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国内OA/OS政策からの
研究者への要請

即時OA関連（競争的研究費2025年度公募分から）

論文出版直後の、論文（＋根拠データ）の機関リポジトリ等への登録

論文（＋根拠データ）の識別子の研究課題実績報告への記載

即時OAが困難な場合の、研究課題実績報告への理由の登録
• 学術雑誌のエンバーゴ期間の確認（!）

OS関連（競争的研究費2024年度公募分から）

競争的研究費採択時の研究データ管理計画（DMP）の作成

公的資金より生み出された研究データの機関リポジトリ等での公開（可能な限り）

公開した研究データの識別子の研究課題実績報告への記載
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下線部は基本的に
対応要

基本的には
著者最終稿を

想定



OA vs. OS
オープンアクセス（OA）

対象

論文（＋根拠データ）

手続き

公開
– 論文は公開前提で執筆されているため完全公開可

公開上の留意点

エンバーゴ期間
– 論文が出版社に著作権譲渡されている場合、出版

から一定のエンバーゴ期間を経ないと、公開不可

背景

学術雑誌購読料の高騰
公的資金による研究成果の社会還元
（研究発信力の強化）

最新の動き

論文出版直後の「即時OA」

オープンサイエンス（OS）
対象

研究データ

手続き

管理、共有・公開
– 完全公開できるデータは僅少のため、管理・制限公開中心

公開上の留意点

研究データに付随する機微情報
– 個人情報、知的財産、データライセンス、共同研究契約の

非開示条項（NDA）、国際的技術流出に関わる情報等

背景

研究データの利活用拡大
研究公正、研究再現性

最新の動き
DMP導入
多様な貢献評価の「研究評価改革」 3

用語解説
OSは、

「オープン」だけでなく、
「制限付の共有」
「研究中の管理」

も含む



EU: Open Science Monitor
I. 学術論文のオープンアクセス

学術論文のオープンアクセス
プレプリント
異なる学術出版プラットフォーム
助成機関のオープンアクセス・ポリシー
オープンアクセスに対する研究者の態度

II. オープンな研究データ
研究データ用リポジトリ
助成機関のデータ共有ポリシー
研究データ共有に対する研究者意識

III.オープンな学術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
オープン査読
学術雑誌のオープン査読ポリシー
Altmetricの利用
論文の修正・リトラクション

4Source: Open Science Monitor
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=home&section=monitor

Open Science Monitor



Outline
1. オープンアクセスとオープンサイエンスを取り巻く動向

2. 即時OA政策とOS政策への対応の考え方



1 オープンアクセスと
オープンサイエンスを
取り巻く動向



シリアルズ・クライシス
Serials Crisis

学術雑誌価格の
高騰

1986-2011年に
かけて4倍に！

日本ではこの間、1985年のプ
ラザ合意以後、円高が進行し、
円が2倍以上に強くなったため、
この痛みをさほど感じず、世界
のオープンアクセスの世論に乗
り遅れる結果となった。

7Source: ARL Statistics 2010‐11 Association of Research Libraries, Washington, D.C.
*Includes electronic resources from 1999‐2011.
http://www.arl.org/storage/documents/monograph-serial-costs.pdf



アカデミアからの反発

OAの定義を与える。

OA実現の２つの方法:
1. セルフ・アーカイビング (グリーンOA)

著者最終稿、もしくはエンバーゴ期間後の印刷版の論文が、インターネット上の
機関リポジトリ等にオープンに置かれる。

2. オープンアクセス・ジャーナル (ゴールドOA)
購読料をやめ、代わりに論文出版料（APC, article processing charge）と呼
ばれる費用を著者が負担する

8Source: Budapest Open Access Initiative
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read

ブダペスト・オープンアクセス・イニシアティブ(BOAI), 
(2002)



政府レベルにおける
オープンアクセスに向けての動き

重病医療患者からの抗議
「学術研究は主に税金で賄われているのに、その成果を見るのに更
にお金を払わなければいけないのは、納得がいかない！」

助成機関による公的研究資金を得た研究成果
の公開義務化（主に学術論文）

NIH(US)-2008-”NIH Public Access Policy”
グリーンOA

RCUK(UK)-2013-provides grant to universities for APC
ゴールドOA

9



各国・地域の即時OA政策
公的資金を得た研究成果の出版時即時OA化を義務化する政策

日本米国EU（一部の国のみ）

内閣府米国科学技術政策局
（OSTP）

cOAlition S
（EU諸国の一部の研究助成機関）

発表主体

統合イノベーション戦略2023通称「Nelson Memo」Plan S発表文書・名称

2023年発表
2025年発効予定

2022年発表
2025年中発効予定

2018年発表
2021年発効

発表・発効

論文等（根拠データ含む）論文等＋研究データ論文等即時OAの対象

グリーンOA義務化
（ゴールドOAも支援）

機関リポジトリへの論文の著者最
終稿（根拠データ含む）の掲載の
義務づけ
（ゴールドOA脱却を目標としつつ、
過渡期においてはAPCも支援）

グリーンOA
（追加的ゴールドOAを許容）

基本的に、研究助成機関の指定
するリポジトリへの論文即時OA
掲載

（ただし、追加的に行われるので
あれば、APCを利用した論文のOA
出版は妨げない）

ゴールドOAとグリーンOA併用
①フルOA誌へのOA出版

②購読誌への論文出版とリポジト
リ等への論文即時OA掲載
③ハイブリッド誌へのOA出版（た

だし、大学との転換契約の存在
が条件）

即時OAの方法

通称「Nelson Memo」：OSTP, Ensuring Free, Immediate, and Equitable Access to Federally Funded Research（2022.8.25） 10



論文の様々なOA方式
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論文投稿
Submission

論文採択
Acceptance

論文出版
Publication

論文
投稿版

著者
最終稿

出版版

査読 組版、書誌情報付与等 エンバーゴ期間

Submitted
Version

Author Accepted Manuscript
(AAM)

Version of Record
(VOR)

グリーンOA

論文出版契約

・著作権譲渡の条項含む

ゴールドOA

即時OA

プレプリント
投稿・更新

プレプリント

Preprint

（非公開）

プレプリント発表

即時OA （本来） エンバーゴ期間後のOA

（出版社サイト上の制限公開）
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論文の迅速公開の流れ

「査読前論文原稿」のことを言う。

• 分野の迅速な研究動向共有のための、プレプ
リントを投稿・共有できるサイトあり。

• 一般に、論文の投稿・閲覧ともに無料

• 査読前のため、論文の信憑性に課題

• 代表格： arXiv

プレプリント 論文出版後査読

論文の出版サイト公開後の査読

• 出版までの時間短縮。

• 論文に関心ある者による査読。ただし、査読
者がつかない場合も。

• 代表格： F1000Research
• 国内事例： Japan Institutional Gateway (JIG)

Preregistered Reports

研究課題の着想と方法等の投稿・査読により、研究開始前に、当該論文の出版可能性の判断

• 各種の出版バイアスを低減できる（仮説に都合のよい結果のみ出版等）



プレプリントサービスに参入する
学術出版社

査読中にある論文を、プリプリントとして公
開するサービス

Springer Nature社： In Review
Wiley社： Under Review
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査読期間中

プレプリントとして投稿論文を公開

便利だけど、
出版社に結局

囲い込み
される！

論文投稿 出版



エルゼビア社のM&A

14

先行研究調査

資金確保

実験・解析

新たな研究成果

論文執筆

投稿

出版

アウトリーチ

評価・分析

文献データベース 文献データベース

文献管理ツール

ワークフローツール

デジタル実験ノート

研究データ管理

論文執筆・投稿支援サービス

プレプリントサーバ 機関リポジトリ

出版プラットフォーム

機関リポジトリ

研究分析ツール 業績データベース研究成果評価分析ツール

エルゼビア社から
もう逃れられない！

研究の方向性は、
出版社が支配!

皆さまに
快適な

研究環境を
提供します!

（出版社）
プラットフォーマー

研究者

研
究

ワ
ー

ク
フ

ロ
ー



学術論文の公開から、
研究データの公開へ

15

公的資金

による

研究成果

研究

データ

学術論文



研究助成機関のOA/OS推進動機

説明責任

納税者からの、説明責任への要求。

研究公正・研究再現性

研究成果の根拠となる研究データやコードの保存・再現性確保

経済合理性

研究の重複の排除。研究データの再利用

研究成果の利活用拡大

研究投資による成果を迅速に普及。

16



研究データ管理計画
Data Management Plan (DMP)

研究者が、研究プロジェクト期間
中に取得する研究データについ
て、その管理・保存方法や公開
の有無、共有の方法を記すもの。

近年、研究助成機関から、競争
的資金申請時あるいは採択時
に、求められるようになった。

17

データ
生成

データ
加工

データ
解析

データ
保存

データ
共有

データ
再利用

データ

ライフサイクル

用語解説

研究者に、
研究データが自分のものではなく、

公的資金により得られたもの
であることを認識させることが

狙い！

研究助成機関



18
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/10_datamanagement/index.html

JSPSの
DMPは提出を

求められない？
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https://www8.cao.go.jp/cstp/common_metadata_elements.pdf

管理/公開する
データを

研究開始時に
求められても
分からない！

研究者



統合イノベーション戦略推進会議

「公的資金による研究データの管理・利活用に関する
基本的な考え方」（2021）

研究データの公開・共有の考え方

知の結合と発展を促し、優れた研究成果とイノベーションを創出していくために、公的資金による研究デー
タを、オープン・アンド・クローズ戦略に基づき管理・利活用を行う必要

研究データの管理・利活用にあたっては、関係諸法令に従うとともに、データの取り扱いに関する(中
略)FAIR 原則等の国際的な規則や慣行等との整合性に十分留意する必要

20

研究開発を行う機関の責務

1. データポリシーの策定

2. 機関リポジトリへの研究データの収
載と研究データへのメタデータの付
与の推進

3. 研究データマネジメント人材・支援
体制の整備及び評価

4. セキュリティの確保、関係諸法令の
遵守等

https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kokusaiopen/sanko1.pdf
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Q1
オープンサイエンスとは、研究データを何すること？

研究データの

オープン化！

どっち？

研究データの

管理！

• 研究データ管理の必要性

不正確な研究データを
公開しないため

説明責任の観点から

きちんとした研究をする
ため！

• 安易に公開できない場合が多い

機微なデータが多い

オープン&クローズド戦略

• しかし、可能な限り公開・共有するこ
とが望まれる

研究の加速、イノベーション

説明責任、透明性

研究データの

利活用！



Open Science…European Commission (2014)

…Public Consultation ‘Science 2.0’: Science in Transition

‘Science 2.0’ describes the on-going evolution in the modus 
operandi of doing research and organising science. These 
changes in the dynamics of science and research are enabled by 
digital technologies and driven by the globalisation of the 
scientific community, as well as the increasing societal demand 
to address the Grand Challenges of our times. They have an 
impact on the entire research cycle, from the inception of 
research to its publication, as well as on the way in which this 
cycle is organised.

22
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研究ＤＸ時代の「研究」の名称

米国 (1998)

• Cyber-
infrastructure

英国 (2000)

• E-Science

豪州 (2012)

• eResearch
ＥＵ (2008, 2016)

• Science 2.0,
Open Science

日本 (2020)
• データ駆動型科学、

研究ＤＸ

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-66262-2_1

研究を
新しい

次元へ！



24



25

研究活動におけるデジタルデータの氾濫

データ収集時

データ加工・解析

・可視化

データ保存時
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実験科学

理論科学

データ集中科学

計算機科学
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データ駆動型科学の促進

…データプロフェッショナルの育成・活用

European Commission, “Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) of the European Open Science Cloud (EOSC)”, Version 1.0 21 June 2021
https://eosc.eu/sria

データの共有・公開に係わる

データプロフェッショナル

データの取扱・解析に係わる

データプロフェッショナル
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チームサイエンスを必要とする
研究自動化（ Automated Research Workflow）

National Academic of Sciences, Engineering, and Medicine: “Automated Research Workflows for Accelerate Discovery: Closing the
Knowledge Discovery Loop”, The National Academic Press, 2022. Available: https://doi.org/10.17226/26532

分野の研究者

データサイエンティスト

コンピュータ科学者

データエンジニア

ソフトウェア開発者

ビジュアル化専門家

データキュレータ

みんなの
協力が必要。

でもそのためには
各自の貢献が

適切に評価される
必要がある！



オープンサイエンス

―競争から協調パラダイムへ

29

従来からの「競争パラダイム」

・Winner takes it all

・研究資源の囲い込み

・卓越した研究者

・永遠に追いつかない

途上国、一般の研究者
力を合わせることで、より大きなゴール
を実現！人類の幸福と共栄へ！

これからの「協調パラダイム」



研究評価促進連合 （2022.12.1設立）
Coalition for Advancing Research Assessment, CoARA

「研究評価の改革に関する合意書」に基づき、研究評価の見直しを進める連合体。

合意書に署名した機関・国は、それぞれに研究評価の見直しを進め、評価基準や方法、プロセス
などについて定期的に報告し、情報共有をすることで、連合体として研究評価改革を進める。

署名機関・国は、１）2023年末、あるいは合意書に署名してから1年以内に初回の報告を行い、
２）2027年末、あるいは合意書署名5年以内に、研究評価の基準・方法・プロセスの評価と開発
について、最低1サイクルを終了していることに合意する。

30https://coara.eu/agreement/the-commitments/

研究評価見直しの方向性 （合意書のコミットメント）

1.研究の性質やニーズにより、研究貢献の内容やキャリアに
おいて多様性があることを認識する。

2.質的評価を研究評価の基本とする。この際、査読を質的評
価の中心とし、責任ある量的指標の利用により評価を補完
する。

3.学術雑誌あるいは論文に基づく指標（特にJIF、h-index）の
不適切な利用を避ける。

4.研究評価において機関ランキングの利用を避ける。

5.研究評価改革のための組織変革に必要なリソースを確保・
利用（コミット）する。

6.研究評価の基準・方法・プロセスを見直し、開発する。

7.研究評価改革について機関内の認識を醸成し、研究評価
の基準やプロセス、その利用について、透明性のあるコ
ミュニケーション、ガイダンス、研修を提供する。

8.連合体内及び、連合体を超えて、研究評価の実践や経験
を共有し、お互いから学ぶ。

9.合意書のコミットメントへの進捗状況を報告・共有する。

10.研究評価の実践・基準・方法を具体的なエビデンス及び、
最新の「研究の研究」に基づき評価する。エビデンス収集
のために、情報をオープンに共有する。

欧州域外からも
参加可能だよ！

40 か国
350 機関以上が

参加



責任ある研究
評価

（評価項目）

研究の質

リーダーシップ
大学運営

社会的
インパクト

多様な
研究キャリア

協働性
チームサイエンス

ＰＭ

多様な
研究成果

教育
人材育成

メンタリング

オープンな
研究実践

学術進展

研究コミュニティ
への貢献

査読・学会運営

学際領域
社会的課題解決

多言語
書誌多様性

多分野

多様な貢献
研究支援
研究運営

論文以外の
多様な観点を
評価する！
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研究成果への貢献の分類
Contributor Role Taxonomy (CRediT)

研究の立案 （Conceptualization）

データ収集・整理 （Data Curation）

正式な解析の実施 （Formal Analysis）

研究資金の調達 （Funding Acquisition）

調査・検証 （Investigation）

研究方法 （Methodology）

研究プロジェクトの管理 （Project Administration）

研究を行う上で必要な諸要素 （Resources）

研究に使うソフトウェア関連 （Software）

研究の監督 （Supervision）

研究の検証 （Validation）

研究の可視化 （Visualization）

執筆 – 草稿作成 （Writing – Original Draft 
Preparation）

執筆 – レビューおよび校閲 （Writing – Review & 
Editing）

32https://credit.niso.org/
https://contributorshipcollaboration.github.io/projects/translation/translations/ja/

複数の研究者による共同研究や研究発表が進む中、研究者の「研究成果への貢
献」を分類し、論文等において記載する動きがある。

CRediTは、研究成果への貢献を14に分類し、2015年から利用開始。2022年に
はANSI/NISO標準を取得。
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AI研究のための、計算機リソースが足りない！

https://www.nature.com/articles/d41586-024-03792-6

どれだけ
リソースを用意
できるかで、

勝敗が決まる！
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豪５研究大学のデータ容量試算
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DMPを利用して、
全学で必要となるストレージ等を予測・準備できないか？

Hot Storage

Cold Storage

機微データ用
ストレージ

データ共有・公開用
リポジトリ

HPC

秘密計算用
リソース

○○年度採択分「全学の
研究データ管理計画（DMP）」

全学で必要となる
ストレージや計算機リソースを

予測・準備

研究助成
採択段階

全学のストレージ＆計算機リソース
の予測・手配

研究プロジェクトA（DMP）

研究プロジェクトB（DMP）

研究プロジェクトC（DMP）

必要なデータ容量
・計算機リソース

機微なデータの容量
・計算機リソース

共有・公開データ容量

研究データ10年保存

情報基盤センター

研究者

そういう研究なら、
ストレージと

計算機リソースが
最低、○○必要となる

研究助成
申請段階

研究者への助言



2 即時OA政策とOS政策への
対応の考え方



国内OA/OS政策からの
研究者への要請

即時OA関連（競争的研究費2025年度公募分から）

論文出版直後の、論文（＋根拠データ）の機関リポジトリ等への登録

論文（＋根拠データ）の識別子の研究課題実績報告への記載

即時OAが困難な場合の、研究課題実績報告への理由の登録
• 学術雑誌のエンバーゴ期間の確認（!）

OS関連（競争的研究費2024年度公募分から）

競争的研究費採択時の研究データ管理計画（DMP）の作成

公的資金より生み出された研究データの機関リポジトリ等での公開（可能な限り）

公開した研究データの識別子の研究課題実績報告への記載

37

下線部は基本的に
対応要

基本的には
著者最終稿を

想定



即時OA政策とOS政策への対応の考え方

38

研究成果を単に、機関リポジトリ上で公開したり、DMPを作成しているだけ
では、何にもつながらない。

大学において、あるいは、研究者一人一人が、何かしらの意味を見いだして、
合目的的な対応を図る必要あり。

• 研究発信力の強化

• 大学の研究ショーケース構築

• データの利活用を通じた、学際領域研究、社会的課題解決等の強化

• データ集中時代の研究への移行 (e-Research)
• 責任ある研究データの管理体制の構築

• 商業出版社への対抗。学術の果実をアカデミアに取り戻す。

OA/OS対応の意義（例）
単なる

義務化への対応は
研究の足かせに

なるだけ！



データ等を核においた地域/学内連携の事例

• S市より住民の健康関連データ（3種類）の提供。
地域包括ケアの将来計画のための分析を要望。

• 金沢大学にて、4部局20名以上の研究者が関心を
示し、チームでデータ分析、政策提言。

• N電気が、データ連携等のインフラを担当。

• 2014年からの10年以上継続プロジェクト。

金沢大学： 地域包括ケアとエリアマネジメント

• Open space, open mindを標語に、開放的なキャン
パス空間で、部局横断的連携が進む。

• 学生は、学部3年生必修の部局横断的なプロジェ

クト研究で、問題解決力、協働力、プレゼン力等を
身につけ、就職力高い。

• 学内研究助成も部局連携を条件とし、問題解決型
の研究と学内ポスターセッション等が進む。

はこだて未来大学： 学内部局横断的教育・研究

• 地方自治体を対象に、大学の教員と連携して、地
域の課題分析や解決をする研究課題に助成。

• 厳格な審査や中間評価等も行い、研究成果は大
学の機関リポジトリにて公開。

• 地方自治体の課題提案への助言も行う。自治体
によっては新たな予算獲得前の調査に利用。

• 2012年からの10年以上継続プロジェクト

岩手県立大学： 地域協働研究事業

• 国内で一番初めに設置されたデータサイエンス学
部。

• 企業との連携による教育・研究を実現し、修士課
程の学生の4割は社会人学生。

• 「データサイエンス・AIイノベーション研究推進セン

ター」では、企業や行政と連携して実社会での価
値創造を行う。

滋賀大学データサイエンス学部



地域社会との連携・融合を図る
地方大学のオープンサイエンスモデル

研究
データ

課題解決
ニーズ

研究
シーズ

E-研究
ツール

E-研究
基盤

連携
ニーズ

R&D
シーズ

学習
ニーズ

オープンサイエンスのコーディネーション

学際研究

社会的
課題解決

学内
共同研究

修論・卒論

データ
サイエンス

演習

E-
研究環境

整備産学連携 ベンチャー、
スタートアップ

総合的
学習

スーパー
サイエンス

ハイスクール

政策立案

社会連携

社会実験

社会DX

人、研究資源、研究の種の
コーディネーション

社会実装

各セクターからの
研究ニーズ/シーズ、研究資源、ツール等を

組み合わせて、
新たな展開を生む！

大学の教育・研究支援ユニット



即時OA政策への対応



論文の即時OAを推進することの
研究者にとっての意義

42

論文掲載料（APC）なしのOA出版
グリーンOA時

自身の研究を
アピール！

公共的
意味合いも

大事！
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論文出版直後とは？

論文が学術雑誌（印刷体or電子）に掲載/出版された直後のこと。

ただし、学術雑誌のエンバーゴ等により難しい場合は、その困難が解

消された直後でも良い。

対象論文は？登録する版は？

公的資金を得て生み出された研究成果のうち、特に査読付き学術論

文

基本的には、査読を経て採択となった「著者最終稿（AAM）」を機関リポ

ジトリに登録する。学術雑誌がOA誌であるなど、出版社の許諾を得ら

れる場合は、「出版版（VOR）」の登録も可能。

根拠データとは？論文と［一緒/独立］して登録？

学術雑誌の出版規定等により、論文に付随して出版したデータ。所謂

「Supplementary Data（Suppl. Data）」。

Suppl. Dataは一般に論文の説明補助なので、基本的には、論文と一緒

に登録。ただし、当該データ単独で、利用者が利活用可能なデータの

場合は、独立して機関リポジトリに登録し、論文と紐付けることも可能。

機関リポジトリには書誌情報のみ登録し、コンテンツに

ついては出版社サイトへのリンクでも良い？

推奨されない（出版社サイトの永続性の観点、購読誌の場合、OAでは

ないため）。ただし、許容はされている。

業績登録は他にもしているのに、機関リポジトリへの登

録は必要？

必要。ただし、大学によっては、researchmapや研究者総覧等との連携

を図っている。

エンバーゴ期間の確認は必要？

毎回、必要（出版社に著作権譲渡がなされているため、エンバーゴ期

間を無視すると、出版社への権利侵害にあたる）。

ただし、自身の著作が商業出版社の収益獲得の道具として囲い込ま

れててしまうことへの疑問から、「権利保持」の動きが国際的にはあり。

• 大学において「権利保持ポリシー」を採択している場合は、エンバーゴ期間の

確認をせずに、論文の即時OA可能。

• 日本の大学および研究者も、権利保持ポリシー採択を検討されたい。

研究者MUST DO 1

論文出版直後の、論文（＋根拠データ）の機関リポジトリ等への登録



グリーンOAによる即時OA実現の課題
…出版社への権利侵害

出版社は一般に、論文著者から「著作権譲渡」を得て、
論文に「エンバーゴ期間」を設定している。

出版社は、エンバーゴ期間中の「学術購読収入」でビジネスモデ
ルを形成している。

エンバーゴ期間中は、論文著者といえども、論文を勝手
に共有・公開できない。

つまり、即時OAにより、論文出版直後に論文を機関リポ
ジトリ上で公開することは、出版社に対する権利侵害と
なる。

研究者

44



グリーンOAによる即時OA実現方策
…研究助成機関が課す権利保持戦略

権利保持戦略（Rights Retention Strategy, RRS）
研究助成機関が研究助成の条件として、研究助成により生
み出された全ての研究成果について、cc-byライセンスを論文
の著者最終稿（AAM）又は印刷版（VoR）に付与することを、論
文著者に義務づけること。

出版社への著作権譲渡の前に、cc-byライセンスが付与されている

ため、論文著者もその他のコンテンツ利用希望者と同様に、コンテ
ンツの利用が可能となる。⇒ エンバーゴ期間を待つことなく、著者最終稿を機関リポジトリ等

において、論文出版時に掲載可能！
研究助成機関

助成条件：
論文投稿前に
著者最終稿の

利用条件（cc-by）を
指定すること！
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グリーンOAによる即時OA実現方策
…英国大学の対応

UK Institutional Rights Retention Policies
31大学が採択（2024.10.1現在）

Oxbridge、エジンバラ大含む

背景

研究者を、研究助成機関と出版社の板挟みにし
た反省から大学当局が動いた。

研究者が、論文等自身の研究成果に対しての
権利に目覚めた。

利点

これまでのところ、出版社からの反撃はない。

エンバーゴ期間の確認なしに、機関リポジトリへ
の論文登録ができることが大きなメリット。
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研究成果に対する
権利は本来、
アカデミアに
あるはず！

https://sje30.github.io/rrs/rrs.html



研究データ管理・公開への対応



研究データを管理することの
研究者にとっての意義

48

不正を疑われた際の身の潔白の証明
研究公正

研究データも
整理されていると

使いやすい！



研究データを共有・公開することの
研究者にとっての意義

49

研究の透明性、説明責任の確保
研究公正、研究再現性

色々
使える！
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Q1
オープンサイエンスとは、研究データを何すること？

研究データの

オープン化！

どっち？

研究データの

管理！

• 研究データ管理の必要性

不正確な研究データを
公開しないため

説明責任の観点から

きちんとした研究をする
ため！

• 安易に公開できない場合が多い

機微なデータが多い

オープン&クローズド戦略

• しかし、可能な限り公開・共有するこ
とが望まれる

研究の加速、イノベーション

説明責任、透明性

研究データの

利活用！
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Q2
研究データ管理は誰がする？

大学当局

研究者！
職員、

全学委員会、
部局！

研究
支援者！

• 主に研究面の
研究データ管理

• 主にコンプライアンス面の
研究データ管理

協力して、
「機関の研究データガバナンス」を

実現
（但し、コンプライアンス面も含む）
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研究者に役に立つDMP/DMRの検討

研究面の
研究データ管理

コンプライアンス面の
研究データ管理

DMP/DMR
ツール

• 確実な研究、研究再現性
• 研究データの来歴、ライセンス等の管理
• 研究貢献と各種権利の管理
• 研究データへのアクセス管理
• 研究保存領域、計算機リソースの確保・管理

• 法令・規則等の遵守
• 研究データの安全管理、情報セキュリティ
• 個人情報、機微情報等の適切な取扱い
• ライセンス、秘密保持契約等の遵守
• 研究公正、研究データ10年保存 等

研究データポリシー

研究データ管理記録（DMR）を
ラボノートとして確認

DMP

研究データ
管理記録

（DMR）

研究データの
取扱いが

記録されていて
助かる！

研究者

職員

研究者の
研究も機関管理する

このご時世・・・。
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Q4 研究データって何？
どこまで、管理・公開しなくてはいけないの？

研究データ

生成/加工データ
分析対象データ
分析/実験結果
成功/NGデータ

成果発表対象データ

メタデータ

生成/分析条件
（設定情報、利用機器、
生成日時、生成者等）

付帯情報
（コード、ビューアー等）、

説明情報等

研究データの管理情報
研究倫理審査、情報提供同意書、匿名化処理

ライセンス、契約書/NDA、情報セキュリティ、研究インテグリティ、
機微なデータの取扱い、研究公正/研修 等

研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ情報

研究助成関連文書
研究メンバー

研究費執行関連
物品/ファイル管理

研究成果

論文＋Suppl. Data
学会発表

データ発表
コード発表

プレスリリース
その他研究発信

研究データの生成/分析関連情報
ラボノート、研究計画、研究分析の試行管理情報

研究データの生成/分析機器、コード、その管理情報
研究考察のメモ 等

研究考察/発表/
交流

研究ミーティング
研究会、ゼミ

学会発表

研究/機微データの保存・管理関連情報
データ容量、ストレージ、保管場所、ファイル命名規則

機微情報、アクセス権限、情報セキュリティ
コンピューティングリソース、秘匿計算 等

そ
の
他
情
報

管
理
対
象
デ
ー
タ

公開対象データ
主にコンプライアンス面の

研究データ管理

即時OA対象

OS政策の公開対象
（研究データの公開・共有）

制限共有条件付きの場合あり

研究データ
10年保存対象た

だ
し
、
該
当
の
論
文
に

関
連
の
デ
ー
タ
等
の
み

主に研究面の
研究データ管理

（研究再現性、研究公正含む）

DMP

DMP

DMP

DMP
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NII Research Data Cloud (NII RDC)

https://rcos.nii.ac.jp/service/



【7機能】

• データガバナンス機能
• データプロビナンス機能

• コード付帯機能

• 秘匿解析機能

• キュレーション機能

• セキュア蓄積環境

• 人材育成基盤

55

学術研究データプラットフォーム

既存の３基盤を有機的に繋ぐ先端機能を実現しオープンサイエンスの実践に不可欠な
人材育成の仕組みを提供

2017-2021

2022-2027

【3基盤】

• データ管理基盤

• データ公開基盤

• データ検索基盤
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Q3
研究データ管理は誰がどのように関わる？

大学執行部

情報基盤センター情報基盤センター

研究者

大学図書館大学図書館

研究推進部
（本部・部局事務）

研究推進部
（本部・部局事務）

研究室

RA、院生、技術職員、ラボ
管理者、実験補助者 等

学術情報

検索

サービス

・・・・・・・・
・・・・
・・・・ --------

----
----

検索

利活用

研究データ管理についての

大学としての意志決定

・研究公正(10年保存対応)
・研究助成(DMP対応)

・情報基盤の提供・運営

ストレージ
Closed

・・・・
・・・・

----
----

アクセス管理機能
バージョン管理機能

・・・・・・・・
・・・・
・・・・

--------
----
----

ファイル公開機能
ファイル管理機能

長期保存機能

機関リポジトリ
Open/Closed/Embargo

・機関リポジトリの運用
・ファイルへの書誌情報付与

・DMP作成支援
・研究データ管理研修開催 等

公開

研究データ保存・管理情報

DMP情報

研究戦略（IR、URA等）研究戦略（IR、URA等）

学内研究力情報

・研究戦略策定（重点領域等）
・共同研究等の発掘、研究評価


