
卒業論文

ユーザメモソフトmy helpのビヘイビアテスト開発

関西学院大学　理工学部　情報科学科

2535 那須比呂貴

2017年 3月

指導教員　　西谷　滋人　教授

1



目次
1 序論 4

2 先行研究，方法 5

2.1 RSpecと BDDについて . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2 Cucumberについて . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2.1 概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2.2 features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2.3 Cucumber,RSpecインストール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.2.4 ディレクトリー構造と使用手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.3 my helpについて . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.3.1 my helpの開発動機と特徴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

開発動機 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

特徴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.3.2 my helpのインストール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.3.3 my helpの更新 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3 ビヘイビア駆動開発の実践 16

3.1 todoの更新マニュアル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.2 Cucumber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.3 RSpec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.4 .rspec options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.5 featuresでの記述とその意味 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.5.1 –add [item] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.5.2 –all . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.5.3 –backup list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.5.4 –edit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.5.5 –remove [item] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.5.6 –store [item] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.5.7 –to hiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2



3.5.8 todoの更新 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

4 考察と今後の課題 30

4.1 考察 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4.1.1 Cucumberを記述できるようになるまで時間がかかる . . . . . . . . . . 30

4.1.2 BDDを行うときに rubyの知識が必要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4.2 my helpの今後 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

5 謝辞 32

3



1 序論
プログラム開発では，統合開発環境がいくつも用意されているが，多くの現場では，

terminal上での開発が一般的です．ところが，プログラミング初心者は terminal上での
character user interface(CUI) を苦手としています．プログラミングのレベルが上がる
に従って，shell commandや file directory操作, process制御に CUIを使うことが常識
です．
この不可欠な CUIスキルの習得を助けるソフトとして，ユーザメモソフト my helpが

ruby gemsに置かれています．この command line interface(CLI)で動作するソフトは，
helpを terminal上で簡単に提示するものです．また，初心者が自ら編集することによっ
て，すぐに参照できるメモとしての機能を提供しています．これによって，terminal上で
ちょっとした調べ物ができるため，作業や思考が中断することなくプログラム開発に集中
できること，さらに初心者のスキル習得が加速することが期待できます．
しかし，Ruby gemsとして提供されているこのソフトは，動作はしますがテストが用

意されていません．熟練した開発者は，テストを見ることで仕様を理解するのが常識で
す．今後ソフトを進化させるために共同開発を進めていくには，仕様や動作の標準となる
テスト記述が不可欠となります．
そこで，本研究では，ユーザメモソフトであるmy helpのテストを開発することを目的

とします．本研究では、テスト駆動開発の中でも，ソフトの振る舞いを記述します．ビヘ
イビア駆動開発 (Behavior Driven Development:BDD)に基づいてテストを記述していき
ます．Rubyにおいて、BDD環境を提供する標準的なフレームワークである Cucumber

とRSpecを用いて，my helpがどのような振る舞いをするのかを記述します．Cucumber

は自然言語で振る舞いを記述することができるため，開発者やユーザにとって，わかりや
すく振る舞いを確認することができます．
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2 先行研究，方法
ここでは、本研究で使用する Cucumberの特徴について詳述します．Cucumberはビ

ヘイビア駆動開発 (BDD) を実現するフレームワークです．まずは bdd の現れた背景や
現状を示した後、Cucumberの記述の具体例を示して，その特徴を詳述します．さらに，
本研究の対象となる my helpの振る舞いを使用法とともに示します．

2.1 RSpecと BDDについて

ビヘイビア駆動開発 (Behaviour-Driven Development : BDD) は，テスト駆動開発
(Test-Driven Development : TDD)の工程への理解を深め，それをうまく説明しようと
して始まりました．TDDの持つ単語のイメージが構造のテストを中心とするべしという
のに対して，BDDはソフトの振る舞いに中心をおきなさいという意図があります．この
違いが，初めに考えるべきテストの性質を変化させ，構造ではなく振る舞いを中心にテス
トを構築するという意識をもたせてくれます．
さらに，ソフトの中で，オブジェクト同士がコミュニケーションをとるように，実世界

において開発チームやテストチーム，あるいはドキュメントチーム間のコミュニケーショ
ンの取り方をシステムで提供しようというのが BDDのフレームワークです．Cucumber

と RSpecはこれを実現する一つのシステムとして提供されています．
RSpec と Cucumber の関係を図 1 に示しました．これは，The RSpec Book[1] か

ら書き写した図です [1, pp.9]．RSpec でテストを書くと一つ一つの function あるいは
method レベルで Red, Green, Refactoring を行うべしという意図があります．一方で，
もっと大きな枠組み，つまりシステムレベルでもこれらのステップは必要です．ところ
が，それを RSpecで書くのには無理があります．このレベルのテスト記述をしやすくす
るのが，Cucumberです．そこでも Red, Green, Refactoringが必要で，そこでサイクル
が回ることを意図しています．

BDDの基本的な考え方は次の通りまとめられています．

BDDの目的は，ソフトウェアが使われる状況を説明するための言語を単純化す
ることで，ソフトウェア開発チームのコミュニケーションを後押しすることです．
つまり，あるコンテキストで (Given)，あるイベントが発生すると (When)，ある
結果が期待されます (Then)．BDD における Given, When, Then の３つの単語
は，アプリケーションやオブジェクトを，それらの振る舞いに関係なく表現するた
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図 1 RSpecと Cucumberの Red-Green-Refactoringサイクル間の関係．

めに使われる単純な単語です．ビジネスアナリスト，テスト担当者，開発者は皆，
それらをすぐに理解します．これらの単語は Cucumber の言語に直接埋め込まれ
ています [1, pp.3-6]．

手順を書き直すと図 2の通りです．
まず Cucumber で一つのシナリオに焦点を当てて，その振る舞いを記述する feature

を書きます．一つずつつぶしていくのがこつです．一つの featureが書けたら、次に，そ
れぞれ featureを実現するステップに分けて仕様を決めて行きます．これは TDDの red

green refactoringの前に行う作業，「仕様を決める」に対応しています．このプロセスが
終了したら，RSpecに行きます．RSpecでは実際にテストコードを書き，ここでも red,

green, refactoring を行います．RSpec が成功したら，Cucumber の refactoring を行い
ます．
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図 2 RSpecと Cucumberの手順．

7



2.2 Cucumberについて

2.2.1 概要
Cucumberが提供する BDDの内容をまとめると

BDD はフルスタックのアジャイル開発技法です．BDD は ATDP(Acceptance

Test-Driven Planning)と呼ばれるAcceptance TDDの一種を含め，エクストリー
ムプログラミングからヒントを得ています．ATDP では，顧客受け入れテストを
導入し，それを主体にコードの開発を進めて行きます．それらは顧客と開発チーム
による共同作業の結果であることが理想的です．開発チームによってテストが書か
れた後，顧客がレビューと承認を行うこともあります．いずれにしても，それらの
テストは顧客と向き合うものなので，顧客が理解できる言語とフォーマットで表現
されていなければなりません．Cucumberを利用すれば，そのための言語とフォー
マットを手に入れることができます．Cucumberは，アプリケーションの機能とサ
ンプルシナリオを説明するテキストを読み取り，そのシナリオの手順に従って開発
中のコードとのやり取りを自動化します [1, 7pp.]．

と記されている．

2.2.2 features

Cucumberでは先の引用にある通り、振る舞いをシナリオとしてまず記述します．シナ
リオとは，一つひとつの振る舞いを，主に Given(前提), Then(もし), When(ならば) に
分けて featuresを記述します．次に，英語の featuresのひな形を示します．

1 % cat ./featrues/sample_e.feature

2 Feature: Description of feature

3

4 Scenario: Description of scenario

5 Given I want to explain scenario

6 Then I investigate

7 When I know the meaning

ファイルの先頭で，

# language: ja

と記すと日本語での keyword が認識されます．下記に my todo に対する features ファ
イルの具体例を示します．
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# language: ja

機 能: t o d oの更新を行う
自 分 の す る べ き こ と を 書 き 込 む た め に t o d oを更新する

シ ナ リ オ: コ マ ン ド を 入 力 し て t o d oを更新していく
前 提 t o d oを編集したい
も し "my_todo --edit"と入力する
な ら ば e d i tが開かれる
か つ 自 分 の t o d oを書き込む

このように Feature, Scenario, Given, Then, Whenなどの cucumberが解釈する大文字
で始まる keywordsに対して，それぞれ機能，シナリオ，前提，もし，ならばなどの単語
があてられています．この機能により，より自然な日本語で featuresを書くことができ，
顧客にもわかりやすく，開発者も書きやすくなっています。

featureファイルで用意されている keywordは

cucumber --i18n LANG

によって表示される．LANG=ja, enに対しては表 1の通りになっています．

2.2.3 Cucumber,RSpecインストール
まず rspecを gemで installします．

1. gem install rspec –version 2.0.0

2. rspec –help

と入力して
/Users/nasubi/nasu% rspec --help

Usage: rspec [options] [files or directories]

のような表示がされていれば installができています．次に，cucumberを installします．

1. gem install cucumber –version 0.9.2

2. cucumber –help

と入力して
cucumber --help

Usage: cucumber [options] [ [FILE|DIR|URL ][: LINE[:LINE ]*] ]+

のような表示がされていれば installできています．
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表 1 featureファイルで用意されている keywordの日本語 (ja)，英語 (en)の対応表．

keyword ja(japanese) en(english)

feature ”フィーチャ”, ”機能” ”Feature”, ”Business Need”,

”Ability”

background ”背景” ”Background”

scenario ”シナリオ” ”Scenario”

”シナリオアウトライン”, ”Scenario Outline”,

scenario outline ”シナリオテンプレート”,”テンプレ”, ”Scenario Template”

”シナリオテンプレ”

examples ”例”, ”サンプル” ”Examples”, ”Scenarios”

given ”* ”, ”前提” ”* ”, ”Given ”

when ”* ”, ”もし” ”* ”, ”When ”

then ”* ”, ”ならば” ”* ”, ”Then ”

and ”* ”, ”かつ” ”* ”, ”And ”

but ”* ”, ”しかし”, ”但し”, ”ただし” ”* ”, ”But ”

given (code) ”前提” ”Given”

when (code) ”もし” ”When”

then (code) ”ならば” ”Then”

and (code) ”かつ” ”And”

but (code) ”しかし”, ”但し”,”ただし” ”But”

2.2.4 ディレクトリー構造と使用手順
Cucumberは Rubygemsの提供する基本 directory構造での作業を前提としています．

その構造を表示すると次のようになります．

bob% tree .

.

├── Gemfile

├── Rakefile

├── features
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│ ├── hogehoge.feature

│ ├── step_definitions

│ │ └── hogehoge_step.rb

│ ├── support

│ ├── env.rb

├── lib

│ ├── daddygongon

│ │ ├── emacs_help.yml

│ │ ├── my_todo.yml

├── pkg

├── spec

│ ├── my_help_spec.rb

│ ├── my_todo

│ │ ├── todo_spec.rb

│ ├── spec_helper.rb

│ └── support

│ └── aruba.rb

カレントディレクトリ (.) の中に features というサブディレクトリを作成します．その
featuresの中に書きたいシナリオを書いた，hogehoge.featureを作成します．featureの
具体例は上記に示しています．
次にシェルを開いて，カレントディレクトリで，

cucumber features hogehoge.feature

と入力します．そうすると以下のような出力が得られます．
1 Feature: Description of feature

2

3 Scenario: Description of scenario # features/hogehoge.feature :3

4 Given I want to explain scenario # features/hogehoge.feature :4

5 Then I investigate # features/hogehoge.feature :5

6 When I know the meaning # features/hogehoge.feature :6

7

8 1 scenario (1 undefined)

9 3 steps (3 undefined)

10 0m0.066s

11

12 You can implement step definitions for undefined steps with these snippets:

13
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14 Given(/^I want to explain scenario$/) do

15 pending # Write code here that turns the phrase above into concrete actions

16 end

17

18 Then(/^I investigate$/) do

19 pending # Write code here that turns the phrase above into concrete actions

20 end

21

22 When(/^I know the meaning$/) do

23 pending # Write code here that turns the phrase above into concrete actions

24 end

ここではステップ定義に使用することができるコードブロックが表示されています．ス
テップ定義はステップを作成するための方法です．このサンプルでは，Giver(), When(),

Then() の 3 つのメソッドを使ってステップを記述します．これらのメソッドはそれぞ
れで囲まれた Regexp(正規表現)とブロックを受け取ります．Cucumberはシナリオの最
初のステップを読み取り,そのステップにマッチする正規表現を持つステップ定義を探し
ます．その中の対応するステップ定義のブロックを実行します．
これは featuresディレクトリの下に step definitionsディレクトリーにあることになっ

ています．このシナリオを成功させるには，Cucumberが読み込めるファイルにステップ
定義を保存する必要があります [1, pp15.]．その内容は次の通り Cucumberから自動生成
されます．

1

2 Given(/^I want to explain scenario$/) do

3 pending # Write code here that turns the phrase above into concrete actio\

4 ns

5 end

6

7 Then(/^I investigate$/) do

8 pending # Write code here that turns the phrase above into concrete actio\

9 ns

10 end

11

12 When(/^I know the meaning$/) do

13 pending # Write code here that turns the phrase above into concrete actio\

14 ns

15 end

pendingを削除して，そこにあれば良いなと思うコードを記述していきます．ここまでが
Cucumberの使用方法のテンプレートです．
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2.3 my helpについて

my help は本研究室の西谷が開発したものです．my help とはユーザメモソフトであ
り，CUIスキルの習得を助けてくれます．tarminal上で簡単に提示させることができる
ため，プログラミングに集中することができるといった特徴があります．また，自分の見
やすいように初心者でも簡単に編集することができ，すぐに参照できるメモとしても使う
ことができます．

2.3.1 my helpの開発動機と特徴
以下はmy helpの READMEからの抜粋です [2]．

■概要 my help - CUI(CLI)ヘルプの Usage出力を真似て，user独自の helpを作成・
提供する gem.

■開発動機 CUIや shell, 何かのプログラミング言語などを習得しようとする初心者は，
commandや文法を覚えるのに苦労します．少しの key(とっかかり)があると思い出すん
ですが，うろ覚えでは間違えて路頭に迷います．問題点は，

• manは基本的に英語
• manualでは重たい
• いつもおなじことを webで検索して
• 同じとこ見ている
• memoしても，どこへ置いたか忘れる

などです．

■特徴 これらを gem環境として提供しようというのが，この gemの目的です．仕様と
しては，

• userが自分にあったmanを作成
• 雛形を提供

– おなじ format, looks, 操作, 階層構造
• すぐに手が届く
• それらを追加・修正・削除できる
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hiki でやろうとしていることの半分くらいはこのあたりのことなのかもしれません．
memoソフトでは，検索が必要となりますが，my helpは key(記憶のとっかかり)を提供
することが目的です．

2.3.2 my helpのインストール
githubに行って daddygongonのmy helpを forkします．

1. git clone git@github.com:daddygongon/my help.git

2. cd my help

3. rake to yml

4. rake clean exe

sudo bundle exec exe/my help -m

5. source /.zshrc or source /.cshrc

6. my help -l

7. rake add yml

2.3.3 my helpの更新
git hubを用いて my helpを新しくします．

1. git remote -vをする (remoteの確認).

2. (upstreamがなければ)git remote add upstream git@github.com:gitname/my help.git

3. git add -A

4. git commit -m ’hogehoge’

5. git push upstream master(ここで自分のmy helpを upstreamに送っとく)

6. git pull origin master(新しいmy helpを取ってくる)

次にとってきた.ymlを /.my helpに cpする．

1. cd my helpでmy helpに移動．
2. cp hogehoge.yml /.my help

それを動かすために (sudo)bundle exec ruby exe/my help -m をする. ここで過去に
sudoをした人は permissionが rootになっているので，sudoをつけないと errorが出ま
す．(sudoで実行していたら権限が rootに移行される)
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1. 新しいターミナルを開いて動くかチェックする．
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3 ビヘイビア駆動開発の実践
Cucumberと RSpecを用いて BDDで my helpのテスト開発を進めていきました．ビ

ヘイビア駆動開発のコツとして「焦点を合わせる」ことが強調されています．ここでは，
焦点を合わせた my helpの中での一つの振る舞いである「todoの更新」を例として詳し
く見ていきます．

3.1 todoの更新マニュアル

最初に，todoを更新するときの手順を示します．

1. my todo –editを入力して /.my help/my todo.ymlを開く
2. editorで todoを書き込む（今週やることなら weeklyという itemを作ってそこに
書き込む）

3. 保存して /.my help/my todo.ymlを閉じる

この振る舞いがきちんとできているのかを BDDでテストを書いていきます．

3.2 Cucumber

以下は todoの更新を行うときの featureです．まず，適当なディレクトリに features

というディレクトリを作成します．次に先ほど作成した，features ディレクトリに
my todo.featureを作成します．

# language: ja

機 能: t o d oの更新を行う
自 分 の す る べ き こ と を 書 き 込 む た め に t o d oを更新する

シ ナ リ オ: コ マ ン ド を 入 力 し て t o d oを更新していく
前 提 t o d oを編集したい
も し "my_todo --edit"と入力する
な ら ば e d i tが開かれる
か つ 自 分 の t o d oを書き込む

機能とは，このシステムの機能のことを記述します．ここでは，todoを更新するシステ
ムですので，「todo の更新を行う」です．機能の下には，機能の補足説明を記述します．
機能の補足説明では，ルールがないので自分がわかりやすいように，記述するのが常識で
す．シナリオは，その名の通り todoを更新する時のユーザの行動やシステム振る舞いを
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前提，もし，ならば，かつ，しかしに分類して記述します．
ここまで featureが記述できたら，次は cucumberコマンドを実行してみます．コマン

ドは以下の通りです．

nasu% cucumber features/my_todo.feature

featuresディレクトリにあるmy todo.featureファイルを cucumberで実行するという意
味です．
実行すると図 3のようになります．

図 3 step定義をする前の cucumberの実行結果．

ここでは，1つの scenarioと 4つの stepが失敗しています．まだ step定義を記述して
いないので当たり前です．
一度 cucumberを実行したのには理由があります．featureを書いた時点で cucumber

を実行すると，ステップ定義の元となるコマンドを，cucumberが自動的に作成してくれ
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るからです．
以下が cucumberから出力されたステップ定義の元となる部分です．
前 提(/^ t o d oを編集したい $ /) do

end

も し(/^ "([^"]*)"と入力する$/) do |command|

end

な ら ば(/^ e d i tが開かれる $ /) do

end

な ら ば(/^ 自 分 の t o d oを書き込む $ /) do

end

これをコピーして，featuresディレクトリの中で step definitionsディレクトリを作成し，
その中に my todo spec.rbを作成し，そこに貼付けます．
ここでもう一度 cucumberを実行してみると図 4のように変化が出てきます．
これは 1つのシナリオがあり，1つが pendingであり，4つの stepの内 1つが pending

で 3つが skipしたことを表しています．step definitionsのmy todo spec.rbの pending

部分を書き換えて，step definitionsの記述を進めていきます.

まず，「前提」を見てみるとmy helpが何か振る舞いをすることはありません．よって，
このままにしておきます．「もし」もユーザが入力するコマンドであり，my helpが何か
振る舞いをすることはないのでこのままにしておきます．次に，「ならば」を見てみると
my helpが editを開くという振る舞いをしています．ステップ定義では，あれば良いと
思うコードを記述するので私は下記のように記述しました．

な ら ば(/^ e d i tが開かれる $ /) do

Mytodo ::Edit.new.open

end

pendingの部分が書けたので，もう一度 cucumber features/my todo.featureを実行しま
す．すると，図 5のような結果が返ってきました．

Cucumberは，エラーが出たステップのすぐ後ろにエラーを表示してくれます．ここで
Cucumberでエラーが出たので，この「ならば　 editが開かれる」のシナリオに注目し
て RSpecに進むことにします．
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図 4 defaultの step定義を貼り付けた後の cucumberの実行結果．

3.3 RSpec

次に RSpecを使って実際に todoを更新する振る舞いをするコード書いていきます．
そのための準備として，まず specというディレクトリを作成し，my todoというサブ

ディレクトリを追加します．次に，このサブディレクトリに todo spec.rb というファイ
ルを追加します．この機能は my help –editと入力されれば， /.my help/my todo.yml

が開かれるので，その振る舞いをするコードを書きます．まず todo spec.rb は下記の通
りです．

1 require ’spec_helper ’

2

3

4 module Mytodo

5 describe Todo do

6 describe "#open" do
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図 5 pendingの step定義を書き込んだ後の cucumberの実行結果．

7 it "open file my_todo.yml"

8 end

9 end

10 end

describe()メソッドは，RSpecの APIにアクセスして RSpec::Core::ExampleGroupの
サブクラスを返します．ExampleGroupクラスはオブジェクトに期待される振る舞いの
サンプルを示すグループです．it()メソッドはサンプルを作成します．
完成したコードを下記の通りです．
1 require ’spec_helper ’

2

3

4 module Mytodo

5 describe Todo do

6 describe "#open" do

7 it "open file my_todo.yml" do

8 system("emacs ~/. my_help/my_todo.yml")
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9 end

10 end

11 end

12 end

specディレクトリの my todoディレクトリを rspecで実行すると図 6結果がでました．
--colorを付け加えるとわかりやすく色づけをしてくれて，見やすくなります．

図 6 pendingの step定義を書き込んだ後の cucumberの実行結果．

図 6を見るとエラーが出てしまっているのがわかります．

‘<module:Mytodo>’: uninitialized constant Mytodo::Edit (NameError)

上記のエラーを解決するために，spec ディレクトリの一つ上の構造のディレクトリ
に lib ディレクトリを作成します．その中に my todo というディレクトリを作成し，
my todo.rbを作成します．
構造を表示すると以下のようになります．
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/Users/nasubi/my_help/lib/my_todo% ls

my_todo.rb

my todo.rbに先ほどのエラーでMytodoという moduleがないといわれているので，こ
こで作成します．

/Users/nasubi/my help/lib/my todo/my todo.rbの中に以下のコードを記述します．
module Mytodo

class Edit

def open

end

end

end

また，これを requireしないといけないので，lib/todo.rbとして，以下を追加します．

require ’my_todo/my_todo’

これだけでは，rspecが lib/my todo/my todo.rbを読み込んでいないため，このスペッ
クを実行するために，specディレクトリに spec helper.rbに以下を追加します．

$LOAD_PATH.unshift File.expand_path ( ’../../lib ’, __FILE__)

require ’todo ’

これでもう一度 rspecを実行してみると図 7の結果が返ってきました．
図 7 を見ると，エラーが消えて成功しているのがわかります．これで「ならば　 edit

が開かれる」のシナリオの RSpec 部分が成功しました．Red, Green と進めたので次は
Refactoring をするのですが，ここではあまり必要のないので省略します．RSpec が終
わったので，Cucumberに戻ります．
先ほど libディレクトリで lib/my todo/my todo.rbを作成したので，cucumberでも

読み込むために，以下を作成します．

/Users/nasubi/my_help/features/support/env.rb

env.rbの中は以下の通りです．
1 $LOAD_PATH.unshift File.expand_path(’../../../ lib’, __FILE__)

2 require ’todo’

これで cucumberも lib/の中身を読み取ってくれます．
もう一度 cucumberを実行してみると,図 8の結果が返ってきました．
エラーが消えています．
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図 7 redを修正して greenになった rspecの実行結果

これで BDDが成功しました．残りの「自分の todoを書き込む」も my helpが何か振
る舞いをするわけではないので，「コマンドを入力して todoを更新する」シナリオ全ての
テスト開発が終わりました．このように BDD で my help のテスト開発を行っていきま
した．

3.4 .rspec options

図 6の時に述べたように,[rspec spec –color]で実行すると成功すれば Greenで表示さ
れ，失敗すれば Redで表示されます．結果に色がついていると見やすく，どのような結
果が出ているかが一目瞭然です．しかし，毎回 [–color]のコマンドを打ち込むのが面倒に
なってきます．そこで，カレントディレクトリに.rspecを用意し，

--format documentation
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図 8 libの中身を読み込むようにした cucumberの実行結果．

--color

のようにすることで，rspecで実行するときにこのファイルを読み込み，[–color]を入力
しなくても実行されます．
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3.5 featuresでの記述とその意味

features での記述は，コマンドの振る舞いを説明する自然な記述です．その様子を
specific helpが用意しているデフォルトのコマンドについて説明します．specific helpと
は，ユーザが作成するそれぞれのヘルプです．speific helpの–helpを表示させると，

--edit edit help contentsを開く
--to_hiki h i k iの f o r m a tに変更する
--all す べ て の h e l p画面を表示させる
--store [item] store [item] で back u pをとる
--remove [item] remove [item] back u pしてる l i s tを消去する
--add [item] add new [item]で 新 し い h e l pを作る
--backup_list [val] back u pしている l i s tを表示させる

が得られます．これらの項目について順に詳細な振る舞いとそれを記述するシナリオを検
討していきます．

3.5.1 –add [item]

このコマンドは新しい itemを specific helpに追加します．提供される機能をシナリオ
の先頭に内容をかいつまんでこの振る舞いが記述されています．実装では，ヘルプの内容
は /.my help/emacs help.ymlに元 dataがあります．

1 nasu% cat add.feature

2 #language: ja

3

4 #--add [item]

5 機 能: 新 し い i t e mを s p e c i f i c _ h e l pに追加する
6 s p e c i f i c _ h e l pとは，ユーザが作成するそれぞれのヘルプである
7 新 し い h e l p画面を追加したい
8

9 シ ナ リ オ: コ マ ン ド を 入 力 し て s p e c i f i c _ h e l pに i t e mを追加する
10 前 提 新 た な h e l pコマンドを追加したい
11 も し emacs_help --add[item]を 入 力 す る
12 な ら ば ~/.my_help/emacs_help. y m lに新しい i t e mが自動的に追加される

3.5.2 –all

このコマンドは specific help にある help を一度に全て表示させます．すると spe-

cific helpにある itemを全て表示します．実装では，元データが /.my help/emacs help.yml

にあるので，それを全て表示します．
1 nasu% cat all_help.feature

2 #language: ja

3
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4 #--all

5 機 能: 全 て の h e l p画面を見る
6 複 数 の h e l p 画 面 を 一 度 に 見 た い 時 に 便 利 で あ る
7

8 シ ナ リ オ: コ マ ン ド を 入 力 し て す べ て の h e l pを見る
9 前 提 複 数 の h e l p画面を表示したい

10 も し emacs_help -- a l lと入力する
11 な ら ば す べ て の h e l p画面が表示される

3.5.3 –backup list

このコマンドは過去にバックアップをとったことのある itemを表示させます．自分が
どの item をバックアップしたのかの確認ができます．また，その item のバックアップ
をとった時間も表示されるので，いつバックアップをとったのかの確認もできます．

1 nasu% cat backup_list.feature

2 #language: ja

3

4 #--backup_list

5 機 能: 過 去 に バ ッ ク ア ッ プ し て あ る i t e mのリストを表示させる
6 何 を バ ッ ク ア ッ プ し た か の 確 認 を し た い
7

8 シ ナ リ オ: コ マ ン ド を 入 力 し て バ ッ ク ア ッ プ の リ ス ト を 見 る
9 前 提 バ ッ ク ア ッ プ の リ ス ト を 見 た い

10 も し emacs_help -- b a c k u p _ l i s tを入力する
11 な ら ば バ ッ ク ア ッ プ し て い る i t e mのリストが表示される

3.5.4 –edit

このコマンドは specific help の item の編集ができます．実装では，元データのあ
る /.my help/emacs help.yml が emacs で開かれ，自分で編集ができます．編集作業が
終了したら，emacs で開かれているので， [C-x C-s] で保存，[C-x C-c] で edit を閉じ
ます．

1 nasu% cat edit_help.feature

2 # language: ja

3 #--edit

4 機 能: h e l pコマンドの追加や削除，編集をするための e i d i tを開く
5 e m a c s _ h e l pと入力したときに出てくる h e l pのコマンドの追加や削除，編集ができる
6

7 シ ナ リ オ: コ マ ン ド を 入 力 し て e d i tを開く
8 前 提 e m a c s _ h e l pのコマンドの編集がしたい
9 も し emacs_help -- e d i tと入力する

10 な ら ば ~/.my_help/emacs_help. y m lが e m a c sで開かれる
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3.5.5 –remove [item]

このコマンドは新しい itemを specific helpから削除します．提供される機能をシナリ
オの先頭に内容をかいつまんでこの振る舞いが記述されています．実装では，ヘルプの内
容は /.my help/emacs help.ymlに元 dataがあります．

1 nasu% cat remove.feature

2 #language: ja

3

4 #--remove [item]

5 機 能: specific_helpのitemを消す
6 い ら な く な っ た i t e mを消したいときに使う
7

8 シ ナ リ オ: コ マ ン ド を 入 力 し て i t e mを消す
9 前 提 い ら な い i t e mを消したい

10 も し emacs_help remove [item]

11 な ら ば ~/.my_help/emacs_help. y m lから i t e mが消える

3.5.6 –store [item]

このコマンドは specific helpの itemのバックアップをとります．少し helpを新しく
したいが，過去の helpを残しておけば安心できます． /.my helpディレクトリーの中に，
同じ名前の先頭に’.’をつけたファイルに追記されていきます．

-rw-r--r-- 1 bob 501 3231 2 10 17:11 my_todo.yml

-rw-r--r-- 1 bob 501 31925 2 3 19:49 .my_todo.yml

などとしてます．
1 nasu% cat store.feature

2 #language: ja

3

4 #--store [item]

5 機 能: i t e mのバックアップを取る
6 バ ッ ク ア ッ プ と し て 残 し た い i t e mがあるときに使う
7

8 シ ナ リ オ: コ マ ン ド を 入 力 し て i t e mのバックアップをとる
9 前 提 バ ッ ク ア ッ プ を と っ て お き た い

10 も し emacs_help --store [item]と 入 力 す る
11 な ら ば 入 力 し た i t e mのバックアップが作られる

3.5.7 –to hiki

このコマンドは formatを hikiに変更します．
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:カーソル移動:cursor

*C-f, move Forwrard, 前 or右へ
*C-b, move Backwrard, 後 or左へ
*C-a, go Ahead of line, 行頭へ
*C-e, go End of line, 行末へ
*C-n, move Next line, 次行へ
*C-p, move Previous line, 前行へ

などと hiki記法で出力されます．これを hikiの本文中に入れると

カーソル移動 cursor

• C-f, move Forwrard, 前 or右へ
• C-b, move Backwrard, 後 or左へ
• C-a, go Ahead of line, 行頭へ
• C-e, go End of line, 行末へ
• C-n, move Next line, 次行へ
• C-p, move Previous line, 前行へ

などと web上で表示されます．
1 nasu% cat to_hiki.feature

2 # language: ja

3

4 #--to_hiki

5 機 能: f o r m a tを h i k iモードに変更する
6 一 つ 一 つ エ デ ィ タ で 開 い て 変 更 す る の が め ん ど く さ い 時 に 有 益 で あ る
7

8 シ ナ リ オ: コ マ ン ド を 入 力 し て f o r m a tを h i k iモードに変える
9 前 提 h i k iモードに変更したい

10 も し emacs_help -- t o _ h i k iと入力する
11 な ら ば f o r m a tが h i k iモードに変更される

3.5.8 todoの更新
まず，todo を書き込むために，edit を開くために，my todo –edit と入力しま

す．–edit コマンドは上記で説明した動きをします．しかし，ここでは元データ
は /.my help/todo help.yml です．edit が開かれたら，todo を書き込みます．（今週や
ることなら weeklyという itemを作ってそこに書き込む）保存方法や，editの閉じ方は
emacsと同じ操作方法です．
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1 nasu% my_todo.feature

2 # language: ja

3

4 機 能: t o d oの更新を行う
5 自 分 の す る べ き こ と を 書 き 込 む た め に t o d oを更新する
6

7 シ ナ リ オ: コ マ ン ド を 入 力 し て t o d oを更新していく
8 前 提 t o d oを編集したい
9 も し "my_todo --edit"と入力する

10 な ら ば e d i tが開かれる
11 か つ 自 分 の t o d oを書き込む
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4 考察と今後の課題
4.1 考察

my helpを対象とした具体的なビヘイビア駆動開発の実践を通して，以下のような問題
点が明らかになってきました．

4.1.1 Cucumberを記述できるようになるまで時間がかかる
日本語で書くことができるので，記述されているコードを「理解する」のは容易で，「記

述する」ことも可能であると考えていました．ところが，The RSpec Book[1] に記載さ
れているテンプレートが少なく，理解することにも非常に困難を覚えました．自力で何も
前例のない状況から作成することはできますが，やはり時間がかかってしまいます．ネッ
トで検索しても，日本語のサイトではほぼ The RSpec Book[1]と類似したシナリオしか
記載されていないのも問題の一つであり，違った種類の書き方のテンプレートがもっと必
要です．地道に幾度も Cucumber を叩いて，features や rspec の記述すること，またそ
のデータベースを蓄えていくことが必要です．また，BDDでは Cucumberでエラーが出
ている状況が正しく，Cucumberを放置して RSpecへと進みます．今までのプログラミ
ングとは少し違う感覚に陥り，不安がよぎります．これは慣れるまでの辛抱ではあります
が，この問題も時間との戦いです．

4.1.2 BDDを行うときに rubyの知識が必要
Cucumberのステップ定義やRSpecにおいて rubyを用いることが多々あります．スッ

テプ定義を記述するときに，あればよいと思うコードを書くのですが，具体的なプログラ
ムを書くよりも難易度が高いと感じました．部分的なプログラムを作成するので，知識が
ないと正しいかどうかの判断が最後にしかできません．BDDを通して rubyを学べると
いう考え方もできますが，BDDで rubyを学ぶには物足りなさがあり，不向きです．し
たがって，BDDを使用する前に rubyの基礎の勉強は不可欠です．

4.2 my helpの今後

my help のテスト記述が完了するに伴って，仕様や動作の標準が確定しました．
my help は今後も開発者，ならびに多くのユーザの使用を通じて，どのように進化さ
せれば便利なのかが徐々にわかってくることで，my helpはまだまだ進化する機会が出て
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くると思われます．つまり，ビヘイビアの記述を利用することで，今後 my help を進化
させるための共同開発が円滑に進める手助けになると推測します．また，my help の進
化の開発だけに関わらず，my help の使用方法が明確になったことで，本研究で作成し
た my helpの featuresを読めば初心者でも my helpの振る舞いが容易に理解できます．
my helpは本研究室で今後使われていくと予想し，本研究はこれからの研究の手助けにな
ります．今後の本研究室の研究生が，CUI などの習得に時間をかけずにプログラミング
に集中でき，研究の質が向上すると予想できます．
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