
• 独り立ちレベルの育成（5千人/年） 

• 見習いレベルの育成（5万人/年） 

   現状（MGIレポート） 

    日本：3.4千人 

    US:25千人、中国：17千人  

初等中等教育 

• 「第５期科学技術基本計画（平成28年１月閣議決定）」において謳われている「超スマート社会」の実現、及び「理工系人材育成に関する
産学官円卓会議における行動計画」等を踏まえ、関連施策の一体的な推進が求められている 

• 生産性革命や第4次産業革命による成長の実現に向けて、情報活用能力を備えた創造性に富んだ人材の育成が急務 

• 日本が第4次産業革命を勝ち抜き、未来社会を創造するために、特に喫緊の課題であるAI、IoT、ビッグデータ、セキュリティ及びその基盤と
なるデータサイエンス等の人材育成・確保に資する施策を、初中教育、高等教育から研究者レベルでの包括的な人材育成総合プログラムと
して体系的に実施 

高等教育（大学・大学院・高専教育） 

情報活用能力の育成・教育環境の整備 
• 次世代に求められるプログラミングなどの情報活用能力の育成 
• アクティブラーニングの視点に立った指導や個の学習ニーズに対応した
「次世代の学校」 創生（スマートスクール構想の推進 等） 
• 学校関係者や関係企業等で構成する官民コンソーシアムの設立 

セキュリ
ティ 

ビッグデータ 

産業界 

情報スキル 

全学的な数理・情報教育の強化 
• 教育体制の抜本的強化(数理・情報教育研究センター(仮称)等)など 

AI 

トップレベル人材の育成 

• 理研AIP※1センターにおける世界トップレベルの
研究者を惹き付け・育成 

• 若手研究者支援（卓越研究員制度や競争
的資金の活用を含む）、国際研究拠点形成 

数理、情報関係学部・大学院の強化 
• 新たな学部等の整備の促進、enPiT※2等で養成するIT人材の増大 

• 情報コアカリ・理工系基礎となる数学教育の標準カリキュラム整備 
• 新たな社会を創造・牽引するアントレプレナーの育成 

• 社会実装の方向性を共有 
• 実社会における情報技術
の活用手法を学ぶ機会を
確保 

産業界への人材輩出 

※注：左吹き出しの人数は「ビッグデータの利活用のための専門人材育成について」（大学共同利用機関法人情報・システム研究機構、平成27年7月））から引用 

• 世界トップレベルの育成（5人/年） 

• 業界代表レベルの育成（50人/年） 

• 棟梁レベルの育成（500人/年） 

• 小学校における体験的に学習する機会の確保、中

学校におけるコンテンツに関するプログラミング学習、

高等学校における情報科の共通必履修科目化と

いった、発達の段階に即したプログラミング教育の

必修化 

• 全ての教科の課題発見・解決等のプロセスにおいて、

各教科の特性に応じてICTを効果的に活用 

• 文科省、経産省、総務省の連携により設立する官

民コンソーシアムにおいて、優れた教育コンテンツの

開発・共有等の取組を開始 
 高等学校：約337万人（３学年） 

  中学校：約350万人（３学年） 

  小学校：約660万人（６学年） 

参考：必要とされるデータサイエンス人材数(※) 

情報 
リテラシー 

• リテラシーの醸成（50万人/年） 

 大学入学者/年: 約60万人 

※１ Advanced Integrated Intelligence Platform Project 
（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） 
※２ Education Network for Practical Information Technologies 
（情報技術人材育成のための実践教育ネットワーク（形成事業）） 

IoT 

「第4次産業革命に向けた人材育成総合イニシアチブ」 
～未来社会を創造するAI/IoT/ビッグデータ等を牽引する人材育成総合プログラム～ 
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