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木
村
幹
・
神
戸
大
学
大
学
院
教
授
に
論
文
「
日
韓
の
移
民
政
策
は

な
ぜ
異
な
る
の
か
」
を
寄
稿
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
か
つ
て
は
日

本
の
「
研
修
生
」
制
度
を
真
似
し
た
制
度
に
よ
っ
て
外
国
人
労
働
者

の
受
け
入
れ
を
厳
し
く
抑
制
し
て
い
た
韓
国
が
１
９
８
０
年
代
後
半

か
ら
徐
々
に
受
け
入
れ
方
向
に
変
化
し
、
今
で
は
積
極
的
受
け
入
れ

国
と
な
り
、
移
民
政
策
で
は
日
本
と
は
全
く
異
な
る
国
と
な
っ
て
い

る
、
と
い
う
事
実
だ
け
で
も
驚
き
で
す
が
、
木
村
教
授
は
世
論
の
変

化
や
政
治
構
造
や
メ
デ
ィ
ア
の
ス
タ
ン
ス
な
ど
を
緻
密
に
分
析
す
る

こ
と
で
、そ
う
い
う
変
化
を
呼
び
起
こ
し
た
原
因
に
迫
っ
て
い
ま
す
。

一
見
す
る
と
、
よ
く
似
た
部
分
が
多
い
も
の
の
、
歴
史
的
背
景
と
政

治
構
造
の
違
い
が
両
国
に
違
う
道
を
歩
ま
せ
て
い
る
、
と
い
う
分
析

は
非
常
に
重
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
（
編
集
部
）

　

こ
の
論
文
は
科
学
研
究
費
補
助
金
プ
ロ
ジ
ェ
ク
報
告
書
で
あ
る
河

原
祐
馬
『
移
民
外
国
人
の
社
会
統
合
問
題
を
め
ぐ
る
地
域
間
比
較
研

　

木き
む
ら村　

幹か
ん　

氏

（
神
戸
大
学
大
学
院
国
際
協
力
研
究
科
教
授
）＝
寄
稿

日
韓
の
移
民
政
策
は

な
ぜ
異
な
る
の
か



— 51 —

アジア時報

究
：
「
内
包
」
と
「
排
除
」
の
議
論
を
越
え
て
』
に
掲
載
さ
れ
た
論

文
を
改
訂
し
た
も
の
で
す
。

　　

序　
　

章

積
極
移
民
政
策
で
人
口
が
増
え
る
韓
国

　　

韓
国
に
入
国
す
る
外
国
人
ら
が
、
韓
国
の
人
口
地
図
に
変
化
を
も

た
ら
し
て
い
る
。

　

こ
の
５
年
間
、
外
国
人
の
急
速
な
流
入
に
よ
り
、
韓
国
の
人
口
は

当
初
、
政
府
が
予
想
し
た
よ
り
45
万
人
以
上
増
え
た
こ
と
が
調
査
結

果
で
分
か
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
２
０
１
９
年
と
予
想
さ
れ
て
い
た

人
口
減
少
開
始
時
期
が
10
年
近
く
遅
れ
、
ピ
ー
ク
時
の
最
大
人
口
は

５
０
０
０
万
人
を
超
え
る
見
通
し
と
な
っ
た
（1）

。

　

先
の
文
章
は
２
０
１
１
年
の
あ
る
韓
国
の
新
聞
記
事
の
一
節
で
あ

る
。
こ
の
記
事
が
述
べ
る
よ
う
に
、
韓
国
に
お
け
る
移
民
政
策
は
、

こ
の
30
年
間
あ
ま
り
の
間
に
、
劇
的
な
変
化
を
遂
げ
て
き
た
。
か
つ

て
の
韓
国
は
、
ア
ジ
ア
で
も
有
数
の
移
民
排
出
国
と
し
て
知
ら
れ
、

最
盛
期
に
は
年
間
４
万
人
以
上
も
の
移
民
を
排
出
し
た
。
同
時
に
韓

国
は
ま
た
、
日
本
と
並
び
、
外
国
人
管
理
が
厳
格
な
国
と
し
て
も
有

名
だ
っ
た
。
80
年
代
前
半
以
前
の
韓
国
に
お
い
て
は
、
外
国
人
に
対

す
る
永
住
権
は
規
定
す
ら
存
在
せ
ず
、
韓
国
籍
を
取
得
す
る
こ
と
に

対
し
て
も
、
極
め
て
高
い
ハ
ー
ド
ル
が
存
在
し
た
。
そ
の
結
果
、
韓

国
を
め
ぐ
る
国
際
人
口
移
動
は
、
韓
国
か
ら
見
て
大
幅
な
出
超
の
状

態
が
続
い
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
状
態
は
80
年
代
後
半
以
降
、
少
し
ず
つ
変
化
を
遂

げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
急
速
な
経
済
成
長
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
の

生
活
水
準
の
向
上
、
そ
し
て
高
学
歴
化
の
進
展
は
、
第
二
次
産
業
を

中
心
と
す
る
分
野
で
の
急
速
な
雇
用
拡
大
と
、
こ
れ
と
相
反
す
る
若

年
層
を
中
心
と
し
た
人
々
に
よ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
３
Ｄ
職
場
」（
日

本
で
い
う
「
３
Ｋ
職
場
」）
に
対
す
る
忌
避
現
象
を
も
た
ら
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
同
じ
時
期
、
韓
国
に
お
い
て
も
外
国
人
労

働
者
が
増
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
初
は
不
法
残
留
外
国
人
労
働

者
の
増
加
と
し
て
表
れ
た
こ
の
現
象
は
、
90
年
代
に
入
る
と
、
韓
国

政
府
に
よ
る
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
の
た
め
の
制
度
作
り
を
促
す

こ
と
と
な
り
、「
産
業
研
修
生
制
度
」
が
作
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

　

韓
国
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
は
、
こ
う
し
て
拡
大
の

方
向
へ
と
進
む
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
重
要
な
こ
と
は
、

こ
の
時
点
で
の
韓
国
の
移
民
政
策
が
抑
制
的
な
方
向
性
を
基
調
と
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
政
策
策
定
過
程
に
お
い
て
同

じ
く
限
定
的
な
形
で
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
を
開
始
し
て
い
た

隣
国
・
日
本
の
政
策
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
な
か

ん
づ
く
、
外
国
人
労
働
者
を
「
研
修
生
」
と
い
う
名
目
で
限
定
的
に

受
け
入
れ
、「
研
修
期
間
」
以
降
の
残
留
を
認
め
な
い
、
と
い
う
形
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の
外
国
人
労
働
者
政
策
は
、
当
時

の
日
本
の
制
度
の
模
倣
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
外
国
人
労
働
者
政
策
の

あ
る
べ
き
モ
デ
ル
の
一
つ
と
し
て

日
本
が
大
き
く
意
識
さ
れ
て
い

た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
る
段
階
ま

で
の
韓
国
の
移
民
政
策
は
、
日
本

の
そ
れ
と
極
め
て
類
似
し
た
も
の

と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
（2）

。

２
０
０
０
年
ま
で
は
日
韓

の
移
民
政
策
は
同
じ

　　

し
か
し
な
が
ら
、
日
韓
両
国
の

移
民
政
策
は
、
こ
こ
か
ら
大
き
く

異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。

即
ち
、
２
０
０
０
年
以
降
の
日
本

で
は
、
従
来
か
ら
の
抑
制
的
な
外

国
人
労
働
者
政
策
が
基
本
的
に
維

持
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
90
年
代

末
の
あ
る
段
階
に
お
い
て
は
、
実

現
直
前
に
さ
え
見
え
た
外
国
人
地

方
参
政
権
問
題
等
の
議
論
は
消
極

的
な
方
向
へ
と
転
じ
て
い
っ
た
。

つ
ま
り
、
２
０
０
０
年
以
降
の
日
本
の
移
民
政
策
は
大
き
な
変
化
が

な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
２
０
０
０
年
以
降
の
韓
国
は
、
移
民
を
積
極
的

に
受
け
入
れ
る
方
向
へ
と
舵
を
切
り
、
外
国
人
労
働
者
に
対
す
る
待

遇
も
大
い
に
改
善
さ
れ
た
。
従
来
の
「
産
業
研
修
制
度
」
が
「
雇
用

許
可
制
」
へ
と
転
換
さ
れ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
こ
れ
ま
で
は

存
在
し
な
か
っ
た
永
住
権
の
規
定
が
設
け
ら
れ
、
永
住
権
取
得
者
に

自
動
的
に
地
方
参
政
権
も
付
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
の
み
な
ら

ず
、
従
来
は
や
は
り
日
本
と
並
ん
で
、
国
籍
付
与
に
お
い
て
血
統
主

義
の
立
場
を
維
持
し
、
二
重
国
籍
を
認
め
な
か
っ
た
韓
国
政
府
は
、

一
連
の
移
民
政
策
の
転
換
と
連
動
さ
せ
る
形
で
、
国
籍
政
策
も
転
換

し
た
。
つ
ま
り
、
韓
国
は
、
優
秀
な
外
国
人
、
成
人
前
に
外
国
人
家

庭
に
養
子
縁
組
さ
れ
た
外
国
国
籍
者
、
外
国
に
居
住
し
満
65
歳
以
降

に
入
国
し
た
高
齢
の
在
外
国
民
等
の
限
定
的
な
範
囲
に
お
い
て
で
は

あ
っ
た
に
せ
よ
、
こ
れ
ま
で
禁
止
さ
れ
て
き
た
二
重
国
籍
を
積
極
的

に
許
容
し
、
ま
た
、
複
数
国
籍
保
有
者
が
満
22
歳
ま
で
に
ひ
と
つ
の

国
籍
を
選
ば
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
外
国
国
籍
を
行
使
し
な
い
と

い
う
誓
約
と
引
き
換
え
に
複
数
国
籍
の
維
持
が
で
き
る
よ
う
制
度
改

革
を
行
っ
た
（3）

。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
違
い
を
有
す
る
日
韓
両
国
の
移
民
政
策
で
あ

る
が
、
本
論
文
が
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
日
韓
両
国
の
外

国
人
労
働
者
政
策
や
移
民
政
策
、
更
に
は
国
籍
政
策
の
違
い
が
、
な

ぜ
２
０
０
０
年
代
に
突
如
と
し
て
現
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

　木村　幹（きむら・かん）氏　神戸大学大学院国際協力研究科教授、法学博
士（京都大学）。1966 年大阪府生まれ。92 年京都大学大学院法学研究科博士
課程前期課程修了。専攻は比較政治学、朝鮮半島地域研究。政治的指導者や時
代状況から韓国人を読み解く。受賞作は『朝鮮／韓国ナショナリズムと「小国」
意識』（ミネルヴァ書房、第 13回アジア・太平洋賞特別賞）と『韓国における「権
威主義的」体制の成立』（同、第 25回サントリー学芸賞）。ほかに『朝鮮半島
をどう見るか』（集英社新書）、『韓国現代史――大統領たちの栄光と蹉跌』（中
公新書）がある。近著に『徹底検証　韓国論の通説・俗説――日韓対立の感情
vs. 論理』（中公新書ラクレ、共著）。
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る
。
90
年
代
ま
で
は
、
同
じ
方
向
を
向
い
て
進
ん
で
い
る
か
に
見
え

た
日
韓
両
国
の
移
民
政
策
は
何
故
に
、
か
く
も
異
な
る
も
の
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
か
。か
つ
て
は
類
似
し
て
い
た
日
韓
両
国
の
社
会
が
、

次
第
に
異
な
る
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
観
察
は
、
今
日
多

く
の
点
に
対
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
違
い
は
両
国
の
相
互
理
解

に
も
影
を
落
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
本
論
文
は
こ
の
よ

う
な
日
韓
の
新
た
な
関
係
を
垣
間
見
る
目
的
を
も
有
し
て
い
る
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
以
下
の
よ
う
な
形
で
分
析
を
行

う
。
ま
ず
、
日
本
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
や
外
国
人
参

政
権
、
更
に
は
移
民
政
策
や
国
籍
政
策
全
般
に
関
わ
る
議
論
を
分
析

し
、
日
本
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
の
更
な
る
受
け
入
れ
や
、
外
国

人
に
対
す
る
待
遇
改
善
を
拒
否
す
る
言
説
が
ど
の
よ
う
な
理
由
付
け

に
な
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
に
、
日
本
に
お
け
る
言

説
を
利
用
す
る
形
で
、
そ
こ
に
現
れ
た
要
素
が
、
理
論
的
に
外
国
人

労
働
者
の
受
け
入
れ
や
待
遇
改
善
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
含
意
を
持

つ
か
を
明
ら
か
に
し
、
分
析
の
た
め
の
枠
組
み
を
提
示
す
る
。
第
三

に
そ
の
枠
組
み
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
形
で
、
韓
国
に
お
け
る
実
際
の

外
国
人
労
働
者
政
策
や
移
民
政
策
に
つ
い
て
の
分
析
を
行
う
。
そ
し

て
、
理
論
的
枠
組
み
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
。
最
後
に
、
こ
の
枠
組

み
に
基
づ
い
て
得
ら
れ
た
知
見
を
も
う
一
度
分
析
す
る
こ
と
に
よ

り
、
日
韓
両
国
の
外
国
人
労
働
者
政
策
や
移
民
政
策
の
違
い
を
も
た

ら
し
た
要
因
が
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

木村幹・神戸大学大学院教授
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第
１
章　

日
本
に
お
け
る
外
国
人　
　

　
　
　
　
　

労
働
者
を
め
ぐ
る
言
説

　

さ
て
、
そ
も
そ
も
日
本
で
外
国
人
労
働
者
を
は
じ
め
と
す
る
移
民

を
積
極
的
に
受
け
入
れ
な
い
理
由
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
２
０
０
４
年
に
実
施
さ
れ
た
内
閣
府
に
よ

る
「
外
国
人
労
働
者
の
受
入
れ
に
関
す
る
世
論
調
査
（4）

」
を
見
て
み

よ
う
。
こ
の
世
論
調
査
で
は
、
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
に
対
す

る
全
般
的
な
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
質
問
項
目
の
一

つ
に
「
単
純
労
働
者
の
受
入
れ
を
認
め
な
い
理
由
」
が
あ
る
。
つ
ま

り
、
こ
こ
で
は
外
国
人
労
働
者
を
「
専
門
的
な
技
術
、
技
能
や
知
識

を
持
っ
て
い
る
労
働
者
」
と
そ
れ
以
外
の
「
単
純
労
働
者
」
に
二
分

し
、
こ
の
内
の
後
者
に
対
し
て
受
け
入
れ
に
否
定
的
な
考
え
を
持
つ

人
た
ち
に
、
そ
の
理
由
を
尋
ね
て
い
る
。
外
国
人
全
般
の
受
け
入
れ

に
対
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
、
ま
た
、
受
け
入
れ
に
否
定
的
な
考
え

を
持
つ
人
た
ち
に
限
っ
た
意
見
で
あ
る
こ
と
、
更
に
複
数
同
時
回
答

が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
が
、
日
本
人
の
外
国
人

労
働
者
受
け
入
れ
に
対
す
る
否
定
的
言
説
の
一
端
を
示
す
も
の
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。

圧
倒
的
多
数
が
「
治
安
悪
化
」
を
恐
れ
て
い
る

　　

結
果
は
、
表
１
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
最
初
に
明
ら
か
な
こ
と

は
、
圧
倒
的
多
数
が
治
安
の
悪
化
の
可
能
性
を
外
国
人
単
純
労
働
者

の
受
け
入
れ
を
拒
否
す
る
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
２
０
０
４
年
の
段
階
に
お
い
て
は
、
単
純
労

働
者
の
受
け
入
れ
に
反
対
す
る
人
の
大
多
数
は
外
国
人
単
純
労
働
者

の
増
加
が
治
安
を
悪
化
さ
せ
る
、
と
い
う
予
測
の
下
に
、
こ
れ
に
反

対
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

と
は
い
え
、
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
40
％
以
上
の
人
が
、
単
純

労
働
者
の
受
け
入
れ
が
地
域
社
会
の
中
で
ト
ラ
ブ
ル
が
増
え
る
こ

と
、
そ
し
て
、
日
本
人
の
失
業
率
向
上
に
つ
な
が
る
と
恐
れ
て
い
る

一
方
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
社
会
保
障
費
等
の
負
担
の
増
加
を
挙
げ

る
人
が
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
少
な
く
と
も
こ

の
デ
ー
タ
か
ら
見
る
限
り
、
単
純
労
働
者
の
受
け
入
れ
を
拒
否
す
る

理
由
は
、
治
安
や
社
会
環
境
の
悪
化
と
、
失
業
率
の
向
上
に
あ
り
、

財
政
的
負
担
の
増
加
は
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。

　

ま
た
こ
の
回
答
で
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
は
、「
単
純
労
働
者
の

受
入
れ
を
認
め
な
い
理
由
」
と
し
て
日
本
側
の
制
度
的
あ
る
い
は
社

会
的
準
備
の
不
足
を
挙
げ
る
人
が
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
「
単
純
労
働
者
の
受
入
れ
に
否
定
的
な
人
々
」
は
彼
等
を
「
受
入

れ
な
い
理
由
」
を
日
本
人
側
に
は
な
く
、
外
国
人
側
に
求
め
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
日
本
人
の
考
え
方
は
、
同
じ
世
論
調
査
の
異
な
る
項

目
、「
外
国
人
労
働
者
に
求
め
る
も
の
」
に
も
表
れ
て
い
る
（
表
２
）。

こ
の
質
問
に
対
す
る
回
答
で
興
味
深
い
の
は
、
外
国
人
労
働
者
に
求

め
る
も
の
と
し
て
預
貯
金
等
の
経
済
基
盤
が
重
視
さ
れ
て
い
な
い
の
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に
対
し
、
日
本
語
能
力
や
日
本
文
化
へ
の
理
解
と
い
っ
た
社
会
的
要

件
が
大
き
く
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。こ
の
こ
と
は
例
え
ば
、

ア
メ
リ
カ
や
韓
国
等
の
諸
外
国
に
お
い
て
時
に
社
会
的
な
適
応
能
力

以
上
に
経
済
的
自
活
の
た
め
の
能
力
が
移
民
や
外
国
人
労
働
者
に
求

め
ら
れ
る
の
と
は
明
瞭
な
違
い
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況

は
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

確
か
に
、
日
本
人
の
多
く
が
外
国
人
労
働
者
、
特
に
単
純
労
働
者

の
受
け
入
れ
に
対
し
て
最
も
危
惧
し
て
い
る
の
は
、
治
安
や
社
会
的

秩
序
、
さ
ら
に
は
経
済
的
環
境
の
悪
化
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼

等
は
、
こ
の
よ
う
な
外
国
人
労
働
者
流
入
に
伴
う
治
安
や
社
会
的
秩

序
の
悪
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
理
由
を
経
済
的
な
も
の
、
よ
り
直
截
的

に
言
え
ば
、
彼
等
が
経
済
的
に
貧
し
い
こ
と
に
求
め
て
い
な
い
。
彼

等
が
考
え
る
治
安
や
社
会
的
秩
序
の
悪
化
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
経
済
的

に
貧
し
い
外
国
人
が
生
活
に
困
っ
て
犯
罪
等
を
行
う
、
と
い
う
も
の

で
は
な
く
、
日
本
語
を
解
さ
ず
、
日
本
文
化
に
対
す
る
理
解
の
な
い

外
国
人
、
つ
ま
り
、
自
ら
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と
が

で
き
な
い
「
文
化
的
な
他
者
」
で
あ
る
外
国
人
が
、
自
分
た
ち
の
重

視
す
る
社
会
的
ル
ー
ル
を
破
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、
と

い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
外
国
人
流
入
に
よ
る
失
業
率
の
悪
化
へ
の

懸
念
が
、
相
対
的
に
小
さ
い
こ
と
も
相
ま
っ
て
、
日
本
人
の
外
国
人

労
働
者
流
入
に
対
す
る
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
文
化
的
な
違
い
に
集

中
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
同
様
の
こ
と
は
、「
不
法
就
労
が
よ
く
な

い
こ
と
だ
と
思
う
理
由
」
と
い
う
質
問
項
目
に
対
す
る
回
答
か
ら
も

出典：内閣府大臣官房政府広報室「外国人労働者の受入れに関する世論調査」2004 年、
　　　�http://www8.cao.go.jp/survey/h16/h16-foreignerworker/index.html（最終確認

2012 年 2月29日）。

表１　単純労働者の受入れを認めない理由
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垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

こ
で
も
再
び
、
経
済
へ
の
言
及

が
20
％
前
後
に
留
ま
っ
て
い
る

の
に
対
し
、
圧
倒
的
多
数
が
治

安
や
風
紀
へ
の
影
響
を
懸
念
し

て
い
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
理
解

は
、
基
本
的
に
今
日
ま
で
引
き

継
が
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

２
０
０
９
年
に
行
わ
れ
た
「
労

働
者
の
国
際
移
動
に
関
す
る
世

論
調
査
（5）

」
に
お
い
て
も
、
や

は
り
「
外
国
人
労
働
者
に
求
め

る
こ
と
」
と
し
て
、
日
本
語
能

力
、
日
本
文
化
へ
の
理
解
、
日

本
の
習
慣
に
対
す
る
理
解
が
、

専
門
的
知
識
・
技
能
と
並
ん
で

高
い
水
準
で
要
求
さ
れ
て
い
る

の
に
対
し
、「
預
貯
金
等
の
資

産
」
を
重
要
だ
と
考
え
る
人
は

過
半
数
以
下
に
留
ま
っ
て
い

る
。

出典：�内閣府大臣官房政府広報室「外国人労働者の受入れに関する世論調査」
2004 年、http://www8.cao.go.jp/survey/h16/h16-foreignerworker/index.
html（最終確認 2012 年 2月29日）。

表 2　外国人労働者に求めるもの
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政
府
、
エ
リ
ー
ト
の
受
け
入
れ
否
定
理
由
は
失
業
増

　　

興
味
深
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
わ
が
国
の
世
論
調
査
に
表
れ
る
外

国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
を
否
定
す
る
論
理
が
、
政
府
レ
ベ
ル
で
の

議
論
と
は
必
ず
し
も
か
み
合
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

厚
生
労
働
省
の
「
外
国
人
雇
用
対
策
」
に
お
い
て
、
外
国
人
を
無
制

限
に
受
け
入
れ
な
い
主
た
る
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

「
国
内
労
働
者
と
の
競
合･
代
替
」
で
あ
っ
て
、
社
会
的
秩
序
の
悪

化
で
は
な
い
。
政
府
レ
ベ
ル
の
み
な
ら
ず
、
エ
リ
ー
ト
レ
ベ
ル
で
の

議
論
に
お
い
て
、
社
会
的
不
安
よ
り
も
経
済
的
不
安
が
重
視
さ
れ
て

い
る
の
は
、
他
の
調
査
で
も
同
様
で
あ
る
。
例
え
ば
、
経
団
連
や
日

本
商
工
会
議
所
等
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
日
本
経
済
調
査
会
の
報

告
書
、「
外
国
人
労
働
者
受
入
れ
政
策
の
課
題
と
方
向
」
に
お
い
て

も
ま
た
、
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
に
対
す
る
懸
念
要
因
と
し
て
、

経
済
的
不
安
が
社
会
的
不
安
よ
り
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
次
に
外
国
人
労
働
者
の
積
極
的
受
け
入
れ
を
求
め
る
主
張

に
つ
い
て
も
見
て
み
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
先
に
引
用
し
た
内

閣
府
の
世
論
調
査
は
ほ
と
ん
ど
何
も
質
問
し
て
い
な
い
。
他
方
、
政

府
の
他
部
署
や
財
界
等
の
報
告
書
は
こ
の
点
に
つ
い
て
能
弁
で
あ

る
。
例
え
ば
、
厚
生
省
の
「
雇
用
政
策
研
究
会
報
告
書（
案
）（6）

」
は

そ
の
理
由
を
「
労
働
力
人
口
の
減
少
へ
の
対
応
」
で
あ
る
と
明
確
に

述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
先
に
引
用
し
た
「
外
国
人
労
働
者
受
入
れ
政

策
の
課
題
と
方
向
」
は
同
じ
く
労
働
力
人
口
の
減
少
と
並
ん
で
「
経

済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
ん
で
国
際
的
な
競
争
が
激
化
し
て
」
い
る

こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
強
調
さ
れ
る
の
は
、「
海
外
の
社
会
、

文
化
、
経
済
、
市
場
に
精
通
し
、
国
際
的
な
ビ
ジ
ネ
ス
分
野
で
活
躍

で
き
る
人
材
」
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
重
要
な
手
段
の
一

つ
と
し
て
、
専
門
的
知
識
を
持
っ
た
外
国
人
の
移
入
を
積
極
的
に
進

め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
力
説
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
、
こ
の
よ
う

な
外
国
人
労
働
者
の
積
極
的
な
受
け
入
れ
を
求
め
る
主
張
が
経
済
発

展
の
た
め
の
人
材
確
保
の
必
要
性
に
つ
い
て
述
べ
る
一
方
で
、
外
国

人
労
働
者
の
受
け
入
れ
が
労
働
者
市
場
に
お
け
る
競
争
の
激
化
を
も

た
ら
し
て
賃
金
引
き
下
げ
効
果
を
持
つ
が
故
に
、
わ
が
国
に
お
け
る

工
業
製
品
等
の
価
格
競
争
力
が
向
上
す
る
、
と
い
う
形
で
行
わ
れ
て

い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
前
提
に
あ
る
の
は
外
国
人
労
働
者
で

あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
不
法
滞
在
者
で
は
な
く
、
公
式
の
「
労
働
者
」

と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
然
、
最
低
賃
金
制
の
適
用

を
受
け
る
こ
と
と
な
り
、長
期
不
況
が
続
い
た
こ
と
も
あ
い
ま
っ
て
、

労
働
コ
ス
ト
の
大
き
な
低
下
は
起
こ
ら
な
い
、
と
い
う
予
測
が
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
国
内
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入

れ
に
積
極
的
な
人
々
の
主
要
な
関
心
は
、
単
純
労
働
を
忌
避
す
る

人
々
が
増
加
す
る
中
で
、
そ
の
絶
対
数
を
確
保
す
る
こ
と
の
方
で
あ

る
、
と
い
え
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
日
本
の
状
況
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ

る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
理
論
的
な
観
点
か
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ら
整
理
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　　

第
２
章　

外
国
人
排
斥
の
論
理
的
基
盤

　

さ
て
、
以
上
述
べ
た
事
を
理
論
的
に
整
理
し
て
み
よ
う
。

　

結
局
、
日
本
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
反
対
の
議
論
に

お
い
て
は
大
き
く
二
つ
の
「
理
由
」
が
提
示
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ

ち
、
そ
の
一
つ
は
、
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
が
既
存
の
日
本
社

会
の
秩
序
の
崩
壊
と
社
会
的
不
安
定
を
も
た
ら
す
、
と
い
う
危
惧
で

あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
日
本
の
言
語
や
社
会
を
理
解
し
な
い
「
文
化

的
他
者
」
は
、
日
本
の
社
会
に
お
い
て
不
安
定
要
因
と
な
る
、
と
い

う
理
解
が
あ
っ
た
。
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
を
拒
否
す
る
人
々

の
意
識
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
の
勃
発
が
予
測
さ
れ
る
原

因
は
日
本
側
に
お
け
る
外
国
人
受
け
入
れ
準
備
不
足
に
は
求
め
ら
れ

て
お
ら
ず
、
全
面
的
に
外
国
人
労
働
者
の
文
化
的
異
質
性
に
そ
の
原

因
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
外
国
人
労
働
者
の
流

入
に
よ
る
文
化
的
同
一
性
の
動
揺
は
、
日
本
側
の
制
度
的
あ
る
い
は

社
会
的
整
備
に
よ
り
調
整
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
外
国
人
側

の
努
力
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
た
と
え
ど
の
よ
う
な
制

度
的
・
社
会
的
準
備
を
行
っ
た
と
し
て
も
「
文
化
的
他
者
」
の
流
入

は
必
然
的
に
社
会
的
安
定
に
障
害
を
も
た
ら
す
、
と
い
う
文
化
的
同

一
性
と
、
強
い
同
化
へ
の
傾
き
を
も
っ
た
理
解
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
社
会
は
文
化
的
に
画
一
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
画
一
性
の
崩
壊

が
人
々
に
必
然
的
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
、
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、も
う
一
つ
の
、そ
し
て
主
と
し
て
政
府
や
エ
リ
ー

ト
側
の
議
論
は
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
エ
リ
ー
ト
レ
ベ
ル
で
の

議
論
の
中
心
は
秩
序
や
社
会
的
不
安
定
の
側
に
で
は
な
く
、
経
済
的

な
影
響
、
な
か
ん
ず
く
、
失
業
率
の
増
大
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
重

要
な
の
は
そ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
、「
問
題
」
の
シ
ナ
リ
オ
が
明
ら

か
に
異
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
一
般
レ
ベ
ル
で
の
議
論
が

念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、
日
本
語
や
日
本
文
化
に
通
じ
な
い
外
国

人
労
働
者
の
流
入
そ
の
も
の
が
不
安
要
因
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の

に
対
し
、エ
リ
ー
ト
レ
ベ
ル
で
の
議
論
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、

む
し
ろ
、
外
国
人
労
働
者
の
流
入
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
失
業
率
の

増
大
が
社
会
の
不
安
要
因
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

一
般
レ
ベ
ル
と
エ
リ
ー
ト
レ
ベ
ル
で
の
議
論
に
こ
の
よ
う
な
差
が

生
じ
る
一
つ
の
要
因
は
、
そ
の
基
盤
と
な
る
社
会
状
況
、
さ
ら
に
は

そ
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
デ
ー
タ
と
の
整
合
性
に
求
め
ら
れ
る
。
例

え
ば
、
表
３
は
警
察
庁
が
発
表
し
て
い
る
外
国
人
犯
罪
の
動
向
で
あ

り
、
ま
た
、
表
４
は
厚
生
労
働
省
が
発
表
す
る
外
国
人
労
働
者
の
登

録
状
況
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
明
確
に
言
え
る
の
は
、
日
本
に
お
け
る

外
国
人
労
働
者
の
登
録
数
が
着
実
に
上
昇
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、外
国
人
犯
罪
は
む
し
ろ
近
年
減
少
を
続
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も
こ
の
デ
ー
タ
を
見
る
限
り
、
外
国
人
労
働

者
の
流
入
が
治
安
の
悪
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
現
象
は
、
観
察
さ
れ
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て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
一
般
レ
ベ
ル
に
お
け
る
議
論
は

デ
ー
タ
に
よ
っ
て
は
少
な
く
と
も
直
接
サ
ポ
ー
ト
さ
れ

な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
エ
リ
ー
ト
レ

ベ
ル
で
の
議
論
が
こ
の
内
容
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
こ

と
は
難
し
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
外
国
人
労
働
者
の
流
入
が
マ
ク
ロ

な
失
業
率
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
と
こ

ろ
、
様
々
な
分
析
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
（7）

。
し
か
し

な
が
ら
、
明
ら
か
な
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に

は
あ
る
種
の
外
国
人
労
働
者
の
流
入
が
、
日
本
人
労
働

者
の
特
定
の
部
分
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
は
常
に
存

在
し
、
ま
た
一
部
で
は
ミ
ク
ロ
な
影
響
が
実
際
、
観
察

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
か
ん
ず
く
、
低
所
得
の

男
性
労
働
者
に
対
す
る
影
響
は
、
各
所
で
指
摘
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
配
慮
が
必
要
な
こ
と
は
あ
る
程

度
デ
ー
タ
で
も
実
証
で
き
る
。

　

で
は
こ
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
に
、
我
々
は
韓
国
の

外
国
人
労
働
者
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
観
察
枠
組

み
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
明
ら
か
な

こ
と
は
、
日
本
に
お
い
て
見
ら
れ
た
二
つ
の
議
論
が
、

韓
国
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
の
か
を
見

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、

韓
国
人
は
外
国
人
労
働
者
の
流
入
が
も
た
ら
す
で
あ
ろ

出典：�警察庁刑事局組織犯罪対策部国際捜査管理官『来日外国人犯罪の検挙状況
（平成 23年暫定値）』、2012 年 2月 4日、2ページ、http://www.npa.go.
jp/sosikihanzai/kokusaisousa/kokusai/H23_Z_RAINICHI.pdf（最終確認
2012 年 2月 29 日）。

表 3　外国人検挙者数の推移

出典：�厚生労働省『外国人雇用状況の届出状況』平成 20 年～平成 23 年、及び、
同『外国人雇用状況報告』平成18 年より、筆者作成。http://www.mhlw.
go.jp/stf/houdou/2r985200000117eu.html（最終確認 2012 年 2月29日）。

表 4　外国人労働者数の推移
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な
も
の
と
主
観
的
な
も
の
に
大
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
仮
に

韓
国
に
お
い
て
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
を
求
め
る
よ
り
強
力
な

議
論
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
客
観
的
な
状
況
に
よ
り
説
明
さ

れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
客
観
的
な
状
況
を
離
れ
た
韓
国
人
自
身
の
認

識
に
よ
り
、
直
接
的
に
説
明
さ
れ
る
も
の
な
の
か
、
で
あ
る
。

　

第
四
に
仮
に
外
国
人
労
働
者
を
め
ぐ
る
「
言
説
」
の
状
況
が
同
じ

だ
と
し
て
も
、
そ
の
政
策
決
定
の
あ
り
方
は
、
政
治
的
、
あ
る
い
は

社
会
的
機
会
構
造
の
違
い
に
よ
っ
て
、
変
わ
る
こ
と
も
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
日
韓
両
国
の
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
を
め
ぐ
る
様
々

な
議
論
が
ど
の
よ
う
な
政
治
的
、
社
会
的
機
会
構
造
の
中
で
展
開
さ

れ
、
機
会
構
造
の
違
い
は
結
果
の
違
い
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
っ

て
い
る
か
、
は
重
要
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
実
際
の
韓
国
の
状
況
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
以
下
、
具
体
的
に
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　　

第
３
章　

韓
国
に
お
け
る
客
観
的
状
況
と   

　
　
　
　

外
国
人
を
め
ぐ
る
議
論

外
国
人
急
増
の
韓
国
で
外
国
人
犯
罪
も
増
加

　　

ま
ず
観
察
が
容
易
な
客
観
的
状
況
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

表
５
は
韓
国
に
お
け
る
外
国
人
人
口
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
明
ら
か
な
こ
と
は
、
韓
国
に
お
い
て
は
日
本
に
お
い
て
以
上
に

急
速
に
外
国
人
人
口
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。な
か
ん
ず
く
、

う
二
つ
の
脅
威
、
つ
ま
り
、
治
安
と
社
会
的
安
定
に
対
す
る
脅
威
と
、

失
業
率
増
加
へ
の
脅
威
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
、
な
ぜ
、
最
終

的
に
外
国
人
労
働
者
を
受
け
入
れ
る
方
向
へ
と
決
定
を
下
し
た
の

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ

の
議
論
が
ど
の
よ
う
な
環
境
で
展
開
さ
れ
て
い
る
か
、
で
あ
る
。
例

え
ば
わ
が
国
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
が
治
安
や
社
会
的
安
定
に
与

え
る
危
険
性
に
関
わ
る
議
論
が
、
必
ず
し
も
、
具
体
的
な
デ
ー
タ
に

よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、

韓
国
に
お
け
る
議
論
も
ま
た
、
具
体
的
な
状
況
に
よ
っ
て
よ
り
も
、

韓
国
人
自
身
の
持
つ
外
国
人
労
働
者
の
流
入
が
与
え
る
で
あ
ろ
う

「
イ
メ
ー
ジ
」
に
よ
っ
て
方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も

そ
の
議
論
の
方
向
性
は
、
よ
り
社
会
的
状
況
の
現
実
に
合
致
し
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
の
か
。
そ
の
点
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
我
々
は
韓

国
に
お
け
る
議
論
の
方
向
性
が
何
に
よ
っ
て
決
定
付
け
ら
れ
て
い
る

の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
三
に
こ
の
よ
う
な
議
論
と
、
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
に
対

す
る
肯
定
的
議
論
と
の
間
の
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
仮
に
韓
国
に

お
い
て
日
本
と
同
様
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
外
国
人
労
働
者
受

け
入
れ
に
対
す
る
否
定
的
な
議
論
が
強
く
存
在
し
て
い
て
も
、
そ
れ

以
上
に
切
実
に
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
を
求
め
る
議
論
が
存
在

す
れ
ば
、
否
定
的
な
議
論
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
外
国
人
労
働
者

の
受
け
入
れ
は
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、も
ち
ろ
ん
、

受
け
入
れ
を
求
め
る
議
論
に
お
い
て
も
、
そ
の
決
定
要
因
は
客
観
的
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そ
の
こ
と
は
２
０
０
３
年
の「
雇

用
許
可
制
」
の
導
入
以
降
に
顕

著
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
韓
国

に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
政
策

の
転
換
が
、
実
際
の
外
国
人
受

け
入
れ
数
の
増
加
に
寄
与
し
て

い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
韓
国
に
お
い
て
指

摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

こ
の
国
の
外
国
人
人
口
の
増
加

が
単
に
外
国
人
労
働
者
の
増
加

に
よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例

え
ば
、
そ
れ
以
外
の
重
要
な
要

因
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
も

の
に
、
国
際
結
婚
の
増
加
が
あ

る
。
例
え
ば
表
６
は
そ
れ
を
示

し
て
い
る
。
こ
の
国
に
お
い
て
、

い
か
に
急
速
に
国
際
結
婚
が
浸

透
し
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
い
ず
れ
の
数
字
も
、

全
体
の
人
口
比
に
お
い
て
、
韓

国
の
そ
れ
は
日
本
の
も
の
よ
り

出典：�통계청「국가통계포털」、http://kosis.kr/（最終確認 2012 年 2月29日）より筆者作成。

表 5　韓国における外国人居住者数の推移

出典：�통계청「니리지포」、http://www.index.go.kr/egams/index.jsp（最終確認 2012 年 2
月29日）より筆者作成。

表 6　韓国における国際結婚の推移
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遥
か
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
韓
国
に
お
け
る
外
国
人
人
口
の
増
加

が
ど
れ
だ
け
劇
的
で
あ
る
か
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
外
国
人
人
口
の
増
加
は
、
ど
の
よ
う
な
影

響
を
韓
国
社
会
に
与
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て

表
７
は
、
不
法
滞
在
者
数
の
統
計
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
表
か
ら
、

外
国
人
労
働
者
政
策
の
転
換
の
結
果
と
し
て
、
不
法
滞
在
者
が
確
実

に
減
少
し
て
い
る
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
雇
用
許
可
制
」

の
下
、
外
国
人
労
働
者
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
不

法
滞
在
労
働
者
を
合
法
化
し
て
い
く
の
は
、
韓
国
政
府
の
明
確
な
方

針
で
あ
り
、
こ
の
デ
ー
タ
は
そ
の
政
策
が
少
な
く
と
も
今
の
と
こ
ろ

は
う
ま
く
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、

な
か
ん
ず
く
重
要
な
の
は
、
か
つ
て
に
比
べ
て
、
外
国
人
労
働
者
の

離
職
率
が
大
幅
に
低
下
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
外
国
人
労

働
者
が
「
労
働
者
」
で
あ
る
こ
と
を
公
式
に
認
め
、
彼
等
に
相
応
の

地
位
を
与
え
た
結
果
、
彼
等
は
安
心
し
て
仕
事
を
継
続
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
り
、
離
職
率
が
低
下
し
、
あ
わ
せ
て
非
合
法
滞
在
者
の
数

も
減
少
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
韓
国
に
お
け
る
外
国
人
労
働

者
を
め
ぐ
る
状
況
が
良
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
な
い
。
例
え
ば
、
表
８
は
こ
の
国
に
お
け
る
外
国
人
犯
罪
の
趨

勢
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
デ
ー
タ
か
ら
明
ら
か
な
の
は
、
２
０
１
０

年
を
除
い
て
韓
国
に
お
け
る
外
国
人
犯
罪
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
増
加
し

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
外
国
人
の
増

出典：�통계청「니리지포」、http://www.index.go.kr/egams/index.jsp（最終確認 2012 年 2
月29日）より筆者作成。

表 7　韓国における不法滞在者推移

出典：�통계청「니리지포」、http://www.index.go.kr/egams/index.jsp（最終確認 2012 年 2
月29日）より筆者作成。

表 8　韓国における外国人犯罪の推移
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加
に
も
か
か
わ
ら
ず
外
国
人
犯
罪
は
増
加
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、

こ
の
点
に
お
い
て
は
、
韓
国
の
状
況
は
日
本
よ
り
も
否
定
的
な
も
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
犯
罪
数
の
増
加
が
直
ち
に
、
凶
悪
犯
罪
等
の

増
加
を
意
味
し
て
い
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う

な
事
態
は
、
両
国
の
今
日
の
状
況
を
考
え
る
一
つ
の
示
唆
を
提
供
し

て
く
れ
る
。

　

次
に
経
済
、
と
り
わ
け
失
業
率
に
与
え
る
影
響
を
見
る
こ
と
に
し

よ
う
。表
９
と
表
10
は
日
韓
両
国
に
お
け
る
失
業
率
の
推
移
で
あ
る
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
失
業
率
は
、
景
気
の
動
向
、
様
々
な
要
素
に
影

響
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
外
国
人
労
働
者
の
増
加
と
の
直
接

的
関
連
を
見
る
こ
と
は
、
韓
国
に
お
い
て
も
難
し
い
。
も
ち
ろ
ん
、

ミ
ク
ロ
な
部
分
に
つ
い
て
の
影
響
は
、
別
途
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
外
国
人
労
働
者
の
増
加
が
韓
国
の
マ
ク

ロ
な
雇
用
状
況
に
お
い
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
、
と
断
言

す
る
こ
と
は
難
し
い
（8）

。

　

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
状
況
は
韓
国
で
ど
の
よ
う
に
「
理
解
」
さ

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。最
初
に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

韓
国
で
も
外
国
人
労
働
者
の
移
入
に
反
対
す
る
意
見
が
存
在
し
な
い

わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。例
え
ば
２
０
１
１
年
３
月
11
日
、韓
国

の
有
力
紙
の
一
つ
で
あ
る
朝
鮮
日
報
は
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

　　

韓
国
に
居
住
す
る
外
国
人
は
合
法
・
不
法
滞
在
者
合
わ
せ
て

１
２
５
万
人
と
な
り
、
全
人
口
の
２
・
５
％
に
達
し
て
い
る
。

상

出典：통계청「국가통계포털」、http://kosis.kr/（最終確認 2012 年 2月29日）より筆者作成。

表 9　韓国における失業率の推移

出典：総務省統計局、政策統括官（統計基準担当）、統計研修所「労働力調査　長期時系
列データ」、http://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/03roudou.htm（最終確認
2012 年 2月29日）。

表 10　日本における失業率の推移
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影
響
力
な
い
韓
国
の
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
反
対
論

　　

周
知
の
よ
う
に
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
韓
国
で
は
盧ノ

ム
ヒ
ョ
ン

武
鉉
政
権
下

で
開
始
さ
れ
た
積
極
的
な
外
国
人
受
け
入
れ
政
策
が
、
李イ

明ミ
ョ
ン
バ
ク博

以

後
の
保
守
政
権
下
で
も
続
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
日
本

で
は
一
定
以
上
の
影
響
力
が
あ
る
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
に
反
対

す
る
議
論
は
、
韓
国
で
は
、
日
本
ほ
ど
の
影
響
力
を
持
た
な
い
の
だ

ろ
う
か
。
次
に
そ
の
点
に
つ
い
て
見
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
　

　

第 

４ 

章　

政
治
的
機
会
構
造
の
違
い

　

各
国
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
の
違
い
を
考
え
る
う
え

で
、
世
論
の
違
い
と
同
様
か
そ
れ
以
上
に
影
響
力
を
持
つ
の
は
、
政

治
的
機
会
構
造
の
違
い
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
政

治
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
社
会
に
存
在
す
る
様
々
な
意
見
は
そ
れ
が

人
々
に
支
持
さ
れ
る
比
率
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
形
で
等
し
く
、
政

治
的
決
定
の
中
に
反
映
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。言
い
換
え
る
な
ら
、

日
韓
両
国
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
を
め
ぐ
る
様
々
な

議
論
の
影
響
を
考
え
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
が
、
両
国
の

政
治
シ
ス
テ
ム
の
中
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
代
表
さ
れ
て
い
る
か
、

を
み
る
必
要
が
あ
る
。

　

最
初
に
外
国
人
労
働
者
の
排
斥
を
主
張
す
る
団
体
に
ど
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
か
を
理
論
的
に
想
定
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。ま
ず
、

２
０
０
５
年
以
降
に
本
格
化
し
た
政
府
の
多
文
化
（
国
際
化
）
政
策

に
よ
っ
て
、
社
会
的
弱
者
と
さ
れ
る
外
国
人
を
支
援
し
、
配
慮
す
る

こ
と
が
韓
国
社
会
の
「
常
識
」
と
し
て
広
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
の

一
方
で
、
外
国
人
に
対
す
る
反
感
を
む
き
出
し
に
す
る
団
体
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
サ
イ
ト
も
少
な
く
な
い
（9）

。

　　

朝
鮮
日
報
は
こ
の
よ
う
な
団
体
の
代
表
と
し
て
、「
外
国
人
労
働

者
対
策
市
民
連
帯
（10）

」
や
、「
多
文
化
政
策
反
対
」、「
大
韓
民
国
を

愛
す
る
国
民
の
会
（11）

」、
更
に
は
「
パ
キ
ス
タ
ン
と
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

出
身
の
外
国
人
に
よ
る
被
害
者
の
会
（12）

」
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
同

紙
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
団
体
に
は
、「
外
国
人
労
働
者
対
策
市
民

連
帯
」
の
６
０
０
０
人
以
上
を
筆
頭
に
、
各
々
３
０
０
０
人
を
超
え

る
会
員
が
所
属
し
て
い
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
団
体
は
、
な
ぜ
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
に

反
対
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
同
じ
朝
鮮
日
報
の
記
事
は
、
こ
れ
ら

の
団
体
が
外
国
人
の
入
国
反
対
や
入
国
制
限
を
主
張
す
る
理
由
と
し

て
、「
外
国
人
労
働
者
の
増
加
に
よ
る
韓
国
人
の
雇
用
の
減
少
や
、

外
国
人
に
よ
る
犯
罪
被
害
」
を
挙
げ
て
い
る
、
と
ま
と
め
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
条
件
は
と
も
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
外
国
人
労
働

者
の
移
入
に
対
し
て
反
対
す
る
場
合
の
最
も
大
き
な
論
拠
だ
っ
た
か

ら
、
同
じ
議
論
が
韓
国
に
お
い
て
も
一
定
以
上
の
規
模
で
存
在
す
る

こ
と
が
分
か
る
。
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態
を
作
り
出
す
。

　

次
に
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
に
積
極
的
な
団
体
や
人
々
に
つ

い
て
も
考
え
て
み
る
こ
と
し
よ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
点
に

お
い
て
最
も
受
け
入
れ
に
積
極
的
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の

は
、
ビ
ジ
ネ
ス
界
で
あ
る
。
国
際
的
な
水
準
に
比
し
て
、
あ
る
い
は

周
辺
国
か
ら
比
べ
て
賃
金
水
準
の
高
い
日
韓
両
国
で
は
、
ビ
ジ
ネ
ス

界
に
と
っ
て
外
国
人
労
働
力
の
受
け
入
れ
を
進
め
る
こ
と
は
、
賃
金

低
下
の
圧
力
が
強
ま
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
基
本
的
に
歓
迎
さ

れ
る
、
と
予
測
で
き
る
。
加
え
て
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
人
口
の
高

齢
化
と
こ
れ
に
続
く
労
働
力
人
口
の
減
少
が
予
測
さ
れ
て
い
る
日
韓

両
国
で
は
、
単
純
労
働
者
の
絶
対
数
確
保
の
た
め
に
も
、
外
国
人
労

働
者
の
移
入
の
メ
リ
ッ
ト
は
ビ
ジ
ネ
ス
界
に
と
っ
て
大
き
い
に
違
い

な
い
。

　

と
は
い
え
、
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
に
積
極
的
な
団
体
は
、

ビ
ジ
ネ
ス
界
だ
け
で
は
な
い
。
考
え
得
る
の
は
、
外
国
人
労
働
者
の

待
遇
改
善
を
訴
え
、
あ
る
い
は
、「
世
界
市
民
的
」
な
価
値
観
か
ら
、

労
働
者
の
待
遇
改
善
を
訴
え
る
諸
団
体
で
あ
る
。言
う
ま
で
も
な
く
、

多
く
の
途
上
国
に
お
け
る
労
働
条
件
は
、
賃
金
以
外
の
部
分
に
お
い

て
も
、
先
進
国
の
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
劣
悪
で
あ
る
か
ら
、
途
上
国

の
人
々
が
よ
り
好
ま
し
い
労
働
条
件
を
求
め
て
先
進
国
へ
と
移
動
す

る
の
は
、
あ
る
程
度
当
然
の
現
象
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
よ
う

な
国
際
的
な
労
働
移
動
を
、
民
族
主
義
的
な
理
由
や
、
経
済
的
な
利

己
主
義
に
よ
り
妨
げ
る
の
は
、「
世
界
市
民
的
」
な
価
値
観
を
有
す

外
国
人
労
働
者
の
排
斥
を
主
張
す
る
団
体
に
は
大
き
く
二
種
類
が
存

在
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
即
ち
、
第
一
は
、
民
族
主
義
的
な
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
を
奉
じ
る
団
体
で
あ
り
、
自
ら
の
社
会
の
民
族
主
義
的

な
同
一
性
維
持
の
必
要
か
ら
、
外
国
人
労
働
者
の
排
斥
を
主
張
す
る

人
々
で
あ
る
。
通
常
、
こ
れ
ら
の
団
体
や
人
々
は
、
冷
戦
的
な
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
配
置
の
名
残
り
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
保
守
政
党
を
支
持
す
る

傾
向
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
般
に
、
進
歩
的
な
理
念
を
奉
じ
る
政

党
は
、
民
族
主
義
的
な
傾
向
よ
り
も
、
階
級
的
、
あ
る
い
は
「
世
界

市
民
的
」
な
主
張
を
行
う
傾
向
が
あ
り
、
民
族
主
義
者
の
そ
れ
と
は

相
い
れ
な
い
部
分
が
大
き
い
、
と
予
測
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ

ら
民
族
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
奉
じ
る
団
体
に
と
っ
て
は
、
雇

用
以
上
に
重
要
な
の
が
民
族
の
同
一
性
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
外
国

人
労
働
者
が
異
な
る
文
化
的
秩
序
を
乱
す
こ
と
を
大
き
く
警
戒
す
る

こ
と
と
な
る
。

　

外
国
人
労
働
者
の
排
斥
を
主
張
す
る
団
体
や
人
々
と
し
て
想
定
さ

れ
る
二
つ
目
は
、
民
族
主
義
的
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
雇
用
の
観
点

か
ら
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
へ
の
否
定
的
な
論
陣
を
張
る
団
体
や

人
々
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
代
表
的
な
例
は
労
働
組
合

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
先
の
民
族
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
奉
じ

る
団
体
と
は
対
照
的
に
多
く
の
労
働
組
合
は
い
わ
ゆ
る
進
歩
政
党
を

支
持
す
る
傾
向
が
あ
る
。
進
歩
政
党
の
多
く
が
依
然
と
し
て
何
ら
か

の
「
社
会
主
義
的
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
保
持
す
る
こ
と
、
更
に
は
、

成
長
よ
り
も
分
配
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
こ
の
よ
う
な
状
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等
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
取
り
上
げ
ら

れ
る
場
合
の
扱
い
方
は
、
保
守
的
な
メ
デ
ィ
ア
も
含
め
て
、
否
定
的

な
ト
ー
ン
に
終
始
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、こ
れ
ら
の
団
体
の
関
係
者
が
、

主
要
な
政
党
と
の
関
係
を
持
つ
こ
と
は
な
く
、
彼
ら
の
主
張
が
実
際

の
政
策
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

保
守
政
治
と
結
び
つ
い
た
日
本
の
反
対
勢
力

　　

し
か
し
な
が
ら
、
日
本
に
お
け
る
民
族
主
義
的
な
移
民
排
斥
団
体

の
影
響
力
は
、韓
国
の
も
の
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

「
在
特
会
」
と
類
似
し
た
主
張
は
、
今
日
、
日
本
の
多
く
の
保
守
政

治
家
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
２
０
０
９
年
ま
で
に
90
万
部

を
売
り
上
げ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
『
嫌
韓
流
』
の
著
者
、
山
野
車
輪

が
同
会
の
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
描
い
た
こ
と
に
も
表
れ
て
い

る
よ
う
に
、
そ
の
関
係
こ
そ
安
定
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
出
版
メ

デ
ィ
ア
に
影
響
力
を
持
つ
人
々
と
も
一
定
の
関
係
を
有
し
て
い
る
（15）

。

ま
た
、「
在
日
特
権
を
許
さ
な
い
市
民
の
会
」
の
代
表
、
桜
井
誠
は

「
チ
ャ
ン
ネ
ル
桜
（16）

」
等
の
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
を
通
じ
て
、
直
接
メ

デ
ィ
ア
に
訴
え
る
機
会
を
も
有
し
て
い
る
。「
チ
ャ
ン
ネ
ル
桜
」に
は
、

韓
国
経
済
に
対
し
て
批
判
的
な
論
調
で
知
ら
れ
、
２
０
１
０
年
に
は

自
民
党
か
ら
総
選
挙
に
立
候
補
し
た
三
橋
貴
明
、
福
田
康
夫
政
権
下

で
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
を
務
め
た
中
山
恭
子
等
が
レ
ギ
ュ
ラ
ー
と

し
て
登
場
し
た
こ
と
が
あ
り
、
彼
ら
の
間
で
は
、
一
定
の
範
囲
で
は

あ
り
な
が
ら
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
価
値
の
共
有
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
人
々
に
と
っ
て
は
許
し
が
た
い
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
、

自
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
理
由
か
ら
外
国
人
労
働
者
の
積
極
的
な
受

け
入
れ
を
唱
え
る
こ
と
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
団
体
や

人
々
と
し
て
想
定
さ
れ
る
代
表
格
は
、
国
際
的
あ
る
い
は
国
内
的
な

「
人
権
団
体
」
で
あ
る
。
彼
等
は
自
ら
の
国
内
に
お
い
て
外
国
人
労

働
者
の
待
遇
改
善
を
要
求
し
、
結
果
と
し
て
、
そ
の
活
動
は
外
国
人

労
働
者
の
さ
ら
な
る
受
け
入
れ
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
各
勢
力
の
配
置
は
、
日
韓
両
国
で
ど
う

な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
両
国
に
お
い
て
、
外
国
人
労
働

者
や
外
国
人
を
排
斥
す
る
民
族
主
義
的
な
「
市
民
団
体
」
が
存
在
す

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
こ
の
点
に
お
い
て
有
名

な
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、「
在
日
特
権
を
許
さ
な
い
市
民
の
会
（13）

」、

い
わ
ゆ
る
「
在
特
会
」
で
あ
る
。
活
発
で
過
激
な
活
動
か
ら
、今
日
、

国
内
の
み
な
ら
ず
国
外
か
ら
も
大
き
な
注
目
を
浴
び
る
「
在
特
会
」

の
会
員
数
は
そ
の
公
式
発
表
に
従
う
限
り
２
０
１
４
年
現
在
で

1
万
4
千
名
を
若
干
超
え
た
程
度
で
あ
り
（14）

、
先
に
あ
げ
た
韓
国
の

移
民
排
斥
団
体
と
比
べ
て
際
立
っ
て
多
い
わ
け
で
は
な
い
。む
し
ろ
、

日
本
の
人
口
規
模
が
韓
国
の
2
倍
を
大
き
く
越
え
て
い
る
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
そ
の
規
模
は
、
韓
国
の
そ
れ
ら
よ
り
小
さ
い
、
と
さ
え
言

う
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
、
両
国
に
お
け
る
民
族
主
義
的
な
移
民
排
斥
団
体
の
影
響

力
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
即
ち
、
韓
国
に
お
い
て
は
移
民
排
斥

団
体
が
持
つ
影
響
力
は
極
め
て
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
メ
デ
ィ
ア
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て
は
、
専
門
的
な
知
識
・
技
術
・
技
能
を
必
要
と
す
る
職
種
に
限
定

し
、
国
内
雇
用
の
調
和
と
国
民
的
合
意
を
原
則
と
す
る
」
と
し
て
以

来
、
基
本
的
に
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
拡
大
に
つ
い
て
、
否
定

的
な
姿
勢
に
終
始
し
て
い
る
（17）

。
こ
れ
に
対
し
て
、
韓
国
の
二
つ
の

主
要
労
働
組
合
で
あ
る
、
韓
国
労
働
組
合
総
連
盟
（18）

と
全
国
民
主
労

働
組
合
総
連
盟
（19）

は
、
外
国
人
受
け
入
れ
に
対
し
て
明
確
な
反
対
の

意
を
示
し
て
い
な
い
。
韓
国
の
主
要
団
体
の
外
国
人
労
働
者
に
対
す

る
姿
勢
で
特
徴
的
な
の
は
、
む
し
ろ
、
既
に
国
内
に
居
住
す
る
外
国

人
を
積
極
的
に
支
援
し
、
そ
の
待
遇
を
改
善
す
る
と
共
に
、
こ
れ
を

積
極
的
に
組
合
員
と
し
て
取
り
込
ん
で
い
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
日
韓
の
労
働
組
合
は
、
日
本
に
お
い
て
は
、
外
国
人

労
働
者
を
脅
威
と
み
な
し
、
こ
れ
を
制
限
す
る
方
向
へ
と
動
い
て
い

る
の
に
対
し
、
韓
国
に
お
い
て
は
、
彼
等
を
自
ら
の
潜
在
的
な
会
員

と
み
な
し
、
積
極
的
に
受
け
入
れ
て
い
く
方
向
へ
と
動
い
て
い
る
。

　

日
韓
両
国
の
労
働
組
合
は
、
政
党
と
の
関
係
も
大
き
く
異
な
っ
て

い
る
。
日
本
の
連
合
が
、
民
主
党
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
の

は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
韓
国
の
労
働
組
合
は

こ
れ
ま
で
既
存
の
二
大
政
党
と
必
ず
し
も
円
滑
な
関
係
を
有
し
て
こ

な
か
っ
た
。
韓
国
の
両
組
合
は
、
共
に
自
ら
の
直
接
的
な
政
治
勢
力

化
を
目
指
し
て
来
た
経
緯
が
あ
り
、
実
際
、
全
国
民
主
労
働
組
合
総

連
盟
は
、
民
主
労
働
党
を
組
織
し
て
以
来
、
そ
の
系
列
の
議
員
が
一

定
数
の
議
席
を
維
持
し
て
い
る
。
韓
国
労
働
組
合
総
連
盟
は
、
今
日
の

民
主
党
（20）

に
繋
が
る
勢
力
と
一
定
以
上
の
関
係
を
有
し
て
き
た
が
、

る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
「
在
特
会
」
と
主

張
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ

に
お
い
て
彼
ら
が
自
民
党
や
日
本
維
新
の
会
を
は
じ
め
と
す
る
既
成

政
党
と
の
緩
や
か
な
関
係
を
取
り
結
ぶ
「
機
会
」
が
存
在
す
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

重
要
な
こ
と
は
、
日
本
の
移
民
排
斥
団
体
と
主
要
な
政
党
や
影
響

力
の
あ
る
人
々
と
の
関
係
が
「
開
か
れ
た
」
状
態
に
あ
る
の
に
対
し
、

韓
国
の
移
民
排
斥
団
体
と
同
種
の
団
体
や
人
々
と
の
関
係
が
「
閉
じ

ら
れ
た
」
状
態
に
あ
る
、
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
日
本
に
お

い
て
は
、
移
民
排
斥
団
体
の
主
張
や
「
言
説
」 ― 

そ
の
典
型
的
な
例

は
「
在
日
特
権
」
で
あ
ろ
う 

― 

が
、
保
守
政
治
家
や
メ
デ
ィ
ア
等

の
エ
リ
ー
ト
社
会
に
ま
で
浸
透
す
る
機
会
を
有
し
て
い
る
の
に
対

し
、
韓
国
に
お
け
る
同
様
の
主
張
や
「
言
説
」
は
、
こ
れ
ら
の
言
説

を
奉
じ
る
団
体
が
一
定
以
上
の
会
員
数
を
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、エ
リ
ー
ト
社
会
に
対
す
る
影
響
を
ほ
と
ん
ど
持
て
ず
に
い
る
。

　

次
に
異
な
る
方
向
か
ら
移
民
受
け
入
れ
に
反
対
す
る
と
予
想
さ
れ

る
労
働
組
合
の
状
況
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ま
ず

言
え
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
両
国
の
労
働
組
合
の
外
国
人
労
働
者
受

け
入
れ
に
対
す
る
姿
勢
が
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て

比
較
的
明
確
な
姿
勢
を
持
つ
の
は
、
日
本
最
大
の
労
働
組
合
組
織
、

連
合
で
あ
る
。
連
合
は
、
民
間
連
合
時
代
の
１
９
８
８
年
に
「
外
国

人
労
働
者
受
け
入
れ
に
あ
た
っ
て
の
前
提
お
よ
び
判
断
基
準
に
つ
い

て
の
考
え
方
」
を
発
表
し
、「
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
に
つ
い
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主
張
す
る
一
方
で
、
労
働
者
の
受
け
入
れ
拡
大
や
、
不
法
滞
在
者
の

即
時
合
法
化
等
に
必
ず
し
も
積
極
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
（21）

。　

　

こ
れ
に
対
し
て
、
韓
国
に
お
い
て
は
、
全
く
別
の
動
き
が
存
在
す

る
。
即
ち
、
日
本
で
は
「
外
国
人
労
働
者
の
人
権
保
護
」
が
「
外
国

人
受
け
入
れ
拡
大
」に
つ
な
が
る
傾
向
が
極
め
て
小
さ
い
の
に
対
し
、

韓
国
で
は
こ
の
両
者
が
結
び
つ
く
強
い
傾
向
が
存
在
す
る
。
韓
国
で

は
１
９
９
０
年
代
以
降
、
外
国
人
労
働
者
の
待
遇
改
善
を
求
め
る
市

民
団
体
の
動
き
が
活
発
に
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
運
動
に
は
韓
国
社

会
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
宗
教
団
体
や
労
働
組
合
も
参
加

し
て
き
た
（22）

。
実
際
、
こ
れ
ら
の
人
権
状
況
の
改
善
を
求
め
る
動
き

が
、
韓
国
に
お
い
て
は
、
従
来
の
「
研
修
就
業
制
」
の
見
直
し
へ
の

動
き
を
も
た
ら
し
、結
果
と
し
て
盧
武
鉉
政
権
下
の
「
雇
用
許
可
制
」

へ
と
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
制
度
の
実
施

に
先
立
っ
て
、
３
年
未
満
滞
在
の
不
法
滞
在
者
の
韓
国
滞
在
が
合
法

化
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
典
型
的
な
成
果
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ

の
論
理
的
構
造
は
こ
う
な
っ
て
い
る
。
外
国
人
労
働
者
の
人
権
状
況

が
改
善
さ
れ
る
た
め
に
は
、
彼
等
に
安
定
し
た
仕
事
が
一
定
期
間
保

障
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
韓
国
は
既
に
事
実
上
「
研
修
者
」
名
目
で

単
純
労
働
者
を
受
け
入
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
彼
等
の
状
況
を
改
善

し
よ
う
と
思
え
ば
、
単
純
労
働
を
彼
等
に
正
式
に
解
禁
す
る
ほ
か
は

な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
外
国
人
労
働
者
の
待
遇
改
善
運
動
は
、
必
然

的
に
外
国
人
の
単
純
労
働
従
事
を
公
式
的
に
認
め
、
拡
大
す
る
方
向

に
働
か
ざ
る
を
得
な
い
。加
え
て
見
落
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

そ
の
関
係
も
ま
た
必
ず
し
も
安
定
し
た
も
の
と
は
い
え
な
か
っ
た
。

明
ら
か
な
こ
と
は
、
日
本
の
労
働
組
合
が
連
合
の
前
身
で
あ
る
、
総

評
と
同
盟
の
時
代
以
来
、
大
き
な
政
策
決
定
過
程
へ
の
窓
口
を
有
し

て
き
た
の
に
対
し
、
韓
国
の
労
働
組
合
の
影
響
力
が
、
依
然
周
辺
的

な
と
こ
ろ
に
留
ま
っ
て
い
る
、
こ
と
で
あ
る
。

韓
国
は
労
組
、
財
界
、
人
権
団
体
が
「
受
け
入
れ
賛
成
」

　　

次
に
、
外
国
人
受
け
入
れ
に
積
極
的
な
団
体
の
方
も
見
て
い
く
こ

と
に
し
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
明
ら
か
な
の
は
、
両
国
の
財
界
が

共
に
外
国
人
受
け
入
れ
拡
大
に
積
極
的
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
影
響
力
の
向
け
方
は
か
な
り
異
な
る
。

日
本
の
財
界
は
、
近
年
出
現
し
た
自
民
党
・
民
主
党
の
二
大
政
党
状

況
に
対
し
て
、
自
ら
の
戦
略
を
明
確
に
で
き
ず
、
そ
の
結
果
と
し
て
、

政
策
決
定
過
程
へ
の
影
響
力
が
大
き
く
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
対
し
て
、
韓
国
の
財
界
は
、
民
主
化
以
降
に
定
着
し

た
保
守
・
進
歩
二
大
政
党
状
況
の
中
、
現
在
の
セ
ヌ
リ
党
に
つ
な
が

る
保
守
政
党
と
密
接
な
関
係
を
維
持
し
続
け
て
い
る
。

　

最
後
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
理
由
か
ら
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入

れ
拡
大
を
主
張
す
る
団
体
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
明
ら
か

な
こ
と
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
日
本
の
諸
団
体
の
動
き
は
活
発
で

は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
に
お
い
て
も
外
国
人
労
働

者
の
待
遇
改
善
等
を
求
め
る
団
体
は
数
多
く
存
在
す
る
が
、
そ
の
多

く
は
既
存
の
外
国
人
労
働
者
に
対
す
る
人
権
・
労
働
状
況
の
改
善
を
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対
し
て
、
韓
国
の
移
民
排
斥
団
体
は
、
政
策
決
定
過
程
に
ほ
と
ん
ど

関
与
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
労
働
組
合
の
移
民
政
策
決
定
過

程
に
お
け
る
影
響
力
も
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
韓
国
に
お
い

て
労
働
組
合
は
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
拡
大
に
必
ず
し
も
明
確

な
反
対
の
意
を
見
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
外
国
人
労
働
者
受
け

入
れ
阻
止
勢
力
と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
。

　

逆
に
移
民
受
け
入
れ
拡
大
を
求
め
る
勢
力
に
対
す
る
機
会
は
、
韓

国
の
方
が
開
け
て
い
た
。
韓
国
に
お
い
て
は
財
界
の
影
響
力
は
保
守

政
党
へ
、
そ
し
て
人
権
的
な
観
点
か
ら
外
国
人
の
待
遇
改
善
と
、
結

果
と
し
て
の
受
け
入
れ
拡
大
を
求
め
る
勢
力
の
影
響
力
は
進
歩
政
党

へ
と
反
映
さ
れ
る
構
造
が
存
在
す
る
。
結
果
と
し
て
、
韓
国
に
お
い

て
は
、
保
守
・
進
歩
の
二
大
政
党
が
共
に
、
外
国
人
労
働
者
の
受
け

入
れ
に
積
極
的
で
あ
る
、と
い
う
構
造
が
で
き
上
が
る
こ
と
に
な
る
。

　

対
し
て
、
日
本
で
は
、
長
期
の
経
済
不
況
と
新
た
な
保
守
二
大
政

党
制
の
成
立
に
よ
り
、
財
界
の
影
響
力
は
大
き
く
低
下
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
人
権
団
体
の
多
く
は
、
外
国
人
の
待
遇
改
善
に
積
極
的
で

あ
る
と
同
時
に
、
単
純
労
働
者
の
さ
ら
な
る
受
け
入
れ
に
は
反
対
す

る
、
と
い
う
矛
盾
し
た
主
張
を
有
し
て
お
り
、
外
国
人
労
働
者
受
け

入
れ
促
進
勢
力
と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
付
言
し
て
お
く
べ
き
は
、
同
様
の

構
造
が
政
党
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と

の
関
係
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
日
本
に
お
い
て

は
、
移
民
受
け
入
れ
に
反
対
す
る
人
々
の
声
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
お

こ
れ
ら
の
団
体
が
韓
国
に
お
い
て
は
、
政
策
決
定
過
程
に
大
き
な
影

響
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
進
歩
陣
営
の
体
制
が
繰
り
返
し

再
編
成
さ
れ
る
中
で
、
韓
国
の
様
々
な
市
民
運
動
団
体
は
、
着
実
に

重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　　

ま　

と　

め

日
韓
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
違
い
も
重
要

　　

結
局
、
日
韓
両
国
の
外
国
人
労
働
者
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
重

要
な
の
は
、
両
国
に
お
け
る
「
言
説
」
の
違
い
で
も
な
け
れ
ば
、
外

国
人
に
よ
る
犯
罪
や
失
業
率
等
の
客
観
情
勢
で
も
な
く
、
両
国
に
お

け
る
移
民
政
策
に
影
響
力
を
持
つ
諸
団
体
や
人
々
の
政
治
的
機
会
構

造
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
に
お
い
て
は
移

民
排
斥
勢
力
が
そ
の
「
言
説
」
を
通
じ
て
、
保
守
政
治
家
等
に
一
定

の
影
響
力
を
有
し
て
お
り
、
加
え
て
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
に
反

対
す
る
労
働
組
合
に
も
大
き
な
影
響
力
が
あ
る
。
分
か
り
や
す
く
言

え
ば
、
民
族
主
義
的
団
体
に
近
い
自
民
党
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
理

由
か
ら
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
に
反
対
す
る
一
方
で
、
労
働
組
合

現
状
が
固
定
さ
れ
る
状
況
に
留
ま
っ
て
い
る
、と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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２
０
１
１
年
４
月
６
日
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（
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２
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０
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２
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「
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）」、
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１
０
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24
日
、http://w

w
w

.m
hlw

.go.jp/shingi/ 2007/11/dl/s1128-15a.pdf

（
最
終
確
認
２
０
１
２
年
２
月
29
日
）。

（7）  

代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
内
藤
久
裕
・
川
口
大
司
・
中
村
二
郎
・
町
北
朋
洋
・

神
林
龍
『
日
本
の
外
国
人
労
働
力
』、
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
２
０
０
９
年
、

小
野
五
郎
『
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
は
日
本
を
ダ
メ
に
す
る
』 

、
洋
泉
社
、

２
０
０
７
年
等
。

（8）  

よ
り
詳
し
い
分
析
に
つ
い
て
は
、
김
정
호
『
저
숙
련 

외
국
인
력 

유
입

의 

경
제
적 
영
향
분
석
』、
한
국 

개
발 

연
구
원
、
２
０
０
９
年
、
유
경

준
ㆍ
이
규
용
『
외
국
인
력
의 

현
황
과 

정
책 

과
제
』
한
국 

개
발 

연
구

い
て
取
り
上
げ
ら
れ
や
す
い
構
造
が
存
在
す
る
の
に
対
し
、
韓
国
で

は
そ
の
逆
の
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的
・
社
会
的

機
会
構
造
の
違
い
は
、
結
果
と
し
て
、
外
国
人
労
働
者
を
め
ぐ
る
客

観
的
状
況
が
大
き
く
異
な
ら
ず
、
む
し
ろ
外
国
人
に
よ
る
犯
罪
等
の

面
で
は
韓
国
の
方
が
状
況
が
悪
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
で
は
外

国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
に
慎
重
な
政
策
が
行
わ
れ
、
韓
国
に
お
い

て
は
外
国
人
労
働
者
が
積
極
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て

い
る
。

　

本
論
文
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
を
め
ぐ
る
日
韓
両
国
の
違
い

は
、
実
は
今
日
の
両
国
に
お
け
る
多
く
の
部
分
に
見
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
一
見
す
る
と
経
済
的
あ
る
い
は
社
会
的
に
よ
く
似
て
見
え
る

日
韓
両
国
で
あ
る
が
、
実
は
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
歴
史
的
背
景
は
大

き
く
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
そ
の
政
治
的
構
造
は
異
質
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
政
治
的
な
構
造
の
違
い
は
、
両
国
に
お
け
る
異
な

る
「
声
」
を
政
治
過
程
に
代
表
さ
せ
、
結
果
と
し
て
、
類
似
し
て
見

え
る
両
国
は
異
な
る
道
を
歩
む
こ
と
に
な
る
。
歴
史
認
識
問
題
や
領

土
問
題
、
さ
ら
に
は
安
全
保
障
政
策
や
通
商
政
策
に
お
い
て
も
、
こ

の
よ
う
な
違
い
は
長
い
影
を
落
と
し
て
い
る
。「
民
主
主
義
的
価
値

の
共
有
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
安
易
な
「
日
韓
同
質
論
」
に
流

さ
れ
ず
、
そ
の
政
治
過
程
を
冷
静
に
分
析
し
、
理
解
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。

（1）  「「
外
国
人
効
果
」
で
人
口
45
万
人
増
加
」、『
東
亜
日
報
（
日
本
語
版
）』　
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に
番
組
を
提
供
す
る
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

（17）  

連
合
「
連
合
の
外
国
人
労
働
者
問
題
に
関
す
る
当
面
の
考
え
方
」、http://

w
w

w
.jtuc-rengo.or.jp/roudou/gaikokujin/kangaekata.htm

l

（
最
終

確
認
２
０
１
２
年
2
月
29
日
）。

（18）  

한
국
노
동
조
합
총
연
맹
、http://w

w
w

.inochong.org/ 

（
最
終
確
認

２
０
１
２
年
2
月
29
日
）。

（19）  

전
국
민
주
노
동
조
합
총
연
맹
、http://w

w
w

.nodong.org/ 

（
最
終
確
認

２
０
１
２
年
2
月
29
日
）。

（20）  

韓
国
労
働
組
合
総
連
盟
は
、
２
０
１
１
年
12
月
に
結
成
さ
れ
た
民
主
統
合
党

に
正
式
に
参
加
し
、
自
ら
の
代
表
を
中
央
委
員
会
に
送
り
込
ん
で
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
同
組
合
は
、
２
０
０
４
年
に
は
韓
国
社
会
民
主
党
と
合
同
し
て

緑
色
社
民
党
を
結
成
し
て
、
独
自
勢
力
化
を
目
指
し
、
ま
た
、
２
０
０
７
年

の
大
統
領
選
挙
で
は
保
守
政
党
で
あ
る
ハ
ン
ナ
ラ
党
の
候
補
者
で
あ
る
李

明
博
を
支
持
す
る
等
、
民
主
統
合
党
に
繋
が
る
進
歩
勢
力
と
の
関
係
は
安

定
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
한
국
노
동
조
합
총
연
맹
、http://w

w
w

.
inochong.org/

（
最
終
確
認
２
０
１
２
年
2
月
29
日
）。

（21）  

典
型
的
な
の
は
社
民
党
の
姿
勢
で
あ
ろ
う
。
社
民
党
は
主
要
公
約
の
中
で
、

外
国
人
労
働
者
の
待
遇
改
善
を
訴
え
る
一
方
で
、
単
純
労
働
者
の
受
け
入
れ

拡
大
に
反
対
し
て
い
る
。
同
党
の
主
要
支
持
団
体
で
あ
る
全
統
一
労
働
組
合

も
同
様
の
姿
勢
を
取
っ
て
い
る
。

（22）  
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
佐
野
孝
治
「
韓
国
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
支
援

シ
ス
テ
ム
：
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
中
心
に
」、『
商
学
論
争
』（
福
島
大
学
）、

第
79
巻
第
3
号
、
２
０
１
０
年
12
月
を
も
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
拙
稿
「
外

国
人
参
政
権
を
促
進
す
る
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
』」。

원
、 

２
０
０
９
年
等
を
参
照
の
こ
と
。

（9）  「
韓
国
で
高
ま
る
外
国
人
労
働
者
へ
の
反
発
」、『
朝
鮮
日
報
（
日
本
語
版
）』

２
０
１
１
年
３
月
11
日
、http://w

w
.chosunonline.com

/site/data/
htm

l_dir/2011/03/31/2011033163050.htm
l

。

（10）  

외
국
인
노
동
자
대
책
시
민
연
대
、http://w

w
w

. njustice.org/

（
最
終

確
認
２
０
１
２
年
２
月
29
日
）。（
最
終
確
認
２
０
１
２
年
２
月
29
日
）。

（11）  

대
한
민
국
을
사
랑
하
는
모
임
、http://cafe.naver.com

/riseupkorea

（
最
終
確
認
２
０
１
２
年
２
月
29
日
）。

（12）  

파
키
스
탄*

방
글
라
데
시 
외
국
인
에 

의
한 

피
해
자 

모
임
、http://

cafe.daum
.net/leavingpakistan （

最
終
確
認
２
０
１
２
年
２
月
29
日
）。

（13）  

在
日
特
権
を
許
さ
な
い
市
民
の
会
、http://w

w
w

.zaitokukai.info

（
最
終

確
認
２
０
１
２
年
２
月
29
日
）。

（14）  

同
団
体
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、
会
員
数
は
１
１
２
３
０
名
と
な
っ
て

い
る
。
在
日
特
権
を
許
さ
な
い
市
民
の
会
「
会
員
分
布
図
」、http://w

w
w

.
zaitokukai.info/m

odules/about/zai/m
em

berm
ap.htm

l
（
最
終
確
認

２
０
１
２
年
２
月
29
日
）。

（15）  

も
っ
と
も
、
山
野
車
輪
は
「
在
日
特
権
を
許
さ
な
い
市
民
の
会
」
や
そ
れ
と

類
似
し
た
所
謂
「
嫌
韓
デ
モ
」
に
完
全
に
同
調
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
例

え
ば
、
日
韓
サ
イ
ゾ
ー
「『
マ
ン
ガ
嫌
韓
流
』
の
作
者
・
山
野
車
輪
が
お
台

場
の
「
嫌
韓
デ
モ
」
に
首
を
か
し
げ
る
理
由
と
は
」、http://w

w
w

.cyzo.
com

/2011/08/post_8156.htm
l

（
最
終
確
認
２
０
１
２
年
２
月
29
日
）。

（16）  

チ
ャ
ン
ネ
ル
桜
、http://w

w
w

.ch-sakura.jp/

。
な
お
、同
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
、

２
０
０
８
年
ま
で
は
独
立
の
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
し
て
24
時
間

独
自
の
放
送
を
行
っ
て
い
た
が
、
現
在
は
経
営
状
況
の
悪
化
の
た
め
、
各
局




