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Ⅰ 2011 年度事業活動概要 

 
 
１．沿革および目的 

 

（１）沿革 

アジア経済研究所は、開発途上国の経済及びこれに関連する諸事情について、基礎的か

つ総合的な調査研究を行い、その成果を普及し、これら地域との貿易の拡大及び経済協力

の促進に寄与することを目的として、1960 年に「アジア経済研究所法」（昭和 35 年法律第

51 号）に基づいて設立された。1998 年、研究所はこれらの目的と成果を引き継ぎながら、

「アジア・太平洋地域等との通商政策上の協力体制の整備等を図るためアジア経済研究所

と日本貿易振興会を統合する」という閣議決定（平成 7 年 2 月 24 日）に基づき、貿易・投

資振興、地域研究、開発研究及び経済協力研究を推進する新ジェトロの研究機関として位

置づけられた。 

「多極分散型国土形成促進法」に基づく移転要請の閣議決定（昭和 63 年 7 月 19 日）に

端を発し、1996 年度の基本構想策定以来進められてきた移転事業については 1999 年度に

千葉市幕張に新施設が完成、同 12 月より新たな研究拠点での活動が開始された。 

2003 年 12 月には「特殊法人等整理合理化計画」（平成 13 年 12 月）に基づき独立行政法

人日本貿易振興機構法が成立、2003 年 10 月に「独立行政法人日本貿易振興機構」が設立

され、アジア経済研究所はその附置研究所として位置付けられることとなった。独立行政

法人日本貿易振興機構の第一期中期目標期間は 2007 年 3 月までの 3 年半で終了、その後、

第二期中期目標期間（2007 年度～2010 年度）を経て、2011 年度から第三期中期目標期間

がスタートした。2011 年度は、第三期中期目標期間の初年度に当たる。 

 

（２）目的 

アジア経済研究所は、経済産業省が各種政府方針を踏まえ「独立行政法人日本貿易振興

機構法」を基礎として定める「中期目標」の達成のため、機構が自ら策定する「中期計画」

に基づき、研究所に関連する事業目的の達成のため研究所の所管する各種事業を実施する。

各事業年度においては、機構全体として「経営方針・目標」を策定し、当該方針・目標に

基づき、研究所の所管する事業を実施している。 

具体的には、アジアを中心に、中東、アフリカ、ラテンアメリカなどすべての開発途上

国・地域について、現地に軸足を置いた経済・政治・社会など諸動向に係る分析を継続的

に行う地域研究と、最先端の理論を踏まえた計量的実証分析等に基づく開発研究の手法に

より、ノウハウの蓄積と研究者の集積を活かした基礎的かつ総合的な調査研究を実施する

ことで、開発途上国研究の拠点として世界への知的貢献を目指す。また、開発途上国・地

域との貿易の拡大および経済協力の促進に寄与する国のシンクタンクとして、政策やビジ

ネスの基礎的材料となる付加価値の高い研究成果を、政策担当者、ビジネス界、学界等国

民各層に提供し、我が国の通商政策および途上国の経済発展に貢献する。 
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【参考】「独立行政法人日本貿易振興機構法」（アジア経済研究所関連項目のみ抜粋） 

（機構の目的） 

第三条 独立行政法人日本貿易振興機構は、我が国の貿易の振興に関する事業を総合的かつ効率的に実

施すること並びにアジア地域等の経済及びこれに関連する諸事情について基礎的かつ総合的な調査研

究並びにその成果の普及を行い、もってこれらの地域との貿易の拡大及び経済協力の促進に寄与する

ことを目的とする。 

（業務の範囲） 

第十二条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

六 アジア地域その他の地域の経済及びこれに関連する諸事情に関する資料を収集すること。 

七 アジア地域その他の地域の経済及びこれに関連する諸事情に関し、文献その他の資料により調査

研究を行い、又は現地調査を行うこと。 

八 前二号に掲げる業務に係る成果を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて、提供す

ること。 

 

【参考】「独立行政法人日本貿易振興機構第三期中期目標（経済産業省）」（アジア経済研究

所関連項目のみ抜粋） 

２．国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項 
○ アジア等の経済連携の強化に向けての貢献等 
（イ） 調査・研究 
日本企業のアジア等におけるビジネス環境の改善のため、機構の有する国内外のネットワークを最大

限活用し、民間研究会の実施等を行い、二国間のみならず多国間の経済連携協定（EPA）の形成を支援

し、その活用促進を図る。 
EPA などの通商・貿易政策、アジア等の経済統合に資する研究などアジア経済研究所の行う地域研

究・開発研究と本部が行う海外調査が一体となって生み出される知見を国際ビジネスに繋げるべく、リ

ソースの相互活用など効率的・効果的な調査・研究体制を強化する。 
また、東アジアの経済統合の促進のために設立された東アジア・ASEAN 経済研究センター（ERIA）

における研究の支援を行うとともに、アジアのインフラ整備、内需拡大に向けた環境整備に協力する。

 

【参考】「独立行政法人日本貿易振興機構第三期中期計画（ジェトロ）」（アジア経済研究所

関連項目のみ抜粋） 

○ アジア等の経済連携の強化に向けての貢献等 

① 調査・研究 

機構は公平・中立性を旨とし、広範な海外ネットワークを持ち、機動性ある情報収集を行う「総合的

調査・研究機関」として、高い信頼性を得ている。 日本の通商政策、開発途上国の経済発展に資するべ

く、以下の調査・研究を重点的に行うものとする。 

(イ) 東アジアの経済統合の促進のために設立された東アジア・ASEAN 経済研究センター（ERIA）への

研究支援 

(ロ) 各国・地域の経済・通商政策・産業動向、FTA（自由貿易協定）及び EPA（経済連携協定）によっ

て形成される広域経済圏の調査・研究 
(ハ) 開発途上国に関し、政策の基盤となる基礎的・総合的な調査・研究 
こうした調査・研究を通じて、二国間のみならず多国間の FTA・EPA など我が国の通商政策に寄与す

るとともに、相手国政府、産業界に対する経済・社会発展、ビジネス機会の創出等に関する積極的な政

策提言を行う。また、我が国企業の新たなビジネス機会を見出す見地から、新興国市場等における、い

わゆるボリュームゾーン（BOP を含む）に関する調査を実施していく。 
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本部は、海外各国・地域の経済・貿易投資動向や法制度情報、日系企業の生産ネットワーク動向のほ

か FTA・EPA を中心とした通商政策、さらには世界各国・地域、市場の産業動向等に調査の基本的対象

を置き、的確に調査・分析を行う。 
研究所は、開発途上国・地域の現地に軸足を置いた経済・政治・社会など諸動向に係る分析を継続的

に行う地域研究と、最先端の理論を踏まえた計量的実証分析に基づく開発研究の手法を用いて、我が国

の通商政策の基盤となる研究を行う。これらの研究成果については、外部専門家の査読による評価を行

い、5 点満点の総合評価で平均 3.5 点以上とする。 
こうした研究を踏まえ、ERIA 政策研究、日中韓 FTA 共同研究など政策当局の要請に積極的に応える

べく政策提言研究に取り組む。これらの研究の成果は、政策担当者にブリーフィングするポリシー・フ

ォーラムの開催やポリシー・ブリーフの作成等による政策提言を行うとともに、ウェブによる発信、国

内外におけるシンポジウム・講演会・セミナーの開催などにより、広く発信していく。 
調査・研究の成果を国民に広く還元するという観点から、国・地域別情報サイト「J-FILE」に代表さ

れるようなウェブサイトのほか、国内外での講演会、個別面談、出版等を通じて、政策決定権者、有識

者、学界、企業・業界関係者など各層のニーズ・特性に応じて成果の普及を図っていく。事業の質をモ

ニターするため、定期刊行物の購読者及びセミナー、シンポジウム等の参加者等に対して「役立ち度」

に関するアンケート調査を実施し、4 段階で上位 2 つの評価を得る割合が 8 割以上とすることを目指す。

ウェブサイト（国・地域別情報サイト「J-FILE」）へのアクセス件数（ページビュー）は、年平均 1,300
万件以上を目標とする。研究所については、研究成果（論文を含む）のダウンロード数は年平均 260 万

件以上を目標とする。また、政策担当者等への研究成果のブリーフィング件数は年平均 100 件以上を目

標とする。 
研究所図書館については、紙媒体、電子媒体ともに資料の充実と整備を図り、経済開発・社会開発な

どに寄与する研究者や来訪者のニーズを反映した資料収集を行う。事業の質をモニターするため、図書

館の利用者に対して「役立ち度」に関するアンケート調査を実施し、4 段階で上位 2 つの評価を得る割

合が 8 割以上とすることを目指す。 
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２．2011 年度事業方針 
 

2011 年度の機構全体の事業活動については、8 つの事業区分により資源配分をおこなっ

ており、そのうちアジア経済研究所が所管する区分は「5．調査・研究」である。 

 

【参考】2011 年度事業区分・担当部署（ジェトロ全体） 

１．輸出促進 
（１）機械・環境産業部 
（２）農林水産・食品部 
（３）生活文化産業部 
（４）展示事業部 
２．海外進出・在外日系企業支援 
（１）進出企業支援・知的財産部 
（２）展示事業部 
３．海外ビジネス情報提供支援 
（１）ビジネス情報サービス部 
（２）海外調査部 
４．対日投資促進 

（１）対日投資部 
５．調査・研究 
（１）海外調査部 
（２）アジア経済研究所 
６．途上国のビジネス開発支援 
（１）途上国貿易開発部 
（２）展示事業部 
７．情報発信 
（１）海外調査部 
（２）展示事業部 
８．地方自治体等と共同で行う貿易情報センターの活動 

 

 

「調査・研究」区分（アジア経済研究所）基本方針 

アジア経済研究所の基本方針は、2007 年 12 月に閣議決定された「独立行政法人整理合

理化計画」に沿って、アジア等開発途上国・地域の貿易の拡大と経済協力の促進に寄与す

る基礎的かつ総合的な調査研究を行う国のシンクタンクとして、政策の基盤となる研究を

実施することである。 

研究手法としては、アジア、中東、アフリカ、中南米など開発途上国・地域の現地に軸

足をおいた経済・政治・社会などの諸動向に係る分析を継続的に行う地域研究と、最先端

の理論を踏まえた計量的実証分析に基づく開発研究手法による世界水準の研究を行う。こ

れにより、中長期的視点から、政策やビジネスの基礎的材料となる付加価値の高い歴史的・

構造的な分析及び計量分析等に基づく研究成果を政策立案者に提供する。 

調査研究は、①政策当局の要請に基づく即応性の高い研究課題に取り組む「政策提言研

究」、②政策当局の持つ潜在的かつ中期的な政策ニーズ・社会的ニーズを先取りした研究課

題に取り組む「政策提言に資する分析研究」、③「政策提言研究の根幹をなす基礎的・総合

的研究」の 3 つのカテゴリーに区分して実施する。また、研究成果を共有し、国際的に議

論をリードしていく観点から各国研究機関や国際機関との国際共同研究に取り組む。 
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上記研究活動によって生み出された研究成果および付加価値の高い知識・情報・統計デ

ータ・見方等は、政府への政策提言・政策判断の基礎材料提供、産業界・国民の途上国理

解促進、学界の学術水準維持・向上等のために、①ポリシ－・ブリーフの作成、ポリシー・

フォーラムの開催、②ウェブ発信の強化、③国内外におけるシンポジウム・講演会・セミ

ナー・ワークショップ等の開催、有識者会議及び学会等での論文発表、④出版、外部査読

付きジャーナル、等を通じ対外情報発信する。 

また研究所図書館は、開発途上国研究に関する専門図書館として、学術資料の他、各国

の政府刊行物、統計書、新聞・雑誌等の多言語にわたる資料を継続的に収集、整備、提供

すると共に、利用者サービスの拡充を図る。 

研究所は、研究者の集積・研究蓄積と充実した研究ネットワークを活用し、アジア等の

経済連携の強化に向けた議論をリードするとともに、世界の開発途上国研究の交流プラッ

トフォームとして、内外の研究者に政策討議を行う場を提供する。また、開発途上国研究

に関する最先端の研究成果を活かし、良質なカリキュラム提供することで、開発専門家に

資する人材育成研修事業を実施し、理論と実践能力を兼ね備えた開発専門家を育成する。 

加えて、研究部門と調査、事業部門との連携強化を図り、シナジー効果をより一層高め

るための取り組みを積極的に行う。 
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３．2011 年度事業の概要 
 
2011 年度アジア経済研究所事業においては、「研究・研究」事業区分を、以下の表の通り

小区分に分類、さらにそれぞれの小区分を複数のプログラム（事業小区分）に分類し、事

業を実施した。 

 

【小区分およびプログラム】 

小区分 プログラム 

政策提言研究 (1)アジア等研究ネットワーク構築支援事業    

(2)UNIDO・ERIA 共同研究 

(3)日中韓共同研究 

(4)日中経済連携（広東省産業高度化）研究 

(5)APEC 共同研究 

(6)対アフリカ投資誘致型実証事業 

(7)日中韓経済ビジネス連携研究 

(8)中東・南アジア地域の平和システム構築 

(9)中国・インドの台頭と東アジアの変容 

政策提言に資する分析研究 (1)重点研究（地域研究センター） 

(2)重点研究（開発研究センター） 

(3)重点研究（新領域研究センター） 

(4)経常分析研究（地域研究センター） 

(5)経常分析研究（開発研究センター） 

(6)経常分析研究（新領域研究センター） 

(7)連携研究（世界貿易機関（WTO）） 

(8)連携研究（福岡県） 

(9)機動研究 

政策提言の根幹をなす基礎的・総合的研究 (1)基礎的・総合的研究（地域研究センター） 

(2)基礎的・総合的研究（開発研究センター） 

(3)基礎的・総合的研究（新領域研究センター） 

科学研究費助成事業 (1)科学研究費助成事業 

受託研究 (1)受託研究 

研究ネットワーク事業 (1)海外研究員 

(2)海外客員研究員 

(3)研究交流促進 

(4)研究ネットワーク構築 

研究成果の発信・普及 (1)出版 

(2)講演会・セミナー・国際シンポジウム 

(3)ウェブサイト 

(4)賛助会 

(5)発展途上国研究奨励賞 

研究所図書館 (1)研究所図書館 

人材育成 (1)開発専門家育成 
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（１）政策提言研究 

政策当局からの要請等を受け、即応性の高い研究として実施する「政策提言研究」につ

いては、「アジア等研究ネットワーク構築支援事業（ERIA 支援事業：補助金）」、「UNIDO・

ERIA 共同研究」、「日中韓共同研究」、「対アフリカ投資誘致型実証事業」、「中東・南アジア

地域の平和システム構築」、「中国・インドの台頭と東アジアの変容」等、9 件のプロジェク

ト、計 17 件の課題に関する研究を実施した。政策提言研究の成果については、ウェブサイ

トでの機動的な発信、セミナー等での発信のほか、「アジ研フォーラム」や「政策ブリーフ

ィング」等を通じた政策担当者・政策立案者および政策立案に影響力のある有識者等への

インプットを積極的におこなった。 
 

（２）政策提言に資する分析研究 

政策当局の持つ潜在的かつ中期的な政策ニーズ・社会的ニーズを先取りした課題に取り

組む「政策提言に資する分析研究」については、「東アジア経済圏の形成と課題：経済成長

と成長戦略」、「新興国の市場・産業分析」、「開発途上国の比較政治経済分析・国際関係」

の 3 つの重点課題を設定し、「東アジア統合とその理論的背景」、「開発途上国における少子

高齢化社会との共存」、「途上国の視点から見た「貿易と環境」問題」、「中国の産業発展プ

ロセスの横断的分析」、「アジアの司法化と裁判官の役割」、「イスラームと政治的異議：ア

ジアと中東の比較研究」など、合計 16 課題に取り組んだ。また、アジア経済研究所がこれ

まで継続的に実施してきた「経常分析研究」として、「2005 年国際産業連関表の作成と利用」、 

「アジア諸国の動向分析」、「貿易指数の作成と応用」、「東アジア経済地理データセット

の作成と分析」など、合計 6 件の研究プロジェクトを実施した。さらに、社会的に関心の

高い課題や緊急発生的な問題を機動的に分析する「機動研究」では、「ラオス人民革命党第

9 回大会と今後の発展戦略」、「ベトナムの選択―2020 年の工業国入りを目指して―」、「2012
年台湾総統選挙の結果とその影響」、「アラブの春とアラビア半島の将来」、「マレーシア第

13 回総選挙―争点、結果、含意」の 5 つの課題研究を実施した。国内外の研究機関等との

連携研究としては、世界貿易機関（WTO）との間で「東アジアの貿易構造と国際価値連鎖」

を、福岡県との間で「アジアにおける新エネルギー政策の動向と福岡県における今後の新

エネルギーの推進」を実施した。 
 

（３）政策提言研究の根幹をなす基礎的・総合的研究 

政策提言の根幹をなす基礎的・総合的研究については、2011 年度、「持続的発展のための

国家と企業の新戦略（経済・環境）」、「均衡ある発展へ向けての政治的安定と社会的弱者の

包摂（政治・社会）」の 2 つを優先テーマに据え、調査研究課題案を研究者から募集、提案

された研究課題について研究所内の委員会・会議等内規で定めれらた審査プロセスを経て、 

計 24 件の研究会を発足させ調査研究を実施した。 

上記の研究活動の成果については、厳格な外部評価の対象とすることとし、2003 年度以

降外部有識者による査読を実施しているが、2011 年度については最終成果を提出した 17
件の研究会が提出した成果論文に対して外部専門委員による査読の評価を行った。この評

価結果は、「2011 年度アジア経済研究所業績評価報告書」として公表した。 
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（４）科学研究費助成事業 

アジア経済研究所では、研究機関としての競争力の向上ならびに基礎的・総合的研究に

おける新たな財源確保の観点から、競争的資金である科学研究費補助事業の積極的な獲得

につとめている。 

2011 年度は、研究代表者として補助事業を実施する 17 名の研究員が、計 30,834 千円の

交付を受け（間接経費および前年度繰越分を含む）、それぞれの研究活動を実施した。また、

延べ 20 名の研究者が研究分担者として、計 40,898 千円の分担金の配分を受け（間接経費

を含む）、それぞれの研究活動を実施した。 

また、補助金等の使用における利便性や手続きの円滑化、研究者に対するインセンティ

ブ付け、および新規応募率と採択率向上へ向けた取り組み等に関し、補助事業の実績豊富

な大学や研究機関に対するヒヤリングを実施、得られた情報を取りまとめ、研究所内で共

有のうえ制度改善に向けた検討をおこなった。 

2012 年度へ向けた新規募集に対しては、19 名の研究員が研究代表者として研究課題の応

募をおこなった（学術図書を含む）。2012 年 4 月、応募した 19 件のうち 11 件について交

付内定を受けた。 

 

（５）受託研究 

国際協力機構（JICA）からの受託研究として「タイ国『パーサック灌漑事業』インパク

ト評価手法を用いた事後評価」、京都大学からの受託研究として「アセアンにおける開発輸

入企業の進出動向に関するミクロデータの収集と統計処理」、また、ERIA より「アジア総

合開発計画」に関する支援研究を 2 件および「3R Industrial Policies at Industrial Related 

Ministries in East Asian Countries」の計 3 件、合計で 5 つの研究課題について受託研究を実施

した。 
 

（６）研究ネットワーク事業 

アジア経済研究所が国内外の研究交流拠点としての役割を果たすため、海外研究員の派

遣、海外客員研究員の受け入れ、開発専門家の招聘、海外の学会や国際会議での研究成果

発表などを通じ、研究交流の促進および研究ネットワークの構築につとめている。 

海外研究員については、2011 年度、9 名の研究員が各国の大学・研究機関へ赴任した。

また同年度内に 14 名の海外研究員が帰任し、2011 年度末現在で 16 名の研究員が海外で研

究活動をおこなっている。 

また、海外の研究機関等より 8 名の海外客員研究員を受け入れ、各自の研究活動のほか

視察やセミナーに参加いただくことで、国際研究交流の促進につとめた。海外客員研究員

の研究成果については、Visiting Research Fellows Monograph Series 5 点および Discussion 

Paper 2 点の刊行をおこなった。 
その他、海外の有力大学・研究機関より開発専門家として 4 名の短期招聘をおこなうと

ともに、国内外の大学・研究機関との連携協定に基づく研究交流を実施し、国際研究ネッ

トワークの構築につとめた。さらに、海外の学会や国際シンポジウム等で研究所の研究成

果を発信すべく、30 件の学会、国際会議に延べ 22 名が参加し、研究発表をおこなった。 
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（７）研究成果の発信・普及 

アジア経済研究所では、定期刊行物や単行書の出版、セミナー・講演会等の開催、およ

びウェブサイト等を媒体として、調査研究活動の成果発信、普及につとめている。 

出版事業について、2011 年度は、所内外でのレフェリーを経て、『アジア経済』『アジ研

ワールド・トレンド』などの和文定期刊行物、『研究双書』『アジ研選書』『アジアを見る眼』

などの和文単行書を総計 43 点刊行したほか、岩波書店など外部出版社より 4 点の和文単行

書を刊行。また、英文機関誌である『The Developing Economies』、Wiley-Blackwel 社などの

外部出版社より 6 点の英文単行書を刊行、合計 60 点の有料出版物を刊行した。また、例年

に引き続き、EBSCO や日経テレコンなどを通じた電子媒体の販売を実施した。ディスカッ

ション・ペーパーは 57 点を刊行した。 
講演会・セミナー等については、各地の貿易情報センターからの依頼等による地方講演

会を 17 回、海外事務所からの依頼等による海外講演会を 5 ヶ国で開催したほか、世界貿易

機関（WTO）との共同研究成果を発表した「東アジアの国際生産ネットワーク」、および朝

日新聞社および世界銀行との共催による「中東地域の政治変動－軍政関係、民主化、国際

関係」、2 件の国際シンポジウムを開催した。2011 年度の講演会・セミナー・国際シンポジ

ウムの開催件数は 49 件、参加者は延べ 3,565 名に達した。また 2011 年度からの新たな取

り組みとして、官公庁、マスコミ、ビジネス界の有識者への情報提供と双方向による意見

交換の場である「アジ研フォーラム」を創設、開催回数は 11 回、参加者は延べ 406 名に達

した。 
ウェブサイトでは、講演会映像の動画配信や、途上国で発生した重大な出来事などに関

する解説記事を積極的に掲載することにより、コンテンツの充実化を図った。その他、発

展途上国研究奨励賞、アジ研賛助会（会員制度）など、成果普及関連事業をおこなった。 
 

（８）研究所図書館 

研究所図書館は、例年に引き続き、開発途上国・地域の経済、政治、社会に関する基礎

的・学術的な文献、統計資料、逐次刊行物や学術誌、ワーキング・ペーパーなどの資料を、 

多様なルートを通じて収集、整備した。 

2011 年度末の所蔵状況は、図書約 62.5 万冊（統計資料含む）、逐次刊行物 3,600 タイト

ルとなった。2011 年度の来館者数は 5,360 人で前年比微増であったが、非来館型サービス

として注力しているデジタルアーカイブについては、ページ参照数、PDF ダウンロード数

ともに前年比大幅増となった。また、図書館間協力として実施している国立情報学研究所

（NII）のオンライン総合目録データベース（NACSIS-CAT）の新規目録登録数や、図書館

間相互貸借（NACSIS-ILL）による相互貸借件数は、例年に続き全国トップクラスの実績を

残した。 
「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」（平成 18 年法律第 51 号）および

「公共サービス改革基本方針」（平成 19 年 12 月 24 日閣議決定）に基づき、2010 年度～2011
年度のアジア経済研究所図書館運営業務について官民競争入札（総合評価落札方式）を実

施し、アジア経済研究所自身が落札者となっている。2011 年度はこの 2 年度目に該当する

が、前年度の経験を踏まえ、安定的な運営を実現し、管理業務の効率化、省力化を図るこ

とで、仕様書で定める数値目標および納期についてほぼ達成することができた。 
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2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大地震では、蔵書の約 6 割が書架から落下するなど

大きな被害を受けたが、懸命な復旧作業の結果 4 月 1 日に部分開館、5 月の大型連休明けよ

り通常の図書館活動を再開することができた。 
 

（９）人材育成 

開発専門家の育成を目的として実施している「アジア経済研究所開発スクール（IDEAS）」

の運営では、2011 年度、第 21 期日本人研修生に対して後期講義を実施し、海外留学や就

職について支援をおこなうとともに、第 22 期日本人研修生 10 名、第 21 期外国人研修生

11 名を募集・選考し、前期講義、研修旅行や地域交流活動などの研修活動を実施した。外

国人研修生の募集・招聘においては、ジェトロ海外事務所や研修修了生のネットワークを

活用した。 

国内における成果普及および事業広報の観点から、「イデアス実践講座」、「世銀・イデア

ス共催開発問題セミナー」を開催するとともに、「国際協力キャリアフェア 2011」に参加し

た。修了生に対しては「フォローアップ研修」を実施し、研修効果の更なる向上とネット

ワーク構築につとめた。 

 

 

 

  




