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ＡＧ５プロジェクトにおけるアスンシオン日本人学校（パラグアイ）の取り組み
アスンシオン日本人学校 校長 田口 克敏

　パラグアイは多くの日系人が生活する大の親日国です。今回、AG5プロジェクトの日本文化発信の拠点
校としてその一翼を担うようになったことは、以前から「パラグアイ」の日本人学校として、「何ができるのか」
を模索していた本校において、ある意味「幸運」な巡り合わせでした。「日本文化の発信拠点」としてできる
ことが多く見出せる一方で、「受信」できる可能性もあるからです。ここでは、AG5プロジェクトの観点から、
本校がこれまで何を、どのように取り組み、今後は何に向かっていこうとしているのかについて紹介します。

　
「
味み

噌そ

」「
醤し
ょ
う
ゆ油
」「
豆
腐
」
に
「
納
豆
」。

こ
れ
ら
は
日
本
人
に
と
っ
て
伝
統
的
な
食

材
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
活
用
し
た
献
立
の

立
て
方
や
調
理
法
な
ど
は
大
切
な
「
食
文

化
」
で
あ
る
。

　

パ
ラ
グ
ア
イ
共
和
国
に
は
、
こ
の
「
日

本
の
食
材
や
食
文
化
」
が
し
っ
か
り
根
づ

い
て
い
て
、「
日
本
の
真
裏
に
あ
る
『
日

本
』」
と
も
い
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
姿
が
実
現
し

て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
日
本
人
移
民
が
八

十
余
年
に
わ
た
り
、
自
ら
の
生
活
と
共
に

こ
う
し
た
文
化
を
パ
ラ
グ
ア
イ
の
地
で

「
発
信
」
し
続
け
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

ア
ス
ン
シ
オ
ン
日
本
人
学
校
は
、
こ
う

し
た
先
人
が
築
い
て
き
た
信
用
と
伝
統
が

根
づ
く
パ
ラ
グ
ア
イ
社
会
の
な
か
で
、
温

か
く
見
守
ら
れ
な
が
ら
日
々
の
教
育
活
動

に
取
り
組
ん
で
い
る
。

一
、「
ア
ス
ン
シ
オ
ン
日
本
語
学
校
」と
の

合
同
研
修
を
通
じ
た
日
系
人
教
育

へ
の
支
援
と
協
働

　

パ
ラ
グ
ア
イ
に
は
日
本
人
移
住
地
を
中

心
に
九
校
の
「
日
本
語
学
校
」
が
あ
り
、

日
系
人
子
弟
に
日
本
語
や
日
本
文
化
を
身

に
つ
け
さ
せ
て
い
る
。

　

し
か
し
近
年
は
世
代
交
代
が
進
み
、
周

辺
国
に
比
べ
れ
ば
高
い
日
本
語
力
を
維
持

し
て
い
る
も
の
の
、
各
地
の
日
本
語
学
校

の
先
生
が
た
の
奮
闘
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

若
い
世
代
ほ
ど
「
継
承
語
と
し
て
の
日
本

語
」
の
習
得
が
厳
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
日
本
語
を
母
語

と
し
な
い
「
パ
ラ
グ
ア
イ
人
」
を
保
護
者

の
ど
ち
ら
か
に
持
つ
ケ
ー
ス
が
増
え
、
家

庭
内
の
会
話
で
日
本
語
が
使
わ
れ
ず
、
日

本
語
学
校
で
学
ん
だ
こ
と
を
日
々
の
生
活

の
中
で
繰
り
返
し
復
習
す
る
機
会
が
乏
し

い
な
ど
の
事
情
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

本
校
は
Ａ
Ｇ
５
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
話
が

持
ち
上
が
る
以
前
か
ら
、「
運
動
会
」
等
の

行
事
を
通
じ
て
「
ア
ス
ン
シ
オ
ン
日
本
語

学
校
（
以
下
「
日
本
語
学
校
」）」
と
相
互

交
流
を
重
ね
て
き
て
い
た
が
、
日
本
語
学

校
の
先
生
が
た
が
「
教
授
法
」
や
「
授
業

づ
く
り
」「
授
業
研
究
」
等
に
つ
い
て
学
ぶ

機
会
は
か
な
ら
ず
し
も
十
分
に
つ
く
れ
て

は
い
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
二
〇
一
六
年
後
半
よ
り
、
日
本

語
学
校
の
課
題
解
決
に
寄
与
す
る
「
合
同

研
修
」
の
企
画
を
日
本
語
学
校
の
関
ニ
ル

ダ
尚
子
校
長
と
の
間
で
進
め
て
き
た
。
研

修
に
際
し
て
は
、
事
前
に
日
本
語
学
校
側

の
「
学
び
た
い
こ
と
」
や
「
困
り
感
」
な
ど

の
ニ
ー
ズ
を
探
る
よ
う
に
し
た
。

　

す
る
と
、
日
本
語
学
校
に
は
特
に
「
国

語
」
指
導
に
関
す
る
深
刻
な
悩
み
が
あ
り
、

課
題
解
決
の
道
筋
を
見
出
し
た
い
と
の
強

い
思
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

具
体
的
に
は
、「
保
護
者
か
ら
『
学
年
相

応
の
漢
字
を
身
に
つ
け
さ
せ
て
ほ
し
い
』

と
言
わ
れ
て
も
、
限
ら
れ
た
時
間
（
平
日

三
回
の
午
後
や
土
曜
日
の
六
時
間
余
り
）

で
、
し
か
も
学
ん
だ
こ
と
を
家
庭
で
繰
り

返
し
練
習
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
な

か
、
ど
の
よ
う
な
漢
字
指
導
を
す
れ
ば
効

果
的
か
」「
長
時
間
の
国
語
の
授
業
を
で

き
る
だ
け
飽
き
さ
せ
ず
、
興
味
関
心
を
喚

起
さ
せ
る
指
導
法
を
知
り
た
い
」
等
が
あ

っ
た
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
一
七
年
七
月

に
本
校
で
合
同
研
修
を
実
施
し
た
。

　

当
日
は
、
通
常
の
単
元
の
な
か
に
効
果

的
な
漢
字
の
指
導
法
を
織
り
ま
ぜ
た
授
業

を
展
開
し
、
そ
れ
を
も
と
に
研
究
協
議
を

進
め
た
。
協
議
会
で
は
授
業
や
漢
字
指
導

だ
け
で
な
く
、
学
習
規
律
の
つ
く
り
方
、

特
別
な
支
援
を
要
す
る
と
考
え
ら
れ
る
子

ど
も
へ
の
対
応
な
ど
に
関
す
る
質
問
も
出

さ
れ
た
。

　

事
後
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、「
参
考
度
」「
有

意
義
度
」
等
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
一
〇
〇
％

の
満
足
度
を
得
ら
れ
、
全
員
か
ら
次
回
も

参
加
し
た
い
と
の
回
答
が
寄
せ
ら
れ
た
。

自
由
記
述
で
も
「
日
本
の
教
育
を
実
施
し

て
い
る
先
生
が
た
の
授
業
を
見
ら
れ
て
勉

強
に
な
っ
た
」「
国
語
教
育
以
外
（
生
活
指

導
、
作
文
指
導
、
プ
ロ
セ
ス
評
価
等
）
も

学
び
た
い
」
と
の
声
が
あ
り
、
合
同
研
修

が
日
ご
ろ
か
ら
感
じ
て
い
る
課
題
を
解
決

す
る
糸
口
に
な
り
得
た
様
子
が
う
か
が
え
、

手
ご
た
え
を
感
じ
た
。

　

ま
た
本
校
と
し
て
も
、
自
ら
の
教
育
ス
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キ
ル
が
現
地
の
教
育
関
係
者
の
た
め
に
役

立
つ
と
実
感
で
き
た
こ
と
は
大
き
な
収
穫

だ
っ
た
。

　

さ
ら
に
一
八
年
一
月
に
は
Ａ
Ｇ
５
プ
ジ

ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
、
日
本
語
学
校
の

先
生
二
名
と
、
同
じ
く
当
地
で
日
本
式
教

育
を
実
践
し
て
い
る
日
本
パ
ラ
グ
ア
イ
学

院
の
先
生
一
名
が
訪
日
し
、
日
本
の
学
校

や
教
育
機
関
等
に
お
い
て
十
日
間
の
教
育

研
修
を
積
ん
だ
。

　

そ
れ
ら
の
成
果
も
踏
ま
え
、
二
月
に
二

度
目
の
合
同
研
修
を
実
施
。
今
回
は
本
校

の
教
員
が
日
本
語
学
校
に
出
向
き
、
年
度

初
め
の
授
業
に
参
画
す
る
形
で
行
っ
た
。

　
「
年
度
当
初
の
学
級
開
き
は
ど
う
す
れ

ば
よ
い
の
か
」「
学
習
の
導
入
時
に
お
け
る

動
機
づ
け
は
ど
う
指
導
す
れ
ば
よ
い
の
か
」

「
学
習
規
律
や
生
活
規
律
を
年
度
初
め
に

徹
底
し
た
い
」
な
ど
、
担
任
ご
と
に
異
な

る
課
題
意
識
に
対
し
、
ペ
ア
と
な
っ
た
本

校
の
教
員
が
事
前
に
助
言
・
協
議
し
て
授

業
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ

に
よ
り
、日
本
語
学
校
の
先
生
が
た
が「
日

本
式
教
育
」
を
学
び
、
そ
の
指
導
ス
キ
ル

向
上
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
。

　

一
八
年
度
の
本
校
の
「
校
内
研
究
」
は
、

そ
の
三
分
の
一
の
時
間
を
日
本
語
学
校
と

の
合
同
研
修
を
踏
ま
え
た
Ａ
Ｇ
５
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
関
連
と
し
て
確
保
し
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
り
一
七
年
度
以
上
に
日
本
語
学
校

に
対
し
て
深
く
広
く
「
日
本
式
教
育
」
を

浸
透
さ
せ
、
日
系
人
子
弟
へ
の
日
本
語
教

育
等
に
寄
与
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

二
、
日
本
語
学
校
と
の
「
共
通
教
材
の

開
発
」

　

本
校
は
こ
れ
ま
で
に
、
小
学
部
社
会
科

の
副
読
本
と
し
て
『
わ
た
し
た
ち
の
パ
ラ

グ
ア
イ
』
を
作
成
し
て
き
た
（
日
本
で
は
、

身
近
な
地
域
の
様
子
や
歴
史
の
学
習
な
ど

の
た
め
の
副
読
本
づ
く
り
は
、
各
自
治
体

が
中
心
と
な
り
よ
く
行
わ
れ
て
い
る
）。

　

こ
れ
を
下
敷
き
に
し
て
、
今
回
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
本
校
で
は
『
わ
た
し

た
ち
の
パ
ラ
グ
ア
イ
』
の
改
訂
版
を
、
日

本
語
学
校
で
は
パ
ラ
グ
ア
イ
の
日
系
人
子

弟
の
た
め
の
初
め
て
の
副
読
本
づ
く
り
を
、

双
方
で
協
議
し
な
が
ら
進
め
て
い
る
。
共

通
し
た
章
立
て
を
含
み
、
使
用
す
る
題
材

に
も
共
通
し
た
も
の
を
設
定
し
、「
日
本

側
の
視
点
」
と
「
パ
ラ
グ
ア
イ
側
の
視
点
」

が
対
比
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
作
成
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。
ま
た
日
本
語
学
校
に
通

う
日
系
人
子
弟
に
と
っ
て
は
、
自
分
た
ち

の
身
近
な
生
活
に
つ
い
て
学
ぶ
だ
け
で
な

く
、
課
題
を
設
け
て
自
ら
が
調
べ
て
ま
と

め
た
り
、
意
見
や
考
え
を
述
べ
た
り
で
き

る
よ
う
な
構
成
を
立
て
る
こ
と
で
、
国
語

学
習
の
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
と
し
て
も
活
用
で

き
る
よ
う
に
す
る
。

　

さ
ら
に
日
本
語
学
校
の
も
う
一
つ
の
課

題
で
あ
る
「
日
本
人
移
住
」
に
つ
い
て
の

学
び
の
基
礎
が
確
実
に
で
き
る
よ
う
、
移

住
の
歴
史
や
人
々
の
苦
労
、
パ
ラ
グ
ア
イ

社
会
に
日
系
人
が
何
を
も
た
ら
し
、
ど
の

よ
う
に
貢
献
し
て
き
た
の
か
等
、
子
ど
も

た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
資
す

る
よ
う
な
内
容
を
組
み
込
ん
で
い
き
た
い
。

　

一
方
、本
校
と
し
て
は
こ
れ
ま
で
の『
わ

た
し
た
ち
の
パ
ラ
グ
ア
イ
』
を
ベ
ー
ス
に
、

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
し
て
日
本
語
学
校

と
の
協
議
や
資
料
検
討
を
進
め
る
こ
と
で
、

従
来
の
副
読
本
に
は
な
か
っ
た
「
パ
ラ
グ

ア
イ
側
の
視
点
」
を
織
り
ま
ぜ
、
日
本
と

パ
ラ
グ
ア
イ
の
友
好
関
係
や
企
業
進
出
な

ど
新
た
な
分
野
を
盛
り
込
む
。
日
本
語
学

校
の
協
力
を
得
て
「
日
本
人
移
住
」
を
さ

ら
に
掘
り
下
げ
て
学
べ
る
教
材
と
し
て
も

進
化
さ
せ
て
い
き
た
い
。

三
、「
日
本
文
化
の
発
信
」を
ど
の
よ
う
に

捉
え
る
か

　

Ａ
Ｇ
５
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
日
本
文
化

発
信
の
拠
点
形
成
」
で
は
、
何
を
も
っ
て

「
日
本
文
化
」
と
捉
え
る
か
が
問
題
だ
っ

た
。
本
校
で
は
こ
れ
ま
で
も
、「
運
動
会
」

や
現
地
校
と
交
流
す
る
な
か
で
の
「
昔
あ

そ
び
」や「
習
字
」、「
浴
衣
の
着
つ
け
体
験
」

等
を
通
し
て
日
本
文
化
を
発
信
し
て
き
た
。

　

し
か
し
「
日
本
文
化
の
発
信
拠
点
」
と

は
は
た
し
て
そ
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
学

校
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
「
日
本
文
化
の

発
信
」
と
は
何
な
の
か
を
突
き
詰
め
た
結

果
、
世
界
で
も
浸
透
し
つ
つ
あ
る
「
授
業

研
究
」を
含
む「
日
本
の
教
育
文
化
」や「
清

掃
活
動
」「
規
律
」
な
ど
の
「
学
校
文
化
」

こ
そ
、学
校
が
積
極
的
に
発
信
す
べ
き「
日

本
文
化
」
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
た

ど
り
着
い
た
。

　

政
府
派
遣
教
員
は
自
校
の
教
育
活
動
に

専
心
す
る
一
方
で
、
自
ら
が
身
に
つ
け
て

い
る
多
様
な
ス
キ
ル
が
、
派
遣
国
の
教
育

に
お
い
て
も
き
わ
め
て
有
効
で
あ
る
こ
と

に
気
づ
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
し
て
、

機
会
を
設
け
て
積
極
的
に
現
地
社
会
に
働

き
か
け
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
人
学
校
の

付
加
価
値
を
高
め
、ひ
い
て
は
日
本
の「
フ

ァ
ン
」
を
そ
の
地
域
に
増
や
す
こ
と
に
つ

な
が
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。

　

在
籍
者
数
が
少
な
い
か
ら
そ
の
学
校
は

不
要
、
と
い
う
発
想
は
た
ん
に
「
数
」
だ

け
に
注
目
す
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
人
学

校
の
中
身
に
代
え
が
た
い
価
値
が
見
出
さ

れ
、
設
置
国
か
ら
も
必
要
と
さ
れ
る
存
在

に
な
れ
ば
、「
拠
点
」
と
し
て
残
れ
る
可
能

性
は
高
く
な
る
だ
ろ
う
。

　

本
校
が
将
来
に
わ
た
り
、こ
う
し
た「
日

本
文
化
の
発
信
」
に
取
り
組
み
続
け
れ
ば
、

や
が
て
「
日
本
の
食
文
化
」
が
こ
の
地
に

受
け
入
れ
ら
れ
、
い
ま
や
欠
く
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
国
の
教
育

を
大
き
く
変
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の

と
考
え
る
し
、
そ
う
願
い
た
い
。


