
ネパール連邦民主共和国

平和構築・民主化促進のための

メディア能力強化プロジェクト

終了時評価調査報告書

平成25年9月

（2013年）

独立行政法人国際協力機構

産業開発・公共政策部

産 公

J R

13-142





目     次 
 
目 次 
地 図 
写 真 
略語表 
 
評価調査結果要約表 
 
第１章 終了時評価調査の概要 ··········································································································· 1 
 １－１ 調査団派遣の背景 ··············································································································· 1 
 １－２ 調査団派遣の目的 ··············································································································· 2 
 １－３ 調査団構成 ·························································································································· 2 
 １－４ 調査日程 ······························································································································ 2 
 １－５ 主要面談者 ·························································································································· 2 
 １－６ 評価の方法 ·························································································································· 3 
  １－６－１ 評価の手順 ··············································································································· 3 
  １－６－２ データ収集方法 ······································································································· 3 
 
第２章 プロジェクトの実績と実施プロセス ···················································································· 5 

２－１ 投入実績 ······························································································································ 5 
 ２－１－１ 日本側の投入 ··········································································································· 5 
 ２－１－２ ネパール側の投入 ··································································································· 6 
２－２ 活動実績 ······························································································································ 6 
２－３ 成果の達成状況 ··················································································································· 7 
２－３－１ 成果１の達成状況 ······································································································· 7 
２－３－２ 成果２の達成状況 ······································································································· 8 
２－４ プロジェクト目標の達成度 ································································································ 9 
２－５ 上位目標の達成見込み ····································································································· 10 
２－６ プロジェクトの実施プロセス ·························································································· 11 
 ２－６－１ 実施体制 ················································································································· 11 
 ２－６－２ PDM 及び PO と実施プロセス ·············································································· 11 
 ２－６－３ モニタリングプロセス ·························································································· 11 
 ２－６－４ 技術移転プロセス ································································································· 11 
 ２－６－５ オーナーシップ ····································································································· 12 
 ２－６－６ コミュニケーション ······························································································ 12 

 
第３章 評価結果 ································································································································ 13 
 ３－１ 評価５項目による評価 ····································································································· 13 

３－１－１ 妥当性 ···················································································································· 13 



３－１－２ 有効性 ···················································································································· 15 
３－１－３ 効率性 ···················································································································· 15 
３－１－４ インパクト ············································································································· 17 
３－１－５ 持続性 ···················································································································· 18 

３－２ 結 論 ································································································································ 19 
 
第４章 まとめ ··································································································································· 20 

４－１ 今後に向けての提言 ········································································································· 20 
 ４－１－１ プロジェクト期間中における活動に関する提言 ················································ 20 
 ４－１－２ プロジェクト期間終了後も含めた対応に関する提言 ········································· 20 
４－２ 類似案件実施への教訓 ····································································································· 20 
４－３ 調査団長所感 ···················································································································· 20 

 
付属資料 

１．調査日程 ··································································································································· 25 
２．主要面談者一覧 ························································································································ 26 
３．PDM（Version 3.0） ·················································································································· 28 
４．投入実績 ··································································································································· 30 

４－１ 派遣専門家実績 ············································································································· 30 
４－２ 供与機材 ························································································································ 32 
４－３ 本邦研修、第三国研修実績 ·························································································· 35 
４－４ カウンターパート一覧 ································································································· 36 
４－５ 会議一覧 ························································································································ 41 

５．活動実績表 ································································································································ 46 
６．成果品一覧 ································································································································ 58 
７．評価グリッド ···························································································································· 59 
８．終了時評価ミニッツ（合同評価報告書） ··············································································· 66 
９．主要面談記録 ·························································································································· 114 

 
 
 



地     図 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典：ネパール政府観光局 

 
 
 
 
 
 
 



写     真 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改定メディア政策・法令案諮問委員会にて、 番組モニタリング・ワーキンググループが 

情報通信省（MoIC）次官をはじめ 模擬番組審議会の準備に係る打合せ中 

主要メディア機関も参加し協議中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MoIC やラジオネパール（RNE）に対して、 終了時評価のミニッツ（M/M）署名 

終了時評価の結果を報告 
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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：ネパール連邦民主共和国 案件名：平和構築・民主化促進のためのメディア能

力強化プロジェクト（MeP） 

分野：行政一般 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：産業開発・公共政策部 ガバナ

ンスグループ 法・司法課 
協力金額（評価時点）：約 3 億 5,000 万円 

 
協力期間 

（R/D）：2010 年 11 月～2013 年

10 月（3 年間） 
 

先方関係機関：情報通信省（MoIC）、ラジオネパー

ル（RNE） 

日本側協力機関：総務省  

他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 
ネパール連邦民主共和国（以下、「ネパール」と記す）では反政府勢力（マオイスト）と政府の

間で 2006 年 11 月に包括的和平合意が締結され、紆余曲折を経ながらも、2008 年 4 月には制憲議

会選挙が実施され、翌月には制憲議会が設置された。しかし、新憲法は予定されていた 2010 年 5
月末までには成立せず、その後も制憲議会の任期をたびたび延長したものの、連邦制の議論等に

関して主要政党間で合意に達することができず、2012 年 5 月に制憲議会は解散された。現在は、

2013 年 3 月に発足した最高裁判事長を首班とする選挙管理内閣が中心となり総選挙（制憲議会選

挙）の実施をめざしており、その後は地方選挙と新たな国づくりのプロセスが続く予定である。

ネパールではメディアが政治に利用されるケースが多く、自由・公正なメディアは未発達であ

る。包括的和平合意成立後も、タライ動乱をはじめとして、地域ベース、民族ベースの動乱が発

生しており、紛争を助長しない報道のあり方が問われている。また、和平プロセスの情報及び制

憲議会の各委員会での政党間の争点・議論進捗状況、政治課題等は、正確に地方にまで伝わって

いないケースも少なくなく、メディア関係者も、憲法制定等ネパールが直面している課題につい

ての知識が十分ではない。 
こうした政治状況の下、ネパールのメディアは現在、活字・放送とも、市場の受け入れ能力を

超えた乱立状況にあり、生き残りのための政治勢力への接近、特定政党の意に沿わないメディア

に対する脅迫・物理的暴力、ジャーナリスト自身による保身のための自己規制、こうした要因に

起因するプロフェッショナリズムの欠如という悪循環に陥っており、健全なメディアに期待され

る「政治に対する監視機能」は果たされていない。総計 5,000 種以上刊行されている活字メディ

アの多くが政治勢力に利用されていることに加え、放送メディアについても、情報通信省（MoIC）
が不十分な審査・登録で放送免許・周波数を割り当てていることが、全国で 300 を超す放送局を

生み出す結果となっている。こうしたメディアが脆弱な市場においては、援助してくれる政治勢

力のプロパガンダに利用されることも少なくなく、メディアの機能が正常化しない要因となって

いる。MoIC が所管するメディア関連法令については、多くが王制下に策定されたものであり、

その後の政治状況やメディアの乱立を踏まえて現状に即した改正が必要となっている。現在の政

府が暫定政権であり、政党ごとにメディア政策が異なることから、時代にそぐわなくなっている

法律・規則等が多々存在するにもかかわらず改正作業は十分に進んでいない状況である。 
一方、ラジオネパール（RNE）は、全国に放送網をもち、多言語によるニュース報道、多文化

に配慮した番組制作を続ける国営放送局であり、今後進められる「公共放送局化」プロセスのな
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かでは、放送内容や組織・財政面で独立性を高めるとともに、選挙・政治報道や災害報道等で重

要な役割を担うことが期待されている。しかし、現状は①放送内容、②カバレージ、③財務状況

の面で課題が山積している。財政状況の悪化から、政府の広報的番組制作を多く受け、放送内容

のレベルの低迷や、民間 FM と比べて音質が不良であることが、聴取者離れを引き起こし、広告

主の確保も困難な状況を招いている。この悪循環が技術革新をも阻害し、音質の良好な民間 FM
局との聴取者獲得競争にも敗れる結果となっている。 

こうした状況のなか、メディア政策・RNE を管轄する MoIC より、①メディア政策の改定、②

正確・中立・公正なメディアモデルとしての RNE の機能強化をめざす技術協力プロジェクトの

要請が日本国政府に提出された。 
 
１－２ 協力内容 

民主化の過程における正確・中立・公正なメディアのモデルを示すべく、MoIC によるメディ

ア政策・法令・指針の改定、及び RNE の公共放送局としての機能強化を図る。 
 
（１）上位目標 

メディアの正確性・中立性・公正性の原則を尊重する環境が醸成される。 
 
（２）プロジェクト目標 

（メディア政策の改定及びラジオネパールの改革を通じて）民主化の過程における正確・

中立・公正なメディアのモデル
1
が示される。 

 
（３）成果 

１）情報通信省によりメディア政策・法令・指針の改定案が策定される。 
２）ラジオネパールの公共放送局としての機能が強化される。 

 
（４）投入（評価時点） 

日本側：総投入額 3.5 億円 
専門家派遣 16 名（87.37 人月（MM）） 
研修員受入 14 名（本邦研修 7 名、第三国研修 7 名） 
機材供与 約 3,010 万 7,000 円（工事費含む） 
ローカルコスト負担 約 6,313 万 9,000 円（工事費除く） 

ネパール側 
カウンターパート（C/P）  約 50 名 
施設提供 プロジェクト事務所（MoIC 1 室、RNE 1 室、電話機） 
その他（工事費） FM 送信設備設置用のタワーの修繕、電気配線改修、作業

小屋の建設 

２．評価調査団の概要 

調査者 総  括：橋本 敬市  JICA 国際協力専門員 
評価企画：山本 哲也  JICA 産業開発・公共政策部法・司法課 調査役 
評価分析：小野里 宏代 株式会社 VSOC 

調査期間  2013 年 6 月 5～21 日 評価種類：終了時評価 
                                                        
1
 ネパールで十分に実施されていない調査報道、特定の政治勢力への偏りのない選挙・政治報道、及び人権の尊重を含む報道

倫理等、民主国家でメディアが果たす役割のあり方を体現した姿を指す。 
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３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 
（１）成果の達成状況 

＜成果１＞ 
成果１は、ほぼ達成されている。 
メディア政策案に加えて、関連 4 分野（放送、新聞・出版、映画、広告）にかかわる 7 法

案（「放送法」「公共放送法」「新聞出版法」「メディア委員会法」「電波法」「映画法」「広告

法」）の草案策定作業が完了している。今後、諮問委員会を通じて草案の改定作業を行い、

プロジェクト終了時までに MoIC の「acknowledge」を得る見通しである。 
＜成果２＞ 

成果２は、ほぼ達成されている。 
RNE の機能強化促進のために設置された 4 つのワーキンググループ（WG）（研修計画、

放送ガイドライン・番組基準、番組モニタリング、聴取者調査）のすべてにおいて、業務マ

ニュアルが完成した。報道・番組制作上の基盤が確立され、そのための職員訓練に係るノウ

ハウも設定された。このほか、FM 送信機 2 式の据付工事が完了し、正式に放送波を送出す

ることが可能となり、放送サービスエリアが拡大し、質が改善された。一方、財務強化に関

しては課題が残るが、公共放送局化に向けて、財務諸表導入による財政管理システムの改善

が図られ、さらにビジネス部と番組制作部が協力し、広告獲得のためのビジネス戦略の見直

しを図るなど、組織内の意識改革が進んでいる。 
 
（２）プロジェクト目標の達成見込み 

プロジェクト目標はおおむね達成すると見込まれる。 
メディア政策、法令、指針等の枠組み策定作業はおおむね完了し、メディア関係者に対す

るコンサルテーション及びその後の普及活動を残すのみの状況となっている。これに対しメ

ディア側は、従来の編集方針や経営形態次第では、民主的な法的枠組み・倫理規範の受け入

れに時間を要することが予想されるが、MoIC 側の方針に変更がない限り、メディア各方面

への定着が徐々に浸透することが期待できる。 
RNE では模擬番組審議委員会の導入による外部審査の導入、財務状況の健全化、職員の研

修システムの構築等を通じ、公共放送局が政治勢力からの不当な介入を受けず編集権の独立

を確立する素地ができつつあると判断できる。 
 
３－２ 評価結果の要約 
（１）妥当性 

妥当性は高い。 
ネパール国「暫定憲法」及び「三カ年計画」（2010/11～2012/13）では、国民の知る権利と

民主化促進のためのメディア分野の開発政策を目標に掲げており、「ハイレベル評議会」で

は国営放送局の公共放送局化が提言されており、プロジェクト目標はネパール政府の優先事

項達成に貢献するものである。特に「三カ年計画」により MoIC がメディア法令、諸規則の

見直しを行うことが急務であったことから、本プロジェクトは MoIC のニーズに対応するも

のであった。また民主的な国づくりの途上にあるネパールにおいて、ターゲットグループで

ある RNE を含むメディア機関及びジャーナリストが、憲法制定や選挙などに関する情報を

公正・中立な立場で正確に市民に伝え、市民の民主化プロセスへの参画を促すことのニーズ

は高く、本プロジェクトは高い整合性がある。   
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わが国の対ネパール国別援助方針においては、「平和の定着と民主国家への着実な移行」

が重点分野のひとつとして掲げられており、本プロジェクトは「民主化プロセスの促進プロ

グラム」の一環として事業展開計画に位置づけられている。 
 
（２）有効性 

有効性は高い。 
本プロジェクトを通して、改定メディア政策の草案に対するメディア関係者の理解促進が

図られ、また RNE では、国民のための公共放送局化を踏まえて機能が標準化されつつある

ことから、ふたつの成果によってプロジェクト目標がほぼ達成されている。ネパールの政治

が依然不安定であることから、MoIC 内での改訂メディア政策案及び法令案の承認に係る意

思決定に影響を与えることが危惧されるが、終了時評価時点では、諮問委員会を通じ、改定

に係る関係者間の最終協議が継続して行われており、プロジェクト期間内に最終案が完成す

る見込みは高い。 
RNE では新たな FM 送信設備の整備による放送カバレージの拡大及び質の向上が実現し、

また公共放送局化を踏まえた能力強化活動を通じ、番組制作及び報道の質が向上しつつあ

る。RNE の聴取者からも肯定的なフィードバックが寄せられ、職員の公共放送局化に向けた

意欲の向上にもつながり、タスクフォースと WG は自分たちのパフォーマンスの向上を高く

評価している。 
 
（３）効率性 

効率性は高い。 
専門分野が多岐にわたるなか、比較的短いプロジェクト期間の枠組みのなかで、ふたつの

成果は着実に産出されてきている。ネパール側は省庁間での人事異動が頻繁にあり、主要

C/P の交代もあったため、新しく着任する C/P に対してはその都度専門家側から個別にプロ

ジェクトの説明をし、関係構築を図る必要があった。一方、RNE では WG メンバーとして

配置された C/P のなかには、4 つある WG をいくつか掛け持ちしている者もおり、横断的に

活動や課題を熟知していることで効率性が増し、強いオーナーシップが確認された。また、

プロジェクトを通じて策定した放送ガイドラインや番組基準などを活用し地方拠点局への

普及を実施したことは、中央と地方放送の統一化を図るうえで高く評価される。 
このほか、短期間で現地派遣された日本人専門家をサポートする現地スタッフは、分野別

の各自の任務を C/P と連携して遂行しつつ、お互いの業務をカバーしあうなど、そのチーム

ワークと効率的なパフォーマンスは本プロジェクトに大きく貢献した。 
 
（４）インパクト 

既にいくつかの顕著な正のインパクトが発現している。 
MoIC と RNE をはじめ主要メディア関係者間の、正確・中立・公正なメディアセクター構

築のための共通認識が図られようとしている。プロジェクト終了後も、改定されたメディア

政策・法令・指針が立法化のうえ、実施された場合、また公共放送局化が制度化されれば、

プロジェクトにより導入された活動と成果について普及・広報活動が継続的に行われること

で、上位目標が達成される見通しがある。 
上位目標のほかに、以下のインパクトが発現している。 

＜正のインパクト＞ 
１） 政策／制度面：プロジェクトを通じ策定されたメディア政策及び法令案は、公共放送機  
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関の制度化に直接的な影響を与えるものである。 

２） 組織面：RNE の WG は公共放送（PSB）の概念の認識を深め、さらに公共放送局化の実

施者としての強い意志をもっていることが確認された。 
３） 社会面：プロジェクト活動を通じ、メディア機関及びジャーナリストが民主化における

正確・中立・公正なメディアのあり方を再考する機会を得たことで、社会的波及効果が発

現した。また RNE の放送サービスエリアの拡大と質の向上が実現し、同時に公共放送局

化を踏まえた番組制作と報道の改善が図られた。これにより聴取者からの肯定的なフィー

ドバックが寄せられたことは、ネパールの地域社会への波及効果の現れである。 
＜負のインパクト＞ 

負のインパクトの発現は確認されていない。 
 
（５）持続性 

 持続性は中程度である。政策／制度面、組織／財政面、技術面、社会面における持続性は

以下のとおりである。 
１） 政策・制度面（中程度） 

プロジェクトではメディア機関及び報道従事者のメディア政策策定への参加の促進、ま

た民主化におけるジャーナリズムのあり方の啓発を図ってきた。このようなプロセスを経

て改定された政策及び法令案は、将来的に政治状況という外部要因が安定化に推移し、施

行された場合、時間を要するものの着実にメディアセクターの規範と活動に取り込まれる

見通しは高い。一方、民主化プロセスはまだ試行錯誤の段階であり、政治勢力へのメディ

ア原則の浸透、民主国家におけるジャーナリズムの役割に関する認識の共有を進めるため

の取り組みの検討が望まれる。 
２） 組織面・財政面（更なる強化が必要） 

RNE は公共放送局としての機能強化をめざし、標準化された放送ガイドライン、番組基

準、番組審議委員会、研修手法等を試行的に導入しつつある。終了時評価時点でも RNE
職員の公共放送局化に向けた意気込みは高く、オーナーシップも醸成されてきていること

が確認されており、プロジェクト終了後もコア・メンバーが中心となり組織強化を進めて

いくことが期待できる。一方、財政面での持続性が最大の課題であり、機能的な組織構造

と予算確保の実現を含むアクションプランづくりが求められている。 
３） 技術面（比較的高い） 

RNE は、1980 年代以降、日本の無償資金協力により供与された設備、機材を適切に維

持管理している。また、技術部には JICA 課題別研修の帰国研修員も数名在籍し、独自に

内部研修も行っており、組織内に技術力が保持され続けることが見込まれる。 
４） 社会面（中程度） 

改定メディア政策案は民主化における正確・中立・公正なメディアセクターの構築が原

則となっていることから、将来的に政治状況という外部要因が安定化に推移し、施行され

た場合、国民が正確で中立的かつ公正な情報へアクセスできる機会が増加し、社会包摂が

促進されることが期待される。 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 
（１）計画内容に関すること 

１） 活動計画（PO）の策定に際し、一貫して政治的中立性の確保と紛争予防に配慮しつつ、

ステークホルダーとの協議活動やジャーナリスト研修等の対象地域及び対象者の選択を行 
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ったことにより、社会的インパクトの発現につながった。 
２） 本邦研修及び第三国研修を通じて、MoIC と RNE の幹部が PSB のあり方への理解を深

め、帰国後、公共放送局化の検討に際し、研修で習得した知識と経験を生かし、より実質

的な協議を進めることにつながった。 
 
（２）実施プロセスに関すること 

１） 主要メディア機関のプロジェクト活動への参加促進により、終了時評価時点でも、主要

ステークホルダーのメディア政策及び法令改定への高い関心と参画への強い意思が確認

された。 
２） RNE の WG の活性化のために、グループごとにコア・メンバーを選抜して活動を実施

したことにより効率性が高まった。 
３） 専門家が RNE 職員のニーズを的確に把握し、柔軟に技術移転アプローチ（OJT など）

を使い分けて活動を実施したことにより、RNE 主体の実施体制が強化され、職員のオーナ

ーシップと意欲を高めることに繋がった。 
４） 公共放送機関に求められる機能を各種ガイドライン及びマニュアルなどの策定によっ

て標準化したことにより、RNE 職員の能力強化と地方拠点局への普及のうえで、より効果

的かつ持続的な、正確・中立・公正なメディアの概念の啓発が可能となった。 
 
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 
（１）計画内容に関すること 

ネパールでの憲法制定作業が停滞していることによる、MoIC 内での政治的プロセスがプ

ロジェクトで改定支援を行った法令の承認を遅らせる要因となった。 
 
（２）実施プロセスに関すること 

プロジェクト当初、メディア関係機関から政策策定プロセスや内容に関し批判を受けた

が、MoIC と専門家によるメディア機関に対する継続的な対話と協議の結果、主要メディア

機関の活動実施への協力が得られるようになり、結果的に貢献要因となった。 
 
３－５ 結 論 

メディア関連文書の適正化及び公共性の高い放送メディアの健全化を通じて、民主国家におけ

るメディアのモデルが提示し得ると判断できる。また、５項目評価結果についてもおおむね高い。

したがって、本プロジェクトは予定どおり終了する。 
 
３－６ 提 言 
（１）プロジェクト期間内における活動に関する提言 

MoIC は、策定された政策案・法案の更なる普及活動を実施することを通じ、「メディアが

民主的に活動するための法的枠組」に関する理解促進、ジャーナリスト間の認識共有、公平・

公正・正確な報道に対する意識向上を進めることが期待される。 
RNE は、プロジェクトで策定された各種マニュアル、ガイドラインの組織内での普及、中

立的報道姿勢の定着、機能・財務状況改善に向けた部署間協力の促進を一層進め、組織の自

立性を高めることが望まれる。 
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（２）プロジェクト終了後も含めた対応に関する提言 

MoIC は、本プロジェクトで策定した政策案・法案を省として acknowledge したという事

実に基づき、プロジェクト終了後も政策面での方向性を堅持し、政治的な条件が満たされた

段階で、これら政策案・法案の正式承認に結びつけることが期待されるとともに、民主的な

メディア環境の整備を継続することが望まれる。 
RNE は、本プロジェクトで策定された各種マニュアル・番組審査システム、訓練制度を基

盤として、公共放送局化に向けた努力の継続を保証することが期待される。そのためには、

こうした努力を推進するコア・グループを設置し、本プロジェクトで蓄積されたノウハウの

定着・継続的運用を保証することが推奨される。 
 
３－７ 教 訓 

政策案・法案策定作業はおおむね順調に推移したが、策定プロセスに対し、一部メディアや関

連団体が不信感を表明し、内容の審議より手続き論に時間を割かれたという面があった。政策・

法案策定は第一義的には MoIC のマンデートに属する事項であり、同省のイニシアティブの下、

中立的な法律専門家、メディア関係者、政策担当者の間で原案策定を進め、コメントを求めるべ

き各種ステークホルダーとの役割分担を明確化すれば、作業はより迅速に進み、本質的な議論に

時間を割くことができたであろう。 
RNE については、3 年目前後から活動が軌道に乗り、プロジェクト終了までに所定の成果が達

成されたが、初動段階から関係者間の意思疎通、方向性の関する認識共有が保証されていれば、

さらに大きな成果を上げていたと思われる。 
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第１章 終了時評価調査の概要 
 
１－１ 調査団派遣の背景  

ネパール連邦民主共和国（以下、「ネパール」と記す）では反政府勢力（マオイスト）と政府

の間で 2006 年 11 月に包括的和平合意が締結され、紆余曲折を経ながらも、2008 年 4 月には制憲

議会選挙が実施され、翌月には制憲議会が設置された。しかし、新憲法は予定されていた 2010
年 5 月末までには成立せず、その後も制憲議会の任期をたびたび延長したものの、連邦制の議論

等に関して主要政党間で合意に達することができず、2012 年 5 月に制憲議会は解散された。現在

は、2013 年 3 月に発足した最高裁判事長を首班とする選挙管理内閣が中心となり総選挙（制憲議

会選挙）の実施をめざしており、その後は地方選挙と新たな国づくりのプロセスが続く予定であ

る。 
ネパールではメディアが政治に利用されるケースが多く、自由・公正なメディアは未発達であ

る。包括的和平合意成立後も、タライ動乱をはじめとして、地域ベース、民族ベースの動乱が発

生しており、紛争を助長しない報道のあり方が問われている。また、和平プロセスの情報及び制

憲議会の各委員会での政党間の争点・議論進捗状況、政治課題等は、正確に地方にまで伝わって

いないケースも少なくなく、メディア関係者も、憲法制定等ネパールが直面している課題につい

ての知識が十分ではない。 
こうした政治状況の下、ネパールのメディアは現在、活字・放送とも、市場の受け入れ能力を

超えた乱立状況にあり、生き残りのための政治勢力への接近、特定政党の意に沿わないメディア

に対する脅迫・物理的暴力、ジャーナリスト自身による保身のための自己規制、こうした要因に

起因するプロフェッショナリズムの欠如という悪循環に陥っており、健全なメディアに期待され

る「政治に対する監視機能」は果たされていない。総計 5,000 種以上刊行されている活字メディ

アの多くが政治勢力に利用されていることに加え、放送メディアについても、情報通信省（Ministry 
of Information and Communications：MoIC）が不十分な審査・登録で放送免許・周波数を割り当て

ていることが、全国で 300 を超す放送局を生み出す結果となっている。こうしたメディアが脆弱

な市場においては、援助してくれる政治勢力のプロパガンダに利用されることも少なくなく、メデ

ィアの機能が正常化しない要因となっている。MoIC が所管するメディア関連法令については、

多くが王制下に策定されたものであり、その後の政治状況やメディアの乱立を踏まえて現状に即

した改正が必要となっている。現在の政府が暫定政権であり、政党ごとにメディア政策が異なる

ことから、時代にそぐわなくなっている法律・規則等多々存在するにもかかわらず改正作業は十

分に進んでいない状況である。 
一方、ラジオネパール（Radio Nepal：RNE）は、全国に放送網をもち、多言語によるニュース

報道、多文化に配慮した番組制作を続ける国営放送局であり、今後進められる「公共放送局化」

プロセスのなかでは、放送内容や組織・財政面で独立性を高めるとともに、選挙・政治報道や災

害報道等で重要な役割を担うことが期待されている。しかし、現状は①放送内容、②カバレージ、

③財務状況の面で課題が山積している。財政状況の悪化から政府の広報的番組制作を多く受け、

放送内容のレベルの低迷や、民間 FM と比べて音質が不良であることが聴取者離れを引き起こし、

広告主の確保も困難な状況を招いている。この悪循環が技術革新をも阻害し、音質の良好な民間

FM 局との聴取者獲得競争にも敗れる結果となっている。 
こうした状況のなか、メディア政策・RNE を管轄する MoIC より、①メディア政策の改定、②
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正確・中立・公正なメディアモデルとしての RNE の機能強化をめざす技術協力プロジェクトの要

請が日本政府に提出され、2010 年 11 月から 2013 年 10 月までの 3 年間を協力期間として実施し

ている。 
今般、プロジェクト期間終了まで約半年となることから、これまでのプロジェクト活動の進捗

状況、実績、目標の達成見込み等について確認し、プロジェクト活動の実績、成果を評価・確認

するとともに、今後のプロジェクト活動に対する提言及び今後の類似事業の実施にあたっての教

訓を導くことを目的とし、終了時評価調査を実施した。 
 

１－２ 調査団派遣の目的  

（１）プロジェクトのプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）に

基づき、これまでのプロジェクト活動の進捗状況、実績、目標の達成見込みについて調査・

確認する。 
 
（２）DAC 評価５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の観点から評価を行い、

今後に向けた提言を行うとともに、類似プロジェクトを実施する際の教訓を取りまとめる。 
 
（３）上記（１）及び（２）の結果に基づき、ネパール側関係者と協議を行い、残りのプロジェ

クト期間に行うべき活動及び実施方針について確認する。 
 
（４）上記の評価及び協議の結果を合同評価報告書（英文）としてまとめ、ネパール側カウンタ

ーパート（Counterpart：C/P）機関と認識の共有を図る。 
 
１－３ 調査団構成  

担当業務 氏 名 所 属 

団  長 橋本 敬市 JICA 国際協力専門員 

評価企画 山本 哲也 JICA 産業開発・公共政策部 法・司法課 調査役 

評価分析 小野里 宏代 株式会社 VSOC 

 
１－４ 調査日程  

2013 年 6 月 5 日（水）～21 日（土） 
※橋本団長及び山本団員は、6 月 13 日（木）～21 日（土）。 
※詳細は付属資料１のとおり。 

 
１－５ 主要面談者 

付属資料２のとおり。 
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１－６ 評価の方法 

１－６－１ 評価の手順 

日本側、ネパール側評価調査チームが合同で、「新 JICA 事業評価ガイドライン第 1 版」
1
に基

づき、現行 PDM（PDM 3.0）
2
と評価５項目（表１－１）による評価手法を用い、以下のとおり

実施した。PDM 3.0 は付属資料３を参照。 
 

（１）PDM の最新版（Version 3.0）に基づき評価デザインを検討し、評価グリッドを作成した

（付属資料７を参照）。プロジェクトの達成度合いは、主に PDM 指標を基に評価し、プロ

ジェクト目標の達成度合いに貢献した要因、及び阻害した要因を分析した。 
 

（２）プロジェクトの実績に関する情報を収集し、プロジェクトの実施プロセスを把握すると

ともに、投入実績、成果の達成度、プロジェクトの目標の達成見込みを確認した。 
 

（３）評価５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の観点から、評価グリッ

ドに沿って評価した。終了時評価であることから、５項目のなかでもプロジェクトの目標

の達成度合い（有効性）、インパクトの発現状況、組織、及び財政面での持続性などに特

に着目し考察した。また、紛争影響国特有の評価の視点にも留意した。 
 

（４）プロジェクト残存期間の活動に係る提言、及び類似案件に対する教訓を抽出した。 
                  

表１－１ 評価５項目 

妥当性 プロジェクトのターゲットグループのニーズへの整合性、プロジェクト内容の先

方政府と援助側の政策や優先順位との整合性、プロジェクトの戦略やアプローチ

の妥当性に関する視点。 
有効性 プロジェクトの達成見込みと、その達成が成果の達成によりもたらされるかに関

する視点。 

効率性 成果の達成状況と投入がいかに成果の達成に転換されているか（量的、質的観点）

に関する視点。他のアプローチと比して最も効率的な方法を適用しているかも必

要に応じ問う。 
インパクト

（予測） 
上位目標の達成見込みと、プロジェクトの直接／間接的影響。また、正／負、予

期した／予期していない影響も確認する。 

持続性 
（見込み）

プロジェクト終了後にプロジェクトがもたらした影響と持続性を問う視点。 

 
１－６－２ データ収集方法 

評価グリッドに基づき、5 項目それぞれに設置した調査項目に沿って定性的、定量的データ

を、以下の方法で収集した。調査項目、方法については、付属資料７「評価グリッド」を参照

されたい。 

                                                        
1
 新 JICA 事業評価ガイドライン第 1 版（JICA 評価部、2010 年 6 月） 

2
 PDM の修正プロセス詳細は第２章「２－６－２ PDM 及び PO と実施プロセス」を参照。 
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① 文献調査（プロジェクト関連資料のレビュー） 
② 調査票調査（質問票回答数：C/P 10 名、専門家 4 名、ステークホルダー1 名） 
③ キー・インフォーマント・インタビュー（C/P17 名、専門家 4 名、ステークホルダー    

7 名） 
④ 直接観察〔RNE・ワーキンググループ（Working Group：WG）、メディア政策・関連法令

に係る諮問審議会の活動の見学等〕 
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第２章 プロジェクトの実績と実施プロセス 
 
２－１ 投入実績 

 ２－１－１ 日本側の投入 
（１）専門家派遣 

本プロジェクトにはプロジェクト終了までの投入計画〔合計 87.37 人月（MM）〕に基づ

き、①総括／メディア能力強化、②メディア政策、③放送技術、④番組制作、⑤財務分析・

マーケティング、⑥ジャーナリズム、⑦研修計画／紛争予防配慮、⑧普及計画・広報／業

務調整のシャトル型専門家が延べ 16 名派遣されている。派遣専門家実績は付属資料４－

１を参照。 
 

（２）現地業務費 
日本側現地業務費として合計 6,313 万 9,000 円相当が、プロジェクト終了までに、支出

見込みである
3
。内訳は、主に、聴取者調査、市場調査、普及、研修活動に係る現地再委託

費、庸人費、旅費・交通費、通信運搬費、資料等作成費、ワークショップ開催費などであ

る。 
 

表２－１ 現地業務費 

 

第 1 年次 
（2010.11- 
2011.7） 

第 2 年次 
（2011.9- 
2012.2） 

第 3 年次 
（2012.3- 
2013.3） 

第 4 年次 
（2013.5- 
2013.10） 

合計 
（円） 

現地業務費 9,918,000 8,964,000 25,269,000 18,988,000 63,139,000 

 
（３）供与機材 

プロジェクト終了までに、日本側が供与する機材費（輸送費含む）、及び工事費として

合計 3,010 万 7,000 円相当が支出見込みである。詳細は付属資料４－２「供与機材」を参

照。 
 

表２－２ 供与機材費（輸送費、工事費込） 

 

第 1 年次 
（2010.11- 
2011.7） 

第 2 年次 
（2011.9- 
2012.2） 

第 3 年次 
（2012.3- 
2013.3） 

第 4 年次 
（2013.5- 
2013.10） 

合計 
（円） 

供与機材 1,283,000 2,764,000 25,895,000 165,000 30,107,000 

 
（４）本邦研修、第三国研修 

2011 年と 2012 年に公共放送に関する研修をそれぞれ日本とタイで実施し、MoIC 及び

RNE より延べ 14 名の C/P が下記のとおり派遣された。研修参加者等の詳細は、付属資料

                                                        
3
 契約年次別の支出内訳は 1 年次 991 万 8,000 円、2 年次 896 万 4,000 円で、確定精算金額を基に算出。3 年次の 2,526 万 9,000
円は精算報告金額を基に算出。4 年次の 1,898 万 8,000 円には終了時調査後の予定支出額が含まれている。 
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４－３「本邦研修、第三国研修実績」を参照。 
１） 本邦研修 
【目 的】「メディア関連法令の改定」と「RNE の公共放送局化」に資するため、日本の

放送政策をはじめとするメディア全般の現状と公共放送（Public Service 
Broadcaster：PSB）の実態を把握する。 

【時 期】2011 年 7 月 31 日～8 月 13 日 
【研修先】NHK、総務省 
【内 容】1．メディア政策の概況、2．放送政策、3．各メディア展開と規制、4．メディ

アにおける倫理問題などへの対応、5．PSB の実施状況及び NHK 施設見学等。 
【参加者】MoIC 5 名、RNE 2 名、計 7 名 
２） タイ研修 
【目 的】「メディア関連法令の改定」と「RNE の公共放送局化」に資するため、より   

ネパールの状況に近い、タイ公共放送（Thai Public Broadcasting Service：   

THAI PSB）の仕組みと実態を把握する。 
【時 期】2012 年 8 月 20 日～8 月 23 日 
【研修先】THAI PSB、MCOT 社（MCOT Public Company Limited） 

【参加者】MoIC 3 名、RNE 2 名、ネパールテレビ（Nepal Television：NTV）
4
   2 名、計 7 名 

 
２－１－２ ネパール側の投入 
（１）C/P の配置 

MoIC 及び RNE から約 50 名の職員が C/P として配置された。合同調整委員会（Joint 
Coordinating Committee：JCC）の下に、メディア政策改訂を担当するタスクフォース 1（6
名）と、公共放送局化準備を担当するタスクフォース 2（8 名）の 2 つがある。タスクフォ

ース 2 の下には、分野別に作業ができるよう下記のとおり 4 つの WG が設置された。（WG1
「研修計画」10 名、WG2「放送ガイドライン・番組基準」8 名、WG3「番組モニター」8 名、

WG4「聴取者調査」8 名）詳細は付属資料４－４「カウンターパート一覧」参照。 
 

（２）ローカルコスト負担 

MoIC 及び RNE の庁舎内に各 1 部屋がプロジェクト用の執務室として提供された
5
。かか

る光熱費、及び C/P の旅費（地方でのワークショップ開催時など）などのプロジェクト活

動費を負担している。このほか、RNE はプロジェクトが供与する FM 送信システムの設置

にあたり、事前にアンテナ用タワーの修繕、作業小屋の設置、電気配線工事等に係る費用

を負担した。 
 
２－２ 活動実績 

活動実績表は付属資料５を参照のこと。 
                                                        
4
 プロジェクト第 2 年次より C/P からの要請により、「公共放送局のあるべき姿検討 WG」が設置され、公共放送局化にあたり

国営放送局である RNE と NTV の統合の可能性を踏まえたうえで、MoIC により NTV もメンバーに選任された。 
5
 MoIC のプロジェクト事務所は常時 6～7 名が業務を行うには大変狭く、打ち合わせスペースはなく、また文書管理のスペー

スも限られており、職場環境としては厳しいものがある。専門家聞き取りによると、MoIC からはほかに空部屋がないとい

う説明があったということである。 
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２－３ 成果の達成状況 

各成果の達成状況は以下とおりである。 

 
２－３－１ 成果１の達成状況 

成果１：情報通信省によりメディア政策・法令・指針の改定案が策定される。 

 
表２－３ 成果１の指標の達成状況 

指 標 達成状況 

１．以下の内容を含む

メディア政策・法令・

指針が改定される。 
 
・放送倫理に基づく 

番組制作 
 
 
 
・周波数管理に通じ 

た適正なメディア

管理 
 
 
 
 
・メディア行動規範 
  

 第 3 年次中の 2013 年 3 月までに、放送、新聞・出版、映画及び広

告の 4 分野の主要な法律の草案第 1 稿が完成し、ステークホルダ

ー及び有識者との協議が行われた。 
 

・ 放送倫理に基づく番組制作 
放送法ドラフトに、各局が番組基準及び放送ガイドラインを作成

すること、番組審議委員会を設置し、番組基準に基づいた番組評

価を番組審議委員会によって行い、一般に公表する義務が課され

ている。 
・ 周波数管理に通じた適正なメディア管理 

放送局を基幹放送と一般放送及び商業放送と非商業放送に区分け

し、責務と規定を設けることで放送法ドラフトが作成された。現

行法で規定があいまいなコミュニティラジオ放送についても、実

効輻射電力及びカバーする放送エリアにより基幹放送と区分けす

ることで適切な周波数管理ができるよう、電波法ドラフトが作成

されている。 
・ メディア行動規範 

放送、新聞・出版等、各組織・団体がそれぞれ行動規範を作成す

る義務を負い、それらを公表するよう、それぞれ関係する法律の

ドラフトに記載されている。 
 

終了時評価調査時点での成果１は、ほぼ達成されている。 
第 4 年次からは主要メディア団体との諮問審議会を開催しており、プロジェクト終了前に草

案第 1 稿を修正後に JCC に諮る予定であり、成果１の達成が見込まれる。 
協議会を開催した当初は（第 2 年次）、主要メディア団体そのものが阻害要因であった。国

内 8,000 人のジャーナリストが登録するメディア最大級の組織ネパールジャーナリスト連盟

（Federation of Nepali Journalists：FNJ）
6
、ネパール放送協会（Broadcasting Association of Nepal：

BAN）
7
やコミュニティラジオ放送協会（Association of Community Radio Broadcasters Nepal：

ACORAB）
8
、カンティプール新聞・テレビ等の組織が、MoIC は主要ステークホルダーの意見

を聴取しなかったとして、活動実施中に不満を表明した。当該団体と改正案について十分議論

                                                        
6
 FNJ は 1954 年に設立され、現在は 143 のメディアハウス、8,013 名のジャーナリストがメンバー登録している。ジャーナリ

ストの権利を守るための活動を行っている。 
7
 BAN は 2003 年に設立され、現在のメンバー局は 125 局。 

8
 ACORAB は 2002 年に設立され、現在のメンバー局は 240 局。コミュニティベースのラジオ放送局の強化と政策アドボカシ

ーを行っている。 
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し合意を得ることが改定作業には必要と判断し
9
、2012 年 1 月開催の第 4 回 JCC で改定案を承

認することを延期した。 
その後、MoIC による継続的な対話を通じ、FNJ が協力的な姿勢をみせ、協議会の実施側と

してプロジェクトに参加するなど貢献要因に転換した。そのほかの主要メディアは貢献要因に

転換したかどうか測りかねるが、メディア政策及び法令の改訂作業に参加できることに関し、

プロジェクトの取り組みを評価しているという声も聞かれた
10
。 

 
２－３－２ 成果２の達成状況 

成果２：ラジオネパールの公共放送局としての機能が強化される。 
 

表２－４ 成果２の指標の達成状況 

指 標 達成状況 

2-1. ラジオネパール

内部の番組モニタリ

ングの手法が改善さ

れる。 

・第 3 年次中に模擬番組審議委員会
11
を 2 回開催し、2013 年 5 月まで

に C/P が報告書を纏めた。第 4 年次も 3 回目が予定されており、番

組審議委員会開催の運用マニュアルの作成を開始した。 

2-2. ラジオネパール

の番組選定プロセス

が確立される。 

・第 2 年次に番組提案表の様式を作成し、第 3 年次には様式が番組制

作部で導入された。毎週開催されている番組選定会議で活用され、

番組選定プロセスが確立された。 
・地方拠点局にも番組提案表を使用するよう促進している。 

2-3. ラジオネパール

における財務強化策

が示される。 

・第 1 年次から RNE 財務調査と財務分析を開始し、第 3 年次には市場

調査を実施した。第 4 年次中にマーケティング戦略書が完成予定で

ある。 
・第 2 年次には公共放送局化にむけた協議が RNE と国営 TV 放送局の

NTV を交えて開始され、財源収入や組織構造の検討を行っている。 
2-4. ラジオネパール

の内部研修システム

が確立される。 
 

・第 3 年次の 2012 年 9 月までに研修マニュアルが完成し、同年 12 月

からは内部研修を実施し、研修マニュアルを活用している。第 4 年

次も研修実施を継続し、地方拠点局への研修も実施し、研修システ

ムが確立されつつある。また、実施した研修結果、外部のノウハウ

を学び、研修マニュアルの改善に役立てている。 
３. ラジオネパール

の放送サービスエリ

アが改善される。 

・第 3 年次の 2012 年 12 月中に FM 送信機据付工事が完了し
12
、MoIC

の検査が行われ、正式に放送波を送出することが可能になった。耐

雷対策のために、耐雷トランスも設置した。 
・中部及び西部において、新たに FM による放送網が拡大された。 

                                                        
9
 ①規制機関の組織化、②メディアの集中排除原則、③外資を含む出資規制等に関する議論。 

10
 NTV、BAN、ACORAB 聞き取り。 

11
 番組審議は報道の自由を担保するための自主規制において重要な機能であることから、プロジェクトでは以下の目的で番組

審議委員会を開催した。①政府やいかなる第三者からも編集権の侵害を受けずに、自主規制を強化するための実践を研究す

る、②番組審議委員会の運営上の問題点を抽出し、実施・運営方法の改善を図る、③有識者で構成される審議委員からの提

言を基に、RNE から放送される番組の質の向上を図る。 
12

 短波及び中波放送の受信も困難な地域から、人口カバレージが十分に得られる見込みがある 3 サイトについて、聴取範囲に

係るベースライン調査を行い、タスクフォースで調査結果を基に検討した結果チャメレヒルとシンバンジャンを設置場所と

した。 
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終了時評価調査時点での成果２は、ほぼ達成されている。 
指標 2-1 については、番組審議委員会実施の定着化に向け、開催要領（運用マニュアル）の

作成や開催頻度の検討を行っている。これらの活動を通じて、番組モニタリング手法が改善さ

れつつある。指標 2-2 については、確立された番組選定プロセスを地方拠点局へ普及させてい

くことが求められている。指標 2-3 については、プロジェクト終了時までにはマーケティング

戦略書の作成を行い、財務強化策が示される予定である。指標 2-4 については、恒常的な内部

研修実施方針が公共放送局化に向けたアクションプランにて示される予定であり、内部研修シ

ステムの確立に向けて前進している。指標３については、当初の予定では 2012 年 6 月までに

FM 送信機据付工事が完了する予定であったところ、ネパール国内の制度上の問題や RNE 負担

分工事の遅延等により遅れが生じたが、2012 年 12 月までに正式運用が可能となった。 
 
２－４ プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標：（メディア政策の改定及びラジオネパールの改革を通じて）民主化の過程

における正確・中立・公正なメディアのモデル
13
が示される。 

 

表２－５ プロジェクト目標の指標の達成状況 

指 標 達成状況 

１. 改定されたメデ

ィア政策・法令・指針

が報道従事者及びメ

ディア関係者に認識

される。 

・メディア政策、法令、指針等の枠組策定作業はおおむね完了し、第 4
年次に予定されているメディア関係者に対するコンサルテーション

及びその後の普及活動を残すのみの状況となっている。 
・第 1 年次から毎年実施しているジャーナリスト研修を通じ、カトマ

ンズに加え、地方のジャーナリストが調査報道や選挙報道に関する

知識を得て、正確性、中立性、公正性の原則を尊重する民主化にお

けるジャーナリズムのあり方に関する理解を深めた
14
。 

２. ラジオネパール

が各政党の情報を公

正・中立に扱い且つ多

文化に配慮をした報

道・番組が発信される

ようになる。 

・正確性、公正性、中立性を尊重する公共放送局化を踏まえた、番組

基準、放送ガイドライン、番組提案表、研修マニュアルが作成され、

かつ導入されたことで、RNE の番組制作と報道の機能が標準化され

つつある。財務機能は会計管理のためのコンピュータと会計ソフト

を導入し、職員の研修を行ったことで、財務部の事務機能の効率化

につながった。 
・新規の FM 送信システムの設置による放送人口拡大の裨益効果はチ

ャメレヒルのサイトは 1,156,963 人、シンバンジャンのサイトは

1,223,449 人である。 
・聴取者調査

15
によると、第 1 回目では 1,000 人中 73.2%が RNE の放送

番組に満足またはほぼ満足しているという回答があった。第 2 回目

                                                        
13

 ネパールで十分に実施されていない調査報道、特定の政治勢力への偏りのない選挙・政治報道、及び人権の尊重を含む報道

倫理等、民主国家でメディアが果たす役割のあり方を体現した姿を指す。 
14

 ジャーナリスト研修はポカラ（第 1 年次）、カトマンズ（第 1、2 年次）、マヘンドラナガル（第 2 年次）、チトワン、ビルタ

モッド（第 3 年次）で実施した。第 4 年次はスルケットにて実施予定である。研修内容詳細は、付属資料５「活動実績表」

中の 1-6 の実績を参照。 
15

 出所：第 1 回目聴取者調査”Radio Nepal Audience Survey”. DK Consultant (Pvt.) Ltd. (P.63-70)、 第 2 回目聴取者調査 “Radio 
Nepal Audience Survey”. The Nielsen Company Nepal Pvt. Ltd. (P. 69, P. 100-102, P. 107-108, P. 113-114) 
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の満足度は 77.5%であり、第 1 回を上回る結果であった。しかし、第

2 回目の調査では他局の番組との比較調査を行ったところ、他局番組

の満足度は 85.8%と RNE の数値を上回る結果となった。他方で、満

足度に関し「正確性」「公正性」「中立性」の各視点から回答を得た

ところ、RNE に対しては、「正確性」は 5 点中 4.5、「公正性」は 4.3、
「中立性」は 3.9 で、他局への満足度（それぞれ 4.1、3.9、3.5）を上

回る結果となった。 
 

終了時評価時点で指標はほぼ達成されており、2013 年 10 月の終了までにプロジェクト目標は

おおむね達成されると見込まれる。 
指標１については、メディア政策、法令、指針等の枠組み策定作業はおおむね完了し、第 4 年

次に予定されているメディア関係者に対するコンサルテーションは実施中で、その後の普及活動

を残すのみの状況となっている。これに対しメディア側は、従来の編集方針や経営形態次第では、

民主的な法的枠組み・倫理規範の受け入れに時間を要することが予想されるが、MoIC 側の方針

に変更がない限り、メディア各方面への定着が徐々に浸透することが期待できる。 
指標２については、模擬審議委員会の導入による外部審査の導入、財務状況の健全化、職員の

研修システムの構築等を通じ、公共放送局が政治勢力からの不当な介入を受けず編集権の独立を

確立する素地ができつつあると判断できる。 
以上のことから、メディア関連文書の適正化及び公共性の高い放送メディアの健全化を通じて、

民主国家におけるメディアのモデルが提示される見通しは高い。 
 
２－５ 上位目標の達成見込み 

上位目標：メディアの正確性・中立性・公正性の原則を尊重する環境が醸成される。 
 

表２－６ 上位目標の指標の達成見込み 

指 標 達成見込み 

１. 改定されたメデ

ィア政策・法令・指針

がネパールジャーナ

リスト連盟および主

要メディア各社の規

範・活動に取り込まれ

る。 

・メディア政策・法令・指針等が、今後メディア側とのコンサルテーシ

ョンを経て、ジャーナリスト連盟及び主要メディアの規範として浸透

していくものと期待される。現在、ネパールでは憲法制定作業が停滞

しているため、法令の承認・施行についてはその政治プロセスに影響

されることになるが、MoIC のスタンスが不変であれば、政策や指針

など理念的側面については、それに先行して浸透していく可能性が高

い。 
２. ラジオネパール

の報道・番組の公平

性・中立性・正確性に

対する国民の信頼性

が向上する。 

・RNE の財政基盤が安定し、編集方針が定着すれば政治的介入を排除し

た報道・番組製作が可能となり、「公平・中立・正確なメディア」と

して国民の信頼性は確実に向上する。本プロジェクトにより、その基

盤は整備されており、今後は信頼性が向上し続けることが期待でき

る。 
・表２－５「指標２」の聴取者調査結果は、RNE の放送番組に対する満

足度が向上していることを示している。 
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策定された改定メディア政策、及び法令の草案を基に、諮問審議委員会による協議、改定作業

の最終段階にきており、MoIC をはじめ審議に参画しているメディア関係者間の正確・中立・公

正なメディアセクター構築のための共通認識が図られようとしている
16
。プロジェクト終了後も

民主化プロセスが維持され、改定されたメディア政策・法令・指針が立法化のうえ、実施され、

正確・中立・公正なメディアのモデルが確立されることによりプロジェクトにより導入された活

動と成果について普及・広報活動が十分に行われれば、上位目標の達成が見込まれる。 
 
２－６ プロジェクトの実施プロセス  

２－６－１ 実施体制 
プロジェクトの実施体制は成果１と成果２へそれぞれ MoIC と RNE からの C/P が配置され構

成されている。成果１では MoIC によりタスクフォース 1 が設置されたが、メンバーのほとん

どが本省の課長以上などのため、日常的な会議、大臣からの急な呼び出し、国内外の出張が多

く、頻度の高い会合の開催は期待できなかった。また、プロジェクト窓口を法務アドバイザー

である法務課長に一元化しており、専門家は法務課長を通じて、次官、局長及びその他タスク

フォースメンバーへの情報共有を図ってきた。また周波数許認可や伝搬状況のモニタリングな

どの技術的な行政については、専門家が個別に担当者と情報共有を図った。 
一方、成果２では RNE がタスクフォース 2 を設置し、さらに 4 つの課題別の WG を設置し

た。WG メンバーに配置された C/P の多くの役職は高く、通常業務が多忙で WG への参加が難

しい場合が多かったことから、第 2 年次から専門家が各 WG の実働メンバーを見極め、実際に

活動を実施していくうえで実働可能な C/P をコア・メンバーとした。コア・メンバーとなった

C/P はリーダーシップを発揮し、専門家との連携により RNE での活動が軌道に乗り始めた。 
 

２－６－２ PDM 及び PO と実施プロセス 
プロジェクト活動は PDM に基づき、毎年次の各活動別の活動計画（Plan of Operations：PO）

に沿って実施された。PDM は 2011 年 6 月 26 日に Version 2.0 に改定され、ネパール側からの要

請で「公共放送局のあるべき姿を検討する WG」を設置するという活動を成果１に追加した。

その後、2012 年 1 月 26 日により入手可能な指標設定を反映した Version 3.0 が策定された。 
 

２－６－３ モニタリングプロセス 
プロジェクトでは頻繁な JCC の開催により、C/P や JICA ネパール事務所と活動進捗を共有

し、課題や計画を検討した。また、活動ごとに策定された年次計画には詳細業務の予定が組ま

れており、関係者間で共有されていた。RNE では頻繁な WG 会議によって C/P が専門家と連携

して活動の実施とモニタリングを行うことが可能であった。会議の開催頻度と出席者数につい

ては、付属資料４－５「会議一覧」を参照。 
 

２－６－４ 技術移転プロセス 
プロジェクトでは課題別に、さまざまな形態の研修を計画し実施した。 
 

                                                        
16

 諮問委員会見学、及び MoIC C/P と専門家聞き取り。 
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（１）他国の公共放送の仕組みと実態を把握し、ネパールでの公共放送局化アクションプラン

づくりに活用するために、本邦研修では総務省及び NHK を訪問し、タイでは THAI PBS
と MCOT 社を訪問し見学、及び講義を受けた。 

 
（２）ジャーナリスト研修を各地で実施し、地域のジャーナリストに正確、中立、公正な調査

報道、選挙報道に関し認識を深める機会を提供した。 
 

（３）FM 送信システムの設置にあたり運用マニュアルを作成し、正式運用前に、送信局の技

術者に対し研修を実施した。 
 

（４）RNE では WG メンバーによる研修マニュアルをはじめ、放送ガイドライン、番組基準等

の作成を支援した。メンバーは作成したマニュアル、ガイドラインを活用し、内部研修を

実施し、また、教育省からのリクエストを受けて研修を実施した。 
 

（５）番組制作部、報道部に対しオンザジョブ・トレーニング（On-the-Job Training：OJT）の

実施によって調査報道を導入し、公共放送局化を踏まえた正確、中立、公正な国民のため

の番組制作の支援を行った。 
 

（６）RNE の財務部ではコンピュータと会計ソフトを導入し、会計財務管理の研修を実施した。 
 
２－６－５ オーナーシップ 

プロジェクトに対する RNE のオーナーシップは非常に高いことが、活動実績と C/P へのイン

タビューから確認できた。プロジェクト開始前は、公共放送サービスの概念を知らなかったと

いう WG のメンバーであったが、放送ガイドライン、番組基準、番組提案表などの作成、また

本邦研修及び第三国研修への参加を通じ、RNE の公共放送局化を中心的に担う人材に成長した。

終了時評価時点では既に作成したガイドラインなどを導入し、また地方拠点局への公共放送に

基づく普及に活用していた。 
 

２－６－６ コミュニケーション 
プロジェクト事務所の現地スタッフ（7 名）の能力は高く、専門家の現地派遣期間中、また

現地派遣期間外でも、専門家と緊密なコミュニケーションをとり、各専門分野を任された現地

スタッフが C/P と連携して、活動の進捗管理を行った。 
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第３章 評価結果 
 
３－１ 評価５項目による評価 

３－１－１ 妥当性 
 以下の要因から、本プロジェクトの妥当性は高いと評価される。 
 
（１）ネパールにおける政策との整合性 

１） 暫定憲法〔Interim Constitution, 2063（2007）〕
17

 
ネパール政府は「暫定憲法」において報道・出版等に関する自由を謳っていることか

ら、本プロジェクトが草案策定を行ったメディア政策案、及び関連 4 分野（放送、新聞・

出版、映画、広告）に関する 7 法案との整合性が確認できる。 
２） 三カ年計画〔Three Year Plan（2010/11～2012/13）〕（2010 年 8 月） 

ネパール政府は、「三カ年計画（2010/11～2012/13）」において、民主化プロセスへの

国民の参画を促すうえでメディアの役割が重要であるとの認識の下、国民が幅広く情報

に接することができるよう情報通信分野の更なる発展と拡大をめざしている。メディア

の信頼性や社会的責任を担保するため、同分野の法令、諸規則を見直す方針を打ち出し

ていることから、本プロジェクトとの整合性が確認できる。 
３） ハイレベル・メディア評議会（High Level Media Commission)（2006 年） 

民主的な社会における放送の公共性にかんがみ、2006 年に首相の任命により「ハイレ

ベル評議会」が設置され、RNE、及び NTV の公共放送局化に向けた検討・推進が提言

された。本プロジェクトは RNE と NTV の公共放送局化に向けた具体的なアクションプ

ランづくりに係る協議へ貢献している。 
 

（２）対象地域・社会のニーズ及びターゲットグループの選択 
１） 情報通信省（MoIC） 

MoIC は情報通信分野の国内政策を担っており、メディアに関する、法令の作成、管

理、周波数の管理、放送事業の許認可、映像検閲などの業務を実施している。上述の「三

カ年計画」にもあるとおり、メディア法令、諸規則の見直しが急務であったことから、

インタビューを行った同省幹部からは本プロジェクトの支援を高く評価していることが

確認された。 
２） ラジオネパール（RNE） 

RNE は全国に放送網をもち、多言語によるニュース報道、多文化に配慮した番組制作

を続ける国営メディア機関である。上述のハイレベル評議会で提言された公共放送局化

に向けた機能強化が急務であったことから、政治情勢が不安定な現状において、公共放

送局として、正確・中立・公正の原則にのっとって政治プロセスに係る調査報道や選挙

公報、地域住民のための番組制作を実施できるよう職員の能力強化を図った。インタビ

ューを行った RNE 幹部、及び職員からは本プロジェクトを通じた JICA の支援を高く評

                                                        
17

 The Interim Constitution of Nepal, 2063(2007) as amended by the first to eight amendments. UNDP Nepal. July 2010 . 2007 年 4 月以

降、2010 年 5 月までに 8 回改定されている。 
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価していることが確認された。 
３） ジャーナリスト 

ネパールでは、現状に合致しないメディア政策やジャーナリストのプロフェッショナ

リズムの欠如等によりメディアの機能が十分に果たされていない。民主的な国づくりの

途上にあるネパールにおいて、憲法制定や選挙などに関する情報を公正・中立な立場で

正確に市民に伝え、市民の民主化プロセスへの参画を促すことのニーズは高い。プロジ

ェクトでは活動ごとの対象者の選択において、地域、民族、ジェンダーに配慮し、ジャ

ーナリスト研修やメディア機関を含むステークホルダー向けの改定メディア政策草案の

協議会、普及活動を実施した点でネパールにおけるジャーナリストのニーズに合致して

いる。 
 

（３）日本の援助政策との整合性 
対ネパール国別援助方針（2012 年 4 月）において、「平和の定着と民主国家への着実な

移行」が重点分野のひとつとして掲げられており、「和平プロセスの進展及び憲法制定に

合わせ、法制度整備、選挙実施支援、メディア支援などを通じ、民主主義の基盤となる制

度づくりを支援する」ことが謳われており、本プロジェクトは「民主化プロセスの促進プ

ロラム」の一環として位置づけられている。 
 

（４）日本の技術の優位性 
日本には、戦後につくられた放送法や公共放送があり、当分野についての技術的優位性

があるといえる。また、日本は戦後の国家再建のなかで正確・中立・公正なメディア育成

のための政策実施の経験を有している。 
 

（５）他ドナーの動向と連携 
対ネパールのメディア支援は国際連合教育科学文化機関（UNESCO）が中心となりドナ

ー協調を図っており、本プロジェクトの専門家も参加している。UNESCO はコミュニティ

ラジオの機能強化、ジャーナリスト育成及び表現の自由の促進を目的とした事業を実施し

ている。国際連合開発計画（UNDP）は憲法に関する市民教育分野を支援しており、日本

政府の支援の枠組みで UNDP が実施したジャーナリスト研修の際には、専門家が研修内容

の検討に協力し、お互いの研修やワークショップに参加するなどの連携を行っている
18
。 

このほか、国際連合児童基金（UNICEF）はメディアを通した社会的弱者への支援、教

育及び啓発活動、番組制作の支援を過去に実施している。米国国際開発庁（The United States 
Agency for International Development：USAID）はジャーナリスト研修、ラジオ番組支援、

ジャーナリスト行動規範作成、地方メディア関係者のカトマンズ訪問を支援した実績があ

る。現在は、デンマーク国際開発庁（Danish International Development Assistance：DANIDA）

が地方を中心としたコミュニティラジオを支援している19。 
  
                                                        
18

 “Nepal Media Support Project - Project Completion Report Nov 2011-May 2013”. UNDP 及び UNESCO が日本政府の支援により合

同で “The Nepal Media Support Project (NMSP)”（2011 年 11 月‐2013 年 5 月）を実施した。 
19

 ACORAB 聞き取り。 
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３－１－２ 有効性 
 以下の要因から、本プロジェクトの有効性は高いと評価される。 
 
（１）プロジェクト目標の達成状況 

１） プロジェクト目標は「メディア政策の改訂及びラジオネパールの改革を通じて民主化

の過程における正確・中立・公正なメディアのモデルが示される」であり、改定メディ

ア政策の草案は、協議会活動を通し、メディア関係者に対し普及された。また、MoIC
を主体としたメディア関係機関代表による諮問委員会が開催され、改定協議が継続して

いる。インタビューを行った NTV、FNJ、ACORAB、BAN からは、メディア政策、法令

改定への高い関心と参画への強い意思が確認された。 
２） RNE は 2 カ所の FM 送信所の機材供与により放送範囲の拡大、放送技術の質の向上が

実現し、聴取者が拡大した。また、WG が中心となり公共放送局化のための放送ガイド

ライン、番組及びニュース報道基準、研修計画／実施のためのマニュアルを作成し、地

方拠点局への普及活動も実施している。このほか、OJT により調査報道を実際に行うよ

うになり、また、模擬審議委員会を開催し運用マニュアルを作成するなど、番組の質の

向上を図った。財務管理能力の強化に関しては、より効率的かつ正確な財務管理を目的

にコンピュータと会計ソフトを導入し、研修が実施された。これらの公共放送局化を踏

まえた能力強化活動によって、RNE 職員の意識が向上し、番組制作及び報道の質が向上

し、聴取者からもフィードバックをもらっていると、自分たちのパフォーマンスを高く

評価している
20
。 

 
（２）プロジェクト目標達成の成功要因／阻害要因 

１） 成功要因 
- プロジェクトは当初 FNJ をはじめとするメディア関係機関から、策定プロセスや内

容に関し批判を受けた。それを受けて MoIC はメディア対応に追われ、結果的に

MoIC C/P のプロジェクトへのオーナーシップが高まった。MoIC と専門家がメディ

ア関係者との協議を重ね、FNJ と連携して協議会を実施するなど、FNJ の存在は貢

献要因に変わった。メディア政策改定へのメディア関係者の期待は高く、FNJやNTV
へのインタビューによるとプロジェクトによる民主的プロセスへの貢献を高く評

価している。 
２） 阻害要因 

- 新たな制憲議会発足の遅れ、憲法制定の遅れなど、民主化プロセスは維持されつつ

も、政治情勢は依然不安定であることから、MoIC 内での意思決定、改定メディア

政策案、及び法令案の承認へ影響を与えるのではと危惧されている。 
 

３－１－３ 効率性  
 以下の要因から、本プロジェクトの効率性は高いと評価される。 
 

                                                        
20

 RNE C/P 聞き取り。 
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（１）各成果の達成状況 
専門分野が多岐にわたるなか、3 年間という比較的短いプロジェクト期間において、設

定された 2 つの成果は着実に産出されてきている。 
 

（２）投 入 
１） 日本側 

- 日本人専門家は適時適切な分野への派遣が実施されている。多様な専門性を求めら

れる活動が計画されており、日本人専門家をサポートする 7 名の現地スタッフは分

野別に任務がありながらもチームワークで業務に取り組み、活動を効率的に実施し

ていくうえで貢献度は高いと全専門家が評価している。また各専門家へのインタビ

ューから、ネパール語が堪能で現地の風習、文化、ネパール人の考え方などに熟知

している番組制作専門家による C/P と専門家への配慮、関係づくり、難しい局面で

の対話等、プロジェクトを円滑に進めていくうえで、果たした役割は大きいことが

確認された
21
。 

２） ネパール側 
- 省庁間での異動が頻繁にあり、主要 C/P である MoIC 次官、担当局長（プロジェク

ト・ダイレクター）、担当課長（法務アドバイザー）、RNE の総裁等の交代があり、

新しく着任する C/P に対しては、専門家側から個別にプロジェクトの説明をし、関

係づくりを図る必要があった。MoIC では 8 名の C/P が配置されたが、プロジェク

ト開始時から残っている C/P は 2 名のみである。プロジェクト活動を通して C/P に

蓄積された知識と経験が、組織には残らないことが多い。プロジェクトの窓口とし

て、深くメディア政策改定活動に携わってきた担当課長（法務アドバイザー）が異

動の際に、後任者へしっかりと引き継ぎを行ったということであったが、これはま

れなケースであるということである
22
。 

- 一方、RNE では 36 名の C/P が配置されている。なかには 4 つある WG をいくつか

掛け持ちしている C/P もいるが、横断的に活動や課題を熟知していることで効率性

が増し、強いオーナーシップが C/P へのインタビューと WG 会議の視察から確認さ

れた。C/P 詳細は付属資料４－４「カウンターパート一覧」を参照。 
 

（３）成果達成への貢献／阻害要因 
１） 貢献要因 

- 成果１の発現状況への貢献要因としては、プロジェクト開始当初、メディア政策の

改定プロセスと内容に批判的だった、FNJ をはじめとするメディア機関との継続的

な対話を通し、共通理解を深め、活動へ協力的に参画するようになったことが挙げ

られる。 
- 成果２の発現状況への貢献要因としては、RNE において、研修マニュアル、報道及

び番組の放送ガイドライン、番組基準、番組制作提案様式、番組審議委員会運営マ

                                                        
21

 専門家聞き取り。 
22

 MoIC 担当課長、専門家聞き取り。 
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ニュアル、視聴者調査ガイドラインなどの策定及び導入により、公共放送局化に向

けたラジオ局としての機能が標準化されたことが挙げられる。これにより本局だけ

にとどまらず、地方拠点局への普及も実施でき、中央と地方放送局の統一化を図る

ことが可能になった。 
２） 阻害要因 

- プロジェクト活動への極端な政治介入はなく、MoIC の改革の方向性、及び RNE の

公共放送局化の方向性は維持されているが、RNE の職員の多くが各派閥による影響

を受けているという状況に変わりはない。 
 

３－１－４ インパクト 
 既にいくつかの顕著な正のインパクトが発現している。 

  
（１）ネパールのメディア機関とジャーナリストへの社会的インパクト 

紛争予防や政治的中立を確保するうえで改定メディア政策に係る情報共有が必要なス

テークホルダー
23
もターゲットグループに含み、協議会、及びジャーナリスト研修活動が

実施されたことにより、社会的波及効果が発現した。上述のとおり、FNJ、及び主要メデ

ィア各社のプロジェクト活動への参画により、ネパールのジャーナリスト及びメディア機

関の啓発が促進された。 
さらに、プロジェクトでは中央レベルだけでなく、研修機会が不足している地方レベル

でもジャーナリスト研修、及び改定メディア政策に係る協議会を行っており、研修参加者

や RNE の地方拠点局からプロジェクトに対し、地方での継続的な研修機会の提供を求めら

れていることは、社会的インパクトの現れである。 
 

（２）RNE の公共放送局化へのインパクト 
国営放送局の公共放送局化への機能移行が正式に進めば、国民の RNE の報道・番組の公

平性・中立性・正確性に対する信頼性が向上すると見込まれる。このほか、公共放送局化

へのインパクトが発現もしくは見込まれる点は以下のとおり。 
１） 政策／制度面 

プロジェクトでは既に、改定メディア政策及び法令の草案、公共放送局化に向けた放

送ガイドライン、番組基準等を策定した。メディア政策及び法令が立法化のうえ、施行

されれば、公共放送機関の制度化に直接的に影響を与えることが見込まれる。 
２） 組織面 

本調査において RNE の WG はプロジェクト活動を通じ、公共放送の概念の認識を深

め、かつ公共放送局化の実施者としての強い意志をもっていることが確認された。 
３） 社会面 

プロジェクトにより FM 送信機が新たに 2 カ所に設置されたことにより、RNE の放送

サービスエリアの拡大と質の向上が実現した。また、公共放送局化を踏まえた番組制作

                                                        
23

 NGO の代表者（平和構築／民主化、農村開発、教育、水衛生、女性や少数民族支援などに関与する NGO 等）、RNE で使用

される言語を使う民族グループの代表、法曹関係者、学者、学生、RNE の聴取者、ネパールメディア界では少数派である女

性ジャーナリスト等。 
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及び報道の改善を図った。これらの取り組みにより、ネパール社会における、より正確、

中立、公正な番組と報道を通じた教育機会が向上する見通しは高く、社会的な貢献が期

待できる。 
 

３－１－５ 持続性 
 以下の要因から、本プロジェクトの持続性は中程度と評価される。 
 
（１）政策・制度面での持続性は中程度である。 

プロジェクトでは協議会、諮問審議委員会、ジャーナリスト研修等を通じ、メディア機

関及び報道従事者の改定メディア政策作業への参画、及び正確・中立・公正なメディアと

いう民主化におけるジャーナリズムのあり方の啓発を図ってきた。このようなプロセスを

経て改定されたメディア政策及び法令は、将来的に政治状況という外部要因が安定化に推

移し、施行された場合、時間を要するものの、着実に FNJ や主要メディア各社の規範、活

動に取り込まれると見込まれる。 
一方、民主化プロセスはまだ試行錯誤の段階であり、政府及び MoIC の、正確・中立・

公正なメディア育成への政策・取り組みの継続を強化するためには、政治勢力へのメディ

ア原則の浸透、民主国家におけるジャーナリズムの役割に関する認識の共有を進めるため

の取り組みが必要と考えられる。 
 

（２）組織面・財政面での持続性は更なる強化が必要である。 
RNE では、プロジェクトの支援により公共放送局としての機能強化をめざし、標準化さ

れたラジオ放送ガイドライン、番組基準、番組審議委員会、研修手法を試行的に導入しつ

つある。残されたプロジェクト期間、及びプロジェクト終了後も、WG が主体となって、

ガイドラインとマニュアルの修正、加筆作業が進められる予定である。インタビューした

コア・メンバーによると、RNE 職員の公共放送局化に向けた意気込みは高く、オーナーシ

ップも醸成されてきていることが確認された。プロジェクト終了後もコア・メンバーが中

心となり RNE の組織強化を進めていくことが期待できる。一方、財政面での持続性が最大

の課題であり、機能的な組織構造と予算確保の実現を含むアクションプランづくりが求め

られている。 
 

（３）技術面での持続性は比較的高い。 
RNE は、1980 年代以降、日本の無償資金協力により供与された機材を適切に維持管理し

ている。また、技術部には JICA 課題別研修への参加経験者も複数名おり
24
、毎年、独自に

地方の技師を対象とした研修を本局で行っていることから、技術力も組織内に保持され続

けることが見込まれる。 
 
 

                                                        
24

 MoIC と RNE にはラジオ周波数、FM 送信、地方テレコミュニケーション、防災緊急警報関連の課題別研修に参加経験のあ

るエンジニアが複数名在籍している。 
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（４）社会面での持続性は中程度である。 
改定メディア政策案、及び関連法令案は民主化における正確・中立・公正なメディアセ

クターの構築が原則となっている。したがって政策が施行されれば、国民が正確で中立的

かつ公正な情報へアクセスできる機会が増加し、社会包摂が促進されることが期待される。 
 
３－２ 結 論 

終了時評価調査団は、関係者へのインタビュー及び関係機関との意見交換、本プロジェクトで

策定された各種文書の検証、団内の協議等を実施したうえで、以下のような結論を得た。 
プロジェクト目標はプロジェクト期間内におおむね達成される見込みであり、本プロジェクト

は予定どおり 2013 年 10 月に終了する。 
成果１については、メディア政策案に加えて、関連 4 分野（放送、新聞・出版、映画、広告）

にかかわる 7 法案（「放送法」「公共放送法」「新聞出版法」「メディア委員会法」「電波法」「映画

法」「広告法」）の草案策定作業が完了。今後、ドラフトの諮問委員会を通じて改定作業を行い、

プロジェクト終了時までに MoIC の「acknowledge」を得る見通しである。 
成果２については、放送局の機能強化促進のために設置された 4 つの WG（訓練計画、番組ス

タンダード、番組モニタリング、聴取者調査）のすべてにおいて、業務マニュアルが完成。報道・

番組制作上の基盤が確立され、そのためのスタッフ訓練に係るノウハウも設定された。また公共

放送局化に向けて、財務諸表導入による財政管理システムの改善が図られ、さらにビジネス部と

番組制作部が協力し、広告獲得のためのビジネス戦略の見直しを図るなど、組織内の意識改革が

進んでいる。 
５項目評価の観点からは、プロジェクトの「妥当性」「有効性」「効率性」はいずれも高いと判

断できる。なかでも民主化プロセスの途上にあるネパールにおいて、民主主義の礎石となるメデ

ィアの健全化をめざす本プロジェクトは、ネパール及び日本の開発戦略に合致し、その「妥当性」

の高さは特筆に値する。 
「インパクト」については、本プロジェクトを通じ、MoIC がメディア関連政策・法案の「民

主化」を進め、ドラフト段階で関連ステークホルダーに共有したことを通じて、ネパール内にお

けるすべてのメディア関連諸機関及びジャーナリストに、真のジャーナリズムについて再考する

きっかけを与えるなど、少なからぬインパクトを与えたと判断できる。こうした法的枠組みの改

定及び意識改革の促進は、政治状況の安定など外的条件が満たされれば、同国メディア全般に浸

透するインパクトを与えることになる。 
「持続性」については、政治の安定に加え、MoIC による改革方針の堅持、RNE の財政健全化

などが前提となるが、本プロジェクトにおいて、後者の 2 条件を満たすための基盤整備はできて

おり、現時点では「中程度」の持続性を有するとの結論に達した。 
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第４章 まとめ 
 
４－１ 今後に向けての提言 

 ４－１－１ プロジェクト期間中における活動に関する提言 
専門家チームは MoIC と協力し、策定された政策案・法案の更なる普及活動を実施すること

を通じ、「メディアが民主的に活動するための法的枠組み」に関する理解促進、ジャーナリス

ト間の認識共有、公平・公正・正確な報道に対する意識向上を進めることが期待される。 
RNE は、プロジェクトで策定された各種マニュアル、ガイドラインの組織内での普及、中立

的報道姿勢の定着、機能・財務状況改善に向けた部署間協力の促進を一層進め、組織の自立性

を高めることが望まれる。 
 
 ４－１－２ プロジェクト期間終了後も含めた対応に関する提言 

MoIC は、本プロジェクトで策定した政策案・法案を省として acknowledge したという事実に

基づき、プロジェクト終了後も政策面での方向性を堅持し、政治的な条件が満たされた段階で、

これら政策案・法案の正式承認に結び付けることが期待されるとともに、民主的なメディア環

境の整備を継続することが望まれる。 
RNE は本プロジェクトで策定された各種マニュアル・番組審査システム、訓練制度を基盤と

して、公共放送局化に向けた努力の継続を保証することが期待される。そのためには、こうし

た努力を推進するコア・グループを設置し、本プロジェクトで蓄積されたノウハウの定着・継

続的運用を保証することが推奨される。 
 
４－２ 類似案件実施への教訓 

政策案・法案策定作業はおおむね順調に推移したが、策定プロセスに対し、一部メディアや関

連団体が不信感を表明し、内容の審議より手続き論に時間を割かれたという面があった。政策・

法案策定は第一義的には MoIC のマンデートに属する事項であり、同省のイニシアティブの下、

中立的な法律専門家、メディア関係者、政策担当者の間で原案策定を進め、コメントを求めるべ

き各種ステークホルダーとの役割分担を明確化すれば、作業はより迅速に進み、本質的な議論に

時間を割くことができたであろう。 
RNE については、3 年目前後から活動が軌道に乗り、プロジェクト終了までに所定の成果が達

成されたが、初動段階から関係者間の意思疎通、方向性に関する認識共有が保証されていれば、

更に大きな成果を上げていたと思われる。 
 
４－３ 調査団長所感 

本プロジェクトは、マスメディアが極度に政治化しているネパールにおいて、真のジャーナリ

ズムを体現するメディアのモデルを提示するとともに、監督官庁の政策及びメディアの活動環境

を民主化するための法案策定までを視野に入れた非常に野心的な試みであった。プロジェクト開

始前、同国では市場がサポートし得る範囲をはるかに超えた多数の新聞・雑誌（刊行数 5,000 種

以上）、広告主のつかない 300 以上の FM 局が乱立するなか、いずれも生き残りのために政治家に

接近して資金提供を受けるなどしていたためにジャーナリズムが政治監視機能を果たすための基

盤を喪失していたばかりでなく、政治家によるメディア濫用に起因する暴力事件・脅迫行為等が
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頻発していた。 
こうした状況を受け、本プロジェクトでは、①国民の知る権利を保証する公共性、②カバレー

ジの広さなどから RNE を対象として選定し、公平・公正・正確な報道を実践し得る放送局づくり

に着手。報道・番組制作、社員教育等の基本的活動をマニュアル化するとともに、放送内容の外

部審査を可能とするモニタリング制度導入、将来的な政府の介入を防止するための財務状況の改

善（編集・財政面の独立担保）を進めた。いずれの活動も所定の成果を上げたと判断し得るが、

なかでも途上国ではほとんどみられない「調査報道」（注：記者が独自の取材によって、政治家の

不正・腐敗をあばく報道。米国の「ウォーターゲート事件」、日本の「ロッキード事件」、「リクル

ート・コスモス事件」等は調査報道が端緒だった。ジャーナリズムが本来果たすべき基本的任務

だが、政治家の影響力が強い途上国では記者に危険が及ぶため、ほとんど調査報道は行われてい

ない）が始まったことは極めて意義深く、他のメディアに与える影響も大きいといえるだろう。 
MoIC の政策案・法案策定についても、当初は「放送法」「電波法」「公共放送法」「新聞出版法」

といったジャーナリズム活動に直接関係する中核的な法案のみを想定していたが、映画や広告、

メディア委員会をも対象とした包括的な活動となった。 
策定作業の途中、MoIC のオーナーシップに疑問を抱かせるような局面があったり、ジャーナ

リスト連盟や放送局関連団体等から、法案の内容ではなく、手続き面に対する不満から横槍が入

るなど、不必要な遅滞が生じたこともあったが、憲法策定作業さえも滞る同国で、MoIC が内容

について同意し得るレベルの成果を上げたことは多とすべきであろう。 
本プロジェクト終了後の方向性については、別途ニーズの確認が必要ではあるが、①今次プロ

ジェクトで策定した政策・法案の承認・施行状況のモニタリング、②局の機能向上を通じて改組

への基盤整備を行った RNE、さらには同局との統合が見込まれる NTV の公共放送局化プロセス

推進（ロードマップ策定など）、③RNE で確立したノウハウを活用した NTV の機能向上等の課題

は存在する。 
特に公共放送局化ロードマップについては、ドナーの支援がなければ当事者は先延ばしし続け

るであろうことが予想され、放置すると、今次プロジェクトの成果が無に帰す懸念もある。 
NTV については、RNE と同様、民主的スタンダードを満たす報道・番組制作、公共性の高い

メディアとして国民の知る権利を保証するための遅滞なき情報提供等の面で改善する点が多くみ

られるが、RNE と比べて財務状況が健全であるため、仮に支援を実施するとしても、その支援コ

ンポーネントは簡略化されるであろう。 
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