
　

イ
ン
ド
南
部
タ
ミ
ル
ナ
ド
ゥ
州
の
内
陸

部
に
位
置
す
る
シ
バ
カ
シ
の
地
名
は
、

マ
ッ
チ
製
造
、
花
火
製
造
、
印
刷
業
の
盛

ん
な
こ
と
か
ら
、
イ
ン
ド
の
み
な
ら
ず
、

中
国
や
ス
リ
ラ
ン
カ
な
ど
近
隣
の
諸
外
国

で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
で
生
産
さ

れ
る
花
火
の
九
〇
％
、
ま
た
マ
ッ
チ
の
八

〇
％
が
シ
バ
カ
シ
で
生
産
さ
れ
て
い
る
。

農
業
に
向
か
な
い
乾
燥
土
壌
が
多
く
不
毛

の
地
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
一
九
二
〇
年

代
に
マ
ッ
チ
製
造
工
程
を
紹
介
し
た
ナ
ダ

ル
兄
弟
が
最
初
の
マ
ッ
チ
工
場
を
設
立
し
、

産
業
の
街
シ
バ
カ
シ
の
基
礎
を
築
い
た
。

イ
ン
ド
の
初
代
首
相
ジ
ャ
ワ
ハ
ル
ラ
ル
・

ネ
ル
ー
首
相
が
、
シ
バ
カ
シ
地
区
の
産
業

活
動
の
活
発
さ
と
人
々
の
勤
勉
さ
を
評
し

て
「
ミ
ニ
・
ジ
ャ
パ
ン
」
と
い
っ
た
と
い

う
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

同
時
に
、
児
童
労
働
者
数
で
世
界
最
大

と
い
わ
れ
て
い
る
イ
ン
ド
国
内
の
な
か
で

も
、
シ
バ
カ
シ
地
区
は
特
に
児
童
労
働
が

集
中
し
て
い
る
地
域
と
し
て
批
判
を
受
け

て
い
た
。
マ
ッ
チ
や
花
火
の
製
造
業
に
多

く
の
子
ど
も
が
労
働
力
と
し
て
駆
り
出
さ

れ
、
長
時
間
、
劣
悪
な
環
境
で
働
い
て
い

た
こ
と
が
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
報
道
さ

れ
た
の
は
一
九
八
〇
年
代
で
あ
っ
た
。（
一

九
八
〇
〜
九
〇
年
代
の
シ
バ
カ
シ
の
マ
ッ

チ
産
業
で
の
児
童
労
働
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
田
部
昇
『
イ
ン
ド　

児
童
労
働
の
地

を
ゆ
く
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
二
〇
一

〇
年
に
詳
し
い
。）
そ
の
後
、
シ
バ
カ
シ

の
児
童
労
働
問
題
を
解
決
す
る
た
め
多
く
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の
児
童
労
働
撤
廃
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
進
め
ら
れ
、

研
究
対
象
に
も
な
っ
て
い
た
。　

　

二
〇
一
一
年
に
筆
者
が
シ
バ
カ
シ
地
区
を
訪

れ
る
と
、
シ
バ
カ
シ
は
児
童
労
働
で
悲
惨
な
街

と
い
う
よ
り
、
イ
ン
ド
の
地
方
都
市
で
あ
り
な

が
ら
花
火
・
マ
ッ
チ
、
印
刷
産
業
で
栄
え
、
単

科
大
学
や
ポ
リ
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
い
っ
た
高
等
教

育
機
関
が
集
中
す
る
、
教
育
熱
心
な
町
と
い
わ

れ
る
ま
で
に
変
貌
し
て
い
た
。
筆
者
は
政
策
担

当
者
、
研
究
者
、
社
会
開
発
団
体
、
マ
ッ
チ
産

業
業
界
団
体
等
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
行
っ

た
が
、
多
く
は
「
シ
バ
カ
シ
地
区
に
は
も
う
児

童
労
働
の
問
題
は
な
く
な
っ
た
。
あ
る
の
は
子

ど
も
の
手
伝
い
レ
ベ
ル
の
仕
事
で
、
子
ど
も
た

ち
は
学
校
に
も
き
ち
ん
と
通
っ
て
い
る
」
と
い

う
声
だ
っ
た
。
現
在
の
同
地
区
は
都
市
レ
ベ
ル

に
比
べ
高
等
教
育
機
関
が
充
実
し
て
い
る
地
区

と
な
っ
て
お
り
、
近
隣
農
村
か
ら
高
等
教
育
機

関
へ
進
学
す
る
若
者
が
集
ま
っ
て
い
る
。
こ
う

し
た
高
等
教
育
機
関
の
設
立
に
は
、
マ
ッ
チ
や

花
火
産
業
で
財
を
築
い
た
企
業
家
グ
ル
ー
プ
が

貢
献
し
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

児
童
労
働
の
集
中
問
題
が
注
目
さ
れ
た
後
、

シ
バ
カ
シ
地
区
に
は
イ
ン
ド
中
央
政
府
、
タ
ミ

ル
ナ
ド
ゥ
州
政
府
、
国
際
労
働
機
関
や
ア
メ
リ

カ
労
働
省
な
ど
の
国
際
機
関
・
二
国
間
援
助
機

関
が
児
童
労
働
撤
廃
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
相
次
い
で

投
入
し
た
。
ま
た
同
時
期
に
、
イ
ン
ド
の
全
国

初
等
教
育
完
全
普
及
計
画
（Sarva Shiksha 

Abhiyan

：
Ｓ
Ｓ
Ａ
）
が
実
施
さ
れ
、
村
落
レ
ベ

ル
で
徹
底
し
た
児
童
労
働
者
の
発
見
と
そ
の
救

済
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
方
策
の
中
心
は
、
児
童

労
働
な
ど
で
学
校
を
離
れ
て
し
ま
っ
た
子
ど
も
た

ち
を
ま
ず
非
正
規
の
ク
ラ
ス
（
現
地
で
は
ブ
リ
ッ

ジ
ス
ク
ー
ル
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
に
通
わ
せ
、
そ

の
後
正
規
教
育
制
度
へ
定
着
さ
せ
る
と
い
う
、
息

の
長
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
公
立
学
校

に
ブ
リ
ッ
ジ
ス
ク
ー
ル
を
併
設
す
る
、
教
員
を
増

員
す
る
、
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し
た
子
ど
も
を
探
し

出
す
な
ど
人
材
も
時
間
も
か
か
る
方
法
で
あ
っ
た
。

　

公
立
小
学
校
の
教
師
の
話
で
は
、Ｓ
Ｓ
Ａ
の
方

針
に
の
っ
と
っ
た
プ
ロ
セ
ス
は
、「
子
ど
も
が
学

齢
期
に
な
る
と
、
各
家
庭
に
就
学
に
つ
い
て
知
ら

せ
る
。
学
校
に
来
な
い
子
ど
も
の
親
に
は
、
家
庭

訪
問
し
親
を
説
得
す
る
。
そ
れ
で
も
だ
め
な
ら
、

ラ
ッ
シ
ョ
ン
カ
ー
ド
（
基
本
的
物
資
を
配
給
、
低

価
格
で
買
う
た
め
の
証
明
書
）
を
取
り
上
げ
る
と

脅
す
ま
で
し
て
、
子
ど
も
を
学
校
に
通
わ
せ
る
」

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
政
府
が
先
生
を
動
か
し
、

先
生
が
親
を
説
得
す
る
形
が
定
着
し
て
い
る
様
子

で
あ
っ
た
。

　

マ
ッ
チ
事
業
者
も
業
界
団
体
を
通
じ
て
様
々
な

取
り
組
み
を
行
っ
て
き
た
。
マ
ッ
チ
製
造
過
程
の

う
ち
、
児
童
労
働
が
多
か
っ
た
マ
ッ
チ
の
軸
を
ケ

ミ
カ
ル
に
つ
け
て
乾
か
す
手
作
業
を
、
機
械
化
す

る
こ
と
を
決
定
し
た
。
マ
ッ
チ
の
大
規
模
製
造
会

社
が
ま
ず
機
械
化
し
、
徐
々
に
小
規
模
な
工
場
に

も
機
械
化
の
波
が
押
し
寄
せ
、
児
童
労
働
は
使
用

さ
れ
な
く
な
っ
た
。
今
で
も
経
営
者
団
体
は
様
々

な
機
会
を
捉
え
て
、
子
ど
も
を
働
か
せ
ず
、
学
校

へ
行
か
せ
る
意
義
を
説
く
啓
蒙
活
動
を
続
け
て
い

る
。

　

マ
ッ
チ
、
花
火
産
業
は
い
ま
で
も
シ
バ
カ
シ
の

主
要
産
業
で
あ
る
。
マ
ッ
チ
製
造
会
社
は
四
五
〇

〇
社
以
上
あ
り
、
一
〇
万
人
以
上
の
雇
用
を
生
み

ブリッジスクールの教室内の様子

ブリッジスクールから正規クラスへ移った少女たち

郊外の花火工場の火薬貯蔵施設



出
し
て
い
る
。
花
火
工
場
は
約
四
五
〇
社
あ
り
、
約

四
万
人
の
直
接
雇
用
と
、
花
火
製
造
に
関
連
す
る
紙

の
筒
作
り
や
ワ
イ
ヤ
ー
切
り
、
箱
作
り
な
ど
の
関
連

の
仕
事
で
約
一
〇
万
人
の
請
負
仕
事
を
生
み
出
し
て

い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
花
火
工
場
の
火
薬
詰
め
な

ど
の
危
険
な
工
程
は
、
居
住
地
区
か
ら
離
れ
た
場
所

に
設
置
さ
れ
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
多

く
の
許
認
可
を
必
要
と
す
る
花
火
工
場
で
は
、
児
童

労
働
を
使
わ
な
い
こ
と
の
ほ
か
、
子
ど
も
が
工
場
内

に
立
ち
入
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
、
抜
き
打
ち
の
査
察

も
あ
る
と
い
う
。

　

家
庭
内
で
行
わ
れ
る
児
童
労
働
撤
廃
の
鍵
は
、
子

ど
も
を
取
り
巻
く
大
人
た
ち
や
共
同
体
の
教
育
に
対

す
る
意
識
改
革
と
ワ
ー
ク
ス
ペ
ー
ス
の
可
視
化
に
あ

る
。マ
ッ
チ
製
造
で
も
、女
性
自
助
グ
ル
ー
プ
が
マ
ッ

チ
の
下
請
け
工
場
を
共
同
経
営
す
る
こ
と
に
よ
り
、

住
居
近
く
に
共
同
作
業
場
が
で
き
た
事
例
が
あ
っ
た
。 

こ
こ
で
は
グ
ル
ー
プ
内
の
女
性
が
立
ち
替
り
作
業
に

あ
た
り
、
各
メ
ン
バ
ー
の
子
ど
も
が
手
伝
い
は
出
来

て
も
、
学
校
に
行
か
ず
に
専
業
で
働
く
余
地
は
な
い

よ
う
に
し
て
い
た
。
マ
ッ
チ
製
造
作
業
場
で
は
、
複

数
の
子
ど
も
が
夕
方
作
業
を
し
て
い
た
が
、
こ
れ
も

一
日
一
時
間
程
度
の
親
の
仕
事
の
手
伝
い
の
範
囲
を

超
え
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

マ
ッ
チ
産
業
、
花
火
産
業
の
順
調
な
業
績
と
輸
出

の
伸
び
に
よ
り
、
生
産
量
が
増
え
、
労
働
需
要
は
増

え
続
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
非
自
発
的
な
児
童
労

働
は
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
学
校
に
行
く
よ
り
も
、

家
で
テ
レ
ビ
を
見
な
が
ら
気
軽
に
で
き
る
仕
事
と
し

て
マ
ッ
チ
、
花
火
関
連
の
仕
事
は
簡
単
に
お
金
を
稼

げ
る
手
段
と
し
て
家
庭
に
残
っ
て
い
る
。
学
校
か
ら

帰
っ
て
夕
方
か
ら
一
時
間
働
い
た
だ
け
で
も
一
日
四

〇
ル
ピ
ー
（
約
七
〇
円
）、
土
日
に
働
け
ば
一
・
五

零細な花火製造作業所

女性自助グループが共同経営するマッチ箱詰め作業所 マッチ作業所で手伝いをする子どもたち

女性自助グループが共同経営する花火の外筒の加工工場

花火の外枠の加工の内職
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倍
に
賃
金
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。「
マ
ッ

チ
や
花
火
生
産
会
社
か
ら
契
約
ベ
ー
ス
で
、
家
庭
で

生
産
を
請
け
負
う
形
が
多
く
、
前
払
い
で
二
万
ル

ピ
ー
（
約
三
万
五
〇
〇
〇
円
）
く
ら
い
が
渡
さ
れ
る

の
で
、
家
族
が
手
伝
う
こ
と
を
止
め
さ
せ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。」
と
児
童
保
護
施
設
の
関
係
者
も
話
し

て
い
た
。

　

様
々
な
児
童
労
働
撤
廃
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
効
果
が
表

れ
て
き
た
の
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
か
ら
で
あ
り
、

現
在
二
〇
代
前
半
以
下
の
人
た
ち
の
間
で
は
、
児
童

労
働
を
経
験
し
て
も
、
児
童
労
働
撤
廃
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
受
け
て
学
校
に
戻
っ
た
経
験
の
あ
る
人
が
現
れ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
以
上
の
年
代
で
は
、
児
童
労
働
の
経

験
を
そ
の
ま
ま
継
続
し
て
大
人
に
な
っ
た
。
ま
た
、

花
火
や
マ
ッ
チ
製
造
の
労
働
力
へ
の
需
要
は
、
生
産

拡
大
に
よ
っ
て
引
き
続
い
て
い
た
こ
と
か
ら
、
現
在

も
同
様
の
仕
事
を
続
け
家
計
を
支
え
て
い
る
場
合
が

多
い
よ
う
だ
。

　

マ
ッ
チ
・
花
火
の
ほ
か
、
カ
ラ
ー
印
刷
業
も
現
在

の
シ
バ
カ
シ
の
主
要
産
業
に
ひ
と
つ
で
あ
り
、
鮮
や

か
な
宗
教
画
の
プ
リ
ン
ト
な
ど
も
シ
バ
カ
シ
地
区
の

有
名
な
産
品
と
な
っ
て
い
る
。
写
真
の
青
年
は
、
子

ど
も
時
代
か
ら
父
を
手
伝
っ
て
プ
リ
ン
ト
技
術
を
学

ん
だ
。
児
童
労
働
と
み
ら
れ
る
ほ
ど
子
ど
も
時
代
は

長
時
間
労
働
に
従
事
し
て
い
た
が
、
青
年
は
そ
の
経

験
が
あ
っ
た
か
ら
今
の
仕
事
が
あ
る
と
自
負
し
て
い

る
。
今
で
は
従
業
員
三
人
を
雇
う
事
業
主
で
あ
る
。

　

各
方
面
の
協
力
に
よ
り
、
子
ど
も
の
三
〇
％
が
児

童
労
働
と
い
わ
れ
た
シ
バ
カ
シ
地
区
で
も
、
ほ
と
ん

ど
が
学
校
に
行
く
よ
う
に
な
り
、
残
り
五
％
の
問
題

と
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
地
道
な
努
力
の
積
み

重
ね
に
よ
り
、
親
だ
け
で
な
く
共
同
体
の
意
識
が
変

わ
る
こ
と
で
、
児
童
労
働
の
供
給
を
断
ち
切
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
シ
バ
カ
シ
の
事
例
は
教
え
て

く
れ
た
。

花火の箱作りの内職と手伝いをする子ども

学校から帰って、家で花火の軸づくりをする少女

シバカシの名産品である宗教画のプリント

プリント会社と事業主の青年


