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「未来志向」で地域発展と豊かさ創出をリード
県有地訴訟の先にある富士五湖地域の明るい未来を共に創造

県有地特集

　
明
治
末
期
、
本
県
で
大
水
害
が
相
次
い
で

発
生
し
た
た
め
、
県
民
の
生
活
は
大
変
苦
し

い
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
窮
状
を
知
っ
た
明
治
天
皇
は
明
治

年

月

日
、
復
興
に
役
立
て
る
よ
う
に
と

県
下
の
御
料
地
（
皇
室
の
所
有
地
）
約

万

４
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
本
県
に
御
下
賜
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
が
、
県
有
地
の
多
く
を
占
め
る

県
有
林
の
基
と
な
っ
て
お
り
、
一
般
的
に
恩

賜
林
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
御
下
賜
以
来
、
恩
賜
林
は
県
民
全
体
の
財

産
と
し
て
先
人
達
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
に
よ
っ

て
守
り
育
て
ら
れ
、
県
土
の
保
全
や
木
材
の

供
給
を
通
じ
て
、
本
県
の
発
展
に
大
き
く
貢

献
し
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
近
年
で
は
、
安

定
し
た
水
資
源
の
確
保
や
人
々
に
潤
い
と
安

ら
ぎ
を
与
え
る
効
果
な
ど
も
重
視
さ
れ
て
い

ま
す
。

県
有
林
は
こ
う
し
て
生
ま
れ
た

〜
恩
賜
林
の
成
立
〜

富士五湖自然首都圏フォーラムでは参加していただける方を募集しています
　世界に類を見ない先進的地域「自然首都圏」を創出するために県が設立した協働組織体
「富士五湖自然首都圏フォーラム」。すでに多くの企業や組織の参加のもとで、ワーキンググルー
プなどによる活動が行われています。
　多様な知見や価値観による「集合知」を発揮するため、フォーラムには産業界・民間企業、政
治・行政、大学・教育機関・研究機関、労働組合、社会貢献団体・ ・社会起業家、メディ
ア、国民・県民など、あらゆるステークホルダーの参加が望まれています。富士五湖自然首都圏
フォーラムにご参加いただき、共に前例のない壮大な構想を実現しませんか。

富士五湖
自然首都圏フォーラム

私
た
ち
は
、
令
和

年
に
御
下
賜

周
年
を
迎
え
た
歴
史
あ
る
恩
賜
林
の
役
割
を

再
認
識
し
、
次
の
世
代
に
引
き
継
い
で
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
本
県
は
、
県
土
の

％
を
森
林
が
占
め
る

全
国
有
数
の
森
林
県
で
す
。
現
在
、
県
有
林

は
こ
の
う
ち

％
、
約

万
８
千
ヘ
ク
タ
ー

ル
で
、
実
に
県
土
面
積
の

％
を
占
め
て
い

ま
す
。

　
県
有
林
は
、
県
内

市
町
村
の
う
ち

市

町
村
に
あ
り
、富
士
山
を
は
じ
め
白
根
三
山
、

甲
斐
駒
ケ
岳
、
八
ケ
岳
、
金
峰
山
、
甲
武
信

ケ
岳
な
ど
わ
が
国
を
代
表
す
る
山
々
を
有
し
、

知
っ
て
お
き
た
い

「
県
有
地
」

県
有
林
は
ど
こ
に
あ
る
の
？

静
岡
、
長
野
、
埼
玉
、
神
奈
川
の

県
に
接

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
県
有
林
内
に
は
、
青

木
ケ
原
樹
海
、
大
菩
薩
嶺
、
西
沢
渓
谷
、
清

里
の
美
し
森
、
尾
白
川
渓
谷
な
ど
の
観
光
地

も
あ
り
ま
す
。

そ
の
歴
史
や
役
割
か
ら
も
県
有
地
は
県
民

生
活
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
り
、
そ
し
て
身

近
に
あ
る
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
恩
賜
林

は
県
民
全
体
の
財
産
と
し
て
大
切
に
守
り
育

て
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
全
体
の
財
産
だ
か
ら
こ
そ
、
県
民
の

利
益
を
最
大
化
す
る
た
め
、
県
で
は
こ
れ
か
ら

も
最
大
限
の
努
力
を
尽
く
し
て
い
き
ま
す
。

か
け
が
え
の
な
い
県
有
地
の
活
用
に
つ
い

て
、
県
民
の
皆
さ
ん
に
引
き
続
き
関
心
を

持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

県
有
地
は
県
民
全
体
の
財
産

県有林 民有林他 富士五湖

北岳

赤岳（八ケ岳）

瑞牆山

金峰山

甲武信ケ岳

雲取山

富士山

甲斐駒ケ岳

間ノ岳

ウェブサイトは
こちら

参加は
こちら

や
ま
な
し
の
県
有
林
は
、森
林
管
理

認
証
を
取
得
し
、世
界
的
な
基
準
で

豊
か
な
森
づ
く
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。

令
和
年

月
日 （
臨
時
号
）山
梨
県
広
聴
広
報
グ
ル
ー
プ
発
行

〒
甲
府
市
丸
の
内

や
ま
な
し
森
の
印
刷
紙

こ
の
印
刷
紙
に
は
、

◯森
林
管
理

認
証
を
取
得
し
た
山
梨
県
有
林
か
ら

の
木
材
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

臨
時
号
｜



る
」
と
さ
れ
た
の
で
す
。

　
残
念
な
が
ら
我
々
の
ケ
ー
ス
に

は
当
て
は
め
て
い
た
だ
け
な
か
っ

た
わ
け
で
す
が
、
私
た
ち
の
主
張

が
ロ
ジ
ッ
ク
と
し
て
認
め
ら
れ
た

こ
と
は
、
今
後
の
契
約
に
お
い
て

重
要
な
指
針
に
な
っ
て
い
く
と
思

い
ま
す
。

―
多
額
な
訴
訟
費
用
を
投
じ
た

こ
と
を
問
題
視
す
る
声
も
あ
り
ま

す
。

長
崎
知
事
　
訴
訟
費
用
は
、
訴
訟

で
実
現
し
よ
う
と
す
る
金
額
の
大

小
に
よ
っ
て
機
械
的
に
決
ま
り
ま

す
。
つ
ま
り
訴
訟
費
用
が
大
き
い
と

い
う
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
そ
れ
だ

け
県
民
の
失
わ
れ
た
利
益
が
大
き

い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

　
結
果
と
し
て
請
求
棄
却
と
な
り

ま
し
た
が
「
単
純
に
損
を
し
た
」

と
い
う
見
方
は
早
計
な
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
そ
れ
は
つ
ま
り
、
メ
リ
ッ
ト
も

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

長
崎
知
事
　
は
い
、
大
い
に
あ
り

ま
し
た
。

　
判
決
で
は
、
昭
和

年
の
山
林

原
野
状
態
の
価
格
を
出
発
点
と
し

を
適
正
化
し
て
県
民
に
還
元
」
と

い
う
大
方
針
へ
の
理
解
の
広
が
り

が
、
一
連
の
県
の
行
動
を
支
え
る

土
台
に
な
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

―
過
去
か
ら
県
が
結
ん
で
き
た

契
約
を
、
県
自
ら
が
「
無
効
」
と

主
張
す
る
の
は
無
理
が
あ
っ
た
、

と
い
う
声
も
上
が
っ
て
い
ま
す
。

長
崎
知
事
　
ご
理
解
い
た
だ
き
た

い
の
は
、
現
状
を
良
し
と
し
て
き

た
県
政
と
、
県
民
利
益
に
照
ら
し

て
現
状
を
変
え
よ
う
と
す
る
県
政

と
は
、
同
じ
「
山
梨
県
政
」
と
い

え
ど
も
異
な
る
と
い
う
点
で
す
。

「
行
政
の
継
続
性
」
を
県
民
利
益
の

上
に
置
く
こ
と
を
「
通
説
」
と
す

る
向
き
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
私

は
そ
う
し
た
考
え
を
と
り
ま
せ
ん
。

　
そ
の
上
で
、今
回
の
判
決
で
は「
地

方
自
治
法
（
第

条
第

項
）

違
反
の
契
約
は
取
引
の
相
手
方
と

の
関
係
に
お
い
て
も
効
力
が
否
定

さ
れ
る
」
と
判
示
さ
れ
ま
し
た
。
つ

ま
り「
貸
し
付
け
は『
適
正
な
対
価
』

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
相
手
方
も
当
然
認
識
す
べ
き
で
、

こ
れ
に
反
し
た
契
約
は
無
効
と
な

だ
っ
た
の
で
す
。

―
そ
こ
は
判
断
の
重
要
な
分
か

れ
目
で
し
た
か
。

長
崎
知
事
　
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ

で
議
会
の
ご
判
断
に
従
い
訴
訟
を

継
続
し
て
い
ま
す
と
、
今
度
は
富

士
急
行
さ
ん
か
ら
県
に
対
し
て

「
賃
借
権
の
確
認
を
求
め
る
訴
訟
」

が
起
こ
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
県

と
し
て
は
逆
に
、
本
来
得
ら
れ
る

は
ず
だ
っ
た
賃
料
と
現
行
の
賃
料

の
差
額
を
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て

支
払
っ
て
く
だ
さ
い
、
と
い
う
反

訴
を
起
こ
し
ま
し
た
。
失
わ
れ
続

け
て
き
た
県
民
の
利
益
を
回
復
し

よ
う
と
し
た
の
で
す
。

―
こ
の

つ
の
裁
判
が
、
今
回

の
控
訴
審
で
決
着
し
た
わ
け
で
す

ね
。

長
崎
知
事
　
そ
う
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

（
※
県
有
地
訴
訟
を
巡
る
経
緯
は
下

記
の
年
表
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。）

―
さ
か
の
ぼ
れ
ば
昭
和

年
か

ら
綿
々
と
続
く
貸
し
付
け
で
す

が
、
長
年
の
慣
習
に
あ
ら
が
っ
て

訴
訟
に
ま
で
及
ん
だ
長
崎
知
事
に

対
し
て
「
そ
ん
な
に
波
風
を
立
て

―
（
ふ
れ
あ
い
編
集
部
）
ま
ず
、

こ
れ
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
教
え

て
く
だ
さ
い
。

長
崎
知
事
　
は
い
。
こ
の
県
有
地

に
つ
い
て
は
も
う
十
何
年
も
前
か

ら
、
果
た
し
て
賃
料
が
適
正
な
の

か
ど
う
か
、
議
会
や
メ
デ
ィ
ア
か

ら
疑
問
の
声
が
上
が
っ
て
お
り
、

住
民
監
査
請
求
や
住
民
訴
訟
も
起

き
ま
し
た
。
平
成

年
、
私
が
知

事
に
な
る
前
の
こ
と
で
す
。

　
こ
の
住
民
訴
訟
で
、
初
め
の
う

ち
県
は
富
士
急
行
さ
ん
と
同
じ

「
賃
料
は
適
正
」
と
す
る
立
場
を

と
っ
て
い
ま
し
た
が
、
私
に
は
そ

れ
が
ま
っ
た
く
納
得
い
か
な
か
っ

た
。
県
民
の
利
益
を
犠
牲
に
し
て

前
例
踏
襲
を
優
先
さ
せ
て
い
る
と

思
え
ま
し
た
。

―
だ
か
ら
、
平
成

年
の
知
事

就
任
後
に
方
針
を
転
換
さ
れ
た
わ

け
で
す
ね
。

長
崎
知
事
　
そ
う
で
す
。
昭
和
初

期
に
こ
の
県
有
地
が
ま
だ
造
成
前

の
山
林
原
野
で
あ
っ
た
頃
の
状
態

を
基
礎
に
賃
料
を
算
定
す
る
方

法
。
こ
れ
が

年
近
く
た
っ

た
今
に
至
る
ま
で
続
い
て
き
た
わ

け
で
す
が
、
私
は
、
土
地
の
現
況

を
出
発
点
と
し
た
算
定
で
あ
る
べ

き
だ
と
考
え
て
き
ま
し
た
。
つ
ま

り
今
の
賃
料
は
著
し
く
低
廉
で
、

県
民
の
皆
さ
ん
か
ら
お
預
か
り
し

て
い
る
資
産
を
貸
し
て
い
る
の
に
、

そ
の
経
済
的
価
値
に
見
合
っ
た
対

価
を
得
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
で

は
県
有
地
の
「
管
理
人
」
と
し
て

オ
ー
ナ
ー
た
る
県
民
に
申
し
訳
が

立
ち
ま
せ
ん
。

―
裁
判
は
ど
う
な
っ
て
い
っ
た

の
で
す
か
。

長
崎
知
事
　
本
来
、
適
正
な
対
価

な
く
県
の
財
産
を
貸
し
付
け
る
場

合
は
、
地
方
自
治
法
第

条

第

項
の
定
め
に
よ
り
議
会
の
議

決
が
必
要
で
す
。
議
決
が
な
い
契

約
の
効
力
は
極
め
て
疑
わ
し
い
。

こ
う
考
え
て
、
契
約
の
違
法
無
効

を
主
張
し
ま
し
た
。

　
住
民
訴
訟
と
い
う
の
は
、
住
民

が
「
財
務
行
為
を
適
正
に
行
え
」

と
求
め
て
知
事
を
訴
え
る
わ
け
で

す
。
私
に
は
十
分
そ
の
意
思
が
あ

り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
訴
訟
を
早

期
に
終
わ
ら
せ
将
来
に
向
か
っ
て

賃
料
の
適
正
化
に
専
念
す
べ
く
、

令
和

年
の

月
、
議
会
に
原
告

と
の
和
解
案
を
提
出
し
ま
し
た
。

し
か
し
議
会
の
判
断
は
「
司
法
の

判
断
を
仰
ぐ
べ
し
」
と
い
う
も
の

県
有
地
訴
訟
の
こ
れ
ま
で

県
民
利
益
最
大
化
へ

自
治
の
力
を
発
揮

　
山
梨
県
が
富
士
急
行
株
式
会
社
に
貸
し
付
け
て
い
る
山
中
湖
畔
の
県
有
地
を
巡

り
、
富
士
急
行
が
県
を
訴
え
、
こ
れ
に
対
し
て
県
が
反
訴
し
た
裁
判
で
、
県
は
「
賃

料
が
『
適
正
な
対
価
』
に
な
っ
て
い
な
い
の
に
必
要
な
議
決
を
得
て
い
な
い
か
ら
契

約
は
無
効
」
な
ど
と
主
張
し
て
き
ま
し
た
。
本
年
８
月
４
日
、
東
京
高
等
裁
判
所
は

県
の
請
求
を
棄
却
し
、
賃
貸
借
契
約
は
有
効
と
す
る
判
決
を
言
い
渡
し
ま
し
た
。
こ

れ
を
受
け
、
長
崎
幸
太
郎
知
事
は
上
告
し
な
い
方
針
を
明
ら
か
に
し
、
判
決
が
確
定

し
ま
し
た
。

　「
司
法
の
判
断
と
し
て
尊
重
し
、受
け
入
れ
る
こ
と
と
し
た
。
今
回
の
判
決
を
糧
に
、

県
民
の
利
益
を
最
大
化
さ
せ
る
新
た
な
貸
し
付
け
の
ル
ー
ル
作
り
や
、
県
有
地
の
価

値
に
見
合
っ
た
賃
料
へ
の
是
正
に
向
け
て
引
き
続
き
取
り
組
む
」
と
語
る
長
崎
知
事

に
、
訴
訟
を
続
け
て
き
た
思
い
や
こ
れ
か
ら
の
展
望
に
つ
い
て
聞
き
ま
し
た
。

長崎知事、県有地訴訟を語る
県民利益の最大化と地域の発展を目指して

な
く
て
も
」
と
い
っ
た
声
も
耳
に

し
ま
す
（
笑
）。

長
崎
知
事
　
別
に
波
風
を
立
て
た

く
て
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
（
笑
）。
何
か
特
別
な
こ
と

を
し
た
と
い
う
感
覚
も
な
い
ん
で

す
ね
。
県
民
全
体
の
利
益
を
考
え

る
べ
き
知
事
職
の
立
場
と
し
て
、

県
有
地
か
ら
上
が
る
利
益
を
最
大

限
に
皆
さ
ん
に
還
元
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
当
然
の
責
任
を

自
覚
し
、
行
動
に
移
し
た
と
い
う

こ
と
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

―
個
人
的
な
思
い
で
突
っ
走
っ

た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で

す
か
。

長
崎
知
事
　
そ
の
よ
う
な
こ
と
は

全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、

知
事
は
独
断
で
何
で
も
で
き
る
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

　
先
ほ
ど
「
司
法
の
判
断
を
仰
ぐ

べ
し
」
と
の
議
会
の
意
思
に
沿
っ

て
住
民
訴
訟
を
続
け
た
経
緯
を
説

明
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
に
反
訴

を
起
こ
し
た
時
も
議
決
を
い
た
だ

い
て
い
る
わ
け
で
、
い
わ
ば
「
山

梨
県
の
自
治
」
の
総
意
と
し
て
訴

訟
に
向
き
合
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

の
判
断
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
と
思

い
ま
す
。

　
一
つ
言
え
そ
う
な
の
は
、「
賃
料

住民訴訟 住民が県に対し、県が富士急行株式会社に対し
損害賠償請求を行うことの義務づけを求める訴訟

口頭弁論（10回）

住
民
訴
訟
提
起

平成29年
10月6日

主
張
転
換
の
上
申

令和2年
8月18日

原
告
住
民
が
控
訴

令和4年
3月18日

控
訴
審
判
決

令和5年
5月25日

継
続
審
議
決
定

令和2年
12月25日

議
案
撤
回

令和3年
2月16日

和
解
議
案
提
出

（
Ｈ

以
降
を
調
査
対
象
と
す
る
も
の
）

令和2年
11月30日

和
解
議
案
提
出

（
Ｈ
29

以
降
を
調
査
対
象
と
す
る
も
の
）

令和2年
12月12日

第
１
審
判
決

住
民
の
請
求
却
下

（
賃
料
額
へ
の
判
断
な
し
）

令和4年
3月15日

第
１
審
判
決

令和 年
月 日

口頭弁論（5回） 口頭弁論（6回）

賃料は適正との
従来の主張を撤回

第120号
議案

第121号
議案

県は民事訴訟（反訴）で損害賠償請求を行っており
訴えの利益がないため、実体判断の要件を欠く

民事訴訟 同社が県に対し、同社が賃借権を有すること並びに同社が県に対し
不法行為及び不当利得による債務を負わないことの確認を求める訴訟

県
が
控
訴

令和 年
月 日

控
訴
審
判
決

令和 年
月 日

富
士
急
行
が

賃
借
権
確
認
等
請
求

訴
訟
を
提
起

令和 年
月 日

県
が
不
法
行
為
及
び

不
当
利
得
に
よ
る

支
払
を
求
め
る

反
訴
を
提
起

令和 年
月 日

口頭弁論（ 回） 口頭弁論（ 回）

て
算
定
さ
れ
て
き
た
今
の
賃
料
が

「
相
当
と
言
え
な
い
場
合
も
あ
る
」

と
説
い
た
上
で
、「
別
荘
地
と
し
て

の
開
発
に
よ
る
価
値
増
加
分
は
賃

借
人
に
」「
造
成
に
よ
る
不
動
産
自

体
の
価
値
増
加
分
は
最
終
的
に
土

地
所
有
者
に
」
属
す
る
と
判
示
さ

れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
県
有
地
の
所
有

者
で
あ
る
県
民
は
「
現
況
＝
宅
地
」

を
基
礎
と
し
て
賃
料
改
定
を
行
う

た
め
の
基
盤
を
手
に
入
れ
る
こ
と

が
で
き
た
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

―
上
告
し
て
徹
底
的
に
争
う
道

も
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、

な
ぜ
断
念
し
た
の
で
す
か
。

長
崎
知
事
　
そ
れ
は
一
言
で
い
う
と

「
未
来
志
向
」だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
今
年
は
富
士
山
世
界
文
化
遺
産

登
録
か
ら

年
の
節
目
に
当
た
り

ま
す
。
富
士
五
湖
地
域
を
「
自
然

首
都
圏
」
に
発
展
さ
せ
る
取
り
組

み
も
始
ま
り
、

月
に
は
地
元

町
村
長
な
ど
と
の
共
同
宣
言
に
も

至
り
ま
し
た
。

　
富
士
急
行
は
長
く
こ
の
地
域
の

発
展
に
寄
与
し
て
き
た
山
梨
を
代

表
す
る
大
企
業
で
あ
り
、
こ
れ
か

ら
も
地
域
の
価
値
向
上
の
た
め
に

欠
か
せ
な
い
の
が
富
士
急
行
さ
ん

の
協
力
で
す
。
未
来
を
見
据
え
て

発
展
の
芽
を
育
て
て
い
こ
う
と
い

う
こ
の
時
に
、
訴
訟
を
継
続
し
て

い
る
場
合
で
は
な
い
と
判
断
し
ま

し
た
。

―
し
か
し
報
道
に
よ
る
と
、
賃

料
に
関
し
て
は
県
と
富
士
急
行
の

間
に
依
然
と
し
て
「
対
立
」
が
あ

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

長
崎
知
事
　
賃
料
の
計
算
方
式
に

つ
い
て
県
と
富
士
急
行
さ
ん
の
間

に
溝
が
あ
る
の
は
認
め
ま
す
。
県

は
県
民
資
産
の
有
効
活
用
と
い
う

視
点
か
ら
な
る
べ
く
多
く
の
賃
料

を
得
た
い
と
考
え
て
い
る
し
、
富

士
急
行
さ
ん
は
賃
借
人
と
し
て
な

る
べ
く
賃
料
を
抑
え
た
い
と
考
え

る
の
は
当
然
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は

「
対
立
」
な
ど
で
は
な
く
立
場
の
違

い
に
よ
る
認
識
の
差
で
あ
っ
て
、

い
が
み
あ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

―
今
後
、
賃
料
増
額
の
見
込
み

は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

長
崎
知
事
　
簡
単
で
は
な
い
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
、
判
決
で
是
と

さ
れ
た
の
は
、「
貸
し
手
」
と
「
借

り
手
」
が
共
に
県
有
地
の
価
値
を

育
み
、
そ
れ
を
分
け
合
う
「
豊
か

さ
共
創
」
の
姿
で
あ
っ
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。
そ
の
具
体
的
な
在
り

方
こ
そ
、
土
地
の
現
況
を
ベ
ー
ス

と
し
た
賃
料
改
定
を
し
っ
か
り
定

着
さ
せ
、
行
っ
て
い
く
こ
と
に
ほ

か
な
り
ま
せ
ん
。
あ
り
が
た
い
こ

と
に
、
借
り
手
の
皆
さ
ん
に
は
富

士
急
行
さ
ん
を
除
き
賃
料
改
定
に

応
じ
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
　

こ
の
先
は
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ク
に
交

渉
を
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

最
終
的
に
は
地
域
の
発
展
と
共
に

歩
ん
で
こ
ら
れ
た
富
士
急
行
さ
ん

の
ご
理
解
も
い
た
だ
け
る
も
の
と

信
じ
、
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

2

県民利益の最大化と地域の発展を目指して



る
」
と
さ
れ
た
の
で
す
。

　
残
念
な
が
ら
我
々
の
ケ
ー
ス
に

は
当
て
は
め
て
い
た
だ
け
な
か
っ

た
わ
け
で
す
が
、
私
た
ち
の
主
張

が
ロ
ジ
ッ
ク
と
し
て
認
め
ら
れ
た

こ
と
は
、
今
後
の
契
約
に
お
い
て

重
要
な
指
針
に
な
っ
て
い
く
と
思

い
ま
す
。

―
多
額
な
訴
訟
費
用
を
投
じ
た

こ
と
を
問
題
視
す
る
声
も
あ
り
ま

す
。

長
崎
知
事
　
訴
訟
費
用
は
、
訴
訟

で
実
現
し
よ
う
と
す
る
金
額
の
大

小
に
よ
っ
て
機
械
的
に
決
ま
り
ま

す
。
つ
ま
り
訴
訟
費
用
が
大
き
い
と

い
う
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
そ
れ
だ

け
県
民
の
失
わ
れ
た
利
益
が
大
き

い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

　
結
果
と
し
て
請
求
棄
却
と
な
り

ま
し
た
が
「
単
純
に
損
を
し
た
」

と
い
う
見
方
は
早
計
な
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
そ
れ
は
つ
ま
り
、
メ
リ
ッ
ト
も

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

長
崎
知
事
　
は
い
、
大
い
に
あ
り

ま
し
た
。

　
判
決
で
は
、
昭
和

年
の
山
林

原
野
状
態
の
価
格
を
出
発
点
と
し

を
適
正
化
し
て
県
民
に
還
元
」
と

い
う
大
方
針
へ
の
理
解
の
広
が
り

が
、
一
連
の
県
の
行
動
を
支
え
る

土
台
に
な
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

―
過
去
か
ら
県
が
結
ん
で
き
た

契
約
を
、
県
自
ら
が
「
無
効
」
と

主
張
す
る
の
は
無
理
が
あ
っ
た
、

と
い
う
声
も
上
が
っ
て
い
ま
す
。

長
崎
知
事
　
ご
理
解
い
た
だ
き
た

い
の
は
、
現
状
を
良
し
と
し
て
き

た
県
政
と
、
県
民
利
益
に
照
ら
し

て
現
状
を
変
え
よ
う
と
す
る
県
政

と
は
、
同
じ
「
山
梨
県
政
」
と
い

え
ど
も
異
な
る
と
い
う
点
で
す
。

「
行
政
の
継
続
性
」
を
県
民
利
益
の

上
に
置
く
こ
と
を
「
通
説
」
と
す

る
向
き
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
私

は
そ
う
し
た
考
え
を
と
り
ま
せ
ん
。

　
そ
の
上
で
、今
回
の
判
決
で
は「
地

方
自
治
法
（
第

条
第

項
）

違
反
の
契
約
は
取
引
の
相
手
方
と

の
関
係
に
お
い
て
も
効
力
が
否
定

さ
れ
る
」
と
判
示
さ
れ
ま
し
た
。
つ

ま
り「
貸
し
付
け
は『
適
正
な
対
価
』

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
相
手
方
も
当
然
認
識
す
べ
き
で
、

こ
れ
に
反
し
た
契
約
は
無
効
と
な

だ
っ
た
の
で
す
。

―
そ
こ
は
判
断
の
重
要
な
分
か

れ
目
で
し
た
か
。

長
崎
知
事
　
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ

で
議
会
の
ご
判
断
に
従
い
訴
訟
を

継
続
し
て
い
ま
す
と
、
今
度
は
富

士
急
行
さ
ん
か
ら
県
に
対
し
て

「
賃
借
権
の
確
認
を
求
め
る
訴
訟
」

が
起
こ
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
県

と
し
て
は
逆
に
、
本
来
得
ら
れ
る

は
ず
だ
っ
た
賃
料
と
現
行
の
賃
料

の
差
額
を
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て

支
払
っ
て
く
だ
さ
い
、
と
い
う
反

訴
を
起
こ
し
ま
し
た
。
失
わ
れ
続

け
て
き
た
県
民
の
利
益
を
回
復
し

よ
う
と
し
た
の
で
す
。

―
こ
の

つ
の
裁
判
が
、
今
回

の
控
訴
審
で
決
着
し
た
わ
け
で
す

ね
。

長
崎
知
事
　
そ
う
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

（
※
県
有
地
訴
訟
を
巡
る
経
緯
は
下

記
の
年
表
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。）

―
さ
か
の
ぼ
れ
ば
昭
和

年
か

ら
綿
々
と
続
く
貸
し
付
け
で
す

が
、
長
年
の
慣
習
に
あ
ら
が
っ
て

訴
訟
に
ま
で
及
ん
だ
長
崎
知
事
に

対
し
て
「
そ
ん
な
に
波
風
を
立
て

―
（
ふ
れ
あ
い
編
集
部
）
ま
ず
、

こ
れ
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
教
え

て
く
だ
さ
い
。

長
崎
知
事
　
は
い
。
こ
の
県
有
地

に
つ
い
て
は
も
う
十
何
年
も
前
か

ら
、
果
た
し
て
賃
料
が
適
正
な
の

か
ど
う
か
、
議
会
や
メ
デ
ィ
ア
か

ら
疑
問
の
声
が
上
が
っ
て
お
り
、

住
民
監
査
請
求
や
住
民
訴
訟
も
起

き
ま
し
た
。
平
成
29

年
、
私
が
知

事
に
な
る
前
の
こ
と
で
す
。

　
こ
の
住
民
訴
訟
で
、
初
め
の
う

ち
県
は
富
士
急
行
さ
ん
と
同
じ

「
賃
料
は
適
正
」
と
す
る
立
場
を

と
っ
て
い
ま
し
た
が
、
私
に
は
そ

れ
が
ま
っ
た
く
納
得
い
か
な
か
っ

た
。
県
民
の
利
益
を
犠
牲
に
し
て

前
例
踏
襲
を
優
先
さ
せ
て
い
る
と

思
え
ま
し
た
。

―
だ
か
ら
、
平
成
31
年
の
知
事

就
任
後
に
方
針
を
転
換
さ
れ
た
わ

け
で
す
ね
。

長
崎
知
事
　
そ
う
で
す
。
昭
和
初

期
に
こ
の
県
有
地
が
ま
だ
造
成
前

の
山
林
原
野
で
あ
っ
た
頃
の
状
態

を
基
礎
に
賃
料
を
算
定
す
る
方

法
。
こ
れ
が

年
近
く
た
っ

た
今
に
至
る
ま
で
続
い
て
き
た
わ

け
で
す
が
、
私
は
、
土
地
の
現
況

を
出
発
点
と
し
た
算
定
で
あ
る
べ

き
だ
と
考
え
て
き
ま
し
た
。
つ
ま

り
今
の
賃
料
は
著
し
く
低
廉
で
、

県
民
の
皆
さ
ん
か
ら
お
預
か
り
し

て
い
る
資
産
を
貸
し
て
い
る
の
に
、

そ
の
経
済
的
価
値
に
見
合
っ
た
対

価
を
得
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
で

は
県
有
地
の
「
管
理
人
」
と
し
て

オ
ー
ナ
ー
た
る
県
民
に
申
し
訳
が

立
ち
ま
せ
ん
。

―
裁
判
は
ど
う
な
っ
て
い
っ
た

の
で
す
か
。

長
崎
知
事
　
本
来
、
適
正
な
対
価

な
く
県
の
財
産
を
貸
し
付
け
る
場

合
は
、
地
方
自
治
法
第

条

第

項
の
定
め
に
よ
り
議
会
の
議

決
が
必
要
で
す
。
議
決
が
な
い
契

約
の
効
力
は
極
め
て
疑
わ
し
い
。

こ
う
考
え
て
、
契
約
の
違
法
無
効

を
主
張
し
ま
し
た
。

　
住
民
訴
訟
と
い
う
の
は
、
住
民

が
「
財
務
行
為
を
適
正
に
行
え
」

と
求
め
て
知
事
を
訴
え
る
わ
け
で

す
。
私
に
は
十
分
そ
の
意
思
が
あ

り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
訴
訟
を
早

期
に
終
わ
ら
せ
将
来
に
向
か
っ
て

賃
料
の
適
正
化
に
専
念
す
べ
く
、

令
和

年
の
12

月
、
議
会
に
原
告

と
の
和
解
案
を
提
出
し
ま
し
た
。

し
か
し
議
会
の
判
断
は
「
司
法
の

判
断
を
仰
ぐ
べ
し
」
と
い
う
も
の

県
有
地
訴
訟
の
こ
れ
ま
で

県
民
利
益
最
大
化
へ

自
治
の
力
を
発
揮

　
山
梨
県
が
富
士
急
行
株
式
会
社
に
貸
し
付
け
て
い
る
山
中
湖
畔
の
県
有
地
を
巡

り
、
富
士
急
行
が
県
を
訴
え
、
こ
れ
に
対
し
て
県
が
反
訴
し
た
裁
判
で
、
県
は
「
賃

料
が
『
適
正
な
対
価
』
に
な
っ
て
い
な
い
の
に
必
要
な
議
決
を
得
て
い
な
い
か
ら
契

約
は
無
効
」
な
ど
と
主
張
し
て
き
ま
し
た
。
本
年
８
月
４
日
、
東
京
高
等
裁
判
所
は

県
の
請
求
を
棄
却
し
、
賃
貸
借
契
約
は
有
効
と
す
る
判
決
を
言
い
渡
し
ま
し
た
。
こ

れ
を
受
け
、
長
崎
幸
太
郎
知
事
は
上
告
し
な
い
方
針
を
明
ら
か
に
し
、
判
決
が
確
定

し
ま
し
た
。

　「
司
法
の
判
断
と
し
て
尊
重
し
、受
け
入
れ
る
こ
と
と
し
た
。
今
回
の
判
決
を
糧
に
、

県
民
の
利
益
を
最
大
化
さ
せ
る
新
た
な
貸
し
付
け
の
ル
ー
ル
作
り
や
、
県
有
地
の
価

値
に
見
合
っ
た
賃
料
へ
の
是
正
に
向
け
て
引
き
続
き
取
り
組
む
」
と
語
る
長
崎
知
事

に
、
訴
訟
を
続
け
て
き
た
思
い
や
こ
れ
か
ら
の
展
望
に
つ
い
て
聞
き
ま
し
た
。

長崎知事、県有地訴訟を語る
県民利益の最大化と地域の発展を目指して

な
く
て
も
」
と
い
っ
た
声
も
耳
に

し
ま
す
（
笑
）。

長
崎
知
事
　
別
に
波
風
を
立
て
た

く
て
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
（
笑
）。
何
か
特
別
な
こ
と

を
し
た
と
い
う
感
覚
も
な
い
ん
で

す
ね
。
県
民
全
体
の
利
益
を
考
え

る
べ
き
知
事
職
の
立
場
と
し
て
、

県
有
地
か
ら
上
が
る
利
益
を
最
大

限
に
皆
さ
ん
に
還
元
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
当
然
の
責
任
を

自
覚
し
、
行
動
に
移
し
た
と
い
う

こ
と
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

―
個
人
的
な
思
い
で
突
っ
走
っ

た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で

す
か
。

長
崎
知
事
　
そ
の
よ
う
な
こ
と
は

全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、

知
事
は
独
断
で
何
で
も
で
き
る
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

　
先
ほ
ど
「
司
法
の
判
断
を
仰
ぐ

べ
し
」
と
の
議
会
の
意
思
に
沿
っ

て
住
民
訴
訟
を
続
け
た
経
緯
を
説

明
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
に
反
訴

を
起
こ
し
た
時
も
議
決
を
い
た
だ

い
て
い
る
わ
け
で
、
い
わ
ば
「
山

梨
県
の
自
治
」
の
総
意
と
し
て
訴

訟
に
向
き
合
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

の
判
断
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
と
思

い
ま
す
。

　
一
つ
言
え
そ
う
な
の
は
、「
賃
料

住民訴訟 住民が県に対し、県が富士急行株式会社に対し
損害賠償請求を行うことの義務づけを求める訴訟

口頭弁論（ 回）

住
民
訴
訟
提
起

平成 年
月 日

主
張
転
換
の
上
申

令和 年
月 日

原
告
住
民
が
控
訴

令和 年
月 日

控
訴
審
判
決

令和 年
月 日

継
続
審
議
決
定

令和 年
月 日

議
案
撤
回

令和 年
月 日

和
解
議
案
提
出

（
Ｈ

以
降
を
調
査
対
象
と
す
る
も
の
）

令和 年
月 日

和
解
議
案
提
出

（
Ｈ

以
降
を
調
査
対
象
と
す
る
も
の
）

令和 年
月 日

第
１
審
判
決

住
民
の
請
求
却
下

（
賃
料
額
へ
の
判
断
な
し
）

令和 年
月 日

第
１
審
判
決

令和4年
12月19日

口頭弁論（ 回） 口頭弁論（ 回）

賃料は適正との
従来の主張を撤回

第 号
議案

第 号
議案

県は民事訴訟（反訴）で損害賠償請求を行っており
訴えの利益がないため、実体判断の要件を欠く

民事訴訟 同社が県に対し、同社が賃借権を有すること並びに同社が県に対し
不法行為及び不当利得による債務を負わない ことの確認を求める訴訟

県
が
控
訴

令和4年
12月28日

控
訴
審
判
決

令和5年
8月4日

富
士
急
行
が

賃
借
権
確
認
等
請
求

訴
訟
を
提
起

令和3年
3月1日

県
が
不
法
行
為
及
び

不
当
利
得
に
よ
る

支
払
を
求
め
る

反
訴
を
提
起

令和3年
7月9日

口頭弁論（1回） 口頭弁論（6回）

て
算
定
さ
れ
て
き
た
今
の
賃
料
が

「
相
当
と
言
え
な
い
場
合
も
あ
る
」

と
説
い
た
上
で
、「
別
荘
地
と
し
て

の
開
発
に
よ
る
価
値
増
加
分
は
賃

借
人
に
」「
造
成
に
よ
る
不
動
産
自

体
の
価
値
増
加
分
は
最
終
的
に
土

地
所
有
者
に
」
属
す
る
と
判
示
さ

れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
県
有
地
の
所
有

者
で
あ
る
県
民
は
「
現
況
＝
宅
地
」

を
基
礎
と
し
て
賃
料
改
定
を
行
う

た
め
の
基
盤
を
手
に
入
れ
る
こ
と

が
で
き
た
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

―
上
告
し
て
徹
底
的
に
争
う
道

も
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、

な
ぜ
断
念
し
た
の
で
す
か
。

長
崎
知
事
　
そ
れ
は
一
言
で
い
う
と

「
未
来
志
向
」だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
今
年
は
富
士
山
世
界
文
化
遺
産

登
録
か
ら

年
の
節
目
に
当
た
り

ま
す
。
富
士
五
湖
地
域
を
「
自
然

首
都
圏
」
に
発
展
さ
せ
る
取
り
組

み
も
始
ま
り
、

月
に
は
地
元

町
村
長
な
ど
と
の
共
同
宣
言
に
も

至
り
ま
し
た
。

　
富
士
急
行
は
長
く
こ
の
地
域
の

発
展
に
寄
与
し
て
き
た
山
梨
を
代

表
す
る
大
企
業
で
あ
り
、
こ
れ
か

ら
も
地
域
の
価
値
向
上
の
た
め
に

欠
か
せ
な
い
の
が
富
士
急
行
さ
ん

の
協
力
で
す
。
未
来
を
見
据
え
て

発
展
の
芽
を
育
て
て
い
こ
う
と
い

う
こ
の
時
に
、
訴
訟
を
継
続
し
て

い
る
場
合
で
は
な
い
と
判
断
し
ま

し
た
。

―
し
か
し
報
道
に
よ
る
と
、
賃

料
に
関
し
て
は
県
と
富
士
急
行
の

間
に
依
然
と
し
て
「
対
立
」
が
あ

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

長
崎
知
事
　
賃
料
の
計
算
方
式
に

つ
い
て
県
と
富
士
急
行
さ
ん
の
間

に
溝
が
あ
る
の
は
認
め
ま
す
。
県

は
県
民
資
産
の
有
効
活
用
と
い
う

視
点
か
ら
な
る
べ
く
多
く
の
賃
料

を
得
た
い
と
考
え
て
い
る
し
、
富

士
急
行
さ
ん
は
賃
借
人
と
し
て
な

る
べ
く
賃
料
を
抑
え
た
い
と
考
え

る
の
は
当
然
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は

「
対
立
」
な
ど
で
は
な
く
立
場
の
違

い
に
よ
る
認
識
の
差
で
あ
っ
て
、

い
が
み
あ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

―
今
後
、
賃
料
増
額
の
見
込
み

は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

長
崎
知
事
　
簡
単
で
は
な
い
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
、
判
決
で
是
と

さ
れ
た
の
は
、「
貸
し
手
」
と
「
借

り
手
」
が
共
に
県
有
地
の
価
値
を

育
み
、
そ
れ
を
分
け
合
う
「
豊
か

さ
共
創
」
の
姿
で
あ
っ
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。
そ
の
具
体
的
な
在
り

方
こ
そ
、
土
地
の
現
況
を
ベ
ー
ス

と
し
た
賃
料
改
定
を
し
っ
か
り
定

着
さ
せ
、
行
っ
て
い
く
こ
と
に
ほ

か
な
り
ま
せ
ん
。
あ
り
が
た
い
こ

と
に
、
借
り
手
の
皆
さ
ん
に
は
富

士
急
行
さ
ん
を
除
き
賃
料
改
定
に

応
じ
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
　

こ
の
先
は
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ク
に
交

渉
を
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

最
終
的
に
は
地
域
の
発
展
と
共
に

歩
ん
で
こ
ら
れ
た
富
士
急
行
さ
ん

の
ご
理
解
も
い
た
だ
け
る
も
の
と

信
じ
、
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

3

県民利益の最大化と地域の発展を目指して



　自治体が企業を誘致する際に土地の取得・賃借にかかる費用
を助成したり、不動産取得税や固定資産税を減免したりする例が
あります。このように、企業誘致などによって生み出される雇用の拡
大や税収アップといった地域の経済的利益が、企業への助成に
かかる費用や減免による税収減という経済的損失を上回る場合
には、自治体が総合的見地から特定の事業者に対して優遇措置
を講じることは広く行われています。しかし、その優遇措置が著しく
適正を欠くと判断される場合には、見直しを行うべきであるのは当
然です。
　本件のような公有地の貸付けについても同様です。東京高裁
の判決では、その賃料が適正ではないとは言えないとして、現行契
約の有効性が認められました。しかし、常に適正かどうかを見直す
姿勢を県が持ち続ける意思を示したことは評価できるのではない
かと思います。
　バブル崩壊以降の約 年にわたり、各自治体は厳しい財政事
情を背景に徹底した行財政改革を繰り返し、「乾いた雑巾を絞る
ようだ」と評されるほどの歳出削減はもとより、歳入確保にもあらゆ
る努力をしてきました。このような状況を踏まえれば、聖域を設けず
に不断の見直しを行うこと自体は、適切な対応と言えるのではない
でしょうか。

る
」
と
さ
れ
た
の
で
す
。

　
残
念
な
が
ら
我
々
の
ケ
ー
ス
に

は
当
て
は
め
て
い
た
だ
け
な
か
っ

た
わ
け
で
す
が
、
私
た
ち
の
主
張

が
ロ
ジ
ッ
ク
と
し
て
認
め
ら
れ
た

こ
と
は
、
今
後
の
契
約
に
お
い
て

重
要
な
指
針
に
な
っ
て
い
く
と
思

い
ま
す
。

―
多
額
な
訴
訟
費
用
を
投
じ
た

こ
と
を
問
題
視
す
る
声
も
あ
り
ま

す
。

長
崎
知
事
　
訴
訟
費
用
は
、
訴
訟

で
実
現
し
よ
う
と
す
る
金
額
の
大

小
に
よ
っ
て
機
械
的
に
決
ま
り
ま

す
。
つ
ま
り
訴
訟
費
用
が
大
き
い
と

い
う
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
そ
れ
だ

け
県
民
の
失
わ
れ
た
利
益
が
大
き

い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

　
結
果
と
し
て
請
求
棄
却
と
な
り

ま
し
た
が
「
単
純
に
損
を
し
た
」

と
い
う
見
方
は
早
計
な
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
そ
れ
は
つ
ま
り
、
メ
リ
ッ
ト
も

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

長
崎
知
事
　
は
い
、
大
い
に
あ
り

ま
し
た
。

　
判
決
で
は
、
昭
和

年
の
山
林

原
野
状
態
の
価
格
を
出
発
点
と
し

を
適
正
化
し
て
県
民
に
還
元
」
と

い
う
大
方
針
へ
の
理
解
の
広
が
り

が
、
一
連
の
県
の
行
動
を
支
え
る

土
台
に
な
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

―
過
去
か
ら
県
が
結
ん
で
き
た

契
約
を
、
県
自
ら
が
「
無
効
」
と

主
張
す
る
の
は
無
理
が
あ
っ
た
、

と
い
う
声
も
上
が
っ
て
い
ま
す
。

長
崎
知
事
　
ご
理
解
い
た
だ
き
た

い
の
は
、
現
状
を
良
し
と
し
て
き

た
県
政
と
、
県
民
利
益
に
照
ら
し

て
現
状
を
変
え
よ
う
と
す
る
県
政

と
は
、
同
じ
「
山
梨
県
政
」
と
い

え
ど
も
異
な
る
と
い
う
点
で
す
。

「
行
政
の
継
続
性
」
を
県
民
利
益
の

上
に
置
く
こ
と
を
「
通
説
」
と
す

る
向
き
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
私

は
そ
う
し
た
考
え
を
と
り
ま
せ
ん
。

　
そ
の
上
で
、今
回
の
判
決
で
は「
地

方
自
治
法
（
第

条
第

項
）

違
反
の
契
約
は
取
引
の
相
手
方
と

の
関
係
に
お
い
て
も
効
力
が
否
定

さ
れ
る
」
と
判
示
さ
れ
ま
し
た
。
つ

ま
り「
貸
し
付
け
は『
適
正
な
対
価
』

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
相
手
方
も
当
然
認
識
す
べ
き
で
、

こ
れ
に
反
し
た
契
約
は
無
効
と
な

だ
っ
た
の
で
す
。

―
そ
こ
は
判
断
の
重
要
な
分
か

れ
目
で
し
た
か
。

長
崎
知
事
　
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ

で
議
会
の
ご
判
断
に
従
い
訴
訟
を

継
続
し
て
い
ま
す
と
、
今
度
は
富

士
急
行
さ
ん
か
ら
県
に
対
し
て

「
賃
借
権
の
確
認
を
求
め
る
訴
訟
」

が
起
こ
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
県

と
し
て
は
逆
に
、
本
来
得
ら
れ
る

は
ず
だ
っ
た
賃
料
と
現
行
の
賃
料

の
差
額
を
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て

支
払
っ
て
く
だ
さ
い
、
と
い
う
反

訴
を
起
こ
し
ま
し
た
。
失
わ
れ
続

け
て
き
た
県
民
の
利
益
を
回
復
し

よ
う
と
し
た
の
で
す
。

―
こ
の

つ
の
裁
判
が
、
今
回

の
控
訴
審
で
決
着
し
た
わ
け
で
す

ね
。

長
崎
知
事
　
そ
う
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

（
※
県
有
地
訴
訟
を
巡
る
経
緯
は
下

記
の
年
表
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。）

―
さ
か
の
ぼ
れ
ば
昭
和

年
か

ら
綿
々
と
続
く
貸
し
付
け
で
す

が
、
長
年
の
慣
習
に
あ
ら
が
っ
て

訴
訟
に
ま
で
及
ん
だ
長
崎
知
事
に

対
し
て
「
そ
ん
な
に
波
風
を
立
て

　行政法とりわけ地方自治法を研究している立場から、この度の県有
地訴訟判決について思うところを述べたいと思います。
　第一審の甲府地裁判決でも控訴審の東京高裁判決でも、県の請
求は認められませんでした。ただ、これは、県と賃借人との間で締結され
た平成29年の賃貸借契約について、それまでの数々の経緯を踏まえ
れば有効である、という結論を出したにすぎません。
　本件契約が締結されているということは、様 な々事情の下で県と賃
借人の両者が内容に最終的には合意をして契約をしたことを意味しま
す。自らが合意して締結した契約を無効であると主張し、それが法的に
認められるのは、極めてまれなケースです。民間同士の契約なら、だまさ
れて契約させられたとか、強迫の下でやむなく契約したとか、特殊な場
合に限られるでしょう。
　これと比べると本件では、高裁判決で、自治体の締結する契約に関
して「適正な対価」によらない貸付けが無効となり得るとの法解釈をし
ました。これは、少し踏み込んだ判断だと思います。
　その解釈の下で、裁判所は、県と賃借人から出された多くの証拠に

基づいて事実を認定し、賃料の算定が「不合理ではない」ので「適正
な対価」ではないとはいえず、よって契約は無効ではないとしたもので
す。判決は、本件契約書の賃料が、本件土地の賃料として本来的に
望ましい金額、あるいはそうあるべき金額であると言っているものではな
いことに注意が必要です。
　本件訴訟に関しては、提訴の際、執行部のみならず県議会でも活
発な議論がなされたと側聞します。裁判の結果に一喜一憂するのでは
なく、今後の県有林管理を県民全体で議論をして県民が納得する取
扱いをしてほしいですし、県側は賃借人との間で、将来に向かってより
適切な賃貸料設定について粘り強く協議を続けていくことが求められ
ると思います。

適切な賃料設定について粘り強い協議が求められる

九州大学 法学研究院（行政法）

田中 孝男 教授
日本の自治体における公共的な事項に関する法
の制定、運用、評価、権利救済等を中心とした研
究を行っている。

法律のプロは判決をこう見る 

―
（
ふ
れ
あ
い
編
集
部
）
ま
ず
、

こ
れ
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
教
え

て
く
だ
さ
い
。

長
崎
知
事
　
は
い
。
こ
の
県
有
地

に
つ
い
て
は
も
う
十
何
年
も
前
か

ら
、
果
た
し
て
賃
料
が
適
正
な
の

か
ど
う
か
、
議
会
や
メ
デ
ィ
ア
か

ら
疑
問
の
声
が
上
が
っ
て
お
り
、

住
民
監
査
請
求
や
住
民
訴
訟
も
起

き
ま
し
た
。
平
成

年
、
私
が
知

事
に
な
る
前
の
こ
と
で
す
。

　
こ
の
住
民
訴
訟
で
、
初
め
の
う

ち
県
は
富
士
急
行
さ
ん
と
同
じ

「
賃
料
は
適
正
」
と
す
る
立
場
を

と
っ
て
い
ま
し
た
が
、
私
に
は
そ

れ
が
ま
っ
た
く
納
得
い
か
な
か
っ

た
。
県
民
の
利
益
を
犠
牲
に
し
て

前
例
踏
襲
を
優
先
さ
せ
て
い
る
と

思
え
ま
し
た
。

―
だ
か
ら
、
平
成

年
の
知
事

就
任
後
に
方
針
を
転
換
さ
れ
た
わ

け
で
す
ね
。

長
崎
知
事
　
そ
う
で
す
。
昭
和
初

期
に
こ
の
県
有
地
が
ま
だ
造
成
前

の
山
林
原
野
で
あ
っ
た
頃
の
状
態

を
基
礎
に
賃
料
を
算
定
す
る
方

法
。
こ
れ
が

年
近
く
た
っ

た
今
に
至
る
ま
で
続
い
て
き
た
わ

け
で
す
が
、
私
は
、
土
地
の
現
況

を
出
発
点
と
し
た
算
定
で
あ
る
べ

き
だ
と
考
え
て
き
ま
し
た
。
つ
ま

り
今
の
賃
料
は
著
し
く
低
廉
で
、

県
民
の
皆
さ
ん
か
ら
お
預
か
り
し

て
い
る
資
産
を
貸
し
て
い
る
の
に
、

そ
の
経
済
的
価
値
に
見
合
っ
た
対

価
を
得
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
で

は
県
有
地
の
「
管
理
人
」
と
し
て

オ
ー
ナ
ー
た
る
県
民
に
申
し
訳
が

立
ち
ま
せ
ん
。

―
裁
判
は
ど
う
な
っ
て
い
っ
た

の
で
す
か
。

長
崎
知
事
　
本
来
、
適
正
な
対
価

な
く
県
の
財
産
を
貸
し
付
け
る
場

合
は
、
地
方
自
治
法
第

条

第

項
の
定
め
に
よ
り
議
会
の
議

決
が
必
要
で
す
。
議
決
が
な
い
契

約
の
効
力
は
極
め
て
疑
わ
し
い
。

こ
う
考
え
て
、
契
約
の
違
法
無
効

を
主
張
し
ま
し
た
。

　
住
民
訴
訟
と
い
う
の
は
、
住
民

が
「
財
務
行
為
を
適
正
に
行
え
」

と
求
め
て
知
事
を
訴
え
る
わ
け
で

す
。
私
に
は
十
分
そ
の
意
思
が
あ

り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
訴
訟
を
早

期
に
終
わ
ら
せ
将
来
に
向
か
っ
て

賃
料
の
適
正
化
に
専
念
す
べ
く
、

令
和

年
の

月
、
議
会
に
原
告

と
の
和
解
案
を
提
出
し
ま
し
た
。

し
か
し
議
会
の
判
断
は
「
司
法
の

判
断
を
仰
ぐ
べ
し
」
と
い
う
も
の

「
通
説
」を
覆
し
て
も

県
民
の
利
益
を
追
求

県
有
地
訴
訟
で
得
た

大
き
な
メ
リ
ッ
ト

な
く
て
も
」
と
い
っ
た
声
も
耳
に

し
ま
す
（
笑
）。

長
崎
知
事
　
別
に
波
風
を
立
て
た

く
て
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
（
笑
）。
何
か
特
別
な
こ
と

を
し
た
と
い
う
感
覚
も
な
い
ん
で

す
ね
。
県
民
全
体
の
利
益
を
考
え

る
べ
き
知
事
職
の
立
場
と
し
て
、

県
有
地
か
ら
上
が
る
利
益
を
最
大

限
に
皆
さ
ん
に
還
元
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
当
然
の
責
任
を

自
覚
し
、
行
動
に
移
し
た
と
い
う

こ
と
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

―
個
人
的
な
思
い
で
突
っ
走
っ

た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で

す
か
。

長
崎
知
事
　
そ
の
よ
う
な
こ
と
は

全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、

知
事
は
独
断
で
何
で
も
で
き
る
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

　
先
ほ
ど
「
司
法
の
判
断
を
仰
ぐ

べ
し
」
と
の
議
会
の
意
思
に
沿
っ

て
住
民
訴
訟
を
続
け
た
経
緯
を
説

明
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
に
反
訴

を
起
こ
し
た
時
も
議
決
を
い
た
だ

い
て
い
る
わ
け
で
、
い
わ
ば
「
山

梨
県
の
自
治
」
の
総
意
と
し
て
訴

訟
に
向
き
合
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

の
判
断
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
と
思

い
ま
す
。

　
一
つ
言
え
そ
う
な
の
は
、「
賃
料

て
算
定
さ
れ
て
き
た
今
の
賃
料
が

「
相
当
と
言
え
な
い
場
合
も
あ
る
」

と
説
い
た
上
で
、「
別
荘
地
と
し
て

の
開
発
に
よ
る
価
値
増
加
分
は
賃

借
人
に
」「
造
成
に
よ
る
不
動
産
自

体
の
価
値
増
加
分
は
最
終
的
に
土

地
所
有
者
に
」
属
す
る
と
判
示
さ

れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
県
有
地
の
所
有

者
で
あ
る
県
民
は
「
現
況
＝
宅
地
」

を
基
礎
と
し
て
賃
料
改
定
を
行
う

た
め
の
基
盤
を
手
に
入
れ
る
こ
と

が
で
き
た
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

―
上
告
し
て
徹
底
的
に
争
う
道

も
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、

な
ぜ
断
念
し
た
の
で
す
か
。

長
崎
知
事
　
そ
れ
は
一
言
で
い
う
と

「
未
来
志
向
」だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
今
年
は
富
士
山
世
界
文
化
遺
産

登
録
か
ら

年
の
節
目
に
当
た
り

ま
す
。
富
士
五
湖
地
域
を
「
自
然

首
都
圏
」
に
発
展
さ
せ
る
取
り
組

み
も
始
ま
り
、

月
に
は
地
元

町
村
長
な
ど
と
の
共
同
宣
言
に
も

至
り
ま
し
た
。

　
富
士
急
行
は
長
く
こ
の
地
域
の

発
展
に
寄
与
し
て
き
た
山
梨
を
代

表
す
る
大
企
業
で
あ
り
、
こ
れ
か

ら
も
地
域
の
価
値
向
上
の
た
め
に

欠
か
せ
な
い
の
が
富
士
急
行
さ
ん

の
協
力
で
す
。
未
来
を
見
据
え
て

発
展
の
芽
を
育
て
て
い
こ
う
と
い

う
こ
の
時
に
、
訴
訟
を
継
続
し
て

い
る
場
合
で
は
な
い
と
判
断
し
ま

し
た
。

―
し
か
し
報
道
に
よ
る
と
、
賃

料
に
関
し
て
は
県
と
富
士
急
行
の

間
に
依
然
と
し
て
「
対
立
」
が
あ

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

長
崎
知
事
　
賃
料
の
計
算
方
式
に

つ
い
て
県
と
富
士
急
行
さ
ん
の
間

に
溝
が
あ
る
の
は
認
め
ま
す
。
県

は
県
民
資
産
の
有
効
活
用
と
い
う

視
点
か
ら
な
る
べ
く
多
く
の
賃
料

を
得
た
い
と
考
え
て
い
る
し
、
富

士
急
行
さ
ん
は
賃
借
人
と
し
て
な

る
べ
く
賃
料
を
抑
え
た
い
と
考
え

る
の
は
当
然
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は

「
対
立
」
な
ど
で
は
な
く
立
場
の
違

い
に
よ
る
認
識
の
差
で
あ
っ
て
、

い
が
み
あ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

―
今
後
、
賃
料
増
額
の
見
込
み

は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

長
崎
知
事
　
簡
単
で
は
な
い
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
、
判
決
で
是
と

さ
れ
た
の
は
、「
貸
し
手
」
と
「
借

り
手
」
が
共
に
県
有
地
の
価
値
を

育
み
、
そ
れ
を
分
け
合
う
「
豊
か

さ
共
創
」
の
姿
で
あ
っ
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。
そ
の
具
体
的
な
在
り

方
こ
そ
、
土
地
の
現
況
を
ベ
ー
ス

と
し
た
賃
料
改
定
を
し
っ
か
り
定

着
さ
せ
、
行
っ
て
い
く
こ
と
に
ほ

か
な
り
ま
せ
ん
。
あ
り
が
た
い
こ

と
に
、
借
り
手
の
皆
さ
ん
に
は
富

士
急
行
さ
ん
を
除
き
賃
料
改
定
に

応
じ
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
　

こ
の
先
は
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ク
に
交

渉
を
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

最
終
的
に
は
地
域
の
発
展
と
共
に

歩
ん
で
こ
ら
れ
た
富
士
急
行
さ
ん

の
ご
理
解
も
い
た
だ
け
る
も
の
と

信
じ
、
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

法律のプロは判決をこう見る

行財政の不断の見直しは
自治体の適切な対応
獨協大学法学部（行政学・地方自治論）

大谷基道教授

　地方自治を専門とする立場から、今般の県有地問題の控訴審
判決を受けて、つの観点からコメントします。
　一つ目は、「費用対効果」の観点です。地方自治法第 条第
項において、①住民の福祉の増進と②最小の経費で最大の効
果を挙げることの双方が、明文で自治体に求められています。この
ため、住民に還元すべき利益のために自治体が力を尽くすことは、
法律にも定められた基本的な責務であると言えます。
　二つ目は、やや難しい概念ですが「争訟法務」の観点です。自
治体が政策を立案し、その政策を実行していく中で裁判上の争い
が起こることもありますが、その裁判等の動向を踏まえ、実行した
政策が適正であったのかを評価し、必要に応じて改善するのが
「争訟法務」です。自治体は争訟の結果（勝ち負け）のみに一喜一
憂するのではなく、争訟の提起をきっかけとして、慣例的に行われ
てきた政策の内容や業務のやり方などを見直すとともに、継続的
に改善していくことが肝要です。
　山梨県の今回の訴訟につきましても、そもそも慣例的に行われ
てきた業務を県が主体的に見直して「住民の福祉の増進（地方自
治法第 条第 項）」につなげようという動機に基づくものと思わ
れますが、この初心を忘れることなく継続的に業務を顧みていくこ
とが大切ではないでしょうか。

争訟をきっかけに
慣例的な業務の見直しを
関東学院大学法学部（地方自治法・地域政策論）

出石 稔教授
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県民利益の最大化と地域の発展を目指して



　自治体が企業を誘致する際に土地の取得・賃借にかかる費用
を助成したり、不動産取得税や固定資産税を減免したりする例が
あります。このように、企業誘致などによって生み出される雇用の拡
大や税収アップといった地域の経済的利益が、企業への助成に
かかる費用や減免による税収減という経済的損失を上回る場合
には、自治体が総合的見地から特定の事業者に対して優遇措置
を講じることは広く行われています。しかし、その優遇措置が著しく
適正を欠くと判断される場合には、見直しを行うべきであるのは当
然です。
　本件のような公有地の貸付けについても同様です。東京高裁
の判決では、その賃料が適正ではないとは言えないとして、現行契
約の有効性が認められました。しかし、常に適正かどうかを見直す
姿勢を県が持ち続ける意思を示したことは評価できるのではない
かと思います。
　バブル崩壊以降の約30年にわたり、各自治体は厳しい財政事
情を背景に徹底した行財政改革を繰り返し、「乾いた雑巾を絞る
ようだ」と評されるほどの歳出削減はもとより、歳入確保にもあらゆ
る努力をしてきました。このような状況を踏まえれば、聖域を設けず
に不断の見直しを行うこと自体は、適切な対応と言えるのではない
でしょうか。

る
」
と
さ
れ
た
の
で
す
。

　
残
念
な
が
ら
我
々
の
ケ
ー
ス
に

は
当
て
は
め
て
い
た
だ
け
な
か
っ

た
わ
け
で
す
が
、
私
た
ち
の
主
張

が
ロ
ジ
ッ
ク
と
し
て
認
め
ら
れ
た

こ
と
は
、
今
後
の
契
約
に
お
い
て

重
要
な
指
針
に
な
っ
て
い
く
と
思

い
ま
す
。

―
多
額
な
訴
訟
費
用
を
投
じ
た

こ
と
を
問
題
視
す
る
声
も
あ
り
ま

す
。

長
崎
知
事
　
訴
訟
費
用
は
、
訴
訟

で
実
現
し
よ
う
と
す
る
金
額
の
大

小
に
よ
っ
て
機
械
的
に
決
ま
り
ま

す
。
つ
ま
り
訴
訟
費
用
が
大
き
い
と

い
う
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
そ
れ
だ

け
県
民
の
失
わ
れ
た
利
益
が
大
き

い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

　
結
果
と
し
て
請
求
棄
却
と
な
り

ま
し
た
が
「
単
純
に
損
を
し
た
」

と
い
う
見
方
は
早
計
な
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
そ
れ
は
つ
ま
り
、
メ
リ
ッ
ト
も

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

長
崎
知
事
　
は
い
、
大
い
に
あ
り

ま
し
た
。

　
判
決
で
は
、
昭
和

年
の
山
林

原
野
状
態
の
価
格
を
出
発
点
と
し

を
適
正
化
し
て
県
民
に
還
元
」
と

い
う
大
方
針
へ
の
理
解
の
広
が
り

が
、
一
連
の
県
の
行
動
を
支
え
る

土
台
に
な
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

―
過
去
か
ら
県
が
結
ん
で
き
た

契
約
を
、
県
自
ら
が
「
無
効
」
と

主
張
す
る
の
は
無
理
が
あ
っ
た
、

と
い
う
声
も
上
が
っ
て
い
ま
す
。

長
崎
知
事
　
ご
理
解
い
た
だ
き
た

い
の
は
、
現
状
を
良
し
と
し
て
き

た
県
政
と
、
県
民
利
益
に
照
ら
し

て
現
状
を
変
え
よ
う
と
す
る
県
政

と
は
、
同
じ
「
山
梨
県
政
」
と
い

え
ど
も
異
な
る
と
い
う
点
で
す
。

「
行
政
の
継
続
性
」
を
県
民
利
益
の

上
に
置
く
こ
と
を
「
通
説
」
と
す

る
向
き
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
私

は
そ
う
し
た
考
え
を
と
り
ま
せ
ん
。

　
そ
の
上
で
、今
回
の
判
決
で
は「
地

方
自
治
法
（
第

条
第

項
）

違
反
の
契
約
は
取
引
の
相
手
方
と

の
関
係
に
お
い
て
も
効
力
が
否
定

さ
れ
る
」
と
判
示
さ
れ
ま
し
た
。
つ

ま
り「
貸
し
付
け
は『
適
正
な
対
価
』

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
相
手
方
も
当
然
認
識
す
べ
き
で
、

こ
れ
に
反
し
た
契
約
は
無
効
と
な

だ
っ
た
の
で
す
。

―
そ
こ
は
判
断
の
重
要
な
分
か

れ
目
で
し
た
か
。

長
崎
知
事
　
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ

で
議
会
の
ご
判
断
に
従
い
訴
訟
を

継
続
し
て
い
ま
す
と
、
今
度
は
富

士
急
行
さ
ん
か
ら
県
に
対
し
て

「
賃
借
権
の
確
認
を
求
め
る
訴
訟
」

が
起
こ
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
県

と
し
て
は
逆
に
、
本
来
得
ら
れ
る

は
ず
だ
っ
た
賃
料
と
現
行
の
賃
料

の
差
額
を
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て

支
払
っ
て
く
だ
さ
い
、
と
い
う
反

訴
を
起
こ
し
ま
し
た
。
失
わ
れ
続

け
て
き
た
県
民
の
利
益
を
回
復
し

よ
う
と
し
た
の
で
す
。

―
こ
の

つ
の
裁
判
が
、
今
回

の
控
訴
審
で
決
着
し
た
わ
け
で
す

ね
。

長
崎
知
事
　
そ
う
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

（
※
県
有
地
訴
訟
を
巡
る
経
緯
は
下

記
の
年
表
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。）

―
さ
か
の
ぼ
れ
ば
昭
和

年
か

ら
綿
々
と
続
く
貸
し
付
け
で
す

が
、
長
年
の
慣
習
に
あ
ら
が
っ
て

訴
訟
に
ま
で
及
ん
だ
長
崎
知
事
に

対
し
て
「
そ
ん
な
に
波
風
を
立
て

　行政法とりわけ地方自治法を研究している立場から、この度の県有
地訴訟判決について思うところを述べたいと思います。
　第一審の甲府地裁判決でも控訴審の東京高裁判決でも、県の請
求は認められませんでした。ただ、これは、県と賃借人との間で締結され
た平成 年の賃貸借契約について、それまでの数々の経緯を踏まえ
れば有効である、という結論を出したにすぎません。
　本件契約が締結されているということは、様 な々事情の下で県と賃
借人の両者が内容に最終的には合意をして契約をしたことを意味しま
す。自らが合意して締結した契約を無効であると主張し、それが法的に
認められるのは、極めてまれなケースです。民間同士の契約なら、だまさ
れて契約させられたとか、強迫の下でやむなく契約したとか、特殊な場
合に限られるでしょう。
　これと比べると本件では、高裁判決で、自治体の締結する契約に関
して「適正な対価」によらない貸付けが無効となり得るとの法解釈をし
ました。これは、少し踏み込んだ判断だと思います。
　その解釈の下で、裁判所は、県と賃借人から出された多くの証拠に

基づいて事実を認定し、賃料の算定が「不合理ではない」ので「適正
な対価」ではないとはいえず、よって契約は無効ではないとしたもので
す。判決は、本件契約書の賃料が、本件土地の賃料として本来的に
望ましい金額、あるいはそうあるべき金額であると言っているものではな
いことに注意が必要です。
　本件訴訟に関しては、提訴の際、執行部のみならず県議会でも活
発な議論がなされたと側聞します。裁判の結果に一喜一憂するのでは
なく、今後の県有林管理を県民全体で議論をして県民が納得する取
扱いをしてほしいですし、県側は賃借人との間で、将来に向かってより
適切な賃貸料設定について粘り強く協議を続けていくことが求められ
ると思います。

適切な賃料設定について粘り強い協議が求められる

九州大学法学研究院（行政法）

田中孝男教授
日本の自治体における公共的な事項に関する法
の制定、運用、評価、権利救済等を中心とした研
究を行っている。

法律のプロは判決をこう見る

―
（
ふ
れ
あ
い
編
集
部
）
ま
ず
、

こ
れ
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
教
え

て
く
だ
さ
い
。

長
崎
知
事
　
は
い
。
こ
の
県
有
地

に
つ
い
て
は
も
う
十
何
年
も
前
か

ら
、
果
た
し
て
賃
料
が
適
正
な
の

か
ど
う
か
、
議
会
や
メ
デ
ィ
ア
か

ら
疑
問
の
声
が
上
が
っ
て
お
り
、

住
民
監
査
請
求
や
住
民
訴
訟
も
起

き
ま
し
た
。
平
成

年
、
私
が
知

事
に
な
る
前
の
こ
と
で
す
。

　
こ
の
住
民
訴
訟
で
、
初
め
の
う

ち
県
は
富
士
急
行
さ
ん
と
同
じ

「
賃
料
は
適
正
」
と
す
る
立
場
を

と
っ
て
い
ま
し
た
が
、
私
に
は
そ

れ
が
ま
っ
た
く
納
得
い
か
な
か
っ

た
。
県
民
の
利
益
を
犠
牲
に
し
て

前
例
踏
襲
を
優
先
さ
せ
て
い
る
と

思
え
ま
し
た
。

―
だ
か
ら
、
平
成

年
の
知
事

就
任
後
に
方
針
を
転
換
さ
れ
た
わ

け
で
す
ね
。

長
崎
知
事
　
そ
う
で
す
。
昭
和
初

期
に
こ
の
県
有
地
が
ま
だ
造
成
前

の
山
林
原
野
で
あ
っ
た
頃
の
状
態

を
基
礎
に
賃
料
を
算
定
す
る
方

法
。
こ
れ
が

年
近
く
た
っ

た
今
に
至
る
ま
で
続
い
て
き
た
わ

け
で
す
が
、
私
は
、
土
地
の
現
況

を
出
発
点
と
し
た
算
定
で
あ
る
べ

き
だ
と
考
え
て
き
ま
し
た
。
つ
ま

り
今
の
賃
料
は
著
し
く
低
廉
で
、

県
民
の
皆
さ
ん
か
ら
お
預
か
り
し

て
い
る
資
産
を
貸
し
て
い
る
の
に
、

そ
の
経
済
的
価
値
に
見
合
っ
た
対

価
を
得
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
で

は
県
有
地
の
「
管
理
人
」
と
し
て

オ
ー
ナ
ー
た
る
県
民
に
申
し
訳
が

立
ち
ま
せ
ん
。

―
裁
判
は
ど
う
な
っ
て
い
っ
た

の
で
す
か
。

長
崎
知
事
　
本
来
、
適
正
な
対
価

な
く
県
の
財
産
を
貸
し
付
け
る
場

合
は
、
地
方
自
治
法
第

条

第

項
の
定
め
に
よ
り
議
会
の
議

決
が
必
要
で
す
。
議
決
が
な
い
契

約
の
効
力
は
極
め
て
疑
わ
し
い
。

こ
う
考
え
て
、
契
約
の
違
法
無
効

を
主
張
し
ま
し
た
。

　
住
民
訴
訟
と
い
う
の
は
、
住
民

が
「
財
務
行
為
を
適
正
に
行
え
」

と
求
め
て
知
事
を
訴
え
る
わ
け
で

す
。
私
に
は
十
分
そ
の
意
思
が
あ

り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
訴
訟
を
早

期
に
終
わ
ら
せ
将
来
に
向
か
っ
て

賃
料
の
適
正
化
に
専
念
す
べ
く
、

令
和

年
の

月
、
議
会
に
原
告

と
の
和
解
案
を
提
出
し
ま
し
た
。

し
か
し
議
会
の
判
断
は
「
司
法
の

判
断
を
仰
ぐ
べ
し
」
と
い
う
も
の

「
通
説
」を
覆
し
て
も

県
民
の
利
益
を
追
求

県
有
地
訴
訟
で
得
た

大
き
な
メ
リ
ッ
ト

な
く
て
も
」
と
い
っ
た
声
も
耳
に

し
ま
す
（
笑
）。

長
崎
知
事
　
別
に
波
風
を
立
て
た

く
て
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
（
笑
）。
何
か
特
別
な
こ
と

を
し
た
と
い
う
感
覚
も
な
い
ん
で

す
ね
。
県
民
全
体
の
利
益
を
考
え

る
べ
き
知
事
職
の
立
場
と
し
て
、

県
有
地
か
ら
上
が
る
利
益
を
最
大

限
に
皆
さ
ん
に
還
元
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
当
然
の
責
任
を

自
覚
し
、
行
動
に
移
し
た
と
い
う

こ
と
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

―
個
人
的
な
思
い
で
突
っ
走
っ

た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で

す
か
。

長
崎
知
事
　
そ
の
よ
う
な
こ
と
は

全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、

知
事
は
独
断
で
何
で
も
で
き
る
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

　
先
ほ
ど
「
司
法
の
判
断
を
仰
ぐ

べ
し
」
と
の
議
会
の
意
思
に
沿
っ

て
住
民
訴
訟
を
続
け
た
経
緯
を
説

明
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
に
反
訴

を
起
こ
し
た
時
も
議
決
を
い
た
だ

い
て
い
る
わ
け
で
、
い
わ
ば
「
山

梨
県
の
自
治
」
の
総
意
と
し
て
訴

訟
に
向
き
合
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

の
判
断
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
と
思

い
ま
す
。

　
一
つ
言
え
そ
う
な
の
は
、「
賃
料

て
算
定
さ
れ
て
き
た
今
の
賃
料
が

「
相
当
と
言
え
な
い
場
合
も
あ
る
」

と
説
い
た
上
で
、「
別
荘
地
と
し
て

の
開
発
に
よ
る
価
値
増
加
分
は
賃

借
人
に
」「
造
成
に
よ
る
不
動
産
自

体
の
価
値
増
加
分
は
最
終
的
に
土

地
所
有
者
に
」
属
す
る
と
判
示
さ

れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
県
有
地
の
所
有

者
で
あ
る
県
民
は
「
現
況
＝
宅
地
」

を
基
礎
と
し
て
賃
料
改
定
を
行
う

た
め
の
基
盤
を
手
に
入
れ
る
こ
と

が
で
き
た
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

―
上
告
し
て
徹
底
的
に
争
う
道

も
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、

な
ぜ
断
念
し
た
の
で
す
か
。

長
崎
知
事
　
そ
れ
は
一
言
で
い
う
と

「
未
来
志
向
」だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
今
年
は
富
士
山
世
界
文
化
遺
産

登
録
か
ら
10

年
の
節
目
に
当
た
り

ま
す
。
富
士
五
湖
地
域
を
「
自
然

首
都
圏
」
に
発
展
さ
せ
る
取
り
組

み
も
始
ま
り
、

月
に
は
地
元

町
村
長
な
ど
と
の
共
同
宣
言
に
も

至
り
ま
し
た
。

　
富
士
急
行
は
長
く
こ
の
地
域
の

発
展
に
寄
与
し
て
き
た
山
梨
を
代

表
す
る
大
企
業
で
あ
り
、
こ
れ
か

ら
も
地
域
の
価
値
向
上
の
た
め
に

欠
か
せ
な
い
の
が
富
士
急
行
さ
ん

の
協
力
で
す
。
未
来
を
見
据
え
て

発
展
の
芽
を
育
て
て
い
こ
う
と
い

う
こ
の
時
に
、
訴
訟
を
継
続
し
て

い
る
場
合
で
は
な
い
と
判
断
し
ま

し
た
。

―
し
か
し
報
道
に
よ
る
と
、
賃

料
に
関
し
て
は
県
と
富
士
急
行
の

間
に
依
然
と
し
て
「
対
立
」
が
あ

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

長
崎
知
事
　
賃
料
の
計
算
方
式
に

つ
い
て
県
と
富
士
急
行
さ
ん
の
間

に
溝
が
あ
る
の
は
認
め
ま
す
。
県

は
県
民
資
産
の
有
効
活
用
と
い
う

視
点
か
ら
な
る
べ
く
多
く
の
賃
料

を
得
た
い
と
考
え
て
い
る
し
、
富

士
急
行
さ
ん
は
賃
借
人
と
し
て
な

る
べ
く
賃
料
を
抑
え
た
い
と
考
え

る
の
は
当
然
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は

「
対
立
」
な
ど
で
は
な
く
立
場
の
違

い
に
よ
る
認
識
の
差
で
あ
っ
て
、

い
が
み
あ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

―
今
後
、
賃
料
増
額
の
見
込
み

は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

長
崎
知
事
　
簡
単
で
は
な
い
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
、
判
決
で
是
と

さ
れ
た
の
は
、「
貸
し
手
」
と
「
借

り
手
」
が
共
に
県
有
地
の
価
値
を

育
み
、
そ
れ
を
分
け
合
う
「
豊
か

さ
共
創
」
の
姿
で
あ
っ
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。
そ
の
具
体
的
な
在
り

方
こ
そ
、
土
地
の
現
況
を
ベ
ー
ス

と
し
た
賃
料
改
定
を
し
っ
か
り
定

着
さ
せ
、
行
っ
て
い
く
こ
と
に
ほ

か
な
り
ま
せ
ん
。
あ
り
が
た
い
こ

と
に
、
借
り
手
の
皆
さ
ん
に
は
富

士
急
行
さ
ん
を
除
き
賃
料
改
定
に

応
じ
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
　

こ
の
先
は
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ク
に
交

渉
を
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

最
終
的
に
は
地
域
の
発
展
と
共
に

歩
ん
で
こ
ら
れ
た
富
士
急
行
さ
ん

の
ご
理
解
も
い
た
だ
け
る
も
の
と

信
じ
、
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

法律のプロは判決をこう見る 

行財政の不断の見直しは
自治体の適切な対応
獨協大学 法学部（行政学・地方自治論）

大谷 基道 教授

　地方自治を専門とする立場から、今般の県有地問題の控訴審
判決を受けて、2つの観点からコメントします。
　一つ目は、「費用対効果」の観点です。地方自治法第2条第14

項において、①住民の福祉の増進と②最小の経費で最大の効
果を挙げることの双方が、明文で自治体に求められています。この
ため、住民に還元すべき利益のために自治体が力を尽くすことは、
法律にも定められた基本的な責務であると言えます。
　二つ目は、やや難しい概念ですが「争訟法務」の観点です。自
治体が政策を立案し、その政策を実行していく中で裁判上の争い
が起こることもありますが、その裁判等の動向を踏まえ、実行した
政策が適正であったのかを評価し、必要に応じて改善するのが
「争訟法務」です。自治体は争訟の結果（勝ち負け）のみに一喜一
憂するのではなく、争訟の提起をきっかけとして、慣例的に行われ
てきた政策の内容や業務のやり方などを見直すとともに、継続的
に改善していくことが肝要です。
　山梨県の今回の訴訟につきましても、そもそも慣例的に行われ
てきた業務を県が主体的に見直して「住民の福祉の増進（地方自
治法第2条第14項）」につなげようという動機に基づくものと思わ
れますが、この初心を忘れることなく継続的に業務を顧みていくこ
とが大切ではないでしょうか。

争訟をきっかけに
慣例的な業務の見直しを
関東学院大学 法学部（地方自治法・地域政策論）

出石  稔 教授
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県民利益の最大化と地域の発展を目指して



今後の取り組みのポイント

教育

介護

　
県
で
は
、
令
和
８
年
度
ま
で
に
施
設

で
の
介
護
を
必
要
と
す
る
全
て
の
人
が

入
所
で
き
る
「
介
護
待
機
者
ゼ
ロ
社
会
」

の
実
現
を
目
指
し
て
、
介
護
施
設
の
受

け
入
れ
能
力
の
拡
大
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

　
山
梨
県
で
は
、
全
国
に
先
駆
け
て
公

立
小
学
校
へ
の

ク
ラ
ス

人
の
少
人

数
学
級
の
導
入
を
進
め
て
い
ま
す
。
令

和

年
に
ま
ず

年
生
に
導
入
し
、
令

和

年
に
は
こ
れ
を

年
生
に
拡
大
。

今
年
度
は

年
生
に
も
拡
大
し
ま
し

た
。

人
学
級
で
は
、
先
生
が
受
け
持
つ

児
童
の
人
数
が
少
な
く
な
る
こ
と
で
、

児
童
一
人
一
人
に
目
が
届
き
や
す
く
な

り
、
子
ど
も
た
ち
の
特
性
に
向
き
合
っ

た
き
め
細
か
な
質
の
高
い
教
育
を
提
供

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
児
童
が

持
つ
個
性
や
能
力
を
伸
ば
し
、
可
能
性

を
最
大
限
に
引
き
出
す
こ
と
で
、
山
梨

の
子
ど
も
た
ち
が
世
界
で
活
躍
す
る
素

地
を
つ
く
り
ま
す
。

　
山
梨
の
子
ど
も
た
ち
が
大
人
に
な
っ

た
と
き
に
、
山
梨
で
育
っ
て
良
か
っ
た

　
教
育
と
同
じ
く
ら
い
、
介
護
も
重
要

な
問
題
で
す
。
介
護
は
高
齢
者
本
人
だ

け
の
問
題
で
は
な
く
、
支
え
る
現
役
世

代
に
と
っ
て
も
大
き
な
影
響
を
も
た
ら

し
ま
す
。
共
働
き
の
夫
婦
が
、
親
の
介

護
を
理
由
に
ど
ち
ら
か
が
離
職
す
る
な

ど
し
た
場
合
に
、
家
計
の
維
持
が
困
難

に
な
る
こ
と
で
貧
困
化
す
る
リ
ス
ク
が

あ
っ
た
り
、
子
ど
も
の
手
助
け
が
必
要

に
な
っ
て
、
遊
ん
だ
り
勉
強
し
た
り
す

る
時
間
が
減
っ
て
し
ま
い
、
将
来
の
夢

を
諦
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
ヤ
ン
グ

ケ
ア
ラ
ー
」
と
な
る
ケ
ー
ス
も
想
定
さ

れ
ま
す
。

　
現
在
、
山
梨
県
内
に
は
入
所
の
必
要

性
が
高
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
施
設
に

空
き
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
在
宅
介
護

を
受
け
て
い
る
人
が
約

人
い

る
と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。

県民資産の有効活用で教育・介護の充実へ
県では、県民全体の資産である県有地を最大限に有効活用することで、全国一律の サービスを上回る独自の施策を導入し、県民サービスの向上を図ろうとしています。

と
感
じ
て
も
ら
い
、
自
分
の
子
ど
も
も

山
梨
で
育
て
た
い
と
思
え
る
、
そ
ん
な

山
梨
に
な
る
た
め
の
取
り
組
み
が
始

ま
っ
て
い
ま
す
。

　
山
梨
県
が
進
め
る
教
育
や
介
護
を

充
実
さ
せ
る
独
自
の
施
策
は
、
全
国

の
水
準
を
大
き
く
上
回
る
た
め
に
国

か
ら
の
支
援
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
少
人
数
学
級
の
実
現
に
は

学
年

あ
た
り

億
円
、
中
学

年
ま
で
導

入
す
れ
ば

億
円
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
介
護
待
機
者
ゼ
ロ
に
は

億
円
、

合
わ
せ
て

億
円
の
財
源
を
用
意
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
県
で
は
「
教
育
環
境
・
介

護
基
盤
整
備
基
金
」
を
設
け
、
県
民

全
体
の
財
産
で
あ
る
県
有
地
か
ら
生

じ
る
賃
料
収
入
な
ど
を
基
盤
に
、
安

定
的
な
財
源
確
保
を
目
指
し
て
い
ま

す
。こ

の
た
め
、
県
民
全
体
の
財
産
で

あ
る
県
有
地
を
最
大
限
効
率
的
に
活

用
で
き
な
い
か
と
い
う
観
点
か
ら
「
県

有
林
高
度
活
用
戦
略
」
の
策
定
な
ど

も
進
め
て
い
ま
す
。

　
県
民
全
体
の
財
産
で
あ
る
県
有
地

か
ら
得
ら
れ
る
リ
タ
ー
ン
を
最
大
化

し
、
そ
れ
を
全
て
の
県
民
の
生
活
向

上
の
基
礎
と
な
る
教
育
環
境
の
充
実

と
介
護
基
盤
の
強
化
に
充
当
す
る
こ

と
を
、
県
有
地
の
管
理
を
託
さ
れ
て

い
る
行
政
の
責
任
と
し
て
進
め
て
い

き
ま
す
。

人
学
級
の
導
入
で
教
育
環
境
を
充
実

　
貸
付
料
の
算
定
に
当
た
り
、
貸
し

付
け
が
始
ま
っ
た
当
時
の
開
発
前
の

状
態
を
前
提
と
し
て
評
価
す
る
の
で

は
な
く
、
現
在
の
姿
を
前
提
と
し
て

評
価
を
行
う
の
が
時
価
ベ
ー
ス
の
賃

料
で
す
。
現
在
の
姿
を
前
提
に
評
価

に
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
県
が
地

域
に
対
し
て
投
資
を
行
い
、
地
域
の

価
値
が
上
昇
し
た
こ
と
に
よ
る
結
果

も
賃
料
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

最
終
的
に
は
県
民
が
そ
の
果
実
を
受

け
取
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
県
有
地
を
使
っ
て
い
る

民
間
事
業
者
と
貸
主
で
あ
る
県
が
協

力
し
て
県
有
地
の
価
値
を
育
み
合
い
、

共
創
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
、
県
で
は
富
士
五
湖

地
域
を
含
め
た
県
全
域
の
高
付
加
価

値
化
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

賃
料
適
正
化
と
県
民
へ
の
還
元
の
好
循
環
へ

県
有
地
活
用
高
度
化
に
向
け
た
県
の
取
り
組
み

「
介
護
待
機
者
ゼ
ロ
社
会
」の

実
現
に
向
け
た
介
護
基
盤
の
強
化

●県有林高度活用戦略の策定

モデルエリアを設定し、新たな活用ニーズや周辺の環境、地
域の目指すべき姿を踏まえ、地域のブランド力の向上につ
ながる貸し付けを可能にする戦略を策定

●公平・公正・透明な選考プロセス

貸付先の選定は、公募の実施や外部有識者の意見聴取など
も含め、手続きの制度化も検討

開　発

賃借人の
収益アップ

教育環境・介護  基盤整備基金

県有地への投資から県民還元までの流れ

県有地

自主財源の確保と地域のブランド力の向上に向け、
守りから攻めの貸し付けへシフトチェンジ

県有地への投資

地価の上昇

土地の収益力向上 賃料の増額

県民への還元
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今後の取り組みのポイント

教育

介護

　
県
で
は
、
令
和
８
年
度
ま
で
に
施
設

で
の
介
護
を
必
要
と
す
る
全
て
の
人
が

入
所
で
き
る
「
介
護
待
機
者
ゼ
ロ
社
会
」

の
実
現
を
目
指
し
て
、
介
護
施
設
の
受

け
入
れ
能
力
の
拡
大
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

　
山
梨
県
で
は
、
全
国
に
先
駆
け
て
公

立
小
学
校
へ
の

ク
ラ
ス
25

人
の
少
人

数
学
級
の
導
入
を
進
め
て
い
ま
す
。
令

和

年
に
ま
ず

年
生
に
導
入
し
、
令

和

年
に
は
こ
れ
を

年
生
に
拡
大
。

今
年
度
は

年
生
に
も
拡
大
し
ま
し

た
。25

人
学
級
で
は
、
先
生
が
受
け
持
つ

児
童
の
人
数
が
少
な
く
な
る
こ
と
で
、

児
童
一
人
一
人
に
目
が
届
き
や
す
く
な

り
、
子
ど
も
た
ち
の
特
性
に
向
き
合
っ

た
き
め
細
か
な
質
の
高
い
教
育
を
提
供

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
児
童
が

持
つ
個
性
や
能
力
を
伸
ば
し
、
可
能
性

を
最
大
限
に
引
き
出
す
こ
と
で
、
山
梨

の
子
ど
も
た
ち
が
世
界
で
活
躍
す
る
素

地
を
つ
く
り
ま
す
。

　
山
梨
の
子
ど
も
た
ち
が
大
人
に
な
っ

た
と
き
に
、
山
梨
で
育
っ
て
良
か
っ
た

　
教
育
と
同
じ
く
ら
い
、
介
護
も
重
要

な
問
題
で
す
。
介
護
は
高
齢
者
本
人
だ

け
の
問
題
で
は
な
く
、
支
え
る
現
役
世

代
に
と
っ
て
も
大
き
な
影
響
を
も
た
ら

し
ま
す
。
共
働
き
の
夫
婦
が
、
親
の
介

護
を
理
由
に
ど
ち
ら
か
が
離
職
す
る
な

ど
し
た
場
合
に
、
家
計
の
維
持
が
困
難

に
な
る
こ
と
で
貧
困
化
す
る
リ
ス
ク
が

あ
っ
た
り
、
子
ど
も
の
手
助
け
が
必
要

に
な
っ
て
、
遊
ん
だ
り
勉
強
し
た
り
す

る
時
間
が
減
っ
て
し
ま
い
、
将
来
の
夢

を
諦
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
ヤ
ン
グ

ケ
ア
ラ
ー
」
と
な
る
ケ
ー
ス
も
想
定
さ

れ
ま
す
。

　
現
在
、
山
梨
県
内
に
は
入
所
の
必
要

性
が
高
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
施
設
に

空
き
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
在
宅
介
護

を
受
け
て
い
る
人
が
約

人
い

る
と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。

県民資産の有効活用で教育・介護の充実へ
県では、県民全体の資産である県有地を最大限に有効活用することで、全国一律の サービスを上回る独自の施策を導入し、県民サービスの向上を図ろうとしています。

と
感
じ
て
も
ら
い
、
自
分
の
子
ど
も
も

山
梨
で
育
て
た
い
と
思
え
る
、
そ
ん
な

山
梨
に
な
る
た
め
の
取
り
組
み
が
始

ま
っ
て
い
ま
す
。

　
山
梨
県
が
進
め
る
教
育
や
介
護
を

充
実
さ
せ
る
独
自
の
施
策
は
、
全
国

の
水
準
を
大
き
く
上
回
る
た
め
に
国

か
ら
の
支
援
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
少
人
数
学
級
の
実
現
に
は

学
年

あ
た
り

億
円
、
中
学

年
ま
で
導

入
す
れ
ば
28

億
円
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
介
護
待
機
者
ゼ
ロ
に
は

億
円
、

合
わ
せ
て
34

億
円
の
財
源
を
用
意
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
県
で
は
「
教
育
環
境
・
介

護
基
盤
整
備
基
金
」
を
設
け
、
県
民

全
体
の
財
産
で
あ
る
県
有
地
か
ら
生

じ
る
賃
料
収
入
な
ど
を
基
盤
に
、
安

定
的
な
財
源
確
保
を
目
指
し
て
い
ま

す
。こ

の
た
め
、
県
民
全
体
の
財
産
で

あ
る
県
有
地
を
最
大
限
効
率
的
に
活

用
で
き
な
い
か
と
い
う
観
点
か
ら
「
県

有
林
高
度
活
用
戦
略
」
の
策
定
な
ど

も
進
め
て
い
ま
す
。

　
県
民
全
体
の
財
産
で
あ
る
県
有
地

か
ら
得
ら
れ
る
リ
タ
ー
ン
を
最
大
化

し
、
そ
れ
を
全
て
の
県
民
の
生
活
向

上
の
基
礎
と
な
る
教
育
環
境
の
充
実

と
介
護
基
盤
の
強
化
に
充
当
す
る
こ

と
を
、
県
有
地
の
管
理
を
託
さ
れ
て

い
る
行
政
の
責
任
と
し
て
進
め
て
い

き
ま
す
。

25

人
学
級
の
導
入
で
教
育
環
境
を
充
実

　
貸
付
料
の
算
定
に
当
た
り
、
貸
し

付
け
が
始
ま
っ
た
当
時
の
開
発
前
の

状
態
を
前
提
と
し
て
評
価
す
る
の
で

は
な
く
、
現
在
の
姿
を
前
提
と
し
て

評
価
を
行
う
の
が
時
価
ベ
ー
ス
の
賃

料
で
す
。
現
在
の
姿
を
前
提
に
評
価

に
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
県
が
地

域
に
対
し
て
投
資
を
行
い
、
地
域
の

価
値
が
上
昇
し
た
こ
と
に
よ
る
結
果

も
賃
料
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

最
終
的
に
は
県
民
が
そ
の
果
実
を
受

け
取
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
県
有
地
を
使
っ
て
い
る

民
間
事
業
者
と
貸
主
で
あ
る
県
が
協

力
し
て
県
有
地
の
価
値
を
育
み
合
い
、

共
創
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
、
県
で
は
富
士
五
湖

地
域
を
含
め
た
県
全
域
の
高
付
加
価

値
化
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

賃
料
適
正
化
と
県
民
へ
の
還
元
の
好
循
環
へ

県
有
地
活
用
高
度
化
に
向
け
た
県
の
取
り
組
み

「
介
護
待
機
者
ゼ
ロ
社
会
」の

実
現
に
向
け
た
介
護
基
盤
の
強
化

●県有林高度活用戦略の策定

モデルエリアを設定し、新たな活用ニーズや周辺の環境、地
域の目指すべき姿を踏まえ、地域のブランド力の向上につ
ながる貸し付けを可能にする戦略を策定

●公平・公正・透明な選考プロセス

貸付先の選定は、公募の実施や外部有識者の意見聴取など
も含め、手続きの制度化も検討

開　発

賃借人の
収益アップ

教育環境・介護  基盤整備基金

県有地への投資から県民還元までの流れ

県有地

自主財源の確保と地域のブランド力の向上に向け、
守りから攻めの貸し付けへシフトチェンジ
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臨時号

「未来志向」で地域発展と豊かさ創出をリード
県有地訴訟の先にある富士五湖地域の明るい未来を共に創造

県有地特集

　
明
治
末
期
、
本
県
で
大
水
害
が
相
次
い
で

発
生
し
た
た
め
、
県
民
の
生
活
は
大
変
苦
し

い
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
窮
状
を
知
っ
た
明
治
天
皇
は
明
治
44

年

月
11
日
、
復
興
に
役
立
て
る
よ
う
に
と

県
下
の
御
料
地
（
皇
室
の
所
有
地
）
約
16
万

４
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
本
県
に
御
下
賜
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
が
、
県
有
地
の
多
く
を
占
め
る

県
有
林
の
基
と
な
っ
て
お
り
、
一
般
的
に
恩

賜
林
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
御
下
賜
以
来
、
恩
賜
林
は
県
民
全
体
の
財

産
と
し
て
先
人
達
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
に
よ
っ

て
守
り
育
て
ら
れ
、
県
土
の
保
全
や
木
材
の

供
給
を
通
じ
て
、
本
県
の
発
展
に
大
き
く
貢

献
し
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
近
年
で
は
、
安

定
し
た
水
資
源
の
確
保
や
人
々
に
潤
い
と
安

ら
ぎ
を
与
え
る
効
果
な
ど
も
重
視
さ
れ
て
い

ま
す
。

県
有
林
は
こ
う
し
て
生
ま
れ
た

〜
恩
賜
林
の
成
立
〜

富士五湖自然首都圏フォーラムでは参加していただける方を募集しています
　世界に類を見ない先進的地域「自然首都圏」を創出するために県が設立した協働組織体
「富士五湖自然首都圏フォーラム」。すでに多くの企業や組織の参加のもとで、ワーキンググルー
プなどによる活動が行われています。
　多様な知見や価値観による「集合知」を発揮するため、フォーラムには産業界・民間企業、政
治・行政、大学・教育機関・研究機関、労働組合、社会貢献団体・NPO・社会起業家、メディ
ア、国民・県民など、あらゆるステークホルダーの参加が望まれています。富士五湖自然首都圏
フォーラムにご参加いただき、共に前例のない壮大な構想を実現しませんか。

富士五湖
自然首都圏フォーラム

私
た
ち
は
、
令
和

年
に
御
下
賜

周
年
を
迎
え
た
歴
史
あ
る
恩
賜
林
の
役
割
を

再
認
識
し
、
次
の
世
代
に
引
き
継
い
で
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
本
県
は
、
県
土
の
78
％
を
森
林
が
占
め
る

全
国
有
数
の
森
林
県
で
す
。
現
在
、
県
有
林

は
こ
の
う
ち
46
％
、
約
15
万
８
千
ヘ
ク
タ
ー

ル
で
、
実
に
県
土
面
積
の
35
％
を
占
め
て
い

ま
す
。

　
県
有
林
は
、
県
内
27
市
町
村
の
う
ち
22
市

町
村
に
あ
り
、富
士
山
を
は
じ
め
白
根
三
山
、

甲
斐
駒
ケ
岳
、
八
ケ
岳
、
金
峰
山
、
甲
武
信

ケ
岳
な
ど
わ
が
国
を
代
表
す
る
山
々
を
有
し
、

知
っ
て
お
き
た
い

「
県
有
地
」

県
有
林
は
ど
こ
に
あ
る
の
？

静
岡
、
長
野
、
埼
玉
、
神
奈
川
の

県
に
接

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
県
有
林
内
に
は
、
青

木
ケ
原
樹
海
、
大
菩
薩
嶺
、
西
沢
渓
谷
、
清

里
の
美
し
森
、
尾
白
川
渓
谷
な
ど
の
観
光
地

も
あ
り
ま
す
。

そ
の
歴
史
や
役
割
か
ら
も
県
有
地
は
県
民

生
活
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
り
、
そ
し
て
身

近
に
あ
る
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
恩
賜
林

は
県
民
全
体
の
財
産
と
し
て
大
切
に
守
り
育

て
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
全
体
の
財
産
だ
か
ら
こ
そ
、
県
民
の

利
益
を
最
大
化
す
る
た
め
、
県
で
は
こ
れ
か
ら

も
最
大
限
の
努
力
を
尽
く
し
て
い
き
ま
す
。

か
け
が
え
の
な
い
県
有
地
の
活
用
に
つ
い

て
、
県
民
の
皆
さ
ん
に
引
き
続
き
関
心
を

持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

県
有
地
は
県
民
全
体
の
財
産

県有林 民有林他 富士五湖

北岳

赤岳（八ケ岳）

瑞牆山

金峰山

甲武信ケ岳

雲取山

富士山

甲斐駒ケ岳

間ノ岳

ウェブサイトは
こちら

参加は
こちら

や
ま
な
し
の
県
有
林
は
、森
林
管
理

認
証
を
取
得
し
、世
界
的
な
基
準
で

豊
か
な
森
づ
く
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。

令
和

5 年
1
1 月

2
2 日 （

臨
時
号
）山
梨
県
広
聴
広
報
グ
ル
ー
プ
発
行
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や
ま
な
し
森
の
印
刷
紙

こ
の
印
刷
紙
に
は
、

F
S

C
◯ R森
林
管
理

認
証
を
取
得
し
た
山
梨
県
有
林
か
ら

の
木
材
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

臨
時
号
｜

2
0

2
3


