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序
論　

国
境
政
策
の
パ
ラ
ド
ク
ス
と
は
何
か
？

森
千
香
子
／
エ
レ
ン
・
ル
バ
イ

一　

地
中
海
と
い
う
名
の
墓
場

　

地
中
海
と
き
い
て
何
を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
か
。
古
代
か
ら
文
明
の
揺
籃
の
地
で
あ
り
続
け
、
そ
の
後
も
西
ア
ジ
ア
、
北
ア
フ

リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
や
影
響
が
混
ざ
っ
て
織
り
な
さ
れ
た
壮
大
な
歴
史
か
も
し
れ
な
い
。
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ブ
ロ
ー
デ
ル
が

『
地
中
海
』
で
描
い
た
日
常
世
界
の
よ
う
に
麦
、
イ
チ
ジ
ク
、
ぶ
ど
う
、
オ
リ
ー
ブ
な
ど
に
彩
ら
れ
た
豊
穣
な
情
景
か
も
し
れ
な
い
。

群
青
色
の
海
、
輝
く
太
陽
、
澄
み
切
っ
た
空
、
温
暖
な
気
候
、
沿
岸
の
美
し
い
町
並
み
、
リ
ゾ
ー
ト
を
楽
し
む
人
び
と
…
…
さ
ま
ざ

ま
な
イ
メ
ー
ジ
が
喚
起
さ
れ
る
が
、
一
般
に
明
る
く
穏
や
か
な
印
象
を
も
つ
人
が
多
い
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
二
〇
一
三
年
十
月
、
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
覆
す
ニ
ュ
ー
ス
が
世
界
を
駆
け
め
ぐ
っ
た
。
ロ
ー
マ
か
ら
南
へ
七
〇
〇

キ
ロ
の
ラ
ン
ペ
ド
ゥ
ー
サ
島
沖
合
で
、
一
週
間
に
二
隻
の
船
が
難
破
し
（
三
日
と
十
日
）
三
八
九
名
が
命
を
落
と
し
た
の
で
あ
る

（
二
〇
一
三
年
十
月
十
六
日
時
点
）。
犠
牲
者
の
大
半
は
エ
リ
ト
リ
ア
や
シ
リ
ア
か
ら
の
難
民
で
、
子
ど
も
や
妊
娠
中
の
女
性
も
含
ま
れ

て
い
た
。
二
隻
目
の
事
故
時
に
は
マ
ル
タ
海
軍
に
よ
っ
て
二
〇
〇
名
が
救
出
さ
れ
た
の
で
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
犠
牲
者
の
数
は
さ
ら

に
多
か
っ
た
だ
ろ
う
。
救
助
に
あ
た
っ
た
海
軍
責
任
者
が
「
こ
れ
ま
で
の
キ
ャ
リ
ア
で
最
も
厳
し
い
救
難
活
動
」
と
取
材
で
答
え
る
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ほ
ど
の
惨
事
だ
っ
た）1
（

。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
メ
デ
ィ
ア
や
街
頭
に
は
「
墓

地
と
化
す
地
中
海
」
な
ど
、
墓
場
の
メ
タ
フ
ァ
ー
が
氾
濫
し
た
。

　

も
っ
と
も
人
口
六
〇
〇
〇
人
・
総
面
積
わ
ず
か
二
〇
キ
ロ
平
方
メ

ー
ト
ル
足
ら
ず
の
こ
の
小
島
で
、
同
じ
よ
う
な
事
故
が
起
き
た
の
は

今
回
が
初
め
て
で
は
な
い
。
反
人
種
差
別
と
移
民
・
難
民
支
援
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
N　
G　
O
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
「U

nited for Intercultural 

A
ction

」
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
三
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
に
E　

U
国
境
で
発
生
し
た
死
者
一
万
四
〇
三
七
人
の
う
ち
、
地
中
海
（
沿

岸
を
含
む
）
で
命
を
落
と
し
た
人
は
一
万
一
〇
四
六
人
、
う
ち
シ
チ

リ
ア
海
峡
で
の
死
者
は
六
八
三
五
人
で
あ
る
。
な
か
で
も
ラ
ン
ペ
ド

ゥ
ー
サ
は
事
故
の
多
発
地
帯
で
、
二
〇
一
一
年
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
の

最
中
に
も
リ
ビ
ア
か
ら
の
難
民
船
が
沖
合
で
沈
没
し
て
二
五
〇
人
以

上
の
犠
牲
者
を
出
す
な
ど
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
一
三
年
（
十
月

時
点
）
で
三
三
〇
〇
人
の
死
者
を
記
録
、
こ
れ
は
E　
U
国
境
地
帯
の

死
者
数
の
一
七
│
八
％
に
値
す
る
。
二
〇
一
三
年
七
月
に
就
任
直
後

の
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
が
ラ
ン
ペ
ド
ゥ
ー
サ
を
訪
問
し
た
の
も
、
こ

の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
だ）3
（

。

　

冒
頭
の
難
破
事
故
の
翌
日
（
十
月
四
日
）、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
移
民

支
援
や
人
権
擁
護
に
か
か
わ
る
複
数
の
団
体
代
表
が
「
ラ
ン
ペ
ド
ゥ



表1　1993─2011年のEU国境での死者数の推移（単位 人）＊

出典　United for Intercultural Action, Fortress Europe Deadly Exodus 2013より作成
＊　2011年の溺死者数についてはデータなし
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ー
サ

│
人
殺
し
を
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
い
う
共
同
声
明
を
発
表
し
た
。
声

明
は
、
同
様
の
事
故
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
周
辺
で
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
原
因

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
「
不
法
移
民
取
り
締
ま
り
」
の
名
の
下
に
行
な
っ
て
き
た
非

人
道
的
な
政
策
に
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ラ
ン
ペ
ド
ゥ
ー
サ
の
事
故
も
不
可

避
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、「
人
殺
し
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
欺
瞞
を

厳
し
く
批
判
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る）4
（

。

　

今
日
、
ラ
ン
ペ
ド
ゥ
ー
サ
と
い
う
名
前
は
、
豊
か
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
周
縁
部

で
人
び
と
の
死
の
山
が
築
か
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
玄
関
の
一
つ
で
あ
る
地
中
海

が
「
墓
場
と
化
し
て
い
る
」
こ
と
を
私
た
ち
に
想
起
さ
せ
、「
人
権
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
」
の
も
う
ひ
と
つ
の
顔
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
悲
劇
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て

い
る
。

二　

国
境
政
策
の
二
極
化
か
？

　

こ
の
よ
う
な
越
境
を
め
ぐ
る
惨
事
も
、
読
者
の
多
く
に
は
日
常
と
か
け
離
れ

た
遠
い
世
界
の
出
来
事
に
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
国
パ
ス
ポ
ー
ト
が
あ
れ

ば
世
界
の
多
く
の
国
に
ビ
ザ
な
し
で
入
国
で
き
る
し
、
移
動
に
か
か
る
時
間
も

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ま
で
船
で
一
ヶ
月
か
け
て
い
た
時
代
と
は
違
っ
て
、
飛
行
機
で
一

二
時
間
だ
。
早
め
に
予
約
し
た
り
、
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
回
数
を
選
ば
な
け
れ
ば
、
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航
空
券
を
か
な
り
の
安
価
で
手
に
入
れ
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
国
境
を
越
え
た
移
動
は
物
理
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
む
ず

か
し
く
な
い
。
そ
う
感
じ
る
の
は
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
。

　

問
題
は
、
こ
の
よ
う
に
国
境
を
容
易
に
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
人
が
い
る
一
方
で
、
ラ
ン
ペ
ド
ゥ
ー
サ
の
難
民
の
よ
う
に
命
が
け

で
移
動
を
試
み
る
人
た
ち
が
い
る
と
い
う
、
国
際
移
動
を
め
ぐ
る
現
代
社
会
の
矛
盾
し
た
状
況
を
ど
う
考
え
れ
ば
い
い
の
か
、
と
い

う
点
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
分
析
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
ひ
と
つ
が
「
移
動
条
件
の
格
差
拡
大
・
二
極
化
」
と
い
う
視
点
か
ら

の
考
察
で
あ
る
。
た
し
か
に
世
界
を
見
わ
た
す
と
、
国
際
移
動
の
簡
易
化
の
動
き
は
至
る
と
こ
ろ
で
み
ら
れ
る
。
シ
ェ
ン
ゲ
ン
協
定

後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
域
内
国
境
撤
廃
は
そ
の
典
型
で
あ
る
し
、
カ
ナ
ダ
＝
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
境
渡
航
優
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
N　
E　
X　

U　
S
）
も
両
国
を
頻
繁
に
往
来
す
る
個
人
に
対
し
条
件
付
き
で
「
ス
マ
ー
ト
・
カ
ー
ド
」
を
発
行
し
て
移
動
を
簡
易
化
す
る
試
み
で

あ
る
。
ア
ジ
ア
で
も
A　
P　
E　
C
（
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力
）
域
内
で
A　
P　
E　
C
ビ
ジ
ネ
ス
・
ト
ラ
ベ
ル
・
カ
ー
ド
（
A　
B　
T　
C
）
が

発
行
さ
れ
、
同
域
内
を
短
期
商
用
目
的
で
移
動
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
者
は
ビ
ザ
な
し
で
入
国
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
専
用
入
国
審
査

レ
ー
ン
で
迅
速
に
出
入
国
が
で
き
る）5
（

。

　

し
か
し
こ
う
し
た
簡
易
化
は
、
国
際
移
動
す
る
二
億
人
﹇ILO

: 2005

﹈
の
ご
く
一
部
が
享
受
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
越
境
を
試
み

る
者
の
大
半
に
と
っ
て
、
国
境
は
い
ま
だ
厳
然
と
た
ち
は
だ
か
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
壁
は
年
々
高
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に

「
入
国
阻
止
レ
ジ
ー
ム
」﹇H

athaw
ay 1992: 40 -41; 

阿
部 2002: 81
﹈
と
も
呼
ぶ
べ
き
状
況
で
あ
る
。

　
「
二
極
化
」
論
は
、
こ
の
よ
う
な
規
制
の
緩
和
と
強
化
の
同
時
進
行
こ
そ
が
、
現
在
の
国
境
政
策
の
再
編
の
特
徴
だ
と
考
え
る
。

実
際
、
先
進
国
の
多
く
は
学
歴
、
職
歴
、
年
収
な
ど
を
基
準
と
し
た
「
高
度
人
材
」
に
対
し
て
優
遇
措
置
を
と
る
一
方
（
日
本
で
も

二
〇
一
二
年
に
法
務
省
が
「
高
度
人
材
ポ
イ
ン
ト
制
度
」
を
導
入
）、
非
先
進
国
出
身
者
に
は
厳
し
い
入
国
条
件
を
課
す
よ
う
に
な
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
シ
ェ
ン
ゲ
ン
協
定
締
結
以
降
、
E　
U
域
内
出
身
外
国
人
に
は
自
由
移
動
を
保
障
す
る
一
方）6
（

、
域
外
出
身
者
に
は
家



5 序論　国境政策のパラドクスとは何か？

族
呼
び
寄
せ
に
も
一
定
の
収
入
要
件
を
課
す
な
ど
門
戸
を
狭
め
て
い
る
。
ま
た
二
〇
一
一
年
ア
ラ
ブ
諸
国
で
民
衆
蜂
起
が
起
き
た
後

に
も
「
大
量
移
民
殺
到
」
の
懸
念
か
ら
域
内
で
の
国
境
審
査
を
条
件
付
き
で
復
活
さ
せ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
、「
欧
州
の
要

塞
化
」﹇
阿
部 2002: 83

﹈
は
さ
ら
に
強
化
さ
れ
る
傾
向
が
み
ら
れ
る）7
（

。

　

一
方
で
、
以
上
の
議
論
と
は
や
や
異
な
っ
た
見
地
か
ら
の
分
析
も
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
に
、
一
見
相
反
す
る
か
の
よ
う
な
二
つ
の

動
向
を
同
じ
枠
組
み
で
捉
え
よ
う
と
し
た
「
ス
マ
ー
ト
な
国
境
（sm

art borders

）」（
巻
末
用
語
集
参
照
）
の
議
論
が
あ
る
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
国
境
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
か
、
開
か
れ
て
い
る
か
の
二
項
対
立
的
な
視
座
か
ら
で
は
な
く
、「
開
か
れ
て
い
な
が
ら
、
か

つ
完
全
に
管
理
下
に
お
か
れ
て
い
る
」
と
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
。
本
書
に
も
寄
稿
す
る
デ
ィ
デ
ィ
エ
・
ビ
ゴ
や
セ
ル
ジ
オ
・
カ
レ

ー
ラ
ら
は
﹇B

igo, C
arrera and al. 2012

﹈、
一
見
国
境
を
自
由
に
行
き
来
し
て
い
る
先
進
国
の
市
民
た
ち
も
、
実
は
生
体
認
証
パ
ス

ポ
ー
ト
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
携
帯
電
話
な
ど
を
通
し
て
、
途
上
国
の
市
民
た
ち
と
は
異
な
る
形
で
は
あ
る
も
の
の
、
常
に
監
視

下
に
お
か
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
管
理
網
は
一
層
強
化
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
二
〇
一
三
年
五
月
、
法
務
省
の
有
識
者
会
議

が
谷
垣
法
相
に
導
入
を
提
言
し
た
「
ト
ラ
ス
テ
ッ
ド
・
ト
ラ
ベ
ラ
ー
制
度
」（
犯
罪
歴
が
な
い
な
ど
の
条
件
を
満
た
し
た
外
国
人
の
出
入

国
手
続
き
を
自
動
化
す
る
取
り
組
み
で
、
初
来
日
の
際
に
指
紋
情
報
を
登
録
し
て
お
け
ば
、
次
回
か
ら
無
人
の
「
自
動
化
ゲ
ー
ト
」
で
指
紋
認

証
と
パ
ス
ポ
ー
ト
照
合
を
行
な
う
だ
け
で
す
む
と
い
う
内
容
）
も
そ
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
A　
B　
T　
C
で
ス
ム
ー
ズ
に
移
動
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
や
「
国
境
を
股
に
か
け
世
界
で
活
躍
す
る
ボ
ー
ダ
レ
ス
ワ

ー
カ
ー）8
（

」
の
よ
う
な
「
ビ
ジ
ネ
ス
・
ク
ラ
ス
・
シ
チ
ズ
ン）9
（

﹇Sparke 2006

﹈」（
巻
末
用
語
集
参
照
）
と
、
ラ
ン
ペ
ド
ゥ
ー
サ
を
目
指

し
て
ボ
ー
ト
に
乗
り
込
む
移
民
の
状
況
は
相
反
す
る
現
象
で
は
な
く
、
同
じ
監
視
構
造
の
二
つ
の
側
面
で
あ
り
、
表
裏
の
関
係
と
し

て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ジ
グ
ム
ン
ト
・
バ
ウ
マ
ン
﹇1998=2010
﹈
は
、
世
界
的
に
展
開
さ
れ
る
国
境
管
理
政
策
の
も
と
で
、

自
由
移
動
を
享
受
す
る
「
旅
行
者
（
ツ
ー
リ
ス
ト
）」
と
、
常
に
移
動
を
余
儀
な
く
さ
れ
同
じ
場
所
に
と
ど
ま
れ
な
い
「
放
浪
者
（
バ

ガ
ボ
ン
ド
）」
が
う
み
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
の
バ
ウ
マ
ン
の
指
摘
を
「
ス
マ
ー
ト
な
国
境
」
の
議
論
に
照
ら
し
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て
検
討
す
る
と
、「
旅
行
者
」
は
本
人
が
感
じ
て
い
る
ほ
ど
に
自
由
で
は
な
く
、
む
し
ろ
監
視
を
受
け
て
い
る
と
い
う
点
で
「
放
浪

者
」
と
同
じ
構
造
に
属
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

三　

移
民
と
支
援
者
の
「
犯
罪
化
」

　

本
書
も
、
出
入
国
管
理
政
策
の
再
編
に
よ
っ
て
、
移
動
の
二
極
化
と
い
う
現
象
が
同
じ
監
視
体
制
の
下
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
う

立
場
に
た
ち
つ
つ
、
現
代
の
「
放
浪
者
」
で
あ
る
途
上
国
出
身
者
の
移
動
と
、
そ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
に
展
開
さ
れ
る
一
連
の
政
策

に
照
準
を
あ
わ
せ
る
。
そ
れ
は
先
の
分
類
で
い
う
「
旅
行
者
」
の
移
動
に
比
べ
て
「
放
浪
者
」
が
数
の
上
で
重
要
で
あ
る
だ
け
で

な
く）10
（

、「
放
浪
者
」
に
対
す
る
政
策
が
国
境
管
理
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
な
い
広
が
り
を
持
ち
、
社
会
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。

　

そ
れ
で
は
一
体
、
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
の
か
。
そ
の
ひ
と
つ
に
移
民
や
外
国
人
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
の
問
題
が
あ
る
。
一
連

の
規
制
的
な
国
境
政
策
は
「
国
境
の
開
放
＝
国
民
の
不
利
益
」
と
い
う
考
え
を
前
提
と
し
て
お
り
、
外
国
人
を
「
不
利
益
」
や
「
脅

威
」
と
結
び
つ
け
る
の
に
一
役
買
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
現
代
社
会
の
外
国
人
の
表
象
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

の
が
非
正
規
滞
在
者
（
巻
末
用
語
集
参
照
）
の
取
り
締
ま
り
政
策
で
あ
る
。

　

国
境
管
理
は
国
境
線
上
だ
け
で
な
く
そ
の
内
側
で
も
展
開
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
「
法
を
す
り
抜
け
て
」
入
国
・
滞
在
す
る
者
の

「
摘
発
」
と
い
う
形
を
と
る
。
こ
の
よ
う
な
「
不
法
滞
在
者
」
取
り
締
ま
り
政
策
は
世
界
中
で
強
化
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
日
本
で

も
二
〇
〇
四
年
に
法
務
省
が
「
不
法
滞
在
者
五
年
半
減
計
画
」
を
開
始
し
、
入
管
職
員
の
増
員
や
警
察
と
の
連
携
が
強
化
さ
れ
る
な

ど
の
措
置
が
と
ら
れ
、
計
画
は
一
定
の
成
果
を
あ
げ
、
二
〇
〇
九
年
に
は
目
標
が
ほ
ぼ
達
成
さ
れ
た
と
発
表
さ
れ
た
（
二
二
万
か
ら

一
一
・
三
万
人
と
四
八
・
六
％
の
減
少）

11
（

そ
の
後
も
数
は
減
少
し
、
二
〇
一
三
年
一
月
に
は
六
・
二
万
人
）。



写真2　品川駅構内の横断幕。外国人を違法性と結びつけるような文言
は公共空間に散見される。（筆者撮影）
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取
り
締
ま
り
強
化
に
伴
い
、
収
容
所
を
は
じ
め
と
す
る
施
設
に
拘
留

さ
れ
る
外
国
人
も
増
え
た
。
二
〇
〇
九
年
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
二
七
の

E　
U
加
盟
国
（
当
時
）
で
拘
禁
さ
れ
た
非
正
規
滞
在
外
国
人
は
五
七
万

人
を
超
え
、
収
容
所
数
も
二
〇
〇
一
年
の
三
二
四
か
ら
二
〇
一
一
年
に

は
四
二
〇
に
急
増
し
た）12
（

。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
も
拘
禁
非
正
規
滞
在
外

国
人
は
四
三
万
人
（
二
〇
一
一
年
）
に
の
ぼ
る
。
拘
禁
者
数
の
増
加
に

と
も
な
っ
て
強
制
送
還
数
も
増
加
し
、
E　
U
全
体
で
は
二
〇
〇
九
年
に

二
五
・
三
万
人
が
強
制
送
還
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
も
二
〇
一
一

年
の
強
制
送
還
数
は
年
間
三
九
・
二
万
人
と
「
新
記
録
」
を
達
成
し
た

﹇A
ierbe, B

aylac 2012

﹈。

　

警
察
と
の
連
携
に
よ
る
捜
査
、
収
容
所
へ
の
拘
禁
、
ま
た
「
不
法
滞

在
者
」
と
い
う
呼
び
名
の
定
着

│
非
正
規
滞
在
者
に
対
す
る
一
連

の
政
策
に
は
こ
う
し
た
人
び
と
を
「
犯
罪
化
（crim

inalization

）」
す

る
効
果
を
う
み
だ
し
て
い
る
﹇Poiret 2003: 8

﹈。「
犯
罪
化
」
と
い
う

言
葉
は
元
来
、
新
た
に
犯
罪
を
規
定
す
る
法
律
の
制
定
や
そ
の
運
用
の

厳
密
化
に
よ
っ
て
処
罰
が
重
く
な
る
プ
ロ
セ
ス
を
指
す
も
の
で
、
対
象

と
な
る
の
は
「
行
為
」
や
「
振
る
舞
い
」
だ
っ
た
。
だ
が
こ
こ
で
は
非

正
規
滞
在
者
と
い
う
「
人
間
」
や
そ
の
「
属
性
」
が
「
犯
罪
化
」
の
対

象
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
状
況
に
お
か
れ
た
人
間
が
犯
罪
者



序論　国境政策のパラドクスとは何か？ 8

同
然
の
扱
い
を
受
け
、
そ
の
存
在
自
体
が
犯
罪
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
状
態
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

非
正
規
滞
在
者
が
問
題
に
な
る
の
は
そ
の
「
属
性
」
で
は
な
く
、
滞
在
許
可
な
し
に
外
国
に
滞
在
す
る
と
い
う
「
行
為
」
が
原
因

な
の
だ
、
と
の
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
「
犯
罪
化
」
の
波
は
「
不
法
滞
在
者
」
だ
け
で
な
く
、
正
規
の
資
格
を
備
え
た

外
国
人
に
も
及
ん
で
い
る
。
そ
の
一
例
が
、
二
〇
〇
四
年
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
始
ま
り
二
〇
〇
七
年
に
日
本
に
も
導
入
さ
れ
た
個

人
識
別
情
報
シ
ス
テ
ム
「
J
│

B　
I　
S
」
で
あ
る
。
入
国
審
査
時
に
外
国
人
だ
け
に
顔
写
真
撮
影
と
指
紋
採
取
を
義
務
づ
け
る
同
制

度
に
は
、
国
民
と
外
国
人
を
区
分
し
、
外
国
人
す
べ
て
を
「
潜
在
的
犯
罪
者
」
と
想
定
す
る
発
想
が
根
付
い
て
お
り
、
外
国
人
「
犯

罪
化
」
の
典
型
的
事
例
と
い
え
る
。

　

移
民
や
外
国
人
を
「
犯
罪
」
と
結
び
つ
け
る
よ
う
な
動
向
は
今
日
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
構
築
さ
れ
て
き
た
。

す
で
に
十
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
「
国
民
」「
国
籍
」
の
制
度
化
が
す
す
む
の
と
並
行
し
て
「
外
国
人
」
が
徐
々
に
「
国
民
か

ら
除
外
さ
れ
る
」
と
い
う
か
た
ち
で
排
除
の
対
象
と
な
り
、
そ
の
過
程
で
犯
罪
と
の
関
わ
り
を
も
疑
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

そ
の
意
味
で
こ
れ
は
決
し
て
新
し
い
現
象
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
行
な
わ
れ
て
き
た
「
犯
罪
化
」
が
よ
り
制
度
的
か
つ
大
規
模
に

展
開
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
今
日
の
特
徴
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
点
で
「
犯
罪
化
」
の
波
が
非
正
規
滞
在
者
の
支
援
者
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
二
〇
〇
七
年
八
月
に
冒

頭
で
も
触
れ
た
ラ
ン
ペ
ド
ゥ
ー
サ
沖
で
起
き
た
事
件
は
そ
の
一
例
だ
。
リ
ビ
ア
難
民
四
人
が
溺
れ
か
け
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
チ
ュ
ニ

ジ
ア
漁
船
が
通
り
か
か
っ
て
救
助
し
た
と
こ
ろ
、
イ
タ
リ
ア
当
局
の
命
令
に
背
い
た
廉
で
七
名
の
漁
師
が
逮
捕
さ
れ
、
裁
判
に
か
け

ら
れ
た
の
で
あ
る）13
（

。
一
審
で
は
有
罪
判
決
が
出
て
、
し
か
も
イ
タ
リ
ア
当
局
か
ら
告
訴
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
チ
ュ
ニ
ジ
ア
政

府
は
漁
師
た
ち
の
漁
労
許
可
の
更
新
を
拒
否
し
、
漁
師
た
ち
は
海
に
も
出
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
「
制
裁
」
も
受
け
た
。
二
〇
一
一

年
に
よ
う
や
く
無
罪
が
確
定
し
た
も
の
の
、
難
民
の
命
を
救
っ
た
漁
師
が
「
人
身
売
買
へ
の
関
与
」
を
疑
わ
れ
、
四
年
も
の
間
重
罪

人
の
ご
と
く
扱
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
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同
様
の
事
件
は
フ
ラ
ン
ス
で
も
起
き
て
い
る
。
二
〇
一
三
年
十
月
イ
ギ
リ
ス
を
目
指
す
非
正
規
滞
在
者
の
「
通
過
地
点
」
と
し
て

も
知
ら
れ
る
北
部
の
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
で
、
四
〇
年
前
か
ら
非
正
規
滞
在
者
支
援
に
携
わ
っ
て
き
た
七
〇
歳
の
年
金
生
活
者
が
有
罪
判

決
を
受
け
た
。
自
宅
に
泊
め
て
い
な
い
非
正
規
滞
在
者
を
泊
め
た
か
の
よ
う
に
偽
っ
て
「
宿
泊
証
明
書
」
を
作
成
し
た
、
と
い
う
の

が
罪
状
だ
っ
た
。
こ
の
書
類
は
外
国
人
の
滞
在
許
可
申
請
に
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
自
分
の
家
に
泊
め
て
い
な
く
て
も
、
事

実
上
の
「
身
元
引
き
受
け
人
」
と
し
て
書
類
を
発
行
す
る
こ
と
は
多
く
の
支
援
者
の
間
で
長
年
行
な
わ
れ
て
き
た
「
慣
行
」
で
あ
り
、

こ
れ
ま
で
は
「
犯
罪
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
回
は
そ
れ
が
「
書
類
偽
造
」
と
し
て
有
罪
に
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
当
局
の
支
援
者
に
対
す
る
事
実
上
の
「
脅
し
」
で
あ
る
と
関
係
者
に
は
深
刻
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る）14
（

。

四　

国
境
政
策
を
め
ぐ
る
通
説
の
再
検
討

　

だ
が
移
民
や
そ
の
支
援
者
を
「
犯
罪
化
」
す
る
政
策
は
、
多
く
の
国
で
一
定
の
支
持
を
集
め
て
い
る
。
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
国

の
政
府
は
「
国
民
の
利
害
」
を
理
由
に
こ
う
し
た
政
策
を
実
行
し
て
い
る
。
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
る
の
か
。
ク
レ
ー

ル
・
ロ
デ
ィ
エ
と
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
テ
レ
ー
﹇R

odier, Terray 2008

﹈
は
、
国
境
管
理
を
め
ぐ
る
「
通
説
」
が
社
会
に
存
在
し
、
そ

れ
が
「
犯
罪
化
」
政
策
を
正
当
化
し
、
有
権
者
を
納
得
さ
せ
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
有
権
者
を
納
得
さ
せ
る
「
通

説
」
に
つ
い
て
、
次
の
五
点
を
あ
げ
て
い
る
。

（
1
）　

経
済
的
貧
困
こ
そ
が
人
口
移
動
の
構
造
的
要
因
で
あ
り
、
国
境
管
理
を
緩
和
す
れ
ば
、
貧
し
い
国
の
人
間
が
先
進
国
に
津

波
の
ご
と
く
押
し
寄
せ
て
し
ま
う

（
2
）「
津
波
」
が
起
こ
れ
ば
、
失
業
率
の
上
昇
や
労
働
ダ
ン
ピ
ン
グ
を
引
き
起
こ
し
、
ま
た
先
進
国
の
手
厚
い
福
祉
を
不
正
受
給
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し
よ
う
と
す
る
移
民
が
増
加
し
て
、
社
会
保
障
制
度
が
破
綻
す
る

（
3
）　

国
民
の
な
か
に
も
生
活
が
苦
し
い
者
が
増
え
て
い
る
以
上
、
国
の
経
済
に
と
っ
て
有
益
な
移
民
に
の
み
入
国
を
許
可
し
、

残
り
は
厳
格
に
取
り
締
ま
る
政
策
こ
そ
合
理
的
だ

（
4
）　

警
察
と
行
政
権
力
の
連
携
、
監
視
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
、
そ
し
て
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
取
り
締
ま
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
構
築
に
よ
っ
て
、
望
ま
し
く
な
い
外
国
人
の
流
入
を
阻
止
し
、
国
境
を
管
理
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
だ

（
5
）　

移
民
の
受
け
入
れ
よ
り
、
途
上
国
の
開
発
支
援
を
優
先
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
移
民
は
自
国
に
残
る
だ
ろ
う
。
た

だ
し
単
に
援
助
を
与
え
る
だ
け
で
は
途
上
国
の
成
長
に
と
っ
て
望
ま
し
く
な
い
の
で
、（
非
合
法
出
国
の
禁
止
な
ど
の
）
一
定
の

責
任
を
課
さ
ね
ば
な
ら
な
い
﹇R

odier, Terray 2008, 7 -9

﹈ 

　

以
上
が
政
治
や
メ
デ
ィ
ア
で
繰
り
返
さ
れ
る
主
張
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
代
の
規
制
的
な
国
境
政
策
が
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
言
説
は
一
見
、
整
合
性
が
あ
る
よ
う
に
見
え
、
だ
か
ら
こ
そ
自
明
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
や
す
い
。
し
か
し
問
題

は
こ
れ
ら
の
主
張
に
ど
れ
だ
け
の
妥
当
性
が
あ
る
の
か
が
、
実
際
に
は
十
分
に
検
証
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

以
上
の
通
説
の
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
の
か
。
こ
こ
で
は
コ
ス
ト
、
完
璧
な
国
境
管
理
、
移
動
の
動
機
の
三
点
に
絞
っ
て
問
題
提
起
を

し
た
い
。

　

第
一
に
、
移
民
に
対
す
る
根
強
い
考
え
方
の
一
つ
に
「
移
民
の
存
在
は
貧
し
さ
を
も
た
ら
す
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
（
2
）、

（
3
）。「
貧
し
い
移
民
が
国
内
に
増
え
れ
ば
、
間
違
い
な
く
経
済
的
負
担
が
増
加
す
る
」
と
し
て
、
移
民
の
失
業
率
や
社
会
保
障
の

給
付
額
ば
か
り
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
が
ち
だ
が
、
移
民
を
入
国
さ
せ
な
い
た
め
に
国
家
（
そ
し
て
国
民
）
が
負
担
す
る
経
済
的

コ
ス
ト
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
な
い
。
移
民
に
か
か
る
「
コ
ス
ト
」
が
問
題
で
あ
れ
ば
、
国
境
管
理
の
た
め
に
導
入
さ
れ

る
最
新
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
設
置
や
維
持
、
国
境
警
備
隊
や
事
務
員
の
増
員
、
強
制
送
還
や
収
容
施
設
な
ど
に
つ
ぎ
込
ま
れ
る
莫
大



出典　国連「国際人口移動動向調査報告書」2013年より作成

表2　国際人口移動の推移（単位　百万人）

1990 2000 2010 2013

世界全体 154.2 174.5 220.7 231.5

先進国 82.3 103.4 129.7 135.6

途上国 71.9 71.1 91.0 95.9

アフリカ 15.6 15.6 17.1 18.6

アジア 49.9 50.4 67.8 70.8

ヨーロッパ 49.0 56.2 69.2 72.4

中南米・カリブ海 7.1 6.5 8.1 8.5

北米 27.8 40.4 51.2 53.1

オセアニア 4.7 5.4 7.3 7.9
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な
出
費
も
あ
わ
せ
て
計
算
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
国
境
管
理
コ
ス
ト

を
抜
き
に
し
て
も
「
移
民
＝
経
済
的
負
担
」
説
に
は
問
題
が
あ
る
。
近
年
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
行
な
わ
れ
て
い
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
移
民
が
支
払
う
保
険
料

の
総
額
は
彼
ら
が
受
け
と
る
給
付
額
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
と
い
う
結
果

が
出
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
通
説
に
反
す
る
実
証
研
究
の
結
果
が
示
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る）15
（

。

　

第
二
に
「
国
境
管
理
を
厳
し
く
す
れ
ば
、
移
民
の
流
れ
は
阻
止
で
き
る
」

と
い
う
通
説
が
あ
る
が
（
4
）、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
異
論
が
存
在
す
る
。

問
題
点
を
最
も
わ
か
り
や
す
く
表
す
の
が
国
際
移
動
の
推
移
デ
ー
タ
で
あ
る
。

先
に
も
見
た
よ
う
に
、
こ
の
十
五
年
間
、
先
進
国
を
中
心
に
ど
こ
も
入
国
管

理
を
厳
格
化
し
て
お
り
、「
望
ま
れ
な
い
」
大
量
の
移
民
の
流
入
を
阻
止
し

た
り
、
流
入
し
た
移
民
を
摘
発
す
る
最
新
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
導
入
さ
れ
て

き
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
表
2
に
あ
る
と
お
り
、
移
動
人
口
は
年
々

増
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
が
物
語
っ
て
い
る
の
は
、
い
か
に
壁

を
高
く
し
、
警
備
隊
を
増
員
し
て
も
、
人
の
移
動
を
完
全
に
阻
止
す
る
と
い

う
目
的
は
い
ま
だ
に
達
成
で
き
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
移
動
す
る
当
事
者
の
動
機
は
経
済
的
な
も
の
だ
、
と
一
枚
岩
的

に
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
（「
し
た
が
っ
て
、
本
国
に
経
済
支
援
を
与
え
れ
ば

そ
の
場
に
と
ど
ま
る
だ
ろ
う
」
と
考
え
、
国
際
援
助
で
も
っ
て
「
ソ
フ
ト
」
に
国
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際
移
動
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
）、
実
際
に
は
そ
の
内
実
は
よ
り
複
雑
で
あ
る
。
移
住
シ
ス
テ
ム
論
の
先
行
研
究
で
も
示
さ
れ
た
よ
う

に
、
生
活
環
境
を
は
じ
め
と
す
る
非
経
済
的
な
要
素
も
移
動
の
動
機
に
お
い
て
大
き
な
ウ
エ
ー
ト
を
占
め
て
い
る
﹇
樋
口 2002

﹈。

ま
た
貧
困
よ
り
も
、
自
分
が
暮
ら
す
社
会
・
環
境
に
希
望
を
見
出
せ
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
「
絶
望
」
が
移
動
の
動
機
と
し
て
最
も
重

要
だ
と
の
指
摘
も
あ
る
。
ア
ル
バ
ー
ト
・
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
﹇2005

﹈
は
『
離
脱
・
発
言
・
忠
誠
』
の
な
か
で
、
自
分
の
生
き
る
社
会

が
耐
え
が
た
く
、
現
状
を
変
え
る
可
能
性
が
見
出
せ
な
い
個
人
に
と
っ
て
、
そ
の
場
を
退
出
（exit

）
す
る
と
い
う
選
択
は
き
わ
め

て
合
理
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
の
分
析
は
国
境
を
越
え
る
移
民
に
も
ぴ
っ
た
り
と
当
て
は
ま
る
。
ボ
ー
ト
で
大
海
を
渡

ろ
う
と
試
み
る
移
民
の
姿
は
、
先
進
国
の
人
間
に
は
あ
ま
り
に
無
謀
で
非
合
理
的
に
映
る
。
だ
が
、
移
民
た
ち
は
危
険
を
知
ら
な
い

の
で
は
な
く
、
リ
ス
ク
を
負
っ
て
で
も
移
動
す
る
価
値
が
あ
る
と
判
断
し
て
行
動
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
彼
／
女
ら
の
行
動
は

合
理
的
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
強
い
決
意
で
移
動
に
の
ぞ
む
人
間
を
、
力
づ
く
で
、
し
か
も
半
永
久
的
に
排
除
し
、
外
部
に

「
囲
い
込
み
」
続
け
る
こ
と
な
ど
、
本
当
に
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

国
境
管
理
を
め
ぐ
る
通
説
は
、
国
家
の
視
点
で
構
築
さ
れ
、
十
分
に
検
証
さ
れ
な
い
ま
ま
「
客
観
的
事
実
」
と
し
て
流
布
し
て
い

る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
点
で
「
通
説
」
は
「
客
観
的
事
実
」
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
国
家
の
つ
く
り
あ
げ
た
「
お
と
ぎ

話
」
と
し
て
受
け
と
め
る
ほ
う
が
相
応
し
い
場
合
も
あ
る）16
（

。
こ
れ
は
「
国
家
の
言
う
こ
と
は
す
べ
て
作
り
話
だ
」
と
い
う
意
味
で
は

な
い
が
、
国
家
の
言
説
を
無
批
判
に
事
実
と
し
て
受
け
入
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
、
慎
重
に
な
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
呼
び
か

け
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
が
「
物
語
」
で
、
ど
こ
ま
で
が
「
現
実
」
な
の
か
。
少
し
立
ち
止
ま
り
、
国
家
の
視
点
と
は
違
っ
た
角
度
か

ら
問
題
を
捉
え
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
無
駄
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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五　
「
国
境
問
題
」
と
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
問
題
」

　

そ
も
そ
も
現
代
国
家
が
直
面
す
る
「
国
境
問
題
」
と
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
問
題
」
の
別
名
で
も
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
の

影
響
で
資
本
や
物
流
、
労
働
力
の
移
動
が
国
境
を
越
え
て
展
開
さ
れ
る
な
か
、
従
来
の
「
国
民
」
や
「
国
家
」
の
定
義
が
大
き
く
揺

ら
い
で
い
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
深
化
は
ま
た
（
一
部
の
高
技
能
移
民
や
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン

な
ど
に
は
規
制
を
緩
和
し
な
が
ら
、
多
数
の
非
先
進
国
出
身
者
に
は
規
制
を
強
化
す
る
と
い
う
意
味
で
）
国
境
の
規
制
強
化
を
引
き
起
こ
す

と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
を
う
み
だ
し
て
い
る
。
十
九
世
紀
か
ら
「
国
家
に
よ
る
国
民
保
護
」
が
自
明
視
さ
れ
て
き
た
が
、
ロ
イ
ッ
ク
・

ヴ
ァ
カ
ン
も
指
摘
す
る
よ
う
に
新
自
由
主
義
改
革
に
よ
る
福
祉
制
度
の
削
減
や
自
己
責
任
文
化
の
内
面
化
に
よ
っ
て
、「
国
家
に
よ

る
国
民
保
護
」
の
自
明
性
は
、
今
日
揺
ら
い
で
い
る
﹇W

acquant 2010

﹈。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
、
国
境
は
国
家
が
そ
の
存

在
意
義
を
顕
示
す
る
と
同
時
に
、
国
民
の
不
満
を
抑
え
て
統
制
を
は
か
る
新
た
な
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
自
由
化
の
理
念
に
ま
っ
た
く
矛
盾
す
る
よ
う
な
、
国
境
の
規
制
強
化
が
現
在
も
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
「
国
境
問
題
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
問
題
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
問
題
意
識
を
出
発
点
に
、
本
書
は
三
部
で
構
成
さ
れ
る
。
第
Ⅰ
部
で
は
マ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
国
境
管
理
の
世
界
的
な
潮
流

を
示
し
、
現
在
の
動
向
と
問
題
点
を
検
討
す
る
。
第
1
章
ロ
ジ
エ
ー
ル
論
文
は
マ
ク
ロ
な
視
座
に
た
ち
つ
つ
も
、
国
家
の
側
で
は
な

く
当
事
者
の
側
に
視
点
を
移
し
て
国
境
政
策
を
考
え
る
試
み
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
移
民
は
先
進
国
に
脅
威
や
危
険
を
も
ち
こ
む
存
在

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、
移
民
自
身
が
被
る
危
険
に
つ
い
て
は
十
分
に
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
視
点
を
転
換
す
る
こ
と
で
、

こ
れ
ま
で
移
民
の
「
侵
入
・
侵
略
」
と
見
な
さ
れ
て
き
た
現
象
が
、
新
た
に
「
移
民
に
対
す
る
戦
争
」
と
し
て
浮
か
び
あ
が
る
。
第

2
章
ヴ
ィ
ト
ー
ル
・
ド
・
ヴ
ェ
ン
デ
ン
論
文
は
本
書
の
中
心
的
課
題
で
も
あ
る
「
国
境
規
制
は
現
実
的
な
政
策
な
の
か
」
と
い
う
問
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い
を
提
起
す
る
。
こ
こ
で
は
特
に
「
人
権
擁
護
の
原
則
を
尊
重
し
つ
つ
、
ど
の
よ
う
に
移
動
を
管
理
す
る
か
」
と
い
う
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
が
直
面
す
る
問
題
に
つ
い
て
分
析
が
行
な
わ
れ
、
移
民
受
け
入
れ
国
、
送
り
出
し
国
、
当
事
者
で
あ
る
移
民
と
い
う
三
者
す
べ
て

に
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
な
「w

in-w
in-w

in

」
政
策
の
可
能
性
が
検
討
さ
れ
る
。

　

第
Ⅱ
部
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
対
移
民
戦
争
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
厳
格
な
国
境
管
理
が
、
ど
の
よ
う
な
「
技
術
」
に
支
え
ら
れ
て
い

る
の
か
を
考
察
す
る
。
国
境
管
理
の
技
術
と
い
え
ば
、
生
体
認
証
技
術
な
ど
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
注
目
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
本
書

は
そ
れ
と
並
行
し
て
用
い
ら
れ
る
様
々
な
手
段
、
政
治
、
思
想
を
含
め
た
広
義
の
「
技
術
」
に
光
を
あ
て
る
。
第
3
章
ミ
グ
ル
・
ユ

ー
ロ
ッ
プ
論
文
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
境
管
理
政
策
に
お
い
て
、
密
か
に
、
し
か
し
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
き
た
「
技

術
」
に
注
目
す
る
。
そ
れ
は
国
境
政
策
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
で
あ
り
、
そ
の
最
た
る
も
の
が
「
非
正
規
滞
在
者
の
再
入
国
に
関
す

る
協
定
（
再
入
国
協
定
）」（
巻
末
用
語
集
参
照
）
で
あ
る
。
第
4
章
古
屋
論
文
は
、
国
境
管
理
を
支
え
る
「
技
術
」
と
し
て
国
家
の

複
数
機
関
の
連
携
体
制
に
注
目
す
る
。
具
体
的
に
は
、
日
本
の
外
国
人
出
入
国
管
理
を
法
務
省
と
警
察
、
そ
し
て
自
衛
隊
と
の
関
係

の
な
か
で
捉
え
る
。
こ
う
し
て
一
見
、
別
の
領
域
で
行
な
わ
れ
て
い
る
施
策
が
、
あ
る
地
点
で
交
差
し
、
そ
こ
に
浮
か
び
あ
が
る
の

は
監
視
追
放
複
合
装
置
（
バ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
）
で
あ
る
。
そ
れ
を
通
し
て
、
外
国
人
だ
け
を
対
象
に
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
国
境
政

策
が
、
私
た
ち
の
日
常
生
活
に
も
闖
入
し
、
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
様
子
が
見
え
て
く
る
。

　

第
5
章
ビ
ゴ
論
文
は
国
境
概
念
に
つ
い
て
抜
本
的
な
問
題
提
起
を
行
な
う
。
ビ
ゴ
に
よ
れ
ば
、
国
境
の
あ
り
方
は
線
か
ら
点
へ
、

地
理
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
と
根
本
的
に
変
化
し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
監
視
体
制
も
大
き
な
変
化
を
遂
げ
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
び
と
は
従
来
の
国
境
概
念
に
囚
わ
れ
続
け
、
そ
の
結
果
色
々
な
ひ
ず
み
が
生
じ
て
い
る
。
だ
が
国
境
概

念
も
、
国
境
に
求
め
る
意
味
も
、
必
然
的
に
見
直
し
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
国
境
を
「
障
壁
」
で
は
な
く
、
人
び
と
が
「
交
流

す
る
場
」
と
し
て
捉
え
る
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
。

　

第
Ⅲ
部
で
は
、
国
境
や
そ
の
管
理
を
め
ぐ
る
変
化
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的
帰
結
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
当
事
者
が
そ
れ
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を
ど
う
経
験
し
て
い
る
の
か
を
日
本
の
事
例
を
中
心
に
、
具
体
例
に
基
づ
い
て
考
察
す
る
。
第
6
章
田
嶋
論
文
は
、
中
国
系
移
住
者

の
移
住
プ
ロ
セ
ス
と
シ
ス
テ
ム
を
、
日
本
、
韓
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
い
う
三
つ
の
受
け
入
れ
社
会
間
で
比
較
し
な
が
ら
実
証
的

に
描
き
だ
す
。
そ
こ
に
は
国
境
を
相
対
化
す
る
視
点
が
浮
か
び
あ
が
る
。
分
析
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
地
理
的
に
は
離
れ

た
土
地
（
外
国
）
に
形
成
さ
れ
、
一
見
バ
ラ
バ
ラ
に
見
え
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
、
実
は
国
境
を
越
え
た
つ
な
が
り
で
も
っ
て
構
築
さ

れ
、
国
境
と
い
う
も
の
に
全
く
分
断
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
、
国
家
の
考
え
る
「
国
境
」
と
移
住
者
の
経

験
す
る
「
国
境
」
の
間
に
あ
る
「
ズ
レ
」
を
私
た
ち
に
意
識
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

第
7
章
菊
地
論
文
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
女
性
と
日
本
人
男
性
の
間
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
達
と
そ
の
母
親
が
起
こ
し
た
訴
訟
を
手
が

か
り
に
、
田
嶋
論
文
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
「
国
境
」
が
人
び
と
に
よ
っ
て
ど
う
経
験
さ
れ
て
い
る
の
か
を
「
国
籍
」
を
軸
に
検
討

す
る
。
国
籍
は
、
国
境
を
越
え
て
移
動
す
る
者
の
居
住
や
就
労
の
自
由
を
制
限
し
、
さ
ら
に
家
族
で
一
緒
に
暮
ら
し
た
い
と
い
う
基

本
的
な
権
利
を
も
侵
害
す
る
。
た
だ
し
移
民
女
性
た
ち
は
こ
う
し
た
周
縁
化
や
排
除
を
甘
受
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
国
の
国

籍
法
を
変
え
る
よ
う
な
力
も
同
時
に
有
し
て
い
る
。
こ
の
分
析
を
通
し
て
、
国
境
や
国
籍
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
決
し
て
静
的
な
も

の
で
は
な
く
、
国
家
、
移
民
、
支
援
団
体
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
力
関
係
の
な
か
で
、
常
に
引
き
な
お
さ
れ
る
動
的
な
も
の
で

あ
る
こ
と
、
し
か
し
そ
こ
に
は
常
に
暴
力
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

本
書
は
、
現
在
の
国
境
管
理
政
策
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
共
通
の
問
題
意
識
の
も
と
、
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
場
に
通
じ
た
研

究
者
・
活
動
家
が
集
ま
り
、
国
境
管
理
の
背
景
に
あ
る
構
造
の
分
析
と
現
場
の
実
態
研
究
の
視
点
を
交
差
さ
せ
る
作
業
を
通
し
て
生

ま
れ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
「
安
全
保
障
」
な
ど
の
観
点
か
ら
抽
象
的
に
捉
え
ら
れ
が
ち
な
国
境
管
理
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に

行
な
わ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
知
り
、
そ
の
よ
う
な
政
策
が
管
理
さ
れ
る
側
の
人
間
だ
け
で
な
く
、
私
た
ち
の
暮
ら
す
社
会
に
ど

の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
考
察
を
深
め
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
う
。
こ
う
し
て
国
境
を
「
お
と
ぎ
話
」
と

し
て
で
は
な
く
、
自
分
の
暮
ら
し
と
も
接
続
可
能
な
現
実
と
し
て
捉
え
る
手
が
か
り
を
少
し
で
も
示
せ
れ
ば
、
本
望
で
あ
る
。
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註（
1
）　http://w

w
w

.liberation.fr/m
onde/2013/10/13/lam

pedusa-naufrage-europeen_939213

（
二
〇
一
四
年
六
月
二
十
九
日
閲
覧
）

（
2
）　

二
〇
〇
二
年
に
成
立
し
た
法
。
移
民
受
け
入
れ
の
さ
ら
な
る
制
限
を
め
ざ
し
、
入
国
及
び
滞
在
許
可
に
関
す
る
規
則
を
厳
し
く
し
た
こ
と
が

最
大
の
特
徴
で
反
移
民
的
な
法
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）　
「
法
王
、
移
民
船
漂
着
の
島
を
初
訪
問
」
朝
日
新
聞
、
二
〇
一
三
年
七
月
九
日
付
。

（
4
）　

伊
藤
る
り
訳
の
日
本
語
版
は
ミ
グ
ル
・
ユ
ー
ロ
ッ
プ
の
サ
イ
ト
で
閲
覧
で
き
る
。

　
　

http://w
w

w
.m

igreurop.org/IM
G

/pdf/lam
pedusa_l_europe_assassine_en_japonais.pdf

（
二
〇
一
四
年
六
月
二
十
九
日
閲
覧
）

（
5
）　

現
在
、
一
九
の
国
・
地
域
（
豪
州
、
ブ
ル
ネ
イ
、
チ
リ
、
中
国
、
中
国
香
港
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
日
本
、
韓
国
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
メ
キ
シ
コ
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
ペ
ル
ー
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ロ
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
・
タ
イ
ペ
イ
、
タ
イ
、

ベ
ト
ナ
ム
）
が
参
加
。
カ
ナ
ダ
及
び
米
国
は
暫
定
参
加
（
参
加
準
備
中
）。

（
6
）　
「
自
由
移
動
」
に
は
留
保
を
付
け
る
必
要
が
あ
る
。
E　
U
は
二
〇
〇
七
年
に
加
盟
し
た
ル
ー
マ
ニ
ア
と
ブ
ル
ガ
リ
ア
に
対
し
て
は
「
必
要
な

準
備
が
完
了
す
る
ま
で
の
移
行
期
間
」
を
設
け
て
二
〇
一
三
年
末
ま
で
国
境
審
査
を
継
続
し
た
。

（
7
）　
「
E　
U
国
境
審
査
容
認
へ
、
中
東
政
変
で
移
民
急
増
」
読
売
新
聞
二
〇
一
一
年
六
月
十
九
日
付
。

（
8
）　

こ
う
し
た
生
き
方
を
提
唱
す
る
サ
イ
ト
に
「
ボ
ー
ダ
レ
ス
ワ
ー
カ
ー
ド
ッ
ト
コ
ム
」
が
あ
る
。http://borderlessw

orker.com
/

（
9
）　

こ
の
用
語
に
関
し
て
は
巻
末
の
語
彙
集
も
参
照
。

（
10
）　http://w

w
w

.jil.go.jp/institute/chosa/2013/13-114.htm

（
11
）　http://w

w
w

.im
m

i-m
oj.go.jp/keiziban/happyou/121226_huhoutaizai.htm

l

（
12
）　

こ
の
数
字
は
E　
U
域
内
の
収
容
所
・
拘
禁
施
設
の
ほ
か
、
E　
U
国
境
管
理
政
策
の
一
環
と
し
て
近
隣
諸
国
に
設
置
さ
れ
た
収
容
所
・
施
設
も

含
む
。
こ
の
よ
う
な
国
境
管
理
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
に
つ
い
て
は
第
三
章
ミ
グ
ル
・
ユ
ー
ロ
ッ
プ
論
文
を
参
照
。

（
13
）　

具
体
的
に
は
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
漁
船
が
溺
れ
か
か
っ
て
い
た
人
び
と
を
救
出
し
た
と
こ
ろ
、
イ
タ
リ
ア
・
ラ
ン
ペ
ド
ゥ
ー
サ
の
沿
岸
警
備
隊
が

船
の
入
港
を
許
可
し
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
数
日
間
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
漁
船
は
港
の
前
で
許
可
が
下
り
る
の
を
待
ち
続
け
た
が
、
船
内
に
は
急
遽

医
療
措
置
を
必
要
と
す
る
者
も
い
た
た
め
、
人
道
的
理
由
か
ら
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
漁
船
は
入
港
を
決
行
し
た
。
そ
の
こ
と
を
理
由
に
漁
師
た
ち
は
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逮
捕
さ
れ
た
。

（
14
）　

フ
ラ
ン
ス
で
は
第
二
次
大
戦
後
に
人
身
売
買
組
織
を
罰
す
る
目
的
で
「
不
法
滞
在
幇
助
罪
」
が
制
定
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
一
九
九
〇
年
代
以

降
、
非
正
規
滞
在
外
国
人
支
援
者
を
罰
す
る
目
的
で
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
二
〇
一
二
年
、
政
権
に
就
い
た
社
会
党
政
権
は
「
市

民
活
動
の
自
由
を
妨
げ
る
、
こ
の
悪
し
き
「
幇
助
罪
」
を
撤
廃
す
る
」
と
宣
言
し
、
実
行
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
直
後
に
、
同
じ
社
会
党
政
権

下
で
こ
の
訴
追
が
行
な
わ
れ
、
有
罪
判
決
が
出
た
た
め
、「
幇
助
罪
の
撤
廃
」
が
形
式
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
の
理
解
が
関
係
者
に
広

が
っ
て
い
る
。http://w

w
w

.lem
onde.fr/societe/article/2013/08/28/au-tribunal-du-havre-le-retour-du-delit-de-solidarite-avec-

les-sans-papiers_3467544_3224.htm
l

（
二
〇
一
四
年
六
月
二
十
九
日
閲
覧
）

（
15
）　cf. Fouteau C

, «  C
om

bien ça coûte, com
bien ça rapporte? », in R

odier et Terray 2008, pp.35 -41.

（
16
）　
「
お
と
ぎ
話
」
の
比
喩
は
、
ナ
オ
ミ
・
ク
ラ
イ
ン
が
新
自
由
主
義
経
済
政
策
批
判
で
用
い
て
い
る
。
詳
細
は
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画

『
シ
ョ
ッ
ク
・
ド
ク
ト
リ
ン
』（
二
〇
一
三
、
D　
V　
D
ブ
ッ
ク
が
旬
報
社
＋
パ
ス
レ
ル
よ
り
刊
行
、http://w

w
w

.junposha.com
/catalog/

product_info.php/products_id/863

）
を
参
照
。
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