
大学・大学院進学者の減少

越境研究に関わる現状・課題

研究時間を確保できない教育の質の低下
過度に競争的でハードワークを要する研究環境

研究者人口の減少 研究力の低下
学問の存続危機

国外への人材流出

博士号取得者の限定的なキャリアパス

基盤的経費から競争的資金への移行

研究以外の業務の増加

過度に定量的で近視眼的な評価

専門的な技術者・事務員の不足

分野・セクターの縦割り
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博士号取得者のア
カデミア外での活
躍の場の少なさ

アカデミ
アの有期
雇用

雇用の流動
性が低い日
本社会

国際連携
を担う人
材の不足

科学技術外交
人材のキャリ
アパス未整備

学問分野間や
産官学の専門
家の縦割り

サイロ・エフ
ェクトに陥っ
た地域社会 

定量的評価
に馴染まな
い越境研究

学際的な研究を
的確に評価でき
る人材の不足

評価され
づらい地
域連携

国際交流に関わる
事務手続きの煩雑
さ・負担の増大

事務・教育業務、
高度専門職など研
究支援人材の不足 

コアファシリティ
の人材育成・人件
費の不足

研究体制を
支える基盤
経費の不足

競争的資金
を最大限活
用できない

競争的資金の短
期的な成果を追
い求める性質

研究費に関わ
る説明責任や
使途明確化

萌芽的研究
の予算確保
の困難

競争的資
金の申請
・審査

学協会の維
持・拡大の
ための活動

国や地方自
治体の委員
会・審議会

学生支援ま
でを含めた
広義の教育

委員会や
入試など
学内運営

アウト
リーチ
活動

長期的な成果を待つ余裕が無い

研究費の獲得に追われる

オーサーシップに関する競争

ポストの獲得に追われる

ライフワークバランスの欠如

地域連携に関わる現状・課題 国際連携に関わる現状・課題 人材・キャリアパスに関わる現状・課題 研究環境・業界体質に関わる現状・課題

2040年の科学・学術と社会を見据えて いま取り組むべき10の課題

イノベーション創出のために
取り組みが必要な５つの領域

イノベーション創出を阻む構造的問題

イノベーション創出のためにいま取り組むべき 10 の課題

■ 分野横断的かつ公的な若手研究者の組織
● 45 歳未満の人文・社会科学・自然科学の研究者約 50名が分野を越えて結集

■ 私たちが目指すもの
● 我が国のイノベーション創出を科学・学術の立場から今後 20年にわたって支えること

■ 私たちのこれまでの活動
● 人材育成、業界体質改善、越境研究展開、国際連携推進、地域活性化、イノベーション
促進にわたる分科会活動

● 分野横断的かつ公的な若手研究者の組織としてのシンクタンク活動
● 日本の若手研究者 8000名以上を対象とした大規模アンケートの実施
● 地域のステークホルダーやイノベーションアクセラレーターとの活動
● シチズンサイエンス（市民科学）の展開
● Global Young Academy 等を通じた世界の若手研究者との連携

● 近い未来、65歳以上の人口が全人口の約 35%に
● 労働力不足や医療・介護需要の増大、地方の過疎化、
さらなる国際的な地位の低下なども確実

● 継続的な我が国からのイノベーションの創出が必須
● しかし、我が国にはイノベーション創出を阻む多数
の構造的要因あり

● 環境を整えてからイノベーションが起こるには 10
年以上かかる

● 産官学民や分野を越えた取り組みがいますぐ必要な
「10の課題」をまとめた

日本学術会議若手アカデミーとは？ 2040 年の科学・学術と社会を見据えて

日本学術会議若手アカデミー
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日本からイノベーションを創出していくために分野や垣根を越えて共に協力していきましょう！

基盤的・伝統的分野における知識や技術の蓄積

越境研究や地域連携に対する評価や支援の拡充

博士号取得者を擁するコアファシリティの拡充

セクターを越えた共創プラットフォームの整備

競争的資金を活用するための基盤的経費の拡充と研究支援人材の増強

科学技術外交に関わるキャリアパスの整備

過度な経営的視点や失敗を許さない前例踏襲主義からの脱却

教育費の家計負担の低減

アカデミア自身の “業界体質” の改善

博士号取得者のセクターを越えた活用とジョブ型雇用の推進
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基盤的・伝統的分野における知識と技術の蓄積こそが我が国の学術研究の根底をなす豊かな土壌であり、その
維持と発展が決定的に重要である。

多様なセクターでの高度専門人材の活用を推進し、雇用の流動性を高めること、そのため
のジョブ型雇用の推進が急務である。

ハードワークを美徳とする業界体質を改善し、活動の本質を明確にした上で、自己目的化した活動をアカデミ
ア自らが改善していくことが急務である。

大学院生の減少を食い止め、イノベーション人材を供給していくための最も効果的なアプローチとして、教育
費の家計負担をさらに減らすことが急務である。

0から 1を創り出すイノベーションを支えるため、経営的な視点に依存しすぎた研究費な
どのリソース配分を改め、失敗を許容する予算配分や運営を行うことが急務である。

科学・学術分野における我が国の国際連携力を根本から強化する人材として、科学技術外交を担うことが出来
る人材の育成とそのキャリアパスの整備が急務である。

基盤的な経費や人材の不足により競争的資金を十分に活用できていない本末転倒
な状況を改善するために、基盤的経費の拡充と研究支援人材の増強が急務である。

アカデミアが産業界・行政・地域社会と連携し、力を合わせて重要な領域横断的課題を解決するとともに、連
携できる人材を育成する共創の場の整備が急務である。

業務過多の中でも多様な人材が活躍し、重要な研究課題に集中するために、諸外国と同様に高度な技術者を擁
するコアファシリティの拡充が急務である。

学際的な越境研究や、地域課題を解決するための学術活動を長期的な時間スケールで的確に評価するシステム
の確立や、ポストや予算のさらなる措置が急務である。

イノベーションのフィールドイノベーションのフィールド

人材の育成・キャリアパスの整備

研究環境・業界体質の改善

地域連携の推進

越境研究の推進

国際連携の推進
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