
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
不
当
訴
訟
に
対
す
る
手
続
的
責
任
の
追
及

│
│
敗
訴
当
事
者
の
加
重
責
任
制
度
に
つ
い
て
│
│

中

村

壽

宏

一

は
じ
め
に

二

イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
敗
訴
当
事
者
の
手
続
的
加
重
責
任

三

判
決
手
続
に
お
け
る
請
求
・
抗
弁
の
濫
用
（
一
項
）

四

実
体
法
上
の
権
利
を
欠
く
執
行
手
続
等
（
二
項
）

五

根
拠
の
な
い
本
案
前
の
抗
弁

六

手
続
的
加
重
責
任
に
関
す
る
裁
判
の
申
立
時
期
と
管
轄
権

七

二
〇
〇
九
年
改
正
に
よ
る
手
続
の
簡
易
化
（
三
項
）

八

お
わ
り
に一

は
じ
め
に

1

問
題
の
所
在

ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
実
体
法
上
の
権
利
関
係
ま
た
は
法
律
関
係
に
つ
い
て
利
益
の
衝
突
を
認
識
し
て
い
る
関
係
当
事
者
間
に
お
い
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て
は
、
具
体
的
な
紛
争
の
発
生
な
い
し
訴
訟
手
続
の
開
始
は
、
あ
る
意
味
必
然
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
、
受
け
止
め
ら
れ
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
し
ば
し
ば
、
訴
え
の
提
起
に
お
い
て
被
告
と
し
て
指
名
さ
れ
た
も
の
に
と
っ
て
、
な
ぜ
訴
訟
が
始
ま
る
の
か
、
ま

た
は
な
ぜ
そ
も
そ
も
自
分
が
被
告
と
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
に
お
い
て
理
解
に
苦
し
む
訴
訟
が
お
き
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え

ば
、
些
細
な
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
は
し
た
が
、
損
害
賠
償
請
求
権
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
被
害
者
と
し
て
は
騒
ぎ
立
て
る
ほ
ど
の
も
の

で
は
な
い
と
認
識
し
て
放
置
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
突
如
と
し
て
相
手
方
か
ら

債
務
不
存
在
確
認
の
訴
え

が
提
起
さ
れ
た
、
な
ど

と
い
う
ケ
ー
ス
が
そ
れ
で
あ
る
（
し
か
も
訴
状
に
は

訴
訟
費
用
は
被
告
の
負
担
と
す
る

な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
。）。

理
論
的
側
面
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
も
そ
も
被
告
側
か
ら
何
ら
の
実
体
法
上
の
権
利
に
基
づ
く
請
求
が
な
い
、
つ
ま
り
法
的
な
紛
争

そ
れ
自
体
が
存
在
し
な
い
以
上
、
こ
の
よ
う
な
確
認
訴
訟
は
適
法
性
を
欠
く
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
現

実
的
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
被
告
と
さ
れ
た
者
に
と
っ
て
は
精
神
的
に
も
迷
惑
な
だ
け
で
は
な
く
、
具
体
的
に
被
告
と
し
て
の
行
動
を

起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
通
信
費
、
交
通
費
あ
る
い
は
弁
護
士
費
用
な
ど
、
本
来
す
る
必
要
の
な
い
支
出
が
生
じ
る

こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
を
単
に
訴
え
の
利
益
の
問
題
と
単
純
化
し
た
う
え
で
対
応
と
し
て
は
不
適
法
却
下
で
足

り
る
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
は
、
不
当
な
訴
訟
行
為
は
場
合
に
よ
っ
て
は
被
告
側
か
ら
に
お
い
て
も
生
じ
得
る
か
ら
で
あ
り
、

ま
た
実
質
的
に
生
じ
た
損
失
を
ど
う
塡
補
す
る
の
か
と
い
う
点
に
こ
れ
は
答
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
不
当
訴
訟
と
比
べ
て
よ
り
カ
ジ
ュ
ア
ル
に
生
じ
う
る
と
思
わ
れ
る
訴
訟
上
の
信
義
則
に
反
す
る
訴
訟
行
為
が
あ

っ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
信
義
則
違
反
の
訴
訟
行
為
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
そ
の
効
力
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る
の
は
当
然
と
し
て
、

そ
れ
と
は
別
に
、
そ
の
よ
う
な
信
義
則
違
反
の
訴
訟
行
為
に
よ
っ
て
損
害
が
発
生
し
た
と
き
に
、
こ
れ
に
関
し
て
損
害
賠
償
責
任
を

認
め
る
べ
き
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
ま
た
別
の
問
題
と
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
信
義
則
違
反
が
問

題
と
な
る
場
合
に
は
、
す
く
な
く
と
も
訴
訟
行
為
の
基
礎
と
な
る
べ
き
実
体
法
上
の
権
利
関
係
な
い
し
法
律
関
係
は
存
在
し
て
い
る

は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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2

不
当
訴
訟
に
関
す
る
最
高
裁
判
例
と
最
近
の
裁
判
例
の
傾
向

こ
の
、
一
般
に

不
当
訴
訟

あ
る
い
は

不
当
な
訴
訟
活
動

と
呼
ば
れ
る
も
の
に
関
し
て
は
、
昭
和
六
三
年
一
月
二
六
日
最

高
裁
判
決
が
そ
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
基
本
的
な
答
え
を
出
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
憲
法
が
国
民
に
裁
判
を
受
け
る
権
利
を

保
障
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
し
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
な
お
訴
え
の
提
起
そ
れ
自
体
が
不
法
行
為
を
構
成
す
る
こ
と
は

あ
り
得
る
と
の
認
識
が
示
さ
れ
、
そ
の
要
件
と
し
て
、
⑴
そ
の
訴
訟
に
お
い
て
提
訴
者
た
る
原
告
が
主
張
し
た
権
利
ま
た
は
法
律
関

係
が
事
実
的
・
法
律
的
根
拠
を
欠
く
、
⑵
原
告
が
故
意
ま
た
は
重
過
失
に
よ
っ
て
訴
え
を
提
起
す
る
な
ど
、
訴
え
の
提
起
が
裁
判
制

度
の
趣
旨
目
的
に
照
ら
し
て
著
し
く
相
当
性
を
欠
く
、
と
い
う
二
点
が
列
挙
さ
れ
た
。

ま
た
、
不
当
な
強
制
執
行
の
事
例
と
し
て
は
、
昭
和
六
三
年
最
高
裁
判
決
に
先
だ
っ
て
、
昭
和
四
四
年
七
月
八
日
最
高
裁
判
決
に

お
い
て
、
確
定
判
決
に
基
づ
い
て
強
制
執
行
が
な
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
確
定
判
決
が
原
告
が
被
告
を
害
す
る
意
図
で
被

告
の
手
続
関
与
を
妨
害
し
た
り
あ
る
い
は
虚
偽
事
実
の
主
張
に
よ
っ
て
裁
判
所
を
欺
罔
す
る
等
し
て
得
ら
れ
た
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る

内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
原
告
の
確
定
判
決
の
騙
取
は
不
法
行
為
を
構
成
す
る
の
で
被
告
は
原
告
に
対
し
損
害
賠
償
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
在
で
は
、
訴
え
の
提
起
や
強
制
執
行
に
つ
い
て
も
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
限
り
不
法
行
為
を
形
成
し
う
る
と

い
う
こ
と
が
判
例
理
論
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
理
論
に
よ
っ
て
実
際
に
不
法
行
為
の
成
立
が
認
め
ら

れ
る
例
も
少
な
く
な
い
。

公
刊
さ
れ
て
い
る
ご
く
最
近
の
判
例
な
い
し
裁
判
例
に
つ
い
て
概
観
す
る
と
、
訴
え
の
提
起
や
仮
処
分
申
立
な
ど
を
不
当
な
も
の

と
認
定
し
て
不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
る
パ
タ
ー
ン
と
し
て
は
、
⑴
訴
え
の
提
起
等
に
つ
い
て
そ
の
原
因
た
る

権
利
関
係
や
法
律

関
係
が
も
と
も
と
存
在
し
な
い

か
ま
た
は
あ
り
う
べ
き

抗
弁
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
と
い
う
場
合
、

⑵
す
で
に
裁
判
所
の
判
断
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
権
利
関
係
や
法
律
関
係
に
つ
い
て

単
に
蒸
し
返
し
を
図
る
だ
け
の
訴
訟
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で
あ
る
と
い
う
場
合
、
⑶
訴
え
の
提
起
等
に
つ
い
て
そ
の
原
因
た
る
権
利
関
係
や
法
律
関
係
は
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
を
奇

貨
と
し
て

訴
訟
制
度
を
権
利
関
係
等
の
確
定
以
外
の
目
的
に
利
用
し
よ
う
と
し
た

と
い
う
場
合
、
な
ど
が
あ
る
。

3

イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
不
当
訴
訟
に
対
す
る
損
害
賠
償
制
度
を
紹
介
す
る
意
義
に
つ
い
て

し
か
し
、
不
当
訴
訟
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
も
、
訴
え
の
提
起
と
い
う
事
実
そ
れ

自
体
に
つ
い
て
客
観
的
に
不
当
性
の
程
度
を
形
式
論
か
ら
確
認
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
法
廷
に

お
け
る
当
事
者
の
具
体
的
な
振
る
ま
い
が
そ
の
不
当
性
の
深
化
に
寄
与
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
当
事
者
の
行
為
そ
の
も

の
を
受
け
た
か
少
な
く
と
も
目
撃
し
た
裁
判
官
で
な
け
れ
ば
、
行
為
の
不
当
性
の
程
度
を
正
確
に
認
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と

い
う
こ
と
も
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
告
の
訴
え
提
起
が
不
当
で
あ
る
場
合
に
は
、
被
告
は
当
該
訴
訟
手
続
に
お
い
て
損
害
賠
償

請
求
の
反
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
最
も
有
効
で
あ
ろ
う
し
、
被
告
の
抗
弁
が
不
当
で
あ
る
場
合
に
は
、
原
告
が
訴
え
の
追
加
的
変
更

を
す
る
こ
と
が
便
宜
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法
に
は
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
不
当
訴
訟
に
対
す
る
同
一
訴
訟
手
続
内
で
の
損
害
賠
償
請
求
の
可
能

性
が
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
あ
る
訴
訟
手
続
に
お
い
て
一
方
当
事
者
に
よ
り
不
当
な
訴
え
の
提
起
や
不
当
な
抗
弁
が

な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
相
手
方
当
事
者
の
申
立
に
よ
り
（
そ
し
て
最
近
の
法
改
正
に
よ
り
職
権
に
よ
っ
て
で
も
）、
原
則
と
し
て
当
該
訴

訟
手
続
を
審
理
す
る
裁
判
所
が
本
案
の
裁
判
と
併
せ
て
損
害
賠
償
の
支
払
い
を
命
じ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
わ
が
国
の
訴
訟
手
続

に
お
い
て
、
不
当
訴
訟
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
方
法
と
し
て
反
訴
ま
た
は
訴
え
の
追
加
的
変
更
を
す
る
場
合
は
、

敗
訴

当
事
者
の
手
続
的
加
重
責
任

と
呼
称
さ
れ
る
こ
の
イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法
の
制
度
を
利
用
し
た
場
合
と
似
た
状
況
が
生
じ
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
わ
が
国
に
お
け
る
不
当
訴
訟
に
対
す
る
対
処
方
法
に
関
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
報
告
や
理
論
的
な
考
察
が
行
わ
れ
て

い
る
が
数
は
決
し
て
多
く
な
く
、
こ
の
イ
タ
リ
ア
の
制
度
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
議
論
に
一
つ
の
刺
激
を
与
え
る
こ
と
が
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可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。

（
1
）

最
判
昭
六
三
・
一
・
二
六
民
集
四
二
巻
一
号
一
頁
=
裁
時
九
七
六
号
一
一
頁
=
判
時
一
二
八
一
号
九
一
頁
=
判
タ
六
七
一
号
一
一
九

頁
=
金
法
一
一
九
九
号
二
三
頁
=
金
判
八
〇
〇
号
三
頁
。

（
2
）

最
判
昭
四
四
・
七
・
八
民
集
二
三
巻
八
号
一
四
〇
七
頁
=
裁
時
五
二
七
号
一
頁
=
判
時
五
六
五
号
五
五
頁
=
判
タ
二
三
九
号
一
四
五

頁
=
金
判
一
七
六
号
二
頁
。

（
3
）

不
当
訴
訟
に
関
す
る
判
例
の
状
況
を
分
析
す
る
も
の
と
し
て
、
菊
池
定
信

不
当
訴
訟
に
関
す
る
判
例

国
士
館
三
九
巻
（
二
〇
〇

八
）
一
三
九
頁
以
下
、
後
藤
勇

訴
え
提
起
に
よ
る
不
法
行
為
成
立
の
具
体
的
要
件

判
例
タ
イ
ム
ズ
八
七
五
号
（
一
九
九
五
）
九
頁
以

下
、
が
あ
る
。

（
4
）

た
と
え
ば
、

⑴
市
議
会
議
員
で
あ
っ
た
者
が
あ
る
発
言
を
し
た
者
に
対
し
て
名
誉
毀
損
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
の
訴
え
お
よ
び
控
訴
の
提
起
し
た
こ

と
に
対
し
て
、
そ
れ
が
不
当
提
訴
に
あ
た
る
と
し
て
発
言
者
が
市
議
会
議
員
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
に
お
い
て
、
前
訴
の
原
告

（
市
議
会
議
員
）
は
被
告
（
発
言
者
）
に
有
効
な
抗
弁
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
（
発
言
者
の
発
言
が
専
ら
公
益
を
図
る
目
的
に
出
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。）
を
知
り
な
が
ら
敢
え
て
訴
え
お
よ
び
控
訴
を
提
起
し
た
と
し
て
、
不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
た
事
例
（
青
森
地
弘
前
支

平
二
〇
・
三
・
二
七
判
時
二
〇
二
二
号
一
二
六
頁
）、

⑵
元
患
者
が
医
師
に
対
し
て
診
察
時
の
セ
ク
ハ
ラ
お
よ
び
医
師
が
雑
誌
記
者
に
対
し
て
し
た
元
患
者
の
名
誉
毀
損
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害

発
言
を
理
由
と
す
る
謝
罪
広
告
掲
載
等
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
こ
の
訴
え
提
起
お
よ
び
控
訴
の
提
起
が
不
当
提
訴
で
あ

る
と
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
に
お
い
て
、
被
告
で
あ
る
元
患
者
が
原
告
で
あ
る
医
師
の
診
察
に
不
満
を
持
ち
、
医
師
が
メ
デ
ィ

ア
に
注
目
さ
れ
た
こ
と
を
奇
貨
と
し
て
診
察
か
ら
二
年
半
も
経
過
し
た
後
に
自
ら
週
刊
誌
に
対
す
る
情
報
提
供
に
及
ん
だ
こ
と
な
ど
か
ら
、

元
患
者
の
訴
え
提
起
は
虚
構
の
事
実
に
基
づ
く
著
し
く
不
当
な
も
の
で
あ
り
裁
判
制
度
の
趣
旨
目
的
に
照
ら
し
て
著
し
く
相
当
性
を
欠
く

も
の
で
あ
る
と
し
て
、
不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
た
事
例
（
東
京
地
平
一
七
・
三
・
一
四
判
時
一
八
九
三
号
五
四
頁
=
判
タ
一
一
七
九
号

一
四
九
頁
）、
な
ど
が
あ
る
。

（
5
）

確
か
に
存
在
す
る
実
体
法
上
の
権
利
を
単
に
訴
訟
上
主
張
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
う
る
の
で
、
こ
の
類
型
は
権
利

イタリアにおける不当訴訟に対する手続的責任の追及

335



関
係
等
が
も
と
も
と
存
在
し
な
い
と
い
う
類
型
と
は
微
妙
に
異
な
る
。
こ
の
類
型
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、

⑴
原
告
が
提
起
し
た
本
訴
は
関
連
訴
訟
の
確
定
判
決
等
に
よ
り
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
請
求
と
実
質
的
に
同
一
の
請
求
を
行
う
も
の
で
あ
る

こ
と
を
理
由
と
し
て
、
訴
訟
提
起
が
不
法
行
為
に
あ
た
る
と
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
反
訴
を
提
起
し
た
事
案
に
お
い
て
、
こ
の
本
訴
の

訴
訟
提
起
行
為
は
裁
判
制
度
の
趣
旨
目
的
に
照
ら
し
て
著
し
く
相
当
性
を
欠
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
た
事
例

（
東
京
地
平
二
〇
・
九
・
三
〇
裁
判
所
判
例
検
索
シ
ス
テ
ム
搭
載
裁
判
例

http://
w
w
w.
co

u
rts.

g
o.
jp/

h
a
n
rei/

p
df/

20
08
1
0
0
20
9
57
5
5.

p
df

）、

⑵
す
で
に
前
訴
で
敗
訴
の
確
定
判
決
を
受
け
た
当
事
者
が
当
事
者
お
よ
び
訴
訟
物
を
同
一
に
す
る
後
訴
等
を
提
起
し
た
事
案
に
お
い
て
、

請
求
等
に
事
実
的
・
法
律
的
根
拠
が
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
が
ら
あ
え
て
後
訴
を
提
起
し
た
と
し
て
、
不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
た

事
例
（
東
京
地
平
一
八
・
二
・
二
七
判
タ
一
二
三
五
号
二
三
六
頁
）、
な
ど
が
あ
る
。

（
6
）

た
と
え
ば
、

⑴
原
告
が
法
人
を
被
告
と
し
た
第
一
次
訴
訟
に
つ
き
裁
判
上
の
和
解
が
成
立
し
た
後
、
法
人
の
従
業
員
に
対
し
て
さ
ら
に
第
二
次
訴
訟
を

提
起
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
第
二
次
訴
訟
の
被
告
ら
か
ら
第
二
次
訴
訟
が
不
当
訴
訟
で
あ
る
と
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
第
三
次
訴
訟
が
提

起
さ
れ
た
の
で
、
原
告
が
さ
ら
に
第
三
次
訴
訟
の
被
告
代
理
人
に
対
し
そ
の
第
三
次
訴
訟
が
不
当
な
提
訴
で
あ
る
と
し
て
第
四
次
訴
訟
を

提
起
し
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
第
三
次
訴
訟
の
提
起
は
第
二
次
訴
訟
の
遂
行
妨
害
を
目
的
と
し
て
い
た
と
認
定
し
て
、
訴
訟
代
理
人

の
不
法
行
為
責
任
を
認
め
た
事
例
（
千
葉
地
平
一
九
・
一
一
・
三
〇
先
物
取
引
裁
判
例
集
五
〇
号
三
八
一
頁
）、

⑵
書
籍
の
執
筆
・
出
版
が
名
誉
毀
損
で
あ
る
と
し
て
損
害
賠
償
と
出
版
差
止
め
を
求
め
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
こ
の
提
訴

は
請
求
が
認
容
さ
れ
る
余
地
の
な
い
こ
と
を
知
悉
し
な
が
ら
あ
え
て
批
判
的
言
論
を
抑
圧
す
る
目
的
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、

不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
た
事
例
（
東
京
地
平
一
七
・
三
・
三
〇
判
時
一
八
九
六
号
四
九
頁
）、
な
ど
が
あ
る
。

（
7
）

た
と
え
ば
、
判
例
評
釈
以
外
の
い
わ
ゆ
る
論
説
に
つ
い
て
最
近
の
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
菊
池
・
前
掲
注
（
3
）、
後
藤
・
前
掲
注

（
3
）
の
ほ
か
、
加
藤
新
太
郎

不
当
訴
訟
と
弁
護
士
の
責
任

ジ
ュ
リ
ス
ト
九
七
三
号
（
一
九
九
一
）
八
九
頁
以
下
、
工
藤
祐
巌

訴

え
の
提
起
が
不
法
行
為
に
当
た
る
場
合

N
B
L四
二
三
号
（
一
九
八
九
）
一
一
頁
以
下
、
な
ど
が
あ
る
。
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二

イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
敗
訴
当
事
者
の
手
続
的
加
重
責
任

1

規
定
の
構
造

イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法
第
一
編
第
三
章
第
四
節
は
、

訴
訟
費
用
お
よ
び
訴
訟
上
の
損
害
に
つ
い
て
の
当
事
者
の
責
任

と
い
う

表
題
の
も
と
、
九
一
条
か
ら
九
八
条
ま
で
の
八
条
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
九
一
条
は
訴
訟
費
用
の
敗
訴
者
負
担
を
一
般
原
則
と
し
て

定
め
、
九
二
条
か
ら
九
五
条
ま
で
は
九
一
条
の
特
別
規
定
と
し
て
訴
訟
費
用
の
負
担
方
法
を
ケ
ー
ス
に
分
け
て
細
か
く
規
定
し
て
い

る
。
次
の
九
六
条
が
本
稿
が
取
り
上
げ
る

敗
訴
当
事
者
の
加
重
責
任

の
規
定
で
あ
る
。
続
く
九
七
条
は
、
共
同
訴
訟
に
お
け
る

費
用
お
よ
び
本
稿
で
取
り
扱
う
九
六
条
の
損
害
賠
償
の
分
担
を
定
め
て
い
る
。
九
八
条
は
費
用
の
担
保
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
が
、

違
憲
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
現
在
は
有
効
な
規
定
で
は
な
い
。

問
題
の
九
六
条
は
、
以
下
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

民
事
訴
訟
法
九
六
条

敗
訴
当
事
者
の
加
重
責
任
（R

esp
o
n
sa
bilita

｀
a
g
g
ra
v
ata

）

敗
訴
し
た
当
事
者
が
、
相
手
方
を
害
す
る
意
図
ま
た
は
重
過
失
に
よ
り
訴
え
を
提
起
し
ま
た
は
訴
訟
上
の
請
求
を
争
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
と
き
は
、
裁
判
官
は
、
相
手
方
当
事
者
の
申
立
に
よ
り
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
訴
訟
費
用
に
加
え
て
、
職
権
に
よ
り
評
価
し
た
損
害

賠
償
の
支
払
を
判
決
に
お
い
て
命
じ
る
。

S
e
ris

ulta
c
h
e
la

p
arte

socco
m
b
e
nte

h
a
a
gito

o
resistito

in
giu

dizio
co

n
m
ala

fe
d
e
o
colp

a
g
ra
v
e,

il
giu

dice,
s
u
is‑

ta
n
za

d
ell’

altra
p
arte,

la
co

n
d
a
n
n
a,

oltre
c
h
e
alle

sp
ese,

al
risarci

m
e
nto

d
ei

d
a
n
ni,

c
h
e
liq

uid
a,

a
n
c
h
e
d'
ufficio,

n
ella

se
nte

n
za.

保
全
執
行
、
訴
訟
上
の
請
求
の
登
記
も
し
く
は
訴
訟
上
の
抵
当
権
の
登
記）
ま
た
は
強
制
執
行
の
着
手
も
し
く
は
実
行
の
根
拠
と
な
る
実
体

法
上
の
権
利
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
裁
判
官
は
、
こ
れ
に
よ
り
損
害
を
受
け
た
当
事
者
の
申
立
に
よ
り
、
過
失
の
あ
る
原
告
ま
た
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は
執
行
等
の
申
立
債
権
者
に
対
し
て
、
損
害
賠
償
の
支
払
を
命
じ
る
。
こ
の
損
害
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

Il
giu

dice
c
h
e
accerta

l'
in
esiste

n
za

d
el

diritto
p
er

c
ui

e
｀

stato
ese

g
uito

u
n
pro

v
v
e
di

m
e
nto

ca
utelare,

o
trascritta

d
o
m
a
n
d
a
giu

diziale
o
iscritta

ip
oteca

giu
diziale,

o
p
p
u
re

iniziata
o
co

m
piuta

l'
esec

u
zio

n
e
forzata,

s
u
ista

n
za

d
ella

p
arte

d
a
n
n
e
g
giata

co
n
d
a
n
n
a
al

risarci
m
e
nto

d
ei

d
a
n
ni

l'
attore

o
il

cre
ditore

proce
d
e
nte,

c
h
e
h
a
a
gito

se
n
za

la

n
or

m
ale

pr
u
d
e
n
za.

L
a
liq

uid
azio

n
e
d
ei

d
a
n
ni

e
｀

fatta
a
n
or

m
a
d
el

co
m
m
a
prece

d
e
nte.

九
一
条
の
規
定
に
よ
り
訴
訟
費
用
の
負
担
の
裁
判
を
す
る
と
き
は
、
裁
判
官
は
、
職
権
に
よ
っ
て
も
、
相
手
方
当
事
者
の
利
益
の
た
め
に
、

敗
訴
当
事
者
に
対
し
て
衡
平
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
金
額
の
支
払
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る）
。

In
o
g
ni

caso,
q
u
a
n
d
o
pro

n
u
n
cia

sulle
sp
ese

ai
se
nsi

d
ell'

articolo91,
il
giu

dice,
a
n
c
h
e
d'
ufficio,

p
u
o`
altre‑

sı`
co

n
d
a
n
n
are

la
p
arte

socco
m
b
e
nte

al
p
a
g
a
m
e
nto,

a
fa
v
ore

d
ella

co
ntro

p
arte,

di
u
n
a
so

m
m
a
e
q
uitativ

a‑
m
e
nte

d
eter

m
in
ata.

一
項
は
、
訴
訟
手
続
に
お
い
て
一
方
当
事
者
が
相
手
方
当
事
者
に
損
害
を
与
え
る
目
的
を
持
っ
て
い
る
か
、
そ
の
意
図
は
欠
い
て

い
る
が
主
張
自
体
が
事
実
無
根
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
過
失
的
と
も
い
え
る
無
自
覚

）
が
あ
る
場
合
に
こ
れ
を
重
過
失
と
評
価
し
、
い

わ
ば
無
謀
と
も
い
う
べ
き
訴
訟
行
為
に
よ
っ
て
相
手
方
当
事
者
に
な
ん
ら
か
の
具
体
的
な
損
害
を
発
生
さ
せ
た
ケ
ー
ス
を
想
定
し
て

い
る
。
そ
の
訴
訟
行
為
の
種
類
や
質
に
つ
い
て
限
定
が
な
い
点
で
、
手
続
的
加
重
責
任
の
一
般
規
定
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
二
項
は
、
実
体
法
上
の
権
利
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
架
空
の
権
利
関
係
を
原
因
と
し
て
執
行
手
続
等

を
仕
掛
け
た
者
に
対
し
て
、
相
手
方
に
発
生
し
た
損
害
に
対
す
る
責
任
を
追
及
す
る
も
の
で
あ
る
。
対
象
と
な
る
執
行
行
為
等
の
範

囲
が
限
定
さ
れ
て
い
る
点
で
、
一
項
に
対
す
る
特
別
規
定
と
い
う
位
置
づ
け
と
な
る

）
。

イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
も
い
わ
ゆ
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
は
憲
法
二
四
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
そ
の
一
項
が
文
言

上

何
人
も
自
己
の
権
利
の
正
当
な
利
益
の
保
護
の
た
め
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
表
現
し
て
い
る
た
め
本
条
の
合
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憲
性
が
問
題
と
な
る
が
、
九
六
条
の
規
定
が
合
憲
で
あ
る
こ
と
は
破
毀
院
に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
い
る

）
。

2

加
重
責
任
の
本
質

こ
の
規
定
は
、
原
告
に
よ
る
訴
訟
上
の
請
求
お
よ
び
被
告
に
よ
る
抗
弁
が
濫
用
さ
れ
、
あ
る
い
は
当
事
者
が
実
体
法
上
の
根
拠
を

欠
く
権
利
関
係
ま
た
は
法
律
関
係
を
原
因
と
し
て
執
行
手
続
に
着
手
し
た
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
不
当
な
訴
訟
行
為
が
な
さ
れ
、
結
果
と

し
て
そ
の
訴
訟
行
為
を
し
た
当
事
者
が
敗
訴
し
か
つ
相
手
方
当
事
者
に
損
害
を
発
生
さ
せ
た
と
き
に
、
敗
訴
当
事
者
が
そ
の
責
任
と

し
て
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
こ
と
を
定
め
て
い
る

）
。

こ
こ
で
い
う
不
当
な
訴
訟
行
為
と
は
、
単
に
当
事
者
の
訴
訟
上
の
行
動
・
態
度
や
選
択
が
不
当
・
怠
慢
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
実
体
的
権
利
関
係
に
か
か
わ
る
不
当
な
主
張
が
請
求
や
抗
弁
の
形
で
訴
訟
手
続
に
投
影
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る

）
。
特
に
、

一
項
が
規
定
す
る
事
実
審
理
に
お
け
る
請
求
・
抗
弁
の
濫
用
は
、
イ
タ
リ
ア
法
学
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば

te
m
eritas

（
無
謀
・

軽
挙
妄
動
）

と
い
う
ラ
テ
ン
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
一
項
の
対
象
を
通
常
は

無
謀
な
訴
訟
行
為

と
呼
称

す
る
。

ま
た
、
こ
の
損
害
賠
償
の
金
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る

衡
平

に
基
づ
く
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る

）
。
こ
れ
は
、
不
当

な
訴
訟
行
為
に
よ
っ
て
発
生
す
る
損
害
は
そ
の
正
確
な
総
額
を
当
事
者
に
お
い
て
証
明
す
る
こ
と
が
通
常
は
困
難
で
あ
り
、
む
し
ろ

訴
訟
制
度
の
適
正
利
用
と
い
う
観
点
か
ら
当
事
者
の
具
体
的
な
行
動
の
不
当
性
の
有
無
な
い
し
程
度
を
判
断
す
る
の
は
裁
判
所
の
権

限
に
属
す
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
判
断
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る

）
。
た
だ
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
現
時
点
で
は

）
、
こ

れ
は
こ
の
損
害
を
基
礎
づ
け
る
事
実
に
関
す
る
当
事
者
の
証
明
責
任
を
全
く
免
除
す
る
と
い
う
趣
旨
で
は
な
い
。
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3

一
般
不
法
行
為
責
任
と
の
関
係

本
条
と
一
般
不
法
行
為
責
任
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ
の
民
事
訴
訟
法
九
六
条
は
一
般
不
法
行
為
責
任
を
規
定
す
る
民
法
二
〇
四

三
条
の
特
別
規
定
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
お
り

）
、
特
殊
な
不
法
行
為
の
タ
イ
プ
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
で

手
続
的
不
法
行
為

と
呼

称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

）
。

そ
し
て
、
敗
訴
当
事
者
の
手
続
的
加
重
責
任
を
検
討
す
る
た
め
の

無
謀
に
基
づ
く
不
当
な
訴
訟
行
為

を
認
定
す
る
た
め
の
基

準
は
画
一
的
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
た
め
、
敗
訴
当
事
者
の
手
続
的
加
重
責
任
を
理
由
と
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
と
き
は
、

民
法
二
〇
四
三
条
の
適
用
は
完
全
に
排
除
さ
れ
る

）
。
そ
れ
ゆ
え
、
仮
に
あ
る
ひ
と
つ
の
訴
訟
手
続
に
お
い
て
、
九
六
条
が
対
象
と
し

て
い
る
不
当
な
訴
訟
行
為
と
、
そ
う
で
は
な
い
一
般
的
な
不
法
行
為
に
属
す
る
訴
訟
行
為
が
同
時
に
生
じ
て
い
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、

裁
判
所
が
訴
訟
行
為
ご
と
に
両
規
定
を
選
択
し
て
適
用
す
る
こ
と
も
、
当
事
者
に
よ
っ
て
適
用
す
べ
き
規
定
を
選
択
す
る
こ
と
も
認

め
ら
れ
な
い

）
。

（
8
）

わ
が
国
の
実
務
と
異
な
り
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
場
合
に
限
ら
ず
、
弁
護
士
費
用
は
原
則
と
し
て
訴
訟
費
用
に
含
ま
れ

る
こ
と
が
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）

イ
タ
リ
ア
民
法
二
六
五
二
条
は
、
不
動
産
に
関
す
る
権
利
の
設
定
・
移
転
・
変
更
に
関
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
同
条
所
定
の
訴
訟
上

の
請
求
（
た
と
え
ば
、
権
利
設
定
契
約
の
解
除
を
求
め
る
請
求
な
ど
。）
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
登
記
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
。

（
10
）

イ
タ
リ
ア
民
法
二
八
一
八
条
は
、
一
定
額
の
金
銭
の
支
払
ま
た
は
そ
の
他
の
債
務
の
履
行
お
よ
び
そ
れ
ら
に
付
随
す
る
損
害
賠
償
を

求
め
る
訴
訟
に
お
い
て
認
容
判
決
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
判
決
を
原
因
と
し
て
被
告
の
財
産
上
に
抵
当
権
の
設
定
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
定
め
て
い
る
。

（
11
）

本
項
は
、Le

g
g
e1
8

giu
g
n
o2
0
09,

n.69.
D
isp

osizio
ni

p
er

lo
svilu

p
p
o
eco

n
o
m
ico,

la
se

m
plificazio

n
e,

la
co

m‑
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p
etitivita

｀
n
o
n
c
h
e
´

in
m
ateria

di
processo

civile."

民
事
訴
訟
事
件
に
お
け
る
経
済
活
動
、
簡
素
化
お
よ
び
競
争
に
関
す
る
法

律

に
よ
っ
て
、
二
〇
〇
九
年
一
月
に
新
た
に
追
加
さ
れ
た
。

（
12
）V

ir
gilio

A
n
drioli,

C
o
m
m
e
nto

al
co

dice
di

proce
d
u
ra

civile
V
ol.

I(
Jo

v
e
n
e,
1
95
4),

p.2
6
7;

C
ass.

19
m
arzo200

3,
n.4
0
5
2;

C
ass.

8
g
e
n
n
aio20

0
3,

n.73;
C
ass.

3
giu

g
n
o1
9
8
3,

n.3
7
99;

P
M
o
n
za17

giu
g
n
o1
99
6,

O
G
L75

8.

（
13
）

一
方
で
、
そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
問
題
は
一
項
の
規
定
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（Crisa

nto
M
a
n
drioli,

C
orso

di
diritto

process
u
ale

civile
V
ol.

I(
G
ia
p
pic

h
elli,

2
0
0
7),

p.3
5
8;

Piero
P
ajardi,

L
a
resp

o
n
sa
bilita

｀
p
er

le
sp

ese
e
p
er

i
d
a
n
ni

d
el

processo(
G
iuffre,`

1
96
4),

p.3
6
4.

）。

（
14
）C

ass.
1
8

g
e
n
n
aio19

83,
n.4
7
7.

（
15
）

M
a
n
drioli,

.,
p.3
56.

（
16
）R

o
b
erto

V
ecc

hio
n
e,

S
p
ese

giu
diziali(

D
iritto

process
u
ale

civile),
N
u
o
viss.

D
ig
esto

Italia
n
o,

X
V
II(19

7
0),

p.1
1
4
0.

（
17
）

イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
裁
判
官
の
衡
平
判
断
に
よ
る
損
害
賠
償
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

民
訴
法
改
正
要
綱
試
案
第
七
の
二
と

イ
タ
リ
ア
の
損
害
額
の
裁
量
的
算
定
制
度

法
学
政
治
学
論
究
二
三
号
（
一
九
九
四
）
一
一
七
頁
、
参
照
。

（
18
）C

ass.
1
0

otto
bre1

9
96,

n.88
5
7;

F
e
d
erico

C
arpi‐

M
ic
h
ele

T
ar
uffo,

C
o
m
m
e
ntario

bre
v
e
al

co
dice

di
proce

d
u
ra

civile6
e
d.
(
C
E
D
A
M,
2
0
0
9),

p.34
2.

（
19
）

現
時
点
で
は
、
と
し
た
の
は
、
後
述
［
七
］
で
説
明
す
る
よ
う
に
、
二
〇
〇
九
年
に
新
設
さ
れ
た
本
条
三
項
が
九
六
条
に
よ
る
損
害

賠
償
の
申
立
当
事
者
の
証
明
責
任
を
免
除
す
る
規
定
と
読
め
な
く
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
今
後
の
判
例
の
蓄
積
で
運

用
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
申
立
当
事
者
が
そ
の
損
害
賠
償
請
求
の
基
礎
と
な
る
事
実
を
全
く
主
張
し
な
い
と
い
う

運
用
は
想
定
し
に
く
い
。
こ
の
点
の
事
情
に
つ
い
て
は
、Carpi‐

T
ar
uffo,

.,
p
p.3
4
2

ss.

に
詳
し
い
。

（
20
）C

ass.
23

a
prile2

0
0
4,

n.57
3
4;

C
ass.

1
2

g
e
n
n
aio1

9
99,

n.2
5
3;

C
ass.

23
a
prile19

9
7,

n.3
5
34;

C
ass.

1
8

g
e
n
n
aio

19
83,

n.4
7
7.

（
21
）

M
a
n
drioli,

.,
p.3
6
4;

G
irola

m
o

B
o
n
gior

n
o,

R
esp

o
n
sa
bilita

｀
a
g
g
ra
v
ata,

E
n
c.

giu
r.

X
X
V
I(

V
allardi,

19
91),

p.2;
F
ra

n
cesco

C
ord

o
p
arti,

R
esp

o
n
sa
bilita

｀
procces

u
ale

a
g
g
ra
v
ata,

E
n
c.

D
ir.

X
X
X
I
X(

G
iuffre,`

19
8
8),
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p.1
4
8
2.

（
22
）C

ass.
2
3

a
prile2

0
0
4,

n.5
73
4;

C
ass.

24
m
a
g
gio2

00
3,

n.8
2
3
9;

C
ass.

1
2

m
arzo20

02,
n.3
57
3.

（
23
）C

ass.
2
4

lu
glio20

07,
n.1
6
3
0
8;

C
ass.

9
giu

g
n
o2
0
06,

n.1
3
4
55;

C
ass.

1
7

otto
bre2

0
0
3,

n.15
55
1.

三

判
決
手
続
に
お
け
る
請
求
・
抗
弁
の
濫
用
（
一
項
）

1

性
質
と
要
件

九
六
条
一
項
は
、
判
決
手
続
に
お
け
る
当
事
者
の
無
謀
な
訴
訟
行
為
に
対
し
て
、
そ
の
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
す
る
規
定
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
無
謀
と
は
、
原
告
の
請
求
や
被
告
の
抗
弁
が
実
体
法
上
の
根
拠
を
欠
く
か
ま
た
は
そ
の
解
釈
を
歪
め
る
な
ど
の
方
法
に

よ
っ
て
行
使
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
当
事
者
に
意
図
的
な
侵
害
行
為

）
ま
た
は
意
図
し
な
い
侵
害
行
為
に
つ
い
て
の
重
過
失
が
認
定
さ

れ
、
そ
れ
が
た
め
そ
の
当
事
者
が
敗
訴
し
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
る

）
。

そ
れ
ゆ
え
、
一
項
の
適
用
に
際
し
て
は
、
ま
ず
、
規
定
の
文
言
か
ら
、
無
謀
な
訴
訟
行
為
を
し
た
当
事
者
が
完
全
に
敗
訴
し
た
と

い
う
事
実
が
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
そ
の
上
で
、
一
方
当
事
者
の
訴
訟
上
の
請
求
ま
た
は
抗
弁
に
相
手
方
当
事
者
を
害
す
る
意

図
が
あ
っ
た
、
ま
た
は
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
重
過
失
が
あ
っ
た
、
と
い
う
事
実
が
主
観
的
要
件
と
な
る
。
権
利
行
使
に

つ
い
て
の
実
体
法
上
の
根
拠
の
欠
缺
や
こ
じ
つ
け
的
な
法
律
解
釈
の
主
張
と
い
っ
た
事
実
は
、
こ
の
主
観
的
要
件
に
吸
収
さ
れ
る
。

次
い
で
、
そ
の
よ
う
な
事
実
を
含
む
無
謀
な
訴
訟
行
為
の
結
果
と
し
て
、
相
手
方
当
事
者
に
具
体
的
な
損
害
が
発
生
し
た
と
い
う
客

観
的
事
実
が
必
要
で
あ
る
。

2

主
観
的
要
件
‥
相
手
方
を
害
す
る
意
図
ま
た
は
重
過
失
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ま
ず
、
一
項
を
適
用
す
る
た
め
の
主
観
的
要
件
と
し
て
、
無
謀
な
訴
訟
上
の
請
求
ま
た
は
抗
弁
を
し
た
当
事
者
に
相
手
方
を
害
す

る
意
図
ま
た
は
重
過
失
が
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
無
謀
な
訴
訟
行
為
は
、
当
然
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
当
事
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
立
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

）
。
問
題

は
、
ど
の
よ
う
な
事
実
を
主
張
・
立
証
す
れ
ば
訴
訟
行
為
の
無
謀
性
を
明
ら
か
に
し
た
と
言
い
得
る
か
で
あ
る
が
、
規
定
の
文
言
か

ら
、
単
に
実
体
法
上
の
権
利
関
係
の
欠
缺
等
の
事
実
の
み
の
主
張
で
は
足
り
ず
、
さ
ら
に
積
極
的
な
害
意
ま
た
は
そ
れ
と
同
視
し
う

る
重
過
失
に
つ
い
て
の
主
張
ま
で
も
要
求
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

）
。

し
た
が
っ
て
、
無
謀
な
訴
訟
行
為
は
い
わ
ゆ
る
訴
訟
上
の
信
義
誠
実
の
原
則
（
イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法
八
八
条
）
が
も
と
め
る
当
事

者
の
誠
実
さ
に
反
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が

）
、
単
に
信
義
誠
実
義
務
に
違
反
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
こ
の
要
件
を
満
た
し
た

こ
と
に
は
な
ら
な
い

）
。
ま
た
、
あ
る
種
の
権
利
主
張
の
可
能
性
が
す
で
に
破
毀
院
判
例
に
よ
っ
て
明
確
に
否
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
当
事
者
が
そ
れ
と
知
り
つ
つ
な
お
そ
の
権
利
主
張
を
し
た
と
い
う
と
き
で
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
こ
の
要
件
は
満
た
さ
れ
な

い
と
さ
れ
て
い
る

）
。

ま
た
、
無
謀
な
訴
訟
行
為
は
、
そ
れ
が
一
度
な
さ
れ
た
と
い
う
た
だ
一
点
の
事
実
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
当
事

者
が
そ
の
無
謀
な
訴
訟
行
為
を
維
持
し
続
け
た
と
い
う
継
続
性
が
要
求
さ
れ
て
い
る

）
。
一
方
で
学
説
は
、
証
拠
等
の
偽
造
は
そ
れ
だ

け
で
無
謀
性
の
み
な
ら
ず
積
極
的
な
害
意
ま
で
も
推
論
で
き
る
と
し
て
い
る

）
。

3

客
観
的
要
件
‥
損
害
の
発
生
と
程
度

一
項
適
用
の
た
め
の
客
観
的
要
件
と
し
て
、
相
手
方
当
事
者
に
実
際
に
損
害
が
発
生
し
た
と
い
う
事
実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

一
項
に
基
づ
い
て
賠
償
さ
れ
る
べ
き
具
体
的
な
損
害
の
範
囲
と
程
度
は
、
訴
訟
手
続
と
は
無
関
係
の
損
失
と
し
て
の
財
産
の
喪
失

ま
た
は
財
産
取
得
の
機
会
の
逸
失
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

）
。
た
と
え
ば
、
実
体
法
上
の
権
利
が
な
い
の
に
相
手
方
を
害
す
る
意
思
を
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持
っ
て
ま
た
は
重
過
失
で
原
告
が
無
謀
な
訴
え
を
提
起
し
た
場
合
は
、
相
手
方
当
事
者
に
は
訴
訟
の
被
告
と
さ
れ
た
と
い
う
事
実
自

体
に
基
づ
く
風
評
に
よ
っ
て
取
引
が
減
少
し
あ
る
い
は
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
こ
こ
に
い
う
損
害
と

し
て
認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る

）
。
ま
た
、
実
体
法
上
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
の
に
相
手
方
を
害
す
る
意
思
を
持
っ
て
ま
た
は
重
過

失
で
被
告
が
無
謀
な
抗
弁
を
し
た
場
合
に
は
、
正
当
な
実
体
法
上
の
権
利
に
基
づ
い
て
権
利
主
張
を
し
た
原
告
に
は
、
被
告
の
時
間

稼
ぎ
に
よ
っ
て
生
じ
た
利
益
の
喪
失
な
ど
が
損
害
と
し
て
発
生
す
る
だ
ろ
う

）
。

こ
れ
ら
の
損
害
は
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
当
事
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
立
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が

）
、
一
方
で
九
六
条
は
損
害

額
に
つ
い
て
職
権
に
よ
る
衡
平
に
基
づ
く
算
定
評
価
の
可
能
性
も
規
定
し
て
い
る
の
で
、
当
事
者
は
い
か
な
る
損
害
を
ど
の
程
度
ま

で
主
張
立
証
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
が
次
の
問
題
と
な
る
。

そ
も
そ
も
裁
判
所
が
職
権
で
衡
平
に
基
づ
く
損
害
算
定
を
実
施
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
損
害
の
発
生a

n
d
e
b
eatur

だ
け
で
な

く
損
害
の
程
度a

n
q
u
a
ntu

m

に
つ
い
て
も
、
当
事
者
が
そ
れ
ら
の
存
在
を
充
分
に
証
明
し
た
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の

主
要
な
要
素
が
無
謀
な
訴
訟
行
為
か
ら
推
定
で
き
る
程
度
に
因
果
関
係
が
主
張
さ
れ
証
明
さ
れ
た
か

）
、
と
い
う
点
に
か
か
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
破
毀
院
連
合
部
（
日
本
の
大
法
廷
に
相
当
す
る
。）
に
よ
る
も
の
も
含
め
、
多
数
の
判
例
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
指
摘
さ

れ
て
い
る

）
。

一
方
で
、
原
告
の
請
求
に
つ
い
て
そ
れ
自
体
申
立
不
能
で
あ
る
と
す
る
確
認
宣
言
判
決d

eclaratoria

が
な
さ
れ
た
と
き
は
、

損
害
賠
償
を
請
求
す
る
当
事
者
の
主
張
・
立
証
義
務
は
、
そ
の
確
認
宣
言
判
決
を
前
提
と
し
た
裁
判
官
の
自
由
心
証
主
義
に
基
づ
く

確
信
に
よ
っ
て
免
除
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
裁
判
所
は
職
権
に
よ
る
衡
平
に
基
づ
く
損
害
算
定
に
た
だ
ち
に
着
手

し
う
る
と
さ
れ
て
い
る

）
。

4

形
式
要
件
‥
無
謀
な
訴
訟
行
為
を
し
た
当
事
者
の
全
部
敗
訴
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一
項
の
損
害
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
無
謀
な
訴
訟
行
為
を
し
た
当
事
者
が

全
面
的
に

敗
訴
す
る
必
要
が
あ
る

と
さ
れ
て
い
る

）
。
し
た
が
っ
て
、
訴
訟
費
用
を
原
被
告
間
で
分
担
す
る
べ
き
場
合
、
つ
ま
り
は
無
謀
な
訴
訟
行
為
を
受
け
た
当
事
者

の
側
に
も
訴
訟
費
用
を
一
部
負
担
す
べ
き
事
情
が
生
じ
て
い
る
と
き
は
、
そ
も
そ
も
無
謀
な
訴
訟
行
為
を
し
た
側
の
当
事
者
に
対
し

て
九
六
条
一
項
の
責
任
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

）
。

（
24
）

イ
タ
リ
ア
語
に
お
け
る
表
現
は

m
ala

fe
d
e"

で
あ
り
、
こ
れ
は
単
に
あ
る
事
実
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
の

悪
意

で

は
な
く
、
相
手
方
を
積
極
的
に
欺
罔
す
る
意
図
を
要
素
と
す
る
概
念
で
あ
る
。

（
25
）N

icola
Picardi,

C
o
dice

di
proce

d
u
ra

civile4
e
d.(

G
iuffre,`

20
0
8),

p.61
7;

S
alv

atore
S
atta‐

C
ar

m
in
e

P
u
n
zi,

D
iritto

process
u
ale

civile13
e
d.(

C
E
D
A
M,
2
0
00),

p.11
8.

（
26
）C

ass.
1
7

m
arzo1

9
8
2,

n.1
7
22.

（
27
）S

atta‐
P
u
n
zi,

.,
p.1
1
8.

（
28
）Picardi,

.,
p.6
1
6.

（
29
）V

ecc
hio

n
e,

.,
p.1
14
0.

む
し
ろ
、
九
六
条
一
項
の
要
件
た
る
無
謀
性
の
存
在
は
、
八
八
条
の
信
義
誠
実
義
務
違
反
を
強
化
す
る
事
実
と
し
て
作
用
す
る
。
イ
タ

リ
ア
民
事
訴
訟
法
九
四
条
は
、
訴
訟
に
お
い
て
当
事
者
を
法
定
代
理
し
ま
た
は
補
助
す
る
者
は
、

重
大
な
理
由
が
あ
る
と
き

は
当
事

者
と
連
帯
し
て
ま
た
は
そ
の
者
の
み
が
訴
訟
費
用
を
負
担
す
る
と
定
め
て
い
る
が
、
こ
の
重
大
な
理
由
を
認
定
す
る
際
に
九
六
条
一
項
の

無
謀
性
と
信
義
誠
実
義
務
違
反
を
組
み
合
わ
せ
た
判
例
が
あ
る
（C

ass.
6

otto
bre1

98
8,

n.5
3
9
6.

）。

こ
れ
に
対
し
て
、
九
六
条
が
前
提
と
し
て
い
る
責
任
と
は
八
八
条
の
信
義
誠
実
義
務
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
解
や
（E

d
u
ard

o

G
rasso,

N
ote

s
ui

d
a
n
ni

d
a
illecito

process
u
ale,

R
iv.

dir.
proc.

1
95
9,

p
p.2
7
0

ss.

）
、
九
六
条
は
信
義
誠
実
義
務
違
反
の
直

接
制
裁
規
定
で
あ
る
と
す
る
見
解
（C

arlo
C
alv

osa,
L
a
co

n
d
a
n
n
a
al

risarci
m
e
nto

d
ei

d
a
n
ni

p
er

resp
o
n
sa
bilita

｀
a
g
g
ra‑

v
ata,

R
iv.

tri
m.

dir.
proc.

civ.
1
9
5
4,

p
p.38

9
ss.

）
も
あ
る
。

（
30
）C

ass.
7

sette
m
bre1

98
2,

n.4
84
6.
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議
論
の
余
地
が
な
い
ほ
ど
判
例
傾
向
が
確
定
的
で
あ
る
場
合
で
も
そ
う
で
あ
る
と
さ
れ
る
（C

ass.
16

fe
b
braio1

99
8,

n.16
19.

）。

（
31
）

こ
の
こ
と
は
、
裁
判
所
を
積
極
的
に
欺
こ
う
と
す
る
無
謀
な
訴
訟
行
為
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
た
だ
一
回
限
り
で
あ
り
、
同
じ
訴
訟

行
為
が
裁
判
所
に
二
度
と
向
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
無
謀
性
は
認
定
で
き
な
い
と
す
る
判
例
（C

ass.
1
5

fe
b
braio19

85,
n.1
3
1
6.

）
や
、
訴
訟
の
進
行
の
過
程
で
原
告
の
請
求
の
無
謀
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
訴
訟
が
原
告
に
よ
っ
て
取
り
下

げ
ら
れ
た
と
き
は
無
謀
性
は
も
は
や
認
定
さ
れ
な
い
、
と
す
る
下
級
審
裁
判
例
（T

B
olo

g
n
a7

g
e
n
n
aio1

98
6,

G
D
I,

p.3
11.

）
な

ど
か
ら
読
み
取
れ
る
。

（
32
）

例
え
ば
、
交
通
事
故
を
原
因
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
た
示
談
書
が
改
竄
さ
れ
て
い
た
と
い
う

事
例
が
こ
れ
に
当
た
る
（Picardi,

.,
p.61

8.

）。

（
33
）Picardi,

.,
p.6
1
7.

た
だ
し
、
不
当
な
訴
訟
に
巻
き
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
本
来
支
出
の
必
要
が
な
い
は
ず
の
弁
護
士
報
酬
に
つ
い
て
は
、
イ
タ

リ
ア
民
事
訴
訟
法
は
そ
れ
を
そ
も
そ
も
敗
訴
者
が
負
担
す
べ
き
訴
訟
費
用
に
含
め
る
た
め
（
九
一
条
一
項
）、
こ
こ
で
は
特
に
問
題
に
す

る
必
要
が
な
い
。

（
34
）Picardi,

.,
p.6
1
8.

も
ち
ろ
ん
、
証
拠
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（C

ass.
1
7

m
arzo19

82,
n.1
72
2.

）
。

（
35
）Picardi,

.,
p.6
1
8

e
p.6
2
3.

例
え
ば
、
賃
貸
借
契
約
終
了
に
基
づ
い
て
賃
貸
人
が
賃
借
人
に
目
的
物
の
返
還
を
求
め
て
い
る
の
に
賃
借
人
が
理
由
も
な
く
こ
れ
に
抵

抗
す
る
場
合
に
は
、
賃
借
物
の
返
還
の
履
行
遅
滞
に
よ
っ
て
生
じ
る
主
要
な
損
害
は
民
法
の
解
釈
理
論
に
基
づ
い
て
特
定
し
た
う
え
で
算

定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
（C

ass.
6

otto
bre1

9
8
8,

n.53
73.

）
。

（
36
）C

ass.
2
9

m
a
g
gio1

98
4,

n.32
7
4.

（
37
）

判
例
は
、
常
に
申
立
原
告
に
こ
れ
に
つ
い
て
の
証
明
責
任
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
（C

ass.
1
9

lu
glio20

0
4,

n.1
335

5;
C
ass.

6
fe
b
braio19

9
8,

n.1
2
0
0;

C
ass.

10
dicce

m
bre1

9
8
2,

n.69
70.

）。

（
38
）C

ass.
8

giu
g
n
o2
00
7,

n.1
3
39
5;

C
ass.

1
5

fe
b
braio20

07,
n.3
38
8;

C
ass.

9
sette

m
bre2

0
04,

n.18
16
9;

C
ass.,

S.
U.,

20
a
prile2

0
0
4,

n.7
53
8;

C
ass.

8
sette

m
bre1

9
8
3,

n.5
52
4;

B
o
n
gior

n
o,

.,
p.6.
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（
39
）C

ass.
1
0

otto
bre1

9
96,

n.8
85
7.

（
40
）

M
a
n
drioli,

.,
p.3
57

nt.3
5;

C
arpi‐

T
ar
uffo,

.,
p.3
3
9;

C
ass.

6
giu

g
n
o2
0
0
3,

n.90
6
0.

判
例
は
、
非
訟
事
件
手
続
に
対
し
て
も
、
申
立
が
全
部
棄
却
さ
れ
た
場
合
に
は
九
六
条
の
適
用
を
許
し
て
い
る
（C

ass.
6

m
a
g
gio

19
74,

n.1
2
5
1.

）
。

（
41
）

判
例
（C

ass.
2
0

m
arzo2

0
0
0,

n.3
86
7;

C
ass.

9
m
arzo1

9
8
2,

n.1
53
1.

）
は
、
九
二
条
に
よ
る
原
被
告
間
の
費
用
相
殺
宣
言

と
本
条
の
手
続
的
加
重
責
任
の
前
提
条
件
と
は
暗
黙
の
う
ち
に
排
他
的
関
係
に
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し
、
反
対
の
見
解
を
示
す
学
説
も
あ

る
（V

ecc
hio

n
e,

.,
p.1
1
41.

）
。

四

実
体
法
上
の
権
利
を
欠
く
執
行
手
続
等
（
二
項
）

1

性
質
と
要
件

九
六
条
二
項
は
、
保
全
手
続
、
訴
訟
上
の
請
求
の
登
記
、
訴
訟
上
の
抵
当
権
の
登
記
、
ま
た
は
強
制
執
行
の
着
手
と
実
行
の
原
因

と
な
っ
た
実
体
法
上
の
権
利
が
存
在
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
そ
れ
ら
の
執
行
手
続
等
を
申
し
立
て
た
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
す

る
規
定
で
あ
り
、
適
用
範
囲
が
厳
格
に
限
定
さ
れ
た
特
別
規
定
で
あ
る
。

こ
の
規
定
に
基
づ
い
て
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
を
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
執
行
手
続
等
の
根
拠
と
し
て
示
さ
れ
た
実
体
法
上
の
権

利
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
主
観
的
要
件
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
執
行
手
続
等
に
着
手
し
ま
た

は
実
行
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
執
行
手
続
等
の
申
立
当
事
者
に
過
失
が
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
当
然
、
そ
の
不
当

な
執
行
手
続
等
の
結
果
と
し
て
相
手
方
当
事
者
に
実
際
に
損
害
が
発
生
し
た
と
い
う
事
実
も
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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2

主
観
的
要
件
‥
通
常
の
思
慮
の
欠
缺

二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
た
め
の
主
観
的
要
件
に
つ
い
て
は
、
一
項
の
要
件
で
あ
る
意
図
的
な
侵
害
行
為
ま
た
は
意
図
し
な
い
侵

害
行
為
に
つ
い
て
の
重
過
失
ま
で
は
要
求
さ
れ
て
お
ら
ず
、
実
体
的
権
利
が
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
執
行
手
続
等
に
着
手
す

る
と
い
う

通
常
人
と
し
て
の
当
然
の
思
慮
を
欠
く

と
い
う
点
に
責
任
の
本
質
を
求
め
て
い
る

）
。
こ
れ
は
、
一
項
が
対
象
と
し
て

い
る
判
決
手
続
に
お
け
る
無
謀
な
訴
訟
行
為
を
原
因
と
す
る
損
害
と
の
比
較
に
お
い
て
、
二
項
が
想
定
す
る
通
常
の
思
慮
を
欠
く
執

行
の
着
手
と
実
行
が
相
手
方
に
も
た
ら
す
損
失
は
遙
か
に
大
き
い
だ
ろ
う
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る

）
。
し
た
が
っ
て
、
こ

こ
で
の
主
観
的
要
件
は
、
軽
過
失
で
も
足
り
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

）
。

3

客
観
的
要
件
‥
実
体
的
権
利
の
不
存
在

一
項
の
適
用
に
関
し
て
は
、
実
体
法
上
の
権
利
関
係
ま
た
は
法
律
関
係
の
不
存
在
と
い
う
事
実
は
主
観
的
要
件
の
要
素
と
し
て
そ

の
要
件
に
吸
収
さ
れ
た
が
、
二
項
の
適
用
に
お
い
て
は
、
実
体
法
上
の
権
利
の
不
存
在
を
裁
判
所
が
具
体
的
に
確
認
す
る
こ
と
が
規

定
上
求
め
ら
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
こ
の
点
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
判
例
は
、
二
項
の
手
続
的
加
重
責
任
は
実
体
的
権
利
の
不

存
在
と
い
う
事
実
の
み
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
る
傾
向
が
あ
る
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る

）
。

ま
た
、
こ
の
要
件
に
い
う
実
体
法
上
の
権
利
関
係
の
不
存
在
と
は
、
文
字
通
り
執
行
手
続
等
の
着
手
お
よ
び
実
行
の
根
拠
と
な
っ

た
権
利
が
手
続
外
に
お
い
て
全
く
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
い
っ
た
権
利
が
本
案
の
訴
訟
手
続

に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
、
つ
ま
り
実
体
法
上
の
権
利
の
存
在
が
未
確
定
で
あ
る
の
に
執
行
手
続
等
に
着
手

し
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
こ
の
要
件
を
満
た
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い

）
。

例
え
ば
、
本
案
の
訴
訟
に
先
立
つ
訴
訟
上
の
請
求
の
登
記
が
な
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
本
案
の
訴
訟
手
続
に
お
い
て
訴
訟
上

の
請
求
が
却
下
さ
れ
た
場
合
や
、
本
案
訴
訟
の
結
果
を
受
け
て
訴
訟
上
の
抵
当
権
の
登
記
が
な
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
登
記
が
形
式
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的
申
請
要
件
を
満
た
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
な
ど
は
、
こ
こ
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
た
だ
単
に
登
記

原
因
と
さ
れ
る
実
体
法
上
の
権
利
の
不
存
在
だ
け
で
あ
る
。
主
観
的
要
件
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
登
記
請
求
者
が
平
均
的
な
人
間

と
し
て
の
慎
重
さ
を
欠
い
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
こ
の
実
体
法
上
の
権
利
の
不
存
在
に
関
し
て
だ
け
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

）
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
実
体
法
上
の
権
利
関
係
や
法
律
関
係
は
、
必
ず
し
も
不
当
な
執
行
手
続
等
の
申
立
人
と
執
行
を

受
け
た
者
と
の
間
の
も
の
に
限
定
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
債
権
者
が
物
上
保
証
人
の
財
産
に
対
し
て
担
保

権
の
実
行
（
二
項
が
規
定
す
る
強
制
執
行
に
含
ま
れ
る
。）
に
着
手
し
た
場
合
、
債
権
者
と
債
務
者
の
間
に
存
在
す
る
べ
き
債
権
債
務

関
係
が
す
で
に
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
物
上
保
証
人
は
執
行
債
権
者
に
対
し
て
二
項
の
責
任
を
追
及
で
き
る

）
。

4

客
観
的
要
件
‥
損
害
の
発
生
と
程
度

二
項
の
場
合
に
お
け
る
客
観
的
要
件
た
る
損
害
の
発
生
と
そ
の
程
度
に
関
し
て
は
、
一
項
に
つ
い
て
確
認
し
た
こ
と
と
ほ
ぼ
同
様

で
あ
る
。
二
項
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
（
根
拠
が
な
い
と
は
い
え
）
執
行
手
続
を
受
け
れ
ば
金
融
機
関
に
お
け
る
信
用
評
価
の
低
下

や
融
資
制
限
、
あ
る
い
は
貸
付
金
の
回
収
な
ど
が
生
じ
る
だ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
契
約
条
項
に
基
づ
い
て
期
限
の
利
益
を
喪
失
す
る

と
い
う
結
果
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
財
産
を
損
失
し
た
り
利
益
を
得
る
機
会
を
逸
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
損

害
を
主
張
・
立
証
し
て
執
行
申
立
者
の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
に
な
る

）
。

（
42
）C

ass.
8

lu
glio2

00
4,

n.12
5
4
5.

ま
た
、
こ
こ
で
は
、
量
的
条
件
お
よ
び
質
的
条
件
は
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
（C

ass.
2
3

fe
b
braio20

0
4,

n.5
7
34;

C
ass.

2
0

otto‑
bre1

9
8
2,

n.54
7
0.

）
。

（
43
）C

ass.
2
8

n
o
v
e
m
bre1

9
87,

n.8
8
72.
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（
44
）C

ass.
1
3

m
arzo2

0
0
2,

n.6
8
08;

C
ass.

1
7

g
e
n
n
aio1

9
9
6,

n.34
2.

故
意
の
場
合
は
当
然
、
過
失
に
つ
い
て
も
軽
重
問
わ
ず
九
六
条
二
項
の
責
任
が
生
じ
る
こ
と
が
判
例
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
て
い
る

（C
ass.

2
8

n
o
v
e
m
bre1

9
8
7,

n.8
87
2.

）。

た
と
え
ば
、
債
権
者
が
破
産
手
続
を
申
し
立
て
た
場
合
に
お
い
て
は
、
倒
産
法
二
一
条
三
項
は

手
続
費
用
お
よ
び
破
産
管
財
人
の
報

酬
は
、
過
失
あ
る
破
産
手
続
開
始
決
定
の
申
立
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
責
任
を
負
う
べ
き
旨
の
判
決
を
受
け
た
申
立
債
権
者
の
負
担
と
す

る

と
し
て
九
六
条
の
適
用
を
暗
に
要
求
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
債
権
の
不
存
在
を
原
因
と
し
て
破
産
手
続
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、

申
立
債
権
者
は
軽
過
失
で
も
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
（C

ass.
1
8

giu
g
n
o1
9
82,

n.3
7
23.

）
。
そ
れ
に
対
し
て
、
破
産
手
続
開
始
決

定
の
要
件
欠
缺
に
よ
る
破
産
手
続
の
取
消
の
場
合
は
、
二
項
で
は
な
く
一
項
の
問
題
と
な
る
の
で
、
相
手
方
を
害
す
る
意
図
ま
た
は
重
過

失
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（Picardi,

.,
p.6
23.

）
。

（
45
）Picardi,

.,
p
p.6
2
0
ss.

（
46
）S

atta‐
P
u
n
zi,

.,
p.1
1
8.

判
例
に
は
、
実
体
的
権
利
関
係
の
不
存
在
を
原
因
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
そ
の
他
の
本
案
の
不
備
（
権
利
行
使
の
た
め
の
様
式
不
備
な

ど
。）
だ
け
で
は
九
六
条
の
責
任
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
も
の
（C

ass.
22

giu
g
n
o1
99
0,

n.6
3
9
4.

）
や
、
例
え
ば

す
で
に
係
属
し
て
い
る
本
案
の
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
生
じ
た
管
轄
違
背
の
問
題
の
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
が
実
体
的
権
利
関
係
か
ら
独
立
し

て
い
る
手
続
的
瑕
疵
も
こ
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
す
る
も
の
（C

ass.
1
8

otto
bre19

8
5,

n.5
1
32.

）
、
が
あ
る
。

（
47
）Picardi,

.,
p.6
2
1;

C
ass.

5
a
g
osto1

9
8
3,

n.5
26
5.

（
48
）C

ass.
1
2

fe
b
braio1

98
3,

n.18
7
6.

一
方
で
、
債
権
者
が
正
当
な
執
行
手
続
と
し
て
民
事
訴
訟
法
五
四
三
条
の
第
三
者
占
有
物
に
対
す
る
執
行espro

priazio
n
e
presso

terzi

に
着
手
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
債
務
者
の
財
産
を
占
有
す
る
第
三
者
が
不
当
な
方
法
で
執
行
を
妨
害
し
て
も
、
規
定
の
文
言
か

ら
九
六
条
二
項
は
適
用
さ
れ
な
い
。
こ
の
場
合
は
、
一
般
不
法
行
為
責
任
に
関
す
る
問
題
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
（Picardi,

.,
p.6
2
1

）。

（
49
）Picardi,

.,
p.6
1
7.
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五

根
拠
の
な
い
本
案
前
の
抗
弁

1

本
案
前
の
抗
弁
に
対
す
る
九
六
条
一
項
の
類
推
適
用

以
上
見
た
よ
う
に
、
九
六
条
は
、
無
謀
な
訴
訟
行
為
の
実
施
ま
た
は
通
常
の
思
慮
を
欠
く
執
行
手
続
等
の
着
手
・
実
行
と
い
う
、

あ
る
特
定
の
手
続
内
で
の
当
事
者
の
個
々
の
行
動
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
、
そ
こ
に
手
続
的
加
重
責
任
の
根
拠
を
求
め
て
い
る
。
こ

れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
、
一
項
の
場
合
で
あ
る
か
二
項
の
場
合
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
必
然
的
に
実
体
法
上
の
請
求

権
の
不
存
在
が
制
度
適
用
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
特
に
一
項
の
要
件
で
あ
る
無
謀
な
訴
訟
行
為
が
常
に
実
体
法
上
の
請
求
権
の
存
否
の
問
題
と
結
び
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
被
告
側
か
ら
わ
が
国
で
い
う
と
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
本
案
前
の
抗
弁
が
濫
用
的
に
行
使
さ
れ
た
場
合
に
問
題
が

生
じ
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え
そ
れ
が
理
由
な
し
と
し
て
却
下
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
根
拠
の
な
い
本
案
前
の
抗
弁
に
よ
っ
て
原
告

側
に
損
害
が
生
じ
る
か
も
し
れ
ず
、
に
も
関
わ
ら
ず
そ
れ
は
実
体
法
上
の
権
利
の
不
存
在
の
問
題
で
は
な
い
の
で
九
六
条
を
適
用
し

て
損
害
賠
償
を
命
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
現
在
で
は
、
こ
の
規
定
は
も
っ
と
大
き
な
視
点
か
ら
、
実
体
法
上
の
請
求
権
と
は
全
く
別
次
元
の
問
題
で
あ
る
手
続

制
度
そ
の
も
の
の
不
正
利
用
に
対
し
て
も
適
用
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

）
。

2

根
拠
の
な
い
裁
判
権
の
規
整
の
申
立
の
例

）

た
と
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法
三
七
条
は
、
被
告
が
（
ま
た
は
行
政
事
件
に
お
い
て
は
裁
判
官
が
職
権
で
）
指
摘
す
べ
き
裁
判

権
の
欠
缺
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
争
い
が
生
じ
た
と
き
は
四
一
条
に
よ
っ
て

裁
判
権
の
規
整
の
申
立re‑
g
ola

m
e
nto

pre
v
e
ntiv

e
di

giurisdizio
n
e

を
破
毀
院
連
合
部
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
破
毀
院
に
こ
の
申
立
が
な
さ
れ
る
と
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本
案
の
訴
訟
手
続
は
中
止
さ
れ
る
（
三
六
七
条
）
た
め
、
本
案
の
訴
訟
手
続
に
お
い
て
無
益
な
抵
抗
を
企
図
す
る
被
告
が
、
理
由
が

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
申
立
を
し
て
時
間
稼
ぎ
を
は
か
り
、
そ
の
結
果
原
告
に
損
害
を
発
生
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
場
合
に
は
、
九
六
条
一
項
を
類
推
適
用
し
て
、
根
拠
の
な
い
裁
判
権
規
整
の
申
立
を
し
た
被
告
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
命
じ
る

こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る

）
。
ま
た
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
権
規
整
の
申
立
に
対
す
る
却
下
判
決
（
イ
タ
リ
ア
民
事
訴

訟
法
に
お
い
て
は
、
こ
の
場
合
に
出
さ
れ
る
判
決
は

手
続
続
行
不
能
の
確
認
的
宣
言
判
決d

eclaratoria
di
i
m
proce

dibilita
｀

と
呼
ば

れ
る
。）
に
お
い
て
却
下
理
由
と
し
て
申
立
の
無
謀
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
れ
ば
、
再
開
さ
れ
た
本
案
の
訴
訟
手
続
に
お
い
て
裁
判
所

は
そ
れ
の
み
を
根
拠
と
し
て
九
六
条
一
項
の
主
観
的
要
件
は
満
た
さ
れ
た
と
考
え
て
良
い
と
さ
れ
て
い
る

）
。

た
だ
し
、
こ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
原
告
に
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
判
例
は
、
根
拠
の
な
い
本
案
前
の
抗
弁
と
い
う
被
告
の

無
謀
な
行
為
が
原
因
と
な
っ
た
具
体
的
な
財
産
や
機
会
の
逸
失
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
被
告
の
無
益
な
裁
判
権
規
整
の
申
立

と
そ
れ
に
続
く
破
毀
院
で
の
無
駄
な
弁
論
に
原
告
が
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
点
を
重
視
し
て
、
純
粋
に
訴
訟
手
続
に

関
す
る
支
出
の
み
に
損
害
の
原
因
を
求
め
る
こ
と
と
し
て
い
る

）
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
損
害
は
、
原
告
に
生
じ
た
あ
ら
ゆ
る
種
類
の

訴
訟
費
用
お
よ
び
弁
護
士
等
に
支
払
っ
た
報
酬
の
み
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
原
告
が

被
告
の
正
当
事
由
が
な
い
申
立
に
対
し
て
争
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
失
に
関
し
て
は
、
訴
訟
手
続
外
で
生
じ
た

事
情
は
全
く
考
慮
す
る
必
要
が
な
い
の
で
、
裁
判
所
が
経
験
則
に
基
づ
い
て
推
論
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る

）
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
、
本

案
に
お
け
る
無
謀
な
訴
訟
行
為
に
関
す
る
九
六
条
一
項
の
場
合
の
よ
う
に
、
当
事
者
が
具
体
的
な
損
害
を
証
明
す
る
こ
と
は
必
要
な

い
）

。（
50
）

M
a
n
drioli,

.,
p.35

7;
Picardi,

.,
p.61

9;
E
d
u
ard

o
G
rasso,

D
ella

resp
o
n
sa
bilita

｀
n
elle

sp
ese,

C
o
m‑

m
e
ntario

d
el

co
dice

di
proce

d
u
ra

civile
a
c
u
ra

di
E
n
rico

A
llorio(

U
T
E
T,
1
9
73),

p.1
0
3.
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（
51
）

類
似
案
件
と
し
て
、
管
轄
権
規
整
の
無
謀
な
申
立
も
考
え
ら
れ
る
（C

ass.
2
6

lu
glio1

9
85,

n.4
3
4
0;

C
ass.

1
4

fe
b
braio

19
83,

n.1
1
4
2.

）。

（
52
）C

ass.
2
1

a
prile1

9
8
2,

n.2
47
2;

C
ass.

2
m
arzo1

98
2,

n.1
2
8
0.

（
53
）C

ass.
2
0

lu
glio19

83,
n.5
0
0
0.

破
毀
院
に
お
い
て
裁
判
権
の
規
整
の
申
立
が
却
下
さ
れ
た
と
き
、
却
下
理
由
そ
れ
自
体
が
九
六
条
一
項
の
手
続
的
加
重
責
任
の
要
件
を

満
た
す
と
さ
れ
た
例
と
し
て
は
、
問
題
を
発
生
さ
せ
た
者
の
無
謀
な
人
間
性
が
指
摘
さ
れ
た
例
（C

ass.
2
8

g
e
n
n
aio1

983,
n.7
66.

）、

ま
っ
た
く
利
益
が
認
め
ら
れ
な
い
明
ら
か
な
遅
延
戦
術
目
的
を
指
摘
さ
れ
た
例
（C

ass.
1
6

g
e
n
n
aio1

98
7,

n.3
0
9.

）
、
お
よ
び
明
ら

か
に
許
可
さ
れ
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
一
の
申
立
を
再
度
提
起
し
た
こ
と
に
対
し
て
明
ら
か
な
悪
意
を
指
摘
さ

れ
た
例
（C

ass.,
ordin

a
n
za,

1
7

lu
glio1

9
9
2,

n.55
0.

）
な
ど
が
あ
る
。

（
54
）C

ass.
4

lu
glio1

98
9,

n.31
9
9.

（
55
）C

ass.
2
8

g
e
n
n
aio19

83,
n.7
6
6.

不
適
法
却
下
を
宣
言
す
る
オ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ツ
ァ
に
よ
っ
て
も
賠
償
命
令
の
判
決
が
な
さ
れ
う
る
（Cass.

ordin
a
n
za,

19
fe
b
braio

20
02,

n.2
4
2
0;

C
ass.

ordin
a
n
za,

19
dice

m
bre1

9
8
8,

n.12
5.

）。

（
56
）Picardi,

.,
p.6
1
8.

六

手
続
的
加
重
責
任
に
関
す
る
裁
判
の
申
立
時
期
と
管
轄
権

九
六
条
が
規
定
す
る
手
続
的
加
重
責
任
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
い
つ
、
い
か
な
る
裁
判
所
に
対
し
て
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
、
が
次
の
問
題
で
あ
る
。
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1

審
級
関
係
と
九
六
条
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
の
申
立

ま
ず
、
一
方
当
事
者
が
一
項
の
対
象
で
あ
る
無
謀
な
訴
訟
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
然
、
相
手
方
当
事
者
は
そ
の
訴

訟
行
為
が
行
わ
れ
た
判
決
手
続
の
事
実
審
理
裁
判
官

）
に
対
し
て
九
六
条
一
項
の
適
用
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

）
。
こ
の
場
合
、
相
手

方
当
事
者
は
本
案
に
つ
い
て
必
要
な
弁
論
を
行
い
、
事
実
審
理
裁
判
官
の
面
前
に
お
け
る
口
頭
弁
論
の
終
結
に
際
し
て
実
施
さ
れ
る

主
張
の
明
確
化

）
の
段
階
に
お
い
て
、
初
め
て
九
六
条
の
適
用
を
申
し
立
て
る
こ
と
も
で
き
る

）
。
一
方
で
、
相
手
方
当
事
者
が
受
け
入

れ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
訴
提
起
に
よ
る
九
六
条
一
項
の
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い

）
。

九
六
条
の
手
続
的
加
重
責
任
に
関
す
る
審
理
に
お
い
て
も
当
事
者
の
反
論
権
は
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
例
え
ば
被
告

に
よ
っ
て
九
六
条
の
申
立
が
な
さ
れ
た
期
日
に
原
告
が
欠
席
し
て
い
た
と
き
は
原
告
に
そ
の
申
立
書
を
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず

）
、

こ
れ
を
怠
れ
ば
不
適
法
な
申
立
と
し
て
却
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

）
。

ま
た
、
一
項
の
適
用
を
求
め
る
当
事
者
が
第
一
審
の
口
頭
弁
論
に
お
い
て
相
手
方
当
事
者
の
訴
訟
行
為
の
無
謀
性
を
明
確
に
主
張

し
て
い
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
に
基
づ
い
て
（
相
手
方
当
事
者
が
ま
た
し
て
も
無
謀
に
提
起
し
た
）
控
訴
審
に
お
い
て
初
め
て
九
六
条

の
適
用
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
許
さ
れ
る

）
。
た
だ
し
、
九
六
条
に
よ
り
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
損
害
の
発
生
と
そ

の
程
度
が
主
張
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
第
一
審
に
お
け
る
九
六
条
の
手
続
的
加
重
責
任
に
関
す
る
弁
論
に
お
い
て
損
害
の

発
生
の
み
を
論
じ
た
と
き
は
結
果
と
し
て
申
立
は
却
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
と
き
、
第
一
審
で
し
た
損
害
の
発
生
に
関
す

る
弁
論
を
前
提
と
し
て
控
訴
審
で
損
害
の
程
度
の
審
理
を
新
た
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る

）
。

上
告
審
に
お
い
て
は
、
破
毀
院
に
対
す
る
無
謀
な
破
毀
申
立
に
起
因
す
る
損
害
に
関
し
て
は
、
破
毀
院
に
お
い
て
原
審
の
判
決
の

合
憲
性
の
審
理
が
行
わ
れ
て
い
る
と
き
で
も
、
相
手
方
当
事
者
へ
の
申
立
書
の
送
達
に
よ
っ
て
反
論
の
機
会
を
保
証
す
る
限
り

）
、
九

六
条
の
申
立
と
審
理
が
可
能
で
あ
る

）
。
し
か
し
一
方
で
、
控
訴
審
に
お
い
て
な
さ
れ
た
不
当
な
訴
訟
行
為
に
対
す
る
手
続
的
加
重
責

任
を
原
因
と
す
る
破
毀
院
に
対
す
る
新
た
な
申
立
て
は
、
合
憲
性
の
審
理
に
加
え
て
控
訴
審
に
お
い
て
生
じ
た
事
実
に
関
す
る
審
理
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が
必
要
と
な
る
の
で
、
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る

）
。

2

不
当
な
執
行
手
続
等
に
対
す
る
九
六
条
二
項
の
場
合

二
項
の
適
用
の
場
合
に
は
、
執
行
手
続
等
の
着
手
と
実
行
に
関
す
る
裁
判
に
管
轄
権
を
有
す
る
裁
判
所
に
申
立
を
す
る
必
要
が
あ

る
）

。
し
た
が
っ
て
、
二
項
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
は
異
議
手
続
に
お
い
て
審
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
別
訴
を
提
起
す
る
こ
と
は

で
き
な
い

）
。
た
だ
し
、
訴
え
の
提
起
や
本
案
の
弁
論
に
無
謀
性
が
な
い
至
極
ま
っ
と
う
な
第
一
審
の
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
と
き
、

そ
れ
に
基
づ
く
仮
執
行
が
通
常
の
思
慮
を
欠
い
て
い
た
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
の
本
案
訴
訟
の
控
訴
審
に
お
い
て
九
六
条
の
請
求
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る

）
。

3

破
産
手
続
の
場
合

債
権
者
が
し
た
破
産
手
続
開
始
の
申
立
に
つ
い
て
九
六
条
の
適
用
を
求
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
九
六
条
の
審

理
を
管
轄
す
る
裁
判
所
が
異
な
る
。

債
権
者
の
申
立
に
よ
り
破
産
手
続
開
始
決
定
が
な
さ
れ
た
が
そ
れ
に
破
産
原
因
が
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
は
、
破
産
者
は
破
産
裁

判
所
に
破
産
取
消
の
異
議
訴
訟
（
倒
産
法
一
八
条
）
を
提
起
で
き
る
の
で
、
申
立
債
権
者
に
対
す
る
九
六
条
の
賠
償
請
求
は
そ
の
手

続
に
お
い
て
破
産
裁
判
所
に
お
い
て
審
理
さ
れ
、
異
議
訴
訟
の
判
決
に
お
い
て
あ
わ
せ
て
裁
判
さ
れ
る

）
。

一
方
、
債
権
者
に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の
申
立
が
要
件
の
欠
缺
に
よ
り
却
下
さ
れ
た
と
き
（
倒
産
法
二
二
条
）
は
、
申
立
債
権
者

は
却
下
決
定
に
対
し
て
抗
告
で
き
る
が
、
破
産
者
に
は
破
産
裁
判
所
に
提
起
で
き
る
手
続
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
場
合
に
は
、

債
権
者
に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の
申
立
の
結
果
生
じ
た
損
害
の
賠
償
請
求
に
つ
い
て
は
、
通
常
訴
訟
と
し
て
新
た
に
別
訴
を
提
起
す

る
べ
き
と
さ
れ
て
い
る

）
。
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（
57
）

イ
タ
リ
ア
の
判
決
手
続
は
、
本
案
の
事
実
審
理
に
つ
い
て
は
事
実
審
理
裁
判
官
が
口
頭
弁
論
を
指
揮
し
、
そ
こ
で
審
理
が
尽
く
さ
れ

れ
ば
事
実
審
理
裁
判
官
は
事
件
を
合
議
体
に
回
付
し
、
最
後
に
事
実
審
理
裁
判
官
か
ら
審
理
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
を
受
け
た
合
議
体
が

判
決
を
作
成
す
る
、
と
い
う
形
式
に
な
っ
て
い
る
（
九
〇
年
代
初
頭
の
民
事
訴
訟
手
続
改
革
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
、
事
実
審
理
と
裁
判

の
両
任
務
を
一
人
で
負
う
単
独
裁
判
官giu

dice
u
nico

は
、
一
九
九
八
年
の
民
事
訴
訟
法
改
正
に
よ
っ
て
通
常
事
件
の
審
理
に
お
い
て

は
置
か
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。）。

（
58
）S

atta‐
P
u
n
zi,

.,
p.1
1
9.

（
59
）

事
実
審
理
裁
判
官
が
指
揮
す
る
口
頭
弁
論
と
合
議
体
に
よ
る
裁
判
と
い
う
二
段
階
審
理
構
造
に
お
い
て
、
事
実
審
理
裁
判
官
が
事
件

を
合
議
体
に
回
付
す
る
と
き
に
は
、
合
議
体
に
報
告
す
る
事
実
審
理
の
結
果
を
明
確
化
す
る
た
め
に
当
事
者
を
呼
び
出
し
（
民
事
訴
訟
法

一
八
九
条
）、
ま
た
合
議
体
へ
の
事
件
回
付
が
行
わ
れ
た
後
六
〇
日
以
内
に
原
告
は

結
論
趣
意
書

を
提
出
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
二
〇

日
以
内
に
被
告
は

反
論
の
覚
書

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
一
九
〇
条
）。

（
60
）C

ass.
1
9

m
arzo1

9
9
9,

n.2
5
32.

（
61
）C

ass.
2
9

m
arzo1

9
9
9,

n.2
9
67;

C
ass.

1
5

dice
m
bre1

98
6,

n.75
0
3.

ま
た
、
本
案
の
請
求
に
関
す
る
審
理
か
ら
九
六
条
の
手
続
的
加
重
責
任
に
関
す
る
弁
論
を
分
離
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
（C

ass.
9

a
prile1

9
8
4,

n.22
66.

）
。

（
62
）

イ
タ
リ
ア
の
民
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
は
、
訴
え
の
提
起
（
原
告
か
ら
被
告
に
対
す
る
呼
出
状
の
送
達
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。）
の

場
合
も
含
め
て
、
原
則
と
し
て
送
達
は
送
達
す
べ
き
文
書
を
作
成
し
た
当
事
者
の
責
任
で
（
執
行
官
に
送
達
を
委
託
す
る
方
法
で
）
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
民
事
訴
訟
法
一
三
七
条
）。

（
63
）C

ass.
3

a
g
osto20

0
5,

n.1
6
25
6.

（
64
）C

ass.
1
7

fe
b
braio1

98
7,

n.36
1
0.

た
だ
し
、
九
六
条
の
適
用
の
申
立
が
控
訴
提
起
に
よ
っ
て
初
め
て
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
申
立
に
お
い
て
第
一
審
の
訴
訟
手
続
に

お
い
て
生
じ
た
無
謀
の
訴
訟
行
為
に
つ
い
て
き
ち
ん
と
言
及
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
控
訴
審
に
お
け
る
九
六
条
の
申
立
に
よ
っ
て
賠
償
の
対

象
と
な
る
損
害
は
、
第
一
審
の
判
決
が
原
因
と
な
っ
た
損
害
（
そ
の
主
要
な
も
の
は
相
手
方
当
事
者
の
無
謀
な
控
訴
提
起
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
た
損
害
で
あ
ろ
う
。）
の
み
に
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
（C

ass.
2
1

a
prile19

99,
n.39

67;
C
ass.

16
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m
arzo1

9
81,

n.1
47
0.

）
。

（
65
）

第
一
審
の
口
頭
弁
論
に
お
い
て
相
手
方
当
事
者
の
訴
訟
行
為
の
無
謀
性
を
明
確
に
主
張
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る

（C
ass.

1
4

giu
g
n
o19

8
2,

n.3
61
0.

）
。

（
66
）

し
た
が
っ
て
、
口
頭
弁
論
の
場
に
お
い
て
初
め
て
九
六
条
の
申
立
を
提
起
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
も
と
も
と
、Cass.

13
giu

g
n
o1
9
8
5,

n.35
52.

は
こ
の
考
え
方
で
あ
り
、
一
方C

ass.
1
7

fe
b
braio1

99
0,

n.1
1
7
3.

は
提
起
を
認
め
る
趣
旨
の
判
断
で
あ
っ

た
が
、
破
毀
院
連
合
部
判
決C

ass.
S.
U.,

1
9

g
e
n
n
aio19

91,
n.52

2.

に
よ
っ
て
申
立
の
提
起
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
判
断
に
統
一

さ
れ
た
。

（
67
）

控
訴
審
で
生
じ
た
事
実
に
つ
い
て
審
理
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
（C

ass.
14

otto
bre2

0
0
5,

n.19
9
7
6;

C
ass.

1
7

m
arzo

19
99,

n.2
3
8
9.

）
。

（
68
）C

ass.
1
6

a
prile1

9
8
2,

n.2
32
0.

（
69
）C

ass.
3
0

g
e
n
n
aio19

85,
n.5
4
7.

（
70
）C

ass.
1
5

dice
m
bre1

9
90,

n.1
1
93
6.

（
71
）C

ass.
1
7

fe
b
braio1

98
7,

n.36
1
0.

（
72
）

イ
タ
リ
ア
倒
産
法
一
九
条
お
よ
び
二
一
条
三
項
の
規
定
で
処
理
す
る
（C

ass.
2
6

giu
g
n
o1
9
99,

n.6
63
7.

）
。

（
73
）C

ass.
8

fe
b
braio1

9
90,

n.8
75.

七

二
〇
〇
九
年
改
正
に
よ
る
手
続
の
簡
易
化
（
三
項
）

と
こ
ろ
で
、
イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法
は
二
〇
〇
九
年
に
一
部
改
正
が
な
さ
れ

）
、
本
条
に
も
新
た
に
第
三
項
が
追
加
さ
れ
た
。

こ
の
規
定
は
、
裁
判
官
が
民
事
訴
訟
法
九
一
条
（
訴
訟
費
用
敗
訴
者
負
担
の
原
則
規
定
）
に
よ
り
訴
訟
費
用
の
裁
判
を
す
る
と
き
は
、

裁
判
所
は
、
勝
訴
し
た
当
事
者
が
負
担
し
た
手
続
費
用
と
弁
護
報
酬
等
の
償
還
命
令
に
加
え
て
（
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
敗
訴
者
負
担
原
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則
に
つ
い
て
は
九
一
条
が
規
定
し
て
い
る
。）、
職
権
に
よ
っ
て
も
、
裁
判
所
に
よ
る
衡
平
な
算
定
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
不
当
な
訴
訟

行
為
を
行
っ
た
敗
訴
当
事
者
に
対
し
て
命
じ
得
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
新
規
定
に
よ
っ
て
、
一
項
お
よ
び
二
項

の
規
定
の
適
用
に
は
当
事
者
の
申
立
が
前
提
と
な
る
、
と
い
う
制
限
が
外
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
規
定
は
、
要
す
る
に
、
当
事
者
の
行
動
が
一
項
ま
た
は
二
項
の
適
用
要
件
を
満
た
す
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
当
事

者
は
常
に
裁
判
所
か
ら
制
裁
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
規
定

は

口
頭
弁
論
が
終
結
し
、
裁
判
官
が
一
方
当
事
者
の
全
部
敗
訴
の
判
決
を
書
き
、
最
後
に
訴
訟
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
具
体
的
な

決
定
を
す
る

そ
の
瞬
間
に
機
能
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
相
手
方
当
事
者
に
よ
る
具
体
的
な
損
害
の

主
張
も
立
証
も
要
求
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
三
項
の
追
加
は
、
単
純
に
九
六
条
の
手
続
的
加
重
責
任
に
よ
る
損
害
賠
償
の
制
度
の
実
効
性
を
高
め
る
、
と
い
う
点
に
立
法

理
由
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

）
。
と
い
う
の
は
、
不
当
な
訴
訟
行
為
の
被
害
を
受
け
た
当
事
者
が
九
六
条
の
規
定
の
適
用
の
た
め
に
具

体
的
な
損
害
に
つ
い
て
証
拠
を
充
分
に
準
備
す
る
こ
と
が
実
際
に
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
具
体
的
な
事
例
に
お
い

て
多
数
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
の
結
果
、
あ
る
種
の
人
間
は
不
当
訴
訟
の
実
施
を
た
め
ら
わ
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
考

え
ら
れ
、
こ
れ
に
対
処
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
一
般
論
と
し
て
、
裁
判
所
が
損
害
賠
償
の
支
払
を
命
じ
る
前
提
と
し
て
、
そ
の
基
礎
と
な
る
事
情
を
当
事
者
が
全
く
主
張

し
な
い
と
い
う
こ
と
は
容
認
で
き
る
は
ず
も
な
く
、
一
項
お
よ
び
二
項
の
運
用
に
関
し
て
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
判
例
の
趣
旨
と
の

整
合
性
を
保
つ
た
め
に
も
、
実
際
に
は
裁
判
の
段
階
で
突
如
と
し
て
九
六
条
の
手
続
的
加
重
責
任
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る

）
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
三
項
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
手
続
的
加
重
責
任
の
要
件
、
つ
ま
り
損
害

の
発
生
と
そ
の
程
度
を
明
ら
か
に
す
る
事
実
に
つ
い
て
、
な
お
基
礎
的
な
事
情
に
つ
い
て
は
当
事
者
の
弁
論
を
求
め
つ
つ
、
そ
こ
に

要
求
さ
れ
る
証
明
度
が
裁
判
所
の
考
慮
に
よ
っ
て
低
め
に
設
定
さ
れ
る
と
い
う
程
度
に
理
解
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
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（
74
）

前
掲
注
（
11
）
参
照
。

（
75
）C

arpi‐
T
ar
uffo,

.,
p.34

2.

（
76
）

.

八

お
わ
り
に

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
不
当
訴
訟
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
制
度
は
、
多
数
の
判
例
に
よ
り

か
な
り
理
論
的
に
細
部
が
詰
め
ら
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
一
項
お
よ
び
二
項
に
つ
い
て
は
適
用
要
件
の
検
討
な
ど
が
ほ
ぼ
完
成
の

域
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
、
二
〇
〇
九
年
に
新
た
に
追
加
さ
れ
た
三
項
が
今
後
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
く
の
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
全
く
分
か
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
、
具
体
的
な
事
例
の
積
み
重
ね
に
お
い
て
一
項
お
よ
び
二
項
の
運
用
と

の
整
合
性
が
図
ら
れ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
が
、
案
外

取
り
敢
え
ず
や
っ
て
み
て
駄
目
な
ら
改
め
る

と
い
う
イ
タ
リ
ア
の
法
制
度

設
計
の
暗
黙
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
、
数
年
後
に
は
三
項
は
再
び
削
除
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法
の
制
度
を
ひ
と
つ
の
参
考
と
し
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
検
討
す
べ
き
こ
と
は
以
下

の
三
点
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
そ
の
第
一
は
、
不
当
訴
訟
の
要
件
の
精
査
で
あ
る
。
今
日
に
お
い
て
も
、
わ
が
国
に
お
け
る
不
当
訴
訟
に
関
す
る
判
例
な
い

し
裁
判
例
は
、
そ
の
多
く
が
昭
和
六
三
年
最
高
裁
判
決
が
定
立
し
た
二
つ
の
要
件
を
判
決
理
由
に
引
用
し
て
判
断
の
基
盤
に
し
て
い

る
）

。
し
か
し
、
個
別
具
体
的
な
ケ
ー
ス
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
過
程
で
様
々
な
解
釈
が
こ
の
二
つ
の
要
件
に
生
じ
て
き
た
は
ず
で

あ
り
、
そ
れ
ら
を
体
系
的
に
解
明
す
る
検
討
作
業
が
続
け
ら
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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さ
ら
に
、
第
二
と
し
て
、
不
当
訴
訟
の
被
害
者
に
具
体
的
に
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
は

ど
の
程
度
の
主
張
・
立
証
を
求
め
る
の
か
、
と
い
う
点
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
わ
が
国

に
お
い
て
は
不
当
訴
訟
に
基
づ
く
責
任
は
い
ま
の
と
こ
ろ
一
般
不
法
行
為
責
任
と
す
る
し
か
な
い
た
め
、
民
法
七
〇
九
条
の
解
釈
の

枠
内
で
こ
の
問
題
を
論
じ
る
し
か
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
損
害
の
発
生
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
損
害
の
程

度
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
法
二
四
八
条
が
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
裁
判
所
に
よ
る
損
害
額
の
衡
平
算
定
を
わ
が
国
に
お
い
て

も
実
現
す
る
可
能
性
を
内
包
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
検
討
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
最
後
に
、
第
三
と
し
て
、
第
一
お
よ
び
第
二
の
検
討
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
不
当
訴
訟
に
対
す
る
賠
償

責
任
認
定
の
容
易
化
あ
る
い
は
厳
罰
化
に
一
定
の
限
界
を
設
定
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
不
当
訴
訟
の
認
定
と
憲
法
の
要
請
で

あ
る
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
民
事
訴
訟
手
続
に

お
け
る
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
を
規
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
憲
法
三
二
条
と
の
関
係
で
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
当
事
者
の

行
為
が
憲
法
の
人
権
保
障
を
受
け
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
不
当
な
行
為
と
評
価
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
明
ら

か
に
し
て
い
く
作
業
は
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
解
釈
で
は
な
く
存
否
の
問
題
と
し
て
実
際
に
は
全
く
存
在
し
な
い
実
体
法
上
の
権
利
を
そ
れ
と
知
り
な
が
ら
訴
訟
物
に

据
え
て
訴
え
を
提
起
す
る
行
為
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
お
い
て
悪
質
性
を
帯
び
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
一
方
で
、

判
例
理
論
ま
た
は
法
解
釈
上
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
権
利
主
張
を
そ
れ
と
知
り
な
が
ら
敢
え
て
す
る
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て
、
そ

の
目
的
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
一
様
に
許
さ
れ
な
い
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
例
え
ば
非
嫡
出
子
の
法
定
相
続
分
の

格
差
を
争
う
訴
訟
は
、
平
成
七
年
の
最
高
裁
決
定

）
に
よ
っ
て
合
憲
性
が
確
認
さ
れ
て
以
来
、
形
式
的
に
は
一
貫
し
て
合
憲
判
断
が
貫

か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

）
が
、
こ
の
と
き
、
そ
れ
で
も
敢
え
て
非
嫡
出
子
の
法
定
相
続
分
の
格
差
の
違
憲
性
を
実
質
的
な
争
点
と

す
る
訴
訟
を
提
起
す
る
と
、
こ
れ
は
最
高
裁
に
お
い
て
一
貫
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
権
利
主
張
を
そ
れ
と
知
り
な
が
ら
し
た
と
し
て
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不
当
訴
訟
と
い
う
扱
い
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
一
見
、
形
式
的
に
は
合
憲
判
断
が
貫
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、

実
質
的
に
は
合
憲
判
断
に
対
し
て
常
に
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
国
民
の
家
族
観
の
変
化
や
非
嫡
出
子
の
増
加
な
ど

に
よ
り
社
会
が
変
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば

）
、
な
お
正
当
に
権
利
主
張
を
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
だ
ろ

う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
不
当
訴
訟
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
形
式
的
に
要
件
を
満
た
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
判
断
だ
け
で
は
充
分
で
は
な
く
、

裁
判
を
受
け
る
権
利
と
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
議
論
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
当
事
者
が
そ
の
訴
訟
行
為
を
選
択
す
る
に
至
っ
た
背
景

や
事
情
と
い
っ
た
も
の
を
不
当
訴
訟
の
要
件
の
認
定
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
反
映
さ
せ
る
べ
き
な
の
か
（
あ
る
い
は
そ
う
す

べ
き
で
は
な
い
の
か
。）
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
検
討
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

（
77
）

公
刊
さ
れ
て
い
る
最
近
の
判
例
な
い
し
裁
判
例
を
見
て
も
、
昭
和
六
三
年
最
高
裁
判
決
を
引
用
し
て
不
当
訴
訟
の
問
題
を
解
決
し
た

事
例
は
、
認
容
事
例
と
棄
却
事
例
を
あ
わ
せ
て
平
成
一
〇
年
以
降
に
絞
っ
て
も
五
〇
件
を
超
え
る
。

（
78
）

最
大
決
平
七
・
七
・
五
民
集
四
九
巻
七
号
一
七
八
九
頁
=
家
月
四
七
巻
一
〇
号
二
三
頁
=
裁
時
一
一
五
〇
号
一
頁
=
判
時
一
五
四
〇

号
三
頁
=
判
タ
八
八
五
号
八
三
頁
=
金
判
九
八
〇
号
三
頁
=
ジ
ュ
リ
一
〇
七
四
号
二
〇
八
頁
。

（
79
）

非
嫡
出
子
の
法
定
相
続
分
の
格
差
を
合
憲
と
す
る
最
高
裁
判
断
は
、
最
高
裁
平
成
七
年
判
決
以
降
、
⑴
最
判
平
一
二
年
一
月
二
七
日

裁
時
一
二
六
〇
号
六
頁
=
判
時
一
七
〇
七
号
一
二
一
頁
=
判
タ
一
〇
二
七
号
九
〇
頁
=
金
法
一
五
八
四
号
七
七
頁
、
⑵
最
判
平
一
五
年
三

月
二
八
日
家
月
五
五
巻
九
号
五
一
頁
=
裁
時
一
三
三
六
号
一
〇
頁
=
判
時
一
八
二
〇
号
六
二
頁
=
判
タ
一
一
二
〇
号
八
七
頁
、
⑶
最
判
平

一
五
年
三
月
三
一
日
家
月
五
五
巻
九
号
五
三
頁
=
裁
時
一
三
三
七
号
一
頁
=
判
時
一
八
二
〇
号
六
四
頁
=
判
タ
一
一
二
〇
号
八
八
頁
、
⑷

最
判
平
一
六
年
一
〇
月
一
四
日
裁
時
一
三
七
三
号
三
頁
=
判
時
一
八
八
四
号
四
〇
頁
=
判
タ
一
一
七
三
号
一
八
一
頁
=
金
法
一
七
四
〇
号

三
一
頁
、
と
続
く
。

（
80
）

最
判
平
一
六
年
一
〇
月
一
四
日
（
前
掲
注
（
79
））
の
才
口
裁
判
官
の
反
対
意
見
は

多
数
意
見
が
引
用
す
る
大
法
廷
決
定
後
、
既

に
九
年
以
上
が
経
過
し
、
そ
の
間
、
男
女
の
結
婚
観
等
も
大
き
く
変
わ
り
、
非
嫡
出
子
が
増
加
傾
向
に
あ
る
な
ど
、
立
法
当
時
に
存
し
た
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本
件
規
定
に
よ
る
相
続
差
別
を
正
当
化
す
る
理
由
と
な
っ
た
社
会
事
情
や
国
民
感
情
な
ど
は
、
大
き
く
変
動
し
て
お
り
、
現
時
点
で
は
、

も
は
や
失
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
す
ら
思
わ
れ
る
状
況
に
至
っ
て
い
る

と
述
べ
て
い
る
。
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