
ま
り
情
報

収
集
能
力
と
考
え
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
が
あ

る
。
プ
ロ
？
の
筋
の
人
た
ち
は
、
簡
単
に
は

し
っ
ぽ
を
だ
さ
な
い
。
報
道
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
ニ
ッ
ポ
ン
放
送
の

買
収
の
段
取
り
を
村
上
容
疑
者
に
知
ら
せ
る

こ
と
を
議
事
録
に
残
す
な
ん
て
ミ
ス
は
犯
さ

な
い
。
そ
の
意
味
で
は
彼
ら
は
幼
稚
だ
っ
た

と
い
え
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
れ
が
犯
罪
に

な
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
自
分
た
ち
「
特
権
階
級
」
し
か
も
っ

て
い
な
い
「
常
套
手
段
」
と
思
っ
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
だ
け
彼
ら
の
周
囲
で

は
、
「
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
」
が
日
常
的
に
行
わ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

　
今
回
の
「
村
上
フ
ァ
ン
ド
」
も
、
結
局
は

こ
の
「
旧
来
の
ス
タ
イ
ル
」
か
ら
抜
け
て
い

な
か
っ
た
。
逆
に
い
え
ば
、
日
本
で
は
「
イ

ン
サ
イ
ダ
ー
」
で
な
い
と
株
で
儲
け
る
こ
と

は
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
片
方
に

「
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
」
が
い
て
、
不
正
な
手
段

で
情
報
を
握
っ
て
い
る
以
上
、
そ
の
よ
う
な

情
報
を
持
た
な
い
人
が
株
で
儲
け
る
こ
と
は

難
し
い
。
い
や
、
勝
て
る
は
ず
が
な
い
。
株

音音

　
日
本
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
は
、
結

局
一
勝
も
で
き
ず
に
終
わ
っ
た
。
本

番
前
に
ド
イ
ツ
国
内
を
中
心
に
行
わ

れ
た
各
国
の
練
習
試
合
を
見
て
い

て
、
日
本
の
チ
ー
ム
と
何
か
違
う
と
感
じ
た

の
は
、
私
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
段

階
で
、
今
回
の
日
本
チ
ー
ム
の
結
果
は
ほ
と

ん
ど
予
想
で
き
た
。

　
一
つ
は
、
日
本
の
チ
ー
ム
は
終
盤
に
足
が

止
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
最
後
ま
で
走

り
き
れ
て
い
な
い
。
決
勝
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
に

残
っ
た
チ
ー
ム
の
試
合
を
見
て
い
る
と
、
足

が
止
ま
っ
て
い
る
チ
ー
ム
は
な
い
。
も
ち
ろ

ん
、
予
選
リ
ー
グ
と
違
っ
て
負
け
た
ら
終
わ

り
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
も
と
も

と
サ
ッ
カ
ー
は
、
前
後
半
四
五
分
の
試
合
で

あ
る
。
そ
れ
は
最
初
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
の

だ
か
ら
、
そ
れ
に
対
応
し
た
体
力
を
作
っ
て

お
く
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
の
違
和
感
は
、
パ
ス
の
出
し
先

を
立
ち
止
ま
っ
て
探
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
す
ぐ
に
囲
ま
れ
て
し
ま
う

し
、
窮
し
た
状
態
で
は
パ
ス
の
出
し
先
も
読

味
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ど
う
し
て
も
「
イ

ン
サ
イ
ダ
ー
」
に
足
を
踏
み
入
れ
や
す
い
の

が
日
本
の
株
式
市
場
の
特
徴
で
あ
る
。

　
最
近
で
こ
そ
、
一
部
の
企
業
で
配
当
を
増

や
し
始
め
た
が
、
こ
れ
に
は
「
も
の
を
言
う

投
資
家
」
が
増
え
た
こ
と
や
、
買
収
フ
ァ
ン

ド
か
ら
企
業
を
防
衛
す
る
必
要
が
生
じ
た
こ

と
が
背
景
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
皮
肉
に

も
村
上
フ
ァ
ン
ド
も
い
く
ら
か
は
「
貢
献
」

し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
が
、
企
業
買

収
に
対
す
る
防
衛
策
と
し
て
、
再
び
「
企
業

間
の
株
の
持
ち
合
い
」
策
を
選
ぶ
企
業
も
増

え
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
市
場
に
出
回
る
株

ま
れ
て
し
ま
う
。
「
此
処
に
出
そ
う
と
し
て

い
る
」
、
あ
る
い
は
「
此
処
に
し
か
出
せ
な

い
は
ず
」
と
い
う
の
が
相
手
選
手
に
読
め
る

の
だ
ろ
う
。
ド
リ
ブ
ル
で
複
数
の
相
手
選
手

を
引
き
寄
せ
て
い
な
い
こ
と
も
パ
ス
の
出
し

先
が
見
つ
か
ら
な
い
原
因
か
も
知
れ
な
い
。

　
ボ
ー
ル
を
受
け
る
選
手
も
、
ボ
ー
ル
が
自

分
の
と
こ
ろ
に
来
る
前
に
二
、
三
回
先
ま
で

ボ
ー
ル
の
動
き
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
な
い
の

だ
ろ
う
。
だ
か
ら
ゴ
ー
ル
前
の
詰
も
甘
く
な

る
。
要
す
る
に
、
走
り
な
が
ら
考
え
て
い
な

い
の
だ
。
い
ろ
い
ろ
な
場
面
を
想
像
し
て

走
っ
て
い
な
い
の
だ
。
オ
シ
ム
監
督
の
言
う

「
サ
ッ
カ
ー
の
本
質
」
を
理
解
し
て
い
な
い

の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
見
る
人
に
「
プ

ロ
」
を
感
じ
さ
せ
な
い
の
だ
ろ
う
。

　
日
本
国
内
の
Ｊ
リ
ー
グ
の
試
合
で
は
、
彼

ら
代
表
選
手
は
力
を
抜
い
て
い
る
の
か
も
知

れ
な
い
。
そ
れ
で
「
Ｊ
１
の
選
手
」
が
勤

ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
マ
ス
コ

ミ
と
サ
ポ
ー
タ
ー
が
選
手
を
甘
や
か
し
て
い

る
の
か
も
知
れ
な
い
。
選
手
の
た
め
に
も

も
っ
と
高
い
レ
ベ
ル
を
求
め
る
べ
き
だ
。

「
サ
ッ
カ
ー
は
、
走
り
な
が
ら
考
え
る
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
オ
シ
ム
／
ジ
ェ
フ
千
葉
監
督
）

式
数
が
制
限
さ
れ
、
簡
単
に
株
価
が
乱
高
下

す
る
要
因
に
な
る
し
、
「
投
機
」
の
資
金
を

呼
び
込
み
や
す
く
な
る
。
こ
れ
で
は
何
も
変

わ
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
◆

　
や
は
り
、
市
場
と
し
て
は
「
イ
ン
サ
イ

ダ
ー
」
を
厳
密
に
取
り
締
ま
り
、
安
心
し
て

「
投
資
」
が
で
き
る
よ
う
に
配
当
を
増
や
し

な
が
ら
、
個
々
の
企
業
の
価
値
を
高
め
て
い

く
し
か
な
い
。
適
切
に
企
業
の
価
値
を
高
め

た
経
営
者
で
あ
れ
ば
、
株
主
は
買
収
に
対
し

て
体
を
張
っ
て
防
衛
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が

本
来
の
姿
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
株

式
市
場
は
機
能
し
な
く
な
る
。
　
　
■

インサイダー 天国天国

今月の一言


