
１　．　

日　
本　
の　
守　
旧　
派　

日　
本　
の　
守　
旧　
派　
は　
、　「　
甘　
え　
社　
会　
」　

の　
中　
で　
タ　
テ　
の　
序　
列　
に　
強　
く　
力　
点　
を　

置　
く　
人　
た　
ち　
で　
あ　
る　
。　
理　
想　
的　
な　
人　

間　
像　
は　
、　
人　
間　
を　
目　
上　
、　
目　
下　
に　
分　

け　
て　
、　
目　
上　
の　
者　
に　
対　
し　
て　
従　
順　
で　

あ　
る　
人　
間　
で　
あ　
る　
。　

守　
旧　
派　
が　
最　
も　
嫌　
う　
人　
間　
像　
は　
、　

「　
自　
分　
で　
判　
断　
し　
、　
そ　
の　
判　
断　
に　
対　
し　

自　
分　
で　
責　
任　
を　
負　
う　
人　
間　
」　、　
で　
あ　
る　
。　

「　
自　
分　
で　
判　
断　
す　
る　
」　
と　
い　
う　
こ　
と　
は　
、　

目　
上　
に　
従　
う　
代　
わ　
り　
に　
、　
自　
分　
の　
判　

断　
を　
優　
先　
す　
る　
こ　
と　
で　
あ　
り　
、　
そ　
れ　

は　
、　「　
生　
意　
気　
」　
で　
許　
し　
が　
た　
い　
も　
の　

と　
感　
じ　
る　
よ　
う　
だ　
。　

守　
旧　
派　
も　
義　
務　
や　
責　
任　
を　
強　
調　
す　

る　
が　
、　
そ　
の　
前　
提　
と　
し　
て　
「　
自　
分　
で　

判　
断　
し　
、　
選　
択　
す　
る　
」　
と　
い　
う　
ス　
テ　

ッ　
プ　
は　
無　
視　
す　
る　
。　
自　
分　
の　
判　
断　
に　

対　
す　
る　
責　
任　
で　
な　
く　
、　
目　
上　
か　
ら　
与　

え　
ら　
れ　
た　
義　
務　
に　
対　
す　
る　
責　
任　
で　
あ　

り　
、　
さ　
ら　
に　
は　
、　「　
公　
」　
と　
い　
う　
よ　
う　

な　
曖　
昧　
な　
観　
念　
を　
持　
ち　
だ　
し　
て　
、　「　
公　
」　

に　
対　
し　
責　
任　
を　
負　
う　
こ　
と　
を　
求　
め　
る　
。　

幼　
児　
は　
、　
自　
分　
が　
好　
き　
な　
こ　
と　
を　

し　
て　
も　
、　
最　
後　
は　
母　
親　
が　
責　
任　
を　
と　

取　
っ　
て　
く　
れ　
る　
。　
し　
か　
し　
、　
大　
人　
に　

な　
れ　
ば　
、　「　
自　
分　
で　
判　
断　
し　
、　
そ　
の　
判　

断　
に　
対　
し　
自　
分　
で　
責　
任　
を　
負　
う　
人　
間　
」　

に　
な　
ら　
ざ　
る　
を　
得　
な　
い　
は　
ず　
で　
あ　
る　
。　

し　
か　
し　
、　「　
甘　
え　
社　
会　
」　
で　
は　
、　
成　
長　

す　
る　
中　
で　
、　「　
自　
分　
で　
判　
断　
し　
、　
選　
択　

す　
る　
」　
と　
い　
う　
部　
分　
が　
軽　
視　
さ　
れ　
、　

あ　
て　
が　
わ　
れ　
た　
も　
の　
に　
対　
し　
て　
従　
順　

で　
あ　
る　
こ　
と　
が　
求　
め　
ら　
れ　
る　
。　
そ　
れ　

に　
よ　
り　
、　「　
ム　
ラ　
の　
秩　
序　
」　
は　
保　
た　
れ　

る　
の　
で　
あ　
る　
。　「　
あ　
て　
が　
う　
」　
こ　
と　
も　
、　

親　
の　
役　
目　
で　
あ　
り　
、　
か　
く　
し　
て　
親　
子　

の　
保　
護　
と　
依　
存　
の　
関　
係　
は　
、　
大　
人　
に　

な　
っ　
て　
も　
維　
持　
さ　
れ　
、　
甘　
え　
が　
持　
続　

さ　
れ　
る　
の　
で　
あ　
る　
。　

欧　
米　
の　
民　
主　
主　
義　
国　
で　
は　
、　
親　
離　

れ　
を　
し　
て　
個　
人　
と　
し　
て　
独　
立　
す　
る　
こ　

と　
が　
求　
め　
ら　
れ　
る　
。　
そ　
こ　
で　
は　
、　「　
自　

分　
で　
判　
断　
し　
自　
分　
で　
責　
任　
を　
負　
う　
人　

間　
」　
で　
な　
け　
れ　
ば　
生　
き　
て　
い　
け　
な　
い　
。　

こ　
の　
よ　
う　
な　
人　
間　
こ　
そ　
、　「　
自　
由　
」　
を　

享　
受　
す　
る　
人　
間　
と　
い　
う　
こ　
と　
に　
な　
り　
、　

人　
間　
の　
尊　
厳　
は　
、　「　
自　
分　
で　
判　
断　
し　
自　

分　
で　
責　
任　
を　
負　
う　
」　
か　
ら　
こ　
そ　
与　
え　

ら　
れ　
る　
と　
考　
え　
る　
。　

し　
か　
し　
、　
日　
本　
の　
守　
旧　
派　
は　
、　
自　

分　
が　
甘　
え　
人　
間　
な　
の　
で　
、　
世　
の　
中　
の　

人　
間　
も　
未　
熟　
で　
あ　
っ　
て　
ほ　
し　
い　
と　
望　

み　
、　「　
自　
分　
で　
判　
断　
し　
、　
選　
択　
す　
る　
」　

と　
い　
う　
個　
人　
と　
し　
て　
確　
立　
し　
た　
人　
間　

な　
ど　
存　
在　
し　
て　
ほ　
し　
く　
な　
い　
。　
そ　
の　

よ　
う　
な　
感　
情　
が　
、　「　
生　
意　
気　
だ　
」　
と　
い　

う　
意　
識　
と　
な　
る　
の　
で　
あ　
る　
。　

自　
分　
の　
判　
断　
に　
対　
し　
て　
責　
任　
を　
感　

じ　
る　
人　
間　
は　
、　
社　
会　
人　
と　
し　
て　
は　
、　

「　
社　
会　
が　
良　
い　
か　
悪　
い　
か　
、　
国　
が　
良　
い　

か　
悪　
い　
か　
は　
自　
分　
達　
の　
責　
任　
」　
と　
い　

う　
よ　
う　
な　
意　
識　
を　
生　
む　
。　
こ　
れ　
こ　
そ　
、　

西　
欧　
の　
民　
主　
主　
義　
社　
会　
で　
築　
き　
上　
げ　

ら　
れ　
た　
社　
会　
に　
対　
す　
る　
「　
責　
任　
感　
」　

で　
あ　
る　
。　
し　
か　
し　
、　
守　
旧　
派　
は　
、　
こ　

の　
よ　
う　
な　
意　
識　
も　
大　
嫌　
い　
で　
あ　
る　
。　

社　
会　
を　
自　
分　
た　
ち　
の　
責　
任　
で　
作　
る　
な　

ど　
と　
い　
う　
の　
は　
生　
意　
気　
の　
極　
地　
で　
あ　

り　
、　「　
あ　
て　
が　
わ　
れ　
た　
も　
の　
」　、　
あ　
る　

い　
は　
「　
公　
」　
に　
対　
し　
忠　
実　
で　
あ　
る　
こ　

と　
が　
、　
理　
想　
と　
い　
う　
こ　
と　
に　
な　
る　
。　

「　
自　
分　
で　
判　
断　
し　
自　
分　
で　
責　
任　
を　

負　
う　
人　
間　
」　
と　
い　
う　
人　
間　
像　
を　
認　
め　

る　
と　
、　
さ　
ら　
に　
問　
題　
が　
生　
じ　
る　
。　
年　

功　
序　
列　
の　
よ　
う　
な　
タ　
テ　
の　
序　
列　
が　
崩　

壊　
す　
る　
の　
だ　
。　
年　
功　
は　
無　
く　
と　
も　
大　

き　
な　
実　
績　
を　
あ　
げ　
る　
新　
参　
者　
が　
出　
現　

し　
、　
年　
功　
は　
あ　
る　
が　
無　
能　
で　
実　
績　
の　

な　
い　
人　
間　
の　
上　
に　
出　
て　
し　
ま　
い　
、　
序　

列　
が　
逆　
転　
し　
て　
し　
ま　
う　
。　
こ　
の　
点　
か　

ら　
も　
、　
守　
旧　
派　
は　
「　
自　
分　
で　
判　
断　
し　

自　
分　
で　
責　
任　
を　
負　
う　
人　
間　
」　
を　
嫌　
う　

の　
で　
あ　
る　
。　

守　
旧　
派　
の　
中　
に　
は　
、　
タ　
テ　
の　
秩　
序　

の　
頂　
点　
に　
天　
皇　
を　
置　
こ　
う　
と　
す　
る　
者　

も　
多　
く　
、　
戦　
争　
と　
な　
れ　
ば　
国　
の　
た　
め　

に　
死　
ぬ　
こ　
と　
が　
理　
想　
と　
い　
う　
よ　
う　
な　

思　
想　
に　
発　
展　
し　
て　
い　
く　
。　
そ　
の　
た　
め　

に　
は　
、　
教　
育　
勅　
語　
教　
育　
の　
よ　
う　
な　
、　

も　
の　
を　
考　
え　
さ　
せ　
な　
い　
一　
方　
通　
行　
の　

「　
あ　
て　
が　
い　
ぶ　
ち　
教　
育　
」　
が　
理　
想　
と　
い　

う　
こ　
と　
に　
な　
る　
。　
そ　
れ　
を　
徹　
底　
す　
れ　

ば　
徴　
兵　
制　
で　
の　
軍　
事　
教　
練　
と　
い　
う　
こ　

と　
に　
な　
り　
、　
徴　
兵　
制　
の　
復　
活　
を　
主　
張　

す　
る　
守　
旧　
派　
も　
多　
い　
。　

２　．　
「　
革　
新　
」　
と　
言　
う　
保　
守　

日　
本　
の　
革　
新　
系　
と　
い　
う　
の　
は　
、　
平　

等　
、　
そ　
れ　
も　
結　
果　
平　
等　
を　
求　
め　
る　
集　

団　
で　
あ　
る　
。　
同　
時　
に　
、　
集　
団　
で　
行　
動　

す　
る　
こ　
と　
を　
好　
む　
。　
日　
本　
人　
が　
伝　
統　

的　
に　
も　
つ　
、　
結　
果　
平　
等　
主　
義　
と　
集　
団　

主　
義　
を　
強　
く　
求　
め　
る　
の　
が　
日　
本　
の　
革　

新　
で　
あ　
る　
。　

人　
間　
に　
と　
っ　
て　
周　
り　
か　
ら　
差　
を　
つ　

け　
る　
の　
は　
悔　
し　
い　
。　
隣　
の　
子　
が　
貰　
っ　

第23回　日本の右翼と左翼は「甘え」の極致

どうすれば強い日本を作れるのか
弁護士　金子博人

The Lawyers November 2011 46

随想



47 The Lawyers November 2011

■ 随想　「甘え」が日本を滅ぼす

て　
自　
分　
が　
も　
ら　
え　
な　
い　
と　
な　
れ　
ば　
泣　

き　
喚　
い　
て　
、　「　
自　
分　
も　
ほ　
し　
い　
よ　
」　
と　

自　
分　
の　
親　
に　
要　
求　
す　
る　
。　
親　
は　
、　
当　

然　
の　
こ　
と　
な　
が　
ら　
与　
え　
よ　
う　
と　
努　
力　

し　
て　
く　
れ　
る　
。　
し　
か　
し　
、　
な　
ん　
ら　
か　

の　
事　
情　
で　
、　
自　
分　
だ　
け　
も　
ら　
え　
な　
け　

れ　
ば　
被　
害　
者　
意　
識　
を　
持　
つ　
し　
、　
ね　
た　

み　
、　
う　
ら　
み　
、　
足　
を　
引　
っ　
張　
り　
た　
く　

な　
る　
。　
ま　
さ　
に　
「　
甘　
え　
」　
の　
世　
界　
だ　
。　

こ　
の　
「　
甘　
え　
」　
の　
意　
識　
を　
大　
人　
に　

な　
り　
社　
会　
に　
出　
て　
も　
持　
ち　
続　
け　
る　
と　
、　

社　
会　
に　
お　
い　
て　
「　
結　
果　
の　
平　
等　
」　
を　

強　
く　
求　
め　
る　
よ　
う　
に　
な　
る　
。　
そ　
の　
意　

識　
の　
特　
に　
強　
い　
人　
間　
が　
「　
革　
新　
」　
と　

よ　
ば　
れ　
る　
人　
た　
ち　
だ　
。　

彼　
ら　
は　
、　
事　
あ　
る　
ご　
と　
に　
「　
格　
差　

是　
正　
」　
を　
叫　
ぶ　
。　
格　
差　
が　
出　
来　
る　
こ　

と　
は　
、　
自　
分　
が　
周　
り　
か　
ら　
差　
を　
つ　
け　

ら　
れ　
て　
い　
る　
状　
況　
で　
あ　
り　
、　
そ　
れ　
は　

最　
も　
気　
に　
入　
ら　
な　
い　
。　
そ　
れ　
を　
何　
と　

か　
し　
ろ　
と　
、　
政　
治　
に　
要　
求　
す　
る　
。　
こ　

の　
時　
の　
政　
治　
家　
は　
、　
甘　
え　
た　
国　
民　
に　

と　
り　
、　
何　
か　
を　
し　
て　
く　
れ　
る　
は　
ず　
の　

母　
親　
の　
よ　
う　
な　
存　
在　
と　
な　
る　
。　

「　
結　
果　
の　
平　
等　
」　
を　
求　
め　
る　
意　
識　

は　
、　
こ　
の　
様　
に　
日　
本　
人　
の　
心　
理　
に　
古　

く　
か　
ら　
宿　
る　
「　
甘　
え　
」　
か　
ら　
来　
る　
も　

の　
で　
あ　
る　
。　
こ　
れ　
を　
強　
く　
求　
め　
る　
革　

新　
の　
本　
質　
は　
、　
日　
本　
の　
旧　
来　
か　
ら　
の　

意　
識　
に　
依　
存　
す　
る　
と　
い　
う　
意　
味　
で　
保　

守　
そ　
の　
も　
の　
で　
あ　
り　
、　
し　
か　
も　
極　
め　

て　
強　
い　
保　
守　
層　
で　
あ　
る　
。　「　
革　
新　
」　
と　

い　
う　
名　
の　
保　
守　
と　
い　
う　
べ　
き　
で　
あ　
ろ　

う　
。　「　

革　
新　
」　
と　
い　
う　
保　
守　
は　
、　
本　
来　

の　
保　
守　
と　
同　
じ　
く　
、　「　
自　
分　
で　
判　
断　
し　

自　
分　
で　
責　
任　
を　
負　
う　
人　
間　
」　
が　
大　
嫌　

い　
で　
あ　
る　
。　
こ　
の　
点　
で　
、　
両　
者　
は　
、　

共　
通　
の　
精　
神　
的　
基　
盤　
を　
持　
つ　
。　
な　
ぜ　
、　

革　
新　
が　
こ　
の　
様　
な　
人　
間　
像　
を　
嫌　
う　
か　

と　
い　
う　
と　
、　
こ　
れ　
を　
認　
め　
る　
こ　
と　
に　

よ　
り　
、　
実　
績　
を　
上　
げ　
る　
優　
秀　
な　
人　
間　

と　
、　
ろ　
く　
な　
実　
績　
を　
上　
げ　
ら　
れ　
な　
い　

人　
間　
が　
出　
現　
し　
、　
結　
果　
の　
平　
等　
な　
世　

界　
が　
実　
現　
で　
き　
な　
く　
な　
っ　
て　
し　
ま　
う　

か　
ら　
だ　
。　

革　
新　
系　
に　
は　
、　
自　
由　
を　
強　
調　
す　
る　

者　
も　
多　
い　
。　
し　
か　
し　
、　
そ　
れ　
は　
、　「　
自　

分　
の　
行　
動　
に　
対　
し　
て　
自　
分　
で　
責　
任　
を　

取　
る　
か　
ら　
自　
由　
」　
だ　
と　
い　
う　
、　
欧　
米　

の　
「　
自　
由　
」　
と　
は　
根　
本　
的　
に　
異　
な　
る　
。　

小　
学　
校　
の　
運　
動　
会　
で　
、　
カ　
ケ　
ッ　
コ　
を　

止　
め　
る　
こ　
と　
が　
流　
行　
っ　
た　
時　
期　
が　
あ　

っ　
た　
。　
そ　
の　
時　
、　「　
見　
て　
く　
だ　
さ　
い　
。　

か　
け　
っ　
こ　
で　
、　
人　
と　
差　
が　
つ　
く　
よ　
う　

な　
こ　
と　
が　
無　
く　
な　
っ　
て　
、　
子　
供　
た　
ち　

は　
、　
自　
由　
で　
の　
び　
の　
び　
し　
て　
い　
ま　
す　

よ　
」　
と　
い　
う　
先　
生　
が　
多　
数　
い　
た　
よ　
う　

だ　
。　
革　
新　
に　
と　
っ　
て　
自　
由　
は　
、　
競　
争　

が　
無　
く　
て　
、　
み　
ん　
な　
平　
等　
と　
い　
う　
そ　

の　
状　
態　
を　
い　
う　
よ　
う　
だ　
。　

8  0  
年　
代　
ご　
ろ　
ま　
で　
の　
革　
新　
系　
は　
、　

ソ　
連　
や　
中　
共　
を　
理　
想　
と　
し　
て　
い　
た　
。　

戦　
後　
、　
か　
弱　
き　
イ　
ン　
テ　
リ　
の　
多　
く　
が　

身　
を　
投　
じ　
た　
革　
新　
系　
は　
、　
同　
時　
に　
社　

会　
主　
義　
、　
共　
産　
主　
義　
を　
強　
く　
志　
向　
す　

る　
も　
の　
で　
あ　
っ　
た　
。　
そ　
こ　
は　
み　
ん　
な　

一　
緒　
で　
平　
等　
な　
理　
想　
社　
会　
に　
み　
え　
た　

よ　
う　
だ　
。　
つ　
ま　
り　
、　
マ　
ル　
ク　
ス　
主　
義　

が　
自　
分　
達　
の　
「　
甘　
え　
」　
を　
正　
当　
化　
し　

て　
く　
れ　
る　
よ　
う　
に　
思　
え　
た　
の　
だ　
ろ　
う　
。　

7  0  
年　
前　
後　
に　
吹　
き　
荒　
れ　
た　
学　
園　
紛　

争　
も　
、　
反　
代　
々　
木　
系　
、　
代　
々　
木　
系　
に　

主　
導　
さ　
れ　
た　
一　
般　
学　
生　
の　
参　
加　
者　
の　

意　
識　
に　
あ　
っ　
た　
の　
は　
、　
結　
果　
平　
等　
社　

会　
の　
実　
現　
で　
あ　
り　
、　
社　
会　
主　
義　
、　
共　

産　
主　
義　
に　
対　
す　
る　
漠　
と　
し　
た　
あ　
こ　
が　

れ　
で　
あ　
っ　
た　
。　
そ　
し　
て　
、　
極　
め　
て　
日　

本　
的　
な　
現　
象　
で　
あ　
る　
が　
、　
具　
体　
的　
な　

将　
来　
の　
展　
望　
が　
無　
い　
に　
も　
か　
か　
わ　
ら　

ず　
、　「　
な　
に　
か　
変　
る　
か　
も　
し　
れ　
な　
い　
」　

と　
の　
意　
識　
だ　
け　
で　
動　
け　
る　
日　
本　
人　
の　

情　
緒　
性　
が　
そ　
こ　
に　
あ　
っ　
た　
。　

革　
新　
系　
の　
人　
間　
が　
よ　
く　
口　
に　
す　
る　

言　
葉　
は　
「　
権　
力　
」　
だ　
っ　
た　
。　
足　
を　
ひ　

っ　
ぱ　
っ　
て　
結　
果　
平　
等　
社　
会　
を　
実　
現　
し　

よ　
う　
と　
し　
て　
も　
、　
ど　
う　
し　
て　
も　
残　
る　

強　
い　
支　
配　
力　
、　
こ　
れ　
を　
ま　
と　
め　
て　

「　
権　
力　
」　
と　
表　
現　
し　
、　
こ　
れ　
に　
対　
抗　
す　

る　
こ　
と　
で　
、　
自　
分　
達　
の　
共　
通　
意　
識　
で　

あ　
る　
結　
果　
平　
等　
意　
識　
を　
養　
い　
保　
持　
し　

よ　
う　
と　
し　
た　
。　

革　
新　
系　
の　
「　
権　
力　
」　
と　
守　
旧　
派　
の　

「　
公　
」　
と　
は　
、　
漠　
然　
と　
し　
て　
自　
分　
の　
上　

位　
に　
あ　
る　
存　
在　
で　
あ　
る　
点　
で　
両　
者　
は　

共　
通　
し　
て　
い　
る　
。　

日　
本　
の　
革　
新　
系　
は　
、　
集　
団　
で　
行　
動　

し　
た　
が　
る　
の　
も　
特　
徴　
だ　
。　
集　
団　
主　
義　

は　
甘　
え　
社　
会　
の　
特　
徴　
で　
あ　
る　
が　
、　
革　

新　
と　
い　
う　
保　
守　
層　
は　
、　
こ　
と　
さ　
ら　
こ　

の　
意　
欲　
が　
強　
い　
。　
も　
た　
れ　
合　
う　
よ　
う　

な　
、　
集　
団　
意　
識　
と　
集　
団　
行　
動　
が　
大　
好　

き　
だ　
。　
7  0  
年　
代　
、　
天　
安　
門　
広　
場　
に　
紅　

衛　
兵　
が　
あ　
つ　
ま　
り　
、　
一　
斉　
に　
赤　
い　
毛　

沢　
東　
語　
録　
を　
掲　
げ　
て　
叫　
ぶ　
姿　
は　
、　
日　

本　
の　
革　
新　
系　
に　
と　
っ　
て　
理　
想　
的　
な　
姿　

で　
あ　
り　
、　
中　
国　
は　
彼　
ら　
の　
理　
想　
と　
す　

る　
社　
会　
で　
あ　
っ　
た　
。　

最　
近　
の　
革　
新　
系　
は　
、　
社　
会　
主　
義　
、　

共　
産　
主　
義　
が　
自　
分　
達　
の　
心　
情　
を　
合　
理　

化　
す　
る　
手　
段　
と　
し　
て　
使　
え　
な　
く　
な　
っ　

た　
の　
で　
、　
そ　
の　
正　
当　
化　
に　
苦　
労　
し　
て　

い　
る　
よ　
う　
だ　
。　
社　
会　
主　
義　
国　
は　
、　
平　

等　
ど　
こ　
ろ　
か　
強　
権　
的　
な　
権　
力　
が　
人　
民　

を　
強　
圧　
的　
に　
支　
配　
す　
る　
社　
会　
で　
あ　
る　

こ　
と　
が　
暴　
露　
さ　
れ　
て　
し　
ま　
っ　
た　
か　
ら　

だ　
。　
中　
国　
は　
極　
端　
な　
格　
差　
社　
会　
で　
あ　

り　
、　
い　
ま　
さ　
ら　
そ　
の　
中　
国　
を　
理　
想　
社　

会　
と　
言　
う　
わ　
け　
に　
は　
い　
か　
な　
い　
し　
、　

人　
民　
が　
飢　
え　
て　
い　
る　
北　
朝　
鮮　
を　
理　
想　

社　
会　
と　
言　
っ　
て　
も　
笑　
わ　
れ　
る　
だ　
け　
だ　

か　
ら　
で　
あ　
る　
。　

そ　
の　
た　
め　
、　
社　
会　
主　
義　
を　
持　
ち　
だ　

す　
代　
わ　
り　
に　
、　
自　
分　
達　
の　
立　
場　
を　

「　
結　
果　
に　
差　
が　
出　
て　
も　
、　
日　
々　
の　
交　
流　

の　
中　
で　
可　
能　
な　
限　
り　
平　
等　
化　
を　
求　
め　

る　
」　
と　
か　
、　「　
庶　
民　
目　
線　
で　
見　
れ　
ば　
解　

答　
が　
得　
ら　
れ　
る　
」　
な　
ど　
と　
説　
明　
し　
て　

い　
る　
よ　
う　
だ　
。　

金　
子　
博　
人　

（　
か　
ね　
こ　
・　
ひ　
ろ　
ひ　
と　
）　

金　
子　
博　
人　
法　
律　
事　
務　
所　
。　
弁　
護　
士　
。　
早　
稲　
田　
大　
学　
法　

学　
部　
卒　
業　
、　
同　
大　
学　
院　
修　
士　
課　
程　
（　
商　
法　
）　
終　
了　
。　

１　
９　
７　
７　
年　
４　
月　
弁　
護　
士　
開　
業　
。　
国　
際　
旅　
行　
法　
学　
会　

（　
Ｉ　
Ｆ　
Ｔ　
Ｔ　
Ａ　
）　
会　
員　
。　
大　
東　
文　
化　
大　
学　
法　
科　
大　
学　

院　
、　
日　
本　
大　
学　
法　
科　
大　
学　
院　
講　
師　
。　
市　
場　
取　
引　
監　
視　

委　
員　
会　
委　
員　
（　
東　
京　
工　
業　
品　
取　
引　
所　
）　。　
日　
本　
プ　
ラ　

イ　
ム　
リ　
ア　
ル　
テ　
ィ　
投　
資　
法　
人　
執　
行　
役　
員　
。　
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