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日本原子力研究開発機構の組織改正に係る今後の対応 

 

 令和６年３月６日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１．趣旨 

本議題は、日本原子力研究開発機構（以下「機構」という。）が令和６年度に

実施するとしている組織改正について報告し、原子力規制委員会としての今後の

対応の了承について諮るものである。 

 

２．経緯 

原子力規制庁は、機構の求めに応じ、これまで計６回の面談を行い、機構が令

和６年度に実施するとしている組織改正について、説明を受けた。（直近の面談

資料は、参考１及び参考２のとおり） 

組織改正の概要については、３．に記載のとおり。 

 

３．組織改正の概要 

機構の説明によれば、以下の組織改正を実施するとしており、このうち、保安

管理組織以外の組織改正は、令和６年４月１日に行い、保安管理組織の組織改正

は、今後申請する保安規定等の認可後に行う予定とのことであった。なお、現時

点までの説明において、保安管理組織の組織改正と保安管理組織以外の組織改正

として実施される内容は明確には区別されていない。 

 

（１）拠点所長が執行責任を担う体制の構築 

・理事を部門長とする部門制（研究開発部門）を廃止し、拠点所長が各拠点

の業務執行管理の責任を担う体制とする。 

 

（２）組織階層構造の削減・組織の統廃合 

・５階層ある組織階層構造（部門、拠点、センター、部、課）を多くとも３

階層（拠点、部、課）まで削減する。 

・縦割り解消や業務効率化を図るため、組織の統廃合も併せて行う。 

 

（３）安全、核セキュリティ等の管理体制及び研究開発戦略機能の強化 

・安全最優先の体制を強化するため、「最高安全・セキュリティ責任者」を

新設し、安全、核セキュリティ、保障措置、情報セキュリティ、経済安全

保障など機構の包括的な安全・セキュリティに係る理事長への助言を行う。 

・研究開発戦略の機能の強化を行うため、「最高研究開発責任者」を新設し、
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国内外の研究・技術動向を踏まえ、研究開発戦略に係る理事長への助言を

行う。 

 

（４）事業戦略策定・組織横断的事業推進機能の設置 

・「エネルギー研究開発領域」、「研究開発力強化領域」、「バックエンド

領域」の３つの「領域」（領域長は理事）を設置し、領域長が各領域の事

業戦略や新たなスキームに係る経営方針を示し、拠点間の総合調整を行う。 

 

（５）原子力安全・防災研究所の設置 

・原子力規制委員会の外部の技術支援機関（TSO）としての機能を有する

「安全研究・防災支援部門」は改組され、「原子力安全・防災研究所」と

なる。なお、３つの「領域」との関係は、他の拠点と同様である。 

 

（６）管理責任者の一元化 

・拠点担当理事が担っていた管理責任者を、機構全体で一元化し、本部（監

査プロセスを除く）の管理責任者（安全・核セキュリティ統括本部担当理

事）が担う。 

 

なお、機構は、この組織改正と整合をとれるように、「国立研究開発法人日本

原子力研究開発機構の中長期目標を達成するための計画（中長期計画）」等を変

更することも計画している。 

 

４．主な論点 

原子力規制庁が現在までに説明を受けた内容に基づくと、次のような論点があ

ると考える。 

 

（１）今般の組織改正が機構の安全・セキュリティの維持･強化に資するものか 

① 安全に係るリソース（人材・予算）の配分 

・部門制を廃止し、新たに設置する３つの「領域」の領域長が各拠点の

経営方針を示し、拠点間の総合調整を行うとあるが、保安活動の管理

責任者を担う安全・核セキュリティ統括本部担当理事が試験炉等の拠

点の保安活動に必要なリソースの配賦へどう関与するかが明示されて

おらず、拠点の保安活動に十分なリソースが配分されるのかが不明。 

② 管理責任者の一元化による各拠点の保安体制への影響 

・拠点担当理事が担っていた拠点の管理責任者をなくし、機構本部に一

元化するとしているが、安全・核セキュリティ統括本部担当理事が多

種多様な事業を実施する各拠点の保安活動をどう統理するのかが明示
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されておらず、拠点の保安活動が維持・強化されるのかが不明。 

・また、管理責任者を一元化する変更にあたっては、保安規定の変更の

みならず、設置許可の変更等の許認可手続きの要否についても精査が

必要。 

③ 最高安全・セキュリティ責任者の位置付け 

・安全最優先の体制を強化するため、最高安全・セキュリティ責任者を

新設するとしているが、安全・セキュリティに係る理事長への助言を

行うのみであるため、原子炉等規制法上の役割を与えないとしている。

原子炉等規制法上の役割を与えないのであれば、最高安全・セキュリ

ティ責任者という職名は実態に即していないのではないか。 

④ 組織の統廃合の影響 

・組織の統廃合を行うとしているが、具体的な内容が明示されておらず、

適切な安全確保が維持・強化されるのかが不明。 

 

（２）今般の組織改正がTSOとしての役割の維持・強化に資するものか 

・TSOである「安全研究・防災支援部門」については、「原子力安全・

防災研究所」へ改組するとしているが、名称の変更以外の内容は明示

されていない。 

・部門制の廃止により、拠点を担当する理事がいなくなるが、TSOとし

ての原子力安全・防災研究所の事業戦略、経営方針の策定やリソース

の配分には、経営層の誰が責任を持つのかが不明確で、TSOの活動が

適切に行われるかが不明。 

 

５．今後の対応（委員会了承事項）（案） 

４．に示した論点を確認するため、原子力規制委員会において、機構理事長か

ら、機構が検討している組織改正の具体的な内容と新たな体制での業務の運用な

どを聴取・確認し、その上で対応を検討することとしたい。 

 

＜参考＞ 

参考１ 原子力機構の組織改正に係る保安規定変更認可申請について（令和

６年２月２２日 日本原子力研究開発機構） 

参考２ 原子力機構の組織改正について（令和６年２月２２日 日本原子力

研究開発機構） 

参考３ 日本原子力研究開発機構組織図（令和６年１月１日現在） 
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＜設置許可申請書の記載例（抜粋）＞ 

原子力科学研究所 原子炉設置許可申請書 

第９編 試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体

制の整備に関する事項 

（略） 

５．５．２ 管理責任者 

（１）理事長は、保安活動の実施部門の長、監査プロセスの長を管理責任者とし

て任命する。また、理事長は、本部（監査プロセスを除く。）の管理責任

者を本部の管理者の中から任命する。 

（２）管理責任者は、与えられている他の責任と関わりなく、それぞれの領域に

おいて次に示す責任及び権限をもつ。 

ａ）品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立、実施及び維持を確実

にする。 

ｂ）品質マネジメントシステムの実施状況及び改善の必要性の有無について、

理事長に報告する。 

ｃ）組織全体にわたって、安全文化を育成し、維持することにより、原子力の

安全を確保するための認識を高めることを確実にする。 

ｄ）関係法令を遵守する。 

（略） 

 

（別紙） 
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令和６年２月２２日 

日本原子力研究開発機構 

安全・核セキュリティ統括本部 

 

 

原子力機構の組織改正に係る保安規定変更認可申請について 

 

 

研究開発機関として、原子力科学技術を最大限利用し、脱炭素社会を実現するという新

たな課題へチャレンジしていく必要があり、新たなビジョン『「ニュークリア×リニューア

ブル」で拓く新しい未来』が掲げ、機構の目指す方向性を明確に示した。ビジョンを達成

するためには、事業・業務プロセスの改革とそれを責任もって実行する職員等の意識の改

革が必要であることから、それらを実現できる環境とするために組織体制の見直しを行う。 

世の中の環境の変化や新たな社会ニーズに対応するため、政策や重要事項を議論・決定す

る事業戦略機能と、実施すべき課題を各研究所単位で効果的かつ着実に遂行する事業推進

機能を明確化・強化した組織体制とする。 

具体的には、事業戦略組織として「領域」を設置し、領域長（理事）が各分野の経営方

針を示す一方、部門制を廃止し、各拠点事業の執行責任は、拠点所長が担うことを明確化

する。さらに、組織の階層を削減し、責任の所在の明確化、意思決定の迅速化を図る。 

 

1.原子力機構の組織改正の概要 

以下の見直しを令和６年度から実施し、機構職員等が自らの役割を明確に認識して責

任を全うできる環境を整備し、人の成長を促すことのできる体制を構築する。 

 

（１）拠点所長が執行責任を担う体制の構築 

・ 理事を部門長とする部門制（研究開発部門）※1を廃止し、理事は経営としての監

督責任を担い、理事長及び副理事長を補佐し、理事長が指定する機構業務を掌理す

る。拠点所長にはリソース（予算・人材）配分、体制整備その他拠点における全て

の権限が付与され、拠点所長が各拠点の業務執行管理の責任を担う体制として、付

与された権限に基づき自拠点の業務執行を管理し、安全確保及び成果創出を果たす

責任を持つ。機構全体での優先順位付けについては、理事長が決定する（「経営」

と「管理」の分離）。 

※1  https://www.jaea.go.jp/about_JAEA/organization.html 
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・ なお、安全研究・防災支援部門は、原子力安全・防災研究所に改組され、安全研究

センター、原子力緊急時支援研修センターを所管する。同研究所は、原子力規制委

員会の外部の技術的支援組織（TSO）としての機能を有する組織として、実効性、

中立性及び透明性を確保しつつ業務を展開する。なお、TSOと（４）で後述する３

つの「領域」との関係は、他の拠点と同様である。 

 

（２）組織階層構造の削減・組織の統廃合 

・ 現在部門を含めて５階層ある組織階層構造（部門、拠点、センター、部、課）を

多くとも３階層（拠点、部、課）まで削減し、拠点所長に自拠点の業務執行管理

の責任があることを明確化するとともに、意思決定の階層の削減により、拠点所

長による所内の最終決定までのプロセスを短縮する。 

・ 業務スパンを拡大し、縦割り解消や業務効率化を図るため、組織の統廃合も併せ

て行う。 

 

（３）安全、核セキュリティ等の管理体制及び研究開発戦略機能の強化 

・ 安全最優先の体制をさらに強化するため、「最高安全・セキュリティ責任者」を新

設し、安全、核セキュリティ、保障措置、情報セキュリティ、経済安全保障など機

構の包括的な安全・セキュリティに係る理事長への助言を行う。これは、機構内の

規則により理事長が設置する。安全、核セキュリティ、保障措置（3S）については、

その全体を俯瞰して経営的視点から理事長を補佐し、理事長による 3S のトップマ

ネジメントを強化する役割を担うものとして、許可並びに保安規定、核物質防護規

定及び計量管理規定には位置付けない。 

・ 研究開発戦略機能の強化を行うため、「最高研究開発責任者」を新設し、国内外の

研究・技術動向を踏まえ、研究開発戦略に係る助言を行う。最高安全・セキュリテ

ィ責任者と同様に、機構内の規則により理事長が設置する。 

 

（４）事業戦略策定・組織横断的事業推進機能の設置と本部組織の再編 

・ 「エネルギー研究開発領域」、「研究開発力強化領域」、「バックエンド領域」の３つ

の「領域」（領域長は理事）を設置し、領域長が各領域の事業戦略や新たなスキー

ムに係る経営方針を示し、各拠点長と連携のもと拠点間の総合調整を行うことで組

織横断的な研究開発事業を推進する。 

現在の部門制においては、部門長が、部門の事業戦略の決定に加え、部門が所掌

する拠点等の業務執行管理及び部門間調整の責任を担っているが、新体制では、領

域長が事業戦略の決定及び拠点間の総合調整の責任を担う一方、拠点の業務執行管

理の責任は拠点所長が担い、領域と拠点それぞれが異なる機能・責任を果たす体制
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とする。 

・ 本部組織を再編し、渉外機能や人材戦略機能などの強化及び事務機能の連携を高

め、各拠点等への支援体制を強化する。1.（１）による敦賀廃止措置実証部門の

廃止と相まって、敦賀廃止措置実証本部を敦賀事業本部に統合する。また、財務

部と契約部を統合し「財務契約部」に改め、各拠点の調達業務を財務契約部に統

合し、予算執行及び契約に関する管理機能を全拠点から本部に集約した上で、機

構事業へ財務・契約面から関与し、拠点と一体となって事業目標の達成を目指す

とともに、財産状況、契約状況を一元的に把握・分析し、経営に有効な情報提供

機能を高める。 

 

 前述の領域は事業戦略機能として、その他の本部組織は運営管理・事業支援機能

として、いずれも理事長の下に設置される本部組織であり、理事長の支援及び機構

全体を横断的にみる組織として連携する。 

 

2.保安規定改正の概要 

上記の組織改正に伴い、保安規定を改正する。改正の概要を以下に示す。 

 

（１）管理責任者の一元化 

拠点の原子力施設の保安に係る業務を統理する拠点担当理事が担っていた管理責任

者を、機構全体で一元化し、本部（監査プロセスを除く）の管理責任者とともに安全・

核セキュリティ統括本部担当理事が担う。安全・核セキュリティ統括本部担当理事は、

安全・核セキュリティ統括本部長を担い、安全・核セキュリティ統括本部の業務に加え

て、全ての拠点の原子力施設の保安に係る業務を統理する。 

許可申請書との関係については、品質管理計画において、「保安活動の実施部門の長」

を管理責任者とすると定めており、現行は、拠点の原子力施設の保安に係る業務を統理

する拠点担当理事が管理責任者として、品質マネジメントシステムに必要なプロセス

を管理し、維持すること等を確実にする責任及び権限をもつ。ここで、「保安活動の実

施部門」とは、保安活動を行う組織体の一般名称であり、現行の機構組織である研究開

発部門ではない（研究開発部門は、拠点の保安及びこれに関連する業務は所掌しない。

※2, ※3）。 

改正後は、安全・核セキュリティ統括本部担理事が全ての拠点の管理責任者を担い、

拠点の原子力施設の保安に係る業務を統理し、品質マネジメントシステム活動を管理

する。 

なお、監査プロセスの管理責任者は、これまで通り統括監査の職とし、保安に関する

品質保証活動の監査を統括する。 
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※2 組織規程抜粋 

第５８８条 第３０条(*)に定める部門に部門長を置く。 

２ 部門長は、部門の業務を統括する。ただし、次条(**)に定める所長が統括する保

安及びこれに関連する業務を除く。 

（以下略） 

 

(*)  部門を置くことを定めている。 

(**) 研究所に所長を置くこと等を定めている。 

 

※3 ふげん及びもんじゅについては、保安規定第５条（もんじゅは第３条）（品質マネジ

メントシステム）において、敦賀廃止措置実証本部、ふげん、もんじゅにおいては

敦賀廃止措置実証部門担当理事を管理責任者と定めている。 

なお、敦賀廃止措置実証本部もふげん及びもんじゅの保安に係る業務を有するが、

組織規程において部門長の業務から敦賀廃止措置実証本部は除かれていない。保安

規定第７条（もんじゅは第４条）（職務）では、敦賀廃止措置実証部門長は敦賀廃止

措置実証部門担当理事とした上で、敦賀廃止措置実証本部、ふげん、もんじゅの保

安に関する業務を統理すると定めている。 

 

（２）本部組織の見直し 

保安に係る調達業務を行う契約部を財務契約部に改め、各拠点の調達業務を財務契

約部の業務に統合する。 

また、敦賀廃止措置実証部門の廃止に伴い、同部門内の敦賀廃止措置実証本部に設置

されている保安管理組織を敦賀事業本部へ移管する。 

 

（３）拠点組織の階層構造の削減と再編 

拠点により設置されている「センター」等を廃止して階層を削減するとともに、各層

の再編及び業務所掌の見直しを行い、拠点組織の階層構造を「所長―部長―課長」の３

階層（青森と人形峠は所長―課長の２階層）に統一する。また、2.（２）のとおり各拠

点の調達業務を本部の財務契約部へ集約する。 

また、ふげん及びもんじゅについては、2.（２）のとおり、敦賀廃止措置実証部門を

廃止し、敦賀廃止措置実証本部の保安管理組織を敦賀事業本部へ移管する。 

 

3.保安規定改正の理由と効果 

理事長のトップマネジメントの直下において、拠点所長が拠点における全ての権限を
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5 

有し、拠点事業の執行責任を担う体制とする。加えて、拠点組織は、拠点所長の下、保安

活動を実施する課長とそれを統括する部長に整理する。これらにより、責任の所在の明

確化、意思決定の迅速化が図られ、各拠点の保安活動のガバナンスが強化される。 

安全管理について機構横断的な活動を統理し、安全管理に係る理事長指示に基づく必

要な措置（指示・命令）を講ずる権限を有する安全・核セキュリティ統括本部長を担う安

全・核セキュリティ統括本部担当理事が、各拠点の管理責任者をも一元化して担う。これ

らにより、拠点の品質マネジメントシステムに必要なプロセスを管理し、その維持等を

より確実に実施できる体制として、各拠点とも同一の水準で、安全管理に関するガバナ

ンスが強化される。 

 

4.今後のスケジュール 

保安規定の変更認可申請及び認可希望時期については、現在調整中である。保安管理

組織以外の組織改正（最高安全・セキュリティ責任者の設置を含む。））は、令和６年４月

１日を予定しており、保安管理組織の組織改正は保安規定等の認可後に行う。 

 

以上 
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原子力機構の組織改正について

1

２０２４年２月２２日

日本原子力研究開発機構

行政相談20240222
資料2

【参考２】
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組織改正の趣旨

研究開発機関として掲げた新たなビジョン『「ニュークリア×

リニューアブル」で拓く新しい未来』を達成するため、政策や重

要事項を議論・決定する事業戦略機能と、実施すべき課題を各研

究所単位で効果的かつ着実に遂行する事業推進機能を明確化・強

化した組織体制への見直しを行う。

上記の趣旨を踏まえ、次ページ以降の見直しを令和６年度から

実施し、機構職員等が自らの役割を明確に認識して責任を全うで

きる環境を整備し、人の成長を促すことのできる体制を構築する。

211



拠点所長が執行責任を担う体制の構築

• 理事を部門長とする部門制（研究開発部門）を廃止し、理事は経営としての監
督責任を担い、理事長及び副理事長を補佐し、理事長が指定する機構業務を
掌理する。

• 拠点所長にはリソース（予算・人材）配分、体制整備その他拠点における全て
の権限が付与され、拠点所長が各拠点の業務執行管理の責任を担う体制とし
て、付与された権限に基づき自拠点の業務執行を管理し、安全確保及び成果
創出を果たす責任を持つ。

312



組織階層構造の削減・組織の統廃合

• 現在部門を含めて５階層ある組織階層構造（部門、拠点、センター、部、課）を
多くとも３階層（拠点、部、課）まで削減し、拠点所長に自拠点の業務執行管理
の責任があることを明確化するとともに、意思決定の階層の削減により、拠点
所長による所内の最終決定までのプロセスを短縮する。

• 業務スパンを拡大し、縦割り解消や業務効率化を図るため、組織の統廃
合も併せて行う。

413



安全、核セキュリティ等の管理体制及び
研究開発戦略機能の強化

• 安全最優先の体制をさらに強化するため、「最高安全・セキュリティ責
任者」を新設し、安全、核セキュリティ、保障措置、情報セキュリティ、
経済安全保障など機構の包括的な安全・セキュリティに係る理事長への
助言を行う。

• 研究開発戦略機能の強化を行うため、「最高研究開発責任者」を新設し、
国内外の研究・技術動向を踏まえ、研究開発戦略に係る助言を行う。

• これらは、機構内の規則により理事長が設置する。

5

※  安全、核セキュリティ、保障措置・計量管理
（3S）については、その全体を俯瞰して経営的視
点から理事長を補佐し、理事長による3Sのトップ

マネジメントを強化する役割を担うものとして、
許可並びに保安規定、核物質防護規定及び計量管
理規定には位置付けない。

※
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事業戦略策定・組織横断的事業推進機能の
設置

• 「エネルギー研究開発領域」、「研究開発力強化領域」、「バックエンド領域」の
３つの「領域」（領域長は理事）を設置し、領域長が各領域の事業戦略や新た
なスキームに係る経営方針を示し、各拠点長と連携のもと拠点間の総合調整
を行うことで組織横断的な研究開発事業を推進する。

615



安全研究・防災支援部門の改組について

• 安全研究・防災支援部門は、原子力安全・防災研究所に改組され、安全研究セン
ター、原子力緊急時支援研修センターを所管する。

• 同研究所は、原子力規制委員会の外部の技術支援機関（TSO）としての機能を有
する組織として、実効性、中立性及び透明性を確保しつつ業務を実施する。なお、
TSOと新設する３つの「領域」との関係は、他の拠点と同様である。

716



管理責任者の一元化

• 拠点の原子力施設の保安に係る業務を統理する拠点担当理事が担っていた
管理責任者を、機構全体で一元化し、本部（監査プロセスを除く）の管理責任
者とともに安全・核セキュリティ統括本部担当理事が担う。

• 安全・核セキュリティ統括本部担当理事は、安全・核セキュリティ統括本部長を
担い、安全・核セキュリティ統括本部の業務に加えて、全ての拠点の原子力施
設の保安に係る業務を統理する。

8

理事長

安全・核セキュリティ統括本部長

（安全・核セキュリティ統括本部担当理事：
本部（監査プロセスを除く）の管理責任者）

所長

統括監査の職
（監査プロセスの管理責任者）

○○研究所担当理事
（○○研究所の管理責任者）

＜変更後＞

契約部長

理事長

安全・核セキュリティ統括本部長

（安全・核セキュリティ統括本部担当理事：
〇〇研究所及び本部（監査プロセスを除
く）の管理責任者）

所長

統括監査の職
（監査プロセスの管理責任者）

財務契約部長

8

中央安全審
査・品質保証

委員会

中央安全審
査・品質保証

委員会

＜変更前＞
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スケジュール

今後のスケジュール
・保安規定の変更認可申請及び認可希望時期については、現在調整中である。

・保安管理組織以外の組織改正（最高安全・セキュリティ責任者の設置を含
む。））は、令和６年４月１日を予定している。

・保安管理組織の組織改正は保安規定等の認可後に行う。
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部　長
部　長

室　長 中 西 昌 夫

部　長

大井川 宏之

江 坂 文 孝

部　長

福島研究開発推進チーム リーダー 国 枝 賢

原子力科学研究所

臨界ホット試験技術部
研究炉加速器技術部
工務技術部

小 川 和 彦

部　長

部　長

放射性物質マネジメントディビジョン

加 島 洋 一
鈴 木 政 浩
青 木 和 久

部　長

副センター長

副センター長
副センター長

安全管理部

廃炉環境国際共同研究センター

根 本 工

室  長

呉 田 昌 俊

リーダー

副センター長
大熊分析・研究センター

林 晋 一 郎

廃止措置推進室

副センター長

ディビジョン長
ディビジョン長

大井川 宏之

副センター長

副センター長

部　長

センター長代理 山 口 徹 治

副センター長 ｸﾘｽﾃｨｰﾇ ｼﾞｮﾙｼﾞｭ
黒木 亮一郎

ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ ﾌｪﾘﾝｼﾞｬｰ

センター長

山 村 司

燃料サイクル設計部

百 瀬 琢 麿

敦賀総合研究開発センター

安全ディビジョン

センター長
副センター長 宮 本 幸 博

福島研究開発推進チーム

研究推進室

原子力基礎工学研究センター

半 谷 英 樹

人形峠環境技術センター

東濃地科学センター

幌延深地層研究センター

高 梨 弘 毅

保安管理部

高温工学試験研究炉部

高温ガス炉研究開発センター

高速炉設計部

大洗研究所

高速炉サイクル研究開発センター

高速炉解析評価技術開発部

J-PARCセンター

センター長

駒 義 和
燃料デブリ研究ディビジョン

水 野 元

脇 本 秀 一

ディビジョン長

ディビジョン長

ディビジョン長素粒子原子核ディビジョン
大 友 季 哉ディビジョン長物質・生命科学ディビジョン
小 松 原 健

副センター長

ディビジョン長 金 正 倫 計

ディビジョン長
前 川 藤 夫

業務・運営支援ディビジョン
核変換ディビジョン

加速器ディビジョン

原子力エネルギー基盤連携センター

物質科学研究センター センター長

辻 本 和 文

燃料・材料工学ディビジョン

研究推進室

（理事）

副所長

敦賀廃止措置実証部門

佐 藤 稔 紀

池 田 幸 喜

所　長

ディビジョン長 岡 本 芳 浩

長 壁 豊 隆

中性子材料解析研究ディビジョン 長 壁 豊 隆
飯 倉 寛

放射光エネルギー材料研究ディビジョン

ディビジョン長

副センター長

副所長

吉 田 卓 也

逢 坂 正 彦

木 村 正 美部  長

青 野 茂 典

センター長

中 野 貴 文
山 口 俊 哉

環境技術開発センター

部　長
部　長基盤技術研究開発部

再処理技術開発試験部

志 知 亮

部　長

柴 田 淳 広

センター長
副センター長

所　長
八 木 直 人
稲 野 辺 亘

楠 剛

渡 辺 沖

舘 幸 男部　長

副所長

事業管理部

レーザー・革新技術共同研究所

リーダー
企画調整室

久 芳 明 慈

髙 橋 邦 明
三 浦 信 之

副部門長

（理事）

高 田 毅 士 核燃料・バックエンド研究開発部門

西 山 裕 孝

使用済燃料プロジェクト推進室 秋 山 剛室　長

呉 田 昌 俊

小 澤 一 茂

石 森 有

竹 内 則 彦

水素・熱利用研究開発室

青森研究開発センター

センター長 宇 埜 正 美

プルトニウム燃料技術開発センター

施設管理部

副センター長

部　長

所　長

所　長

吉 武 庸 光

中 野 朋 之環境保全部

拠点化推進室
高速炉プラント技術開発部

部　長
部　長

副センター長

野 村 和 則
福 嶋 峰 夫

副所長

永 井 博 行

牧 野 仁 史

青 野 茂 典

【参考３】

（日本原子力研究開発機構ＨＰより引用）
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