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プ ロ セ ス レ ベ ル の 改 善プ ロ セ ス レ ベ ル の 改 善 ４

このレベルの特徴は、スケジュ－ル

や費用や変更管理を厳格に管理する

ことによって、プロジェクト管理の

一部を組織として身に付けたことである。

従って約束されたことは、ほぼ実現される。こ

のことは非常に重要なことである。つまり初期

のレベルでは、この約束すら果たされないこと

が多く、時には約束そのものが曖昧にされてし

まうことがある。実際問題として“約束でき

る”ということは容易なことではない。

その為には作業を行動単位に分解し、予測でき

ない事態が発生しないように検討されなければ

ならない。そして分解された作業の各々が、ど

の程度の作業量で実現できるのかを理解しなけ

ればならない。“約束できる”ためには、最低

限これだけは必要である。

ただしこの段階の組織は、自らの経験則に基づ

いて“約束できる”状態であって、新しい事に

対して、同じ様に“約束できる”状態にあるわ

けではない。この段階に対して「反復可能な」

レベルというのは、過去に体験したことのある

ことなら、繰り返し経験則を適用して、何と

か対応するレベルという意味である。明らかに

体験者（達）の直感に依存しているのである。

但し初期のレベルと違うのは、レビュ－等に

よって、この「直感」を個人の領域から組織の

領域に引っ張り出す方法を持っていることであ

る。このことによって、担当者だけでなく管理

者も“約束できる”状態に居られるのである。

しかしながらこの段階の組織は、自分達の能力

を過信する可能性が高い。そのため新しいツ－

ルを導入した途端に経験則が使えなくなって混

乱したり、管理者が交代でもしようものなら、

『あうん』の呼吸が乱れて、経験則を引き出す

糸口を失ってしまうだろう。さらにこれまで体

験したものと似ていると思われた新しい分野の

プロジェクトに足元をすくわれ、いっぺんに自

信（！）を失ってしまうこともある。

こうして立ち処に“初期のレベル”に戻ってし

まうのである。

この段階から次の段階に進むには、

（１）プロセスグル－プを作ってプロセスを改

善する体制を整え、

（２）ソフトウェア開発のライフサイクルを確

立すること、が必要になる。

この段階の開発組織は、全員が製品開発の作業

に就いている。現実問題として色んなトラブル

を起こして、誰もが“何かを変えなければ”な

らない、と感じていても、実際には誰もそのこ

とについて考えることは出来ない。

現実に起きている問題を調査し、整理し、そし

て着手可能なポイントを探し、改善できること

を確かめ、関係者を説得して実施に入る。こん

なことが、開発プロジェクトを抱えている、こ

の段階の人達だけでは出来ないことは分かり

切っている。

またこのレベルの組織においては、既に出荷し

た「製品」からも欠陥の報告が回ってくるし、

目の前の最新プロジェクトも遅れぎみになって

いることが多い。確かにその様な状況は、自分

達が招いた面もあるのだが、今や自分達だけ

で、その降り被った土砂を取り除くことは出来

なくなっている。

したがってプロセスグル－プにおいて、各作業

が一つの管理単位に分解するような、新しい開

発作業の“スタイル”を考案し、ウォ－クスル

－やレビュ－技法を導入して、その開発現場に

合った開発ライフサイクルを定着させることで

ある。

このレベルでは開発のための定義さ

れたプロセスを持っている。即ち、

分析手法を取り入れることでプロセス

が適度に分解されて、対象システムの問題点を

早い時期に把握し、作業単位が明確になる。さ

らにスケジュ－ルをＰＥＲＴで表すことで、作

業の遅れや新たに発生した問題の影響を掌握し

やすくなる。設計技法や、テスト技法、さらに

はウォ－クスル－といった技法を導入している

ことで、次第に作業のやり方が定着してくる。

反反 復復可可 能能 ななレレ ベベ ルル

そして新しいプロジェクトに対しても、何とか

定義したプロセスを使おうとするし、プロジェ

クトが思いがけないトラブルを出したとして

も、所定の手続きを経て解決しようとする。し

たがって、このレベルからは少し“安定”した

レベルになる。

「定義されたプロセス」のプロセスとは、例え

ば、分析はこのようにする、設計はこのように

する、テストや、エラ－の対応はこのようにす

る、といったプロセスの「やり

方」を意味している。

言い換えればレベル２までは、

このような「やり方」が全くの

個人任せで、組織として定義さ

れていないということでもあ

る。

このレベル以上の段階では、全

てこのような「定義されたプロセス」を

持っている点では共通しているが、このレベル

の特徴は、このような「定義されたやり方」の

“効果”を測定するためのデ－タを、まだ収集

していないことである。

そしてこの段階から次の段階に進むには、

（１）各プロセスにおいて、計測すべき（出来

る）項目を決める。

（２）計測する項目のデ－タベ－スを用意す

る。

（３）各プロセスにおいてデ－タを収集する。

（４）収集されたデ－タを検討する。

ことが必要となる。

これらは、現在のプロセス・レベルを落とさず

に、更に「定義されたプロセス」を改善する手

掛かりを得るために行なわれるものである。

また「定義されたプロセス」は、新たな開発手

法を導入したりすることによって、当然変わっ

てくることになる。

　　　　　　　　　　　　　（次号に続く）

定定 義義ささ れれ たたレレ ベベ ルル

▲日経連が今年の新入社員の意識調査の結果を発表した。それによると「昇進は考えない」とい

う人が４２．６％と過去最高を記録し、「役職昇進より専門職を重視」の１６．２％を合わせる

と、６０％近くの人がどうやら気楽に過ごせることを希望しているようである。

▲言い換えれば“余暇を楽しく過ごせるだけの給料は欲しいが、責任ある仕事はしたくない”と

いうのであるが、このことを彼らは本気で考えているのだろうか。これからの仕事とこれまで体

験してきたアルバイトを混同していないだろうか。

▲これに対して、今の会社を選んだ理由が「将来性を期待した」というのが４１．６％、「イメ

ージが良かった」が３２．７％もいる。一体誰がその会社の将来性を保証し、良いイメージを維

持するというのだろう。彼らはリムジン・バスを選んだのだろうが、そのバスに乗った以上、最

早『乗客ではない』はずだ。

▲昇進だけが人生ではないことは言うまでもないが、昇進を拒否するということは、組織構成の

上で年令が逆転するということである。殆ど「縦社会」を体験することなく、専ら同輩社会の中

で気楽に過ごし、いつも“周りの人と比べて”という相対意識の中で育ってきた彼らが、「その

状態」を「その時」になって屈曲することなく受け入れるだけの構えがあるだろうか。

仕事は余暇実現のための手段！？仕事は余暇実現のための手段！？
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か
　
　
　
　
ね

「
必
要
は
発
明
の
母
」
と
い
う
有

名
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で

「
必
要
」
と
は
、
差
し
迫
っ
た
状

態
で
あ
り
、
本
当
に
困
っ
た
状
態

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ

て
、
ア
イ
デ
ア
が
浮
か
ば
な
い
と

す
れ
ば
、
本
当
に
困
っ
て
い
な
い

状
態
か
、
或
い
は
ど
こ
か
に
甘
さ

が
残
っ
て
い
て
、
誰
か
が
何
と
か

し
て
く
れ
る
、
と
い
う
思
い
が
あ

る
か
ら
で
し
ょ
う
。

嘗
て
本
田
宗
一
郎
氏
が
一
万
回
転

の
エ
ン
ジ
ン
を
発
明
し
た
の
も
、

井
の
中
の
蛙
か
ら
「
マ
ン
島
レ
ー

ス
」
の
出
場
宣
言
を
し
、
頼
り
に

し
て
い
た
大
学
の
教
授
か
ら
見
離

さ

れ

、

孤

立

無

援

、

「

ホ

ラ

吹

き
」
の
汚
名
を
着
る
瀬
戸
際
か
ら

生
ま
れ
た
も
の
で
す
。

ア
イ
デ
ア
を
求
め
る
に
は
、
先
ず

物
事
を
上
辺
だ
け
で
な
く
、
深
く

観

察

す

る

姿

勢

が

必

要

で

し

ょ

う
。
目
の
前
を
通
り
過
ぎ
て
行
く

数
々
の
事
象
に
目
を
止
め
、
足
を

止
め
て
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

を

深

く

考

え

る

の

で

す

。

「

な

ぜ
、
そ
う
な
る
の
か
」
「
ど
う
し

て
　
こ
れ
し
か
出
来
な
い
の
か
」

「
も
っ
と
　
方
法
は
な
い
の
か
」

と
、
ど
ん
ど
ん
突
き
詰
め
て
行
く

アア
イイ
デデ
アア

14

暁暁

鐘鐘

のの

音音

の
で
す
。
或
い
は
「
そ
の
こ
と
が

自

分

に

と

っ

て

ど

う

影

響

す

る

か
？
」
と
考
え
る
の
で
す
。

日
頃
、
私
た
ち
は
何
気
な
く
物
事

を
見
過
ご
し
て
い
ま
す
。
特
に
我

が
身
に
降
り
掛
か
る
も
の
で
な
け

れ
ば
、
殆
ど
意
識
さ
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
後
か
ら
振
り
返
れ

ば

ほ

ん

の

些

細

な

ア

イ

デ

ア

で

あ
っ
て
も
、
今
ま
で
そ
の
こ
と
に

誰
も
気
付
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
は
、
誰
も
そ
こ
で
足
を
止
め
て

観
察
し
た
人
が
い
な
か
っ
た
、
と

い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。

問
題
意
識
を
も
っ
て
観
察
す
る
こ

と
が
、
ア
イ
デ
ア
が
閃
く
た
め
の

光
源
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

ア
イ
デ
ア
や
発
明
な
ど
と
意
識
し

な
い
人
で
も
、
自
分
と
関
わ
っ
て

い
る
状
況
で
、
し
ば
し
ば
何
か
を

「

思

い

付

く

」

こ

と

が

あ

り

ま

す
。
例
え
ば
羽
根
ペ
ン
で
文
字
を

書
い
て
い
た
人
が
、
数
文
字
書
く

毎
に
イ
ン
ク
瓶
に
羽
根
を
浸
さ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
時
に
、
ふ

と
こ
の
イ
ン
ク
瓶
が
羽
根
の
上
に

取
り
付
け
ば
い
い
の
に
、
と
思
う

こ
と
は
想
像
で
き
ま
す
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
れ
を
行
動
に
移
さ
れ

る
こ
と
が
な
い
の
で
す
。

多
く
の
場
合
、
最
初
に
浮
か
ん
だ

ア
イ
デ
ア
が
、
必
ず
し
も
十
分
な

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
に
羽

根
の
上
に
イ
ン
ク
瓶
を
逆
さ
に
取

付
け
て
も
、
目
的
を
達
せ
ら
れ
な

い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
し
て
多
く
の
人
は
、
こ
こ

で
終
わ
る
の
で
す
。

最
初
に
浮
か
ん
だ
ア
イ
デ
ア
を
基

に
、
そ
の
不
備
を
補
い
な
が
ら
試

し
て
み
る
こ
と
で
、
新
し
い
ア
イ

デ

ア

が

浮

か

ん

で

く

る

も

の

で

す
。
殆
ど
の
場
合
、
試
し
て
み
な

け
れ
ば
、
何
も
得
ら
れ
な
い
の
で

す
。
目
の
前
の
山
に
登
っ
て
み
な

け
れ
ば
、
そ
の
山
の
頂
上
に
は
立

て
な
い
の
で
す
。
登
り
始
め
さ
え

す
れ
ば
、
喩
え
最
初
に
目
指
し
た

山

の

頂

上

に

登

れ

な

く

て

も

、

途

中

で

隣

の

山

に

通

じ

る

新

し

い

道

が

見

つ

か

る

の

で

す

。

そ

し

て

こ

の

新

し

い

道

は

登

り

始

め

た

人

だ

け

に

見

え

る

道

で

、

麓

か

ら

は

全

く

見

え

な

い

の

で

す

。

思

い

付

い

た

こ

と

が

、

何

の

障

害

も

な

く

実

現

で

き

る

様

な

も

の

が

、

転

が

っ

て

い

る

と

思

う

方

が

お

か

し

い

の

で

す

。

そ

ん

な

に

簡

単

に

出

来

る

も

の

な

ら

、

今

ま

で

誰

に

も

気

付

か

れ

ず

に

残

っ

て

い

る

こ

と

は

な

い

と
思
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

ふ

と

思

い

付

い

た

ア

イ

デ

ア

も
、
ち
ょ
っ
と
考
え
た
段
階
で
は

「
出
来
そ
う
も
な
い
」
と
思
わ
れ

る
の
は
当
然
で
も
あ
る
の
で
す
。

そ
う
し
て
思
い
付
い
た
ア
イ
デ
ア

を
、
何
度
も
試
し
て
は
失
敗
し
、

失
敗
し
て
は
試
す
の
で
す
が
、
そ

こ
に
強
い
『
思
い
入
れ
』
が
無
け

れ
ば
続
き
ま
せ
ん
。
テ
ー
プ
レ
コ

ー
ダ
ー
や
テ
レ
ビ
の
受
像
器
な
ど

は
、
そ
の
人
の
思
い
入
れ
の
大
き

さ
が
実
を
結
ば
せ
た
と
も
言
え
る

で
し
ょ
う
。
単
な
る
業
務
命
令
で

は
、
何
度
か
失
敗
す
る
と
「
こ
れ

以
上
は
不
可
能
だ
」
と
言
っ
て
、

す
ぐ
に
諦
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
と
い
っ
て
も
彼
は
決
し

て
い
い
加
減
に
開
発
し
て
い
る
の

で
は
な
い
の
で
す
が
、
「
思
い
入

れ
」
が
な
い
た
め
に
、
そ
の
場
面

を
突
破
す
る
ア
イ
デ
ア
が
浮
か
ば

ず

、

そ

こ

で

行

き

詰

ま

る

の

で

す
。
彼
に
は
そ
れ
を
実
現
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
身
に
迫
っ
た
必

要
性
な
ど
な
い
し
、
実
現
し
た
い

と
い
う
強
い
夢
も
持
っ
て
い
ま
せ

ん
。
た
だ
仕
事
だ
か
ら
考
え
て
い

る
だ
け
な
の
で
す
。

こ
の
こ
と
は
、
人
の
ア
イ
デ
ア
で

は
な
か
な
か
実
を
結
ば
な
い
、
と

言
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

自
分
の
ア
イ
デ
ア
だ
か
ら
こ
そ
、

或
い
は
自
分
の
ア
イ
デ
ア
の
つ
も

り
に
成
り
き
れ
た
か
ら
こ
そ
、
困

難
を
乗
り
き
る
勇
気
と
粘
り
が
得

ら
れ
る
の
で
す
。

身
体
の
底
か
ら
沸
い
て
く
る
「
思

い

入

れ

」

は

、

決

し

て

「

受

け

身
」
の
意
識
か
ら
出
て
く
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
　
　
　
　
◆

観
察
が
必
要

試

し

て

み

る

行

動

力

こ

れ

は

論

語

の

中

で

も

余

り

に

も

有

名

な

句

で

、

特

に

解

釈

な

ど
必
要
と
し
な
い
で
し
ょ
う
。

ふ

っ

と

冬

季

オ

リ

ン

ピ

ッ

ク

の

男

子

複

合

で

金

メ

ダ

ル

を

と

っ

た

三

名

の

顔

を

思

い

だ

し

た

。

ブ

ラ

ウ

ン

管

に

映

し

だ

さ

れ

た

彼

ら

の

顔

か

ら

は

、

今

ま

で

の

日

本

の

選

手

と

違

っ

て

悲

愴

感

が

な

く

、

ス

キ

ー

を

楽

し

ん

で

い

る

と

い

う

雰

囲

気

が

伝

わ

っ

て

き

た

の

を

今

も

覚

え

て

い

る

。

ま

た

オ

リ

ン

ピ

ッ

ク

代

表

選

考

を

兼

ね

た

先

の

大

阪

女

子

マ

ラ

ソ

ン

で

、

突

如

現

わ

れ

た

小

鴨

と

い

う

選

手

も

、

走

る

こ

と
を
心
底
楽
し
ん
で
い
る
。

楽

し

い

か

ら

、

辛

い

こ

と

が

あ

っ

て

も

苦

痛

と

は

な

ら

ず

、

寧

ろ

そ

れ

を

克

服

す

る

た

め

の

工

夫

の

源

泉

と

な

っ

て

い

る

。

自

ら

進

ん

で

工

夫

が

為

さ

れ

る

処
に
苦
痛
な
ど
存
在
し
な
い
。

先

日

、

東

京

大

学

の

入

学

式

が

行

な

わ

れ

た

が

、

そ

の

席

上

で

有

馬

総

長

が

こ

の

句

を

引

用

し

た

。

残

念

な

が

ら

半

ば

原

稿

を

棒

読

み

さ

れ

た

た

め

に

、

新

入

生

も

睡

魔

に

襲

わ

れ

、

総

長

の

声

が

「

耳

に

入

っ

て

も

聞

こ

え

ず

」

、

と

い

う

状

態

で

あ

っ

た

か

も

知

れ

な

い

が

、

そ

う

で

な

い

人

も

、

総

長

の

話

し

の

中

か

ら

果

た

し

て

此

の

句

を

聞

き

取

っ

た

か

ど

う

か

、

そ

し

て

聞

き

取

っ

た

と

す

れ

ば

、

一

体

そ

の

「

意

」

を

何

と

受

け

取

っ

た

で
あ
ろ

う
か
。

「
之
を
知
る
者
は
之
を
好
む
者
に
如
か
ず
。
之
を
好
　

む
者
は
之
を
楽
し
む
者
に
如
か
ず
」
　
論
語
（
雍
也
）

強

い

思

い

入

れ


