
F A C U L T Y  O F  L AW

京都大学 法学部

京都大学 法学部
〒606−8501 京都市左京区吉田本町

TEL ： 075（753）3107・3108

k y o t o  u n i v e r s i t y



環
境
問
題

原 田  大 樹  教 授

1977年福岡県生まれ。1996年九州大
学法学部入学。同大学院、同講師・（助）准
教授等を経て、2014年より現職。著書に

『自主規制の公法学的研究』（2007年）、
『例解 行政法』（2013年）、『公共制度
設計の基礎理論』（2014年）、『行政法学
と主要参照領域』（2015年）など。

　

環
境
問
題
は
長
期
的
な
課
題
で
あ
り
、対
応
策

も
長
期
に
わ
た
る
取
り
組
み
が
必
要
と
な
り
ま

す
。そ
の
た
め
、環
境
問
題
を
ど
の
程
度
解
決
で
き

る
か
は
、ど
の
よ
う
な
環
境
政
策
を
作
る
の
か
だ

け
で
は
な
く
、作
っ
た
政
策
を
ど
こ
ま
で
着
実
に
実

行
し
て
い
く
か
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
っ
て
き
ま

す
。こ
の
京
都
の
地
で
1
9
9
7
年
に
結
ば
れ
た

京
都
議
定
書
に
お
い
て
、2
0
1
2
年
度
ま
で
の

温
室
効
果
ガ
ス
の
削
減
目
標
は
−6
％（
1
9
9
0

年
度
比
）と
さ
れ
ま
し
た
。日
本
は
こ
れ
を
森
林
吸

収
量
な
ど
を
含
め
る
こ
と
で
達
成
し
ま
し
た
が
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
に
関
係
す
る
二
酸
化
炭
素
排
出

量
の
削
減
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

環
境
政
策
と
い
う「
仏
」に
、実
効
性
を
持
た

せ
る
と
い
う「
魂
」を
入
れ
る
の
は
誰
な
の
か
。そ

れ
は
行
政
機
構
で
す
。環
境
を
守
る
た
め
に
工

場
か
ら
の
排
出
物
に
規
制
を
か
け
る
と
し
て
、そ

の
規
制
対
象
の
物
質
に
何
を
含
め
、ど
の
よ
う
な

基
準
を
設
定
す
る
の
か
を
決
め
る
こ
と
、ま
た
、

設
定
さ
れ
た
基
準
を
各
地
の
工
場
が
遵
守
し
て

い
る
の
か
監
視
す
る
こ
と
、こ
れ
ら
の
活
動
は
す

べ
て
行
政
の
手
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。い
く
ら
民

主
制
の
下
で
政
策
を
決
め
る
の
は
政
治
家
の
役

割
だ
と
い
っ
て
も
、規
制
対
象
物
質
や
規
制
基
準

に
つ
い
て
の
知
識
を
政
治
家
に
求
め
る
こ
と
は
難

し
い
で
し
ょ
う
。専
門
知
識
を
持
っ
た
行
政
職
員

の
存
在
が
そ
こ
で
は
不
可
欠
で
す
。ま
た
、各
地

の
工
場
の
遵
守
状
況
を
監
視
し
、必
要
に
応
じ
指

導
や
処
罰
を
下
し
て
い
く
こ
と
に
は
、多
く
の
人

員
が
必
要
と
な
り
ま
す
。そ
れ
を
担
う
の
も
行

政
職
員
で
す
。

　

行
政
学
と
い
う
学
問
は
、こ
の
よ
う
な
行
政
職

員
の
活
動
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま

す
。行
政
機
構
が
ど
の
よ
う
な
組
織
編
成
を
と
る

の
か
、ど
の
よ
う
な
形
で
予
算
の
配
分
を
行
い
、

職
員
の
人
事
な
ど
の
内
部
管
理
を
行
っ
て
い
る
の

か
、そ
う
い
っ
た
こ
と
が
、行
政
組
織
の
活
動
を
ど

の
よ
う
に
形
作
り
、そ
れ
に
よ
り
政
策
の
形
成
や

政
策
の
執
行
は
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か
。行

政
学
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
問
い
は
、こ
の

よ
う
な
問
い
で
す
。　

　

再
び
環
境
の
話
に
戻
れ
ば
、日
本
に
お
い
て
環

境
問
題
は
か
つ
て
は
厚
生
省
や
通
産
省
が
所
管

し
て
い
ま
し
た
。1
9
6
0
年
代
に
公
害
問
題
が

深
刻
化
す
る
中
で
、1
9
7
1
年
に
環
境
庁
が

設
置
さ
れ
、さ
ら
に
こ
れ
が
2
0
0
1
年
の
中
央

省
庁
再
編
の
際
、環
境
省
と
な
り
ま
し
た
。こ
の

よ
う
な
組
織
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
力
学
は
い

か
な
る
も
の
な
の
か
。こ
う
し
た
組
織
の
変
化
に

と
も
な
い
、環
境
政
策
は
強
化
さ
れ
た
の
だ
ろ
う

か
。こ
う
し
た
問
い
に
、行
政
学
は
答
え
を
与
え

て
い
く
の
で
す
。

　

政
治
学
の
一
分
野
で
あ
り
な
が
ら
、大
規
模

な
組
織
を
扱
う
点
で
、経
営
学
や
社
会
学
と
の

関
係
も
深
い
と
い
っ
た
幅
広
さ
が
こ
の
学
問
の

特
徴
と
い
え
ま
す
。こ
の
学
問
を
通
じ
て
学
生

諸
君
が
、「
公
共
性
」の
内
実
を
支
え
る
人
々
や

仕
組
み
を
理
解
し
、さ
ら
に
そ
の
将
来
を
担
っ
て

い
こ
う
と
い
う
志
を
抱
い
て
く
れ
る
こ
と
を
期

待
し
て
い
ま
す
。

「法学」「政治学」と 日本社会 「法学」「政治学」と 日本社会

　

民
法
と
環
境
問
題
と
の
関
わ
り
は
、公
害

訴
訟
に
始
ま
り
ま
し
た
。１
９
６
０
年
代
以

降
、高
度
経
済
成
長
の
負
の
側
面
と
し
て
、工

場
の
操
業
に
伴
っ
て
生
じ
る
大
気
汚
染
や
水

質
汚
濁
が
原
因
と
な
っ
て
、周
辺
住
民
が
深
刻

な
健
康
被
害
を
受
け
る
事
態
が
社
会
問
題
化

し
ま
し
た
。イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
事
件
、水
俣
病

事
件
、新
潟
水
俣
病
事
件
、四
日
市
ぜ
ん
そ
く

事
件
が
、４
大
公
害
事
件
と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。そ
し
て
、周
辺
住
民
が
企
業
を
訴
え
た
公

害
訴
訟
で
は
、民
法
の
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
被
害

者
救
済
が
実
現
さ
れ
た
の
で
す
。

　

民
法
の
不
法
行
為
に
関
す
る
ル
ー
ル
は
、

「
あ
る
人
や
企
業
Ａ
が
他
人
Ｂ
の
権
利
を
侵

害
し
た
場
面
で
、被
害
者
Ｂ
が
、加
害
者
Ａ
に

対
し
、Ｂ
が
受
け
た
不
利
益
を
埋
め
合
わ
せ
る

た
め
の
金
銭
を
支
払
う
よ
う
に
求
め
る
権
利

（
損
害
賠
償
の
権
利
）」
を
定
め
て
い
ま
す
。

交
通
事
故
、欠
陥
製
品
事
故
、医
療
過
誤
、名

誉
毀
損
の
場
面
な
ど
が
、そ
の
典
型
例
と
な
り

ま
す
。そ
し
て
、公
害
事
件
に
お
い
て
も
、「
企

業
が
大
気
や
河
川
の
汚
染
を
通
じ
て
住
民
の

健
康
を
侵
害
し
た
」と
言
え
る
こ
と
か
ら
、汚

染
原
因
の
証
明
は
困
難
で
あ
っ
た
も
の
の
、最

終
的
に
は
公
害
被
害
者
が
勝
訴
し
て
損
害
賠

償
を
得
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
訴
訟
は
、国
の
産

業
政
策
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
、産
業
保

護
の
重
視
か
ら
公
害
防
止・環
境
保
護
へ
の
転

換
を
支
え
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、最
近
の
環
境
問
題
は
、自

動
車
の
排
ガ
ス
に
よ
る
大
気
汚
染
の
よ
う
に
、

極
め
て
わ
ず
か
な
汚
染
原
因
が
無
数
に
積
み

重
な
っ
た
場
面
や
、景
観
・
街
並
み
や
自
然
環

境
の
破
壊
な
ど
、地
域
や
社
会
全
体
の
利
益
が

侵
害
さ
れ
る
場
面
に
、重
点
が
移
っ
て
き
て
い

ま
す
。こ
れ
ら
の
場
面
で
は
、加
害
者
や
被
害

者
を
特
定
し
て
名
指
し
す
る
こ
と
が
難
し
い

た
め
、不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
の
ル
ー
ル

を
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
応
用
す
べ
き
か
が

問
題
と
な
っ
て
き
ま
す
。ま
た
、環
境
の
汚
染・

破
壊
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
は
、工
場
・
道
路

の
停
止
や
開
発
事
業
の
中
止
を
求
め
る
権
利

（
差
止
め
の
権
利
）も
重
要
と
な
り
ま
す
が
、

差
止
め
は
損
害
賠
償
以
上
に
社
会
的
影
響
が

大
き
い
こ
と
も
あ
っ
て
、簡
単
に
答
え
を
出
す

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

最
新
の
問
題
は
、原
子
力
事
故
で
す
。福
島

原
発
事
故
に
よ
っ
て
放
出
さ
れ
た
大
量
の
放

射
性
物
質
は
、い
ま
も
な
お
、住
民
や
地
域
に

深
刻
な
被
害
を
も
た
ら
し
続
け
て
い
ま
す
。被

災
者
の
生
活・営
業
の
再
建
や
ふ
る
さ
と
の
再

生
に
向
け
て
、不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
の

ル
ー
ル
に
も
大
き
な
役
割
が
期
待
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
す
。

　

環
境
問
題
は
、１
９
７
２
年
に
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
の
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
開
催
さ
れ
た「
国
連

人
間
環
境
会
議
」を
機
に
、新
し
い
課
題
と
し

て
世
界
的
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

現
在
は
、世
界
が
一
体
化
し
て
い
る
た
め
国

境
を
越
え
る
環
境
問
題
に
つ
い
て
一
国
だ
け

で
処
理
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。と
は
い
え

実
効
的
な
対
策
を
実
行
す
る
た
め
に
は
主
権

国
家
が
動
か
な
け
れ
ば
何
も
始
ま
ら
な
い
と

い
う
実
態
も
あ
り
、国
際
協
力
が
不
可
欠
と
な

り
ま
す
。１
９
９
７
年
に
京
都
で
開
催
さ
れ
た

気
候
変
動
枠
組
条
約
第
３
回
締
約
国
会
議（
Ｃ

Ｏ
Ｐ
３
）で「
京
都
議
定
書
」が
採
択
さ
れ
、Ｃ

Ｏ
２
な
ど
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
規
制
が
合

意
さ
れ
ま
し
た
。し
か
し
、Ｃ
Ｏ
２
は
様
々
な

人
間
活
動
か
ら
排
出
さ
れ
る
も
の
で
す
か
ら
、

ど
の
国
が
ど
の
程
度
削
減
す
る
か
と
い
う
各

論
の
策
定
は
困
難
を
極
め
ま
し
た
。と
り
わ
け

ア
メ
リ
カ
と
中
国
と
い
う
二
大
排
出
国（
両
国

で
世
界
の
排
出
量
の
約
40
％
）に
つ
い
て
、ア
メ

リ
カ
は
京
都
議
定
書
か
ら
離
脱
し
、中
国
は
削

減
義
務
を
負
わ
ず
、結
果
的
に
京
都
議
定
書
の

効
果
は
部
分
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
。

　

Ｃ
Ｏ
Ｐ
３
か
ら
18
年
を
経
た
昨
年
、パ
リ
で

開
催
さ
れ
た
Ｃ
Ｏ
Ｐ
２
１
で
２
０
２
０
年
か
ら

の
新
た
な
枠
組
み
と
し
て
パ
リ
協
定
が
合
意

さ
れ
ま
し
た
。こ
の
協
定
で
は
世
界
全
体
で

気
温
上
昇
を
産
業
革
命
以
前
か
ら
２
度
以
内

に
抑
え
る
と
い
う
目
標
を
共
有
し
つ
つ
、各
国

は
自
主
的
に
温
室
効
果
ガ
ス
削
減
目
標
を
提

示
し
、５
年
ご
と
に
見
直
す
仕
組
み
を
採
用
し

て
、米
中
を
は
じ
め
幅
広
い
国
が
参
加
で
き
る

枠
組
み
を
採
用
し
ま
し
た
。た
だ
、２
度
以
内

に
抑
え
る
目
標
値
に
全
体
と
し
て
到
達
で
き

る
か
ど
う
か
は
今
の
と
こ
ろ
分
か
り
ま
せ
ん
。

日
本
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
は
世
界
の

５
％
弱
で
、無
視
で
き
る
ほ
ど
小
さ
く
も
な

く
、大
勢
に
影
響
を
与
え
る
ほ
ど
大
き
く
も
な

い
と
こ
ろ
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。日
本
は
技

術
力
や
社
会
の
節
約
精
神
に
強
み
を
も
っ
て
い

ま
す
が
、国
際
舞
台
で
は
そ
れ
だ
け
で
は
足
り

ま
せ
ん
。援
助
な
ど
で
途
上
国
の
温
室
効
果
ガ

ス
削
減
を
積
極
的
に
支
援
す
る
と
同
時
に
、そ

う
し
た
努
力
が
国
際
的
に
評
価
さ
れ
る
よ
う

な
仕
組
み
作
り
を
実
現
す
る
交
渉
力
を
も
っ

た
優
秀
な
人
材
が
圧
倒
的
に
不
足
し
て
い
ま

す
。

　

現
代
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
情
報
は
あ

ふ
れ
て
い
ま
す
が
、求
め
ら
れ
る
の
は「
的
確

な
情
報
取
捨
選
択
力
」で
あ
り
、ま
た
そ
れ
を

活
か
せ
る
表
現
力
と
洞
察
力
が
重
要
で
す
。そ

う
し
た
能
力
を
身
に
つ
け
る
に
は
先
人
の
知
恵

に
学
ぶ
こ
と
と
最
先
端
の
科
学
的
知
識
の
両

方
が
必
要
で
す
。古
都
で
あ
り
、自
然
と
共
に

或
る
京
都
の
地
は
そ
う
し
た
学
び
を
深
め
る

場
と
し
て
最
適
だ
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
の
近
代
化
の
歴
史
は
公
害
問
題
と
の
戦
い
の

歴
史
で
も
あ
り
ま
し
た
。公
害
問
題
の
克
服
の
た
め
、

行
政
法
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。行

政
法
の
大
き
な
特
色
は
、被
害
が
発
生
す
る
前
に
被

害
を
抑
制
す
る
法
的
な
し
く
み
を
構
築
し
う
る
こ
と

に
あ
り
ま
す
。具
体
的
に
は
、環
境
に
悪
影
響
を
与

え
る
活
動
を
予
め
全
面
的
に
禁
止
し
、法
律
が
定
め

る
基
準
に
合
致
す
る
事
業
者
に
だ
け
そ
の
活
動
を
認

め
る「
許
可
」と
い
う
し
く
み
を
用
い
る
こ
と
で
、有

害
物
質
の
排
出
を
抑
え
込
み
ま
す
。こ
の
よ
う
な
方

法
は
、大
気
汚
染
や
水
質
汚
濁
の
防
止
を
は
じ
め
、さ

ま
ざ
ま
な
環
境
法
に
存
在
し
ま
す
。し
か
し
、「
公
害

問
題
」か
ら
よ
り
広
く「
環
境
問
題
」へ
と
解
決
す
べ

き
課
題
が
広
が
っ
て
く
る
と
、こ
う
し
た
し
く
み
だ
け

で
は
対
処
す
る
の
が
難
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。そ
こ

で
、次
の
3
つ
の
方
向
で
法
制
度
の
発
展
が
見
ら
れ
ま

す
。

　

第
1
は
、環
境
税
や
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
は
じ
め

と
す
る
、さ
ま
ざ
ま
な「
政
策
手
法
」の
発
展
で
す
。公

害
問
題
で
は
排
出
を
抑
え
る
べ
き
有
害
物
質
が
は
っ

き
り
し
て
い
た
の
に
対
し
、環
境
問
題
で
は
ま
だ
そ
の

物
質
の
環
境
に
与
え
る
影
響
が
は
っ
き
り
し
な
い
場

合
で
も
、環
境
破
壊
の
リ
ス
ク
を
考
え
て
で
き
る
だ
け

排
出
を
抑
制
す
る
し
く
み
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。そ
の
際
に
は
許
可
の
し
く
み
を
用
い
る
こ
と
が

不
適
当
で
あ
る
こ
と
も
多
く
、そ
れ
以
外
の
さ
ま
ざ

ま
な
政
策
実
現
の
た
め
の
手
法
が
発
達
し
て
い
ま
す
。

　
第
2
は
、行
政
機
関
だ
け
で
は
な
く
民
間
の
さ
ま
ざ

ま
な
主
体
が
環
境
問
題
の
解
決
に
協
力
す
る「
公
私

協
働
」「
自
主
規
制
」の
発
展
で
す
。私
た
ち
の
日
常

生
活
や
企
業
の
経
済
活
動
は
、環
境
へ
の
負
荷
な
し
に

成
り
立
ち
ま
せ
ん
。そ
こ
で
、民
間
主
体
の
活
動
を
環

境
親
和
的
に
す
る
ス
キ
ー
ム
が
、環
境
問
題
の
解
決
に

は
必
要
と
な
り
ま
す
。ま
た
、行
政
機
関
に
よ
る
法
令

の
執
行
に
は
限
界
が
あ
り
、民
間
主
体
が
環
境
法
令

の
執
行
に
協
力
す
る
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
も
重
要

で
す
。こ
の
よ
う
に
、行
政
機
関
の
活
動
以
外
の
活
動

に
も
視
野
を
広
げ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

第
3
は
、国
だ
け
で
な
く
、国
際
的
な
機
構
や
地
方

公
共
団
体
も
環
境
管
理
や
環
境
問
題
の
解
決
に
大

き
な
役
割
を
果
た
す「
多
層
的
シ
ス
テ
ム
」の
発
展
で

す
。公
害
問
題
の
解
決
に
お
い
て
も
既
に
、都
道
府
県

や
市
町
村
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。

住
民
に
身
近
な
地
方
公
共
団
体
の
方
が
地
域
的
な
環

境
問
題
に
敏
感
に
反
応
し
、地
域
事
情
に
適
合
し
た

解
決
を
図
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。他
方
で
、地
球
温
暖

化
や
生
物
多
様
性
の
保
護
な
ど
の
問
題
は
、国
境
を

越
え
た
地
球
規
模
で
の
対
応
が
必
要
で
す
。こ
こ
で

は
条
約
等
に
基
づ
く
国
際
的
な
環
境
管
理
の
し
く
み

が
急
速
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
発
展
は
、環
境
法
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な

政
策
分
野
を
扱
っ
て
い
る
行
政
法
学
に
と
っ
て
も
大
き

な
刺
激
と
な
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
か
ら
の
公
共
部
門・

公
共
制
度
の
あ
り
方
に
関
心
を
持
つ
若
い
み
な
さ
ん

と
、京
都
大
学
で
こ
の
問
題
を
語
り
合
う
機
会
が
あ

る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

国際的交渉力+問題解決力=説得力
国際舞台で通用する人材とは？

環境法から考える
公共部門・公共制度設計の将来

環境政策を「仏作って魂入れず」に
終わらせないために何が必要か？

公害事件から現代的な環境問題へ
民法のルールが果たすべき役割とは？

行政学

行政法 民法

国際政治学
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