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公
共
政
策
の
現
場
で
働
く
こ
と 

白
川 

方
明 

喜
七
郎 

日
本
銀
行
総
裁 

前
京
都
大
学
公
共
政
策
大
学
院
教
授 

<

学
生
時
代
の
意
思
決
定
を
振
り
返
っ
て>

 

 

先
日
（
二
〇
〇
八
年
一
月
）
、
セ
ン
タ
ー
試
験
の
監

督
を
務
め
る
機
会
が
あ
っ
た
。
私
が
大
学
の
入
学
試

験
を
受
け
た
の
は
四
十
年
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
長

い
年
月
を
経
て
、
自
分
が
監
督
を
す
る
側
に
回
る
と

は
つ
い
数
年
前
ま
で
は
全
く
予
想
し
な
い
こ
と
で
あ

っ
た
。 

 

日
本
銀
行
で
「
政
策
」
と
い
う
こ
と
に
関
わ
っ
た

縁
か
ら
、
新
し
く
で
き
た
京
都
大
学
の
公
共
政
策
大

学
院
で
教
師
を
務
め
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、

今
こ
の
時
間
に
自
分
が
試
験
監
督
を
務
め
て
い
る
‥

‥
そ
う
考
え
る
と
、
自
分
は
何
故
、
就
職
先
と
し
て

日
本
銀
行
を
選
び
、
ま
た
そ
こ
で
政
策
と
い
う
こ
と

に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
さ
ら
に
、

何
故
、
経
済
学
部
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
と
、
若
か

っ
た
頃
の
自
分
の
意
思
決
定
を
振
り
返
っ
て
み
た
。

し
か
し
、
ど
う
振
り
返
っ
て
も
、
自
分
に
そ
れ
ほ
ど

深
い
考
え
が
あ
っ
た
と
は
思
え
ず
、
偶
然
的
な
事
情

や
漠
然
と
し
た
イ
メ

ー
ジ
で
自
分
の
進
路

を
決
め
た
と
し
か
思

え
な
い
。 

 

偶
然
的
な
事
情
は

数
多
く
あ
る
。
大
学
入

学
直
後
に
学
生
ス
ト

ラ
イ
キ
（
今
の
学
生
に

は
想
像
も
つ
か
な
い
だ
ろ
う
が
‥
‥
）
が
あ
り
、
授

業
の
な
い
毎
日
が
九
ヶ
月
近
く
に
わ
た
っ
て
続
い
た

が
、
親
し
い
友
人
か
ら
学
内
で
開
か
れ
た
サ
ム
エ
ル

ソ
ン
の
「
経
済
学
」
の
読
書
会
に
誘
わ
れ
、
そ
こ
で

出
会
っ
た
故
村
上
泰
亮
先
生
の
話
を
聞
く
う
ち
に
、

経
済
学
の
美
し
さ
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
始
め
た
。

そ
の
結
果
、
専
門
課
程
に
進
む
際
、
進
路
も
法
律
か

ら
経
済
に
変
更
し
た
。
当
時
は
マ
ル
ク
ス
経
済
学
と

（
今
で
は
死
語
に
近
い
だ
ろ
う
が
）
近
代
経
済
学
の

対
立
と
い
う
構
図
を
反
映
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

経
済
学
が
今
以
上
に
輝
い
て
い
た
。
近
代
経
済
学
を

学
べ
ば
、
複
雑
な
経
済
の
現
象
が
綺
麗
に
解
明
さ
れ
、

政
策
的
な
処
方
箋
も
書
け
る
よ
う
に
な
る
、
正
し
い

政
策
を
実
行
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
経
済
学

を
使
っ
て
一
般
の
誤
解
を
解
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

‥
‥
や
や
単
純
に
表
現
す
れ
ば
そ
の
よ
う
に
思
っ
て

い
た
。 

 

そ
う
し
た
思
い
を
強
め
る
出
来
事
が
円
の
切
り
上

げ
を
巡
る
論
争
で
あ
っ
た
。
当
時
は
日
本
の
国
際
収

支
の
黒
字
が
増
加
し
始
め
、
為
替
市
場
で
は
円
の
切

り
上
げ
圧
力
が
徐
々
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
が
、
政
府

や
日
本
銀
行
、
経
済
界
は
円
の
切
り
上
げ
に
強
く
反

対
し
て
い
た
（
よ
う
に
見
え
た
）。
こ
れ
に
対
し
、
小

宮
隆
太
郎
先
生
を
は
じ
め
一
群
の
近
代
経
済
学
者
が

円
切
り
上
げ
の
必
要
性
を
明
快
な
論
理
に
基
づ
い
て

主
張
し
、
そ
の
姿
は
実
に
颯
爽
と
し
て
い
た
。
後
か

ら
振
り
返
っ
て
み
て
も
、
近
代
経
済
学
者
の
政
策
提

言
は
全
く
正
し
か
っ
た
。
そ
し
て
学
生
の
私
に
は
、

（
や
や
極
端
な
言
い
方
を
す
る
と
）
政
策
当
局
者
や

財
界
首
脳
は
経
済
理
論
の
基
本
を
理
解
し
な
い
集
団

に
よ
う
に
映
っ
た
。 

 

そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
中
で
就
職
活
動
の
時
期
を

迎
え
た
が
、
自
分
の
よ
う
な
人
間
は
民
間
企
業
で
は

と
て
も
勤
ま
り
そ
う
も
な
い
と
い
う
気
持
ち
と
、
日

本
銀
行
で
最
初
に
会
っ
た
採
用
担
当
の
人
が
魅
力
的

で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
加
え
て
、
日
本
銀
行
で
あ

れ
ば
、
大
学
で
学
ん
だ
経
済
学
も
活
か
せ
る
か
も
し

れ
な
い
‥
‥
そ
の
よ
う
な
思
い
か
ら
日
本
銀
行
へ
の

就
職
を
決
め
た
。 

 

日
本
銀
行
に
は
結
局
、
一
九
七
二
年
四
月
か
ら
二

〇
〇
六
年
七
月
ま
で
の
三
四
年
三
ヶ
月
勤
務
し
た
。

日
本
銀
行
で
は
金
融
政
策
や
金
融
市
場
、
金
融
機
関

の
破
綻
処
理
、
決
済
シ
ス
テ
ム
、
調
査
・
研
究
等
、

様
々
な
分
野
の
仕
事
を
経
験
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
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就
職
す
る
前
に
漠
然
と
想
像
し
て
い
た
こ
と
は
今
と

な
っ
て
は
正
確
に
は
思
い
出
せ
な
い
が
、
今
振
り
返

っ
て
み
る
と
、
経
済
学
部
の
学
生
の
時
に
抱
い
て
い

た
政
策
や
政
策
当
局
者
に
対
す
る
私
の
先
入
観
は
正

し
い
部
分
も
あ
っ
た
が
、
的
外
れ
で
あ
っ
た
こ
と
も

多
か
っ
た
。
と
言
う
よ
り
、
そ
も
そ
も
政
策
当
局
で

働
く
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
政
策
を
実
行
す
る
と

い
う
こ
と
の
意
味
を
学
生
の
私
は
ほ
と
ん
ど
何
も
知

ら
な
か
っ
た
と
い
う
気
が
す
る
。 

 <

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
サ
ー
バ
ン
ト>

 

 

日
本
銀
行
と
い
う
と
、
金
融
政
策
と
い
う
仕
事
が

す
ぐ
に
連
想
さ
れ
る
が
、
政
策
を
運
営
す
る
当
局
の

責
任
の
重
さ
を
自
分
な
り
に
実
感
し
た
の
は
、
何
よ

り
も
一
九
八
〇
年
代
後
半
の
バ
ブ
ル
の
発
生
、
そ
の

後
の
バ
ブ
ル
崩
壊
に
伴
う
不
良
債
権
の
増
加
と
金
融

シ
ス
テ
ム
の
動
揺
の
経
験
で
あ
っ
た
。
バ
ブ
ル
の
発

生
や
崩
壊
や
そ
の
下
で
の
経
済
の
大
き
な
変
動
は
政

策
対
応
の
失
敗
だ
け
が
原
因
で
あ
る
訳
で
は
な
い
が
、

今
振
り
返
っ
て
み
て
政
策
対
応
の
面
で
悔
や
ま
れ
る

こ
と
も
多
い
。 

  

政
策
は
政
策
当
局
者
が
正
し
い
と
判
断
す
れ
ば
自

由
に
実
行
で
き
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
民
主
主

義
社
会
で
は
国
民
の
あ
る
程
度
の
支
持
が
な
け
れ
ば
、

そ
の
政
策
は
実
行
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
現
在
で
は
、

一
九
八
〇
年
代
後
半
の
バ
ブ
ル
期
の
金
利
引
き
上
げ

の
遅
れ
や
一
九
九
〇
年
代
の
公
的
資
金
投
入
の
遅
れ

が
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
金
利
引
き
上
げ
に

し
て
も
公
的
資
金
の
投
入
に
し
て
も
、
当
時
は
受
け

入
れ
ら
れ
ず
、
世
論
の
支
持
は
非
常
に
尐
な
か
っ
た
。

大
学
院
の
授
業
で
は
し
ば
し
ば
当
時
の
新
聞
社
説
を

取
り
上
げ
て
い
る
が
、
当
時
の
社
説
や
諭
評
を
続
む

た
び
に
、
こ
の
間
の
世
論
や
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
の
議
論

の
変
化
に
愕
然
と
す
る
。 

 

政
策
の
影
響
は
時
間
を
経
て
生
ま
れ
て
く
る
。
ど

の
よ
う
な
政
策
を
と
っ
て
も
短
期
的
に
は
大
き
な
違

い
は
な
い
が
、
長
期
的
に
は
大
き
な
差
と
な
っ
て
現

れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
政
策
当
局
者
の
責
任
は
大
き

い
。
政
策
当
局
者
が
独
善
に
陥
っ
て
「
正
し
い
政
策
」

を
追
求
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
が
、
一
方
で
「
国

民
の
支
持
」
の
必
要
性
だ
け
を
強
調
し
専
門
家
と
し

て
の
判
断
を
示
さ
な
け
れ
ば
、
そ
の
政
策
当
局
は
無

責
任
で
あ
り
、
存
在
意
義
は
な
い
。
政
策
当
局
は
専

門
的
な
知
識
を
備
え
た
当
局
者
と
し
て
、
何
が
問
題

で
あ
る
か
を
発
見
し
、
必
要
な
政
策
・
施
策
を
立
案

し
、
論
点
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
実
行
す
る
た
め
に

最
大
限
の
努
力
を
す
る
‥
‥
そ
れ
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
・

サ
ー
バ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
の
意
味
だ
と
思
う
。 

 <

理
論
の
果
た
す
役
割> 

 

理
論
の
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
は
、
自
分
の
認
識

の
中
で
変
化
し
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
大
き
く
変
化

し
た
部
分
も
あ
る
。
ま
ず
、
政
策
を
策
定
す
る
上
で

理
論
は
重
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
変
わ
っ
て
い
な

い
。
理
論
モ
デ
ル
は
複
雑
な
現
実
を
理
解
す
る
う
え

で
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
そ
う
し
た
思
考
の
枠
組
み

が
な
い
と
、
複
雑
な
経
済
を
理
解
す
る
こ
と
は
到
底

で
き
な
い
。
し
か
し
、
理
論
の
不
足
を
感
じ
る
こ
と

も
多
か
っ
た
。
バ
ブ
ル
以
降
の
日
本
経
済
の
経
験
は

そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
ひ
と
つ

の
理
論
モ
デ
ル
に
執
着
す
る
と
、
結
果
と
し
て
、
そ

の
理
論
モ
デ
ル
の
レ
ン
ズ
を
通
し
て
し
か
現
実
が
見

え
な
く
な
る
危
険
が
あ
る
こ
と
も
学
ん
だ
。 

 

理
論
は
複
雑
な
現
実
を
理
解
す
る
た
め
の
道
具
で

あ
る
。
問
題
と
な
る
事
象
の
本
質
的
な
部
分
に
焦
点

を
当
て
、
他
の
部
分
に
つ
い
て
は
簡
単
化
の
前
提
を

置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
演
繹
的
な
推
論
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
経
済
理
論
を
政
策
分
析
に
適
用
す

る
場
合
、
直
面
し
て
い
る
現
実
の
経
済
の
何
が
本
質
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的
な
問
題
で
あ
る
か
を
認
識
し
た
上
で
、
そ
の
問
題

を
解
く
の
に
相
応
し
い
理
論
モ
デ
ル
を
選
択
す
る
こ

と
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
そ
の
選
択
を
誤
る
と
、

理
論
は
危
険
な
道
具
と
も
な
る
。
こ
の
こ
と
は
「
理

論
と
現
実
は
別
物
で
あ
る
」
と
か
、「
理
論
は
役
に
立

た
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
決
し

て
な
い
。 

 

偉
大
な
研
究
者
は
発
表
す
る
論
文
が
仮
に
一
生
に

一
本
で
あ
っ
て
も
非
常
に
独
創
的
な
論
文
を
発
表
し

後
々
の
世
代
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
成
功

す
れ
ば
、
人
類
の
発
展
に
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
た

と
言
え
る
。
実
際
、
経
済
学
の
世
界
を
振
り
返
っ
て

も
、
我
々
は
そ
う
し
た
先
人
の
遺
業
に
多
く
を
負
っ

て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
研
究
者
の
世
界
で
は
「
全

戦
全
勝
」
で
な
く
と
も
、
新
し
い
物
の
見
方
を
提
供

す
る
点
に
最
大
の
意
義
が
あ
る
と
思
う
。 

 

一
方
、
政
策
当
局
者
や
実
務
家
の
行
動
原
理
は
異

な
る
。
理
論
は
重
要
で
あ
る
が
、
学
問
の
世
界
、
研

究
の
世
界
に
も
流
行
の
変
化
が
あ
る
だ
け
に
、
政
策

当
局
が
そ
の
時
々
の
支
配
的
な
理
論
に
全
面
的
に
依

拠
す
る
こ
と
は
、
大
き
な
失
敗
を
犯
す
危
険
を
内
包

す
る
。
政
策
当
局
者
は
結
果
に
責
任
を
有
す
る
。
そ

の
意
味
で
は
、
実
務
家
に
は
理
論
を
尊
重
す
る
と
同

時
に
、
他
方
で
理
論
の
限
界
も
認
識
し
、
知
的
謙
虚

さ
を
も
っ
て
、
政
策
を
運
営
す
る
と
い
う
姿
勢
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
歴
史
的
な
経
験
へ
の

洞
察
や
現
場
情
報
へ
の
鋭
い
感
覚
が
求
め
ら
れ
る
。 

 <

「
現
場
」
と
「
実
務
」>

 

優
れ
た
政
策
当
局
者
は
知
識
の
不
十
分
さ
を
認
識

す
る
が
ゆ
え
に
、「
現
場
」
や
「
実
務
」
か
ら
も
ヒ
ン

ト
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
。
日
本
銀
行
で
言
う
と
、

経
済
情
勢
の
判
断
を
す
る
場
合
、
マ
ク
ロ
の
経
済
統

計
に
よ
る
判
断
に
対
し
、
大
小
を
問
わ
ず
様
々
な
企

業
経
営
者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
「
現
場
」
情
報
に

近
い
。 

 

金
融
政
策
の
運
営
に
し
て
も
、
金
利
の
変
更
の
是

非
を
巡
る
、
い
わ
ば
「
総
論
」
だ
け
で
は
完
結
せ
ず
、

実
務
が
不
可
欠
で
あ
る
。
金
融
政
策
は
金
融
機
関
か

ら
金
融
資
産
を
買
い
入
れ
た
り
貸
し
出
し
を
行
っ
た

り
す
る
こ
と
を
通
じ
て
実
行
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、

誰
か
ら
買
い
入
れ
る
か
、
ど
の
よ
う
な
資
産
を
買
い

入
れ
る
か
、
担
保
の
掛
け
目
は
ど
う
す
る
か
、
決
済

は
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
行
う
か
等
々
、
様
々
な
実

務
が
発
生
す
る
。
全
体
感
を
欠
い
た
政
策
論
は
不
毛

だ
が
、
実
務
に
対
す
る
知
識
を
欠
い
た
壮
大
な
政
策

論
も
ま
た
、
時
と
し
て
不
毛
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

現
場
や
実
務
は
重
要
で
あ
る
。 

 

た
だ
し
、
こ
こ
に
も
落
と
し
穴
が
あ
り
、
悪
し
き

現
場
主
義
の
弊
害
も
存
在
す
る
。
ミ
ク
ロ
の
話
を
足

し
合
わ
せ
れ
ば
全
体
が
わ
か
る
ほ
ど
現
実
は
単
純
で

は
な
く
、
実
務
だ
け
か
ら
政
策
が
判
断
で
き
る
わ
け

で
も
な
い
。
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
両
方
と
も

が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
政
策
当
局
は
そ
の
両
方

が
あ
る
か
ら
こ
そ
お
も
し
ろ
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思

う
。 

 <

組
織
の
重
要
性> 

 

ひ
と
り
の
人
間
の
能
力
は
限
ら
れ
て
お
り
、
政
策

を
遂
行
し
て
い
く
上
で
組
織
は
重
要
で
あ
る
。
何
が

現
在
直
面
し
て
い
る
問
題
か
、
そ
の
た
め
に
必
要
な

政
策
は
何
か
、
政
策
遂
行
上
、
実
務
的
に
は
何
に
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か･

･
･･

政
策
当
局
者
は
組

織
と
し
て
い
つ
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
は
組
織
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
知
識
を
集

め
、
目
的
に
向
け
て
力
を
結
集
す
る
。
そ
し
て
、
政

策
当
局
者
は
外
か
ら
信
頼
を
得
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。
そ
の
組
織
が
そ
の
組
織
に
付
託
さ
れ
た
目
的

の
遂
行
に
対
し
て
誠
実
な
組
織
で
あ
る
と
い
う
信
頼

が
あ
っ
て
初
め
て
、
そ
の
政
策
当
局
の
実
行
す
る
政

策
は
円
滑
に
遂
行
さ
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
組

織
を
構
成
す
る
の
は
人
で
あ
り
、
そ
の
組
織
の
使
命

に
誇
り
を
持
ち
、
使
命
遂
行
に
必
要
な
知
識
や
仕
事

の
進
め
方
を
身
に
つ
け
た
人
を
常
に
後
の
世
代
に
残

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
自
分
自
身
も
そ
う
し
た
環

境
の
中
で
育
て
ら
れ
、
ま
た
あ
る
段
階
か
ら
は
、
組

織
の
文
化
を
後
の
世
代
に
引
き
継
ぐ
こ
と
が
自
分
の

重
要
な
仕
事
の
ひ
と
つ
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
組

織
の
仕
事
の
一
つ
は
組
織
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
後
世
代
に
伝

え
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

公
共
政
策
大
学
院
で
授
業
を
し
な
が
ら
、
こ
こ
に

い
る
学
生
は
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
社
会
人
生
活
を

送
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
を
は
せ
る
こ
と
も
多
い
が
、

多
分
、
私
の
若
い
頃
と
状
況
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い

よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
公
共
政
策
大
学
院
で
進
路
指

導
の
一
環
と
し
て
学
生
の
話
を
聞
く
機
会
も
あ
る
が
、

就
職
と
は
昔
も
今
も
不
確
実
な
情
報
の
下
で
の
意
思

決
定
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
思
い
が
す
る
。 

 

そ
れ
だ
け
に
、
私
自
身
、
学
生
の
進
路
指
導
に
対

し
て
も
あ
ま
り
強
い
こ
と
は
言
わ
な
い
よ
う
に
し
て

い
る
が
、
経
済
や
社
会
が
発
展
す
る
た
め
に
は
、
民

間
で
の
仕
事
と
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
部
門
で
の
仕
事
は
両

方
と
も
に
重
要
で
あ
り
、
ま
た
お
互
い
に
相
手
の
仕

事
の
意
義
を
理
解
す
る
姿
勢
が
不
可
欠
で
あ
る
と
言

う
こ
と
だ
け
は
言
え
る
と
思
う
。
公
共
政
策
大
学
院

の
教
師
と
し
て
は
、
学
生
が
そ
う
し
た
思
い
で
勉
強

を
し
、
ま
た
将
来
の
進
路
を
決
定
す
る
こ
と
を
願
っ

て
い
る
。 

＊
本
稿
は
、
二
〇
〇
八
年
三
月
に
執
筆

さ
れ
た
も
の
を
再
掲
し
た
も
の
で
す
。 
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