
　　―　解　　説　―

この世界で１０年も仕事をしている人なら、要
求項目毎に番号を付けることが有効なことは容
易に想像できるでしょう。しかしながら、それ
を実際にやっている開発組織は、いったいどれ
だけあるでしょうか。
もちろん、この考え方を大胆にも否定する人は
いません。そのような組織には、この案を否定
できるような材料は持ち合わせていないでしょ
う。多くの開発組織では、否定はできないけど
実施も出来ないのです。
現実には、番号をどのように付ければいいのか
分からないだけでなく、要求そのものが明確に
示されていません。その上そこで示された要求
は曖昧で、すぐに形を変えてしまいます。
このような事が、要求項目毎にユニークな番号
を割り振るという行為を妨げているのです。そ
して、ソフトウェア開発作業の一番最初の工程
が野放図に行なわれている状態では、この後の
工程において秩序だった取り組みは望めませ
ん。ですから、この原理５２が実施できるよう
に、逆に要求の出方も変えなければなりませ
ん。

カテゴリによる分類

全ての要求項目に番号をつけるといっても、連
続番号で付けるわけにはいきません。作業が一
人ならそれも可能かも知れませんが、ある程度
の規模のシステムになれば、要求分析は数人で
行なわれるでしょう。そのような状況におい
て、「連続番号」では作業は進みません。それ
に途中での追加や削除あるでしょう。
そのような場合でも作業をスムースに運ぶため
に、システムの機能を適当なカテゴリに分割し
て番号を割り振るとよいでしょう。例えば３桁
の要求番号の最上位の桁がカテゴリを表し、後
の２桁がカテゴリ内の連続番号と言うように。
システムの規模によっては、もう一段の分類
コードを設けても良いでしょう。これよって、
作業を分担することが出来ます。

要求の追加等の変更に対応する

要求につけられた番号は、一度レビューされた
後はプロジェクトが終了するまで変えないこと
が重要です。
カテゴリによって番号が大別されていること
で、要求が追加される場合は、そのカテゴリの
最後尾に加えられ、削除の場合は、その番号は
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しかしながら、「差分」による要求項目の把握
は、必ずしもベースとなるシステムの設計書が
無くても可能です。実際問題として、そのよう
な組織でも、プログラムの変更作業は行われて
いるのですから。それはベースモデルが担当者
（関係者）の「頭」の中にあるからです。
したがって、ここで「差分」の要求項目が記述
されれば、「差分」として示されている要求内
容をレビュー出来るはずです。
©

要求番号で繋がった設計書

変更要求が「差分」で番号付けされていること
で、『鉄則』にも書かれているように、このあ
との設計作業もこの番号に対して行うことがで
きます。
新規開発の場合と違って保守開発の場合は、一
つの要求に対して、“どのようにして実現する
か”“どのタスクのどのモジュールをどのよう
に変更するか”という「設計」を書くことが出
来ます。
もちろん、要求によっては複数のモジュールの
修正が必要でしょうし、時には複数のタスクに
またがることもあるでしょう。製品レベルの機
能が、必ずしもシステム内部のタスク構成の枠
と一致する訳ではありませんから。
ただし時間の制約等で、全ての要求に対してこ
のような変更設計を書くことが出来ないかも知
れません。それでも幾つかの要求に付いては、
「独り善がりのリワーク」に陥らないために
も、確実に設計書を書くことが求められます。
もし、要求の案件によって、設計書を“書く／
書かない”という選択が行なわれる場合は、
「差分」要求をレビューした際に決めておくこ
とが重要です。後になって“時間がないから”
という理由で妥協すれば、その穴はどんどん大
きくなります。

　　テスト工程での不具合との関係

こうして要求が番号付けされることで、テスト
仕様書も設計と同じようにこの番号を使うこと
は難しくありません。そして、更には不具合の
対処の祭にも、この番号は威力を発揮します。
保守開発の場合、要求の実現方法（の設計）を
間違えた結果“不具合”となって表面に現れた
わけです。要求がなければ、不具合も発生しま
せん。
この不具合の発症の仕組みを解明し、対処の方
法が考えられ、それによって処置されたとして
も、今までのやり方では、精々「不具合報告
書」に対処方法が記述されるだけです。つま
り、要求実現方法の“訂正された部分”だけ
が、不具合報告書に書かれますが、その不具合
報告書には、その要求の実現方法を全部記述さ
れている訳ではありませんので設計書の代わり
にはなりません。
もし差分要求に基づいた「変更設計書」が書か
れていれば、このような不具合の対処方法は何
れかの「変更設計書」に収まるはずです。それ
によって、その変更設計書は、当該要求の実現
方法を記したより完全な設計書となるのです。
何れにしても、要求項目に上手く番号を付ける
ことが全ての始まりです。
　　　　　　　　　　　（次号へ続く）

ソフトウェア開発の原則
「ソフトウェア開発  201の鉄則」から 回

「欠番」として扱われます。また既存の要求に
関連して追加される場合は、要求番号を階層化
して対応し、前後の無実の要求項目の番号に影
響を与えないようにします。実際に設計を進め
ていく過程でも、要求が細分化されることがあ
りますが、そのような場合でも、前後の要求に
影響を与えないで対応することが出来ます。

新規開発と保守開発の違い

システムの開発には、新規開発と保守開発があ
ります。一般に各種の分析設計手法で述べられ
ているのは、殆どが新規開発用です。新規開発
の場合は、要求項目も多く、最初から全体に
亙って設計が進められるため、要求仕様書に記
述された要求項目は、幾つかの設計書の中で
“参照”されることになるでしょう。
新規開発でも保守開発でも、一つの要求が実現
されるためには、いくつものタスクやクラスの
協力が必要ですが、新規開発の場合は、一つの
タスクが設計されるときには、最初からいくつ
もの要求に応えることを想定しています。
しかしながら、保守開発の場合は、部分的な変
更であったり小さな機能の追加であることが多
く、そのような場合には一つの要求ごとに、そ
の実現方法が検討されます。
（なおこれ以降は、話を分かりやすくするため
に、保守開発の場面に絞って話を進めます）

差分による要求項目の整理

たとえ１年もの工数をかけて開発したシステム
も、一般にはその後何年もの間、保守開発に回
されます。しかも、１回の保守開発に投入され
る期間は、新規開発の時の数分の１です。当
然、それなりの進め方を工夫しなければなりま
せん。
新規開発と違って、保守開発の場合は、ベース
モデルに対する「差分」として要求項目が認識
されます。この要求「差分」をカテゴリ別に分
類してユニークな番号を割り振ります。保守開
発の場合は、時にはこの「差分」が５０～１０
０個程度に収まる場合もありますので、それ程
困難な作業ではありません。
また、現実問題としてベースとなるシステムの
設計書が（最初から）存在しないこともありま
す。というよりも、このようなケースの方が多
いのではないかと思われます。そして、多くの
開発組織では、事前に“設計書が書かれていな
い”ことが、次の保守開発の作業に於いても、
変更設計書を書かない理由としています。

編  集  発  行  人

  清  水  吉  男

要求仕様書に書かれているどの要求項目も容易に参照できるようにしておくことは極めて重要で
ある。これは、後で設計項目から（原理６２）、及びテスト項目から（原理１０７）要求項目へ
追跡できるようにするために必要である。
　これを実施する最も容易な方法は、要求項目の各々に、（要求項目Ｒ２７のように）ユニーク
な識別番号を付けることだ。他のやり方は、パラグラフの各々に番号を付け、パラグラフ i,j の
センテンス k を、i.j - sk のように要求項目を参照することである。さらに他のやり方は、すべ
ての要求項目に含まれる［ねばならない（shall）］という言葉（または、その他のこれと類似の
予約語）、例えば「このシステムは、0.5 秒以内にダイヤル信号を出さねばならない．．．」
を、簡単なテキスト照合プログラムを使って検索し、番号付けし、そして全ての要求仕様書の付
録とする、というルールを採用することである
（ソフトウェア開発２０１の鉄則：原理５２＜要求分析の原理＝どの項目にも別々に番号を付け
よ＞）

０４

お待たせしました。漸くホームページが準備で
きましたのでご覧下さい。
 http://village.infoweb.or.jp/
          ~fwgf2942/index.htm
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最
近
、
社
内
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
で
個

人
で
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
作
る
動
き
も
あ
る

よ
う
で
す
が
、
継
続
し
て
発
信
す
る
情
報

を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
続
か
な
く
な
り
ま

す
。
も
し
発
信
す
る
情
報
が
途
切
れ
る

と
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
更
新
す
る
間
隔
が

開
い
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
れ
を

自
分
に
対
す
る
シ
グ
ナ
ル
と
し
て
捉
え
る

こ
と
で
す
。

若
い
人
は
、
今
ま
で
の
組
織
の
壁
を
破
っ

に
縛
ら
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
バ

カ
げ
て
い
る
と
し
か
言
い
様
が
な
い
。
そ

れ
で
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
紙
に
置
き
変

わ
っ
た
だ
け
で
は
な
い
か
。

組
織
の
役
割
か
ら
情
報
の
伝
達
と
い
う
機

能
が
消
え
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
合
わ
せ

て
組
織
の
形
態
も
変
え
る
必
要
が
あ
る

し
、
組
織
の
形
態
に
依
存
し
て
い
る
評
価

や
報
酬
の
基
準
も
当
然
変
わ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う

な
組
織
の
形
に
な
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う

と
き
、
適
当
な
雛
型
が
な
い
の
も
事
実
で

す
。
当
面
は
情
報
の
伝
達
を
組
織
の
拘
束

か
ら
解
い
て
お
い
て
、
収
ま
る
と
こ
ろ
を

見
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

判
断
や
決
定
を
早
く
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
レ
ス
ポ
ン
ス
を
早
く
す
る
と
言
う
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
判
断
に
必
要

な
情
報
を
収
集
す
る
ス
ピ
ー
ド
を
早
く
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
出
張
で
そ
の
情

報
に
触
れ
る
の
が
３
日
遅
れ
た
と
言
う
の

で
は
話
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
レ
ス
ポ
ン
ス
が
遅
い
と
い
う
こ
と

は
、
判
断
に
必
要
な
情
報
が
そ
の
時
点
で

入
手
で
き
て
い
な
い
と
言
う
こ
と
で
す
。

そ
の
た
め
に
ど
う
し
て
も
「
会
議
」
を
開

い
て
し
ま
う
。
今
や
会
議
は
情
報
の
収
集

の
場
で
は
な
く
、
決
定
の
場
に
な
ら
な
け

れ
ば
間
に
合
い
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、

関
係
者
は
会
議
ま
で
に
必
要
な
情
報
の
収

集
を
終
え
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
そ
れ
が
出
来
る
環
境
で
も
あ
る
の

で
す
。

情
報
の
収
集
と
発
信
は
表
裏
一
体
で
も
あ

る
。
情
報
は
発
信
し
な
い
か
ぎ
り
集
ま
っ

て
こ
な
い
。
発
信
す
る
も
の
を
持
た
な
い

か
ぎ
り
新
た
な
情
報
は
集
ま
ら
な
い
。
会

議
に
招
集
さ
れ
、
そ
こ
に
行
け
ば
取
り
あ

え
ず
情
報
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
姿
勢
と

は
一
八
〇
度
逆
で
あ
る
。

て
、
素
早
く
情
報
を
や
り
取
り
す
る
こ
と

で
す
。
組
織
が
反
応
す
る
の
を
待
っ
て
い

て
は
間
に
合
い
ま
せ
ん
。
第
一
、
求
め
ら

れ
て
い
る
の
は
「
創
造
的
破
壊
」
で
あ

り
、
そ
の
パ
ワ
ー
で
す
。
あ
な
た
達
が
次

の
時
代
を
作
る
の
で
あ
り
、
組
織
の
形
は

そ
れ
に
合
わ
せ
て
し
ま
え
ば
い
い
。

組
織
は
決
定
の
ス
ピ
ー
ど
を
支
援
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
を
阻
害
す
る
も
の
で

あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
　
　
　
　
　
◆

最
近
、
さ
す
が
に
変
化
の
ス

ピ
ー
ド
を
感
じ
る
こ
と
が
多

く
な
っ
た
。
特
に
経
済

ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
い
る
と
、

動
き
が
早
い
。

通
信
事
業
と
放
送
事
業
の
区

別
も
な
く
な
っ
て
き
た
。
日

本
で
は
ま
だ
区
別
さ
れ
て
い

る
が
、
ユ
ー
ザ
ー
か
ら
見
れ

ば
情
報
の
方
向
の
差
だ
け
で

あ
る
。
そ
れ
に
合
わ
せ
る
よ

う
に
小
売
業
の
形
態
も
多
様

化
し
て
き
た
し
、
広
告
産
業

も
手
段
を
多
様
化
さ
せ
て
い

る
。
こ
の
変
化
を
支
え
て
い

る
の
は
、
産
業
そ
の
も
の

が
、
ハ
ー
ド
依
存
か
ら
ソ
フ

ト
依
存
へ
切
り
替
わ
っ
た
こ
と
が
大
き

い
。

今
後
一
年
余
り
で
イ
リ
ジ
ウ
ム
計
画
が
稼

働
す
る
と
、
世
界
中
何
処
に
い
て
も
一
対

一
で
通
話
が
出
来
る
。
ト
ン
ネ
ル
に
で
も

入
っ
て
い
な
い
か
ぎ
り
電
波
が
届
か
な
い

と
い
う
事
は
な
く
な
る
。

Ｇ
Ｅ
の
Ｊ
．
ウ
ェ
ル
チ
会
長
が
、
次
の
時

代
に
お
い
て
も
ト
ッ
プ
で
あ
り
続
け
る
た

め
に
、
「
バ
ウ
ン
ダ
リ
レ
ス
」
「
ス
ピ
ー

ド
」
そ
し
て
「
ス
ト
レ
ッ
チ
」
と
い
う
三

つ
の
目
標
を
打
ち
出
し
た
の
は
有
名
だ

が
、
こ
の
「
ス
ピ
ー
ド
」
と
い
う
の
は

「
決
定
の
ス
ピ
ー
ド
」
で
す
。
現
場
の
労

働
者
に
、
持
ち
場
の
移
動
は
駆
け
足
！
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
し
、
二
倍
の
ス
ピ
ー

ド
で
キ
ー
を
叩
け
！
と
言
っ
て
い
る
の
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。
早
い
判
断
、
素
早
い
決

定
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

し
て
ウ
ェ
ル
チ
は
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
組

織
の
形
を
変
え
て
し
ま
っ
た
。

組
織
の
形
は
、
情
報
の
共
有
の
仕
方
に
深

く
関
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
組
織
の
形

は
情
報
の
経
路
で
も
あ
っ
た
。
下
か
ら
の

収
集
だ
け
で
な
く
上
か
ら
の
伝
達
も
、
そ

の
組
織
の
経
路
が
使
わ
れ
て
き
た
。
し
か

し
な
が
ら
パ
ソ
コ
ン
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

普
及
に
よ
っ
て
、
情
報
の
伝
達
が
組
織
の

経
路
に
依
存
す
る
必
要
は
な
く
な
っ
た
。

組
織
の
壁
を
越
え
て
縦
に
も
横
に
も
、
上

か
ら
も
下
か
ら
も
、
同
時
に
し
か
も
瞬
時

に
流
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
う
な
る
と
、

組
織
の
機
能
か
ら
情
報
の
伝
達
と
い
う
役

割
が
消
え
、
判
断
、
及
び
決
定
だ
け
が
残

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
ウ
ェ
ル
チ
は
一
○
年
前
に
こ
の
変
化
を

素
早
く
見
抜
い
た
。
そ
し
て
巨
大
な
組
織

の
階
層
を
六
段
も
抜
い
て
し
ま
っ
た
。
意

思
決
定
に
一
○
段
以
上
も
の
階
層
は
必
要

な
い
。
社
員
が
一
○
万
人
い
よ
う
と
、
意

思
決
定
に
一
○
段
も
の
階
層
が
必
要
な
は

ず
は
な
い
。

も
し
、
五
段
以
上
の
階
層
が
必
要
だ
と
す

れ
ば
、
そ
の
組
織
は
相
変
わ
ら
ず
情
報
の

伝
達
が
組
織
の
経
路
に
依
存
し
て
い
る
証

拠
だ
。
せ
っ
か
く
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
を
使
っ
て
、
社
内
に
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
張
り
巡
ら
し
て
い
る
の
に
、
情

報
の
伝
達
が
、
相
変
わ
ら
ず
組
織
の
形
態

決定のスピード

　　

こ
の
国
は
余
り
に
も
歴
史

を
蔑
ろ
に
し
て
き
ま
し

た
。
自
ら
の
歴
史
を
忌
み

嫌
う
か
の
よ
う
に
蓋
を
し

て
避
け
て
き
ま
し
た
。
私

も
戦
前
の
教
育
に
つ
い
て

は
、
こ
こ
で
何
か
言
え
る
ほ
ど
に
は
教
え

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
戦
後

の
教
育
の
中
で
、
「
歴
史
」
に
つ
い
て
は

蓋
を
し
て
き
た
と
い
う
印
象
を
受
け
て
い

ま
す
。
た
と
え
ば
先
日
の
「
三
十
五
円
」

の
問
題
に
つ
い
て
も
、
一
体
ど
れ
だ
け
の

人
が
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
自
ら
の
意
見
を

述
べ
る
こ
と
が
出
来
る
か
疑
わ
し
い
限
り

で
す
。
私
も
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
意
見

を
述
べ
る
た
め
の
材
料
を
持
っ
て
い
な
い

の
で
す
。

一
般
に
歴
史
と
い
え
ば
、
政
治
史
の
こ
と

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
文
学
や

思
想
に
も
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な

が
ら
ど
う
や
ら
「
歴
史
」
と
名
の
付
く
も

の
は
殆
ど
同
じ
よ
う
に
省
み
ら
れ
て
い
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

私
な
り
に
先
の
選
挙
の
結
果
に
対
す
る
答

え
を
求
め
て
、
丸
山
眞
男
の
「
文
明
論
の

概
略
を
読
む
」
を
読
む
機
会
が
あ
り
ま
し

た
が
、
そ
れ
を
見
て
愕
然
と
し
ま
し

た
。

選
挙
の
後
、
多
く
の
評
論
家
と
言
わ
れ

る
人
た
ち
が
、
し
た
り
顔
を
し
て
論
評

し
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て

い
る
論
理
は
、
諭
吉
の
域
を
一
歩
も
出

て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
諭
吉

か
ら
一
〇
〇
年
過
ぎ
て
、
こ
の
国
の
国

民
「

」
は
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い

し
、
何
も
変
え
て
こ
な
か
っ
た
。
一
〇

〇
年
間
、
学
者
も
評
論
家
も
論
評
し
て

い
る
だ
け
で
、
「
変
え
る
」
こ
と
に
何

ら
貢
献
し
て
い
ま
せ
ん
。
彼
ら
に
と
っ

て
歴
史
は
単
な
る
知
識
の
一
つ
な
の

か
。
そ
れ
と
も
諭
吉
の
「
文
明
論
の
概

略
」
も
本
気
で
読
ん
だ
こ
と
が
無
い
の

か
。

ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
氏
は
、
「
自
ら
の

歴
史
と
取
り
組
も
う
と
し
な
い
人
は
、

自
分
の
現
在
の
立
場
、
な
ぜ
そ
こ
に
い

る
の
か
が
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
過
去
を

否
定
す
る
人
は
、
過
去
を
繰
り
返
す
危

険
を
冒
し
て
い
る
の
で
す
。
」
と
も

言
っ
て
い
ま
す
。
何
を
背
景
に
氏
は
こ

の
言
葉
を
吐
い
た
か
は
説
明
の
必
要
は

な
い
で
し
ょ
う
。

「
過
去
に
学
ば
な
い
者
は

　
　
　
　
過
去
を
繰
り
返
す
」

　
　
　
　
　
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
（
前
ド
イ
ツ
大
統
領
）

今月
の
一言


