
第 I部　国境を越えるヒト・モノ・カネ

第

1
話

労
働
力
の
国
際
化
に

潜
む
ジ
レ
ン
マ

│
│
国
境
を
越
え
て
き
た
の
は「
人
間
」
だ
っ
た

日
本
で
の
労
働
は
巨
大
な
輸
出
産
業

ブ
ラ
ジ
ル
に
は
日
本
か
ら
移
民
し
た
人
が
た
く
さ
ん
い
る
。
い
ま
、
そ
の
ブ
ラ
ジ
ル
日
系
移
民
の
相
当
数
の
人
が

日
本
に
出
稼
ぎ
に
き
て
い
る
と
い
う
。
現
地
の
人
の
話
に
よ
れ
ば
、
約
二
五
万
人
が
日
本
で
働
い
て
い
る
と
い
う
こ

と
だ
。

日
系
人
に
つ
い
て
は
日
本
国
内
で
働
く
こ
と
が
許
可
さ
れ
て
い
る
。
賃
金
の
高
い
日
本
で
働
く
こ
と
は
、
日
系
ブ

ラ
ジ
ル
人
に
と
っ
て
も
魅
力
の
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
何
年
か
働
け
ば
、
ひ
と
財
産
で
き
る
か
ら
だ
。

日
本
に
働
き
に
き
て
い
る
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
は
、
一
人
あ
た
り
年
間
約
一
万
ド
ル
の
送
金
を
し
て
い
る
そ
う
だ
。

出
稼
ぎ
労
働
者
の
数
が
二
五
万
人
な
の
で
、
全
部
で
二
五
億
ド
ル
。
一
ド
ル
＝
一
二
〇
円
で
換
算
す
る
と
、
約
三
〇

〇
〇
億
円
に
な
る
。
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
出
稼
ぎ
労
働
サ
ー
ビ
ス
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
有
数
の
輸
出
産
業
で
あ
る
こ
と
は
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間
違
い
な
い
（
も
っ
と
も
、
出
稼
ぎ
労
働
は
サ
ー
ビ
ス
に
分
類
さ
れ
る
の
で
、
国
際
収
支
上
は
輸
出
に
は
分
類
さ
れ

な
い
が
）。

も
ち
ろ
ん
、
一
人
あ
た
り
一
万
ド
ル
と
い
う
の
は
、
表
に
出
て
い
る
数
字
で
あ
る
。
実
際
は
、
こ
れ
以
外
に
多
く

の
現
金
が
ブ
ラ
ジ
ル
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
一
時
帰
国
の
と
き
、
あ
る
い
は
仕
事
を
終
え
て
帰
国
す
る
と

き
に
、
出
稼
ぎ
労
働
者
は
多
く
の
現
金
を
故
国
に
持
ち
込
む
の
だ
ろ
う
。

ブ
ラ
ジ
ル
最
大
の
都
市
サ
ン
パ
ウ
ロ
は
、
非
常
に
治
安
の
悪
い
都
市
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
街
の
あ
ち
こ
ち
で

日
常
茶
飯
事
の
よ
う
に
強
盗
が
起
き
る
。
と
く
に
最
近
話
題
な
の
が
、
信
号
な
ど
で
停
止
し
た
自
動
車
に
拳
銃
を
突

き
つ
け
る
強
盗
だ
。
先
頭
の
車
は
逃
げ
ら
れ
る
が
、
二
台
目
以
降
は
前
に
車
が
停
車
し
て
い
る
の
で
逃
げ
る
こ
と
も

で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
駐
在
の
日
本
の
企
業
や
政
府
の
関
係
者
に
は
、
防
弾
ガ
ラ
ス
の
入
っ
た
自
動
車

を
利
用
し
て
い
る
人
が
少
な
く
な
い
。

現
地
の
人
の
話
で
は
、
稼
い
だ
現
金
を
た
く
さ
ん
持
ち
帰
っ
て
き
た
日
系
人
の
出
稼
ぎ
労
働
者
の
乗
っ
た
車
を
狙

っ
て
、
空
港
か
ら
市
内
へ
の
道
で
よ
く
強
盗
が
出
没
す
る
の
だ
そ
う
だ
。

こ
れ
も
日
本
で
の
出
稼
ぎ
労
働
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
社
会
で
そ
れ
な
り
の
存
在
感
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

世
界
第
二
の
経
済
力
を
も
つ
日
本
な
の
で
、
そ
の
国
際
的
な
影
響
も
小
さ
く
な
い
の
だ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
こ
う
し
た
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
の
出
稼
ぎ
労
働
者
の
多
く
は
、
自
動
車
関
連
産
業
で
働
い
て
い
る
よ
う
だ
。

ト
ヨ
タ
自
動
車
の
関
連
企
業
が
多
い
愛
知
県
東
部
の
都
市
、
ホ
ン
ダ
や
ス
ズ
キ
の
あ
る
静
岡
県
浜
松
市
、
富
士
重
工

の
お
膝
元
で
あ
る
群
馬
県
太
田
市
な
ど
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
系
を
は
じ
め
と
す
る
外
国
人
労
働
者
が
多
い
町
と
し
て
知
ら

17

第1話　労働力の国際化に潜むジレンマ――国境を越えてきたのは「人間」だった



第 I部　国境を越えるヒト・モノ・カネ

18

0

10

20

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

40

60

30

50

70

80

90

100
（万人）

（年）

注：外国人労働者数は法務省入国管理局資料に基づき、厚生労働省が推計。

29.2 29.7 28.8 28.5 28.3 27.7 27.1
25.2

23.2

58
61 62 61

63
66 67 67

71

外国人労働者
不法残留者

図表1 日本の外国人労働者数の推移



れ
て
い
る
。
サ
ッ
カ
ー
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
が
日
韓
共
催
で
行
な
わ
れ
た
と
き
、
こ
れ
ら
の
町
で
ブ
ラ
ジ
ル
の
人
た

ち
が
集
ま
っ
て
母
国
ブ
ラ
ジ
ル
を
声
援
し
て
い
た
の
が
、
テ
レ
ビ
な
ど
で
紹
介
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る

読
者
も
多
い
だ
ろ
う
。

世
界
中
で
急
増
す
る
外
国
人
労
働
者

外
国
人
労
働
者
が
増
え
て
い
る
の
は
、
日
本
だ
け
で
は
な
い
。
日
本
は
厳
し
い
移
民
規
制
を
し
て
い
る
の
で
、
そ

の
数
は
む
し
ろ
少
な
い
ほ
う
だ
。
欧
州
や
ア
メ
リ
カ
に
は
、
か
な
り
の
規
模
の
外
国
人
労
働
者
が
い
る
。

ア
メ
リ
カ
に
は
メ
キ
シ
コ
国
境
か
ら
合
法
・
不
法
の
労
働
者
が
大
量
に
入
っ
て
い
る
。
テ
キ
サ
ス
州
と
メ
キ
シ
コ

の
国
境
に
は
リ
オ
グ
ラ
ン
デ
川
が
あ
る
が
、
夜
中
に
闇
に
紛
れ
て
多
く
の
メ
キ
シ
コ
人
が
ア
メ
リ
カ
側
に
入
っ
て
く

る
の
だ
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
や
テ
キ
サ
ス
な
ど
メ
キ
シ
コ
と
国
境
を
接
す
る
州
で
は
、
町
の
中
を
ス
ペ
イ
ン
語
が
飛

び
交
っ
て
い
る
。
二
〇
年
以
上
前
に
私
が
教
え
て
い
た
テ
キ
サ
ス
州
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
の
大
学
で
は
、
そ
の
当
時
か
ら

職
員
を
管
轄
す
る
大
学
の
事
務
担
当
者
は
ス
ペ
イ
ン
語
が
話
せ
な
い
と
仕
事
に
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
た
。

欧
州
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
大
規
模
に
外
国
人
労
働
者
を
受
け
入
れ
た
。
ト
ル
コ
な
ど
の
中
東
諸
国
、
北
ア
フ

リ
カ
諸
国
な
ど
、
近
隣
の
国
か
ら
大
挙
し
て
労
働
者
が
入
っ
た
の
で
あ
る
。
賃
金
や
生
活
水
準
の
高
い
欧
州
は
、
こ

う
し
た
労
働
者
た
ち
に
と
っ
て
魅
力
的
な
働
き
場
所
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

大
挙
し
て
欧
州
に
入
っ
た
外
国
人
労
働
者
た
ち
は
、
町
の
中
に
ゲ
ッ
ト
ー
を
つ
く
り
は
じ
め
た
。
特
定
の
地
域
に

集
ま
っ
て
住
み
、
そ
こ
に
自
国
の
商
品
を
売
る
商
店
や
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
の
だ
。
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欧
州
へ
の
移
民
と
言
え
ば
、
ド
イ
ツ
に
入
っ
て
い
っ
た
ト
ル
コ
人
の
ケ
ー
ス
が
有
名
だ
。
多
く
の
ト
ル
コ
人
移
民

が
入
っ
て
き
た
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
国
内
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
種
的
軋
轢
が
生
ま
れ
た
。
ド
イ
ツ
な
ど
で
ネ
オ
ナ
チ
運

動
が
激
化
し
て
い
っ
た
の
は
、
移
民
の
増
加
に
よ
る
民
族
的
対
立
が
そ
の
一
つ
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。

移
民
の
人
た
ち
が
低
賃
金
の
労
働
を
引
き
受
け
る
の
で
、
ド
イ
ツ
の
若
者
の
仕
事
が
奪
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と

も
、
ネ
オ
ナ
チ
運
動
の
背
景
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
九
七
〇
年
代
当
時
、
ス
イ
ス
の
あ
る
作
家
が
次
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
。「
私
た
ち
は
海
外
か
ら
『
労
働

力
』
を
求
め
た
。
し
か
し
、
や
っ
て
き
た
の
は
『
人
間
』
で
あ
っ
た
」
と
。
こ
れ
は
非
常
に
意
味
深
い
言
葉
だ
。
外

国
人
労
働
者
が
入
っ
て
く
れ
ば
、
そ
こ
で
生
活
が
始
ま
る
。
犯
罪
や
摩
擦
も
頻
繁
に
起
こ
る
だ
ろ
う
。
外
国
人
労
働

者
の
増
加
が
、
欧
州
で
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
た
の
だ
。

外
国
人
労
働
者
が
活
躍
し
て
い
る
の
は
、
先
進
工
業
国
だ
け
で
は
な
い
。
石
油
で
急
速
に
経
済
発
展
し
た
サ
ウ
ジ

ア
ラ
ビ
ア
に
は
、
韓
国
や
イ
ン
ド
な
ど
か
ら
多
く
の
建
設
労
働
者
が
入
っ
て
い
る
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
香
港
の
街
角

で
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
や
っ
て
き
た
大
勢
の
家
政
婦
さ
ん
た
ち
が
情
報
交
換
し
て
い
る
姿
が
見
ら
れ
る
。
マ
レ
ー

シ
ア
の
よ
う
に
日
本
な
ど
か
ら
の
直
接
投
資
で
産
業
化
が
進
ん
だ
国
で
は
労
働
力
不
足
が
深
刻
化
し
、
多
く
の
労
働

者
を
近
隣
諸
国
か
ら
受
け
入
れ
て
い
る
。

外
国
人
が
支
え
る
ア
メ
リ
カ
経
済

Ｉ
Ｔ
不
況
で
リ
セ
ッ
シ
ョ
ン
（
景
気
後
退
）
に
入
っ
た
ア
メ
リ
カ
経
済
だ
が
、
そ
れ
ま
で
は
一
〇
年
と
い
う
長
い
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期
間
、
好
景
気
を
維
持
し
て
き
た
。
四
％
を
超
え
る
高
い
成
長
率
を
維
持
し
、
ニ
ュ
ー
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
呼
ば
れ
る
よ

う
な
奇
跡
の
復
活
を
遂
げ
た
。

一
九
八
〇
年
代
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
経
済
は
、
日
本
な
ど
か
ら
の
産
業
の
追
い
上
げ
に
あ
っ
て
苦
し
ん
で
い
た
。
鉄

鋼
、
自
動
車
、
家
電
、
工
作
機
械
な
ど
、
か
つ
て
は
ア
メ
リ
カ
が
強
い
競
争
力
を
も
っ
て
い
た
産
業
で
、
多
く
の
企

業
が
次
々
と
日
本
と
の
競
争
に
敗
れ
て
い
っ
た
。
当
然
、
厳
し
い
貿
易
摩
擦
も
起
こ
っ
た
。
日
米
逆
転
が
起
こ
る
だ

ろ
う
と
い
う
先
走
っ
た
予
想
さ
え
出
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
九
〇
年
代
以
降
、
ア
メ
リ
カ
の
産
業
は
見
事
な
復
活
を
遂
げ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
か
つ
て
の
鉄
鋼
、

自
動
車
な
ど
の
分
野
で
は
な
い
。
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
、
イ
ン
テ
ル
、
シ
ス
コ
シ
ス
テ
ム
ズ
な
ど
、
そ
れ
ま
で
名
前
を

聞
い
た
こ
と
も
な
か
っ
た
よ
う
な
ハ
イ
テ
ク
企
業
が
ア
メ
リ
カ
復
活
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
企
業
の
多

く
が
本
拠
地
を
置
く
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
は
、
強
い
ア
メ
リ
カ
産
業
の
象
徴
と
な
っ
た
の
だ
。

よ
く
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
そ
の
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
の
繁
栄
を
支
え
て
い
る
の
は
、
中
国
人
と
イ
ン
ド
人
で

あ
る
。
Ｃ
Ｉ
Ａ
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
そ
う
だ
が
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
諜
報
機
関
の
こ
と
で
は
な
く
、

「C
hinese

and
Indian

A
m
erican

（
中
国
系
と
イ
ン
ド
系
の
ア
メ
リ
カ
人
）」
の
略
語
だ
そ
う
だ
。
ア
メ
リ
カ
社

会
は
優
秀
な
外
国
人
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
一
流
大
学
の
大
学
院
に
は
多
く
の
外
国
人
留
学
生
が

在
籍
し
、
高
度
な
教
育
を
受
け
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
以
外
で
高
等
教
育
を
受
け
た
人
材
も
、
優
秀
で
あ
れ
ば
ア
メ
リ

カ
国
内
で
職
を
見
つ
け
る
こ
と
は
容
易
だ
。

世
界
で
最
も
高
い
所
得
が
得
ら
れ
る
機
会
の
多
い
ア
メ
リ
カ
市
場
を
目
指
し
て
、
世
界
中
か
ら
優
秀
な
人
材
が
集
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ま
っ
て
く
る
。
そ
う
し
た
人
材
の
す
べ
て
が
中
国
人
や
イ
ン
ド
人
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
も
と
も
と
人
口
の
多

い
人
種
で
あ
り
、
数
理
的
能
力
に
優
れ
た
人
が
多
い
こ
と
も
あ
っ
て
、「
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
を
支
え
て
い
る
の
は
中

国
人
と
イ
ン
ド
人
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
正
確
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、「
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
を
支
え

て
い
る
の
は
世
界
中
の
優
秀
な
人
た
ち
」
な
の
だ
。

九
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
ほ
ど
、
移
民
国
家
の
強
み
を
見
せ
つ
け
た
国
は
な
い
。
世
界
中
か
ら
最
も
優
秀
な
人
材
を

集
め
、
自
国
内
に
多
く
の
優
秀
な
移
民
を
抱
え
る
こ
と
で
、
世
界
中
の
国
々
と
太
い
人
的
な
パ
イ
プ
を
も
つ
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る
。
英
語
が
国
際
語
化
し
て
い
る
こ
と
も
、
ア
メ
リ
カ
の
地
位
を
強
固
な
も
の
に
し
た
。
そ
し
て
ア

メ
リ
カ
か
ら
出
て
き
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｃ
Ｎ
Ｎ
な
ど
の
情
報
通
信
網
や
放
送
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
情
報
面
で
も

ア
メ
リ
カ
と
世
界
を
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
繁
栄
と
は
対
照
的
に
、「
鎖
国
主
義
」「
純
血
主
義
」
を
貫
い
て
き
た
日
本
は
九
〇
年
代
以

降
、
国
際
競
争
力
を
急
速
に
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
優
秀
な
人
材
を
集
め
ら
れ
な
い
だ
け
で
は
な
い
。
日
本
の
最
も
優

秀
な
人
材
が
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
か
ら
科
学
者
、
音
楽
家
か
ら
建
築
家
に
い
た
る
ま
で
、
こ
ぞ
っ
て
ア
メ
リ
カ
に
も
っ
て

い
か
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。

少
子
高
齢
化
と
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ

そ
う
し
た
な
か
で
、
日
本
国
内
で
も
外
国
人
労
働
者
を
受
け
入
れ
る
議
論
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
最
初
は
、

急
速
に
少
子
高
齢
化
が
進
む
日
本
の
人
口
構
造
の
変
化
と
の
関
わ
り
で
論
議
さ
れ
て
い
た
。
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少
子
高
齢
化
が
進
め
ば
、
日
本
の
労
働
人
口
は
急
速
に
減
少
し
て
い
く
。
そ
う
な
れ
ば
、
い
ず
れ
労
働
力
不
足
で

日
本
の
産
業
は
困
難
に
陥
る
だ
ろ
う
│
│
こ
う
し
た
議
論
は
不
況
の
な
か
で
失
業
率
が
歴
史
的
な
高
さ
を
更
新
し
て

い
る
最
近
で
は
ま
っ
た
く
説
得
力
が
な
い
が
、
バ
ブ
ル
経
済
に
沸
く
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
は
真
剣
に
議
論
さ
れ
た

も
の
だ
っ
た
。

実
際
、
当
時
の
日
本
経
済
で
は
、
人
手
不
足
が
深
刻
化
し
て
い
た
。
八
〇
年
代
末
、
あ
る
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
役

員
と
交
わ
し
た
会
話
は
、
い
ま
で
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
メ
ー
カ
ー
で
は
人
材
不
足
を
埋
め
る
た
め
、

積
極
的
に
ロ
ボ
ッ
ト
な
ど
の
機
械
を
導
入
し
て
い
た
。
こ
の
役
員
の
お
っ
し
ゃ
る
に
は
、「
労
働
者
一
人
を
節
約
す

る
た
め
な
ら
、
四
〇
〇
〇
万
円
ぐ
ら
い
の
投
資
を
し
て
ロ
ボ
ッ
ト
を
導
入
し
て
も
か
ま
わ
な
い
」
と
い
う
の
だ
。
日

本
で
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
人
手
不
足
が
深
刻
化
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
自
動
車
工
場
だ
け
で
は
な
い
が
、
八
〇
年

代
末
の
人
手
不
足
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
工
場
は
、
高
度
に
機
械
化
さ
れ
て
お
り
、
人
手
不
足
を
機
械
装
備
で
補
お
う

と
す
る
企
業
の
意
図
が
よ
く
わ
か
る
。

不
況
が
深
刻
化
し
、
失
業
率
が
上
が
る
な
か
で
、
外
国
人
労
働
者
を
受
け
入
れ
た
い
と
い
う
声
は
弱
く
な
っ
た
。

し
か
し
産
業
界
に
は
、
依
然
と
し
て
将
来
の
労
働
力
不
足
に
対
す
る
不
安
感
が
蔓
延
し
て
い
る
。
景
気
回
復
後
に
は

や
は
り
労
働
力
不
足
が
起
こ
る
の
で
は
な
い
か
、
現
在
の
失
業
率
の
上
昇
は
中
高
年
の
雇
用
を
直
撃
し
て
い
る
が
、

産
業
が
必
要
と
し
て
い
る
若
い
労
働
力
は
慢
性
的
に
不
足
し
て
い
る
│
│
こ
う
し
た
見
方
は
い
ま
で
も
根
強
く
残
っ

て
い
る
。

少
子
高
齢
化
が
、
外
国
人
労
働
者
を
受
け
入
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
議
論
に
つ
な
が
っ
た
の
は
、
産
業
界
の
労
働
不
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足
に
対
す
る
懸
念
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
少
子
高
齢
化
の
進
む
な
か
で
、
介
護
、
医
療
、
家
事
代
行
と
い
っ
た
分
野

の
労
働
へ
の
ニ
ー
ズ
が
増
え
、
国
内
の
労
働
力
だ
け
で
は
と
て
も
そ
れ
に
対
応
で
き
な
い
と
い
う
声
が
強
く
な
っ
て

い
る
の
だ
。

介
護
、
医
療
、
家
事
代
行
な
ど
は
、
労
働
集
約
的
な
分
野
で
あ
る
。
高
齢
化
が
進
め
ば
介
護
や
医
療
の
分
野
で
多

く
の
労
働
力
が
必
要
に
な
る
し
、
女
性
の
社
会
進
出
を
支
援
し
て
い
く
た
め
に
は
家
政
婦
さ
ん
な
ど
の
家
事
代
行
業

の
重
要
性
が
増
し
て
く
る
。

こ
う
し
た
労
働
力
は
国
内
だ
け
で
十
分
に
ま
か
な
え
る
、
と
い
う
議
論
も
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
介
護
や
家
事

労
働
の
現
場
の
状
況
に
つ
い
て
伝
わ
っ
て
く
る
話
は
、
と
て
も
国
内
労
働
力
だ
け
で
は
ま
か
な
え
な
い
と
い
う
も
の

だ
。

日
本
の
政
策
論
議
は
利
用
者
不
在

女
性
の
社
会
進
出
が
進
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
当
た
り
前
の
話
な
の
だ
が
、
違
う
見
方
を
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
日
本

の
雇
用
社
会
が
い
か
に
女
性
を
差
別
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
だ
。
終
身
雇
用
や
年
功
賃
金
の
崩
壊
は
、
そ
う
し
た

制
度
に
よ
っ
て
差
別
さ
れ
て
き
た
女
性
に
と
っ
て
、
チ
ャ
ン
ス
が
到
来
し
て
い
る
と
い
う
面
も
あ
る
。
し
か
し
、
女

性
が
キ
ャ
リ
ア
志
向
を
高
め
る
ほ
ど
、
家
事
や
育
児
が
大
き
な
問
題
に
な
る
。
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
を
守
る
た
め
に
給

与
の
全
額
を
保
育
所
や
家
政
婦
さ
ん
に
支
払
っ
て
い
る
と
い
う
女
性
の
話
も
よ
く
耳
に
す
る
。

育
児
の
問
題
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
保
育
所
な
ど
の
整
備
を
進
め
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
と
い
う
議
論
が
あ
る
。
た
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し
か
に
そ
の
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
な
の
だ
。
本
当
に
忙
し
く
高
い
専
門
性
を
も

っ
て
仕
事
を
す
る
女
性
、
た
と
え
ば
政
治
家
や
高
級
官
僚
、
テ
レ
ビ
の
キ
ャ
ス
タ
ー
な
ど
の
マ
ス
コ
ミ
関
係
者
、
高

度
な
金
融
の
専
門
家
な
ど
は
、
不
規
則
な
時
間
帯
か
つ
不
確
定
な
予
定
の
な
か
で
仕
事
を
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
二

四
時
間
態
勢
で
サ
ポ
ー
ト
す
る
家
政
婦
さ
ん
が
必
要
と
な
る
。
高
度
に
専
門
的
な
分
野
に
女
性
が
積
極
的
に
進
出
す

る
こ
と
が
必
要
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
家
事
や
育
児
が
ネ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

ア
ジ
ア
で
の
会
議
な
ど
に
行
く
と
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
マ
レ
ー
シ
ア
な
ど
の
女
性
の
研
究
者
が
積
極
的
に
発
言
し

て
い
る
。
彼
女
た
ち
と
話
を
す
る
と
、
多
く
の
人
が
家
庭
を
も
っ
て
子
ど
も
も
何
人
か
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の

彼
女
た
ち
を
支
え
て
い
る
の
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
か
ら
来
る
優
秀
な
家
政
婦
さ
ん
た
ち
な
の
で
あ
る
。

介
護
や
医
療
の
分
野
で
も
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
分
野
の
重
要
性
が
明
ら
か
に

な
る
の
は
、
団
塊
の
世
代
が
高
齢
化
す
る
一
〇
年
後
、
二
〇
年
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
団
塊
の
世
代
は
現
在
、

五
〇
代
な
か
ば
。
日
本
経
済
が
本
格
的
な
高
齢
社
会
に
突
入
す
る
に
は
い
く
ら
か
時
間
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
時
点

で
も
い
ま
と
状
況
が
変
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
介
護
や
医
療
の
現
場
で
多
く
の
問
題
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
り
か
ね

な
い
。

日
本
の
行
政
は
、
ど
う
し
て
も
生
産
者
・
労
働
者
中
心
に
な
り
や
す
い
。
消
費
者
や
生
活
者
の
視
点
は
非
常
に
弱

い
。
こ
れ
ま
で
の
狂
牛
病
対
策
や
ネ
ギ
・
シ
イ
タ
ケ
に
関
す
る
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
発
動
（
本
書
第
10
話
お
よ
び
付
章
参

照
）
な
ど
の
対
応
を
見
て
い
る
と
、
消
費
者
を
軽
視
し
て
農
家
を
守
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
る
と
し
か
思
え
な

い
。
そ
う
感
じ
て
い
る
の
は
私
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
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