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苦闘を超えて
活躍するパラグ
アイの日系人
南米大陸のパラグアイに日本人が移住してから今年
で70周年を迎えた。ブラジルとアルゼンチンの大国
に挟まれた小さな農業国家は、それでも日本よりもや
や広い国土を持ち、抜けるような青い空に赤土の大
地がはるか地平線まで広がる。辛酸の歴史を刻んで
きた日系人は、今、この国で大きな存在感をみせて
いる。１週間にわたりパラグアイを駆け回り、苦闘を
超えて活躍する多くの日系人を訪ねた。

パラグアイ
Paraguay

そ
び
え
る
城

に
は
牛
が
１
１
０
０
万
頭
も
お

り
、
５
０
０
万
人
の
人
口
の
倍
以

上
だ
。
近
代
的
な
牧
場
で
品
質
管

理
を
徹
底
し
て
、
最
高
級
の
牛
を

育
て
た
い
」
と
意
気
込
ん
で
い
た
。

こ
れ
ま
で
の
養
鶏
な
ど
の
成
功

の
秘
け
つ
を
尋
ね
る
と
「
ブ
ラ
ジ

ル
に
行
っ
て
勉
強
し
た
か
ら
。
指

導
し
て
く
れ
た
の
が
ブ
ラ
ジ
ル
の

日
系
人
だ
っ
た
」
と
答
え
た
。
ま

た
「
卵
は
自
分
で
販
売
し
て
回
っ

た
。
人
に
任
せ
る
と
、
自
分
が
努

力
し
な
い
」
と
も
言
う
。
だ
が
、

そ
れ
だ
け
と
は
思
え
な
い
。
や
は

し
た
。
天
守
閣
ま
で
登
る
と
、
地
平
線
ま
で
広
が

る
パ
ラ
グ
ア
イ
の
平
原
が
一
望
で
き
る
。
半
世
紀

前
に
移
住
し
た
父
親
と
息
子
の
２
代
に
わ
た
る
思

い
は
、
は
る
か
日
本
か
ら
離
れ
た
こ
の
地
に
造
っ

た
城
か
ら
日
本
に
思
い
を
は
せ
た
い
と
の
気
持
ち

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

前
原
さ
ん
が
経
営
す
る
「
前
原
農
商
」
は
70
万

羽
の
ニ
ワ
ト
リ
を
飼
い
、
１
日
約
50
万
個
の
卵
を

出
荷
し
て
い
る
。
同
国
の
卵
の
約
６
割
を
占
め
る

と
い
う
。
ア
ス
ン
シ
オ
ン
の
ス
ー
パ
ー
で
も
、
前

原
さ
ん
の
卵
が
並
ん
で
い
る
の
を
見
か
け
た
。

前
原
さ
ん
の
事
業
へ
の
夢
も
城
の
建
設
と
と
も

に
、
さ
ら
に
膨
ら
む
。「
こ
れ
か
ら
は
牛
で
す
。
牛

は
宝
の
山
。
価
格
も
安
定
し
て
い
る
。
パ
ラ
グ
ア
イ

首
都
ア
ス
ン
シ
オ
ン
か
ら
南
東
約
30
キ
ロ
に
前

原
弘
道
さ
ん
（
69
）
の
広
大
な
農
場
が
あ
る
。
49

年
前
に
広
島
か
ら
父
親
と
と
も
に
移
住
し
た
前
原

さ
ん
は
、
同
国
で
大
成
功
を
果
た
し
た
日
系
人
の

一
人
で
、
養
鶏
場
は
同
国
屈
指
の
規
模
を
誇
る
。

そ
の
前
原
さ
ん
の
農
場
を
訪
れ
て
ま
ず
目
を
引
く

の
が
敷
地
内
に
あ
る
日
本
の
城
だ
。
堂
々
と
し
た

城
で
、
こ
こ
が
南
米
の
地
な
の
か
と
一
瞬
、
目
を

疑
っ
て
し
ま
う
。

「
な
ぜ
パ
ラ
グ
ア
イ
に
お
城
を
」
と
の
問
い
に
、

前
原
さ
ん
は
移
民
１
世
と
し
て
移
住
し
、
10
年
前

に
亡
く
な
っ
た
父
親
の
遺
志
だ
っ
た
か
ら
と
説
明

イグアス移住地の農協に展示されていた移住当時の写真。うっそうと
茂る原生林が広がっているのが分かる

「父親が天下国家のことを考えるの
が好きな理想家だった」。そう語る前
原さんは父親の夢を実現させるため
に築城を決断したという。「城の中に
移民博物館を設けたい」と目を輝か
せる
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り
前
原
さ
ん
の
事
業
へ
の
人
一
倍
熱
い
意
気
込
み

と
若
々
し
い
夢
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
、
最
大
の

秘
け
つ
だ
ろ
う
。

う
っ
そ
う
と
茂
る
ジ
ャ
ン
グ
ル
。
そ
そ
り
立
つ
大

木
。
そ
し
て
押
し
寄
せ
る
バ
ッ
タ
の
大
群
。
70
年
前

に
初
め
て
パ
ラ
グ
ア
イ
に
移
住
し
た
日
本
人
は
辛
酸

を
な
め
た
。
早
々
と
あ
き
ら
め
て
逃
げ
出
す
人
も
出

た
。
ア
ス
ン
シ
オ
ン
か
ら
東
南
１
３
０
キ
ロ
に
あ
る

ラ
・
コ
ル
メ
ナ
市
は
、
最
初
の
移
住
地
だ
。

千
葉
玄
治
郎
さ
ん
（
65
）
の
父
、
金
次
郎
さ
ん
は

岩
手
県
の
養
蚕
の
不
況
で
、
叔
父
と
と
も
に
１
９
３

７
年
に
同
市
に
移
住
し
た
。
両
親
は
移
民
船
「
ア
メ

リ
カ
丸
」
の
中
で
知
り
合
い
、
結
婚
、
４
年
後
に
千

葉
さ
ん
が
生
ま
れ
た
。
母
は
千
葉
さ
ん
が
15
歳
の
時
、

難
産
で
亡
く
な
っ
た
。
当
時
は
ア
ス
ン
シ
オ
ン
ま
で

の
道
路
も
な
く
、
牛
車
で
近
く
の
町
に
運
ば
れ
、
そ

こ
か
ら
飛
行
機
で
ア
ス
ン
シ
オ
ン
の
病
院
に
担
ぎ
込

ま
れ
た
が
、
す
で
に
手
遅
れ
だ
っ
た
と
い
う
。

日
本
人
の
移
住
は
、
約
１
４
０
年
前
の
１
８
６
８

年
の
ハ
ワ
イ
移
民
が
始
ま
り
と
さ
れ
、
米
国
本
土
、

ブ
ラ
ジ
ル
な
ど
に
広
が
っ
た
。
だ
が
米
国
・
ブ
ラ
ジ

ル
で
日
系
人
の
排
斥
や
規
制
の
動
き
が
出
た
。
米
国

で
は
ア
ジ
ア
人
を
蔑
視
す
る
黄
禍
論
ま
で
起
き
て
排

日
移
民
法
が
制
定
さ
れ
、
日
本
人
の
移
住
が
禁
止
。

ブ
ラ
ジ
ル
で
も
１
９
３
４
年
、
同
国
で
定
め
ら
れ
た

最
初
の
移
住
地

移
民
二
分
制
限
法
に
よ
り
日
本
か
ら
の
移
住
が
大
幅

に
制
限
さ
れ
た
。
そ
し
て
次
の
移
住
先
が
ブ
ラ
ジ
ル

の
隣
国
の
パ
ラ
グ
ア
イ
だ
っ
た
。

当
時
の
ブ
ラ
ジ
ル
拓
殖
組
合
（
通
称
ブ
ラ
拓
）
専

務
理
事
の
宮
坂
国
人
氏
の
調
査
を
受
け
て
、
36
年
に

日
本
人
１
０
０
家
族
が
試
験
的
に
移
住
し
た
。
移
住

の
決
め
手
と
な
っ
た
の
は
、
ラ
・
コ
ル
メ
ナ
移
住
地

の
東
（
ビ
ジ
ャ
リ
カ
方
面
）
や
北
（
イ
ビ
チ
ミ
方
面
）

に
山
景
が
見
え
、
祖
国
日
本
の
面
影
を
感
じ
た
か
ら

だ
と
い
う
。
特
に
移
住
地
の
西
南
に
あ
る
標
高
３
０

０
メ
ー
ト
ル
の
セ
ロ
・
ア
プ
ラ
グ
ア
と
い
う
山
は
、

ど
こ
と
な
く
富
士
山
に
似
て
い
て
「
コ
ル
メ
ナ
富
士
」

と
も
呼
ば
れ
た
。

だ
が
41
年
に
始
ま
っ
た
第
２
次
世
界
大
戦
で
は
、

パ
ラ
グ
ア
イ
が
日
独
伊
枢
軸
国
に
対
し
て
国
交
断
絶

を
宣
言
し
、
宣
戦
を
布
告
し
た
。
こ
の
た
め
日
本
人

入
植
者
も
途
絶
え
、
日
本
語
学
校

も
閉
鎖
さ
れ
、
ラ
・
コ
ル
メ
ナ
移

住
地
は
日
本
人
収
容
地
と
な
り
、

移
住
地
以
外
へ
の
外
出
が
制
限
さ

れ
た
。

ほ
か
の
日
本
人
移
住
地
に
は
日

本
人
会
の
看
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い

る
が
、
ラ
・
コ
ル
メ
ナ
だ
け
は

「
ラ
・
コ
ル
メ
ナ
パ
ラ
グ
ア
イ
日

本
文
化
協
会
」
の
看
板
を
掲
げ
て

い
る
。
あ
え
て
日
本
人
会
の
名
称

を
使
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、
こ

の
移
住
地
の
歴
史
的
な
苦
悩
が
う

か
が
え
る
。

「
65
年
に
ア
ス
ン
シ
オ
ン
に
つ

な
が
る
道
路
が
で
き
る
ま
で
は
、

生
活
は
苦
し
か
っ
た
」。
そ
う
振

り
返
る
千
葉
さ
ん
は
道
路
（
国
道

１
号
）
が
で
き
た
こ
と
で
、
農
産

68年前にラ・コルメナに移住した三井波夫さんのブドウ園。日系人のブドウ栽培で、ラ・コルメナは今、高級
ブドウの名産地として知られるようになった。移住当時は、移住許可条件として綿花栽培が義務付けられてい
たため、日本人は綿花を栽培していたが、洪水や霜の被害などで思うように行かず、一時は大量の脱退者を
出したという

べ
っ
し
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物
を
首
都
ま
で
運
べ
る
よ
う
に
な
り
、
収
入
が
増
え

た
と
話
す
。
千
葉
さ
ん
一
家
は
入
植
当
時
、
綿
花
を

栽
培
し
て
い
た
が
、
今
、
千
葉
さ
ん
が
手
掛
け
る
の

は
主
に
ブ
ド
ウ
栽
培
。
ブ
ド
ウ
園
は
４
ヘ
ク
タ
ー
ル

ほ
ど
で
、
パ
ラ
グ
ア
イ
人
５
人
を
雇
い
、
巨
峰
な
ど

の
高
級
ブ
ド
ウ
を
栽
培
、
ス
ー
パ
ー
に
直
接
卸
し
て

い
る
と
い
う
。

関
源
五
郎
さ
ん
（
77
）
が
70
年
前
に
家
族
と
と
も

に
パ
ラ
グ
ア
イ
の
地
を
踏
ん
だ
の
は
、
７
歳
の
と
き

だ
っ
た
。
当
初
は
ブ
ラ
ジ
ル
に
移
住
の
予
定
だ
っ
た

が
、
日
本
人
の
移
民
規
制
が
始
ま
り
、
パ
ラ
グ
ア
イ

に
変
更
さ
れ
た
と
い
う
。
当
時
、
パ
ラ
グ
ア
イ
は
内

戦
状
態
で
、
兵
士
ら
が
移
住
地
に
も
出
没
し
、
そ
の

た
び
に
避
難
を
強
い
ら
れ
た
。
一
番
困
っ
た
の
は
食

イグアスの農協前で。左から2人目が深見さん、4人目が公文さん

生
活
で
、
特
に
野
菜
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
タ
ン
ポ

ポ
な
ど
を
食
べ
て
い
た
そ
う
だ
。

入
植
の
最
初
は
や
は
り
綿
花
を
栽
培
し
、
そ
の
後

は
ポ
ロ
ッ
ト
と
い
う
豆
類
や
落
花
生
、
そ
し
て
ワ
イ

ン
用
の
ブ
ド
ウ
を
育
て
、
道
路
が
で
き
て
か
ら
は
ブ

ド
ウ
、
ス
モ
モ
、
ミ
カ
ン
な
ど
の
果
樹
を
栽
培
し
て

き
た
。

「
こ
こ
に
来
て
、
い
い
と
も
悪
い
と
も
思
わ
な
い
。

日
本
が
懐
か
し
い
と
も
思
わ
な
い
」
と
淡
々
と
話
す

関
さ
ん
。
こ
れ
ま
で
２
回
日
本
に
行
き
、
出
身
地
の

群
馬
県
も
訪
れ
た
。
訪
問
し
た
学
校
の
先
生
は
パ
ラ

グ
ア
イ
が
ど
こ
に
あ
る
か
知
ら
な
か
っ
た
。「
海
外
に

い
る
人
は
日
本
を
見
て
い
る
が
、
日
本
人
は
海
外
を

見
て
い
な
い
。
日
本
人
は
外
国
に
関
心
が
薄
い
ね
」

と
関
さ
ん
は
日
本
に
批
判
的
だ
。「
こ
の
国
は
の
ん
き

で
い
い
よ
。
日
本
人
だ
か
ら
と
い
っ
て
嫌
な
思
い
を

し
た
こ
と
は
な
い
」。

パ
ラ
グ
ア
イ
へ
の
移
住
は
第
２
次
世
界
大
戦
で
一

時
途
切
れ
た
が
、
戦
後
54
年
か
ら
再
開
さ
れ
た
。
チ

ャ
べ
ス
、
ラ
パ
ス
、
イ
グ
ア
ス
な
ど
に
次
々
と
日
本

人
が
移
住
し
て
い
っ
た
。

パ
ラ
グ
ア
イ
で
の
日
系
人
の
存
在
を
高
め
た
の
が

大
豆
の
不
耕
起
栽
培
（
Ｎ
Ｏ
Ｔ
Ｅ
を
参
照
）
だ
っ
た
。

そ
れ
に
成
功
し
た
の
が
深
見
明
伸
さ
ん
（
65
）
だ
。

57
年
に
高
知
県
か
ら
家
族
と
移
住
し
、
ラ
パ
ス
か
ら

不
耕
起
栽
培
で
一
躍
脚
光

※1864～70年のブラジル、アルゼンチン、ウルグアイとの３国戦
争では、領土の半分を失い、人口の６分の５が殺されて一挙に約
20万にまで激減し、国土はまさに灰じんと化した。また32～35年、
ボリビアとの間でチャコ戦争が起き、勝利したものの、国土は大
きな打撃を受けた。

パラグアイ東部一帯は

「Tierra
テ ー ラ

Roja
ローシャ

（赤い大地）」

と呼ばれる農業に適した肥

よくな土地が広がる。だが

大豆・小麦の大規模機械化

農業とともに、集中降雨に

よる土壌流出とそれに伴う

地力の減退が問題となり始

めていた。特に種をまく時

期に集中豪雨があり、土壌

の大量流亡が深刻だった。

この問題を解決し、豊かな

穀倉地帯に変えた農業技

術が不耕起栽培だ。これは、

前の作物の収穫後は耕耘
こうう ん

・

整地せず、次の作物を畑に

種まきする栽培方法で、

1983年にイグアス移住地

の深見明伸さんが大豆で成

功し、小麦では窪前勇さん

が成功したそうだ。

不耕起栽培はその後、大

豆や小麦を手掛ける日系畑

作農家に欠かせない農業技

術となったばかりでなく、パ

ラグアイ全土に広がり、米

国からも視察に来るなど世

界的に注目された。現在パ

ラグアイの大豆耕作地の

80％以上は不耕起栽培技

術を活用しているという。

不耕起栽培は野菜価格

の低迷で苦境に陥っていた

日系人農家を救った上、パ

ラグアイの大豆生産を飛躍

的に高めるのに大きく貢献

した。同国の日系人は約

7,000人で、全人口約590万

人の0.12％にすぎないが、

大豆生産での日本人の占

める割合は７％に上る。大

豆はパラグアイの輸出品目

別で第１位となり、輸出量

でも、米国、ブラジル、ア

ルゼンチンなどに次いで世

界第４位にランクされた。

不耕起栽培は「農業革命」

と言えるほどパラグアイの

農業の振興に大きな役割を

果たした。

パラグアイを救った
不耕起栽培

NOTE

エ
ン
カ
ル
ナ
シ
オ
ン
市
を
経
て
イ
グ
ア
ス
に
移
り
住

ん
だ
。
最
初
は
ト
マ
ト
栽
培
を
し
、
土
地
を
さ
ら
に

広
げ
る
た
め
に
原
生
林
を
切
り
開
き
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
か

ら
融
資
を
受
け
た
。
さ
ら
に
地
元
金
融
機
関
か
ら
も

融
資
を
受
け
た
が
、
返
済
の
め
ど
が
立
た
ず
、
牛
を

売
っ
た
り
す
る
な
ど
苦
労
を
重
ね
た
。
そ
し
て
50
町

歩
（
50
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
の
土
地
を
得
て
、
大
豆
や
ト

ウ
モ
ロ
コ
シ
、
小
麦
を
栽
培
し
た
。

深
見
さ
ん
は
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
招
き
で
ブ
ラ
ジ
ル
の
畑

作
専
門
家
の
講
演
を
聴
き
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
不
耕
起
栽

培
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
当
時
は
い
い
除
草
剤
が

な
か
っ
た
が
、
幅
の
広
い
く
わ
で
雑
草
を
取
る
な
ど

し
て
、
そ
れ
以
前
と
ほ
ぼ
同
じ
収
穫
が
あ
っ
た
。
そ

の
翌
年
に
除
草
剤
を
手
に
入
れ
て
か
ら
収
穫
は
増
え

た
。67

年
に
イ
グ
ア
ス
に
高
知
県
物
部
村
か
ら
集
団
で

移
住
し
た
の
が
、
村
長
だ
っ
た
公
文
包
治
さ
ん
（
84
）

ら
だ
。「
当
時
日
本
に
限
界
を
感
じ
て
い
た
。
高
齢
化

と
人
口
減
で
、
人
口
が
５
０
０
０
人
を
割
っ
た
ら
村

と
し
て
や
っ
て
い
け
な
い
と
国
か
ら
も
言
わ
れ
て
、

視
察
で
訪
れ
た
パ
ラ
グ
ア
イ
を
思
い
起
こ
し
、
こ
こ

で
の
分
村
計
画
を
決
断
し
た
」。

移
住
を
呼
び
掛
け
た
と
こ
ろ
、
最
初
は
２
５
０
余

世
帯
が
賛
成
し
た
が
、
い
ざ
実
行
と
い
う
段
階
で
移

住
地
の
悲
劇
が
次
々
と
報
じ
ら
れ
、
移
住
し
た
の
は

家
族
５
人
と
同
郷
の
岡
林
一
栄
夫
妻
だ
け
だ
っ
た
。

岡
林
夫
妻
の
息
子
は
後
に
プ
ロ
野
球
ヤ
ク
ル
ト
ス
ワ

ロ
ー
ズ
の
投
手
と
し
て
活
躍
し
た
洋
一
氏
だ
。

公
文
さ
ん
は
「
新
物
部
村
構
想
は
つ
い
え
た
が
、

田
園
都
市
構
想
は
再
生
で
き
た
。
だ
が
移
住
地
の
安

定
と
永
続
化
の
た
め
に
は
農
業
一
本
や
り
で
は
だ
め
。

ま
た
ブ
ラ
ジ
ル
の
よ
う
に
日
本
人
だ
け
で
や
ろ
う
と

し
て
も
だ
め
だ
。
地
域
と
共
生
し
、
夢
を
持
っ
て
い

か
な
い
と
い
け
な
い
」
と
話
す
。

パ
ラ
グ
ア
イ
の
日
系
人
の
日
本
語
能
力
は
極
め
て

高
い
。
逆
に
そ
の
た
め
に
、
日
本
へ
の
出
稼
ぎ
が
多

い
の
が
実
情
だ
。

日
系
人
で
初
の
駐
日
大
使
と
な
っ
た
田
岡
功
氏

（
55
ペ
ー
ジ
に
関
連
記
事
）
は
「
日
系
人
だ
け
が
よ
く

な
っ
た
だ
け
で
は
い
け
な
い
。
そ
れ
で
は
、
周
り
か

ら
ね
た
ま
れ
る
。
こ
こ
ま
で
や
っ
て
こ
ら
れ
た
の
は

パ
ラ
グ
ア
イ
人
の
お
か
げ
だ
。
日
系
人
は
彼
ら
を
雇

用
し
て
伸
び
て
き
た
。
そ
し
て
豊
か
な
生
活
を
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
現
地
の
多
く
の
人
は
50
年

前
も
今
も
変
わ
ら
ず
貧
し
い
。
何
と
か
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
」
と
語
っ
た
。

2006年9月8日、「パラグアイ国日本人移住70周年記念式典」がイタグア市で開
催された。1936年に始まったパラグアイ移住は、米国やブラジルへの移住が
禁止・制限されたからだが、パラグアイが移住を受け入れたのは、2度にわたる
戦争※で国土が疲弊し、労働力不足にあったことがあげられる

イグアスの日系人の農地。深見さんらの努力で根付い
た不耕起栽培は、パラグアイの農業振興に重要な役割
を果たした

も
の
べ

く
も
ん

か
ね
じ

か
ず
え
い
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