
１　．　

海　
洋　
民　
族　
精　
神　
の　
封　
印　

幕　
藩　
体　
制　
は　
士　
農　
工　
商　
と　
い　
う　
身　

分　
制　
の　
社　
会　
で　
あ　
っ　
た　
。　
こ　
れ　
は　
、　

タ　
テ　
社　
会　
の　
最　
も　
凝　
縮　
し　
た　
統　
治　
の　

シ　
ス　
テ　
ム　
で　
あ　
り　
、　
海　
洋　
民　
族　
の　
主　

役　
た　
る　
商　
人　
は　
最　
下　
級　
に　
押　
し　
込　
め　

ら　
れ　
、　
人　
の　
移　
動　
も　
制　
限　
さ　
れ　
た　
。　

同　
時　
に　
鎖　
国　
政　
策　
が　
実　
施　
さ　
れ　
、　
海　

外　
で　
華　
々　
し　
く　
活　
躍　
し　
て　
い　
た　
日　
本　

人　
の　
海　
洋　
民　
族　
と　
し　
て　
の　
活　
動　
は　
完　

全　
に　
封　
印　
さ　
れ　
て　
し　
ま　
っ　
た　
。　

他　
方　
、　
こ　
の　
時　
代　
は　
日　
本　
的　
な　

「　
ム　
ラ　
」　
も　
完　
成　
し　
た　
時　
だ　
っ　
た　
。　
鎌　

倉　
時　
代　
こ　
ろ　
か　
ら　
イ　
エ　
制　
度　
が　
進　
展　

し　
て　
長　
子　
相　
続　
が　
一　
般　
化　
し　
て　
い　
っ　

た　
が　
、　
当　
初　
は　
、　
相　
続　
で　
き　
な　
い　
他　

の　
兄　
弟　
は　
新　
し　
く　
新　
天　
地　
を　
探　
し　
開　

墾　
を　
し　
て　
一　
家　
を　
な　
す　
こ　
と　
が　
で　
き　

た　
。　「　
ム　
ラ　
」　
は　
、　
ま　
だ　
閉　
鎖　
的　
で　
な　

か　
っ　
た　
の　
だ　
。　

し　
か　
し　
、　
戦　
国　
時　
代　
か　
ら　
江　
戸　
期　

に　
は　
開　
墾　
す　
べ　
き　
土　
地　
は　
ほ　
と　
ん　
ど　

な　
く　
な　
り　
、　
農　
村　
社　
会　
は　
固　
定　
し　
、　

「　
ム　
ラ　
」　
は　
閉　
鎖　
的　
で　
人　
の　
出　
入　
り　
も　

限　
ら　
れ　
る　
こ　
と　
と　
な　
っ　
た　
。　
今　
の　
日　

本　
人　
の　
国　
民　
性　
を　
決　
定　
付　
け　
た　
閉　
鎖　

的　
な　
「　
ム　
ラ　
」　
が　
確　
立　
し　
て　
い　
っ　
た　

の　
だ　
（　
本　
稿　
第　
３　
回　
参　
照　
）　。　
海　
洋　
民　

族　
を　
生　
み　
出　
し　
た　
戦　
国　
武　
士　
の　
精　
神　

と　
、　
解　
放　
的　
な　
商　
人　
の　
精　
神　
は　
、　
鎖　

国　
と　
幕　
藩　
体　
制　
の　
下　
、　
固　
く　
封　
印　
さ　

れ　
る　
こ　
と　
と　
な　
っ　
た　
。　

２　．　

明　
治　
維　
新　
は　
戦　
国　
武　
士　
の　

論　
理　

封　
印　
さ　
れ　
た　
海　
洋　
民　
族　
の　
精　
神　
は　
、　

再　
度　
爆　
発　
す　
る　
こ　
と　
と　
な　
る　
。　
そ　
れ　

が　
明　
治　
維　
新　
だ　
。　
幕　
藩　
体　
制　
の　
中　
で　

封　
印　
さ　
れ　
て　
い　
た　
戦　
国　
武　
士　
の　
精　
神　

が　
一　
気　
に　
爆　
発　
し　
、　
封　
建　
体　
制　
を　
打　

ち　
倒　
し　
た　
。　
そ　
し　
て　
、　
富　
国　
強　
兵　
の　

下　
で　
海　
外　
に　
大　
き　
く　
飛　
躍　
し　
、　
ひ　
た　

す　
ら　
近　
代　
化　
の　
道　
を　
歩　
む　
こ　
と　
と　
な　

る　
。　
そ　
れ　
は　
、　
中　
国　
や　
韓　
国　
が　
当　
時　

な　
し　
え　
な　
か　
っ　
た　
日　
本　
だ　
け　
の　
偉　
業　

で　
あ　
っ　
た　
。　

こ　
の　
明　
治　
維　
新　
を　
成　
し　
遂　
げ　
た　
主　

役　
を　
思　
い　
出　
し　
て　
い　
た　
だ　
き　
た　
い　
。　

彼　
ら　
は　
、　
薩　
長　
と　
い　
う　
外　
様　
の　
、　
し　

か　
も　
下　
級　
武　
士　
が　
中　
心　
で　
あ　
っ　
た　
。　

幕　
藩　
体　
制　
で　
は　
、　
吹　
け　
ば　
飛　
ぶ　
よ　
う　

な　
下　
位　
の　
も　
の　
が　
主　
役　
に　
躍　
り　
出　
た　
。　

彼　
ら　
の　
年　
齢　
も　
驚　
き　
だ　
。　
ほ　
と　
ん　

ど　
が　
2  0  
歳　
代　
か　
ら　
3  0  
歳　
代　
だ　
っ　
た　
。　

明　
治　
維　
新　
（　
１　
８　
６　
７　
年　
）　
を　
迎　
え　

た　
時　
点　
で　
見　
る　
と　
、　
維　
新　
の　
三　
傑　
大　

久　
保　
利　
道　
は　
１　
８　
３　
０　
年　
1  0  
月　
生　
ま　

れ　
の　
3  7  
歳　
、　
西　
郷　
隆　
盛　
は　
１　
８　
２　
８　

年　
１　
月　
生　
ま　
れ　
の　
3  9  
歳　
、　
木　
戸　
孝　
允　

（　
桂　
小　
五　
郎　
）　
は　
１　
８　
３　
３　
年　
の　
3  4  
歳　
。　

伊　
藤　
も　
学　
ん　
だ　
松　
下　
村　
塾　
を　
開　
い　
た　

吉　
田　
松　
陰　
は　
大　
久　
保　
と　
同　
年　
同　
月　
生　

ま　
れ　
。　
獄　
死　
し　
た　
の　
は　
１　
８　
５　
９　
年　

1  0  
月　
で　
享　
年　
3  0  
歳　
。　
2  0  
代　
で　
多　
く　
の　

明　
治　
の　
元　
勲　
を　
育　
て　
た　
こ　
と　
に　
な　
る　
。　

今　
で　
も　
フ　
ァ　
ン　
多　
い　
坂　
本　
竜　
馬　
は　
１　

８　
３　
６　
年　
１　
月　
生　
ま　
れ　
で　
、　
近　
江　
屋　

で　
倒　
れ　
た　
１　
８　
６　
７　
年　
1  2  
月　
は　
3  0  
歳　

だ　
っ　
た　
。　

幕　
府　
を　
転　
覆　
し　
新　
政　
権　
を　
樹　
立　
し　

た　
立　
役　
者　
は　
2  0  
代　
や　
3  0  
代　
の　
若　
者　
だ　

っ　
た　
の　
だ　
。　「　
タ　
テ　
社　
会　
」　
の　
論　
理　
で　

は　
、　「　
ハ　
ナ　
タ　
レ　
小　
僧　
」　
の　
若　
造　
、　
し　

か　
も　
、　「　
タ　
テ　
」　
の　
序　
列　
の　
最　
下　
層　
の　

下　
級　
武　
士　
に　
す　
ぎ　
な　
い　
若　
者　
が　
、　
江　

戸　
幕　
藩　
体　
制　
を　
終　
演　
さ　
せ　
て　
新　
た　
な　

近　
代　
国　
家　
の　
基　
礎　
を　
構　
築　
し　
、　
西　
欧　

列　
強　
に　
対　
抗　
で　
き　
る　
近　
代　
国　
家　
の　
建　

設　
に　
邁　
進　
す　
る　
こ　
と　
と　
な　
っ　
た　
。　
こ　

れ　
は　
、　
ま　
さ　
に　
、　
封　
印　
さ　
れ　
た　
「　
海　

洋　
民　
族　
の　
エ　
ネ　
ル　
ギ　
ー　
」　
が　
爆　
発　
し　

た　
と　
言　
っ　
て　
よ　
い　
。　

司　
馬　
遼　
太　
郎　
の　
「　
坂　
の　
上　
の　
雲　
」　

は　
、　
日　
本　
人　
が　
い　
か　
に　
し　
て　
近　
代　
日　

本　
を　
築　
き　
あ　
げ　
た　
か　
を　
生　
き　
生　
き　
と　

え　
が　
き　
テ　
レ　
ビ　
ド　
ラ　
マ　
化　
も　
さ　
れ　
た　

の　
で　
、　
そ　
の　
内　
容　
は　
多　
く　
の　
日　
本　
人　

が　
知　
っ　
て　
い　
る　
こ　
と　
で　
あ　
ろ　
う　
。　
こ　

の　
維　
新　
で　
の　
エ　
ネ　
ル　
ギ　
ー　
の　
爆　
発　
は　
、　

「　
坂　
の　
上　
の　
雲　
」　
の　
世　
界　
に　
つ　
な　
が　
っ　

て　
い　
く　
。　

明　
治　
か　
ら　
大　
正　
へ　
と　
日　
本　
は　
近　
代　

国　
家　
と　
し　
て　
の　
基　
礎　
を　
築　
き　
あ　
げ　
、　

そ　
れ　
は　
吉　
野　
作　
蔵　
の　
民　
本　
主　
義　
に　
代　

表　
さ　
れ　
る　
「　
大　
正　
デ　
モ　
ク　
ラ　
シ　
ー　
」　

と　
し　
て　
結　
実　
し　
て　
い　
っ　
た　
。　

大　
正　
1  5  
年　
、　
つ　
ま　
り　
昭　
和　
元　
年　
に　

は　
、　
男　
子　
普　
通　
選　
挙　
、　
陪　
審　
制　
度　
を　

導　
入　
す　
る　
と　
こ　
ろ　
ま　
で　
辿　
り　
着　
い　
た　
。　

大　
き　
な　
成　
果　
を　
達　
成　
で　
き　
た　
の　
だ　
が　
、　

し　
か　
し　
、　
こ　
れ　
が　
限　
界　
だ　
っ　
た　
。　
実　

は　
、　
こ　
の　
近　
代　
化　
の　
裏　
で　
は　
日　
本　
人　

を　
劣　
化　
さ　
せ　
る　
作　
業　
が　
着　
々　
と　
進　
ん　

で　
い　
た　
。　

第６回　日本人の劣化

どうすれば強い日本を作れるのか
弁護士　金子博人
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■ 随想　「甘え」が日本を滅ぼす

３　．　

教　
育　
勅　
語　
の　
臣　
民　
支　
配　
と　

国　
民　
の　
劣　
化　

明　
治　
の　
元　
勲　
の　
多　
く　
は　
、　
自　
分　
た　

ち　
は　
戦　
国　
武　
士　
の　
論　
理　
で　
成　
功　
を　
勝　

ち　
得　
た　
に　
も　
か　
か　
わ　
ら　
ず　
、　
大　
衆　
を　

統　
治　
す　
る　
手　
段　
と　
し　
て　
は　
、　
ま　
っ　
た　

く　
逆　
の　
世　
界　
で　
あ　
る　
「　
ム　
ラ　
の　
論　
理　
」　

を　
活　
用　
し　
た　
。　
統　
治　
の　
原　
理　
と　
し　
て　

は　
、　
き　
わ　
め　
て　
効　
果　
的　
で　
あ　
っ　
た　
か　

ら　
だ　
。　
そ　
の　
中　
心　
的　
手　
段　
が　
教　
育　
勅　

語　
（　
１　
８　
９　
０　
年　
）　
で　
あ　
る　
。　

教　
育　
勅　
語　
は　
、　
そ　
の　
中　
で　
「　
臣　
民　

よ　
、　
父　
母　
に　
孝　
、　
兄　
弟　
仲　
良　
く　
夫　
婦　

は　
相　
和　
し　
、　
朋　
友　
相　
信　
じ　
、　
つ　
つ　
し　

み　
深　
く　
行　
動　
し　
て　
博　
愛　
を　
皆　
に　
及　
ぼ　

す　
」　
と　
し　
、　
そ　
の　
前　
提　
と　
し　
て　
、　「　
国　

の　
基　
本　
原　
理　
は　
、　
皇　
室　
の　
祖　
先　
が　
作　

っ　
た　
も　
の　
で　
あ　
り　
、　
臣　
民　
は　
、　
こ　
れ　

に　
従　
え　
。　
公　
の　
た　
め　
身　
を　
犠　
牲　
に　
せ　

よ　
。　」　
と　
の　
趣　
旨　
を　
宣　
言　
し　
て　
い　
る　
。　

要　
す　
る　
に　
、　
天　
皇　
を　
頂　
点　
と　
す　
る　

「　
タ　
テ　
の　
秩　
序　
」　
に　
対　
し　
忠　
誠　
を　
尽　
く　

せ　
と　
い　
う　
も　
の　
だ　
っ　
た　
。　

こ　
の　
勅　
令　
を　
生　
徒　
は　
丸　
暗　
記　
し　
て　

こ　
れ　
に　
服　
従　
す　
る　
こ　
と　
が　
求　
め　
ら　
れ　
、　

そ　
れ　
が　
学　
校　
教　
育　
の　
根　
本　
と　
な　
っ　
た　
。　

勅　
語　
に　
向　
か　
っ　
て　
敬　
礼　
を　
す　
る　
こ　
と　

も　
強　
制　
さ　
れ　
、　
そ　
れ　
を　
キ　
リ　
ス　
ト　
教　

の　
内　
村　
鑑　
三　
が　
拒　
否　
し　
て　
大　
問　
題　
と　

な　
っ　
た　
こ　
と　
は　
広　
く　
知　
れ　
て　
い　
る　
。　

発　
布　
の　
翌　
年　
の　
１　
８　
９　
１　
年　
の　
こ　
と　

だ　
。　教　

育　
勅　
語　
は　
、　
天　
皇　
を　
頂　
点　
に　
す　

る　
タ　
テ　
の　
秩　
序　
の　
中　
に　
、　
臣　
民　
を　
組　

み　
込　
も　
う　
と　
い　
う　
も　
の　
で　
あ　
り　
、　
こ　

れ　
以　
外　
の　
価　
値　
観　
を　
認　
め　
な　
い　
し　
、　

こ　
れ　
以　
外　
の　
価　
値　
を　
考　
え　
る　
こ　
と　
自　

体　
認　
め　
な　
い　
と　
い　
う　
も　
の　
で　
あ　
っ　
た　
。　

こ　
れ　
を　
棒　
暗　
記　
し　
、　
繰　
り　
返　
し　
唱　
え　

る　
こ　
と　
を　
強　
要　
さ　
れ　
、　
疑　
問　
を　
持　
つ　

こ　
と　
は　
否　
定　
さ　
れ　
た　
。　
も　
の　
を　
考　
え　

な　
い　
従　
順　
な　
人　
間　
を　
作　
る　
こ　
と　
が　
目　

的　
で　
あ　
っ　
た　
の　
だ　
。　

「　
海　
洋　
民　
族　
の　
エ　
ネ　
ル　
ギ　
ー　
」　
は　

大　
正　
デ　
モ　
ク　
ラ　
シ　
ー　
と　
し　
て　
結　
実　
し　

た　
が　
、　
こ　
れ　
は　
教　
育　
勅　
語　
以　
前　
に　
教　

育　
を　
受　
け　
た　
者　
た　
ち　
が　
勝　
ち　
取　
っ　
た　

も　
の　
で　
あ　
る　
。　
し　
か　
し　
、　
ち　
ょ　
う　
ど　

昭　
和　
に　
入　
る　
こ　
ろ　
に　
状　
況　
は　
一　
変　
し　

た　
。　
教　
育　
勅　
語　
で　
教　
育　
を　
受　
け　
た　
人　

間　
が　
、　
そ　
れ　
ま　
で　
の　
人　
間　
と　
入　
れ　
替　

わ　
っ　
て　
社　
会　
の　
中　
枢　
を　
占　
め　
る　
に　
い　

た　
っ　
た　
か　
ら　
だ　
。　

昭　
和　
に　
入　
る　
と　
、　
教　
育　
勅　
語　
人　
間　

に　
よ　
り　
、　
国　
は　
１　
８　
０　
度　
逆　
の　
方　
向　

に　
引　
き　
ず　
ら　
れ　
て　
い　
く　
。　
と　
に　
か　
く　

戦　
争　
の　
連　
続　
な　
の　
だ　
。　
軍　
の　
暴　
走　
を　

止　
め　
る　
も　
の　
が　
誰　
も　
い　
な　
い　
。　
止　
め　

る　
ど　
こ　
ろ　
か　
積　
極　
協　
力　
を　
し　
て　
い　
っ　

た　
。　
政　
治　
家　
は　
政　
党　
政　
治　
を　
放　
棄　
し　

大　
政　
翼　
賛　
会　
を　
結　
成　
し　
て　
戦　
争　
に　
全　

面　
支　
援　
し　
、　
軍　
部　
の　
独　
走　
を　
と　
め　
る　

エ　
ネ　
ル　
ギ　
ー　
は　
消　
滅　
し　
て　
い　
っ　
た　
。　

そ　
し　
て　
、　
３　
１　
０　
万　
人　
の　
犠　
牲　
を　
払　

い　
、　
す　
べ　
て　
を　
失　
い　
焼　
け　
野　
原　
に　
な　

っ　
て　
敗　
戦　
を　
む　
か　
え　
た　
。　

４　．　

教　
育　
勅　
語　
の　
亡　
霊　

戦　
後　
、　
教　
育　
勅　
語　
は　
廃　
止　
さ　
れ　
た　
。　

し　
か　
し　
、　
そ　
こ　
で　
の　
教　
育　
シ　
ス　
テ　
ム　

は　
そ　
の　
ま　
ま　
維　
持　
さ　
れ　
た　
。　
先　
生　
の　

板　
書　
き　
す　
る　
も　
の　
を　
、　
ひ　
た　
す　
ら　
書　

き　
写　
し　
暗　
記　
す　
る　
。　
自　
ら　
考　
え　
、　
議　

論　
す　
る　
こ　
と　
を　
し　
な　
い　
。　

そ　
こ　
で　
柔　
順　
で　
勤　
勉　
な　
サ　
ラ　
リ　
ー　

マ　
ン　
を　
大　
量　
生　
産　
し　
、　
そ　
し　
て　
彼　
ら　

が　
戦　
後　
の　
高　
度　
経　
済　
成　
長　
を　
達　
成　
し　

た　
。　
年　
功　
序　
列　
と　
終　
身　
雇　
用　
の　
日　
本　

企　
業　
は　
「　
ム　
ラ　
」　
そ　
の　
も　
の　
で　
あ　
り　
、　

与　
え　
ら　
れ　
た　
も　
の　
を　
馬　
車　
馬　
の　
よ　
う　

に　
こ　
な　
す　
企　
業　
戦　
士　
に　
と　
っ　
て　
は　
、　

居　
心　
地　
の　
よ　
い　
場　
所　
で　
も　
あ　
っ　
た　
。　

教　
育　
勅　
語　
が　
国　
を　
滅　
ぼ　
し　
た　
が　
、　
そ　

の　
「　
亡　
霊　
」　
が　
戦　
後　
の　
復　
興　
と　
高　
度　

成　
長　
を　
担　
っ　
た　
と　
言　
え　
よ　
う　
。　
歴　
史　

の　
大　
い　
な　
る　
皮　
肉　
で　
あ　
る　
。　

高　
度　
経　
済　
成　
長　
が　
「　
ム　
ラ　
の　
原　
理　
」　

で　
成　
功　
で　
き　
た　
の　
は　
、　
日　
本　
が　
発　
展　

途　
上　
国　
だ　
っ　
た　
か　
ら　
だ　
。　「　
追　
い　
つ　
き　

追　
い　
こ　
せ　
」　。　
目　
標　
は　
一　
つ　
、　
リ　
ー　
ダ　

ー　
は　
不　
要　
、　
ア　
イ　
デ　
ィ　
ア　
は　
外　
か　
ら　

買　
え　
ば　
よ　
い　
。　
独　
創　
的　
な　
人　
間　
は　
不　

要　
。　
会　
社　
と　
い　
う　
「　
ム　
ラ　
」　
の　
な　
か　

で　
、　
み　
ん　
な　
一　
緒　
に　
頑　
張　
れ　
ば　
よ　
か　

っ　
た　
。　

と　
こ　
ろ　
が　
、　
こ　
の　
成　
長　
パ　
タ　
ー　
ン　

は　
、　
日　
本　
が　
経　
済　
大　
国　
に　
な　
っ　
た　
こ　

と　
に　
よ　
り　
通　
じ　
な　
く　
な　
っ　
た　
。　
バ　
ブ　

ル　
が　
は　
じ　
け　
た　
後　
は　
、　
日　
本　
の　
経　
済　

は　
停　
滞　
。　
停　
滞　
と　
い　
う　
よ　
り　
劣　
化　
だ　
。　

精　
神　
的　
に　
も　
停　
滞　
感　
と　
閉　
塞　
感　
は　
強　

い　
。　
し　
か　
し　
、　
な　
ぜ　
停　
滞　
し　
て　
い　
る　

の　
か　
、　
そ　
れ　
が　
わ　
か　
ら　
な　
い　
の　
が　
今　

の　
日　
本　
だ　
。　

解　
決　
の　
カ　
ギ　
は　
、　「　
ム　
ラ　
の　
原　
理　
」　

か　
ら　
卒　
業　
す　
る　
こ　
と　
だ　
。　
日　
本　
人　
が　

潜　
在　
的　
に　
も　
っ　
て　
い　
る　
は　
ず　
の　
「　
海　

洋　
民　
族　
の　
精　
神　
」　
を　
引　
き　
出　
せ　
ば　
よ　

い　
。　
そ　
れ　
が　
な　
ぜ　
で　
き　
な　
い　
の　
か　
。　

そ　
の　
理　
由　
は　
、　
教　
育　
で　
あ　
り　
、　
そ　
こ　

を　
支　
配　
す　
る　
「　
教　
育　
勅　
語　
の　
亡　
霊　
」　

だ　
。　
こ　
と　
に　
受　
験　
戦　
争　
が　
最　
大　
の　
ガ　

ン　
で　
あ　
る　
。　

受　
験　
勉　
強　
は　
い　
か　
に　
効　
率　
よ　
く　
必　

要　
な　
知　
識　
を　
詰　
め　
込　
む　
か　
が　
す　
べ　
て　

で　
、　
自　
分　
で　
課　
題　
を　
見　
つ　
け　
自　
分　
で　

考　
え　
る　
な　
ど　
と　
い　
う　
の　
は　
時　
間　
の　
無　

駄　
。　
し　
か　
し　
、　
こ　
れ　
で　
は　
仕　
事　
を　
与　

え　
ら　
れ　
る　
こ　
と　
を　
待　
つ　
従　
順　
な　
サ　
ラ　

リ　
ー　
マ　
ン　
し　
か　
生　
み　
出　
せ　
な　
い　
。　

だ　
が　
、　
日　
本　
人　
は　
こ　
の　
受　
験　
戦　
争　

を　
小　
学　
４　
年　
生　
か　
ら　
取　
り　
組　
む　
の　
だ　
。　

こ　
の　
異　
常　
な　
状　
況　
を　
終　
わ　
ら　
せ　
ら　
れ　

な　
い　
限　
り　
、　「　
ム　
ラ　
の　
原　
理　
」　
を　
卒　
業　

し　
「　
海　
洋　
民　
族　
の　
精　
神　
」　
を　
よ　
み　
が　

え　
ら　
せ　
る　
こ　
と　
は　
で　
き　
な　
い　
は　
ず　
だ　
。　

次　
回　
は　
、　
こ　
の　
受　
験　
戦　
争　
を　
や　
め　

る　
方　
法　
を　
検　
討　
し　
よ　
う　
。　

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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