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は
じ
め
に

　

前
２
回
は
身
近
な
法
律
問
題
と
し
て
相
続

を
取
り
上
げ
ま
し
た
が
、
今
回
は
相
隣
関
係

を
ご
説
明
し
ま
す
。

　

読
者
の
皆
様
の
多
く
は
土
地
・
建
物
を
お

持
ち
と
思
わ
れ
ま
す
。
お
隣
と
の
境
界
は
フ

ェ
ン
ス
や
ブ
ロ
ッ
ク
で
区
切
ら
れ
て
い
る
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
下

に
は
通
常
「
境
界
杭
（
標
）」
が
埋
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

お
隣
と
合
意
が
で
き
れ
ば
、
フ
ェ
ン
ス
や

ブ
ロ
ッ
ク
は
境
界
杭
の
真
ん
中
を
跨
る
よ
う

に
設
置
し
、
お
隣
と
協
議
す
る
の
が
面
倒
だ

と
思
っ
た
方
は
フ
ェ
ン
ス
や
ブ
ロ
ッ
ク
を
境

界
杭
の
内
側
（
自
分
の
敷
地
）
に
設
置
す
る

の
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
な
ど
の
分
譲
地
で
は
、
家

を
早
く
建
て
た
方
は
自
分
の
敷
地
内
に
フ
ェ

ン
ス
や
ブ
ロ
ッ
ク
を
建
て
る
傾
向
が
見
受
け

ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
隣
地
を
だ
れ
が
購
入
し

た
か
そ
の
時
に
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
こ
と
か

ら
、
隣
人
と
協
議
で
き
な
い
た
め
と
思
わ
れ

ま
す
。
そ
の
結
果
、
家
を
後
か
ら
建
て
る
方

は
自
分
の
敷
地
を
広
く
取
れ
る
こ
と
に
な

り
、
有
効
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た

だ
し
、
建
物
の
位
置
や
窓
や
エ
ア
コ
ン
の
室

外
機
の
設
置
等
に
お
い
て
先
に
建
て
た
お
隣

と
の
関
係
で
事
実
上
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

熊
：
ご
隠
居
、
聞
い
て
く
だ
さ
い
よ
。
八
の

野
郎
、
い
つ
の
間
に
か
俺
の
敷
地
内
に
造

作
を
建
て
や
が
っ
て
！

ご
隠
居
：
そ
れ
は
困
り
も
ん
だ
な
。
よ
し
、

　

八
の
言
い
分
を
聞
い
て
み
よ
う
。

八
：
て
や
ん
で
え
。
ご
隠
居
、
そ
れ
は
元
々

俺
の
敷
地
内
だ
っ
た
。
あ
の
八
百
屋
お
七

で
有
名
な
天
和
の
大
火
の
時
、
俺
た
ち
の

長
屋
も
燃
え
て
し
ま
っ
た
で
し
ょ
。
そ
し

て
こ
の
長
屋
を
再
建
し
た
と
き
、
大
工
の

熊
が
法(

の
り)

を
超
え
て
勝
手
に
自
分

の
家
を
拡
張
し
て
し
ま
っ
た
ん
で
。

ご
隠
居
：
さ
て
さ
て
、
こ
れ
は
困
っ
た
も
ん

だ
な
。
お
奉
行
様
に
願
い
出
て
お
裁
き
に

よ
り
白
黒
つ
け
る
こ
と
は
簡
単
だ
が
、
熊

と
八
が
こ
れ
か
ら
ず
っ
と
わ
だ
か
ま
り
を

持
っ
て
近
所
づ
き
あ
い
を
す
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
こ
こ
は
ど
う
だ
、
仲
裁
機
関
に
間

に
入
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
よ
う
。
お
前

た
ち
そ
れ
で
良
い
な
。

熊
・
八
：
ご
隠
居
が
そ
う
言
う
な
ら
俺
た
ち

お
隣
と
の

境
界
に
つ
い
て

<
身
近
な
法
律
問
題>

衆
議
院
法
制
局
参
与
　
雨
宮
　
由
卓

（
筆
者
略
歴
）

１
９
７
５　

衆
議
院
事
務
局
採
用

２
０
０
８　

衆
議
院
法
制
主
幹

２
０
１
０　

衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
専
門
員

２
０
１
１　

衆
議
院
内
閣
委
員
会
専
門
員

２
０
１
３　

衆
議
院
事
務
局
退
職

現
在　
　
　

衆
議
院
法
制
局
参
与
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お隣
　

に
異
論
は
ね
え
。

と
、
相
隣
関
係
の
問
題
設
定
と
し
て
は
多
少

無
理
が
あ
り
ま
す
が
、
イ
メ
ー
ジ
を
掴
ん
で

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

わ
が
国
に
は
、
農
耕
民
族
の
血
が
流
れ
て

い
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
争
い
ご
と
を

避
け
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
諸
外
国

の
よ
う
に
、
何
で
も
裁
判
で
決
着
を
つ
け
る

よ
り
、
話
し
合
い
に
よ
る
合
意
に
基
づ
い
て

紛
争
を
解
決
す
る
制
度
を
好
み
ま
す
。
調
停

制
度
の
活
用
が
そ
れ
で
す
。
ま
た
、
当
事
者

の
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
と
裁
判
と
の
中
間

に
あ
る
の
が
仲
裁
制
度
（
裁
判
外
紛
争
解
決

制
度
。
い
わ
ゆ
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
で
す
。

　

最
近
で
は
幅
広
い
分
野
に
わ
た
っ
て
仲
裁

制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
仲
裁
制
度
の
範
疇
に
は
入
り
ま

せ
ん
が
、
迅
速
に
か
つ
費
用
も
さ
ほ
ど
か
か

ら
な
い
「
筆
界
特
定
制
度
」
を
取
り
上
げ
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
前
に
、

登
記
簿
と
登
記
所
備
付
地
図
に
つ
い
て

　

読
者
の
皆
様
は
土
地
の
登
記
簿
を
一
度
は

ご
覧
に
な
っ
た
経
験
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

登
記
簿
は
①
表
示
に
関
す
る
も
の
（
土
地

家
屋
調
査
士
が
本
人
に
代
わ
っ
て
申
請
し
、

地
番
・
地
目
・
地
積
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。）

と
②
権
利
に
関
す
る
も
の
（
司
法
書
士
が
本

人
に
代
わ
っ
て
申
請
し
、
所
有
権
者
や
抵
当

権
な
ど
の
担
保
物
権
者
が
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。）
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
司
法
書
士

と
土
地
家
屋
調
査
士
の
肩
書
を
看
板
に
一
緒

に
掲
げ
て
い
る
の
を
町
中
で
よ
く
見
か
け
る

の
は
こ
の
た
め
で
す
。

　

そ
の
他
、
登
記
所
に
は
地
図
が
備
え
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

地
番
や
地
積
に
よ
っ
て
ど
の
辺
り
の
ど
の
位

の
面
積
の
所
有
者
は
誰
そ
れ
だ
と
わ
か
り
ま

す
が
、
そ
の
土
地
の
形
状
（
長
方
形
と
か
三

角
形
）
や
位
置
、
お
隣
と
の
境
界
は
ど
う
な

っ
て
い
る
か
が
わ
か
る
の
は
登
記
所
備
付
け

の
地
図
が
あ
る
か
ら
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
地
図
の
整
備
は
捗
っ
て
い
な
い

　

そ
の
地
図
は
ど
の
程
度
整
備
さ
れ
て
い
る

か
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
全
国
で
51
％
（
平

成
25
年
度
末
）し
か
整
備
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

沖
縄
県
が
99
％
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
東

京
都
は
22
％
程
度
で
す
。
大
阪
府
や
愛
知
県

公
図
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
明
治
時

代
に
徴
税
の
た
め
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
地

図
の
整
備
が
で
き
る
ま
で
、
と
り
あ
え
ず
地

図
に
準
ず
る
も
の
と
扱
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
公
図
で
は
現
地
復
元
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

話
が
そ
れ
ま
す
が
、
読
者
の
皆
様
は
「
縄

延
び
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
か
。

　

縄
延
び
と
は
、
登
記
上
の
面
積
よ
り
実
際

の
面
積
が
大
き
い
こ
と
を
言
い
ま
す
。
昔
は

縄
を
使
っ
て
測
量
し
て
い
ま
し
た
。
実
際
の

面
積
を
小
さ
く
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
年
貢
や

税
金
が
少
な
く
て
す
み
ま
す
。
庶
民
の
知
恵

で
し
ょ
う
か
。
再
度
、
お
役
人
が
手
心
な
く

正
確
に
測
量
す
れ
ば
、
実
際
の
面
積
が
大
き

く
な
り
、
縄
が
延
び
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か

ら
生
ま
れ
た
言
葉
で
し
ょ
う
か
。
実
際
、
地

籍
調
査
（
昭
和
45
年
度
～
平
成
15
年
度
）
の

結
果
、
実
際
の
面
積
は
登
記
簿
の
面
積
よ
り

実
に
平
均
23
％
ほ
ど
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

固
定
資
産
税
は
、
原
則
と
し
て
登
記
簿
の

面
積
に
よ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
地
籍
調
査

の
整
備
の
進
捗
に
よ
っ
て
登
記
簿
上
の
面
積

が
訂
正
さ
れ
る
に
連
れ
て
固
定
資
産
税
の
税

収
も
ア
ッ
プ
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し

な
が
ら
、
何
よ
り
も
地
図
整
備
の
概
成
が
最

も
捗
っ
て
い
ま
せ
ん
。
や
は
り
都
市
部
を
抱

え
た
都
府
県
は
な
か
な
か
整
備
が
進
み
ま
せ

ん
。
境
界
争
い
が
あ
り
、
同
意
を
取
り
付
け

る
の
が
難
し
い
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

地
図
整
備
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
が
行

う
地
積
調
査
と
法
務
省
が
行
う
17
条
地
図
の

作
成
（
不
動
産
登
記
法
第
14
条
（
旧
第
17
条
）

に
基
づ
く
も
の
）
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
に
対
す
る
予
算
額
は
国
土
交
通
省

の
方
が
断
然
に
多
く
、
ま
た
法
務
省
は
都
市

部
の
地
図
混
乱
地
域
に
お
け
る
地
図
作
成
を

担
当
し
て
い
ま
す
の
で
な
か
な
か
は
か
ど
ら

な
い
と
筆
者
は
見
て
い
ま
す
。

　

２
０
１
１
年
に
は
東
日
本
大
震
災
が
あ
り

ま
し
た
。
津
波
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
が

根
こ
そ
ぎ
喪
失
し
ま
し
た
。
隣
地
と
の
境
界

が
不
明
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
地
図
が

備
わ
っ
て
い
た
と
こ
ろ
は
現
地
復
元
が
可
能

で
す
。
と
な
る
と
、
自
分
の
土
地
に
つ
い
て

は
大
丈
夫
か
と
心
配
さ
れ
た
読
者
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
一
度
、
登
記
所

備
付
地
図
を
取
り
寄
せ
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

　

そ
う
す
る
と
、
な
か
に
は
「
地
図
に
準
ず

る
図
面
」と
記
載
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
旧
土
地
台
帳
付
属
図
面
。
い
わ
ゆ
る
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優
先
と
思
わ
れ
ま
す
。

迅
速
な
解
決
手
法
と
し
て
登
場
し
た

筆
界
特
定
制
度

　

平
成
18
年
１
月
20
日
か
ら
筆
界
特
定
制
度

が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

対
象
と
な
る
土
地
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

法
務
局
・
地
方
法
務
局
の
筆
界
特
定
登
記
官

に
対
し
て
、
筆
界
特
定
の
申
請
（
隣
人
の
同

意
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
）
を
し
ま
す
と
、
筆

界
特
定
登
記
官
が
土
地
家
屋
調
査
士
等
の
専

門
家
の
意
見
を
参
考
に
筆
界
を
特
定
す
る
と

い
う
も
の
で
す
。
登
記
官
も
土
地
家
屋
調
査

士
も
こ
の
道
の
専
門
家
で
す
の
で
、
適
正
な

判
断
を
迅
速
に
し
て
も
ら
え
ま
す
。

　

た
だ
し
、
筆
界
の
特
定
は
、
登
記
さ
れ
た

時
に
定
め
ら
れ
た
元
々
の
筆
界
を
筆
界
特
定

登
記
官
が
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
仕
組
み
で

す
か
ら
、
申
請
者
の
意
向
に
反
す
る
結
果
が

出
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

不
服
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
に
境
界
確

定
訴
訟
を
提
訴
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

筆
界
特
定
に
関
す
る
記
録
は
裁
判
で
も
使
わ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

筆
界
と
境
界
と
の
違
い

　

筆
界
（
ヒ
ッ
カ
イ
と
呼
び
ま
す
）
は
、
公

法
上
の
境
界
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対

し
、
私
法
上
の
境
界
（
所
有
権
の
範
囲
）
に

つ
い
て
は
お
隣
同
士
で
決
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
所
有
権
の
境
界
の
話
で
す
と
、
お
隣

同
士
が
譲
り
合
い
、
話
し
合
っ
て
調
整
し
合

意
に
至
る
と
和
解
契
約
書
を
作
成
し
、
分
筆

又
は
合
筆
の
登
記
や
明
渡
し
ま
で
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
は
筆
界
に
つ
い
て
は

で
き
ま
せ
ん
。

　

な
ぜ
、
こ
ん
な
や
や
こ
し
い
仕
組
み
に
な

っ
た
の
か
と
思
わ
れ
る
読
者
の
方
も
多
い
と

思
わ
れ
ま
す
の
で
、
筆
者
な
り
に
解
析
し
ま

す
と
、
第
一
に
、
私
的
財
産
権
は
憲
法
第
29

条
第
１
項
で
保
障
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。ま
た
、

第
32
条
で
は
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
規
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

第
二
に
、
境
界
を
巡
る
紛
争
の
解
決
は
そ

も
そ
も
裁
判
で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ

ら
を
踏
ま
え
る
と
、
土
地
所
有
権
の
争
い
に

つ
い
て
は
依
然
と
し
て
司
法
権
の
範
疇
と
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

一
方
で
、
こ
の
裁
判
（
訴
訟
と
い
う
よ
り

非
訟
事
件
に
近
い
性
質
）
は
、
境
界
線
が
ど

こ
に
あ
る
か
ま
で
確
定
さ
せ
る
も
の
な
の

で
、行
政
処
分
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
今
ま
で
裁
判
（
司
法
）
で
や
っ

て
き
た
も
の
を
い
き
な
り
行
政
で
や
る
こ
と

に
対
す
る
懸
念
が
あ
り
ま
し
て
、
結
局
、
当

事
者
の
申
し
出
に
よ
り
登
記
官
が
公
法
上
の

筆
界
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
、
失
礼
な
言

い
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
中
途
半
端
な
制
度

に
留
め
置
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
括
り
と
い
え
ど
も
、

公
法
上
の
筆
界
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
私
法

上
の
所
有
権
界
た
る
境
界
は
非
常
に
影
響
を

及
ぼ
し
ま
す
か
ら
、
筆
界
特
定
制
度
は
有
用

と
筆
者
は
考
え
ま
す
。

筆
界
特
定
制
度
と
裁
判
外
紛
争
解
決
制
度
と

境
界
確
定
訴
訟
と
の
比
較
（
次
表
参
照
）

　

こ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
メ
ニ
ュ
ー
が
用

意
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ど
れ
を
選
択
す
る
か

は
総
合
的
に
判
断
す
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
筆
界
特
定
制
度
の
記
録

は
境
界
確
定
訴
訟
に
も
送
付
さ
れ
る
の
で
、

よ
っ
ぽ
ど
の
こ
と
が
な
い
と
ひ
っ
く
り
返
る

こ
と
は
な
い
と
筆
者
は
見
て
い
ま
す
。
な
ぜ

な
ら
、
裁
判
官
も
弁
護
士
も
法
律
の
識
見
は

高
く
て
も
、
境
界
紛
争
に
つ
い
て
は
失
礼
な

が
ら
素
人
だ
か
ら
で
す
。
ま
た
、
土
地
や
地

図
に
関
す
る
専
門
家
の
判
断
を
覆
す
の
は
容

易
で
な
い
か
ら
で
す
。
医
療
過
誤
の
裁
判
で

被
害
者
が
賠
償
金
や
医
師
を
有
罪
に
す
る
の

は
大
変
な
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
く
だ
さ

い
。
さ
ら
に
、
筆
界
特
定
制
度
は
裁
判
の
審

理
期
間
も
短
縮
さ
れ
ま
す
し
、
ま
た
筆
界
未

定
地
の
解
消
に
も
作
用
さ
れ
る
の
で
地
図
の

整
備
に
も
貢
献
す
る
効
果
も
あ
り
ま
す
。

　

課
題
は
申
立
人
の
測
量
費
用
の
負
担
を
軽

減
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。確
か
に
、

筆
界
の
特
定
は
、
所
有
権
界
に
非
常
な
影
響

を
及
ぼ
し
、
ひ
い
て
は
個
人
の
利
益
に
な
り

ま
す
。（
境
界
未
定
地
と
し
て
そ
の
土
地
を

買
い
叩
か
れ
な
い
で
済
む
）　

一
方
で
、
地

図
整
備
の
進
捗
に
貢
献
し
ま
す
か
ら
（
地
図

の
整
備
は
国
の
責
任
）、
国
の
公
費
負
担
も

あ
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
当
初
の
筆
界
特
定
制
度
の
素
案
は
、

も
っ
と
強
力
な
ツ
ー
ル
で
し
た
。
こ
れ
が
弁

護
士
会
の
反
発
が
あ
り
、
現
行
に
落
ち
着
い

た
よ
う
で
す
。

　

我
が
国
で
は
、
準
天
頂
Ｇ
Ｐ
Ｓ
衛
星
に
よ

る
測
位
時
代
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
る

地
図
の
精
度
も
飛
躍
的
に
上
が
り
ま
す
。
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お隣
境界問題相談センター（ＡＤＲ。土

地家屋調査士と弁護士とが協働して

あたる）は全国に 50 か所設置

境界問題全般

１か月～６か月

当事者による資料収集が原則。

申立てに２万円、調査手数料に３万

円、期日手数料に５千円×回数、成

立手数料に 15 万円（いずれも消費

税は除いた額）。

筆界だけでなく、所有権界について

も解決することができる。ただし、

相手方が調停に応じない時は不成立

になる。

境界問題相談センター（ＡＤＲ。土

地家屋調査士と弁護士とが協働して

あたる）は全国に５０か所設置

制度

対象

期間

煩雑さ

費用

効力

制度

境界確定訴訟は簡易裁判所

又は地方裁判所

境界問題全般

平均で約２年

裁判に勝利するため厖大な

資料を集める必要がある。

訴訟の印紙代のほか、訴訟

代理人（弁護士等）を付け

る必要があり、費用がかか

る。

境界確定訴訟の判決は筆界

特定の結果に優先する。訴

訟で勝訴した当事者が登記

所で地図の訂正等を申し立

てる。

裁判終了後、お隣との近所

付き合いがうまくいかなく

なることもある。

筆界特定制度は全国の法務局・

地方法務局 50 か所に設置

筆界

標準処理期間は６か月（事件

の内容等により更に長くなる

こともある）

当事者による資料収集の負担

が軽減される（そもそも法務

局自身が資料を持っているか

ら）

対象土地の評価額によるが、

対象土地（２筆）の合計額が

４千万円の場合８千円。なお、

測量を要するときは測量費用

を負担する必要がある。

登記された時の筆界を、筆界

特定登記官が現地において明

らかにすること。それでも納

得しない場合は境界確定訴訟

を提訴することになる。

お隣同士で裁判をしないです

む。

　

筆
界
特
定
制
度
が
社
会
一
般
に
周
知
さ

れ
、
実
績
が
積
み
上
が
り
、
よ
り
使
い
や
す

く
な
る
よ
う
運
用
上
の
改
善
や
場
合
に
よ
っ

て
は
制
度
改
正
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
を

望
ん
で
い
ま
す
。
■


