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プレプリントの実際

medRxiv

（臨床医学）

https://www.medrxiv.org/

Jxiv

（全分野・学際分野）

https://jxiv.jst.go.jp/index.php/jxiv

Research Square

（全分野・学際分野）

https://www.researchsquare.com/

https://www.medrxiv.org/
https://jxiv.jst.go.jp/index.php/jxiv
https://www.researchsquare.com/
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オープンアクセスとは？
お金の壁を壊せるか
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OA・オープンサイエンス

OA（オープンアクセス）

①無料で読める学術論文、書籍、
研究データ 等

②インターネットを利用して、
誰もが無料で閲覧できる

③最近では研究データにも注目
（RDM)

④ライセンス表記のないフリー
アクセス（ブロンズ）との違い

OA拡大の背景は？

①オープンサイエンス

（科学の成果は無料で公開とい
う社会ニーズの高まり）

②シリアルズ・クライシス

（価格弾力性の低さ）

③流通性の高さ

（購読誌だと閲覧者は限定的に
なる）
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キーワードの掘り下げ：OAの類型

ゴールド型：

APC（論文投稿料）を著者が出
版社に支払うことによってOAと
して出版できるモデル。

利点として猶予期間がなく、即
時に最新の論文を公開、かつ自
由に著者がライセンスを付与可
能。しかし、お金がかかり、高
騰している

グリーン型：

いわゆるセルフアーカイブ。代表
的なものとして、機関リポジトリ
やSNS、学術系SNS、ブログなど
がある。

無料で公開可能なのが利点。ただ
し、あくまで出版版のコピーなの
で、猶予期間やライセンスの著者
による付与において制限がある場
合あり

ダイヤモンド型：

APC（論文投稿料）はかかるが、
負担する主体が著者ではなく国や
助成機関になるモデル

【戦略的に選択肢を決める】

論文投稿の選択肢

①ゴールド(OA)

②グリーン(OA)

③購読型（受益者負担）

※②と③の併用型

目的に応じて選択してください



|  www.ebsco.com7

https://www.forte-science.co.jp/wp-content/uploads/2015/11/iStock_000019909300Small-790x310.jpg

OA・オープンサイエンス

OAの種類は？

大きく分けて

①ゴールド

②グリーン（セルフアーカイブ）

その他、

ダイヤモンド

ブロンズ

ハイブリッド（購読型）等

OAの課題は？

①ハゲタカジャーナル

②長期保存

③APC（論文投稿料の上昇）

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC8Y7i7o3NAhWlIaYKHUZ_AbUQjRwIBw&url=https://www.forte-science.co.jp/articles/%E3%82%A8%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%A6%96%E7%82%B9/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%82%AC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%81%AE%E6%8C%91%E6%88%A6/&psig=AFQjCNEF_nUz-56RAqLCA7rB0tY_2Snp9g&ust=1465112226456170
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オープンアクセスの仕組み

【オープンアクセスの分水嶺】

青：ゴールド型のまっとうなルート

赤：悪徳ジャーナル（投稿料の搾取）
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有名なオープンアクセスリソース一例

DOAJ:

①約20,000ジャーナルのフルOAを
収録。

②ホワイトリスト

③価値の高いOAのリスト

IRDB（旧JAIRO):

NIIが運営。日本のリポジトリ
の横断検索サイト

（グリーンOA）

J-STAGE:

①科学技術振興機構が運営。日本
の学会誌のOA化を支援、海外発信

②CiNiiからごっそり本文がこちら
に移管された

PMC(PubMed Central):

NLMの関連部門であるNCBIで運
営。NIHから助成を得た論文は強
制的にここで公開される

（パブリックアクセス方針）

評価の高いOAの見分け方は？

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC8Y7i7o3NAhWlIaYKHUZ_AbUQjRwIBw&url=https://www.forte-science.co.jp/articles/%E3%82%A8%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%A6%96%E7%82%B9/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%82%AC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%81%AE%E6%8C%91%E6%88%A6/&psig=AFQjCNEF_nUz-56RAqLCA7rB0tY_2Snp9g&ust=1465112226456170
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OAで押さえておきたいキーワード

・APC（論文投稿料）

・BPC（書籍投稿料）

・OAとフリージャーナル

・CCライセンス

①パブリックアクセス方針: 

助成を得た論文等の研究成果は必ず無
料で公開されなければいけない
（NIH)

②OAポリシー:

所属機関の論文等の研究成果は必ずリ
ポジトリ等で無償で公開しないといけ
ない

「ハイブリッドOA」

・本来は購読型（有料）ジャー
ナルなのに追加料金にて論文単
位でオープンアクセスにできる
OAオプション

・二つの課題

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC8Y7i7o3NAhWlIaYKHUZ_AbUQjRwIBw&url=https://www.forte-science.co.jp/articles/%E3%82%A8%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%A6%96%E7%82%B9/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%82%AC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%81%AE%E6%8C%91%E6%88%A6/&psig=AFQjCNEF_nUz-56RAqLCA7rB0tY_2Snp9g&ust=1465112226456170
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OAで抑えておきたいキーワード

フリッピングモデルとは

図書館等の機関がジャーナルに
払うお金をそっくり論文投稿料
に変換して、無料でみんなが読
めるOAにするモデル

ハゲタカジャーナル

論文の投稿料を搾取すること
を第一義とし、編集や査読も
ろくにしていない粗悪ないし
悪徳ジャーナル。日本でも大
問題に

Read & Publish契約とは

図書館の連合体（コンソーシア
ム）がその出版社の電子ジャー
ナルパッケージを有料で購読す
るが、その機関に所属する研究
者の論文は投稿料なしでその出
版社のジャーナルにオープンア
クセスとして載せることが可能

（APC高騰問題の解決策？）

オープンリサーチモデル

Taylor & Francis社の
F1000Researchが有名。この
製品を利用した筑波大学ゲー
トウェーや発展型のJapan 
Institutional Gatewayがある

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC8Y7i7o3NAhWlIaYKHUZ_AbUQjRwIBw&url=https://www.forte-science.co.jp/articles/%E3%82%A8%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%A6%96%E7%82%B9/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%82%AC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%81%AE%E6%8C%91%E6%88%A6/&psig=AFQjCNEF_nUz-56RAqLCA7rB0tY_2Snp9g&ust=1465112226456170
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オープンアクセス

メリット：

・世界中の誰もが閲覧できるの
で、流通性が高い。

つまり、ダウンロード数、被引
用数、SNSでの言及数の向上が
期待できる。

デメリット：

・必ずしもIFが高いという保証が
なく（所属機関での評価にも影
響）、該当分野で適したOAがな
い可能性も。

購読型（有料型）

メリット：

・ジャーナルによってはIFが高い
可能性があり、所属機関の評価
に影響する可能性あり。

デメリット：

・有料に壁によって、著名な
ジャーナルであっても購読者が
限定的になる

（つまり、OAと比して、流通性
が低く、被引用数にも影響する
可能性）。

購読型とOAとの比較

【押さえておきたいポイント】

・助成機関のOAポリシー

・国による即時OA公開の施策
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ダウン
ロード

• 6～8倍増
加

被引用

• 30～50%
増加

SNS認知

• 10～16倍
増加

Source: カレントアウェアネス：
http://current.ndl.go.jp/node/35001

OAの効果に関する最新のデータ

オープン化によるメリット：

・オープンアクセス化すると閲覧が増え、引用が増えると
いった利点については、書籍だけでなくジャーナルでも同
様のプラス効果に関するエビデンスが出ている
（一部、議論あり）

・ただし、質の高いOAジャーナルが対象であり、ハゲタ
カジャーナルでは期待できない
（扱う範囲が狭いジャーナルも）
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CCライセンスとは？

引用：

 Creative Commons Japan

  https://creativecommons.jp/about/

・オープンアクセスの必須条件
・当然ながらオープンアクセスで
推奨されているのは利用条件がもっとも
寛容な「CC BY」
・ブロンズにはこれがない
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注目の権利保持戦略とは？

投稿
編集（レフェリー）
査読（ピア・レビュー）

受理
（リジェクト）

出版社へ著作
権の譲渡

校正
校閲

権利保持戦略：
著作権譲渡前に著
者最終版にCCBY
を著者が自分の論
文に与える

出版
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OAの長期保存問題

発表した論文が雲散霧消するリスク：

①紙の場合は、物理的に残り、長期保存の責任主体は図
書館

②電子の場合は、物理的に残らず、長期保存の責任主体
は出版社や大学などの研究機関に移行

③倒産や災害といったリスク対策の必要性

④小規模で財政的に脆弱な出版社や機関

④長期保存の手段としてのダークアーカイブである
PorticoやCROCKSS。これがジャーナルの信用性を示す要
件になっている

いわゆるハゲタカジャーナルは保有ジャーナルを長期
保存する動機をそもそも持たない

OAジャーナルに投稿する場合は自分
でその保存体制も確認すべき時代に
なった
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研究評価指標インパクトファクター

http://www.ebsco.co.jp/
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研究評価指標 インパクトファクター(JIF)概観

①ジャーナルの引用影響力を数値化

（別名、計量書誌学、ビブリオメトリクス）

②図書館員の購読ジャーナルの選定、
教員の論文投稿先選定等で利用され
ている

③コストなしの調べ方として、
Googleなどの検索エンジンで
「ジャーナル名+Impact Factor」と検
索（出版社サイトやWikiで出てくる）

JIFの計算方法：

二年の例だと、あるジャーナ
ルの2018年の論文数が170
件・2019年の論文数が240件、
それらの論文の2020年の引用
回数が合わせて2000件だった
とき

→ 2000 / (170+240) = 4.8

JIFに関連するデータベース

①Journal Science Reports(JCR)

②Web of Science（論文）

③SCOPUS（論文）

④Google Scholar

【課題】IFはあくまでジャー
ナル収録の論文の引用平均値
を数字にしたもの。実はIFを
稼いでいる論文はそのジャー
ナルの2割に過ぎないとも（つ
まり、論文評価には使えない）

【JIFで押さえておきたい】

・OA雑誌であろうと購読誌であろうと
ジャーナルの評価指標は関わる

・ハゲタカは偽の評価指標を使ってくるので
評価指標を正しく理解する必要がある

・DORA（サンフランシスコ宣言）
やライデン宣言の内容の理解
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雑誌単位〇

論文単位✕

研究者✕

つまり、ジャーナルの評価には有
用だが、論文や研究者の評価には
使えない

課題：

コントロールリスクあり

①自己の論文を引用せよ

②引用されやすいレビュー論文
を自分（編集者）のジャーナル
で意図的に増やす

課題：

③否定的な内容もIFの数値にカウ
ントされてしまう。

Sciteの技術とは？

課題：

④分野による引用傾向の相違

（数学・工学と医学・物理）

野球とサッカーの点数を比較する
のと同じ

研究評価指標 インパクトファクター(JIF)概観



|  www.ebsco.com23

インパクトファクター(JIF)の課題

JIFの三つの課題：

①即時性

②社会性

③評価の単位

最近の傾向:

助成金の申請や組織でのアピー
ルでもJIFだけでなく多角的な指
標を活用する必要あり

①JIFから派生した雑誌評価指標
（アイゲンファクターやSJR）

②論文評価指標

(被引用やAltmetrics)

③研究者の評価指標(h-index)

など（ダウンロード数）

「戦略的なアピールの必要性」

JIFのないジャーナルは？：

①三年未満のジャーナル

②IFは変動する

※出版社、編集委員、主要DBに索引
されているかが重要になる
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評価指標：被引用数

被引用数とは？

その論文がどれだけ引用さ
れたかを数値化したもの

（＝他の論文の参考文献リ
ストに含まれている回数）

三つの課題:

①遅行指標に該当するので、数
値化されるまで時間がかかる。

②マシュー効果：

著名な雑誌や著者に引用が集中
するバイアス（偏り）

③肯定的な引用なのか、否定的
な引用なのか、現時点では区別
できない。

強み：

・ジャーナルではなく論文
単位で評価（JIFとの違い）
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【論点】Google Scholarの被引用数値との違い

【Google Scholarの強みと弱み】

強み：

①雑誌単位ではなく論文単位（被引用数）

②言語を問わないので、和文献も対象

③分野を問わないので、社会科学や人文科学も対象

弱み：

①検索アルゴリズムやデータのカバー範囲の不透明性

②書誌の正確性

【押さえておきたいポイント】

・Google Scholarは「引用元」で
論文の被引用数を数値化。

・特に専門外の論文を読む時の判断
に利用可能。
ただし、理想としては、専門領域の
論文は内容で判断したい）
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IF以外の評価指標

被引用数
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この章で押さえておきたいポイント

・論文投稿の選択肢の多様化（購読型+OA）

・ハゲタカに留意

・CCライセンス付与は必須

・ジャーナルの長期保存の視点

・評価指標として主流のインパクトファクターの理解

・インパクトファクター以外の評価指標の理解と活用

「戦略性は投稿だけでなく、評価指標の活用でも」
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アジェンダ

１． オープンアクセス

    - 種類

- 現状

- キーワードの掘り下げ

- オープンリサーチ出版

    -CCライセンス

    - 長期保存

    - メガジャーナル

- インパクトファクター

2. プレプリント

- 定義

    - 主要なプレプリントサーバ

    - 信頼性の基準

- DOIとORCID

- 学術特化型SNS

3. ハゲタカジャーナル

- 定義

- 特徴

    - 判断基準

    - 新しい脅威
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プレプリントの時代
新しい論文流通の形とは？
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アジェンダ

１． オープンアクセス(OA)

- 種類

- 現状

- CCライセンス

- 電子ジャーナルの長期保存

- メガジャーナル

2. プレプリントとは？

- 定義

    - 位置づけ

    - 主要なプレプリントサーバ

    - 信頼性の基準

- DOIとORCID

- 学術特化型SNS

- SSRNとJxivのデモ
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プレプリントとは？：

「論文の投稿、査読前のバージョンを指す。一般的にこれをネット上のプ
レプリントサーバにアップする」

押さえるべきキーワード：

a.速報性（プレプリント文献の公開日と査読を経て
雑誌論文として公開される日を比較すると、平均し
て14か月の開き）

b.先取権（優先権）

c.被引用（プレプリント付きの論文とそうでない論
文の差は約5倍）

d.拡散性（SNS）

プレプリントとは？
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論文の出版フローは？

投稿
編集（レフェリー）
査読（ピア・レビュー）

受理
リジェクト

①プレプリント
（投稿・査読前）

校閲
校正

出版

②著者最終版
（受理～校正前）

③出版版
（校正～出版）

論文の3つのバージョン：

①プレプリント(Preprints)

②著者最終版(AAM)

③出版版(VoR)
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プレプリントのメリット・デメリット

メリットは？

①いち早く自分の論文を流通
させ、投稿前に他からフィー
ドバックをもらえる（論文の
ブラッシュアップ）

②自分が先に書いたと優先権、
先取権を主張可能

③出版前にSNSやメディアで
評価してもらえる

④人事考課や助成金審査での
評価

⑤早期の研究成果にも関わら
ず高いインパクトを得られる
可能性＝引用可能性の高さ
（事例）

など

デメリットは？

①査読がされていない
（質保証が危うい）

②出版社によっては二重
投稿とみなして投稿を受
理しない危険性

③研究の横取り（漏洩）
リスク

④ジャーナルによっては
査読前のプレプリントの
引用を認めていない

など
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プレプリントの注意点

注意事項：

①特許関連

②著者全員の同意

③二重投稿（インゲルフィンガールール）※注意あり

※著者側の視点として、投稿雑誌がプレプリントの引用
を認めているか？

参考：プレプリントの引用に関する利用側の留意事項

a.改版（プレプリント）

b.出版版（または著者最終版）
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時系列でみたプレプリントの動き

ArXiv発足

SSRN買収

1999年発足、アーカイブと呼ばれるプレプリントサーバー。コーネ
ル大学が運営。物理学から始まったが、
現在は数学、統計、コンピュータサイエンス、経済まで網羅。プレ
プリントサーバの嚆矢と言われる

BioRxiv発足

2016年5月、社会科学系の代表的なプレプリントサーバSSRNを
Elsevier社が買収。現在、SSRNは社会科学だけでなく多分野へ展開
中。プレプリントの評価指標として、PlumX（オルトメトリクス）
を採用しているのも特徴

2013年11月 ArXivの影響を受けて、生物科学・疫学・遺伝学の
BioRxivが発足。コールド・スプリング・ハーバー研究所等が運営。
現在はCivid-19の論文も多数収録し、代表的なプレプリントサー
バーに成長。ただし、命に関わる臨床医学は除くことに留意
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時系列でみたプレプリントの動き

ChemRxiv

発足

medRxiv

発足

2017年8月：化学系のプレプリントサーバーであり、ベータ版の公
開。米国化学会(ACS)が運営。2019年に中国化学会（CCS）と日本
化学会（CSJ）も共同運営に参加している。保守的な化学分野でか
つ大手学会が運営していることで注目された

2019年6月 最後の砦であった臨床医学のプレプリントサーバー。
コールド・スプリング・ハーバー研究所、イエール大学やBMJ等が
立ち上げた。BioRxiv同様にCovid-19の論文を多数収録。査読をして
いないことへの注意喚起もあり

OSF Preprints

発足

2016年7月、Center for Open Science(COS)が立ち上げる。技術基盤
としてOSF Preprintsを提供し、プレプリントの拡大に貢献。図書館
情報学、栄養学、スポーツ学、心理学、農学、法学等がある。 
2016年～2019年まで第二の波の到来。 NIIのGakuin RDMも採用

Jxiv

発足

2022年3月24日。日本初のプレプリントサーバが稼働。運営とスク
リーニングは科学技術振興機構(JST)。英語だけでなく、日本語も
対応して、対象分野は問わない。ただし、researchmapやORCID ID
が必要
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どのプレプリントサーバを選択すべきか？

①財務の安定性
（持続可能性）
収入＜支出

②DOIが付与されるか？
（保存と流通）

保存だと長期保存サービス
と連携しているか？

③十分なスクリーニング
（事前審査）

投稿先としてどのプレプリントを選択すべきか
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投稿先としてどのプレプリントを選択すべきか

ASAPbioのディレクトリリスト。

List of preprint servers: policies and 
practices across platforms – ASAPbio

https://asapbio.org/preprint-servers
https://asapbio.org/preprint-servers


|  www.ebsco.com42

識別子DOIとORCID

DOI(Digital Object Identifier)：論文や研究データへの識別子

・国際DOI財団（IDF)

・登録機関(RA)として、CrossRefやJaLC など

・研究データのDOI登録機関としてDataCite

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

①DOI（論文やデータの識別子）：

①永続性・流通促進（URLの限界の打破）

②引用文献への埋め込み

②ORCID（オーキッド）：研究者の識別子：

・日本ではResearchmapが有名だが、海外ではORCIDが圧倒的に普及

・いわゆるパスポート

これらの識別子はプレプリントにも深く関係する
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DOIの構造

実例:

10.1126/science.1065467

アクセスURL:

http://dx.doi.org/

10.1126/science.1065467

DOIを分解すると・・・
a.プレフィックス（接頭辞）:
10.1126
b.サフィックス（接尾辞）:
science.1065467

a.は国際DOI財団(IDF)またはその委託機関が
出版社に付与（出版社コードとも）

b.は出版社や研究機関が自由な形で付与可能
（一般的には雑誌と記事コードの組み合わ
せ）。接頭辞と接尾辞を組み合わせたDOIを
出版社等が書誌とともにCrossRef等の付与機
関（RA）のDBに登録する流れ

実際のアクセスや引用文献に埋め込んで本
文記事へのリンクとして利用したい場合、
上記の例ですと、
http://dx.doi.org/10.1126/science.1065467
緑の部分（DOIネーム）をDOIに追加するこ
とによって、IDFのサーバが解釈し、出版社
のサイトに転送してくれる仕組み

http://dx.doi.org/
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ORCIDとは？

・16ケタの研究者識別子

・まず陳さんや田中さんのよう
な同じ苗字、名前の人を識別子
で同定・区別する必要がある

利点①：論文投稿

この識別子がないと出版社が本
人確認の為、投稿を受け付けな
いケースもあり（助成金申請も
然り）

利点②：双方向性

CrossRefや助成機関等と連携し
て、自己の業績を自動で反映で
き、客観的な履歴書になる
（単なるプロフィールにあらず）

https://orcid.org/
・個人では無料で登録可能
（日本語の切り替え可能）
・日本でもORCIDの登録数が増加
（近くコンソーシアムも）
・Reserachmapとの関連性

・プレプリントサーバに投稿する際
は必ずORCIDを記載すること。

識別子：ORCIDとは？

https://orcid.org/
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押さえておきたいプレプリントの動き

出版社による出版フローへの組み
込み：

a.ElsevierやSpringer Natureは学術雑誌
に投稿された論文を査読中にプレプリ
ントで公開できるシステムを構築して
いる

b.Elsevierは自社保有のプレプリント
サーバSSRNから可能性のある論文を
見つけ、出版フローへ誘導する仕組み
を構築

新しい出版モデル

F1000 Research：

≠プレプリントで先に出版して、オー
プン査読を通過するとPubMed, 
SCOPUSなどの主要データベースに収
録（≠プレプリントと査読出版の組み
合わせに近いモデル）

持続可能性：

a.COS(Center for Open Science)がサー
バの維持に課金するようになり一部
のプレプリントサーバが運用できな
くなる事態に。

b.プレプリントサーバの維持にはお金
がかかり、利益を生まない構造

質保証：

a.bioRxivやmedRxivは事前の厳し
いスクリーニング

b.Review Commonsはプレプリン
トの段階で査読を実施
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プレプリントの信頼性を判断するには？

参考文献：

“Systematic examination of preprint platforms for use in the medical and biomedical sciences setting”, Kirkham et al., BMJ 

Open. 2020. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2020-041849

“Credibility of preprints: an interdisciplinary survey of researchers” Courtney K Soderberg, et al. Royal Society Open 

Science. 28 October 2020. https://doi.org/10.1098/rsos.201520

“Meta-Research: Tracking the popularity and outcomes of all bioRxiv preprints”, Richard J Abdill and Ran Blekhman, eLife. 

24 April 2019. https://elifesciences.org/articles/45133

査読がされていないプレプリントの信頼性を判断する基準：

a.再現性を担保できる研究データ、プロトコル、研究コードなどの関連データを
確認できるか？

b.プレプリントサーバの質。編集、受理の基準を設けていたり、スクリーニング
をしているか？

c.データや統計が業界の基準を満たしているか？

d.著者が信頼できるか？調べる手段としてSCOPUS, WOS, Google Scholarがあり、
他の論文やh-indexといった研究者の評価を確認可能（ORCIDがあれば実績も）

e.プレプリントが査読プロセスでどの位置にあるのか？例えば、査読中、査読通
過など

f.コミュニティの反応は？SSRNなどではダウンロード数やWikiやメンデレーへの
保存回数、SNSでの言及数などが定量的に確認できる

http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2020-041849
https://doi.org/10.1098/rsos.201520
https://elifesciences.org/articles/45133
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プレプリントの信頼性を判断するには？

グラフ引用（上）（下）：

池内 有為 林 和弘

「プレプリントの利活用と認
識に関する調査」2021年2月の
NISTEP報告書

（上）信頼性の判断基準

研究者へのアンケートだから本文や研
究手法がクローズアップされるのは当
然。では、研究者以外はどうしたら？

（下）検索ツール、手段

プレプリントサーバをなぜ直接検索し
ないのか？どのデータベースを選択し
たら分からないのと同じ理屈。または、
研究分野に合致するプレプリントサー
バがない可能性も。どちらにしても
Googleの存在が圧倒的な事実に着目
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利用の多いGoogleとプレプリント
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プレプリントの信頼性を判断するには？

b.プレプリントサーバの質。

ASAPbioのディレクトリリスト。

List of preprint servers: policies and 
practices across platforms – ASAPbio

e.プレプリントが査読プロセス
でどの位置にあるのか？

https://asapbio.org/preprint-servers
https://asapbio.org/preprint-servers
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プレプリントの信頼性を判断するには？

f. 利用統計やメンデレーへの
保存回数、Wikiでの引用回数な
どの例

f.コミュニティからのSNSでの

反応の例（注意 X（旧ツイッター）
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一般型 学術特化型

Research Gate

Academia Edu

メンデレー

X（旧ツイッ
ター）

フェイスブック

Linked in

SNS(セルフアーカイブ）

初期の研究成果のインパクトを上げる

①プレプリントサーバに投稿する

②学術系SNSに論文をアップする
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学術特化型SNS ResearchGate

※リサーチゲートを掘り下げ

・代表的な無料の学術向けSNSの一つ

・利用者は2,000万人以上

・ビル・ゲイツも投資者の一人

利用におけるメリット：

・自分の研究成果（論文や研究データなど）を公開でき、

利用率をトレースできる

・利用者側はプレプリントなどの速報性の高い論文を読める
（公開されていない場合は、その著者にリクエスト可能）

・利用者側は著者に質問ができる

・気になる研究者をフォローして、最新の情報を入手可能

利用における注意点：

論文をアップロードする、またはリクエストに応じて提供する
場合（OAを除く）、

・著作権者の同意

・版による著作権

※過去にはPDFが一斉にダウンロードできないというケースも

画像は以下から引用：

https://www.researchgate.net/
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プレプリントと研究評価（オルトメトリクス）

オルトメトリクスとは？（論文評価指標）
・21世紀のメトリクスと言われ、IFを補完する指標（代替指標）

・IFのような学術的なインパクトというよりもSNSやWikiで

の取り上げられ方といった社会的なインパクトを数値化

・数値化には、論文の閲覧数、SNSでの言及やメンデレーへの保存、

Wiki、論文単位の被引用数、推薦等、複数の切り口がある

・多くの雑誌のウェブサイトで公開され、この評価指標は

研究成果のアピールに活用されつつある（論文単位で）

特徴は？

①社会性

②即時性

③論文単位

※すべてJIFとの比較の視点で

課題は？

①ボットといった技術で自分で
SNS上の数を操作

②新しい論文がSNSで取り上げら
れやすい

③評価要素の重みづけ
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プレプリントの課題と今後の展望

「タケノコのように増加しているプレプリントサーバは今後
どうなるのか？」

二つの方向性が考えられる。

①分野が細分化して今後も増加していく

②大規模な学会や研究所、大学が運営するプレプリント
サーバに集約されていく

私見として、中長期的に②の方向に向かっていくだろう。

理由はやはり財政の問題。したがって、利用者はその分
野で著名でかつ運営主体はどこなのか、持続可能性を
意識する必要があると考える。
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アジェンダ

１． オープンアクセス

    - 種類

- 現状

- キーワードの掘り下げ

- オープンリサーチ出版

    -CCライセンス

    - 長期保存

    - メガジャーナル

- インパクトファクター

2. プレプリント

- 定義

    - 主要なプレプリントサーバ

    - 信頼性の基準

- DOIとORCID

- 学術特化型SNS

3. ハゲタカジャーナル

- 定義

- 特徴

    - 判断基準

    - 新しい脅威
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ハゲタカとは何か？
その霧を晴らす
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ハゲタカジャーナルとは？

定義：

「学問を犠牲にして自己の利益を優先し、虚偽また
は誤解を招く情報の提供、最善の編集・出版慣行か
らの逸脱、透明性の欠如、積極的かつ見境のない勧
誘活動を特徴とする団体、出版社」

ハゲタカのキーワード：

a.科学の発展＜己の利益（悪貨は良貨を駆逐する）

b.査読の欠落、欠陥

c.APC（論文投稿料）の搾取という経済的な目的

d.オープンアクセス（OA）の一種
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ハゲタカジャーナルとは？

投稿
編集（レフェリー）
査読（ピア・レビュー）

受理
（リジェクト）

出版社へ
著作権の
譲渡？

校正
校閲
長期保存

ハゲタカは
ここを実質的に放棄

出版

ハゲタカは
ここも実質的に放棄
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ハゲタカジャーナルの現実

排除されなければいけない理由：

①著者のキャリアの毀損

②所属機関の評価の低下

③科学への社会からの信頼の毀損

④査読ジャーナルの形骸化

⑤研究成果のコントロール不能化

ハゲタカ認定の影響：

①論文の著者のキャリア

②著者の所属機関や助成機関の名声や評価

③出版社の評価と経営
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特徴：スパムメール

参考：ワイリー・サイエンスカフェ

2015年5月18日

「研究者にスパムメールを送りつける出版社の多くは「ハ
ゲタカ出版社」 / ポーランドの研究者が、自分が受け取っ
た約1千通のスパムメールを分析 」

Kozak, M., Iefremova, O. and Hartley, J. (2015), Spamming in 
scholarly publishing: A case study. Journal of the Association 
for Information Science and Technology. 

doi: 10.1002/asi.23521 

①何かしらの金銭的な動機あり

②調査結果でホワイトリストであるDOAJに約8割が
リストアップされていない、

7割以上がブラックリストであるビールズリストに
載っていた
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ハゲタカに投稿してしまう5つの理由

I do not care about 
my external 
reputation

研究者がハゲタカに投稿する危
険性について認識していない。外
部の評価を一気になくし、雇用の
機会さえ、奪われかねない。最
近の調査でも多くの研究者がこ
れを認識していない結果が。

I do not believe in myself 
or my work

不受理を繰り返すこと
による自信喪失からハ
ゲタカに頼ってしまう

I cannot be bothered to 
read

ハゲタカは正規のジャーナ
ルに似せた名前を意図的に
使う。ジャーナル調査を怠
り、これへの不注意に乗っ
てしまうケース

I have given up

あえてハゲタカに投稿
する（例えば、博士号
取得や論文数を稼ぐた
め、助成を得るために
意図的に投稿する）

参考文献：

「Journal of Advanced Nursing」Willy, Open Access

Clark, A. M. and Thompson, D. R., “Five (bad) reasons to publish your research in predatory 
journals.” J Adv Nurs. 2017 Nov; 73(11):2499-2501

DOI: https://doi.org/10.1111/jan.13090

Publication numbers 
count most

質よりも論文数で評価され
てしまう風潮からハゲタカ
で数を稼ぐ誘因に

https://doi.org/10.1111/jan.13090
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ハゲタカの特徴
参考文献
Gill, T. G. (2021). The Predatory 

Journal: Victimizer or 

Victim? Informing Science, 24, 51–82. 

https://doi.org/10.28945/4788
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ハゲタカジャーナルの特徴

・手口は年々巧妙に。

・基本、彼らは撤回には応じない。他の
ジャーナルにも投稿できない（二重投稿
の禁止）



|  www.ebsco.com76

特徴：類似の評価指標と識別子

いろいろな評価指標：

a.Journal Factor

b.Global Impact Factor(GIF)

c.Univarsal Impact Factor 

d.Scientific Journal Impact Factor
（SJIF)                          etc…

例えば。b.のGIFについて。

http://globalimpactfactor.com/

その判断基準は

①受理とリジェクトの率

②著名なDBにインデックス化され
ている

！ここでのポイントは被引用の指
標ではない

論文の識別子：

SOI（Scientific Object Identifier）

「学術出版の世界で成長を続ける闇経
済 DOIを模した識別子”SOI”まで登
場」

カレントアウェアネス

Posted 2016年1月26日

https://current.ndl.go.jp/node/30545

http://globalimpactfactor.com/
https://current.ndl.go.jp/node/30545
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おさらい：IFとDOI

インパクトファクターとは？

a.引用数÷発表数（=ジャーナルの
論文数）

b.あるジャーナルの論文が、ある
期間内に何回引用されたかを測定
する方法

例として、あるジャーナルが2019年から
2020年の間に36本の論文を出版し、それら
の論文が2021年に152回引用されたとする
と、そのジャーナルの2021年のインパクト
ファクターは（152/36）=4.2となります。
この場合、二年間の各論文が平均して4.2回
引用されたことを意味し、これがジャーナ
ルの評価になる。

したがって、個々の収録論文ではなく
ジャーナルの評価になる点に注意（ノーベ
ル賞の本庶先生が喝破）

論文の識別子である
DOI(Digital Object Identifier)
とは？

①国際DOI財団（IDF)

②登録機関(RA)として、CrossRef
やJaLC など

③研究データの登録機関DataCite

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

利点は？

①永続性・流通促進

（URLの限界）

②引用文献への埋め込み
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DOIの構造

実例:

10.1126/science.1065467

アクセスURL:

http://dx.doi.org/

10.1126/science.1065467

DOIを分解すると・・・
a.プレフィックス（接頭辞）:
10.1126

b.サフィックス（接尾辞）:
science.1065467

a.は国際DOI財団(IDF)またはその
委託機関が出版社に付与
（出版社コードとも）

b.は出版社等が自由な形で付与可
能（一般的には雑誌と記事コード
の組み合わせ）。接頭辞と接尾辞
を組み合わせたDOIを出版社が書
誌とともにCrossRef等の付与機関
（RA）に登録する流れ

実際のアクセスや引用文献に埋め
込んで本文記事へのリンクとして
利用したい場合、上記の例ですと、
http://dx.doi.org/10.1126/science.1
065467
アンダーラインの部分（DOIネー
ム）をDOIに追加することによっ
て、IDFのサーバが解釈し、出版
社のサイトに転送してくれる仕組
み

http://dx.doi.org/
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査読制度の構図と落とし穴

査読者 ??? 査読者 ??? 査読者 花田 謙一

投稿者 ジーン・ハッ
クマン ???

投稿者 ジーン・ハッ
クマン

a. シングル・
ブラインド

b. ダブル・
ブラインド

c. オープンレビュー
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【引用文献】：

Salehi, M., Soltani, M., Tamleh, H., & Teimournezhad, S. 
(2020). Publishing in predatory open access journals: 
Authors’ perspectives. Learned Publishing, 33(2), 89–95. 
https://doi.org/10.1002/leap.1261

Q.TAKE3 どのようにして知った
のか？

a.メールからの招待

b.ネット検索

c.他の人からの紹介

Q.TAKE7 なぜ選択したのか？

a.早い出版

b.低いコスト

ハゲタカとの出会い
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早く出版する手段の一つオープンメガジャーナル

a.必要最小限の査読を採用して出版ス
ピードが早いジャーナル

b.インパクトファクターのジャーナル
評価数値も悪くない

c.PLOS Oneについては採択率が70%
と高いが、査読はきちんとされ、重
要な知見が公開されているという評
価

特徴：

a.軽量査読

（出版スピードが早い）

b.比較的投稿料が安価

c.収録数が桁違いに多い

d.収録分野の多様性
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PLOS One

（プロスワン）

・出版社はPLOS

・2006年創刊

（メガジャーナルの嚆矢）

・IFは3.7

・姉妹ジャーナルとして、

   PLOS Biology, PLOS Medicine

・年間約3万本以上の論文を収録

・近年の収録論文数の減少

URL: https://journals.plos.org/plosone/

Scientific Reports

・出版社Springer Natureが運営

・強いブランド力

・IFは4.6

・2017年に収録論文数で

    PLOS Oneを抜いた

・日本の研究者の論文も多数収録

URL: https://www.nature.com/srep/

早く出版する手段（メガジャーナル）

・ビールズの指摘する「早く出版したい強いニー
ズ」とハゲタカジャーナル
・メガジャーナルという一選択肢

https://journals.plos.org/plosone/
https://www.nature.com/srep/
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ハゲタカをどう防ぐか？
己を知り敵を知るもの百戦危うからず
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Think Check Submit

「考えて、確認して、提出しよう」

英語版：

https://thinkchecksubmit.org/

日本語版（2024年）：

Japanese • Think. Check. Submit. (thinkchecksubmit.org)

①出版社、関連団体が立ち上げ

②日本の大学図書館によるチェック
リストもこれを参考にしている

①特定のジャーナルを推奨するも
のにあらず
②設問に答えて、ハゲタカをふるい
落とす有名なサイト

ハゲタカジャーナル対策

https://thinkchecksubmit.org/
https://thinkchecksubmit.org/japanese/
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ハゲタカジャーナル対策

左: 新潟大学チェックリスト

右: 熊本大学チェックリスト

どちらもソースは

「Think Check Submit」
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ホワイトリスト：

DOAJとは？
①英国の非営利法人

オープンアクセス・インフラストラクチャ・サービス

（以前はルンド大学）が運営

②約19,000のフルOAジャーナル

https://doaj.org

ポイント：

a. 7割が英語圏、それ以外が非英語圏

b. すべてのOAを収録対象にしない

（ホワイトリスト：要件を満たしたジャー
ナルのみ）

c. 収録数はOAの伸びとともに増加してい
る。2年前は約16,000誌だった

d. J-STAGEを運営している科学技術振興機
構もこれへの収録を支援している

DOAJにおけるフェイクジャーナルに絡
む大きな動き

①論文の投稿ジャーナルの選定

②質保証（ホワイトリスト）

SCOPUSやWeb of Scienceも。

ただし、限界もあり

（査読の中身までは精査できない）

ハゲタカジャーナル対策

https://doaj.org/
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その他のホワイトリスト：

・JCR(Journal Citation Reports)（図書館で購読中）

・Web of Science（図書館で購読中）

・SCOPUS（図書館で購読中）

・MEDLINE ≠ PubMed

・EBSCOhost（図書館で購読中） 等

ハゲタカジャーナル対策
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ブラックリスト：

Beall’s Listとは？

（ビールズリスト）
ブラックリストの嚆矢

a.2017年1月に閉鎖（基準の偏りや恣意性の指摘あり）

b.出版社およびジャーナル単位で2022年で約1,200社

c.今でも匿名の有志によって引き継がれ、

更新されているどこまで信頼して良いのか？

d.日本でも多く利用されている

e.無料 https://beallslist.net/

ハゲタカジャーナル対策

https://beallslist.net/
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ブラックリスト：

Cabell’s Listとは？
Cabell’s Internationalは創業40年

ビールズリストの後継リストを作成

論文作成や投稿ジャーナルの選定等を

する学術情報系のサービス会社

a.4半期ごとにリスト更新

b.専門家による分析

c.重要度に応じた60以上の基準設定
と具体的なブラック認定理由を付
記

Cabells Predatory Reports Criteria 
v 1.1（選定基準）

https://blog.cabells.com/2019/03/20/predato
ryreport-criteria-v1-1/

a.最初はビールズリストのよう
に無料で公開しようとしていた
が保守コストが高すぎ、有料化

b.海外に750近くの大学顧客

c.個人で買うには高すぎる金額
設定

d.EBSCOもこれを契約し、
ジャーナル選定の一ツールとし
て利用

ハゲタカジャーナル対策

https://www2.cabells.com/
https://blog.cabells.com/2019/03/20/predatoryreport-criteria-v1-1/
https://blog.cabells.com/2019/03/20/predatoryreport-criteria-v1-1/
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ハゲタカの見分け方

一つの基準だけで判断はできない（例外あり）。ノウハウ
のない出版初期のジャーナルは特に注意。今では多くの研
究者が知っている出版社でも草創期は怪しい要素があった。
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ハゲタカの見分け方（JHMモデル）

・Think Check Submitをより詳しくした判断基準モデル

・東海地区大学図書館協議会ジャーナルの2023年12月に掲載される

講演論文「オープンアクセスの光と闇」参照
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押さえておきたいポイント

ハゲタカを調べる手段として、

①ホワイトリストで確認
②ブラックリストで確認

完璧な手段はない
複数の手段で確認するべき

チェックリストの活用も有力な選択肢になる

インパクトファクターといった評価指標や
DOIといった識別子の正しい理解も必要になる
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最後に
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