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図 1 原型炉の運転段階とその目標  
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図２ 超伝導コイル開発における課題の構造  



45 

 

 
図 3 ブランケット開発における課題の構造  
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図 4 ダイバータ開発における課題の構造  
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図 5 加熱・電流駆動システム開発における課題の構造  
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図 6 理論・計算機シミュレーション研究における課題の構造  
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図７ 炉心プラズマ研究における課題の構造  
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図 8 核融合燃料システム開発における課題の構造  
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図 9 核融合炉材料開発と規格・基準策定における課題の構造  
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図 10 核融合炉の安全性と安全研究における課題の構造  
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図 11 稼働率と保守性における課題の構造  
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図 12 計測・制御開発における課題の構造 
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