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ります。これがプロセ
スレベルの違いでもあ
るのです。４から５に
上がろうというレベル
では、単にインスペク
ションを実施するタイ

ミングや、仕様著の書き方、或いは、要求を拾
い集める行為をどこに入れるか、といった対応
で結果を変えることができるでしょう。
しかしながら、レベルの１や２のプロセスで
は、そういう仕組み以前に、仕様書そのものが
まともに書けなかったり、人の書いたものを読
むことができなかったり、第一、そのような
「時間」すら、自分でコントロールできないこ
とが多いのです。
「クリーンルーム手法」は、まさにここを突い
たものでもあります。開発者は一切テストをし
ない。そしてテスト中に一定個数以上の欠陥
（実際には１ＫＮＣＳＳ（Non Comment
Source Statement）あたりに数個の欠陥）が発
見された段階で、そのモジュールは廃棄され
て、もう一度作り直します。もちろん、そのよ
うな欠陥が入った原因を追及し、その対応を講
じた上でのことですが。

◆＜“Technology Change Management（技
術変更管理）”とは、例えばツールや手法やプ
ロセスなど、自分たちに有益な新しい技術を探
し求めて、それらを規律正しい方法で組織に導
入することを意味する。目指すところは絶えず
変化する世界における効果的な革新にある。＞

ソフトウェアの世界は変化の世界です。今日で
は、メインフレームもパソコンもＭＰＵを共有
しており、その意味で、ＭＰＵの性能の改善
が、そのままソフトウェア界全体に大きな影響
を与えることになります。
ＭＰＵの性能が、１年で数倍、さらに３～５年
で、新しいアーキテクチャなどによって飛躍的
な性能アップが図られています。メモリも後
２、３年で２５６メガの段階に入ります。ハー
ドディスクもその頃には、１ギガが１万円台に
なっていると予想されます。このほか、通信手
段も高速化し一般化するでしょう。ますます、
大規模なシステム、或いは、中規模システムの
有機的な結合形態が求められるでしょう。
このように、ＭＰＵの性能が上がり、メモリの
規模が大きくなれば、これまで対象外だった世
界も、ソフトウェアの対象となってきます。こ
うしてソフトウェアの世界は、非常に短い期間
で求められるものが変わってきます。性能的な
面だけでなく、開発期間やコストに対する要求
も変化します。

＜レベル５においてのキープロセス領域は、絶
え間なく、そして測定可能なプロセス改善を実
現するために、組織及びプロジェクトが取り組
まなければならない問題に焦点を絞る。＞
いよいよレベル５へのステップアップまでやっ
てきました。ただし、前回にも述べましたが、
実際にレベル４から５にステップアップしよう
という開発組織は、ほとんど存在しないと思い
ます。アメリカにおける最近のＳＥＩの調査で
も、数百社評価したうちで、レベル５は１社し
か認定されていません。ちなみに、そこはス
ペースシャトル関連のソフトを開発している企
業です（さすが！）。
しかしながら、理想は理想として、このような
ステップが考えられる背景にまで思いを巡らす
ことで、それぞれのレベルに応じて、有用なヒ
ントが得られるはずですし、また、そのような
読み方をしなければ、現実の組織を変えて行く
ことはできないでしょう。

◆＜“Defect Prevention（欠陥予防）”と
は、欠陥の原因を識別して、そしてそれらを分
析し、定義されたプロセスを変更することに
よって欠陥の再発を予防することを意味する＞

ここではっきりしていることは、欠陥の原因は
プロセスに存在するのであって、製品に存在す
るのではないということです。製品はプロセス
の欠陥を反映したに過ぎないのです。にもかか
わらず、多くの開発現場では、製品に入り込ん
だ欠陥を見つけて、取り除こうとする。もちろ
ん簡単な欠陥はそれで済むでしょうが、プロセ
スのレベルが低いと、製品に侵入した欠陥の性
質は、そんなものでは済みません。結局、内部
に侵入した欠陥を除去するために、製品を傷つ
けることになるのです。欠陥の内部侵入を許し
たプロセスが、そのままの体制で侵入した欠陥
の除去に取り組むのですから、結果は予想がつ
くでしょう。
欠陥の原因は、製品にあるのではなく、その製
造工程にあるのです。もっと厳密に言えば、そ
こにいるソフトウェア・エンジニアにあるので
はなく、その「仕組み」にあるのです。もちろ
んこれは極論です。或いは、この位のレベルの
プロセスにあって初めて言えることかもしれま
せん。レベルの低いプロセスでは、個々のエン
ジニアのスキルの問題は、どうしても否定でき
ません。言い替えれば、たとえレベル５の「仕
組み」が用意されても、その中に、「レベル１
的なエンジニア」が混じってしまえば、やは
り、多くの欠陥は入り込んでしまうでしょう。
つまり、いい仕組みがあっても、その仕組みに
応えられるエンジニアのスキル、あるいは、そ
の仕組みを支えられるエンジニアのスキルが必
要なことは否定できません。
たとえば欠陥の原因が「仕様の食い違い」と判
断されたとき、それでは「要求段館で仕様の内
容をもっと詳しく詰めることにする」という対
策を考えたとしても、仕様を詰められなかった
原因が、要求仕様書に対するインスペクション
の不足なら、これでいいでしょうが、関係者が
要求仕様書そのものをまともに読んでいないと
すれば、こんな対策は何の意味もないことにな
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このような変化が、いくつか組み合わさったと
き、それ以前の開発体制や開発方法では、耐え
られなくなります。それを素早くキャッチし、
新しい、かつ時代の要請に対して効果的な開発
方法や適当な開発技術を導入しなければなりま
せん。現実の開発を進行させながら、このよう
な技術導入を図るには、おそらく専門のスタッ
フが必要になります。彼等が十分に検討し、導
入しやすいように準備したうえで、現場に取り
入れていく必要があるでしょう。そして、これ
がレベル５を維持する上で、欠くことのできな
い施策でもあります。

◆＜Process Change Management （プロセス
変更管理）は、品質を改善し、生産性を向上
し、開発期間を短縮する目的で、組織のプロセ
スを絶えず改善することを目指す。＞

こちらは、前項の“プロセス版”です。時代の
要請は新しい開発技術を生みだします。時に、
新しい開発技術は新しいプロセスの形態を求め
ることがあります。もちろん、この位のレベル
に達したプロセスでは、それ程大きな変化は求
められないかも知れませんが、それでも１９７
０年にウォーターフォールのライフサイクルモ
デルが提案されたとき、いわゆるプロセス（当
時はこのような呼び方はなかった）は、大きく
揺らぎました。
そして、８８年にスパイラル・モデルが提案さ
れたことで、プロトタイピングのはずみがつき
ましたが、この時ウォーターフォール型の開発
組織の形態は、このモデルにはうまく適合しな
いことが明らかになっています。ドキュメント
の全体構成も、今までと同じでは対応できませ
ん。インスペクションの内容や深さ、あるいは
チェックポイントも変わってきます。
つまり、新しい開発モデルを導入することで、
それに適した開発技術の導入が必要になり、一
方、開発組織もそれに合わせて変更しなければ
なりません。
近い将来、遠隔地間での開発形態に対する新し
い提案がなされることでしょう。ネットワーク
が普及し、実際にソフトウェアの開発の現場に
普及している現状を考えると、これを想定した
ソフトウェア開発の在り方が当然提案されるは
ずです。
要するに、この世界は、一時もじっとしていな
いのです。この現実を受け入れるか、拒否する
かは、各人の判断です。しかしながら、エンジ
ニアがどちらを選ぼうと、それには関係なく
“一時もじっとしてない”のです。
　　　　　　　　　　　（次号に続く）

６―４ レレ ベベ ルル ５５

▼昨年末から株価が下がり初めている。さらに年を明けてずるずると下がりだ
して、最近では１万８千円を挟む形で推移している。その上、阪神大震災によって景気の回復の
遅れが懸念され、復興景気も吹き飛んでしまい、却って売り圧力を強めている。
▼皮肉なことに、去年の秋に経済企画庁が「景気回復宣言」を出した頃から、外人株の売りが目
立ってきて、最近では大幅な売り越し状態である。あまりの売り圧力に、さしもの公的資金も枯
渇したのか支えきれない。ちなみにニューヨークでは史上最高値を付けているというのに。
▼一説によると、既にＰＫＯで８兆円以上の年金や簡易保険などの公的資金が注ぎ込まれたとい
う。これも株価を維持し、銀行の不良債券処理をやりやすくするためと言われているが、実際に
は不良債券の始末はそれ程進んでいない。第一、銀行がリストラをやったとは聞かない。
▼ＰＫＯが行き詰まることで市場本来の機能を回復する可能性もあるが、その前に、ＰＫＯに注
ぎ込んだ公的資金が、１兆円単位の巨額の評価損を抱えてしまう（すでに大幅な評価損を抱えて
いるはず）。この額は資本主義の授業料にしては高く付き過ぎるし、大震災の復興資金の調達に
も支障を来たしそうである。ＰＫＯという妙な小細工が、ここに来て破綻した。

下がり初めた株価下がり初めた株価 ー株価ＰＫＯの行き詰まり
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音音
女
が
、
国
か
ら
一
銭
の
補
助
を
受
け
る
こ

と
な
く
、
そ
し
て
二
人
の
母
親
と
し
て
、

見
事
に
七
○
余
才
の
寿
命
を
生
き
抜
い

た
。
当
然
、
炊
事
洗
濯
も
自
分
で
や
る
。

炊
事
と
言
っ
て
も
今
の
よ
う
に
電
気
炊
飯

器
な
ど
は
な
い
時
代
だ
。
針
仕
事
だ
っ
て

指
の
な
い
両
手
と
口
で
や
る
。
唇
と
舌
先

で
二
本
の
糸
を
結
ぶ
こ
と
も
出

来
る
。
着
物
も
二
日
で
縫
い
あ

げ
る
と
い
う
。
何
と
い
う
こ
と

か
！
　
渋
滞
す
る
車
の
中
で
私

の
目
か
ら
涙
が
頬
を
伝
う
。
そ

れ
は
彼
女
に
対
す
る
哀
れ
み
の

涙
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
通

り
越
し
て
、
こ
ん
な
人
が
こ
の

国
に
い
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に

対
す
る
慙
愧
で
あ
り
、
そ
ん
な
こ
と
が
出

来
る
と
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
自
分
の
浅

知
恵
に
対
す
る
反
省
で
あ
り
、
何
よ
り
も

彼
女
に
対
す
る
感
動
で
あ
っ
た
。
人
間
の

「
命
」
を
見
た
思
い
が
し
た
。

　
―
　
◆
　
―
　
◆
　
―

彼
女
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
は
、

着
物
を
着
た
り
、
帯
を
締
め
る
こ

と
と
、
髪
を
結
う
こ
と
だ
け
だ
っ
た
。
そ

れ
だ
け
彼
女
の
母
親
は
、
ま
さ
に
鬼
に

な
っ
て
彼
女
を
鍛
え
上
げ
た
。
『
で
き
な

い
の
は
、
や
ろ
う
と
し
な
い
か
ら
だ
！
』

と
。
そ
の
心
中
は
と
て
も
私
の
物
差
し
で

は
測
れ
そ
う
も
な
い
。
実
際
、
彼
女
は
長

く
こ
の
厳
し
い
母
親
を
恨
ん
だ
。
だ
が
、

彼
女
自
身
が
母
親
と
な
っ
た
と
き
、
自
分

か
　
　
　
　
　
ね

と
は
、
住
み
分
け
に
対
す
る
圧
力
と
も
受

け
取
れ
る
。
特
に
ア
ジ
ア
と
い
う
経
済
圏

の
中
で
、
日
本
が
受
け
持
つ
も
の
と
、
逆

に
日
本
が
手
を
離
し
て
、
ア
ジ
ア
の
国
々

で
作
る
べ
き
も
の
と
の
、
分
担
分
け
が
始

ま
っ
て
い
る
。
為
替
や
各
国
の
物
価
の
格

差
は
、
丁
度
、
住
み
分
け
促
進
剤
の
よ
う

な
役
割
り
を
果
た
し
て
い
る
。

こ
れ
を
「
国
内
産
業
の
空
洞
化
」
と
捉

え
、
さ
ぁ
大
変
だ
、
何
と
か
し
な
く
ち
ゃ

な
ん
て
言
っ
て
騒
い
で
い
る
と
、
方
向
を

見
誤
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
は
世
界
の
流
れ

と
し
て
、
日
本
も
住
み
分
け
に
踏
み
切
る

時
な
の
だ
ろ
う
。

島
国
で
あ
る
こ
と
と
、
長
の
鎖
国
政
策

が
、
こ
の
国
に
自
給
自
足
の
考
え
を
浸

透
さ
せ
た
。
島
国
と
い
う
だ
け
で
は
、

イ
ギ
リ
ス
も
島
国
で
あ
る
。
だ
が
イ
ギ

リ
ス
は
さ
っ
さ
と
住
み
分
け
の
ル
ー
ル

の
中
に
入
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
全
体

と
し
て
住
み
分
け
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
国
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
機
能
」
を
提
供

し
て
存
在
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
も
第
二

次
大
戦
後
の
経
済
発
展
の
な
か
で
、
大

き
く
方
針
転
換
し
て
、
い
ま
で
は
見
事

に
住
み
分
け
を
実
践
し
て
い
る
。
こ
れ

が
Ｅ
Ｕ
の
起
点
に
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
今
、
我
が
国
に
起
き
て
い
る
こ

今　
　　一言

月の

48

「
こ
の
国
は
、
既
成
の
店
か
ら
み
れ
ば
、
か
っ
て
の

ド
イ
ツ
以
上
に
異
質
だ
っ
た
。
一
九
世
紀
後
半
に
文

明
開
化
し
て
以
来
、
な
ん
で
も
自
国
で
作
っ
て
き
た

と
い
う
点
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
住
み
わ
け
地
図
の
外

に
い
つ
づ
け
た
。
こ
の
た
め
に
、
一
時
は
、
世
界
中

を
多
用
な
商
品
で
も
っ
て
土
砂
降
り
に
さ
せ
た
」
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
司
馬
遼
太
郎
）

は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
、
と
考
え
た

の
だ
ろ
う
。

我
々
に
は
、
仕
事
や
生
活
が
あ
る
以
上
、

自
分
の
行
動
範
囲
は
ど
う
し
て
も
限
ら
れ

る
の
は
止
む
を
得
な
い
。
そ
の
中
で
も

「
気
付
き
」
の
機
会
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ

て
、
沢
山
の
感
動
と
と
も
に
多
く
の
事
を

考
え
る
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
逆

に
言
え
ば
「
気
付
き
」
が
無
け
れ
ば
、
考

え
る
機
会
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
。

お
坊
さ
ん
の
よ
う
に
一
日
中
“
そ
の
こ
と

”
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
い
や
、
今
日
で
は
お
坊
さ
ん
だ
っ

て
そ
ん
な
時
間
（
ヒ
マ
？
）
は
無
い
の
か

も
知
れ
な
い
。
だ
っ
た
ら
、
自
ら
進
ん
で

「
気
付
か
さ
れ
る
」
し
か
な
い
。

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
構
築
方
法
だ
っ
て
、
必

ず
し
も
考
え
て
考
え
付
く
も
の
で
は
な

い
。
考
え
付
い
た
り
工
夫
が
で
き
る
に

は
、
あ
る
程
度
の
蓄
積
が
要
る
。
そ
れ
ま

で
は
行
き
詰
ま
っ
た
と
き
や
、
新
し
い
ヒ

ン
ト
が
必
要
な
と
き
に
は
「
気
付
か
さ
れ

る
」
し
か
な
い
。
世
界
中
で
い
ろ
ん
な
人

が
研
究
し
て
発
表
し
て
く
れ
て
い
る
。
そ

れ
ら
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
、
考
え
る
き
っ
か

け
に
す
る
に
は
、
適
度
に
文
献
を
漁
猟
す

る
こ
と
と
、
問
題
意
識
を
持
ち
続
け
る
こ

と
が
必
要
に
な
る
。

世
の
中
に
は
す
ご
い
人
が
い
っ
ぱ
い
居

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

本
を
読
む
こ
と
の
目
的
の
一
つ
に
「
気
付

き
」
が
あ
る
。
い
い
人
に
接
す
る
の
も

「
気
付
き
」
を
求
め
る
た
め
で
あ
る
。

人
は
時
々
衝
撃
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。

言
葉
で
は
な
く
「
気
付
き
」
に
よ
っ
て

「
感
動
」
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。

「
人
生
は
喜
怒
哀
楽
に
あ
る
」
と
言
っ
た

人
が
い
る
。
勿
論
、
感
情
の
赴
く
ま
ま
に

生
き
ろ
、
と
言
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が

出
来
る
の
は
孔
子
で
す
ら
六
○
才
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
ん
な

こ
と
を
や
っ
た
ら
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に

な
る
。
わ
れ
わ
れ
に
出
来
る
こ
と
は
、
喜

ぶ
べ
き
と
き
に
喜
び
、
怒
る
べ
き
と
き
に

怒
り
、
悲
し
む
べ
き
と
き
に
は
悲
し
み
、

そ
し
て
楽
し
む
べ
き
と
き
に
は
大
い
に
楽

し
む
。
し
か
し
な
か
ら
、
こ
れ
と
て
、
今

は
「
そ
の
と
き
な
の
か
」
を
判
断
す
る
の

が
難
し
い
。
怒
る
べ
き
と
き
で
な
い
の
に

怒
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
前

に
「
愉
み
な
き
な
き
と
こ
ろ
に
愉
む
」

（
吉
川
英
治
氏
）
と
い
う
よ
う
な
段
階
が

必
要
な
の
だ
ろ
う
。

　
―
　
◆
　
―
　
◆
　
―

中
村
久
子
と
い
う
女
性
が
い
た
。

た
ま
た
ま
と
ん
で
も
な
い
交
通
渋

滞
の
中
で
読
ん
だ
本
の
中
で
そ
の
「
存

在
」
を
知
っ
た
。
彼
女
は
四
才
の
時
に
脱

疽
を
患
い
、
両
手
を
肘
か
ら
先
、
そ
し
て

両
足
の
膝
か
ら
先
を
失
っ
た
。
そ
ん
な
彼

！

！

！

！

！

！

！

気気

付付

きき

の
母
親
の
気
持
が
分
か
っ
た
と
い
う
。
そ

し
て
全
て
を
許
し
た
。

　
―
　
◆
　
―
　
◆
　
―

そ
の
日
の
夕
方
、
仕
事
が
終
わ
っ

た
後
、
一
軒
の
本
屋
に
立
ち
寄
っ

て
偶
然
に
も
彼
女
に
関
す
る
本
を
一
冊
見

つ
け
た
。
正
直
言
っ
て
見
つ
か
る
と
思
っ

て
い
な
か
っ
た
。
一
体
、
こ
の
人
に
関
し

て
ど
ん
な
本
が
出
て
い
る
の
か
も
知
ら
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
「
中
村
久

子
」
と
い
う
名
前
だ
け
だ
っ
た
。
そ
れ
で

も
、
本
屋
に
足
を
運
ぶ
し
か
な
か
っ
た
。

運
ば
な
け
れ
ば
渋
滞
の
中
で
、
そ
の
存
在

を
知
っ
た
と
き
の
衝
撃
が
嘘
に
な
る
、
と

い
う
よ
う
な
こ
と
も
正
直

言
っ
て
考
え
て
い
な
い
。
た

だ
、
本
屋
に
足
（
車
輪
）
が

向
い
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
の

本
屋
に
行
く
途
中
の
信
号
を

右
に
曲
が
れ
ば
、
そ
の
日
泊

ま
る
ホ
テ
ル
な
の
に
ま
っ
す

ぐ
車
を
走
ら
せ
た
。
何
か
が

そ
う
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
棚
の
中

に
そ
っ
と
立
っ
て
い
る
一
冊
の
本
を
見
つ

け
た
と
き
は
、
え
も
言
わ
れ
ぬ
感
動
だ
っ

た
。
ま
る
で
、
今
日
、
こ
の
時
間
に
私
が

そ
こ
に
来
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
の
よ

う
だ
。

　
―
　
◆
　
―
　
◆
　
―

一
人
の
人
が
一
生
の
間
に
知
り
得

る
事
柄
は
余
り
に
も
少
な
い
し
、

そ
の
世
界
は
余
り
に
も
狭
い
。
う
か
と
し

て
い
る
と
、
何
も
知
ら
ず
に
一
生
を
終
え

る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
そ
れ

で
も
い
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
で
済

む
の
な
ら
。
だ
が
、
そ
れ
で
は
済
ま
な
い

か
ら
、
先
人
た
ち
は
生
き
る
方
策
を
模
索

し
た
の
だ
ろ
う
。
い
い
生
き
方
を
し
た
い

と
。
い
や
、
い
い
生
か
さ
れ
方
を
す
る
に

今

月

の

一

言

・

今

月

の

一

言

・

今

月

の

一

言

・

今

月

の

一

言

・

今

月

の

一

言

・

今

月

の

一

言

・

今

月

の

一

言

のの

う
つ
く
し
い
も
の
を

美
し
い
と
思
え
る

あ
な
た
の

　
こ
こ
ろ
が

　
う
つ
く
し
い

　
　
　
（
相
田
み
つ
を
）


