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ノ
ー
プ
ラ
ン
で
初
デ
ー
ト
に
臨
む
と

か
、
ほ
と
ん
ど
対
策
せ
ず
に
受
験
す
る
と

か
、「
出
た
と
こ
勝
負
」
と
い
え
ば
聞
こ

え
は
良
い
が
、
無
計
画
で
行
き
当
り
ば
っ

た
り
の
行
動
は
失
敗
と
混
乱
を
招
き
や
す

い
。
行
政
も
ま
た
然
り
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
行
政
は
国
民
や
住
民
の
生
活

に
密
着
し
た
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
社

会
が
複
雑
化
・
高
度
化
す
れ
ば
、
行
政
需

要
の
拡
大
へ
の
対
応
や
多
種
多
様
な
公
共

的
問
題
の
解
決
を
否
応
な
く
迫
ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
行
政
の
活
動
や
技
術
も
複

雑
化
・
多
様
化
し
、
計
画
策
定
の
必
要
性

が
向
上
す
る
。
こ
の
よ
う
な
行
政
計
画
の

要
素
と
し
て
は
、
①
（
組
織
内
外
の
）
人
々

の
将
来
の
行
動
の
た
め
の
提
案
で
あ
る
こ

行
政
計
画
の
意
義
と
構
造

あ
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ

イ
ナ
へ
の
軍
事
侵
攻
は
言
う
に
及
ば
ず
、

国
際
情
勢
や
景
気
変
動
の
急
激
な
変
化
、

予
測
困
難
な
自
然
災
害
の
発
生
な
ど
、
行

政
や
ビ
ジ
ネ
ス
を
取
り
巻
く
外
部
環
境
が

目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
、
先
行
き
不
透
明

な
時
代
が
到
来
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
な
か
、
本
誌
２
０
２
１
年
10

月
号
「
行
政
計
画
の
実
効
性
と
エ
ビ
デ
ン

ス
・
評
価
」（
佐
藤
２
０
２
１
ｂ
）
で
指
摘

し
た
、
行
政
計
画
の
〝
あ
る
あ
る
〞（
①
総

じ
て
行
政
計
画
の
参
照
頻
度
は
さ
ほ
ど
高

く
は
な
い
、
②
お
か
し
な
成
果
指
標
が
設

定
さ
れ
て
い
る
、
③
目
標
値
の
設
定
根
拠

が
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
）
の
よ
う
に

旧
態
依
然
と
し
た
行
政
計
画
で
は
、
Ｖ
Ｕ

Ｃ
Ａ
時
代
に
は
到
底
対
応
で
き
な
い
。
そ

と
、
②
（
明
細
の
程
度
は
異
な
る
が
）
な
ん

ら
か
の
目
標
あ
る
い
は
基
準
を
述
べ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
、
③
こ
れ
ら
の
目
標
実
現

の
た
め
の
一
定
の
連
関
性
の
あ
る
行
動
系

列
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
村
松

２
０
０
１
）。
よ
り
具
体
的
に
言
う
と
、

行
政
計
画
は
な
ん
ら
か
の
政
策
目
的
と
そ

れ
ら
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の

諸
行
動
を
体
系
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
個
々

の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た

多
段
階
の
達
成
水
準
で
あ
る
諸
目
標
（
短

期
目
標
、
中
期
目
標
、
長
期
目
標
等
）が
設

定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
翻
っ
て
、
昨
今
、
Ｖ
Ｕ
Ｃ
Ａ
時
代
と
言
わ

れ
て
い
る
。
Ｖ
Ｕ
Ｃ
Ａ
と
は
、Volatility

（
変
動
性
）、Uncertainty

（
不
確
実
性
）、

Com
plexity

（
複
雑
性
）、A

m
biguity

（
曖
昧
性
）
の
頭
文
字
を
取
っ
た
造
語
で

Ｖ
Ｕ
Ｃ
Ａ
時
代
の
行
政
計
画

れ
で
は
、
Ｖ
Ｕ
Ｃ
Ａ
時
代
の
行
政
計
画
に

実
装
す
べ
き
機
能
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
今

後
、
行
政
計
画
を
ど
の
よ
う
に
策
定
し
、
運

用
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。以
下
で
は
、

自
治
体
経
営
の
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
シ
ス

テ
ム（O

perating
System

）に
あ
た
る

総
合
計
画
を
念
頭
に
検
討
し
て
み
た
い
。

　
Ｖ
Ｕ
Ｃ
Ａ
時
代
の
行
政
計
画
に
実
装
す

べ
き
特
に
重
要
な
機
能
と
し
て
、
つ
ぎ
の

６
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

①
論
理
性
（logicality

）

　
見
通
し
の
立
た
な
い
変
化
の
激
し
い
時

代
に
こ
そ
、
最
終
目
標
を
達
成
す
る
ま
で

の
諸
手
段
を
時
系
列
化
し
た
ロ
ー
ド
マ
ッ

プ
が
求
め
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ど

Ｖ
Ｕ
Ｃ
Ａ
時
代
の
行
政
計
画
に

実
装
す
べ
き
機
能
と
は
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か
そ
の
対
応
に
追
わ
れ
、
当
初
想
定
し
て

い
た
プ
ラ
ン
Ａ
は
頓
挫
な
い
し
破
綻
す
る

可
能
性
が
高
い
。
そ
の
た
め
状
況
に
応
じ

て
柔
軟
に
変
更
で
き
る
よ
う
、
あ
ら
か
じ

め
プ
ラ
ン
Ｂ
、
プ
ラ
ン
Ｃ
な
ど
複
数
の
代

替
案
や
予
備
的
手
段
を
検
討
し
て
お
く
。

⑤
自
律
性
（A

utonom
y

）

　
い
っ
た
ん
計
画
が
策
定
さ
れ
る
と
、
計

画
を
教
条
的
に
と
ら
え
、
計
画
ど
お
り
に

粛
々
と
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
硬

直
的
に
考
え
が
ち
で
あ
る
。
激
し
い
状
況

変
化
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
目
標

を
設
定
し
、
そ
の
達
成
に
向
け
て
主
体
的

に
思
考
し
行
動
す
る
態
度
が
必
要
で
あ
る
。

⑥
対
話
性
（dialogicality

）

　
計
画
の
策
定
や
運
用
で
は
文
書
に
よ
る

照
会
や
調
整
が
多
用
さ
れ
る
。
だ
が
元

来
、
計
画
の
策
定
や
評
価
は
創
造
的
活
動

で
あ
る
。
庁
内
だ
け
で
な
く
マ
ル
チ
セ
ク

タ
ー
と
の
対
話
を
通
じ
て
、
将
来
ビ
ジ
ョ

ン
と
そ
こ
に
至
る
道
の
り
を
可
視
化
・
共

有
化
し
て
お
き
、
状
況
変
化
に
対
処
で
き

る
協
働
体
制
を
整
え
て
お
く
。

　
計
画
が
単
な
る
作
文
に
終
わ
る
か
、
あ

る
い
は
有
効
に
機
能
す
る
か
は
、
そ
の
策

定
方
法
に
か
か
っ
て
い
る
。
シ
ン
ク
タ
ン

ク
等
へ
の
丸
投
げ
は
論
外
と
し
て
、
多
く

の
場
合
、
企
画
部
門
が
中
心
と
な
り
原
案

Ｖ
Ｕ
Ｃ
Ａ
時
代
に
行
政
計
画
を

ど
の
よ
う
に
策
定
す
べ
き
か

を
作
成
す
る
。
お
お
よ
そ
現
行
（
改
定

前
）
の
計
画
内
容
を
前
提
に
新
た
な
潮
流

を
ふ
ま
え
て
加
筆
修
正
し
、
組
織
内
外
と

の
調
整
を
経
て
成
案
を
得
る
。

　

こ
の
よ
う
な
策
定
方
法
が
問
題
な
の

は
、
新
規
に
何
を
盛
り
込
む
か
と
い
っ
た

検
討
や
細
か
な
表
現
・
字
句
の
修
正
等
に

終
始
し
て
、「
将
来
目
指
す
べ
き
姿
が
ど

の
よ
う
な
状
態
な
の
か
」「
現
状
と
比
較

し
て
ど
こ
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
の

か
」「
問
題
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
既

存
事
業
が
有
効
で
あ
る
の
か
」
と
い
っ
た

本
質
的
な
政
策
議
論
が
欠
如
し
て
い
る
点

に
あ
る
。
し
か
も
、
計
画
を
策
定
し
た
者

が
運
用
す
る
こ
と
（
策
定
者
と
運
用
者
の

自
同
性
）
が
担
保
さ
れ
て
お
ら
ず
、
事
業

担
当
部
門
の
間
に
「
企
画
部
門
が
つ
く
っ

た
計
画
で
あ
る
」
と
い
う
気
運
が
醸
成
さ

れ
、自
律
的
な
問
題
解
決
が
困
難
と
な
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
問
題
を
克
服
す
る

た
め
に
筆
者
が
考
案
し
た
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
・

ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
・
ア
プ
ロ
ー
チ（
図
１
）

を
紹
介
し
よ
う（
＊
２
）。
こ
の
方
法
は
四

つ
の
フ
ェ
ー
ズ
で
構
成
さ
れ
、
計
画
の
基

本
骨
格
（
政
策
お
よ
び
施
策
）
が
一
定
程

度
で
き
あ
が
っ
た
後
に
取
り
組
む
と
よ
い
。

　

フ
ェ
ー
ズ
１
は
「
最
終
成
果
の
具
体

化
」
で
あ
る
。
ま
ず
目
指
す
べ
き
将
来
像

（
計
画
期
間
内
に
達
成
す
る
状
態
と
水
準

＝
最
終
成
果
）
を
具
体
的
に
描
く
。
こ
こ

で
は
事
業
の
目
的
に
あ
た
る
「
施
策
」
に

着
眼
す
る
。
し
か
し
大
抵
の
場
合
、
施
策

は
「
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
」
や
「
災
害

に
強
い
都
市
基
盤
の
整
備
」
な
ど
と
抽
象

的
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
施
策
に
お
け
る
成

果
を
測
定
す
る
た
め
の
施
策
評
価
指
標

（
Ｋ
Ｐ
Ｉ
）
や
目
標
数
値
を
正
し
く
設
定

で
き
な
い
。
施
策
を
担
当
す
る
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
層
が
主
導
し
、
関
係
課
を
含
め
て
、

最
終
成
果
が
ど
の
よ
う
な
状
態
や
水
準
で

あ
る
か
に
つ
い
て
徹
底
的
に
議
論
し
具
体

化
す
る
。
た
だ
し
、
注
意
す
べ
き
は
既
存

事
業
を
も
と
に
議
論
し
な
い
こ
と
で
あ

る
。「
は
じ
め
に
事
業
あ
り
き
」
の
発
想

か
ら
抜
け
出
せ
ず
、
未
来
志
向
の
議
論
を

阻
害
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　
フ
ェ
ー
ズ
２
は
「
最
終
成
果
を
実
現
す

る
た
め
の
手
段
又
は
状
態
の
導
出
」
で
あ

る
。
フ
ェ
ー
ズ
１
で
明
ら
か
に
し
た
最
終

成
果
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提

と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
手
段
又
は
状
態

（
中
間
成
果
）
が
必
要
で
あ
る
か
を
議
論

し
、
洗
い
出
し
て
い
く
。
さ
ら
に
、
そ
れ

ら
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な

手
段
又
は
状
態
（
直
接
成
果
）
が
必
要
か

を
深
く
掘
り
下
げ
て
い
く（
図
２
）。

　

フ
ェ
ー
ズ
３
は
「
事
業
内
容
の
検
証
・

見
直
し
」
で
あ
る
。
フ
ェ
ー
ズ
２
で
導
出

し
た
「
直
接
成
果
」
と
既
存
事
業
が
生
み

出
し
て
い
る
実
際
の
「
直
接
成
果
」
を
比

較
対
照
し
、
両
者
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
な
い
か

を
確
認
す
る
。
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
場
合

の
よ
う
な
政
策
手
段
を
用
い
れ
ば
、
そ
の

結
果
ど
の
よ
う
な
最
終
成
果
を
も
た
ら
す

か
と
い
う
因
果
仮
説
の
ス
ト
ー
リ
ー
構
築

が
必
要
で
あ
る
。

②
流
動
性
（fluidity
）

　
計
画
が
緻
密
に
構
成
さ
れ
る
こ
と
は
重

要
で
あ
る
が
、
情
勢
の
変
化
に
対
応
で
き

な
く
て
は
問
題
で
あ
る
。
政
策
手
段
は
固

定
的
で
は
な
く
流
動
的
、
可
変
的
で
あ
る

べ
き
だ
。
手
段
は
つ
ね
に
目
的
と
結
び
つ

け
て
、
目
的
と
の
関
連
に
お
い
て
適
切
な

手
段
を
選
択
す
る
。

③
敏
捷
性
（A

gility

）

　
初
め
か
ら
完
璧
な
計
画
を
作
ろ
う
と
し

て
、
時
間
を
か
け
過
ぎ
な
い
。
行
政
の
無

謬
性
か
ら
脱
却
し
、

失
敗
を
恐
れ
ず
実
行

し
て
み
る
。
そ
の
代

わ
り
に
、
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
・
サ
イ
ク
ル
を

迅
速
に
回
し
、
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
と
効
果
検

証
を
機
動
的
に
行
い

な
が
ら
、
政
策
の
見

直
し
・
改
善
を
行
う
。

④
冗
長
性

（R
edundancy

）

（
＊
１
）

　

偶
発
的
又
は
危
機

的
な
事
態
に
見
舞
わ

れ
る
と
、
思
い
の
ほ

＊１　 本稿では「行政計画」の冗長性について言及したが、「行政」の冗
長性についてはかなり広範な概念である。

＊２　 トップダウン・ボトムアップ・アプローチによる職員研修の方法に
ついては、佐藤編（2021a）の61頁以降を参照されたい。　

図1　トップダウン・ボトムアップ・アプロ―チ

（注）ロジックモデルは元来プランニング・ツールであり、新規事業に対して用いられる。
既存事業に対してフローチャート型ロジックモデルを作成すると、既存事業の既成事
実化が進み、改革改善に結び付きにくい。そこで、まず既存事業が最上位の目的（最
終成果）から手段として妥当かどうかを検証するために、体系図型ロジックモデルを作
成する。つぎに、見直しした事業に関してフローチャート型ロジックモデルを構築する。

・ 最終成果の
具体化

フェーズ１
・ 最終成果を実
現するための
手段又は状態
の導出

フェーズ２
・ 事業内容の
検証・見直し

フェーズ３
・ ロジック
モデルの作成

フェーズ４
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は
、
既
存
事
業
が
フ
ェ
ー
ズ
２
で
導
出
し

た
「
直
接
成
果
」
を
生
み
出
せ
て
い
な
い

の
で
、
生
み
出
せ
る
よ
う
に
見
直
す
か
、

無
理
な
場
合
は
廃
止
す
る
。
見
直
し
し
た

事
業
も
含
め
既
存
事
業
だ
け
で
は
最
終
成

果
を
実
現
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合

に
は
、
新
た
に
事
業
を
立
案
す
る
。
つ
ま

り
、
前
例
踏
襲
で
既
存
事
業
を
安
易
に
継

続
さ
せ
な
い
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

　
フ
ェ
ー
ズ
４
は
「
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
の

作
成
」
で
あ
る
。
フ
ェ
ー
ズ
３
で
検
証
・

見
直
し
た
既
存
事
業
と
新
規
事
業
の
う
ち

重
点
事
業
を
対
象
に
、
影
響
要
因
を
追
加

し
た
単
線
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
型
ロ
ジ
ッ
ク

モ
デ
ル（
図
３
）
を
作
成
す
る
。
こ
の
と

き
も
施
策
担
当
部
門
内
の
職
員
が
知
恵
を

出
し
合
い
な
が
ら
、
①
ロ
ジ
ッ
ク
（
因
果

仮
説
の
ス
ト
ー
リ
ー
）
の
構
築
、
②
成
果

指
標
等
の
設
定
、
③
影
響
要
因
の
検
討
、

の
順
で
議
論
す
る
。
同
じ
目
的
の
事
業
の

ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
を
統
合
化
す
れ
ば
、
施

策
の
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
（
複
線
フ
ロ
ー
チ

ャ
ー
ト
型
、図
４
）
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
は
評
価
の
客
観

性
や
透
明
性
を
高
め
る
た
め
に
も
公
表
す

べ
き
で
あ
る
。
ま
た
論
理
的
整
合
性
を
担

保
す
る
た
め
、
外
部
専
門
家
の
妥
当
性
チ

ェ
ッ
ク
を
受
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　

ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
は
あ
く
ま
で
「
仮

説
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
検
証 

Ｖ
Ｕ
Ｃ
Ａ
時
代
に
行
政
計
画
を

ど
の
よ
う
に
運
用
す
べ
き
か

（
評
価
）
が
必
要
だ
。
計
画
策
定
時
に
築

い
た
協
働
体
制
を
う
ま
く
活
か
し
て
、
施

策
を
所
管
す
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
層
の
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
関
係
課
ど
う
し
が
議

論
し
、
と
き
に
は
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
の

参
加
を
得
て
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
サ
イ
ク
ル

を
迅
速
に
回
し
て
い
く
。
全
体
を
俯
瞰
し

た
い
場
合
は
施
策
の
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル

（
図
４
）を
、
ま
た
個
々
の
事
業
を
分
析
し

た
い
場
合
は
影
響
要
因
を
付
加
し
た
事
業

の
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル（
図
３
）に
注
目
す
る
。

そ
し
て
、
各
種
の
指
標
デ
ー
タ
等
を
参
照

し
、
仮
説
ど
お
り
に
な
っ
た
か
ど
う
か
、

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
の
か
を

要
因
分
析
し
、
そ
の
改
善
策
を
実
施
計
画

の
改
定
等
に
活
か
し
て
い
く
。

　
と
こ
ろ
で
、「
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
は
も
う
古
い
。

Ｖ
Ｕ
Ｃ
Ａ
時
代
は
Ｏ
Ｏ
Ｄ
Ａ
（
ウ
ー
ダ
）
ル

ー
プ
で
あ
る
」
と
い
っ
た
論
調
を
見
聞
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
Ｏ
Ｏ
Ｄ
Ａ
ル
ー
プ
は

O
bserve

（
観
察
）、O

rient

（
方
向
づ

け
）、D

ecide

（
決
心
）、A

ct

（
行
動
）

の
頭
文
字
を
と
っ
た
も
の
で
、
米
空
軍
操

縦
士
の
ジ
ョ
ン
・
ボ
イ
ド
が
提
唱
し
た
こ

と
か
ら
、
ボ
イ
ド
・
サ
イ
ク
ル
と
も
呼
ば

れ
て
い
る（
＊
３
）。
一
方
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ

ク
ル
は
米
国
の
統
計
学
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

デ
ミ
ン
グ
が
提
唱
し
た
も
の
で
、
製
造
業

の
品
質
管
理
に
源
流
が
あ
る
。
今
や
行
政

で
も
、
計
画
の
評
価
・
改
善
を
行
い
、
政

策
の
品
質
向
上
を
め
ざ
す
概
念
と
し
て
定

着
し
て
い
る
。
両
者
の
関
係
は
排
他
的
で

は
な
く
、
適
用
場
面
に
違
い
が
あ
る
。
Ｏ

Ｏ
Ｄ
Ａ
ル
ー
プ
は
個
人
の
主
観
を
モ
デ
ル

化
し
た
も
の
で
、
現
場
の
担
当
者
や
小
組

織
（
係
、
チ
ー
ム
等
）
が
状
況
に
応
じ
て

自
身
の
行
動
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
戦
場
の
最
前
線
の
よ
う
に
戦

況
が
刻
一
刻
変
化
す
る
場
面
で
は
計
画
策

定
に
時
間
を
か
け
ら
れ
ず
、
以
前
策
定
し

た
計
画
は
既
に
使
え
な
い
こ
と
も
多
い
。

し
か
し
、
普
段
か
ら
関
係
者
間
で
ロ
ジ
ッ

ク
モ
デ
ル
を
共
有
し
、
論
理
的
な
思
考
習

慣
を
身
に
つ
け
て
お
け
ば
、
一
朝
有
事
の

際
、
現
場
で
は
判
断
に
迷
う
こ
と
な
く
、

機
敏
に
行
動
で
き
る
だ
ろ
う
。
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図２　 総合計画策定過程でのロジックモデル構
築に関する議論（埼玉県戸田市）

図４　施策のロジックモデル（複線フローチャート型）

（出所） 佐藤徹編著（2021a）『エビデンスに基づく自治体政策入門－ロジックモデ
ルの作り方・活かし方』（公職研、16頁）
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図3　影響要因を追加した事業のロジックモデル

（出所） 佐藤徹編著（2021a）『エビデンスに基づく自治体政策入門－ロジックモデ
ルの作り方・活かし方』（公職研、21頁）
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影響要因 影響要因 影響要因 影響要因 影響要因
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