
●
有
価
廃
棄
物
収
集
児
童
＝
「
ト
カ

イ
」（Tokai

）

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
都
市
の
道
路
上
で
花
や
新

聞
・
雑
誌
を
販
売
す
る
児
童
を
よ
く
見
か
け
る
。

さ
ら
に
、
彼
ら
の
よ
う
な
対
人
サ
ー
ビ
ス
で
は
な

く
、
黙
々
と
道
路
を
く
ま
な
く
歩
き
回
り
、
有
価

廃
棄
物
を
収
集
し
て
い
る
児
童
も
容
易
に
見
つ
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
ベ
ン
ガ
ル
語
に
は
「
道
路
上

の
浮
浪
児
」
と
の
少
し
侮
蔑
的
な
意
味
合
い
を
込

め
た
「
ト
カ
イ
」
と
い
う
単
語
が
あ
り
、
有
価
廃

棄
物
回
収
児
童
を
指
す
。
し
か
し
、
チ
ッ
タ
ゴ
ン

で
筆
者
が
行
っ
た
調
査
で
は
、
彼
ら
が
外
見
的
に

は
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
見
え
た
と
し
て
も
、

内
面
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

以
下
で
は
、「
ト
カ
イ
」
の
実
態
を
紹
介
し
た
い
。

●
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
「
児
童
労
働
」

の
定
義

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
に
限
ら
ず
、
大
半
の
開
発
途

上
国
で
は
児
童
労
働
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
の
要

因
と
し
て
、
貧
困
、
失
業
、
家
族
手
当
て
支
給
計

画
（
制
度
）
の
欠
如
、
大
規
模
家
族
、
教
育
の
欠

如
と
両
親
の
子
育
て
の
放
棄
、
学
校
と
教
育
に
よ

る
便
益
に
関
す
る
意
識
の
欠
如
、
向
上
心
の
欠
如

ゆ
え
に
改
善
が
見
ら
れ
な
い
学
校
、
教
育
と
雇
用

の
関
係
の
欠
如
、
伝
統
的
・
文
化
的
諸
要
素
、
向

都
移
動
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
参
考
文
献

②, pp.2,3

）。

児
童
労
働
は
、
成
長
過
程
に
あ
る
児
童
の
心
身

の
発
達
を
阻
害
す
る
と
し
て
、
法
的
に
禁
じ
ら
れ

て
い
る
。
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
で
は
、
次
の
よ
う
な

基
準
で
「
児
童
労
働
」
が
法
的
に
禁
止
の
対
象
と

さ
れ
て
い
る
。

・
一
一
歳
以
下
の
全
て
の
児
童
。

・ 

一
二
歳
か
ら
一
四
歳
ま
で
の
年
齢
群
に
お
い

て
は
週
労
働
時
間
が
一
四
時
間
以
上
で
あ
る

場
合
。

・
労
働
時
間
が
週
四
三
時
間
を
超
過
し
た
場
合
。

・
危
険
な
職
種
・
産
業
部
門
。

以
上
は
危
険
労
働
と
み
な
さ
れ
、
即
「
児
童
労

働
」
に
あ
た
る
（
参
考
文
献
①p.46

）。
こ
の
定

義
に
従
え
ば
、
今
回
、
調
査
を
行
っ
た
有
価
廃
棄

物
回
収
児
童
の
大
半
は
禁
止
の
対
象
と
な
る
「
児

童
労
働
」
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

●
チ
ッ
タ
ゴ
ン
で
の
調
査

筆
者
は
二
○
○
六
年
一
一
月
半
ば
か
ら
一
二
月

半
ば
の
一
カ
月
間
で
有
価
廃
棄
物
収
集
児
童
一
二

○
人
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
・
面
接
調
査
を
行
っ

た
（
就
学
児
童
・
非
就
学
児
童
別
、
男
女
別
）。

そ
の
調
査
結
果
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
児
童
労
働
と
い
う
こ
と
で
労
働
面
の
み

が
強
調
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
有
価
廃
棄
物
回
収

児
童
の
数
多
く
は
学
校
に
通
っ
て
い
る
。
と
い
う

の
も
、
工
場
労
働
者
の
よ
う
に
決
め
ら
れ
た
労
働

場
所
や
労
働
時
間
に
制
約
を
受
け
る
状
態
と
は
異

な
り
、
有
価
廃
棄
物
収
集
労
働
は
自
営
的
な
性
格

を
有
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
労
働
時
間
を
調
整

し
て
学
校
に
通
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。

就
学
児
童
の
場
合
、
平
日
の
労
働
時
間
は
三
〜

五
時
間
で
あ
り
、
非
就
学
児
童
の
五
時
間
以
上
と

は
値
に
か
な
り
の
隔
た
り
が
あ
る
が
、
休
日
は
同

程
度
の
時
間
を
働
い
て
い
る
。
収
入
は
労
働
時
間

に
ほ
ぼ
比
例
し
て
い
る
。
収
集
し
た
有
価
廃
棄
物

は
、
近
く
の
小
規
模
な
中
間
取
引
店
に
て
ほ
ぼ
騙

さ
れ
る
こ
と
な
く
現
金
化
さ
れ
る
。
賃
金
の
抑
制

を
至
上
命
題
と
す
る
工
場
で
働
く
児
童
と
は
か
な

り
条
件
が
異
な
っ
て
い
る
。

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
・
チ
ッ
タ
ゴ
ン
の
有
価
廃
棄
物
回
収
児
童
「
ト
カ
イ
」
│
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
リ
ア
リ
テ
ィ
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収
入
は
一
日
一
一
〜
三
○
タ
カ
が
最
も
多
く
、

四
割
を
占
め
て
い
た
。
こ
の
額
は
あ
く
ま
で
も
家

計
補
助
的
な
役
割
し
か
果
た
さ
な
い
額
で
あ
る
。

た
だ
し
、
非
就
学
児
童
の
中
に
は
一
○
○
タ
カ
以

上
を
稼
い
で
い
る
児
童
も
い
て
、
彼
ら
は
立
派
な

稼
ぎ
頭
と
し
て
家
庭
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
現
金
は
彼
ら
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
る

こ
と
な
く
、
親
に
渡
さ
れ
る
。
家
計
の
一
部
を
構

成
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

有
価
廃
棄
物
を
探
す
と
い
う
作
業
を
行
う
際
に
、

時
に
は
ガ
ラ
ス
の
破
片
や
金
属
片
な
ど
で
負
傷
し

た
り
、
感
染
症
な
ど
の
病
気
に
罹
る
場
合
も
あ
る
。

約
半
数
が
そ
の
よ
う
な
体
験
を
し
て
い
る
。
そ
の

場
合
の
治
療
方
法
は
自
ら
の
判
断
で
薬
を
買
い
、

塗
っ
た
り
、
服
用
し
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

う
せ
ざ
る
を
得
な
い
背
景
に
は
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
で

の
診
察
料
の
高
さ
な
ど
が
あ
る
。
疾
病
に
関
す
る

自
己
診
断
が
正
し
け
れ
ば
問
題
は
な
い
が
、
間
違

っ
て
い
た
場
合
、
い
つ
ま
で
も
治
癒
し
な
い
状
態

が
続
き
、
極
端
な
場
合
は
失
命
に
い
た
る
こ
と
も

あ
る
。

疾
病
と
並
ん
で
児
童
を
困
惑
さ
せ
る
の
は
、
悪

口
・
嫌
が
ら
せ
・
差
別
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

体
験
は
児
童
に
多
大
な
精
神
的
苦
痛
を
与
え
る
。

女
児
に
比
べ
、
男
児
の
ほ
う
が
悪
口
・
嫌
が
ら
せ

・
差
別
を
受
け
た
割
合
が
多
く
、
四
割
に
達
し
て

い
る
。

同
時
に
、
彼
ら
は
様
々
な
悩
み
ご
と
を
抱
え
て

抱
え
てて

い
る
。
特
に
、
家
族
に
つ
い
て
悩
ん
で
い
る
児
童

が
多
い
。
家
族
の
こ
と
で
悩
む
と
い
う
こ
と
は
、

家
族
と
の
関
係
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、

全
く
縁
を
切
っ
て
し
ま
い
、
孤
立
し
た
状
態
に
な

っ
て
い
な
い
こ
と
の
証
明
で
も
あ
る
。
家
族
に
関

す
る
何
ら
か
の
悩
み
が
あ
る
背
景
に
は
、
低
所
得

層
の
特
徴
で
あ
る
社
会
経
済
的
な
脆
弱
性
が
存
在

す
る
。
と
い
う
の
も
、
本
調
査
か
ら
明
ら
か
に
な

っ
た
よ
う
に
、
親
が
事
故
や
病
気
を
被
り
や
す
い

職
業
に
従
事
し
て
い
る
た
め
、
両
親
も
し
く
は
父

も
し
く
は
父父

親
不
在
の
家
庭
が
一
割
以
上
に
上
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
父
親
不
在
の
状
態
の
ま
ま
、
母
親
一
人

で
子
供
を
養
育
し
て
い
く
こ
と
は
並
大
抵
の
こ
と

で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
子
供
の
労
働
力
に
期

待
す
る
の
は
、
ご
く
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。

の
成
り
行
き
で
あ
る
。

成
り
行
き
で
あ
る
。

以
上
の
調
査
結
果
を
も
と
に
、
有
価
廃
棄
物
回

の
調
査
結
果
を
も
と
に
、
有
価
廃
棄
物
回

、
有
価
廃
棄
物
回

収
児
童
の
実
態
を
ま
と
め
た
い
。
彼
ら
は
家
族
と

を
ま
と
め
た
い
。
彼
ら
は
家
族
と

家
族
と

一
緒
に
暮
ら
し
、
学
校
に
通
い
な
が
ら
、
休
日
は

平
日
以
上
に
働
き
、
収
入
は
き
ち
ん
と
母
親
に
渡

す
こ
と
で
家
計
を
助
け
て
い
る
。
戸
外
で
の
仕
事

に
つ
き
も
の
の
、
病
気
に
な
る
こ
と
も
覚
悟
し
て
、

悪
口
・
嫌
が
ら
せ
に
直
面
し
つ
つ
も
、
個
人
的
に

は
家
族
の
幸
福
の
た
め
に
、
ま
た
社
会
的
に
は
廃

社
会
的
に
は
廃

的
に
は
廃

棄
物
の
減
量
化
や
リ
サ
イ
ク
ル
の
た
め
に
働
い
て

い
る
と
い
う
特
徴
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
「
天
涯
孤
独
で
道
路
上
を
徘
徊
す
る

浮
浪
児
」
で
な
く
、
ま
た
、
決
し
て
蔑
視
の
眼
で

な
く
、
ま
た
、
決
し
て
蔑
視
の
眼
で

、
ま
た
、
決
し
て
蔑
視
の
眼
で

ま
た
、
決
し
て
蔑
視
の
眼
で

蔑
視
の
眼
で

見
ら
れ
る
存
在
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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