
昭

和

四

八

年

初

第

四

五

七

号

(

河

口

増

建

設

事

業

差

止

詩

求

事

件

)

原

告

力日

藤

耕

ほ

か

被

l::I:ュ
Q 

水

資

源

関

発

IA. 
t 、

団

昭

和

四

九

年

九

月

三

¥

日
右

原

告

訴

訟

代

理

人

弁

慈

土

由

良

久

同

清

回

信

栄

同

出

良

照

岐

阜

地

方

裁

判

所
御

中準

備

書

面

付

第

答

弁

司一
一

第

四

被

告

主

張

K
っ

き

の

ω
M
K
っ

き

昭

和

三

四

年

九

月

に

伊

勢

湾

台

風

が

あ

っ

た

と

と

、

同

三

五

年

八

月

二

号

台

風

が

あ

っ

た

こ

と

、

間

三

六

年

六

月

K
憾

雨

前

線

譲

雨

が

あ

っ

た

と

と

は

そ

れ

ぞ

れ

認

め

る

が

、

そ

の

出

水

量

に

つ

レ、

て

は

争

う

計

画

洪

水

流

を

毎

秒

七

五

O

O
立

方

メ

l

ト

ル

と

し

た

と

の

点

は

認

め

る

そ

の

余

の

事

実

に

つ

い

て

も

不

知

被

告

が

主

張

す

る

よ

う

に

昭

和

三

四

年

以

来

従

来

の

高

水

量

を

大

幅

K
hつ
わ

ま

わ

る

洪

水

が

あ

っ

た

こ

と

が

仮

に

事

実

で

あ

っ

た

と

し

た

ら

そ

の

原

因

の

掠

明

及

び

原

因

の

除

去

が

ま

ず

検

討

さ

れ

ね

ば

在

ら

在

い

と

こ

ろ
、

被

告

及

び

建

設

省

は

、

そ

の

点

を

放

置

し

た

ま

-L

い

た

ず

ら

に

河

積

だ

け

を

増

大

さ

せ

る

と

と

の

み

に

専

念

し

て

い

る

が

、

そ

の

よ

う

な

考

え

方

は

治

水

、

思

想

と

し

て

は

誤



官

D
で

あ

る

。

従

来

の

治

水

計

画

は

、

安

易

K
計

画

高

水

量

を

改

訂

す

る

と

と

を

練

返

し

て

b

D

(

例

え

ば

利

根

川

の

例

で

も

)
根
本
的
在
、
治
水
対

策
と
は
一
言
え
な
い
、

と

の

点

は

遭

っ

て

詳

細

K
述

べ

る

口

に

つ

き
河

積

増

大

の

方

法

と

し

て

被

告

主

張

の

ωωω
の

三

方

法

が

あ

る

と
と
は
認
¥
め
る

(

但

し

右

川

w
i
仰

の

方

法

に

限

定

さ

れ

る

と

い

う

趣

旨

で

は

在

い

'-..../ 

。

現

在

で

も

堰

上

流

部

で

塩

害

が

発

生

し

て

い

る

と

の

事

実

及

び

例

の

方

法

を

採

用

し

た

場

合

に

斯

だ

左

塩

窓
口
問

題

が

生

ず

る

と

の

点

は

否

認

す

る

。

そ

の

余

の

事

実

に

つ

い

て

は

不

知

尚

被

告

の

主

張

で

は

ω案
は

塩

窓

口
問

題

以

外

に

は

何

ら

欠

点

が

な

い

か

の

如

く

で

あ

る

が

、

原

告

が

訴

状

で

主

張

し

た

よ

う

K
、

堤

防

基

礎

洗

廃

等

の

萌

落

が

起

と

b
危

険

で

あ

る

。

臼

に

つ

き
本

件

事

業

は

必

要

不

可

欠

を

も

の

で

あ

る

と

の

点

は

杏

認

し

、

.h-
」

の

余

は

不

知

企

業

の

は

在

は

だ

と

れ

は

追

っ

て

述

べ

る

、ー/

を

制

限

す

れ

ば

水

需

要

最

は

増

大

し

を

い

。

被

告

の

主

張

す

る

新

規

水

需

要

量

の

根

拠

は

薄

弱

で

あ

る

。

二

氏

っ

き
け

i
仰

の

う

ち

、

四

の

建

設

大

臣

が

昭

和

四

八

年

七

月

日

本

件

事

業

計

画

を

認

可

し

た

と

の

点

は

認

め

る

が

そ

の

余

の

事

実

は

す

べ

て
不
知
。

三

付

に

つ

き
被

告

は

、

表

面

上

の

目

的

と

し

て

第

K
治

水

、

第

二

K
都

市

用

水

を

掲

げ

て

い

る

が

、

本

件

事

業

が

真

K
目

ざ

す

と

と

ろ

は

、

工

業

用

水

の

敬

京

ゆ

み

で

あ

る

三

口

に

つ

き
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洪

水

時

K
門

扉

を

す

み

や

か

K
開

一

原

す

る

と

と

は

期

待

し

難

い

そ¥
 

の

余

は

不

知

又

は

否

認

を

以

て

争

う

。

三
白
陀
・

っ

き

認

め

る

ご

岡

山

K
っ
き

固

定

部

分

O
六

メ

ト

ル

と

い

う

が

、

図

面

3

K
よ

れ

ば

両

岸

の

「
固
定
部
」

の

合と

計れ

では

あ答

つ弁

て警

添

付

の

堰

本

体

の

う

ち

で

固

定

さ

れ

可

動

し

な

い

部

分

は

他

K
も

三

本

の

支

柱

が

あ

了
D
と

の

合

計

は

六

五

メ

ト

ノレ

で

あ
る
。

被

告

は

、

右

の

六

五

メ

1

ト

ル

の

分

を

可

動

部

分

K
含

め

て

い
る

-/ 

(四)

恒三〉

不(TI が

(ら横手(砂、

知 K と

れ

は

真

実

K
反

す

る

も

の

で

あ

る

D

そ

の

余

は

認

め

る

。

てコ

き

第
二
、
答
弁
書
第
五
、

求

釈

明

に

つ

き

H

K
っ

き

恵

ま

れ

た

自

然

環

境

生

活

利

益

が

侵

害

さ

れ

る

一
、
同

K
っ
き

原

告

ら

の

〉、

う

一
，
.
流
域
住
民
」

と
は
、

自

然

地

理

学

的

な

意

味

で

は
左
く
、

人

文

地

理

学

的

な

意

味

K
沿
い

て
、

広

く

長

良

川

の

恩

恵

ま

た

は

災

害

の

及

ぶ

地

域

K
居

住

す

る

者

を

い

う

。

一
、
白

K
っ

き

一
、
何

K
輪

中

地

帯

と

は

岐

阜

市

よ

わ

J

下
流
、

河

口

部

分

ま

で

を

指

す

っ

き

岐

阜

市

K
居

住

し

左

い

原

告

K
と

つ

て

も

関

係

が

あ

る

事

柄

で

あ

る

。

岐

阜

市

の

場

合

を

例

と

し

て

あ

げ

た

も

の

で
あ
る
口

一ベ
固

に

っ
き

少

く

と

も

被

告

が

い

う

堰

上

流

三

O
キ

ロ

メ

ト

ル

ま

で

の

地

点

は

水

が

め

と

化

す

と

と

は

明

白

で

あ

る

が

、

塘

の

操

作

流

量

、

し

ゅ

ん

ぜ

つ

左

ど

の

状

況

K
よ
・
9

、
水

ガ

メ

と

化

す

範

囲

は

更

K

増

大

す

る

で

あ

ろ

う

。
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四

K
っ

き原

告

等

の

差

止

諮

問

求

権

に

つ

レ、

て
、

そ

の

発

生

K
必

要

要

要

件

事

実

に

つ

い

て

は

既

K
訴

状

で

主

張

し

だ

事

実

を

も

っ

て

十

分

と

考

え

るそ

の

実

定

法

上

の

根

拠

に

つ

い

て

は

、

と

れ

を

環

境

権

と

構

成

す

る
か
、

人

格

権

と

棒

成

す

る

か

、

不

法

行

為

的

差

止

請

求

権

と

構

成

す

る

か

を

ど

様

々

の

解

釈

技

術

の

存

す

る

と

と

ろ

で

あ

る

白

原

告

ら

の

主

張

す

る

権

利

は

、

当

然

環

境

権

と

し

て

是

認

さ

れ

る

も

の

で

あ

る

ロ

仮

K
環

境

権

が

実

定

法

上

認

め

ら

れ

在

い

と

し

て

も

、

人

格

権

K

も

と

ず

く

差

止

請

求

'権

叉

は

不

法

行

為

的

差

止

請

求

権

K
も

と

ず

レ、

て

当

然

是

認

さ

れ

る

べ

き

も

の

で

あ

る

D

被

告

は

し

き

り

K
、

金

銭

賠

償

を

も

っ

て

壊

設

置

等

K
よ

っ

て

生

ず

る

で

あ

ろ

う

、

殆

ん

ど

の

損

害

が

救

済

さ

れ

る

か

の

如

く

い

う

。

「

全

て

金

で

解

決

で

き

る

」

と

考

え

て

い

る

ら

い

い

か

え

れ

ば

、

し

い

が

、

も

と

も

と

価

値

的

に

み

て

次

元

の

異

る

損

害

に

つ

レョ

て

金

銭

で

賠

償

す

る

と

と

自

体

が

b

か

し

い

.

只

現

実

と

し

て

他

K
方

法

が

な

い

の

で

、

や

む

在

〈

次

善

叉

は

次

々

善

の

策

と

し

て

辛

う

じ

て

そ

の

効

用

を

認

め

ら

れ

て

い

る

K 

過

ぎ

を

い

ロ

従

つ

て

、

本

一

株

で

原

告

ら

が

主

張

す

る

権

利

、

利

益

K

つ
い

て

も

純

粋

に

経

済

的

を

も

の

(

と

ん

在

も

の

は

殆

ん

ど

を

い

が

'-./ 

Vて

つ

い

て

の

み

、

そ

の

限

度

に

沿

い

て

賠

償

が

可

能

で

あ

る

に

す

ぎ

在
い
。

非

財

産

的

な

権

利

、

利

議

K
て〉

レョ

て

は

真

の

賠

償

在

ど

は

到

底

不

可

能

で

あ

る

し

、

救

済

在

ど

さ

れ

る

筈

が

を

い

。

ぞ

れ

放

に

と

そ

、

事

前

的

救

済

即

ち

差

止

め

が

必

要

を

の

で

あ
る
。


