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司法制度改革と千葉大学法科大学院の誕生

21世紀を迎え、わが国はいわゆる事前規制か

ら事後チェックによる透明性の高いルールが必

要とされ、法曹養成教育の改革も司法制度改革

の1つとして位置づけられた。法曹に必要な資質

として、豊かな人間性や感受性、幅広い教養と

専門的な法律知識、柔軟な思考に加えて人権感

覚等が挙げられるが、本学もこのような資質を

備えた法曹を養成する機関として法科大学院の

設置に着手した。

もっとも、すでに本学は社会科学系の部局と

して法経学部と大学院社会科学研究科を設置

し、優れた人材を輩出してきたことから、当然、

法曹養成の一端を担うことが期待され、2004年

4月、社会科学研究科を基礎に、専門法務研究科

（法科大学院）が誕生した。

「生きている一人ひとりのために」生活者の視

点を忘れない法曹人材の養成

千葉大学法科大学院は、都内の大規模ロース

クールとは異なり、千葉県という東京圏にありな

Legal System Reform and the Birth of Chiba Law School 

As� we� enter� the� 21st� century,� Japan� requires� highly� trans-

parent�rules�based�on�post-checks�rather�than�pre-regulations��

Qualities�required�for�the�legal�profession�include�rich�human-

ity�and�sensitivity,�wide-ranging�education�and�specialized�le-

gal�knowledge,�flexible� thinking,�as�well�as�a�sense�of�human�

rights��The�establishment�of�the�law�school�system�was�started�

as�an�institution�to�train�legal�professionals�with�the�necessary�

qualities�

Chiba�University�has�already�established�the�Graduate�School�

of�Social�Sciences,�and�has�produced�excellent�human�resourc-

es�� Thus,� in� April� 2004,� the� “Senmon-houm� kenkyu-ka”� (Law�

School)�was�established�based�on�the�Graduate�School�of�Social�

Sciences�

Cultivating human resources in the legal profession who never 

forget the viewpoint of the people, “for each living individual”

Unlike�large-scale�law�schools�in�Tokyo,�Chiba�Law�School�is�

located� in� Chiba� Prefecture,� the� Tokyo�metropolitan� area�� Its�

goal�is�to�cultivate�legal�professionals�who�are�considerate�of�the�

socially�vulnerable,�and�the�phrase�“for�every�living�person”�is�

used�to�express�this�simply��Today,�this�slogan�has�become�es-

tablished�as�the�educational�philosophy�of�the�law�school,�and�is�

also�adopted�in�curriculum�policy��As�a�small�law�school,�we�are�

working�to�develop�capable�legal�professionals�

Chiba Law School and Social Responsibility

From�2006�to�2022,�Chiba�Law�School�produced�329�successful�

candidates�for�the�bar�examination��Considering�Chiba�Univer-

sity’s�75-year�history,�this�is�just�19�years,�but�during�that�time,�

graduates�of�this�law�school�have�gained�specialized�legal�knowl-

専門法務研究科の看板　
Law�School�signboard

大学院専門法務研究科
LAW SCHOOL
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林陽一先生の最終講義
Professor�Yoichi�Hayashi’s�final�lecture

24時間利用可能な院生自習室
Graduate�student�study�room�available�24�hours�a�day

司法研修所の研修室を模した講義室
Lecture�room�modeled�after�the�Legal�Training�and�Research�Institute

edge�as�lawyers,�prosecutors,�and�judges�all�over�the�

country,�as�well�as�in�public�offices�and�companies��

Looking� at� their� activities,� it� is� clear� how� this� law�

school�has�sent�out�promising�human�resources�and�

contributed�to�society�

In� 2021,� the� reform�of� the� legal� training� system�

introduced�the�so-called�“hoso”�course�system,�and�

the� law� school� also� decided� to� accept� graduates� of�

specific�universities�� In�addition,� in�2023,�a�system�

that� allowed� students� to� take� exams� while� still� in�

school�began�

The� road� ahead� for� law� school� accreditation� is�

daunting,�but�society�is�becoming�more�diverse�and�

complex,� and� while� the� need� for� the� law� may� in-

crease,�it�is�unlikely�ever�to�decrease��In�this�period�

of�change,�it�is�the�mission�and�responsibility�of�this�

law�school�to�continue�to�make�unremitting�efforts�

as�a�legal�training�institution�

がら、地域に根差した法科大学院として少人数による法曹養

成教育に力を注いでいる。また、社会的弱者に寄り添う心あ

る法曹の養成を目標に掲げ、これを端的に示す言葉として「

生きている一人ひとりのために」ということもある。現在、この

標語は、本研究科の教育理念として定着し、カリキュラムポリ

シー等にも採用しており、入学者定員40名の小規模ロースク

ールとして有為な法曹人材の育成に取り組んでいる。

千葉大学法科大学院と社会的責任

本研究科は、2006年から2022年までに329名の司法試験

合格者を輩出してきた。千葉大学75年の歴史から見ればわ

ずか19年間の歩みだが、この間に本研究科の修了生は、全

国各地で弁護士・検察官・裁判官として、あるいは官公庁や

企業で専門的な法的知見を有する者として活躍している。彼

らの活躍を見れば、本研究科がいかに有為な人材を送り出

し、社会に貢献してきたか明らかである。

2021年には法曹養成制度改革によって、いわゆる法曹

コース制度が導入され、本学法政経学部、鹿児島大学法文

学部、及び明治学院大学法学部の法曹コース出身者を受け

入れる体制が整えられた。また、2023年には、在学中受験制

度が始まった。

法科大学院制度の前途は多難であるが、社会は多様化複

雑化しており、今後も法的ニーズが増えることはあっても減る

ことはない。今ほど本研究科が目標とする心ある法曹が必

要とされる時代はないといってよい。このような変革期にあっ

て、法曹養成機関としてたゆまぬ努力を続けていくことが本

研究科に課せられた使命であり責務である。




