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略語集 

略称 原語名称 和文表記 

ABWR Advanced Boiling Water Reactor 改良型沸騰水型原子炉 

AEA Atomic Energy Act アメリカ 原子力法 

AEC Atomic Energy Commission インド 原子力委員会 

AECL Atomic Energy of Canada Limited カナダ原子力公社 

AERB Atomic Energy Regulatory Board インド原子力規制委員会 

AG Australia Group オーストラリアグループ 

AGR Advanced Gas-cooled Reactor 改良型ガス炉 

AMR Advanced Modular Reactor 先進モジュール炉 

ANDRA 
Agence nationale pour la gestion des 

déchets radioactifs 
フランス 放射性廃棄物管理機関 

ANS American Nuclear Society アメリカ原子力学会 

ASLB Atomic Safety and Licensing Board アメリカ 原子力安全・許認可委員会 

ASME 
American Society of Mechanical 

Engineers 
アメリカ機械学会 

ASN Autorité de sûreté nucléaire フランス 原子力安全機関 

ASNR 
Autorité de sûreté nucléaire et de 

radioprotection 

フランス 原子力安全・放射線防護機

関 

BARC Bhabha Atomic Research Centre バーバ原子力研究センター 

BEIS 
Department for Business, Energy & 

Industrial Strategy 

イギリス ビジネル・エネルギー・産

業戦略省 

BIS Bureau of Industry and Security アメリカ 商務省産業安全保障局 

BWC Biological Weapons Convention 生物兵器禁止条約 

BWR Boiling Water Reactor 沸騰水型原子炉 

CEA 
Commissariat à l’énergie atomique et 

aux énergies alternatives 
フランス 原子力・代替エネルギー庁 

CFPP Carbon Free Power Project 
アメリカ カーボンフリー電力プロ

ジェクト 

CFR Code of Federal Regulations アメリカ 連邦規則集 

CGD Commercial-Grade Dedication 一般産業用工業品 

CGN China General Nuclear Power Group 中国広核集団 

CLNDA 
Indian Civil Liability for Nuclear 

Damage Act 
インド原子力損害民事責任法 

CMG Crisis Management Group インド 危機管理グループ 

CNL Canadian Nuclear Laboratories カナダ原子力研究所 

CNNC China National Nuclear Corporation 中国核工業集団公司 

CNRA 
Committee on Nuclear Regulatory 

Activities 
OECD/NEA 原子力規制活動委員会 

CNSC Canadian Nuclear Safety Commission カナダ原子力安全委員会 

COL Combined License アメリカ 一括建設・運転許認可 

CRDM Control Rod Drive Mechanism 制御棒駆動機構 

CRL Chalk River Laboratories カナダ チョークリバー研究所 
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略称 原語名称 和文表記 

CSC 
Convention on Supplementary 

Compensation for Nuclear Damage 

原子力損害の補完的補償に関する条

約 

CSNI 
Committee on Safety of Nuclear 

Installations 
OECD/NEA 原子力施設安全委員会 

DAE Department of Atomic Energy インド原子力庁 

DC Design Certification アメリカ 設計認証 

DCA Design Certification Application アメリカ 設計認証申請 

DCO Development Consent Order イギリス 開発合意令 

DESNZ 
Department for Energy Security and Net 

Zero 

イギリス エネルギー安全保障・ネッ

トゼロ省 

DHC Delayed Hydride Cracking 遅延水素化物割れ 

DIN Deutsche Industrie Normen ドイツ工業規格 

DOE Department of Energy アメリカ エネルギー省 

DoENI 
Department of the Environment 

(Northern Ireland) 
イギリス 北アイルランド環境省 

DRL Diagnostic Reference Level 診断参考レベル 

EA Environment Agency イギリス 環境規制機関 

EAR Export Administration Regulations アメリカ 輸出管理規則 

EC European Commission 欧州委員会 

EDF Électricité de France フランス電力 

EPA Environmental Protection Agency アメリカ 環境保護庁 

EPC 
Engineering, Procurement, and 

Construction 
設計・調達・建設 

EPR European pressurized reactor 欧州加圧水型原子炉 

EPRI Electric Power Research Institute アメリカ 電力研究所 

EPZ Emergency Planning Zone 緊急時管理区域 

ESBWR 
Economic Simplified Boiling-Water 

Reactor 
高経済性単純化沸騰水型原子炉 

ESP Early Site Permission アメリカ 早期サイト許可 

EU European Union 欧州連合 

EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. トルコ発電公社 

EURATOM European Atomic Energy Community 欧州原子力共同体 

EXIM Export-Import Bank アメリカ 輸出入銀行 

FBR Fast Breeder Reactor 高速増殖炉 

FTE full-time equivalent フルタイム換算 

GBN Great British Nuclear イギリス 大英原子力 

GDA Generic Design Assessment イギリス 包括的設計認証審査 

GDF Geological Disposal Facility 地層処分施設 

GRSR Generic Reactor Safety Review 包括的原子炉安全性レビュー 

GTCC Greater-than-Class C アメリカ クラス C を超える 

HALEU High-Assay Low-Enriched Uranium 高純度低濃縮ウラン 

HFDS Haut fonctionnaire de défense et de フランス 防衛・セキュリティ上級当
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略称 原語名称 和文表記 

sécurité 局 

HLW High Level Radioactive Waste 高レベル放射性廃棄物 

HTGR High-Temperature Gas Reactor 高温ガス炉 

HTTR 
High Temperature Engineering Test 

Reactor 
日本 高温工学試験研究炉 

HWA Hazardous Waste Act アメリカ 有害廃棄物法 

IAEA International Atomic Energy Agency 国際原子力機関 

ICPE 
Installations classées pour la protection 

de l'environnement 
フランス 環境保護指定施設 

IGCAR 
Indira Gandhi Centre for Atomic 

Research 

インド インディラ・ガンジー原子力

研究センター 

IMO International Maritime Organization 国際海事機関 

IMS Integrated Management System 統合マネジメントシステム 

INB Installations nucléaires de base フランス 原子力基本施設 

INIR 
Integrated Nuclear Infrastructure 

Review 
統合原子力基盤レビュー 

IPZ 
Ingestion Pathway Emergency Planning 

Zone 
摂取経路 EPZ 

IRRS Integrated Regulatory Review Service 総合規制評価サービス 

IRSN 
Institut de Radioprotection et de Sûreté 

Nucléaire 

フランス 放射線防護・原子力安全研

究所 

ISO 
International Organization for 

Standardization 
国際標準化機構 

ITAAC 
Inspections, Tests, Analyses, and 

Acceptance Criteria 

アメリカ 検査・試験・解析・合格基

準 

IVR Interventional Radiology 画像下治療 

JAEA Japan Atomic Energy Agency 日本原子力研究開発機構 

KHNP Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. 韓国水力原子力 

KTA Kerntechnische Ausschuss ドイツ 原子力技術委員会 

LC Licence Condition イギリス 許可条件 

LGD Lead Government Department イギリス 政府主管部局 

LLW Low Level Radioactive Waste 低レベル放射性廃棄物 

MCA Maritime and Coastguard Agency 海事沿岸警備庁 

MMR Micro Modele Reactor マイクロモジュール炉 

MPRSA 
Marine Protection, Research and 

Sanctuaries Act 
アメリカ 海洋・保護・研究・聖域法 

MTCR Missile Technology Control Regime ミサイル技術管理レジーム 

NDK Nükleer Düzenleme Kurumu トルコ 原子力規制庁 

NEI Nuclear Energy Institute アメリカ 原子力協会 

NEIMA 
Nuclear Energy Innovation and 

Modernization Act 
アメリカ 原子力革新・近代化法 

NEPA National Environmental Policy Act アメリカ 国家環境政策法 

NERC North American Electric Reliability 北アメリカ電力信頼度協議会 
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略称 原語名称 和文表記 

Corporation 

NIST 
National Institute of Standards and 

Technology 
アメリカ国立標準技術研究所 

NNL National Nuclear Laboratory イギリス 国立原子力研究所 

NOAA 
National Ocean and Atmosphere 

Administration 
アメリカ海洋大気庁 

NPCIL 
Nuclear Power Corporation of India 

Limited 
インド原子力発電公社 

NPS National Policy Statement イギリス 国家政策声明 

NRC Nuclear Regulatory Commission アメリカ 原子力規制委員会 

NRW Natural Resources Wales イギリス 天然資源ウェールズ 

NSCP Nuclear Supply Chain Platform 
日本 原子力サプライチェーンプラ

ットフォーム 

NSG Nuclear Suppliers Group 原子力供給国グループ 

NSL Nuclear Site Licence イギリス 原子力サイト許可 

NSRA Nuclear Safety Regulatory Authority インド 原子力安全規制庁 

NSSC 
Nuclear Safety and Security 

Commission 
韓国 原子力安全委員会 

NSSS Nuclear Steam Supply System 原子力蒸気供給システム 

NWS Nuclear Waste Services 
イギリス ニュークリア・ウェイス

ト・サービス 

OECD 
Organisation for Economic Co-

operation and Development 
経済協力開発機構 

OECD/NEA 

Organisation for Economic Co-

operation and Development/ Nuclear 

Energy Agency 

経済協力開発機構／原子力機関 

OIG Office of Inspector General アメリカ 監察総監室 

OMB Office of Management and Budget アメリカ 行政管理予算局 

ONR Office for Nuclear Regulation イギリス 原子力規制局 

ONT Other New Technologies アメリカ 他の新たな技術 

OPG Ontario Power Generation 
カナダ オンタリオ・パワージェネレ

ーション 

OSART Operational Safety Review Team 運転安全評価チーム 

PAA Panstwowa Agencja Atomistyki ポーランド原子力庁 

PAR Passive Autocatalytic Recombiner パッシブ水素再結合器 

PHWR Pressurized Heavy-Water Reactor 加圧重水炉 

PPA Power Purchase Agreement 電力購入契約 

PPE 
Programmations pluriannuelles de 

l'énergie 
フランス 多年度エネルギー計画 

PRA Probablistic Risk Assessment 確率論的リスク評価 

PSA Probabilistic Safety Assessment 確率論的安全評価 

PSDAR 
Post-Shutdown Decommissioning 

Activities Report 

アメリカ 閉鎖後廃止措置活動報告

書 
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略称 原語名称 和文表記 

PSR Periodic Safety Review 定期安全レビュー 

RCP Reactor Coolant Pump 原子炉冷却ポンプ 

RPV Reactor Pressure Vessel 原子炉圧力容器 

PWR Pressurized Water Reactor 加圧水型原子炉 

RANET Response and Assistance Network 緊急時対応援助ネットワーク 

RCRA 
Resource Conservation and Recovery 

Act 
アメリカ 資源保全・回収法 

REPPIR 
Radiation (Emergency Preparedness 

and Public Information) Regulations 

イギリス 放射線緊急事態に対する

準備及び情報公開規則 

SAP Safety Assessment Principles イギリス 安全評価原則 

SARCAR 
Safety Review Committee for 

Applications of Radiation 
インド 放射線応用安全審査委員会 

SARCOP 
Safety Review Committee for Operating 

Plants 

インド 運転プラント安全審査委員

会 

SCC Stress Corrosion Cracking 応力腐食割れ 

SDA Standard Design Approval アメリカ 標準設計承認 

SDC Standard Design Certification アメリカ 標準設計認証 

SDR Special Drawing Right 特別引出権 

SEED 
Site and External Events Design 

Review Service 
立地評価・安全設計レビュー 

SEPA 
Scottish Environment Protection 

Agency 

イギリス スコットランド環境保護

局 

SISERI 

Système d’information de la 

surveillance de l’exposition aux 

rayonnements ionisants 

フランス 国家線量登録簿 

SLR Subsequent License Renewal アメリカ 2 度目の運転認可更新 

SMR Small Modular Reactor 小型モジュール炉 

STUK Säteilyturvakeskus フィンランド 放射線・原子力安全局 

TAEK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu トルコ原子力庁 

TAG Technical Assessment Guides イギリス 技術評価指針 

TENMAK 
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden 

Araştırma Kurumu 

トルコエネルギー・原子力・鉱業研究

所 

TIG Technical Inspection Guide イギリス 技術検査指針 

TRU Transuranic 超ウラン 

TSO Technical Support Organization  技術支援機関 

TÜV Technischer Überwachungs-Verein ドイツ 技術検査協会 

UAMPS 
Utah Associated Municipal Power 

Systems 

アメリカ ユタ州公営電力システム

ズ 

UNLP University Nuclear Leadership Program 
アメリカ 大学原子力リーダーシッ

ププログラム 

USACE United States Army Corps of Engineers アメリカ陸軍工兵隊 

USCG United States Coast Guard アメリカ沿岸警備隊 

USNC Ultra Safe Nuclear Corporation アメリカ ウルトラ・セーフ・ニュー
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略称 原語名称 和文表記 

クリア社 

USNIC United States Nuclear Industry Council アメリカ原子力産業協議会 

VARANS 
Vietnam Agency for Radiation and 

Nuclear Safety 
ベトナム放射線原子力安全庁 

VDR Vendor Design Review カナダ ベンダー設計レビュー 

VTR Versatile Test Reactor アメリカ 多目的試験炉 

WA Wassenaar Arrangement ワッセナーアレンジメント 

WGHOF 
Working Group on Human and 

Organizational Factor 

OECD/NEA 人的・組織的要因に関す

る作業部会 

WIPP Waste Isolation Pilot Plant 
アメリカ 廃棄物隔離パイロットプ

ラント 

WNA World Nuclear Association 世界原子力協会 

ZC Zangger Committee ザンガー委員会 
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1.  はじめに 

（1） 調査の目的 

内閣府殿は、公的信用付与実施機関（株式会社国際協力銀行及び株式会社日本貿易保険）

からの求めがあった場合に、原子力施設の主要資機材の輸出等に係る公的信用付与に伴う

安全配慮等確認（以下「安全配慮等確認」という。）を適切かつ円滑に行うため、原子力施

設主要資機材の輸出等に係る公的信用付与に伴う安全配慮等確認の実施に関する要綱（2015

年（平成 27 年）10 月 6 日原子力関係閣僚会議決定。以下「実施要綱」という。）別紙の安

全配慮等確認に関する調査票の原案を作成することになっている。内閣府殿が上述等の業

務を適切に行うための知識基盤の整備を図るため、諸外国における原子力関連の安全規制

の整備状況等の事実関係に係る情報を収集・整理する。また、公的信用付与実施機関から実

施要綱に基づき原子力施設主要資機材の輸出等にかかる公的信用付与に伴う安全配慮等確

認について依頼があった場合には、その輸出相手国における実施要綱別紙の安全配慮等確

認に関する調査票原案（案）を作成することを目的とする。また、多くの国が将来的にも原

子力エネルギーを利用する意向があることから、我が国の原子力産業が海外の原子力施設

の主要資機材の輸出等を行う可能性を予め把握するため、諸外国における原子力関連産業

のサプライチェーンの状況を調査し、今後日本からの原子力関連資機材の輸出の可能性を

検討することを目的とする。 

（2） 調査の進め方 

本調査においては、下記ⅰ）の対象国における安全確保等に係る国際的取決めの遵守、国

内制度の整備、発電用原子炉の設置の場合における国際原子力機関（IAEA）による主要な

レビュー受入れ状況等に関する調査を実施した。また、対象国ⅱ）における原子力産業のサ

プライチェーンに関する調査を実施した。 

 

（対象国）ⅰ）イギリス、フランス、アメリカ、インド、トルコ 

ⅱ）アメリカ、フランス、ドイツ、カナダ 

 

なお、対象国ⅰ）については、内閣府原子力政策担当室殿がウェブサイトにて公表してい

る 2016 年度（平成 28 年度）～2022 年度（令和 4 年度）調査結果からの変更点について、

相手国のウェブサイト、文献等による情報収集を実施した。 

対象国ⅱ）については、相手国のウェブサイト、文献等による情報収集を実施したほか、

アメリカについては政府・企業等を対象としてヒアリング調査を実施した。 

 

（3） 業務の内容 

本調査においては、実施要綱に示された調査項目に関連する、以下の情報の収集・整理を

実施した。 
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 1) 調査対象国における国際的取決めの遵守状況 

本項目では、対象国ⅰ）について、国際的取決めとして以下の国際条約について、加盟・

遵守状況を調査した。 

⚫ 「原子力の安全に関する条約」 

⚫ 「使用済燃料及び放射性廃棄物の管理の安全に関する条約」 

⚫ 「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」 

⚫ 「原子力事故の早期通報に関する条約」 

⚫ 「原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約」 

 

なお、調査対象国がこれらの条約を締結している場合は、関連する国内制度の整備状況と

遵守状況を確認し、締結していない場合は、条約の要件に対応する国内制度が整備されてい

るか否かを調査した。 

 2) 対象国における国内制度の整備状況 

本項目では、対象国ⅰ）について、実施要綱に示された調査項目を踏まえ、調査対象国に

ついて、以下の点を調査した。 

⚫ 原子力安全に係る法体系（法律の概要、法体系図、法律（英文及び日本語訳）、原子

力安全に係る基準の概要、日本の法制度との相違等） 

⚫ 原子力損害賠償制度（概要（関係する国際条約等を含む。）） 

⚫ 原子力安全に関する規制当局（当局の有無、体制、組織図、人員、他国との業務提携

の状況等） 

⚫ 総合規制評価サービス（IRRS）の受入れ状況等 

 3) 発電用原子炉の設置の場合における IAEA の実施する主要な評価の受入れ状況及び

IAEAの指摘とそれに対する対応状況 

本項目では、対象国ⅰ）について、実施要綱に示された調査項目を踏まえ、調査対象国が、

IAEA が実施している以下のレビュー等を受け入れているか等について調査した。 

⚫ 統合原子力基盤レビュー（INIR） 

⚫ 立地評価・安全設計レビュー（SEED） 

⚫ 包括的原子炉安全性レビュー（GRSR） 

⚫ 運転安全評価チーム（OSART） 

 

 4) 外部専門家による研究会における検討 

本調査においては、対象国ⅰ）について、外部専門家による研究会を設置し、対象国にお

ける実質的な条約の履行状況、IAEA が実施する IRRS やその他評価サービスの対応状況等

の上記調査項目についての調査結果、履行状況や対応状況、内容と事実関係等の論点につい

て議論を行い、この結果を取りまとめた。 
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 5) 実施要綱別紙の安全配慮等確認に関する調査票原案（案）の作成 

本調査においては、対象国ⅰ）について、実施要綱別紙の安全配慮等確認に関する調査票

１．及び３．を作成した。 

 6) 原子力関連産業のサプライチェーンの実態調査 

対象国ⅱ）について、原子力関連産業におけるサプライチェーンの実態を調査し、以下の

点を取りまとめた。また、日本とアメリカの関係機関等を対象としてヒアリング調査を実施

した。 

⚫ 原子力施設の建設段階、運転段階、廃止措置段階の 3 つの段階におけるサプライチェ

ーンの事業者の把握（原子力資機材、燃料製造から廃止措置事業に係る事業者（製造・

サービス業）について、国名、企業名、炉型、分野、取扱製品、特徴を調査） 

⚫ 国際市場の中での位置づけ（シェア等） 

⚫ 型式・規格にかかる認証制度及び認証サービス業の状況 

⚫ 日本と対象国間の比較 

⚫ 各国のプラント建設計画、日本の関与の可能性 

（4） 調査結果の報告・取りまとめ 

内閣府殿と、調査の進捗等を確認するために、調査の実施期間中、随時報告会を開催した。 

成果報告書（案）は、これらの報告会における確認等も踏まえ作成し、2024 年 2 月 19 日

に内閣府殿に対して最終報告会を実施した。 

成果報告書は、最終報告会にて内閣府殿より受領したコメント、及び第 2 回の研究会にお

いて外部専門家より受領したコメントも踏まえ作成し、2024 年 3 月 11 日に提出した。 
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2.  調査成果の概要 

本節では、対象国ⅰ）で調査対象としたイギリス、フランス、アメリカ、インド、トルコ、

及び日本の 6 カ国について、安全配慮等確認の実施要綱「安全配慮等確認に関する調査票」

で確認が求められている事項に関する情報を整理した。 
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調査成果の概要 

 

項目 イギリス フランス アメリカ 

原子力安全条約 締結 締結 締結 

放射性廃棄物等安全条約 締結 締結 締結 

海洋汚染防止条約 締結 締結 締結 

早期通報条約 締結 締結 締結 

援助条約 締結 締結 締結 

規制当局 原子力規制局（ONR） 原子力安全機関（ASN） 原子力規制委員会（NRC） 

原子力安全を規制する主要

法令 

1965 年原子力施設法、2013 年エネル

ギー法 

環境法典第 5 編第 9 章 1954 年原子力法、1974 年エネルギー

再組織法、10 CFR 等 

原子炉や原子力施設の立地、

設計・建設、運転に関する規

制基準 

1965 年原子力施設法 

2008 年計画法 

原子力施設安全評価原則 2014 等 

環境法典第 5 編第 9 章第 3 節 10 CFR Part 50、Part 51、Part 52 等 

原子力損害賠償制度 パリ条約及びブラッセル補足条約を

締結。1965 年原子力施設法に基づく原

賠制度が存在。 

パリ条約及びブラッセル補足条約を

締結。環境法典第 5 編第 9 章第 7 節に

基づく原賠制度が存在。 

原子力損害の補完的な補償に関する

条約（CSC）を締結。プライス・アン

ダーソン法（PA 法）に基づく原賠制度

が存在。 

受入れ実績のある IAEA レ

ビュー 

IRRS、OSART、GRSR IRRS、OSART、GRSR 総合規制評価サービス（IRRS）、運転

安全評価チーム（OSART）、包括的原

子炉安全性レビュー（GRSR） 
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項目 インド トルコ 日本 

原子力安全条約 締結 締結 締結 

放射性廃棄物等

安全条約 

未締結 締結。2023 年に発効 締結 

海洋汚染防止条

約 

未締結 未締結 締結 

早期通報条約 締結 締結 締結 

援助条約 締結 締結 締結 

規制当局 原子力規制委員会（AERB） 原子力規制庁（NDK） 原子力規制委員会（NRA） 

原子力安全を規

制する主要法令 

1962 年原子力法、2003 年インド電力法、

1986 年環境（保護）法、1948 年工場法等 

原子力規制法 原子炉等規制法等 

原子炉や原子力

施設の立地、設

計・建設、運転に

関する規制基準 

1962 年原子力法、原子力（プラント）規則 

AERB 安全規則「原子力施設の立地評価」 

AERB 安全規則「原子力発電所サイト建設

時の品質保証」 

AERB 安全規則「PHWR の設計と運転に

おける安全面」等 

原子力発電所の安全のための特別原則に

関する規則 

原子力発電所の安全のための設計原則に

関する規則 

原子力発電所のサイトに関する規則 

原子力施設の認可に関する規則 

原子力発電所の建設検査に関する規則 

原子炉等規制法等 

原子力損害賠償

制度 

CSC を締結。国内法として 2010 年に成立

した原子力損害民事責任法（CLNDA）及

び、これに基づく 2011 年原子力損害民事

責任規則により、国内制度を整備。 

パリ条約を締結。原子力規制法がパリ条約

を国内法化するとともに、原子力損害賠償

について規定。 

CSC を締結。 

原子力損害の賠償に関する法律に基づく

原賠制度が存在。 

受入れ実績のあ

る IAEA レビュ

ー 

IRRS、OSART IRRS、統合原子力基盤レビュー（INIR）、

立地評価・安全設計レビュー（SEED）、運

転前 OSART 

IRRS、GRSR、OSART 
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3.  イギリスにおける原子力安全制度の整備状況 

本章では、イギリスにおける原子力安全制度の整備状況について整理する。 

3.1. 原子力発電等の最新状況 

本節では、イギリスにおける前回令和 4 年度調査以降の原子力発電等の最新状況を整理

する。なお、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている条約に関連する動きは

3.2 に、法体系、原子力損害賠償制度、規制当局、輸出管理制度、IAEA の IRRS に関する動

きは 3.3 に、IAEA の INIR、SEED、GRSR 及び OSART に関する動きは 3.4 にまとめている。 

（1） 原子炉の新設に関連する動向 

 1) ヒンクリーポイント C原子力発電所 

イギリスでは 2016 年にヒンクリーポイント C 原子力発電所の建設が決定しており、EDF

エナジー社によって建設が進められている。同発電所は EDF エナジー社の親会社であるフ

ランス電力（EDF）とフランスのアレバ社（当時）の設計による欧州加圧水型炉（ERP）2 基

（出力各 163 万 kW）から成る。また、EDF が 66.5％を、中国広核集団（CGN）が 33.5％を

出資している。2023 年 12 月には 1 号機原子炉建屋の屋根が設置された1。一方、EDF は 2024

年 1 月に工期延長と建設費増加を発表した。EDF のプレスリリースでは工期と費用につい

て 3 つのシナリオaが想定されており、ベースシナリオでは 1 号機の運転開始が 2030 年、プ

ロジェクト総費用が 2015 年価額で 310 億ポンドから 340 億ポンドになるとしている2。 

 2) サイズウェル C原子力発電所計画 

イギリスでは政府と EDF が出資してサイズウェル C 原子力発電所の建設を計画してい

る。同発電所はヒンクリーポイント C 原子力発電所のレプリカとして設計されており、EPR2

基（出力各 163 万 kW）から成る。なお、当初は EDF が 80％を、CGN が 20％を出資してい

たが、2022 年 11 月に政府が 6 億 7,900 万ポンドを直接投資し、CGN に撤退を促したとされ

ている3。その後もイギリス政府による投資は続き、2023 年 7 月には 1 億 7,000 万ポンドの、

同年 8 月には 3 億 4,100 万ポンドの、2024 年 1 月には 13 億ポンドの追加投資が決定された
4,5,6。 

 3) Great British Nuclear 

原子炉新設を支援する政府機関である Great British Nuclear（GBN）は 2023 年 7 月、新設

対象となる小型モジュール炉（SMR）の選定プロセスを開始した7。GBN は 2029 年までに

最終投資決定を下し、2030 年代半ばに運転を開始できるプロジェクトを募集しており、2023

 
a シナリオ 1 では電気機械作業が目標どおり進捗して 1 号機が 2029 年に運開、シナリオ 2（ベースシナリ

オ）ではリスクが顕在化して 1 号機が 2030 年に運開、シナリオ 3 ではさらなるリスクが顕在化して 10 億

ポンドの費用増の上で 1 号機が 2031 年に運開すると見積もられている 
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年 10 月には支援対象の候補としてベンダー6 社を選定した8。GBN は 2024 年春までに支援

対象を決定し、同年夏までに支援契約を締結する計画としている。 

 4) 政府方針 

 イギリス政府は 2024 年 1 月に民生原子力における政府方針として「民生原子力：2050

年へのロードマップ」を公表した9。同ロードマップでは、2030 年から 2044 年までの 5 年

ごとに原子力発電容量 300 万 kW から 700 万 kW 分の新設を決定する目標が掲げられたほ

か、サイズウェル C 原子力発電所に続く大型炉の新設を検討する方針が示された。また、

原子力発電所建設に必要な許認可の一つである開発合意令（DCO）を発給する上での政府の

方針を示す国家政策声明（NPS）を改定する方針が示された。なお、現行の NPS は 2011 年

に策定され、2025 年までの新設を対象としていた。2024 年 1 月には改定に向けたコンサル

テーションが開始され、SMR の建設候補地は従来よりも柔軟に考えられるべきとする方針

等が示されている10。 

（2） 先進炉の開発に関連する動向 

 1) 小型モジュール炉 

2023 年 4 月、ロールス・ロイス SMR 社が開発を進める SMR に対する包括的設計認証審

査（GDA）が第 2 ステップへ移行した11。GDA は規制機関がサイト状況などから独立した

設計の安全性等を評価する制度であり、建設に必須ではないが、事前に規制機関から指摘を

受けることができるため実施が推奨されている。また、同社は 2023 年 10 月に、ウェステ

ィングハウス社と燃料設計の開発に係る契約を締結したことを発表した12。 

2023 年 10 月には先述のとおり、GBN が支援対象の候補としてベンダー6 社を選定した。

選定されたベンダーは、ロールス・ロイス SMR 社、EDF、GE 日立社、ホルテック社、ニュ

ースケール社、ウェスティングハウス（WH）社となっている。GBN は、6 社の中から 2030

年代半ばまでに運転開始する可能性が高いものを 2024 年春に選定し、夏までに支援契約を

締結する予定である。 

 2) 高温ガス炉 

イギリスでは 2030 年代初頭までに高温ガス炉（HTGR）の実証炉を建設する目標を立て、

先進モジュール炉b（AMR）研究開発実証プログラムを実施している。同プログラムは 2022

年 9 月に開始され、2023 年 2 月までフェーズ A が実施された。2023 年 7 月にはフェーズ B

として 3 つのプロジェクトに総額 5,350 万ポンドの支援を提供することが発表された。原子

炉開発の支援対象として、イギリス国立原子力研究所（NNL）と日本原子力研究開発機構

（JAEA）のチームによる、950 度の高温熱利用を目指すプロジェクト、USNC 社による、

HTGR を活用したクリーンな水素と持続可能な航空燃料（SAF）の製造を目指すプロジェク

 
b イギリスでは第 4 世代炉技術を用いたモジュール型の原子炉を先進モジュール炉と呼称している。

（DESNZ, “Advanced Nuclear Technologies”, https://www.gov.uk/government/publications/advanced-nuclear-

technologies/advanced-nuclear-technologies） 
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トが選定された。燃料開発については、被覆粒子燃料プログラム（CPF）ステップ 1 として

NNL と JAEA のチームによるプロジェクトが選定された。フェーズ B は 2025 年 3 月に終

了する13,14。 

（3） 既設炉の運転に関連する動向 

 1) 既設炉の運転延長 

イギリスでは EDF エナジー社によって改良型ガス炉（AGR）8 基と PWR1 基が運転され

ている。このうち AGR8 基は 2028 年までに閉鎖することが決定しており、ヘイシャム 1（2

基）とハートルプール（2 基）は 2024 年に、ヘイシャム 2（2 基）とトーネス（2 基）は 2028

年に運転を終了する計画となっていたが、2023 年 3 月に EDF エナジー社はヘイシャム 1 と

ハートルプールを 2026 年 3 月まで運転延長する方針を発表した15。また、2024 年 1 月には

さらなる運転延長を検討することが発表された16。 

（4） 放射性廃棄物の管理・処分に関連する動向 

 1) 地層処分場サイト選定プロセスにおけるサイト評価 

2023 年 6 月、地層処分事業の実施主体であるニュークリア・ウェイスト・サービス（NWS）

が、4 つの地層処分場（GDF）候補サイト（ミッドコープランド調査エリア、サウスコープ

ランド調査エリア、アラデール調査エリア及びテッドルソープ調査エリア）に対するサイト

評価を開始した17。なお、サイト評価に先立ち、2022 年 8 月にはコープランド沖で船舶を用

いた物理探査が行われていた。2023 年 9 月には、ミッドコープランド調査エリア、サウス

コープランド調査エリア、テッドルソープ調査エリアで 2024 年 3 月まで月 1 回の航空調査

を行うことが発表された18。 

また、NWS は 2023 年 9 月にアラデール調査エリアをサイト選定プロセスから除外する

ことを発表した19。これはサイト評価の結果、GDF の建設に適した岩盤が限られた量しか確

認できなかったことによる。 

 2) 新たな自治体における地層処分場サイト選定プロセスの開始と撤退 

2024 年 1 月に、イーストライディングオブヨークシャー市において地層処分場サイト選

定プロセスを進めるワーキンググループが設置された20。イギリスのサイト選定プロセスで

は、GDF 建設に関心がある者が NWS と初期対話を行い、検討を続けることで合意された場

合、ワーキンググループが設置される。ワーキンググループは地域コミュニティと対話を続

けながら GDF 候補サイトとなる調査エリアの特定を進める。イーストライディングオブヨ

ークシャー市のワーキンググループはサウスホルダーネス GDF ワーキンググループと名付

けられ、イーストライディングオブヨークシャー市議会などが参加している。なお、調査エ

リアが特定されると、ワーキンググループはサイト選定プロセスを前進させる役割を担う

コミュニティパートナーシップに移行する。コミュニティパートナーシップには地元自治

体の参画が必須となっている。 
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2024 年 2 月には、イーストライディングオブヨークシャー市議会がサイト選定プロセス

から撤退することを議決した。同議会のプレスリリースによると、サウスイーストホルダー

ネス地区の議員に対して地元住民から参加への反対意見が寄せられており、同議員が撤退

に関する動議を提出した結果、議会で可決された21。NWS は議会の議決を尊重し、今後はワ

ーキンググループの活動を段階的に縮小するとともに、まだ対応できていない情報提供の

要請に取り組むとしている22。 

3.2. 国際的取決めの遵守状況 

本節では、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている条約について、イギリ

スの遵守状況等を整理する。 

3.2.1 イギリスの国際的取決め遵守の概況 

イギリスについて、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている条約の国内

発効日や遵守状況は、以下に整理するとおりである。 

 

条約名 国内発効日 遵守状況 

原子力安全条約 1996 年 10 月 24 日 ⚫ 締約国会議に参加している。 

⚫ 検討会合の報告において、重大な問

題がある旨の報告はされていない。 

⚫ 国別報告書を提出している。 

放射性廃棄物等安全条約 2001 年 6 月 18 日 ⚫ 締約国会議に参加している。 

⚫ 国別報告書を提出している。 

⚫ 関連する国内制度を整備している。 

海洋汚染防止条約 1975 年 12 月 17 日 ⚫ 関連する国内制度を整備している。 

早期通報条約 1990 年 3 月 12 日 ⚫ 両条約が規定する早期通報や援助

体制を整備・維持している。 援助条約 1990 年 3 月 12 日 

 

3.2.2 国際的取決めに関する国内制度、前回調査以降の変更点 

以下に、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている条約に関する国内制度

や前回調査以降の動き等を整理する。 

（1） 原子力安全条約 

原子力安全条約第 8、9 回合同締約国会議が 2023 年 3 月に開催された。第 8 回締約国会

議は 2020 年 3 月に開催される予定であったが、COVID-19 による感染症のため、第 8、9 回

合同締約国会議として開催された。同会議の要約報告書によると、イギリスは第 8 回、第 9

回それぞれのための国別報告書を提出し、他国から書面で提出された質問に回答している。

またイギリスは、同会議に参加している23。 

原子力安全条約の第 8、9 回合同締約国会議に向け、イギリスは 2022 年 8 月付けの第 9 回
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国別報告書を作成した24。同報告書によれば、第 8 回レビュー会議の代わりに作成されたカ

ントリーレビュー報告書草案では、イギリスにおける課題として、以下の 4 点が特定され

た。 

① 黒鉛の質量減損と亀裂などの高経年化した改良型ガス炉（AGR）に係る規制 

② EU 離脱に伴う原子力安全規制に関する懸念や課題 

③ ユーラトム離脱前に国内の保障措置体制を整備すること 

④ AGR の腐食と黒鉛ブロックの亀裂の管理 

 

第 9 回国別報告書によれば、①に関してはセクション C（条文ごとの報告）の項目 6（既

存の原子力施設）、項目 7（法規制の枠組み）及び項目 14（安全性の評価と検証）において、

安全性評価やプラントの更新、規制における取組が示されている。また、これらの取組が

AGR 閉鎖まで継続される日常的業務であることから、本課題は解決されると示されている。

②に関してはセクション C の項目 7 及び項目 13（品質保証）において、EU 離脱後も EU の

法律が適用される北アイルランドを除き、原子力安全に関連する EU の法律は全てイギリス

の国内法として移管されるか、継続して適用されるように修正されたと示されている。また、

既にイギリスは EU から離脱していることから、本課題は解決されると示されている。③に

関してはセクション C の項目 7 及び項目 8（規制機関）において、2018 年原子力保障措置

法などの制定を通じて、原子力規制局（ONR）を保障措置実施機関とする国内制度が確立さ

れたことが示されている。また、既にイギリスは EU から離脱し、新たな保障措置実施体制

が確立されていることから、本課題は解決されると示されている。④に関して、腐食以外は

①と重複する課題として扱われている。④で特に課題とされている腐食に関しては、セクシ

ョン C の項目 14 において、ONR が事業者の腐食管理に関する取組の妥当性を定期的に監

視していることが示されている。 

（2） 放射性廃棄物等安全条約 

イギリスでは 2001 年 6 月 18 日に本条約が発効した25。イギリスの第 7 回放射性廃棄物安

全条約国別報告書によれば26、同国は適切に国内制度を整備し条約を遵守している。なお、

前回調査以降、新たに公表された国別報告書はない。 

（3） 海洋汚染防止条約 

イギリスは海洋汚染防止条約の締約国であり、1975 年に発効している27。イギリスでは、

海洋汚染防止条約を国内で履行するために 1985 年食料・環境保護法が制定されている28。

また、イングランドとウェールズでは 2009 年海洋・沿岸アクセス法において、海洋投棄を

含む海洋上での活動について許認可の取得を求めている29。イギリスでは運輸省傘下の海事

沿岸警備庁（MCA）が海洋汚染防止に関する活動を行っている30。 

（4） 早期通報条約及び援助条約 

イギリスは早期通報条約及び援助条約を締結しており、ともに 1990 年 3 月 12 日に発効

している31,32。早期通報条約による責務を履行するために、イギリスは原子力事故及び放射

線緊急事態における政府主管部局（LGD）としてエネルギー安全保障・ネットゼロ省（DESNZ）
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を指定しているc。イギリスの原子力施設で緊急事態が発生した場合、DESNZ は早期通報条

約に基づき、IAEA 等に事故に関する情報を通知する。イギリス外で緊急事態が発生した場

合、DESNZ は緊急時オペレーションセンターによって情報を受信し、速やかに関係当局と

情報共有を行う。また、イギリスは緊急時対応援助ネットワーク（RANET）のメンバーで

あり、緊急事態発生時の援助を支援している 24。 

3.3. 国内制度の整備状況 

本節では、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている項目のうち、法体系、

原子力損害賠償制度、規制当局、輸出管理制度、及び IAEA の IRRS に関する情報を整理す

る。 

3.3.1 原子力安全に関する法体系 

（1） 原子力発電所の原子力安全規制に関する法体系 

イギリスにおける原子力安全規制に関する法体系は、立法（議会制定法）及び二次立法（一

次立法による委任に基づく制定規則）で構成されている。基本法は 1965 年原子力施設法で

あり、同法に基づき、原子力サイトに対して原子力サイト許可（NSL）が発給される。NSL

は当該サイトの供用期間を通じて発行されるものであり、建設、運転、廃止措置等の供用期

間中の様々なフェーズや、これらの期間中に策定・行使するセーフティケースや供用期間中

に実施する定期安全レビュー等については、NSL に付随する許可条件（LC）に基づき、原

子力規制局（ONR）による規制監督が実施される。なお、イギリスにはイングランド、ウェ

ールズ、スコットランド、北アイルランドの各カントリー政府が存在するが、1965 年原子

力施設法はいずれのカントリーにも適用される。ただし、スコットランド内の施設に適用す

る場合はスコットランド大臣への相談が義務付けられており、北アイルランド内の施設に

適用する場合は所管省庁大臣ではなく北アイルランド大臣が判断を下す。 

LCに基づく規制監督に際してONRは、安全評価等の原則を示した安全評価原則（SAPs）、

さらにその解釈について ONR 検査官向けガイドである技術評価指針（TAG）、検査時に参

照すべきガイドである技術検査指針（TIG）を策定しており、実際に規制活動はこれらのガ

イド類も参照して実施される。 

主な一次立法及び二次立法は以下のとおりである。 

○一次立法 

⚫ 1965 年原子力施設法 

⚫ 1974 年労働安全衛生法 

⚫ 2013 年エネルギー法 

○二次立法 

⚫ 1999 年労働安全衛生管理規則 

⚫ 1999 年原子炉規則（廃止措置に関する環境影響評価） 

 
c 2022 年 8 月付けの原子力安全条約第 9 回国別報告書では LGD としてビジネル・エネルギー・産業戦略

省（BEIS）が指定されているとなっているが、BEIS は 2023 年 2 月に再編され、それ以降の原子力行政は

DESNZ に引き継がれたため、LGD も DESNZ に引き継がれたと考えられる。 
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⚫ 2001 年放射線緊急事態に対する準備及び情報公開規則（REPPIR） 

⚫ 2016 年環境許可（イングランド及びウェールズ）規則 

⚫ 2017 年電離放射線規則 

（2） 前回調査以降の変更点 

上に列挙した 8 件の法律等について、令和 4 年度に実施された前回調査以降では、1965

年原子力施設法、1974 年労働安全衛生法、2013 年エネルギー法、2016 年環境許可（イング

ランド及びウェールズ）規則が改正された33,34,35,36 。これらの改正のうち、原子力安全に関

連する変更について整理する。 

 1) 1965年原子力施設法に関する変更 

1965 年原子力施設法は、2023 年エネルギー法及び 2022 年司法審査及び裁判所法（治安判

事裁判所の判決権限）に関する 2023 年規則によって改正されている。2023 年エネルギー法

による改正では、核融合炉施設が NSL の対象外となること、原子力サイトの定義に領海内

又は領海海底地下に位置するサイトを含むこと等が定められた。なお、原子力サイトの定義

が変更された背景には、GDF を海底地下に建設することに対して関心が寄せられているこ

とが挙げられ、本改正は、海底地下に位置する GDF も 1965 年原子力施設法に基づいて対応

できると保証することを意図している37。 

 2) 2013年エネルギー法 

2013 年エネルギー法は、2023 年エネルギー法、2022 年司法審査及び裁判所法（治安判事

裁判所の判決権限）に関する 2023 年規則及び 2023 年 EU 法（失効及び改正）法（結果的改

正）に関する 2023 年規則によって改正されている。2023 年エネルギー法による改正では、

関連原子力サイトの定義として領海内又は領海下に位置するサイトを含むこと等が定めら

れた。 

3.3.2 原子力損害賠償制度 

原子力分野における損害賠償に関する国際条約については、経済協力開発機構（OECD）

の後援の下で採択された「原子力の分野における第三者責任に関する条約」（以下、パリ条

約）と、IAEA の後援の下で採択された「原子力損害の民事責任に関するウィーン条約」（以

下、ウィーン条約）が世界的な原子力損害賠償制度の全体的枠組みを形成している。このう

ち、パリ条約は、1960 年に採択された後、補足条約や追加議定書の採択などにより、その

枠組みの強化が図られてきた。1963 年 1 月には、ほとんどのパリ条約締約国がパリ条約を

補完するブラッセル補足条約を採択した。ブラッセル補足条約は公的資金及び締約国拠出

金による損害賠償共同基金制度の導入により、パリ条約の下で規定される運営者責任額を

超える賠償を補償する追加資金の仕組みを整備しており、1974 年 12 月 4 日に発効した。な

お、パリ条約及び改正ブラッセル補足条約はその後の改正で、ともに最新のものは 2022 年

1 月 1 日に発効している。この両条約における最新の改正は、被害者に対する補償額の増額

等を図るものである。一方ウィーン条約は 1963 年に採択されて以降、改正の必要性を指摘
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されながらもそれを行うことなく、その枠組みを維持してきた。しかしながら、1986 年 4 月

に発生したチョルノービリ（チェルノブイリ）事故を直接の契機として、ウィーン条約の改

正が喫緊の課題として認識され、その改正作業が IAEA において開始され、1997 年 9 月 12

日に「原子力損害の民事責任に関するウィーン条約改正議定書」（以下、この議定書により

開催されたウィーン条約を「改正ウィーン条約」という）及び「原子力損害の補完的な補償

に関する条約」（CSC）が採択されるに至った。改正ウィーン条約は 2003 年 10 月 4 日に、

CSC は 2015 年 4 月 15 日に発効している。なお、1988 年にはパリ条約とウィーン条約との

連携により被害者救済措置の地理的範囲の拡大を図ることを目的としたジョイントプロト

コールが採択され、1992 年 4 月 27 日に発効している38,39。 

表 3-1 に、イギリスのほか、安全配慮調査の対象となっているフランス、アメリカ、イン

ド、トルコの原子力損害賠償に関する国際条約の締結状況を整理する40。 
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表 3-1 調査対象国の原子力損害賠償に関する国際条約の締結状況（〇:締結 ×:未締結） 

条約等の名称（発効日） イギリス フランス アメリカ インド トルコ 

パリ条約 

（1968 年 4 月 1 日） 
〇 〇 × × 〇 

改正パリ条約 

（2022 年 1 月 1 日） 
〇 〇 × × 〇 

改正ブラッセル補足条約 

（2022 年 1 月 1 日） 
〇 〇 × × × 

ウィーン条約 

（1977 年 11 月 12 日） 
×d × × × × 

改正ウィーン条約 

（2003 年 10 月 4 日） 
× × × × × 

ジョイントプロトコール 

（1992 年 4 月 27 日） 
×e 〇 × × 〇 

原子力損害の補完的な補償に 

関する条約（CSC） 

（2015 年 4 月 15 日） 

× × 〇 〇 × 

各条約の英語名称等 

パリ条約：Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy 

改正パリ条約：パリ条約の”PROTOCOL TO AMEND THE CONVENTION ON THIRD 

PARTY LIABILITY IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY OF 29 JULY 1960, AS 

AMENDED BY THE ADDITIONAL PROTOCOL OF 28 JANUARY 1964 AND BY THE 

PROTOCOL OF 16 NOVEMBER 1982”による改正 

改正ブラッセル補足条約：CONVENTION OF 31 JANUARY 1963 SUPPLEMENTARY 

TO THE PARIS CONVENTION OF 29 JULY 1960, AS AMENDED BY THE 

ADDITIONAL PROTOCOL OF 28 JANUARY 1964, BY THE PROTOCOL OF 16 

NOVEMBER 1982 AND BY THE PROTOCOL OF 12 FEBRUARY 2004 

ウィーン条約：Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage 

改正ウィーン条約：ウィーン条約の”Protocol to Amend the Vienna Convention on Civil 

Liability for Nuclear Damage”による改正 

ジョイントプロトコール：Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna 

Convention and the Paris Convention 

CSC：Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage 

 

イギリスはパリ条約及びブラッセル補足条約の締約国であり、改正パリ条約、改正ブラッ

 
d イギリスは、ウィーン条約に署名しているが、ウィーン条約はイギリスで発効していない。 

e イギリスは、ジョイントプロトコールに署名しているが、ジョイントプロトコールはイギリスで発効し

ていない。 



22 

 

セル補足条約に依拠した原子力損害賠償制度を定めている。 

イギリスにおける原子力損害賠償制度は、1965 年原子力施設法により構築されており、

2016 年原子力施設（損害賠償責任）命令による同法の改正を通じて、改正パリ条約及び改

正ブラッセル補足条約に依拠した原子力損害賠償制度を定めている41。イギリスの原子力損

害賠償制度では、事業者が 7 億ユーロまで措置した上で、それを超える分は 1 年ごとに 1

億ユーロ増加し、最大 12 億ユーロまでが事業者による措置となる。12 億ユーロを超える場

合は 3 億ユーロまでがブラッセル補足条約による拠出金で措置され、さらにそれを超える

場合は、国会の議決の範囲内で政府が補償する。 

3.3.3 原子力安全に関する規制当局 

（1） イギリスにおける原子力安全に関する規制当局の概要 

イギリスにおける原子力安全の規制当局は ONR である。ONR は 2013 年エネルギー法に

よって設置された。同法 67 条によれば、ONR の役割は、原子力安全、原子力施設における

健康と安全、核セキュリティ、保障措置、核物質輸送時安全を確保することとなっている。

ONR は許認可及び執行機関として、これらの役割を達成するための権限を有する。イギリ

スでは、1965 年原子力施設法が核物質や原子力施設の開発と規制について規定しており、

同法第 1 条では規制当局による許認可を得ずに原子力施設等を建設、運転することを禁じ

ている。原子力施設に対する許認可である NSL は、同法 3 条～6 条に基づいて ONR が発給

する。ONR は 2013 年エネルギー法 74 条に基づき原子力に関する規制要件を定める権限を

有しており、具体的な規制要件を定めている。なお、2013 年エネルギー法の ONR に関する

規定はいずれのカントリーにも適用されている。 

また、環境影響に関する規制当局として、イングランドにおいては環境規制機関（EA）、

ウェールズにおいては天然資源ウェールズ（NRW）、スコットランドにおいては環境保護

局（SEPA）、北アイルランドにおいては環境省（DoENI）が管轄権限を有している。これら

の環境規制当局は連携しながらも、所管地域ごとにそれぞれ独自に規制を実施している。原

子力施設の建設や放射性廃棄物処分では、ONR による許可に加えて、環境規制当局による

環境許可が必要となる。なお、GDA では ONR による審査と、EA 及び NRW による審査が

実施される42。 

（2） 前回調査以降の変更点 

ONR が原子力安全規制を管轄する体制や、その組織体制等に大きな変更はないが、ONR

の最新の組織・体制、予算や人員数を以下にまとめる。 

 1) 組織・体制 

ONR の規制部門を以下に示す。民生原子力セキュリティ・保障措置部門、新規建設部門、

運転中施設部門、セラフィールド・廃止措置・燃料・廃棄物部門、技術部門からなる 5 部門

構成に大きな変更はない。 
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図 3-1 ONR規制部門の組織図（2023年 12月時点） 

出所）ONR ウェブサイトより引用 

https://www.onr.org.uk/documents/onr-regulatory-structure.pdf（2024 年 2 月 19 日閲覧） 

 

 2) 予算規模及び人員 

ONR の直近 3 年間の予算規模の推移を以下に示す。予算規模は微増傾向にある。 

 

表 3-2 ONRの予算規模の推移 

（単位：万ポンド） 

 2020 年度 2021 年度 2022 年度 

予算 9,190 9,510 9,730 

支出実績 9,650 8,710 9,330 

出所）ONR “ Annual Report and Accounts 2020/21”、 ONR “ Annual Report and Accounts 2022/23”に基づきエ

ム・アール・アイ リサーチアソシエイツにて作成 

https://www.onr.org.uk/documents/2023/onr-annual-report-and-accounts-2022-23.pdf 

https://www.onr.org.uk/documents/2021/onr-annual-report-and-accounts-2020-21.pdf 

 

ONR の直近 3 年間の職員数の推移を以下に示す。職員数に大きな変動はない。 
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表 3-3 ONRの職員数の推移 

（単位：FTE（フルタイム換算人員）） 

 2020 年度 2021 年度 2022 年度 

合計 621 634 646 

出所）ONR “ Annual Report and Accounts 2020/21”、 ONR “ Annual Report and Accounts 2022/23”に基づきエ

ム・アール・アイ リサーチアソシエイツにて作成 

https://www.onr.org.uk/documents/2023/onr-annual-report-and-accounts-2022-23.pdf 

https://www.onr.org.uk/documents/2021/onr-annual-report-and-accounts-2020-21.pdf 

 

 3) 最近の動向 

近年 ONR は SMR などの革新炉への対応を進めている。2023 年 1 月には、SMR と AMR

の審査に関するベストプラクティスの共有を目的として、カナダ原子力安全委員会（CNSC）

と協力覚書を締結した43。2023 年 2 月には、2023 年 6 月に期限を迎えるフランス原子力安

全機関（ASN）との協力協定を 5 年間延長することに合意した44。ONR ウェブサイトによれ

ば、この協定延長に関する二国間会合においても、AMR に関する知見の交換が行われた。

これらの国際協力に加えて、前述のとおり、2023 年 4 月にロールス・ロイス SMR の GDA

が第 2 ステップへ移行した。 

3.3.4 原子力資機材の輸出管理制度 

（1） イギリスにおける原子力資機材の輸出管理の概要 

イギリスは核兵器不拡散条約、化学兵器禁止条約及び生物兵器禁止条約を締結している

ことに加え、NSG、ZC、MTCR、AG 及び WA といった主要な国際輸出レジームにすべて加

入している45。デュアルユース品目に関連する輸出管理等について、EU 輸出管理規則

（Council Regulation(EC)No 428/2009）に基づく国内制度として、リスト規制、キャッチオー

ル規制を行っている。国内法としては、輸出管理法 2002（Export Control Act 2002）及び本

法律の施行令である輸出管理令 2008（Export Control Order 2008）が存在する。2020 年末に

イギリスが EU から離脱したことに伴い、イギリスから EU 向け輸出、EU からイギリス向

け輸出それぞれについて 2021 年 1 月 1 日以降に発行された新たなライセンス登録が必要と

なる46。 

（2） 前回調査以降の変更点 

前回調査以降、イギリスにおける原子力資機材の輸出管理制度に大きな変更はない。 

3.3.5 IAEAの評価サービス IRRSの受入れ状況等 

イギリスは 2006 年、2009 年、2019 年に IRRS ミッションを受け入れ、また、2013 年

と 2024 年にはフォローアップミッションを、2014 年にはエキスパートミッションを受け

入れている47。2014 年の IRRS エキスパートミッション報告書によれば、同国は IRRS ミ
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ッションの指摘事項に対して、ONR における人材戦略やコミュニケーション戦略の策定、

放射性廃棄物管理や廃止措置に関する要求文書の改訂といった対応を行っている48。また、

2019 年の IRRS ミッションに対する政府見解書によれば、対応が計画中であり、次回のフ

ォローアップミッションで対応の進捗を報告する意向である49。 

2024 年 1 月 22 日から 29 日にかけて実施されたフォローアップミッションでは、2019

年の IRRS ミッションで指摘された 24 件の勧告と 19 件の提案の内、それぞれ 19 件と 10

件が解決したとされている50。IAEA ウェブサイトによると、イギリスは包括的な放射線安

全グループの設立や、EA による新たな放射性物質規制実施計画プロセスの導入などを実施

した。なお、報告書はミッション終了から約 3 か月後にイギリス政府へ提出される予定で

あり、2024 年 2 月時点では公開されていない。 

3.4. IAEAの実施する主要な評価サービスの受入れに係る状況 

本節では、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている IAEA の評価サービス

のうち、INIR、SEED、GRSR 及び OSART の受入れ状況等を整理する。 

（1） IAEAの評価サービス INIRの受入れ状況等 

IAEA によれば、イギリスは INIR を受け入れていない 47。なお、INIR は加盟国におけ

る原子力発電導入のための国のインフラの状況を評価するものであり、初回は 2009 年に実

施されたが51、イギリスでは INIR の実施より前に原子力発電が導入されている。 

（2） IAEAの評価サービス SEEDの受入れ状況等 

イギリスは SEED を受け入れていない 47。なお、SEED の初回は 2015 年に実施された

のに対し、イギリスでは 2016 年にヒンクリーポイント C 原子力発電所の建設が決定され

ているが、原子力発電所の立地候補地を示す国家政策声明f（NPS）は SEED 開始前の 2011

年に発行されている52。 

第 9 回原子力安全条約国別報告書のセクション C 項目 17 で、立地に関する IAEA 安全

要件と原子力発電所に特化した広範な支援指針は、立地と安全性を評価する中で取り扱わ

れると記載されていることから、適切な選定作業と規制監督を行っていると考えられる 24。 

（3） IAEAの評価サービス GRSRの受入れ状況等 

IAEA によれば、イギリスは 2008 年に ACR1000、AP1000、高経済性単純化沸騰水型原

子炉（ESBWR）、EPR を対象とした GRSR を受けている53。また、ONR と EA は、サイ

ト状況などから独立した設計の安全性等を評価する制度として、包括的設計認証審査（GDA）

を実施している。GDA の申請は DESNZ に対して行われ、DESNZ が ONR と EA に実施

を要請することで GDA が開始される。表 3-4 は、GDA の実施状況について整理したもの

 
f 2008 年計画法により、イギリスでは原子力発電所のような国家的に重要なインフラプロジェクトを実施

するためには政府から開発合意令（DCO）の発給を受ける必要がある。NPS は DCO の対象となるプロジ

ェクトに関する国家政策を事前に示しておくものであり、予め設定された基準に基づき、8 つの建設候補

地が示されていた。 
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である54。 

 

表 3-4 GDAの実施状況 

設計の名称 申請者 ステータス 

欧州加圧水型炉（EPR） EDF 社・アレバ社 2012 年 12 月に発給 

AP1000 ウェスティングハウス社 2017 年 3 月に発給 

改良型沸騰水型原子炉（ABWR） 日立 GE 社 2017 年 12 月に発給 

HPR1000 GNS 社 2022 年 2 月に発給 

ロールス・ロイス SMR ロールス・ロイス SMR 社 2022 年 4 月に審査開始 

SMR-300 ホルテックインターナショナル社 実施要請中 

BWRX-300 GE 日立社 実施要請中 

出所）ONR ウェブサイト “ Assessment of reactors”に基づきエム・アール・アイ リサーチアソシエイツに

て作成 https://www.onr.org.uk/new-reactors/assessment.htm 

 

（4） IAEAの評価サービス OSARTの受入れ状況等 

表 3-5 に、IAEA の情報に基づきイギリスで実施された OSART ミッション及びフォロー

アップミッションの状況を整理する 47。2023 年 10 月 2 日から 19 日にかけてヘイシャム 2

原子力発電所で OSART ミッションが実施されたが、報告書はまだ公開されていない。 

 

表 3-5 イギリスで実施された OSARTミッション 

発電所名 ミッションの種類 開始月 

オールドベリー OSART ミッション 1989 年 1 月 

オールドベリー フォローアップミッション 1990 年 10 月 

サイズウェル OSART ミッション 1992 年 8 月 

サイズウェル フォローアップミッション 1994 年 2 月 

ハンターストン OSART ミッション 1994 年 4 月 

ハンターストン フォローアップミッション 1997 年 10 月 

サイズウェル B OSART ミッション 2015 年 10 月 

サイズウェル B フォローアップミッション 2017 年 4 月 

トーネス OSART ミッション 2018 年 2 月 

トーネス フォローアップミッション 2019 年 9 月 

ヘイシャム 2 OSART ミッション 2023 年 10 月 

出所）IAEA “Peer Review and Advisory Services Calendar”に基づきエム・アール・アイ リサーチアソシエイ

ツにて作成 

https://www.iaea.org/services/review-

missions/calendar?type=3166&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&location=3551&status=All 
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4.  フランスにおける原子力安全制度の整備状況 

本章では、フランスにおける原子力安全制度の整備状況について整理する。 

4.1. 原子力発電等の最新状況 

本節では、フランスにおける前回令和 4 年度調査以降の原子力発電等の最新状況を整理

する。なお、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている条約に関連する動きは

4.2 に、法体系、原子力損害賠償制度、規制当局、輸出管理制度、IAEA の IRRS に関する動

きは 4.3 に、IAEA の INIR、SEED、GRSR 及び OSART に関する動きは 4.4 にまとめている。 

（1） 原子炉の新設に関連する動向 

 1) ASNは EPR1200の安全文書に対する見解を表明 

2023 年 2 月、原子力安全機関（ASN）が EPR1200（国外向けの中容量 EPR）の安全文書

に対し、EPR2 レベルの安全性を担保できていると評価した。EDF はチェコの電力会社 CEZ

が 2022 年 3 月に発表した中型炉の入札に応じるため、EPR1200（1,200MW）の開発を進め

ている。この安全文書は、輸出原子炉の安全性を規定する環境法第 L.592-28-1 条に基づいて

発行されたもので、同条では輸出原子炉がフランス国内と同等の安全規則を遵守している

か ASN が調査することを規定している55。 

 2) 既存サイトでの EPR2増設を加速化させる法律の制定 

2023 年 6 月「既存の原子力発電所周辺での新規原子炉の建設及び既存炉の運転継続に係

る手続の迅速化に関する法律第 2023-491 号」を制定。既存サイトでの EPR2 増設における

行政手続の簡素化（20 年間の措置）などによる建設期間短縮が可能となる56。 

 3) フラマンヴィル 3号機の運転認可に係るパブリックコンサルテーションの実施 

EDF はフランス環境法典第 593-30 条に基づき、2021 年 6 月 ASN に対しフラマンヴィル

3 号機を稼働させる認可を申請している。これを受け 2023 年 6 月 5 日から 2023 年 9 月 15

日に公開協議が行われ、ASN ウェブサイト上で EDF の申請書類が公開された。申請書には

安全報告書、運転規則、廃炉・解体計画、緊急時対応やリスクに関する調査書が含まれるて

おり、追加情報や行政手続に関する情報を、ASN に問い合わせることも可能とした57。 

（2） 既設炉の運転に関連する動向 

 1) ASNは応力腐食割れ管理戦略への見解を表明 

2021 年 10 月シボー1 号機で一次冷却系の溶接部に応力腐食割れ（SCC）を確認。他の原

子炉も検査したところ、複数の原子炉で同様の現象が見られた。2022 年 12 月 EDF は ASN

に対し 2025 年までの SCC リスクに関する全原子炉の点検・補修計画を提出するも、その後
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パンリー1 号機でより深刻な欠陥が見付かり、計画を見直し。2023 年 3 月に EDF は溶接部

の点検強化を含む計画書を再提出しており、2023 年 4 月 ASN はこれを承認。優先度の高い

溶接部の点検が 2024 年第 1 四半期に終了するほか、安全注入系と余熱除去系の溶接部点検

の前倒しが規定されている58。また EDF は、2023 年 1 月より最新の超音波技術を用いた応

力腐食割れの検査を、点検内容に盛り込んでいる59。 

 2) ASNは長期運転の技術的問題に関し見解を提示 

2023 年 6 月、多年度エネルギー計画（PPE）改訂に向けた準備作業の一環として、政府に

よる要請を受け、ASNは原子炉の 50年超運転ついて、技術的問題に関する見解を提示した。

ASN は通常、5 回目の定期安全レビュー（PSR）で 50 年超運転の可否を判断するが、PPE 改

定に向けそれ以前での見解が必要と政府が判断したもの。ASN が 2026 年末に 60 年超運転

の可否を決定できるよう、EDF に暫定的見解の検証を要請。また優先的に分析すべき技術

的事項として、特定の配管の技術的耐久性や、クルアス原子力発電所近郊で 2019 年 11 月

に発生した地震の影響に加え、地球温暖化や核燃料サイクルについても考慮するよう求め

ている60。 

 3) ASNはトリカスタン 1号機の 40年超運転を承認 

2023 年 8 月、ASN はトリカスタン 1 号機に対し、第 4 回 PSR の審査結果として、今後 10

年の運転継続が可能との見解を発表した。国内初の 40 年超運転が可能となる。EDF は 2019

年に実施された PSR の結果から安全性向上策を提出。2022 年 1 月 13 日から 2 月 14 日に行

われた公開諮問委員会では肯定的な見解が示されていた。また ASN は運転継続に係る追加

要件として、地震リスクや猛暑への考慮を提示するよう求めている61。 

（3） 先進炉の開発に関連する動向 

 1) 2023年 9月、ASN はフィンランド当局、チェコ当局と小型モジュール炉に関する合同

検討会の第 1段階を実施 

2023 年 9 月、ASN がフィンランド当局（STUK）、チェコ当局（SUJB）と共同で、フラ

ンス国産 SMR の NUWARD の安全性に関する検討結果を発表。ASN 主導で行われた同検討

会は初の試みで、各規制当局の要件・実務・経験などを比較し、より標準化されたモジュー

ル炉開発のためのデータを NUWARD 社と共有した。また規制当局が SMR の設計について

早い段階で理解を深めることで、規制上及び技術上の主な課題を予測することも可能とな

った。この取り組みは拡大しており、2023 年 12 月にもその第 2 段階をスウェーデン（放射

線安全機関（SSM））、ポーランド（原子力庁（PAA））、オランダ（原子力安全放射線防

護庁（ANVS））の規制当局を加え継続している。第 2 段階では新たな技術的検討を進める

ほか、第 1 段階からのフィードバックを、どのように NUWARD が設計に反映させるかにつ

いても議論する62,63。 
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 2) ジュール・ホロヴィッツ多目的試験炉への投資継続を承認 

フランス原子力・代替エネルギー庁（CEA）は 2007 年より、カダラッシュでジュール・

ホロヴィッツ多目的試験炉を建設中である。熱出力は最大 100MW で、燃料・材料の照射実

験及びラジオアイソトープ製造を目的とする。当初の予算は約 5 億ユーロ、2014 年の運転

開始を予定していたが、建設期間の長期化と費用増大の問題を抱えている。これに対して

2023 年 7 月の原子力政策審議会でマクロン大統領は、同試験炉への投資継続を承認してお

り、2032 年から 2034 年の運転開始を目指すとした64。 

（4） 放射性廃棄物の管理・処分に関連する動向 

 1) 放射性廃棄物管理機関（ANDRA）が放射性廃棄物の地層処分場（Cigéo）設置許可を申

請 

2023 年 1 月、放射性廃棄物管理機関（ANDRA）が放射性廃棄物の地層処分場（Cigéo）設

置許可申請書を提出した。Cigéo は同国東部ビュール（ムーズ県／オート=マルヌ県）に建

設予定で、地下 500m に、83,000m3（MA-VL 廃棄物が 73,000m3、HLW 廃棄物が 10,000m3）

の中・高レベル廃棄物を 100 年以上にわたり処分可能とする。1991 年より研究開発が進め

られていた同プロジェクトの建設開始は 2027 年頃で、総工費は約 250 億ユーロを予定して

いる。ASN は、IRSN などの専門家による技術協力を含む約 30 カ月にわたる審査の後、地

方自治体を含む関係当局に意見を求め、その後 2026 年にはパブリックコンサルテーション

を予定している65。 

（5） その他 

 1) 原子力安全機関（ASN）と放射線防護・原子力安全研究所（IRSN）の統合法案を発表 

2023 年 12 月フランス政府は、原子力安全機関（ASN）と放射線防護・原子力安全研究所

（IRSN）の統合法案を発表した。同様の統合案は 2023 年 6 月にも審議されたが、規制組織

改革の必要性に対する根拠が不十分として、議会で否決されていた。法案により政府は、原

子力安全・放射線防護機関（ASNR）を設立し、プロセスの効率化や、国民に対する透明性

の向上に加え、人的リソースの強化などを目指すとしている66。 

4.2. 国際的取決めの遵守状況 

本節では、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている条約について、フラン

スの遵守状況等を整理する。 

4.2.1 フランスの国際的取決め遵守の概況 

フランスについて、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている条約の国内

発効日や遵守状況は、以下に整理するとおりである。 
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条約名 国内発効日 遵守状況 

原子力安全条約 1996 年 10 月 24 日 ⚫ 締約国会議に参加している。 

⚫ 検討会合の報告において、重大な問

題がある旨の報告はされていない。 

⚫ 国別報告書を提出している。 

放射性廃棄物等安全条約 2001 年 6 月 18 日 ⚫ 締約国会議に参加している。 

⚫ 国別報告書を提出している。 

⚫ 関連する国内制度を整備している。 

海洋汚染防止条約 1977 年 3 月 5 日 ⚫ 関連する国内制度を整備している。 

早期通報条約 1989 年 4 月 6 日 ⚫ 両条約が規定する早期通報や援助

体制を整備・維持している。 援助条約 1989 年 4 月 6 日 

 

4.2.2 国際的取決めに関する国内制度、前回調査以降の変更点 

以下に、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている条約に関する国内制度

や前回調査以降の動き等を整理する。 

（1） 原子力安全条約 

原子力安全条約第 8、9 回合同締約国会議が 2023 年 3 月に開催された。第 8 回締約国会

議は 2020 年 3 月に開催される予定であったが、COVID-19 による感染症のため、第 8、9 回

合同締約国会議として開催された。同会議の要約報告書によると、フランスは第 8 回、第 9

回それぞれのための国別報告書を提出し、他国から書面で提出された質問に回答している。

またフランスは、同会議に参加している67。 

（2） 放射性廃棄物等安全条約 

フランスでは 2001 年 6 月 18 日に本条約が発効した68。フランスの第 7 回放射性廃棄物安

全条約国別報告書によれば69、同国は適切に国内制度を整備し条約を遵守している。 

（3） 海洋汚染防止条約 

フランスは海洋汚染防止条約の締約国であり、同条約は同国において 1977 年に発効して

いる70。また、関連する国内制度を整備している。国際海事機関（IMO）の条約ステータス

情報より、フランスが同条約に加盟していることを確認した 70。国内体制としては、環境法

典第 2 編第 1 章第 8 節第 3 款（L218-42 条～L218-58 条）において、本条約の遵守を明記

し海洋水域、水路における投棄による汚染を禁止している71。 

（4） 早期通報条約及び援助条約 

フランスは早期通報条約及び援助条約を締結しており、ともに 1989 年 4 月 6 日に発効し
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ている72,73。またフランスは放射線緊急事態における迅速な情報交換に関する Euratom の決

定を 1987 年 12 月 14 日に適用している。早期通報条約及び Euratom の決定は 2005 年 5 月

30 日の省庁間指令で規定されており、同指令では ASN を管轄国家機関に指定している74。

早期通報条約によるフランスの責務を履行するため、ANS は IAEA と欧州連合（EU）に対

して、国内の商用原子力発電所で重大な事故が発生した場合速やかに通報を行うことにな

っている。援助条約に関しては 2005 年 11 月 30 日の省庁間指令で ASN を管轄国家機関に

指定している75。また同指令は各省庁に対し、専門家、設備、資材、医療資源など援助能力

に関するインベントリの提出・更新を義務付けている。 

4.3. 国内制度の整備状況 

本節では、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている項目のうち、法体系、

原子力損害賠償制度、規制当局、輸出管理制度、及び IAEA の IRRS に関する情報を整理す

る。 

4.3.1 原子力安全に関する法体系 

（1） フランスにおける原子力安全に関する法体系の概要 

フランスの原子力安全に関する法体系は、法律（loi）、政令（décret）、省令（arrêté）、原

子力安全機関（ASN）が策定する法的拘束力を持つ決定（décision）、法的拘束力を持たず、

規制要件への対応を行ううえで事業者が参照する指針（guide）等から構成されている。フ

ランスでは法律と政令に関しては分野ごとの法典化が進められており、原子力安全や放射

性廃棄物管理に関しては、原子力安全の基本法であった 2006 年の原子力安全・情報開示法

（TSN 法）、2006 年の放射性廃棄物管理計画法やその施行令等も含め、ほぼすべてが環境

法典の法律部分（Partie législative）と政令部分（Partie réglementaire）に再編されてい

る。立地と建設については同法典第 5 編第 9 章第 3 節第 2 款（L593-7 条～L593-17 条）、

運転については同第 3 款（L593-18 条～L593-24 条）で規定している。また、放射線防護に

関しては公衆衛生法典、核セキュリティについては防衛法典（L1333 条）が根拠法令となっ

ている。以下のとおり、環境法典の原子力安全規制に関する構成を示す。 
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法律部分 

＜原子力安全＞ 

第 9 編：原子力安全と原子力基本施設 

第 1 章：原子力安全に関する一般規定（第 L591-1 条～L591-8 条） 

第 2 章：原子力安全機関と放射線防護・原子力安全研究所（第 L592-1 条～L592-49 条） 

第 3 章：原子力基本施設（第 L593-1 条～L593-43 条） 

第 4 章：原子力基本施設に関する財政的規定（第 L594-1 条～L594-14 条） 

第 5 章：放射性物質の輸送及び圧力機器（第 L595-1 条～L595-2 条） 

第 6 章：検査及び罰則（第 L596-1 条～L596-14 条） 

第 7 章：原子力分野の民事責任に適用される規定（第 L597-1 条～L597-46 条） 

 

＜放射性廃棄物＞ 

第 4 編：廃棄物のうち 

第 2 章：放射性物質及び放射性廃棄物の持続的な管理に関する特別規定（第 L542-1 条～ 

L542-14 条） 

 

＜情報提供＞ 

第 2 編：情報提供及び市民の参加のうち 

第 5 章：その他の情報提供方法のうち 

第 2 節：原子力活動に固有の規定（第 L125-10 条～L125-40 条） 

 

政令部分 

＜原子力安全＞ 

第 9 編：原子力安全と原子力基本施設 

第 1 章：原子力安全に関する総合規定（規定なし） 

第 2 章：原子力安全機関と放射線防護・原子力安全研究所（第 R592-1 条～R592-61 条) 

第 3 章：原子力基本施設（第 R593-1 条～R593-123 条） 

第 4 章：原子力基本施設に関する財政的規定（規定なし） 

第 5 章：放射性物質の輸送及び圧力機器（第 R595-1 条～R595-3 条） 

第 6 章：検査及び罰則（第 R596-1 条～R596-17 条） 

第 7 章：原子力分野の民事責任に適用される規定（規定なし） 

 

＜放射性廃棄物＞ 

第 4 編：廃棄物のうち 

第 2 章：放射性物質及び放射性廃棄物の持続的な管理に関する特別規定（第 R542-1 条～

R542-96 条） 

 

＜情報提供＞ 

第 2 編：情報提供及び市民の参加のうち 

第 5 章：その他の情報提供方法のうち 

第 12 節：地域情報委員会（第 R125-50 条～R125-76 条） 

第 13 節：原子力安全情報公開・情報提供高等委員会（第 R125-77 条～R125-87 条） 
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4.3.2 原子力損害賠償制度 

フランスでは環境法典第 5 編第 9 章第 7 節（第 L597-1～L597-46 条）において、原子力

分野における民事責任について規定し、パリ条約及びブラッセル補足条約への対応を含め

た国内体制を規定している。なお、調査対象国の原子力損害賠償に関する国際条約の締結状

況は、3.3.2 イギリスの「原子力損害賠償制度」の冒頭において整理している。 

フランス国内での原子力損害賠償制度は、「原子力分野における民事責任に関する 1968

年 10 月 30 日の法律第 68-943 号」により構築されており、2019 年 9 月 18 の改正が最新版

となっている。環境法典の第 5 編第 9 章第 7 節第 14 条（第 L597-14 条）では原子力事故発

生時に「被害者が被ったすべての被害を補償するために同法典で定義されている利用可能

な上限額が不十分であった場合、事故発生から 6 か月以内に政令により例外的な状況を分

析し、金額の分配条件を定める」とし、補償の規則を以下のとおり定義している。 

1. 労働災害及び職業病に関する法律で定められた条件に従い、人身傷害が優先的に補償

される。 

2. 上記の補償後の残額については、身体的損傷及び被った他の原子力損害を一般法に基

づき評価し、被害者の間で比例分配する。 

 

事業者は、環境法典同節第 7 条（第 L597-7 条）に基づき、事故による責任額を上限とす

る保険又はその他の財政的補償を確保・維持する義務を負う。また経済担当大臣がこの義務

の遵守を監視する。 

 

パリ条約とブリュッセル補足条約を改正する 2004 年パリ条約改正議定書の発効に対応す

るため、フランスは 2022 年 1 月 17 日の政令第 2022-37 号を発行している。パリ条約改正議

定書発効後の事業者の賠償責任額は 7 億ユーロとなっている76。 

4.3.3 原子力安全に関する規制当局 

（1） フランスにおける原子力安全に関する規制当局の概要 

フランスでは 2006 年の原子力安全・情報開示法（TSN 法）に基づき設置された ASN が、

独立した安全規制機関として、国内における原子力事業の監督を行っている。また、国立の

研究機関である放射線防護・原子力安全研究所（IRSN）が ASN に対する技術的な支援を行

っている。なお、核セキュリティについてはエネルギー移行省の防衛・セキュリティ上級当

局（HFDS）が、ASN や IRSN と連携し監督を行っている。 

（2） 前回調査以降の変更点 

ASN が IRSN の支援を受けながら原子力安全規制を管轄する体制や、その組織体制等に

大きな変更はないが、ASN の最新の組織・体制、予算や人員数を以下にまとめる。 
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 1) 組織・体制 

ASNの 2024年 1月 30日時点の組織体制図は以下の図のとおりである。委員会（commission）

はトップを含む 5 名の委員で構成される。任期は 6 年で、3 名は大統領、1 名は上院議長、

1 名下院議長が任命する。2018 年 11 月に委員会のトップとなったドロズック氏の任期は

2024 年 11 月までとなっている。2023 年 12 月にフランス大統領は、シルヴィ・カデ・メル

シエ氏の後任としてステファニー・ゲノ・ブレッソン氏を委員に任命している77。また 2024

年 1 月に上院議長は、ロール・トゥルジャンスキー氏の後任として、オリビエ・デュボア氏

を委員に任命している78。 

 

 

図 4-1 ASN組織図（2024年 1月 30日時点） 

出所）ASN Organisation Chart、January 30th, 2024 

 2) 予算規模及び人員 

ASN の直近 3 年間の予算規模の推移を以下の表 4-1 に示す。 

 

表 4-1 ASNの予算推移 

（単位：万ユーロ） 

 2020 2021 2022 

人件費 4,812 4,941 5,067 

運営費 1,765 1,774 1,763 

合計 6,577 6,715 6,830 

出所）ASN Annual Report 2020, 2021, 2022 に基づき作成 
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また、直近 3 年間の職員数の推移を以下の表 4-2 に示す 

 

表 4-2 ASN職員数の推移 

2020 2021 2022 

529 人 519 人 516 人 

出所）ASN Annual Report 2020, 2021, 2022 に基づき作成 

 

フランス政府は 2023 年 12 月、原子力安全機関（ASN）と放射線防護・原子力安全研究所

（IRSN）の統合法案を発表している。この動きについては、4.1.（5） 1)において整理して

いる。IRSN の直近 3 年間の予算（ASN 関係部門）の推移を以下の表 4-3 に示す。 

 

表 4-3 IRSNの予算推移（ASN関係部門） 

（単位：万ユーロ） 

 2020 2021 2022 

ASN 関連部門予算 8,300 8,300 8,550 

出所）ASN Annual Report 2020, 2021, 2022 に基づき作成 

 

また、直近 3 年間の職員数（IRSN 全体）の推移を以下の表 4-4 に示す。 

 

表 4-4 IRSN職員数の推移 

2020 2021 2022 

1,816 人 1,725 人 1,744 人 

出所）IRSN Annual Report 2020, 2021, 2022 に基づき作成 

 

（3） 最近の活動 

以下に、最近の ASN の活動について概要を整理する。 

 1) 応力腐食割れへの対応 

2021 年 10 月にシボー原子力発電所 1 号機で見つかった応力腐食割れについて、ASN は

EDF の検査計画への見解を示した。この動きについては、4.1.（2） 1)において整理してい

る。 

 2) 2022年の猛暑への対応 

2022 年フランスは、記録的な猛暑と干ばつに見舞われ、河川では流量が減少し、水温の

上昇が確認された。これに対し ASN は、原子力発電所内で記録された最高気温については、
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安全性実証試験で考慮されている温度内であり、安全性に影響はないとの見解を発表して

いる。また EDF は国内河川の一部、特にローヌ川、ガロンヌ川、ジロンド川の水温上昇へ

の対応として、規制の一時的な変更を要請した。これを受けて ASN は、2022 年 7 月 15 日

から 9 月 11 日までの期間、ゴルフェッシュ、ビュジェイ、サンアルバン、ブレイエ、トリ

カスタンの 5 カ所の原子力発電所について、排水温度に関する規制の一時的な緩和を認め

た。また干ばつによる河川流量の低下を考慮し、非常用貯水池の使用も許可している。これ

に伴い ASN は、EDF に対しサンプリング・測定による水質モニタリングの厳格化を要請し

た。モニタリングの結果ではASNが定めた水質規定が守られていることを確認している79。 

 3) 長期運転に関する見解の発表 

ASN は多年度エネルギー計画の策定作業の一環として政府の要請を受け、50 年超運転に

関する見解を発表した。この動きについては、4.1.（2） 2)において整理している。 

 

4.3.4 原子力資機材の輸出管理制度 

（1） フランスにおける原子力資機材の輸出管理の概要 

フランスは核兵器不拡散条約、化学兵器禁止条約及び生物兵器禁止条約を締結している

ことに加え、原子力供給国グループ（NSG）、ザンガー委員会（ZC）、ミサイル技術管理レ

ジーム（MTCR）、オーストラリアグループ（AG）及びワッセナーアレンジメント（WA）

といった主要な国際輸出レジームにすべて加入している80。また、フランスは EU 加盟国で

あり、デュアルユース品目に関連する輸出管理等について、EU 輸出管理規則（Council 

Regulation(EC)No 428/2009）を基づき国内制度を整備運用しており、リスト規制、キャッチ

オール規制を行っている。 

（2） 前回調査以降の変更点 

前回調査以降、フランスにおける原子力資機材の輸出管理制度に大きな変更はない。なお、

ロシアによるウクライナ侵攻以降、EU では対ロシア制裁の一環として、デュアルユース指

定品目・サービスの対ロシア輸出を禁止している81。しかし民生原子力用途に関しては、加

盟国輸出規制当局の審査・許可を受けての輸出が可能となっている。フランスの対ロシア制

裁も EU 法令に基づくもので、民生原子力用途では禁輸の適用対象外としている。 

4.3.5 IAEAの評価サービス IRRSの受入れ状況等 

フランスは IRRS ミッションを受け入れている。また、これらのミッションでの指摘事項

に対して、対応を行っている。フランスは 2006 年（フォローアップミッションは 2009 年）、

2014 年（フォローアップミッションは 2017 年）に IRRS ミッションを受け入れている82。

また、2017 年の IRRS フォローアップミッション報告書83によれば、同国は IRRS ミッシ

ョンの指摘事項に対して適切に対応を行っている。なお、2024 年には次回 IRRS ミッショ

ンの実施が予定されている。 
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表 4-5 2014年 IRRSミッションにおける勧告と 2017年フォローアップ時点における 

対応状況（未対応事項は太字とし、下線を付している） 

分野  勧告の内容 対応 

状況 

1. 法 令 上

の及び政府

の責任 

1 

政府は、安全責任を負うすべての関係者が、実施場所に関わらず、

すべての活動を検査する権限を規制機関に与えるよう、法的に必

要な措置を講ずるべきである。 

対応済 

2 
ASN の原子力安全に関する決定が拒否されないよう、政府は適切

な措置を講ずるべきである。 

対応済 

3 

政府は、原子力安全及び放射線防護に係るすべての関係者の、技

術力を構築及び維持するための法的基盤を、政府は提供すべきで

ある。 

対応済 

3. 規 制 機

関の責任と

機能 
4 

政府と ASN は、将来的に ASN の作業量が増加した場合において

も、原子力安全及び放射線防護に関する規制を効果的に行えるよ

う、必要な人的・財政的資源を確保するための方法を模索すべき

である。 

未対応 

4. 規 制 機

関のマネジ

メントシス

テム 

5 

ASN のマネジメントシステムは、業務の遂行に必要なすべてのプ

ロセスに対し統合的に適用され、実施されるべきである。関連す

るすべての要件を考慮し、必要なプロセスを特定するための体系

的な分析を実施すべきである。 

対応済 

6 

ASN は、ASN のマネジメントシステム要件に対し、IRSN による

審査及び評価活動の体系的かつ包括的な監査を実施すべきであ

る。 

対応済 

5. 権限 
7 

規制機関は、放射線源及び施設の認可のための等級別扱いをより

一貫したものとし、確実に実施すべきである。 

対応済 

8 
政府は国の密封線源登録簿に関する ASN の責任を、規制枠組み

で明確に定めるべきである。 

対応済 

8. 執行 

9 

ASN は執行に関連する基本的な文書（ASN / SAN / 01、ASN / SAN 

/ 02 及び関連する政策文書）を改訂し、執行措置のためのより詳

細な基準を確立すべきである。 

対応済 

9. 規 則 と

ガイド 
10 

規制機関は、技術的な決定及び指針を策定するプロジェクトを、

適時に完了すべきである。 

対応済 

11 

ASN は規制と指針の見直しと改訂のためのより詳細なガイダン

スを策定すべきである。ガイダンスには、IAEA 安全基準の改訂

が行われた際など、改訂の必要性についての定期的な評価も含め

るべきである。 

未対応 

10. 緊急時

準備と対応

－規制の観

点 

12 

ASN は、緊急時計画や防護戦略開発のための、緊急時準備・対応

における脅威又はリスクの評価において、制御不能な放射性物質

の放出を伴う重大事故が確実に考慮されるよう、緊急時計画の改

訂を促すべきである。訓練ではそのようなシナリオについても行

うべきである。 

対応済 
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分野  勧告の内容 対応 

状況 

11. 追加事

項 

13 

ASN は、公衆衛生法典が定める放射線品質管理要件がすべての医

療行為に確実に適用されるよう、必要な措置を段階的に講ずるべ

きである。これらの要件は、医療照射装置の品質管理における隔

たりをなくすこと、患者の線量計及び線源の較正が線量標準機関

に至るまで追跡可能であることを保障すべきである。 

対応済 

14 

ASN は画像下治療（IVR）のための診断参考レベル（DRL）を確

立し、患者の線量が国の DRL を大幅に下回る場合には、局所的

な線量評価を行うことを保障すべきである。 

対応済 

15 

ASN と密接な協力関係にある労働省は、ASN 検査官また適切な

場合には CPR に対し、国家線量登録簿（SISERI）に記録された作

業員線量データへの適時かつ完全なアクセスを可能とする方法

を評価し、その方法について合意すべきである。 

対応済 

12. 核セキ

ュリティと

の接点 

16 

政府は、以下について法的根拠の確立を検討すべきである。 

-原子力基本施設（INB）及び環境保護指定施設（ICPE）施設のセ

キュリティに関する責任を ASN に割り当てる。これにより ASN

には、安全・セキュリティに係る評価及び監視活動を実施する権

限が与えられる。 

- 放射線源のセキュリティに関する認可及び管理を行う責任機

関の特定。 

対応済 

出所）IAEA “INTEGRATED REGULATORY REVIEW SERVICE (IRRS) MISSION TO FRANCE Montrouge, 

France 2 to 9 October 2017”に基づきエム・アール・アイ リサーチアソシエイツにて作成 

 

4.4. IAEAの実施する主要な評価サービスの受入れに係る状況 

本節では、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている IAEA の評価サービス

のうち、INIR、SEED、GRSR 及び OSART の受入れ状況等を整理する。 

（1） IAEAの評価サービス INIRの受入れ状況等 

IAEA によれば、フランスは INIR を受け入れていない 82。なお、INIR は加盟国におけ

る原子力発電導入のための国のインフラの状況を評価するものであり、初回は 2009 年に実

施されたが84、フランスでは INIR の実施より前に原子力発電が導入されている。 

（2） IAEAの評価サービス SEEDの受入れ状況等 

IAEA によれば、フランスは SEED を受け入れていない。なお、SEED は加盟国におけ

るサイトの選定、サイトの安全性評価、構造物・システム・コンポーネントの設計、プラン

トの安全性評価、及びサイト特有の外部ハザード（自然及び人為的なもの）と内部ハザード

（火災、洪水、衝撃など）を対象としてピアレビューを実施するものであり85、初回は 2015

年に実施されたが 82、フランスでもっとも最近商業運転が開始されたフラマンヴィル 3 号

機が着工されたのは、SEED が開始される前の 2007 年である86。 
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（3） IAEAの評価サービス GRSRの受入れ状況等 

IAEA のピアレビューカレンダーによれば、フランスは 2014 年に ATMEA1 を対象とし

た GRSR レビューを受け入れている87。また、イギリスにおける EPR 建設に関して、同国

の包括的設計認証審査（GDA）を受け、2017 年に承認を受けている88。 

（4） IAEAの評価サービス OSARTの受入れ状況等 

表 4 に、IAEA の情報に基づきフランスで実施された OSART ミッション及びフォローア

ップミッションの状況を整理する。 

 

表 4-6 フランスで実施された OSARTミッション 

発電所名 ミッションの種類 開始月 

トリカスタン OSART ミッション 1985 年 1 月 

サンタルバン OSART ミッション 1985 年 1 月 

ブレイエ OSART ミッション 1992 年 1 月 

フェッセンハイム OSART ミッション 1992 年 3 月 

グラブリーヌ OSART ミッション 1993 年 3 月 

カットノン OSART ミッション 1994 年 3 月 

グラブリーヌ フォローアップミッション 1994 年 11 月 

フラマンヴィル OSART ミッション 1995 年 1 月 

カットノン フォローアップミッション 1995 年 6 月 

フラマンヴィル フォローアップミッション 1996 年 6 月 

ダンピエール OSART ミッション 1996 年 11 月 

パリュエル OSART ミッション 1998 年 1 月 

ダンピエール フォローアップミッション 1998 年 6 月 

ゴルフェッシュ OSART ミッション 1998 年 10 月 

ビュジェイ OSART ミッション 1999 年 3 月 

パリュエル フォローアップミッション 1999 年 6 月 

ゴルフェッシュ フォローアップミッション 2000 年 3 月 

ビュジェイ フォローアップミッション 2000 年 6 月 

ベルヴィル OSART ミッション 2000 年 10 月 

トリカスタン OSART ミッション 2002 年 1 月 

ベルヴィル フォローアップミッション 2002 年 5 月 

ノジャン OSART ミッション 2003 年 1 月 

シボー OSART ミッション 2003 年 5 月 
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トリカスタン フォローアップミッション 2003 年 11 月 

ノジャン フォローアップミッション 2004 年 11 月 

パンリー OSART ミッション 2004 年 11 月 

シボー フォローアップミッション 2004 年 12 月 

ブレイエ OSART ミッション 2005 年 5 月 

パンリー フォローアップミッション 2006 年 5 月 

ブレイエ フォローアップミッション 2006 年 11 月 

サンローラン OSART ミッション 2006 年 11 月 

シノン OSART ミッション 2007 年 1 月 

サンローラン フォローアップミッション 2008 年 10 月 

クリュアス OSART ミッション 2008 年 11 月 

フェッセンハイム OSART ミッション 2009 年 3 月 

シノン フォローアップミッション 2009 年 12 月 

サンタルバン OSART ミッション 2010 年 9 月 

クリュアス フォローアップミッション 2010 年 12 月 

フェッセンハイム フォローアップミッション 2011 年 2 月 

カットノン OSART ミッション 2011 年 11 月 

サンタルバン フォローアップミッション 2012 年 3 月 

グラブリーヌ OSART ミッション 2012 年 11 月 

カットノン フォローアップミッション 2013 年 6 月 

ショー OSART ミッション 2013 年 6 月 

グラブリーヌ フォローアップミッション 2014 年 5 月 

フラマンヴィル（1、2 号機） OSART ミッション 2014 年 10 月 

EDF 本社 OSART ミッション 2014 年 11 月 

ショー フォローアップミッション 2015 年 6 月 

ダンピエール OSART ミッション 2015 年 8 月 

ゴルフェッシュ OSART ミッション 2016 年 10 月 

EDF 本社 フォローアップミッション 2016 年 11 月 

フラマンヴィル（1、2 号機） フォローアップミッション 2016 年 11 月 

ダンピエール フォローアップミッション 2017 年 2 月 

ビュジェイ OSART ミッション 2017 年 10 月 

ゴルフェッシュ フォローアップミッション 2019 年 5 月 

フラマンヴィル 3 号機 プレ OSART ミッション 2019 年 6 月 

シボー OSART ミッション 2019 年 9 月 

ビュジェイ フォローアップミッション 2019 年 9 月 



46 

 

パリュエル OSART ミッション 2021 年 9 月 

ベルヴィル OSART ミッション 2021 年 11 月 

フラマンヴィル 3 号機 フォローアップミッション 2021 年 12 月 

シボー フォローアップミッション 2022 年 5 月 

トリカスタン OSART ミッション 2022 年 11 月 

ベルヴィル フォローアップミッション 2023 年 5 月 

パンリー OSART ミッション 2023 年 9 月 

パリュエル フォローアップミッション 2023 年 12 月 

出所）IAEA “Peer Review and Advisory Services Calendar”に基づきエム・アール・アイ リサーチアソシエ

イツにて作成 

https://www.iaea.org/services/review-

missions/calendar?type=3166&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&location=3520&status=All 
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5.  アメリカにおける原子力安全制度の整備状況 

本章では、アメリカにおける原子力安全制度の整備状況について整理する。 

5.1. 原子力発電等の最新状況 

本節では、アメリカにおける前回令和 4 年度調査以降の原子力発電等の最新状況を整理

する。なお、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている条約に関連する動きは

5.2 に、法体系、原子力損害賠償制度、規制当局、輸出管理制度、IAEA の IRRS に関する動

きは 5.3 に、IAEA の INIR、SEED、GRSR 及び OSART に関する動きは 5.4 にまとめている。 

（1） 先進炉の開発に関連する動向 

 1) ニュースケール・パワー社製 SMRの設計認証に関する動き 

ニュースケール・パワー社は、SMR の開発と実用化に向けた取り組みを進めている。 

同社は開発を進めている SMR の設計承認の取得に向けた手続を進めており、2023 年 1 月

には同社製 SMR（1 モジュール 160MWt,50MWe）の設計認証規則が NRC により公表され

ている89。また、同年 3 月には、原子力規制委員会（NRC）が、出力 77MWe のニュースケ

ール・パワー社製 SMR の標準設計承認（SDA）申請の審査を開始している90。 

 2) NRCが非軽水炉型発電炉等の緊急時準備規則を承認 

NRC は、連邦規則 10CFR Part 50.33(g)等で規定されている非軽水炉型発電炉等の緊急時

準備規則を承認し、承認された規則は 2023 年 11 月に公布された。なお 10CFR Part 50.33(g)

は、運転認可又はCOLの申請や、緊急時への対処に関する計画を含む早期サイト許可（ESP）

申請において、申請書類に含むべき内容を規定している。従来の 10CFR Part 50.33(g)では、

プルーム被ばく経路緊急時計画区域（EPZ）の大きさの目安がプラントから半径約 10 マイ

ルと定量的に規定されていたが、新たに承認された規則では、プルーム被ばく経路 EPZ の

大きさを、事故の可能性を考慮した施設からの核分裂生成物の放出及びソースターム、事故

シークエンスのタイミング、及び気象の要素に基づき決定するプロセスが導入されている91。 

 3) 無炭素電力プロジェクト（CFPP）の中止 

ニュースケール・パワー社は、ユタ州公営電力システムズ（UAMPS）とともに、同社の

SMR を建設する CFPP を進めてきたが、2023 年 11 月に両者の同意の下 CFPP を中止するこ

とが公表された。これは、プロジェクト継続に十分な電力購入者の獲得が難しい見通しであ

ることなどを受けたものである92。 



51 

 

（2） 既設炉の運転に関連する動向 

 1) ボーグル 3号機（AP-1000）が商業運転を開始 

2023 年 7 月、ジョージア州ボーグル原子力発電所で 3 号機（AP-1000）が商業運転を開始

した。ボーグル 3・4 号機の建設は、アメリカで 30 年以上ぶりとなる新規原子力発電所建設

プロジェクトであり93、3 号機の建設は 2013 年 3 月に開始された94。 

 2) パリセード原子力発電所の運転再開に向けた動き 

ミシガン州のパリセード原子力発電所は、2022 年 5 月に運転停止したが、2023 年 9 月に

同発電所の所有者のホルテックインターナショナル社が、同州のウォルバリン電力協同組

合と電力購入契約（PPA）を締結した。なお、2023 年初旬にホルテックインターナショナル

社は、エネルギー省（DOE）に対してパリセードの運転再開のために連邦政府による融資を

申請していた95。 

2023 年 10 月にホルテックインターナショナル社は、NRC に対してパリセード原子力発

電所の運転再開のための許可申請書を提出したことを公表している96。 

（3） 放射性廃棄物の管理・処分に関連する動向 

 1) NRCが発給したテキサス州における使用済燃料中間貯蔵施設に対する許可に関する訴

訟 

2023 年 8 月連邦控訴裁判所が、NRC が発給した民間企業が建設するテキサス州における

使用済燃料中間貯蔵施設に対する許可を取り消す判決を下した。連邦控訴裁判所は、1954 年

原子力法は使用済燃料を原子炉から離れた場所で貯蔵する許可を民間の当事者に発給する

権限を NRC に付与していないとしている。また、1982 年放射性廃棄物政策法による使用済

燃料の貯蔵に関する法制度では、永久処分場の建設が優先されており、一時的な貯蔵は民間

の原子炉か連邦政府のサイトでの貯蔵に限定されていることから、1954 年原子力法と同様

に 1982 年放射性廃棄物政策法も NRC に対して許可を発給する権限を付与していないとし

て、NRC の許可を取り消す判決を下した97。 

 2) 廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）の 10年許可更新手続 

ニューメキシコ州の廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）では、原子力による国防活

動で発生した超ウラン核種を含む放射性廃棄物（TRU 廃棄物）の地層処分が行われている。

WIPP は、1992 年 WIPP 土地収用法により、連邦環境保護庁（EPA）の定める連邦規則（CFR）

への適合を条件に処分場の操業が認められており、5 年ごとに適合性再認定が行われている。

直近では 2022 年に EPA による 4 度目の適合性再認定を受けている。また、WIPP で処分さ

れる TRU 廃棄物のほとんどは化学的有害性も有する混合廃棄物であることから、連邦法で

ある資源保全・回収法（RCRA）による規制も受け、RCRA による規制は、連邦政府機関で

ある環境保護庁（EPA）に代わってニューメキシコ州環境省（NMED）が行っている98。 

この、WIPP に対する NMED による規制に関して、2023 年 10 月に NMED は、WIPP の
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10 年間有効な更新許可を発給した99。 

（4） その他 

 1) アメリカ国務省と輸出入銀行（EXIM）、小型モジュール炉（SMR）の輸出支援に向け

た金融支援の実施を公表 

アメリカ国務省と EXIM は、2023 年 12 月にアラブ首長国連邦のドバイで開催された国連

気候変動枠組条約第 28 回締約国会議（COP28）において、SMR の輸出支援に向けた金融支

援の実施を公表した。これは、アメリカで設計された SMR プラントの輸出促進に向けて、

支援対象となる取引に対して競争力のある輸出融資ツールを提供するものである100。具体

的には、EXIM による意向表明書（Letter of Interest）の発行、長期融資又は信用保証の提供、

利息費用への資金提供などが行われることとされている101。 

5.2. 国際的取決めの遵守状況 

本節では、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている条約について、アメリ

カの遵守状況等を整理する。 

5.2.1 アメリカの国際的取決め遵守の概況 

アメリカについて、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている条約の国内

発効日や遵守状況は、以下に整理するとおりである。 

条約名 国内発効日 遵守状況 

原子力安全条約 1999 年 7 月 10 日 ⚫ 締約国会議に参加している。 

⚫ 検討会合の報告において、重大な問

題がある旨の報告はされていない。 

⚫ 国別報告書を提出している。 

放射性廃棄物等安全条約 2003 年 7 月 14 日 ⚫ 締約国会議に参加している。 

⚫ 国別報告書を提出している。 

⚫ 関連する国内制度を整備している。 

海洋汚染防止条約 1975 年 8 月 30 日 ⚫ 関連する国内制度を整備している。 

早期通報条約 1988 年 10 月 20 日 ⚫ 両条約が規定する早期通報や援助

体制を整備・維持している。 援助条約 1988 年 10 月 20 日 

 

5.2.2 国際的取決めに関する国内制度、前回調査以降の変更点 

アメリカにおいて、前回調査以降、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となってい

る条約の新たな締結や廃棄、脱退は行われていない。また、前回調査以降、新たに公表され

た条約の国別報告書はない。以下に、各条約に関する国内制度や前回調査以降の動き等を整

理する。 
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（1） 原子力安全条約 

原子力安全条約第 8、9 回合同締約国会議が 2023 年 3 月に開催された。第 8 回締約国会

議は 2020 年 3 月に開催される予定であったが、COVID-19 による感染症のため、第 8、9 回

合同締約国会議として開催された。 

IAEA が公表している同会議の要約報告書によると、アメリカは第 8 回、第 9 回それぞれ

のための国別報告書を提出し、他国から書面で提出された質問に回答している102。また、ア

メリカの第 9 回原子力安全条約国別報告書により、同国が検討会合での指摘に適切に対応

していることを確認した103。 

（2） 放射性廃棄物等安全条約 

アメリカでは 2003 年 7 月 14 日に本条約が発効した104。アメリカの第 7 回放射性廃棄物

安全条約国別報告書によれば105、同国は適切に国内制度を整備し条約を遵守している。 

（3） 海洋汚染防止条約 

アメリカは、海洋汚染防止条約を締結している106。 

アメリカでは、海洋汚染防止条約を国内で履行するために海洋・保護・研究・聖域法

（MPRSA、「海洋投棄法」とも呼称される）が制定されている107。 

MPRSA 第 1412 条では、環境保護庁（EPA）長官が、許可が発給されない一定の例外を除

き、海洋投棄のための許可を発給できることを規定している。ここで、許可が発給されない

例外として、放射性物質、化学物質、生物兵器、高レベル放射性廃棄物、及び医療廃棄物の

投棄が規定されている108。このため、アメリカでは、放射性物質や高レベル放射性廃棄物を

海洋投棄するための許可は発給されず、これらの海洋投棄は禁じられている。 

また、アメリカでは MPRSA に基づき、EPA、アメリカ陸軍工兵隊（USACE）、アメリカ

海洋大気庁（NOAA）、アメリカ沿岸警備隊（USCG）の 4 機関が海洋投棄の規制に関する

責任を負っている109。EPA は、海洋投棄のための許可発給を EPA 長官が行うとともに 108、

浚渫土以外の全物質に関する権限を有する。浚渫土については EPA と USACE が分担して

規制を所掌する 109。NOAA は商務長官の管轄となっている海洋投棄活動に関するモニタリ

ングや研究、汚染により発生しうる長期的な影響等に関する研究の実施について担当する

こととなっており、USCG は海洋投棄活動の監視を行っている 109。 

（4） 早期通報条約及び援助条約 

アメリカは早期通報条約及び援助条約を締結しており、ともに 1988 年 10 月 20 日に発効

している110,111。早期通報条約によるアメリカの責務を履行するために、NRC は IAEA に対

して、商用原子力発電所で重大な事故が発生した場合速やかに通報を行うことになってい

る。また、技術報告書を更新して提出することに加えて、NRC は国務省及びその他の連邦

政府機関と協力して、IAEA に対して追加的な情報を提供することになっている112。 
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5.3. 国内制度の整備状況 

本節では、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている項目のうち、法体系、

原子力損害賠償制度、規制当局、輸出管理制度、及び IAEA の IRRS に関する情報を整理す

る。 

5.3.1 原子力安全に関する法体系 

アメリカでは、1954 年原子力法が核物質や原子力施設の開発と規制について規定してお

り113、また NRC は、核物質の使用及び原子力施設の運転を行うために NRC から許認可を

受ける個人及び組織を拘束する要件として、連邦規則（CFR）第 10 章（10 CFR）を定めて

いる114。 

10 CFR において原子炉の立地、設計・建設、運転に関わる主要な規則として、10 CFR Part 

50「製造及び利用施設の国内許認可」と、Part 52「原子力発電プラントの許認可、認証及び

承認」がある。また、Pat51「国内における許認可及び関連する規制機能に関する環境保護

規制」では、NRC の国内許認可及び関連する規制に適用される環境保護規制が定められて

いる 114。 

（1） アメリカにおける原子力安全に関する法体系の概要 

 1) 原子力発電所の原子力安全規制に関する法体系 

アメリカにおける原子力発電所の原子力安全規制に関する法体系は、連邦議会が制定す

る法律とアメリカ原子力規制委員会（NRC）が定める規則等により構成される。アメリカの

原子力安全規制の基本法は、1954 年原子力法である。また、1974 年エネルギー再組織法が

現在の NRC の設置根拠法となっている 113。 

アメリカの原子力安全法体系は、原子力安全に関する基本的な法律、連邦規則、指針及び

民間規格基準の形で体系的に整備されている。規則、指針、民間規格基準等は、安全性を強

化するために常に新知見・教訓等を取り入れて改定されている。アメリカの原子力安全に関

する法体系は、法律（Act）、連邦規則集（Code of Federal Regulation : CFR）、指針に該当す

る標準審査指針（Standard Review Plan）と規制指針（RG）、及び民間規格等から構成されて

いる。図 4-2 は、アメリカの原子力規制の法体系を示したものである115。 
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図 4-2 アメリカの原子力規制の法体系 

出所）一般財団法人エネルギー総合工学研究所、「平成 28 年度諸外国における原子力安全制度の整備状

況等に関する調査 報告書」、2017 年 3 月 

 

NRC は、原子力安全規制に関連する法律を、核物質及び施設の民生利用を規制する基本

的法律、放射性廃棄物について規制する法律、核不拡散を規制する法律、及び規制機関のプ

ロセスを規制する法律の 4 つの分野に区分しており、それぞれの分野の具体的な法律とし

て以下を挙げている 113。 

核物質及び施設の民生利用を規制する基本的法律 

⚫ 1954 年原子力法 

⚫ 1974 年エネルギー再組織法 

⚫ 再編計画g 

 

放射性廃棄物について規制する法律 

⚫ 1982 年放射性廃棄物政策法 

⚫ 1985 年低レベル放射性廃棄物政策改正法 

⚫ 1978 年ウラン製錬尾鉱放射線管理法 

 
g 「再編計画」は法律ではないが、1970 年の再編計画第 3 号は、環境保護庁（EPA）の設置根拠となった

ものであり、また EPA に「放射性物質からの環境の防護のために一般に受け入れられる環境基準」を策

定する役割を与えている。 
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核不拡散を規制する法律 

⚫ 1978 年核不拡散法 

 

規制機関のプロセスを規制する法律 

⚫ 行政手続法（合衆国法典第 5 編第 5～8 条） 

⚫ 国家環境政策法 

 

 2) 原子炉の許認可プロセス 103 

新たに原子炉の建設や運転を行おうとする者は、NRC に対して許認可を申請しなければ

ならない。申請の受領後、NRC スタッフは安全審査と環境審査を実施し、また、商用原子

力施設を運転するための申請者の資金面における適正を評価する。公衆は公聴会のプロセ

スを通じてプロセスに参加する機会を有している。NRC は、5.1.（2）で整理したボーグル

3・4 号機の建設・運転に係る許認可プロセスhの前までは、10 CFR Part 50「製造及び利用施

設の国内許認可」に基づき、建設許可と運転認可を別々に発給する 2 段階のプロセスで原子

力プラントの建設や運転を許可してきた。なお、1976 年以降 NRC は 10 CFR Part 50 に基づ

く新規原子炉の建設許可申請を受領していないが、2015 年にワッツバー原子力発電所 2 号

機に対して 10 CFR Part 50 に基づく運転許可を発給した。ワッツバー2 号機では、1973 年に

建設許可が発給されていた。 

1989 年に、NRC は 10 CFR Part 52「原子力発電プラントの許認可、認証及び承認」を制定

し、新たな原子炉に対して 1 段階のプロセスで一括建設・運転許認可（COL）を発給する制

度を整備した。2012 年以降、NRC は 14 件の COL を発給し、8 カ所の原子力発電所で 14 基

のプラントの建設・運転の許認可を行ったが、3 カ所の原子力発電所に対する 6 件の COL

はその後許認可申請者の要求により終了となった。残りの 5 カ所の原子力発電所に対する 8

件の COL は現在も有効である。現在、NRC が審査を行っている COL 申請はない。 

 3) リスク情報を活用した安全規制の整備に向けた取り組み 

2023 年 3 月に、NRC スタッフは 10 CFR Part 53「商用原子炉のためのリスク情報を活用

した、技術包括的な枠組み」の案を公表した。10 CFR Part 53 は、10 CFR Part 50 と 10 CFR 

Part 52 に追加して、商用原子炉の許認可の発給、変更、更新及び終了に関する枠組みを定め

るものであり、2019 年の原子力革新・近代化法（NEIMA）の制定を受けたものである116。 

10 CFR Part 53 は、フレームワーク A とフレームワーク B という異なる 2 つのフレーム

ワークを含んでいる。このうちフレームワーク A は、技術包括的で、リスク情報を活用し

た、パフォーマンス・ベースのフレームワークであり、確率論的リスク評価（PRA）を活用

したアプローチとなっている。一方フレームワーク B は、技術包括的なフレームワークで

10 CFR Part 50、52 の軽水炉のライセンスや規制と同様の決定論的アプローチに基づくもの

であり、NRC は国際的な展開を追求する申請者に有効であるとしている。なお、NRC の案

 
h ボーグル 3・4 号機は、10 CFR Part 52 に基づき一括建設・運転許認可（COL）の発給を受け建設と運転

が進められている。 
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では許認可申請者はフレームワーク A とフレームワーク B のどちらか一方のみを適用する

こととされている。ただし、申請者はどちらのフレームワークを適用するか自ら選択するこ

とができる 116。 

10 CFR Part 53 は、軽水炉型でない原子炉の技術に対する新たな規制要件を構築しようと

するものである。現行の 10 CFR Part 50 と 10 CFR Part 52 の規制の枠組みは、軽水炉のため

に開発されたものであり、軽水炉技術のみに適用される規定が含まれている。NRC は現行

の規制の柔軟さと適用除外プロセスを活用することで、軽水炉以外の許認可を行うことは

可能だが、様々な技術への適用のために十分な柔軟性を備え、かつ 10 CFR Part 50 や 10 CFR 

Part 52 と同様の安全性を確保できる堅固な規制枠組みの開発に対する関心が高まってきて

いた 116。 

なお、NRC スタッフが作成した 10 CFR Part 53 の案に対して、一部の NRC 委員は反対す

る投票を行っており、投票では案が 2 つのフレームワークで構成されていることに対して

ステークホルダーが提示した疑問などが言及されている117,118。 

（2） 前回調査以降の変更点 

上に列挙した法律等（「再編計画」を除く 8 件の法律）について、令和 4 年度調査以降、

では 1954 年原子力法（AEA）、国家環境政策法（NEPA）及び行政手続法で、一部改正が行

われているが、原子力安全規制体制を変更するような改正ではない119,120。 

5.3.2 原子力損害賠償制度 

アメリカは CSC の締約国である121。なお、調査対象国の原子力損害賠償に関する国際条

約の締結状況は、3.3.2 イギリスの「原子力損害賠償制度」の冒頭において整理している。 

アメリカ国内で原子力損害賠償制度は、1954 年原子力法の一部としてのプライス・アン

ダーソン法（PA 法）により構築されている。現在、原子力発電所の所有者は、原子炉サイ

トごとに、サイト外賠償責任補償のための民間保険 4 億 5,000 万ドルの年間保険料を支払っ

ている。この第一層の保険は、第二層の保険によって補完されている。原子力事故により 4

億 5,000 万ドルを超える損害が発生した場合、各許認可所有者には、原子炉 1 基あたり 1 億

3,105 万 6,000 ドルを上限とする超過分の比例負担が課される。現在 95 基の原子炉が保険プ

ールに加入しており、これらの第一層と第二層の資金の合計額は約 129 億ドルになる。これ

らの資金の 15%を超える支払いには、優先度設定計画（prioritization plan）を策定し連邦地

方裁判所の承認を得ることが必要となる。当該裁判所が公的な賠償額が第一層と第二層の

資金で確保できる最大の額を超過していると判断した場合、各許認可所有者は繰延保険料

の最大額の 5%を超過しない範囲で、比例配分で追加負担を求められる。これは平均で 1 基

当たり 655 万 3,000 ドルであり、95 基で約 6 億 2,250 万ドルになる。第二層の資金でも賠償

額を賄いきることができない場合、連邦議会は追加的な災害支援が必要かどうか決定を行

うことになっている 121。 

図 4-3 は、NRC のウェブサイトに掲載されている PA 法による原子力損害賠償制度の概

念図である 121。 
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図 4-3 PA法による原子力損害賠償制度の概念図 
出所）NRC ウェブサイト “Backgrounder on Nuclear Insurance and Disaster Relief”（2022 年 4 月）より引用 

https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/nuclear-insurance.html 

 

5.3.3 原子力安全に関する規制当局 

NRC は、1974 年エネルギー再組織法により発足が規定され、1975 年に業務を開始した。

NRC の役割と権限は、アメリカ国内における原子力及び物質の民生利用が、公衆の健康と

安全、国家安全保障及び環境を適切に考慮して実施されるようにすること、核セキュリテ

ィ・保障措置である 103。 

（1） 組織・体制 

図 4-4 は、時点の NRC の体制図である。NRC 委員の定員は 5 名であるが、現状では 1 名

が空席となっている122。 
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図 4-4 NRCの体制図（2024年 1月 11日時点） 

出所）NRC ウェブサイト、https://www.nrc.gov/docs/ML2132/ML21320A324.pdf 

 

NRC 委員は大統領が指名し、指名には連邦議会上院の同意が必要である。上記のとおり

定員は 5 名であるが、意思決定において定足数は 3 名である。1974 年エネルギー再組織法

第 201 条(b)(2)では、委員の構成においては、3 名以上の委員が同一の政党員（members of the 

same political party）であってはならないと規定されている123。 

（2） 予算規模及び人員 

表 4-7 は、2015～2024 会計年度の、NRC の予算額と正規職員数に換算した職員数を示し

たものであり（2024 会計年度は要求）、図 4-5 はそれをグラフで示したものである。予算

額は、2021 会計年度まで減少してきたが、先進炉の規制インフラの開発などのために、そ

れ以降は増加してきている。一方で、職員数は減少傾向にあるが、ここ数年は減少が止まっ

ている124。 
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表 4-7 2015～2024会計年度の NRCの予算及び職員数の推移 

（単位は百万ドル、2024会計年度は要求） 

 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 

繰越 34.2 0.0 23.0 15.0 20.0 

UNLP※1 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 

プログラム、組織管

理、OIG※2 
1,000.3 987.1 902.1 907.0 896.2 

合計予算 1,049.5 1,002.1 940.1 937.0 931.2 

合計 FTE※3 3,778.5 3,595.0 3,396.0 3,186.0 3,106.0 

 

 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 

繰越 40.0 19.0 0.0 0.0 27.1 

UNLP 16.0 16.0 16.0 16.0 0.0 

プログラム、組織管

理、OIG 
839.6 863.4 889.7 927.2 979.2 

合計予算 895.6 879.4 905.7 943.2 1,006.4 

合計 FTE 2,970.0 2,868.0 2,881.2 2,859.6 2,948.9 

※1 UNLP：大学原子力リーダーシッププログラム ※2 OIG：監察総監室 

※3 FTE：職員数（正規職員数換算） 

出所）NRC, “FY 2024 Congressional Budget Justification Summar”（2023 年 3 月 13 日）より引用 

https://www.nrc.gov/docs/ML2307/ML23072A027.pdf 

 

 

図 4-5 2015～2024会計年度の、NRC の予算、及び職員数の推移 

（2024会計年度については要求） 

出所）NRC, “FY 2024 Congressional Budget Justification Summar”（2023 年 3 月 13 日）より引用 

https://www.nrc.gov/docs/ML2307/ML23072A027.pdf 

 

NRC は、2023 年 3 月に 2024 会計年度（2023 年 10 月 1 日～2024 年 9 月 30 日）の予算要
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求に係る詳細資料を公表した。NRC によれば、同会計年度の予算要求の総額は 10 億 600 万

ドル（繰越資金 2,710 万ドルを含む）で、これは 2023 会計年度に歳出法で NRC に配賦され

た額を 6,320 万ドル上回っている。NRC は 2024 会計年度に、8 億 2,320 万ドルを許認可申

請者が支払う手数料収入で賄う見込みであるため、ネットでの予算要求額は約 1 億 5,600 万

ドルとなる125。 

（3） 最近の活動 

以下に 2023 年を中心とした NRC の主要な活動について整理する。 

 1) 10 CFR Part 53の策定に向けた動き 

NRC は、10 CFR Part 53「商用原子炉のためのリスク情報を活用した、技術包括的な枠組

み」の制定に向けた取り組みを進めている。この動きについては、5.3.1（1） 3)において

整理している。 

 2) 長期運転に向けた認可更新 

アメリカでは、最初の原子炉運転ライセンスは最長 40 年となっている。また、運転期間

を最長 20 年間延長できるライセンスの更新が可能であり、ライセンスを更新できる回数に

制限は設けられていない126。現在、80 年運転に向けて 6 カ所の原子力発電所の合計 11 基の

プラントが NRC の審査を受けており、また 3 カ所の原子力発電所の合計 6 基のプラントが

すでに 80 年運転認可の発給を受けている127。 

 3) EPZに関係する 10 CFRの規定の改定 

NRC 委員は、緊急時準備に関する規制について、SMR や「他の新たな技術（ONT）」と

して定義された非軽水炉型発電炉等（以下、SMR と ONT を合わせて「SMR 等」と表記）

のために代替的な規制の枠組みを構築するためにスタッフが作成した規則案を承認した。 

今回規則案が承認されたことで、原子力発電プラントの建設や運転の許認可について規

定した 10 CFR Part 50 に新たな規定が追加されるなどの改定が行われる。NRC によれば、

以下の点が新たな規定として追加される。 

⚫ パフォーマンス・ベースの緊急時準備枠組み 

⚫ SMR 等に近接している施設のハザード解析に関する要件 

⚫ プルーム被ばく経路 EPZ の大きさの決定に関するアプローチ 

⚫ 緊急時計画における摂取対応計画の記載に関する要件 

 

現行の 10 CFR Part 50 は、大型軽水炉の規制を主眼としており、一般的にはプルーム被ば

く経路 EPZ はプラントから半径約 10 マイル（16 km）、摂取経路 EPZ（IPZ）については約

50 マイル（80 km）とされ、これらの区域の厳密な大きさは現地の緊急時対応ニーズ等との

関連で決定すべきとされている。これに対して今回の改定により、EPZ の大きさを事故時の

ソースターム、核分裂生成物の放出や線量の特性といった要素に基づき決定するプロセス

が導入される128。これらの規則の改定は、2023 年 11 月に公布されている 91。 
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5.3.4 原子力資機材の輸出管理制度 

（1） アメリカにおける原子力資機材の輸出管理の概要 

アメリカは核兵器不拡散条約、化学兵器禁止条約及び生物兵器禁止条約を締結している

ことに加え、原子力供給国グループ（NSG）、ザンガー委員会（ZC）、ミサイル技術管理レ

ジーム（MTCR）、オーストラリアグループ（AG）及びワッセナーアレンジメント（WA）

といった主要な国際輸出レジームにすべて加入している129。 

（2） 前回調査以降の変更点 

前回調査以降、アメリカにおける原子力資機材の輸出管理制度に大きな変更はない。なお、

制度変更ではないが、関連する動向として、アメリカ商務省産業安全保障局（BIS）は 2023

年 5 月 19 日に、輸出管理規則（EAR）に基づく貿易の規制対象となる組織のリスト（エン

ティティリスト）を公表したが、リストには中国核工業集団公司（CNNC）等が含まれてい

る。対象となった組織との輸出、再輸出及びアメリカ国内における輸送が規制対象となり、

規制対象組織とこれらの取引を行う場合は、EAR に基づく許可の取得が要求される130。 

5.3.5 IAEAの評価サービス IRRSの受入れ状況等 

アメリカは 2010 年に IRRS ミッションを受け入れ、また、2014 年にはフォローアップミ

ッションを受け入れている131。 

2014 年のフォローアップミッションの報告書によれば、2010 年の IRRS ミッションで提

示された勧告や提言は、体系的に考慮されている。また、多くの分野で顕著な前進が見られ

ており、さらに行動計画の遂行により多くの改善が実施されている132。 

2016 年 10 月に公表された原子力安全条約第 7 回締約国会議のための国別報告書によれ

ば、フォローアップミッションで提示された勧告や提言に対してアメリカは対応を進めて

おり、その状況を NRC は公表している133。 

5.4. IAEAの実施する主要な評価サービスの受入れに係る状況 

本節では、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている IAEA の評価サービス

のうち、INIR、SEED、GRSR 及び OSART の受入れ状況等を整理する。 

（1） IAEAの評価サービス INIRの受入れ状況等 

アメリカは INIR を受け入れていない 131。なお、INIR は加盟国における原子力発電導入

のための国のインフラの状況を評価するものであり、初回は 2009 年に実施されたが134、ア

メリカでは INIR が開始されるより前に原子力発電が導入されている。 

（2） IAEAの評価サービス SEEDの受入れ状況等 

アメリカは SEEDを受け入れていない 131。なお、SEEDは加盟国におけるサイトの選定、

サイトの安全性評価、構造物、系統及び機器の設計、プラントの安全性評価、及びサイト特
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有の外部ハザード（自然及び人為的なもの）と内部ハザード（火災、洪水、衝撃など）を対

象としてピアレビューを実施するものであり135、初回は 2015 年に実施されたが 131、アメ

リカでもっとも最近商業運転が開始されたボーグル 3 号機が着工されたのは、SEED が開

始される前の 2013 年 3 月である136。 

（3） IAEAの評価サービス GRSRの受入れ状況等 

IAEA によれば、アメリカは 2009 年に AP1000 を対象として GRSR を受け入れている137。

なお、NRC は設計認証（DC）の制度を整備している。DC の発給によって NRC は、プラン

トの建設や運転の申請からは独立して、原子力発電プラントの設計を承認する。設計認証は

発給日から 15 年間有効であるが、さらに 10～15 年間の延長が可能である。表 4-8 は、既

に発給されている DC について、設計の名称と申請者を整理したものである138。 

 

表 4-8 発給されている DC の設計の名称と申請者 

設計の名称 申請者 

改良型沸騰水型原子炉（ABWR） ゼネラルエレクトリックニュークリアエ

ナジー 

APR1400 韓国電力公社・韓国水力原子力 

ABWR 設計認証規則改定 サウステキサスプロジェクト原子力発電

会社 

System 80+ ウェスティングハウス（WH）社 

AP600 WH 社 

AP1000 WH 社 

高経済性単純化沸騰水型原子炉（ESBWR） GE 日立ニュークリア・エナジー社 

ニュースケール小型モジュール炉（US600） ニュースケール・パワー社 

出所）NRC ウェブサイト “Design Certification Applications for New Reactors”に基づきエム・アール・ア

イ リサーチアソシエイツにて作成 

https://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/large-lwr/design-cert.html 

 

（4） IAEAの評価サービス OSARTの受入れ状況等 

表 4-9 に、IAEA の情報に基づきアメリカで実施された OSART ミッション及びフォロー

アップミッションの状況を整理する 131。 
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表 4-9 アメリカで実施された OSARTミッション 

発電所名 ミッションの種類 開始月 

カルバートクリフ OSART ミッション 1987 年 1 月 

バイロン OSART ミッション 1989 年 1 月 

グランドガルフ OSART ミッション 1992 年 8 月 

グランドガルフ フォローアップミッション 1994 年 2 月 

ノースアナ OSART ミッション 2000 年 1 月 

ノースアナ フォローアップミッション 2002 年 4 月 

ブランズウィック OSART ミッション 2005 年 5 月 

ブランズウィック フォローアップミッション 2006 年 12 月 

アーカンソー OSART ミッション 2008 年 7 月 

アーカンソー フォローアップミッション 2010 年 6 月 

シーブロック OSART ミッション 2011 年 6 月 

シーブロック フォローアップミッション 2013 年 6 月 

クリントン OSART ミッション 2014 年 8 月 

クリントン フォローアップミッション 2015 年 10 月 

セコヤー OSART ミッション 2017 年 9 月 

セコヤー フォローアップミッション 2019 年 4 月 

ウォルフクリーク OSART ミッション 2023 年 3 月 

出所）IAEA “Peer Review and Advisory Services Calendar”に基づきエム・アール・アイ リサーチアソシエ

イツにて作成 

https://www.iaea.org/services/review-

missions/calendar?type=All&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&location=3589&status=All 
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Reactors and Other New Technologies”（2021 年） 

https://www.nrc.gov/docs/ML2120/ML21200A079.pdf 
129 外務省ウェブサイト「国際輸出管理レジーム参加国一覧表」（2024 年 1 月 22 日閲覧）

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/regime/regime.html 
130 BIS “Supplement No. 4 to Part 744 - ENTITY LIST”（2023 年 5 月 19 日） 

https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/regulations-docs/2326-supplement-no-4-to-part-744-
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entity-list-4/file 
131 IAEA ウェブサイト “Peer Review and Advisory Services Calendar”（2024 年 1 月 22 日閲

覧） 

https://www.iaea.org/services/review-

missions/calendar?type=All&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&location=3589&status=All 
132 IAEA “INTEGRATED REGULATORY REVIEW SERVICE (IRRS) FOLLOW-UP MISSION 

TO THE UNITED STATES OF AMERICA”（2014 年） 

https://www.iaea.org/sites/default/files/documents/review-missions/final_report_irrs_us_follow-

up_2014.pdf 
133 NRC “The United States of America Seventh National Report for the Convention on Nuclear 

Safety”（2016 年 10 月） 

https://www.iaea.org/sites/default/files/usa-national-report-for-the-7th-rm.pdf 
134 IAEA ウェブサイト “Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR)”（2023 年 10 月 24 日

閲覧） 

https://www.iaea.org/services/review-missions/integrated-nuclear-infrastructure-review-inir 
135 IAEA ウェブサイト “Site and External Events Design Review Service (SEED)”（2023 年

10 月 24 日閲覧） 

https://www.iaea.org/services/review-missions/site-and-external-events-design-review-service-seed 
136 IAEA “Power Reactor Information System VOGTLE-3”（2023 年 10 月 24 日閲覧） 

https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/ReactorDetails.aspx?current=1042 
137 IAEA ウェブサイト “Generic Reactor Safety (GRS)”（2024 年 1 月 22 日閲覧） 

https://nucleus-qa.iaea.org/sites/gsan/services/Pages/Generic-Reactor-Safety-(GSR).aspx 
138 NRC ウェブサイト “Design Certification Applications for New Reactors”（2023 年 10 月

25 日閲覧） 

https://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/large-lwr/design-cert.html 
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6.  インドにおける原子力安全制度の整備状況 

本章では、インドにおける原子力安全制度の整備状況について整理する。 

6.1. 原子力発電等の最新状況 

本節では、インドにおける前回令和 2 年度調査以降の原子力発電等の最新状況を整理す

る。なお、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている条約に関連する動きは

6.2 に、法体系、原子力損害賠償制度、規制当局、輸出管理制度、IAEA の IRRS に関する動

きは 6.3 に、IAEA の INIR、SEED、GRSR 及び OSART に関する動きは 6.4 にまとめている。 

（1） 原子炉の新設に関連する動向 

 1) 原子炉の新設に向けた許認可の発給 

インドでは 2024 年 1 月現在、8 基の原子炉が建設中である139。前回令和 2 年度調査以降、

インド原子力規制委員会（AERB）は 2021 年 5 月に、クダンクラム 5、6 号機（いずれも

VVER 1000）に対して建設許可（コンクリート打設許可）を発給し140、5 号機は同年 6 月、

6 号機は同年 12 月に建設を開始した141,142。この他、カクラパー3、4 号機（いずれも PHWR 

700）においては、2021 年 1 月に系統接続した 3 号機について、AERB は 2023 年 10 月に

100％出力運転認可を発給、4 号機に対しては 2023 年 8 月に燃料装荷許可、12 月に臨界の

許可を発給した143。 

 2) 原子力発電拡大に関する動向 

インドは 2070 年のカーボンニュートラル達成を目標としており、電力の脱炭素化に向け

た非化石電源強化の一環として、原子力発電を拡大する方針である。インド中央電力庁は

2023 年 5 月に発表した 2022 年～2032 年を対象とする国家電力計画（NEP）の第 1 部（発電

の部）において、2032年までに国内の原子力発電設備容量を現在の 7,480MWから 19,680MW

に拡大する見通しを示した144。さらに政府は 2023 年 12 月、原子力の設備容量を 2032 年ま

でに現在の 3 倍の 22,480MW に拡大するための措置に着手したと発表した145。 

（2） 既設炉の運転に関連する動向 

 1) 運転認可更新に関する動向 

インドでは 2024 年 1 月時点で、22 基の原子炉が運転中である。同国における運転認可の

有効期間は最大 5 年である146。前回令和 2 年度調査以降 2022 年末までに、AERB は以下の

原子炉に対し運転認可の更新を発給した147 148。 

⚫ 2021 年 3 月：タラプール 1、2 号機（2026 年 3 月末まで） 

⚫ 2021 年 7 月：クダンクラム 1、2 号機（2025 年 7 月末まで） 

⚫ 2021 年 9 月：タラプール 3、4 号機（2026 年 8 月末まで） 
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⚫ 2022 年 5 月：カイガ 1、2 号機（2027 年 5 月末まで） 

⚫ 2022 年 10 月：ラジャスタン 3、4 号機（2027 年 10 月末まで） 

（3） 放射性廃棄物の管理・処分に関連する動向 

 1) 使用済燃料貯蔵施設建設に関する動向 

2021 年 8 月、AERB はクダンクラム 3、4 号機の使用済燃料向けの建屋外貯蔵設備に対し

立地許可を発給した149。また 2022 年 9 月には、同設備に対して建設許可を発給した150。 

6.2. 国際的取決めの遵守状況 

本節では、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている条約について、インド

の遵守状況等を整理する。 

6.2.1 インドの国際的取決め遵守の概況 

インドについて、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている条約の国内発

効日や遵守状況は、以下に整理するとおりである。 

条約名 国内発効日 遵守状況 

原子力安全条約 2005 年 6 月 29 日 ⚫ 締約国会議に参加している。 

⚫ 検討会合の報告において、重大な問

題がある旨の報告はされていない。 

⚫ 国別報告書を提出している。 

放射性廃棄物等安全条約 － ⚫ 実質的に同条約の内容を履行して

いる。 

海洋汚染防止条約 － ⚫ 実質的に同条約の内容を履行して

いる。 

早期通報条約 1988 年 2 月 28 日 ⚫ 両条約が規定する早期通報や援助

体制を整備・維持している。 援助条約 1988 年 2 月 28 日 

 

6.2.2 国際的取決めに関する国内制度、前回調査以降の変更点 

以下に、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている条約に関する国内制度

や前回調査以降の動き等を整理する。 

（1） 原子力安全条約 

原子力安全条約第 8、9 回合同締約国会議が 2023 年 3 月に開催された。第 8 回締約国会

議は 2020 年 3 月に開催される予定であったが、COVID-19 による感染症のため、第 8、9 回

合同締約国会議として開催された。インドは第 8 回締約国会議に向けた国別報告書を提出

したのち、改めて 2022 年 8 月に第 8、9 回合同締約国会議に向けた国別報告書を提出する
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とともに 146、他国から書面で提出された質問に回答している。またインドは、同会議に参

加している151。 

第 8、9 回合同締約国会議に向けた国別報告書では、前回の第 7 回締約国会議でインドの

課題として挙げられた以下の 3 点について、対応状況を示している 146。 

⚫ 原子力発電急拡大計画のための準備 

インド原子力発電公社（NPCIL）は、原子力の急速な拡大に必要な人員確保のため、技

術者の募集を定期的に実施している。建設・計画中のプロジェクトに必要な能力は、訓

練プログラムを通じて開発・維持している。NPCIL は品質管理を重視しつつプロジェ

クトを迅速に完了させるよう努めている。国内産業インフラは整備済みであり、国産

PHWR の大型機器の調達も開始済みである。規制については、規制プロセス、人材・能

力、知識管理の強化を行っている。AERB では、規制プロセスのための統合マネジメン

トシステム（IMS）を導入済みである。原子力発電所の立地評価と設計に関する規制要

件は、福島第一原子力発電所事故の教訓を考慮に入れたもので、現行の IAEA 安全基準

に準拠している。したがって、インドが導入・適用を予定しているすべての原子炉技術

に関して、要件整備がなされている。 

⚫ 福島第一原子力発電所事故を受けた安全性向上 

同事故後、インドは原子力発電所の安全性向上対策を短期・中期・長期に分類し、前回

締約国会議において報告したとおり、短期・中期の対策は実施完了している。長期の対

応としては、 (a)シビアアクシデント管理プログラムの強化、(b)水素管理規定の強化、

(c)フィルタ付きベントの設置、(d)オンサイト緊急時支援センターの設置が挙げられて

いる。AERB は、原子力発電所のシビアアクシデント管理指針を策定済みであり、各発

電所に適用されている。その他項目に関する開発、エンジニアリング、試験等の活動は

完了しており、実地での適用が進められているところである。また上記項目は、新たに

建設される原子力発電所に係る規制要件の一部となっている。 

⚫ カクラパー1、2 号機における圧力管漏えい事象の根本原因特定 

カクラパー1、2 号機（PHWR）では 2015 年から 2016 年にかけて圧力管における漏え

い事象が発生したが、これらの事象の根本原因を特定する調査が完了した。調査により、

本事象は圧力管からの漏えいを検知するための「アニュラスガスモニタリングシステ

ム（AGMS）」に使用された炭酸ガスの仕様に欠陥があり、このガスに含まれていた微

量の炭化水素不純物が原因で発生したと結論づけられた。炭酸ガス中の炭化水素不純

物の規制値は規定されていなかった。AGMS ガス混合物とこれらの炭化水素が組み合

わさった結果、反応性化学種（reactive chemical species）が発生し、圧力管の外面に局所

的な腐食を引き起こして水素発生が促進された。影響を受けた圧力管では水素含有量

が上昇し、亀裂が発生するとともに、遅延水素化物割れ（DHC）により亀裂が進展する

に至った。カクラパー1 号機では、2 号機に比べて当該炭酸ガスを用いた運転期間が長

かったため、材料劣化が大きく圧力管内の亀裂が進み、小規模の LOCA 事象に至った。

この教訓に基づき、AGMS の仕様と品質チェックの強化、AGMS の点検・モニタリン

グの強化、圧力管の供用期間中検査プログラムの範囲の強化を含む是正措置がすべて

の PHWR で実施された。AGMS の能力も分析され、全ての PHWR で設計要件を満たし

ていることが確認された。カクラパー1、2 号機では冷却材チャンネルの一括交換を行

った。交換が完了し規制当局の審査・認可を受けたのち、両機は安全に運転されている。 

⚫ 経済協力開発機構原子力機関（OECD/NEA）の諸活動への参加 
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インドは、原子力施設安全委員会（CSNI）、原子力規制活動委員会（CNRA）などの NEA

の各種作業部会の活動に引き続き参加している。また、人的・組織的要因に関する作業

部会（WGHOF）への参加も検討中である。 

 

また、本報告書に先立ち第 8 回締約国会議に向けて作成された報告に際して行った国内

検討で特定された課題として以下の 1 点を挙げ、本報告書時点における対応状況を示して

いる 146。 

⚫ 計装制御システムの設計に関する規制指針改定 

原子力関連の計装制御システム設計においてデジタル技術の利用が増加し、ソフトウ

ェアへの依存度が高まっており、規制上の課題となっている。AERB は原子力発電所の

計装制御システムに関する規制文書の見直しを実施し、既存規則の改定案を策定した。

改定案にはソフトウェア使用に伴う共通原因故障に関する指針、市販のデジタル計装

システムに関する指針、安全とセキュリティのインターフェースに関する内容等が含

まれる。IAEA の安全基準や国際規格などの最新の要件が考慮されている。 

（2） 放射性廃棄物等安全条約 

インドは放射性廃棄物等安全条約を締結していない。同条約の内容を実質的に履行してい

るか否かを、対応する各条文とそれに対応するインドの国内制度ならびにこれらの根拠法

令と対照することで確認した。なお、同国では使用済燃料を再処理する前提（廃棄物とみ

なさない）である。低レベル放射性廃棄物に関しては、原子力施設敷地内で浅地中処分さ

れている 146  
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表 4-10 放射性廃棄物等安全条約に対応したインドの措置 

（安全に関する一般規定（第 18～28条）について） 

放射性廃棄物等安全条約の条文 対応するインドの措置 

第 4 章 安全に関する一般規定 

第 18 条 実施のための措置 

締約国は、自国の国内法の枠組みの中で、こ

の条約に基づく義務を履行するために必要な

法令上、行政上その他の措置をとる。 

⚫ インドでは、使用済燃料及び放射性廃棄

物の大部分を、原子力発電所のサイト内

で保管している。インドは、サイト内に

おける使用済燃料や放射性廃棄物の安

全な管理についても規定した原子力安

全条約を締結しており、同条約第 8 回・

9 回国別報告書によれば、同条約の履行

に必要な措置を講じている 146 

第 19 条 法令上の枠組み 

1 締約国は、使用済燃料管理及び放射性廃棄

物管理の安全を規律するため、法令上の枠組

みを定め及び維持する。 

2 法令上の枠組みは、次の事項について定め

る。 

（i）放射線からの安全について適用される国

内的な安全に関する要件及び規制 

（ii）使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理に

関する活動を許可する制度 

（iii）許可を受けることなく使用済燃料管理

施設及び放射性廃棄物管理施設を使用す

ることを禁止する制度 

（iv）適当な制度的管理、規制として行われる

検査並びに文書及び報告に関する制度 

（v）適用される規制及び許可の条件の実施を

確保するための措置 

（vi）使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理

における異なる段階に関係する機関の責

任の明確な分担 

3 締約国は、放射性物質を放射性廃棄物とし

て規制するか否かについて検討するに当た

り、この条約の目的に妥当な考慮を払う。 

⚫ 「1962 年原子力法」の第 3 章、第 16 章、

第 17 章及び第 23 章において、中央政府

の権限等を規定152 

⚫ 「1987 年原子力（放射性廃棄物の安全な

処分）規則」の第 3 章、第 4 章、第 6 章、

第 7 章及び第 10 章において、放射性廃

棄物の安全な処分に関する責任、記録、

検査等を規定153 

⚫ 「AERB 安全規則 放射性廃棄物の管

理」の第 3 章に廃棄物の発生者／管理者

の責務について規定。なお同規則は原子

力施設全般から発生する廃棄物を対象

としており、重水炉・軽水炉など商用発

電炉の他、高速増殖炉（FBR）や研究炉、

サイクル施設もカバーしている154。 

第 20 条 規制機関 

1 締約国は、前条に定める法令上の枠組みを ⚫ 「1962 年原子力法」の第 27 章の規定に
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放射性廃棄物等安全条約の条文 対応するインドの措置 

実施することを任務とする規制機関を設立し

又は指定するものとし、当該機関に対し、そ

の任務を遂行するための適当な権限、財源及

び人的資源を与える。 

2 締約国は、使用済燃料又は放射性廃棄物の

管理及び規制の双方に関係している組織にお

いて規制を行う任務がその他の任務から効果

的に独立していることを確保するため、自国

の法令上の枠組みに従い適当な措置をとる。 

基づき規制機関としてAERBを設立 152。 

第 21 条 許可を受けた者の責任 

1 締約国は、使用済燃料管理又は放射性廃棄

物管理の安全のための主要な責任は関係する

許可を受けた者が負うことを確保するものと

し、許可を受けた者がその責任を果たすこと

を確保するため適当な措置をとる。 

2 許可を受けた者又は責任を有するその他

の者が存在しない場合には、使用済燃料又は

放射性廃棄物について管轄権を有する締約国

がその責任を負う。 

⚫ 「1962 年原子力法」を根拠として制定さ

れた「2004 年原子力（放射線防護）規則」

が、許認可所有者の責任について規定

155。 

第 22 条 人的資源及び財源 

締約国は、次のことを確保するため、適当

な措置をとる。 

（i）使用済燃料管理施設及び放射性廃棄物管

理施設の使用期間中、必要に応じ、安全

に関する活動のために、能力を有する職

員が利用可能であること。 

（ii）使用済燃料管理施設及び放射性廃棄物管

理施設の使用期間中並びにこれらの施設

に係る廃止措置をとるに当たり、これら

の施設の安全の確保を支援するために、

適当な財源が利用可能であること。 

（iii）適当な制度的管理及び監視措置が処分

施設の閉鎖後必要と認める期間継続されるこ

とを可能にするために、財源が確保されるこ

と。 

⚫ インド中央政府は AERB に分離勘定の

予算措置を講じている（原子力安全条約

第 8 回・9 回国別報告書第 8 章及び第 11

章）146。 

⚫ DAE は人的資源の確保と職員の訓練の

ための措置を講じている（第 8 回・9 回

国別報告書第 11 章）146。 

⚫ 「AERB安全ガイド 原子力プラントの

運転安全に関する経験のフィードバッ

ク」の第 14 章に職員の訓練について規

定156。 

⚫ インド原子力発電公社（NPCIL）は原子

力発電所の廃止措置財源として 0.02 ル

ピー（約 0.035 円 1 ルピー＝1.7 円）／

kWh を電気料金から徴収（第 8 回・9 回

国別報告書第 11 章）している。ただし、
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処分場の廃止措置のコストに関して言及

は確認できない 146。 

第 23 条 品質保証 

締約国は、使用済燃料管理及び放射性廃棄

物管理の安全についての品質保証に関する適

当な計画が作成され及び実施されることを確

保するため、必要な措置をとる。 

⚫ 「AERB安全規則 原子力施設の立地評

価」の第 7 章において原子力施設の立地

評価に関する品質保証を規定157。 

⚫ 「AERB 安全規則 放射性廃棄物の管

理」の第 6 章において放射性廃棄物管理

に関する品質保証を規定 154。 

⚫ 「AERB安全規則 原子力プラントの品

質保証」において原子力発電所の包括的

な品質保証について規定158。 

第 24 条 使用に際しての放射線防護 

1 締約国は、使用済燃料管理施設及び放射

性廃棄物管理施設の使用期間中次のことを確

保するため、適当な措置をとる。 

（i）経済的及び社会的な要因を考慮に入れ

て、作業員及び公衆がこれらの施設に起因す

る放射線にさらされる程度が合理的に達成可

能な限り低く維持されること。 

（ii）いかなる個人も、通常の状態において、

自国が定める線量の限度であって放射線防護

に関して国際的に認められた基準に妥当な考

慮を払ったものを超える放射線量にさらされ

ないこと。 

（iii）放射性物質の環境への計画されてお

らず又は制御されていない放出を防止するた

めの措置をとること。 

2 締約国は、次のことを確保するため、適

当な措置をとる。 

（i）経済的及び社会的な要因を考慮に入れ

て、放射線にさらされる程度が合理的に達成

可能な限り低く維持されるよう排出が制限さ

れること。 

（ii）いかなる個人も、通常の状態において、

自国が定める線量の限度であって放射線防護

⚫ 「1962 年原子力法」が放射線防護の詳細

は規則で定めることを規定しており 152、

それを受けて中央政府が「2004 年原子力

（放射線防護）規則」を策定し、放射線

防護について規定 155。 

⚫ 「AERB 安全規則 原子力発電所の運

転」の第 11 項が、使用済燃料管理施設及

び放射性廃棄物管理施設を含め、原子力

発電所における放射線防護について規定

159。 

⚫ 「AERB 安全規則 放射性廃棄物の管

理」の第 2 章に放射線防護と環境安全に

関する規定 154。 
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に関して国際的に認められた基準に妥当な考

慮を払ったものを超える放射線量にさらされ

ないよう排出が制限されること。 

3 締約国は、規制された原子力施設の使用

期間中、放射性物質の環境への計画されてお

らず又は制御されていない放出が発生した場

合には、その放出を制御し及びその影響を緩

和するための適当な是正措置がとられること

を確保するため、適当な措置をとる。 

第 25 条 緊急事態のための準備 

1 締約国は、使用済燃料管理施設及び放射性

廃棄物管理施設の使用前及び使用中に敷地内

及び必要な場合には敷地外の適当な緊急事態

計画が準備されることを確保する。この緊急

事態計画は、適当な頻度で検証すべきである。 

2 締約国は、自国の領域の近隣にある使用済

燃料管理施設又は放射性廃棄物管理施設にお

ける放射線緊急事態の影響を受けるおそれが

ある限りにおいて、自国の領域に係る緊急事

態計画を作成し及び検証するため、適当な措

置をとる。 

⚫ 「2004 年原子力（放射線防護）規則」の

第 33 条に緊急時準備について規定 155。 

⚫ 「AERB安全ガイド 原子力施設のサイ

ト緊急時準備計画の策定」は、原子力施

設のサイト緊急時計画の準備について規

定160。 

⚫ 「AERB安全ガイド 原子力施設のオフ

サイト緊急時準備計画の策定」は、原子

力施設のサイト外の緊急時計画の準備に

ついて規定161。 

⚫ 「AERB安全ガイド オフサイト緊急時

準備のための原子力プラントのサイトの

考慮」にサイト外での緊急時準備につい

て規定162。 

第 26 条 廃止措置 

締約国は、原子力施設の廃止措置の安全を

確保するため、適当な措置をとる。この措置

は、次のことを確保するものとする。 

（i）能力を有する職員及び適当な財源が利用

可能であること。 

（ii）作業に際しての放射線防護、排出及び計

画されておらず又は制御されていない放

出に関する第二十四条の規定が適用され

ること。 

（iii）緊急事態のための準備に関する前条の

規定が適用されること。 

⚫ 「AERB安全ガイド 原子力プラント及

び研究炉の廃止措置」は原子力施設の廃

止措置について規定163。 

⚫ 「AERB安全ガイド 原子炉以外の核燃

料サイクル施設の廃止措置」は原子力発

電所以外の核燃料サイクル施設の廃止措

置について規定164。 
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（iv）廃止措置に関する重要な情報の記録が

保存されること。 

第 27 条 国境を越える移動 

1 国境を越える移動に関係している締約国

は、この移動がこの条約及び関連する拘束力

のある国際文書の規定に合致する方法で実施

されることを確保するため、適当な措置をと

る。 

このため、 

（i）原産国である締約国は、国境を越える移

動が、仕向国に事前に通報され及び仕向

国の同意がある場合にのみ認められ及び

実施されることを確保するため、適当な

措置をとる。 

（ii）通過国を通過する国境を越える移動は、

用いられる特定の輸送方式に関連する国

際的な義務に従う。 

（iii）仕向国である締約国は、この条約に合

致する方法で使用済燃料又は放射性廃棄

物を管理するために必要な事務上及び技

術上の能力並びに規制の体系を有する場

合にのみ、国境を越える移動に同意する。 

（iv）原産国である締約国は、仕向国の同意が

あることにより、（iii）に定める要件が満

たされていることを事前に確認すること

ができる場合にのみ、国境を越える移動

を認める。 

（v）原産国である締約国は、この条の規定に

従って行われる国境を越える移動が完了

しないか又は完了することができない場

合には、代わりの安全措置をとることが

できる場合を除くほか、自国の領域に戻

すことを認めるため、適当な措置をとる。 

2 締約国は、貯蔵又は処分のために使用済燃

料又は放射性廃棄物を南緯六十度以南の地域

へ輸送することを許可しない。 

⚫ 「AERB 規則 放射性物質の安全輸送」

は放射性物質の航空機及び船舶による輸

送、放射性物質ごとに定められた輸送容

器について規定165。 

⚫ 「AERB安全ガイド 輸送時の放射性物

質のセキュリティ」は放射性物質の輸送

時に盗難、破壊活動や悪意ある行動から

放射性物質を防護するためのセキュリテ

ィについて規定166。 

⚫ 「原子力（鉱山や鉱物に関連する労働及

び規定された物質の取扱い）規則」にお

いて規定された物質等の移転について規

定167。 

⚫ 「原子力輸送（輸出）に関するガイドラ

イン」において規定物質等の移転を禁止

する規定168。 

⚫ インドは南極地域における放射性廃棄物

の処分を禁止した南極条約を締結してい

る。なお、同条約の規定は南緯六十度以

南の地域に適用することとなっている。

また、南極条約を実施するために「2022

年インド南極法」が施行されている169。 
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3 この条約のいかなる規定も、次のことを妨

げるものではなく、又は次のことに影響を及

ぼすものではない。 

（i）国際法に定めるところにより、海洋及び

河川における航行並びに航空に関する権

利及び自由がすべての国の船舶及び航空

機によって行使されること。 

（ii）処理のために放射性廃棄物が輸出された

締約国が、当該処理後に当該放射性廃棄

物その他の物質を原産国へ返還し又は返

還するための措置をとる権利を有するこ

と。 

（iii）再処理のために使用済燃料を輸出する

権利を締約国が有すること。 

（iv）再処理のために使用済燃料が輸出さ

れた締約国が、再処理工程から発生した放射

性廃棄物その他の物質を原産国へ返還し又は

返還するための措置をとる権利を有するこ

と。 

第 28 条 使用されなくなった密封線源 

1 締約国は、自国の国内法の枠組みにおい

て、使用されなくなった密封線源の保有、再

生又は処分が安全な方法で行われることを確

保するため、適当な措置をとる。 

2 締約国は、自国の国内法の枠組みにおい

て、使用されなくなった密封線源を受領し及

び保有する資格を有する製造者に使用されな

くなった密封線源が返還されることを認める

場合には、当該使用されなくなった密封線源

を自国の領域内に戻すことを認める。 

⚫ 「AERB 安全規則 放射性廃棄物の管

理」の付則 A. 4 項に使用されなくなった

密封線源についても規定 154。 

出所）エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社「諸外国における原子力安全制度の整備状況

等に関する調査 報告書」（2021 年 3 月）等に基づき作成  
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表 4-11 放射性廃棄物等安全条約に対応したインドの措置 

（使用済燃料管理の安全に関する規定（第 4～10 条）について） 

放射性廃棄物等安全条約の条文 対応するインドの措置 

第 2 章 使用済燃料管理の安全 

第 4 条 安全に関する一般的な要件 

締約国は、使用済燃料管理のすべての段階に

おいて、放射線による危険から個人、社会及

び環境を適切に保護することを確保するた

め、適当な措置をとる。 

このため、締約国は、次のことのために適当

な措置をとる。 

（i）臨界について及び使用済燃料管理の間

に発生する残留熱の除去について適切な対処

を確保すること。 

（ii）自国が採用した燃料サイクル政策の類

型に即して、使用済燃料管理に関連する放射

性廃棄物の発生が実行可能な限り最小限にと

どめられることを確保すること。 

（iii）使用済燃料管理における異なる段階が

相互に依存していることを考慮に入れるこ

と。 

（iv）国際的に認められた基準に妥当な考慮

を払った自国の国内法の枠組みにおいて、規

制機関によって承認された適当な防護方法を

自国において適用することにより、個人、社

会及び環境を効果的に保護すること。 

（v）使用済燃料管理に関連する生物学的、

化学的その他の危険を考慮に入れること。 

（vi）現在の世代に許容されている影響より

も大きな影響であって合理的に予見可能なも

のを将来の世代に及ぼす行動をとらないよう

努力すること。 

（vii）将来の世代に不当な負担を課するこ

とを避けることを目標とすること。 

⚫ 「AERB 安全規則 放射性廃棄物管

理」の補遺 1 において、IAEA Safety 

Series No. 111-F に基づき、健康と環境

保護、将来世代への考慮、適切な法的基

盤の整備、廃棄物最小化等を放射性廃棄

物管理の原則として規定 154。 

⚫ 原子力発電所の運転の安全性に関する規

則である「AERB 安全規則 原子力発

電所の運転」は、発電所サイト内におけ

る使用済燃料の管理に関する規定も含ん

でおり、7.3 項において、サイト内での

燃料の取扱いや輸送、貯蔵において安全

を確保すべきこと等規定 159,i。 

⚫ PHWR の使用済燃料の貯蔵における安

全性については、「AERB 安全規則 

PHWR プラントの設計」の 6.10.2 項に

おいて規定170。 

⚫ 軽水炉の使用済燃料の貯蔵における安全

性については、「AERB 安全規則 軽水

炉プラントの設計」の第 6.42 項におい

て規定171。 

 
i インドでは、PHWR と軽水炉及び FBR が運転中であり、使用済燃料は原子力発電所で貯蔵されている。

そのため、使用済燃料の安全に関する条約の要件に対応する規定として、原子力発電所の運転の安全規則

を挙げている。同規則ではスコープにおいて、研究炉等にも準用する旨記載されている。 
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第 5 条 既存の施設 

締約国は、この条約が自国について効力を生

じた時に既に存在している使用済燃料管理施

設の安全について検討し及び当該施設の安全

性を向上させるために必要な場合にはすべて

の合理的に実行可能な改善が行われることを

確保するため、適当な措置をとる。 

⚫ 使用済燃料の管理を含め、原子力発電所

の運転の安全性は、「AERB 安全規則 

原子力発電所の運転」の 7.3 項において

規定 159。 

第 6 条 計画されている施設の立地 

1 締約国は、計画されている使用済燃料管

理施設に関し、次のことについて手続が定め

られ及び実施されることを確保するため、適

当な措置をとる。 

（i）当該施設の使用期間中その安全に影響

を及ぼすおそれのある立地に関するすべての

関連要因を評価すること。 

（ii）当該施設が個人、社会及び環境に対し

て及ぼすおそれのある安全上の影響を評価す

ること。 

（iii）当該施設の安全に関する情報を公衆が

利用可能なものとすること。 

（iv）当該施設が影響を及ぼすおそれがある

限りにおいて、当該施設の近隣にある締約国

と協議を行い、及び当該施設が当該締約国の

領域に及ぼすおそれのある安全上の影響につ

いて当該締約国が評価することを可能とする

ため当該施設に関する一般的なデータを当該

締約国の要請に応じて提供すること。 

2 締約国は、１の規定を実施するに当た

り、第四条に定める安全に関する一般的な要

件に従い１に規定する施設の設置場所を決め

ることにより当該施設が他の締約国に容認し

難い影響を及ぼさないことを確保するため、

適当な措置をとる。 

⚫ 「AERB 安全規則 原子力施設の立地

評価」は、原子力施設の立地における安

全性について包括的に規定 157。 

⚫ 2005 年情報公開法に基づき、政府機関

や国有企業は公衆の請求に応じ情報の公

開を行う172。インドにおける原子力関連

施設の所有運転者はすべて国有企業ある

いは政府傘下の組織であり、同法の適用

対象となる。 

第 7 条 施設の設計及び建設 

締約国は、次のことを確保するため、適当な

措置をとる。 

⚫ PHWR プラントにおける使用済燃料の

取扱設備の設計における安全性について
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（i）使用済燃料管理施設の設計及び建設に

当たり、個人、社会及び環境に対して及ぼす

おそれのある放射線による影響（排出又は制

御されない放出によるものを含む。）を制限

するための適当な措置がとられること。 

（ii）設計段階において、使用済燃料管理施

設の廃止措置に関して想定される手順及び必

要に応じ当該廃止措置に関する技術的な規定

が考慮されること。 

（iii）使用済燃料管理施設の設計及び建設に

用いられた技術が適切なものであることが、

経験、試験又は解析により裏付けられるこ

と。 

は、「AERB 安全規則 PHWR プラント

の設計」の 6.10.2 項に規定 170。 

⚫ 軽水炉プラントにおける使用済燃料の取

扱設備の設計における安全性について

は、「AERB 安全規則 軽水炉プラント

の設計」の 6.42 項に規定 171。 

⚫ 「AERB 安全ガイド 高レベル放射性

廃棄物の処分前管理」の 3.2 項におい

て、放出含む放射線影響制限に係る措置

を講じることを規定173。 

第 8 条 施設の安全に関する評価 

締約国は、次のことを確保するため、適当な

措置をとる。 

（i）使用済燃料管理施設の建設前に、安全

に関する体系的な評価及び環境評価であっ

て、当該施設がもたらす危険について適切で

あり、かつ、その使用期間を対象とするもの

が実施されること。 

（ii）使用済燃料管理施設の使用を開始する

前に、（i）に規定する安全に関する評価及び

環境評価を補完することが必要と認められる

場合には、これらの評価が更新され及び詳細

なものとされること。 

⚫ 「AERB 安全規則 原子力・放射線施

設に関する規則」の 3.2 項、3.3 項、3.4

項に核燃料サイクル施設の環境評価、安

全評価について規定174。 

⚫ 「AERB 安全ガイド 高レベル放射性

廃棄物の処分前管理」の 2.5 項におい

て、廃棄物と判断された場合の使用済燃

料を含む高レベル放射性廃棄物の管理施

設に係る環境評価を含む安全評価につい

て規定 173。 

第 9 条 施設の使用 

締約国は、次のことを確保するため、適当な

措置をとる。 

（i）使用済燃料管理施設の使用の許可が、

前条に規定する適当な評価に基づき、かつ、

建設された当該施設が設計及び安全に関する

要件に合致していることを示す使用試験の完

了を条件として与えられること。 

⚫ 「AERB 安全規則 原子力発電所の運

転」の第 6、7 項が、原子力発電所の建

設・運転等において必要とされる試験や

定めるべき手続について規定 159。 

⚫ 「AERB 安全ガイド 高レベル放射性

廃棄物の処分前管理」の第 3.4 項におい

て、廃棄物と判断された場合の使用済燃

料を含む高レベル放射性廃棄物の管理施

設の使用開始前試験について規定 173。 
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（ii）試験、使用の経験及び前条に規定する

評価から得られる使用上の制限及び条件が定

められ、必要に応じて修正されること。 

（iii）使用済燃料管理施設の使用、保守、監

視、検査及び試験が定められた手続に従って

行われること。 

（iv）使用済燃料管理施設の使用期間中、安

全に関するすべての分野における工学的及び

技術的な支援が利用可能であること。 

（v）許可を受けた者が、安全上重大な事象

につき規制機関に対し時宜を失することなく

報告すること。 

（vi）使用の経験についての情報を蓄積し及

び解析するための計画が作成され、必要に応

じてその結果に基づいて行動がとられるこ

と。 

（vii）使用済燃料管理施設の廃止措置計画

が、当該施設の使用期間中に得られた情報を

利用して作成され若しくは必要に応じて更新

され、又は規制機関によって検討されるこ

と。 

⚫ 「AERB 安全規則 原子力発電所の運

転」の第 15 項が、記録及び報告につい

て規定 159。 

⚫ 「AERB 安全ガイド 高レベル放射性

廃棄物の処分前管理」の第 7 項におい

て、廃棄物と判断された場合の使用済燃

料を含む高レベル放射性廃棄物の記録・

報告について規定 173。 

⚫ 「AERB 安全規則 原子力発電所の運

転」の第 9 項が、運転経験のフィードバ

ックについて規定 159。 

⚫ 「AERB 安全ガイド 高レベル放射性

廃棄物の処分前管理」の第 6.2 項におい

て、廃棄物と判断された場合の使用済燃

料を含む高レベル放射性廃棄物の管理に

係る品質保証プロセスとして情報の蓄積

と検討、改善等について規定 173。 

⚫ 「AERB 安全規則 原子力発電所の運

転」の第 18 項が、原子力発電所の廃止

措置計画は運転経験に基づき定期的にア

ップデートしなければならないこと等を

規定 159。 

第 10 条 使用済燃料の処分 

締約国が使用済燃料を処分するものとして自

国の法令上の枠組みに従って指定した場合に

は、当該使用済燃料の処分は、次章に定める

放射性廃棄物の処分に関する義務に従うもの

とする。 

－ 

出所）エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社「諸外国における原子力安全制度の整備状況

等に関する調査 報告書」（2021 年 3 月）等に基づき作成  
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表 4-12 放射性廃棄物等安全条約に対応したインドの措置 

（放射性廃棄物管理の安全に関する規定（第 11～17 条）について） 

放射性廃棄物等安全条約の条文 対応するインドの措置 

第 3 章 放射性廃棄物管理の安全 

第 11 条 安全に関する一般的な要件 

締約国は、放射性廃棄物管理のすべての段

階において、放射線による危険その他の危険

から個人、社会及び環境を適切に保護するこ

とを確保するため、適当な措置をとる。 

このため、締約国は、次のことのために適当

な措置をとる。 

（i）臨界について及び放射性廃棄物管理の

間に発生する残留熱の除去について適切な対

処を確保すること。 

（ii）放射性廃棄物の発生が実行可能な限り

最小限にとどめられることを確保すること。 

（iii）放射性廃棄物管理における異なる段階

が相互に依存していることを考慮に入れるこ

と。 

（iv）国際的に認められた基準に妥当な考慮

を払った自国の国内法の枠組みにおいて、規

制機関によって承認された適当な防護方法を

自国において適用することにより、個人、社

会及び環境を効果的に保護すること。 

（v）放射性廃棄物管理に関連する生物学

的、化学的その他の危険を考慮に入れるこ

と。 

（vi）現在の世代に許容されている影響より

も大きな影響であって合理的に予見可能なも

のを将来の世代に及ぼす行動をとらないよう

努力すること。 

（vii）将来の世代に不当な負担を課するこ

とを避けることを目標とすること。 

⚫ 「AERB 安全規則 放射性廃棄物の管

理」の 4.8.2 項、4.8.3 項において臨界

安全について規定。 

⚫ 同 4.4 項が、放射性廃棄物の発生量を最

少化しなければならないことを規定。 

⚫ 同 3.3 項が、放射性廃棄物管理の相互依

存性について規定。 

⚫ 同 2 項が、放射性廃棄物管理における放

射線防護や環境安全等の原則を規定。 

⚫ 同 1.1 項、付則 I（放射性廃棄物管理の

原則と哲学）において、将来世代への配

慮を規定 154。 

 

第 12 条 既存の施設及び過去の行為 

締約国は、次のことのため、相当な期間内に

適当な措置をとる。 

⚫ 「AERB 安全規則 放射性廃棄物の管

理」に既存の原子力施設及び放射線施設
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（i）この条約が自国について効力を生じた

時に既に存在している放射性廃棄物管理施設

の安全について検討し、及び当該施設の安全

性を向上させるために必要な場合にはすべて

の合理的に実行可能な改善が行われることを

確保すること。 

（ii）放射線量の減少による損害の減少が、

介入による害及び介入の費用（社会的費用を

含む。）を正当化するために十分であるべき

ことに留意して、何らかの介入が放射線防護

のために必要であるか否かについて決定する

ため、過去の行為の結果を検討すること。 

から発生する放射性廃棄物の安全管理に

対する要件を規定 154。 

第 13 条 計画されている施設の立地 

1 締約国は、計画されている放射性廃棄物

管理施設に関し、次のことについて手続が定

められ及び実施されることを確保するため、

適当な措置をとる。 

（i）当該施設の使用期間中及び処分施設の

閉鎖後にその安全に影響を及ぼすおそれのあ

る立地に関するすべての関連要因を評価する

こと。 

（ii）当該施設が個人、社会及び環境に対し

て及ぼすおそれのある安全上の影響を評価す

ること。この場合において、処分施設につい

ては、閉鎖後に起こり得る立地状態の変化に

ついても考慮するものとする。 

（iii）当該施設の安全に関する情報を公衆が

利用可能なものとすること。 

（iv）当該施設が影響を及ぼすおそれがある

限りにおいて、当該施設の近隣にある締約国

と協議を行い、及び当該施設が当該締約国の

領域に及ぼすおそれのある安全上の影響につ

いて当該締約国が評価することを可能とする

ため当該施設に関する一般的なデータを当該

締約国の要請に応じて提供すること。 

⚫ 「AERB 安全規則 放射性廃棄物の管

理」の 4.2.1 項に処分前管理施設の、

5.2 項に浅地中処分施設の立地に関する

要件を規定 154（なお、本安全規則は、

インドでは高レベル放射性廃棄物の地層

処分の方法論は検討中であるため、地層

処分は規制対象としないとしており、イ

ンドでは地層処分の安全要件はまだ策定

されていない）。 

⚫ 同 6.3.1 項で放射性廃棄物管理施設のサ

イト選定の品質管理について規定 154。 

⚫ 同 5.2.6 項で浅地中処分施設のサイト選

定において、閉鎖後の気候変動を考慮し

なければならないことを規定 154。 

⚫ 「1962 年原子力法」第 18 章が、機密

情報以外の情報の公衆への公開について

規定 152。 

⚫ 「AERB 安全ガイド 放射性固体廃棄

物の浅地中処分」の第 4 章において浅地

中処分施設の立地選定について規定

175。 
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2 締約国は、１の規定を実施するに当た

り、第十一条に定める安全に関する一般的な

要件に従い１に規定する施設の設置場所を決

めることにより当該施設が他の締約国に容認

し難い影響を及ぼさないことを確保するた

め、適当な措置をとる。 

第 14 条 施設の設計及び建設 

締約国は、次のことを確保するため、適当な

措置をとる。 

（i）放射性廃棄物管理施設の設計及び建設

に当たり、個人、社会及び環境に対して及ぼ

すおそれのある放射線による影響（排出又は

制御されない放出によるものを含む。）を制

限するための適当な措置がとられること。 

（ii）設計段階において、放射性廃棄物管理

施設（処分施設を除く。）の廃止措置に関し

て想定される手順及び必要に応じ当該廃止措

置に関する技術的な規定が考慮されること。 

（iii）設計段階において、処分施設の閉鎖の

ための技術的な規定が作成されること。 

（iv）放射性廃棄物管理施設の設計及び建設

に用いられた技術が適切なものであること

が、経験、試験又は解析により裏付けられる

こと。 

⚫ 「AERB 安全規則 放射性廃棄物の管

理」の 4.2.2 項が処分前管理施設の設計

と建設、5.3 項が浅地中処分施設の設計

と建設について規定 154。 

⚫ 同 4.2.2 項(l)が、処分前管理施設の設

計・建設において廃止措置について考慮

に入れなければならないことを規定

154。 

⚫ 同 5.3.2 項が、浅地中処分施設の設計と

建設において操業後の閉鎖について考慮

に入れなければならないことを規定

154。 

⚫ 「AERB 安全ガイド 放射性固体廃棄

物の浅地中処分」の第 6 章において浅地

中処分施設の設計及び建設について規定

175。 

 

第 15 条 施設の安全に関する評価 

締約国は、次のことを確保するため、適当な

措置をとる。 

（i）放射性廃棄物管理施設の建設前に、安

全に関する体系的な評価及び環境評価であっ

て、当該施設がもたらす危険について適切で

あり、かつ、その使用期間を対象とするもの

が実施されること。 

（ii）処分施設の建設前に、閉鎖後の期間に

ついての安全に関する体系的な評価及び環境

評価が実施され、規制機関が定めた基準に従

ってその結果が評価されること。 

⚫ 「AERB 安全規則 放射性廃棄物の管

理」の 2.5 項、及び 6.3.9 項に放射性廃

棄物管理施設の安全評価に関する要件を

規定 154。 
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（iii）放射性廃棄物管理施設の使用を開始す

る前に、（i）に規定する安全に関する評価及

び環境評価を補完することが必要と認められ

る場合には、これらの評価が更新され及び詳

細なものとされること。 

第 16 条 施設の使用 

締約国は、次のことを確保するため、適当な

措置をとる。 

（i）放射性廃棄物管理施設の使用の許可

が、前条に規定する適当な評価に基づき、か

つ、建設された当該施設が設計及び安全に関

する要件に合致していることを示す使用試験

の完了を条件として与えられること。 

（ii）試験、使用の経験及び前条に規定する

評価から得られる使用上の制限及び条件が定

められ、必要に応じて修正されること。 

（iii）放射性廃棄物管理施設の使用、保守、

監視、検査及び試験が定められた手続に従っ

て行われること。処分施設については、この

ようにして得られた結果が、前提条件の妥当

性を検証し及び検討するため並びに前条に規

定する閉鎖後の期間についての評価を更新す

るために利用されること。 

（iv）放射性廃棄物管理施設の使用期間中、

安全に関するすべての分野における工学的及

び技術的な支援が利用可能であること。 

（v）放射性廃棄物の特性の決定及び分別の

ための手続が適用されること。 

（vi）許可を受けた者が、安全上重大な事象

につき規制機関に対し時宜を失することなく

報告すること。 

（vii）使用の経験についての情報を蓄積し

及び解析するための計画が作成され、必要に

応じてその結果に基づいて行動がとられるこ

と。 

⚫ 「AERB 安全規則 放射性廃棄物の管

理」の 4.3 項に、処分前管理施設の使用

に関して、事前に承認された手続に従い

実施すべきこと等を規定 154。 

⚫ 同 5.4 項が浅地中処分施設の使用に関し

て、廃棄物の定置、暫定的な閉鎖及び埋

め戻しは、事前に承認された手続に従い

実施すべきこと等を規定 154。 

⚫ 同 5.5 項が、浅地中処分施設の操業に先

立ち、廃棄物の受入れ基準を定めなけれ

ばならないことを規定 154。 

⚫ 同 5.6 項が、浅地中処分施設の廃止措置

計画の策定及び当局による審査について

規定 154。 
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（viii）放射性廃棄物管理施設（処分施設を

除く。）の廃止措置計画が、当該施設の使用

期間中に得られた情報を利用して作成され若

しくは必要に応じて更新され、又は規制機関

によって検討されること。 

（ix）処分施設の閉鎖のための計画が、当該

施設の使用期間中に得られた情報を利用して

作成され若しくは必要に応じて更新され、又

は規制機関によって検討されること。 

第 17 条 閉鎖後の制度的な措置 

締約国は、処分施設の閉鎖後に次のことを確

保するため、適当な措置をとる。 

（i）当該施設の所在地、設計及び在庫目録

に関する記録であって、規制機関が要求する

ものが保存されること。 

（ii）必要な場合には、監視、立入制限等の

能動的又は受動的な制度的管理が実施される

こと。 

（iii）能動的な制度的管理の間に放射性物質

の環境への計画されていない放出が検出され

た場合において、必要なときは、介入措置を

実施すること 

⚫ 「AERB 安全規則 放射性廃棄物の管

理」の 5.7 項において、浅地中処分施設

の閉鎖後の管理に関して、モニタリング

プログラムや記録の保管システムを含め

た閉鎖後の管理措置を記述した閉鎖計画

を策定すべきこと等を規定 154。 

 

出所）エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社「諸外国における原子力安全制度の整備状況

等に関する調査 報告書」（2021 年 3 月）等に基づき作成 

 

（3） 海洋汚染防止条約 

インドは海洋汚染防止条約に加入していないが、AERB 安全規則「放射性物質の安全輸送」

において、船舶による放射性物質の積込、輸送、積み下ろしが当局監督者の監督の下で行わ

れること、輸出入の場合は荷送り、経由、到着各国の当局に監督を受けること、また車載コ

ンテナを船舶に積み込んで輸送する際に、輸送中の取り出しを行わないことなどを定める

など、国内措置を講じている 165。 

（4） 早期通報条約及び援助条約 

インドは早期通報条約及び援助条約を締結しており、ともに 1988 年 2 月 28 日に発効し

ている176,177。両条約に基づき、原子力省危機管理グループ（CMG-DAE）が、インド国内に

おける原子力発電所事故発生時に IAEA への通知を行う。食品等の輸出に国際的なガイドラ
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インに基づいて徹底的な汚染のチェックとクリアランスを実施する。また CMG-DAE は、

他国や IAEA からの原子力・放射線緊急事態に関する通知を受領し、インド国内の対応機関

に通知する 146,178。インドは 2020 年に RANET（IAEA Response Assistance and Network）に登

録しており179、国際緊急援助への協力に関する援助条約第 2 条第 4 項に基づく対応を取っ

ている。 

6.3. 国内制度の整備状況 

本節では、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている項目のうち、法体系、

原子力損害賠償制度、規制当局、輸出管理制度、及び IAEA の IRRS に関する情報を整理す

る。 

6.3.1 原子力安全に関する法体系 

（1） インドにおける原子力安全に関する法体系の概要 

図 4-6 にインドの原子力安全に関する法体系と該当する主な法令規則類を示す 151。また

図 4-7 は原子力関連法令の所管当局を示している。図 4-6 のピラミッド最上段の法律（議

会で制定。緑色）から、2 段目の規則（政府が策定。灰色）3 段目の安全規則、安全規準（AERB

が策定。赤色）までが法的拘束力を有する。4 段目の安全指針（AERB が策定。水色）は主

に安全規則等を補足する文書類であり、法的拘束力を有していない。 

これらの図に示されているように、インドでは 1962 年原子力法、2003 年インド電力法、

1986 年環境（保護）法、1948 年工場法等が、原子力分野を規制する基本的な法律であり、

その下に原子力（プラント）規則をはじめとする各種規則等が定められている。また、安全

規制機関である AERB が、立地については AERB 安全規則「原子力施設の立地評価」、建

設について原子力（プラント）規則や AERB 安全規則「原子力発電所サイト建設時の品質

保証」ほか、運転については「PHWR の設計と運転における安全面」等各種安全規則が策定

されている180。その他、環境・森林・気候変動省等の関連省庁も、所管する法令に関する規

則等を定めている 151。 
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図 4-6 インドの原子力安全に関する法体系 

出所）“Joint 8th and 9th Review Meeting of the Contracting Parties to The Convention on Nuclear Safety 20 - 31 

March 2023 Vienna, Austria Summary Report”（2023 年 3 月）より作成 

https://www.iaea.org/sites/default/files/23/04/23-01280e_cns8_9rm2023_08_final.pdf  
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図 4-7 インドの原子力関連法令規則と所管当局 

出所）“Joint 8th and 9th Review Meeting of the Contracting Parties to The Convention on Nuclear Safety 20 - 31 

March 2023 Vienna, Austria Summary Report”（2023 年 3 月）より作成 

https://www.iaea.org/sites/default/files/23/04/23-01280e_cns8_9rm2023_08_final.pdf  

（2） 前回調査以降の変更点 

インドを対象とした直近の調査である平成 30 年度調査及び令和 2 年度における追跡調査

以降、法令レベルでの改正・新規制定はなかった。一方、AERB が発行する AERB 安全規則

や AERB 安全基準については、6.2.2（1）において原子力安全条約に係る検討で指摘された

課題等への対応を踏まえ、前回調査以降に以下の文書が策定・更新されている 180。 

⚫ 環境中への放射性物質放出及び固形廃棄物処分の規制監督（2021 年） 

⚫ 核分裂性物質取扱施設における臨界安全（2022 年） 

⚫ 原子力発電所の機器認定（2022 年） 

⚫ 原子力・放射線施設及び関連業務に関する用語集（2022 年改定） 

⚫ 原子力・放射線緊急事態管理（2022 年） 

⚫ 原子力発電所の定期安全レビュー（2022 年改定） 

⚫ 原子力発電所サイトの地震調査と設計基準地震動（2022 年改定） 

⚫ 原子力施設の安全上重要な土木構築物（2023 年改定） 

 

6.3.2 原子力損害賠償制度 

インドは原子力損害の補完的な補償に関する条約（CSC）の締約国である。なお、調査対

象国の原子力損害賠償に関する国際条約の締結状況は、3.3.2 イギリスの「原子力損害賠償

制度」の冒頭において整理している。国内法として 2010 年に成立した原子力損害民事責任

法（CLNDA）及び、これに基づく 2011 年原子力損害民事責任規則により、原子力損害賠

償制度を定めている。 

CLNDA は、原子力施設の運転事業者からプラント供給者・資機材供給者への求償権を認

める規定等181、事業者への責任集中を原則とする CSC の要件と異なる規定を含む。インド

政府は、運転者と供給者の損害賠償リスクを保証する原子力保険プールを設置182する等の

対応を行い、2011 年の署名から 5 年後の 2016 年に、CSC を批准した。 

CLNDA では、原子力事故 1 件当たりの賠償措置額を 3 億 SDR に相当するルピーとして

いる。政府通達により、これを超える額を指定することもできる。賠償額がこれを超える場

合、政府が必要に応じ追加措置を採る。 

各原子力事故における事業者の責任限度額は、熱出力 10MW 以上の原子炉で 150 億ルピ

ー（約 255 億円 1 ルピー＝1.7 円）、使用済燃料再処理工場で 30 億ルピー（約 51 億円）、

熱出力 10MW 未満の研究炉、再処理工場以外の核燃料サイクル施設は 10 億ルピー（約 17

億円）である。原子力発電事業者は、上記上限額（150 億ルピー）をカバーするための資金

担保の維持を求められる183。この義務に対応するものとして、2015 年にインド損害保険公

社を筆頭とする複数の国内保険会社により原子力保険プールが設置された。NPCIL が年間

保険料をプールに払い込むが、保険料の払込が積み上がるまでの数年間は、政府が 75 億ル

ピー（約 127 億円）を提供するとされている184。2019 年時点の情報で、同保険プールは、

原子力発電所事故に係る事業者の責任限度額に相当する 150 億ルピーをカバー可能とされ
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ている185。 

6.3.3 原子力安全に関する規制当局 

（1） インドにおける原子力安全に関する規制当局の概要 

1962 年原子力法の規定に従い、インドにおける原子力安全の規制当局として、1983 年に

AERB が設置された 151。図 4-8 は、インドの原子力安全規制機関 AERB の体制図である。

安全規制を担当する部局の構成は以下のとおりである186。 

⚫ 運転プラント安全部門（OPSD） 

⚫ 原子力プロジェクト安全部門（NPSD） 

⚫ 規制検査部門（DRI） 

⚫ 放射線防護・環境部門（DRP&E） 

⚫ 放射線利用安全部門（RASD） 

⚫ リソース・文書部門（R&DD） 

⚫ 原子力安全解析部門（NSAD） 

⚫ 安全研究所（SRI） 

⚫ 南部地域規制センター（SRRC） 

⚫ 東部地域規制センター（ERRC） 

⚫ 規制問題・渉外部門（DRA&ER） 

 

また、審査委員会として、運転プラント安全審査委員会（SARCOP）と放射線応用安全審

査委員会（SARCAR）が設置されている。技術支援機関としては、上記の AERB 内の安全研

究所の他、バーバ原子力研究センター（BARC）、インディラ・ガンジー原子力研究センタ

ー（IGCAR）、国立研究所、国内の産業界や学術界の専門家が挙げられる 151。 
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図 4-8 AERBの体制図（2024年 1月時点） 

出所）AERB ウェブサイト ”Organization Chart”より引用 

https://aerb.gov.in/english/about-us/organisation-chart、2024 年 3 月 1 日閲覧 

 

（2） 前回調査以降の変更点 

 1) 組織・体制 

AERB の組織体制については、令和 2 年度調査以降、「原子力施設規制グループ」「原子

力安全解析・研究グループ」といったグループ体制が解除された。なお、2023 年時点では

新技術などを踏まえた規制戦略の策定を行う「新規規制戦略部門」が設置されていたが、

2024 年の組織改変で再びなくなっている 186。 

なお、図 4-9 に示すとおり、インドの原子力安全規制機関である AERB は、原子力推進

を含む政策決定組織である原子力委員会（AEC）の下に置かれている。 

 

https://aerb.gov.in/english/about-us/organisation-chart
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図 4-9 インドの原子力関連組織体制図 

出所）“Joint 8th and 9th Review Meeting of the Contracting Parties to The Convention on Nuclear Safety 20 - 31 

March 2023 Vienna, Austria Summary Report”（2023 年 3 月）より作成 

https://www.iaea.org/sites/default/files/23/04/23-01280e_cns8_9rm2023_08_final.pdf  

 

6.3.5 で示す IRRS ミッションでも、AERB の政府機関からの独立確保について指摘事項

が入っており、インドとしても AERB を機能面のみならず法的にも AEC から独立させる

ために、NSRA 新設の動きはあった。平成 30 年度調査では、2018 年 8 月のインド連邦議

会審議で、政府が以下のとおり答弁していることが報告されていた187。しかし 2024 年 1 月

現在、NSRA 設立に必要な法案の議会提出は行われておらず、設立は具体化していない。 

 

インド政府は､原子力安全を最重要視しており、発電所の安全を確保するためにすべての

必要な措置を講じている。すべての原子力発電プロジェクトは、様々な同意段階で､即ち､

立地・建設・試運転等の段階で、入念に詳細な安全レビューを受けている。インドの原子

力規制機関である AERB の機能的独立に加え、法的にも独立であるように変更するため

に、現在、原子力安全規制庁（NSRA: Nuclear Safety Regulatory Authority）を設立する提案

が進められており、その素案に関する省庁間協議が行われる予定である。 

 

 2) 予算規模及び人員 

AERB の活動費用は、インド政府が拠出する資金により賄われている。AERB の 2020 年

度から 2022 年度までの年次報告書によれば、AERB の職員数と予算額は表 4-13 のとおり

である 147,148,188147。2022 年には人員と予算の増加が見られる。 
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表 4-13  AERBの職員数と予算額推移（2020年～2022年） 

 2020 年 2021 年 2022 年 

職員数 344 名 350 名 370 名 

予算額 
約 8 億ルピー 

（約 14 億円） 

約 9 億ルピー 

（約 15 億円） 

約 11.6 億ルピー 

（約 20 億円） 

※1 ルピー1.7 円換算 

出所）AERB “Annual Report”（2020 年、2021 年、2022 年） 

 

 3) 最近の活動 

AERB の 2021 年年報及び 2022 年年報では、同年中の AERB の活動のハイライトとして、

原子力安全に関連して以下のような項目が挙げられている 147,148。 

⚫ 建設中の原子力発電・燃料サイクル施設に対する許認可/承認発給 

➢ クダンクラム 1、2 号機及び 3、4 号機の使用済燃料貯蔵施設の立地許可（2021

年） 

➢ クダンクラム 5、6 号機に対するコンクリート打設許可（2021 年） 

➢ ゴラクプール 1、2 号機の安全関連ポンプ建屋、消火用ポンプ建屋の建設許可

（2021 年） 

➢ カイガとタラプールのオンサイト緊急時支援センターの建設許可（2021 年） 

➢ クダンクラム 3、4 号機に対する主要機器設置許可（2022 年） 

➢ カクラパー3 号機に対する 50％出力運転許可（2022 年） 

➢ クダンクラム 3、4 号機の使用済燃料貯蔵施設の建設許可（2022 年） 

⚫ 原子力施設の認可更新 

➢ クダンクラム 1、2 号機、タラプール 1、2 号機及び同 3、4 号機に対する運転認

可更新（2021 年） 

➢ ウラン鉱山に付随する 2 カ所のプラントの操業認可更新（2021 年） 

➢ レアアース抽出プラントに対する操業認可更新（2021 年） 

➢ 1948 年工場法に基づくジルコニウム関連工場等への操業認可更新（2021 年） 

➢ 重水評議会の実証プラントに対する操業認可更新（2021 年） 

➢ カイガ 1、2 号機に対する運転認可更新（2022 年） 

➢ ラジャスタン 3、4 号機に対する運転認可更新（2022 年） 

➢ ハイデラバードの燃料サイクル施設に対する操業認可更新（2022 年） 

⚫ 原子力施設に対する規制監督 

➢ COVID-19 を受けた遠隔規制検査プロセスの開発と強化（2021 年、2022 年） 

➢ カクラパー3 号機、4 号機に対し 3 回の特別検査を実施し、設計変更通知（ECN）

内容の実施に関する活動や変更点を検証（2021 年） 

➢ 建設中の原子力発電所、運転中の原子力発電所、核燃料サイクル施設に対し、74

件の検査を実施（2022 年） 

⚫ 原子力発電所における緊急事態への準備と対応（EPR） 

➢ 机上演習と統合指揮統制対応演習の 2 種類の演習を行うことで、オフライト緊

急時訓練の枠組みを強化（2021 年） 

➢ 発電所における統合指揮統制対応演習に AERB が遠隔参加（2021 年、2022 年） 
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⚫ 安全規制文書 

➢ 安全規制文書の発行・改正状況は 6.3.1（2）参照 

⚫ 安全解析、研究開発 

➢ 専用のソフトウェアを用いて補助建屋の地震時における地盤構造解析を実施。

事業者である NPCIL が設計安全性審査のために提出した文書における解析結果

との比較に利用（2021 年） 

➢ ゴラクプールサイトにおける杭の挙動の数値シミュレーション（2021 年） 

➢ 数値流体力学と数値固体力学のカップリング手法開発（2021 年） 

➢ PHWR のカランドリア容器の過酷事故想定条件下での炉内保持能力を調査する

ため、カルパッカムの安全研究所のエンジニアリングホールに、炉心溶融保持施

設(COMREF)を設置（2021 年） 

➢ サプレッションプール内の結露によるウォーターハンマー、アニュラスガスの

流量特性、格納容器内のロジン輸送に関する実験的研究（2022 年） 

➢ VVER 燃料集合体に関する CFD ベンチマークの国際演習に参加（2022 年） 

➢ 設計基準超地震後のサプレッションプールの温度成層と使用済燃料集合体冷却

の妥当性に関する CFD 調査（2022 年） 

➢ カルパッカム 3、4 号機の格納容器における応力負荷に対する挙動の調査（2022

年） 

⚫ 国際協力 

➢ 2021 年 3 月に、ベトナム放射線原子力安全庁（VARANS）との第 2 回合同委員

会に参加 

➢ 2021 年、2022 年 9 月に、第 65 回、第 66 回 IAEA 総会に参加 

➢ 2021 年総会に際してフランス原子力安全局（ASN）との間で、原子力安全に関

する技術情報の交換と協力に関する二国間協定を締結、2022 年にも会合を実施 

➢ 2021 年 10 月に、アメリカエネルギー省放射線安全保障局とオンライン会合 

➢ 2022 年 6 月に IRRS フォローアップミッション招請 

➢ 2022 年 9 月にウズベキスタン当局と原子力・放射線安全規制に関する情報交換・

協力覚書を締結 

 

また AERB は、プレスリリース（AERB News）を通じてその活動や、規制文書の制定・

改定等に関する情報を公表している。表 4-14 に、2022 年以降のプレスリリースの中で、原

子力安全規制に関連する主要なものを整理する。2022 年から 2023 年にかけては、原子炉新

設に係る立地許可、建設許可等の対応が複数見られた。また、ここでは採り上げていないが

2022 年までを中心に新型コロナウイルス流行対策に関する対応に関する通知も多かった189。 

 

表 4-14 AERB による 2021年以降の原子力安全規制に関連する主要な活動 

プレスリリースの 

公表日 
内容 

2022 年 4 月 21 日 カイガ 5、6 号機サイト掘削許可を発給 

2022 年 4 月 21 日 
フランス放射線防護・原子力安全研究所（IRSN）とオンライン会合

を実施 

2022 年 5 月 23 日 クダンクラム 3、4 号機における主要設備設置許可を発給 



96 

 

2022 年 6 月 24 日 IRRS フォローアップミッションが終了 

2022 年 9 月 23 日 クダンクラム 3、4 号機の使用済燃料貯蔵施設建設許可を発給 

2022 年 10 月 7 日 
ウズベキスタン産業安全国家委員会と原子力、放射線安全等に関す

る情報交換に関する協力覚書（MOU）締結 

2022 年 10 月 19 日 
AERB 安全規則「原子力施設の安全上重要な土木構築物」に対する

パブリックコメント募集 

2023 年 1 月 19 日 IRRS フォローアップミッション報告書が公開 

2023 年 1 月 24 日 フランス ASN とオンライン会合を実施 

2023 年 8 月 26 日 カクラパー3 号機に対し 100％出力運転の許可を発給 

2023 年 10 月 21 日 カクラパー4 号機（PHWR、70 万 kW）に対し燃料装荷の許可を発給 

2023 年 12 月 13 日 カクラパー4 号機（PHWR、70 万 kW）に対し臨界の許可を発給 

出所）AERB プレスリリースに基づきエム・アール・アイ リサーチアソシエイツにて作成 

 

6.3.4 原子力資機材の輸出管理制度 

インドでは、1962 年原子力法が核関連品目の輸出を規制するなど、個別の法律によって

輸出を規制してきた。包括的な輸出管理規制は、1992 年外国貿易（促進及び規制）法によ

り導入された。2003 年に制定された SCOMET（Special Chemicals, Organisms, Materials, 

Equipment and Technologies）リストと呼ばれる統一輸出管理品目リストは、国際輸出管理レ

ジームと整合するように改定されてきており、最新のものは、NSG や MTCR の定める輸出

管理リストや、AG 及び WA で規制されている輸出規制リストとも整合したものとなってい

る。なお、インドは 2016 年 6 月に MTCR、2017 年 12 月に WA、2018 年 1 月には AG への

参加が承認されている190,191,192。 

6.3.5 IAEAの評価サービス IRRSの受入れ状況等 

インドは 2015 年に IRRS ミッションを受け入れ、また、2022 年にはフォローアップミ

ッションを受け入れている193。2022 年の IRRS フォローアップミッション報告書によれば、

2015 年の IRRS ミッションで指摘された 13 件の勧告、21 件の提案のうち 11 件の勧告、

20 件の提案について、フォローアップミッションまでに対応を完了した。IRRS チームは、

AERB が全体として、原子力・放射線安全の確実な実施に注力していると結論づけた。ま

た、フォローアップミッションにおける追加の指摘事項として、3 件の勧告、3 件の指摘事

項を示した。表 4-26 に、2015 年の IRRS ミッションで提示された勧告と、2022 年フォロ

ーアップミッション時点におけるこれら勧告への対応状況を示す。また表 4-16 に、フォロ

ーアップミッションで示された勧告を示す194。 

 

表 4-15 2015年 IRRSミッションにおける勧告と 2022年フォローアップ時点における

対応状況（未対応事項は太字とし、下線を付している） 

分野  勧告の内容 対応 

状況 

1. 法令上の及び

政府の責任 
1 

政府は、政府の意思表明として、安全に関する国家政策と

戦略を策定し、公表すべきである。 
対応済 
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分野  勧告の内容 対応 

状況 

2 
政府は、AERB を他の機関から独立した規制機関として

法律に定めるべきである。 
未対応 

3 
政府は、放射性廃棄物管理に関する国家戦略を公布すべ

きである。 
対応済 

3. 規制機関の責

任と機能 4 

AERB は全規制プロセスにおいてグレーデッドアプロー

チを実施するため、スタッフ向けガイダンスを確立すべ

きである。 

対応済 

5 
AERB は規制遂行の独立性確保のため、現行の実施方針や

取決めを見直すべきである。 
対応済 

6 

AERB は、近年開始された、原子力発電所規制に必要不可

欠な知識、技能、能力確保に向けたコンピテンスニーズの

分析を完了すべきである。 

対応済 

7 

AERB は安全基準案の一般市民へのコンサルテーション

を含め、メディアと効果的に関わり、一般市民や発電所近

隣住民とコミュニケーションや協議を行うための戦略を

確立すべきである。 

未対応 

4. 規制機関のマ

ネジメントシス

テム 

8 

AERB は、IAEA 安全基準 GS-R-3「施設と活動におけるマ

ネジメントシステム」に基づく統合マネジメントシステ

ムの構築を完了し、実行すべきである。 

対応済 

9 

AERB は、原子力発電所における組織変更をレビューし、

許認可所有者の組織変更が安全性を損なわない方法で計

画、実施、監視されているかを評価する内部手順を策定す

るべきである。 

対応済 

7. 検査 

10 

AERB は全原子力発電所における抜き打ち検査実施に関

して目的と周期を定め具体的な指針を検査計画文書に追

記すべきである。 

対応済 

10. 緊急時準備

と対応－規制の

観点 

11 
AERB は、オフサイト緊急事態に関する規制要件を見直

し、IAEA の安全要件と整合するよう改訂すべきである。 
対応済 

12 

AERB は、安全基準及び安全指針を改訂し、サイト緊急時

責任者、オフサイト緊急時責任者のアドバイザー、及びサ

イト内外の対応組織を管理するオフサイト緊急時責任者

の任命及びその責任を明確にすべきである。 

対応済 

出所）”INTEGRATED REGULATORY REVIEW SERVICE (IRRS) FOLLOW-UP REPORT TO INDIA”（2022

年 6 月）に基づきエム・アール・アイ リサーチアソシエイツにて作成

https://www.iaea.org/sites/default/files/documents/review-missions/final_irrs_follow-up_report_india.pdf  
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表 4-16 2022年フォローアップミッションで示された勧告 

分野  勧告の内容 

5. 権限 
1 

AERB は、承認申請の一部として安全評価を要求することを体系的

に示すべきである。 

2 
AERB は、適切な場合は、申請者に対し、段階的アプローチに基づ

く施設及び活動に関する独自検証の提出を要求すべきである。 

3 
AERB は、全ての施設及び活動に対し、包括的な放射線防護プログ

ラムを要求すべきである。 

出所）”INTEGRATED REGULATORY REVIEW SERVICE (IRRS) FOLLOW-UP REPORT TO INDIA”（2022

年 6 月）に基づきエム・アール・アイ リサーチアソシエイツにて作成

https://www.iaea.org/sites/default/files/documents/review-missions/final_irrs_follow-up_report_india.pdf 

 

6.4. IAEAの実施する主要な評価サービスの受入れに係る状況 

本節では、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている IAEA の評価サービス

のうち、INIR、SEED、GRSR 及び OSART の受入れ状況等を整理する。 

（1） IAEAの評価サービス INIRの受入れ状況等 

IAEA によれば、インドは INIR を受け入れていない 193。なお、INIR は加盟国における

原子力発電導入のための国のインフラの状況を評価するものであり、初回は 2009 年に実施

されたが195、インドでは INIR の実施より前に原子力発電が導入されている。 

（2） IAEAの評価サービス SEEDの受入れ状況等 

IAEA によれば、インドは SEED を受け入れていない 193。しかしながら、AERB 安全規

則「原子力施設の立地評価」において、IAEA NS-R-3「原子力施設のサイト評価」（2003）

を参照しているなど、実質的に IAEA 安全基準を尊重する対応を行っている196。 

（3） IAEAの評価サービス GRSRの受入れ状況等 

IAEA によれば、インドは GRSR を受け入れていない 193。GRSR は 2007 年から実施され

ている197。インドが開発・運転する PHWR は、GRSR の開始以前から運転されている。 

 

（4） IAEAの評価サービス OSARTの受入れ状況等 

表 4-17 に、IAEA の情報に基づきインドで実施された OSART ミッション及びフォロー

アップミッションの状況を整理する 193。 
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表 4-17 インドで実施された OSARTミッション 

発電所名 ミッションの種類 開始月 

ラジャスタン OSART ミッション 2012 年 10 月 

ラジャスタン フォローアップミッション 2014 年 2 月 

出所）IAEA “Peer Review and Advisory Services Calendar”に基づきエム・アール・アイ リサーチアソシエ

イツにて作成 

https://www.iaea.org/services/review-

missions/calendar?type=All&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&location=3459&status=All 
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7.  トルコにおける原子力安全制度の整備状況 

本章では、トルコにおける原子力安全制度の整備状況について整理する。 

7.1. 原子力発電等の最新状況 

本節では、トルコにおける前回令和 2 年度調査以降の原子力発電等の最新状況を整理す

る。なお、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている条約に関連する動きは

7.2 に、法体系、原子力損害賠償制度、規制当局、輸出管理制度、IAEA の IRRS に関する動

きは 7.3 に、IAEA の INIR、SEED、GRSR 及び OSART に関する動きは 7.4 にまとめている。 

（1） プラントの運転に関連する動向 

 1) アキュ原子力発電所の建設の状況 

トルコ初の原子力発電所であるアキュ原子力発電所（4 基とも VVER V-509）では、2018

年 1 月に 1 号機の建設が開始され、その後 2022 年 7 月まで順次 2～4 号機の建設も開始さ

れた。2023 年 4 月には、ロシアから発送されたアキュ原子力発電所で使用される最初の燃

料が同発電所に到着し、トルコ・ロシア両国の大統領がビデオ会議で出席し記念式典が開催

された198。また、同年 12 月には 1 号機の運転認可が、原子力規制庁（NDK）により発給さ

れている199。 

（2） その他 

トルコでは、原子力安全規制に関連する法令や規則の制定が進められているが、これらの

動きは 7.3.1 で整理している。 

7.2. 国際的取決めの遵守状況 

本節では、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている条約について、トルコ

の遵守状況等を整理する。 

7.2.1 トルコの国際的取決め遵守の概況 

トルコについて、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている条約の国内発

効日や遵守状況は、以下に整理するとおりである。 
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条約名 国内発効日 遵守状況 

原子力安全条約 1996 年 10 月 24 日 ⚫ 締約国会議に参加している。 

⚫ 検討会合の報告において、重大な問

題がある旨の報告はされていない。 

⚫ 国別報告書を提出している。 

放射性廃棄物等安全条約 2023 年 5 月 21 日 ⚫ 関連する国内制度を整備している。 

海洋汚染防止条約 － ⚫ 実質的に同条約の内容を履行して

いる。 

早期通報条約 1991 年 2 月 3 日 ⚫ 両条約が規定する早期通報や援助

体制を整備・維持している。 援助条約 1991 年 2 月 3 日 

 

7.2.2 国際的取決めに関する国内制度、前回調査以降の変更点 

以下に、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている条約に関する国内制度

や前回調査以降の動き等を整理する。 

（1） 原子力安全条約 

原子力安全条約第 8、9 回合同締約国会議が 2023 年 3 月に開催された。第 8 回締約国会

議は 2020 年 3 月に開催される予定であったが、COVID-19 による感染症のため、第 8、9 回

合同締約国会議として開催された。 

トルコは、2019 年 8 月付の、第 8 回締約国会議のための国別報告書を公表している200。

また、2022 年 8 月付の、第 8、9 回合同締約国会議のための国別報告書を公表している201。

さらに、IAEA が作成した第 8、9 回合同締約国会議の要約報告書によると、トルコは他国

から書面で提出された質問に回答している202。 

第 8、9 回合同締約国会議のための国別報告書の「最近の状況」では、日本が関わったシ

ノッププロジェクトなどが整理されている。シノッププロジェクトは、トルコにおける 2 カ

所目の原子力発電所建設プロジェクトとして、2013 年に署名されたトルコと日本の原子力

協定に基づき進められてきた（本協定の発効は 2014 年 6 月 29 日）。同報告書によれば、現

在、同プロジェクトの認知されている所有者はトルコ発電公社（EÜAŞ）である。日本が主

導したコンソーシアムが実施したフィージビリティ調査の結果及び評価に基づき、トルコ

政府は日本と本プロジェクトを進めないことを決定した。現在、日本コンソーシアム抜きで

シノップ原子力発電所のサイト許可を取得するためのサイト関連活動が完了し、NDK にサ

イト許可を申請するための報告書が作成されている 200。 

（2） 放射性廃棄物等安全条約 

トルコは 2023 年 2 月 20 日に本条約の加入書を寄託し、同年 5 月 21 日に発効した203。ト

ルコにおいて本条約が発効した後に公表された条約の国別報告書はないため、実質的に条

約の内容を履行しているか否かを、条約の各条文とそれに対応する同国の措置を対照する

ことで、確認する。  
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表 4-18 放射性廃棄物等安全条約に対応したトルコの措置 

（安全に関する一般規定（第 18～28条）について） 

放射性廃棄物等安全条約の条文 対応するトルコの措置 

第 4 章 安全に関する一般規定 

第 18 条 実施のための措置 

締約国は、自国の国内法の枠組みの中で、こ

の条約に基づく義務を履行するために必要な

法令上、行政上その他の措置をとる。 

原子力規制法j3 条 1 項で、原子力関連活動を

実施する者に対してトルコが締結している国

際条約を順守するよう義務付けている。 

第 19 条 法令上の枠組み 

1 締約国は、使用済燃料管理及び放射性廃棄

物管理の安全を規律するため、法令上の枠組

みを定め及び維持する。 

2 法令上の枠組みは、次の事項について定

める。 

原子力規制法や「放射性廃棄物の管理に関す

る規則」等により、使用済燃料管理及び放射

性廃棄物管理の安全を規律するための法令上

の枠組みが定められている。また、「放射性廃

棄物及び使用済燃料の管理規則」が 2023 年 11

月に公布されている。 

（i）放射線からの安全について適用される

国内的な安全に関する要件及び規制 

「放射線安全に関する政令」や「放射線安全

規則」によって放射線安全に関する規制の枠

組みが定められている。 

（ii）使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理

に関する活動を許可する制度 

「原子力施設の認可に関する規則」と「放射

性廃棄物施設の認可及び安全原則に関する規

則」が定められている。 

（iii）許可を受けることなく使用済燃料管理

施設及び放射性廃棄物管理施設を使用するこ

とを禁止する制度 

法 24 条 1 項で、許可を得ずに原子力施設、放

射性廃棄物施設等を操業した者に科す刑罰を

規定している。 

（iv）適当な制度的管理、規制として行われ

る検査並びに文書及び報告に関する制度 

「放射性廃棄物及び使用済燃料の管理規則」

26 条 3 項で、放射性廃棄物の処分施設の安全

性は、廃棄体、パッケージ、埋戻し材、適切な

地質構造と覆土、並びに操業、閉鎖及び閉鎖

後のための能動的及び受動的な措置を含む複

数のバリアにより確保しなければならないと

規定されている。また、同 28 条 1 項は、原子

力施設及び放射性廃棄物処理・貯蔵施設は運

転許可の日から施設が規制管理から解除され

るまで、処分施設は操業許可の日から閉鎖許

可が発行されるまで、毎年放射性廃棄物及び

使用済燃料管理報告書を NDK に提出しなけ

ればならないことを規定している。 

（v）適用される規制及び許可の条件の実施

を確保するための措置 

法 5 条 2 項で、許可を取得した者は、法令に

したがって許可を発給された活動を実施しな

ければならないことを規定している。 

（vi）使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理 上述のとおり、使用済燃料管理及び放射性廃

 

j 以下、表 1～3 において「法」と略記されている場合「原子力規制法」を指す。 
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における異なる段階に関係する機関の責任の

明確な分担 

棄物管理における安全規制は NDK が責任を

負う。一方、法 9 条 4 項は、国内で実施され

る活動から生じる放射性廃棄物は、トルコエ

ネルギー・原子力・鉱業研究所（TENMAK）

が処分することを規定している。 

3 締約国は、放射性物質を放射性廃棄物と

して規制するか否かについて検討するに当た

り、この条約の目的に妥当な考慮を払う。 

原子力規制法 3 条 1 項で、原子力関連活動を

実施する者に対してトルコが締結している国

際条約を順守するよう義務付けている。 

第 20 条 規制機関 

1 締約国は、前条に定める法令上の枠組みを

実施することを任務とする規制機関を設立し

又は指定するものとし、当該機関に対し、そ

の任務を遂行するための適当な権限、財源及

び人的資源を与える。 

2 締約国は、使用済燃料又は放射性廃棄物

の管理及び規制の双方に関係している組織に

おいて規制を行う任務がその他の任務から効

果的に独立していることを確保するため、自

国の法令上の枠組みに従い適当な措置をと

る。 

規制機関については、7.3.3 を参照。 

第 21 条 許可を受けた者の責任 

1 締約国は、使用済燃料管理又は放射性廃

棄物管理の安全のための主要な責任は関係す

る許可を受けた者が負うことを確保するもの

とし、許可を受けた者がその責任を果たすこ

とを確保するため適当な措置をとる。 

法 9 条 4 項が、許可取得者が使用済燃料の処

分を除き、放射性廃棄物管理に全責任を負う

ことを規定している。また法 8 章は、法令や

許可条件に違反した場合等における罰則を定

めている。 

2 許可を受けた者又は責任を有するその他

の者が存在しない場合には、使用済燃料又は

放射性廃棄物について管轄権を有する締約国

がその責任を負う。 

法 9 条 7 項が、未回収の放射性物質が検出さ

れた場合、TENMAK は関連機関や組織と協力

して必要な措置を講じ、廃棄を含む必要な業

務及び手続を行うことを規定している。 

第 22 条 人的資源及び財源 

締約国は、次のことを確保するため、適当な

措置をとる。 

（i）使用済燃料管理施設及び放射性廃棄物

管理施設の使用期間中、必要に応じ、安全に

関する活動のために、能力を有する職員が利

用可能であること。 

事業者について、法 5 条 1 項が、許可取得者

がセキュリティ及び安全性を理解した十分な

人数の能力のある職員により活動を実施すべ

きことを規定している。 

規制機関について、「原子力規制当局の組織

と任務に関する大統領令」6 章で、NDK の職

員や幹部の配置について規定されている。 

（ii）使用済燃料管理施設及び放射性廃棄物

管理施設の使用期間中並びにこれらの施設に

係る廃止措置をとるに当たり、これらの施設

の安全の確保を支援するために、適当な財源

事業者について、法 5 条 1 項が、許可取得者

が安全かつ確実な方法で活動を実施するため

に必要な組織体制、設備、財源を確保すべき

ことを規定している。 
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が利用可能であること。 規制機関について、法 21 条 2 項が、NDK の

収入がその経費を賄えない場合、不足額は一

般会計から補填されることを規定している。

また、「原子力規制当局の組織と任務に関す

る大統領令」28 条で、手数料や一般会計から

の補助金等の NDK の収入源が規定されてい

る。 

（iii）適当な制度的管理及び監視措置が処分

施設の閉鎖後必要と認める期間継続されるこ

とを可能にするために、財源が確保されるこ

と。 

法 9 条 8 項が、本法の範囲外で実施された活

動の結果、放射能汚染にさらされた地域の環

境修復に関する業務及び手続は、環境・都市

化・気候変動省が NDK と協力して実施するこ

と、これらの地域で発生する放射性廃棄物の

管理は TENMAK が行うこと、同項の範囲に

おける全ての費用は汚染した者が負担するこ

とを規定している。 

第 23 条 品質保証 

締約国は、使用済燃料管理及び放射性廃棄物

管理の安全についての品質保証に関する適当

な計画が作成され及び実施されることを確保

するため、必要な措置をとる。 

2022 年 4 月に「原子力施設、放射線施設及び

放射性廃棄物施設におけるマネジメントシス

テムに関する規則」が公布されており、計画

を含め品質保証についても規定されている。 

第 24 条 使用に際しての放射線防護 

1 締約国は、使用済燃料管理施設及び放射

性廃棄物管理施設の使用期間中次のことを確

保するため、適当な措置をとる。 

（i）経済的及び社会的な要因を考慮に入れ

て、作業員及び公衆がこれらの施設に起因す

る放射線にさらされる程度が合理的に達成可

能な限り低く維持されること。 

法 3 条 2 項 b)が、労働者、公衆、環境、将来

の世代に放射線被ばくのリスクを伴うあらゆ

る活動では、活動が個人的又は社会的利益を

もたらすべきこと、活動によって被ばくする

可能性のある放射線量を可能かつ合理的な最

低レベルに抑えるべきこと等を規定してい

る。 

（ii）いかなる個人も、通常の状態におい

て、自国が定める線量の限度であって放射線

防護に関して国際的に認められた基準に妥当

な考慮を払ったものを超える放射線量にさら

されないこと。 

法 3 条 2 項 c)が、労働者、公衆、環境、将来

の世代に放射線被ばくのリスクを伴うあらゆ

る活動では、活動により被ばくする可能性の

ある放射線量が、NDK が定めた線量限度を超

えないようにすべきことを規定している。 

（iii）放射性物質の環境への計画されておら

ず又は制御されていない放出を防止するため

の措置をとること。 

原子力発電所について、「原子力発電所の安

全のための設計原則に関する規則」11 条 1 項

は、原子力発電所の設計において放射性廃棄

物の排出を当局が決定した制限値以下に保

ち、運転員を放射線及び放射性汚染から防護

するために必要な予防措置を講ずべきことを

規定している。 

放射性廃棄物施設について、「放射性廃棄物

及び使用済燃料の管理規則」5 条は、放射性廃
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棄物を環境中に放出してはならないことや放

射性廃棄物及び使用済燃料が環境に及ぼす影

響が許容レベルを超えないことを確保するた

めに必要な措置を講じなければならないこと

などを定めている。 

また、「放射線安全規則」第 34 条は、環境に

放射性物質を排出する必要がある許認可所有

者はトルコ原子力庁（TAEK、現在の NDK）

から許可を取得しなければならないことを規

定している。 

2 締約国は、次のことを確保するため、適

当な措置をとる。 

（i）経済的及び社会的な要因を考慮に入れ

て、放射線にさらされる程度が合理的に達成

可能な限り低く維持されるよう排出が制限さ

れること。 

（ii）いかなる個人も、通常の状態におい

て、自国が定める線量の限度であって放射線

防護に関して国際的に認められた基準に妥当

な考慮を払ったものを超える放射線量にさら

されないよう排出が制限されること。 

第 24 条 1（i）、（ii）の記載を参照 

3 締約国は、規制された原子力施設の使用

期間中、放射性物質の環境への計画されてお

らず又は制御されていない放出が発生した場

合には、その放出を制御し及びその影響を緩

和するための適当な是正措置がとられること

を確保するため、適当な措置をとる。 

「放射線緊急事態の管理に関する規則」は、

原子力及び電離放射線に関連する規制管理対

象活動の実施中に発生する可能性のある放射

線緊急事態の管理に関する手順及び原則、な

らびに許認可所有者の義務及び責任を定めて

いる。 

原子力発電所について、「原子力発電所の安

全のための設計原則に関する規則」19 条は、

設計における事故状況下における放射性物質

の閉じ込めにかかる要件を規定している。 

第 25 条 緊急事態のための準備 

1 締約国は、使用済燃料管理施設及び放射

性廃棄物管理施設の使用前及び使用中に敷地

内及び必要な場合には敷地外の適当な緊急事

態計画が準備されることを確保する。この緊

急事態計画は、適当な頻度で検証すべきであ

る。 

「放射線緊急事態の管理に関する規則」11 条

1 項は、許認可所有者は放射線緊急事態計画

を作成し、NDK に提出すべきことを規定して

いる。また、同 3 項は、計画は少なくとも年

に 1 回レビューし、必要に応じて更新して

NDK に提出すべきことを規定している。 

2 締約国は、自国の領域の近隣にある使用

済燃料管理施設又は放射性廃棄物管理施設に

おける放射線緊急事態の影響を受けるおそれ

がある限りにおいて、自国の領域に係る緊急

原子力安全条約第 8 回国別報告書によると、

アルメニア原子力発電所がトルコの東部国境

から近いため、同地域の一部は放射線事象に

対して脆弱な地域とされており、事故の際に
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事態計画を作成し及び検証するため、適当な

措置をとる。 

は緊急の保護措置が講じられることとされて

いる。 

第 26 条 廃止措置 

締約国は、原子力施設の廃止措置の安全を確

保するため、適当な措置をとる。この措置

は、次のことを確保するものとする。 

（i）能力を有する職員及び適当な財源が利

用可能であること。 

（ii）作業に際しての放射線防護、排出及び

計画されておらず又は制御されていない放出

に関する第二十四条の規定が適用されるこ

と。 

（iii）緊急事態のための準備に関する前条の

規定が適用されること。 

（iv）廃止措置に関する重要な情報の記録が

保存されること。 

(i)～(iii)について、第 22 条(i)、第 24 条及び第

25 条に関するトルコの措置は、廃止措置にも

適用される。 

（iv）について、「原子力施設の認可に関する

規則」14 条 3 項は、原子力施設を運営する組

織は各工程において保存しなければならない

記録及び報告書を関連するマネジメントシス

テム文書で定め、記録を保管し、報告書を作

成し、原子力施設及びサイトが規制管理から

除外されるまで、他の利益を損なうことなく

保管すべきことを規定している。 

第 5 章 雑則 

第 27 条 国境を越える移動 

1 国境を越える移動に関係している締約国

は、この移動がこの条約及び関連する拘束力

のある国際文書の規定に合致する方法で実施

されることを確保するため、適当な措置をと

る。 

このため、 

（i）原産国である締約国は、国境を越える

移動が、仕向国に事前に通報され及び仕向国

の同意がある場合にのみ認められ及び実施さ

れることを確保するため、適当な措置をと

る。 

（ii）通過国を通過する国境を越える移動

は、用いられる特定の輸送方式に関連する国

際的な義務に従う。 

（iii）仕向国である締約国は、この条約に合

致する方法で使用済燃料又は放射性廃棄物を

管理するために必要な事務上及び技術上の能

力並びに規制の体系を有する場合にのみ、国

境を越える移動に同意する。 

（iv）原産国である締約国は、仕向国の同意

があることにより、（iii）に定める要件が満

たされていることを事前に確認することがで

きる場合にのみ、国境を越える移動を認め

る。 

1： 

2005 年制定の「放射性物質の安全輸送に関す

る規則」は、IAEA の「放射性物質安全輸送規

則」（安全基準シリ－ズ  No. TS-R-1 (ST-1, 

Rev.））に基づき策定されている。 

「放射性物質の安全輸送に関する規則」では、

「多国間の承認」が「原産国、荷物が通過する

国、及び荷物の輸送先となる国の権限のある

当局によって発給される承認」を意味すると

定義されており、また「多国間の承認」が必要

となるケースが規定されている。 

（ii）： 

トルコは、商船の安全確保を目的として、船

舶の安全性に適合した建造、設備、運航に関

する最低基準等を定めた「1974 年の海上にお

ける人命の安全のための国際条約」（SOLAS

条約）を締結している204。 

2： 

トルコは、南極地域における放射性廃棄物の

処分を禁止した南極条約を締結している。な

お、同条約の規定は南緯六十度以南の地域に

適用することとなっている。また、南極条約

を実施するために「南極における環境保護プ

ロトコル施行規則」が 2020 年 6 月 13 日に公
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（v）原産国である締約国は、この条の規定

に従って行われる国境を越える移動が完了し

ないか又は完了することができない場合に

は、代わりの安全措置をとることができる場

合を除くほか、自国の領域に戻すことを認め

るため、適当な措置をとる。 

2 締約国は、貯蔵又は処分のために使用済

燃料又は放射性廃棄物を南緯六十度以南の地

域へ輸送することを許可しない。 

3 この条約のいかなる規定も、次のことを

妨げるものではなく、又は次のことに影響を

及ぼすものではない。 

（i）国際法に定めるところにより、海洋及

び河川における航行並びに航空に関する権利

及び自由がすべての国の船舶及び航空機によ

って行使されること。 

（ii）処理のために放射性廃棄物が輸出され

た締約国が、当該処理後に当該放射性廃棄物

その他の物質を原産国へ返還し又は返還する

ための措置をとる権利を有すること。 

（iii）再処理のために使用済燃料を輸出する

権利を締約国が有すること。 

（iv）再処理のために使用済燃料が輸出され

た締約国が、再処理工程から発生した放射性

廃棄物その他の物質を原産国へ返還し又は返

還するための措置をとる権利を有すること。 

布されている205。 

第 28 条 使用されなくなった密封線源 

1 締約国は、自国の国内法の枠組みにおい

て、使用されなくなった密封線源の保有、再

生又は処分が安全な方法で行われることを確

保するため、適当な措置をとる。 

「放射性廃棄物及び使用済燃料の管理規則」

13 条は、使用されなくなった密封線源は、原

産者に返却せねばならず、それが不可能な場

合は放射性廃棄物施設に引き渡さなければな

らないことを規定している。 

2 締約国は、自国の国内法の枠組みにおい

て、使用されなくなった密封線源を受領し及

び保有する資格を有する製造者に使用されな

くなった密封線源が返還されることを認める

場合には、当該使用されなくなった密封線源

を自国の領域内に戻すことを認める。 

法 9 条 1 項、2 項は、国の主権領域外で行わ

れた活動で発生した放射性廃棄物を国内に持

ち込んではならないが、この規定は、トルコ

国内で製造され、使用期間満了時に原産国に

返還することを条件として輸出される放射線

源には適用されないことを規定している。 

出所）エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社「諸外国における原子力安全制度の整備状況

等に関する調査 報告書」（2021 年 3 月）等に基づきエム・アール・アイ リサーチアソシエイツ

にて作成 
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表 4-19 放射性廃棄物等安全条約に対応したトルコの措置 

（使用済燃料管理の安全に関する規定（第 4～10条）について） 

放射性廃棄物等安全条約の条文 対応するトルコの措置 

第 2 章 使用済燃料管理の安全 

第 4 条 安全に関する一般的な要件 

締約国は、使用済燃料管理のすべての段階に

おいて、放射線による危険から個人、社会及

び環境を適切に保護することを確保するた

め、適当な措置をとる。 

このため、締約国は、次のことのために適当

な措置をとる。 

（i）臨界について及び使用済燃料管理の間に

発生する残留熱の除去について適切な対処を

確保すること。 

「原子力発電所の安全のための設計原則に関

する規則」16 条 1 項は、通常の熱除去機能が

十分に果たせない場合、又は一次冷却系の完

全性が失われた場合、燃料の再冷却を確保・

維持するための代替方法又は系を確保すべき

ことを規定している。 

（ii）自国が採用した燃料サイクル政策の類型

に即して、使用済燃料管理に関連する放射性

廃棄物の発生が実行可能な限り最小限にとど

められることを確保すること。 

「放射性廃棄物及び使用済燃料の管理規則」

6 条は、物量と放射能の量においてできる限

り放射性廃棄物の発生量を小さくするため

に、再利用及び回収を含む必要な措置を講じ

るべきことを規定している。 

（iii）使用済燃料管理における異なる段階が

相互に依存していることを考慮に入れるこ

と。 

「放射性廃棄物及び使用済燃料の管理規則」

7 条は、放射性廃棄物及び使用済燃料の管理

において、工程間で互いに影響し合う要素が

明確かつ理解しやすい形で定義され、許認可

所有者によって考慮されなければならないこ

とを規定している。 

（iv）国際的に認められた基準に妥当な考慮

を払った自国の国内法の枠組みにおいて、規

制機関によって承認された適当な防護方法を

自国において適用することにより、個人、社

会及び環境を効果的に保護すること。 

法 3 条 1 項が、原子力関連活動を実施する者

に対してトルコが締結している国際条約を順

守するよう義務付けている。 

法 3 条 2 項が、労働者、公衆、環境、将来の

世代に放射線被ばくのリスクを伴うあらゆる

活動では、活動が個人的又は社会的利益をも

たらすべきこと、活動によって被ばくする可

能性のある放射線量を可能かつ合理的な最低

レベルに抑えるべきこと等を規定している。 

（v）使用済燃料管理に関連する生物学的、化

学的その他の危険を考慮に入れること。 

「放射性廃棄物及び使用済燃料の管理規則」

11 条は、法令に従って作成し NDK に提出す

る放射性廃棄物及び使用済燃料の管理計画に

おいて、放射性、物理的、化学的、生物学的特

性、クラス、年間及び総量を含む、発生が予

想される放射性廃棄物のインベントリの情報

を記載しなければならないことを規定してい

る。 

（vi）現在の世代に許容されている影響より

も大きな影響であって合理的に予見可能なも

「放射性廃棄物及び使用済燃料の管理規則」

5 条 2 項は、許可を受けた者は、放射性廃棄
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のを将来の世代に及ぼす行動をとらないよう

努力すること。 

物及び使用済燃料が労働者、公衆、環境及び

将来の世代に及ぼす影響が許容レベルを超え

ないことを確保するために必要な措置を講じ

なければならないことを規定している。 

（vii）将来の世代に不当な負担を課すること

を避けることを目標とすること。 

前項を参照 

第 5 条 既存の施設 

締約国は、この条約が自国について効力を生

じた時に既に存在している使用済燃料管理施

設の安全について検討し及び当該施設の安全

性を向上させるために必要な場合にはすべて

の合理的に実行可能な改善が行われることを

確保するため、適当な措置をとる。 

トルコには、本条約が発効した 2023 年 5 月時

点で運転している商用原子力発電所は存在し

ない。なお、トルコではイスタンブール工科

大学が 1 基の研究炉を運転しているほか、現

在は運転していないが 2 基の研究炉がある。

研究炉の使用済燃料の管理状況は確認できて

いないが、「研究用原子炉の安全のための特

別原則に関する規則」が定められている。 

第 6 条 計画されている施設の立地 

1 締約国は、計画されている使用済燃料管理

施設に関し、次のことについて手続が定めら

れ及び実施されることを確保するため、適当

な措置をとる。 

（i）当該施設の使用期間中その安全に影響を

及ぼすおそれのある立地に関するすべての関

連要因を評価すること。 

「原子力発電所のサイトに関する規則」6 条 1

項は、「原子力発電炉の安全性に影響を与え

うるサイトの特徴、及び運転状態や事故条件

における潜在的な放射線学的影響によって影

響を受ける可能性のある地域における自然環

境の特徴は、調査され評価されるものとする。

これらの特徴のすべては、プラントの寿命を

通じて監視されるものとする」と規定してい

る。 

（ii）当該施設が個人、社会及び環境に対して

及ぼすおそれのある安全上の影響を評価する

こと。 

「原子力発電所の安全のための特別原則に関

する規則」6 条は、サイトは通常運転及び事故

時の個人、社会、環境への放射性影響の観点

から評価され、大気、食物連鎖、水資源など、

人体への放射性物質の可能な輸送経路に影響

を及ぼす可能性のあるサイト特性が調査され

ることを規定している。 

（iii）当該施設の安全に関する情報を公衆が

利用可能なものとすること。 

法 3 条 5 項は、労働者、公衆、環境、将来の

世代に放射線被ばくのリスクをもたらす可能

性のある活動については、このリスクの影響

を受ける可能性のある人々に告知することが

不可欠である旨を規定している。 

（iv）当該施設が影響を及ぼすおそれがある

限りにおいて、当該施設の近隣にある締約国

と協議を行い、及び当該施設が当該締約国の

領域に及ぼすおそれのある安全上の影響につ

いて当該締約国が評価することを可能とする

「放射性廃棄物及び使用済燃料の管理規則」

5 条 5 項は、放射性廃棄物及び使用済燃料の

管理において、国境を越えた公衆及び環境へ

の影響の可能性を考慮しなければならないこ

とを規定している。 
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ため当該施設に関する一般的なデータを当該

締約国の要請に応じて提供すること。 

2 締約国は、１の規定を実施するに当たり、

第四条に定める安全に関する一般的な要件に

従い１に規定する施設の設置場所を決めるこ

とにより当該施設が他の締約国に容認し難い

影響を及ぼさないことを確保するため、適当

な措置をとる。 

原子力安全条約第 8 回国別報告書の、同条約

17 条（iv）kに関する説明では、早期通報条約

に基づきブルガリア、ルーマニア、ウクライ

ナ及びロシアと二国間協定を締結しているこ

と、欧州委員会のストレステストに参加した

こと等が言及されている。 

第 7 条 施設の設計及び建設 

締約国は、次のことを確保するため、適当な

措置をとる。 

（i）使用済燃料管理施設の設計及び建設に当

たり、個人、社会及び環境に対して及ぼすお

それのある放射線による影響（排出又は制御

されない放出によるものを含む。）を制限す

るための適当な措置がとられること。 

法 3 条 2 項 b)が、労働者、公衆、環境、将来

の世代に放射線被ばくのリスクを伴うあらゆ

る活動では、活動が個人的又は社会的利益を

もたらすべきこと、活動によって被ばくする

可能性のある放射線量を可能かつ合理的な最

低レベルに抑えるべきこと等を規定してい

る。また同項 c)が、労働者、公衆、環境、将

来の世代に放射線被ばくのリスクを伴うあら

ゆる活動では、活動により被ばくする可能性

のある放射線量が、NDK が定めた線量限度を

超えないようにすべきことを規定している。 

（ii）設計段階において、使用済燃料管理施設

の廃止措置に関して想定される手順及び必要

に応じ当該廃止措置に関する技術的な規定が

考慮されること。 

「原子力発電所の安全のための特別原則に関

する規則」30 条 1 項で、プラントの設計と運

転において、廃止措置や廃棄物管理の促進が

考慮に入れられるべきことを規定している。 

（iii）使用済燃料管理施設の設計及び建設に

用いられた技術が適切なものであることが、

経験、試験又は解析により裏付けられること。 

「原子力発電所の安全のための特別原則に関

する規則」第 11 条(1)で、設計において用いら

れる技術は経験と試験により確認されたもの

であるべきこと、確認されていない場合は適

切なサポートのための研究プログラムやプロ

トタイプでの試験で安全が実証されている技

術を用いるべきことを規定している。 

第 8 条 施設の安全に関する評価 

締約国は、次のことを確保するため、適当な

措置をとる。 

（i）使用済燃料管理施設の建設前に、安全に

関する体系的な評価及び環境評価であって、

当該施設がもたらす危険について適切であ

り、かつ、その使用期間を対象とするものが

「原子力発電所の安全のための特別原則に関

する規則」13 条では、プラントの建設前に、

基本的な安全に関する問題が十分なレベルで

解決されていることを文書により示すことと

されている。 

また、環境影響評価については環境法で定め

 
k 原子力安全条約第 17 条（iv）の条文は以下のとおり。「計画されている原子力施設がその近隣にある締

約国の領域に及ぼすおそれのある安全上の影響について、当該締約国が独自に評価することを可能とする

ため、当該締約国がそのような影響を受けるおそれのある限りにおいて当該締約国との間で協議が行われ

及び、要請に応じ、当該締約国に対して必要な情報が提供されること。」 
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実施されること。 られている。 

（ii）使用済燃料管理施設の使用を開始する前

に、（i）に規定する安全に関する評価及び環

境評価を補完することが必要と認められる場

合には、これらの評価が更新され及び詳細な

ものとされること。 

直接的に本規定に対応する規制は確認できて

いないが、環境影響評価については環境法で

定められている。 

第 9 条 施設の使用 

締約国は、次のことを確保するため、適当な

措置をとる。 

（i）使用済燃料管理施設の使用の許可が、前

条に規定する適当な評価に基づき、かつ、建

設された当該施設が設計及び安全に関する要

件に合致していることを示す使用試験の完了

を条件として与えられること。 

「原子力発電所の安全のための特別原則に関

する規則」15 条 1 項で、放射線防護や安全に

とって重要な機器を中心に、プラントが設計

とおりに建設されたことを検証する試運転プ

ログラムを策定し実行すべきことを規定して

いる。 

（ii）試験、使用の経験及び前条に規定する評

価から得られる使用上の制限及び条件が定め

られ、必要に応じて修正されること。 

「原子力施設の認可に関する規則」18 条 3 項

は、NDK は正当化される場合、試運転プロセ

スの許可前に使用しなければならない構造

物、系統及び機器の試運転の許可を発給でき

ることを規定している。 

（iii）使用済燃料管理施設の使用、保守、監視、

検査及び試験が定められた手続に従って行わ

れること。 

「原子力発電所の安全のための特別原則に関

する規制」21 条 3 項は、プラントは、厳格な

文書管理に従った、階層構造をもつ承認され

た手続を基盤として運転されるべきこと、手

続からの逸脱には、その変更が安全に対して

有する重要性に応じて適切なレベルで、

TAEK（現在の NDK）の承認が必要であるこ

とを規定している。 

（iv）使用済燃料管理施設の使用期間中、安全

に関するすべての分野における工学的及び技

術的な支援が利用可能であること。 

「原子力発電所の安全のための特別原則に関

する規則」26 条 1 項は、プラントの寿命を通

じて工学的及び技術的な支援が利用可能とさ

れているべきことを規定している。 

（v）許可を受けた者が、安全上重大な事象に

つき規制機関に対し時宜を失することなく報

告すること。 

（vi）使用の経験についての情報を蓄積し及

び解析するための計画が作成され、必要に応

じてその結果に基づいて行動がとられるこ

と。 

「原子力発電所の安全のための特別原則に関

する規則」27 条 2 項は、プラントのマネージ

ャーは安全に対して重要な意味を持つ異常な

事象について速やかに TAEK（現在の NDK）

に報告しなければならないこと、それにより

その事象がもつ意味が適切に分析され、根本

原因が特定されるようにすべきこと、プラン

トのマネージャーは同様の事象の再発防止の

ために必要な措置を講じるか、少なくとも再

発によっても事故が発生しないように必要な

措置を講じるべきことを規定している。 
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（vii）使用済燃料管理施設の廃止措置計画が、

当該施設の使用期間中に得られた情報を利用

して作成され若しくは必要に応じて更新さ

れ、又は規制機関によって検討されること。 

「原子力施設の認可に関する規則」14 条 1 項

は、製造、サイト、建設、試運転、運転及び廃

止措置のプロセスに関して、原子力施設の規

制管理を実施することを規定している。 

また、同 6 項は、許認可を受ける者は、原子

力施設を構成する構造物、システム及び構成

要素の設計、並びに製造、建設、試運転、運転

及び廃止措置のプロセスにおいて適用される

方法及び技術、並びに計画、プログラム及び

手順等の関連文書の承認を得なければならな

いことを規定している。 

第 10 条 使用済燃料の処分 

締約国が使用済燃料を処分するものとして自

国の法令上の枠組みに従って指定した場合に

は、当該使用済燃料の処分は、次章に定める

放射性廃棄物の処分に関する義務に従うもの

とする。 

法 2 条 1 項 j)では、使用済燃料とは、原子炉

から取り出され、そのままでは燃料として使

用できない照射済燃料と定義されているが、

使用済燃料を処分するものとして指定してい

ない。 

なお、「トルコ共和国のアキュサイトにおけ

る原子力発電プラントの建設と運転に係るト

ルコ共和国政府とロシア連邦政府の協力に関

する協定」12 条 2.では、「当事者によって合

意されうる別個の協定に従い、ロシア起源の

使用済核燃料はロシア連邦内において再処理

することができる」ことが規定されている206。 

出所）エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社「諸外国における原子力安全制度の整備状況

等に関する調査 報告書」（2021 年 3 月）等に基づきエム・アール・アイ リサーチアソシエイツ

にて作成 

 

なお、本表では放射性廃棄物等安全条約における使用済燃料管理の安全に関する規定に

係るトルコの措置を整理しているが、一部で「原子力発電所の安全のための設計原則に関す

る規則」及び「原子力発電所の安全のための特別原則に関する規則」を根拠としている。こ

のうち、「原子力発電所の安全のための設計原則に関する規則」には、直接的に原子力発電

所内における使用済燃料の貯蔵について規制する規定が設けられている。また、「原子力発

電所の安全のための特別原則に関する規則」第 12 条で、原子力発電所の設計に関して「原

子力発電所の安全のための設計原則に関する規則」が適用されることが規定されている。こ

のため、これら 2 件の規則は、原子力発電所内における使用済燃料の貯蔵にも適用される。

なお、原子力安全条約第 8、9 回合同締約国会議のためのトルコの国別報告書では、「オン

サイトにおける使用済燃料の貯蔵には、2008 年の「原子力発電所の安全のための設計原則

に関する規則」の規定が適用される」ことが報告されている207。 
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表 4-20 放射性廃棄物等安全条約に対応したトルコの措置 

（放射性廃棄物管理の安全に関する規定（第 11～17条）について） 

放射性廃棄物等安全条約の条文 対応するトルコの措置 

第 3 章 放射性廃棄物管理の安全 

第 11 条 安全に関する一般的な要件 

締約国は、放射性廃棄物管理のすべての段階

において、放射線による危険その他の危険か

ら個人、社会及び環境を適切に保護すること

を確保するため、適当な措置をとる。 

このため、締約国は、次のことのために適当

な措置をとる。 

（i）臨界について及び放射性廃棄物管理の間

に発生する残留熱の除去について適切な対処

を確保すること。 

「放射性廃棄物及び使用済燃料の管理規則」

21 条は、放射性廃棄物の処理に関して、臨界

や残留熱等を考慮すべきことを規定してい

る。 

（ii）放射性廃棄物の発生が実行可能な限り最

小限にとどめられることを確保すること。 

「放射性廃棄物及び使用済燃料の管理規則」

6 条は、物量と放射能の量においてできる限

り放射性廃棄物の発生量を小さくするため

に、再利用及び回収を含む必要な措置を講じ

るべきことを規定している。 

（iii）放射性廃棄物管理における異なる段階

が相互に依存していることを考慮に入れるこ

と。 

「放射性廃棄物及び使用済燃料の管理規則」

7 条は、放射性廃棄物及び使用済燃料の管理

において、工程間で互いに影響し合う要素が

明確かつ理解しやすい形で定義され、許認可

所有者によって考慮されなければならないこ

とを規定している。 

（iv）国際的に認められた基準に妥当な考慮

を払った自国の国内法の枠組みにおいて、規

制機関によって承認された適当な防護方法を

自国において適用することにより、個人、社

会及び環境を効果的に保護すること。 

法 3 条 1 項が、原子力関連活動を実施する者

に対してトルコが締結している国際条約を順

守するよう義務付けている。 

法 3 条 2 項が、労働者、公衆、環境、将来の

世代に放射線被ばくのリスクを伴うあらゆる

活動では、活動が個人的又は社会的利益をも

たらすべきこと、活動によって被ばくする可

能性のある放射線量を可能かつ合理的な最低

レベルに抑えるべきこと等を規定している。 

（v）放射性廃棄物管理に関連する生物学的、

化学的その他の危険を考慮に入れること。 

「放射性廃棄物及び使用済燃料の管理規則」

11 条は、法令に従って作成し NDK に提出す

る放射性廃棄物及び使用済燃料の管理計画に

おいて、放射性、物理的、化学的、生物学的特

性、クラス、年間及び総量を含む、発生が予

想される放射性廃棄物のインベントリの情報

を記載しなければならないことを規定してい

る。 

同 19 条 2 項は、放射性廃棄物の特性評価にお

いて、放射性廃棄物の物理的、生物学的、化



118 

 

放射性廃棄物等安全条約の条文 対応するトルコの措置 

学的特性、及び放射性核種と放射能の含有量

を決定すべきことを規定している。 

（vi）現在の世代に許容されている影響より

も大きな影響であって合理的に予見可能なも

のを将来の世代に及ぼす行動をとらないよう

努力すること。 

「放射性廃棄物及び使用済燃料の管理規則」

5 条 2 項は、許可を受けた者は、放射性廃棄

物及び使用済燃料が労働者、公衆、環境及び

将来の世代に及ぼす影響が許容レベルを超え

ないことを確保するために必要な措置を講じ

なければならないことを規定している。 

（vii）将来の世代に不当な負担を課すること

を避けることを目標とすること。 

前項を参照 

第 12 条 既存の施設及び過去の行為 

締約国は、次のことのため、相当な期間内に

適当な措置をとる。 

（i）この条約が自国について効力を生じた時

に既に存在している放射性廃棄物管理施設の

安全について検討し、及び当該施設の安全性

を向上させるために必要な場合にはすべての

合理的に実行可能な改善が行われることを確

保すること。 

トルコには現在、放射性廃棄物の処分施設は

ない。放射性廃棄物管理は現在、主に原子力

技術の産業・医療利用から生じる放射性廃棄

物に限定されており、これらの廃棄物を処理・

貯蔵するための施設が存在している。 

（ii）放射線量の減少による損害の減少が、介

入による害及び介入の費用（社会的費用を含

む。）を正当化するために十分であるべきこ

とに留意して、何らかの介入が放射線防護の

ために必要であるか否かについて決定するた

め、過去の行為の結果を検討すること。 

直接的に本規定に対応する規制は確認できて

いない。 

第 13 条 計画されている施設の立地 

1 締約国は、計画されている放射性廃棄物管

理施設に関し、次のことについて手続が定め

られ及び実施されることを確保するため、適

当な措置をとる。 

（i）当該施設の使用期間中及び処分施設の閉

鎖後にその安全に影響を及ぼすおそれのある

立地に関するすべての関連要因を評価するこ

と。 

（ii）当該施設が個人、社会及び環境に対して

及ぼすおそれのある安全上の影響を評価する

こと。この場合において、処分施設について

は、閉鎖後に起こり得る立地状態の変化につ

いても考慮するものとする。 

（iii）当該施設の安全に関する情報を公衆が

利用可能なものとすること。 

（iv）当該施設が影響を及ぼすおそれがある

（i）及び（ii）： 

直接的に本規定に対応する規制は確認できて

いない。 

（iii）： 

法 3 条 5 項は、労働者、公衆、環境、将来の

世代に放射線被ばくのリスクをもたらす可能

性のある活動については、このリスクの影響

を受ける可能性のある人々に告知することが

不可欠である旨を規定している。 

（iv）及び 2： 

直接的に本規定に対応する規制は確認できて

いない。 
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限りにおいて、当該施設の近隣にある締約国

と協議を行い、及び当該施設が当該締約国の

領域に及ぼすおそれのある安全上の影響につ

いて当該締約国が評価することを可能とする

ため当該施設に関する一般的なデータを当該

締約国の要請に応じて提供すること。 

2 締約国は、１の規定を実施するに当たり、

第十一条に定める安全に関する一般的な要件

に従い１に規定する施設の設置場所を決める

ことにより当該施設が他の締約国に容認し難

い影響を及ぼさないことを確保するため、適

当な措置をとる。 

第 14 条 施設の設計及び建設 

締約国は、次のことを確保するため、適当な

措置をとる。 

（i）放射性廃棄物管理施設の設計及び建設に

当たり、個人、社会及び環境に対して及ぼす

おそれのある放射線による影響（排出又は制

御されない放出によるものを含む。）を制限

するための適当な措置がとられること。 

法 3 条 2 項 b)が、労働者、公衆、環境、将来

の世代に放射線被ばくのリスクを伴うあらゆ

る活動では、活動が個人的又は社会的利益を

もたらすべきこと、活動によって被ばくする

可能性のある放射線量を可能かつ合理的な最

低レベルに抑えるべきこと等を規定してい

る。また同項 c)が、労働者、公衆、環境、将

来の世代に放射線被ばくのリスクを伴うあら

ゆる活動では、活動により被ばくする可能性

のある放射線量が、NDK が定めた線量限度を

超えないようにすべきことを規定している。 

（ii）設計段階において、放射性廃棄物管理施

設（処分施設を除く。）の廃止措置に関して

想定される手順及び必要に応じ当該廃止措置

に関する技術的な規定が考慮されること。 

処分施設を除く放射性廃棄物管理施設の設計

に関する規制は確認できていない。なお、「原

子力発電所の安全のための特別原則に関する

規則」30 条 1 項で、プラントの設計と運転に

おいて、廃止措置や廃棄物管理の促進が考慮

に入れられるべきことを規定している。 

（iii）設計段階において、処分施設の閉鎖のた

めの技術的な規定が作成されること。 

「放射性廃棄物及び使用済燃料の管理規則」

26 条 3 項で、放射性廃棄物の処分施設の安全

性は、廃棄体、パッケージ、埋戻し材、適切な

地質構造と覆土、並びに操業、閉鎖及び閉鎖

後のための能動的及び受動的な措置を含む複

数のバリアにより確保しなければならないと

規定されている。 

（iv）放射性廃棄物管理施設の設計及び建設

に用いられた技術が適切なものであること

が、経験、試験又は解析により裏付けられる

こと。 

「原子力施設の認可に関する規則」6 条 7 項

は、許認可を受ける者は、自らの部門又は他

の組織から測定、解析、試験、検査、較正及び

その他の類似の役務を受ける場合、提供者が

認証を受けており、かつ NDK が定める条件
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を遵守していることを確認すべきことを規定

している。 

第 15 条 施設の安全に関する評価 

締約国は、次のことを確保するため、適当な

措置をとる。 

（i）放射性廃棄物管理施設の建設前に、安全

に関する体系的な評価及び環境評価であっ

て、当該施設がもたらす危険について適切で

あり、かつ、その使用期間を対象とするもの

が実施されること。 

トルコでは、環境影響評価については環境法

で定められている。 

（ii）処分施設の建設前に、閉鎖後の期間につ

いての安全に関する体系的な評価及び環境評

価が実施され、規制機関が定めた基準に従っ

てその結果が評価されること。 

「放射性廃棄物及び使用済燃料の管理規則」

26 条 3 項で、放射性廃棄物の処分施設の安全

性は、廃棄体、パッケージ、埋戻し材、適切な

地質構造と覆土、並びに操業、閉鎖及び閉鎖

後のための能動的及び受動的な措置を含む複

数のバリアにより確保しなければならないと

規定されている。 

（iii）放射性廃棄物管理施設の使用を開始す

る前に、（i）に規定する安全に関する評価及

び環境評価を補完することが必要と認められ

る場合には、これらの評価が更新され及び詳

細なものとされること。 

直接的に本規定に対応する規制は確認できて

いない。 

第 16 条 施設の使用 

締約国は、次のことを確保するため、適当な

措置をとる。 

（i）放射性廃棄物管理施設の使用の許可が、

前条に規定する適当な評価に基づき、かつ、

建設された当該施設が設計及び安全に関する

要件に合致していることを示す使用試験の完

了を条件として与えられること。 

(ii) 試験、使用の経験及び前条に規定する評

価から得られる使用上の制限及び条件が定め

られ、必要に応じて修正されること。 

「原子力施設の認可に関する規則」5 条 1 項

は、原子力施設に関して、サイトの準備、機

器の製造、施設の建設、試運転、操業、操業の

再開、変更、及び廃止措置が、許認可の対象

となることを規定している。同 2 項は、許認

可は施設の種類と資格に応じて段階的なアプ

ローチで処理されることを規定している。ま

た同 3 項は、NDK の許認可なしに関連活動を

開始することはできないことを規定してい

る。 

（iii）放射性廃棄物管理施設の使用、保守、監

視、検査及び試験が定められた手続に従って

行われること。処分施設については、このよ

うにして得られた結果が、前提条件の妥当性

を検証し及び検討するため並びに前条に規定

する閉鎖後の期間についての評価を更新する

ために利用されること。 

「原子力施設の認可に関する規則」14 条 6 項

は、NDK が原子力施設を構成する構造物、シ

ステム及び構成要素の設計、並びに製造、建

設、試運転、運転及び廃止措置のプロセスに

おいて適用される方法及び技術、並びに計画、

プログラム及び手順等の関連文書を承認しな

ければならないこと、これらの文書の変更も、

実施前に承認されなければならないことを規

定している。 
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（iv）放射性廃棄物管理施設の使用期間中、安

全に関するすべての分野における工学的及び

技術的な支援が利用可能であること。 

直接的に本規定に対応する規制は確認できて

いない。 

（v）放射性廃棄物の特性の決定及び分別のた

めの手続が適用されること。 

「放射性廃棄物及び使用済燃料の管理規則」

19 条は、放射性廃棄物及び使用済燃料の管理

プロセス間の移行を容易にするために、放射

性廃棄物及び使用済燃料について、発生者は

特性評価を実施しなければならないことを規

定している。 

（vi）許可を受けた者が、安全上重大な事象に

つき規制機関に対し時宜を失することなく報

告すること。 

「放射線緊急事態の管理に関する規則」25 条

2 項は、緊急事態における報告義務について

規定している。 

（vii）使用の経験についての情報を蓄積し及

び解析するための計画が作成され、必要に応

じてその結果に基づいて行動がとられるこ

と。 

直接的に本規定に対応する規制は確認できて

いない。 

（viii）放射性廃棄物管理施設（処分施設を除

く。）の廃止措置計画が、当該施設の使用期

間中に得られた情報を利用して作成され若し

くは必要に応じて更新され、又は規制機関に

よって検討されること。 

処分施設を除く放射性廃棄物管理施設の設計

に関する規制は確認できていない。なお、「原

子力発電所の安全のための特別原則に関する

規則」30 条 1 項で、プラントの設計と運転に

おいて、廃止措置や廃棄物管理の促進が考慮

に入れられるべきことを規定している。 

（ix）処分施設の閉鎖のための計画が、当該施

設の使用期間中に得られた情報を利用して作

成され若しくは必要に応じて更新され、又は

規制機関によって検討されること。 

「原子力施設の認可に関する規則」14 条 1 項

は、製造、サイト、建設、試運転、運転及び廃

止措置のプロセスに関して、原子力施設の規

制管理を実施することを規定している。 

また、同 6 項は、許認可を受ける者は、原子

力施設を構成する構造物、システム及び構成

要素の設計、並びに製造、建設、試運転、運転

及び廃止措置のプロセスにおいて適用される

方法及び技術、並びに計画、プログラム及び

手順等の関連文書の承認を得なければならな

いことを規定している。 

第 17 条 閉鎖後の制度的な措置 

締約国は、処分施設の閉鎖後に次のことを確

保するため、適当な措置をとる。 

（i）当該施設の所在地、設計及び在庫目録に

関する記録であって、規制機関が要求するも

のが保存されること。 

（ii）必要な場合には、監視、立入制限等の能

動的又は受動的な制度的管理が実施されるこ

と。 

「放射性廃棄物及び使用済燃料の管理規則」

26 条 3 項で、放射性廃棄物の処分施設の安全

性は、廃棄体、パッケージ、埋戻し材、適切な

地質構造と覆土、並びに操業、閉鎖及び閉鎖

後のための能動的及び受動的な措置を含む複

数のバリアにより確保しなければならないと

規定されている。また、同 28 条 1 項は、原子

力施設及び放射性廃棄物処理・貯蔵施設は運
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放射性廃棄物等安全条約の条文 対応するトルコの措置 

（iii）能動的な制度的管理の間に放射性物質

の環境への計画されていない放出が検出され

た場合において、必要なときは、介入措置を

実施すること 

転許可の日から施設が規制管理から解除され

るまで、処分施設は操業許可の日から閉鎖許

可が発行されるまで、毎年放射性廃棄物及び

使用済燃料管理報告書を NDK に提出しなけ

ればならないことを規定している。 

出所）エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社「諸外国における原子力安全制度の整備状況

等に関する調査 報告書」（2021 年 3 月）等に基づきエム・アール・アイ リサーチアソシエイツ

にて作成 

（3） 海洋汚染防止条約 

トルコは、海洋汚染防止条約を締結していないものの、地域海条約である「船舶と航空機

からの投棄による地中海の汚染防止議定書」及びその発展形である 1976 年地中海汚染防止

条約とそれを改正したバルセロナ条約を締結しており208、また、黒海汚染防止条約（ブカレ

スト条約）を締結している209。これらの条約は前文において、海洋汚染防止条約を念頭に置

いていることを宣言し、附属書の中で放射性廃棄物その他の放射性物質の投棄を禁止する

ことを規定している。上記に関連するこれらの条約等の具体的な規定を、表 4-21 に整理す

る210,211。 
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表 4-21 トルコが締結している地域海条約における放射性廃棄物の 

海洋投棄の禁止等に関連する規定 

船舶と航空機からの投棄による地中海の汚染防止議定書 

内容 規定 条文番号 

海洋汚染防止条

約との関係 

本議定書の締約国は、…（中略）…、1972 年にロン

ドンで採択された廃棄物その他の物の投棄による海

洋汚染の防止に関する条約に留意し、以下のとおり

合意した 

前文 

海洋投棄の防止 締約国は…（中略）…船舶及び航空機からの投棄に

起因する地中海の汚染の防止と緩和のために適切な

あらゆる措置を講じるものとする 

議定書第 1 条 

本議定書の附属書 I に掲げる廃棄物又はその他の物

の地中海域への投棄は禁止する 

議定書第 4 条 

放射性廃棄物の

海洋投棄の禁止 

附属書 I.で、投棄が禁じられるものとして「国際原

子力機関により定義される高、中、低レベル放射性

廃棄物又はその他の高、中、低レベル放射性物質」

を指定 

附属書 I の 7. 

黒海汚染防止条約 

内容 規定 条文番号 

海洋汚染防止条

約との関係 

締約国は、…（中略）…、1972 年の廃棄物その他の

物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約を考慮

し、…（中略）…以下のとおり合意した 

前文 

海洋投棄の防止 締約国は本議定書附属書 I が掲げる物質や物による

陸上のソースからの黒海の海洋環境の汚染を防止

し、除去する 

1992 年の「陸上のソ

ースからの汚染に

対する黒海の海洋

環境の保護に関す

る議定書」第 4 条 

放射性廃棄物の

海洋投棄の禁止 

「有害物質と物」として「使用済放射性燃料を含む

放射性物質及び廃棄物」を指定 

附属書 I「有害物質

と物」9. 

出所）条約等の規定に基づきエム・アール・アイ リサーチアソシエイツにて作成 

 

上記の条約等の履行に関して、トルコは運輸・海事・通信省（現在の運輸・インフラスト

ラクチャー省）、沿岸警備隊司令部、イスタンブール、コチャエリ、アンタルヤ、メルシン

首都圏自治体が船舶からの海洋汚染の防止を担当している212。 

（4） 早期通報条約及び援助条約 

トルコは早期通報条約及び援助条約を締結しており、ともに 1991 年 2 月 3 日に発効して

いる213,214。 

トルコでは、NDK が早期通報条約及び援助条約による「通報受信当局」及び「緊急事態

管轄当局」として認識されている。また、IAEA やその他の当事者との連絡のために、電話、

ファックス、コンピューター及びインターネット施設といったコミュニケーションチャン

ネルのためのインフラが整備されている 207。 
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7.3. 国内制度の整備状況 

本節では、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている項目のうち、法体系、

原子力損害賠償制度、規制当局、輸出管理制度、及び IAEA の IRRS に関する情報を整理す

る。 

7.3.1 原子力安全に関する法体系 

トルコでは、憲法を改正する国民投票を受けて 2018 年 7 月に、議院内閣制から行政権の

全てが大統領に属する実権型大統領制への移行が行われ、内閣は大統領が任命する体制と

なった。これに伴う原子力安全規制体制の刷新のために、内閣は 2018 年 7 月 9 日にデクレ

法第 702 号「原子力規制庁の組織と任務、及び数件の法律の改正に関するデクレ法」を制定

した。デクレ法第 702 号は、原子力安全、セキュリティ、保障措置、放射線防護や関連する

分野を規制する包括的な法律であった。またデクレ法第 702 号は、新たに設置された規制機

関である NDK の設置法でもあった215。その後、デクレ法第 702 号は憲法裁判所の 2020 年

12 月 30 日の判決及び原子力規制法によって廃止されている。憲法裁判所は、デクレ法 702

号の制定を授権している法律の目的は憲法改正への対応であったところ、NDK の設立はこ

の法律の適用範囲内にあるものではないため、デクレ法 702 号を無効と判示している。ただ

し、法令の欠如によって公衆の利益を損なわないようにするために、この判決の発効は官報

による公布の 1 年後とされた216。 

2022 年 3 月 8 日付の官報で公布された原子力規制法は、原子力・放射線利用による電離

放射線の有害な影響からの防護、NDK の権限や責任、原子力損害に対する法的責任等を規

定するものとして制定された217。また、同日付の官報で、「原子力規制当局の組織と任務に

関する大統領令」が公布されている。 

原子力規制法は、同法の規制対象となる活動を許可なく行ってはならないことと、許可の

対象となる活動に対して NDK が必要な許可条件を決定することを規定している。NDK は

設立以降、規則等の策定を進めており、また策定が完了していないものについては NDK の

発足前に策定された基準が適用されている。表 4-22 は、NDK のウェブサイトに掲載され

ている規則等の名称と公布日をまとめたものである218。 

 

表 4-22 NDK のウェブサイトに掲載されている規則等の名称と公布日 

 名称 公布日 

1 原子力施設及び核物質の安全性に関する規則 2020 年 8 月 8 日 

2 原子力施設における放射線防護に関する規則 2018 年 5 月 29 日 

3 原子力施設及び核物質の防護に関する規則 2012 年 5 月 22 日 

4 核燃料サイクル施設の安全のための特別原則に関する規則 2010 年 7 月 30 日 

5 放射線安全規則 2000 年 3 月 24 日 

6 放射性物質の安全な輸送に関する規則 2005 年 7 月 8 日 

7 原子力規制委員会行政処分規則 2023 年 1 月 24 日 

8 原子力規制庁人事規則 2023 年 11 月 29 日 

9 放射性廃棄物及び使用済燃料の管理規則 2023 年 11 月 7 日 
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10 放射線施設及び放射線申請の認可に関する規則 2023 年 10 月 28 日 

11 原子力リスクに対する賠償責任保険及び担保の規則 2023 年 10 月 19 日 

12 放射性物質の解放及び放出に関する規則 2023 年 9 月 1 日 

13 原子力及び電離放射線の検査及び立入検査に関する規則 2023 年 8 月 11 日 

14 放射線緊急事態の管理に関する規則 2023 年 6 月 16 日 

15 原子力施設の火災安全に関する規則 2023 年 5 月 5 日 

16 原子力施設の認可に関する規則 2023 年 3 月 17 日 

17 核セキュリティ規則 2022 年 11 月 19 日 

18 原子力施設の組織体制と人員に関する規則 2022 年 12 月 1 日 

19 線量測定サービスを提供する組織の認可に関する規則 2022 年 8 月 20 日 

20 放射能汚染にさらされている地域の環境浄化活動の認可に関

する規則 

2022 年 8 月 13 日 

21 国家放射線モニタリング及び放射線管理に関する規則 2022 年 8 月 12 日 

22 取引及びサービス料金に関する原子力規制庁規則 2022 年 7 月 26 日 

23 放射性廃棄物施設の認可及び安全原則に関する規則 2022 年 7 月 7 日 

24 原子力規制委員会監督委員の懲戒に関する規則 2022 年 6 月 16 日 

25 原子力規制専門規則 2022 年 7 月 1 日 

26 原子力規制委員会の委員及び原子力規制庁の職員が遵守すべ

き職業的及び倫理的原則に関する規則 

2022 年 6 月 25 日 

27 原子力規制委員会の業務の手順及び原則に関する規則 2022 年 6 月 25 日 

28 原子力施設、放射線施設及び放射性廃棄物施設におけるマネ

ジメントシステムに関する規則 

2022 年 4 月 27 日 

29 研究炉における登録及び報告に関する規則 2009 年 2 月 17 日 

30 研究炉における異常事象の通知及び報告に関する規則 2009 年 2 月 17 日 

31 研究用原子炉の安全のための特別原則に関する規則 2009 年 2 月 17 日 

32 電離放射線から生じるリスクに対する管理区域で働く外部職

員の防護に関する規則 

2011 年 6 月 18 日 

33 原子力発電所のサイトに関する規則 2009 年 3 月 21 日 

34 原子力発電所の安全のための特別原則に関する規則 2008 年 10 月 17 日 

35 原子力発電所の安全のための設計原則に関する規則 2008 年 10 月 17 日 

36 原子力輸出管理規則 2020 年 2 月 13 日 

37 原子力発電所の建設検査に関する規則 2017 年 3 月 31 日 

38 原子力施設への機器の供給プロセスに関する規則と製造業者

の承認 

2015 年 5 月 28 日 

出所）NDK ウェブサイト「法制度」https://www.ndk.gov.tr/mevzuat（2024 年 1 月 23 日閲覧） 

 

表 4-23 に、立地、設計・建設、運転のそれぞれに適用される規制基準を整理する。 
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表 4-23 トルコにおいて原子炉の立地、設計・建設、運転に適用される規制基準 

段階 適用される規制基準 公布日 

立地 ⚫ 原子力発電所の安全のための特別原則に関する規則 

⚫ 原子力発電所のサイトに関する規則 

⚫ 原子力施設の認可に関する規則 

2008 年 10 月 17 日 

2009 年 3 月 21 日 

2023 年 3 月 17 日 

設計 ⚫ 原子力発電所の安全のための設計原則に関する規則 

⚫ 原子力発電所の安全のための特別原則に関する規則 

2008 年 10 月 17 日 

2008 年 10 月 17 日 

建設 ⚫ 原子力発電所の安全のための特別原則に関する規則 

⚫ 原子力発電所の建設検査に関する規則 

⚫ 原子力施設の認可に関する規則 

2008 年 10 月 17 日 

2017 年 3 月 31 日 

2023 年 3 月 17 日 

運転 ⚫ 原子力発電所の安全のための特別原則に関する規則 

⚫ 原子力施設の認可に関する規則 

2008 年 10 月 17 日 

2023 年 3 月 17 日 

出所）NDK ウェブサイト「法制度」、各規制基準、NDK「原子力安全条約第 8 回国別報告書」（2019 年 8

月）に基づきエム・アール・アイ リサーチアソシエイツにて作成 

 

7.3.2 原子力損害賠償制度 

トルコは、パリ条約を 1961 年 10 月に批准している219。またジョイントプロトコールは

1988 年 9 月に署名、2007 年 6 月に同国で発効している220。また、原子力規制法がパリ条

約及びジョイントプロトコールを国内法化するとともに、原子力損害賠償について規定し

ている。なお、調査対象国の原子力損害賠償に関する国際条約の締結状況は、3.3.2 イギリ

スの「原子力損害賠償制度」の冒頭において整理している。 

トルコでは、NDK の設立等の原子力安全規制体制の刷新前に施行されていた 2007 年 11

月制定の「原子力発電所の建設及び操業に関する法律第 5710 号」で原子力損害賠償につい

て一部規定されていたが、同法は 2018 年 7 月のデクレ法第 702 号で廃止されている 215。 

2022 年 3 月 8 日付の官報で公布された原子力規制法では、原子力損害賠償について表 

4-24 に整理する規定が設けられている。また、2023 年 10 月 19 日付官報で、事業者が加

入を求められる保険又は提供を求められる担保に関する手続及び原則を定める「原子力リ

スクに対する賠償責任保険及び担保規則」が公布されている221。 
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表 4-24 原子力規制法における原子力損害賠償に関連する規定 

内容 規定の概要 条文番号 

パリ条約の

国内法化 

本法に別段の規定がない限り、原子力事故から生じる原子力損害

賠償についてパリ条約を適用する。 

12 条 1 項 

無 過 失 責

任、責任集

中、免責 

⚫ 事業者は、原子力事故が発生した場合、事業者又はその職員

の過失、施設に関する技術、製品及び業務を提供する者の過

失にかかわらず、原子力損害賠償責任及び補償金の支払責任

を負う。 

⚫ 事業者は、武力紛争、敵対行為、内乱又は暴動に直接起因す

る原子力事故による原子力損害については、責任を負わない。 

⚫ 事業者は、原子力損害の原因となった原子力事故が原子力損

害を被った者の故意又は重大な過失によって生じたことを証

明した場合、所轄裁判所の決定によって、その原子力損害を

被った者に対してのみ、その責任の全部又は一部を免れるこ

とができる。 

12 条 4、

5、8 項 

責 任 限 度

額、付保義

務、原子力

保険プール 

⚫ 原子力事故に対する事業者の責任額は、10MW 以上の熱出力

を持つ原子炉について、7 億ユーロ 

⚫ 事業者は、各原子力施設又は輸送活動について、第 13 条に定

める上限額で、かつ、NDK が定める時期及び条件に従い保険

に加入するか、又は別の担保を提供する義務を負う。 

⚫ 事業者の義務に保険を付保するため、原子力保険プールを設

立する。 

13 条 1 項

a)、14 条

1 項、15

条 1 項 

求償権と時

効 

人命の損失及び人の健康に関する損害の賠償請求は、いかなる場

合においても、原子力事故の発生日から 30 年が経過したときは時

効となり、その他の原子力損害の賠償請求は、原子力事故の発生日

から 10 年を経過したときに時効となる。 

19 条 4 項 

責任限度額

を超える損

害に対する

政府の対応 

原子力損害が13条に定める賠償責任限度額を超えると予想される

場合には、原子力損害の被害者が原子力事故によって生じた原子

力損害の賠償のために行う申請を評価し、決定するために、原子力

事故が発生した日から遅くとも 2 か月以内に、大統領が原子力損

害評価委員会を設置し、この事項を官報及びその他適当と認める

手段で公告する。 

18 条 1 項 

出所）原子力規制法に基づきエム・アール・アイ リサーチアソシエイツにて作成 
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7.3.3 原子力安全に関する規制当局 

（1） NDKの概要 

NDK の設置以前、原子力安全規制は TAEK が担当していた。NDK は TAEK の任務を継

承した組織であり、管理と資金について自律性を与えられ、独立してその権限を行使する222。

図 4-10 は、原子力安全条約第 8、9 回合同締約国会議の国別報告書に掲載された NDK の組

織図である。 

 

 

図 4-10 NDKの組織図 

出所）NDK “Convention on Nuclear Safety Turkish National Report for the Joint 8 th and 9 th Review Meeting”

（2022 年 8 月）より引用 

 

NDK の組織や権限は、2022 年 3 月 8 日付の官報で公布された「原子力規制庁の組織と任

務に関する大統領令」で規定されている。本大統領令において、NDK の意思決定組織は委

員会であることが規定されている。委員会は、大統領によって任命される 5 名の委員で構成

され、うち 1 名が総裁、1 名が副委員長として任命されるl。委員会は最低で 3 名の委員の出

席をもって召集され、最低で 3 名の委員の可否が同一となった場合に議決される。なお、

2024 年 1 月 23 日に閲覧した NDK のウェブサイトの組織図によれば、現在総裁は欠員とな

っているが、副委員長と 3 名の委員は在職している223。 

NDK の事務局機能は、総裁を頂点とし、2 名の副総裁が置かれ、その下に設置される部

局によって担われる。大統領令により、技術部門として原子力施設部、放射線利用部、セキ

ュリティ・保障部、放射線防護部、検査部が置かれ、その他法務部等が置かれることが規定

されている224,225。 

 
l NDK の長は意思決定組織である委員会の長であるとともに、事務局部門の長でもあるため、「委員長」

とはせず「総裁」と訳している。 
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（2） NDKの人員 

NDK の 2022 年次報告書によると、NDK は 219 名の常勤職員と、法令の規定により他の

公的機関から派遣された 10 名の職員の、合計 229 名で構成されている226。収入について、

「原子力規制庁の組織と任務に関する大統領令」第 28 条で NDK の収入源として以下が規

定されている。 

⚫ 手数料及びサービス料 

⚫ 出版及びその他の収入 

⚫ 寄付金 

⚫ NDK に帰属する動産又は不動産の収入 

⚫ 一般会計からの財務省補助金 

 

なお、第 28 条では NDK が監督管理下にある者から寄付を受けることができないことも

規定されている。 

（3） NDKの予算 

表 4-25 は、NDK の 2022 年次報告書に掲載された同年における NDK の予算と実績収入

額である。表によれば、同年の NDK の総予算額は約 2 億 1,900 万トルコリラ（約 10 億 800

万円、1 トルコリラ＝4.95 円として換算（以下同様））であったが、収入の実績は約 3 億

2,900 万トルコリラ（約 16 億 3,000 万円）であった 226。 

 

表 4-25 2022年における NDKの予算と実績収入額（単位：トルコリラ） 

項目 予算 実績 

検査・監査費用 190,000,000 1,570,606.76 

原子力及び電離放射線の認可収入 28,925,000 50,345,795.07 

原子力及び電離放射線に関する審査 100,000 253,393,277.25 

未収利息 0 1,270,006.81 

個人からの未収金 0 59,183.23 

その他雑収入 0 22,390,560.49 

合計 219,025,000 329,029,429.61 

出所）NDK2022 年次報告書 

 

（4） 他国及び国際機関との協力 

 1) NDKと欧州委員会の協力による「トルコの規制機関の支援」プロジェクトの情報提供

会合の開催 

2022 年 2 月 8 日、NDK と欧州委員会の協力による「トルコの規制機関の支援」プロジェ

クトの情報提供会合が実施された。会合で欧州委員会側の代表者は、EU で適用されている

安全基準が同じようにトルコでも実施されていることに満足を示した。また、トルコエネル

ギー天然資源省副大臣は、NDK が EU と原子力安全の確保に向けて、共同プロジェクトを
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組織していることに言及した227。 

 2) ロシアの原子力安全規制機関の代表のトルコ訪問 

2023 年 1 月 24 日から 25 日にかけて、ロシアの原子力安全規制機関である連邦・技術・

原子力監督庁（Rostekhnadzor）長官等の代表団がトルコを訪問し、NDK 総裁等と会談した。

また、両組織は協力の強化を目的とした覚書の署名し、アキュ原子力発電所を訪問した228。 

 3) 韓国・原子力安全委員会（NSSC）とのMOU の締結 

2023 年 9 月 27 日の IAEA 第 67 回総会に際して、NDK は韓国の原子力安全規制機関であ

る NSSC と、原子力安全及び放射線防護の分野における協力と情報交換のための MOU を締

結した。本件を伝えたプレスリリースでは、具体的な協力の分野として緊急時のための準備

と緊急時対応、放射性廃棄物管理、及び放射性物質の輸送が挙げられている229。 

7.3.4 原子力資機材の輸出管理制度 

トルコは核兵器不拡散条約、化学兵器禁止条約及び生物兵器禁止条約を締結しており230、

また NSG、ZC、MTCR、AG 及び WA といった主要な国際輸出レジームにすべて加入して

いる231。 

国内における核セキュリティの確保に関して、原子力規制法は、原子力・放射線に関連す

る活動及びこれらに関連する人、施設、装置、物質が核セキュリティの観点から規制管理の

対象になることを規定し、また、NDK が核セキュリティに関連する規制を制定できること

を規定している 217。また、「原子力規制当局の組織と任務に関する大統領令」は、NDK が

原子力及び放射線に関連する活動における核セキュリティ、並びに核セキュリティに関連

して NDK が決定した物質、材料、機器、システム、部品又は関連技術の輸出入を規制する

ことを規定している 224。 

核セキュリティに関して、NDK は 2020 年 3 月に「原子力輸出管理規則を制定している。

原子力輸出管理規則では、NDK が核物質移転警告リストとデュアルユースリストを公開す

ること、これらのリストに掲載された物品の輸出において許可の取得が必要であること等

が規定されている232。 

7.3.5 IAEAの評価サービス IRRSの受入れ状況等 

トルコにおいて、2022 年 9 月 5 日から同 16 日にかけて、IRRS ミッションのレビューが

実施された。なお、IAEA のピアレビューに関するデータベースには、トルコに対するフォ

ローアップミッションの予定は記載されていない233。 

2022 年 9 月のミッションでレビューチームは、トルコに対して 28 件の勧告と 14 件の提

言が提示され、1 件の良好事例が指摘された。表 4-26 に勧告を整理する。 

 

表 4-26 IRRSミッションにおけるトルコに対する勧告 

分野  勧告の内容 

1. 法令上 1 政府は、基本安全目的を達成し、段階的アプローチに従って基本安全原則を
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分野  勧告の内容 

の及び政

府の責任 

適用するためのメカニズムに取り組む原子力・放射線安全のための国家政策

を文書化し、戦略を確立すべきである。 

2. 国際的

な安全体

制 

2 

NDK は、国際的な運転経験を分析し、学ぶべき教訓を特定し、その教訓を

普及させ、権限を与えられた当事者、規制機関、その他の関連当局が活用す

るためのシステムを確立すべきである。 

3. 規制機

関の責任

と機能 

3 

NDK は、全職員に対し、必要な能力と技能を維持するため、適宜、様々な

テーマについて定期的な再教育を義務付けるプロセスを確立すべきである。 

4. 規制機

関のマネ

ジメント

システム 

4 

NDK は、意思決定プロセスで生じるコンフリクトの解決に対応するため、

マネジメントシステム文書を更新し、規制機能への段階的アプローチの適用

方法に関する基準を定めるべきである。 

5 
NDK は安全に対するリーダーシップと安全文化の評価を定期的に実施すべ

きである。 

5. 権限 
6 

NDK は、「原子力施設の認可に関する規則」案を確定し、可能な限り早期

に実施すべきである。 

7 
NDK は線量限度値を更新し、IAEA 安全基準との整合性を確保すべきであ

る。 

8 

NDK は、労働者等の保護と安全のために必要なローカルルールの策定プロ

セスにおいて、使用者、登録者、許可者による労働者の協議を確保するため

の規制条項を設けるべきである。 

6. 審査と

評価 
9 

NDK は、原子力施設の定期安全審査の要件及び定期安全報告を段階的な手

順で評価するための審査基準を定めるべきである。 

10 

NDK は、防護・安全システムが GSR Part 3 に適合していることを確実にす

るため、放射性物質の輸送による放射線量の定期的な評価を行うべきであ

る。 

11 

NDK は、タイプ B(M)のパッケージの設計、核分裂性物質及び低分散性放射

性物質（low dispersible radioactive material）のパッケージ、並びに核分裂性

物質を含むパッケージの出荷承認について、SSR-6（改定第 1 版）に適合す

るよう承認手順を更新すべきである。 

12 
NDK は、放射線施設の防護と安全の最適化に用いる線量とリスクに関する

適切な制約条件を確立すべきである。 

7. 検査 

13 

NDK は、「原子力及び電離放射線に係る検査規則」（2023 年 8 月 11 日官

報公布の「原子力及び電離放射線の検査及び立入検査に関する規則」で置き

換え）に記載されている検査員の認可を可能にするため、検査員候補者プロ

グラムの開発を完了すべきである。 

14 
NDK は、原子力発電所の試運転及び運転段階における検査プログラムを策

定すべきである。 

15 

NDK は、TENMAK 廃棄物処理・貯蔵施設の再許認可において、作業員の安

全、放射性廃棄物及び施設の安全が最優先され、短期的には放射性廃棄物の

処理・貯蔵の強化及び施設全般の安全に焦点を当てた適切な計画が

TENMAK によって策定されることを保証すべきである。 

16 NDK は、すべての放射線源施設と活動に対する検査プログラムを包括的に
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分野  勧告の内容 

実施すべきである。 

17 

厚生省と NDK は、医療施設・活動の規制監督に関する正式な協力・調整の

取決めを確立し、認可を受けた当事者と申請者に課せられる要件に矛盾がな

いようにすべきである。 

8. 執行 

18 

NDK は、トルコの法律又は相手国が提供する規制プログラムのいずれに定

められているかにかかわらず、原子力発電所の許認可基盤におけるすべての

規制要件に対して、行政制裁のような強制措置を適用できるような法律又は

規制構造の変更を行うべきである。 

9. 規則と

ガイド 

19 

NDK は原子力規制法及び「原子力規制当局の組織と任務に関する大統領令」

の規定を、その規則及びガイドにおいて完全に実施すべきである。この点に

関して、NDK の規則及びガイドの全体的な見直しを実施し、以下を確認す

べきである 

- NDK の現行の規則やガイドの中で上位の法律と矛盾する条項 

- IAEA の基準に関するギャップ 

- 関連する経験の蓄積 

20 

NDK は、「原子力施設におけるクリアランス及びサイトの規制管理からの

解放に関する規則」（この規則は、2023 年 9 月 1 日付官報公布の「放射性

物質の解放及び放出に関する規則」で置き換え）の適用範囲を拡大し、すべ

ての活動及び施設に適用できるようにすべきである。 

21 

NDK は、第一及び第二グループの放射線源施設及び活動に対する安全評価

の要件を定め、安全評価報告書の内容に関するガイダンスを作成すべきであ

る。 

22 
NDK は、放射性物質の輸送に関する国内規則を SSR-6（改定第 1 版）に沿

って更新すべきである。 

23 

NDK と厚生省は、医療被ばくに関する現行の規制を見直し、GSR パート 3

で定められたすべての要件に完全に対応するとともに、SSG-46 に沿って、

医療用途における患者、作業員、介護者、慰問者、生物医学研究におけるボ

ランティア、一般市民に関する放射線源の安全使用のためのガイドの作成を

継続すべきである。 

24 NDK は、商品中の放射性核種による被ばくの基準値を設定すべきである。 

10. 緊 急

時準備と

対応－規

制の観点 

25 

NDK は、規制及び関連する IAEA 安全基準に沿ったガイドを作成すべきで

ある。 

i. すべての原子力施設、放射線施設及び関連する活動の緊急時計画の策定及

び関連する緊急時演習計画の内容に関する詳細なガイダンスを提供するこ

と。 

ii. NDK が緊急時計画及び緊急時訓練の評価に用いる評価基準を文書化する

こと。 

iii. NDK 職員が緊急時計画の内部評価及び緊急時訓練の評価に使用するた

め、事前に設定した目標がどのように決定されるかを含めること 

26 
NDK は、原子力及び放射性廃棄物施設に対し、緊急時計画を定期的に見直

し、改訂するための要件を定めるべきである。 

27 NDK は以下を行うべきである。 
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分野  勧告の内容 

i. 防災・緊急事態管理グループの運営に関する内部緊急事態計画を、関連規

則に沿って策定し、実施する。 

ii. 緊急時対応プランに詳述されている NDK 緊急時対応スタッフの能力要

件に沿って、監督スタッフ向けの緊急時準備対応訓練プログラムを策定し、

実施する。 

28 

政府は以下を確保すべきである。 

i. 緊急時対応の分野において NDK に明確な役割と責任を割り当てる。 

ii.支援する省庁、機関、組織の任務、責任、調整要件を、国家放射線緊急時

計画の中で明確にカバーする。 

出所）IAEA “INTEGRATED REGULATORY REVIEW SERVICE (IRRS) MISSION TO TÜRKIYE Ankara, 

Türkiye 5to 16 September 2022”に基づきエム・アール・アイ リサーチアソシエイツにて作成 

 

表 4-26 の勧告 20 では、「原子力施設におけるクリアランス及びサイトの規制管理から

の解放に関する規則」の適用範囲の拡大が勧告されたが、本規則を置き換える「放射性物質

の解放及び放出に関する規則」が 2023 年 9 月 1 日付の官報で公布されている。また、勧告

25 では緊急時準備と対応に関して規制及び関連する IAEA 安全基準に沿ったガイドを作成

すべきであると勧告されたが、2023 年 6 月 16 日付の官報で「放射線緊急事態の管理に関す

る規則」が公布されている。IRRS レビュー報告書は、2022 年 9 月のレビュー実施後 3 カ月

以内に取りまとめられることになっているため234、トルコ政府がレビュー報告書を受領し

たのは 2022 年末ごろと考えられるが、以上のことから、それ以降の 1 年程度の期間で、ト

ルコはレビューでの勧告に対する対応を進めているものと判断できる。 

7.4. IAEAの実施する主要な評価サービスの受入れに係る状況 

本節では、安全配慮等確認に関する調査票で調査対象となっている IAEA の評価サービス

のうち、INIR、SEED、GRSR 及び OSART の受入れ状況等を整理する。 

（1） IAEAの評価サービス INIRの受入れ状況等 

トルコは 2013 年 11 月に INIR2 ミッションを受け入れている 233。このミッションは、ア

キュやシノップにおける原子力発電所建設プロジェクトを控えたトルコにおける原子力イ

ンフラ整備等をレビューするものであった。レビューチームは原子力に関する国家政策の

完成、規制機関の強化、人材育成のための国家計画の策定などについて勧告を提示しつつも、

原子力導入プログラムに対する政府の支援やアキュ原子力発電所における将来の安全性向

上のための基金設立計画などの良好事例を特定している235。 

なお、INIR ミッションは 3 つのフェーズで実施されることとなっており236、トルコは 2024

年第 2 四半期に INIR3 ミッションを受け入れる予定である 233。 

（2） IAEAの評価サービス SEEDの受入れ状況等 

IAEA のピアレビューに関するデータベースによると、トルコは TAEK が原子力安全規

制機関であった 2017 年 7 月に SEED ミッションを受け入れており、また 2023 年 6 月に
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も SEED ミッションを受け入れている 233。ただし、両ミッションとも報告書が公表されて

おらず、詳細は確認できていない。 

（3） IAEAの評価サービス GRSRの受入れ状況等 

トルコは自国で発電用原子炉の設計を行っていない。同国では現在、アキュ原子力発電所

でロシア製のプラントである VVER V-509 が建設されている。原子力安全条約第 8 回締約

国会議のためのロシアの報告書によれば、ロシアでは原子炉の設計は同国の連邦規制や規

則にしたがい、また IAEA の安全基準の要件を考慮して設計される237。 

（4） IAEAの評価サービス OSARTの受入れ状況等 

トルコでは現在、アキュ原子力発電所でプラントの建設が進められている。NDK によれ

ば、NDK はアキュ原子力発電所の運転会社であるアキュ・ニュークリア社に対して、運転

前 OSART を受け入れるよう推奨し、同社はこれを受け入れ、準備作業を開始している238。

ただし、運転前 OSART の実施予定は IAEA のピアレビューに関するデータベースには掲

載されていない 233。 

 



135 

 

7.5. 参考文献 

 
198 Akkuyu Nuclear “FIRST BATCH OF FUEL WAS DELIVERED TO AKKUYU NPP”（2023

年 4 月 27 日） 

https://akkuyu.com/en/news/first-batch-of-fuel-was-delivered-to-akkuyu-npp 
199 Akkuyu Nuclear “Commissioning Permit For The First Power Unit Of The Akkuyu Npp Was 

Received”（2023 年 12 月 12 日） 

https://akkuyu.com/en/news/commissioning-permit-for-the-first-power-unit-of-the-akkuyu-npp-was-

received- 
200 NDK “A FULL REPORT TO THE 8 TH REVIEW MEETING OF CONVENTION ON 

NUCLEAR SAFETY”（2019 年 8 月） 

https://www.iaea.org/sites/default/files/21/07/national_report_of_turkey_for_the_8th_review_meetin

g.pdf 
201 NDK “The Joint Eighth and Ninth Review Meeting of the Convention on Nuclear Safety (CNS) 

was held in Vienna”（2023 年 3 月 28 日） 

https://www.ndk.gov.tr/en-US/haberler/the-joint-eighth-and-ninth-review-meeting-of-the-

convention-on-nuclear-safety-cns-was-held-in-vienna 
202 IAEA “Joint 8th and 9th Review Meeting of the Contracting Parties to The Convention on 

Nuclear Safety 20 - 31 March 2023 Vienna, Austria Summary Report”（2023 年 3 月 31 日） 

https://www.iaea.org/sites/default/files/23/04/23-01280e_cns8_9rm2023_08_final.pdf 
203 IAEA “Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of 

Radioactive Waste Management”（2023 年 2 月 20 日） 

https://www.iaea.org/sites/default/files/22/06/jointconv_status.pdf 

204 IMO ウェブサイト”International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974”

（2023 年 10 月 26 日閲覧） 

https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-

at-Sea-(SOLAS),-1974.aspx 

205 “ANTARKTİKA’DA ÇEVRE KORUMA PROTOKOLÜNÜN UYGULANMASINA DAİR 

YÖNETMELİK”（2020 年 6 月 13 日） 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200613-1.htm 
206 “Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the 

Russian Federation on Cooperation in relation to the Construction and Operation of a Nuclear Power 

Plant at the Akkuyu Site in the Republic of Turkey”（2010 年 5 月 12 日） 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/10/20101006-6.htm 
207 NDK “Convention on Nuclear Safety Turkish National Report for the Joint 8 th and 9 th Review 

Meeting”（2022 年 8 月） 

https://www.iaea.org/sites/default/files/23/11/turkiye_cns_national_report_joint_8th_and_9th_rm.pd

f 
208 国連環境計画ウェブサイト” Signatures and Ratifications of the Barcelona Convention for the 

Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean and its Protocols 

as at 29 October 2020 (last notification received).” 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7096/StatusOfSignaturesAndRatifications_2

 



136 

 

 

 

0201029.pdf 
209 黒海汚染防止条約常駐事務局ウェブサイト（2023 年 10 月 6 日閲覧） 

http://www.blacksea-commission.org/ 
210） EUR-Lex “CONVENTION for the protection of the marine environment and the coastal region 

of the mediterranean”（2023 年 10 月 23 日閲覧） 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01976A0216(01)-20040709 
211） The Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution Permanent 

Secretariat ”Convention on the Protection of the Black Sea Against Pollution”（2023 年 10 月 23

日閲覧） 

http://www.blacksea-commission.org/Official%20Documents/The%20Convention/Full%20Text/ 
212 環境・都市化・気候変動省環境管理総局ウェブサイト（2023 年 10 月 25 日閲覧） 

https://cygm.csb.gov.tr/sss/deniz-ve-kiyi-yonetimi 
213 IAEA “Convention on Early Notification of a Nuclear Accident”（2023 年 11 月 14 日） 

https://www.iaea.org/sites/default/files/23/11/not_status.pdf 
214 IAEA “Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency”

（2023 年 11 月 14 日） 

https://www.iaea.org/sites/default/files/23/11/not_status.pdf 
215 エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ「令和 2 年度諸外国における原子力安全制

度の整備状況等に関する調査報告書」（2021 年 3 月） 

https://wwwa.cao.go.jp/oaep/dl/houkoku2107.pdf 
216 トルコ共和国憲法裁判所 "Turkish Constitutional Court's Case-law Summary"（2021 年 3 月

8～19 日） 

https://www.anayasa.gov.tr/en/case-law-summary/ 
217 「原子力規制法」（2022 年 3 月 8 日） 

https://perma.cc/X58Z-UL6J 
218 NDK ウェブサイト「法制度」（2024 年 1 月 23 日閲覧） 

https://www.ndk.gov.tr/mevzuat 
219 OECD/NEA “Paris Convention: Latest status of ratifications or accessions”（2023 年 10 月 23

日閲覧） 

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_31798/paris-convention-latest-status-of-ratifications-or-accession 
220 IAEA “Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna Convention and the Paris 

Convention”（2023 年 9 月 25 日） 

https://www.iaea.org/sites/default/files/23/09/jp_status.pdf 
221 「原子力リスクに対する賠償責任保険及び担保規則」（2023 年 10 月 19 日） 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=40369&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 
222 NDK ウェブサイト “About NDK”（2023 年 10 月 4 日閲覧） 

https://www.ndk.gov.tr/en-US/about-ndk 
223 NDK “Organizational Structure Nuclear Regulatory Authority”（2024 年 1 月 23 日閲覧） 

https://www.ndk.gov.tr/en-US/organizational-structure 
224 「原子力規制当局の組織と任務に関する大統領令」（2022 年 3 月 8 日） 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.95.pdf 

 



137 

 

 

 
225 NDK ウェブサイト “Organizational Structure”（2023 年 10 月 6 日閲覧） 

https://www.ndk.gov.tr/en-US/organizational-structure 
226 NDK「2022 年次報告書」（2023 年 10 月 4 日閲覧） 

https://webim.ndk.gov.tr/file/ab505c4a-894a-4550-bb3d-4fc73c3ca3f3 
227 NDK “The Dissemination Meeting of the "Support to the Regulatory Authority of Turkey" 

Project, organized in partnership with the Nuclear Regulatory Authority (NDK) and the European 

Commission, was held on Tuesday, February 8, 2022.”（2022 年 2 月 10 日） 

https://www.ndk.gov.tr/en-US/news/the-dissemination-meeting-of-the-support-to-the-regulatory-

authority-of-turkey-project 
228 NDK “The Chairman of the Federal Service for the Supervision of Environment, Technology 

and Nuclear Management (Rostechnadzor) and the accompanying delegation made a technical visit 

to Türkiye.”（2023 年 1 月 27 日） 

https://www.ndk.gov.tr/en-US/news/rostechnadzor-made-a-technical-visit-to-turkiye 
229 NDK ”The Nuclear Regulatory Authority (NDK) and the Nuclear Safety and Security 

Commission (NSSC) of the Republic of Korea signed a Memorandum of Understanding.”（2023 年

10 月 31 日） 

https://www.ndk.gov.tr/en-US/news/the-nuclear-regulatory-authority-ndk-and-the-nuclear-safety-

and-security-commission-nssc-of-the-republic-of-korea-signed-a-memorandum-of-understanding 
230 国際連合ウェブサイト “DISARMAMENT TREATIES DATABASE Turkey”（2024 年 1 月

23 日閲覧） 

https://treaties.unoda.org/s/TUR 
231 外務省ウェブサイト「国際輸出管理レジーム参加国一覧表」（2018 年 10 月 3 日）

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/regime/regime.html 
232 NDK「原子力輸出管理規則」（2020 年 2 月 13 日） 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=34272&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 
233 IAEA “Peer Review and Advisory Services Calendar”（2024 年 1 月 23 日閲覧） 

https://www.iaea.org/services/review-

missions/calendar?type=All&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&location=3549&status=All 
234 IAEA “IAEA Mission Finds Commitment to Safety in Türkiye as Country Builds First Nuclear 

Power Plant”（2022 年 9 月 16 日） 

https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-mission-finds-commitment-to-safety-in-turkiye-

as-country-builds-first-nuclear-power-plant 
235 IAEA “IAEA Reviews Turkey's Progress in Nuclear Power Development”（2013 年 11 月 14

日） 

https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-reviews-turkeys-progress-nuclear-power-development 
236 IAEA “IAEA Services Series 34 Guidelines for Preparing and Conducting an Integrated Nuclear 

Infrastructure Review (INIR)”（2017 年 9 月） 

https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/SVS-34_web.pdf 
237 ロシア連邦環境・技術・原子力監督庁（ROSTECHNADZOR）、ROSATOM”THE 

EIGHTH NATIONAL REPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE FULFILLMENT OF 

COMMITMENTS RESULTING FROM THE CONVENTION ON NUCLEAR SAFETY”（2019

年） 

 



138 

 

 

 

https://www.iaea.org/sites/default/files/21/07/national_report_of_the_russian_federation_for_the_8t

h_review_meeting.pdf 
238 NDK “Pre OSART Uluslararası Atom Enerjisi Misyonlar”（2024 年 1 月 23 日閲覧） 

https://www.ndk.gov.tr/pre-osart 



139 

 

8.  原子力関連産業のサプライチェーンの実態調査 

多くの国が将来的にも原子力エネルギーを利用する意向があることから、我が国の原子

力産業が海外の原子力施設の主要資機材の輸出等を行う可能性を予め把握するためには、

諸外国における原子力関連産業のサプライチェーンの状況を調査し、今後日本からの原子

力関連資機材の輸出の可能性を検討することが必要である。 

こうしたことから、本章ではまず「日本のサプライチェーンの予備調査」として原子力施

設の建設・運転・廃止措置の各段階についてサプライチェーンの構造などを整理した上で日

本のサプライチェーンについて予備的な調査を行い、それを踏まえてアメリカ、フランス、

ドイツ、及びカナダを対象として、サプライチェーンに関する調査結果を整理する。 

8.1. 日本における原子力産業サプライチェーンの概況 

本調査では、日本における原子力産業サプライチェーンの状況を把握するため、業界団体

2 団体とサプライチェーンの上位に位置するベンダー4 社に対してヒアリングを実施した。

以下、公開情報に基づく調査とヒアリング調査の結果に基づき日本における原子力産業サ

プライチェーンの概況を示す。 

8.1.1 原子力産業に特有のサプライチェーン 

原子力産業には原子炉圧力容器（RPV）のような原子力産業でしか活用されない資機材か

ら、バルブやポンプのように他産業でも活用されている資機材まで幅広い範囲が含まれる。

原子力産業でしか活用されない資機材ではなくとも、規制や品質管理の観点で一般産業品

よりも厳しい要求があるため、新規参入は容易ではない。また、ポンプの中にも一次冷却材

ポンプのような原子炉の安全に関わるものは一般産業品よりも高い性能が求められる。一

方、海水の取水に用いるポンプ等は比較的一般産業品に近いといえる。このように、一般産

業品が存在する資機材であっても役割によって求められる水準が異なることから、原子力

産業に特有のサプライチェーンが必要となる資機材が幅広く存在する。原子力産業での実

績がない企業の参入が難しく、原子力産業に特有といえる資機材・サービスを表 8-1 に示

す。 
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表 8-1 原子力産業に特有の資機材・サービス 

 

出所）ヒアリング結果、及び資源エネルギー庁「サプライチェーン強化に向けた人材育成の取組」（2023

年 1 月 18 日）に基づきエム・アール・アイ リサーチアソシエイツにて作成 

https://jinzai-initiative.jp/reaserch_result/r04/document/ANRE_R4report.pdf 

 

8.1.2 サプライチェーンの状況 

日本では東日本大震災以降、原子力発電所の新設が中断されており、サプライチェーンの

脆弱化が懸念されている。一般社団法人日本原子力産業界が 2021 年に実施したアンケート

調査によれば、2012 年から 2020 年にかけて 20 社が原子力事業から撤退した（図 8-1）。ま

た、同調査によれば、原子力関連事業の分野ごとの見通しについて、約 24％が「事業継続

に不安」、「縮小を検討」、「撤退を検討」と回答していた（図 8-2）。 

 

図 8-1 2012年以降に原子力産業から撤退した企業数 

出所）一般社団法人日本原子力産業協会「原子力サプライチェーンの維持・強化に向けた提言について」

（2022 年 7 月）より引用 

https://www.jaif.or.jp/journal/books/kouhou/13836.html 

 



141 

 

 

図 8-2 原子力関連産業の分野ごとの見通し 

出所）一般社団法人日本原子力産業協会「原子力サプライチェーンの維持・強化に向けた提言について」

（2022 年 7 月）より引用 

https://www.jaif.or.jp/journal/books/kouhou/13836.html 

 

ヒアリング結果によれば、図 8-1 に示すようにサプライヤーが原子力産業から撤退した

ことによって、一部のベンダーでは調達できなくなった資機材が存在する。特に原子力に特

有の資機材に関してはサプライヤーと共同開発しているものが多く、当該サプライヤーが

撤退した場合は知財を買い上げて開発しなおしたり、別のサプライヤーと開発しなおした

りする必要があり、既存品での代替も容易ではないとのことであった。一方、撤退したサプ

ライヤーの事業を承継して内製化することで対応しているベンダーや、現時点ではサプラ

イチェーンを維持できているベンダーも存在した。いずれの場合であっても、サプライヤー

のさらなる撤退があってもおかしくない状況であり、長期的にサプライチェーンを維持で

きるか不透明な部分が大きいとしている。 

サプライチェーンの維持が難しい要因としては、新設の見通しが立たないことが挙げら

れていた。現在は新規制基準への対応によって維持できているサプライチェーンも存在す

る一方で、RPV のように新設時にしか製造されない資機材も存在するため、サプライチェ

ーンの維持には新設が必須であるとの指摘があった。また、新設を経験したことがある技術

者の高齢化が進んでおり、技術継承の観点からも新設が重要であるとの指摘があった。 

このような状況に対して、産業界では一般産業用工業品採用（Commercial-Grade 

Dedication :CGD）を進める動きが見られる。アメリカでは既に取組が進められており、日本

においても一般社団法人日本電機工業会が 2022 年にガイドラインを制定した239。また、経

済産業省においても原子力サプライチェーンプラットフォーム（NSCP）を立ち上げ、産官

学連携で人材育成や供給途絶対策に取り組んでいる。日本のサプライチェーンの状況とし

て、NSCP 参加企業と主な取扱製品を表 8-2 に示す。 
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表 8-2 NSCP参加企業と主な取扱製品 

 

出所）NSCP 及び各社ウェブサイトに基づきエム・アール・アイ リサーチアソシエイツにて作成 
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8.1.3 大型軽水炉新設や革新炉開発への対応可能性 

ヒアリングでは、基本的に大型軽水炉新設や革新炉開発においても現在の日本のサプラ

イチェーンで対応できるという回答が多かった。先述のとおり、一部のベンダーでは調達で

きなくなった資機材が存在しているが、建設開始までには対応は可能との考えが示された。

商用炉の建設実績がない革新炉であっても、軽水炉 SMR であれば既存軽水炉技術の、また

高速炉や高温ガス炉であれば研究炉で培った技術の延長に位置することから、新たに開発

すべき要素はあったとしても、大きな課題はないとする見解が多かった。サプライチェーン

の観点では研究炉と商用炉で大きな差異はなく、炉型による差異の方が影響するとしてい

た。以下に革新炉に特有な資機材とそのサプライヤーを表 8-3 に整理する。もんじゅ及び

高温工学試験研究炉（HTTR）における製造実績がある場合は明記した。 

 

表 8-3 高速炉及び高温ガス炉に特有の資機材とそのサプライヤー 

 

出所）各種資料に基づきエム・アール・アイ リサーチアソシエイツにて作成
240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251 
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8.2. アメリカにおける原子力産業サプライチェーン 

本節では、アメリカにおける原子力産業サプライチェーンについて整理する。 

8.2.1 アメリカにおける原子力サプライチェーンの概要 

アメリカの電力部門の構造は、発電、送電、配電、需要家の 4 つの主要な構成要素からな

るが、各構成要素の役割は、州や地域によって異なる。アメリカで主力の発電源は、石炭、

天然ガス、原子力である。電力部門は、公営、私営、協同組合の公益事業者、独立系発電事

業者、3 つの地域同期送電網、8 つの北アメリカ電力信頼度協議会（NERC）など、さまざま

な参加者で構成されている252。 

原子力発電所を所有する電気事業者はのべ 37 社存在し253,254,m、原子力サプライチェーン

も、PWR を開発・製造するウェスティングハウス（WH）社、BWR を開発・製造する GE

日立ニュークリア・エナジー（GEH）社、ニュースケール社等の新興 SMR ベンダーや、エ

ンジニアリング会社など多数存在する255。アメリカでは現在、93 基のプラントが運転中で

あり、最近ではボーグル 3 号機（AP1000）が 2023 年 7 月に商業運転を開始している。また

ボーグル 4 号機（AP1000）は 2024 年 2 月時点で建設中であり、同機は 2024 年 2 月 14 日に

最初の臨界を迎えている256。 

商用発電炉では、41 基が恒久停止されている 253。アメリカでは、ホルテック社、エナジ

ーソリューション社、ノーススター社などが、恒久停止されたプラントの所有権等を買い上

げるなどして、廃止措置を専門的に請け負っている。 

8.2.2 アメリカにおける建設段階の主要事業者 

（1） Westinghouse Electric Corporation（WH社） 

WH 社は、1957 年にペンシルベニア州シッピングポートにおいて世界初の商用 PWR を供

給した。今日、世界には 430 基以上、ネット設備容量で 370,543MWe の原子炉が存在する

が、そのおよそ半分以上が WH 社の技術を利用しており、同社は設備容量ベースで世界最

大のプラントの供給元となっている257。また、核燃料製造も行っている258。 

WH 社の現在の大型炉における主要な炉型は AP1000 である。原子炉建設プロジェクトに

おける工期遅延に伴う回収不可能なコスト増加の結果として、WH 社は 2017 年に破産申請

し、翌 2018 年に東芝からブルックフィールドビジネスパートナーズやその他の国際的な機

関投資家に売却された。2022 年にカナダのカメコ社とブルックフィールドビジネスパート

ナーズが WH 社の買収のために戦略的パートナシップを締結した。持ち分は、ブルックフ

ィールドビジネスパートナーズが 51%、カメコ社が 49%となっている。2023 年 11 月には、

買収手続が完了している 255,259。 

業種  原子炉ベンダー 

 エンジニアリング・建設  

 
m このデータは、IAEA の Power Reactor Information System（PRIS）において 2024 年 2 月末時点で運転中

のアメリカの 94 基のプラントに関して、所有者として表示されている組織をカウントしたものである。1

基のプラントに複数の所有者が表示されている場合は、複数の所有者をカウントしている。 
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 原子炉資機材製造 

取扱製品  炉内構造物 

 制御棒駆動装置 

 ポンプ 

 燃料関係設備 

 電気・計装 

 プラントの建設計画や許認可 

 燃料（BWR、PWR、VVER） 

特徴  PWR の開発者として、世界の原子炉のおよそ半分以上が WH 社の技術

を利用 

 AP1000 の設計を行っており、そのほか SMR の AP300 やマイクロ炉

eVince、鉛冷却高速炉の開発も進める 

 かつては原子炉資機材製造も行っていたが、アメリカや中国の AP1000

の建設では、資機材製造は外注しており、例えばアメリカの AP1000 で

蒸気発生器は韓国の斗山が製造260 

 原子炉の運転段階においては、電気・計装に加えて、長期運転、原子力

蒸気供給システム（NSSS）のマネジメント、CGD を含む部品の製造、

プラント停止中のサービスなどを展開 

 フロントエンドの世界大手であるカメコ社に経営統合される 

国際展開  AP1000 の世界初号機は中国であり、中国で 4 基、アメリカで 1 基が商

業運転中のほか、ポーランドにおける建設計画が進行中であり、ブル

ガリア、ウクライナ、インドでも検討が進む 

 PWR のみならず BWR の燃料も製造、ウクライナ等に対する旧ソ連製

VVER の燃料納入実績も有する261 

国際市場 

シェア 

 建設中のプラントを含め、世界の 479 基中 68 基の NSSS を供給 255 

（2） GE Hitachi（GEH 社） 

ゼネラル・エレクトリック（GE）と日立製作所は、2007 年に戦略的業務提携関係を構築

し、GEH 社及び日立 GE ニュークリア・エナジー社が設立された。GE は 1956 年にアメリ

カで初の商用 BWR であるドレスデン 1 号機を供給して以降、原子炉の供給を行っている
255。 

一方、茨城県日立市に本店を置く日立 GE ニュークリア・エナジー社は、発電用軽水型原

子炉施設、高速炉施設、原子燃料サイクル関連施設及びその他関連製品の設計、製造、販売、

据付及び保守に関する業務を行っている262。 

業種  原子炉ベンダー 

取扱製品  燃料 

 制御棒駆動装置 

 炉内構造物 

 バルブ 

 ポンプ 
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 電気・計装系 

 中性子計測器 

特徴  BWR の開発者として GE、日立製作所、及び GEH 社として存在し、60

年以上にわたって国際的に BWR を供給している263。 

 改良型沸騰水型原子炉（ABWR）や高経済性単純化沸騰水型原子炉

（ESBWR）のほか、SMR の BWRX-300、ナトリウム冷却高速炉の開発

も進める 

 原子力サービスとして、水化学、出力増強、プラントの設備更新、プラ

ント停止中のサービスを展開 

国際展開  ABWR 初号機は、1996 年に柏崎刈羽原子力発電所で商業運転を開始、

大間と島根 3 号機が建設中、台湾での建設プロジェクトは中断してい

る264 

 BWRX-300 はカナダのオンタリオ州・ダーリントン原子力発電所での

建設が決定済であり、サスカチュワン州でも導入が決まっており、ポ

ーランドでも導入計画が進む 

国際市場 

シェア 

 世界の 479 基中 38 基（すべて運転中）の NSSS を供給 255 

（3） BWXT社 

BWXT 社は原子力技術を中核として事業を展開しており、1950 年代から原子力潜水艦や

原子力空母に搭載される原子炉の資機材を製造しているほか、原子力発電事業者を対象と

した資機材製造、資機材の製造やメンテナンス、寿命延長のためのエンジニアリング、第 3・

4 世代炉技術開発者の支援といった事業を行っている265。なお、同社のカナダ子会社につい

て 8.5.3（2）で整理している。 

業種  原子炉主要機器メーカー 

 原子炉系統主要機器メーカー 

 燃料製造 

取扱製品266  原子炉圧力容器 

 蒸気発生器（PWR） 

 炉内構造物 

 RPV ヘッド 

 加圧器 

 熱交換器 

 TRISO 燃料 

特徴  アメリカでは、インディアナ州マウント・バーノンやオハイオ州バー

バートンに製造施設を有する 

 マウント・バーノンの施設はアメリカでも数少ない大型圧力容器の製

造施設 

 バージニア州リンチバーグで、アメリカで唯一放射線試験を受けた

TRISO 燃料を製造267 

国際展開  世界中の CANDU 炉・PWR 向け蒸気発生器を製造しており、交換も含
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めると累計 315 基を供給 

 親会社のBWXT社はアメリカ国防省やエネルギー省からの受託が豊富

であり、原子力潜水艦、月面核分裂プラント、マイクロ炉、レガシーサ

イト復旧、医療用 RI 製造なども手掛ける 

（4） Joseph Oat Corporation（ジョセフ・オート社） 

ジョセフ・オート社は、ニュージャージー州カムデンの 1 万 1,000m2の敷地の工場で、200

トンまでの大型資機材の製造能力を有する 255。 

業種  原子炉主要機器メーカー 

 原子炉系統主要機器 

取扱製品  圧力容器 

 蒸気発生器 

 熱交換器 

 放射性廃棄物や使用済燃料のキャスク 

特徴  ジョセフ・オート社は、アメリカで事業を継続している産業向け製造

業で最も歴史の長い企業であり、ほぼ 50 年にわたって、クラス 1、2 及

び 3 資機材nについて ASME セクション III の原子力 N スタンプを所有

している 

 納入実績のあるプラントに対して、アップグレードされた資機材や代

替資機材を提供しているほか、NRC によって新たに設置が義務付けら

れた資機材も提供している 

 ASME Section VIIIoに準拠した資機材の設計と製造における産業界のリ

ーダー 

 安全系、安全系でないもの両方の資機材で実績を有する268 

国際展開  具体的な納入先は公表されていないが、国際的に製品を供給している 

（5） Bechtel（ベクテル社） 

ベクテル社は、設計・調達・建設（EPC）契約による建設工事の請負等を事業としている、

アメリカに本拠を置く国際的なエンジニアリング・建設・プロジェクトマネジメント企業で

ある。原子力分野では、8.2.3（2）に整理するとおり、ボーグル原子力発電所 3・4 号機の建

設等に従事している。 

業種  建設・エンジニアリング 

取扱製品269  原子炉建設における設計・調達・建設（EPC）による建設工事の請負 

 
n クラス 1 資機材は、一次冷却系を構成する資機材。クラス 2 資機材は、安全性の確保にとって重要な非

常用炉心冷却装置を構成する資機材。クラス 3 資機材は、プラントの運転に必要となる系統構成する資機

材。 

Sandia National Laboratories, “Global Trends of ASME "N-Stamp" Certifications for Nuclear Component Vendors”

（2021 年 8 月 17 日）https://www.osti.gov/servlets/purl/1813661 

o ASME Section VIII は、ASME の規格のうち圧力容器の設計、製造、試験、精査、認定に関する要件を扱

っているセクション 
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 蒸気発生器の交換プロジェクト（デービス・ベッセ原子力発電所） 

 DOE が進める多目的試験炉（VTR）プログラムに、GEH 社と協力して

参画 

 テネシー川流域開発公社（TVA）のワッツバー2 号機建設プロジェクト

（8.2.3（1）を参照） 

特徴  ボーグル原子力発電所 3・4 号機建設プロジェクト、ワッツバー2 号機

建設プロジェクトのように、進行中のプロジェクトの実施体制に途中

から参画してプロジェクトを完遂に導いた実績を有する 

国 際 展 開
269 

 スリーマイルアイランド原子力発電所、チョルノービリ原子力発電所

の汚染サイトにおける環境浄化と管理の経験を活用して DOE による

放射能汚染水対策を支援してきた実績があるため、福島第一原子力発

電所の水処理戦略の策定等で東京電力を支援 

（6） Fluor（フルアー社） 

アメリカの有力な政府コントラクターであり、化学、燃料、インフラ、生命科学、製造、

鉱山・金属等の分野で事業を行っている270。また、後述するニュースケール社の筆頭株主で

ある。 

業種  建設・エンジニアリング 

取扱製品  原子炉建設における EPC による建設工事の請負 

 原子炉の改修や新設 

 原子炉の運転・マネジメント 

 原子炉の支援サービス 

 廃棄物管理 

特徴  原子力サイトにおける環境管理やプログラム管理のための技術ソリュ

ーション提供に実績を有する 

国際展開  アメリカのほか、カナダの原子力サイトでも実績を有する 

 ニュースケール社のプラントの海外における建設に乗じて海外展開を

図る 

（7） NuScale Power（ニュースケール社） 

アメリカで、自ら開発する軽水炉型 SMR である VOYGR の建設プロジェクトを進めてい

たが、このプロジェクトは 2023 年 11 月に中止された（5.1.(1)を参照）。こうした状況を受

け、2024 年 1 月には、人員を削減し、原子炉の研究開発から商業化への移行等の事業戦略

に注力することを公表した271。なお、VOYGR の商用化に向けて、エネルギー製造企業

ENTRA1 とグローバル戦略パートナシップを締結している272。 

業種  原子炉ベンダー 

取扱製品  自社製 SMR”VOYGR”の設計 

特徴  自社は設備製造部門を有さず、資機材は外部企業に製造を委託 

 2023 年 1 月に 1 モジュール 160MWt,50MWe の VOYGR の設計認証規

則が NRC により公表、同年 3 月には NRC が、出力 77Mwe の VOYGR
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の標準設計承認（SDA）申請の審査を開始 

 アメリカにおける SMR 建設プロジェクトをけん引してきたが、ユタ州

公営電力システムズ（UAMPS）との協力による無炭素電力プロジェク

ト（CFPP）は中止 

➢ 中止前に、原子炉圧力容器上蓋を韓国の斗山エネビリティに発注

したほか、燃料取扱い設備の設計に関してフランスのフラマトム

社と契約を締結していた273 

国際展開  ルーマニアで建設計画が進展中 

（8） X-energy（Xエナジー社） 

エネルギー省（DOE）の支援を受けて、高温ガス炉の SMR である Xe-100 の開発・実用

化を進めている。米化学大手のダウ社とは Xe-100 の熱利用のために基本合意書（LOI）を

締結しており、テキサス州の建設サイトも決定している。その他ワシントン州の公益電気事

業者 Grant PUD やカナダのオンタリオパワージェネレーション（OPG）社とも Xe-100 の活

用に向け協力を進めている。 

サプライチェーンに関して、蒸気発生器と原子炉圧力容器を韓国・斗山に発注することと

しており、主要資機材の調達先にはアメリカのカーティス・ライト社が含まれる。また、黒

鉛に関してアメリカのアムステッド・グラファイト社と契約を締結している274。 

業種  原子炉ベンダー 

取扱製品  自社製 SMR の Xe-100、Xe-Mobile の設計 

 Xe-100 の燃料（TRISO-X）の製造 

特徴275  ニュースケール社同様に、自社は燃料製造設備以外の設備製造部門を

有さず、資機材は外部企業に製造を委託するビジネスモデル（燃料製

造施設は自ら建設・運営する） 

 調達において、それぞれの資機材等について 2 社の候補から競争的に

調達先を選定することとしており、調達先には日本企業も含まれる 

 DOE の「先進炉実証プログラム」による支援を受けていることから、

海外企業への発注には一定の制約がある 

 イギリスやカナダと、現地におけるサプライヤーリストの作成に向け

た協力を進めている 

 Xe-100 は、HALEU を使用する 

国際展開  イギリスやカナダ、ヨルダンで建設計画が進展中 

（9） テラパワー社 

テラパワー社は、アメリカ・マイクロソフト社の共同創業者であるビル・ゲイツ氏らによ

って設立された。現在、GEH 社との協力によるナトリウム冷却高速炉とエネルギー貯蔵及

び発電システムを統合した「ナトリウム」技術の開発や、溶融塩高速炉技術の開発を進めて

いる276。 

サプライチェーンに関して、テラパワー社はベクテル社（（5）を参照）と EPC に関して

パートナシップを構築している。また、アメリカ北西部で原子力発電所を含め発電事業を行
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うエナジー・ノースウエストと、パートナシップ協定を締結している。さらに、テラパワー

社がワイオミング州・ケンメラーの石炭火力発電所サイトで進めるナトリウム炉の建設の

サプライチェーンに関して、アメリカに本拠を置きプラントシミュレーション等を提供し

ているウェスタン・サービス社、アメリカに本拠を置き遠隔操作機器の製造等を行うジェー

ムス・フィッシャー・テクノロジー、BWXT カナダ社（8.5.2（2）を参照）、ポンプやバル

ブの設計・製造等を行うアメリカのカーティスライト・フローコントロール社をサプライヤ

ーとして選定している 274。 

業種  原子炉ベンダー 

取扱製品  ナトリウム冷却高速炉とエネルギー貯蔵及び発電システムを統合した

「ナトリウム」技術の設計 

 溶融塩高速炉技術の設計 

特徴  2023 年 4 月、韓国の SK 社及び KHNP と「ナトリウム」技術の実証と

商業化での協力に向けた MOU を締結 

 2023 年 11 月、JAEA、三菱重工業、三菱 FBR システムズ（MFBR）と、

ナトリウム冷却高速炉の技術開発に関する MOU を締結、日本企業と

の協力により、「ナトリウム」技術の大型化を目指す 

 X エナジー社と同様に、DOE の「先進炉実証プログラム」による支援

を受けている 

8.2.3 アメリカにおける運転段階の主要事業者 

原子力発電所を所有する電気事業者はのべ 37 社存在し、事業者の資本形態も、テネシー

川流域開発公社（TVA）のような国有企業や、民間企業、公営事業者等多様である。 

本節では、これらのうち、TVA、アメリカでもっとも運転開始が新しいプラントを有する

ボーグル原子力発電所の建設・運転に関わるサザン社、及び本調査においてヒアリング調査

の対象としたエナジー・ノースウエストと、濃縮事業を行っているセントラスエナジー社に

ついて情報を整理する。 

（1） テネシー川流域開発公社（TVA） 

TVA は、テネシー川流域におけるエネルギー開発や環境管理、経済発展を目的として、

1933 年成立の連邦法である TVA 法により設立された。TVA はアラバマ州ブラウンズ・フ

ェリー原子力発電所で 3 基の BWR、テネシー州セコイヤ原子力発電所で 2 基の PWR、同州

ワッツバー原子力発電所で 2 基の PWR を所有・運転している277。 

 

業種  テネシー川流域におけるエネルギー開発や環境管理、経済発展等の事

業 

特徴 277  BWR、PWR の両方を所有・運転している。 

 ワッツバー2 号機は、1973 年に建設が開始されたが、電力需要の伸び

悩みなどにより 1985 年に一時中断、その後 2007 年に建設が再開され

2016 年に運転が開始された。これは当時、アメリカにおいて 20 年ぶり

の新設原子炉の運転開始であった278。 
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 クリンチ・リバーサイトで早期サイト許可（ESP）を取得しているが、

現在具体的な建設計画は進めていない。 

 アラバマ州の未完のベルフォンテ原子力発電所（PWR2 基）は売却が

決定279。 

（2） Southern Company（サザン社） 

サザン社は、アメリカ南部で電力・ガス事業等を行っている。まず、サザン社が関与して

いるボーグル原子力発電所 3・4 号機の資本構造や建設プロジェクトの実施体制等について

整理する。ボーグル原子力発電所は、サザン社の子会社であるジョージア・パワー社が 45.7%、

ジョージア州の非営利協同組合であるオーグルソープ電力が 30%、ジョージア電力公社

（MEAG）が 22.7%、ダルトン市営電力が 1.6%を所有している。なお、ボーグル原子力発電

所 3・4 号機の運転者は、ジョージア・パワー社と同様にサザン社の子会社であるサザン・

ニュークリア・オペレーティング社（SNOC）である 277。 

ジョージア・パワー社は 2008 年 4 月、ボーグル原子力発電所 3・4 号機の建設に向けて

WH 社及びショー・グループ（現在のシカゴ・ブリッジ・アンド・アイアン）と EPC 契約

を締結した。しかしながらその後、WH 社の連邦破産法適用申請等もあり、2017 年 5 月に

ジョージア・パワー社は、WH 社に代わって SNOC が建設におけるプロジェクトマネジメ

ントを担当し、WH 社はベンダーとして支援を行うように実施体制が変更された。なお、ジ

ョージア・パワー社はベクテル社と契約を締結し、SNOC による建設作業の管理を行わせて

いる 277。 

業種  電力・ガス事業等の公益事業 

特徴 277  アメリカ南部の各州で電気事業者ガス事業を行う子会社を有する持ち

株会社。 

 子会社のジョージア・パワー社はボーグル原子力発電所を 45.7%所有。 

 同じく子会社の SNOC は途中からボーグル原子力発電所 3・4 号機の建

設におけるプロジェクトマネジメントを引き継ぐ。 

 このように、サザン社のグループ企業は、原子力発電所の運転のみな

らず、建設を中核的に担う能力も有している。 

（3） Energy Northwest（エナジー・ノースウエスト） 

エナジー・ノースウエストは、アメリカ北西部の公共電力共同運営機関であり、ワシント

ン州の州法に準拠して運営されている。エナジー・ノースウエストは、水力発電所、風力発

電所、太陽光発電所、蓄電池プロジェクトに加えて、ワシントン州リッチランドでコロンビ

ア原子力発電所を所有・運転している。 

業種  電気事業者 

特徴280  コロンビア原子力発電所は BWR1 基で構成されるいわゆる単機プラン

トである。アメリカの主として単機プラントの原子力発電所は、2003

年に Utility Service Alliance を構築しており、ベンチマークの設定やサ

プライヤーに関する情報共有を行っている。 

 コロンビア原子力発電所は、類似プラントを運転していることから、
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メキシコのラグナベルデ原子力発電所と協力関係を構築しており、在

庫部品の売却なども行っている。 

 Energy Northwest はワシントン州法により設置された公益事業者であ

り、サプライヤーの選定においては競争プロセスが必要で、サプライ

ヤーにはスペイン企業やポルトガル企業もいる。 

（4） Centrus Energy（セントラスエナジー社） 

アメリカではウラン濃縮は当初政府の事業として実施されていたが、1992 年のエネルギ

ー政策法に基づき DOE のウラン濃縮事業が切り出される形で政府系企業であるアメリカ濃

縮公社が設立された。アメリカ政府は 1998 年に新規株式公開で同社を売却し、民間の投資

家所有会社であるアメリカ濃縮会社（USEC）がニューヨーク証券取引所で取引を開始した
281。その後、USEC はいったん連邦破産法第 11 条の適用を受けるに至るが再建計画が策定

され、2014 年に社名がセントラスエナジー社に変更された282。 

連邦政府の事業として実施されたウラン濃縮において、1952 年に軍事用濃縮ウラン製造

のためにケンタッキー州パデューカにおいてガス拡散プラントが操業を開始した。パデュ

ーカではのちに商用原子炉のための濃縮ウランの製造も開始され、生産能力は 800 万 SWU/

年であった。パデューカのプラントは 2013 年に操業を停止して閉鎖された。USEC は、ア

メリカとロシアの協定に基づく、核兵器在庫からダウンブレンドされたロシアのウランを

供給する代理店としての役割を担っていた。また、DOE の研究に基づきアメリカ遠心分離

技術が開発され、2007 年にはオハイオ州パイクトンにある USEC のアメリカ遠心分離プラ

ントの建設と操業が NRC により許可された。同プラントは、2010 年に操業を開始したが、

現在は操業が停止され、管理は DOE が実施している283。 

セントラスエナジー社は、第 4 世代の技術を利用した SMR の一部で利用される高純度低

濃縮ウラン（HALEU）の製造を行っている。同社は、DOE との契約に基づき、パイクトン

の HALEU 製造施設においてウラン濃縮を開始したことを 2023 年 10 月に公表した。従来の

原子炉で利用されるウランの濃縮度は通常濃縮度が 5%未満であるが、HALEU の濃縮度は

5%から 20%となっている284。なお、現在 HALEU を商業的に販売しているのはロシアの国

営企業のみであり、アメリカ連邦議会では、アメリカにおける既設炉用の低濃縮ウラン及び

HALEU の生産能力拡大に向けた法案が検討されている285。 

業種  ウラン濃縮等 

取扱製品286  天然ウラン 

 低濃縮ウラン 

 HALEU 

特徴287  現在ロシアのみが商業的に供給可能な HALEU の製造に成功し、生産

能力の拡大を進める 

 次世代遠心分離技術の開発を進める 

 1998 年以来、電気事業者に対して 1,750 原子炉年以上の燃料を供給 

国際展開  2023 年 4 月、韓国水力原子力（KHNP）と核燃料の安定供給に関する

MOU を締結288 
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8.2.4 アメリカにおける廃止措置段階の主要事業者 

アメリカでは、恒久停止されたプラントの所有権等を買い上げるなどして、廃止措置を専

門的に請け負うビジネスモデルが展開されている。以下に、そうした事業者のうちホルテッ

ク社とエナジーソリューション社について整理する。 

（1） Holtec（ホルテック社） 

ホルテック社は 1986 年に創業され、当初は熱交換装置の流れによる振動や腐食など、原

子力発電所の運転上の問題に対するソリューションの開発に重点を置いていたが、使用済

燃料の原子力発電所敷地内における貯蔵、廃止措置などに業務を拡大しているほか、SMR-

300 の開発を進めている。以下、このうち廃止措置関連の業務について整理する。 

業種  廃止措置 

取扱製品  廃止措置の一括請負 

特徴  子会社のホルテック廃止措置インターナショナル（HDI）を設立、HDI

はホルテック社が所有する原子力発電所の廃止措置を実施289 

 閉鎖後の原子力発電所の解体開始を 60 年程度延期する安全貯蔵に対

して、ホルテック社は規制当局の承認後 6〜8 年以内に廃炉（ただし敷

地内の使用済燃料貯蔵施設を除く）を完了させる技術を開発290 

国際展開  ホルテック社は国際展開を進めているが、廃止措置事業における国際

展開の状況について詳細は確認できていない 

（2） Energy Solutions（エナジーソリューション社） 

エナジーソリューション社は、原子力施設の廃止措置・除染のほか、廃棄物管理、国防総

省や DOE 等の政府機関の施設を対象としたオンサイト統合サービス（OIS）、原子力発電

所のメンテナンスや改修、寿命延長のためのサービスなどの業務を行っている。以下、この

うち廃止措置関連の業務について整理する。 

業種  廃止措置 

取扱製品  廃止措置の一括請負 

特徴291  エナジーソリューション社の「包括的廃止措置・除染サービス」の主要

な工程は以下のとおりである。 

1. 初期移行とサイト活動 

➢ 許認可移転／管理オプション 

➢ 廃止措置計画の立案、閉鎖後移転の支援 

2. 閉鎖後廃止措置活動報告書（PSDAR） 

➢ 廃止措置費用の見積りとプロジェクトの計画立案 

➢ 使用済燃料管理と敷地内の使用済燃料貯蔵施設サイト及び乾式キ

ャスクの選定 

➢ 歴史的サイト評価（HSA）及びサイトの特性調査 

3. 主要な廃止措置・除染活動 

➢ 炉内構造物及び原子炉容器の解体 
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➢ 有害廃棄物、混合廃棄物及び放射性廃棄物の梱包、輸送、処分 

➢ 放射性廃棄物のクラス A、B、C、クラス C を超える（GTCC）低レ

ベル放射性廃棄物への区分と管理 

➢ 大型資機材の除去と処分 

➢ 建屋の解体に関する契約とマネジメント 

4. 許認可の終了に関する活動 

➢ 充填材の評価、コンクリートの再利用、掘削部分の埋戻し 

➢ 許認可終了計画（LTP）、最終ステータス調査（FSS）の立案、許認

可の終了 

➢ サイトの回復 

国際展開  エナジーソリューションカナダ社が設立されており、オンタリオ州ブ

ランプトンのエナジーソリューションズ・カナダ・ウォーカーオペレ

ーションズ（ESWO）で放射性廃棄物及び放射性物質の管理を行ってい

る292。 

8.2.5 アメリカにおける型式・規格にかかる認証制度及び認証サービス業の状況 

（1） ASME規格の概要 

アメリカでは、アメリカ機械学会（ASME）が定める規格基準が原子力分野の資機材の製

造に関わる材料、設計、製造、検査等に適用されており、日本でも、原子炉設備の設計基準

は ASME の規格基準を参考にして策定されている。ASME の認証スキームでは、原子炉の

資機材や部品の製造や設置のために認証が要求される。認証が必要となる資機材には、圧力

容器、格納構造物、配管系統、タンク、バルブ、ポンプや、溶接部分、インターフェースの

接合部がある 255。 

ASME は、規格に適合していることを証明する認定マークとして ASME スタンプを打刻

する制度を整備している。ASME スタンプは、ASME の規格基準の最新版に適合している

品目であることを示すためのものである。認定証所持者は、ASME から認定（工場認定）を

受けた製造者であり、実際に製造を行う前に品質管理能力を審査・認定されている。ASME

スタンプが打刻されていることにより、確立された技術基準に適合している品目であるこ

とが証明される。ASME のボイラー及び圧力容器基準の場合、2 年ごとに更新されるため、

認定はスタンプの種類ごとに 1 年から 3 年で認定の更新をする必要がある293。 

ASME 規格のセクション III（次項参照）に従った原子力発電用機器の製造作業の概要は

以下のとおりである294。 

⚫ 製造者と公認検査機関との間で、試験検査実施に関する契約を締結 

⚫ 製造者が ASME に対して、工場認定証の発行を申請 

⚫ ASME は全国委員会（National Board）及び公認検査機関と共同で製造者へ出向いて

審査を行い、合格と判定した場合認定証を発行しスタンプを貸与 

⚫ 製造者は客先と製造契約を締結し製造を開始 

⚫ 公認検査機関は、製造者との契約に基づき公認検査官を派遣 

⚫ 機器の完成後製造者はデータレポートを作成、公認検査官はこれに署名し、機器が

ASME 規格に合致していることを証明 
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⚫ 証明を受けたのち、製造者は機器にスタンプを打刻 

⚫ 製造者は出荷後、データレポートを全国委員会に送付、全国委員会はこれを永久保存 

 

公認検査機関は、2024 年 3 月 1 日時点で 36 機関あり、国籍としてはアメリカ 11 機関、

カナダ 7 機関、イギリス、イタリア、ドイツがそれぞれ 3 機関、UAE、ギリシャがそれぞれ

2 機関、中国、韓国、オーストリア、南アフリカ、フランスがそれぞれ 1 機関となっている。

この中には、ノースカロライナ州やカリフォルニア州、カナダの州の政府当局、8.3.5（1）

で整理するフランス・ビューローベリタスのアメリカの事業所や、8.4.5（1）で整理するド

イツ・TÜV のドイツやアメリカの事業所が含まれている295。 

（2） ASMEの原子力分野の認証と規格基準 

ASME の原子力資機材（N タイプ）の認証は、原子力施設に設置される資機材に関するボ

イラー及び圧力容器基準（BPVC）のセクション III に準拠した組織の品質保証プログラム

に関する会社レベルの認証である。この認証は、原子力発電プラントや施設で使用される資

機材の設計、製造及び設置を行う会社を想定したものである。ASME は、以下の 6 種類の N

タイプの認証を発行している 255,295。 

⚫ N：容器、ポンプ、バルブ、配管系統、貯蔵タンク（活動中のサプライヤーは 132 社） 

⚫ NA：あらゆる品目の現地での据え付けと工場での組み立て（活動中のサプライヤー

は 65 社） 

⚫ NPT：部品、付属品、溶接されたチューブ状の製品、配管の部分組立品（活動中のサ

プライヤーは 162 社） 

⚫ NS：サポート業務（活動中のサプライヤーは 69 社） 

⚫ NV：圧力逃がしバルブ（活動中のサプライヤーは 9 社） 

⚫ N3：輸送・貯蔵における閉じ込め（活動中のサプライヤーは 11 社） 

 

ASME コードで原子力資機材に適用される N タイプの認証に関して、1980 年にはアメリ

カを中心として 400 社以上が認証を取得していた。現在は、アメリカ国外の認証取得企業は

増加しつつあるものの、認証取得企業の総数はアメリカ国内外で 300 を下回っている（な

お、上記の活動中のサプライヤー数を合計すると 448 社となるが、同一企業が複数のタイプ

の認証を受けている場合がある）。ただし、認証取得企業数の減少は必ずしも原子力産業界

から離脱する企業の増加を意味しておらず、製造能力を維持しており発注が具体化すれば

認証を再取得する準備のある企業も存在している 255。なお、DOE のサンディア国立研究所

が 2021 年に取りまとめた報告書「原子力部品ベンダー向け ASME「N スタンプ」認証の世

界的動向」は、以下の点を指摘している296。 

⚫ N スタンプのデータベースに基づく調査結果によれば、アメリカでは一部で企業統

合があったものの、原子力資機材の製造業は引き続き維持されている。 

⚫ 高温ガス炉や SMR といった新しい種類の炉のベンダーは、ASME やアメリカ原子力

学会（ANS）、アメリカの原子力協会（NEI）といった組織と積極的に関わり、N ス

タンプの基準を改定して規格をこれらの新しい炉の設計に適合させるべく調整を図

っている。 

⚫ N スタンプは、取得が増えている中国を含め、世界的に価値を認められている認証で



156 

 

ある。 

⚫ アメリカ政府がアメリカの原子力産業、特に輸出分野の活性化に取り組む中で、N ス

タンプ認証の世界的地位を活用することは有益である。 

 

原子力分野の品質保証プログラムとして最も著名なものの一つとして、ASME NQA-1「原

子力施設への適用のための品質保証要件」がある。多くの原子力プロジェクトでは、サプラ

イチェーン構成企業はこうしたプログラムに準拠した品質保証システムを整備することが

求められる。また近年は、サプライヤーに対して原子力安全文化の構築を求める国際標準化

機構（ISO）の規格である ISO19443 への準拠が求められるようになってきている。これは、

多くの産業で活用されている品質マネジメントシステムに関する国際規格 ISO9001 を原子

力分野に特化させたものである 255。 

NQA-1 は、原子力施設のサイト選定、設計、建設、運転及び廃止措置における品質保証

プログラムの確立と遂行に関する要件とガイドラインを提示するものである。NQA-1 は、

一般的に原子力安全関連の製品やサービスの供給契約においてサプライヤーの品質保証プ

ログラムとして利用されている。NQA-1 の目的は、サプライチェーンが原子力安全及び高

い品質確保にコミットする組織によって構成されるようにすることにより、原子力産業に

おけるニーズを満足することである。NQA-1 の認証を認められるために、サプライヤーは

NQA-1 による品質保証プログラムの監査を受けなければならない。NQA-1 は、2022 年に改

定された。改定により、査察（surveillance）の活用、リスク情報を活用したアプローチの適

用、偽造品・不正品及び疑惑品（CFSI）の防止・検知及び統制、建設から運転への移行、マ

ネジメントアセスメントに関するガイダンスが新たに盛り込まれている 255。 

（3） ASME規格の NRCによるエンドース 

アメリカでは、1995 年に成立した国家技術移転促進法（NTTAA）が、連邦機関が自主基

準設定組織により策定・採択された基準を、その遵守が法律と適合しない場合や実行可能で

ない場合を除き活用すべきことや、公益にかない自組織の使命、権限、優先事項や予算制約

と両立する場合、そうした自主基準設定組織と協議を行うべきことを規定している297。また、

NTTAA を根拠として作成された行政管理予算局（OMB）の政府内文書により、アメリカ国

立標準技術研究所（NIST）が連邦政府内における自主基準の採用に関する法律との適合性

の評価機関として指定されている298。 

NTTAA の方針を背景として、NRC は自主基準設定組織により策定・採択された規格や基

準を 30 年以上の期間にわたり、規制プロセスに取り入れてきた。NRC が ASME 等の自主

基準設定組織により策定・採択された規格基準をエンドースする方法として、連邦規則（CFR）

における参照や特定の基準の使用のエンドース、NRC スタッフのための「規制ガイド」を

通じたエンドース、NRC による許認可審査の方法等におけるガイダンスとなる「標準審査

計画」におけるエンドース等がある。具体的には、10CFR Part 50.55a「規格及び基準」で、

原子力施設に設置される資機材に関するボイラー及び圧力容器基準（BPVC）のセクション

III、及び供用中の資機材の検査に関するセクション XI が参照されることで規制に組み込ま

れ、これらの基準への準拠が義務付けられている 298。 
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（4） 汎用品グレード格上げ（CGD）プロセスについて 

原子力産業サプライチェーンに関連して、アメリカでは CGD のプロセスが導入され、規

制も整備されている。アメリカでは、1980 年代後半から 1990 年代前半にかけて、安全関連

の品目のサプライヤーが原子力品質保証プログラムを打ち切ったり、生産ラインを廃止し

たりする動きが見られたp。対策の一つとして、電力研究所（EPRI）の会員は、汎用品を安

全関連の部品に使用するためのガイダンスの策定を EPRI に対して要求した。のちに、EPRI

が定めた方法や実務は、NRC によって承認された。10 CFR Part 21.3 は、CGD を「基本的な

資機材として使用される汎用品グレードの品目が、意図された安全機能を果たすという合

理的な保証を提供するために実施される受入れプロセスであり、この点で、10 CFR Part 50 

Appendix B「品質保証プログラム」の下で設計・製造された品目と同等とみなされる」こと

であると規定している299。 

CGD のプロセスの活用は、アメリカにおけるサプライヤーの確保や維持に一定の役割を

果たしているものと考えられる。本調査で実施したヒアリング調査においても、いったん原

子力品質保証プログラムを打ち切った企業であっても、汎用品のサプライヤーとしてサプ

ライチェーンを構成している企業があるとの情報が得られている300。また、IAEA は、「小

型・中型又はモジュール炉を含め、先進的な原子炉の設計の近い将来における実用化は、汎

用品の大規模な利用から恩恵を受けるであろう」との見方を示している 299。 

（5） NRCによる標準設計認証（SDC）について 

規制機関による原子炉設計の型式認証制度について、アメリカでは 1989 年に、NRC が 10 

CFR Part 52「原子力発電プラントの許認可、認証及び承認」を制定し、制度を整備した。ア

メリカでは 10 CFR Part 52 の制定以前、10 CFR Part 50「製造及び利用施設の国内許認可」に

基づき、建設許可と運転認可を別々に発給する 2 段階のプロセスで原子力プラントの建設

や運転が許可されてきた。これに対して 10 CFR Part 52 で整備されたのは、新たな原子炉に

対して 1 段階のプロセスで一括建設・運転許認可（COL）を発給する制度である（5.3.1（1） 

2)を参照）。 

図 8-3 は、10 CFR Part 52 による許認可プロセスのフローを示したものである。図にある

とおり、SDC の取得は COL 申請の必須条件とはされておらず、SDC を取得せずに COL を

申請し、取得することは可能である。しかしながら、COL 申請において SDC が参照されな

い場合、申請者は COL 申請において SDC と同等の情報を提出しなければならない301。 

 

 
p 出典とした IAEA の文書は、こうした事態を「非物理的な経年劣化（Obsolescence）」と表現している。 
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図 8-3 10 CFR Part 52による許認可プロセスのフロー 

出所）NRC, “Design Certification Process”（2004 年 8 月）に基づきエム・アール・アイ リサーチアソシエ

イツにて作成 

 

設計認証は、完成したプラント設計に関する審査前の事前承認の取得を可能とするもの

であり、認証取得には最終的な設計に関する情報が要求される。その一方で、設計認証の審

査では地質、気象といったサイトの安全性、環境保護や、サイトに特有な設計等は審査対象

とならない。設計認証のプロセスで設計に関するあらゆる問題点が解決されることで許認

可の不確実性が低減されるとともに、設計の標準化が促進される 301。なお、発給されてい

る SDC の設計の名称と申請者を表 4-8 に整理している。 

8.2.6 アメリカにおけるプラント建設計画と日本の関与の可能性 

8.2.2（7）等で整理したニュースケール社には、日本の国際協力銀行（JBIC）、日揮ホー

ルディングス、IHI 及び中部電力が出資しているため302、同社のプラント建設に日本企業が

参画する可能性があるが、UAMPS との協力による CFPP は中止されている。しかしながら、

ルーマニア等のアメリカ国外での建設に参画する可能性などは考えられる。また、8.2.2（2）

において整理した GEH 社は、GE と日立製作所によって設立された。GEH 社の BWRX-300

はカナダでの建設計画が進んでおり、この建設プロジェクトに日本企業が参画する可能性

があるほか、その他の炉型においても建設計画が進めば日本企業が参画することが考えら

れる。 

これらの軽水炉をベースとした設計の SMR 以外でも、8.2.2（9）で整理したとおりナトリ

ウム冷却高速炉の開発を進めるテラパワー社は JAEA や日本企業と協力しているほか、X エ

ナジー社は高温ガス炉の開発を進めている。こうした日本の組織や企業が実績を有する炉

型の技術開発や実用化、資機材の製造などにおいて、アメリカの組織や企業と協力が進む可

能性がある。 

8.2.7 アメリカの政府・企業等を対象としたヒアリング 

本調査では、アメリカの政府・企業等を対象としてヒアリング調査を実施した。対象機関

等は以下のとおりである。 

⚫ DOE 

⚫ NEI 

⚫ アメリカ原子力産業協議会（USNIC） 

⚫ Dominion Energy（電気事業者） 
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⚫ Energy Northwest（電気事業者） 

⚫ スリーマイルアイランド原子力発電所 2 号機（廃止措置中） 

⚫ X エナジー社（SMR ベンダー） 

 

ヒアリング参加者で得られた主な見解等は、以下に示すとおりである。 

⚫ アメリカのサプライチェーンにおける主要な課題は、フロントエンド、特にウランの

転換・濃縮である。 

⚫ 規格・基準が整備されている方が、サプライチェーンに参入しやすくなると考えてい

る。 

⚫ 原子力サプライチェーンに参画する企業を増やすために、USNIC は企業に対して原

子力分野でのビジネスに関する教育活動（例えば、NRC による認証に関する情報提

供など）を行っている。 

⚫ アメリカのサプライチェーンの維持について、USNIC の会員数という観点からは、

退会する企業もあるが新規参入や一度退会した後に再度入会する企業もあり、懸念

はしていない。 

⚫ アメリカや同盟国でウラン転換や濃縮の能力拡大の動きは見られている。ただしこ

れらは巨額の設備投資を要する。 

⚫ アメリカの主として単機プラントの原子力発電所は、2003 年に Utility Service Alliance

を構築しており、ベンチマークの設定やサプライヤーに関する情報共有を行ってい

る。 

⚫ 廃止措置においては、他の原子力発電所の廃止措置に従事した実績のある作業者も

雇用している。 

8.3. フランスにおける原子力産業サプライチェーン 

本節では、フランスにおける原子力産業サプライチェーンについて整理する。 

8.3.1 フランスにおける原子力サプライチェーンの概要 

世界有数の原子力大国であるフランスは、2022 年 2 月に減原子力政策を撤回し、再エネ

と原子力を共に推進する方針に転換した。マクロン大統領は 6 基の EPR 建設を発表し、さ

らに最大 8 基の追加も視野に入れ、体制を強化している。その一環として政府は 2022 年 7

月、エネルギー主権強化を目的に、国内全 56 基の原子力発電所を保有する EDF の完全国有

化を発表し、2023 年 6 月までに全株式の取得を完了している。EDF は世界有数の原子力ベ

ンダーであるフラマトム社に 75.5％出資しているほか、送配電、廃炉・放射性廃棄物管理分

野でも完全子会社をもつなど、EDF の国有化により政府は、原子力政策推進の基盤を強化

する。さらにフランス政府はウラン資源調達から再処理サービスまで提供する Orano 社の

株式についても 90％を保有している。 

フランスは燃料、圧力容器、ポンプ等の広範な原子力サプライチェーンを維持している。

また核燃料サイクルについても Orano 社がウラン採掘から放射性廃棄物の最終処分まで、

燃料サイクルの全領域をカバーしている。一方で現在建設中のフラマンヴィル 3 号機につ

いては、圧力容器やタービンの部材となる大型鍛造品を日本から輸入している。人材につい



160 

 

ては約 15 年にわたり新規着工がなかったことで、現場技能の低下が指摘されている。これ

に対してフランスは、官民連携での人材育成など、製造業や現場の技能人材等の強化に大規

模な支援を行っている。 

国内では 56 基の PWR が運転中のほか、2007 年より 1 基の PWR（国内初の EPR）をフラ

マンヴィルに建設しているが、建設費用の大幅な増加に加え、工期についても当初は 2012

年運転開始を予定していたが大幅に遅れ、2024 年の運転開始を見込んでいる。新型炉につ

いてフランスは、初の国産 SMR として NUWARD の開発を支援しており、2030 年までの初

号機建設開始を目指している。 

欧州レベルでもフランスは、原子力アライアンスの設立を主導したほか、2024 年 2 月に

は SMR 開発の加速化やサプライチェーン強化、イノベーションの促進などを目的とした欧

州 SMR 産業連合の設立に大きな役割を果たす。 

8.3.2 フランスにおける建設段階の主要事業者 

（1） Framatome（フラマトム社） 

フランス唯一かつ世界有数の原子炉ベンダーで、現在はフランス電力（EDF）が 75.5％、

三菱重工業（株）が 19.5％、Assystem 社が 5％出資する。ドイツで脱原子力政策が開始され

たことを受け、旧フラマトム社が、ドイツの Siemens の原子力部門を統合した。 

2001年に旧COGEMAなど原子燃料サイクル事業も含む原子力コングロマリットAREVA

グループが成立し、旧フラマトム社は AREVA NP となった。その後、AREVA の経営不振

を受けた EDF に買収で AREVA グループが再編され、原子炉等製造部門 AREVA NP は、再

びフラマトム社の名称に復した。 

フランスで運転・建設中の原子炉は、現在の最新炉型である欧州加圧水型炉（EPR）含め

て全て PWR 系だが、上述の Siemens 原子力部門（PWR、BWR ともに供給してきた）との

統合により、BWR 系の機器の製造供給にも広く対応している。 

フラマトム社ウェブサイトでは、同グループがカバーする全体の原子ソリューション領

域を「新規原子力発電所」、「運転中プラント」、「長期運転」、「閉鎖後プラント」、「革

新炉」、「革新的ソリューション（AI、データ解析、ニューラルネットワーク、VR その他）」、

「デジタルソリューション（デジタル計装制御など）」、「検査・試験・品質管理など」、

「ネットゼロ（水素、CO2 分離ほか）」、「原子力セクタ以外」に分け、これら分野合計で

114 のソリューション、585 の製品を提供可能としている303。以下では上記分野のうち、「新

規原子力発電所」に分類されるものを中心に、一部計装制御系なども加えて主な製品等を整

理する。なお、同ウェブサイトでは燃料集合体や燃料に係る各種部品等の製造・サービスを

「新規原子力発電所」と「運転中プラント」両方のカテゴリに入れているが、燃料関連製品

について本報告では、「フランスにおける運転段階の主要事業者」の項に整理する。 

業種304  原子力機器・炉などの設計、エンジニアリング 

 原子力施設一次系コンポーネントの製造 

 計装制御系の供給 

 燃料集合体の製造 

 試運転 

 サービス・メンテナンス など 
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取扱製品305 

306 

 原子力蒸気供給システム、炉心構造物、電気・計装など主要コンポーネ

ント全般 

特徴  上記のとおり、世界最大級の原子力機器メーカーの一つであり、原子

炉関連機器から燃料サイクル関連まで、主要原子力機材のほとんどを

カバーする 

 2001 年にドイツの旧 Siemens 原子力部門を統合した経緯もあり、PWR

（一部 VVER 用途も含む）に加え、BWR の機器類・燃料類にも広く対

応 

 重量鍛造品などを扱う傘下のル・クルーゾ・フォルジュは 1 万 1,300 ト

ン及び 9,000 トンのプレス性能を持つ307 

 サン・マルセル工場では大型の原子力部品（圧力容器、蒸気発生器ほ

か）の製造組立を実施 

 ジュモン工場では原子炉冷却ポンプと制御棒駆動機構を製造 

 計装制御系308 309 

近年、フランスの原子力サプライチェーンを構成する主要な原子力企業を

買収し、フラマトム社のもとに一体化する傾向がある。2021 年には世界を

代表する蒸気発生器等の細管メーカーである Valinox Nucléaire 社を完全子

会社化。Valinox Nucléaire 社は現在、フラマトム社のモンバール拠点の形

で存続している310 

国際展開311  建設段階として 29 ソリューション、189 製品を提供（ハードウェア以

外のサービス含む） 

 世界で 20 ヵ国に 64 拠点（製造拠点以外の営業拠点等も含む）312 

 同社（前身含む）がこれまでに設計・建設に関与した原子炉は世界で

90 基以上 

 1970 年代以降に同社（前身含む）が世界 11 カ国の原子力施設向けに製

造したコンポーネントは以下のとおり 

➢ 制御棒駆動機構（CRDM）6,000 以上 

➢ 原子力部品約 3,000 

➢ 原子力コンポーネント約 670 

➢ 原子炉冷却ポンプ（RCPs）約 300 

（2） Bouygues（ブイグ） 

ブイググループはフランス最初の原子力発電所建設で土木工事を担当したことに始まり、

国内外で原子力施設の建設工事に携わっている。2022 年には子会社として、ブイグ建設原

子力専門会社（Bouygues Construction Expertises Nucléaires）が設立された313。 

業種  土木（橋梁、トンネル、インフラ）、建設 

取扱製品  原子力施設建設における土木工事 

 原子力施設本体の建設 

特徴  原子力発電所の建設工事で、EPR（フィンランド、フランス、イギリス）

建設で土木工事を担うほか、CEA の核実験シミュレーションセンター
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の「メガジュールレーザー」施設建設でも土木工事を担う314 

 このほか、チョルノービリの「新石棺」の鋼鉄アーチの設計・建設を実

施315 

国際展開  国外での EPR 建設のほか、チョルノービリ新石棺建設の設計建設を受

注（コンソーシアム）するなど、国外でも活動 

 サウジアラビアで原子炉新規建設に向けた土木工事に関する MOU を

締結するなど、欧州地域以外での展開も見られる316 

（3） GEスチームパワー（EDFによる買収が最終段階） 

2005 年設立のアルストム・パワーは、原子力発電所向けタービン製造事業を行っていた

が、2015 年にその事業を米国 GE スチームパワーが買収した。2022 年 2 月には EDF が GE

スチームパワー原子力事業の一部買収で合意しており、再フランス化を目指す。2023 年 11

月には買収に関する正式契約に調印済み317で、買収は 2023 年中に完了する予定であったが、

2024 年 2 月時点で買収完了には至っていないとみられる。 

業種  蒸気タービン製造・販売 

取扱製品  タービン：アラベル 1700、アラベル 1000、STF-N700 

 保守及びアップグレード 

特徴318  アラベル 1,700：1,200MW から 1,900MW に対応 

 アラベル 1,000：700MW から 1,200MW に対応 

 STF-N700：500MW から 800MW に対応 

以下アラベルタービンについて 

 700MW から 1,900MW までの出力に対応 

 全世代の低圧排気設計を改良し、独立したシリンダーを装備 

 EPR 及び EPR2、また SMR にも実装可能 

 小型、パワフル、高効率、高信頼性のタービン（60 年にわたり実証済

みの技術） 

 50Hz 及び 60Hz に対応 

 メンテナンスが容易な設計 

国際展開  中国（台山）：最大 1,750MW を出力する 2 基の原子炉で使用 

 イギリス（ヒンクリーポイント C）：世界最大のタービン（出力

1,770MW）を供給予定 

 GE スチームパワー全体の原子力用タービンの世界シェアは約 5 割 

（4） Clextral 

Clextral は 1958 年に産業用容積式ポンプの設計会社として設立した。1971 年に初めて原

子力施設でポンプが使用されて以来、50 年以上にわたり原子力発電所用ポンプを供給して

いる。 

業種  押出成形、ポンプ 

取扱製品  冷却系・安全系（ポンプ）の製造、メンテナンス及び解体319 

特徴  50 年以上にわたり原子力発電所用ポンプ（安全注入ポンプ、補助ポン
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プ）を供給 

 1980 年代に一度旧フラマトム社グループ傘下に入ったが、2001 年（旧

フラマトム社再編、AREVA に改変された頃）にマネジメントバイアウ

トを経て脱退320 

国際展開  1970 年代にベルギー、2000 年代以降はフィンランド、イギリスなど

EPR 導入国にポンプを供給321 

8.3.3 フランスにおける運転段階の主要事業者 

（1） EDF（フランス電力） 

フランス国内最大の発電事業者で、国内全 56 基の PWR を保有する。EDF が 1946 年の電

力・ガス事業国有化法により設立された国有企業「フランス電力公社」を前身とする。1990

年代以降の EU での電力市場自由化に伴い 2004 年に民営化されたが、2023 年にフランス政

府が株式を 100%保有する再国有化が完了している。フランス政府は 2022 年に減原子力政

策を撤回し、原子力の再拡大を発表しており、EDF の国有化により今後最大 14 基の新設に

向けて体制を強化した。 

EDF は子会社に Enedis（送電）、Cyclife（廃炉・放射性廃棄物管理）、NUWARD（SMR

開発）などの国内原子力主要企業を置き、世界有数の原子炉ベンダーであるフランス

Framatome の株式を 75.5％所有している。 

EDF の国内合計 56 基の内訳は 900MW が 32 基、1,300MW が 20 基、1,450MW を 4 基で

ある。2022年の再エネなどを含む総発電量は 322.7TWhであり、その 86.5％を占める 279TWh

が原子力発電による。 

現在フラマンヴィルで 1,600MW の EPR を 1 基建設しており、2024 年の商業運転開始を

予定している。また 2023 年 3 月の NUWARD 社の設立により、2030 年までの SMR 初号機

建設開始を目指す。 

2022 年夏季には長期運転へむけた大規模保守に加え、溶接部腐食への対応や、燃料交換

による原子炉停止も加わり一時全 56 基の半数超が運転停止状態となった。結果として同年

の EDF の原子力発電電力量は前年比で約 3 割減少し、同年の損失は 179 億ユーロを計上し

た。負債額についても 2021 年の 430 億ユーロから 2022 年には 645 億ユーロに増加した322。

一方 2023 年には、原子力発電を含むグループすべての事業が回復しており、100 億ユーロ

の純利益を計上している。 

業種  電気事業者 

特徴  原子力発電、火力発電、再生可能エネルギー発電（陸上・洋上風力発

電、太陽公発電、水力発電など）を行う 

 送配電は子会社である RTE 及び Enedis が行う 

 建設段階は Framatome（75.5％出資）が設計、エンジニアリング、製造、

サービス・メンテナンスなどを行う 

 子会社 NUWARD は 2030 年の建設開始に向けて SMR を開発中 

 フランス国内全 56 基の PWR を保有（設備容量 6,137 万 kW） 

 既存炉の設計寿命は 40 年だが、同国の原子力安全機関（ASN）と 60 年

超運転に向けた検討を開始しており、そのための大規模保守を実施 
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 官民連携の人材育成への取り組み 

国際展開  イギリスでは 9 基の原子炉を保有するほか、EDF が中国広核集団

（CGN）と共同でヒンクリーポイント C に 2 基建設中。またサイズウ

ェル C でも EPR を 2 基新設予定 

 中国台山原子力発電所の建設・運転を行う台山原子力発電合併会社

（TNPJVC）に 30%出資。世界初号機となる EPR を 2 基運転中 

 フィンランドではオルキルトオ 3 号機が 2023 年に商業運転を開始 

 チェコ共和国では最大 4 基（ドコバニ 2 基、テメリン 2 基）の新設プ

ロジェクトに入札に参加。2025 年 3 月末までの契約完了を目指す 

 原子力新規導入を目指すポーランドでも EPR 建設を目指す 

 サウジアラビア王国でも EPR 新設の入札に参加予定 

 インドでは世界最大の原子力発電所の開発に参加。設備容量は 9.6GWe

となり EPR 6 基で構成される 

（2） Orano 

AREVA グループの再編により、同グループで原子燃料サイクル事業を担っていた

AREVA NC 社の主要事業が、2018 年に Orano 社として分離された。同社の株式の 90％をフ

ランス政府が保有、日本原燃株式会社（JNFL）と三菱重工業（株）が 5％ずつ、また原子力・

代替エネルギー庁（CEA）が 1 株のみ保有している323。Orano 社は世界有数の原子燃料サイ

クル事業者であり、ウラン採鉱、ウラン転換・濃縮、使用済燃料の再処理を行う。同社が製

造した濃縮ウランはフラマトム社等に出荷され、出荷先で再転換ののち燃料に加工される。

ただし及び再処理で回収したプルトニウム等を用いる MOX 燃料は、Orano のメロックス工

場で完成品（燃料集合体）まで製造される324。 

業種  ウラン採鉱 

 ウラン転換・濃縮 

 使用済燃料再処理 

 MOX 燃料製造 

取扱製品325 

326 

 ウラン鉱石 

 濃縮 UF6：ウラン鉱石を UF4 に精製、UF6 に転換、濃縮した UF6 を燃

料メーカーに出荷 

 U3O8：UF6 濃縮時に生じる劣化ウラン UF6 を脱フッ素化、U3O8 に変

換（再利用用） 

 硝酸ウラニルの脱硝（UO2）：ラ・アーグプラントでの再処理からの回

収ウラン（硝酸ウラニル）を脱硝、酸化ウランへ再調整 

 使用済燃料再処理:フランス含む 7 ヵ国の使用済燃料を再処理、ウラン

とプルトニウムを回収 

 MOX 燃料：再処理回収プルトニウムを用いて酸化混合燃料（MOX 燃

料）を製造 

特徴  ウラン鉱石：2022 年の採掘量は 7,524ｔU327 

 ウラン転換：UF4 への精製はマルベシサイトのコミュレックス II プラ

ント328、UF6 への転換はトリカスタンサイトのフィリップ・コステプ
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ラントで実施（生産能力：15,000 tU/年）329 

 ウラン濃縮：濃縮はトリカスタンサイトのジョルジュ・ベス II プラン

トで実施（生産能力：7,500tSWU/年） 

 再処理：再処理はラ・アーグプラントで実施。1976 年以来、合計 3.6 万

トン以上の使用済燃料を再処理 

 MOX 燃料：MOX 燃料製造はメロックスプラントで実施。1970 年代以

降、合計 3,100HM トン以上のウラン・プルトニウム混合物を製造330 

国際展開  ウラン鉱石はカナダ、カザフスタン、ニジェールの 3 カ国 4 カ所で採

掘中。採掘量は世界 3 位。その他モンゴルなど複数国で探査を実施 

 ウラン転換ではウラン濃縮で世界 3 位。また濃縮役務の 6 割は国外向

け。世界の顧客数は約 40 

 再処理ではフランス以外にドイツ、日本、スイス、ベルギー、オラン

ダ、イタリアの使用済み燃料再処理経験を持つ 

 MOX 燃料では 1972 年以来、世界の 44 基で同社の MOX 燃料の装荷経

験を持つ 

（3） Framatome（フラマトム社） 

8.3.2 で示したとおり、フランスで運転・建設中の原子炉は、現在の最新炉型である欧州

加圧水型炉（EPR）含めて全て PWR 系だが、Siemens 原子力部門（PWR、BWR 共に供給し

てきた）との統合により、現在のフラマトム社は BWR 系の燃料集合体qや燃料関連部品等

の製造供給にも広く対応している。 

フラマトム社ウェブサイトでは、同グループがカバーする全体の原子ソリューション領

域を「新規原子力発電所」、「運転中プラント」、「長期運転」、「閉鎖後プラント」、「革

新炉」、「革新的ソリューション（AI、データ解析、ニューラルネットワーク、VR その他）」、

「デジタルソリューション（デジタル計装制御など）」、「検査・試験・品質管理など」、

「ネットゼロ（水素、CO2 分離ほか）」、「原子力セクタ以外」に分け、これら分野合計で

114 のソリューション、585 の製品を提供可能としている331。以下では上記分野のうち、「運

転中プラント」に分類される主な製品等を整理する。 

業種  原子力機器・炉などの設計、エンジニアリング 

 原子力施設一次系コンポーネントの製造 

 計装制御系の供給 

 燃料集合体の製造 

 試運転 

 サービス・メンテナンス など 

取扱製品332  部品の状態・交換管理 

 燃料・エンジニアリングサービス」 

 
q AREVA グループ再編により設立された事業体として、Framatome のほか Orano 社がある。Orano 社は核

燃料サイクル事業を担当するが、その事業領域はウラン採掘、転換、濃縮及び使用済燃料の再処理、再処

理ウラン・プルトニウムを用いる MOX 燃料集合体の製造・組立である。軽水炉用の燃料の製造・加工、

燃料部品関連の製造は Framatome 社（及びそのアメリカやドイツの子会社など）が行う。 
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 燃料集合体及び関連製品 

 停止点検（定検）サービス 

 供用中サービス（効率向上、安全維持向上、検査など） 

 燃料集合体及び関連製品の製造（PWR、BWR など） 

 使用済燃料保管用のラック製造333 

特徴  運転段階に係るものとして 54 ソリューション、398 製品を提供 

 2001 年にドイツの旧 Siemens 原子力部門を統合した経緯もあり、PWR

（一部 VVER 用途も含む）に加え、BWR の機器類・燃料類にも広く対

応 

 燃料製造では Orano で製造した HF6 を UO2 粉末に再転換してペレッ

トを製造、燃料棒に封入、燃料集合体を組立 

 被覆管やハフニウム板、チャネルボックスほか燃料を構成する各種部

品も製造 

 非破壊検査や供用中検査などの各種検査は、子会社の FRAMATOME 

INTERCONTRÔLE が担う 

国際展開  フランス本国のほか、ドイツ（Advanced Nuclear Fuels (ANF) GmbH）、

アメリカ・リッチモンドに燃料製造・加工施設あり 

 イギリスに新たな燃料加工工場を設置する計画がある334 

8.3.4 フランスにおける廃止措置段階の主要事業者 

（1） Cyclife 

EDF グループの 100％子会社である Cyclife は、廃止措置と廃棄物管理サービスで欧州の

中心的な存在を担う。2019 年に Socodei から名称を変更しており、イギリス及びスウェーデ

ンの事業とともに Cyclife に統合した。 

統合前の Socodei は 1990 年設立で、Cogema と EDF によって設立された。その後 2010 年

には EDF により完全子会社化されている。2016 年には EDF が欧州 Cyclife 産業プラットフ

ォームを設立し、イギリスの Cyclife UK、スウェーデンの Cyclife Sweden、フランスの Socodei

が加わり、その後 2019 年に Cyclife として統合された335。EDF は一連の統合プロセスを通

して、廃棄物リサイクルや最終貯蔵能力等高まるニーズへの対応に加え、相乗効果による新

たなソリューションの開発などを目指ざす。 

Cyclife は廃棄物管理、解体エンジニアリング、革新的処理方法・デジタルソリューショ

ンの提供と、包括的なサービス・専門知識を提供している。フランス国内では唯一の超低レ

ベルから中レベルの放射性廃棄物処理に特化した施設である、セントラコがガール県にあ

る。廃棄物処理と削減、リサイクルを行い、残留物が放射性廃棄物管理庁（ANDRA）の規

定を遵守するよう評価・調整を行う。欧州ではイギリスとスウェーデンにプラントをもつほ

か、ドイツにも拠点を置く。日本では 2024 年 2 月にサイクライフ・ジャパンを設立してい

る。 

なお、Cyclife は廃止措置サービスを発電所所有者から請け負って実施するビジネスモデ

ルであり、アメリカのホルテック社等のように所有者として廃止措置を実施するわけでは

ない。 
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業種  廃止措置・解体 

 放射性廃棄物管理・処理（超低レベルから低レベル） 

取扱製品336  廃炉サービス 

 放射能汚染部品の管理、除染、減容化、リサイクル、輸送、溶融、焼却、

熱分解などのサービス 

 廃炉に関する現場作業準備、最適化へ向けたアドバイザリー 

 廃棄物のコンディショニング、減容化、リサイクルのための先端技術

の提供 

 遠隔操作ツールを含む解体作業用ツールの設計 

特徴 廃棄物処理施設や作業場の設計、及び原子力施設の解体のための 6 つの技

術・専門センターを運営し、デジタル技術を含む最先端技術を使用する 

 Cyclife Digital Solutions は、リアルタイム 3D 技術に基づくシミュレー

ションツールを提供 

 Quadrica は、産業用デジタルツインの新たなニーズに対応するソフト

ウェアソリューションを開発・提供 

 Cyclife Engineering は、軽水炉の解体や放射性廃棄物の貯蔵・処理施設

の設計などを行う 

 Graphitech は、革新的な遠隔ツールの開発など、黒鉛炉の廃止に特化し

た技術を提供 

 Waste2Glass は特定放射性廃棄物処理を目的とした、ソリューションの

提供 

 Aquila Nuclear Engineering は、格納容器、防護設備、遠隔操作、梱包・

輸送などでサービス向上へ向けた新技術開発 

国際展開  フランス、イギリス、スウェーデンにプラントを置き、欧州全体と日本

でサービスを提供 

 顧客は EDF が約 50％、他社顧客が約 50％ 

 フランス（Centraco、オンサイトサービス用移動式設備）：溶融（3,500

トン/年）、焼却（6,000 トン/年）、大型構造物用ワークショップ（200

トンまでの除染・分解）、廃棄物輸送用コンクリート容器の製造、移動

式設備の製造・運転 

 イギリス（ワーキントン）：職員 120 名で、放射性廃棄物管理に関す

るコンサルティング、小型化、ショットブラスト（3,000 トン/年）、原

子力発電所の廃止措置プロジェクト支援 

 スウェーデン（ニュヒェーピング）：溶融（5,000 トン/年）、焼却（500

トン/年）、燃焼処理（50 トン/年）、大型構造物用ワークショップ（2,000

トン/年）、構造物の除去・分解（最大 400 トン）、クリアランス（2,500

トン/年）、原子力廃止措置プロジェクト支援 

 サイクライフ・ドイツでは、主に東欧向けにサイクライフグループの

全製品とサービスを提供 

 2020 年以降サイクライフは原子力エンジニアリング事業を通じて日本

に進出していたが、2024 年 2 月にはサイクライフ・ジャパンの設立を
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発表。廃炉プロジェクト対する今後のニーズに対応するため、日本で

のプレゼンスを強化 

（2） Bouygues（ブイグ） 

ブイググループはフランス最初の原子力発電所建設で土木工事を担当したことに始まり、

国内外で原子力施設の建設工事に携わっている。2022 年には子会社として、ブイグ建設原

子力専門会社（Bouygues Construction Expertises Nucléaires）が設立された337。同社は原子力

施設の建設だけでなく、廃止措置においても解体工事等に関与している。 

業種  土木（橋梁、トンネル、インフラ）、建設 

取扱製品 廃止措置に関連する提供サービスは以下のとおり 

 大型機器の解体・一体撤去 

 建屋解体 

 放射性汚泥処理プロセス 

特徴  大型機器の解体・一体撤去では、フランス唯一の重水炉プロトタイプ

プラントで、熱交換器、CO2 ループの解体作業を担当。また廃炉では

ないが類似の大型機器搬出技術を活かして、フランス国内の 90 万 kW

級炉の蒸気発生器交換に際し、既存機器の一体撤去を実施338 

 放射性汚泥処理では、汚泥をコンクリート容器に封入する空気輸送プ

ロセスの設計、操作等を実施339 

国際展開  廃止措置に関連して、国外での活動は確認できていない 

8.3.5 フランスにおける型式・規格にかかる認証制度及び認証サービス業の状況 

炉型単位で発行される認証としてフランス固有のものはなく、欧州大電気事業者を中心

とする団体「EUR 協会」がベンダーに対して発行する、欧州電力要求（EUR：The European 

Utility Requirements）認証がある。 

EUR 会員は、欧州内の原子力発電事業者及び一部の欧州外発電事業者（オブザーバ会員）

で構成される。EUR ウェブサイトでは主な会員企業としてチェコ電力、EDF、エネルゴアト

ム（ウクライナ）、フォータム（フィンランド）、GEN エネルギア（スロベニア）、イベル

ドロラ（スペイン）、原子力研究・コンサルタントグループ（NRG、オランダ）、パクシュ

II 原子力発電会社（ハンガリー）、ポーランド原子力発電会社、東京電力（日本）、トラク

トベル（ベルギー）、トルコ原子力発電会社、TVO（フィンランド）が挙げられている340。 

EUR は、欧州内の原子力発電事業者が各国の規制要求や運転経験に基づき、欧州内で展

開する炉型に対する要求事項をとりまとめたものである。日本でも 2014 年当時、三菱重工

が EU-APWR で EUR 認証を取得している341。 

なお団体としての EUR 協会はフランス法のもとで設立され、事務局はフランスのリヨン

に設置されている342。 

上掲のとおり、EUR は欧州電気事業者の団体が発行するもので、フランスの原子力安全

規制において、建設許可等に際し炉型の認証取得を義務付ける手続はない。ただし環境法典

規則の部 R593-14 条に基づき、事業者は許認可申請に先立ち安全規制当局に対し事前見解

を求めることができる（義務ではない）。この規定に基づき、フランスでは今後建設が行わ
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れる EPR2 に関して、EDF が原子力安全局（ASN）に EPR2 の全般的な安全性について見解

を求める対応が取られている343 344。 

原子力技術に係るフランスの規格・技術規則としては、Framatome 始めフランスの原子炉

ベンダーやサプライヤーを中心とする団体 AFCEN が策定する RCC シリーズがある。RCC

シリーズは以下の 7 つのコードで構成される。革新炉を対象とする RCC-MRx 以外は、全て

PWR プラントを対象とする345。 

⚫ RCC-CW（土木） 

⚫ RCC-M（原子力機器の設計・設置） ※ASME 規格 SectionⅢ-原子力機器に相当346 

⚫ RCC-E（電気・計装） 

⚫ RCC-F（防火） 

⚫ RCC-C（燃料集合体） 

⚫ RSE-M（供用中検査） 

⚫ RCC-MRx（原子力機器【高速炉、研究炉、核融合炉】） 

 

 RCC コードはフランス本国以外にも、フランスの技術を用いた原子炉を導入あるいは

導入を検討している各国で適用されている。RCC コードの世界における適用状況を図 8-4

に示す。347 

 

 

図 8-4 世界における RCC コード類の利用状況 

出所）AFCEN “ Use of AFCEN codes around the world”より引用 

https://www.afcen.com/en/content/15-utilisation-des-codes-afcen-dans-le-monde 
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なお、EU には域内で流通する圧力機器類のリスクに応じたカテゴリ区分と要件を定める

欧州圧力機器指令（2014/68/EU）がある。加盟各国は同 EU 指令を国内法に転化して運用す

る。もっとも高リスクの「モジュール H」機器では、指定を受けた認証機関である Notified 

Body による検査・監査及び EC 設計審査証明の発行等による完全品質保証が必要となる。

ただし同指令は原子力・放射線利用用途の圧力機器類を同指令の適用除外対象としている。 

しかしフランスでは国内法「原子力圧力機器に関する 2015 年 12 月 30 日のアレテ（政

令）」において、欧州圧力機器指令の例外にかかわらず、ASN が発給する原子力圧力機器

の適合性証明において、上掲指令の「モジュール H」に則った手続を取ることが規定されて

いる348。このため、フランスでは Framatome が製造する原子力向け圧力機器などが、「モジ

ュール H」の枠組みで ASN から適合性評価の認定を受けている349。 

フランスの代表的な認証サービス事業者としては、Bureau Veritas（ビューローベリタス）

が挙げられる。同社の概要を以下に示す。同社は RCC-M 規格などの RCC シリーズ、また

上記の原子力圧力機器等に関する「モジュール H」に係る検査・監査及び EC 設計審査証明

などにおいて、ASN の認定を受けた Notified Body である350。 

 

（1） Bureau Veritas（ビューローベリタス） 

業種  認証、監査 

 試験サービス 

 検査・監督 

取扱製品  各種国際規格の認証発行 

 代行検査・第三者検査 

特徴  世界有数の認証機関のひとつであり、100 ヵ国以上で認証業務等を国際

展開 

 原子力安全局（ASN）の指定認証機関として、原子力関連製品の適合性

証明に係る検査・審査業務等を実施（モジュール H ほか） 

 RCC-M など原子力技術規格への適合に係る業務を実施 

国際展開  日本法人のビューローベリタス・ジャパンは、フィンランドのオルキ

ルオト 3 号機向けの輸出機器を皮切りに、日本における関連機器に対

し、第三者認証機関としてのサービスを提供。オルキルオトへの輸出

に際しては、製造工場での立ち入り、検査立会いなどを実施 

8.3.6 フランスにおけるプラント建設計画と日本の関与の可能性 

フランスでは改良型 EPR（EPR2）の 6 基新設が決定しており、それぞれ 2 基ずつ、パン

リー、グラブリーヌ、ビュジェイがサイトとして選定された。1 カ所目となるパンリーでは

早ければ 2035 年の運転開始を目指す。また追加で 8 基の建設も検討中であり、2050 年まで

に最大 14 基の EPR2 建設を視野にいれている。SMR に関しては NUWARD を開発中であ

り、2030 年までの初号機建設開始を目指す。フランスは国内でほぼすべての資機材の製造

を可能とする強固なサプライチェーンをもつが、現在建設中のフラマンヴィル 3 号機では、

大型鍛造品を日本から輸入しているため、今後も関与の可能性があるとみられる。 
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8.4. ドイツにおける原子力産業サプライチェーン 

本節では、ドイツにおける原子力産業サプライチェーンについて整理する。 

8.4.1 ドイツにおける原子力サプライチェーンの概要 

ドイツは 2002 年に脱原子力を法制化、2023 年 4 月に最後の 3 基が閉鎖され、原子力発電

からの撤退を完了した351。政府の脱原子力政策を受けて、かつて原子炉の供給などを行って

きた Siemens 社の原子力部門は 2001 年に、現在のフランス・Framatome 社に移管、吸収さ

れている。フラマトム社の拠点としてドイツ国内に事業所があるが、ドイツ企業としての原

子炉ベンダーは存在しない。また、2014 年以降、ドイツ政府は原子炉新設事業を対象とし

た輸出案件に対する輸出保証（ヘルメス保証と呼ばれる）の付与を停止している352。政府保

証は得られないが、ドイツ企業は原子炉新増設への関与を禁止されているわけではなく、

2024 年現在も、フラマトム社のサプライチェーンとして、EPR 新設プロジェクトに係る活

動を中心に、ドイツ企業による原子炉新規建設・増設等への関与は継続している。また、運

転中の原子炉に対する機器やサービスの提供も継続している。 

なお、ドイツでは世界、業界での知名度が高い会社や規模の大きな会社であっても株式公

開会社（AG、SE など）ではなく、家族経営企業、非公開企業（GmbH、mbH など）が多い

ことも特徴の一つである。 

8.4.2 ドイツにおける建設段階の主要事業者 

（1） Siempelkamp NIS Ingenieurgesellschaft mbH（ジンペルカンプ NIS社） 

Siempelkamp グループは 19 世紀に創業した家族経営企業である。産業向け機械、大型鋳

物の鋳造工場などを持ち、原子力発電、また特に原子力廃止措置や放射性廃棄物取扱に係る

機器製造・サービスの分野でも 50 年以上の活動履歴を持つ。 

業種  原子力機器に係るエンジニアリング 

 廃止措置、除染 

 放射性廃棄物管理 

 放射性廃棄物保管・輸送容器 

取扱製品  原子炉系統（PAR、コアキャッチャー） 

特徴  廃止措置、放射性廃棄物管理に係る製品・サービスが主だが、新設・バ

ックフィットに係る原子力関連機器にも関与 

 パッシブ水素再結合器（PAR）ではフランス・フラマトム社、カナダ

SNC ラヴァリンと並ぶ世界を代表するメーカー 

国際展開  コアキャッチャーの冷却構造部分を、建設開始・完了した全 EPR に供

給。イギリスにも納入予定353 354 

 同社の PAR である NIS-PAR は、欧州、日本、アメリカ（IP2 はアメリ

カで初めて PAR 設置）などで広く利用355 
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（2） Bilfinger SE（ビルフィンガー社） 

ドイツのマンハイムに本拠を置く産業施設建設企業。19 世紀に設立され、かつてはドイツ

を代表する建設会社であったが、2000 年代までに土木建設部門を売却し、産業向けサービ

ス専門会社となった。原子力施設向け製品や産業用磁石を供給する旧バブコック・ノエル社

（現ビルフィンガー・ノエル社）などをグループ傘下に持つ。356 

業種  産業向けプラントサービス 

取扱製品  原子炉系統（CMSS） 

 蒸気系統（配管） 

特徴  旧バブコック・ノエル社（現ビルフィンガー・ノエル社）などをグルー

プ傘下に持つ 

 原子炉建設におけるエンジニアリングのほか、放射性廃棄物管理に係

る特殊機器等を製造 

 産業プラント向けのメンテナンス、拡張、運営、製造プロセスに係るソ

リューション、コンサルティングなどを提供 

国際展開  2023 年までにフィンランド、中国、フランス、イギリスの EPR に炉

心溶融安定化システム（CMSS）を納入357。 

 イギリスのヒンクリーポイント C（HPC）の原子力蒸気・給水システ

ム配管の設計、製造を受注。HPC 建設に係るグループ受注総額は 5 億

ユーロ超 357 

（3） KSB SE & Co. KGaA（KSB社） 

KSB 社は 19 世紀に創立されたポンプ・産業用バルブメーカーである。第二次大戦後ドイ

ツが民生原子力を開始した当時（1955 年）から原子力発電所向けのポンプ、バルブの開発

に関わってきた企業である。 

業種  ポンプ、バルブの製造、メンテナンス 

取扱製品  冷却材・安全系（ポンプ、弁） 

特徴  原子力向けバタフライ弁、フラッディング弁をはじめ、複数の原子力

向け弁を供給358 

 原子力発電所向け（PWR、BWR、PHWR）の原子力区画、タービン

区画両方の各種ポンプ、弁を広く提供。GEN IV 原子炉向け超高温用

ポンプにも対応359 

国際展開  世界 33 カ所にポンプ・バルブの製造拠点を持つ 

 また世界 10 カ所に、原子力発電所向け製品サービス拠点を置く 

 過去 40 年以上にわたり、世界の約 200 の原子力プラントにポンプや

バルブを供給（日本：9 プラント） 
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（4） ADAMS ARMATUREN GmbH（アダムズバルブ社） 

1960 年創業の家族経営企業であり、創業者は三重偏心バタフライ弁の発明者として知ら

れる360。ドイツ国内のほかスイス、米国等に製造拠点を持つ。 

業種  各種弁（既製品、オーダーメイド）の開発、製造、メンテナンス 

取扱製品  冷却材・安全系（弁） 

特徴  原子力向けバタフライ弁、フラッディング弁、をはじめ、複数の原子力

向け弁を供給 

 過去数十年にわたり、シーメンス KWU やフラマトムのサプライヤー

として弁を供給 

国際展開  近年ではフィンランドのオルキルオト 3 号機に調整弁を納入（年は不

明）、ウクライナの原子力発電所（プラント不明）に閉止・調整弁を

納入（2023 年）361 362 363 

 オルキルオト（1 号機か 2 号機）建設では、シーメンスからはサプラ

イヤアワードを受賞 

 日本では平田バルブ工業と技術提携し、ADAMS 社開発の LNG 用弁

を同社が日本国内で販売・保守している 

（5） Saarschmiede GmbH（ザールシュミーデ社） 

1913 年創業、世界有数のオープンダイカスト鍛造メーカーである。1950 年代から発電所

向けのタービンや発電機シャフトの製造を行っている364。 

業種  重量鍛造品の製造 

取扱製品  蒸気タービンシャフト 

 放射性廃棄物輸送容器用の中空円筒部分 

特徴  12,000 トンプレスを持ち、原子力向け鍛造品を製造（圧力容器の製造

は行っていない）255 

 原子力用途の鍛造蒸気タービンのモノブロックシャフト、溶接用マル

チパーツシャフトなどを製造365 

国際展開  原子力用途品の具体的な国外展開状況は不明 

（6） Krantz Gmbh（クランツ社）366 

 19 世紀に創業し、1950 年代に原子力施設向け換気機器の製造を始め、50 年代に原子力向

けを含む各種換気技術で約 400 件の特許を取得、業容を拡大した367。ドイツが脱原子力を決

定し進めていく中でも、2022 年にドイツ国内に原子力用途向けの生産設備を新設するなど、

活発に活動している。 

業種  産業プラント向け換気機器・フィルタ、弁、乾燥機器の設計製造メンテ

ナンスなど 

取扱製品  フィルタシステム（換気フィルタ、活性炭フィルタ他） 

 フラップシステム（気密バルブ、圧力逃し弁他） 
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 その他乾燥機など 

特徴  原子力分野での換気技術、フィルタ、弁において 50 年の経験を持つ 

 2022 年にドイツ国内に原子力向け部品を製造する最新鋭施設を新たに

建設 

 ドイツのほぼ全ての原子力発電所で組立、試運転、メンテナンスに関

与 

 国内でもフランス国境近くに複数の事業所を置き、フランス語対応可

能な従業員を多く擁し、フランス語圏に対するサービス提供に強み 

国際展開  2021 年にイギリス、2024 年にフランスに拠点設立 

 フランス語圏の原子力施設へのサービス提供例として、フラマンヴィ

ル、カダラッシュ（核融合）、ドール及びチアンジュ（ベルギー）等

が挙げられている 

 この他、日本でも原子力発電所に対して自社スタッフによる試運転、

メンテナンス対応事例がある（具体の発電所名は不明） 

8.4.3 ドイツにおける運転段階の主要事業者 

ドイツでは 2023 年 4 月 15 日に最後の 3 基が閉鎖され、運転中の原子力発電所は存在し

ない。商用原子力発電所は即時解体される。 

8.4.4 ドイツにおける廃止措置段階の主要事業者 

（1） GNS GESELLSCHAFT FÜR NUKLEAR‑SERVICE MBH（GNS社） 

ドイツ国内で原子力発電所を運転していた電力会社が共同出資で運営する企業で、原子

力バックエンドを主たる事業領域とする。放射性廃棄物の輸送・貯蔵（乾式貯蔵）兼用の金

属キャスクで世界を代表するメーカーの一つである。 

業種  放射性廃棄物容器、貯蔵に係る機器什器類の製造 

 廃止措置、除染、廃棄物のコンデンシング 

取扱製品  各種の放射性廃棄物輸送貯蔵兼用キャスク、キャニスタを製造 

➢ 使用済燃料・HLW 用： CASTOR、CONSTOR シリーズなど（乾式

貯蔵用金属キャスク）368 

➢ LLW 用：MOSAIK、GNS Yellow Box など369 

 （しばしば他の企業とのコンソーシアムのもとで）圧力容器の解体、

梱包、蒸気発生器の一体撤去などを実施370 

 廃棄物の圧縮減容、乾燥、濃縮、コンデジショニング設備等も持つ 

特徴  特に放射性廃棄物の乾式貯蔵、輸送に用いる金属キャスク（CASTOR

シリーズに代表される）製造元として著名 

 ドイツ国内で原子力発電所を運転していた電力会社が共同出資で運営 

国際展開  同社製金属キャスクは 2023 年末時点でドイツ以外でベルギー、ブルガ
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リア、リトアニア、南アフリカ、スイス、チェコ、アメリカにおいて 550

基以上が運用中371 

（2） Siempelkamp NIS Ingenieurgesellschaft mbH（ジンペルカンプ NIS社） 

Siempelkamp グループは 19 世紀に創業した家族経営企業である。産業向け機械、大型鋳

物の鋳造工場などを持ち、原子力発電、また特に原子力廃止措置や放射性廃棄物取扱に係る

機器製造・サービスの分野でも 50 年以上の活動履歴を持つ。 

業種  原子力機器に係るエンジニアリング 

 廃止措置、除染 

 放射性廃棄物管理 

 放射性廃棄物保管・輸送容器 

取扱製品  原子力施設解体のための特殊機器・工具類の設計・製造 

 廃止措置（解体・切断）の技術支援 

 低レベル廃棄物処理、選別に係る機器 

特徴372 373  原子力施設解体用の特殊機器として各種マニピュレータ、空気中・水

中切断装置などを設計・製造 

 廃棄物関連では低レベル廃棄物選別・処理装置、ホットセル、乾燥、換

気、ケーソンその他を設計・製造。廃棄物の圧縮封入、セメント固化等

のサービスも提供 

国際展開  2017 年にアメリカ・サンオノフレ炉心内部・圧力容器の解体・熱切断

（遠隔操作）の技術支援、解体切断に必要な特殊工具納入 

 その後 2019 年にもドイツ・ミュルハイム・ケールリッヒ解体に同様の

サービスを提供 

 日本でも、2018 年に東芝プラントシステムと技術協力に関する基本合

意を締結374 

（3） NUKEM Technologies（NUKEMテクノロジー社） 

1960 年代からウラン加工、燃料製造会社として活動、1970 年代に原子力エンジニアリン

グや施設建設に軸足を移した。ドイツ起源だが、2009 年にロシアの Atomstroyexport 社に買

収されたため、現在はロシア資本となっている。375 

業種  原子力施設の廃止措置や解体、放射性廃棄物の処理 

取扱製品  放射性廃棄物管理、その他特殊廃棄物の管理、原子力施設廃止措置に

係るエンジニアリング 

特徴  廃止措置における切断技術として機械的切断、熱切断、油圧切断など

の技術、必要機器を提供 

 除染技術として物理的除染（水、研磨など）、化学的除染（浸潤、電気

的方法など）の技術、必要機器を提供 

 放射性廃棄物管理においては各種廃棄物の処理技術や貯蔵技術を提供 

➢ 固体廃棄物：除染、熱処理（熱分解、焼却など）、減容など 

➢ 液体廃棄物：濃縮、濾過、固形化など 
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➢ 貯蔵：貯蔵オプション選択のための調査、設計、中間貯蔵施設等

のエンジニアリング設計、遠隔操作装置、監視システムなどの供

給、貯蔵施設の試運転、建設など 

国際展開  欧州を中心にロシア、中国、日本、インドネシア、南アフリカ、トルコ、

UAE、イラクなどにも展開 

 国外廃止措置ではブルガリアのコズロドイ 1～4 号機の管理区域内機

器の解体計画策定 

 国外の廃棄物処理ではイギリスのドーンレイで放射性廃棄物のセメン

テーションプラント、中国江蘇原子力発電所の廃棄物処理センター、

ウクライナの原子力発電所全般（運転中・停止中含む）の廃棄物管理戦

略策定などに関与 

（4） Saarschmiede Gmbh.（ザールシュミーデ社） 

1913 年創業、世界有数のオープンダイカスト鍛造メーカーである。1950 年代から発電所向

けのタービンや発電機シャフトの製造を行っている。 

業種  重量鍛造品の製造 

取扱製品  放射性廃棄物輸送容器用の中空円筒部分 

特徴  12,000 トンプレスを持ち、原子力向け鍛造品を製造 255 

 放射性廃棄物輸送容器用の中空円筒部分（1 体 60 トン）を製造376 

国際展開  原子力用途品の具体的な国外展開状況は不明 

8.4.5 ドイツにおける型式・規格にかかる認証制度及び認証サービス業の状況 

ドイツでは原子力に係る規格や技術規則として、各種の国際規格（ISO ほか）に加え、ド

イツ工業規格（DIN）、また原子力技術規則として原子力技術委員会（KTA）規則などが用

いられている。ドイツ国内では、世界有数の認証組織でもある TÜV が認証サービスを提供

するほか、各州の原子力安全規制機関と技術支援機関（TSO）契約を結び、各種の検査等を

担っている。また、KTA 規則の策定委員会にもメンバーとして加わっている377。 

（1） TÜV 

ドイツ技術検査協会（TÜV）と総称される。19 世紀にボイラー検査の全国組織として発

足して以来、産業安全分野で世界的に活動している。TÜV が自ら策定する TÜV 認証の発行

のほか、第三者認証機関として ISO、ASME など各種認証の発行を行う。特に原子力分野に

おいては、認証発行業務とは別に、複数の州の原子力安全規制当局（ドイツの原子力安全規

制は州単位で実施される）と技術支援機関（TSO）契約を結び、規制機関の許認可や審査に

係る各種の法定検査や立ち会いを実施するなど、TSO としても重要な組織である。各地に

TÜVSüd、TÜV Rheinland、TÜV Nord などの企業が展開し、Vd TÜV が全国組織として TÜV

を代表している。 

業種  認証、監査 

 試験サービス 
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 検査・監督 

取扱製品  製品安全を証明する認証（TÜV 認証）を発行 

 第三者認証機関として各種国際規格の認証を発行 

 品質保証サービスの一環として、原子力コンポーネントの製造時品質

検査なども実施 

 ドイツ国内などでは原子力安全規制機関の TSOとして原子力施設での

検査業務などを実施 

特徴  世界有数の認証機関であり、各地の TÜV が広く技術安全に係る認証業

務を国際展開 

 原子力技術委員会（KTA）規則など、ドイツの原子力関連技術規則を

策定する委員会にも委員として参加 

国際展開  第三者認証機関としての原子力機器に対する認証発行事例として、日

立製作所がイギリスへの原子炉輸出を計画していた 2018 年に TÜV 

Rheinland から、原子炉用安全保護系コントローラの国際規格を取得し

た事例がある378 

8.4.6 ドイツにおけるプラント建設計画と日本の関与の可能性 

ドイツはすでに原子力発電からの撤退を完了しており、SMR など革新炉含め、原子力発

電プラントの建設計画はない。ただし、核融合研究ではマックス・プランク研究所でヘリカ

ル型（ステラレータ方式）核融合実験装置、ヴェンデルシュタイン 7-X の開発を行っている
379。こうした革新研究に必要な機器部品の供給において、日本メーカーの関与があり得る。 

8.5. カナダにおける原子力産業サプライチェーン 

本節では、カナダにおける原子力産業サプライチェーンについて整理する。 

8.5.1 カナダにおける原子力サプライチェーンの概要 

カナダでは 19 基のカナダ型重水炉（CANDU 炉）が運転中であり、6 基が廃止措置中であ

る380。カナダは豊富なウラン資源を有することを背景に天然ウランを活用できる重水炉を

独自開発する方針を選択したことから、運転中の原子炉は全て CANDU 炉となっている。

原子力発電事業者には Bruce Power 社、Ontario Power Generation（OPG）社、New Brunswich 

Electric Power（NBEP）社の 3 社が存在するが、OPG 社と NBEP 社はそれぞれオンタリオ州

とニューブランズウィック州の州営企業である。 

重水炉は軽水炉とは異なる設備、燃料を必要とするため、設計や燃料供給に関しては自国

内のサプライチェーンで完結している。一方、カナダ国内では 1993 年のダーリントン 4 号

機が最近の運転開始であり、カナダ以外を含めても CANDU 炉の運転開始はルーマニアに

おける 2007 年が最新となっていることから、主要機器の国内サプライヤーは減少している。

かつてはカナダ国内にも圧力容器メーカーである Dominion Bridge-Sulzer 社等が存在してい

たが、現在は解散している。このような背景から、2016 年から開始されたダーリントン原

子力発電所の大規模改修工事では、機器設置・据付や給水管交換はカナダ企業が実施するも

のの、蒸気発生器や蒸気タービンはフランス企業である Alstom 社が供給している381。 
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燃料分野においては、ウラン鉱石が国内で産出されることから採鉱・製錬・転換・燃料製

造まで一貫した国内サプライチェーンが確立されている。製錬・転換に関しては世界的に供

給しており、燃料製造に関してはカナダ国内外の CANDU 炉に供給している。なお、CANDU

炉が濃縮ウラン燃料を必要としていないことから、国内での濃縮サービスは行われていな

い。また、重水炉の運転に必要となる重水は国内で製造されている。 

現在閉鎖済みの 6 基の内、カナダ原子力研究所（CNL）rが 3 基、OPG 社が 2 基、Hydro 

Quebec 社が 1 基の廃止措置を行うこととなるが、いずれの原子炉も安全貯蔵中であり、廃

止措置は開始されていない。なお、カナダでは商用炉の廃止措置実績はないが、研究炉 8 基

が廃止措置済みである382。 

8.5.2 カナダにおける建設段階の主要事業者 

（1） AtkinsRealis（アトキンス・リアリス社） 

カナダではカナダ原子力公社（AECL）が CANDU 炉の開発を進め、原子炉、圧力容器、

炉心構造物等の製造も行っていたが、2011 年に原子炉部門を SNC-Lavalin 社に売却した383。

SNC-Lavalin 社は現在アトキンス・リアリス社に商号を変更しており、カナダ唯一の原子炉

ベンダーとなっている。同社は原子炉ベンダーとして CANDU 炉を取り扱っているが、

CANDU 炉以外の新設にも携わっているほか、放射性廃棄物管理や廃止措置に関しても手掛

けている。同社の概要を以下に整理する384,385。 

業種  原子炉ベンダー 

 エンジニアリング 

 運転・保守支援 

 寿命延長工事 

 放射性廃棄物管理 

 廃止措置 

取扱製品  原子炉系統（CANDU 炉） 

特徴  設計からエンジニアリング、コンサルティング、建設作業支援、プロジ

ェクト管理、資金管理まで建設におけるあらゆる分野でサービスを提

供していることに加え、放射性廃棄物管理、廃止措置も含めたプラン

トのライフサイクル全体を対象としたサービスを提供している 

 近年は CANDU 炉の新設は行われていないが、国内 CANDU 炉の改修

による寿命延長工事を請け負っており、新規制基準対応工事で技術力

を維持している日本の原子炉ベンダーと同様の状況にあると考えられ

る 

 原子炉ベンダーとしての経験をいかし、SMR ベンダーに対して許認可

対応・実用化に向けた設計支援等も実施している 

国際展開  AECL であった頃にルーマニアに CANDU 炉の原子炉系統、圧力容器、

 
r CNL は、カナダ原子力公社（AECL）の CANDU 炉開発部門が 2011 年、SNC-Lavalin 社に売却された後

に残された原子力研究等の業務を継承した民間企業であり、AECL との長期契約に基づき、AECL が所有

する放射性廃棄物の管理を実施している。 
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炉心構造物等を納入していたが、近年はサプライヤーとしての実績は

ない 

 子会社の AtkinsRealis US Nuclear 社がアメリカで放射性廃棄物管理・除

染・廃止措置等を実施 

 エンジニアリング・設計支援として、イギリスのヒンクリーポイント

C・サイズウェル C、アラブ首長国連邦のバラカに参画 

（2） BWXT Canada（BWXTカナダ社） 

BWXT カナダ社はアメリカ BWXT 社の子会社であり、前身にあたる Babcock & Wilcox 

Canada 社の頃から 60 年以上にわたって蒸気発生器や RPV ヘッドなどの原子炉主要機器を

製造している386。なお、子会社である BWXT Nuclear Energy Canada 社は燃料メーカーであ

るとともに燃料関連設備サプライヤーである387。 

業種  原子炉主要機器メーカー 

 原子炉系統主要機器メーカー 

取扱製品388  蒸気発生器（CANDU 炉・PWR） 

 炉内構造物（CANDU 炉・PWR） 

 RPV ヘッド 

 加圧器 

 給水管（CANDU炉） 

 制御棒駆動装置 

 シールドプラグ 

 一次冷却系配管 

 熱交換器 

 貯蔵キャスク 

特徴  オンタリオ州に 5 つの製造拠点を有する重量構造物メーカー 

 CANDU 炉の大規模改修工事において蒸気発生器や熱交換器を供給 

 2022 年には GE 日立社から BWRX-300 用の圧力容器設計を受託389 

国際展開  世界中の CANDU 炉・PWR 向け蒸気発生器を製造しており、交換も含

めると累計 315 基を供給 

 親会社のBWXT社はアメリカ国防省やエネルギー省からの受託が豊富

であり、原子力潜水艦、月面核分裂プラント、マイクロ炉、レガシーサ

イト復旧、医療用 RI 製造なども手掛ける 

（3） BFC Technology 

食品・酪農産業向け製造プロセスの導入を請け負うWHE Bio-Systems社を前身として2003

年に設立された。バイオテクノロジー・製薬産業におけるプロセスシステムの設計・構築・

設置がメインの企業であり、原子力産業への進出は 2014 年と比較的近年である390。 

業種  給水・排水・復水系統メーカー 

取扱製品  高温・高圧配管系 

 高温復水系 
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 化学処理系 

 排水濾過システム 

特徴  原子力産業への参入が 2014 年であり、カナダにおける新設には携わっ

ていないが、原子力施設の改修においてプロセス系統を供給391 

国際展開  原子力産業以外では世界的企業に供給しているが、原子力産業の主要

顧客は CNL、BWXT 社、カメコ社となっており392、カナダ国外でのシ

ェアは高くないと考えられる 

（4） Alithya 

IT・企業戦略分野におけるコンサルティング会社であるが、様々な企業を買収しており、

原子力産業において 40 年以上の実績を有する393。主な事業領域は製造業、エネルギー産業、

金融、公共サービス、ヘルスケア、通信、輸送・流通となっている。原子力はエネルギー産

業の一部として扱われており、原子力以外の産業が中心と考えられる。 

業種  電気・計装メーカー（ソフトウェア） 

取扱製品  原子炉制御システム 

 監視制御システム 

 原子炉操作訓練用シミュレータ 

 ソフトウェア設計・導入 

特徴  燃料チャンネルボックスの摩耗検出技術、ネットワーク上の準備・実

行・バックログ・信頼性に関する活動を支援する上での分析パッケー

ジにおいて知的財産を有しており、主にソフトウェアやコンサルティ

ングサービスを提供している394 

国際展開  原子力事業における国際展開に関する情報は得られなかった 

（5） VELAN（ベラン社） 

ベラン社はモントリオールを本拠地とする 1950 年創業の産業用バルブメーカーであり、

1956 年に原子力潜水艦用バルブを供給して以降、60 年以上にわたって原子力用バルブを製

造している。原子力産業以外にも石油化学、液化天然ガス、水処理等の分野も手掛けており、

北米に 3 か所、欧州に 4 か所、アジアに 5 か所の製造拠点を有する395。 

業種  バルブメーカー 

取扱製品  バルブ 

 導入支援（据付支援・試運転支援等） 

 アフターサービス（メンテナンス・交換・不具合調査等） 

特徴  原子力導入の初期からバルブを供給していることから、ベラン社の技

術が原子力産業の標準として活用されている 

 あらゆる炉型に対応しているほか、ナトリウム冷却高速炉や核融合炉

における技術開発も実施 

国際展開  カナダ・アメリカ・フランスの 3 か国に原子力事業の拠点を有する 

 380 基でベラン社製バルブが使用されおり、極めて高い国際的シェアを

誇る（アメリカ・フランスでは 98％の原子炉が、イギリス・CANDU 炉
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では全原子炉がベラン社製バルブを使用）396 

（6） Aecon 

カナダを代表する大手建設会社であり、1967 年以降、50 年以上にわたり原子力発電所の

EPC を手掛けている397。子会社である Aecon-Wachs 社はアメリカに拠点を設けており、大

小合わせて 1000 件以上の原子力プロジェクトに関与した実績を有する398。 

業種  建設・エンジニアリング 

取扱製品  原子力発電所建設における EPC による建設工事の請負 

 原子力発電所の改修や新設 

 運転支援サービス 

 廃止措置・除染 

 放射性廃棄物管理 

特徴  カナダでは新設が途絶しているため、近年は原子力発電所の改修工事

や蒸気発生器を含む主要機器の交換工事を請け負っており、ダーリン

トン原子力発電所の改修工事では給水管の交換や炉心構造物の改修
399、ブルース原子力発電所の改修工事では蒸気発生器や燃料チャンネ

ルボックスの交換を実施400,401 

 Aecon-Wachs 社は自社で溶接技術者等を雇用して高度な技術が必要と

なる機器組立や、電気・計装系の工事等も実施 

国際展開  主にアメリカ・カナダにおいて多数の原子力関連プロジェクトを受注 

8.5.3 カナダにおける運転段階の主要事業者 

（1） Cameco（カメコ社） 

カメコ社はウラン資源の採掘や転換、核燃料製造等のフロントエンドを中心とした国際

的企業である。WNA の推定による世界の 2020 年時点のウラン転換能力は 62,000tU である

が、カメコ社の転換能力は 12,500 tU である402。また、PHWR 燃料集合体を年間 1,500 体製

造する能力を有している 258。 

なお、8.2.2（1）において整理したとおり、カメコ社はブルックフィールドビジネスパー

トナーズとともに、アメリカの WH 社を買収した。 

業種  燃料メーカー 

 燃料関連設備メーカー 

取扱製品  天然ウラン燃料（CANDU 炉） 

 製錬 

 転換 

 再転換 

 燃料被覆管 

特徴  WH 社の買収で、カメコ社のウランの採掘と核燃料製造を中心とした

フロントエンドに加えて、WH 社の原子力発電に関する技術や製品と、

ブルックフィールドのクリーンエネルギーに関する知見が集約される
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259 

国際展開  カザフスタンのインカイにおける原位置回収ウラン鉱山の JV の 40%

の権益を有するほか、アメリカでも権益を所有403 

（2） BWXT Nuclear Energy Canada（BWXT NEC社） 

BWXT NEC 社は BWXT カナダ社の子会社であり、燃料及び燃料関連設備を取り扱ってい

る404。同社製燃料は CANDU 炉用の天然ウラン燃料である。燃料加工は行っているものの、

転換等は行っていない。 

業種  燃料メーカー 

 燃料関連設備メーカー 

取扱製品  天然ウラン燃料（CANDU 炉） 

 ジルコニウム被覆管 

 燃料取扱い施設 

 原子炉検査・メンテナンス装置 

特徴  燃料取扱い施設の設計から製作、納入、据付、試運転、サポートまで一

貫したサービスを提供 

 燃料取り出しや燃料チャネルの検査・交換なども手掛ける 

国際展開  CANDU 炉を運転しているルーマニアにジルコニウム被覆管を輸出（ル

ーマニアは国内に燃料工場を有するため、燃料自体は輸出していない

模様）405 

 CANDU 炉を運転している韓国・アルゼンチン・中国は自国内で燃料製

造が可能なため、近年は燃料を輸出していない模様406,407 

（3） 電気事業者 3社 

カナダでは Bruce Power 社、OPG 社、NBEP 社の 3 社が合計 19 基の CANDU 炉を運転し

ている。これらの原子炉は 1966 年から 1985 年の間に着工され、1971 年から 1993 年の間に

初臨界を達成している。ニューブランズウィック州に位置するポイントルプロー発電所（1

基）を除く 18 基は全てオンタリオ州に位置しており、オンタリオ州の州営企業であるオン

タリオ・ハイドロ社によって開発された。オンタリオ・ハイロド社は規制緩和によって分割

民営化され、その後継である OPG 社が 18 基全てを所有している。その内ブルース発電所

（8 基）は Bruce Power 社が長期リースする形で運転している。 

オンタリオ州では 1995 年から 1998 年にかけて、1970 年代に運転を開始していたピッカ

リング A 発電所（当時 4 基）とブルース A 発電所（4 基）の運転を停止したが、その後オ

ンタリオ州のエネルギー政策が見直されたことにより、改修することで経済的に運転可能

な原子炉の運転が再開された。その結果、ピッカリング A 発電所の 1 号機と 4 号機は 2003

年から 2005 年にかけて運転を再開し、2 号機と 3 号機は恒久停止となった。ブルース A 発

電所では 3 号機と 4 号機が 2003 年から 2004 年にかけて、1 号機と 2 号機が 2012 年に運転

を再開している。このように、カナダにおける運転段階の特徴として、一度運転が停止され

た原子炉が改修を経て運転を再開した事例が数多く存在することが挙げられる。2017 年に

は、ブルース A 発電所の 3 号機及び 4 号機、ブルース B 発電所の 4 基、ダーリントン発電
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所の 4 基について、改修による寿命延長を実施する方針が示された。各社に関する情報を以

下に整理する。 

 

 Bruce Power OPG NBEP 

形態 民間企業 州営企業（オンタリオ州） 州営企業（ニューブラン

ズウィック州） 

運転 ブルース A（4 基） 

ブルース B（4 基） 

※所有者は OPG 社 

ダーリントン（4 基） 

ピッカリング A（2 基） 

ピッカリング B（4 基） 

ポイントルプロー（1 基） 

特徴 ブルース A3 号機及びブ

ルース B6 号機の改修実

施中 

ブルース C 発電所として

最大 480 万 kW の大型炉

新設を検討中 

ダーリントン 2 号機及び 3

号機の改修・運転再開を実

施済み 

ダーリントン 1 号機及び 4

号機の改修実施中 

ダーリントンでの SMR4

基建設を計画中 

ポイントルプローでのナ

トリウム冷却高速炉実証

炉建設を計画中 

8.5.4 カナダにおける廃止措置段階の主要事業者 

（1） アトキンス・リアリス社 

カナダでは安全貯蔵中であり、廃止措置は開始されていないが、アトキンス・リアリス社

のアメリカ子会社である AtkinsRéalis US Nuclear 社がアメリカのレガシーサイト復旧に関与

している。 

業種  放射性廃棄物管理 

 廃止措置 

取扱製品  エンジニアリング・設計 

 除染 

 解体・廃止措置 

 放射性廃棄物管理・輸送 

 放射線関連サービス 

特徴  前身企業も含め 27 年以上にわたり、DOE 等のレガシーサイトにおい

て除染・廃止措置に関与 

 除染、解体、機器撤去、放射性廃棄物のオンサイト管理など、バックエ

ンドに関して一貫したサービスを提供 

国際展開  アメリカ以外での実績に関する記載はない 

8.5.5 カナダにおける型式・規格にかかる認証制度及び認証サービス業の状況 

（1） CSAグループの原子力規格 

カナダにおける原子力分野の規格は、1960 年代に商用原子力発電所の原子炉建設が開始
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された後、1970 年代に開始された。これらの規格は、構築物、系統及び機器の設計、建設、

運転に関するトピックを反映し、最低要件とベストプラクティスのガイダンスを確立する

ものであった。その後数十年にわたり、一連の原子力規格は維持され、防火、耐震設計、環

境・放射線防護、放射性廃棄物管理を含むトピックを扱うために拡張された。2013 年まで

には、規格が扱う施設の範囲も拡大し、鉱山や精錬施設、研究施設や同位体処理施設、放射

性廃棄物管理施設など、さまざまな原子力施設のマネジメントシステム、廃止措置、防火要

件を含むようになった。現在、カナダのほとんどの原子力規格は CSA グループによって開

発され、以下の 12 の主要なトピックをカバーしている408。また、CSA グループが第三者認

証を行っている。 

⚫ 原子力施設の緊急事態マネジメント 

⚫ CANDU 炉の圧力維持系統及び機器 

⚫ 原子炉機器の定期検査 

⚫ 原子力施設のマネジメントシステム 

⚫ 原子炉のコンクリートによる閉じ込め及び安全関連の構造物 

⚫ 原子力施設の環境マネジメント 

⚫ 原子炉の耐震設計 

⚫ 原子炉の制御系統、安全系統、及び計装 

⚫ 原子炉安全とリスクマネジメント 

⚫ 放射性廃棄物管理 

⚫ 防火 

⚫ 原子力施設の廃止措置 

 

これらの規格は、規制当局、電力会社、ベンダー、学識経験者を含むステークホルダー・

グループのコンセンサスによって策定され、カナダ全土の原子力施設の規制文書、許認可、

コンプライアンス・ハンドブックにおいて、国による規制の枠組みで参照されている。2008

年頃、カナダで CANDU 炉以外の設計の許認可申請が行われる可能性が出てきたため、よ

り技術中立的な要件を取り入れた規格の必要性が高まった。その結果、カナダの原子力規格

は、全体的な安全目標の実現のために、可能な場合には、CANDU 炉に特有な要件を把握し、

他の国際規格をベンチマークするアプローチを適用して、改定された。カナダの原子力規格

の多くはカナダ固有のものであるが、IAEA、ASME、アメリカ電気電子技術者協会（IEEE）

が発行する規格など、他の国内規格や国際規格を参照し、ベンチマークしている 408。 

CSA の規格は、カナダ原子力安全委員会（CNSC）が策定する規制文書の REGDOC にお

いて参照される。REGDOC では、”shall”又は”must”で記述される文章は、許認可所有者又は

申請者が満足しなければならない要件を意味する。”should”で記述される文章はガイダンス

やアドバイスを意味する。例えば、REGDOC-1.1.2「許認可申請ガイド：原子炉施設の建設

許可 第 2 版」では、原子炉施設の建設許可申請における緊急時準備プログラムが満足しな

ければならない（shall）要件を含む文書として、CSA N1600:21「原子力緊急事態マネジメン

トプログラムに関する一般要件」が挙げられている。一方で、健全な安全文化の醸成に関す

るアプローチが確立されていることを実証する際に準拠すべき（should）文書として、CSA 

N286-12「原子力施設のマネジメントシステム要件」が挙げられている409。このように、

REGDOC では CSA の規格が、遵守が義務付けられる要件として位置づけられる場合があ

り、また遵守がガイダンスやアドバイスとして提示されている場合がある。 
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（2） CNSCによるベンダー設計レビュー（VDR） 

カナダには、規制機関による原子炉設計の型式認証制度は存在しないが、許認可申請前に

規制機関であるCNSCからフィードバックを得ることができるベンダー設計レビュー（VDR）

制度が存在する。VDR に関する REGDOC-3.5.4「ベンダーの原子炉設計に関する許認可前レ

ビュー」では、VDR は許認可プロセスにおいて必須ではないが、VDR によって設計プロセ

スにおいて考えられる規制上又は技術上の問題、特に設計又は安全性解析に重大な変更を

もたらす可能性のある問題を早期に特定し、解決することができると指摘されている。また、

REGDOC-3.5.4 は、VDR が原子炉の設計を認証するものではなく、原子力安全管理法に基づ

くライセンスの発行を伴うものではないことも明記している410。このように、VDR はベン

ダーの要求によって実施され、その結果は許認可審査に影響を及ぼすものではないが、効率

化につながるものと位置付けられている。また、カナダ国外のベンダーも活用している411。 

8.5.6 カナダにおけるプラント建設計画と日本の関与の可能性 

Bruce Power 社はブルース C 発電所プロジェクトとして、ブルース発電所サイト内に最大

480 万 kW の大型炉建設を検討している。同プロジェクトは環境アセスメントを開始した段

階であり、炉型等は決定していない。また、カナダ資本となった WH 社がオンタリオ州に 4

基の AP1000 の建設を検討している。世界的なコンサルティング会社であるプライスウォー

ターハウスクーパース社が建設によるカナダ経済への影響について分析した資料では、カ

ナダのサプライチェーンを活用することによる経済的利益を強調しており412、日本企業の

関与可能性は未知数であるものの、日本製鉄（当時は住友金属工業株式会社）が中国やアメ

リカにおける AP1000 建設に対して蒸気発生器用伝熱管を納入した実績を有しており、日本

企業が関与する可能性は存在する413。 

カナダ連邦政府は 2020 年 12 月に SMR の開発や実用化に向けて当事者が実施すべき具体

的な行動を示したアクションプランを策定した。アクションプランでは SMR の実用化に向

けた 3つのストリームを設定しており、その内の 1つでは送電網への併入を前提とした SMR

の開発・実用化を目指し、オンタリオ州で 2028 年の実用化を、サチュカワン州で 2034 年の

実用化を目標としている。2021 年にはオンタリオ州ダーリントンサイトでの SMR 建設を計

画している OPG 社がアメリカの GE 日立ニュークリア・エナジー社（GEH）製 SMR である

BWRX-300 を採用することを決定した。また、2022 年にはサチュカワン州での SMR 建設を

計画している Sask-Power 社も BWRX-300 の採用を決定した。いずれも 4 基の建設を計画し

ている414。BWRX-300 は日本の日立 GE ニュークリア・エナジー社（HGE）と GEH 社が共

同開発しており、日本のサプライヤーが参画する可能性が高いと考えられる。なお、OPG 社

は 2022 年 10 月に CNSC に建設許可申請書を提出している。 

8.6. 日本と諸外国におけるサプライチェーンの比較・分析 

日本のサプライチェーンは 8.1 で整理したように、原子炉ベンダー、主要機器メーカー、

機器サプライヤーの各階層において全体を網羅していることが特徴的である。福島第一原

子力発電所事故以降にサプライヤーが撤退したことで調達できなくなった製品も存在して

いるが、現在のサプライチェーンから将来的な調達先を確保することは不可能ではなく、ど

の企業であっても技術的に製造できないような資機材は存在していないと考えられる。一
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方、実際に撤退しているサプライヤーが出現しているように、サプライチェーンを長期的に

維持できる保証があるわけではなく、特に新設計画が存在しないことによって事業の見通

しが立たないことから、将来的な脆弱化が懸念されている。本節では、日本と諸外国におけ

るサプライチェーンについて比較・分析する。なお、ドイツは自国中心での原子力発電所建

設を行っておらず、主にフランスに資機材を提供していることから、フランスとドイツはま

とめて取り扱う。 

8.6.1 アメリカとの比較 

アメリカでは 2013 年に建設を開始したボーグル 3 号機に至るまで 35 年間新設が行われ

なかった結果、国内の原子力サプライチェーンが衰退した。以前は WH 社や GE 社（当時）

が圧力容器、蒸気発生器、格納容器、タービンといった主要機器を供給していたが、ボーグ

ル 3 号機では圧力容器及び蒸気発生器を韓国の斗山重工業（当時）から、格納容器を IHI か

ら、タービンを東芝から輸入している415。大型炉の建設能力に関しては新設が長らく途絶し

たことによって低下したと考えられる一方、原子力潜水艦といった軍用原子力における需

要もあり、原子力に特有な技術を保有している企業自体は比較的多く存在する。ただし、蒸

気発生器用伝熱管等、製造できない資機材も存在する。また、原子力潜水艦といった軍用原

子力利用は、運転員の養成や確保といった面でもアメリカのサプライチェーンを支える役

割を担っているといえる。 

革新炉の内、SMR に関しては、8.2.2（7）に記載したとおり、最も進んでいたニュースケ

ール社のプロジェクトが中止されたため、具体化している国内プロジェクトは存在しない。

大型鍛造品メーカーである North American Forgemasters 社が同社ウェブサイトにおいて

SMR 用コンポーネントにも対応できるとしているなど416、多くの原子力関連企業は SMR も

事業領域内としており、大型炉よりも資機材が小型化される SMR では既存サプライチェー

ンで対応可能な範囲も比較的広くなると予想されるが、実際の対応可能性は不透明であり、

日本の状況と大差ないと考えられる。なお、ニュースケール社は中止されたプロジェクトに

おいて韓国の斗山エネビリティと主要機器の供給契約を、フランスのフラマトム社と燃料

取扱い設備の設計に関する契約を締結しており、今後のプロジェクトにおいて日本を含む

アメリカ以外の企業が参画する可能性も考えられる。SMR 以外の革新炉に関しては、DOE

による先進的原子炉実証プログラムにおいて、テラパワー社によるナトリウム冷却高速炉

と X エナジー社による高温ガス炉が支援対象となっている。テラパワー社は JAEA、三菱重

工業、三菱 FBR システムズと技術開発に関する覚書を締結しており417、日本企業が参画す

る可能性も考えられる。 

燃料分野においては、WH 社が幅広い炉型の燃料を製造している。製錬は Energy Fuels 社

が、転換は ConverDyn 社が、濃縮はウレンコ社傘下企業が、再転換はフラマトム社傘下企

業が実施しており、国内調達は可能である。一貫した国内サプライヤーが存在するという点

で日本のサプライチェーンよりも強固であるといえるが、需要に追いついておらず海外へ

の依存度が高いことが課題となっている418。また、現在はロシアしか商業的に製造していな

い一方で SMR での利用が見込まれる HALEU 燃料についても、セントラスエナジー社が生

産に成功し、規模拡大に取り組んでいる。日本における HALEU 燃料の需要は不透明である

が、エネルギー安全保障の観点から燃料の自国内調達は極めて重要であり、アメリカにおけ

る取組は参考になるだろう。 
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バックエンド分野においては、サイトごと買い取って廃止措置を請け負うビジネスモデ

ルが存在し、実際に廃止措置が進行している。法制度の差異によりこのようなビジネスモデ

ルを日本で実施することは難しいと考えられるため、単純に比較することはできないが、多

くの廃止措置が進行している点で、日本よりも強固なサプライチェーンが存在するといえ

る。また、民間企業による極低レベル放射性廃棄物処分・低レベル放射性廃棄物処分も実施

されており、放射性廃棄物処分においても日本よりも進んでいるといえる。 

8.6.2 カナダとの比較 

カナダにおいては、自国内の新設が途絶していたこともあり、以前は存在していた圧力容

器メーカーが解散し、アメリカ資本の BWXT カナダ社しか残っていないなど、自国内でサ

プライチェーンを完結させることはできない。一方、カナダ企業の多くはアメリカの認証制

度である ASME の N スタンプを取得しており、アメリカへの輸出機会を獲得している。ま

た、現在 19 基が運転中であるが、その内 15 基は大規模改修工事による寿命延長の対象と

なっている（内 6 基は完了）。改修工事では蒸気発生器の交換なども行われるため、サプラ

イチェーンの技術力維持に貢献していると考えられる。 

革新炉に関しては、軽水炉 SMR、高速炉、高温ガス炉のいずれも国内ベンダーは存在し

ないが、海外ベンダーによる炉の建設が計画されている。特に軽水炉 SMR に関しては GEH

社の BWRX-300 の建設が計画されており、日本企業の参画余地も大きいと考えられる。ア

メリカのベンダーが設計する高速炉と高温ガス炉に関しても、アメリカとカナダのいずれ

においてもこれらの炉型に特有の技術が十分に存在するとは言い難く、日本企業の参画余

地があると考えられる。 

燃料分野においては、自国内のウラン資源を活用する観点から、一貫したサプライチェー

ンが存在し、極めて強固であるといえる。特に製錬、転換、再転換は国外への輸出も多い。

一方、製造される燃料は CANDU 炉用であり、専ら国内用であることから、市場の拡大は見

込めず、燃料製造能力の維持が将来的な課題になると予想される。 

バックエンド分野においては、商用炉の廃止措置が本格化していないこと、低レベル放射

性廃棄物処分場の建設計画が中止されたことから、日本と近い状況であるといえる。一方、

カナダはアメリカ企業との結びつきが強く、アトキンス・リアリス社のアメリカ子会社はア

メリカのレガシーサイト復旧に携わっているため、カナダ企業として廃止措置の経験は蓄

積されていると考えられる。 

8.6.3 フランス・ドイツとの比較 

フランスは、日本のように各階層全体にわたるサプライチェーンを有する数少ない国で

ある。フランスでは建設に関するサプライチェーンがフラマトムに集約されている。元々フ

ラマトムは PWR を手掛けていたが、ドイツのシーメンス社を吸収したことで BWR 製品の

製造能力も有している。フランスのサプライチェーンの特徴として、フラマトムがほぼ全て

の資機材を取り扱っている一方で、フラマトム傘下のドイツ企業や独立系ドイツ企業から

の調達も多く、欧州大でサプライチェーンを構築しているといえる。フランスで最も新しい

原子力発電所であるフラマンヴィル 3 号機の建設にあたっては、フラマトム社が一括で受

注し、多くの資機材を同社のサプライチェーンから調達していた。一方、フィンランドで建
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設されたオルキルオト 3 号機では圧力容器を、イギリスで建設中のヒンクリーポイント C

ではポンプを三菱重工業から調達している。このように、フランス国内の新規建設ではフラ

マンヴィル 3 号機と同様にフランス・欧州からの調達が中心となると考えられるが、フラン

ス国外では日本企業の参画余地は否定されるものではない。 

革新炉に関しては、歴史的に高速炉開発に注力してきたが、2019 年に ASTRID 計画が凍

結され、一旦は下火になった。その後、2023 年の日仏共同声明で高速炉開発における協力

が盛り込まれており、今後は日本企業の関与も増加すると考えられる。フランス国内におけ

る高速炉サプライチェーンの残存状況は不明であるが、アメリカのテラパワー社がフラマ

トムのアメリカ子会社を燃料取扱い設備のサプライヤーに指定しており、日本と同様に既

存のサプライチェーンである程度の技術力を有すると考えられる。SMR 開発に関してはア

メリカ等と比較すると遅れていたが、2021 年に発表された国家投資計画で国産 SMR

「NUWARD」の建設を 2030 年までに開始する目標が示された。開発は EDF が行う。具体

的な建設目標が示されていることから、今後サプライチェーンの構築が本格化すると考え

られる。高温ガス炉に関しては、ガス冷却高速炉開発の一環としてフラマトム社を中心に開

発が進められていたが、実証炉の建設に至った高速炉と比較すると開発の成熟度は低く、

HTTR の建設・運転実績を有する日本の方が優位にあると考えられる。また、国内ベンチャ

ー企業が開発を進め、国が支援していることから、将来的な日本企業の参画余地は存在する

と考えられる。 

燃料分野においては、世界的な燃料サイクル企業である Orano 社が採鉱、製錬、転換、濃

縮、再処理、MOX 燃料製造を実施し、フラマトム社が再転換、燃料製造を実施している。

この 2 社をあわせると燃料分野の全てを網羅しており、輸出も盛んであることから、世界的

に見ても有数のサプライチェーンを有しているといえる。 

バックエンド分野においては、Cyclife が放射性廃棄物分野において処理から処分まで一

貫したサービスを提供している。特に大型廃棄物のリサイクルに向けたコンディショニン

グなど、世界でも数少ないサービスを提供している。フランスの廃止措置の実施主体は EDF

一社であることから、原子力事業者が 10 社存在する日本と比較すると、知見が蓄積しやす

いと考えられる。 

8.6.4 日本における今後のサプライチェーン強化に向けた分析 

日本では原子力発電所の国産化が進んでいたことにより、大型軽水炉の新設に関する広

範なサプライチェーンを保有する。福島第一原子力発電所事故後の新設は途絶しているも

のの、安全対策工事や各社の努力によって技術力が維持されており、原子力産業に特有な資

機材について、日本で全く製造できないものは存在しないと考えられる。一方、原子力事業

から撤退するサプライヤーも存在し、現時点では代替先からの調達や内製化などで対応で

きているものの、長期的に維持できる見通しが得られているわけではない。原子力産業品は

一般産業品よりも高い性能や厳しい品質管理が求められることから、新規参入は容易では

なく、一度サプライチェーンに欠落が生じるとその回復は容易ではない。産業界へのヒアリ

ングでは、サプライチェーンの長期的な維持に向けて、特に新設の見通しが得られることが

重要であるという指摘があった。輸出による技術力の維持に関しては、これまで言語や規制

が障害となり一部の企業に限られていたが、経済産業省がサプライチェーンプラットフォ

ームを立ち上げ、支援を開始したところである。ただし、輸出だけでは新設に必要となる技
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能者・技術者の人材育成は不十分であることに留意する必要がある。なお、トラブル対応や

品質の観点から国産品の活用が進められてきたこともあり、現時点ではサプライチェーン

に欠落が生じていないことと相まって、現時点では輸入品による代替は具体化していない

ようである。 

SMR に関しては国内での建設計画が具体化していないこともあり、明確な実現可能性は

不透明であるものの、基本的に大型軽水炉の技術を活用しているから、技術的な障壁は小さ

いとみられる。高速炉及び高温ガス炉に関しては実用化に向けた技術的な課題は存在する

ものの、研究炉を建設した経験があることから、既存のサプライチェーンで対応できるとす

る意見が多かった。特に日本では高速炉及び高温ガス炉について、政策レベルでも民間レベ

ルでも継続的な検討・開発が行われてきたことが大きいといえる。アメリカも高速炉及び高

温ガス炉の建設・運転経験を有するが、政府による開発方針は凍結され、WH 社や GEH 社

といった既存の原子炉ベンダーも開発していない。近年、高速炉及び高温ガス炉をアメリカ

やカナダに建設する計画が立ち上がっているが、これらのベンダーと比較すると、日本企業

の方が開発の歴史が長く、また国内サプライチェーンも残っているため、有利な状況にある

と考えられる。ただし、日本では新設計画が具体化しているわけではないため、優位性を生

かした海外プロジェクトへの参画等を通じて技術力を維持し続けることが重要であるとい

える。 

燃料分野においては、福島第一原子力発電所事故前後でサプライチェーンが大きく変化

したわけではないが、三菱原子燃料以外は新規制基準対応中となっている。日本原燃の再処

理施設と MOX 燃料製造施設においては 2024 年度の竣工が予定されており、これから新た

にサプライチェーンを維持していくことになるが、燃料サイクル施設は原子力発電所より

も建設機会が少ないため、戦略的に対応する必要があるといえる。 

バックエンド分野の中でも廃止措置に関しては、日本はこれから本格化することもあり、

諸外国の方が進んでいるといえる。日本も研究炉の廃止措置を通じた実績を有し、除染や放

射線量管理といった原子力に固有の技術に関するサプライチェーンは存在するが、商用炉

規模の廃止措置を安全かつ効率的に進める上では、今後の経験をうまく集約する必要があ

るといえるだろう。例えば、アメリカやフランスでは中核的な企業が存在し、経験を蓄積さ

せている。放射性廃棄物処分に関しては、技術的な課題は特に存在しない一方で、処分場が

原子力発電所の運転中に発生する L2 廃棄物sのみを対象とした低レベル放射性廃棄物埋設

センターしか存在しない点が課題となっている。 

認証制度に関しては、日本機械学会による JSME 規格や日本電機工業会による JEM 規格

が存在するが、国家規格ではなく民間規格であるとともに、第三者認証制度が存在しない。

産業界へのヒアリングでは国家規格とする必要性は特に感じないという意見があったが、

第三者認証制度に関しては、本調査の対象国のいずれでも実施されていたことから、対外的

な証明という観点で導入を検討する余地はあるだろう。また、規制機関による型式認証は、

燃料集合体や輸送キャスクに対して実施されているものの、原子炉設計に対しては実施さ

れていない。本調査の対象国においても、規制要件として型式認証の取得を必須としている

わけではなく、また制度内容も国によって異なるが、設計の成熟度を客観的に示すとともに

許認可をスムーズに進める観点からベンダーのニーズは存在すると考えられる。例えば、カ

ナダにおける VDR は認証ではないものの、規制機関からのフィードバックを受ける場とし

 
s 放射能レベルが比較的低い廃棄物 
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て、カナダ国外のベンダーも利用している。日本では建設地等も決定した上で許認可を申請

するが、カナダやフランスの制度では原子炉の一般的な設計に対する規制機関の見解を求

めることができるため、建設計画が具体化する前から設計の成熟度を高めることが可能と

なる。特に革新炉においては、建設の前例がなく、また建設計画が具体化しているわけでも

ないことから、設計に対する規制機関のフィードバックを早期に受けることができる制度

のニーズは存在すると考えられる。 

本調査の結果の概要として、建設段階における各国のサプライチェーンを表 8-4 に、運

転・燃料・バックエンド分野における各国のサプライチェーンを表 8-5 に、サプライチェー

ンの各国間比較を表 8-6 に、認証制度及び日本からの輸出可能性の各国間比較を表 8-7 に

示す。 
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表 8-4 建設段階における各国のサプライチェーン 
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表 8-5 運転・燃料・バックエンド分野における各国のサプライチェーン 
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表 8-6 サプライチェーンの各国間比較 
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表 8-7 認証制度及び日本からの輸出可能性の各国間比較 

 

カナダドイツフランスアメリカ日本

•原子炉設計に関する認証は存在
しない

•許認可申請前に規制機関からベ
ンダー設計レビュー（VDR）を受
けることが可能

•国として原子力発電から撤退して
おり、現時点では実施されていな
い

•原子炉設計に関する認証は存在
しない

•許認可申請前に規制機関からの
安全性見解を求めることが可能

•許認可プロセスの一部として標準
設計認証（SDC）制度が存在（取
得しなくても建設可能）

•原子炉設計に関する認証は存在
しない（燃料集合体やキャスクの
型式認証のみ）

•規制機関からのフィードバックは
建設計画の許認可を提出した後

規制機関

認
証
制
度

•CSAが策定・第三者認証を実施
•CNSCが規制文書内でCSA規格
を参照

•TÜVが安全性や品質に関する第
三者認証を実施

•ASNが定める規制要件準拠に向
けてAFCENが規格を策定し、
ビューローベリタスが第三者認証

•欧州電力要求（EUR）認証制度が
存在

•ASMEが策定し、ASME公認認
証機関が第三者認証（国外にも存
在）

•NRCがASME規格をエンドース

• JSMEなどの民間規格は存在す
るが第三者認証制度は存在しな
い第三者認証

•大型炉建設の可能性はあるが、炉
型等は未定であり、特にCANDU
炉の場合は可能性は低い

•GEH社のBWRX-300建設計画
が存在し、SMR等での輸出可能
性は存在

•アメリカ企業ベンダーによる高速
炉・高温ガス炉の建設計画が存在
し、アメリカと同等の輸出可能性
が存在

•国として原子力発電から撤退して
おり、現時点で輸出可能性はない

•国内ではEPR6基の新設が決定
しているが、欧州内でサプライ
チェーンが完結しており可能性は
低い

•フランス国外でのEPR建設にお
いては日本企業からの調達実績
もあり、可能性はある

•高速炉に関しては日仏共同声明
で協力が言及されており、将来的
な輸出可能性がある

•日本企業が出資したSMRプロ
ジェクトは中止

•その他革新炉建設への参画可能
性は存在しており、特に高速炉に
関しては既に日本企業が協力し
ている

ー
日本からの
輸出可能性
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