
電動工具に不慣れな大工に電動工具を与えるのは危険である。同様に、訓練を受けていないソフ
トウェア技術者にツールを与えるのは危険である。ツールを与える前に、それを使う訓練（つま
り、適切なソフトウェア技法を理解しそれに従うことができること）をするべきである。もちろ
ん、ツールの使い方も知る必要があるが、きちんと訓練を受けることに比べたら二の次である。
ツールに投資してある技法を「自動化」する前に、その技法をあなたとあなたの管理者が“てづ
から”やってみてうまくいくことを納得する。このやり方を私は強く勧める。ほとんどの場合、
ある技法が手でやってみてうまくいかないなら、それは自動化してもうまくいかない。
（２０１の鉄則：原理２２＜一般原理＝ツールを使う前に技法を学べ＞）

（株）システムクリエイツ

   横浜市緑区中山町 869-9

　   電話 045-933-0379

　   FAX 045-931-9202
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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１０

編  集  発  行  人

  清  水  吉  男

1997

ことに気付いては、画面を切り替えて直してい
く、という方法でやってきたのです。もちろ
ん、彼は最近の顧客の厳しい要求に対して不安
を感じているとしても、彼にはこの方法しか考
え付かないのです。
新しい言語によっては、その言語でプログラミ
ングするために若干の進め方の制限が付くかも
しれませんが、それでも、信頼性などの品質に
目を閉じるとすれば、大部分の人は今までの方
法で何とかしようとするでしょう。ましてや、
言語が同じままで「手法」を導入しようとすれ
ば、そのような現場にあっては、やり方を変え
る動機が無いかもしれません。

　ツールで信頼性を上げる？

もう一つの問題は「ＣＡＳＥツール」の導入
に、“信頼性の向上”“開発期間の短縮”と
いった付帯条件が付けられていることです。ソ
フトウェア開発組織の管理者（マネージャー）
は、この点で大きな考え違いをしています。
今まで、信頼性の低いプログラムしか書いてこ
なかった人が、このツールを使った途端に、彼
の書くプログラムの信頼性が上がるという根拠
はありません。信頼性や開発期間の問題の原因
は「手法」にあるのではありません。たしか
に、作業の進め方に原因の一部があり、その分
は「手法」に基づいたツールを使うことで改善
される可能性はありますが、それでも、ツール
を正しく使わないで、自分の都合に合わせて使
うようでは、その効果も得られないでしょう。
一般に、この種のツールを使わせて効果が上が

（１）1997 年 5 月 http://village.infoweb.or.jp/ ̃fwgf2942/index.htm

るのは、もともとツールの無い状態で、自分で
手法を勉強して、適当なツール（正規のＣＡＳ
Ｅツールではない）を使って表現しながら仕事
を進めていた人に限られるようです。ＣＡＳＥ
ツールは、このような人に与えたとき、その能
力が十分に発揮されるのです。

　　考える所を表現する習慣

言い替えれば、考えるところを文章にしたり絵
や図にしたりする能力、及び、そのような習慣
が無ければ、ＣＡＳＥツールは使えないと言う
ことになります。ツールが与えられればその様
な能力が開眼する訳ではないのです。もちろ
ん、それによって表現する“習慣”が身に付く
はずもありません。論理がまったく“逆”なの
です。
したがて、大事なことは、普段から考えるとこ
ろを表現する習慣を身に付けることです。私は
これを「何事も形にしなければ力を発揮しな
い」という言葉で説明してきました。これに
は、いくらかの能力も必要かもしれませんが、
それよりも「習慣」の方が大きな比重を占めて
います。

　　　レベル３以上

この他、現実的な問題として、プロセス・レベ
ルが「１」の組織では、新しい「手法」や「Ｃ
ＡＳＥツール」の使い方等を勉強する時間が確
保できないことです。この種の手法が身に付く
ためには、１年ぐらいの継続が必要ですが、常
に納期を外している組織では、それが身に付く
前に、元のやり方に戻さざるを得ないのです。
また、予算をオーバーしている組織も、手法を
習得するために外部のセミナーを受けることは
難しく、自分で本を読んで習得しようとして
も、直ぐに目の前の仕事に使えるわけではな
く、結局は元のやり方に戻ってしまうのです。
したがって、ＣＡＳＥツールを使いこなすに
は、プロセス・レベルを「２」から「３」に引
き上げることが必要で、その取り組みの過程
で、この種のＣＡＳＥツールを活用できるよう
になるはずです。少なくとも、書くべきものが
書けて、ある程度「約束」できる状態でなけれ
ば、使いこなせないものなのです。

　　　　　　　　　　　（次号へ続く）

▼スイスの世界経済フォーラムというところが、９７年版の「世界競争力報告」なるものを発表
した。それによると、日本は１４位にランクされている。去年は１３位というから、余り変わっ
ていない。ちなみに１位はシンガポールで、香港、米国と続いている。アメリカは本当に競争力
を付けた。
▼他に、８位に台湾、９位にマレーシアと健闘している。大きくジュアンプ・アップしたのは英
国で、昨年の１５位から７位にアップしている。市場の開放政策が評価されたのと、新しい労働
党のブレア政権の政策が、金融の監督機関を一本化するなど、市場の要請に素早く応えているの
が受け入れられているのだろう。
▼このランキングは、社会基盤や外国からの投資や労働者の受け入れなどの開放度、さらには政
府の政策など、「競争力」に関わる広い尺度で判定しているようである。日本の企業も個々の企
業レベルでは、世界に伍していける企業も出てきたが、全体から見れば、ごく一部の企業にすぎ
ない。
▼２００１年に予定している「金融ビッグバン」は、国としての開放度を上げ、競争力を高める
ことに寄与するはずだが、その前に、軒を貸して母屋を乗っ取られる企業も、沢山出てくるだろ
う。それは「競争」というなかでは仕方のないこと。しかしながら一方で大店法（大規模小売店
舗法）の運用がどんどん後退している。この国は、やることがバラバラだ。

日本は１４位！日本は１４位！競 争 力

　　―　解　　説　―
この原理を“勧め”ているのは、この本の著者
ではなく、この伝言を発した人（この場合、
Khris F. Kemerer と言う人）です。「２０１の鉄
則」という本は、著者アラン・デービスが、多
くの人の「伝言」を集めた本ですが、その伝言
は著者自身の波長と合ったものでもあります。
著者にもこれと同じ考えを持っているが、それ
を自分の言葉として伝えるのではなく、同じよ
うなことを別の人が言っている場合は、その人
からの「伝言」として伝えているのです。従っ
てアラン自身の伝言は、この本の中には数％し
かありませんそれだけ多くの人が、この２０１
箇条の中で警鐘を鳴らしていると言うことで
す。

　　普及しないＣＡＳＥツール

我が国において、「ＣＡＳＥツール」という言
葉は普及していても、実際には普及していると
言える状態ではありません。普及の先導役とな
るべき企業の開発組織が、効果をあげていない
ことが大きな要因と思われます。失敗とはいか
なくても、成功していない状態であることには
間違いないでしょう。そのため、そのような企
業を中心に一巡したところで停滞している感が
あります。
ＣＡＳＥツールは一般に「手法＝Method」を背
景に持っています。それらの「手法」はおしな
べて「Engineering」を提供するものです。
「Engineering」とは、誰が行っても、そこに示
された「Standard」や「Procedure」に従うこと
で、ある程度の成果を手に入れることを保証す
るものです。その為に「手法」には論理的な整
合性や一貫性が欠かせません。
この「手法」を理解し、習得することが出来な
いことが、ＣＡＳＥツールが普及しない直接の
要因でしょう。

　　手法が身に付かない理由

ソフトウェア・エンジニアにとってプログラミ
ング言語が変わるということは、その言語でプ
ログラムを記述しない限り、仕事が進まないこ
とを意味します。しかしながらＣＡＳＥツール
の背景となっている「手法」は、言語のような
“それでなければ進めない”というものではあ
りません。実際に、今日までそのような「手
法」を意識することなく設計しプログラムを書
いてきた「事実」あるいは「実績？」があるの
です。
頭のなかで適当に考えてはコンピュータの画面
に向かってプログラムをインプットし、途中
で、昨日書いたプログラムとＩ／Ｆが合わない
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群
れ
全
体
に
波
及
す
る
。
そ
こ
で
の
判
断

基
準
は
「
み
ん
な
が
や
っ
て
い
る
か
ら
」

で
あ
る
。
そ
こ
で
ち
ょ
っ
と
で
も
反
応
が

遅
か
っ
た
り
、
違
っ
た
反
応
を
す
れ
ば
、

群
れ
の
外
に
い
る
大
き
な
魚
の
餌
食
な

る
。

こ
の
よ
う
な
行
動
の
問
題
は
、
何
も
一
〇

代
の
人
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
学
生

の
立
場
を
終
了
し
て
大
人
に
な
っ
て
も
、

行
動
の
善
し
悪
し
の
判
断
が
な
さ
れ
ず

に
、
「
み
ん
な
が
や
っ
て
い
る
か
ら
」
と

い
う
規
準
？
で
行
動
し
て
い
る
人
が
い

る
。
と
い
う
よ
り
、
通
勤
電
車
の
中
や
、

人
の
集
ま
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
む
し
ろ

そ
の
よ
う
な
人
が
増
え
て
い
る
よ
う
に
す

ら
見
え
る
。

車
両
の
進
入
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
道
路
を

堂
々
？
と
通
る
の
も
、
停
止
時
間
の
長
い

信
号
の
手
前
の
道
路
中
央
の
植
え
込
み
に

空
き
缶
や
レ
ジ
袋
の
ゴ
ミ
の
花
が
咲
く
の

も
、
駐
車
場
で
運
転
席
の
ド
ア
を
少
し
開

け
て
車
の
下
に
吸
い
殻
を
捨
て
る
の
も
、

「
み
ん
な
が
や
っ
て
い
る
か
ら
」
で
あ

る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
企
業
の
経
営
も
「
み
ん

な
が
や
っ
て
い
る
か
ら
」
と
い
う
理
由

で
、
判
断
さ
れ
て
い
る
節
も
あ
る
。
そ
れ

が
そ
の
企
業
の
理
念
に
対
し
て
正
し
い
行

動
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
基
準
は
隅
っ

こ
に
追
い
や
っ
て
、
「
Ｂ
社
も
Ｃ
社
も

や
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
行
動
の
基

準
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
厄
介
な
こ
と

に
、
こ
の
場
合
は
個
人
の
行
動
の
場
面
と

違
っ
て
、
「
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
」
の
問
題

が
強
く
作
用
す
る
た
め
、
「
Ｂ
社
も
や
っ

て
い
る
」
と
い
う
事
実
で
は
な
く
、
想
像

と
、
先
を
越
さ
れ
て
は
ま
ず
い
と
い
う
思

い
で
動
い
て
し
ま
う
。

証
券
会
社
の
損
失
補
填
や
総
会
屋
と
の
裏

取
引
な
ど
も
、
行
動
に
善
悪
の
判
断
基
準

が
あ
れ
ば
出
来
な
い
こ
と
。
い
や
、
も
っ

と
身
近
な
と
こ
ろ
で
経
費
の
水
増
し
が
あ

る
。

日
曜
日
に
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
レ
ス
ト
ラ
ン
な

ど
で
、
ど
う
見
て
も
家
族
で
の
食
事
と
思

わ
れ
る
人
が
、
領
収
書
を
要
求
し
て
い
る

の
を
見
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
少
し
前
に

摘
発
さ
れ
た
、
在
籍
し
な
い
人
に
給
料
を

支
払
う
と
い
う
方
法
も
、
古
典
的
？
な
や

り
方
で
あ
る
。
こ
れ
な
ど
も
、
「
み
ん
な

が
や
っ
て
い
る
か
ら
」
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
日
本
中
が

小
魚
の
群
れ
よ
ろ
し
く
や
っ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
頑
な
に
善
悪
や
公
正

／
不
公
正
を
行
動
規
準
に
据
え
て
い
る
と

異
端
者
扱
い
さ
れ
る
。
そ
こ
ま
で
行
か
な

く
て
も
、
間
違
い
な
く
「
バ
カ
正
直
」
と

い
う
称
号
が
つ
け
ら
れ
る
。

魚
の
行
動
に
善
悪
や
公
正
／
不
公
正
の
判

断
を
持
ち
込
む
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、

人
間
ま
で
そ
れ
で
善
い
わ
け
で
は
な
い
。

（２）

る
。
行
動
の
基
準
は
、
そ
ん
な
処
に
は
な

く
、
「
み
ん
な
が
や
っ
て
い
る
か
ど
う

か
」
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
の

「
み
ん
な
」
は
、
そ
の
人
の
主
観
で
あ
っ

て
、
客
観
的
な
デ
ー
タ
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
周
り
の
何
人
か
の
行
動
を
見
て
、

自
分
の
行
動
を
決
め
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
そ
の
結
果
、
瞬
く
間
に
誰
も
が
同
じ

行
動
を
執
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
中

で
、
「
善
し
悪
し
」
を
判
断
の
基
準
に
持

つ
人
の
行
動
は
、
そ
の
集
団
か
ら
浮
き
上

が
っ
て
し
ま
う
。
と
い
う
よ
り
、
異
様
な

感
じ
さ
え
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

異
様
さ
は
、
い
じ
め
の
対
象
に
な
る
の
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
付
き
合
い
が
悪
い
と

か
、
“
い
い
子
ぶ
っ
て
”
な
ど
と
、
難
癖

を
付
け
ら
れ
る
。
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
な
け

れ
ば
、
周
囲
に
同
調
し
て
判
断
規
準
を
変

え
る
か
、
そ
の
集
団
か
ら
離
脱
す
る
し
か

な
い
。
そ
の
よ
う
な
人
に
と
っ
て
、
自
殺

も
、
離
脱
の
一
つ
の
方
法
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
行
動
は
、
ま
る
で
小
さ
な
魚

の
群
れ
が
、
一
糸
乱
れ
ぬ
行
動
を
と
る
の

に
似
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
、
リ
ー
ダ
ー

に
な
る
魚
が
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
自
分

の
回
り
に
い
る
何
匹
か
の
魚
の
行
動
に
合

わ
せ
る
こ
と
で
、
あ
の
よ
う
な
動
き
に
な

る
。
「
か
つ
お
」
な
ど
の
大
き
な
魚
の
位

置
や
、
海
流
な
ど
の
外
的
要
因
を
感
じ
た

一
匹
の
魚
が
、
ほ
ん
の
少
し
動
き
を
変
え

る
こ
と
で
、
周
囲
に
い
る
魚
も
そ
れ
に
同

調
す
る
。
そ
れ
が
一
瞬
の
時
間
の
中
で
、

「
え
〜
っ
、
み
ん
な
持
っ
て

る
か
ら
」
　

都
会
の
裏
通
り
の
か
わ
い
い

店
に
群
が
る
女
子
高
生
に
向

け
ら
れ
た
マ
イ
ク
に
返
っ
て

く
る
言
葉
で
あ
る
。
実
際
に

ど
れ
だ
け
普
及
し
て
い
る
か

分
か
ら
な
く
て
も
、
“
み
ん

な
持
っ
て
い
る
”
と
思
い
込

ん
だ
ら
最
後
で
あ
る
。

い
ろ
ん
な
ア
ク
セ
サ
リ
ー
や

“
た
ま
ご
っ
ち
”
も
、
こ
の

類
で
普
及
し
た
し
、
最
近
で

は
大
き
め
の
リ
ボ
ン
が
売
れ

て
い
る
と
い
う
。
た
ぶ
ん
、

雑
誌
か
何
か
で
“
流
行
っ
て

い
る
”
と
書
か
れ
た
文
字
を

見
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
で
売
れ
る
の

だ
か
ら
、
企
業
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
担
当

者
も
、
女
子
高
生
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
よ

う
と
す
る
。

一
〇
代
の
飲
酒
も
確
実
に
増
え
て
い
る
。

酒
類
の
自
動
販
売
機
の
普
及
や
、
低
ア
ル

コ
ー
ル
の
飲
料
が
増
え
た
こ
と
に
加
え

て
、
不
登
校
や
中
途
退
学
者
の
激
し
い
増

加
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
が
、
も
う
一
つ
「
み
ん
な
や
っ
て
い

る
こ
と
」
と
い
う
価
値
判
断
も
、
そ
こ
に

あ
る
よ
う
に
思
う
。

そ
こ
に
は
、
行
動
の
善
し
悪
し
や
、
公
正

／
不
公
正
の
判
断
が
、
殆
ど
欠
落
し
て
い

「
わ
が
国
に
は
「
隠
居
」
と
い
う
制
度

が
あ
っ
た
。
農
業
に
し
ろ
、
漁
業
に
し

ろ
、
家
督
を
若
い
世
代
に
譲
る
手
続
き

で
あ
る
。
年
老
い
て
ど
う
に
も
な
ら
な

い
か
ら
後
を
譲
る
の
で
は
な
い
。
そ

う
し
な
け
れ
ば
、
若
い
世
代
が
育
た

な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
を

し
た
ら
、
そ
こ
で
途
絶
え
て
し
ま

う
。
こ
れ
は
社
会
の
知
恵
で
あ

る
。
「
隠
居
」
と
い
う
儀
式
の

後
、
実
権
は
若
い
世
代
に
移
り
、

隠
居
し
た
人
は
相
談
を
受
け
た
と
き

以
外
は
口
を
出
さ
な
い
。
し
か
も
相

談
は
受
け
て
も
、
決
定
は
若
い
世
代

が
や
る
。

昔
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
広
く
行
き

渡
っ
て
い
た
か
ら
、
企
業
に
あ
っ
て
も

比
較
的
早
く
次
の
世
代
に
バ
ト
ン
タ
ッ

チ
し
た
。
六
〇
歳
が
引
退
の
一
つ
の
目

安
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
最
近
は
様
変
わ
り
し
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た
。
家
督
を
継
ぐ
よ
う
な
若
い
世
代
は
い

な
い
。
そ
れ
に
相
続
の
問
題
も
あ
っ
て
簡

単
に
は
い
か
な
い
か
ら
、
年
寄
り
が
い

つ
ま
で
も
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
暇

な
の
も
困
る
が
、
休
め
な
い
の
も
如

何
な
も
の
か
。
ま
た
、
企
業
に

あ
っ
て
は
、
長
く
社
長
の
椅
子
に

座
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
な
っ

た
。
当
人
は
七
〇
歳
を
過
ぎ
て
も

元
気
な
も
の
だ
か
ら
い
い
が
、
そ

れ
で
は
次
の
世
代
が
育
た
な
い
。

経
営
者
が
適
当
な
期
間
で
交
替
す

る
理
由
の
一
つ
は
、
時
代
の
変
化

に
応
じ
る
た
め
で
す
。
世
代
の
交
替

が
、
環
境
の
変
化
に
対
応
す
る
の
に

効
果
的
な
方
法
で
あ
る
こ
と
は
、
昆
虫

な
ど
の
生
物
が
物
語
っ
て
い
ま
す
。

も
し
、
ト
ン
ボ
の
寿
命
が
一
〇
年
も
あ
っ

た
ら
、
今
ご
ろ
多
く
の
種
は
絶
滅
し
て
い

る
か
も
知
れ
な
い
。

「
定
年
の
必
要
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
年
老
い
た
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
。
主
な
理
由
は
『
若
者
た
ち
に
道

を
あ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
で
な
け
れ
ば
若
者
た
ち
は
就
職
も
し
な
け
れ
ば

定
着
も
し
な
い
」
　
　
　
　
　
Ｐ
．
Ｆ
．
ド
ラ
ッ
ガ
ー

みんなやっていることみんなやっていること

今月の一言今月の一言


