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世
界
の
法
体
系
は
、
大
き

く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一

つ
が
日
本
で
採
用
し
て
い
る

成
文
法
主
義
の「
大
陸
法
系
」

で
、
も
う
一
つ
が
判
例
を
重

視
す
る
「
英
米
法
系
」
だ
。

坂
本
教
授
は
本
学
法
学
部
在

学
中
に
二
つ
の
法
体
系
の
違

い
に
深
く
興
味
を
持
ち
、「
二

つ
の
融
合
こ
そ
真
の
グ
ロ
ー

バ
ル
化
」
と
考
え
、
英
米
法

の
ゼ
ミ
に
所
属
し
た
。

卒
業
後
に
進
ん
だ
ア
メ
リ

カ
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
出
合

っ
た
の
が
、
現
在
も
研
究
し

て
い
る
「
国
際
仲
裁
」
と
い

う
シ
ス
テ
ム
で
、
ビ
ジ
ネ
ス

な
ど
に
お
け
る
裁
判
外
紛
争

解
決
手
段
の
一
つ
。
裁
判
の

場
合
は
、
国
を
ま
た
ぐ
と
準

拠
法
や
管
轄
権
、
執
行
権
な

ど
に
お
い
て
問
題
が
生
じ
や

す
い
た
め
、
判
決
が
下
っ
て

も
最
終
的
な
解
決
に
至
ら
な

い
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、

国
際
仲
裁
で
は
両
者
が
あ
ら

か
じ
め
選
定
し
た
専
門
性
の

高
い
有
識
者
な
ど
が
仲
裁
人

と
し
て
最
終
判
断
を
下
す

が
、
そ
の
判
断
は
最
高
裁
判

所
の
判
決
と
同
等
の
効
力
を

持
ち
、
さ
ら
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
条
約
に
加
盟
し
て
い
る
世

界
１
５
６
カ
国
に
お
い
て
執

行
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ

と
い
う
。

仲
裁
＝
完
全
決
着

法
的
な
概
念
で
の
仲
裁
と

い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
〝
喧

嘩
の
仲
裁
〞
の
意
味
を
指
す

の
で
は
な
く
、
勝
者
と
敗
者

を
決
め
て
〝
完
全
決
着
〞
を

つ
け
る
も
の
。
手
続
き
に
瑕

疵
（
か
し
）
が
な
い
限
り
、

裁
判
の
よ
う
な
上
訴
は
な
く

一
発
勝
負
。
裁
判
に
比
べ
て

迅
速
性
も
あ
り
、
現
代
の
国

際
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
い
て
は
必

要
不
可
欠
な
紛
争
解
決
手
段

と
言
わ
れ
て
い
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
で
見

る
と
仲
裁
は
現
在
の
ト
レ
ン

ド
と
な
っ
て
い
る
が
、
日
本

で
は
ま
だ
数
え
る
ほ
ど
し
か

行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理

由
と
し
て
、
仲
裁
シ
ス
テ
ム

自
体
が
欧
米
で
発
展
し
た
も

の
で
、
ル
ー
ル
が
英
米
法
系

寄
り
で
あ
る
こ
と
、
日
本
人

が
完
全
決
着
よ
り
も
調
停
に

よ
る
和
解
を
好
む
と
い
う
文

化
的
背
景
が
あ
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。

「
日
本
で
国
際
仲
裁
が
活

性
化
さ
れ
な
い
の
は
、
グ
ロ

ー
バ
ル
基
準
で
見
る
と
も
の

す
ご
く
マ
イ
ナ
ス
で
す
。
国

際
取
引
と
な
る
と
や
は
り
英

米
法
の
解
釈
を
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
た
め
、
そ
の
知
識
は

非
常
に
大
事
。
実
際
に
使
う

こ
と
が
な
く
て
も
、
そ
の
概

念
を
知
っ
て
お
く
こ
と
に
意

義
が
あ
り
ま
す
」
と
、
坂
本

教
授
は
日
本
に
お
け
る
英
米

法
の
さ
ら
な
る
理
解
が
必
要

だ
と
訴
え
る
。

裁
判
が
公
開
制
な
の
に
対

し
、
仲
裁
は
非
公
開
。
現
状

は
経
験
者
た
ち
が
意
見
交
換

し
て
ノ
ウ
ハ
ウ
を
高
め
て
い

く
こ
と
が
多
い
た
め
、
踏
み

込
ん
だ
研
究
は
難
し
い
分
野

だ
。
し
か
し
、
最
近
で
は
国

内
の
大
学
で
も
国
際
大
会
を

目
指
し
た
仲
裁
の
コ
ン
ペ
テ

ィ
シ
ョ
ン
が
催
さ
れ
て
お

り
、
坂
本
教
授
は
「
学
生
が

英
米
法
や
国
際
仲
裁
を
学
ぶ

上
で
非
常
に
い
い
機
会
」
と

捉
え
て
い
る
と
い
う
。

日
本
の
情
報
を
世
界
へ

仲
裁
人
の
供
給
が
追
い
つ

か
な
い
こ
と
か
ら
、
最
近
は

仲
裁
費
用
の
高
騰
化
が
デ
メ

リ
ッ
ト
の
一
つ
と
し
て
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
そ
ん
な
中
、
坂

本
教
授
は
日
本
で
一
般
的
な

「
調
停
・
和
解
」
が
国
際
仲

裁
の
代
替
に
な
る
可
能
性
も

ゼ
ロ
で
は
な
い
と
分
析
す
る
。

「
し
か
し
、
和
解
に
導
く

た
め
に
は
、
文
化
や
正
義
に

お
い
て
共
通
の
基
準
が
な
い

と
治
め
ど
こ
ろ
が
な
い
。
誰

が
調
停
人
に
な
り
、
何
を
基

準
に
し
て
裁
く
か
、
ま
だ
難

し
さ
が
残
り
ま
す
。
シ
ス
テ

ム
と
し
て
曖
昧
な
も
の
は
国

際
社
会
で
は
受
け
入
れ
ら
れ

な
い
。
適
正
な
手
続
き
、
適

正
な
ル
ー
ル
の
も
と
、
す
べ

て
の
人
に
と
っ
て
フ
ェ
ア
の

も
の
を
作
ら
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
現
状
は
調

停
の
結
果
が
仲
裁
と
同
じ
よ

う
に
国
際
的
に
執
行
で
き
る

条
約
が
な
い
の
で
、
調
停
を

グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
の
で
あ

れ
ば
そ
う
い
っ
た
整
備
も
必

要
と
な
り
ま
す
」

日
本
の
事
業
者
同
士
が
和

解
で
紛
争
を
解
決
で
き
る
こ

と
は
、
文
化
的
、
経
済
的
に

も
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
坂

本
教
授
は
語
る
。

「
日
本
の
法
律
家
に
英
米

法
の
理
解
を
促
し
、
国
際
仲

裁
を
日
本
で
浸
透
さ
せ
る
一

方
で
、
日
本
の
情
報
を
も
っ

と
海
外
に
出
さ
な
い
と
い
け

な
い
と
い
う
使
命
感
も
あ

る
。
日
本
に
お
け
る
国
際
仲

裁
、
海
外
に
お
け
る
調
停
・

和
解
と
、
ど
ち
ら
も
ま
だ
ま

だ
伸
び
し
ろ
が
あ
る
分
野
。

学
生
も
興
味
を
持
っ
て
勉
強

し
て
く
れ
て
い
る
し
、
私
自

身
も
非
常
に
楽
し
く
研
究
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
」

井
上
准
教
授
は
、
こ
れ
ま

で
日
本
の
製
造
業
、
サ
ー
ビ

ス
業
に
お
け
る
海
外
進
出
の

実
状
を
長
年
に
わ
た
っ
て
フ

ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
り
、

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
の

標
準
化
お
よ
び
適
応
性
の
視

点
か
ら
研
究
を
続
け
て
き

た
。製

造
業
の
海
外
進
出
は
主

に
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
（
経
費
削

減
）
を
第
一
義
に
考
え
た
も

の
で
、
中
国
や
東
南
ア
ジ
ア

で
生
産
し
た
製
品
を
、
欧
米

の
市
場
で
販
売
す
る
と
い
う

の
が
従
来
の
ス
タ
イ
ル
。
一

方
、
サ
ー
ビ
ス
業
は
海
外
進

出
自
体
が
少
な
く
、
銀
行
も

日
系
企
業
の
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

を
メ
イ
ン
に
現
地
で
サ
ポ
ー

ト
す
る
と
い
う
形
の
ビ
ジ
ネ

ス
投
資
に
留
ま
っ
て
い
る
と

い
う
。　
　

「
今
は
モ
ノ
だ
け
で
は
売

れ
な
い
時
代
で
す
。
価
値
提

供
と
い
う
意
味
で
モ
ノ
に
付

随
す
る
サ
ー
ビ
ス
や
消
費
者

体
験
の
質
と
量
に
よ
っ
て
、

ト
ー
タ
ル
価
値
を
高
め
て
い

く
こ
と
こ
そ
が
競
争
優
位
の

源
に
な
り
ま
す
。
そ
の
ト
ー

タ
ル
価
値
を
創
り
出
す
の
が

ビ
ジ
ネ
ス
・
エ
コ
シ
ス
テ
ム

で
す
。
モ
ノ
に
の
み
集
中
し

て
安
価
で
い
い
モ
ノ
を
作
っ

て
も
す
ぐ
に
ま
ね
さ
れ
て
し

ま
い
ま
す
か
ら
」

ト
ー
タ
ル
価
値
の
ヒ
ン
ト
：

Ｆ
Ａ
Ｎ
と
Ｆ
Ｕ
Ｎ

ト
ー
タ
ル
価
値
提
供
の
代

表
例
と
し
て
、
60
年
代
半
ば

の
発
売
当
初
か
ら
現
在
に
至

る
ま
で
高
い
人
気
を
保
ち
、

ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
と
な
っ
て
い

る
ア
メ
リ
カ
車
の
マ
ス
タ
ン

グ
（
フ
ォ
ー
ド
社
）
を
挙
げ

る
。ク

ル
マ
の
性
能
自
体
は
標

準
レ
ベ
ル
な
が
ら
、
多
種
多

彩
な
オ
プ
シ
ョ
ン
を
備
え
、

不
断
に
モ
デ
ル
チ
ェ
ン
ジ
を

繰
り
返
す
こ
と
で
「
Ｆ
Ａ
Ｎ

（
愛
好
者
）
が
Ｆ
Ｕ
Ｎ
（
楽

し
み
）
を
感
じ
て
離
れ
て
い

か
な
い
」
の
だ
と
い
う
。

ま
た
「
i
P
h
o
n
e
も

端
末
だ
け
で
は
売
れ
な
い
。

ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し

て
音
楽
が
聴
け
た
り
、
ゲ
ー

ム
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
で
き
た
り
、

ひ
と
つ
の
端
末
で
い
ろ
ん
な

楽
し
み
を
享
受
で
き

る
か
ら
み
ん
な
が
使

う
わ
け
で
す
」

同
様
に
、
ア
マ
ゾ

ン
で
の
買
い
物
も
シ

ン
プ
ル
で
楽
し
い

が
、
こ
れ
も
つ
ね
に

新
し
い
サ
ー
ビ
ス
で

消
費
者
を
ワ
ク
ワ
ク

さ
せ
て
Ｆ
Ｕ
Ｎ
な
体

験
を
さ
せ
続
け
て
き

た
か
ら
だ
。
実
際
、
ア
マ
ゾ

ン
の
Ｆ
Ａ
Ｎ
で
あ
る
プ
ラ
イ

ム
利
用
者
数
は
急
増
し
て
い

る
。こ

う
し
た
Ｆ
Ｕ
Ｎ
を
Ｆ
Ａ

Ｎ
に
与
え
ら
れ
る
か
ど
う
か

は
、
そ
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス

を
取
り
巻
く
ビ
ジ
ネ
ス
・
エ

コ
シ
ス
テ
ム
に
か
か
っ
て
い

る
。
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
が
よ

り
多
く
の
消
費
者
に
使
わ
れ

る
こ
と
で
、
さ
ら
に
魅
力
的

に
な
っ
て
い
く
い
わ
ゆ
る

「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
外
部

性
」
を
創
り
出
す
の
が
コ
ア

企
業
を
は
じ
め
と
す
る
す
べ

て
の
関
係
者
。
こ
の
関
係
者

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
ま
さ
に

ビ
ジ
ネ
ス
・
エ
コ
シ
ス
テ
ム

な
の
だ
と
い
う
。

農
業
観
光
の
余
地

海
外
市
場
に
は
、
文
化
の

違
い
や
取
引
に
お
け
る
慣
行

の
違
い
と
い
っ
た
カ
ベ
も
存

在
す
る
。

「
日
本
企
業
に
は
も
っ
と

視
野
を
広
げ
、
顧
客
価
値
を

高
め
る
目
的
で
エ
コ
シ
ス
テ

ム
を
構
築
す
る
た
め
に
、
あ

ら
ゆ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
プ
レ
イ

ヤ
ー
と
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
を

組
む
と
い
う
企
業
文
化
の
広

さ
と
柔
軟
さ
を
育
て
て
ほ
し

い
で
す
」

今
後
は
製
造
業
に
限
ら

ず
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
事
業
展

開
を
目
指
す
す
べ
て
の
企
業

に
と
っ
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
エ

コ
シ
ス
テ
ム
は
必
要
不
可
欠

な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

現
在
、
ア
メ
リ
カ
・
ナ
パ

バ
レ
ー
（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
）
の
ワ
イ
ン
ビ
ジ
ネ
ス
が

現
地
の
農
業
、
さ
ら
に
大
学

の
研
究
と
結
び
つ
い
て
成
功

し
た
エ
コ
シ
ス
テ
ム
の
検
証

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
行
中

だ
。「

ア
グ
リ
ツ
ー
リ
ズ
ム（
農

業
観
光
）
に
関
し
て
は
、
エ

コ
シ
ス
テ
ム
構
築
の
余
地
が

す
ご
く
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ナ
パ
バ
レ
ー
の
成
功
例
は
、

日
本
の
お
茶
ビ
ジ
ネ
ス
に
も

応
用
が
利
く
だ
ろ
う
し
、
美

し
い
お
茶
畑
が
観
光
地
に
な

れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
〝
お
も
て

な
し
〞
の
人
材
を
育
成
す
る

教
育
施
設
の
設
置
に
ま
で
可

能
性
が
広
が
っ
て
い
く
わ
け

で
す
」

「
お
客
様
に
と
っ
て
の
価

値
を
最
大
限
高
め
て
い
く
」

エ
コ
シ
ス
テ
ム
モ
デ
ル
の
構

築
を
モ
ッ
ト
ー（
目
標
）に
、

井
上
准
教
授
の
研
究
は
続

く
。

坂本 力也 教授

井上 葉子 准教授

法学部

商学部

国際取引における「仲裁」システムを研究

坂本　力也（さかもと・りきや）
平成３年本学法学部法律学科卒。米ルイジアナ州チ
ュレーンロースクール法学修士、同比較法学修士。
ニューヨーク州米国弁護士として国際訴訟の実務を
経験したのち帰国し、主に英米法や国際商事仲裁
の研究に携わる。その他の研究分野は、国際民事訴
訟、集団代表訴訟、米国法全般、米国法学教育な
ど。東京都出身。48歳。

２大法体系の融合こそ真のグローバル化
日本の「和解」が代替になる可能性も

グローバル・ビジネス・エコシステムの構築

井上　葉子（いのうえ・ようこ）
早稲田大学大学院商学研究科単位取得満期退学。
同大学助手を経て本学商学部助手に。平成20年に
同専任講師、25年准教授に。主な担当科目は国際
物流論。専門は国際ビジネス。「国際ビジネス理論」
（中央経済社）、「現代マーケティングの基礎知識」
（創成社）などの著書がある。ハーバード大学、カリフ
ォルニア大学バークレー校で客員研究員を歴任。

高いトータル価値提供を目指す
ビジネス・エコシステムの役割に注目

ニューヨークロースクールでの日本におけ
る契約実務について講演する坂本教授

４月27日の講義終了後、国際ビジネス理論研究
のゼミ生と一緒に


