
いている（新しい）電気製品だと思うだろう。

良いか悪いかは別にして、この社会は否応なく

ソフトウェアで埋め尽くされる。

これだけソフトウェアが氾濫してくると、単に

動けばよいというだけでは済まないものも出て

くる。例えば全自動の洗濯機ではバルブをコン

トロールするプログラムに欠陥があれば、家中

水浸しになるだろう。またこのような明らかな

欠陥でなくても、バルブの『開』『閉』があま

りにも急激であるために、水道管の接続部分に

過大な負荷がかかり、水道設備としての寿命を

縮めるだろう。電磁バルブを想定した工業設備

では問題は生じないだろうが、家庭用の水道配

管は電磁バルブなど想定していない。この場合

人間が蛇口を捻るのと同じ様にスクリュウ式に

コントロールすべきであろう。

こうなると、何処まで実際の環境をテスト段階

で想定できるかが、商品の善し悪しを分けるか

も知れない。

ソフトウェア・エンジニアを抱える部署では、

程度の差こそあれＳＥの教育に力を入れてい

る。中には５０項目以上ものスキル・リストを

（ １）1992  年   1 月

既に今日の社会シシステムはソフトウェア抜き

では成り立たなく成っている。ビデオカメラや

ビデオデッキ、テレビは言うに及ばず、炊飯器

や洗濯機、冷蔵庫の中にも既にマイクロコン

ピュータ（以後ＭＰＵ）が入っている。

昨年（１９９１年）には、電子レンジに数百Ｋ

バイトのソフトウェアが組み込まれた。これは

レンジに投入された材料を全て自動的に認識

し、材料に適合した調理方法を選択し、管理

し、遂行するためのプログラムが入ったためで

ある。今後、ＩＳＤＮが普及し何らかの形で画

像処理をする電機製品にも、相当な規模のソフ

トウェアが内蔵されるだろう。

家電製品と言えども、内蔵されるソフトウェア

の規模がこれだけ大きくなると、開発環境も整

えなければならないし、明確に定められたＯＳ

を想定した方がよい、ということでマイクロソ

フトを初めアメリカのＯＳメーカーが、日本の

家電製品に目を着けて、既に接触を始めてい

る。

このような家電製品の裏で、おもちゃの世界に

も今やソフトウェアが浸透し始めている。まる

で嘗ての『スペイン風邪』の様に世界中の子供

達に広がった“ファミコン”や、その類のゲー

ムおもちゃの様に、誰が見てもソフトウェアが

そこに関与していることが明らかなものの他

に、人の声を判断して、その声の内容に応じて

反応を変化させる縫いぐるみもある。恐らくラ

ジコンの世界にも間もなくソフトウェアが侵食

し始めるだろう。おもちゃから“おもちゃらし

さ”を無くそうとすれば、各種のセンサーを巧

みにコントロールするソフトウェアが必要に

なってくる。

近い将来には、家中の家電製品は全てソフト

ウェアによって機能するようになるだろう。炊

飯器や洗濯機、ビデオデッキ等には、全てネッ

トワークＯＳが組み込まれ、外から電話回線を

通して指令を出すことが出来るかも知れない。

或いは一軒の家に一つの無線のレシーバーを備

えることによって、直接無線で指示を出せるか

も知れない。ひょっとすると照明器具にも、周

囲の明るさを自動的に検知して快適な明るさを

保持するために、ＭＰＵが内蔵されるかも知れ

ない。

もっともソフトウェアは見えないために、使っ

ている人間はそこにソフトウェアが絡んでいる

とは知らずに、単にボタンと表示部が幾つか付
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家中ソフトウェアだらけ

用意して、教育体制を整えている企業もあ

る。その項目の中に“交渉”“コミュニケー

ション”或いはアプリケーション開発に必要

な“関連業務知識”などに混じって“システ

ム設計・開発技法”というのも含まれてい

る。ソフトウェアの開発技法も、個人のスキ

ルアップの一つとして捉えられている。

勿論このことが必ずしも悪いわけではない

が、この種のシステム開発技法の考え方を身

に付けたところで、これを発揮する場面は殆

どの場合は「集団の中」である。例えばウォ

ークスルーの考え方や実施に際してのノウハ

ウを覚えたとしても、ウォークスルーは一人

では何の役にも立たない。たとえチームの全

員とまではいかなくても、主要メンバーは同

じ様に心得ていなければ、効果を発揮できな

い。つまりシステム開発技法というものの多

くは、少なくとも関係者が足並みを揃えて取

り組まなければ旨く機能しないのです。と

いってもこれは必要条件であって、十分条件

ではありません。

ところが現実にこの様なシステム開発技法の

研修に参加しているのは、一般にグループの

中心人物ではないことが多いのです。それは

この種の研修が１日や２日で終わるものでは

なく、グループの中心人物が１週間も現場を

離れることが許されない状況に於ては、代わ

りの者を参加させることは、自然な成り行き

と言わざるを得ません。

そうして彼らが得た「知識」を活かせる場面

など、現実には存在しないのです。

　　　　　　　　　　　　　（次号に続く）

死語にしてしまった「門限」死語にしてしまった「門限」

10ー

8ー

6ー

4ー

2ー

0　

中学生 高校生 大学生

青少年の平均学業時間
（授業時間・学校行事・課外活動を含む）

日曜日

平日

土曜日

（平成３年青少年白書より）

が一般化している。その代償としてサッカー

やバスケットボールなどのスポーツや子供の

「遊び」は全て没収される。かくして彼らの

遊びは、塾帰りに自動販売機で買った炭酸飲

料をシェイクして泡の飛ばし合いとなる。

▲夜の９時を過ぎて集団で電車に飛び乗って

くる光景を見ると背筋

が寒くなる。身長は１

５ ０ セ ン チ 前 後 で 、

喋っている内容は確か

に 小 学 生 な の だ が 、

「夜」に対する怖れを

持っていない。２０年

近く前に見たニューヨ

ークを背景にした若者

の映画を思いだした。

どうやら『門限』とい

う言葉は大人の方から

反古にしてしまったよ

うである。

▲平成３年版の青少年白書によると、中学生が

勉強に追われている様子が図の様に明かになっ

た。平日の大学生は４時間５５分と最短記録な

のに対して、中学生は約２倍の９時間８分と

なっている。これは高校受験を控えて、中学生

の４割が塾通いを行なってい

ることによる。

▲図では省略しているが小学

生でも平日が７時間１９分、

日曜日でも２時間近くになっ

ており、次第に小学生にも中

学受験の影響が見えてきた。

学校間格差のために高校受験

が過激になってきているの

と、都市圏における公立中学

校の頽廃が、中学受験に拍車

をかけている。

▲中学受験の為に、小学４、

５年生から塾に通い始めるの

スキルアップだけでは足りない

品質が求められてくる

ソフトウェア抜きで成り立たない
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か
　
　
　
　
ね

暁暁

鐘鐘

のの

音音

も
の
壁
画
や
彫
刻
を
こ
な
し
て
い

ま
す
。
彼
ら
に
と
っ
て
「
時
間
」

は
勝
手
に
通
り
過
ぎ
て
行
く
も
の

で
は
な
く
、
「
自
在
な
る
も
の
」

な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
仕
事
に

没

頭

し

て

い

る

は

ず

な

の

に

、

「
時
間
」
は
足
早
に
過
ぎ
去
っ
て

は
い
な
い
の
で
す
。
吉
川
氏
に
し

ろ
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
し
ろ
、
そ

の
よ
う
な
状
況
の
時
に
作
ら
れ
た

作
品
こ
そ
、
充
実
し
評
価
が
高
い

の

で

す

。

こ
う
し
て
み
る
と
、
「
時
間
」
は

矢
の
よ
う
に
【
過
ぎ
る
】
の
で
は

な
く
、
矢
の
よ
う
に
【
過
ご
す
】

と

い

っ

た

方

が

正

し

い

で

し

ょ

う
。
そ
し
て
そ
れ
が
【
矢
の
よ
う

に
過
ぎ
る
】
よ
う
に
見
え
る
か
、

【
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
】
見
え
る
か

は
、
我
々
の
「
為
し
方
」
に
よ
る

の
で
し

ょ
う
。

　
　
§
　
§
　
§
　
§

或
る
人
が
「
時
間
が
な
い
」
と
い

う
時
、
通
常
、
誰
が
見
て
も
そ
の

人
に
は
時
間
が
な
い
こ
と
は
明
か

な
の
で
す
。
【
分
か
ら
な
い
】
と

か
【
知
ら
な
い
】
と
い
う
場
合
に

は
、
教
え
る
と
い
っ
た
対
応
策
を

講
じ
る
事
が
出
来
ま
す
が
、
【
時

間
が
な
い
】
と
言
わ
れ
た
場
合
に

は
、
誰
か
の
時
間
を
借
り
て
く
る

わ
け
に
も
行
か
ず
、
残
念
な
が
ら

そ
の
場
に
於
て
は
殆
ど
有
効
な
対

応
策
は
あ
り
ま
せ
ん
。

普
段
か
ら
メ
イ
ン
の
仕
事
以
外
に

別
の
テ
ー
マ
を
持
っ
た
り
、
あ
る

仕
事
を
時
間
を
計
っ
て
や
っ
て
み

た
り
、
時
間
を
「
使
う
」
工
夫
を

し
て
い
な
い
限
り
、
い
ざ
と
い
う

時
に
【
時
間
が
な
い
】
と
し
か
言

え
な
い
か
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を

全
く
回
避
し
て
し
ま
う
し
か
な
い

で
し

ょ
う

。

　
　
§
　
§
　
§
　
§

「
八
七
六
○
」
―
こ
れ
は
一
年
間

の
時
間
数
で
す
が
、
こ
の
う
ち
約

五
五
○
○
時
間
が
目
覚
め
て
い
る

「
時
間
」
で
す
。
こ
れ
を
多
い
と

感
じ
ま
す
か
？
　
或
い
は
少
な
い

と
感
じ
ま
す
か
？

　
人
な
み
に
　
叱
ら
れ
て
み
た
い
　
時
も
あ
る

　
　
　
　
俺
の
親
爺
は
　
俺
が
こ
わ
い
か
　
　
（
中
二
男
）

　
心
か
ら
　
す
が
り
つ
こ
う
と
　
す
る
時
に

　
　
　
　
い
つ
も
父
さ
ん
逃
げ
て
し
ま
う
よ
　
（
中
一
女
）

　
家
庭
と
は
　
父
き
び
し
く
て
　
母
や
さ
し

　
　
　
　
そ
れ
で
い
い
の
だ
　
う
ち
は
違
う
が
（
中
二
男
）

こ
れ
は
そ
の
昔
東
京
新
聞
に
載
っ
た
、
「
我
が
家
」
を
題
に
し
た
中

学
生
の
狂
歌
の
一
部
で
す
。
彼
ら
は
今
や
逆
の
立
場
に
成
っ
て
い
る

は
ず
で
す
が
、
果
た
し
て
あ
の
時
の
気
持
ち
が
生
き
て
い
て
く
れ
れ

ば
良
い
の
で
す
が
・
・
・

11

せ
ん
。
そ
の
時
の
講
師
は
構
造
化

手
法
の
提
唱
者
の
一
人
で
あ
る
ペ

ー
ジ
＝
ジ
ョ
ー
ン
ズ
氏
で
し
た
。

当
然
ジ
ョ
ー
ン
ズ
氏
は
日
本
語
を

話
せ
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
対
し
て
私

は
逆
に
英
語
は
話
せ
な
い
。
だ
が

こ
の
構
造
化
手
法
を
一
年
以
上
か

け

て

調

べ

て

き

た

私

に

と

っ

て

は
、
疑
問
点
を
明
か
に
す
る
絶
好

の
チ
ャ
ン
ス
と
考
え
た
末
、
朝
早

め
に
研
修
会
場
に
出
向
い
て
、
レ

ポ
ー
ト
に
し
た
も
の
を
主
催
者
の

方
に
英
語
に
訳
し
て
も
ら
い
、
そ

れ
を
講
師
に
伝
え
て
も
ら
う
方
法

を
採
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。
多

分
主
催
者
に
と
っ
て
は
最
も
煩
い

参
加
者
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

勿

論

研

修

そ

の

も

の

は

通

訳

が

入
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
時
点
で

質
問
は
逐
次
受
け
付
け
ら
れ
る
の

で
す
が
、
込
み
入
っ
た
質
問
は
旨

く
相
手
に
伝
わ
ま
せ
ん
。
こ
う
し

て

最

後

の

日

を

終

え

た

と

き

、

た

っ

た

の

五

日

間

し

か

過

ぎ

て

い
な
か
っ
た
の
で
す
。

確

か

に

没

頭

し

た

筈

な

の

に

、

時
間
は
私
の
歩
調
に
合
せ
る
よ
う

に
『
並
走
』
し
て
い
ま
し
た
。

　
　
§
　
§
　
§
　
§

作
家
の
吉
川
英
治
氏
は
、
昭
和
十

四

年

の

元

旦

か

ら

読

売

紙

上

に

「
太
閤
記
」
の
連
載
を
始
め
ま
し

た
が
、
そ
の
年
の
夏
か
ら
は
朝
日

の
紙
上
に
「
宮
本
武
蔵
」
を
、
さ

ら
に
八
月
か
ら
地
方
紙
に
「
三
国

史
」
を
書
き
始
め
て
い
ま
す
。
か

の
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
も
、
そ
の
隆

盛
を
誇
る
時
に
は
、
同
時
に
幾
つ

一
般
に
、
何
も
す
る
こ
と
が
な
い

時
は
、
粘
り
気
の
高
い
溶
岩
の
よ

う
に
長
く
感
じ
る
の
に
対
し
て
、

何

か

に

没

頭

し

て

い

る

状

況

で

は
、
早
送
り
の
フ
ィ
ル
ム
の
よ
う

に
時
間
は
短
く
感
じ
る
、
と
い
わ

れ
ま
す
。
昨
年
亡
く
な
ら
れ
た
本

田
宗
一
郎
氏
は
、
熱
中
す
る
と
何

日

も

家

に

帰

ら

ず

、

ス

パ

ナ

を

持
っ
て
車
の
下
に
潜
っ
て
い
た
、

と
い
う
逸
話
が
残
っ
て
い
ま
す
。

恐
ら
く
一
日
は
何
と
短
い
も
の
か

と
、
恨
ん
だ
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
　
§
　
§
　
§
　
§

と
こ
ろ
で
、
時
間
に
対
す
る
感
覚

に
は
も
う
一
つ
あ
る
よ
う
に
思
い

ま

す

。

一
昨
年
、
私
は
『
構
造
化
分
析
・

設
計
手
法
』
の
研
修
に
参
加
し
ま

し
た
。
そ
の
研
修
は
五
日
間
で
、

午
前
九
時
か
ら
夕
方
六
時
過
ぎ
ま

で
び
っ
し
り
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
五
日
間
は
私
に
は
二
週
間
以

上
の
長
さ
に
感
じ
た
の
で
す
が
、

そ
れ
は
研
修
が
退
屈
で
あ
っ
た
か

ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
家
に
帰
っ
て
か
ら
も
そ
の

日
の
研
修
内
容
を
復
習
し
、
疑
問

点
を
明
日
質
問
す
る
た
め
に
レ
ポ

ー
ト
に
ま
と
め
な
け
れ
ば
な
り
ま

「
光
陰
矢
の
如
し
」
―
こ
の
言
葉

は

よ

く

知

ら

れ

た

言

葉

で

す

。

「
時
間
」
は
目
に
見
え
な
い
た
め

に

、

日

本

で

は

古

く

か

ら

「

光

陰
」
と
か
「
惜
陰
」
と
い
う
よ
う

に
『
陰
』
と
い
う
文
字
を
使
っ
て

表
し
ま
す
。
こ
の
格
言
は
、
時
間

と
言
う
も
の
は
、
う
か
と
し
て
い

る
と
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
行

く

こ

と

を

諭

し

て

い

る

の

で

す

が
、
こ
の
言
葉
で
は
「
光
陰
」
が

主
語
に
見
え
る
た
め
、
「
時
間
」

が
勝
手
に
過
ぎ
去
っ
て
行
く
印
象

を
与
え

ま
す
。

　
　
§
　
§
　
§
　
§

一
体
「
時
間
」
と
い
う
も
の
は
自

ら
過
ぎ
て
行
く
も
の
な
の
だ
ろ
う

か
？
　
科
学
の
世
界
で
扱
う
「
時

間
」
と
、
こ
こ
で
い
う
「
光
陰
」

と
は
違
う
筈
な
の
だ
が
、
普
段
こ

れ
を
分
け
て
意
識
す
る
こ
と
は
ま

ず

あ

り

ま

せ

ん

。

【

約

束

の

時

間
】
と
か
【
今
日
の
会
議
は
珍
し

く
二
時
間
で
終
わ
っ
た
】
と
い
う

時
の
「
時
間
」
と
、
【
そ
れ
を
や

る
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
】
と
い
う

時
の
「
時
間
」
は
同
じ
な
の
だ
ろ

う

か

？

　

時
間

ー
　
そ
の
正
体
不
明
な
る
も
の


