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新

入

生

の

皆

さ

ん

、

入

学

お

め

で

と

う

ご

ざ

い

ま

す

。

ま

た

、

今

日

ま

で

、

入

学

す

る

皆

さ

ん

の

勉

学

と

生

活

を

支

え

て

こ

ら

れ

た

ご

家

族

を

は

じ

め

関

係

者

の

方

々

の

お

慶

び

も

、
如

何

ば

か

り

か

と

存

じ

ま

す

。

心

よ

り

お

祝

い

申

し

上

げ

ま

す

。 

厳

し

い

冬

を

乗

り

越

え

、

春

爛

漫

の

こ

の

季

節

に

、

皆

さ

ん

は

晴

れ

が

ま

し

く

高

揚

感

に

満

ち

あ

ふ

れ

た

時

を

お

迎

え

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 本

日

、

新

入

生

と

し

て

迎

え

ま

し

た

の

は

、

五

つ

の

学

部

ひ

と

つ

の

学

群

を

合

わ

せ

学

士

課

程

に

1 , 4 7 9
名

、

三

つ

の

大

学

院

研

究

科

に

1 9 3
名

、

i
-
D
e
s
i
g
n

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

カ

レ

ッ

ジ

に

44
名

、
合

わ

せ

て

1 , 7 1 6
名

の

皆

さ

ん

で

す

。

公

立

大

学

で

は

大

阪

公

立

大

学

、

東

京

都

立

大

学

に

次

ぎ

、

三

番

目

の

規

模

を

誇

る

総

合

大

学

と

な

っ

て

い

ま

す

。 

 

皆

さ

ん

が

こ

れ

か

ら

学

ぶ

北

九

州

市

立

大

学

は

、

一

九

四

六

年

に

、

小

倉

外

事

専

門

学

校

と

し

て

創

立

さ

れ

ま

し

た

。

歴

史

を

刻

む

中

で

、

北

九

州

外

国

語

大

学

、

北

九

州

大

学

、

そ

し

て

二

〇

〇

一

年

に

現

在

の

名

称

、

北

九

州

市

立

大

学

と

な

り

ま

し

た

。

創

立

以

来

七

七

年

の

歴

史

を

持

ち

、

現

在

で

は

全

国

よ

り

学

生

が

集

う

、

伝

統

あ

る

総

合

大

学

と

な

っ

て

い

ま

す

。 

さ

て

、

皆

さ

ん

が

入

学

さ

れ

た

総

合

大

学

、

つ

ま

り

ユ

ニ

バ

ー

シ

テ

ィ

と

は

一

体

何

で

し

ょ

う

か

。

そ

れ

は

就

職

に

い

た

る

単

な

る

通

過

点

な

の

で

し

ょ

う

か

。

ま

た

は

受

験

勉

強

の

疲

れ

を

癒

し

、

働

く

前

に

一

休

み

す

る

場

所

な

の

で

し

ょ

う

か

。

そ

も

そ

も

大

学

で

の

４

年

間

は

何

の

た

め

に

あ

る

の

で

し

ょ

う

か

。 

社

会

学

者

の

吉

見

俊

哉

氏

に

よ

れ

ば

、

大

学

は

３

つ

の

起

源

か

ら

生



ま

れ

て

い

ま

す

。

ま

ず

第

１

に

「

教

師

と

学

生

の

協

同

組

合

」

を

起

源

と

す

る

「

カ

レ

ッ

ジ

」

で

す

。

そ

こ

で

は

単

な

る

専

門

知

識

を

教

え

る

だ

け

の

機

関

で

は

な

く

、

知

的

生

活

が

共

同

で

営

ま

れ

、

対

面

教

育

に

基

づ

く

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

と

し

て

の

性

格

を

有

し

て

い

ま

す

。
第

２

に
「

研

究

と

教

育

の

一

致

」

を

め

ざ

し

た

「

フ

ァ

カ

ル

テ

ィ

」

で

、

専

門

領

域

の

研

究

者

た

ち

か

ら

構

成

さ

れ

る

学

部

や

学

科

の

連

合

体

で

す

。

そ

し

て

第

３

に

様

々

な

知

的

専

門

職

の

分

業

に

基

づ

き

、

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

化

さ

れ

た

「

ユ

ニ

バ

ー

シ

テ

ィ

」

で

、

近

代

以

降

は

こ

こ

に

官

僚

養

成

の

使

命

が

上

乗

せ

さ

れ

ま

し

た

。

現

在

の

大

学

は

こ

の

３

つ

の

要

素

が

複

合

し

た

も

の

と

し

て

成

り

立

っ

て

い

ま

す

。

こ

の

う

ち

、

コ

ロ

ナ

禍

の

も

と

で

最

も

危

機

的

な

状

況

に

さ

ら

さ

れ

た

の

が

「

カ

レ

ッ

ジ

」

と

し

て

の

大

学

で

す

。 

 

１

８

世

紀

に

活

躍

し

た

ド

イ

ツ

の

哲

学

者

イ

マ

ヌ

エ

ル
・
カ

ン

ト

は

、

人

間

の

認

識

能

力

の

限

界

や

道

徳

の

本

性

、

恒

久

的

な

平

和

に

つ

い

て

考

察

し

た

人

で

す

。

そ

の

著

作

『

永

遠

平

和

の

た

め

に

』

は

古

典

で

あ

り

な

が

ら

、
国

際

連

盟

や

国

際

連

合

の

設

立

に

思

想

的

に

影

響

を

与

え

、

平

和

が

脅

か

さ

れ

、

人

々

が

分

断

さ

れ

て

い

る

今

日

に

お

い

て

も

、

繰

り

返

し

読

ま

れ

て

い

ま

す

。

普

段

の

彼

は

規

則

正

し

い

生

活

を

し

な

が

ら

数

々

の

哲

学

書

を

書

き

ま

し

た

。

朝

７

時

か

ら

１

０

時

ま

で

、

自

宅

１

階

で

少

人

数

の

講

義

を

対

面

で

行

い

、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

各

地

か

ら

学

生

が

訪

れ

た

人

気

の

あ

る

教

授

で

し

た

。

評

判

の

高

い

教

授

や

大

学

は

広

く

学

生

を

集

め

カ

レ

ッ

ジ

の

基

盤

と

な

り

、

そ

れ

が

都

市

を

形

成

す

る

1

つ

の

力

と

も

な

り

ま

し

た

。

そ

の

場

で

は

教

授

と

学

生

の

両

者

で

対

面

に

基

づ

い

た
「

知

的

創

造

」
の

営

み

が

交

わ

さ

れ

た

こ

と

で

し

ょ

う

。 

昨

今

の

コ

ロ

ナ

禍

や

戦

争

は

、

人

々

の

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

を

分

断

し

、

こ

の

知

的

創

造

性

に

打

撃

を

与

え

、

本

来

、

都

市

に

活

力

を

与

え

る

人

の

移

動

に

も

制

限

を

加

え

ま

し

た

。

大

学

に

お

い

て

は

留

学

や

様

々

な

フ

ィ

ー

ル

ド

活

動

な

ど

が

自

粛

に

追

い

込

ま

れ

ま

し

た

。

こ

こ



３

年

の

コ

ロ

ナ

禍

の

時

期

に

大

学

が

取

り

組

ん

だ

こ

と

は

、I
C
T

技

術

を

駆

使

し

て

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

や

移

動

を

補

っ

て

、
「

カ

レ

ッ

ジ

」

を

復

権

す

る

こ

と

で

し

た

。

今

後

さ

ら

に

制

限

が

緩

和

さ

れ

れ

ば

、

グ

ロ

ー

バ

ル

な

移

動

性

を

日

常

化

し

な

が

ら

、

対

面

と

I
C
T

技

術

を

融

合

し

た

よ

り

高

度

な

教

育

が

期

待

さ

れ

る

こ

と

で

し

ょ

う

。 

 

「

知

的

創

造

性

」

は

大

学

に

と

っ

て

最

も

重

要

な

機

能

で

す

が

、

こ

の

知

的

創

造

性

の

源

は

「

自

由

な

時

間

」

と

「

自

由

な

移

動

」

で

す

。

し

か

し

時

間

は

有

限

で

希

少

な

資

源

で

す

。

何

に

ど

う

使

う

か

に

よ

り

大

学

修

了

後

の

皆

さ

ん

の

姿

は

違

っ

た

も

の

に

な

る

で

し

ょ

う

。

例

え

ば

3
0
0

ペ

ー

ジ

の

文

庫

本

を

１

日

２

時

間

、

毎

ペ

ー

ジ

３

分

の

速

さ

で

読

む

と

４

年

間

で

ほ

ぼ

２

０

０

冊

が

限

界

と

な

り

ま

す

。

そ

の

２

０

０

冊

を

系

統

立

て

読

む

の

か

、

濫

読

す

る

の

か

、

冊

数

を

減

ら

し

て

精

読

す

る

の

か

、

限

ら

れ

た

冊

数

の

中

で

読

み

方

は

無

数

に

あ

り

ま

す

。

自

分

の

成

長

の

た

め

に

、

ど

こ

か

ら

ど

う

効

果

的

に

読

む

の

か

、

そ

れ

は

皆

さ

ん

に

委

ね

ら

れ

て

い

く

こ

と

と

な

り

ま

す

。 

吉

見

氏

に

な

ら

い

、
限

ら

れ

た

時

間

の

使

い

方

を

、「

時

間

予

算

」
と

呼

べ

ば

、

そ

の

予

算

配

分

は

ど

の

よ

う

に

な

る

の

か

、

何

に

ど

れ

だ

け

使

う

の

か

を

考

え

る

必

要

が

あ

り

ま

す

。

明

確

な

目

標

が

あ

る

人

は

将

来

像

を

考

え

な

が

ら

逆

算

し

て

こ

の

４

年

間

を

ど

う

す

る

か

、

こ

の

１

年

を

ど

う

す

る

か

、

こ

の

１

月

を

ど

う

す

る

か

、

そ

し

て

今

日

１

日

を

ど

う

す

る

か

を

考

え

る

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。

ま

た

、

目

標

は

お

ぼ

ろ

げ

で

す

が

、

そ

の

目

標

に

ピ

ン

ト

を

合

わ

せ

た

い

人

は

、

自

由

な

時

間

を

使

っ

て

、

焦

点

を

合

わ

せ

て

い

く

必

要

が

あ

り

ま

す

。

こ

う

し

た

長

期

的

な

ビ

ジ

ョ

ン

を

考

え

る

場

と

し

て

大

学

は

あ

り

ま

す

。 

 

カ

ン

ト

は

問

い

ま

す

。
「

わ

た

し

は

何

を

知

る

こ

と

が

で

き

る

か

」
、

「

わ

た

し

は

何

を

な

す

べ

き

か

」
、
「

わ

た

し

は

何

を

望

む

こ

と

が

許

さ

れ

る

か

」
、
そ

し

て
「

人

間

と

は

何

か

」
と

。
こ

れ

ら

を

大

学

生

活

に

置

き

換

え

た

時

、
限

ら

れ

た

学

生

時

代

と

い

う

時

間

の

中

で

、
何

を

学

び

、



何

を

実

践

し

、

満

足

す

る

学

生

生

活

で

何

を

得

る

の

か

、

そ

し

て

自

分

と

は

ど

の

よ

う

な

人

間

な

の

か

を

じ

っ

く

り

考

え

る

時

期

と

い

う

こ

と

に

な

り

ま

す

。

方

向

性

を

見

失

い

そ

う

に

な

っ

た

時

は

、

是

非

基

本

に

立

ち

返

り

、

本

学

の

３

つ

の

ビ

ジ

ョ

ン

で

あ

る

「

地

域

と

歩

む

」
、
「

環

境

を

育

む

」
、
「

世

界

（

地

球

）

と

つ

な

が

る

」

や

、

各

学

部

・

学

群

・

研

究

科

の

掲

げ

る

理

念

・

目

的

を

思

い

出

し

、

そ

れ

を

指

針

と

し

て

各

自

、

有

意

義

な

学

生

生

活

を

送

っ

て

い

た

だ

け

れ

ば

と

思

い

ま

す

。 

 

こ

う

し

た

自

ら

考

え

る

人

を

手

助

け

し

て

く

れ

る

の

が

教

員

で

あ

り

、

職

員

で

あ

り

、

学

友

を

も

含

め

た

大

学

そ

の

も

の

な

の

で

す

。

本

学

は

優

秀

な

教

授

陣

、

職

員

、

学

生

が

国

内

外

か

ら

集

っ

て

お

り

ま

す

。

是

非

身

近

な

と

こ

ろ

か

ら

話

し

か

け

、

カ

レ

ッ

ジ

と

し

て

の

大

学

の

だ

い

ご

味

を

満

喫

し

て

い

た

だ

け

れ

ば

と

思

い

ま

す

。

数

年

後

の

卒

業

式

に

お

い

て

は

、

た

く

ま

し

く

成

長

し

た

姿

に

圧

倒

さ

れ

る

こ

と

を

期

待

し

ま

し

て

、

私

の

式

辞

と

い

た

し

ま

す

。 

 

令

和

五

年

四

月

五

日 
 

北
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州
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学 

学
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井

雅
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