
土木・環境工学系 
 

Ⅰ．はじめに「シビル」ありき，今は「シビル＆環境」 

古代，人類は，いかに自然の脅威を回避しながらその恵みを安定的に享受するかに頭を悩ませていました。

水害を軽減するための治水技術，農作物を増産するための灌漑（かんがい）技術，広域連携を可能とする水

運・陸運路の建設技術などを考案し，文明社会を発展させてきました。それを支えた知識と技術の集積が，

今日，土木工学（シビル・エンジニアリング，Civil Engineering）と呼ばれる学問の原型です。Civil は，「文

明」を表します。また，Civil は「市民」という意味も併せ持ちます。つまり，土木工学は，我々の社会が原

始社会ではなく文明社会となるための工学であり，人間が“生物上のヒト”ではなく，秩序ある暮らしを営む

“市民・公民”となるための工学なのです。 

この土木工学を含めた高度な科学技術によって利便性の高い社会が構築された反面，ヒートアイランドや

大気・水・土壌汚染のような地域的な問題から，地球温暖化のような全地球的な問題まで，種々の環境問題

が顕在化し，単にローカルで短期的な利便性を求めるだけでは，安全，安心で心豊かな社会を維持すること

ができなくなってきました。平成23年に発生した東北地方太平洋沖地震では未曾有の大災害を被りました。

将来の地震や津波，水害から人の命や社会生活を守り，環境汚染を防ぎ，快適で安全・安心な，都市や国，

街をつくること，これも土木・環境工学系の使命です。そのために，道路，鉄道，情報通信，電力，ガス，

上下水道，河川，港湾，地下施設などのインフラストラクチャーを造り，守っていくことも求められていま

す。これら種々の土木，環境問題を解決し，未来の世代に安心して引き継ぐことのできる環境と調和した持

続可能な発展のためには，シビル＆環境が不可欠です。 

Ⅱ．土木・環境工学への進化 

土木工学によって大規模な社会基盤システムを構築するにあたり，環境をどのように扱うかが重要となり

ます。このためには災害外力としての自然のみならず，我々のシステムが自然環境に及ぼすインパクトの評

価や環境影響を低減する方策の追求を含めた視点が重要になります。そのため，従来の土木工学においても，

生態系も含めた環境を研究し，生態系と共存し得る調和型社会基盤システムを創造する努力をしてきまし

た。しかし，最近では，さまざまな化学物質による地盤汚染，ヒートアイランドなどの都市の熱環境問題，

陸上・海域生態系の広範な劣化問題，温暖化や海水面上昇などの地球規模環境問題の顕在化など，環境問題

の質と規模が従来とは大きく異なってきています。しかも，このような環境異変は最近の台風の巨大化や集

中豪雨の頻発化などにも関連していると考えられており，環境と防災を包含した新たな総合的対策の必要性

に迫られています。さらに，エネルギーや水資源の問題も人類の未来に深刻な影を落としつつありますが，

それらも環境問題の重要課題です。このように「環境」をキーワードとして土木工学の扱う課題は急速に広

くなっています。そのため，土木工学は，最先端の気象・海洋・陸水学，生物・生態学，環境科学，リスク

管理，エネルギー科学，リモートセンシング・GIS，応用物理・化学等々のさまざまな周辺分野との関連を

深めつつ進化しています。さらに，景観など美的感覚に関する分野，社会資本整備の経済学的評価を行う分

野，合意形成や意思決定に関する心理学的分野などをも取り込み，環境調和型持続的未来社会の実現に寄与

し得る，より総合性の高い学問分野への発展を土木工学は目指しています。このような新たな時代要請に対

応し，リーダーシップを発揮し得る人材を育成するべく，平成19年度から土木工学科は「土木・環境工学科」

と改称し，より環境に重点を置いた教育を進めてきました。平成28年度からは大学改組に伴いさらにその枠

組みを広げ，「土木・環境工学系」として教育・研究活動を展開しています。 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 土木・環境工学系が取り組む課題 

 
現在，土木工学は転換期にあると言われています。第二次大戦後の焼け野原から高度成長期を経て現在に

至るまで，我が国は社会資本を急速に整備する必要がありました。先人の多大な努力によって今日のこれだ

け便利な社会を築き上げたのです。この時期，土木工学もフル回転しました。そして戦後約70年を過ぎた現

在，社会も成熟期を迎え，これまで以上に環境に配慮し，新たな環境を創造することによって，持続性のあ

る安定した社会基盤システムを構築すべき時期にさしかかっています。一方で，平成23年に発生した東北地

方太平洋沖地震を受け，将来発生すると言われている巨大災害にも耐えられるようなインフラストラクチ

ャーを造っていくことも求められています。また，快適で安全・安心な暮らしを支えるために造られたイン

フラストラクチャーを今後も使いこなしていくためには，適切な維持管理が不可欠です。さらに，社会的な

合意形成への取組みも重要になります。開発途上国への技術移転，人づくりを含めた国際貢献も土木工学の

１つの大きな責務です。また，我が国は世界的に最も地震ハザードの高い地域に位置しており，安全・安心

な社会を実現するためには，地震被害の軽減技術の開発が求められています。世界的に卓越した教育研究拠

点形成の支援を目的として文部科学省が行った“グローバル COE（Center Of Excellence）プログラム”におい

ては，本系の教員が関連する「震災メガリスク軽減の都市地震工学国際拠点」を通じて，安全かつ安心な社

会の構築を目指した教育研究も行われました。 

土木・環境工学では，巨大な自然災害から人命や社会を守ること，全地球的な規模での環境問題の解決を

図ること，百年先から千年先を見据えた社会の在り方を考えることなどを目標としていることから，土木・

環境工学に関わる技術者には高い創造性が求められます。そこで，土木・環境工学系では，学生の創造性を

高めていくためユニークな「創造性を育成する科目」を多数開講しています。現在，取り組んでいる「創造

性を育成する科目」の例を以下に紹介します。 
 
(1) 都市・交通計画プロジェクト演習（図２） 
空港，鉄道，道路，まちづくりなど，構想段階の交通施設プロジェクトのコンセプトの立案から計画・設

計までを体験します。良い成果を得たチームは，企業に直接出向いてプレゼンをしたり，学会のコンペに応

募したりしています。 
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図２ 都市・交通計画プロジェクト演習 
 
(2) 環境計画プロジェクト演習（図３） 
地域の環境の現状や問題点を現地調査によって把握し，環境との共生・調和のあり方について具体的な

提案をします。下の写真は「洗足池公園」を対象に，現地で水質，大気，生態の観測を行い，環境への諸

影響を総合的に評価して，遊歩道や防砂林などの環境改善案を検討した時の写真，観測結果，提案イメー

ジ図です。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図３ 環境計画プロジェクト演習 
 
(3) 構造力学・水理学実験第一（ブリッジコンペティション）（図４） 

ブリッジコンペティションでは，構造力学を基に，橋梁工学における設計，製作，供用というプロセスを

モデル橋梁製作を通して学び，載荷実験（左写真），コンセプト等に関するプレゼンテーション（右写真）

などを通じて総合力を競い合います。この経験を活かし，ブリッジコンペティションアジア大会へ挑戦も

進めています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４ 構造力学・水理学実験第一（ブリッジコンペティション） 

 



 
(4) コンクリート・地盤工学実験第二（創造設計コンペティション）（図５） 

創造設計コンペティションでは，講義・実験を通じて身に着けた鉄筋コンクリートに関する知識を主体的

に用い，要求された性能に合致する材料/構造物を設計する演習を行っています。ある年は，緑が丘地区から

大岡山地区までの移動を容易にするための歩行者用高架橋について，コスト要素を考慮しながら，デザイン

や構造設計を行うコンテストを行ったこともあります。無の状態から自らの想像力で構造物のイメージを描

き，それを座学で得た知識で具現化していくというプロセスを経験することで，前例のないこれからの未来

社会を切り開く創造性豊かな技術者の育成を目指しています。 

 

 
図５ 創造設計コンペティション 

Ⅲ．土木・環境工学の学問としての特徴 

我々の身のまわりには多種多様な土木施設があります。橋，ダム，海底トンネル，人工島など大型施設の

造形美に目を引かれる人も多いでしょう。高速道路，鉄道，港湾，空港などの交通施設，発電所などのエネ

ルギー施設，上下水道など，我々の快適な生活を保証する施設のほとんど全ては土木工学の産物です。土木・

環境工学の最も重要な仕事は，これら個々の施設の融合として形成されるトータルシステムをデザインし，

社会基盤を計画，建設，維持管理していくことです。適正な社会基盤無しに，我々の現代的で文化的な生活

は成り立ちませんし，災害時の安全性も保障されません。 

都市，地方，国，さらには，地球規模でこれからの人間の「すみかた」を研究し，環境と調和した持続可

能な社会をデザインし創り上げていくエンジニアリングが土木・環境工学です。「創り上げる」ためには，

当然，力学的にあるいは経済的に合理的なものを設計・建設しなければなりません。したがって土木・環境

工学の大きな柱は，力学を中心とする物理学や計画学です。我々が構築する各種施設は，物理学の原理に従

って設計され建設され，そして機能します。橋，ダム，トンネルなどの計画・設計には極めて高度な科学技

術が用いられています。また，環境調和型社会基盤システムを実現する上で，環境面でのさまざまな配慮が

不可欠になります。そのため，環境科学・生態学的な知識の広範な導入と応用も重要になってきています。 
 

Ⅳ．学修内容 

土木・環境工学系の専門科目は，構造力学，水理学，土質力学などの力学及び材料学，並びに，計画学を

基礎科目として，都市工学，橋梁工学，河川工学，海洋工学，環境工学，交通工学，地盤工学，地震工学，

防災工学，港湾・空港工学など幅広い応用分野を含んでいます。学士課程における専門科目の講義は，主に

２年次と３年次の２年間に提供されますが，この限られた期間に全てを学ぶことは難しいため，本系のカリ



キュラムは，講義で基礎科目の理解の徹底に重点を置き，応用分野については，演習，実験，インターンシ

ップ，特別講義，セミナー，学士特定課題研究（卒業研究）などを通して触れるように組まれています。ま

た，東京医科歯科大学，一橋大学との複合領域コースのうち，生活空間研究コースの履修にも配慮していま

す。 
 

Ⅴ．進学就職状況 

土木・環境工学系のカリキュラムを修得した学生は，４年間の就学だけでも社会の要請に十分応えられま

すが，さらに高度な専門知識の修得を目指して大学院に進学する学生の割合が90％以上に達しています。 

他系の就職状況と大きく異なる点は，公務員・公団等の公共セクタの比率が高いことです。土木・環境工

学の最大の目的は社会基盤システムの設計であり，公共セクタとの関わりが深く，卒業生の約1/4がその職

種を選んでいます。中央官庁以外にも，公的機構，地方自治体などにも就職しています。建設会社へ就職す

る人は全体の約1/4ですが，そのほとんどがいわゆる大手建設会社です。また，民間企業，国際機関（JICA， 

世銀等）において海外で活躍する卒業生の数も増加しています。 
  

 
図６ 土木・環境工学系の卒業生の進路（土木・環境工学科の実績。大学院進学後の進路を含む） 

 

Ⅵ．教員一覧 

土木・環境工学系主任 北詰 昌樹 教 授(kitazume.m.aa@m.titech.ac.jp，緑が丘1号館501号室) 
土木工学コース主任 鼎 信次郎 教 授(kanae@cv.titech.ac.jp，緑が丘1号館511号室) 
都市・環境学コース主任  盛川 仁 教 授(morikawa.h.aa@m.titech.ac.jp，すずかけ台 G3棟904号室) 
助言教員 藤井 学 准教授(fujii.m.ah@m.titech.ac.jp，緑が丘1号館504号室) 
土木・環境工学系ホームページ     http://educ.titech.ac.jp/cv/ 



 
 
土木・環境工学系 土木工学コース・エンジニアリングデザインコース 主担当教員一覧 

教 員 名〈担当コース〉 分  野 内  容 
朝倉 康夫 教 授 
土木・環境工学系 土木工学コース 
土木・環境工学系 都市・環境学コース 

交通工学 / 高度交

通ｼｽﾃﾑ / 交通行動

分析 / 交通計画 

・ 交通ネットワークの解析 
・ ヒトの行動調査と需要分析 
・ 高速交通システムのマネジメント 

岩波 光保 教 授 
土木・環境工学系 土木工学コース 

維持管理工学 / 海

洋構造工学 / マル

チスケールデザイン 

・ 維持管理工学の体系化 
・ マルチスケールデザイン 
・ 港湾・海洋構造物の構造設計 

鼎 信次郎 教 授 
土木・環境工学系 土木工学コース 
融合理工学系 地球環境共創コース 

地球の水循環 / 水

災害 / 気候変動 / 

河川流域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

・ 水・食糧・自然エネルギーの持続可能性 
・ 地球温暖化の影響評価と適応策 
・ 21世紀の河川，水循環のあり方 

高橋 章浩 教 授 
土木・環境工学系 土木工学コース 

地盤工学 / 防災工

学 

・ 構造物基礎の性能評価に関する研究 
・ 地盤構造物の防災・減災に関する研究 

二羽淳一郎 教 授 
土木・環境工学系 土木工学コース 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造 / ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ工学 / ﾌﾟﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰ

ﾄ / 新素材 

・ 画像解析によるｺﾝｸﾘｰﾄの破壊挙動の解明 
・  新形式ﾌﾟﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ構造の実用化 
・ 破壊力学によるｺﾝｸﾘｰﾄ構造の数値解析 

廣瀬 壮一 教 授 
土木・環境工学系 土木工学コース 

応用力学 / 計算力

学 / 非破壊検査 

・ 地震波や超音波の固体内の波動伝播ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 
・ 構造物や材料の破壊過程の解析とモニタリング 
・ 構造物の非破壊検査技術の開発 

北詰 昌樹 教 授 
土木・環境工学系 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ  

土木・環境工学系 土木工学コース 

土質力学 / 地盤工

学 / 地盤改良 / 

遠心模型実験手法 

・ 改良地盤の設計・施工・施工管理 
・ 改良地盤の支持力と破壊性状 
・ ｾﾒﾝﾄ改良土の室内配合試験法の国際比較 

Anil C. Wijeyewickrema 准教授 
土木・環境工学系 土木工学コース 

土木・環境工学系 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ 

計算地震工学 / 構

造力学 / 材料と部

材の力学 / 固体の

波動伝播 

・ Seismic behavior of structures  
・ Nonlinear analysis of structures 
・ Basic research in solid mechanics  

笠間 清伸 准教授 
土木・環境工学系 土木工学コース 

防災地盤工学 / 地

盤信頼性工学 

・ 自然災害に強い地盤材料・改良技術の開発 
・  地盤災害危険度・リスク評価に関する研究 
・  地盤材料の高度リサイクルに関する研究 

佐々木栄一 准教授 
土木・環境工学系 土木工学コース 
土木・環境工学系 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ 

構造工学 / 維持管

理工学 / 耐震工学 

/ 構造モニタリング 

・ 構造物の破壊制御技術 
・ 構造物のモニタリング・センサリング 
・ 構造物の耐震性能向上 

竹村 次朗 准教授 
土木・環境工学系 土木工学コース 
土木・環境工学系 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ 

地盤工学 / 地盤環

境工学 

・ 粘土地盤中の汚染物質の拡散現象 
・ 地盤構造物の地震時安定性 
・ 軟弱粘性土地地盤の原位置特性の評価 

千々和伸浩 准教授 
土木・環境工学系 土木工学コース 

ｺﾝｸﾘｰﾄ材料-構造連成領

域/劣化構造物残存性能

評価/構造物長期時間依

存変形/応用生命工学 

・  時空間ﾏﾙﾁｽｹｰﾙ解析によるｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の残存

性能評価と補強法開発 
・  維持管理戦略策定支援ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発 

吉村 千洋 准教授 
土木・環境工学系 土木工学コース 
融合理工学系 地球環境共創コース 

水質工学 / 水域生

態学 / 生物地球化

学 

・  炭素材料を用いた新たな水質変換プロセスの

開発 
・  生元素動態の解明やモデル化による水域生態

系保全 
・  アジアにおける持続可能な水利用や水環境保

全 

藤井  学 准教授 
土木・環境工学系 土木工学コース 

水環境工学 / 環境

水質化学 / 水処理

工学 / 生物地球化

学 

・ 水域生態系・水質の保全 
・  健全な流域元素循環の創出 
・  持続可能な水処理技術の開発 

  



教 員 名〈担当コース〉 分  野 内  容 

長谷川 専 特任教授 
土木・環境工学系 土木工学コース 

制度設計 / リスク

分析 / 事業評価 

・ 社会資本整備における資金調達 
・ 公共事業における時間管理概念 
・ 公共事業におけるリアルオプション分析 

伊藤 裕一 特任教授 
土木・環境工学系 土木工学コース 

維持管理工学/鋼構

造 

・ 構造物のモニタリング・センシング 
・ 鋼構造物の主に疲労に対する維持管理 
・ 鉄道土木構造物の維持管理 

Bui Quoc Tinh 特任准教授 
土木・環境工学系 土木工学コース 

計算力学 / 破壊現

象シミュレーション 

/ 固体力学 

・ ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の破壊ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 
・ ﾌｪｰｽﾞﾌｨｰﾙﾄﾞﾓﾃﾞﾙのｺﾝｸﾘｰﾄ構造物への適用 
・ 準脆性材料に対するき裂進展ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 

竹谷 晃一 特任講師 
土木・環境工学系 土木工学コース 

構造工学 / 振動工

学 / 維持管理工学  

・ 構造物のモニタリング・センサリング 
・ 環境エネルギーを利用した発電 
・ 構造物の振動分析・制御 

福田 大輔 特定教授 
土木・環境工学系 土木工学コース 
土木・環境工学系 都市・環境学コース 

交通計画 / 交通工

学 / 交通経済学 / 

交通行動分析 

・  交通需要予測モデルの高度化 
・  交通プロジェクトの社会経済評価 
・  交通/地域/都市情報のデータマイニング 

小林 裕介 特定准教授 
土木・環境工学系 土木工学コース 

鉄道工学 / 検査技

術 

・  土木構造物センサデータ収集システムの開発 
・ 無線センサネットワークの開発 

堀越 一輝 助 教 
土木・環境工学系 土木工学コース 

地盤工学 / 土質力

学 

・  河川堤防の浸透問題 
・ 地盤改良・液状化問題 

瀬戸 里枝 助  教 
土木・環境工学系 土木工学コース 

水文気象学 / リモ

ートセンシング / 

データ同化 

・ 洪水予測のための降水予測 
・ 水文気象予測システム開発 

中山 一秀 助  教 
土木・環境工学系 土木工学コース 

維持管理工学 / コ

ンクリート工学 / 

土木材料 

・ ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の電気化学的補修工法 
・ ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の耐久性評価・維持管理 

中西 航 助  教 
土木・環境工学系 土木工学コース 

歩行者交通 / 時系

列解析 / 交通行動

分析 

・ 交通行動の観測データとシミュレーションの

統合 
・  歩行空間の評価と分析 

阿久津 絢子 助  教 
土木・環境工学系 土木工学コース 

構造工学 / 維持管

理工学 / 非破壊検

査 

・ 構造物のモニタリング・センシング 
・ 非破壊検査による構造物の維持管理 

 

土木・環境工学系 都市・環境学コース 主担当教員一覧 
教 員 名〈担当コース〉 分  野 内  容 

 

齋藤 潮  教 授 
土木・環境工学系 都市・環境学コース 
建築学系 都市・環境学コース 

景観設計論 / 場所

論 / 風景論 

・ 景観の評価構造の分析と考察 
・ 景観の評価構造の推移と変革の分析 
・ 都市・土木空間におけるデザインの実践 

坂野 達郎 教 授 
土木・環境工学系 都市・環境学コース 
建築学系 都市・環境学コース 

社会工学 / 公共シ

ステムデザイン 

・ 持続可能な社会や環境を支える制度，組織， 
ｺﾐｭﾆﾃｨ，及び人間の行動科学的分析 

・  計画と公共性に関する社会理論の構築 

盛川  仁 教 授 
土木・環境工学系 都市・環境学コース 

土木・環境工学系 土木工学コース 

建築学系 都市・環境学コース 

地震工学 / 工学地

震学 / 確率過程論 

/ 地震防災教育 

・ 地震動の確率論的モデル化 
・ 深部地盤構造推定 
・ 地震波動場の予測 

屋井 鉄雄 教 授 
土木・環境工学系 都市・環境学コース 
土木・環境工学系 土木工学コース 

国土/都市計画 / 環

境交通工学 / 計画

理論 

・ 公共事業に対する新しい住民参加の考え方 
・ 環境に配慮した都市交通ネットワーク 
・ 情報化の進展による交通社会の将来像 

 

 



教 員 名〈担当コース〉 分  野 内  容 

真田 純子 准教授 
土木・環境工学系 都市・環境学コース 
建築学系 都市・環境学コース 

緑地計画史 / 農村

景観 

・ 都市計画史、都市計画制度史 
・ 農村・農業景観と持続可能な農村づくり 
・ 土木技術史からみる地域景観論 

室町 泰徳 准教授 
土木・環境工学系 都市・環境学コース 
土木・環境工学系 土木工学コース 
建築学系 都市・環境学コース 

都市計画 / 都市交

通計画 / 交通と環

境 

・ 都市の空間構造と都市計画 
・ 交通行動分析 
・ 交通の環境影響評価 

鈴木 敦士 特任准教授 
土木・環境工学系 都市・環境学コース 

エネルギーシステム 

/エネルギー政策 

・  エネルギー需給分析 
・  エネルギー価格分析 

鈴木 高二朗 特定准教授 
土木・環境工学系 都市・環境学コース 

海岸工学 / 環境水

理学 

・  防波堤，防潮堤の耐津波・耐高潮安定性 
・  東京湾の流れと環境に関する研究 

田中 由乃 助 教 
土木・環境工学系 都市・環境学コース 

都市計画 / まちづ

くり / 住宅団地 

・ 住宅団地の居住史分析 
・ 住環境の改善と再生に関する研究 

 

土木・環境工学系 副担当教員一覧 

教 員 名〈担当コース〉 分 野 教 員 名〈担当コース〉 分 野 

神田 学 教 授 
融合理工学系 地球環境共創コース 
土木・環境工学系 土木工学コース 

大気環境 / 

都市気象 / 

流体力学 

木内  豪 教 授 
融合理工学系 地球環境共創コース 
土木・環境工学系 土木工学コース 

水資源管理/

水循環解析/

水質ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ/

土砂輸送解析 

高木 泰士 准教授 
融合理工学系 地球環境共創コース 
土木・環境工学系 土木工学コース 

沿岸域防災 / 国

際開発/ 海岸･海

洋工学/ 気候変

動影響 

中村 恭志 准教授 
融合理工学系 地球環境共創コース 
土木・環境工学系 土木工学コース 

水環/水理学/ 

数値流体力学 

/ 計算物理 

花岡 伸也 教  授 
融合理工学系 地球環境共創コース 
土木・環境工学系 土木工学コース 

交通開発学/航

空政策/交通ﾛｼﾞ

ｽﾃｨｸｽ/交通ｲﾝﾌﾗ

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

中村 隆志 准教授 
融合理工学系 地球環境共創コース 
土木・環境工学系 土木工学コース 

生態系ﾓﾃﾞﾘﾝ

ｸ ﾞ /生物地球

化学 /沿岸生

態学 

Varquez Alvin Christopher Galang 准教授 
融合理工学系 地球環境共創コース 
土木・環境工学系 土木工学コース 

地球環境システ

ム/気候/気象/

水収支 
  

松岡 昌志 教 授 
建築学系都市・環境学コース 
土木･環境工学系都市・環境学コース 
土木・環境工学系 土木工学コース 

リモートセンシ

ング/ジオインフ

ォーマティクス

地震防災/災害情

報システム 

山中 浩明 教 授 
建築学系都市・環境学コース 
土木･環境工学系都市・環境学コース 
土木・環境工学系 土木工学コース 

工学地震学/地

盤振動/地震工

学/地盤探査工

学/弾性波動シ

ミュレーション 

中井 検裕 教 授 
建築学系 都市・環境学コース 
土木・環境工学系 都市・環境学コース 

都市計画/都市

ﾃﾞｻﾞｲﾝ/都市開

発 /都市政策 

十代田 朗 准教授 
建築学系 都市・環境学コース 
土木・環境工学系 都市・環境学コース 

都市地域計画

／観光計画／

観光地発達史 

土肥 真人 准教授 
建築学系 都市・環境学コース 
土木・環境工学系 都市・環境学コース 

ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ/ﾗ

ﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟ･ｱｰｷﾃｸﾁ

ｬｰ/ｴｺﾛｼﾞｶﾙ･ﾌﾟﾗﾝ

ﾆﾝｸﾞ/都市社会学 

真野 洋介 准教授 
建築学系 都市・環境学コース 
土木・環境工学系 都市・環境学コース 

都市計画 / ま

ちづくり / 都

市・地域再生 / 

震災復興計画 

 

 


