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 経緯 
   原子力人材育成関係者協議会報告書「ネットワーク化，ハブ化、  
   国際化」（2010年4月）を基に、４府省（内閣府、文部科学省、 
   経済産業省、外務省）の支援を得て 2010年11月発足 
 目的 
  ・産官学の連携協力のプラットホームの構築 
  ・原子力人材育成をより効率的、効果的に進める 
  ・対外的窓口として、国際的な機関やネットワークとも連携 
  ・人材育成のグローバル化を図る 
 活動 
   70会員 
   運営委員会、企画WG、5分科会 
 事務局 
   JAEA、JAIF、JICC 

原子力人材育成ネットワーク 
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東京電力福島第一原子力発電所事故を契機に 

 - 学生の原子力業界への関心度が大きく低下 

 - 原子力以外の学生の原子力離れが著しい 

 - 原子力専攻学科への志望者も減少 

 

              

危機感 
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福島の廃止措置、高レベル処分など、今後の課題が山積 

東電福島第一事故の教訓を共有し、安全性の強化が必須 

今後も原子力発電を重要なベースロード電源として活用
していくには、原子力安全に係る人材の確保が不可欠 

基礎・基盤工学に関する大学教育が希薄化 

夢のある将来（研究）プロジェクトが見当たらない 

建設経験を有する現場技術者が不足       

ベテラン技術者の知識・経験の若年層への継承が課題 

海外展開にあたり、国内にグローバル人材が不足 

国際競争が激化する中、競合国との人材育成競争に劣後 

                 

危機感・問題意識 
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将来の夢、やりがいの発信 

基礎・基盤工学の素養、実験・実習の機会の充実 

原子力専攻以外の学生を惹きつける 

事故の教訓の共有、安全文化の継続的醸成 

夢のある研究開発プロジェクトの実施 

海外の新規プロジェクトの開拓 

現場力の強化、生きた仕事の場の提供 

ベテラン、シニアの経験・ノウハウ活用 

グローバル化、国際資格、人材育成の国際標準化 

産官学の連携 

海外の人材育成先行事例（露、韓、仏など）に学ぶ 

 

                 

危機感・問題意識に基づくブレーンストーミング 
から明らかになった人材育成のキーワード 
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前述の危機感・問題意識を共有する有志による運営委員長諮問会は、
原子力人材育成戦略検討会議を設置し、2013年12月以降、対応策
の検討開始 

人材育成に戦略的に取り組むため、ロードマップの作成を運営委員
会に提言 

 （ロードマップ策定の手順） 

   ①長期展望の中で原子力産業界の10年後のあるべき姿を想定 

   ②実現するための人材要件と課題を抽出 

   ③課題解決に向けた道筋をロードマップに整理 

   ④エネルギー基本計画、原子力小委等との整合を考慮 

目標、役割分担、スケジュールなどを明確化したロードマップ
（案）を作成 

ロードマップに基づき、原子力人材育成に戦略的に取り組み、標準
となりうる原子力人材育成システムの構築を目指す 

検討の進め方 
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今後の原子力のあり方、進め方を考える上で
重要な以下の４項目を選択 

                     

①福島の復興・再生 

②安全運転・安全確保 

③核燃料サイクル・放射性廃棄物処分 

④国際貢献・国際展開 

 

10年後のあるべき姿を想定する項目 



対応方策 

 デブリ回収、廃止措置、関連研究開発プロジェクトなど
についてやりがいや夢の発信 

 基礎・基盤工学教育の充実 
 幅広い工学分野の人材の参画 
 「生きた仕事の場」を通じた現場技術の維持・継承 
 国際プロジェクト経験を積む 
 リーダーシップ、マネジメント力の養成  
 誰でも原子力・放射線リスクコミュニケータ 

ロードマップに織り込むべき事項 
事故炉廃止措置関係研究開発の魅力の発信 
  人材を惹きつける廃止措置プロジェクトの実施 
  廃止措置やプロジェクトに必要な人材ニーズの提示 
大学等教育機関での教育・啓発（学生） 
  工学教育における基礎・基盤分野の重視・充実  
  原子力以外の学生に原子力に触れる機会を提供 
実務段階での人材育成（若手、中堅） 
  生きた仕事の場を通じた技術の維持・継承 
  廃止措置関連技術開発を通じた専門家育成 
  ＩＡＥＡ等国際機関との連携強化 
  国際連携プロジェクトの経験 
  マネジメントスクール、ＭＢＡコース等の活用  
  誰でも原子力・放射線リスクコミュニケータ 
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あるべき姿、実現するための人材要件、課題、対応方策 

１０年後のあるべき姿 
国際連携の下で東京電力福島第一原子力発電所の汚染水対策および廃止措置、地域の除染や廃棄物の中間貯蔵
等が着実に進展し、住民の帰還も進む。 

実現するための人材要件 
○事故炉の廃止措置、汚染水対策、除染などの人材 
○デブリ回収等の技術開発課題にチャレンジする人材 
○国際連携プロジェクトを牽引する人材 
○わかりやすい言葉で原子力・放射線についてコミュ

ニケーションできる人材 

課題（現状とのギャップ） 
 学生の原子力離れが進む 
 機械、電気、化学、土木、建築など幅広い分野の基礎・

基盤工学の素養を身につけた現場に強い人材が必要 
 ロボット工学、放射線計測、除染、核種分離分析など、

多様な分野からの参画が必要 
 外国語（英語）に堪能で国際感覚を身につけ、プロジェ

クトを牽引できる人材が必要 
 社会の信頼を得て、わかりやすい言葉で原子力・放射線

についてコミュニケーションできる人材が大勢必要 

①福島の復興・再生 



ロードマップに織り込むべき事項 
原子力の将来性、魅力の発信（児童生徒、学生） 
  人材を惹きつける研究開発プロジェクトの実施 
  安全運転・安全確保に必要な人材ニーズの提示 
大学等教育機関での教育・啓発（若者、学生） 
  工学教育における基礎・基盤分野の重視・充実 
  工学教育の品質確保（ＪＡＢＥＥの活用）  
  原子力以外の学生に原子力に触れる機会を提供 
実務段階での人材育成（若手、中堅） 
  必要な知識・技術要件の明確化、標準化 
  安全文化の継続的醸成 
  生きた仕事の場を通じての技術の維持・継承 
  産官学連携した安全研究推進による人材育成 
  コードエンジニアの養成 
  誰でも原子力・放射線リスクコミュニケータ 

 
 

対応方策 
 原子力関係学科に学生を惹きつける魅力の醸成、発信 
 文系を含むあらゆる分野の人材の原子力志向確保 
 安全文化の継続的醸成 
 原子力人材に必要な知識・技術要件の明確化 
 ベテラン技術者の経験やノウハウの若手への伝達 
 産官学が連携した安全研究の推進による人材育成 
 コードエンジニアの確保・育成 
 誰でも原子力・放射線リスクコミュニケータ 
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実現するための人材要件 
○安全文化がすべての人に常に醸成されている 
○プラントの規制、運転・保守を担う人材 
○安全・防災対策、高経年化対策、廃止措置など安全

を支える人材 
○システム全体を俯瞰し、把握し、判断できる人材 
○原子力の特殊性を理解したトップマネジメント 
○安全規制を含む基準・標準類に精通した人材 
○わかりやすい言葉で原子力安全・原子力防災につい

てコミュニケーションできる人材  

課題（現状とのギャップ） 
 学生の原子力離れが進む 
 基礎を身につけた文系を含む幅広い分野から人材の確保

が必要 
 若年層の経験、ノウハウの経験値低下 
 リスクに真摯に向き合い、安全最優先に対応すること 
 設計、建設、および運転・保守までトータルで把握した、

現場に強い技術者の減少 
 安全研究を担う人材の減少？ 
 法令や基準・標準類の役割の重要性が十分認知されてい

ない 
 社会から信頼され、わかりやすい言葉で原子力安全・原

子力防災についてコミュニケーションできる人材が大勢
必要 

②安全運転・安全確保 
あるべき姿、実現するための人材要件、課題、対応方策 

１０年後のあるべき姿 
東電福島第一事故の教訓が国内外で共有され、我が国は世界最高水準の安全性を確保し、国民の信頼も回復して、原子
力発電はエネルギー・ミックスの中で一定規模のシェアを維持 



対応方策 
 幅広い工学分野から技術者・研究者を確保・育成 
 安全文化の継続的醸成 
 現場技術の蓄積、維持・継承 
 核燃料サイクル等長期的研究開発プロジェクトの推進 
 放射性廃棄物処分関連技術専門家の確保・育成 
 誰でも原子力・放射線リスクコミュニケーションできる 
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１０年後のあるべき姿 
もんじゅの有効活用、六ヶ所再処理の稼働、および高レベル廃棄物処分計画の進展など、積年の課題が進捗する
ことにより、国民の原子力に対する理解と支持が深まる 

実現するための人材要件 
○安全文化がすべての人に常に醸成されている 
○一定規模の核燃料サイクル施設の安全な運転・保守に携

わる人材 
○サイクル施設のトラブル対応、改良など、研究開発を担

う人材 
○地層処分のための地質、地盤、土質、地震工学など幅広

い分野の人材 
○わかりやすい言葉で核燃料サイクルや放射性廃棄物につ

いてコミュニケーションできる人材  

現状とのギャップ：課題 
 リスクに真摯に向き合い、安全最優先に対応すること 
 サイクル施設の運転・保守経験の蓄積が少ない 
研究開発体制を含めたサイクル技術を支える体制が弱

い 
高レベル放射性廃棄物処分分野等で土木関連技術人材

が必要 
わかりやすい言葉で核燃料サイクルや放射性廃棄物に

ついてコミュニケーションできる人材が大勢必要 

③核燃料サイクル・放射性廃棄物処分 

ロードマップに織り込むべき事項 
サイクル・バックエンドの将来性、魅力の発信 
  人材を惹きつける研究開発プロジェクトの実施 
  サイクル・バックエンドに必要な人材ニーズの提示 
大学等教育機関での教育・啓発（学生） 
  工学教育における基礎・基盤分野の重視・充実  
  原子力以外の学生に原子力に触れる機会を提供 
  人材を惹きつける研究開発の実施 
実務段階での人材育成（若手、中堅） 
  安全文化の継続的醸成 
  生きた仕事の場通じての技術蓄積、技術継承 
  長期的研究開発プロジェクトの推進 
  誰でも原子力・放射線リスクコミュニケータ 

 

あるべき姿、実現するための人材要件、課題、対応方策 



対応方策 
 大学のグローバル化 
 教育カリキュラムの国際標準化、講義の英語化 
 国際人に不可欠なリベラルアーツの素養を磨く 
 国際プロジェクトによる国際的交渉力、プロジェクト

マネジメント力の養成 
 国際機関、国際会議等への計画的派遣による国際人脈

形成、発言力確保 
 コードエンジニアの確保・育成 
 原子力人材に必要な知識・技術要件等の明確化 
 一元的海外人材育成支援体制の確立 11 

１０年後のあるべき姿 
複数の海外原子力建設案件が建設・試運転段階にあり、国内原子力産業界に活気が戻る 
安全基準の国際標準化や新規導入国の人材育成活動における日本の積極的な貢献が評価され、国際的な場で
リーダーシップを発揮する 

実現するための人材要件 
○グローバル化を推進できる人材および体制 
○海外での建設プロジェクト推進にあたり、海外企業と

交渉ができる人材 
○海外の建設現場で海外の作業員を指導監督できる人材 
○相手国の制度・体制・プラント運用などのソフト面を

指導・監督できる人材 
○我が国の知見を国際標準に反映できる人材 
○国際会議などの場で議論をリードできる人材 
○新規導入国の人材育成への貢献 

現状とのギャップ：課題 
グローバル人材育成のキャリアパスが確立していない 
語学が堪能で国際経験、国際人脈豊富な人材が少ない 
国際人の前提となる文化、芸術、歴史などリベラルアー

ツの素養が不足 
現場管理で必要なコミュニケーションを図るための語学

力が不足 
国際標準に我が国の技術的知見の反映が不十分 
競合国との人材育成競争に劣後 
原子力人材に要求される知識、技術要件等が不明確 

④国際貢献・国際展開 

ロードマップに織り込むべき事項 
大学等教育機関での教育（学生） 
  カリキュラムの国際標準化、リベラルアーツの重視 
  大学間連携、教育の国際連携 
実務段階での人材育成（若手、中堅） 
  ＩＡＥＡ等国際機関との連携強化、計画的派遣 
  国際プロジェクト等での経験蓄積 
  コードエンジニアの育成 
海外人材の育成 
  原子力人材に必要な知識・技術要件の国際標準化 
  一元的管理運営体制の確立 
  相手国への人材育成の戦略的提案活動 

  
 

 

あるべき姿、実現するための人材要件、課題、対応方策 



対応方策 
 教授人材の確保 
 教育・研究用施設の維持／更新／新設 
 カリキュラムの国際標準化、専門教育の確保 
 基礎・基盤教育の充実 
 リベラルアーツで国際人としての教養を磨く 
 原子力以外の学生に原子力に接する機会の提供 
 大学間連携、単位相互認定、施設共同利用 
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あるべき姿を実現するための共通事項 

１０年後のあるべき姿 
あらゆる基礎・基盤分野の教授人材が確保され、基礎・基盤教育の上で最先端の教育・研究が行われている。
優秀な人材が原子力を志望し、産業界等に人材を供給している。海外の優秀な人材を受け入れ、教育している。
教授人材は、国の規制審査等で重要な役割を果たしている。 

あるべき姿を実現する要件 
○教授人材の確保 
○教育・研究用施設の確保 
○標準カリキュラムに沿い体系的な専門教育の実施 
○リベラルアーツや基礎・基盤分野の教育の充実 
○魅力的な先端研究 
○原子力以外の学生にも原子力に触れる機会の提供 
○英語による講義の拡大／多くの留学生を受け入れ 

現状とのギャップ：課題 
大括り化による教授人材の散逸、弱体化 
研究・教育施設の確保（研究炉） 
実習・実験の機会不足 
リベラルアーツ、基礎・基盤工学分野のカリキュラムの希

薄化 
学生の原子力離れ（入学、専攻、就職）  
産業界との連携不十分 (ニーズの伝達、インターンシップ) 
グローバル化の遅れ (テキスト、教員の能力、国際連携) 

 

大学等の教育・研究環境の確保 

ロードマップに織り込むべき事項 
大学等の教育・研究環境の確保（学生） 
  教授人材の確保（ポスト、処遇、研究） 
  カリキュラムの国際標準化 
  基礎・基盤教育の充実 
  リベラルアーツの重視 
  大学間連携／単位相互認定 
  教育・研究用施設の維持／更新／新設 
  施設の国際共同利用 

 
 



項目 10年後の「あるべき姿」 実現のための人材要件 現状とのギャップ=課題 施策 : ロードマップへの展開 

福島の 
復興・
再生 

国際連携下での東電福島第
一廃止措置、汚染水対策の
着実な進展 
地域の除染、中間貯蔵等が
進展し、住民の帰還も進む 

○東電福島第一廃止措置、汚染水対策、
除染等の人材 

○デブリ回収等にチャレンジする人材 
○国際連携プロジェクトを牽引する人
材 

○リスクコミュニケーションできる人
材 

学生の原子力離れ 
廃止措置等を実施するための幅広
い工学分野の現場に強い人材が必
要 
研究開発のための多様な分野の人
材の参画が必要 
国際感覚を身に付けプロジェクト
を牽引できる人材が必要 
リスクコミュニケータ大勢必要 

廃止措置関係プロジェクトの魅力の発信 
大学等教育段階 
 基礎・基盤分野の教育重視 
 原子力以外の学生の原子力志向確保 
実務段階 
 生きた仕事を通じた技術継承、専門家育成 
 マネジメント力育成 
 国際機関との連携 
 誰でもリスクコミュニケータ 

安全運
転・安
全確保 

「重要な ベースロード電
源」として一定規模の原子
力発電シェアの維持 
自主的安全性向上の取組み
の定常的実行による世界最
高水準の安全性 
高経年化対策 
安全・防災対策 
国民の理解と信頼 

○プラントの規制・建設・運転・保
守・リスク評価などの人材維持 

○安全文化の継続的醸成 
○原子力の特殊性を理解したトップマ
ネジメント 

○システム全体を俯瞰、把握、判断で
きる人材 

○安全規制／基準に精通した人材（規
制・電力・メーカ） 

○高経年化、安全・防災対策等の人材 
○リスクコミュニケータ 

学生の原子力離れ 
将来中核世代の経験、ノウハウの
経験値不足／若手への技術継承 
安全最優先の対応 
設計から運転・保守まで把握した
現場に強い技術者の減少 
安全関係専門家の不足 
法令や標準類の重要性認識不足 
産官学が連携した研究開発体制の
再構築 
リスクコミュニケータが大勢必要 

原子力の将来性／魅力の発信 
大学等教育段階 
 基礎・基盤分野の教育重視 
 原子力以外の学生の原子力志向確保 
実務段階 
 原子力人材に必要な知識・技術要件の明確化 
 安全文化の継続的醸成 
 生きた仕事の場を通じた技術継承 
 産官学連携した原子力安全研究    
 コードエンジニア養成 
 誰でもリスクコミュニケータ 

核燃料 
サイク
ル・放
射性廃
棄物処
分 

高速炉、再処理、高レベル
廃棄物処理処分計画の着実
な進展 
国民の理解と信頼 

○一定規模のサイクル関連施設の運
転・保守人材維持 

○サイクル施設のトラブル対応、改良、
など研究開発を担う人材 

○地層処分のための地質、地盤、土質、
地震工学などの人材 

○リスクコミュニケータ 

サイクル施設の運転・保守経験の
蓄積不足 
サイクル技術を支える体制が弱い 
土木関連技術の人材が必要 

 
 
リスクコミュニケータが大勢必要 

サイクル・バックエンドの魅力発信 
大学等教育段階 
 基礎・基盤分野の教育重視 
 原子力以外の学生の原子力志向 
実務段階 
 生きた仕事の場を通じた技術蓄積継承 
 長期的研究開発プロジェクト 
 誰でもリスクコミュニケータ 

国際貢
献・国
際展開 

複数の海外原子力建設案件
が進展(建設・試運転段階) 
国際標準制定や国際原子力
人材育成活動における日本
の積極的貢献の認知・常態
化 
国際的リーダーシップ発揮 
新規導入国の人材育成への
貢献 

○海外企業と交渉ができる人材 
○海外の建設現場で現地作業員を指
導・監督できる人材 

○制度、運用などのソフト面を指導・
監督できる人材 

○我が国の知見を国際標準に反映でき
る人材 

○国際会議をリードできる人材 
○原子力人材に必要な知識・技術要件
の基準 

グローバル人材育成のキャリアパ
スが未確立 
語学が堪能で国際経験、国際人脈
豊富な人材の不足 
リベラルアーツの素養不足 
現場管理で必要な語学力不足 
国際標準への我が国知見反映が不
十分 
競合国との人材育成競争に劣後 
必要な知識・技術要件が未整備 

大学等教育段階 
 カリキュラムの国際標準化 
 リベラルアーツ重視、大学連携、国際連携 
実務段階 
 国際機関等への計画的派遣 
 国際プロジェクトでの経験蓄積 
 コードエンジニアの育成 
海外人材育成 
 知識･技術要件の明確化、アカデミー創設 
 一元的管理、運営、相手国への戦略的提案 

共通事
項：大
学等教
育・研
究環境
の確保 

基礎・基盤教育の下で最先
端の教育・研究 
優秀な人材を確保し、産業
界に人材を供給 
教授人材は、国の規制審査
等で重要な役割 

○教授人材、教育研究施設の確保 
○標準カリキュラムに沿った専門教育 
○魅力的な先端研究 
○原子力外の学生に原子力に接する機
会 

○グローバル化に対応した英語による
講義。多くの留学生受入れ 

教授人材の散逸、弱体化 
大括り化による基礎・基盤カリ
キュラムの希薄化 
研究・教育施設の確保 
学生の原子力離れ 
産業界との連携が不十分 
グローバル化の遅れ 

大学等教育段階 
 教授人材の確保 
 カリキュラムの国際標準化 
 リベラルアーツ、基礎・基盤教育の充実 
 大学間／国際連携、単位相互認定 
 教育・研究用施設の維持・更新・新設、施設
の国際共同利用 13 
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以上の分析により導き出された、ロードマップに織り込む
べき施策について、 

 

 １．育成対象として選定した４区分（教育段階、若手、
中堅、および海外人材）それぞれについて、育成に
あたってのキーワードを導出し、 

 

 ２．人材育成に係る関連組織（国、大学等、産業界、お
よび産官学協同）の果たすべき役割を考慮し、 

 

育成の対象毎に、今後10年を見通した人材育成の施策を
役割分担を含め、ロードマップに展開した 

 

ロードマップへの展開の手順 



ロードマップへの展開（その1） 

 対象を教育段階、若手、中堅の３段階＋海外人材とする 
 ・教育段階 
  → 公正・公平な理解（科学リテラシー） 
  → 技術者倫理（安全文化） 
  → 基礎・基盤教育、体験、幅広い素養（リベラルアーツ） 
  → 原子力教育カリキュラムの標準化 
 ・若手（就職して10年程度まで） 
  → 必要な知識・技術要件の明確化（標準化） 
  → 安全文化 
  → 実務を通じた育成、技術経験の継承・蓄積 
 ・中堅（40代前半まで） 
  → 安全文化 
  → 全体の俯瞰力、洞察力、判断力、リーダーシップ 
  → 国際マネジメント力、国際交渉力、コードエンジニア 
  → リスクコミュニケーション 
 ・海外人材 
  → 原子力人材育成国際標準カリキュラムの整備 
  → 戦略的かつ一元的な原子力人材育成体制の整備 
  → 新規導入国への戦略的提案活動 

15 
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ロードマップへの展開（その2） 
 役割分担 

 ・国（文科省、経産省、内閣府） 

  → 原子力の位置づけの明示 

  → 教育の支援 

  → 夢のある国家プロジェクトの実施 

  → 海外の新規プロジェクトの開拓 

  → 研究開発の支援 

 ・大学等、研究機関、学協会 

  → 教育の実施、教授人材の確保 

  → 最先端の研究開発の実施 

  → 教育・研究用大型施設（研究炉、臨界実験装置）の維持 

 ・産業界（メーカ、電力会社、工事会社等） 

  → 産業としての魅力、挑戦する姿を見せる 

  → 実務を通じた人材確保・育成 

  → 安全文化の継続的醸成、技術維持・継承 

  → 海外の新規プロジェクトの開拓 

 ・産官学協同 

  → 教育・人材育成の国際標準化、体制整備、戦略的展開 

  → リスクコミュニケーション能力の向上 

 

 



人材育成ロードマップ 

項 目          内  容 ０  １  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８  ９  １０・・ 

魅力の発
信 

エネルギー基本計画策定   策定     策定     策定       策定（3年毎） 

魅力、挑戦する姿の発信 

人材需給動向調査 

一般教育 
教養教育 
（公正・
公平な理
解） 

○科学的リテラシー養成 

○エネルギー環境教育 

○教養教育 

○技術者倫理 

原子力教
育 

○教授人材の確保     

○カリキュラムの国際標
準化（充実した基礎・
基盤教育内容） 

○大学間連携／国際連携
による効果的、効率的
教育 

○教育・研究施設の維持 
 施設の国際共同利用 

産業界か
らの貢献 

○施設見学、インターン
シップ 

       教育・研究用実験・実習施設の維持・更新・新設 

   単位互換 

     最先端の研究 

   教育・研究用実験・実習施設の国際共同利用の推進 

 モデルカリキュラム作成 

 相当する科目の読み替え 

  標準カリキュラム実施 

   基礎・基盤教育、実験・実習教育のための大学間連携 

   初等中等教育段階での理科教育 

   エネルギー・環境教育 

   技術面以外の社会的、政治的側面等も含む原子力・放射線概論 

   リベラルアーツ（国際人としての素養） 

   施設見学・インターンシップ等原子力に触れる機会の実施 

(1) 教育段階 

学 

産 

学 

学 

学 

学 

学 

  挑戦する姿、魅力の発信 産 

官 

    定期的人材需給動向調査と結果公表 産 学 

   ポストの確保／処遇の改善 

   技術者倫理（安全文化） 

学 

学 
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学 官 

（年） 

赤枠は重要項目。一部はネットワーク分科会等で優先検討中。 



項 目          内  容 ０  １  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８  ９  １０・・ 

エネルギー基本計画策定   策定      策定      策定      策定（3年毎） 

事故炉
の廃止
措置 

○生きた仕事の場を通じた
除染・廃止措置技術継承 

  

○廃止措置専門家育成 

安全運
転・安
全確保 

○業務知識・技術の標準化     

○生きた仕事の場を通じた
技術継承 

○専門家育成 

核燃料
サイク
ル・
バック
エンド 

○業務知識・技術の明確化 

○生きた仕事の場を通じた
技術継承 

○専門家育成 

共通 ○安全文化の醸成 

国際展
開・国
際貢献 

○国際キャリア／人脈形成 

人材育成ロードマップ 

     サイクル・バックエンド研究開発を通じた人材育成、技術蓄積 

     産官学連携した安全研究実施を通じた専門家育成（例：原子力リスク研究センター） 

     国際機関、国際会議、海外事務所などへの計画的派遣を通じた国際キャリア形成 

   サイクル・バックエンド施設の運用に必要な知識・技術要件の明確化 

     事故炉の廃止措置実務を通じた人材育成、技術力継承 

      事故炉廃止措置研究開発を通じた専門家育成 

 知識・技術要件の明確化 

   原子力プラントの建設、運用の実務を通じた人材育成、技術の継承・蓄積 

(2) 若手（多くの項目が中堅にも共通、若手により重み） 

   原子力プラントの許認可、検査の実務を通じた規制人材育成 

   サイクル・バックエンドの実務を通じた人材育成、技術の継承・蓄積 

   実務を通じた専門家育成 

      廃止措置実務を通じた専門家育成 

   実務を通じた専門家育成 

  標準化 

    各社標準類への反映 

     Japan-IAEA joint原子力マネジメントスクール、ＪＡＥＡ等 

学 

官 

官 

産 

官 

産 

産 

産 

産 

官 

学 

産 

産 

産 

産 

官 

   安全文化の継続的醸成 産 
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産 

産 

学 

産 

官 

学 産 官 

（年） 



項 目          内  容 ０  １  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８  ９  １０・・ 

エネルギー基本計画策定   策定     策定       策定       策定（3年毎） 

事故炉
の廃止
措置 

○技術力の維持／継承 

○国際連携プロジェクト
のマネジメント力育成 

○専門家育成 

安全運
転・安
全確保 

○生きた仕事の場を通じ
た技術力維持／継承 

○俯瞰力、洞察力、判断
力等の育成 

○専門家育成 

核燃料
サイク
ル・
バック
エンド 

○生きた仕事の場を通じ
た技術力維持／継承 

○専門家育成 

共通 ○安全文化の醸成 

○マネジメント力育成 

○リスクコミュニケータ 

国際展
開・国
際貢献 

○国際キャリア／人脈形
成／発言力獲得 

○コードエンジニア育成 

18 

人材育成ロードマップ 

       サイクル・バックエンド研究開発を通じた技術蓄積 

      産官学連携した安全研究実施を通じた専門家育成 

     国際機関、国際会議、海外事務所などへの計画的派遣を通じた国際キャリア形成 

        国際連携プロジェクト実務を通じた国際プロジェクトマネジメント力の育成 

      事故炉廃止措置研究開発を通じた専門家育成 

   原子力プラントの建設、運用の実務経験の蓄積 

(3) 中堅（多くの項目が若手にも共通、中堅により重み） 

   原子力プラントの許認可、検査の実務経験の蓄積 

   サイクル・バックエンドの実務を通じた技術力維持 

     事故炉の廃止措置実務経験の蓄積 

      国際機関派遣、海外事務所駐在等による国際対応力育成 

   実務や研修を通じた俯瞰力、洞察力、判断力等の育成 

   実務を通じた専門家育成 

   実務を通じた専門家育成 

   実務を通じた専門家育成 

  コードエンジニア育成（国際会議／国際学会等への計画的派遣による国際的人脈、発言力確保） 

   リスクコミュニケータ育成 

   実務／研修等を通じたマネジメント力育成 

官 

産 

産 

産 

産 

産 

官 

官 

学 官 

産 

産 

産 

産 

産 

産 

産 

官 

学 

産 

官 

産 

官 

学 

産 

     安全文化の継続的醸成 産 

官 

（年） 



項 目          内   容 ０  １  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８  ９  １０・・ 

教育カリ
キュラム
整備 

○カリキュラムの国際標
準化（充実した基礎・
基盤教育内容） 

     

○国際連携 

体制整備 ○一元的管理運営体制 
 （司令塔） 

 
 

○原子力発電アカデミー 
 

 
 

 

戦略的展
開 

○導入国の開発フェーズ
に応じた知識・技術要
件の明確化／人材育成 

 

○相手国のニーズ把握と
戦略的提案活動 

 

19 

人材育成ロードマップ 

(4) 海外人材（各施策は有機的に連携） 

 モデルカリキュラム作成 

 相当する科目の読み替え 

       標準カリキュラム実施 

  学生募集／人材育成  設立  設立準備 設立検討 

産 学 官 

産 

産 

産 

産 官 

     全体整合のとれた海外人材育成／国際貢献活動の展開 

  Japan-IAEA joint原子力マネジメントスクール、東工大原子力道場、ＪＡＥＡ等の活動 

官 学 

   新規導入国原子力人材育成への適用 

 司令塔設立 体制検討 

官 学 

      IAEA等との連携によるカリキュラムの国際的認知活動 官 学 

要件の明確化 

官 産 

（年） 
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2014年８月の運営委員会にロードマップの全体像を提案 

  ‐ ロードマップの大筋了解を得た  

   

2014年８月以降、広く関係機関の理解を得るべく活動開始
し、次年度以降の関係機関の具体的アクションにつなげる 

  ‐ 総合資源エネ調原子力小委の議論との整合 

  ‐ 役割分担の明確化 

  ‐ ロードマップおよび役割分担を踏まえ、ＩＡＥＡ等と
の連携を含む関係機関の活動促進 

  ‐ 予算化 等 

                     

 

 

今後の進め方 



あるべき姿を実現する施策 国 大学／研究機関／学協会 産業界 

将来性／
魅力発信 

人材を惹きつける廃止
措置プロジェクトの実
施 

福島の復興・再生推進 
廃止措置研究開発プロジェ
クト実施 

学生を惹きつける廃止措置研
究の実施 

魅力、挑戦する姿が感じられ
る廃止措置技術開発 
事故炉廃止措置の着実な実施 
人材ニーズの提示 

大学等教
育段階 

工学教育における基
礎・基盤分野の充実 

基礎・基盤分野の教授人材確
保 
標準カリキュラム整備 

原子力以外の学生に原
子力に触れる機会を提
供 

 原子力以外の学生への原子力
（技術面以外を含む）の講義
（学生） 

原子力以外の学生に原子力に
触れる機会の提供(学生) 

実務段階 
 

事故炉の廃止措置現場
での技術維持・継承 

廃止措置関連技術開発の推
進 

 １Ｆ廃止措置実務を通じた技
術力育成(若手、中堅) 

廃止措置技術開発を通
じた専門家育成 

廃止措置関連技術開発の推
進 

廃止措置関連技術開発への参
画 

廃止措置関連技術開発の実施
(若手、中堅) 

国際プロジェクトマネ
ジメント力育成 

国際機関との連携強化  
 

 国際機関派遣、海外駐在など
を通じた国際経験の蓄積 

 （中堅） 
 国際連携プロジェクトを通じ

た国際交渉力、マネジメント
力育成（中堅） 

原子力・放射線リスク
コミュニケータ育成 

産業界のリスクコミュニ
ケータ育成支援 

 

リスクコミュニケータ研修の
開催 

リスクコミュニケータ育成
（若手、中堅） 
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（参考）あるべき姿を実現する施策の役割分担（例） 

①福島の復興・再生 



あるべき姿を実現す
る施策 

国 大学／研究機関／学協会 産業界 

将来性／
魅力発信 

原子力の将来性／
魅力の発信 

原子力の位置づけの明確化
（エネルギー基本計画） 
魅力ある研究開発プロジェ
クト実施 

人材を惹きつける研究開発（学
生） 

 

安全・安定運転の継続（若手、中
堅） 
情報公開 
安全研究の推進(若手、中堅) 
原子力に触れる機会の提供(学生) 
人材ニーズの提示 

大学等教
育段階 

基礎・基盤分野の
教育充実 

基礎・基盤教育の標準カリキュ
ラム化（学生）（ＪＡＢＥＥ）  
基礎・基盤教育のための教授人
材確保(若手、中堅） 

 

原子力以外の学生
の原子力志向確保 

 原子力以外の学生に原子力（技
術面以外含む）の講義（学生） 

原子力以外の学生に原子力に触れ
る機会の提供（学生） 

実務段階  安全文化の継続
的醸成 

 技術者倫理の教育（学生）  安全文化の継続的醸成（若手、中
堅） 

職務に要求される
知識・技術要件の
明確化 

規制・行政に要求される知
識・技術要件の明確化、標準
化(人材の品質保証)（若手） 

 職務に要求される知識・技術要件
の明確化、標準化(人材の品質保
証)（若手） 

生きた仕事の場を
通じた技術継承  

許認可、検査業務の維持・
継承 

先端的安全研究の推進（学生、
若手、中堅） 

現場技術の維持・継承（生きた仕
事の場の確保)(若手、中堅) 

産官学連携した原
子力安全研究 

安全研究の国家プロジェク
ト実施を通じた人材育成 

先端的安全研究の推進 自主的安全性向上研究の実施（若
手、中堅） 

世界標準への貢献  コードエンジニアの養成(若手、
中堅) 

 技術士資格 
 コードエンジニアの養成 

継続研鑽(ＣＰＤ)  ＣＰＤ支援  ＣＰＤ 

原子力・放射線リ
スクコミュニケー
タ育成 

 リスクコミュニケータ育成研修
（若手、中堅） 

 リスクコミュニケータの育成（若
手、中堅） 
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（参考）あるべき姿を実現する施策の役割分担（例） 
②安全運転・安全確保 



項目 あるべき姿を実現する施策 国 大学／研究機関／学協会 産業界 

将来性／
魅力発信 

サイクル・放射性廃棄
物処分の将来性／魅力
の発信 

サイクル・放射性廃棄物処
分の重要性の明確化（エネ
ルギー基本計画） 
魅力あるサイクル・バック
エンド研究開発プロジェク
ト実施 

学生を惹きつけるサイクル・
放射性廃棄物処分研究の実施 

サイクル・放射性廃棄物処分
事業の着実な進展（若手、中
堅） 
情報公開 
サイクル・放射性廃棄物処分
研究開発の推進(若手、中堅) 
人材ニーズの提示 

大学等教
育段階 

 基礎・基盤分野の教
育充実 

  

 基礎・基盤教育の標準カリ
キュラム化（学生）  
基礎・基盤教育のための教授
人材確保(若手、中堅） 

 原子力以外の学生の
原子力志向確保 

原子力以外の学生に対する原
子力（技術面以外を含む）の講
義（学生） 

原子力以外の学生に原子力に
触れる機会提供（学生） 

実務段階  安全文化の継続的醸
成 

 科学者倫理の教育（学生）  安全文化の継続的醸成（若手、
中堅） 

 生きた仕事の場を通
じた技術継承 

 

許認可・検査経験の蓄積 研究プロジェクトによる人材
育成・技術継承（若手、中堅） 

 経験値の蓄積（若手、中堅） 

 長期的研究開発プロ
ジェクトの実施 

長期的国家プロジェクトに
よる人材の育成、誘引 

プロジェクトによる人材育成
（若手、中堅） 

 地層処分に係る専門家の確保
（若手、中堅） 

 

 原子力・放射線リス
クコミュニケータ育
成 

 

   リスクコミュニケータの育成
（若手、中堅） 
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（参考）あるべき姿を実現する施策の役割分担（例） 

③核燃料サイクル・放射性廃棄物処分 



項目 あるべき姿を実現する施策 国 大学／研究機関／学協会 産業界 

大学
等教
育段
階 

○ カリキュラムの国際標準化 
 （専門教育の質の確保） 

  カリキュラムの国際標準化
(ＪＡＢＥＥ)（学生） 

 講義の英語化により留学生の
受入容易化(学生) 

 

○ 国際人の素養としてのリベラ
ルアーツ 

  教養ある人材となるためのリ
ベラルアーツ重視（学生） 

○ 大学間連携、国際連携の推進  単位互換の拡大 (国内外) 

実務
段階 

○ 国際経験値の計画的蓄積 
 （国際的交渉力、プロジェク

トマネジメント力育成） 

国際機関等への計画的
人材派遣（若手、中
堅） 

  国際プロジェクト、国際会議、
海外事務所等への計画的派遣 
(中堅) 

○ 国際的人脈形成 
 （国際機関等での影響力／発

言力確保） 

国際機関、国際会議等
への計画的人材派遣
（若手、中堅） 

 国際機関、国際会議等への計
画的人材派遣（若手、中堅） 

 国際機関、国際会議等への計
画的人材派遣（若手、中堅） 

 

○ 我が国知見の世界標準への取
入れ、最新知見の取込みに貢
献できる人材育成 

  コードエンジニアの養成(若手、
中堅) 

 コードエンジニアの養成(若
手、中堅) 
 

海外
人材
育成
（新
規導
入国
支
援） 

○ 原子力人材に要求される知
識・技術要件の明確化 

行政機関、規制機関の
人材に必要な要件の明
確化 

  現場実務に必要な知識・技術
要件の明確化 

○ 一元的支援／管理運営体制の
確立 

   一元的管理運営体制の確立
(ＪＩＣＣ) 

○ 原子力発電アカデミーの設立 規制官育成アカデミー
による人材育成 
原子力発電アカデミー
による行政官育成 

原子力発電アカデミーによる
新規導入国人材育成 

 原子力発電アカデミーによる
新規導入国人材育成 

○ 相手国への戦略的提案活動 
 

   相手国への人材育成の戦略的
提案活動(ＪＩＮＥＤ) 25 

（参考）あるべき姿を実現する施策の役割分担（例） 

④国際貢献・国際展開 
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（参考）あるべき姿を実現する施策の役割分担（例） 

共通事項：大学等教育・研究面 
項目 あるべき姿を実現する施策 国 大学／研究機関／学協会 産業界 

大学等
教育・
研究面 

○教授人材の確保 ポスト、処遇、研究費の確保 
意識的な教員確保（採用） 
 

○カリキュラムの国際標準化 
 

 専門教育カリキュラムの標準
化（ＪＡＢＥＥの活用） 

○リベラルアーツ、基礎・基
盤教育の充実 

 

  教養教育の充実 
 基礎･基盤教育の教育確保 

○大学間／国際連携、単位相
互認定 

 

  大学間の単位認定（互換）協
定の推進 

 連携授業の拡大 

○教育・研究用施設の維持・
更新・新設、施設の国際共
同利用 

 

教育研究用大型施設維持・
更新・新設への支援 
 

 教育・研究用実験・実習施設
の確保 

 (施設の維持・更新・新設)(国
際共同利用) 
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（参考）JABEEによる認定制度および技術士について 

○日本技術者教育認定機構(JABEE)による認定制度（国際的同等性確保が目的） 

  エンジニアリング系学士課程１６分類、エンジニアリング系修士課程、情報専門系学士課程４分類、建

築系学士修士課程について、基準、分野別要件を定める。 

  分野により要件の精粗差がかなりある。 

  エンジニアリング系修士課程は「学士課程で達成するより高度な学習・教育到達目標が設定」のみ。  

  修了すれば修習技術者に認定（技術士一次試験免除）。産業界での技術士資格とリンク。 

  認定されているプログラムは工農理系学科の１／４程度。有力な大学の認定が特に少ない。 

  → 原子力はエンジニアリング系学士課程の工学（融合複合・新領域）及び関連のエンジニアリング分

野として設定（？） 原子力で認定を受けているプログラムは無い（？） 

  → ＪＡＢＥＥの中で原子力を独立分野とし、修士課程についても明確に規定すべきか 

    → 各教育機関が進んで認定プログラムに参加する方策が必要 

    → ＩＡＥＡ、欧米に標準教育プログラムが存在すれば、それとの整合を図る 

      我が国としてイニシアティブを取れること。 

 

○技術士 

 技術士法に基づく国家資格。２１の部門に分かれる。 

 原子力・放射線部門は、二次試験の選択科目として、①原子炉システムの設計及び建設、②原子炉システ
ムの運転及び保守、③核燃料サイクルの技術、④放射線利用、⑤放射線防護 の分野が設定されている。 

 ＡＰＥＣエンジニア、ＥＭＦ国際エンジニアとして登録すれば国際的に通用する技術者として評価される 

 技術士は、常に資質向上を図るため、一定の継続研鑽が責務となっている。 

     

 

 

 



28 

補足資料 

２．IAEAとの連携 
３．日本原子力学会とCPD 
４．世界での人材育成と教育と研究開発 
 



3rd Japan-IAEA Joint Nuclear Engineering Management School概要 
・参加者30名（日本参加者微減）。例年より優秀でやや年長。積極的質問。コミュニケーション活発。 
・カリキュラムはIAEA標準＋アジア・日本トピックスで固まりだした。 
・並行してIAEA International Nuclear Management Program, Fact Finding Missionが東大原子力国際専
攻・原子力専攻で実施。NEMS含めたマネージメント系講義の修士レベルのカリキュラムと講義内容が議論
された。 
・日本主導Group Projectも産官学若手中心に活発に運営。 
・Alumni Associationセッションも、日本原子力学会YGN,学生連絡会、CTFも参加し、活発に実施。会期中
にFacebook活動が開始。来年以降はGroup Project含め若手で自主運営させたい。 
・東海村・南中学生6名との交流セッション企画も成功。来年は、初中等分科会とも連携して継続。 
・直後の実行委員会で次回は同様に体制と場所で、平成27年6月1-17日に実施見込み決定。IAEAに打診
済み。 
・INMP,NEMS状況はIAEAのHPにすでに公開。 



IAEA連携原子力マネージメント大学院構想 
東京大学、清華大学、ソウル大学、仏アレバ、独アーヘン大学、伊パ
ビア大学、トリノポリテクニーク、西カタローニャポリテク、英マンチェス
ター大学、露MEPhI、米テキサスA&M、米アイダホ大学、UAEカリ

ファー大学、ガーナ大学、南ア北西大・Witts大、アルゼンチンINVAP、
ENET、World Nuclear University 



・IAEA, Energy Division, Knowledge Management Sectionでは、世界でのIAEA 
Nuclear Energy Management Schoolの実績(Trieste(4回), Tokyo/Tokai(2回), Abu 
Dhabi(1回), Texas(1回))に立脚し、distance e-learningベースの標記 Virtual 
Universityを構想 
・昨年11月25-28日IAEAにて世界の主要大学が招集され、第1回検討委員会が開かれ
た。現在カリキュラムが議論中であり、発電所・メーカー・規制等組織毎のEngineering 
Course（Managerに原子力技術を教育）、Management Course（原子力技術者に
Managementを教育）など検討され, Competency Area Map（別添）とAbstractsを作成

中。評価・単位化、各国の資格の国際化（日本の炉主任、核取）、現場技術の国際化
（技術士（原子力・放射線）の向上、技術士（土木））等深く議論。 
・東大-IAEA共同開発e-learning教育コンテンツが活用されることを期待したい。 
・ IAEA, Energy Division, Knowledge Management Section一行が、 ①東京大学
(H26.6月)、②マンチェスター大学（7月）、③テキサスA&M(10月) 、④MEPhI(10月)、 
⑤南ア北西大・Witts大(H27.2月)、⑥清華大学(3月)、 ⑦Aahen大学6月) を視察中 
・視察大学院のカリキュラムを参考にした、 Competency Area Map、Abstracts、修士
課程カリキュラムをH27中旬に完成させ、7月末にトリエステで国際会議を実施予定。 
・世界の原子力教育・人材育成のカリキュラムのIAEA Standardsになることを期待。 

 
 

IAEA INMP(International Nuclear Management Program) 



Discussion at IAEA VNMU Initiative 

Competency Area 
Licensed Nuclear Facilities 

Nuclearizing Managers 

Design/Build Projects (new build or refurb) ・・・ 

Managerizing Engineers 

We expect that IAEA forms “Global Standards of Competency Areas for 
Nuclear Knowledge Management” , and degrees and licenses can be 
comprehensively related to them for specified purposes in the world.  



東京大学原子力国際専攻・原子力専攻・JAEA人材育成センター・J-IAEA NEMS視察 
（平成26年6月9-13日） 
・東大2専攻、NEM Schoolへのコメントは、・2つの専攻とスクールを対象の違いに対応して有効に運営、・
和英の教科書・e-learningシステムが整備され、それがIAEA INMP(International Nuclear Management 
Program)の教材に活用されることを期待、・Nuclear Managementの教科書に書いてほしい、・東大の3つ
のカリキュラムがIAEA INMPのtriggerとなっている、等記載されており、良好な印象を与えたようである。 
University of Manchester（7月29-31日） 
・ヨーロッパのボローニャ・プロセス/ECTS(European Credit Transfer System)に対抗して、UK独自の原子力
教育連携・単位互換システムを運営し、同大学はその中核（ラザフォード威光？）。 
・原子力工学教育ネットワーク(N-TEC(Nuclear Technology Education Consortium MSc Programme))を5
年前から運営。独自のe-learningシステムを開発・運用。 
・この10月から原子力技術マネージメント学修士課程(MSc in Nuclear Technology Management)を設立・

運営（大学院として世界初）。日本の公共政策大学院・技術経営戦略専攻等のカリキュラムの原子力色を
付けた。EDF,NNT,AMEC等主要Stakeholdersが支援。 
・並行して、 StakeholdersからのFundにとるPh.D研究システムも運営。研究の強化。 
・大学院としての原子力マネージメント学課程で世界で先駆。 
・同大のカリキュラムのすべてもIAEA Competency Mapに記載。 
Texas A&M University(10月1-4日) 
E-learningシステム整備中。メネージメントコースも部分的に開始。 
MEPhI（モスクワ物理工科大学(10月28-30日) 
ROSATOMと一体となった原子力教育システムの中核。ボローニャ・プロセスに順じた標準システムをロシ
ア内で構築。メネージメントコースもすでに開始しており、来年からロシア語でテキスト出版。 
 

 
 

IAEA Fact Finding Mission速報 









海外原子力発電実務者向け研修コースの検討について 

１．背景 
 ・ 海外において現場実習を含めた原子力実務者教育のニーズが高く、他のベンダー国との競合を 
   考えてもコースを整備する必要がある。 
 ・ 業務多忙な第一線の実務者が参加可能な短期間の研修コースを検討する必要がある。 
 
２．目的 
 ・ 原子力新規導入国・拡大国の原子力発電実務者を日本で育成するためのコースを開設する。その 
   ための検討を海外人材育成分科会の中にWGを発足させ実施する。 
 
３．検討内容 
 １）対象者： NEPIO、規制当局、Owner/Operatorの第一線の実務者及び大学、研究機関等の将来の 
        講師候補者 
 ２）講師：  大学、研究機関（JAEA等）、産業界（電力、メーカ） 
 ３）研修コース内容・研修期間： 最初の取組は「原子力工学一般」として、机上研修（１ヶ月）+原子力発 
                     電所での実習（１ヶ月）の2か月程度の期間を想定する。 

 
４．WGについて 
 １）事前検討（実施済み）を踏まえ、WGメンバーで海外原子力発電実務者向け研修コースの具体的 
   検討を行う。 
 ２）WGメンバーは、人材育成機関、電力関係、メーカから参加を想定。 
 ３）WGは1回/月程度の頻度で開催し、H27年3月までにプログラム（案）を立案する。 

 



理事会セッション 「原子力人材育成 教育」 
 

(4) 学会の役割と今後の活動 

教 育 委 員 会 
委 員 長  浜 崎  学 
 

2014年秋の大会 
京都大学吉田キャンパス 

2014年9月8日 
 

一般社団法人 日本原子力学会 



原子力技術者・研究者の継続研鑚CPDを支援 
継続研鑚CPD（Continuing Professional Development）の 
普及・啓発 
  最新知見発表の場― 学会・セミナー・シンポジウム等に出席、      

専門誌・ジャーナル等を購読、ＪＡＮＳＩ等の運転経験共有活動に参画  
  国内外での規格基準策定・高度化活動への参画、フォロー 
  国際機関や国内外の学会による技術高度化、標準化、ロードマップ策定

に参画 
 

CPDポイントによる資格付与へ
の発展に期待 

登録実績
の蓄積 

活動実績
を登録 

CPD登録 
DB 

継続的安全性向上に貢献 

これらを構成する個々の技術者・研究者の 
日々のレベルアップ活動＝ CPD, 継続研鑚 

原子力学会標準活動 (標準委員会)や部会活動 との連携を模索 



ＣＰＤ活用への期待 

組織としての活用 
  人材育成計画・人事考課に活用 
  組織としての技術集積度、人材マップの

視える化  

原子力人材育成ネットワークに
も徐々に活用を呼びかけ（今後） 

自らのレベルアップで安全性向上に
貢献する努力を視える化 
 「私自身が育成対象」 という謙虚さの証 
  信頼できる原子力技術者・研究者の証 
  安全性向上に自ら進んで取り組む姿勢 

信頼獲得をけん引するリーダーを育成 
  CPDポイントによる資格付与 

「学会」が仕組を設け 
 て活動支援 

 

教育、研究、技術、  
社会のすべてと接点 
 学際的領域（地震、 
津波、土木・・・）にも      
他学協会と連携 

(公社)日本工学会
CPD協議会、CPDWG
に参画して活動中 



国際的人材育成プログラム案 

大学・大学院・高専における特徴を生かした教育・研究 （国際競争に勝ち抜く！） 

IAEA Virtual Nuclear Management University (e-learning) 

産業界における実務・OJT・英語教育 

2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   

Japan-IAEA 
Nuclear 
Energy 
managemen
t School(3w) 
持続的運営 

数週間・3-6ヶ月・1年間コース 
拠点１ 
形成 

研究炉・臨界集合体・核物質RI使用施設での実習 

拠点２形成 数週間・3-6ヶ月・1年間コース 

研究炉・臨界集合体・核物質RI使用施設での実習 

受講者派遣 講師・メンター・サブ派遣 

和英教科書・教材の整備 

受講者派遣 講師・メンター・サブ派遣 

国
際
的
実
務
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム 

原子力人材育成戦略検討会議資料 
（平成26年3月27日ネットワーク運営委員会） 



教育（ Education ）と人材育成（Human Resource Development ） 



世界の原子力界の、 
教育と人材育成、学位と資格 

∗ 教育は教養要素含め大学・院でなされ、称号は学位（学士、修
士、博士） 

∗ 原子力エネルギー・発電の事業に特化した人材育成は、日本の
大学の教育と1対1対応でない。 

∗ 特にアメリカ、日本、中国、韓国の一般大学院は研究的であり、
修士論文、博士論文にエフォートのそれぞれ50%,80%を費やす。
日本では工学部で半年程度卒業論文に費やす。 
 

教育(Education) 
＠大学・院  

学位（学士、修士、博士） 

人材育成 
(Human Resource  
Development) by ネットワーク 

資格（原子炉主任技術者、 
核燃料取扱主任者、技術士 
（すでに国際標準、土木分野 
では国際認知、業務に必須 ）） 



欧州教育制度のチューニング 
ボローニャ・プロセスへの大学の貢献 

Tuning Educational Structures in Europe 
Universities’ contribution to the Bologna process: An introduction 

Julia González and Robert Wagenaar 
フリア・ゴンサレス/ローベルト・ワーヘナール【編著】 

深堀聰子/竹中亨【訳】（明石書店） 

 ボローニャ・プロセスとは、欧州高等教育の国際通用性を高めること
を目的として、欧州各国によって1999年より手掛けられてきた高等教
育改革である。 
 
 ボローニャ・プロセスでは、学生の学習時間にもとづいて単位数を算
定する欧州単位互換・累積制度および3段階の学位サイクル・システム

の導入をとおして、大学間の制度的調和をはかることがめざされてい
る。 
 
  チューニングは、この枠組のなかで、コンピテンスと学習成果にもと
づいて教育プログラムを設計することで、大学の多様性と自律性を損
なうことなく、改革を実質化させることが可能であるという立場をとり、そ
の具体的な方法を提示している。 



            
学部4年生 

大学院 

修士課程 博士課程 

ヨーロッパ 講義のみ ほぼ講義のみ 研究 

イギリス 講義のみ ほぼ講義のみ 研究 

アメリカ 講義のみ 講義のみ 研究 

日本 講義(~50％) 
+卒業論文研究
(~50％) 

講義(~40％)＋修士
論文研究(~60％) 
講義(100％)(専門職
大学院） 

講義(~20%)+博士論
文(~80%)   

韓国 講義+卒業論文研究 講義+修士論文研究 
講義のみ(KINGS） 

講義+博士論文   
 

中国 講義+卒業論文研究 講義+修士論文研究 
 

講義+博士論文 
 

世界での原子力系学部・修士・博士課程での講義と研究 



日本 欧米 

小中高 
 

講義 広い教養教育 

 
学部 

 
講義 

 
厳しい講義 

大 

学 

院 

 
修士 

 （一般）    （専門職） 
講義・研究(Peak) 厳しい講義 
 

 
厳しい講義 

(勉学のPeak) 
 

 
博士 

 
 講義・研究（最近学生減）        研究(Peak) 
 
          

日本と欧州の原子力の教育と研究 

受験(勉学のPeak) 

ＩＡＥＡ原子力エネルギーマネージメントスクール 
（原子力人材育成ネットワーク運営） 

マネージメント・国際性・ネットワーク作り 

主要大学毎のトップマネージメントスクール 
マネージメント・国際性・ネットワーク作り 

類似性 



日本原子力学会における 
原子力人材育成若手・中堅の国際化・活性化について 

学部前期（１，２，３年）の入口は広く 

学部後期（3，4年）・修士課程で専門性出た段階で日本原子力学会に入会・
学生連絡会等に参画・就職しても退会させない 

広義の原子力研究の発表の場の創成 
原子力学会に新たなセッション（医学応
用、ビーム、生物、化学、リスクミニュ
ケーション、セキュリティ等） 

学会員でない学生が多く参加
の研究会等で 
合同セッション企画、業界で活
躍のOB・OGの参加 

業界へ就職 

海外出張・派遣・交流・IAEA/OECD職員 

IAEA NEM School、WNUなど 
国際スクールに参加 
Alumni Associationに加入 

東大原子力専攻（専門職大学院）入学 
ネットワーク参画 

国際協力企画に参加 
発電サイト間交際交流 

IAEA NEM Schoolにメンター・サブで参加 
Group Discussionを企画運営 

企業でのCPDの国際資格化 IAEA Nuclear Management Virtual University 
に参加 

AESJ Collaboration Task Forceに加入 

国際的リーダーシップ・現場のレベル・意識の国際化 

大学・院・技術士教育の充実 
（英語化・ケーススタディ・失敗例など） 

原子力人材育成戦略検討会議資料 
（平成26年3月27日ネットワーク運営委員会） 



補足資料のまとめ 
∗ 欧州・イギリスはボローニャ・“UK”プロセスを活用して教育ネットワーク

を強化。アメリカ・日本・中国・韓国の大学院は研究開発型。フランス・
ロシア・韓国にて国際人材育成拠点。 

∗ 日本の原子力人材育成ネットワークも機能し出し、国際的認知も高まり
つつある。 

∗ 教育・人材育成、学位・資格の対応は、世界で地域毎、さらには大学
院毎に異なる。 

∗ IAEAは欧州にて強く連携(ENEN(European Nuclear Educational 
Network))。アジアにもA(Asian)NENTを構築、整備中。
INMP(International Nuclear Management Program)によって原子力
工学・マネージメント学のIAEA教育標準(Competency Area Map)を構
築中。 

∗ 日本の原子力教育・人材育成に、入口（学部）は幅広く、進学・就職す
るにつれて、連携拠点による教育強化の方向が見えてくる。 

∗ 今後、学会と人材育成ネットワークとの強い連携が必須。 
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