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九州大学工学部は、1911年（明治44年）に九州帝国大学工科大学として創立され、

1919年（大正8年）に九州帝国大学工学部、1947年（昭和22年）に九州大学工学部と

なり現在に至っています。この間、西日本の拠点大学における基幹学部として先導的な

教育と研究を担い、工学、技術、産業の発展に貢献してきました。これまで110年余りの

間で5万名を超える卒業生を輩出しています。

現在は、工学部内の各学科を専門性によって束ねてI～V群を構成し、入学時に専門

を決めないVI群をあわせて6群に分かれて入学生を受け入れ、電気情報工学科（I群）、

材料工学科（II群）、応用化学科（II群）、化学工学科（II群）、融合基礎工学科（III群）、機械

工学科（III群）、航空宇宙工学科（III群）、量子物理工学科（III群）、船舶海洋工学科（IV群）、

地球資源システム工学科（IV群）、土木工学科（IV群）、建築学科（V群）の12学科により

工学のあらゆる分野をカバーする教育を行っています。また、各学科では、学力だけで

なく学習意欲のある意識の高い学生を総合型選抜により受け入れています。

これまで九州大学工学部は日本の基幹産業の発展に貢献するために、しっかりとし

た工学系基礎教育を重視した教育を実施してまいりました。しかしながら、近年の様々

な分野でのグローバル化や社会における価値観の多様化、ダイバーシティ、地球温暖化、

医療健康、高齢化社会などの多くの問題に対し、工学分野からも貢献が求められるよ

うになっています。この社会変化に対応するため、九州大学工学部、大学院工学府では

学士課程4年間に修士課程2年間をあわせて6年一貫の教育カリキュラムを整備し、社

会の諸問題に対応できる人材、国際的に活躍する人材を育成しております。

九州大学大学院工学研究院、工学府、工学部は、日本で最大規模の伊都キャンパスの

充実した教育研究設備により、世界に誇れる最先端の教育、研究を行って参ります。産

業界の方々、行政の皆様、保護者・卒業生そして市民の皆様にも、私共の精神に共感い

ただき、どうかご支援を賜りますようよろしくお願い致します。

運営組織

教授会・代議員会・学科長会議

工学研究院長・工学府長・工学部長

運営審議会

令和5年5月1日現在

副研究院長研究院長特別補佐

工学研究院・工学府・工学部企画調整協議会

男女共同参画ＷＧ

九州大学大学院工学研究院長・大学院工学府長・工学部長

山本　元司

【管理】【管理】 【評価】【評価】 【研究】【研究】 【国際連携】【国際連携】 【教育】【教育】
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大学院附属施設・関連施設
工学研究院附属施設

環境工学研究教育センター
アジア防災研究センター
小分子エネルギーセンター
評価広報室 
次世代蓄エネルギーデバイス研究センター
次世代経皮薬物送達研究センター

ものづくり工学教育研究センター
国際推進室

九重地熱・火山研究観測ステーション

超顕微解析研究センター
西部地区自然災害資料センター
未来化学創造センター
鉄鋼リサーチセンター
分子システム科学センター
医用生体工学研究センター
分子システムデバイス産学連携教育研究センター
水素エネルギー国際研究センター
次世代燃料電池産学連携研究センター
水素材料先端科学研究センター
都市研究センター
最先端有機光エレクトロニクス研究センター
次世代接着技術研究センター
加速器・ビーム応用科学センター

工学部等事務部

総務課

庶務係
人事係
職員係

経理課

経理第一係
経理第二係
用度第一係
用度第二係

施設部施設管理課

工学系保全係

部門事務室

工学部（教育研究組織）

大学院工学研究院（研究組織） 大学院工学府（教育組織）

教務課

教務係
留学係
学生支援係
統合新領域係

学術研究支援課

学術推進係
研究契約支援係

工学部技術部

製作技術室

設計・加工班

機器製作班

電気電子設計製作班

大型設備管理班

AI・メカトロニクス班

ITエンジニアリング班

設備・情報技術室

計測・分析技術室

構造・材料力学班

観測・解析班

材料・化学分析班

ナノ・マイクロ領域技術班

工学府附属教育研究施設

工学研究院関連施設

学内共同教育研究センター

群 学科

材料工学部門

応用化学部門

化学工学部門

機械工学部門

航空宇宙工学部門

エネルギー量子工学部門

海洋システム工学部門

地球資源システム工学部門

社会基盤部門

環境社会部門

材料工学専攻

応用化学専攻

化学工学専攻

機械工学専攻

水素エネルギーシステム工学専攻

航空宇宙工学専攻

量子物理工学専攻

船舶海洋工学専攻

地球資源システム工学専攻

共同資源工学専攻

土木工学専攻

材料工学科 
応用化学科 
化学工学科 
融合基礎工学科（物質材料コース）

融合基礎工学科（機械電気コース）
機械工学科
航空宇宙工学科
量子物理工学科

船舶海洋工学科
地球資源システム工学科
土木工学科

建築学科

ー

電気情報工学科Ⅰ群

Ⅱ群

Ⅲ群

Ⅳ群

Ⅴ群

Ⅵ群

※工学部にも設置

執行部、部門長、専攻長、学科長等

研究院長／学府長／学部長
副研究院長（総務担当）
副研究院長（研究担当、評価広報室担当）
副研究院長（教育担当）
副研究院長（国際担当）

山本　元司
島田　英樹
渡邉　　聡
田中　將己
田中　敬二

執行部

材料工学専攻長
応用化学専攻長
化学工学専攻長
機械工学専攻長
水素エネルギーシステム専攻長
航空宇宙工学専攻長
量子物理工学専攻長
船舶海洋工学専攻長
地球資源システム工学専攻長
共同資源工学専攻長
土木工学専攻長

宗藤　伸治
星野　　友
井嶋　博之
田原　健二
濱田　　繁
矢代　茂樹
渡辺　賢一
宇都宮智昭
菅井　裕一
山田　泰広
山城　　賢

工学府（新専攻）
物質創造工学専攻長
物質プロセス工学専攻長
材料物性工学専攻長
化学システム工学専攻長
建設システム工学専攻長
都市環境システム工学専攻長
海洋システム工学専攻長
地球資源システム工学専攻長
エネルギー量子工学専攻長

小江　誠司
井嶋　博之
宗藤　伸治
加地　範匡
笠間　清伸
山城　　賢
宇都宮智昭
菅井　裕一
渡辺　賢一

工学府（旧専攻）

化学工学部門長
応用化学部門長
材料工学部門長
社会基盤部門長
環境社会部門長

井嶋　博之
加地　範匡
宗藤　伸治
笠間　清伸
山城　　賢

工学研究院
海洋システム工学部門長
地球資源システム工学部門長
エネルギー量子工学部門長
機械工学部門長
航空宇宙工学部門長

安東　　潤
山田　泰広
渡辺　賢一
澤江　義則
東野伸一郎

令和5年5月1日現在

電気情報工学科長
材料工学科長
応用化学科長
化学工学科長
融合基礎工学科長
機械工学科長
航空宇宙工学科長
量子物理工学科長
船舶海洋工学科長
地球資源システム工学科長
土木工学科長
建築学科長

鵜林　尚靖
宗藤　伸治
加地　範匡
井嶋　博之
浜本　貴一
北川　敏明
東野伸一郎
渡辺　賢一
柳原　大輔
山田　泰広
山城　　賢
黒瀬　武史

工学部（新学科）

超顕微解析研究センター長
西部地区自然災害資料センター長
未来化学創造センター長
鉄鋼リサーチセンター長
分子システム科学センター長
医用生体工学研究センター長
分子システムデバイス産学連携教育研究センター長
水素エネルギー国際研究センター長
次世代燃料電池産学連携研究センター長
水素材料先端科学研究センター長
都市研究センター長
最先端有機光エレクトロニクス研究センター長
次世代接着技術研究センター長
加速器・ビーム応用科学センター

村上　恭和
塚原　健一
神谷　典穂
中島　邦彦
藤ヶ谷剛彦
工藤　　奨
安達千波矢
佐々木一成
佐々木一成
松永　久生
馬奈木俊介
安達千波矢
田中　敬二
若狭　智嗣

学内共同教育研究センター
部長
次長
次長
次長
製作技術室長
設備・情報技術室長
計測・分析技術室長

山本　元司
島田　英樹
三海　和広 
生田　竜也
平川　裕一
松尾　政晃
髙尾　隆之

工学部技術部

事務部長
総務課長
学術研究支援課長
経理課長
教務課長

三海　和広 
山下　和成
平尾　秀文
山本　泰庸
奥　　啓介

工学部等事務部
工学研究院附属環境工学研究教育センター長
工学研究院附属アジア防災研究センター長
工学府附属ものづくり工学教育研究センター長
工学研究院附属小分子エネルギーセンター
工学研究院附属次世代蓄エネルギーデバイス研究センター長
工学研究院附属次世代経皮薬物送達研究センター長

三谷　泰浩
塚原　健一
品川　一成
小江　誠司
石原　達己
後藤　雅宏

附属施設

Ⅰ群長
Ⅱ群長
Ⅲ群長
Ⅳ群長
Ⅴ群長
Ⅵ群長

鵜林　尚靖
梶原　稔尚
北川　敏明
山田　泰広
黒瀬　武史
寺西　　亮

学科群

建築学科長
電気情報工学科長
　　電気情報工学コース長
物質科学工学科長
　　化学プロセス・生命工学コース長
　　応用化学コース長
　　材料科学工学コース長
地球環境工学科長
　　建設都市工学コース長
　　船舶海洋システム工学コース長
　　地球システム工学コース長
エネルギー科学科長
機械航空工学科長
　　機械工学コース長
　　航空宇宙工学コース長

黒瀬　武史
鵜林　尚靖
岩熊　成卓
梶原　稔尚
井嶋　博之
加地　範匡
宗藤　伸治
山田　泰広
山城　　賢
柳原　大輔
山田　泰広
藤本　　望
北川　敏明
北川　敏明
東野伸一郎

工学部（旧学科）

※工学部、工学府にも設置
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大学院工学研究院・大学院工学府・工学部  概要 2023

大学院附属施設・関連施設
工学研究院附属施設

環境工学研究教育センター
アジア防災研究センター
小分子エネルギーセンター
評価広報室 
次世代蓄エネルギーデバイス研究センター
次世代経皮薬物送達研究センター

ものづくり工学教育研究センター
国際推進室

九重地熱・火山研究観測ステーション

超顕微解析研究センター
西部地区自然災害資料センター
未来化学創造センター
鉄鋼リサーチセンター
分子システム科学センター
医用生体工学研究センター
分子システムデバイス産学連携教育研究センター
水素エネルギー国際研究センター
次世代燃料電池産学連携研究センター
水素材料先端科学研究センター
都市研究センター
最先端有機光エレクトロニクス研究センター
次世代接着技術研究センター
加速器・ビーム応用科学センター

工学部等事務部

総務課

庶務係
人事係
職員係

経理課

経理第一係
経理第二係
用度第一係
用度第二係

施設部施設管理課

工学系保全係

部門事務室

工学部（教育研究組織）

大学院工学研究院（研究組織） 大学院工学府（教育組織）

教務課

教務係
留学係
学生支援係
統合新領域係

学術研究支援課

学術推進係
研究契約支援係

工学部技術部

製作技術室

設計・加工班

機器製作班

電気電子設計製作班

大型設備管理班

AI・メカトロニクス班

ITエンジニアリング班

設備・情報技術室

計測・分析技術室

構造・材料力学班

観測・解析班

材料・化学分析班

ナノ・マイクロ領域技術班

工学府附属教育研究施設

工学研究院関連施設

学内共同教育研究センター

群 学科

材料工学部門

応用化学部門

化学工学部門

機械工学部門

航空宇宙工学部門

エネルギー量子工学部門

海洋システム工学部門

地球資源システム工学部門

社会基盤部門

環境社会部門

材料工学専攻

応用化学専攻

化学工学専攻

機械工学専攻

水素エネルギーシステム工学専攻

航空宇宙工学専攻

量子物理工学専攻

船舶海洋工学専攻

地球資源システム工学専攻

共同資源工学専攻

土木工学専攻

材料工学科 
応用化学科 
化学工学科 
融合基礎工学科（物質材料コース）

融合基礎工学科（機械電気コース）
機械工学科
航空宇宙工学科
量子物理工学科

船舶海洋工学科
地球資源システム工学科
土木工学科

建築学科

ー

電気情報工学科Ⅰ群

Ⅱ群

Ⅲ群

Ⅳ群

Ⅴ群

Ⅵ群

※工学部にも設置

執行部、部門長、専攻長、学科長等

研究院長／学府長／学部長
副研究院長（総務担当）
副研究院長（研究担当、評価広報室担当）
副研究院長（教育担当）
副研究院長（国際担当）

山本　元司
島田　英樹
渡邉　　聡
田中　將己
田中　敬二

執行部

材料工学専攻長
応用化学専攻長
化学工学専攻長
機械工学専攻長
水素エネルギーシステム専攻長
航空宇宙工学専攻長
量子物理工学専攻長
船舶海洋工学専攻長
地球資源システム工学専攻長
共同資源工学専攻長
土木工学専攻長

宗藤　伸治
星野　　友
井嶋　博之
田原　健二
濱田　　繁
矢代　茂樹
渡辺　賢一
宇都宮智昭
菅井　裕一
山田　泰広
山城　　賢

工学府（新専攻）
物質創造工学専攻長
物質プロセス工学専攻長
材料物性工学専攻長
化学システム工学専攻長
建設システム工学専攻長
都市環境システム工学専攻長
海洋システム工学専攻長
地球資源システム工学専攻長
エネルギー量子工学専攻長

小江　誠司
井嶋　博之
宗藤　伸治
加地　範匡
笠間　清伸
山城　　賢
宇都宮智昭
菅井　裕一
渡辺　賢一

工学府（旧専攻）

化学工学部門長
応用化学部門長
材料工学部門長
社会基盤部門長
環境社会部門長

井嶋　博之
加地　範匡
宗藤　伸治
笠間　清伸
山城　　賢

工学研究院
海洋システム工学部門長
地球資源システム工学部門長
エネルギー量子工学部門長
機械工学部門長
航空宇宙工学部門長

安東　　潤
山田　泰広
渡辺　賢一
澤江　義則
東野伸一郎

令和5年5月1日現在

電気情報工学科長
材料工学科長
応用化学科長
化学工学科長
融合基礎工学科長
機械工学科長
航空宇宙工学科長
量子物理工学科長
船舶海洋工学科長
地球資源システム工学科長
土木工学科長
建築学科長

鵜林　尚靖
宗藤　伸治
加地　範匡
井嶋　博之
浜本　貴一
北川　敏明
東野伸一郎
渡辺　賢一
柳原　大輔
山田　泰広
山城　　賢
黒瀬　武史

工学部（新学科）

超顕微解析研究センター長
西部地区自然災害資料センター長
未来化学創造センター長
鉄鋼リサーチセンター長
分子システム科学センター長
医用生体工学研究センター長
分子システムデバイス産学連携教育研究センター長
水素エネルギー国際研究センター長
次世代燃料電池産学連携研究センター長
水素材料先端科学研究センター長
都市研究センター長
最先端有機光エレクトロニクス研究センター長
次世代接着技術研究センター長
加速器・ビーム応用科学センター

村上　恭和
塚原　健一
神谷　典穂
中島　邦彦
藤ヶ谷剛彦
工藤　　奨
安達千波矢
佐々木一成
佐々木一成
松永　久生
馬奈木俊介
安達千波矢
田中　敬二
若狭　智嗣

学内共同教育研究センター
部長
次長
次長
次長
製作技術室長
設備・情報技術室長
計測・分析技術室長

山本　元司
島田　英樹
三海　和広 
生田　竜也
平川　裕一
松尾　政晃
髙尾　隆之

工学部技術部

事務部長
総務課長
学術研究支援課長
経理課長
教務課長

三海　和広 
山下　和成
平尾　秀文
山本　泰庸
奥　　啓介

工学部等事務部
工学研究院附属環境工学研究教育センター長
工学研究院附属アジア防災研究センター長
工学府附属ものづくり工学教育研究センター長
工学研究院附属小分子エネルギーセンター
工学研究院附属次世代蓄エネルギーデバイス研究センター長
工学研究院附属次世代経皮薬物送達研究センター長

三谷　泰浩
塚原　健一
品川　一成
小江　誠司
石原　達己
後藤　雅宏

附属施設

Ⅰ群長
Ⅱ群長
Ⅲ群長
Ⅳ群長
Ⅴ群長
Ⅵ群長

鵜林　尚靖
梶原　稔尚
北川　敏明
山田　泰広
黒瀬　武史
寺西　　亮

学科群

建築学科長
電気情報工学科長
　　電気情報工学コース長
物質科学工学科長
　　化学プロセス・生命工学コース長
　　応用化学コース長
　　材料科学工学コース長
地球環境工学科長
　　建設都市工学コース長
　　船舶海洋システム工学コース長
　　地球システム工学コース長
エネルギー科学科長
機械航空工学科長
　　機械工学コース長
　　航空宇宙工学コース長

黒瀬　武史
鵜林　尚靖
岩熊　成卓
梶原　稔尚
井嶋　博之
加地　範匡
宗藤　伸治
山田　泰広
山城　　賢
柳原　大輔
山田　泰広
藤本　　望
北川　敏明
北川　敏明
東野伸一郎

工学部（旧学科）

※工学部、工学府にも設置
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大学院工学研究院 大学院工学府

材料工学部門

応用無機化学
有機機能分子化学
高分子物性学
機能性無機材料学
応用分析化学
有機光エレクトロニクス
化学環境工学
複合分子システム
反応・物性理論
機能有機化学

反応制御学
材料電気化学
融体物理化学

化学工学部門 分子物理化学
反応プロセス工学
生物化学工学
生体材料・医用工学
生体機能材料工学

機械工学部門 固体力学
構造材料評価

水素利用プロセス
燃料電池システム
水素製造プロセス
先進水素システム

材料工学専攻 反応制御学
材料電気化学
融体物理化学
材料複合工学
結晶塑性学
構造材料工学
ナノ材料組織解析学
半導体工学
粉体・粉末冶金工学
エネルギー材料工学
薄膜工学

冶金物理化学講座

応用化学専攻 機能物質化学講座

分子物理化学
反応プロセス工学
生物化学工学
生体材料・医用工学
生体機能材料工学

化学工学専攻 分子・生物システム工学講座

熱プロセス工学
流体プロセス工学
物質移動工学
プロセスシステム工学

生産システム工学講座

固体力学
設計工学
構造材料評価
水素適合材料・破壊学
マイクロメカニクス

機械工学専攻 材料・設計システム講座

流体制御
流体設計

流体工学講座

熱工学講座

機械力学講座

制御システム講座

加工プロセス講座

水素利用システム講座

水素貯蔵システム講座
水素材料・設計学講座

水素熱流体工学講座

分子生命工学講座

未来化学創造センター

（連携講座）先端ナノ材料工学講座

構造用金属科学講座

機能材料科学講座

（連携講座）先端ナノ材料工学講座

人工酵素化学
バイオミメティクス
分子システム化学
分子情報システム
バイオプロセス化学
生体分子システム
医用生物物理化学
バイオマテリアル
カーボンニュートラル化学
ナノ構造化学

熱エネルギー変換工学
反応性ガス力学
エンジンシステム
熱物理工学
熱エネルギー有効利用科学

機械波動音響学
機械力学

システム工学
制御工学
ヒューマンセンタードロボティクス

水素エネルギー
システム専攻

水素貯蔵システム
トライボロジー
固体力学
水素機能材料学
熱流体物理
反応性ガス力学

冶金物理化学講座

応用化学部門 応用無機化学
有機機能分子化学
機能材料化学
機能物質工学
応用分析化学
有機光エレクトロニクス
化学環境工学

機能物質化学講座

分子生命工学講座

構造用金属科学講座

機能材料科学講座

（連携講座）先端ナノ材料工学講座

（連携講座）先端ナノ材料工学講座

材料複合工学
結晶塑性学
構造材料工学

人工酵素化学
バイオミメティクス
分子システム化学
分子情報システム
バイオプロセス化学
生体分子システム

ナノ材料組織解析学
半導体工学
粉体・粉末冶金工学
エネルギー材料工学
薄膜工学

大学院工学研究院 大学院工学府

航空宇宙工学部門 推進工学
流体力学
熱工学・応用物理学

航空宇宙工学専攻 推進工学
流体力学
熱工学・応用物理学

軽構造システム工学
航空宇宙材料工学

航空宇宙熱・流体力学講座

航空宇宙機構造強度講座

誘導・制御工学
飛行力学

航行ダイナミクス講座

宇宙機ダイナミクス
宇宙輸送システム工学

宇宙システム工学講座

原子力エネルギーシステム
原子炉物理及び核融合理工学

核エネルギーシステム学講座

放射線物性工学
エネルギー創生材料学

エネルギー物質科学講座

物性物理学
応用物理学
量子計算科学

応用物理学講座

航空宇宙熱・流体力学講座

原子核・量子線工学講座

軽構造システム工学
航空宇宙材料工学

航空宇宙機構造強度講座

誘導・制御工学
飛行力学

航行ダイナミクス講座

宇宙機ダイナミクス
宇宙輸送システム工学

宇宙システム工学講座

（連携講座）
航空技術連携講座

分子・生物システム工学講座

熱プロセス工学
流体プロセス工学
物質移動工学
プロセスシステム工学

生産システム工学講座

水素利用工学講座

生体工学講座

設計工学講座

加工プロセス講座

制御システム講座

力学システム講座

燃料科学講座

熱工学講座

流体工学講座

材料力学講座

流体制御
流体設計

生体熱工学
生体機能工学
先端医療デバイス
流体医工学

熱エネルギー変換工学
熱流体物理
熱物理工学

反応性ガス力学
エンジンシステム
機械波動音響学
機械力学

システム工学
制御工学
ヒューマンセンタードロボティクス

精密加工学
材料加工学
設計工学
トライボロジー

水素利用プロセス
燃料電池システム
水素貯蔵システム
水素機能材料学

応用原子核物理・電磁解析
量子線物理計測

核エネルギーシステム学講座 原子力エネルギーシステム
原子炉物理及び核融合理工学

エネルギー物質科学講座 放射線物性工学
エネルギー創生材料学

応用物理学講座 物性物理学
応用物理学
量子計算科学

エネルギー量子工学部門 原子核・量子線工学講座 応用原子核物理・電磁解析
量子線物理計測

量子物理工学専攻

船舶海洋性能工学講座 船舶海洋流体工学
船舶海洋運動制御工学

船舶海洋構造工学講座 構造システム工学
生産システム工学

海洋システム設計学講座 船舶設計・海洋環境情報学
機能システム工学
海洋エネルギー資源工学

（寄附講座）
船舶海洋人材育成講座 システム計画学

船舶海洋工学専攻

地球工学講座 応用地質学
物理探査学
地球熱システム学

資源システム工学講座 資源開発工学
岩盤・開発機械システム工学
資源処理・環境修復工学

エネルギー資源工学講座 エネルギー資源工学

地球資源システム
工学専攻

構造および地震工学講座 構造解析学
地震工学

建設設計材料工学講座 建設設計工学
建設材料システム工学

地盤学講座 地盤工学
地圏環境システム工学
防災地盤工学

都市システム学講座 都市・交通工学
国土政策・防災学
景観学

水圏持続学講座 環境流体力学
流域システム工学
沿岸海洋工学
生態工学

水・資源循環システム学講座 都市環境工学
資源循環・廃棄物工学
水圏環境工学

土木工学専攻

国際戦略資源工学講座共同資源工学専攻

海洋システム工学部門 船舶海洋流体工学
船舶海洋運動制御工学

船舶海洋性能工学講座

地球資源システム
工学部門

応用地質学
物理探査学
地球熱システム学

地球工学講座

資源開発工学
岩盤・開発機械システム工学
資源処理・環境修復工学

資源システム工学講座

エネルギー資源工学講座

構造システム工学
生産システム工学

船舶海洋構造工学講座

海洋システム設計学講座 船舶設計・海洋環境情報学
機能システム工学
海洋エネルギー資源工学

（寄附講座）
船舶海洋人材育成講座

（寄附講座）
資源循環IoTシステム講座

（寄附講座）
資源循環IoTシステム講座

システム計画学

エネルギー資源工学

精密加工学
材料加工学

生体工学講座 生体熱工学
生体機能工学
先端医療デバイス
流体医工学

（特定教育研究講座）国際連携資源フロンティア教育講座

構造解析学
地震工学

社会基盤部門 構造および地震工学講座

都市・交通工学
国土政策・防災学
景観学

環境社会部門 都市システム学講座

都市環境工学
資源循環・廃棄物工学
水圏環境工学

水・資源循環システム学講座

建設設計材料工学講座

地盤学講座

建設設計工学
建設材料システム工学
地盤工学
地圏環境システム工学
防災地盤工学

水圏持続学講座 環境流体力学
流域システム工学
沿岸海洋工学
生態工学

部門・専攻外組織
大学院工学研究院（部門に属さない） 大学院工学府（専攻に属さない）

　　エネルギー国際教育講座
　　（連携講座）
　　理研連携講座

　　（連携講座）
　　理研連携講座
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大学院工学研究院 大学院工学府

材料工学部門

応用無機化学
有機機能分子化学
高分子物性学
機能性無機材料学
応用分析化学
有機光エレクトロニクス
化学環境工学
複合分子システム
反応・物性理論
機能有機化学

反応制御学
材料電気化学
融体物理化学

化学工学部門 分子物理化学
反応プロセス工学
生物化学工学
生体材料・医用工学
生体機能材料工学

機械工学部門 固体力学
構造材料評価

水素利用プロセス
燃料電池システム
水素製造プロセス
先進水素システム

材料工学専攻 反応制御学
材料電気化学
融体物理化学
材料複合工学
結晶塑性学
構造材料工学
ナノ材料組織解析学
半導体工学
粉体・粉末冶金工学
エネルギー材料工学
薄膜工学

冶金物理化学講座

応用化学専攻 機能物質化学講座

分子物理化学
反応プロセス工学
生物化学工学
生体材料・医用工学
生体機能材料工学

化学工学専攻 分子・生物システム工学講座

熱プロセス工学
流体プロセス工学
物質移動工学
プロセスシステム工学

生産システム工学講座

固体力学
設計工学
構造材料評価
水素適合材料・破壊学
マイクロメカニクス

機械工学専攻 材料・設計システム講座

流体制御
流体設計

流体工学講座

熱工学講座

機械力学講座

制御システム講座

加工プロセス講座

水素利用システム講座

水素貯蔵システム講座
水素材料・設計学講座

水素熱流体工学講座

分子生命工学講座

未来化学創造センター

（連携講座）先端ナノ材料工学講座

構造用金属科学講座

機能材料科学講座

（連携講座）先端ナノ材料工学講座

人工酵素化学
バイオミメティクス
分子システム化学
分子情報システム
バイオプロセス化学
生体分子システム
医用生物物理化学
バイオマテリアル
カーボンニュートラル化学
ナノ構造化学

熱エネルギー変換工学
反応性ガス力学
エンジンシステム
熱物理工学
熱エネルギー有効利用科学

機械波動音響学
機械力学

システム工学
制御工学
ヒューマンセンタードロボティクス

水素エネルギー
システム専攻

水素貯蔵システム
トライボロジー
固体力学
水素機能材料学
熱流体物理
反応性ガス力学

冶金物理化学講座

応用化学部門 応用無機化学
有機機能分子化学
機能材料化学
機能物質工学
応用分析化学
有機光エレクトロニクス
化学環境工学

機能物質化学講座

分子生命工学講座

構造用金属科学講座

機能材料科学講座

（連携講座）先端ナノ材料工学講座

（連携講座）先端ナノ材料工学講座

材料複合工学
結晶塑性学
構造材料工学

人工酵素化学
バイオミメティクス
分子システム化学
分子情報システム
バイオプロセス化学
生体分子システム

ナノ材料組織解析学
半導体工学
粉体・粉末冶金工学
エネルギー材料工学
薄膜工学

大学院工学研究院 大学院工学府

航空宇宙工学部門 推進工学
流体力学
熱工学・応用物理学

航空宇宙工学専攻 推進工学
流体力学
熱工学・応用物理学

軽構造システム工学
航空宇宙材料工学

航空宇宙熱・流体力学講座

航空宇宙機構造強度講座

誘導・制御工学
飛行力学

航行ダイナミクス講座

宇宙機ダイナミクス
宇宙輸送システム工学

宇宙システム工学講座

原子力エネルギーシステム
原子炉物理及び核融合理工学

核エネルギーシステム学講座

放射線物性工学
エネルギー創生材料学

エネルギー物質科学講座

物性物理学
応用物理学
量子計算科学

応用物理学講座

航空宇宙熱・流体力学講座

原子核・量子線工学講座

軽構造システム工学
航空宇宙材料工学

航空宇宙機構造強度講座

誘導・制御工学
飛行力学

航行ダイナミクス講座

宇宙機ダイナミクス
宇宙輸送システム工学

宇宙システム工学講座

（連携講座）
航空技術連携講座

分子・生物システム工学講座

熱プロセス工学
流体プロセス工学
物質移動工学
プロセスシステム工学

生産システム工学講座

水素利用工学講座

生体工学講座

設計工学講座

加工プロセス講座

制御システム講座

力学システム講座

燃料科学講座

熱工学講座

流体工学講座

材料力学講座

流体制御
流体設計

生体熱工学
生体機能工学
先端医療デバイス
流体医工学

熱エネルギー変換工学
熱流体物理
熱物理工学

反応性ガス力学
エンジンシステム
機械波動音響学
機械力学

システム工学
制御工学
ヒューマンセンタードロボティクス

精密加工学
材料加工学
設計工学
トライボロジー

水素利用プロセス
燃料電池システム
水素貯蔵システム
水素機能材料学

応用原子核物理・電磁解析
量子線物理計測

核エネルギーシステム学講座 原子力エネルギーシステム
原子炉物理及び核融合理工学

エネルギー物質科学講座 放射線物性工学
エネルギー創生材料学

応用物理学講座 物性物理学
応用物理学
量子計算科学

エネルギー量子工学部門 原子核・量子線工学講座 応用原子核物理・電磁解析
量子線物理計測

量子物理工学専攻

船舶海洋性能工学講座 船舶海洋流体工学
船舶海洋運動制御工学

船舶海洋構造工学講座 構造システム工学
生産システム工学

海洋システム設計学講座 船舶設計・海洋環境情報学
機能システム工学
海洋エネルギー資源工学

（寄附講座）
船舶海洋人材育成講座 システム計画学

船舶海洋工学専攻

地球工学講座 応用地質学
物理探査学
地球熱システム学

資源システム工学講座 資源開発工学
岩盤・開発機械システム工学
資源処理・環境修復工学

エネルギー資源工学講座 エネルギー資源工学

地球資源システム
工学専攻

構造および地震工学講座 構造解析学
地震工学

建設設計材料工学講座 建設設計工学
建設材料システム工学

地盤学講座 地盤工学
地圏環境システム工学
防災地盤工学

都市システム学講座 都市・交通工学
国土政策・防災学
景観学

水圏持続学講座 環境流体力学
流域システム工学
沿岸海洋工学
生態工学

水・資源循環システム学講座 都市環境工学
資源循環・廃棄物工学
水圏環境工学

土木工学専攻

国際戦略資源工学講座共同資源工学専攻

海洋システム工学部門 船舶海洋流体工学
船舶海洋運動制御工学

船舶海洋性能工学講座

地球資源システム
工学部門

応用地質学
物理探査学
地球熱システム学

地球工学講座

資源開発工学
岩盤・開発機械システム工学
資源処理・環境修復工学

資源システム工学講座

エネルギー資源工学講座

構造システム工学
生産システム工学

船舶海洋構造工学講座

海洋システム設計学講座 船舶設計・海洋環境情報学
機能システム工学
海洋エネルギー資源工学

（寄附講座）
船舶海洋人材育成講座

（寄附講座）
資源循環IoTシステム講座

（寄附講座）
資源循環IoTシステム講座

システム計画学

エネルギー資源工学

精密加工学
材料加工学

生体工学講座 生体熱工学
生体機能工学
先端医療デバイス
流体医工学

（特定教育研究講座）国際連携資源フロンティア教育講座

構造解析学
地震工学

社会基盤部門 構造および地震工学講座

都市・交通工学
国土政策・防災学
景観学

環境社会部門 都市システム学講座

都市環境工学
資源循環・廃棄物工学
水圏環境工学

水・資源循環システム学講座

建設設計材料工学講座

地盤学講座

建設設計工学
建設材料システム工学
地盤工学
地圏環境システム工学
防災地盤工学

水圏持続学講座 環境流体力学
流域システム工学
沿岸海洋工学
生態工学

部門・専攻外組織
大学院工学研究院（部門に属さない） 大学院工学府（専攻に属さない）

　　エネルギー国際教育講座
　　（連携講座）
　　理研連携講座

　　（連携講座）
　　理研連携講座
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大学院工学研究院・大学院工学府・工学部  概要 2023 学位授与状況・進路状況九州大学

大学院工学研究院・大学院工学府・工学部  概要 2023

ビッグどら（食堂）キャンパスを歩く学生たち

専攻名
修士課程 博士後期課程

定員
現　員

定員
現　員

1年次 2年次 合計 1年次 2年次 3年次 合計

材料工学専攻 43
41 46 87

10
8 8 7 23

(0) (1) (1) (2) (1) (2) (5)

応用化学専攻 68
74 85 159

18
24 27 14 65

(6) (12) (18) (11) (15) (8) (34)

化学工学専攻 30
31 35 66

8
9 9 1 19

(2) (7) (9) (5) (3) (1) (9)

機械工学専攻 73
93 102 195

16
9 8 26 43

(9) (17) (26) (6) (5) (13) (24)

水素エネルギーシステム専攻 35
36 43 79

9
4 5 10 19

(2) (2) (4) (3) (1) (7) (11)

航空宇宙工学専攻 30
37 39 76

10
3 7 10 20

(3) (2) (5) (1) (1) (2) (4)

量子物理工学専攻 30
33 33 66

10
6 6 3 15

(1) (3) (4) (2) (3) (0) (5)

船舶海洋工学専攻 25
30 27 57

8
9 6 3 18

(1) (3) (4) (0) (0) (0) (0)

地球資源システム工学専攻 20
26 28 54

8
21 12 9 42

(6) (6) (12) (17) (12) (6) (35)

共同資源工学専攻
※20 18 17 35

-
0 0 0 0

10 (7) (4) (11) (0) (0) (0) (0)

土木工学専攻 52
74 71 145

16
21 19 19 59

(8) (13) (21) (10) (10) (14) (34)

（物質創造工学専攻） -
0 0 0

-
0 0 8 8

(0) (0) (0) (0) (0) (5) (5)

（物質プロセス工学専攻） -
0 0 0

-
0 0 2 2

(0) (0) (0) (0) (0) (1) (1)

（材料物性工学専攻） -
0 0 0

-
0 0 4 4

(0) (0) (0) (0) (0) (2) (2)

（化学システム工学専攻） -
0 0 0

-
0 0 5 5

(0) (0) (0) (0) (0) (5) (5)

（建設システム工学専攻） -
0 1 1

-
0 0 9 9

(0) (1) (1) (0) (0) (5) (5)

（都市環境システム工学専攻） -
0 0 0

-
0 0 15 15

(0) (0) (0) (0) (0) (5) (5)

（海洋システム工学専攻） -
0 1 1

-
0 0 8 8

(0) (0) (0) (0) (0) (1) (1)

（エネルギー量子工学専攻） -
0 2 2

-
0 0 2 2

(0) (0) (0) (0) (0) (1) (1)

合　　計
※426 493 530 1023 

113
114 107 155 376 

416 (45) (71) (116) (57) (51) (78) (186)

[工学府]

（　）を付した専攻は、学府の改組により、学生募集を停止したものである。
現員の（　）を付したものは、留学生数で内数。
※本学及び北海道大学の総計

学科群・学科名 定員
現員

1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 総計

Ⅰ群 〈115〉 112 149 - - 261
（-） (-) (-) (-) （-）

Ⅱ群 〈144〉 141 191 - - 332
（-） (-) (-) (-) （-）

Ⅲ群 〈171〉 171 234 2 - 407
(5) (4) (-) (-) (9)

Ⅳ群 〈108〉 101 135 2 - 238
（-） (-) (-) (-) （-）

Ⅴ群 〈46〉 47 54 - - 101
（-） (-) (-) (-) （-）

Ⅵ群 〈147〉 143 - - - 143
（-） (-) (-) (-) （-）

電気情報工学科 153 14 5 173 203 395
(9) (5) (10) (16) (40)

材料工学科 53 3 4 55 - 62
（-） (1) (1) (-) (2)

応用化学科 72 12 9 76 - 97
(8) (5) (1) (-) (14)

化学工学科 38 ー - 40 - 40
（-） (-) (1) (-) (1)

融合基礎工学科 57 2 3 76 - 81
(1) (-) (1) (-) (2)

機械工学科 135 2 10 145 - 157
（-） (3) (4) (-) (7)

航空宇宙工学科 29 ー 1 31 - 32
（-） (1) (-) (-) (1)

量子物理工学科 38 2 - 37 - 39
(2) (-) (-) (-) (2)

船舶海洋工学科　　 34 5 1 34 - 40
（-） (-) (-) (-) （-）

地球資源システム工学科 34 2 1 34 - 37
（-） (-) (-) (-) （-）

土木工学科 77 8 11 85 - 104
(4) (3) (1) (-) (8)

建築学科 58 6 6 62 - 74
（-） (-) (1) (-) (1)

（建築学科） - - - - 70 70
(-) (-) (-) (4) (4)

（物質科学工学科） - - - 3 206 209
(-) (-) (3) (14) (17)

（地球環境工学科） - - - 3 186 189
(-) (-) (3) (11) (14)

（エネルギー科学科） - - - - 127 127
(-) (-) (-) (6) (6)

（機械航空工学科） - - - 4 218 222
(-) (-) (4) (16) (20)

合　　計 778 771 814 862 1010 3457
(29) (22) (30) (67) (148)

[工学部]

（　）を付した学科は、学部の改組により、学生募集を停止したものである。
定員の〈　〉を付したものは、学科群毎の募集人員で合計からは除く。
現員の（　）を付したものは、留学生数で内数。

令和5年5月1日現在

教職員数

学生数

教員 職員
合計教授 准教授 講師 助教 准助教 小計 事務系職員 技術系職員 小計

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

95 6 76 5 0 0 85 9 0 0 256 20 35 86 81 7 116 93 485

非常勤職員
特任教授 特任准教授 特任講師 特任助教 その他 合計

0 7 0 15 181 203

令和5年5月1日現在

令和5年5月1日現在令和5年5月1日現在

留学生の国別内訳
国名等

人数
工学府 工学部

アジア

インド 5 7
インドネシア 27 23
カンボジア 3 2
スリランカ 3 1
タイ 3 13
パキスタン 2
バングラデシュ 11 2
フィリピン 1 3
ベトナム 7 3
マレーシア 4 7
ミャンマー 2
モルディブ共和国 1
モンゴル 5 9
ラオス 2

国名等
人数

工学府 工学部

アジア

韓国 21 33
香港 1 1
台湾 5 1
中国 152 32

アフリカ

ウガンダ 1
エジプト 3
ガボン 1
カメルーン 1
ケニア 10
ジブチ共和国 1
ジンバブエ 2
タンザニア 3
ナイジェリア 1
ボツワナ共和国 5

国名等
人数

工学府 工学部

アフリカ

マダガスカル共和国 1
マラウイ 1
モーリシャス共和国 1
モザンビーク 1
ルワンダ 1

ヨーロッパ

イタリア 1
ウズベキスタン 2 1
カザフスタン 1
クロアチア 1
フランス 1

中近東

アフガニスタン・イスラム共和国 5
イラン 2
シリア 1
トルコ 4 1

国名等
人数

工学府 工学部
中近東 パレスチナ 1

中南米

エクアドル 2
グアテマラ 1
ニカラグア 1
ブラジル 1
ペルー 1
メキシコ 1

北米
カナダ 1
トリニダード・トバゴ共和国 1
米国 1 1

合　　計 310 147
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教職員数・学生数九州大学
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大学院工学研究院・大学院工学府・工学部  概要 2023

ビッグどら（食堂）キャンパスを歩く学生たち

学位授与状況（博士） 令和4年度

専攻名 材料工学 土木工学 物質創造
工学

物質
プロセス

工学

材料物性
工学

化学
システム

工学

建設
システム

工学

都市環境
システム

工学

海洋
システム

工学

地球資源
システム

工学

エネルギー
量子工学 機械工学

水素
エネルギー
システム

航空宇宙
工学

課程博士 1 0 13 8 6 10 4 6 2 20 7 10 13 5

内訳
社会人 1 0 1 5 1 0 0 1 1 1 1 0 7 1

留学生 0 0 7 2 1 5 3 4 0 18 3 5 6 3

論文博士 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

卒業生・修了生の進路状況 令和4年度

進学 就職 その他 合計

学部卒業者 686 107 29 822

修士課程修了者 38 407 7 452

博士後期課程修了者 0 88 17 105

就職先業種別内訳 令和4年度

※就職者数には、雇用契約期間が一年未満もしくはフルタイム勤務でない卒業生・修了生も計上しています。

業種 学部卒業者 修士課程 
修了者

博士後期課程 
修了者

鉱業、採石業、砂利採取業 0 7 1

建設業 15 41 3

製造業 34 251 26

電気・ガス・熱供給・水道業 4 32 1

情報通信業 19 25 0

運輸業、郵便業 3 6 0

卸売業、小売業 3 6 0

金融業、保険業 5 6 0

不動産業・物品賃貸業 2 3 0

学術研究、専門・技術サービス業 6 12 26

宿泊業、飲食サービス業 0 1 0

生活関連・娯楽サービス業 2 2 0

教育・学習支援業 3 1 23

医療・福祉 0 1 1

複合サービス事業 1 1 0

サービス業 0 2 1

公務 5 5 1

上記以外の業種 5 5 5

合　　計 107 407 88

工学部

民間企業
今治造船、ボッシュ、NTTデータNCB、日立製作所、
九州電力、大島造船所、トヨタ自動車九州、川崎重工
業、積水ハウス、大塚製薬、西日本旅客鉄道

公務員等 国土交通省、岡山県庁、岡山市役所、島根県庁、大分
県庁

工学府 
（修士）

民間企業
川崎重工業、日産自動車、三菱重工業、九州電力、ト
ヨタ自動車、三菱電機、京セラ、旭化成、JFEスチール、
東ソー、住友化学

公務員等 国土交通省、特許庁、宮崎県庁、海外の機関（ケニア）

工学府 
（博士後期）

民間企業
日立製作所、JFEスチール、日本精工、アステラス製薬、
古河電池、三菱マテリアル、昭和電工、日本製鉄、旭化
成、安川電機、住友化学

学校 
（教員含む）

九州大学、東北大学、東京大学、埼玉大学、京都大学、
海外の機関（中国、インドネシア、ケニア、ベトナム、バ
ングラデシュ、ボツワナ、エジプト、ダナン）

公務員等 防衛装備庁、海外の機関（中国、ケニア）

主な就職先 令和4年度
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令和4年度予算構造

特別推進研究

新学術領域研究

学術変革領域研究A

学術変革領域研究B

基盤研究S

基盤研究A

基盤研究B

基盤研究C

挑戦的研究（開拓）

挑戦的研究（萌芽）

研究活動スタート支援

若手研究A

若手研究

特別研究員奨励費

特別研究員奨励費（外国人）

国際共同研究加速基金

研究成果公開促進費

特別研究促進費

奨励研究

0

24,000

82,947

18,500

92,700

199,983

237,569

61,909

22,800

76,363

10,300

0

55,593

35,600

15,700

36,126

0

0

0

970,089

0

7,200

21,450

5,550

22,610

57,188

63,710

18,573

6,840

22,909

3,090

0

16,678

190

0

10,913

0

0

0

256,900

科学研究費補助金
令和4年度

種目 件数 直接経費（千円） 間接経費（千円）

産学連携研究収入

受託研究（直接経費のみ）

共同研究（直接経費のみ）

1,450,321

403,505

1,853,826

161

188

349計

寄附金収入

受入総数 433,208306

区分 件数 金額（千円）

令和4年度

令和4年度

令和5年5月1日現在部局間交流協定

その他補助金等

受入総数 125,90991

区分 件数 直接経費（千円）

令和4年度

直接経費のみを計上

区分 件数 直接経費（千円）
直接経費のみを計上

計

0

7

15

2

5

38

84

72

4

37

9

0

38

42

18

9

0

0

0

380

 8,958,478千円

運営費
1,280,819千円

運営費（人件費）
3,973,418千円

受託研究（直接のみ）
1,450,321千円

共同研究（直接のみ）
403,505千円

科学研究費補助金（直接のみ）
970,089千円

その他補助金等
125,909千円

受託研究員等収入
10,179千円

外部資金間接経費
311,030千円

寄附金
433,208千円

大学運営経費
5,254,237千円
大学運営経費
5,254,237千円

産学連携
研究収入等
1,864,005千円

産学連携
研究収入等
1,864,005千円

補助金等
1,095,998千円
補助金等
1,095,998千円

Green House 日本一の大水晶 フーコーの振り子

国　名　等 大　　学　　名 締結年月日（学術） 締結年月日（学生）

ア
ジ
ア

インド

インド工科大学グアハティ 2018．10．1

インド工科大学デリー校 2020．7．1 2020．7．1

インド工科大学マンディ校 2020．12．1 2020．12．1

インドネシア

ハサヌディン大学工学部 2008．12．2
2018．12．2（更新）

2008．12．2
2018．12．2（更新）

パジャジャラン大学地質学部 2009．7．23
2019．7．23（更新）

2009．7．23
2019．7．23（更新）

ディポネゴロ大学工学部および数理学部、及び大学院 2009．8．8
2019．8．8（改定）

2009．8．8
2019．8．8　（改定）

セベラスマレット大学工学部 2017．4．12
2022．4．12（更新）

韓国 蔚山科学技術大学校　機械・航空・原子力工学部及び理学部 2019．3．25 2019．3．25                                               

タイ

スラナリー工科大学理学部、工学部 2010．2．19
2020．2．19（更新）

2010．2．19
2020．2．19（更新）

キングモック工科大学　トンブリ校　工学部 2019．6．19 2019．6．19

キングモック工科大学　ラートクラバン校　工学部 2020．2．21 2020．2．21

台湾

国立台北科技大学工学院 2019．8．1

国立中興大学　理学部 2019．7．1 2019．7．1

逢甲大学理工学部 2019．12．1

中国

西安建築科技大学 1982．7．16
2022．1．18（更新）

2012．1．18
2022．1．18（更新）

大連理工大学 2012．12．26
2022．12．26（更新）

武漢理工大学 2021．3．15 2021．3．15

中国地質大学地球科学府地球科学学院 2018．11．29 2018．11．29

成都大学 2022．12．1 2022．12．1

天津大学機械工程学院 2023．1．1 2023．1．1

バングラデシュ バングラデシュ工科大学　建築・計画学部、土木工学部 2018．12．1 2018．12．1

ベトナム ホーチミン市校工科大学情報科学工学部、化学工学部、機械工学部、電気・電子工学部、
土木工学部、応用科学部、環境自然資源工学部、地質・石油工学部、交通学部及び材料工学部

2011．3．31
2019．2．1（更新）

2011．3．31
2019．2．1（更新）

マレーシア

マレーシア工科大学 2010．5．31
2020．5．31（更新）

2010．5．31
2020．5．31（更新）

マラ工科大学 2019．1．1 2019．1．1

マレーシア科学大学　物質・鉱物資源工学部 2011．11．11
2019．11．22（更新）

2011．11．11
2019．11．22（更新）

モンゴル モンゴル科学アカデミー　植物研究所 2009．9．21
2019．9．21（更新）

ヨ

－

ロ
ッ
パ

ウズベキスタン
ナボイ州立鉱山大学

2022．2．4
2022．2．4

ウズベキスタン日本青年技術革新センター

スウェーデン

ルンド大学工学部 1993．5．25
2019．6．24（更新）

1993．8．26
2019．6．24（更新）

リンシェーピン大学理工学部 2010．8．20
2020．8．20（更新）

2010．8．20
2020．8．20（更新）

チェコ オストラバ工科大学 2008．5．16
2018．5．16（更新）

2008．5．16
2018．5．16（更新）

ドイツ

ドイツ人工知能研究所
2012．7．31
2022．7．31（更新）カイザースラウテルン工科大学 2015．3．31

2022．7．31（更新）

ゲオルグ・アグリコラ工科大学 2019．6．30 2019．6．30

ノルウェー ノルウェー科学技術大学　自然科学部及び工学部 2019．10．1 2019．10．1

フィンランド アールト大学　工学部 2018．12．1 2018．12．1

フランス

クレルモン・オーヴェルニュ国立理工大学 2021．4．1 2021．4．1

国立応用科学院リヨン校 2007．10．26
2022．10．26（更新）

2007．10．26
2022．10．26（更新）

パリ国立高等鉱業学校 2011．8．26
2018．7．1（更新）

2011．8．26
2018．7．1（更新）

ポーランド クラクフ工業大学 2019．10．1 2019．10．1

ア
フ
リ
カ

エジプト マンスーラ大学工学部 2010．12．30
2020．12．30（更新）

2010．12．30
2020．12．30（更新）

ザンビア ザンビア大学鉱山学部 2006．8．10
2018．12．1（更新）

2006．8．10
2018．12．1（更新）

マラウイ マラウイ大学 2019．12．1

北
米 アメリカ

テキサスＡ＆Ｍ大学　建築学部 2017．8．1 2017．8．1

コロラド鉱山大学 2018．8．29
2023．1．7（更新）

2018．8．29
2023．1．7（更新）

オセアニア オーストラリア ロイヤルメルボルン大学　工学部および理学部 2019．9．1 2019．9．1
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令和4年度予算構造

特別推進研究

新学術領域研究

学術変革領域研究A

学術変革領域研究B

基盤研究S

基盤研究A

基盤研究B

基盤研究C

挑戦的研究（開拓）

挑戦的研究（萌芽）

研究活動スタート支援

若手研究A

若手研究

特別研究員奨励費

特別研究員奨励費（外国人）

国際共同研究加速基金

研究成果公開促進費

特別研究促進費

奨励研究

0

24,000

82,947

18,500

92,700

199,983

237,569

61,909

22,800

76,363

10,300

0

55,593

35,600

15,700

36,126

0

0

0

970,089

0

7,200

21,450

5,550

22,610

57,188

63,710

18,573

6,840

22,909

3,090

0

16,678

190

0

10,913

0

0

0

256,900

科学研究費補助金
令和4年度

種目 件数 直接経費（千円） 間接経費（千円）

産学連携研究収入

受託研究（直接経費のみ）

共同研究（直接経費のみ）

1,450,321

403,505

1,853,826

161

188

349計

寄附金収入

受入総数 433,208306

区分 件数 金額（千円）

令和4年度

令和4年度

令和5年5月1日現在部局間交流協定

その他補助金等

受入総数 125,90991

区分 件数 直接経費（千円）

令和4年度

直接経費のみを計上

区分 件数 直接経費（千円）
直接経費のみを計上

計

0

7

15

2

5

38

84

72

4

37

9

0

38

42

18

9

0

0

0

380

 8,958,478千円

運営費
1,280,819千円

運営費（人件費）
3,973,418千円

受託研究（直接のみ）
1,450,321千円

共同研究（直接のみ）
403,505千円

科学研究費補助金（直接のみ）
970,089千円

その他補助金等
125,909千円

受託研究員等収入
10,179千円

外部資金間接経費
311,030千円

寄附金
433,208千円

大学運営経費
5,254,237千円
大学運営経費
5,254,237千円

産学連携
研究収入等
1,864,005千円

産学連携
研究収入等
1,864,005千円

補助金等
1,095,998千円
補助金等
1,095,998千円

Green House 日本一の大水晶 フーコーの振り子



沿革九州大学
大学院工学研究院・大学院工学府・工学部  概要 2023

明治44年 大正9年 昭和4年 昭和14年 昭和24年 昭和34年 昭和44年 昭和54年 平成元年 平成11年 平成22年 令和元年

昭和49.4　学部附属分析機器センター設置 昭和57.4　廃止

昭和62.4　学部附属地熱開発センター設置

昭和63.4　学部附属環境システム工学研究センター設置 平成11.4　研究科附属施設に移行
平成12.4
研究院附属施設
に移行

平成20.4　研究院附属循環型社会システム工学
研究センターに改組

平成24.4　研究院附属アジア防災研究センター設置

平成24.4　社会基盤部門に改組

平成24.4　環境社会部門に改組

平成20.4　工学府附属ものづくり工学教育研究センター設置

平成22.4　工学系国際
交流支援室設置

平成28.4　工学部技術部設置

令和3.4　工学研究院附属
次世代蓄エネルギーデバイス
研究センター設置
工学部及び大学院工学府に
国際推進室を設置

令和4.4　工学研究院
附属次世代経皮薬物
送達研究センター
を設置

平成10.4　廃止 平成13.4　九重地熱・火山研究観測ステーション設置（院内措置）

昭和58.4　学部附属
超電導マグネット  研究センター設置 平成5.4　学部附属超伝導科学研究センターに改組 平成11.4　システム情報科学研究科附属施設に移行平成元.4　学部附属超伝導

マグネット研究センターに改組

平成12.4　学府・研究院制度創設により
　　　　　 大学院工学研究院に改組

化学工学部門

応用化学部門

材料工学部門

建設デザイン部門

環境都市部門 

海洋システム工学部門

地球資源システム工学部門

エネルギー量子工学部門

航空宇宙工学部門

機械科学部門

知能機械システム部門
平成20.4　機械工学部門に改組

昭和56.4　熱エネルギーシステム工学専攻設置

昭和53.4　分子工学専攻設置

昭和52.4　エネルギー変換工学専攻設置

昭和50.4　材料開発工学専攻設置

昭和35.4　建築学専攻設置

昭和40.4　通信工学専攻設置

昭和38.4　電子工学専攻設置

電気工学専攻

昭和41.4　動力機械工学専攻設置

昭和38.4　生産機械工学専攻設置

機械工学専攻

応用力学専攻

応用物理学専攻 

鉱山工学専攻

造船学専攻

土木工学専攻

応用化学専攻

昭和36.4　合成化学専攻設置

昭和39.4　化学機械工学専攻設置

昭和40.4　鉄鋼冶金学専攻設置

昭和42.4　水工土木学専攻設置

昭和46.4　応用原子核工学専攻設置

冶金学専攻

昭和28.4　大学院工学研究科設置

昭28.4　新制九州大学大学院設置

平成9.4　大学院重点化による改組（平成11.4　完了） 平成12.4　学府・研究院制度創設により
　　　　　 大学院工学府に改組

昭和42.4　応用原子核工学科設置

昭和29.4　建築学科設置

昭和35.4　化学機械工学科設置

昭和36.4　鉄鋼冶金学科設置

明治44.3　冶金学科設置

昭和32.4　合成化学科設置

明治44.3　応用化学科設置

昭和34.4　電子工学科設置

昭和20.6　通信工学科設置

明治44.3　電気工学科設置

昭和37.4　動力機械工学科設置

昭和33.4　生産機械工学科設置

明治44.3　機械工学科設置

昭和13.4
航空学科
設置

大正9.10　造船学科設置

明治44.3　採鉱学科設置

昭和38.4　水工土木学科設置

明治44.3　土木工学科設置

大正8.4　九州帝国大学工科大学は九州帝国大学工学部となる 
明治44.1　九州帝国大学工科大学設置

昭和24.5　新制九州大学設置
昭和22.10　九州帝国大学は九州大学に改称

昭和22.10　九州大学工学部となる

明治44.1　九州帝国大学設置

平成17.10　伊都キャンパスへ移転開始

平成12.4　学府・研究院制度の創設
平成16.4　国立大学法人九州大学の発足

昭和46.4　情報工学科に改組

昭和51.4　資源工学科に改組

昭和21.1 工業力学科に改組
昭和22.7
応用力学科に改組 昭和31.4　航空工学科に改組

平成5.4　建設都市工学科に改組

平成10.4　地球環境工学科に改組

平成11.4　機械航空工学科に改組

平成9.4　物質科学工学科に改組

平成10.4　エネルギー科学科に改組

昭和54.4　資源工学専攻に改組

平成6.4　材料プロセス工学専攻に改組

平成7.4　機能物質化学専攻に改組

平成7.4　分子システム工学専攻に改組

平成6.4　材料物性工学専攻に改組

平成8.4　船舶海洋システム工学専攻に改組

平成8.4　航空宇宙工学専攻に改組

平成8.4　大学院システム情報科学研究科設置により廃止

知能機械工学専攻

機械工学専攻

機械エネルギー工学専攻

平成10.4　大学院人間環境学研究科設置により廃止

知能機械システム専攻

平成11.4　機械科学専攻

知能機械システム専攻

機械科学専攻

航空宇宙工学専攻平成11.4　航空宇宙工学専攻に改組

エネルギー量子工学専攻

地球資源システム工学専攻

海洋システム工学専攻

都市環境システム工学専攻

建設システム工学専攻

平成10.4　エネルギー量子工学専攻に改組

平成10.4　地球資源システム工学専攻に改組

海洋システム工学専攻　　に改組

に改組

都市環境システム工学専攻

平成10.4　建設システム工学専攻

都市システム工学専攻

建設システム工学専攻

化学システム工学専攻

材料物性工学専攻

物質プロセス工学専攻

物質創造工学専攻

化学システム工学専攻

材料物性工学専攻

物質プロセス工学専攻

物質創造工学専攻

水素エネルギーシステム
専攻

平成22.4　機械工学専攻

昭和49.4　情報工学専攻に改組

昭和54.4　大学院総合理工学研究科に移行

昭和61.4　大学院総合理工学研究科に移行

平成4.4　船舶海洋システム工学科に改組

平成5.4　知能機械工学科に改組

平成5.4　機械工学科に改組

平成5.4　機械エネルギー工学科に改組

平成8.4　電気情報工学科に改組

平成3.4　応用物質化学科に改組

平成2.4　材料工学科に改組

学
部
の
変
遷

大
学
院
の
変
遷

附
属
施
設
等
の
変
遷

平成23　創立百周年を迎える

令和3.4 学士、修士6年一貫型教育の
導入による改組

令和3.4 学士、修士6年一貫型教育の
導入による改組

令和3.4 船舶海洋工学科

地球資源システム工学科

土木工学科     　 に改組

令和3.4 機械工学科
航空宇宙工学科
　　　　に改組

令和3.4 材料工学科
応用化学科
化学工学科   に改組

令和3.4 融合基礎工学科
量子物理工学科　　に改組

土木工学専攻に改組

船舶海洋工学専攻に名称変更

量子物理工学専攻に名称変更

材料工学専攻

応用化学専攻

化学工学専攻　に改組

平成10.4　
学部附属環境システム科学研究センターに改組

に改組

平成29.4  工学研究院附属
国際教育支援センターに改組 令和5.3  廃止

平成30.4　研究院附属環境工学
研究教育センターに改組

平成31.4　工学研究院附属
小分子エネルギーセンター設置

平成30.11　工学研究院評価広報室設置

平成29.4　九州大学大学院
工学府・北海道大学大学院
共同資源工学専攻　設置

大正3年  九州帝国大学工科大学正面
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沿革九州大学
大学院工学研究院・大学院工学府・工学部  概要 2023

明治44年 大正9年 昭和4年 昭和14年 昭和24年 昭和34年 昭和44年 昭和54年 平成元年 平成11年 平成22年 令和元年

昭和49.4　学部附属分析機器センター設置 昭和57.4　廃止

昭和62.4　学部附属地熱開発センター設置

昭和63.4　学部附属環境システム工学研究センター設置 平成11.4　研究科附属施設に移行
平成12.4
研究院附属施設
に移行

平成20.4　研究院附属循環型社会システム工学
研究センターに改組

平成24.4　研究院附属アジア防災研究センター設置

平成24.4　社会基盤部門に改組

平成24.4　環境社会部門に改組

平成20.4　工学府附属ものづくり工学教育研究センター設置

平成22.4　工学系国際
交流支援室設置

平成28.4　工学部技術部設置

令和3.4　工学研究院附属
次世代蓄エネルギーデバイス
研究センター設置
工学部及び大学院工学府に
国際推進室を設置

令和4.4　工学研究院
附属次世代経皮薬物
送達研究センター
を設置

平成10.4　廃止 平成13.4　九重地熱・火山研究観測ステーション設置（院内措置）

昭和58.4　学部附属
超電導マグネット  研究センター設置 平成5.4　学部附属超伝導科学研究センターに改組 平成11.4　システム情報科学研究科附属施設に移行平成元.4　学部附属超伝導

マグネット研究センターに改組

平成12.4　学府・研究院制度創設により
　　　　　 大学院工学研究院に改組

化学工学部門

応用化学部門

材料工学部門

建設デザイン部門

環境都市部門 

海洋システム工学部門

地球資源システム工学部門

エネルギー量子工学部門

航空宇宙工学部門

機械科学部門

知能機械システム部門
平成20.4　機械工学部門に改組

昭和56.4　熱エネルギーシステム工学専攻設置

昭和53.4　分子工学専攻設置

昭和52.4　エネルギー変換工学専攻設置

昭和50.4　材料開発工学専攻設置

昭和35.4　建築学専攻設置

昭和40.4　通信工学専攻設置

昭和38.4　電子工学専攻設置

電気工学専攻

昭和41.4　動力機械工学専攻設置

昭和38.4　生産機械工学専攻設置

機械工学専攻

応用力学専攻

応用物理学専攻 

鉱山工学専攻

造船学専攻

土木工学専攻

応用化学専攻

昭和36.4　合成化学専攻設置

昭和39.4　化学機械工学専攻設置

昭和40.4　鉄鋼冶金学専攻設置

昭和42.4　水工土木学専攻設置

昭和46.4　応用原子核工学専攻設置

冶金学専攻

昭和28.4　大学院工学研究科設置

昭28.4　新制九州大学大学院設置

平成9.4　大学院重点化による改組（平成11.4　完了） 平成12.4　学府・研究院制度創設により
　　　　　 大学院工学府に改組

昭和42.4　応用原子核工学科設置

昭和29.4　建築学科設置

昭和35.4　化学機械工学科設置

昭和36.4　鉄鋼冶金学科設置

明治44.3　冶金学科設置

昭和32.4　合成化学科設置

明治44.3　応用化学科設置

昭和34.4　電子工学科設置

昭和20.6　通信工学科設置

明治44.3　電気工学科設置

昭和37.4　動力機械工学科設置

昭和33.4　生産機械工学科設置

明治44.3　機械工学科設置

昭和13.4
航空学科
設置

大正9.10　造船学科設置

明治44.3　採鉱学科設置

昭和38.4　水工土木学科設置

明治44.3　土木工学科設置

大正8.4　九州帝国大学工科大学は九州帝国大学工学部となる 
明治44.1　九州帝国大学工科大学設置

昭和24.5　新制九州大学設置
昭和22.10　九州帝国大学は九州大学に改称

昭和22.10　九州大学工学部となる

明治44.1　九州帝国大学設置

平成17.10　伊都キャンパスへ移転開始

平成12.4　学府・研究院制度の創設
平成16.4　国立大学法人九州大学の発足

昭和46.4　情報工学科に改組

昭和51.4　資源工学科に改組

昭和21.1 工業力学科に改組
昭和22.7
応用力学科に改組 昭和31.4　航空工学科に改組

平成5.4　建設都市工学科に改組

平成10.4　地球環境工学科に改組

平成11.4　機械航空工学科に改組

平成9.4　物質科学工学科に改組

平成10.4　エネルギー科学科に改組

昭和54.4　資源工学専攻に改組

平成6.4　材料プロセス工学専攻に改組

平成7.4　機能物質化学専攻に改組

平成7.4　分子システム工学専攻に改組

平成6.4　材料物性工学専攻に改組

平成8.4　船舶海洋システム工学専攻に改組

平成8.4　航空宇宙工学専攻に改組

平成8.4　大学院システム情報科学研究科設置により廃止

知能機械工学専攻

機械工学専攻

機械エネルギー工学専攻

平成10.4　大学院人間環境学研究科設置により廃止

知能機械システム専攻

平成11.4　機械科学専攻

知能機械システム専攻

機械科学専攻

航空宇宙工学専攻平成11.4　航空宇宙工学専攻に改組

エネルギー量子工学専攻

地球資源システム工学専攻

海洋システム工学専攻

都市環境システム工学専攻

建設システム工学専攻

平成10.4　エネルギー量子工学専攻に改組

平成10.4　地球資源システム工学専攻に改組

海洋システム工学専攻　　に改組

に改組

都市環境システム工学専攻

平成10.4　建設システム工学専攻

都市システム工学専攻

建設システム工学専攻

化学システム工学専攻

材料物性工学専攻

物質プロセス工学専攻

物質創造工学専攻

化学システム工学専攻

材料物性工学専攻

物質プロセス工学専攻

物質創造工学専攻

水素エネルギーシステム
専攻

平成22.4　機械工学専攻

昭和49.4　情報工学専攻に改組

昭和54.4　大学院総合理工学研究科に移行

昭和61.4　大学院総合理工学研究科に移行

平成4.4　船舶海洋システム工学科に改組

平成5.4　知能機械工学科に改組

平成5.4　機械工学科に改組

平成5.4　機械エネルギー工学科に改組

平成8.4　電気情報工学科に改組

平成3.4　応用物質化学科に改組

平成2.4　材料工学科に改組

学
部
の
変
遷

大
学
院
の
変
遷

附
属
施
設
等
の
変
遷

平成23　創立百周年を迎える

令和3.4 学士、修士6年一貫型教育の
導入による改組

令和3.4 学士、修士6年一貫型教育の
導入による改組

令和3.4 船舶海洋工学科

地球資源システム工学科

土木工学科     　 に改組

令和3.4 機械工学科
航空宇宙工学科
　　　　に改組

令和3.4 材料工学科
応用化学科
化学工学科   に改組

令和3.4 融合基礎工学科
量子物理工学科　　に改組

土木工学専攻に改組

船舶海洋工学専攻に名称変更

量子物理工学専攻に名称変更

材料工学専攻

応用化学専攻

化学工学専攻　に改組

平成10.4　
学部附属環境システム科学研究センターに改組

に改組

平成29.4  工学研究院附属
国際教育支援センターに改組 令和5.3  廃止

平成30.4　研究院附属環境工学
研究教育センターに改組

平成31.4　工学研究院附属
小分子エネルギーセンター設置

平成30.11　工学研究院評価広報室設置

平成29.4　九州大学大学院
工学府・北海道大学大学院
共同資源工学専攻　設置

大正3年  九州帝国大学工科大学正面
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