
 

（
債
権
の
目
的
） 

第
三
九
九
条 
債
権
は
、
金
銭
に
見
積
も
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

   （
特
定
物
の
引
渡
し
の
場
合
の
注
意
義
務
） 

第
四
〇
〇
条 

債
権
の
目
的
が
特
定
物
の
引
渡
し
で
あ
る
と
き

は
、
債
務
者
は
、
そ
の
引
渡
し
を
す
る
ま
で
、
善
良
な
管
理
者

の
注
意
を
も
っ
て
、
そ
の
物
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

    （
種
類
債
権
） 

第
四
〇
一
条 

債
権
の
目
的
物
を
種
類
の
み
で
指
定
し
た
場
合
に

お
い
て
、
法
律
行
為
の
性
質
又
は
当
事
者
の
意
思
に
よ
っ
て
そ

の
品
質
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
債
務
者
は
、
中

等
の
品
質
を
有
す
る
物
を
給
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
債
務
者
が
物
の
給
付
を
す
る
の
に

必
要
な
行
為
を
完
了
し
、
又
は
債
権
者
の
同
意
を
得
て
そ
の
給

付
す
べ
き
物
を
指
定
し
た
と
き
は
、
以
後
そ
の
物
を
債
権
の
目

的
物
と
す
る
。 

   （
金
銭
債
権
） 

第
四
〇
二
条 

債
権
の
目
的
物
が
金
銭
で
あ
る
と
き
は
、
債
務
者

は
、
そ
の
選
択
に
従
い
、
各
種
の
通
貨
で
弁
済
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
特
定
の
種
類
の
通
貨
の
給
付
を
債
権
の
目

的
と
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

債
権
の
目
的
物
で
あ
る
特
定
の
種
類
の
通
貨
が
弁
済
期
に
強

制
通
用
の
効
力
を
失
っ
て
い
る
と
き
は
、
債
務
者
は
、
他
の
通

貨
で
弁
済
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
外
国
の
通
貨
の
給
付
を
債
権
の
目
的
と

し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

   第
四
〇
三
条 

外
国
の
通
貨
で
債
権
額
を
指
定
し
た
と
き
は
、
債

務
者
は
、
履
行
地
に
お
け
る
為
替
相
場
に
よ
り
、
日
本
の
通
貨

で
弁
済
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

   （
法
定
利
率
） 

第
四
〇
四
条 

利
息
を
生
ず
べ
き
債
権
に
つ
い
て
別
段
の
意
思
表

示
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
利
率
は
、
年
五
分
と
す
る
。 

   （
利
息
の
元
本
へ
の
組
入
れ
） 

第
四
〇
五
条 

利
息
の
支
払
が
一
年
分
以
上
延
滞
し
た
場
合
に
お

い
て
、
債
権
者
が
催
告
を
し
て
も
、
債
務
者
が
そ
の
利
息
を
支

払
わ
な
い
と
き
は
、
債
権
者
は
、
こ
れ
を
元
本
に
組
み
入
れ
る

こ
と
が
で
き
る
。 

   （
選
択
債
権
に
お
け
る
選
択
権
の
帰
属
） 

第
四
〇
六
条 

債
権
の
目
的
が
数
個
の
給
付
の
中
か
ら
選
択
に

よ
っ
て
定
ま
る
と
き
は
、
そ
の
選
択
権
は
、
債
務
者
に
属
す

る
。 

   （
選
択
権
の
行
使
） 

第
四
〇
七
条 

前
条
の
選
択
権
は
、
相
手
方
に
対
す
る
意
思
表
示

に
よ
っ
て
行
使
す
る
。 

２ 

前
項
の
意
思
表
示
は
、
相
手
方
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
、
撤

回
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

   （
選
択
権
の
移
転
） 

第
四
〇
八
条 

債
権
が
弁
済
期
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
相
手
方

か
ら
相
当
の
期
間
を
定
め
て
催
告
を
し
て
も
、
選
択
権
を
有
す

る
当
事
者
が
そ
の
期
間
内
に
選
択

を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
選

択
権
は
、
相
手
方
に
移

転
す
る
。 

   （
第
三
者

の
選
択

権
） 

第
四
〇
九
条 

第
三

者
が
選
択
を
す
べ
き
場
合
に

は
、
そ

の

選

択

は
、
債
権
者
又
は
債
務
者
に
対
す

る
意
思
表
示
に

よ
っ
て
す
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す

る
場
合
に
お
い
て
、
第
三
者
が
選

択
を
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
又
は
選
択
を
す
る
意
思

を
有
し
な
い
と
き

は
、
選
択
権
は
、
債
務
者
に
移
転

す
る
。 

   （
不
能
に
よ
る
選
択

債
権
の
特
定
） 

第
四
一
〇
条 

債
権
の

目
的
で
あ
る
給
付
の
中
に
、

初
め
か
ら
不
能
で
あ
る

も
の
又
は
後
に
至
っ
て
不

能
と
な
っ
た
も
の
が
あ

る
と
き
は
、
債
権
は
、
そ

の
残
存
す
る
も
の
に
つ
い

て
存
在
す
る
。 

２ 

選
択
権
を
有
し
な
い
当

事
者
の
過
失
に
よ
っ

て
給
付
が
不
能
と
な
っ
た
と

き
は
、
前
項
の
規

定
は
、
適
用
し
な
い
。 

   （
選
択
の
効
力
） 

第
四
一
一
条 

選
択
は
、
債
権
の
発
生
の
時

に
さ
か
の
ぼ
っ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。
た
だ
し
、
第
三
者
の

権
利
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

   

第
二
節 

債
権
の
効
力 

第
一
款 

債
務
不
履
行
の
責
任
等 

（
履
行
期
と
履
行
遅
滞
） 

第
四
一
二
条 

債
務
の
履
行
に
つ
い
て
確
定
期
限
が
あ
る
と
き

は
、
債
務
者
は
、
そ
の
期
限
の
到
来
し
た
時
か
ら
遅
滞
の
責
任

を
負
う
。 

２ 

債
務
の
履
行
に
つ
い
て
不
確
定
期
限
が
あ
る
と
き
は
、
債
務

者
は
、
そ
の
期
限
の
到
来
し
た
こ
と
を
知
っ
た
時
か
ら
遅
滞
の

責
任
を
負
う
。 

３ 

債
務
の
履
行
に
つ
い
て
期
限
を
定
め
な
か
っ
た
と
き
は
、
債

務
者
は
、
履
行
の
請
求
を
受
け
た
時
か
ら
遅
滞
の
責
任
を
負

う
。 

   （
受
領
遅
滞
） 

第
四
一
三
条 

債
権
者
が
債
務
の
履
行
を
受
け
る
こ
と
を
拒
み
、

又
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
債
権
者
は
、
履

行
の
提
供
が
あ
っ
た
時
か
ら
遅
滞
の
責
任
を
負
う
。 

 

（
履
行
の
強
制
） 

第
四
一
四
条 
債
務
者
が
任
意
に
債
務
の
履
行
を
し
な
い
と
き

は
、
債
権
者
は
、
そ
の
強
制
履
行
を
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
債
務
の
性
質
が
こ
れ
を
許
さ
な
い
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

債
務
の
性
質
が
強
制
履
行
を
許
さ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
債
務
が
作
為
を
目
的
と
す
る
と
き
は
、
債
権
者
は
、
債
務
者

の
費
用
で
第
三
者
に
こ
れ
を
さ
せ
る
こ
と
を
裁
判
所
に
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
法
律
行
為
を
目
的
と
す
る
債
務

に
つ
い
て
は
、
裁
判
を
も
っ
て
債
務
者
の
意
思
表
示
に
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

不
作
為
を
目
的
と
す
る
債
務
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
の
費
用

で
、
債
務
者
が
し
た
行
為
の
結
果
を
除
去
し
、
又
は
将
来
の
た

め
適
当
な
処
分
を
す
る
こ
と
を
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

４ 

前
三
項
の
規
定
は
、
損
害
賠
償
の
請
求
を
妨
げ
な
い
。 

   （
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
） 

第
四
一
五
条 

債
務
者
が
そ
の
債
務
の
本
旨
に
従
っ
た
履
行
を
し

な
い
と
き
は
、
債
権
者
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠

償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き

事
由
に
よ
っ
て
履
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き

も
、
同
様
と
す
る
。 

   （
損
害
賠
償
の
範
囲
） 

第
四
一
六
条 

債
務
の
不
履
行
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
は
、

こ
れ
に
よ
っ
て
通
常
生
ず
べ
き
損
害
の
賠
償
を
さ
せ
る
こ
と
を

そ
の
目
的
と
す
る
。 

２ 

特
別
の
事
情
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
で
あ
っ
て
も
、
当
事
者

が
そ
の
事
情
を
予
見
し
、
又
は
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
き

は
、
債
権
者
は
、
そ
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

   （
損
害
賠
償
の
方
法
） 

第
四
一
七
条 

損
害
賠
償
は
、
別
段
の
意
思
表
示
が
な
い
と
き

は
、
金
銭
を
も
っ
て
そ
の
額
を
定
め
る
。 

   （
過
失
相
殺
） 

第
四
一
八
条 

債
務
の
不
履
行
に
関
し
て
債
権
者
に
過
失
が
あ
っ

た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
こ
れ
を
考
慮
し
て
、
損
害
賠
償
の

責
任
及
び
そ
の
額
を
定
め
る
。 

   

（
金
銭
債
務
の
特
則
） 

第

四

一
九
条 

金
銭
の
給
付
を
目
的
と
す
る
債

務
の
不

履
行
に
つ
い
て
は
、
そ
の
損
害
賠
償
の

額

は
、
法

定
利
率
に
よ
っ
て
定
め
る
。
た
だ

し
、
約

定

利

率
が
法
定
利
率
を
超
え
る
と
き

は
、
約
定
利
率
に

よ
る
。 

２ 

前
項
の
損
害
賠
償

に
つ
い
て
は
、
債
権
者

は
、
損

害

の
証
明
を
す
る
こ
と
を
要

し
な
い
。 

３ 

第
一
項

の
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
、
債
務
者

は
、
不
可
抗

力
を
も
っ
て
抗
弁
と
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。 

   （
賠

償

額

の

予

定
） 

第
四
二
〇
条 

当

事
者
は
、
債
務
の
不
履
行
に
つ
い

て
損
害
賠
償
の
額

を
予
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い

て
、
裁
判
所
は
、
そ
の
額
を
増
減

す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。 

２ 

賠
償
額
の
予

定
は
、
履
行
の
請
求
又
は
解
除
権

の
行
使
を
妨
げ

な
い
。 

３ 

違
約
金

は
、
賠
償
額
の
予
定
と
推
定
す
る
。 

  

第
四
二
一

条 

前
条
の
規
定
は
、
当
事
者
が
金
銭
で

な
い
も
の

を
損
害
の
賠
償
に
充
て
る
べ
き
旨
を
予
定

し
た
場
合

に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

   （
損
害
賠
償

に
よ
る
代
位
） 

第
四
二
二
条 

債
権
者
が
、
損
害
賠
償
と
し
て
、
そ
の

債
権
の
目
的

で
あ
る
物
又
は
権
利
の
価
額
の
全
部
の

支
払
を
受
け

た
と
き
は
、
債
務
者
は
、
そ
の
物
又
は

権
利
に
つ
い

て
当
然
に
債
権
者
に
代
位
す
る
。 

   

第
二
款 

債
権
者
代
位
権
及
び
詐
害
行
為
取

消
権 

（
債
権
者
代
位

権
） 

第
四
二
三
条 

債

権
者
は
、
自
己
の
債
権
を
保
全
す

る
た
め
、
債
務

者
に
属
す
る
権
利
を
行
使
す
る

こ

と

が

で

き

る
。
た
だ
し
、
債
務
者
の
一
身

に
専
属
す
る
権

利
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

債
権
者
は
、

そ
の
債
権
の
期
限
が
到
来
し
な

い
間
は
、
裁
判
上

の
代
位
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
前

項
の
権
利
を
行
使

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ

し
、
保

存

行

為

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
（
詐

害

行
為

取

消

権
） 

第
四
二
四
条 

債
権

者
は
、
債
務
者
が
債
権
者
を

害

す

る

こ

と

を

知
っ
て
し
た
法
律
行
為
の
取

消
し
を
裁
判
所
に

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
そ
の
行

為
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
た

者
又
は
転
得
者
が

そ
の
行
為
又
は
転
得
の
時
に

お
い
て
債
権
者
を

害
す
べ
き
事
実
を
知
ら
な
か
っ

た
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定

は
、
財
産
権
を
目
的
と
し
な
い

法
律
行
為
に
つ

い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

   （
詐
害
行
為
の

取
消
し
の
効
果
） 

第

四

二

五

条 

前
条
の
規
定
に
よ
る
取
消
し
は
、

す
べ
て
の
債

権
者
の
利
益
の
た
め
に
そ
の
効
力

を
生
ず
る
。 

   （
詐
害
行
為

取
消
権
の
期
間
の
制
限
） 

第
四
二
六
条 

第
四
二
四
条
の
規
定
に
よ
る
取
消
権

は
、
債

権

者
が
取
消
し
の
原
因
を
知
っ
た
時
か

ら

二

年

間

行
使
し
な
い
と
き
は
、
時
効
に
よ
っ

て

消

滅

す

る
。
行
為
の
時
か
ら
二
〇
年
を
経
過

し

た

と

き

も
、
同
様
と
す
る
。 

   

第

三

節 

多
数
当
事
者
の
債
権
及
び
債
務 

第
一
款 

総
則 

（
分
割
債
権
及

び
分
割
債
務
） 

第

四

二

七

条 

数
人
の
債
権
者
又
は
債
務
者
が
あ

る
場
合
に
お

い
て
、
別
段
の
意
思
表
示
が
な
い

と
き
は
、
各
債

権
者
又
は
各
債
務
者
は
、
そ
れ
ぞ

れ
等
し
い
割
合

で
権
利
を
有
し
、
又
は
義
務
を

負
う
。 

   

第
二
款 

不

可
分
債
権
及
び
不
可
分
債
務 

（
不
可
分
債
権
） 

第
四
二
八
条 

債
権

の
目
的
が
そ
の
性
質
上
又
は

当
事
者
の
意
思
表

示
に
よ
っ
て
不
可
分
で
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
数

人
の
債
権
者
が
あ
る
と
き

は
、
各
債
権
者
は
す

べ
て
の
債
権
者
の
た
め
に

履
行
を
請
求
し
、
債

務
者
は
す
べ
て
の
債
権
者

の
た
め
に
各
債
権
者

に
対
し
て
履
行
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

   （
不
可
分
債
権
者
の
一
人

に
つ
い
て
生
じ
た
事
由

等
の
効
力
） 

１０月１日は 法の日 です 
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会場 静岡地方裁判所 
   静岡家庭裁判所   

静岡地方検察庁  
       

共催 静岡地方裁判所 

   静岡家庭裁判所 

   静岡地方検察庁 

   静岡県弁護士会 

 法の現場にもっと親しんでい

ただけるよう、裁判所・検察

庁・県弁護士会の共同で、見学

ツアーを企画しました。 

 行事の詳細やお申込み方法は

裏面をご覧ください。 

法を、 
身近に。

10/５ 令和４年 

13:30 ～ 16:30 

[水] 

 「法の日」は、国民の皆さんに、法
の役割や重要性について考えていただ
くきっかけになるようにと、裁判所、
検察庁及び弁護士会の協議で提唱さ
れ、昭和３５年、政府によって、「国
をあげて法の尊重、基本的人権の擁
護、社会秩序の確立の精神を高めるた
めの日」として定められました。  

 開催のおしらせ 
しずおか   法の現場   見学「 」 



会場 
静岡地方裁判所 

静岡家庭裁判所 

静岡地方検察庁  

定員 
２０名(予約制、先着順) 

日時 

内容 

下記の問合せ先までお電話でお申込みください。 

申込方法 

しずおか「法の現場」見学ツアー 募集要項 

令和４年度「法の日」週間行事 

お問合せ先 静岡地方裁判所事務局総務課広報係 

 電話番号 054-251-6241 

 受付時間 平日 午前8時30分から 
    午後5時00分まで 

令和４年10月５日(水) 

午後1時30分～午後4時30分 
 ＊受付時間 午後1時10分～ 
  受付場所 静岡地方裁判所 2階第201号法廷前 

 ＊終了時刻は前後することがあります。 

・業務説明 
裁判官、家庭裁判所調査官、 

検察庁職員及び弁護士が行います。 

・裁判官による質疑応答（地裁） 

・法廷・施設見学 など 

 (内容は変更となることがあります。) 

静岡家庭裁判所 


