
「庭内神し」の敷地評価をめぐる判断と考え方

１
�
事
案
の
概
要
と
原
告
の
法
令
解
釈

本
件
は
、
相
続
人
で
あ
る
原

告
が
、
相
続
財
産
で
あ
る
被
相

続
人
の
自
宅
の
土
地
の
う
ち
、

弁
財
天
及
び
稲
荷
を
祀
っ
た
各

祠
の
敷
地
部
分
を
相
続
税
法
第

１２
条
第
１
項
第
２
号
の
非
課
税

財
産
と
す
る
内
容
を
含
む
申
告

及
び
更
正
の
請
求
を
し
た
の
が

発
端
で
あ
る
。
所
轄
税
務
署
長

は
、
本
件
敷
地
は
非
課
税
財
産

に
当
た
ら
な
い
と
し
て
本
件
更

正
請
求
に
係
る
税
額
を
上
回
る

税
額
と
す
る
減
額
更
正
処
分
を

し
た
。
原
告
は
こ
れ
を
不
服
と

し
て
、
本
件
処
分
の
取
消
し
を

求
め
て
不
服
審
査
を
経
て
、
提

訴
を
し
た
事
案
で
あ
る
。

相
続
税
法
第
１２
条
第
１
項
第

２
号
は
相
続
税
の
非
課
税
財
産

と
し
て
「
墓
所
、
霊
び
ょ
う
及

び
祭
具
並
び
に
こ
れ
ら
に
準
ず

る
も
の
」
と
定
め
て
い
る
。
原

告
は
、
こ
の
規
定
の
解
釈
に
よ

れ
ば
、
本
件
各
祠
は
通
達
が
例

示
す
る
庭
内
神
し
で
あ
り
、
墓

所
や
霊
び
ょ
う
と
同
様
に
土
地

と
一
体
で
成
立
す
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
敷
地
も
「
こ
れ

ら
に
準
ず
る
も
の
」
と
し
て
非

課
税
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ

の
主
張
は
、
同
条
の
条
文
か
ら

は
墓
所
及
び
霊
び
ょ
う
が
民
法

第
４
９
７
条
の
墳
墓
と
同
義
で

あ
る
と
い
う
解
釈
は
読
み
取
れ

ず
、
先
祖
の
埋
葬
施
設
で
あ
る

こ
と
は
要
し
な
い
と
い
う
解
釈

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

法
律
の
作
成
に
お
い
て
は
、

一
つ
の
用
語
を
複
数
の
意
義
で

使
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い

の
と
同
様
、
一
つ
の
意
義
に
異

な
る
用
語
、
本
件
で
い
え
ば
墓

所
と
墳
墓
と
い
う
使
い
分
け
を

す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
訴
訟
は
、

こ
の
相
続
税
法
第
１２
条
の
規
定

の
文
理
解
釈
を
問
う
も
の
で
あ

っ
た
。
法
律
の
条
文
が
「
墓
所
、

霊
び
ょ
う
及
び
祭
具
並
び
に
こ

れ
ら
に
準
ず
る
も
の
」
と
定
め

て
い
る
場
合
に
、
通
達
が
墓
所

と
霊
び
ょ
う
の
み
に
特
別
の
属

性
を
与
え
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る

も
の
に
は
当
該
属
性
を
与
え
な

い
と
い
う
読
み
方
を
す
る
も
の

か
ど
う
か
、
ま
た
、
法
律
の
条

文
自
体
か
ら
そ
う
し
た
解
釈
が

導
き
出
せ
な
い
場
合
に
お
い
て

通
達
で
属
性
の
範
疇
を
狭
め
る

と
い
う
定
め
方
が
で
き
る
の
か

否
か
を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
。

２
�
被
告
（
国
）
の
主
張

被
告
の
主
張
は
、
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。「
墓
所
、
霊

び
ょ
う
」
と
は
、
祖
先
の
遺
体

や
遺
骨
を
葬
っ
て
い
る
又
は
祖

先
の
霊
を
祀
っ
て
い
る
祖
先
祭

祀
の
た
め
の
も
の
を
い
い
、
民

法
第
８
９
７
条
第
１
項
の
「
墳

墓
」
に
相
当
す
る
概
念
で
あ

る
。「
墳
墓
」
に
つ
い
て
は
、

墓
石
等
の
設
備
が
設
置
さ
れ
て

い
る
敷
地
も
当
該
設
備
に
準
じ

て
祖
先
の
祭
祀
を
主
宰
す
べ
き

者
に
承
継
す
る
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、「
墓
所
、
霊
び
ょ

う
」
に
つ
い
て
も
、「
墳
墓
」

と
同
様
に
、
墓
石
等
の
設
備
だ

け
で
は
な
く
、
そ
の
尊
厳
の
維

持
に
要
す
る
土
地
が
含
ま
れ
、

非
課
税
財
産
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
本
件
各
祠
は
、
弁

財
天
及
び
稲
荷
を
祀
っ
て
い
る

も
の
に
す
ぎ
ず
、
祖
先
の
遺
体

や
遺
骨
を
葬
っ
て
い
る
設
備
で

は
な
い
上
、
弁
財
天
は
、
音
楽

・
弁
才
・
財
福
等
を
つ
か
さ
ど

る
七
福
神
の
一
つ
で
あ
り
、
稲

荷
も
、
五
穀
を
つ
か
さ
ど
る
倉

稲
魂
を
祀
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
一
般
的
理
解
か
ら
す
る
と
、

原
告
主
張
の
原
告
の
一
族
の
守

護
霊
を
祀
っ
た
も
の
と
の
理
解

は
整
合
し
な
い
。
そ
う
す
る

と
、
本
件
各
祠
は
、
祖
先
の
霊

を
祀
る
設
備
と
は
い
え
ず
、

「
墓
所
、
霊
び
ょ
う
」
に
は
該

当
し
な
い
し
、
祖
先
の
祭
祀
、

礼
拝
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
も
な
い
か
ら
、「
庭
内
神

し
」
や
「
神
た
な
」
の
よ
う
に
、

日
常
礼
拝
の
用
に
供
さ
れ
て
い

る
財
産
と
し
て
本
件
非
課
税
規

定
に
い
う
「
こ
れ
ら
に
準
ず
る

も
の
」
に
該
当
す
る
に
す
ぎ
な

い
。
す

な

わ

ち
、「
墓

所
、
霊

び
ょ
う
」
が
祖
先
の
遺
体
や
遺

骨
を
葬
り
、
祖
先
に
対
す
る
礼

拝
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と

と
比
較
し
て
、
両
者
は
性
格
を

異
に
し
て
い
る
し
、
非
課
税
財

産
と
さ
れ
て
い
る
理
由
も
異
な

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

３
�
判
決
要
旨

判
決
で
は
、
ま
ず
、
条
文
の

解
釈
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
こ

で
は
被
告
側
の
主
張
に
お
け
る

解
釈
を
踏
襲
し
た
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
上
で
、
本
件
各

祠
の
敷
地
（
本
件
敷
地
）
が
「
こ

れ
ら
に
準
ず
る
も
の
」
に
該
当

す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
次
の

よ

う

に

判

断

す

る
。「
確

か

に
、
庭
内
神
し
と
そ
の
敷
地
と

は
別
個
の
も
の
で
あ
り
、
庭
内

神
し
の
移
設
可
能
性
も
考
慮
す

れ
ば
、
敷
地
が
当
然
に
『
こ
れ

ら
に
準
ず
る
も
の
』
に
含
ま
れ

る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、（
中
略
）
本
件
非
課
税

規
定
の
趣
旨
並
び
に
『
墓
所
』

及
び
『
霊
び
ょ
う
』
の
解
釈
等

に
鑑
み
れ
ば
、
庭
内
神
し
の
敷

地
の
よ
う
に
庭
内
神
し
等
の
設

備
そ
の
も
の
と
は
別
個
の
も
の

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
の
み

を
理
由
と
し
て
こ
れ
を
一
律
に

『
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
』
か

ら
排
除
す
る
の
は
相
当
で
は
な

く
、
当
該
設
備
と
そ
の
敷
地
、

附
属
設
備
と
の
位
置
関
係
や
当

該
設
備
の
敷
地
へ
の
定
着
性
そ

の
他
そ
れ
ら
の
現
況
等
と
い
っ

た
外
形
や
、
当
該
設
備
及
び
そ

の
附
属
設
備
等
の
建
立
の
経
緯

・
目
的
、
現
在
の
礼
拝
の
態
様

等
も
踏
ま
え
た
上
で
の
当
該
設

備
及
び
附
属
設
備
等
の
機
能
の

面
か
ら
、
当
該
設
備
と
社
会
通

念
上
一
体
の
物
と
し
て
日
常
礼

拝
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
と
い

っ
て
よ
い
程
度
に
密
接
不
可
分

の
関
係
に
あ
る
相
当
範
囲
の
敷

地
や
附
属
設
備
も
当
該
設
備
と

一
体
の
物
と
し
て
『
こ
れ
ら
に

準
ず
る
も
の
』
に
含
ま
れ
る
も

の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」

こ
れ
を
受
け
、
本
件
敷
地
及

び
本
件
各
祠
の
位
置
関
係
及
び

現
況
等
を
検
討
し
、「
本
件
敷

地
は
、
①
本
件
各
祠
が
コ
ン
ク

リ
ー
ト
打
ち
の
土
台
に
よ
り
固

着
さ
れ
て
そ
の
敷
地
と
な
っ
て

お
り
、
し
か
も
本
件
各
祠
の
み

が
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
そ
の
附
属
設
備
と
し
て
石

造
り
の
鳥
居
や
参
道
が
設
置
さ

れ
、
砂
利
が
敷
き
詰
め
ら
れ
る

な
ど
、
外
形
上
、
小
さ
な
神
社

の
境
内
地
の
様
相
を
呈
し
て
お

り
、
②
本
件
各
祠
や
そ
の
附
属

設

備
（
中

略
）
は
、（
中

略
）

そ
の
建
立
の
経
緯
を
み
て
も
、

本
件
敷
地
を
非
課
税
財
産
と
す

る
目
的
で
こ
れ
ら
の
設
備
の
建

立
が
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、

真
に
日
常
礼
拝
の
目
的
で
本
件

各
祠
や
そ
の
附
属
設
備
が
建
立

さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る

し
、
祭
事
に
は
の
ぼ
り
が
本
件

敷
地
に
立
て
ら
れ
、
現
に
日
常

礼
拝
・
祭
祀
の
利
用
に
直
接
供

さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
機
能
上
、

本
件
各
祠
、
附
属
設
備
及
び
本

件
敷
地
と
い
っ
た
空
間
全
体
を

使
用
し
て
日
常
礼
拝
が
行
わ
れ

て
い
る
と
い
え
る
」
と
指
摘
し

て
い
る
。
そ
の
結
果
、「
こ
の

よ
う
な
本
件
各
祠
及
び
本
件
敷

地
の
外
形
及
び
機
能
に
鑑
み
る

と
、
本
件
敷
地
は
、
本
件
各
祠

と
社
会
通
念
上
一
体
の
物
と
し

て
日
常
礼
拝
の
対
象
と
さ
れ
て

い
る
と
い
っ
て
よ
い
程
度
に
密

接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
相
当

範
囲
の
敷
地
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
以
上
か
ら
す
る
と
、
本

件
敷
地
は
、
本
件
非
課
税
規
定

に
い
う
『
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も

の
』
に
該
当
す
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。」と
判
断
し
て
い
る
。

４
�
判
決
の
検
討

判
決
で
は
原
告
及
び
被
告
の

主
張
に
な
い
下
記
３
点
の
判
断

基
準
が
登
場
し
、
こ
れ
が
「
下

記
の
３
点
の
観
点
か
ら
、
そ
の

設
備
と
社
会
通
念
上
一
体
の
物

と
し
て
日
常
礼
拝
の
対
象
と
さ

れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
程
度

に
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る

相
当
範
囲
の
敷
地
や
附
属
設
備

で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
敷
地

及
び
附
属
設
備
は
、
そ
の
設
備

と
一
体
の
物
と
し
て
相
続
税
法

第
１２
条
第
１
項
第
２
号
の
相
続

税
の
非
課
税
規
定
の
適
用
対
象

と
な
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ

れ
る
」
と
し
て
国
税
庁
で
の
解

釈
の
変
更
の
公
表
（
平
成
２４
年

７
月
「
庭
内
神
し
」
の
敷
地
等

に
係
る
相
続
税
法
第
１２
条
第
１

項
第
２
号
の
相
続
税
の
非
課
税

規
定
の
取
扱
い
の
変
更
に
つ
い

て
）
に
つ
な
が
っ
た
。

�

「
庭
内
神
し
」
の
設
備
と

そ
の
敷
地
、
附
属
設
備
と
の

位
置
関
係
や
そ
の
設
備
の
敷

地
へ
の
定
着
性
そ
の
他
そ
れ

ら
の
現
況
等
と
い
っ
た
外
形

�

そ
の
設
備
及
び
そ
の
附
属

設
備
等
の
建
立
の
経
緯
・
目
的

�

現
在
の
礼
拝
の
態
様
等
も

踏
ま
え
た
上
で
の
そ
の
設
備

及
び
附
属
設
備
等
の
機
能
の
面

判
決
は
、
相
続
税
法
第
１２
条

の
解
釈
と
し
て
は
、
被
告
側
の

そ
れ
を
採
用
し
つ
つ
も
、
相
応

の
要
件
を
備
え
た
庭
内
神
し
の

敷
地
に
は
墓
所
、
霊
び
ょ
う
に

準
じ
て
非
課
税
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
判
断
し
た
の
で
あ

る
。
法
令
や
通
達
自
体
を
否
定

す
る
こ
と
な
く
、
解
釈
論
で
納

税
者
を
救
済
す
る
と
い
う
意
味

で
は
、
き
わ
め
て
実
務
的
な
判

決
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
半

面
、
原
告
が
「
こ
れ
ら
に
準
ず

る
も
の
」
の
解
釈
と
し
て
庭
内

神
し
は
墓
所
や
霊
び
ょ
う
に
準

ず
る
性
質
を
有
し
て
い
る
の
だ

か
ら
必
然
的
に
敷
地
ま
で
非
課

税
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
国
税

当
局
の
解
釈
は
誤
り
で
は
な
い

か
？
と
い
う
問
い
掛
け
は
退
け

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。課

税
現
場
で
の
実
務
を
考
え

る
な
ら
ば
、
こ
の
判
決
の
解
釈

は
極
め
て
柔
軟
性
が
あ
る
。
実

際
、
不
必
要
に
面
積
の
広
い
庭

内
神
し
を
建
築
し
て
相
続
税
を

免
れ
よ
う
と
し
た
事
例
が
過
去

に
あ
り
、
そ
れ
以
降
、
国
税
局

の
研
修
資
料
で
庭
内
神
し
の
底

地
に
は
課
税
す
る
よ
う
記
述
さ

れ
た
と
い
う
話
も
聞
か
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
来

で
あ
れ
ば
、
正
直
な
納
税
者
は

法
令
の
文
理
解
釈
に
よ
り
非
課

税
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
に
判
断

で
き
、
悪
質
な
納
税
者
に
つ
い

て
は
法
令
の
趣
旨
や
解
釈
論
で

非
課
税
に
よ
る
取
り
扱
い
を
認

め
な
い
と
い
う
の
が
本
筋
で
は

な
い
か
。
本
来
は
、「
こ
れ
ら

に
準
ず
る
も
の
」
や
「
そ
の
敷

地
も
含
め
て
非
課
税
と
す
る
も

の
」
を
政
令
や
省
令
で
定
め
る

べ
き
で
あ
り
、
そ
の
規
定
の
範

囲
内
で
の
解
釈
を
通
達
で
定
め

る
の
が
理
想
な
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。
今
般
の
判
決
を
受

け
て
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
の
「
お
知
ら
せ
」
と
い
う
法

令
で
も
通
達
で
も
な
い
方
式
で

解
釈
の
変
更
が
ア
ナ
ウ
ン
ス
さ

れ
た
と
い
う
の
は
、
文
理
解
釈

を
求
め
た
者
と
し
て
は
歯
痒
さ

を
感
じ
る
面
が
な
く
は
な
い
。

さ
ら
に
、
日
常
的
な
礼
拝
の
頻

度
が
落
ち
る
別
荘
地
に
お
け
る

庭
内
神
し
の
敷
地
は
非
課
税
に

な
る
の
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は

そ
の
家
の
先
祖
が
葬
ら
れ
て
い

る
か
ど
う
か
不
明
な
古
墳
が
庭

内
に
あ
り
、
手
入
れ
は
す
る
も

の
の
礼
拝
は
し
な
い
場
合
に
そ

の
敷
地
部
分
が
非
課
税
に
な
る

の
か
ど
う
か
な
ど
は
、
引
き
続

き
曖
昧
な
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

佐久間裕幸［本郷］

日
本
税
務
会
計
学
会

平
成
２４
年
１１
月
月
次
研
究
会
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