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１．沿 革  

 

 

１．設立の経緯  

⑴ 法整備支援と人材育成 

 1990 年代以降、多くの社会主義国が市場経済体制へと移行した。これら体制移行国は、公正な

市場経済のための法制度、法の支配、人権、民主主義の確立を必要としている。また、経済のグ

ローバル化に伴い、国内の法制度を国際標準に合致させる必要に迫られている。そのため、これら

の国々は、諸外国・国際機関による支援を受けつつ、法整備を急速に進めている。 

 法整備支援によって新しい法律ができると、それを運用する人材が必要であり、同時に、いずれ

は自国の法を自らの手でつくりあげることができる人材を養成する必要がある。しかし、体制移

行国では、時代に合った法学教育や体制の確立が遅れ、外国からの支援が求められている。 

⑵ 初期の留学生教育の成果 

 名古屋大学大学院法学研究科は、1999 年に、英語による日本法教育を開始した。文部科学省奨

学金、JICA 長期研修員制度、人材育成支援無償（JDS）事業などにより、実際の立法・行政活動に

携わる実務家や大学教員を留学生として受け入れ、人材育成を行っている。英語による教育は、教

員と体制移行国出身の学生との双方が使える言語としてやむを得ず選択したという面もあるが、

修了生の多くは、現在では、行政・司法機関、大学などで中核的な役割を担い活躍している。 

 一方で、日本法教育を英語で実施することの困難さも次第に明らかになってきた。英語で書か

れた日本法の文献が限られていること、法令が改正されてもその英語訳の入手には時間がかかる

ことに加え、そもそも法がそれを運用する人々を含めたシステムであることを考えれば、背景に

ある社会、文化、言語などを理解することなしに法を理解することは困難ではないか、という理念

的な問題もある。 

⑶ 日本法教育研究センターの開設 

 そこで、名古屋大学は、日本法と日本社会を知ることのできる専門家を日本語により
．．．．．．

養成する

ために、2005 年以降、アジア各地に「日本法教育研究センター」を開設した。各センターでは、

現地各大学の協力の下、その国で法学を専攻する学生に対して、日本語による日本法教育を行っ

ている。 

 また、各センターは、日本では入手が困難な各国の法制度、法運用に関する情報を現地法律家の

協力を得ながら収集し、アジア法研究の現地拠点としての役割を果たすと同時に、各センターに
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日本法に関する文献を所蔵し、現地専門家に対するセミナーおよび集中講義を開催し、日本法情

報の発信拠点としての役割も担っている。 

⑷ 日本法の比較法的優位 

 日本は明治時代以降欧米法を継受するとともに、それを日本社会に適合する法として独自に発

展させてきた。植民地法を土台に発展したアジア諸国法にとって、日本法の発展の経験から学ぶ

ことは多く、またアジア的な文化要素を持っている日本法は、アジア各国にとってモデルの一つ

となりうる。特に、これまで日本政府の法律起草支援により、日本法をモデルに法律がつくられた

国々にとっては、日本法に精通した専門家の養成が求められている。さらに、とりわけ重要な点と

して、日本は比較法研究が発展しており、日本での研究活動を通じて、世界の法律に触れる機会に

も恵まれている。 

⑸ コンソーシアムの設立 

 現在、経済のグローバル化の著しい進展により、日本の法学者・法律実務家には、これに対応す

る役割も果たすことが期待されている。それに伴い、日本の大学が提供する法学教育の内容や方

法にも、これまでの知恵を生かしながら、大胆な改善を加えていく必要がある。また、アジア地域

との経済交流が活発になる中、各国との交流をますます促進するために、各国法情報およびこれ

らに精通した人材が求められている。このような問題意識を踏まえ、2017 年、これまで進めてき

た「日本法教育研究センター」事業を「オールジャパン」の事業と位置づけるため、「コンソーシ

アム」を設立した。今後は、センターでの日本法・日本の法学をキーワードとした交流の経験・実

績・ネットワークをオープン・リソースとし、日本の大学・研究者・実務家・企業とともに、事業

を推進する。 
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２．関連年表  

1948 年     名古屋大学法経学部設立（後に法学部と経済学部に分離）。 

1991 年     ベトナム・ラオス・カンボジア・モンゴルを対象に、アジア・太平洋地域法政研

究教育事業（AP プロジェクト）基金設立。 

1995 年   名古屋大学とガジャマダ大学とが全学協定締結。 

1998 年     名古屋大学法学部とカンボジア王立法経大学とが部局間協定締結。 

1999 年     名古屋大学法学部とハノイ法科大学とが部局間協定締結。 

     名古屋大学法学部とホーチミン市法科大学とが部局間協定締結。 

2000 年     名古屋大学法学部とモンゴル国立大学法学部とが部局間協定締結。 

     名古屋大学法学部とタシケント国立法科大学とが部局間協定締結。 

2001 年   名古屋大学とラオス国立大学とが全学協定締結。 

2005 年 最初の日本法教育研究センターとしてウズベキスタン・日本法教育研究センター開設。 

2006 年   名古屋大学とタシケント国立法科大学とが全学協定締結。 

   名古屋大学とモンゴル国立大学とが全学協定締結。 

 モンゴル・日本法教育研究センター開設。 

2007 年 ベトナム（ハノイ）・日本法教育研究センター開設。 

2008 年 カンボジア・日本法教育研究センター開設。 

2012 年 ベトナム（ホーチミン）・日本法教育研究センター開設。 

2013 年   名古屋大学とカンボジア王立法経大学とが全学協定締結。 

   名古屋大学とヤンゴン大学とが全学協定締結。 

ミャンマー・日本法律研究センター開設。 

2014 年 インドネシア・日本法教育研究センター開設。 

 ラオス・日本法教育研究センター開設。 

2016 年   名古屋大学基金特定基金「アジア法律家育成支援事業」開始。 

2017 年 <日本法教育研究センター・コンソーシアム>設立。 
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２．組 織  

 

 

１．コンソーシアム  

⑵  運営組織図 

 
 

⑵ 顧問・役員・作業部会委員 

（2020 年度）   （2020 年 6 月 28 日総会決定） 

〇顧問 森嶌 昭夫 （名古屋大学名誉教授/弁護士） 

〇会長 鮎京 正訓 （愛知県公立大学法人理事長） 

〇事務局長 小畑 郁 （名古屋大学大学院法学研究科教授） 

〇理事 金子 由芳 （神戸大学大学院国際協力研究科教授） 

 増田 知子 （名古屋大学大学院法学研究科長） 

 酒井 太郎 （一橋大学大学院法学研究科長） 

 中山 竜一 （大阪大学法学部長） 

 松尾 弘  （慶應義塾大学大学院法務研究科教授） 

〇監事 須網 隆夫 （早稲田大学法学学術院教授） 

 熊野 直樹 （九州大学大学院法学研究院長） 
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（2021 年度）   （2021 年 6 月 28 日総会決定） 

〇顧問 森嶌 昭夫 （名古屋大学名誉教授/弁護士） 

〇会長 鮎京 正訓 （愛知県公立大学法人理事長） 

〇事務局長 小畑 郁 （名古屋大学大学院法学研究科教授） 

〇理事 金子 由芳 （神戸大学大学院国際協力研究科教授） 

 増田 知子 （名古屋大学大学院法学研究科長） 

 酒井 太郎 （一橋大学大学院法学研究科長） 

 瀧口 剛  （大阪大学法学部長） 

 松尾 弘  （慶應義塾大学大学院法務研究科教授） 

〇監事 須網 隆夫 （早稲田大学法学学術院教授） 

 熊野 直樹 （九州大学大学院法学研究院長） 

 

〇オブザーバー団体（2020、2021 年度） 

 法務省法務総合研究所国際協力部  （2018 年 2 月 13 日承認） 

 日本弁護士連合会   （2018 年 6 月 4 日承認） 

 独立行政法人国際協力機構  （2018 年 7 月 10 日承認） 

 公益財団法人国際民商事法センター  （2018 年 8 月 8 日承認） 

 

〇教材開発作業部会 （2018 年 2 月 13 日設置） 

 委員長 村上正子（名古屋大学大学院法学研究科教授） 

  委員 上地一郎（高岡法科大学法学部教授） 

     小川祐之（常葉大学法学部講師）  

     傘谷祐之（名古屋大学大学院法学研究科特任講師） 

 國分典子（法政大学法学部教授） 

      杉田昌平（センチュリー法律事務所弁護士） 

    中村真咲（名古屋経済大学経営学部教授） 
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⑵ 会員 

（2020 年度） 

≪団体正会員≫   18 団体 

名古屋大学大学院法学研究科 

名古屋大学法政国際教育協力研究センター 

神戸大学大学院国際協力研究科 

九州大学大学院法学研究院 

大阪大学法学部 

早稲田大学法学学術院 

慶應義塾大学大学院法務研究科 

一橋大学大学院法学研究科 

関西大学法学部 

朝日大学法学部 

立命館大学法学部 

名古屋経済大学 

広島大学大学院法務研究科 

金沢大学人間社会学域法学類 

西南学院大学法学部 

北海道大学大学院法学研究科 

同志社大学大学院司法研究科 

関西大学政策創造学部・大学院ガバナンス研究科 

※申込受付順 

≪個人正会員≫ 

    38 名 

 

≪団体協賛会員≫   22 団体 

株式会社 TKC 

矢橋ホールディングス株式会社 

ヤバシインターナショナル株式会社 

矢橋林業株式会社 

矢橋工業株式会社 

三星砿業株式会社 

TMI 総合法律事務所 

大江橋法律事務所 

株式会社有斐閣 

信山社出版株式会社 

株式会社判例時報社 

株式会社日本評論社 

株式会社名南精密製作所 

株式会社千年社 

株式会社十六銀行 

株式会社十六総合研究所 

ブラザー工業株式会社 

TSUCHIYA 株式会社 

株式会社大垣共立銀行 

特定非営利活動法人アジア・環太平洋地域法律 

研究所 

株式会社サーテックカリヤ 

税理士法人 成和 

 

※申込受付順 

≪個人協賛会員≫ 

    7 名 
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（2021 年度） 

≪団体正会員≫   18 団体 

名古屋大学大学院法学研究科 

名古屋大学法政国際教育協力研究センター 

神戸大学大学院国際協力研究科 

九州大学大学院法学研究院 

大阪大学法学部 

早稲田大学法学学術院 

慶應義塾大学大学院法務研究科 

一橋大学大学院法学研究科 

関西大学法学部 

朝日大学法学部 

立命館大学法学部 

名古屋経済大学 

広島大学大学院法務研究科 

金沢大学人間社会学域法学類 

西南学院大学法学部 

北海道大学大学院法学研究科 

同志社大学大学院司法研究科 

関西大学政策創造学部・大学院ガバナンス研究科 

※申込受付順 

≪個人正会員≫ 

    41 名 

 

≪団体協賛会員≫   23 団体 

株式会社 TKC 

矢橋ホールディングス株式会社 

ヤバシインターナショナル株式会社 

矢橋林業株式会社 

矢橋工業株式会社 

三星砿業株式会社 

TMI 総合法律事務所 

大江橋法律事務所 

株式会社有斐閣 

信山社出版株式会社 

株式会社判例時報社 

株式会社日本評論社 

株式会社名南精密製作所 

株式会社千年社 

株式会社十六銀行 

株式会社十六総合研究所 

ブラザー工業株式会社 

TSUCHIYA 株式会社 

株式会社大垣共立銀行 

特定非営利活動法人アジア・環太平洋地域法律 

研究所 

税理士法人 成和 

株式会社サーテックカリヤ 

加山興業株式会社 

※申込受付順 

≪個人協賛会員≫ 

    7 名 

 

 



 - 11 - 

２．各国センターの概要  

ウズベキスタン（タシケント） 

 

設立先大学：タシケント国立法科大学 

設立年月日：2005 年 9 月 7 日 

教員数（2020 年 3 月末現在）：日本語講師 6 人（うち

日本人 1 人、現地人 5 人）、日本法講師 1 人（う

ち日本人 1 人） 

学生数（同上）：1 年生 16 人、2 年生 5 人、3 年生 7

人、4 年生 3 人 

 
モンゴル（ウランバートル） 

 

設立先大学：モンゴル国立大学法学部 

設立年月日：2006 年 9 月 7 日 

教員数（2020 年 3 月末現在）：日本語講師 6 人（うち

日本人 3 人、現地人 3 人）、日本法講師 5 人（う

ち日本人 1 人、現地人 4 人） 

学生数（同上）：1 年生 9 人、2 年生 13 人、3 年生 6

人、4 年生 14 人、5 年生 10 人 

   

ベトナム（ハノイ） 

 

設立先大学：ハノイ法科大学 

設立年月日：2007 年 9 月 7 日 

教員数（2020 年 3 月末現在）：日本語講師 6 人（うち

日本人 3 人、現地人 3 人）、日本法講師 3 人（う

ち日本人 2 人、現地人 1 人） 

学生数（同上）：1 年生 20 人、2 年生 13 人、3 年生

11 人、4 年生 9 人 

 
カンボジア（プノンペン）

 
設立先大学：王立法経大学 

設立年月日：2008 年 9 月 5 日 

教員数（2020 年 3 月末現在）：日本語講師 4 人（うち

日本人 3 人、現地人 1 人）、日本法講師 2 人（う

ち日本人 1 人、現地人 1 人） 

学生数（同上）：1 年生 21 人、2 年生 6 人、3 年生 6

人、4 年生 6 人 
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 日本法教育・研究センターは、アジアの 7 カ国 8 カ所にセンターを設置している。いくつかのセ

ンターでは、現地の大学に所属する学部学生が日本語で日本法を学んでいる。また、各センターは、

それぞれの国のアジア法研究の拠点として機能することもめざしている。 

 

ベトナム（ホーチミン） 

 

設立先大学：ホーチミン市法科大学 

設立年月日：2012 年 1 月 7 日 

教員数（2020 年 3 月末現在）：日本語講師 1 人（うち

現地人 1 人） 

学生数（同上）： 4 年生 5 人 

 
ミャンマー（ヤンゴン） 

 

設立先大学：ヤンゴン大学 

設立年月日：2013 年 6 月 29 日 

教職員数：（2020 年 3 月末現在）： 2 人（うち現地人

2 人） 

学生数：－（教育機能は持たない） 

   

インドネシア（ジョグジャカルタ） 

 

設立先大学：ガジャマダ大学 

設立年月日：2014 年 1 月 12 日 

教員数：－ 

学生数：－（教育機能は持たない） 

 
ラオス（ヴィエンチャン）

 
設立先大学：ラオス国立大学 

設立年月日：2014 年 2 月 28 日 

教員数：－ 

学生数：－（教育機能は持たない） 

※各センターの教員数には非常勤スタッフを含む。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．活 動 編  
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１．コ ン ソ ー シ ア ム 活 動  

 

１．活動計画  

（2020 年度） 

（2020 年 6 月 28 日総会決定） 

⑴ 修了生の留学生としての受入 

〇加盟大学に関する募集要項等の情報集約（各センターに各大学コーナー設置） 
〇夏季セミナー（日本での短期研修、毎年 8 月開催）開催時に、名古屋大学で加盟大学による留

学説明会の実施 
〇大使館推薦国費留学生受入に対する情報の交換 
  ⇒ 各大学募集要項等入試情報を各センターに共有 

     ⇒ 留学生教育に関する情報交流 

     ⇒ 留学生受入メーリングリスト募集 

⇒ オンライン留学説明会（各大学で具体的な募集等があれば随時開催） 

     ⇒ オンライン学生成果発表会開催（随時開催案内） 

⑵ 留学生向け日本法教育手法の開発 

〇とくにアジアの体制移行国から受け入れる留学生のための日本法教育手法の開発・共有 
〇現地スクーリングの実施のためのコーディネート 
〇「教材部会」の設置 

⇒ 夏季セミナー（於：名古屋大学、開催時期未定）、スクーリング講師募集 

⇒ 「教材作成作業部会」による日本法教育研究センター教科書作成 

⑶ センターを利用したアジア各国法研究 

〇センター及び名古屋大学のネットワークを活用したアジア各国法研究のコーディネート 
○アジア各国法研究に関する研究会・ワークショップ・国際会議開催支援、出版支援 

⇒ アジア各大学との共同シンポジウム・ワークショップ開催（オンラインの活用） 

⇒ アジア各大学からの研究者派遣依頼への対応 

⑷ 次世代の法整備支援・「司法外交」を担う人材育成 

○法整備支援サマースクールの関係各団体と共同しての開催 
○CALE・日本法教育研究センターでのインターン受入 
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⇒ 連携企画・アジアのための国際協力 in 法分野 2020「法整備支援へのいざない」（法務

省主催）、「法整備支援シンポジウム」（慶応義塾大学主催）への参加呼びかけ（開催日

時未定） 

⇒ サマースクール「アジアの法と社会 2020」（開催日時未定） 

⇒ 法科大学院修了生向け日本法講師体験（例年通りの実施はしないが、オンラインを活 

用した活動を検討） 

⇒ 名古屋大学学生短期派遣（2 月ミャンマー・ラオス、3 月ロシア） 

⇒ 各大学の海外学生派遣への相互参加・企画支援 

⑸ 法整備支援・「司法外交」研究 

○法整備支援・「司法外交」の理念、対象国、対象分野、実施過程、評価などを学問的に議論 
○日本政府が実施する法整備支援方針・「司法外交」についての議論 

⇒ 法務省と会員との法整備支援に関する意見交換会（オンラインの活用） 
       ⇒ オンラインカンファレンス「グローバル化時代におけるアジアの法律家の国際的ネッ 

トワーク形成」（開催日時未定） 

⑹ 留学生との情報交流・ネットワーク拡大 

 ○センター修了生・名古屋大学留学生との情報交流・ネットワーク拡大 
○修了生の各企業への人材紹介 

⇒ 特任講師による各国事情報告会 
⇒ アジア各地視察 

⇒ 企業へのインターンシップ派遣 

⑺ その他 

      ○コンソーシアム年報（仮）の刊行 
○協賛会員加入促進 
   ⇒ コンソーシアム年報刊行 

         ⇒ コンソーシアムニュースレター配信 

         ⇒ コンソーシアム会員ニーズ調査（オンラインの活用） 

         ⇒ COVID-19 対応学生教育支援（通信費・教科書無償配布など） 
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（2021 年度） 

（2021 年 6 月 28 日総会決定） 

⑴ 修了生の留学生としての受入 

    〇加盟大学に関する募集要項等の情報集約（各センターに各大学コーナー設置） 
〇夏季セミナー（日本での短期研修、毎年 8 月開催）開催時に、名古屋大学で加盟大学による 

留学説明会の実施 
〇大使館推薦国費留学生受入に対する情報の交換 

    ⇒ 各大学募集要項等入試情報を各センターに共有 

         ⇒ 留学生教育に関する情報交流 

         ⇒ 留学生受入メーリングリスト募集（詳細別紙参照） 

⇒ オンライン留学説明会（各大学で具体的な募集等があれば随時開催） 

         ⇒ オンライン学生成果発表会開催（随時開催案内） 

⑵ 留学生向け日本法教育手法の開発 

       〇とくにアジアの体制移行国から受け入れる留学生のための日本法教育手法の開発・共有 
〇現地スクーリングの実施のためのコーディネート 
〇「教材部会」の設置 
  ⇒ 夏季セミナー（8 月オンライン実施、2～3 月オンライン or 来日実施）講師募集、学 

        年論文発表会参加者募集、日本人学生との交流募集  

⇒ 「教材作成作業部会」による日本法教育研究センター教科書作成 

⑶ センターを利用したアジア各国法研究 

       〇センター及び名古屋大学のネットワークを活用したアジア各国法研究のコーディネート 
○アジア各国法研究に関する研究会・ワークショップ・国際会議開催支援、出版支援 
  ⇒ アジア各大学との共同シンポジウム・ワークショップ開催（オンラインの活用） 

⇒ アジア各大学からの研究者派遣依頼への対応 

⇒ その他企画 

⑷ 次世代の法整備支援・「司法外交」を担う人材育成 

○法整備支援サマースクールの関係各団体と共同しての開催 
○CALE・日本法教育研究センターでのインターン受入 

⇒ 連携企画・アジアのための国際協力 in 法分野 2021「法整備支援へのいざない」（法務 

省主催、11 月開催予定）、「法整備支援シンポジウム」（慶応義塾大学主催、開催時期 

未定）への参加呼びかけ 

⇒ サマースクール「アジアの法と社会 2021」（8 月） 

⇒ 法科大学院修了生向け日本法講師体験（7 月頃募集、10 月頃オンライン実施） 
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⇒ 名古屋大学学生短期派遣（2 月 or3 月ロシア・ウズベキスタン）オンラインであれば 

団体正会員大学所属学生も参加可 

⇒ 各大学の海外学生派遣への相互参加・企画支援 

⇒ その他企画 

⑸ 法整備支援・「司法外交」研究 

○法整備支援・「司法外交」の理念、対象国、対象分野、実施過程、評価などを学問的に議論 
○日本政府が実施する法整備支援方針・「司法外交」についての議論 

  ⇒ CJL コンソーシアムレクチャーシリーズ「日本の法整備支援の今」 

⑹ 留学生との情報交流・ネットワーク拡大 

      ○センター修了生・名古屋大学留学生との情報交流・ネットワーク拡大 
○修了生の各企業への人材紹介 

⇒ 特任講師・元留学生による各国事情報告会 

⇒ アジア各地視察 

⇒ 企業へのインターンシップ派遣 

⑺ その他 

      ○コンソーシアム年報の刊行 
○協賛会員加入促進 
  ⇒ コンソーシアム年報刊行 

        ⇒ コンソーシアムニュースレター配信 

       ⇒ コンソーシアム会員ニーズ調査（オンラインの活用） 

       ⇒ 学生配布用・4 年次教科書（野村豊弘『民事法入門〔第 8 版〕』（有斐閣、2019 年）購入 
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２．2020-2021 年度の活動  

（2020 年度） 

■ 2020 年度理事会 

日時：2020 年 5 月 27 日（水）15：00～16：00 

会場：Zoom によるオンライン開催 

2020 年度総会に提案する事項につき、役員で協議した。 

■ 2020 年度総会 

日時：2020 年 6 月 28 日（日）13：00～14：30 

会場：Zoom によるオンライン開催 

審議事項： 

(1) 会員の承認  (2) 2019 度決算  (3) 2020 年度活動計画  (4) 2020 年度予算  (5) 役員選出 

(6) その他 

報告事項： 

(1) 2019 年度活動報告  (2) その他  

■ コンソーシアムレクチャーシリーズ「日本の法整備支援の今」 

第 1 回 法務省による法整備支援 

日時：2020 年 9 月 1 日（火）16：00～17：30 

会場：Zoom によるオンライン開催 

主催：日本法教育研究センター・コンソーシアム 

名古屋大学大学院法学研究科／法政国際教育協力研究センター（CALE） 

講師：森永太郎（法務省法務総合研究所国際協力部長） 

司会：小畑郁（CJL コンソーシアム事務局長、名古屋大学大学院法学研究科教授） 

16：00～16：45 講演 

テーマ：なぜ日本政府が法整備支援を行うようになったのか、具体的にどのような支援

を行っているか、国際化の中で、日本の法曹養成に求められていることは何か、アジア

各国では、どのような法律家が求められているか 

16：45～17：30 質疑応答 
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■ 連携企画・アジアのための国際協力 in 法分野サマースクール「アジアの法と社会 2020」 

日時：2020 年 9 月 11 日（金） 

会場：Zoom によるオンライン開催 

主催：名古屋大学大学院法学研究科／法政国際教育協力研究センター(CALE)、日本法教育研究センター・

コンソーシアム 

共催：公益財団法人国際民商事法センター､法務省法務総合研究所､慶應義塾大学大学院法務研究科、 

後援：独立行政法人国際協力機構（JICA）、愛知県弁護士会、公益財団法人アジア刑政財団 

司会：傘谷祐之（名古屋大学法政国際教育協力研究センター特任講師） 

14：00～14：15  開会挨拶・趣旨説明 藤本亮（名古屋大学法政国際教育協力研究センター長／教授） 

14：15～14：45 講義①「汚職とは何か？：ウズベキスタンの経験から」アクマル・ブルハノフ（ウズベ

キスタン共和国・汚職対策庁長官） 

14：45～15：15 講義②「東南アジア諸国の汚職防止の取組～グッドガバナンスセミナーより～」二子石

亮（国連アジア極東犯罪防止研修所教官） 

15：30～16：00 質疑応答 

16：00～16：15 今後の連携企画のお知らせ 

■ コンソーシアムレクチャーシリーズ「日本の法整備支援の今」 

第 2 回 私はなぜ法整備支援を始めたか―日本のボワソナードと呼ばれて 

日時：2020 年 10 月 19 日（月） 

会場：Zoom によるオンライン開催 

主催：日本法教育研究センター・コンソーシアム 

  名古屋大学大学院法学研究科／法政国際教育協力研究センター（CALE） 

講師：森嶌昭夫（名古屋大学名誉教授） 

司会：小畑郁（CJL コンソーシアム事務局長、名古屋大学大学院法学研究科教授） 

13：00～13：50 講演 

テーマ：法整備支援とは何か、CALE の前身名古屋大学法学部アジア・太平洋法政セン

ター構想―法整備支援の始まり、ベトナム・カンボジアの民法典起草支援、法整備支援

が日本の法律学・法教育にもたらした変化、法整備支援事業の課題 

13：50～14：30 質疑応答 

講師：森嶌昭夫（名古屋大学名誉教授） 

司会：小畑郁（CJL コンソーシアム事務局長、名古屋大学大学院法学研究科教授） 

13：00～13：50 講演 

テーマ：法整備支援とは何か、CALE の前身名古屋大学法学部アジア・太平洋法政セン
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ター構想―法整備支援の始まり、ベトナム・カンボジアの民法典起草支援、法整備支援

が日本の法律学・法教育にもたらした変化、法整備支援事業の課題 

13：50～14：30 質疑応答 

■ コンソーシアムレクチャーシリーズ「日本の法整備支援の今」 

第 3 回 アジアで日本法を日本語で教える 

―日本法教育研究センター法学講師から見た法整備支援― 

日時：2020 年 12 月 11 日（金）16：30～18：00 

会場：Zoom によるオンライン開催 

主催：日本法教育研究センター・コンソーシアム 

   名古屋大学大学院法学研究科／法政国際教育協力研究センター（CALE） 

講師：上地一郎（松蔭大学経営文化学部教授、元モンゴル CJL 特任講師） 

小川祐之（常葉大学法学部講師、元ウズベキスタン CJL 特任講師） 

傘谷祐之（名古屋大学大学院法学研究科特任講師、元カンボジア CJL 特任講師） 

司会：小畑郁（CJL コンソーシアム事務局長、名古屋大学大学院法学研究科教授） 

16：30～17：20 講演 

テーマ：日本法教育研究センターの教育がめざすもの、法概念の違いをどう教えるか、

日本語による教育の難しさ、教材開発で工夫していること 

17：20～18：00 質疑応答 

■ オンラインセミナー「日本法教育研究センター法学講師のキャリアとは 

―教育を通じたアジア諸国法律家との交流の魅力―」 

日時：2020 年 12 月 19 日（土）10：00～12：30 

会場：Zoom によるオンライン開催 

主催：名古屋大学大学院法学研究科／法政国際教育協力研究センター（CALE） 

日本法教育研究センター・コンソーシアム 

後援：日本弁護士連合会、愛知県弁護士会 

総合司会：牧野絵美（名古屋大学法政国際教育協力研究センター講師） 

10：00～10：05  開会挨拶（小畑郁・名古屋大学大学院法学研究科教授） 

10：05～10：10  趣旨説明（藤本亮・名古屋大学法政国際教育協力研究センター長） 

10：10～10：30  CJL 法学講師業務紹介（吉川拓真・CJL ウズベキスタン特任講師/弁護士） 

10：30～11：55   法学講師経験者による個別発表・座談会 

司会：玉垣 正一郎（JICA ガバナンス平和構築部・特別嘱託/弁護士）CJL カンボジア勤務 

登壇者：上東 亘（渥美坂井法律事務所外国法共同事業弁護士）CJL ベトナム勤務 
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木本 真理子（アンダーソン・毛利・友常法律事務所弁護士）CJL ベトナム勤務 

篠田 陽一郎（アルンレア法律事務所弁護士）CJL カンボジア勤務 

社本 洋典（辻巻総合法律事務所弁護士）CJL ウズベキスタン勤務 

髙尾 栄治（総合解決法律事務所副代表弁護士）CJL カンボジア勤務 

11：55～12：25  質疑応答 

12：25～12：30  閉会挨拶（鮎京正訓・愛知県公立大学法人理事長・名古屋大学名誉教授） 

■ コンソーシアムレクチャーシリーズ「日本の法整備支援の今」 

第 4 回 日本法の知識を生かした CJL 修了生の活躍 

日時：2021 年 2 月 9 日（火）15：00～16：30 

会場：Zoom によるオンライン開催 

主催：日本法教育研究センター・コンソーシアム 

   名古屋大学大学院法学研究科／法政国際教育協力研究センター（CALE） 

講師：ヤラシェフ・ノディルベック（瓜生・糸賀法律事務所 タシケント事務所 主席代表／弁護士） 

ガンホヤク・ダワーニャム（モンゴル国立大学法学部 専任講師／モンゴル CJL 講師） 

グエン・ティ・ジェップ（矢橋ホールディングス株式会社 経営企画室） 

リム・リーホン（株式会社 ANC ジャパン執行役員） 

司会：牧野絵美（名古屋大学法政国際教育協力研究センター講師） 

15：00～16：00 講演 

テーマ：なぜ CJL に入ったのか、現在どのような仕事をしているか、CJL で学んだこと

をどう生かしているか 

16：00～16：30 質疑応答 

■ コンソーシアムレクチャーシリーズ「日本の法整備支援の今」 

第 5 回 法整備支援とアジア諸国法研究―ベトナム憲法改正議論を題材として 

日時：2021 年 3 月 2 日（火）15：00～16：30 

会場：Zoom によるオンライン開催 

主催：日本法教育研究センター・コンソーシアム 

   名古屋大学大学院法学研究科／法政国際教育協力研究センター（CALE） 

講師：鮎京正訓（愛知県公立大学法人理事長、名古屋大学名誉教授） 

司会：牧野絵美（名古屋大学法政国際教育協力研究センター講師） 

15：00～15：50 講演 

テーマ：法整備支援に関わる人はどのような視点からアジア諸国の法を研究していくか 

15：50～16：30 質疑応答 



 - 22 -

■ セミナー「ミャンマー政変による日系企業へのインパクト」 

日時：2021 年 3 月 18 日（木）14：00～15：00 

会場：Zoom によるオンライン開催 

主催：名古屋大学大学院法学研究科／法政国際教育協力研究センター（CALE） 

日本法教育研究センター・コンソーシアム 

講師：中島朋子（西村あさひ法律事務所弁護士） 

司会：牧野絵美（名古屋大学法政国際教育協力研究センター講師） 

14：00～14：45 講演 
14：45～15：00 質疑応答 

 
（2021 年度） 

■ 2021 年度理事会 

日時：2021 年 6 月 14 日（月）12：00～13：30 

会場：Zoom によるオンライン開催 

2021 年度総会に提案する事項につき、役員で協議した。 

■ 2021 年度総会 

日時：2021 年 6 月 28 日（月）12：00～13：30 

会場：Zoom によるオンライン開催 

審議事項： 

(1) 会員の承認  (2) 2020 度決算  (3) 2021 年度活動計画  (4) 2021 年度予算  (5) 役員選出 

(6) その他 

報告事項： 

(1) 2020 年度活動報告  (2) その他  

■ 連携企画・アジアのための国際協力 in 法分野サマースクール「アジアの法と社会 2021」 

日時：2021 年 8 月 19 日（木）、20 日（金） 

会場：Zoom によるオンライン開催 

主催：名古屋大学大学院法学研究科／法政国際教育協力研究センター(CALE)、日本法教育研究センター・

コンソーシアム 

共催：公益財団法人国際民商事法センター､法務省法務総合研究所､慶應義塾大学大学院法務研究科、 

後援：独立行政法人国際協力機構（JICA）、愛知県弁護士会 
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8 月 19 日（1 日目）： 

初級編：はじめての法整備支援 

司会：傘谷祐之（名古屋大学法政国際教育協力研究センター特任講師） 

14：00～14：15 開会挨拶・趣旨説明 藤本亮（名古屋大学法政国際教育協力研究センター長／教授） 

14：15～15：00 講義①「法整備支援とは何か～法務省による法整備支援～」及川裕美（法務省法務

総合研究所国際協力部教官・検事） 

15：00～15：45 講義②「大学による法整備支援」小畑郁（名古屋大学大学院法学研究科教授／日本法

教育研究センター・コンソーシアム事務局長） 

15：45～16：00 総括 

8 月 20 日（2 日目）： 

基本編：アジア諸国法の重層性 

司会：岡克彦（名古屋大学法政国際教育協力研究センター副センター長／教授） 

10：00〜10：15 趣旨説明 

10：15〜10：45 講義①「離婚訴訟判決を通じて見た植民地朝鮮における法と社会―1910 年代を中心に

―」吉川絢子（佛教大学・龍谷大学非常勤講師） 

10：45〜11：15 講義②「社会主義法とは何であったのか？：モデルとしてのソヴィエト法」渋谷謙次

郎（早稲田大学法学学術院教授） 

11：15〜11：45 講義③「国際開発とイスラーム法の邂逅」桑原尚子（JICA タジキスタン事務所企画調

査員、早稲田大学比較法研究所招聘研究員） 

11：45〜12：45 質疑応答 

12：45～13：00 総括・今後の法整備支援連携企画のお知らせ 

応用編：法整備支援対象国の学生との対話 

司会：松田貴文（名古屋大学法政国際教育協力研究センター副センター長／准教授） 

テーマ：「各国における伝統法・植民地法・社会主義法の今」 

14：00〜14：15 趣旨説明 

14：15～15：15 名古屋大学日本法教育研究センター学生・修了生による発表 

15：25～16：25 グループ交流 

16：25～16：40 総括 

■ 法科大学院修了生オンライン日本法講師体験 

中野太郎（一橋大学修了生）（ウズベキスタン・モンゴル派遣、2021 年 10 月 14 日～10 月 22 日） 

栗本幹大（名古屋大学修了生）（モンゴル・ベトナム派遣、2021 年 10 月 14 日～10 月 22 日） 

山田遼（名古屋大学修了生）（カンボジア・ベトナム派遣、2021 年 10 月 14 日～10 月 22 日） 
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■ 教材部会 

日時 2021 年 11 月 21 日（日） 

Zoom によるオンライン開催 

『日本史・公民』CJL 特任講師、現地講師からのフィードバックを受けての改訂検討会 

日時 2022 年 1 月 31 日（月） 

Zoom によるオンライン開催 

図表についての見直し 

日時 2022 年 3 月 2 日（水） 

Zoom によるオンライン開催 

センター特任講師、現地講師との意見交換会 1 

執筆者による教材作成の意図説明 

日時 2022 年 3 月 10 日（木） 

Zoom によるオンライン開催 

センター特任講師、現地講師との意見交換会 2 

執筆者による教材作成の意図説明 

日時 2022 年 3 月 14 日（月） 

Zoom によるオンライン開催 

センター特任講師、現地講師との意見交換会 3 

執筆者による教材作成の意図説明 

日時 2022 年 3 月 29 日（火） 

Zoom によるオンライン開催 

センター特任講師、現地講師との意見交換会 4 

執筆者による教材作成の意図説明 

■ 夏季セミナー 

オンライン夏季セミナー1 

Zoom によるオンライン開催 

日時 2021 年 8 月 2 日（月） 

13 :00∸15 :00 国会議事堂見学 

15 :30∸14 :50 シャボン玉せっけん見学 

 

日時 2021 年 8 月 3 日（火） 

14 :45∸15 :00 開講式 

15 :00∸16 :30 刑事訴訟法「日本の刑事手続の概要と構造、原則、基本的権利」講義 葛野尋之（一橋大
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学教授） 

日時 2021 年 8 月 3 日（水） 

14 :30∸16 :00 法社会学「法社会学とは何か」ウミロフ・フィトラト（大阪大学大学院助教） 

17 :00∸18 :30 労働法「日本法入門（労働法）」早津裕貴（金沢大学准教授） 

 

日時 2021 年 8 月 5 日（木） 

13 :00∸15 :00 名古屋城・高山見学 

15 :30∸17 :00 ホームビジット 一宮市国際交流協会 5 家庭との交流 

 

日時 2021 年 8 月 6 日（金） 

13 :00∸15 :00 学年論文発表会 

15 :00∸15 :15 閉校式 

 

オンライン夏季セミナー2 

Zoom によるオンライン開催 

日時 2022 年 3 月 5 日（土） 

13 :00∸14 :30 民法講義、「定期約款による契約」について名古屋大学学生とのディスカッション 

15 :30∸17 :00 ホームビジット 名古屋大学付属中学校・高等学校 8 家族との交流 

 

日時 2022 年 3 月 6 日（日） 

14 :00∸15 :00 キャンパスツアー 名古屋大学大学院生が名古屋大学東山キャンパス（アジア法交流館、

アジア法資料室、院生研究室、法学図書館等々を紹介） 
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３．2020-2021 年度決算  

（2020 年度） 
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（2021 年度） 
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２．各 セ ン タ ー の 活 動  

 

１．教育カリキュラム  

 海外に展開する各センターのうち、教育機能をもつセンターでは、次の教育活動を行っている。 

⑴ ミッションポリシー 

 発展途上国ないし体制移行を経験した国である母国の法の現状・構造的問題を理解し、母国の法制

度について基礎的な知識を持ちながらも、それに対して批判的な問題意識を持つことを通じて、母国

に必要とされる法改革に貢献でき、かつ、日本との懸け橋となるような人材を育成し、そのための教

育研究上の協力関係を発展させる。 

 

⑵ 学期 

各センターでは、8-9 月頃から 1-2 月頃までが前期、2-3 月頃から 6-7 月頃までが後期である。 

⑶ 各年次の教育内容 

＜入学〜1 年次＞ 

 まず、現地の大学に在籍する学生の中から、優秀な学生約 20-30 名を選抜する。選抜された学生た

ちに対して、現地に派遣された日本人講師や現地採用の日本語講師が、4 年間（モンゴルのみ現地大学

のカリキュラムに合わせて 5 年間）の日本語教育を実施する。合わせて、大学院進学後の研究活動に備
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え、論理的思考、論文執筆等のアカデミックスキルの養成も行う。 

 

＜2 年次＞ 

（前期） 

●日本事情 

日本の国土、気候、人口、労働、家族、教育などの日本事情について学ぶ。 

（後期） 

●名古屋大学作成教材『日本史・公民』 

日本史：日本法を学ぶために、日本が諸外国からの影響を受け、どのように国家の制度を整備して

いったかの流れを、古代、古代の終わり、中世(1)鎌倉時代、中世(2)室町時代・戦国時代、近世・

江戸時代、近代(1)明治、近代(2)大正・昭和の 7 つのセクションに分けて学ぶ。 

公民：日本法を学ぶための基礎知識として、民主政治の基本原理(1)(2)、日本国憲法(1)(2)(3)、日本の

社会保障、市場経済と独占禁止法を 7 つのセクションに分けて学ぶ。 

★2 年生日本語到達目標★ 

聞く：教員や学習者に慣れた人が、標準語「です・ます」体で話す、生活や学習などの身近な

話題についての会話や話ならば、要点を理解できる。 

読む：事実の説明文や単純な意見文などの、単純な構造を持つ論理的な文章を読んで理解できる。 

話す：社会的な話題について、複数の文を連ねたり修飾語句などを使って、説明したり議論し

たりできる。自国の社会問題についての構成のあるプレゼンテーションを、相手が聞い

てわかりやすく行うことができる。 

書く：社会科学に関係のある話題について、つながりのあるテクストを書くことができる。あ

る問題について、自分の主張、その根拠を説明する文章を書くことができる。 

 

＜3 年次＞ 

●名古屋大学作成教材『日本の法システム』 

 ある程度現地の法制度について学んだ学生に

対して、比較法の観点から日本法の位置づけと

概要を学ぶために、日本の法システム全体の構

造や特色、それが形成されてきた過程やその問

題点などを学習する。現在、教材が完成してい

る比較法入門、戦前日本の制度、戦後日本の制

度、立法とその審査の 4 つのセクションに分け

て学ぶ。 
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●学年論文 

 論理的思考を養成し、日本語でのライティング能力を向上させるために、原則として現地法に関し

て日本語でまとめる「学年論文」を 1 年間かけて執筆する。分量は、5,000～8,000 字で、現地大学で

学んでいる現地法について情報を収集・整理し、自分の問題意識を明確にできるようにすることを目

指す。学年論文のテーマとして選んだ法的問題の自国での重要性を社会背景、法実務、法理論の各側

面から説明し、その問題に対して自分なりの提案をする。 

 

＜3 年次修了時＞ 

●夏季セミナー 

 各センターの優秀な学生上位 5 名程度を選抜し、日本での約 2 週間の研修を実施する。滞在中は、

講義、法律関係機関への訪問、日本人学生との討論などに参加し、学んだことを運用する機会とする。 

★3 年生日本語到達目標★ 

聞く：専門分野の話題についてのやや複雑な事実の情報を理解でき、90 分程度の講義の全体の

流れが理解できる。 

読む：自分の専門分野や関連のある主題について書かれた短編論文を読んで、十分に理解できる。

ただし、事実関係・論理構造・含意が複雑なものは、正しく理解できない場合もある。 

話す：法学や研究テーマに関する話題について、自分や相手の理解を確認しながら会話を進め

ること、および 15 分ほどのプレゼンテーションができる。 

書く：レポートを書くときに、様々な選択肢の利点と不利な点を整理し、根拠を提示しながら、

ある視点に賛成・反対の理由を上げる。 

 

＜4 年次＞ 

●野村豊弘『民事法入門（第 8 版）』（2019 年、有斐閣）  

 約 6 ヶ月かけて、以下の項目にしたがい、民事法入門を学ぶ（スクーリング実施時には、民事法入門

の学習は終了している。）。 

第 1 章 民事法   第 2 章 民法と民法典   第 3 章 権利と義務 

第 4 章 法律行為   第 5 章 代理   第 6 章 時効   第 7 章 契約 

第 8 章 所有権   第 9 章 不法行為   第 10 章 事務管理・不当利得 

第 11 章 債務の弁済   第 12 章 家族   第 13 章 親子・扶養 

第 14 章 相続   第 15 章 団体   第 16 章 権利の実現 

 

●大学院入試のための研究計画指導 

 大学院進学希望者に対して、研究計画執筆指導を行う。名古屋大学の大学院入試は、毎年 1 月から
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2 月にかけて実施される。 

●授業「ゼミ」 

 現地法と日本法を比較した発表、事例演習などを各センターで実施。テーマ・実施方法は、各セン

ターで独自に選択。 

★4 年生日本語到達目標★ 

聞く：自分の専門分野での議論であれば、抽象的な話題でも具体的な話題でも、内容的にも言

語的にもかなり複雑な話の要点を理解できる。 

読む：専門に関するコントロールされていないテクストを、その種類にあわせて読み方を変え

ながら、独力でかなり読み解ける。専門に関して広範な語彙力を持っているが、連語な

どに関しては補助が必要な場合がある。 

話す：専門分野に関しては議論ができ、母語話者に負担を感じさせずに、流暢にやりとりがで

きる。自分の専門分野に関して、流れのよい構成のしっかりしたプレゼンテーションを、

準備すれば行うことができる。 

書く：複数の考えを相互に関連付け、明瞭で詳しいテクストを書くことができる。様々な情報

や議論を評価した上で書くことができる。 

 

⑷ 教育方針 

 日本法教育研究センターで学習する「日本法」科目の内容については、憲法および民法の 2 科目と

する。 

 ミッションポリシーで掲げる「日本法の学習を通した母国法に対する批判的な問題意識」は、どの

科目を学習しても共通して得られるはずのものであること、現地の大学における現地法と並行して

学習することから必ずしも十分な時間をかけられないことを考慮すると、１）憲法と民法が日本法の

中心科目であること、２）日本の法整備支援においても民法を中心に行われてきていること、３）国

対私人、私人対私人の関係をバランスよく学ぶ必要があることから、憲法および民法に重点を置いて

学習し、そこで得られた比較法的視点を他の科目を学習する際にも応用できるような能力を身に着

けさせることが望ましいと考えた。 

⑸ スクーリング 

 スクーリングは、3 年次および 4 年次（モンゴルは 5 年次も含む）の学生を対象として実施する集中

講義（2 コマ×3 日間程度）であり、日本から各専門分野の教員を派遣する。現地で実施している「日

本法」科目で取り扱っていないテーマを中心として、現地センターで提供する教育を補完する役割を

担う。 
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３．各センターの活動  

✓ ウズベキスタン 

タシケント国立法科大学は、司法省が直接管轄する法曹養成の単科大学で、ウズベキスタンにおけ

る唯一の法学高等教育機関であり、これまでに、司法省をはじめとする政府高官や法曹を数多く輩出

している。首都タシケントの中心部に位置し、校舎は 1875 年に建設された非常に歴史ある建築物を

使用している。 
ウズベキスタンでは、コロナにより 2020 年 3 月中旬から大学が閉鎖し、約 1 年間オンライン授業

が続いた。修了式もオンラインで実施されたが、前特任講師や留学中の修了生等、対面なら参加が難

しい人たちが多く参加できたことで、大いに盛り上がった。2021 年 2 月の新学期からは対面授業が

再開され、多くの課外活動も実施できるようになった。 

 
修了式（2020 年 7 月） 

 
日本食の体験実習（2021 年 3 月） 

 
湖へのトレッキング（2021 年 5 月） 

 
ウズベキスタンセンター修了生（2021 年 7 月） 

 
新入生歓迎会で熱演されたダンスの様子（2021 年 10 月） 

 
センター内弁論大会後に行った記念撮影（2022 年 2 月） 
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✓ モンゴル 

モンゴル国立大学は、1942 年に設立された、モンゴルで最も歴史ある国立大学であり、国内最大

の総合大学である。センターの日本法コースは、モンゴル国立大学法学部比較法学科の正規コースと

して位置付けられており、センターでの履修科目は卒業単位として認定される。 
モンゴルでは、コロナにより 2020 年 1 月末に開始された全教育期間の休講措置の間はオンライン

授業が続いたが、同年 9 月末からは対面授業が再開され、第 10 期生の修了式も対面で行うことがで

きた。しかしその後再びロックダウンの措置がとられ、再びオンライン授業に逆戻りしてしまった

が、その間、学生達はオンラインで様々な経験をし。そしてようやく 2021 年 10 月になって、順次

対面授業が再開された。 

 
第 10期生の修了式（2020 年 9 月） 

 
大学対抗交渉コンペティションに参加した 

日本語チームの 5名の学生（2020 年 11 月） 

松中先生による特別授業の様子（2021 年 3 月） 

 
大学対抗スピーチコンテスト（2021 年 11 月） 

 
第 11期生の修了式（2021 年 9 月） 
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✓ カンボジア 

 カンボジア・王立法律経済大学は、1949 年に設立された国内でもっとも古い高等教育機関を前身

とする。現在は、法、行政、経済経営、経済情報の 4 つの学部を擁し、学生数は 1 万人を超える。セ

ンターは、法学部および行政学部の学生を対象に日本語・日本法教育を提供している。 

カンボジア・センターは、2008 年に開所し、10 年以上の歴史を有し、コンスタントに修了生を輩

出してきた。しかし、2020 年初頭から始まるコロナ禍のもとで、センターのある王立法律経済大学

も入学生の受け入れを停止した年もあった。それゆえ、センターでもその年の学年はいない（2022 年

秋から 3 年生になる学年）。コロナ禍であっても、オンラインを活用するなど、さまざまな取り組み

がなされた（下記写真も参照）。 

 
法学ライティング授業（2020 年 4 月） 

 
修了した第 9期生（2020 年 7 月） 

 
キャリアトーク参加者（2020 年 10 月） 

 

 

 

 

 

 

 

先輩と後輩のオンライン自主勉協会（2021 年 2 月） 

 
第 10期生修了式（2021 年 9 月） 

 
中央大学学生のオンライン発表中の様子（2022 年 3 月）  
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✓ ベトナム（ハノイ） 

 センターのあるハノイ法科大学では、ベトナム随一の法律専門家養成機関と位置付けられており、

司法省をはじめとする政府高官、法曹を数多く輩出している。ハノイ市西部の新市街に位置し、学生

数は約 1 万人である。 

ベトナムは、他のセンターがある国と比べて、経済発展のスピードが速く、日本の企業も多く進出

している。その関係で、日本の大手法律事務所もベトナムに拠点を置いており、その事務所で、日本

法教育研究センターの修了生が雇用されている。 

このハノイ・センターも、2020 年からのコロナ禍の影響を受けたものの、オンライン授業なども

取り入れ、高い水準を維持しながら日本語と日本法についての教育が実施された。 

 

 
判例発表会（2020 年 6 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンライン説明会（2020 年 9 月） 

法務省法務総合研究所国際効力部講義（2020 年 11 月） JICA 石丸氏講義（2020 年 10 月） 

 
山田大使との交流会（2021 年 1 月） 

 
K42 オンライン修了式（2021 年 7 月） 
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✓ ベトナム（ホーチミン） 

 センターのあるホーチミン市法

科大学は、ベトナム中南部で唯一

の法律専門大学である。フランス

語・英語で法律を学ぶ外国語教育

に力を入れている。センターへの

需要は高かったものの、2020年度

を最後に名古屋大学による日本

語による日本法教育の提供は終了した。ホーチミンセンターは、今後教育センターとしてではなく、

研究センターとして運営されることになった。 

 
✦ - - - - - ✧ - - - - - ✦ - - - - - ✧ - - - - - ✦ 

 

✓ ミャンマー 

ヤンゴン大学は、1920 年に設立されたミャンマーで最も古い国立総合大学である。2013 年以前は

20 研究科から構成される大学院大学であったが、同年 12 月から学部教育を開始した。また、同年に

名古屋大学との学術交流協定を締結したが、これはミャンマーの総合大学と日本の総合大学との初

めての協定である。 

センターでは、日本からの短期・長期交換留学などの学生交流に加え、憲法、会社法などを中心と

した研究活動を実施している。2020 年度は、オンラインで司法の独立に焦点をあてたワークショッ

プを開催した。また、文部科学省・世界展開力強化事業により、学生交流も積極的に実施しており、

2020 年度は、名古屋大学法学部生向けのミャンマー・ラオス研修をオンラインで実施した。 

 

✓ ラオス 

ラオス国立大学法律政治学部は、 1986 年に司法省の下に設置された法律学校が前身であり、1997

年にラオス国立大学に編入されてその一学部となった。ラオス国立大学は、1996 年に設置されたラ

オスで初めての総合大学である。法律政治学部には、民法、刑法、ビジネス法、政治、国際関係の 5

つの学科が設置されており、約 2,800 名の学生が在籍している。 

センターは、学生に対する日本語教育を 2018 年 12 月まで実施した。また、文部科学省・世界展開

力強化事業により、学生交流も積極的に実施しており、2020 年度は、名古屋大学法学部生向けのミャ

ンマー・ラオス研修をオンラインで実施した。 

 

 

修了式で 「小さな恋の歌」を歌う 5-6 期生（2020 年 8 月） 
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✓ インドネシア 

ガジャマダ大学は、1949 年に設立されたインドネシアで最も歴史のある大学のひとつである。広

大なキャンパスに 18 学部・25 以上の研究所を有し、約 2,300 名の教員と約 55,000 名の学生が在籍し

ている。インドネシアで最大規模の大学であり、かつ、もっとも権威ある大学である。 

これまで、センターでは、ガジャマダ大学法学部および社会政治学部と協力して、国際セミナーを

開催してきた。 

 
 



 - 38 -

４．活動の成果  

⑴  各センターの修了者数 

 海外の各センターのうち教育活動を行うセンターでは、毎年 10 名前後の修了生を送り

出している。修了生の総数は、2022 年 3 月現在、379 人を数える。修了者の一部は、名

古屋大学をはじめ日本各地の大学に留学し、引き続き学習や研究に取り組んでいる。他

の多くは、現地で政府機関や民間企業に就職し、それぞれの立場で母国の発展に力を尽

くしている。 

表 1 各センターの修了者数（2021 年 7 月現在） 

 ウズベキスタン モンゴル ベトナム 
（ハノイ） カンボジア ベトナム 

（ホーチミン） 

2007 年度 4 人 ─ ─ ─ ─ 

2008 年度  8 人 ─ ─ ─ ─ 

2009 年度 5 人 ─ ─ ─ ─ 

2010 年度 9 人 ─ ─ ─ ─ 

2011 年度 5 人 7 人 9 人 ─ ─ 

2012 年度 5 人 9 人 13 人 8 人 ─ 

2013 年度 4 人 7 人 9 人 8 人 ─ 

2014 年度 3 人 8 人 6 人 9 人 ─ 

2015 年度 4 人 6 人 11 人 7 人 6 人 

2016 年度 4 人 4 人 10 人 8 人 7 人 

2017 年度 2 人 4 人 13 人 8 人 6 人 

2018 年度 3 人 8 人 11 人 12 人 6 人 

2019 年度 5 人 7 人 12 人 11 人 7 人 

2020 年度 2 人 10 人 9 人 6 人 5 人 

2021 年度 6 人 6 人 11 人 6 人  

計 69 人 76 人 114 人 83 人 37 人 
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⑵  博士号取得者 

 センター設立から 7 年を経た 2012 年以降、2022 年 3 月現在までに、以下に掲げる修

了生が博士号を取得した。 

Umirdinov, Alisher Isoqϳonovich「天然資源に関する国際直接投資紛争における課税主権：

ウズベキスタンを素材として」（名古屋大学、2012 年 9 月、博士（比較法学））。 

RASULOV, Muhammadjon「ウズベキスタン倒産法における否認権の行使に関する諸問題：

日本及びロシア倒産法制度との比較を中心に」（名古屋大学、2013 年 9 月、博士

（比較法学））。 

Jurabek, NEMATOV「ウズベキスタンにおける行政裁判制度の法的諸問題：旧ソ連におけ

る行政に対する司法審査との比較研究」（名古屋大学、2014 年 9 月、博士（比較法

学））。 

CHEA, Seavmey「不当労働行為救済制度のカンボジア・日本・アメリカ比較法研究：差別

的取扱判断基準を中心に」（名古屋大学、2017 年 9 月、博士（比較法学））。 

リム・リーホン「カンボジアにおける司法の独立とアカウンタビリティ：日・仏・英と

の比較を中心に」（名古屋大学、2018 年 5 月、博士（比較法学））。 

ガンホヤグ・ダワーニャム「環境汚染の局面における親会社責任の法律構成：モ米日法

比較考察を中心に」（名古屋大学、2019 年 3 月、博士（比較法学）） 

TRUONG, Thi Thu Hoai「ベトナムにおける提訴時効制度の目的と構造をめぐる法的課題

の検討：日欧越比較を通じて」（名古屋大学、2019 年 9 月、博士（比較法学）） 

（以上、<https://ci.nii.ac.jp/d/>より。） 

 

 

・。・。・。・。・。・。 奨学金について ・。・。・。・。・。・。  
 
 日本法教育研究センターの修了生のうち、日本国内に留学している者は、

日本政府（文部科学省）奨学金の他、次の民間の奨学金の枠を活用している。 
 
 ・じゅうろくアジア留学生奨学金 ....................... 各 4 人／年（2020-21 年度） 

 ・ロータリー米山記念奨学金 ............................... 各 2 人／年（2020-21 年度） 

 ・マブチ国際育英財団奨学金 ........................................ 3 人／年（2020 年度） 

 .................................................................................... 2 人／年（2021 年度） 

 ・Nagashima Ohno & Tsunematsu ベトナム留学生奨学金 ...............................  

 .............................................................................各 2 人／年（2020-21 年度） 
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⑶ 日本語能力試験合格者 

 日本語能力試験は、日本語を母語としない人の日本語能力を測定し認定することを目

的とする試験である。世界最大規模の日本語の試験であり、例年、第 1 回（7 月）・第 2 回

（12 月）の 2 回の試験が行われるが、コロナにより実施されなかった回が多くあった。

センターでは、日本語で日本法を学ぶために必要な能力の一つとして N1 または N2 の認

定を受けることを奨励している。 

表 2  N1・N2 認定者 

 ウズベキスタン モンゴル ベトナム 
（ハノイ） カンボジア 

2020 年第 1 回

試験（7 月） 
実施なし 実施なし 実施なし 実施なし 

2020 年第 2 回

試験（12 月） 
実施なし 実施なし N1 

N2  
0 人  

12 人  
実施なし 

2021 年第 1 回

試験（7 月） 
N1 
N2 

0 人  

1 人  
N1 
N2 

3 人 

9 人 
実施なし 実施なし 

2021 年第 2 回

試験（12 月） 
N1 
N2 

0 人  

0 人  
N1 
N2 

1 人 

7 人 
実施なし N1 

N2  
2 人  

2 人  

合格者数はセンター在籍者のみを対象にしており、修了者を含まない。 

表 3 参考：N1・N2 認定の目安および認定率等 

N1 幅広い場面で使われる日本語を理解することができる。 
読む  
・幅広い話題について書かれた新聞の論説、評論など、論理的にやや複雑な文章や抽象

度の高い文章などを読んで、文章の構成や内容を理解することができる。 
・さまざまな話題の内容に深みのある読み物ものを読んで、話の流れや詳細な表現意図

を理解することができる。 
聞く 
・幅広い場面において自然なスピードの、まとまりのある会話やニュース、講義を聞い

て、話の流れや内容、登場人物の関係や内容の論理構成などを詳細に理解したり、要

旨を把握したりすることができる。 
❖2019 年 7 月：受験者数 116,860 人、認定者数 34,235 人（認定率 29.3％） 
❖2019 年 12 月：受験者数 127,828 人、認定者数 39,312 人（認定率 30.8％） 

N2 日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある

程度理解することができる。 
読む 
・幅広い話題について書かれた新聞や雑誌の記事・解説、平易な評論など、論旨が明快

な文章を読んで文章の内容を理解することができる。 
・一般的な話題に関する読み物を読んで、話の流れや表現意図を理解することができる。 
聞く 
・ 日常的な場面に加えて幅広い場面で、自然に近いスピードの、まとまりのある会話

やニュースを聞いて、話の流れや内容、登場人物の関係を理解したり、要旨を把握
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したりすることができる。 
❖2019 年 7 月：受験者数 164,434 人、認定者数 59,160 人（認定率 36.0％） 
❖2019 年 12 月：受験者数 178,040 人、認定者数 63,810 人（認定率 35.8％） 

（日本語能力試験公式ウェブサイト［http://www.jlpt.jp/index.html］より） 

 

⑷ 受賞歴等 

● 日本語スピーチコンテスト等入賞者 

 各センターが位置する国・都市では、さまざまな主体により日本語によるスピーチコ

ンテスト、弁論大会等の企画が開催されており、センターの学生もこれらの企画に積極

的に参加している。 

（ウズベキスタン）  

❖第 28 回ウズベキスタン日本語弁論大会（ウズベキスタン日本語教師会

主催、2020 年 11 月 21 日） 

4 位 

特別賞 

❖第 30 回ウズベキスタン日本語弁論大会（ウズベキスタン日本語教師会

主催、2022 年 3 月 26 日） 
5 位 

（モンゴル）  

❖第 3 回世界の日本語学習者「日本語作文コンクール」（国際交流研究所主

催、2020 年 4 月 21 日） 
3 等賞 

❖留学生日本語弁論大会（世界女性平和連合主催、2020 年 7 月 11 日） 2 位 

❖第 4 回世界の日本語学習者「俳句コンテスト」（国際交流研究所主催、2021

年 4 月 27 日） 
努力賞 

❖第 1 回日本語読書感想文コンクール（小説・物語部門）（広島大学モンゴ

ル研究センター主催、2021 年 9 月 23 日） 

最優秀賞 

優秀賞 

❖大学対抗スピーチコンテスト（在モンゴル日本国大使館主催、2021 年

9 月 23 日） 
優勝 

（ベトナム（ハノイ））  

❖第 6 回法政大学日本語スピーチコンテスト（法政大学主催、2020 年 11 月 28

日） 
本選出場 

（カンボジア）  

❖第 23 回日本語スピーチコンテスト＜渡航経験なし部門＞（王立プノンペン

大学外国語学部日本語学科=カンボジア日本人材開発センター=在カンボジア

日本国大使館共催、2021 年 5 月 23 日） 

2 位 

3 位 
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● その他の入賞者 

（モンゴル）  

❖大学対抗交渉コンペティション第 19 回大会（インターカレッジ・ネゴシ

エーション・コンペティション運営委員会主催、2020 年 11 月 14 日・15

日） 

日本語部門

第 1 位 

総合 

特別賞 

 

⑸ 研究・広報活動（2020-2021 年度） 

以下では、①日本法教育研究センターの活動を紹介する論稿、②各センターの現・元教

員等の関係者が執筆したものであって、センターでの活動あるいはその位置する国の法

制度を考察の対象とする論稿、を紹介する。 

 

鮎京正訓「19 ベトナム社会主義共和国 解説 翻訳」鮎京正訓＝四本健二＝浅野宜之

編『新版 アジア憲法集』（東信堂、2021 年）1133-1167 頁。 

───「序論 法整備支援事とアジア諸国法研究」島田弦＝桑原尚子編『アジア法整備

支援叢書 多様な法世界における法整備支援』（旬報社、2021 年）3-15 頁。 

ISMATOV Aziz, 「ウズベキスタン 1992 年憲法制定過程における歴史的文脈の影響」

Nagoya University Asian Law Bulletin, Vol. 7（2022 年）23-46 頁。 

───“Uzbekistan and COVID-19: Governing Through Strong Executive Orders” in Jiyeon 

Choi (ed.) Legal Measures For Tackling Pandemic in Asia: Lessons Learned and the Way 

Forward, Korean Legal Research Institute & Asian Legal Information Network (2021) pp. 

649-682. 

───“Конституционные права человека в Узбекистане: позитивизм, традиционализм и 

осторожный разворот в сторону международно-правовых стандартов” 

Сравнительное Конституционное Обозрение, Vol. 141, Issue 2 (2021) pp. 94-130. 

───“The Introduction of Modern Constitutionalism in Central Asian Post-Socialist Context: 

The Case of Constitutional Debate and Development on Human Rights in Uzbekistan in 

the Twentieth and Early Twenty First Centuries” Nagoya University Asian Law Bulletin, 

Vol. 6 (2021) pp. 61-85. 

───“Do Hybrid Legal Systems Matter in Legal Transplantation Projects? Some Philosophical 

Aspects of Legal Aid in Uzbekistan as Provided by Foreign Donors”, Asian Journal of Law 

and Society, Vol 8, Issue 2 (2021) pp. 351-371. 

───  “The Social Justice and the Death Penalty within the Structures of the Socialist Legal Systems 
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in ASEAN: A case of Vietnam and Laos” in KLRI (ed.) Current Legal issues in Asian Countries 

(III) (2020) pp. 131-144. 

─── “Specifics of the Late Soviet Constitutional Supervision Debate: Lessons for Central 

Asian Constitutional Review?”, in Ismatov Aziz, Makino Emi (ed.) Emergence and 

Features of the Constitutional Review Bodies in Asia: A Comparative Analysis of 

Transitional Countries’ Development [CALE Discussion Paper No. 19], Nagoya University 

(2020) pp. 77-93. 

ISMATOV Aziz & MAKINO Emi, “Japan’s Legal Education Assistance in Asia: Building a Cohort 

of Jurists for Transition Reforms”, Asian Journal of Legal Education, Vol 8, Issue 1 (2021) 

pp. 19-33. 

傘谷祐之「4 カンボジア王国 解説（「複数政党制の自由民主主義体制」からの逸脱） 

翻訳」鮎京正訓＝四本健二＝浅野宜之編『新版 アジア憲法集』（東信堂、2021 年）

161-206 頁。 

───「外国法制・実務 植民地期カンボジアにおける法典編纂(3)」ICD news 86 号（2021

年）20-29 頁。 

───「シンポジウム 植民地期カンボジアにおけるフランス型司法制度の継受」アジア

法研究 13 号（2020 年）125-135 頁。 

───「外国法制・実務 植民地期カンボジアにおける法典編纂(2)」ICD news 84 号（2020

年）246-256 頁。 

リム・リーホン「カンボジアにおける諮問勧告高等評議会の意義と問題点」Nagoya 

University Asian Law Bulletin Vol. 7（2022 年）47-58 頁。 

牧野絵美「12 ミャンマー連邦共和国憲法 解説（「多民族国家と「連邦制」） 翻訳」

鮎京正訓＝四本健二＝浅野宜之編『新版 アジア憲法集』（東信堂、2021 年）627-

737 頁。 

───「国軍によるミャンマー政変と 2008 年憲法」法学セミナー66 巻 8 号（2021 年）

69-74 頁。 

───「日本の法整備支援と大学教育」島田弦・桑原尚子編『アジア法整備支援叢書 多

様な法世界における法整備支援』（旬報社、2021 年）275-299 頁。 

───「翻訳：ミャンマー連邦共和国緊急事態宣言（大統領府 2021 年命令第 1 号）」Nagoya 

University Asian Law Bulletin, Vol. 6（2021 年）121-124 頁。 

───「東南アジア諸国における新型コロナウィルス感染症への法的対応」法学セミナー

65 巻 12 号（2020 年）56-62 頁。 

PHAN Thi Lan Huong, “Public Participation in Decision–Making Towards Accountable and 

Transparent Governance in Vietnam” Jambe Law Journal, Vol 4 No 2 (2021), pp. 111-130. 

─── “Chapter 3, Access to Legal Information: A Case of Vietnam”, Keio Institution for Global 
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Law and Development, Promoting the Rule of Law in Asian Dynamics (2021) pp. 39 -58. 

─── “The changes of administrative law in Vietnam from central planned to the socialist-

oriented open market economy” Frontiers of Law, Political Science and Art, Vol. 9 Issue 3 

(2021) pp. 14-25. 

─── “Current Issues and Challenges for Legal Education in a Globalized Context: A Case 

Study from Hanoi Law University” Asian Journal of Legal Education, Vol 8, Issue 2 (2021) 

pp. 158-174. 

─── “Chapter 2: Introduction to Constitutional Law in Vietnam: Constitutional Explanation and 

Review”, Keio Institution for Global Law and Development, Comparative Legal Education 

from Asian Perspective (2020) pp. 19 -39. 

佐藤史人「20 ウズベキスタン共和国憲法 解説（「多民族国家と「連邦制」） 翻訳」

鮎京正訓＝四本健二＝浅野宜之編『新版 アジア憲法集』（東信堂、2021 年）1169-

1214 頁。 

横溝大＝ハキモフ・アハドジョン「アジアにおける私法統一―東南アジア及び中央アジ

アを中心に」論究ジュリスト No. 35（2020 年）219-224 頁。 
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日本法教育研究センター・コンソーシアム規約  
2017 年 5 月 22 日採択（発起人団体代表者会議） 

 

第１章 総則 

第１条（名称）本コンソーシアムは、「日本法教育研究セ

ンター・コンソーシアム」（略称「CJL コンソ」）と称

する。 

第２条（目的）本コンソーシアムは、法学の研究・教育

分野におけるアジアを舞台とした国際交流を促進する

ために、名古屋大学大学院法学研究科および同法政国

際教育協力研究センター（以下、CALE という）が運

営する日本法教育研究センターの事業に参画すること

を目的とする。 

２ 本コンソーシアムは、名古屋大学大学院法学研究科

が定める「日本法教育研究センター・ミッションポリ

シー」（別添）を承認する。名古屋大学大学院法学研

究科は、同ミッションポリシーを修正する場合には、

本コンソーシアムと十分な協議を尽くさなければな

らない。 

３ 本コンソーシアムは、前項にいうミッションポリシー

に基づく日本法教育研究センターの事業に貢献する。 

第３条（事業）本コンソーシアムは、次の事業を行う。 

①日本法教育研究センターの運営方針についての、名

古屋大学大学院法学研究科および CALE との協議 

②日本法教育研究センターおよびそのネットワークを

利用した教育（学生募集を含む）・研究事業の調整 

③日本法教育研究センターの経験を生かした、アジア

諸国における日本法の教育方法（教材を含む）開発 

④その他本コンソーシアムの目的に合致する教育・研

究支援関連事業 

第２章 構成員およびオブザーバー 

第４条（構成員）本コンソーシアムの目的に賛同し、規

約を承認する団体および個人は、 理事会および総会の

承認を得て、次の各号のカテゴリー別に、本コンソー

シアムの構成員となることができる。 

①団体正会員：日本国内の大学の部局、ただし、理事

会の提案により総会が承認することを条件として、

大学の規模その他の事情により、大学を単位とする

加入を妨げない。 

②個人正会員：日本法教育研究センターの活動に専門

的関心を有する研究者・実務家 

③協賛会員：日本法教育研究センターの活動を支援し

ようとする団体（①を除き、法人格の有無にかかわ

らない）および個人（①の構成員および②を除く） 

２ 団体正会員（その個人構成員を含む）および個人正

会員は、日本法教育研究センターのミッションポリ

シーに従い、かつその健全な運営を害しない限りで、

日本法教育研究センターの施設やサービスを優先的に

利用することができる。 

３ 団体正会員は、本コンソーシアムにおいて、すべて

平等に取り扱われる。本コンソーシアムは、団体正会

員の個人構成員と、個人正会員との平等な取扱いを確

保するよう努める。本項の規定は、本規約で定める年

会費および年会費額に応じた総会での票数の規定の適

用を妨げない。 

４ １項各号の構成員は、本規約に定める年会費を納入

しなければならない。 

第５条（オブザーバー団体）理事会は、国または地方公

共団体の機関のように、その性格により団体正会員ま

たは団体協賛会員となることが適切でない団体を、本

コンソーシアムに対する恒常的な助言を求めるため、

オブザーバー団体となるよう招請することができる。 

２ 前項の招請を受けた団体は、その受諾によりオブ

ザーバー団体となる。 
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第６条（脱退）本コンソーシアムの構成員は、事務局に

その旨を通知することにより、本コンソーシアムから

脱退することができる。ただし、脱退通知の到達日の

属する会計年度の年会費は支払わなければならない。 

第３章 役員および機関 

第７条（役員・顧問）本コンソーシアムに、次の役員を

おき、団体正会員の個人構成員および個人正会員のな

かから、総会において選任する。 

①会長： １名（本コンソーシアムを代表する） 

②事務局長： １名（本コンソーシアムの事務を統括す

る） 

③理事： ５名程度 

④監事： ２名（本コンソーシアムの財産および

業務の執行を監査する） 

２ 前項の役員の任期は、選任された定期総会から次年

度の定期総会までとする。役員が任期途中で辞任また

は資格を喪失したときは、当該役員の所属する団体正

会員は、後任者を指名することができる。その者は、

理事会の承認を条件として、残任期間、当該役員の役

職を務めるものとする。 

３ 本コンソーシアムに若干名の顧問をおくことができ

る。顧問は、団体正会員の個人構成員または個人正会

員から、理事会の推薦に基づき、総会において選任さ

れる。 

第８条（総会の構成・議決）本コンソーシアムの意思決

定機関として、総会をおく。総会は、少なくとも年１

回開催される。総会においては、団体正会員および団

体協賛会員は、 それぞれが指定する代表者により代表

される。 

２ 総会は、次の各号の要件のいずれをも満たすことで

成立する。出席には委任状によるものも含む。 

 ①団体正会員の過半数が出席すること 

 ②合計して、総会における票数の半数を超える団体

正会員および個人正会員が出席すること 

３ 協賛会員は、総会に出席し、発言することができる

が、議決権を有しない。 

４ 議決にあたっては、可能な限り広範な合意を確保す

るよう協議を尽くしたのちにのみ票決に付すことがで

きる。 

５ 票決の場合には、次の各号のいずれをも満たすこと

により、総会の議決として成立する。 

①出席団体正会員の総票数の過半数の賛成 

②出席正会員の総票数の過半数の賛成 

６ 第 14 条４項の規定の適用を害することなく、団体正

会員は、総会の議決に際して、各６票を行使すること

ができる。個人正会員は、各１票を行使することがで

きる。 

第９条（総会の権限）次の各号については、総会の議決

を要する。 

①本規約の採択および改正 

②入会の承認。ただし、理事会による承認をもって直

ちに構成員としての地位が発生し、総会の承認が得

られない場合には、遡及的に入会が取り消されるも

のとする。 

③役員・顧問の選任 

④活動方針の決定 

⑤予算および決算の承認 

⑥本コンソーシアムの解散 

⑦その他本規約により総会の議決事項とされている事項 

第 10 条（理事会）本コンソーシアムの会務執行機関とし

て理事会をおき、会長、事務局長、理事により構成す

る。監事は理事会に陪席することができる。 

第 11 条（専門作業部会）理事会は、本コンソーシアムの

専門的事業のために、専門作業部会を設けることがで

きる。 

第 12 条（事務局）本コンソーシアムの事務局を、CALE

におく。事務局は、理事会および監事の監督の下、事

務局長の責任において日常的な会務の調整を行う。 
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第４章 財政 

第 13 条（財政の原則）本コンソーシアムの財政は、会費、

寄付金、補助金その他の本コンソーシアムの目的に合

致する収入でまかなう。 

２ 本コンソーシアムの会計年度は、毎年 4 月 1 日には

じまり、翌年 3 月 31 日に終わる。 

第 14 条（年会費）本コンソーシアムの年会費を次の各号

のように定める。 

①団体正会員 3 万円 

②個人正会員 5,000 円 

③協賛会員 団体 1 口 3 万円、個人 1 口 1,000 円 

２ 前項①号の規定にかかわらず、一つの大学で複数の

部局が団体正会員となっている場合は、それらの団体

正会員の年会費を、大学単位で 3 万円を限度として、

減額することができる。 

３ 前項の規定の適用および減額された年会費の決定は、

理事会の提案に基づき、総会の議決による。 

４ 前２項の規定により、3 万円未満の年会費が定めら

れた団体正会員は、総会においてその年会費額 5,000 

円ごとに 1 票を有するものとする。 

第 15 条（正会員会費の使途の限定）本コンソーシアムの

団体正会員および個人正会員の年会費収入は、日本法

教育研究センターのランニングコスト（特任教員の人

件費を含む）に支出してはならない。 

第５章 雑則 

第 16 条（最初の事業年度）本コンソーシアムの最初の事

業年度を、2017 年 4 月 1 日からはじまる 1 年と定める。 

第 17 条（効力発生）本規約は、第 1 回総会における採択

によって、遡って効力を発生する。 

第 18 条（経過規定）第 1 回総会において役員が選出され

るまでの間、本コンソーシアムの発起人団体の代表で

構成する会議体が、本規約の規定に従って理事会の職

務を遂行する。 

 

 

 

（別添）日本法教育研究センター・ミッションポリシー 

 発展途上国ないし体制移行を経験した国である母国の法の現状・構造的問題を理解し、 

母国の法制度について基礎的な知識を持ちながらも、それに対して批判的な問題意識を持

つことを通じて、母国に必要とされる法改革に貢献でき、かつ、日本との懸け橋となるよ

うな人材を育成し、そのための教育研究上の協力関係を発展させる。 
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団体協賛会員 
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