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研究IR室ニューズレター？ What�is�HU-IR�news�letter?
 このニューズレターは、⼀橋⼤学における研究活動の成果について、より広く・多くの⽅に知っていただ
くことを⽬的とし、研究IR室が発⾏するものです。個別の研究・業績へとスポットライトを当てる内容と、
本学全体の業績について概観する内容の双⽅を掲載することで、「⼀橋の研究の今」を鮮度よく・包括的にお
伝えすることを⽬指しています。
  The� aim� of� this� newsletter� is� to� inform� a� wider� audience� about� research� activities� and
achievements�at�Hitotsubashi�University.�The� Institutional�Research�Office�aims�to�provide�a� fresh
and� comprehensive� overview� of� �Hitotsubashi�s� research� today�� by� highlighting� individual
research�achievements�and�providing�an�overview�of�the�University�s�performance�as�a�whole.

H U - I R
N E W S L E T T E R

��百�先⽣（���研�科）の
共著論�、���理�のトップ�
P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l
P s y c h o l o g y  R e v i e wに掲��

  A  r e s e a r c h  a r t i c l e  b y  P r o f .  Y u r i
M i y a m o t o  w a s  p u b l i s h e d  i n
P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y
R e v i e w ,  a  t o p  j o u r n a l  i n  t h e  f i e l d
o f  s o c i a l  p s y c h o l o g y .
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 2024年に�り、���員によるヨーロッパ・
EU��の書籍が�けて刊⾏されていますので、
ご��いたします。<p.5>

∻⼀橋�員による
ヨーロッパ・ E U���刊�内 ∻
 

  Newly Published Books on
Europe and the EU by HU faculty

H i t o t s u b a s h i � U . � I n s t i t u t i o n a l � R e s e a r c h

⼀橋⼤学�研究IR室ニューズレター

Visit our website! http://ir.hias.hit-u.ac.jp

トップジャーナル掲�論�リスト
 List of articles published in top journals

 ��の研�者が発�した2024年1⽉��の国�業�の
うち、CiteScore, SJRのいずれかトップ10%�内のジ
ャーナルに掲�された論�の情�をお�けいたします。
   We created a list of articles published in top
10% journals (either CiteScore or SJR) by HU
researchers since January 2024. <pp. 6-11>
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��先⽣のプロフィ
ール��はこちら
Prof.�Miyamoto�s
profile：
https://hri.ad.hit-

u.ac.jp/html/100000

980_profile_ja.html

 ��先⽣から�論�や��するご研�について、お�
を伺いました�
 

＜論�掲�の��＞
（Q. 先⽣はこれまでにもトップジャーナルに論�を�
せていらっしゃいますが、�回の論�について�に何か
��はありましたか�）
 これまで�していたのは���ですが、英�でも��
�の論�がメインだったところがありますので、�回、
理論�の論�を�して、この理論的枠�みを基に研�を
発�させようという�からの共同研�についてのコンタ
クトが�えた気はします。
 

＜�論�の��づけ＞
（Q. �論�は先⽣の中で、あるいは研��野の中で、
どのような��づけになりますか�）
 これまでの研�の�⼤成というよりも、ここから�

宮本百合先⽣（社会学研究科）
の共著論⽂が�Personality
and�Social�Psychology
Review誌に掲載されました!

Matthias S. Gobel and Yuri Miyamoto (2023) “Self- and

Other-Orientation in High Rank: A Cultural

Psychological Approach to Social Hierarchy”,

Personality and Social Psychology Review, Vol.28 (1), 54-80.

【論�の��】
 ⾃⼰�向・他者�向をはじめとした�理的プロセスに�
�的ヒエラルキー上の地�のもたらす��が ⻄�と東アジ
アでは異なっていることを�らかにし、����や�理的
プロセスにおいて��の��を��する必�性を⽰した。
【掲��の��】
 �界の���理�を��するアメリカ���理��の�
す���。理論�と���それぞれのトップ�があり、�
回掲�のReview�は理論�。

F u l l � t e x t :
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 1 7 7 / 1 0 8 8 8 6 8 3 2 3 1 1 7 2 2 5 2

  Prof. Yuri Miyamoto from the
Faculty of Sociology with Dr. Matthias
S. Gobel from University of Sussex
published the paper “Self- and Other-
Orientation in High Rank: A Cultural
Psychological Approach to Social
Hierarchy” in the top social
phychology journal, Personality and
Social Psychology Review.

� Prof. � Miyamoto� spoke� with� us� about� this
paper�and�related�research!

�<Reaction�to�the�publication�of�the�paper>
(Q.� I � understand� you� already� have� multiple
publications� in� top� journals, � but� did� you� get
any�noticeable�response�to�this�paper?)
� � -- � I � have� not� published� so� many� papers� in
Japan,� but� even� in� English,� I � have� mainly
published� empirical� papers,� so� I � feel� I � receive
more� contacts� for� joint� research� from
researchers� who� hope� to� develop� their
research�based�on�this�theoretical�paper.
�
<Positioning�of�this�paper>
(Q.� What� is� the� positioning� of� this� paper� in
your�research�or�in�the�research�field?)
� � -- � Rather� than� being� the� culmination� of� my
research� to� date,� this� paper� presents� a
framework� from� which� various� studies� can� be
conducted� in� the� future.� Our� intention� was� to
show� that� there� is� a� direction� for� the
development� of� research� in� this� way.� Since
most�of� the� research�up� to� this�point�had�been
conducted� overwhelmingly� in� Europe� and� the
United� States,� we� wanted� to� show� that� it � is
important� to� adopt� a� cultural� perspective� and
it� will � be� easier� to� capture� the� influence� of
culture�if �we�look�at�it �this�way.

[Outline�of�the�paper]
 This� paper� shows� that� the� effects� of� social
hierarchical� status� on� psychology� and
behavior, � including� self- � and� other-
orientation,� differ� between� the�West� and�East
Asia,� indicating� the� need� to� explore� the
influence� of� culture� in� social� hierarchy� and
psychological�processes.
[About�the�journal]
 Personality�and�Social�Psychology�Review�is
published� by� the� American� Society� of� Social
Psychology,� the� world�s� leading� social
psychology�association.
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https://hri.ad.hit-u.ac.jp/html/100000980_profile_ja.html
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https://hri.ad.hit-u.ac.jp/html/100000980_profile_ja.html
https://doi.org/10.1177/10888683231172252
https://doi.org/10.1177/10888683231172252


にいろいろな研�ができますよね、という枠�みを⽰し
たものになります。「このような発�の�向性もあるよ」
と⽰したかったわけです。それまでの研�が圧�的に�
⽶でなされてきたことが�いので、それに�して��の
�点が⼤切ですよ、こういうふうに⾒ると��の��を
捉えやすくなるのではないでしょうか、という形で。
［��の�味体�、他の����への��可�性］
 ����と�というものの��を捉えようとするとい
うのが⼤前提ではあるのですが、それは�までの���
理�でも��的されてきたところで。更にその��性⾃
体が、��の�味体�の中に��づけられているんだよ
ということが⼀�の�いたいことです。
 ⼀つの��における事例だけ⾒ているとなかなかわか
りにくいですが、��をすることで、��と�の��性
は��に埋め�まれている、あるいは��の��を受け
ている、ということを⽰す��になるのではないかと�
えています。たとえばアフリカなどでも⾒たら⾯⽩いの
ではないかと思うのです、地�が�い�に�められる�
性が、⾃⼰�向性だけでなく、他者�向性を�むのでは
ないかと。ただそれが東アジア（儒��）に⾒られるの
とは�う形の他者�向性なのではないかという気がして
いて、地域に共�する何らかの形�の他者�向性・リー
ダーにおける他者�向性のようなもの、といったことを
�のステップとして⾒ていけたらいいなと思っていま
す。
 

＜��への波�の期待＞
（Q. 論�中の、東アジアの��では地�が�いと��や
メンタルヘルスの問題が⽣じやすいという内�も⾯⽩い
と思いました。）
 必ずしも地�が�い�が不��なわけではないですが…
��が�くなると��も�えるけれど、責任も⼤きくな
り、責任�が�くなりすぎると��に��がある、とい
うことで。ただ⾯⽩いのは、地�が�いほど、やる気や
��、やりがいといった�味で�理的なウェルビーイン
グも�いんですよね。なので、�⽣の�義みたいなもの
を⾒�しているけれど、その�ちょっと不��な働き�
をしすぎるというような側⾯があるなと。
 ⽇�では�、�理�に�きたくない若い�が�えてき
たといいますが、��そのような側⾯を�の若⼿はわか
っているから、�い地�を⽬指したくないのではないか
と…。それでは若者が�たなくなりますよね。働き��

[Influence�of�cultural�context]
� � � The� basic� premise� is� that� social� hierarchy� and 
psychological� processes� are� related,� which� is
something� that� has� already� been� studied.� The
main� thing� I� want� to� say� is,� however,� that� the
relationship� itself� is� embedded� in� the� context� of
culture,�and�we�need�to�take�that�into�account.
� � � � It� is� difficult� to� see�when� looking� at� cases� in� a
single� culture� alone,� but�by�making� comparisons,
we�can�show�that� the� relationship�between�social
hierarchy� and� psychological� processes� is
embedded�in�or�influenced�by�cultural�context.
I� think� it� would� be� interesting� to� look� � at� Africa,
for�example,� to� see� if� some�of� the�beliefs� that�are
desired� to�be�held� at� the� top�of� the�hierarchy� are
not�only�self-oriented,�but�also�other-oriented.�
I� am�wondering� if� this� is� the� same� form� of� other-
orientation�from�that�seen�in�East�Asia�(Confucian
culture).� It� would� be� � great� if� I� could� see� some
form� of� other-orientation� common� to� specific
cultural� contexts,� such� as� other-orientation
among�leaders,�as�the�next�step.

＜Expectations�for�societal � impact＞
(Q. � I � found� it � interesting� to� learn� in� the
paper� that� in� the� East � Asian� context, � higher
status� is � more� l ikely� to� lead� to� health� and
mental �health�problems.)

� -- � Not� necessari ly � that� people� with� higher
positions� are� unhealthier. . . I � mean, � there� are
more� opportunities� with� higher� posit ions,
but� there� is � also� more� responsibil ity, � and
feeling� too� much� responsibil ity � can� affect
your� health. � But� what� is � interesting� is � that
the� higher� the� status, � the� higher� the
psychological � wellbeing� in� terms� of
motivation, � happiness, � and� satisfaction. � So,
they� f ind� meaning� in� their � l ives, � but� they
continue� to�work� in� a� sl ightly� unhealthy�way.
It � is � said� that� now� there� are� more� young
Japanese� who� do� not� want� to� be� in
management� posit ions. � � I � think� we� need� to
recommend� to� the� leadership� in� Japan� to
change� the� unhealthy� system,� not� to
eliminate� responsibil ity, � but� to� change� the
system� so� that� both� responsibil ity � and
opportunity� lead�to�a�better � l i fe. �
� � � We� also� need� to� suggest� to� the� Japanese
leadership� that� they�not�only� talk�about� their
hardships, � but� also� share� more� about� the
positive� aspects� of � their � posit ions, � such� as
the�satisfaction�they�gain�from�their �work.
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� Professor� Miyamoto� conducted
research� in� the� U.S. � for � a� long� t ime
before� she� joined�Hitotsubashi. � She�was
at� the� University� of � Wisconsin-Madison
in� 2015� when� she� witnessed� an� apology
press� conference� held� by� Toyota� Motor
Corporation� following� the� arrest � of � its
top� executive� for � importing� an� i l legal
substance� into�Japan.
� � � �When�Toyota�s �President�Akio�Toyoda
bowed� his � head, � saying� �employees� are
like� children� to� me.� I f � a � child� causes
trouble, � it � is � my� responsibil ity � as� a
parent� to� apologize�, � a � colleague� of � her
department� expressed� her� feeling� of
strangeness. � �Why� does� the� company
president� need� to� apologize� for � the
arrested� executive�s � conduct� as� an
individual?��
� � � � This � incident, � which� made� her� feel
the� difference� in� how� responsibil ity � is
perceived� in� different� cultural � contexts, � �
led� Professor� Miyamoto� to� focus� on� the
psychological � processes� within� the
context�of �culture.

Toyota�s�apology�press�conference
that�inspired�Prof. �Miyamoto�s
interest� in�the�cultural �context

 本学着任前はアメリカで⻑く研究⽣活を
送られていた宮本先⽣。2015年、ウィスコ
ンシン⼤学マディソン校在職時に、トヨタ
⾃動⾞が常務役員の⿇薬取締法違反容疑で
逮捕されたことを受けて⾏った謝罪会⾒を
⽬にされます。
 “世間をお騒がせして申し訳ない。社員
は私にとって⼦供のようなもの。⼦供が迷
惑をかければ謝るのは親である私の責任
だ�と頭を下げる豊⽥章男社⻑に対し、⼼
理学部の同僚から、�逮捕された役員の個
⼈としての⾏為について、なぜ社⻑が謝る
必要があるのか？�と違和感が表されたと
のこと。
 ⽂化という⽂脈による責任の捉え⽅の違
いを感じた出来事で、その後宮本先⽣が⽂
化の意味体系の中での⼼理的プロセスに着
⽬するきっかけとなったそうです。

⽂化の⽂脈に着⽬するきっかけ
となったトヨタの謝罪会⾒

⾰などで状況が��するとは思うのですが、責任を
なくせというわけではなく、責任と��の��があ
ることがよい�につながるように、不��なシステ
ムを�えること、また、苦労�をするだけでなく、
リーダー的立場のポジティブな側⾯をもう�し打ち
�していくことを、⽇�におけるリーダー�に提�
していく必�があるのかなと思います。
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宮本百合�社会学研究科�教授 （社会⼼理学）
Professor�Yuri�Miyamoto,
Graduate�School�of�Social�Sciences�(social�psychology)
 

� �ミシガン⼤学⼼理学部にて博⼠号取得。ウィスコンシン⼤学マディ
ソン校助教授、准教授、教授を務め、2020年9⽉より本学教授。
� �Received�her�Ph.D.�at�the�University�of�Michigan.�After�working
as� a� faculty� member� in� the� Department� of� Psychology� at� the
University� of� Wisconsin-Madison,� she� joined� Hitotsubashi
Uniersity�as�a�professor�in�September�2020.

⽇本経済新聞6⽉19⽇「トヨタ社⻑「今後も適材
適所進める」⼥性役員逮捕」

https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL19HLK_Z10C15A6000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL19HLK_Z10C15A6000000/


クリックすると出版社の
書籍紹介ページに

アクセスいただけます

「EUの権限拡⼤、EU基本権憲章、EU司法裁判所の判例における基
本権の内容、EUと構成国の関係、EU基本権と欧州⼈権条約、EU対
外関係、実施など、EU基本権を詳細かつ包括的に論じた初めての理
論体系書。」
  法律⽂化社の著書紹介ページより
https://www.hou-bun.com/cgi-bin/search/detail.cgi?c=ISBN978-4-589-04313-9

中⻄優美⼦教授（法学研究科）
『EU基本権の体系』法律⽂化社、2024年4⽉。

More books on EU/Europe

BOOK DETAILS BOOK DETAILS BOOK DETAILS

著者コメント
 ⼀橋⼤学⼤学院⽣のときにEU法、とくにEUの権限を対象とし、それから30年
余り研究をしてきた。EU基本条約の改正によりEUの権限が拡⼤し、また、EU
判例法が発展していくにつれて、EUの権限が基本権や⼈権といったものに密接
にかかわっていることを意識するようになってきた。また、リスボン条約発効
によりEU基本権憲章に法的拘束⼒が与えられた。すなわち、法的拘束⼒を有す
るようになって、10年余りが経過し、EU基本権憲章に⾔及する判例も徐々に増
えてきた。�
 これまで権限に関する論⽂を執筆しているなかで、同時に基本権や⼈権にかかわる事項に触れてきた。結果として、
これまで本および論⽂において基本権や⼈権にかかわるものを公表してきた。今回、法律⽂化社から執筆の機会を頂
き、これまでの研究成果を活かしながら、EUにおける個⼈はどのように位置づけられているか、EU法において個⼈の
権利はどのように規定されているかなど、個⼈に焦点を当てて、再構築しなおし、また、同時にEU基本権や⼈権の発
展に⽬を向けて、整理し、まとめることにした。

BOOK DETAILS

⼭内進
『決闘裁判：ヨーロッパ

法精神の原⾵景』
（ちくま学芸⽂庫）

⼀橋�員による

 Newly Published Books on Europe and the EU by HU faculty

ヨーロッパ・EU��
�刊�内

⼤⽉康弘
『ヨーロッパ史：拡⼤と

統合の⼒学』
（岩波新書）

⼭内進
『掠奪の法観念史：中世ヨ
ーロッパの⼈・戦争・法』

（東京⼤学出版会）

＊「著者コメント」は、⼤学ウェブサイト上の「⼀橋教員の本」ページ�(附属図書館更新)�掲載のものと同内容です。
「⼀橋教員の本」ページはこちら：https://www.hit-u.ac.jp/academic/book/2024/index.html
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・Characters�next�to�the�authors��name�denote�the�faculty�to�which�the�author�belongs:
 C:�Commerce�and�Management,�E:�Economics,�L:�Law,�S:�Social�Sciences,�D:�Social�Data�Science,
 G:�Language�and�Society,�I:�Institute�of�Economic�Research,�M:�Mori�Arinori�Institute,�H:�HIAS
・Numbers�next�to�the�titles�indicates�the�month�of�publication.

ト ッ プ ジ ャ ー ナ ル 掲 載 論 ⽂ リ ス ト
L i s t  o f  a r t i c l e s  p u b l i s h e d  i n  t o p  j o u r n a l s

� 本学の研究者が発表した2024年1⽉以降の国際業績のうち、CiteScore,�SJRのいずれかトッ
プ10%以内のジャーナルに掲載された論⽂の情報をお届けいたします。
 上記に該当する論⽂で下記表中に記載のないものがありましたら、研究IR室までお知らせくだ
さい。（連絡先：pp-ir@ad.hit-u.ac.jp）
�

  We are pleased to provide you with information on journal articles published by our
researchers since January 2024 in journals within the top 10% of either CiteScore or SJR.
  If you have an article that falls within the above categories and is not listed in the table
below, please notify us (email: pp-ir@ad.hit-u.ac.jp).

Data � a s � o f � Sep tember � 10 , � 2024*

* �リストは、SciValから�得したデータおよび研�IR�が別��⼿した情�に基づいて構成されております。ジャーナルへの掲
�情�は�時にSciVal (Scopus)には�映されないものも�いため、トップジャーナルへの掲�決�時には研�IR�までご⼀�くだ
さい。 *This list is based on data obtained from SciVal and information obtained separately. Since many of the journal publication
information is not immediately reflected in SciVal (Scopus), we would greatly appreciate it if you could inform us when you publish
in a top journal.
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研究IR室ニューズレター�Vo l . 1
編集：⽥中�李歩（⼀橋⼤学研究IR室・URA）
写真：塚本�尚⼦（⼀橋⼤学研究⽀援課）・⽥中�李歩

12

※SciVal (Scopus) 上では掲�⽇が2024年10⽉��と��されていたものの、�にオンラインでジャーナル上に掲�さ
れていた論�の情�を��しました。※Information on papers that have already been published online, although their
publication dates were registered as October 2024 or later on SciVal (Scopus), has been added.


