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コロナウイルス災禍後 ―図書館のあり方と、読書のススメ―

商学部長  伊藤  祐 

新型コロナウイルス災禍は全国の図書館利用者に大きな影響を及ぼしました。御井図書館も 4 月 14 日から 5

月 17 日にわたって休館し、再開後もサービスの一部を制限しています。大学の講義では、オンデマンド型 WEB 授

業が 4 月 24 日からスタートし、通常授業への本格的な復帰の道筋は本稿執筆時点では見えていません。受講に

関連して図書館を利用する場合も、「新しい利用様式」が求められることになり、図書館の提供すべきサービスも変

化していくことでしょう。 

世の中で進む書籍や雑誌、新聞等の電子化に対応し、御井図書館でも、すでに多くの電子サービスが利用可能

です。今後は在宅学習に対応できるよう、電子化された書籍や雑誌だけでなく、ニュース検索ツールや各種データベ

ースツールについても、厳密なパスワード管理のもと学外からのアクセス可能性を検討していく必要があります。 

近年、シェアリングエコノミー（共有経済）という概念が注目されています。もともと図書館はシェアリングエコノミーの

性格を持っています。また、類似の性格を持つサブスクリプション・ビジネス（会員制の定額サービス）も近年急速に

成長しています。今後の図書館は、新しい他のサービスと競争するというより、協力していくことで社会的役割を果たし

ていくことになるでしょう。例えば廉価な読み放題サービスに収録されている書籍は、図書館が自ら収蔵して貸出をし

なくても、利用者にそのサービスを紹介することで事足ります。 

最後に、時勢的に就職活動やインターンシップの機会が縮小しているなか、企業研究をしたい学生のみなさんに次

のアドバイスを贈ります。今だからこそ「お仕事小説」と呼ばれるジャンルの作品を読んでみてください。昔は「企業小説」

「経済小説」と呼ばれ、かなり固いイメージの作品が多かったのですが、最近の作品では、主人公が欠点も多い「普

通の人」で、周りにも助けられて仕事上の予期せぬ困難を乗り越えていくシーンがいきいきと描写されています。たくさ

んの新しい職種がテーマに取り上げられるようになりました。青木祐子、朱野帰子など、TV ドラマ化された作品の原

作は、きっと皆さんの職業観を刺激するものと思います。もう一つのおススメ分野が、「経営者の自伝」です。ビジネス

の世界は、綺麗ごとだけはありません。教科書に書けないような業界独自の好ましくない慣行への挑戦など、経営者

でなければ書けない内容が多く書かれています。日本経済新聞に連載されている『私の履歴書』シリーズが書籍化さ

れているので、ぜひ、興味のある作品を見つけて、皆さんの人生の指針にしていただければ幸いです。 
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本と図書館の意味について 

                                      

法学部 1 年 森永 聡  

 

私は「図書館戦争」（原作有川浩）という映画を見て、図書館の在り方を考えたことがある。 

大まかなあらすじは、政府主体の検閲を行う組織と、それに対抗する図書館の戦いを描いたフィクションものである。

この中で「図書館の自由に関する宣言」という言葉が印象に残り、調べてみると実在していることを知った。この宣言は

日本国憲法 21 条を根拠にしている。もし仮に、図書館が使えなくなる又は検閲されると、私たちは、今まで過去の

人が培ってきた歴史や文献に触れなくなるというだけでなく、知る権利や表現の自由が奪われることを意味する。こうな

ると誤った思考を植え付けられる可能性が大きくあり、非常に危険である。本や図書館は調べるだけでなく、様々な

思考や情報を与えてくれるものであり非常に大切な存在だと思う。 

本を、内容にとらわれることなく検閲なしで自由に読めるというのは、日本国憲法で認められている、知る権利のよ

うな権利を持った国でしか行えないということであり、必ずしも当たり前ではない。図書館や本は憲法などと深い結びつ

きを持っていて、その国の政治の在り方を示している。特に法学部で学ぶ者にとって、図書館の意味と役割はとても大

きいと思う。 

私は、本 1 冊 1 冊では限られた知識しか持たないと思う。たとえるなら様々な形をしたパズルの部品であって、パズ

ルの部品 1 つのように単体だけでは大きな意味を持たないと思う。しかしその部品は、柔軟に形を変えることができ、

他の部品と結合可能な性質を持っている。私たちが本を自由に選びたくさん読むことで、脳内でいくつもの部品同士

がつながったときに初めて大きな効果をもたらすと思う。 

そう考えると、私には本がたくさん存在する図書館が、パズルが売られているようなパズルコーナーだと思えてくる。た

だし、そのパズルコーナーを厳密にいうと、お店のパズルコーナーのように出来上がったものが置いてあるのではなく、パズ

ルのパーツ 1 つ 1 つがバラバラな状態で無造作に置かれているような状態である。そこで私たち一人一人が、自分の

手で拾い集め、頭の中で組み立て自分だけのオーダーメイドなパズルを作ってこそ、図書館と本をよく使うことができて

いるのではないかと思う。 

つまり、図書館や本は、我々の使い方次第で大きなものを授けてくれる可能性を持ったものだと思う。新型コロナの

ため、まだ御井図書館には足を運ぶことはできていないが、大学で様々な考え方を学びながら、図書館でそのような

可能性を広げることができる日を楽しみにしている。 
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※寄贈者名：敬称略。本学教員著書は、図書館 1 階 寄贈図書コーナーに排架。  

寄贈者名 書名 著者名 出版者 

神本 秀爾 マルチグラフト : 人類学的感性を移植する 神本秀爾, 岡本圭史編 集広舎 

川路 崇博 実例で学ぶ創造技法 高橋誠編 日科技連出版社 

高梠 真一 アメリカ管理会計発展史 :  高梠真一 創成社 

土肥 勲嗣 
平成 29 年 7 月九州北部豪雨 : 朝倉市災害

記録誌 
九州地域づくり協会企画・編集 

朝倉市/九州地域づく

り協会 

遠山 潤 Metamorphosis of the book  
MuroaKenji*,*Nakamata 

Akio and Jim Vaccaro 

DaiaNippon Print. 

Co. 

遠山 潤 
本は変わるか? : 世界の電子出版・最前線から

の報告  
『季刊・本とコンピュータ』編集室 

大日本印刷株式会

社 ICC 本部 

遠山 潤 
人はなぜ、本を読まなくなったのか? : 100-day 

dialogue  
「本とコンピュータ」編集室 

大日本印刷株式会

社 ICC 本部 

吉田 洋一 新編大村市史 第 3 巻 大村市史編さん委員会 大村市役所 

吉田 洋一 新編大村市史 第 4 巻 大村市史編さん委員会 大村市役所 

 

 

附属図書館長             

文学部                ( 

人間健康学部                ( 

法学部                

経済学部             ( 

商学部 

大学院比較文化研究科       

大学院心理学研究科(        

大学院ビジネス研究科 (       

外国語教育研究所      

※附属図書館長 高梠真一教授は御井図書館長を兼ねる。 

 

2020 年度  御井図書館運営委員紹介 

高梠 真一 教授（商学部） 

徳田 智代 教授 

中山 由里 教授 

上村 一則 教授 

山下 純一 教授 

奥井 秀樹 教授     

大庭 卓也 教授 

徳田 智代 教授（文学部図書委員長兼務） 

奥井 秀樹 教授（商学部図書委員長兼務） 

坂田 直樹 准教授 

 

 

                               

 

鬼﨑 信好 教授 

行實 鉄平 准教授 

佐々木 拓雄 准教授 

畠中 昌教 准教授 

異島 須賀子 教授 

 

 

                               

 

寄贈図書（学内関係者） 

 

受入期間：2019 年 12 月 1 日～2020 年 3 月 31 日 
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合　計

　開館日数 29 25 30 30 27 29 31 29 28 26 27 30 341

   対前年同月比 351 -1,806 -993 472 -152 -41 1,347 967 626 737 -218 194 1,484

  合 計 13,668 13,610 14,666 20,106 6,292 6,849 15,590 14,567 12,048 15,428 4,084 4,439 141,347

   対前年同月比 110 -1,264 -840 304 -206 25 1,605 1,300 810 814 -207 285 2,736

  学内者 12,407 11,967 12,769 18,197 5,260 5,705 13,827 12,839 10,637 13,900 2,741 3,381 123,630

   対前年同月比 241 -542 -153 168 54 -66 -258 -333 -184 -77 -11 -91 -1,252

  その他学外者 1,261 1,643 1,897 1,909 1,032 1,144 1,763 1,728 1,411 1,528 1,343 1,058 17,717

   対前年同月比 -2 -23 18 -8 -9 -24 2 6 -14 -8 -12 -39 -113

  地域住民 86 40 68 27 25 23 36 39 13 19 7 93 476

   対前年同月比 1,255 20 784 790 93 183 187 183 816 302 -43 12 4,582

  合 計 3,946 3,590 3,983 4,433 1,922 2,139 3,927 3,784 3,886 3,554 1,171 1,166 37,501

   対前年同月比 443 -36 253 335 107 149 -48 103 180 -65 0 -1 876

  内、夜間 630 831 1,017 1,090 361 337 807 942 855 782 116 88 7,856

   対前年同月比 122 -51 105 1 191 81 86 72 89 149 -16 -23 806

  内、土・日曜 461 301 492 400 447 358 353 398 486 461 296 357 4,810

   対前年同月比 305 119 663 690 -154 107 156 199 566 357 14 -68 2,954

  合 計 2,253 2,924 3,113 3,634 1,125 1,442 3,069 3,038 2,990 2,914 612 381 27,495

   対前年同月比 33 28 204 275 -15 76 -6 71 147 -42 25 5 801

  内、夜間 434 638 752 884 223 260 640 707 677 620 63 21 5,919

   対前年同月比 -9 20 54 -16 60 54 36 78 79 136 6 -23 475

  内、土・日曜 109 158 257 210 181 166 183 238 285 309 108 52 2,256

   一人当たりの貸出数 0.39 0.51 0.54 0.63 0.20 0.25 0.53 0.53 0.52 0.51 0.11 0.07 4.79

   対前年同月比 913 -44 88 40 161 -23 20 5 180 -46 -17 92 1,369

  合 計 1,282 340 384 337 389 292 461 366 481 261 245 381 5,219

   対前年同月比 -1 -9 16 0 36 -26 -53 53 -37 -14 15 6 -14

  内、夜間 60 56 87 57 53 27 50 100 53 43 30 17 633

   対前年同月比 201 -22 10 5 30 10 14 -7 -7 5 -22 50 267

  内、土・日曜 233 39 38 50 54 18 50 34 18 25 19 91 669

   対前年同月比 37 -55 33 60 86 99 11 -21 70 -9 -40 -12 259

  合 計 411 326 486 462 408 405 397 380 415 379 314 404 4,787

   対前年同月比 64 -10 33 40 34 -15 -13 -32 33 -8 -33 -4 89

  内、夜間 136 137 178 149 85 50 117 135 125 119 23 50 1,304

   対前年同月比 -70 -49 41 12 101 17 36 1 17 8 0 -50 64

  内、土・日曜 119 104 197 140 212 174 120 126 183 127 169 214 1,885

   対前年同月比 -1 -1 4 5 -1 4 -8 -4 -11 -7 2 10 -8

  合 計 21 36 29 26 3 11 15 24 12 4 5 10 196

   対前年同月比 -3 -1 1 2 1 3 -3 3 0 0 0 0 3

  学 生 3 2 1 3 3 4 0 6 3 1 0 0 26

   対前年同月比 -1 -2 4 3 -2 -1 -5 -7 -12 -3 3 10 -13

  教職員 15 31 28 23 0 4 15 18 8 3 5 10 160

   対前年同月比 3 2 -1 0 0 2 0 0 1 -4 -1 0 2

  その他学外者 3 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 10

   対前年同月比 69 -5 23 102 13 43 38 34 87 -29 -16 33 392

  合 計 101 62 94 181 61 68 118 118 118 43 29 60 1,053

   対前年同月比 36 2 27 95 -6 22 57 54 70 -14 8 18 369

  学 生 55 38 60 133 10 35 99 96 90 19 14 27 676

   対前年同月比 33 -7 -4 7 19 21 -19 -20 17 -15 -24 15 23

  教職員 46 24 34 48 51 33 19 22 28 24 15 33 377

   対前年同月比 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  その他学外者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   対前年同月比 -4 -8 -16 23 4 17 18 33 22 5 -17 14 91

  合 計 14 13 21 31 17 27 34 58 34 22 7 21 299

   対前年同月比 0 4 2 -1 0 9 11 14 19 5 0 1 64

  学 生 5 9 5 2 3 10 14 24 22 10 2 2 108

   対前年同月比 -4 -12 -18 24 4 8 7 19 3 0 -17 13 27

  教職員 9 4 16 29 14 17 20 34 12 12 5 19 191

   対前年同月比 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  その他学外者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

＜貸出冊数についての注記＞

1．教職員の貸出には、専任教員の研究室貸出分を含まない。

2．「夜間」とは17：00-21：00の夜間開館時間および閉館中の時間を指す。

      *なお、4月1日-4月9日、8月16日-9月20日、12月24日～12月27日、2月1日-3月31日の期間は

      *夜間開館を行っていない。

 貸出冊数

（その他学外者）

 AVライブラリー

利用件数

 相互利用

（文献複写）

申込件数

 相互利用

（現物貸借）

申込件数

3．学生一人当たりの貸出数は、2019年5月１日現在の御井キャンパスの学生数  5,746人で算出。

   （留学生別科、聴講生は除く）

図書館利用状況（2019年度）

 入館者数

 地域住民

登録・更新数

 貸出冊数

（全体）

 貸出冊数

（学生）

 貸出冊数

（教職員）

編集・発行 久留米大学御井図書館

〒839-8502 福岡県久留米市御井町1635

TEL：0942-44-4015 FAX:0942-43-0348

http://www.mii.kurume-u.ac.jp/miilib/
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