
包
囲
紅
　
著
（
北
川
秀
樹
　
監
訳
）

『
中
国
の
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
と

東
北
ア
ジ
ア
の
環
境
協
力
』

　
本
書
は
、
そ
の
「
は
し
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
北

京
大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
院
と
桜
美
林
大
学
に

よ
る
共
同
研
究
の
一
部
で
あ
り
（
シ
リ
ー
ズ
本
三

冊
の
う
ち
の
一
冊
）
、
昨
年
ま
で
当
該
共
同
研
究

の
た
め
に
桜
美
林
大
学
に
客
員
教
授
と
し
て
来
日

し
て
い
た
包
茂
黒
氏
に
よ
る
自
選
論
文
集
で
あ
る
。

中
国
語
で
出
版
さ
れ
た
書
籍
が
ま
る
ご
と
翻
訳
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
日
本
語
で
発

表
さ
れ
た
論
文
を
含
め
て
日
本
語
と
し
て
改
め
て

論
文
集
が
編
ま
れ
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。

　
著
者
の
寒
苦
紅
氏
は
、
北
京
大
学
で
歴
史
学
を

学
ん
だ
の
ち
、
ド
イ
ツ
の
バ
イ
ロ
イ
ト
大
学
や
ア

メ
リ
カ
の
ブ
ラ
ウ
ン
大
学
、
イ
ギ
リ
ス
の
サ
セ
ッ

ク
ス
大
学
な
ど
各
地
で
研
鐙
を
積
ん
で
き
た
、
国

際
派
の
中
堅
研
究
者
で
あ
り
、
そ
の
代
表
的
著
作

と
し
て
『
森
林
と
発
展
一
フ
ィ
リ
ピ
ン
森
林
乱
伐

研
究
（
一
九
四
六
－
一
九
九
五
）
』
が
掲
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
中
国
の
み
な
ら
ず
、
世
界
の

事
情
に
逓
じ
て
い
る
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

　
一
方
、
監
訳
者
の
北
川
秀
樹
氏
は
、
環
境
行
政

の
実
務
者
か
ら
研
究
者
に
転
じ
、
現
在
も
N
G
O

に
よ
る
実
践
を
並
行
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
環

境
問
題
の
と
り
わ
け
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
課
題
に
取
り

組
ん
で
い
る
中
堅
研
究
者
で
あ
る
。

　
本
書
は
、
中
国
の
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
中
国
国

内
お
よ
び
国
際
の
一
一
つ
の
視
点
か
ら
捉
え
て
い
る

こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
後
者
の
視
点
も
欠
か
せ
な

い
の
は
、
環
境
問
題
が
も
と
よ
り
越
境
的
で
あ
る

か
ら
だ
が
、
中
国
の
場
合
は
と
く
に
「
世
界
の
工

場
扁
の
便
益
を
国
際
社
会
が
得
て
お
り
、
中
国
だ

け
が
当
事
者
で
は
な
い
か
ら
だ
と
い
う
認
識
が
本

書
の
冒
頭
で
明
示
さ
れ
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
観
点
か
ら
当
事
者
と

し
て
当
然
考
察
の
対
象
と
す
べ
き
「
企
業
」
に
つ

い
て
は
、
著
者
自
ら
が
誠
実
に
断
り
書
き
を
述
べ

て
い
る
と
お
り
、
論
述
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
欠

落
は
中
国
の
研
究
状
況
を
反
映
す
る
ば
か
り
で
な

く
、
む
し
ろ
中
国
の
実
態
を
反
映
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
碧
い
換
え
れ
ば
、
今
後
の
課
題
は
ま
さ

に
こ
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
だ
か

ら
こ
そ
研
究
者
の
存
在
意
義
が
あ
る
の
も
ま
た
早

り
で
、
研
究
者
が
先
端
に
立
っ
て
社
会
を
牽
－
引
し

て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中

国
環
境
問
題
の
研
究
領
域
は
、
研
究
者
の
社
会
的

責
任
が
明
示
さ
れ
や
す
く
、
そ
の
こ
と
を
健
全
で

あ
る
と
見
な
し
た
い
。

　
著
者
の
歴
史
学
出
自
ら
し
さ
は
各
章
に
現
わ
れ

て
お
り
、
例
え
ば
第
一
章
「
資
源
環
境
と
中
国
歴

史
の
歩
み
」
で
は
、
資
源
利
用
の
歴
史
と
し
て
中

国
史
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
上
田
信
（
二
〇
〇

二
）
の
燭
ト
ラ
が
語
る
中
国
史
ー
エ
コ
ロ
ジ
カ

ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
可
能
性
臨
（
山
川
出
版
社
）

の
よ
う
に
詳
細
な
地
域
の
歴
史
か
ら
立
ち
上
げ
る

生
態
史
と
比
べ
れ
ば
、
総
じ
て
概
括
的
か
つ
理
論

的
で
あ
り
、
欧
米
の
研
究
者
に
よ
っ
て
中
国
が
ど

の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
の
分
析
が
著
者
の

真
骨
頂
で
あ
ろ
う
と
了
解
さ
れ
る
。

　
難
点
が
唯
一
つ
あ
る
と
す
れ
ば
、
各
論
の
初
出

や
執
筆
の
経
緯
あ
る
い
は
口
頭
発
表
と
の
関
係
な

ど
が
曖
昧
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
歴
史
学
出
自
の
著

者
で
あ
る
だ
け
に
、
書
誌
情
報
と
し
て
完
備
さ
れ

て
い
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ

た
。　

　
　
（
A
5
版
　
二
一
九
頁
　
は
る
書
房

　
　
　
　
　
二
〇
〇
九
年
九
月
　
税
別
二
三
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
（
小
長
谷
有
紀
　
測
立
民
族
学
博
物
館
教
授
）
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