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「
あ
な
た
の
熱
意
に
応
え
よ
う
」―
。『
惜

別
の
歌
』
の
作
曲
者
、
藤
江
英
輔
さ
ん
は
、

私
が
突
然
申
し
出
た
中
央
大
学
で
の
講
演

依
頼
に
、
最
後
に
こ
う
言
っ
て
応
じ
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。

　

こ
と
し
５
月
、
私
は
千
葉
県
流
山
市
で

藤
江
さ
ん
の
『
惜
別
の
歌
』
の
講
演
を
聞
き
、

即
座
に
、
現
役
中
大
生
の
前
で
お
話
し
て

欲
し
い
と
、
厚
か
ま
し
く
も
講
演
の
お
願

い
を
申
し
出
た
の
で
し
た
。

　

し
か
し
、
藤
江
さ
ん
の
返
事
は
「
ノ
ー
」

で
し
た
。「
僕
は
き
ょ
う
を
最
後
の
講
演
に

す
る
つ
も
り
で
す
」
と
。
ご
高
齢
で
も
あ
り
、

健
康
を
気
遣
う
が
故
で
し
た
。
全
国
各
地

で
講
演
さ
れ
て
き
た
藤
江
さ
ん
は
、
そ
の

日
初
め
て
お
嬢
さ
ん
を
介
添
え
に
伴
わ
れ

て
い
ま
し
た
。

　

で
も
、
私
は
こ
の
機
は
逃
せ
ら
れ
な
い
と

学生記者が取材・編集する大学広報誌

思
い
ま
し
た
。
卒
業
式
で
歌
う『
惜
別
の
歌
』

を
大
半
の
中
大
生
が
知
り
ま
せ
ん
。
そ
の

生
い
立
ち
を
藤
江
さ
ん
ご
自
身
に
お
話
し

い
た
だ
き
、
次
代
に
継
承
し
た
い
と
、
二

度
三
度
お
願
い
し
た
の
で
す
。

　

後
日
、
藤
江
さ
ん
は
「
あ
な
た
の
気
持

ち
が
嬉
し
か
っ
た
か
ら
、
受
け
た
」
と
言
っ

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
藤
江
さ
ん
の
懐
（
ふ

と
こ
ろ
）
の
大
き
さ
を
感
じ
た
次
第
で
す
。

　

ま
た
藤
江
さ
ん
の
〝
前
座
〞
を
快
諾
し

て
く
だ
さ
っ
た
門
田
隆
将
さ
ん
は
、
講
演

で
「
き
ょ
う
は
、（
忙
し
い
中
）
す
べ
て
を

投
げ
打
っ
て
、
は
せ
参
じ
ま
し
た
」
と
語

ら
れ
ま
し
た
。
大
先
輩
で
あ
る
藤
江
さ
ん

に
対
す
る
敬
愛
の
気
持
ち
が
、
そ
う
さ
せ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

お
二
人
に
共
通
す
る「
熱
い
心
」は
、母
校

愛
に
根
差
し
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。こ
れ
ぞ
中
央
大
学
が
引
き
継
い
で
き

た「
魂
」で
す
。 

（
編
集
長　

伊
藤
博
）
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歴史で辿る中央大学歴史で辿る中央大学歴史で辿る中央大学
　今年125周年を迎える中央大学。125周年の歴史の中には、様々なエピソードが存在します。中央大学創
立125周年記念サイトでは、「歴史で辿る中央大学」として、本学の歴史にまつわるエピソードを紹介して
います。今まで知らなかった中央大学の新たな一面を発見してみてはいかがでしょうか？

　125周年記念サイトではこの他に、「わたしと中央大学」というコンテンツで、各界で活躍中の本学にゆ
かりのある方のエピソード紹介や皆さんからのエピソード投稿も受け付けています。ぜひ、皆さんのとっ
てきおきのエピソードを投稿してみてください。

中央大学創立125周年記念サイト　http://chuo125.jp

中大ヒス
トリー

［ Campus ］ 東京神田に英吉利法律学校開講
1885

“明治18”

Time Machine Topics    ［大阪事件〈過激な自由民権運動〉］
朝鮮の改革派、金玉均らを支援して政変を起こし、国内改革に結び付けようとした過激な自由民権運動。
爆弾の製造や資金集めの強盗も行った。

開講当時の錦町と、新校舎

英米法を基にする法体系構築をめざし、増島六一郎らにより英吉利法
律学校が開校した。校舎は東京府神田錦町。旧旗本屋敷を東京英語学
校と共用し、和室を洋風に改造して教室にした。ここに中央大学の第
一歩が踏み出された。同年、通信教育（校外生制度）もスタートする。
1887年には煉瓦造りルネッサンス式の新校舎の一部が竣工。学生数
は急激に増え同年10月には665名となる。設立の背景には法整備の急
務があった。当時日本には民法がなく、欧米列強はその未整備により
治外法権の撤廃に応じなかった。そのため官学2校※1と共に私学の法律
学校※2も創立され、法整備と法曹の育成が図られようとした。

イギリス

※１：司法省法学校及び帝国大学
※２：五大法律学校〈英米法系〉英吉利法律学校・東京専門学校（早大）・〈仏法系〉東京法学校（法政大）・専修学校・明治法律学校（明大）




