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研 究 室 訪 問

「
再
生
産
労
働
」
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
い
ま
、
日
本
に

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
ま
す
。
再
生
産
労
働

と
は
、「
人
の
再
生
産
に
か
か
わ
り
、
多
く
の
社
会
で
家

族
、
と
り
わ
け
女
性
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、
往
々
に
し
て
対

価
を
受
け
取
ら
な
い
労
働
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
家
事
や
育
児
、
介
護
な
ど
の
労
働
が
、
こ
れ
に
あ
た

り
ま
す
。
し
か
し
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
日
本
で
は
世
界
で

類
を
見
な
い
ほ
ど
、
少
子
・
高
齢
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。

65
歳
以
上
の
高
齢
者
は
２
９
３
３
万
人
、
高
齢
化
率
は

23
・
０
％
（
２
０
１
０
年
11
月
総
務
省
調
べ
）
と
、
５
人

に
１
人
が
65
歳
以
上
と
い
う
高
齢
社
会
は
現
実
の
も
の
。

高
齢
者
の
「
介
護
」
を
海
外
の
人
材
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な

い
と
い
う
声
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し

た
事
情
は
日
本
に
限
ら
ず
、
世
界
各
地
で
見
ら
れ
、
介
護

や
家
事
を
担
う
女
性
移
住
労
働
者
の
数
が
増
加
し
て
き
て

い
ま
す
。
そ
の
実
態
を
調
べ
る
の
が
、
私
の
現
在
の
研
究

課
題
で
す
。

生
ま
れ
、
育
ち
、
死
ぬ
と
い
う
人
の
一
生
の
な
か
で
、

高
齢
者
の
身
体
的
・
心
理
的
ケ
ア
は
、
非
常
に
重
要
な
役

割
を
も
っ
て
い
ま
す
。
誰
も
が
直
面
す
る
リ
ア
ル
な
問
題

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
担
い
手
に
は
、
最
近
ま

で
社
会
的
に
も
研
究
対
象
と
し
て
も
光
が
当
た
る
こ
と
は

少
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
最
近
で
は
親
の
介
護
に
男
性

が
参
加
す
る
ケ
ー
ス
も
出
て
き
ま
し
た
が
、
介
護
の
担
い

手
は
嫁
や
娘
、
あ
る
い
は
妻
な
ど
女
性
が
多
い
。
そ
れ
が

当
た
り
前
で
あ
り
、
対
価
の
対
象
と
な
る
労
働
と
は
見
な

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

２
０
０
０
年
４
月
に
開
始
し
た
介
護
保
険
制
度
は
、
家

庭
内
の
労
働
を
外
部
化
し
、
正
規
の
労
働
と
す
る
一
歩
と

な
り
ま
し
た
。
し
か
し
人
材
を
海
外
か
ら
迎
え
入
れ
る
と

な
れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
多
く
の
課
題
が
あ
り
ま
す
。
移
住
労

働
者
か
否
か
を
問
わ
ず
、
介
護
労
働
の
社
会
的
評
価
を
高

め
、「
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
（
適
正
な
労
働
）」
と
し

て
確
立
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

労
働
を
目
的
と
し
た
海
外
か
ら
の
人
材
の
流
入
は
、
１

９
８
０
年
代
か
ら
新
し
い
流
れ
を
形
成
し
て
き
ま
し
た
。

日
本
の
場
合
、
女
性
の
流
入
で
始
ま
っ
た
こ
と
は
、
他
の

先
進
国
と
違
う
ひ
と
つ
の
特
徴
と
い
え
ま
す
。

80
年
代
初
期
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
東
南
ア
ジ
ア
の

女
性
が
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
就
労
ビ
ザ
で
来

日
す
る
ケ
ー
ス
が
多
く
を
占
め
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、

農
村
部
、
さ
ら
に
都
市
部
で
国
際
結
婚
が
増
加
。
一
方
、

男
性
の
移
住
労
働
者
は
女
性
に
少
し
遅
れ
て
、
建
設
現

場
や
工
場
な
ど
で
の
就
労
が
増
加
し
て
い
き
ま
し
た
。

女
性
移
住
者
に
つ
い
て
は
し
ば
し
ば
、
暴
力
団
が
ら
み

の
犯
罪
、
も
し
く
は
風
俗
の
問
題
と
し
て
報
道
さ
れ
、
就

労
と
い
う
側
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
近
年
の
介
護
労
働
に
お
け
る
海
外
人
材

導
入
の
動
き
は
期
せ
ず
し
て
、
す
で
に
日
本
に
定
住
し
て

家
事
・
介
護
労
働
者
の
国
際
移
動
を
テ
ー
マ
に
、

実
態
と
問
題
点
に
つ
い
て
グ
ロ
ー
バ
ル
に
調
査
し
、
研
究
す
る

高
齢
社
会
で
「
介
護
」
を
支
え
る

移
住
労
働
者
の
実
態
は
？

１
９
８
０
年
代
初
頭
に
始
ま
る

移
住
労
働
者
の
日
本
へ
の
流
入
は
女
性
か
ら
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い
る
女
性
移
住
者
の
就
労
の
問
題
を
も
引
き
出
す
と
い
う

側
面
を
も
っ
て
い
ま
す
。

日
本
は
経
済
連
携
協
定
（
Ｅ
Ｐ
Ａ
）
の
枠
組
の
な
か
で
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（
２
０
０
８
年
開
始
）
と
フ
ィ
リ
ピ
ン

（
２
０
０
９
年
開
始
）
か
ら
看
護
師
や
介
護
福
祉
士
候
補

生
を
受
け
入
れ
て
き
て
い
ま
す
。
農
業
や
製
造
業
を
対
象

と
し
た
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
な
か
に
初
め
て
人
の
自
由
な
移
動
を
組

み
入
れ
た
と
い
え
ま
す
が
、
モ
ノ
を
つ
く
る
労
働
と
、
人

と
人
と
の
関
係
性
の
な
か
で
行
わ
れ
る
再
生
産
労
働
を
同

じ
文
脈
で
読
み
解
く
の
は
も
と
も
と
ム
リ
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
本
格
的
な
就
労
の
た
め
に
は
、
日
本
人
と
同
様
の

国
家
試
験
を
パ
ス
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
、
い
ま
の

仕
組
み
は
、
働
き
に
来
た
い
者
に
と
っ
て
ハ
ー
ド
ル
が
き

わ
め
て
高
い
状
況
で
す
。

他
方
で
、
職
業
と
し
て
の
歴
史
が
長
い
看
護
師
に
比
べ

て
、
介
護
は
職
業
と
し
て
の
歴
史
が
浅
く
、
そ
の
社
会
的

地
位
が
ま
だ
十
分
に
確
定
し
て
い
な
い
と
い
う
点
も
見

過
ご
せ
ま
せ
ん
。

重
要
な
の
は
、
冒
頭
で
お
話
し
し
た
通
り
、
介
護
を
社

会
的
に
評
価
さ
れ
る
労
働
と
し
て
認
め
る
仕
組
み
を
考

え
、
そ
う
し
た
認
識
を
社
会
全
体
に
広
げ
て
い
く
こ
と
で

す
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
雇
用
主
団
体
と
労
働
組

合
が
結
ぶ
職
業
別
の
全
国
労
働
協
約
が
あ
り
、
家
事
・
育

児
労
働
も
休
暇
や
社
会
保
障
を
含
め
、
労
働
条
件
が
明
記

さ
れ
、
こ
れ
は
移
住
労
働
者
に
も
適
用
さ
れ
ま
す
。
イ
タ

リ
ア
に
も
こ
う
し
た
仕
組
み
が
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
ら

の
国
に
も
、
非
正
規
移
住
労
働
者
の
問
題
な
ど
が
あ
り
ま

す
が
、
移
住
労
働
者
は
少
し
で
も
条
件
が
整
っ
て
い
る
国

へ
向
か
い
た
い
と
思
う
で
し
ょ
う
。
日
本
も
ま
た
、
海
外

か
ら
人
材
を
受
け
入
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
受
け
入
れ
側
の

論
理
だ
け
で
な
く
、
働
く
側
の
視
点
を
大
事
に
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

い
ま
「
国
際
移
動
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
会
」
の
仲
間
と

フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
の
科
研
費
に
よ
る
共
同

研
究
を
し
て
い
ま
す
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ア
フ
リ
カ
、
東

欧
な
ど
、
じ
つ
に
多
様
な
地
域
か
ら
家
事
や
ケ
ア
に
携
わ

る
人
が
数
多
く
流
入
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

そ
こ
で
私
た
ち
は
、
さ
し
あ
た
り
日
本
に
も
多
い
フ
ィ

リ
ピ
ン
人
労
働
者
に
注
目
し
つ
つ
、
各
地
で
彼
女
た
ち
が

ど
の
よ
う
な
条
件
で
就
労
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
ア
フ
リ

カ
出
身
者
や
東
欧
出
身
者
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
就
労
状

況
に
あ
る
の
か
な
ど
を
、
マ
ル
チ
リ
ン
ガ
ル
な
研
究
チ
ー

ム
を
構
成
し
て
共
同
で
調
査
研
究
し
て
い
ま
す
。
そ
う
す

る
こ
と
で
、
再
生
産
労
働
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
人
類

が
直
面
し
て
い
る
現
代
的
課
題
を
ひ
も
と
い
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。（
談
）
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パリの対人サービス・フェアに
集まったフィリピン人家事労働者
と支援者（撮影：2010年11月）

介
護
を
正
当
に
評
価
さ
れ
る
労
働
と
す
る

枠
組
を
ど
う
つ
く
る
か

マ
ル
チ
リ
ン
ガ
ル
な
研
究
チ
ー
ム
で

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
状
況
に
迫
る
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