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［基本情報］ 

○申請者 

採 択 年 度：平成 30 年度 

部 局 名 等：法学研究科 

職 名：准教授 

氏 名：近藤 圭介 

研究課題名：グローバル・リーガル・プルーラリズムの理論的基礎の研究 

 

○渡航先 

国 名：イタリア共和国 

研究機関名：サンタンナ大学院 

研究室名等：［研究室名］社会科学部法学専攻 

       ［職名等・氏名］ジャンルイジ・パロンベッラ教授 

渡 航 期 間：平成 30 年 9 月 1日～平成 30 年 11 月 9 日 

    平成 30 年 11 月 17 日〜令和元年 8月 31 日（358 日） 

 

 

○渡航期間中の出張 

出 張 先：ストックホルム大学 

目 的：ストックホルム大学法学部主催のセミナーに参加し、上記課題と関連する内容の

報告を行なった 

期 間：平成 30 年 3 月 18 日〜20 日 

 

出 張 先：ベルリン社会科学研究センター・ルーヴァン大学 

目 的：ベルリン社会科学研究センター、及びルーヴァン大学グローバル・ガヴァナンス

研究センター主催のワークショップに参加し、上記課題と関連する内容の報告を行なった 

期 間：令和元年 6月 10 日〜15 日 

 

出 張 先：ルツェルン大学 

目 的：ルツェルン大学を開催担当校とする世界法哲学社会哲学学会連合の学術世界大会

に参加し、上記課題と関連するワークショップを主催するとともに、報告を行なった 

期 間：令和元年 7月 7日〜13 日 
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［成果］ 

○プロジェクトの成果及び今後の展開 

・研究概要 

  本研究は、近時のグローバル化に伴って形成された複雑な法現象の実態をより正確に把

握し、望ましい実践のあり方を模索する、「グローバル・リーガル・プルーラリズム（Global 

Legal Pluralism）」と称される一連の議論に着目し、その理論的な基礎を明らかにすること、

そして、とりわけ複数の衝突する内容をもつ法的な規律が同一の名宛人に直接向けられると

いう問題にとりわけ焦点を当てて検討を加えることを通じて、そこに新しい観点を加えるこ

とを試みるものである。 

 申請者は、2018 年 9 月 1 日から 2019 年 8 月 31 日までの一年間、本研究との関連で非常に

興味深い取り組みを行っているイタリア共和国ピサ市に所在するサンタンナ大学院のジャン

ルイジ・パロンベッラ教授の下に客員研究員として滞在し、その協力を仰ぎつつ研究課題に

取り組んだ。 

 パロンベッラ教授は、「インターリーガリティ（interlegality）」という着想を提示してい

る。そして、この着想が、基本的にはグローバル・リーガル・プルーラリズムとは異なるも

のであるとする。非常に大雑把に要約すれば、両者ともに、国内法と国際法という伝統的な

二元分断法、いわゆる「ウェストファリア的」アプローチを退けるという点では共通してい

るものの、後者が、一般的に理解される如く、複数の法体系が共存しているというマクロな

状態を視野に収める議論であるのに対して、前者は個別的な状況における複数の法的な規律

の交錯というミクロな場面に着目する探求であるという点において、対抗的なものであると

理解されるのである。 

 申請者は、このインターリーガリティという構想を踏まえ、グローバル・リーガル・プル

ーラリズムの理論的基礎の探求という本研究との関係で、以下のような考えを持つに至った。

すなわち、インターリーガリティは、決してグローバル・リーガル・プルーラリズムに対抗

するものではなく、両者はあくまでもグローバル化により形成された法をめぐる同一の現象

の異なる側面に光を当てているに過ぎず、この意味で補完的である。むしろ、特定の法体系

に固執することなく、複数の法体系を広く見渡せるような「視点」を設定するというところ

にこそ、この両者に共通してみられる理論的な基礎が見出されるものとして、重要な意義を

認めるべきである。 

 このような理論的基礎をめぐる理解、さらには二つの構想の補完的な理解は、複数の衝突

する内容をもつ法的な規律が同一の名宛人に直接向けられるという問題に対して、次のよう

な対策を提案することになつながるものと思われる。すなわち、この問題に直面する個々の

裁判官は、自らの属する法体系に含まれる規範のみに限らず、他の法体系から与えられる関

連する規範もまた考慮に入れる（それがどのような様態を取るべきかについては複数の可能

性を考えることが可能であり、より細やかな検討を要する）ことが可能な視点から法的な判

断を下すべきである、というものである。 
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・国際共同研究の立上げ・ネットワークの構築 

 申請者が滞在したサンタンナ大学院では、本研究のような「グローバル化と法」をめぐり

理論的関心を持つ研究者はそれほど多くはなかったものの、関心を共有する数少ない研究者

であったパロンベッラ教授、そして大学院生のガブリエル・エンシナス氏とは綿密な連携を

取り、セミナーや読書会を組織するなどを通じて、今後の共同研究の基盤を構築することを

試みた。 

 加えて、さらに研究ネットワークを拡張すべく、申請者を含む 3 名が共同責任者となり、

2019 年 7 月にスイス・ルツェルン市で開催された世界法哲学社会哲学学会連合の学術世界大

会にて特別ワークショップ「法哲学の課題としてのグローバル化？（Globalization as a 

Challenge to Legal Philosophy?）」を組織し、世界中から応募のあった 10 名の研究者とともに

二日間に渡って議論を行った。なお、このワークショップで知り合った研究者とは、今後も

継続的に意見交換を行うことを計画している。 

 ・国際共著論文の投稿・発表等の状況、国際学会等での発表状況［予定を含む］ 

 上述の通り、世界法哲学社会哲学学会連合の学術世界大会にて特別ワークショップを組織

し、研究報告を行った。加えて、サンタンナ大学院で開催されたものも含め、幾つかのワー

クショップ・シンポジウムにて研究報告の機会があった。論文投稿については、これらの機

会で報告した内容をブラッシュアップした後に行う予定である。 

 研究報告 

・ Keisuke KONDO, ‘Comments on Kochenov, Arcari and Tega’s Papers’ at Workshop: 

Rethinking Rights in Time of Crisis, 9th November 2018, The Sant’Anna School of Advanced 

Studies, Pisa, Italy. 

・ Keisuke KONDO, ‘Standing on the Shoulders of Giants: Kelsen, Hart and Global Legal 

Pluralism’ at Advanced Seminar of Jurisprudence, 19 March 2019, Stockholm University, 

Stockholm, Sweden. 

・ Keisuke KONDO, ‘Global Constitutionalism’s Two Battlefronts: Concerning the Problems of 

its Effectiveness and Normativity’ at Book Launch: Global Constitutionalism from European 

and East Asian Perspective, 12 June 2019, Berlin Social Science Center, Berlin, Germany. 

・ Keisuke KONDO, ‘Global Constitutionalism’s Two Battlefronts: Concerning the Problems of 

its Effectiveness and Normativity’ at Symposium: ‘Global Constitutionalism: Current and 

Future Research Agenda’, 14 June 2019, Catholic University Leuven, Leuven, Belgium. 

・ Keisuke KONDO, ‘MacCormick’s Legal Reasoning and Legal Theory Reformulated -- Toward 

a Pluralist Concept of Law’ at 29th World Congress of the International Association for 

Philosophy of Law & Social Philosophy, 7 July 2019, University of Lucerne, Lucerne, 

Switzerland. 
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・在外研究経験によって習得した能力等 

 在外研究期間中に、バックグラウンドの異なる様々な研究者とチームを構成し、世界的な

学術大会の場においてワークショップを組織・運営するために必要となる一連のコミュニケ

ーション・スキルを習得することに成功した。 

 加えて、パロンベッラ教授の授業に参加し、バックグラウンドの異なる様々な学生が受講

するなかで、アクティブ・ラーニングを伴う双方向型の授業を円滑かつ生産的に行うために

必要となる一連のティーチング・スキルを習得するように努めた。 

・在外研究経験を活かした今後の展開 

 在外研究期間中に得られた知見の一部は、2019 年 11 月に刊行予定の『法哲学年報』にお

ける拙稿「法多元主義における法的推論の問題 --「関係性」を視野に収めた理論をめぐる試

論」において公表予定である。さらに、その内容を修正・発展させた内容についての英語論

文を執筆し、投稿することを計画している。 

 加えて、ルツェルンでの世界法哲学社会哲学学会連合の学術世界大会でワークショップを

通じて形成された「グローバル化と法」をめぐる研究ネットワークを発展させる形で、次回

のブカレストで開催される学術世界大会でもワークショップを開催し、より具体的な形での

共同研究へと昇華させることを計画している。 
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英文成果報告書 

 
○申請者情報 

部 局 名：Graduate School of Law 

職 名：Associate Professor 

氏 名：Keisuke Kondo 

研 究課題 名：An Inquiry into the Foundations of Global Legal Pluralism 

渡 航 期 間：01/09/2018-09/11/2018, 17/11/2018-31/08/2019 

 

○渡航先情報 

国 名：Italy 

研 究機関 名：Sant’Anna School of Advanced Studies 

研 究室名 等：Institute of Law, Politics and Development 

受入研究者名：Prof. Gianluigi Palombella 

 

○渡航報告 

 My proposed research under the John Mung Program is to examine the doctrine of so-called 

‘global legal pluralism’ from a theoretical perspective. It has been so common to acknowledge that 

globalization has rendered inappropriate the traditional ‘Westphalian’ model of the legal structure for 

both descriptive and constructive purposes. Thus, legal scholars have been searching for the more 

fitting and attractive ones, and global legal pluralism is currently thought as one of the most promising 

alternatives. The project attempts to develop a new theoretical expression for this model, and elaborate 

its further implications. 

 The Sant’Anna School of Advanced Studies is the suitable institution to carry out this 

research project. Gianluigi Palombella, Professor of Applied Legal Theory at Sant’Anna, has recently 

elaborated his notable concept of ‘inter-legality’ as a way of developing the theoretical model of 

global legal pluralism. Roughly put, it seeks to escape from the traditional, the so-called 

‘system-based’ understanding of legality, and formulate its holistic vision that appreciates the 

complex intersection of, and sometimes the conflict between multiple laws, especially by focusing on 

particular cases. This concept gives me a new perspective on how to theoretically extend global legal 

pluralism. 

 During my stay at Sant’Anna, I had a lot of chances to learn and think about this interesting 

idea. Besides daily casual conversations with Prof 

Palombella, I was permitted to attend his seminar on 

inter-legality for PhD students, where I could read 

many unpublished articles about this issue, all of 

which has recently been published in The Challenge 

of Inter-Legality (CUP 2019) edited by him and Jan 

Klabbers. Moreover, I was appointed as one of 

discussants in the workshop held at Sant’Anna, titled 
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‘Rethinking Rights in Times of Crisis’ (09 November 2018), where a couple of papers about 

inter-legality were read and discussed.  

 Furthermore, I had several opportunities to present my thoughts about global legal pluralism 

after learning the idea of inter-legality. First, I was invited by Prof Mauro Zamboni at Stockholm 

University to its advanced seminar of 

jurisprudence (19 March 2019). On this occasion, 

I read a paper ‘Standing on the Shoulders of 

Giants: Kelsen, Hart and Global Legal Pluralism’, 

in which I attempted to bridge two seemingly 

opposing ways of comprehending legality 

mentioned above; the traditional system-based 

one (represented by Hart), and the more holistic 

one (represented by Kelsen), which comes close to the idea of inter-legality. 

 Secondly, I attended the book launches of Global Constitutionalism from European and East 

Asian Perspective (CUP 2018) edited by Takao Suami et 

al, held at Berlin Social Science Center and the Catholic 

University of Leuven (12 & 14 June 2019). On this 

occasion, I read a comment ‘Global Constitutionalism’s 

two battlefronts: Concerning the problems of its 

effectiveness and normativity’, in which I sought to 

articulate two possible types of counterclaim against 

global constitutionalism that exist behind the plurality of 

law, and demonstrate how it gets involved in troubles 

when addressing these claims within its framework. 

 Thirdly, with Gabriel Alejandro Encinas Duarte, PhD student at Sant’Anna, I organized a 

special workshop titled ‘Globalization as a Challenge to Legal Philosophy?’ at the 27th IVR World 

Congress held at the University of Lucerne (7-12 July 2019). 

On this occasion, I read a paper ‘MacCormick's Legal 

Reasoning and Legal Theory Reformulated: Towards a 

Pluralist Concept of Law’, where, employing MacCormick, I 

tried to develop a theory that paves the way through which a 

system-relative viewpoint, especially that of judges in each 

system, comes to acquire the holistic perspective on legality 

through the process of legal reasoning. 

 For the elaboration of my ideas and arguments on these occasions, I owe Prof Palombella’s 

help, directly or indirectly. Thanks to his stimulating discussion, I was able to extend my research 

project on global legal pluralism in an interesting direction. And, without his generosity, I could not 
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have conducted my research so smoothly and comfortably during the period of the leave of absence 

from my department. I would like to express my special gratitude to Prof Palombella.  

 My sincere gratitude also goes to the Sant’Anna 

School of Advanced Studies, in which I was accepted as a 

visiting scholar. Sant’Anna is one of the most prestigious 

research universities in Italy, and moreover, worldly 

famous for the research on advanced issues in various 

areas including law. The school is small and cozy, its 

academic and administrative staffs are frank and friendly, 

and its PhD students are international and brilliant. I thus 

recommend students at Kyoto University to study at Sant’Anna to widen their perspectives and form 

relationships with people from other countries. 

 Lastly, I want to give a brief mention to the city of Pisa, at the center of which Sant’Anna is 

located. As a historic city that possesses a lot of culturally 

important heritages such as the famous ‘leaning tower’, 

Pisa attracts many tourists from all over the world. At the 

same time, Pisa has its face of academic city that consists 

of three important institutions; the university of Pisa, the 

Scuola Normale Superiore, and Sant’Anna. When taking 

the reasonableness of living expenses into consideration 

together, I believe Pisa is a good place for academic staffs 

at Kyoto University to stay in their period of leave of 

absence.  

  

  


