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表
紙
の
写
真
は
、東
北
大
学
附
属
図
書
館「
漱
石
文
庫
」の
一
冊

Jam
es M

ain D
ixon, D

ictionary of Idiomatic English Phrases

（1
8
8
7

）で
す
。こ
の
英
語
熟
語
辞
典
は
、例
文
の
す
べ
て
を
著

名
な
作
家
や
詩
人
、学
者
ら
の
文
章
か
ら
採
っ
て
お
り
、す
ぐ
れ
た

英
文
の
見
本
集
と
な
っ
て
い
ま
す
。夏
目
漱
石
は
学
生
の
時
に
、こ

の
辞
典
を
参
考
書
と
し
て
使
っ
て
英
語
を
勉
強
し
、ほ
ぼ
全
ペ
ー
ジ

に
わ
た
っ
て
写
真
の
よ
う
な
膨
大
な
量
の
書
き
込
み
を
残
し
て
い

ま
す
。漱
石
は
、欄
外
の
余
白
が
文
字
で
埋
ま
る
と
、さ
ら
に
付
箋

紙
を
貼
っ
て
例
文
な
ど
を
追
記
し
て
い
る
の
で
す
。こ
の
よ
う
に
本

書
は
、漱
石
の
熱
心
な
勉
強
ぶ
り
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。な
お
、こ

の
本
の
編
者
で
あ
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ・メ
イ
ン・デ
ィ
ク
ソ
ン
と
は
、漱
石

の
大
学
時
代
の
恩
師
に
あ
た
る
人
物
で
す
。

　
漱
石
に
は
書
き
込
み
を
し
な
が
ら
本
を
読
む
習
慣
が
あ
り
ま
し

た
。こ
こ
に
掲
げ
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
著『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』や
、ニ
ー
チ

ェ
著『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
か
く
語
り
き
』の
英
訳
書
に
も
、漱
石

が
学
者
と
し
て
精
読
し
た
痕
跡
が
深
く
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
漱
石
は
英
語
教
師
の
立
場
か
ら
、こ
れ
か
ら
学
問
を

志
す
学
生
た
ち
に
次
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
贈
り
ま
し
た
。

英
語
を
修
む
る
青
年
は
或
る
程
度
ま
で
修
め
た
ら
辞
書
を
引

か
な
い
で
無
茶
苦
茶
に
英
書
を
沢
山
と
読
む
が
よ
い
、少
し

解
ら
な
い
節
が
あ
つ
て
も
其
処
は
飛
ば
し
て
読
ん
で
往
つ
て

も
ド
シ
〳
〵
と
読
書
し
て
往
く
と
終
に
は
解
る
や
う
に
な

る
。（「
現
代
読
書
法
」）

　
こ
の
よ
う
な
助
言
も
、漱
石
自
身
の
英
語
の
勉
強
の
体
験
に
裏
打

ち
さ
れ
た
、実
感
の
こ
も
っ
た
言
葉
で
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。



シ
ア・中
国・モ
ン
ゴ
ル・朝
鮮
半
島
、そ
し
て
日
本

か
ら
な
る
東
北
ア
ジ
ア
地
域
を
研
究
す
る
セ
ン
タ

ー
で
す
。で
す
か
ら
日
頃
の
仕
事
で
の
パ
ー
ト
ナ

ー
は
、多
く
が
こ
れ
ら
の
国
の
研
究
者
で
す
。セ
ン

タ
ー
の
教
員
は
い
ず
れ
か
の
国
の
言
葉
を
話
し
、

会
議
な
ど
で
用
い
る
言
葉
も
様
々
で
す
。フ
ィ
ー

ル
ド・ワ
ー
ク
を
信
条
と
す
る
地
域
研
究
は
、地
域

の
人
々
と
の
交
流
の
中
で
行
わ
れ
ま
す
。私
自
身

は
歴
史
学
者
で
す
が
、膨
大
な
現
地
語
の
文
献

を
読
み
ま
す
。言
葉
を
学
ぶ
熱
意
は
、普
遍
的
な

何
か
で
は
な
く
、地
域
の
人
々
や
そ
の
社
会・文
化

への
つ
き
せ
ぬ
関
心
に
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

学
生
た
ち
も
多
く
が
、東
北
ア
ジ
ア
の
国
々
か

ら
や
っ
て
き
ま
す
。本
年
度
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、

本
学
の
留
学
生
二
○
二
八
人
の
内
、
一
二
五
九
人
、

実
に
六
十
二
％
が
東
北
ア
ジ
ア
の
国
々
の
学
生
た

ち
で
す
。留
学
生
た
ち
の
多
く
は
、母
国
で
日
本

語
を
学
ん
で
来
ま
す
。自
国
で
ど
れ
ほ
ど
外
国
語

を
勉
強
し
て
も
、実
際
に
そ
こ
で
生
活
し
て
み
る

と
、困
難
の
連
続
で
す
。私
自
身
も
学
生
時
代
に

モ
ン
ゴ
ル
の
大
学
に
留
学
し
、二
年
弱
生
活
し
ま
し

た
。留
学
生
た
ち
の
苦
悩
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

　

東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、ロ
シ
ア
交
流
推

進
室
と
連
携
し
て
、二
○
○
九
年
以
来
、ロ
シ
ア・

シ
ベ
リ
ア
の
中
心
都
市
ノ
ボ
シ
ビ
ル
ス
ク
で「
日
本

　

ヨ
ー
ロッ
パ
の「
リ
ベ
ラ
ル・ア
ー
ツ
」、す
な
わ
ち

「
自
由
七
科
」は
、文
法
学・修
辞
学・論
理
学・数

学・幾
何
学・天
文
学・音
楽
か
ら
成
り
ま
す
。そ

れ
は
真
理
を
人
に
伝
え
る
た
め
に
必
要
な
学
術

で
す
。こ
の
う
ち
三
つ
が
言
葉
に
関
わ
り
ま
す
。

た
だ
、そ
れ
は
そ
の
言
葉
が
通
じ
れ
ば
の
話
で

す
。異
な
る
言
葉
を
話
す「
外
国
人
」に
何
か
を

伝
え
る
こ
と
の
大
変
さ
は
、「
外
国
語
」を
勉
強

し
た
こ
と
の
あ
る
人
に
は
自
明
で
し
ょ
う
。

　

東
北
大
学
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、ロ

ア
ジ
ア
講
座
」を
開
催
し
て
い
ま
す
。こ
れ
は
、本

学
で
日
本
や
ア
ジ
ア
を
研
究
す
る
教
員
に
お
願
い

し
て
、ノ
ボ
シ
ビ
ル
ス
ク
国
立
大
学
で
学
ぶ
学
生
た

ち
に
講
義
を
し
て
も
ら
う
と
い
う
も
の
で
す
。第

一
回「
日
本
ア
ジ
ア
講
座（
二
〇
〇
九
年
十
一
月

開
催
）」に
は
一
○
○
人
以
上
の
学
生
が
集
ま
り

ま
し
た
。同
時
に
開
催
さ
れ
た
卒
業
論
文
発
表

会
で
は
、ロ
シ
ア
の
学
生
が
、日
本
語
で
、日
本
の

古
典
か
ら
秋
葉
原
の
若
者
文
化
ま
で
、多
様
な

研
究
テ
ー
マ
で
発
表
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。同
大

に
は
中
国
語
や
韓
国
語
の
講
座
も
設
置
さ
れ
て

お
り
、や
は
り
同
様
な
の
で
し
ょ
う
。彼
ら
の
目
の

輝
き
は
、外
国
研
究
を
志
す
日
本
人
の
学
生
た

ち
の
そ
れ
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

二
○
一
五
年
か
ら
は
、ノ
ボ
シ
ビ
ル
ス
ク
大
学
の

学
生
を
本
学
に
招
き
、本
学
の
大
学
院
生
と
ア
ジ

ア
を
テ
ー
マ
に
研
究
発
表
を
行
う「
日
露
ワ
ー
ク

シ
ョッ
プ
」を
開
催
し
て
い
ま
す
。テ
ー
マ
は
日
本

だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、共
通
語
は
英
語
に

な
り
ま
す
。そ
う
な
る
と
参
加
し
た
本
学
の
学

生
た
ち
に
英
語
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。こ
れ
ま
で
二
回
開
催
さ
れ
た
ワ
ー

ク
シ
ョッ
プ
で
は
、本
学
に
学
ぶ
日
本
人
や
留
学
生

た
ち
が
、ロ
シ
ア
の
学
生
た
ち
と
英
語
で
議
論
を

し
ま
し
た
。

　

ヨ
ー
ロッ
パ
人
が
ラ
テ
ン
語
で
真
理
を
語
り
、日

本
の
儒
学
者
た
ち
が
中
国
人
と
漢
文
で
筆
談
し

た
時
代
は
幸
せ
な
時
代
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。現
代
の
我
々
は
、さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
で
語
り

あ
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

英
語
教
育
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
る
今
日
で
す

が
、英
語
国
に
関
心
を
持
つ
者
を
別
と
す
れ
ば
、

国
際
語
と
し
て
の
英
語
は
交
流
の
き
っ
か
け
に
す

ぎ
ま
せ
ん
。東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、地
域

の
言
葉
を
操
り
な
が
ら
、異
文
化
の
多
様
性
へ
の

こ
だ
わ
り
を
大
切
に
し
た
い
と
思
って
い
ま
す
。
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葉
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夏
目
漱
石
（
一
八
六
七
〜
一
九
一
六
）は
、一

〇
年
間
と
い
う
決
し
て
長
く
な
い
文
筆
生
活
の
中

で
数
々
の
名
作
を
生
み
出
し
、今
な
お
読
み
継
が

れ
、人
々
か
ら
愛
さ
れ
て
い
る
作
家
の
一
人
で
す
。

そ
の
生
涯
は
四
十
九
年
と
短
く
、彼
が
遺
し
た
功

績
や
数
々
の
逸
話
か
ら
、驚
く
人
も
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。

　

東
北
大
学
附
属
図
書
館
に
は
、漱
石
が
自
ら

読
む
た
め
に
集
め
た
約
三
〇
〇
〇
冊
の
旧
蔵
書

が
、「
漱
石
文
庫
」と
し
て
、同
館
の
貴
重
書
庫
に

大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。愛
弟
子
の
小
宮
豊

隆（
同
館
第
五
代
館
長
）の
尽
力
に
よ
り
、戦
災
を

免
れ
る
よ
う
に
東
京
の
漱
石
山
房
か
ら
仙
台
の

地
へ
移
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

二
○
一
七
年
は
、夏
目
漱
石
生
誕
一
五
〇
周

年
と
い
う
こ
と
か
ら
、せ
ん
だ
い
メ
デ
ィ
ア
テ
ー
ク

を
会
場
に
大
学
の
社
会
貢
献
の
一
環
と
し
て
、ま

た
仙
台
市
市
民
文
化
事
業
団
設
立
三
〇
周
年
記

念
事
業
と
し
て
、仙
台
文
学
館
と
の
共
催
に
よ

り
、「
夏
目
漱
石
〜
そ
の
魅
力
と
周
辺
の
人
々
」と

題
し
た
特
別
展
示
を
開
催
し
ま
し
た
。展
示
ポ
ス

タ
ー
は
、漫
画
家
の
香
日
ゆ
ら
氏
に
依
頼
し
た
も

の
で
、漱
石
を
囲
む
よ
う
に
弟
子
の
小
宮
豊
隆・阿

部
次
郎
、後
輩
の
土
井
晩
翠
と
い
う
仙
台
ゆ
か
り

の
三
名
、そ
し
て
親
友
の
狩
野
亨
吉
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。縁
あ
っ
て
、当
館
で
は
こ
の
先
人
達
の
個

人
文
庫
も
所
蔵
し
て
い
ま
す
。

　

昨
年
は
、漱
石
没
後
一
〇
〇
年
を
偲
ぶ
企
画

展「
漱
石
文
庫
〜
文
豪
が
遺
し
た
創
作
の
背
景
」

を
開
催
し
、漱
石
文
庫
を
通
じ
て
そ
の
人
と
成
り

を
展
示
し
、好
評
を
得
ま
し
た
。今
回
は
、漱
石
の

周
辺
の
人
々
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
、こ
ん
な

に
も
慕
わ
れ
た
夏
目
漱
石
が
ど
の
よ
う
に
魅
力

的
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
、市
民
の
皆
様
に
思
い

思
い
の
漱
石
像
を
再
発
見
し
て
い
た
だ
け
る
よ

う
な
展
示
に
仕
上
げ
ま
し
た
。

　

第
一
部「
漱
石
文
庫
」で
は
、漱
石
の
自
筆
資

料
か
ら
個
性
あ
ふ
れ
る
人
と
成
り
を
作
家
・
学

者・家
族・病
い・几
帳
面・多
趣
味
と
六
つ
の
面
か

ら
展
示
し
ま
し
た
。第
二
部「
漱
石
あ
れ
こ
れ
」

で
は
、江
戸
学
の
宝
庫「
狩
野
文
庫
」の
旧
所
蔵

者
で
漱
石
の
親
友
狩
野
亨
吉
と
の
比
較
展
示

を
。も
う
一
つ
は
、香
日
ゆ
ら
氏
が
描
く
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
に
よ
る
大
相
関
図
や
四
コ
マ
漫
画
を
用

い
、漱
石
の
人
物
関
係
を
分
か
り
や
す
く
紐
解

く
内
容
を
展
示
し
、多
く
の
年
齢
層
の
興
味
を

促
し
ま
し
た
。そ
し
て
、第
三
部「
漱
石
と
周
辺

の
人
々
」で
は
仙
台
文
学
館
に
よ
る
漱
石
ゆ
か
り

の
文
人
た
ち
の
展
示
を
行
い
、若
き
日
の
小
宮
豊

隆・阿
部
次
郎
ら
の
師
へ
の
思
い
溢
れ
る
様
子
が

多
く
の
関
心
を
得
ま
し
た
。

　

漱
石
イ
ヤ
ー
と
し
て
の
二
年
間
、当
館
で
は
、前

述
の
二
つ
の
展
示
会
と
政
治
学
者
の
姜
尚
中
氏
に

よ
る
講
演
会
等
を
、大
学
の
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー

企
画「
漱
石
が
私
た
ち
に
遺
し
た
も
の
」や
大
学

祭
と
の
連
携
に
よ
り
実
施
し
、「
漱
石
文
庫
」の
存

在
と
そ
の
重
要
性
を
Ｐ
Ｒ
し
て
き
ま
し
た
。

　

東
北
大
学
附
属
図
書
館
で
は
、唯
一
の
資
料

を
、後
世
に
継
承
し
研
究
資
料
と
し
て
提
供
す

る
と
と
も
に
、そ
の
重
要
性
と
仙
台
の
地
に
存
在

す
る
意
味
を
、今
後
も
魅
力
あ
る
展
示
会
を
通

じ
て
市
民
の
皆
様
に
共
有
い
た
だ
き
、文
化
遺
産

継
承
へ
の
意
識
が
さ
ら
に
高
ま
る
こ
と
を
願
っ
て

お
り
ま
す
。

漱
石
文
庫
と
仙
台
の
不
思
議
な
縁

唯
一
の
文
化
遺
産
継
承
の

願
い
を
込
め
て

人
間・夏
目
漱
石
の
魅
力
を
再
発
見

開催期間中、会場は多くの観覧者で賑わった

等身大の漱石パネル

告知用ポスター



栗木 一郎◉文
text by Ichiro Kuriki

まなびの杜 82号｜03

色
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

　

私
た
ち
の
研
究
グ
ル
ー
プ
で
は
、人
間
が「
も
の
を
見
る
メ
カ
ニ
ズ

ム
」を
視
覚
心
理
物
理
学
と
い
う
手
法
で
研
究
し
て
い
ま
す
。視
覚

心
理
物
理
学
と
は
、観
察
者
に
見
せ
る
図
形
を
様
々
に
変
化
さ
せ
、

観
察
者
の
報
告
か
ら
見
え
方
の
変
化
を
記
録
し
、人
が
物
を
見
る

し
く
み
を
研
究
す
る
方
法
で
す
。物
質
に
与
え
る
温
度
・
圧
力
な
ど

を
変
化
さ
せ
て
、物
性
を
調
べ
る
方
法
に
似
て
い
ま
す
。

　

私
は
特
に「
色
が
な
ぜ
見
え
る
か
」に
つ
い
て
研
究
し
て
い
ま
す
。

日
常
、物
を
探
す
と
き
や
洋

服
を
選
ぶ
時
に
色
を
目
印
に

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。色

は
我
々
の
周
り
に
満
ち
あ
ふ

れ
て
お
り
、様
々
な
情
報
を

も
た
ら
し
て
く
れ
ま
す
。目

を
開
け
れ
ば
自
然
と
感
じ
ら

れ
る「
色
」で
す
が
、そ
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
は
未
だ
解
っ
て
い
な

い
部
分
が
多
く
あ
り
ま
す
。

　

色
に
つ
い
て
誰
か
と
話
を

す
る
と
き
、我
々
は
色
を
表

す
言
葉（
色
名
）を
使
い
ま

す
。
話
し
手
と
聞
き
手
が
、

一
つ
の
色
名
に
対
し
て
概
ね

同
じ
色
の
グ
ル
ー
プ
を
イ
メ

ー
ジ
で
き
な
け
れ
ば
話
が
伝

わ
り
ま
せ
ん
。こ
の
色
の
グ
ル

ー
プ
を「
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
」と

呼
び
ま
す
。た
だ
、誰
も
が

一
つ
の
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対

し
同
じ
色
名
を
使
う
わ
け
で

は
な
く
、あ
る
人
が「
桃
色
」

と
呼
ん
だ
色
の
グ
ル
ー
プ
を

別
の
人
は「
ピ
ン
ク
」と
呼
ぶ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。で
も
、ピ
ン
ク
／

桃
色
と
呼
ぶ
人
の
両
方
の
存
在
を
知
っ
て
い
れ
ば
、「
ピ
ン
ク
／
桃

色
」と
い
う
色
名
か
ら
同
じ
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と

が
で
き
て
、ト
ラ
ブ
ル
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

で
は
、日
本
語
を
話
す
人
同
士
で
共
通
し
て
使
え
る
色
カ
テ
ゴ
リ

ー
は
い
く
つ
あ
る
で
し
ょ
う
？　

我
々
は
、こ
の
疑
問
を
明
ら
か
に
す

る
研
究
を
行
い
ま
し
た
。五
十
七
人
の
実
験
参
加
者（
大
学
院
生
お

よ
び
教
員
：
男
性
三
十
二
名
、女
性
二
十
五
名
、二
〇
〜
四
十
五

歳
）に
三
三
〇
枚
の
色
票
を
一
枚
ず
つ
見
せ
、単
一
語（
黄
緑
な
ど
の

複
合
語
や
薄
紫
な
ど
の
修
飾
語
を
使
わ
な
い
）で
色
を
答
え
て
も

ら
う
実
験
を
行
い
ま
し
た
。そ
の
結
果
、一
番
少
な
い
人
で
は
十
二

色
名
、多
い
人
で
は
五
十
二
色
名
と
、多
様
な
回
答（
平
均
値
：
十

七・七
色
名
）が
得
ら
れ
ま
し
た【
図
１
】。

　

先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、同
じ
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
異
な
る
色
名
で

呼
ぶ
人
が
い
た
場
合
で
も「
一
つ
」の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
数
え
る
た
め
、

色
名
に
よ
り
ま
と
め
ら
れ
た
色
票
群
に
注
目
し
て
解
析
を
行
い
ま

し
た
。

デ
ー
タ
の
解
析

　

我
々
は
ｋ-

平
均
法
と
い
う
、デ
ー
タ
を
ｋ
個
の
グ
ル
ー
プ
に
自
動

的
に
分
け
る
計
算
方
法
を
用
い
ま
し
た
。そ
の
結
果
、最
適
な
色
カ

テ
ゴ
リ
ー
数
は
十
九
と
解
り
ま
し
た
。ｋ-

平
均
法
で
求
め
ら
れ
た

各
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
し
て
最
も
多
く
使
わ
れ
た
色
名
を
当
て
は
め

る
と
、「
赤
、緑
、青
、黄
、紫
、茶
、オ
レ
ン
ジ
、ピ
ン
ク
、白
、灰
、黒
、

水
、肌
、黄
土
、紺
、ク
リ
ー
ム
、抹
茶
、エ
ン
ジ
、山
吹
」と
な
り
ま
し

た
。赤
〜
黒
の
十
一
色
名
は
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
基
本
色
名
と
呼
ば
れ
、成

熟
し
た
言
語
に
は
共
通
し
て
含
ま
れ
る
色
名
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

基
本
色
名
と
は
そ
の
言
語
の
使
用
者
の
大
半
が
同
じ
色
カ
テ
ゴ
リ

ー
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
色
名
で
す
。無
彩
色
の
三
色
を

除
い
た
十
六
色
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
図
２
に
示
し
ま
す【
図
２
】。

　

他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
熟
し
な
い
と
、基
本
色
名
の

数
は
増
え
ま
せ
ん
。日
本
語
の
古
語
に
含
ま
れ
た
色
名
は
、「
〜
い
」

と
表
現
で
き
る「
赤
、青
、黒
、白
」の
四
色
名
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。現
代
で
も
、ボ
リ
ビ
ア
の
狩
猟
民
族
に
関
す
る
研
究
で
は
色

名
が
二
〜
三
個
と
い
う
言
語
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。一
般
に
、言

語
の
成
熟
度
に
伴
っ
て
色
名
が
増
え
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
日
本
語
の
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
研
究
で
、ｋ-

平
均
法
に
よ
っ

て
導
か
れ
た
十
九
の
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
応
さ
せ
た
色
名
は
、大
多

数
の
参
加
者
が
使
っ
た
語
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。水
色

は
九
十
八
％
、 

肌
色
は
八
十
四
％
と
高
い
割
合
の
参
加
者
が
使
用
し

ま
し
た
が
、抹
茶
や
山
吹
は
二
十
一
％
、エ
ン
ジ
は
十
九
％
で
し
た
。

使
用
者
の
割
合
が
低
い
に
も
関
わ
ら
ず
共
通
の
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
当

た
る
と
分
析
さ
れ
た
理
由
は
、そ
の
色
票
群
に
対
し
て
参
加
者
が
用

い
た
色
名
が
多
様
だ
っ
た
こ
と
が
原
因
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

水
色
に
当
た
る
明
る
い
青
の
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、三
〇
年
前
の
日

本
語
の
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
す
る
研
究
で
は
、誰
も
が
同
じ
色
カ
テ

ゴ
リ
ー
を
連
想
で
き
る「
基
本
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
」に
相
当
し
な
い
と
結

論
さ
れ
ま
し
た
。あ
る
参
加
者
が「
水
色
」と
呼
ん
だ
色
票
群
の
平

均
七
十
七
％
が
別
の
参
加
者
に「
青
」と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
主
な
理

由
で
し
た
。こ
の
よ
う
に
異
な
る
色
名
が
一
つ
の
色
サ
ン
プ
ル
に
重

複
し
た
比
率（
重
複
率
）に
つ
い
て
、我
々
の
デ
ー
タ
で
同
様
の
解
析

を
行
っ
た
と
こ
ろ
、五
十
九
％
に
ま
で
低
下
し
て
い
ま
し
た
。こ
の
値

は
三
〇
年
前
の
研
究
で
の
赤
と
ピ
ン
ク
の
重
複
率（
六
〇
％
）と
ほ
ぼ

同
じ
水
準
で
す
。従
っ
て
、語
彙
の
使
用
頻
度
も
一
〇
〇
％
に
近
く
、

重
複
率
も
三
〇
年
前
に
分
離
が
認
め
ら
れ
て
い
た
色
カ
テ
ゴ
リ
ー（
赤

と
ピ
ン
ク
）と
同
様
の
数
値
ま
で
下
が
っ
た
こ
と
か
ら
、現
代
の
日
本

語
で
は
水
色
は
青
か
ら
独
立
し
た
基
本
色
名
と
見
な
し
て
良
い
と

我
々
は
考
え
ま
し
た【
図
３
】。明
る
い
青（
水
色
）と
濃
い
青
を
区
別

す
る
文
化
は
、ロ
シ
ア
語
な
ど
他
の
言
語
に
も
見
ら
れ
ま
す
。

色
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
分
離

　

こ
の
よ
う
な
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
分
離
は
、ど
う
し
て
起
こ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
？　

そ
の
理
由
を
考
え
る
た
め
に
、日
本
語
の「
青
」と

「
緑
」の
使
い
方
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
。日
本
語
で
は
、新
緑
、信
号

機
、銅
の
錆（
緑
青
）な
ど
見
か
け
は
緑
色
の
物
を「
青
い
」と
呼
ぶ

習
慣
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
、日
本
語
の
古
語
が「
赤
、青
、白
、黒
」

の
四
色
名
だ
っ
た
た
め
、古
語
の
青
が
赤
系
で
は
な
い
色（
す
な
わ
ち

緑
も
）を
全
て
含
ん
で
い
た
名
残
り
と
考
え
ら
れ
ま
す
。万
葉
集
以

降
の
和
歌
に
お
け
る
色
名
の
用
法
を
調
べ
る
と
、青
と
緑
が
区
別
さ

れ
始
め
た
の
は
十
二
世
紀
の
末
期
と
思
わ
れ
ま
す
。英
語
で
も
、青

と
緑
を
混
同
す
る
語 ”hæ

w
an” 

が
十
三
世
紀
頃
ま
で
存
在
し
、

後
に
青
と
緑
に
分
離
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

十
一
の
基
本
色
名
に
対
す
る
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
、言
語
に
よ
る
多

少
の
差
異
は
あ
れ
、ほ
ぼ
同
じ
分
割
に
な
っ
て
い
ま
す
。色
カ
テ
ゴ
リ

ー
の
分
割
が
世
界
的
に
共
通
し
て
、し
か
も
離
れ
た
場
所
で
独
立
し

て
起
こ
る
の
は
、何
か
人
類
に
共
通
す
る
神
経
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在

す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。言
語
を
話
す
前
の
赤

ち
ゃ
ん（
五
〜
七
ヶ
月
）の
脳
活
動
を
調
べ
た
研
究
で
は
、既
に
青
と

緑
を
異
な
る
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
識
別
し
て
い
る
と
判
明
し
ま
し
た
。

ま
た
、サ
ル
の
脳
内
の
神
経
細
胞
の
研
究
で
も
、青
と
緑
を
カ
テ
ゴ

リ
ー
的
に
区
別
す
る
細
胞
群
の
存
在
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。つ
ま

り
、元
々
一
つ
だ
っ
た
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
分
割
し
た
の
で
は
な
く
、頭

の
中
で
既
に
区
別
さ
れ
て
い
た
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
分
割
に
、言
葉
の

方
が
近
づ
い
た
、と
見
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

一
方
、言
葉
は
他
者
と
共
通
の
概
念
を
指
す
も
の
で
な
け
れ
ば
通

じ
ま
せ
ん
。結
果
と
し
て
、他
者
と
の
意
思
疎
通
で
日
常
的
に
使
え
る

日
本
語
話
者
の
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
数
は
十
九（
ｋ-

平
均
法
の
最
適
数
）

で
す
が
、色
名
の
数
は
十
三（
十
一
基
本
色
＋
水
、肌
）に
な
る
と
思
わ

れ
ま
す
。こ
の
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
形
成
の
背
後
に
あ
る
神
経
メ
カ
ニ
ズ

ム
に
つ
い
て
は
、現
在
も
さ
ら
な
る
研
究
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

色と言葉
（色名）の関係
特

集

図１）実験に使用したカラーサンプル
有彩色320色＋無彩色10色。
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色
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

　

私
た
ち
の
研
究
グ
ル
ー
プ
で
は
、人
間
が「
も
の
を
見
る
メ
カ
ニ
ズ

ム
」を
視
覚
心
理
物
理
学
と
い
う
手
法
で
研
究
し
て
い
ま
す
。視
覚

心
理
物
理
学
と
は
、観
察
者
に
見
せ
る
図
形
を
様
々
に
変
化
さ
せ
、

観
察
者
の
報
告
か
ら
見
え
方
の
変
化
を
記
録
し
、人
が
物
を
見
る

し
く
み
を
研
究
す
る
方
法
で
す
。物
質
に
与
え
る
温
度
・
圧
力
な
ど

を
変
化
さ
せ
て
、物
性
を
調
べ
る
方
法
に
似
て
い
ま
す
。

　

私
は
特
に「
色
が
な
ぜ
見
え
る
か
」に
つ
い
て
研
究
し
て
い
ま
す
。

日
常
、物
を
探
す
と
き
や
洋

服
を
選
ぶ
時
に
色
を
目
印
に

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。色

は
我
々
の
周
り
に
満
ち
あ
ふ

れ
て
お
り
、様
々
な
情
報
を

も
た
ら
し
て
く
れ
ま
す
。目

を
開
け
れ
ば
自
然
と
感
じ
ら

れ
る「
色
」で
す
が
、そ
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
は
未
だ
解
っ
て
い
な

い
部
分
が
多
く
あ
り
ま
す
。

　

色
に
つ
い
て
誰
か
と
話
を

す
る
と
き
、我
々
は
色
を
表

す
言
葉（
色
名
）を
使
い
ま

す
。
話
し
手
と
聞
き
手
が
、

一
つ
の
色
名
に
対
し
て
概
ね

同
じ
色
の
グ
ル
ー
プ
を
イ
メ

ー
ジ
で
き
な
け
れ
ば
話
が
伝

わ
り
ま
せ
ん
。こ
の
色
の
グ
ル

ー
プ
を「
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
」と

呼
び
ま
す
。た
だ
、誰
も
が

一
つ
の
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対

し
同
じ
色
名
を
使
う
わ
け
で

は
な
く
、あ
る
人
が「
桃
色
」

と
呼
ん
だ
色
の
グ
ル
ー
プ
を

別
の
人
は「
ピ
ン
ク
」と
呼
ぶ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。で
も
、ピ
ン
ク
／

桃
色
と
呼
ぶ
人
の
両
方
の
存
在
を
知
っ
て
い
れ
ば
、「
ピ
ン
ク
／
桃

色
」と
い
う
色
名
か
ら
同
じ
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と

が
で
き
て
、ト
ラ
ブ
ル
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

で
は
、日
本
語
を
話
す
人
同
士
で
共
通
し
て
使
え
る
色
カ
テ
ゴ
リ

ー
は
い
く
つ
あ
る
で
し
ょ
う
？　

我
々
は
、こ
の
疑
問
を
明
ら
か
に
す

る
研
究
を
行
い
ま
し
た
。五
十
七
人
の
実
験
参
加
者（
大
学
院
生
お

よ
び
教
員
：
男
性
三
十
二
名
、女
性
二
十
五
名
、二
〇
〜
四
十
五

歳
）に
三
三
〇
枚
の
色
票
を
一
枚
ず
つ
見
せ
、単
一
語（
黄
緑
な
ど
の

複
合
語
や
薄
紫
な
ど
の
修
飾
語
を
使
わ
な
い
）で
色
を
答
え
て
も

ら
う
実
験
を
行
い
ま
し
た
。そ
の
結
果
、一
番
少
な
い
人
で
は
十
二

色
名
、多
い
人
で
は
五
十
二
色
名
と
、多
様
な
回
答（
平
均
値
：
十

七・七
色
名
）が
得
ら
れ
ま
し
た【
図
１
】。

　

先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、同
じ
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
異
な
る
色
名
で

呼
ぶ
人
が
い
た
場
合
で
も「
一
つ
」の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
数
え
る
た
め
、

色
名
に
よ
り
ま
と
め
ら
れ
た
色
票
群
に
注
目
し
て
解
析
を
行
い
ま

し
た
。

デ
ー
タ
の
解
析

　

我
々
は
ｋ-

平
均
法
と
い
う
、デ
ー
タ
を
ｋ
個
の
グ
ル
ー
プ
に
自
動

的
に
分
け
る
計
算
方
法
を
用
い
ま
し
た
。そ
の
結
果
、最
適
な
色
カ

テ
ゴ
リ
ー
数
は
十
九
と
解
り
ま
し
た
。ｋ-

平
均
法
で
求
め
ら
れ
た

各
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
し
て
最
も
多
く
使
わ
れ
た
色
名
を
当
て
は
め

る
と
、「
赤
、緑
、青
、黄
、紫
、茶
、オ
レ
ン
ジ
、ピ
ン
ク
、白
、灰
、黒
、

水
、肌
、黄
土
、紺
、ク
リ
ー
ム
、抹
茶
、エ
ン
ジ
、山
吹
」と
な
り
ま
し

た
。赤
〜
黒
の
十
一
色
名
は
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
基
本
色
名
と
呼
ば
れ
、成

熟
し
た
言
語
に
は
共
通
し
て
含
ま
れ
る
色
名
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

基
本
色
名
と
は
そ
の
言
語
の
使
用
者
の
大
半
が
同
じ
色
カ
テ
ゴ
リ

ー
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
色
名
で
す
。無
彩
色
の
三
色
を

除
い
た
十
六
色
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
図
２
に
示
し
ま
す【
図
２
】。

　

他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
熟
し
な
い
と
、基
本
色
名
の

数
は
増
え
ま
せ
ん
。日
本
語
の
古
語
に
含
ま
れ
た
色
名
は
、「
〜
い
」

と
表
現
で
き
る「
赤
、青
、黒
、白
」の
四
色
名
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。現
代
で
も
、ボ
リ
ビ
ア
の
狩
猟
民
族
に
関
す
る
研
究
で
は
色

名
が
二
〜
三
個
と
い
う
言
語
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。一
般
に
、言

語
の
成
熟
度
に
伴
っ
て
色
名
が
増
え
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
日
本
語
の
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
研
究
で
、ｋ-

平
均
法
に
よ
っ

て
導
か
れ
た
十
九
の
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
応
さ
せ
た
色
名
は
、大
多

数
の
参
加
者
が
使
っ
た
語
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。水
色

は
九
十
八
％
、 

肌
色
は
八
十
四
％
と
高
い
割
合
の
参
加
者
が
使
用
し

ま
し
た
が
、抹
茶
や
山
吹
は
二
十
一
％
、エ
ン
ジ
は
十
九
％
で
し
た
。

使
用
者
の
割
合
が
低
い
に
も
関
わ
ら
ず
共
通
の
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
当

た
る
と
分
析
さ
れ
た
理
由
は
、そ
の
色
票
群
に
対
し
て
参
加
者
が
用

い
た
色
名
が
多
様
だ
っ
た
こ
と
が
原
因
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

水
色
に
当
た
る
明
る
い
青
の
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、三
〇
年
前
の
日

本
語
の
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
す
る
研
究
で
は
、誰
も
が
同
じ
色
カ
テ

ゴ
リ
ー
を
連
想
で
き
る「
基
本
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
」に
相
当
し
な
い
と
結

論
さ
れ
ま
し
た
。あ
る
参
加
者
が「
水
色
」と
呼
ん
だ
色
票
群
の
平

均
七
十
七
％
が
別
の
参
加
者
に「
青
」と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
主
な
理

由
で
し
た
。こ
の
よ
う
に
異
な
る
色
名
が
一
つ
の
色
サ
ン
プ
ル
に
重

複
し
た
比
率（
重
複
率
）に
つ
い
て
、我
々
の
デ
ー
タ
で
同
様
の
解
析

を
行
っ
た
と
こ
ろ
、五
十
九
％
に
ま
で
低
下
し
て
い
ま
し
た
。こ
の
値

は
三
〇
年
前
の
研
究
で
の
赤
と
ピ
ン
ク
の
重
複
率（
六
〇
％
）と
ほ
ぼ

同
じ
水
準
で
す
。従
っ
て
、語
彙
の
使
用
頻
度
も
一
〇
〇
％
に
近
く
、

重
複
率
も
三
〇
年
前
に
分
離
が
認
め
ら
れ
て
い
た
色
カ
テ
ゴ
リ
ー（
赤

と
ピ
ン
ク
）と
同
様
の
数
値
ま
で
下
が
っ
た
こ
と
か
ら
、現
代
の
日
本

語
で
は
水
色
は
青
か
ら
独
立
し
た
基
本
色
名
と
見
な
し
て
良
い
と

我
々
は
考
え
ま
し
た【
図
３
】。明
る
い
青（
水
色
）と
濃
い
青
を
区
別

す
る
文
化
は
、ロ
シ
ア
語
な
ど
他
の
言
語
に
も
見
ら
れ
ま
す
。

色
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
分
離

　

こ
の
よ
う
な
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
分
離
は
、ど
う
し
て
起
こ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
？　

そ
の
理
由
を
考
え
る
た
め
に
、日
本
語
の「
青
」と

「
緑
」の
使
い
方
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
。日
本
語
で
は
、新
緑
、信
号

機
、銅
の
錆（
緑
青
）な
ど
見
か
け
は
緑
色
の
物
を「
青
い
」と
呼
ぶ

習
慣
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
、日
本
語
の
古
語
が「
赤
、青
、白
、黒
」

の
四
色
名
だ
っ
た
た
め
、古
語
の
青
が
赤
系
で
は
な
い
色（
す
な
わ
ち

緑
も
）を
全
て
含
ん
で
い
た
名
残
り
と
考
え
ら
れ
ま
す
。万
葉
集
以

降
の
和
歌
に
お
け
る
色
名
の
用
法
を
調
べ
る
と
、青
と
緑
が
区
別
さ

れ
始
め
た
の
は
十
二
世
紀
の
末
期
と
思
わ
れ
ま
す
。英
語
で
も
、青

と
緑
を
混
同
す
る
語 ”hæ

w
an” 

が
十
三
世
紀
頃
ま
で
存
在
し
、

後
に
青
と
緑
に
分
離
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

十
一
の
基
本
色
名
に
対
す
る
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
、言
語
に
よ
る
多

少
の
差
異
は
あ
れ
、ほ
ぼ
同
じ
分
割
に
な
っ
て
い
ま
す
。色
カ
テ
ゴ
リ

ー
の
分
割
が
世
界
的
に
共
通
し
て
、し
か
も
離
れ
た
場
所
で
独
立
し

て
起
こ
る
の
は
、何
か
人
類
に
共
通
す
る
神
経
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在

す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。言
語
を
話
す
前
の
赤

ち
ゃ
ん（
五
〜
七
ヶ
月
）の
脳
活
動
を
調
べ
た
研
究
で
は
、既
に
青
と

緑
を
異
な
る
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
識
別
し
て
い
る
と
判
明
し
ま
し
た
。

ま
た
、サ
ル
の
脳
内
の
神
経
細
胞
の
研
究
で
も
、青
と
緑
を
カ
テ
ゴ

リ
ー
的
に
区
別
す
る
細
胞
群
の
存
在
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。つ
ま

り
、元
々
一
つ
だ
っ
た
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
分
割
し
た
の
で
は
な
く
、頭

の
中
で
既
に
区
別
さ
れ
て
い
た
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
分
割
に
、言
葉
の

方
が
近
づ
い
た
、と
見
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

一
方
、言
葉
は
他
者
と
共
通
の
概
念
を
指
す
も
の
で
な
け
れ
ば
通

じ
ま
せ
ん
。結
果
と
し
て
、他
者
と
の
意
思
疎
通
で
日
常
的
に
使
え
る

日
本
語
話
者
の
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
数
は
十
九（
ｋ-

平
均
法
の
最
適
数
）

で
す
が
、色
名
の
数
は
十
三（
十
一
基
本
色
＋
水
、肌
）に
な
る
と
思
わ

れ
ま
す
。こ
の
色
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
形
成
の
背
後
に
あ
る
神
経
メ
カ
ニ
ズ

ム
に
つ
い
て
は
、現
在
も
さ
ら
な
る
研
究
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

栗木 一郎（くりき いちろう）
1967年生まれ
現職／東北大学 電気通信研究所 准教授
専門／視覚科学
関連ホームページ／
www.vision.riec.tohoku.ac.jp
/ikuriki/index-j.html

図２）無彩色を除く16の色カテゴリー
枠の中は図1の有彩色部分の配置を示し、枠の色がカテゴリーの種類を示す。
各カテゴリーで最も多く使われた色名を代表として示している。

図３）色名の重複率を表した図
各棒グラフは、１万回ランダムサンプリングから抽出された２色名
の重複率。青と水の中央値は59％で、30年前の研究における
赤とピンクの重複率とほぼ同じ。30年前の研究での青と水の
重複率は80％近い。緑と青の重複率は約20％と低い。
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黒
川
利
雄
先
生
は
東
北
大
学
第
一
〇
代
学
長（
一

九
五
七
年
か
ら
一
九
六
三
年
ま
で
）で
し
た（
写
真

１
）。東
北
大
学（
旧
帝
国
大
学
）医
学
部
を
一
九
二
二

年
に
卒
業
、一
九
四
一
年
に
内
科
学
第
三
講
座
教
授

に
な
ら
れ
ま
し
た
。内
科
医
と
し
て
尊
敬
さ
れ
、名
医

と
い
わ
れ
た
先
生
で
す
。一
九
八
八
年
に
他
界
さ
れ
る

ま
で
、生
涯
現
役
で
し
た
。

　

二
〇
一
七
年
に
一
〇
五
歳
で
亡
く
な
ら
れ
た
日
野

原
重
明
先
生
の
生
前
の
言
葉
で
す
。「
黒
川
利
雄
先

生
は
臨
床
医
学
を
学
問
的
に
高
め
、そ
の
恩
恵
を
社

会
一
般
人
に
普
及
さ
せ
る
と
い
う
実
践
的
、行
政
的

手
腕
を
持
た
れ
ま
し
た
。研
究
と
教
育
と
臨
床
の
三

方
面
に
お
い
て
教
え
、そ
れ
ら
を
包
括

し
た
医
人
だ
と
思
い
ま
す
」。

　

黒
川
利
雄
先
生
は
学
長
と
し
て

の
行
政
官
の
顔
と
臨
床
内
科
医
と

し
て
の
医
学
研
究
者
の
顔
が
う
か
が

え
ま
す
。

師
を
大
切
に
し
、

多
く
の
人
か
ら
学
ば
れ
た
こ
と

　
「
山
上
に
山
在
り
、山
ま
た
山
」は
、黒
川
利
雄
先
生

の
言
葉
で
す
。こ
れ
は
先
生
が
ご
卒
業
に
な
ら
れ
た
北

海
中
学
校
長
浅
羽
靖
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
葉
書
に

書
か
れ
た
言
葉
で
、生
涯
大
事
に
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し

た
。あ
の
偉
大
な
先
生
で
す
ら
、未
解
決
の
問
題
が
山

積
し
て
い
る
こ
と
を
生
涯
自
覚
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

旧
制
第
二
高
等
学
校
時
代
に
は
英
語
と
ド
イ
ツ
語

が
と
て
も
よ
く
で
き
ま
し
た
。こ
の
こ
と
は
後
日
ド
イ

ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
留
学
さ
れ
た
と
き
、ま
た
戦
後
、

米
国
か
ら
医
学
を
学
ぶ
と
き
に
と
て
も
役
立
ち
ま
し

た
。語
学
は
心
と
知
識
の
窓
だ
っ
た
の
で
す
。

臨
床
研
究

　

現
在
の
医
学
研
究
は
、ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
を
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
で
分
析
し
、が
ん
疾
患
や
糖
尿
病
な

ど
の
生
活
習
慣
病
の
遺
伝
子（
ゲ
ノ
ム
）解
析
が
す
す

め
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
長
寿
社
会
を
迎
え
、年
々
高

齢
者
が
増
え
、人
間
の
幸
せ
を
ど
の
よ
う
に
実
現
す
れ

ば
よ
い
か
を
模
索
し
て
い
る
時
代
で
す
。こ
の
研
究
の

ス
タ
ー
ト
と
も
い
え
る
仕
事
を
黒
川
利
雄
先
生
が
な

さ
っ
て
い
た
こ
と
は
、誇
り
に
思
っ
て
い
い
こ
と
で
す
。

　

黒
川
利
雄
先
生
の
医
学
研
究
を
振
り
返
る
と
、ち

ょ
う
ど
一
九
二
一
年
に
イ
ン
ス
リ
ン
が
発
見
さ
れ
、イ
ン

ス
リ
ン
が
製
剤
化
さ
れ
た
の
が
一
九
二
二
年
で
す
か

ら
、イ
ン
ス
リ
ン
製
剤
を
す
ぐ
入
手
で
き
た
こ
と
に
驚

き
ま
す
。し
か
も
、医
学
博
士
取
得
の
た
め
の
論
文
を
、

一
九
二
五
年
に
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
て
い
ま
し
た（
学
位

論
文
：
糖
質
代
謝
の
基
礎
的
研
究
こ
と
に
血
中
注
入

後
の
葡
萄
糖
の
運
命
）。当
時
東
北
大
学
に
は
イ
ン
ス

リ
ン
を
発
見
し
た
と
言
わ
れ
た
熊
谷
岱
蔵
先
生
が
お

ら
れ
た
こ
と
、初
代
教
授
、山
川
章
太
郎
先
生
が
糖
質

代
謝
と
脂
質
代
謝
の
研
究
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

イ
ン
ス
リ
ン
製
剤
を
い
ち
早
く
入
手
し
研
究
で
き
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。新
し
い
概
念
や
仮
説
に
挑
戦
さ
れ
る

研
究
法
は
、こ
の
時
育
ま
れ
た
の
で
す
。先
生
の
真
摯

な
研
究
が
今
日
の
糖
尿
病
研
究
に
引
き
継
が
れ
、多

く
の
弟
子
が
育
ち
ま
し
た
。

　

一
九
三
〇
年
に
ベ
ル
リ
ン
と
ウ
ィ
ー
ン
に
留
学
さ
れ

（
写
真
２
）、核
酸
の
研
究
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、そ
の

後
ウ
イ
ー
ン
で
ホ
ル
ツ
ク
ネ
ヒ
ト
教
授
の
も
と
で
消
化

管
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
診
断
を
学
ば
れ
て
帰
国
さ
れ
ま
し
た

（
写
真
３
）。一
九
三
六
年
に『
消
化
管
ノ　

レ
ン
ト
ゲ
ン

診
断
』（
山
川
章
太
郎
教
授
と
共
著
）を
出
版
さ
れ
、

消
化
器
病
研
究
の
第
一
人
者
に
な
ら
れ
ま
し
た
。レ
ン

ト
ゲ
ン
を
浴
び
す
ぎ
て
自
分
の
手
に
は
毛
が
生
え
な
い

の
だ
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
く
ら
い
で
す
。当
時
は
、臨
床

医
学
に
レ
ン
ト
ゲ
ン
診
断
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
、最
先

端
の
臨
床
研
究
の
テ
ー
マ
だ
っ
た
の
で
す
。臨
床
診
断
技

術
の
習
得
を
自
分
の
目
で
確
か
め
取
り
入
れ
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
ま
す
。そ
の
後
、胃
集
団
検
診
車
を
導

入
し
て
精
密
検
査
を
行
い
、デ
ー
タ
管
理
か
ら
現
地
へ
の

報
告
ま
で
一
貫
し
て
行
う
と
い
う
、宮
城
方
式
の
胃
集

団
検
診
シ
ス
テ
ム
が
確
立
さ
れ
た
の
で
す
。

黒
川
利
雄
先
生
の
お
人
柄

　
「
僕
は
弟
子
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
こ
と
は
な
い
ん

で
す
。親
鸞
も
弟
子
一
人
も
持
た
ず
候
と
言
っ
て
い
る

で
し
ょ
」。し
か
し
、そ
の
自
称
弟
子
た
ち
に
対
し
て

は
、同
門
同
学
の
志
と
し
て
思
い
や
り
と
励
ま
し
の
精

神
に
満
ち
溢
れ
て
指
導
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。ま

た
、医
学
生
の
教
育
指
導
に
も
熱
心
で
し
た（
写
真

４
）。東
北
大
学
在
任
中
に
は
消
化
器
病
だ
け
で
な

く
、が
ん
疾
患
、糖
尿

病
、血
液
学
の
専
門

家
を
た
く
さ
ん
育
て

ら
れ
た
の
で
、多
く
の

名
医
た
ち
は
畏
敬
の

念
で
黒
川
利
雄
先
生

の
面
影
を
偲
ん
で
お

ら
れ
る
の
で
す
。

（写真２）
ウイーン留学中のご夫妻
「シベリヤ鉄道でヨーロッパに行
き、ウイーンの森で楽しく過ごした」
思い出を語る奥様とともに。
【写真提供：黒川雄二氏】

（写真３）
ウイーン留学中の仲間たち。右から3人目が黒川利雄先生。
【写真提供：黒川雄二氏】

（写真４）
東北大学第三内科教授として
医学生に診察技術を指導。
【写真提供：黒川雄二氏】

黒川 利雄

（写真１）
東北大学長時代の
黒川先生

4東北大学をつくった人々
東北大学創立110周年記念企画
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黒
川
利
雄
先
生
は
東
北
大
学
第
一
〇
代
学
長（
一

九
五
七
年
か
ら
一
九
六
三
年
ま
で
）で
し
た（
写
真

１
）。東
北
大
学（
旧
帝
国
大
学
）医
学
部
を
一
九
二
二

年
に
卒
業
、一
九
四
一
年
に
内
科
学
第
三
講
座
教
授

に
な
ら
れ
ま
し
た
。内
科
医
と
し
て
尊
敬
さ
れ
、名
医

と
い
わ
れ
た
先
生
で
す
。一
九
八
八
年
に
他
界
さ
れ
る

ま
で
、生
涯
現
役
で
し
た
。

　

二
〇
一
七
年
に
一
〇
五
歳
で
亡
く
な
ら
れ
た
日
野

原
重
明
先
生
の
生
前
の
言
葉
で
す
。「
黒
川
利
雄
先

生
は
臨
床
医
学
を
学
問
的
に
高
め
、そ
の
恩
恵
を
社

会
一
般
人
に
普
及
さ
せ
る
と
い
う
実
践
的
、行
政
的

手
腕
を
持
た
れ
ま
し
た
。研
究
と
教
育
と
臨
床
の
三

方
面
に
お
い
て
教
え
、そ
れ
ら
を
包
括

し
た
医
人
だ
と
思
い
ま
す
」。

　

黒
川
利
雄
先
生
は
学
長
と
し
て

の
行
政
官
の
顔
と
臨
床
内
科
医
と

し
て
の
医
学
研
究
者
の
顔
が
う
か
が

え
ま
す
。

師
を
大
切
に
し
、

多
く
の
人
か
ら
学
ば
れ
た
こ
と

　
「
山
上
に
山
在
り
、山
ま
た
山
」は
、黒
川
利
雄
先
生

の
言
葉
で
す
。こ
れ
は
先
生
が
ご
卒
業
に
な
ら
れ
た
北

海
中
学
校
長
浅
羽
靖
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
葉
書
に

書
か
れ
た
言
葉
で
、生
涯
大
事
に
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し

た
。あ
の
偉
大
な
先
生
で
す
ら
、未
解
決
の
問
題
が
山

積
し
て
い
る
こ
と
を
生
涯
自
覚
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

旧
制
第
二
高
等
学
校
時
代
に
は
英
語
と
ド
イ
ツ
語

が
と
て
も
よ
く
で
き
ま
し
た
。こ
の
こ
と
は
後
日
ド
イ

ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
留
学
さ
れ
た
と
き
、ま
た
戦
後
、

米
国
か
ら
医
学
を
学
ぶ
と
き
に
と
て
も
役
立
ち
ま
し

た
。語
学
は
心
と
知
識
の
窓
だ
っ
た
の
で
す
。

臨
床
研
究

　

現
在
の
医
学
研
究
は
、ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
を
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
で
分
析
し
、が
ん
疾
患
や
糖
尿
病
な

ど
の
生
活
習
慣
病
の
遺
伝
子（
ゲ
ノ
ム
）解
析
が
す
す

め
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
長
寿
社
会
を
迎
え
、年
々
高

齢
者
が
増
え
、人
間
の
幸
せ
を
ど
の
よ
う
に
実
現
す
れ

ば
よ
い
か
を
模
索
し
て
い
る
時
代
で
す
。こ
の
研
究
の

ス
タ
ー
ト
と
も
い
え
る
仕
事
を
黒
川
利
雄
先
生
が
な

さ
っ
て
い
た
こ
と
は
、誇
り
に
思
っ
て
い
い
こ
と
で
す
。

　

黒
川
利
雄
先
生
の
医
学
研
究
を
振
り
返
る
と
、ち

ょ
う
ど
一
九
二
一
年
に
イ
ン
ス
リ
ン
が
発
見
さ
れ
、イ
ン

ス
リ
ン
が
製
剤
化
さ
れ
た
の
が
一
九
二
二
年
で
す
か

ら
、イ
ン
ス
リ
ン
製
剤
を
す
ぐ
入
手
で
き
た
こ
と
に
驚

き
ま
す
。し
か
も
、医
学
博
士
取
得
の
た
め
の
論
文
を
、

一
九
二
五
年
に
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
て
い
ま
し
た（
学
位

論
文
：
糖
質
代
謝
の
基
礎
的
研
究
こ
と
に
血
中
注
入

後
の
葡
萄
糖
の
運
命
）。当
時
東
北
大
学
に
は
イ
ン
ス

リ
ン
を
発
見
し
た
と
言
わ
れ
た
熊
谷
岱
蔵
先
生
が
お

ら
れ
た
こ
と
、初
代
教
授
、山
川
章
太
郎
先
生
が
糖
質

代
謝
と
脂
質
代
謝
の
研
究
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

イ
ン
ス
リ
ン
製
剤
を
い
ち
早
く
入
手
し
研
究
で
き
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。新
し
い
概
念
や
仮
説
に
挑
戦
さ
れ
る

研
究
法
は
、こ
の
時
育
ま
れ
た
の
で
す
。先
生
の
真
摯

な
研
究
が
今
日
の
糖
尿
病
研
究
に
引
き
継
が
れ
、多

く
の
弟
子
が
育
ち
ま
し
た
。

　

一
九
三
〇
年
に
ベ
ル
リ
ン
と
ウ
ィ
ー
ン
に
留
学
さ
れ

（
写
真
２
）、核
酸
の
研
究
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、そ
の

後
ウ
イ
ー
ン
で
ホ
ル
ツ
ク
ネ
ヒ
ト
教
授
の
も
と
で
消
化

管
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
診
断
を
学
ば
れ
て
帰
国
さ
れ
ま
し
た

（
写
真
３
）。一
九
三
六
年
に『
消
化
管
ノ　

レ
ン
ト
ゲ
ン

診
断
』（
山
川
章
太
郎
教
授
と
共
著
）を
出
版
さ
れ
、

消
化
器
病
研
究
の
第
一
人
者
に
な
ら
れ
ま
し
た
。レ
ン

ト
ゲ
ン
を
浴
び
す
ぎ
て
自
分
の
手
に
は
毛
が
生
え
な
い

の
だ
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
く
ら
い
で
す
。当
時
は
、臨
床

医
学
に
レ
ン
ト
ゲ
ン
診
断
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
、最
先

端
の
臨
床
研
究
の
テ
ー
マ
だ
っ
た
の
で
す
。臨
床
診
断
技

術
の
習
得
を
自
分
の
目
で
確
か
め
取
り
入
れ
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
ま
す
。そ
の
後
、胃
集
団
検
診
車
を
導

入
し
て
精
密
検
査
を
行
い
、デ
ー
タ
管
理
か
ら
現
地
へ
の

報
告
ま
で
一
貫
し
て
行
う
と
い
う
、宮
城
方
式
の
胃
集

団
検
診
シ
ス
テ
ム
が
確
立
さ
れ
た
の
で
す
。

黒
川
利
雄
先
生
の
お
人
柄

　
「
僕
は
弟
子
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
こ
と
は
な
い
ん

で
す
。親
鸞
も
弟
子
一
人
も
持
た
ず
候
と
言
っ
て
い
る

で
し
ょ
」。し
か
し
、そ
の
自
称
弟
子
た
ち
に
対
し
て

は
、同
門
同
学
の
志
と
し
て
思
い
や
り
と
励
ま
し
の
精

神
に
満
ち
溢
れ
て
指
導
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。ま

た
、医
学
生
の
教
育
指
導
に
も
熱
心
で
し
た（
写
真

４
）。東
北
大
学
在
任
中
に
は
消
化
器
病
だ
け
で
な

く
、が
ん
疾
患
、糖
尿

病
、血
液
学
の
専
門

家
を
た
く
さ
ん
育
て

ら
れ
た
の
で
、多
く
の

名
医
た
ち
は
畏
敬
の

念
で
黒
川
利
雄
先
生

の
面
影
を
偲
ん
で
お

ら
れ
る
の
で
す
。

本学では、経済的に困窮する学部学生
を支援する、返還不要の給付型奨学金
を創設します。東日本大震災後、東北大
学基金を活用した奨学金制度「元気・前
向き奨学金制度」を創設し、被災学生を
継続的に支援してきました。この本学独
自の奨学金制度を拡大し、「経済的に困
窮している学部学生を対象とする奨学
金制度」を新たに創設しました。2017年
10月から事業を開始し、定員50名で月
額3万円を奨学金として給付しています。

本学独自の
給付型奨学金を創設

2017.08.23

日本外国特派員協会（FCCJ）で外国特派員協会ジ
ャーナリズム奨学金2017の授賞式があり、Pen（記
事）部門1位: Trishit Banerjee君（インド出身）/理
学部国際学士コース2年、Photo（写真）部門1位: 
Fuad Ikwanda君（インドネシア出身)/工学研究科
国際学位コース前期課程2年、Video（映像）部門1
位:Nguyen Chi Long君（ベトナム出身）/医学研究
科医学系大学院後期課程2年と、本学留学生が3
部門全てで第1位に輝きました。FCCJは、毎年３部
門の作品を全国の学生を対象に募集し、報道関係
者による選考を経て受賞者を決定しています。

外国特派員協会
ジャーナリズム奨学金で1位

2017.09.25　

本学と新日鐵住金株式会社は、研究開
発・人材育成などへ向けて包括的な連
携協定を調印・締結しました。これまで、
平成19年に設立した「先進鉄鋼研究・
教育センター」を通して、共同研究室「新
日鉄住金オープンイノベーションラボ」を
設置して共同研究を重ね、優れた成果を
上げてきました。 本協定により、さらに連
携を強めて戦略的に基礎研究、応用研
究を行い、イノベーションを加速させるこ
とが期待されます。

新日鉄住金と
「組織的連携協力協定」を締結
－鉄鋼産業の振興と社会全体の発展

2017.10.26

本学の大学間学術協定校である上海大学
から、Jin Donghan学長（写真・右端）の一
行が本学を訪れ、里見進総長は「材料分野
の研究交流の実績をもとに、幅広い分野の
交流を期待している」と挨拶し懇談しました。
翌30日には、多元物質科学研究所、未来
科学技術共同研究センター、工学研究科、
医工学研究科、環境科学研究科への研究
室を訪問。一行は、各訪問先で活発に質問
するなど高い関心を示し、Jin学長は「今後、
さらに交流を深めたい」と述べられました。

上海大学学長一行が
本学を訪問

2017.09.29

東北建設業協会連合会と
連携協定

2017.09.08

本学大学院工学研究科インフラ・マネジ
メント研究センターと東北建設業協会連
合会は、連携・協力協定を締結しました。
これにより、社会資本の維持管理や資源
循環に関する研究成果や各種データ、ま
た社会資本に関する実践的な技術・ノウ
ハウなどについて、相互に連携・協力。東
北地方の社会資本に関わる研究開発を
通して、技術の伝承、人材育成、防災機
能の向上などを図り、地域社会の持続的
発展に寄与することをめざします。

第56回全国七大学総合体育大会にお
いて、本学が2年ぶり13回目の総合優
勝を果たしました。今大会では10種目(
バレーボール男子・女子、バスケットボー
ル女子、陸上競技女子、柔道、相撲、フ
ェンシング、スキー、ラクロス、弓道女子)
で優勝。着実にポイントを重ねて、大会
中盤からトップを維持しての総合優勝と
なりました。名古屋大学IB電子情報館
大講義室で閉会式が行われ、本学に優
勝杯と優勝旗が授与されました。

第56回全国七大学
総合体育大会で総合優勝

2017.09.23



Award-Winning 栄誉の受賞
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Line-up of Leading-edge Research

未来科学技術共同研究センター・木村祥裕教授が日本建築学会賞を受賞
第1回薬剤耐性（AMR）対策普及啓発活動表彰において医学系研究科・賀来満夫教授らが「文部科学大臣賞」を受賞
安達文幸名誉教授と永廣昌之名誉教授を仙台市は市政功労者として表彰
工学研究科卒業生・小川由希子さんがロレアル - ユネスコ女性科学賞 日本奨励賞を受賞
2017年IEEEマイルストーン東北大学に献呈 虫明康人名誉教授のアンテナ研究を歴史的偉業として認定

2017/06/19
07/06
07/12
07/13
07/20

金属アレルギー発症に関わる
ニッケル結合タンパク質を発見
―予防・治療へ期待―

本学大学院歯学研究科口腔分子制御学分野の黒石智誠講師と菅原
俊二教授らの研究グループは、ケモカインの1種であるCXCL4がニッケル
アレルギーの発症に関わるニッケル結合タンパク質であることを発見しま
した。金属製品から溶出した金属イオンが起こす金属アレルギーの中で
も、抗原性検査で陽性率の高いニッケルイオンが注目されています。本研
究では、マウスの血清から新規ニッケル結合タンパク質としてCXCL4を精
製。さらに、ニッケルアレルギーモデルマウスを用いて、CXCL4がアレルギ
ーを増強することを明らかにしました。この研究から、ニッケルアレルギー
の発症機構を解明することで、ニッケルだけでなく金属アレルギー全般
の予防・治療法への応用が期待されます。この成果は英国アレルギー臨
床免疫学会誌 Clinical & Experimental Allergy 電子版に掲載されました。

01 2017/05/01
新機構を備えた
複腕建設ロボット 
―新しい災害対応重作業ロボットの開発―

内閣府総合科学技術・イノベーション会議が主導する革新的研究
開発推進プログラム（ImPACT）タフ・ロボティクス・チャレンジ研究
開発課題「災害対応建設ロボットの開発」（責任者：大須賀公一
大阪大学教授）のプログラム・マネージャーを担う本学大学院情報
科学研究科・田所諭教授は、大阪大学、東京工業大学との共同研
究によって、2重旋回・複腕機構を用いた災害対応重作業ロボット
（建設ロボット）を開発しました。掘削モードや把持モードに形状変
更ができて、多様な作業へ適応性が高く、災害に対応する重作業
も可能です。現在、プロトタイプでフィールドでの実験を開始してお
り、また同時に開発を進めている主な要素技術をロボットに搭載し
て、より使いやすい建設ロボットの実現をめざしています。

02 2017/06/19

クジラ銀河には
化石がいっぱい

本学学際フロンティア研究所の田中幹人助教、本学理学研究科の千葉柾
司教授と国立天文台の研究者らの研究グループは、すばる望遠鏡に搭載さ
れた超広視野主焦点カメラ Hyper Suprime-Cam（ハイパー・シュプリーム・
カム）を使い、地球から2283万光年の距離にある渦巻銀河NGC 4631（通
称：クジラ銀河）とその周辺を広域観測しました。その結果、銀河の歴史を
解明する情報源となる「銀河の化石」を13個（恒星ストリーム2個と矮小銀
河11個）発見。これほど遠方にある銀河の化石を、ひとつひとつの恒星に分
解して捉えた例は世界で初めてです。クジラ銀河は私たちの住む銀河系や
アンドロメダ銀河より小さく、周りの銀河と激しく影響し合う銀河であること
から、今回の発見は銀河の歴史の多様性を理解する上で重要な手がかりに
なると期待されます。本成果は、 The Astrophysical Journal 誌に掲載されました。

05 2017/08/03
不整脈に
「衝撃」的な解決策 
―頻脈性不整脈の新規治療法開発に成功―

本学大学院医学系研究科循環器内科学分野の下川宏明教授ら
の研究グループは、頻拍性不整脈に対するアブレーション治療の
分野において、衝撃波を用いた全く新しい治療法を開発し、動物実
験でその有効性・安全性を報告しました。現在広く使用されている
高周波を利用したアブレーション治療は、非常に有用ではあるもの
の、熱を利用することによって生じるいくつかの問題点が避けられま
せん。しかし、本研究で開発した衝撃波アブレーション法は、衝撃
波を用いていることで熱による問題点を克服できた画期的なシステ
ムと言えます。さらに、この研究成果は今後の不整脈治療に大きな
進歩をもたらすことが期待されます。本成果は、ヨーロッパ心臓学
会の学会誌 EP Europace 電子版に掲載されました。

06 2017/08/03



まなびの杜 82号｜07

最新の研究ラインナップ

工学研究科・堀切川一男教授が第15回産学官連携功労者表彰「科学技術政策担当大臣賞（地方創生賞）」を受賞
東北メディカル・メガバンク機構の山本雅之機構長が第12回柿内三郎記念賞を受賞
横堀壽光名誉教授がギリシャで開催された第14回世界破壊力学会議において最高貢献賞を受賞
大谷栄治名誉教授がThe Urey Awardを受賞
久道茂名誉教授が朝日がん大賞を受賞

08/23
08/25
09/05
09/05

離れた地域の植物間の
生殖を妨げる仕組みを解明 
―「遺伝子重複」による新たな他者認識システム―

本学大学院生命科学研究科の渡辺正夫教授、高田美信技術専門
職員らのグループは、大阪教育大学、奈良先端科学技術大学院大
学、東京大学、三重大学、チューリッヒ大学、横浜市立大学、忠南大
学(韓国)との共同研究で、同じ種でも日本とトルコという離れた地域
由来のアブラナ同士に生じる一方向性の不和合現象（受粉・受精を
妨げる反応）を支配する、めしべ側と花粉側の認識遺伝子セットを明
らかにしました。この仕組みは、自己花粉の認識に関わる遺伝子セッ
トの「遺伝子重複」と「相互の機能喪失」によって生じたものと考えら
れます。この成果は、植物の交雑を制御する分野に新しい知見を与
え、アブラナ科野菜の品種改良への応用が期待できます。本成果は、
英科学誌 Nature の姉妹誌 Nature Plants 電子版に掲載されました。

03 2017/06/27

常識を破る、
単結晶成長メカニズムを解明
―形状記憶合金の量産プロセス開発で耐震分野に道筋―

本学大学院工学研究科金属フロンティア工学専攻の大森俊洋准
教授、貝沼亮介教授の研究グループは、京都大学、（株）古河テクノ
マテリアル特殊金属事業部との共同研究で、銅を主成分とする形
状記憶合金の単結晶部材が量産できる製造プロセスを開発しま
した。本研究では、単純な熱処理による「異常粒成長現象」を引き
起こすメカニズムを解明。さらに長さ70センチの単結晶棒材の製
造に成功しました。この研究成果は、形状記憶合金の単結晶大型
部材が量産できるという、金属学の常識を超える画期的なもので
す。実用面では、製造コストの飛躍的な低減、変形回復の特性の
向上などの他、耐震性を高める特殊部材に道筋をつけました。本
成果は英科学誌 Nature Communications 電子版で公開されました。

07 2017/08/28
癌治療へ、放射線やシスプラチンが
効く機構を発見

本学加齢医学研究所の安井明フェロー・本学名誉教授は、癌治療において放射線やシスプラ
チンが効果的に効く機構を発見しました。広く臨床で用いられている放射線やシスプラチンを
使う治療は、DNAに傷を付け細胞死をもたらすのが目的ですが、DNAの傷を修復して細胞死を
回避する機構は癌細胞も正常細胞にもあり、効果的な癌治療のためには、その傷が癌細胞で
修復しにくいことが必要です。本研究では、最近の癌ゲノム配列決定で種々の癌細胞に高頻度
に欠損していることが明らかになった特定の複数の因子、ヌクレオゾームリモデリング（NR）因
子、が放射線やシスプラチンなどによるDNA損傷の修復に重要な役割を果たすことを発見しま
した。これらの因子を欠いた癌細胞は、とりわけシスプラチンに感受性になり、癌治療の前にこ
れらの因子の有無を調べておけば効果的な治療が期待できます。さらに、これらの因子の欠損
が徐 に々正常細胞に起きることにより細胞老化をもたらすという新しい細胞老化機構を提唱し
ました。本成果は、英国の Philosophical Transaction of  the Royal Society (Biology)  誌に掲載されました。

08 2017/08/29

アルツハイマー病の
原因遺伝子を推定
―遺伝子"オオノログ"へ着目し絞り込み―

本学大学院生命科学研究科の牧野能士准教授らのグループは、
アルツハイマー病患者に特有のゲノム領域に含まれるオオノログと
いう特殊な遺伝子に着目することで、病気の原因となる遺伝子を多
数推定しました。本研究では、アルツハイマー病の発症と関わる脳
での遺伝子発現量調査、マウスの遺伝子機能の調査を行い、原因
遺伝子を絞り込みました。その遺伝子群は、神経に関わる機能を
持ち、脳での発現量が高く、原因遺伝子の特徴を持っていました。
本研究は、進化学的なアプローチを医学へ応用して原因遺伝子を
推定した重要な報告であり、原因遺伝子の特定が困難なアルツハ
イマー病以外の病気への応用も期待されます。本成果は、 Molecular 
Biology and Evolution 誌電子版に掲載されました。

04 2017/06/28
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「創造と変革を
  先導する大学」

東北大学総長室長・理事 植木 俊哉

青葉山新キャンパスの風景。ここに産学
連携共創拠点やサイエンスパークが構築
されていく予定

松野博一文部科学大臣（当時）から指定
国立大学認定書を受け取る里見総長

植木 俊哉 （うえき としや）
１９６０年生まれ
現職／東北大学総長室長・理事
　　　（総務、国際展開、事務統括担当）
　　　大学院法学研究科教授
専門／国際法

～世界から尊敬される三十傑大学を目指して

       

指
定
国
立
大
学
法
人
の
誕
生

　

二
〇
一
七
年
六
月
、東
北
大
学
、東
京
大
学
、京
都
大
学

の
三
大
学
が
文
部
科
学
大
臣
か
ら
指
定
国
立
大
学
法
人
の

認
定
を
受
け
ま
し
た
。指
定
国
立
大
学
法
人
は
、日
本
を
代

表
す
る
大
学
と
し
て
、世
界
の
有
力
大
学
に
伍
し
て
、国
際

社
会
の
発
展
に
貢
献
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。東

北
大
学
で
は
、里
見
進
総
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
、多

数
の
構
成
員
が
総
力
を
結
集
し
て
今
回
の
構
想
を
ま
と
め
ま

し
た
。こ
こ
で
は
、そ
の
骨
子
を
要
約
し
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

       

東
北
大
学
が
提
示
し
た
構
想
と
は

　

東
北
大
学
の
構
想
は
上
の
図
の
通
り
で
す
。①
人
材
育

成
、②
研
究
力
強
化
、③
社
会
と
の
連
携
、④
大
学
経
営
革

新
、に
関
す
る
四
項
目
の
施
策
を
連
携
し
て
実
行
す
る
こ

と
で
、知
の
創
造
と
社
会
・
経
済
の
変
革
を
先
導
し
、世
界

か
ら
尊
敬
さ
れ
る
三
十
傑
大
学
を
目
指
し
ま
す
。言
い
換
え

れ
ば
、「
世
界
で
素
晴
ら
し
い
大
学
を
三
十
校
あ
げ
よ
」と

言
わ
れ
た
と
き
に
、必
ず
東
北
大
学
の
名
前
が
そ
の
中
に
あ

る
、そ
の
よ
う
な
存
在
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
す
。

Ⅰ
人
材
育
成

　

人
材
育
成
の
中
核
を
な
す
も
の
は
、「
国
際
共
同
大
学

院
」な
ど
の
特
色
あ
る
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
展
開
で
す
。す

で
に
四
分
野（
ス
ピ
ン
ト
ロ
ニ
ク
ス
、環
境
・
地
球
科
学
、デ
ー

タ
科
学
、宇
宙
創
成
物
理
学
）で
海
外
有
力
大
学
と
の
国

際
共
同
大
学
院
が
ス
タ
ー
ト
し
て
お
り
、今
後
さ
ら
に
分
野

を
拡
大
す
る
計
画
で
す
。他
に
も
、学
際・国
際・産
学
共
創

を
基
軸
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
群
を
充
実

さ
せ
る
こ
と
で「
東
北
大
学
高
等
大
学
院
」を
創
設
し
、既

存
の
専
門
分
野
の
枠
を
超
え
た
新
た
な
教
育
を
展
開
し
ま

す
。さ
ら
に
、学
生
へ
の
経
済
支
援
の
充
実
も
含
め
て
大
学

院
の
魅
力
を
高
め
、内
外
か
ら
優
秀
な
学
生
を
集
め
ま
す
。

Ⅱ
研
究
力
強
化　
　

　

研
究
に
関
し
て
も
、大
学
全
体
で
従
来
の
専
門
分
野
を
横
断
し
た

融
合
研
究
を
進
め
る
改
革
を
行
い
、国
際
的
に
卓
越
し
た
研
究
ク
ラ

ス
タ
ー
を
多
数
形
成
し
て
い
き
ま
す
。特
に
、材
料
科
学
、ス
ピ
ン
ト
ロ

ニ
ク
ス
、未
来
型
医
療
、災
害
科
学
の
四
分
野
に
お
い
て
は
、世
界
ト
ッ

プ
レ
ベ
ル
の
研
究
拠
点
を
創
設
し
ま
す
。こ
れ
ら
の
取
組
み
と
あ
わ
せ

て
、常
時
二
百
名
規
模
の
若
手
研
究
者
が
伸
び
伸
び
と
自
由
に
活
躍

で
き
る
研
究
環
境
を
確
保
し
ま
す
。

Ⅲ
社
会
と
の
連
携

　

東
京
ド
ー
ム
十
七
個
分
の
広
さ
を
持
ち
、地
下
鉄
に
も
直
結
し
た

青
葉
山
新
キ
ャ
ン
パ
ス
の
理
想
的
環
境
を
最
大
限
に
活
用
し
、大
型

の
産
学
連
携
研
究
開
発
拠
点
を
整
備
し
ま
す
。ま
た
、官
民
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム（
出
資
事
業
）の
採
択
大
学
に
相
応
し
い
本
格
的

な
産
学
共
創
改
革
を
推
進
し
、知・人
材・資
金
の
好
循
環
を
確
立
し

て
、産
学
連
携
関
連
収
入
を
五
倍
規
模
に
拡
大
し
ま
す
。

Ⅳ
大
学
経
営
革
新

　

東
北
大
学
基
金
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、総
長
が
戦
略
的
に

活
用
で
き
る
財
源
を
拡
大
し
ま
す
。ま
た
、総
長
補
佐
体
制
を
抜
本

的
に
強
化
し
、指
定
国
立
大
学
法
人
と
し
て
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
大
学
経

営
に
迅
速
に
反
映
で
き
る
運
営
体
制
を
確
立
し
ま
す
。

       

お
わ
り
に

　

最
後
に
個
人
的
な
感
想
と
な
り
ま
す
が
、今
回
の
指
定
国
立
大
学

法
人
に
関
す
る
一
連
の
審
査（
書
類
審
査
、ヒ
ア
リ
ン
グ
、サ
イ
ト
ビ

ジ
ッ
ト
等
）を
通
じ
て
、里
見
総
長
を
中
心
と
し
た
大
学
構
成
員
の

一
体
感
が
高
く
評
価
さ
れ
た
こ
と
は
、非
常
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
し

た
。し
か
し
、今
回
の
指
定
は
、東
北
大
学
が
今
後
一
層
飛
躍
を
遂
げ

る
た
め
の
チ
ャ
ン
ス
を
得
た
こ
と
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。目
標

の
実
現
に
向
け
て
、本
学
の
教
職
員・学
生
が
一
丸
と
な
っ
て
さ
ら
に

努
力
を
重
ね
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

東北大学の指定国立大学法人構想



　

東
北
大
学
在
籍
中
の
六
年
間

で
三
回
の
引
越
し
。こ
れ
は
私
の
住

居
で
は
な
く
、「
研
究
室
の
装
置
」

の
引
越
し
回
数
で
す
。二
〇
〇
八

年
の
修
士
課
程
入
学
当
時
、青
葉

山
キ
ャ
ン
パス
物
理
Ａ
棟（
現

：

物

理
系
研
究
棟
）
一
階
に
実
験
室

が
あ
り
ま
し
た
が
、建
物
の
耐
震
工

事
の
た
め
、一
時
的
に
理
学
研
究

科
総
合
棟（
現

：

合
同
Ｂ
棟
）に

間
借
り
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

数
百
メ
ー
ト
ル
の
移
動
で
す
が
、光

電
子
分
光
と
い
う
実
験
を
行
う
た

め
の
装
置
は
一
ト
ン
を
超
え
る
精

密
機
器
な
の
で
、こ
れ
を
動
か
す
の

は
大
変
で
す
。移
設
の
た
め
、ク
レ

ー
ン
で
つ
ら
れ
た
装
置
の
姿
は
圧
巻

で
し
た
。耐
震
工
事
後
に
二
回
目

の
引
越
し
。そ
こ
で
装
置
の
立
ち

上
げ
を
し
た
半
年
後
、東
日
本
大

震
災
が
起
き
ま
し
た
。震
災
か
ら

の
復
旧
に
は
二
ヶ
月
ほ
ど
か
か
り
ま

し
た
が
、無
事
に
装
置
が
動
い
た
時

は
ほ
っ
と
し
た
の
を
覚
え
て
い
ま

す
。私
の
指
導
教
官
の
高
橋
隆
先

生
は
、理
学
研
究
科
教
授
とW

PI

─AIM
R

（
本
学
原
子
分
子
材
料

科
学
高
等
研
究
機
構｟
現

：

材

料
科
学
高
等
研
究
所
｠）主
任
研

究
員
を
兼
任
さ
れ
て
お
り
、震
災
か

ら
約
半
年
後
の
八
月
、片
平
キ
ャ
ン

パス
のW

P
I

─AIM
R

本
館
に
、研

究
室
の
装
置
半
分
を
移
設
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。私
が
使
用
し
て

い
た
装
置
は
引
越
し
対
象
だ
っ
た

た
め
、め
で
た
く
三
回
目
の
引
越

し
。先
の
二
回
と
異
な
り
、公
道

（
し
か
も
急
な
坂
道
！
）を
輸
送
す

る
た
め
、警
察
車
両
先
導
で
夜
中

の
引
越
し
と
な
り
ま
し
た
。引
越

し
に
も
慣
れ
た
よ
う
で
、装
置
立
ち

上
げ
も
ス
ム
ー
ズ
で
し
た
。

　

振
り
返
っ
て
み
る
と
、大
学
院
五

年
と
博
士
研
究
員
一
年
の
計
六

年
間
、私
は
実
験
装
置
と
一
緒
に

成
長
し
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。一
緒

に
苦
楽
を
と
も
に
し
た
装
置
は
、私

が
修
士
課
程
に
入
学
し
た
頃
に
建

設
が
始
ま
り
、最
初
の
ク
リ
スマス
に

当
時
世
界
最
高
の
性
能
を
達
成

し
、引
越
し
も
震
災
も
経
験
し
、

私
の
博
士
論
文
の
実
験
も
全
て

測
定
し
て
く
れ
ま
し
た
。当
時
は
、

装
置
の
調
子
が
悪
い
と
憎
た
ら
し

く
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、成
長
の
た

め
の
試
練
だ
っ
た
と
思
っ
て
許
す
こ

と
に
し
ま
す
。ま
た
、片
平
キ
ャ
ン
パ

ス
で
知
り
合
っ
た
研
究
者
に
は
、分

野
は
違
え
ど
、今
で
も
交
流
が
続
い

て
い
る
人
も
多
く
、大
き
な
財
産
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
研
究
以
外
の
思
い
出
も

少
し
。仙
台
は
街
も
海
も
山
も
近

い
の
で
、研
究
室
の
仲
間
と
い
ろ
い

ろ
遊
び
に
行
き
ま
し
た
。登
山
、ス

キ
ー
、海
辺
で
花
火
、早
起
き
し
て

塩
釜
の
朝
市
に
海
鮮
丼
を
食
べ
に

も
行
き
ま
し
た
。総
合
学
術
博
物

館
も
お
す
す
め
で
す
。

　

現
在
は
、学
生
を
指
導
す
る
立

場
に
な
り
、自
分
が
学
生
だ
っ
た
頃

を
反
省
し
、指
導
し
て
頂
い
た
先

生
方
に
感
謝
す
る
毎
日
で
す
。今

だ
か
ら
思
う
こ
と
は
、「
研
究
も
遊

び
も
全
力
だ
っ
た
学
生
時
代
の
経

験
は
、良
い
こ
と
も
悪
い
こ
と
も
必

ず
役
に
立
つ
」と
い
う
こ
と
で
す
。そ

ん
な
学
生
生
活
を
満
喫
で
き
る
の

が
、東
北
大
学
の
最
大
の
魅
力
だ

と
思
い
ま
す
。　

高山 あかり（たかやま あかり）
1985年生まれ
東北大学大学院理学研究科物理学専攻卒
現職／東京大学大学院理学系研究科助教
日本学術振興会育志賞・
東北大学総長賞受賞（2013年）
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高
山 

あ
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り
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研
究
も
遊
び
も
全
力
で

◎東北大学基金事務局 〒980-8577 仙台市青葉区片平2-1-1
☎022-217-5905 kikin@grp.tohoku.ac.jp

未来ある人材を育むために
東北大学基金へのご協力をお願いいたします。

◎
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メ
ッ
セ
ー
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指
定
国
立
大
学
法
人
の
誕
生

　

二
〇
一
七
年
六
月
、東
北
大
学
、東
京
大
学
、京
都
大
学

の
三
大
学
が
文
部
科
学
大
臣
か
ら
指
定
国
立
大
学
法
人
の

認
定
を
受
け
ま
し
た
。指
定
国
立
大
学
法
人
は
、日
本
を
代

表
す
る
大
学
と
し
て
、世
界
の
有
力
大
学
に
伍
し
て
、国
際

社
会
の
発
展
に
貢
献
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。東

北
大
学
で
は
、里
見
進
総
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
、多

数
の
構
成
員
が
総
力
を
結
集
し
て
今
回
の
構
想
を
ま
と
め
ま

し
た
。こ
こ
で
は
、そ
の
骨
子
を
要
約
し
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

       

東
北
大
学
が
提
示
し
た
構
想
と
は

　

東
北
大
学
の
構
想
は
上
の
図
の
通
り
で
す
。①
人
材
育

成
、②
研
究
力
強
化
、③
社
会
と
の
連
携
、④
大
学
経
営
革

新
、に
関
す
る
四
項
目
の
施
策
を
連
携
し
て
実
行
す
る
こ

と
で
、知
の
創
造
と
社
会
・
経
済
の
変
革
を
先
導
し
、世
界

か
ら
尊
敬
さ
れ
る
三
十
傑
大
学
を
目
指
し
ま
す
。言
い
換
え

れ
ば
、「
世
界
で
素
晴
ら
し
い
大
学
を
三
十
校
あ
げ
よ
」と

言
わ
れ
た
と
き
に
、必
ず
東
北
大
学
の
名
前
が
そ
の
中
に
あ

る
、そ
の
よ
う
な
存
在
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
す
。

Ⅰ
人
材
育
成

　

人
材
育
成
の
中
核
を
な
す
も
の
は
、「
国
際
共
同
大
学

院
」な
ど
の
特
色
あ
る
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
展
開
で
す
。す

で
に
四
分
野（
ス
ピ
ン
ト
ロ
ニ
ク
ス
、環
境
・
地
球
科
学
、デ
ー

タ
科
学
、宇
宙
創
成
物
理
学
）で
海
外
有
力
大
学
と
の
国

際
共
同
大
学
院
が
ス
タ
ー
ト
し
て
お
り
、今
後
さ
ら
に
分
野

を
拡
大
す
る
計
画
で
す
。他
に
も
、学
際・国
際・産
学
共
創

を
基
軸
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
群
を
充
実

さ
せ
る
こ
と
で「
東
北
大
学
高
等
大
学
院
」を
創
設
し
、既

存
の
専
門
分
野
の
枠
を
超
え
た
新
た
な
教
育
を
展
開
し
ま

す
。さ
ら
に
、学
生
へ
の
経
済
支
援
の
充
実
も
含
め
て
大
学

院
の
魅
力
を
高
め
、内
外
か
ら
優
秀
な
学
生
を
集
め
ま
す
。

Ⅱ
研
究
力
強
化　
　

　

研
究
に
関
し
て
も
、大
学
全
体
で
従
来
の
専
門
分
野
を
横
断
し
た

融
合
研
究
を
進
め
る
改
革
を
行
い
、国
際
的
に
卓
越
し
た
研
究
ク
ラ

ス
タ
ー
を
多
数
形
成
し
て
い
き
ま
す
。特
に
、材
料
科
学
、ス
ピ
ン
ト
ロ

ニ
ク
ス
、未
来
型
医
療
、災
害
科
学
の
四
分
野
に
お
い
て
は
、世
界
ト
ッ

プ
レ
ベ
ル
の
研
究
拠
点
を
創
設
し
ま
す
。こ
れ
ら
の
取
組
み
と
あ
わ
せ

て
、常
時
二
百
名
規
模
の
若
手
研
究
者
が
伸
び
伸
び
と
自
由
に
活
躍

で
き
る
研
究
環
境
を
確
保
し
ま
す
。

Ⅲ
社
会
と
の
連
携

　

東
京
ド
ー
ム
十
七
個
分
の
広
さ
を
持
ち
、地
下
鉄
に
も
直
結
し
た

青
葉
山
新
キ
ャ
ン
パ
ス
の
理
想
的
環
境
を
最
大
限
に
活
用
し
、大
型

の
産
学
連
携
研
究
開
発
拠
点
を
整
備
し
ま
す
。ま
た
、官
民
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム（
出
資
事
業
）の
採
択
大
学
に
相
応
し
い
本
格
的

な
産
学
共
創
改
革
を
推
進
し
、知・人
材・資
金
の
好
循
環
を
確
立
し

て
、産
学
連
携
関
連
収
入
を
五
倍
規
模
に
拡
大
し
ま
す
。

Ⅳ
大
学
経
営
革
新

　

東
北
大
学
基
金
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、総
長
が
戦
略
的
に

活
用
で
き
る
財
源
を
拡
大
し
ま
す
。ま
た
、総
長
補
佐
体
制
を
抜
本

的
に
強
化
し
、指
定
国
立
大
学
法
人
と
し
て
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
大
学
経

営
に
迅
速
に
反
映
で
き
る
運
営
体
制
を
確
立
し
ま
す
。

       

お
わ
り
に

　

最
後
に
個
人
的
な
感
想
と
な
り
ま
す
が
、今
回
の
指
定
国
立
大
学

法
人
に
関
す
る
一
連
の
審
査（
書
類
審
査
、ヒ
ア
リ
ン
グ
、サ
イ
ト
ビ

ジ
ッ
ト
等
）を
通
じ
て
、里
見
総
長
を
中
心
と
し
た
大
学
構
成
員
の

一
体
感
が
高
く
評
価
さ
れ
た
こ
と
は
、非
常
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
し

た
。し
か
し
、今
回
の
指
定
は
、東
北
大
学
が
今
後
一
層
飛
躍
を
遂
げ

る
た
め
の
チ
ャ
ン
ス
を
得
た
こ
と
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。目
標

の
実
現
に
向
け
て
、本
学
の
教
職
員・学
生
が
一
丸
と
な
っ
て
さ
ら
に

努
力
を
重
ね
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

参加費無料
（事前申込は不要です。）

3月2日（金）リベラルアーツサロン第51回
フランス近代詩を読む
―ボードレールからの出発―
坂巻 康司（国際文化研究科 准教授）
会場：東北大学片平キャンパス片平北門会館2Fエスパス

3月16日（金）サイエンスカフェ第150回
追跡！体内の薬のゆくえ
～機能画像からはじまる未来医療～
志田原 美保（医学系研究科 講師）
会場：せんだいメディアテーク1Fオープンスクエア

2月23日（金）サイエンスカフェ第149回
宇宙に響くさえずりと
ジオスペース
加藤 雄人（理学研究科 准教授）
会場：せんだいメディアテーク1Fオープンスクエア

1月19日（金）サイエンスカフェ第148回
食べ物を美味しくする加工技術
～故きをたずねて新しきを知る～
藤井 智幸（農学研究科 教授）
会場：東北大学青葉山キャンパス青葉山コモンズ1F

東北大学総務企画部広報課社会連携推進室 TEL.022-217-５１３２ http://cafe.tohoku.ac.jp/ホームページお問い合わせ

１８：００～１９：４５

２０１7年度
1月～3月 サイエンスカフェ ・ リベラルアーツサロン

I N F O R M A T I O N

２０１7年度1月～3月の東北大学サイエンスカフェ・リベラルアーツサロンのテーマ、講演者をお知らせします。

東北大学



表紙
の
写真漱石と英語

　『まなびの杜』第82号をお届けいたします。本号では、リベラルアーツをテーマ
に「『教育』考」を書いていただきました。また、「地域と大学」では生誕150年を迎
えた夏目漱石について寄稿していただきました。明治の文豪、夏目漱石の魅力と彼
をとりまく人々について興味深い話が書かれています。「特集」では、日本語の色を
表現する名称の移り変わりについて取り上げています。「東北大学を育てた教授た
ち」では黒川利雄先生にフォーカスを当てています。高山あかりさんには「卒業生メ
ッセージ」を執筆していただきました。そして、メディアでも大きく取り上げられた東北
大学の指定国立大学法人への認定についての記事も掲載されています。年の瀬と
なり、お忙しい毎日と思いますが、『まなびの杜』をお読みいただければ幸いです。

｜編｜集｜後｜記｜

『まなびの杜』編集委員会委員

平成29年12月31日発行
発行人：東北大学『まなびの杜』編集委員会委員長  齋藤 忠夫
〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平2-1-1
東北大学総務企画部広報課 TEL.022-217-4977 FAX.022-217-4818

この『まなびの杜』は、インターネットでもご覧になれます
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/manabi/
バックナンバーもご覧になれます 
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ることができますので、ご利用ください。
版権は国立大学法人東北大学が所有しています。無断転載を禁じます。
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表
紙
の
写
真
は
、東
北
大
学
附
属
図
書
館「
漱
石
文
庫
」の
一
冊

Jam
es M

ain D
ixon, D

ictionary of Idiomatic English Phrases

（1
8
8
7

）で
す
。こ
の
英
語
熟
語
辞
典
は
、例
文
の
す
べ
て
を
著

名
な
作
家
や
詩
人
、学
者
ら
の
文
章
か
ら
採
っ
て
お
り
、す
ぐ
れ
た

英
文
の
見
本
集
と
な
っ
て
い
ま
す
。夏
目
漱
石
は
学
生
の
時
に
、こ

の
辞
典
を
参
考
書
と
し
て
使
っ
て
英
語
を
勉
強
し
、ほ
ぼ
全
ペ
ー
ジ

に
わ
た
っ
て
写
真
の
よ
う
な
膨
大
な
量
の
書
き
込
み
を
残
し
て
い

ま
す
。漱
石
は
、欄
外
の
余
白
が
文
字
で
埋
ま
る
と
、さ
ら
に
付
箋

紙
を
貼
っ
て
例
文
な
ど
を
追
記
し
て
い
る
の
で
す
。こ
の
よ
う
に
本

書
は
、漱
石
の
熱
心
な
勉
強
ぶ
り
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。な
お
、こ

の
本
の
編
者
で
あ
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ・メ
イ
ン・デ
ィ
ク
ソ
ン
と
は
、漱
石

の
大
学
時
代
の
恩
師
に
あ
た
る
人
物
で
す
。

　
漱
石
に
は
書
き
込
み
を
し
な
が
ら
本
を
読
む
習
慣
が
あ
り
ま
し

た
。こ
こ
に
掲
げ
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
著『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』や
、ニ
ー
チ

ェ
著『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
か
く
語
り
き
』の
英
訳
書
に
も
、漱
石

が
学
者
と
し
て
精
読
し
た
痕
跡
が
深
く
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
漱
石
は
英
語
教
師
の
立
場
か
ら
、こ
れ
か
ら
学
問
を

志
す
学
生
た
ち
に
次
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
贈
り
ま
し
た
。

英
語
を
修
む
る
青
年
は
或
る
程
度
ま
で
修
め
た
ら
辞
書
を
引

か
な
い
で
無
茶
苦
茶
に
英
書
を
沢
山
と
読
む
が
よ
い
、少
し

解
ら
な
い
節
が
あ
つ
て
も
其
処
は
飛
ば
し
て
読
ん
で
往
つ
て

も
ド
シ
〳
〵
と
読
書
し
て
往
く
と
終
に
は
解
る
や
う
に
な

る
。（「
現
代
読
書
法
」）

　
こ
の
よ
う
な
助
言
も
、漱
石
自
身
の
英
語
の
勉
強
の
体
験
に
裏
打

ち
さ
れ
た
、実
感
の
こ
も
っ
た
言
葉
で
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

※写真の資料は、すべて本学附属図書館所蔵

た  

ん

漱石文庫の蔵書数は約3,000
冊。そのうち洋書はロンドン留
学で購入した500冊を含め約
1,700冊を数える。蔵書の約
3割に書入れやアンダーライン
が見られるという。

James Main Dixon,
Dictionary of Idiomatic English Phrases,1887.

ディクソン著『英語熟語辞典』（表紙の写真）

William Shakespeare,
Shakespeare's Tragedy of Hamlet.

シェイクスピア著『ハムレット』

Friedrich Wilhelm Nietzsche,
Thus Spake Zarathustra,1889.

ニーチェ著『ツァラトゥストラはかく語りき』


