
１　．　

日　
本　
人　
の　
精　
神　
年　
齢　
は　
1  2  

歳　
？　日　

本　
人　
の　
社　
会　
人　
と　
し　
て　
の　
最　
大　

欠　
点　
は　
、　
と　
に　
か　
く　
、　「　
何　
で　
も　
や　
っ　

て　
欲　
し　
い　
」　
と　
い　
う　
こ　
と　
だ　
。　
そ　
し　

て　
、　
う　
ま　
く　
い　
か　
な　
け　
れ　
ば　
「　
社　
会　

が　
悪　
い　
、　
政　
府　
が　
悪　
い　
」　
と　
な　
る　
。　

給　
料　
が　
安　
け　
れ　
ば　
、　
そ　
れ　
も　
政　
治　
の　

せ　
い　
。　
悪　
い　
の　
は　
全　
部　
他　
人　
で　
、　
自　

分　
は　
悪　
く　
な　
い　
。　
成　
功　
者　
を　
み　
れ　
ば　

妬　
ま　
し　
く　
て　
「　
格　
差　
是　
正　
」　
の　
大　
合　

唱　
、　
こ　
れ　
は　
政　
治　
家　
へ　
の　
お　
ね　
だ　
り　

そ　
の　
も　
の　
だ　
。　
日　
本　
中　
が　
「　
甘　
え　
」　

の　
巣　
窟　
で　
、　
日　
本　
人　
は　
、　
わ　
が　
ま　
ま　

を　
し　
て　
い　
て　
も　
最　
後　
は　
親　
が　
何　
と　
か　

し　
て　
く　
れ　
る　
と　
い　
う　
「　
甘　
え　
」　
そ　
の　

ま　
ま　
だ　
。　

民　
主　
主　
義　
社　
会　
は　
市　
民　
が　
主　
権　
を　

持　
つ　
。　
主　
権　
と　
は　
社　
会　
の　
最　
高　
権　
利　

者　
だ　
。　
権　
利　
が　
あ　
れ　
ば　
責　
任　
が　
あ　
る　
。　

民　
主　
主　
義　
社　
会　
で　
は　
最　
終　
責　
任　
を　
取　

る　
の　
は　
国　
民　
だ　
。　
こ　
の　
社　
会　
が　
良　
い　

か　
悪　
い　
か　
は　
わ　
れ　
わ　
れ　
国　
民　
の　
責　
任　
。　

政　
治　
家　
が　
頼　
り　
な　
け　
れ　
ば　
そ　
れ　
は　
選　

ん　
だ　
国　
民　
の　
責　
任　
。　
社　
会　
が　
悪　
け　
れ　

ば　
そ　
れ　
を　
よ　
く　
す　
る　
責　
任　
は　
わ　
れ　
わ　

れ　
主　
権　
者　
に　
あ　
る　
。　
誰　
か　
に　
責　
任　
を　

な　
す　
り　
つ　
け　
る　
わ　
け　
に　
い　
か　
な　
い　
。　

そ　
れ　
が　
民　
主　
主　
義　
と　
い　
う　
も　
の　
だ　
。　

し　
か　
し　
、　
日　
本　
人　
は　
、　
こ　
の　
よ　
う　

な　
考　
え　
は　
、　
な　
か　
な　
か　
と　
れ　
な　
い　
。　

「　
甘　
え　
社　
会　
」　
で　
は　
、　
人　
は　
「　
自　
分　
が　

社　
会　
に　
対　
し　
て　
何　
が　
で　
き　
る　
か　
」　
な　

ど　
考　
え　
な　
い　
。　
ど　
こ　
ま　
で　
も　
「　
や　
っ　

て　
ほ　
し　
い　
」　
の　
だ　
。　

Ｇ　
Ｈ　
Ｑ　
の　
最　
高　
司　
令　
官　
マ　
ッ　
カ　
ー　

サ　
ー　
は　
、　
１　
９　
５　
１　
年　
米　
上　
院　
の　
軍　

事　
外　
交　
委　
員　
会　
で　
、　「　
ア　
ン　
グ　
ロ　
サ　
ク　

ソ　
ン　
や　
ド　
イ　
ツ　
の　
成　
熟　
度　
は　
4  5  
歳　
程　

度　
だ　
が　
、　
日　
本　
人　
は　
1  2  
歳　
」　
と　
発　
言　

し　
た　
こ　
と　
は　
有　
名　
な　
話　
だ　
。　
マ　
ッ　
カ　

ー　
サ　
ー　
の　
発　
言　
は　
、　
日　
本　
と　
ド　
イ　
ツ　

の　
占　
領　
政　
策　
に　
違　
い　
に　
つ　
い　
て　
、　
ド　

イ　
ツ　
は　
4  5  
歳　
で　
判　
っ　
て　
い　
て　
戦　
争　
を　

仕　
掛　
け　
た　
が　
日　
本　
人　
は　
1  2  
歳　
程　
度　
の　

発　
達　
程　
度　
な　
の　
で　
ま　
だ　
可　
能　
性　
が　
あ　

る　
と　
の　
趣　
旨　
だ　
っ　
た　
よ　
う　
だ　
が　
、　
1  2  

歳　
程　
度　
の　
発　
達　
度　
と　
い　
う　
マ　
ッ　
カ　
ー　

サ　
ー　
の　
発　
言　
部　
分　
は　
、　
当　
時　
の　
日　
本　

で　
大　
き　
な　
反　
発　
が　
あ　
っ　
た　
よ　
う　
だ　
。　

ア　
メ　
リ　
カ　
や　
ド　
イ　
ツ　
が　
4  5  
歳　
か　
ど　

う　
か　
知　
ら　
な　
い　
が　
、　
少　
な　
く　
と　
も　
今　

の　
日　
本　
人　
が　
、　「　
社　
会　
や　
国　
が　
良　
い　
か　

悪　
い　
か　
の　
最　
終　
責　
任　
は　
自　
分　
た　
ち　
国　

民　
に　
あ　
る　
」　
と　
い　
う　
民　
主　
主　
義　
の　
根　

本　
原　
理　
を　
理　
解　
で　
き　
な　
い　
限　
り　
、　
民　

主　
主　
義　
の　
成　
熟　
度　
で　
は　
6  0  
年　
前　
の　
当　

時　
と　
大　
し　
て　
変　
わ　
っ　
て　
い　
な　
い　
。　
少　

し　
成　
長　
し　
た　
と　
し　
て　
も　
、　
い　
ま　
だ　
に　

日　
本　
人　
は　
1  5  
歳　
程　
度　
と　
い　
う　
こ　
と　
に　

な　
ら　
な　
い　
だ　
ろ　
う　
か　
。　

２　．　

民　
主　
主　
義　
は　
天　
か　
ら　
降　
っ　

て　
き　
た　
も　
の　

民　
主　
主　
義　
の　
成　
熟　
度　
が　
1  5  
歳　
程　
度　

と　
い　
え　
ば　
、　「　
そ　
ん　
な　
こ　
と　
は　
な　
い　
。　

日　
本　
は　
、　
6  0  
年　
以　
上　
立　
派　
に　
民　
主　
主　

義　
国　
家　
と　
し　
て　
運　
営　
さ　
れ　
て　
き　
た　
で　

は　
な　
い　
か　
」　
と　
い　
う　
反　
論　
が　
出　
よ　
う　
。　

確　
か　
に　
そ　
の　
通　
り　
で　
あ　
る　
。　
し　
か　
し　
、　

そ　
れ　
は　
、　
民　
主　
主　
義　
を　
定　
め　
た　
日　
本　

国　
憲　
法　
が　
あ　
っ　
た　
の　
で　
議　
会　
制　
民　
主　

主　
義　
が　
実　
行　
で　
き　
た　
だ　
け　
だ　
。　

こ　
の　
日　
本　
国　
憲　
法　
は　
ま　
さ　
に　
天　
か　

ら　
降　
っ　
て　
き　
た　
も　
の　
で　
あ　
る　
。　
占　
領　

下　
の　
日　
本　
は　
Ｇ　
Ｈ　
Ｑ　
か　
ら　
憲　
法　
改　
正　

を　
求　
め　
ら　
れ　
た　
が　
、　
日　
本　
人　
は　
自　
力　

で　
天　
皇　
主　
権　
か　
ら　
国　
民　
主　
権　
に　
転　
換　

が　
で　
き　
な　
か　
っ　
た　
。　
政　
府　
を　
帝　
国　
議　

会　
も　
「　
国　
体　
」　
護　
持　
に　
終　
始　
し　
、　
国　

民　
主　
権　
の　
法　
案　
を　
用　
意　
で　
き　
な　
か　
っ　

た　
の　
だ　
。　

民　
間　
レ　
ベ　
ル　
で　
は　
完　
成　
度　
の　
高　
い　

草　
案　
も　
で　
き　
マ　
ッ　
カ　
ー　
サ　
ー　
草　
案　
に　

影　
響　
を　
与　
え　
た　
と　
も　
い　
わ　
れ　
る　
が　
、　

当　
時　
の　
マ　
ス　
コ　
ミ　
や　
国　
民　
に　
は　
こ　
の　

草　
案　
を　
推　
進　
す　
る　
よ　
う　
な　
力　
は　
備　
わ　

っ　
て　
い　
な　
か　
っ　
た　
。　

な　
ぜ　
占　
領　
政　
策　
の　
中　
か　
ら　
提　
供　
さ　

れ　
た　
草　
案　
が　
日　
本　
国　
憲　
法　
と　
し　
て　
ス　

ム　
ー　
ス　
に　
受　
け　
入　
れ　
ら　
れ　
た　
か　
と　
い　

え　
ば　
、　
当　
時　
の　
日　
本　
人　
に　
戦　
争　
か　
ら　

の　
強　
い　
開　
放　
感　
が　
あ　
っ　
た　
こ　
と　
と　
、　

そ　
れ　
を　
背　
景　
に　
昭　
和　
天　
皇　
が　
国　
民　
主　

権　
へ　
の　
移　
行　
に　
き　
わ　
め　
て　
好　
意　
的　
で　

あ　
っ　
た　
か　
ら　
だ　
。　

国　
民　
主　
権　
の　
獲　
得　
、　
つ　
ま　
り　
、　
民　

主　
制　
体　
の　
獲　
得　
も　
、　
こ　
の　
よ　
う　
に　
、　

国　
民　
が　
自　
ら　
民　
主　
制　
を　
求　
め　
、　
そ　
の　

血　
と　
汗　
で　
獲　
得　
し　
た　
わ　
け　
で　
は　
な　
か　

っ　
た　
の　
で　
、　
憲　
法　
の　
精　
神　
と　
国　
民　
意　

識　
の　
ギ　
ャ　
ッ　
プ　
は　
い　
ま　
だ　
に　
大　
き　
い　
。　

３　．　

日　
本　
人　
の　
人　
生　
は　
受　
け　
身　

の　
一　
生　

日　
本　
の　
学　
校　
は　
徹　
底　
し　
て　
受　
け　
身　

教　
育　
だ　
。　
じ　
っ　
と　
座　
っ　
て　
先　
生　
の　
一　

方　
的　
に　
言　
う　
こ　
と　
を　
書　
き　
取　
り　
覚　
え　

る　
。　
自　
分　
で　
考　
え　
る　
こ　
と　
は　
重　
視　
さ　

れ　
な　
い　
。　
そ　
の　
証　
拠　
に　
日　
本　
は　
い　
ま　

だ　
に　
4  0  
名　
学　
級　
の　
ま　
ま　
で　
、　
こ　
れ　
に　

第９回　「やってほしい人間」を卒業せよ

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

何　
の　
不　
自　
由　
も　
感　
じ　
な　
い　
。　
双　
方　
向　

の　
授　
業　
を　
す　
る　
国　
は　
2  0  
名　
学　
級　
で　
あ　

る　
。　
4  0  
名　
で　
は　
多　
す　
ぎ　
て　
、　
考　
え　
さ　

せ　
る　
教　
育　
の　
実　
行　
が　
不　
可　
能　
だ　
か　
ら　

だ　
。　部　

活　
の　
名　
で　
ス　
ポ　
ー　
ツ　
も　
あ　
て　
が　

い　
ぶ　
ち　
だ　
。　
与　
え　
ら　
れ　
た　
も　
の　
を　
忠　

実　
に　
こ　
な　
し　
て　
い　
れ　
ば　
文　
武　
両　
道　
な　

ど　
と　
褒　
め　
て　
も　
ら　
え　
る　
。　

「　
自　
分　
は　
将　
来　
何　
に　
な　
る　
か　
」　
な　

ど　
と　
考　
え　
る　
必　
要　
は　
な　
い　
。　
学　
校　
が　

あ　
て　
が　
っ　
て　
く　
れ　
る　
受　
験　
勉　
強　
を　
忠　

実　
に　
こ　
な　
せ　
ば　
い　
い　
の　
だ　
。　「　
自　
分　
探　

し　
」　
な　
ど　
も　
必　
要　
な　
い　
。　「　
余　
分　
な　
こ　

と　
を　
し　
て　
い　
な　
い　
で　
、　
受　
験　
勉　
強　
を　

し　
て　
い　
ろ　
。　
い　
い　
大　
学　
に　
入　
っ　
て　
い　

い　
会　
社　
に　
入　
れ　
ば　
、　
幸　
せ　
な　
人　
生　
が　

待　
っ　
て　
い　
る　
」　
と　
、　
家　
で　
も　
学　
校　
で　

も　
繰　
り　
返　
し　
言　
わ　
れ　
、　
与　
え　
ら　
れ　
た　

物　
を　
ひ　
た　
す　
ら　
暗　
記　
す　
る　
。　

大　
学　
に　
入　
る　
と　
、　
そ　
れ　
ま　
で　
お　
と　

な　
し　
く　
い　
わ　
れ　
る　
ま　
ま　
に　
勉　
強　
し　
て　

き　
た　
ご　
褒　
美　
に　
し　
ば　
ら　
く　
遊　
ば　
し　
て　

く　
れ　
る　
が　
す　
ぐ　
就　
活　
だ　
。　
い　
わ　
れ　
る　

ま　
ま　
に　
同　
じ　
就　
活　
ル　
ッ　
ク　
を　
着　
て　
志　

望　
会　
社　
を　
走　
り　
回　
る　
。　

日　
本　
の　
企　
業　
は　
新　
卒　
採　
用　
主　
義　
で　
、　

従　
業　
員　
採　
用　
は　
新　
卒　
を　
原　
則　
と　
し　
て　

い　
る　
。　
就　
職　
は　
楽　
で　
、　
大　
学　
は　
遊　
ん　

で　
い　
て　
も　
Ｏ　
Ｋ　
な　
の　
だ　
。　
内　
定　
率　
が　

下　
が　
れ　
ば　
マ　
ス　
コ　
ミ　
が　
騒　
い　
で　
就　
活　

学　
生　
を　
守　
っ　
て　
く　
れ　
る　
。　

入　
社　
す　
れ　
ば　
新　
人　
研　
修　
。　
社　
会　
人　

勉　
強　
も　
会　
社　
が　
用　
意　
し　
て　
く　
れ　
る　
の　

だ　
。　
ど　
ん　
な　
仕　
事　
を　
す　
る　
か　
も　
会　
社　

が　
決　
め　
与　
え　
て　
く　
れ　
る　
。　
自　
分　
が　
考　

え　
る　
必　
要　
は　
な　
い　
。　
も　
ち　
ろ　
ん　
、　
サ　

ラ　
リ　
ー　
マ　
ン　
は　
そ　
れ　
が　
当　
然　
と　
考　
え　

て　
い　
る　
の　
で　
、　
配　
転　
に　
も　
極　
め　
て　
素　

直　
。　
与　
え　
ら　
れ　
た　
も　
の　
は　
、　
実　
に　
ま　

じ　
め　
に　
勤　
め　
る　
。　
そ　
し　
て　
、　
ま　
じ　
め　

に　
し　
て　
い　
れ　
ば　
年　
功　
序　
列　
で　
地　
位　
も　

上　
が　
る　
。　

仕　
事　
で　
ゴ　
ル　
フ　
が　
必　
要　
と　
あ　
れ　
ば　

熱　
心　
に　
ゴ　
ル　
フ　
を　
す　
る　
。　
趣　
味　
も　
あ　

て　
が　
い　
ぶ　
ち　
だ　
。　
ボ　
ラ　
ン　
テ　
ィ　
ア　
活　

動　
な　
ど　
は　
や　
ら　
な　
い　
。　
会　
社　
に　
忠　
誠　

を　
つ　
く　
す　
こ　
と　
が　
人　
生　
そ　
の　
も　
の　
だ　
。　

市　
民　
と　
し　
て　
社　
会　
の　
た　
め　
に　
何　
か　
す　

る　
と　
い　
う　
意　
識　
は　
極　
め　
て　
希　
薄　
で　
、　

目　
上　
と　
会　
社　
に　
従　
順　
で　
あ　
れ　
ば　
立　
派　

な　
人　
間　
と　
い　
う　
こ　
と　
に　
な　
る　
。　
そ　
し　

て　
こ　
の　
社　
員　
の　
忠　
誠　
に　
対　
し　
、　
日　
本　

の　
会　
社　
は　
終　
身　
雇　
用　
で　
応　
え　
て　
き　
た　
。　

日　
本　
人　
の　
最　
大　
多　
数　
は　
サ　
ラ　
リ　
ー　

マ　
ン　
。　
そ　
の　
人　
生　
は　
、　
こ　
の　
よ　
う　
に　
、　

絵　
に　
描　
い　
た　
よ　
う　
な　
「　
受　
身　
の　
人　
生　
」　

だ　
。　
こ　
れ　
で　
は　
、　
政　
治　
や　
社　
会　
に　
対　

し　
徹　
底　
し　
て　
受　
身　
に　
な　
る　
の　
も　
当　
た　

り　
前　
だ　
。　
コ　
ミ　
ュ　
ニ　
テ　
ィ　
ー　
に　
対　
す　

る　
責　
任　
、　
国　
に　
対　
す　
る　
責　
任　
な　
ど　
考　

え　
る　
こ　
と　
は　
求　
め　
ら　
れ　
て　
い　
な　
い　
。　

そ　
こ　
で　
は　
、　「　
悪　
い　
の　
は　
、　
政　
治　
で　
あ　

り　
、　
社　
会　
」　
と　
で　
も　
言　
っ　
て　
い　
れ　
ば　

十　
分　
な　
の　
だ　
。　

４　．　

君　
た　
ち　
は　
国　
に　
何　
が　
で　
き　

る　
か　「　

国　
家　
が　
君　
た　
ち　
に　
何　
が　
で　
き　
る　

か　
で　
な　
く　
、　
君　
た　
ち　
が　
国　
家　
の　
た　
め　

に　
何　
が　
で　
き　
る　
か　
を　
問　
う　
べ　
き　
だ　
」　

と　
い　
う　
の　
は　
、　
ケ　
ネ　
デ　
ィ　
の　
有　
名　
な　

大　
統　
領　
就　
任　
演　
説　
だ　
。　

し　
か　
し　
、　
日　
本　
人　
は　
こ　
の　
よ　
う　
に　

は　
絶　
対　
に　
考　
え　
な　
い　
。　
自　
分　
は　
弱　
者　

で　
、　「　
や　
っ　
て　
も　
ら　
う　
人　
」　。　
自　
分　
が　

何　
か　
や　
る　
な　
ど　
と　
は　
ま　
ち　
が　
っ　
て　
も　

考　
え　
な　
い　
。　「　
政　
治　
家　
は　
、　
庶　
民　
の　
目　

線　
で　
考　
え　
ろ　
」　、　
政　
治　
家　
が　
自　
分　
た　
ち　

の　
と　
こ　
ろ　
ま　
で　
下　
り　
て　
き　
て　
、　
自　
分　

た　
ち　
の　
た　
め　
に　
何　
か　
を　
や　
っ　
て　
く　
れ　

る　
こ　
と　
を　
求　
め　
、　
そ　
れ　
が　
当　
た　
り　
前　

だ　
と　
考　
え　
て　
い　
る　
。　

オ
バ
マ
大
統
領
は
い
う
。「

」　
選　
挙　
運　
動　
中　
に　
こ　
れ　
を　
繰　

り　
返　
し　
て　
世　
界　
中　
の　
流　
行　
語　
と　
な　
っ　

た　
。　「　
き　
み　
た　
ち　
も　
が　
ん　
ば　
っ　
て　
く　
れ　
。　

私　
も　
リ　
ー　
ダ　
ー　
と　
し　
て　
や　
る　
。　
我　
々　

は　
で　
き　
る　
の　
だ　
」　
と　
い　
う　
意　
味　
だ　
。　

し　
か　
し　
、　
日　
本　
の　
政　
治　
家　
は　
こ　
う　

は　
言　
え　
な　
い　
。　
言　
え　
る　
の　
は　
、　「　

（　
国　
民　
は　
、　
し　
て　

も　
ら　
う　
人　
。　
政　
治　
家　
は　
、　
あ　
な　
た　
方　

国　
民　
に　
や　
っ　
て　
さ　
し　
あ　
げ　
ま　
す　
）　」　
と　

な　
る　
。　
国　
民　
は　
、　
い　
つ　
で　
も　
ど　
こ　
で　

も　
、　
や　
っ　
て　
も　
ら　
う　
こ　
と　
し　
か　
考　
え　

て　
い　
な　
い　
か　
ら　
だ　
。　

オ　
バ　
マ　
は　
、　
ケ　
ネ　
デ　
ィ　
を　
よ　
く　
引　

き　
合　
い　
に　
出　
し　
た　
が　
、　
同　
時　
に　
、　
リ　

ン　
カ　
ー　
ン　
も　
繰　
り　
返　
し　
引　
用　
し　
た　
。　

リ　
ン　
カ　
ー　
ン　
は　
、　
有　
名　
な　
ゲ　
テ　
ィ　
ス　

バ　
ー　
グ　
の　
演　
説　
（　
１　
８　
６　
３　
年　
1  1  
月　

1  9  
日　
）　
で　
、　「　
人　
民　
の　
、　
人　
民　
に　
よ　
る　
、　

人　
民　
の　
た　
め　
の　
政　
治　
」　
と　
訴　
え　
た　
。　

日　
本　
人　
も　
、　
よ　
く　
知　
っ　
て　
い　
る　
有　
名　

な　
演　
説　
だ　
。　
し　
か　
し　
、　「　
人　
民　
の　
」　
と　

「　
人　
民　
の　
た　
め　
の　
」　
は　
い　
い　
。　
だ　
が　
、　

「　
人　
民　
に　
よ　
る　
」　
と　
の　
部　
分　
は　
、　
日　
本　

人　
に　
は　
合　
わ　
な　
い　
。　
日　
本　
人　
は　
、　
政　

治　
に　
対　
し　
自　
分　
が　
何　
か　
を　
す　
る　
と　
は　

思　
っ　
て　
い　
な　
い　
か　
ら　
だ　
。　

５　．　

日　
本　
は　
こ　
の　
ま　
ま　
で　
は　
破　

綻　
民　
主　
主　
義　
の　
成　
熟　
度　
1  5  
歳　
が　
今　
の　

日　
本　
に　
さ　
ま　
ざ　
ま　
な　
障　
害　
を　
も　
た　
ら　

し　
て　
い　
る　
。　
巨　
大　
な　
財　
政　
赤　
字　
、　
９　

０　
０　
億　
を　
超　
え　
る　
国　
の　
債　
務　
も　
そ　
れ　

だ　
。　Ｅ　

Ｕ　
諸　
国　
を　
見　
れ　
ば　
明　
ら　
か　
だ　
が　
、　

成　
熟　
国　
は　
国　
の　
歳　
出　
に　
対　
し　
歳　
入　
が　

追　
い　
つ　
か　
な　
く　
な　
り　
、　
ど　
う　
し　
て　
も　

財　
政　
赤　
字　
に　
な　
る　
の　
だ　
が　
、　
そ　
れ　
を　

埋　
め　
る　
の　
は　
自　
分　
た　
ち　
国　
民　
の　
責　
任　

で　
あ　
る　
。　
Ｅ　
Ｕ　
諸　
国　
の　
国　
民　
は　
そ　
の　

責　
任　
を　
立　
派　
に　
果　
た　
し　
て　
い　
る　
が　
、　

「　
や　
っ　
て　
ほ　
し　
い　
人　
間　
」　
の　
日　
本　
人　
は　

そ　
れ　
が　
で　
き　
な　
い　
。　
そ　
の　
結　
果　
、　
国　

の　
債　
務　
は　
累　
積　
し　
て　
巨　
大　
化　
し　
、　
今　

や　
Ｇ　
Ｄ　
Ｐ　
の　
２　
倍　
に　
近　
づ　
く　
。　

こ　
の　
深　
刻　
な　
問　
題　
は　
次　
回　
詳　
し　
く　

説　
明　
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　
。　



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲載内容の無断転載・転用を固く禁じます。 

 

金子博人法律事務所 

〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目10番4号 和孝銀座8丁目ビル7階 

http://www.kaneko-law-office.jp 

http://www.kaneko-law-office.jp/

