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　　　　　　　　　　　　　　　【要　約】

　 1970年代 の 終 わ りか ら1980年代 に か け て 、ア ジ ア にお け る移住労働者の 宅

要な 受入 国 とな っ た 円本 で は 、女性 の 移住労働者を タ ー ゲ ッ トと した性産業

へ の 人 身売買の 被害が続 出 して きた もの の 、日本政府 は 2004 年 に取 り組 み を

開始 する まで 、 何 ら対策 を と っ て こ な か っ た。 む しろ 人 身売 買の 被害者は 、

「不法滞在者」、
「不 法就労者」 と して 強制送還 の 対 象とされ て きた た め に、被

害者の 保護は お ろ か 、 真相究 明が 困難な状態が 続 い て きた 。 国連は 世界的 に

盛 り上が る 女性運動影響 も受 け、1960年代 か ら 1990年代に か けて 、女性 の 人

権 女性に 対す る 暴力 とい う視点か ら、主 に は 女性 の 移住 労働 者 に対 して 行

われ て い る深刻 な人 身売買の 問題 に 取 り組 ん で き た。そ の い っ ぼ う、1990 年

代 に 入 る と 、 人身売買が 組織犯罪対 策 、
「反 テ ロ 」対策 と い う あ らたな視 点 を

も っ て 位置 づ け られ るよ うに もな っ た 。 現在で は、女性 に 対す る 暴力とい う

視点 よ りも、む しろ 組織犯罪 対 策 ・「反 テ ロ 」対策 の 視点 に 立 っ た取 り組 み の

方が 強化 され つ つ あ る 。2004 年 に 着手され た 日本政府 に よ る 人身売買政 策 も

また 、同様な 視点か ら行わ れ て い る 。国 際組織犯 罪 禁止 条約 へ の 批准を前提

に行わ れ て い て い る 一
連の 取 り組み は、加 害者処罰 に 重点 がお か れ、被害者

保護の 視点 は 非常に 弱 い 。 5年後の 見 直 しの と き に は、女性 に対す る 暴力と い

う視点か ら、 被害者保護法 を制定す る必 要が あ る 。

【キー
ワ

ー
ド】

　移住労働者、 人 身売 買、 女性 に対する 暴力、 移住労働の 女性化 、 法改 定
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は じめ に

　1970年代の 終わ りか ら 1980年代 に か け て 、日本 は ア ジ ア に お け る 移住労働

者 （ニ ュ
ー ・カマ

ー
）の 主 要な 受入れ 国の

一
つ とな っ た。80年代 の 半ば まで

は 、男性 の 移住労働者よ りも女性の 移住労働者が 日本を 出稼 ぎ労働先 と して

目指 して くる こ とが多 く、 1970年代の 終わ りか ら1980年代の 初頭 にか けて の

主な 出身国 は 、台湾、韓 国 、 フ ィ リピ ン だ っ た 。 1980 年代後半に は 、来 日す

る タ イ 女性 が 増加す る と と も に 、 ア ジ ア全域 か ら労 働 者が 流入 す るよ う に

な っ た とい わ れ て い る．現在で は、近隣の ア ジア 地域だ けで な く、 コ ロ ン ビ

ア 、 ロ シ ア、ル ー
マ ニ アな どか らも女性 た ちが移住労働者 と して 来 日 して い

る 。 1980 年代か ら 1987 年代ま で 、 「不 法就労 」 や 「不 法滞在」 を理 由 に 、
「出

入国管理 及び難民認定法」 （以 ド、入 管法）に よ っ て 逮捕さ れ た外国 人 の 9割

は タイ 人 と フ ィ リピ ン 人 とい わ れ て お り、 そ の 多 くが 女性 で あ っ た （伊藤、

1992、 295−296 頁）。

　 しか し なが ら、 1988年に は逮捕 され た移住労働者の うち、男性 の 数が女性

の 数 を上 回 る よ うに な っ た こ と に よ っ て 、 日本社会 にお い て 、い わ ゆ る 「外

国人 労働者問題」 が 浮上 し、社会問題 の 一
つ と して マ ス コ ミ の 報道等 に よ っ

て 強調 され る よ うにな っ た （伊藤、 前掲）。女性 の 移住労働者が 、 「じ ゃ ぱ ゆ

きさん 」 と表現 さ れ 、そ れ に対 して 男性の 移住労 働者が 増 加 した 途端 に、「外

国人労働者」 とい う名称が用 い られ る よ う にな っ た と い う現象は 、 日本社会

の ジ ェ ンダー ・バ イ ア ス を如実 に 表 して い る とい え よ う 。 そ もそ も 日本社会

は女性の 移住労働者 を
一

人の 労働 者 と して み な して お らず、 「じ ゃ ぱ ゆき さ

ん」 とい う差別性を帯びた蔑称 を用い る こ とに よ っ て 、労働者 の 概念 の 適用

を避 けて きた の で あ る 。 2004年に い た る まで 、日本 政府が移住労 働 者を対 象

と した人 身売 買の 深 刻な被害状況 に対 して 何 ら取 り組み をす る こ とが なか っ

た とい う背景 の
一

つ に は 、 人 身売買 の 被害者の 多 くが 女性 の 移住労働 者で

あ っ た とい う こ とを 反映 して い る 。

　女性の 移 住労働 者の 場合 、 観 光 ビザや 興行 ビザで 日本 に入 国 した後 に 、 性

産業 に携わ る こ とが 圧倒 的に 多い と言わ れ て お り、1980年代 には 、ア ジア か

らの 女性 の 移住労働者の 9割 が性産業 に従事 して い た （山岸 、 2004 、 36頁）。

そ れ 以外 の 職 種 と して は 、 飲 食 店 や 工 場 労働 な どが挙 げ られ る 。 男性 の 移 住

労 働者の 場 合、い っ た ん 観光 ビザで 日本 に 入国 した後 に 、 日本 人労働者が 避

け る 傾向に ある と い わ れ る 、い わ ゆる建設業や工 場な どの 「3K 労働」 （「きつ

い 、汚 い 、危険」）に 従事 して きた。観光 ビザで 入 国 した移住労働者の 場合、

ビザ の有効期限が過 ぎた後 もそ の まま滞在す る こ とが 多く、そ もそ も観光ビ

ザで は就労が 許 され て い な い た め に 、
「不 法就労者」と して 入 国管理 局や 警察
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に よ る取締 りの 対象 に な る が 、ビザ の 有効期限 が過 ぎ る と、「不 法就労者」 と

い うポ ジ シ ョ ン に加 え て 、 さ らに は 「不 法滞在者」 とな り、労働の 現場 にお

い て 、 何 らか の 人権侵害 に あ っ た場合 も強制送還 を恐れ る あ ま り、被害状況

を 労働基準監督署 に 訴 え に くい 状 況 に 置 か れ て きた 。

　 日本に お け る移住労働者が増加す る なか で 、 来 日す る女性た ち は、移住労

働を利用する 国 際的な 人 身売 買 シ ン ジゲ ー トに よ っ て 格好 の 夕一 ゲ ッ トとな

り、 日本 へ の 入 国 を果 た した後 に 、多 くの 女性 の 移住労働者が 強制売 春な ど

の 深 刻な 人権侵害 に あ っ て きた 。 2004 年にな り、 日本政府は よ うや く人 身売

買 に 対 する 政策 を開始 し、2005 年の 第 162 回通 常 国 会 にお い て 刑法、入 管法

お よび 刑事訴訟法な どの 改定が行わ れた 。 本稿で は、1970年代の 終わ りか ら

現在 に い た る まで 多発 して きた 女性の 移住労働者に 対 する人 身売買 の 被害状

況 に着 目しな が ら、「女性 に 対する暴 力」と して の 人身売買 に 対 する 国連の 取

り組み とそ の 変遷、人 身売買 の 背景 、 日本 政府 に よ る 人 身売買 に対 す る 法政

策か ら見 えて くる問 題 を示 して い く こ と とす る。

1． 女性 に対す る暴 力 と して の 人 身売買 に 対する国 連の 取 り組み

　国 連 は 1949年に 1人 身売買 及び他人 の 売春か らの 搾取の 禁止 に関す る 条

約」（1951年発効）を採択す る こ とに よ っ て、人身売買の 取 り組 み を 開始 した。

しか しなが ら、同 条約 で は人 身売買 と い う名称 が 使われ て い る もの の 、明 確

な 定義が示 さ れ て お らず、現実に はさ まざまな形態 を と もな っ て い る 人身売

買 を網羅 す る こ と が で きな い 問題 をは らん で い た 。 ま た 、売 春 の み に 着 目 し

て い る とい う意 味に お い て 、 人 身売買に対す る政策 を効果的 に取 り組ん で い

くに は不 卜分 な もの で あ っ た 。

　1960年代 に 入 る と、女性差別や 女性 の 権利 に関す る議論が 国連で 開始され 、

1967年 に 国 連は 「女性差別撒廃宣言」 を採択 した 。
「国際女性年」 と され た

1975年 に は 、メキ シ コ ・シ テ ィ
ー

で 第
一

回世界女性会議が 開催 され、「世 界行

動計 画」 が採 択 され た 。 ま た、 1976 年か ら 1985年 まで が 「国連女性 の 10年 」

と して 決定 され 、 国 際社会 は緩 や か で は あ る もの の 、 女性 の 権利 の 確 立 と

ジ ェ ンダー に 基づ い た 暴力の 根絶 を 目指 し て 徐 々 に動 き始 め た 。 第一
回世界

女性 会議 に お い て は 、 メキ シ コ 宣 言とそ の 指針 を示 す 世界行 動計画 が 採択 さ

れ 、 同宣言 に は 「全世界 の 女性 は、 強姦、 売春、精神的虐待 、 児 童結婚、強

制結婚 、 商 業 取引 と して の 結婚等の 婦女子に 対す る 人 権侵害の 撤廃の た め 団

結す べ き で ある」 （28）こ と が 明記 され た 。 1979年 に 採択 さ れ た 「女子差別撤

廃条約」の 署名式の 場 とな っ た第二 回 世界女性会議が 1980年 に コ ペ ン ハ ー ゲ

ン で 開催 され 、同 条約 の 第 6 条で は 、 人 身売買に 関 して 「締結国 は あ らゆる
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形態の 女子 の 売買及 び女子の 売春か らの 搾取 を禁止 するた め の すべ ての 適 当

な措置 （立法を含む 。 ）を とる」 こ とが規定 され た 。 しか し 、 同条約は 「女性

に 対する 暴 力」 と い う視点が 十分 と は い えず、また 人 身売 買 に 対 す る適 当な

措置 （立法）に して も、 1949年の 「人身売 買及び 他人の 売春か らの 搾取 の 禁

止 に 関 す る条 約」 に基 づ い た 政策 を批准国 に 求 めて い た に す ぎな か っ た （中

島、 1994、27 頁）。
「女性の 地位向上 の た め の ナイ ロ ビ将来戦略」 を採択 した

第三 回 世界 女性 会議 が 1985年 にナ イ ロ ビで 開催 され 、 採択 され た 「女性 の 地

位向上 の た め の ナイ ロ ビ将来戦略」 に お い て も、人 身売買や 強制売春の 被害

を受けて い る女性 の こ とが 取 り上げ られ た 。

　1990年代 に 入 る と、肚界規模で 広が る 女性 に 対す る 暴力の 根絶 を 目指す 女

性運 動の 成果 を受け て 、国連にお い て 「女性 に対する 暴力」 に関す る課題が

積極 的に 議論 さ れ る よ う に な っ た 。 そ の なか で 、人 身売 買は 明確な 「女 性 に

対す る 暴 力」 お よ び 「ジ ェ ン ダー に基 づ い た暴 力」 と して 位 置づ け られ る よ

うにな っ た の で ある 。 1993年 6 月 に 開催 され た国連世界人権会議で 採択 され

た 「ウ ィ
ー ン宣言 」 で は、第 18 節にお い て 「女性 と少女の 人権」 が 謳われ 、

「文化的偏見及 び 国際的売買に 起因する もの も含めて 、ジ ェ ンダ
ー

に基づ く暴

力並 び に あ らゆ る形 態の セ ク シ ャ ル ハ ラス メ ン ト及 び搾取 は 、 人 間個 人 の 尊

厳及 び価値 と矛盾す る もの で あ り、除去 され な けれ ば な らな い 」 こ とが 明記

され た 。 また 同宣言 の 行動計画の 第 38 節で も、同様 に 「公的及び私的な 生活

に お け る女性 に 対す る暴 力 の 撤廃、あ らゆる形 態 の セ ク シ ャ ル ハ ラ ス メ ン ト、

女性 の 搾取 及 び 売買の 根絶 、 司法の 運 営に お け る ジ ェ ン ダー 的偏見の 根絶 、

な らび に 女性 の権利 と女性に と っ て 有害な 伝統 的又 は因習的な慣行 、 文化的

偏見 及び 宗教的極端論 との 問で 起 こ りうる あ らゆ る対立 の 根絶 に 向けて 努力

する こ との 重要性 を強調する 」 （渡辺編著 、 1994 、 284 頁）こ とが確認 され た。

同年 12月 には 、 国 連総 会 で 女性 の 地位委 員会が 起 草 した 「女性 に対す る暴 力

撤廃宣言」 （AIRES ／481104）が 国連決議と して 採択さ れ た 。 同決議は 第 1条 に

お い て 、
「女性 に対 す る 暴力」 を 「ジ ェ ン ダー に 基づ く あ らゆ る 暴力行為」 で

ある と解 し、そ れ は 身体的、性的、心的な危害や 苦痛、強制あ る い は恣 意的

な 自由の 剥奪 を意味 して い る と述べ て い る 。 また、第 1条で 規定す る 「女性

に対 す る 暴 力」 に 含 まれ る も の と して 、 第 2条で は
一

般社会 に お け る性的虐

待、 強か ん、セ クシ ャ ルハ ラ ス メ ン トや 脅迫 と ともに 、 女性 に対す る売買や

強制売春が 挙げ られ て い る 。 また 、 国家 に対 し 、
「女性 に対 す る暴 力 を撤廃す

る政策 をすべ て の 適 当な 手段 に よ りかつ 遅滞な く追求」 （第 4条）（渡辺編著
：

、

同上 ． 287 頁）す る こ と を求めた 。

　翌 年の 1994年 2 月 に行われ た 国連総会 で 採択 され た 総 会決 議 （AIRES ！49／
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166）に お い て 、国連 に よ る 人 身売 買 に 関す る初 め て の 定義 と して 、「総会は、

リクルー ター
、 人身売買者および犯罪組織 の 利益の た め に、女性お よ び女児

を性的また は経済的に 抑圧 的かつ 搾取的な状況 にお くこ と を強制す る こ とを

最終的な 目的 と した 、 国内および国境 を越えた不 法か つ 秘密裏の 人 の 移動（主

と して 発展途上 国お よび 経済移行期の 諸国家か ら）と 同様 に 、 家庭内労働、偽

装結婚 、 闇雇 用 お よび偽装養子 とい っ た 人 身売買に 関連する そ の 他の 違法な

活動 を非難する 」 （京都 YWCA ・APT 編、2001、 135−136頁 ）とい っ た文言が

導入 され た 。 こ の 定義 は、人 身売 買が性 産 業 にお い て だ け行わ れ る もの で は

な く、 多額の 借金の 返済を と もな う強制売春な どの 性産業に お け る 人 身売買

以外 に 、偽装結婚や家庭 内労 働 や偽 装養 子 な ど、多様化 す る 人 身売 買を幅広

く と らえ て い る 点 にお い て 、 評価で き る も の で ある 。

　 1997年に は、人身売買 と 強制売春が 「女性 に 対 す る暴 力」 で あ る こ とを言

及す る共 同体内暴力報告書 （EICN ．411997147）が 、当時、「女性 に対す る 暴力 、

そ の 原 因 と結果に 関す る 特別報告者」 を務めて い た ラディ カ ・
クマ ラス ワ ミ

によ っ て 、国連人権委 員会 に提出 され た 。 同報告書 に は、国家は 国 連の 条約

や 国連決 議な どにお い て 、人 身売買に 対する 政策 を と る よ う に求め られ て い

る に もか かわ らず 、
「人身売買 に向けて 国家が と っ た 戦略 に注 目す べ き も の は

ほ と ん どな い」 （クマ ラス ワ ミ、 2000、 119頁） こ とが鋭 く指摘 され て い た 。

そ の 後、クマ ラス ワ ミは 、 人 身売買 の 定義 を 2002年 2月 に 国連の 人権委員会

に提 出 した 「人身売買、移住 者報告」 （E／CN412000168 ） の なか で 、歴 史的に

行 われ て きた 人身売買を示す描写 はすで に、古い も の が 多く 、 間違 っ た定義

が な され て い る 場合が あ る こ と、あ る い は現況 を示 す もの と は な っ て い な い

こ とを指摘 した 上 で 、 人身売買 の 定義 を示 した 。 しか し、そ の 定義 は具体的

な例が 示 す こ とな く、また性的搾取 とい う言葉 も入 らな い ま ま 、
「お 金 の支払

い がな さ れ るか ど うか に関わ らず、強制労働 あ る い は奴隷 の よ うな状態 に人

を置 くこ と、あ る い は 拘束する こ とで あ る」 （注 1 ）とい う簡単な表現 に留 ま

る もの で あ っ た。

　年代 が 前後す る が、 1995 年 に 北京で 開 催 さ れ た第 4 ［g！世 界女性会議で は 、

「女性 に 対す る暴力」 が行動綱領 の 12 の 重大 問題領域 の
一

つ とされ、そ の 戦

略 目標 の D ．3 で 「女 性 の 人 身売 買 の 撤廃 と売春及 び 人 身売買 に よ る 暴 力 の 被

害者 の 支援」が 示 され 、そ の 具体的な 手 段が 明記 され た。 しか し残念な こ と

に、 同戦略 目標の D ．3（a）で ある 「国 内 、 地域およ び国 際人 身売 買網を 解体 す

るた め に 、 す べ て の 関連法施行 当局お よ び機関 に よ る協 力 と協調行 動を 促進

す る こ と」 とい う文言か ら も明 らかな よ うに 、 同戦略 目標 は 、 国連が 「女性

に対する 暴力」 の 視点 か ら新 た な 条約 を作成す る こ と を求 め て お らず、人 身
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売 買に 対する 既 存の 条約 の 批 准や 施行 の 検討 を求め る こ と に終わ る もの で

あ っ た （米 田 、 1997、 1102−lIO4 頁）。

2． 国連 に よる人身売買に対する取 り組みの 変遷

　 1960年代か ら 1990 年 代 に か けて 、 女性 の 人権、 ジ ェ ン ダー に 基づ い た 暴

力、女性 に対す る暴 力と い う視点か ら、経済の グ ロ ーバ リゼー
シ ョ ン を背景

に深刻化する 人身売買 が世 界的 に議 論 され るよ うにな っ た 。 特 に 1990年代は

「女性 に対 す る暴 力」 を根絶す る た め の 女性運動 の 高ま りとそ の 影響 もあ り 、

人身売 買が暴力の
一

形態 として 注目され る よ うに な っ た 。 そ の
一

方 で 1990年

代に は、人身売買 を国 際組 織犯罪 の 視 点 か ら取 り組 も う とする 視点が 国連 の

取 り組 み の なか で 見 られ る よ うに な っ た 。 そ の 第
一

弾 と して 、 1994年 11月 に

イ タ リア で 行わ れ た国 際組織犯罪 世 界 閣僚会議 が 挙げ られ る 。 同会議の 場 に

お い て 、
「国 際組織 犯罪禁 止 条約」 の 検討が提唱 さ れた 。 1998年 12月には国

連総会 にお い て 経済社会理 事会と同理 事会の 機能委員 会で あ る 犯罪防止 ・刑

事 司法委 員会の 勧告 に 沿 っ て 、同条約お よび 銃の 不 法取 引 、 移 民 の 密 入 国、人

身売 買 に 関す る 3 つ の 議定書 の 起 草 を担 う政府 間特別委員会 が 設置 され 、

1991年 1月 よ り起草の た め の 審議行 われ る よ うにな っ た 。 2000年に 同条約の

最終 草案 が ま とめ られ、 同年 ll月 の 国 連総会に お い て 採択 され る にい た っ

た 。 同条約 の 目的は、第 条 で が示 され て い る よ うに 「国 際 的 な 犯罪 を防 止

し及び こ れ と戦 うた め の 協力 を促 進 す る こ と」 に あ る 。 した が っ て 、 同 条約

は組 織犯 罪を撲滅す る た め に作成 さ れた 治安対策 ・犯罪防止条約で ある こ と

は 明 らか で あ り、同条約の 議定書の 一
つ と して 「人 身売 買禁止 議定書」 が 作

成 さ れ た と い う こ とは、国連 の 取 り組み に お い て 「女性 に 対 する暴 力」 の
一

形態 と して 位置 づ け られ て きた 人 身売買が 、組織犯罪対 策 とい うあ らた な視

点 を も っ て 位置 づ け られ る よ う にな っ た とい うこ とを 示唆 して い る 。

　 冂本政府 は、同議定書の 本体条約で あ る 国 際組織犯罪禁止条約 に は署名 し

て い る もの の、批准に 向けて 必要 と され る国 内法 の 整備が な され て い な い た

め に 、条約 の 批准に は い た っ て い な い 。国内法の 整備 とは 、具体 的 には 「共

謀罪」 の 導入 の こ とを指 して お り、 政府 は 2003 年 の第 156 回通 常国会 に 「犯

罪の 国 際化及び 組織化 に対 処する ため の 刑 法等の
一

部 を改正 す る法律案」 を

提出 した。 同国会 で は 、衆議院解散に と もな い 廃案とな っ た が、2004 年 の 第

159回通常 国会 中に、「犯罪の 国 際化 及び 組織化 並び に情報処 理 の 高度 化 に対

処す る た めの 刑法等の
一

部 を改正 す る法律案」と して 再 提出 され 、3会期継続

審議とな っ た。2005年 の第 162回通常国会 中に 、再び 衆院法務委員 会で 審議

が再 開 され たが 、衆議 院解散 に と もな い 、再び 廃案 とな っ た 。同年 10月 4 日
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に、再び 共謀罪新 設法案 （犯罪の 国 際化及 び 組織化 並び に 情報処理 の 高度化

に対処す る た め の 刑法等の
一

部 を改正 する 法律案）が 閣議決定 され 、 第 163

回 臨時国会 に送 られ た。 現在、継続審議が 予定 され て い る 。 共謀罪が導入 さ

れ る と、監視社会 、治安維持体 制が 強化 され る こ と にな り、基本的人権が 著

し く侵害 され る可 能性が あ る 。 今後 も続 く国会で の 審議 に 大い に着 目す る必

要が あるだ ろ う 。

　 人身売買禁止議定 書に 関 して は 、 2005 年 の 第 162回通 常国 会に て 、人身売

買禁止議定書 の 承認が な されたが 、 本体条約 の 批准が な されて い ない た め に、

同条 約 と ともに 国内法の 整備 を待つ 段 階に ある 。 国連 に お い て は 、国連の 決

議や 報告書 にお い て、 さ まざまな定義が示 され て きたが 、同議定書 の 採択 に

よ っ て 、 国連は 条約 と して 初めて 人 身売 買の 定義を 導入 した 。 具体 的に は 、同

議定書 の 第 3条（a）に お い て 、人 身売 買 を次の よ うに描 い て い る。「『人 身取 引』

とは、搾取の 目的で 、 暴力もしくはそ の 他の 形態の 強制力に よる脅迫若 しく

は こ れ らの 行使、誘拐、詐欺、欺 も う、権力の 乱 用 若 し くは 弱い 立場 の 悪用

又 は他 入 を支 配下 に置 く者 の 同意 を得 る 日的で 行 う金銭若 し くは利益 の授受

の 手段 を用 い て 、 人 を採用 し 、 運 搬し 、 移送 し、蔵匿 し又 は収受す る こ とを

い う 。 搾取 に は 、少な く と も、他人 を売春 さ せ て 搾取 す る こ と若 しくはそ の

他の 形態 の 性的搾取 、 強制労働若 し くは役務 の 提供 、 奴隷若 しくは こ れに類

す る 行 為 、 隷属 又 は臓器摘 出を含め る」 （JNATIP 、 2004、 174 頁）（注 2）。 同

定義 は、人 身売 買 が 人 の 搾取 を 目的 と して い る こ とに着 目し、そ の た め に 行

わ れ る手段 を丁 寧 に明 記 して い る こ と 、 また 人身売 買 に よる 搾取が 売 春だ け

で な く、類似す る性的搾取や それ 以 外の 強制労 働や 役 務、奴 隷 、隷属、臓 器

摘 出な どを示 して い る こ とも、従来 の 売春に 固執 した人身売 買の イ メ
ー ジ を

払拭 させ 、 ク マ ラ ス ワ ミ が指 摘 した よ うに 、現在 の 多様化 した 人 身売買 の 状

況 に 適用 させ た 描写 と な っ て い る 点 にお い て 、評 価 が で き る もの で あ る。 し

か しなが ら、そ の 形態が 将来 に お い て 、再び 変わ り新た な もの が 生み 出 され

る 可能性が あ る こ とを鑑 み る と、あ らゆ る 分野 に お い て 、 人身売買 が起 き う

る 可能性が あ る と い う こ と を明確 に示す よ うな 文 言を含 む定義で ある方が 、

よ り理 想的で あ る とい え る だろ う。 2005 年 の 第 162回 通常国会 に お い て 改定

され た 入 管法 に 、 人 身売買 の 定義が 第 2 条 7 号 と して 導 入 され た。 そ の 定義

は 同議定書の 内容 を網羅す る もの とな っ て い る 。 そ の 詳細は 、5章 の 「人身売

買に 対 す る 日本政 府の 取 り組み」 にお い て 述べ る こ と とす る 。

　「反テ ロ 」 戦争が 世界規模で 進む現在で は、人身売買が 「テ ロ 」行 為を行 う

た め の 資金 を潤 す も の と して 位 置 づ け られ て お り、 国連 の 議論 に お い て は

「女性 に対す る暴 力」 の 一 形態 と い う視点 と 「反 テ ロ 」 政策の
一
環 とい う視点
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が混在す る 状況に な っ て い る 。 そ の 傾向は現在の 国際情勢を踏 まえ る と、後

者の 視点が よ り強 くな っ て きて い る とい える だろ う 。 日本政府に よ る人 身売

買 に対 す る取 り組み も、 女性の 移住労働者に 対す る 保護政策 とい うよ りは、

む し ろ国 際 法 と して 「国 際組織犯 罪 禁止 条約」 の 批准 を 目指 し、国 内法 と し

て 共 謀罪導入 を 目指 した 治安立法の 制定 に そ の 焦 点が強 くあ た っ て お り 、 組

織犯罪対策 の 補足 と して 、国際組織犯罪禁止条約の 議定書で あ る 人 身売 買禁

止 議定書の 承認、お よ び 人身売 買に対 す る 一 連の 法改定が な され て い る 可能

性が高い
。

3． 日本 におけ る人 身売 買の 被害状況

　次 に 女性 の 移住労働者を主 な対象 と して 、 日本社 会に お い て 多発 して きた

人 身売 買の 被害状況 に つ い て 説 明す る こ とにす る 。 世界的に 人 身売買は、す

で に 上述 したよ うに性産業 に 関わ らず、 メ ール ・ブ ライ ド・オ
ー ダー に よ る

国 際結婚や 工 場労働、養子 、 家事労 働 な ど、幅広 い 分野で 起 こ っ て きた 。 し

か しな が ら、 日本 の 場合 、女性 の 移住労働者の 多くが性産業 に従事 して い る

とい うこ ともあ り、 人 身売買が 行わ れ て い る現 場 は圧倒的 に性産 業に偏 っ て

い る と い え よ う 。 1970年 代 は、 日本企 業の 海外進出の 増加 と と も に 、日本人

男性 によ る 韓国や フ ィ リピ ンや タイな ど へ の セ ッ クス ・ ツ ア
ー

が 、 経済 侵 略 ・

性侵 略 にあ た る と して 世界 中の 批判 を浴 び た が、 1980年代以降 に な る と、

セ ッ クス
・
ツ ア

ー
よ りもむ しろ ア ジ ア か ら女性 を連れて きて、 日本 の 性産業

に従事 させ る と い う形 に変化 して い っ た 。 すなわ ち 、 人身売 買 とい うの は 、 性

差別 と民族差別 が結び つ い た 人権 侵 害 の
一

つ で あ り、そ の 発想は 旧 日本軍の

性奴隷制の 根底 に流れ る もの と何 ら変わ りが な い もの で あ る 。 日本 にお いて 、

これ だけ 多 くの 人 身売買が 増加 し た理 由 の
一
つ に は、1980年代半ば の い わ ゆ

る 「バ ブル 経 済」 時に受入れ 国で あ る 日本 と送 出し 国 との 間で 経済格差が 今

まで 以 上 に拡大 した こ とに よ り、よ り多 くの 人 々 が移住労働 先 と して 来 日す

る よ う に な っ た こ と を受 け、 人 身売 買 シ ン ジゲ ー トが 女性 の 移住労 働者を

ター ゲ ッ トとす る よ うに な っ た とい う こ とが 挙げ られ る 。 そ れ に 加 えて 、

1990年の 「バ ブル 経済」 の 崩壊を受け て 、不 動 産売 買の 利益 が 大幅 によ っ て

減少 した こ とに よ り、暴力団の 資金源 と して 、 コ ス トを抑え る こ とが で き、簡

単に 巨額な 利益を得る こ とが で きる 移住労働者 を対象と した 人 身売買が さ ら

に 増加 す る よ うに な っ た こ と も挙げ られ る だ ろ う （Kiyosue ，
2004

，
　p．174）。

　移住労働者を対象 に国 境を越えて 行われ て い る とい う人身売買の 現代的な

特徴 をみ て み る と被害に あっ て い る女性た ち は 、 国際 的 な 人 身売買 シ ス テ ム

の 流 れ に そ っ て 、そ の 手続 き に組み 込 まれ て い る こ と にな る 。 送 出 し国か ら
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受入れ 国で あ る 日本 に 行 くまで の流れ は 、送出 し国 に よ っ て 異 な るが 、本稿

で は タイか ら 日本に 運ばれ る まで の 流れ をそ の 具体例 と して 紹介する （京都

YWCA ・APT 、 前掲、 46−54 頁）。

　 タ イ の 農村 で リクル ー ター 、あ る い は ロ ー カル ・ 工 一 ジ ェ ン トと呼ばれ る

斡旋人が 、女性 たち に 日本行 きを勧め る こ とか ら始 まる 。 斡旋人 は 、 タイ 人

の 女性 や 男性 、あ る い は 女性た ち の 知 人や親類な どが 多い 。タイ 国 内で 性産

業の 斡旋人 を して い た者が 国外行き を誘 い 込 む リクル ー ター とな る こ と もあ

る 。斡旋人 に よ っ て 運ば れ た 女性 た ち に対 して 、エ
ー

ジ ェ ン トで あ る斡旋組

織が 旅行代理 店 の よ うに 、旅券な どの偽造書類の 作成 、 出国手 続 きや疑わ れ

ず に入 国す る た め の あ らゆ る 手配 をす る こ と に な る 。 こ の 手続 き料は
一

人 当

た り 150 万 円か ら 200万 円 とい わ れて い る が、そ こか らリクル ー ター
へ の 支

払 い や 日本 の 入 国 に際 して 、疑われ る こ とな く手続 き をす る た め に 、例え ば、

夫婦 で の 観光旅行 を 装 う た め の エ ス コ
ー

ト（同行 者）を用 意す る こ とも あ り、

そ の 支払 い も差 し引か れ る こ と にな っ て い る 。タイ か ら直接 日本 に 入国 する

だけで な く、マ レー シ アや シ ン ガポール な どを 通過 させ る こ と に よ っ て 、 マ

レー シ ア 国 籍や シ ン ガポール 国籍 の 偽造 パ ス ポー トで 、日本 へ の 入 国が な さ

れ る こ ともある 。
い っ たん 日本 に入 国 する と 、 空港に は女性 を受け取 り、 日

本 人 の ブ ロ ー カー に 引き渡す役割 を す る レ シ ー バ ー
が待 っ て い る 。 女性 た ち

を性産業 に斡旋する ブ ロ ー カー は主 には 日本人 で あ るが 、な か に は 日本の 暴

力団関係者 と関係 を有 して い る外国 人 で あ る こ ともあ る。ブロ
ー カー に よ っ

て 、最終的 に 女性た ち は性産業に 連れ て 行か れ 、そ こ で 彼女 た ち は初め て 予

想 も して い なか っ た高額 の 借金 を返済するよ うに と 「買主」で あ る 性産業の

経営 者 に命令 され る こ とに な る 。 そ の 額は
一一

人 あた り 300 万 円 とも 400 万 円

と も い わ れ て い るが 、 こ の 額 は入 国 まで の 費用 や ブ ロ ー カー の 取 り分を 含め

たもの に 、
「買主」 が ブ ロ

ー カー
に支払っ た額 100万 円か ら200万 円 を上乗せ

した もの の 総額 で あ る 。

　女性た ち の な かに は 、 当初か ら日本で 性産業に 従事する こ とを承知して い

る 場合 とそ うで もな い 場合が あ り、レス トラ ン で の 給仕や 家庭i内労働 に 従事

する と言わ れ て 、 リクル
ー

タ
ー

の 誘 い に乗 っ て しま う こ と も ある 。 いずれ の

場合にせ よ、 い っ たん ブロ ー カー
の 手に よ っ て 性産業 に 売 られ て し ま う と 、

借金 の 返 済だけで な く、店 の 変更が で き な い 、あ る い は仕事 を休む こ とが で

きな い な どの 劣悪 な 状況 に さ らされ 、ひ たす ら売春を強 い られ な が ら、借金

を返済す る 日々 に追 われ る こ とに な る 。強制売春は 強制労働 の
一

形態 と解釈

で き る が 、そ れ に 賃金の 不 払 い が加 わ る こ とに よ っ て 、経済 的に 搾取 され る

とい う こ とに もなる 。 そ れ 以 外の 具体的な被害状況 と して は 、 パ ス ポー
トや
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往路の 航空券 の 取 り上げ 、 罰金、逃 亡 防止の た め の 監禁、無断外出 の 禁止、見

せ しめや 支配 の た め の 暴 力行 為、脅迫な どが 挙げ られ る 。 こ れ らの 人 権侵害

の な か で 、最 も女性た ちが 恐 れ て い る もの と して は さ らに 劣悪 な条件の 店舗

へ の 転売が あ る 。 転売 とい うの は 、売 り 上げが悪 い と きな ど に他店 に さ ら に

売 られ る こ と で あるが、彼女 た ち には 再び 借金が加え られ る こ とにな り、そ

れ を恐れ る あ ま り 、 管理 人 の 下で 逃げ出す こ と もで きな い奴 隷的な 状況 にお

か れ る の で あ る 。 そ の 状況か らな ん とか逃れ、民間の シ ェ ル タ
ー

な どに保護

され た女性た ち の な か に は 、 過 酷な状 況 を経験 して きた た め に PTSD に 苦 し

む 女性た ち もい る。人 身売 買は 、そ の被害状況 か らも明 らか な よ うに、女性

を 経済的か つ 精神的 に搾取 し、支配す る 道具 と して 機能 して い る 。

　 1990年代 に は 売春を強要 され た移住労働者の 女性た ちが、そ の 奴隷状態か

ら逃 亡 す る た め に 、彼女た ち を物理 的に 管理 して い る マ マ さん や 経営者や プ

ロ
ーカー を殺 害す る とい う悲劇的な事件が 多発 した （松井、 1994、 103−105

頁）。 そ の 例 と して、3人 の タイ 人女性 を 支配 して い た タ イ人 女性が 殺害 され

た 1991年の ド館事件や ス ナ ッ ク経営者 と同居 の タイ 人 マ マ さん2人が刺殺 さ

れ た ig92年 の 木更 津の 事件 、 シ ンガ ポー ル 国籍の ス ナ ッ ク経営者が タイ 人 女

性 5人 に殺害 され た 1992年の 茂原市の 事件、ス ナ ッ ク店主で ある台湾 人の 女

性 が殺害され、そ の従 業員で あ っ た タ イ人女 性 6人 が逮 捕 され た 新小岩 の 事

件な どが あ る。殺 害 され た 女性 た ち も また 、状況 か ら逃れ る ため に殺 害 を犯

した 女性た ち と 同様な 形 で 来 日し、人 身売買の 被害 を経験 した後 に 、 経営者

の 配偶者や い わ ゆ る 「愛 人」 と して マ マ さん とな っ た とい う場合が 多 く、そ う

い う意味にお い て は双 方が 人身売買 を起因 と した被害者で あ る とい え る の で

はな い だ ろ うか （京都 YWCA ・APT 、 前 掲 、 55 頁）。

　 日本政 府は こ の よ うな深刻 な 人 身売買 の 被害 が あ る こ とを 認識 しつ つ も

（Human 　Rights　Watch ／Asia 　Human 　Rights　Watch 　Women 　s　Rights　Division
，
2000

，

p．6）、 何 ら保護政策 を打ち出す こ とが なか っ た 。 また 、 人 身売買の 取締 ま り

に適用 し うる 、 刑法や 労働基準法 な どの 既存の 法律が あ る に もか か わ らず

（注3）、む しろ 被害を受 けて い る 女性 たちに 売春防止法や 改定前の 入管法 を適

用 す る こ とに よ っ て 、2005年の 法改定 に い た る まで は刑事処分 の 対 象 とす る

とい う厳 しい 方針 を貫 い て きた。売春防止法第 5 条 は 、 公然勧誘罪 を規定す

る条文で ある 。 第 5 条違 反 に よ っ て 検挙 され る 女性 の 半数以 上 が移住労働者

で あ る と い わ れ て お り 、 古 い デ
ー

タ にな る が、 1995 年にお け る第 5条違反者

319人 の うち 198人が 外国 籍の 女性 で あ っ た （セ ッ クス ワ ー クの 非犯罪化 を要

求す る グル ー プUNIDOS 、1998、69頁）。そ の な か に は おそ ら く 多 くの 人 身売

買の 被害者が含 まれ て い る 。 また 、 同法第 5 条 に よ っ て 検挙 され た女性た ち

36

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The International Society of Volunteer Studies in Japan

NII-Electronic Library Service

The 　工nternatlonal 　Soolety 　of 　▽ olunteer 　Studles 　ln 　Japan

女性 に対する暴力として の 人身売買

は、入管法 に よ っ て 「不 法労働者」、あ る い は 「不法就労者」 と して 強制退去

の 対象 とな る な どの 二 重の 被害 に もあ っ て きた 。 人 身売 買 の 被 害者 を 日 本社

会か ら排除 す る こ とで 、人 身売買禁止政策 の 核 とな る べ く被害者保護 と真相

究明 が 困難 と な り、次か ら次 へ と被害 にあ う女性 たち の 数が増加す る一 方で

あっ た 。 国 際人身売買 シ ン ジケ ー トの 活動を活発化 して きた原 因の 一端 に は 、

日本政府 に よ る 女性 の 入権を無視 した、無責任な対応が 大 き く関わ っ て い る

とい え よ う 。 ア ジ ア各国か ら女性 の 移住労 働 者が来 日す る よ う にな っ て 30年

近 くが経過 した 現在 まで に、一体 どれ だけ多 くの 女性 た ち が 、 出稼 ぎ労働 の

目的とは裏腹に無
一

文 の まま帰国させ られ る こ と に よっ て 泣 き寝入 りを強 い

られ 、 出身国 へ の 送還後 もPTSD な どの被害 で 苦 しん で きた こ と で あろ うか 。

4 ． 人 身売買の 背景 に あ る もの ： 移住 労働 者の 女性 化 と経 済 の グ ロ ーバ リ

　　 ゼ ー シ ョ ン

　 女性 の 人 身売買は 、日本だけで な く世界各地で 起きて い る現 象で ある こ と

か ら 、 国連な どの 国際 機 関 が こ れ まで に さ まざ まな 対策 を とっ て き た こ と は

す で に上 述 した通 りで あ る 。例え ば 、タイ か ら ドイ ツ へ 、ル ー マ ニ ア か らチ ェ

コ へ
、 ロ シ ア か らス ウ ェ

ー デン へ 、あ る い は ロ シ ア か らイ ス ラエ ル に 向か う

女性た ちの 数が 増 加 し、それ に と もな っ て 人身売買の 被害 も拡大す る よ うに

な っ た 。 深 刻な 人権侵害が多発 して きた そ の 背景の つ には 、80年代 に 入 り、

「移住 労働の 女性化 」 が 世 界 的に進 んだ こ とが挙げ られ る だろ う。 「移住労働

の 女性化」 とい うの は 、単純 に移住労 働者 の な か に 女性 が増加 した とい う こ

とだけ を指 して い る わ けで は な く、女性の 移住労働者が従事 して い る職種が、

い わ ゆ る従 来 か ら 「女 性 の 仕事」 と され て き た、家事労働者、エ ン タ
ー

テ イ

ナー 、介護、性産業な どに 集中 して い る こ と を指 して い る （松井 、 2000 、 125

頁 、 山岸、前掲、35 頁）。 さ まざ ま な理 由に よ っ て 、 女性 が 主 体的に労働者 と

して 海外 に出て 行 く決 意 をす る こ と 自体に 異論は な い 。 そ の 理 由は何にせ よ、

移住労働 の 権利 を誰 もが 有 して い る か らで あ る 。 実際 、 海外 に出稼 ぎに出か

けた 女性た ち の なか には、そ の 目的地 で
一

定期間就労 した の ち に 、 事業家 と

して 成功 して い る 例 もあ る 。 しか し、移住 労勵者の 女性化 とい う現象は 、 従

来か ら多 くの 地域 に お い て 安 い 労働 力 と して 位 置づ け られ て き た女性労働 者

を、移住労働の な か に お い て も利 用 して 再 生産 しよ う とす る構造 の なか か ら

生 じて きた もの で あ り、女性 に対す る 経済的な 搾取 を具現化 した もの で ある

と い え る 。

　移住労働を増加させ る要因には、経済の グ ロ ーバ リゼー
シ ョ ン に影響を受

けた 送出 し国の 開発政策 に よ っ て 、 都 市 部だけの 開発が 進み 、そ の い っ ぽ う
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で 消 費文化 の 影響 を受 けつ つ も、農村部が 開発か ら取 り残され 、都市部 と農

村部 の 貧富 の 差が 拡大 した こ と、送 出 し国 の 債務危機が 人 々 の 生活 を大幅に

圧 迫する よ うに な っ た た め に、生活 の 建て 直 しの た め に 人々 がよ り高賃 金 の

仕事 を求 めて 、国 内移住労働や 海外移住労働をす る必要が出て きた こ と 、 冷

戦の 終結 ・ソ 連邦解体に と もな い 国 境を越 える こ とが以前に比べ る と比較的

簡単 に な っ た こ とな どが 挙げ られ る 。 また 、フ ィ リピ ン の よ うに国内 の失業

対策の た め に、労働力輸出政策 を掲げ 、 積極的に海外 へ の 移住労働 を推進 し

て い る 国 も あ る 。 そ の な かで 、送 出 し国 の 女性た ち の 多 く は 男性以 上 に安 い

労働力 と して 、 い わ ゆる 「女性 の 仕事」 を求め て い る 受入れ 国に 「輸出」 さ

れ る構造が で きあ が っ て い っ た の で あ る 。

　 また、移住 労 働 者の 送出 し国 が 自国 の 労 働者を海外に 送 り出すい っ ぼ うで 、

他 国 か らの 労働者 をよ り低 い 賃金 で 受入 れ て い く と い う現 象 も起 きて い る 。

例えば 、 タイ に は 1980 年代後 半 か ら 1990年代前半に か けて 、 ビル マ 、 カ ン

ボ ジア 、ラ オ ス な どの 周辺 諸国 か ら多くの 移住労働者が 流入 し、 日本 と同様

に性産業な どで は人身売買の 過酷な 人権侵害に苦 しむ女性が 続出 して き た。

5 ． 人身売買 に対する 日本政府の 取 り組み

　 口本政府 に よ る 人 身売買 へ の 取 り組み は、2004年 4 月 5 日に 2 人の 内閣官

房副長官補 を議長 とす る、外務省 、 法務省、警察庁な どの 関係省庁か らな る

「人 身取 引対 策関連省庁連絡会議」 が 設置 さ れ た こ と に よ り始 ま っ た 。 そ の

2 ヵ 月後 の 同年 6 月 に ア メ リカ 国務省 の 第 4 回 人 身売買報告書 （Trafficking　in

Persons　R．eport ）（注 4）の なか で 、 日本が 分類 2 （完全に基準を満た して い る わ

けで は な い が 基準 に満たす努 力 を して い る国）の   で あ る監 視対 象国 とな っ

た こ とを受け（注 5）、 人身売買 に 対する 取 り組み が急速に進め られ るよ うに

な っ た。2004年 7 月 6 日に 、 第 2 回 目の 人 身取 引対 策 関連省 庁会 議が 開か れ 、

そ の 場 で 人 身取引対策 に関す る 行動計画 を 作成す る こ と が合意さ れ た と同時

に 、 国際組織犯罪禁止条約お よ びそ の 議 定書の 一
つ で あ る入身売 買禁 止議 定

書 の批准 に 必 要な 国 内 法整 備 に向 けて 、法 制審議会 に法案 の 作成 を依 頼す る

こ とが 決定 された 。 同年 9 月 8 日に 、 野 沢太 三 前法務大臣が 刑法 に人 身売 買

の 加害者処罰 を 目的 とす る 人 身売買罪 を新設 する刑法 改正 要綱 案 を法 制審 議

会 に諮問 （法 制審議会諮 問第 71号） し、同年 12月 20 日に 同審議会の 専門部

会 にお い て 、 了承 され る に い た っ た 。 2005年 2 月 25 日に は刑法改定だけで な

く、入 管法の 改定案が 閣議決 定 され、2005年の 第 162回通常国会 の 場 にお い

て 、両 改定案 が提 出され た 。 同 6 月 14 日まで に 両案 とも付帯決議 と とも に参

議 院お よび 衆議院 の 法務委員会 を 通 過 し、6 月 16 日に は 衆議院本会議 に お い
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て 刑法お よび 入管法 の 改定が正 式に成立 した（注 6）。

　従来 の 刑法 226条は、 国外移送 目的略取 ・誘 拐罪等 を規定する条文で あ っ

た が、そ こ にあ らた め て入 身 売 買罪 を導 入す る と とも に、そ の 構成 を変更 し、

略取 誘拐罪の 処罰対象を拡大 、 お よびそ の 法定刑の 加重 もな され た （第 226

条 の 3）（注 7）。

　新 設 され た 人 身売買罪 は以 下の よ うに 規定 されて い る 。

　　第 226 条の 二 　入を買い 受 けた者は、 3 月以上 5年以下 の 懲役 に処する

23
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未成年者 を買い 受 けた 者は、 3 月以 上 7 年以 下 の 懲役 に処す る

営利、わ い せ つ 、結婚又 は 生命若 し くは 身体 に対す る加害の 目的

で 、 人 を 買 い 受 け た者は 、 1年以 E10 年以下の 懲役 に処す る

人 を売 り渡 した者 も 、 前項 と同様 とする 。

所在 国外 に 移送す る 目的で 、人 を 売 買 した者 は、2年以 ヒの 有 期懲

役 に処す る。

　人 身売買罪 に よ り 、 上 述 した 人 身売買議定書に お い て 定義 され て い る 人 身

売買 の 内容がすべ て 処罰で き る よ うに な っ た こ とは、
一

定の 成果 と して 評価

すべ きで ある が、現実の 実務 の 場 に お い て 、加害者 に対 して 同罪が どこ まで

適用 され 、人 身売買の 取締 り、お よ び 防止 に対 して 実質的な効 果 をあげ る こ

とが で き る の か とい うこ とに関 して は、今後 、注 目 して い くべ き点で あ る 。 ま

た 、 刑 事訴訟法 の 改定に よ り 、 ビデ オ リン ク方式等 の 対象犯罪 とされ たが、裁

判 に 必要 とな っ て くる 証人 の 保護の ため に は、さ らな る 検討 が必 要で あ ろ う

（吉田（b）、 2005 ）。 同時 に 改定 され た 入 管法に お い て は 、 人身売買 の 定義 （2

条 7 号） が新設 され 、 また退 去強制事由（24 条）が改定 され た ほ か、 在留特別

許可 事 由 （50 条 1項 3 号 ）の 改定 な ど も な され た。 人 身売 買の 定義は 、次の

よ う に規定 され て い る 。

　　2 条 7 号

　　　イ　営利、わ い せ つ 又は 生命若し くは身体に 対す る加害の 目的で 、人

　　　　　 を略 取 し 、 誘拐 し 、 若 し くは 売 買 し 、 又 は 略取 され 、 誘 拐 され 、 若

　　　　　 し くは 売買され た者 を 引き渡 し、収受け し、輸送 し、若 しくは 隠

　　　　　匿す る こ と。

　　　 ロ 　 イ に 掲げ る もの の ほか 、営利、わ い せ つ 又 は生 命若 し くは 身体 に

　　　　　対す る 加害 の 目的で 、 18歳未満の 者を 自己の 支配下に置 くこ と 。

　　　ハ 　イに掲げ る もの の ほか 、18歳 未満の 者が営 利 、 わ い せ つ 若 し くは

　　　　　生命若 し くは 身体 に 対 する加害 の 目的 を有 する 者の 支配 トに 置 か

　　　　　れ 、又 はそ の お それ がある こ とを知 りな が ら、当該 18歳未満 の 者

　　　　　を 引 き渡す こ と。
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　人身売買議定書の 定義を網羅 する内容 とな っ て い る人 身売買罪の 定義の 新

設 は、被害者あ る い は加害者の 認定 を客観的か つ 迅速 に 行 う 上で 、 役に 立つ

こ とが期待 され て い る （保坂、島戸、2005、81頁）。 退去強制事 由の 改定 とい

うの は 、退去強制の 対 象か ら人 身売 買 の 被害者を除 く とい う こ とを指 して い

る 。 従来 、
「不 法滞在者」、「不 法就労 者」 として 強制送 還 の 対象とな っ て きた

人身売買の 被害 者が 退去強制 を逃れ る とい う意味に お い て は、真相を究明 す

る 上 で 効果 を発す る 可能性が ある が 、 被害者認定が 個 々 の ケ
ー

ス に 沿 っ て 、

どれ く らい 丁寧 に、かつ 正 確 に行わ れ る こ とに な る の か と い う点 に 関 して は

何の 保 障も な い 。 在留特別許 可事 由の 改 定 とい うの は、人 身売 買の 被害者 に

在留特別許可 を発給す る とい う意味で ある が 、 そ もそ も在留特別許可 自体 、

手続 き に時間が か か る 上 に 、法務大 臣の 裁量 に よ る も の で あ っ て 、そ の 基準

は 明確では な い 。 したが っ て 、 同じよ うな被害 を受 けて きた者で あ っ て も裁

量 で あ る以 上、 許可 が 出る と き とそ うで は な い 場合が 生 じる 可能性が あ る 。

　人 身売 買の 加 害者処罰 を 中心 に進 め られ た 法改定で あ るが、い っ ぽ う、人

身売買禁止 に 関す る法政策の 核 とな る被害者の 保護に関 して は い か な る取 り

組 みが な され た の だ ろ うか 。日本政府 は、2004 年 12月 に 人 身取 引対策行動計

画 を 発表 し、被害者の 保 護に 関 して は 、同行動計画お よ び既存 の 法律 に沿 っ

て 行 う として い る 。 同行 動 計画 の 内容 は 、 主 には 1）人 身売 買議 定 書 の 批 准 、

2）人身売買防止 と して の 出入 国管理 の 強化 （水際対 策）、 3）加害処 罰 と 悪質雇

用主 とブ ロ ー カー の 取締 、 4）被害 に あっ た 人々 の 保 護（被害者の 認知 、 シ ェ

ル ター の提供、カ ウン セ リ ング ・相談活動、医 療支援、在留資格 の 取 り扱 い 、

被害者 の 安全確保、帰国支援な ど）、 5）国内関係機関 との 連携や社会啓発 ・広

報 活 動 とな っ て い る 。 こ の な か で 注意す べ き点 は 、 2）人 身売 買 防 止 と して の

出入国管理 の 強化 と 4）被害 に あ っ た 人 々 の保護で あ ろ う 。 出入 国管理 の 強化

の 一 環 と して 、フ ィ リピ ン女性の 移住労働者の 一部が有 して い た興行 ビザを

見直 し、入 管法第 7 条第 1項第 2号の 基準を定め る省令か ら、法別表第 1の 2

の 表 の 「興行」 の 1 ・イ ・（1）の 「外 国の 国若 しくは地方公共団体 又 は こ れ ら

の 準ずる公私 の 機関が 認定 した資格 を 有する こ と」を 削除す る とな っ て い る 。

こ れ は 、送 出 し国 自身やそ の 地 方 公共 団体 に エ ン タ
ー

テ イ ナ
ー

と して の 資格

を認 定 させ る こ と 自身が 、 汚職 の 温 床 とな っ て い る とい うこ と 、 また 、 同資

格 に よ っ て 得 られ た興行 ビザ が 、 人身売買の た め の 入 国 に 利用 され て い る こ

とが 理 由とされ て い る 。 しか しな が ら、現実 に は人身売買シ ン ジゲ ー
トは、た

とえ こ の基準が 削除 され た後 も、あ らた な る 手段 を用 い て 女性 を入 国 させ よ

う とす る で あ ろ う こ とを考 え る と、そ れ ほ ど有効な方法で あ る とは考 え られ

な い 。 む しろ 、 興行 ビザ の 入手が 難 しくな っ た と い うこ とに よ っ て 、厳 しい
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入 国審査 をク リア
ー

しよ うとす る た め に、人 身売買が さ らに水面下 に もぐり、

被害に あ う女性た ちが直面す る状況が深刻化す る可 能性が 生 じな い わ けで は

な い だろ う。

　同行動 計画の なか で も っ と も特筆すべ き事柄は、被害者の 保護 の た め に 婦

人相 談所 を活 用 す る と し て い る点 で ある 。そ もそ も売春防止法に よ っ て 設置

され て い る 婦 入相談所の 婦 人相談 員は、人 身売 買 の 保護 に 関する 専門家で は

な い 以 上、複雑な構造 を有 して い る人 身売買の 被害 にあ っ た 女性た ちに 対 し

て 、適切 な 保護 が で き るの か ど うか とい う 問題が 生 じて くる 。 現在 、 女性相

談セ ン ターや 配偶者暴 力相談支援セ ン ター の 役割 も担 っ て い る 婦人相談所が

あ らた に 人 身売買 の 被害者を保護す る だけ の 余裕が ある とは い えない
。 専門

家で は な い 問題 に 加 えて 、人員 の 確保 がな い 以 上 、人 身売 買の 被害者 に対す

る 保護業務 は 無琿 だ と言わ ざる をえ な い 。 人 身売買 の 被害者の 相談 には、人

身売 買の 被害状 況 や 人 身売買 の 被害者の た めの 専門的な カ ウ ンセ リング に熟

知 して い る 相談 員が あた る こ とが 望 ま しい 。 また 、通 訳 の 問題 も 生 じて く る

で あ ろ う。人身売買の 通訳 には、そ の 被害状況 および被害者 の 精神状態 に熟

知 して い る 者が通 訳 者 とな るべ きで あ る が 、そ うで は な い 場合、被害 者の 精

神状態 を傷 つ け る無 責任な発 言な どを行 う場 合が あ り、それ が 二 次被害に つ

なが る 可 能性 もあ る 。

　最後 に 被害者認定 に 関す る 問題 を挙げて お く。同行動計画 に よ る と、被害

者の 認 定 に は 警察、入 国管理 局、婦人相談 所が積極的 にあたる と して い る が、

警察や 入 国管 理 局 と い うの は、従来、被害者を 「不 法滞在 者」 や 「不 法 就労

者」 と して 取 締 ま っ て きた機 関で あ り、 言葉 も分か らず 、 空港か らそ の ま ま

ブ ロ
ー

カ
ー に よ っ て 「買主 1 の と こ ろ に 連れて 行か れ たた め に 、 自分 自身が

ど こ に い た の か とい う こ とす ら認 識せ ず 、 奴 隷 的 な 状況 に 置か れ て き た 被害

者の 女性か らして み る と 、 信頼して そ の 被害状況 を話す こ とがで き る相手 と

はな りに くい だ ろ う 。 被害状況 に つ い て 話 を す る こ とが で きる まで に は 、 相

当な時間 を要す る 。 まず は安全な と こ ろ に保護 され、そ の 環境 の なか で被害

者 自身が 真 に安全で あ る こ とを 認識 して か ら 、 信 頼 で き る と確 信 した相 手 に

対 して 徐 々 に話 をす る こ とが で き る場 合が 多 い の で はな い だろ うか 。 被害の

認定に あ た っ て は 、 取締ま り要 員で あ る 警察や 入 国 管理局の 職員で はな く、

あ くま で 人 身売 買の 専門家が あ た るべ きで ある 。

　2004年か ら2005年 に か けて 急 ピ ッ チ で 進 め られ た人 身売買に対する
一

連の
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 v

取 り組 み は、被害者を保護する た め の あ らた な法律 の 制定が な され なか っ た

と い う意味 に お い て 、不十分 な対策で あ る とい わ ざる を得 な い だ ろ う 。 人 身

取 引対策行動計画で は、被害者が どの よ うな保護 を受け る こ とが で き 、 自ら
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の 権利を守る ため に どの よ うな法律 を 利用 で きる の か と い っ た こ とす ら明確

に され て い な い 以 上 、 実効 性が 強 い 行動計 画で あ る とは い え な い （清末 、

2005、17頁）。法改定 か ら5年後 に は見直 しが行われ る こ とに な る が 、そ の と

き に は 上 記 の 問題 を踏 ま えた 上で 、あ らた に 効果 的な被害者保 護法を制定す

る こ とが 必要 と さ れ る の で は な い だろ うか。

6 ． おわ りに

　 本稿で は第 1章 と第 2章 にお い て 、女性 に対す る 暴力の 一
形態 で ある女性

の 移住 労働者 を対象 とする 人身売買が 、 国連の 取 り組 み の な か で どの よ うに

位置づ け られ て きたの か とい う点 を分析す る とと も に 、最近の 世界情勢の な

かで 、 そ の 位置づ けの 変遷が徐々 にな され て きた こ とを指摘 した 。 そ の後 、 第

3章 と第 4章で 、日本 に お い て 多発 して きた 人身売 買 の 被害 を鑑み 、深刻な 人

身売買の 被害にあ っ て い る移住労働者の 女性た ちが 置か れて きた状況 と移住

労働 の 増 加 につ な が る 背景 を検討 した の ち に 、 第 5 章に お い て 、最近 の 日本

政府 に よ る人 身売 買 へ の 取 り組み か ら見 えて くる 問題点をみ て い っ た 。

　 日本政府によ る
一
連の 取 り組み は 、「反 テ ロ 」政策を推 し進 め る上 で重要 と

な る 国際組織犯罪条約 の 批准 が そ の 前提 にあ る こ とが 明 らか で あ り、女性 に

対す る暴力 とい う視点か ら人身売買 に対す る 政策が行わ れて い る わ けで は な

い 。 そ の こ とは 、 人 身取引対策関連省庁 連絡会議の 構成団体 に 、内 閣府 の 男

女共 同参画 局が 含まれ て い な い こ とか らも明 らか で あ る 。同局 は 人 身売買 に

対す る 広報活動 を担 うだけ とされ て お り、 実際の 行動計画の 策定に は何 らか

かわ りを も っ て こ なか っ た 。 国際組織 犯罪 条約 の 議定書 で あ る 人 身売買議定

書 を批准せず とも、被害者保護 の た め の 政策は 十分に 可 能で あ り、む しろ、国

際組 織犯罪 条約 の 批准 を 目指 して 、監視社会 ・治安維持社会 を可能 とさせ る

国 内法 を整備 して い く方が は るか に危険 で あ る とい え よ う。同議定書は 人 身

売買 の 定義 を丁寧 に 定め て い る点 に お い て 評 価で き るが 、被害者の 保護 とい

う意味 に お い て は 十分 と は言 えず、被害者保護 に重点 をお い た 政策 をす す め

て い くた め には、国連人権 高等 弁務官が 2002 年 7 月 に経済社会理 事会 に提出

した 「人 権お よび 人 身売買に 関 して 奨励 され る 原則お よ び 指針」（JNATIP 、前

掲、184−206）を参考 にす るべ きで あ る。人 身売買の 被害者 に 女性が 多 い と い

うこ とに着 目する と、人 身売買政策は あ く まで、女性に対する 暴 力の 観点か

ら取 り組み が な さ なけれ ば な らず 、 具 体的 に は被害 者の 保 護 に重点 をお き、

同時 に加害者処罰、お よび 人身売買防止 の た め の 対策が と られ なけれ ばな ら

な い の で は な い だろ うか 。
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【注 】

（1）　著 者に よ る 訳

（2） 日本政府 は、人 身売 買 とい う言葉 を用 い ず に、人身取 引と い う 言葉を使

　　 用 して い る 。 当事者間に 金銭 あ る い は そ の ほ かの 経済的利益の 移転 が 必

　　 ず し もな い とい う こ とか ら、法 的 な観 点 か らす る と 「取引」 の ほ うが 概

　　 念 と して は広 い とい う意見 もある が （吉田、2005、 108−109頁）、 本稿で

　　 は 社会一般で 広 く流通 して い る人身売 買 とい う言葉を用 い る こ ととする 。

（3）　人 身売買 に適用 しう る 既存の 国 内法 に は 、 刑法224 条 （未成年者略取及

　　 び誘拐）、刑法 225 条 （営利 目的等略取及 び 誘拐）、 刑 法 227 条 （被略 取

　　者収 受等 ）、 労働基 準法 5 条（強制労働の 禁止）、 労働基準法 6 条（中間搾

　　 取 の 排除）、 労働基準法 17条 （前借金相殺 の 禁止）、 売春防止法 6 条（周

　　 旋等）、売春防止法 7条 （困惑等 に よ る 売 春）、児童 買春 等 禁 Lfl法 4条 （児

　　童買 春）、児 童買春等禁止法 5 条（児 童買春周旋）、児 童買春等禁止法 6 条

　　 （児童買 春勧誘） な どが 挙げ られ る。

（4）　ア メ リカ連邦 政 府制定 の 「2000年人 身売 買被害者保護法」は 、各国 政府

　　 が 人身売 買根絶 の た め に 、 どの よ うな努 力を して い る の か と い う こ と に

　　 関 して 、年次報告書 を作成す る こ と を義務づ けて い る。努 力を行 っ て い

　　 な い と見 な され た 国の 場合、非人道 ・貿易分野 にお い て 、援助の 削減 を

　　 受け るな どの （経済）制裁 の 対 象 とな る こ とが あ る 。

（5）　人身売買報告書の な かで 示 され て い る 人身売買根絶の た め の 最低基準は、

　　分類 1（基準 を満た して い る国 ）、 分類 2（完全 に 基準 を満た して い る わ け

　　 で は な い が、基準 を満 たすよ うに 努力を して い る国）、分類 3（努力を行 っ

　　 て い な い 国）に 分かれ る 。 分類の 2 は 、 さ らに は   今後一
年間 の 必要 な

　　 措置を講 じるか どうか を見極め る 必 要が ある 国 と  監視対 象国 に分 かれ

　　 る 。 凵本 は 2004 年 に 分類 の 2 の   と され た 。 人 身取引対策行動計画 を策

　　 定する な ど、人 身売買に対す る 取 り組み を開始 した とい う こ とで 、2005

　　 年 に は監 視対 象 国 か らは外れ た もの の 、依然 と し て 分類 の 2 に位 置づ け

　　 られ て い る 。

（6） 2005 年 7 月 12 日に施行 。

（7） 新設され た 第 226 条 の 3は次 の よ うに 規 定 され て い る 。
「略取 され 、誘拐

　　 され 、又 は 売買された 者 を所在国外に移送 した 者は 、 2 年以 ltの 有 期懲

　　 役 に処す る 。 」 従来 は 、 「日本国 外に 移 送」 と され て い たが、改定 され た

　　内容は 所在国か ら国外 に移送す る こ とを 幅広 く対象と した もの となっ て

　　 い る 。 こ れ は 、 他国 か ら日本に移送 され た場合だ けで な く 、 日本 国籍者

　　 が 国外 で 第三 国 に移送 され た場合 も想定 に入れ て作成され た もの で あ る。
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Trafficking in Persons as  Violence against  Women:

  Two  Approaches  by the UN,  the Legal Revision by the
                                                 '

    Japanese Government and  its Problematic Aspects

                   Aisa Kiyosue

(Osaka School of  International Public Policy, Osaka  University)

                            Abstract

    From the end  of  1 970s to 1 980s, Japan became  one  of  the main  receiving  countries

of  migrant  workers  in Asia. Although  many  female migrant  workers  have been

trafficked into the sex  industry, the Japanese government had not  taken any  effective

legal measures  to cope  with  the serious  situation. As  the trafficked women  had been

rather  treated as  
`overstaying

 foreigners' or  
`illegal

 workers  by the government, and

they had been targets for deportation, it had been hard to disclose the serious  situation

oftrafficking  in female migrant  workers  in Japan, as  well  as  to take measures  to

protect victims.  Because of  the great influence by the wemen's  movement  in the

world,  the UN  started  to tackle the issue of  traencking in persons, especially  fernale

migrant  workers,  frem a  viewpoint  ofwomen's  human  rights  and  Violence Against

Women  from the 1960s to 1990s. On  the other  hand, in the 1990s, the UN  began to see

trafficking in persons from perspectives ofanti-organised  crime  and  anti-terrorism  ,

Currently the perspectives ofthe  anti-organised  crime  and  anti-terrorism  are geuing
stronger  than  that ofthe  Violence Against Women. Following the similar  perception,
the Japanese government began to prepare actions  including legal revision  against

trafficking in persons in 2004. Since series  ofthe  governmental  actions  aiming  to

ratify  the UN  Convention against  Transnational Organised Crime stress  offender

punishment, they  are  not  enough  to protect victims  and  ensure  their rights. When

these actions  are  reassessed  5 years later in the Diet, a new  law fbcusing on  the victims

oftrafficking  in persons must  be made  from a  viewpoint  ofViolence  Against Women,

fo11owing their needs.

Key  words  : Migrant Workers, Trafficking in Persons, Violence Against Women,

          Feminisation ofMigrant  Workers, Legal Revision
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