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● ● ● ● ●  は じ め に   － 賢い情報検索 －  ● ● ● ● ● 

     

         

このガイドブックは、図書館で色々な情報を集め、その中から必要で正確な情報を効率

よく取り出すために作成しました。 

 

授業レポートや小論文ではテーマについて自分の考えをまとめ、論理的に文章を組み立

てる力が求められています。 

大学では自分の考えを書くだけでなく、考えの基本となる信頼できる資料に基づいた根

拠のある文章を書く力が求められます。 

 

そのためには、色々な情報を集めなければならないでしょう。 

情報社会には、図書・雑誌・新聞・インターネットなどに様々な情報が点在し、 

冊子体資料や電子ジャーナル、メディア、データベース、など種々の媒体が混在してい

ます。 

 

その他、簡易検索、詳細検索、横断検索などの検索の仕組みも複雑化しています。 

 

このガイドブックは、こうした情報過多の中で、情報の種類、検索方法などの特性を知

り、求める資料、関連する情報に効率的にアクセスし、情報を入手するため必ずお役に

立つものです。 

 

勉強法に困ったとき、レポートを書くために調べものをするとき、 

もっと上手に書いてみたくなったとき、２４時間利用できるこのガイドをご利用くださ

い。 
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凡 例 

 

 ■ 本文中に挙げた資料は以下の書式構成になっています。 

   

■図書・雑誌 

      著者名、『書名』、出版者、出版年 

 

  ■ウェブサイト 

      サイト名、（提供機関名）、ＵＲＬ 

 

 

 ■ 本書は２０１０年３月現在の状況をもとに作成しています。最新の情報について

は、徳島大学附属図書館ホームページを参照してください。 

     

  URL:  http://www.lib.tokushima-u.ac.jp/ 
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第１章 情報通になろう 

－２－ 

 

 

ポイント その１ 調べるテーマを具体的に決めよう 

情報通になるには、まずはじめに「調べたいことをはっきりさせる」必要があります。

「そんなの当たり前」と思うかもしれません。でも、これが結構難しいのです。 

たとえば、「少子化問題」についてのレポートが出たとします。 

少子化問題はテレビや新聞でもよく取り上げられているので皆さんご存じでしょう。全

然知らないテーマではないし、一見簡単そうです。でも本当にそうでしょうか。 

同じ少子化問題でも、「少子化と育児」、「少子化と結婚」と「少子化と年金」とでは、調

べることが全然違ってきます。同じ「少子化と育児」でも、児童手当や育児休業など制

度的な問題、育児を行う親側の心理的な問題など切り口はたくさんあります。 

あいまいなまま調べ始めると、時間がかかった割に結局何がしたいのか分からなくなっ

てしまうことが多々あります。 

ある一つのテーマにどこから取り組むか考えてから調べ始めることが大切です。これが

情報通への第1歩といえるでしょう。 

 

 

 

 

ポイント その２ 調べる手段を決めよう 

では、もうちょっと具体的に「少子化問題を解決するための育児支援」について調べて

みることにしましょう。 

まず、調べたいことを簡単にリストアップしてみます。 

 少子化の現状、背景 

 政府の対策 

 育児支援の具体例 

これらはどの手段を使えば効率的に調べられるでしょうか。知りたいこととうまくマッ

チした、調べる手段（情報源）が分かれば、調べ物はぐっと楽になります。これについ

ては第２章で詳しく説明します。 

 

 

 

１.１ 情報通になるためのポイント 



 

 

１.１ 情報通になるためのポイント 

－３－ 

ポイント その３ キーワードはいろいろ試してみよう 

 

調べていると、「子育て支援」という言葉が目に留まりました。 

「あれ？育児支援と似ている」と思ったらチャンスです。 

調べものをするときは、１つのキーワードだけでなく、他の言葉で置き換えられないか

考えるくせをつけておきましょう。 

今回の場合、実は政府の資料に「子育て支援」という言葉が多く使われているので、育

児支援に関する情報も「子育て支援」という言葉が使われていることが多いのです。 

1 つの言葉でうまくいかなかった時もそうですが、一見調べものが進んでいるような時

でもキーワードをいろいろと置き換えて調べると、新しい発見があります。 

 

 

 

ポイント その４ 調べる情報の範囲を意識しよう 

 

また、調べる情報の範囲を意識することも大切です。 

たとえば、「子育て支援政策の変化」について調べたくなったとします。 

この場合は最新の情報だけでなく、古い情報も必要ですね。 

でも、「子育て支援に関する自治体での先進的取り組み」となると、古い情報ではあまり

役に立ちません。新しい情報を中心に調べていくことになります。 

 

 

 



 

 

第１章 情報通になろう 

－４－ 

 

 

ここまでは、情報通になるためのポイントについて説明しました。 

このあたりで、情報調べの全体の流れを整理しましょう。 

 

テーマ決め：なるべく具体的に。 

↓ 

情報収集：どこから、どのような方法で収集するか、臨機応変に対応しましょう。詳し

くは第２章で説明します。 

↓ 

情報の分析・理解：集めた情報に対する自分の考えをまとめましょう。 

 

 

 

 

 

1.２ 情報を調べる流れ 



 

 

１.３ なぜ図書館を使うの？ 

－５－ 

 

情報は図書、雑誌、インターネット、新聞などいろんな情報源から集めることができま

す。 

けれども、どの情報源も万能というわけではありません。メリットやデメリットがあり、

ある事柄を調べる時には威力を発揮する情報源も、別の事柄には使いづらいということ

が多々あります。 

したがって、様々な種類の情報源に接することが必要になってきます。 

けれども、「様々な」といっても個人の力には限界があります。読みたい本を自分でいち

いち買っていたらお金もスペースも大変ですし、新聞もがんばってみて 2，3 紙しか取れ

ないでしょう。自宅でインターネットを使うともちろんお金がかかります。 

自分で情報を集めるって結構大変。。。そんな時こそ図書館の出番です。 

皆さんが今まで使っていた公共図書館にもたくさん本はありますが、大学の図書館では

皆さんの勉強に役に立つ本を重点的に集めています。新聞も地方紙、全国紙、専門紙な

ど色々あります。雑誌も、よく本屋さんで目に付くようなものだけでなく、専門的なも

のがたくさん揃っています。 

読みたい本がなかったら、図書館に購入の申し込みもできます。 

また、図書館では静かに勉強できる場所や、友達と相談しながら勉強できる部屋もあり

ます。レポートを書いたりインターネットを使ったりできるパソコンもあります。 

そして、何か困ったことがあったら、いつでも図書館員に尋ねてください。きっと役に

立つヒントが得られることでしょう。 

それでは、次の章で情報源の種類と特徴について学び、情報通への道を進みましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.３ なぜ図書館を使うの？ 



 

 

第１章 情報通になろう 

－６－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

みなさんは図書館のホームページにアクセスしたことがありますか？ 

トップページにはいろんなメニューを取り揃えて、みなさんがアクセスするのを待

っています。こんな感じです…。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで紹介した以外にも、まだまだいろいろな情報への入り口を用意しています。

つまり、図書館のホームページは「どこでもドア～♪」みたいなもの？です。 

興味のわいてきたあなた！今すぐアクセスしてみましょう。 

アクセスはこちら → http://www.lib.tokushima-u.ac.jp/ 

図書館ホームページ入門 

―トップページはどこでもドア～！？― 

お知らせ 
図書館最新情報は 

ここからGetすべし!

電子ジャーナル：その名の通り電子化された雑誌です 
パソコン上で見ることができ、とっても便利【学内限定】（→ p.144） 

データベース：雑誌論文を探すのに役立つ強い味方ここに現る！【学内限定】（→ p.32）

OPAC（学内蔵書検索） 
徳大図書館にどんな本や 

雑誌があるか探す時はこれ！
詳細検索もできます 

（→ p.20） 

メールマガジン 
これを読めば 

あなたも 
図書館通！？ 
（→ p.168） 

利用案内 
図書館の様々な 

サービスや 
館内施設を 

案内しています 

講習会案内 
学生・研究者必見！ 
調べ方の達人に 

なれますよ 

開館時間の 
確認はこちら

学生ポータル 
徳大生向けの 

サービスを集めた 
ページです 

のぞいてみてね 
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情報の特性 

～情報のメリット・デメリット 

を知ろう～ 
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～検索エンジンとの比較～ 

 

第 

２ 

章 

情報の種類と特性 



 

 

第２章 情報の種類と特性 

 －８－

 

 

皆さんは、本の探し方について図書館員に尋ねてみたことがありますか? 

その時に、この言葉を聞かなかったでしょうか? 

 

「図書」 「雑誌」 「データベース」 

 

何のことだか分かりますか? 

よく分からなかった人、「図書」「雑誌」は何となく分かるけど「データベース」

はちょっと･･･という人もいるのではないでしょうか。 

実は、この3つの言葉は、これからの説明でもよく出てくる重要な言葉です。 

皆さんもご存知のとおり、「図書」「雑誌」は図書館が数多く集めている「本」

です。しかし、同じ「本」でありながら、この2つには大きな違いがあります。

この違いを理解しておかないと、情報収集やレポート・卒論作成がうまくいき

ません。「データベース」は初めて耳にした人もいると思いますが、コンピュ

ータで情報収集する際に今後よく使用していくものです。 

この節では、図書館の中心的な資料である「図書」と「雑誌」、それと次節以

降で詳しく触れていく「データベース」とは何か簡単に説明していきます。 

 

      「図書」と「雑誌」の違いについて  
 
「図書」と「雑誌」の違いは下表のとおりです。 

一目見ただけでは、かなり難しそうに思うかもしれません。しかし、心配はい

りません。とりあえず覚えておいてほしいことは、この中の一部です。それは

後ほど説明しますので、まずいちど表に目を通してください(重要なところに

は下線を引いています)。  
 
 
 
 
 
 

２.１  情報の種類 ～図書・雑誌・データベースとは～ 

２.１.１ 



 

 

２.１ 情報の種類 ～図書・雑誌・データベースとは～ 

 －９－

 図書 雑誌 

内容 ●それまでに定まった一定

の研究成果をまとめた形

で掲載 

●専門分野の基礎知識をま

とめたものもある 

●最新の研究成果や時事的な情報

を掲載 

●内容は、論文の集合体という形

をとっていて、著者はその論文

ごとに異なる 

出版の形 ●その 1 冊のみの出版であ

ることが多い。シリーズ

(「～全集」のような形)

として出版されても不定

期の出版となる 

●1 冊ごとに独自のタイト

ルが付くことが多い 

●全て同一のタイトルが付けられ

る。タイトルには、Journal、週

刊、月刊、紀要、年報などの語

が付いていることが多い 

●定期的に出版される(週ごと、月

ごと ･･･)。新しく出版されるご

とに、一連の続き番号(巻号とい

う)が付けられる 

●出版の終わりを予定していない

引用・参考文

献上での表

記の違い 

(第 10 章も

参照してく

ださい) 

●出版社が記載されている 

●ページ数が記載されてい

ない場合がある 

●雑誌名が略名で書かれることも

ある (法律時報 → 法時) 

(Journal of Biological 

Chemistry → J. Biol. Chem) 

●巻号が記載されている(雑誌名

のすぐ後に、ページ数とは異な

る数字があれば、巻号である可

能性が高い) 

●出版社は記載されない 

図書館での

並べ方・所在

について 

(所在につい

ては第 3 章

も参照して

ください) 

●内容によって分類し、背

ラベルを付けている 

●背ラベルの番号順に並べ

ている 

●本館では、1,2,3 階閲覧

室、1 階西書庫にある 

●分館では、図書閲覧室、

参考図書コーナー、1 階集

密書庫にある 

※場所の詳細は図書館員に

お尋ねください 

●内容での分類は行っていない

(背ラベルも付けていない) 

●雑誌名のアルファベット順に並

べている（和雑誌はローマ字読

みに直す） 

●本館では、1 階中央書庫、2 階学

習室、3,4 階積層書庫（教養雑誌

はブラウジングコーナー) 

●分館では、雑誌閲覧室、書庫に

ある 

その他 ●辞書・事典(ことば・事柄

等について解説した図

書。「参考図書」ともいう)

●「～大学紀要」も雑誌の仲間 
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 －１０－

とりあえず覚えておいてほしいポイントは、  
●図書館では、「図書」と「雑誌」は別の資料として扱っていて、置いてある

場所も並び順も異なっています。  
●あるテーマについて調べる時、基礎知識は「図書」から、最新動向は「雑誌」

から調べてみてください。  
●図書・雑誌の末尾には、「引用・参考文献一覧」という形でいろいろな資料

が掲載されています。また、教員から読んでおくべき資料のリストを渡され

ることもあるでしょう。その資料が「図書」なのか「雑誌」なのか判別でき

るようになってください (判別の基準は表の下線部分を参照してください )。 
 

      「データベース」について 

 

「データベース」とは、ごく簡単に言うと 

 

ある特定の情報を編集・加工して、コンピュータでの検索を容易にしたもの 

 

 

 

 

 

となります。しかし、これではまだよく分からないのではないでしょうか。 

詳細は第 4 章で説明しますが、例えば「○○について調べたい。それに関する

論文はどの雑誌の何ページに掲載されたか」を調べたい時、コンピュータから

データベースを調べることで掲載された論文が分かる、といった具合です。 

 

「それは、インターネットと同じじゃないの?」 

そう思われた人もいると思います。 

実際に操作してみると、確かに、インターネットを利用し、ブラウザから画面

が表示されるので、まるでインターネットそのものに見えます。  
しかし、実はデータベースとは(一部インターネットの仕組みを利用している

ところはありますが)、インターネットとは別のものです。 

 

２.１.２ 

注)「ある特定の情報」には、商業情報などさまざまな内容がありますが、

大学で利用できるものは、主に学術情報です。本書では、「学術情報を検

索できるデータベース」を単に「データベース」と呼ぶこととします。 



 

 

２.１ 情報の種類 ～図書・雑誌・データベースとは～ 

 －１１－

なぜなら、 

●専用の検索画面を使用し、そこから専用のデータを調べる形になっています。

このデータは検索エンジン(Google 等)からは調べられません。 

(データベースがインターネットと同じものに見えるのは、この「専用の検

索画面」にアクセスするところまではインターネットを利用しているためで

す) 
●逆に、専用の検索画面からは、他のデータ・ホームページ等は調べられませ

ん。  
●契約しないとアクセスできないものがあります。  
 

上記の説明を図にすると、以下のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       × 

 

 

図書館では「データベース」と「インターネット」とは別のツールとして扱っ

ています。以後の説明でもそのようになっていますので、ご注意ください。

検索エンジン 

(Google 等) 

他のデータ・

ホームページ 

データベース

用の検索画面 

データベース 

専用のデータ 

インターネット 

データ

ベース 

×

×

アクセス可 

アクセス不可 
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 －１２－

 

 

皆さんが図書館に入ってみた時、そこには図書･雑誌を始めとしたたくさんの

資料(情報源)があります。そして、それぞれの情報源にはそれに合った特性が

あります。その特性を知って使いこなすことが、図書館を効率よく利用するう

えで重要なポイントになってきます。例えば、言葉の意味を調べるのに多くの

方は辞書を使ってみるのではないでしょうか。図書館の資料を端から端まで調

べていくのはあまりに効率が悪いですし、特性に合わない資料(例えば新聞)

を調べても答えは得られないことはお分かりかと思います。では、レポートで

出てくるような課題、例えば第1章で出てきた「少子化問題」のような場合、

皆さんはどの資料を使われますか? 

この節では、皆さんに情報源の特性と、情報源を選ぶポイントについて知って

いただきたいと思います。 

 

 

まず、情報源の特性から述べていきます。それぞれの情報源の特性は、おおむ

ね下表のとおりになっています(「テレビ・ラジオ」は図書館では使えません

が、日常よく接する情報源ですので、比較のためとりあげています)。 

 

情報源 メリット デメリット 

図書 ●評価・検証の定まった分野に強

い 

●専門分野でも入門者向けの情

報が得られる(基礎知識を得る

のに適している) 

●図書館等で利用できる 

●後日の読み返しもできる 

●速報性に弱い(最新動向を知

るのには不向き) 

●変化の激しい分野に弱い 

●学術書は高額 

雑誌 ●特定の専門分野に強い 

●時事関連情報に強い 

●図書館等で利用できる 

●後日の読み返しもできる 

●速報性は図書より優れてい

るが、新聞・テレビ･ラジオ･

インターネットには劣る 

●学術雑誌では入門者向けの

情報が少ない 

(一般雑誌は除く) 

● 学術雑誌は高額 
 

２.２  情報の特性 ～情報のメリット・デメリットを知ろう～



 

 

２.２ 情報の特性 ～情報のメリット・デメリットを知ろう～ 

 －１３－

新聞 ●速報性に優れている 

●時事関連情報に強い 

●ローカル(地域・業界)情報に強

い 

●図書館等で利用できる 

●後日の読み返しもできる 

●速報性が高い分、誤報の可能

性もある 

●専門情報に弱い 

(一部の新聞を除く) 

テレビ・ 

ラジオ 

●速報性に特に優れている 

●時事関連情報に強い 

●地方局番組で、ローカル情報を

得られることがある 

●地上波は無料で利用できる 

●速報性が高い分、誤報の可能

性もある 

●専門情報に弱い 

(一部の番組を除く) 

●情報が一方的に流しっぱな

しになっているため、特に録

画等をしない限り、必要な情

報を必要な時に見ること・後

日再確認することが難しい 

インター 

ネット 

●コンピュータを使用するため、

大量の情報を容易に調べられ

る 

●速報性に優れている 

●内容の多様性 

●情報に双方向性があるので、他

の人との情報の交換が可能 

●非常に特殊な内容の情報や、公

にしにくい種類・内容の情報

(裏情報・「ホンネ」の情報など)

が得られる可能性もある 

●速報性が高い分、誤報の可能

性もある 

●特に個人作成のサイトの場

合、内容の信頼性が低いもの

もある(内容の真偽・情報の

更新頻度・発信者の主観な

ど) 

●内容の重要度(レベル)の差

が大きく、情報を得る側の選

択眼が必要になる 

●サイトの内容が更新される

ため、必要な情報が消えてし

まう可能性がある 
 
 

一方、これらとは違った情報源もあります。上記の情報源を「必要な情報その

もの」とするならば、こちらはいわば「必要な情報を探すための情報源」です。 

詳しくは次節以降で紹介しますので、ここではその特性を簡単に述べておきま

す。 
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 －１４－

情報源 メリット デメリット 

参 考 図 書

(辞書・ 

事典など。 

第6章も参

照 し て く

ださい) 

●ある言葉・事項について、そ

の意味・内容・用例等を調べ

るのに適している 

●図書館等で利用できる 

●後日の読み返しもできる 

●速報性に弱い(最新動向を

知るのには不向き) 

●変化の激しい分野に弱い 

●高額なものが多い 

データ 

ベース 

●専門分野の情報調査に強い 

● コ ン ピ ュ ー タ を 使 用 す る た

め、大量の情報を容易に調べ

られる 

●対象分野が限定的 

●高額な契約料が必要 

●契約条件により、利用場所

等に制約がある 

 

このように、情報源にもさまざまな特性があります。皆さんが学習・研究等で

情報を入手しようとする場合、特性に合った情報源を選ぶのがよいでしょう。

一般論として、次の形で情報を得るのがよいのではないでしょうか。 

 

専門分野を初歩(基本)から

知る 

図書(部分的な情報についてはインターネッ

トも可) 

専門分野の最新情報を知る 雑誌・インターネット 

専門分野について書かれた

論文の情報を調べる 

参考図書・データベース 

時事関係の情報を知る テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・インターネッ

ト 

用語・事項の意味や内容を 

調べる 

参考図書(時事用語等はデータベース) 

ローカル情報を知る テレビ・ラジオ・新聞・インターネット(歴史

情報などは、図書・雑誌でも得られることが

ある) 

速報性を要する情報を知る テレビ・ラジオ・インターネット(速報性の度

合いによっては新聞も含む) 

非常に特殊な内容の情報を

知る 

インターネット(まれに図書) 

※ インターネットは内容の信頼性に注意。また、テレビ・ラジオは情報を必

要な時に得ること・後日再確認することが難しい(録画等が必要)ので注意。 

 

 

 



 

 

２.２ 情報の特性 ～情報のメリット・デメリットを知ろう～ 

 －１５－

では、これまでの説明をふまえて、「少子化問題」について調べる方法を考え

てみましょう。 

もちろん、インターネットを利用するのも有効ですが、ここではそれ以外の方

法について述べます。 

まず一般的な知識から得たいということであれば図書を調べます。 

次に具体的なテーマ、例えば、「少子化に対する最近の地方の施策」を調べた

いときには、基本的に雑誌論文や新聞記事を見ていくことになります(テレビ

放送もあるかもしれません)。そのためには、目的の論文がどこにあるか(どの

雑誌の何ページに掲載されているか)を知る必要がありますが、それはデータ

ベースで調べていきます。 

調べていくうちに聞き慣れない言葉(例えば「新新エンゼルプラン」)が出てき

たら、時事用語として参考図書(時事用語を調べられるもの)やデータベースを

利用し、その意味を調べることも考えられます。 

 

ところで、「コンピュータによる情報の検索」といえば、皆さんはまずインタ

ーネットからの検索を思い浮かべるでしょう。実際、これまでに述べたように、

インターネットによる検索は幅広く情報を集められるなど、便利な点が多いで

す。ところが、図書館ではこれに加えてデータベースからの検索ができるよう

にしてあります。何か違いがあるのでしょうか、それを次節で述べていきます。 
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 －１６－

 

 

今日では、情報の検索にインターネット(Yahoo!・Google等の検索エンジン)

を利用することが多くなっています。ご存知のとおり、検索エンジンは(イン

ターネットの接続料を除き)無料で利用できるものです。一方、これまで述べ

たとおり、データベースは高額な契約料を必要としています。 

 

ここで、疑問に思われた方もいるのではないでしょうか。 

 

無料の検索エンジンがある(つまり、無料で情報の検索ができる)にもかかわら

ず、なぜ図書館では高額のデータベースをわざわざ導入しているのでしょう

か? 

 

それは、検索エンジンとデータベースの特性に違いがあるからです。 

主な違いは次ページの表のとおりになります。 

２.３  データベースの特性  ～検索エンジンとの比較～ 



 

 

２.３ データベースの特性 ～検索エンジンとの比較～ 

 －１７－

 

種別 メリット デメリット 

検索 

エンジン 

●幅広い分野の情報を調べられ

る 

●無料である 

●インターネットが利用できる

場所であれば、利用の制約が

ない 

●最新情報を調べられる 

●必要な情報を直接見られるこ

とがある 

●専門分野の基礎的な情報も得

られることがある 

●体系的な情報調査が難しい 

●調べた情報が整理されてい

ない(内容がサイトごとに

ばらばら) 

●調べたいことと関係の薄い

情報も一緒に表示されるた

め、選別が必要 

●サイトによっては、内容の

信頼性が低い 

●内容の更新によって、調べ

た情報が変更・削除される

おそれがある 

データ 

ベース 

●特に学術情報の調査に強い 

●体系的な情報調査が容易にで

きる 

●検索エンジンと比べて、関係

の薄い情報は出にくい 

●レイアウトを統一するなど、

情報が見やすく整理されてい

る 

●キーワード・抄録(概要)が付

け ら れ て い る も の も あ る た

め、その情報のポイントが分

かりやすい 

● 専 門 機 関 が 作 成 し て い る た

め、内容の信頼性が高い 

●いちど登録された情報は原則

として変更・削除されない 

●それぞれ対象分野が決まっ

ていて、それ以外の情報調

査には弱い 

●契約しないと利用できない

ものが多い(契約料が必要) 

●契約機関(ここでは徳島大

学)の中でしか利用できな

い 

●最新情報を調べにくいこと

がある(データ登録に時間

を要するため) 

●「どのような情報があるか」

までしか分からない(必要

な情報が直接見られない)

ものもある 

●専門分野の基礎的な情報は

得にくい 
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 －１８－

したがって、情報検索の際には、検索エンジンとデータベースの特性を考慮し

て、検索対象に適した方を利用していくようにすればよいでしょう。 

どのような場合にどちらが適しているのか、目安として下表をご参照ください。 

 

※ この表はあくまで「より適している方」です。内容によっては両方とも有

効な場合もあります。 

検索対象 適している方 

雑誌論文 データベース 

新聞記事 データベース(ただし、新しい記事を複数の新聞から

調べる時には検索エンジン) 

用語の意味 検索エンジン(時事用語等はデータベースでも可) 

あるテーマの基礎知識 検索エンジン(本来は図書から調べるのがよい) 

あるテーマの最新動向 検索エンジン(ただし、ごく最近の情報でなくてもよ

いのなら、データベースの方がよい) 

あるテーマの関連情報 データベース 

古い年代の情報 検索エンジン(年代によってはデータベースでも可。

本来は図書・雑誌から調べるのがよい) 

複数の分野・幅広い分

野からの情報 

検索エンジン(学術分野に限るのであれば、データベ

ース) 

非常に特殊な内容の情

報 

検索エンジン 

 

特に、雑誌論文・新聞記事については、皆さんが学習・研究を行ううえで接す

ることが多い資料です。それらを調べる必要が出た時には、ぜひデータベース

を活用してみてください。検索エンジンを使うより、レポート･卒論作成に適

した情報が容易に得られることを実感されると思います。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 
３ 

章 

３・１ 
徳島大学にある資料の探し方 

     ～ＯＰＡＣ検索～ 

３・２ 

他大学図書館の所蔵検索 

 

３・３ 

徳島県内図書館の所蔵検索 

 

 

図書や雑誌を探そう 



 
 
第３章 図書や雑誌を探そう 

－２０－ 

 

 

大学図書館には、たくさんの情報があることを第２章で説明してきましたが、それでは

まず徳島大学図書館の中の情報を見てみましょう。図書館へ入ると、みんな黙々と机に

向かって勉強しています。そして机の上には図書館の本を数冊積み上げているようです。

本棚をぐるりと歩いて見渡してみると、端から端まで整然とたくさんの本が並んでいま

す。別の階へ行ってみるとそこにもまたさっきと同じように、長い本棚が続きます。こ

んなにたくさんの本の中から、今日の授業で先生が言った本を探すなんて…、一体どこ

から探していけばいいの？と不安になったあなた！ まずはＯＰＡＣの使い方を身につ

けましょう。 

ＯＰＡＣというのは、徳島大学蔵書目録のことで、Online Public Access Catalog の

略です。（オーパックと読みます。） 

徳島大学では、図書館と研究室の本を合わせて 81 万冊の本を所蔵しています。ほとん

どの資料はＯＰＡＣで検索すると、徳島大学に所蔵しているかどうか、所蔵している場

合はどこにあるのかが分かります。なお、1988 年以前に受入れた資料は順にデータを

入れる作業を行っていますので、まだ入力されていないものはカード目録で検索するこ

とになります。 

ＯＰＡＣでは図書や雑誌、視聴覚資料の検索ができますが、雑誌の中に書かれている論

文の検索はできませんのでご注意ください。論文の検索については第４章、５章で詳し

く述べます。 

 

 

 

 

 

 

 

●ＯＰＡＣは携帯電話からも検索できます。 

  http://opac.lib.tokushima-u.ac.jp/limedio/i/       
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３.１ 徳島大学にある資料の探し方 ～ＯＰＡＣ検索～ 
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巡 静一、早瀬 昇 著 

「基礎から学ぶボランティアの理論と実際」（1997 年、中央法規出版発行） 

図書を探そう 

ある授業で先生から読んでおくように言われた次の図書を探してみましょう。 

 

 

 

ＯＰＡＣで資料を検索する場合は、簡易検索と詳細検索との２通りの方法があります。 

簡易検索は、図書館ホームページのトップページから直接キーワードを入力して検索する

方法で、詳細検索は、タイトル（書名）や著者名などを指定して検索したり、いくつかの

検索条件を組み合わせて検索したりする方法です。 

どちらの方法でも検索結果は同じですので、使いやすい方法を選んでください。 

 

１．図書の検索 ①簡易検索 

簡易検索は、図書館ホームページの「学内蔵書検索

（ＯＰＡＣ）」のボックスへ資料タイトル、編著者 

名等の検索条件を入力します。今回は、書名をその 

まま「基礎から学ぶボランティアの理論と実際」と 

入力して、検索をクリックします。 

 

２．図書の検索 ②詳細検索 

詳細検索の画面は、簡易検索画面から

「詳細検索」をクリックすると開きま

す。 

 

検索条件は、キーワード、タイトル

（書名）、編著者名、出版社、出版年、

和洋区分、ISBN、ISSN、所在、新着、

資料 ID などが指定できます。 

もちろん検索条件は１つだけ入れても

検索できます。ただし、同じ書名のも

のがいくつかある場合には、条件をい

くつか組み合わせることによって探し

ている資料を見つけやすくなります。 

３.１.１  

注意！ 

「簡易検索」の場合はキーワー
ド、タイトル、編著者名からし
か検索できません。 
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３．あいまいな検索の場合  ～検索のポイント～ 

検索って、簡単！と思いがちですが、実はこの検索を上手にするかどうかが大きなポイ

ントになります。今回探している「基礎から学ぶボランティアの理論と実際」という図

書は、書名を間違って「基礎から…」ではなく「基礎を…」と入力してしまうと、なん

と検索結果０件となり、徳島大学には所蔵していないことになってしまいます。同じよ

うに、「農業および園芸」を探すつもりなのに「農業及び園芸」と漢字に変換されてし

まったために見つからない、という場合もあります。 

このように、書名があいまいな場合には、キーワードとなる単語で検索する方法を習慣

付けましょう。例えば先ほどの本であれば、「基礎、ボランティア、理論、習慣、巡、

早瀬」などのキーワードが思い浮かびます。これらのキーワードの中からいくつか入力

することによって探している図書が見つけやすくなります。キーワードとなる単語はス

ペースで区切って入力します。 

また、なんとなくこんな分野の本を探したいという場合は、キーワードをいくつか書き

出してみると良いでしょう。そしてその言葉は別の言葉で言い換えられないか考えてみ

ます。例えば「育児」と「子育て」、「コンピュータ」と「電子計算機」など。その他、

「チーズケーキ」の作り方というように限られた内容の言葉は、それを含む大きな意味

の「洋菓子」などの言葉で検索してみるのも一つの方法です。 

ＯＰＡＣでは入力した文字そのものを探し出す部分一致検索をしますので、０件と出た

場合には、いくつか別の言葉で試してみることが大切です。 

ＯＰＡＣ検索では、他にも次のようなポイントがあります。 

 全角と半角、英大文字と

英小文字、ひらがなと 

カタカナ、新字体と旧字

体は区別されずに検索さ

れます。 

著者名による検索の場合

は、姓と名の間はあけず

に入力します。 

通常は部分一致検索をしますが、前または後

ろにｽﾗｯｼｭ(/)を付けることによって、前方一

致や後方一致検索ができます。 

    例：「/science/」 

英単語はﾀﾞﾌﾞﾙｸｫｰﾄ(“)で囲むと、その単語列を含

む検索を行うことができます。前または後ろに何ら

かの文字を含む語を検索したい場合は、ｱｽﾀﾘｽｸ(*)

を付けます。    例：「”cat*”」 
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４．検索結果の見方 

検索を行うと、まず検索結果一覧が

表示されます。 

 

検索結果一覧はタイトル順や著者名

順、出版年順などに並び替えができ、

一度に表示する件数も変更すること

ができます。 

 

 

検索結果一覧の中から読みたい資料の書名をクリックすると、検索結果詳細が表示され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在名をクリックすると案内図や 

利用情報が表示されます。 



 
 
第３章 図書や雑誌を探そう 

－２４－ 

この資料は、学内に５冊所蔵していて、うち２冊は本館２階西閲覧室、１冊は本館１階

西書庫、１冊は蔵本集密図書、残りの１冊は研究室に所蔵していることが分かります。  

請求記号「３６９．１||Ki」というのは、本の背に貼っているラベルの番号です。この

請求記号をメモして、「本館２階西閲覧室」の３６９．１の所へ探しに行きましょう。 

 

ＯＰＡＣ所在について 

ＯＰＡＣで表示される所在は大まかには以下のとおりです。詳しくは、検索結果の所在

名称をクリックすると、案内図や利用に関する情報が表示されますので、そちらをご覧

ください。 

ＯＰＡＣ所在名称 所在 ＯＰＡＣ所在名称 所在 
本館１階マルチメディアコーナー 本館１階 蔵本図書閲覧室 

蔵本参考 

蔵本視聴覚 

蔵本雑誌閲覧室東 

蔵本癌コーナー 

蔵本文芸コーナー 

蔵本分館２階 

本館１階日本の小説コーナー 

本館１階新書コーナー 

本館１階西書庫 

本館２階東閲覧室 

（自然科学系） 

本館２階 

本館２階学習室（図書） 蔵本雑誌 （当年度） 

：蔵本分館２階 

（前年度まで） 

：蔵本分館書庫 

本館２階西閲覧室 

（社会系） 

本館３階東閲覧室 

（人文系） 

本館３階 

本館３階ホール（学術資料） 蔵本集密図書 

蔵本集密雑誌 

蔵本集密参考 

蔵本分館集密書庫 

本館雑誌架 本館１階～ 

４階 

（雑誌） 本館新着雑誌コーナー 電子ジャーナル オンライン 

 

本館３階書庫 研究室名 各研究室 

本館４階書庫 

請求記号とは 

請求記号の１段目は分類番号、２・３段目は図書記号を表しています。 

徳島大学では、日本十進分類法に従って図書の内容を分類し、請求記号 

の順に図書を並べています。日本十進分類法は巻末付録を参照してくだ 

さい。 

３６９．１ 

Ｋｉ 
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雑誌を探そう 

１．雑誌の検索 

雑誌の検索についても、検索方法は図書の場合と同じように雑誌名等を検索条件に入れ

て検索します。 

 

２．検索結果の見方 

雑誌の検索結果は、図書の場合と

違って、読みたい号を所蔵してい

るかどうか、その号はどこにある

のかを見分けなければなりません。 

 

 

 

 

「雑誌の所蔵」を見ると次のことがわかります。 

● 「本館雑誌架」には20巻10号から12号と21巻

から40巻3号までを所蔵している（20巻1号か

ら9号は所蔵なし。39巻4号から6号，37巻8号

は欠号です）。 

● 巻号の表示の後ろの｢＋｣は継続して受入して

いることを示すので、現在も継続受入中。 

● 今年度分は本館新着雑誌コーナーにある。 

 

「本館雑誌架」は1階から4階にあり、雑誌のタイ

トル別に並べられています。所在名をクリックすると右のような案内図が表示されます。

2004年の34巻1号を読みたい場合は、本館3階の書庫にあることがわかります。 

雑誌は途中で誌名が変更する場合があります。継続する前後の誌名をクリックすると、

そのタイトルの所蔵状況が確認できます。 

３.１.２  

注意！ 

検索するときに雑誌の巻・号を

入力すると検索できません。気

をつけましょう！ 
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ＯＰＡＣ検索では、徳島大学内の所蔵を検索するだけでなく、他大学の所蔵も検索する

ことができます。 

通常のＯＰＡＣ検索画面の「対象データベース」を「他大学等の所蔵」にチェックを

入れて検索します。書誌情報が表示された後、「Webcat Plusを見る」をクリックする

と、Webcat Plus画面が開き、図書の場合には資料の内容や目次、書誌情報が（雑誌の

場合は書誌情報のみ）表示されます。「所蔵図書館○○件」というところをクリック

すると、所蔵している図書館一覧と所蔵状況が分かります。 

また、ＯＰＡＣで徳島大学所蔵を検索した結果、所蔵無しであった時も、検索条件はそ

のままで「他大学等の所蔵」にチェックを入れて再度検索をクリックすると、他大学所

蔵を検索し直すことができます。 

 

 

 

＊ Webcat Plus は国立情報学研究所が提供する図書等情報提供サービスで、全国の大

学図書館等が共同で作成する総合目録データベースや、出版者からの図書情報データベ

ースなどを含んでいます。 ※ Webcat Plus は 2010 年 4 月にリニューアル予定です。

３.２  他大学図書館の所蔵検索 



 
 

３.３ 徳島県内図書館の所蔵検索 

－２７－ 

 

 

徳島大学附属図書館以外に、徳島県内には鳴門教育大学附属図書館や徳島県立図書館な

どいくつかの図書館があります。これらをまとめて検索できる「徳島県立図書館統合

情報検索」があります。これは、検索先の図書館を一つずつ指定して検索する個別検

索、いくつかの図書館を指定してまとめて検索する横断検索や同じ条件で順に検索し

ていく順次検索ができます。図書館ホームページのトップページＯＰＡＣ検索下の

「徳島県立図書館統合情報検索」をクリックするとログインできます。 

 

「徳島県立図書館統合情報検索」をクリックするとこの画面になります。ここで「検索

画面へ」をクリックすると個別検索画面になります。 

                         

                        左上の「個別検索」とあるプルダ 

ウンメニューをクリックすると、 

個別検索、順次検索、横断検索が 

選べます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.３  徳島県内図書館の所蔵検索 

個別検索 
順次検索 
横断検索 

があります 
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横断検索では検索したい図書館にチェックを入れた後、入力部分にキーワードを入れて

検索ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
チェックした図書館 
についてそれぞれの 
検索結果がでます。 

見たい図書館の件数を 
クリックしてください。 

●ブラウザがFireFoxの場合，順次検索・横断検索をし  

たときに徳島大学だけ検索結果が表示されないという 

不具合が起こります。InternetExplorerでは問題あり

ません。 

国立情報学研究所の検索結果が、全国の大学図書館 

の所蔵情報です。 

Webcat Plusも全国の大学図書館の所蔵情報ですが、 

目次情報なども含まれています。 



 
 

３.３ 徳島県内図書館の所蔵検索 
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解答例は付録２を参照    

 
【１】 

村上春樹の書いた小説で、タイトルをはっきりと覚えていませんが、  

「東京」が付いていたと思います。この本が図書館にあるかどうか探し

てみましょう。 

 
【２】 

TOEIC の勉強をしたいので、 近出版された手頃な本が図書館にあるかど

うか探してみましょう。 

練 習 問 題 

 
【３】 

プラネタリウムの作り方が分かる本を探してみましょう。 
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この本では、OPAC で本を探したり、データベースで情報を検索したりすることに

関係があるけれど、日常ではあまりなじみのない言葉がいくつか出てきます。こ

れを知っていると、情報通に一歩近づくかも？ 

 

ISBN： 国際標準図書番号。本の裏表紙に書いてあることが多いので、見たこと

がない人はチェックしてみましょう。以前は 10 桁の番号でしたが、2007 年か

ら 13 桁に増えました。OPAC ではどちらでも検索できます。探している図書の

ISBN を知っていると、OPAC でズバリその図書の情報を見つけられますね。 

ISSN： 国際標準逐次刊行物番号。8 桁の番号です。逐次刊行物というのは、雑誌

や新聞のような、同じタイトルで継続的に発行される刊行物のことです。ISBN

と同じく、OPAC で検索するときに ISSN がわかっていると、よく似たタイトル

の雑誌があっても迷わず見つけられるのでとても便利です。 

書誌情報： それぞれの文献を識別するための情報のこと。たとえば図書なら、

タイトルや著者名、出版社、出版年など。雑誌論文なら、タイトル、著者名の

ほかに掲載誌名や巻・号、ページなど。この情報が不十分だと、探している文

献がどこにあるか見つけられないかも、という大切なものです。 

目録： 図書館では、本の書誌情報と所在情報（どこにあるか）のリストのこと

を目録と呼んでいます。「徳島大学蔵書目録」という場合の「目録」がそれで

す。ただし「文献目録」というと、書誌情報だけで所在情報は載っていない資

料の場合が多いようです。 

二次資料： 図書や雑誌のようにオリジナルの情報が載っているものを一次資料

というのに対して、一次資料のデータを収集して、一次資料を探し出せるよう

にまとめたものを二次資料といいます。文献を探すためのデータベースや参考

図書が二次資料です。 

抄録（Abstract）： 学術論文には多くの場合、内容を要約した文章がついてい

て、それを抄録（Abstract）といいます。データベースでは、抄録を読んだ

り、抄録に出てくる言葉で論文を検索したりできます。次の第 4 章でたくさん

出てくる言葉なので、覚えておきましょう。 

知らないと損する？ 情報通必携用語 
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 －３１－
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章 

雑誌論文を探そう

 
 

４・１ 
雑誌論文を探すには？ 
 
 

４・２ 
適のデータベースはこれだ！ 

 
 
４・３ 
知っておきたい検索のポイント 
 
 

４・４ 
CiNii 
 
 

 
 
４・５ 
医中誌 Web 
 
 
４・６ 
PubMed 
 
 
４・７ 
SciFinder 
 
 
４・８ 
Web of Science 
JCR 
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４.１ 雑誌論文を探すには？  

 

第４章では、雑誌論文を探していきます。 

 

雑誌とは、学問分野の専門的な研究成果が発表される場である学術雑誌のことで、コン

ビニや通常の書店に並んでいる情報誌などとは少し異なります。 

大学の授業を受けたり、教科書を読んだりするだけで十分なこともありますが、少し高

度なレポートを書いたり、さらに卒業論文を書く時には、この雑誌論文を読む必要がで

てきます。 

さて、この雑誌論文を探すためには、各種データベースの検索を行うことになります。 

ここでいうデータベースとは、ある特定分野の学術雑誌などの論文の目次情報を、何年

分も集めてデータ化し、タイトルや著者名などで検索できるようにしたものです。つま

り論文や記事などを探すためのツールであり、論文そのもの（原文）ではありません。 

データベースでは、膨大な量の情報の中から求める情報を瞬時に探し出すことができ、

種類によっては、リンク機能があり、関連する情報を見ることができるものもあります。 

データベースを上手に使いこなすことによって、効率的で信頼の高い情報探索ができる

でしょう。 

この本で紹介しているデータベース 

データベース名 収録分野 言語 対象 

CiNii 国内 / 全分野 日本語 全学部 １年～ 

医中誌 Web 国内 / 医学・歯学・薬

学 

日本語 医・歯・薬学部  １年～ 

PubMed 世界 / 医学・歯学・薬

学 

英語 医・歯・薬学部  ３年～ 

SciFinder 世界 / 化学・物理・医

学・農学など広い分野 

英語 全学部 ３年～ 

Web of Science 世界 / 自然科学 英語 全学部 ３年～ 

JCR ＊特殊 英語 全学部 ３年～ 

＊JCR では雑誌評価のための指標(インパクトファクター等)を調べることができます。 



 
 

４.１ 雑誌論文を探すには？ 

 －３３－

●データベースへのアクセス 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれのデータベースへは、図書館ホームページからアクセスすることができます。 

 

SciFinder は検索を行う前にユーザー登録が必要です。リンクをクリックした先のペー

ジの案内にしたがって下さい。ユーザー登録には徳島大学が発行したメールアドレスが

必要です。
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 －３４－

４.２ 適のデータベースはこれだ！  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聞蔵Ⅱビジュアル
 ５．２ 

医中誌 Web 
 ４．５ 

PubMed 
 ４．６ 

Web of Science 
 ４．８ 

SciFinder 
 ４．７ 

始め 

新 聞 ? 
YES 

CiNii 
 ４．４ 

医 学 ? 

日本語?

化 学 ? 

日本語? 

YES YES 

YES 

YES 

NO 

NO 
NO 

NO 

NO 



 
 

４.３ 知っておきたい検索のポイント 

 －３５－

４.３ 知っておきたい検索のポイント  

 

データベースの検索をする時には、いくつか注意する事があります。ここに挙げている

のは、どのデータベースの検索にも共通した注意点です。 

 

１．ふさわしい言葉を選ぶ 

例えば「コンピュータ」と「電子計算機」、「盲腸」と「虫垂炎」など人によって書き

表し方や思いつく言葉はさまざまです。 

データベース検索では、検索語（キーワード）となる言葉は、 もふさわしいものを選

ぶことが大きなポイントです。また検索語は 1 つだけではなく、同義語や関連のある言

葉を考えて、検索を色々試してみることが必要です。 

 

２．検索語を組み合わせる 

検索語が決まったら、さっそく検索です。検索には 1 つの検索語だけで求めていた結果

が出てくる場合もありますが、条件に応じて下記のように、いくつかの検索語を AND、

OR、NOT などの論理演算子でつないで検索すると効率的な検索ができます。 

AND 検索（いずれも含む） 

ＡとＢのいずれも含むものを検索したい場合には、AND（いずれも含む）でつなぎます。 

  例：「季節 AND 料理」  

OR 検索（どちらか一方を含む） 

ＡとＢのどちらか一方を含むものを検索したい場合には、OR（どちらか一方を含む）で

つなぎます。   例：「病院 OR 医院」 

NOT 検索（一方を含みもう一方を含まない） 

ＡのうちＢだけを除いたものを検索したい場合には、NOT（一方を含みもう一方を含まな

い）でつなぎます。  例：「スポーツ NOT 野球」 

 

     AND 検索                OR 検索                NOT 検索             

      いずれも含む         どちらか一方を含む     一方を含みもう一方を含まない     

 

 
 

季節 

     

料理 

 
       

 
スポーツ

  

     野球 

 
病院 

 

     医院
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 －３６－

３．部分一致や完全一致を利用する 

検索語としたい単語があいまいな場合には、検索語の一部分のみを入力して検索するこ

ともできます。これをトランケーションと呼び、アスタリスク（＊）などの記号を単語

の前や後ろに付けることによって、任意の文字列の代わりの働きをしてくれるので、検

索の漏れを防ぐことがでます。例えば、「biochem*」と入力して検索すると「biochemistry」

や「biochemical」なども検索できます。 

また、逆に検索結果にノイズと呼ばれる全く関係の無いごみのデータまで含んでしまう

場合は、スラッシュ（／）などの記号を付けることによって、検索語を特定して検索す

ることができます。例えば「看護」という雑誌の論文を探す場合には「／看護／」と入

力して検索すると「小児看護」や「看護の科学」などは除くことができます。 

なお、これらの使用する記号は各データベースによって異なりますので、各データベー

スの説明を参照してください。 

 

４．絞り込む 

検索結果の中からより自分の目的に合ったものを選び出す方法として、「絞り込み」と

いう機能があります。絞り込みでは検索結果にさらに刊年や著者名、論文の種類などの

条件を追加して、求める条件にあったものだけを抽出します。 

 

５．並び替える 

各データベースには検索結果の並び替え（ソート）機能があり、検索結果を新しい順に

並べ替えたり、著者名順や掲載雑誌名順などに並べ替えたりすることにより、検索結果

を整理して一覧することができます。 



 
 

４.３ 知っておきたい検索のポイント 

 －３７－

●データベース検索の流れ 
 

各種データベースを利用する際には、その内容や特徴、収録年などを考えて使い分ける

必要があります。また、場合によっては複数のデータベースまたは冊子体の二次資料と

呼ばれる文献目録などを利用することも有功です。データベース検索のために、次のよ

うな手順を覚えておきましょう。 

 

                 ①中心的な主題を把握する 

 

 

                 ②データベースを選択する 

 

 

                 ③検索語を選択（考える） 

 

 

                 ④検索を実行する 

 

 

                 ⑤検索結果を見て、満足できない場合は 

                 ③または②へ戻る 

 

 

検索の仕方によっては、検索結果が数百件もあって、全く関係のない情報も含まれてし

まうことがあります。逆に検索結果がゼロ件、または数件となってしまい、必要なもの

を漏らしてしまうこともあります。論理演算や絞り込みなどを上手に使って、効率的な

検索を身に付けましょう。 

 

 

それでは次ページからそれぞれのデータベースの

検索方法について見ていきましょう 

 →
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 －３８－

４.４ CiNii  

 

CiNii(サイニィ)では、日本語の雑誌論文が検索できます。約 1,200 万件(2009 年 4 月現

在)の論文が収録されており、分野が限定されていないので幅広く調べることができます。

CiNii には全文が読める論文もあります。読みたい論文をパソコン上で読むことができ、

大変便利です。また、引用文献情報が表示されるものもあります。                       

               (学内のみのサービスあり) 

 

こちらが CiNii のトップページです。 

 

 

※ CiNii は 2010 年 4 月にリニューアル予定です。 

 

一部有料・利用登録が必要な機能があるので、ログインボタンがありますが、学内のパ

ソコンから論文を検索したり、無料の本文を見たりする場合は入力の必要はありません。

(学外から利用する場合は p.44 を参照して下さい。) 

 

 

学外 OK 同時ｱｸｾｽ 制限なし



 

 
４.４ CiNii 

 －３９－

      CiNii で論文を検索してみよう

 

CiNii で論文を検索するには以下の方法があります。 

● 簡易検索：論文名、雑誌名、著者名など、データのどの部分からでも検索できます。

(参考文献は検索対象に含まれません。) 

CiNii のトップ画面にあるボックスにキーワードを入力して下さい。 

● 詳細検索：画面上にある「詳細検索」をクリックすると、詳細検索の画面になります。

著者名、論文名、雑誌名、ISSN、出版年、出版社、論文の収録ページ等の項目に自分

の検索したいキーワードを入力して下さい。慣れるまではこちらの詳細検索で検索し

たほうが分かりやすいです。 

● 一覧から探す：CiNii 本文収録刊行ディレクトリのボタンをクリックすると、雑誌名

や発行学協会名を 50 音順で探すことができます。無料で本文が読める雑誌がわかり

やすくて便利です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検索のヒント 

４.４.１ 

アルファベット、記号、カタカナで検索するときは、半角/全角 どちらも使う

ことができます。 

検索語が単語の一部になっている場合にもヒットします。 

例えば「看護」で検索すると、「看護師」や「癌看護」などの語も検索できま

す。 

著者名による検索の注意点 

・姓と名の間はあけずに検索しましょう。 

・ 姓のみ、名のみでも検索できますが、「原」だけ入力すると「小原」「原田」

なども検索してしまいますので、分かっている場合はなるべく姓名で検索

しましょう。 

・読み仮名では検索できません。 
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 －４０－

それでは、実際にテーマを決めて検索してみましょう。 

＜検索テーマ＞ 

「携帯電話の利用は、他者とのコミュニケーションにどんな影響を及ぼしているか」 

● 2004～2009 年に発表された論文を検索する。 

● 検索結果から本文が見られるものは見てみる。 

 

今回は、詳細検索で検索してみましょう。 

＜入力するところ＞ 

● 論文名 

● 出版年 

 

フリーワードにキーワードを入力して検索することも可能です。その場合には、抄録等

も検索の対象になります。ここでは論題にキーワードが含まれている論文に絞ってさが

してみましょう。 

 

キーワードはいろいろ考えられますが、今回は上のように「携帯電話」「コミュニケーシ

ョン」とスペースを空けて入力してみます。テーマをそのまま入力すると、その通り題

名に使われている論文名しか出てきません。例えば、テーマの内容が一致していても「携

帯電話がコミュニケーション行動に及ぼす影響」という題名の論文だとでてきません。 

出版年を絞って検索したい場合は、出版年のところに数字を入力しましょう。今回は2004

年から 2009 年の間に出版されたものを検索したいので、「2004」年から「2009」年まで

と入力します。 

 



 

 
４.４ CiNii 

 －４１－

こちらが検索結果一覧です。このように、論文の題名、著者名、雑誌名、収録巻号、ペ

ージ等が出てきます。これらの基本的な情報のほか、抄録がついているものは抄録が表

示されます。ページの一番上に先ほどの詳細検索と同じボックスが出てくるので、件数

が多すぎる場合にはキーワードや条件を追加すると「絞込み検索」が出来ます。先の検

索条件を消して新しい条件を入力すると、「新規検索」になります。また左上に表示され

る CiNii のロゴをクリックすると、トップページに戻るのでこちらの方法でも新たに検

索をはじめることができます。 

また、検索結果を論文名、雑誌名、多く引用された順等で並び替えることもできます(ソ

ート)。 画面の右には検索結果一覧に含まれる著者名と刊行物名が表示されます。クリ

ックすると、「著者名」「刊行物名」で再検索できます。 

 

 

●『絞込み検索』 … キーワードや条件を追加する 

●『新規検索』 … 先の条件を消して新しい条件を入力 

並び替えができる 

論文の情報や抄録が

表示される 

トップページに戻り、 

新規検索できる 
著者名と刊行物名が

列挙される 
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 －４２－

では次に、この検索結果一覧を詳しく見てみましょう。検索結果にはさまざまなボタン

がついています。それぞれなにを表しているのでしょうか。 

検索結果 

一覧画面 

詳細表示画面 

(p.43 参照) 
ボタンの説明 

  

このボタンをクリックすると、徳大の OPAC につながり、探してい

る論文が掲載された雑誌が徳大図書館に所蔵されているか検索で

きます。このボタンがあるからといって、徳大図書館で必ず論文

が読めるというわけではありません。探している論文が掲載され

ている巻号が所蔵されているかどうかを確認して下さい。なお、

データの状態によっては、このボタンがついていない場合もあり

ます。 

  

これは CiNii のデータベースで論文の全文が提供されていること

を示します。ただ、提供者の意向で一定期間本文が公開されてい

なかったり、個別に料金が必要な場合があったりするので、この

ボタンがあれば必ず全文が見えるというわけではありません。注

意して下さい。 

  
大学や機関等、外部のサイトに無料の本文があることを示します。

クリックすると外部のサイトに移動します。 

  

これはリンクリゾルバの中間窓へのリンクです。リンクリゾルバ

とは、データベースの検索結果から徳島大学で利用できる文献情

報にナビゲートするシステムです。ここをクリックすれば、電子

ジャーナルの提供状況(フルテキストがあるかどうか)から OPAC

検索結果まで一覧することができます。(リンクリゾルバについて

は 8.3 を参照) 

  
これは各大学で提供している全文へのリンクですので、全文が読

める可能性が高いです。 

 

 

 

等 

 

 

 

等 

これらは他のデータベースへのリンクボタンです。CiNii で全文

が読めなくても、こちらで全文が読める場合があります。 



 

 
４.４ CiNii 

 －４３－

論文タイトルをクリックすると以下のような検索結果の詳細が表示されます。この画面

でも図のように「Swetswise Linker」「IR Free Full Text」「OPAC」などのボタンが表示

されています。 

 

「Webcat Plus」では全国の大学図書館等の

所蔵状態を検索できるので、読みたい論文

の掲載されている雑誌がどこの図書館にあ

るかを調べることができます。 

また、CiNii に論文本文がある場合は画面

の右に論文の 1 ページ目がプレビューされ

ます。 

 

「CiNii PDF」をクリックすると、このよ

うにパソコン上で論文を読むことができ

ました。印刷や保存もできます。 

パソコン上で読める論文は一部分ですが、

今後も増えていく予定ですのでぜひ利用

して下さい。 
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 －４４－

なお、契約の関係上読めない論文、提供者の意向で公開していないものもあります。 

その場合にはこのような画面がでてきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 徳島大学では、CiNii の機関定額制サービスを導入していますので、一般の利用では

読むことのできない「定額許諾」の論文本文を自由に利用することができます。自宅

のパソコンでは読めない論文も、徳大キャンパス内のパソコンからなら読むことがで

きる場合があります。試してみて下さい。 

 

※ 自宅など学外から CiNii を検索する場合、書誌情報や本文を無料一般公開しているも

のは見ることができますが、「定額許諾」の本文は有料となってしまいます。しかし、

サイトライセンス個人 ID を申し込むと、徳島大学内で検索する場合と同じ条件で利

用できるようになります。サイトライセンス個人 ID を申し込む場合は、まず徳島大

学内のパソコンから CiNii にアクセスしてご自身のメールアドレスを登録してくだ

さい。後ほどメールが届きますので、指示のあった URL から本登録すると ID が発行

されます。なお、サイトライセンス個人 ID でログインした場合も、「有料公開」の本

文を利用された際にはご自身でクレジットカードにより支払いをする必要がありま

す。注意して下さい。(トップページにある CiNii 本文収録刊行ディレクトリのボタ

ンをクリックし、刊行物名等を選ぶと提供条件や料金を確認できます。) 

 



 

 
４.４ CiNii 

 －４５－

 CiNii を使いこなそう 

 

ここでは CiNii の基本的な検索方法を紹介しました。 

CiNii には詳細なオンラインヘルプが用意されているのでぜひ利用して下さい。 

クイックガイドは基本的な事項が、 

ヘルプではより詳細な情報が検索できます。

４.４.２ 
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練 習 問 題 

 
【４】 

大学生が友人との関係で感じるストレスについて扱っている論文を

探してみましょう。 

【５】 

加藤司先生が書いた論文で、大学生の友人関係について扱っている

ものを探してみましょう。 

 
【６】 

「社会心理学研究」22 巻 1 号 p.58-からはじまる論文を探してみま

しょう。 



 

 
４.４ CiNii 

 －４７－
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 －４８－

４.５  医中誌 Web  
医中誌 Web は、国内で発行された医学・看護学・薬学・歯学などの雑誌文献情報を検索

することができます。検索できるデータは、1983 年から現在までのデータ約 710 万件で

す。(2010 年 2 月現在) 

検索した文献情報は、印刷・メール・ダウンロードなどの方法で取り込み、保存を行う

ことができます。  

 
医中誌 Web を検索してみよう 

 

１ 検索の開始 

●まず医中誌 Web にアクセスしてモード選択をします。 

図書館の HP から医中誌 Web にアクセスします。 

まず検索モードと、必要な場合には検索対象年の選択を行います。 

 

４.５.１ 

学内限定  同時ｱｸｾｽ ４ﾕｰｻﾞ

医学中央雑誌の文献情報は、大学・学協会・研究所・病院などから発行され

ている雑誌、営業誌、学会等の会議録、講演集、公共資料などの定期刊行物、

約 5,000 誌から収録されています。データの更新は月 2 回（1 日、16 日）行

われます。 

収録範囲について 



 
 

４.５  医中誌 Web 

 －４９－

●検索対象年を選択します。 
 
 

 

初期設定では５年分がチェックさ

れています。３年・５年・10 年・

全年から選択、あるいはプルダウ

ンで任意の年を指定することもで

きます。 
 

POINT! 

ここで指定する西暦は、医学中央雑誌データベースへの収録年です。 
（原本の発行年ではありません） 
 
 
●検索モードを選択します。 

 

 
「BASIC MODE」または「ADVANCED MODE」を選択し

ます。どちらの検索モードでも同じデータを検索

できます。 

また、ログインしてからログアウトするまでの間、

2 つのモードを切り替えて検索することができま

す。 
 
 
 

 
 
 

ADVANCED MODE では、検索履歴を利用した検索や絞り込みが行えます。また

BASIC MODE よりも指定できるフィールドが多い、候補語辞書の参照が行え

る、などの特徴があります。 
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BASIC MODE 検索 

BASIC MODE では、キーワードや著者名などを自由に入力して簡単に検索することができ

ます。 

 
●検索条件を入力します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特定の項目を指定して

検索したい時は、この

表示を切り換えます。

指定できる項目は、著

者の名前・掲載された

資料名・著者の所属機

関です。 

検索のヒント 

アルファベットや記号で検索

するときは、半角/全角 どちら

も使うことができます。 

ただし、カタカナは全角で入力

しましょう。 

著者名による検索の注意点 

・姓と名の間はあけずに検索しましょう。欧文表記の場合も同じです。 

(例：徳島太郎、TokusimaTaro) 

・姓のみ、名のみでも検索できます。 

・読み仮名で検索を行うこともできます。全角カタカナで入力してください。

ただし読み仮名の登録されていない著者名もあります。 

検索語が単語の一部になっている場合

にもヒットします。例えば看護で検索す

ると看護師や癌看護などの語も検索で

きます。 

ここに検索したい語を

入力します。スペースを

はさんで複数の語を入

力した場合、入力した語

を全て含んだ文献だけ

を検索します。 
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●必要に応じて「検索対象の限定」を選択して検索します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

Pre 医中誌データ:通常のデータでは、原本の発行から Web 版で検索可能になる

までのタイムラグが約 3～4 ヶ月ありますが、Pre 医中誌データは、 短で発行

から 1 ヶ月程度の雑誌を検索できるようになります。Pre 医中誌データは、書

誌事項（タイトル、著者名、収載誌の情報、一部については抄録）のみが収録

されています。なお、Pre 医中誌データは、インデキシングが完了した段階で、

改めて通常の ID（文献番号）が付与され完成データとなります。 

検索対象データについて

メタアナリシス(1999 年～):ヘルスケアの介入についてのエビデンスを明らか

にするために、定式化されたリサーチクエスチョンについて、関連する研究を

網羅的に収集し、批判的吟味をし、統計学的に解析した論文。 

研究デザインついて 

ランダム化比較試験(1983 年～):ヒトを対象として、ランダム割付を用いて、

ヘルスケアの介入（薬物、手術、検査、看護、検診、教育、ｻｰﾋﾞｽ等）行う群

と比較対象群に振分け、その有効性や安全性などの評価を行う臨床試験。 

準ランダム化比較試験(1983 年～):ヒトを対象として、準ランダム割付を用い

て、ヘルスケアの介入(薬物、手術、検査、看護、検診、教育、ｻｰﾋﾞｽ等)を行

う群と比較対象群に振分け、その有効性や安全性などの評価を行う臨床試験。

比較研究(2003 年～):ヒトを対象として、比較分析を行っている研究。ただし、

ランダム化比較試験の文献、比較臨床試験の文献は除外する。 

診療ガイドライン(1999 年～):医療や公衆衛生上の判断を支援する目的で、日

本において、主に学会などにより作成された文書。（個人や一病院で作成し

たガイドラインは含まない） 

検索条件をより限定したい

時に使用します。 
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ADVANCED MODE 検索 

ADVANCED MODE では、BASIC MODE よりも細かく条件を指定して検索することができます。 

 

特徴１ 検索履歴を使って更に検索できます。（BASIC MODE で行った検索も ADVANCED 

MODE に切り替えると履歴が残ります。） 

  

特徴２ 候補語辞書を使うことにより「シソーラス」(詳細は p.55 を参照)、「収載

誌名」、「所属機関名」、から適切な検索語を見つけるための支援機能があ

ります。 

 

（１）新規検索 

●検索条件を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●必要に応じて検索履歴を使った検索、絞込み検索、「候補語辞書の参照」「検索対象

の限定」を選択して検索することができます。 

特定の項目を指定して

検索したい時は、この

表示を切り換えます。  

ここに検索したい語を

入力します。スペースを

はさんで複数の語を入

力した場合、入力した語

を全て含んだ文献だけ

を検索します。 

「候補語辞書の参照」「検索対象の

限定」は開閉をクリックすると表示

の切り替えができます。 
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（２）検索履歴 

●履歴と履歴を使った検索 

 

掛け合わせたい検索履歴をチェックします。プルダウンで「AND」または「OR」を選択し、

「履歴検索を実行」をクリックします。 

「NOT」はここでは使えないので、「NOT」を使う場合は、新たな検索に「#2 NOT 運動療

法」というように入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●履歴と新たな検索語を使った検索 

 

「新規検索」欄に、履歴のステップナンバーと検索語を直接入力します。 

  例） #2 AND 合併症 
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●履歴を絞り込む検索 

絞り込みたい対象の履歴をチェックして「絞込み検索へ」をクリックします。 

絞り込む条件にチェックを入れた後、「絞込み」をクリックします。 
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（３）候補語辞書の参照 

●シソーラス 

医中誌 Web ではオートマッピングという機能によって、例えば「はしか」ということば

で検索すると同時に「麻疹」という同義語も自動的に検索されます。このようなさまざ

まな同義語は一つの統一された言葉（統制語）に置き換えられます。この統制語を体系

付けた辞書を、シソーラスと呼びます。 

シソーラスを使うことにより、上位語や下位語を確認したり、検索対象となる語を特定

したりすることができるため、ノイズの少ない検索ができます。 
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●収載誌名 

 

雑誌名を入力後、「参照」

ボタンを押して候補を表

示し、「採用」ボタンで

決定すると雑誌名を特定

することができます。雑

誌名に「内科」や「看護」

などの言葉を含むものは

たくさんありますので、

ノイズを除くために便利

です。 

また、候補語辞書を使わ

ずに直接「新規検索」欄

に[ ]を使って完全一致

させる方法もあります。 

例：[看護]/JN   

 

 

●所属機関名 

 

著者の所属機関名の候補を

表示して、「採用」ボタン

を押すと特定することがで

きます。 

また、候補語辞書を使わず

に直接「新規検索」欄に[ ]

を使って完全一致させる方

法もあります。 

例：[林病院]/IN 
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書誌確認検索 

参考文献の書誌情報や抄録を確認する場合には、書誌確認画面から検索すると便利です。

書誌事項（雑誌名、ISSN、発行年月、巻号頁、著者名、タイトル中のキーワード）から

検索できます。 

 

●「書誌確認」のタブを選択すると、「書誌確認」画面が開きます。 

検索条件を入力して検索します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 筆頭著者、 終著者を限

定して検索することが

できます。 

「収録誌辞書の参照」から

収録された雑誌を特定し

て検索することができま

す。 

検索対象年を変更したい時は

ここから変更します。 
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２ 検索結果の見方 

●検索を行うと結果が表示されます。 
 
（画面は BASIC MODE） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

検索結果に新たな条件を

追加する 

新たな検索を行う

表示件数を変更 

論文の簡略情報一覧。 
論題（論文の種類）、著者名、雑誌名、巻号ページ、発行年 

BASIC MODE、ADVANCED MODE、書誌確認検索の検索結果一覧は同じ形式で表示

されます。 

検索の結果ヒット

した文献の総数 

絞り込み画面で検索結果を

絞り込む 
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論題 
Author：著者名 

( )内は執筆時の所属 

Source：雑誌名、巻号ページ（発

行年月） 

論文種類：原著・総説・解説・会

議録 

シソーラス用語 

医中誌フリーキーワード 

チェックタグ：動物の種類、年齢

区分、歴史区分、

その他 

Abstract：抄録（医学中央雑誌刊

行会で作成したもの）

●文献番号(青いリンクがついた番号)をクリックすると詳細表示画面になります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

所蔵確認:徳島大学附属図書館学内蔵書検索（OPAC）へリンク（3.1 を参照） 

医中誌からのリンク  徳島大学で利用できるか確認したり、本文を入手 
           したりできます。 

Swetswise Linker:徳島大学附属図書館電子ジャーナルリストへリンク（8.2，8.3

を参照） 

CiNii:国立情報学研究所が提供する論文データベースへリンク。「本文あり」の

アイコンが表示されていると論文を読むことができる（4.4 を参照） 

Webcat Plus:全国大学図書館等所蔵目録。国立情報学研究所が提供する図書及び

雑誌の書誌情報（3.2 を参照） 

メディカルオンライン:（株）メテオの国内医学文献の全文配信サービス。PDF サ

ービス表示のものは PDF ファイルで論文を読むことができる。 

J-STAGE・Journal＠rchive:独立行政法人科学技術振興機構が運営する電子ジャ

ーナルのシステム。J-STAGE の一部と Journal＠rchive のすべてで本文がフリー

公開されており、読むことができる。 

上から順に 
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３ 検索結果の印刷・保存 

●印刷を行う 
①印刷する文献を選択し、必要に応じ

て出力設定を行ってから、検索結果

表示画面の「印刷」アイコンをクリ

ックします。 
②ウィンドウが表示されるので「印刷

実行」をクリックします。 
③印刷は余分な表示を省いた印刷用表

示形式で行われます。 
 
●ダウンロード（データとして保存）する 
①ダウンロードする文献を選択し、必要に応じて出力設定を行ってから、検索結果表示

画面の「ダウンロード」アイコンをクリックします。 
②ウィンドウが表示されるので、「ダウンロード実行」をクリックします。 
③保存先やファイル名を指定してダウンロードを実行します。 
 

●メール送信 

①メール送信する文献を選択し、必要に応じて出力設定を行ってから、検索結果画面の

「メール送信」アイコンをクリックします。 

②ウィンドウが表示されるので、送信先の e-mail アドレス、コメントを入力して、「メ

ール送信実行」ボタンをクリックします。 

③検索結果は、添付ファイルとして送信されます。メールの件名は「医中誌 Web 検索結

果」、添付ファイル名は「ichu.txt」となります。 

 
 
 
                                    
 
 

 

 

タグ付き形式 POINT! <表示形式＞ 
印刷用表示形式   

出力設定は開閉を

クリックすると表

示切り替えができ

ます。 

文献の印刷、保存な

どを行うときには

こちらのアイコン

を使用します。 
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●クリップボード 

①クリップボードに保存する文献を選択し、検索結果表示画面の「クリップボード」ア

イコンをクリックすると、選択した文献がクリップボードに保存されます。 

②「CLIPBOARD」タブをクリックすると、保存した文献が表示され、印刷、ダウンロード、

メール送信、クリップボードに保存した文献の削除などを行うことができます。 

 
 
 
 

 

●ダイレクトエクスポート 

①他の文献情報管理サービスに転送する文献を選択し、検索結果表示画面の「ダイレク

トエクスポート」アイコンをクリックします。 

②ウィンドウが表示されるので、エクスポート先のアイコンを選択し、次画面の「ダウ

ンロード実行」リンクをクリックします。 

 

クリップボードには文献を 500 件まで保存することができます。ログアウト

すると保存した文献はクリアされます。 

Refworks: Refworks 社が提供する、研究成果や電子リソースから収集した学術情

報を蓄積、管理し、それらを共有化して情報発信するためのウェブサービスです。

有料で利用できます。（9.2 を参照） 

医中誌からのエクスポート先リンク  

EndNote:トムソン・ロイター社が提供する、学術文献の情報検索結果データ、及

びファイルを管理し、論文記述する際の参考文献リスト作成等を自動的に行う論

文作成支援ソフトです。有料で利用できます。（9.2 を参照） 

EndNote Web: EndNote の Web 版で、EndNote より少し機能が制限されます。徳島

大学では、Web of Science の契約を行っているため無料で利用できます。使用す

る場合には登録が必要です。（9.2 を参照） 
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４ 検索の終了 

●医中誌 Web の終了 

医中誌 Web を終了するには、必ず次の手順をとってください。 

①「終了」のオレンジのボタン（画面右上と右下にあります）をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

②2 番目の画面になったら、「ログアウト」を 

クリックしてください。 

 

 
 
 
 
 
 
③3 番目の画面になったら医中誌 Web が終了となるので、ブラウザを閉じる（または他

のサイトに行く）ことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

いきなりブラウザを閉じる方法で終了させたり、終了手続きをしないで他の

サイトに移動したりしないでください。医中誌 Web を同時に使えるのは徳島

大学全体で 4 人までです。終了手続きをしなかった場合、実際は終了してい

るにもかかわらず、コンピュータの方では「この人はまだ使用中である」と

みなすため、他の人が使用できなくなるおそれがあります。 
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医中誌 Web を使いこなそう 

ここで紹介したのは、医中誌 Web の簡単な検索方法です。 

医中誌 Web には他にもより高度な検索を行うための機能が用意されています。検索に慣

れ親しみ使いこなせるようになれば、的確な情報に素早く到達できるようになります。 

 

医中誌 Web にはオンライン検索ガイドが用意されています。 

もっと上達したい、と思ったときにはアクセスしてみて下さい。 

医中誌 Web を上手に使いこなしましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医中誌 Web で検索することができるのは、1983 以降に作成された情報です。

それ以前の国内医学関連文献を調べるには、冊子体の医学中央雑誌を使うこ

とになります。これを使うことで 1903 年までさかのぼって調べることがで

きます。医中誌 Web はこの医学中央雑誌の 1983 年以降の Web 版ということ

になります。 

冊子体の検索は Web 版と比べて不便で扱いづらいと感じるかもしれません。

しかし古い文献の探索には、必ずこの冊子体を調べる必要が出てきます。ぜ

ひチャレンジしてみてください。 

オンライン検索ガイドは、医中

誌 Web のアクセス画面からリ

ンクしています。 

４.５.２ 
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解答例は付録２を参照 

 
【７】 
メタボリックシンドロームと食生活の関係について扱っている論

文を検索してみましょう。 

練 習 問 題 

 
【８】 
松澤佑次先生がメタボリックシンドロームについて書いている論

文を探してみましょう。 

 
【９】 
メタボリックシンドロームについてのレビュー論文（総説）を探し

てみましょう。 
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みなさんは英語が得意でしょうか？すらすらと読むことができますか？ 

大学での学習、研究を進めていると、英語の文章を読む必要が出てきます。特に

自然科学系の分野では読まないといけないことが多いでしょう。本書で紹介して

いる PubMed や SciFinder などのデータベースも英語です。またパソコンで電子ジ

ャーナルを読もうとした時にも、英語にぶつかるでしょう。 

さてこのデータベースや電子ジャーナルの英語、パソコンが自動で訳してくれれ

ばとても便利なはずです。実際に文章を入れてやれば翻訳してくれるサイトやソ

フトもあります。でも試したことのある人なら分かると思いますが、翻訳されて

くる日本語は相当おかしな文章になっていることが多いのです。どうしてでしょ

うか？次の文を見て下さい。翻訳の話では、とても有名な文例です。 

Time flies like an arrow. 

みなさんはこれをどう訳しますか？「時は矢のように飛ぶ」つまり光陰矢のごと

しですね。Time が主語で flies が動詞です。でも次のように訳すこともできると

思いませんか？「時蝿は矢を好む」この場合には、Time flies が主語、like が動

詞になっています。このように、一つの単語が複数の意味を持ち、文中の役割も

動詞、名詞、形容詞と使い分けられていることが、コンピュータによる翻訳を難

しくする原因です。後の訳はかなり変な日本語になっています。でも人間なら変

な訳だと分かるのですが、コンピュータは変かどうかなんて考えてくれないので、

こんな誤訳をしてしまうことがあるのです。（この文は有名なので今ではコンピ

ュータもちゃんと訳してくれるはず・・・です。） 

さてこのようにコンピュータは意味から判断できないために、変な訳をしてしま

い、私たちはなかなかコンピュータ翻訳を有効に使うことが出来ないのですが、

しかしこういった研究は研究者の方によって日々進められています。みなさんの

中でもこれからこのような分野の研究にチャレンジする人もいるでしょう。将来、

英語の論文をパソコンの翻訳にかけるだけで、読むことができるようになれば素

晴らしいですね。 

時蝿は矢を好む？ 
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４.６  PubMed 

 
PubMed は世界 70 カ国以上で発行された医学・歯学・薬学およびその関連領域の文献を

検索することができます。検索できるデータは 1900 万件にものぼります。(2010 年 2 月

現在)。検索した文献情報は、印刷・メール・ダウンロードなどの方法で取り込み、保存

を行うことができます。また無料で利用できるデータベースで、徳島大学キャンパス外

（例えば自宅など）からでも利用できるのが大きな特徴です。  
 
 
 

PubMed を検索してみよう 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●PubMed にアクセスして検索します。 
 
クエリーボックスに検索語を入力して検索を行います。 
検索語は大文字でも小文字でも同じです。ただし全角文字は使用できません。 
検索される項目は、タイトル・著者名・雑誌名・抄録・統制語などです。 

４.６.１ 

学外 OK 同時ｱｸｾｽ 制限なし

クエリーボックス 



 

 

４.６ PubMed 

 

 －６７－

●検索方法のヒント 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●検索を実行すると検索結果が表示されます。 
 
はじめはSummaryモードで20件ずつ

表示されます 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point! 

Summary モードでは論題、著者名、資料名、発行年月、巻号、ページが示されます。

他にも Abstract モードなどの表示形式に変更することが可能です。 

表示モード、1 ページの表示

件数、並べ替えの設定 

著者名の検索は姓・名・(あれば)ミドルネームの順に入力します。名とミド

ルネームはイニシャルで入力します。例えば Williams YT などのように入力

します。 

検索する項目を指定するにはタグという検索子を使用します。例えばタイト

ルを指定するタグは[TI]です。neoplasm[TI]と入力します。Limits という機

能でも項目の指定ができます。主なタグについては、マニュアルや PubMed

のヘルプ（4.6.2 を参照）を参考にしてください。 

前方一致検索をしたいときには*を使用します。例えば neoplasm*として検索

を行うと、neoplasm、neoplasms などが検索されます。 

Summary Mode 

上から順に 
・論題 
・著者名 
・資料名・発行年・巻号・ページ
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Summary モードで表示されている文献の論題をクリックすると、クリックした 1 件のみ

が Abstract モードで表示されます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point!  Abstract モードでは抄録を見る事ができます。 

 
●検索結果からいろいろなリンクが利用できます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抄録 
論文内容を要約

したもの 

Abstract Mode 

論文全文へリンクしてい

る論文もあります。 
電子ジャーナルの全文が

見られるかどうかは図書

館と出版社との契約等に

よります。フリーで提供さ

れている電子ジャーナル

もあります。 

Related Articles は関

連文献へのリンクで

す。さらに関連文献を

見たい場合は、See All

をクリックします。 

書誌情報の部分にある

略誌名をクリックする

と、同じ雑誌の文献を

検索したり、後述する

Journal Database で雑

誌の正式名やISSNを調

べたりすることができ

ます。 

電子ジャーナ

ルや関連文献

へのリンク 
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 －６９－

●検索した結果が多すぎる場合には絞り込みを行います。 
 
検索するキーワードを足してテーマを絞り込んでいくのが一般的な方法です。 

 
 
Limits 画面を使って、出版年、

論文のタイプ・研究デザイン、文

献の書かれた言語、研究対象の年

齢・性別などの項目で絞り込む

ことができます。 

必要に応じてチェックを入れる

などして検索します。 
 
 

Limits でチェックを入れると、検索結果

にこのような表示が出ます。 

条件を解除するには、Remove をクリック

します。 

Review 論文・無料電子ジャーナル

で入手できる論文のみに絞り込む

ことができます。 
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●検索したデータを保存します。 
 
検索結果は、テキストファイルダウンロード・メール送付・クリップボードへのコピー

などが行えます。画面右上にある Send to をクリックすると、選択肢が表示され、保存

方法を選ぶと実行ボタンが表示されます。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Clipboard

POINT! 

特定の文献を選択したいとき

には著者名の横にチェックを

いれます。 

File 

File にチェックをいれ

ると上のような表示が

出るので、保存する内

容や並び順を選択しま

す。 

Clipboard は一時的にデータをためておく

ために使います。 大 500 件、8 時間保存で

き、丸で囲った部分から保存内容を確認で

きます。検索結果を保存しておいて、あと

でまとめて出力したいときに便利です。 
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●Advanced Search で使える機能 
 Advanced Search は、クエリーボックス上のリンクから利用できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Search Builder 
検索フィールドの指定をして、結果件数を確認しながら検索語を選ぶことができます。

語尾のあいまい検索を行うのに便利です。 

 
Search History 
それまで行った検索の式と結果が表示され、再利用が可能です。同じ検索結果を再表示

する場合は右の Result の数字部分をクリックします。検索式の掛け合わせに用いる場合

は、＃のついた番号をクリックしてプルダウンメニューから操作します。 
 
Details 
画面の上部にあるリンク“Details”をクリックします。Details では検索式が PubMed

でどのように変換されて検索されたかを確認することができます。 
Details は検索結果画面の右側にも表示されます。 

Search 

Builder 

Search 

History 

Details 

その他の 

機能（説明

は次頁） 
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●その他の便利な機能 

PubMed のトップページ及び Advanced Search の下部にある More Resources からリンク

されている便利な機能をいくつか紹介します。 
 
Journals Database 
PubMed トップページと Advanced Search の More 

Resources からリンクされています。Journals 

Database では雑誌の正式名、ISSN、出版社など雑誌

に関する情報を調べることができ、雑誌名やその略

称で検索します。PubMed では雑誌名が略称で表示さ

れるので、Journals Database で正式名を調べると、

OPAC で徳島大学にあるかどうか確認する際に便利

です。 
 
Single Citation Matcher 
PubMed トップページの PubMed Tools 及び

Advanced Search の More Resources からリンクさ

れています。不完全な文献情報から文献を検索す

る時に便利です。雑誌名・発行年月日・巻号・ペ

ージ数・著者名・論文タイトルの中から分かって

いる情報を記入して検索を行います。 
 
Clinical Queries 
PubMed トップページの PubMed Tools 及び Advanced Search の More Resources からリン

クされています。 

エビデンスレベルの高い検索を行うために、検索フィ

ルターの設定や研究デザインを絞った検索を行うこと

ができます。Search by Clinical Study Category、 Find 

Systematic Reviews、 Medical Genetic Searches の 3

つの機能に別れています。 

 

Search by Clinical Study Category では、臨床医学を 5 つの 分野＝Category（治療、



 

 

４.６ PubMed 
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診断、病因、予後、臨床予測指針）に分け、検索幅の 広さ＝Scope（広く、狭く）との

組み合わせで検索にフィルターをかけられるようにしています。 

Find Systematic Reviews では、エビデンスレベルの高い研究デザインの文献を検索す

ることができます。システマティック・レビュー以外に、診療ガイドライン、臨床試験

レビューなども検索の対象に含まれます。 
Medical Genetics Searches は、遺伝学分野の文献を検索するための機能です。7 つの

Category を適用して検索を行うことができます。 
 
MeSH Database 
PubMed トップページと Advanced Search の

More Resources からリンクされています。

MeSH Database では、MeSH 用語（次頁を参照）

について調べることができます。 

クエリーボックスにキーワードを入力して検

索します。キーワードには、MeSH 用語・自由

語(MeSH 用語でない語)を使用できます。検索結果には、該当する MeSH 用語とその解説

が一覧表示されます。MeSH 用語をクリックするとさらに詳しい表示に移ります。 
 
詳しい表示に切り替えると、使用でき

る Subheadings（副標目）、その MeSH

用語に導かれる自由語、関連する MeSH

用語、階層構造などを確認することが

できます。 

  
MeSH用語やSubheadingsにチェックを

入れて画面上部の Send to で Search 

box を選ぶと新たに検索窓が出てきて、

選択した用語にあてはまる文献を

PubMed で検索できます。 

 
 

階層構造 
（用語の位置関

係がわかります）

Subheadings 

治療、病理などの概念で

このMeSH用語に結びつく

ものが表示されます。 
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●MeSH を用いた検索 

 

MeSH とは様々な医学用語の類義語を、できるだけ一つの用語を使うように統一し

たものです。例えば、癌という用語は文献中では cancer、carcinoma、neoplasm

などのように表現されています。これを MeSH では、neoplasms に統一しています。

この neoplasms という MeSH 用語で検索することで、cancer などの語で癌を表現

している文献も検索することができます。MeSH 用語として検索するには、キーワ

ードの後ろにタグ[MH]をつけます。癌の例では、neoplasms[MH]という検索式で検

索を行います。 

 

MeSH は文献毎に、文献の主題を表す語がいくつか選ばれ、通常複数語ずつ付与さ

れています。文献に付与されている MeSH を確認するには、表示形式を Citation

または、MEDLINE モードに変更します。ただし、 新号や収録範囲外などで MeSH

が付与されていない文献もあるので、注意が必要です。 

 

MeSH は、階層構造をもっています。大きな概念から枝別れして、狭い概念へと分

岐した構造になっています。表現したい主題にぴったりと当てはまる語がない時

には、上位の語が MeSH として選ばれます。MeSH 用語を用いて検索した際は、通

常下位の概念の MeSH が付与された文献も含めて検索します。 

また、多くの MeSH に共通して適用できる概念が Subheadings としてまとめられて

います。この Subheadings を MeSH と組み合わせて検索することができます。例え

ば drug therapy(薬物療法)は、多くの疾患を表す MeSH 用語と組み合わせて検索

に使用することができます。Subheadings によっては、組み合わせることのでき

ない MeSH もあります。 

 

MeSH 用語、階層構造などを調べるには、MeSH Database を使用します。 
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My NCBI 
画面右上にある“My NCBI”をクリックします。My NCBI

では、検索フィルターの設定や、検索式を登録して定期

的に検索結果をメールで受け取ったり、文献情報を

Collection に保存したりすることができます。はじめて

利用する時は、ユーザー名、パスワードの設定をします

(無料で登録ができます)。 

検索式の登録を行うには、My NCBI に Sign In した状態

でクエリーボックスの横の Save Search を選択します。 

My NCBI ではこの他にも、検索語のハイライトなどを行うことができます。 
 
 
       PubMed を使いこなそう 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PubMed には様々な検索機能が備わっています。ここでは簡単な操作方法を紹介しました。

より詳細な使い方を知るには、オンラインヘルプやオンラインチュートリアルなどを参

照してください。どちらも PubMed のトップページから利用することができます。 
 

注意! 

内容は全て英語です。 

４.６.２ 
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また市販のマニュアルも数多く出版されています。 
検索方法の解説が詳細なものや、論文執筆までフォローされているものまで様々なマニ

ュアルがあります。目的にあったマニュアルを探してみましょう。 
 
図書館で利用できる PubMed のマニュアル 

[1] 岩下愛, 山下ユミ 『図解 PubMed の使い方 : インターネットで医学文献を探す』 改

訂 4 版、日本医学図書館協会、2010 年。（蔵本分館所蔵 490.7||Iw） 

[2] 牛澤典子 『若葉マークの PubMed : 初心者のための検索マニュアル』情報科学技術

協会、2005 年。（本館・蔵本分館所蔵 490.7||Us） 

[3] 縣俊彦 『上手な情報検索のための PubMed 活用マニュアル』南江堂、2000 年。（蔵

本分館所蔵 490.7||Ag) 

[4] 讃岐美智義 『文献管理 PC ソリューション : PubMed/医中誌検索から論文執筆まで』

新版、秀潤社、2007 年。（蔵本分館所蔵 490.7||Sa） 

 
 
 
 
 
 
 
 

PubMed は無料で公開されているデータベースです。このため検索終了時

にログアウトの必要はなく何人でも同時に使うことができます。時間を気

にせずゆっくりと検索を行うことができますので、どんどんと活用しまし

ょう。 
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解答例は付録２を参照 

練 習 問 題 
 

【１０】 
喘息（asthma）の薬物療法（drug therapy）に関する論文を探して

みましょう。 

 
【１１】 
Peter J. Barnes 氏の書いた論文を探してみましょう。 

 
【１２】 
喘息の薬物療法のランダム化比較試験を扱った論文で、 近 1 年間

に発行されたものを探してみましょう。また PubMed から論文本文

へリンクがされているものに限定してみましょう。 
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４.７  SciFinder 
SciFinder は、化学・物理・医学・薬学・生命・農学など幅広い分野にわたる情報を検

索できます。検索できる情報は、文献の情報（論文タイトル・著者・掲載誌名など）に

加えて、化学物質・反応情報、試薬・化成品のカタログなど多岐に及びます。検索方法

もキーワード検索に加えて、化学構造や化学式での検索が可能です。また検索した結果

を分析するためのツールも充実しています。検索結果はダウンロードによる取り込み、

印刷などを行うことができます。  
 
 
SciFinder を利用するには、あらかじめユーザー登録をしておく必要があります。はじ

めて利用する時は、図書館 HP に掲載している登録方法に従ってユーザー登録してくださ

い。登録には、徳島大学から発行されたメールアドレス（末尾が tokushima-u.ac.jp のも

の）が必要です。 
 
 

SciFinder を検索してみよう 
 
●SciFinder の Sign In ページにアクセスします。 

 

登録した Username と Password を入力して Sign In ボタンをクリックしてしばらくする

と、契約許諾に関するメッセージが表示されます。[Accept](受諾する)の方を選択しま

す。同時アクセス数をオーバーしている場合は Sign In できません。 
 
 

４.７.１ 

学内限定  同時ｱｸｾｽ ４ﾕｰｻﾞ
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●検索方法を選びます。 
SciFinder にはたくさんの検索方法が用意されています。 

 
Explore References 

 
研究テーマ、著者名、所属企業名、雑誌名、特許番号などから

文献を検索できます。 
選択した検索方法が青く表示されます。 
 
 
 
 
 
Explore Substances 

化学構造図、分子式、化学物質名などから化学物質を検索でき

ます。 
 
 
 
 Explore Reactions 
 化学反応を生成物、反応物、官能基で検索できます。 
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●文献の検索を行います。 
 
Explore References をクリックして、検索画面を表示します。 
 

 
 Research Topic      研究トピックでの検索    
 
研究トピックを表現するフレーズまたは単語を入力します。 
下部では出版年や、文献の種別、言語などを指定できるので、必要に応じて指定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

トピックとして入力した語そのものが含まれている狭い論文集合か

ら、類義語までを含んだ広い論文集合までいくつかの候補が表示され

ます。 
候補の中からテーマに合いそうなものを一つまたは複数選択し、Get 

References をクリックすると、該当する文献リストが表示されます。
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   Author Name   著者名による検索 

 
 
 
 

姓、名、ミドルネームで検索を

行います。名とミドルネームは

省力することもできます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

検索のヒント 
大文字、小文字どちらで検索を

行っても同じです。ただし全角

で入力することはできません。

研究トピックでの検索を行ったときには、タイトル、抄録、索引語など

の項目が検索されます。 

前方一致や後方一致検索を行うこ

とはできません。複数形などは類義

語(concept)として自動的に検索さ

れます。 

入力した名前に対してイニシャル表記したものや、

異なる綴りのものなどが表示されます。適する名称

を一つまたは複数選択します。 
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 Journals        雑誌名などの書誌情報による検索 

 
論文の著者名や掲載誌名など断片的な情報が分かっているときに利用します。 
雑誌名・タイトルに含まれる語・著者名・発行年を組み合わせて検索できます。 
雑誌名は略誌名でも検索可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Patent   特許情報の検索 

 
特許番号・発明者などから検索できます。 
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●文献の検索結果の見方です。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上から 
文献タイトル 
著者名 
掲載誌（年），巻号，ページ等 
抄録（長い場合は一部） 

チェックした文献について、物質や

引用の情報を調べられます。 

複数データベースを検索するため検

索結果が重複することがあります。

Remove Duplicates で重複する結果

を除去します。 

ChemPort は電子ジャーナルの全

文に直接リンクするほか、リンク

リゾルバ（8.3 を参照）と OPAC で

検索できます。 
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文献情報詳細画面 

参考文献 

化学物質索引

書誌情報（雑誌名・

巻号・ページ）著者

の所属機関など 

ここからも ChemPort（前頁

参照）につながります。 
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●検索結果が多すぎる時は絞り込みを行います。 
 以下の絞り込み機能は、化学物質検索・化学反応検索の場合にも使えます。 

 
検索結果画面の右側に、Analysis（解析）と Refine（絞り込

み）を選択するタブがあります。 

絞り込みを行うには、Refine のタブをクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Refine では絞り込み

のためのさまざまな

項目が用意されてい

るので、選択して条件

を入力し、絞り込みま

す。 

Analysis で棒グラフの部分をクリッ

クすると、そのデータ（この例だと雑

誌名）にあてはまる結果のみを表示す

ることができます。 

Analysis は検索結果の分析を行います。どの著者による論文

が多いか、どの年の論文が多いかなどの分析が行えます。 
ある分野の研究動向を知る際にも役立つでしょう。 

Analysis は回答が 20,000 件を超えるとサンプル解析になり

ます。 

 文献検索では、Analysis の下方に Categorize が表示されます。（回答

件数が 15,000 件以下の場合） 

Categorize では文献の内容分類から絞り込みを行うことができます。 
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●物質の検索を行います。 
Explore Substances をクリックします。 

 

Chemical Structure   化学物質の構造による検索 

 
化学構造で検索するには、構造作図画面を使って化学構造を作図します。 
丸で囲った部分から構造作図画面が起動します。Java アプレットを使用するため、初回

起動時には少し時間がかかる場合があります。 
 

作図して「了解」ボタンを押すと、

上の検索画面に作図した内容が挿入

されます。 
了解ボタンの上の選択肢は、 
上から「完全一致」「部分構造検索」

「類似性構造検索」となっています

ので、場合に応じて選択します。 
 
 
 
 

 
 



 

 

４.７ SciFinder  

 

 －８７－

 Molecular Formula  分子式による検索    
検索したい分子式を入力します。入力した分子で構成される化学物質が表示されます。 

 
 
 
 

 
 Substance Identifier  物質名による検索    
物質名や CAS 登録番号（SciFinder 等で利用されている物質の ID 番号）から物質を検索

することができます。 
 
 
 
 
 
 

 
 
●物質の検索結果の見方です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

それぞれ、文献・反応・カタログ情報の検索

構造式部分をクリック

すると、その構造式か

ら物質検索または反応

検索を行うことができ

ます。 

この物質情報

の詳細表示 
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●反応の検索を行います。 
Explore Reactions をクリックします。 
検索メニューは Reaction Structure１種のみです。 

 
 Reaction Structure   化学反応の構造による検索 

作図画面は Chemical structure と同様です。 
生成物・反応物を作図して、部分構造で検索することができます。 

 
 
●検索を途中からやり直します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
検索結果の上部には、そこまでの検索の流れが表示されています。絞り込みすぎたとき

などは、戻りたい場所をクリックすることで検索を途中からやり直すことができます。
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●検索した結果を保存・印刷します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Export では保存するファイル形式を選べます。 

後から SciFinder 上で結果を再現したい場合は akx(Answers Key eXchange)形式を選ん

で保存し、Import で再現できます。PDF 形式とテキスト形式も選択可能ですが、1 回に

つき 100 件、累積 5000 件までしか保存できません。 

 
 
●検索結果同士の演算もできます。 
 
サーバ上に保存した検索結果同士をかけあわせることができます。 
 
Saved Answer Sets の画面を開い

てかけあわせる検索結果を選び、

Combine Answer Sets ボタンを押

すと、右の画面で演算方法を選択

できます。 

検索結果をサーバ上に保存

するには Save、ファイルと

してダウンロードするには

Export を選択します。 
印刷するときには Print を

選びます。 

サーバ上に保存した結果は、画面右上の Saved Answer 

Sets から見ることができます。 
検索を始める前の画面では、検索窓の右手にも表示さ

れます。 



 

 

第４章 雑誌論文を探そう 

 

 －９０－

●SciFinder の終了 
SciFinder を終了するときには、画面の左上にある Sign Out をクリックして終了して

下さい。 
徳島大学で利用できるのは同時に 4 人までですので、利用が終了したらこのログアウ

ト手続きを忘れないようにしましょう。 
 
 

SciFinder をつかいこなす 
 
SciFinder は、文献情報、化学物質・反応情報と様々な検索ができます。そのそれぞれ

にパワフルな検索機能が備わっていますが、本書ではごく簡単な説明にとどまっていま

す。 
もっと詳しい使い方を知りたい、というような時には以下も参考にして下さい。 
 
●英語版オンラインヘルプ 
SciFinder 画面の右上にある Help をクリックして利用します。 
また、Sign In ページの下部からリンクされている SciFinder Support and Training で

は、E-Learning 方式の Tutorial を利用することもできます。 
 
 
●日本語版オンラインヘルプ 
図書館ホームページのデータベース一覧にある

SciFinder のリンク先の説明からアクセスできます。 
 
検索方法が説明されているほか、ヘルプデスクに問い

合わせることもできます。 
 

 
 
 
 
 

４.７.２ 
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解答例は付録２を参照 

練 習 問 題 

 
【１３】 
オゾンホール(ozone hole)とフロンガス（クロロフルオロカーボ

ン：chlorofluorocarbon）について扱った論文を探してみましょう。

 
【１４】 
Frank Sherwood Rowland 氏の論文を探してみましょう。 

 
【１５】 
オゾンの合成法について扱っている論文を探してみましょう。 
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４.８  Web of Science / JCR

過去                      未来 

注目論文

  A 

引用 引用 B 

B 

C 

C D 

 
Web of Science は、世界的に高品質と認められている学術雑誌に掲載された論文を収録

している学術文献データベースです。徳島大学で利用できるのは、1995 年以降の自然科

学分野（約 6600 誌）の文献データです。Web of Science は一般的な論文検索だけでな

く、次のような非常に優れた機能を持っています。これらを辿ることによって効率的な

研究に取り組むことができます。 

１． 新の研究動向が分かる 

研究を始める時、目的とするテーマに関して既にどのくらい研究が進んでいるか、

どの研究機関が多く取り組んでいるか、どのジャーナルがその分野を得意としてい

るか、等の 新の研究動向が分かります。 

２．引用・被引用情報が分かる 

  ある論文を引用してその後どのような論文が書かれたか、あるいは、あるテーマの

いくつかの論文のうち多く引用されている論文はどれか、多く引用されて注目され

始めたのは何年ごろからか、といった引用・被引用情報が分かります。特に被引用

数は学術論文評価の指標の一つとして重視されています。 

 

JCR(Journal Citation Reports)は、個々の論文を対象としているのではなく、学術雑

誌そのものの評価を数値化したデータベースです。その雑誌の１論文あたりの平均被引

用数を出した Impact Factor 値等によって、同じ分野の雑誌の影響度や重要度を比較す

る方法の一つとして世界中で認められています。 

 

Web of Science と JCR はどちらも Thomson Reuters 社の ISI Web of Knowledge という

同じプラットフォームから提供されています。Web of Science に 3 年以上収録された雑

誌が JCR に表示される、という密接な関係にあります。ここでは 2 つのデータベースを

あわせて紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

学内限定  同時ｱｸｾｽ 制限なし

※「引用」「被引用」の関係は左の図のようにな

っています。ある注目論文ＡはＢの論文を引用し

て論文を書き、公表されたＡ論文を引用して、将

来いくつかのＣ論文が書かれます。Ａにとっては

Ｂが「引用」、Ｃが「被引用」となります。また、

Ａと同じＢ論文を引用したＤ論文は関連論文と

なります。 
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Web of Science を検索してみよう 

１．検索 

次のテーマを例題に検索してみましょう。 

  

 

 

   

 

図書館ホームページから Web of Science を選択すると ISI Web of Knowledge に移動し、

Web of Science の検索画面が開きます。 

例を参考に検索条件を入れて Search をクリックします。ここではトピックに ips という

語が含まれているものを検索してみます。                   

検索項目はトピック、タイト

ル、著者名、ジャーナル名、

発行年、著者所属等で検索で

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

をクリックすると著者名やジャーナル名等のインデックスを参照することがで

きます。 

４.８.１ 

iPS 細胞についてどのような論文が書かれているか。 
iPS 細胞に関する研究に取り組んでいるのはどのような研究機関・研究者であるか、

も注目されている論文はどれか、このテーマが世界で注目されるようになったのは

いつ頃からで、現在も注目されているのかどうか。 

著者名は第一著者だ

けでなく全ての著者

で検索できます！ 

全著者の所属機関・

会社名でも検索でき

ます！ 

契約範囲内(1995～

現在)のみ対象 

Point! 検索画面の説明は日本語表示されますが（変更可能）、検索に用いる 

    ことができるのは英語のみです。 

表示言語の切り替えは画面下部のほか、サインインするとユーザー設定

で設定可能です。 
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２．検索結果の分析 

検索結果の一覧が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検索のヒント 
大文字・小文字は区別しません 

前方一致検索や語中の文字変化を検索す

ることができます。 

* 前方一致 med* → medicine、medical・・

? 語中変化 1 文字 m?n → man、men・・・

$ 語中変化 0 または 1 文字 

   Behavio$r → Behavior、Behaviour 

著者検索は名字と名前のイニシャル

を入力します。イニシャルに*を付け

ると漏れのない検索ができます。 

例：nakamura s* 

検索結果 

Web of Science 

の全件数ではな

く,契約している

1995 年以降の 

範囲での結果を

出しています。 

結果一覧表示は、データベースの収録順、

被引用数、関連度、第一著者名、ジャー

ナル名、出版年によって並べ替えること

ができます。 

タイトル、著者名、ジャーナル名、巻・号・ページ、出版年月日、 

被引用数、電子ジャーナル等へのリンクを示しています。 

検索結果の絞り込み  検索語の追加や、主題分野、ドキュメントタイプ、著者名、ジャーナル名、

出版年、機関、助成金提供機関、言語、国・地域名ごとに上位 100 項目を表示し、この中

で必要なものを絞込むことができます。 

検索結果の分析

や引用レポート

を参照できます
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検索の結果が多すぎる場合は、一般的なデータベースと同じように検索条件を追加して

絞込むことが多いのですが、絞込みすぎると大切な文献を見落としてしまうことがあり

ます。Web of Science ではこのような絞込み以外に、検索結果が多くても様々な条件で

並べ替えて分析したり、よく引用されている論文を見て研究動向を確認したりすること

ができ、検索もれの少ない便利な検索ができます。 

 

ここではテーマ例題にしたがって、どの研究機関・研究者が力を入れて取り組んでいる

のか、 も注目されている論文はどれか、このテーマが世界で注目されるようになった

のはいつ頃からで、現在も注目されているのかどうか、という分析をしてみましょう。 

 

検索結果一覧画面の右上の「結

果の分析」をクリックすると左

の画面が開いて条件を指定する

ことができます。 

 

ここでは先ず機関名で分析してみ

ます。 

左図のように機関別の分析結果が

出てきます。見たい機関名にチェ

ックを入れて「レコードを表示」

をクリックすると該当するものだ

けが抽出されます（左下図）。同

様に著者名別にデータを見ると、

右下図のように著者名別の分析結

果が表示されます。 
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続いて、注目度合いを被引用状況で比較してみましょう。 初の検索結果一覧の画面に

戻って、「引用レポートの作成」をクリックすると、引用状況の分析結果が出てきます。

なお、徳島大学で契約しているのは 1995 年以降のデータですので、それ以前のものは表

示されません。したがって、今回検索したテ

ーマを見るといつ頃から注目されるようにな

ったかは判断できませんが、2008 年から 2009

年にかけて、注目度が一段と上がっているこ

とはわかります。 

更に下部に被引用数の多い順にリストが表示

されていますので、 も注目されている論文

がどのようなものであるか分かり、被引用数

の数字をクリックすると、その後この論文を

引用して書かれた論文一覧リストが表示されます。このようにして、検索結果を見なが

ら興味を持ったものを順に辿っていくことによって、思いがけないものや見落としてい

た重要な論文を見つけることができます。 

読みたい論文が決定したら、リストの論文タイトル部分をクリックすると 詳細表示に 

替わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「全文」ボタンをクリックすると 

電子ジャーナルの本文へリンクします。

（契約範囲内のみ） 

被引用数と引用文献

の数が表示され、そ

れぞれ数字をクリッ

クするとリストが表

示されます。 

被引用数には、この論文を引用した 新の論文 3

件が表示され、数字をクリックするとその他の被

引用論文全リストが表示されます 

関連レコードはこの著者と同じ論文を引

用して書かれた別の論文を表示します。 

追加情報から JCR へリンクし、この論文が掲載さ

れたジャーナルの Impact Factor が分かります。

※ともに Web of Science で

の全件数を表しています 
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３．検索結果の保存・出力 

Web of Science で検索して見つけた文献リストは、マークリストで一旦取りまとめたり、

印刷、メール送信、EndNote Web（文献管理ソフト）へのインポートやファイル保存等を

したりできます。 

 

マークリスト 

必用な文献にチェックを入れ、「マークリストに追加」をクリックすると、マークリス

トとして管理されます。一旦マークリストを付けた論文は、上部のマークリストから確

認し、出力形式を選択して印刷、メール送信、ファイル保存等ができます。 

 

 

 

 

印刷 

出力したい文献を選択して印刷ボタンをクリックすると、著

者名、論文名、ジャーナル名、Abstract、ISSN が一覧で出力

されます。出力項目を変更したい場合は、その他のオプショ

ンで全レコード等を選択します。 

 

E-mail 

出力したい文献を選択して E-mail ボタンをクリ

ックし、レコードの送付先に E-mail アドレスを入

れて Email 形式を選択し、送信します。オプショ

ンのリターンアドレスを入れると送信者名、ノー

トにメモを入れると、送信内容の上部に入ります。

メールの件名は Web of Science になります。 
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EndNote Web 

EndNote Web は Web 上で利用できる文献管理ソフトです。

Web of Science 契約機関に無料で公開されており、個人ご

とに事前にアカウントの登録が必要です。 

検索結果から必用な文献を選択して Save to EndNote Web

ボタンをクリックすると、インポートされます。 

（詳細については、9.2 を参照してください。） 

 

４．引用情報から文献を検索する方法 

ある文献について、どれくらい引用されたか、どのような著者・論文に引用されたか等

を調べる場合、引用文献検索を使うと便利に検索ができます。さらに、この引用文献検

索では被引用数を調べるだけであれば、1995 年より前のものも検索することができます。

（※Web of Science で 1 件でも引用されている場合のみ） 

 

上部タグ付近の引用文献検索をクリックし

て画面を開き、例を参考にして著者名また

は刊行物名、出版年の検索条件を入れて検

索します。なお、刊行物名は省略タイトル

を入れます。省略形はジャーナル略称リス

トを参照してください。また、著者名は第

一著者で検索した方がより確実な検索がで

きます。 

 

右図のように検索結果

が表示され、本体の文

献情報や被引用論文な

どを辿ることができま

す。 

 

 

 

 



 
 

４.8 Web of Science / JCR 

 －９９－

① Web of Science の追加情報から Journal 

Citation Reports を選択してログインす

る方法 

 

②図書館ホームページのデータ

ベースの中から JCR Science 

Edition を選択してログインす

る方法 

 

JCR を使ってみよう 

１．検索 

次のテーマを例題に検索してみましょう。 

  

 

 

   

JCR(Journal Citation Reports)は次のどちらからもログインできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ログインしたら、検索方法を選んでチェックを入れ、submit ボタンを押します。 

View a group of journals by ...  

分野別または出版社、国(地域）別のリス 

トから選択する方法 

Search for a specific journal 

 ジャーナル名、ISSN 等から検索する方法 

View all journals  

全収録リストから選択する方法 

 

ここでは例題にしたがって、Journal of  

Nutrition という特定のジャーナルを検索 

しますので、Search for a specific journal

を選び、タイトルを入力して検索します。 

４.８.２ 

Journal of Nutrition というジャーナルの Impact Factor を調べてみましょう。 

同じ分野のジャーナルで Impact Factor の高いものはどのようなものがあるか検索し

てみましょう。 
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 －１００－

２．検索結果の見方 

次のように検索結果が表示されます。この結果から検索例題のジャーナルの Impact 

Factor が分かります。 

各数値の意味・計算方法は以下のようになっています。（対象年を Y とします） 

・Total Cites 対象雑誌の論文がＹ年の１年間に他の文献に引用された回数です。 

 

・Impact Factor その雑誌の一論文あたりの平均被引用数です。過去 2 年間に対象雑

誌に発表された論文が Y 年に引用された回数を、過去 2 年間に対象雑誌

に発表された論文数で割った数値です。 

 

 

 Impact Factor(Y)＝ 

 

 

・5 Year Impact Factor 長期スパンでの評価を得られるように新たに追加された、過

去５年間の論文データを基に算出されたインパクトファクターです。一

般的にインパクトファクターを出す場合は、5 Year の方ではなく、先の

２年間の方を指します。 

 

・Immediacy Index Y 年に対象雑誌に発表された論文が Y 年中に平均何回引用されたか

を示す数値です。雑誌の速報性を計ることができます。 

 

 

 Immediacy Index（Y）＝  

 

 

Y－１年、Y－2 年に対象雑誌に発表された論文が、Y 年に引用された回数 

Y－1 年、Y－2 年に対象雑誌に発表された論文数 

Y 年に対象雑誌に発表された論文が、Y 年に引用された回数 

Y 年に対象雑誌に発表された論文数 



 
 

４.8 Web of Science / JCR 

 －１０１－

 

・Articles Y 年に対象雑誌に発表された論文の総数です。 

 

・Cited Half-life Y 年に対象雑誌の論文が引用された回数を出版年別に分けて全体に

占める割合を計算し、年を溯って足していき、全引用文献数の 50％を超え

るまでの年数を求めた数値です。 大値は１０年で「>10」と表示された

ものは今でも引用され続けていることを示します。 

 

・Citing Half-life Y 年に対象雑誌が引用した論文を発表年ごとに分け、年を溯って

足していき、Y 年の引用総数の 50%にあたる年に至るまでを求めた数値で

す。雑誌に掲載された論文が、どの程度古い論文まで引用しているかを示

します。 

 

タイトルをクリックすると詳細情報が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subject Categories を見ると、この

ジャーナルはどのような分野として

扱われているのか分かります。View 

Journal Summary List ボタンをクリ

ックすると、同じ分野のジャーナル

を一覧することができます。 

Sorted by でジャーナル名順や

Impact Factor 順などに並べ替える

ことができます。今回の例題と同じ
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 －１０２－

カテゴリーの中で Impact Factor が高いジャーナルがここから分かります。 

 

なお、Impact Factor を調べる時に注意しなければならないのは、分野の異なる雑誌は

比較できない、ということです。何年も経ってから引用されるようになるという分野の

ものは不利になりますし、特定の分野では主要な雑誌であっても、特定の分野にしか引

用されにくい雑誌も指標が低く出てしまいます。 

また、Impact Factor 収録誌は毎年決まっている訳ではなく、発行頻度が不定期になっ

たりすると、対象誌から外れてしまうこともあります。 

 

 

Web of Science / JCR を使いこなそう 

 

１．データ更新の頻度 

 

Web of Science :毎週金曜日の午後に更新されます。 

JCR   :毎年６月半ば～７月上旬に前年版が掲載されます。 

 

２．ヘルプ機能 

もっと詳しい使い方を知りたい時にはオンラインヘルプや Thomson テクニカルサポート

などを参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.８.３ 

●Web of Science のヘルプ 

    

検索画面右上にヘルプが表示されま

す。Web of Science のトップページに

表示される「５分でわかる！検索のヒ

ント」からも、さまざまな検索ガイド

を利用可能です。 

（ヘルプは日本語です） 

●JCR のヘルプ 

   

 

 
JCR は各統計数値やグラフなどでわかりに

くいものもありますので、検索画面上部の

HELP（英語）をぜひ参照してください。 

下のURLに日本語マニュアルも用意されて

います。 

http://www.thomsonscientific.jp/produ

cts/jcr/support/impactfactor_v4_2.pdf 



 
 

４.8 Web of Science / JCR 

 －１０３－

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解答例は付録２を参照 

練 習 問 題 
 

【１６】 
大内淑代(Ohuchi Hideyo)先生が 2000 年に Mechanisms of 

development という雑誌に書いた論文を検索してみましょう。 

さらにその論文の原文を開いてみましょう。 

 
【１８】 
Hanes CS という著者の 1950 年に Nature の 166 巻に掲載された論文

の被引用数を検索してみましょう。 

 
【１９】 
「Nursing Research」と同じ分野の各雑誌のインパクトファクター

を調べてみましょう。（JCR） 

 
【１７】 
Analytical Chemistry の 76 巻 15 ページから掲載されている Kaji 

Noritada という著者が書いた論文を引用して書かれた論文の一覧

を見てみましょう。 
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１０５

－１０５－

 

    

５・１ 
徳島大学にある新聞 

 

５・２ 

聞蔵Ⅱビジュアル 
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－１０６－

 

 

徳島大学図書館では以下のような新聞を読むことができます。 

 

新聞名 版表示等 期間 形態等 
所蔵館 

本館 分館

朝日新聞 

 過去 1 年分 オリジナル ○ ○ 

縮刷版 1950-1952.7,1961-2002 冊子 ○  

縮刷版 

[復刻版] 
1945 冊子 ○  

聞蔵Ⅱ 1945- 記事データベース ○ ○ 

産経新聞  過去 1 年分 オリジナル ○  

毎日新聞  過去 1 年分 オリジナル ○ ○ 

読売新聞 
 過去 1 年分 オリジナル ○ ○ 

縮刷版 1961 年 5 月- 冊子  ○ 

日本経済新聞 
 過去１年分 オリジナル ○ ○ 

縮刷版 1950-1952.7,1961.6- 冊子 ○  

日刊工業新聞  過去 1 年分 オリジナル ○  

徳島新聞 
 

過去５年分(本館) 

過去１年分(分館) 
オリジナル ○ ○ 

 1971-1987 マイクロフィルム ○  

 

上記リスト他、何誌かの古い新聞をマイクロフィルム形態で所蔵していますので、 

ご利用になりたい方はカウンターへご相談ください。 

新聞名 期間 形態等 
所蔵館 

本館 分館

人民日報 過去１年分 オリジナル ○ ○ 

大紀元時報 過去 1 年分 オリジナル ○  

International Herald 

Tribune 
過去１年分 オリジナル ○ ○ 

Japan Times 過去１年分 オリジナル ○  

５.１  徳島大学にある新聞 

[日本語] 

[英文紙・外国紙] 



 
 

５.２ 聞蔵Ⅱビジュアル 

 －１０７－

 

 

ある事柄についての新聞記事を探したい。ある日に発行された新聞が見たい。 

そんな時には新聞記事を簡単に検索できる朝日新聞社のデータベース「聞蔵Ⅱビジュア

ル」を利用してみましょう。簡単に目当ての記事を見つけることができますよ！ 

 

聞蔵でなにができるの？ 

●朝日新聞(AERA, 週刊朝日を含む)に掲載された記事を検索することができます。 

●検索結果から記事全文を表示することができます。 

※著作権の関係上、全文を表示できないものもあります。 

 

収録内容・収録範囲 

1. 朝日新聞  1945 年以降の記事 

2. AERA    創刊号（1988 年 5 月）～ 

3. 週刊朝日  2000 年 4 月～ ニュース面 

 

 

      朝日新聞 1985～ 週刊朝日 AERA 

1985 年から当日朝刊(の一部)までの記事を検索することができます。 

 

[検索条件を入力する]～簡単に検索～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５.２  聞蔵Ⅱビジュアル 

５.２.１  

①検索したい言葉を入力 

②発行日を指定 

ラジオボタンで簡単に期

間を選択するか、年月日

を指定して下さい。 

③検索実行をクリック 

注意！ 

この項で使用している画像は全て「聞蔵Ⅱビ

ジュアル」の画面です。朝日新聞社に無断で

転載することは禁じられています。 
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 －１０８－

検索結果一覧画面 

青い文字で書かれたタイトル部分をクリックすると記事本文を見ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●一度に複数の記事本文を見るには 

 複数のチェックボックスをクリックした後、本文表示ボタンを押してください。 

 チェックした記事本文をまとめて見ることができます。 

 

●掲載された当時のレイアウトで見るには 

 新聞の切り抜きイメージを表すアイコンをクリックすると掲載された当時のレイアウ

トで記事本文を見ることができます 

 

●再検索するには 

 画面上部にある検索枠を利用すると検索画面で指定した条件を引き継いだ上で「キー

ワード」だけを修正して再検索することができます。 

 

 
タイトルが緑色表示の記事は、著作権の関係から本文表示できません。 

発行日やページを参照して、縮刷版（または現物）をご利用ください。 



 
 

５.２ 聞蔵Ⅱビジュアル 

 －１０９－

記事本文を見る 

入力したキーワードに色がついた状態で記事本文が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[もっと詳しく検索する] ～キーワードによる絞込み～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●AND・OR・NOT ボタンキーワードが２つ以上浮かんでいる場合、AND・OR・NOT で区切

る（ボタンをクリックする）と前後に入力したキーワードに対していろいろな絞込み

ができます。 

AND（またはスペース）すべてを含む

 

OR  いずれかを含む 

 

NOT 後ろの言葉を含まない 
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●関連キーワード参照 

キーワードを入力した後に、「関連キーワード参照」をクリックすると、小ウィンド

ウが開き３ヶ月以内に収録された記事から関連の強い語句が表示されます。 

小ウィンドウに表示された語句をクリック、「選択」をクリックするとその語句がキ

ーワードに追加されます。 

 

[もっと詳しく検索する] ～詳細検索～ 

詳細検索ボタンをクリックすると検索オプションが開き、より詳細な項目を使って検索

をすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●分類・面名から検索する 

 参照ボタンをクリックすると、右側の小ウィンドウに記事の分類・面名の一覧が表示

されます。小ウィンドウに表示された語句をクリック、「選択」をクリックするとそ

の語句が検索条件として反映されます。(分類・面名を直接入力することもできます) 

 

 

 

分類 政治, 経済, 科学など記事の種類・カテゴリーから検索

面名「1 経」（第 1 経済面）など新聞紙面の面名から検索 



 
 

５.２ 聞蔵Ⅱビジュアル 

 －１１１－

 

戦後 1945 年～1984 年までの記事を検索できます。 

 

[検索条件を入力する] ～簡単に検索～ 

キーワードを入力して「検索実行」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５.２.２  朝日新聞縮刷版 1945-1984 

検索結果一覧を見る

紙面イメージを見る 
紙面全体が表示されるので、見出しや掲載位置（何段目か）の情報を参考に記事を探し

ます。 

紙面イメージアイコンから記事本文を表示できます。 
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[検索条件を入力する] ～詳細項目を使って検索する～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カレンダー参照 
「カレンダー参照」をクリックするとカレンダーが表示され、発行日を指定しないで曜

日や日付ごとに紙面を見ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年表参照 

年表内の青い文字部分をクリックしてキーワードへ 

反映させることができます。 

５.２.３  検索の終了 

検索を終了する時には必ずログアウトするようにして下さい。 

正しく終了されていないと一定時間再スタート出来なくなります。



 
 

５.２ 聞蔵Ⅱビジュアル 

 －１１３－

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

解答例は付録２を参照 

 
【２０】 
2001 年頃、世界で初めて宇宙観光旅行が行われたように記憶して

います。正確な時期、人名などの詳細を調べてみましょう。 

 

 
【２１】 
いじめの問題について、いつ頃から、どのような形で問題にな

りはじめたか調べてみましょう。 

 
【２２】 
近年話題になっていた LOHAS とはどういう意味か調べてみましょ

う。 

練 習 問 題 

 
【２３】 
新聞の経済面でよく見かけるＭ＆Ａについていつ頃から注目されは

じめたのか調べてみましょう。 
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 －１１４－

 

 

 

 

この章では文献を探すためのデータベースの検索法に

ついて扱っています。でも、普段何かを調べる時に一

番使っているは、やっぱりインターネットの検索エン

ジンではないでしょうか？ 

 

さて、そのインターネット検索エンジンの中の一つ“Google”にはちょっと面白

い機能が備わっています（http://www.google.co.jp/）。 

Google の検索窓にこんな検索語を打ち込んで検索してみましょう。 

 

1 海里は何メートル？ 

 

どうでしょうか？Web 検索結果の上に、「1 海里 = 1852 メートル」と表示され

ます。次の検索語はどうでしょうか。 

 

インドネシアの通貨を日本の通貨に 

 

Google は、「1 インドネシアルピア = 0.00792976494 円」とかえしてきました

（2009 年 2 月 24 日時点）。このように Google では、単位や通貨の換算をしてく

れるのです。この他にももっと単純な「１２＋３４＝」といった計算から「大さ

じ 1 を cc で」といったものまで様々な検索語に反応してくれます。色々と試し

てみて下さい。 

さてこの Google の電卓機能、通貨換算機能は大変便利な機能ですが、何といっ

ても面白いところは、日本語で話し掛けるように入力した言葉に反応してくれる

ところでしょう。今はまだまだ Google でも反応してくれる言葉は少ないようで

す。しかし（遠い？）将来、話し掛けるようにして論文を検索することのできる

データベースが出てくれば、いっそう検索が楽しくなるのではないでしょうか？ 

 

Google に聞いてみよう 
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 －１１５－
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百科事典 

 

６・２ 

統計 

 

６・３ 

ハンドブック・便覧 

 

６・４ 
年鑑 

 

６・５ 

白書 
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 －１１６－

「調べたいことがら」があるとき、どうやって調べはじめますか？ 
 

関係ありそうな本のなかから調べたいことがらについて書かれてある部分を探す、とり

あえずＧoogle で検索してみる、などいろいろな方法がありそうですが、図書館で調べ

ものをするのなら、参考図書（レファレンスツール）も方法の一つとして取り入れてみ

てください。 

 

参考図書は 「調べるための本＝調べやすいように工夫された本」で、 

情報が体系的に配列されているので、効率的に調べたいことがらにアクセスして、 

 

・ その基本的な情報や、 

・ さらに発展して調べるのにはどんな資料を調べたらよいかなど 

調べものを始めるときの手がかりとなるような情報を与えてくれます。 

 

分野・目的によって様々なレファレンスツールがあるので、知りたいことがらにあわせ

て参考図書を選んでください。 

 

 

 
 

 

 

レポートを書く時など、テーマとなっていることがらが 

どんなものなのか検討がつかないなんてことはありませんか？ 

 

こんな時、役に立つのが百科事典です。調べものの入口として利用してみましょう！ 

 

百科事典から調べものをはじめる方法 

 

STEP1  百科事典の本文から基礎的な情報を知り、大体どんなことがらなのかつかむ。 

まず、百科事典で一般的な学説や定説などを知り、おおまかに全体像をつかみます。 

知りたい対象がどの分野に関することがらなのか確認しておきましょう。 

６.１.１  

６.１  百科事典 ～おおまかな全体像をとらえる～ 

一般的知識を得る

百科事典 

手順・方法を知りたい 統計やデータを調べる

統計・年鑑・白書・便覧 便覧・ハンドブック 



 
 

６.１ 百科事典 

 －１１７－

STEP2  参考文献・執筆者名をメモする。 

事典に解説を掲載している執筆者はその分野の第一人者と考えてよいと思われます。 

その執筆者の著作や、挙げられている参考文献にもあたってみましょう。 

 

STEP3 専門事典でさらに詳しく調べる 

百科事典で調べたい対象がどの分野のことがらか分かったら、調べたい分野の専門事典

（特定の分野のみをとりあげている事典。例：数学事典など）を利用して調べてみまし

ょう。より専門的なことがらを調べることができます。 

 

 

 

● 本文の見出し項目にはなくても、索引では見出し項目として取り上げられているこ

とがあります。索引も利用してみましょう。 

 

● 解説の最後に案内されている関連項目も見てみましょう。 

 

● 専門的なことがらで百科事典には載っていない・ある程度基礎的な情報は知ってい

る場合は最初から専門事典を使って調べてみましょう。 

 

● 冊子体の事典は新しいことがらについて調べるのには適していません。学内からは

図書館ホームページから JapanKnowledge+N を利用してより新しい情報を調べるこ

とができますのでこちらも利用してみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６.１.２  百科事典をもっと上手に使う Point 

JapanKnowledge+N とは信頼できる百科事典・辞書・ニュース等を一括で検索

し、内容の表示までできるデータベースです。図書館 HP からアクセスできま

す。 
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JapanKnowledge+N の主なコンテンツ 

事典系コンテンツ 
 
 
 
 
 

・日本大百科全書（ニッポニカ）（小学館） 
・Encyclopedia of Japan(講談社) 
・日本人名大辞典（講談社） 
・情報・知識 imidas（集英社） 
・現代用語の基礎知識（自由国民社） 

辞書系コンテンツ 
 
 
 
 
 
 
 
 

・日本国語大辞典（小学館） 
・デジタル大辞泉（小学館） 
・ランダムハウス英和大辞典（小学館） 
・プログレッブ英和中辞典（小学館） 
・プログレッブ和英中辞典（小学館） 
・COBUILD 英英辞典（ハーバーコリンズ社） 
・CAMBRIDGE 英英辞典（ケンブリッジ大学出版局） 
・科学技術略語大辞典（日外アソシエーツ） 
・数え方の辞典（小学館） 

記事系コンテンツ 
 
 

・週刊エコノミスト（毎日新聞社） 
・JK Who’s Who 
・会社四季報（東洋経済新報社） 

書籍系コンテンツ ・東洋文庫（平凡社） 

 

主な百科事典 

 

世界大百科事典 平凡社  

日本大百科全書 小学館 

ブリタニカ国際大百科事典 ティービーエス・ブリタニカ 

 

 

【統計を探す方法は？】 

統計を探すには次のような方法があります。 

 

方法 1  統計索引を利用する 

「統計索引」を使えば、求める統計データがどの統計集に掲載されているかを調べるこ

とができます。調べたいことがらに関係することばを探し、あれば示された統計集を見

てみましょう。 

６.２  統計 ～効果的にデータを利用する～ 

６.１.３  



 
 

６.２ 統計 
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方法 2 二次統計書を利用する 

おもな統計書を集めて要約・編集した「二次統計書」から簡単な情報を入手できます。

もっと詳しい情報が欲しいときには、出典情報から原資料へアクセスしましょう。 

 

方法 3  統計書の巻末にある事項索引で調べる 

そのことがらに関係がありそうな統計書に直接あたり、巻末の事項索引を利用して調べ

てみましょう。 

 

【統計を探すためのツール】 

 

統計索引 どの統計資料に掲載されているか知りたい 

日本統計索引 

日本統計索引編集委員会 

1975-1976 

1975 年時点のわが国の基本的な統計資料を対象とする。

きわめて詳細な索引項目(日常語からも検索可)から調査

することができるが、発刊されてから 30 年以上たってい

ることに注意 

統計情報インデックス 

総務庁統計局 

1992 年版～年刊 

昭和 62 年(1987)以降に発刊されたものを収録 

中央省庁・政府機関発行の主要統計が主な対象。 

検索項目は日本統計索引よりかなり荒いので、求めるキ

ーワードが収録されていない場合は類似語等で検索する

必要がある 

 

統計情報総索引 

総理府統計局 

昭 52 年版～平 2 年版 

 

統計情報インデックスの前身版 

昭和 48(1973)年～昭和 62 年(1987)年まで調査可能 

e-Stat 

独立行政法人統計セン

ター 

http://www.e-stat.go.jp    

日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイト 

キーワード・統計分野・作成機関名からの検索が可能 

統計の新着情報・海外の統計機関へのリンク集などがある 

総務省統計局へのアクセスはこちらから 

→http://www.stat.go.jp 
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● 総務省統計局は改組、中央省庁再編等により名称が変更されています。検索時には

発足年度に注意しましょう。 

総理府統計局（1949 年～）→総務庁（1984 年～）→総務省（2001 年～） 

 

 

 

便覧・ハンドブックってどんな本？ 

 

特徴 1 . 実例・諸表・図などを豊富に利用して、特定分野の用語や基礎的事項、 

手順・方法などが解説されています。 

 

特徴 2 各項目は 50 音順ではなく、その学問分野の体系にしたがって 

配列されています。 

 

特徴 3  内容は一般的な How to ものから専門家向きのデータブックまであり、 

きわめて多彩です。 

 

特徴 4 ハンドブック(便覧)のほかに要覧・必携・ガイドブック・マニュアル 

     データブックなど様々な名称が使われています。 

 

二次統計書 要約・編集された統計書から簡単な情報を入手する 

日本統計年鑑 

総理府統計局 

昭和 24 年版～ 

わが国のあらゆる分野についてのおもな官庁統計を編集した

“包括的な統計年鑑”英文併記。巻末に 50 音順の事項索引

がある。 

※最新版は総務省統計局ホームページで参照できる。 

http://www.stat.go.jp 

日本の統計 

総理府統計局 

「日本統計年鑑」を分かりやすく説明したダイジェスト版 

※最新版は総務省統計局ホームページで参照できる。 

世界の統計 

総務庁統計局 

世界各国の人口，経済，社会，文化などに関する主要な統計

を国際機関の統計書から選び、簡潔にまとめたもの。より詳

細な統計資料への案内もされている。 
※最新版は総務省統計局ホームページで参照できる。 

６.３  ハンドブック・便覧 ～実用的な知識・技術の習得に～ 

６.３.１  



 
 

６.３ ハンドブック・便覧 

 －１２１－

代表的なハンドブック 

 

 

 

年鑑は一年間のできごと、統計、年表などをまとめて解説したもので、毎年一回ずつ継

続的に発行される出版物です。 

新しい年鑑は最近の情報を知るのに利用でき、古い年鑑は、過去のことがら（年月の見

当をつけることができる場合）について確かめるのに便利です。 

 

総合（一般）年鑑 

 

世界情勢・スポーツ・文化などあらゆる分野の一年間のできごとを記録・解説している

もので、一般的なことがらならば、手軽に情報を手に入れることができます。 

 

代表的な一般年鑑 

朝日年鑑 朝日新聞社 1913-2000  

学内所蔵状況はＯＰＡＣ検索

で確認してください。 
時事年鑑 時事通信社 1935-1994 

読売年鑑 読売新聞社 1949- 

 

 

 

専門年鑑はある特定の分野（専門主題）に絞った年鑑です。各分野ごとにたくさんの年

鑑がありますので、以下の資料を手がかりに探してみてください。 

理科年表 

国立天文台 

自然科学における種々の定数・資料を全分野にわたって網

羅したデータブック。暦部、天文部、気象部、物理/化学

部、地学部、生物部、環境部、附録で構成。 

化学便覧 

日本化学会 

化合物の状態値、種々の性状値や理論値、諸単位、実験

法、基礎理論、化学構造、反応、分析、応用などの要点が

簡潔に記載されている。 

化学ハンドブック 

化学ハンドブック編

纂委員会 

化学、物理学、生物医学、工学などの科学情報および数値

データが掲載されている。 

※ Web 版「化学書資料館」からも検索できる。 

https://www.chem-reference.com 学内限定  

６.３.２  

６.４  年鑑 ～時事情報を調べる～ 

６.４.１  

６.４.２  専門年鑑 
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【地域の年鑑】 

徳島年鑑 

徳島新聞社 
1995- 

名簿編（人名録、会社録、団体録など）と解説編（県内

外のニュース、諸統計、年表、諸施設一覧など）の２分

冊構成 

 

 

 

白書も年鑑の一つで、中央官公庁が編集する政府刊行物です。政治、経済、社会の現状

や政府の施策を知ることができます。 

どんな白書があるか調べる 

白書の白書 

木本書店 年刊 

政府白書 33 冊の概要とその主な統計データが収録されて

いる。巻末に事項索引があるので辞書的な感覚で利用す

ることができる。 

日本の白書 

清文社 年刊 
前年発行政府系白書・調査報告書等のダイジェスト版。 

日本白書総覧 

丸善プラネット 1997 

和文編と欧文編から成り、和文編はタイトルの 50 音順

で、欧文編は語単位でタイトルのアルファベット順に排

列されている。 

 

ネットから白書を検索・入手する 

電子政府の総合窓口 

(e-Gov) 

http://www.e-gov.go.jp 

各府省の白書、年次報告などの報告書情報への案内

ページがあります。 

※(e-Gov）イーガブは総合的な行政ポータルです。 

政府刊行物 

http://www.gov-book.or.jp 
政府刊行物の検索、注文をすることができます。 

 

どんな年鑑が発行されているか調べる 

日本年鑑総覧 

書誌研究会 

1987 

 

宝暦 7 年 (1757)から昭和 62 年 6 月(1987)までに日本語

で刊行されていた年鑑類について調べることができる。

過去にどのような年鑑が発行されていたのか調べるのに

便利。 

年鑑・白書 

全情報 

日外アソシ 

エ―ツ 

45/89 

(1991) 

昭和 20〜平成元年に発行された各種の年鑑、白書、年

報、調査報告書などを検索できる。1977 年以前刊行の

図書についても参照あり。 

1990-

2002 

(2003) 

1990～2002 年に刊行された年鑑･白書類を調べることが

できる。 

６.５  白書 ～行政活動の現状や対策・展望を知る～ 
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ここでは、図書や雑誌以外の、専門的な資料の入手について説明します。 

具体的には学位論文、科学研究費補助金研究成果報告書、会議録など、一般的な流通ル

ートにのらない資料です。これらの資料が引用文献としてあげられると、著者名や書名

の他に聞き慣れない言葉や記号が書かれていて、探し方に戸惑うことも多いかと思いま

す。 

近年では一般的な図書や雑誌と同じように検索できることも多くなってきましたが、う

まく見つからないときのヒントを以下にあげます。また、インターネット上で全文を入

手できることもありますので、参考になるサイトを紹介します。 

紹介する資料は以下のとおりです。代表的な例を挙げましたので、心当たりのある方は

ぜひ読んでみてください。特徴をつかんで、上手に探しましょう。 

 

■学位論文（○○大学博論 1995 年）、（Ph.D. Thesis, University… ） 

■科学研究費補助金成果報告書（平成 17 年度科学研究費補助金○○研究成果報告書） 

■会議録（proc. of ～） 

■テクニカルレポート（PB2005-102811） 

■特許情報(特開 2005-054223) 

■規格情報(JIS A1523) 

■国際機関情報（WHO/BS/03.1971） 

 

７.１  専門的な資料の探し方 



 
 

７.２ 学位論文 
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学位論文とは、修士、博士などの学位を得るために提出する論文です。修士論文、博士

論文がこれに含まれますが、主に博士論文を指すことが多いようです。 

博士論文は、授与後しばらく経ってから図書として出版されるものもありますが、通常

は一般に流通しないため、論文そのものを手にとって読むことは困難な場合が多くあり

ます。 

また、博士論文は公表された著作物という扱いになりますので、調査研究のためにコピ

ーを取り寄せる際、全体の半分以上をコピーする場合には著者の許諾が必要です。修士

論文については、公表されていない著作物のため、一部分であっても著者に許可を得る

必要があります。著作権について詳しくは第 11 章をご覧ください。 

修士論文は学位取得大学の研究室で保管されているか、著者が持っている場合が多く、

検索手段も少ないのが現状です。このような場合には、図書館を通じて所属大学へ照会

を行うことができますので、カウンターへお問い合わせください。 

なお、一部の修士論文や博士論文については、近年、大学図書館等のホームページから

インターネット上で論文の書誌情報、要旨、また全文を閲覧できるものが増えています。 

ここでは、博士論文の探し方について説明します。 

 

 博士論文（日本） 

国内の博士論文は、学位取得の際に大学へ２部提出し、そのうち１部は所属大学の研究

や学部、図書館などで保管されており、大学によって管理の仕方が異なります。もう１

部の方は所属大学から国立国会図書館へ送付し、保管されることになっています。 

 

１ 博士論文の書誌情報を検索してみよう 

博士論文には、学位授与大学名、報告番号、学位の種類、学位授与年月日、学位取得者

名（著者名等）、タイトルが付いています。これらの情報を確認したいときは、データ

ベースを利用します。 

 

 

 

 

７.２.１  

７.２  学位論文 
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博士論文書誌データベース 

 

 

 

 

 

http://dbr.nii.ac.jp/から 

検索 

国立国会図書館と国立情報学研究所が提供するデー

タベースです。国内で博士課程を持つほとんどの大

学の博士論文書誌情報を総括的に検索できます。 

「NII-DBR（学術研究データベース・リポジトリ）」

から「博士論文書誌データベース」へアクセスしま

す。 

NDL-OPAC 

http://opac.ndl.go.jp/ 

 

国立国会図書館の蔵書検索システムです。国立国会

図書館が所蔵する 1966 年以降の博士論文を検索す

ることができます。 

「一般資料の検索/申込み」または「一般資料の検索

(拡張)/申込み」を選択し、検索対象資料を「博士論

文」とします。 

国立情報学研究所が提供する GeNii（NII 学術コンテンツ・ポータル）のコン

ポーネントの１つで、国内の学会等の学術情報から作成された専門分野のデ

ータベースを選択して検索することができます。「分子生命科学レビュー 文

献情報データベース」「化学センサーデータベース」など 29 種類のデータベ

ースがあります。 

NII-DBR（学術研究データベース・リポジトリ）とは 
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２ 博士論文を入手しよう 

博士論文に関する情報が分かったら、論文を所蔵する大学図書館ホームページ等を検索

してみましょう。近年、機関リポジトリ（大学等の学術機関が生産した学術成果がデジ

タル資料として収集、管理され、インターネット上に発信されているもの）により博士

論文の要旨や全文が公開されているものがありますので、必要な論文が入手できるかも

しれません。また、インターネット上に公開されているものであれば、Google Scholar 

(http://scholar.google.co.jp/)などの検索エンジンから博士論文の情報を入力して検

索することができます。 

機関リポジトリのデータベースも利用してみましょう。 

 
３ 徳島大学の学位論文 
徳島大学の学位論文は、図書館所蔵の『学位論文：内容の要旨および審査の結果の要旨』

（1961－2009）から概要を調べることができます。 
また、図書館ホームページの学内研究成果の中で、工学基礎研究科博士論文並びに修士

論文のリストを一部ご覧いただけます。 
 
■学内研究成果（徳島大学附属図書館） 

http://www.lib.tokushima-u.ac.jp/siryou/kenkyuseika.html

機関リポジトリ一覧 

（学術機関リポジトリ構築連

携支援事業） 

http://www.nii.ac.jp/irp/li

st/ 

国立情報学研究所が提供する国内の大学等が構築し

た機関リポジトリのリンク集です。 

各大学等の機関リポジトリにアクセスして検索する

ことができます。 

JAIRO 

http://jairo.nii.ac.jp 

国立情報学研究所が提供する日本国内の学術機関リ

ポジトリから学術情報（学術雑誌論文、学位論文、

研究紀要、研究報告書等）を横断的に検索できるサ

ービスです。148 機関リポジトリ、86 万件のコンテ

ンツ検索ができます。 
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      博士論文（海外） 

海外の博士論文は、国や大学ごとに検索方法が異なります。書誌情報を確認するには、

必要なデータベースを選択して検索しましょう。 

また、インターネットから博士論文を入手するには、所蔵する大学図書館ホームページ

等や Google Scholar (http://scholar.google.co.jp/)などの検索エンジンから検索し

てみましょう。海外の博士論文の場合も、機関リポジトリにより要旨や全文が公開され

ているものがありますので、必要な論文が入手できるかもしれません。 

 

■北米の博士論文 

Dissertation Express 

http://disexpress.umi.com/dxweb

Dissertation Express は、ProQuest 社が提供す

る書誌データベースです。北米大学を中心とした

1861 年以降 150 万件の学位論文の書誌情報を無

料で検索できます。 

雄松堂書店 学位論文センター 

http://yushodo.co.jp/ydsc/index

.html 
雄松堂、サンメディアは ProQuest 社の国内正規

代理店です。各ホームページから検索依頼などを

することができます。 
サンメディア 

http://www.sunmedia.co.jp/modul

es/ct7/ 

 

■イギリスの博士論文 

British Library Integrated Catalogue 

http://catalogue.bl.uk/ 

英国図書館の蔵書検索システムです。図書と同様

に、1970 年代以降の学位論文を検索できます。 

 

■国立国会図書館が所蔵する海外の博士論文 

NDL-OPAC 

http://opac.ndl.go.jp/ 

 

国立国会図書館の蔵書検索システムです。国立

国会図書館が所蔵する世界各国の博士論文を検

索することができます。 

「一般資料の検索/申込み」または「一般資料の

検索(拡張)/申込み」を選択し、検索対象資料を

「博士論文」とします。 

７.２.２  



 
 

７.３ 科学研究費補助金研究成果報告書(科研費報告書) 

－１２９－

 

科学研究費補助金研究成果報告書（以下、科研費報告書）とは、文部科学省及び日本学

術振興会からの研究助成費による研究成果の報告書です。 

平成 19(2007)年度までは、研究終了後、研究代表者の所属大学に 2 部提出され、1 部は

その研究機関で保管、もう 1 部は国立国会図書館へ送付後保管されていましたが、平成

20(2008)年度以降は、研究機関を通じて文部科学省または日本学術振興会へ電子媒体で

提出されるようになりました。ただし、研究種目の「特定領域研究」及び「新学術領域

研究」（研究領域提案型）については、これまでどおり冊子体で文部科学省へ提出され

ます。 

 

１ 科研費報告書を検索してみよう 
科研費報告書を調べるためには、研究種目、研究課題番号、研究課題名、研究代表者名、

研究期間等の情報が必要です。これらの情報をデータベースで調べてみましょう。 

KAKEN : 

科学研究費補助金データベース 

http://kaken.nii.ac.jp/ 
 

国立情報学研究所が文部科学省、日本学術振興会と

協力し作成した無料データベースです。 

1965 年以降の採択課題、1985 年以降の実績報告や成

果概要データが検索、閲覧できます。 

科研費報告書の書誌情報が分かったら、科研費報告書を所蔵する研究機関のホームペー

ジや Google Scholar (http://scholar.google.co.jp/)などの検索エンジンを検索して

みましょう。インターネット上に公開されているものがあれば、全文を入手できるかも

しれません。また、国内の一般学術雑誌に掲載されたものであれば、CiNii で本文を閲

覧できるものもあります。（4.4 を参照） 

 
２ 徳島大学の科研費報告書 
徳島大学附属図書館が所蔵する科研費報告書は OPAC から検索できます。（3.1 を参照） 
また、図書館ホームページの学内研究成果より、徳島大学に所属する研究者の科研費報

告書のリストをご覧いただけます。 
 
■学内研究成果（徳島大学附属図書館） 

http://www.lib.tokushima-u.ac.jp/siryou/kenkyuseika.html 

７.３  科学研究費補助金研究成果報告書（科研費報告書） 
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３ 関係機関 
その他、科研費報告書に関する情報は文部科学省や日本学術振興会のウェブサイトを参

照してください。 

 

■科学研究費補助金（文部部科学省） 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/main5_a5.htm 

■科学研究費補助金（日本学術振興会） 

http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html 

 



 
 

７.４ 会議録 

－１３１－

            

学会や学術団体協会などが開催する会議では、発表論文集、講演集などの会議録が発行

されます。会議録には、書名に開催年や地名、○○th, ○○回などの開催回数などが、

また外国のものには conference, proceedings, meeting, workshop などの会議を表す言

葉が付いています。国際会議の場合、図書、雑誌の特集号（Special Issue）別冊

（Supplement）などで発行される場合があります。さらに、会議録は参加者のみに配布

される場合もあり、年数が経つと入手し難くなることもあります。 

 

会議録の検索は、次のデータベースで調べることができます。 

J-STAGE 科学技術情報発信・流

通総合システム 

http://www.jstage.jst.go.jp/

browse/-char/ja 

科学技術振興機構（JST）が提供する電子ジャーナル

の発行、公開システムです。国内の科学技術関連の

学協会誌、会議録、報告書などを電子化し、抄録や

全文をインターネット上で公開しています。 

会議録は、図書または雑誌として取り扱う可能性が高いようですが、図書と雑誌、どち

らとも判断できるものが多いため、所蔵を調べるときには両方とも検索しましょう。ま

た、参考文献はさまざまな書かれ方で記載されているため、書名をそのまま入力すると

見つからないこともあります。その場合は、会議の主催団体・団体名で検索する方が確

実です。会議録は、国立国会図書館や科学技術振興機構でも多く収集されています。 

NDL-OPAC 

http://opac.ndl.go.jp/ 

国立国会図書館の蔵書検索システムです。国内会議

録のほか、欧文会議録も多く所蔵しています。 

JST 資料所蔵目録 

http://opac.jst.go.jp/ 

科学技術振興機構の資料目録検索システムです。全

科学技術分野を対象に世界各国から収集された会議

資料等のデータを検索することができます。 

また、学協会によってはインターネットで公開している場合もありますので、検索エン

ジンなどを使って調べてみましょう。学協会の総合的な情報は次のホームページで見る

ことができます。 

Academic Society Home Village 

学協会情報発信サービス 

http://wwwsoc.nii.ac.jp/ 

国立情報学研究所が提供するサーバに学協会等の学

術研究情報を収集し、インターネットへ発信するサ

ービスです。 

７.４  会議録 
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テクニカルレポートは、大学や企業、研究所などから発行される研究報告書で、速報性

があります。発行の際は関係機関へ配布され、一般の流通は少ないため、入手しにくい

ことが多くありますが、最近ではインターネットを通じて公開されているものもありま

す。テクニカルレポートは通常１論文１冊の形態で発行され、1 冊ごとに発行機関に関

連した記号や数字を組み合わせたレポート番号が付けられています。例えば「P. D. Miles 

et al. “RPA Plot Summary Database Users Manual” PB2005-102811 (2002)」の場合

は、「PB2005-102811」がレポート番号になり、これを手がかりに探すことができます。

テクニカルレポートを調べる時は、次のような方法があります。 

 

１ 各研究機関のウェブサイトを調べてみよう 

ウェブサイトを通じて全文を入手できる場合がありますので、参考にしてください。検

索エンジンなどを使って発行団体のサイトを検索してみましょう。例えば、次の団体の

データベースを利用できます。 

JAEA の研究開発成果

http://jolissrch-inter.tokai

-sc.jaea.go.jp/common/index.

html 

日本原子力研究開発機構（原子力機構）が提供する

論文データベースです。学会誌等へ発表した論文の

抄録および全文の検索、閲覧ができます。 

また、外国のテクニカルレポートは以下のサイトで網羅的に検索でき、全文入手が可能

なものもあります。 

NTIS Search 

http://www.ntis.gov/search/i

ndex.aspx 

NTIS（National Technical Information Service）

が提供する文献データベースです。米国の政府機関、

大学等が発行した文献情報が検索できます。 

Science.gov 

http://www.science.gov/ 

米国連邦政府が提供するデータベース検索システム

です。米国の国防(DTIC)、エネルギー(DOE)、航空宇

宙(NASA)、NTIS 等テクニカルレポートのデータベー

スの情報をを横断的に検索することができます。 

SciFinder 

（4.7 を参照） 

CAS(America Chemical Society）が提供する化学、

物理、医学、薬学等幅広い分野にわたる情報を検索

できるデータベースです。収録対象誌にはテクニカ

ルレポートが含まれます。 

７.５  テクニカルレポート 



 
 

７.５ テクニカルレポート 

－１３３－

２ テクニカルレポートを多く所蔵している図書館を調べよう 

インターネットからのテクニカルレポート入手が不可能な場合、所蔵している図書館の

情報を調べてみましょう。図書館を通じて複写や貸借を申し込むことができます。 

国立国会図書館では、多くの海外テクニカルレポートの収集を行っています。また、テ

クニカルレポートを多く所蔵している大学図書館もあります。 

NDL-OPAC 

http://opac.ndl.go.jp/ 

 

国立国会図書館の蔵書検索システムです。 

「規格・リポート類の検索/申込み」を選択し、レ

ポート番号を入力して検索します。 

東京工業大学電子図書館 

文献データベース 

http://tdl.libra.titech.ac.jp/

z3950/journal/maindsp.html 

東京工業大学が所蔵する AIAA,ASME,SME などのテ

クニカルレポートが検索できます。 

報告書・レポート類データベース

http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/

cllib/aerolib/db.html 

東京大学工学部航空宇工学科図書室が所蔵する

NASA，NASDA，NAL，ISAS 等のテクニカルレポート

が検索できます。 
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特許制度は、発明者に一定期間特定の権利を与え保護および利用するとともに、発明に

よる産業の発展を目的に設定されています。 

参考文献に書名や雑誌名がなく、かわりに「特開2005-054223」などとあれば特許を表わ

しています。日本の特許はこのように特許の種別と番号が書かれています。外国の特許

の場合は、US等の国名、patentまたはpat.などの特許を表す記述、A1などの特許の種類、

特許番号が書かれています。また、WIPO（世界知的所有権機関）はPCT制度という国際出

願の制度を管理しており、WIPOを通じて国際出願された特許は、参考文献にPCT Int. Appl

と書かれていることがあります。 

日本の特許は次のウェブサイトから調べることができます。特許の種類、番号は検索の

キーワードとなることが多いので、見落とさないようにしましょう。 

特許電子図書館（IPDL） 

http://www.ipdl.inpit.go.jp/

homepg.ipdl 

工業所有権情報・研修館が提供する特許電子図書館

(IPDL)ホームページから特許等の関連情報を検索

し、全文を閲覧することができます。一部外国の特

許も検索できます。 

外国の特許は以下のサイトから調べることができます。 

Intellectual Property 

Digital Library 

http://www.wipo.int/ipdl/en/ 

国連専門機関 WIPO:World Intellectual Property 

Organization(世界知的所有権機関)が提供する国際

出願された特許等のデータを検索できます。 

esp@cenet 

http://ep.espacenet.com/ 

 

European Patent Office(欧州特許庁)が提供する特

許等のデータを検索できます。ヨーロッパの特許だ

けでなく、日本など各国の特許についても検索可能

です。日本語の検索ページがあります。 

SciFinder 

（4.7 を参照） 

CAS(America Chemical Society）が提供する化学、

物理等幅広い分野の情報を検索できるデータベース

です。特許番号からの検索も可能です。アメリカ、

ヨーロッパおよび日本特許庁とリンクしており、主

要国の特許情報(抄録や全文など)が閲覧できます。

検索結果誌名の部分に” Kokai Tokkyo Koho”“U.S. 

Pat. Appl. Publ.“や“PCT Int. Appl”などとあっ

たら、リンクボタンをクリックしてみましょう。 

７.６  特許 



 
 

７.７ 規格情報 
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規格とは、技術や製品などに対して標準を定めたものです。規格の種類には、国際規格、

国家規格、団体規格、官公庁規格などがあります。 

規格の場合、参考文献にはJISやISOなどの規格名と番号が付いています。 

規格について調べるときは、規格名や番号などを参考に、規格情報を調べることができ

るウェブサイトを検索してみましょう。 

JIS国家規格(国家規格)やISO，IEC (国際規格)は次のウェブサイトから検索可能です。 

JIS 検索 

http://www.jisc.go.jp/ 

 

日本工業標準調査会(JISC)が提供する JIS 規格の検

索、閲覧ができます。 

日本工業標準調査会のホームページから「JIS 検索」

を選択します。 

JSA Web Store 

http://www.jsa.or.jp/ 

日本規格協会(JSA)が提供する JIS 規格、ISO 規格、

IEC 規格の検索、購入ができます。規格総合検索か

ら各規格の横断検索が可能です。 

NDL-OPAC 

http://opac.ndl.go.jp/ 

 

国立国会図書館の蔵書検索システムです。 

「規格・リポート類の検索/申込み」を選択し、規格

番号を入力して検索します。規格を多数受け入れて

おり、一部検索することができます。 

 

 

 

７.７  規格情報 
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国際連合(以下、国連)とその関係機関では、通常の図書や雑誌などの他に、Documents

（文書）や Officials Records（公式記録）といった資料が刊行され、国際的にも重要

な公文書として扱われるものが多くあります。 

こうした資料には、WHO/BS/03.1971 などのドキュメント番号が付けられており、資料を

探す一つの手がかりとなります。 

 

国際連合及び関係機関資料 

国際的な機関では、ウェブサイトから多くの情報を得られる場合があります。知りたい

機関について検索エンジン等で調べてみましょう。また、以下の国連に関するサイトも

活用できます。 

ODS 

http://documents.un.org/ 

国連公式文書検索システムです。1993 年以降の国連

公式文書と 1946 年以降の安全保障理事会、経済社会

理事会、信託統治理事会の決議について検索できま

す。 

UNBISnet 

http://unbisnet.un.org/ 

国連本部図書館の蔵書検索システムです。国際刊行

物や国連関係出版物を検索することができるととも

に、投票結果や演説についても検索可能です。 

UN Document Centre 

http://www.un.org/documents/ 

国連の総会、安全保障理事会、経済社会理事会など

の公式記録の全文を閲覧できます。 

Official Web Site Locator for 

the United Nations System of 

Organizations 

http://www.unsystem.org/ 

国連とその関係機関のリンク集です。リンクから各

関係機関のサイトへアクセスできます。 

UN ドキュメンテーションサー

ビス 

http://unic.or.jp/un-ds/inde

x.html 

国連広報センターと国連大学ライブラリーが共同し

て国連資料の収集、提供を行っています。国連文書

の日本語によるリサーチガイド、関係資料へのリン

ク等が掲載されています。 

 

 

 

７.８  国際機関情報 

７.８.１  



 
 

７.８ 国際機関情報 

－１３７－

なお、国連の刊行物を冊子体で利用する場合には、国内の国連寄託図書館に所蔵されて

いる場合があります。検索してみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の国際機関 

以下の国際機関については、それぞれウェブサイトから情報を得られます。また、日本

の公式サイトがある場合には、刊行物の入手方法や関連先のリンクが掲載されている場

合がありますので参考にしてください。 

WHOLIS 

http://dosei.who.int/ 

世界保健機関(WHO)の文献データベースです。1948

年以降の刊行物と 1985 年以降の雑誌や技術文献の

記事などが検索できます。 

EUR-Lex 

http://eur-lex.europa.eu/en/

index.htm 

欧州連合(EU)の官報、議会資料や EU 法に関する条

約、法律、判例法などの資料を検索できるデータベ

ースです。 

 

７.８.２  

国連がその精神や活動状況を広く世界中の人々に知らせるために、関係資料

を寄託、無料で公開する図書館です。日本には、神戸大学国連寄託図書館や

京都国連寄託図書館など 14 ヶ所あります。 

 

■日本にある国連寄託図書館（国際連合広報センター） 

http://www.unic.or.jp/links/UN_libraries_in_japan 

国連寄託図書館とは？ 
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国立国会図書館には、東京本館（東京都）や関西館（京都府）、国際子ども図書

館（東京都）などがあります。 

主な役割として、国会の図書館・立法補佐機関としてのはたらきの他に、日本国

内で発行される全ての出版物を集めて保存する役割があります。この収集を支え

るために「納本制度」と呼ばれる制度があり、出版物を発行したときは１部（団

体により部数は異なる）を納めることが国立国会図書館法により義務付けられて

います。出版物の対象となるのは、図書・雑誌・新聞だけでなく、2000 年からは

CD や DVD などの電子出版物も含まれることになりました。（もちろんマンガも保

存されています。）これらを永久保存するために、さまざまな保存技術を持った

職人さんも働いています。 

第 7 章で紹介した国立国会図書館の蔵書検索システム「NDL-OPAC」では、図書、

新聞、電子資料（CD-ROM 等）、博士論文などを検索できる「一般資料の検索」、

国立国会図書館で作成してデータベース化された雑誌記事を検索できる「雑誌記

事索引の検索」、その他「規格・テクニカルリポートの検索」「点字図書・録音

図書全国総合目録検索」から国立国会図書館が所蔵する資料を検索することがで

きるようになっています。文献（図書やコピー）を取寄せたい場合は図書館へ申

し込んでください。（8.1 を参照）なお、コピーの取り寄せについては個人で申し

込むこともできます。インターネットから申し込む場合には利用者登録が必要で

す。 

さて、みなさんは国立国会図書館を利用できるのは国会議員だけ？と思い込んで

いないでしょうか？もちろん国民のための図書館ですので、満 18 歳以上であれば

誰でも利用できることになっています。 

 

■国立国会図書館（国立国会図書館） 

 http://www.ndl.go.jp/ 

■NDL-OPAC（国立国会図書館） 

 http://opac.ndl.go.jp/ 

国立国会図書館はどんな図書館なの？ 
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欲しい資料のタイトルや著者名はもう分かった。あとは現物を入手するだけ！ 

ここまできたら、まず OPAC（3.1 参照）を検索して徳島大学内にその資料があるかど

うかを調べます。 

 

学内に所蔵されていることが分かったら、次にその資料がどこに所蔵されているか、貸

出中かどうかを見て、今すぐに貸出できる状態であるかどうか判断しましょう。 

※所在が研究室になっている資料を利用したい場合はカウンターへご相談ください。 

 

 

OPAC で検索して必要な文献が所属キャンパス（または徳島大学内）にない場合、 

文献を他キャンパスや学外の図書館から取寄せすることができます。 

 

【資料入手の流れ】 

 

 

８．１  資料はどこにある？ 

８.１.１ 

OPAC(3.1 参照)で検索する 

検索したけど、結果件数 0 件。 

徳島大学内にはないみたい。 

探している資料はヒットした（学

内にはあった）けど、所属キャン

パスの図書館にはないみたい。 

 
学内取寄せをしよう 学外へ依頼しよう 

  文献取寄せ Q & A 

依頼できる資料は？ 

雑誌は、コピー取寄せのみ 

（現物の貸出不可）となります。

図書は現物取寄せも可能です。 

図書館内にある資料のみ取寄せ可能

です。雑誌はコピー取り寄せのみ。 

研究室の資料は対象外となります。 

資料を取寄せする 



 
 

８.１ 資料はどこにある？ 
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何日ぐらいかかる？ 

2、3 日かかる場合があります

一般的には１週間～10 日です。

一部、一ヶ月ほどかかる場合も

あります。 

料金は？ 

本の取寄せ    無料 

コピーの取寄せ  15 円 

       (一枚につき） 

機関によって異なりますが、 

一般的には 

本の取寄せ 

往復の送料 

(冊子小包＋簡易書留料金) 

 

コピーの取寄せ 

１枚あたり 35 円前後＋送料 

(基本料が必要な場合もあります。) 

 １論文（コピー取寄せ）・１冊（本取寄せ）につき１件の依頼となります。 

申込方法は？ 
本の取寄せ 

図書館カウンターに申込んで

ください。 

コピーの取寄せ 

文献複写申込書か、図書館 HP

（オンライン申込）の文献申込

フォームで申込んでください。 

文献複写申込書か、図書館 HP

（オンライン申込）の文献申込

フォームで申込んでください。 

到着お知らせ  文献が届いたら、受取場所・支払い方法について連絡します。
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オンライン申込み 

図書館ホームページ「オンライン申込み」文献申込フォームから申込みしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８.１.２  

フォームに入力後「申込み」をクリック 

入力内容確認画面  

(内容確認後、送信) 

「自分宛にメールを送る」にチェックを入れると、申込時に入力

したメールアドレスに、申込みメールのコピーが送られます。 

送信完了画面 

「続けて別の（同じ）資料を申込む」を選択すると、送信済メー

ルの情報を引き継いだ申込フォームから続けて依頼することがで

きます。 

送信完了までの流れ 



 
 

８.１ 資料はどこにある？ 
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入力項目について 

所属地区 自分が所属しているキャンパスを選択してください。 

連絡先 文献が届いたらここに書かれた連絡先にお知らせします。 

支払区分 

通常は私費を選択してください。 

※ 先生の許可がある場合のみ公費を選択。 

（公費の場合、申込者氏名には先生の名前を入力してください） 

依頼区分 
● 雑誌の貸出はできません。コピーの取寄せのみとなります。 

● 図書借用の場合、貸出期間は相手館により異なります。  

送付方法 

● FAX（FAX 料金が加算されます） 

著作権法で送信が認められた資料のみ FAX 等による受け取りが可能で

す。したがって、FAX 等をご希望の場合でも、お受けできない場合が

あります。 

● DDS（Document Delivery System） 

図書館間で画像ファイルを受け取り、紙に出力して申込者へお渡しす

る方法です。DDS 送信が可能な館が所蔵している場合に限られます。

（FAX 同様、著作権法で送信が認められた資料のみ受け取り可能） 

資料名 

本の場合は書名を、雑誌の場合は雑誌名を入力してください。(論文名

ではありません）雑誌名は、できるだけフルタイトルでお願いします。

フルタイトルが不明な場合は、略誌名でもかまいません。 

著者名 
図書貸借の場合は、本の著者名を、 

複写の場合は、論文著者名を入力してください。 

論文名 
一論文だけ入力してください。 

（数件ある場合は、一件送信後、再入力してください。）  

標準番号 

●ISSN(International Standard Serial Number：国際標準逐次刊行物

番号)逐次刊行物１タイトルごとに与えられている 8 桁の番号です。 

●ISBN((International Standard Book Number：国際標準図書番号)  

本に与えられている 10 桁(2007 年以降 13 桁に改訂)の番号です。 

●NCID  Webcat Plus(3.2 参照)で、タイトルごとに与えられた番号で

す。図書には先頭に BN または BA が、雑誌には先頭に AN または AA が

付いた 10 桁の英数字です。 

文献申込フォームでできること 

● 学内他キャンパス資料の複写物を取寄せることができます。ただし、研究室所蔵

資料は、公費のみの受付となります。 

● このフォームからは本館・分館間の図書デリバリーサービスの依頼はできませ

ん。デリバリーの申込はカウンター窓口でお願いします。 
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論文が掲載されている雑誌が分かったら OPAC を検索。所蔵をチェックできたら図書館

でコピーしなくっちゃ・・・。 

こんなことしなくても、その論文もしかしたら電子ジャーナルでもっと簡単に見ること

ができるかもしれませんよ！ 

 

 

電子ジャーナルはこれまで紙に印刷して発行されてきた学術雑誌を電子化し、パソコン

で見られるようにしたもので、次のような特徴（メリット）があります。 

 

● 印刷物よりも早く論文を読むことができる。 

→出版前の文献データが提供されることも！ 

● 学内であればいつでも、どこからでも使える。 

→図書館に行かなくても利用できる！ 

● 複数の人と同時に同じ雑誌を利用できる。 

→「他の人が見ているから使えない」なんてことがない！ 

● リンクを活用することで関連文献の入手がスムーズに行なえる。 

→クリック１つで参考文献の本文が見られる！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．２ 電子ジャーナルで雑誌を読もう 

８.２.１  電子ジャーナルとは

８.２.２  徳島大学で利用できる電子ジャーナル

徳島大学で利用できる電子ジャーナルは 

大学として契約しているものと 

一般に無料公開されているものをあわせて 

約 11,700 タイトルです。 

 

徳島大学で契約している電子ジャーナルは、 

学内蔵書検索(OPAC)で検索できます。 

それ以外の電子ジャーナルは図書館 HP 

「電子ジャーナル」のページで別に検索し 

て下さい。 
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1. OPAC で探す 

電子ジャーナルの検索についても、検索方法は図書の場合と同じように雑誌名等を検索

条件に入れて検索します（3.1 参照）。 

 

●検索結果の見方 

検索結果の雑誌名に、緑の画

面マーク と

「Online」という表示がつ

いているものが電子ジャーナ

ルです。 

右の例では同じタイトルの雑

誌が表示されていますが、こ

れは図書館に、同じ雑誌が

「冊子」と「電子ジャーナ

ル」という二つの形で所蔵さ

れていることを示しています。 

 

結果の詳細で所蔵を見る

と、1990-2008 とありま

す。これは 1990 年から

2008 年に発行された雑

誌が電子ジャーナルとし

て読めることを示してい

ます。アクセス可能年と

いいます。 

本文アクセス、または緑

の画面マークをクリック

すると電子ジャーナルに

アクセスし、本文を読む

ことができます。 

８.２.３  目的の雑誌を探そう

電子ジャーナル

へのリンク 
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2. 電子ジャーナルタイトルリストで探す 

図書館ホームページ「電子ジャーナル」のページでは、徳島大学で利用できる全ての電

子ジャーナルについてタイトルや分野から見たい雑誌を検索することができます。 

 

図書館ホームページ「電子ジャーナル」

をクリックすると「電子ジャーナル利用

の注意」の説明画面になります。 

その画面下の「[徳島大学電子ジャーナル

リスト]はこちら」をクリックすると電子

ジャーナルの検索画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

A-to-Z リスト 

アルファベット順雑誌タイトルリスト

雑誌検索分野別雑誌表示 

 

 

タイトル検索 

前方一致・部分一致・完全一致・ 

ISSN で検索
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● アルファベット順雑誌タイトルリストの見方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雑誌のタイトル 

ここから雑誌へアクセス！ 

電子ジャーナル提供元のサイトへのリンク 

出版社等、電子ジャーナルの提供元へのリンクです。

雑誌によっては複数の提供元がある場合があります。 

別ページへのリンク 

アクセス条件等 
フルテキストのアクセス条件等を示します。 

●アクセス可能年：読める論文の発行年の範囲。 

 例：1992-present は1992年から現在発行の雑誌まで利用可能なことを示す 

●※Free はフリーアクセスの雑誌です。アクセス可能年であっても読めない場合が 

あります。 

●雑誌によっては、読む際にIDやパスワードを求められる場合があります。この欄に

表示されるID/パスワードをクリックして利用してください。 
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●巻号一覧・目次から論文を探す 

リストにある電子ジャーナルをクリックすると、最新号の目次が表示されるものと 

出版年や巻号の一覧が出てくるものがあります。 

 

最新号の目次が出てきた場合は、「Issues」や「All Issues」という表示をクリック

すると巻号の一覧を表示させることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出版年や巻号をクリックしていくと、 

雑誌の目次に行き着きます。 

Full Text や PDF をクリックす

ると全文を表示させることが

できます。 

Full Text や PDF をクリックしても全文が表示されず、 

①「アクセスには購入が必要です」等のメッセージが出てくる 

②  料金が表示される 

③  ID・PASSWORD を求められる 

このような場合にはその電子ジャーナルを利用することはできません。 
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論文が掲載されている雑誌タイトル・巻号などが不明な場合には、データベースで検索

して、書誌情報を確認してから、図書館ホームページ「電子ジャーナル」のページから

アクセスしましょう。 

※雑誌によってはデータベースの検索結果にあるリンクをクリックすることで直接本文

を見ることができるものもあります。 

 

 

電子ジャーナルを利用する上で以下のことは各出版社から禁止されています。 

 

● プリントアウトやデータそのものの複製・販売・再配布 

● 個人利用の範囲を超えた大量のダウンロード 

（プログラムを使用した一括ダウンロードを含む） 

 

違反により徳島大学からのアクセスが禁止されることがありえますので 

ルールを守って利用するようにして下さい。 

 

 

  

 

８.２.４  論文の掲載されている雑誌が分からない時は

８.２.５  電子ジャーナル利用上のマナー
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これまで、文献を入手するためには、データベースを検索して、OPAC を検索して、電

子ジャーナルも検索して・・・と何度も検索を繰り返さなくてはなりませんでした。 

また、データベースによって、検索結果からすぐに電子ジャーナルの全文へのリンクが

あるものとないものがあり、「わかりにくいなあ」と思うこともあったと思います。 

このような状態を解消するためのツールとして、「リンクリゾルバ」が登場しました。 

 

 

 

リンクリゾルバとは、データベースの検索結果から、徳島大学で利用できる文献情報へ

ナビゲートするシステムです。 

電子ジャーナルの提供状況（フルテキストがあるかどうか）や OPAC 検索結果まで一覧

することができます。 

リンクリゾルバは次のデータベースに設定されており、検索結果に 

（スウェッツワイズリンカーと読みます）というボタンやリンクが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上に示したデータベースを検索し、ボタン      

やリンクが表示されたらクリックしてみま

しょう。 

左は CiNii の例です。  

をクリックすると         

リンクリゾルバの中間窓が開きます。 

 

８．３  リンクリゾルバ活用法 

８.３.１  リンクリゾルバとは

８.３.２  リンクリゾルバを使ってみよう

リンクリゾルバが設定されているデータベース 

 

■医中誌 Web ■CiNii ■MathSciNet ■Scifinder  ■Web of Science  

■Google Scholar 

＜CiNii 検索例＞ 
※2010 年 4 月から

CiNii は画面が変わ

ります。 



 
 

８.３ リンクリゾルバ活用法 
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一見すると電子ジャーナルタイトルリストのようですが、検索した論文のタイトルや掲

載雑誌名など論文に関する情報が表示されているところに違いがあります。 

この論文について、電子ジャーナルの全文は読めるのか、徳島大学で所蔵しているのか、

などがわかるのです。 

 

データベースの検索結果では直接フルテキストへのリンクがない場合でも、リンクリゾ

ルバを使えばフルテキストが入手できる場合があります。 

OPAC 検索についても、この画面から直接 OPAC を検索してくれるので、あらためて

OPAC で雑誌名を入力して検索する必要がありません。 

 

このように、リンクリゾルバを使えば、一つのデータベース検索結果から、他の電子ジ

ャーナル等外部の情報へスムーズにアクセスすることができます。 

 

ただし、電子ジャーナルの提供状況によってはリンクリゾルバでうまく探せないことも

あるようです。うまくいかないときは、図書館カウンターでたずねてみてください。 

        

論文に関する情報 

フルテキストの有無： 
この場合はフルテキストあり！ 

フルテキストがない場合は、

「オンラインフルテキストはあ

りません」と表示されます。 
OPAC を検索します 
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９.２ 文献管理用ソフト 

－１５３－ 

 

 

第 
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章 

９・１ 

自分のデータベース 

 

９・２ 

文献管理用ソフト 

 

検索結果を記録する 



 

 

第９章 検索結果を記録する 

－１５４－ 

  

これまでデータベースを検索して目的にあった論文を見つける方法について書いてきま

した。データベース検索では、リンクを辿って原文のＰＤＦを読むことができたものも

あれば、検索結果を元に図書館内で資料を探してコピーを入手できたもの、他大学から

これから取り寄せるもの、あるいは将来取り寄せるかもしれないという候補に挙げたも

のなど、色々なパターンがあります。しかもこれから先、データベースを検索する機会

が増えるようになると、自分が今までに読んだ資料なのかどうか記憶しきれなくなって

しまいます。 

 

これらの興味を持ったテーマの文献は、「私の参考文献リスト」としてまとめておきまし

ょう。レポートや論文を書く時には、その裏付けとなったデータや、参考にした論文、

引用した論文などについて、正確に書く必要があります。これらのデータが曖昧だった

り、書誌情報が間違っていたりすると、せっかくいい論文を書いても信用度が落ちてし

まいます。 

また、将来論文を投稿するようになった時や、社会人になってからも「自分の参考文献

リスト」は役に立つことがあります。 

 

「私の参考文献リスト」にはできるだけ正確に、論文名、著者名、掲載雑誌名、巻号、

ページ、年、図書の場合は書名や出版社名も忘れずにメモしておきます。図書の出版情

報などがはっきり分からない場合は、改めて OPAC や Webcat Plus などで調べ直しておき

ましょう。 

このようなリストをまとめる方法はカード形式でもいいですが、Excel などで管理して、

著者名順や年代順等に並べ替えることができる方が便利です。 

その他文献管理専用のソフトもあります。文献管理ソフトを使うと、インターネット経

由でデータベースを検索した結果などを、まとめて簡単に取り込んで管理したり、後日

その中から必要な文献にアクセスしたり、あるいは投稿する雑誌の投稿規程に沿った形

式で参考文献リストを自動的に作成したりすることもできます。 

 

 

 

 

９.１ 自分のデータベース 



 

 

９.２ 文献管理用ソフト 

－１５５－ 

EndNote Web の画面の言語設定は、画面下部で一時的に切り替えられるほか、

オプションの言語から設定可能です。 

 

さまざまなデータベースで文献を検索したものは、文献管理ソフトを使うと整理しやす

く、後日論文へアクセスすることも簡単です。また、自分で書いた論文の参考文献リス

トを作る時にも役立ちます。主な文献管理ソフトとしては次のようなものがあります。 

 

主な文献管理ソフト 

 ●EndNote  データベースで保存した文献情報を取り込んで管理し、データに再度

アクセスしたり、投稿するジャーナルの書式に合わせた参考文献リス

トを作ったりすることができます。学生向は 30,000 円程度。 

●EndNote Web EndNote の Web 版として Web of Science 契約機関に無料で公開されて

います。EndNote より機能が少し制限されますが、徳島大学内から一

旦登録すると自宅からも自分のアカウントでログインして使用でき

ます。日本語のインターフェースで利用可能です。 

 ●RefWorks EndNote と同じような機能を持つ Web 版ソフト。徳島大学では機関契約

していないので使用する場合は直接 RefWorks 本社へ個人購読を申し込

んでください。年間利用料金は$100～。 

●GetARef  日本語にも対応。学生向は 13,000 円程度 

 ●RT2  無料で http://msanuki.com/pub/からダウンロードできます。 

 

EndNote Web を使ってみよう 

 

１．ユーザー登録してログインする 

ユーザー登録は、徳島大学内から行う必要があ

ります。Web of Science にアクセスし、右の「情

報を保存して活用」にある登録をクリックする

と登録画面が開きますので、登録を行います。 

登録が完了すると、自宅からもＩＤとパスワー

ドで EndNote Web が使用できます。 

（EndNote Web へ直接アクセスする URL は 

http://www.endnoteweb.com/ です。) 

９.２ 文献管理用ソフト 

９.２.１ 
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２．データベースで保存したファイルを取り込む 

EndNote Web に取り込むファイルは、各データベース検索の時、次のような形式でファ

イル保存しておく必要があります。 

 ※医中誌 Web はダイレクトエクスポートで直接 EndNote Web にインポートできます。 

   PubMed  ：MEDLINE 

  CiNii  ：ReferBiblX  

SciFinder ：Tagged Format(*.text) 

   

EndNote Web の収集タブを開き、「レファレンスの

インポート」をクリックします。 

先にデータベースで保存しておいたファイルを指

定し、フィルターでファイルの形式を選択し、イ

ンポートボタンをクリックします。 

インポートフィルター 

  PubMed  ：PubMed(NLM) 

   CiNii  ：CiNii 

   SciFinder ：SciFinder(CAS) 

フィルターはカスタマイズを使って、普段使用するものだけ

表示するようにできます。 

 

 

 

 

 

 

マイレファレンスの中の指定したフォル

ダに取り込まれます。指定しなかった場

合は未整理フォルダに入ります。 

新しいフォルダに分けたい場合は「グル

ープに追加」のプルダウンメニューから

「新しいグループ」をクリックしてファ

イル名を付けます。 

※医中誌 Web はダイレクトエクスポートによりここまでの処理を自動的に行ってく

れます。（MEDLINE 形式でファイル保存してインポートすることもできますが、文

字化けする場合があります。また、ダイレクトエクスポートの方が URL リンクな

ど使いやすくなります。） 
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インポートしたデータは著者名順や出版年順

に並べ替えたり、元のデータへインターネッ

トでアクセスしたり、他の EndNote Web のユ

ーザーとデータを共有したりすることもでき

ます。 

 

 

 

３．Word ファイルに引用文献リストを作成する 

Microsoft Word でレポートや論文を仕上げて、引用箇所に{著者の苗字,出版年}を書き

込み、リッチテキスト形式(RTF)で保存しておきます。（※日本語著者の場合を除く） 

 

EndNote Web のフォーマットタブを開き、

「引用文献のフォーマット」をクリック

します。 

先に保存しておいた Word ファイルを指

定し、書誌スタイルで投稿する雑誌のス

タイルを選択し、フォーマットボタンを

クリックすると Word 文書の原稿に引用

文献の番号付けが行われ、原稿下部にリストが

成形されて書き込まれます。 

 

 

４．サポート情報 

その他の機能や使い方が分からないときは、Thomson サポート情報を参照してください。 

 http://scientific.thomson.com/jp/support 
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１０.１ 論文を書くために     
 
高校生までと違い、大学生になると論文を書く機会が増えます。大学生の論文と言えば、

すぐに思いうかぶのは卒業論文です。皆さんの中でも多くの人が、4 年生になれば卒業

論文を書かなければならないでしょう。また、各授業で課されるレポート課題にも、論

文形式のものがあるのではないでしょうか？すでに、そのようなレポートを書いた経験

がある人も多いでしょう。 

 

論文を書くというのはかなり大変な作業です。短いレポートなら数週間で書けるかもし

れません。卒業論文ともなると、数ヶ月から 1 年以上準備をして挑むことになります。

しかし、恐れることはありません。指導にあたる教員の先生は丁寧に論文の書き方を教

えてくれるでしょう。また、論文の書き方を説明した本もたくさん出版されています。

それらの中のいくつかは、図書館で借りることもできます。本書もまた論文作成支援を

目的の 1 つとしています。 

 

論文作成は、いくつかの段階を踏んで行います。おおまかには、テーマの設定 → 文献・

情報の収集 → 実際の執筆という流れになります。分野によっては、実験や調査などの

作業も加わってきます。本書は、論文作成の手順の中でも文献・情報の収集に絞った内

容になっています。文献・情報の収集には図書館が深く関わっています。テーマの設定

や実験、調査などについては、より詳しい図書がたくさんあります。また、皆さんの指

導教員がもっとも詳しいでしょう。そちらに説明を譲りたいと思います。 

 

さて、本書は文献・情報の収集に絞った内容と言いましたが、この第 10 章「論文を書こ

う」ではごく簡単に実際の論文執筆について扱っています。なかでも引用文献・参考文

献の書き方については少し詳しく説明します。図書館を利用して収集した文献を論文作

成に利用した場合、引用文献・参考文献として明記する必要があります。この方法につ

いて例をあげてみていきます。 

しかしまずは、論文とはいったいどのような文章なのかをみていきたいと思います。



 
 

１０.２ 論文に必要なのは？ 

 －１６１－

１０.２ 論文に必要なのは？  

 

作成した文章が論文である、と言うためには、大きく 2 つの条件を満たしている必要が

あります。2 つの条件とは書かれている文章の形式、論文全体の構成がそれぞれ論文ら

しくできている、ということです。それぞれについてみていきましょう。 

 

●文章の形式 

論文として書かれた文章が、他の文章と違う点は何か？それは次の点にあります。 

 

1 問いとそれに対する解答になっている 

2 解答は根拠から理論的に導かれている 

3 根拠が何によるものか正しく示されている 

 

まず、論文は基本的に 1 つの問い・テーマを立てて、それに対して自ら答

えていくという形式をとります。レポートでは先生から具体的な問いが与

えられることもあります。卒業論文では自ら頭を悩ませて考えることにな

ります。 

 

そして問いに対する解答を書くのですが、その解答が導かれる理由が

論理的に、他の人に納得できる形で示されなければなりません。感情

に訴えて納得を迫るものであったり、他人には理解できないひとりよ

がりな理由付けをしている場合には、それは論文とはいえないのです。 

 

さらに論理的に導かれた解答には、正しく典拠(情報元)の示された根拠が

必要です。他者の論文に書かれた理論などを根拠とする際には、その論文

名、著者名、雑誌名、掲載巻号・ページなどをはっきりと書いておきます。

これは、論文を読んだ人が根拠となっている理論までさかのぼって確認できるようにす

るためです。また、他者の書いた論文には著作権があり、引用するときには出典をはっ

きりさせておかないと、著作権侵害ということになります。このことについては、後の

参考・引用文献の書き方の項目で詳しく触れます。自分で行った実験や社会調査の結果

などを根拠とする際にも、その方法をはっきりと示し、他者が追試できるようにしてお

く必要があります。 
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ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト 

論文の内容を要約したものです。論文の目的、結論、実験の方法、

結果などを書きます。論文全体を読まなくても、論文に書かれてい

ることを短時間で把握できるようにすることを目的としています。 

目
次 

短いレポートなどでは不要なこともありますが、大部な論文には目次をつ

けます。 

タ
イ
ト
ル 

論文のタイトルです。著者名や著者の所属機関も書きます。また、タイトルの

後に「まえがき」として論文作成の個人的動機、事情などを書く事もあります。

本
文 

論文のメインとなる部分です。多くの場合、序論・本論・結

論という構成にします。序論で問題提起を行い、本論では結

論へと導くための論証を行います。結論で、得られた解答や

残された課題を示します。 

文
献
表 

付
録
な
ど 

本文中に組み込めなかったグラフや表、長い引用などを付録として

つけます。短い論文であれば、引用の出典をまとめて後注としてこ

こに載せることもあります。論文を書く際に使用した文献はすべて

文献表として掲載しておきます。索引を作成することもあります。

また必要であれば「あとがき」や「謝辞」などもつけます。 

●論文の構成 

 

論文全体は一定の構成になっている必要があります。分野によって異なりますが、基本

的には次のような構成にします。 
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１０.３ 引用文献・参考文献の書き方  

 

●引用と著作権 

 

他人の書いた論文などを引用する場合には、その人の著作権を侵害しないように注意す

る必要があります。皆さんは意識することが少ないかもしれませんが、全ての文章は著

作権で保護されています（文章だけでなく音楽、絵画、プログラムなどにも著作権はあ

ります)。論文だけでなく新聞記事やインターネットの Web ページなどにも著作権はあり

ます。そして、著作権を侵すことは違法行為にあたります。 

 

著作権の侵害となる行為には様々なものがありますが、正しい方法を用いずに他者の文

章を引用することは著作権侵害にあたります。そのような引用を行っているレポートや

論文は、大学内であれば教員に受けとってもらうことができません。また学術雑誌に掲

載された後に著作権の侵害が発覚した場合には、重い責任を問われることもあります。

では、どのような方法で引用をすればよいのでしょうか？ 

 

 

 

 

 

公表された著作物であること 

公表された著作物の引用は、一定の範囲内であれば著作者の許諾を必要と

しません。個人の日記・手紙などの未公表のものを引用するときは、著作

者の承諾が必要です。 

 

 

引用が公正な慣行に合致していること 

公正な慣行とは曖昧な規定ですが、次のようなことが考えられます。まず自

分の意見と引用部分をしっかりと分けている必要があります。またむやみな

引用は避けて、客観的に必要と思われる範囲のみにしなければなりません。 

POINT！ 

この 5 つの項目は、著作権法第 20

条、第 32 条、第 48 条に定められて

います。 
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報道、批評、研究その他の目的で、正当な範囲内であること 

あまりに多量の引用は避けるべきです。1 つの引用が何ページにも及んだ

り、論文のほとんどが引用といったものは正当な範囲とは言えません。 

 

 

原文そのままであること 

引用する文章は、原則としては一言一句変えずに引用する必要があります。

誤字などもそのまま引用し、原文のままという意味の(ママ)という文字を

挿入します。ただし、ある章全体を参考にした場合等には、要約して引用

することも可能です。その場合にも原文の意図が変わらないように注意す

ることが必要です。 

 

出典を明示していること 

引用元をはっきりと示す必要があります。著者名・書名(雑誌名、論題)・

出版社・発行年・ページ数などを明記します。出典がはっきり分かれば良

いので、いずれかの項目が省略されたりすることもあります。 

出典を示す形式は基本的には自由です。ただし、著作権法上は自由であっ

ても、ほとんどの場合、学問分野ごとに慣例があります。この慣例に従っ

ていないと、正式な論文として認められないことが多いので注意が必要で

す。 

 

 

 

●引用・参考文献の例 

前述したように引用・参考文献の形式は、学問分野ごとに慣例があります。ここでは一

般的な方法を数例あげておきます。引用文献は、その引用文章の後ろにかっこで括って

示すか、脚注・後注などの方法で示します。脚注は各ページの下に、後注は章末や論文

末にまとめて注を書く方法です。参考文献（文献リスト）は、直接引用としていなくて

も、論文に書くにあたって参考とした文献は全て含めます。 
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日本語の文献 

例

英語等の文献 

ex.

 

 

・著者名 『書名』 出版社、 出版年、 ページ数。 

・著者名 「論題」 編者 『書名』、 出版社、 出版年、 ページ数。 

・著者名 「論題」『雑誌名』、 巻号、 出版年、 ページ数。 

 

・徳島子 『22 世紀の徳島大学』徳大出版、2100 年、630-635 頁。 

・徳島夫 「徳島とアメリカ経済」 島田徳子編 『世界の中の徳島』、徳島の本社、

2035 年、230-235 頁。 

・島田徳夫 「徳島再生」『四国巡礼』、286 巻 12 号、2099 年、36-54 頁。 

 

 

 

 

・著者， 書名， 出版地 : 出版社， 出版年， ページ. 

・著者， “論題”， 書名， 編者， 出版地 : 出版社， 出版年， ページ 

・著者， “論題”， 雑誌名， 巻号， 出版地， 出版年， ページ 

 

 

・Albert Black， Eugene Kevin， History of Tokushima， Tokushima : Tokushima 

Press， 2007， pp.35-70. 

・Chadwick James et al， “Dryness of Yoshinogawa，” in Rivers in the world， 

Adams， William(ed.)， Tokushima : Tokushima Press， 2025， pp.137-40. 

・Alda Patricia， “The great eruption of Bizan，” Journal of Tokushima， Vol.192， 

1997， pp.1162-70. 

 

 

以上のような形式で記述します。ただしここで挙げたのは数例にすぎません。必要な項

目や記述方法は、分野や学術雑誌ごとに全く変わってきます。例えば化学などの分野で

は、論題や終ページを省略するのが一般的です。さらに細かい書体や記号の使い方など

は千差万別です。 
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この章では論文の要件などを見てきましたが、この他にも論文を書く際には、必ず章・

節といった階層構造にすること、客観的な文章で書くことなど、多くの決まりごとがあ

ります。分野によって独自の決まりがあることも多いので、一度論文を書く前には専門

分野の論文を読むことをお勧めします。担当教員の論文であればなお良いでしょう。そ

してその論文の構成や引用・参考文献の書き方などを真似して書いてみましょう。 

 

 

 

●論文作成のための図書リスト 
 

最後にこの章を書くにあたって参考にさせていただいた図書を挙げておきます。また皆

さんが論文を書くときに参考となる図書もいくつか紹介しておきます。徳島大学附属図

書館で利用できる図書には、請求記号も記しておきます。 

 

著者名 50 音順に並べています。[2]、[3]、[4]は、大変読みやすくできています。特に

[3]は、論文形式のレポート課題で評価が悪かった、という人にはおすすめです。レポー

トのどこが悪かったかが分かるのではないでしょうか。[1]、[5]、[8]のように専門分野

に絞った本もたくさんあります。論文の書き方の本では、分野について特に断りがない

場合には、社会科学や人文科学よりの内容であることが多いので、自然科学分野の人は

特に分野ごとの本を選んだほうが良いかもしれません。 

[1]の著者は論文・レポートの書き方の本では定評のある方です。ただし、やや古い著書

が多くなります。ここでは取り上げませんでしたが、この著者の「レポートの組み立て

方」という本もおすすめです。[9]は英語で論文を書く人向けの入門書です。皆さんには

まだまだ早いかもしれませんが、このような図書もあるということで挙げておきました。

将来、大学院に進んで英語論文を書かなければならなくなったときに思い出して、手に

とってみて下さい。 

 

ここで挙げた以外にも、図書館にはたくさんの論文作成の助けとなる図書があります。

OPAC で探してもよいですが、キーワードで探しにくい場合もあるでしょう。そんなとき

には直接、請求記号「816.5」の図書を置いてある場所に行ってみてください。新旧様々

な図書に出会えます。是非ご利用ください。 



 
 

１０.３ 引用文献・参考文献の書き方 

 －１６７－

 

●本章を書くにあたって参考とした図書 

[1] 木下是雄 『理科系の作文技術』 (中公新書 624) 第 22 版、 中央公論社、1988 年。

（本館所蔵 407||Ki または 080||Ch||624） 

[2] 河野哲夫 『レポート・論文の書き方入門』 第 3 版、 慶應義塾大学出版会、 2004

年。（本館所蔵 816.5||Ko） 

[3] 戸山田和久 『論文の教室 レポートから論文まで』 (NHK ブックス[954]) 日本放送

出版協会、 2002 年。（本館所蔵 816.5||To） 

[4] 山内志朗 『ぎりぎり合格の論文マニュアル』 (平凡社新書 103) 平凡社、 2001 年。 

 

 

●その他の論文作成参考図書 

[5] 小川雅彌監修代表『化学のレポートと論文の書き方』 改訂版、 化学同人、 1999

年。（本館所蔵 430.7||Ka） 

[6] 小笠原喜康 『大学生のためのレポート・論文術』 (講談社現代新書 1603) 講談社、 

2002 年。（本館所蔵 816.5||Og） 

[7] 斎藤孝 『学術論文の技法』 増補版、日本エディタースクール出版部、1988 年。（本

館所蔵 816.5||Sa） 

[8] 高谷修 『看護学生のためのレポート・論文の書き方 : 正しく学ぼう「書く基本」

「文章の組み立て」』 金芳堂、2001 年。（分館所蔵 492.907||Ta） 

[9] 野口ジュディー・松浦克美 『Judy 先生の英語科学論文の書き方』 講談社、2000

年。（本館・分館所蔵 407||No） 

[10] 樋口裕一 『やさしい文章術 : レポート論文の書き方』 (中公新書ラクレ 73) 第

3 版中央公論新社、2005 年。（本館所蔵 080||Ch||73） 

[11] 吉田健正 『大学生と大学院生のためのレポート・論文の書き方』 ナカニシヤ出版、

1997 年。（本館所蔵 816.5||Yo） 



 
 
第１０章 論文を書こう 

 －１６８－

 
 

 

すだち、知ってますか？ 

 

 

あなたは徳島大学附属図書館の最新情報をどうやって手に入れていますか？ 

大学内の掲示板？図書館ホームページ？もしかしたら、「風の便りで･･･」なんてい

う人もいるかもしれませんね。図書館からの情報には、図書についてのことだけでな

く、皆様の学習・研究に役立つものや講習会などのイベントについてのお知らせも含

まれています。それを活用できれば皆さんの図書館ライフもより楽しく有効に･･･

え？それを調べるのが面倒？？図書館に行くのも面倒ですって？？？･･･仕方ありま

せんね。では、とっておきの図書館情報収集方法をお教えしましょう。 

徳島大学附属図書館では、図書館の最新情報を多くの方にお届けするために図書館

報を発行しています。それが、 

 

徳島大学附属図書館報 メールマガジン「すだち」です。 

 

メールマガジンという言葉通り、紙媒体ではなくメールでの情報提供になります。

パソコンや携帯電話からメールマガジンの配信登録をしていただくだけで、月１回

「すだち」があなたの元へ発行されます。そして、徳島大学附属図書館の最新情報が

その場で手に入れることができるのです。もちろん無料ですよ！ 

主な内容として、以下のものがあります。 

 

 ・図書館からのお知らせ、行事、活動計画等 

 ・特集・シリーズ、図書館・学術情報の動向紹介 

 ・図書館職員からのメッセージ、メルマガ読者の感想・意見等 

・図書館利用統計  

 

これらのほかにも、皆さんの利用傾向によってお得情報が掲載される、かもしれま

せんよ。本館・分館両方の情報が載っているので一度で 2 カ所の図書館情報を収集で

きるお得感もたっぷりです。 

読者登録は、本学の教職員・学生のほか、他大学等の組織、 

一般個人など制限はありません。ぜひ登録をして、徳島大学 

附属図書館を身近に感じながら上手く活用してください。 

 

● 徳島大学附属図書館報  
メールマガジン「すだち」への登録はコチラ 

  http://www.lib.tokushima-u.ac.jp/m-mag/ 
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第１１章 情報の利用と著作権 

－１７０－ 

 

 

これまでの各章では、情報の効果的な探し方や利用のしかたについて述べてき

ましたが、ここでは情報を利用する際に深く関わってくる著作権のことについ

て触れておきます。読んでみて面倒だと思われる方もいるかもしれませんが、

「著作権を守る」ことは「他人の権利を守る」ことであると理解してください。 

 

今日では、情報の大量流通やコピー技術の発達により、誰でも容易に多くの情

報を利用できる環境にあります。しかし、その情報のほとんどは「他人の著作

物」です。そして、それらは著作権によって保護されています(具体的な内容

は著作権法に規定されています)。そのため、皆さんが情報を利用する場合に

は、無条件に利用できるわけではなく、著作権に配慮した利用が求められるこ

とになります。 

 

では、「著作権に配慮した利用が求められる場合」とはどのような時でしょう

か。第10章で、他人の書いた論文などを引用する場合の注意点を述べましたが、

この他にも学生の皆さんが学習・研究において注意すべきことがあります。特

に代表的なものを2点あげておきますので、ご参照ください。 

１１.１  情報の利用と著作権 



 

 

１１．１  情報の利用と著作権 

－１７１－ 

図書・雑誌の

論 文 等 を 図

書 館 で コ ピ

ーする場合 

著作権法第31条第1項第1号の定めによります。要件としては、

●図書館の資料に限る 

(自分や友達の本をコピーするのは不可です) 

●コピーできるのは1人1部のみ 

●図書のコピーは一部分のみ 

(通常、1冊の半分以下とされています。ただし、地図帳・

写真集などのように、中の1つ1つが独立した著作物と判断

されるものについては、それぞれの半分以下となります) 

●雑誌論文のコピーは次号が出て以降 

(最新号のコピーは不可です。同じ理由により、当日の新聞

のコピーも不可です) 

などがあります。 

※ 著作権法に直接書かれていませんが、「著作権を守ってコ

ピーしている」ことを明確にするため、複写申込書に資料名・

コピーするページ等を記入することも必要とされています。

コ ン ピ ュ ー

タ 上 で フ ァ

イル・画像・

ソ フ ト ウ ェ

ア等(ここで

は「ファイル

等」と呼びま

す)を利用す

る場合 

(コピー・利用を特に許可している場合を除き)以下の行為は

違法になります。 

●他人作成のファイル等を自分のホームページで使用する 

●他人作成のファイル等を他のサーバー等にアップロードす

る、またはファイル交換ソフト等によって他からダウンロ

ードできる状態にする 

●違法にコピーされたファイル等(海賊版)を、海賊版と知り

ながら使用する 

●正規に購入したファイル等であっても、許可された台数を

超えるコンピュータにインストールする 

 

これ以外にも、著作権に配慮した利用が求められる場合はあります。しかし、

皆さんも学習・研究でさまざまな活動をされるでしょうから、どういう場合に

著作権が問題になるのか、すぐには分かりにくいものがあると思います。そこ

で、次ページで著作権に関するホームページを紹介しますので、「自分のして

いることは著作権を侵害していないだろうか?」と思われた時には利用してみ

てください。 



 

 

第１１章 情報の利用と著作権 

－１７２－ 

●著作権法全文は六法全書の他、以下のホームページから見ることができます。 

e-Gov(電子政府の総合窓口) : http://www.e-gov.go.jp/ 

 

●著作権に関する疑問点等は、以下のホームページから参照できます。 

文化庁 : http://www.bunka.go.jp/ 

社団法人 著作権情報センター : http://www.cric.or.jp/ 

 



 
 

付録２ 練習問題解答例 

 －１７３－

 

  
 

付録・１ 
日本十進分類法 
 
 
 
 
 

付録・２ 

演習問題解答例 
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録 

付録・１  
日本十進分類法 
 

付録・２ 

演習問題解答例 
 

 



 
 
付録 

 －１７４－

付録１ 日本十進分類法 （新訂９版）    第２次区分表（綱目表）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000 総記 

100 哲学 

     

200 歴史 

     

300 社会科学 

     

400 自然科学 

500 技術．工学 

600 産業 

   

700 芸術．美術 

   

800 言語 

    

900 文学 

    



 
 

付録２ 練習問題解答例 

 －１７５－

付録２ 練習問題解答例  

 

３．ＯＰＡＣ 

 

[１]  村上春樹の書いた小説で、タイトルをはっきりと覚えていませんが「東京」が付 

いていたと思います。この本が図書館にあるかどうか探してみましょう。 

OPAC 詳細画面を開いて、編著者名に「村上春樹」、タイトルに「東京」と入力し 

て検索します。検索結果の３件を見ると探していたものは「東京奇譚集」であっ 

たことが分かり、本館１階閲覧室の日本の小説コーナーの棚に所蔵していること

が分かりました。 

 

[２]  TOEIC の勉強をしたいので、 近出版された手頃な本があるかどうか探してみま 

しょう。 

OPAC 詳細検索画面を開いて、タイトルに「TOEIC」、出版年に「2008」からと入 

力して検索すると、35 件出てきます。いくつか所在等を見てみると、本館３階東

閲覧室の請求記号 830.79 の所にたくさんあることが分かったので、直接そこへ 

行って本を開いて自分に合った本を探します。 

 

[３]  プラネタリウムの作り方が分かる本を探してみましょう。 

OPAC 検索画面のキーワードに「プラネタリウム」と入力して検索すると４件出て 

きます。そのうち、「地上に星空を：プラネタリウムの歴史と技術」と「プラネ 

タリウムを作りました。：7 畳間で生まれた 410 万の星」という本が見つかり、

本館 2 階東閲覧室の 440.76 の所にあることが分かりました。 

 

４.４ CiNii 

 

[４]  大学生が友人との関係で感じるストレスについて扱っている論文を探してみま

しょう。 

フリーワードに「大学生 友人 ストレス」といれて検索します。より網羅的に検

索したい時には、「友人」の類義語「交友」に検索語を入れ替えてみるなど、類

義語・同義語でも検索してみましょう。 



 
 
付録 

 －１７６－

論題に「大学生 ストレス」が含まれるものに限定する場合は、詳細検索をクリッ

クして論文名に「大学生 ストレス」を入れ、フリーワードに「友人 OR 交友」

と入力すれば、類義語を一度に検索することができます。 

 

[５]   加藤司先生が書いた論文で、大学生の友人関係について扱っているものを探し

てみましょう。 

フリーワードに「大学生 友人」と入れ、詳細検索をクリックして著者名に「加藤

司」といれて検索します。同義語、類義語も考えて検索してみましょう。また著

者所属に「徳島大学」などのようにして検索すると、大学の先生の書いた論文を

探すこともできます。 

 

[６]  「社会心理学研究」22 巻 1 号 p.58-からはじまる論文を探してみましょう。 

詳細検索で刊行物名に「社会心理学研究」 巻に「22」 号に「1」 ページに「58」

といれて検索します。 

または、CiNii 本文収録刊行物ディレクトリをクリックして雑誌タイトルを頭文

字から探していきましょう。巻号を選択するとその巻号の掲載論文一覧が見るが

できます。ディレクトリ検索は、本文が無料公開されている雑誌が一目で分かる

ため便利です。 

 

４.５ 医中誌 Web 

 

[７]  メタボリックシンドロームと食生活の関係について扱っている論文を検索して

みましょう。 

Basic 検索で検索語に「メタボリックシンドローム 食生活」といれて検索します。

または「メタボリックシンドローム 食事」でも検索してみましょう。食事と食

生活どちらかを含む検索には「メタボリックシンドローム AND （食事 OR 食生

活)」と入力します。「メタボリック症候群」などの類義語についても試してみ

ましょう。検索年が 初は限定されていることに注意しましょう。また結果件数

が多すぎる時は、タイトルに限定したりキーワードを増やすことで、結果件数を

絞り込んでみましょう。 

 



 
 

付録２ 練習問題解答例 

 －１７７－

[８]  松澤佑次先生がメタボリックシンドロームについて書いている論文を探してみ

ましょう。 

Basic 検索で検索語に「メタボリックシンドローム 松澤佑次」といれて検索しま

す。また、 初に「メタボリックシンドローム」で検索を行い、「松澤佑次」を

著者名として AND 検索を行うことでも検索できます。 

 

[９]  メタボリックシンドロームについてのレビュー論文（総説）を探してみましょう。 

Basic 検索で検索語に「メタボリックシンドローム」といれ、論文種類「総説」

にチェックをいれて検索を行います。また、 初に「メタボリックシンドローム」

で検索を行い、後から絞り込み検索で「総説」に絞り込むことも可能です。 

 

４．６ PubMed 

 

[１０]  喘息（asthma）の薬物療法（drug therapy）に関する論文を探してみましょう。 

「asthma drug therapy」と入力して検索を行います。PubMed は検索語を自動的

に変換して検索してくれます。この機能のおかげで類義語や検索フィールドをあ

まり意識せずに検索を行うことができます。しかし実際にどのような検索が行わ

れたかを知っていることで、より高度で適切な検索ができるようになります。検

索の詳細は、検索結果の右側メニューの中にあるSearch Detailsで確認できます。 

 

[１１]  Peter J. Barnes 氏の書いた論文を探してみましょう。 

「Barnes PJ」と入力して検索を行います。「Peter J Barnes」や「Barnes P」

などでも検索が可能ですが、検索漏れやノイズが生じる恐れがあります。基本的

に著者名は、姓の完全形 ＋ 名、ミドルネームのイニシャルで検索します。著者

名がどのような形でデータとして収録されているか確認するには、Advanced 

Search の Search Builder を使います。Author を選択し、任意で頭文字等を入れ

て Index ボタンを押すと、入力した文字で始まる著者名と文献件数が表示されま

す。 

 

[１２]  喘息の薬物療法のランダム化比較試験を扱った論文で、 近 1 年間に発行され

たものを探してみましょう。また PubMed から論文本文へリンクがされている

ものに限定してみましょう。 



 
 
付録 

 －１７８－

Limits をクリックします。Type of Article にある「Randomized Controlled Trial」

にチェックをいれ、Published in the last:は「1 year」を選択します。この状

態で「asthma drug therapy」と入力して検索を行います。違う検索に移る時には、

Limits Activated の表示部分にある Remove をクリックして限定を解除しておき

ましょう。論文本文へリンクされているものに限定するには、再び Limits を開い

て、Text Options にある「Links to full text」をチェックして検索します。 

 

４.７ SciFinder 

 

[１３]  オゾンホール(ozone hole)とフロンガス（クロロフルオロカーボン：

chlorofluorocarbon）について扱った論文を探してみましょう。 

Explore References 検索の Research Topic を選択します。検索語に「ozone hole 

chlorofluorocarbon」 と入力して検索します。候補がいくつか出てきます。検索

結果件数や検索内容にあわせて候補を選択しましょう。今回はすべてにチェック

を入れて結果を表示します。 

また検索語として「chlorofluorocarbon」の代わりに「CFC」といった略称でも

検索してみましょう。 

 

[１４]  Frank Sherwood Rowland 氏の論文を探してみましょう 

Explore References 検索の Author Name を選択します。Last name に「Rowland」 

First name に「F」Middle name に「S」といれて検索を行います。著者表記の候

補が表示されますので、適当なものを選択して結果を表示します。 

First name、Middle name は完全な形で入力しても、イニシャルでもどちらでも

ほぼ同じ検索ができます。ただしイニシャルでいれたほうが、より多くの表記候

補が表示されます。 

 

[１５]  オゾンの合成法について扱っている論文を探してみましょう。 

まずオゾンの物質情報を表示させて、そこから合成法を扱った文献を探していき

ます。Explore Substances 検索の Substance Identifier を選択します。ここで

は物質名での検索が可能です。「ozone」と入力して検索します。結果が表示さ

れますので、画面上の Get References または物質情報の下にある References を



 
 

付録２ 練習問題解答例 

 －１７９－

クリックします。Reference associated with にチェックを入れて、Preparation

を選択します。これで合成法に関する論文の一覧が表示されます。 

 

      

４.８ Web of Science / JCR 

 

[１６]  大内淑代(Ohuchi Hideyo)先生が 2000 年に Mechanisms of development という

雑誌に書いた論文を検索してみましょう。 

    さらにその論文の原文を開いてみましょう。 

Web of Science の検索画面で著者名に「Ohuchi H*」、ジャーナル名に「Mechanisms 

of development」、プルダウンメニューで発行年を選択し「2000」と入力して検

索します。論文が２件ヒットします。両方とも全文ボタンが付いていますので、

クリックすると雑誌のサイトにリンクされ、該当論文の原文が開きます。 

 

[１７]  Analytical Chemistry の 76 巻 15 ページから掲載されている Kaji Noritada

という著者が書いた論文を引用して書かれた論文の一覧を見てみましょう。 

２通りの方法があります。 

まず、Web of Science の検索画面で著者名に「kaji n*」、ジャーナル名に

「Analytical Chemistry」と入力して検索し、巻・ページが一致している論文を

見つけて、被引用数の数字をクリックすると被引用論文リストが表示されます。 

もう一つの方法は、Web of Science の引用文献検索を開き、著者名に「kaji n*」

と入力し、刊行物名等に雑誌の略誌名を入れますが、正式な略誌名が分からない

ので、ジャーナル略称リストをクリックして、該当誌名を探し「ANAL CHEM」を

コピーアンドペーストします。（直接入力しても構いません。大文字小文字の区

別はありません。） 

ヒットした中から巻・ページが一致しているものを選び、「レコードを表示」を

クリックし、被引用数の数字、または「引用記事○○をすべて表示」をクリック

すると、リストが表示されます。 

なお、リストは Web of Science に収録されているものだけが表示されますので、

被引用回数とは異なる場合があります。 

 



 
 
付録 

 －１８０－

[１８]  Hanes CS という著者の 1950 年に Nature の 166 巻に掲載された論文の被引用数

を検索してみましょう。 

被引用数は、徳島大学で契約している 1995 年より以前のものも検索できます。Web 

of Science の引用文献検索を開き、著者名に「Hanes CS*」、出版年に「1950」

と入れて検索します。「引用記事」の欄の数字から被引用数が分かります。 

「レコードを表示」のリンクはないので詳細表示はできませんが、チェックボッ

クスにチェックを入れて「検索終了」ボタンを押すと、1995 年以降にこの論文を

引用した文献のリストを表示することはできます。 

 

[１９]  「Nursing Research」と同じ分野の各雑誌のインパクトファクターを調べてみ

ましょう。（JCR） 

JCR の画面を開き、search for a specific journal にチェックを入れて、Full 

Journal Title に「nursing research*」と入力するか、または Title Word に変

更して「nursing research」と入力して検索します。なお、検索条件を入れる時、

Full Journal Title では 初に The などが入ると検索できなくなりますし、タイ

トルの 後に思わぬ単語が入ると検索できなくなります。*を入れて、その文字列

から始まるという風に検索するか、The Word にしてその文字列を含むという検索

がお薦めです。 

検索結果の雑誌名をクリックすると詳細情報が表示されますので、Subject 

Categories から NURSING のグループに入っていることが分かります。VIEW 

JOURNAL SUMMARY LIST をクリックすると、同じカテゴリーの雑誌のリストが表示

されます。 

また、特定カテゴリーの雑誌リストを見るには、トップページから View a group 

of journals by・・・を使用してカテゴリーを選択することが可能です。 

 

５.２ 聞蔵Ⅱビジュアル 

 

[２０]  2001 年頃、世界で始めて宇宙観光旅行が行われたように記憶しています。正確

な時期、人名などの詳細を調べてみましょう。 

 

朝日新聞 1985～ 週間朝日 AERA で検索します。キーワードに「宇宙&観光旅行」

で検索します。また、大体の年が分かっているので、発行日を 2000 年から 2002



 
 

付録２ 練習問題解答例 

 －１８１－

年に絞っておきましょう。検索結果から人名などが分かります。初めの検索では

結果が少なく詳細が分からないかも知れません。人名＋「宇宙」などのキーワー

ドでも試してみましょう。 

聞蔵Ⅱビジュアルは、このように出来事の詳しい内容などを調べたい時に便利で

す。 

 

[２１]  いじめの問題について、いつ頃から、どのような形で問題になりはじめたか調

べてみましょう。 

 

かなり古い年代の検索になりそうなので、朝日新聞縮刷版 1945-1984 で検索しま

す。まずは、キーワードに「いじめ」、古い順に表示で検索してみましょう。検

索結果は相当数出てきますが、今回調べたい学校におけるいじめ問題とはあまり

関連がなさそうなものも含まれています。関連のありそうな記事からキーワード

を拾って検索してみましょう。今回の場合には、「いじめ&学生」で検索や、「い

じめ&非行」で分類まで含めた検索をしてみると良いでしょう。 

このように社会問題を俯瞰する際には、新聞記事検索が役立ちます。 

 

[２２]  近年話題になっていた LOHAS とはどういう意味か調べてみましょう。 

 

聞蔵Ⅱビジュアルでは、知恵蔵の検索をすることもできます。上部のタブから知

恵蔵を選んで、「LOHAS」で検索しましょう。 

知恵蔵では、新語や話題語などの解説が豊富に収録されています。用語の意味を

知りたい時に活用しましょう。 

 

[２３]  新聞の経済面でよく見かけるＭ＆Ａについていつ頃から注目されはじめたの

か調べてみましょう。 

 

   Ｍ＆Ａで検索すると「1 文字での検索は出来ません」というメッセージが出ます。 

他のツール、たとえば JapanKnowledge+N で検索すると Merger and acquisition

＝企業の買収と合併という略語だとわかります。 

キーワードに「企業 買収 合併」と入力し、発行日を 1 年ごとに選択していく 

と 2005 年ごろから紙上を賑わせたことがわかります。 



 

 
索引 

－１８２－ 

 

 

 

アルファベット順 

AND 検索・・・・・・・・・・・・・ 35 

CiNii・・・・・・・・・・・・・・ 32,38,59 

EndNote Web・・・・・・・・・・・61,98,155 

GeNii・・・・・・・・・・・・・・126 

Google・・・・・・・・・・・・・114 

Impact Factor・・・・・・・・・・92,96,100 

ISBN・・・・・・・・・・・・・30,143 

ISSN・・・・・・・・・・・・・30,143 

JapanKnowledge+N・・・・・・・・117 

JCR・・・・・・・・・・・・・・・32,92,99 

J-STAGE・・・・・・・・・・・・・59,131 

JST 資料所蔵目録・・・・・・・・131 

KAKEN：科学研究費補助金 

データベース・・・・129 

MeSH・・・・・・・・・・・・・74 

NDL-OPAC・・126,128,131,133,135,138 

NII-DBR・・・・・・・・・・・・・126 

NOT 検索・・・・・・・・・・・・35 

OPAC・・・・・・・・・・・・・・20 

OR 検索･・・・・・・・・・・・・35 

PubMed・・・・・・・・・・・・・32,66 

SciFinder ・・・・・・32,78,132，134 

Swetswise Linker・・・・・・・・43,59 

Web of Science・・・・・・・・・32,93 

Webcat Plus・・・・・・・・・・・26,43,59 

 

 

 

                 

５０音順 

アブストラクト・・・・・・・・・162 

医学中央雑誌・・・・・・・・・48,63 

医中誌 WEB・・・・・・・・・・・32,48 

インターネット・・・・・・・・・13 

引用・・・・・・・・・・・・・・92 

引用文献・・・・・・・・・・・・9,160,163 

会議録・・・・・・・・・・・・・131 

科学研究費補助金研究 

成果報告書・・・・・129 

学位論文・・・・・・・・・・・・125 

学術雑誌・・・・・・・・・・・・32 

キーワード・・・・・・・・・・・・3 

規格情報・・・・・・・・・・・・135 

聞蔵（きくぞう）Ⅱビジュアル・・107 

検索エンジン・・・・・・・・・・16 

国際機関情報・・・・・・・・・・136 

国立国会図書館・・・・・・・・・138 

雑誌・・・・・・・・・・・・・・8,12,32 

雑誌論文・・・・・・・・・・・・32 

参考図書・・・・・・・・・・・・14 

参考文献・・・・・・・・・・・・9,160,163 

参考文献リスト・・・・・・・・・154 

シソーラス・・・・・・・・・・55 

抄録・・・・・・・・・・・・ 3 0 

書誌情報・・・・・・・・・・・・30 
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－１８３－ 

 

 

 

５０音順 

新聞・・・・・・・・・・・・・・13,106 

請求記号・・・・・・・・・・・・24 

専門的な資料・・・・・・・・・・124 

著作権・・・・・・・・・161,163,170 

データベース・・・・・・・・10,14,32 

テーマ・・・・・・・・・・・・・・2 

テクニカル・レポート・・・・・・132 

電子ジャーナル・・・・・・・・・144 

統計・・・・・・・・・・・・・・118 

徳島県立図書館統合情報検索・・・27 

図書・・・・・・・・・・・・・・8,12 

特許・・・・・・・・・・・・・・134 

特許電子図書館・・・・・・・・・134 

二次資料・・・・・・・・・・・・30,37 

日本十進分類法・・・・・・・・・174 

年鑑・・・・・・・・・・・・・・121 

納本制度・・・・・・・・・・・・138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白書・・・・・・・・・・・・・・122 

博士論文・・・・・・・・・・125 

博士論文書誌データベース・・・・126 

ハンドブック・・・・・・・・・・120 

被引用・・・・・・・・・・・ 9 2 

被引用数・・・・・・・・・・・92,96 

百科事典・・・・・・・・・・・・116 

便覧・・・・・・・・・・・・・・120 

部分一致・・・・・・・・・・ 3 6 

文献管理用ソフト・・・・・・・・155 

文献取寄せ・・・・・・・・・・140 

目録・・・・・・・・・・・・ 3 0 

リンクリゾルバ・・・・・・42,83,150 

レポート・・・・・・・・・・・・160 

論文・・・・・・・・・・・・・・160 

論理演算子・・・・・・・・・・・35 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

あとがき 

 

 

２００７年３月に情報リテラシー教育にも使用できるマニュアルとして「情報

のほほん」を刊行しました。今回、その後の情報検索ツールの変更など、最新

の情報に改め、「情報通」が改訂版として刊行されることとなりました。 

内容的には卒業まで使えるものになっています。そのため、１・2 年生が読む

と少し難しく感じる部分もあるでしょう。けれども、学年が進むにつれ勉強の

仕方も進化していきますので、心配はいりません。レポートや課題、卒業論文

のための資料集めなど、勉強していて困ったことがあったらいつでもこの本を

開いてみてください。昔は分からなかったことが「これは使える！」と思った

ら大学での勉強が一段階進んだ証拠で、私たちも嬉しく思います。 

そして、実際に図書館に来てみて分からないことがあったら、いつでも私たち

職員に尋ねてください。図書館は建物や資料だけの存在ではありません。人に

聞くと、今まで見つからなかったこと、わからなかったことが案外すんなり自

分の物になることも多いでしょう。 

徳島大学に入学した皆さんがこの本を使って「調べ方の達人」になり、大学で

の勉学を実り多いものにしてほしいと願っています。 
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