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１．研究所の理念や方針の設定、明示および周知の状況について 

 

平和問題研究所は建学の精神の一つである「人類の平和を守るフォートレス（要塞）たれ」との理念に

基づき、平和社会の建設と人類の福祉の向上に貢献することを目的に、平和の達成に関する諸問題の調

査・研究活動を行っています。設立趣旨及び活動目的は各研究所規定に明らかにするととともに、大学ホ

ームページ等によって活動内容とその目的を公開している。 

 

２．当該年度の活動状況について 

 

 

(1)研究所及び所員の活動内容 

以下のような研究資金を受けたプロジェクトにかかわる研究活動の他、所員各自が研究会議等でのプ

レゼンテーション、研究業績の出版などを行った。 
 
 「東アジア海域環境保全をめぐる下位地域協力―国家・地方による複合レジームの形成」 

（科研費・若手研究［20K13440］2020-2023 研究代表：中山賢司） 
 “How stable is Government? Institutional Accountability, and the Survival of Semi-Presidential 

Democracies” 
（基盤研究(C) ［19K01512］2019-2021 研究代表：Hartmut Lenz） 

 “Networked G20 Governance: Normative Consequences of Inclusivity Practices for Transnational 
Actor Networks” 
（基盤研究(C) ［20K01534］2020-2022 研究代表：Jonathan Luckhurst） 

 “Criminal Entanglements: A new ethnographic approach to transnational organized crime” 
（European Research Council (ERC) Consolidator Grant, Main Researcher: Nikolas Emmanuel, 
2018-) 

 
Vesselin Popovski (Professor, School of International Peace Studies) 

Publications 

 Narinder Kakar, Vesselin Popovski, Nicholas A. Robinson eds., Fulfilling the Sustainable 
Development Goals: On a Quest for a Sustainable World, Taylor & Francis, 2021 

 Vesselin Popovski, “Post-Pandemic Governance”, in the European Public Policy Journal (internet 
journal) 

 ‘The Complex Life of Rafael Lemkin”, a chapter in Frederic Megret and Immi Tallgren eds., The 
Dawn of a Discipline: International Criminal Justice and Its Early Exponents, Cambridge 
University Press, 2021 

 

1.センターの活動内容、2.センター員の活動内容 、3.開催行事、4. 研究の具体的進展・成果、5. 
学生の学習成果・成長の事例、6. 地域・社会連携、産学連携、7．その他 
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Hartmut Lenz (Professor, Faculty of International Liberal Arts) 

Invited Presentations and Discussions 

 Peace Forum 2021: Conflict, Cooperation, and Peace in Asia 10th December 2021 
“Building a Better East Asian World Order in the Aftermath of the Pandemic” 

 London School of Economics June 11-12th 2021: UACES online expert forum to assess Brexit 
during the Covid-19 Pandemic. 

 London School of Economics, 15th October 2021: Department of Government: PSPE Research 
Seminar Series Presentation 

 WASEDA University 5th November 2021: Political Economy Online Research Seminar. 
 Joint Seminar 2020, Thammasat University – Soka University, Title of the presentation 

“Continuity or Change? The Post-Covid-19 International Order” 
 Online Symposium “Multilateralism in the 21st Century”, November 4-5 2020, University of 

Freiburg, Germany. Title of the presentation: “Institutional Variation and Uncertainty in 
Intergovernmental Negotiation” 

International Conventions Papers & Presentations 

 Annual Online Meeting - American Political Science Association (APSA) September 1 - 4, 2020. 
Title of the paper: " Contextualizing the rationality of treaty negotiations" 

Research Papers 

 “Certain to be Uncertain: Effects of public opinion on EU treaty negotiations” (working paper). 
 “Constitutional Variation in Government Accountability and the Survival of Semi-Presidential 

Democracies” (with Petra Schleiter), working paper. 
 “Risks and benefits of public referenda in EU Treaty negotiations” (with Stephanie Novak), (2020), 

Journal of European Public Policy 54(3). 
 “Achieving Effective International Cooperation: How Institutional Formalization Shapes 

Intergovernmental Negotiations” (2020) World Affairs 181 (2), Sage Publication. 
 
Nikolas Emmanuel (Associate Professor, School of International Peace Studies) 

Publications 

 Abu Bakarr Bah & Nikolas Emmanuel (co-authored book, under review), International State-
Building in West Africa: Civil Wars and New Humanitarianism in Sierra Leone, Liberia, and 
Côte d’Ivoire. 

 Abu Bakarr Bah & Nikolas Emmanuel (co-authored journal article, under review), “Migration 
Cooperation between Africa and Europe: Understanding the Role of Incentives”. 

 
Jonathan Luckhurst (Associate Professor, School of International Peace Studies) 
Publication 

 Luckhurst, J. (2021). Networked G20 governance of COVID-19 and its transversal crisis effect. 
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International Organisations Research Journal. 16(3), 34-68. 
Presentations at Academic Conferences, Workshops, etc. 

 (2021) “Networked G20 Governance and ‘Global IR’ Understandings of World Politics.” 
International Studies Association Annual Convention, Virtual, April 6-9. 

 (2021) “Networked Global Governance through the G20 Engagement Forums.” International 
Studies Association Annual Convention, Virtual, April 6-9. 

 (2021) “Networked G20 governance.” Invited to present at the Russian Presidential Academy of 
National Economy and Public Administration virtual workshop on Robust Global Governance for 
a Resilient World. Hybrid virtual and in-person event hosted in Moscow, October 14-15. 

 (2022) Think 7 Inception Conference. Attended G7’s official Think 7 conference during the 
German G7 Presidency. Virtual conference, January 24-26.   

 (2021) Think 20 Summit: Attended G20’s official Think 20 Summit during Italian G20 Presidency. 
Hybrid summit, virtual and in Milan, October 4-6. 

 (2021) Women 20 Summit: Attended G20’s official Women 20 Summit during Italian G20 
Presidency. Hybrid summit, virtual and in Rome, July 13-15. 

 (2021) Civil 20 Summit: Attended G20’s official Civil 20 Summit during Italian G20 Presidency. 
Virtual summit, October 5-7. 

 
中山賢司（准教授、法学部） 
著作 

 「北東アジアの越境地域協力（CBC）にみる＜生態系越境ガバナンス＞の地平―対馬釜山境域・日韓

海峡広域、八重山台湾東部境域・沖縄台湾広域における海岸漂着物対策 CBC の比較考察―」『北東ア

ジア地域研究』第 28 号、2022 年 5 月（出版予定） 
研究発表 

 「北東アジアにおける争点志向型越境地域協力(CBC)の地平―対馬釜山境域・日韓海峡広域圏・八重

山台湾東部境域・沖縄台湾広域圏にみる海岸漂着物対策 CBC の比較考察」（北東アジア学会第 27 回

学術研究大会、新潟市万代島ビル、2021 年 9 月 26 日） 
 

(2)以下のセミナー、シンポジウムを開催した 

 
① 平和問題研究所設立 45 周年企画として以下の連続セミナー（webinar）を開催した。 

SUPRI 連続セミナー 
「SDGsの促進と核兵器禁止条約―核兵器禁止条約締約国会議に向けての課題」 
第 1回 6月 19 日（土）13:00-14:30 
【挨拶】玉井 秀樹 教授（創価大学平和問題研究所・所長） 

「SDGsの促進と核兵器禁止条約」 
【講演】高原 孝生 教授（明治学院大学国際平和研究所・所長） 

「あらためて核兵器禁止条約発効の意義を考える」 
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第 2回 6月 26 日（土）13:00-14:30 
【講演】吉田 文彦 教授（長崎大学核兵器廃絶研究センター・センター長） 

「第三の核時代：破滅リスクからの脱却」 
【討論】前田 幸男 教授（創価大学） 
 
第 3回 7月 3日（土）13:00-14:30 
【講演】川野 徳幸 教授（広島大学平和センター・センター長） 

「核兵器禁止条約とヒロシマ」 
【討論】中山 雅司 教授（創価大学） 
 
第 4回 7月 17 日（土）13:00-14:30 
【講演】佐藤 幸男 名誉教授（富山大学） 

「SDGsと核兵器禁止条約：核文明のデストピアを超えるために周辺から考える」 
【討論】中山 賢司 准教授（創価大学） 
 
第 5回 7月 24 日（土）13:00-14:30 
【Lecture】Dr. Robert A. Jacobs, Professor of History 

Hiroshima Peace Institute Graduate School of Peace Studies, Hiroshima City University 

“Being present with the past and the future at nuclear weapon test sites:  
A challenge for TPNW effectiveness”  

【Discussant】Dr. Hibiki Yamaguchi, Visiting Researcher 
Research Center for Nuclear Weapons Abolition, Nagasaki University 

 
② 創価大学、韓国・慶南大学、台湾・中国文化大学の 3大学による国際会議「ピース･フォーラム」を

2021年 12月 10 日にオンラインにて開催した。 

ホスト校は中国文化大学。プログラムは以下の通り。 

 

Peace Forum 2021 

Building a Better East Asian World Order in the Aftermath of the Pandemic 

 

Opening 

-Greeting from Dr. Wang, Shu-Yin (Acting President, Chinese Culture University)  
-Opening Remarks from Baba, Yoshihisa (President, Soka University) 
-Opening Remarks from Park, Jeong-Jin (Vice President, Kyungnam University) 

Keynote Speech 

Dr. Yang, Philip (Former Deputy Secretary-General, National Security Council; Adjunct Professor, 

National Taiwan University) 
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“Testing Time for Asia: Great-Power Competition and Economic Integration” 
Session I “Perspective from Taiwan” 

Moderator: Dean Chao, Chien-min (Chinese Culture University) 
- Presentation 

Professor Lin, Hsuan-Hsiang (Chinese Culture University) 
“Hegemonic Rivalry and East Asian Order: Revisiting Robert Gilpin's Theory of Hegemonic 

War” 
-Comments 

Discussant: Professor Lenz, Hartmut (Soka University) 
Discussant: Professor Chung, Jaewook (Kyungnam University) 

Session II “Perspective from Japan” 

Moderator: Professor Tamai, Hideki (Soka University) 
- Presentation 

   Professor Sasaki, Satoshi (Soka University) 
“Lessons from Response to COVID-19 in Japan and Contribution to Improving Global Health” 

-Comments 
Discussant: Professor Kim, Jung (University of North Korean Studies/Kyungnam University) 
Discussant: Associate Professor Wang, Shun-Wen (Chinese Culture University) 

Session III “Perspective from Korea” 

Moderator: Professor Moon, Miri (Kyungnam University) 
- Presentation 

Professor Lee, Byong-Chul (Kyungnam University) 
“The Perils and Opportunities of Competitions between U.S. and China: From South Korea's 
Perspective” 

-Comments 
Discussant: Professor Chen, Wan-Jiun (陳宛君) (Chinese Culture University) 
Discussant: Associate Professor Dr. Hanssen, Ulv (Soka University) 

 

 ③ 研究所内に設置した「大沼保昭文庫」開設一周年を記念するシンポジウムを 2022 年 3 月 6 日に  

オンラインにて開催した。 

 

「人新世」時代をどう生きるか―大沼保昭先生の人間観、歴史観、学問観に学ぶー 

【主催者挨拶】玉井秀樹（創価大学平和問題研究所・所長） 

【報告と討論】 

 蔦木文湖（東洋哲学研究所・委嘱研究員） 

「国際法に託された希望と未来─大沼保昭先生『国際法』出版に携わって」 

三牧聖子（高崎経済大学・准教授） 

「学者はいかに現実と関わるか―社会との関わりの中の大沼保昭先生」 
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大中 真 （桜美林大学・教授） 

「歴史学、国際関係論、そして国際法─大沼国際法学の意義」 

総括と挨拶  大沼みずほ（大正大学・准教授） 

 

(3)別掲の通り、平和講座（共通科目「平和と人権」（春期）・「環境と開発」（秋期））および創価高校    

「平和学入門」への出講を行った。 

 

 

 

No 日付 講師　／　テーマ

1 4月9日 玉井秀樹教授（文学部・平和問題研究所所長）

　ガイダンス「平和と人権を学ぶ」

2 4月16日 玉井秀樹教授（文学部・平和問題研究所所長）

　平和学への招待Ⅰ―戦争と平和

3 4月23日 玉井秀樹教授（文学部・平和問題研究所所長）

　平和学への招待Ⅱ―核兵器の時代と平和学

4 4月30日 石井秀明教授（平和問題研究所）

　軍縮・開発・平和(1)

5 5月7日 石井秀明教授（平和問題研究所）

　軍縮・開発・平和(2)

6 5月14日 中山賢司准教授（法学部）

　北東アジアにおける地域協力

7 5月21日 井手華奈子准教授（教育学部）

　ジェンダー、マイノリティー、人権 (1)

8 5月28日 井手華奈子准教授（教育学部）

　ジェンダー、マイノリティー、人権 (2)

9 6月4日 井手華奈子准教授（教育学部）

　平和教育 (1)

10 6月11日 井手華奈子准教授（教育学部）

　平和教育 (2)

11 6月12日 【平和講座】与那嶺涼子氏（外務省総合外交政策局女性参画推進室）

　女性と平和・安全保障（WPS）

12 6月18日 【平和講座】蔦木文湖氏（川口短期大学 非常勤講師）

　移民・難民問題と多文化社会～ドイツとヨーロッパの歴史的取り組みを中心に～

13 6月25日 佐々木諭教授（看護学部）

　貧困と健康からみる人間の安全保障 (1)

14 7月2日 佐々木諭教授（看護学部）

　貧困と健康からみる人間の安全保障 (2)

15 7月9日 玉井秀樹教授（文学部）

　リフレクション「平和と人権」を学んで

2021年度春期「平和と人権」（平和講座）実施状況
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No. 日付 講師　／　テーマ

1 9月17日 玉井秀樹教授（文学部）

　ガイダンス「環境と開発を学ぶ」

2 9月24日 久米川宣一准教授（理工学部）

　生物多様性と自然環境保全のために

3 10月1日 玉井秀樹教授（文学部）

　平和学の課題としての人間の安全保障―SDGsの取り組み

4 10月15日 有里典三教授（通信教育部）

　地球環境問題の基本構造とは何か

5 10月22日 有里典三教授（通信教育部）

　新しい環境倫理の確立にむけて：地球憲章の理念と特徴

6 10月29日 有里典三教授（通信教育部）

　誰が地球環境問題を解決するのか：変革の主体者をどう育てるか

7 11月5日 高木功教授（経済学部）

　開発と貧困の経済学

8 11月12日 近貞美津子准教授（経済学部）

　食糧問題を考える

9 11月19日 掛川三千代准教授（経済学部）

　持続可能な開発と国際協力 (1)

10 11月26日 掛川三千代准教授（経済学部）

　持続可能な開発と国際協力 (2)

11 12月3日 朝賀広伸教授（法学部）

　環境法と環境マネジメント

12 12月10日 【平和講座】UNDP駐日代表事務所 近藤哲生代表

　SDGs, UNDP and Youth!

13 12月17日 石井秀明教授（平和問題研究所）

　軍縮とSDGsー開発と環境の視点からー

14 1月7日 【平和講座】FAO駐日連絡事務所 日比絵里子所長

　コロナ禍におけるFAOの取り組み―持続可能な食料システムをめざして

15 1月14日 玉井秀樹教授（文学部）

　リフレクション「環境と開発」を学んで

2021年度秋期「環境と開発」（平和講座）実施状況
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(4)研究所の活動成果として紀要『創大平和研究』第 36号を発刊した。 

 

 

３．国際化への対応 

 

 

(1)海外研究者の招聘状況 

平和問題研究所の所員は学部及び大学院所属の専任教員が兼担する体制となっているため、原則と

して所属学部・研究科が招聘元となるが、今後、研究上の必要があれば、国際平和学研究科等とも連

携して対応していく予定である。 

 

(2)海外の研究組織との共同研究体制 

2017 年より慶南大学、中国文化大学との 3 大学による共同研究「ピース・フォーラム」を実施し、

年 1 回のシンポジウムで研究成果を交換している。当面は 2022 年まで継続する予定である。また、

2021年 4月に英国・バッキンガム大学に発足した The Daisaku Ikeda Academic Society for United 

Nations Studies との間で交流覚書を取り交わした。国連研究の分野で研究会を実施し研究成果の出

版などをめざして協力していく予定である。 

 

No 日付 担当者 テーマ等

1 4月30日 小出稔教授（大学院国際平和学研究科） グローバル化と文化的ナショナリズムの相克

2 5月14日 玉井秀樹教授（文学部） 紛争解決学としての平和学

3 6月11日 中山賢司准教授（法学部） 周縁から考える平和学

4 6月18日 佐々木諭教授（看護学部） 人間の安全保障と生命の格差

5 9月17日 久米川宣一講師（理工学部）
植物を活用した身近な環境改善法と世界的な環
境問題との接点

6 9月24日 玉井秀樹教授（文学部） 核兵器禁止条約の意義と課題

7 10月29日 高木功教授（経済学部） ポストコロナにおける私たちの生き方を考える

8 11月5日 近貞美津子准教授（経済学部） SGDsと農業・食料

9 11月12日 杉本一郎教授（国際教養学部）
WHY NATIONS FAIL? ーアセモグル、ロビンソ
ン理論の妥当性を一緒に考えようー

10 1月14日 朝賀広伸教授（法学部） よりよい地球環境をめざして

創価高校「平和学入門」出講状況

1. 海外研究者の招聘状況、2.海外の研究組織との共同研究体制、3. センター員の在外研究の方針と

状況、4.その他 
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(3)センター員の在外研究の方針と状況 

前述のように平和問題研究所の所員は学部及び大学院所属の専任教員が兼担する体制となっている

ため、各所員所属の学部・研究科において在外研究を申請する体制となっている。 

 

４．次年度の事業計画 

 

(1)新たな研究センターを設置して研究体制を強化する。 

 アジア平和・公共性研究センター 

 研究会の開催を通じて「アジアの平和・ガバナンス研究」の目的と方法を交流機関や研究者と共有

し、共同研究を企画する。 

 東アジア研究フォーラムといった関連研究機関団体との交流をはかり、研究活動への貢献をはかる

なかでの当センターの認知を高めていく。 

 科研費をはじめ関連の外部研究資金が獲得できる研究プロジェクトを実施する。 

 

 人間の安全保障研究センター 

 「人間の安全保障指標」八王子プロジェクトについて関係各所との協議を進めるとともに、研究会

を開催し、発足の準備をすすめる。 

 国連人間の安全保障基金の採択事業についての報告書の収集・整理を進める。 

 人間の安全保障研究にかかわる機関、学会、団体との連携を強化し、共同研究に向けた交流を促進

する。 

 科研費をはじめ関連の外部研究資金が獲得できる研究プロジェクトを実施する。 

 

(2)その他、以下の活動を行う。 

 慶南大学・中国文化大学との共同研究プロジェクト「ピース・フォーラム」を通して、両大学との

研究協力を深化させるとともにその他の研究機関へネットワークを拡大していく。 

 平和講座（学外講師を招いての講演会）を開催する。 

 共通科目「平和と人権」（春期）・「環境と開発」（秋期）を開講し、創価高校「平和学入門」への出

講を行う。 

 

５．その他 


