
　

長
い
間
行
政
を
見
詰
め
て
き
た
筆
者
だ
が
、
行
政

シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
素
朴
な
疑
問
が
い

く
つ
も
あ
る
。「
新
し
い
政
策
は
い
つ
も
国
か
ら
県

へ
、
県
か
ら
市
町
村
へ
と
下
り
て
く
る
。
だ
が
、
な

ぜ
そ
の
逆
は
な
い
の
か
。
そ
れ
で
真
の
自
治
の
実
現

は
可
能
な
の
か
？
」「
自
治
体
職
員
は
仕
事
を
覚
え
た

と
こ
ろ
で
異
動
す
る
。
こ
れ
で
は
行
政
組
織
内
の
問

題
解
決
力
が
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
な
い
。
行
政
資
源
の

無
駄
遣
い
で
は
な
い
の
か
？
」「
議
員
、
首
長
が
在
任

中
に
ど
ん
な
政
策
の
実
現
を
目
指
し
、
そ
の
結
果
が

ど
う
だ
っ
た
の
か
、
住
民
は
判
断
す
る
材
料
を
十
分

に
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
そ
ん
な
状
況
で
民
主
制

の
根
幹
を
な
す
選
挙
が
有
効
に
機
能
す
る
の
か
？
」

等
々
。
前
号
の
こ
の
欄
の
表
で
示
し
た
、
ガ
バ
ナ
ン

ス
、
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
根
幹

に
あ
る
問
題
で
あ
り
、
行
政
シ
ス
テ
ム
が
抱
え
る
基

本
的
な
問
題
で
あ
る
。

　

今
年
四
月
、
一
府
六
省
の
公
務
員
十
二
人
で
組
織

す
る
グ
ル
ー
プ
が
「
行
政
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
分

析
及
び
解
消
の
た
め
の
行
政
改
革
構
想
」
と
い
う
タ

イ
ト
ル
の
報
告
書
を
発
表
し
た
。
行
政
マ
ン
が
縦
割

り
行
政
な
ど
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
真
正
面
か
ら
見

据
え
て
い
る
こ
と
に
驚
い
た
。
行
政
の
不
透
明
性
、

責
任
の
所
在
の
あ
い
ま
い
さ
、
中
央
の
地
方
へ
の
過

剰
な
関
与
、
護
送
船
団
方
式
の
弊
害
、
国
家
戦
略
の

欠
如
な
ど
が
、
現
代
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
行
き
詰
ま
り

を
生
み
出
し
て
お
り
、
そ
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
行

政
シ
ス
テ
ム
の
根
本
に
メ
ス
を
入
れ
る
必
要
が
あ
る

と
指
摘
し
て
い
る
。
今
必
要
な
こ
と
は
「
政
策
立
案

の
た
め
の
質
の
高
い
『
知
』
の
基
盤
整
備
と
、
国
民

自
身
に
よ
る
『
価
値
』
の
選
択
で
あ
る
」
と
し
、
知

の
基
盤
整
備
と
し
て
「
政
策
市
場
の
創
設
」
を
要
と

す
る
「
政
策
評
価
を
含
め
た
政
策
科
学
の
発
展
」
が

欠
か
せ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
ま
さ
に
核
心
を
突
い

た
指
摘
で
あ
る
が
、
重
大
な
危
機
意
識
の
発
露
で
あ

り
、
行
政
組
織
内
部
か
ら
の
大
胆
な
内
部
告
発
で
も

あ
る
。
あ
る
意
味
で
日
本
の
行
政
組
織
が
軌
道
修
正

力
を
失
っ
て
い
な
い
証
と
も
言
え
よ
う
。
全
国
の
自

治
体
が
さ
ま
ざ
ま
な
行
政
改
革
の
行
動
を
始
め
て
い

る
。
組
織
の
最
上
位
に
あ
っ
た
総
務
部
を
住
民
に
直

接
サ
ー
ビ
ス
を
行
わ
な
い
生
産
性
の
低
い
部
署
と
し

て
最
下
位
に
置
い
た
市
、
局
や
部
な
ど
縦
割
り
機
構

を
な
く
し
グ
ル
ー
プ
制
に
し
た
県
、
局
や
部
の
一
段

上
の
位
置
に
政
策
評
価
セ
ク
シ
ョ
ン
を
配
置
し
た
省

な
ど
、
新
た
な
発
想
の
改
革
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

行
政
を
支
え
る
根
幹
に
税
が
あ
る
。
行
政
が
組
織

を
維
持
す
る
た
め
に
使
う
経
費
も
、
政
策
を
実
行
す

る
た
め
に
使
う
予
算
も
、
税
金
で
あ
る
。
行
政
改
革

や
政
策
評
価
シ
ス
テ
ム
の
発
想
の
根
幹
に
は
納
税
者

を
最
大
限
に
重
要
視
す
る
こ
と
が
あ
る
。と
こ
ろ
が
、

納
税
者
で
あ
る
住
民
は
日
々
の
暮
ら
し
に
追
わ
れ
、

ガ
バ
ナ
ン
ス
に
も
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
も
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
に
も
関
心
が
向
き
に
く
い
。
か
と
い
っ
て
、

住
民
は
税
の
使
途
や
使
い
方
に
つ
い
て
、
政
治
や
行

政
に
全
面
的
に
任
せ
て
い
る
訳
で
も
な
い
。
少
な
い

納
税
額
で
最
大
限
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る

V
alu
e
for
M
on
ey

（ 
   
       
  
  
）
社
会
を
望
ん
で
い
る
。
所
得

税
は
所
得
の
多
少
に
よ
っ
て
納
税
額
も
変
わ
る
が
、

納
税
者
は
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
良
し
あ
し
に
か
か
わ
ら

ず
定
め
ら
れ
た
税
額
を
納
め
る
。
し
か
し
、
行
政
は

サ
ー
ビ
ス
の
供
給
量
や
品
質
に
よ
っ
て
税
額
を
変
え

る
こ
と
を
し
な
い
。
従
っ
て
、
行
政
側
は
ど
の
よ
う

な
サ
ー
ビ
ス
（
政
策
）
を
行
う
の
か
、
税
金
を
ど
う

使
っ
た
の
か（
公
会
計
）を
、つ
ぶ
さ
に
明
ら
か
に（
情

報
公
開
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、
行
政

改
革
や
政
策
評
価
の
出
発
点
に
あ
る
要
素
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
（
説
明
責
任
）

に
直
結
す
る
。
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
と
は
、
納
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税
者
に
行
政
内
容
を
説
明
す
る
た
め
だ
け
に
行
う
の

で
は
な
い
。
行
政
が
「
何
（
政
策
）
を
や
ろ
う
と
し

て
い
る
の
か
」
を
明
示
し
、「
そ
の
結
果
（
成
果
）
に

責
任
を
負
う
」
こ
と
を
約
束
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
時
、
政
策
評
価
シ
ス
テ
ム
に
リ
ン
ク
す
る
。
絶
え

ず
そ
れ
を
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
住
民
の
公

共
意
識
が
高
ま
り
、
行
政
マ
ン
の
資
質
や
能
力
（
ガ

バ
ナ
ン
ス
、
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
）

が
高
ま
り
、住
民
と
行
政
と
の
関
係
性
が
改
善
さ
れ
、

社
会
が
進
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

経
済
協
力
開
発
機
構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
加
盟
の
欧
米

先
進
国
諸
国
の
行
政
評
価
の
取
り
組
み
は
三
十
年
以

上
の
歴
史
の
蓄
積
が
あ
る
。「
英
国
病
」
と
言
わ
れ
た

よ
う
に
、
ど
の
国
も
今
の
日
本
の
状
況
に
似
た
危
機

に
見
舞
わ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
そ
の
危
機
を
乗
り
越

え
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
考
え

方
で
行
政
改
革
を
続
け
た
結
果
で
あ
る
。
政
策
評
価

シ
ス
テ
ム
に
し
て
も
、
各
国
が
独
自
の
発
想
で
考
案

し
改
善
を
繰
り
返
し
て
き
て
お
り
、
初
め
か
ら
各
国

共
通
の
最
良
の
シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
最
良
の
シ
ス
テ
ム
構
築
を
目
指
し
て
一
歩
を
踏

み
出
し
、
改
善
を
続
け
て
き
た
こ
と
が
新
た
な
シ
ス

テ
ム
を
生
み
、
国
家
の
危
機
を
乗
り
越
え
さ
せ
た
の

で
あ
る
。「
な
ぜ
、
評
価
が
必
要
な
の
か
」
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
の
長
年
の
取
り
組
み
か
ら
結
論
が
導
か
れ
る
。「
最

良
の
評
価
を
実
施
す
る
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
ペ
ー
パ
ー
」
は
、
評
価
の
役
割

を
『
情
報
を
改
善
す
る
こ
と
で
あ
り
、
不
確
実
な
こ

と
を
減
ら
す
こ
と
』
と
し
、
評
価
の
目
標
を
『
意
思

決
定
、
資
源
の
配
分
、
お
よ
び
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ

テ
ィ
ー
の
改
善
』
と
定
義
し
て
お
り
、
行
政
改
革
の

一
つ
の
手
法
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

　

次
号
で
紹
介
す
る
が
、
わ
が
国
で
行
政
改
革
の
成

果
を
上
げ
て
い
る
自
治
体
に
共
通
す
る
の
は
、
納
税

者
で
あ
る
住
民
の
側
に
立
っ
て
行
政
全
般
を
謙
虚
に

見
直
し
て
い
る
こ
と
、
行
政
の
成
果
や
責
任
や
手
法

に
科
学
的
な
視
点
を
導
入
し
改
革
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
、
行
政
シ
ス
テ
ム
改
革
を
目
指
し
ト
ッ
プ
が
勇

気
あ
る
提
案
を
行
い
抵
抗
を
克
服
し
実
践
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。「
周
り
が
や
っ
て
い
る
か
ら
ウ
チ
も
や

る
」「
時
代
の
流
れ
に
遅
れ
な
い
た
め
に
や
る
」
と
い

う
よ
う
な
不
純
な
動
機
で
取
り
組
む
の
で
は
、
ど
ん

な
結
果
が
出
る
か
は
歴
然
と
し
て
い
る
。「
何
の
た
め

に
す
る
改
革
な
の
か
」
を
明
確
に
し
て
取
り
組
む
必

要
が
あ
る
。
国
内
の
先
進
自
治
体
や
諸
外
国
の
取
り

組
み
を
総
合
し
て
み
る
と
、
行
政
シ
ス
テ
ム
は
上
記

の
表
の
よ
う
に
進
化
し
て
お
り
、
そ
の
根
底
を
流
れ

て
い
る
の
は
改
革
へ
の
強
い
意
志
で
あ
る
。
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行政改革の５Ｗ１Ｈとその進化ステップ

小　　　←　《改革内容の進化度》　→　　大

外部（住民）による評価半外部（機関）による評価内部（行政組織）の評価

評価の主体
（WH O）

オンブズマン・ＮＰＯ等に
よる評価、顧客（住民）満
足度の観点からの評価

監査委員会、会計検査、議
会、行政監察等による評
価、事務事業実施の評価

計画立案や予算決定の段
階での評価

行政責任の明確化行財政システム見直し状況変化への対応

評価の理由
（W H Y）

選挙公約と政策形成と政
策実施結果とをリンク、V
 F M（バリューフォーマ
ネー）判定

民営化の推進、事業のスク
ラップ・アンド・ビルド、
アウトソーシング促進

予算シーリング、計画の
ローリング、広報と公聴の
実施

政策評価実績評価事務事業評価

評価の目的
（WH AT）

政策効果を目標が未達成
な場合も含めて多彩な角
度から科学的に掘り下げ
て評価

事前に設定された政策目
標の進捗状況、目標達成
度・達成に伴う成果を評価

費用対効果、サービスの必
要性、行政資源の不適切な
分配等のチェック

事後評価途中評価事前評価

評価の時期
（W H E N）

事業目的、政策目標の実現
状況の検証、政策実施結果
責任の判定

事業目的・政策目標の進捗
状況の評価、目的・目標の
最適性検証、事前評価の妥
当性の点検

施策上位目標との整合
性、行政が行う必要性、
費用対効果、代替案の有
無、受益と負担の比較

アウトカム（成果）評価アウトプット（結果）評価インプット（投入）評価

評価の基準
（W H E R E）

サービス提供で住民に
どんな成果がもたらさ
れたかを基準にした評
価（主に、有効性を重視）

政策実施によって住民にど
れだけサービスの量と質が
提供されたかを基準にした
評価（主に、効率性を重視）

予算の確保額の多寡を基
準にした評価（主に、必要
性、公平性、優先性を重視）

科学的手法手続き的手法古典的手法

評価の手法 
（HOW）

発生主義会計、民営化、数
値目標管理、業績マネージ
メント、アカウンタビリ
ティー、政策市場形成

前例に基づき政策決定、審議
会・議会等のチェックを受け
て政策決定、結果（決算）よ
り計画（予算）重視

現金主義会計、補助金・地
方交付税依存の財政運営、
広報と公聴の重視
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