
は
じ
め
に

本

書

は
、

全

一
二
冊

か

ら

な

る

『
叢
書

中

国
的

問
題

群
』

の
第

七

分
冊

を
な

す
も

の
で
あ

る
。

こ

こ

で
は
、

い

わ
ゆ

る

「農

民

工
」

(出

稼

ぎ
農

民

)

を
中

心

に
中

国

の
人

口
移
動

に

つ

い
て

の
問

題

が
主

に
取

り
あ
げ

ら

れ

て

い
る
。

中

国
経

済

の
ア
キ

レ
ス
腱

の

一
つ
が
、
農

業

に

見

ら
れ

る

こ
と
は

、
最

近

の
状

況

を
見

れ
ば
強

調
す

る

ま

で
も
な

い
こ
と

で
あ

る
。

こ

の
問
題

は
、

と
り

わ

け
改
革

開
放

政
策

が
始

め
ら
れ

た

初

期

に

お

い
て
、

す

で
に
強
力

に
提

起

さ
れ

て

い
た

。

そ
れ

が
最
近

に
な

っ
て
、
農

業

の
生
産

性

の
低

さ
、
農

村

の
疲
弊

、
農

民

の
貧

し
さ

と

い

っ
た

「三
農

」

問
題

と
し

て
強

調
さ

れ

る
形

で
、

改

め

て
重

大
視

さ

れ
ざ

る
を
得

な

く
な

っ

て

い
る
。

農

村

の
疲
弊

と
農

民

の
貧

し
さ

は
、
都

市

と

農
村

と

の
所
得

格
差

を

さ

ら
に
拡

大

し
た
り

、

全
国

各
地

に
お
け

る
暴

力
事
件

や
農

民

に

よ
る

地
方

の
役

人

へ
の
抗

議

と
し

て

の
暴
動
事

件

に

つ
な

が

っ
た

り
し

て
、
農

民

の
不

満
を

め
ぐ

る

様

々
な
問

題

が
提
起

さ

れ

て

い
る
。

こ
う
し

た

深
刻

な
諸

問
題

に
現
れ

て
き

た

よ
う

に
、

こ

こ
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に
中
国
経
済
の
本
質
的
な
矛
盾
が
存
在
す
る
と

見
る
こ
と
も
で
き
る
。

本
書
は
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に

「
一
億
三
〇
〇

〇
万
人
の
農
民
大
移
動
」
と
あ
る
よ
う
に
、
人

口
移
動
、
と
り
わ
け

「農
村
か
ら
都
市
へ
」
向

か
っ
た
農
民
の
大
移
動
を
軸
と
し
、
状
況
変
化

を
計
量
的

に
示
し
な
が
ら
問
題
点
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
本
書

で
は
、
人
口
移
動
の
意
味

を
、
都
市
と
農
村
と
の
関
係
、
さ
ら
に
農
民
労

働
者
で
あ
る

「農
民
工
」
の
置
か
れ
て
い
る
状

況
を
巡
る
問
題
と
の
絡
み
合
い
と
し
て
重
要
視

し
た
。

内
容
構
成

本
書
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

は
じ

め
に

第

一
章

人
口
移
動
の
歴
史
-

民
国
期
と
計

画
経
済
期
を
中
心
に

1

民
国
期
の
地
域
間
人
口
移
動

2

計
画
経
済
期
の
人
口
移
動

む
す
び

第
二
章

改
革
開
放
時
代
の
人
口
移
動
l
I
市

場
化

・
国
際
化
は
人
口
大
移
動
を
引
き
起

こ
す

1

地
域
間
人
口
移
動
の
全
体
像

2

国
際
人
口
移
動
の
新
展
開

む
す
び

第
三
章

農
民
工
と
そ
の
政
策
-
1
農
村
と
都

市
に
よ
る
二
重
構
造
の
変
容

1

農
民
工
の
全
体
像

2

移
動
自
由
化
の
道

3

農
民
工
政
策
の
変
遷

む
す
び

第
四
章

農
民
の
出
稼
ぎ
と
そ
の
影
響

「三
農
問
題
」
は
解
消
す
る
か

1

農
民
所
得
と
非
農
業
就
業

2

出
稼
ぎ
農
家
と
出
稼
ぎ
労
働
者

3

出
稼
ぎ
の
規
定
要
因
-

地
域
、
世
帯

お
よ
び
個
人
の
視
点
か
ら

4

出
稼
ぎ
に
よ
る
人
口
構
造
の
歪
み
と
そ

の
影
響

む
す
び

第
五
章

農
民
工
問
題
の
諸
相
-

農
民
工
は

国
民
に
な
れ
る
か

1

農
民
工
の
就
業
問
題

2

農
民
工
の
生
活
と
社
会
保
障
問
題

3

農
民
工
の
子
供
の
教
育
問
題

4

農
民
工
の
人
権
問
題

む
す
び

第
六
章

中
国
経
済
は
ル
イ
ス
の
転
換
点
を
超

え
た
か

農
民
工
不
足
の
社
会
経
済
的

背
景

-

転
換
点
の
到
来
を
ど
う
捉
え
る
か

2

「民
工
荒
」
の
背
景
-

労
働
の
供
給

サ

イ
ド

3

「民
工
荒
」
の
背
景
-

労
働
の
需
要

サ

イ
ド

む

す
び

お
わ

り

に

以
上

の
構
成

か

ら
見

ら
れ

る

こ
と

は
、
中

国

の
人

口
移

動

が
単

に
天
災

な

ど

に
よ
る
自
然

発

生
的

な

も

の
で

は
な
く
、

戦
争

や
内
乱

に
よ

る

も

の
、
為

政
者

に
よ

る
政

治
的

意
図

を
反

映

し

た

も

の
、

さ
ら

に
は
経
済

的
状

況

の
要
因

に

よ

る
も

の
な
ど

で
あ

っ
た
。

と

り
わ

け
本
書

の
中

心

に
位

置

づ

け

ら

れ

て
取

り
扱

わ

れ

て

い

る

「
農

民

工
」

の
問

題

は
、

中

国
経

済

の
二
重

構

造

を
反

映

し
、

象
徴

す

る
も

の
に
ほ
か
な

ら

な

い
。都

市

と
農
村

の
格

差

は
、

人
民
共

和
国

成
立
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の
初

期

か

ら
存
続

し

て
き

て
お
り
、

農
民

・
農

業

・
農

村

を
犠
牲

に
し

て
工
業

化

に
遭
進

し

て

き

た
結

果

で
あ

っ
た
。

そ
れ

が
、
改

革
開

放
政

策

の
施

行

に

伴

っ
て
、

特

に
最

近

に
な

っ
て

様

々
な

面

か
ら

取
り

あ
げ
ざ

る
を
得

な

く
な

っ

た
。

こ
れ

は
、
都

市

と
農
村

と
り

わ
け
内

陸
部

農
村

と

の
格

差

が
拡
大

し
、
農

村

か
ら

の
出
稼

ぎ

労
働
者

の
都
市

で

の
定
着
状

況

が
、
規

模

に

お

い
て
は
も

と

よ
り

、
問
題

の
深

さ
と
多

様
性

に

お

い

て
も
、

旧
来

と
比

べ

て
大

き
く
変

化

し

て
き
た

か
ら

で
あ

る
。

中

国

で
は

「
現
代
化

建
設

」

が

「商

品
経
済

化
」

と

し

て
提
起

さ

れ
た
後

、

さ
ら

に
は
近
年

の
対

外
開

放

政
策

に
よ

る
大

量

の
外
資
導

入

の

結

果

と

し

て
、
様

々
な
矛
盾

が
多

方
面

で
表
面

化

し

て

い
る

こ
と
も
大

き

な
問
題

で
あ

っ
た

。

各

種

の
調

査

に
よ

る
統
計

数
字

の
公
表

に
よ

り
、

農

民
と

り

わ
け
内

陸
部

の
農

村
経

済
と
農

民

の
貧

し
さ

は
極

め

て
明
確

に
示

さ

れ
、
矛
盾

の
は
け

口
と

し

て

の

「農

民
工
」

を

め
ぐ

る
問

題

が
取

り
あ

げ

ら
れ

る

よ
う

に
も
な

っ
た
。

著

者

は
ま

ず
、

第

一
章

の
後
半

部

で
、
中

国

で

は

「市

場

経
済

で
は
考

え
ら

れ
な

い
よ

う
な

人

口

移

動

が
政

策

的

に

進

め

ら

れ

た

」

と

し

て
、
人

口
移

動

を

「歴
史

的

に
眺

め

て
」

き

て

い
る
。

著

者

は
、

「
民
国

期

と

毛

沢

東
時

代

の

地

域
間

人

口
移
動

」

に

つ

い
て
、
相
対

水

準
、

方

向
性

、

メ
カ

ニ
ズ

ム
を
明

ら

か

に
す

る
方
向

で
、
全

体
的

な
分

析

を
進

め
た
。

歴
史

的

に
見

た
場
合

、
民

国
期

で
は
、

東
北

地

方

に
お

け

る
人

口
移
動

が
、

「
中

国

の
新

大

陸

」

の
開
拓

と

し

て
進

め

ら
れ

た

こ
と

に
よ

る

も

の
と
指
摘

さ

れ

て
い
る
。

こ
こ

で
は
、

と
り

わ

け
山

東
省

、
河

北
省

か

ら

の
人

口
移

動

が
急

増

し

た

の

で
あ

っ
た
。

さ

ら

に

こ

の
地

域

で

は
、

日
本

の
占
領

下

と

い
う

特
異

な
状

況

で

の

変

化

が
取

り
あ
げ

ら

れ
、

日
本

と
朝
鮮

か

ら

の

移

民

に

つ
い
て
も
指
摘

さ
れ

て
い

る
。

こ
れ

は

日
本

の
支
配

と

い
う
事

態

の
下

で
、
人

口
移

動

の
大

規

模

な
変

化

を
見

て
取

る

こ
と

が

で
き

る
。新

中

国

の
経
済

建
設

は
、
初

期

の
段

階

か
ら

重

工
業

優
先

政
策

を

と
る
形

で
、

工
業

の
発

展

に
必
要

な
資

金
、

原
材
料

や

労
働
者

へ
の
低

価

格

の
食

糧
供

給

を
農
業

・
農

民

の
犠

牲

に

よ

っ

て
得

る
制

度

を

固
定

化

さ

せ

た
。

こ

の
構

造

が
、

都

市

と

農

村

の
格

差

を

生

み
、

さ

ら

に

「三
農

問

題

」

を
も

た

ら

し
た

状

況

で

も
あ

っ

た
。毛

沢
東

の

「計
画

経
済

期
」

と

さ
れ

る

こ

の

時
期

に
お

い
て
、
都

市
農

村
間

の
労

働
力

移
動

に
関

連

す

る
状

況

で
象

徴

的

な

事

柄

と

し

て

は

「大
躍

進
運

動
」

に
よ
る
混
乱

が

指
摘

さ

れ

る
。

農
民

は
、

一
旦
都
市

労
働
者

と

し

て
大

々

的

に
動
員

さ

れ
た
後

に
、

政
策

の
失

敗

が
明
確

化

し

て
後

、
都

市

に
集
中

し
た
農

民

を
強

制
的

に
帰
農

さ

せ
た

。

こ

の
よ
う

に
、
農

民

は
政
策

的

に
振

り

回
さ

れ

て
き
た

の
で
あ

っ
た
。

そ

の
後

導

入

さ

れ

た

「
戸

口

(
戸

籍

)

制

度

」

は
、
農

民

を
都
市

か

ら
隔
離

す

る
手

段
と

し

て
用

い
ら
れ

、
実
際

に
農

民

が
都
市

に
移
住

す

る

こ
と

を
阻

止

し

た
。

そ

れ

は
、

「
戸
籍

」

無

し
に

は
、

食
糧

の
供

給

を
は

じ
め

と

し

て
、

各

種

の
社
会

サ

ー

ビ

ス
が
受

け

ら
れ

な

か

っ
た

か
ら

で
あ

る
。

こ
う

し
た
政
策

に
よ

り
、
都

市

農

村
間

の
人

口
移

動

は
ほ

と
ん

ど
見

ら

れ
な
く

な

っ
た
。
著

者

は

「
そ
れ

は
農

村

都
市

間

の
社

会

移
動

が
少

な

か

っ
た
だ

け

で
な

く

、
職
業

階

層

間

の
社
会

移
動

も
鈍

く
、
社

会

が
閉

鎖

的
な

状

況

に
あ

っ
た
」

こ
と

を
示

し
た

と
指

摘

し

て

い
る
。

次

に

「改

革
開

放
期

」

に
お

い

て
は
、

農
民
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が
地
元

か
ら
離

れ

る
よ
う

に

な

っ
た
事

態

に
応

じ

て
時
期

区
分

が
行

わ
れ

、
都

市

へ
の
人

口
移

動

の
状

況
が
語

ら

れ
た
。

著
者

は

、

こ

の
時
期

の
変
化

を

「社

会

の
流
動

化

を
表

す
現
象

」

だ

と

し
、

「
二
重

構
造

の
解

体

、

市

民

社

会

の
到

来

」
と

肯
定
的

に
評
価

し

て

い
る

。

し

か
し
、

こ
れ

は
資
本

主

義
的

商

品
経

済

へ

の
展
開

に
他

な
ら
ず

、

そ
れ

に

は
各

種

の
問
題

が
随

伴

せ
ざ

る
を
得

な

か

っ
た

。

「農

民

工

」

の
大
量

出
現

と

い
う
特
殊

な

現
象

は
、
農

村
経

済

の
疲

弊

と
と
も

に
、
都

市

に

お

け

る
経

済

の

急
速

な
発
展

と
階

層
分
化

の
状

況

を
急
速

に
顕

在
化

さ
せ

た
。

問
題

は
、

こ
う
し
た
状

況

に
あ

り
、
都

市

工

業

と
農

村

と

の
相

互
関
係

に
よ

る
発

展

を
ど

う

調
整

す

る
か

に
あ
る
。

そ

の
展
望

は
、

現
状

か

ら
す
れ
ば

、
全

く
不
可

能

だ
と

は
言

え

な

い
ま

で
も
、
極

め

て
困
難

だ
と
言

え

よ

う
。

本

書

の
第

三
章

か

ら
第
五

章

に

か
け

て
は
、

「
農

民
工

」
と

し

て
現

れ

た
、

出

稼

ぎ

農

民

の

実

態
と
各

種

の
政
策

、
問
題

点

を
様

々
に
論

じ

て

い
る
。

な

か

で

も

国
務

院

の
通

達

に

よ

る

「農
民

工
四
〇
条

」

で
は
、

「都

市
農

村

間

の
ア

ン
バ
ラ

ン
ス
な
発
展

を
是
正

し
、
農

民

工

の
合

法
的

な
権
益

を
保

障

し
、
農

村

余
剰

労
働
力

の

移
動

を
誘
導

し

、
全
面

的

な
小
康

社

会

の
建

設

プ

ロ
セ

ス
を
推
進

す

る
」

こ
と
だ

と
強
調

さ
れ

た
。

具
体
的

な
方

策

と

し

て
は
、
農

民

工
に
対

す

る
、
移
住

、
職

業

選
択

、
就

労
条

件
、
社

会

保
障

、
住
宅

、

子
女
教

育

、
職

業
訓

練
等

を
都

市
労
働

者

並

み
に
整

え

る
方
針

が
打

ち
出

さ
れ

た
。著

者

は

こ
れ

を
高

く
評

価

す

る
も

の
の
、

こ

う

し
た
方
向

の
提

示

は
、

農

民
工

が

こ
れ
ま

で

ひ
ど
く
抑

圧
さ

れ
、

差
別

さ

れ

て
き
た

こ
と

の

裏
返

し
だ

と
も
指

摘

し

て

い
る
。
農

民

は
、
中

国

の
経

済

シ
ス
テ

ム

の
中

で
、
生
活

面

に

お

い

て
都

市
住

民
と

の
間

に
大

き

な
格
差

が
あ
り
、

極

め

て
不

利
な

状
況

に
置

か

れ

て
き
た

。

先

に
触

れ

た

「戸

籍
制

度

」

に
よ

っ
て
も

た

ら

さ
れ
た

差
別

は
、

そ

の
典

型
的

な
事

例

で
あ

る
と
言

え
よ

う
。
農

民

は
移

動

の
自
由

を

は
じ

め

と
し

て
、
各

方
面

に
お

い

て
全

面
的

な
束
縛

を
受

け

て
お

り
、
様

々
な
負

担

と
差
別

を
背
負

わ

さ
れ

て
き

た
。

著

者

は
、

人

ロ

セ

ン
サ

ス

の
分

析

を

通

じ

て
、

農

民
工

は
比
較

的

に
学

歴

が
高

く
、
働

き

盛

り

の
男
性

が
中

心

だ

っ
た
と

い
う
点

を
指

摘

し
た
。

さ
ら

に
全
体

像

か
ら
見

た
移

動

の
規
模

か
ら

い
え
ば

、

例

え
ば

二
〇
〇

六
年

に
は
人

ロ

セ

ン
サ

ス

で
は
都
市

部

の
住
民

は
五
億

四
〇
〇

〇
万

人
と

な

っ
て
お
り
、

公
安

部

に

よ
る
戸
籍

統

計

で

は
同
年

の
都

市

人

口
は
三
億

六
〇

〇
〇

万
人

で
、

両
者

の
差

と

な

る

一
億

八
〇
〇

〇

万

人
が

、
農

民

工
お

よ
び

そ

の
家

族

だ
と
計

算

さ

れ

て

い
る
。

つ
ま

り
、
本

来

農
業

の
担

い
手

と

な
る

べ
き

壮
健

な
労

働
力

が

都
市

へ
流

出

し

て
し
ま

っ
た

こ
と
は
、

農
業

・
農
村

の
発

展

と
安
定

を
保
持

す

る
上

で

マ
イ

ナ

ス
と
な

っ
て
き
た

の

は
言

う

ま

で
も

な

い

こ
と

で
あ

っ
た
。

さ
ら

に
地

域
別

に
移

動
状

況

を
見

る
と
、

移

動
元

は
安
徽

、

四
川

、
湖
南

等

の
貧

し

い
中

西

部
地

域

で
、

移
動

先

は
上

海
、

江
蘇

、
漸

江
、

山
東

、

福
建

、
北

京
等

の
直

轄

市
、

省
都

や
東

部

沿
海

地
域

の
大
都

市

で
あ

っ
た
。

こ
れ

は
、
沿

海
地

域

に
お

い
て
外

資
企

業
を

は
じ

め
と

す

る
工
業

企
業

を
主

と

し
た
経

済
発

展

を

見

る

こ
と

に
よ

る
も

の
で
あ

る
。

「農

民

工
」

の

こ
う

し

た
特

徴

は
、

中

国

に

特

有

な
も

の
で

は
な

い
。
と

り

わ
け
ま

た
、
農

村

か
ら
都

市

へ
の
出
稼
ぎ

者

と

し

て
の
資
質

に
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お
け

る
特

徴

と
現
在

の
状
況

は
、

必
然
的

に
も

た
ら

さ
れ
た
事
柄

だ
と

言

え

る
。

そ

れ
に

つ
い

て
著

者

は
、

個
別

地
域

に

お

い

て
相
当

に
歪

ん
だ
状

況

と

な

っ
て

い
る

の
を
指

摘

し
た
。

著
者

の
主

張

で
は

「出

稼
ぎ

労
働

」

は

「
三
農

問
題

」

を
解

決

す

る

一
つ
の
方

法

と

期
待

さ

れ

て
い

る
と
し

た
。

た

だ
問

題

は
、

「農

民

工
」

を

め

ぐ

る
労
働

条

件

の
悪

さ

や

、

生

活

環
境

の
ひ

ど

さ

で

あ

る
。

さ

ら
に

ま
た
、

よ

り

大
き

な
角
度

か
ら

言

え

ば
、
農

業

の
発
展

方

向

を

め
ぐ

る
議

論
と

し

て
提

出

す

べ
き

で
あ

る
。

農

業

の
発
展

は
、

食

糧

の
生
産

と
供

出
を

主

と

し
た

か

つ
て

の
状

況

か

ら
、
商

品
経

済
化

の

進

展

に
よ

っ
て
経
営

の
多

角
化

と
流
通

改
革

が

進

ん

だ

こ
と

が

観

察

さ

れ

る
。

商

品

経

済

化

は
、
商

品
市
場

、
資

金

市

場

か
ら
労
働

市
場

の

形
成

に
到

る

ま

で
急

速

に
進

め
ら

れ
た
。
結

果

と

し

て
、

都
市

に
お
け

る
格
差

や
差
別

と
都

市

農
村

間

の
矛
盾

の
激

化

に
よ

り
問
題

が

よ
り
厳

し

く
な

っ
た
。

最

後

に
本

書

で

は
、

経

済

開

発

論

に
お

い

て
、

労
働

力

が
無

制

限

に
供

給

さ
れ
る
状
態

か

ら

の
変
化

を
取

り

あ
げ

た
、

有
名

な

「
ル
ィ

ス

モ
デ

ル
」
に
お

け

る

「転

換

点
」
に
、

「達

し
た

か
否

か

」

の
問
題

を
取

り

あ
げ

て

い
る
。
著
者

は
、

そ

の
計

量

モ
デ

ル

に
お

い
て
は
、

具
体
的

な
数

値

の
面

か

ら

は
、
転
換

点

に
達

し
た
と

は

必
ず

し

も
言

え
な

い
と
し
、

農
民

工

に
と

っ
て

の
問

題

は
、

む

し

ろ
各

種

の
社

会

保

障

の
整

備

こ
そ

が
切

実

だ

と

し

た
。

「す

べ
て

の
政
策

は
、
今

ま

で
抑
圧

さ

れ

て
き
た
農

民
工

の

一
人

ひ
と
り

の
生
存

状

況

を

い
か
に

し

て
速

く
改
善

で
き

る

の
か
に
尽

き

る
」

と
強
調

し

て

い
る
。

ま

さ

に
、

こ

の
点

こ
そ
が
重

要
な

問
題

な

の
で

あ

る
。

「抑

圧

さ

れ

た

農

民

工

」

は
、

都

市

で

は

「
3
K
」

(く

ら

い
、
汚

い
、

き

つ
い
)

労
働

の

担

い
手

と

し

て
位

置

づ
け

ら
れ
た
。

さ

ら

に
、

と

り
わ

け
急
速

に
増
大

し

て
き
た
外

資
企

業

に

よ
る
労
働

集

約
的

な
生

産

に
お

い

て
、
低

賃
金

労
働

と

し

て
位

置

づ

け
ら

れ

て
き

た
。

こ
れ

が
、
中

国

の
経

済
発

展

に
と

っ
て
大
き

な

貢
献

を
果

た
す

基
礎

と
な

っ
た
。

し

か
し

二

〇

〇

四
年

頃

か
ら

農
民

工

の
流
れ

は
大

き
く
変

わ
り
、

労
働

力
不

足

が
重
大

な
社
会

的

現
象
と

し
て
問
題

と

な
り

、
賃

金

コ
ス
ト

の
上
昇

が
進

ん

だ
。

こ
れ
は
、

特

に
中
国

市
場

に
進
出

し
た

外

資
企

業

に

と

っ
て
、
極

め

て
大
き

な
状
況

変

化

に
な

っ
た
。

こ

の
問

題

は

「民

工
荒

」
と
呼

ば

れ
、
外

資

企

業

が
採

算
を

取

る
上

で
、

ゆ
ゆ
し

き
問
題

と

な

っ
た
。

ル

イ

ス
モ
デ

ル

へ
の
言

及

は

こ
う
し

た
状

況

を
背

景

と

し

た

も

の

で
、

「労

働

力

の

無

限
供

給

」
と

い
う
前

提

が
失

わ
れ

て
き

て

い

る

こ
と

に
よ

る
。

著
者

は
計

量

モ
デ

ル

で
明

ら

か

に
さ
れ

る

べ
き
事

と
、

現
実

に
問
題

と

さ
れ

る

べ
き

事

と
を
分

け

る

べ
き
だ
と

主
張

し

て

い

る
。計

量

モ
デ

ル

へ
の
言

及

と
し

て
は
、
中

国

社

会

科
学

院
人

口
研
究

所

の
意

見
を

は
じ

め
と

し

て
様

々
な
見

解

が
あ

る
と
す

る
。

こ
れ

に
対

し

て
著

者

は

「伝
統

的
農

業
部
門

の
限
界
労

働

生

産
性

と

近
代

的
非
農

業

部
門

の
賃
金

が

一
致

す

る
か
ど

う

か
を
計

量
的

に
実
証

分
析

す

る
必

要

が

あ

る
」
と
指

摘

し

て

い
る
。

本

書

は
、

長
年

に
わ

た

っ
て
農
村

調
査

を

手

が

け

て
き
た
著

者

が
、
農

民

工

の
現
状

に

つ
い

て
、

統
計

数
字

を
整

理

し

つ
つ
丁
寧

に
現

状

を

明

ら
か

に
し

て

い
る
。

理
論
的

整

理
か

ら
し

て

も
、

現
実

に
農

民

工
が
置

か

れ

て
き
た
状

況

の

改
善

は
、

当
然

の
課

題

だ
と
言

え

よ
う
。
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最

後

に
、

中
国

の
今
後

の
政

策

課

題
と

し

て

四

つ
の
点

が
挙
げ

ら
れ

て

い
る

の

は
、

い
ず

れ

も
重

要

な
事

柄

で
あ
る
。
第

一
に
、

雇
用

、
賃

金
、

福

祉
等

に
お
け

る
戸
籍

差
別

を

な
く

す
努

力

を
す

る

こ
と
。

二

一
世
紀

の
今

日

に
至

っ
て

も

「農

民

・
農
民

工
を
戸
籍

で
差

別

し
続

け

て

い
る
現

実
」

が

あ
る
と

い
う
中

国

に
対

す

る
認

識

は
、

極

め

て
重

要

で
あ

る
。

第

二

に
、

か

つ
て

の
よ
う
な

「
使

い
捨

て
型

の
雇

用

慣
習

」

か
ら
脱
却

す

る

の

に
権

利
保

障

と

研

修
制

度

の
拡

充

が
強
調

さ
れ

、

「今

の
中

国

に

は
労
働

の
量

的
不
足

で

は
な

く
質

の
面

で

の
蓄

積

が
少

な

い
と

い
う
事

実

が

あ

る
」

と
し

て

「労

働
行

政

の
仕
事
」

が
必
要

だ
と

指
摘

さ

れ

て

い

る
。

第

三

に
、
労
働

集
約
型
産

業

の
育

成

・
成

長

を
促

し
、
農

村

過
剰
労
働

力

の
解

消

、

農
家

所

得

の
向

上

に
資

す
る
政
策

を
採

り
続

け

る

べ
き

だ

と

さ
れ

た
。

た
だ
、

こ
れ

に
よ

る

「外
資

利

用

戦
略

」

は

「農

民

工
」

の
労

働
条

件

の
悪
化

と

関
連

さ

せ

て
考

え

る

こ
と

も
必
要

で
あ

る
。

第

四

に
、

「農

家

の
若

者

が
農

村

か
ら

姿

を

消

し

つ

つ
あ

る
中

で
」
農

業
生

産
力

を

ど

の
よ

う

に
維

持

し
増

強

し
て

い
く

か
が

「喫

緊

の
課

題

」

と

な

っ
て

い
る

こ
と

も

重

要

で

あ

り
、

「
ど

の
程
度

の
農

業

予

算

が
確

保

で
き

る

か
」

を
注

目
点

だ
と

し

て

い
る
。

本
書

は
、
直
面

す

る
問
題

と
し

て
の

「農

民

工

問

題

」

を
通

し

て
中

国
経

済

を

理

解

す

る

上

で
大

き

な
意

義

を
有

し

て

い
る

と

評

価

で

き

る
。

た
だ

、

「
三
農

」

問
題

の
解

決

に
あ

た

り
、

と
り

わ
け
中

国
経
済

に
お
け

る
農

業

・
農

民

の
保

護

と
経
済

発
展

の
質
的

な
変

化

へ
の
展

望

を
如

何

に
為

す

べ
き

か

に

つ
い

て
は
、
中

国

の
農
業

問
題

の
深

刻

さ
か

ら
、

政

策

が
今
後

さ

ら

に
進

展

す
る

こ
と

に
注
目

せ
ざ

る

を
得

な

い

と
と

も

に
、

大

い
な

る
議

論

の
展

開

を
待

ち
た

い
と

こ
ろ

で
あ

る
。
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