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概 要 

  

１．数学イノベーションに関する現状について 

近年のビッグデータ時代の到来、既存の枠組みをはるかに超えるようなイノ

ベーションの必要性の増大などから、数学・数理科学への期待は高まっており、

これらの期待に応えるため、これまで、①数学・数理科学と諸科学・産業の研

究者の「出会いの場」「議論の場」としてのワークショップ等の開催支援、②

両者の協働による研究の支援、③連携研究拠点の整備【参考１を参照】等が行

われ、一定の研究成果も生まれている【参考２を参照】。 

２．数学イノベーションに関する現状の課題について 

しかし、依然として以下のような問題点がある。 

（１）数学・数理科学研究者の姿が外から見えづらいこと 

（２）数学イノベーションを担う人材の層が厚くないこと 

３．数学イノベーション推進に必要な方策について 

（１）必要な方策 

２．の問題点を解決するには、具体的には、以下のＡ）からＣ）のような機

能を備えた全国の数学連携研究拠点と、これらの拠点により構成される全国的

な体制が必要であり、これらの体制を支援する国のプログラムが不可欠である。 

Ａ）諸科学・産業からの相談に対応する総合診断機能 

①個別の数学連携研究拠点に必要な機能 

・ 相談窓口機能（諸科学や産業から相談された問題を「数学の問題」

に翻訳し、当該拠点の適切な数学・数理科学研究者につなぐ機能） 

・ 諸科学・産業との共同研究を実施する機能 

・ 研究成果の実装・実用化を支援する機能 

②全国的な体制に必要な機能 

・ 個別の数学連携拠点等に諸科学・産業から相談のあった問題を拠点

間で共有し、その問題を「数学の問題」へ具体的に翻訳する機能 

・ 全国から適切な数学・数理科学研究者を紹介する機能 

・ 相談者と数学・数理科学研究者との議論の場の設定等を通じて、共

同研究への発展を支援する機能 

・ 国内外の研究動向を分析し、数学・数理科学の力を発揮できる重要

な研究テーマ等を抽出する機能 

なお、研究情報や研究者情報の集約・「見える」化を図るために、例え

ば、諸科学・産業の問題に取り組んでいる、あるいは取組経験はないもの

の関心を持つ数学・数理科学研究者の氏名・所属、研究テーマ・研究成果

等の情報を整理し、ライブラリーとして公開することも必要である。 

Ｂ）数学的シーズの共有・発信機能 

①個別の数学連携研究拠点に必要な機能 

・ 諸科学・産業の研究者・技術者向けや、高校生や高校教員向けに、

数学応用事例や数理的手法等を紹介する講習会等を実施する機能 

②全国的な体制に必要な機能 
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・ 全国の数学・数理科学研究者が、諸科学・産業の問題の解決に有用

な数学的シーズ（数理的手法・理論等）を共有・意見交換する場を

設定する機能 

・ 諸科学・産業の研究者・技術者向けに、有用な数学的シーズの講習

会等を実施する機能や、数学的シーズの売り込み等を行う機能 

Ｃ）人材育成機能 

①個別の数学連携研究拠点に必要な機能 

・ 数学・数理科学専攻学生に、諸科学・産業との協働に参加する機会

を提供することを通じた人材育成機能 

・ 数学・数理科学専攻以外の学生の基礎的な数学・数理科学やデータ

科学の力の強化を図る機能 

・ 様々な専攻分野の学生に、数理モデリング・データ科学等を履修す

る機会や現代数学について知る機会を提供する機能 

②全国的な体制に必要な機能 

・ 数学・数理科学専攻の若手研究者や学生に、諸科学や産業の問題に

触れる機会を提供することを通じた人材育成機能 

・ 数学・数理科学専攻の若手研究者や学生に、いわゆる訪問滞在型プ

ログラム等により日本に滞在中の外国の第一線の研究者と直接交

流する機会を提供することを通じた人材育成機能 

・ 数学・数理科学専攻の若手研究者や学生に、企業関係者と直接交流

し相互理解を深める全国規模の機会を提供することを通じた人材 

なお、全国的体制に必要な機能を発揮するには、全国の数学連携研究拠点

によるネットワーク体制が必要で、そのハブとなる機能を担う拠点と事務局

機能が必要である。また、数学・数理科学者と諸科学・産業との間をつなぐ

コーディネータを務める人材が必要であり、幅広い視野と経験を備えた者及

び若手研究者を適切に配置することが重要である。 

（２）期待される効果 

諸科学・産業に潜在する数学へのニーズに十分に応えることが可能となり、

例えば以下のような効果をもたらすことが期待できる。 

・ より少ないデータで多くのことを表現することが可能となる。人工知能

研究の数理的基盤の強化につながることも期待できる。 

・ 変化が起こる前の兆しを検出することが可能となり、変化が起こる前の

効果的・効率的対策が期待できる。 

・ 産業界等の現場における熟練者の「経験と勘」の定式化・定量化により、

その技能の伝承や更なる性能向上につながることが期待できる。 

このほか、「新しい科学」が生まれることも期待できる。 

（３）留意すべき事項 

数学イノベーションの取組を活発化させるとともに、予測できないほど長

い時間が経過した後にも大きなイノベーションの創出が期待されるという

数学の学問としての特性に鑑みて、新しい数学を生み出す基礎的研究の振興

にも十分に留意する必要がある。 
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はじめに 

 

数学・数理科学研究者が諸科学・産業（本報告書では、数学・数理科学以外

の学問分野や産業界だけでなく、社会における諸活動も含む）の問題の解決を

目指した研究を実施することで新たな発想によるイノベーションの実現を目

指す取組（数学イノベーション1）の推進方策については、数学イノベーション

委員会において検討が行われ、平成 26年８月に「数学イノベーション戦略」

が科学技術・学術審議会 先端研究基盤部会で取りまとめられるとともに、こ

れまでに、数学・数理科学と諸科学・産業の研究者の「出会いの場」や「議論

の場」としてのワークショップ等の開催支援、両者の協働による研究を支える

研究プロジェクトや研究拠点の整備等の取組が行われてきた。 

平成 27年 2月からの第 8期科学技術・学術審議会においては、数学イノベ

ーション委員会は新たに戦略的基礎研究部会の下に設置され、ここ数年におけ

るこれらの取組から見えてきた課題も踏まえ、数学イノベーションを進める上

での現状の問題点を整理し、その解決のために必要な方策について検討を行っ

た。本報告書は、この検討の結果を踏まえ、戦略的基礎研究部会が取りまとめ

たものである。 

 

 

  

                                                   
1数学イノベーションとは、諸科学の共通言語である数学の持つ力（具体的実体を抽象化し

てその本質を抽出し、一般化・普遍化する力）を十分に活用して、様々な科学的発見や技

術的発明を発展させ、新たな社会的価値や経済的価値を創出する革新を生み出していくこ

とをいう【「数学イノベーション戦略」（平成 26年８月 28日、科学技術・学術審議会 先

端研究基盤部会）11ページを参照】。 
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１．数学イノベーションに関する現状について 

（１）数学イノベーションの必要性 

社会全体における、例えば下記に見られるような近年の大きな変化に伴い、

数学・数理科学の重要性が飛躍的に高まり、社会からの期待もかつてなく増大

している。 

 多くの学問分野や産業において、計測技術や情報技術の進歩に伴い、大

量で複雑なデータの入手が容易になり、そのデータの持つ意味を知り、

データを活用することが問題解決の鍵を握るようになってきている。な

お、計測技術・情報技術の発展自体も数学・数理科学が本質的に下支え

している場合が多い。 

 また、経済・金融システム、社会システム、環境・エネルギー問題、災

害予測・防災等、特定の学問分野や産業において、固有の識見と観察・

計測や経験に基づいて構築された既存モデルだけでは捉えきれない複

雑な現象や問題が増加している。 

 さらに、これまでの延長線上の研究開発ではなく、既存の枠組みをはる

かに超える、あるいは時として破壊するようなイノベーションを実現す

るには、これまでにない発想やものの見方が必要であるという認識も高

まっている。 

このため、諸科学共通の言語であり、ものごとを抽象化する力を有している

数学・数理科学への期待が高まっており、例えば、複雑な現象における本質的

部分を抽出し、うまく単純化することで、データ解析の大幅な効率化を図るこ

とや変動の兆しを検出することなど、数学・数理科学の力を発揮できる場面が

増加している。 

 

（２）数学イノベーション委員会における検討 

数学イノベーション委員会は、平成 23 年に科学技術・学術審議会の先端研

究基盤部会の下に設置され、数学・数理科学と諸科学・産業との協働によるイ

ノベーションを実現するために必要な方策を検討し、平成 26 年８月に先端研

究基盤部会で「数学イノベーション戦略」を取りまとめた。 

平成 27 年２月からの第 8 期科学技術・学術審議会においては、新たに数学

イノベーション委員会を戦略的基礎研究部会の下に設置し、平成 27 年４月か

ら議論を重ね、同年８月には数学イノベーション推進拠点に必要な機能を整理

して同部会に報告した。また、同年９月以降は数学イノベーション推進のため

の全国的体制に必要な機能や人材の育成の在り方を中心に議論を重ねてきた。 

 

（３）数学イノベーションに関する取組  



 

- 6 - 

 

上記（１）で述べたとおり数学・数理科学への期待は高まっており、これら

の期待に応えるため、これまで様々な取組が行われてきた。これらの取組を３

つに分けて整理すると以下のとおりである。 

①数学・数理科学と諸科学・産業の研究者の「出会いの場」「議論の場」と

してのワークショップ等の開催支援 

数学・数理科学の力を活用できる問題を発掘するには、数学・数理科学と

諸科学・産業の研究者が出会い、議論する場を設ける必要があるため、これ

らの活動を支援する以下の事業が行われている。 

・数学・数理科学と諸科学・産業との協働によるイノベーション創出のた

めの研究促進プログラム（数学協働プログラム）【平成 24～28年度】 

・実施機関：統計数理研究所 

・協力機関：北海道大学、東北大学、明治大学、東京大学、名古屋大

学、京都大学、大阪大学、広島大学、九州大学の数学・

数理科学系の研究科や研究所 

 

②数学・数理科学と諸科学・産業との協働による研究の支援 

数学・数理科学と諸科学・産業との協働による研究のための研究費や研究

プロジェクトが例えば以下のように行われている。 

（例） 

・ JST戦略的創造研究推進事業「数学と諸分野の協働によるブレークスル

ーの探索」領域【平成 19～27年度】 

・ FIRST最先端数理モデルプロジェクト【平成 21～25年度】 

・ JST戦略的創造研究推進事業「現代の数理科学と連携するモデリング手

法の構築」領域、「社会的課題の解決に向けた数学と諸分野の協働」領

域【平成 26～33年度】 

・ 科学研究費助成事業 特設分野研究「連携探索型数理科学」分野【平成

26～30年度】 

このほか、AIP（人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合

プロジェクト）や、データ科学や計算科学を活用した情報統合型物質・材料

開発イニシアティブを始め、数学・数理科学を基盤とした技術を活用した研

究プロジェクトも実施されている。 

 

③数学・数理科学と諸科学・産業との連携研究拠点の整備 

数学・数理科学と諸科学・産業との連携研究拠点については、各大学等に

おいて以下のような拠点が設けられ、活動している【参考１を参照】。 

（例） 



 

- 7 - 

 

・ 大学共同利用機関：統計数理研究所 

・ 共同利用・共同研究拠点 

・ 京都大学数理解析研究所 

・ 九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 

・ 明治大学先端数理科学インスティテュート 

・ その他の大学における組織の整備 

・ 理化学研究所 理論科学連携研究推進グループ（iTHES）分野横断型数理

科学連携研究チーム 

 

このような取組や活動を通じて、諸科学・産業と連携して研究できる数学・

数理科学研究者が育ち、その研究者間のネットワークの構築、諸科学・産業と

の連携のノウハウの蓄積も一定程度進展している。また、数学・数理科学と諸

科学・産業との協働による研究が行われ、一定の研究成果も生まれている【参

考２を参照】。  
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２．数学イノベーションに関する現状の課題について 

１．（３）のとおり、数学・数理科学と諸科学・産業との協働に向けた様々

な取組が行われてきた。また、１．（３）の①で述べた「数学協働プログラム」

（平成 24～28 年度）に関する中間評価結果報告書（平成 27 年 11 月）におい

て、「数学・数理科学と諸科学・産業との協働が定着するには、時間がかかる

ため、今後も現在の活動を継続・発展させることが望ましい。」とされている

ところである【参考３を参照】。さらに、第５期科学技術基本計画（平成 28

年１月 22 日 閣議決定）においては、「超スマート社会」の実現に必要な基

盤技術を支える「数理科学」の振興を図ることとされている。 

しかしながら、このような数学・数理科学と諸科学・産業との協働に向けた

活動が直接の参加者以外にも広く知られているとまでは言えず、また、数学・

数理科学と諸科学・産業との連携に参加している研究者の広がりも十分ではな

い。 

これらの課題の背後にある問題点は以下のとおりと考えられる。 

 

（１）数学・数理科学研究者の姿が外から見えづらいこと 

数学・数理科学の外（諸科学の研究者や産業界、さらには社会一般）から見

た場合に、以下のような解決すべき課題があると考えられる。 

 どのような問題の解決にどのような数学・数理科学の力が役立つのか分

からない。 

 数学・数理科学研究者の姿が外からは見えづらく、仮に諸科学や産業界

の人が自分たちの抱える問題に数学・数理科学の力が役立つのではない

かと思っても、誰に相談すれば良いか分からない。 

 どの程度の具体性のある問題を相談すれば良いか分からない。 

 

（２）数学イノベーションを担う人材の層が厚くないこと 

また、数学・数理科学側においても諸科学・産業側においても、お互いに

連携できるような人材に関して、以下のような解決すべき課題がある。 

 大学等において、数学・数理科学と諸科学・産業との連携を担うことが

できる人材の育成が十分ではない。例えば、大学の数学専攻では、数学

の外に目を向けさせる機会が乏しく、数学・数理科学専攻以外では、数

学・数理科学やデータ科学等を学ぶ機会が乏しい。 

 数学専攻学生（特に博士課程学生）のキャリアパスが限定的である（学

術界に進む者が中心で、企業に進む者は少ない（平成 26年４月、日本

数学会アンケート調査参照））。 
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 日本の数学研究者のコミュニティでは、いわゆる純粋数学（新たな定理

の発見・証明等）を中心とした評価に偏る傾向が強く、それが大学等の

教育研究職への就職につながるため、特に若手研究者が諸科学・産業と

連携する意欲に結び付きにくい。 

 なお、数学界の外から見た場合の「数学」や「数学者」に対するイメー

ジが限定的である。例えば、諸科学や産業界から見た場合の「数学は現

実から乖離した世界、数学者は近づき難い存在」というイメージや、高

校教員や高校生から見た場合の「大学の数学専攻に進学すると将来のキ

ャリアパスが限られる」というイメージなどが挙げられる。 
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３．数学イノベーション推進に必要な方策について 

（１）必要な方策 

１．（３）③のとおり、全国の大学等に幾つかの数学・数理科学と諸科学・

産業との連携研究拠点（数学連携研究拠点）が整備され、各々の特色を生かし

た活動が行われるようになっている。しかし、個別の拠点がそれぞれ独自に活

動するだけでは、２．に掲げた問題点（数学・数理科学研究者の姿が外から見

えづらいことや、数学イノベーションを担う人材の層が厚くないこと）を解決

するには十分ではない。したがって個別の拠点が活発に活動することと合わせ

て、これらの様々な拠点の活動を全体としてまとまった形で外から「見える」

ようにしてその認知度を向上させるとともに、個別の拠点の資源だけでは十分

な対応が困難な活動について拠点間の協力を促すことが必要である。 

具体的には、以下で述べるとおり、Ａ）諸科学・産業からの相談に対応する

総合診断機能、Ｂ）数学的シーズの共有・発信機能、Ｃ）人材育成機能を備え

た全国の数学連携研究拠点と、これらの拠点により構成される全国的な体制が

必要であり、これらの体制を支援する国のプログラムが不可欠である。同時に、

数学・数理科学的手法を必要とする諸科学分野の研究プロジェクトの推進も極

めて有効である。 

 

Ａ）諸科学・産業からの相談に対応する総合診断機能 

諸科学・産業から見て、自分たちの抱える問題がどのような「数学の問題」

になり得るもので、どの数学・数理科学研究者に相談すればよいか、等を判断

することは容易ではない。また、数学・数理科学研究者と直接接触して意見交

換することも、使用する言語や用語、何を目指し何を評価するかといった評価

尺度（文化）、時間感覚等の違いから、それほど容易ではない。このため、諸

科学・産業の研究者・技術者と数学・数理科学研究者との間をうまくつなぐた

めに、全国の個別の数学連携研究拠点には以下の①の機能が必要であり、これ

らの拠点により構成される全国的体制には以下の②の機能が必要である。 

 

①個別の数学連携研究拠点に必要な機能 

・ 相談窓口機能（諸科学や産業との接点となり、相談された問題を「数学

の問題」に翻訳し、当該拠点の適切な数学・数理科学研究者につなぐ機

能） 

・ 諸科学・産業との共同研究を実施する機能 

・ 研究成果の実装・実用化を支援する機能 

 

②全国的な体制に必要な機能 
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・ 個別の数学連携拠点等に諸科学・産業から相談のあった問題を拠点間で

共有し、必要に応じて相談者を交えて拠点間の協力のもと、その問題を

より明確化し、「数学の問題」へ具体的に翻訳する機能 

・ その問題の解決に必要と思われる数学的シーズを抽出し、拠点間の協力

のもと全国から適切な数学・数理科学研究者を紹介する機能 

・ 問題を提示した諸科学・産業の研究者・技術者（相談者）と紹介された

数学・数理科学研究者との議論の場（数学へのニーズと数学的シーズの

マッチングの場）を拠点間の協力により設定すること等を通じて、諸科

学・産業との共同研究への発展を支援する機能 

・ 国内外の研究動向を分析し、数学・数理科学の力を発揮できる重要な研

究テーマ等を抽出する機能 

 

なお、諸科学・産業の研究者・技術者が、諸科学・産業の問題に取り組んで

いる数学・数理科学研究者に関する情報を容易に収集できるよう、各拠点や各

研究者に散在している研究情報や研究者情報の集約・「見える化」を図り、こ

れらの情報を外から容易に利用可能にする機能も必要である。例えば、以下の

情報を整理し、ライブラリーとして公開することなどが考えられる。 

・ 諸科学・産業の問題に取り組んでいる、あるいは取組経験はないものの

関心を持つ数学・数理科学研究者の氏名、所属等 

・ これらの研究者の研究テーマ・研究成果（誰が、どのような問題の解決

に、どのような数理的手法や理論等の数学的シーズを用いたか、に関す

る情報など） 

 

Ｂ）数学的シーズの共有・発信機能 

上記のＡ）の機能により、諸科学・産業の研究者・技術者と数学・数理科

学研究者との間をつないだ後は、数学・数理科学と諸科学・産業との共同研究

に発展することが期待される。この研究を通じて得られた「このような問題の

解決にこのような数理的手法や理論が有用である」等の情報を、研究に従事し

た数学・数理科学研究者や拠点間で共有して有効に活用するとともに、諸科

学・産業に向けて発信するため、全国の数学連携研究拠点には以下の①の機能

が必要であり、これらの拠点により構成される全国的体制には以下の②の機能

が必要である。 

 

①個別の数学連携研究拠点に必要な機能 

・ 諸科学・産業の研究者・技術者向けに、数学・数理科学の応用事例や応

用可能な数理的手法等を紹介する講習会等を実施する機能 
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・ 高校生や高校教員向けに、数学応用事例等を紹介する講習会等を実施す

る機能 

 

②全国的な体制に必要な機能 

・ 全国の数学・数理科学研究者が、諸科学・産業との研究の成功事例や

諸科学・産業の問題の解決に有用な数学的シーズ（数理的手法・理論

等）を共有し、意見交換する場を設定する機能（これにより、特定の

分野の問題解決に有用な数学的シーズが別分野の問題解決にも応用さ

れることが期待される。） 

・ 全国の数学者・数理科学研究者の協力を得て、諸科学・産業の研究者・

技術者向けに、問題解決に有用な数学的シーズ（数理的手法や理論等）

の講習会等を企画・実施する機能や、その数学的シーズの売り込み等

を行う機能 

 

Ｃ）人材育成機能 

数学・数理科学のバックグラウンドを持って諸科学・産業との協働を担う

人材や、諸科学分野・産業界で活躍できる人材を育成するには、数学・数理

科学専攻の若手研究者や学生に諸科学・産業との実際の協働の場に参加する

機会を与え、経験を積ませることが効果的である。いわゆる訪問滞在型プロ

グラム2は、数学をはじめとする理論系を中心とした多様な分野の研究者が国

内外の大学・公的研究機関や産業界から集まり、新しい課題について議論す

るもので、数学のフロンティア形成に有効であるとともに、諸科学・産業と

の協働を担う人材を育成する上でも効果が期待される。また、諸科学・産業

側において、数学・数理科学やデータ科学の力の強化も重要である。 

このため、全国の数学連携研究拠点は、教育関係部門とも連携し、以下の

①の機能を備える必要があり、これらの拠点により構成される全国的体制は

以下の②の機能を備える必要がある。 

 

①個別の数学連携研究拠点に必要な機能 

                                                   
2 訪問滞在型プログラムとは、既存の学問分野の枠組みを越え時代を先取りするようなテー

マの下に、数学をはじめとする理論系を中心とした多様な分野の国内外のトップレベルの

研究者が一定期間一つの研究所に滞在し、若手研究者をはじめとする異分野の研究者と出

会い、知識や考え方を共有し、自由な議論を通じて互いに触発され、新たな研究の着想を

得るまでを一体的に実現する取組である。これにより、自由な議論を通じて異分野間の共

同研究への発展を促し、新しい融合的研究分野・テーマを切り開くとともに、このような

融合的研究の担い手となる若手研究者育成に貢献することが期待できる。【「数学イノベー

ション戦略」（平成 26年８月 28日、科学技術・学術審議会 先端研究基盤部会）29ページ

を参照】。 
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・ 数学・数理科学専攻学生に、諸科学・産業との協働に参加する機会を提

供することを通じた人材育成機能（諸科学や産業との共同研究や問題提

示型研究集会・演習等への参加、諸科学の研究室への派遣等を通じた人

材育成等） 

・ 数学・数理科学専攻以外の学生の基礎的な数学・数理科学やデータ科学

の力の強化を図る機能 

・ 様々な専攻分野の学生に、数理モデリング・データ科学等を履修し、社

会で活用する意識を醸成する機会や現代数学について知る機会を提供

する機能 

 

②全国的な体制に必要な機能 

・ 数学・数理科学専攻の若手研究者や学生に、諸科学や産業の問題に触

れる機会を提供することを通じた人材育成機能（上記のＡ）の総合診

断への参画、問題提示型研究集会の拠点間共同開催、他の数学連携研

究拠点の活動への参画等を通じた人材育成） 

・ 数学・数理科学専攻の若手研究者や学生に、いわゆる訪問滞在型プロ

グラム等により日本に滞在中の外国の第一線の研究者と直接交流する

機会を提供することを通じた人材育成機能 

・ 数学・数理科学専攻の若手研究者や学生に、企業関係者と直接交流し

相互理解を深める全国規模の機会を提供することを通じた人材育成機

能 

 

なお、この全国的体制が上記のＡ）からＣ）に掲げた機能を発揮するに当

たっては、全国の数学連携研究拠点がそれぞれの特色を生かしつつ、有機的に

連携・協力できるネットワーク体制が必要である。このネットワーク体制には、

そのハブとなる機能を担う拠点と事務局機能が必要である。 

また、このようなネットワーク体制には、数学・数理科学研究者と諸科学・

産業との間をつなぐコーディネータを務める人材が必要であり、特に、このよ

うな若手人材を研究者のキャリアパスの一つとして組み込みながら育成する

ことが求められる。このため、各数学連携研究拠点の協力体制のもと、幅広い

視野と経験を備えた者及び将来の諸科学・産業との協働を担う若手研究者を適

切に配置することが重要である。 

 

（２）期待される効果 

上記（１）の①のような機能を備えた全国の数学連携研究拠点と、これらの

拠点により構成される②の機能を備えた全国的な体制を構築し運営すること
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で、これらの拠点の活動が全体としてまとまった形で外から見えるようにな

り、諸科学・産業に潜在する数学へのニーズを引き出し、そのニーズに数学・

数理科学の力を十分に活用して応えることが可能となる。そして、例えば以下

のような効果をもたらすことが期待できる。 

・ ビッグデータの背後にある数理的構造等の本質的部分を抽出すること

で、例えば、より少ないデータで多くのことを表現することが可能とな

るなど、データ取得や解析の大幅な効率化が期待できる。また、人工知

能研究の数理的基盤の強化につながることも期待できる。 

・ 複雑な現象の背後にある構造を捉えることで、変化が起こる前の兆しを

検出することが可能となり、変化が起こる前の効果的・効率的対策が期

待できる。 

・ 産業界をはじめとする様々な現場における熟練者の「経験と勘」による

判断の背後にある構造を数学・数理科学の知見を用いて定式化・定量化

することで、例えば、熟練者の技能の伝承や更なる性能向上につながる

ことが期待できる。 

このほか、諸科学の共通言語である数学・数理科学の力を十分に活用して異

分野連携を進めることで「新しい科学」が生まれることも期待できる。 

 

（３）留意すべき事項 

上記の（１）で述べた、数学連携研究拠点により構成される全国的体制のも

とで数学イノベーションを推進するに当たっては、既存の数学を応用するだけ

でなく、将来の大きなイノベーションにつながる可能性を包含する新しい数学

を生み出す基礎的研究を支援することも重要である。 

また、諸科学・産業における問題を解決するために数学的なアプローチや手

法が見いだされ、それらが用いられる過程を通じて、数学そのものが刺激を受

け、新たな数学の研究テーマ・領域が生まれるなど数学自体の発展につながる

可能性もあり、重視しておく必要がある。 

このため、諸科学・産業の問題解決に数学を活用しようという数学イノベー

ションの取組を活発化させるとともに、予測できないほど長い時間が経過した

後にも大きなイノベーションの創出が期待されるという数学の学問としての

特性3に鑑みて、新しい数学を生み出す基礎的研究の振興にも十分に留意する

必要がある。 

                                                   
3 例えば、ギリシアにおける「素数が無数にあり、すべての自然数が素因数分解できる」と

いう事実の発見からその応用までには、およそ 2500年の時間がかかった。すなわち、現在

の情報セキュリティを支える暗号の構築は、2500年前の発見によるイノベーションである。 
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数学・数理科学と諸科学・産業との協働による 

イノベーション創出のための研究促進プログラム 中間評価 

 

 

（１） 評価の経緯 

 

数学・数理科学と諸科学・産業との協働によるイノベーション創出のための研究促進プ

ログラム 中間評価委員会において、本プログラムの評価を実施した。 

評価の実施に当たっては、被評価者から提出された成果報告書等及びヒアリング評価を

踏まえ、中間評価委員会の合議により評価結果を決定した。中間評価委員会の開催実績は

以下のとおりである。 

 

○中間評価委員会 平成 27年 9月 4日（金）13時～15時 

・評価方法について 

・中間評価ヒアリング 

・評価結果の決定 

 

 

（２） 数学・数理科学と諸科学・産業との協働によるイノベーション創出のための研究促

進プログラム 中間評価委員会 委員名簿（50音順 敬称略） 

 

 主査 高橋 陽一郎 東京大学 名誉教授 

    岡本 龍明  日本電信電話株式会社 セキュアプラットフォーム研究所 

岡本特別研究室 室長 / フェロー 

北野 宏明  特定非営利活動法人システム・バイオロジー研究機構 会長 

    宮野 悟   東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター 

DNA情報解析分野 教授 
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（３） プログラムの概要 

 

・実施機関：大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 統計数理研究所 

 （プログラム代表者：樋口知之、プログラム実施責任者：伊藤 聡） 

 

・実施期間：平成 24～28年度 

 

・プログラムの概要： 

数学・数理科学的な知見の活用による解決が期待できる課題の発掘から、諸科学・産業

との協働による問題解決を目指した研究の実施を促進するという本委託事業の目的を達成

するため、大学共同利用機関である統計数理研究所が中核機関となり、我が国を代表する

数学・数理科学の協力機関との連携のもと、以下の業務を行う。 

まず、数学・数理科学研究者と諸科学・産業の研究者等が出会い、課題解決に向けて領

域横断的に議論する場として、両者の連携による研究集会やワークショップを継続的に開

催する。研究集会等のテーマについては、国内外の研究動向や社会ニーズ等に十分に配慮

しつつ、受託機関及び協力機関の強みや特色を生かした広範囲な課題設定を運営委員会に

おいて行い、諸科学・産業が抱える個別具体的な課題について公募を行う。 

次に、諸科学分野の学会や研究集会におけるセミナー・合同セッションや諸科学・産業

向け講演会の開催、企業研究所等への訪問等により、数学・数理科学の有用性に対する諸

科学・産業の理解を促し、数学・数理科学の活用が大きな効果をもたらし得る課題を発掘

する。 

また、本委託事業を単なる研究助成ではなく、真に数学・数理科学の多面的な発展に寄

与するものとするためのネットワーク型連携基盤を構築するため、本委託事業に向けた協

働研究情報システムを開発し運用する等により、数学・数理科学を軸とした協働研究関係

の情報の共有・発信を積極的に進める。さらに、数学・数理科学と諸科学・産業との協働

を担う人材の確保・育成などと合わせ、人的ネットワークの構築や、新しい協働相手の開

拓など、協働による研究活動を積極的かつ自発的に拡大していくように努める。 
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（４） 評価項目及び評価の視点 

 

 本プログラムの評価は以下の評価項目及び評価の視点に従って行った。 

 

評価項目 評価の視点  

総合評価 

S. 所期の計画を超えた取

組が行われている 

A. 所期の計画と同等の取

組が行われている 

B. 所期の計画を下回る取

組であるが、一部で当初計

画と同等又はそれ以上の取

組もみられる 

C. 総じて所期の計画を下

回る取組である  

Ⅰ. 目標達成度 

s. 所期の目標を上回って

いる 

a. 所期の目標に達してい

る 

b. 所期の目標をやや下回

っている 

c. 所期の目標を大幅に下

回っている 

数学・数理科学研究者と諸科学・産業の研究者が集

まり、掘り下げた議論を集中的に行うための活動が

継続的に実施され、定着しているか 

数学・数理科学と諸科学・産業の協働による具体的

課題解決に向けた研究を促進しているか 

Ⅱ. 数学・数理科

学を活用した課題

解決に向けた研究

内容・体制の具体

化に向けた議論 

s. 優れている 

a. 妥当である 

b. やや不十分である 

c. 不十分である 

国内外の研究動向や社会ニーズ等を考慮して適切

に設定したテーマの下で、数学・数理科学と諸科

学・産業の協働による研究の課題を抽出できている

か 

諸科学・産業から、数学・数理科学による解決の可

能性のある課題に関する相談を受け、その解決策に

ついて議論するとともに、適切な数学・数理科学研

究者を紹介するような活動を行っているか 

その他効果的で適切な手法を通じて、数学・数理科

学による解決の可能性のある課題を明らかにでき

ているか 

Ⅲ．数学・数理科

学研究者からの提

案・働きかけによ

る諸科学・産業に

おける数学・数理

科学の有用性につ

いての理解の促進 

s. 優れている 

a. 妥当である 

b. やや不十分である 

c. 不十分である 

数学・数理科学研究者から諸科学・産業に対して協

働による具体的研究事例を紹介する等の活動を行

い、数学・数理科学の有用性への諸科学・産業の理

解を促しているか 
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Ⅳ. 数学・数理科

学を軸とした協働

研究関係の情報の

共有・発信 

s. 優れている 

a. 妥当である 

b. やや不十分である 

c. 不十分である 

数学・数理科学と諸科学・産業との協働に関係する

情報を収集・整理し、共有するとともに、外部に発

信できているか                                                                                                                                         

Ⅴ．その他（人材

育成、新たな人的

ネットワーク構築

等） 

s. 優れている 

a. 妥当である 

b. やや不十分である 

c. 不十分である 

本委託事業の実施を通じて、新しい人的ネットワー

クの構築や、数学・数理科学との新しい協働相手の

開拓がなされているか 

数学・数理科学研究者と諸科学・産業との協働に携

わる若手人材の育成が図られているか 

Ⅵ.今後の継続

性・発展性 

s. 高いレベルで期待でき

る 

a. 期待できる 

b. やや期待できない 

c. 期待できない 

今後の継続性・発展性は期待できるか（数学・数理

科学側と諸科学・産業側とが相互に協働するメリッ

トを感じているか、協働による研究の自発的拡大が

見込めるか、など） 
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（５） 評価結果 

項

目

別

評

価 

Ⅰ. 目標達成度 ａ 

Ⅱ. 数学・数理科学を活用した課題解決に向けた研究内容・体制の具体化に向

けた議論 
ａ 

Ⅲ．数学・数理科学研究者からの提案・働きかけによる諸科学・産業における

数学・数理科学の有用性についての理解の促進 
ｂ 

Ⅳ. 数学・数理科学を軸とした協働研究関係の情報の共有・発信 ａ 

Ⅴ．その他（人材育成、新たな人的ネットワーク構築等） ａ 

Ⅵ．今後の継続性・発展性 ｓ 

総合評価 Ａ 

 

※項目別評価： s. 優れている  a. 妥当である  b. やや不十分である  c. 不十分であ

る 

※総合評価： 

S. 所期の計画を超えた取組が行われている 

A. 所期の計画と同等の取組が行われている 

B. 所期の計画を下回る取組であるが、一部で当初計画と同等又はそれ以上の取組もみられ

る 

C. 総じて所期の計画を下回る取組である 
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（６） 評価コメント 

 

【総合評価】 

 本事業は、非常に活発に活動が行われ、優れた成果を上げており、数学・数理科学と諸

科学・産業の協働に光をあてることができたと評価する。今後は、ワークショップやスタ

ディグループの内容について、数学・数理科学に親和性の高い領域にとどまらず、より幅

広い分野を対象とすること、そして、社会に対して成果を生み出していくことが期待され

る。 

 

 

【項目別評価】 

Ⅰ．目標達成度 

統計数理研究所と 8 大学の協力機関を中心とした運営体制をしっかりと作り、事業を着

実に実施している。多数のワークショップの開催を実施し、人材ネットワーク形成の契機

を提供したことは評価できる。今後、そのネットワークが機能して成果が出てくることを

期待する。 

 

Ⅱ．数学・数理科学を活用した課題解決に向けた研究内容・体制の具体化に向けた議論 

スタディグループでは、数学・数理科学の研究者と企業との間に立つメンター役の者が

中心となって、課題の明確化など具体的な議論ができており、評価できる。今後は、スタ

ディグループ後の企業等との協働による研究の成果が、特許など目に見える形になること

や、スタディグループを開催する大学・参加者を拡大していくことを期待する。 

また、ワークショップについては、従来数学と関わりがある分野だけでなく、国内にお

いて数学との連携実績が少ない分野を含む幅広い分野において開催できるよう、大学等か

らの応募を待つだけでなく、本プログラムから積極的に提案していくことを期待する。 

なお、数学・数理科学の活用による解決が期待できる課題について検討する際には、既

存コミュニティの招集による既存手法の整理にとどまらないよう、メンバー設定や提言の

まとめ方等更なる工夫を期待する。 

 

Ⅲ．数学・数理科学研究者からの提案・働きかけによる諸科学・産業における数学・数理

科学の有用性についての理解の促進 

 チュートリアルについては、一定程度活動を行っているが、アクセスしやすいところに

活動が偏っている印象を受ける。今後は、アウトリーチのやり方を工夫しながら、これま

で数学との交流実績の少ない分野の学会等、他分野への働きかけを増やしていくことを期

待する。 
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Ⅳ．数学・数理科学を軸とした協働研究関係の情報の共有・発信 

情報システムの構築や SNS の利用など本事業に関する情報発信は実施されており、評価

できる。今後も更なるアピールに期待する。また、過去のワークショップの講演資料の公

開など、協働研究の進展に向けた一層の情報共有を期待する。 

 

Ⅴ．その他（人材育成、新たな人的ネットワーク構築等） 

学会等を利用しながら人的ネットワークを構築したことは、効率的であり、評価できる。

人材育成については最大限の努力が見受けられるが、キャリアパスセミナーが単なる就職

斡旋にとどまらず、実社会における協働の定着に資するべく、その位置づけを明確にする

ことを期待する。 

 

Ⅵ．今後の継続性・発展性 

数学・数理科学と諸科学・産業との協働が定着するには時間がかかるため、今後も現在

の活動を継続・発展させることが望ましい。今後は、統計数理研究所と協力機関が、各機

関の特色に応じて役割を適切に分担しながら、数学・数理科学と諸科学・産業との協働に

向けた大きな成果を生み出していくことを期待する。 

 

以上 
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科学技術・学術審議会 戦略的基礎研究部会 委員名簿 

 

平成 28年７月現在 

 

（委員） 

 阿 部 晃 一   東レ株式会社代表取締役副社長 

 有 信 睦 弘   国立研究開発法人理化学研究所理事、東京大学監事 

◎大 垣 眞一郎   東京大学名誉教授/公益財団法人水道技術研究センター理事長  

 角 南   篤   政策研究大学院大学教授 

 土 井 美和子   国立研究開発法人情報通信研究機構監事/ 

           株式会社国際電気通信基礎技術研究所客員研究員 

○西 尾 章治郞   大阪大学総長 

 

（臨時委員） 

 宇 川   彰   国立研究開発法人理化学研究所計算科学研究機構副機構長 

 長我部 信 行   株式会社日立製作所ヘルスケア社 CTO 

 貝 淵 弘 三   名古屋大学医学系研究科教授 

 片 岡 一 則   東京大学名誉教授・特任教授/ 

           公益財団法人川崎市産業振興財団副理事長・ナノ医療イノベーションセンター長  

川 上 浩 司   京都大学大学院医学研究科教授 

 小 谷 元 子   東北大学原子分子材料科学高等研究機構長/東北大学大学院理学研究科教授  

 小 山 珠 美   昭和電工株式会社 安全性試験センター長 

 鈴 木 蘭 美   エーザイ株式会社上席執行役員 

           グローバルビジネスディベロップメントユニットプレジデント  

 竹 山 春 子   早稲田大学理工学術院先進理工学部教授 

 波多野 睦 子   東京工業大学大学院理工学研究科教授 

 柳 川 範 之   東京大学大学院経済学研究科教授 

 若 山 正 人   九州大学理事・副学長 

 

 

（敬称略、５０音順） 

（◎：部会長、○：部会長代理） 
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科学技術・学術審議会 戦略的基礎研究部会 数学イノベーション委員会  

委員名簿 

 

平成 28 年７月現在 

 

（臨時委員） 

大 島 ま り  東京大学大学院情報学環教授/東京大学生産技術研究所教授  

小 谷 元 子  東北大学原子分子材料科学高等研究機構長/東北大学大学院理学研究科教授  

長谷山 美 紀    北海道大学大学院情報科学研究科教授 

◎ 若 山 正 人  九州大学理事・副学長 

 

（専門委員） 

合 原 一 幸  東京大学生産技術研究所教授 

今 井 桂 子  中央大学理工学部教授 

グレーヴァ 香子 慶應義塾大学経済学部教授 

國 府 寛 司  京都大学大学院理学研究科教授 

高 木 利 久  東京大学大学院理学系研究科教授 

常 行 真 司  東京大学大学院理学系研究科教授 

中 川 淳 一    新日鐵住金株式会社 技術開発本部 

                 先端技術研究所 数理科学研究部 上席主幹研究員 

樋 口 知 之  情報・システム研究機構統計数理研究所所長 

舟 木 直 久  東京大学大学院数理科学研究科教授 

本 間   充    アビームコンサルティング株式会社 

                 デジタルトランスフォーメション デジタルマーケティング セクター ディレクター  

○ 森   重 文 京都大学高等研究院院長・特別教授/ 

                 京都大学数理解析研究所特任教授 

 

（敬称略、50音順） 

（◎：主査、○：主査代理） 
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数学イノベーション委員会 開催実績（平成 27年４月以降） 

 

第 18回 平成 27年４月 24日（金） 

諸科学・産業において数学・数理科学との連携が必要な課題について 

【発表者】 

常行真司 東京大学大学院理学系研究科 教授【専門：物性理論、計算物質

科学】 

高木利久 東京大学大学院理学系研究科 教授【専門：バイオインフォマテ

ィクス】 

長谷山美紀 北海道大学大学院情報科学研究科 教授【専門：メディアダイ

ナミクス】 

本間 充 花王株式会社 デジタルマーケティングセンター デジタルトレ

ード室長 

グレーヴァ香子 慶應義塾大学経済学部 教授【専門：ミクロ経済学】 

 

第 19回 平成 27年５月 28日（木） 

数学イノベーション推進の方策について 

【発表者】 

山本昌宏 東京大学大学院数理科学研究科 教授 

國府寛司 京都大学大学院理学研究科 教授 

 

第 20回 平成 27年６月 24日（水） 

諸科学・産業との共同研究について 

【発表者】 

合原一幸 東京大学生産技術研究所 教授 

樋口知之 情報・システム研究機構統計数理研究所 所長 

 

第 21回 平成 27年８月６日（木） 

数学イノベーション推進拠点に必要な機能について議論 

 

第 22回 平成 27年９月 29日（火） 

数学・数理科学以外の分野における人材の育成について 

【発表者】 

高木利久 東京大学大学院理学系研究科 教授【専門：バイオインフォマテ

ィクス】 
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大島まり 東京大学大学院情報学環 教授/東京大学生産技術研究所 教授

【専門：バイオ・マイクロ流体工学】 

今井桂子 中央大学理工学部 教授【専門：情報学基礎】 

 

第 23回 平成 27年 10月 30日（金） 

ビッグデータやデータ科学に関する人材育成の現状と課題について 

【発表者】 

田中 譲 北海道大学大学院情報科学研究科 特任教授 

内田雅之 大阪大学数理・データ科学教育研究センター長 

樋口知之 情報・システム研究機構統計数理研究所長 

 

第 24回 平成 27年 12月 22日（火） 

異分野連携研究の拠点やプログラムにおける人材育成について 

【発表者】 

初田哲男 理化学研究所 理論科学連携研究グループ（iTHES）ディレクター

／初田量子ハドロン物理学研究室 主任研究員 

伊藤 聡 「数学協働プログラム」実施責任者／情報・システム研究機構統

計数理研究所 副所長 

「数学協働プログラム」中間評価結果の報告 

 

第 25回 平成 28年１月 20日（水） 

企業への数学人材のキャリアパスについて 

【発表者】 

堤 和彦 三菱電機株式会社 顧問 

大木裕史 株式会社ニコン 取締役兼常務執行役員 コアテクノロジー本部

長 

池川隆司 日本数学会社会連携協議会 幹事／東京大学大学院数理科学研究

科 キャリアアドバイザー 

 

第 26回 平成 28年２月 17日（水） 

高校における数学教育等について 

【発表者】 

逸見由紀子 東京都立青山高等学校 主幹教諭 

丸橋 覚 群馬県教育委員会事務局高校教育課 補佐・教科指導係長 

前田吉昭 文部科学省委託事業「数学・数理科学を活用した異分野融合研究

の動向調査」実施委員／東北大学知の創出センター 副センター
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長 

数学イノベーションに必要な体制・人材育成の検討のまとめの方向性について

議論 

 

第 27回 平成 28年４月８日（金） 

大学の数学関係組織における人材の育成について 

【発表者】 

砂田利一 明治大学総合数理学部 学部長 

福本康秀 九州大学マス・フォア・インダストリ研究所長 

 

第 28回 平成 28年５月 13日（金） 

数学イノベーション推進に必要な方策について議論 

 

第 29回 平成 28年６月 17日（金） 

数学イノベーション推進に必要な方策について議論、報告書案の取りまとめ 
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