
県
内
に
お
け
る
外
国
人
人
口
の
動
向

　

筆
者
は
、2
0
1
1
年
に
愛
媛
県
内
の
大
学
に

職
を
得
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、「
地
方
に
暮
ら
す

外
国
人
」の
生
活
状
況
や
サ
ポ
ー
ト
課
題
に
つ
い

て
県
内
外
の
現
場
で
調
査
し
、現
状
と
課
題
に
つ

い
て
検
討
し
て
き
た
。そ
の
間
、コ
ロ
ナ
禍
で
一
時

的
な
減
少
を
見
た
も
の
の
、全
国
の
動
向
と
軌
を

一
に
し
て
地
方
部
の
各
地
で
外
国
人
人
口
は「
右

肩
上
が
り
」で
増
加
し
て
お
り
、外
国
人
の
受
け
入

れ
と
サ
ポ
ー
ト
課
題
へ
の
対
応
の
必
要
性
は
い
っ

そ
う
高
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
ま
ず
、日
本
全
国
の
地
方
部
お
よ
び

愛
媛
県
で
の
外
国
人
人
口
の
動
向
に
つ
い
て
、法

務
省
・
出
入
国
在
留
管
理
庁
の
集
計
に
よ
る「
在

留
外
国
人
統
計
」を
も
と
に
確
認
す
る
。近
年
の

「
日
本
の
地
方
部
で
の
外
国
人
人
口
の
増
加
傾

向
」を
捉
え
る
た
め
、筆
者
は
47
の
都
道
府
県
の

う
ち
外
国
人
人
口
が
2
万
5
千
人
以
下
の
27
の
県

（
愛
媛
県
も
含
む
）の
総
計
値
の
変
化
に
着
目
し

た（
徳
田
他
編『
地
方
発　

多
文
化
共
生
の
し
く

み
づ
く
り
』よ
り
）。そ
れ
に
よ
れ
ば
、2
0
1
2
年

の
22
・
2
万
人
か
ら
2
0
1
7
年
に
は
28
・
4
万

人
へ
と
増
加
し
、2
0
2
4
年
6
月
時
点
で
は
約

43
万
人
と
、こ
の
間
に
ほ
ぼ
倍
増
し
て
い
る
。

　

次
に
、愛
媛
県
内
の
外
国
人
人
口
の
動
き

に
つ
い
て
、同
統
計
の
最
初
の
計
測
値
で
あ
る

2
0
1
2
年
12
月
と
本
稿
の
執
筆
時
点
で
は
最

新
と
な
る
2
0
2
4
年
6
月
の
数
値
を
比
較
し

て
み
た
い
。2
0
2
4
年
6
月
時
点
で
の
愛
媛

県
全
体
の
在
留
外
国
人
人
口
は
1
7
4
3
9
人

で
、2
0
1
2
年
の
8
9
0
5
人
と
比
べ
る
と
増

加
率
は
1
・
96
倍
と
な
っ
て
い
る
。県
内
の
市
町

別
に
見
る
と
、外
国
人
人
口
の
多
い
順
で
松
山
市

2
6
8
5
人
→
4
8
4
5
人（
1
・
8
倍
）、今
治

市
1
9
6
4
人
→
4
1
7
8
人（
2
・
1
倍
）、西

条
市
8
7
7
人
→
1
9
1
7
人（
2
・
2
倍
）、新

居
浜
市
8
3
5
人
→
1
6
9
9
人（
2
・
0
倍
）、

四
国
中
央
市
5
9
9
人
→
1
0
9
3
人（
1
・
8

倍
）と
な
っ
て
い
て
、県
庁
所
在
地
の
松
山
市
と
東

予
地
方
の
製
造
業
が
集
積
し
て
い
る
各
市
に
多
く

の
在
留
外
国
人
が
分
布
し
て
い
る
。

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
全
体
を
見
据
え
た
サ
ポ
ー
ト
の

必
要
性

　

こ
こ
で
、日
本
の
地
方
部
に
お
け
る
外
国
人
へ
の

サ
ポ
ー
ト
や
多
文
化
共
生
に
関
す
る
施
策
の
実

施
体
制
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
。地
方
部
に

お
け
る
こ
こ
10
年
の
外
国
人
人
口
の
増
加
を
受
け

て
、外
国
人
住
民
の
来
住
時
の
相
談
窓
口
の
設
置

と
対
応
、お
よ
び
日
本
で
の
生
活
や
就
労
に
最
低

限
必
要
な
日
本
語
の
習
得
支
援
に
つ
い
て
は
、往

時
に
比
べ
る
と
か
な
り
の
改
善
が
図
ら
れ
て
き
て

い
る
。

　

外
国
人
住
民
を
対
象
と
し
た
相
談
窓
口
と
し

て
の「
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
セ
ン
タ
ー
」の
設
置
も
各
地

で
進
め
ら
れ
、愛
媛
県
下
で
も
松
山
市
・
今
治
市
・

新
居
浜
市
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。ま
た
、日
本
語
教

育
推
進
法
が
2
0
1
9
年
制
定
・
施
行
さ
れ
、日

本
語
教
室
の「
空
白
自
治
体
」の
解
消
に
向
け
た

取
り
組
み
が
全
国
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、県

内
で
も
宇
和
島
市
な
ど
で「
地
域
日
本
語
教
室
ス

タ
ー
ト
ア
ッ
プ
プ
ロ
グ
ラ
ム
」に
基
づ
い
た
日
本
語

教
室
の
立
ち
上
げ
が
な
さ
れ
て
い
る
。と
は
い
え
、

こ
れ
ら
の
体
制
の
整
備
が
進
ん
で
い
な
い
市
町
村

も
少
な
く
な
い
。こ
れ
か
ら
取
り
組
み
を
進
め
て

い
く
自
治
体
に
つ
い
て
も
、各
地
域
で
こ
れ
ま
で
に

地
道
に
相
談
対
応
や
言
語
習
得
な
ど
の
支
援
実

績
を
積
み
上
げ
て
こ
ら
れ
た
、市
町
村
の
国
際
交

流
協
会
や
地
域
日
本
語
教
室
の
存
在
意
義
は
極

め
て
大
き
い
。

　

だ
が
、最
近
で
は
技
能
実
習
制
度
の
変
更
へ
の

リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
の
観
点
か
ら「
特
定
技
能
」や「
技

術
・
人
文
知
識
・
国
際
業
務（
技
人
国
と
略
称
さ
れ

大
谷
大
学
　
社
会
学
部
現
代
社
会
学
科
　
准
教
授
　
徳
田
　
剛

徳
田
　
剛

地
方
に
お
け
る
外
国
人
受
け
入
れ
の
諸
課
題

地
方
に
お
け
る
外
国
人
受
け
入
れ
の
諸
課
題

――““
w
ell-being
w
ell-being””

の
視
点
か
ら
―

の
視
点
か
ら
―
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る
）」を
積
極
的
に
採
用
す
る
傾
向
が
地
方
部
で

も
見
ら
れ
て
お
り
、今
後
は
家
族
帯
同
を
伴
う
中

長
期
滞
在
の
外
国
人
住
民
が
増
加
す
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。そ
う
な
っ
た
時
に
は
こ
う
し
た「
入

口
」部
分
の
対
応
だ
け
で
は
全
く
不
十
分
で
、地
域

に
長
く
住
み
、働
く
人
た
ち
が“
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ

全
体
で
直
面
し
得
る
諸
課
題
”に
対
す
る
サ
ポ
ー

ト
体
制
の
構
築
に
つ
い
て
も
、遠
か
ら
ず
必
要
と

な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、実
際
に
ど
の
よ
う
な
課
題
に
今
後

取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ

う
か
。こ
こ
で
は
、仏
教
用
語
の「
生
・
老
・
病
・
死
」

に「
育
」を
加
え
た
5
つ
の
課
題
に
整
理
し
て
説
明

し
た
い
。

　
「
生
」は
外
国
人
住
民
の
妊
娠
・
出
産
お
よ
び
母

子
の
健
康
に
関
す
る
諸
課
題
、「
育
」は
幼
少
期
に

家
族
帯
同
で
や
っ
て
き
た
、あ
る
い
は
日
本
で
生

ま
れ
育
っ
た
外
国
ル
ー
ツ
の
子
ど
も
・
若
者
の
教

育
や
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
問
題
、「
老
」は
老
齢
期
に

お
け
る
年
金
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
等

に
関
す
る
問
題
、「
病
」は
健
康
保
険
や
病
院
の
受

診
・
治
療
時
の
医
療
通
訳
な
ど
の
問
題
、「
死
」は

日
本
で
死
去
し
た
外
国
人
住
民
に
関
す
る
諸
手

続
き
や
葬
送
・
慰
霊
の
問
題
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の「
生
・
育
・
老
・
病
・
死
」に
関
す
る
諸

課
題
は
、人
の
一
生
の
う
ち
の「
幼
少
～
若
年
期
」と

「
老
齢
期
」段
階
で
多
く
の
人
々
が
直
面
す
る
も

の
で
あ
る
が
、比
較
的
年
齢
が
若
く
、単
身
で
や
っ

て
来
て
は
数
年
で
帰
国
し
て
し
ま
う
技
能
実
習
生

を
主
要
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
地
方
部
で
の
受
け

入
れ
状
況
か
ら
し
て
、こ
れ
ら
の
課
題
の
優
先
順

位
は
低
く
な
り
が
ち
で
、対
応
し
た
ケ
ー
ス
数
も

少
な
い
た
め
に
現
場
の
経
験
値
は
上
が
っ
て
こ
な

い
。そ
の
中
に
あ
っ
て
貴
重
な
経
験
事
例
で
あ
る

在
日
コ
リ
ア
ン
住
民
や
シ
ニ
ア
期
を
迎
え
つ
つ
あ

る
国
際
結
婚
移
住
者
の
苦
境
や
経
験
を
共
有
し
、

地
域
ご
と
の
実
情
に
合
わ
せ
た「
生
・
育
・
老
・
病
・

死
」へ
の
対
応
の
あ
り
方
を
検
討
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
5
つ
の
課
題
に
加
え
て
、「
災
」＝

外
国
人
住
民
の
被
災
後
の
サ
ポ
ー
ト
や
事
前
の

防
災
・
減
災
の
周
知
・
実
践
等
も
重
要
で
あ
る
。

2
0
2
4
年
初
頭
の
能
登
地
震
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、突
発
的
な
大
災
害
は
い
つ
ど
こ
で
起
こ
っ
て

も
お
か
し
く
な
い
。出
身
国
や
在
留
資
格
等
に
関

わ
り
な
く
、災
害
時
対
応
や
防
災
・
減
災
の
取
り

組
み
は
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
宗
教
」
を
通
じ
て
多
様
な
“
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン

グ
”を
理
解
す
る

　

本
稿
で
は
、日
本
の
地
方
部
に
お
け
る
外
国
人

人
口
の
増
加
傾
向
と
そ
れ
を
受
け
て
対
応
す
べ

き
諸
課
題
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。最
後
に
、本

特
集
の
副
題
に
あ
る“
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
”と
い

う
言
葉
に
関
連
付
け
な
が
ら
、地
方
部
に
お
け
る

「
多
文
化
共
生
の
し
く
み
づ
く
り
」の
進
め
方
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

英
語
の“
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
”と
い
う
語
を
直

訳
す
れ
ば「
良
き
あ
り
方
」と
い
っ
た
意
味
に
な
る

が
、宗
教
社
会
学
者
の
櫻
井
義
秀
は
こ
の
言
葉
を

「
主
観
的
な
幸
せ
感
と
客
観
的
な
生
活
の
諸
条

件
」と
定
義
し
て
い
る（
櫻
井
義
秀
編『
し
あ
わ
せ

の
宗
教
学
』10
頁
）。要
は
、人
が
生
き
る
う
え
で

「
大
切
な
も
の
は
何
か
」「
何
を
も
っ
て
幸
せ
を
感

じ
る
か
」と
い
っ
た
感
情
が
櫻
井
の
言
う「
主
観
的

な
幸
福
感
」の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、言

う
ま
で
も
な
く「
幸
せ
」を
感
じ
る
た
め
に
は
様
々

な「
客
観
的
な
条
件
」が
伴
っ
て
い
る
必
要
が
あ

る
。

　

だ
が
、日
本
で
生
ま
れ
育
っ
た
人
た
ち
と
外
国

に
ル
ー
ツ
を
持
つ
人
た
ち
が
備
え
持
っ
て
い
る「
幸

福
感
」や
そ
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
客
観
的
諸

条
件
は
、お
そ
ら
く「
異
な
っ
た
」も
の
と
な
る
だ

ろ
う
。何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
同
じ
地
域
で
生
ま

れ
育
っ
て
き
た
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、「
愛
媛
県
や

自
分
の
暮
ら
す
地
域
が
大
好
き
で
、何
よ
り
も
大

切
な
存
在
」で
あ
り
、よ
そ
か
ら
来
た
人
に
も
そ
の

思
い
を
共
有
し
て
ほ
し
い
と
考
え
る
。だ
が
、外
国

か
ら
や
っ
て
来
た
人
に“
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
”を

も
た
ら
し
て
く
れ
る
場
所
は「
生
ま
れ
故
郷
の
国

や
地
域
」か
も
し
れ
な
い
し
、よ
り
発
展
し
た
国
や

地
域（
都
市
部
）に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。言
語
や

生
活
習
慣
、そ
し
て
信
仰
す
る
宗
教
が
違
っ
て
く

れ
ば「
何
が
望
ま
し
い
状
態
で
、何
を
も
っ
て
幸
せ

を
感
じ
る
か
」も
当
然
な
が
ら
異
な
っ
て
く
る
だ

ろ
う
。

　

昨
今
の
国
際
的
な
人
口
移
動
の
状
況
は「
い
か

に
外
国
か
ら
自
分
た
ち
の
国
や
地
域
に
来
て
も
ら

う
か
」「
彼
ら
・
彼
女
ら
に
自
分
た
ち
の
こ
と
を“
選

ん
で
も
ら
う
か
”」と
い
う
こ
と
を
課
題
と
し
、「
移

民
誘
致
合
戦
」の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。そ
う
し
た

中
で
自
地
域
が「
生
き
残
っ
て
い
く
」に
は
、自
分

た
ち
と
は
異
な
っ
た「
良
き
あ
り
方
」（
価
値
観
）を

理
解
し
、そ
れ
ら
に
寄
り
添
う
姿
勢
、そ
し
て
互
い

に
異
質
な
そ
れ
ら
の
中
で
す
り
合
わ
せ
が
可
能
な
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部
分
を
探
り
当
て
て
、「
地
元
住
民
も
外
来
者
も
、

と
も
に“
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
”を
感
じ
ら
れ
る
よ

う
な
地
域
社
会
」の
あ
り
方
を
目
指
し
て
い
く
べ

き
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
遠
大
な
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
く

上
で
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
移
民
の
宗
教
」に
着
目

し
、か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
く
こ
と
で
は
な
い
か
と

筆
者
は
考
え
て
い
る
。冠
婚
葬
祭
や「
盆
正
月
」と

い
っ
た
年
中
行
事
に
辛
う
じ
て
宗
教
的
な
残
滓

（
ざ
ん
し
）を
感
じ
る
程
度
の
人
が
多
い
日
本
と
は

違
い
、外
国
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
人
た
ち
に
と
っ
て
自

身
が
信
仰
す
る
宗
教
は「
日
常
」に
根
差
し
た
も
の

で
あ
る
と
と
も
に
、彼
ら
・
彼
女
ら
の
あ
り
方
を
基

礎
づ
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

筆
者
は
、愛
媛
県
内
の
い
く
つ
か
の
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
や
モ
ス
ク
を
訪
問
し
、そ
こ
で
ど
の
よ
う

な
こ
と
が
行
わ
れ
、宗
教
者
や
信
徒
の
み
な
さ
ん

が
ど
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て

お
話
を
う
か
が
っ
て
き
た
。い
ず
れ
も
日
々
の
お

祈
り
や
宗
教
行
事
が
厳
粛
に
行
わ
れ
る
場
所
で
あ

る
と
と
も
に
、そ
れ
ら
の
後
に
は
滞
在
歴
の
長
い

女
性
た
ち
が

郷
土
料
理
を

持
ち
寄
っ
た

り
調
理
し
た

り
し
て
、
み

な
で
懐
か
し

い
味
に
舌
鼓

を
打
ち
な
が

ら
、
自
分
た

ち
の
母
国
語

を
使
っ
て
談

笑
す
る
姿
が
見

ら
れ
る
。そ
し

て
、重
大
な
ト

ラ
ブ
ル
や
経
済

危
機
・
災
害
な

ど
の
非
常
事
態

下
で
は
、困
窮

し
た
人
を
受
け

入
れ
サ
ポ
ー
ト

し
た
り
、他
地
域
で
困
っ
て
い
る
同
胞
に
向
け
た

支
援
活
動
の
拠
点
と
な
っ
た
り
す
る
。「
移
民
の
宗

教
」に
帰
属
す
る
地
域
の
宗
教
施
設
は
、宗
教
的
・

日
常
的
な
諸
課
題
へ
の
対
応
や
外
国
に
ル
ー
ツ
を

持
つ
人
た
ち
の「
居
場
所
」た
る
、ま
さ
に「
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
セ
ン
タ
ー
」の
よ
う
な
存
在
な
の
で
あ
る
。

　

多
様
な
ル
ー
ツ
を
持
つ
人
た
ち
に
よ
る「
多
文

化
共
生
」と
い
う
取
組
課
題
を“
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン

グ
”と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
な
お
し
て
見
る
こ
と
、

そ
し
て
地
域
の
中
の
異
な
る
宗
教
に
つ
い
て
知
り
、

理
解
を
深
め
、お
互
い
の「
大
事
な
こ
と
」や「
目

指
す
も
の
」に
つ
い
て
の
対
話
を
深
め
て
い
く
こ
と

は
、単
な
る
文
化
の
違
い
を
認
め
合
う
と
い
う
よ

う
な
表
層
的
な
関
係
で
は
な
く
、よ
り
深
く
根
源

的
な
レ
ベ
ル
で
の「
多
文
化
共
生
の
地
域
づ
く
り
」

へ
の
道
を
開
い
て
い
く
、手
近
で
は
あ
る
が
重
要
な

き
っ
か
け
の
一
つ
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

特集1

カトリック松山教会の英語ミサ前の聖堂の様子技能実習生向け出張ミサの様子（伯方島）

新居浜モスクの外観

ミサ後のアフターパーティの様子
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