
　
　
　
　
　
　
　

　
南
米
大
陸
を
縦
断
す
る
ア
ン
デ
ス
山

脈
。
そ
の
一
角
に
あ
る
ペ
ル
ー
北
部
の

カ
ハ
マ
ル
カ
州
は
、
富
士
山
８
合
目
に

相
当
す
る
標
高
約
３
０
０
０
メ
ー
ト
ル

に
位
置
す
る
。

　
そ
ん
な
場
所
に
も
、
人
々
の
生
活
が

あ
る
。「
ほ
と
ん
ど
の
人
が
農
業
で
生

計
を
立
て
て
い
ま
す
が
、
山
岳
地
帯
で

傾
斜
地
が
多
く
、
雑
草
の
処
理
な
ど
が

行
き
届
い
て
い
ま
せ
ん
」。
そ
う
話
す

の
は
、
２
０
１
０
年
に
こ
の
地
を
訪
れ

10
年
間
秘
蔵
さ
れ
た

紫
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

つ
な
が
る
は
ず
―
。
永
代
さ
ん
は
、
育

ち
が
良
く
高
額
で
売
れ
る
優
良
品
種
を

導
入
し
よ
う
と
考
え
た
。
対
象
は
エ
ン

ド
ウ
マ
メ
と
ニ
ン
ニ
ク
だ
。

　
さ
ら
に
、
共
に
活
動
す
る
ペ
ル
ー
国

立
農
業
研
究
所（
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ａ
）の
職
員
が
、

永
代
さ
ん
に
見
せ
た
い
も
の
が
あ
る
と

言
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
品
種

改
良
し
た
紫
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
。
芯
ご
と

煮
込
ん
で
「
チ
チ
ャ
モ
ラ
ー
ダ
」
と
い
う

ジ
ュ
ー
ス
に
し
て
飲
ん
だ
り
、
ゼ
リ
ー

や
ク
ッ
キ
ー
な
ど
に
し
て
食
べ
る
。
こ

の
地
域
で
親
し
ま
れ
て
き
た
食
材
だ
。

　
そ
の
紫
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
目
の
当
た

り
に
し
た
永
代
さ
ん
は
、「
こ
ん
な
に

艶
が
あ
る
紫
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
見
た
こ

と
が
な
い
」
と
驚
き
の
声
を
上
げ
た
。

従
来
の
も
の
に
比
べ
、
品
質
は
別
格
だ

っ
た
。
実
は
こ
れ
、Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ａ
が
10
年

も
前
に
開
発
し
た
品
種
だ
が
、
資
金
不

足
で
普
及
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
い

う
。
こ
れ
を
使
わ
な
い
手
は
な
い
と
、
そ

の
種
子
も
農
家
に
配
る
こ
と
に
し
た
。

　
次
に
取
り
掛
か
っ
た
の
は
、
農
家
へ

の
栽
培
技
術
の
指
導
だ
。
い
く
ら
種
子

が
良
く
て
も
、
き
ち
ん
と
育
て
ら
れ
な

け
れ
ば
意
味
が
な
い
。Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
専
門

家
の
吉
野
倫
典
さ
ん
（
日
本
工
営
株
式

会
社
）
を
中
心
に
、
５
つ
の
郡
の
約
５

０
０
農
家
を
対
象
に
技
術
移
転
を
行
う

こ
と
に
し
た
。「
こ
れ
ま
で
は
、
雑
草

が
生
い
茂
る
畑
に
、
種
を
ば
ら
ま
い
て

栽
培
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
等
間
隔

に
種
ま
き
が
で
き
る
よ
う
、
雑
草
を
取

っ
て
畝
を
立
て
る
こ
と
に
し
た
の
で

す
」。
そ
う
す
れ
ば
栽
培
管
理
が
し
や

す
く
、
作
物
は
日
光
を
十
分
に
浴
び
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
吉
野
さ
ん
た
ち
は
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ａ
や
カ
ハ

特集   中南米
ラテンパワーで開く未来

マ
ル
カ
州
の
職
員
と
共
に
、
ま
ず
は
こ

の
手
法
に
つ
い
て
農
家
に
説
明
し
た
。

す
る
と
、
あ
る
農
家
か
ら
「
な
ぜ
雑
草

を
取
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
か
？
」
と

疑
問
の
声
が
｜
。
雑
草
が
作
物
の
生
育

を
妨
げ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

「
こ
の
言
葉
に
は
驚
き
ま
し
た
。
地
元

の
人
々
の
意
識
を
変
え
る
の
は
そ
う
簡

単
で
は
な
い
な
と
」。
吉
野
さ
ん
は
、
こ

れ
は
時
間
と
根
気
が
い
る
作
業
だ
と
気

を
引
き
締
め
た
。

　
ま
ず
は
技
術
を
確
実
に
定
着
さ
せ
る

た
め
、
集
団
指
導
か
ら
個
別
指
導
に
切

り
替
え
た
。
畝
の
立
て
方
に
加
え
、
肥

料
の
利
用
方
法
や
病
害
虫
か
ら
作
物
を

守
る
方
法
、
植
林
を
し
て
傾
斜
地
の
土

壌
の
流
出
を
防
ぐ
方
法
な
ど
も
伝
え

た
。Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ａ
の
ア
リ
シ
ア
・
オ
ヨ
ス

さ
ん
は
、「
日
本
人
専
門
家
か
ら
知
識

を
学
び
、
地
元
の
人
た
ち
に
技
術
を
普

及
で
き
て
う
れ
し
い
」
と
話
す
。

　
す
る
と
数
カ
月
後
、
畑
は
見
違
え
る

よ
う
に
変
わ
っ
た
。
雑
草
は
一
切
な
く

な
り
、
作
物
が
き
れ
い
に
並
ん
で
い
た

の
だ
。
生
産
量
は
大
幅
に
上
が
り
、
中

に
は
８
倍
ま
で
伸
び
た
農
家
も
あ
っ

た
。優
良
種
子
か
ら
育
っ
て
い
る
た
め
、

当
然
、
品
質
も
良
い
。

　
さ
ら
に
今
、
新
た
に
挑
戦
し
て
い
る

の
が
収
穫
し
た
作
物
を
よ
り
〝
高
く
〞

売
る
こ
と
。
市
場
調
査
の
結
果
、
加
工

商
品
の
ニ
ー
ズ
が
高
い
こ
と
が
分
か
っ

た
永
代
成
日
出
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
国
際
協
力
専

門
員
。
主
要
作
物
で
あ
る
エ
ン
ド
ウ
マ

メ
で
さ
え
、
収
穫
量
は
１
ヘ
ク
タ
ー
ル

当
た
り
１
・
５
ト
ン
で
、
日
本
の
約
５

分
の
１
。
人
々
は
１
日
１
・
25
ド
ル
以

下
の
生
活
か
ら
抜
け
出
せ
ず
に
い
た
。

　
収
穫
量
が
増
え
れ
ば
、
生
計
向
上
に

農
家
を
育
て
る

巡
回
指
導

た
た
め
、
紫
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
製
粉
な

ど
の
加
工
に
取
り
組
み
始
め
た
。
目
指

す
は
商
品
化
だ
。「
生
産
量
が
上
が
っ

た
こ
と
で
農
家
は
自
信
を
付
け
、
も
っ

と
収
入
を
増
や
し
た
い
と
い
う
気
持
ち

が
強
く
な
っ
た
よ
う
で
す
」
と
、
吉
野

さ
ん
は
う
れ
し
そ
う
に
話
す
。
加
工
に

使
う
機
械
の
操
作
方
法
の
習
得
や
、
作

業
効
率
の
改
善
に
も
積
極
的
に
取
り
組

ん
で
い
る
。農
家
の
エ
デ
ィ
ル
ベ
ル
ト
・

ア
バ
ン
ト
さ
ん
は
、「
新
し
い
栽
培
技

術
を
学
び
、
人
生
が
大
き
く
変
わ
り
ま

し
た
」
と
笑
顔
を
見
せ
る
。

　
優
良
種
子
を
効
率
よ
く
育
て
、
高
く

売
る
。
彼
ら
は
自
ら
の
力
で
未
来
を
切

り
開
い
て
い
る
。

売
れ
る
作
物
で
収
入
ア
ッ
プ

紫トウモロコシの病害虫被害を減らすため、INIAが持つ食用油を使って駆除する方法を検討する吉野さん（左）。日本とペルーが互い
に知恵を出し合い、地元の農家を支援している （撮影：岡原功祐）

紫トウモロコシの収穫量を増やし、品質を改善する方法を記した栽培マニュアル。
州内の全ての農家に配布している （撮影：岡原功祐）

雑草にまみれていた紫トウモロコシ
（上）が、畝を立てることで生産性が
向上した（下）

リマ

INIAに10年間眠っていた紫トウモ
ロコシの優良品種。紫色の成分で
あるアントシアニンは体にも良い

紫トウモロコシの皮を裁断して粉に加工。がんや糖尿病、
肥満などの抑制効果があるといわれ、健康食品としての
需要も期待できる

標
高
約
3
0
0
0
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
ペ
ル
ー
北
部
の
カ
ハ
マ
ル
カ
州
。

傾
斜
地
が
多
い
こ
の
地
域
で
農
業
の
生
産
性
を
高
め
る
た
め
、

ペ
ル
ー
の
農
家
と
日
本
が
挑
戦
を
続
け
て
い
る
。

PERU
ペルー

from

な
り
ひ
で

カハマルカ州

つ
や
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