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中 文 摘 要 ： 自1980年代日本開放外籍勞工入境後，外籍勞工便成為日本社會的
新成員。之後，因應少子化、高齡化、勞動人口減少的問題與提升
國際競爭力的前提下，外籍勞工的種類呈現多元化的趨勢。2012年
5月，日本政府在「經濟理性」的考量下決定引進外國高階人才，使
得日本的出入國政策出現分歧點。本研究以文獻研究為主，探討日
本出入國政策的修正過程、開放外國移民的相關論述及高階人才積
分制度的現況與問題。研究結果得知，該制度積分計算方式甚嚴
，應屆外國畢業生應無法以此方式申請在日工作。同時以研究者本
身為例，計算「高度學術研究人才」領域的積分，發現該制度對於
「瞭解日本」的外國高階人才似乎較為友善，且具有階級篩選的色
彩。此外，研究者亦建議「年齡」、「年收入」和「日語能力」等
基準應顧及相對低所得國家的平均薪資、申請者學術領域上的差別
、國際貨幣匯率變動與年輕人的學習潛力，以吸引更多的人才考慮
移居日本，進而擴大政策效果。

中文關鍵詞： 日本、外國留學生、高階人才、移民政策、階級篩選

英 文 摘 要 ： Since 1980s, Japan opened labor market for foreign labors,
and they became new members in Japanese society. After
that, continuing struggling with the problems of low-birth
rate, increase of elderly, decline of local labors and
trying to enhance international competitiveness, Japanese
government decided to enlarge the numbers of migrants for
highly skilled talents in May 2012. It forced Japan to
stand at a crossroad for accepting pure labor or create a
class selection system in foreign labors. Through document
analysis, this
paper intends to discuss the reform and examine the
immigration history, relative policies and practices of
accepting foreign labors from figuring out the policy
process of “point system” for accepting highly skilled
talents. While taking the authors as the examples in the
point system, it is initially found that the point system
is very strict to international students, who have just
graduated from universities, to apply because they and have
lower incomes and few working experiences. Moreover, this
point system prefers those who know Japan well in the field
of “advanced academic research activities,” and shows the
function of “class selection” as well. It is also
suggested that the standards of age, annual income, and
Japanese proficiency should be amended according to the
factors of salary level in lower-income countries,
differences of applicants’ academic fields and
international exchange rates in order to enhance policy
effects.

英文關鍵詞： Japan, international student, highly skilled talent,
immigration
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日本開放外國高階人才移民政策之研究 

林思敏、楊武勳 

摘要 

自1980年代日本開放外籍勞工入境後，外籍勞工便成為日本社會的新

成員。之後，因應少子化、高齡化、勞動人口減少的問題與提升國際競爭

力的前提下，外籍勞工的種類呈現多元化的趨勢。2012年5月，日本政府

在「經濟理性」的考量下決定引進外國高階人才，使得日本的出入國政策

出現分歧點。本研究以文獻研究為主，探討日本出入國政策的修正過程、

開放外國移民的相關論述及高階人才積分制度的現況與問題。研究結果得

知，該制度積分計算方式甚嚴，應屆外國畢業生應無法以此方式申請在日

工作。同時以研究者本身為例，計算「高度學術研究人才」領域的積分，

發現該制度對於「瞭解日本」的外國高階人才似乎較為友善，且具有階級

篩選的色彩。此外，研究者亦建議「年齡」、「年收入」和「日語能力」等

基準應顧及相對低所得國家的平均薪資、申請者學術領域上的差別、國際

貨幣匯率變動與年輕人的學習潛力，以吸引更多的人才考慮移居日本，進

而擴大政策效果。 

關鍵詞： 日本、外國留學生、高階人才、移民政策、階級篩選 
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A Study on Immigration Policy for Highly Skilled 
Talents in Japan 

Sze-Ming Lin, Wu-Hsun Yang 

Abstract 

Since 1980s, Japan opened labor market for foreign labors, and they 
became new members in Japanese society. After that, continuing struggling 
with the problems of low-birth rate, increase of elderly, decline of local labors 
and trying to enhance international competitiveness, Japanese government 
decided to enlarge the numbers of migrants for highly skilled talents in May 
2012. It forced Japan to stand at a crossroad for accepting pure labor or create 
a class selection system in foreign labors. Through document analysis, this 
paper intends to discuss the reform and examine the immigration history, 
relative policies and practices of accepting foreign labors from figuring out the 
policy process of “point system” for accepting highly skilled talents. While 
taking the authors as the examples in the point system, it is initially found that 
the point system is very strict to international students, who have just 
graduated from universities, to apply because they and have lower incomes 
and few working experiences. Moreover, this point system prefers those who 
know Japan well in the field of “advanced academic research activities,” and 
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Wu-Hsun Yang (Corresponding Author), Professor, Department of International and 
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shows the function of “class selection” as well. It is also suggested that the 
standards of age, annual income, and Japanese proficiency should be amended 
according to the factors of salary level in lower-income countries, differences 
of applicants’ academic fields and international exchange rates in order to 
enhance policy effects. 

Keywords: Japan, international student, highly skilled talent, immigration 
policy, class selection 

3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



122 比較教育 第 81 期 
 

參考文獻 

アジア・ゲートウェイ戦略会議（2007）。アジア‧ゲートウェイ戦略構想。2016

年9月20日，取自http://www.kantei.go.jp/jp/singi/asia/kousou.pdf 

三橋貴明（2014）。移民亡国論。東京：徳間書店。 

小井土彰宏（2009）。国際比較と時間のなかで日本の移民政策を考える。をち
こち，31，26-31。 

內閣府（2013）。⽇本再興戦略。2016年9月20日，取自http://www.kantei.go.jp/ 

jp/singi/keizaisaisei/pdf/saikou_jpn.pdf 

內閣府（2014）。⼈⼝減少と⽇本の未来の選択（「選択する未来」委員会の検
討状況）。2016年9月20日，取自http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/ 

minutes/2014/0319/sankou_02.pdf 

內閣官房国家戦略室（編）（2012）。⽇本再⽣戦略―フロンティアを拓き、「共
創の国」へ―。東京：経済産業調査会。 

文部科學省（2011）。平成23年度⼤学の世界展開⼒強化事業の採択事業の決定
について～⽇中韓「キャンパス‧アジア」パイロット事業等が開始～。2016

年 10月 20 日 ， 取 自 http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/sekaitenkai/ 

1312826.htm 

文部科學省（2013）。科学技術⽩書。東京：作者。 

日本経済団体連合会（2012）。⾼度⼈材に対するポイント制に係る出⼊国管理上
の優遇制度に対するパブリック‧コメント意⾒。 2016 年 9 月 20 日 ， 取 自

https://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2012/008.html 

毛受敏浩（2011）。⼈⼝激減 移民は⽇本に必要である。東京：新潮社。 

外 国 人 高 度 人 材 に 関 す る ポ イ ン ト 制 導 入 の 際 の 基 準 等 に 関 す る 検 討 会

（2011）。外国⼈⾼度⼈材に関するポイント制導⼊の際の基準等に関する論
点整理。2016年9月28日，取自http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000 

01m1bh-att/2r9852000001m1d7.pdf 

30



 林思敏、楊武勳 日本開放外國高階人才移民政策之研究 123 
   

白石勝己（2006）。留學生数の変遷と入管施策から見る留学生10人計画。

ABK留学⽣メールニュース，61，1-6。 

佐伯弘文（2010）。移民不要論。東京：產經新聞。 

坂中英德（2011）。⽇本型移民国家への道。東京：東信堂。 

坂中英德（2012）。⼈⼝崩壊と移民⾰命―坂中英德の移民国家宣⾔―。東京：

日本加除。 

坂中英德（2016）。⽇本型移民国家の創造。東京：東信堂。 

依光正哲（2009）。⽇本の移民政策を考える。東京：明石書店。 

国立社会保障・人口問題研究所（2012）。⽇本の将来推計⼈⼝（平成24年1⽉
推計）。2016年9月20日，取自http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/newest 

04/gh2401.pdf 

明石純一（2010）。⼊国管理政策―「1990年体制」の成⽴と展開。京都：ナカ

ニシヤ。 

明石純一（2012）。日本の「移民政策」の変遷における2009年入管法改正。法
律時報，1053，10-15。 

林思敏、楊武勳（2013）。日本の外国人留学生受入れ政策に関する一考察—出

入国政策と労働政策の視点を含めて—。臺灣⽇本研究，7，85-101。 

法務省入国管理局（2013）。⾼度⼈材ポイント制の⾒直しについて。2016年9月

19 日 ， 取 自 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/03_point-sei_minao 

shi.pdf 

法務省入国管理局（2015a）。平成26年における留学⽣の⽇本企業等への就職
状況について。 2016 年 9 月 20 日 ， 取 自 http://www.moj.go.jp/content/001153 

834.pdf 

法務省入国管理局（2015b）。⾼度⼈材ポイント制による出⼊国管理上の優遇制
度 。 2016 年 9 月 20 日 ， 取 自 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/ 

150406.pdf 

法務省入国管理局（2015c）。⾼度⼈材ポイント制Q&A。2016年9月30日，取自

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/150406-4.pdf 

31



124 比較教育 第 81 期 
 

法務省入国管理局（2015d）。外国⼈の⼊国‧在留等をめぐる状況。2016年9月

30日，取自http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000129 

961 

高度人材受入推進会議（2009）。外国⾼度⼈材受⼊政策の本格的展開を（報告
書 ） 。 2016 年 9 月 30 日 ， 取 自 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/jinzai/dai2/ 

houkoku.pdf 

経済産業省（編）（2008）。新経済成⾧戦略2008改訂版。東京：経済産業調査

会。 

渡戸一郎、鈴木江理子、APFS（編）（2007）。在留特別許可と⽇本の移民政
策―「移民選別」時代到来。京都：明石書店。 

曾嬿芬（2006）。誰可以打開國界的門？移民政策的階級主義。臺灣社會研究季
刊，61，73-107。 

楊武勳、林思敏（2014）。從「留學」到「移民」⎯⎯以⽇本留學⽣政策的轉變
為例。行政院國家科學委員會補助專題研究計畫成果報告（NSC101-2410-

H-260-048-）。臺北：行政院國家科學委員會。 

經 濟 部 （ 2016 ） 。發⾏國際⼈才⽩⾦卡。 2016 年 10 月 1 日 ， 取 自 http://www. 

kantei.go.jp/jp/singi/jinzai/dai2/houkoku.pdf 

藤原書店（2014）。別冊「環」。東京：作者。 

International Institute for Management Development (2014). IMD world talent report 

2014. Lausanne, Switzerland: IMD World Competitiveness Center. 

World Economic Forum (2014). The global competitiveness report 2008-2014. 

Geneva, Switzerland: World Economic Forum.  

 

32



33 
 

科技部補助專題研究計畫執行移地研究心得報告 

日期： 106 年 1 月 31  日 

計畫編號 MOST-104-2410-H-040-007 

計畫名稱 日本移民政策的分歧點—純勞動力？階級篩選？ 

出國人員

姓名 
林思敏 

服務機構

及職稱 

中山醫學大學應用外國語言

學系副教授 

出國時間 
105年 7月 6日至
105年 7月 13日 

出國地點 日本東京 

出國研究

目的 

□實驗 ■田野調查 □採集樣本 □國際合作研究 □使用國外研究設

施 

一、移地研究過程 

本研究計畫以「日本移民政策的分歧點—純勞動力？階級篩選？」為題，

研究目的為（一）探究 1950年代至今入出國管理政策修正脈絡；（二）分析針

對不同外籍勞工的入出境管理政策；（三）探討高度人才積分制度的政策過程；

（四）分析高度人才積點制度的實施成效，希望能提供我國未來在設計相關制度

上的參考。除了收集相關文獻、書籍、雜誌論文等之外，本次移地研究也訪談明

石純一和坂中英德兩位學者專家。因此，赴國外出差的目的在於收集相關資料與

訪談，獲得的資料與初步分析如下： 

（一）本研究訪談對象設定為日本移民政策的專家，因此訪談了日本出入國

管理制度研究學者明石純一（筑波大學准教授）和前法務省東京入國管理局長坂

中英德（一般社團法人移民政策研究所所長），討論日本出入國管理的政策的轉

變與其政府機關主導之情形，和外國高階人才積分制度的現況與問題。 

（二）法務省、經濟產業省、厚生勞働省、文部科學省等部會的年度白皮書、

政策諮詢報告書、各年度有關出入國管理與移民相關的報告書、日本移民學會、

移民政策學會的年報、經團連、經濟同友會等產業團體的刊物與報告書。 

（三）書籍：主要是明石書店、東信堂、日本經濟評論社等的出版品。 

（四）其他學術論文雜誌。 

二、研究成果 

    日本國會圖書館的網頁並沒有提供最近六個月出版刊物傳輸影印的服務，因

此主要到東京車站的 Book Center、東京池袋淳久堂書店等專業書店大型書店購

買相關書籍。發現 1980年代之後，每逢「出入國管理辦法修正」前後有關外國

人居民權利論爭會因當時候的時空背景而有所不同。從人口減少與高齡化、多元

文化的現實面來看，即可發現到政府在經濟發展、社會發展的不同考量與各部會

的不同立場與堅持。 
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    透過筑波大學明石純一准教授和前法務省東京入國管理局長坂中英德的訪

談，可能瞭解日本政府對於開放外國高階人才態度上的轉變，乃是基於「經濟理

性」的考量，唯初期「高度人才積分制度」在計分上相當嚴格，導致政策效果不

如預期，此點也符合研究者的預測。訪問結束後，研究者也獲得坂中英德新書「日

本型移民国家の創造」（2016年、東信堂出版）。由此可見，日本出入國制度

向來保守，基本上不開放外國移民，雖然在 1970年代逐漸有外國人以「實習」

名義赴日，但不被稱為「外國移工」；「高度人才積分制度」雖為新政策，但在

實施上仍非常謹慎。此外，目前日本政府也同時逐漸放寬外國籍護士、看護與技

術型勞工，因此往後研究方向應該更擴大為所有「外國移工」，以求研究範圍的

完整性。 

三、建議 

    無。 
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科技部補助專題研究計畫出席國際學術會議心得報告 

                                   

日期：106 年 1 月 31 日 

一、參加會議經過 

2015年9月9日～13日至東京參加日本國際教育學會國際學術研討會，也採訪

實際申請移民在2013年成功獲得永久居留的台灣籍邱淑珍女士。此次會議是日本

國際教育學會所舉辦的第26次大會，自由發表議題主要是探討各國教育問題，公

開國際論壇主題為「密克羅尼西亞群島地區的教育問題」，此外在課題研究探討

則是「學力政策的國際比較」，以日本、美國、紐西蘭和新加坡學力政策與問題

為比較。 

二、與會心得 

   研究者以「關於日本新移民政策之考察：以招收高階人才為中心」為題，

探討自 1980 年代起日本開放外國勞工入境後，外國勞工成為日本社會的新成

員。之後，因應少子化、高齡化、勞動人口減少的問題與提升國際競爭力的前提

下，外國勞工的種類呈現多元化的趨勢。2012 年 5 月日本政府在「經濟理性」
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子女的教育問題並不是就讀到國際學校就能解決。若是就業地點非在東京、大阪

的都會地區，外國高階人才可能因子女教育問題無法解決而放棄到日本就業的機

會。 

三、發表論文摘要 

    本發表說明日本向來以「國族主義」的意識型態處理外籍勞工的問題，然而

在因應全球化的同時，一方面強化了外國人管理制度，但也在經團連等壓力團體

的倡導下，迅速以積點制度開放高階人才永久居留，形成另外一個政策脈絡。其

結果讓外國勞工的種類呈現多樣化，但唯有「高階人才」獨享多種的優惠措施，

讓移民政策增添了階級篩選的色彩。此外，積分的各項基準在建構之初即已討論

多次，2013 年 12 月修正後，通過認定的件數即大幅增加。不過在「年齡」與

「年收入」的相對應基準上應該顧及低所得國家的狀況、研究學者領域上的差

別，甚至國際匯率上的影響。另外在日語能力的要求上應該顧慮人才的學習潛

力，可以放寬至 N2 的水準，以吸引更多的人才考慮移居日本，進而擴大政策效

果。全文詳見附檔。 

四、建議 

    無。 
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    日本國際教育學會第 26 回大會手冊。 
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日本国際教育学会 第 2６回大会 

プログラム 

 

I 開催要領 

 

【期 日】2015 年 9 月 12 日（土）・13 日（日） 

【会 場】相模女子大学 11 号館 

（懇親会会場：相模女子大学 マーガレットホール 2 階） 

【諸費用】参加費 3,000 円 

懇親会費 4,000 円 

※非会員は臨時会員としてご参加いただけます（参加費は同額）。 

※公開シンポジウム（12 日）は無料でご参加いただけます。 

【変更点】6 月 9 日付送付の大会案内では、12 日の受付開始時間が 9 時、自由研究発表 1

の開始時間が 9 時 30 分となっておりましたが、分科会会場の追加により 1 部屋

あたりの発表者数に余裕が出たため、それぞれ 30 分繰り下がっております。ご

参加の際はご注意ください。 

 

II 自由研究発表における留意事項 

 

○発表者は、当該分科会開始 10 分前までに分科会会場にお入り下さい。 

○発表時間は 20 分［40 分］、当該発表に関する質疑応答は 10 分［20 分］、計 30 分［60

分］です（［ ］は共同発表の場合）。発表時間の超過は認められません。時間配分にご

注意下さい。 

○発表時刻および発表順の変更は原則として行いません。やむを得ない事由により発表辞

退者が発生した場合も同様です。その際は司会者判断により休憩または討論の時間とし

ます。 

○配布資料は各自必ず 30 部以上の部数をご用意の上、発表当日に会場まで直接ご持参下

さい。資料の形式は原則自由とします。大会期間中、配布資料等を会場内で印刷・作成

することは出来ません。資料その他を事務局でお預かりすることも出来ません。ご了承

下さい。 

○発表機材（PC）は、各分科会会場に設置されたものをご使用下さい。PC はあくまで「補

助ツール」ですので、万一システムトラブル等が発生するなど、不測の事態が生じた際

の責任は負いかねます。PC が使用不可の場合でも発表に支障のない配布資料をご準備

下さい。 

 

III 全体スケジュール 

 

【9 月 12 日（土）】 （ ）内は建物および教室番号 

9:30～ 受付 

10:00～12:00 自由研究発表 1（11 号館 1124・1125・1126 教室） 
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12:00～14:00 昼休憩 12:50～13:50 理事会（11 号館 1121 教室） 

14:00～16:30 公開シンポジウム「ミクロネシア地域の教育課題」 

（11 号館 1115 教室） 

16:40～17:50 総会（11 号館 1115 教室） 

18:00～20:00 懇親会（マーガレットホール 2 階 カフェテリア 101） 

 

【9 月 13 日（日）】 

9:30～ 受付 

10:00～12:30 課題研究「学力政策の国際比較」 

（11 号館 1115 教室） 

12:30～13:30 昼休憩 

13:30～15:30 自由研究発表 2（11 号館 1124・1125・1126 教室） 

 

 
IV アクセスおよび会場案内 
 

★交通 

※相模女子大学のウェブサイト（http://www.sagami-wu.ac.jp/access/）に詳細なご

案内がございます。 

 

＜新宿駅から＞ 

○小田急 小田原線にて、相模大野駅まで（快速急行 32 分、急行 38 分）。徒歩約 15 分。 

 

＜新横浜駅から相模大野まで＞ 

○JR 横浜線にて、JR 町田駅（22 分）へ。小田急町田駅（徒歩 2 分）で小田急線に乗

り、相模大野駅へ（2 分）。徒歩約 15 分。 

 

＜羽田空港から＞ 

○神奈川中央交通バスにて、グリーンホール相模大野立体駐車場下車（約 60－70 分）､

徒歩（10 分）。 

 

★宿泊 

○各自ご手配下さい。宿泊施設は相模大野の隣「町田」にも多数有ります。 

 

★昼食 

○お弁当の販売は予定していません。相模大野駅、大学間に、コンビニ、お弁当屋さん、

レストランなどがありますのでご利用下さい。 

 

★懇親会 

○９月１2 日（土）「公開シンポジウム」の終了後、実行委員が会場（マーガレットホー

ル 2 階カフェ 101）までご案内します。 

 

○懇親会は事前申込制ですが、余裕があれば当日申し受けることが可能な場合もありま
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VI 自由研究発表 1（9 月 1２日（土） 10:00～12:00） 

 

★第１分科会【11 号館 1124 教室】 
司会：岡田 昭人（東京外国語大学） 

 

 

［1］日本人訪問研究者の米国大学における経験について 

 

新見 有紀子（一橋大学） 

 

［2］子どもの教育を受ける権利と教師の多忙化 ―教師の研修からの考察― 

 

宮崎 敦子（早稲田大学大学院） 

 

［3］日本における新しい移民政策に関する一考察 ―高度人材の受け入れを中心に― 

楊 武勲（台湾・国立曁南国際大学） 

林 思敏（中山医学大学） 

 

［4］「放課後子ども教室」の多様性と課題 

 

西村 芳彦（早稲田大学大学院） 

 

 

★第２分科会【11 号館 1125 教室】 
司会：上野 昌之（日本大学（非）） 

 

 

［5］若者の痩身傾向で運動習慣のない人が身体に及ぼす影響 

 

宇城 靖子（明治国際医療大学） 

 

［6］課題達成の出来ない若者の集中力と思考力低下の要因について ―ニュージーランドの若者

の行動と心身徴候の比較― 

 

加瀬 由香里（帝京第五高等学校） 

 

［7］小脳における子どもの運動と記憶の関係 

 

瀧藤 尊子（四天王寺大学） 

 

［8］若年者の効力感は日本の自然環境が中華人民共和国は歴史的影響を与えた 

 

平塚 儒子（近大姫路大学） 

1127

1121 1122 1124

11251126

採光庭

1123
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日本における新しい移民政策に関する一考察 

―高度人材の受け入れを中心に―  

楊 武勲  

（台湾・国立曁南国際大学）  

林 思敏  

（中山医学大学）  

 はじめに  

2010 年に世界中の移民の人数は 2 億 1,400 万人を超えて、総人口の 3％を占めていたと

いう。「移民」は個人に対しては身分、生活様式、権利・義務の変化を意味し、社会に対し

ては社会構造、文化、価値観の変化をもたらすとともに、一国に対しても人口政策、労働

力、経済構造だけでなく、国家主権の範囲と人権のあり方も問われるようになっている。

一方、グローバル社会の現在では、人材は国際競争力の要因として普遍的に認識されてい

る。人材の育成と獲得は重要な課題と見なされ、国によっては国策に格上げられることが

よくある。日本では 2012 年 5 月に「外国人高度人材に関するポイント制を優遇した措置」

（以下、「ポイント制」と称す。）が導入されたことから、「移民政策」が徐々に変化が見ら

れた。本発表では日本の高度人材受入れのポイント制の現状を取り上げようとする。  

 一、日本の移民政策の変遷と高度人材のポイント制の実施  

戦後より在日外国人は一度日本の入出国政策の主要な対象だったが、1980 年代より、労

働力不足を補うためにニューカマーを受け入れることが始められた。そうした中で、中南

米からの日系外国人労働者の受け入れをめぐる「開国論」と「鎖国論」が対立していた。

この論争は第一回論争と言われている。第一回論争は 1990 年代初期の短い景気回復で沈

静化した。しかし、1990 年後半になると、「技能実習制度」、再入国許可の延長、指紋捺印

にかかわる人権問題を巡って、第二回の論争が起こった。2000 年代後半になると、世界金

融危機の被害、少子化・高齢化社会問題の深刻化の背景にあたって、東南アジアの国々か

らの経済連携協定（EPA）締結などにかかわる労働力開放の要請が産業界、外国政府から

寄せられた。  

一方、中国・韓国などからの留学生・高度人材の受け入れ競争によって、日本政府は労

働力補充、国際競争力向上のために、2009 年より新しい入出国政策の改革に取り組んだ。

このように、インドネシア・フィリピン・ベトナムから看護師を受け入れながら、「外国人

登録法」を廃止し、外国人管理を「出入国管理および難民認定法」に一本化した。また、

高度人材を受け入れるための「ポイント制」が産業界から多大な支持によって実施された。

また、2014 年に改正入管法によって、高度人材のカテゴリーに入れた「高度専門職」とい

う新しい在留資格が設けられて、「国家戦略特区」を利用し外国人家事労働者を受け入れる

構想も打ち出された。このように、2009 年を境界に、従来より日本の出入国管理は外国人

を「好ましい専門職・技術者」と「好ましくない単純労働者」に二分されたが、その以降

は必要な労働力として「高度人材」が新設されたようになった。日本の出入国管理政策は

従来より産業界などのステークホルダーのニーズに合わせて作られたもので、外国人労働

者を選別する機能を持っているわけである（図 1 参照）。  
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図 1 外国人労働者カテゴリーの概念図 
       出典：渡戸一郎・鈴木江理子・A.P.F.S.（編）（2007）『在留特別許可と日本の 

          移民政策』明石書店、14 頁。 

二、高度人材の受け入れの現状  

ポイント制は、高度人材を「高度学術研究分野」、「高度専門・技術分野」、「高度経営・

管理分野」に分け、それぞれの得点計算方法があり、合格点（70 点）を満たすと、認定可

能になるという仕組みである。その見直しの検討結果が 2013 年 5 月 20 日に「第 6 次出入

国管理政策懇談会」に提起された。同年 12 月 24 日に新たな制度が実施された。筆者は自

分の例にして「学術研究分野」に当てはまって、見直しの前後のポイントを試算した。結

果は下記の通りである。  

表 1 高度人材ポイント制基準（学術研究分野）が見直された前後の比較  

項  目  
見直しの前  

（2012 年 5 月～2013 年 12 月）

見直しの後  
（2014 年 1 月以降）  

ポイント  筆者の得点  ポイント  筆者の得点  
学歴（修士・博士）  20～30 30 20～30 30 
職歴  5～15 15 5～15 15 
年収  10～40 0 10～40 15 
研究業績  15 15 20～25 25 
年齢  5～15 0 5～15 0 
日本の学位を取得  5 5 5 5 
日本語能力  10 10 15 15 
資格などにかかわる加算（新設）  - - 5 0 
イノベーション促進支援措置を受けている

企業に就労（中小企業に係る加算は新設）
10 0 5～20 0 

合  計  70 点で合格  80 70 点で合格  105 

表 1 を見ると、「日本の学位を取得」、「日本語能力」の項目には変わりがないことから、

「日本のことがわかる」高度人材は好ましいということが伺える。そこで「年収」、「研究

業績」、「資格にかかわる加算」、「イノベーション促進支援を受けている企業に就労」など

の項目はかなり見直された。このことによって、筆者の得点は 80 点から 105 点へ大幅に

上がった。また、ポイント制の累積認定件数を見れば、2012 年 5 月の 12 件から、2013 年

5 月の 537 件、同年 12 月の 845 件、2014 年 5 月 1,404 件、2014 年 10 月 2,112 件へ右肩上

がりのように成長していた。人数の割合では、「高度専門・技術分野」のほうが「高度学術

研究分野」、「高度経営・管理分野」より圧倒的に多かった。また、制度が見直された直後

の 2014 年 1 月に認定件数が大幅に増加した。2 月以降は毎月 100 件以上を維持している。 

 結びに代えて  

先進諸国の間に高度人材の奪い合いがすでに日常化している。日本にとって、ポイント

制の持続的な見直しだけでなく、企業内の文化、税制、多文化教育などの面に配慮しなが

ら、高度人材の「定住」にやさしい環境を創り上げることも肝要である。  
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博士後研究員 0

專任助理 0

其他成果
（無法以量化表達之成果如辦理學術活動
、獲得獎項、重要國際合作、研究成果國
際影響力及其他協助產業技術發展之具體
效益事項等，請以文字敘述填列。）　　
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請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況、研究成果之學術或應用價
值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性）、是否適
合在學術期刊發表或申請專利、主要發現（簡要敘述成果是否具有政策應用參考
價值及具影響公共利益之重大發現）或其他有關價值等，作一綜合評估。

1. 請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況作一綜合評估
■達成目標
□未達成目標（請說明，以100字為限）
　　□實驗失敗
　　□因故實驗中斷
　　□其他原因
說明：

2. 研究成果在學術期刊發表或申請專利等情形（請於其他欄註明專利及技轉之證
號、合約、申請及洽談等詳細資訊）
論文：■已發表　□未發表之文稿　□撰寫中　□無
專利：□已獲得　□申請中　■無
技轉：□已技轉　□洽談中　■無
其他：（以200字為限）
林思敏、楊武勳（2016年11月）。日本開放外國高階人才移民政策之研究。比
較教育，81，93-124。

3. 請依學術成就、技術創新、社會影響等方面，評估研究成果之學術或應用價值
（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性，以500字
為限）
移民政策是各國重要的議題，在政策形成階段中必須審慎評估。日本和台灣同
樣面對少子化與經濟衰退的問題，開放不同的移民需要更多的理論與各國實務
的支撐。無論是外國高階專業人才、技術人才或純粹勞工的開放，國際比較都
是至重要的政策形成基礎，因此研究者決定日後以日本「外國籍護理師」與「
技能實習制度」為主題，持續進一步研究日本對於不同勞工的政策成效，以提
供我國參考

4. 主要發現
本研究具有政策應用參考價值：□否　■是，建議提供機關教育部、勞動部、
立法院
（勾選「是」者，請列舉建議可提供施政參考之業務主管機關）
本研究具影響公共利益之重大發現：□否　■是　
說明：（以150字為限）
日本「外國高階人才積分制度」的內涵（分類法與獨享多種的優惠措施等）與
積分的各項基準修正的理由都可作為我國在建構相關制度的參考，運用的範圍
可及於「外國專業人士」、「外國學生」與「僑生」。


