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特別記事：平成二四年度慶應法学会シンポジウム　国際貿易の将来と外交
　

二
〇
一
二
年
六
月
二
三
日
、
今
年
度
オ
ー
プ
ン
し
た
ば
か
り

の
武
蔵
野
大
学
有
明
キ
ャ
ン
パ
ス
に
て
、
慶
應
法
学
会
研
究
大

会
が
開
催
さ
れ
た
。
四
〇
名
ほ
ど
の
会
員
の
出
席
を
え
た
総
会

に
引
き
続
き
、
研
究
大
会
と
な
っ
た
。

　

研
究
大
会
の
冒
頭
、
開
催
校
で
あ
る
武
蔵
野
大
学
学
長
、
慶

應
義
塾
大
学
名
誉
教
授
の
寺
崎
修
先
生
か
ら
「
私
学
の
現
状
と

未
来
」
と
題
す
る
基
調
講
演
が
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
寺
崎
先

生
は
、
武
蔵
野
大
学
の
歴
史
と
発
展
を
概
観
し
、
現
在
直
面
し

て
い
る
課
題
に
言
及
さ
れ
た
。

　

武
蔵
野
大
学
の
起
源
は
一
九
二
四
年
四
月
に
遡
る
。
そ
の
半

年
前
、
関
東
大
震
災
が
発
生
し
た
。
そ
の
と
き
、
築
地
本
願
寺

境
内
に
は
日
本
赤
十
字
社
が
被
災
者
救
済
の
設
備
を
設
け
て
い

た
が
、
そ
こ
を
利
用
し
て
女
子
大
学
を
設
立
す
る
と
い
う
話
が

も
ち
あ
が
っ
た
。
そ
れ
が
武
蔵
野
女
子
学
院
で
あ
っ
た
。
そ
の

後
、
三
鷹
周
辺
に
土
地
を
取
得
。
一
九
五
〇
年
に
は
武
蔵
野
女

子
短
期
大
学
を
開
校
し
、
六
五
年
に
は
武
蔵
野
女
子
大
学
を
創

設
し
た
。
当
時
は
文
学
部
だ
け
の
単
科
大
学
で
あ
っ
た
。
二
〇

〇
三
年
に
校
名
を
武
蔵
野
大
学
に
変
更
し
、
翌
年
共
学
化
を
は

た
し
た
。
現
在
で
は
、
八
学
部
六
研
究
科
を
有
す
る
総
合
大
学

と
な
り
、
一
二
年
に
は
有
明
キ
ャ
ン
パ
ス
を
開
設
し
た
。

特
別
記
事
：
平
成
二
四
年
度
慶
應
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

国
際
貿
易
の
将
来
と
外
交

解　

題
近
代
国
際
関
係
に
お
け
る
外
交
と
貿
易
の
変
遷

法
学
部
教
授　

山
本
信
人
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寺
崎
先
生
の
講
演
の
後
半
は
、
有
明
キ
ャ
ン
パ
ス
の
土
地
取

得
に
関
連
し
た
固
定
資
産
税
を
め
ぐ
る
行
政
と
の
闘
争
で
あ
っ

た
。
も
っ
か
行
政
裁
判
で
公
判
中
の
事
案
で
あ
る
た
め
に
詳
細

は
省
略
す
る
が
、
教
育
施
設
に
対
す
る
課
税
の
是
非
を
武
蔵
野

大
学
は
係
争
し
て
い
る
。
講
演
の
最
後
に
寺
崎
先
生
は
福
澤
諭

吉
に
言
及
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
福
澤
が
か
つ
て
、
議
院
内
閣
制

の
導
入
を
主
張
し
、
国
立
大
学
不
要
論
を
展
開
し
た
点
に
言
及

さ
れ
た
。
福
澤
の
伝
統
を
継
承
し
、
私
学
の
精
神
を
貴
ぶ
寺
崎

先
生
ら
し
い
講
演
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
研
究
大
会
は
、「
国
際
貿
易
の
将
来
と
外
交
」
と
い

う
共
通
論
題
を
掲
げ
た
。
報
告
者
は
三
名
で
あ
っ
た
。
宮
岡

勲
・
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
は
「
貿
易
政
策
の
国
際
政
治

的
要
因
︱
︱
覇
権
、
同
盟
お
よ
び
制
度
」、
田
村
次
朗
・
慶
應

義
塾
大
学
法
学
部
教
授
は
「
競
争
法
と
通
商
法
の
調
和
に
向
け

て
」、
そ
し
て
高
島
忠
義
・
愛
知
県
立
大
学
学
長
は
「
Ｗ
Ｔ
Ｏ

体
制
に
お
け
る
地
域
主
義
」
と
題
す
る
報
告
を
お
こ
な
っ
た
。

報
告
の
の
ち
、
烏
谷
昌
幸
・
武
蔵
野
大
学
政
治
経
済
学
部
専
任

講
師
が
三
報
告
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
を
呈
し
た
。
こ
れ
ら
の
報

告
に
つ
い
て
は
、
本
特
集
に
組
ま
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は

詳
細
を
省
く
こ
と
に
す
る（（
（

。
そ
の
う
え
で
、
研
究
大
会
で
は
、

三
報
告
に
関
し
て
会
場
か
ら
活
発
な
質
問
と
コ
メ
ン
ト
が
投
げ

か
け
ら
れ
た
点
を
明
記
し
た
い
。
研
究
大
会
は
盛
会
の
う
ち
に

終
了
し
た
。

　

さ
て
、
残
り
の
紙
面
を
利
用
し
て
、
本
共
通
論
題
の
歴
史
的

基
盤
で
あ
る
一
七
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
ま
で
の
近
代
国
際
関
係

に
お
け
る
外
交
と
貿
易
の
変
遷
に
つ
い
て
整
理
し
た
い
。
こ
れ

は
、
共
通
論
題
の
冒
頭
に
、
司
会
者
で
あ
っ
た
著
者
が
導
入
で

提
示
し
た
論
点
で
あ
る
。

　

近
代
国
際
関
係
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
で
一
六
四
八
年
以
降

に
成
立
し
た
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
体
制
の
も
と
で
構
築
さ
れ
て

い
っ
た（（
（

。
三
〇
年
戦
争
と
呼
ば
れ
る
宗
教
戦
争
で
疲
弊
し
た
主

要
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
、
国
家
間
関
係
に
一
定
の
秩
序
を
も

た
ら
す
方
策
を
模
索
し
た
。
そ
の
結
果
有
効
な
手
段
と
し
て
登

場
し
て
き
た
の
が
国
際
法
で
あ
っ
た
。
国
際
法
に
は
国
家
の
行

動
を
規
定
す
る
法
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
そ

の
際
に
、
近
代
的
な
国
際
社
会
で
は
主
権
国
家
の
並
列
状
態
を

想
定
し
、
国
際
法
と
は
国
家
間
の
合
意
も
し
く
は
不
文
律
を
さ

し
た
。
ま
こ
と
に
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
外
交
と
貿
易
と
は
密
接

に
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　

そ
も
そ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
主
権
国
家
シ
ス
テ
ム
と
は
、

血
縁
関
係
で
結
ば
れ
た
王
族
や
貴
族
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
も
と

に
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
初
期
の
国
際
法
に
は
不
文
律
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た
る
慣
習
法
の
占
め
る
割
合
が
多
か
っ
た
が
、
徐
々
に
実
定
法

と
し
て
国
際
社
会
の
秩
序
を
司
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ

の
秩
序
と
は
、
国
際
法
に
よ
っ
て
国
家
間
の
紛
争
、
通
商
お
よ

び
外
交
関
係
を
規
律
さ
せ
る
こ
と
で
成
立
し
う
る
も
の
で
あ
っ

た
。

　

し
か
し
、
主
権
国
家
シ
ス
テ
ム
お
よ
び
国
際
法
に
対
す
る
信

用
は
一
朝
一
夕
で
確
立
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
政
治
権

力
は
王
族
や
貴
族
と
い
う
特
権
階
級
に
よ
っ
て
独
占
あ
る
い
は

寡
占
状
態
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
中
世
以
降
新
た
な
地
位
を
構

築
し
て
き
た
商
人
は
厄
介
な
存
在
で
あ
っ
た
。
商
人
は
通
商
を

と
お
し
て
近
代
国
家
の
経
済
的
基
礎
を
提
供
す
る
役
割
を
担
っ

た
。
か
れ
ら
は
王
族
や
貴
族
と
は
異
な
る
階
級
で
あ
っ
た
が
、

か
れ
ら
の
権
力
へ
の
参
入
が
近
代
の
「
国
際
」
関
係
を
具
体
的

に
つ
く
り
あ
げ
て
い
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
と
り

わ
け
通
商
は
新
し
い
ル
ー
ル
の
下
に
運
用
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま

れ
た
。

　

ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
か
ら
一
世
紀
を
経
た
一
七
四
八
年
、

フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
名
著
『
法
の
精
神
』

を
著
し
た
。
そ
の
な
か
で
か
れ
は
、「
商
業
の
自
然
的
結
果
は

平
和
で
あ
る
。
お
た
が
い
に
貿
易
す
る
二
つ
の
国
民
は
相
互
に

依
存
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
方
が
買
う
利
益
を
も
つ
と
す
れ
ば

他
方
は
売
る
利
益
を
も
つ
。
そ
し
て
か
れ
ら
の
結
合
が
相
互
的

必
要
の
う
え
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
」（
（
（

と
述
べ
て
い
る
。
一
八
世

紀
と
い
え
ば
、
大
航
海
時
代
の
後
期
か
ら
諸
大
国
が
採
用
し
は

じ
め
た
貿
易
な
ど
を
通
じ
て
、
国
富
の
増
大
を
目
指
す
重
商
主

義
的
経
済
政
策
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
国
が
実
践
し
て
い
た
時

代
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
代
に
あ
っ
て
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
国

際
貿
易
が
諸
国
の
民
を
結
び
つ
け
、
平
和
へ
と
向
か
わ
せ
る
効

果
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
政
治
思
想
史
的
に
い
う
と
、
こ

の
考
え
方
は
の
ち
に
ヘ
ー
ゲ
ル
や
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て

展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

近
代
的
国
際
ル
ー
ル
は
大
国
主
導
で
構
築
さ
れ
運
用
さ
れ
た
。

産
業
革
命
に
よ
る
資
本
主
義
の
誕
生
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
経
て
、

主
権
国
家
の
中
身
が
絶
対
王
政
か
ら
共
和
制
へ
と
変
容
し
は
じ

め
た
一
九
世
紀
に
な
る
と
、
英
国
主
導
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
新

し
い
規
範
と
ル
ー
ル
が
登
場
し
た
。
自
由
経
済
あ
る
い
は
自
由

貿
易
と
い
う
規
範
と
そ
れ
を
支
え
運
用
す
る
ル
ー
ル
で
あ
る
。

こ
の
動
き
に
対
し
て
自
国
経
済
を
守
る
た
め
に
保
護
主
義
的
な

動
向
も
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
は
同
盟
域
内
で
関
税
同
盟
を
結
ぶ
こ

と
で
英
国
的
な
自
由
貿
易
に
対
抗
し
た
が
、
そ
の
実
は
同
盟
域

内
で
の
自
由
貿
易
を
促
進
し
、
そ
れ
が
ド
イ
ツ
の
経
済
成
長
の

基
礎
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
覇
権
を
確
立
し
て
い
た
英
国
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を
原
動
力
と
し
て
、
自
由
貿
易
の
促
進
は
国
家
経
済
か
ら
国
民

経
済
の
成
長
の
大
義
名
分
の
元
に
促
進
さ
れ
た
。
一
九
世
紀
後

半
に
な
る
と
、
一
方
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
国
が
帝
国
主
義
的
拡

大
を
展
開
し
、
他
方
で
勢
力
均
衡
を
維
持
し
な
が
ら
長
い
平
和

を
享
受
す
る
よ
う
に
な
っ
た（（
（

。

　

し
か
し
、
自
由
貿
易
な
ど
の
新
し
い
概
念
や
ル
ー
ル
は
時
間

を
か
け
て
定
着
し
て
い
く
と
い
う
運
命
に
あ
っ
た
。
理
由
は
き

わ
め
て
単
純
で
、
自
由
貿
易
を
ル
ー
ル
化
し
、
そ
れ
を
監
視
す

る
制
度
が
一
九
世
紀
末
の
時
点
で
は
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
外
交
が
自
由
貿
易
を
制
度
化
さ
せ
る
は
ず
で

あ
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
国
際
社
会
に
お
い
て
「
監
視
」
な
る
概

念
と
制
度
が
生
ま
れ
た
の
は
、
国
際
的
な
警
察
協
力
が
は
じ

ま
っ
た
一
九
世
紀
半
ば
以
降
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
て
も
犯
罪
の

越
境
化
に
対
応
す
る
苦
肉
の
策
で
あ
り
、
か
な
ら
ず
し
も
西
洋

諸
国
は
国
際
的
な
警
察
協
力
関
係
の
構
築
で
足
並
み
を
揃
え
て

い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た（（
（

。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
、
帝
国
主
義

が
最
盛
期
を
迎
え
そ
の
後
第
一
次
世
界
大
戦
で
崩
壊
し
て
い
く

過
程
で
あ
っ
た
一
八
八
〇
年
代
か
ら
一
九
三
〇
年
代
が
、
世
界

各
地
で
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
に
よ
る
テ
ロ
行
為
が
頻
発
し
た
時
期
と

重
複
し
て
い
た
こ
と
は
歴
史
の
皮
肉
で
あ
る（（
（

。
換
言
す
る
と
、

各
国
が
協
調
し
て
貿
易
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
で
経
済
成
長
を

図
る
と
い
う
規
範
と
ル
ー
ル
の
定
着
に
は
、
第
二
次
世
界
大
戦

を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
外
交
と
貿
易
は
つ
ね
に
国
家
指
導
者
の
頭
を

悩
ま
せ
る
種
で
あ
っ
た
。
二
〇
世
紀
後
半
は
米
国
を
覇
権
国
と

し
た
貿
易
体
制
が
世
界
で
主
流
と
な
り
、
そ
れ
が
国
際
秩
序
の

軸
と
な
っ
た
。
一
九
四
八
年
に
発
足
し
た
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
（
関
税
お

よ
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
（
と
そ
れ
を
継
承
し
た
Ｗ
Ｔ
Ｏ

（
世
界
貿
易
機
関
（
は
、
戦
後
の
国
際
社
会
に
自
由
貿
易
体
制
を

構
築
す
る
目
的
を
有
し
て
い
た
。
冷
戦
の
崩
壊
を
受
け
た
一
九

九
〇
年
代
に
な
る
と
、
旧
社
会
主
義
国
も
こ
ぞ
っ
て
自
由
貿
易

体
制
に
加
盟
し
よ
う
と
し
た
。
二
〇
〇
一
年
に
中
国
が
Ｗ
Ｔ
Ｏ

加
盟
を
は
た
し
た
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
っ
た
。

　

欧
米
諸
国
が
作
り
あ
げ
て
き
た
国
際
秩
序
は
、
現
在
の
国
際

社
会
の
一
員
と
し
て
存
在
す
る
各
国
に
し
て
み
る
と
、
否
定
し

が
た
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
存
在
し
続
け
る
必
要
が
あ

る
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
に
、
今
回
の
慶
應
法
学
会
で
共
通

テ
ー
マ
に
掲
げ
た
「
国
際
貿
易
の
将
来
と
外
交
」
は
、
二
一
世

紀
に
お
け
る
国
際
社
会
と
国
際
秩
序
の
行
く
先
を
見
極
め
る
た

め
に
重
要
な
課
題
な
の
で
あ
る
。

（
1
）　

残
念
な
が
ら
、
烏
谷
会
員
の
コ
メ
ン
ト
は
本
特
集
に
再
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録
さ
れ
て
い
な
い
。
烏
谷
会
員
は
、
政
治
社
会
学
お
よ
び
メ

デ
ィ
ア
研
究
の
立
場
か
ら
、
刺
激
的
な
コ
メ
ン
ト
を
三
報
告

に
対
し
て
お
こ
な
っ
た
。

（
2
）　

以
下
の
記
述
は
つ
ぎ
の
文
献
に
依
拠
し
て
い
る
。

C
harles T

illy, C
oercion, C

apital and E
uropean 

States: A
D

 990-1990, O
xford, Basil Blackw

ell, 1990; 
M

ikulas Fabry, R
ecognizing States: International 

Society and the E
stablishm

ent of N
ew

 States Since 
1776, O

xford: O
xford U

niversity Press, 2010.

（
3
）　

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
（
宮
沢
俊
義
訳
）『
法
の
精
神
』
岩
波

文
庫
復
刻
版
下
巻
、
二
〇
〇
五
年
、
二
三
︱
二
四
頁
。
本
引

用
文
中
で
留
意
す
べ
き
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
国
民
」

（nation

）
で
あ
る
。
現
在
の
意
味
で
の
国
民
の
誕
生
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
史
上
一
九
世
紀
半
ば
以
降
の
こ
と
で
あ
る
た
め
に
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
時
代
（
一
八
世
紀
）
に
お
け
る
国
民
と

は
、「
一
群
の
人
び
と
」
と
い
う
よ
う
に
緩
や
か
に
捉
え
る
必

要
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
群
の
人
び
と
は
一
種
の
「
政

府
」（governm

ent

）
を
有
し
て
い
た
。

　

本
引
用
部
分
の
英
訳
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

“Of the Spirit of Com
m

erce. Peace is the natural 
effect of trade. T

w
o nations w

ho traffic w
ith each 

other becom
e reciprocally dependent; for if one has 

an interest in buying, the other has an interest in 
selling: and thus their union is founded on their 
m

utual necessities.

” (T
ranslated by T

hom
as N

ugent 
and published by G. Bell &

 Sons, London, in 1914) 

︿Retrieved from
: http://w

w
w

.constitution.org/cm
/

sol.txt, on 20 N
ovem

ber 2012.

﹀

（
4
）　N

ico K
risch, 

“International Law
 in T

im
es of H

e
gem

 ony: U
nequal Pow

er and the Shaping of the 
International Legal O

rder,

” T
he E

uropean Journal 
of International Law

 16-3 (2005): 369-408.

（
5
）　M

athieu D
eflem

, Policing W
orld Society: H

is tor
 ical Foundations of International Police Cooperation, 
O

xford and London: O
xford U

niversity Press, 2004; 
Paul K

nepper, T
he Invention of International Crim

e: 
A

 G
lobal Issue in the M

aking, 1881-1914, London: 
Palgrave M

acm
illan, 2009.

（
6
）　

一
九
世
紀
末
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
展
開
を
初
期
グ
ロ
ー

バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
捉
え
た
研
究
と
し
て
、
ベ
ネ
デ
ィ

ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（
山
本
信
人
訳
）『
三
つ
の
旗
の
も
と

に
︱
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
と
反
植
民
地
主
義
的
想
像
力
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ

出
版
、
二
〇
一
二
年
。


