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ペ
ル
ー
の
首
都
リ
マ
か
ら
北
へ
約
七
〇

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
チ
ャ
ン
カ
イ
谷
の
中
心

に
日
系
人
人
口
の
割
合
が
高
い
都
市
、
ワ

ラ
ル
市
が
あ
る
。
私
は
考
古
学
調
査
の
た

め
同
地
に
滞
在
し
、
そ
の
間
、
日
系
一
世

の
カ
ナ
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
（
仮
名
）
が
娘
さ

ん
と
二
人
で
暮
ら
す
家
に
居
候
し
て
い
た
。

　

ワ
ラ
ル
で
は
、
町
の
あ
ち
こ
ち
で
日
本

の
も
の
を
目
に
す
る
。
そ
の
ひ
と
つ
に
、

沖
縄
名
物
の
揚
げ
菓
子
、
サ
ー
タ
ー
ア
ン

ダ
ー
ギ
ー
が
あ
る
。
し
か
も
、
オ
レ
ン
ジ

の
皮
が
練
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
ワ
ラ
ル
に

隣
接
す
る
ワ
ン
ド
村
で
は
オ
レ
ン
ジ
生
産

が
盛
ん
だ
っ
た
た
め
、
日
本
文
化
と
現
地

の
特
産
品
を
融
合
し
た
逸
品
が
生
ま
れ
た

ら
し
い
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
ワ
ラ
ル
で

は
サ
ー
タ
ー
ア
ン
ダ
ー
ギ
ー
を
「
テ
ン
プ

ラ
」
と
呼
ぶ
。

　

カ
ナ
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
か
つ
て
手
づ
く

り
の
「
テ
ン
プ
ラ
」
を
販
売
し
て
お
り
、

近
所
の
ペ
ル
ー
人
に
大
好
評
だ
っ
た
そ
う

だ
。
い
ま
で
も
町
中
の
「
テ
ン
プ
ラ
」
は

日
系
人
が
つ
く
り
、
ペ
ル
ー
人
が
販
売
し

て
い
る
。

　

七
月
末
に
な
る
と
、
日
系
人
の
家
で
は

濃
い
ピ
ン
ク
色
の
花
が
咲
く
。
日
系
一
世

と
と
も
に
は
る
ば
る
海
を
渡
っ
て
き
た
沖

縄
の
桜
で
あ
る
。
桜
が
み
ご
と
に
咲
き
誇

る
と
、
日
系
人
は
料
理
を
持
ち
寄
り
、
お

花
見
を
す
る
の
が
恒
例
と
な
っ
て
い
る
。

リ
マ
に
住
む
日
系
人
も
車
を
チ
ャ
ー
タ
ー

し
て
や
っ
て
く
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、

誰
も
が
遠
い
祖
国
を
思
い
な
が
ら
桜
を
楽

し
む
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
こ
の
町
が
こ
れ
ほ
ど
日
本
と
縁
が

あ
る
の
か
。
ワ
ラ
ル
の
歴
史
を
ひ
も
解
く

と
町
の
発
展
に
日
本
人
移
民
が
大
き
く
関

わ
っ
て
い
る
。
ペ
ル
ー
へ
の
日
本
人
移
民

は
一
八
九
九
年
か
ら
始
ま
り
、
現
在
で
は

約
九
万
人
の
日
系
人
が
在
住
す
る
。
移
民

初
期
は
大
農
場
で
の
契
約
移
民
と
し
て
受

け
入
れ
ら
れ
た
も
の
の
、
居
住
・
労
働
環

境
は
苛
酷
で
死
者
や
逃
亡
者
が
続
出
し
た
。

　

チ
ャ
ン
カ
イ
谷
も
同
様
だ
っ
た
が
、
荒

廃
し
た
土
地
を
開
墾
し
て
サ
ト
ウ
キ
ビ
や

綿
花
を
栽
培
し
、
大
農
場
主
に
ま
で
登
り

詰
め
た
一
人
の
日
本
人
男
性
が
い
た
。
彼

の
尽
力
で
チ
ャ
ン
カ
イ
谷
は
農
業
的
・
社

会
的
発
展
を
遂
げ
、
多
く
の
日
本
人
移
民

が
彼
の
農
場
で
働
い
た
。
こ
れ
が
、
ワ
ラ

ル
に
日
系
人
が
多
い
所
以
で
あ
る
。

　

カ
ナ
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
ペ
ル
ー
に
渡
っ

た
の
は
一
九
三
六
年
、
第
二
次
世
界
大
戦

前
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
、
彼

女
の
出
身
地
で
あ
る
沖
縄
に

は
仕
事
が
な
か
っ
た
。
す
で

に
ペ
ル
ー
で
働
い
て
い
た
夫

の
兄
弟
の
呼
び
寄
せ
も
あ
り
、

二
人
は
希
望
を
胸
に
子
ど
も
を

連
れ
て
ペ
ル
ー
に
渡
っ
た
。

　

夫
婦
で
手
が
け
た
商
売
は
軌
道
に
乗
り
、

九
人
の
子
ど
も
に
も
恵
ま
れ
た
。
し
か
し

戦
争
に
よ
っ
て
す
べ
て
を
失
い
、
日
本
へ

の
帰
国
も
ま
ま
な
ら
ず
、
ペ
ル
ー
で
懸
命

に
働
く
ほ
か
な
か
っ
た
。

　

カ
ナ
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
娘
の
ユ
ミ
コ
さ

ん
（
仮
名
）
の
つ
く
る
食
事
は
ペ
ル
ー
料

理
が
主
菜
で
、
日
本
料
理
が
副
菜
で
あ
る
。

カ
ナ
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
私
に
は
日
本
式
に

お
茶
碗
と
お
椀
で
、
お
か
ず
は
小
分
け
に

し
て
出
し
て
く
れ
る
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は

箸
を
使
い
、「
い
た
だ
き
ま
す
」、「
ご
ち

そ
う
さ
ま
」
と
挨
拶
を
し
な
が
ら
手
を
合

わ
せ
る
。

　

そ
の
隣
で
、
ユ
ミ
コ
さ
ん
は
ペ
ル
ー
式

に
ご
飯
も
お
か
ず
も
す
べ
て
一
皿
に
乗
せ
、

フ
ォ
ー
ク
で
い
た
だ
く
。
そ
の
コ
ン
ト
ラ

ス
ト
が
妙
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
を

象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。

　

こ
の
違
い
は
使
用
言
語
に
も
み
ら
れ
る
。

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
私
に
対
し
て
日
本
語
で

話
し
か
け
る
一
方
で
、
ユ
ミ
コ
さ
ん
と
の

会
話
に
は
日
本
語
と
ス
ペ
イ
ン
語
（
ペ

ル
ー
の
公
用
語
）
が
混
在
す
る
。

　

こ
の
背
景
に
は
、
多
く
の
日
系
二
世
が

現
地
の
小
・
中
学
校
に
通
い
、
と
く
に
日

本
文
化
に
関
す
る
教
育
を
受
け
て
い
な
い

こ
と
が
あ
る
よ
う
だ
。
幼
い
こ
ろ
か
ら
家

の
中
で
は
親
同
士
の
会
話
は
日
本
語
、
子

ど
も
た
ち
と
親
と
の
会
話
は
ス
ペ
イ
ン
語

だ
っ
た
。
親
は
仕
事
に
専
念
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
親
子
の
意
思
の
疎

通
が
困
難
な
こ
と
も
多
か
っ
た
と
い
う
。

　

日
系
一
世
が
高
齢
と
な
っ
た
い
ま
、
も

は
や
移
民
当
時
や
日
本
文
化
に
精
通
す
る

日
系
人
は
少
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

一
世
と
二
世
以
降
の
文
化
的
差
異
の
溝
は

深
い
。
二
世
で
は
、
ま
だ
仏
壇
に
位
牌
を

置
き
お
線
香
を
供
え
る
家
は
あ
る
も
の
の
、

三
世
に
な
る
と
も
は
や
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒

の
ペ
ル
ー
人
と
し
て
生
活
し
て
い
る
。

　

日
系
二
世
は
口
を
そ
ろ
え
て
、「
私
た

ち
は
日
本
人
の
顔
を
し
て
い
る
け
れ
ど
、

半
分
ペ
ル
ー
人
な
ん
だ
。
日
本
に
行
け
ば

外
国
人
と
し
て
扱
わ
れ
、
ペ
ル
ー
で
は
日

本
人
と
し
て
見
ら
れ
る
。
い
つ
も
海
を

漂
っ
て
い
る
み
た
い
」
と
語
る
。

　

彼
ら
の
根
底
に
は
二
カ
国
を
行
き
来
す

る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
揺
れ
が
あ
り
、

言
葉
の
端
々
に
ペ
ル
ー
を
愛
す
る
一
方
で

日
本
へ
の
憧
憬
が
見
え
隠
れ
す
る
。
日
系

人
は
常
に
自
分
の
居
場
所
を
探
し
な
が
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
る
道
を
選
択
し
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
本
来

の
姿
を
変
容
さ
せ
て
現
地
社
会
に
適
応
し
、

受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
「
テ
ン
プ
ラ
」
に

象
徴
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

一
方
、
桜
を
愛
で
る
と
い
う
習
慣
を
日

系
人
が
大
切
に
守
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
心

の
拠
り
所
と
し
て
日
本
が
強
く
意
識
さ
れ

て
い
る
か
ら
だ
と
思
う
。
と
り
わ
け
日
系

一
世
に
は
特
別
な
思
い
入
れ
が
み
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
魂
を
何
世
代
ま
で
継
承
で

き
る
の
か
が
気
が
か
り
だ
。

　

カ
ナ
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
一
〇
〇
歳
を
過

ぎ
て
認
知
症
が
進
ん
だ
が
、
沖
縄
舞
踊
の

ビ
デ
オ
を
見
る
と
自
然
と
笑
顔
に
な
り
、

手
拍
子
ま
で
し
て
い
た
。
時
折
、
ふ
と
思

い
出
し
た
よ
う
に
沖
縄
の
古
い
民
謡
を
歌

い
は
じ
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
だ
い
に

曖
昧
に
な
る
記
憶
の
な
か
で
も
、
幼
い
こ

ろ
の
日
本
の
文
化
や
習
慣
は
、
心
に
深
く

刻
ま
れ
て
い
た
。

　

今
年
五
月
初
め
、
心
待
ち
に
し
て
い
た

桜
が
咲
く
前
に
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
逝
去
さ

れ
た
。
一
〇
二
歳
の
誕
生
日
ま
で
あ
と
一

〇
日
だ
っ
た
。
少
女
の
よ
う
に
沖
縄
民
謡

を
歌
う
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
表
情
が
脳
裏
に

焼
き
付
い
て
い
る
。

浅あ
ざ
み見 

恵え

り理　
　

総
合
研
究
大
学
院
大
学 

文
化
科
学
研
究
科 

比
較

文
化
学
専
攻

ア
ン
デ
ス
先
史
学
、
と
く
に
ペ
ル
ー
中
央
海
岸
に

栄
え
た
チ
ャ
ン
カ
イ
文
化
（
紀
元
後
一
〇
〇
〇
～

一
四
七
〇
年
）
の
研
究
に
携
わ
っ
て
い
る
。

ペ
ル
ー
共
和
国
、ワ
ラ
ル
の

「
テ
ンプ
ラ
」と
桜

芸
術
性
豊
か
で
平
和
な
チ
ャ
ン
カ
イ
文
化
を
花
開
か
せ
た
チ
ャ
ン
カ
イ
谷
。

こ
の
一
帯
を
緑
の
耕
地
に
変
え
、綿
花
を
栽
培
し
、鶏
を
飼
い
、野
菜
・
柑
橘
類
の
一
大
生
産
地
と
し
た

日
系
移
民
た
ち
だ
が
、一
世
と
二
世
以
降
と
で
は
文
化
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に

さ
ま
ざ
ま
な
違
い
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る

フィールドで
考える

夫
婦
で
沖
縄
か
ら
ペ
ル
ー
に

「
テ
ン
プ
ラ
」の
正
体
と
沖
縄

ぺルー料理とのりまき

お
箸
の
母
と
フ
ォ
ー
ク
の
娘

海
を
漂
う
日
系
人
二
世
た
ち

1世から4世までそろ
ったお花見

編み物をしながらぺルー人女性が「テ
ンプラ」を売っている

少
女
の
よ
う
に

沖
縄
民
謡
を
歌
う

ア
ン
デ
ス
山
脈

リマ

ペルー

ワラル市
チャンカイ谷

赤道

ブラジル

エクアドル

コロンビア

ボリビア
チチカカ湖

カナあばあちゃんとユミコさん


