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研究群長のメッセージ

遠藤 靖典
21 世紀の今日、人類は経験したことのない激動の時代へと足を踏み

入れました。社会問題や経済活動はかつてないほど高度化・複雑化し

ています。そのような社会情勢に対応すべく、国連は 2015 年に世界

が取り組むべき具体的行動指針として「持続可能な開発目標」（SDGs）

を示し、日本政府は 2016 年にまとめた第 5 期科学技術基本計画の

なかで、サイバー空間とフィジカル空間を融合させた「超スマート社会」

（Society 5.0）を世界に先駆けて実現していくことを打ち出しています。
これらの、急激に変化し複数の領域を踏まえた課題解決が必要とされる現代社会のニーズに対応

するため、本学は 2020 年 4 月に全大学院組織を学位プログラム制に移行しました。システム情

報工学研究群は筑波大学大学院の 6 研究群の 1 つとして、「システム」「情報」「社会」が融合・

複合する先端的な学際新領域における世界最先端の教育研究を推進していきます。

日本政府が目指す「超スマート社会」の実現と、産学官が協働して取り組む科学技術イノベーショ

ンを担う技術者の育成・確保は、本研究群がミッションとして掲げる理念と一致しており、本研究

群への期待は一層高まっているといえるでしょう。特に、本研究群で実施している協働大学院方式

は、筑波大学が世界に先駆けて取り組んでいる産学官協働の新たな教育研究システムとして着目

されています。

広い視野と柔軟な思考力でリーダーシップを発揮しながら、複雑な問題を解決できる独創力・発想

力を備えた、国際的に活躍できる人材の育成のために、本研究群では、提案型の教育研究プログ

ラムを積極的に活用しながら大学院教育のさらなる充実を図ると同時に、開かれた大学院として意

欲ある一般学生・社会人学生を国内外から広く受け入れ、世界を牽引できる人材の輩出に取り組

んでまいります。

YASUNORI ENDO



社会工学学位プログラム（博士前期課程・博士後期課程）

サービス工学学位プログラム（博士前期課程）

リスク・レジリエンス工学学位プログラム（博士前期課程・博士後期課程）

情報理工学位プログラム（博士前期課程・博士後期課程）

知能機能システム学位プログラム（博士前期課程・博士後期課程）

構造エネルギー工学学位プログラム（博士前期課程・博士後期課程）

エンパワーメント情報学プログラム（5 年一貫制博士課程）

ライフイノベーション（生物情報）学位プログラム（博士前期課程・博士後期課程）

社会工学学位プログラム 

サービス工学学位プログラム 

リスク・レジリエンス工学学位プログラム 

情報理工学位プログラム 

知能機能システム学位プログラム 

構造エネルギー工学学位プログラム 

エンパワーメント情報学プログラム 

ライフイノベーション（生物情報）学位プログラム 

システム情報工学研究群

理工情報生命学術院

数理物質科学研究群 生命地球科学研究群

図書館情報メディア系

医学医療系

芸術系

体育系

人間系

生命環境系

数理物質系

ビジネスサイエンス系

人文社会系

教員組織

システム情報系
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人材養成目的

筑波大学システム情報工学研究群では、以下のような人材の養成を目的としています。

システム・情報・社会が融合・複合する学際領域において、グローバルな俯瞰力と多様で柔軟な思考力を持ち、

現実世界の複雑で困難な問題を解決する独創力・発想力を備えてリーダーシップを発揮する研究者、大学教員、

高度専門職業人。

このために、下記の学位プログラムを編成しています。

学位プログラムとは
学位プログラムとは、学生に修士・博士等の学位を修得させるにあたり、当該学位のレベルと分野に応じて達

成すべき能力を明示し、それを修得させるように体系的に設計したプログラムのことです。

特徴 1：学修の「見える」化
学生の皆さんは、いずれか一つの学位プログラムにおいて学修します。そこで自分自身の学修計画・キャリア

プランなどをふまえた学修を行い、学修のプロセスにおいてどんな能力を身に着けたのかを教員と確認しな

がら、学位の取得を目指します。
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社会工学学位プログラム（博士前期課程・博士後期課程）

サービス工学学位プログラム（博士前期課程）

リスク・レジリエンス工学学位プログラム（博士前期課程・博士後期課程）

情報理工学位プログラム（博士前期課程・博士後期課程）

知能機能システム学位プログラム（博士前期課程・博士後期課程）

構造エネルギー工学学位プログラム（博士前期課程・博士後期課程）

エンパワーメント情報学プログラム（5 年一貫制博士課程）

ライフイノベーション（生物情報）学位プログラム（博士前期課程・博士後期課程）

社会工学学位プログラム 

サービス工学学位プログラム 

リスク・レジリエンス工学学位プログラム 

情報理工学位プログラム 

知能機能システム学位プログラム 

構造エネルギー工学学位プログラム 

エンパワーメント情報学プログラム 

ライフイノベーション（生物情報）学位プログラム 

システム情報工学研究群

理工情報生命学術院

数理物質科学研究群 生命地球科学研究群

図書館情報メディア系

医学医療系

芸術系

体育系

人間系

生命環境系

数理物質系

ビジネスサイエンス系

人文社会系

教員組織

システム情報系
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研究群の構成

下図は、筑波大学の教育・教員組織全体の中での、システム情報工学研究群の位置付けです。教育組織と

教員組織が独立したものになっていることから、一人の教員が複数の学位プログラムを協働指導することが可

能になっており、各学位プログラムは、高い柔軟性を持ちながら、専門性・実践性の高い学修を進めることが

できます。

特徴 2：従来の専攻の壁を超えた学際的で幅広い学修
学位プログラム制のもとでは、従来の専攻の壁が取り払われ、幅広い分野の教員が協働して学位プログラム

を担当します。学生の皆さんは、今まで指導を受けられなかった他分野の教員から研究指導を受けることも

できるようになり、より幅広い視野のもとで研究することが可能です。
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研究群の６つの特色

1. 新たな社会 Society 5.0 の具現化
Society 5.0 とは、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムによ

り、経済発展と社会的課題の解決を両立する社会のことで、日本が目指すべき未来の社会の姿とされています。

本研究群では、IoT (Internet of Things)・AI・ロボット・ビッグデータなどの革新技術をあらゆる産業や社会

に取り入れる Society 5.0 の実現を研究群の中心的テーマに位置づけ、Society 5.0 を「自分ごと」として考え、

その実現に向けた行動を起こせるイノベーション人材を育成しています。

2. 修得すべき知
コ ン ピ テ ン ス

識・能力の明確化 
コンピテンスとは、学位授与時に学生が備えているべき知識・能力等のことです。

本学では、コンピテンスを

汎用コンピテンス：変化の激しい社会で生涯にわたって活躍するための汎用的能力

専門コンピテンス：学生の専攻分野に関する高度な専門的知識・能力

の２つの観点から明確化し、その修得に向けた体系的な教育課程を編成しています。

汎用コンピテンス（全学共通）　　　…博士前期 ( 修士 ) 課程 　　　…博士後期課程

専門コンピテンス（システム情報工学研究群）

汎用コンピテンス 具体的な知識・能力
知の活用力／創成力 高度な知識を社会に役立てる能力

未来の社会に貢献し得る新たな知を創成する能力
マネジメント能力 広い視野に立ち課題に的確に対応する能力

俯瞰的な視野から課題を発見し解決のための方策を計画し実行する能力
コミュニケーション能力 専門知識を的確に分かりやすく伝える能力

学術成果の本質を積極的かつ分かりやすく伝える能力
チームワーク力／
リーダーシップ力

チームとして協働し積極的に目標の達成に寄与する能力
リーダーシップを発揮して目的を達成する能力

国際性 国際社会に貢献する意識
国際的に活動し国際社会に貢献する高い意識と意欲

専門コンピテンス 具体的な知識・能力
研究力 システム情報工学分野における研究課題設定と研究計画を遂行するための基礎

的な知識と能力
システム情報工学分野における最新の専門知識に基づいて先端的な研究課題を
設定し、自立して研究計画を遂行できる能力

専門知識 システム情報工学分野における高度な専門知識と運用能力
システム情報工学分野における先端的かつ高度な専門知識と運用能力

倫理観 工学分野基礎的研究能力を有する人材または高度専門職業人にふさわしい倫理
観と倫理的知識
工学分野の研究者又は高度専門職業人にふさわしい倫理観と倫理的知識、及び
専攻する特定の分野に関する深い倫理的知識

※専門コンピテンスは、各学位プログラムにおいて、より具体的な内容が設定されています。
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3. 達成度評価システムによるきめ細やかな学修支援
本研究群では、すべての学位プログラムで達成度評価システムを導入しています。

達成度評価とは、学生の皆さんが修得すべき汎用コンピテンス・専門コンピテンスを確実に修得できるよう、

定期的にその達成状況を確認し、計画的な学修を促すものです。

達成度評価においては、学会発表や論文作成、TA 経験やボランティア活動など、授業以外の活動も積極的

に評価されます。

学生の皆さんは、自分がどのように学び、どのくらい達成しているかをチェックしながら学修していくことで、

自己を見つめ直すことにもつながり、今後の目標や修得が必要な知識・能力を明確にすることができます。

達成度評価をいつ・どのように行うか（達成度評価の時期・基準等）は各学位プログラムによって定められ、

それぞれの学位プログラムに設置された達成度評価委員会によって実施されます。

4. 研究群共通科目
本研究群では、システム情報工学分野における様々な知識を身につけるため、学位プログラムの必修科目など

の学位プログラムに特化した科目（学位プログラム科目群）以外の科目は、研究群のすべての学生が履修でき

る共通科目群に指定しています。

共通科目群は、専門基礎科目及び専門科目の二つのカテゴリーに分けられています。専門基礎科目は、各学

位プログラムの基礎的科目群と合わせて、研究課題設定と研究計画を遂行するための基礎的な知識と能力を

涵養します。一方、専門科目は、各学位プログラムの特別演習科目・特別研究科目と一体となって、専門知識

と運用能力を涵養します。

上記のようなカリキュラムのもと、大学院生は学位プログラムのカリキュラムを履修しながら、自身が研究する

専門領域を基礎から学び、拡張させることができます。

●研究群共通科目群
　複数の学位プログラムの学生が履修可能な科目で構成された科目群

●学位プログラム科目群
　特定の学位プログラムの学生のみが履修可能な科目で構成された科目群



建築研究所
土木研究所

理化学研究所

国立環境研究所

産業技術総合研究所宇宙航空
研究開発機構

国土技術政策総合研究所

つくば駅

つくばエクスプレス線
至 秋葉原

つくば市

筑波大学

物質・材料研究機構

日本原子力
研究開発機構

茨城県

リスク・
レジリエンス

基盤

情報システム・
セキュリティ

都市防災・
社会

レジリエンス

環境・
エネルギー
システム
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5. 研究機関及び企業との連携・協働

連携大学院方式

本学は筑波研究学園都市の中心に位置しています。そのた

め、各種研究機関との交流が多く、共同研究、合同ゼミな

どが盛んに行われています。交流の深い研究機関には、産

業技術総合研究所、国立環境研究所、国土技術政策総合

研究所、土木研究所、建築研究所、高エネルギー加速器

研究機構、宇宙航空研究開発機構などがあります。また、

研究学園都市に進出している民間研究機関との研究交流も

活発に行われています。

協働大学院方式（リスク・レジリエンス工学学位プログラム）

リスク・レジリエンス工学学位プログラムでは、本学の専任

教員に加え、レジリエンス研究教育推進コンソーシアムに

参画する12 の企業・研究機関の専門家が協働で学位プロ

グラムを運営する「協働大学院方式」を実施しています。

レジリエンス研究教育推進コンソーシアム参画機関

・セコム株式会社

・大日本印刷株式会社

・日本電気株式会社

・東急ファシリティサービス株式会社

・一般財団法人　DRI ジャパン

・一般財団法人　電力中央研究所

・一般財団法人　日本自動車研究所

・国立研究開発法人　海上・港湾・航空技術研究所
　電子航法研究所

・国立研究開発法人　産業技術総合研究所

・国立研究開発法人　防災科学技術研究所

・独立行政法人　労働者健康安全機構　　　　　　　　
　労働安全衛生総合研究所

・國家災害防救科技中心（National Science and
　 Technology Center for Disaster Reduction） （台湾）

・国立大学法人　筑波大学

本研究群では、学問的・社会的要請に応えるため、上記に示

した筑波研究学園都市等にある多数の研究機関から有数の

研究者を本学の教授・准教授として迎え、当該研究機関の最

新の研究施設を活用できる恵まれた環境のもとで、本研究群

学生の研究指導を行う「連携大学院方式」を実施しています。

システム情報工学研究群が連携する研究機関

・国立研究開発法人 産業技術総合研究所

・国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構

・国立研究開発法人 土木研究所

・国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構

・国立研究開発法人 建築研究所

・国立研究開発法人 国立環境研究所

・国立研究開発法人 理化学研究所

・国立研究開発法人 物質・材料研究機構

・国土交通省 国土技術政策総合研究所
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6.リカレント教育（社会人の学び直し）の推進

本研究群では多様なコンテンツを用意し、働きながら学位取得を目指す社会人をサポートしています。

●社会人のための博士後期課程「早期修了プログラム」
このプログラムは、すでに査読付き論文などの研究業績のある社会人が、通常３年の博士後期課程を、

「最短１年で修了し、課程博士号を取得する」プログラムです。

本プログラムでは、社会人としてこれまで積み上げてきた研究業績や経験をもとに、指導教員から

論文作成の指導を受け、博士論文を完成させます。

◆入学までの流れ
本プログラム履修希望の方は、社会人特別選抜入学試験合格後、本プログラムの履修審査を受けることとなり

ます。

Q. このプログラムで取得した学位の質は保証されますか？
履修生が自身の達成度を正しく確認できる「達成度評価システム」を採用し、学位授与までのプロセスを

適正化しています。また、本プログラム自体が外部から評価を受けることで、授与する学位の質を保証して

います。

Q. １年で学位が取れない場合はどうなりますか？
在籍中、業務多忙等で１年で修了できない場合、修了時期は延長可能です。また、中断せざるを得ない場

合の休学も可能です。

今井 義人
知能機能システム専攻
博士後期課程

（2019 年度修了）

修了生

社会人になってからこそ、自身の評価に専門性が必要になり、今後どのように生
き残っていくかが問われることを実感しています。私は、会社の業務を円滑にこ
なすことに加え、自身の力で新しい価値を生み出せる専門性が必要と考え、社
会人博士の道を選びました。社会人博士の生活は、平日は業務、休日は研究と、
息付く間もありませんでしたが、知的好奇心に溢れた日々は非常に刺激的でした。
博士となった今、これからのキャリアで何を生み出せるか楽しみです。



ぜひ、興味のある研究室の教員にアポを取って相談してください！

修士の学位を持っている

研究テーマ・分野・指導を
受けたい教員が決まっている

社会人としてこの分野の
十分な経験を有している

現時点で査読付き論文等の
研究業績がある

短期集中で学位を取るための
職場・家庭環境がある

仕事が忙しく、ゆっくり
学位取得することを考えている

NO

NO

NO

NO

NO

NO YES

YES

YES

YES

YES

YES

Start!

博士前期課程
（修士）からの
入学も大歓迎！

ゆっくり学位を
取ることもでき
ます(最長5年)。

早期修了プログ
ラム(最短1年)が
可能かも。ぜひ
チャレンジを！

まずは、研究群
WEBで興味のあ
る分野・研究室を
探してください。

通常の3年での
学位取得を
オススメします。

標準修業年限 長期履修制度適用時
２年 最大４年

最大５年３年
学費負担２年分

学費負担３年分

M

D

その他、学位プログラム
ごとに独自の社会人向け
コンテンツも！

社会工学学位プログラム
社会人向け修士

地域未来創生教育コース

リスク・レジリエンス工学
学位プログラム
東京キャンパス昼夜開講制
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●長期履修制度
仕事と両立しながら学位の取得を目指す社会人をサポートするため、トータルの学費負担は変わらずに学修期

間を延長できる長期履修制度を実施しています。

●社会人特別選抜
１年以上の職務経験を有する社会人を対象に、社会人専用の入試を年２回実施しています（８月・２月）。

社会人として積み上げてきたこれまでの研究業績や経験が、入試で評価されるチャンスです。

学位プログラム移行を契機に、社会人特別選抜の枠をさらに拡大し、社会人のみなさんを積極的に受け入れて

います。

※一部、これらのプログラム・制度を実施していない学位プログラムがあります。

詳しくは P.20 へ

詳しくは P.25 へ

関 正樹
関彰商事株式会社
代表取締役社長

世の中が大転換期を迎えているなか、当社においても次の 100 年を見据えた成長戦略を考えて

います。社員一人ひとりが広い視野で多様な価値観を受け入れ、将来の姿を考える力が必要だと

感じております。

そこで、これまでの在り方にとらわれない新構想大学としての筑波大学大学院に社員を派遣する

ことで、新しい考えを会社に還元し、社員が自ら考え改善していく雰囲気、習慣を日常的に社内

に生み出したいと考えていました。常に社員の自己研鑽を奨励する企業になりたいと願っています。

―社員のスキルアップを望む―  経営者からのメッセージ

あなたにぴったりの学び方はこれ！
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あなたの学びたい学問分野を探そう
システム情報工学研究群 学位プログラム 相関マップ

システム情報工学研究群では、8プログラムからなる学位プログラム制を採用しています。学位プログラムとは、

修士・博士等の学位の修得にあたり、当該学位のレベルと分野とに応じた達成すべき能力を明示し、その習

得のために体系的に設計されたプログラムのことです。

学生の皆さんは、いずれか 1 つの学位プログラムで学修しますが、学位プログラム制のもとでは従来の専攻

の壁が取り払われ、幅広い分野の教員が協同してプログラムを担当します。学生の皆さんは、他分野の教員

からの研究指導を受けることも可能で、より幅広い視野のもとで研究することができます。

本相関マップでは、システム情報工学研究群における学位プログラム制が視覚的に表現されており、8 つの

学位プログラムがどのように関わり合っているのか、それぞれを担当する教員は誰かということが、一目でわ

かるようになっています。マップ内の Q&A や、続く P13 〜 16 の教員紹介なども参考にしながら、あなたの

学びたい学問分野を探してください。



リスク・レジリエンス工学学位プログラム

あなたが大学院で実現したいことは何ですか？ 
　その答えから、適切な学問分野を探してください。

社会工学学位プログラム

サービス工学学位プログラム

雨宮 護  有田 智一 牛島 光一
大澤 義明 太田 充  岡本 直久
奥島 真一郎 川島 宏一 谷口 守
堤 盛人  藤井 さやか 藤川 昌樹
松原 康介 渡辺 俊  和田 健太郎 

秋山 英三 阿武 秀和 五十嵐 岳
上市 秀雄 大久保 正勝 折原 正訓
作道 真理 佐野 幸恵 澤 亮治　　　

ターンブル・スティーヴェン
チャン ラン アン ズーン  原田 信行

有馬 澄佳 安東 弘泰 大西 正輝 * 　
岡田 幸彦 金澤 輝代士 黒瀬 雄大　　
繁野 麻衣子 高野 祐一 張 勇兵　　　
八森 正泰 フンドック トゥアン
繆 瑩  吉瀬 章子　　　　　

梅本 通孝
谷口 綾子

鈴木 勉

リスク・レジリエンス基盤

情報システム・セキュリティ

面 和成    片岸 一起
島岡 政基 **   西出 隆志

津田 和彦 ( 東京 ) 　吉田 健一 ( 東京 )

Q.

A.

A.

A.

A.

都市･地域･環境課題を解決したい

都市・地域課題を解決したい

社会・経済課題を解決したい

企業・経営課題を解決したい

システム情報工学研究群 学位プログラム 相関マップ

都市防災・社会レジリエンス

A. 数理情報でリスク予測･評価･制御の課題を解決したい

A. 環境･エネルギーに関する課題を解決したい

情報セキュリティでサイバーリスクの
課題を解決したいA.

A.

環境・エネルギーシステム

構造エネルギー工学学位プログラム 

A. A.革新的な宇宙開発
工学を研究したい

災害制御・インフラ維持
管理技術を研究したいA. 材料の耐久性評価技術と

高度シミュレーション
技術を研究したい

A. 環境調和型エネルギー変換技術を研究したい

亀田 敏弘
榊田 創 *
嶋村 耕平
杉田 寛之 *
西岡 牧人
藤野 貴康
松本 聡 *
水谷 忠均 *
横田 茂

臼田 裕一郎 **
木下 陽平
酒井 直樹 **
藤原 広行 **

防災／防犯／交通など都市リスクの
課題を解決したい

石井 儀光 * 大山 智也 甲斐田 直子 
小林 寛 * 近藤 美則 * 長谷川 洋 * 
松橋 啓介 * 村上 暁信 米野 史健 * 
山野 博哉 * 山本 幸子

安部 原也 **   伊藤 誠
内田 信行 **   遠藤 靖典
岡部 康平 **    齊藤 裕一
佐藤 稔久 **   佐波 晶 **
高安 亮紀   古川 宏
三崎 広海

木野 泰伸 ( 東京 )　倉橋 節也 ( 東京 )

イリチュ （佐藤）
美佳

秋元 祐太郎   岡島 敬一   
加藤 和彦 **   鈴木 研悟   
田原 聖隆 **   羽田野 祐子  
山本 博巳 **     庄司 学

江並 和宏
新宅 勇一
原田 祥久 *
松田 昭博
松田 哲也
森田 直樹

浅井 健彦
磯部 大吾郎
金久 保利之
庄司 学
西尾 真由子
松島 亘志
三目 直登
八十島 章
山本 亨輔

安芸 裕久　　　石田 政義　　　
金川 哲也　　　金子 暁子
京藤 敏達　　　佐藤 博之 *
シェン ビャオ    周 豪慎 *
白川 直樹    大楽 浩司
高橋 徹　　　　武若 聡
傳田 正利 *　　 文字 秀明
吉田 啓之 *
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A.

A.

A.

A. 機械等のハードウェアや，それを動かす計測・制御技術，人間とのインタラクティブなど，高度に機能化されたシステムの
研究に取り組みたい

ソフトウェアとハードウェアが融合したコミュニケーション
システム，人間情報学，マルチメディアの研究に取り組みたい

人間との共存を目指した知的で人に優しい
コンピュータシステムの研究に取り組みたい

A.

A.

A.

A.

A.

A.

人間とシステムが関わり合う人間・機械・
ロボットシステムの研究に取り組みたい

数理情報工学のエキスパートを目指す

人間・機械・ロボットシステム分野

システムデザイン分野

計測・制御工学分野

コミュニケーションシステム分野

A. 産業技術の幅広い分野における知能機能システムの開発に取り組みたい

知能ソフトウェアのエキスパートを目指す

ソフトウェアシステムのエキスパートを目指す

計算機工学のエキスパートを目指す

メディア工学のエキスパートを目指す

知能・情報工学のエキスパートを目指す

知能機能システム学位プログラム 情報理工学位プログラムエンパワーメント
情報学プログラム

（2021 年 1月 1日現在）

櫻井 鉄也　　白井 宏樹 **　　二階堂 愛 **　　桝屋 啓志 **         
宮崎 剛 **　　バクー ランジット クマール

ライフイノベーション（生物情報）学位プログラム

河合 新  川崎 真弘　　澁谷 長史　　
新里 高行 延原 肇　　　長谷川 学　　
丸山 勉 ◎ 森田 昌彦 

相山 康道　　　飯尾 尊優　　　井澤 淳 
岩田 洋夫 ◎ 　　大澤 博隆　　　黒田 嘉宏 　　　
河本 浩明　　　鈴木 健嗣　　　善甫 啓一
田中 文英　　　坪内 孝司　　　中内 靖 
橋本 悠希　　　蜂須 拓　　　　廣川 暢一 　　
望山 洋　　　　山海 嘉之 ◎ 　  ハサン モダル
プエンテス サンドラ　　　　　　 星野 聖
矢野 博明 

グエン ヴァン チエト  　　境野 翔　　
伊達 央  　前田 祐佳 　　藪野 浩司　　　  
山口 友之 　若槻 尚斗

宇津呂武仁      海老原 格　　　掛谷 英紀 　
亀田 能成　　　  北原 格 　   古賀 弘樹
熊野 史朗　　　  宍戸 英彦 　   星野 准一

金広 文男 * 　神村 明哉 * 　　蔵田 武志 *
後藤 真孝 *  　　坂無 英徳 * 　　佐川 立昌 *  　
濱崎 雅弘 * 　松本 吉央 * 　　村川 正宏 * 　
依田 育士 * 

合原 一究　　　今倉 暁　　　　河辺 徹
久野 誉人　　　蔡 東生　　　　櫻井 鉄也
佐野 良夫 　    徳田 慶太　　    徳永 隆治
中田 彩子 *         バクー ランジット クマール
平田 祥人　　　二村 保徳　　　保國 惠一

海野 広志　　　大矢 晃久　　　亀山 幸義
川口 一画　　　志築 文太郎　　高橋 伸
三末 和男　　　水谷 哲也　　　ヴァシラケ・シモナ
萬 礼応

阿部 洋丈　　　天笠 俊之　　　大山 恵弘
岡 瑞起　　　　加藤 和彦　　　塩川 浩昭
新城 靖　　　　陳 漢雄　　　　津川 翔
長谷部 浩二　    早瀬 康裕　　　堀江 和正
前田 敦司　　　町田 文雄

金澤 健治　　　木村 成伴　　　小林 諒平
佐藤 聡　　　　佐藤 三久 *　　 三宮 秀次
庄野 和宏　　　高橋 大介　　　多田野 寛人
建部 修見　　　谷村 勇輔 *　　 富安 洋史
中田 秀基 *　　 額田 彰 　　　  藤田 典久
朴 泰祐　　　　安永 守利　　　山際 伸一
山口 佳樹

青砥 隆仁 　   井野 秀一 *　　 遠藤 結城
金森 由博 　   亀山 啓輔　　　工藤 博幸
鈴木 大三 　   滝沢 穂高　　　三谷 純
山田 武志

秋本 洋平　　　アランニャ・クラウス　 飯塚 里志
五十嵐 康彦 　   乾 孝司　　　　　    國廣 昇　　　　　    
酒井 宏 　   佐久間 淳 佐藤 雄隆 *　　 
馬場 雪乃 　   福井 和広 福地 一斗　　　
山本 幹雄　　　叶 秀彩

連携大学院教員
協働大学院教員
東京キャンパス常駐
知能機能システム学位プログラムのみ担当

凡例 * 
**

( 東京 )
◎

A. 生物情報学のエキスパートを目指す
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システム情報工学研究群 教員一覧 （2021年1月1日現在）

タダノ　ヒロト

多田野 寛人
助教

タキザワ　ホタカ

滝沢 穂高
准教授

タカハシ ダイスケ

高橋 大介
教授

タカハシ　シン

高橋 伸
准教授

スズキ　タイゾウ

鈴木 大三
准教授

シンジョウ ヤスシ

新城 靖
准教授

ショウノ　カズヒロ

庄野 和宏
准教授

シヅキ　ブンタロウ

志築 文太郎
教授

サノ　ヨシオ

佐野 良夫
准教授

サトウ　ユタカ

佐藤 雄隆
教授（連携大学院）

サトウ　ミツヒサ

佐藤 三久
教授（連携大学院）

サトウ　アキラ

佐藤 聡
准教授

サクマ　ジュン

佐久間 淳
教授

サカイ　コウ

酒井 宏
教授

サイ　トウセイ

蔡 東生
准教授

コバヤシ リョウヘイ

小林 諒平
助教

クドウ　ヒロユキ

工藤 博幸
教授

キムラ　シゲトモ

木村 成伴
准教授

カワベ トオル

河辺 徹
教授

カワグチ イッカク

川口 一画
助教

カメヤマ　ユキヨシ

亀山 幸義
教授

カメヤマ　ケイスケ

亀山 啓輔
教授

カナモリ　ヨシヒロ

金森 由博
准教授

カナザワ　ケンジ

金澤 健治
助教

オオヤマ　ヨシヒロ

大山 恵弘
准教授

オオヤ　アキヒサ

大矢 晃久
教授

エンドウ　ユウキ

遠藤 結城
助教

ウンノ　ヒロシ

海野 広志
准教授

VASILACHE SIMONA MIRELA

ヴァシラケ シモナ ミレラ
助教

イマクラ アキラ

今倉 暁
准教授

イノ　シュウイチ

井野 秀一
教授（連携大学院）

イヌイ　タカシ

乾 孝司
准教授

アマガサ トシユキ

天笠 俊之
教授

アベ　ヒロタケ

阿部 洋丈
准教授

アキモト ヨウヘイ

秋本 洋平
准教授

アイハラ イッキュウ

合原 一究
准教授

ARANHA CLAUS DE CASTRO

アランニャ クラウス デ カストロ
助教

イイヅカ　サトシ

飯塚 里志
助教

オカ　ミズキ

岡 瑞起
准教授

カトウ　カズヒコ

加藤 和彦
教授

クニヒロ ノボル

國廣 昇
教授

クノ　タカヒト

久野 誉人
教授

サンノミヤ シュウジ

三宮 秀次
助教

シオカワ　ヒロアキ

塩川 浩昭
助教

タテベ　オサム

建部 修見
教授

トクナガ　リュウジ

徳永 隆治
教授

ツガワ　ショウ

津川 翔
助教

チン　カンユウ

陳 漢雄
講師

タニムラ　ユウスケ

谷村 勇輔
准教授（連携大学院）

カオス・フラクタル・
分岐理論

並列分散ストレージ，
大規模データ処理，
クラウドコンピュー
ティング，グリッドコ
ンピューティング，E-
サイエンス基盤

データベースシステ
ム，知識ベースシス
テム，ネットワーク環
境における教育シス
テム，情報検索，知識
発見

ネットワークマイニ
ング，ソーシャルネッ
トワーク分析，計算
社会科学

動物行動の数理モデ
リングとその応用：
非線形動力学，動物
の鳴き声の計測，情
報通信への応用

ブラックボックス最適
化とその応用：確率モ
デルベース最適化法，
進化計算，機械学習に
おけるハイパーパラ
メータ最適化，強化学
習，情報幾何の活用

システムソフトウェ
ア，分散システム，コ
ンピュータ・セキュリ
ティ，コンピュータ・
ネットワーク

データベースシステ
ム，デ ー タ 工 学：
XML・RDFデータベー
ス，ソーシャルメディ
ア，科学データベース

進 化 計 算 型 コン
ピューティング：最適
化，プログラム自動生
成，P r o c e d u r a l  
Generation，知 能 エ
イジェント，人工生命

数値解析学：大規模
線形計算，特に，連
立一次方程式や固有
値問題の高速・高安
定数値解法および行
列計算を基盤とする
機械学習法の開発

ソフトウェア工学，ソフト
ウェア開発プロセス，
ヒューマンコンピュータイ
ンタラクション; 異文化コ
ミュニケーション，グロー
バルソフトウェア工学

プログラム検証：モ
デル検査，型システ
ム，プログラム解析，
自動定理証明

コンピュータグラ
フィックス，画像合成・
編集技術，画像認識，
データマイニング，機
械学習，深層学習

コンピュータグラフィ
クス，画像処理，画像
編集，コンピュータビ
ジョン，機械学習

イガラシ ヤスヒコ

五十嵐 康彦
准教授

機械学習，多変量解
析，スパースモデリン
グ，データ駆動科学、
計測インフォマティ
クス，マテリアルズ・
インフォマティクス

自然言語処理：自然
言語データからの情
報抽出・情報集約，
意見マイニング，評
判分析

ヒューマンインタフェー
ス，ソフトアクチュエー
タ，情報バリアフリー，
触覚インタフェース，健
康・福祉工学，リハビリ
テーション工学

知能ロボットとセンシン
グ：人間の生活空間で働
く移動ロボット，実世界
センサ情報処理，ネット
ワークロボティクス，等

コンピュータセキュ
リティ，システムソフ
トウェア，オペレー
ティングシステム，
仮想化

ソーシャルメディア，
ウェブサイエンス，人
工生命

環境に適応する情報
処理システム，パター
ン認識，学習理論，
信号・画像処理

プログラム言語と論
理:型システム，メタ
プログラミング，プロ
グラムの論理，プロ
グラム検証

ヒューマンコンピュータ
インタラクション，遠隔
コミュニケーション支
援，コミュニケーション
ロボット

制御デザイン：
Biologically Inspired 
Technology, 計算知
能援用制御，ロバス
ト制御などの理論と
それらの応用研究

システムソフトウェア：分
散システム，クラウドコン
ピューティング，オペレー
ティングシステム，サイバー
フィジカルシステム，等

集積回路工学,リコン
フィギュラブルコン
ピューティング，書き
換え可能なLSIを用
いた計算困難問題の
高速解法

リコンフィギュラブルコン
ピューティング，ハード
ウェアアクセラレータ，書
き換え可能なLSIを用いた
計算困難問題の高速解法

情報通信工学：プロ
セス代数，ネットワー
クプロトコル，通信シ
ステムの効率評価な
どに関する研究

画像・映像メディア処
理，CT・PET・MRIを中
心とした医用画像工学
とコンピュータ支援診
断・治療システム，等

暗号理論，情報セ
キュリティ，量子計
算，安全性解析，暗
号プロトコル

視覚計算論：認知神
経科学，視覚心理物
理学，形状表現，３
次元構造知覚，図地
知覚，皮質表現

人工知能とセキュリ
ティー・プライバシー：
機械学習，人工知能，
データプライバシー，
暗号技術応用

安全で安心な学術
ネットワークシステ
ムおよび学術情報基
盤システムの設計,
運用に関する研究

並列ハイパフォーマ
ンス・コンピューティ
ング，超並列マルチコ
ア向けプログラミング
言語コンパイラ技術，
分散プログラミング
技術等

数理最適化：非凸計
画問題の大域的最適
化のための効率的な
アルゴリズムの研究

FPGAの応用に関する
研究，リコンフィギャ
ラブルコンピューティ
ングシステム，高速
RTLシミュレーション

人工生命理論を使っ
たＣＧ・デジタル生
命，その芸術・音楽・
映像メディアへの応
用及び仮想環境の作
成．高性能計算，等

コンピュータビジョン
に関する要素技術と
応用システム：知的画
像処理，次世代画像セ
ンシングシステムなど

離散数学，数理最適
化，アルゴリズム

大規模集積システム向き
プロセッサ・アーキテク
チャ：自己同期型エラス
ティックパイプラインによ
るデータ駆動メニーコア
プロセッサに関する研究

オペレーティングシステ
ム，分散システム，仮想
化，並行処理，分散型ソー
シャル・ネットワーキング・
サービス(分散型SNS)

多知覚メディア処理：
信号処理，画像・映像
処理，圧縮符号化，知
覚暗号化，情報ハイディ
ング，スパース表現，等

ユーザインタフェー
スソフトウェア，ユ
ビキタスコンピュー
ティング，協調作業
のコンピュータ支援
（CSCW）

ハイパフォーマンス
コンピューティング：
並列計算機における
高性能数値計算アル
ゴリズムおよび性能
評価に関する研究

データベースシステム，
データ工学

ヒューマンコンピュー
タインタラクション：
入力手法，入力デバイ
ス，エンドユーザ向け
インタフェース

アナログ集積回路と
回路理論：高線形化
ＣＭＯＳトランスコ
ンダクタ，複素フィル
タに関する研究

知的画像処理：医用
画像処理・認識，障
がい者支援システム，
コンピュータビジョン

数値解析学：大規模
線形計算。特に，連
立一次方程式の高速
求解法の開発，固有
値問題の並列解法に
関する研究

並列分散システムソ
フトウェア，データイ
ン テ ン シ ブ コ ン
ピューティング，ハイ
パフォーマンスコン
ピューティング

コンピュテーショナ
ルフォトグラフィ，コ
ンピュータビジョン，
コンピュテーショナ
ルフィールド，コン
ピュータグラフィック
ス，凸最適化

アオト　タカヒト

青砥 隆仁
助教

制御システム研究室

ブラックボックス最適化研究室/機械学習・データマイニング研究室

システムソフトウェア研究室 ( 加藤研 )

北川・天笠データ工学研究室

情報数理研究室

コンピュータビジョン研究室(福井研)

知能情報・研究室

人間支援工学研究室（身体適応支援工学研究グループ）

情報数理研究室

インタラクティブプログラミング研究室

プログラム論理研究室

計算幾何学とグラフィックス研究室

知能ロボット研究室

システムセキュリティ研究室

ウェブサイエンス研究室/システムソフトウェア研究室(加藤研究室)

システムソフトウェア研究室(加藤研)/ウェブサイエンス研究室

集積システム研究室

計算幾何学とグラフィックス研究室

適応情報処理研究室

プログラム論理研究室

インタラクティブプログラミング研究室

制御システム研究室

コンピュータネットワーク研究室

イメージサイエンス研究室

暗号理論研究室

システム数理研究室

ハイパフォーマンス・コンピューティング・システム研究室

ビジュアルサイエンス研究室

計算視覚科学 (CVS) 研究室

機械学習・データマイニング研究室

ソフトウェア研究室（Softlab）

ハイパフォーマンス・コンピューティング・システム研究室

ヒューマンセンタードビジョン研究室（佐藤研）

システム数理研究室

データ駆動ネットワーキングアーキテクチャ研究室 ( 西川研 )

北川・天笠データ工学研究室

インタラクティブプログラミング研究室

電子回路研究室

ソフトウェア研究室（Softlab）

多知覚メディア処理研究室

インタラクティブプログラミング研究室

ハイパフォーマンス・コンピューティング・システム研究室

知的画像処理研究室

ハイパフォーマンス・コンピューティング・システム研究室

ハイパフォーマンス・コンピューティング・システム研究室

知能情報・研究室

カオス研究室

トクダ 　ケイタ

徳田 慶太
助教

非線形力学，ニュー
ラルネットワーク，
カオス、機械学習，
記憶と学習、海馬，
バイオマーカー，中
枢神経系疾患

新規

自動車安全性：人と
高度運転支援システ
ムとの相互作用，自
動運転に対する信
頼，運転中の認知・
判断・操作

アベ　ゲンヤ

安部 原也
教授（協働大学院）

システム安全性：
ヒューマンマシンの
信頼と協調，不確実
状況での認知・推論・
決定，リスクの認知
と受容

多次元データ解析，
統計科学：潜在構造
モデル，ファジィク
ラスタリング，多相・
多元データ理論

防災情報，災害動態，
防災分野におけるサ
イバー・フィジカルシ
ステム，リスクコミュ
ニケーション，意思決
定支援

ヒューマンエラー分析
と交通事故防止，自
動運転の安全性評価

都市・地域の低頻度リ
スク対策：住民避難，
災害時情報伝達，施設
周辺地域の原子力災害
対策，災害リスク認知

人工知能の基盤となる
ソフトコンピューティ
ング手法の基礎と応
用：クラスタリング・
深層学習をはじめとす
る機械学習，ファジィ
推論とファジィ制御

エンドウ　ヤスノリ

遠藤 靖典
教授

智慧情報通信システ
ム：フルーエンシ情報
理論とその応用，コ
ンテンツ志向の新世
代ネットワーク，ネッ
トワークセキュリティ

太陽光発電設備の保
守・保安点検技術と
発電性能診断技術，
ならびにリスク分析

プロジェクト・リスク・
マネジメント，業務開
発，社会システムの
モデリングと設計

SARやGNSSを 始 め
とする衛星測地技術
の気象利用，衛星リ
モートセンシング，
MaaS利用

社会シミュレーショ
ン，進化計算，エー
ジェント技術，データ
マイニング，技能伝承
支援，推薦システム

ヒューマンマシンシ
ステム，認知工学，
システム安全制御，
インタフェースとイ
ンタラクション，
データ解析に基づく
リスクの予測と回避

地盤工学，土砂災害，
豪雨災害，模型実験，
IoT/AI，衛星・リモー
トセンシングデータ，
災害リスク，TDA(ト
ランスディシプリナ
リ　アプローチ)

サカイ　ナオキ

酒井 直樹
教授（協働大学院）

都市解析，施設配置
計画，立地分析，環
境モデリング，地理
情報科学

環境数理モデルをは
じめとする非線形数
理モデルのリスク検
証, 数値解析, 精度
保証付き数値計算

都市交通計画における態
度・行動変容研究，リスク・
コミュニケーション，モビリ
ティ・マネジメント，自動運
転システムの社会的受容

ライフサイクル思考
に基づく持続性評価
手法開発，インベン
トリデータベース，
技術評価

データベース，情報
検索，人間工学，認
知科学，自然言語処
理，アルゴリズム，ソ
フトウェア工学

情報セキュリティ：公開
鍵暗号設計，暗号プロト
コル，プライバシ保護，
および情報システムの
ための安全性向上技術

自然環境中の汚染物
質の移行予測．汚染
サイトのレメディ
エーション・吸着・分
子シミュレーション

ハタノ　ユウコ

羽田野 祐子
教授

ニシデ　タカシ

西出 隆志
准教授

ツダ　カズヒコ

津田 和彦
教授

タハラ　キヨタカ

田原 聖隆
教授（協働大学院）

タニグチ　アヤコ

谷口 綾子
教授

タカヤス　アキトシ

高安 亮紀
助教

スズキ　ツトム

鈴木 勉
教授

サイトウ ユウイチ

齊藤 裕一
助教

クラハシ　セツヤ

倉橋 節也
教授

キノシタ ヨウヘイ

木下 陽平
助教

キノ　ヤスノブ

木野 泰伸
准教授

カトウ　カズヒコ

加藤 和彦
教授（協働大学院）

カタギシ　カズキ

片岸 一起
准教授

ウメモト　ミチタカ

梅本 通孝
准教授

ウチダ　ノブユキ

内田 信行
教授（協働大学院）

ウスダ ユウイチロウ

臼田 裕一郎
教授（協働大学院）

イリチュ(サトウ)ミカ

イリチュ(佐藤) 美佳
教授

イトウ　マコト

伊藤 誠
教授

新エネルギーシステム
（太陽光発電・燃料電池
等）を中心とした技術
評価，ライフサイクル評
価，システム信頼性分析

オカジマ　ケイイチ

岡島 敬一
教授

リスク管理：労働災
害，安全設計，協働
ロボット，介護機器

情報セキュリティ：サ
イバー攻撃に対する
リスク評価，ブロック
チェーンと暗号通貨
のセキュリティ，マル
ウェア対策，IoTセ
キュリティ

運転の楽しさの科
学，高齢ドライバー
の認知行動特性，自
動運転や運転支援の
人間工学的実験

サトウ　トシヒサ

佐藤 稔久
准教授（協働大学院）

情報セキュリティとト
ラスト: PKI(公開鍵基
盤)応用(電子署名・認
証), PKIのトラストモ
デル, 情報基盤の社会
的信頼, セキュリティ
研究の倫理プロセス

エネルギー・環境システ
ムに関わる多主体系シ
ミュレーション，ゲーミン
グ，リスク・コミュニケー
ション，政策シナリオ分析

フジワラ　ヒロユキ

藤原 広行
教授（協働大学院）

ミサキ　ヒロウミ

三崎 広海
助教

フルカワ ヒロシ

古川 宏
准教授

スズキ　ケンゴ

鈴木 研悟
助教

シマオカ　マサキ

島岡 政基
准教授（協働大学院）

オモテ　カズマサ

面 和成
准教授

オカベ　コウヘイ

岡部 康平
准教授（協働大学院）

エネルギーシステムの
非破壊診断・計測技術，
レジリエンス電源シス
テム，次世代社会・自
動車のエネルギー分析

アキモト ユウタロウ

秋元 祐太朗
助教

低炭素エネルギーシ
ステム分析，エネル
ギーシステムの中の
再生可能エネルギー
および水素エネル
ギー評価

インターネット計
測，インターネット
応用，機械学習，デー
タマイニング，人工
知能

ヨシダ　ケンイチ

吉田 健一
教授

ヤマモト　ヒロミ

山本 博巳
教授（協働大学院）

地震・津波のハザード・
リスク評価，数値シミュ
レーションを用いた強
震動予測手法，地下構
造モデル作成手法，等

認 知 工 学 的 インタ
フェース：認知能力を拡
張・支援するヒューマン
インタフェース, ナビ
ゲーション支援, 等

統計学, 計量経済学, 計
量ファイナンス：高頻度
データ解析, 資産価格
の分散・共分散, 金融リ
スク管理, 状態空間モ
デル, 粒子フィルタ

所属：日本自動車研究所

所属：防災科学技術研究所

所属：日本自動車研究所

認知システムデザイン研究室

ソフトコンピューティング・統計科学研究室

都市防災研究室

知能情報基礎研究室

新エネルギーシステム研究室

暗号・情報セキュリティ研究室

智慧情報処理研究室

所属：産業技術総合研究所

プロジェクトマネジメント研究室

都市防災研究室

知的経営学研究室

認知システムデザイン研究室

所属：防災科学技術研究所

所属：産業技術総合研究所

再生医療，不妊治療
向け細胞画像解析，
機械学習アルゴリズ
ムの実課題応用にお
ける制御

サナミ ショウ

佐波 晶
准教授（協働大学院）

所属：大日本印刷株式会社

所属：セコム（株）

エネルギーリスク研究室

都市空間解析研究室

精度保証付き数値計算研究室

公共心理研究室

所属：産業技術総合研究所

自然言語理解研究室

暗号・情報セキュリティ研究室

数理環境工学研究室

所属：防災科学技術研究所

認知支援システム研究室

計量ファイナンス研究室

所属：電力中央研究所

吉田研究室

所属：労働安全衛生総合研究所

協力行動, 社会的ルー
ルの形成のメカニズ
ムの分析, 市場ダイ
ナミクスに関する分
析, 複雑系

アキヤマ エイゾウ

秋山 英三
教授

計量犯罪学，防犯ま
ちづくり，空間情報
科学，ランドスケープ
科学

アメミヤ マモル

雨宮 護
准教授

産業集積, 都市・地域
政策, 都市計画制度

生産システム工学（生産・
品質総合管理）, 環境配慮
の製品サービス設計, イ
ノベーション・システムと
地域活性化に関する研究

生体システムに倣っ
た複雑ネットワークモ
デルの構築とその社
会システムへの応用

子供の人的資本への
投資に関する実証研
究（居住地選択, 健
康投資, 教育投資）

金融データ解析，
マーケットマイクロ
ストラクチャ，確率
過程，経済物理

自治体経営，オープ
ンデータ，共創型街
づくり，地域情報化
政策

ベイズ統計学，状態
空間モデル

道路空間デザイン，
交通安全分析・対策，
自転車交通，歩車共
存道路

自動車の実環境負荷評
価，環境配慮型交通・生
活の提案，インクルー
シブ思考パーソナルモ
ビリティの開発評価

応用計量経済学

社会経済物理，ネッ
トワーク科学，計算
社会科学，ウェブサ
イエンス

進化ゲーム理論，協
力ゲーム，行動ゲー
ム理論

インターネット経済と
ソーシャルネットワー
ク，電子商業，オープ
ンソースソフトウエア
の経済学，環境経済学

数理最適化，金融工
学，機械学習

コンパクトシティ，持
続可能な都市・地域づ
くり，都市構造マネジ
メント，国土計画，ソー
シャル・キャピタル

国際経済学，経済
成長，所得分配

分散システムにおける資
源の最適配分，移動通信
システムにおける資源管
理，光ネットワークにおけ
る波長ルーティング及び
論理ネットワークの構築

空間統計学・空間計量
経済学の理論と応用，
地理空間情報の利活
用，社会基盤投資の経
済分析，産業立地，等

住宅政策・住宅セーフ
ティネット政策，住宅統
計・住宅市場分析，高齢
者・子育て世帯向けの
住宅計画，住宅及び住
宅地のマネジメント，等

離散数学，組合せ論，
離散構造に関する研究

中小企業の動態およ
び政策に関する理
論・実証分析，日本
経済・産業の実証分
析，計量経済学

組合せ最適化問題に
関する算法の開発

日本を中心としたア
ジアの近世・近代都
市史研究，都市・農
村の建築ストックの
保全に関する研究

応用確率論，確率モ
デル，待ち行列理論，
性能評価，オペレー
ションズ・リサーチ

持続可能な社会およ
び地域および交通の
評価と対策，参加型
まちづくり環境政策

国際交流による歴史
都市の保全の在り方
に関する研究，中東・
北アフリカ地域の都市
史・都市計画史，地中
海地域の都市空間の
多様性に関する研究

情報通信や情報セ
キュリティのための組
合せ論的手法の開発

ランドスケープ・プラン
ニング，みどりの環境
保全機能評価，都市緑
地計画，都市農村計画
史，環境共生まちづくり

福祉と連携した住宅
政策，非営利組織に
よる住宅供給・居住
支援，住宅再建・復
興まちづくり，等

現地調査やリモート
センシングに基づい
た環境と生態系の時
空間変動解析，生物
多様性・生態系保全

建築ストック（空き家・
廃校等）の管理・活用
手法、農村地域の維
持・再生システム，住
民主体の地域づくり

都市計画制度の体系
的運用方策の検討，
地区レベルのまちづ
くりに関する研究，等

交通制御・マネジメ
ント，交 通 ネット
ワーク，交通流，高
度交通システム

情報化・ネットワー
ク社会における都市
計画・建築計画

数理最適化問題（特
に連続最適化問題）
の解法と実社会への
応用に関する研究

異時点間の消費決定
に関する実証研究, 
時系列計量経済学の
応用

デジタル時代の都市
計画・まちづくり

空間経済システムの
自己組織化及び構造
変化

コンピュータビジョ
ン, パターン認識, 人
間行動計測, 大規模
情報処理, 可視化

AIサービス工学、日
本式サービス開発論，
会計・経営システム
科学，会計・情報学

交通計画, 交通政策, 
観光科学, 交通行動
分析, 社会資本整備
の費用便益分析

環境経済学, エネル
ギー経済学, 政策分
析, 環境倫理, 貧困
分析, 不平等分析, 
厚生分析

コーポレートファイ
ナンスの実証分析

環境配慮意識・行動
分析, 環境自然資源
価値の経済評価, 環
境意思決定, 環境心
理学

マーケットデザイン，
ゲーム理論, ミクロ
経済理論

ノンパラメトリック
な密度推定に関する
研究

都市構造の評価と可
視化手法, 都市・地域
マネジメント手法, 都
市防災の数理モデル

意思決定における個
人差の研究，リスク
認知，認知心理学，
感情

アリタ トモカズ

有田 智一
教授

都市環境行動学研究室

土地利用研究室

ワタナベ　シュン

渡辺 俊
教授

ワダ　ケンタロウ

和田 健太郎
准教授

ヨシセ　アキコ

吉瀬 章子
教授

ヤマモト　サチコ

山本 幸子
准教授 

ヤマノ　ヒロヤ

山野 博哉
教授（連携大学院）

メノ　フミタケ

米野 史健
教授（連携大学院）

ムラカミ　アキノブ

村上 暁信
教授 

ミャオ　イン

繆 瑩
教授

マツバラ　コウスケ

松原 康介
准教授

マツハシ　ケイスケ

松橋 啓介
教授（連携大学院）

PHUNG-DUC Tuan

フンドック トゥアン
准教授

フジカワ　マサキ

藤川 昌樹
教授

フジイ　サヤカ

藤井 さやか
准教授

ハラダ　ノブユキ

原田 信行
准教授

ハチモリ　マサヒロ

八森 正泰
准教授

ハセガワ　ヒロシ

長谷川 洋
教授（連携大学院）

ツツミ　モリト

堤 盛人
教授

チョウ ユウヘイ

張 勇兵
教授

Tran Lam Anh Duong

チャン ラン アン ズーン
助教 

タニグチ　マモル

谷口 守
教授

タカノ　ユウイチ

高野 祐一
准教授

TURNBULL,Stephen John 

ターンブル・スティーヴェン
准教授

シゲノ　マイコ

繁野 麻衣子
教授

サワ　リョウジ

澤 亮治
准教授

サノ　ユキエ

佐野 幸恵
助教 

サクドウ　マリ

作道 真理
准教授

犯罪予測・犯罪予
防，空間情報科学，
行動計量学，社会心
理学

オオヤマ　トモヤ

大山 智也
助教

コンドウ　ヨシノリ

近藤 美則
教授（連携大学院）

コバヤシ ヒロシ

小林 寛
教授（連携大学院）

クロセ　ユウタ

黒瀬 雄大
助教 

カワシマ　ヒロイチ

川島 宏一
教授

カナザワ　キヨシ

金澤 輝代士
助教 

カイダ　ナオコ

甲斐田 直子
准教授 

オリハラ マサノリ

折原 正訓
助教 

オクシマ シンイチロウ

奥島 真一郎
准教授

オカモト ナオヒサ

岡本 直久
教授

オカダ　ユキヒコ

岡田 幸彦
准教授

オオニシ　マサキ

大西 正輝
准教授（連携大学院）

オオタ　ミツル

太田 充
准教授

オオサワ　ヨシアキ

大澤 義明
教授

オオクボ　マサカツ

大久保 正勝
准教授

ウシジマ コウイチ

牛島 光一
助教 

ウエイチ　ヒデオ

上市 秀雄
准教授

イシイ　ノリミツ

石井 儀光
准教授（連携大学院）

イガラシ　ガク

五十嵐 岳
助教 

アンノ　ヒデカズ

阿武 秀和
助教 

アンドウ ヒロヤス

安東 弘泰
准教授

アリマ　スミカ

有馬 澄佳
講師

都市情報研究室

有馬澄佳研究室

上市秀雄 心理学研究室

都市計測実験室

都市交通研究室

近未来計画学研究室

不動産・空間計量研究室

都市ストック評価研究室 ( 藤川研 )

都市文化共生計画研究室

緑地環境研究室

建築・地域計画研究室

交通システム科学研究室

土地利用研究室

シームラボ

都市環境行動学研究室

新エネルギーシステム研究室

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス 社会工学 サービス

社会工学

社会工学 サービス社会工学 サービス

社会工学

社会工学 サービス

社会工学

社会工学

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学

社会工学

社会工学

社会工学

社会工学

社会工学

社会工学社会工学 サービス

社会工学 サービス

リスク 情報理工 知能機能 構造 EMP ライフ

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学

社会工学 サービス

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

社会工学
学位プログラム･
サービス工学
学位プログラム

リスク・レジリエンス
工学学位プログラム

情報理工
学位プログラム
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タダノ　ヒロト

多田野 寛人
助教

タキザワ　ホタカ

滝沢 穂高
准教授

タカハシ ダイスケ

高橋 大介
教授

タカハシ　シン

高橋 伸
准教授

スズキ　タイゾウ

鈴木 大三
准教授

シンジョウ ヤスシ

新城 靖
准教授

ショウノ　カズヒロ

庄野 和宏
准教授

シヅキ　ブンタロウ

志築 文太郎
教授

サノ　ヨシオ

佐野 良夫
准教授

サトウ　ユタカ

佐藤 雄隆
教授（連携大学院）

サトウ　ミツヒサ

佐藤 三久
教授（連携大学院）

サトウ　アキラ

佐藤 聡
准教授

サクマ　ジュン

佐久間 淳
教授

サカイ　コウ

酒井 宏
教授

サイ　トウセイ

蔡 東生
准教授

コバヤシ リョウヘイ

小林 諒平
助教

クドウ　ヒロユキ

工藤 博幸
教授

キムラ　シゲトモ

木村 成伴
准教授

カワベ トオル

河辺 徹
教授

カワグチ イッカク

川口 一画
助教

カメヤマ　ユキヨシ

亀山 幸義
教授

カメヤマ　ケイスケ

亀山 啓輔
教授

カナモリ　ヨシヒロ

金森 由博
准教授

カナザワ　ケンジ

金澤 健治
助教

オオヤマ　ヨシヒロ

大山 恵弘
准教授

オオヤ　アキヒサ

大矢 晃久
教授

エンドウ　ユウキ

遠藤 結城
助教

ウンノ　ヒロシ

海野 広志
准教授

VASILACHE SIMONA MIRELA

ヴァシラケ シモナ ミレラ
助教

イマクラ アキラ

今倉 暁
准教授

イノ　シュウイチ

井野 秀一
教授（連携大学院）

イヌイ　タカシ

乾 孝司
准教授

アマガサ トシユキ

天笠 俊之
教授

アベ　ヒロタケ

阿部 洋丈
准教授

アキモト ヨウヘイ

秋本 洋平
准教授

アイハラ イッキュウ

合原 一究
准教授

ARANHA CLAUS DE CASTRO

アランニャ クラウス デ カストロ
助教

イイヅカ　サトシ

飯塚 里志
助教

オカ　ミズキ

岡 瑞起
准教授

カトウ　カズヒコ

加藤 和彦
教授

クニヒロ ノボル

國廣 昇
教授

クノ　タカヒト

久野 誉人
教授

サンノミヤ シュウジ

三宮 秀次
助教

シオカワ　ヒロアキ

塩川 浩昭
助教

タテベ　オサム

建部 修見
教授

トクナガ　リュウジ

徳永 隆治
教授

ツガワ　ショウ

津川 翔
助教

チン　カンユウ

陳 漢雄
講師

タニムラ　ユウスケ

谷村 勇輔
准教授（連携大学院）

カオス・フラクタル・
分岐理論

並列分散ストレージ，
大規模データ処理，
クラウドコンピュー
ティング，グリッドコ
ンピューティング，E-
サイエンス基盤

データベースシステ
ム，知識ベースシス
テム，ネットワーク環
境における教育シス
テム，情報検索，知識
発見

ネットワークマイニ
ング，ソーシャルネッ
トワーク分析，計算
社会科学

動物行動の数理モデ
リングとその応用：
非線形動力学，動物
の鳴き声の計測，情
報通信への応用

ブラックボックス最適
化とその応用：確率モ
デルベース最適化法，
進化計算，機械学習に
おけるハイパーパラ
メータ最適化，強化学
習，情報幾何の活用

システムソフトウェ
ア，分散システム，コ
ンピュータ・セキュリ
ティ，コンピュータ・
ネットワーク

データベースシステ
ム，デ ー タ 工 学：
XML・RDFデータベー
ス，ソーシャルメディ
ア，科学データベース

進 化 計 算 型 コン
ピューティング：最適
化，プログラム自動生
成，P r o c e d u r a l  
Generation，知 能 エ
イジェント，人工生命

数値解析学：大規模
線形計算，特に，連
立一次方程式や固有
値問題の高速・高安
定数値解法および行
列計算を基盤とする
機械学習法の開発

ソフトウェア工学，ソフト
ウェア開発プロセス，
ヒューマンコンピュータイ
ンタラクション; 異文化コ
ミュニケーション，グロー
バルソフトウェア工学

プログラム検証：モ
デル検査，型システ
ム，プログラム解析，
自動定理証明

コンピュータグラ
フィックス，画像合成・
編集技術，画像認識，
データマイニング，機
械学習，深層学習

コンピュータグラフィ
クス，画像処理，画像
編集，コンピュータビ
ジョン，機械学習

イガラシ ヤスヒコ

五十嵐 康彦
准教授

機械学習，多変量解
析，スパースモデリン
グ，データ駆動科学、
計測インフォマティ
クス，マテリアルズ・
インフォマティクス

自然言語処理：自然
言語データからの情
報抽出・情報集約，
意見マイニング，評
判分析

ヒューマンインタフェー
ス，ソフトアクチュエー
タ，情報バリアフリー，
触覚インタフェース，健
康・福祉工学，リハビリ
テーション工学

知能ロボットとセンシン
グ：人間の生活空間で働
く移動ロボット，実世界
センサ情報処理，ネット
ワークロボティクス，等

コンピュータセキュ
リティ，システムソフ
トウェア，オペレー
ティングシステム，
仮想化

ソーシャルメディア，
ウェブサイエンス，人
工生命

環境に適応する情報
処理システム，パター
ン認識，学習理論，
信号・画像処理

プログラム言語と論
理:型システム，メタ
プログラミング，プロ
グラムの論理，プロ
グラム検証

ヒューマンコンピュータ
インタラクション，遠隔
コミュニケーション支
援，コミュニケーション
ロボット

制御デザイン：
Biologically Inspired 
Technology, 計算知
能援用制御，ロバス
ト制御などの理論と
それらの応用研究

システムソフトウェア：分
散システム，クラウドコン
ピューティング，オペレー
ティングシステム，サイバー
フィジカルシステム，等

集積回路工学,リコン
フィギュラブルコン
ピューティング，書き
換え可能なLSIを用
いた計算困難問題の
高速解法

リコンフィギュラブルコン
ピューティング，ハード
ウェアアクセラレータ，書
き換え可能なLSIを用いた
計算困難問題の高速解法

情報通信工学：プロ
セス代数，ネットワー
クプロトコル，通信シ
ステムの効率評価な
どに関する研究

画像・映像メディア処
理，CT・PET・MRIを中
心とした医用画像工学
とコンピュータ支援診
断・治療システム，等

暗号理論，情報セ
キュリティ，量子計
算，安全性解析，暗
号プロトコル

視覚計算論：認知神
経科学，視覚心理物
理学，形状表現，３
次元構造知覚，図地
知覚，皮質表現

人工知能とセキュリ
ティー・プライバシー：
機械学習，人工知能，
データプライバシー，
暗号技術応用

安全で安心な学術
ネットワークシステ
ムおよび学術情報基
盤システムの設計,
運用に関する研究

並列ハイパフォーマ
ンス・コンピューティ
ング，超並列マルチコ
ア向けプログラミング
言語コンパイラ技術，
分散プログラミング
技術等

数理最適化：非凸計
画問題の大域的最適
化のための効率的な
アルゴリズムの研究

FPGAの応用に関する
研究，リコンフィギャ
ラブルコンピューティ
ングシステム，高速
RTLシミュレーション

人工生命理論を使っ
たＣＧ・デジタル生
命，その芸術・音楽・
映像メディアへの応
用及び仮想環境の作
成．高性能計算，等

コンピュータビジョン
に関する要素技術と
応用システム：知的画
像処理，次世代画像セ
ンシングシステムなど

離散数学，数理最適
化，アルゴリズム

大規模集積システム向き
プロセッサ・アーキテク
チャ：自己同期型エラス
ティックパイプラインによ
るデータ駆動メニーコア
プロセッサに関する研究

オペレーティングシステ
ム，分散システム，仮想
化，並行処理，分散型ソー
シャル・ネットワーキング・
サービス(分散型SNS)

多知覚メディア処理：
信号処理，画像・映像
処理，圧縮符号化，知
覚暗号化，情報ハイディ
ング，スパース表現，等

ユーザインタフェー
スソフトウェア，ユ
ビキタスコンピュー
ティング，協調作業
のコンピュータ支援
（CSCW）

ハイパフォーマンス
コンピューティング：
並列計算機における
高性能数値計算アル
ゴリズムおよび性能
評価に関する研究

データベースシステム，
データ工学

ヒューマンコンピュー
タインタラクション：
入力手法，入力デバイ
ス，エンドユーザ向け
インタフェース

アナログ集積回路と
回路理論：高線形化
ＣＭＯＳトランスコ
ンダクタ，複素フィル
タに関する研究

知的画像処理：医用
画像処理・認識，障
がい者支援システム，
コンピュータビジョン

数値解析学：大規模
線形計算。特に，連
立一次方程式の高速
求解法の開発，固有
値問題の並列解法に
関する研究

並列分散システムソ
フトウェア，データイ
ン テ ン シ ブ コ ン
ピューティング，ハイ
パフォーマンスコン
ピューティング

コンピュテーショナ
ルフォトグラフィ，コ
ンピュータビジョン，
コンピュテーショナ
ルフィールド，コン
ピュータグラフィック
ス，凸最適化

アオト　タカヒト

青砥 隆仁
助教

制御システム研究室

ブラックボックス最適化研究室/機械学習・データマイニング研究室

システムソフトウェア研究室 ( 加藤研 )

北川・天笠データ工学研究室

情報数理研究室

コンピュータビジョン研究室(福井研)

知能情報・研究室

人間支援工学研究室（身体適応支援工学研究グループ）

情報数理研究室

インタラクティブプログラミング研究室

プログラム論理研究室

計算幾何学とグラフィックス研究室

知能ロボット研究室

システムセキュリティ研究室

ウェブサイエンス研究室/システムソフトウェア研究室(加藤研究室)

システムソフトウェア研究室(加藤研)/ウェブサイエンス研究室

集積システム研究室

計算幾何学とグラフィックス研究室

適応情報処理研究室

プログラム論理研究室

インタラクティブプログラミング研究室

制御システム研究室

コンピュータネットワーク研究室

イメージサイエンス研究室

暗号理論研究室

システム数理研究室

ハイパフォーマンス・コンピューティング・システム研究室

ビジュアルサイエンス研究室

計算視覚科学 (CVS) 研究室

機械学習・データマイニング研究室

ソフトウェア研究室（Softlab）

ハイパフォーマンス・コンピューティング・システム研究室

ヒューマンセンタードビジョン研究室（佐藤研）

システム数理研究室

データ駆動ネットワーキングアーキテクチャ研究室 ( 西川研 )

北川・天笠データ工学研究室

インタラクティブプログラミング研究室

電子回路研究室

ソフトウェア研究室（Softlab）

多知覚メディア処理研究室

インタラクティブプログラミング研究室

ハイパフォーマンス・コンピューティング・システム研究室

知的画像処理研究室

ハイパフォーマンス・コンピューティング・システム研究室

ハイパフォーマンス・コンピューティング・システム研究室

知能情報・研究室

カオス研究室

トクダ 　ケイタ

徳田 慶太
助教

非線形力学，ニュー
ラルネットワーク，
カオス、機械学習，
記憶と学習、海馬，
バイオマーカー，中
枢神経系疾患

新規

自動車安全性：人と
高度運転支援システ
ムとの相互作用，自
動運転に対する信
頼，運転中の認知・
判断・操作

アベ　ゲンヤ

安部 原也
教授（協働大学院）

システム安全性：
ヒューマンマシンの
信頼と協調，不確実
状況での認知・推論・
決定，リスクの認知
と受容

多次元データ解析，
統計科学：潜在構造
モデル，ファジィク
ラスタリング，多相・
多元データ理論

防災情報，災害動態，
防災分野におけるサ
イバー・フィジカルシ
ステム，リスクコミュ
ニケーション，意思決
定支援

ヒューマンエラー分析
と交通事故防止，自
動運転の安全性評価

都市・地域の低頻度リ
スク対策：住民避難，
災害時情報伝達，施設
周辺地域の原子力災害
対策，災害リスク認知

人工知能の基盤となる
ソフトコンピューティ
ング手法の基礎と応
用：クラスタリング・
深層学習をはじめとす
る機械学習，ファジィ
推論とファジィ制御

エンドウ　ヤスノリ

遠藤 靖典
教授

智慧情報通信システ
ム：フルーエンシ情報
理論とその応用，コ
ンテンツ志向の新世
代ネットワーク，ネッ
トワークセキュリティ

太陽光発電設備の保
守・保安点検技術と
発電性能診断技術，
ならびにリスク分析

プロジェクト・リスク・
マネジメント，業務開
発，社会システムの
モデリングと設計

SARやGNSSを 始 め
とする衛星測地技術
の気象利用，衛星リ
モートセンシング，
MaaS利用

社会シミュレーショ
ン，進化計算，エー
ジェント技術，データ
マイニング，技能伝承
支援，推薦システム

ヒューマンマシンシ
ステム，認知工学，
システム安全制御，
インタフェースとイ
ンタラクション，
データ解析に基づく
リスクの予測と回避

地盤工学，土砂災害，
豪雨災害，模型実験，
IoT/AI，衛星・リモー
トセンシングデータ，
災害リスク，TDA(ト
ランスディシプリナ
リ　アプローチ)

サカイ　ナオキ

酒井 直樹
教授（協働大学院）

都市解析，施設配置
計画，立地分析，環
境モデリング，地理
情報科学

環境数理モデルをは
じめとする非線形数
理モデルのリスク検
証, 数値解析, 精度
保証付き数値計算

都市交通計画における態
度・行動変容研究，リスク・
コミュニケーション，モビリ
ティ・マネジメント，自動運
転システムの社会的受容

ライフサイクル思考
に基づく持続性評価
手法開発，インベン
トリデータベース，
技術評価

データベース，情報
検索，人間工学，認
知科学，自然言語処
理，アルゴリズム，ソ
フトウェア工学

情報セキュリティ：公開
鍵暗号設計，暗号プロト
コル，プライバシ保護，
および情報システムの
ための安全性向上技術

自然環境中の汚染物
質の移行予測．汚染
サイトのレメディ
エーション・吸着・分
子シミュレーション

ハタノ　ユウコ

羽田野 祐子
教授

ニシデ　タカシ

西出 隆志
准教授

ツダ　カズヒコ

津田 和彦
教授

タハラ　キヨタカ

田原 聖隆
教授（協働大学院）

タニグチ　アヤコ

谷口 綾子
教授

タカヤス　アキトシ

高安 亮紀
助教

スズキ　ツトム

鈴木 勉
教授

サイトウ ユウイチ

齊藤 裕一
助教

クラハシ　セツヤ

倉橋 節也
教授

キノシタ ヨウヘイ

木下 陽平
助教

キノ　ヤスノブ

木野 泰伸
准教授

カトウ　カズヒコ

加藤 和彦
教授（協働大学院）

カタギシ　カズキ

片岸 一起
准教授

ウメモト　ミチタカ

梅本 通孝
准教授

ウチダ　ノブユキ

内田 信行
教授（協働大学院）

ウスダ ユウイチロウ

臼田 裕一郎
教授（協働大学院）

イリチュ(サトウ)ミカ

イリチュ(佐藤) 美佳
教授

イトウ　マコト

伊藤 誠
教授

新エネルギーシステム
（太陽光発電・燃料電池
等）を中心とした技術
評価，ライフサイクル評
価，システム信頼性分析

オカジマ　ケイイチ

岡島 敬一
教授

リスク管理：労働災
害，安全設計，協働
ロボット，介護機器

情報セキュリティ：サ
イバー攻撃に対する
リスク評価，ブロック
チェーンと暗号通貨
のセキュリティ，マル
ウェア対策，IoTセ
キュリティ

運転の楽しさの科
学，高齢ドライバー
の認知行動特性，自
動運転や運転支援の
人間工学的実験

サトウ　トシヒサ

佐藤 稔久
准教授（協働大学院）

情報セキュリティとト
ラスト: PKI(公開鍵基
盤)応用(電子署名・認
証), PKIのトラストモ
デル, 情報基盤の社会
的信頼, セキュリティ
研究の倫理プロセス

エネルギー・環境システ
ムに関わる多主体系シ
ミュレーション，ゲーミン
グ，リスク・コミュニケー
ション，政策シナリオ分析

フジワラ　ヒロユキ

藤原 広行
教授（協働大学院）

ミサキ　ヒロウミ

三崎 広海
助教

フルカワ ヒロシ

古川 宏
准教授

スズキ　ケンゴ

鈴木 研悟
助教

シマオカ　マサキ

島岡 政基
准教授（協働大学院）

オモテ　カズマサ

面 和成
准教授

オカベ　コウヘイ

岡部 康平
准教授（協働大学院）

エネルギーシステムの
非破壊診断・計測技術，
レジリエンス電源シス
テム，次世代社会・自
動車のエネルギー分析

アキモト ユウタロウ

秋元 祐太朗
助教

低炭素エネルギーシ
ステム分析，エネル
ギーシステムの中の
再生可能エネルギー
および水素エネル
ギー評価

インターネット計
測，インターネット
応用，機械学習，デー
タマイニング，人工
知能

ヨシダ　ケンイチ

吉田 健一
教授

ヤマモト　ヒロミ

山本 博巳
教授（協働大学院）

地震・津波のハザード・
リスク評価，数値シミュ
レーションを用いた強
震動予測手法，地下構
造モデル作成手法，等

認 知 工 学 的 インタ
フェース：認知能力を拡
張・支援するヒューマン
インタフェース, ナビ
ゲーション支援, 等

統計学, 計量経済学, 計
量ファイナンス：高頻度
データ解析, 資産価格
の分散・共分散, 金融リ
スク管理, 状態空間モ
デル, 粒子フィルタ

所属：日本自動車研究所

所属：防災科学技術研究所

所属：日本自動車研究所

認知システムデザイン研究室

ソフトコンピューティング・統計科学研究室

都市防災研究室

知能情報基礎研究室

新エネルギーシステム研究室

暗号・情報セキュリティ研究室

智慧情報処理研究室

所属：産業技術総合研究所

プロジェクトマネジメント研究室

都市防災研究室

知的経営学研究室

認知システムデザイン研究室

所属：防災科学技術研究所

所属：産業技術総合研究所

再生医療，不妊治療
向け細胞画像解析，
機械学習アルゴリズ
ムの実課題応用にお
ける制御

サナミ ショウ

佐波 晶
准教授（協働大学院）

所属：大日本印刷株式会社

所属：セコム（株）

エネルギーリスク研究室

都市空間解析研究室

精度保証付き数値計算研究室

公共心理研究室

所属：産業技術総合研究所

自然言語理解研究室

暗号・情報セキュリティ研究室

数理環境工学研究室

所属：防災科学技術研究所

認知支援システム研究室

計量ファイナンス研究室

所属：電力中央研究所

吉田研究室

所属：労働安全衛生総合研究所

協力行動, 社会的ルー
ルの形成のメカニズ
ムの分析, 市場ダイ
ナミクスに関する分
析, 複雑系

アキヤマ エイゾウ

秋山 英三
教授

計量犯罪学，防犯ま
ちづくり，空間情報
科学，ランドスケープ
科学

アメミヤ マモル

雨宮 護
准教授

産業集積, 都市・地域
政策, 都市計画制度

生産システム工学（生産・
品質総合管理）, 環境配慮
の製品サービス設計, イ
ノベーション・システムと
地域活性化に関する研究

生体システムに倣っ
た複雑ネットワークモ
デルの構築とその社
会システムへの応用

子供の人的資本への
投資に関する実証研
究（居住地選択, 健
康投資, 教育投資）

金融データ解析，
マーケットマイクロ
ストラクチャ，確率
過程，経済物理

自治体経営，オープ
ンデータ，共創型街
づくり，地域情報化
政策

ベイズ統計学，状態
空間モデル

道路空間デザイン，
交通安全分析・対策，
自転車交通，歩車共
存道路

自動車の実環境負荷評
価，環境配慮型交通・生
活の提案，インクルー
シブ思考パーソナルモ
ビリティの開発評価

応用計量経済学

社会経済物理，ネッ
トワーク科学，計算
社会科学，ウェブサ
イエンス

進化ゲーム理論，協
力ゲーム，行動ゲー
ム理論

インターネット経済と
ソーシャルネットワー
ク，電子商業，オープ
ンソースソフトウエア
の経済学，環境経済学

数理最適化，金融工
学，機械学習

コンパクトシティ，持
続可能な都市・地域づ
くり，都市構造マネジ
メント，国土計画，ソー
シャル・キャピタル

国際経済学，経済
成長，所得分配

分散システムにおける資
源の最適配分，移動通信
システムにおける資源管
理，光ネットワークにおけ
る波長ルーティング及び
論理ネットワークの構築

空間統計学・空間計量
経済学の理論と応用，
地理空間情報の利活
用，社会基盤投資の経
済分析，産業立地，等

住宅政策・住宅セーフ
ティネット政策，住宅統
計・住宅市場分析，高齢
者・子育て世帯向けの
住宅計画，住宅及び住
宅地のマネジメント，等

離散数学，組合せ論，
離散構造に関する研究

中小企業の動態およ
び政策に関する理
論・実証分析，日本
経済・産業の実証分
析，計量経済学

組合せ最適化問題に
関する算法の開発

日本を中心としたア
ジアの近世・近代都
市史研究，都市・農
村の建築ストックの
保全に関する研究

応用確率論，確率モ
デル，待ち行列理論，
性能評価，オペレー
ションズ・リサーチ

持続可能な社会およ
び地域および交通の
評価と対策，参加型
まちづくり環境政策

国際交流による歴史
都市の保全の在り方
に関する研究，中東・
北アフリカ地域の都市
史・都市計画史，地中
海地域の都市空間の
多様性に関する研究

情報通信や情報セ
キュリティのための組
合せ論的手法の開発

ランドスケープ・プラン
ニング，みどりの環境
保全機能評価，都市緑
地計画，都市農村計画
史，環境共生まちづくり

福祉と連携した住宅
政策，非営利組織に
よる住宅供給・居住
支援，住宅再建・復
興まちづくり，等

現地調査やリモート
センシングに基づい
た環境と生態系の時
空間変動解析，生物
多様性・生態系保全

建築ストック（空き家・
廃校等）の管理・活用
手法、農村地域の維
持・再生システム，住
民主体の地域づくり

都市計画制度の体系
的運用方策の検討，
地区レベルのまちづ
くりに関する研究，等

交通制御・マネジメ
ント，交 通 ネット
ワーク，交通流，高
度交通システム

情報化・ネットワー
ク社会における都市
計画・建築計画

数理最適化問題（特
に連続最適化問題）
の解法と実社会への
応用に関する研究

異時点間の消費決定
に関する実証研究, 
時系列計量経済学の
応用

デジタル時代の都市
計画・まちづくり

空間経済システムの
自己組織化及び構造
変化

コンピュータビジョ
ン, パターン認識, 人
間行動計測, 大規模
情報処理, 可視化

AIサービス工学、日
本式サービス開発論，
会計・経営システム
科学，会計・情報学

交通計画, 交通政策, 
観光科学, 交通行動
分析, 社会資本整備
の費用便益分析

環境経済学, エネル
ギー経済学, 政策分
析, 環境倫理, 貧困
分析, 不平等分析, 
厚生分析

コーポレートファイ
ナンスの実証分析

環境配慮意識・行動
分析, 環境自然資源
価値の経済評価, 環
境意思決定, 環境心
理学

マーケットデザイン，
ゲーム理論, ミクロ
経済理論

ノンパラメトリック
な密度推定に関する
研究

都市構造の評価と可
視化手法, 都市・地域
マネジメント手法, 都
市防災の数理モデル

意思決定における個
人差の研究，リスク
認知，認知心理学，
感情

アリタ トモカズ

有田 智一
教授

都市環境行動学研究室

土地利用研究室

ワタナベ　シュン

渡辺 俊
教授

ワダ　ケンタロウ

和田 健太郎
准教授

ヨシセ　アキコ

吉瀬 章子
教授

ヤマモト　サチコ

山本 幸子
准教授 

ヤマノ　ヒロヤ

山野 博哉
教授（連携大学院）

メノ　フミタケ

米野 史健
教授（連携大学院）

ムラカミ　アキノブ

村上 暁信
教授 

ミャオ　イン

繆 瑩
教授

マツバラ　コウスケ

松原 康介
准教授

マツハシ　ケイスケ

松橋 啓介
教授（連携大学院）

PHUNG-DUC Tuan

フンドック トゥアン
准教授

フジカワ　マサキ

藤川 昌樹
教授

フジイ　サヤカ

藤井 さやか
准教授

ハラダ　ノブユキ

原田 信行
准教授

ハチモリ　マサヒロ

八森 正泰
准教授

ハセガワ　ヒロシ

長谷川 洋
教授（連携大学院）

ツツミ　モリト

堤 盛人
教授

チョウ ユウヘイ

張 勇兵
教授

Tran Lam Anh Duong

チャン ラン アン ズーン
助教 

タニグチ　マモル

谷口 守
教授

タカノ　ユウイチ

高野 祐一
准教授

TURNBULL,Stephen John 

ターンブル・スティーヴェン
准教授

シゲノ　マイコ

繁野 麻衣子
教授

サワ　リョウジ

澤 亮治
准教授

サノ　ユキエ

佐野 幸恵
助教 

サクドウ　マリ

作道 真理
准教授

犯罪予測・犯罪予
防，空間情報科学，
行動計量学，社会心
理学

オオヤマ　トモヤ

大山 智也
助教

コンドウ　ヨシノリ

近藤 美則
教授（連携大学院）

コバヤシ ヒロシ

小林 寛
教授（連携大学院）

クロセ　ユウタ

黒瀬 雄大
助教 

カワシマ　ヒロイチ

川島 宏一
教授

カナザワ　キヨシ

金澤 輝代士
助教 

カイダ　ナオコ

甲斐田 直子
准教授 

オリハラ マサノリ

折原 正訓
助教 

オクシマ シンイチロウ

奥島 真一郎
准教授

オカモト ナオヒサ

岡本 直久
教授

オカダ　ユキヒコ

岡田 幸彦
准教授

オオニシ　マサキ

大西 正輝
准教授（連携大学院）

オオタ　ミツル

太田 充
准教授

オオサワ　ヨシアキ

大澤 義明
教授

オオクボ　マサカツ

大久保 正勝
准教授

ウシジマ コウイチ

牛島 光一
助教 

ウエイチ　ヒデオ

上市 秀雄
准教授

イシイ　ノリミツ

石井 儀光
准教授（連携大学院）

イガラシ　ガク

五十嵐 岳
助教 

アンノ　ヒデカズ

阿武 秀和
助教 

アンドウ ヒロヤス

安東 弘泰
准教授

アリマ　スミカ

有馬 澄佳
講師

都市情報研究室

有馬澄佳研究室

上市秀雄 心理学研究室

都市計測実験室

都市交通研究室

近未来計画学研究室

不動産・空間計量研究室

都市ストック評価研究室 ( 藤川研 )

都市文化共生計画研究室

緑地環境研究室

建築・地域計画研究室

交通システム科学研究室

土地利用研究室

シームラボ

都市環境行動学研究室

新エネルギーシステム研究室

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス 社会工学 サービス

社会工学

社会工学 サービス社会工学 サービス

社会工学

社会工学 サービス

社会工学

社会工学

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学

社会工学

社会工学

社会工学

社会工学

社会工学

社会工学社会工学 サービス

社会工学 サービス

リスク 情報理工 知能機能 構造 EMP ライフ

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学 サービス

社会工学

社会工学 サービス

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

リスク

社会工学
学位プログラム･
サービス工学
学位プログラム

リスク・レジリエンス
工学学位プログラム

情報理工
学位プログラム

14



システム情報工学研究群 教員一覧 （2021年1月1日現在）

ミヤザキ ツヨシ

宮崎 剛
教授（協働大学院）

シライ　ヒロキ

白井 宏樹
教授（協働大学院）

数理アルゴリズム
（1:データ解析にお
ける数理手法, 2:大
規模科学シミュレー
ションの高性能計算, 
3:固有値解析）

サクライ　テツヤ

櫻井 鉄也
教授

インシリコ創薬研
究，蛋白質工学（1:抗
体高精度モデリング, 
2:GME スーパーファ
ミリーの配列解析, 
3:抗体合理的改変）

電子状態計算（1:第
一原理計算, 2:分子
シミュレーション, 3:
計算物質科学）

バイオインフォマティク
ス、情報統合(1:バイオリ
ソース関連情報データ
統合・国際標準化・横断
検索等の研究開発, 2:バ
イオリソースと情報のコ
ミュニケーションツール
としてのホームページ
の拡充, 3:大規模データ
解析技術及びデータ可
視化技術等の研究開発)

マスヤ　ヒロシ

桝屋 啓志
教授（協働大学院）

ゲノム科学, バイオ
インフォマティクス
（新しいゲノム科学
の計測技術と計算技
術の開発）

ニカイドウ イトシ

二階堂 愛
教授（協働大学院）

理化学研究所バイオリソース研究センター

アステラス製薬株式会社モダリティ研究所

理化学研究所生命機能科学研究センター

物質・材料研究機構国際ナノアーキテクト研究拠点

人間のように器用な
ロボット・マニピュ
レーションの研究，次
世代産業用ロボット

アイヤマ　ヤスミチ

相山 康道
教授

社会認知工学，ソー
シャルロボティクス，
ヒューマンロボット
インタラクション

計算論的神経科学，生
体運動制御・学習，脳情
報デコーディング，VRリ
ハビリテーションロボッ
ト，脳卒中シミュレー
ター，意思決定機構

人工現実感

自然言語処理，ウェブ検
索，音声言語情報処理，
感情理解，娯楽・教育コン
テンツの理解と創作，等

ウツロ　タケヒト

宇津呂 武仁
教授

ヒューマノイドロ
ボットのメカニズム，
動作計画，動作制御，
環境・物体の計測・
認識，シミュレーショ
ン

分散型機械システム，
自律分散ネットワー
ク，自己組織化，イン
フラ・災害調査用ロ
ボット，AI応用技術

複合現実感，マッシブセ
ンシング，知的画像認
識・処理，マルチメディ
ア理解，モデルベースビ
ジョン，eラーニング

脳科学，認知科学，
認知心理学，コミュ
ニケーション，生体
信号処理

情報通信工学，海洋
工学，ネットワーク
工学

エビハラ　タダシ

海老原 格
准教授

ヒューマンエージェントイ
ンタラクション，人工知能，
ヒューマンインタフェー
ス，コミュニケーション
ゲーム，技術倫理，等

3次元画像工学，裸
眼立体ディスプレ
イ，メディア工学，自
然言語処理

人間ーロボット一体
化，生体制御システ
ム, 生体運動・生理
解析, ロボット治療, 
ロボット安全

実世界イメージング，
自由視点映像，複合
現実感，拡張現実，コ
ンピュータビジョン

アフェクティブコン
ピューティング

クマノ　シロウ

熊野 史朗
客員准教授

IoH  ( In ternet  o f  
Humans)，屋内測位，
スマートワーク支援，
応用サービス工学

クラタ　タケシ

蔵田 武志
教授（連携大学院）

メカトロニクス，ハプ
ティクス，マニピュレー
ション

医用画像処理，コン
ピュータ支援診断，
パターン認識，機械
学習

サイバニクス：人・ロボッ
ト・情報系を融合複合した
新学術領域，脳神経／身
体／生理／生活分野の革
新的サイバニックシステ
ム，ビックデータ＆AI（人工
知能）処理，医用生体工学

インタラクティブ生
体メディア，医用人工
知能，医用システム

クロダ　ヨシヒロ

黒田 嘉宏
教授

デジタル制御，電力
システム，スマート電
力ルータ

NGUYEN VAN TRIET

グエン ヴァン チエト
助教

情報理論，情報セ
キュリティ

音楽情報処理，歌声
情報処理，メディア
インタラクション

機械学習，強化学習，
ハードウェアを含め
たマルチエージェン
トシステム

人工知能，人間型自
律ロボット，人支援
技術，音楽音響メディ
ア技術，感性研究

人間の知覚拡張, 感
覚代行, 障害支援, 
人間拡張工学, 各種
センサー信号の大規
模データ活用・統合

ゼンポ　ケイイチ

善甫 啓一
助教

ヒューマン・ロボット・
インタラクション，環
境知能化，センサー
ネットワーク

創発・学習・集団現象

計算知能，マルチメ
ディア情報処理，小
型無人航空機による
多様なセンシング

触覚インタフェース，
インタラクティブ技術，
バーチャルリアリティ，
テレイグジスタンス

非線形システムのモ
デル予測制御，自律
移動ロボット・自動
運転，多自由度機構，
機構設計

ダテ　ヒサシ

伊達 央
准教授

ソーシャルロボティク
ス，安心ＡＩ，安心テ
クノロジー，ヒューマン
ロボットインタラクショ
ン，教育支援，発達学
習，アクティブシニア

自律型知能移動ロ
ボット，および自律
型屋外作業移動体に
関する研究

システムモデリング

オンラインコミュニ
ティシステム，ソー
シャルメディア分析，
ウェブマイニング，セ
マンティックウェブ

人工知能，人間機械
協調，発達支援ロボ
ティクス, スポーツ
工学

ヒロカワ　マサカズ

廣川 暢一
助教

ヨダ　イクシ

依田 育士
教授（連携大学院）

ヤマグチ　トモユキ

山口 友之
助教

モリタ　マサヒコ

森田 昌彦
教授

モチヤマ　ヒロミ

望山 洋
教授

ムラカワ　マサヒロ

村川 正宏
教授（連携大学院）

マルヤマ ツトム

丸山 勉
教授

マツモト　ヨシオ

松本 吉央
准教授（連携大学院）

マエダ　ユカ

前田 祐佳
助教

ホシノ　ジュンイチ

星野 准一
准教授

ホシノ　キヨシ

星野 聖
教授

ハマサキ マサヒロ

濱崎 雅弘
准教授（連携大学院）

ハセガワ　マナブ

長谷川 学
准教授

ハシモト　ユウキ

橋本 悠希
助教

ノブハラ　ハジメ

延原 肇
准教授

サイバー・フィジカル
インターフェース、
ウェアラブル技術、メ
カトロニクス、ヒュー
マンパフォーマンス

HASSAN MODAR 

ハサン モダル
助教

ニイザト タカユキ

新里 高行
助教

ナカウチ ヤスシ

中内 靖
教授

ツボウチ　タカシ

坪内 孝司
教授

タナカ　フミヒデ

田中 文英
准教授

スズキ　ケンジ

鈴木 健嗣
教授

シブヤ　タケシ

澁谷 長史
助教

サンカイ　ヨシユキ

山海 嘉之
教授

サカナシ　ヒデノリ

坂無 英徳
教授（連携大学院）

コンピュータビジョ
ン，コンピュテーショ
ナルイメージング，形
状計測，運動解析，
人間行動解析

サガワ リュウスケ

佐川 立昌
准教授（連携大学院）

サカイノ　ショウ

境野 翔
准教授

ゴトウ　マサタカ

後藤 真孝
教授（連携大学院）

コガ　ヒロキ

古賀 弘樹
教授

キタハラ　イタル

北原 格
教授

カワモト　ヒロアキ

河本 浩明
准教授

カワサキ　マサヒロ

川崎 真弘
准教授

カメダ　ヨシナリ

亀田 能成
教授

カミムラ　アキヤ

神村 明哉
准教授（連携大学院）

カネヒロ　フミオ

金広 文男
教授（連携大学院）

カケヤ　ヒデキ

掛谷 英紀
准教授

オオサワ　ヒロタカ

大澤 博隆
助教

イワタ　ヒロオ

岩田 洋夫
教授

イザワ　ジュン

井澤 淳
准教授

イイオ　タカマサ

飯尾 尊優
助教

脈波を用いた非侵襲
計測，在宅健康管理
に向けたウェアラブ
ルデバイス開発

サービスロボティク
ス（生活支援・介護
支援・リハビリ支援），
効果評価，生活分析，
画像センシング，アン
ドロイドロボット

リコンフィギュラブ
ルコンピュータシス
テム，適応複雑系

機械学習，適応アル
ゴリズム，音響振動
解析，インフラ維持
管理への応用

サイバニクス，医用
歩行解析，運動機能
障害，装着型ロボット

PUENTES, Sandra

プエンテス， サンドラ
助教

ロボットビジョン，ヒュー
マノイドロボティクス，
生体計測と解析，生体
数理モデル，脳科学

人間を中心としたコン
ピュータ，機械，センサ，
ネットワーク技術に基
づく次世代エンタテイ
ンメントシステムの研究

ソフトロボティクス・
触覚テクノロジ

脳型情報処理，ニュー
ラルネットワーク，脳
機能のモデル化

人工現実感，力覚提
示，移動感覚提示，
福祉工学

ヤノ　ヒロアキ

矢野 博明
教授

コンピュータビジョン，
パターン認識による
ヒューマンセンシング，
ジ ェス チ ャイン タ
フェース，ビデオサーベ
ランス，メディアアート

シミュレーションによ
る可視化，振動セン
サ・アクチュエータ，
音響工学，音楽音響，
逆問題

ワカツキ　ナオト

若槻 尚斗
准教授

ナノからマクロまで幅
広いスケールの機械
システムを対象とし
た，非線形ダイナミク
スの解析・制御・利用

ヤブノ　ヒロシ

藪野 浩司
教授

マルチメディアセン
シング，小型移動ロ
ボティクス，身体的
音響メディア技術

カワイ シン

河合 新
助教

制御理論，離散時間
化，デスクリプタシス
テム

シシド　ヒデヒコ

宍戸 英彦
助教

コンピュータによる
視覚認識・視覚メディ
ア処理，スポーツ科学

ハチス　タク

蜂須 拓
助教

触覚，身体接触，ウェ
アラブルデバイス

数値シミュレーションと実験
の比較による破壊メカニズム
の解明，有限要素法から発展
した有限被覆法や重合メッ
シュなどを用いたき裂進展解
析手法の開発と，それらを応
用した実構造物の強度評価

ヨコタ　シゲル

横田 茂
准教授

ヤマモト キョウスケ

山本 亨輔
助教

ヤソジマ　アキラ

八十島 章
准教授

ミズタニ　タダヒト

水谷 忠均
准教授（連携大学院）

マツモト サトシ

松本 聡
教授（連携大学院）

マツダ　テツヤ

松田 哲也
准教授

マツダ　アキヒロ

松田 昭博
准教授

マツシマ　タカシ

松島 亘志
教授

フジノ　タカヤス

藤野 貴康
准教授

ハラダ　ヨシヒサ

原田 祥久
教授（連携大学院）

ニシオカ　マキヒト

西岡 牧人
教授

タケワカ サトシ

武若 聡
教授

タカハシ　トオル

高橋 徹
助教

ダイラク　コウジ

大楽 浩司
准教授

スギタ　ヒロユキ

杉田 寛之
教授（連携大学院）

シンタク　ユウイチ

新宅 勇一
助教

シラカワ　ナオキ

白川 直樹
准教授

ショウジ　ガク

庄司 学
教授

シュウ　ゴウシン

周 豪慎
教授（連携大学院）

キョウドウ ハルミチ

京藤 敏達
教授

カメダ　トシヒロ

亀田 敏弘
准教授

カネコ　アキコ

金子 暁子
准教授

カナクボ　トシユキ

金久保 利之
教授

カナガワ　テツヤ

金川 哲也
助教

イソベ　ダイゴロウ

磯部 大吾郎
教授

電力工学およびエネ
ルギーシステム工学
に関する研究

アキ　ヒロヒサ

安芸 裕久
准教授

スマート構造制御シ
ステム，エネルギー
ハーベスティング技
術を用いた自己発電
型振動制御

アサイ　タケヒコ

浅井 健彦
准教授

流体物理の基礎的な
現象の数学的理論解
析（泡と音と熱に係
る新たな理論の創成）

構造物の耐震・免震・
制振技術の開発とそれ
らの構造性能よび高性
能材料に関する研究

エネルギー・環境問
題を視野においた
様々な混相流の流動
現象に関する研究

高出力レーザによる現象の分
子動力学法・粒子法による力
学シミュレーション，LPWAや
データプラットフォームを活
用したスマート社会の実現

環境調和型エネル
ギーシステム及び高電
圧応用に関する研究

イシダ　マサヨシ

石田 政義
教授

構造物の衝撃・崩壊
問題に関する解析
的・実験的研究，等

エナミ　カズヒロ

江並 和宏
准教授

計測工学，精密工学：
知的精密測定および
知的三次元形状測定
に関する研究

微細気泡生成に関す
る技術開発と流体力
学的解明，カーテン
コーティングにおけ
る液膜生成方法と数
値的予測，ポンプの
脈動抑制

産業応用を目指し，多
様なプラズマ技術（エ
ネルギー，宇宙，医療
等）に関する実践的な
研究開発を行う

サカキタ　ハジメ

榊田 創
准教授（連携大学院）

河川流域の環境管
理，計画，評価

人工衛星や宇宙探査
機などの次世代宇宙
機のための能動熱制
御技術，高断熱技術
および極低温冷却技
術に関する研究

地域気候・水循環モ
デリング及び環境防
災（風水害ハザード・
リスク評価）に関す
る研究

安全性及び再生可能エ
ネルギーとの調和性に
優れた高温ガス炉水
素・電力コジェネレー
ションシステムの研究

サトウ　ヒロユキ

佐藤 博之
准教授（連携大学院）

伝熱面の濡れ性特性
が沸騰現象に及ぼす
影響に関する研究

SHEN BIAO

シェン ビャオ
助教

航空宇宙推進工学分
野におけるエネル
ギー伝送研究

シマムラ　コウヘイ

嶋村 耕平
助教

電気自動車や電力貯
蔵に使う蓄電デバイ
スの研究開発

地震・津波ハザード
に対するインフラ・ラ
イフラインのシステ
ム信頼性評価と信頼
性向上に関する研究

電力変換回路の予測設
計手法に関する研究

フィールド観測，リ
モートセンシング，数
値モデリングによる 
沿岸域環境の理解と
予測．海辺の安全利用

フィールド観測，リ
モートセンシング，数
値モデリングによる
河川生態系の機構解
明に関する研究と手
法の開発

デンダ　マサトシ

傳田 正利
准教授（連携大学院）

ニシオ　マユコ

西尾 真由子
准教授

ミツメ　ナオト

三目 直登
助教

ヨシダ　ヒロユキ

吉田 啓之
教授（連携大学院）

モリタ　ナオキ

森田 直樹
助教

電力工学や航空宇宙
工学分野でのプラズ
マ技術・ＭＨＤ技術に
関する研究

地盤等の粒状材料の
力学特性の解明とそ
の工学的応用に関す
る研究

計算力学を用いた水
着等スポーツウェア
の性能設計，スポーツ
用具の開発，エネル
ギー分野で用いる高
分子材料の劣化予測

マルチスケール・シ
ミュレーション技術に
関する研究，均質化
理論／ＦＥＭを用い
た微視構造を有する
固体材料の特性評価 

構造物の適切な維持
管理・防災減災に向
けた，構造森田リン
グ，逆解析，データ同
化，数値モデリング
の研究

着火，消炎，保炎機
構，火災構造など火
災の基本的性質に関
する研究

輸送機器，産業機器
等の構造部材，加工
部材の損傷評価に基
づく材料信頼性に関
する研究開発

流体の非線形ダイナ
ミクスに関する研究お
よびその制御，応用。
国際宇宙ステーション
を活用した宇宙実験

光ファイバセンサ等
による精密計測技術
を活用した宇宙機・
宇宙輸送機のスマー
ト構造，ならびに構
造ヘルスモニタリン
グの研究

複雑・複合現象の連
成解析手法および解
析システムの開発, 解
析システムの耐津波
設計シミュレーション
等実問題への応用

次世代宇宙機のエン
ジン（電気推進機・
レーザー推進機等）
に関する研究

原子力システムの安
全性向上のための混
相流挙動の評価に関
する研究

数値シミュレーショ
ンシステムと並列計
算ライブラリの開発、
およびマルチスケー
ル・シミュレーション
による構造物の強度
評価手法への適用

モンジ　ヒデアキ

文字 秀明
教授

分散混相流に関する
基礎研究と応用（縦
列走行する自動車の
流体抵抗や気泡流の
流動特性）

維持管理・長寿命化
を主眼とした鉄筋コ
ンクリート造建物の
構造性能評価および
耐震診断技術に関す
る研究

構造物の点検技術開
発，洋上アップドラフ
ト発電設備の効率設
計，合理化構造の設計

Interface Transport Research Laboratory

ヨウ シュウサイ

叶 秀彩
助教

ヤマモト　ミキオ

山本 幹雄
教授

ヤマダ　タケシ

山田 武志
准教授

ヤマグチ　ヨシキ

山口 佳樹
准教授

ヤマギワ　シンイチ

山際 伸一
准教授

ヤスナガ　モリトシ

安永 守利
教授

モリクニ　ケイイチ

保國 惠一
助教

ミスエ　カズオ

三末 和男
教授

マチダ　フミオ

町田 文雄
准教授

マエダ　アツシ

前田 敦司
准教授

ホリエ　カズマサ

堀江 和正
助教

ボク　タイスケ

朴 泰祐
教授

フタムラ　ヤスノリ

二村 保徳
助教

フクチ　カズト

福地 一斗
助教

フクイ　カズヒロ

福井 和広
教授

ババ　ユキノ

馬場 雪乃
准教授

ハセベ　コウジ

長谷部 浩二
准教授

ナカダ　ヒデモト

中田 秀基
教授（連携大学院）

ナカタ　アヤコ

中田 彩子
准教授（連携大学院）

トミヤス　ヒロシ

冨安 洋史
講師

ハヤセ　ヤスヒロ

早瀬 康裕
助教

ベクトル型計算機お
よび超並列計算機以
降の並列計算機アー
キテクチャ，特に高
速化著しいマイクロ
プロセッサに対応す
るための並列計算機
についての研究

計算科学・機械学習
の材料科学（量子化
学計算・第一原理計
算）への応用

分散並列プログラミ
ング，グリッド，クラ
ウド計算，機械学習

マルチエージェントシ
ステム：ゲーム理論，
論理推論，形式手法，
自律分散システム

ヒューマンコンピュ
テーション，クラウド
ソーシング，集合知，
機械学習，データマ
イニング

ソフトウェア工学:プ
ログラム理解，リポ
ジトリマイニング，ソ
フトウェア保守

ヒラタ　ヨシト

平田 祥人
准教授

ミズタニ　テツヤ

水谷 哲也
講師

数値計算，高性能並
列アルゴリズム，大
規模連立一次方程
式・固有値問題の並
列解法，並列数値計
算ソフトウェア

高性能計算システムと
性能評価，超並列処理
システム向けネット
ワーク，並列処理シス
テムソフトウェア，GPU
コンピューティング

機械学習，ニューラ
ルネットワーク，パ
ターン認識，生体信
号処理

プログラミング言語
処理系，ガーベッジ
コレクション，ランタ
イムシステム，資源
管理

非線形時系列解析の
理論と応用

パターン認識・コン
ピュータビジョンの
理論と応用：３次元
物体・顔認識，多視
点状況認識，ロボッ
トビジョン，画像イン
タフェース

数理統計と機械学
習：統計的推論，統
計的学習，機械学習
における公平性やプ
ライバシー，データ
マイニング

フジタ　ノリヒサ

藤田 典久
助教

高性能計算，演算加
速 装 置，GPUコ ン
ピューティング，リコ
ンフィギャラブルコ
ンピューティング，高
速通信網

システムディペンダ
ビリティ，ディペンダ
ビリティ評価，確率
モデル，システム設
計最適化

BAKKU RANJITH KUMAR

バクー ランジット クマール
助教

Bioinformatics approaches 
for Omics data and 
Mass-Spectrometry, Biological 
networks, Biochemical 
regulatory mechanisms and 
Computational Functional 
genomics

インフォメーションビ
ジュアライゼーション，
視覚的表現の設計，視
覚的分析ツール，ビ
ジュアルインタフェー
ス，グラフ自動描画

プログラム理論および
音楽情報学：実時間知
的プログラム系ならび
に楽曲情報の検証・解
析のための論理的基礎

組込みシステム，データ
圧縮，分散システム，計
算機アーキテクチャ，ス
ポーツ工学に関するア
ルゴリズム，ソフトウェ
ア/ハードウェア，およ
び，応用技術の研究

書き換え可能デバイス
（FPGA）に関するアーキ
テクチャと計算方式，ま
たそれによる低消費電
力・高演算性能を持つシ
ステム実現に関する研究

音声・音響情報処理：
音声認識，音環境理
解，多チャネル信号
処理，メディア品質
評価，eラーニング

自然言語処理（人言語
処理）：数理統計的モ
デルを利用した自然言
語（人言語）の理解・生
成・変換に関する研究

コンピュータグラ
フィックス，ＣＡＤ，
形状モデリング，ユー
ザインターフェイス，
折紙工学

数値線形代数，大規
模疎行列計算，クリ
ロフ部分空間法に対
する前処理アルゴリ
ズム，最小二乗問題，
特異線形方程式

VLSI工学，リコンフィ
ギャラブルコンピュー
ティング，FPGA応用，
進化型ハードウェア，超
高速ディジタル信号伝
送技術，実装設計技術

高次元データからの
特徴選択，クラスタリ
ング，機械学習，デー
タ解析，分類，ネット
ワークコンピューティ
ング

ヨロズ アヤノリ

萬 礼応
助教

人と調和して協働す
る知能ロボット，ロ
ボットの行動・動作
計画，人・環境センシ
ング，フィールドロボ
ティクス

ミタニ　ジュン

三谷 純
教授

データ駆動ネットワーキングアーキテクチャ研究室 ( 西川研 )

マルチエージェントシステム研究室 /システムソフトウェア研究室 ( 加藤研 )

ヌカダ　アキラ

額田 彰
教授

ハイパフォーマンスコ
ンピューティング，性
能最適化，ＧＰＵコン
ピューティング

情報数理研究室

ヒューマンコンピュテーション研究室 /機械学習・データマイニング研究室

北川・天笠データ工学研究室

制御システム研究室

コンピュータビジョン研究室 ( 福井研 )

機械学習・データマイニング研究室

情報数理研究室

ハイパフォーマンス・コンピューティング・システム研究室

北川・天笠データ工学研究室

インタラクティブ・アーキテクチャ研究室

システムディペンダビリティ研究室 

ビジュアリゼーションとインタラクティブシステム研究室

情報数理研究室

人工知能研究室 ( 水谷研 )

計算幾何学とグラフィックス研究室

情報数理研究室

集積システム研究室

ハイパフォーマンス・コンピューティング・システム研究室

マルチメディア研究室

知能情報・研究室

知能機能 EMP

EMP

ライフ

ライフ

ライフ

ライフ

ライフ

ライフ

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工 情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工 構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

エネルギーシステム研究室

亀田研究室

水圏環境工学研究グループ

日本原子力研究開発機構

構造

構造 次世代飛行システム研究室

ライフライン地震津波防災工学研究室

水圏環境工学研究グループ

新宅研究室

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

高橋研究室

水圏環境工学研究グループ

燃焼研究室

プラズマ電磁流体工学研究室

粒状体力学・地盤工学研究室

高分子材料工学研究室

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

松田哲也研究室

マニピュレーション・システム研究室

知能機能 社会認知工学研究室

知能機能 EMP 脳情報システム研究室

知能機能 バーチャルリアリティ研究室

知能機能 EMP 自然言語処理研究室

知能機能 EMP 音響システム研究室

知能機能

知能機能 ヒューマンエージェントインタラクション研究室

知能機能 EMP 視覚メディア研究室

知能機能

知能機能 EMP 画像情報研究室

知能機能 EMP ディジタル制御研究室

知能機能 EMP 脳コミュニケーション研究室

知能機能 EMP サイバニクス研究室（生体ロボット制御研究室）

知能機能 EMP

EMP

画像情報研究室

知能機能 アフェクティブコンピューティング研究室

知能機能 応用サービス工学研究室

知能機能 EMP

EMP

EMP

ライフエンジニアリング研究室

知能機能 EMP ディジタル制御研究室

知能機能 EMP 情報理論研究室

知能機能

知能機能 EMP モーションコントロール研究室

知能機能

知能機能

知能機能 サイバニクス研究室（生体ロボット制御研究室）

知能機能 EMP 画像情報研究室

知能機能 機械知能研究室

知能機能 EMP

EMP

人工知能研究室

知能機能 EMP 知能ロボット研究室

知能機能 知覚拡張システム研究室 /音響システム研究室

知能機能 EMP

EMP

制御・ロボティクス研究室 /知能ロボット研究室

知能機能 EMP

EMP

田中文英研究室

知能機能 EMP ヒューマン・ロボット・インタラクション研究室

知能機能 新里研究室

知能機能 EMP

EMP

EMP

EMP

計算知能・マルチメディア研究室

知能機能 EMP 人工知能研究室

知能機能 感触工学研究室 /
バーチャルリアリティ研究室

知能機能 EMP システムモデル研究室

知能機能 EMP 人工知能研究室

知能機能 EMP EMP医用生体工学研究室

知能機能 濱崎雅弘研究室

知能機能 人工知能研究室

知能機能 Sandra Puentes 研究室

知能機能 EMP エンタテインメントコンピューティング研究室

知能機能 生体計測システム研究室 /音響システム研究室

知能機能

知能機能 計測情報工学研究室

知能機能 EMP 生体情報処理研究室

知能機能 EMP バーチャルリアリティ研究室

知能機能 EMP 機械システム研究室 ( 藪野研 )

知能機能

知能機能 EMP 音響システム研究室

知能機能 リコンフィギュラブルコンピューティングシステム研究室

知能機能

知能機能 EMP 柔軟ロボット学研究室 三目研究室

森田研究室

構造 混相流研究室

建築構造研究室

山本研究室

情報数理研究室

宇宙推進工学研究室

浅井研究室

エネルギー変換研究室

計算・構造工学研究室

構造

理論流体熱物理研究室 ( 金川研究室 )

建築構造研究室

熱流体制御研究室

リスク

情報理工

社会工学 サービス リスク 情報理工 知能機能 構造 EMP ライフ

構造エネルギー工学
学位プログラム

ライフイノベーション
（生物情報）
学位プログラム 

知能機能システム
学位プログラム・
エンパワーメント情報学
プログラム
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ミヤザキ ツヨシ

宮崎 剛
教授（協働大学院）

シライ　ヒロキ

白井 宏樹
教授（協働大学院）

数理アルゴリズム
（1:データ解析にお
ける数理手法, 2:大
規模科学シミュレー
ションの高性能計算, 
3:固有値解析）

サクライ　テツヤ

櫻井 鉄也
教授

インシリコ創薬研
究，蛋白質工学（1:抗
体高精度モデリング, 
2:GME スーパーファ
ミリーの配列解析, 
3:抗体合理的改変）

電子状態計算（1:第
一原理計算, 2:分子
シミュレーション, 3:
計算物質科学）

バイオインフォマティク
ス、情報統合(1:バイオリ
ソース関連情報データ
統合・国際標準化・横断
検索等の研究開発, 2:バ
イオリソースと情報のコ
ミュニケーションツール
としてのホームページ
の拡充, 3:大規模データ
解析技術及びデータ可
視化技術等の研究開発)

マスヤ　ヒロシ

桝屋 啓志
教授（協働大学院）

ゲノム科学, バイオ
インフォマティクス
（新しいゲノム科学
の計測技術と計算技
術の開発）

ニカイドウ イトシ

二階堂 愛
教授（協働大学院）

理化学研究所バイオリソース研究センター

アステラス製薬株式会社モダリティ研究所

理化学研究所生命機能科学研究センター

物質・材料研究機構国際ナノアーキテクト研究拠点

人間のように器用な
ロボット・マニピュ
レーションの研究，次
世代産業用ロボット

アイヤマ　ヤスミチ

相山 康道
教授

社会認知工学，ソー
シャルロボティクス，
ヒューマンロボット
インタラクション

計算論的神経科学，生
体運動制御・学習，脳情
報デコーディング，VRリ
ハビリテーションロボッ
ト，脳卒中シミュレー
ター，意思決定機構

人工現実感

自然言語処理，ウェブ検
索，音声言語情報処理，
感情理解，娯楽・教育コン
テンツの理解と創作，等

ウツロ　タケヒト

宇津呂 武仁
教授

ヒューマノイドロ
ボットのメカニズム，
動作計画，動作制御，
環境・物体の計測・
認識，シミュレーショ
ン

分散型機械システム，
自律分散ネットワー
ク，自己組織化，イン
フラ・災害調査用ロ
ボット，AI応用技術

複合現実感，マッシブセ
ンシング，知的画像認
識・処理，マルチメディ
ア理解，モデルベースビ
ジョン，eラーニング

脳科学，認知科学，
認知心理学，コミュ
ニケーション，生体
信号処理

情報通信工学，海洋
工学，ネットワーク
工学

エビハラ　タダシ

海老原 格
准教授

ヒューマンエージェントイ
ンタラクション，人工知能，
ヒューマンインタフェー
ス，コミュニケーション
ゲーム，技術倫理，等

3次元画像工学，裸
眼立体ディスプレ
イ，メディア工学，自
然言語処理

人間ーロボット一体
化，生体制御システ
ム, 生体運動・生理
解析, ロボット治療, 
ロボット安全

実世界イメージング，
自由視点映像，複合
現実感，拡張現実，コ
ンピュータビジョン

アフェクティブコン
ピューティング

クマノ　シロウ

熊野 史朗
客員准教授

IoH  ( In ternet  o f  
Humans)，屋内測位，
スマートワーク支援，
応用サービス工学

クラタ　タケシ

蔵田 武志
教授（連携大学院）

メカトロニクス，ハプ
ティクス，マニピュレー
ション

医用画像処理，コン
ピュータ支援診断，
パターン認識，機械
学習

サイバニクス：人・ロボッ
ト・情報系を融合複合した
新学術領域，脳神経／身
体／生理／生活分野の革
新的サイバニックシステ
ム，ビックデータ＆AI（人工
知能）処理，医用生体工学

インタラクティブ生
体メディア，医用人工
知能，医用システム

クロダ　ヨシヒロ

黒田 嘉宏
教授

デジタル制御，電力
システム，スマート電
力ルータ

NGUYEN VAN TRIET

グエン ヴァン チエト
助教

情報理論，情報セ
キュリティ

音楽情報処理，歌声
情報処理，メディア
インタラクション

機械学習，強化学習，
ハードウェアを含め
たマルチエージェン
トシステム

人工知能，人間型自
律ロボット，人支援
技術，音楽音響メディ
ア技術，感性研究

人間の知覚拡張, 感
覚代行, 障害支援, 
人間拡張工学, 各種
センサー信号の大規
模データ活用・統合

ゼンポ　ケイイチ

善甫 啓一
助教

ヒューマン・ロボット・
インタラクション，環
境知能化，センサー
ネットワーク

創発・学習・集団現象

計算知能，マルチメ
ディア情報処理，小
型無人航空機による
多様なセンシング

触覚インタフェース，
インタラクティブ技術，
バーチャルリアリティ，
テレイグジスタンス

非線形システムのモ
デル予測制御，自律
移動ロボット・自動
運転，多自由度機構，
機構設計

ダテ　ヒサシ

伊達 央
准教授

ソーシャルロボティク
ス，安心ＡＩ，安心テ
クノロジー，ヒューマン
ロボットインタラクショ
ン，教育支援，発達学
習，アクティブシニア

自律型知能移動ロ
ボット，および自律
型屋外作業移動体に
関する研究

システムモデリング

オンラインコミュニ
ティシステム，ソー
シャルメディア分析，
ウェブマイニング，セ
マンティックウェブ

人工知能，人間機械
協調，発達支援ロボ
ティクス, スポーツ
工学

ヒロカワ　マサカズ

廣川 暢一
助教

ヨダ　イクシ

依田 育士
教授（連携大学院）

ヤマグチ　トモユキ

山口 友之
助教

モリタ　マサヒコ

森田 昌彦
教授

モチヤマ　ヒロミ

望山 洋
教授

ムラカワ　マサヒロ

村川 正宏
教授（連携大学院）

マルヤマ ツトム

丸山 勉
教授

マツモト　ヨシオ

松本 吉央
准教授（連携大学院）

マエダ　ユカ

前田 祐佳
助教

ホシノ　ジュンイチ

星野 准一
准教授

ホシノ　キヨシ

星野 聖
教授

ハマサキ マサヒロ

濱崎 雅弘
准教授（連携大学院）

ハセガワ　マナブ

長谷川 学
准教授

ハシモト　ユウキ

橋本 悠希
助教

ノブハラ　ハジメ

延原 肇
准教授

サイバー・フィジカル
インターフェース、
ウェアラブル技術、メ
カトロニクス、ヒュー
マンパフォーマンス

HASSAN MODAR 

ハサン モダル
助教

ニイザト タカユキ

新里 高行
助教

ナカウチ ヤスシ

中内 靖
教授

ツボウチ　タカシ

坪内 孝司
教授

タナカ　フミヒデ

田中 文英
准教授

スズキ　ケンジ

鈴木 健嗣
教授

シブヤ　タケシ

澁谷 長史
助教

サンカイ　ヨシユキ

山海 嘉之
教授

サカナシ　ヒデノリ

坂無 英徳
教授（連携大学院）

コンピュータビジョ
ン，コンピュテーショ
ナルイメージング，形
状計測，運動解析，
人間行動解析

サガワ リュウスケ

佐川 立昌
准教授（連携大学院）

サカイノ　ショウ

境野 翔
准教授

ゴトウ　マサタカ

後藤 真孝
教授（連携大学院）

コガ　ヒロキ

古賀 弘樹
教授

キタハラ　イタル

北原 格
教授

カワモト　ヒロアキ

河本 浩明
准教授

カワサキ　マサヒロ

川崎 真弘
准教授

カメダ　ヨシナリ

亀田 能成
教授

カミムラ　アキヤ

神村 明哉
准教授（連携大学院）

カネヒロ　フミオ

金広 文男
教授（連携大学院）

カケヤ　ヒデキ

掛谷 英紀
准教授

オオサワ　ヒロタカ

大澤 博隆
助教

イワタ　ヒロオ

岩田 洋夫
教授

イザワ　ジュン

井澤 淳
准教授

イイオ　タカマサ

飯尾 尊優
助教

脈波を用いた非侵襲
計測，在宅健康管理
に向けたウェアラブ
ルデバイス開発

サービスロボティク
ス（生活支援・介護
支援・リハビリ支援），
効果評価，生活分析，
画像センシング，アン
ドロイドロボット

リコンフィギュラブ
ルコンピュータシス
テム，適応複雑系

機械学習，適応アル
ゴリズム，音響振動
解析，インフラ維持
管理への応用

サイバニクス，医用
歩行解析，運動機能
障害，装着型ロボット

PUENTES, Sandra

プエンテス， サンドラ
助教

ロボットビジョン，ヒュー
マノイドロボティクス，
生体計測と解析，生体
数理モデル，脳科学

人間を中心としたコン
ピュータ，機械，センサ，
ネットワーク技術に基
づく次世代エンタテイ
ンメントシステムの研究

ソフトロボティクス・
触覚テクノロジ

脳型情報処理，ニュー
ラルネットワーク，脳
機能のモデル化

人工現実感，力覚提
示，移動感覚提示，
福祉工学

ヤノ　ヒロアキ

矢野 博明
教授

コンピュータビジョン，
パターン認識による
ヒューマンセンシング，
ジ ェス チ ャイン タ
フェース，ビデオサーベ
ランス，メディアアート

シミュレーションによ
る可視化，振動セン
サ・アクチュエータ，
音響工学，音楽音響，
逆問題

ワカツキ　ナオト

若槻 尚斗
准教授

ナノからマクロまで幅
広いスケールの機械
システムを対象とし
た，非線形ダイナミク
スの解析・制御・利用

ヤブノ　ヒロシ

藪野 浩司
教授

マルチメディアセン
シング，小型移動ロ
ボティクス，身体的
音響メディア技術

カワイ シン

河合 新
助教

制御理論，離散時間
化，デスクリプタシス
テム

シシド　ヒデヒコ

宍戸 英彦
助教

コンピュータによる
視覚認識・視覚メディ
ア処理，スポーツ科学

ハチス　タク

蜂須 拓
助教

触覚，身体接触，ウェ
アラブルデバイス

数値シミュレーションと実験
の比較による破壊メカニズム
の解明，有限要素法から発展
した有限被覆法や重合メッ
シュなどを用いたき裂進展解
析手法の開発と，それらを応
用した実構造物の強度評価

ヨコタ　シゲル

横田 茂
准教授

ヤマモト キョウスケ

山本 亨輔
助教

ヤソジマ　アキラ

八十島 章
准教授

ミズタニ　タダヒト

水谷 忠均
准教授（連携大学院）

マツモト サトシ

松本 聡
教授（連携大学院）

マツダ　テツヤ

松田 哲也
准教授

マツダ　アキヒロ

松田 昭博
准教授

マツシマ　タカシ

松島 亘志
教授

フジノ　タカヤス

藤野 貴康
准教授

ハラダ　ヨシヒサ

原田 祥久
教授（連携大学院）

ニシオカ　マキヒト

西岡 牧人
教授

タケワカ サトシ

武若 聡
教授

タカハシ　トオル

高橋 徹
助教

ダイラク　コウジ

大楽 浩司
准教授

スギタ　ヒロユキ

杉田 寛之
教授（連携大学院）

シンタク　ユウイチ

新宅 勇一
助教

シラカワ　ナオキ

白川 直樹
准教授

ショウジ　ガク

庄司 学
教授

シュウ　ゴウシン

周 豪慎
教授（連携大学院）

キョウドウ ハルミチ

京藤 敏達
教授

カメダ　トシヒロ

亀田 敏弘
准教授

カネコ　アキコ

金子 暁子
准教授

カナクボ　トシユキ

金久保 利之
教授

カナガワ　テツヤ

金川 哲也
助教

イソベ　ダイゴロウ

磯部 大吾郎
教授

電力工学およびエネ
ルギーシステム工学
に関する研究

アキ　ヒロヒサ

安芸 裕久
准教授

スマート構造制御シ
ステム，エネルギー
ハーベスティング技
術を用いた自己発電
型振動制御

アサイ　タケヒコ

浅井 健彦
准教授

流体物理の基礎的な
現象の数学的理論解
析（泡と音と熱に係
る新たな理論の創成）

構造物の耐震・免震・
制振技術の開発とそれ
らの構造性能よび高性
能材料に関する研究

エネルギー・環境問
題を視野においた
様々な混相流の流動
現象に関する研究

高出力レーザによる現象の分
子動力学法・粒子法による力
学シミュレーション，LPWAや
データプラットフォームを活
用したスマート社会の実現

環境調和型エネル
ギーシステム及び高電
圧応用に関する研究

イシダ　マサヨシ

石田 政義
教授

構造物の衝撃・崩壊
問題に関する解析
的・実験的研究，等

エナミ　カズヒロ

江並 和宏
准教授

計測工学，精密工学：
知的精密測定および
知的三次元形状測定
に関する研究

微細気泡生成に関す
る技術開発と流体力
学的解明，カーテン
コーティングにおけ
る液膜生成方法と数
値的予測，ポンプの
脈動抑制

産業応用を目指し，多
様なプラズマ技術（エ
ネルギー，宇宙，医療
等）に関する実践的な
研究開発を行う

サカキタ　ハジメ

榊田 創
准教授（連携大学院）

河川流域の環境管
理，計画，評価

人工衛星や宇宙探査
機などの次世代宇宙
機のための能動熱制
御技術，高断熱技術
および極低温冷却技
術に関する研究

地域気候・水循環モ
デリング及び環境防
災（風水害ハザード・
リスク評価）に関す
る研究

安全性及び再生可能エ
ネルギーとの調和性に
優れた高温ガス炉水
素・電力コジェネレー
ションシステムの研究

サトウ　ヒロユキ

佐藤 博之
准教授（連携大学院）

伝熱面の濡れ性特性
が沸騰現象に及ぼす
影響に関する研究

SHEN BIAO

シェン ビャオ
助教

航空宇宙推進工学分
野におけるエネル
ギー伝送研究

シマムラ　コウヘイ

嶋村 耕平
助教

電気自動車や電力貯
蔵に使う蓄電デバイ
スの研究開発

地震・津波ハザード
に対するインフラ・ラ
イフラインのシステ
ム信頼性評価と信頼
性向上に関する研究

電力変換回路の予測設
計手法に関する研究

フィールド観測，リ
モートセンシング，数
値モデリングによる 
沿岸域環境の理解と
予測．海辺の安全利用

フィールド観測，リ
モートセンシング，数
値モデリングによる
河川生態系の機構解
明に関する研究と手
法の開発

デンダ　マサトシ

傳田 正利
准教授（連携大学院）

ニシオ　マユコ

西尾 真由子
准教授

ミツメ　ナオト

三目 直登
助教

ヨシダ　ヒロユキ

吉田 啓之
教授（連携大学院）

モリタ　ナオキ

森田 直樹
助教

電力工学や航空宇宙
工学分野でのプラズ
マ技術・ＭＨＤ技術に
関する研究

地盤等の粒状材料の
力学特性の解明とそ
の工学的応用に関す
る研究

計算力学を用いた水
着等スポーツウェア
の性能設計，スポーツ
用具の開発，エネル
ギー分野で用いる高
分子材料の劣化予測

マルチスケール・シ
ミュレーション技術に
関する研究，均質化
理論／ＦＥＭを用い
た微視構造を有する
固体材料の特性評価 

構造物の適切な維持
管理・防災減災に向
けた，構造森田リン
グ，逆解析，データ同
化，数値モデリング
の研究

着火，消炎，保炎機
構，火災構造など火
災の基本的性質に関
する研究

輸送機器，産業機器
等の構造部材，加工
部材の損傷評価に基
づく材料信頼性に関
する研究開発

流体の非線形ダイナ
ミクスに関する研究お
よびその制御，応用。
国際宇宙ステーション
を活用した宇宙実験

光ファイバセンサ等
による精密計測技術
を活用した宇宙機・
宇宙輸送機のスマー
ト構造，ならびに構
造ヘルスモニタリン
グの研究

複雑・複合現象の連
成解析手法および解
析システムの開発, 解
析システムの耐津波
設計シミュレーション
等実問題への応用

次世代宇宙機のエン
ジン（電気推進機・
レーザー推進機等）
に関する研究

原子力システムの安
全性向上のための混
相流挙動の評価に関
する研究

数値シミュレーショ
ンシステムと並列計
算ライブラリの開発、
およびマルチスケー
ル・シミュレーション
による構造物の強度
評価手法への適用

モンジ　ヒデアキ

文字 秀明
教授

分散混相流に関する
基礎研究と応用（縦
列走行する自動車の
流体抵抗や気泡流の
流動特性）

維持管理・長寿命化
を主眼とした鉄筋コ
ンクリート造建物の
構造性能評価および
耐震診断技術に関す
る研究

構造物の点検技術開
発，洋上アップドラフ
ト発電設備の効率設
計，合理化構造の設計

Interface Transport Research Laboratory

ヨウ シュウサイ

叶 秀彩
助教

ヤマモト　ミキオ

山本 幹雄
教授

ヤマダ　タケシ

山田 武志
准教授

ヤマグチ　ヨシキ

山口 佳樹
准教授

ヤマギワ　シンイチ

山際 伸一
准教授

ヤスナガ　モリトシ

安永 守利
教授

モリクニ　ケイイチ

保國 惠一
助教

ミスエ　カズオ

三末 和男
教授

マチダ　フミオ

町田 文雄
准教授

マエダ　アツシ

前田 敦司
准教授

ホリエ　カズマサ

堀江 和正
助教

ボク　タイスケ

朴 泰祐
教授

フタムラ　ヤスノリ

二村 保徳
助教

フクチ　カズト

福地 一斗
助教

フクイ　カズヒロ

福井 和広
教授

ババ　ユキノ

馬場 雪乃
准教授

ハセベ　コウジ

長谷部 浩二
准教授

ナカダ　ヒデモト

中田 秀基
教授（連携大学院）

ナカタ　アヤコ

中田 彩子
准教授（連携大学院）

トミヤス　ヒロシ

冨安 洋史
講師

ハヤセ　ヤスヒロ

早瀬 康裕
助教

ベクトル型計算機お
よび超並列計算機以
降の並列計算機アー
キテクチャ，特に高
速化著しいマイクロ
プロセッサに対応す
るための並列計算機
についての研究

計算科学・機械学習
の材料科学（量子化
学計算・第一原理計
算）への応用

分散並列プログラミ
ング，グリッド，クラ
ウド計算，機械学習

マルチエージェントシ
ステム：ゲーム理論，
論理推論，形式手法，
自律分散システム

ヒューマンコンピュ
テーション，クラウド
ソーシング，集合知，
機械学習，データマ
イニング

ソフトウェア工学:プ
ログラム理解，リポ
ジトリマイニング，ソ
フトウェア保守

ヒラタ　ヨシト

平田 祥人
准教授

ミズタニ　テツヤ

水谷 哲也
講師

数値計算，高性能並
列アルゴリズム，大
規模連立一次方程
式・固有値問題の並
列解法，並列数値計
算ソフトウェア

高性能計算システムと
性能評価，超並列処理
システム向けネット
ワーク，並列処理シス
テムソフトウェア，GPU
コンピューティング

機械学習，ニューラ
ルネットワーク，パ
ターン認識，生体信
号処理

プログラミング言語
処理系，ガーベッジ
コレクション，ランタ
イムシステム，資源
管理

非線形時系列解析の
理論と応用

パターン認識・コン
ピュータビジョンの
理論と応用：３次元
物体・顔認識，多視
点状況認識，ロボッ
トビジョン，画像イン
タフェース

数理統計と機械学
習：統計的推論，統
計的学習，機械学習
における公平性やプ
ライバシー，データ
マイニング

フジタ　ノリヒサ

藤田 典久
助教

高性能計算，演算加
速 装 置，GPUコ ン
ピューティング，リコ
ンフィギャラブルコ
ンピューティング，高
速通信網

システムディペンダ
ビリティ，ディペンダ
ビリティ評価，確率
モデル，システム設
計最適化

BAKKU RANJITH KUMAR

バクー ランジット クマール
助教

Bioinformatics approaches 
for Omics data and 
Mass-Spectrometry, Biological 
networks, Biochemical 
regulatory mechanisms and 
Computational Functional 
genomics

インフォメーションビ
ジュアライゼーション，
視覚的表現の設計，視
覚的分析ツール，ビ
ジュアルインタフェー
ス，グラフ自動描画

プログラム理論および
音楽情報学：実時間知
的プログラム系ならび
に楽曲情報の検証・解
析のための論理的基礎

組込みシステム，データ
圧縮，分散システム，計
算機アーキテクチャ，ス
ポーツ工学に関するア
ルゴリズム，ソフトウェ
ア/ハードウェア，およ
び，応用技術の研究

書き換え可能デバイス
（FPGA）に関するアーキ
テクチャと計算方式，ま
たそれによる低消費電
力・高演算性能を持つシ
ステム実現に関する研究

音声・音響情報処理：
音声認識，音環境理
解，多チャネル信号
処理，メディア品質
評価，eラーニング

自然言語処理（人言語
処理）：数理統計的モ
デルを利用した自然言
語（人言語）の理解・生
成・変換に関する研究

コンピュータグラ
フィックス，ＣＡＤ，
形状モデリング，ユー
ザインターフェイス，
折紙工学

数値線形代数，大規
模疎行列計算，クリ
ロフ部分空間法に対
する前処理アルゴリ
ズム，最小二乗問題，
特異線形方程式

VLSI工学，リコンフィ
ギャラブルコンピュー
ティング，FPGA応用，
進化型ハードウェア，超
高速ディジタル信号伝
送技術，実装設計技術

高次元データからの
特徴選択，クラスタリ
ング，機械学習，デー
タ解析，分類，ネット
ワークコンピューティ
ング

ヨロズ アヤノリ

萬 礼応
助教

人と調和して協働す
る知能ロボット，ロ
ボットの行動・動作
計画，人・環境センシ
ング，フィールドロボ
ティクス

ミタニ　ジュン

三谷 純
教授

データ駆動ネットワーキングアーキテクチャ研究室 ( 西川研 )

マルチエージェントシステム研究室 /システムソフトウェア研究室 ( 加藤研 )

ヌカダ　アキラ

額田 彰
教授

ハイパフォーマンスコ
ンピューティング，性
能最適化，ＧＰＵコン
ピューティング

情報数理研究室

ヒューマンコンピュテーション研究室 /機械学習・データマイニング研究室

北川・天笠データ工学研究室

制御システム研究室

コンピュータビジョン研究室 ( 福井研 )

機械学習・データマイニング研究室

情報数理研究室

ハイパフォーマンス・コンピューティング・システム研究室

北川・天笠データ工学研究室

インタラクティブ・アーキテクチャ研究室

システムディペンダビリティ研究室 

ビジュアリゼーションとインタラクティブシステム研究室

情報数理研究室

人工知能研究室 ( 水谷研 )

計算幾何学とグラフィックス研究室

情報数理研究室

集積システム研究室

ハイパフォーマンス・コンピューティング・システム研究室

マルチメディア研究室

知能情報・研究室

知能機能 EMP

EMP

ライフ

ライフ

ライフ

ライフ

ライフ

ライフ

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工 情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工

情報理工 構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

エネルギーシステム研究室

亀田研究室

水圏環境工学研究グループ

日本原子力研究開発機構

構造

構造 次世代飛行システム研究室

ライフライン地震津波防災工学研究室

水圏環境工学研究グループ

新宅研究室

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

高橋研究室

水圏環境工学研究グループ

燃焼研究室

プラズマ電磁流体工学研究室

粒状体力学・地盤工学研究室

高分子材料工学研究室

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

構造

松田哲也研究室

マニピュレーション・システム研究室

知能機能 社会認知工学研究室

知能機能 EMP 脳情報システム研究室

知能機能 バーチャルリアリティ研究室

知能機能 EMP 自然言語処理研究室

知能機能 EMP 音響システム研究室

知能機能

知能機能 ヒューマンエージェントインタラクション研究室

知能機能 EMP 視覚メディア研究室

知能機能

知能機能 EMP 画像情報研究室

知能機能 EMP ディジタル制御研究室

知能機能 EMP 脳コミュニケーション研究室

知能機能 EMP サイバニクス研究室（生体ロボット制御研究室）

知能機能 EMP

EMP

画像情報研究室

知能機能 アフェクティブコンピューティング研究室

知能機能 応用サービス工学研究室

知能機能 EMP

EMP

EMP

ライフエンジニアリング研究室

知能機能 EMP ディジタル制御研究室

知能機能 EMP 情報理論研究室

知能機能

知能機能 EMP モーションコントロール研究室

知能機能

知能機能

知能機能 サイバニクス研究室（生体ロボット制御研究室）

知能機能 EMP 画像情報研究室

知能機能 機械知能研究室

知能機能 EMP

EMP

人工知能研究室

知能機能 EMP 知能ロボット研究室

知能機能 知覚拡張システム研究室 /音響システム研究室

知能機能 EMP

EMP

制御・ロボティクス研究室 /知能ロボット研究室

知能機能 EMP

EMP

田中文英研究室

知能機能 EMP ヒューマン・ロボット・インタラクション研究室

知能機能 新里研究室

知能機能 EMP

EMP

EMP

EMP

計算知能・マルチメディア研究室

知能機能 EMP 人工知能研究室

知能機能 感触工学研究室 /
バーチャルリアリティ研究室

知能機能 EMP システムモデル研究室

知能機能 EMP 人工知能研究室

知能機能 EMP EMP医用生体工学研究室

知能機能 濱崎雅弘研究室

知能機能 人工知能研究室

知能機能 Sandra Puentes 研究室

知能機能 EMP エンタテインメントコンピューティング研究室

知能機能 生体計測システム研究室 /音響システム研究室

知能機能

知能機能 計測情報工学研究室

知能機能 EMP 生体情報処理研究室

知能機能 EMP バーチャルリアリティ研究室

知能機能 EMP 機械システム研究室 ( 藪野研 )

知能機能

知能機能 EMP 音響システム研究室

知能機能 リコンフィギュラブルコンピューティングシステム研究室

知能機能

知能機能 EMP 柔軟ロボット学研究室 三目研究室

森田研究室

構造 混相流研究室

建築構造研究室

山本研究室

情報数理研究室

宇宙推進工学研究室

浅井研究室

エネルギー変換研究室

計算・構造工学研究室

構造

理論流体熱物理研究室 ( 金川研究室 )

建築構造研究室

熱流体制御研究室

リスク

情報理工

社会工学 サービス リスク 情報理工 知能機能 構造 EMP ライフ

構造エネルギー工学
学位プログラム

ライフイノベーション
（生物情報）
学位プログラム 

知能機能システム
学位プログラム・
エンパワーメント情報学
プログラム
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特色あふれる８つのプログラム
システム情報工学研究群 各学位プログラムの紹介

以降のページでは、システム情報工学研究群に属する 8 つの学位プログラムの内容を紹介します。

各学位プログラム紹介の冒頭には履修モデルが示されており、どのようなカリキュラムを履修し、その結果ど

のような進路をめざすことができるのかが、グラフィカルに表されています。次いで、当該学位プログラムの

人材養成目的、特色、学位プログラムコンピテンス（学位授与時に学生が備えているべき知識・能力等）、

達成度評価（学修成果の評価）を紹介します。

あなたの夢や将来設計を思い浮かべつつ、それぞれに特色を備えた、8 つの学位プログラムを比較検討して

みてください。



社会工学学位プログラム 

博士前期課程

研
究
群
共
通
科
目
群

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目
群

社会工学修士特別研究I
社会工学修士特別研究II

社会工学ファシリテーター育成プレプログラムII
  

学会発表、ポスター発表 
研究のまとめ

授業科目
以外の学修

大学院共通科目／
学術院共通専門基盤科目

学位プログラム
の

人材養成目的

取得できる学位： 修士（社会工学）・博士（社会工学）

(経営)コンサルタント
あるいは組織管理職、
ファイナンシャル・プラン
ナー

企業評価・ファイナンスの
能力を身につけ、企業の経
営戦略のアドバイスある
いは財務計画及び分析を
行う(経営)コンサルタン
トあるいは組織管理職、
ファイナンシャル・プラン
ナーとなる。

修了後の進路

専門基礎科目

専門科目

専門基礎科目

専門科目

修
了

社会工学修士基礎演習I
社会工学修士特別演習I

社会工学修士基礎演習II
社会工学修士特別演習II

社会工学ファシリテーター育成プレプログラムI

INFOSS情報倫理、TA、達成度自己点検/評価 
学会発表、ポスター発表

研
究
群
共
通
科
目
群

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目
群

社会工学修士特別研究I
社会工学修士特別研究II

社会工学ファシリテーター育成プレプログラムII
  

学会発表、ポスター発表 
研究のまとめ授業科目

以外の学修

ITコンサルティング企業
のシステムエンジニア

システムの管理運用に関
する分析能力を身につけ、
顧客の要求から情報シス
テムを設計し運用管理を
行うITコンサルティング
企業のシステムエンジニア
となる。

修了後の進路

専門基礎科目

専門科目

専門科目

修
了

INFOSS情報倫理、TA、達成度自己点検/評価
学会発表、ポスター発表 
   

1 年次 2年次

1年次 2年次

履修モデル①

博士前期課程履修モデル②

( 経営 )コンサルタントあるいは組織管理職、ファイナンシャル・プランナーを目指す

ITコンサルティング企業のシステムエンジニアを目指す

論

文

審

査

論

文

審

査

研究倫理
テクニカルコミュニケーション

ゲーム理論
統計分析
企業評価論

ビジネス戦略：理論と実践
ファイナンス：理論と実践
時系列解析
離散数理
資産評価論
組織行動論

社会工学インターンシップ

大学院共通科目／
学術院共通専門基盤科目

研究倫理
企業と技術者の倫理

社会工学のための数学
ミクロ経済学
社会シミュレーション

ミクロ計量分析
ビジネス戦略：理論と実践
マーケティング・サイエンス
情報セキュリティ
離散数理
数理最適化理論

社会工学修士基礎演習I
社会工学修士特別演習I

社会工学修士基礎演習II
社会工学修士特別演習II

社会工学ファシリテーター育成プレプログラムI  
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博士前期課程では、

資産・資源のデザイン：ファイナンス・最適化

空間・環境のデザイン：都市計画

組織・行動のデザイン：行動科学

の「未来構想のための工学」としての３つのリング全般の知識を有し、少なくとも 1 つのリングで専門家と呼ぶにふさわしい

工学的なスキルによる問題解決能力を持った、高度専門職業人・国際的スペシャリストを養成します。

博士後期課程では、さらに、自ら問題発見・問題解決のプロセスを完遂して、国際的に評価の高い研究成果を創出できる

「未来構想のための工学に立脚した問題発見・解決型人材」（大学教員、高度専門職業人、研究者等）を養成します。

社
会
工
学

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム 



1 年次 2年次 3年次

JAPICアドバンストディスカッションコースIII
-テクノロジーとグローバルで拓く未来

研究倫理

社会工学特別講義I

研
究
群
共
通
科
目
群

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目
群

社会工学特別講義II

授業科目
以外の学修

大学院教員

研究教育能力とマネジメント
能力を身につけ、大学院の
教員となる。

修了後の進路

専門科目

専門科目

修
了

社会工学博士特別演習I
社会工学博士特別演習II

社会工学ファシリテーター育成プログラムI

INFOSS情報倫理、TA 
学会発表、ポスター発表

研究倫理
企業と技術者の倫理

制度・政策決定論
都市と環境
空間情報科学

都市・地域解析学
都市開発プロジェクト・マネジメント／地域経営論
マーケティング・サイエンス
経済・政策分析
地域科学
都市形成史

研
究
群
共
通
科
目
群

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目
群

社会工学修士特別研究I
社会工学修士特別研究II

社会工学ファシリテーター育成プレプログラムII

授業科目
以外の学修

シンクタンク研究員

都市計画関係の能力を身に
つけ、コンサルティング業務
を行う、シンクタンク研究
員となる。

修了後の進路

専門基礎科目

専門科目

専門基礎科目

専門科目

社会工学インターンシップ

社会工学修士基礎演習I
社会工学修士特別演習I

社会工学修士基礎演習II
社会工学修士特別演習II

社会工学ファシリテーター育成プレプログラムI

INFOSS情報倫理、TA、達成度自己点検/評価
学会発表、ポスター発表

学会発表、ポスター発表

社会工学博士特別演習III
社会工学博士特別演習IV

社会工学博士特別研究I
社会工学博士特別研究II

研究のまとめ

1 年次 2年次 3年次

JAPICアドバンストディスカッションコースIII
-テクノロジーとグローバルで拓く未来

研究倫理

社会工学博士特別演習I
社会工学博士特別演習II

社会工学ファシリテーター育成プログラムI

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目
群

社会工学博士特別演習III

社会工学ファシリテーター育成プログラムII

授業科目
以外の学修

シンクタンクの主任研究員

研究能力のみならず
プロジェクトのファシリテー
ション能力も身につけ、
シンクタンクの主任研究者
となる。

修了後の進路

専門科目

修
了

INFOSS情報倫理、TA 
学会発表、ポスター発表

学会発表、ポスター発表

社会工学博士特別演習IV
社会工学インターンシップ

社会工学博士特別研究I
社会工学博士特別研究II

研究のまとめ

1 年次 2年次

修
了

博士後期課程履修モデル①

博士前期課程履修モデル③

博士後期課程履修モデル②

シンクタンク研究員を目指す

大学院教員を目指す

シンクタンクの主任研究員を目指す

論

文

審

査

論

文

審

査

論

文

審

査

学会発表、ポスター発表 
研究のまとめ

大学院共通科目／
学術院共通専門基盤科目

大学院共通科目／
学術院共通専門基盤科目

大学院共通科目／
学術院共通専門基盤科目
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● 学位プログラムの特色
○「２つのサイクル」と「５つの能力」

２つのサイクル

社会システムサイクル： 社会現象の演繹的理解

データ解析サイクル： データ解析による帰納的理解

→ソリューション創造力の育成

５つの能力

1.Find：理論や経験則に基づき社会現象を演繹的に理解する能力

2.Analyze：データの分析に基づき社会現象を帰納的に理解する能力

3.Plan：社会現象の理解にもとづき社会を改革する制度を設計する能力

4.Do：設計した制度にもとづき具体的な提言や社会実験を行う能力

5.See：社会実験や提言の結果を測定・評価し、1、2 の社会現象理解を深化させる能力

○アドバイザリー・グループ（AG）及びリサーチユニットによる複眼的指導　

● 達成度評価（学修成果の評価）
達成度評価システムにより、修得すべきコンピテンスの達成状況を教員と確認しながら学修を進めます。

● 学位プログラムコンピテンス
本学位プログラムでの学修を通じ、学生の皆さんは以下のコンピテンスを修得します。

社会工学学位プログラムでは、専門的知識・能力として「『社会現象の演繹的理解（社会システムサイクル）』と『データ解析に

よる帰納的理解（データ解析サイクル）』を基礎とするバイサイクル型教育指標」に基づく５つの教育指標（Find 社会現象理解・

Analyze データ解析・Plan 制度設計・Do 実験と提言・See 測定と評価）を設けています。

■ 地域未来創生教育コース
本コースは修士（社会工学）の学位が授与される社会人向けの研究教育プログラムです。

SDGs との調和や、Society5.0 の実現に向けて、まちづくりに IoT 技術を利用する能力を身につけ、政策や制度の構築に積極
的に関与できる自治体職員やまちづくりコーディネーター等の高度専門職業人を養成します。
社会工学学位プログラム（博士前期課程）のカリキュラムを基本に、必修科目の「地域未来創生アクティブラーニングⅠ～Ⅲ」では、
自ら考え、判断し、行動することを通じて、実践的にプロジェクトを推進する能力を身につけます。必修科目については、社会
人が履修しやすい講義・演習スケジュールを設定しています。

その他、研究群全体でも社会人を支援する制度・プログラムを実施しています▶ P.8-9

汎用コンピテンス
博士前期課程 博士後期課程

知の活用力 知の創成力

マネジメント能力 マネジメント能力

コミュニケーション能力 コミュニケーション能力

チームワーク力 リーダーシップ力

国際性 国際性

専門コンピテンス
博士前期課程 博士後期課程

研究力 社会工学分野における研究課題設定と研究計画を遂行するた
めの基礎的な知識と能力

研究力 社会工学分野における最新の専門知識に基づいて先端的な研
究課題を設定し、自立して研究計画を遂行できる能力

専門知識 社会工学分野における高度な専門知識と運用能力 専門知識 社会工学分野における先端的かつ高度な専門知識と運用能力

倫理観 社会工学分野の高度専門職業人にふさわしい倫理観と倫理的
知識

倫理観 社会工学分野の高度専門職業人にふさわしい倫理観と倫理的
知識

博士前期課程 博士後期課程

・達成度評価を学期ごとに計４回実施する。「社会現象理解」「データ解析」「制
度設計」「実験と提言」「測定と評価」それぞれの能力と、「資産・資源のデ
ザイン」「空間・環境のデザイン」「組織・行動のデザイン」の各分野の知
識が履修によってバランス良く身についたかも含め、修得すべきコンピテ
ンスの達成状況を教員と確認しながら評価するものとなっている。

・修士基礎演習、修士特別演習、修士特別研究は、１年次秋学期末の研究計
画発表会、２年次秋学期の中間発表会・最終審査会の３つの段階で審査・
評価を受ける。

・履修ならびに博士論文の進捗については、社会工学博士特別演習 I、社会
工学博士特別演習 II（１年次を想定）、社会工学博士特別演習 III、社会工
学博士特別演習 IV（２年次を想定）の４つの段階で、アドバイザリー・グ
ループによる審査・評価を受ける。

・さらに社会工学博士特別研究 I における論文審査委員会による予備審査、
社会工学博士特別研究 II における最終試験の２つの段階を経て、学位審査
が行われる。

社
会
工
学

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム 



サービス工学学位プログラム 

博士前期課程

学位プログラム
の

人材養成目的

取得できる学位： 修士（サービス工学）

履修モデル① 企業の経営企画担当、起業家を目指す

研
究
群
共
通
科
目
群

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目
群

授業科目
以外の学修

大学院共通科目／
学術院共通専門基盤科目

修了後の進路

専門基礎科目

専門基礎科目

専門科目

修
了

1 年次 2年次

論

文

審

査

研究倫理
テクニカルコミュニケーション

情報ネットワークの経済学
観光の科学
金融サービスと意思決定
ウェルネスサービスサイエンス
交通サービスデザイン

消費者心理分析
地域データ解析
ビッグデータアナリティクス
応用最適化
公共インフラ計画
情報ネットワーク
サービス会計
技術経営
プレイスメイキング

INFOSS情報倫理、TA、達成度自己点検/評価 
学会発表、ポスター発表

サービス工学特別研究I
サービス工学ファシリテータ育成プログラムI
サービス工学特別研究II

学会発表、ポスター発表、研究のまとめ

サービス企業・官公庁等が
直面する状況に適した未
来構想力・創造力を身につ
け、サービス・イノベーショ
ンおよびリノベーションを
実現する理系の経営企画
担当や起業家となる。

企業の経営企画担当、
起業家

サービス工学特別演習I
サービス工学特別演習II
サービス工学インターンシップ

総合型地域スポーツクラブ論
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現代の社会経済は、サービス分野が付加価値および雇用の 7 割を生み出すまでに至っています。私たちが生きるこれから

の時代に求められるのは、新たなサービス、よりよいサービスを創るための知識とスキルを身につけた人材です。そしてそ

のために、新たな学問分野「サービス工学」への社会ニーズが飛躍的に高まってきました。

サービス工学学位プログラムは、サービス分野における現在・将来の生きた問題に立ち向かい、新たなサービス方法を創造・

実践し、社会経済の発展に貢献する次代のリーダーを育成するための博士前期課程の専門学位プログラムです。
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● 学位プログラムの特色
○筑波大学の研究成果が生んだ世界初の学位プログラム

筑波大学の実証研究によると、“ 成功するサービス ” の企画・開発においても、日本の製造企業で醸成された原価企画活動に

類する特長的な活動が行われています。その一連の方法論は、(1) 効果性のサイエンス、(2) 効率性のサイエンス、(3) 統合のアー

ト、(4) 仮説検証とサービス進化、という 4 部分から体系化できます。

サービス工学学位プログラムでは、このサービス開発方法論を基礎理論として、「未来構想のための工学」をサービス分野で実

践できる高度職業専門人「サービス分野の未来開拓者」を養成し、修士（サービス工学）の学位を授与します。産官学連携研

究を強力に推進することで地域社会に貢献し、学術的な研究成果も蓄積され、その中でよい学生が育つ姿が、サービス工学

学位プログラムの目指すビジョンです。

　

● 学位プログラムコンピテンス
本学位プログラムでの学修を通じ、学生の皆さんは以下のコンピテンスを修得します。

● 達成度評価（学修成果の評価）
達成度評価システムにより、修得すべきコンピテンスの達成状況を教員と確認しながら学修を進めます。

汎用コンピテンス
博士前期課程

知の活用力

マネジメント能力

コミュニケーション能力

チームワーク力

国際性

専門コンピテンス
博士前期課程

研究力 サービス工学分野における研究課題設定と研究計画を遂行するための基礎的な知識と能力

専門知識 サービス工学分野における高度な専門知識と運用能力

倫理観 サービス工学分野の高度専門職業人にふさわしい倫理観と倫理的知識

博士前期課程

・達成度評価を学期ごとに計４回実施する。この評価は毎回、指導教員と院生が面談し、履修内容を確認する形で行われる。基礎の必修 9 科目の履修状況、
専門科目にかかる知識の獲得状況、修士論文の進行状況、を確認しながら進めるものである。

・サービス・ラーニング：産官学連携修了研究は、1 年次秋学期末の研究計画発表会、２年次秋学期の中間発表会・最終審査会の 3 つの段階で審査・評価
を受ける。
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リスク・レジリエンス工学学位プログラム 

博士前期課程

学位プログラム
の

人材養成目的

履修モデル① ITコンサルティング企業のセキュリティ技術者を目指す

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目
群

授業科目
以外の学修

修了後の進路

専門科目

専門基礎科目

専門科目

修
了

1 年次

論

文

審

査

2 年次

ソフトコンピューティング基礎論
現代情報理論
暗号技術特論
データ解析特論

セキュリティ論考特論
サイバーレジリエンス演習
サイバーセキュリティ特論

リスク・レジリエンス工学基礎

リスク・レジリエンス工学修士特別演習Ⅰ
リスク・レジリエンス工学修士特別研究Ⅰ
リスク・レジリエンス工学グループPBL演習
リスク・レジリエンス工学輪講Ⅰ
リスク・レジリエンス工学修士インターンシップB 

基礎学修、プログラムスキル向上、研究発表会

リスク・レジリエンス工学修士特別演習Ⅱ
リスク・レジリエンス工学修士特定課題研究

プログラムスキル向上、研究発表会、学会発表
学修のまとめ

自動運転システムなど人と
機械のインタラクションに
関わる専門・技術サービス
業の研究者

サイバーリスク特論

リスク・レジリエンス工学概論

博士前期課程履修モデル② エネルギー・インフラ産業でエンジニアを目指す

研
究
群
共
通
科
目
群

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目
群

授業科目
以外の学修

修了後の進路

専門基礎科目

専門科目

専門基礎科目

専門科目

修
了

1 年次

論

文

審

査

2 年次

数理環境工学特論
社会シミュレーション

エネルギー・環境モデリング演習
プロセスシステムリスク特論
リスクコミュニケーション
環境・エネルギー・安全工学概論
リスクマネジメント論

リスク・レジリエンス工学基礎

リスク・レジリエンス工学グループPBL演習
リスク・レジリエンス工学修士特別演習Ⅰ
リスク・レジリエンス工学修士特別研究Ⅰ

基礎学習、Python技能習得、国内学会発表

リスク・レジリエンス工学修士特別演習Ⅱ
リスク・レジリエンス工学修士特別研究Ⅱ

国際学会発表、修士論文執筆

エネルギー機器や発電プラ
ントを開発・設計する機械
系エンジニア、巨大システ
ム全体をモニタ・制御する
電気系エンジニア、会社と
顧客をつなぐセールスエン
ジニア、新しい技術システ
ムのあり方を提案するコン
サルタント等、高度な専門
性を活かして持続可能な
社会の構築に貢献するエン
ジニア・プロフェッショナル

リスク・レジリエンス工学概論
再生可能エネルギー工学

研
究
群
共
通
科
目
群

大学院共通科目／
学術院共通専門基盤科目

大学院共通科目／
学術院共通専門基盤科目

専門基礎科目

取得できる学位： 修士（工学）・博士（工学）
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不安定化する昨今の社会情勢の中で、適切なリスクマネジメントに基づく「強さ」と「しなやかさ」を兼ね備えた安心・安全

な国土と地域・経済・情報社会、すなわちレジリエントな社会システムの実現は最も重要な課題です。

博士前期課程では、「工学的視点から、不測の事態や状況の変化に柔軟に対応し、求められる機能を維持提供し続け、回

復する能力」、すなわち、リスクを工学的方法により分析・評価した結果をレジリエンス社会の実現のために活用できる高度

な技術をもち、現実社会の問題を見据えて教育研究成果等を社会還元できる高度専門職業人を養成します。

博士後期課程では、上記に加え、深い理論的基盤に基づく研究能力と高度な技能・実践力を有するアカデミックなグロー

バル人材を養成します。



博士後期課程履修モデル① 自動運転開発メーカーの研究者を目指す

ヒューマンファクター特論

リスク・レジリエンス工学博士
特別演習
  
リスク・レジリエンス工学博士
インターンシップA

基礎学修、フィールド調査、
研究発表会

リスク・レジリエンス工学博士
PBL 演習

リスク・レジリエンス・ケーススタディ

フィールド調査、学会発表、
学術雑誌論文執筆

リスク・レジリエンス工学博士
特別研究  

学術雑誌論文執筆
研究のまとめ 

研
究
群
共
通
科
目
群

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目
群

授業科目
以外の学修

修了後の進路

専門科目

専門科目

論

文

審

査

1 年次 2年次 3年次

修
了

自動運転システムなど人と
機械のインタラクションに
関わる専門・技術サービス
業の研究者

博士後期課程 (昼夜開講プログラム)履修モデル② 家電等の電気機器メーカーの開発技術者を目指す

研
究
群
共
通
科
目
群

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目
群

他
研
究
群
科
目

授業科目
以外の学修

修了後の進路

専門科目

専門基礎科目

専門基礎科目

論

文

審

査

1 年次 2年次 3年次

修
了

リスク・レジリエンス工学博士
特別演習

フィールド調査、研究発表会

リスク・レジリエンス工学博士
特別講義（ビジネスリスク）
  
リスク・レジリエンス工学博士
プロジェクト研究

フィールド調査、学会発表、論文執筆

電子機器，電機，電器など
製造業の製造技術者(開発)

リスク・レジリエンス工学博士
特別研究

論文執筆　研究のまとめ

リスク・レジリエンス工学概論

リスク・レジリエンス工学基礎

Research Management Skills プロジェクト・マネジメント論

博士前期課程履修モデル③ 都道府県庁・自治体のまちづくりに携わる技術系職員をめざす

研
究
群
共
通
科
目
群

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目
群

授業科目
以外の学修

修了後の進路

専門科目

専門基礎科目

専門科目

修
了

1 年次

論

文

審

査

2 年次

社会シミュレーション

ネットワークセキュリティ特論 
リスク・レジリエンス工学修士特別講義（都市防災・リスク情報論）
リスクコミュニケーション 
レジリエント都市計画演習 
環境・エネルギー・安全工学概論
都市リスクマネジメント論
都市形成史
美しい国土作りへの挑戦 (I)

リスク・レジリエンス工学基礎

リスク・レジリエンス工学グループ PBL 演習
リスク・レジリエンス工学修士特別演習Ⅰ
リスク・レジリエンス工学修士特別研究Ⅰ

基礎学習、国内学会発表

リスク・レジリエンス工学修士特別演習Ⅱ
リスク・レジリエンス工学修士特別研究Ⅱ

国際学会発表、修士論文執筆

国・都道府県庁・市町村の
都市リスクをマネジメント
する土木・建築・都市計画
系技術者
土木・建築・都市計画系の
公共事業に携わる建設コ
ンサルタント

リスク・レジリエンス工学概論大学院共通科目／
学術院共通専門基盤科目

専門基礎科目
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● 学位プログラムの特色
○協働大学院方式によるハイブリッドな教育システム

本学の専任教員に加え、レジリエンス研究教育推進コンソーシアムに参画する 12 の企業・研究機関の専門家が貴方の知を

涵養します。協働大学院方式については、こちらも併せてご覧ください。▶ P.7

○問題解決型学習（PBL）を中心とした実践的カリキュラム　

● 学位プログラムコンピテンス
本学位プログラムでの学修を通じ、学生の皆さんは以下のコンピテンスを修得します。

● 達成度評価（学修成果の評価）
達成度評価システムにより、修得すべきコンピテンスの達成状況を教員と確認しながら学修を進めます。

■ 東京キャンパス　昼夜開講プログラム（博士後期課程）
博士後期課程では、社会人が在職のまま、東京キャンパスで教育を受けられる昼夜開講プログラムを実施しています。
東京キャンパスでの授業は、夜間・土日に開講されます。
また、東京キャンパス常駐の担当教員を指名すれば、東京で研究指導を受けることも可能です。
その他、研究群全体でも社会人を支援する制度・プログラムを実施しています▶ P.8-9

汎用コンピテンス
博士前期課程 博士後期課程

知の活用力 知の創成力

マネジメント能力 マネジメント能力

コミュニケーション能力 コミュニケーション能力

チームワーク力 リーダーシップ力

国際性 国際性

専門コンピテンス
博士前期課程 博士後期課程

工学基礎力 工学分野の高度専門職業人にふさわしい基礎知識と学力 工学基礎力 工学分野の研究者または高度専門職業人にふさわしい知識と学力

基 礎 理 論・
関 連 技 術 に
関する知識

リスク・レジリエンス解析・評価のための基礎理論の知識並び
にリスク・レジリエンス解析・評価に関連する情報処理技術の
知識

理論的基盤・
関 連 技 術 に
関する知識

工学基礎力をベースにしたリスク・レジリエンス解析・評価の
ための理論的基盤の知識、並びにリスク・レジリエンス解析・
評価に関連する高度な情報処理技術の知識

現 実 問 題 に
関する知識

リスク・レジリエンス工学が対象とする現実の問題に係る知識 現 実 問 題 に
関する知識

リスク・レジリエンス工学が対象とする現実の問題に係る深い
知識

広 い 視 野と
俯瞰力

リスク・レジリエンス工学の対象を広い視野で捉える能力 広 い 視 野と
俯瞰力

リスク・レジリエンス工学の対象を広く総合的な視野で捉える
能力

問 題 設 定・
解決能力

リスク・レジリエンスにかかわる問題について、問題設定から
工学的手段による解決までのプロセスを理解し、具体的解決
手段を考案・開発する能力

問 題 設 定・
解決能力

リスク・レジリエンスにかかわる問題について、問題設定から
工学的手段による解決までのプロセスを深く理解し、具体的解
決手段を創造し開発する能力

グローバル・
コミュニケー
ション能力

研究チームやプロジェクトの中で、与えられた役割分担を果た
し、十分なコミュニケーション能力を発揮し、かつ必要に応じ
てリーダーシップをとる能力

グローバル・
コミュニケー
ション能力

研究チームや研究プロジェクトのなかで、与えられた役割分担
を果たし、高いコミュニケーション力をもってリーダーシップを
とる能力

博士前期課程 博士後期課程

次に述べる達成度評価システムによって、教育の質保証を行う。
達成度評価項目として、前期課程では以下の 5 項目について達成度評価を行
う。
① 学術的基盤： 分析手法の理論・考え方、リスク・レジリエンスに関する学

位にふさわしいレベルの知識・スキルを備えているか。
② 現実問題の知識： 現実の問題について、修士（工学）の学位にふさわしい

レベルのセンス・見識を備えているか。
③ 広い視野： 修士（工学）の学位にふさわしい視野の広さを有しているか。
④ 問題設定から解決まで： 専門的応用能力である問題設定から解決までのプ

ロセスを理解し、具体的解決に導くことができるか。
⑤ プレゼン・コミュニケーション能力： 修士（工学）の学位にふさわしいプレ

ゼンテーション能力とコミュニケーション能力を有しているか。
達成度評価は、毎年度 2 回実施される達成度評価委員会において、各学生が
3 名以上の教員と面談し、評価を受けることによる。評価結果は学生にフィー
ドバックされ、その後の学修改善に利用する。最終回の達成度評価において、
すべての項目について修士（工学）の学位にふさわしいと判定された場合に、
最終試験に合格したと見なす。
また、達成度評価における基準として、各科目において上記 6 項目に対する
ポイント配分を定める。修了までに各評価項目について規程の合計ポイント
以上のポイントを取得することを必要とする。
また、この達成度評価システムについては、次のような PDCA サイクルによっ
て常に改善を図る。
Plan: 達成度評価システムを企画し，実施内容・基準等を策定する。
Do: 個別の学生ごとに複数の教員によって達成度評価を実行する。
Check: 達成度評価システムの内容と実際の運用状況を点検する。
Act: 発見されたシステム・運用上の課題の改善を図る。

次に述べる達成度評価システムによって、教育の質保証を行う。
達成度評価項目として、後期課程では以下の 7 項目について達成度評価を行
う。
① 学術的基盤：分析手法の理論・考え方、リスク・レジリエンスに関する学

位にふさわしいレベルの知識・スキルを備えているか。
② 現実問題の知識：現実の問題、実社会の問題について、博士（工学）の学

位にふさわしいレベルのセンス・見識を備えているか。 
③ 広い視野：博士（工学）の学位にふさわしい視野の広さを有しているか。
④ 問題設定から解決まで：専門的応用能力である問題設定から解決までのプ

ロセスを深く理解し、実社会の問題を見据え、独創的方法によって具体的
解決に導くことができるか。

⑤ プレゼン・コミュニケーション能力：博士（工学）の学位にふさわしく、高
いコミュニケーション能力とプレゼンテーション能力を有しているか。

⑥ 国際的通用性：専門分野において国際的に通用する学識を備えているか。
⑦ 学術的成果：博士（工学）の学位にふさわしい学術的成果を有しているか。
達成度評価は、各年度に 2 回実施される達成度評価委員会において、各学生
が3 名以上の教員と面談し、評価を受けることによる。評価結果は学生にフィー
ドバックし、その後の学修改善に利用する。最終回の達成度評価において、
すべての項目について博士（工学）の学位にふさわしいと判定された場合に、
最終試験に合格したと見なす。



情報理工学位プログラム 

博士前期課程 (インフォメーションサイエンス)

研
究
群
共
通
科
目
群

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目
群

授業科目
以外の学修

学位プログラム
の

人材養成目的

取得できる学位： 修士（工学）・博士（工学）

修了後の進路

専門基礎科目

専門科目

専門基礎科目

専門科目

研
究
群
共
通
科
目
群

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目
群

授業科目
以外の学修

専門基礎科目

専門科目

専門基礎科目

専門科目

修
了

1 年次 2年次

履修モデル①

履修モデル

IT 社会における情報技術のエキスパートを目指す

論

文

審

査

博士前期課程 (フロンティアインフォマティクス)履修モデル② 応用分野への IT 技術利活用のエキスパートを目指す

修了後の進路

修
了

1 年次

論

文

審

査

2 年次

データ解析特論

分散システム特論
並行システム
コンピュータネットワーク特論
ソフトウェアリポジトリ分析技法
システムプログラミング特論
プログラミング環境特論
データ工学特論 I

情報理工前期特別演習
情報理工前期特別研究 I

CSセミナー

情報理工前期特別研究 II

修士論文中間発表会 
修士論文発表会

本プログラムを修了した修士

人材は、広範なインフォメー

ションサイエンスの共通基盤

技術及び先端専門技術ある

いは理工学の専門的知識お

よび技術を活用し、企業・団

体、教育・研究機関、官庁・

自治体において社会の諸問

題の情報技術による解決を

先導する。また、博士後期課

程へ進学し、さらなる知識・

技術を身につけ、研究者・教

育者、あるいは企業・団体・

官庁・自治体においてリー

ダーシップを発揮する。

Experiment Design in Computer Sciences

データ工学特論 II

インターンシップI

暗号技術特論
データ解析特論

数値シミュレーション特論
コンピュータネットワーク特論
フロンティアインフォマティクス特論 A
データ工学特論 I
高性能コンピューティング特論
フロンティアインフォマティクス特論 B
基礎計算生物学

インターンシップI

情報理工前期特別演習 
情報理工前期特別研究 I

CSセミナー 
 
 

情報理工前期特別研究 II

修士論文中間発表会 
修士論文発表会

分散システム特論

本プログラムを修了した修士

人材は、広範なフロンティア

インフォマティクスの共通基

盤技術及び先端専門技術あ

るいは理工学の専門的知識

および技術を活用し、企業・

団体、教育・研究機関、官庁・

自治体において応用分野へ

の IT 技術利活用による解決

を先導する。また、博士後期

課程へ進学し、さらなる知

識・技術を身につけ、研究者・

教育者、あるいは企業・団体・

官庁・自治体においてリー

ダーシップを発揮する。
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学位プログラムにおける教育・研究を通じて、

● 情報技術の多様な分野に関する深い専門性

● 国際的にも通用する知識

● 専門的研究能力・実務能力

● 独創性と柔軟性

を兼ね備え、これらを活用して特定の領域における問題に対して情報学的アプローチによって

博士前期課程ではその解決に貢献できる人材、

博士後期課程ではその解決をリードする人材を育成します。

リ
ス
ク・レ
ジ
リ
エ
ン
ス
工
学

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム 

情
報
理
工

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム 



修了後の進路

修
了

博士後期課程 (インフォメーションサイエンス)履修モデル① 情報科学の先端研究者／教育者を目指す

論

文

審

査

授業科目
以外の学修

専門科目

1 年次 2年次 3年次

情報理工後期特別研究

情報理工後期特別演習 A

INFOSS情報倫理1、TA
国際会議論文執筆

CS研究セミナー
国際会議参加・発表 
雑誌論文執筆

本プログラムを修了した博

士人材は、教育・研究機関に

おいて情報科学の先端研究

及び教育を主体的に行い、

革新的な新技術の開発を行

う。また、情報科学における

共通基盤技術および先端専

門技術に加え、理工学のい

ずれかの問題領域における

専門的知識を活用し、教育・

研究機関、企業・団体、官庁・

自治体において分野を超え

た社会の諸問題の情報技術

による解決を先導する。

情報理工後期特別演習 B

企業研究所におけるインターンシップ
博士論文予備審査
博士論文最終審査

修了後の進路

修
了

博士後期課程 (フロンティアインフォマティクス)履修モデル② 情報学の理工学への応用研究者を目指す

論

文

審

査

授業科目
以外の学修

専門科目

1 年次 2年次 3年次

本プログラムを修了した博

士人材は、教育・研究機関に

おいて情報学の理工学への

応用研究及び教育を主体的

に行い、革新的な新技術の開

発を行う。また、情報学にお

ける共通基盤技術および先

端専門技術に加え、理工学の

いずれかの問題領域におけ

る専門的知識を活用し、教

育・研究機関、企業・団体、

官庁・自治体において分野を

超えた社会の諸問題の情報

技術による解決を先導する。

情報理工後期特別研究
 
情報理工後期特別演習A

INFOSS情報倫理1、TA
国際会議論文執筆

国際会議参加・発表
企業研究所へのインターンシップ
雑誌論文執筆

異分野研究室インターンシップI

海外異分野研究室へのインターンシップ
博士論文予備審査
博士論文最終審査

異分野研究室インターンシップII
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● 学位プログラムの特色
○先端的研究を推進する体制：人工知能科学センター C-AIR

人工知能に関する学術的な基盤技術を集約し、先進的研究を推進する体制を構築することで、人工知能科学研究拠点を形成

します。

○産学連携による実践的で魅力的なカリキュラム
産学連携の授業科目、PBL 型の授業科目、ティーチングスキルを磨く科目、新しい先端的な分野の科目

○国際化：情報理工英語プログラム

英語の講義のみで修士の学位を取得できるプログラム。グローバルに活躍できる国際性を備えた人材を育成します。　

● 学位プログラムコンピテンス
本学位プログラムでの学修を通じ、学生の皆さんは以下のコンピテンスを修得します。

● 達成度評価（学修成果の評価）
達成度評価システムにより、修得すべきコンピテンスの達成状況を教員と確認しながら学修を進めます。

汎用コンピテンス
博士前期課程 博士後期課程

知の活用力 知の創成力

マネジメント能力 マネジメント能力

コミュニケーション能力 コミュニケーション能力

チームワーク力 リーダーシップ力

国際性 国際性

専門コンピテンス
博士前期課程 博士後期課程

研究力 情報技術の幅広い分野に関する高度な専門知識と技術を背景
に自ら新たな課題を発見するとともに、それを解決するため
の計画を立案し、着実に実行できる能力

研究力 情報技術の幅広い分野に関する高度かつ先端的な専門知識と
技術を背景に自ら新分野に関する新たな課題を発見するとと
もに、それを解決するための計画を自立的に立案し、着実に
実行できる能力

知識力 情報技術の幅広い分野に関する高度な専門知識と技術、およ
びそれを運用する能力

知識力 情報技術の幅広い分野に関する高度かつ先端的な専門知識と
技術、およびそれを運用する能力

倫理観 情報技術の幅広い分野に関する教養的倫理観 倫理観 情報技術の幅広い分野に関する教養的倫理観

博士前期課程 博士後期課程

・学修成果の評価は「達成度評価シート」に基づいて行われる。
・1 年次のセミナーにおいて、発表時時点での研究成果を発表し、評価およ

びフィードバックを受ける。
・1 年次終了時点において指導教員とともに達成度評価シートをチェックし、

その時点での達成度を確認するとともに、2 年次における履修計画の見直
しを行う。

・2 年次の「修士論文中間発表会」において修士論文作成に向けた研究成果
の中間評価およびフィードバックを受ける。

・必修科目「情報理工後期特別研究」、「情報理工後期特別演習 A」において、
指導教員により、研究の進捗に関する確認を受ける。

・「情報理工後期特別演習 B」において研究の中間発表を行い、評価を受ける。
・最終審査においては、別途定める学位審査基準に基づいた審査を行う。

情
報
理
工

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム 



知能機能システム学位プログラム 

博士前期課程(知能系・就職 )

学位プログラム
の

人材養成目的

取得できる学位： 修士（工学）・博士（工学）

履修モデル①

博士前期課程(機能系・就職 )履修モデル②

電気・機械・情報通信分野の企業において製品・システムなどの開発に従事する専門技術者を目指す

電気・機械・情報通信分野の企業において製品・システムなどの開発に従事する専門技術者を目指す

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目
群

授業科目
以外の学修

修了後の進路

専門基礎科目

専門科目

修
了

1 年次

論

文

審

査

2 年次

知能機能システムコアスタディ
知能機能システム数学基礎
知能システム理論基礎
知能機能システムデータ解析演習
知能システムツール演習 a
知能システムツール演習 ｂ
知能機能システムTOEIC演習Ⅰ

インターンシップ、INFOSS情報倫理
TOEIC得点

知能機能システム特別研究Ⅱ  
知能機能システムセミナーⅡ  
知能機能システム研究発表演習IIa  
知能機能システムコラボラトリー演習IIa

学会発表、 TOEIC得点 
達成度自己点検レポート

電気・機械・情報通信分野
の企業において製品・シス
テムなどの開発に従事する
専門技術者

知能機能システム特別研究Ⅰ
知能機能システムセミナーⅠ
スマートインフォメディアシステム特論
情報・符号理論
知能機能システムコラボラトリー演習Ia
知能システム特別実験a
知能システム特別実験b

知能機能システムTOEIC演習II

授業科目
以外の学修

修了後の進路

修
了

1 年次

論

文

審

査

2 年次

電気・機械・情報通信分野
の企業において製品・シス
テムなどの開発に従事する
専門技術者

知能機能システムコアスタディ
知能機能システム数学基礎
機能システム数理基礎
知能機能システムデータ解析演習
機能システムツール演習
知能機能システムTOEIC 演習Ⅰ

インターンシップ、INFOSS情報倫理 
TOEIC得点

知能機能システム特別研究Ⅱ  
知能機能システムセミナーⅡ  
知能機能システム研究発表演習 IIa  
知能機能システムコラボラトリー演習 IIa

筆頭学会発表、 TOEIC得点
達成度自己点検レポート

知能機能システム特別研究Ⅰ  
知能機能システムセミナーⅠ

知能機能システムTOEIC 演習 II

ロボット制御論  
知能機能システムコラボラトリー演習 Ia
ソーシャルロボティクス
機能システム特別実験

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目
群

専門基礎科目

専門科目
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博士前期課程では、工学分野の基礎知識と倫理観を備えるとともに、知能機能システム * に関する専門知識と技術、研究

能力を身に付け、広い視野に立って問題を発見し解決できる高度専門職業人を養成します。

博士後期課程では、工学分野の幅広い知識と倫理観、知能機能システム * に関する高度な専門知識と技術、独創的な研

究力を備えるとともに、広い視野に立って重要な問題を発見し解決することができる研究者または高度専門職業人を養成

します。

知能機能システム *：人・社会・自然界における複雑な現象を表す数理モデルや、数学・物理学・情報学などの理論に基づ

いて構成され、さまざまな機能をもつ要素が連携協調して実社会に貢献する工学システム



修了後の進路

修
了

博士後期課程 (アカデミック)履修モデル① 大学教員、国立研究開発法人等における研究者を目指す

博士前期課程 (機能系・進学 )履修モデル④ 大学院博士後期課程への進学を目指す

博士前期課程 (知能系・進学 )履修モデル③ 大学院博士後期課程への進学を目指す

授業科目
以外の学修

修了後の進路

修
了

1 年次

論

文

審

査

2 年次

知能機能システムコアスタディ
知能機能システム数学基礎
知能システム理論基礎
知能機能システムデータ解析演習
知能システムツール演習 a
知能システムツール演習 ｂ
知能機能システムTOEIC演習Ⅰ

知能機能システム特別研究Ⅱ
知能機能システムセミナーⅡ
知能機能システム研究発表演習IIa
知能機能システム研究発表演習IIb
知能機能システム計画調書作成演習II
知能機能システム論文投稿演習
知能機能システムコラボラトリー演習IIa

TA、学会発表、 筆頭査読有り論文 
国際会議発表、TOEIC得点、達成度自己点検レポート

大学院博士後期課程への
進学

知能機能システム特別研究Ⅰ
知能機能システムセミナーⅠ
知能機能システム研究発表演習Ia
知能機能システム計画調書作成演習I
知能機能システムコラボラトリー演習Ia
知能システム特別実験a
知能システム特別実験b

知能機能システムTOEIC演習II

TA、INFOSS情報倫理 
TOEIC得点、学会発表

授業科目
以外の学修

修了後の進路

修
了

1 年次

論

文

審

査

2 年次

大学院博士後期課程への
進学知能機能システムコアスタディ

知能機能システム数学基礎
機能システム数理基礎
知能機能システムデータ解析演習
機能システムツール演習
知能機能システムTOEIC演習Ⅰ 

TA、INFOSS情報倫理 
TOEIC得点、学会発表

知能機能システム特別研究Ⅱ  
知能機能システムセミナーⅡ  
知能機能システム研究発表演習IIa  
知能機能システム研究発表演習IIb  
知能機能システム計画調書作成演習II
知能機能システム論文投稿演習  
知能機能システムコラボラトリー演習IIa

TA、学会発表、 筆頭査読有り論文 
国際会議発表、TOEIC得点、達成度自己点検レポート

知能機能システム特別研究Ⅰ  
知能機能システムセミナーⅠ
知能機能システム研究発表演習Ia
知能機能システム計画調書作成演習I
知能機能システムコラボラトリー演習Ia
機能システム特別実験

知能機能システムTOEIC演習II 

授業科目
以外の学修

専門科目

1 年次 2年次 3年次

論

文

審

査

知能機能システム特別研究 A 

知能機能システム国際会議論文発表演習

知能機能システム学術雑誌論文発表演習 I

知能機能システムコラボラトリー演習 III

知能機能システム計画調書作成演習 III

INFOSS情報倫理1、TA
国際会議発表、筆頭査読有論文

APRIN、TA、学会発表 
筆頭査読有論文、ポスター発表会 

知能機能システム特別研究 B

知能機能システム学術雑誌論文発表演習 II

知能機能システムコラボラトリー演習 IV

知能機能システム計画調書作成演習 IV

学会発表、筆頭査読有論文
達成度自己点検レポート

知能機能システム特別研究 C

大学教員、国立研究開発法
人等における研究者

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目
群

専門基礎科目

専門科目

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目
群

専門基礎科目

専門科目
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修了後の進路

修
了

博士後期課程 (企業就職)履修モデル② 電気・機械・情報通信分野の企業において研究開発に携わる高度専門技術者

授業科目
以外の学修

専門科目

1 年次 2年次 3年次

論

文

審

査

知能機能システム特別研究A

知能機能システム国際会議論文
発表演習

知能機能システムコラボラトリー
演習III

INFOSS情報倫理1
国際会議発表

インターンシップ、学会発表 
筆頭査読有論文、ポスター発表会

知能機能システム特別研究B

知能機能システム学術雑誌論文
発表演習I

知能機能システムコラボラトリー
演習IV

学会発表  
達成度自己点検レポート

知能機能システム特別研究C

電気・機械・情報通信分野
の企業において研究開発
に携わる高度専門技術者

修了後の進路

修
了

博士後期課程 (社会人博士)履修モデル③ 電気・機械・情報通信分野の企業において研究開発に携わる高度専門技術者

授業科目
以外の学修

専門科目

1 年次 2年次 3年次

論

文

審

査

知能機能システム特別研究A

知能機能システム国際会議論文
発表演習

INFOSS情報倫理1
国際会議発表

特許、学会発表
筆頭査読有論文、ポスター発表会

知能機能システム特別研究B

知能機能システム学術雑誌論文
発表演習I

学会発表  
達成度自己点検レポート

知能機能システム特別研究C

電気・機械・情報通信分野
の企業において研究開発
に携わる高度専門技術者
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● 学位プログラムの特色
学生に対する体系的な教育を提供する場として、教育の課程を修了した者に特定の学位を与える課程制大学院制度の趣旨に
沿った教育の組織的展開の強化が求められています。本プログラムでは、次に示すような施策によって大学院教育の実質化
を図っています。

1. 博士前期課程と後期課程の連接強化

本プログラムは、博士前期課程と後期課程に区分するものの、他に例をみない５年間一貫した教育カリキュラムを整備してい
ます。更に学部に相当する工学システム学類の知的・機能工学システム主専攻と協力して、時代のニーズに合った技術者・研
究者を育成するための、実質６年間（学部＋修士）または９年間（学部＋修士＋博士）の一貫した教育プログラムを提供して
います。博士前期課程または後期課程から入学した場合も、リメディアル教育を含む数学系基礎科目や特別実験等を履修す
ることによって、同等の教育を受けることが可能です。

2. 研究力育成を重視したカリキュラム編成

各分野の専門知識を学ぶ専門科目のほかに、研究能力を高めるための共通科目としてコアスタディ、数学系基礎科目、ツー
ル演習科目、英語演習、特別演習科目群が用意されています。

3. 複数指導教員制度

本プログラムでは、大学院生 1 名に対して、1 名の指導教員と２名の副指導教員が就く複数指導体制がとられています。学生は、
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自分の研究室だけでなく、副指導教員のゼミに参加することができ、大学院セミナーの際にも副指導教員の指導を受けます。

4. 大学院セミナーの実施

本プログラムでは、学生が自分の研究内容を発表し、その発表に対して質疑応答を行うという演習形式の講義を行っています。
専門分野の枠を超えて、毎週、活発な議論が繰り返されています。さらに、秋学期末にはポスター形式の発表会を実施して
います。この発表会には企業の方も多数来場され、一種の就活イベントとしても機能しています。

5. 連携大学院制度

つくば市には、筑波大学以外にも様々な研究機関があり、交流が盛んに行われています。本プログラムでは、( 国研 ) 産業
技術総合研究所に所属する教員（連携大学院教員）のもとで研究指導を受けて、学位を取得することができます。

6. デュアルディグリープログラム

本プログラムでは、主学位プログラムである博士後期課程に在学しながら副学位プログラムとして他研究群・他学位プログラ
ムの博士前期課程・修士課程・専門職学位課程にも在学し、博士（工学）の他に他学位プログラムに対応する修士号を取得
する DDP を実施しています。

7. 早期修了の積極的な推進

社会人のための博士後期課程早期修了プログラム：博士後期課程を最短１年で修了し、課程博士号を取得させるプログラム
を実施しています。
一般学生の早期修了：博士前期課程において特に秀でた研究成果をあげ、かつ優秀な成績をもって修了要件を満たした学生
に対して、博士後期課程へ進学する場合に限り、1 年間短縮しての早期修了を実施しています。

8. 昼夜開講制

筑波大学は、従来から産業界等と連携し社会人教育の充実を図ってきました。本プログラムにおいても社会人学生のために
18 時以降に開講する科目を用意しています。

9. 学生表彰

顕著な成果をあげた学生は、学長表彰や研究群長表彰候補者として推薦されます。またプログラム独自でも優秀修士論文賞
やプログラムリーダー表彰が授与されます。

● 達成度評価（学修成果の評価）
達成度評価システムにより、修得すべきコンピテンスの達成状況を教員と確認しながら学修を進めます。

● 学位プログラムコンピテンス
本学位プログラムでの学修を通じ、学生の皆さんは以下のコンピテンスを修得します。

汎用コンピテンス
博士前期課程 博士後期課程

知の活用力 知の創成力

マネジメント能力 マネジメント能力

コミュニケーション能力 コミュニケーション能力

チームワーク力 リーダーシップ力

国際性 国際性

専門コンピテンス
博士前期課程 博士後期課程

研究力 知能機能システム分野において適切な研究課題を設定し、
研究を遂行して有意義な成果を上げる能力とそのための
基本的な技術

研究力 知能機能システム分野において先端的な研究課題を設定
し、自立して研究を遂行し独創的な成果を上げて国際的
に発表する能力とそのための高度な技術

知識力 工学分野の高度専門職業人にふさわしい基礎知識と学力、
および知能機能システム分野における高度な専門知識と
運用能力

知識力 工学分野の研究者または高度専門職業人にふさわしい知
識と学力、および知能機能システム分野における先端的
かつ高度な専門知識と運用能力

倫理観 工学分野の基礎的研究能力を有する人材または高度専門
職業人にふさわしい倫理観と倫理的知識

倫理観 工学分野の研究者または高度専門職業人にふさわしい倫
理観と倫理的知識、および知能機能システム分野に関す
る深い倫理的知識

博士前期課程 博士後期課程

・知能機能システムセミナーⅠにおいて 1 年次の研究成果を発表させて評価
する。

・知能機能システムセミナーⅡにおいて、学位論文の基となる研究成果につ
いて発表させて評価する。

・達成度自己点検の結果を指導教員が確認する形で達成度評価を随時実施す
る。

・最終試験として達成度審査を行い、合格することを学位授与の要件とする。
達成度審査は、別途定める達成度評価基準表に基づき、指導教員が作成し
た評価案を達成度審査委員会が確認する形で実施する。

・知能機能システム特別研究 A において、研究成果を発表させて評価する。
・知能機能システム特別研究 B において、学位論文の研究成果を発表させて

評価するか、査読付き論文等に基づいて早期修了適用資格審査を実施する。
・知能機能システム特別研究 C において学位論文の予備審査を受ける。
・達成度自己点検の結果を指導教員が確認する形で達成度評価を随時実施す

る。
・最終試験として達成度審査を行い、合格することを学位授与の要件とする。

達成度審査は、別途定める達成度評価基準表に基づき、指導教員が作成し
た評価案を達成度審査委員会が確認する形で実施する。

知
能
機
能
シ
ス
テ
ム

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム 



構造エネルギー工学学位プログラム 

博士前期課程 (固体・構造系 )

学位プログラム
の

人材養成目的

取得できる学位： 修士（工学）・博士（工学）

修了後の進路

修
了

1 年次 2年次

履修モデル①

博士前期課程 (電気・エネルギー系 )履修モデル②

機械・建築・土木分野の技術者を目指す

電力・航空宇宙分野のエンジニアを目指す

論

文

審

査

研
究
群
共
通
科
目
群

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目
群

授業科目
以外の学修

専門基礎科目

専門科目

専門科目

振動学特論
固体力学特論
構造力学特論

信頼性工学特論
計算力学特論
原子炉構造設計

構造エネルギー工学前期特別演習Ⅰ
構造エネルギー工学前期特別研究Ⅰ

INFOSS情報倫理、TA 
学会発表、国際会議発表

構造エネルギー工学前期特別演習Ⅱ
構造エネルギー工学前期特別研究Ⅱ

TA、学会発表、国際会議発表
研究のまとめ

機械、建築、社会基盤、
エネルギー、航空宇宙分野
などの民間企業、国また
は地方自治体、国立研究
開発法人、大学院博士後
期課程・博士学位プログラ
ムなど

耐震工学特論
複合構造特論
材料強度学特論

修了後の進路

修
了

1 年次 2年次

論

文

審

査

研
究
群
共
通
科
目
群

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目
群

授業科目
以外の学修

専門基礎科目

専門科目

専門科目

機械、建築、社会基盤、
エネルギー、航空宇宙分野
などの民間企業、国また
は地方自治体、国立研究
開発法人、大学院博士後
期課程・博士学位プログラ
ムなど

エネルギーシステム原論
流体力学特論１
電磁エネルギー工学

熱・流体計測法
宇宙開発工学特論
圧縮性流れの力学

構造エネルギー工学前期特別演習Ⅰ
構造エネルギー工学前期特別研究Ⅰ

INFOSS情報倫理、TA
学会発表、国際会議発表

輸送現象論
信頼性工学特論
混相流工学

構造エネルギー工学前期特別演習Ⅱ
構造エネルギー工学前期特別研究Ⅱ

TA、学会発表、国際会議発表
研究のまとめ
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博士前期課程では、機械、建築、社会基盤、エネルギー、航空宇宙などのいずれかの工学分野において高度の専門知識

を有するだけでなく、関連する周辺分野にも横断的な視野を持ち、本質的な問題を抽出して独自の解決方法が提案でき、

その成果を国の内外に効果的に発信できる能力を有する研究者および高度専門職業人を養成します。

博士後期課程では、上記の能力に加え、研究プロジェクトを適切に管理・運営し、社会で主導的な役割を果たし，工学分

野に学ぶ後進を適切に指導できる大学教員、研究者及び高度専門職業人を養成します。



博士後期課程 (固体・構造系 )履修モデル①

博士後期課程 (電気・エネルギー系 )履修モデル②

機械・建築・土木分野の教育・研究者を目指す

電力・航空宇宙分野の教育・研究者を目指す

修了後の進路

修
了

博士前期課程 (流体・環境系 )履修モデル③ 自動車・航空宇宙・インフラ分野の開発者を目指す

修了後の進路

修
了

1 年次 2年次

論

文

審

査

研
究
群
共
通
科
目
群

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目
群

授業科目
以外の学修

専門基礎科目

専門科目

専門科目

機械、建築、社会基盤、
エネルギー、航空宇宙分野
などの民間企業、国また
は地方自治体、国立研究
開発法人、大学院博士後
期課程・博士学位プログラ
ムなど    
    

    
    

流体力学特論１
流体力学特論２
振動学特論

熱・流体計測法
圧縮性流れの力学
数値流体力学

構造エネルギー工学前期特別演習Ⅰ
構造エネルギー工学前期特別研究Ⅰ

INFOSS情報倫理、TA
学会発表、国際会議発表

環境流体工学特論
輸送現象論
混相流工学

構造エネルギー工学前期特別演習Ⅱ
構造エネルギー工学前期特別研究Ⅱ

TA、学会発表、国際会議発表
研究のまとめ

授業科目
以外の学修

専門科目

1 年次 2年次 3年次

論

文

審

査

構造エネルギー工学後期特別演習
構造エネルギー工学後期特別研究 

振動学特論

基礎学修、INFOSS情報倫理、TA 
学会発表

APRIN、TA、学会発表、論文執筆 
国際会議発表

論文執筆 
研究のまとめ

機械、建築、社会基盤、
電力、航空宇宙分野などの
開発・研究者、大学教員、
国立研究開発法人の研究者

修了後の進路

修
了

授業科目
以外の学修

専門科目

1 年次 2年次 3年次

論

文

審

査

機械、建築、社会基盤、
電力、航空宇宙分野などの
開発・研究者、大学教員、
国立研究開発法人の研究者

構造エネルギー工学後期特別演習
構造エネルギー工学後期特別研究 

エネルギーシステム原論

基礎学修、INFOSS情報倫理、TA 
学会発表

APRIN、TA、学会発表、論文執筆 
国際会議発表

論文執筆
研究のまとめ
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博士後期課程 (流体・環境系 )履修モデル③ 自動車・航空宇宙・インフラ分野の教育・研究者を目指す

修了後の進路

修
了

授業科目
以外の学修

専門科目

1 年次 2年次 3年次

論

文

審

査

構造エネルギー工学後期特別演習
構造エネルギー工学後期特別研究 

流体力学特論１

基礎学修、INFOSS 情報倫理、TA
学会発表

APRIN、TA、学会発表、論文執筆 
国際会議発表

機械、建築、社会基盤、
電力、航空宇宙分野などの
開発・研究者、大学教員、
国立研究開発法人の研究者

論文執筆
研究のまとめ
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● 学位プログラムの特色
○分野横断的な教育・幅広い研究

従来の各工学分野の壁を取り除いたうえで融合し、力学に立脚したマクロな工学技術全般を教育・研究の対象としており、

幅広い視野を持ち、分野の枠を超えた新鮮な発想を持ったエンジニアを育成しています。

○連携大学院方式による教育・研究

国立の研究機関（産業技術総合研究所 AIST、宇宙航空研究開発機構 JAXA、日本原子力研究開発機構 JAEA、土木研究所

PWRI）に所属する研究者を本学の教授、准教授として迎え、その機関の研究環境を活用しながら研究指導を行っています。

● 学位プログラムコンピテンス
本学位プログラムでの学修を通じ、学生の皆さんは以下のコンピテンスを修得します。

● 達成度評価（学修成果の評価）
達成度評価システムにより、修得すべきコンピテンスの達成状況を教員と確認しながら学修を進めます。

汎用コンピテンス
博士前期課程 博士後期課程

知の活用力 知の創成力

マネジメント能力 マネジメント能力

コミュニケーション能力 コミュニケーション能力

チームワーク力 リーダーシップ力

国際性 国際性

専門コンピテンス
博士前期課程 博士後期課程

研究力 構造エネルギー工学分野の問題を抽出して解決法を提
案し実行できる能力

研究力 構造エネルギー工学分野の先端的な問題を抽出して解
決法を提案し実行できる能力

専門知識 構造エネルギー工学分野における基本的学力と高度な
専門知識を運用する能力

専門知識 構造エネルギー工学分野における基本的学力と先端的
かつ高度な専門知識を運用する能力

倫理観 工学分野の高度専門職業人にふさわしい倫理観と倫理
的知識

倫理観 工学分野の高度専門職業人にふさわしい倫理観と倫理
的知識

博士前期課程 博士後期課程

・共通科目、専門科目の学修状況を指導教員，副指導教員で確認する。
・構造エネルギー工学前期特別演習Ⅰにおいて 1 年次の研究成果を発表させ

て評価する。
・構造エネルギー工学前期特別演習Ⅱにおいて、各人が取り組んでいる研究

の位置づけを行うとともに、2 年次の研究成果について発表させて評価す
る。

・学位論文審査及び最終試験において学位論文の内容に関する発表を行ない、
審査委員会によって評価する。

・共通科目の学修状況を指導教員、副指導教員で確認する。
・構造エネルギー工学後期特別演習において、研究成果を発表させて評価す

る。
・学位論文審査及び最終試験において学位論文の内容に関する発表を行ない、

審査委員会によって評価する。

構
造
エ
ネ
ル
ギ
ー
工
学

学
位
プ
ロ
グ
ラ
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エンパワーメント情報学プログラム 

5年一貫博士課程

学位プログラム
の

人材養成目的

取得できる学位： 修士（人間情報学）・博士（人間情報学）

履修モデル① 産業界で活躍するグローバル博士人材を目指すMD

研
究
群
共
通
科
目
群

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目
群

授業科目
以外の学修

専門科目

専門科目

1 年次 3年次2年次

機械学習基礎
拡張生体学（偶）
サイバニクス（知能）
生体計測(偶)
触覚の計算論（偶）

エンパワーメント情報学特別演習Ⅰ
エンパワーメント情報学特別研究Ⅰ
エンパワーメントプロジェクト研究
エンパワーメント情報学原論

INFOSS 情報倫理、TA 
民間英語試験(TOEFL, IELTS, TOEIC, 
英検,Duolingo English Test等）、
国際会議発表、筆頭査読有論文

エンパワーメント国際会議・
学術雑誌論文発表演習  
エンパワーメント情報学特別研究Ⅲ
アントレプレナーシップ演習

学会発表、筆頭査読有論文、
民間英語試験(TOEFL, IELTS, TOEIC, 
英検,Duolingo English Test等）

博
士
論
文
研
究
基
礎
力
審
査

実験心理学方法論（奇）
神経運動制御（奇）
実世界指向インタフェース(奇)

APRIN、TA、学会発表筆頭査読有論文、
ポスター発表会、民間英語試験
(TOEFL, IELTS, TOEIC, 英検,
Duolingo English Test等）

エンパワーメント情報学特別演習Ⅱ
エンパワーメント情報学特別研究Ⅱ
エンパワーメント研究発表演習
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● 学位プログラムの特色
「人をエンパワーする」システムを創出できる人の養成を行うため、「分野横断力」「魅せ方力」「現場力」という 3 つのコンピテ

ンス（専門的知識・能力）を定め、ユニークで特徴的なカリキュラムを構成しています。これらを達成するため、情報学、工学、

芸術、心理学、神経科学、臨床医学、看護科学、ビジネス科学、企業法学からなる複合領域の連携体制を整備し、多様な文

化的背景を有する人々が集まる国際社会において、イニシアティブを発揮できるグローバル人材を育成していきます。

● 学位プログラムコンピテンス
本学位プログラムでの学修を通じ、学生の皆さんは以下のコンピテンスを修得します。

汎用コンピテンス
5 年一貫制博士課程

知の創成力

マネジメント能力

コミュニケーション能力

リーダーシップ力

国際性

専門コンピテンス
5 年一貫制博士課程

分野横断力 人間情報学分野における専門分野の知識と専門分野以外の知識を、様々な課題に対して運用する能力

魅せ方力 人間情報学分野において先端的な研究課題を自ら設定し、国際的に通用する独創的な成果を上げる能力

現場力 人間情報学分野の研究者または高度専門職業人にふさわしい倫理観と倫理的知識に基づき、実問題を解決するための方法の立案
と説明を行う能力

人の機能を補完し、人とともに協調し、人の機能を拡張する情報学

5 年一貫博士課程　多様な文化的背景を有する人々が集まる国際社会において、イニシアティブを発揮し、人をエンパワー

するシステムをデザインできるグローバル人材を養成します。



修了後の進路

研
究
群
共
通
科
目
群

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目
群

授業科目
以外の学修

専門科目

専門科目

人機能の「補完」「協調」
「拡張」の融合業界として、
医療福祉介護産業、
先進自動車産業、スマート
家電産業、クリエイティブ
インダストリ等を予定

修
了

4 年次 5年次

論

文

審

査

エンパワーメント情報学特別研究Ⅳ
エンジニアリングレジデンス実習

民間英語試験(TOEFL, IELTS, TOEIC, 英検,
Duolingo English Test等）

エンパワーメント情報学特別研究Ⅴ
エンパワーメント学術雑誌論文発表演習

民間英語試験(TOEFL, IELTS, TOEIC, 英検,
Duolingo English Test等
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● 達成度評価（学修成果の評価）
達成度評価システムにより、修得すべきコンピテンスの達成状況を教員と確認しながら学修を進めます。

5 年一貫制博士課程

・学修成果の評価は「達成度評価基準表」に基づいて行われる。
・1 年次と 2 年次の「EMP セミナー」において研究経過を速報し、評価およびフィードバックを受ける。
・ 1 ～ 4 年次の各年度末に達成度自己点検シートを指導教員に提出し、指導教員による達成度評価を受けるとともに研究進捗について確認を行う。これに

基づき、履修計画と研究計画の見直しを行う。
・2 年次終了時に実施する博士論文研究基礎力審査（QE）に合格することによって、修士の学位を得るとともに博士論文のための研究に研究に着手するこ

とができる。
・５年次に実施する最終達成度審査（FASA）に合格することによって、博士論文を提出することができる。

エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
情
報
学

プ
ロ
グ
ラ
ム 



ライフイノベーション（生物情報）学位プログラム 

博士前期課程

授業科目
以外の学修

大学院共通科目

学術院共通専門基盤科目

学位プログラム
の

人材養成目的

取得できる学位： 修士(生物情報学)・博士(生物情報学)

修了後の進路

基礎科目

専門科目

修
了

1 年次 2年次

履修モデル① 生物情報の知識を有しグローバルに活躍する専門技術者・企業人を目指す

論

文

審

査

博士後期課程履修モデル① 生物情報の知識を有しグローバルに活躍する研究者を目指す

授業科目
以外の学修

修了後の進路

修
了

論

文

審

査

サイエンスコミュニケーション特講

応用倫理
環境倫理学概論

医学概論
創薬概論
バイオインフォマティクス基礎
食品科学概論
博士前期ライフイノベーションセミナー
ライフイノベーション実習
ライフイノベーションチーム型演習
責任ある研究行為：基盤編
博士前期インターンシップ I
バイオリソース概論
自然史概論

ライフイノベーション博士前期演習I春
ライフイノベーション博士前期研究I春
生体分子・創薬インフォマティクス
計算生物学
疾患の分子細胞生物学I
〔ライフイノベーション（病態機構）学位プログラム開設〕
細胞制御論
〔ライフイノベーション（病態機構）学位プログラム開設〕
ライフイノベーション博士前期演習I秋
ライフイノベーション博士前期研究I秋
遺伝子解析と機能ゲノミクス

達成度評価 I 中間発表会 　達成度評価II

国内外のライフサイエンス分野

の民間企業、研究機関、行政機

関において、バイオインフォマ

ティクスの専門知識を持つ研

究者、技術者、経営者、行政官

として活躍することが期待さ

れている。または、専門性をさ

らに高めるために、博士後期

課程に進学する。

医薬品・食品マネジメント学
レギュラトリーサイエンス

ライフイノベーション博士前期演習II春
ライフイノベーション博士前期研究II春
ライフイノベーション博士前期演習II秋
ライフイノベーション博士前期研究II秋

1 年次 2年次 3年次

人を対象とした研究:基盤編
博士後期ライフイノベーションセミナー

達成度評価I 中間発表会
達成度評価II

博士後期インターンシップ I 

達成度評価III

ライフイノベーション博士後期演習I春
ライフイノベーション博士後期研究I春
ライフイノベーション博士後期演習I秋
ライフイノベーション博士後期研究I秋

Global Communication Skills Training
英語発表
応用倫理

ライフイノベーション博士後期演習II春
ライフイノベーション博士後期研究II春
ライフイノベーション博士後期演習II秋
ライフイノベーション博士後期研究II秋

ライフイノベーション博士後期演習III春
ライフイノベーション博士後期研究III春
ライフイノベーション博士後期演習III秋
ライフイノベーション博士後期研究III秋

国内外のライフサイエンス分野

の民間企業、研究機関、行政機

関において、バイオインフォマ

ティクスの専門知識を持つ研

究者、技術者、経営者、行政官

になることが期待されている。

国際性を生かして、国際共同

研究の実施やコーディネート

できる人材としての活躍も期

待されている。

大学院共通科目

基礎科目

専門科目
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博士前期課程では、分野横断的かつ俯瞰的な考え方を修得し、世界トップクラスの高度な専門的研究能力を身に付け、バ

イオリソースを用いてライフサイエンス研究の新たな展開を切り開き、革新的医薬品・機能性食品の研究開発分野及びそ

の保全と管理の分野でグローバルに活躍する高度専門職業人を養成します。

博士後期課程では、さらに上記の分野で、国際的に評価の高い研究成果を創出し、グローバルに活躍する高度専門職業

人または研究者を養成します。
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● 学位プログラムの特色
○協働大学院方式

本学教員だけでなく、つくばライフサイエンス推進協議会に所属する企業・研究機関等の研究者が、本学の「協働大学院」教

員として積極的に教育・研究に参画します。この協働大学院方式により、学生は、社会の未解決課題を学習しながら、生物情

報学分野において新たな展開を切り開くことを目指して、研究活動を行います。

○英語での授業および海外研究者の教育研究への参画

本プログラムは、グローバルに活躍する高度専門職業人の養成を目的とするため、講義はすべて英語で行われます。また、

海外の研究機関・大学に所属する第一線級の研究者が講義・セミナーを行い、教育・研究に積極的に参画します。

● 学位プログラムコンピテンス
本学位プログラムでの学修を通じ、学生の皆さんは以下のコンピテンスを修得します。

● 達成度評価（学修成果の評価）と学位論文審査
達成度評価システムにより、修得すべきコンピテンスの達成状況を教員と確認しながら学修を進めます。

汎用コンピテンス
博士前期課程 博士後期課程

知の活用力 知の創成力

マネジメント能力 マネジメント能力

コミュニケーション能力 コミュニケーション能力

チームワーク力 リーダーシップ力

国際性 国際性

専門コンピテンス
博士前期課程 博士後期課程

イノベーション力 ライフサイエンス分野における新たな展開を切り開く
能力

イノベーション力 ライフサイエンス分野におけるイノベーションを実現
する能力

専門知識 ライフサイエンス分野における高度な知識と運用能力 専門知識 ライフサイエンス分野における最先端知識

高度英語実践力 ライフサイエンス分野において通用する実践的な英語
の運用能力

高度英語実践力 国際社会において研究に関わるあらゆる活動を行うの
に十分な英語の運用能力

博士前期課程 博士後期課程

・入学１年後に、主指導教員と２名の副指導教員から構成される達成度評価
委員会が、達成度評価 I を行う。
・入学１年 6 ヵ月後に行う中間発表会において、主査と２名の副査が、修士
論文の作成に向けた研究の進捗状況に対する中間審査を行う。
・修了予定の４ヵ月前に、主指導教員と２名の副指導教員から構成される達
成度評価委員会が、達成度評価 II を行う。
・修了予定の２ヵ月前に行う最終試験において、主査と２名の副査が、修士
論文の内容に関する発表および質疑応答に基づき、学位審査を行う。

・入学１年後に、主指導教員と２名の副指導教員から構成される達成度評価
委員会が、達成度評価 I を行う。
・入学１年 6 ヵ月後に行う中間発表会において、主査と３名の副査が、博士
論文の作成に向けた研究の進捗状況に対する中間審査を行う。
・入学 2 年後に、主指導教員と２名の副指導教員から構成される達成度評価
委員会が、達成度評価 II を行う。
・修了予定の５ヵ月前に、主指導教員と２名の副指導教員から構成される達
成度評価委員会が、達成度評価 III を行う。
・修了予定の５ヵ月前に行う予備審査会において、主査と３名の副査が、博
士論文に対する予備審査を行う。
・修了予定の３ヵ月前に行う最終試験において、主査と３名の副査が、博士
論文の内容に関する発表および質疑応答に基づき、学位審査を行う。
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開放的なキャンパスで送る
学生生活

ここからは、筑波大学での学生生活について紹介します。

本学の位置する筑波研究学園都市は、美しい自然環境と整備された都市機能が調和しており、学生にとって

大変住みやすい街です。

敷地面積 258 ヘクタール（東京ドーム約 55 個分）の森林公園を基調とした景観の筑波キャンパスは、正門

がないのも特徴のひとつで、建学の理念にある「開かれた大学」を体現した開放的なキャンパスです。

恵まれた自然環境・生活環境の中で、多くの留学生・社会人学生などの多様な学生が学んでおり、大学や研

究群からの経済的なサポートも充実しています。

P43 〜 44 の在学生や修了生の声も参考にしながら、本学でのキャンパスライフをイメージしてみてください。
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学生生活

住居
本学では、学生に良好な勉学の環境を提供し、自律的な市民生活を

体験させることを目的として、約 4,000 人を収容できる学生宿舎（単

身用及び世帯用）を設置しています。平成 29 年 4 月からは、国際交

流を重視したシェアハウスタイプの学生宿舎（グローバルヴィレッジ）

も運用開始となりました。また、大学周辺地域にはたくさんのアパー

ト、マンション等があります。

学費
就学に必要な経費は次の通りです。

検定料　30,000 円

入学金　282,000 円

授業料　535,800 円（年額）

経済的理由により納付が困難であり学業優秀な学生には、授業料の

全額または一部免除の制度があります。

経済的支援
大学としての支援
①奨学金
　　    共通

本学が取り扱っている奨学金制度としては、筑波大学学生奨学金「つ

くばスカラシップ」、日本学生支援機構、地方公共団体、民間奨学団

体等があります。これらの奨学金制度においては、いずれも学業・人

物ともに優秀で，かつ健康であって経済的理由により学資の支弁が

困難であると認められたものが対象になっています。

　  博士後期課程

博士後期課程では、希望者のほぼ全員に日本学生支援機構の奨学金

が貸与されています。

②入学料免除・授業料の免除
　　    共通

経済的理由によって納付が困難であると認められる者その他やむを

得ない事情があると認められる者に対し、入学料・授業料の全部も

しくは一部の免除、又は徴収の猶予をする制度があります。

③ TA・RA 制度
　　    共通

本研究群では、学生を積極的に教育補助業務従事者 TA（Teaching 

Assistant）として雇用しています。

TA 制度：学類 ･ 研究群の教育補助業務に一定期間従事するもので、

大学院生が将来教員や研究者になるためのトレーニングの

機会を提供することを目的とした制度です。 TA となった博

士前期課程の学生は学類の講義を補助し、博士後期課程

の学生は博士前期課程および学類の講義を補助します。

　  博士後期課程

さらに、博士後期課程の学生は研究補助業務従事者 RA（Research 

Assistant）として、研究者としてのトレーニングを受けながら、経済

的な援助を受けることができます。

RA 制度：研究支援体制の充実、強化を図り、若手研究者としての研

究遂行能力を育成することを目的としたもので、大学院生

にとっては自らの研究活動の水準を高める良い機会となっ

ています。

研究群独自の支援（博士後期課程）
本研究群では、博士後期課程の入学者全員に授業料等の学生納付金

相当額の半額以上を各種の経済的援助で支援する経済的支援策を実

施しています。

具体的には、大学全体で行う授業料等学生納付金の免除や RA/TA

としての雇用に加え、研究群が独自に RA としての雇用を行い、年間

の授業料等学生納付金相当額の半額以上（ 2 年目以降は年間授業料

相当額の半額以上） について、免除又は給与の支給により経済的支

援を行うものです。

※一部、この支援策を実施していない学位プログラムがあります。



社 留

留

留

留

43

学生の声

鮑 星宇
サービス工学学位プログラム　
博士前期課程（2019 年度入学）

宋 勝美
コンピュータサイエンス専攻　
博士前期課程（2019 年度入学）

李 智恩 (Lee Jieun)
リスク工学専攻　
博士後期課程（2020 年度修了）

私は、 研究遂行能力と問題解決能力を高めるために、 "つく

ばの社工"を進学先としました。 研究学園都市の地域性や社

会工学の理念を通して、 研究に集中できる充実した生活を送っ

ています。 この一年間、少人数授業を通して専門的知識を学び、

鹿島アントラーズ、 北海道天塩町との学外連携プロジェクトも

経験しました。 サービス工学学位プログラムは、 時代を牽引す

る人々から刺激を受け自己研鑽できる、 斬新で魅力的な教育

の場です。

新たな環境への期待と不安両方を抱いて、 2019年に筑波

大学に入学しました。 来たばかりのころは、 いろいろバタバタして

いましたが、 筑波大学は留学生にとてもフレンドリーな場所で、

意外と早く新しい生活に慣れました。 留学生が多いため、 他の

留学生の先輩からいろいろ教えてもらえます。 研究室に入り、自

分に興味がある方向を見つけて、先生と研究室の他のメンバー

のおかげでユーザインタフェースの研究を始めました。 家からこん

なに離れると、 心細い時もきっとあります。 しかしそれよりも、 充

実した学園生活と日本独特の文化を堪能でき、 筑波大学に

来て本当に良かったと思います。

私は、 問題解決能力・向上心・プレゼンテーション能力が良

い研究者になるために必要な条件だと考えてきました。 そこで、リ

スク工学専攻は学生がこれらの能力を発揮できる環境を提供し

てくれる魅力的な専攻だと思います。

リスク工学専攻の大きな特色は、トータルリスクマネジメント、サ

イバーリスク、 都市リスク、 また、 環境・エネルギーリスクの 4つ

の分野があって、その全ての分野に学問的・実用的アプローチ

ができることです。 講義では 「リスク」 という言葉の意味を学びな

がら知的能力を養いつつ、グループ演習や自分の研究で実際

にこの社会で問題となっているリスクを解決する方法を提案・評

価しながら視野を広げることができます。 毎月自分の成果を文章

でまとめるポートフォリオ制度と、 6ヶ月に一回進捗を報告する達

成度評価システムは、自分がやったことを予め振り返ってみること

ができ、プロであり研究生活の先輩でもある先生方 に々有用な

アドバイスを頂くチャンスになります。

講義、グループ演習、ポートフォリオの作成とリスク工学専攻演

習での発表など、リスク工学専攻での経験が、 社会のリスクの

クスリになる研究者として踏み出す第一歩になれると思います。

… 社会人学生 … 留学生

馬場 紘太郎
知能機能システム専攻　
博士前期課程（2019 年度入学）

私は知能機能システム専攻の博士前期課程に在学しています。

研究テーマは健康管理のための日常的な生体情報モニタリン

グで、心臓の拍動によって生じる身体の振動を計測し、心拍数

などのモニタリングを行うシステムの開発に関する研究を行っていま

す。 生体計測では、 工学的な知識に加え医学的な知識など、

様々な知識が必要となります。 本専攻ではそれらの分野を幅広

く学ぶことができ、 研究を行う上で非常に大きなメリットであると感

じています。

銭場 望美
構造エネルギー工学専攻　
博士前期課程（2019 年度入学）

私は、 現在、 構造エネルギー工学専攻の博士前期課程に

在籍しており、平織複合材料の内部構造のばらつきが力学的

特性に及ぼす影響について調査しています。普段の生活としては、

平日は、 研究と週 3日ほどの授業を中心とした生活をしています。

また、 部活動（ 陸上競技部） を行っているため、 研究の合間

や休日には大学の陸上競技場で運動をして楽しんでいます。

時間を有効に活用することで、 研究も私生活も充実した日 を々

送れていると思います。
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村江 優奈
サービス工学学位プログラム
博士前期課程（2018 年度修了）

金澤 朗蘭
知能機能システム専攻　
博士後期課程（2019 年度修了）

三井 雅史
構造エネルギー工学専攻　
博士後期課程（2018 年度入学）

研究職に就いているため、 博士の学位取得は入社してからの

目標の一つでした。 博士課程では、 インプットだけでなくアウト

プットについても鍛えられます。 また先生からの指摘や学生から

の質問は、 会社とは異なる視点であることが多く、 刺激になりま

す。 仕事をしながら課題をこなすのは時には大変ですが、 確実

に仕事のステップアップにも繋がるので、 迷っている人がいるな

ら是非、 博士の学位取得にチャレンジして欲しいと思います。

高温型燃料電池内での電気絶縁現象といったとてもニッチな

研究をしています。 電力工学、電気化学、 材料工学、 計測

工学といった複合的な研究であるため、苦労はしますが多くのこ

とを学べます。

博士後期課程になると一部ではありますが、 自身のアイデアで

研究費を申請・獲得できるようになります。 私の場合、 進学に

ついて漠然と考えていたため、始動や対応が遅れてしまいました。

少しでも進学を考えている方は、 するしないにせよ、 早めに指導

教員に相談してみるとよいと思います。

長谷川 大輔
東京大学 生産技術研究所 人間・社会系部門 
特任助教
リスク工学専攻博士前期修了後，民間企業を経て博士
後期課程に入学。
2018 年度 リスク工学専攻　博士後期課程修了　
取得学位：博士（工学）
学位取得後，株式会社ディー・エヌ・エーを経て現職

私は 2012年にリスク工学専攻の博士前期課程を修了し、 SE

として IT企業に就職しました。 しかし学生時代の研究テーマ「デ

マンドタクシーの最適化」 の社会的重要性を再認識し、 研究

者として社会に貢献するため、 4 年間の実務を経て博士後期

課程に再入学いたしました。 改めて出身校に戻ることを選択した

のは、自由に研究できるつくばの環境やキャンパスの雰囲気が

気に入っていたためです。 また、 前期課程の学生の発表を聞く

機会や交流も多く、 研究の視野を広げられますので、 是非本

プログラムで学ぶことをお勧めします。

サービス工学の授業では、 身近な社会課題を解決する方法

論を学び、すぐにグループワークを通して実践できました。そのため、

自分で手を動かして考える習慣が身につき、 仕事でも役立って

います。 研究では、 他専攻や他大学の先生、 企業の方と共

にプロジェクトを進め、 大きな課題に様々な角度から取り組み、

幅広い知識と知見を得る刺激的な２年間を過ごしました。 みな

さんも、 実践的な考える力と幅広い視野を学んで、 課題解決

に挑戦してください！

社

社



2019 年度
前期課程修了者進路状況（修士）

進学者 9%

職務復帰 1%

公務員 1%
独法等 1%

企業 81%

その他
8%

2019 年度
後期課程修了者進路状況（博士）

職務復帰 44%

企業 13%

研究 29%
（大学教員含む）

独法等 4%
公務員 4%

その他 6%
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入試情報

入試概要
システム情報工学研究群では、学内外から優秀かつ多様な人材を受

け入れるため、推薦入試、一般入試、社会人特別選抜などの時期お

よび募集人員の異なる入試を、同一年度内に複数回実施しています。

入学者の選抜は、各学位プログラムのアドミッション・ポリシーに沿っ

て行われます。

入学者は外国語試験・筆記試験（専門科目）・口述試験及びそれら

の組み合わせ、さらに、学位プログラムによっては出願資格を満た

す成績証明書を利用して選抜するものとし、外国語試験については、

TOEIC の公式認定証・TOEFL の受験者スコア票等の提出により評価

を行います。学位プログラム、あるいは入試形態によっては筆記試験

（専門科目）を課さない場合もあります。なお、指定された全ての試

験科目を受験しなければならず、指定された試験科目の一部を欠席

した場合は不合格となります。

入試に関する詳細については、募集要項または各学位プログラムの

ウェブをご参照ください。

出願の際は、負担が少なく安心なウェブ出願システムによるオンライ

ンでの出願が可能です。 

ウェブ出願システムの特徴：

①ウェブ出願システムへの入力が完了した時点で、不備や誤りのない

出願書類が完成するため、安心です。

②出願書類がウェブ上で完成すると同時に、システムから受験票を受

け取ることができます。そのため、出願書類の郵送から受験票の受

領までのプロセスが大幅に簡素化されます。

③海外居住者に対しては、口述試験にスカイプを活用しており、受

験のためだけの来日渡航が不要です。

入試日程

※リスク・レジリエンス工学学位プログラムでは、東京キャンパスで

土曜日または日曜日に受験可能です。

進路・就職先（2019 年度実績）

博士前期課程 推薦入試：7 月に実施
一般入試：8 月及び 1 〜 2 月に実施
社会人特別選抜：8 月及び 1 〜 2 月に実施

博士後期課程 内部進学制度：7 月に実施
一般入試：8 月及び 1 〜 2 月に実施
社会人特別選抜：8 月及び 1 〜 2 月に実施 ※
海外居住者対象特別選抜：1 〜 2 月に実施
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●つくばエクスプレス
秋葉原駅から快速で 45 分、つくば駅で下車。駅前つくばセンター 6 番乗り場で「筑波

大学循環（右回り※）」または「筑波大学中央」行バスに乗り換え、「第三エリア前」下車（約

10 分）。

●JR  常磐線
上野駅から約 1時間、ひたち野うしく駅、荒川沖駅または土浦駅で下車。

ひたち野うしく駅東口、荒川沖駅西口、または土浦駅西口からそれぞれ「筑波大学中央」

行バスに乗り換え、「第三エリア前」で下車（約 30 ～ 35 分）。

なお、直行バスがない場合は、「つくばセンター」行バスで「つくばセンター」下車後、「筑

波大学循環（右回り※）」または「筑波大学中央」行バスに乗り換え、「第三エリア前」

下車（約 10 分）。

●高速バス
東京駅八重洲南口から「筑波大学」行または「つくばセンター」行の高速バスで約 1時間。

「筑波大学」に乗った場合、「大学会館前」下車後、徒歩で約 10 分。

「つくばセンター」行に乗った場合、「つくばセンター」下車後、「筑波大学循環（右回

り※）」または「筑波大学中央」行バスに乗り換え、「第三エリア前」下車（約 10 分）。

※「筑波大学循環バス（左回り）」でも行けますが、遠回りになり、約 20 分。

お問い合わせ

筑波大学　理工情報生命学術院
システム情報工学研究群

茨城県つくば市天王台 1-1-1
Email: contact@sie.tsukuba.ac.jp

詳しい情報は、研究群WEBサイトをご覧ください。
https://www.sie.tsukuba.ac.jp

交通アクセス

筑波大学中央

大学会館前

筑波大学病院入口

筑波大学春日キャンパス

日暮里
上野

田端

つくばつくば

ひたち野うしく 荒川沖 土浦

水戸

秋葉原

新宿

浜松町

東京東京

バスバス

バスバス

バスバス

バスバス バスバス バスバス

バスバス

バスバス

右回り 左回り

徒歩

筑波大学
循環バス

筑波メディカルセンター前

45分

120分

60分

40分 40分 40分

65分

７分

バス
60分

バス
80分

茨城空港

成田空港

羽田空港羽田空港

JR 京浜東北線

JR常磐線

東海道新幹線

JR 山手線

JR 総武線

つく
ばエ
クス
プレ
ス

京成本線

JR 中央線
成田エクスプレス

品川

東京
モノ
レー
ル

第三エリア前
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