
国
が
違
え
ば
法
も
違
う

法
律
の
も
の
さ
し
で
観
察
す
る
、
世
界
の
文
化

一橋大学大学院法学研究科教授。専門は比較法・比較法文化
論。一橋大学法学部および同大学院を卒業後、日本学術振興
会特別研究員などを経て現職。学会活動のみならず、環境省
の審議会委員、地方自治体の研修講師、他大学の非常勤講師、
高校での講演活動など、幅広く活躍している。

一橋大学
商学部
経済学部
法学部
社会学部

「
法
律
と
い
う
興
味
深
い

窓
か
ら
、
日
本
と
外
国
の
文

化
の
特
質
を
眺
め
る
こ
と
が

こ
の
ゼ
ミ
の
目
的
で
す
」と
話

す
の
は
、こ
の
ゼ
ミ
を
担
当
す

る
青
木
人
志
先
生
。
同
ゼ
ミ

で
は
、ア
メ
リ
カ
合
衆
国
・
カ

ナ
ダ
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
の

国
々
が
、
先
住
民
や
そ
の
自

治
権
・
土
地
所
有
権
・
文
化

享
有
権
な
ど
を
含
む
法
的

問
題
を
過
去
に
ど
う
扱
い
、

未
来
へ
向
け
て
ど
の
よ
う
に

取
り
扱
お
う
と
し
て
い
る
の

か
を
議
論
し
て
い
く
。

「
毎
回
30
ペ
ー
ジ
ほ
ど
の

英
文
文
献
を
読
み
、そ
の
内

容
を
自
由
に
議
論
し
ま
す
。

ゼ
ミ
で
得
ら
れ
る
知
識
は
、

一
見
同
じ
構
造
を
持
つ
各

国
の
先
住
民
問
題
が
、そ
れ

ぞ
れ
の
国
の
特
殊
な
歴
史

的
・
文
化
的
・
地
理
的
な
事

情
に
よ
っ
て
微
妙
な
違
い
を

持
つ
こ
と
を
理
解
す
る
の
に

役
立
ち
ま
す
。そ
し
て
、ア
イ

ヌ
問
題
の
よ
う
な
、
日
本
の

先
住
民
問
題
を
考
え
る
う

え
で
も
重
要
な
示
唆
を
与
え

て
く
れ
ま
す
」と
青
木
先
生
。

加
え
て
、
難
解
で
膨
大
な

量
の
英
語
を
読
み
進
め
る
こ

と
で
確
か
な
英
語
力
の
養
成

に
つ
な
が
る
と
い
う
。「
今
日

の
ゼ
ミ
で
は
３
年
生
が
２
名

発
表
を
し
て
く
れ
る
の
で
す

が
、
一
人
は
今
日
が
レ
ポ
ー

ト
デ
ビ
ュ
ー
。
ど
ん
な
発
表

を
し
て
く
れ
る
の
か
、と
て
も

楽
し
み
で
す
」

本
日
の
文
献
は
、カ
ナ
ダ
の

先
住
民
族
の
法
と
そ
の
権
利

の
変
遷
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も

の
。大
き
く
は
A
イ
ン
ト
ロ
ダ

ク
シ
ョ
ン
、B
・
C
・
D
の
３
つ
か

ら
な
る
メ
イ
ン
パ
ー
ト
、そ
し

て
E
の
結
論
部
に
分
か
れ
て

い
る
。B
で
は
イ
ギ
リ
ス
と
先

住
民
族
と
の
条
約
関
係
に
つ

い
て
、C
で
は
20
世
紀
カ
ナ
ダ

に
お
け
る
ア
ボ
リ
ジ
ニ
政
策

(

こ
こ
で
い
う
ア
ボ
リ
ジ
ニ
は
一

般
的
な
先
住
民
族
の
意)

の

同
化(assim

ilation)

、適
応

(accom
m
od
ation

)

、そ
し

て
和
解(recon

ciliation
)

の

変
遷
に
つ
い
て
、D
で
は
先
住

民
の
権
利
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ

れ
読
み
取
り
、最
後
に
E
の

結
論
部
へ
と
つ
な
い
で
い
く
。

前
半
を
担
当
す
る
学
生

は
、イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に

お
い
て「
18
世
紀
の
法
的
文

書
が
今
日
に
お
い
て
も
カ
ナ

ダ
の
先
住
民
族
に
対
し
て
効

力
を
持
つ
こ
と
が
矛
盾
だ
と

書
か
れ
て
い
ま
す
」と
発
表
。

「
そ
う
だ
ね
。
本
来
先
住
民

た
ち
を
抑
圧
す
る
手
段
と
し

て
使
わ
れ
た
歴
史
的
な
存

在
で
あ
る
法
が
、
逆
に
先
住

民
た
ち
の
権
利
の
根
拠
と
し

て
現
代
に
も
残
る
と
い
う
複

雑
な
状
況
に
、
矛
盾
が
あ
る

と
言
っ
て
い
る
ん
だ
ね
」と
先

生
が
補
足
を
加
え
る
。テ
キ

ス
ト
上
で
は
、そ
の
理
由
と
し

て
〝T

h
e

　an
sw
er

　m
ay 

have

　som
ething

　to

　do 

w
ith the universal appeal 

of legality as a hum
an 

value,‥
‥

〞
と
い
う
文
が

続
く
。「
こ
のleg

ality

と
い

う
言
葉
が
ポ
イ
ン
ト
」
と
青

木
先
生
。そ
の
適
切
な
表
現

を
模
索
す
る
た
め
に
、
英
和

辞
典
だ
け
で
は
な
く
、
英
英

辞
典
も
使
用
し
な
が
ら
最
も

フ
ィ
ッ
ト
す
る
表
現
を
皆
で

検
討
す
る
。そ
の
う
ち
に
ほ
か

の
学
生
た
ち
か
ら
さ
ま
ざ
ま

な
意
見
が
上
が
り
、
最
適
な

表
現
に
落
ち
着
い
て
い
く
。

「
調
べ
て
い
く
と
〝
問
題

が
、法
的
な
問
題
と
さ
れ
る
こ

と
自
体
が
重
要
な
人
間
的

価
値
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と

関
係
あ
る
か
も
し
れ
な
い
〞

と
い
う
こ
と
に
な
る
か
な
。こ

れ
に
続
く
後
の
文
章
は
ど
う

な
っ
て
い
る
？
」発
表
者
の
内

容
に
全
員
で
肉
づ
け
を
し
、

青
木
先
生
が
学
生
の
意
見

を
集
約
し
て
方
向
性
を
定
め

て
い
き
な
が
ら
、ゼ
ミ
は
進
行

し
て
い
く
。

発
表
が
終
了
す
る
と
、
先

生
は
学
生
に
こ
う
尋
ね
た
。

「
今
日
の
レ
ポ
ー
ト
を
聞
き
、

こ
れ
ま
で
学
ん
だ
他
国
の

ケ
ー
ス
と
照
ら
し
合
わ
せ

て
、
カ
ナ
ダ
的
な
特
徴
を
あ

げ
て
み
て
く
だ
さ
い
」
。
す
る

と
学
生
が
次
々
と
手
を
上
げ

る
。「
カ
ナ
ダ
は
、
先
住
民
の

権
利
を
認
め
て
や
ろ
う
と
い

う
よ
う
な
目
線
で
は
な
く
、

植
民
す
る
側
の
人
間
と
先

住
民
と
が
共
に
対
等
に
歩

ん
で
い
こ
う
と
い
う
雰
囲
気

が
感
じ
ら
れ
ま
す
」
と
い
う

声
を
受
け
て
、
次
の
学
生
は

こ
う
話
し
た
。「
そ
れ
は
、
カ

ナ
ダ
の
先
住
民
は
知
的
レ
ベ

ル
も
高
く
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
存

在
す
る
と
い
う
こ
と
で
人
間

的
に
扱
わ
れ
、
条
約
を
結
ぶ

ま
で
に
至
っ
た
か
ら
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
一
方
で
そ
う

判
断
さ
れ
な
か
っ
た
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
な
ど
の
先
住
民
は

人
間
と
し
て
扱
わ
れ
な
か
っ

た
と
い
う
事
実
が
あ
る
の
だ

と
思
い
ま
す
」

「
ゼ
ミ
は
、こ
う
し
て
人
の

考
え
を
聞
き
、
自
分
の
意
見

を
自
分
の
言
葉
で
伝
え
る
議

論
の
作
法
を
学
ぶ
場
で
す
。

そ
の
大
切
さ
を
実
感
し
て
ほ

し
い
で
す
ね
。
大
学
で
は
広

大
で
無
限
の
知
識
の
前
に
、

教
員
と
学
生
の
差
は
あ
っ
て

な
い
よ
う
な
も
の
で
す
。
共
に

知
識
を
追
い
求
め
る
仲
間
と

し
て
、
意
気
込
み
を
持
っ
て

貪
欲
に
学
ん
で
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
」
と
青
木
先
生
は
ゼ

ミ
の
大
き
な
目
的
を
教
え
て

く
れ
た
。

青木 人志先生

本紙に掲載した大学（私立大学のみ）の案内資料は、P36のハガキ、または東進のウェブサイトwww.toshin.comから請求できます。

外
国
を
知
る
と

日
本
が
見
え
て
く
る

正
し
い
理
解
に
は

揺
る
ぎ
な
い
英
語
力
が
必
須
！

無
限
の
知
識
を
前
に
貪
欲
に
な
れ
！
　

森 遥さん（右）
法学部 法律学科3年
もともと国際関係の勉強をしたいと思っ
ていました。今勉強している先住民法な
ど国際的な問題を法律という切り口で勉
強するこのゼミは、自分の希望にも合って
いてとてもおもしろく、充実した時間を過
ごしています。

林 コンラッド 倉永さん（中央）
法学部 法律学科3年
将来は国際的な環境をス
テージに、高い視座で日本
の国益につながるような仕
事がしたいです。そういう
意味でもさまざまな国を法
律という視点でとらえ考え
るという内容のこのゼミは
将来の仕事にきっと役立つ
と思っています。

松本 理沙さん（左）
法学部 法律学科4年
青木先生のゼミは毎週英語の文献を読ん
でいるため、課題の量も多くしっかり勉強
できるゼミです。また、皆が多角的な視点
を持ってさまざまな討論ができるので自
分自身の視野が広がりとても勉強になり
ます。

話 題 の 講 義 ライブ
L I V E　2012

HITOTSUBASHI UNIVERSITY

Today’s Program 比較法文化論ゼミ̶ 先住民族に関する法の国際比較

一橋大学
法学部 法律学科

一
つ
の
文
献
に
対
し
て
、教
員
も
含
め
全
員
で
意
見
を
深
め
て
答
え
に
近
づ
い
て
い
く
。最
後
に
誰
が
一
番
真

理
に
近
い
答
え
に
近
づ
け
る
か
も
醍
醐
味
の
一
つ
。

法
学
部
３
〜
４
年
生
が
合
同
と
な
り
、ア
メ
リ
カ
、カ
ナ
ダ
な
ど
の
先
住
民
族
と
そ
の
法
的
問
題
を
テ
ー
マ
に

し
た
英
文
テ
キ
ス
ト
を
輪
読
、内
容
に
つ
い
て
の
議
論
を
す
る
。

醍
醐
味

講
義
の
流
れ

5.31.Thu.  at  Kunitachi 
14:10～17:50

青木 人志 教授

あお き    ひと   し

［ オープンキャンパス情報 ］

８月9日(木)
※詳細は、大学ホームページをご覧ください

資料の請求および
お問い合せ先

〒186-8601　東京都国立市中2-1　学務部学生受入課
TEL.042-580-8150　FAX.042-580-8158
e-mail　admission1284@dm.hit-u.ac.jp　URL　http://www.hit-u.ac.jp/

［ 沿革・歴史 ］
１８７５（明治８）年 森有礼が商法講習所を私設
１９０２（明治３５）年 東京高等商業学校となる
１９２０（大正９）年 東京商科大学となる
１９３０（昭和５）年 国立へキャンパスを移転
１９４９（昭和２４）年 一橋大学と改称。商学部・経済学部・
  法学社会学部の３学部となる
１９５１（昭和２６）年 法学社会学部を法学部と社会学部に分割
１９５３（昭和２８）年 大学院を設け、修士課程、博士課程を開設
１９９６（平成８）年 言語社会研究科（大学院）を設置
１９９8（平成10）年 国際企業戦略研究科（大学院）を設置
２００４（平成１６）年 マーキュリータワーの完成、法科大学院を設置
２００４（平成１６）年 国立大学法人一橋大学となる
２００5（平成１7）年 国際・公共政策大学院を設置
２０10（平成22）年 創立１３５周年・国立移転８０周年記念式典を挙行
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