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1. 調査の概要

 全体概要

本調査は、国際原子力機関（IAEA）、放射線安全基準委員会（RASSC）、IAEA 緊急事態

への準備と対応基準委員会（EPReSC）、経済協力開発機構／原子力機関（OECD／NEA）

放射線防護・公衆衛生委員会（CRPPH）、原子放射線の影響に関する国連科学委員会

（UNSCEAR）、国際放射線防護委員会（ICRP）、国際放射線防護学会（IRPA）、主要国

の技術支援機関（TSO）等における放射線防護に係る最新の知見や、これらを取り巻く国際

的な動向等に係る情報を収集・整理するとともに、放射線防護や原子力災害対策に係る国内

制度への影響の評価、専門家からの意見聴取等を行い原子力規制庁に報告した。

 調査の方法

1.2.1. 放射線防護に関する最新知見、国際動向の調査及び影響の評価 

UNSCEAR 及び ICRP 等の国際機関等における放射線防護に関する最新知見、これらを取

り巻く国際的な動向等に係る情報を収集・整理し、放射線防護や原子力災害対策に係る国内

制度への影響を評価した。なお、情報の収集・整理及び影響の評価においては、後述する「国

際放射線防護調査専門委員会」（以下、「専門委員会」とする）に意見を求めた。その上で原

子力規制庁と協議を行い、概要資料を作成した。

1.2.2. IAEA 安全基準文書等の策定過程に関する概要資料の作成 

IAEA から RASSC 及び EPReSC 会合の開催案内並びに IAEA 安全基準文書等について意

見照会や確認依頼のあった IAEA 安全基準文書等を対象として、その内容を調査した上で経

緯等の背景情報を盛り込んだ概要資料を作成した。概要資料の作成にあたっては、原子力規

制庁と協議を行い、国内における制度への取り入れ状況及び政府等の検討状況を踏まえ作成

し、原子力規制庁が指定する期日までに提出した。概要資料の作成においては、後述する専

門委員会に意見を求めた。
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1.2.3. 国際会合に係る業務 

対象とする放射線防護に関する国際会合について、事前に得られる情報がある場合にはそ

の情報を調査し、原子力規制庁の了承を得た有識者を派遣した。また有識者派遣後は得られ

た情報を整理し、原子力規制庁に報告した。本調査では原子力規制庁と協議の上、RASSC 会

合 2 回、EPReSC 会合 2 回、UNSCEAR 会合 1 回、ICRP 主委員会等（主委員会 2 回、第 1

～第 4 専門委員会各 1 回）、その他関連する会合 2 回を対象とした。 

 

1.2.4. IAEA 安全基準文書等の翻訳 

IAEA 安全基準文書等のうち政府及び原子力規制庁の施策にとって重要性又は緊急性の高

いものを選定し仮訳を作成した。翻訳の対象については 500 頁を目安に原子力規制庁と協議

の上、決定した。 

 

1.2.5. IAEA 安全基準文書等のこれまでの対応に係る管理表の作成及び更新 

RASSC 会合及び EPReSC 会合で審議対象となる IAEA 安全基準文書等に係る対応を迅速

に行う観点から、RASSC 又は EPReSC が主管の文書を対象に、過去に審議が行われた文書

及び現在審議中の文書に係る審議内容及び経緯等について管理表及び概要を作成し、適宜更

新した。また、RASSC 会合及び EPReSC 会合後、これらについて原子力規制庁に報告した。

管理表の作成は原子力規制庁が指定する書式で行い、記載内容等については事前に協議した。 

 

1.2.6. 専門委員会の設置及び開催 

上記 1.2.1.～1.2.5.の業務に際して専門的かつ客観的な立場からの意見を踏まえるため、有

識者で構成する専門委員会を設置した。専門委員会は 10 名の有識者で構成し、各委員の任命

は原子力規制庁の了承を得た上で決定した。専門委員会は合計 5 回開催した。開催日及び議

題については事前に原子力規制庁の了承を得た上で決定した。また必要に応じて、原子力規

制庁と協議の上、上記委員以外の有識者を招へいした。専門委員会等の開催後には会議概要

及び発言者名及びその意見が分かる議事録を作成した。専門委員会の委員構成は 7 頁の通り。 
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1.2.7. 本事業の理解促進活動 

本事業の成果については、放射線防護に関する国際動向の内容を広く周知し、国民に対し

本事業の理解促進を促すとともに、原子力規制庁の活動の支援に資する観点から、本事業の

成果の普及に関する取り組み（学会発表等）を行った。 
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令和６年度国際放射線防護調査専門委員会 委員構成 

（委員は五十音順 敬称略） 

委員長 飯本 武志 東京大学 

環境安全本部 教授 

副委員長 保田 浩志 広島大学 

原爆放射線医科学研究所 教授 

委員 川口 勇生 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 

放射線医学研究所 放射線規制科学研究部 主幹研究員 

委員 栗原 治 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 

放射線医学研究所 計測・線量評価部 部長 

委員 高田 千恵 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 

核燃料サイクル工学研究所長 

委員 高原 省五 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 

安全研究・防災支援部門 安全研究センター 研究主席 

委員 浜田 信行 一般財団法人 電力中央研究所 サステナブルシステム研究本部 

生物・環境化学研究部門 上席研究員 

委員 藤淵 俊王 九州大学大学院 

医学研究院保健学部門 医用量子線科学分野 教授 

委員 横山 須美 長崎大学 

原爆後障害医療研究所 教授 

委員 渡部 浩司 東北大学 

先端量子ビーム科学研究センター 

放射線管理研究部 教授 

 

  



 
 

8 

2. 事業の成果 

 放射線防護に関する最新知見、国際動向の調査及び影響の評価 

放射線防護に関する国際機関の動向について、以下を対象に調査し、直近 1 年程度に公開

された放射線防護に関する勧告やレポート等について概要等を作成した。 

 

IAEA、ICRP、UNSCEAR、OECD/NEA、世界保健機構（WHO）、国際放射線単位測定

委員会（ICRU）、国際がん研究機関（IARC）、放射線安全に関する機関間委員会（IACRS）、

欧州線量評価委員会（EURADOS）、国際労働機関（ILO）、フランス原子力安全局（ASN）、

フランス放射線防護原子力安全研究所（IRSN）1、ドイツ連邦放射線防護庁（BfS）、ドイ

ツ放射線防護委員会（SSK）、米国原子力規制委員会（NRC）、米国放射線防護審議会

（NCRP）等 

 

2.1.1. UNSCEAR の動向 

UNSCEAR が 2024 年 2 月から 2025 年 2 月末までに公開した刊行物はなかった。第 71 回

UNSCEAR 会合では以下の情報が得られた。詳細は別添資料 1.1 の通り。 

UNSCEAR 事務局より、UNSCEAR 第 71 回会合（2024 年 6 月 11～14 日開催）における

審議状況が第 79 回国連総会で報告され、放射線治療後の二次原発性がん、公衆の電離放射線

被ばくの二つの科学的附属書が承認、放射線とがんの疫学研究・放射線被ばくによる循環器

系疾患・電離放射線の神経系への影響に関する作業状況が共有された。今後作業・検討が開

始されるテーマとして、眼への影響、免疫系への影響などがあげられた。 

 

2.1.2. ICRP の動向 

ICRP は 2024 年 2 月から 2025 年 2 月末ごろまでに以下の刊行物を発表した（カッコ内は

出版年月を表す）。詳細は別添資料 1.1 の通り。 

 ICRP Publication 154 Optimisation of Radiological Protection in Digital Radiology 

Techniques for Medical Imaging（2024 年 9 月） 

 
1 技術支援機関（TSO） 
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 ICRP Publication 155 Specific Absorbed Fractions for Reference Paediatric 

Individuals（2024 年 11 月） 

 ICRP Publication 156 Paediatric Mesh-type Reference Computational Phantoms

（2025 年 2 月） 

 ICRP Publication 157 Ethics in Radiological Protection for Patients in Diagnosis 

and Treatment（2025 年 3 月） 

 

また、以下のドラフトに関するパブリックコンサルテーションが行われた（括弧内の年月

日はパブリックコンサルテーションの締め切り日）。詳細は別添資料 1.1 の通り。 

 Dose coefficients for intakes of radionuclides by members of the public: Part 2（2024

年 8 月 2 日）  

 Reference Organ Absorbed and Effective Dose Coefficients for Common 

Radiographic Examinations（2024 年 8 月 16 日） 

 Reference Organ Absorbed and Effective Dose Coefficients for Common 

Radiographic Examinations（2024 年 9 月 20 日） 

 Radiological Protection Aspects of Imaging in Radiotherapy（2025 年 5 月末） 

 

また ICRP 次期主勧告に関する主要な動向として、以下のような動きがあった。詳細は別添

資料 1.1 の通り。 

 新たなタスクグループ（TG）の設置（TG129 Ethics in the Practice of Radiological 

Protection Under Committee 4） 

 

2.1.3. その他の国際機関の動向 

UNSCEAR、ICRP 以外のその他の国際機関について、調査対象とした動向を表 2.1-1 に

示す。WHO は放射線防護に関連する特筆すべき動向はなかった。詳細は別添資料 1.1 の通

り。 
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表 2.1-1 調査対象としたその他の国際機関の動向 

国際機関等 動向等 

IAEA  Environmental Protection in New Nuclear Power Programmes 

 Radiation Dose Records Centralized with New Tool 

 Radiation Safety in the Use of Radiation Sources in Research and 

Education 

 Radiation Protection Aspects of Design for Nuclear Power Plants 

 Detection in a State's Interior of Nuclear and Other Radioactive 

Material out of Regulatory Control 

 Application of the Principle of Defence in Depth in Nuclear Safety to 

Small Modular Reactors 

 Enhancement of Modelling Approaches for the Assessment of 

Radionuclide Transfer in the Marine Environment 

 IAEA Calls for Greater Harmonization in Radiation Protection at 

Global Conference 

 Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage: 

Enabling Nuclear Power Projects in Asia and the Pacific 

 Classification, Assessment and Prognosis During Nuclear Power Plant 

Emergencies 

 Integrated Approaches for the Management of Environmental Site 

Remediation Processes: A Baseline Report 

 New IAEA Publication about Detecting Nuclear and Other Radioactive 

Material out of Regulatory Control 

 Holistic Approach to Management of Naturally Occurring Radioactive 

Material (NORM) A Case Study in Brazil 

 IAEA GC(68)/RES/8 Nuclear and radiation safety Resolution adopted 

on 20 September 2024 during the eleventh plenary meeting  

 Protection of Workers Against Exposure Due to Radon 
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 Policies and Strategies for the Management of NORM Residues and 

Wastes 

ILO  International Labour Organization RASSC56 

IRPA  IRPA による組織反応に関する意見募集 

OECD/ 

NEA 

 Radiation and Chemical Adverse Outcome Pathway Joint Topical 

Group (Rad/Chem AOP JTG) 

 FRAME Workshop on Future Research for Accident Management 

Enhancement in operating and future reactors, informed by Fukushima 

Daiichi insights 

 Low-dose research and radiological protection in armed conflict in focus 

at Committee on Radiological Protection and Public Health meeting 

 Task Force on radiological protection challenges associated with the 

deployment of small modular reactors (SMRs) 

 Global experts convene to enhance low-dose radiation research co-

ordination at NEA-EPRI workshop 

 Addressing costing issues for decommissioning of nuclear installations 

and legacy management 

 Summary Report - International Conference on Regulators’ Views and 

Priorities on Nuclear Safety and Radiation Protection. TEPCO 

Fukushima Daiichi NPS Accident: 10-Year Reflection, Now and the 

Way Forward 

 Country-Specific Safety Culture Forum: Japan 

 New report examines safety culture in Japan, launch event convenes 

Japanese nuclear community to discuss key findings 

 Practical Guidance for Mental Health and Psychosocial Support in 

Radiological and Nuclear Emergencies 

 Understanding Dose Prognosis in Nuclear and Radiological 

Emergencies: Comparison of National Assessment Chains and Practical 
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Guidance for Better Information Exchange and Co-ordination of 

Protective Actions 

 Real-Time Platforms for Nuclear and Radiological Emergency 

Preparedness and Response within Countries; National Guidance to 

Enhance Cross-Border Information Exchange and Co-ordination of 

Protective Actions 

 Fourth International Workshop on the Indemnification of Damage in 

the Event of a Nuclear Accident: Workshop Proceedings, Lisbon, 

Portugal, 8-10 October 2019 

EU/EUR

ATOM 

 Commission Recommendation (Euratom) 2024/440 of 2 February 2024 

on the use of dose coefficients for the estimation of the effective dose 

and equivalent dose for the purposes of Council Directive 

2013/59/Euratom (notified under document C(2024) 563) 

 Joint Research Centre - European Commission 

IOMP  Advancing Radiation Safety in Medicine: Insights from IOMP and 

UNSCEAR on Ionizing Radiation Exposure 

PIANOF

ORTE 

 Quantitative stakeholder-driven assessment of radiation protection 

issues via a PIANOFORTE online survey 

IARC  Leukaemia, lymphoma, and multiple myeloma mortality after low-level 

exposure to ionising radiation in nuclear workers (INWORKS): updated 

findings from an international cohort study 

各国の機関  動向等 

米  米・NCRP・Commentary No. 34 – Recommendations on Statistical 

Approaches to Account for Dose Uncertainties in Radiation 

Epidemiologic Risk Models  

 米・EPA・Pending Approval Issued:  Mosaic Fertilizer, LLC, Road 

Construction Pilot Project, New Wales, Florida  

仏  仏・IRSN・Tout savoir sur la Radiobiologie : suivez le guide ! 
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 仏・Réforme de la sûreté nucléaire : des garanties sénatoriales rétablies, 

ouvrant la voie à un accord entre Sénat et Assemblée nationale 

 仏・ASN・ASN Report on the State of Nuclear Safety and Radiation 

Protection in France in 2023: a pivotal year marked by new nuclear 

ambitions 

 仏・IRSN・L’IRSN publie un rapport estimant les conséquences 

radiologiques en France métropolitaine pouvant résulter d’incendies 

sur des zones contaminées par l’accident de Tchernobyl. 

 仏・ASN・Prévention du risque sanitaire lié au gaz radioactif radon : 

premiers enseignements des indicateurs de suivi 

 仏・ IRSN・Détection de traces de 137Cs dans l’ air en Europe 

consécutives à des incendies dans la zone d’exclusion de Tchernobyl, 

fin août / début septembre 2024 

 仏・IRSN・L’IRSN publie le bilan de l’état radiologique de l’

environnement français de 2021 à 2023 

 仏・IRSN・La Comité d’Orientation de la Rechercher de l’IRSN adopte 

l’avis du groupe de travail « Variation de la sensibilité individuelle aux 

rayonnements ionisants  

 仏 ・ ASNR ・ Création de l ’ Autorité de sûreté nucléaire et de 

radioprotection (ASNR) 

独  独・SSK・Risk assessment for skin cancer due to ionising radiation 

 独 ・ SSK ・ Umgang mit Parameterwerten zur Herleitung und 

Bedingungen für die Anwendung von Freigabewerten zur Beseitigung 

geringfügig radioaktiver Stoffe auf Deponien im Freigabeverfahren 

 独・BfS・50 Jahre Messung der Umgebungsstrahlung 

 独・SSK・Use of Iodine Tablets for Thyroid Blocking in the Event of a 

Nuclear Emergency with Release of Radioactive Iodine 

 独・BfS・Vorbereitet für das Unwahrscheinliche 
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 独・BfS・Workshop “Fit for purpose: A German contribution to the new 

ICRP recommendations” 

 独・SSK・Schutzstrategien bei Nuklearwaffeneinsatz Empfehlung der 

Strahlenschutzkommission 

 独・BfS・Lungenkrebs: Über 6 Prozent der Todesfälle könnten von 

Radon verursacht sein 

英  英・UKHSA・Non-radiological health impacts of evacuation, temporary 

relocation and sheltering-in-place: review of literature 

 英・UKHSA・Impact of sex and age on prospective off-site health risk 

assessments of radiological accidents at nuclear sites 

 英・UKHSA・Doses in radiation accidents investigated by chromosomal 

aberration analysis, XXVI: Review of cases investigated, 2016 to 2023 

 英・COMARE・Current COMARE Work Programme  

 英・COMARE・COMARE Statement on the publication ‘Thyroid cancer 

incidence in cohorts exposed in childhood to iodine-131 released during 

the Windscale nuclear reactor accident at Sellafield, England, in 1957 

 英・UKHSA・Guidance  UK recovery handbook for radiation incidents 

2024 

 英・COMARE・COMARE Statement on the publication ‘Low doses of 

ionising radiation: Definitions and Contexts’ 

加  加・Health Canada・Read the 2024 Cross-Canada Survey of Radon and 

learn how it may affect you 

日  日・PLANET・Establishment and activity of the planning and acting 

network for low dose radiation research in Japan (PLANET): 2016–

2023 
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2.1.4. 放射線防護及び原子力災害対策に係る国内制度への影響評価 

本業務では、IAEA、OECD/NEA、UNSCEAR、ICRP 及び IRPA 等の国際機関等や主要

国の技術支援機関における放射線防護に関する最新知見、これらを取り巻く国際的な動向等

に係る情報を収集・整理した。整理した情報を基に、放射線防護や原子力災害対策に係る国

内制度への影響について、規制の観点から評価した。 

我が国の放射線防護に関連する規制は ICRP 勧告の内容を尊重して策定されており、現行

の規制は ICRP Publication 60（1990 年勧告）がベースとなっている。また国内規制は概ね

一般安全要件 GSR Part 3「放射線防護と放射線源の安全：国際基本安全基準」（2014）（GSR 

Part 3）に準じている。 

IAEA では、必要に応じて安全基準文書の見直しをおよそ 5 年ごとに行っており、国際情

勢や ICRP 勧告などを反映し、改定している。GSR Part 3 は、ICRP Publication 103（2007

年勧告）の内容を反映し策定されたが、付則（Schedule）では暫定的に ICRP の 1990 年勧

告の数値のままとされた。第 56 回 RASSC 会合（2024 年開催）では GSR Part 3 付則 III の

線量係数及び本文（52 個の要件）の見直しを急ぐ必要は無いとの合意がなされ、ICRP2007

年勧告に基づく線量係数に関して各加盟国の経験を収集し、GSR Part 3 の改定時期について

注意深く検討することとされた 2。第 57 回 RASSC 会合（2024 年開催）では、ICRP の公衆

と作業者のための新しい線量係数を、各国に導入するための現在および将来の計画を共有し、

現時点では線量係数の系統的な分析は必要ないこと、公衆の摂取係数に関する第 3 部が公開

された時点で GSR Part 3 付則 III における摂取の線量係数更新に関する初期の検討を開始

することに合意した。また、GSR Part 3 およびその他の安全基準に影響を与える可能性のあ

るトピックの収集について注視し、さらなる意見交換を行うことで合意した 3。GSR Part 3

の付則や他の安全基準文書が改定された場合、国内の防護基準値（下限数量・クリアランス

レベル、輸送の A1/A2 値、食品の基準値など）へ影響を与える可能性がある。 

ICRP では 1990 年勧告、2007 年勧告に続いて、次期主勧告の全体的な議論が開始されて

いる。次期主勧告の主要な構成要素（Building Block）に関する論点が提示され、約 30 のタ

 
2  IAEA RASSC-56, “RASSC-56 Draft Chairperson's report”, (2024), 
https://nucleus.iaea.org/sites/committees/RASSC%20Documents/RASSC-56-
DRAFT%20REPORT-%2012%2011%202024.pdf 
3  IAEA RASSC-57, “List of Actions from RASSC-57”, (2024), 
https://nucleus.iaea.org/sites/committees/RASSC%20Documents/R11.3_Conclusions%20of%20the%20
meeting%20(Key%20actions%20arising%20from%20the%2057th%20RASSC%20meeting).docx 
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スクグループ（TG）で検討が行われている。2027 年には次期主勧告の初期の検討が行われ

る可能性があり、2029 年にはその草案に関するコンサルテーションが開始される可能性があ

る 4。「放射線防護体系と国連の持続可能な開発目標（SDGs）」について、ICRP 主委員会

委員らが 2024 年に論文を公表 5しており、様々なトピックが並行して議論されている。 

ICRP 次期主勧告について、各構成要素（Building Block）の議論は進んでいるものの、そ

れらをどのように組み合わせて次期主勧告の全体が今後構成されるのか、現時点ではその内

容が示されていないため、国内の規制にどのような影響があるかは不明である。今後行うべ

き論点整理にむけ、さらなる情報収集の継続が必要である。 

以降は、本業務および過年度業務等で収集した情報についてテーマごとに動向を整理し、

影響を検討した。 

 

線量係数 

ICRP は 2007 年勧告に基づき、職業被ばく・公衆被ばくに関する内部・外部被ばくの線量

係数の新たな刊行物を順次公表している。職業被ばくの内部被ばくに関する線量係数につい

てはすべての刊行物 6が公表済みである。公衆の内部被ばく線量係数についての刊行物は

2024 年 10 月末時点で Part 2 までがコンサルテーション済みで、Part 1 が間もなく公表さ

れる見込みとなっている。 

European Atomic Energy Community（欧州原子力共同体）は 2024 年に ICRP2007 年勧

告に基づく職業における内部被ばくの線量係数を導入することを推奨する声明を発表した 7。

欧州各国の法令への導入状況には差異があることが確認されている 8。また、我が国の放射線

審議会は、ICRP2007 年勧告の取り入れ（実効線量係数等）の今後の進め方について、部会

を設置する方針を第 161 回放射線審議会総会（令和 6 年 4 月 23 日）で決定した。 

 
4  ICRP, 55th Meeting of the Commission on Safety Standards (CSS) Agenda Item 9, (2024.3.19), 
https://nucleus.iaea.org/sites/committees/CSS%20Documents/Agenda%20Item%209%20CSS-IAEA-
May-2024-Vienna-ICRP-Ruehm_rev.pdf 
5 W. Rühm et al., The system of radiological protection and the UN sustainable development goals, (2024), 
https://link.springer.com/article/10.1007/s00411-024-01089-w 
6 ICRP Publication 130,134,137,141, 151。外部被ばく線量係数は Publication 116。 
7 Commission Recommendation (Euratom) 2024/440 of 2 February 2024 on the use of dose coefficients 
for the estimation of the effective dose and equivalent dose for the purposes of Council Directive 
2013/59/Euratom (notified under document C(2024) 563), https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2024/440/oj 
8 NRA,令和 5 年度放射線対策委託費 放射線防護基準値の設定方法に関する調査 成果報告書, (2024.3), 
https://www.nra.go.jp/data/000473716.pdf 
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IAEA の国際輸送に関連する SSR-6 Regulations for the Safe Transport of Radioactive 

Material（放射性物質安全輸送規則）（安全要件）（2018）の改定（DS543（TRANSSC 主

管））が Step 11（2024 年 10 月時点）となっている。この SSR-6 の改定（DS543）では

ICRP2007 年勧告に基づく新しい線量係数を用いて A1/A2 値の改定が提示された 9。これに

ついて正当化と他の安全基準文書への影響検討を行うための RASSC/TRANSSC 合同ワーキ

ンググループの設置が検討され、正当化に関する文書 10が 2024 年に発表された。A1/A2 値

が改定された場合、我が国の運搬に関する規制等の見直しが必要となる可能性がある。 

 

グレーデッドアプローチ 

IAEA GSR Part 3 の要件 2：法律と規制の枠組みの確立で、政府は放射線被ばくの規制上

の管理にグレーデッドアプローチが適用されることを確実にすることが要求されている 11。

計画被ばく状況の要件 6 にはグレーデッドアプローチの適用が記載されている 12。また緊急

時被ばく状況における緊急時作業者の被ばくを制御するための配備（要件 45）でも緊急時作

業者へのグレーデッドアプローチが記載されている 13。ICRP でも TG98 で検討された過去

の活動で汚染された地域の放射線防護の勧告草案では、グレーデッドアプローチの適用を推

奨している 14。 

我が国では、2016 年の IAEA による IRRS の結果を踏まえて、放射性同位元素等による放

射線障害の防止に関する法律（現：放射性同位元素等の規制に関する法律（2019 年 9 月 1 日

に名称変更））等が GSR Part 3 の要件に沿って改正され、危険時の措置の強化等が行われ

たため、現時点の状況では、大きな影響はないと評価できる。一方で、IAEA では現存被ばく

 
9 IAEA, UPDATE OF THE Q SYSTEM TO DERIVE THE A1/A2 BASIC VALUES OF THE IAEA 
TRANSPORT REGULATIONS NO. SSR-6, (2024), 
https://nucleus.iaea.org/sites/committees/TRANNSC%20Specific%20Documents/Revision%20Cycle%20S
SR-6%20(Rev.%201)/WG%20A1-A2%20report%20for%20review%20%20revision%20cycle%20v1.1a.pdf 
10 IAEA, RASSC meeting documents, 
https://nucleus.iaea.org/sites/committees/RASSC%20Documents/Forms/RASSC%20Meeting%20Docume
nts.aspx 
11 2.18. 政府は、規制要件の適用が被ばく状況に関連する放射線リスクと見合うよう、放射線被ばくの規制

上の管理にグレード別アプローチが適用されることを確実にしなければならない。 
12 計画被ばく状況における本基準の要件の適用は、行為又は行為内の線源の特性及び被ばくの起こり易さと

大きさに見合ったものでなければならない。 
13 4.14. 緊急時被ばく状況においては、4.15 項で要求されるものを除き、計画被ばく状況に おける職業被

ばくに関連する要件（3.69 項～3.116 項）が、グレード別アプローチに従って 緊急時作業者に適用されな

ければならない。 
14 ICRP, Radiological Protection in Areas Contaminated by Past Activities, (2024), 
https://www.icrp.org/consultation.asp?id=830FF4FB-8446-42DF-98AD-85DFAA3B11B2 
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状況に関する新たな一般安全指針（DS544）などの策定も進んでおり、IAEA 安全基準文書

が推奨するグレーデッドアプローチの適用方法や、ICRP での検討状況および各国の動向等

について引き続き情報収集が必要である。 

 

緊急時のオールハザードアプローチ 15 

緊急時のオールハザードアプローチについては IAEA GSR Part 7「原子力又は放射線緊急

事態への準備と対応」（2015）で、緊急事態マネジメントシステムの一部としてオールハザ

ードアプローチを用いることが要件（要件 1 の 4.3、要件 2 の 4.10 など）に記載された。 

OECD は、2014 年に重大リスクのガバナンスに関する理事会の勧告を発表し、国家の回復

力と対応力を強化するための基盤として、包括的かつあらゆる危険（all hazard）を想定した

国境を越えたアプローチによる国家リスク管理を確立し推進することを推奨した 16。 

OECD/NEA は 2018 年に緊急事態への準備と対応へのオールハザードアプローチ（原子力

以外の事象の教訓）についてレポート 17を発行し、その中で日本の状況について「日本は災

害への準備と対応に関して豊富な経験を有しており、多くの教訓を得ている」と記載され、

災害対策基本法及び関連特別措置法に基づく防災基本計画等の計画を策定していること、毎

年原子力災害対策を含む防災対策、対応状況に関する防災白書を発行していることが報告さ

れた。 

このように日本ではすでにオールハザードアプローチを踏襲しており、複合災害なども考

慮している。一方でその有効性について検討することが重要である。また日本の良好事例に

ついての発信も可能である。 

 

ホリスティックアプローチ 

OECD/NEA は、放射線や原子力による緊急事態の計画、対応、復旧のための現在の戦略

は、ホリスティック（全体論的、総合的）な社会的アプローチを適用することによって、見

 
15 緊急事態の影響を緩和するために必要な活動は、その事象の性質に関わらず本質的には同じであるという

認識に基づく緊急事態管理のアプローチ（例えば、参照：https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/mrgnc-
mngmnt/mrgnc-prprdnss/ll-hzrds-rsk-ssssmnt-en.aspx） 
16 OECD, Recommendation of the Council on the Governance of Critical Risks, (2014), 
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0405 
17  NEA, Towards an All-Hazards Approach to Emergency Preparedness and Response, (2018), 
https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_15010/towards-an-all-hazards-approach-to-emergency-preparedness-
and-response?details=true 
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直され、充実される必要があり、そのようなアプローチでは、緊急事態の心理社会的・メン

タルヘルス影響と、それに関連する対応・復旧活動を考慮に入れなければならないとの考え

から緊急時及び復旧時の対応について、事故の多面的な影響を検討するための専門家グルー

プ（放射線緊急時計画と対応の非放射線に関する公衆衛生の側面に関する専門家グループ

（EGNR）18と復旧管理に関する専門家グループ（EGRM）19）を 2019 年に立ち上げた。ま

た 2024 年 10 月には EGNR での検討結果を取りまとめた、「放射線および原子力緊急事態

におけるメンタルヘルスと心理社会的サポートについてのガイダンス」が発表された 20。放

射線被ばくによる健康リスクという単一のリスクに焦点を当てることは放射線被ばくの低減

につながるかもしれないが、必ずしもバランスの取れたウェルビーイング（Well-being）の

保護につながらず、全体的な最適化の視点が必要となると記載された。 

ICRP Publication 146(2020)21 で、「正当化と最適化は, 事故のすべての段階において, 人

と環境への放射線影響の緩和に適用されるものであり, 人並みの生活と生計を含め, 影響を

受けたすべての人々の生活環境と働く環境を維持または回復するために, すべての放射線以

外の要因を慎重に考慮しなければならない。」（総括（e））と記載している。 

また米原子力規制委員会（NRC）は避難・移転による放射線以外の健康影響に関するリス

クについて定量的に評価するため、14 の研究論文のメタ解析を行い、NUREG/CR-7285（2021）

22 を発表している。 

UKHSA も放射線以外の健康影響について、過去の事故などの経験をレビューしたレポー

トを 2023 年 11 月に発表した 23。特に入院患者や老人ホームの入居者、社会経済的制約を受

けている人々、妊娠している人々など、個別に対応する必要性などが指摘された。 

 
18 NEA, Expert Group on Non-radiological Public Health Aspects of Radiation Emergency Planning and 
Response (EGNR), https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_71072/expert-group-on-non-radiological-public-
health-aspects-of-radiation-emergency-planning-and-response-egnr 
19  NEA, Expert Group on Recovery Management (EGRM), https://www.oecd-
nea.org/jcms/pl_71068/expert-group-on-recovery-management-egrm 
20 NEA, Practical Guidance for Mental Health and Psychosocial Support in Radiological and Nuclear 
Emergencies , (2024), https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_97415/practical-guidance-for-mental-health-
and-psychosocial-support-in-radiological-and-nuclear-emergencies 
21 ICRP, ICRP Publication146, (2020), https://www.icrp.org/docs/P146_Japanese_Final.pdf 
22 NRC, Nonradiological Health Consequences from Evacuation and Relocation , (2021), 
https://www.nrc.gov/docs/ML2125/ML21252A104.pdf 
23 UK Health Security Agency, Non-radiological health impacts of evacuation, temporary relocation 
and sheltering-in-place: review of literature, (2023), https://www.ukhsa-
protectionservices.org.uk/cms/assets/gfx/content/resource_5387cs6740526b78.pdf 
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日本では福島第一原子力発電所事故後、福島の復興基本方針を 2011 年８月に閣議決定し、

地域コミュニティの復興など、放射線を含めたすべての影響に対しての対応を取っており、

非放射線分野では日本は先行している。 

 

個人感受性・個人化・層別化 

ICRP は TG111 で放射線感受性を制御する個人的要因、TG128 では個人化・層別化につ

いて検討している。現在の放射線防護体系は実用面および倫理面から、例えば実効線量の年

齢および性別平均化など、集団の平均化アプローチに基づいている部分が大きい。個人的要

因、性別・年齢別による層別化について、ICRP が検討している次の放射線防護体系にどのよ

うに取り入れられるかによって、わが国の規制に影響する可能性がある。 

英国保健安全保障庁（UKHSA）および英国原子力規制局（ONR）は、原子力発電所のシ

ビアアクシデントにおける性別・年齢別のリスクについて検討を行ったレポート 24を 2023

年に発表し、若年層の女性は甲状腺がん・白血病リスクが高いことを指摘した。このレポー

トでは ICRP の次期主勧告改定までの間にどのように対応すべきかについて検討するととも

に、性別・年齢によってリスクが大きく異なるがんについては、性別・年齢に特異なリスク

ファクターの使用を検討すべきであるとまとめられた。 

現時点で我が国の規制への影響はないものの、ICRP 次期主勧告等への取入れとともに、

各国の動向及び関連組織の動向の情報収集が必要である。 

 

低線量被ばく 

UNSCEAR は低線量被ばくに関するいくつかのレポート（放射線とがんの疫学（2025 年

承認予定）、電離放射線による公衆被ばく（2024 年承認済み））を策定中 25ではあるものの、

UNSCEAR が国際的な安全基準のために提示する現在の科学的根拠が依然として有効 26で

あることを 2024 年の国連総会で報告した。 

 
24 UK Health Security Agency, Impact of sex and age on prospective off-site health risk assessments of 
radiological accidents at nuclear sites, (2024), https://www.onr.org.uk/media/npwjw5dz/onr863-onr-rrr-
132-impact-of-age-and-sex-on-risk-issue-1_redacted.pdf 
25 United Nations, Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, 
(2024), https://documents.un.org/doc/undoc/gen/v24/049/32/pdf/v2404932.pdf 
26 P6 第 4 項 https://documents.un.org/doc/undoc/gen/v24/049/32/pdf/v2404932.pdf 
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また OECD/NEA では低線量研究に関するハイレベルグループ（HLG-LDR）が設置され

ており、2024 年に低線量研究の国際連携についてのワークショップを開催した。その中で

100 mGy 未満の線量と定義される低線量放射線の影響を理解することが極めて重要である

が、100 mGy 未満のがんリスクについては不確実性が残っており、さらなる研究が必要であ

るとされていることが強調された。この低線量被ばくの影響に対する不確実性に対処するた

め、OECD/NEA は AOP（Adverse Outcome Pathway；有害性発現経路）に関するフレーム

ワーク 27を検討し始めており、2023年に放射線被ばくについて初めて肺がんとラドンのAOP

について承認している 28。白内障 29、骨粗鬆症 30、異常な血管リモデリング（心血管疾患）

31および学習および記憶障害（神経変性疾患を含む中枢神経系の疾患）32の承認プロセスが進

行中である。 

NCRP は 2017 年に Commentary No.27「Implications of Recent Epidemiologic Studies 

for the Linear Non Threshold Model and Radiation Protection」33を発表し、2017 年まで

に発表された疫学論文のレビューから LNT モデルの妥当性について支持している。 

現時点で我が国の規制への影響はないと考えられるものの、低線量被ばくに関する科学的

な知見が蓄積されていく中、国際的なコンセンサスがどのように形成されていくのか、今後

の動向を引き続き注視する必要がある。 

 

非がん 

 
27 OECD/NEA, Radiation and Chemical Adverse Outcome Pathway Joint Topical Group (Rad/Chem AOP 
JTG), https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_89086/radiation-and-chemical-adverse-outcome-pathway-joint-
topical-group-rad/chem-aop-jtg 
28 OECD, Adverse Outcome Pathway on deposition of energy leading to lung cancer, (2023), 
https://www.oecd.org/en/publications/adverse-outcome-pathway-on-deposition-of-energy-leading-to-
lung-cancer_a8f262c2-en.html 
29 WILEY online Library, AOP report: Development of an adverse outcome pathway for deposition of 
energy leading to cataracts, (2024), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/em.22594 
30 WILEY online Library, AOP Report: Development of an adverse outcome pathway for deposition of 
energy leading to bone loss, (2024), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/em.22631 
31 AOP Wiki, COACHES CHECKLIST AND REVIEW REPORT, (2024), 
https://aopwiki.org/system/dragonfly/production/2024/09/24/9mdyqbqakf_EMM_Review_AOP_470_Revi
ew_Report.pdf 
32 AOP Wiki, COACHES CHECKLIST AND REVIEW REPORT, (2024), 
https://aopwiki.org/system/dragonfly/production/2024/08/27/41brydn319_EMM_Review_AOP_483_Revie
w_Report.pdf 
33  NCRP, Commentary No. 27 – Implications of Recent Epidemiologic Studies for the Linear-
Nonthreshold Model and Radiation Protection (2018), 
https://ncrponline.org/shop/commentaries/commentary-no-27-implications-of-recent-epidemiologic-
studies-for-the-linear-nonthreshold-model-and-radiation-protection-2018/ 
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がん以外の放射線健康影響について、コホート研究や生物学的な研究の知見が蓄積されて

いる。UNSCEAR は循環器疾患のレポートを 2025 年に承認予定であり、また、神経系疾患

のレポートは 2027 年に承認予定、眼に対する放射線影響のレビューを 2025 年から開始予

定、免疫系に対する放射線影響のレビューを 2025～2029 年に開始予定、老化などの非がん

影響のレビューを 2025～2029 年に開始予定としている。一方で UNSCEAR は循環器系疾

患のレビューにおいて、データの異質性などを踏まえ生涯リスク予測は行わないという専門

家グループ（12 カ国から専門家 20 名及び ICRP からオブザーバー1 名）の見解を第 71 回

UNSCEAR 総会において了承した 34。 

ICRP TG119 では循環器疾患に関するレビューを開始している。欧州の学際組織 MELODI

は UNSCEAR および ICRP TG119 と合同で循環器疾患に関する放射線影響の最新動向につ

いて 2023 年にワークショップを開催し、2025 年に放射線影響と神経系への影響に関するワ

ークショップを開催した。循環器疾患の放射線影響区分（例：組織反応、確率的影響、それ

以外の区分）やリスク管理（例：吸収線量限度、実効線量限度）をどうするかなど、重要な議

論も未解決な課題として残されている 35。 

 現時点で我が国の規制への影響はないものの、今後の動向について情報収集が必要である。 

 

環境の防護 

IAEA 安全基準の基本安全原則（SF-1）では、「基本安全目的は、人及び環境を電離放射

線の有害な影響から防護することである」として、放射線リスクを生じる施設の運転又は活

動の実施を過度に制限することなく人（個人及び集団）及び環境を防護することを基本的な

安全の目的としている。環境の防護については、安全要件 GSR Part 3 及び Part 7 の関連要

件を適用するためのガイダンスが一般安全指針 GSG-8「Radiation Protection of the Public 

and the Environment」（2018）に示されている。2024 年に開催された第 56 回 RASSC 会

合では、「International Conference on Ensuring Safety and Enabling Sustainability 

 
34 United Nations, Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, 
(2024), https://documents.un.org/doc/undoc/gen/v24/049/32/pdf/v2404932.pdf 
35 MELODI ワークショップ 2023「放射線によって誘発される循環器疾患に関する動向」、浜田信行、保健

物理, 58(3), 182-193 (2023) 
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Outcomes and Prospects」に関する報告が行われ、現在の安全基準文書に、どのようにして

持続可能な発展目標を取り入れるかということが議論された 36。 

ICRP は環境の防護について第 5 専門委員会を設置（2005～2017 年設置）し、2007 年勧

告には環境の防護について記載された。その後 Publication 108「環境防護 標準動物および

標準植物の概念と使用」をはじめ、Publication 114、124、136、148 など、一連の刊行物が

発行された。Publication 124「さまざまな被ばく状況における環境の防護」（2013）など、

環境に関する勧告が行われ、現在 ICRPでは、標準動植物のための誘導考慮参考レベル（DCRL）

のレビュー・見直し（TG99）、計画被ばく状況以外での環境の防護（TG105）、生態系サー

ビスに関する環境の防護（TG125）が検討され、環境の防護の放射線防護体系への組み込み

に係る更なる検討が行われている。 

現時点では我が国の規制への影響はないものの、ICRP 次期主勧告の動向とともに、各国

の動向及び関連組織の動向の情報収集が必要である。 

 

 

2023 年度の本事業の専門委員会からは、ICRP は勧告公表前に公開の意見募集を行ってお

り、日本の研究者等からの発信も必要であろうという意見や、SSK のように日本でも優先度

について精査するべきという意見があった。放射線防護に係る国際動向等を国内関係者が共

有し、意見交換が行える場をこれからも継続して構築することの重要性についても指摘があ

った。また、被規制者の観点としては、次期主勧告の影響などの大きさから、早い段階から

関連する関係者等への情報公開などが必要であろうという指摘や、過去の経緯の検討スケジ

ュールを振り返ることも重要であろうと意見があった 37。 

2024 年度の本事業の専門委員会からは、国際的な決定を日本に取り入れた際に、文書化あ

るいは固定化されてしまい、柔軟な運用ができなくなる傾向があり、裕度を考えて取り入れ

る必要があるという意見や、ICRP のどの刊行物を法令に取り入れることを前提として議論

するか、あるいは参考情報の一つとして取り扱うのかなど判断を示すのも良いという意見も

あった。ホリスティックアプローチについては、その具現化に日本からの貢献が期待されて

 
36 IAEA, 56th Meeting of Radiation Safety Standards Committee, 11-14 June 2024, (2024), 
https://nucleus.iaea.org/sites/committees/RASSC%20Documents/R.7.5%20Update%20on%20the%20conf
erence%20Ensuring%20Safety%20and%20Enabling%20Sustainability.pdf 
37 NRA, 令和 5 年度放射線対策委託費 国際放射線防護調査 成果報告書, (2024), 
https://www.nra.go.jp/data/000473712.pdf 
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いる一方、どのように国内法体系に取り組むのかが課題であるという意見もあった。より具

体的な影響の記載について、これまでの経験からの検討の方向性やスピード感などを記載す

るのも良いという意見や、新しい ICRP の勧告は次々に出されており、色々な学会でこのよ

うな情報を水平展開し、知ってもらうことは放射線防護の関係者に有意義であろうという意

見もあった。 
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 IAEA 安全基準文書等の策定過程に関する概要資料の作成  

IAEA 放射線安全基準委員会（RASSC：Radiation Safety Standards Committee）及び

IAEA 緊急事態への準備と対応基準委員会（EPReSC：Emergency Preparedness and 

Response Standards Committee）は、それぞれ放射線安全・放射線防護と緊急事態対応に関

する安全基準文書等の策定・改定を担当する委員会で、年 2 回の会合を開催している。会合

には IAEA 加盟国の委員が出席し、議題に上がった文書等について、審議を行っている。 

本調査では令和 6 年度に開催された第 56 回、第 57 回 RASSC 会合及び第 18 回、第 19 回

EPReSC 会合での審議文書案等を対象とし、IAEA からの意見照会及び確認依頼を踏まえて

文書案の内容を把握するとともに策定経緯を含む概要資料として、以下の文書について作成

した。概要資料の詳細は別添資料 2 を参照。DPP DS558（EPReSC 主管文書）は、2025 年

2 月末に Step 2 が公開され、2025 年 6 月に Step 3 承認が行われる見込みである。 

 

・DS527：Step 7（2024 年 9 月 9 日時点） 

Criteria for use in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological 

Emergency（原子力又は放射線の緊急事態への準備と対応に用いる判断基準） 

・ DPP DS556：Step 3（Ver.1） 

Safety Guide on the Safe Use of Unsealed Sources（非密封線源の安全使用） 

・ DPP DS558：Step 2（Ver.1） 

Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, GSR Part 

7 (Rev. 1)（原子力又は放射線緊急事態への準備と対応） 

 

また概要資料作成については、専門的かつ客観的な立場からの意見を踏まえるために、

本調査 2.6 節で設置した専門委員会の委員等からの意見があるものは事前に集約し、専門

委員会において検討した。 

なお、以下で検討した意見等はすべて委託事業で作成し原子力規制庁に提出したもので

あり、日本 RASSC 委員・EPReSC 委員から IAEA に提出されたコメントではない。 
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2.2.1. RASSC 主管の安全基準文書に関する検討状況 

第 56 回及び第 57 回 RASSC 会合で審議された IAEA 安全基準文書のうち、RASSC が主

管の文書は、DPP DS556：Step 3（Ver.1）Safety Guide on the Safe Use of Unsealed Sources

（非密封線源の安全使用）であった。各安全基準文書に対する本調査における検討の概要は

表 2.2-1 の通り。詳細は別添資料 2 を参照。 

 

表 2.2-1  RASSC 主管の安全基準文書に関する検討状況 

文書名 本調査における検討 IAEA での検討状況 

 DPP DS556 

Safety Guide on the Safe 

Use of Unsealed Sources（非

密封線源の安全使用） 

（Step 3） 
本質的な修正を求める意見

はなかった。編集上の修正の

意見が 2 件あり、原子力規制

庁へ提出した。 

2025 年 3 月 6 日現在の

状況は Step 4。 

 

2.2.2. EPReSC 主管の安全基準文書に関する検討状況 

第 18 回・第 19 回 EPReSC 会合で審議された文書のうち、EPReSC が主管の安全基準文

書は DS527 Criteria for use in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological 

Emergency であった。各安全基準文書に対する本調査における検討の概要は表 2.2-2 の通

り。詳細は別添資料 2 を参照。 

 

表 2.2-2  EPReSC 主管の安全基準文書に関する検討状況 

文書名 本調査における検討 IAEA での検討状況 

DS527 

Criteria for use in 

Preparedness and Response 

for a Nuclear or Radiological 

Emergency 

（Step 7） 
本質的な修正を求める意見

はなかった。編集上の修正の

意見が 1 件あり、原子力規制

庁へ提出した。 

2025 年 3 月 6 日現在の

状況は Step 8。 
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 国際会合に係る業務 

第 56 回・第 57 回 RASSC 会合及び第 18 回・第 19 回 EPReSC 会合の審議概要を以下に

記載した。第 56 回・第 57 回 RASSC 会合及び第 18 回・第 19 回 EPReSC 会合概要資料の

詳細は別添資料 3.1、3.2、3.5、3.6 を参照。審議の概要（参加報告）は別添資料 3.3、3.4、

3.7、3.8 を参照。 

 

2.3.1. 第 56 回、第 57 回 RASSC 会合の審議概要と参加報告 

Ⅰ. 第 56 回 RASSC 審議概要 

１. 開催概要 

 開催日時：2024 年 6 月 11～14 日 

 開催場所：オーストリア ウィーン 

 出席者：65 名（37 の加盟国（アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギ

ー、ブラジル、ブルガリア、カナダ、中国、チェコ共和国、フィンランド、フランス、

ドイツ、アイスランド、インド、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、韓国、

モーリタニア、モロッコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ロ

シア、サウジアラビア、スイス、タイ、トルコ、アラブ首長国連邦、英国、米国）、10

の国際機関等（EC、ENISS、FAO、ICRP、IEC、ILO、IRPA、ISO、NEA、UNSCEAR、

WHO）） 

 

 日本からの出席者 

（RASSC） 

荻野 晴之；原子力規制委員会 原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 

放射線・廃棄物研究部門 技術計画専門職 

木村 仁美；原子力規制委員会 原子力規制庁 原子力規制部 検査グループ 

核燃料施設等監視部門 管理官補佐 

川口 勇生；国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 放射線医学研究所 

放射線規制科学研究部 主幹研究員 

真辺 健太郎；国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 安全研究センター 

リスク評価・防災研究グループ マネージャー 
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２. 議事要旨 

(1) 安全基準文書等の審議概要 

RASSC 単独セッションで審議された安全基準文書は、Step 7 が 1 件（DS546）、Step 11

が 1 件（DS518）、NSGC-RASSC-TRANSSC 合同セッションでは Step 7 が 2 件（DS513、

NST070）の計 4 件で、いずれも承認された。 

 

i. DS546: Ageing Management and Maintenance of Packages for the Transport of 

Radioactive Material (Step 7) 

DS546（TRANSSC（主）、WASSC、RASSC、NUSSC）は、SSR-6（Rev. 1）「IAEA 輸

送規則 2018 年版」で新たに導入された輸送容器の保管・経年劣化後の出荷に対する新しい

要件の実施のための指針を新規に作成するものである。Step 7 の審議の結果、承認された。 

 

ii. DS518A: Safety of Nuclear Fuel Reprocessing Facilities (Rev. of SSG-42) (Step 11) 及び

DS518B: Safety of Nuclear Fuel Cycle Research and Development Facilities (Rev. of SSG-

43) (Step 11) 

DS518（NUSSC（主）、RASSC、WASSC、EPReSC、NSGC）は、SSR-4（2017 年）

「核燃料サイクル施設の安全」との整合性を確保するため、SSG-42（2017 年）「核燃料再

処理施設の安全」及び SSG-43（2017 年）「核燃料サイクル研究開発施設の安全」の改定と

なる文書である。Step 11 の審議の結果、承認された。 

 

iii. DS513: Leadership, Management and Culture for Safety (Step 7) 

DS513（NUSSC（主）、RASSC、TRANSSC、WASSC、NSGC、EPReSC）は、GSR Part 

2（2016 年）の要件を満たすため、GS-G-3.1（2006 年）「施設と活動のためのマネジメント

システムの適用」及び GS-G-3.5（2009 年）「原子炉等施設に対するマネジメントシステム」

の改定となる文書である。Step 7 の審議の結果、承認された。 

 

iv. NST070: Information Security for Nuclear Security (Rev. of NSS No 23-G) (Step 7) 

NST070（NSGC（主）、EPReSC、NUSSC、RASSC、TRANSSC、WASSC）は、NSS 

No. 42-G（2021 年）「核セキュリティのためのコンピュータセキュリティ」により核セキュ
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リティのための情報セキュリティの概念がより明確になったことを受け、NSS No. 23-G

（2011 年）「核セキュリティにおける情報セキュリティ」を改定する文書である。Step 7 の

審議の結果、承認された。 

 

(2) その他 

i. 第 10 期 RASSC の計画・優先順位 

第 10 期 RASSC の初回会合であることから、今期 RASSC が取り組む事項の優先順位につ

いて審議を行った。これを受けたロードマップを策定した。 

 

ii. DS543 に関連したワーキンググループ 

前回会合で設置されたワーキンググループによるA1/A2値の導出に係る技術的な検討が完

了した。NSGC-RASSC-TRANSSC 合同セッションにおいて、A1/A2 値の導入に関する正当

化や他の安全基準文書への影響を検討する RASSC-TRANSSC 合同ワーキングループが設置

された。 

 

iii. IAEA レビューミッションに関するワーキンググループの設置 

IAEA 安全基準文書の履行について IAEA のレビューミッション（IRRS（Integrated 

Regulatory Review Service）や ORPAS（Occupational Radiation Protection Appraisal 

Service））の結果を踏まえて分析するワーキンググループ（座長：R. Bly 氏（フィンランド））

が設置された。 

 

iv. GSR Part 3 スケジュール III の改定に係る議論 

RASSC として、GSR Part 3 スケジュール III の線量係数の見直しを急ぐ必要は無いとい

う点で合意した。また、新しい線量係数に関して各加盟国の経験を収集し、GSR Part 3 の改

定時期については注意深く検討していくこととなった。 

 

v. アクションリストの作成 

今期より、議題ごとに得られた合意や今後対応が必要となった事項等を明記したアクション

リストが作成され、事務局や加盟国間で共有されることとなった。 
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Ⅱ. 第 57 回 RASSC 審議概要 

1．開催概要 

 開催日時：2024 年 12 月 9～13 日 

 開催場所：オーストリア ウィーン 

 出席者：64 名（37 の加盟国、12 の国際機関等） 

 

 
 日本からの出席者 

荻野 晴之；原子力規制委員会 原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 

放射線・廃棄物研究部門 技術計画専門職 

森泉 純；原子力規制委員会 原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 

放射線・廃棄物研究部門 主任技術研究調査官 

髙宮 圭；原子力規制委員会 原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 

放射線・廃棄物研究部門 技術研究調査官 

川口 勇生；国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 放射線医学研究所 

放射線規制科学研究部 主幹研究員 

真辺 健太郎；国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 安全研究センター 

リスク評価・防災研究グループ マネージャー 

 

2．議事要旨 

(1) 安全基準文書の審議概要 

本会合で審議された安全基準文書は、Step 3：6 件（DPP DS555、DPP DS556、DPP NST072、

DPP NST073、DPP NST074、DPP NST075）、Step 7：3 件（DS527、DS539、DS547）、

Step 11：3 件（DS505、DS529、DS543）の計 12 件で、いずれも承認された。 

 

i. DPP DS555: Safety Assessment for the Decommissioning of Facilities 

DS555（WASSC（主）, NUSSC, RASSC）は WS‐G‐5.2（2008 年刊行）の改定版であ

り、原子力発電所、医療施設、核燃料サイクル施設等の運転・廃止措置に関する多くの経

験と各種 GSR・SSG の更新（GSR Part 3, Part 4, Part 5, Part 6, SSG-47, SSG-49, GSG-18）を

反映するものである。Step 3 の審議の結果、承認された。 
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ii. DPP DS556: Safety Guide on the Safe Use of Unsealed Sources 

DS556（RASSC（主）, TRANSSC, WASSC, EPReSC, NSGC）は、SS-1（放射性核種の安

全な取扱い）のうち、他の安全基準文書でカバーされていない非密封線源の取扱いに関

する指針を新規に作成するものである。Step 3 の審議の結果、承認された。 

 

iii. DPP NST072: Nuclear Security Fundamentals on Objective and Essential Elements of a 
State's Nuclear Security Regime 

NST072（NSGC（主）, EPReSC, NUSSC, RASSC, TRANSSC, WASSC）は 2013 年に刊行さ

れた NSS No. 20（核セキュリティ基本原則（国の核セキュリティ体制の目的及び不可欠な要

素））を改定するものである。Step 3 の審議の結果、承認された。 

 

iv. DPP NST073: Nuclear Security Recommendations on Physical Protection of Nuclear 
Material and Nuclear Facilities 

NST073（NSGC（主）, EPReSC, NUSSC, RASSC, TRANSSC, WASSC）は、2011 年に刊行

された NSS No. 13（核物質及び原子力施設の物理的防護に関する核セキュリティ勧告）

を改定するものである。Step 3 の審議の結果、承認された。 

 

v. DPP NST074: Nuclear Security Recommendations on Radioactive Material and Associated 
Facilities 

NST074（NSGC（主）, EPReSC, NUSSC, RASSC, TRANSSC, WASSC）は、2011 年に刊行

された NSS No. 14（放射性物質及び関連施設に関する核セキュリティ勧告）を改定する

ものである。Step 3 の審議の結果、承認された。 

 

vi. DPP NST075: Nuclear Security Recommendations on Nuclear and Other Radioactive 
Material out of Regulatory Control 

NST075（NSGC（主）, EPReSC, NUSSC, RASSC, TRANSSC, WASSC）は、2011 年に刊行

された NSS No. 15（規制上の管理を外れた核物質及びその他の放射性物質に関する核セ

キュリティ勧告）を改定するものである。Step 3 の審議の結果、承認された。 

 

vii. DS527: Criteria for Use in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological 
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Emergency 

DS527（EPReSC（主）, RASSC, WASSC, NSGC）は、2011 年に発行された GSG-2（原

子力又は放射線の緊急事態への準備と対応に用いる判断基準）の改定版であり、原子力・

放射線緊急事態への備えと対応の基準を提供するもので、GSR Part 7 の防護措置基準を

反映し、緊急時活動レベル（EAL）および運用上の介入レベル（OIL）の適用を明確化す

るための改定である。Step 7 の審議の結果、承認された。 

 

viii. DS539: Licensing Process for Nuclear Installations 

DS539（NUSSC（主）, RASSC, TRANSSC, WASSC, EPReSC）は、2010 年に刊行された

SSG-12（原子炉等施設に対する許認可プロセス）について、近年の IAEA 安全基準の更

新や、小型モジュール炉（SMR）のライセンス手続きに関する追加指針が必要となった

ことを受けて改定するものである。Step 7 の審議の結果、承認された。 

 

ix. DS547: Regulatory Experience Feedback Management System 

DS547（NUSSC（主）, RASSC, WASSC, TRANSSC, EPReSC , NSGC）は、規制当局が

GSR Part 1（Rev. 1）の要件 15（Sharing of operating experience and regulatory experience）を

満たすためのフィードバック管理システムを開発・実施するための指針を提供する新規

文書である。Step 7 の審議の結果、承認された。 

 

x. DS505: Source Monitoring, Environmental Monitoring and Individual Monitoring for 
Protection of the Public and the Environment 

DS505（WASSC（主）, EPReSC, NUSSC, RASSC）は、2005 年に刊行された RS-G-1.8

（放射線防護の目的ための環境及び線源モニタリング）を改定するものであり、モニタ

リングの適用範囲を明確化するものである。Step 11 の審議の結果、承認された。 

 

xi. DS529: Investigation of Site Characteristics and Evaluation of Radiation Risks to the Public 
and the Environment in Site Evaluation for Nuclear Installations 

DS529（NUSSC（主）, RASSC, WASSC, EPReSC）は、2002 年刊行の NS-G-3.2（原子力

発電所のサイト評価における大気中及び水中の放射性物質の分散と人口分布の考慮）に

ついて、加盟国の運用経験、事故教訓、最新研究成果を踏まえて原子力発電所限定から全
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原子力施設へ適用範囲を拡大し、最新の評価手法や用語の更新を反映する改定版である。

Step 11 の審議の結果、承認された。 

 

xii. DS543: Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 20xx Edition – SSR-6 
(Rev. 2) 

DS543（TRANSSC（主）, RASSC, WASSC, NUSSC, EPReSC, NSGC）は、2018 年刊行の

SSR-6（Rev.2）を置き換えるためのものである。Step 11 の審議の結果、脚注が追加され

た文書が承認された。 

 

(2) その他 

i. ICRU Report 95 の影響に関する技術会合の報告 

2024 年 10 月に開催された技術会合の概要が報告された。RASSC 加盟国及び国際機関

オブザーバーは、ICRU が推奨する外部被ばくに関する新たな実用量に強い関心を示した。

RASSC58（2025 年 6 月）において、2025 年 1 月に開催される放射線安全に関する機関間

委員会（IACRS）会議の結果が共有されるとともに、新実用量に関する TECDOC の作成

状況が報告されることとなった。また、新実用量を ICRP 次期主勧告の構成要素と認識

し、RASSC59（2025 年 11 月）の RASSC-ICRP 合同会議で議論することとした。 

 

ii. 食品以外のコモディティの貿易における放射線安全に関する Safety Report の進捗

状況報告 

本件に係る Safety Report の作成に係る DPP が承認され、2026 年に完成予定であるとの

報告があった。次回進捗報告は、RASSC59 でなされる。 

 

iii. GSR Part 7 の全面的見直しに関する状況報告 

EPReSC 事務局より、GSR Part 7（原子力又は放射線緊急事態への準備と対応）の全面

的見直しに関する進捗状況が共有された。RASSC は、GSR Part 3（放射線防護と放射線

源の安全：国際基本安全基準）の緊急時被ばく状況に係る要件との整合性を確保するた

め、GSR Part 7 改定のための DPP をレビューすることとした。また、事務局は、DPP 策

定の初期段階から、共同スポンサーである国際機関と連携することについて検討するこ

ととした。 
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iv. ICRP の新しい線量係数による国家レベルでの影響に関するトピカルセッション 

ICRP が OIR 及び EIR シリーズとして提供する新たな線量係数の国家プログラムでの

実施について、3 カ国（オーストラリア、韓国、日本）から現状や将来計画について共有

された。RASSC は、EIR Part 3 が利用可能になった時点で、GSR Part 3 付則 III の線量係

数の更新に関する議論が開始できるという認識であること、GSR Part 3 と他の安全基準

に影響を与える可能性のある潜在的な議題に注視し、更なる意見交換を行うことに合意

した。 

 

v. IAEA レビューミッションに関するワーキンググループの報告 

RASSC56（2024 年 6 月）で設置が決まった IAEA レビューミッションに関するワーキン

ググループ（座長：R. Bly 氏（フィンランド））より活動報告があった。RASSC58 において

進捗状況を報告し、報告書を RASSC59 で提出する計画である。 

 

2.3.2. 第 18 回、第 19 回 EPReSC の審議概要と参加報告 

Ⅰ. 第 18 回 EPReSC 審議概要 

1．開催概要 

 開催日時：2024 年 6 月 10～12 日  

 開催場所：オーストリア ウィーン  

 出席者：43 名（参加の確認できた国又は組織は、29 の加盟国（アルゼンチン、オー

ストラリア、ベルギー、カナダ、中国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイ

ツ、ハンガリー、アイスランド、インド、イラン、アイルランド、イタリア、日本、

韓国、オランダ、ノルウェー、パキスタン、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、

ロシア、シンガポール、スペイン、スウェーデン、英国、米国）、5 の国際機関等

（OECD/NEA、ENISS、欧州委員会、WNTI、WNA）） 

 

 日本からの出席者 

（EPReSC） 

本間 俊充；原子力規制委員会 原子力規制庁 長官官房 技術基盤グループ 

 放射線・廃棄物研究部門 技術参与 
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高原 省五；国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 安全研究センター 原子炉安全研究

ディビジョン リスク評価・防災研究グループ グループリーダー 

廣内 淳；国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 安全研究センター 原子炉安全研究デ

ィビジョン リスク評価・防災研究グループ（オンライン参加） 

（上記のほか、内閣府（原子力防災担当）からもオンラインで参加有） 

 

2．議事要旨 

EPReSC（緊急事態への準備と対応基準委員会）の第 18 回会合（2024 年 6 月 10～12 日）

は、対面参加とウェブ参加のハイブリッドで開催された。会議には、43 名が対面で参加し、

15 名がウェブで参加した。 

今回の会合では、EPReSC 主管の安全基準文書に関する審議はなく、他の SSC が主管とな

る 3 つの文書（DS513、DS518-A、DS518-B）が審議され、いずれも承認された。 

EPR に関する安全基準文書については、IEC のスタッフ不足が原因で作成に遅れていると

のことであった。また、GSR Part 7 の改定に向けて EPReSC-16 及び 17 での議論の振り返

りが行われ、これまでに得られた結果をもとに、「GSR の改定を既存の修正にとどめるのか

大規模な変更を加えるのか」、また、「文書構造を変更するのかしないのか」という 2 つの

観点を整理して、改定に向けたシナリオを検討するためのワーキンググループ（WG）を新た

に設立することが提案された（12 カ国及び 1 組織から 13 名が参加）。これらの 2 つの観点

については、本会合の中でも活発な意見交換が行われた。複数の加盟国からは、このような

質問をする前に今回の改定の目的を明確にその正当化について検討することが重要であると

のコメントがある一方で、改定すること自体は EPReSC-16 での決定事項であり、正当化に

こだわる必要はないという意見も聞かれた。最終的には EPReSC-18 の結論をまとめた資料

において、改定の正当化に関する作業は WG のタスクとはされていない。いずれにせよ、新

しい WG による改定シナリオの検討は行われることとなり、次回の EPReSC-19 において、

その検討結果が報告されることになった。 

 

Ⅱ. 第 19 回 EPReSC 会合参加報告書 

1．開催概要 

 開催日時：2024 年 11 月 4～6 日 
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 開催場所：オーストリア ウィーン 

 出席者：43 名（参加の確認できた国又は組織は、29 の加盟国（アルゼンチン、オースト

ラリア、ベルギー、カナダ、中国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ハ

ンガリー、アイスランド、インド、イラン、アイルランド、イタリア、日本、韓国、オ

ランダ、ノルウェー、パキスタン、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、シ

ンガポール、スペイン、スウェーデン、英国、米国）、5 の国際機関等（OECD/NEA、

ENISS、欧州委員会、WNTI、WNA））（ウェブ参加は 15 名とのこと） 

 

 日本からの出席者 

元光 邦彦；原子力規制委員会 原子力規制庁 放射線防護企画課 原子力防災専門職 

高原 省五；国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 安全研究センター 研究主席 

（上記のほか、内閣府（原子力防災担当）からもオンラインで参加有） 

 

2．議事要旨 

EPReSC（緊急事態への準備と対応基準委員会）の第 19 回会合（2024 年 11 月 4～6 日）

は、対面参加とウェブ参加のハイブリッドで開催された。会議には、43 名が対面で参加し、

15 名がウェブで参加した。 

今回の会合では、EPReSC 主管の安全基準文書として DS527 が審議されるとともに、他

の SSC が主管となる 3 つの文書（DS505、DS529、DS539、DS543、DS547）が審議され、

いずれも承認された。 

EPR に関する安全基準文書について、上述の DS527 が承認されたこと、及び、EPR―NPP-

CAP 2024「原子力発電所の緊急事態における区分、評価及び予測（TECDOC-955 の改定）」

が 2024 年 7 月に出版されるなどの進展があった。DS534（新規安全指針文書）及び DS504

（GS-G-2.1 の改定）については、2025 年度にそれぞれコンサルタント会合が開催される予

定である。 

また、GSR Part 7 の改定方針が決定し、「文書の大規模な改定（既存の内容の削除、新し

い内容の追加を含む）」かつ「構造を変えて改定する」となった。新しい構造としては、「準

備」、「対応」及び「移行」という時間区分を設け、各区分における要件を整理し、さらに詳
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細な重要事項を整理する構造が提案された。今後、今回の決定をもとにして DPP の作成を進

めることとなった。 

 

2.3.3. 第 71 回 UNSCEAR 会合への有識者派遣 

今年度の UNSCEAR 会合（ウィーン）には、表 2.3-1 の通り有識者を派遣した。UNSCEAR

会合に関する情報は、第 5 回専門委員会にて共有した。詳細は別添資料 3.9 を参照。 

 

表 2.3-1 UNSCEAR への有識者派遣 

時期 会合名 派遣有識者（敬称略） 

2024 年 5 月 19～24

日 

UNSCEAR 第 71 回総会 神田玲子、川口勇生、若月優*、古渡意彦（QST）、

岩崎利泰（電中研）、古川恭治（久留米大）、小

笹晃太郎（京都府立医科大） 

*不参加 

 

2.3.4. ICRP 主委員会、専門委員会への有識者派遣  

今年度の ICRP 会合には、表 2.3-2 の通り有識者を派遣した。 

 

表 2.3-2 ICRP への有識者派遣 

時期 会合名 派遣有識者（敬称略） 

2024 年 10 月 1～3 日 ICRP 第 3 専門委員会 細野眞（近畿大） 

2024 年 11 月 4～6 日 ICRP 第 2 専門委員会 佐藤達彦（JAEA） 

2024 年 11 月 8～21 日 ICRP 第 1 専門委員会 小笹晃太郎（京都府立医科大）、

島田義也（環境科学技術研） 

2024 年 11 月 20～25 日 ICRP 第 4 専門委員会 吉田浩子（東北大） 

2024 年 11 月 24～29 日 ICRP 主委員会 甲斐倫明（日本文理大） 

2025 年 3 月 16～21 日 ICRP 主委員会 2025 春の会合 甲斐倫明（日本文理大） 
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2.3.5. その他の国際会合への派遣と参加報告 

今年度の専門委員会の検討にあたって、関連のある会合情報を収集し、原子力規制庁と協

議の上、以下の２つの会合について有識者を派遣した。各会合の概要ならびに参加報告は別

添資料 3.10～3.11 を参照。これらの会合参加に関する情報はすべて専門委員会で共有した。 

 

表 2.3-3 国際会合への有識者派遣 

時期/開催形式等 会合名 派遣有識者（敬称略） 

2024 年 10 月 21～

23 日（対面：ウィー

ン） 

Technical Meeting on the Implications of 

the International Commission on 

Radiation Units and Measurements 

Report 95 on Operational Quantities for 

External Radiation Exposure 

黒澤忠弘（AIST） 

2025 年 2 月 18～19

日（ハイブリッド：

ローマ） 

The 7th Topical MELODI Workshop: 

Radiation Effects in the Central Nervous 

System 

中溝知樹（放影研） 

 

 IAEA 安全基準文書等の翻訳 

IAEA 安全基準文書等のうち政府及び原子力規制庁の施策にとって重要性又は緊急性の高

いものを選定し翻訳を作成した。翻訳の対象については 500 頁を目安に原子力規制庁と協議

の上、以下の通り決定した。 

・DS527：Step 7 

Criteria for use in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological 

Emergency（原子力又は放射線の緊急事態への準備と対応に用いる判断基準） 

・DS527：Step 8 

Criteria for use in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological 

Emergency（原子力又は放射線の緊急事態への準備と対応に用いる判断基準） 

・ DPP DS556：Step 3（Ver.1） 

Safety Guide on the Safe Use of Unsealed Sources（非密封線源の安全使用） 
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・ DPP DS558：Step 2（Ver.1） 

Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, GSR Part 

7 (Rev. 1)（原子力又は放射線緊急事態への準備と対応） 

 

 IAEA 安全基準文書等のこれまでの対応に係る管理表の作成及び更新  

RASSC・EPReSC 会合等で審議対象となる IAEA 安全基準文書等に係る対応を迅速に行

う観点から、過去に審議が行われた文書及び現在審議中の文書に係る審議内容、経緯等につ

いて調査を行った。本調査結果を踏まえて、原子力規制庁の指定する書式に従い管理表及び

概要を作成し、適宜更新した。今年度作成した管理表は本報告書の別添資料 4 を参照。 

なお、今後新たに審議の見込まれる安全基準文書は以下の通り。 

 

●DS504 Arrangements for Preparedness for Nuclear or Radiological Emergencies（原子

力又は放射線緊急事態への準備と対応のための取決め） 

種別／状況 ○GSG（一般安全指針） 
〇主管：EPReSC 
 関連：NUSSC、RASSC、TRANSSC、WASSC、NSGC 
○最新状況：Step 9（2025 年 3 月 4 日） 

概要 ○ 2007 年に発行された、GS-G 2.1「Arrangements for Preparedness and 
Response for a Nuclear or Radiological Emergency」の改定版。2015 年

に発行された GSR Part 7 の要件に対応するため、GSR Part 7 のいくつ

かの要件に関する詳細な指針を提供する。また EPR 関連の古い指針など

を削除し、最近の指針を参照する。 
○ DS504 は原因に関係なく、すべての放射線又は原子力の緊急事態に対応

しており、対象は施設、地方、地域、国レベルで放射線又は原子力の緊急

事態に対応するために適切に準備する責任を持つ緊急事態の計画者であ

る。対象には政府、対応する組織、規制機関が含まれる。 
策定経緯 〇Step 4：2017 年 7 月承認 

〇Step 7：第 12 回 EPReSC 会合で承認（2021 年 5 月） 
〇Step 8：第 13 回 EPReSC 会合で承認（2021 年 12 月） 
〇Step 9：2025 年 3 月現在 

今後の予定 〇2025 年 6 月 Step 11  
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●DS527 Criteria for use in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological 

Emergency（原子力又は放射線の緊急事態への準備と対応に用いる判断基準） 

種別／状況 ○GSG-2（2011）の改定（一般安全指針改定） 
〇主管：EPReSC 
 関連：RASSC、WASSC、NSGC 
○最新状況：Step 8（2025 年 3 月 6 日） 

概要 ○ GSG-2 は 2011 年に発行されており、IAEA 安全基準シリーズ No. GSR 
Part 3「放射線防護と放射線源の安全：国際基本安全基準」の表 IV.1、
表 IV.2、及び IAEA 安全基準シリーズ No. GSR Part 7「原子力又は放

射性緊急事態への準備と対応」の要件に対応するため、改定を行う。 
○ 防護戦略や運用介入レベルなどのトピックは、EPR-NPP PPA 2013、

EPR-NPP OILs 2017、EPR-Protection Strategy （策定中）、EPR-RAD 
OILs（策定中）に記載されている。これらを含む包括的なガイダンスに

ついて。EPReSC 内では、上記のトピックのいくつかを含むさらなるガ

イダンスに包括的に対処する最善の方法についても、記載される。 
○ GSR Part 7 に定義されるすべての緊急時準備カテゴリが含まれており、

範囲は GSG-2 と同様となる。原子力又は放射線の緊急事態において作

業員、緊急作業員、ヘルパー及び公衆を保護するための防護措置及びそ

の他の対応措置を開始するための基準を含む。 
策定経緯 〇Step 3：2020 年 9 月 

○2023 年 2 月：技術会合開催 
〇Step 4：CSS 第 48 回会合（2020 年 11 月）で承認 
〇Step 7：EPReSC 第 19 回会合（2024 年 11 月）で承認 

今後の予定 〇2025 年 6 月 10 日〆切：Step 8 

 

●DS534 Protection Strategy for a Nuclear or Radiological Emergency（原子力又は放射線

緊急事態に対する防護戦略） 

種別／状況 〇新規 GSG（新規一般安全指針） 
〇主管：EPReSC 
 関連：NUSSC、RASSC、TRANSCC、WASSC、NSGC 
〇最新状況：Step 5（2024 年 1 月 15 日） 
○Protection Strategy に関する EPR シリーズ文書を指針にアップグレード 
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概要 ○ IAEA 安全基準シリーズ No. GSR Part 3「放射線防護と放射線源の安

全：国際基本安全基準」の要件 44、及び IAEA 安全基準シリーズ No. 
GSR Part 7「原子力又は放射性緊急事態への準備と対応」の要件 5 は、

加盟国に対して、原子力又は放射性緊急事態における防護措置及びその

他の対応措置を効果的に講じるため、準備段階で防護戦略を策定し、正

当化及び最適化が保証されることを要求している。防護戦略の概念は、

これまで勧告されてきたアプローチ（IAEA 基本安全基準 No.115
（1996）、IAEA 安全基準シリーズ No. GS-R-2（2002））から発展した

ものであり、このアプローチでは、介入（すなわち、個人の防護措置）

が、当時有効であった ICRP 勧告（ICRP Publication 60（1991）及び

ICRP Publication 63（1992））に基づく介入レベルの概念を使用し、回

避可能な線量に基づいて正当化されている。 
○ 最新の IAEA 安全基準で取り上げられているように、防護措置の必要性

を単独で正当化するための介入レベルや回避線量の概念を放棄し、それ

ぞれ残存線量と予測線量又は受けた線量で表される参考レベルと包括的

判断基準に基づき、防護措置と他の対応措置を個別に、また組み合わせ

ることで検討する。正当化及び最適化のために使用されるアプローチ、

ならびに防護戦略内の参考レベルと包括的判断基準を組み合わせて使用

することは比較的新しいものであり、明確化の必要性が高まっている。 
○ 最新の IAEA 安全基準で要求されている防護戦略の概念、その開発、正

当化及び最適化は、安全指針のレベルではまだ十分詳細に網羅されてい

ない。EPR（GS-G-2.1（2007）、GSG-2（2011）、GSG-11（2018）、

GSG-14（2020））における既存の安全指針は、それらが指針を提供する

GSR Part 7 の要件に関して、明確に定義された適用範囲（そのまま又は

改定が開始されれば改定版）を有しているが、GSR Part 7 の要件 5 は

その適用範囲外である。 
○ 防護戦略の開発、正当化、最適化の基礎となるすべての関連事項に関す

る勧告を提供するために、新しい安全指針を作成する。 
○ EPR 防護戦略 2020 刊行物の適用（NSS OUI を通じて入手予定）から

得られるフィードバックは、提案された新しい安全指針の発展に不可欠

な情報となる。 
策定経緯 〇「緊急事態に対する準備と対応（ EPR）シリーズ報告書  EPR-

PROTECTION STRATEGY」（2020 ”Considerations in the Development 
of a Protection Strategy for a Nuclear or Radiological Emergency”）を GSG
へアップグレード。 
○ Step 3：第 13 回 EPReSC 会合（2021 年 12 月）で DPP 承認 
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〇  Step 4：CSS 第 51 回会合（2022 年 4 月）で承認 
○  2023 年 2 月 技術会合開催 

今後の予定 〇2025 年 6 月：Step 7 コメント募集予定 

 

●DS540 Radiation Safety for Industrial Radiography（工業用ラジオグラフィーにおける

放射線安全） 

種別／状況 ○ SSG 改定（Rev. SSG-11） 
○ 主管：RASSC 
○ 関連：WASSC, TRANSSC, EPReSC, NSGC 
○ 最新状況：Step 5（2024 年 1 月 15 日） 
○ SSG-11（2011）作成以降、GSR Part 2,3,4 の改定が行われているため

整合性の確保のため改定。 
概要 ○ 現行の SSG-11（2011、Radiation Safety in Industrial Radiography）

は、2014 年に発刊された GSR Part 3、2016 年に発刊された GSR Part 
2 及び Part 4 との安全要件、用語との整合性を確保するため、改定が必

要である。 
○ 2011 年以降、放射線撮影は新しい技術や適用形態が復旧しており、これ

までの開発・経験等も改定に反映される。 
○ 本書は工業用ラジオグラフィーを許可する規制機関、組織及び作業者を

対象としている。 
○ 工業用ラジオグラフィーにおける放射線安全及び核セキュリティを確保

するための勧告及び指針を提供し、X 線発生装置やガンマ線源を用いた

従来の工業用ラジオグラフィー、工業用ラジオグラフィー用の携帯型 X

線発生装置、コンピュータ断層撮影装置（CT）、加速器などの使用が含

まれる。 

○ 工業用ラジオグラフィー技術に関する勧告、例えば質の高い放射線写真

を作成する技術など）は、IAEA-TECDOC-628/Rev.3「非破壊検査技術に

おける訓練ガイドライン、2013 年版」で提供される。 

○ セキュリティに関する行動規範への記載が修正・追加される。 

○ 使用されなくなった産業用放射線源に関する新しいセクション 13 が導

入され、劣化ウランを含む使用済み線源の保管、処分、取り扱い、及び

工業用ラジオグラフィー施設の廃止が含まれる。 

○ 医療については SSG-55 でカバーされる。 

策定経緯 ○ RASSC 第 8 期（2021～2023 年）は本改定を優先度 2 番目と位置付けて

いる。 
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○ Step 3：2022 年 5 月 13 日〆切。 
○ Step 4：2022 年 8 月 12 日から DPP の CS レビューが開始され、2022

年 9 月 23 日までコメントを募集。2022 年 10 月 18～21 日の第 52 回

CSS にて承認。 
○ Step 5：2023 年 1 月 6 日付 

今後の予定 〇2025 年 6 月：Step 7 コメント募集予定 

 

●DS544 Radiation Protection and Safety in Existing Exposures Situations（現存被ばく

状況における放射線防護と安全） 

種別／状況 ○ 新規 GSG（新規一般安全指針） 
○ 主管：RASSC 
○ 関連：WASSC, EPReSC 
○ 最新状況：Step 5（2024 年 1 月 15 日） 

概要 ○ GSR Part3 の現存被ばく状況に対する要件のうち要件 47 及び 48、及び

GSR Part3 のパラ 5.1-5.9 の要件を補足する指針等がなく、現存被ばく

状況における放射線防護と安全の側面を網羅し、あらゆる種類の現存被

ばく状況に適用できる一般安全指針を策定する必要がある。 
○ 一般安全指針の主な目的は、すべての現存被ばく状況（汚染サイトの修

復、住居のラドン、食品、飲料水、建設資材などの商品、職場のラドン、

汚染サイトの修復における作業員の防護、航空機乗務員）における放射

線防護と公衆、労働者及び環境の防護に関して、GSR Part 3 の要件を実

施するための勧告を提供することである。 
○ 目次案には、以下が含まれる（DPP Ver.1、2022 年 9 月 1 日） 

- 参考レベルの設定 

- 現存被ばく状況における公衆、労働者及び環境の防護 

- グレーデッドアプローチの適用 

- 防護措置の正当化及び防護と安全の最適化 
また、付属書として以下が検討されている。 

- 付属書 A：現存被ばく状況に係るグレーデッドアプローチの適用例 

- 付属書 B：現存被ばく状況に係る参考レベルの選択例 

- 付属書 C：現存被ばく状況に係る特性評価例  

- 付属書 D：現存被ばく状況に係る安全性評価の例 

- 付属書 E：コミュニケーションと意識改革の例 
○ 策定には WHO、ILO、UNEP が係る予定。 
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策定経緯 ○ RASSC 第 8 期（2021～2023 年）は本一般安全指針の作成を優先度 1 番

目と位置付けている 
○ 2021 年に eWG が開催され、ガイダンスの対象範囲を特定し、2022 年

4 月～5 月に RASSC メンバー向けのアンケートが行われた。 
○ 2022 年 5 月 4～6 日に DPP 作成のコンサルタント会議が開催。 
○ Step 3：2022 年 10 月 17 日〆切、RASSC-53（2022 年 11 月）で承認 
○ Step 4：第 53 回 CSS 会合（2023 年 5 月）で承認 

今後の予定 ○ TM 開催 

 

●DS545 Radiation Safety of Gamma, X Ray and Electron Beam Irradiation Facilities

（ガンマ線、X 線、電子線照射施設の放射線安全） 

種別／状況 ○ SSG 改定（Rev.1 SSG-8） 
○ 主管：RASSC 
○ 関連：WASSC, TRANSSC, EPReSC, NSGC 
○ 最新状況：Step 5（2024 年 1 月 15 日） 
○ SSG-8（2010）作成以降、GSR Part 3 などの改定が行われており、整合

性を維持するための改定。 

概要 ○ 現行の SSG-8（Radiation Safety of Gamma, Electron and X Ray 
Irradiation Facilities）は、1996 年版の BSS に基づき 2010 年に発刊さ

れた。その後 2014 年に発刊された GSR Part 3、GSR Part 1, 2, 4, 7 の

安全要件、IAEA 安全用語集との整合性を確保するため、改定が必要で

ある。 
○ また放射線技術の作業への利用などが広がり、低エネルギー電子ビーム

などの新しい技術が登場した。これまでの知見も改定に反映される。 
○ 本書は産業・研究用照射施設の規制機関、運営組織、従業員・放射線防

護担当者を対象としており、工業用放射線利用及び研究開発に使用され

る照射施設［ガンマ線照射装置（カテゴリーI～IV）、電子線照射装置及

び X 線照射装置（カテゴリーI 及び II）］の安全設計及び運転に関して、

GSR Part 3 の要件をどのように満たすべきかを勧告する。 
○ 本安全指針には、セキュリティ検査目的及び医療以外の人の画像処理に

使用される X 線発生装置やその他の放射線源は含まれない。また、医療

診断や治療用途、工業用放射線撮影、重イオン、サイクロトロンなどの

電離放射線の使用についても、他の IAEA 安全指針に記載されているた

め含まれない。 
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○ 項目としてカテゴリ I ガンマ線照射装置、自己遮蔽型低エネルギー

eBeam 及び X 線照射装置が追加され、また公衆と環境の防護について

の項目が追加される。核セキュリティの項目も追加される。 
○ 付属書はトレーニングコース概要、定期試験のチェックリスト、過去の

緊急事態例の概要が新たに増設される予定。 

策定経緯 ○ RASSC 第 8 期（2021～2023 年）は本改定を優先度 1 番目と位置付けて

いる。 
○ Step 3：第 53 回 RASSC 会合（2022 年 11 月）で承認 
○ Step 4：第 53 回 CSS 会合（2023 年 5 月）で承認 

今後の予定 ○ Step 5 本文案完成 

 

●DS549 Control of Orphan Sources and Other Radioactive Material in the Metal 

Recycling and Production Industries（金属リサイクル業及び製造業における身元不明線源

及びその他の放射性物質の管理） 

種別／状況 ○ SSG 改定（Rev.1 SSG-17） 
○ 主管：RASSC 
○ 関連：WASSC, EPReSC, NSGC 
○ 最新状況：Step 5（2024 年 1 月 15 日） 
○ SSG-17（2012）作成以降、GSR Part 3 などの改定が行われており、整

合性を維持するための改定。 
概要 ○ SSG-17 は 2012 年に発刊されており、GSR Part 3（2014）の安全要件

１～４を履行することを目的としており、最新の要件との整合性を確保

するために改定が必要である。このほか GSR Part 1、Part 7 との整合

性を図らなければならない。 
○ 本安全指針の推奨事項では、他の関連する安全基準、放射線源の安全及

びセキュリティに関する行動規範及びその補足ガイダンスからの要件も

取り扱う。提供される推奨事項は、主に政府及び規制機関を含む国家当

局を対象とするが、作業者、公衆及び環境の防護のために、グレーデッ

ドアプローチに従って行う必要のある取り決めについて、金属リサイク

ル業及び製造業に対する推奨事項も提供する予定である。 
○ 新設される（既存のセクション 2 を置き換える）セクション 2 では、金

属リサイクル業における身元不明線源とその他の放射性物質について、

問題の評価と身元不明線源の管理に関する国家戦略の必要性等、概要を

説明する。  
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○ セクション 3 では対象を広げ、放射線防護原則、身元不明線源やその他

の放射性物質の管理に関わる可能性のある組織の役割と責任について取

り扱う。 
○ セクション 4 と 5 は、放射性物質のモニタリングと放射性物質が発見さ

れた場合の対応というそれぞれのセクションの内容について、現行の安

全要件と核セキュリティ勧告に沿って再編成し、更新する。 
○ 現在のセクション 5 の情報提供及び報告に関するサブセクションは、新

しいセクション 6 に含める。 
○ 現在のセクション 6 と 7 を統合して新しいセクション 7 とし、回収され

た放射性物質と汚染地域の管理に関する推奨事項を提供するために更新

する。現在の安全指針のセクション 2 のサブセクション（汚染など）は、

この新しいセクション 7 に含める予定である。 
○ 新たにセクション 8 を設けて、金属リサイクル業及び加工業で身元不明

線源やその他の放射性物質が発見された場合の安全対策と核セキュリテ

ィ対策の整合性を図る。 
○ 付録と附属書もそれぞれ更新する。DPP Ver.1 では付録 II には「クリア

ランスレベル」とされていたが、コメントを受けて Ver.2 で「意思決定

のためのスクリーニング値」に変更された。 
策定経緯 ○ 本改定について RASSC 第 8 期（2021～2023 年）の SSG 改定の優先度

は 3 番目としている。 
○ Step 3：第 54 回 RASSC 会合（2023 年 6 月）で承認 
○ Step 4：第 54 回 CSS 会合（2023 年 11 月末）で承認 

今後の予定 ○ Step 5 本文案完成  

 

●DS556 Control of Orphan Sources and Other Radioactive Material in the Metal 

Recycling and Production Industries Safety Guide on the Safe Use of Unsealed Sources

（非密封線源の安全使用） 

種別／状況 ○ 新規文書 （SSG、DPP Ver.2 では SSG の明記はない） 
○ 主管：RASSC 

 関連：TRANSSC, WASSC, EPReSC, NSGC 
○ STATUS：Step 4（2025 年 2 月 10 日） 
○ SS-1（1973 年）公開以降、GSR Part 3 などの他の安全基準文書が作成

されたが非密封線源についての安全基準文書は完全ではない。 
○ 完成予定：2029 年 
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概要 ○ 1958 年に IAEA 安全シリーズ No.1（SS-1）として発行された放射性核

種の安全な取り扱いに関するマニュアルであった。このマニュアルは

1962 年と 1973 年に更新されたが、現在では、主に GSR Part 3「放射

線防護と放射線源の安全：国際基本安全基準」や他の安全基準が発行さ

れている。しかし、SS-1 の非密封線源をカバーする部分は、既存の安全

基準では完全には扱われていない。 
○ RASSC-52 会議（2022 年 6 月開催）で、非密封線源の使用に関する勧告

を提供する新しい安全指針を作成することが決定された 
○ 本安全指針の目的はグレーデッドアプローチに従って、非密封線源の使

用からの人々と環境の保護に関する GSR Part 3 の要求事項の実施に関

する勧告を提供することである。その目的は、様々な施設や活動におけ

る非密封線源の保護と安全使用の一貫性を支援することである。 
○ セクション 1 では「非密封線源」の定義について、また潜在的な被ばく

経路の概説などが記載される。セクション 2 では使用に関する枠組みと

して、グレーデッドアプローチの概念が紹介される。セクション 3～4 は

非密封線源の使用に関する施設設計、放射線防護と安全が記載され、セ

クション 5 では規制管理、セクション 6 では使用に関する廃棄・輸送・

緊急時の準備対応などが記載される。付録として非密封線源の使用例が

記載される予定である。 
策定経緯 ○ SS-1 改定に関する本安全指針策定について RASSC 第 8 期（2021～2023

年）の SSG 改定の優先度は 3 番目としている。 
今後の予定 ○ 2025 年：Step 5 

○ 2026 年第 2 四半期～第 3 四半期：Step 6  
○ 2026 年 11 月：Step 7 関連委員会レビュー① 
○ 2027 年第 2 四半期：Step 8 加盟国コメント照会 
○ 2028 年 6 月：Step 11 関連委員会のレビュー② 
○ 2026 年：公開 Step 14 

 

●DS558 Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, GSR 

Part 7 (Rev. 1)（原子力又は放射線緊急事態への準備と対応） 

種別／状況 ○ GSR Part 7改定 
○ 主管：EPReSC 

 関連：NUSSC、RASSC、TRANSSC, WASSC, NSGC 
○ STATUS：Step 2（2025 年 2 月 25 日） 
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○ GSR Part 7(2015)以降、新たな知見や技術の更新があり、改定によ

り全体的な内容の明確さと利便性の向上が期待される。 
○ 完成予定：2030 年 

概要 ○ 2015 年に GSR Part 7 が発行されて以降、原子力施設の安全性に影

響を及ぼす可能性のある混乱状況（例えば、新型コロナウイルス感

染症のパンデミック）から得られたフィードバックが収集され、教

訓が得られた。また、新しい原子力技術や革新的な原子力技術が導

入され、今後数年の間に導入される可能性もある。GSR Part 7 の発

行後に設置された緊急事態への準備と対応基準委員会（EPReSC）

は、EPR 分野における安全基準の策定及び改定に関する意見や助言

を事務局に提供している。 
○ 2015 年の公開から 10 年が経過しており出版物の典型的な改定期限

に達しており、EPReSC 第 15 回会議で改定が承認され、その後３

つ WG が設置され分析が行われた。コンサルタント会合を経て GSR 
Part 7 の改定と新しい構成に関する提案が EPReSC で承認され、

今回の改定では全体的な内容の明確さと利便性を向上されることが

期待される。 
策定経緯 ○ 2022 年 11 月の第 15 回 EPReSC 会合で、GSR Part 7 の改定が承

認され、2023 年以降 3 つの WG がフィードバック分析を行い改定

の内容や規模などが話し合われた。2024年 11月の第 19回EPReSC
会合では GSR Part 7 の大幅な改定と再構成について提案が承認さ

れた。 

今後の予定 ○ 2025 年：Step 3 
○ 2027 年第 2 四半期：Step 6  
○ 2026 年第 4 四半期月：Step 7 関連委員会レビュー① 
○ 2028 年第１四半期：Step 8 加盟国コメント照会 
○ 2029 年第 3 四半期：Step 11 関連委員会のレビュー② 
○ 2030 年第 2 四半期：公開 Step 14 
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 専門委員会の設置及び開催 

本調査の成果を高め、専門的かつ客観的な立場からの意見を踏まえるため、有識者で構成

する専門委員会を設置した。専門委員会はオンライン又はハイブリッドで開催した。 

本節では、今年度開催した専門委員会の概要について整理した（専門委員会の議事録は別

添資料 5 を参照）。今年度の専門委員会は 5 回開催した。開催した専門委員会の日程及び議

事、招へいした有識者は表 2.6-1 の通り。 

 

表 2.6-1 専門委員会開催実績 

（第 3,5 回はオンライン開催、第 1,2,4 回はハイブリッド開催） 
 

開催日時 議事 
招へいした有識者 

（敬称略） 

第 1 回 令和 6 年 

5 月 17 日 

（ハイブリ

ッド） 

• 本年度委員会の運営要領及び委員名簿 
• 基本方針及びスケジュール案 
• RASSC 会合・EPReSC 会合の承認対象の安

全基準文書 
• 国際機関等の動向まとめ 
• 理解促進活動実施案 
• 国際会合等スケジュール 
• その他 

真辺健太郎（JAEA） 

第 2 回 令和 6 年 

7 月 24 日 

（ハイブリ

ッド） 

• 前回議事録案 
• RASSC/EPReSC 会合の参加報告書 
• 安全基準文書策定状況等 
• 国際機関等の動向まとめ 
• 理解促進活動実施案 
• 国際会合等スケジュール 
• その他 

真辺健太郎（JAEA） 

第 3 回 令和 6 年 

10 月 22 日 

（オンライ

ン） 

• 前回議事録案 
• EPReSC 会合概要資料 
• 安全基準文書策定状況 
• 国際動向等・放射線防護規制への影響評価案 
• 理解促進活動案 
• 国際会合等スケジュール 
• その他 
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第 4 回 令和 6 年 

11 月 26 日 

（ハイブリ

ッド）

• 前回議事録案

• 国際会合参加報告

• RASSC 会合概要資料

• 安全基準文書策定状況

• 国際動向等・放射線防護規制への影響評価案

• 理解促進活動案

• 国際会合等スケジュール

• その他

黒澤忠弘（AIST） 

真辺健太郎（JAEA） 

第 5 回 令和 7 年 

3 月 6 日 

（オンライ

ン）

• 前回議事録案

• 国際会合参加報告

• 安全基準文書策定状況

• 国際動向等・放射線防護規制への影響評価案

• 今年度の活動総括

真辺健太郎（JAEA） 

中溝知樹（RERF） 

 本事業の理解促進活動

本事業の成果について、放射線防護に関する国際動向の内容を広く周知し国民に対し本事

業の理解促進を促す観点から、以下の通り、第 5 回日本放射線安全管理学会・日本保健物理

学会合同大会において口頭発表を実施した。

 発表タイトル：我が国の放射線防護及び原子力災害対策へ反映すべき国際動向の調査

について（原子力規制庁 令和６年度国際放射線防護調査事業）

 発表者：国際放射線防護調査委員会事務局

 発表形態：口頭発表

 発表場所：大阪大学コンベンションセンター
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別添資料１ 放射線防護に関する最新知見、国際動向の調査及び影響の評価(2.1 節)の添

別添付資料

別添資料 1.1 国際機関等の動向調査 

（次頁より）
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Task Group 129 Ethics in the Practice of Radiological 
Protection Under Committee 4(2024.11.--)

6

11

ICRP

https://www.icrp.org/icrp_group.asp?id=219

• ICRP TG 129 TG

• Publ.138
Publ.91 122 146 153 157

•

TG

•

C4

C4

TG

• Radiological Protection Aspects of Imaging in Radiotherapy 2025 5

• Practical Aspects in Optimisation of Radiological Protection in Digital Radiography, Fluoroscopy, and CT 2023
3

• Radiological protection in Surface and Near-Surface Disposal of Solid Radioactive Waste 2023 4

• Dose Coefficients for Intakes of Radionuclides by Members of the Public: Part 1 2023 5

• Radiological Protection in PET and PET/CT 2023 12

• Dose coefficients for intakes of radionuclides by members of the public: Part 2 2024 8 2

• Reference Organ Absorbed and Effective Dose Coefficients for Common Radiographic Examinations 2024 8
16

• Radiological Protection in Areas Contaminated by Past Activities 2024 9 20

Upcoming Publications

• Publication 157 - Ethics in Radiological Protection for Patients in Diagnosis and Treatment

• P158 Radiological Protection in Surface and Near-Surface Disposal of Solid Radioactive Waste

• P159 Dose Coefficients for Intakes of Radionuclides by Members of the Public: Part 1

12https://icrp.org/consultations.asp
https://journals.sagepub.com/page/ani/upcoming-icrp-reports

ICRP 6
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UNSCEAR Activities and Updates 2024.06.--

• UNSCEAR 2024 6 11 14 IAEA 56 RASSC

• UNSCEAR 71 2

• 2025 2025  
2027

UNSCEAR

• UNSCEAR UNSCEAR
61 /112 2024 2

2024 6 28

• IAEA
- IAEA DIRATA
- 2023 11 14
- 2024 1 10
-OECD/NEA 82
-

2024 3 27

• 72 2025 6 16 20

• 71 72

6

15https://nucleus.iaea.org/sites/committees/RASSC%20Documents/R.10.5%20UNSCEAR%20Information%20paper_20240603.pdf

UNSCEAR

Report of the United Nations Scientific Committee on the 
Effects of Atomic Radiation Seventy-first session 2024.09.--

6

16https://documents.un.org/doc/undoc/gen/v24/049/32/pdf/v2404932.pdf

UNSCEAR

• UNSCEAR 2024 5 20 24 71

2024 UNSCEAR

5 15%

2024 UNSCEAR

(a) UNSCEAR (b) 2007
(c) 

2025 2025 2029

2025 2029 2025
2029
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International Labour Organization RASSC56(2024.06.--)

33
https://nucleus.iaea.org/sites/committees/RASSC%20Documents/R.3.4%20ILO%20-%20Item%20for%20Work%20Plan%20-%20Papers%20on%20Dose%20Effects1.pdf

ILO 6

• ILO 2024 6 11 14 IAEA 56 RASSC

• RASSC 1Gy
3

UNSCEAR

ILO RASSC

RASSC 

 Miroslav Pinak UNSCEAR 

• Cancer mortality after low dose exposure to ionising radiation inworkers in France, the United Kingdom, and the 
United States(INWORKS): cohort study; David B Richardson et al. 2023

• Mortality from Circulatory Diseases and other Non-Cancer Outcomes among Nuclear Workers in France, the 
United Kingdom and the United States (INWORKS); Michael Gilliesa et al. 2017

• Ionizing radiation and solid cancer mortality among US nuclear facility workers; Kaitlin Kelly-Reif et al. 2023

IRPA
2024.06.11

• IRPA

• IRPA TG

6

34

http://www.jhps.or.jp/cgi-bin/news/page.cgi?id=359
http://www.jhps.or.jp/upimg/files/IRPA%20Questionnaire%20on%20-Tissue%20Reactions-.pdf

IRPA

• IRPA
AS

CeVD IHD
DCS

IRPA AS

•

AS

AS

• IVR 30
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Commission Recommendation (Euratom) 2024/440 of 2 February 2024 on the use of dose 
coefficients for the estimation of the effective dose and equivalent dose for the purposes of 
Council Directive 2013/59/Euratom (notified under document C(2024) 563) 2024.02.02

• 2013/59/Euratom ICRP
OIR 1 5

292 33 2 106 a
31 1

(1) 2 (b)

(2) 31 32

(3) 
2013/59/Euratom

(4) 2013/59/Euratom
ICRP

2013/59/Euratom 13

(5) 2022 ICRP ICRP 1 5 5

(6) ICRP 31
2023 6 28 ICRP

2013/59/Euratom

(7) 33 1
EU 2013/59/Euratom ICRP

2013/59/Euratom ICRP
1 5 ICRP Publication 130 134 137 141 151

6

35
https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2024/440/oj 

EU/Euratom

Joint Research Centre - European Commission
2024.03.22

• JRC 226 232 40

EN17216 - - 226
232 40 

• CE
CE

CE EU

•

JRC
1

• European Committee of Standardisation EN 17216 - 
- 226 232 40 

EN

6

36
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/natural-radioactivity-construction-products-2024-03-22_en 

EU/Euratom
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Radiation and Chemical Adverse Outcome Pathway Joint Topical Group (Rad/Chem 
AOP JTG) Ongoing

6

39https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_89086/radiation-and-chemical-adverse-outcome-pathway-joint-topical-group-rad/chem-aop-jtg

OECD/NEA

• NEA AOP

• Sherman, S. et al. (2023), Adverse Outcome Pathway on Deposition of Energy leading to lung cancer , OECD Series on Adverse Outcome Pathways, No. 
32, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a8f262c2-en.

AOP DoE DNA

DoE

• AOP
• Carrothers, Emma et al. (2024), AOP report: Development of an adverse outcome pathway for deposition of energy leading to cataracts. Environmental and 

molecular mutagenesis, 65 Suppl 3, 31–56.
AOP MIE

DNA AO DNA
DNA  KER AOP

• Kozbenko, Tatiana et al. (2024), AOP report: Development of an adverse outcome pathway for deposition of energy leading to abnormal vascular 
remodeling. Environmental and molecular mutagenesis, 65 Suppl 3, 4–30.

CVD AOP MIE ROS DNA
DNA

NO
NO

CVD
AOP 

• Sandhu, Snehpal et al. (2024), AOP Report: Development of an adverse outcome pathway for deposition of energy leading to bone loss. Environmental and 
molecular mutagenesis, 65 Suppl 3, 85–111.

AOP MIE

KE
AOP 

• Sleiman, Ahmad et al. (2024), AOP report: Development of an adverse outcome pathway for deposition of energy leading to learning and memory 
impairment. Environmental and molecular mutagenesis, 65 Suppl 3, 57–84.

AOP MIE DNA
DNA

AO KE  AOP

FRAME Workshop on Future Research for Accident Management Enhancement 
in operating and future reactors, informed by Fukushima Daiichi insights

2024.09.--

• NEA 2024 9 26 27

• NEA 40 2023
1 2023

• 13 

2024 9

•

•

6

40
https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_89950/frame-workshop-on-future-research-for-accident-management-enhancement-in-operating-and-

future-reactors-informed-by-fukushima-daiichi-insights?utm_source=mnb&utm_medium=email&utm_campaign=april2024

OECD/NEA
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Leukaemia, lymphoma, and multiple myeloma mortality after low-level exposure to 
ionising radiation in nuclear workers (INWORKS): updated findings from an 
international cohort study 2024.08.30

53https://www.iarc.who.int/news-events/leukaemia-lymphoma-and-multiple-myeloma-mortality-after-low-level-exposure-to-ionising-radiation-in-nuclear-workers-inworks/

IARC 6

• CLL

1 Gy 250
1Gy [ERR] 2.68 90 1.13-4.55

• 0.016Gy
35 10 13
CLL 250

IARC INWORKS
IARC HP

•

• 1Gy ERR
1Gy 2.75

• INWORKS
309,932 35 1,070

IRSN Tout savoir sur la Radiobiologie : suivez le guide !
2024.03.29

• IRSN 9 126 Springer

•

6

54https://www.irsn.fr/actualites/tout-savoir-sur-radiobiologie-suivez-guide

•

12

• 4
8
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Réforme de la sûreté nucléaire : des garanties sénatoriales rétablies, 
ouvrant la voie à un accord entre Sénat et Assemblée nationale

2024.04.04
• ASN IRSN 2024 4 3

ASNR l’Autorité 
de sûreté nucléaire et de radioprotection Nuclear Safety and Radioprotection Authority 2025 1

• (ASN) (IRSN) 4 3 ( )

•

•

•

•

• CMP

•

• HCEA 5 PPE
13

• 2025 1 L‘Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) 

6

55

https://www.senat.fr/salle-de-presse/communiques-de-presse/presse/04-04-2024/reforme-de-la-surete-nucleaire-des-garanties-senatoriales-retablies-
ouvrant-la-voie-a-un-accord-entre-senat-et-assemblee-nationale.html 
https://www.nucnet.org/news/shake-up-of-nuclear-regulator-nears-completion-after-parliamentary-approval-4-4-2024

 https://www.asnr.fr/

ASN ASN Report on the State of Nuclear Safety and Radiation Protection in 
France in 2023: a pivotal year marked by new nuclear ambitions 2024.05.21

• 5 16
(OPECST)

• ASN 2023 EDF ASN

2

• 3

•
60

• (SMR/AMR)

•

ASN

• EPR Flammanville-3 EPR2
ASN

6

56https://www.french-nuclear-safety.fr/asn-informs/news-releases/asn-report-on-the-state-of-nuclear-safety-and-radiation-
protection-in-france-in-2023
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IRSN La Comité d’Orientation de la Rechercher de l’IRSN adopte l’avis 
du groupe de travail « Variation de la sensibilité individuelle aux 
rayonnements ionisants 2024.12.18

• IRSN COR 30 COR
WG vRI²

• WG 4 1 2
3 4 WG

• WG 2023 9 IRSN
ICRP TG111

• 2024 9 INSERM CNRS WG

• 2024 11 12 30
 WG vRI² COR 14

6

61
https://www.irsn.fr/actualites/comite-dorientation-rechercher-lirsn-adopte-lavis-groupe-travail-variation-sensibilite

ASNR Création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection 
(ASNR) 2025.01.02

6

62
https://www.irsn.fr/actualites/creation-lautorite-surete-nucleaire-radioprotection-asnr

• 2025 1 2025 1 1 ASNR

• 2024 5 21
ASNR 2025 1 1 ASNR Autorité de sûreté nucléaire ASN

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire IRSN

• ASNR

• Présidée par Pierre-Marie Abadie ASNR 5
Olivier Gupta

• ASNR 2,000 ASNR

• ASNR
ASNR
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BfS Vorbereitet für das Unwahrscheinliche
2024.09.02

• 2024 9 2 BfS

Behördenspiegel 

•

• 2011

(RLZ)
BfS

1,700

• 2022 BfS

•

6

67https://www.bfs.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/BfS/DE/2024/0920-bevoelkerungsschutz.html

BfS Workshop “Fit for purpose: A German contribution to the new ICRP 
recommendations” 2024.11.06 08

• BMUV BfS ICRP 2024 11 6 8
Fit for purpose: A German contribution to the new ICRP recommendations

• ICRP Publ.103
 BMUV BfS ICRP

•

•

- 

6

68https://www.bfs.de/EN/bfs/science-research/collaborations/workshop/workshop-icrp_node.html
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UKHSA Doses in radiation accidents investigated by chromosomal 
aberration analysis, XXVI: Review of cases investigated, 2016 to 2023

2024.04.08
• UKHSA UKHSA

PHE 2012 2021 HPA 2005 2012 NRPB 1970 2005
26 2016 2023 8

• 2016 2023 19 X 14 2
3 15

100mGy 2 200mGy 2

• X
0.05Gy

•
0.15Gy

•
20 FISH

6

75https://www.gov.uk/government/publications/radiation-doses-investigated-by-chromosomal-aberration-analysis-2016-to-
2023/doses-in-radiation-accidents-investigated-by-chromosomal-aberration-analysis

COMARE Current COMARE Work Programme 
(April 2024 – March 2025)

76https://assets.publishing.service.gov.uk/media/65ef091162ff48488387b294/COMARE_work_programme_-_April_2024_March_2025_-_final.pdf

6

• COMARE
•

CWG

CWG
MSSS

COMARE
AWG

•
ICRP ICRP

EMF COMARE EMF
EMF EAHS EMF

COMARE

• COMARE
SAHSU
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