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科学研究をしながら、紙からデジタル、デジタルからweb（イン
ターネット）へのメディア変容について実際に手を動かす

科学のボーダーレス化（シチズンサイエンス）
DeSciやバーチャル学会の立ち上げをサポート

オープン化の潮流、論文からデータへの拡張



自己紹介

1990年代よりICTを活用した”科学の社会”問題解決を志向&試行
し，多様なステークホルダーに自ら飛び込んでオープンサイエンスパラ
ダイムへの変容（DX）を促す触媒型研究者

政策 アカデミア

現場

専門委員他として
ガイドライン・ポリシー
作成等に関わる
● G7科技大臣会合
● OECD
● 内閣府
● 文科省
● AIST

分野を超えた対話の繰り返しと啓発
● 日本学術会議特任連携会員（オープ

ンサイエンス他）
● 千葉大学非常勤講師

（学術情報論）
● 京都大学アカデミックデータ・イノ

ベーションユニットメンバー
● 複数の学会・学術雑誌の編集委員，

アドバイザー等

セクターを超え，実践に基づく対話の繰り返しと啓発
● 有機合成化学専攻（東大：DC1を取ったが途中で方針変更）
● 黎明期の電子ジャーナル開発と学会運営（日本化学会，J-STAGE）
● 大学図書館との未来洞察（SPARC Japan）
● 学術情報流流通の啓発（OA, altmetrics, プレプリント，ORCID, 

PID→定量的研究評価の理想と現実）
● 研究データ利活用の実践と啓発（RDA, 研究データ利活用協議会）

知見を転用して
PTAの電子化も
無理なくサクッと



概要

1. オープンサイエンスは歴史的にみれば必然である
✓ インターネット基盤の変革による進展とCOVID-19による加速

2. 学術情報流通は電子化からデジタルトランスフォーメーション
する時代へ
✓ 電子化，オープンアクセス化を経て，論文というメディアを変容させ，

査読という機能を見直し，取り扱うアクターも変化しつつある

3. 研究成果と研究インパクトの多様化と多次元化
✓ 研究成果が論文から研究データに拡張し，新しい流通基盤とルール

作りが生まれようとしている

✓ 研究活動に関するあらゆるアイテムにIDが付き，ネットワーク分析され
る時代

4. COVID-19で加速するオープンサイエンスの潮流を踏まえて、
科学と社会の変容に対応していく必要がある。
✓ その上で当面対応すべき喫緊の課題（プレプリント、研究データ）
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1. オープンサイエンスの歴史的必然性
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歴史から紐解く科学や社会のオープン化

• グーテンベルグによるオープン革命

情報爆発
による知の開放

手紙、写本
手書きベース
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印刷本、ジャーナル
大量印刷ベース

より
Openな
基盤

「印刷という革命」 白水社
ヨーロッパで、15世紀半ばに印刷本が生まれた後、200年ほどかけて社
会はどう変わっていったのか。
ルネサンス期から科学革命に至る初期近代について，活版印刷のビジネ
スと技術，科学・宗教・文化・教育等への影響について総合的に論じるメ
ディア文化史である。

原題『THE BOOK IN THE 

RENAISSANCE』

https://doi.org/10.1241/johokanri.58.643

・著作権、知財等現在の
法、社会制度の基盤
・学術ジャーナルの発明
と科学の発展も口伝



新たなオープン化（知の開放）に基づく社会制度
と、方針と運用の再デザイン（新しい秩序）

• 科学・知財を取り巻く（人の行動原理を中心とした）本質は同じ
だが、情報基盤の変革に応じた再デザインと新しい秩序形成

Future Design

大量印刷と物流が
支えてきた科学と社会

Past Design
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Webが支える
科学と社会

これからの
社会制度に応じた
対応方針、運用

?

http://commons.wikimedia.org/wiki/F

ile:Activation_energy_ja.svg

新オープン・クローズ戦略

Open

Close

Secret

Open

Close

Secret
Chubin(1985

) 

過去から引き続く
社会制度に応じた
対応方針、運用

EC, OECD
の狙い

ICTは進展したが、著作権や知財を含む法律、
社会制度の骨格は旧来のまま

Human Readable Machine Readable

情報爆発
による知の開放

触媒としての政策



オープンサイエンスとは（私案）

•「オープンサイエンスはICTによるデジタル化とネッ
トワーク化された情報基盤およびその基盤が開放
する多量で多様な情報を様々に活用して科学研
究を変容させる活動であり、産業を含む社会を変
え、科学と社会の関係も変える活動」

学術の動向2018, 23(11): 12-29.
https://doi.org/10.5363/tits.23.11_12
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（比較）「17世紀のオープンサイエンスは活版による大量印刷技術と
郵送インフラを活用した情報基盤およびその基盤が開放する多量で
多様な情報を様々に活用して科学研究を変容させる活動であり、産
業を含む社会を変え、科学と社会の関係も変えた活動」

https://doi.org/10.5363/tits.23.11_12


ネットワーク化と双方向性がもたらす新しい価値

Source by Mark Miller, Brandeis University; Virgo Consortium for Cosmological 

Supercomputer Simulations; www.visualcomplexity.com.

SciVal, SciVerse

WOS, InCites
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17世紀に起きた変革と現在

•学術ジャーナルの誕生
（1665）
– Philosophical Transaction

– Journal des Savants

•学会の誕生（1660）
– イギリス王立学会

•数学と物理の融合
– 微積分の発明

– ニュートン (1643-1727)

ライプニッツ(1646-1716)

•中世－近代の大学の死
– 『大学とは何か』 吉見俊哉

– 18－19世紀に再生

•ジャーナルと査読の歪みの
顕在化
– 研究データの可能性

– プレプリントによる迅速公開

•学術ソーシャルメディアの
台頭
– 旧来の学会の硬直化

•新たな融合の可能性
– AI×〇〇 (AI Ready)

– 文理融合

– セクター融合

•大学の再硬直化
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成果公開メディア、研究者コミュニティ、

研究機関の非連続な変容を示唆

ロンドンで
腺ペスト
1665-66



COVID-19で顕在化した新旧両フレームの課
題

• COVID-19によって社会が大きな影響を受け，100年に一度のレベルの歴
史的な転換点を迎えている中，学術情報流通の世界でもこれまでのICT
を活用した変革をさらに加速する出来事が相次いでいる．
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従来の研究スタイル 新たな研究スタイル

研究の進め方 仮説・実証型 データ主導型

成果の公開方法 査読付き論文 プレプリント・研究データ

成果の価格 高価格化（ジャーナル購読料の高騰） 無料・低価格

成果公開までのスピード 査読～公開までの長いタイムラグ 速やかに公開（査読が無いため）

生まれる成果の量 少数の成果 大量の成果

公開される成果の信頼性 査読に基づく高い信頼性
質や信頼性のバラツキ増大（誤った事実や
フェイクの拡散の恐れ）

スタイルの持続性 高い持続性（確立されたビジネスモデル） 不確定（未確立のビジネスモデル）

主要国 欧米日等の先進国中心 中国や新興国の躍進

研究者のインセンティブ
ハイインパクトジャーナルでの発表による
高い評価

研究実績の先取権確保

有効なシーンや分野 平常時に有効
非常時（今回のコロナ対応等）に有効、技術
進化の速い分野や査読に時間を有する分野に
有効

内閣府研究データ基盤整備と国際展開WG（第13回）資料より抜粋



データからの気づきによる分野横断研究の進展

• システム創成学（チャンス発見学、データ市場創成）
の研究者によるCOVID-19分析

大澤幸生先生提供

データの再利用が進むことで興味関心を持った研究者が分野を超えて自由に研究
を進めて様々な価値を発見する。←オープンサイエンスの予察が現実に

普段の研究の投稿先とは違う
arXiv（プレプリントサーバー）
に論文を投稿して即時公開し、
SNSも活用して幅広い意見や
パートナーを募る

（自発的な）COVID-19に関す
るモデル駆動（シミュレー
ションベース）の解析：自分
の専門的学理を転用

医学、経営系情報学者等と国際コラボ*

市民の啓蒙、生活への導入**

科学
インパクト

社会
インパクトSNSの活用

＋

*
1) UTokyo joins COVID-19 data exchangeA new platform for data collaboration aims to help those tackling COVID-19 https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/en/press/z0508_00118.html
2) An Urgent International Interdisciplinary Project "Conquer Pandemics on Constrained Social Network Models“ http://www.panda.sys.t.u-tokyo.ac.jp/covid19challengers.html
**
1)ハマトーク緊急特番： https://otagaihama.localgood.yokohama/topics/1756/
2) 横浜市共創ラボ「Stay Home からStay with your communityへ」 https://www.facebook.com/LOCALGOODYOKOHAMA/videos/212777736728528

COVID-19が加速した例
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この事例では、出版者、図書館、学会が、ほぼ関与していない

オープンデータの活用

プレプリントの活用



科学研究の変容は多次元で多発

•MI(マテリアルインフォマティクス)，
COI健康・医療データ連携推進機
構：ビッグデータと仮説探索型研究

•脳科学，社会課題解決型研究：文
理融合を前提とした研究

•COVID-19分子地図：課題発生か
らの迅速な国際協働

•ロボットクラウドサイエンス：ロボット
による実験の再現性確保と科学の
“コード化”の可能性
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http://coi.hirosaki-u.ac.jp/web/outline_d.html

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-t249-6.pdf

https://www.oist.jp/ja/covid-19/community-projects/involvement-

covid-19-disease-map-project

https://www.nature.com/articles/nbt.3758



2. 電子化からデジタルトランスフォー
メーションする学術情報流通
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PS

EJ

出版者

従来の仕組み

研究者

プレプリントサーバ(PS)の活用

プレプリントサーバーの進展

査読による

質のコントロール

読者

論文投稿

研究者

投稿
(論文、データ他)

オープン
アクセス

研究成果公開価格高騰
出版まで時間がかかる

読者

EJ

出版者

即時公開による

先取権獲得

アクセス制限が
ある場合も

先取権を確保しつつ、査読を経て学術ジャーナルでも公開
領域によってはプレプリントサーバがメインの公開先になるところも

論文投稿プレプリント
サーバー

従来の論文公表

研究成果公開

査読による

質のコントロール



プレプリントによって見える研究活動の新しい“景色”

◼ 原著論文，被引用数を使わずに研究動向の把握（ネットワーク分析）が可能に

16

* NISTEP，Discussion Paper http://doi.org/10.15108/dp186

http://doi.org/10.15108/dp186
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COVID-19プレプリントの分布：トピック別

感染拡大

患者病状

ゲノム
解析

社会・経済
・政策

治療薬
探索

情報・
データ分析

検出・検査

感染モデル

肺画像
診断

患者
治療効果

国別比較

健康・
不安

マスク・
人工呼吸器

ワクチン
開発 感染機構

アウトブレイク
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各論文を内容の近さで配置し，
16のグループに分けて内容を分析

物理学者の貢献

社会科学者の貢献

化学者の貢献

生物科学者の貢献

WHO登録の原
著論文解析では
見えづらい領域

注）原著論文，被引用数による解析を代替するものではなく、付加的なものとして使い分ける

中心としての医学

* NISTEP，Discussion Paper http://doi.org/10.15108/dp186

http://doi.org/10.15108/dp186


問われる査読のあり方

◼ New England Journal of Medicine(NEJM)、Lancetという2
大臨床医学誌でCOVID-19に関する論文が撤回
◆ NEJMの方は、新型コロナと心血管疾患や薬剤との関係を検討した臨床研究
◆ Lancetの方はクロロキン、ヒドロキシクロロキンという新型コロナに対する治療薬に
関する観察研究

◼ これら2つの論文はいずれの論文もサージスフィア（Surgisphere）と
いう社員わずか数名のデータ分析会社のデータによるもの．

◼ 両論文の疑義を明らかにするためにデータの開示を求められたところ、
サージスフィア社はデータ開示を拒否

◼ 再検証は困難であるということで論文撤回

https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20200606-00182086/

• https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-

6736(20)31958-9/fulltext

COVID-19の論文撤回を踏まえて
• 論文の査読者の専門知識の基準を厳格化
（データサイエンティストの導入）

• すべての著者がデータの妥当性を保証
• データ共有計画を詳細に記述させる



◆ 情報系で定性的に言われていたことをある程度定量的に裏打ち

⚫ 原著論文ではなく，国際会議のプロシーディングスを重要視
⚫ プレプリントを参考に研究を進展させ，プレプリントを引用してプレプリントを共有（Deep Learning)

◆ COVID-19の前より，査読ジャーナルの問題は顕在化しており，分野依存ながら代替手段も存在
していた（研究サイクルの速さにジャーナル査読が追いつかない）

プレプリントに依拠した研究の生態（情報系）
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情報

原著論文になった割合（推定）

プレプリントが引用されている回数（平均）

情報

* NISTEP，Discussion Paper doi/10.15108/dp187

天文

天文

astro-ph 天文

cond-mat 材料

cs 情報

econ 計量経済

hep 高エネルギー物理

math 数学

nlin システム科学

nucl 核

physics 物理

q-bio 生物

q-fin 金融

stat 統計

arXivが設定した153の小分野を独自に12分類

物理

物理



プレプリントの入手状況（科学技術分野全般）

年齢層別プレプリントの入手経験

※不明 (1名)を除く(n=1,447)

プレプリントの入手経験 (全体)
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◼ 調査対象
◼ 科学技術専門家ネットワーク：1,914名
◼ 有効回答：1,448名（回答率75.7%）

◼ 調査期間
◼ 2020年8月17日〜8月31日（9月6日ま
で）

世代交代による変容を示唆
※近日報告書発行予定



WOR

EJ

出版者

従来の仕組み

研究者

Wellcome財団の試み
(Wellcome Open Research: WOR)

アクターの変化，付加

研究助成
機関

研究費の申請と
助成（＋報告書）

学術雑誌の
査読による

質のコントロール

読者

論文投稿

研究者

Wellcome
財団

研究費の申請と
助成（＋報告書）

投稿
(論文、データ他)

オープン
アクセス

報告書は求めるが
論文等の研究成果
公開手段は提供せ
ず

研究費獲得

研究成果公開

価格高騰
出版まで時間がかかる

読者

EJ

出版者
即時公開

査読のアウトソースに
よる質の保証

研究費獲得

（次の研究費、昇進
等に関わる）

研究成果公開

研究者に長く受
け入れられてい
る学術雑誌の存
在

アクセス制限が
ある場合も

研究助成団体から研究費を獲得し
出版者の学術雑誌から論文を出版

研究助成団体から研究費を獲得し
研究助成団体のプラットフォームから
論文、データ等をオープンに出版 21



論文を書いたらとにかく出版

◼ 論文を書いたら，データと共にまずは公開（出版）

◼ 後から透明性の高い査読と，ユーザーコメント

◼ 改訂を加えてブラッシュアップ 22
https://openresearchcentral.org/

◼ F1000Research
(筑波大学）

◼ ウェルカムトラスト

◼ ゲイツ財団

◼ EUで導入検討の動きも

Open Research Central



却下のないジャーナル

◼ eLife
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https://elifesciences.org/inside-elife/54d63486/elife-s-new-model-
changing-the-way-you-share-your-research

プレプリントとの境界があいまいに



3. 研究成果と研究インパクトの多様化
と多次元化
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研究データの世界的潮流

１．求められる研究論文の根拠データ

• 相次ぐ論文にまつわる不正，再現性問題
• 論文を投稿する際に根拠となるデータの提出を求めるジャーナルが増
加中

• データを登録するリポジトリサービスやデータジャーナルによるデータ
出版の進展

• データ引用の推奨と識別子（DOI）の浸透による，研究データを基準に
よる研究貢献の把握

➢ 論文の補助データからメインメディアへ

２．進む研究データポリシー策定とデータマネジメントプラン作成

• 大学等研究機関において，研究データを管理するための基本方針，運
用規定が策定中

• 日本を含む多くの国の研究助成団体において，研究データの管理計
画（データマネジメントプラン，DMP）の提出を求める動き

➢ アセット管理としての研究データ

✓ 研究論文から研究データへのパワーシフト
✓ 研究データに基づくルール作りの先導争いと先行者利益の確保
✓ 求められるインフラとインセンティブ（G7オープンサイエンスWG）

2014 2019

22分野におけるハイインパクト
ジャーナルのデータリポジトリポリシーの変化

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.10025330.v1

https://doi.org/10.15108/rm289

日本の研究者の2割弱がすでに
DMPを作成しているというデータも
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研究データ基盤整備とオープン＆クローズ戦略

COVID-19の影響と波及効果
• 国際社会問題解決のために研究データ
をはじめとする研究成果の迅速かつ
オープンな共有が，各ステークホル
ダーの協力によって進められている。

• 各国・地域による研究データ基盤整備が進んでいる

研究データ利活用の新しい局面に向けた国際機関の対応
• OECDが研究データのアクセスガイドライン，UNESCOがオープンサイエンスに関
する勧告を準備中（2021年度公開予定）

資源としての研究データ
• AI研究進め，知財を確保する上では資源
としてのデータ利活用戦略の重要性や，
セキュリティの確保，倫理対応などが一
層高まっている。

米国：
• 米国国立標準技術研究所(NIST)は研究データフレームワークの設立を検討中。
• OSTPはデータのアクセスや共有の在り方についてパブコメを実施。NIHが2020年中にデータマネージメ

ント＆シェアリングポリシー策定予定。

EU:

• ヨーロピアン・オープン・サイエンス・クラウドが2018年に設立。
• Horizon Europeの枠組みでは研究データはFAIR原則に基づき、 「できるだけオープンに、必要に応じてク

ローズド」にし、また研究データマネージメントを必須とする。

豪州：
• オーストラリア・リサーチ・データ・コモンズ（ARDC）を立ち上げ，研究データを中心とした情報基盤を構築中

→研究データの流通促進により，科学・技術の発展やイノベーションを加速させ，産業を興し，雇
用を生み出して社会を発展させる



（日本の）オープンサイエンス政策

1 研発法人向け

データポリシーガイドライン

2 データマネジメントプラン

（DMP）

JST, AMED, NEDO

3 データインフラ

（管理・公開・検索）

NII

4 データリポジトリガイドライン

（ドメイン別）

5 電子ジャーナルとの連携

（データ出版）

JST

研究データマネジメント基盤
研究成果公開の主要メディア

(プラットフォーム)
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7 モニタリング

（NISTEP）

6 パイロット

プログラム

（内閣府）

http://www.codata.org/working-groups/fair-data-expert-group

統合・イノベーション戦略

2019Ongoing 
(2020)

2018

2017-

2019

2020

2019

インセンティブの問題
（評判，昇進，研究費獲得）



最先端の研究者によるデータマネジメント JAMSTEC

津軽海峡東部海洋レーダーデータサイト
MIO Ocean Radar data Site for the Eastern Tsugaru Strait (MORSETS)

http://www.godac.jamstec.go.jp/morsets/j/top/

表面流マップは、研究データという位置
づけのみならず、おそらく漁師や現場を
航行する船舶などにとっても有用な情報。

Webでのデータ公開

（衛星水温表示機能を追加予定）

AM5時！

他のデータセットと組み合わせた解析により、漁業者向けの海況情報発信にも貢献
28



Osawa, Nishida, Oka (2020) High tolerance land use against flood disasters: How paddy fields 
as previously natural wetland inhibit the occurrence of floods. Ecological Indicators.

1. Web上のオープンデータ（統計、GISデータ等）を利活用

水害の発生頻度（水害統計） 土地被覆、地形（国土数値、基盤地図）

水害を抑制できる
立地条件を検討

2. 市民科学データ（アマチュア収集）、GISデータを利活用

SNSでアマチュアによって
収集された駅のツバメ営巣データ 土地被覆（国土数値）

駅周辺の土地利用から
ツバメの営巣条件を検討

Osawa (2015) Importance of farmland in urbanized areas as a landscape component for barn swallows 
(Hirundo rustica) nesting on concrete buildings. Environmental Management 55(5):1160-1167

いらすとや

No Field work
No facility

Only internet

東京都立大 大澤剛士

2015年以降の原著論文（国際誌発表、責任著者のみ）13本中
・再利用データのみ利用（フィールドワーク等オリジナルデータなし）8本 ・オリジナルデータと再利用データを組み合わせたもの 3本
2015年以降発表のデータペーパー（責任著者） ・国際誌 4本 ・和文誌 1本



研究インパクトの多様化，多次元化

• 投稿，査読，出版等の活動が識別子（ID）と共に今まで以上
にまた，瞬時に見える化される時代
– 評価する側も多様に

• 研究者個人，ジャーナル，研究機関，それぞれのブランディン
グが結果的に必要

30

オープンデータを中心に、研究費、
研究者、研究機関、論文、特許、政
策文書などをつなげて多角的に分析

機械による
クローリング

査読の貢献度を測
るツールも

Dimensions

publons



多面性、多次元性 計量書誌学から
研究活動計量学へ

このネットワークから
自身のコンテンツが
見えるかどうかが鍵

ポイント：テクノロジーはすでに様々に用意されている。研究活動がど
のようにネットワーク化、可視化され、機械（AI）に理解できるように
なるかがaltmetricsの発展のために不可欠

出版後のインパクト
計量が様々に可能

となった

計量書誌学から研究活動計量学へ(<特集>計量書誌学を超えて)

情報の科学と技術 2014

https://doi.org/10.18919/jkg.64.12_496



遷移状態をどう切り抜けるか（楽しめるか）

いまここ

Print-based

Digital native

Paper, citation

Research data, 

network analysis

Artifacts?

Blockchain?

Base chart: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Activation_energy.svg

これまでの研究
のエコシステム
は依然重要

新しいパラダイム
（次世代）にどう
繋ぐかも意識



被引用数
IFの効用と限界

学術情報流通のDXに向けた俯瞰の例
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より現実的 よりDX志向

より論文に依拠

よりデータに依拠

ブランド
Nature

BigDeal
Elsevier

OAプラット
フォーム
J-STAGE

Registered
Report

Micro
Report

EJ
電子付録

データ
ジャーナル

WDS Blockchain
ベースのイン

フラ

研究（データ）
プラットフォーム
EOSC NII RDC

GitHub

研究助成団体プ
ラットフォーム

ORC

機関リポジトリ
（現状）

クラウド
共同執筆
Overleaf

出版後査読

Altmetricsによるよ
り広い成果物の多様
なインパクト計量

DX:デジタルトランスフォーメーション

（既存の出版社がカバーできる範囲）

（日本学術会議が取り組んできたところ）

CODATA

プレプリン
トサーバー

NBDC

啓発・実践
RDA他

ギャップ

オープンサイエンスパラダイム

データ引用
DataCite

Open Peer 
Review

既存のパラダイム

研究データに関する政策と実践

Altmetricsによる論文に対する様々な
インパクト計量

OCTOPUS

学術ジャーナルに関する政策

オープンサイエンス政策の狙い

データリポジトリ
Zenodo

Figshare他

日本地球惑星科学連合（JpGU）年次大会2019を和訳して編集

手堅いが伸びしろが少ない

理想的だが現
場が追いつい
ていない



変化の兆しに具体的に対応するには
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研究者として当面気をつけるべきこと 1

• 学術ジャーナルへの投稿の前か同時に，論文の草稿（プレプリ
ント）をプレプリントサーバに掲載する是非について考慮する
（研究内容によってその戦略が変わる）
✓ 先取権を得たい場合

✓ 早く広くフィードバックを得たい場合

✓ 投稿予定先のジャーナルの規定を必ず確認
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PS

EJ

出版者

従来の仕組み

研究者

プレプリントサーバ( PS)の活用

プレプリントサーバーの進展

査読による

質のコントロール

読者

論文投稿

研究者

投稿

(論文、データ他)

オープン
アクセス

研究成果公開価格高騰

出版まで時間がかかる

読者

EJ

出版者

即時公開による

先取権獲得

アクセス制限が
ある場合も

先取権を確保しつつ、査読を経て学術ジャーナルでも公開

領域によってはプレプリントサーバがメインの公開先になるところも

論文投稿プレプリント
サーバー

従来の論文公表

研究成果公開

査読による

質のコントロール

化学系のプレプリントでは，トップ
ジャーナルのプレプリントが登録される
傾向
（査読で出し抜かれないように？）



プレプリントの活用は分野と言うよりトピック単位

◼ 世界的な社会課題
◆ COVID-19

◆ ジカ熱

◆ SARS

緊急対応としての共有

◼ Super Hot Topic
◆ Deep Learning

◆高温超伝導

研究の進展が早すぎて査読が間に合わない（待てない）

◼ Super Novel Topic
◆先進的過ぎると査読に通らない（時間がかかりすぎる）、査読者が居ない ポアン
カレ予想，ABC予想

◼ Super Societal Impact
◆実用性が高いものを手早く共有 Google Page Rank
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◼原著論文を書く研究者
◆自身の専門における研究成果公開・共有および最新の情報収集の新しい
ツールとして無視はできない

◆戦略的活用

• 先取権の確保，共同研究者の募集，集合知の活用

• 公開のタイミングの是非（プレプリントを出さない戦略もあり）

◼原著論文を読む研究者，専門家
◆問われる見識（6割は査読に通るとして）

◆なぜ高エネルギー物理学でプレプリントが浸透したか

◼ その他の利用者
◆原則として取り扱いは慎重に（玉石混交，撤回もあり）

◆安易に広報（含むプレスリリース），シェアしない

✓リスクのとり方

プレプリントの利活用は立場で変わる
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研究者として当面気をつけるべきこと 2

• 論文の投稿先に対するより一層のチェック（いわゆるハゲタカ
ジャーナルの回避：共著,編集委員になるの際のチェック）
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https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/bulletin/1386959 https://predatoryjournals.com/



研究者として当面気をつけるべきこと 3

• 投稿論文の主張を裏付ける研究データの準備は必須
（提出義務はジャーナルによるが，いつでも出せるようにしておく）

• 研究プロセス全体における研究データマネジメントをより適切
に行うこと

39

2014 2019

22分野におけるハイインパクト
ジャーナルのデータリポジトリ

ポリシーの変化

• https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-

6736(20)31958-9/fulltext

COVID-19の論文撤回を踏まえて
• 論文の査読者の専門知識の基準を厳格化
（データサイエンティストの導入）

• すべての著者がデータの妥当性を保証
• データ共有計画を詳細に記述させる



論文投稿に研究データ登録が求められる時代へ ほぼ磨かれた原石

直ぐに役立つ研究データ管理



学協会および、学術ジャーナルの編集者向け

1. 投稿規定の見直し（プレプリント対応，研究データ対応）

2. オープンアクセスモデルへの転換の検討

3. 機械可読性，可用性への対応（XML化，他サービスとの接続
性の確保）

4. データジャーナルや動画活用など，新しいメディアの活用や新
しいサービスの開発

5. プレプリントサーバを前提とする査読の意義の再考および学
術ジャーナルと学協会のあり方の再構成

“デジタルトランスフォーメーションのポイントは技術にはあらず，
人の行動変容と組織の変容にあり“
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まとめ

1. オープンサイエンスは歴史的にみれば必然である
✓ インターネット基盤の変革による進展とCOVID-19による加速

2. 学術情報流通は電子化からデジタルトランスフォーメーション
する時代へ
✓ 電子化，オープンアクセス化を経て，論文というメディアを変容させ，

査読という機能を見直し，取り扱うアクターも変化しつつある

3. 研究成果と研究インパクトの多様化と多次元化
✓ 研究成果が論文から研究データに拡張し，新しい流通基盤とルール

作りが生まれようとしている

✓ 研究活動に関するあらゆるアイテムにIDが付き，ネットワーク分析され
る時代

4. COVID-19で加速するオープンサイエンスの潮流を踏まえて、
科学と社会の変容に対応していく必要がある。
✓ その上で当面対応すべき喫緊の課題（プレプリント、研究データ）
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