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愛川町役場の２０年 
実践のなかでみつけたもの

窪
く ぼ

田
た

 暁
さとる

総合研究大学院大学博士後期課程

神奈川県愛
あいかわ

川町
まち

は工業団地を背景とした、いわば外国人集住地域のひとつである。
外国人との接触は日常的で、彼らの存在は町の風景の一部となった。
このような町もいまや特殊なものではなくなりつつある。
外国人も住民として受けいれはじめた愛川町の取り組みを、役所をとおして見てみた

外
国
籍
住
民
の
町
、愛
川

「
半
径
二
〇
キ
ロ
圏
内
じ
ゃ
な
い
か
ら
、
こ
こ
は
大
丈
夫

よ
」
愛
川
町
住
民
課
窓
口
の
通
訳
、
遠
藤
由
美
子
さ
ん
が

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
伝
え
て
い
る
。
相
手
は
、
日
系
ブ
ラ
ジ

ル
人
の
女
性
。
原
発
事
故
関
連
の
情
報
が
知
り
た
く
て
窓

口
に
や
っ
て
き
た
の
だ
。
テ
レ
ビ
で
流
れ
る
日
本
語
も
英

語
も
十
分
理
解
で
き
ぬ
彼
女
に
と
っ
て
さ
ぞ
か
し
不
安
で

あ
っ
た
ろ
う
。
ほ
っ
と
し
た
表
情
で
、
役
場
を
あ
と
に
す

る
女
性
に
視
線
を
や
り
な
が
ら
、
三
月
一
一
日
以
降
、
こ
の

種
の
問
い
あ
わ
せ
が
急
増
し
て
い
る
の
だ
と
遠
藤
さ
ん
が

教
え
て
く
れ
た
。

愛
川
町
は
神
奈
川
県
の
中
央
北
部
に
位
置
し
、
山
と
川

に
か
こ
ま
れ
た
自
然
豊
か
な
町
で
あ
る
。
人
口
約
四
万
三

〇
〇
〇
人
の
う
ち
、
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
二
六
〇
〇

人
が
外
国
籍
住
民
だ
。
県
内
で
二
番
目
に
多
い
綾
瀬
市
が

四
パ
ー
セ
ン
ト
に
満
た
な
い
か
ら
い
か
に
愛
川
町
が
突
出

し
て
い
る
か
が
わ
か
る
。
出
身
地
を
み
て
も
、
ブ
ラ
ジ
ル
、

ペ
ル
ー
に
つ
い
で
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
中
国
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
、
タ
イ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ
ス
と
国
籍
は
多
彩
だ
。

外
国
籍
住
民
が
多
い
理
由
は
、
町
の
南
部
か
ら
厚
木
市
に

か
け
て
ひ
ろ
が
る
内
陸
工
業
団
地
に
あ
る
。
自
動
車
メ
ー

カ
ー
の
下
請
企
業
を
は
じ
め
製
造
業
関
連
の
工
場
が
ひ
し

め
き
、
日
系
人
を
中
心
に
外
国
籍
住
民
の
ほ
と
ん
ど
が
こ

こ
で
働
い
て
い
る
。
町
を
歩
い
て
い
る
と
、
ブ
ラ
ジ
ル
や
タ

イ
料
理
の
レ
ス
ト
ラ
ン
や
食
材
店
が
目
に
つ
く
。
コ
ン
ビ
ニ

の
駐
車
場
で
は
夕
方
に
な
る
と
ス
ペ
イ
ン
語
で
雑
談
し
て

い
る
ラ
テ
ン
系
の
若
者
に
で
く
わ
す
。
外
国
籍
住
民
が
、

こ
の
町
の
日
常
風
景
に
と
け
こ
ん
で
い
る
と
い
う
の
が
は

じ
め
て
愛
川
町
を
お
と
ず
れ
た
と
き
の
印
象
で
あ
っ
た
。

一
九
九
〇
年
に
入
管
法
が
改
正
さ
れ
、
日
系
人
に
対
す

る
就
労
制
限
が
緩
和
さ
れ
る
と
ブ
ラ
ジ
ル
や
ペ
ル
ー
か
ら

多
く
の
日
系
人
が
来
日
し
た
。
し
か
し
、「
急
に
二
〇
〇
〇

人
の
外
国
人
が
押
し
よ
せ
た
わ
け
で
は
な
く
、
じ
わ
じ
わ

増
え
て
、
あ
れ
っ
最
近
多
く
な
っ
て
な
い
？ 

っ
て
な
感
じ

で
し
た
」
と
行
政
推
進
課
の
阿
部
昌
弘
さ
ん
が
回
想
す
る
。

「
彼
ら
と
は
中
学
の
と
き
か
ら
日
常
で
接
し
て
い
た
の
で
特

別
な
感
情
は
な
い
で
す
ね
」
と
語
る
の
は
、
こ
の
町
で

育
っ
た
企
画
政
策
課
の
春
口
孝
之
さ
ん
。
九
〇
年
か
ら
の

三
年
間
を
地
元
の
公
立
中
学
校
で
過
ご
し
、
そ
れ
が
あ
た

り
ま
え
の
こ
と
だ
と
感
じ
て
い
た
。
入
管
法
改
正
か
ら
二

〇
年
。
外
国
籍
住
民
が
多
く
暮
ら
す
自
治
体
は
彼
ら
と
ど

の
よ
う
に
向
き
あ
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

勤
労
祭
で
国
際
交
流

愛
川
町
役
場
に
は
外
国
籍
住
民
の
み
を
担
当
す
る
部
署

は
存
在
し
な
い
。
外
国
籍
住
民
に
は
、
通
訳
を
と
お
し
て

日
本
人
と
同
じ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
の
が
基
本
方
針
で

あ
る
。
そ
れ
で
も
家
庭
ゴ
ミ
の
収
集
を
担
当
す
る
環
境
課

は
、
外
国
籍
住
民
の
ゴ
ミ
の
出
し
か
た
に
つ
い
て
、
六
カ

国
語
で
「
ご
み
の
分
別
ガ
イ
ド
」
を
作
成
し
た
り
、
騒
音

へ
の
苦
情
が
く
れ
ば
、
自
治
会
を
通
じ
て
張
り
紙
を
し
て

も
ら
う
な
ど
、
各
担
当
課
が
必
要
に
応
じ
て
外
国
籍
住
民

と
か
か
わ
っ
て
き
た
。
一
方
で
、
外
国
籍
住
民
が
多
く
暮

ら
す
環
境
を
積
極
的
に
町
の
施
策
に
活
か
し
て
い
こ
う
と

い
う
試
み
も
な
さ
れ
て
い
る
。

毎
年
、
盆
踊
り
の
時
期
に
な
る
と
勤
労
祭
と
い
う
イ
ベ

ン
ト
が
ひ
ら
か
れ
る
。
一
九
九
七
年
、
会
場
が
工
業
団
地

内
に
う
つ
る
の
を
機
に
、
内
容
も
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。「
そ
こ
で
盆
踊
り
に
か
わ
る
も
の
と
し
て

思
い
つ
い
た
の
が
サ
ン
バ
で
し
た
」
商
工
課
の
職
員
と
し

て
勤
労
祭
の
企
画
に
か
か
わ
っ
た
志
村
修
さ
ん
が
当
時
を

ふ
り
か
え
る
。
国
際
交
流
ク
ラ
ブ
と
い
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

団
体
を
通
じ
て
外
国
人
に
も
呼
び
か
け
、
屋
台
を
出
し
て

も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
や
が
て
勤
労
祭
は
口
コ
ミ
で
広
ま

り
、
群
馬
県
大
泉
町
か
ら
も
た
く
さ
ん
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
が

や
っ
て
き
た
。
か
く
し
て
勤
労
祭
は
、「
町
民
と
外
国
籍

住
民
と
の
真
の
交
流
を
め
ざ
す
」
愛
川
町
の
理
念
を
体
現

す
る
イ
ベ
ン
ト
へ
と
生
ま
れ
か
わ
り
今
も
続
い
て
い
る
。

日
常
的
に
外
国
籍
住
民
と
接
し
て
い
る
と
戸
惑
う
こ
と

も
あ
る
。「
日
本
人
の
感
覚
と
違
っ
て
、
時
間
に
ル
ー
ズ

だ
っ
た
り
、
夜
遅
く
ま
で
騒
い
だ
り
」
志
村
さ
ん
の
正
直

な
感
想
だ
。
し
か
し
、「
け
っ
こ
う
協
力
的
で
、
人
な

つ
っ
こ
く
て
陽
気
」
な
と
こ
ろ
を
発
見
し
好
感
を
も
て
た

の
は
勤
労
祭
で
一
緒
に
働
け
た
か
ら
だ
と
思
っ
て
い
る
。

「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
が
外
国
文
化
の
紹
介
を
企
画
し
て
も
な
か

な
か
協
力
し
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
話
を
聞
く
と
、
も
う

す
こ
し
そ
う
い
う
の
が
あ
っ
て
も
い
い
の
か
な
と
は
思
い

ま
す
ね
」
理
念
よ
り
実
践
が
生
ん
だ
貴
重
な
経
験
で
あ
る
。

外
国
籍
住
民
と
と
も
に

現
在
、
住
民
課
の
外
国
籍
住
民
相
談
窓
口
に
は
ふ
た
り

の
通
訳
が
い
る
。
ペ
ル
ー
人
の
遠
藤
さ
ん
は
、
一
九
九
五
年

に
日
系
人
の
夫
と
来
日
し
、
六
年
前
か
ら
こ
の
仕
事
を
し

て
い
る
。
も
う
一
人
の
岩
根
さ
ん
は
、
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人

で
、
通
訳
も
一
九
九
六
年
か
ら
の
ベ
テ
ラ
ン
で
あ
る
。

火
曜
日
を
の
ぞ
く
平
日
の
午
後
が
二
人
の
勤
務
時
間
だ
。

通
訳
と
は
い
っ
て
も
、
業
務
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

役
場
を
訪
れ
る
外
国
籍
住
民
に
対
し
て
「
日
本
の
法
律
や

シ
ス
テ
ム
を
ま
ず
理
解
し
て
も
ら
い
、
そ
の
あ
と
で
、
税

金
、
外
国
人
登
録
、
健
康
保
険
な
ど
担
当
窓
口
に
連
れ
て

い
く
」
と
の
こ
と
。「
な
ぜ
、
病
院
に
か
か
っ
た
こ
と
が
な

い
の
に
保
険
料
を
納
め
な
い
と
い
け
な
い
の
か
」「
ど
う
し

て
、
な
ん
で
も
文
書
で
送
ら
れ
て
く
る
の
」
自
分
た
ち
の

経
験
か
ら
い
っ
て
も
、
日
本
の
文
化
や
習
慣
は
わ
か
ら
な

い
こ
と
ば
か
り
だ
っ
た
。
遠
藤
さ
ん
は
、
日
本
人
と
外
国

籍
住
民
が
互
い
に
無
関
心
の
ま
ま
生
活
す
る
の
で
は
な
く
、

隣
人
と
し
て
理
解
し
あ
う
個
人
の
努
力
が
不
可
欠
だ
と
考

え
て
い
る
。

最
後
の
相
談
に
や
っ
て
き
た
の
は
、
日
系
ド
ミ
ニ
カ
人

の
女
性
。
夫
あ
て
に
人
間
ド
ッ
ク
の
案
内
が
届
い
た
が
日

本
語
で
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
の
こ
と
。
彼
女
も
日
本
の
シ

ス
テ
ム
に
は
ま
だ
な
れ
な
い
の
だ
と
こ
ぼ
す
。
遠
藤
さ
ん

に
ス
ペ
イ
ン
語
で
町
か
ら
の
補
助
な
ど
に
つ
い
て
説
明
さ

れ
よ
う
や
く
納
得
し
た
よ
う
だ
。「
自
分
で
よ
く
考
え
る
の

よ
。
健
康
に
は
気
を
つ
け
て
ね
」
こ
の
日
の
遠
藤
さ
ん
の

仕
事
が
終
わ
っ
た
。

外
国
人
を
住
民
と
し
て
受
け
い
れ
る
た
め
さ
ま
ざ
ま
な

制
度
や
法
律
は
確
か
に
欠
か
せ
な
い
。
し
か
し
目
立
た
ず

と
も
、
一
人
ひ
と
り
を
大
切
に
す
る
努
力
と
気
配
り
が
何

に
も
ま
さ
る
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
一
日
で
あ
っ
た
。

相談窓口にやってきた日系ドミニカ人の女性
と遠藤さん

勤労祭のサンバショー

ブラジル料理の食材店

勤労祭に外国籍住民が出店した屋台


