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１．はじめに

　前回から、G県のある JAの園
芸担当のHさんが、「きゅうり部
会に摘果したきゅうりを販売する
ことで収益アップと労力軽減をね
らう」というアイデアをコンセプ
トにまとめ、企画書に落とし込む
経過を解説してきました。
　前回作成した企画のコンセプト
は下表のとおりです。
　そもそもこの企画は誰をターゲ

ットに目的は何なのか？　企画の
特徴は何か？　これを読めば概略
がつかめますね。概略を読んで興
味を持ってもらえたら、次に具体
的にどうしたらよいのか自然に興
味がわいてきますよね。
　次のステップは、さらに企画書
を作り込んでいくために、事例に
そって見ていきましょう。

２．企画書作成のポイント①
5Ｗ1Hを明確に

　このコン
セプトを具
体的にどう
進めていく
か悩んでい
る H さ ん
に、奥さん
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じめ拾い出しておけるので、企画
書を読む人は安心してもらえるし、
企画書を読んだ人に、よし、やっ
てみようと思わせることもできる
わね」
　Hさん：「このように、一つ一
つ5W1Hを埋めていくと、上の表
のとおり企画書はほぼ完成だね。
まあ、細かい課題点は、最後に課
題としてまとめておこう」

３．企画書作成のポイント②
根回し

　Hさん：「よし！　大体企画書
はできたぞ！　これでどうだろ

からアドバイスが
ありました。
　奥さん：「私た
ち PTA の役員会
では、“誰が”“何
を”“いつ”“どこ
で”“なぜ”“どの
ように”を順番に
話し合うわ。これ
って“5W1H”と
言われているのよ
ね」
　Hさん：「5W1H
か～。なんか昔習
った気がするよ
ね。よし、その項目にまとめてみ
よう。まず、誰がやるかだね。当
然摘果したきゅうりを作るのが部
会員だねと」
　奥さん：「あら、それだけでい
いの？　今回のポイントは摘果し
たきゅうりを漬物にして売るので
しょう？」
　Hさん：「そうか！　どこで誰
に加工してもらうか考えないとい
けないな。そう考えると、流通の
最初から最後まで考えていかない
といけないんだね」
　奥さん：「そう。この5W1H を
やると、漏れていた項目をあらか
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う？」
奥さん：「そうね。大元の目的や
概要はコンセプトを見れば分かる
し、詳細も5W1Hで具体化されて
きたね。課題のところを今後詰め
ていく感じね。すごい！　企画書
らしくなっているわ！」
　Hさん：「よし、これを印刷し
てみんなに配ろう～」
　奥さん：「ちょっと待って。こ
れをみんなに一斉に配るって少し
乱暴じゃない？　渡す相手によっ
て、反応がバラバラになると思う
わよ。この企画書を配る相手にど
のように感じて欲しいのか、何を
期待するのか、読ませる相手ごと
にきちんと整理してみたらどう？」
　Hさん「部会、内部、婦人部会、
取引先。この分類かな。確かに企
画書を渡す相手によって協力をお

願いする内容が変わってくるね」
　奥さん：「そうよ。まずは誰に
渡すか、どう根回しするか考えま
しょうよ」
　Hさん：「よし、以下の表にま
とめてみたぞ」
　奥さん：「同じ企画書でも、期
待する反応、読んだ相手にどう協
力してもらうか違うわね。企画書
を書く導入の部分できちんと説明
した方がいいわね」
　Hさん：「そうだね。導入の部
分で、相手のメリットを、最後に
協力依頼事項を明確に書いた方が
いいね。それに、こうして整理し
てみると、協力をお願いした方が
企画はうまくいきそうだね」
　奥さん：「そうなのよね。どん
なにいい企画でも、一人でやると
足を引っ張る人がいたり、だんだ
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効果があります。
　上司に提出しておいた企画書が、
翌週上層部に回り、その翌週は役
員に回り、思わぬバックアップが
得られる可能性があります。どん
なにいいアイデアや熱意があって
も、口頭だけでは組織の中で埋も
れてしまいます。企画書として紙
に残し、組織の稟議システムを利
用するのです。
　企画書の中にあったマーケティ
ング戦略については別稿で取り上
げます。
　それにしても Hさんはいい奥
さんをお持ちですね。我々の仕事
は食に関係するので、主婦の意見
って結構大事ですよね。職場や身
内の女性に相談すると、結構ため
になるアドバイスをいただけるも
のですよ。皆さんも相談しながら、
いい企画書作りと新しい仕事に挑
戦してみてください。

ん自分が辛くなってきたりするよ
ね。労は自分が率先して、手柄は
全員で！　の精神が必要かもね」
　Hさん：「それに、この表にも
あるとおり、企画書を渡す順番も
重要だね。やっぱり、最初は内部
の直属の上司でないといけないね」
　奥さん：「ちょっと面倒でも、
企画書の最初と最後は、読む相手
に合わせて文章を変えておくとい
いね。がんばってね！」

４．さいごに

　いかがでしたか？　こうして現
場で日頃思っているアイデアや課
題解決方法を企画書という紙に落
とすことで、いろいろなメリット
がありますよね。回りを巻き込む
には、紙に落とすと全員の意識が
そこに集中して場がまとまりやす
くなります。
　それだけではなくて、時間差の
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