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紹介と批評

石
川
　
明
著

『
破
　
産
　
法
』

　
こ
こ
数
年
大
き
な
社
会
問
題
と
さ
れ
て
い
る
消
費
者
破
産
を
契
機
と
し

て
、
に
わ
か
に
破
産
法
が
注
目
を
浴
び
つ
つ
あ
る
．
こ
れ
に
相
応
し
て
か
、

倒
産
や
破
産
に
関
す
る
教
科
書
や
一
般
書
が
多
く
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
本

書
は
そ
の
中
で
も
最
も
最
近
刊
行
さ
れ
た
教
科
書
で
あ
る
。
破
産
法
が
と

も
す
る
と
倒
産
と
い
う
特
殊
な
事
態
に
対
処
す
る
側
面
を
強
調
さ
れ
す
ぎ

る
た
め
に
．
破
産
理
論
の
進
化
は
他
の
法
分
野
に
比
べ
て
必
ず
し
も
急
で

は
な
い
。
し
か
し
、
最
近
の
社
会
の
多
様
化
は
破
産
法
の
研
究
者
に
と
っ

て
も
い
き
お
い
新
た
な
対
応
を
迫
る
．
本
書
は
そ
の
よ
う
な
社
会
の
動
き

を
つ
か
み
新
た
な
問
題
意
識
を
破
産
法
の
分
野
に
取
り
込
も
う
と
す
る
教

科
書
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
．

二

　
本
書
は
、
第
一
章
倒
産
と
破
産
制
度
、
第
二
章
破
産
手
続
の
開
始
、
第

三
章
破
産
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
、
第
四
章
係
属
中
の
訴
訟
お
よ
び
執
行
、

第
五
章
破
産
債
権
、
第
六
章
破
産
財
団
、
第
七
章
破
産
手
続
の
終
了
、
第

八
章
小
破
産
、
第
九
章
免
責
、
復
権
お
よ
び
破
産
犯
罪
か
ら
成
り
立
っ
て

い
る
．
い
ず
れ
の
章
に
お
い
て
も
争
点
に
な
っ
て
い
る
事
柄
で
は
著
者
の

見
解
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
．
い
く
つ
か
の
点
で
の
そ
れ
を
紹
介
し
て
み

る
。　

ω
　
破
産
能
力
で
は
、
最
近
議
論
の
あ
る
公
法
人
の
破
産
能
力
に
つ
い

て
こ
れ
を
拡
張
す
る
見
解
を
支
持
す
る
．
公
団
・
公
庫
な
ど
の
公
法
人
は
、

民
間
企
業
に
よ
る
代
替
可
能
な
業
務
を
営
ん
で
い
る
場
合
に
は
破
産
能
力

を
肯
定
す
る
．

　
働
　
破
産
原
因
の
分
野
で
は
、
最
近
提
唱
さ
れ
て
い
る
支
払
停
止
の
二

義
性
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
支
払
停
止
は
支
払
不
能
を
推
定
す
る
事
由

と
し
て
破
産
手
続
開
始
事
由
と
質
的
に
同
等
の
機
能
を
営
む
。
他
方
、
否

認
や
相
殺
禁
止
と
の
関
係
で
は
、
そ
の
成
否
を
決
す
る
時
的
基
準
と
し
て

機
能
す
る
。
支
払
停
止
の
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
機
能
を
峻
別
し
、
後
者
の

関
係
で
は
外
形
的
支
払
停
止
を
唯
一
の
基
準
と
す
る
の
で
は
な
く
、
支
払

停
止
以
前
で
あ
っ
て
も
実
質
的
財
産
危
機
状
態
を
そ
れ
ら
の
成
否
の
基
準

と
し
よ
う
と
す
る
見
解
で
あ
る
．
著
者
も
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
特
に
支
払
停
止
前
の
対
抗
要
件
充
足
行
為
を
故
意
否
認
で
処
理

で
き
る
と
し
て
一
応
そ
の
理
論
的
意
義
を
肯
定
す
る
．

　
㈹
　
つ
ぎ
に
、
破
産
財
団
の
法
主
体
性
お
よ
び
管
財
人
の
法
主
体
性
に

つ
い
て
は
、
財
団
法
主
体
説
を
支
持
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
帰
結
と
し
て

管
財
人
は
財
団
の
代
表
機
関
と
し
て
財
団
を
代
表
す
る
と
し
て
い
る
．
最

近
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
管
財
人
管
理
機
構
人
格
説
は
更
生
管
財
人
と
の

統
一
的
理
解
と
い
う
意
味
で
も
そ
の
理
論
的
正
当
性
を
強
調
す
る
．
し
か

し
、
石
川
説
は
、
清
算
と
再
建
の
手
続
目
的
の
違
い
を
前
提
と
す
れ
ば
統
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一
的
に
理
解
す
る
こ
と
自
体
に
無
理
が
あ
る
と
反
論
す
る
．
財
団
法
主
体

説
が
こ
れ
ま
で
提
唱
し
て
き
た
、
財
団
債
権
の
債
務
者
、
否
認
権
の
主
体

な
ど
に
つ
い
て
も
著
者
は
法
主
体
説
に
従
っ
て
い
る
．

　
㈲
　
つ
ぎ
に
、
否
認
権
に
つ
い
て
み
て
み
る
．
こ
の
分
野
で
問
題
に
な

る
の
は
、
破
産
法
七
二
条
一
号
の
故
意
否
認
と
同
条
二
号
の
危
機
否
認
の

関
係
で
あ
る
．
特
に
以
上
の
否
認
類
型
に
相
互
互
換
性
を
認
め
る
最
近
の

見
解
に
は
、
著
者
は
批
判
的
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
．
著
者
は
ま
ず
「
否

認
を
め
ぐ
る
対
立
利
益
」
と
し
て
、
①
破
産
債
権
者
、
②
破
産
者
か
ら
利

益
の
提
供
を
受
け
た
破
産
債
権
者
、
③
破
産
者
か
ら
財
産
の
譲
渡
を
受
け

た
否
認
す
べ
き
行
為
の
相
手
方
、
④
破
産
者
な
ど
の
対
立
利
益
の
調
整
が

問
題
に
な
る
と
す
る
．
否
認
権
の
成
否
を
考
え
る
際
に
平
常
時
に
お
け
る

債
権
者
の
競
争
原
理
と
非
常
時
（
破
産
時
）
に
お
け
る
債
権
者
平
等
原
理
の

い
ず
れ
が
強
調
さ
れ
る
べ
き
か
（
否
認
権
の
制
限
と
拡
大
）
は
、
こ
れ
ら
の
対

立
利
益
を
配
慮
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
．
こ
の
よ
う
な
考

え
方
を
前
提
と
し
て
、
従
来
の
通
説
で
あ
る
一
号
否
認
を
財
産
減
少
行
為

の
否
認
と
解
し
、
二
号
否
認
を
平
等
弁
済
破
壊
行
為
と
解
し
て
、
故
意
否

認
と
危
機
否
認
を
厳
格
に
区
別
す
る
。
故
意
否
認
が
主
観
的
要
件
と
し
て

「
詐
害
の
意
思
」
を
要
求
す
る
の
に
対
し
て
、
偏
頗
行
為
に
つ
き
危
機
否

認
が
「
支
払
停
止
ま
た
は
破
産
申
立
」
と
い
う
時
間
的
制
約
を
設
け
て
い

る
こ
と
は
平
常
時
で
の
債
権
者
競
争
原
理
と
非
常
時
で
の
平
等
原
理
と
い

う
相
矛
盾
す
る
要
請
を
調
整
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
．
こ

の
見
解
に
立
つ
な
ら
ば
、
否
認
の
一
般
要
件
と
し
て
「
有
害
性
」
を
掲
げ

る
こ
と
は
無
意
味
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
著
者
は
、
否
認
の
機
能
を

取
引
の
安
全
と
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
限
定
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
方
向
性
を

打
ち
出
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
方
向
性
は
否
認
に

関
す
る
そ
の
他
の
問
題
の
解
決
に
あ
た
っ
て
も
一
貫
し
て
明
確
に
さ
れ
て

い
る
．
例
え
ば
、
不
動
産
の
適
正
価
格
で
の
売
却
行
為
な
ど
に
つ
い
て
も

如
か
り
で
あ
る
。
平
常
時
に
お
け
る
適
正
価
格
で
の
売
却
は
通
常
害
意
が

事
実
上
推
定
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
不
動
産
の
買
主
が
破
産
債

権
者
で
、
破
産
債
権
を
自
動
債
権
、
売
買
代
金
債
権
を
受
動
債
権
と
し
て

相
殺
す
る
場
合
を
掲
げ
て
い
る
。
最
近
の
見
解
で
は
一
致
し
て
故
意
否
認

を
認
め
る
が
、
著
者
は
、
実
質
上
特
定
債
権
者
に
対
す
る
代
物
弁
済
で
あ

る
か
ら
、
故
意
否
認
の
対
象
に
は
な
ら
ず
危
機
否
認
の
対
象
に
な
る
に
す

ぎ
な
い
と
し
て
い
る
点
に
も
か
か
る
方
向
性
が
現
わ
れ
て
い
る
。
実
質
的

倒
産
時
に
な
さ
れ
た
本
旨
弁
済
行
為
を
故
意
否
認
の
対
象
と
す
る
最
近
の

見
解
に
対
し
て
、
支
払
停
止
と
い
う
基
準
が
法
上
設
け
ら
れ
て
い
る
の
は

倒
産
時
の
判
定
が
著
し
く
難
し
い
か
ら
こ
そ
形
式
的
要
件
と
し
て
か
か
る

基
準
を
設
け
た
と
し
て
「
支
払
停
止
」
を
意
味
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
も

以
上
の
立
論
を
補
足
す
る
。

　
㈲
　
つ
ぎ
に
、
属
地
主
義
（
破
産
法
三
条
）
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
み

て
み
る
。
破
産
宣
告
の
効
力
は
国
内
に
あ
る
財
産
に
及
ぶ
．
こ
の
規
定
と

の
関
係
で
は
破
産
者
の
在
外
資
産
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
べ
き
か
が
、

船
舶
会
社
の
倒
産
を
契
機
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
．
こ

の
問
題
の
背
景
は
二
点
に
要
約
で
き
る
。
ひ
と
つ
に
は
、
国
内
財
産
が
不

充
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
在
外
資
産
も
破
産
財
団
を
構
成
す
べ
き
で
あ
る
と

す
る
点
で
あ
る
。
二
つ
に
は
、
も
し
宣
告
の
効
力
が
及
ば
な
い
と
す
れ
ば
、
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紹介と批評

破
産
債
権
者
が
在
外
資
産
に
権
利
実
行
す
る
可
能
性
が
生
じ
、
平
等
弁
済

が
貫
徹
さ
れ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
最
近
解

釈
論
と
し
て
新
た
な
見
解
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
が
、
著
者
は
こ
れ
ま
で
の

オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
見
解
に
従
い
属
地
主
義
を
明
ら
か
に
し
た
規
定
の
存

在
自
体
を
重
視
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
三
条
二
項
は
外
国
の
破
産

宣
告
の
効
力
は
国
内
に
あ
る
財
産
に
は
及
ば
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
も
、
外
国
が
普
及
主
義
を
採
用
し
て
い
る
に
し
て
も
、
わ
が
国

の
属
地
主
義
と
抵
触
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
外
国
の
普
及
主
義
は
認
め

ら
れ
な
い
と
し
て
、
破
産
法
の
規
定
に
忠
実
な
結
論
を
得
よ
う
と
す
る
。

　
㈲
　
強
制
和
議
の
分
野
で
は
、
そ
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
著
者
独
自
の

立
論
を
す
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
和
議
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
契
約

説
、
裁
判
説
、
混
成
行
為
説
な
ど
が
あ
る
．
和
議
は
個
々
の
債
権
者
と
債

務
者
と
の
間
の
和
解
契
約
の
集
積
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
契
約
説
が
有

力
で
あ
る
が
、
著
者
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
和
議
に
賛
成
し
な
か
っ
た

少
数
反
対
債
権
者
の
利
益
の
保
護
は
重
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
和
議
の

適
法
性
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
、
裁
判
所
の
認
可
を
軽
視
す
る
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
和
議
の
成
立
に
つ
い
て
裁
判
所
の
認
可
は
債

務
者
の
提
供
、
債
権
者
の
可
決
と
同
様
に
重
要
な
要
素
と
み
る
べ
き
で
あ

る
と
し
て
、
混
合
行
為
説
（
ま
た
は
結
合
行
為
説
）
に
賛
成
す
る
．

　
ω
　
債
務
の
無
限
責
任
と
免
責
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と

い
う
免
責
の
理
論
的
基
礎
と
し
て
、
著
者
は
や
は
り
通
説
に
対
す
る
疑
問

を
提
示
し
て
い
る
．
通
説
に
よ
れ
ぽ
、
自
然
人
は
自
然
的
道
徳
的
主
体
で

あ
る
と
と
も
に
財
産
主
体
で
あ
っ
て
、
財
産
主
体
性
の
点
で
は
法
人
と
自

然
人
と
を
区
別
す
る
理
由
は
な
く
、
法
人
が
破
産
に
ょ
っ
て
消
滅
す
る
よ

う
に
、
個
人
が
破
産
し
て
全
財
産
関
係
の
清
算
が
な
さ
れ
る
と
、
経
済
的

に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
財
産
主
体
性
が
更
新
さ
れ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
．

著
者
は
、
免
責
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
破
産
者
が
弁
済
さ
れ
な
か
っ
た
債

務
に
つ
い
て
引
き
続
い
て
責
任
を
負
う
こ
と
を
通
説
で
は
説
明
で
き
な
い

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
一
次
的
に
は
、
誠
実
な
債
務
者
の
経
済
的
再

起
更
生
、
副
次
的
に
は
債
務
者
が
な
お
極
度
に
経
済
的
に
悪
化
す
る
こ
と

の
防
止
、
債
権
者
が
威
嚇
手
段
と
し
て
破
産
を
用
い
る
こ
と
の
防
止
と
い

う
立
法
政
策
を
実
現
す
る
方
式
が
免
責
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
無
限
責
任

が
有
限
責
任
化
さ
れ
る
と
説
明
す
る
．

　
㈹
　
以
上
本
書
の
流
れ
に
従
っ
て
主
要
な
部
分
を
紹
介
し
て
き
た
。
そ

の
他
に
も
本
書
は
新
し
い
問
題
を
提
示
し
て
い
る
．
①
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・

リ
ー
ス
と
破
産
、
②
動
産
売
買
先
取
特
権
と
破
産
、
③
子
会
社
の
破
産
な

ど
で
あ
る
。

　
①
で
は
、
ユ
ー
ザ
ー
破
産
で
リ
ー
ス
契
約
が
解
約
さ
れ
た
場
合
、
残
存

り
ー
ス
料
相
当
額
ま
た
は
規
定
損
失
金
の
よ
う
な
損
害
賠
償
請
求
権
の
処

理
に
つ
い
て
、
リ
ー
ス
契
約
を
賃
貸
借
の
特
殊
類
型
と
解
し
て
も
民
法
六

一
二
条
後
段
の
適
用
は
な
い
と
す
る
見
解
に
賛
成
し
て
い
る
。

　
②
に
つ
い
て
は
、
最
判
昭
和
五
九
年
二
月
二
二
日
判
タ
五
二
五
号
九
九

頁
・
判
時
二
二
二
号
六
五
頁
が
特
定
保
全
説
を
採
用
し
た
こ
と
は
正
当

と
し
た
上
で
、
財
団
の
形
成
は
破
産
者
か
ら
財
団
ま
た
は
管
財
人
へ
の
財

産
の
譲
渡
で
は
な
く
原
始
取
得
で
あ
る
が
、
破
産
者
の
地
位
を
そ
の
ま
ま

引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
る
か
ら
、
先
取
特
権
者
は
債
務
者
が
破
産
宣
告
を
受
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け
た
後
に
も
物
上
代
位
権
を
行
使
で
き
る
と
す
る
．

　
③
で
は
親
会
社
の
支
配
力
に
よ
っ
て
子
会
社
を
破
産
さ
せ
た
場
合
に
お

け
る
子
会
社
の
債
権
者
お
よ
び
株
主
の
保
護
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。

三

　
本
書
は
次
の
二
点
で
評
価
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
．
第
一
点
は
、
全

体
と
し
て
解
釈
論
を
基
盤
と
し
た
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
破
産
理
論
に
忠
実

な
点
で
あ
る
．
特
に
、
破
産
財
産
の
法
主
体
性
、
否
認
理
論
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
新
し
い
見
解
に
与
せ
ず
に
、
著
者
独
自
の
視
点
か

ら
そ
の
論
旨
が
展
開
さ
れ
て
い
る
．
と
も
す
る
と
破
産
の
実
態
に
理
論
的

水
準
を
即
応
さ
せ
る
こ
と
に
急
と
も
思
え
る
傾
向
が
あ
る
こ
の
分
野
で
、

本
書
は
新
し
い
問
題
を
提
示
し
つ
つ
伝
統
的
な
破
産
理
論
を
見
直
す
契
機

を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
考
え
る
．

　
第
二
点
は
、
破
産
手
続
を
破
産
債
権
者
、
破
産
者
な
ど
の
利
害
を
調
整

す
る
手
続
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
破
産
理
論
に
関
し
て
最

近
債
権
者
平
等
原
理
と
財
団
の
増
殖
と
い
う
局
面
を
強
調
す
る
傾
向
が
強

い
。
特
に
、
否
認
の
分
野
で
は
そ
の
適
用
領
域
が
解
釈
論
と
し
て
拡
張
さ

れ
る
傾
向
に
あ
る
。
も
と
よ
り
倒
産
と
い
う
状
況
を
考
え
れ
ば
、
十
分
で

は
な
い
財
産
を
可
能
な
限
り
維
持
し
こ
れ
を
債
権
者
に
可
能
な
限
り
平
等

に
分
配
す
る
必
然
性
は
存
在
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
必
然
性
は
経
済
的
破

綻
が
可
視
的
な
も
の
に
な
っ
て
初
め
て
肯
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
当
然
に

取
引
の
安
全
と
の
バ
ラ
ン
ス
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ

る
。
破
産
手
続
が
破
産
者
の
有
し
て
い
た
す
べ
て
の
法
律
関
係
を
終
息
さ

せ
る
以
上
そ
の
た
め
の
原
理
・
原
則
の
適
用
は
画
一
化
さ
れ
て
い
る
べ
き

で
あ
る
し
、
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
．
前
述
し
た
よ
う
に
、
著

者
は
破
産
手
続
を
多
様
な
利
害
関
係
人
の
利
害
を
調
整
す
る
場
で
あ
る
こ

と
を
明
言
し
て
い
る
。
否
認
の
場
面
に
限
っ
て
い
え
ば
、
こ
の
こ
と
は
破

産
債
権
者
間
の
利
害
の
調
整
で
あ
り
、
財
団
（
破
産
債
権
者
）
と
受
益
者
と

の
間
の
利
害
の
調
整
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
の
調
整
原
理
と
な
る
の
は
、
一

方
で
は
破
産
手
続
サ
イ
ド
か
ら
み
た
債
権
者
平
等
の
原
理
・
財
団
の
増
殖

で
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
実
体
法
サ
イ
ド
か
ら
み
た
取
引
の
安
全
で
あ
る
．

最
近
の
破
産
理
論
が
と
も
す
る
と
前
者
の
み
に
集
約
さ
れ
て
し
ま
う
傾
向

に
あ
る
こ
と
を
批
判
的
に
眺
め
な
が
ら
、
著
者
が
新
た
な
視
点
を
ふ
ま
え

て
伝
統
的
な
破
産
理
論
に
回
帰
し
ょ
う
と
す
る
の
は
当
然
す
ぎ
る
こ
と
の

よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
評
論
社
・
B
6
判
・
三
一
〇
頁
・
二
八
○
○
円
）
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