
移
民
と
「
よ
そ
者
」

以
前
、
日
本
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
中
国
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
の
方
に
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
中
国
か
ら
日
本

に
留
学
し
、
卒
業
後
、
日
本
で
ず
っ
と
仕
事
を
し
て
き
た

彼
は
、
私
が
話
を
伺
っ
た
と
き
は
す
で
に
日
本
で
20
年
以

上
暮
ら
し
て
い
た
。
彼
の
話
の
な
か
で
一
番
印
象
に
残
っ

た
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
長
く
住
ん
で
い
て
も
「
い
つ
中
国

に
帰
る
ん
で
す
か
？
」
と
日
本
人
か
ら
聞
か
れ
る
こ
と
が

あ
り
、「
悲
し
く
な
る
」
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
っ
た
。

お
そ
ら
く
、
質
問
者
か
ら
す
れ
ば
何
気
な
い
問
い
か
け
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
ら
す
れ
ば
、

自
分
は
「
い
つ
か
帰
る
人
」
で
、
日
本
社
会
の
メ
ン
バ
ー

と
は
思
わ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
る
瞬
間
な
の
だ
。

19
世
紀
末
か
ら
20
世
紀
前
半
に
、
現
在
の
ド
イ
ツ
で
活

躍
し
た
社
会
学
者
の
ゲ
オ
ル
ク
・
ジ
ン
メ
ル
（
１
８
５
８

～
１
９
１
８
）
は
、「
よ
そ
者
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　

…
…
よ
そ
者
と
は
、
こ
れ
ま
で
よ
く
言
わ
れ
て
き

た
よ
う
に
、
今
日
来
て
明
日
去
っ
て
い
く
人
と
い
う

意
味
で
は
な
い
。
む
し
ろ
今
日
来
て
明
日
と
ど
ま
る

人
―
―
い
わ
ば
潜
在
的
放
浪
者
と
い
う
意
味
だ
。
…
…

彼
は
一
定
の
空
間
領
域
―
―
な
い
し
は
空
間
と
似
た
よ

う
な
形
で
境
界
が
定
め
ら
れ
て
い
る
領
域
の
内
部
に

つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
て
い
る
（
ジ
ン
メ
ル
「
よ
そ
者
に
つ
い

て
の
補
論
」
G
. 

ジ
ン
メ
ル
『
ジ
ン
メ
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
』
北
川
東
子
編
訳
・
鈴
木
直
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

１
９
９
９
年
）
。

つ
ま
り
、
ジ
ン
メ
ル
の
い
う
「
よ
そ
者
」
と
は
、「
今

日
来
て
明
日
去
っ
て
い
く
人
」（
こ
こ
で
は
「
旅
人
」
と
呼

ん
で
お
こ
う
）
で
は
な
い
。
一
方
で
、彼
の
表
現
を
も
じ
っ

て
い
え
ば
「
昨
日
か
ら
い
て
明
日
も
と
ど
ま
る
人
」（
こ

こ
で
は
「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
）
で
も
な
い
。

「
よ
そ
者
」
と
は
、「
外
」
か
ら
や
っ
て
来
つ
つ
「
内
部
に

つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
」
た
者
、
つ
ま
り
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
メ

ン
バ
ー
に
な
っ
た
者
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
も
そ
こ
に
と
ど

ま
る
人
で
あ
る
。
ジ
ン
メ
ル
は
ま
た
、
こ
の
「
よ
そ
者
」

の
特
徴
を
、
そ
の
人
の
属
性
と
し
て
で
は
な
く
、
彼
と
集

団
と
の
関
係
に
見
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
よ
そ
者
」

と
は
、「
集
団
に
内
在
し
、
そ
の
構
成
員
と
し
て
の
地
位

を
保
つ
と
同
時
に
、
集
団
の
外
側
に
立
ち
、
集
団
に
立
ち

向
か
う
要
素
を
含
ん
で
い
る
」
と
い
う
（
前
掲
書
）。
そ
れ

ゆ
え
こ
の
定
義
に
し
た
が
え
ば
、
移
民
の
子
や
孫
と
し
て

移
動
先
で
生
ま
れ
た
者
の
よ
う
に
、「
外
」
か
ら
や
っ
て

き
た
わ
け
で
は
な
い
が
、「
集
団
の
外
側
に
立
」
っ
て
い

る
よ
う
に
見
な
さ
れ
が
ち
な
「
よ
そ
者
」
も
い
る
（
図
１
）。

こ
う
し
た
者
も
含
め
、「
よ
そ
者
」
の
位
置
に
お
か
れ

る
人
び
と
は
、
歴
史
上
、
多
く
の
社
会
に
見
出
さ
れ
て
き

た
。
ジ
ン
メ
ル
は
、
行
商
人
や
ユ
ダ
ヤ
人
を
そ
の
例
と
し

て
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
後
、
ジ
ン
メ
ル
の
影
響
を
受
け
、

シ
カ
ゴ
大
学
で
社
会
学
の
教
鞭
を
と
っ
た
ロ
バ
ー
ト
・

パ
ー
ク
（
１
８
６
４
～
１
９
４
４
）
と
そ
の
弟
子
た
ち
は
、

当
時
、
シ
カ
ゴ
に
急
増
し
て
い
た
移
民
に
注
目
し
た
。
彼

ら
は
、
欧
州
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
き
た
移
民
た
ち
が

様
々
な
障
壁
に
直
面
し
な
が
ら
も
、
自
分
た
ち
の
「
居
場

所
」
を
築
い
て
い
く
過
程
や
、
そ
の
移
民
た
ち
の
営
み
が

都
市
、
社
会
を
形
成
し
て
い
く
あ
り
さ
ま
を
描
き
出
し
た
。

社
会
学
史
的
に
い
え
ば
、
彼
ら
の
研
究
が
「
都
市
社
会

学
」
と
い
う
学
問
分
野
を
打
ち
立
て
た
の
だ
が
、
こ
こ
か

ら
み
え
て
く
る
の
は
、「
よ
そ
者
」
の
象
徴
と
し
て
捉
え

ら
れ
た
移
民
が
、
そ
の
後
「
市
民
」
と
な
っ
て
い
く
と
い

う
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
で
あ
る
。

で
は
、
日
本
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
冒
頭
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
考
え
る
と
、
日
本
に
暮
ら
す
移

民
は
、「
よ
そ
者
」
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
、「
今
日
来
て

明
日
去
っ
て
い
く
人
」
つ
ま
り
「
旅
人
」
と
見
な
さ
れ
が

ち
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

日
本
に
お
け
る
移
民

日
本
に
暮
ら
す
移
民
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、
そ
の
う
ち

外
国
籍
を
も
つ
も
の
だ
け
で
も
、
２
０
１
８
年
末
に
約

２
７
３
万
人
と
、
人
口
の
２
％
を
超
え
た
。
国
籍
別
で
は
、

中
国
、
韓
国
、
ベ
ト
ナ
ム
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
多
く
、
近
年

は
と
く
に
ベ
ト
ナ
ム
国
籍
者
の
増
加
が
著
し
い
。
人
口
の

２
％
と
い
う
と
欧
米
諸
国
な
ど
と
比
較
す
る
と
ま
だ
割
合

は
低
い
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
地
域
差
は
大

き
く
、
外
国
籍
人
口
が
10
%
を
超
え
る
自
治
体
も
あ
る
。

ま
た
帰
化
者
や
国
際
結
婚
を
し
た
両
親
か
ら
生
ま
れ
た
子

ど
も
な
ど
、
移
民
や
移
民
ル
ー
ツ
の
人
び
と
の
な
か
に
は

日
本
国
籍
を
も
つ
者
も
少
な
く
な
い
。
さ
ら
に
、
働
い
て

い
る
外
国
籍
者
に
焦
点
を
絞
っ
て
も
、
２
０
１
３
年
に
は

約
72
万
人
だ
っ
た
そ
の
数
は
、
２
０
１
８
年
に
は

１
４
６
万
人
と
、
５
年
間
で
倍
増
し
た
（
図
２
）。

こ
の
背
景
に
は
、
経
済
回
復
や
東
京
五
輪
の
準
備
な
ど

に
よ
る
短
期
的
な
人
手
不
足
の
み
な
ら
ず
、
高
齢
化
に
と

も
な
う
労
働
力
人
口
の
減
少
と
い
う
長
期
的
な
傾
向
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
な
か
、
政
府
は
、

２
０
１
８
年
、
人
手
不
足
を
理
由
と
し
て
初
め
て
移
住
労

働
者
の
公
式
な
受
け
入
れ
を
決
め
た
。
し
か
し
同
時
に
政

府
は
、
こ
れ
を
「
移
民
」
の
受
け
入
れ
と
見
な
す
こ
と
を

拒
否
し
て
い
る
。
こ
の
意
図
を
理
解
す
る
た
め
に
、
こ
れ

ま
で
の
日
本
の
移
民
受
け
入
れ
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み

よ
う
。

█図1：移民とコミュニティの相関イメージ

今日明日 昨日

ジンメルが呈示した「よそ者」の特徴になぞらえ、コミュニティの構成員をそれぞれ

❶ネイティブ：昨日からいて明日もとどまる人
❷よそ者A：移民。今日来て明日とどまる人
❸よそ者B：移民の子や孫など外からやってきたわけではないが、
　　　　　  集団の外に立っているように見なされがちな人
❹旅人：今日来て明日去っていく人
に分類し、各々の関係性を仮定してみたもの。

❷

█図2：在留資格別外国人労働者数の推移
戦
後
日
本
に
は
、
在
日
コ
リ
ア
ン
や
台
湾
、
中
国
人
な

ど
移
民
や
移
民
ル
ー
ツ
の
人
び
と
が
暮
ら
し
て
き
た
。
そ

の
後
、
１
９
８
０
年
代
に
入
っ
て
、
東
南
ア
ジ
ア
や
南
ア

ジ
ア
な
ど
か
ら
の
新
し
い
移
民
の
流
れ
が
目
立
つ
よ
う
に

な
っ
た
。
彼
・
彼
女
ら
の
多
く
は
、
観
光
な
ど
の
目
的
で

入
国
し
、
在
留
期
限
が
切
れ
た
後
も
働
く
「
オ
ー
バ
ー
ス

テ
イ
」
だ
っ
た
。

彼
ら
の
急
増
を
受
け
、
１
９
８
９
年
に
政
府
は
出
入
国

※１ 我が国において有する身分又は地位に基づくものであり、永住者、日系人等が該当する。
※２ 本来の在留目的である活動以外に就労活動を行うもの（原則週28時間以内）であり、留学生のアルバイト等が該当する。
※３ 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うもの。
※４ 就労目的で在留が認められるものであり、経営者、技術者、研究者、外国料理の調理師等が該当する。
資料：厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況（平成30年10月末現在）」
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２
０
１
８
年
に
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
拡
大
の
た
め
の
法
改
定
が
行
わ
れ
、

移
民
社
会
と
し
て
の
日
本
が
本
格
的
に
顕
現
し
て
き
た
。

移
民
を
「
よ
そ
者
」と
見
な
し
距
離
を
置
く
の
は
た
や
す
い
が
、

最
早
そ
れ
で
は
日
本
社
会
の
持
続
可
能
性
を
保
っ
て
い
く
こ
と
は
難
し
い
。

同
じ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
構
成
員
と
し
て
、
移
民
を
ど
の
よ
う
な
理
念
で
捉
え
、
協
調
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
。

日
本
に
お
け
る
移
民
受
け
入
れ
の
流
れ
を
見
渡
し
な
が
ら
、
こ
の
先
こ
れ
か
ら
の
視
座
を
考
察
す
る
。

移
民
が「
よ
そ
者
」に
な
る
と
き
、

な
ら
な
い
と
き

髙
谷 

幸

Takaya Sachi

た
か
や
・
さ
ち

大
阪
大
学
大
学
院
人
間
科
学
研
究
科
准
教
授
。
１
９
７
９
年
奈
良
県
生
ま

れ
。
神
戸
大
学
法
学
部
卒
業
。
京
都
大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科

修
了
。
専
門
は
社
会
学
・
移
民
研
究
。
著
書
に
『
追
放
と
抵
抗
の
ポ
リ
テ
ィ

ク
ス
―
―
戦
後
日
本
の
境
界
と
非
正
規
移
民
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
）、
編

著
に
『
移
民
政
策
と
は
何
か
―
―
日
本
の
現
実
か
ら
考
え
る
』（
人
文
書
院
）

が
あ
る
。
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管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
以
下
、
入
管
法
）
を
改
定
し
、

翌
年
施
行
し
た
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
、「
専
門
的
・
技
術

的
分
野
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
は
積
極
的
に
受
け
入
れ

る
一
方
で
、
い
わ
ゆ
る
『
単
純
労
働
者
』
の
受
け
入
れ
は

認
め
な
い
」
と
い
う
方
針
が
確
認
さ
れ
た
。
一
方
、
こ
の

法
改
定
と
あ
わ
せ
て
、
日
系
３
世
と
そ
の
家
族
に
、
親
族

訪
問
と
い
う
名
目
で
「
定
住
者
」
と
い
う
在
留
資
格
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
ブ
ラ
ジ
ル
や
ペ

ル
ー
な
ど
か
ら
日
本
へ
の
「
デ
カ
セ
ギ
」
が
増
加
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

ま
た
１
９
９
３
年
に
は
、
外
国
人
研
修
・
技
能
実
習
制

度
が
発
足
し
た
。
こ
の
制
度
は
、
も
と
も
と
人
材
育
成
を

通
じ
た
技
能
等
の
移
転
に
よ
る
国
際
協
力
の
推
進
を
目
的

と
し
て
１
９
６
０
年
代
に
始
ま
っ
た
研
修
制
度
に
端
を
発

し
て
い
る
。
そ
の
研
修
制
度
に
後
続
し
、
よ
り
実
践
的
な

技
能
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
目
的
で
外
国
人
技
能
実
習
制

度
が
設
立
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
「
外
国
人
研
修
・
技
能
実
習

制
度
」
と
し
て
運
営
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
現

実
に
は
こ
れ
は
、
人
手
不
足
に
悩
む
中
小
零
細
企
業
が
安

価
な
移
住
労
働
者
を
受
け
入
れ
る
制
度
と
し
て
機
能
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
実
際
、
低
賃
金
、
転
職
の
自
由
が
認
め

ら
れ
な
い
こ
と
、
強
制
帰
国
な
ど
、
劣
悪
な
労
働
条
件
や

人
権
侵
害
が
た
び
た
び
問
題
に
な
り
、
何
度
か
制
度
改
定

も
な
さ
れ
て
き
た
。
２
０
１
０
年
に
は
、
研
修
と
切
り
離

し
、
１
年
目
か
ら
労
働
法
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
外
国
人

技
能
実
習
制
度
と
な
っ
た
が
、
根
本
的
な
問
題
は
変
わ
ら

な
か
っ
た
。
一
方
で
、
制
度
の
緩
和
も
な
さ
れ
、
受
け
入

れ
が
認
め
ら
れ
る
職
種
や
年
数
も
拡
大
さ
れ
、
技
能
実
習

生
数
の
増
加
に
つ
な
が
っ
て
き
た
。
２
０
１
８
年
に
は
約

33
万
人
が
こ
の
制
度
下
で
働
い
て
お
り
、
同
制
度
は
、
日

本
に
お
け
る
移
住
労
働
者
受
け
入
れ
の
主
要
な
経
路
と
し

て
機
能
し
て
い
る
。
く
わ
え
て
近
年
は
、
主
に
技
能
実
習

生
の
受
け
入
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

や
小
売
業
な
ど
で
「
留
学
生
」
の
雇
用
が
増
加
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
移
住
労
働
者
の
受
け
入

れ
に
は
、「『
単
純
労
働
者
』
の
受
け
入
れ
は
認
め
な
い
」

と
い
う
建
前
を
維
持
し
つ
つ
、
実
際
に
は
、
別
の
目
的
で

受
け
入
れ
た
日
系
人
、
研
修
生
、
技
能
実
習
生
、
留
学
生

が
、
非
熟
練
労
働
市
場
で
働
く
と
い
う
、
建
前
と
現
実
の

ズ
レ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
う
し
た
受
け
入
れ
は
、

「
サ
イ
ド
ド
ア
か
ら
の
受
け
入
れ
」
と
揶や

ゆ揄
さ
れ
て
き
た
。

「
旅
人
」
に
と
ど
ま
ら
せ
る
力
と
し
て
の
法
制
度

さ
て
２
０
１
８
年
の
法
改
定
に
よ
る
移
住
労
働
者
の
受

け
入
れ
拡
大
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
を
あ
る
程
度
転
換
す

る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
人
手

不
足
を
補
う
た
め
に
は
移
住
労
働
者
が
必
要
と
い
う
こ
と

を
初
め
て
公
式
に
認
め
た
受
け
入
れ
だ
か
ら
で
あ
る
。

一
方
で
、
こ
の
法
改
定
に
は
、「
定
住
化
の
阻
止
」
と

い
う
点
で
、
こ
れ
ま
で
の
政
策
と
の
連
続
性
も
見
出
せ
る
。

こ
れ
は
、
日
本
で
の
就
労
・
滞
在
期
間
の
上
限
を
定
め
、

家
族
帯
同
も
認
め
な
い
こ
と
で
、
可
能
な
限
り
定
住
さ
せ

な
い
形
で
、
移
住
労
働
者
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
方
策

で
あ
る
。
い
わ
ば
、「
今
日
来
て
明
日
去
っ
て
い
く
人
」

つ
ま
り
「
旅
人
」
の
よ
う
な
形
で
、
移
住
労
働
者
を
受
け

入
れ
よ
う
と
す
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

も
と
も
と
こ
の
方
針
は
、
１
９
８
９
年
の
入
管
法
改
定

を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
浮
上
し
、
就
労
・
滞
在
期
間
に

上
限
が
あ
り
、
家
族
帯
同
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
外
国
人
研

修
・
技
能
実
習
制
度
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
（
梶
田
孝
道

「
日
本
の
外
国
人
労
働
者
政
策
」
梶
田
孝
道
・
宮
島
喬
編
『 
国
際

社
会
1 

国
際
化
す
る
日
本
社
会
』
東
京
大
学
出
版
会
、 

2
0
0
2
年
）。
そ
の
後
、
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
制
度
は

拡
大
、
緩
和
さ
れ
て
き
た
。「
定
住
化
の
阻
止
」
と
い
う

方
針
が
、
日
本
の
受
け
入
れ
政
策
の
な
か
で
主
流
化
し
て

き
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
２
０
１
８
年
の
入
管

法
改
定
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
在
留
資
格
「
特
定
技
能
」

に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
特
定
技
能
」
労

働
者
は
、
ま
ず
「
１
号
」
を
取
得
し
、
介
護
、
外
食
業
、

農
業
、
建
設
、
造
船
・
舶
用
工
業
な
ど
14
分
野
で
最
大
５

年
間
働
く
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、「
１
号
」
修
了
者
が

移
行
で
き
、
家
族
帯
同
や
在
留
期
間
更
新
が
可
能
な
「
２

号
」
は
、
２
０
１
９
年
８
月
時
点
で
建
設
、
造
船
・
舶
用

工
業
の
２
分
野
に
し
か
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
以
外

に
、
資
格
を
取
得
す
れ
ば
、
別
の
在
留
資
格
に
移
行
で
き

る
介
護
を
あ
わ
せ
て
も
３
分
野
で
働
く
「
特
定
技
能
」
労

働
者
し
か
定
住
に
つ
な
が
ら
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る

（
図
３
）。

実
際
、
こ
の
法
改
定
を
、
安
倍
政
権
は
「
移
民
政
策
」

で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
「
外
国
人
材
の

在
留
期
間
の
上
限
を
通
算
で
５
年
と
し
、
家
族
の
帯
同
は

基
本
的
に
認
め
な
い
」
こ
と
が
「
移
民
政
策
」
と
は
異
な

る
点
だ
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、
移
住
労
働
者
を
「
今
日
来

て
明
日
去
っ
て
い
く
人
」
と
し
て
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る

政
府
の
姿
勢
が
如
実
に
表
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
で
は
、
人
び
と
の
認
識
だ
け
で
な

く
法
制
度
や
政
策
に
よ
っ
て
も
、
移
民
を
「
今
日
来
て
明

日
去
っ
て
い
く
」「
旅
人
」
に
と
ど
ま
ら
せ
よ
う
と
す
る

力
が
働
い
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

「
よ
そ
者
」／「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
」の
区
別
が         

意
味
を
も
た
な
く
な
る
と
き

し
か
し
現
実
に
は
、
日
本
に
暮
ら
す
外
国
籍
者
の
う
ち

１
０
０
万
人
以
上
が
永
住
資
格
を
も
ち
、
そ
れ
以
外
の
一

定
程
度
安
定
し
た
在
留
資
格
を
も
つ
人
を
含
め
る
と
、
半

分
以
上
に
な
る
。
在
日
コ
リ
ア
ン
な
ど
の
旧
植
民
地
出
身

者
の
ほ
か
日
本
人
と
国
際
結
婚
し
た
人
や
、
日
系
人
な
ど
、

日
本
人
と
の
「
家
族
的
つ
な
が
り
」
を
も
つ
人
が
多
い
。

つ
ま
り
日
本
で
は
、
移
住
労
働
者
を
「
旅
人
」
に
と
ど
ま

ら
せ
よ
う
と
す
る
力
が
あ
る
一
方
で
、
日
本
人
と
の
「
家

族
的
つ
な
が
り
」
が
、彼
ら
の
定
住
化
を
促
進
さ
せ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
、
日
本
に
移
動
し
て
永
住
・
定
住
し
た
移

民
は
、
ジ
ン
メ
ル
の
表
現
で
い
え
ば
、「
今
日
来
て
明
日

と
ど
ま
る
人
」
つ
ま
り
「
よ
そ
者
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
「
よ
そ
者
」
は
、「
集

団
に
内
在
し
、
そ
の
構
成
員
と
し
て
の
地
位
を
保
つ
と
同

時
に
、
集
団
の
外
側
に
立
ち
、
集
団
に
立
ち
向
か
う
要

素
」
を
も
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
「
内
」
に
い
な
が
ら
「
外
」
の
視
点
も

も
つ
と
い
う
点
が
、「
よ
そ
者
」
が
ま
ち
づ
く
り
に
新
し

い
視
点
を
も
た
ら
す
存
在
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
理
由

だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
地
域
社
会
に
定
住
し
た
移
民
の
場
合

も
同
様
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
新
し
い
視
点
を
も
た

ら
し
地
域
の
活
性
化
に
一
役
買
っ
て
い
る
移
民
も
珍
し
く

な
く
な
っ
て
い
る
。

岡
山
県
総
社
市
は
、
そ
う
し
た
移
民
の
社
会
参
加
を
積

極
的
に
進
め
て
き
た
自
治
体
の
一
つ
で
あ
る
。
市
の
職
員

に
ブ
ラ
ジ
ル
出
身
者
の
譚た

ん

俊し
ゆ
ん

偉わ
い

さ
ん
を
雇
用
し
、
譚
さ

ん
や
他
の
通
訳
ス
タ
ッ
フ
が
、
地
域
に
暮
ら
す
移
民
た
ち

の
相
談
に
の
る
体
制
を
整
え
た
。
こ
の
結
果
、
移
民
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
自
治
体
や
地
域
の
つ
な
が
り
が
で
き
、
一

緒
に
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
災
害

時
に
は
、
移
民
た
ち
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
、
被
災
者

支
援
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
彼
ら
を
支
え
て
き
た

N
G
O
の
代
表
の
方
に
お
話
を
伺
っ
た
際
、
異
な
る
背

景
を
も
つ
人
び
と
の
存
在
は
「
お
荷
物
」
で
は
な
く
「
財

産
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
た
が
、
移
民
た
ち
は
、

社
会
参
加
を
通
じ
て
、
ま
す
ま
す
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
「
財

産
」
と
し
て
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

た
だ
一
方
で
、「
よ
そ
者
」
が
も
つ
と
さ
れ
る
「
ネ
イ

テ
ィ
ブ
」
と
の
違
い
を
「
財
産
」
か
ど
う
か
判
断
す
る
の

は
誰
か
、
と
い
う
問
い
は
残
る
。「
よ
そ
者
」
は
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
メ
ン
バ
ー
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
」
と
の
関
係
を
み
た
場
合
、
社
会

構
造
上
、
優
位
な
立
場
に
立
つ
「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
」
の
方
が

力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
う
し
た
力
関
係
を
背

景
に
、「
よ
そ
者
」
を
評
価
す
る
の
は
、「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
」

で
あ
り
、
そ
れ
も
ネ
イ
テ
ィ
ブ
自
身
が
設
定
し
た
基
準
に

よ
っ
て
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
国
際

※「必要な技能」「必要な日本語能力」は、技能実習からの移行の場合、試験は免除される。
資料：出入国在留管理庁「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」

█図3：「特定技能」労働者の在留要件

特定技能1号 特定技能 2 号

在留期間 通算で上限5年まで 更新可能

家族帯同 不可 可

永住 2号への移行後に可 可

必要な技能※ 相当程度の知識または経験 熟練した技能

必要な日本語能力※ 試験などで確認 なし

職種

特定産業分野（14 分野）
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機
械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、
造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、
農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

建設、造船・舶用工業

結
婚
で
地
方
に
定
住
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
女
性
は
、
日
本
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
も
と
に
、
家
事
や
高
齢
者
の
ケ
ア
役

割
を
献
身
的
に
担
い
、「
伝
統
的
で
理
想
的
な
い
い
お
嫁

さ
ん
」
と
し
て
、
周
囲
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
う

（Faier, L., 2009, Intim
ate E

ncounters, B
erkeley: 

U
niversity of California Press

）。
人
間
社
会
で
生
き
る

以
上
、
他
者
か
ら
の
評
価
は
避
け
ら
れ
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
両
者
に
横
た
わ
る
力
関
係
の
下
、「
よ

そ
者
」
が
、「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
」
の
評
価
的
な
ま
な
ざ
し
か

ら
逃
れ
る
こ
と
は
難
し
い
。

こ
う
し
た
一
方
的
な
関
係
が
乗
り
越
え
ら
れ
る
の
は
、

「
よ
そ
者
」
と
「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
」
の
力
関
係
が
揺
ら
ぎ
、

彼
ら
が
区
別
さ
れ
な
く
な
る
と
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
は
決
し
て
、「
よ
そ
者
」
が
「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
」
に
同

化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
自
体
が
多
様
化
し
、「
よ
そ
者
」
と
「
ネ
イ

テ
ィ
ブ
」
の
区
別
が
意
味
を
も
た
な
く
な
っ
た
と
き
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
と
き
に
初
め
て
、「
よ
そ
者
」
だ
け
で

な
く
、
誰
も
が
「
そ
の
人
ら
し
さ
」
と
い
う
意
味
で
の

「
違
い
」
を
発
揮
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す

る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

「
よ
そ
者
」
を
評
価
し
、
彼
ら
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
含
め

る
か
ど
う
か
を
決
め
る
の
は
自
分
た
ち
だ
と
信
じ
て
疑
わ

な
い
「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
」
の
方
な
の
だ
。
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