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のことに何となく不安を感じていたのだろう。

「はい、SEPGの方で用意されたものです」

『それを４年以上続けてきたということか？』

「そういうことになります」

『その間、プロセスや成果物の構成を変えてい

ない？』

「いえ、成果物の構成だけは初期の頃は使いに

くいということで何度か変更しています」

『それも、あなた達は注文を付けるだけで、実

際に変更したのはSEPGの人たちかな？』

「そうです」

『それでも、そうやって改善された成果物の構

成で、少しはうまくいったのかね？』

「使い慣れたこともあるかも知れませんが、１

年後ぐらいには安定したと思います」

『その効果はデータで証明できるんだが。さっ

き仕様の変更率を収集していると言ったよね。

それで仕様の変更率はどれくらいかな？』

「先月のプロジェクトでは４３％でした」

『その数字はあなた達としては良い方かね？』

と突っ込んでみた。

「はい。他のプロジェクトでは１００％を越え

ることもしばしばあります。正確に計算してい

ませんが、平均的には８０％ぐらいになるかと

思います。これってやっぱり多いですよね」

『８０％という数字は少なくはないよね。でも

多くの組織でもそんなもんだろう。問題は、そ

の状態のままCMMIのレベル３になってしまっ

たといことだ。問題解決をぜんぶ先送りしなが

らCMMのレベル取得に邁進してきたわけだ。

バグの方も集計してきただけかな？』

「はい、そうです。KLOC当たりのバグ発生率

も計測していますが、特にそれを使ってプロセ

スを変更したということはありません」

『じゃ、要求仕様に関するプロセスに原因があ

る割合も把握しているかな？』

「はい、それも掴んでいます。もっとも、原因

プロセスの分類の判断に不安がありますが」

『多少は目をつぶるとして、要求仕様に関する

プロセスに原因があるというバグとして、たと

えばどんなのがあったか覚えているかね？』

「そうですね。装置の回転を止めるときの判断

の条件が一つ漏れたというのがあります」

『仕様モレだね』

「そうです」

『ところで、その制動の判断に関する仕様はい

くつかの条件の組み合わせがあると思われる

が、実際にはどのように表現されていたか覚え

ているかね？』

「たしか“ペースト作文”だったと思

います。あのとき、マスターの言う通

りだ、と思ったのを覚えています」

　　　　　　　▼　▲　▼

『ちょっと方向を変えよう。バグの原因はプロ

セスにあると言うことは理解しているよね』

「はい、そのつもりです」

『じゃ、要求仕様に関するプロセス

にはどんなプロセスがあるかね？』

「え～と、顧客からの要求をまとめ

「マスター、今度うちの部署ではCMMIのレベ

ル４に取り組むことになったのですが、何をす

れば良いのかよく分からなくて」

『えっ、あなたのところはいつの間にレベル３

になったの？』

「もう２年前になります」と、はにかんだ。

『へ～、そんな前に取れていたんだ。知らな

かったな。CMMに取り組んでいたことは聞い

ていたけどね』

「ばたばたしていて言いそびれてし

まったかも知れません」

『そうか２年前か』

「はい。２年経ったこともあって、今度はレベ

ル４を取れということなんです」

『ところが何をすれば良いのか分からない？』

「計測データを使ってプロセスを改善するとい

うことは分かっているのですが、プロセスを改

善するという意味が良く分からないのです」

『“計測データを使って”なんて分かったよう

なことを言っているが、計測データって何のこ

とかね？』と少しきつく突っ込んでみた。

「バグの発生率や生産性、ベースライン設定後

の仕様の変更率、それからマイルストーンに対

する遅延率もあります。レビューでの指摘率も

あります。バグの発生率に関連して、バグの原

因プロセスの分析データもあります」

『ほぅ、なかなかいろいろなデータを集めてい

るじゃない。仕様の変更率やバグの発生率のと

ころで“機能別”には集計しているかい？』

「機能別の仕様変更率という意味でしたら、そ

こまで分けていません」

『まぁそうだろうな。で生産性というのは、全

体工数に対するソースコードの生産性かね？』

「そうです」

『実装工程の工数に対するソースコードの生産

性は取っていないのかね？』

「以前にマスターに教えてもらったことがある

のですが、CMMのコンサルティングの中では

扱われませんでした」

『口では“プロセス改善”と言いながら、２種

類の生産性データを収集する意味が分かってい

ないということだね』

「どういうことでしょうか？」

『この２種類の生産性データを使えば、実装プ

ロセスまでのプロセスと成果物が適切に連鎖す

るように考えられていたかどうかが見えてくる

んだがね』

「全体工数に対する生産性だけではそれが見え

てこないということですか？」

『見えるはずがない。それでもなかなかまじめ

に収集しているじゃない。それだけ収集してい

て、何が分からないのかね？』

「データは収集しているのですが、これとプロ

セスを変えるということが繋がらないのです」

　　　　　　　▼　▲　▼

『もしかすると、これまで使ってきたプロセス

や成果物の定義は、あなた達自身で考えだした

ものではなかったりして』

と言われて、バツの悪そうな表情を見せた。そ
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り ふ れ

るプロセスでしょう。集めた要求を仕様化する

プロセスでしょう。それから要求仕様をレ

ビューするプロセスも含まれますかね」

『あぁ、含めてもいいよ。他には？』

「他にですか？　なんだろう」

『考えつかない？　まぁいいだろう。さっきの

“ペースト作文”で仕様モレしたケースは、こ

の中のどのプロセスに当たるの？』

「仕様のモレですから、要求を仕様化するプロ

セスに原因があるということですかね」

『ということは、その仕様化プロセスの何を改

善すれば、この問題は解消するのかね？』

「何を変えるか？」

『そのままでは、また同じような仕様モレが起

きてしまうわけだろう？』

「そういうことですが、何を変えればいいか、

ですか？」といって行き詰まってしまった。

まったく意味が分かっていないようなので、

『たとえば、“条件が漏れないように注意す

る”と書くのかね？』

「それを“要求を仕様化するプロセス”の定義

書に書くという方法ではダメですか？」

『その方法も考えられるがね。ただ今回は、実

際に条件が漏れたことで、もう一つの条件が

あったことに気づかされたわけだが、実際に要

求仕様を書いているときは、まだ漏れたわけで

はない状態で、仕様モレが起きる可能性がある

ことに気づかなければならない』

「はい、分かります。“判断の条件がもれない

ように注意する”と言われても、今その時点で

は漏れていることが分かっているわけではない

ですものね」

　　　　　　　▼　▲　▼

『あなた達は、「要求仕様作成ガイドライン」

というものは用意していないのね。あるいは

「手順書」と呼んでいるかもしれないが』

「はい、一応あります」

『“一応”とはどういう意味だい？　自分たち

でまとめたものではない意味かい？』

「“組織の標準プロセス”として用意されてい

るセットの中にあります」

『なんだ自分では書いていないのか。だからプ

ロセスの種類を聞いたときに出てこなかったわ

けだ。ところで、そこには要求仕様の書き方や

注意すべきことなどが書かれているかね？』

「たしか、そのようなことをまとめた章があっ

たと思います」といって直ぐに気がついた。

「そうか、この場合は“要求を仕様化するプロ

セス”ではなくて、“要求仕様作成ガイドライ

ンを作成する”というプロセスを変更した方が

よさそうですね」

『そう。あるいはそれを使って事前にトレーニ

ングするプロセスも変更することになるかも』

「そうか。そういうことか。このようなプロセ

スの改善なら、もっと早い段階でも取り組めた

ですね。そうすれば、仕様の変更率ももっと下

がったでしょうし、仕様関係のバグも減ったで

すよね」

『そう、何もレベル３まで先送りする必要はな

かったんだよ』

「レベル４の取り組みは、基本的にはこの延長

線上でいいんですよね」

『偏差値などを使ってもうちょっと厳密さが求

められるけどね』　　　　　　　　　◆

プロセスの改善は、もっと早い段階でも実現でき
る。その方が実際のプロジェクトの推進も楽にな
るし、プロセス改善の意味も理解しやすくなる。
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と
い
う
発
想
で
あ
る
。
こ
れ
を
学
習
し
た

子
ど
も
は
、
将
来
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と

る
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
××
　　
××
　　
××

　
河
川
敷
で
ゴ
ル
フ
の
練
習
を
し
て
い
る

人
も
多
く
な
っ
た
。
ま
る
で
無
料
の
打

ち
っ
放
し
の
練
習
場
と
勝
手
に
決
め
込
ん

で
い
る
よ
う
だ
。
自
由
に
使
え
る
小
遣
い

が
少
な
く
な
っ
た
た
め
に
練
習
場
に
行
け

な
い
の
か
。
当
然
、
腕
の
方
も
レ
ベ
ル
は

低
い
の
で
ど
こ
に
飛
ぶ
か
わ
か
ら
な
い
。

危
な
く
っ
て
河
川
敷
に
も
出
か
け
ら
れ
な

い
。
そ
う
し
て
河
川
敷
に
出
か
け
る
人
が

少
な
く
な
れ
ば
、
彼
ら
無
法
者
は
“
安
心

し
て
”
練
習
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
中
に

は
、
「
こ
こ
で
ボ
ー
ル
を
打
っ
て
い
る
の

が
分
か
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
出
か
け
て

こ
な
け
れ
ば
よ
い
の
だ
」
と
居
直
る
始
末

で
あ
る
。
『
こ
の
お
っ
さ
ん
の
脳
ミ
ソ
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
！
』
。

　
路
上
駐
車
の
取
り
締
ま
り
が

強
化
さ
れ
た
あ
と
、
確
か
に
、

以
前
と
比
べ
て
路
上
で
の
駐
車

は
減
少
し
た
。
「
実
質
一
車

線
」
だ
っ
た
近
く
の
道
路
も
時

間
帯
に
よ
っ
て
は
「
二
車
線
」

に
戻
っ
た
。
だ
が
、
駐
車
す
る

車
そ
の
も
の
が
減
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
一
部
は
コ
イ
ン
駐
車

場
に
回
っ
た
が
、
大
部
分
は
、

コ
ン
ビ
ニ
や
郵
便
局
の
駐
車
場

に
一
日
駐
車
し
た
り
、
わ
き
道

の
少
し
広
い
と
こ
ろ
に
止
め
た

り
、
公
園
の
誘
導
路
や
駐
車
ス

ペ
ー
ス
に
止
め
て
い
る
。

　
　
××
　　
××
　　
××

　
一
般
道
路
か
ら
入
る
こ
と
の

で
き
る
高
速
道
路
の
駐
車
場
も

占
領
さ
れ
た
よ
う
だ
。
そ
こ
で

は
駐
車
場
の
ス
ペ
ー
ス
の
半
分

は
埋
ま
っ
て
い
る
の
に
、
店
に

は
そ
の
数
に
見
合
う
客
は
入
っ
て
い
な

い
。
た
し
か
に
こ
の
行
為
を
取
り
締
ま
る

法
律
は
な
い
の
で
違
法
で
は
な
い
が
、
客

と
し
て
そ
の
駐
車
場
を
利
用
し
よ
う
と
す

る
人
が
車
を
止
め
よ
う
と
し
た
と
き
に
空

き
場
所
が
無
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
、

店
の
方
も
営
業
に
支
障
を
き
た
す
。
最
近

は
コ
イ
ン
駐
車
場
が
増
え
て
お
り
、
そ
こ

に
一
日
停
め
て
も
八
〇
〇
円
〜
一
〇
〇
〇

円
位
で
済
む
。
一
台
の
車
に
合
流
し
て
ゴ

ル
フ
に
行
こ
う
と
い
う
人
な
ら
、
こ
れ
く

ら
い
の
負
担
は
可
能
な
は
ず
。
中
に
は
、
こ

の
料
金
す
ら
踏
み
倒
す
。

　
　
　
　
　
××
　　
××
　　
××

　
何
と
か
、
お
金
を
使
わ
な
い
で
車
を
駐
車

す
る
方
法
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
考
え

出
し
た
も
の
だ
ろ
う
が
、
あ
ま
り
に
も
自
分

勝
手
で
あ
る
。
よ
く
こ
ん
な
こ
と
が
平
気
で

で
き
る
も
の
だ
と
思
っ
た
が
、
ふ
と
考
え
て

み
る
と
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
「
自
転
車
」

で
も
起
き
て
い
る
。
開
店
前
の
駅
前
の
ス
ー

パ
ー
の
駐
輪
場
に
自
転
車
を
停
め
て
出
勤
す

る
人
が
少
な
く
な
い
。
中
に
は
、
隣
り
合
う

ア
パ
ー
ト
と
マ
ン
シ
ョ
ン
の
互
い
の
敷
地
を

囲
む
フ
ェ
ン
ス
の
わ
ず
か
な
す
き
間
に
自
転

車
を
差
し
込
ん
で
出
勤
す
る
人
も
い
る
。
決

め
ら
れ
た
駐
輪
場
に
停
め
る
と
一
回
二
〇
〇

円
、
月
契
約
で
は
二
〇
〇
〇
円
か
か
る
。
で

も
定
ま
っ
た
仕
事
を
持
っ
て
い
る
人
な
ら
、

こ
れ
く
ら
い
の
負
担
は
大
き
く
な
い
は
ず
で

あ
る
。
し
か
も
そ
の
駐
輪
場
よ
り
も
ス
ー

パ
ー
の
方
が
遠
い
の
で
あ
る
。
払
わ
な
い
で

済
む
の
な
ら
払
い
た
く
な
い
と
い
う
事
な
の

だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
人
の
迷
惑
を
考
え
な
い

自
分
勝
手
な
「
節
約
論
」
に
過
ぎ
な
い
こ
と

に
気
づ
い
て
い
な
い
。
い
や
、
中
に
は
誰
も

気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
を
最
初
に
“
発
明
”

し
た
か
の
よ
う
に
誇
っ
て
い
る
人
も
い
る
。

　
　
　
　
　
××
　　
××
　　
××

　
子
ど
も
の
給
食
費
の
未
納
金
が
、
二
〇
〇

五
年
度
で
二
二
億
円
を
越
え
る
と
い
う
。
そ

の
多
く
は
払
え
な
い
家
庭
で
は
な
い
。
払
わ

な
い
で
済
む
の
で
あ
れ
ば
放
置
し
て
お
け
、

音音

　
二
一
世
紀
に
入
っ
て
日
本
の
労
働

者
の
所
得
が
二
極
分
化
し
た
背
景
に

は
、
経
済
に
国
境
が
な
く
な
っ
て
、

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
や
オ
フ
シ
ョ
ア

リ
ン
グ
が
進
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
コ

ス
ト
が
安
い
国
に
仕
事
が
移
っ
て
行

き
、
同
じ
も
の
を
作
る
の
で
あ
れ

ば
、
安

い

コ

ス

ト

に

引
っ
張
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
一

〇
〇
円
シ
ョ
ッ

プ
に
行
っ
て
み

る
と
、
「
こ
れ
が
一
〇
〇
円
？
」
と
驚
か
さ

れ
る
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。
製
造
コ
ス
ト
の

他
に
輸
送
コ
ス
ト
を
含
め
て
も
「
一
〇
〇

円
」
で
売
れ
る
の
で
あ
る
。
単
純
労
働
で
は

も
は
や
対
抗
で
き
な
い
。

　
影
響
を
受
け
た
の
は
単
純
労
働
だ
け
で
は

な
い
。
か
つ
て
の
「
Ｉ
Ｔ
革
命
」
を
リ
ー
ド

　
河
川
敷
の
不
法
使
用
は
ほ
と
ん
ど
が
条
例

で
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
、
取
り
締
ま
ろ
う

と
思
え
ば
簡
単
に
で
き
る
は
ず
だ
が
、
実
際

に
は
看
板
が
立
っ
て
い
る
だ
け
で
取
り
締

ま
っ
て
い
な
い
。
無
法
者
も
ゴ
ル
フ
の
練
習

を
禁
止
す
る
看
板
が
立
っ
て
い
る
こ
と
は

知
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
知
っ
て
い
て
無
視
し

続
け
る
こ
と
の
“
怖
さ
”
に
気
づ
い
て
い
な

い
。
ち
な
み
に
、
三
〇
年
前
に
私
が
ゴ
ル
フ

を
止
め
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
と
同

じ
こ
と
を
や
り
た
く
な
い
と
思
っ
た
か
ら

だ
。
ゴ
ル
フ
は
も
っ
と
紳
士
的
な
ス
ポ
ー
ツ

だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
現
実
の
低
俗
さ
に
幻

滅
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
××
　　
××
　　
××

　
最
近
は
も
っ
と
ひ
ど
く
な
っ
た
。
消
防
署

の
半
鐘
は
盗
ん
で
い
く
し
、
道
路
の
側
溝
の

編
み
目
の
フ
タ
も
ご
っ
そ
り
盗
ん
で
い
く
。

公
園
へ
の
自
動
車
の
進
入
を
防
ぐ
た
め
の
ア

ル
ミ
製
の
柵
も
、
止
め
金
具
を
切
断
し
て
持

し
た
ア
メ
リ
カ
の
「
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
」
は

過
去
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
程
度
の

こ
と
で
あ
れ
ば
、
イ
ン
ド
や
中
国
で
も
っ
と

安
く
で
き
る
か
ら
だ
。
そ
の
結
果
、
年
収
一

〇
〇
〇
万
円
ク
ラ
ス
の
Ｉ
Ｔ
エ
ン
ジ
ニ
ア
で

も
失
業
し
た
し
、
半
導
体
産
業
に
お
け
る
新

し
い
起
業
も
ア
ジ
ア
に
移
っ
て
い
る
。
起
業

に
必
要
な
技
術
者
を
ア
メ
リ
カ
か
ら
移
住
さ

せ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の

分
だ
け
、
ア
メ
リ
カ
国
内
の
仕
事
の
機
会
は

減
る
。

　
私
は
経
済
学
を
習
得
し
た
わ
け
で
は
な
い

の
で
、
デ
ビ
ッ
ド
・
リ
カ
ー
ド
の
経
済
理
論

が
正
し
い
か
ど
う
か
の
判
断
は
で
き
な
い

「
リ
カ
ー
ド
は
現
在
で
も
正
し
い
。
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
や
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
化
や
オ
フ
シ
ョ
ア
リ
ン
グ
に
障
壁
を
設
け
な
い
ほ
う
が
、
ア
メ

リ
カ
の
個
人
大
多
数
の
暮
ら
し
は
よ
く
な
る
」

　
　
（
「
フ
ラ
ッ
ト
化
す
る
世
界
」
ト
ー
マ
ス
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
著
、
日
本
経
済
新
聞
社
刊
よ
り
引
用
）

ち
去
っ
て
い
く
。
深
夜
に
工
事
会
社
の
敷
地

に
車
を
乗
り
つ
け
て
電
線
を
丸
ご
と
盗
ん
で

い
く
。
何
で
も
あ
り
か
。

　
金
属
の
相
場
が
上
が
っ
て
い
る
こ
と
で
高

く
売
れ
る
の
だ
ろ
う
。
何
年
か
前
に
は
、
住

宅
の
ア
ル
ミ
製
の
門
扉
も
夜
の
内
に
外
し
て

持
ち
去
ら
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。
自
分
の

欲
望
を
満
た
す
こ
と
に
対
し
て
ま
っ
た
く
歯

止
め
が
利
か
な
く
な
っ
た
。
お
金
が
な
く
な

れ
ば
勝
手
に
家
に
押
し
入
っ
て
盗
ん
で
い

く
。
そ
こ
に
人
が
い
れ
ば
何
の
躊
躇
も
な
く

住
人
を
殺
し
て
で
も
金
を
盗
ん
で
い
く
。
そ

こ
に
後
ろ
め
た
さ
は
な
い
。
捕
ま
っ
た
ら
運

が
悪
か
っ
た
と
し
か
思
っ
て
い
な
い
の
だ
ろ

う
。
自
動
車
で
人
を
は
ね
て
も
平
気
で
逃
げ

て
い
く
。
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
が
壊
れ
て
い
て

も
、
気
が
つ
か
な
か
っ
た
と
う
そ
ぶ
く
。

　
　
　
　
　
××
　　
××
　　
××

　
「
畏
れ
る
存
在
」
を
持
た
な
い
人
に
は
、

い
か
な
る
法
律
も
効
果
を
発
揮
し
な
い
。
■

が
、
著
者
が
言
う
よ
う
に
、
時
代
の
流
れ
に

対
し
て
障
壁
を
設
け
な
い
ほ
う
が
、
長
い
目

で
見
た
と
き
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
前
提
条

件
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
の
最
大
の
も
の

は
そ
の
国
の
教
育
レ
ベ
ル
が
高
い
こ
と
で
あ

る
。
知
識
労
働
者
と
い
え
ど
も
一
時
的
に
は

失
業
に
追
い
込
ま
れ
る
だ
ろ
う

が
、
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
を
創
造

し
、
新
し
い
産
業
を
生
み
出
す

力
が
あ
れ
ば
時
代
に
対
応
で
き

る
し
、
障
壁
を
設
け
な
い
こ
と

に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
先
に
そ
の

レ
ベ
ル
に
到
達
で
き
る
と
い
う
考
え
方
も
理

解
で
き
る
。

　
逆
に
、
教
育
レ
ベ
ル
が
低
け
れ
ば
新
し
い

産
業
を
起
こ
す
こ
と
も
で
き
ず
、
時
代
の
波

か
ら
脱
出
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
デ
フ
レ
の

状
態
か
ら
当
分
脱
却
で
き
な
い
こ
と
を
意
味

し
、
所
得
の
二
極
分
化
も
拡
大
す
る
。

畏れる存在畏れる存在を持たない日本人を持たない日本人

今月の一言


