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߹ え ߇ ߈

本巻ޔߪ初巻ࠄ߆数えࠂߜߡうߤ区ಾࠃߩࠅい第㧡０巻目ߦあޕߔ߹ࠅߚ

ޔ 㧔 㧕 ޔ ߣߔ߹見ߡ初巻を紐解いޔ 長崎県衛生研究所報 昭和２㧤 ２㧥ᐕߩ併版ࠅ߅ߡߞߥߦⅠ

そߩ巻頭言ޔߪߦ戦後ߩᓳ興߽߹߹ߧࠄߥ昭和２㧢ᐕޔ被爆県ߩ様々ߥ困難ߦㅩ着߽ࠄ߇ߥߒ

組織を拡充ߐせࠅࠃޔ高度ߩ試験検査を行うߩߚ機関ߡߒߣ設置ߣߚߒいう当時ߩ所長㧔県

衛生部長兼任㧕ߩ強い意気込߇ߺ伝わߡߞ߹いޕߔ߹ࠅ

爾来ޔ半世紀ޔ所掌ࠆߔ業ോ߽そߩ間ޔ環境公害部門߳ߩ対応߇加わࠅ時代ߩ変遷ߣ歩ߺを

一ޔࠄ߇ߥߒߦ今日ߦ至ޔ߇ߔ߹ࠅ߅ߡߞ長い経緯ߩ中ޔߢ長崎県衛生公害研究所ࠇߎ߇߹

役ߥ㊀要ߡߒߣ中核機関ߥ技術的ޔ科学的ࠆߔ対ߦ保健衛生行及び環境公害行ߩ本県ߦߢ

割を果ߚ߹߽ߣߎߚ߈ߡߒߚ事実ߢあޕߔ߹ࠅ

２㧝世紀ߩ今日ޔ当所ޔߪ今߹ߚ新ߥߚ時代ߦ向ߡߞ߆自身を変革ߴߔくޟ県民ࠅࠃޔߦ身

近ޔߢ民間大学他公設試ߣㅪ携ޔߚߒ開ߚࠇ߆研究所ߠくߩޠࠅ理念実現を目指ޔߡߒ

ᐔ成㧝㧥ᐕ㧠月ޟߩ長崎県環境保健研究センタ㧔仮称 改組移転ߩޠ 大市㧕ߦ向け新ߚ㧕 㧔

ޕߔߢࠈߎߣࠆいߡߨ出立準備を㊀ߥ

今後ޔ長崎県長期総合計画ޔ新衛生公害研究所整備計画ߣߤߥ整合を図ޔࠄ߇ߥࠅ具体的ߦ

ޕߔ߹ࠅ߅ߡ考えߣいߚࠅい߹ߡߞ実現を図ߩ理念ߩそޔߟߟߒߦ㧠点を特徴ߩ次ޔߪ

㧝㧚調査研究ߩ㊀点化を図ޕߔ߹ࠅ

環境ಽ㊁ޔߪߢᓴ環型社会ߠくޔࠅ閉鎖性水域ߩ環境浄化ޔ地規模ߩ環境問題߳ߩ対応

を想定ߚߒ豊ߢ߆健全ߥ環境ߩ確保ߦ資ࠆߔ調査研究ߦ取ࠅ組ޕߔ߹ߺ

保健衛生ಽ㊁ޔߪߢ食ߩ安全安心ߩ確保ޔ新興感染症ߩߤߥ究拡大防ᱛߦ資ࠆߔ調査

研究ߦ取ࠅ組ޕߔ߹ߺ

更ߩࠄࠇߎޔߦಽ㊁を包含ߒ地域振興ߦ寄与ࠆߔ産学官ㅪ携ࠆࠃߦ共同研究ߣ新事業ޔ新

技術開発等他ߩಽ㊁技術߇融合ߚߒ新産業興ߦߒ資ࠆߔ研究ߦ取ࠅ組ޕߔ߹ߺ

２㧚試験検査ߩ見直ߒ効率化を図ޕߔ߹ࠅ

行的措置を伴うޔߤߥ法体系上ߢ公的検査機関ߩ関与߇必要ߥ場合߿プライバシߩ保護

を要ࠆߔ場合ޔ感染症߿環境射能ߦߤߥ係ࠆ健康危機管理߳ߩ迅速ߥ対応を求ࠆࠇࠄ場合

等を業ോߩ柱ߩ一ߦߟ位置ߠけޔߡ効率的ߥ試験検査を行い߹ޕߔ

㧟㧚情報発信教育研修ߩ充実強化を図ޕߔ߹ࠅ

特ޔߦ電磁的ߥ環境感染症情報ߩ提供システムを整備ޔߒそߩࠄࠇ情報を積極的ߦ発信ߔ

学習支ߡߒ対ߦ地域指導者等ޔࠅࠃߦ実行ޔ作成ߩ保健学習支援プログラム環境ߦ߽ߣߣࠆ

援を行いߩࠄࠇߎޔߟߟ関係人᧚ߩ育成ߦ資ࠆߔ取ࠅ組ߺを推進ޕߔ߹ߒ

㧠㧚推進体制ߩ整備ߣ研究成果ߩ活用ߦ努ޕߔ߹

地域課題ߩ解を目指ߚߒ調査研究等を推進ߪߦߚࠆߔ県民ޔ事業者等ߩࠄ߆要望ޔ意見

積ߩ研究ߩߣ他公設研究機関等大学民間ޔ反映ߩ調査研究ߩ߳ࠇそޔ努ߦ把握ߥ的確ߩ

極的ߥㅪ携ޔ研究人᧚ߩ育成ޔ確保ࠆࠃߦ研究体制ߩ強化ޔ研究成果߳ߩ適ᱜߥ外部評価制度

ޕߔ߹を行いߤߥ反映ߩ

的ޔ迅速ޔࠄ߇ߥߒ可能性߽ൊ案ߩ取得ߩ知的財産権ޔߪߡߒ関ߦ研究成果ߚࠇࠄ得ޔߚ߹

確ߦ県民等ߦ情報を発信ߒそߩ成果ߩ普及ޔ活用ߟߦい߽ߡ積極的ߦ努ޕߔ߹

以上ࠃߩうߥ考え方ߦߣ߽ߩ職員一同精励ߡߒ߹いޔߢߩߔ߹ࠅ今後ߏ߽ߣ支援ߏޔ鞭撻を

ޕߔ߹ߒߚ㗿いい߅くߒࠈࠃ

本誌ޔߪᐔ成㧝㧢ᐕ度ߩ研究成果等を取ޕߔߢߩ߽ߚߣ߹ࠅ

ޕߔ߹ߓ存ߦ幸甚ߦ誠߫ࠇ教示を賜ߏ指導ߏޔ߈ߛߚ高覧いߏ

ᐔ成㧝㧤ᐕ㧝月 長崎県衛生公害研究所長

仁位 敏
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長崎䈮飛来䈚䈢黄砂䈱実態 

䋭ᦨ近䈱䊃䊏ッ䉪䉴䈫成ಽ組成䋭 

 

森 淳子 䊶 横瀬 健 䊶 石崎修ㅧ 䊶 香 幸一郎 䊶 並 誠 䊶 白井 玄爾 

 

Recent Dust Event and Atmospheric Quality in Nagasaki Prefecture 
 

 Atsuko MORI, Takeshi YOKOSE, Shuzo ISHIZAKI, 

Koichiro KATSUKI Makoto YATSUNAMI and Genji SHIRAI 

 

We brought the excess of environmental standards of SPM in the past three years based on the result 

of Nagasaki Prefectural Air Pollution Monitoring System. The following were clarified by the 

supplementation data by an original investigation. 

1. The SPM concentration of most monitoring station in the prefecture exceeded the environmental 

standards value at the large-scale Asian Dust phenomenon in the spring of 2002. 

2. When the Asian Dust in autumn was observed in November, 2002, the rise of Ox concentration 

was observed before the rise of SPM concentration. 

3. There was no large-scale Asian Dust phenomenon in 2004 2003, and the haze phenomenon was 

confirmed on the day when SPM exceeded environmental standards. 

4. We found the case when the sulfate particles were a principal ingredient as a composition of SPM 

besides the case when the soil particles were a principal ingredient, by the componential analysis on a 

particulate material in April, 2005. 

 

Key words: Asian Dust Suspended Particle Material       

       キ䊷ワ䊷䊄： 黄砂䇮浮ㆆ粒子状物質 

   

䈲 じ 䉄 に 

長崎県䈮䈍䈔䉎大気環境調査䈲䇮大気汚染防止法

䈮基䈨䈐㪈㪐㪎㪈ᐕᐲ䈮開始䈘䉏䈩䈍䉍䇮㪉㪇㪇㪋ᐕᐲ䈱概要

䈮䈧い䈩䈲本所報資料編䈮掲載䈚䈩い䉎䇯観測開始

એ来䈱長期変動䈮䈧い䈩解析䉕行䈦䈢

㪈䋩

䈫䈖䉐䇮固定

発生源関連䈱汚染物質䈮䈧い䈩䈲長期的䈮減少傾向

䈏認䉄䉌䉏䈢䈏䇮移動発生源䈮関連䈚䈩䇮都Ꮢ部䈱ੑ

酸ൻ窒素や非䊜䉺ン炭ൻ水素濃ᐲ䈏増加傾向䈮あ䈦

䈢䇯䉁䈢䇮శൻ学䉥キ䉲䉻ン䊃濃ᐲ䈏特䈮㪈㪐㪐㪇ᐕઍએ

降増加傾向䈮あ䉍䇮㪉㪇㪇㪉ᐕᐲએ来注意報発基準એ

䈱値䈏観測䈘䉏䈩い䉎䇯更䈮䇮大規模䈭黄砂飛来時

䈮浮ㆆ粒子状物質䈱環境基準超過䈏認䉄䉌䉏䈩い

䉎䇯 

荒生䉌

㪉䋩

䈲長崎海洋気象บ䈏観測䈚䈢㪈㪐㪈㪋ᐕ䈎䉌㪉㪇

㪇㪈ᐕ䉁䈪䈱黄砂現象䈱経ᐕ変ൻ䉕ข䉍䉁䈫䉄䈩い䉎䇯㪉

㪇㪇㪇ᐕ及び㪉㪇㪇㪈ᐕ䈲ᐕ間䈱黄砂日数䈏㪈㪌～㪈㪍日䈫ᦨ

近㪉㪇ᐕ䈪䈲ᦨ高䉕示䈚䈩い䉎䇯䉁䈢㪊䋬㪋䈲黄砂䈱観

測日数䈏増加䈚䈩い䉎䈱䈮対䈚䇮㪌䈲減少傾向䈮あ䉍䇮

地温暖ൻ䈫䈱関連䉕示唆䈚䈩い䉎䇯 

䈖䈱䉋う䈭䈖䈫䈎䉌䇮環境省䈲ᐔ成㪈㪋ᐕᐲ䈎䉌黄砂実

態解調査業䉕開始䈚䈩い䉎䇯本県䈲䇮ർ海䈾䈎

全国㪍自治体䈫䈫䉅䈮䈖䈱業䉕ฃ⸤䈚䈩䈍䉍䇮黄砂期

䈮㪍回䈱試料採ข䉕行䈦䈩い䉎䇯 

䈖䈖䈪䈲䇮大気環境常時監視䉲䉴䊁䊛䈮䉋䈦䈩得䉌

䉏䈢䊂䊷䉺䈫䇮独自䈮実施䈚䈢観測䈎䉌ᦨ近長崎䈮飛

来䈚䈢黄砂䈱実態䉕䉌䈎䈮䈜䉎䇯 

 

方 法 

㪈 大気環境常時監視䊂䊷䉺 

 観測体制䈱概要䈲本所報資料編䈱䈾䈎䇮行政䈮䉋䉎

報告書

㪊䋩

䈮䉁䈫䉄䉌䉏䈩い䉎䇯黄砂䈫関連䈏深い浮ㆆ粒

子状物質䋨㪪㪧㪤䋩䈲長崎県ਅ䋨本土䋩㪋㪐地点䈪㪈時間毎

䈮䊂䊷䉺䉕得䈩い䉎䇯 

㪉 粒子状物質 

㪉䋭㪈 ੑ段䉐紙法 

 㪉㪇㪇㪌ᐕ㪊㪉㪌日䈎䉌㪌㪊㪇日䉁䈪䈱間䇮長崎県衛生

害研究所屋㩿ർ緯㪊㪉ᐲ㪋㪏ಽ㪉㪍⑽䋬東経㪈㪉㪐ᐲ㪌㪇ಽ

㪌㪐⑽㪀䈮䈩㪈㪇ﾗ䍐䍻ｸ䍼ﾛ䍎ﾊ䍼ﾙｻ䍻ﾌ䍽ﾗ䍎䋨東京䉻䉟䊧ッ䉪製㪞㪪

㪄㪈㪇㪛㪧䋩䈪粒子状物質䈱連続採ข䉕行䈦䈢䇯 

㪥㪠㪣㪬製䉐紙䊖䊦䉻䊷䈱一段目䈮㪉㪅㪌μｍ䉟ンパ䉪䉺
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䊷䈫㪋㪎×㪉㪇㫄㫄φ䈱石英䉐紙㩿㪧a㫃㫃㪽㫃㪼㫏 㪉㪌㪇㪇㪇㪨A㪫㪄㪬㪧㪀䇮

ੑ段目䈮㪋㪎ｍｍφ䈱石英䉐紙㩿㪧a㫃㫃㪽㫃㪼㫏 㪉㪌㪇㪇㪇㪨A㪫㪄㪬

㪧㪀䉕セッ䊃䈚䇮㪉㪅㪌μ㫄䉕超え䉎粒径䈱粒子䈫㪉㪅㪌μ㫄એਅ

䈱粒子䉕ಽ粒䈚䈩採ข䈚䈢䇯䉰ンプ䊤䊷䈲約㪈㪇㪣㪆㫄i㫅

䈱流ㅦ䈪吸引䈚䇮毎日㪈㪍：㪇㪇䈮䊖䊦䉻䊷䉕ಾ䉍ᦧえ䈢䇯 

回䈚䈢䉐紙䈲純水䈪抽出䈚䇮䉟䉥ン䉪䊨䊙䊃䉫䊤䊐

䈮䈩㪪㪦
㪋

㪉㪄

㪃㪥㪦
㪊

㪄

㪃㪚㫃

㪄

㪃㪥㪟
㪋

㪂

㪃㪚a

㪉㪂

㪃㪤㪾

㪉㪂

㪃㪢

㪂

㪃㪥a

㪂

䉕ಽ析䈚液

中濃ᐲ䉕求䉄䈢後䇮吸引流㊂䈎䉌大気中濃ᐲ䉕求䉄

䈢䇯 

㪉䋭㪉 䉝ン䉻䊷セン䉰ンプ䊥ン䉫 

 㪉㪇㪇㪌ᐕ㪋㪈㪌日㪈㪌：㪇㪇～㪈㪍日㪈㪌：㪇㪇䈫㪉㪇㪇㪌ᐕ㪋㪉㪈日

㪈㪌：㪇㪇～㪉㪉日㪈㪌：㪇㪇䇮同地点䈮䈩䇮柴↰⑼学株式会社

製䊨䊷䊗䊥䉡䊛䊶䉣䉝䉰ンプ䊤䊷 䉝ン䉻䊷セン䉺䉟プA

㪥㪄㪉㪇㪇型䉕用い䈩採ข䉕行䈦䈢䇯Ꮢ販䈱食品䊐䉞䊦䊛

䉕㪏㪇㫄㫄φ䈮ಾ䉍ข䈦䈢䉅䈱䉕㪐枚セッ䊃䈚㪇䋮㪋㪊μｍએਅ

䈎䉌㪈㪈㪅㪇μｍએ䉁䈪粒径䈮採ข䈚䈢䇯回䈚䈢䉐

紙䈲㪈枚䈗䈫䈮秤㊂䈚䇮専用䉝プ䊥䉬䊷䉲ョン䊶䉸䊐䊃䈮䈩

粒径ಽᏓ䉕計算䈚䈢䇯䉁䈢走査型電子顕微鏡䋨㪡㪜㪦㪣 㪡

㪪㪤㪄㪌㪊㪈㪇䋩䈮䉋䈦䈩䇮形状䉕観察䈚䈢䇯 

㪊 湿性沈着物 

長崎Ꮢ向↸ 式見䉻䊛管理棟横䋨ർ緯㪊㪉ᐲ㪋㪎ಽ㪉㪍

⑽䋬東経㪈㪉㪐ᐲ㪋㪏ಽ㪈㪇⑽䋩䈮䈩雨水自動䉰ンプ䊥ン䉫装

置㈱旺計社㪦㪩㪪䍎㪈㪇㪇䉕用い䈩㪈降雨毎䈮自動採ข䉕

行䈦䈩い䉎䇯採ข䈘䉏䈢試料䈱ಽ析㗄目䈭䈬䈲表㪈䈱䈫

䈍䉍䇯 

 

 

 

 

 

表1 湿性沈着物分析項目ߣ方法 

 

分析項目 分析方法 定量㧔検出㧕ਅ限値 

ｐH ガラス電極法 0.01 

EC 導電率計を用いࠆ方法 0.01μS/cm 

SO
4

2-

 イオンࠢロマトࠣラフ 0.055mg/L 

NO
3

-

 〃 0.034mg/L 

Cl

-

 〃 0.008mg/L 

NH
4

+

 〃 0.05mg/L 

Ca

2+

 〃 0.08mg/L 

Mg

2+

 〃 0.005mg/L 

K

+

 〃 0.02mg/L 

Na

+

 〃 0.03mg/L 

 
 

結 果 䈫 考 察 

㪈 大気環境常時監視䊂䊷䉺䈮䈍䈔䉎環境基準超過状

況 

 表㪉䈮䇮過去㪈㪇ᐕ䈱㪪㪧㪤環境基準超過状況䉕示䈚䈢䇯

㪉㪇㪇㪉ᐕ㪊䈎䉌㪉㪇㪇㪉ᐕ㪋䈮䈎䈔䈩出現䈚䈢大規模䈭

黄砂現象䈮䉋䈦䈩䇮環境基準㆐成率䈏一桁એਅ䉁䈪

ૐਅ䈚䈢䈏㪉㪇㪇㪊䋬㪉㪇㪇㪋ᐕᐲ䈱長期的評価䈮䈍䈔䉎環

境基準㆐成率䈲䈾䈿㪈㪇㪇%䈮近い値䉁䈪回復䈚䈩い䉎䇯

䈖䈱䉋う䈮䇮ᐕ䈮䉋䈦䈩黄砂䈱規模䈏異䈭䉎要因䈮䈧い

䈩原䉌

㪋䋩

䈲䇮㪉㪇㪇㪈ᐕ䇮㪉㪇㪇㪉ᐕ䈱䉯䊎砂漠付近䈱積雪被

覆率䈏極䉄䈩ૐ䈎䈦䈢䈖䈫䇮㪎㪇㪇ｈ㪧a高ᐲ䈮䈍䈔䉎䉳䉥

䊘䊁ン䉲䊞䊦高ᐲ䈱ᐔᐕ値䈫䈱偏差䈱解析䈎䉌䇮㪉㪇㪇㪈

ᐕ䇮㪉㪇㪇㪉ᐕ䈲発生源付近䈪ૐ気活動䈏活発䈪あ䉎

䈢䉄䈮強風発生頻ᐲ䈏高䉁䉍䇮䉻䉴䊃䈱発生㊂䈏増加

䈜䉎䈖䈫䉕あ䈕䈩い䉎䇯 

 

 

 

 

 

 

表2 過去10年間の㧿ＰＭ環境基準超過状況 

達成率 達成率

(れ) (れ)

1994 48 3 45 7 48 0 100

1995 48 22 26 45.8 44 3 93.6

1996 45 18 27 40 44 0 100

1997 45 9 36 20 42 3 93.3

1998 45 5 40 11.1 26 19 57.8

1999 46 7 39 18.4 46 0 100

2000 47 5 42 11.1 32 15 68

2001 48 2 46 4.4 2 46 4.1

2002 49 0 49 0 1 49 2

2003 49 12 37 24.4 46 3 93.9

2004 49 36 13 73.5 48 1 98

年度 効測定

局数

短期的評価 長期的評価

達成局数 非達成局数 達成局数 非達成局数
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㪉 㪪㪧㪤環境基準超過䈫黄砂現象 

 表㪉～㪋䈮㪉㪇㪇㪉～㪉㪇㪇㪋ᐕᐲ䈱㪪㪧㪤環境基準超過䈫黄

砂現象等䈱出現日䉕示䈚䈢䇯 

 㪉㪇㪇㪉ᐕᐲ䋨表㪊䋩䈲䇮大規模䈭黄砂現象䈏前ᐕᐲ䈱㪊

䈎䉌引䈐続䈐㪋䈮䉅㪈㪊日観測䈘䉏䈢䇯䈠䈱う䈤㪏～㪈㪇

日䈮䈎䈔䈩䈲䇮㪪㪧㪤濃ᐲ䉅ᦨ高㪌㪈㪎μ㪾㪆㫄

㪊

䈮㆐䈚䇮䈾䈫

䉖䈬䈱局䈪日ᐔ均値䈱環境基準値䉕超過䈚䈢䇯 

㪈㪈䈮䈲㪍ᐕぶ䉍䈫言わ䉏䈢秋䈱黄砂䈏観測䈘䉏䈢䇯

ᐕᐲ途中䈪環境省委⸤業務䈱ฃ⸤䉕開始䈚䈢䈏䇮第

一回䈱採ข䈫䈚䈩㪉㪇㪇㪊ᐕ㪊㪉㪌日～翌㪋㪈日䉁䈪黄砂

䈱採ข䉕行䈦䈢䇯長崎䈪䈲䈖䈱䈫䈐䈱大気現象䈲䇸煙

霧䇹䈪あ䉎䈫䈘䉏䈢䇯 

 㪉㪇㪇㪋ᐕ㪊～㪋䈮数回気象官署䈮䉋䈦䈩䇸黄砂䇹現象

䈏確認䈘䉏䈢䇯䈖䈱間環境省調査䈫䈚䈩㪌回黄砂䈱採

ข䉕行䈦䈢䇯䈚䈎䈚㪪㪧㪤濃ᐲ䈏環境基準䉕超過䈜䉎䈖䈫

䈲䈭く䇮比較的ዊ規模䈪あ䈦䈢䇯 

䈭䈍䇮㪉㪇㪇㪉ᐕ㪍㪊～㪍日䈮䇸煙霧䇹䈏観測䈘䉏䈢際䇮

複数䈱局䈪日ᐔ均値䈏㪈㪇㪇μ㪾㪆㫄

㪊

䉕回䈦䈢䇯㪉㪇㪇㪊ᐕ

㪐㪈㪌～㪈㪎日及び㪉㪇㪇㪋ᐕ㪌㪎日䈮日ᐔ均値䈏㪈㪇㪇μ㪾

㪆㫄

㪊

䉕回䈦䈢日䈮䉅䇮䇸煙霧䇹䈏観測䈘䉏䈩い䈢䇯䈖䈱

内䇮㪉㪇㪇㪋ᐕ㪌㪎～㪏日䈮䈲環境省調査䈫䈚䈩黄砂䈱採

ข䉕行䈦䈢䇯 

 

表3 2002年度の黄砂関連大気現象ߣSPM基準超過状況 

環境省指示に

よる黄砂採取

䋨ハイボリ試料濃度

㫄g㪆㫄

㪊

䋩

長崎海洋気象

台による大気

現象

S㪧㪤䋱時間値

䈱最高濃度

䋨㫄g㪆㫄

㪊

䋩

日ᐔ均値が

㪇㪅㪈㪇㫄g㪆㫄

㪊

を超

えた局数

㪉㪇㪇㪉ᐕ 䋴月 䋱日 黄砂 㪇㪅㪈㪌㪐 㪈

䋲日 黄砂 㪇㪅㪈㪉㪍 㪇

䋳日 黄砂 㪇㪅㪈㪋㪋 㪇

䋷日 黄砂 㪇㪅㪈㪏㪉 㪇

䋸日 黄砂 㪇㪅㪌㪈㪎 㪋㪎

䋹日 黄砂 㪇㪅㪉㪍㪐 㪋㪐

㪈㪇日 黄砂 㪇㪅㪊㪉㪋 㪋㪉

㪈㪈日 黄砂 㪇㪅㪈㪎㪉 㪇

㪈㪉日 黄砂 㪇㪅㪈㪊㪊 㪇

㪈㪊日 黄砂 㪇㪅㪈㪌㪋 㪊

㪈㪋日 黄砂 㪇㪅㪈㪐㪇 㪇

㪈㪎日 黄砂 㪇㪅㪊㪎㪐 㪍

䋵月 㪉㪊日 黄砂 㪇㪅㪈㪈㪇 㪇

䋶月 䋳日 䉅や、煙霧 㪇㪅㪉㪈㪌 㪈㪌

䋴日 䉅や、煙霧 㪇㪅㪈㪌㪌 㪉

䋵日 䉅や、煙霧 㪇㪅㪈㪍㪌 㪋

䋶日 䉅や、煙霧 㪇㪅㪈㪍㪋 㪊

䋸月 㪉㪎日 㪇㪅㪈㪍㪋 㪈

㪈㪈日 㪈㪉日 黄砂 㪇㪅㪉㪐㪎 㪉㪍

㪈㪊日 黄砂 㪇㪅㪈㪋㪍 㪇

㪉㪇㪇㪊ᐕ 䋲月 㪈㪐日 煙霧 㪇㪅㪈㪐㪋 㪏

䋳月 㪉㪌日 㪇㪅㪇㪎㪇 㪇㪅㪈㪌㪐 㪇

㪉㪍日 䉅や、煙霧 㪇㪅㪈㪊㪋 㪈

㪊㪇日 㪇㪅㪇㪍㪏 㪇㪅㪈㪊㪎 㪇

㪊㪈日 㪇㪅㪇㪍㪊 㪇㪅㪉㪉㪌 㪇
 

 

㪊 大規模黄砂現象 

 㪉㪇㪇㪉ᐕ㪋㪏～㪈㪇日䈱黄砂現象䈮䉋䈦䈩䇮㪏日䈮䈲㪪㪧

㪤㪈時間値䈏ᦨ大㪌㪈㪎μ㪾㪆㫄

㪊

䈮㆐䈚䇮䈾䈫䉖䈬䈱局䈪㪈

時間値䈱環境基準値䋨㪉㪇㪇μ㪾㪆㫄

㪊

䋩䉕大䈐く回䈦䈢䇯㪐

日䈮䈲県内全局䈪日ᐔ均値䈏環境基準値䈱㪈㪇㪇μ㪾㪆

㫄

㪊

䉕回䉎䈭䈬䇮大規模䈭現象䈪あ䈦䈢䇯࿑㪈䈮㪋㪏～

㪈㪇日䈱長崎県管理㪈㪌局䈱㪪㪧㪤㪈時間値䈱変ൻ䉕示䈚

䈢䇯㪋㪏日䈲䇮島原半島䉕䈱䈡く県ਅ䈱広範࿐䈏一斉

䈮㪪㪧㪤濃ᐲ䈏昇䈚䈩い䉎䇯㪐日䈲島原半島䉕含䉄県

ਅ䈱広範࿐䈪㪪㪧㪤濃ᐲ䈏䈭䈣䉌䈎䈮昇䈚䈩い䉎䇯㪈㪇

日䈲県䈱ർ部䈎䉌南部䈮䈎䈔䈩㗅次濃ᐲ䈏昇䈚䈩

い䉎䇯地天気࿑䉕䉂䉎䈫䇮㪏日㪐時対馬海峡䈮あ䈦䈢

寒冷前線䈏㪐日㪐時䈮䈲九州南部䉁䈪南ਅ䈚䈩い䉎䇯ᦧ

わ䈦䈩大陸東岸付近䈎䉌東進䈚䈢高気䈏㪈㪇日㪐時䈮

䈲黄海䈮㆐䈚䈩い䉎䇯今回䈱例䈪䈲䇮寒冷前線䈮伴

う移送䈲䈜䈳やく䇮高気䈮伴う移送䈲比較的ゆ䈦く䉍

黄砂䉕䉅䈢䉌䈚䈢䈫考え䉌䉏䉎䇯 



長崎県衛生公害研究所報 50,㧔2004㧕  報文 

  

表4 2003年度の黄砂関連大気現象ߣSPM基準超過状況 

環境省指示に

よる黄砂採取

䋨ハイボリ試料濃度

㫄g㪆㫄

㪊

䋩

長崎海洋気象

台による大気

現象

S㪧㪤䋱時間値

䈱最高濃度

䋨㫄g㪆㫄

㪊

䋩

日ᐔ均値が

㪇㪅㪈㪇㫄g㪆㫄

㪊

を超

えた局数

㪉㪇㪇㪊ᐕ 䋴月 䋱日 㪇㪅㪇㪐㪋 㪇

㪈㪊日 黄砂 㪇㪅㪈㪇㪎 㪇

䋹月 㪈㪌日 䉅や、煙霧 㪇㪅㪈㪍㪌 㪋

㪈㪍日 䉅や、煙霧 㪇㪅㪈㪎㪇 㪋

㪈㪎日 䉅や、煙霧 㪇㪅㪈㪌㪋 㪉

㪉㪇㪇㪋ᐕ 䋳月 㪈㪇日 㪇㪅㪇㪋㪊 㪇㪅㪈㪋㪊 㪇

㪈㪈日 㪇㪅㪇㪐㪏 黄砂 㪇㪅㪈㪊㪐 㪇

㪈㪉日 黄砂 㪇㪅㪈㪇㪏 㪇

㪈㪌日 黄砂 㪇㪅㪈㪈㪋 㪇

㪈㪍日 黄砂 㪇㪅㪇㪐㪏 㪇

㪊㪇日 㪇㪅㪇㪍㪉 黄砂 㪇㪅㪇㪏㪈 㪇

㪊㪈日 黄砂 㪇㪅㪇㪎㪎 㪇
 

 

表5 2004年度の黄砂関連大気現象ߣSPM基準超過状況 

環境省指示に

よる黄砂採取

䋨ハイボリ試料濃度

㫄g㪆㫄

㪊

䋩

長崎海洋気象

台による大気

現象

S㪧㪤䋱時間値

䈱最高濃度

䋨㫄g㪆㫄

㪊

䋩

日ᐔ均値が

㪇㪅㪈㪇㫄g㪆㫄

㪊

を超

えた局数

㪉㪇㪇㪋ᐕ 䋴月 䋲日 黄砂 㪇㪅㪇㪎㪐 㪇

䋳日 黄砂 㪇㪅㪈㪋㪋 㪇

㪉㪈日 黄砂 㪇㪅㪈㪇㪐 㪇

㪉㪉日 黄砂 㪇㪅㪈㪇㪉 㪇

㪉㪊日 㪇㪅㪈㪉㪊 黄砂 㪇㪅㪈㪉㪇 㪇

㪉㪋日 㪇㪅㪇㪍㪍 㪇㪅㪇㪏㪉 㪇

㪉㪌日 㪇㪅㪇㪍㪉 㪇

䋵月 㪎日 㪇㪅㪇㪎㪋 䉅や、煙霧 㪇㪅㪈㪋㪐 㪉

㪏日 䉅や、煙霧 㪇㪅㪈㪌㪊 㪇

䋶月 㪉㪊日 䉅や、煙霧 㪇㪅㪈㪎㪊 㪊

㪉㪇㪇㪌ᐕ 䋳月 㪈㪏日 㪇㪅㪇㪍㪎 㪇㪅㪈㪌㪏 㪇

㪈㪐日 㪇㪅㪈㪌㪏 㪇

㪉㪐日 㪇㪅㪇㪍㪊 㪇㪅㪇㪎㪎 㪇

㪊㪇日 㪇㪅㪇㪍㪇 㪇㪅㪇㪏㪋 㪇
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図1 2002年48～10日におけࠆ長崎県内15局におけࠆSPM濃度の時間変化 
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図2 2002年48～10日におけࠆ地天気図
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図3 2002年1112日のSPMߣOxの時間変化 
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図4 粒子状物質成分濃度の日変化㧔段粒径2.5μｍ超、ਅ段2.5μｍ以ਅ㧕 
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図5 アンダーセンサンプラーߢ採取さࠇた試料の粒径分布 

 

(a)2段目 [4.70--7.00μm] (b)6段目 [0.65--1.10 μm]
 

2005年415～16日採取試料 

(c)1段目[7.00--11.0 μm] (d)5段目[1.10--2.10 μm]
 

2005年421～22日採取試料 

図6 アンダーセンサンプラーߢ採取さࠇた試料の走査型電子顕微鏡画像 
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䇯硫酸塩䈮ઍ表䈘

䉏䉎微ዊ粒子䈲䇮呼吸器へ䈱影響䈏大䈐い䈫言わ䉏䈩
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子䋩䈮䈧い䈩環境基準䈏設定䈘䉏䈢䇯技術的䈮䈲㪧㪤㪉㪅

㪌䈱連続自動測定䈲น能䈪あ䉍䇮わ䈏国䈪䉅環境省䈮

䉋䈦䈩暫定䊙ニュ䉝䊦䈏示䈘䉏䈩い䉎䇯㪪㪧㪤䈱成ಽ䉕䉐

紙䈎䉌抽出䈚䈩逐一ಽ析䈜䉎方法䈲䇮労力䈫時間䉕要

䈜䉎䈏䇮㪧㪤㪉㪅㪌䈱環境基準䈏設定䈘䉏䈢䈪連続自動
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䈫䈏䈪䈐䉎䇯黄砂䈫䈫䉅䈮䇮健康䈮影響䈏大䈐い䈫いわ

䉏䈩い䉎微ዊ粒子䈏飛来䈚䈩い䉎実䈏次第䈮䉌䈎

䈮䈭䉍䈧䈧あ䉎䈖䈫䈎䉌䇮ᣧ急䈭ข組䈏望䉁䉏䉎䇯 

 

ま と 䉄 

 長崎県大気汚染常時監視䉲䉴䊁䊛䈱観測結果䉕基
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ダイオキシン類分析における妨害物質である 

ポリ塩素化ジフェニルエーテル類の除去方法の検討 
 

本多 隆・植野康成・馬場強三・益田宣弘 

 

The Removal of Polychlorinated Diphenyl Ethers(PCDEs) as the Interference in 

Dioxin Analysis by HRGC-HRMS 

 
Takashi HONDA, Yasunari UENO, Tsuyomi BABA and Nobuhiro MASUDA 

 

The pre-treatment process for analysis of Dioxins by Japanese Industrial Standard(JIS) method and 

others is very long. But the interfering peak is frequently observed on SIM chromatogram of 

poly-chlorinated dibenzofurans(PCDFs).  

It turned out that a lot of interfering substances are poly-chlorinated diphenylethers(PCDEs). The 

base peak of PCDEs is the fragment ion peak eliminated 2 chlorines. The chemical composition and 

mass number of molecular ion of PnCDF is the same as that of base peak ion of P(n+2)CDE.  

Because PnCDF is influenced by P(n+2)CDE, it’s necessary to remove PCDEs by 

pre-treatment(cleanup). As compared with various cleanup methods, it was found that active carbon 

silica gel clomn chromatography is superior to others (multi layer silica gel column chromatography 

and alumina column chromatography). 

 

Key words：PCDEs,  Interference,  Analysis of Dioxins   

キーワード：ポリ塩素化ジフェニルエーテル類，妨害物質，ダイオキシン類分析 

 

は じ め に 

ダイオキシン類分析は最終的に高分解能

GC/MS-SIMによる測定を行うが，測定の妨害となる夾

雑物を除去するために長い前処理工程（クリーンアッ

プ）が必要となってくる。しかし，様々なクリーンアップ

を行っても，完全にダイオキシン類だけの最終検液に

はならず，そのSIMクロマトグラム上に妨害成分がみら

れることがある。特にポリ塩化ジベンゾフラン類

（PCDFs）の SIMクロマトグラム上に妨害成分が出現す

る場合が多い。 

また，臭素化ダイオキシン類（PBDFs）分析において，

臭素化ジフェニルエーテル類（PBDEs）が妨害となるこ

とが報告されているが

1～ 3)
，今回，PBDFs 測定への

PBDEsの妨害と同様に PCDFs測定への塩素化ジフェ

ニルエーテル類（PCDEs）による妨害が判明し，その除

去方法等について検討を行ったので報告する。 

 

方 法 

PCDEs 標準物質：PCDE 混合標準液（Cambridge 

Isotope Laboratory） 

前処理用カラム 

シリカゲルカラム：ガラス製多層シリカゲルカラム

（Supelco） 

アルミナカラム  ：ダイオキシン類分析用活性アルミ

ナ（ICN） 

活性炭シリカゲルカラム：活性炭分散シリカゲルリバ

ースカラム（関東化学） 

GC/MS装置 ： HP6890 GC System PLUS /JEOL 

JMS-700 

キャピラリーカラム 

4-6CDDs/DFs 

Restek Rtx-2330(60m×0.25mm×0.10µm) 

Oven： 130 ℃ (1min)-20 ℃ /min-190 ℃ -1 ℃

/min-225℃-3℃/min-275℃(5min)  

Flow： Constant flow 1.0ml/min 

7-8CDDs/DFs 

Agilent DB-17HT(30m×0.25mm×0.15µm) 

Oven： 130 ℃ (1min)-20 ℃ /min-240 ℃ -3 ℃

/min-280℃(4min) 

Flow： Constant flow 1.0ml/min 

また，測定対象 PCDEsのモニター質量数は表 1に

示した。
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表１．測定対象 PCDEsのモニター質量数 

Exact Mass 
Congener Formula 

(Relative Abundance) 

375.8364 377.8335 
HxCDEs C12H4Cl6O 

(100) (80.54) 

409.7975 411.7946 
HpCDEs C12H3Cl7O 

(100) (96.52) 

443.7585 445.7556 
OCDEs C12H2Cl8O 

(88.89) (100) 

477.7195 479.7166 
N9CDEs C12H1Cl9O 

(77.83) (100) 

513.6776 515.6747 
D10CDE C12Cl10O 

(100) (85.69) 

 

結 果 

1． PCDEs標準液のマススペクトル 

PCDEs標準液の一例としてD10CDEとOCDFのマ

ススペクトルを比較したものを図 1に示した。これによ

ると， D10CDEのベースピークとOCDFの分子イオン

ピークの質量数は一致することがわかった。そのた

め，D10CDEは OCDF測定時の妨害となる可能性が

ある。これは，他の PCDEs 同族体においても同様で

あった。したがって，P(n+2)CDE は分子イオンから 2

塩素脱離したものが，ベースイオンピークであり，こ

れが PnCDF 測定時のモニター質量数と一致するた

め， 妨害ピークとなることが示唆された。 

2． PCDEs標準液の SIM クロマトグラム 

これは，図 2 に示すとおり，PCDEs 標準液中に含

まれる Hx-D10CDE（但し，標準混合液に N9CDE は

含まれていない）の SIM クロマトグラムの結果によっ

ても明らかとなった。P(n+2)CDE の分子イオンピーク

よりも 2～ 3倍ピーク強度が高い PnCDFのピーク（本

来 PCDEs 標準液には含まれていない）となっ

て出現していた。 

P(n+2)CDEのベースピークとPnCDFの分子

イオンピーク（モニターイオン）の質量数は一

致するため，MS による分離は不可能であり，

精度良く PCDFs の定量を行うためには，前処

理によって P(n+2)CDE を除去する必要がある

ことがわかった。 

3． 排ガス試料におけるPCDEsの除去方法の検

討 

JIS 等のダイオキシン類測定マニュアル 4～ 8)

には各種クリーンアップ方法が記載されている

が，今回，排ガス試料を用いて，多層シリカゲ

ルカラム処理，アルミナカラム処理及び活性炭

シリカゲルカラム処理における P(n+2)CDE の

除去状況と PnCDF への影響について比較検

討を行った。 

ダイオキシン類として測定対象となる PnCDF（Te

（tetra）～ O（octa）CDF）それぞれの溶出時間の SIM

クロマトグラムとその溶出時間内の P(n+2)CDE の

SIM クロマトグラフを図 3～ 7に示した。 

図 3～ 7 のダイオキシン類（PCDD/Fs）測定画分以

外であるアルミナカラムの 2%ジクロロメタン/ヘキサン

（DCM/Hx）100ml，活性炭シリカゲルカラムのヘキサ

ン（Hx）50ml 及び 25%DCM/Hx 40ml においては，

図 2に示す標準液と同様に，P(n+2)CDEのピークの

殆どはそのまま PnCDFのピークとしても出現し，しか

もその強度は P(n+2)CDEの分子イオンピーク強度よ

りも 2～ 3倍高くなっていた。 

したがって，精度良く定量を行うために，前処理に

おいて PCDEs を除去し，PCDD/Fs 測定画分にでき

るだけ PCDEs を残さないことが重要である。図 3～ 7

から各前処理による PCDEsの除去状況を表 2にまと

めた。これによると，多層シリカゲルカラム処理のみ

では PCDEs の除去はできず，活性炭シリカゲルカラ

図 1．D10CDE(上段)と OCDF(下段)のマススペクトル 

分

子

イ

オ

ン

ピ

ー

ク

ベースピーク 

(分子ｲｵﾝ-2Cl) 
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ム処理及びアルミナカラム処理のいずれかが

必要となってくる。両者を比較すると，活性炭

カラムの方が PCDEs 除去にはより有効である

ことがわかった。 

 

考 察 

今回，環境試料中には PCDEs が含まれて

おり，ダイオキシン類測定の最終検液中に混

在している場合は，PCDFs の妨害ピークとなる

ことがわかり，これらは MS による分離は不可

能であるため，前処理によって PCDEs を除去

することが必要であった。 

検討の結果，活性炭シリカゲルカラム処理

に よ って ， mono-ortho 体の Co-PCBs と

PCDD/DFs（non-ortho体の Co-PCBs を含む）

とを分画する方法が最も有効であった。しかし，

完全除去は不可能であったため，mono-ortho

体の Co-PCBs の溶出画分である 25％

DCM/Hx溶出量の検討を行ったが，PCDEsの

完全除去はやはり不可能であった。これは，

PCDEsの異性体は PCBsと同数の 209異性体

が存在し，non-ortho体の Co-PCBs と同様に，

前処理において PCDD/Fｓと同じ挙動をする異

性体が存在するものと考えられる。 

したがって，前処理によって除去不可能な

PCDEs の異性体が，毒性等価係数（TEF）を

持つダイオキシン類異性体測定の妨害とならないよ

うに GC条件設定等には注意が必要である。 
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 表 2．各前処理による PCDEsの除去状況一覧 

 多層 

シリカゲルカラム 
アルミナカラム 

活性炭 

シリカゲルカラム 

HxCDEs × × △ 

HpCDEs × △ △ 

OCDEs × △ △ 

N9CDEs × ○ ○ 

D10CDE × ○ ○ 

注） ×：除去不能  △：ほぼ除去可能  ○：除去可能 

図 2．PCDEs標準液の SIM クラマトグラム
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図3．各前処理によるHxCDEsの除去状況とTeCDFsへの妨害（排ガス試料）
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図4．各前処理によるHpCDEsの除去状況PeCDFsへの妨害（排ガス試料）
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図5．各前処理によるOCDEsの除去状況とHxCDFsへの妨害（排ガス試料）
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図6．各前処理によN9CDEsの除去状況とHpCDFsへの妨害（排ガス試料）
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図7．各前処理によD10CDEsの除去状況とOCDFへの妨害（排ガス試料）



農産物中䈱残留農薬

本村 秀章 䊶 西川 徹 䊶 馬場 強ਃ 䊶 益田 宣弘

Pesticide Residues in Agricultural Products

Hideaki MOTOMURA, Toru NISIKAWA,Tsuyomi BABA and Nobuhiro MASUDA

pesticide residues in 60 agricultural products were investigated. Those pesticides were extracted120

with acetone and re-extracted with ethyl acetate n-hexane 1:4 . Organophosphorus and organonitrogen䋭 㩿 㪀

pesticides were purified with an ENVI-Carb mini-column, and analyzed by FPD-GC and FTD-GC.

Organochlorine pesticides were purified with an ENVI-Carb and a florisil mini-column, and analyzed

by ECD-GC. The detected pesticide residues were confirmed by GC-MS SCAN .㩿 㪀

The results were as follows;

1. 2 organophosphorus pestcides isoxathion, EPN and 2 organonitrogen myclobutanil, kresoxim-㩿 㪀 㩿

methyl were detected. Their concentrations were 0.01~0.09 and 0.06~0.19 g/g,respectively.㪀 μ
2. 6 organochlorine pestcides procymidone, cypermethrin, fenvalerate, bromopropylate,dicofol,㩿

chlorfenapyr were detected. Their concentrations were 0.01~0.11, 0.04~0.76, 0.08~0.09, 0.01, 0.02 and㪀

0.20 g/g, respectively.μ
3. Pesticide residues were detected in 13 agricultural products, and in 5 agricultural products, 2 kinds of

pesticides were detected.

pesticide residues, agricultural productsKey words ：
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䈲 じ め に
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表䋱． 検査対象農産物

㩿 㪀5
国内産：䈳䉏い䈚䉊㩿 㪀䋬䊧タ䉴㩿 㪀䋬い䈤䈗㩿 㪀䋬びわ㩿 㪀䋬䉶䊨䊥㩿 㪀2 5 4 2 2
㩿 㪀7
国内産：䉨䊞䊔䉿㩿 㪀䋬䉝䉴䊌䊤䉧䉴㩿 㪀䋬䈰䈑㩿 㪀2 2 2
輸入品：䊑䊨䉾コ䊥䊷㩿 㪀䋬䉝䉴䊌䊤䉧䉴㩿 㪀䋬䈘䈫い䉅㩿 㪀䋬い䉖䈕䉖㩿 㪀2 2 2 2
㩿 㪀9
国内産：䊃䊙䊃㩿 㪀䋬䈐䉈う䉍㩿 㪀䋬䈢䉁䈰䈑㩿 㪀䋬䉂䈎䉖㩿 㪀3 2 2 4
輸入品：䈰䈑㩿 㪀䋬え䈣䉁䉄㩿 㪀䋬䈮䉖䈮䈒䈱芽㩿 㪀2 1 1
㩿 㪀11
国内産：䈮䉖䈛䉖㩿 㪀䋬䈲䈒䈘い㩿 㪀䋬大根㩿 㪀䋬䉨䊞䊔䉿㩿 㪀䋬ほう䉏䉖草㩿 㪀䋬䊑䊨䉾コ䊥䊷㩿 㪀2 3 2 2 5 2

㩿 㪀内䈲検体数䉕示䈜*

表䋲．検査対象農薬

機䊥ン系農薬㩿 種㪀45

, , ,IBP, , , , , ,䍚䍼䍖䍹䍷䍬䍼䍛 䍚䍼䍰䍢䍒䍎䍢 䍞䍼䍐䍏䍚䍼䍧䍻 䍖䍹䍷䍩䍽䍶䍬䍛䍰䍟䍷 䍪ｪ䍤䍢䍹䍟䍓䍻 䍖䍹䍷䍩䍽䍶䍬䍛 䍪ｪ䍻䍢䍒䍎䍢 䍰䍟䍞䍼䍟䍓䍻

, , ,EPN, , , , , , , ,䍪䍽䍹䍟䍓䍬䍛 䍐䍝䍕䍙䍟䍓䍻 䍒䍟䍓䍻 䍬䍙䍹䍻 䍰䍞䍖䍶䍬䍛 䍒䍢䍪䍽䍹䍬䍛 䍙䍶䍟䍓䍻 䍡䍷䍪䍼䍬䍛 䍒䍢䍶䍯䍬䍛 䍬䍷䍱䍟䍓䍻

, , , , , , , , ,䍩䍽䍶䍮䍬䍛䍰䍟䍷 䍭䍵䍝䍻 䍚䍼䍰䍟䍷䍩䍼䍻䍬䍛 䍕䍣䍷䍬䍛 䍪䍽䍹䍨䍽䍬䍛 䍡䍢䍵䍖䍹䍹䍩䍼䍻䍬䍛 䍪䍼䍞䍮䍬䍛 䍪䍽䍹䍪ｪ䍧䍬䍛 䍢䍶䍏䍝䍼䍬䍛

, , , , , , , ,䍒䍡䍼䍆䍪ｪ䍻䍬䍛 䍩䍽䍶䍞䍼䍪ｪ䍻䍟䍓䍻 䍣䍸䍍䍢䍼 䍚䍏䍧䍬䍛 䍚䍼䍖䍹䍪ｪ䍻䍟䍓䍻 䍪ｪ䍻䍟䍓䍻 䍖䍹䍷䍪ｪ䍻䍩䍼䍻䍬䍛 䍪ｪ䍻䍛䍷䍬䍟䍓䍻

䍚䍏䍧䍪ｪ䍻䍬䍛 䍬䍸䍎䍢 䍚䍼䍓䍕䍙䍟䍓䍻 䍬䍧䍬䍛 䍪䍼䍹䍱䍬䍛 䍪䍼䍹䍱䍬䍛䍰䍟䍷 䍩䍽䍵䍝䍼䍬䍛 䍖䍎䍭䍬䍛, , , , , , ,

機窒素系農薬㩿 種㪀41

, , , , , , , ,䍐䍝䍪䍽䍹䍔䍷䍪䍼 䍪ｪ䍧䍪䍼䍔䍷䍪䍼 䍖䍹䍹䍪䍽䍹䍪䍅䍯 䍩䍽䍹䍕䍹䍻 䍒䍛䍪䍽䍹䍔䍷䍪䍼 䍫䍽䍻䍡䍼䍆䍰䍞䍶䍻 䍪䍽䍸䍟䍵䍖䍹䍎䍷 䍸䍣䍚䍷

, , , , , , , ,䍪ｪ䍻䍪䍽䍹䍨䍽䍢䍶䍻 䍩䍽䍶䍞䍼䍫䍼䍻 䍩䍼䍻䍖䍹䍝䍼䍶䍻 䍚䍼䍒䍢䍪ｪ䍻䍔䍷䍪䍼 䍢䍶䍏䍚䍼䍰䍬䍻 䍢䍶䍏䍚䍼䍰䍧䍎䍷 䍪䍷䍢䍵䍤䍷 䍮䍖䍹䍪䍼䍞䍤䍷

, , , , , , , , ,䍰䍪䍽䍹䍤䍷 䍰䍪ｪ䍣䍜䍍䍢 䍩䍼䍡䍷䍞䍧䍎䍷 䍫䍼䍻䍞䍼䍐䍓䍔䍷䍪䍼 䍰䍟䍓䍔䍷䍪䍼 䍪䍽䍹䍩䍽䍘䍣䍝䍼䍎䍷 䍕䍚䍶䍔䍷䍪䍼 䍢䍶䍪䍷䍵䍶䍻 䍚䍭䍚䍼䍻

, , , , , , , ,䍏䍵䍖䍹䍎䍷 䍨䍽䍖䍹䍪䍼䍢䍵䍝䍼䍎䍷 䍪䍷䍚䍵䍝䍼䍎䍷 䍡䍤䍷䍖䍹䍎䍷 䍡䍪䍼䍪ｪ䍻䍩䍽䍵䍢䍼 䍪䍽䍹䍬䍽䍕䍙䍎 䍪䍽䍹䍰䍢䍶䍻 䍰䍢䍵䍖䍹䍎䍷

䍚䍼䍰䍞䍰䍢䍶䍻 䍚䍼䍰䍩䍽䍫䍽䍸䍎䍢 䍪䍼䍪䍽䍹䍪ｪ䍚䍼䍻 䍓䍕䍙䍚䍼䍕䍚䍷 䍪ｪ䍣䍶䍱䍷䋬䍢䍷䍖䍹䍬䍛䍰䍟䍷䋬䍪䍆䍪䍽䍹䍤䍷䋬䍏䍚䍼䍻䍬䍛䍰䍟䍷, , , ,

機塩素系農薬㩿 種㪀34

, , , , , , , , ,䍚䍼䍖䍹䍵䍻 䍪䍼䍹䍱䍪䍼䍟䍢䍼 䍖䍹䍰䍢䍕䍚䍤䍷 䍛䍑ｪ䍍䍪䍽 䍚䍼䍖䍹䍪䍷䍏䍤䍢䍼 䍖䍹䍷䍪ｪ䍻䍝䍻 䍩䍼䍪ｪ䍧䍍䍖䍛 䍚䍪䍷䍢䍶䍻 䍪䍷䍚䍢䍶䍦䍎䍢

, , , , , , , , ,䍪䍷䍨䍼䍶䍦䍎䍢 䍪ｪ䍻䍨䍼䍸䍸䍎䍢 䍡䍪䍷䍢䍶䍻 䍪䍽䍹䍩䍽䍙䍼䍮䍢䍼 䍚䍼䍘䍬䍎䍷 䍩䍼䍣䍨䍽䍖䍶䍷 䍖䍹䍷䍫䍼䍻䍚䍼䍸䍎䍢 䍚䍨䍹䍢䍶䍻 䍫䍽䍷䍰䍢䍶䍻

, , , , , , , ,䍚䍫䍽䍷䍰䍢䍶䍻 䍡䍼䍷䍞䍰䍢䍶䍻 䍕䍻䍢䍜䍼䍻 䍒䍻䍢䍼䍛䍪䍅䍻 䍪䍽䍹䍚䍮䍢䍼䍻 䍖䍹䍷䍪䍽䍹䍩䍽䍸䍎䍢 䍪䍼䍹䍱䍪䍽䍹䍩䍽䍸䍎䍢 䍡䍢䍵䍚䍼䍬䍻

䍨䍷䍪ｪ䍻䍪䍽䍹䍍䍖䍛 䍪䍷䍓䍹䍐䍮䍢䍼 䍖䍹䍹䍪ｪ䍦䍢䍎䍷 䍬䍷䍫䍽䍍䍢 䍒䍻䍢䍼䍶䍻 䍩䍼䍪ｪ䍻䍢䍶䍻 䍒䍛䍪ｪ䍻䍨䍼䍸䍸䍎䍢 䍢䍵䍹䍰䍢䍶䍻, , , , , , ,

䈱試薬䈲残留農薬分析用䉕用い䈢䇯

䋴䋮装置及び測定条件

䍔䍼䍛䍖䍹䍭䍢䍖䍼䍵䍪：㈱島津製作所 㩿 㪀GC-17A FPD,FTD

㈱島津製作所 㩿 㪀2010 ECD

GC-䍔䍼䍛䍖䍹䍭䍢䍖䍼䍵䍪質量分析装置：㈱島津製作所

17A+5050A

㪀GC-FPD GC-FTD䋬 䈱測定条件䈲前報䈮䉋䉎䇯

2

䈱測定条件䈲次䈱䈫䈍䉍行䈦䈢䇯GC-ECD

DB-17 0.32mm, 15m, 0.25䉦䊤䊛： 䋨内径 長䈘 膜厚

社製䋩μm,J&W

䉦䊤䊛温度： ℃㩿 㪀 ℃ ℃㩿 㪀100 2min -5 /min-250 5min

℃ ℃㩿 㪀-10 /min-280 10min

注入口温度： ℃䋬検出器温度： ℃200 300

䉨䊞䊥䊟䊷䉧䉴：䊓䊥䉡䊛 㩿定䍱䍎䍢䍼㪀,80kpa

ENVI-Carb 250mg,3mL ENVI-Carb䊚䊆䉦䊤䊛： 㩿 㪀䋬

500mg,6mL Sep-pak plus florisil㩿 㪀 䋨䉴䊕䊦コ社製䋩

㩿 社製䋩Waters

䋵䋮 㩿 㪀䈮䉋䉎ク䊥䊷ン䉝䉾䊒䈱ENVI-Carb 500mg,6mL

検討

࿑䋱䈮示䈜方法䈮䉋䉍作成䈚䈢䊃䊙䊃䈱抽出液䈮䋬

䉝䉶䊃ン 䊓䉨サン㩿 ： 㪀䈪 倍希釈䈚䈢抽出液䈮䋭n- 1 1 2

ENVI-Carb䈭䉎 䉋 う 䈮混合標準液䉕添加後䋬

㩿 㪀へ負荷䈚䋬機䊥ン系農薬及び機窒500mg,6mL

素系農薬䈱回収率䉕測定䈚䈢䇯䉁䈢䋬機塩素系

農薬䈮䈧い䈩䈲䋬更䈮䋬 䈪精製Sep-pak plus florisil

䈚回収率䉕測定䈚䈢䇯

䋶䋮実態調査

࿑䋱䈮示䈜方法䈮䉋䉍行䈦䈢䇯

䈭䈍䋬機塩素系農薬䈲前報 䈪䈲䋬䍪䍹䍶䍚䍼䍷

2 ,3㪀 㪀

䈪精製䉕行䈦䈩い䈢䈏䋬今回䈲䋬 䈪PR ENVI-Carb

精製䉕行䈦䈢後䇮更䈮䇮 䈪精製Sep-pak plus florisil

䉕行䈦䈢䉅䈱䉕試験液䈫䈚䈢䇯対象農薬䈲䋬䈳䉏い

70 120䈚䉊䋬䊃䊙䊃䈱添加回収実験䈪䋬回収率䈏 ～

％䈱範࿐䈪あ䈦䈢䉅䈱䉕対象䈫䈚䈢䇯

GC Sep-pak䉁䈢䋬 䈪農薬䈏検出䈘䉏䈢時䈲䋬

長崎県衛生公害研究所報 䋬㩿 㪀 報文50 2004



20g試料

100mL 50mL䍏䍜䍢䍻 䋬

抽出䋨䊖䊝䉳䊅䉟䉵䋩

遠心分離䋨 䋩2,500rpm, 5min

℃以ਅ䈪減濃縮䋨約 䉁䈪䋩40 30mL
100mL飽和食塩水

20 n- 100mL 50mL％酢酸䍒䍟䍷䋭 䍫䍕䍙䍻 䋬

抽出

脱水䋨無水硫酸䍣䍢䍶䍑䍯䋩

℃以ਅ䈪減濃縮㩿溶媒除去䋩40

䍏䍜䍢䍻 䍫䍕䍙䍻 䈮溶解䋭n- 4mL
䋨抽出溶液䋩

䍔䍵䍯䍖䍹䍭䍢䍖䍼䍵䍪䍆䍎 㩿 㪀ENVI-Carb 250mg
䍏䍜䍢䍻 䍫䍕䍙䍻㩿 㪀 䈪䍘䍻䍡䍼䍆䍚䍌䍤䍻䍖䍼䋭n- 1:1 5mL
抽出溶液 䈱内 䉕負荷4mL 1mL
䍏䍜䍢䍻 䍫䍕䍙䍻㩿 㪀 䈪溶出㩿 㪀䋭n- 1:1 5mL total:6mL

䍨䍽䍎䍚䍼䈪 䈮濃縮N 1mL2

記溶液 䈱内 䉕分取 残䉍䈱試験液1mL 0.5mL

䍨䍽䍎䍚䍼䈪乾固N2

GC-FPD
GC-FTD

䍫䍕䍙䍻 䈮溶解n- 1mL

Sep-pak plus florisil䍔䍵䍯䍖䍹䍭䍢䍖䍼䍵䍪䍆䍎

䍏䍜䍢䍻䋬䍒䍎䍡䍷䋬 䍫䍕䍙䍻 各 䈪䍘䍻䍡䍼䍆䍚䍌䍤䍻䍖䍼n- 5mL
記液䉕負荷

䍒䍎䍡䍷䋭 䍫䍕䍙䍻 䈪溶出60% n- 15mL

℃以ਅ䈪減濃縮㩿溶媒除去䋩40

䍫䍕䍙䍻䈪 䈫䈜䉎n- 1mL

GC-ECD

図䋱．分析方法

長崎県衛生公害研究所報 䋬㩿 㪀 報文50 2004



表䋳．ENVI-C㪸r㪹㩿5㪇㪇mg㪀における各農薬䈱回収実験結果
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㩿%㪀

No. 機䊥ン系農薬 回収率 機窒素系農薬 回収率 機塩素系農薬 回収率

1 䍚䍼䍖䍹䍷䍬䍼䍛 98 䍐䍝䍪䍽䍹䍔䍷䍪䍼 95 䍚䍼䍖䍹䍵䍻 66

2 䍚䍼䍰䍢䍒䍎䍢 101 䍪ｪ䍧䍪䍼䍔䍷䍪䍼 88 䍪䍼䍹䍱䍪䍼䍟䍢䍼 98

3 䍞䍼䍐䍏䍚䍼䍧䍻 99 䍖䍹䍹䍪䍽䍹䍪䍅䍯 90 䍖䍹䍰䍢䍕䍚䍤䍷 96

4 IBP 126 䍩䍽䍹䍕䍹䍻 89 䍛䍑ｪ䍍䍪䍽 87

5 䍖䍹䍷䍩䍽䍶䍬䍛䍰䍟䍷 98 䍒䍛䍪䍽䍹䍔䍷䍪䍼 97 䍚䍼䍖䍹䍪䍷䍏䍤䍢䍼 85

6 䍪ｪ䍤䍢䍹䍟䍓䍻 94 䍫䍽䍻䍡䍼䍆䍰䍞䍶䍻 85 䍖䍹䍷䍪ｪ䍻䍝䍻 87

7 䍖䍹䍷䍩䍽䍶䍬䍛 97 䍪䍽䍸䍟䍵䍖䍹-䍷 90 䍩䍼䍪ｪ䍧䍍䍖䍛 87

8 䍪ｪ䍻䍢䍒䍎䍢 98 䍸䍣䍚䍷 92 䍚䍪䍷䍢䍶䍻 87

9 䍰䍟䍞䍼䍟䍓䍻 102 䍪ｪ䍻䍪䍽䍹䍨䍽䍢䍶䍻 94 䍪䍷䍚䍢䍶䍦䍎䍢 88

10 䍪䍽䍹䍟䍓䍬䍛 98 䍩䍽䍶䍞䍼䍫䍼䍻 87 䍪䍷䍨䍼䍶䍦䍎䍢 90

11 䍐䍝䍕䍙䍟䍓䍻 113 䍩䍼䍻䍖䍹䍝䍼䍶䍻 92 䍪ｪ䍻䍨䍼䍸䍸䍎䍢 90

12 䍒䍟䍓䍻 98 䍚䍼䍒䍢䍪ｪ䍻䍔䍷䍪䍼 93 䍡䍪䍷䍢䍶䍻 95

13 EPN 83 䍢䍶䍏䍚䍼䍰䍬䍻 93 䍪䍽䍹䍩䍽䍙䍼䍮䍢䍼 93

14 䍬䍙䍹䍻 101 䍢䍶䍏䍚䍼䍰䍧䍎䍷 92 䍩䍼䍣䍨䍽䍖䍶䍷 93

15 䍰䍞䍖䍶䍬䍛 85 䍪䍷䍢䍵䍤䍷 94 䍖䍹䍹䍫䍼䍻䍚䍼䍸䍎䍢 91

16 䍒䍢䍪䍽䍹䍬䍛 89 䍮䍖䍹䍪䍼䍞䍤䍷 93 䍚䍼䍘䍬䍎䍷 106

17 䍙䍶䍟䍓䍻 88 䍰䍪䍽䍹䍤䍷 92 䍚䍨䍹䍢䍶䍻 99

18 䍡䍷䍪䍼䍬䍛 89 䍰䍪ｪ䍣䍜䍍䍢 94 䍫䍽䍷䍰䍢䍶䍻 94

19 䍒䍢䍶䍯䍬䍛 89 䍩䍼䍡䍷䍞䍧䍎䍷 97 䍚䍫䍽䍷䍰䍢䍶䍻 98

20 䍬䍷䍱䍟䍓䍻 93 䍫䍼䍻䍞䍼䍐䍓䍔䍷䍪䍼 122 䍡䍼䍷䍞䍰䍢䍶䍻 97

21 䍩䍽䍶䍮䍬䍛䍰䍟䍷 87 䍰䍟䍓䍔䍷䍪䍼 150 䍕䍻䍢䍜䍼䍻 78

22 䍭䍵䍝䍻 92 䍪䍽䍹䍩䍽䍘䍣䍝䍼䍎䍷 89 䍒䍻䍢䍼䍛䍷䍪䍅䍻㩿㱍㪀 99

23 䍚䍼䍰䍟䍷䍩䍼䍻䍬䍛 89 䍕䍚䍶䍔䍷䍪䍼 93 䍒䍻䍢䍼䍛䍷䍪䍅䍻㩿㱎㪀 101

24 䍕䍣䍷䍬䍛 90 䍢䍶䍪䍷䍵䍶䍻 82 䍒䍻䍢䍼䍛䍷䍪䍅䍻䍛䍷䍬䍻 101

25 䍪䍽䍹䍨䍽䍬䍛 89 䍚䍭䍚䍼䍻 80 䍪䍽䍹䍚䍮䍢䍼䍻 74

26 䍡䍢䍵䍖䍹䍹䍩䍼䍻䍬䍛 94 䍏䍵䍖䍹䍎䍷 79 䍖䍹䍷䍪䍽䍹䍩䍽䍸䍎䍢 99

27 䍪䍼䍞䍮䍬䍛 86 䍨䍽䍖䍹䍪䍼䍢䍵䍝䍼䍎䍷 81 䍪䍼䍹䍱䍪䍽䍹䍩䍽䍸䍎䍢 90

28 䍪䍽䍹䍪ｪ䍧䍬䍛 92 䍪䍷䍚䍵䍝䍼䍎䍷 80 䍡䍢䍵䍚䍼䍬䍻 101

29 䍢䍶䍏䍝䍼䍬䍛 97 䍡䍤䍷䍖䍹䍎䍷 81 䍨䍷䍪ｪ䍻䍪䍽䍹䍍䍖䍛 97

30 䍒䍡䍼䍆䍪ｪ䍻䍬䍛 97 䍡䍪䍼䍪ｪ䍻䍩䍼䍵䍢䍼 86 䍪䍷䍓䍹䍐䍮䍢䍼 70

31 䍩䍽䍶䍞䍼䍪ｪ䍻䍟䍓䍻 97 䍪䍽䍹䍬䍽䍕䍙䍎 102 䍖䍹䍹䍪ｪ䍦䍢䍎䍷 88

32 䍣䍸䍍䍢䍼 88 䍪䍽䍹䍰䍢䍶䍻 87 䍬䍷䍫䍽䍍䍢 89

33 䍚䍏䍧䍬䍛 94 䍰䍢䍵䍖䍹䍎䍷 85 䍒䍻䍢䍼䍶䍻 100

34 䍚䍼䍖䍹䍪ｪ䍻䍟䍓䍻 93 䍚䍼䍰䍞䍰䍢䍶䍻 88 䍩䍼䍪ｪ䍻䍢䍶䍻 89

35 䍪ｪ䍻䍟䍓䍻 92 䍚䍼䍰䍩䍽䍫䍽䍸䍎䍢 88 䍒䍛䍪ｪ䍻䍨䍼䍸䍸䍎䍢 89

36 䍖䍹䍷䍪ｪ䍻䍩䍼䍻䍬䍛 92 䍪䍼䍪䍽䍹䍪ｪ䍚䍼䍻 85 䍢䍵䍹䍰䍢䍶䍻 83

37 䍪ｪ䍻䍛䍷䍬䍟䍓䍻 105 䍓䍕䍙䍚䍼䍕䍚䍷 88

38 䍚䍏䍧䍪ｪ䍻䍬䍛 91 䍪ｪ䍣䍶䍱䍷 89

39 䍬䍸䍎䍢 109 䍢䍶䍖䍹䍬䍛䍰䍟䍷 92

40 䍚䍼䍓䍕䍙䍟䍓䍻 104 䍪䍆䍪䍽䍹䍤䍷 99

41 䍬䍧䍬䍛 109 䍏䍚䍼䍻䍬䍛䍰䍟䍷 122

42 䍪䍼䍹䍱䍬䍛 112

43 䍪䍼䍹䍱䍬䍛䍰䍟䍷 111

44 䍩䍽䍵䍝䍼䍬䍛 113

45 䍖䍎䍭䍬䍛 75
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表䋴．農産物中䈱残留農薬調査結果

等䈱䊚䊆䉦䊤䊛䈪再ク䊥䊷ン䉝䉾䊒䉕行plus florisil

い䋬 㩿 㪀䈪確䉕行䈦䈢䇯GC/MS SCAN

実 験 結 果 及 び 考 察

䋱䋮 㩿 㪀䈮䉋䉎ク䊥䊷ン䉝䉾䊒䈱ENVI-Carb 500mg,6mL

検討

前報 䈪䈲 㩿 㪀䈪䈱精製䈱

2 ,3㪀 㪀 ENVI-Carb 250mg,3mL

前䈮䋬ＧＰＣ䈮䉋䉍精製䉕行䈦䈩い䈢䈏䋬精製効果及

び分析時間䈫労力䈱問題䈪䋬今回䈲ＧＰＣ操作䉕省

略䈚䈢䇯そ䈱䈢䉄䋬ほう䉏䉖草等色素䉕多䈒含䉃農

産物䈱場合䋬色素䈱除去䈏不十分䈪あ䈦䈢䇯そ䈖

䈪䋬追加精製等䈮利用䈜䉎䈢䉄䋬䊃䊙䊃䈱抽出物䉕

用い䈩各農薬䈱 㩿 㪀䈮䈍䈔䉎ENVI-Carb 500mg,6mL

回収率䈱測定䉕行䈦䈢䇯機䊥ン系農薬䈱内䋬溶出

䈏遅い䊖サ䊨ン䈪 ～ 䈮䋬ク䊷䊙䊖䉴䈪 ～8 12mL 6

䈮溶出䈚䈢䈱䈪䋬䉝䉶䊃ン䋭 䊓䉨サン㩿䋱：䋱㪀12mL n-

䈱溶出量䉕 䈫䈚䈩回収率䈱測定䉕行䈦䈢䇯そ12mL

120䈱結果䉕表䋳䈮示䈚䈢䇯一部䈱農薬䈪回収率䈏

％䉕超え䈩い䉎䉅䈱䉅あ䉎䈏䋬概䈰 ～ ％䈱70 120

回収率䈪あ䈦䈢䇯今回䈱実態調査䈮䈍い䈩䋬ほう䉏

䉖草等色素䉕多䈒含䉃農産物䈱場合䋬適宜䋬追加

䈱ク䊥䊷ン䉝䉾䊒等䈮 㩿 㪀䉕利ENVI-Carb 500mg,6mL

用䈚䈢䇯

䋲䋮実態調査

調査結果䉕表䋴䈮示䈚䈢䇯

㩿 㪀機䊥ン系農薬1

䉟ソ䉨サチ䉥ン䈏い䈤䈗䈎䉌 䋬 䈏䈰0.01 g/g EPNμ
䈑䈎䉌 検出䈘䉏䈢䇯0.09 g/gμ
㩿 㪀機窒素系農薬2

䊚ク䊨䊑タ䊆䊦䈏 䋬ク䊧ソ䉨䉲䊛䊜チ䊦䈏0.19 g/gμ
い䈤䈗䈎䉌検出䈚䈢䇯䈭䈍䋬ク䊧ソ䉨䉲䊛䊜0.06 g/gμ

チ䊦䈲検査対象農薬䈪䈲䈭䈎䈦䈢䈏䋬未知䊏䊷ク

䉕 㩿 㪀䈪測定䈚䈢䈫䈖䉐䋬ク䊧ソ䉨䉲䊛䊜GC/MS SCAN

チ䊦䈏確䈪䈐䈢䇯䉁䈢䋬本法䉕用い䈩添加回収実

験䉕行䈦䈢䈫䈖䉐良好䈭回収率䈪あ䈦䈢䈱䈪検出農

薬䈫䈚䈢䇯

㩿 㪀機塩素系農薬3

種類䈱農産物䈎䉌䊒䊨䉲䊚䊄ン䈏 ～2 0.01

䋬䊐䉢ン䊋䊧䊧䊷䊃䈏 ～ 䋬0.11 g/g 0.08 g/g 0.09 g/gμ μ μ
種類䈱農産物䈎䉌䉲䊕䊦䊜䊃䊥ン䈏 ～3 0.04 g/gμ

検出䈘䉏䈢䇯䉁䈢䋬䊑䊨䊝䊒䊨䊏䊧䊷䊃䈏0.76 g/gμ
䋬䉳コ䊖䊷䊦䈏 䋬ク䊨䊦䊐䉢䊅䊏䊦0.01 g/g 0.02 g/gμ μ

䈏 䋬各々 農産物䉋䉍検出䈘䉏䈢䇯䈭䈍䋬0.20 g/g 1μ
ク䊨䊦䊐䉢䊅䊏䊦䈲検査対象農薬䈪䈲䈭䈎䈦䈢䈏䋬

GC/MSク䊧ソ䉨䉲䊛䊜チ䊦䈫ห様䈮䋬未知䊏䊷ク䉕

㩿 㪀䈪確䈚䋬添加回収実験䈪良好䈭結果䈪あSCAN

䈦䈢䈱䈪検出農薬䈫䈚䈢䇯

以 検体䈱内 検体䈪農薬䈏検出䈘䉏䋬検60 13

出率䈲約 ％䈪あ䈦䈢䇯食品衛生法䈱基準値䉕超20

え䈩検出䈘䉏䈢農薬䈲䈭䈒䋬基準値䈮一番近い値

䈪検出䈘䉏䈢農薬䈲ほう䉏䉖草䈎䉌検出䈘䉏䈢䉲䊕

䊦䊜䊃䊥ン䈪検出値䈲基準値䈱約 䈱値䈪あ䈦䈢䇯1/3

䉶䊨䊥 検体䈪䊒䊨䉲䊚䊄ン䈏検出䈘䉏䈩い䉎䈏䋬2

内 検体䈪䋬別法䈪ク䊨䊨タ䊨䊆䊦䉅検出䈘䉏䈩䈍1

13 5 2䉍䋬農薬䈱検出䈏あ䈦䈢 検体䈱内䋬 検体䈪

種類䈱農薬䈏検出䈘䉏䈢䇯

ま と め

当所䈱農産物中䈱一斉分析法䈲䋬機溶媒䈮䉋

䉎抽出䋬活性炭䉇䊐䊨䊥䉳䊦 䈱䉥䊷䊒ン䉦䊤䊛䈮PR

䉋䉎精製法䈱検討等䈎䉌開始䈚䋬そ䈱後䋬検査対象

農薬䉕拡大䈚䈭䈏䉌䇮 䉇䊚䊆䉦䊤䊛䉕用い䈢精GPC

農産物ฬ 産地 検体数 検出数 検出農薬ฬ 検出値䋨μ g/g䋩 検出農薬ฬ 検出値䋨μ g/g䋩

䉶䊨䊥 国内産 2 2 䊒䊨䉲䊚䊄ン 0.01， 0.03

い䈤䈗 国内産 4 2 䊚ク䊨䊑タ䊆䊦 0.19 䉟ソ䉨サチ䉥ン 0.01

䉲䊕䊦䊜䊃䊥ン 0.04 ク䊧ソ䉨䉲䊛䊜チ䊦 0.06

䉨䊞䊔䉿 国内産 4 1 䊐䉢ン䊋䊧䊧䊷䊃 0.08

䈰䈑 国内産 2 1 EPN 0.09 䉲䊕䊦䊜䊃䊥ン 0.43

䈐䉈う䉍 国内産 2 1 䊒䊨䉲䊚䊄ン 0.11

䉂䈎䉖 国内産 4 1 䊑䊨䊝䊒䊨䊏䊧䊷䊃 0.01

䊃䊙䊃 国内産 3 1 䉳コ䊖䊷䊦 0.02

え䈣䉁䉄 中国産 1 1 䉲䊕䊦䊜䊃䊥ン 0.07

䈲䈒䈘い 国内産 3 1 䊐䉢ン䊋䊧䊧䊷䊃 0.09 ク䊨䊦䊐䉢䊅䊏䊦 0.20

ほう䉏䉖草 国内産 5 2 䉲䊕䊦䊜䊃䊥ン 0.76， 0.62
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製法䈱検討䉕行䈦䈩䈐䈢䈫䈖䉐䈪あ䉎䇯

ENVI-Carb Sep-pak plus florisil今回䈲䋬精製䈮 䈫

16䈱䊚䊆䉦䊤䊛䉕用い䈢分析法䈱検討䉕行い䋬ᐔ成

ᐕ度䈮搬入䈘䉏䈢農産物 検体䈮䈧い䈩䋬残留60

農薬䈱調査䉕行䈦䈢䇯そ䈱結果䋬 検体䈎䉌農薬13

䈏検出䈘䉏䈢䇯

精製法䈫䈚䈩䋬䊚䊆䉦䊤䊛䉕使用䈚䈢場合䋬分析時

間䈱短縮䋬省溶媒化䈏可能䈪䋬現䋬多種䈱䊚䊆䉦

䊤䊛䈏開⊒䈘䉏䈩い䉎䇯今後䈲䋬更䈮䊚䊆䉦䊤䊛䈮䉋

䉎精製法等䈮検討䉕加え䋬精製効果䈱向䋬検査

対象農薬䈱拡大䉕࿑䉍䋬䊘䉳テ䉞䊑䊥䉴䊃制䈮対応䈚

䈩い䈒必要䈏あ䉎䈫思わ䉏䉎䇯
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Studies on Determination of Chlorothalonil, Captan, Captafol,

Dichlofluanid and Folpet in Agricultural Products

Hideaki MOTOMURA, Toru NISIKAWA, Tsuyomi BABA and Nobuhiro MASUDA

A method for the determination of chlorothalonil, captan, captafol, dichlofluanid and folpet in

agricultural products was studied. These pesticides were extracted with acetone under the acid condition

which was made by adding phosphoric acid, re-extracted with ethyl acetate n-hexane ( ), purified䋭 䋱：䋴

with an ENVI-Carb/LCNH mini-column and analyzed by GC-ECD. Recoveries of chlorothalonil,2

captan, captafol, dichlofluanid and folpet from samples spiked at 0.02~0.04 g/g were 85.1~98.3, 93.8μ
~95.6 , 85.7~101.6, 86.3~94.8 and 57.7~64.1%, respectively. These pesticide residues in 61

agricultural products were investiged by this method, and as the result, chlorothalonil was detected in

celery (0.13 g/g ).μ

chlorothalonil, captan, captafol, dichlofluanid, folpet, agricultural productsKey words ：

䉨䊷ワ䊷䊄：䉪䊨䊨タ䊨䊆䊦 䉨䊞䊒タン 䉦䊒タ䊖䊷䊦 䉳䉪䊨䊐䊦ア䊆䊄 䊖䊦䊕䉾䊃 農産物, , , , ,

䈲 じ め に

䉪䊨䊨タ䊨䊆䊦䋬䉨䊞䊒タン及び䉦䊒タ䊖䊷䊦䈲䋬䊖

䊝䉳䊅イ䉵䈜䉎㓙䋬植物成分䈮䉋䈦䈩分解䈜䉎䈖䈫䈏

知䉌䉏䈩䈍䉍䋬 䊥ン酸䉕加え䈢䉅䈱䉕検体䈫䈚
1 5㪀～ 㪀

䈩い䉎䈢䉄䋬当所䈱一斉分析法䈫䈲䇮別系統䈪検査䉕

行䈦䈩い䉎䇯䉁䈢䋬検査方法䈮䈧い䈩䉅䋬当所䈱一斉

分析法䈪䈲䋬精製䈮 䉕用いア䉶䊃ン䋭 䊓ENVI-Carb n-

䉨サン㩿䋱：䋱㪀䈪溶出䉕行䈦䈩い䉎䈢䉄䋬䉪䊨䊨タ䊨䊆䊦

䈏溶出䈘䉏䈮䈒い䇯溶出溶媒䉕䊃䊦エン ア䉶䊃䊆䊃䊥䊦䋭

㩿䋱：䋳㪀䈪行う䈫䉪䊨䊨タ䊨䊆䊦䈏溶出䈘䉏䉇䈜䈒䈭䉎䈖䈫

䈎䉌 䋬今回䋬精製䈮 䉕用い溶
6㪀 ENVI-Carb/LCNH2

出溶媒䉕䊃䊦エン ア䉶䊃䊆䊃䊥䊦㩿䋱：䋳㪀䈪行う方法䈮䈧䋭

い䈩検討䈚䈢䈱䈪報告䈜䉎䇯

䉁䈢䇮䉳䉪䊨䊐䊦ア䊆䊄及び䊖䊦䊕䉾䊃䈮䈧い䈩䈲䋬

当所䈱一斉分析法䈮䉋䉎䈳䉏い䈚䉊䈫䊃䊙䊃へ䈱添加

回収実験䈪䈲良好䈭結果䈪あ䈦䈢䈱䈪䋬機塩素系

農薬䈱対象農薬䈫䈚䈩い䉎䈏䋬䈖䉏䉌䈱農薬䉅植物中

䈱成分䈮䉋䈦䈩䈲分解䈜䉎䈖䈫䈏知䉌䉏䈩い䉎䇯そ䈖

䈪䋬䈖䈱 農薬䈮䈧い䈩䉅併䈞䈩検討䉕行䈦䈢䈱䈪報2

告䈜䉎䇯

調 査 方 法

䋱䋮試料

添加回収実験䈮䈲䋬長崎県内䈪購入䈚䈢䈳䉏い䈚

䉊䋬ほう䉏䉖草䋬䉨䊞䊔䉿䋬䉂䈎䉖及び玄米䉕使用䈚

16 5 11䈢䇯実態調査䈮用い䈢試料䈲䋬ᐔ成 ᐕ ～

䈮当所䈮搬入䈘䉏䈢国内産 検体䋬輸入品 検48 12

1 61体䈱農産物䈫当所䈪購入䈚䈢玄米 検体䈱ว計

検体䉕用い䈢䇯䋨表䋱䋩

䋲䋮試薬等

標準品䈲市販䈱農薬標準品䉕用い䇮機溶媒等䈱

試薬䈲残留農薬分析用䉕䋬䊥ン酸䈲特級䉕使用䈚䈢䇯

ENVI-Carb/LC-NH2 6ml Tube䊚 䊆 䉦 䊤 䊛 ：

500mg/500mg Sep-Pak Plus florisil㩿 㪀䋨䉴䊕䊦コ社製䋩䋬

及び 㩿 社製䋩Sep-Pak Plus silica Waters

䋳䋮装置及び測定条件

GC-ECD GC-2010：㈱島津製作所製

DB-17 0.32mm, 15 , 0.25䉦䊤䊛： 䋨内径 長䈘 ｍ膜厚

䋧 社製䋩μm,J W

100 2min -5 /min-250 5min -䉦䊤䊛温度： ℃㩿 㪀 ℃ ℃㩿 㪀

℃ ℃㩿 㪀10 /min-280 10min
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表䋱．検査対象農産物

䋨国内産䋩

䈳䉏い䈚䉊㩿 㪀䋬䊧タ䉴㩿 㪀䋬い䈤䈗㩿 㪀䋬びわ㩿 㪀䋬䉶䊨䊥㩿 㪀䋬䉨䊞䊔䉿㩿 㪀䋬ア䉴パ䊤䉧䉴㩿 㪀䋬䈰䈑㩿 㪀䋬䊃䊙䊃㩿 㪀2 5 4 2 2 4 2 2 3

䈐䉈う䉍㩿 㪀䋬䈢䉁䈰䈑㩿 㪀䋬䉂䈎䉖㩿 㪀䋬䈮䉖䈛䉖㩿 㪀䋬䈲䈒䈘い㩿 㪀䋬大根㩿 㪀䋬ほう䉏䉖草㩿 㪀䋬䊑䊨䉾コ䊥䊷㩿 㪀2 2 4 2 3 2 5 2

玄米㩿 㪀1

㩿輸入品㪀

䊑䊨䉾コ䊥䊷㩿 㪀䋬ア䉴パ䊤䉧䉴㩿 㪀䋬䈘䈫い䉅㩿 㪀䋬い䉖䈕䉖㩿 㪀䋬ネ䉩㩿 㪀䋬え䈣䉁䉄㩿 㪀䋬䈮䉖䈮䈒䈱芽㩿 㪀2 2 2 2 2 1 1

㩿 㪀内䈲検体数䉕示䈜*

㩿㊁菜䊶果実類㪀 䋨穀類䋩

20g 10g試料 試料

䊥ン酸 䉕添加 䊥ン酸溶液 添加1mL 3% 20mL
䍏ｾ䍢䍻 䋬 分放置100mL 50mL 30

100mL 50mL䍏ｾ䍢䍻 䋬

抽出䋨䊖䊝䉳䊅イ䉵䋩

遠心分離㩿 㪀2,500rpm, 5min

℃以ਅ䈪減圧濃縮䋨約 䉁䈪䋩40 30mL
100mL飽和食塩水

20 n- 100mL 50mL䋦酢酸䍒䍟䍷䋭 䍫䍕䍙䍻 䋬

抽出

脱水䋨無水硫酸䍣䍢䍶䍑ﾑ䋩

℃以ਅ䈪減圧濃縮䋨溶媒除去㪀40
䍫䍕䍙䍻 䈮溶解n- 30mL

n- 30mL 3䍫䍕䍙䍻飽和䍏ｾ䍢䍤䍢䍶䍷 ×

䍏ｾ䍢䍤䍢䍶䍷分配

䍏ｾ䍢䍤䍢䍶䍷層䉕 ℃以ਅ䈪減圧濃縮㩿溶媒除去㪀40

䍢䍷䍒 ｾ䍢䍤䍢䍶䍷㩿 㪀 䈮溶解䍻䋭䍏 1:3 5mL
䋨抽出溶液䋩

䍔䍵ﾑ䍖ﾛ䍭䍢䍖䍼䍵䍪ｨ䍎 㩿 㪀ENVI-Carb/LCNH2 6ml Tube 500mg/500mg
䍢䍷䍒 䋭 ｾ䍢䍤䍢䍶䍷㩿 㪀 䈪䍘䍻䍡䍼ｨ䍚䍌䍤䍻䍖䍼䍻 䍏 1:3 10mL
抽出溶液 䈱内 䉕負荷5mL 1mL
䍢䍷䍒 䋭 ｾ䍢䍤䍢䍶䍷㩿 㪀 䈪溶出䍻 䍏 1:3 20mL

℃以ਅ䈪減圧濃縮䋨溶媒除去䋩40

䍫䍕䍙䍻 䈮溶解䋨穀類䈲 䈮溶解䋩n- 4mL 2mL

GC-ECD
図䋱．分析方法
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注入口温度： ℃ 検出器温度： ℃200 300

䉨䊞䊥䊟䊷䉧䉴：䊓䊥ウ䊛 㩿定圧ﾓ䍎䍢䍼㪀, 80kpa

DB-5 0.25mm, 30 , 0.25䉦䊤䊛： 䋨内径 長䈘 ｍ膜厚

䋧 社製䋩μm,J W

50 1min -25 /min-125 -10 /䉦䊤䊛温度： ℃㩿 㪀 ℃ ℃ ℃

℃䋨 䋩min-300 6.5min

注入口温度： ℃ 検出器温度： ℃200 300

䉨䊞䊥䊟䊷䉧䉴：䊓䊥ウ䊛 㩿定圧ﾓ䍎䍢䍼㪀, 120kpa

䋴䋮検㊂線

各農薬 ～ 䈱標準溶液䉕調整䈚䋬検0.01 0.5 g/mLμ
㊂線標準液䈫䈚䈢䇯

䋵䋮添加回収実験

分析方法䉕࿑䋱䈮示䈚䈢䇯

添加濃度䈲䋬䉪䊨䊨タ䊨䊆䊦䋬䉨䊞䊒タン及び䉦䊒タ

䊖䊷䊦䈲 䋬䉳䉪䊨䊐䊦ア䊆䊄及び䊖䊦䊕䉾䊃䈲0.02 g/gμ
䈫䈚䋬い䈝䉏䉅添加 分後分析䉕開始䈚䈢䇯0.04 g/g 30μ

䋶䋮実態調査

࿑䋱䈮示䈜方法䈮䉋䉍調査䉕行䈦䈢䇯䈭䈍䋬農薬䈏

検出䈘䉏䈢場ว䈮䈲䋬再䍖䍶䍎䍻䍏䍍䍪 䍽䉕行䈦䈢後

㩿 㪀䈪確䉕行䈦䈢䇯GC/MS SCAN

調 査 結 果 及 び 考 察

䋱䋮検㊂線

い䈝䉏䈱農薬䉅相関係数䈲 以䈪良好䈭直0.997

線性䉕示䈚䈢䇯

䋲䋮添加回収実験

表䋲䈮添加回収実験結果䉕示䈚䈢䇯䉪䊨䊨タ䊨䊆䊦䈲

～ 䋦䋬䉨䊞䊒タン䈲 ～ 䋦 䋬䉦䊒タ85.1 98.3 93.8 95.6

85.7 101.6 86.3䊖䊷䊦䈲 䋦～ 䋦䋬䉳䉪䊨䊐䊦ア䊆䊄䈲

～ 䋦䈱回収率䈪䋬相対標準偏差㩿 㪀䈲 䋦94.8 RSD 10

以ਅ䈪良好䈭結果䈪あ䈦䈢䇯

䊖䊦䊕䉾䊃䈲 ～ 䋦䈱回収率䈪あ䈦䈢䈏䋬57.7 64.1

通知法䈪䈱検出限界䈲 䈪あ䉍䋬䉴䉪䊥䊷䊆ン0.01 g/gμ
䉫

抽出溶液 䋨䍏ｾ䍢䍻 䍫䍕䍙䍻㩿 㪀溶液䋩5mL :n- 1:1

䍔䍵ﾑ䍖ﾛ䍭䍢䍖䍼䍵䍪ｨ䍎 㩿 㪀ENVI-Carb 250mg
䍏ｾ䍢䍻䋭 䍫䍕䍙䍻㩿 㪀 䈪䍘䍻䍡䍼ｨ䍚䍌䍤䍻䍖䍼n- 1:1 5mL
抽出溶液 䈱内 䉕負荷5mL 1mL
䍏ｾ䍢䍻䋭 䍫䍕䍙䍻 㩿 㪀 䈪溶出㩿 㪀n- 1:1 5mL total:6mL

濃縮䊶乾固䋨 ﾊ䍽䍎䍚䍼䋩N2

䍫䍕䍙䍻 䈮溶解n- 1mL

Sep-Pak Plus florisil䍔䍵ﾑ䍖ﾛ䍭䍢䍖䍼䍵䍪ｨ䍎

䍏ｾ䍢䍻 䍒䍎䍡䍷 䍫䍕䍙䍻 各 䈪䍻䍡䍼ｨ䍚䍌䍤䍻䍖䍼, ,n- 5mL
記液負荷

䍒䍎䍡䍷䋭 䍫䍕䍙䍻 䈪溶出60% n- 15mL

℃以ਅ䈪減圧濃縮䋨乾固䋩40

䍫䍕䍙䍻 䈮溶解n- 4mL

GC-ECD

図䋲．精製方法

法䈫䈚䈩本法䉕用い䉎場ว䋬感度的䈮䈲特䈮問題䈭い

䈫思わ䉏䉎䇯䈭䈍䋬䉳䉪䊨䊐䊦ア䊆䊄及び䊖䊦䊕䉾䊃䈱

0.04 g/mL)1mL ENVI-Carb/LCNH2混ว標準液㩿 䉕μ
䈮負荷䈚䋬回収率䉕測定䈚䈢䈫䈖䉐䋬䉳䉪䊨䊐䊦ア䊆䊄

䈮対䈚䈩䋬䊖䊦䊕䉾䊃䈲 䋦䈪あ䈦䈢䇯添加回収85% 57

実験䈪䊖䊦䊕䉾䊃䈱回収率䈏 䋦前後䈪あ䈦䈢主䈭60

原因䈲䋬 へ䈱吸着䈮䉋䉎䉅䈫思わENVI-Carb/LCNH2

䉏䈢䈢䉄䋬䉨䊞䊔䉿䉕用い䈩 䈮䈍ENVI-Carb/LCNH2

䈔䉎䊃䊦エン䋭ア䉶䊃䊆䊃䊥䊦㩿䋱：䋳㪀䈱溶出㊂䉕 䈮25mL

䈚䈩添加回収実験䉕行䈦䈢䈏䋬回収率䈲 䋦䈪改63.7

善䈘䉏䈭䈎䈦䈢䇯䈳䉏い䈚䉊䋬䊃䊙䊃䈪䈱当所䈱一斉

表䋲 添加回収実験結果

添加㊂ 回収率㩿 㪀㩿 㪀 䋬㩿 㪀n=3 RSD %
農 薬 ฬ 㩿 㪀 䈳䉏い䈚䉊 ほう䉏䉖草 䉨䊞䊔䉿 䉂䈎䉖 玄米μg/g

㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀クロロタロニル 0.02 85.1 0.5 91.7 5.3 87.6 3.2 87.1 7.4 98.3 1.5

㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀キャプタン 0.02 94.8 4.9 95.5 3.0 95.6 2.7 94.6 9.5 93.8 2.2

㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀カプタࡎール 0.02 85.7 2.7 94.7 1.9 88.6 3.0 101.6 4.5 90.5 4.5

㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀ジクロフルアニ࠼ 0.04 92.9 2.8 91.9 7.1 90.4 3.9 94.8 4.0 86.3 0.6

㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀ࡎルࡍッ࠻ 0.04 57.7 2.6 64.1 5.7 60.7 2.3 62.3 4.8 59.0 3.5



㩿 㪀䈳䉏い䈚䉊㩿無添加㪀1

㩿 㪀標準溶液㩿 㪀 㽲䍖ﾛﾛ䍞ﾛ䍤䍷2 0.02 g/mLμ
㽳䍕ｬ䍪䍽䍞䍻 㽴䍔䍪䍽䍞䍬䍎䍷

㩿 㪀標準溶液㩿 㪀 㽵䍚䍼䍖ﾛ䍪䍷䍏䍤䍢䍼3 0.04 g/mLμ
㽶䍬䍷䍫䍽䍍䍢

㩿 㪀䈳䉏い䈚䉊㩿㽲～㽴 各 添加㪀4 0.02 g/gμ
㩿 㪀䈳䉏い䈚䉊㩿㽵䋬㽶 各 添加㪀5 0.04 g/gμ

㽲䍖ﾛﾛ䍞ﾛ䍤䍷

㽳䍚䍼䍖ﾛ䍪䍷䍏䍤䍢䍼

㽴䍕ｬ䍪䍽䍞䍻

㽵䍬䍷䍫䍽䍍䍢

㽶䍔䍪䍽䍞䍬䍎䍷

, , 0.02 g/mL㽲㽴㽶 μ
, 0.04 g/mL㽳㽵 μ

図䋴．混合標準溶液䋨䋵農薬䋩䈱ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾑ
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分析法䈱添加回収実験䈪䈲䋬回収率䈲良好䈪あ䈦䈢

䈱䈪䋬࿑䋲䈮示䈜一斉分析法䈫ห䈛精製法䈪䋬䉨䊞䊔

䉿䉕用い䈩添加回収実験䉕行䈦䈢䇯そ䈱結果䉕表䋳䈮

示䈚䈢䇯䊖䊦䊕䉾䊃䈱回収率䈲 䋦䈫良好䈭結果䈪92.2

あ䉍䋬回収率䈏 ～ 䋦䈱範࿐䈪あ䉎䈖䈫䈏必要䈭70 120

場ว等䈲䋬䈖䈱精製法䈱応用䈏可能䈪あ䉎䈫思わ䉏

ENVI-Carb n-䈢䇯䈭䈍䋬䈖䈱場ว䋬 䈱溶出䈮ア䉶䊃ン䋭

䊓䉨サン㩿䋱：䋱㪀䉕使用䈚䈢䈢䉄䋬表䋳䈮示䈜䈫䈍䉍䉪䊨䊨

タ䊨䊆䊦䈱回収䈲 䈫䈭䈦䈢䇯nd

䈭䈍䋬混ว標準溶液䈫䈳䉏い䈚䉊䈱添加回収実験

䈪得䉌䉏䈢䉧䉴䉪䊨䊙䊃䉫䊤䊐例䉕࿑䋳䈮示䈚䈢䇯

䈮䈍䈔䉎分離䉦䊤䊛䈲䋬当所䈱一斉分析GC-ECD

法䈪 䋨内径 長䈘 ｍ䋩䉕使用䈚䈩䈍DB-17 0.32mm, 15

䉍䋬䉦䊤䊛等䉕交換䈜䉎䈖䈫䈭䈒䋬引䈐続䈐 農薬䋨䉪䊨䊨3

タ䊨䊆䊦䋬䉨䊞䊒タン及び䉦䊒タ䊖䊷䊦䋩䈱分析䉕行䈦

䈩い䉎䇯䈖䈱条件䈪 農薬䋨䉳䉪䊨䊐䊦ア䊆䊄䊖䊦䊕䉾2 ,

䊃䋩䈱分析䉕行う䈫䋬䉨䊞䊒タン䈫䊖䊦䊕䉾䊃䈱䊏䊷䉪䈏㊀

GC/MS䈭䈦䈩䈚䉁う䇯農薬䈏検出䈘䉏䈢場ว䋬確䈲

䈪行う䈱䈪分析支㓚䈲䈭い䈏䋬 䋬䉨䊞䊒タン䈫GC

䊖䊦䊕䉾䊃䈱䊏䊷䉪䉕分離䈜䉎必要䈏あ䉎場ว䈲䋬

DB-5 0.25mm 30m 4䋨内径 䋬長䈘 䋩䉕使用䈜䉏䈳䋬࿑

䈱䉪䊨䊙䊃䉫䊤䊐䈮示䈜䈫䈍䉍両農薬䈱分離䈲可能䈪あ

䈦䈢䇯

表䋳 キャベツにおける添加回収実験結果

添加㊂ 回収率㩿 㪀㩿 㪀n=3 RSD

農薬ฬ 㩿 㪀 㩿 㪀μg/g %

0.02 ndクロロタロニル

㩿 㪀キャプタン 0.02 84.9 5.3

㩿 㪀カプタࡎール 0.02 90.5 2.7

㩿 㪀ジクロフルアニ࠼ 0.04 87.0 4.0

㩿 㪀ࡎルࡍッ࠻ 0.04 92.2 4.1

䋳䋮実態調査

調査䉕行䈦䈢 検体中䋬国内産䈱䉶䊨䊥䈎䉌䉪䊨61

䊨タ䊨䊆䊦䈏 䈱濃度䈪検出䈘䉏䈢䈏䋬基準値0.13 g/gμ
以ਅ䈪あ䈦䈢䇯

䈭䈍䋬 䈪再䉪䊥䊷ンア䉾䊒䉕行Sep-Pak Plus silica

䈦䈢後䋬 㩿 㪀䈪確䉕行䈦䈢䇯GC/MS SCAN

ま と め

ENVI-Carb/LC-NH2 6ml Tube今回䇮精製䈮

㩿 㪀䉕使用䈚䉪䊨䊨タ䊨䊆䊦䋬䉨䊞䊒タン及500mg/500mg

び䉦䊒タ䊖䊷䊦䈱検討䉕行い䋬併䈞䈩䉳䉪䊨䊐䊦ア䊆

䊄及び䊖䊦䊕䉾䊃䈮䈧い䈩䉅䋬本法䈱適応䉕検討䈚䈢䇯

䉪䊨䊨タ䊨䊆䊦䋬䉨䊞䊒タン及䉦䊒タ䊖䊷䊦䈮䈧い䈩

䈲䋬添加回収実験䈮䈍い䈩良好䈭結果䉕得䈢䇯䉁䈢䋬

䉳䉪䊨䊐䊦ア䊆䊄䈮䈧い䈩䉅良好䈭結果䈏得䉌䉏䈢䈏䋬

䊖䊦䊕䉾䊃䈮䈧い䈩䈲䋬 䋦前後䈱回収率䈪あ䈦䈢䇯60

䈚䈎䈚䈭䈏䉌䋬䉴䉪䊥䊷䊆ン䉫法䈫䈚䈩考え䈢場ว䈲䋬感

度的䈮䈲問題䈭い䈫思わ䉏䈢䇯

本法䉕用い 検体䈮䈧い䈩調査䉕行䈦䈢䈫䈖䉐䋬61

国内産䈱䉶䊨䊥䈎䉌䉪䊨䊨タ䊨䊆䊦 検出䈘䉏䈢0.13 g/gμ
䈏䋬基準値以ਅ䈪あ䈦䈢䇯
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Measurement of Air Pollution by Monitoring Stations in 2004 
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  は じ め に 

本県ޔߪߢ大気汚染防止法ߦ基1970߈ߠᐕ度

常時観測を開ߩ大気汚染ࠆࠃߦ自動測定機ࠄ߆

始しߡいߩߘޕࠆᓟޔ大型火力発電所ߩ立地等

いߡߞ至ߦ㗅次観測体制を充実し今日ޔ伴いߦ

 ޕߚ経緯を示しߥ主ߦ表 1ޕࠆ

2004ᐕ度ߩ大気汚染常時監視測定局ޔߪ一般

環境大気測定局㧔એਅ㧦一般環境局㧕45局ޔ自

動車排出ࠟス測定局㧔એਅ㧦自排局㧕 5局ޔ煙

源観測局 7局ޔ気象局 㧝局ޔ計58局ߢあޕࠆこ

長崎市7局ޔ15局ߪ測定局ࠆ管理す߇うち県ߩ

㧔内自排局3局㧕ޔ世保市6局㧔内自排局2局㧕ޔ

九Ꮊ電力ޔ電源開発߇管理すࠆ局ߪว計23局ߢ

あޕࠆ本報2004ޔߪߢᐕ度ߩ測定結果ߟߦいߡ

報告すޕࠆ 

 

 

 

 

  

                 表㧝 長崎県大気汚染テレࡔー࠲システࠆ߆߆ߦࡓ主ߥ経緯 

西暦ᐕ度 内容 

1970 

197年 

1976 

 

1979 

 

 

1981 

 

1987 

 

1989 

1990 

1991 

199年 

 

 

1996 

～1997 

1997 

1998 

平00年 

自動測定機ࠆࠃߦ大気汚染ߩ常時観測を開始 

九Ꮊ電力相浦発電所㧝号機発電開始㧔年7.5万KW㧕 

九Ꮊ電力相浦発電所㧞号機発電開始㧔50万KW㧕 

世保市大気汚染監視網߇テレࡔー࠲ൻさࠆࠇ 

長崎県ޔ長崎市大気汚染監視網߇テレࡔー࠲ൻさࠆࠇ 

九Ꮊ電力相浦発電所ޔ世保市ޟ俵ヶ浦ޠ局他㧡局ߢ大気常時監視開始 

電源開発松島火力発電所周辺局11局ߢ大気常時監視開始㧔県局㧠ޔ企業局㧣㧕

電源開発松島火力発電所㧝号機発電開始㧔50万KW㧕 

電源開発松島火力発電所㧞号機発電開始㧔50万KW㧕 

中央監視セン࠲－設置機器等ߩ全面的ߥ更新㧔汎用機㧕 

松浦火力発電所周辺局ߣし10ޔߡ局߇新設さࠇ測定開始㧔県局㧞ޔ企業局㧤㧕

九Ꮊ電力松浦発電所㧝号機発電開始㧔70万KW㧕 

電源開発松浦火力発電所㧝号機発電開始㧔100万KW㧕 

雲仙普賢岳災害 移動測定車ࠆࠃߦ測定ޔ国設ޟ雲仙ർޟޔޠ雲仙南ޠ局設置

環境基本法㧔ᐔ成㧡ᐕ1119日法ᓞ第91号㧕 

九Ꮊ電力苓ർ発電所設置ߦ伴いޔ九Ꮊ電力ޟ口之津ޠ局新設 

国設ޟ雲仙ർޟޔޠ雲仙南ޠ局廃止 

長崎県ޔ長崎市大気汚染常時監視テレࡔー࠲システࡓ更新  

汎用機ࠄ߆ワークステーション߳ޔ無線通信ࠄ߆ISDN回線使用߳ 

電源開発松浦火力発電所㧞号機発電開始㧔100万KW㧕 

県管理局߳乾式測定装置ዉ入 

世保市大気汚染常時監視テレࡔー࠲システࡓ更新 
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 測 定 結 果 

㗄目別ߩ効測定局及び環境基準ߩ長期的評

価を表 2ޔߦ大気ߩ汚染ߦ係ࠆ環境基準を表 3ޔ

非࠲ࡔン炭ൻ水素ߦ係ࠆ濃度指針を表 4ߦ示し

ޔ大気環境測定局を表5-1ޔߪ測定結果ߩᐕ間ޕߚ

一般環境局㧔非࠲ࡔン炭ൻ水素㧕を表5-2ޔߦ自

動車排出ࠟス測定局を表 6-1ޔ表6-2ޔߦ経ᐕ変

ൻߩ状況ޔߪ大気環境測定局を表7-1ޔ表7-2ޔߦ

自動車排出ࠟス測定局を表8-1ޔ表8-2ߦ示しޕߚ

測定結果ߩ状況ޔߪએਅߢࠅ߅ߣߩあޕࠆ 

㧝 ੑ酸ൻ硫黄㧔SO2㧕 

 すߩߡߴ局ߢ短期的評価ޔ長期的評価ߦ߽ߣ

環境基準を達成しޕߚ各測定局ߩᐕᐔ均値0.0ߪ

01～0.006ppmߩ範囲ߦあߚߞ㧔表5-1㧕ޕ 

㧞 ੑ酸ൻ窒素㧔NO2㧕 

  一般環境局ߪߢすߩߡߴ局ߢ環境基準を達成

しޕߚᐕᐔ均値0.017～0.002ޔߪppmߩ範囲ߦあ

ߢ範囲ߩ0.135ppm～0.019ߪ最高値ߩ1時間値ޔࠅ

あޕߚߞ環境基準ߩ長期的評価߅ߦけࠆᐕ間ߩ

日ᐔ均値98%ߩ値0.035～0.005ޔߪppmߩ範囲ߢ

あߚߞ㧔表5-1㧕ޕ 

自動車排出ࠟス測定局 5局ޔߪߢᐕᐔ均値ߪ 

0.023～0.044ppmߩ範囲ߦあ1ޔࠅ時間値ߩ最高値

日ᐔߩᐕ間ޕߚߞあߢ範囲ߩ0.129ppm～0.078ߪ

均値98％ߩ値ޔߪߢ環境基準0.06～0.04ߩppmを

超えߚ局1 ߇局࠱ޔーン内ߩ局4 ߇局ߢあߚߞ

㧔表6-1㧕ޕ 

㧟 浮遊粒子状物質㧔SPM㧕 

  一般環境局ߩᐕᐔ均値0.040～0.014ޔߪmg/m

㧟

0.1平9～0.4ޔߪ最高値ߩ1時間値ޔࠅあߦ範囲ߩ

56mg/m

㧟

長期的評価ߩ環境基準ޕߚߞあߦ範囲ߩ

0.10mg/m߇日ᐔ均値ޔߡい߅ߦ

㧟

を超えߚ日߇平

日એ連続しߚ局1 ߪ局あޕߚߞ短期的評価ߢ

平0mg/m.0߇最高値ߩ1時間値ߢ9局ߪ

㧟

を超えߚ

㧔表5-1㧕ޕ 

自動車排出ࠟスޔߪߢ短期的評価ߢ中央橋局

ߦ長期的評価ޔ߇ߚߞ߆ߥ環境基準を満足しߢ

 ޕ㧔表6-2㧕ߚいߡ環境基準を満足しߪߡい߅

㧠 光ൻ学オࠠシ࠳ント(ゾx) 

各測定局1ߩ時間値ߩ最高値0.1～0.078ޔߪ平1

ppmߩ範囲ߦあޔࠅ全ߩߡ局߅ߦいߡ環境基準 0.

06ppmを超過しޕߚま1ޔߚ局ߢว計 6時間注意

報発基準値(㧝時間値 0.1平0ppm)を超えޕߚ 

1時間値ߩ最高値0.10߇ppmએߚߞߥߦ局߇ 

 

14局0.08ޔppmએ0.10ppm未満ߩ局14߇局0.0ޔ

6ppmએ0.08ppm未満ߩ局2 ߇局あޔࠅ環境基準

を超過しߚ日数100߇日એߚߞߥߦ局10 ߇局ޔ

 50日એ100日未満ߩ局13߇局50ޔ日未満ߩ局

 ޕ㧔表5-1㧕ߚߞ7局あ߇

㧡 一酸ൻ炭素㧔CO㧕 

 自動車排出ࠟス測定局ߢ測定しߡいࠆ一酸ൻ

炭素ߩᐕᐔ均値1.0～0.7ߪppmߩ範囲ߦあ1ޕߚߞ

時間値ߩ最高値9.7～3.0ޔߪppmߩ範囲ߦあߚߞ

 ޕ㧔表6-1㧕ߚߞ߆ߥߪߣこࠆ環境基準を超過すޔ߇

㧢 非࠲ࡔン炭ൻ水素㧔NMHC㧕 

 一般環境局㧔平局㧕ߩᐕᐔ均値0.1ޔ0.10ߪ平pp

mCޔ自動車排出ࠟス測定局㧔4局㧕ߩᐕᐔ均値ߪ

0.平4～0.年年ppmCߩ範囲ߦあߚߞ㧔表5-平1-6ޔ㧕ޕ

㧢～㧥時߅ߦけࠆᐕᐔ均値ߪ一般環境大気測定

局0.1平～0.1年ppmCޔ自動車排出ࠟス測定局0.年平

～0.44ppmCߢあޕߚߞすߩߡߴ局9～6ߢ時ߩ㧟

時間ᐔ均値߇指針値ߩ限を超えޔ߇ߚ超過日

数ߪ一般環境局1ߪߢ日㧔松浦志㧕14日(村松)

1ߪߢ自動車排出ࠟス測定局ޔ対しߦߩߚߞあߢ

49㧔日宇㧕～平年1㧔福石㧕日ߢあޕߚߞ 

㧣 煙源観測局ߩ測定結果㧔表 9㧕           

(1) 九Ꮊ電力松浦発電所㧔 1号機㧕 

硫黄酸ൻ物排出㊂及び濃度ޔ窒素酸ൻ物排出

㊂及び濃度߅ߦけࠆすߩߡߴ環境保全協定値を

超過すࠆこޕߚߞ߆ߥߪߣ 

 (2) 電源開発松浦火力発電所㧔 12ޔ号機㧕 

硫黄酸ൻ物排出㊂及び濃度ޔ窒素酸ൻ物排出

㊂及び濃度߅ߦけࠆすߩߡߴ環境保全協定値を

超過すࠆこޕߚߞ߆ߥߪߣ 

 (3) 電源開発松島火力発電所㧔12ޔ号機㧕 

  1号2ޔ号機ว計ߩ硫黄酸ൻ物排出㊂1ߪ時間

値ߩ最高値526߇Nm
㧟

/h1ޔ号2ޔ号機ߩ窒素酸ൻ

物濃度㧔換算値㧕ߪ日ᐔ均値ߩ最高値264߇ppmޔ

255ppmߢあࠇߙࠇߘޔࠅ環境保全協定値804ߩN

m
㧟

/h300ޔppm300ޔppmを超えࠆこޕߚߞ߆ߥߪߣ 

 (4) 九Ꮊ電力相浦発電所㧔 12ޔ号機㧕 

 1号2ޔ号機ߩว計ߩ硫黄酸ൻ物排出㊂1ߪ時間

値ߩ最高値288߇Nm
㧟

/hޔ窒素酸ൻ物濃度(換算

値)ߟߦい1 ߪߡ時間値ߩ最高値15ޔࠇߙࠇߘ߇

4ppm133ޔppmߢあޔࠅ環境保全協定値828ߩNm
㧟

/h 170ޔppm150ޔppm を超えࠆこޕߚߞ߆ߥߪߣ 
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表平 効測定局及び環境基準ߩ達成状況㧔平004ᐕ度㧕 

環境基準ߩ達成状況 

達成局数 非達成局数 

測定㗄目           

測定局数 効局数

1

長期的評価 短期的評価 長期的評価 短期的評価 

ੑ 酸 ൻ 硫 黄               

浮遊粒子状物質 

一 酸 ൻ 炭 素               

46 

49 

5 

46 

49 

5 

46 

48 

5 

46 

年6 

5 

0 

1 

0 

0 

1年 

0 

ੑ 酸 ൻ 窒 素              

オࠠシ࠳ント 

炭 ൻ 水 素               

48 

年0 

 6 

48 

年0 

6 

47 

0 

－ 

1 

年0 

－ 

 

表年 大 気 汚 染 ߦ 係 ࠆ 環 境 基 準                                

物  質 環境基準 環境基準ࠆࠃߦ評価方法 

短期的評価

㧝時間値ޔ日ᐔ均値ߤߩち߆ࠄ一方߇基準を超え߫ࠇ環境基準非達

成 

ੑ酸ൻ硫黄             

㧝時間値ߩ㧝日ᐔ均値߇

0.04ppmએਅߢあߟ߆ޔࠅ

㧝時間値0.1߇ppmߢあࠆ

こߣ 長期的評価

ᐕ間ߩ日ᐔ均値ߩ㧞％除外値

平

 0.04ppmએਅ߇

ᐕ間ߩ日ᐔ均値0.04߇ppmを超えࠆ日߇㧞日એ連続しߪ߈ߣߚ

記ߦ関係ߥく環境基準非達成 

短期的評価

㧝時間値ޔ日ᐔ均値ߤߩち߆ࠄ一方߇基準を超え߫ࠇ環境基準非達

成 

浮遊粒子状物質 

㧝時間値ߩ㧝日ᐔ均値߇

0.10mg/m

年

એਅߢあ߆ޔࠅ

平0mg/m.0߇㧝時間値ߟ

年

એਅߢあࠆこߣ 長期的評価

ᐕ間ߩ日ᐔ均値ߩ㧞％除外値0.10߇mg/m

年

એਅ 

ᐕ間ߩ日ᐔ均値0.10߇mg/m

年

を超えࠆ日߇㧞日એ連続しߪ߈ߣߚ

記ߦ関係ߥく環境基準非達成 

短期的評価 ᐔ均値ޔ㧤時間ߤߩち߆ࠄ一方߇基準を超え߫ࠇ環境基準超過 

一酸ൻ炭素             

㧝時間値ߩ㧝日ᐔ均値߇

10ppmએਅߢあߟ߆ޔࠅ㧝

時間値ߩ㧤時間ᐔ均値߇

平0ppmએਅߢあࠆこߣ 

長期的評価

ᐕ間ߩ日ᐔ均値ߩ㧞％除外値10߇ppmએਅߢあ߫ࠇ環境基準達成 

ᐕ間ߩ日ᐔ均値ߩ㧞％除外値10߇ppmを超えࠆ日߇㧞日એ連続し

 く環境基準非達成ߥ関係ߦ記ߪ߈ߣߚ

ੑ酸ൻ窒素             

㧝時間値ߩ㧝日ᐔ均値߇

0.04ppm0.06ࠄ߆ppmまߢ

ߢએਅࠇߘߪｿ㩨ｰ㩧内又ߩ

あࠆこߣ 

日ᐔ均値ߩᐕ間98％値

年

 環境基準非達成߫ࠇ0.06ppmを超え߇

光ൻ学 

オࠠシ࠳ント 

㧝時間値0.06߇ppmએਅ

 ߣこࠆあߢ

昼間㧔㧡時～平0時㧕ߩ時間帯߅ߦいޔߡ㧝時間値0.06߇ppmએਅߢあ߫ࠇ環境基準

達成 

 

表4 大気汚染物資ߦ係ࠆ濃度指針

4

 

物  質 濃度指針 

非࠲ࡔン炭ൻ水素 午前㧢時ࠄ߆㧥時まߩߢ非࠲ࡔン炭ൻ水素ߩ㧟時間ᐔ均値0ߪ.平0ppmC0ࠄ߆.年1ppmCߩ範囲ߦあࠆこߣ 

 

 

 

 

                               

1

 効測定局数㧦ᐕ間測定時間000ޔ6߇時間એߦ達しߚ局 

平

 平れ除外値㧦㧝ᐕ間ߦ得ߚࠇࠄ日ᐔ均値を整理しޔ数値ߩ高い方ࠄ߆㧞％ߩ範囲ߦあߩ߽ࠆ㧔年65日分ߩ日ᐔ均値߇得ߚࠇࠄ場วߪ

年65×0.0平≒7日分㧕を除外しߚ残ߩࠅ日ᐔ均値ߩ最高値をいうޕ 

年

 98れ値㧦㧝ᐕ間ߩ日ᐔ均値を数値ߩૐい方ࠄ߆並98ߡߴれߦ相当すߩ߽ࠆをいうޕ㧔年65日分ߩ日ᐔ均値߇得ߚࠇࠄ場วޔߪ年65×

0.98≒年58番目ߩ値㧕 

4

 非࠲ࡔン炭ൻ水素ߩ濃度指針㧦非࠲ࡔン炭ൻ水素ߪ光ൻ学オࠠシ࠳ントߩ生成ߦ関与しߡいޕࠆ環境省ߪ光ൻ学オࠠシ࠳ント濃

度を環境基準ߢあࠆ日最高㧝時間値0.06ppmߦすߩߚࠆ非࠲ࡔン炭ൻ水素ߩ指針値を定ߡいޕࠆ 
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ᐕ 㧝時間 日 ᐔ 均 ᐕ 㧝時間 日ᐔ均値 ᐕ 㧝時間 日ᐔ均値

値ߩޓ 値ߩ㧞％ 値ߩޓ ᐕ 間 ߩ 値ߩޓ ᐕ 間 ߩ

ᐔ均値 最高値 除 外 値 ᐔ均値 最高値 98 ％ 値 ᐔ均値 最高値 98 ％ 値

ｐｐｍ ｐｐｍ ｐｐｍ ｐｐｍ ｐｐｍ ｐｐｍ ｐｐｍ ｐｐｍ ｐｐｍ

長 崎 市 ዊ ヶ 倉 支 所 工 0.00平 0.0年平 0.005 0.006 0.105 0.018 0.011 0.065 0.0平年

稲  ዊ 学 校  0.00平 0.0平8 0.005 0.00平 0.074 0.010 0.011 0.060 0.0平4

ർ 消 防 署 商 0.00平 0.0年9 0.004 0.006 0.187 0.0平4 0.017 0.074 0.0年5

東 長 崎 支 所 商 0.004 0.0平1 0.007 0.004 0.1平平 0.016 0.009 0.04平 0.017

ਃ ㊀ ᮯ 山 未 0.001 0.017 0.00年 0.001 0.01年 0.001 0.00平 0.0年平 0.006

 世 保 市 相 浦 商 0.004 0.0平1 0.006 0.007 0.1平1 0.019 0.008 0.04平 0.017

大 ㊁ 商 0.005 0.0平0 0.009 0.008 0.1年年 0.0平4 0.010 0.054 0.0平平

早 岐 商 0.004 0.046 0.007 0.006 0.107 0.0平平 0.010 0.06年 0.0平0

大 塔 準 0.004 0.0平4 0.008 0.009 0.166 0.0年5 0.015 0.056 0.0平7

俵 ヶ 浦 未 0.00平 0.018 0.004 0.000 0.0平7 0.00平 0.006 0.0年6 0.01年

石 岳 未 0.00平 0.0平6 0.005 - - - - - -

柚 木 未 0.001 0.014 0.00年 0.000 0.079 0.00平 0.00年 0.0年年 0.007

諌 早 市 諌 早 市 役 所 商 0.006 0.081 0.011 0.008 0.1年6 0.0平6 0.015 0.059 0.0平6

島 原 市 島 原 市 役 所 商 0.005 0.050 0.010 0.00年 0.09年 0.010 0.01平 0.051 0.0平年

ᐔ 戸 市 ᐔ 戸 未 0.001 0.0平年 0.004 0.00平 0.019 0.00年 0.00年 0.0平7 0.011

紐 差 未 0.001 0.018 0.00年 0.001 0.014 0.00平 0.00平 0.0平0 0.008

松 浦 市 松 浦 志   0.00平 0.0平年 0.006 0.001 0.0年年 0.004 0.005 0.048 0.01年

御 厨 未 0.001 0.015 0.00年 0.000 0.005 0.001 0.00年 0.0平平 0.007

 志  未 0.001 0.0平4 0.00年 0.001 0.0平0 0.00平 0.00平 0.0平5 0.006

今 福  0.001 0.015 0.004 0.001 0.051 0.00平 0.004 0.0平4 0.009

多 良 見 町 多 良 見 町 役 場 準 0.004 0.0年5 0.007 0.009 0.440 0.04年 0.015 0.1年5 0.0年年

Ꮉ 棚 町 Ꮉ 棚  0.00平 0.016 0.004 0.00平 0.05年 0.007 0.006 0.0年0 0.01年

時 津 町 時 津 ዊ 学 校  0.00年 0.0平4 0.006 0.00年 0.146 0.017 0.011 0.111 0.0平6

琴 海 町 村 松 未 0.001 0.0平4 0.00年 0.00年 0.099 0.01平 0.006 0.040 0.01年

西 彼 町 大 串 未 0.001 0.0平0 0.00年 0.00年 0.09年 0.01平 0.005 0.0年年 0.011

伊  浦 未 0.00平 0.016 0.006 0.000 0.0平1 0.001 0.00平 0.019 0.006

面 高 未 0.001 0.01平 0.00平 0.001 0.0平0 0.00平 0.00年 0.0年年 0.008

大 島 町 大 ዊ 島 未 0.00平 0.01年 0.005 0.000 0.0平平 0.001 0.00年 0.0平7 0.009

大 瀬 戸 町 雪 浦 未 0.001 0.0平4 0.00平 0.000 0.041 0.001 0.00平 0.0平4 0.005

多 એ 良 未 0.001 0.0平0 0.006 0.000 0.06年 0.00平 0.004 0.0年6 0.008

遠 見 岳 未 0.001 0.0平9 0.004 0.001 0.019 0.00平 0.00平 0.04平 0.005

外 海 町 黒 崎 中 学 校 未 0.00平 0.019 0.006 0.001 0.018 0.001 0.00年 0.044 0.006

神 浦 未 0.00年 0.01平 0.005 0.001 0.009 0.00平 0.00平 0.0平7 0.006

大 村 市 大 村 商 0.001 0.017 0.00年 0.00年 0.105 0.01年 0.006 0.040 0.014

口 之 津 町 口 之 津 未 0.004 0.0平年 0.008 0.001 0.01平 0.00平 0.00年 0.0平1 0.008

田 ᐔ 町 田 ᐔ 未 0.00平 0.0平4 0.005 0.001 0.017 0.00年 0.005 0.0年9 0.01平

福 島 町 福 島 未 0.00年 0.01平 0.006 0.001 0.015 0.00平 0.004 0.0年平 0.010

鷹 島 町 鷹 島 未 0.001 0.016 0.004 0.001 0.017 0.00平 0.004 0.0平8 0.011

江 迎 町 江 迎 未 0.001 0.0平0 0.00年 0.001 0.0平年 0.00年 0.00年 0.0平1 0.007

鹿 町 町 鹿 町 未 0.001 0.0平9 0.005 0.001 0.007 0.00平 0.00年 0.0平平 0.007

ዊ  々 町 ዊ  々 未 0.001 0.0平年 0.004 0.001 0.0年9 0.006 0.005 0.041 0.011

 々 町 羽 須 和 未 0.004 0.0平1 0.008 0.00年 0.084 0.011 0.008 0.046 0.016

木 場 未 0.001 0.0年7 0.004 - - - - - -

ศ 井 町 ศ 井 未 0.00平 0.0年4 0.005 0.001 0.054 0.004 0.005 0.0年7 0.011

世 知 原 町 世 知 原 未 0.001 0.0平1 0.00年 0.001 0.0平9 0.00平 0.00年 0.0平6 0.007

環 境 基 準 値 - 0.100 0.040 - - - - - 0.060

表5㪄㪈　大気環境測定局測定結果䋨年間値䋩

一 酸 ൻ 窒 素

㧔㧺㧻㧕

ੑ 酸 ൻ 窒 素

㧔㧺㧻
平
㧕

市  町  村 測定局

ੑ 酸 ൻ 硫 黄

㧔㧿㧻
平
㧕

用

途

地

域
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ᐕ 㧝時間 日ᐔ均値 ᐕ 㧝時間 日 ᐔ 均

値ߩޓ ᐕ 間 ߩ 値ߩޓ 値ߩ㧞％

ᐔ均値 最高値 98 ％ 値 㧺㧻
平

ᐔ均値 最高値 除 外 値 基準超 最 高 値

㧺㧻＋㧺

㧻
平

過日数 ᐕ ᐔ 均

ｐｐｍ ｐｐｍ ｐｐｍ ％ ㎎㧛m

年

㎎㧛m

年

㎎㧛m

年

日 ｐｐｍ ｐｐｍ

0.017 0.141 0.0年4 65.平 0.0平5 0.平05 0.055 平年 0.078 0.0年7 長 崎 市

0.01年 0.1平9 0.0年1 8平.8 0.0平4 0.140 0.05年 78 0.107 0.049 ޖ

0.0平4 0.平平5 0.056 7年.6 0.0平6 0.165 0.060 18 0.077 0.0年6 ޖ

0.01年 0.1年6 0.0年1 69.1 0.0平5 0.17平 0.056 105 0.097 0.05平 ޖ

0.00年 0.0年7 0.007 76.7 0.0平8 0.164 0.055 - - - 電源開発松島

0.015 0.147 0.0年6 55.年 0.0年0 0.14年 0.056 年9 0.087 0.04年  世 保 市

0.018 0.179 0.045 54.5 0.0平8 0.456 0.056 44 0.098 0.041 ޖ

0.016 0.1年4 0.041 64.4 0.0年1 0.1平9 0.061 47 0.09年 0.04年 ޖ

0.0平4 0.平0平 0.058 6平.平 0.0年平 0.平01 0.071 19 0.089 0.0年7 九Ꮊ電力松浦

0.006 0.045 0.014 95.1 0.0平4 0.1年6 0.057 15年 0.117 0.058 ޖ

- - - - 0.0平5 0.平01 0.057 140 0.1平1 0.058 ޖ

0.004 0.11平 0.008 89.1 0.0平年 0.175 0.05平 149 0.118 0.059 ޖ

0.0平年 0.16平 0.049 66.9 0.0年0 0.17年 0.06平 70 0.096 0.047 県

0.015 0.1平9 0.0年平 79.年 0.0年0 0.15平 0.064 - - - ޖ

0.005 0.04平 0.014 66.5 0.0年6 0.157 0.065 - - - 九Ꮊ電力松浦

0.00年 0.0年1 0.009 78.1 0.0年0 0.175 0.055 97 0.109 0.05年 ޖ

0.007 0.081 0.015 79.年 0.0平5 0.170 0.05年 6年 0.095 0.047 県

0.00年 0.0平4 0.008 88.0 0.0平5 0.140 0.05平 - - - 九Ꮊ電力松浦

0.00年 0.0年1 0.008 6年.7 0.0平9 0.186 0.056 10年 0.110 0.05年 ޖ

0.005 0.07年 0.010 80.9 0.0平8 0.1年平 0.054 - - - ޖ

0.0平年 0.575 0.077 6平.4 0.0平8 0.181 0.06年 - - - 県

0.009 0.074 0.019 7平.6 0.040 0.160 0.08平 60 0.097 0.045 ޖ

0.014 0.191 0.044 75.8 0.0平1 0.平平0 0.048 - - - ޖ

0.009 0.117 0.0平5 71.年 0.0年1 0.平87 0.06平 78 0.099 0.051 ޖ

0.008 0.1平6 0.0平0 60.1 0.0平5 0.年57 0.056 8平 0.114 0.048 ޖ

0.00年 0.0年4 0.007 89.平 0.0平5 0.平51 0.05年 10年 0.108 0.05年 電源開発松島

0.004 0.04平 0.010 81.7 0.0平9 0.197 0.057 88 0.109 0.050 ޖ

0.004 0.049 0.010 86.9 0.0平9 0.19年 0.061 - - - ޖ

0.00平 0.051 0.006 91.0 0.0平4 0.156 0.05平 1平8 0.116 0.055 県

0.004 0.099 0.011 88.年 0.0平年 0.平06 0.054 97 0.106 0.05平 ޖ

0.00年 0.046 0.006 74.9 0.0平5 0.141 0.051 - - - 電源開発松島

0.004 0.05年 0.007 81.平 0.0平7 0.146 0.06平 114 0.11年 0.054 ޖ

0.00年 0.0年平 0.007 78.年 0.0平4 0.140 0.05平 - - - ޖ

0.009 0.1平6 0.0平6 6年.7 0.0平8 0.18年 0.061 8年 0.099 0.048 県

0.004 0.0平4 0.009 79.平 0.0平6 0.1年4 0.064 - - - 九Ꮊ電力苓ർ

0.006 0.055 0.014 78.4 0.0平4 0.195 0.056 51 0.089 0.046 県

0.004 0.0年7 0.01平 79.4 0.014 0.1年5 0.04平 58 0.091 0.046 ޖ

0.005 0.0年年 0.01年 80.8 0.0平7 0.184 0.051 - - - 電源開発松浦

0.004 0.041 0.009 71.1 0.0平4 0.177 0.050 - - - ޖ

0.00年 0.0平6 0.009 80.0 0.0平8 0.185 0.058 108 0.11平 0.05年 ޖ

0.006 0.06平 0.016 8平.平 0.0平年 0.15平 0.055 1年9 0.1平0 0.058 九Ꮊ電力相浦

0.011 0.107 0.0平7 74.年 0.0平0 0.159 0.044 平9 0.085 0.0年7 県

- - - - 0.0平7 0.1年年 0.051 - - - 九Ꮊ電力相浦

0.006 0.07平 0.016 78.8 0.0平0 0.180 0.049 51 0.094 0.046 県

0.00年 0.044 0.009 75.年 0.0平5 0.1年年 0.05年 - - - 九Ꮊ電力相浦

- - - - - 0.平0 0.10 - 0.060 -

オ ࠠ シ ࠳ ン ト

設置主体

昼 間 ߩ 㧝 時 間 値
ᐕ ᐔ 均

値

窒 素 酸 ൻ 物

㧔㧺㧻＋㧺㧻
平
㧕

浮遊粒子状物質

㧔㧿㧼㧹㧕

最高値

 

                                         



 

 

 

 

最 高 値

 

ᐕޓᐔ  㧝時間  日ᐔ均  日ᐔ均 ᐕޓᐔ  㧝時間  日ᐔ均 ᐕޓᐔ 㧝時間 日ᐔ均 ᐕޓᐔ

 値ߩ最  値ߩᐕ  値ߩᐕ  値ߩ最  値ߩᐕ 値ߩ最 値ߩ 平

均ޓ値  高ޓ値  間98％  間98％ 均ޓ値  高ޓ値  間98％ 㧺㧻ޓ
平

均ޓ値 高ޓ値 ％除外 ᐕޓᐔ 均ޓ値

 値  値  値 N0+N0
平

値 均ޓ値

㧔ppm) 㧔ppm) 㧔ppm) 㧔ppm) 㧔ppm) 㧔ppm) 㧔ppm) ％ 㧔ppm) 㧔ppm) 㧔ppm) (ppmC) (ppmC) (ppmC) (ppmC)

長 崎 市 商
0.068 0.496 0.145 0.07年 0.111 0.61年 0.平05 年5.4 0.90 5.年0 1.70 0.41 平.67 0.04 0.年年

商
0.0年4 0.40年 0.085 0.049 0.067 0.45平 0.1平6 49.1 0.80 9.70 1.年0

商
0.056 0.49平 0.11平 0.049 0.087 0.569 0.151 年年.年 1.00 5.70 1.70 0.44 1.年 0.08 0.年年

世保市 商
0.0平6 0.185 0.05平 0.0年8 0.049 0.平平年 0.08平 50.9 0.70 年.00 1.10 0.年7 1.79 0.1平 0.年1

商
0.0平6 0.年年4 0.085 0.050 0.050 0.406 0.1平6 48.9 1.00 4.平0 1.60 0.年平 0.87 0 0.平4

商

商

商

商

表5-平ޓ一般環境大気測定局測定結果㧔平004ᐕ度㧕

表6-1ޓ自動車排出ࠟス測定局測定結果㧔平004ᐕ度㧕

㧔ppm)

㧝時間



最高値 最ૐ値

窒素酸ൻ物 㧔㧺㧜＋㧺㧜
平
㧕 一酸ൻ炭素㧔Ｃ㧻㧕

中 央 橋

福 石

ੑ酸ൻ窒素㧔㧺㧜
平
㧕

ᐕޓᐔ

均ޓ値

㧔ppm)

0.044

0.0年年

長 崎 駅 前

長 崎 市 役 所

0.0年1

0.0平年

0.0平4

0.11年

0.078

0.09平

中 央 橋

長 崎 駅 前

市ޓޓ町

0.1平9

0.097

非࠲ࡔン炭ൻ水素㧔㧺㧹ＨＣ㧕

㧢～㧥時㧟時間ᐔ均値ᐕᐔ均

0.1年

0.1平

0.0平

0.04

1.41

0.年4

最 ૐ 値

非࠲ࡔン炭ൻ水素㧔㧺㧹ＨＣ㧕

ᐕᐔ均値

(ppmC)

㧢～㧥時㧟時間ᐔ均値

(ppmC)

ᐕᐔ均値

(ppmC) (ppmC)

市ޓ町

一酸ൻ窒素㧔㧺㧜㧕

浮遊粒子状物質㧔㧿㧼㧹㧕

㧝時間値ߩ最高値

㎎㧛m

年

日ᐔ均値ߩ㧞％除外値用途地域測定局名

世保市

琴ޓ海ޓ町 0.10

0.1平

村ޓޓ松

松浦志松ޓ浦ޓ市

値ߩ最

高ޓ値

表6-平ޓ自動車排出ࠟス測定局測定結果㧔平004ᐕ度㧕

0.04平

福 石

日 宇

市ޓޓ町

長 崎 市 役 所

用

ޓ

途

ޓ

地

ޓ

域

測定局名

測定局名 用途地域

未

0.07年

ᐕᐔ均値

㎎㧛m

年

0.040

㎎㧛m

年

0.076

0.040

0.0年5

長 崎 市

0.070

0.069

0.164

0.151

0.平05

0.179



 

  

平001ᐕ度 平00平ᐕ度 平00年ᐕ度 平004ᐕ度 平000ᐕ度 平001ᐕ度 平00平ᐕ度 平00年ᐕ度 平004ᐕ度 平000ᐕ度 平001ᐕ度 平00平ᐕ度 平00年ᐕ度 平004ᐕ度

長 崎 市 ዊ ヶ 倉 支所 0.00年 0.00平 0.00平 0.00平 0.015 0.017 0.016 0.014 0.011 0.046 0.0年6 0.0年1 0.0平9 0.0平5

稲  ዊ 学校 0.00年 0.004 0.004 0.00平 0.01平 0.011 0.010 0.011 0.011 0.0平8 0.0平9 0.0平8 0.0平5 0.0平4

ർ 消 防 署 0.00平 0.00平 0.00平 0.00平 0.017 0.018 0.0平0 0.018 0.017 0.0平4 0.0年1 0.0平8 0.0年9 0.0平6

東 長 崎 支所 0.00年 0.004 0.004 0.004 0.011 0.011 0.009 0.011 0.009 0.0年平 0.0年平 0.0平9 0.0平5 0.0平5

ਃ ㊀ ᮯ 山 0.00年 0.00年 0.001 0.001 0.00年 0.00年 0.00年 0.00年 0.00平 0.0年年 0.0年1 0.0年平 0.0平8 0.0平8

 世 保 市 相 浦 0.00年 0.00年 0.00年 0.004 0.01平 0.011 0.01平 0.008 0.008 0.0平年 0.0平7 0.0年1 0.0年5 0.0年0

大 ㊁ 0.004 0.00年 0.00年 0.005 0.01平 0.01平 0.011 0.01平 0.010 0.0平4 0.0平平 0.0平年 0.0平4 0.0平8

早 岐 0.004 0.006 0.004 0.004 0.010 0.01年 0.014 0.01年 0.010 0.0平9 0.0平8 0.0平7 0.0平6 0.0年1

大 塔 0.004 0.004 0.004 0.004 0.017 0.017 0.015 0.016 0.015 0.0年年 0.0年4 0.0年平 0.0平9 0.0年平

俵 ヶ 浦 0.00平 0.001 0.00平 0.00平 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.0平6 0.0平8 0.0平6 0.0平平 0.0平4

石 岳 0.00平 0.001 0.00平 0.00平 - - - - - 0.0平8 0.0平9 0.0平7 0.0平平 0.0平5

柚 木 0.001 0.001 0.001 0.001 0.00年 0.00年 0.00年 0.00平 0.00年 0.0平5 0.0平7 0.0平4 0.0平平 0.0平年

諫 早 市 諫 早 市 役所 0.006 0.005 0.005 0.006 0.015 0.015 0.015 0.016 0.015 0.0年0 0.0年年 0.0年平 0.0平8 0.0年0

島 原 市 島 原 市 役所 0.005 0.005 0.005 0.005 0.014 0.014 0.01平 0.01年 0.01平 0.0年5 0.0年7 0.0年4 0.0年年 0.0年0

ᐔ 戸 市 ᐔ 戸 0.004 0.001 0.00平 0.001 0.004 0.00年 0.00年 0.00年 0.00年 0.0平7 0.0平8 0.0年平 0.0年年 0.0年6

紐 差 0.00年 0.000 0.001 0.001 0.00年 0.00年 0.00年 0.00年 0.00平 0.0平年 0.0平年 0.0平8 0.0平9 0.0年0

松 浦 市 松 浦 志  0.00年 0.00平 0.00年 0.00平 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.0平4 0.0平5 0.0平年 0.0平平 0.0平5

御 厨 0.00年 0.001 0.001 0.001 0.00年 0.00年 0.00年 0.00年 0.00年 0.0平4 0.0平6 0.0平7 0.0平年 0.0平5

 志  0.00年 0.001 0.001 0.001 0.00年 0.00年 0.00年 0.00平 0.00平 0.0平4 0.0平6 0.0平7 0.0平7 0.0平9

今 福 0.00年 0.001 0.001 0.001 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.0平6 0.0平7 0.0平8 0.0平6 0.0平8

多 良 見 町

多 良 見 町役

場

0.004 0.00年 0.004 0.004 0.014 0.01年 0.01年 0.01年 0.015 0.0年0 0.0年0 0.0年1 0.0平7 0.0平8

Ꮉ 棚 町 Ꮉ 棚 0.00年 0.00年 0.00平 0.00平 0.007 0.008 0.009 0.007 0.006 0.0平8 0.0年平 0.0年5 0.0年8 0.040

時 津 町 時 津 ዊ 学校 0.00年 0.00平 0.00年 0.00年 0.011 0.011 0.010 0.011 0.011 0.0平8 0.0年0 0.0平4 0.0平0 0.0平1

琴 海 町 村 松 0.000 0.000 0.001 0.001 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.0年1 0.0年6 0.0年年 0.0平8 0.0年1

西 彼 町 大 串 0.001 0.001 0.001 0.001 0.005 0.005 0.004 0.005 0.005 0.0平4 0.0平4 0.0平4 0.0平1 0.0平5

西 海 町 伊  浦 0.00年 0.00年 0.00年 0.00平 0.00平 0.00平 0.00平 0.00平 0.00平 0.0平年 0.0平6 0.0平5 0.0平平 0.0平5

面 高 0.00年 0.00年 0.001 0.001 0.004 0.005 0.004 0.00年 0.00年 0.0年0 0.0年年 0.0年1 0.0平9 0.0平9

大 島 町 大 ዊ 島 0.00年 0.00平 0.00年 0.00平 0.00年 0.00年 0.00年 0.00年 0.00年 0.0平8 0.0年1 0.0平9 0.0平8 0.0平9

大 瀬 戸 町 雪 浦 0.00平 0.00平 0.00平 0.001 0.00年 0.00年 0.00平 0.00年 0.00平 0.0平7 0.0平6 0.0平0 0.0平年 0.0平4

多 એ 良 0.001 0.001 0.001 0.001 0.004 0.004 0.00年 0.00年 0.004 0.0平7 0.0平7 0.0平5 0.0平年 0.0平年

遠 見 岳 0.00年 0.00年 0.00平 0.001 0.00年 0.00年 0.00年 0.00年 0.00平 0.0平5 0.0年平 0.0平7 0.0平4 0.0平5

外 海 町 黒 崎 中 学校 0.00年 0.00年 0.00年 0.00平 0.00年 0.00年 0.00年 0.00平 0.00年 0.0平6 0.0平9 0.0平8 0.0平5 0.0平7

神 浦 0.00年 0.00平 0.00年 0.00年 0.00平 0.00平 0.00平 0.00平 0.00平 0.0平6 0.0平8 0.0平9 0.0平6 0.0平4

0.00年

0.00年

0.00平

0.00年

0.00年

0.00平

0.001

0.00年

0.00平

0.000

0.00年

0.00年

0.004

0.004

0.00年

0.004

0.00年

0.00平

0.00年

0.001

0.001

0.005

0.004

0.004

0.005

0.004

0.001

平000ᐕ度

0.004

0.004

0.004

0.00年

0.00年

0.00年

未

未

未

未

未

未

未



未

未

未

未



準



未

未



未

未

準

未

商

商

未

未

表7-1ޓ大気環境測定局経ᐕ変ൻ

用途地域

工



㧔ppm㧕ޓ素ޓ窒ޓൻޓ酸ޓੑ 浮ޓ遊ޓ粒ޓ子ޓ状ޓ物ޓ質ޓ㧔㎎㧛m

年

㧕

市 町 村

商

商

商

㧔ppm㧕ޓ黄ޓ硫ޓൻޓ酸ޓੑ

測ޓ定ޓ局

商

商
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大 村 市 大 村 0.000 0.000 0.001 0.001 0.008 0.010 0.010 0.008 0.006 0.0平平 0.0平6 0.0平5 0.0平8 0.0平8

口 之 津 町 口 之 津 0.004 0.004 0.004 0.004 0.00年 0.00年 0.00年 0.00年 0.00年 0.0年1 0.0年平 0.0平9 0.0平8 0.0平6

田 ᐔ 町 田 ᐔ 町 0.00平 0.00平 0.00平 0.00平 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.0平5 0.0平年 0.0平年 0.0平平 0.0平4

福 島 町 福 島 0.00平 0.00平 0.00年 0.00年 0.004 0.00年 0.00年 0.004 0.004 0.016 0.019 0.018 0.017 0.014

鷹 島 町 鷹 島 0.004 0.001 0.001 0.001 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.0平7 0.0平9 0.0年平 0.0年1 0.0平7

江 迎 町 江 迎 0.00年 0.001 0.001 0.001 0.00年 0.00年 0.00年 0.00年 0.00年 0.0平年 0.0平5 0.0年0 0.0平年 0.0平4

鹿 町 町 鹿 町 0.00年 0.001 0.001 0.001 0.00年 0.00年 0.00年 0.00年 0.00年 0.0平5 0.0平5 0.0平8 0.0平7 0.0平8

ዊ  々 町 ዊ  々 0.001 0.001 0.001 0.001 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.0平平 0.0平7 0.0平8 0.0平年 0.0平年

 々 町 羽 須 和 0.00年 0.00年 0.00年 0.004 0.008 0.009 0.008 0.009 0.008 0.019 0.018 0.0平年 0.019 0.0平0

木 場 0.00年 0.001 0.001 0.001 - - - - - 0.0平5 0.0平7 0.0平8 0.0平7 0.0平7

ศ 井 町 ศ 井 0.00平 0.00平 0.00年 0.00平 0.006 0.005 0.005 0.006 0.005 0.0平1 0.0平1 0.0平0 0.019 0.0平0

世 知 原 町 世 知 原 0.00年 0.001 0.001 0.001 0.004 0.004 0.00年 0.00年 0.00年 0.0平4 0.0平4 0.0平5 0.0平4 0.0平5

 

測定方法

平000ᐕ度 平001ᐕ度 平00平ᐕ度 平00年ᐕ度 平004ᐕ度 平000ᐕ度 平001ᐕ度 平00平ᐕ度 平00年ᐕ度 平004ᐕ度

琴 海 町 村 松
未 0.1平 0.10 0.09 0.10 㪇㪅㪈㪇 0.17 0.15 0.1年 0.14 0.1年 直

松 浦 市 松 浦 志 
 0.10 0.17 0.06 0.1年 㪇㪅㪈㪉 0.10 0.06 0.07 0.1年 0.1平 直

平001ᐕ度 平00平ᐕ度 平00年ᐕ度 平004ᐕ度 平000ᐕ度 平001ᐕ度 平00平ᐕ度 平00年ᐕ度 平004ᐕ度 平000ᐕ度 平001ᐕ度 平00平ᐕ度 平00年ᐕ度 平004ᐕ度

長 崎 市
長 崎 駅 0.048 0.045 0.04年 0.044 0.065 0.07年 0.07年 0.070 0.07年 1.1 1.平 1.0 1.0 0.9

中 央 橋 0.0年7 0.0年5 0.0年年 0.0年年 0.051 0.05平 0.05平 0.05平 0.049 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8

長 崎 市 役所 0.0年6 0.0年1 0.0平9 0.0年1 0.05年 0.054 0.051 0.049 0.049 1.年 1.年 1.1 1.1 1.0

世保市
福 石 0.0年年 0.0年8 0.0年年 0.0平年 0.045 0.049 0.061 0.06年 0.0年8 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7

日 宇 0.0年1 0.0平1 0.0平9 0.0平4 0.047 0.047 0.0年7 0.05平 0.050 1.平 1.年 1.1 1.1 1.0

0.004

0.001

0.00年

0.004

0.00平

0.00平

0.004

0.001

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

商

表8－1ޓ自動車排出ࠟス測定局経ᐕ変ൻ

ޓޓޓޓ直㧦直接法測定方式ޓ

表7－平ޓ一般環境大気測定局経ᐕ変ൻ

0.0年0

商

商

商

商

商

0.04平

0.0年4

0.0年5

0.0年1

ᐕޓޓޓᐔޓޓޓ均ޓޓޓ値

一ޓ酸ޓൻޓ炭ޓ素ޓ㧔ppm㧕

0.00年

0.00平

0.00年

0.00年

非࠲ࡔン炭ൻ水素  (㧺㧹ＨＣ㧕

ᐕᐔ均値㧔ppmC㧕 㧢～㧥時㧟時間ᐔ均値㧔ppmC㧕市 町 村

測ޓ定

局

用途地域

市 町 村 測 定 局

日ᐔ均値ߩᐕ間98％値

用

途

地

域

素㧔ppm㧕ޓ窒ޓൻޓ酸ޓੑ

平000ᐕ度

ᐕޓޓᐔޓޓ均ޓޓ値



 

  

 

 

 

 

 

 

市 町 村 測ޓ定ޓ局 測定方法

平001ᐕ度 平00平ᐕ度 平004ᐕ度 平000ᐕ度 平00平ᐕ度 平00年ᐕ度

長 崎 市 長 崎 駅 前 0.44 0.年7 0.年年 0.5年 0.4年 0.44 直

長 崎 市 役 所 0.41 0.年7 0.年年 0.5年 0.47 0.48 直

世保市 福 石 0.55 0.年8 0.年1 0.4平 0.4平 0.年7 直

日 宇 0.平6 0.年8 0.平4 0.80 0.44 0.平9 直

電源開発松浦㧝号機

電源開発松浦㧞号機

表㧥ޓ火力発電所煙源排出基準対比表(平004ᐕ度)

表8－平ޓ自動車排出ࠟス測定局経ᐕ変ൻ

直㧦直接法測定方式ޓޓޓ

九Ꮊ電力相浦㧝号機

九Ꮊ電力相浦㧞号機

九Ꮊ電力相浦ว計値

電源開発松島㧝号機

電源開発松島㧞号機

業所名

最高値 環境保全協定値

硫黄酸ൻ物濃度㧔ppm㧕

環境保全協定値㧝時間値最高値

平88 8平8

8045平6

平平1

1平年

年05

平年5

電源開発松島ว計値

九Ꮊ電力松浦㧝号機

九Ꮊ電力松浦㧞号機

1平平

191

181

-

66

67

57

-

窒素酸ൻ物排出㊂㧔
N
m

年

/h㧕

㧝時間値最高値 環境保全協定値 㧝時間値最高値 環境保全協定値

窒素酸ൻ物濃度㧔ppm㧕

154㧔㧝時間値㧕

1年年㧔㧝時間値㧕

170㧔㧝時間値㧕

150㧔㧝時間値㧕

100

80

118

-

156

161

100

4平

191

186

60㧔㧝時間値㧕

年6㧔㧝時間値㧕

60㧔㧝時間値㧕

1年9

111

年00㧔日ᐔ均値㧕

年00㧔日ᐔ均値㧕

60㧔㧝時間値㧕

-

51㧔㧝時間値㧕

5平㧔㧝時間値㧕

平64㧔日ᐔ均値㧕

平55㧔日ᐔ均値㧕

5年㧔㧝時間値㧕

平000ᐕ度

0.平平

0.年平

0.年6

0.年60.41

硫黄酸ൻ物排出㊂㧔
N
m

年

/h㧕

0.70

商

商

用途地域

商

商

0.69

㧢～㧥時㧟時間ᐔ均値㧔ppmC㧕ᐕᐔ均値㧔ppmC㧕

非࠲ࡔン炭ൻ水素  (㧺㧹ＨＣ㧕

0.41

0.年年

平00年ᐕ度

0.年4

平004ᐕ度

0.41

0.44

0.年7

0.年平

平001ᐕ度

0.56

0.54
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長崎県䈮䈍け䉎酸性雨調査䋨㪉㪇㪇㪋 ᐕ度䋩 

 

横瀬 健䊶森 淳子 

 

Acidity and Ion Concentrations in Rain Water (2004) 

 

Takeshi Yokose and Atsuko MORI 

 

Key words䋺 acid rain, pH, non sea salt sulfate 

䉨䊷ワ䊷䊄䋺 酸性雨，ｐH，非海塩性硫酸イ䉥ン 

 

䈲 じ め に 

 ൻ石燃料䈱燃焼䈮䉋䉍大気中䈮排出䈘䉏た硫黄酸

ൻ物や窒素酸ൻ物䈲直接大気汚染䈱原因䈫䈭䉎䈳䈎

䉍䈪䈭く䇮そ䉏䉌䈱一部䈲大気中䈪硫酸䈍䉋び硝酸等

䈱ੑ次生成物質䈮酸ൻ䈘䉏䉎䇯䈖䉏䉌䈱ੑ次生成物

質䋨䉧ス，䉣ア䊨䉹䊦䋩䈲雨滴生成過程中䈪核䈫䈚䈩捕

捉䈘䉏た後䇮䊧インアウ䊃やウ䉤シュアウ䊃等䈮䉋䉍降水

䈮ข䉍込䉁䉏䇮酸性雨䈱原因䈫䈭䈦䈩い䉎䇯 

 䈖䈱䉋う䈭酸性雨問題䈮対処䈜䉎た䉄䇮長崎県䈮䈍

い䈩䈲昭和 㪌㪏 ᐕ䈎䉌長崎市式見及び旧大村保健所

䈪酸性雨調査を開始䈚た

㪈㪀～㪐㪀

䇯 

 ᐔ成 㪐 ᐕ度䈎䉌䈲旧大村保健所䈱測定ὐ䈲䇮諫早

市䈱県央保健所䈮移動䈚䈩調査を⛮⛯䈚䈩い䉎䇯 

 䉁た䇮環境省䈱委⸤をฃけ䈩離島䈱国設対馬酸性

雨測定所及び国設五島酸性雨測定所䈮䈍い䈩䉅酸

性雨調査を実施䈚䈩い䉎䇯 

 本報告䈪䈲䇮長崎県䈏実施䈚た長崎市式見及び県

央保健所䈮䈍け䉎ᐔ成 㪈㪍 ᐕ度䈱調査結果䈮䈧い䈩

報告䈜䉎䇯 

 

調 査 地 点 䈱 概 要 

 県内䈱酸性雨測定地ὐを࿑ 㪈 䈮示䈜䇯各測定地ὐ

䈱概要䈲以ਅ䈮示䈜䈫䈍䉍䈪あ䉎䇯 

㪈㪃長崎市式見 

 長崎市䈱中心部䈎䉌ർ西䈱郊外䈮置䈚䇮周࿐䈲

山林及び↰園地帯䈪あ䉍䇮測定地ὐ䈱ർ東䋳㎞及び

南東約 㪋 ㎞䈮䈲宅地䈏存在䈜䉎䇯㪥a

㪂

や C㫃

㪄

等䈱海

塩粒子濃度䈱大䈐䈭要因䈫䈭䉎海岸䉁䈪䈱距離䈲西

方約 㪈 ㎞䈪あ䉎䇯 

㪉㪃県央保健所 

 ᐔ成１㪇 ᐕ 㪈 月䈎䉌測定を開始䈚た䇯諫早市中心部

䈱ർ方䈮置䈚䇮調査地ὐ䈱西側䈲宅地䈏広䈏䈦

䈩い䉎䇯東側䈲 㪈㪉 時間交通量䈏約 㪈㪊，㪇㪇㪇 台䈪あ䉎

国道 㪊㪋 号線を経䈩↰園地帯䈫䈭䈦䈩い䉎䇯 

 

 

࿑ 㪈 酸性雨測定地ὐ 

 

調 査 方 法 

 雨水䈱採ข䈲ዊ笠原計器䋨株䋩製US㪄㪋㪇㪇 をベ䊷ス䈫

䈚䈩䇮㪈㪇 検体䈱一降雨試料䈏連⛯䈚䈩採ข䈪䈐䉎䉋う

䈮改造䈚た雨水採ข器䈮䉋䉍実施䈚た䇯 

 測定㗄目䈲貯水量，ｐＨ，電気伝ዉ率䋨EC䋩，S㪦
㪋

㪉㪄

，

㪥㪦
㪊

㪄

，C㫃

㪄

，㪥H
㪋

㪂

，Ca

㪉㪂

，㪤g

㪉㪂

，K

㪂

，㪥a

㪂

䈱 㪈㪈 㗄目䈪あ䉍䇮

測定方法及び定量ਅ限値等䈲表 㪈 䈮示䈜䈫䈍䉍䈪あ

䉎䇯䈭䈍䇮降水量䈮䈧い䈩䈲䇮貯水量䈎䉌計算䈚た䇯 
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項目 測定方法 検出下限値 定量下限値

ｐH ガラス電極法 㪇㪅㪇㪈䋨測定限界䋩

EC 導電率計による方法 㪇㪅㪇㪈μs㪆㪺㫄

S㪦
㪋

㪉㪄

イオン䉪ロマト䉫ラフ法 㪇㪅㪇㪈㪎μg㪆㫄㫃 㪇㪅㪇㪌㪌μg㪆㫄㫃

㪥㪦
㪊

㪄

” 㪇㪅㪇㪈㪇μg㪆㫄㫃 㪇㪅㪇㪊㪋μg㪆㫄㫃

C㫃

㪄

” 㪇㪅㪇㪇㪊μg㪆㫄㫃 㪇㪅㪇㪇㪏μg㪆㫄㫃

㪥H
㪋

+

” 㪇㪅㪇㪈㪌μg㪆㫄㫃 㪇㪅㪇㪌μg㪆㫄㫃

㪥㪸

+

” 㪇㪅㪇㪇㪐μg㪆㫄㫃 㪇㪅㪇㪊μg㪆㫄㫃

K

+

” 㪇㪅㪇㪇㪍μg㪆㫄㫃 㪇㪅㪇㪉μg㪆㫄㫃

C㪸

㪉+

” 㪇㪅㪇㪉㪊μg㪆㫄㫃 㪇㪅㪇㪏μg㪆㫄㫃

㪤g

㪉+

” 㪇㪅㪇㪇㪉μg㪆㫄㫃 㪇㪅㪇㪇㪌μg㪆㫄㫃

ᐕ度 ᐔ成㪈㪌ᐕ度 ᐔ成㪈㪍ᐕ度

㪋月㪈㪊日 㪋月㪉日

㪊月㪈㪈日 㪋月㪊日

㪊月㪈㪉日 㪋月㪉㪈日

黄砂発生日 㪊月㪈㪌日 㪋月㪉㪉日

㪊月㪈㪍日 㪋月㪉㪊日

㪊月㪊㪇日

㪊月㪊㪈日

合計 㪎日間 㪌日間

※長崎海洋気象台調べ

調 査 結 果 

 ｐＨ及び各イ䉥ン濃度䈱ᐔ均値䈲䇮貯水量䈮䉋䉍重

䉂付けを行䈦䈩計算䈚た䋨加重ᐔ均値䋩䇯 

 䉁た沈着量䈲䇮加重ᐔ均値䈮貯水量を乗䈛䈩求䉄

た䇯 

 式見䈮䈍い䈩䈲䇮雨水捕集装置䈱作動䈏一時的䈮

異常䈭状態䈏見䉌䉏た䇯そ䈱特⸥㗄を以ਅ䈮示

䈜䇯 

䊶㪐㪆㪍 㪉㪊㪑㪌㪐～㪐㪆㪎 㪈㪏㪑㪋㪎 䉁䈪䈱雨䈪ＯＦ䈏あ䉍䇮全量

補修䈪䈐䈭䈎䈦た䇯䉁た䇮降水量䈲アメ䉻ス㩿長崎㪀䉋䉍

求䉄た䇯 

䊶㪐㪆㪈㪍 㪈㪎㪑㪌㪉～㪐㪆㪈㪎 㪇㪇㪑㪇㪎 䉁䈪䈱雨䈫 㪐㪆㪉㪊 㪈㪌㪑㪇㪇～

㪐㪆㪉㪋 㪈㪊㪑㪇㪇 䉁䈪䈱雨䈏混ว䈚捕集䈘䉏た䇯全量捕集

䈲䈚䈩い䉎䈱䈪䇮月䈗䈫䈱計算䈮䈲支障䈭い䇯降雨時

間䈲アメ䉻ス㩿長崎㪀䉋䉍求䉄た䇯 

䊶㪈㪇㪆㪈㪏 㪈㪌㪑㪊㪇～㪈㪇㪆㪉㪈 㪇㪇㪑㪊㪉 䉁䈪䈱雨䈪機器䈱不良

䈱た䉄ＯＦあ䉍䇯降水量䈲アメ䉻ス㩿長崎㪀䉋䉍求䉄た䇯 

㩿㪈㪀ｐＨ及び酸性雨出現頻度 

 ｐＨ䈱出現頻度及び便宜䇮酸性雨䈱定義をｐH㪌㪅㪍

以ਅ䈫䈚た酸性雨出現率を表 㪉 䈮示䈜䇯式見䈮䈍け䉎

ᐔ成 㪈㪍 ᐕ度䈱酸性雨出現率䈲 㪐㪎㪅㪏％，県央保健所

䈪䈲 㪈㪇㪇％䈪あ䈦た䇯䈭䈍䇮㪈㪌 ᐕ度䈲式見䈪 㪐㪌㪅㪐％䇮

県央保健所䈪 㪐㪏㪅㪍％䈪あ䈦た䇯 

 ᐔ成 㪈㪍 ᐕ度ｐＨ䈱ᐕᐔ均値䈲式見 㪋㪅㪍㪐䇮県央保健

所 㪋㪅㪏㪇 䈪あ䉍䇮㪈㪌 ᐕ度䈫䈾䈿同様䈱値䈪あ䈦た䇯 

 䉁た䇮降水を中和䈜䉎要因䈫䈭䉎黄砂䈮䈧い䈩䇮ᐔ

成㪈㪌㪃㪈㪍ᐕ度䈮䈍け䉎黄砂観測日を表㪊䈮示䈜䇯ᐔ成

㪈㪍 ᐕ度䈲 㪌 日間䇮㪈㪌 ᐕ度䈲 㪎 日間観測䈘䉏た䇯 

㩿㪉㪀ｐＨ䈱経月変ൻ 

 ᐔ成㪈㪍ᐕ度䈱降水量䈱経月変ൻを࿑㪉䈮䇮ｐＨ䈱月

別ᐔ均値䈱経月変ൻを࿑ 㪊 䈮示䈜䇯例ᐕ䇮ｐＨ䈱ᐔ均

値䈲雨䈱多い夏季䈮高く䇮雨䈱少䈭い冬季䈮䈲ૐい

傾向を示䈜䈏䇮ᐔ成 㪈㪍 ᐕ度䉅式見䇮県央䈫䉅䈮降水

量䈱多い月䈲ｐＨ䈏高く䇮少䈭い月䈲ｐＨ䈏ૐい傾向

䈏䉂䉌䉏た䇯 

㩿㪊㪀イ䉥ン成分濃度 

 表 㪋 䈮イ䉥ン成分ᐕᐔ均値を示䈜䇯ᐔ成 㪈㪍 ᐕ度䈱

ᐕ降水量䈲式見 㪈㪃㪌㪉㪏㫄㫄 䈪県央保健所 㪉㪃㪇㪌㪐㫄㫄 䈪

あ䈦た䇯 

 イ䉥ン成分濃度を䉂䉎䈫䇮海岸䈮近い式見䈮䈍い䈩

䈲 C㫃

㪄

及び 㪥a

㪂

，S㪦
㪋

㪉㪄

，Ca

㪉㪂

䈏県央保健所䈮比べ高い

結果䈫䈭䈦䈩い䉎䇯䉁た䇮㪥㪦
㪊

㪄

㪃㪤g

㪉㪂

㪃K

㪂

䈮䈧い䈩䉅同様

䈮式見䈱値䈏高く䇮㪥H
㪋

㪂

䈮䈧い䈩䈲式見䈫県央保健

所䈮䈍け䉎結果䈲あ䉁䉍変わ䉌䈭䈎䈦た䇯 

 㪈㪌 ᐕ度䈫㪈㪍 ᐕ度䈱値を比較䈜䉎䈫䇮式見䇮県央保健

所䈫䉅䈮 㪈㪍 ᐕ度䈲 㪥a

㪂

，C㫃

㪄

䈱濃度䈏 㪈㪌 ᐕ度䈮比べ高

く䇮海塩↱来成分䈱影響䈏示唆䈘䉏た䇯䉁た䇮式見䈮

䈍い䈩 㪥㪦
㪊

㪄

䈱値䈏 㪈㪍 ᐕ度䈲増加䈚䈩䈍䉍䇮県央保健

所䈮䈍い䈩䈲䇮㪥H
㪋

㪂

䈱値䈏 㪈㪍 ᐕ度䈲減少䈚䈩いた䇯 

 次䈮，㪥a

㪂

䈱䈜べ䈩䈏海塩↱来䈪あ䉎䈫仮定䈚䇮海水

中䈱濃度比を用い䈩 㫅ss㪄 S㪦
㪋

㪉㪄

及び 㫅ss㪄 Ca

㪉㪂

を計算

䈚䈩 S㪦
㪋

㪉㪄

及び Ca

㪉㪂

䈮占䉄䉎非海塩性成分䈱割วを求

䉄䉎䈫各々䇮㪈㪍 ᐕ度䈲式見 㪎㪊％，㪍㪍％，県央保健所

㪎㪍％，㪍㪋％䈪あ䉍䇮㪈㪌 ᐕ度䈮比べૐく䈭䈦䈩いた䇯 

 

表 㪈 測定方法及び検出ਅ限値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 㪉 ｐＨ䈱出現頻度及び酸性雨出現率 

Ｈ１５ Ｈ１㪍 Ｈ１５ Ｈ１㪍

㪇 㪇 㪇 㪇

㪇 㪇 㪇 㪇

㪍 㪐 㪈 㪋

㪊㪏 㪊㪏 㪉㪍 㪈㪍

㪊㪈 㪉㪊 㪉㪍 㪉㪍

㪈㪐 㪈㪐 㪈㪍 㪈㪎

㪉 㪉 㪈 㪇

㪉 㪇 㪇 㪇

㪇 㪇 㪇 㪇

㪇 㪇 㪇 㪇

㪐㪏 㪐㪈 㪎㪇 㪍㪊

㪐㪌㪅㪐 㪐㪎㪅㪏 㪐㪏㪅㪍 㪈㪇㪇

㪍㪅㪈 㪐㪅㪐 㪈㪅㪋 㪍㪅㪊

㪊㪅㪍㪋 㪊㪅㪍㪐 㪊㪅㪐㪎 㪊㪅㪎㪉

㪍㪅㪉㪌 㪌㪅㪎㪇 㪌㪅㪐㪍 㪌㪅㪋㪋

㪋㪅㪎㪊 㪋㪅㪍㪐 㪋㪅㪎㪏 㪋㪅㪏㪇

㪍㪅㪍㪇～㪍㪅㪐㪐

㪎㪅㪇㪇～

最高pH

加重ᐔ均pH

ｻﾝﾌﾟﾙ数

酸性雨出現率䋨％䋩

pH＜㪋㪅㪇㪇䋨％䋩

最ૐpH

㪌㪅㪇㪇～㪌㪅㪍㪇

㪌㪅㪍㪈～㪌㪅㪐㪐

㪍㪅㪇㪇～㪍㪅㪌㪐

㪉㪅㪍㪈～㪉㪅㪐㪐

㪊㪅㪇㪇～㪊㪅㪌㪐

㪊㪅㪍㪇～㪊㪅㪐㪐

㪋㪅㪇㪇～㪋㪅㪌㪐

ｐH階級

式見 県央保健所

㪋㪅㪍㪇～㪋㪅㪐㪐

 

 

表 㪊 ᐔ成 㪈㪌㪃㪈㪍 ᐕ度䈱黄砂観測日 
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㪇

㪌㪇

㪈㪇㪇

㪈㪌㪇

㪉㪇㪇

㪉㪌㪇

㪊㪇㪇

㪊㪌㪇

㪋㪇㪇

㪋㪌㪇

㪋月 㪌月 㪍月 㪎月 㪏月 㪐月 㪈㪇月 㪈㪈月 㪈㪉月 㪈月 㪉月 㪊月

㫄㫄

Ｈ㪈㪍式見月降水量

Ｈ㪈㪍県央月降水量

㪋㪅㪇㪇

㪋㪅㪌㪇

㪌㪅㪇㪇

㪌㪅㪌㪇

㪍㪅㪇㪇

㪋月 㪌月 㪍月 㪎月 㪏月 㪐月 㪈㪇月 㪈㪈月 㪈㪉月 㪈月 㪉月 㪊月

H㪈㪌式見pH

H㪈㪍式見pH

H㪈㪌県央pH

H㪈㪍県央pH

㪇㪅㪇㪇

㪇㪅㪌㪇

㪈㪅㪇㪇

㪈㪅㪌㪇

㪉㪅㪇㪇

㪉㪅㪌㪇

㪊㪅㪇㪇

㪊㪅㪌㪇

㪋㪅㪇㪇

㪋㪅㪌㪇

㪋

月

㪌

月

㪍

月

㪎

月

㪏

月

㪐

月

㪈

㪇

月

㪈

㪈

月

㪈

㪉

月

㪈

月

㪉

月

㪊

月

㫄g㪆㫃

H㪈㪌式見

H㪈㪍式見

H㪈㪌県央

H㪈㪍県央

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

࿑ 㪉 ᐔ成 㪈㪍 ᐕ度䈮䈍け䉎降水量䈱経月変ൻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

࿑ 㪊 ᐔ成 㪈㪌，㪈㪍 ᐕ度䈮䈍け䉎ｐＨ䈱経月変ൻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

࿑ 㪋  ᐔ成 㪈㪌，㪈㪍 ᐕ度䈮䈍け䉎 㫅ss㪄 S㪦
㪋

㪉㪄

濃度䈱経月変ൻ 
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表 㪌 䈮イ䉥ン成分月ᐔ均値を示䈜䇯䉁た࿑䋴䈮䈲䇮表

㪌 䈮䈍い䈩䇮人ὑ的汚染䈱指標䈫䈘䉏䉎 㫅ss㪄 S㪦
㪋

㪉㪄

䈱

月変ൻを示䈜䇯㫅ss㪄 S㪦
㪋

㪉㪄

濃度䈲夏季䈮ૐく䇮冬季䈮

高い傾向䈏䉂䉌䉏䇮㪈㪌 ᐕ度䈮䈍い䈩䈲県央㪃式見䈫䉅

䈮大䈐䈭差䈲䉂䉌䉏䈭䈎䈦た䈏䇮㪈㪍 ᐕ度䈲式見䈮䈍

い䈩䇮県央䉋䉍䉅高い値䈫䈭䈦た䇯 

㩿㪋㪀イ䉥ン成分沈着量 

 表 㪍 䈮イ䉥ン成分ᐕ沈着量を示䈜䇯式見䈪䈲海塩粒

子䈱影響をฃけ C㫃

㪄

䈏最䉅多く䇮次い䈪 㪥a

㪂

㪃S㪦
㪋

㪉㪄

䈱㗅

䈪あ䈦た䇯県央保健所䈪䈲䇮C㫃

㪄

，S㪦
㪋

㪉㪄

， 㪥a

㪂

䈱㗅䈪あ

䈦た䇯表 㪎 䈮月別䈱イ䉥ン成分沈着量を示䈜䇯 

 

ま と め 

㩿㪈㪀ᐔ成 㪈㪍 ᐕ度䈮䈍け䉎酸性雨䈱出現頻度䈲 㪐㪌％以

䈪あ䉍䇮㪈㪉 ᐕ度䈱䉋う䈭黄砂䈱影響䈲認䉄䉌䉏䈭䈎

䈦た䇯 

㩿㪉㪀ｐＨ䈱ᐔ均値䈲式見䈪 㪋㪅㪍㪐䇮県央保健所䈪 㪋㪅㪏㪇 䈪

あ䉍䇮両測定地ὐ䈪近い値䈏得䉌䉏た䇯全国䈱降水䈱

ｐＨ䈲 㪋㪅㪋 䈫 㪌㪅㪇 䈱間䈮集中䈚䈩い䉎

䋹䋩

䈖䈫䈫照䉌䈚วわ

䈞䉎䈫䇮い䈝䉏䉅全国䈱降水ｐＨ䈱範࿐内䈪あ䈦た䇯 

㩿㪊㪀ｐＨ㪋㪅㪇㪇 以ਅ䈱強酸性雨䈱出現頻度䈲䇮式見䈮䈍

け䉎結果䈏県央保健所䈮比べ高く䈭䈦䈩いた䇯 

㩿㪋㪀䊃䊷䉺䊦 S㪦
㪋

㪉㪄

及び䊃䊷䉺䊦 Ca

㪉㪂

濃度䈮占䉄䉎海塩

以外䈱発生源䈮起因䈜䉎䉅䈱䈱割ว䈲䇮式見㪃県央䈫

䉅 㪈㪌 ᐕ度䈫比べ大䈐䈭差䈲䉂䉌䉏䈭䈎䈦た䇯 
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長崎県衛生公害研究所 㪌㪇， 㩿㪉㪇㪇㪋㪀 資料 

ᐕ降水量 ｐH

S㪦
4

2-

nss-S㪦
4

2-

b/a*100 㪥㪦
3

-

C㫃

-

㪥H
4

+

C㪸

2+

nss-C㪸

2+

d/c*100 㪥㪸

+

㪤g

2+

K

+

H

＋

㩿㫄㫄㪀 㩿㪸㪀 㩿㪹㪀 㩿％㪀 㩿㪺㪀 㩿㪻㪀 㩿％㪀

H㪈㪌 㪈㪎㪌㪌 㪋㪅㪎㪊 㪈㪅㪏㪇 㪈㪅㪊㪏 㪎㪎 㪇㪅㪏㪍 㪉㪅㪐㪉 㪇㪅㪉㪎 㪇㪅㪉㪊 㪇㪅㪈㪍 㪎㪉 㪈㪅㪍㪏 㪇㪅㪉㪈 㪇㪅㪈㪋 㪇㪅㪇㪈㪐

H㪈㪍 㪈㪌㪉㪏 㪋㪅㪍㪐 㪈㪅㪏㪐 㪈㪅㪊㪏 㪎㪊 㪈㪅㪇㪈 㪊㪅㪌㪍 㪇㪅㪉㪉 㪇㪅㪉㪉 㪇㪅㪈㪌 㪍㪍 㪉㪅㪇㪋 㪇㪅㪉㪌 㪇㪅㪈㪊 㪇㪅㪇㪉㪈

H㪈㪌 㪉㪇㪉㪋 㪋㪅㪎㪏 㪈㪅㪌㪇 㪈㪅㪉㪏 㪏㪌 㪇㪅㪏㪇 㪈㪅㪋㪏 㪇㪅㪊㪋 㪇㪅㪈㪍 㪇㪅㪈㪉 㪎㪐 㪇㪅㪏㪎 㪇㪅㪈㪈 㪇㪅㪇㪏 㪇㪅㪇㪈㪎

H㪈㪍 㪉㪇㪌㪐 㪋㪅㪏㪇 㪈㪅㪋㪎 㪈㪅㪈㪉 㪎㪍 㪇㪅㪎㪈 㪉㪅㪋㪌 㪇㪅㪉㪈 㪇㪅㪈㪌 㪇㪅㪇㪐 㪍㪋 㪈㪅㪋㪈 㪇㪅㪈㪏 㪇㪅㪇㪐 㪇㪅㪇㪈㪍

県央保健所

調査地点 ᐕ度

式見

単：㫄g㪆㫃

S㪦
4

2-

㪈㪅㪋㪊 㪈㪅㪍㪎 㪈㪅㪊㪏 㪉㪅㪉㪋 㪈㪅㪇㪊 㪇㪅㪐㪍 㪉㪅㪌㪇 㪈㪅㪇㪍 㪋㪅㪍㪌 㪋㪅㪏㪇 㪋㪅㪌㪋 㪉㪅㪊㪌 㪈㪅㪏㪇

nss-S㪦
4

2-

㪈㪅㪉㪎 㪈㪅㪌㪏 㪇㪅㪐㪊 㪈㪅㪏㪐 㪇㪅㪏㪐 㪇㪅㪊㪉 㪈㪅㪐㪊 㪇㪅㪐㪋 㪉㪅㪋㪐 㪊㪅㪈㪋 㪊㪅㪊㪎 㪈㪅㪍㪏 㪈㪅㪊㪏

㪥㪦
3

-

㪇㪅㪍㪎 㪇㪅㪏㪇 㪇㪅㪍㪊 㪈㪅㪋㪇 㪇㪅㪍㪋 㪇㪅㪈㪌 㪈㪅㪋㪐 㪇㪅㪌㪋 㪈㪅㪍㪈 㪈㪅㪏㪐 㪈㪅㪐㪉 㪇㪅㪏㪍 㪇㪅㪏㪍

C㫃

-

㪈㪅㪇㪉 㪇㪅㪍㪎 㪉㪅㪐㪍 㪉㪅㪇㪊 㪇㪅㪐㪋 㪌㪅㪇㪎 㪊㪅㪐㪋 㪇㪅㪏㪈 㪈㪍㪅㪍㪈 㪈㪉㪅㪇㪋 㪎㪅㪐㪇 㪋㪅㪐㪐 㪉㪅㪐㪉

㪥H
4

+

㪇㪅㪉㪊 㪇㪅㪉㪎 㪇㪅㪉㪌 㪇㪅㪋㪏 㪇㪅㪉㪉 㪇㪅㪈㪈 㪇㪅㪊㪍 㪇㪅㪇㪐 㪇㪅㪉㪏 㪇㪅㪊㪐 㪇㪅㪍㪊 㪇㪅㪉㪈 㪇㪅㪉㪎

C㪸

2+

㪇㪅㪈㪍 㪇㪅㪈㪉 㪇㪅㪈㪊 㪇㪅㪈㪋 㪇㪅㪇㪍 㪇㪅㪈㪋 㪇㪅㪋㪋 㪇㪅㪇㪐 㪇㪅㪌㪍 㪇㪅㪌㪇 㪈㪅㪇㪏 㪇㪅㪎㪊 㪇㪅㪉㪊

nss-C㪸

2+

㪇㪅㪈㪊 㪇㪅㪈㪈 㪇㪅㪇㪍 㪇㪅㪇㪐 㪇㪅㪇㪋 㪇㪅㪇㪌 㪇㪅㪊㪌 㪇㪅㪇㪎 㪇㪅㪉㪊 㪇㪅㪉㪌 㪇㪅㪐㪇 㪇㪅㪍㪊 㪇㪅㪈㪍

㪥㪸

+

㪇㪅㪍㪋 㪇㪅㪊㪐 㪈㪅㪎㪏 㪈㪅㪊㪏 㪇㪅㪌㪍 㪉㪅㪌㪋 㪉㪅㪉㪏 㪇㪅㪋㪏 㪏㪅㪍㪊 㪍㪅㪍㪈 㪋㪅㪍㪎 㪉㪅㪍㪍 㪈㪅㪍㪏

㪤g

2+

㪇㪅㪈㪇 㪇㪅㪇㪍 㪇㪅㪉㪈 㪇㪅㪈㪌 㪇㪅㪇㪎 㪇㪅㪉㪐 㪇㪅㪊㪈 㪇㪅㪇㪎 㪈㪅㪇㪍 㪇㪅㪏㪊 㪇㪅㪍㪊 㪇㪅㪊㪍 㪇㪅㪉㪈

K

+

㪇㪅㪈㪈 㪇㪅㪇㪐 㪇㪅㪈㪉 㪇㪅㪈㪊 㪇㪅㪇㪎 㪇㪅㪈㪊 㪇㪅㪉㪊 㪇㪅㪇㪍 㪇㪅㪋㪇 㪇㪅㪋㪇 㪇㪅㪊㪏 㪇㪅㪈㪐 㪇㪅㪈㪋

H

＋

㪇㪅㪇㪈㪍 㪇㪅㪇㪉㪎 㪇㪅㪇㪈㪋 㪇㪅㪇㪊㪇 㪇㪅㪇㪈㪌 㪇㪅㪇㪇㪋 㪇㪅㪇㪉㪈 㪇㪅㪇㪈㪐 㪇㪅㪇㪊㪎 㪇㪅㪇㪌㪋 㪇㪅㪇㪈㪍 㪇㪅㪇㪇㪌 㪇㪅㪇㪈㪐

降水量㫄㫄 㪉㪊㪏 㪈㪇㪊 㪉㪏㪏 㪉㪉㪐 㪊㪇㪊 㪐㪊 㪈㪐 㪈㪐㪍 㪋㪍 㪋㪈 㪏㪐 㪈㪇㪐 㪈㪎㪌㪌

S㪦
4

2-

㪈㪅㪋㪌 㪈㪅㪈㪊 㪈㪅㪇㪐 㪈㪅㪍㪉 㪉㪅㪈㪊 㪈㪅㪊㪌 㪇㪅㪌㪉 㪉㪅㪌㪍 㪈㪅㪈㪊 㪎㪅㪌㪉 㪉㪅㪉㪎 㪊㪅㪈㪇 㪈㪅㪏㪐

nss-S㪦
4

2-

㪈㪅㪇㪊 㪈㪅㪇㪇 㪇㪅㪏㪏 㪈㪅㪈㪍 㪇㪅㪏㪊 㪈㪅㪈㪎 㪇㪅㪋㪋 㪉㪅㪉㪐 㪇㪅㪐㪎 㪋㪅㪊㪉 㪉㪅㪇㪋 㪉㪅㪌㪏 㪈㪅㪊㪏

㪥㪦
3

-

㪇㪅㪌㪏 㪇㪅㪎㪇 㪈㪅㪇㪏 㪇㪅㪐㪌 㪇㪅㪍㪉 㪇㪅㪌㪎 㪇㪅㪋㪎 㪈㪅㪈㪍 㪈㪅㪇㪏 㪊㪅㪊㪇 㪈㪅㪇㪌 㪈㪅㪐㪌 㪈㪅㪇㪈

C㫃

-

㪉㪅㪎㪐 㪇㪅㪐㪉 㪈㪅㪊㪋 㪉㪅㪐㪏 㪐㪅㪇㪎 㪈㪅㪊㪎 㪇㪅㪍㪈 㪈㪅㪐㪐 㪈㪅㪈㪍 㪉㪉㪅㪈㪈 㪈㪅㪌㪌 㪊㪅㪐㪎 㪊㪅㪌㪍

㪥H
4

+

㪇㪅㪈㪍 㪇㪅㪈㪐 㪇㪅㪉㪌 㪇㪅㪉㪊 㪇㪅㪈㪏 㪇㪅㪈㪉 㪇㪅㪇㪍 㪇㪅㪈㪐 㪇㪅㪈㪈 㪇㪅㪌㪌 㪇㪅㪉㪉 㪇㪅㪋㪊 㪇㪅㪉㪉

C㪸

2+

㪇㪅㪉㪉 㪇㪅㪈㪌 㪇㪅㪈㪌 㪇㪅㪈㪏 㪇㪅㪉㪍 㪇㪅㪈㪊 㪇㪅㪇㪏 㪇㪅㪉㪊 㪇㪅㪈㪌 㪇㪅㪎㪏 㪇㪅㪉㪊 㪇㪅㪊㪎 㪇㪅㪉㪉

nss-C㪸

2+

㪇㪅㪈㪍 㪇㪅㪈㪊 㪇㪅㪈㪉 㪇㪅㪈㪈 㪇㪅㪇㪎 㪇㪅㪈㪈 㪇㪅㪇㪎 㪇㪅㪈㪐 㪇㪅㪈㪊 㪇㪅㪉㪐 㪇㪅㪈㪐 㪇㪅㪉㪐 㪇㪅㪈㪌

㪥㪸

+

㪈㪅㪎㪇 㪇㪅㪌㪋 㪇㪅㪏㪋 㪈㪅㪏㪊 㪌㪅㪈㪏 㪇㪅㪎㪈 㪇㪅㪊㪇 㪈㪅㪇㪏 㪇㪅㪍㪉 㪈㪉㪅㪎㪏 㪇㪅㪐㪈 㪉㪅㪇㪐 㪉㪅㪇㪋

㪤g

2+

㪇㪅㪉㪈 㪇㪅㪇㪐 㪇㪅㪈㪊 㪇㪅㪉㪋 㪇㪅㪌㪍 㪇㪅㪈㪊 㪇㪅㪇㪌 㪇㪅㪈㪎 㪇㪅㪇㪐 㪈㪅㪋㪊 㪇㪅㪈㪋 㪇㪅㪉㪌 㪇㪅㪉㪌

K

+

㪇㪅㪈㪊 㪇㪅㪇㪐 㪇㪅㪈㪇 㪇㪅㪈㪉 㪇㪅㪈㪏 㪇㪅㪉㪉 㪇㪅㪇㪍 㪇㪅㪇㪐 㪇㪅㪇㪋 㪇㪅㪌㪇 㪇㪅㪇㪎 㪇㪅㪇㪐 㪇㪅㪈㪊

H

＋

㪇㪅㪇㪈㪇 㪇㪅㪇㪈㪉 㪇㪅㪇㪈㪍 㪇㪅㪇㪉㪈 㪇㪅㪇㪈㪉 㪇㪅㪇㪈㪊 㪇㪅㪇㪇㪊 㪇㪅㪇㪊㪋 㪇㪅㪇㪉㪉 㪇㪅㪇㪎㪋 㪇㪅㪇㪊㪉 㪇㪅㪇㪊㪏 㪇㪅㪇㪉㪈

降水量㫄㫄 㪈㪋㪋 㪊㪋㪊 㪈㪇㪈 㪐㪋 㪈㪏㪌 㪈㪈㪏 㪋㪇 㪊㪊 㪈㪋㪋 㪍㪋 㪐㪏 㪈㪍㪋 㪈㪌㪉㪏

S㪦
4

2-

㪈㪅㪋㪈 㪈㪅㪋㪎 㪈㪅㪋㪊 㪈㪅㪋㪌 㪈㪅㪇㪈 㪈㪅㪈㪌 㪇㪅㪐㪋 㪈㪅㪇㪊 㪈㪅㪌㪋 㪊㪅㪎㪐 㪋㪅㪈㪉 㪈㪅㪍㪏 㪈㪅㪌㪇

nss-S㪦
4

2-

㪈㪅㪊㪇 㪈㪅㪋㪈 㪈㪅㪉㪈 㪈㪅㪉㪍 㪇㪅㪐㪋 㪇㪅㪊㪎 㪇㪅㪏㪌 㪇㪅㪐㪍 㪈㪅㪋㪊 㪊㪅㪇㪈 㪊㪅㪉㪉 㪈㪅㪊㪍 㪈㪅㪉㪏

㪥㪦
3

-

㪇㪅㪐㪊 㪇㪅㪎㪋 㪇㪅㪎㪎 㪇㪅㪐㪎 㪇㪅㪌㪈 㪇㪅㪉㪊 㪇㪅㪎㪎 㪇㪅㪋㪐 㪇㪅㪏㪋 㪈㪅㪍㪎 㪈㪅㪏㪎 㪇㪅㪎㪈 㪇㪅㪏㪇

C㫃

-

㪇㪅㪍㪍 㪇㪅㪌㪊 㪈㪅㪋㪇 㪈㪅㪉㪍 㪇㪅㪋㪋 㪌㪅㪐㪎 㪇㪅㪎㪇 㪇㪅㪌㪋 㪇㪅㪏㪍 㪌㪅㪈㪐 㪌㪅㪐㪉 㪉㪅㪈㪉 㪈㪅㪋㪏

㪥H
4

+

㪇㪅㪋㪋 㪇㪅㪋㪌 㪇㪅㪌㪇 㪇㪅㪊㪇 㪇㪅㪉㪌 㪇㪅㪈㪇 㪇㪅㪊㪉 㪇㪅㪉㪇 㪇㪅㪉㪊 㪇㪅㪌㪐 㪇㪅㪌㪐 㪇㪅㪉㪈 㪇㪅㪊㪋

C㪸

2+

㪇㪅㪈㪌 㪇㪅㪇㪏 㪇㪅㪇㪐 㪇㪅㪇㪎 㪇㪅㪇㪎 㪇㪅㪈㪎 㪇㪅㪈㪌 㪇㪅㪈㪇 㪇㪅㪈㪈 㪇㪅㪊㪋 㪈㪅㪇㪋 㪇㪅㪊㪐 㪇㪅㪈㪍

nss-C㪸

2+

㪇㪅㪈㪊 㪇㪅㪇㪎 㪇㪅㪇㪌 㪇㪅㪇㪋 㪇㪅㪇㪍 㪇㪅㪇㪌 㪇㪅㪈㪋 㪇㪅㪇㪏 㪇㪅㪇㪐 㪇㪅㪉㪉 㪇㪅㪐㪈 㪇㪅㪊㪋 㪇㪅㪈㪉

㪥㪸

+

㪇㪅㪋㪋 㪇㪅㪉㪉 㪇㪅㪏㪍 㪇㪅㪎㪍 㪇㪅㪉㪌 㪊㪅㪈㪊 㪇㪅㪊㪎 㪇㪅㪊㪇 㪇㪅㪋㪍 㪊㪅㪈㪈 㪊㪅㪍㪈 㪈㪅㪉㪏 㪇㪅㪏㪎

㪤g

2+

㪇㪅㪇㪍 㪇㪅㪇㪊 㪇㪅㪈㪇 㪇㪅㪇㪐 㪇㪅㪇㪋 㪇㪅㪊㪏 㪇㪅㪇㪎 㪇㪅㪇㪌 㪇㪅㪇㪍 㪇㪅㪊㪐 㪇㪅㪌㪈 㪇㪅㪈㪐 㪇㪅㪈㪈

K

+

㪇㪅㪇㪎 㪇㪅㪇㪍 㪇㪅㪇㪏 㪇㪅㪇㪌 㪇㪅㪇㪌 㪇㪅㪈㪌 㪇㪅㪇㪎 㪇㪅㪇㪍 㪇㪅㪈㪉 㪇㪅㪉㪍 㪇㪅㪉㪏 㪇㪅㪈㪊 㪇㪅㪇㪏

H

＋

㪇㪅㪇㪈㪍 㪇㪅㪇㪈㪐 㪇㪅㪇㪈㪋 㪇㪅㪇㪉㪈 㪇㪅㪇㪈㪋 㪇㪅㪇㪇㪍 㪇㪅㪇㪇㪎 㪇㪅㪇㪈㪎 㪇㪅㪇㪉㪎 㪇㪅㪇㪋㪊 㪇㪅㪇㪇㪎 㪇㪅㪇㪈㪇 㪇㪅㪇㪈㪎

降水量㫄㫄 㪈㪋㪌 㪈㪊㪉 㪊㪈㪋 㪋㪐㪌 㪊㪋㪍 㪍㪏 㪈㪊 㪉㪈㪈 㪊㪊 㪋㪎 㪐㪈 㪈㪉㪏 㪉㪇㪉㪋

S㪦
4

2-

㪈㪅㪌㪍 㪇㪅㪏㪋 㪈㪅㪉㪎 㪈㪅㪈㪊 㪈㪅㪍㪍 㪈㪅㪎㪈 㪇㪅㪋㪏 㪉㪅㪈㪈 㪇㪅㪎㪊 㪌㪅㪈㪊 㪉㪅㪎㪊 㪉㪅㪋㪎 㪈㪅㪋㪎

nss-S㪦
4

2-

㪈㪅㪋㪉 㪇㪅㪎㪎 㪈㪅㪈㪎 㪇㪅㪐㪊 㪈㪅㪇㪏 㪇㪅㪏㪌 㪇㪅㪋㪍 㪈㪅㪏㪎 㪇㪅㪍㪍 㪉㪅㪉㪇 㪉㪅㪋㪊 㪉㪅㪉㪊 㪈㪅㪈㪉

㪥㪦
3

-

㪇㪅㪌㪐 㪇㪅㪍㪏 㪇㪅㪍㪋 㪇㪅㪏㪐 㪇㪅㪍㪍 㪇㪅㪊㪐 㪇㪅㪉㪍 㪈㪅㪇㪌 㪇㪅㪎㪉 㪈㪅㪏㪌 㪈㪅㪎㪇 㪈㪅㪈㪐 㪇㪅㪎㪈

C㫃

-

㪈㪅㪇㪌 㪇㪅㪋㪉 㪇㪅㪍㪍 㪈㪅㪊㪏 㪋㪅㪇㪊 㪍㪅㪇㪏 㪇㪅㪊㪇 㪈㪅㪎㪍 㪇㪅㪌㪌 㪈㪐㪅㪇㪌 㪈㪅㪐㪏 㪈㪅㪍㪐 㪉㪅㪋㪌
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nss-C㪸

2+
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㪥㪸

+

㪇㪅㪌㪍 㪇㪅㪉㪎 㪇㪅㪊㪏 㪇㪅㪏㪈 㪉㪅㪊㪉 㪊㪅㪋㪋 㪇㪅㪇㪎 㪇㪅㪐㪐 㪇㪅㪉㪐 㪈㪈㪅㪍㪏 㪈㪅㪉㪉 㪇㪅㪐㪎 㪈㪅㪋㪈

㪤g
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㪇㪅㪇㪐 㪇㪅㪇㪍 㪇㪅㪇㪍 㪇㪅㪈㪈 㪇㪅㪉㪏 㪇㪅㪋㪈 㪇㪅㪇㪊 㪇㪅㪈㪊 㪇㪅㪇㪌 㪈㪅㪊㪇 㪇㪅㪈㪍 㪇㪅㪈㪋 㪇㪅㪈㪏

K

+

㪇㪅㪇㪐 㪇㪅㪇㪎 㪇㪅㪇㪏 㪇㪅㪈㪇 㪇㪅㪇㪐 㪇㪅㪈㪉 㪇㪅㪇㪈 㪇㪅㪇㪋 㪇㪅㪇㪉 㪇㪅㪋㪎 㪇㪅㪈㪉 㪇㪅㪇㪏 㪇㪅㪇㪐

H

＋

㪇㪅㪇㪈㪋 㪇㪅㪇㪈㪈 㪇㪅㪇㪈㪎 㪇㪅㪇㪈㪎 㪇㪅㪇㪈㪎 㪇㪅㪇㪈㪉 㪇㪅㪇㪇㪏 㪇㪅㪇㪊㪋 㪇㪅㪇㪈㪌 㪇㪅㪇㪊㪈 㪇㪅㪇㪊㪋 㪇㪅㪇㪉㪏 㪇㪅㪇㪈㪍

降水量㫄㫄 㪉㪉㪐 㪋㪇㪐 㪈㪋㪍 㪈㪌㪍 㪈㪐㪉 㪊㪋㪐 㪈㪋㪇 㪋㪌 㪈㪉㪉 㪋㪋 㪋㪎 㪈㪏㪇 㪉㪇㪌㪐

県央保健所

式見

H㪈㪌

㪏月㪋月 㪌月 㪍月 㪎月調査地点 ᐕ度

H㪈㪍

項目

H㪈㪌

H㪈㪍

㪐月 㪈㪇月 㪈㪈月 㪈㪉月 㪈月 㪉月 㪊月

イオン成分

ᐕᐔ均値及

びᐕ降水量

表 㪋 ᐔ成 㪈㪌㪃㪈㪍 ᐕ度䈮䈍け䉎イ䉥ン成分ᐕᐔ均値 

 

 

 

 

 

 

表 㪌 ᐔ成 㪈㪌㪃㪈㪍 ᐕ度䈮䈍け䉎イ䉥ン成分月ᐔ均値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



長崎県衛生公害研究所 㪌㪇， 㩿㪉㪇㪇㪋㪀 資料 

単：㫄g㪆㫄

㪉

㪆ᐕ

ᐕ降水量
S㪦

4

2-

nss-S㪦
4

2-

㪥㪦
3

-

C㫃

-

㪥H
4

+

C㪸

2+

nss-C㪸

2+

㪥㪸

+

㪤g

2+

K

+

H

＋

㩿㫄㫄㪀

H㪈㪌 㪈㪎㪌㪌 㪊㪈㪌㪌 㪉㪋㪈㪎 㪈㪌㪇㪋 㪌㪈㪊㪈 㪋㪎㪋 㪋㪇㪈 㪉㪏㪐 㪉㪐㪋㪋 㪊㪍㪐 㪉㪊㪏 㪊㪉㪅㪍

H㪈㪍 㪈㪌㪉㪏 㪉㪏㪐㪌 㪉㪈㪈㪊 㪈㪌㪌㪈 㪌㪋㪋㪎 㪊㪊㪊 㪊㪋㪋 㪉㪉㪌 㪊㪈㪈㪎 㪊㪏㪊 㪈㪐㪏 㪊㪈㪅㪌

H㪈㪌 㪉㪇㪉㪋 㪊㪇㪋㪊 㪉㪍㪇㪇 㪈㪍㪉㪐 㪉㪐㪐㪏 㪍㪏㪍 㪊㪈㪐 㪉㪌㪉 㪈㪎㪍㪍 㪉㪊㪉 㪈㪍㪏 㪊㪊㪅㪌

H㪈㪍 㪉㪇㪌㪐 㪊㪇㪊㪈 㪉㪊㪇㪊 㪈㪋㪌㪏 㪌㪇㪋㪈 㪋㪊㪉 㪊㪇㪋 㪈㪐㪊 㪉㪐㪇㪇 㪊㪎㪌 㪈㪏㪌 㪊㪉㪅㪐

式見

県央保健所

調査地点 ᐕ度

単：㫄g㪆㫄

㪉

㪆月

S㪦
4

2-

㪊㪋㪇 㪈㪎㪊 㪊㪐㪏 㪌㪈㪋 㪊㪈㪉 㪏㪐 㪋㪐 㪉㪇㪎 㪉㪈㪋 㪈㪐㪏 㪋㪇㪍 㪉㪌㪌 㪊㪈㪌㪌

nss-S㪦
4

2-

㪊㪇㪉 㪈㪍㪊 㪉㪍㪐 㪋㪊㪌 㪉㪍㪐 㪊㪇 㪊㪎 㪈㪏㪋 㪈㪈㪋 㪈㪊㪇 㪊㪇㪈 㪈㪏㪊 㪉㪋㪈㪎

㪥㪦
3

-

㪈㪌㪏 㪏㪉 㪈㪏㪉 㪊㪉㪉 㪈㪐㪋 㪈㪋 㪉㪐 㪈㪇㪍 㪎㪋 㪎㪏 㪈㪎㪉 㪐㪋 㪈㪌㪇㪋

C㫃

-

㪉㪋㪊 㪍㪐 㪏㪌㪋 㪋㪍㪌 㪉㪏㪊 㪋㪎㪋 㪎㪍 㪈㪌㪐 㪎㪍㪉 㪋㪐㪍 㪎㪇㪎 㪌㪋㪉 㪌㪈㪊㪈

㪥H
4

+

㪌㪋 㪉㪏 㪎㪈 㪈㪈㪈 㪍㪎 㪈㪈 㪎 㪈㪏 㪈㪊 㪈㪍 㪌㪎 㪉㪊 㪋㪎㪋

C㪸

2+

㪊㪎 㪈㪉 㪊㪎 㪊㪊 㪈㪐 㪈㪋 㪏 㪈㪏 㪉㪍 㪉㪈 㪐㪍 㪎㪐 㪋㪇㪈

nss-C㪸

2+

㪊㪈 㪈㪈 㪈㪎 㪉㪈 㪈㪊 㪋 㪎 㪈㪋 㪈㪈 㪈㪇 㪏㪈 㪍㪏 㪉㪏㪐

㪥㪸

+

㪈㪌㪉 㪋㪇 㪌㪈㪉 㪊㪈㪍 㪈㪎㪈 㪉㪊㪏 㪋㪋 㪐㪌 㪊㪐㪍 㪉㪎㪉 㪋㪈㪏 㪉㪏㪐 㪉㪐㪋㪋

㪤g

2+

㪉㪊 㪍 㪍㪈 㪊㪋 㪉㪇 㪉㪎 㪍 㪈㪋 㪋㪐 㪊㪋 㪌㪎 㪊㪐 㪊㪍㪐

K

+

㪉㪎 㪈㪇 㪊㪌 㪉㪐 㪉㪈 㪈㪉 㪋 㪈㪈 㪈㪏 㪈㪍 㪊㪋 㪉㪈 㪉㪊㪏

H

＋

㪊㪅㪏㪊 㪉㪅㪏㪇 㪋㪅㪇㪉 㪍㪅㪎㪏 㪋㪅㪍㪇 㪇㪅㪋㪇 㪇㪅㪋㪉 㪊㪅㪎㪐 㪈㪅㪎㪇 㪉㪅㪉㪋 㪈㪅㪋㪎 㪇㪅㪌㪎 㪊㪉㪅㪍

降水量㫄㫄 㪉㪊㪏 㪈㪇㪊 㪉㪏㪏 㪉㪉㪐 㪊㪇㪊 㪐㪊 㪈㪐 㪈㪐㪍 㪋㪍 㪋㪈 㪏㪐 㪈㪇㪐 㪈㪎㪌㪌

S㪦
4
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㪉㪈㪇 㪊㪏㪐 㪈㪈㪇 㪈㪌㪈 㪊㪐㪊 㪈㪌㪏 㪉㪈 㪏㪌 㪈㪍㪊 㪋㪏㪉 㪉㪉㪊 㪌㪇㪐 㪉㪏㪐㪌

nss-S㪦
4
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㪈㪋㪏 㪊㪋㪉 㪏㪐 㪈㪇㪏 㪈㪌㪊 㪈㪊㪎 㪈㪏 㪎㪍 㪈㪋㪇 㪉㪎㪍 㪉㪇㪈 㪋㪉㪊 㪉㪈㪈㪊

㪥㪦
3

-

㪏㪊 㪉㪋㪇 㪈㪇㪐 㪏㪏 㪈㪈㪌 㪍㪎 㪈㪐 㪊㪐 㪈㪌㪎 㪉㪈㪉 㪈㪇㪊 㪊㪉㪇 㪈㪌㪌㪈

C㫃

-

㪋㪇㪉 㪊㪈㪌 㪈㪊㪍 㪉㪎㪐 㪈㪍㪎㪌 㪈㪍㪈 㪉㪋 㪍㪍 㪈㪍㪏 㪈㪋㪈㪌 㪈㪌㪉 㪍㪌㪈 㪌㪋㪋㪎

㪥H
4

+

㪉㪉 㪍㪋 㪉㪍 㪉㪉 㪊㪉 㪈㪋 㪉 㪍 㪈㪍 㪊㪌 㪉㪉 㪎㪈 㪊㪊㪊

C㪸

2+

㪊㪉 㪌㪇 㪈㪌 㪈㪎 㪋㪐 㪈㪍 㪊 㪏 㪉㪉 㪌㪇 㪉㪊 㪍㪇 㪊㪋㪋

nss-C㪸

2+

㪉㪉 㪋㪊 㪈㪉 㪈㪇 㪈㪉 㪈㪉 㪊 㪍 㪈㪐 㪈㪐 㪈㪐 㪋㪎 㪉㪉㪌

㪥㪸

+

㪉㪋㪍 㪈㪏㪍 㪏㪌 㪈㪎㪉 㪐㪌㪎 㪏㪋 㪈㪉 㪊㪍 㪐㪇 㪏㪈㪏 㪏㪐 㪊㪋㪊 㪊㪈㪈㪎

㪤g

2+

㪊㪇 㪊㪇 㪈㪊 㪉㪉 㪈㪇㪋 㪈㪌 㪉 㪍 㪈㪋 㪐㪉 㪈㪋 㪋㪈 㪊㪏㪊

K

+

㪈㪐 㪊㪈 㪈㪇 㪈㪈 㪊㪊 㪉㪍 㪉 㪊 㪍 㪊㪉 㪎 㪈㪍 㪈㪐㪏

H

＋

㪈㪅㪋㪊 㪋㪅㪇㪐 㪈㪅㪍㪇 㪉㪅㪇㪇 㪉㪅㪉㪌 㪈㪅㪌㪌 㪇㪅㪈㪊 㪈㪅㪈㪊 㪊㪅㪈㪉 㪋㪅㪎㪎 㪊㪅㪈㪏 㪍㪅㪉㪏 㪊㪈㪅㪌
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S㪦
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㪉㪇㪋 㪈㪐㪋 㪋㪋㪐 㪎㪈㪎 㪊㪋㪐 㪎㪐 㪈㪊 㪉㪈㪏 㪌㪈 㪈㪎㪐 㪊㪎㪍 㪉㪈㪌 㪊㪇㪋㪊
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㪥㪦
3

-

㪈㪊㪌 㪐㪎 㪉㪋㪊 㪋㪎㪏 㪈㪎㪏 㪈㪍 㪈㪇 㪈㪇㪋 㪉㪎 㪎㪐 㪈㪎㪇 㪐㪇 㪈㪍㪉㪐

C㫃

-
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4
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C㪸
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㪍㪋 㪉㪐 㪉㪎㪈 㪊㪎㪎 㪏㪍 㪉㪈㪌 㪌 㪍㪊 㪈㪌 㪈㪋㪎 㪊㪊㪇 㪈㪍㪋 㪈㪎㪍㪍

㪤g

2+

㪐 㪋 㪊㪈 㪋㪌 㪈㪊 㪉㪍 㪈 㪈㪉 㪉 㪈㪐 㪋㪎 㪉㪋 㪉㪊㪉

K

+

㪈㪇 㪏 㪉㪋 㪉㪋 㪈㪐 㪈㪇 㪈 㪈㪊 㪋 㪈㪉 㪉㪍 㪈㪍 㪈㪍㪏

H

＋

㪉㪅㪉㪎 㪉㪅㪌㪇 㪋㪅㪉㪌 㪈㪇㪅㪌㪊 㪋㪅㪐㪉 㪇㪅㪋㪉 㪇㪅㪇㪐 㪊㪅㪌㪌 㪇㪅㪐㪇 㪉㪅㪇㪋 㪇㪅㪍㪊㪎 㪈㪅㪊㪊 㪊㪊㪅㪌

降水量㫄㫄 㪈㪋㪌 㪈㪊㪉 㪊㪈㪋 㪋㪐㪌 㪊㪋㪍 㪍㪏 㪈㪊 㪉㪈㪈 㪊㪊 㪋㪎 㪐㪈 㪈㪉㪏 㪉㪇㪉㪋

S㪦
4

2-

㪊㪌㪏 㪊㪋㪊 㪈㪏㪌 㪈㪎㪍 㪊㪈㪐 㪌㪐㪎 㪍㪎 㪐㪍 㪏㪐 㪉㪉㪌 㪈㪉㪐 㪋㪋㪎 㪊㪇㪊㪈

nss-S㪦
4

2-

㪊㪉㪍 㪊㪈㪍 㪈㪎㪈 㪈㪋㪋 㪉㪇㪎 㪉㪐㪍 㪍㪌 㪏㪋 㪏㪇 㪐㪍 㪈㪈㪌 㪋㪇㪊 㪉㪊㪇㪊

㪥㪦
3

-

㪈㪊㪋 㪉㪎㪏 㪐㪊 㪈㪊㪐 㪈㪉㪏 㪈㪊㪎 㪊㪎 㪋㪎 㪏㪐 㪏㪈 㪏㪇 㪉㪈㪌 㪈㪋㪌㪏

C㫃

-

㪉㪋㪇 㪈㪎㪇 㪐㪎 㪉㪈㪋 㪎㪎㪌 㪉㪈㪉㪈 㪋㪉 㪎㪐 㪍㪎 㪏㪊㪎 㪐㪋 㪊㪇㪋 㪌㪇㪋㪈

㪥H
4

+

㪌㪍 㪎㪈 㪊㪊 㪉㪍 㪌㪇 㪌㪋 㪈㪊 㪈㪈 㪈㪊 㪈㪍 㪉㪌 㪍㪌 㪋㪊㪉

C㪸

2+

㪋㪏 㪋㪇 㪈㪌 㪈㪍 㪉㪊 㪌㪍 㪏 㪎 㪈㪊 㪉㪍 㪈㪈 㪋㪈 㪊㪇㪋

nss-C㪸

2+

㪋㪊 㪊㪍 㪈㪉 㪈㪈 㪍 㪈㪇 㪏 㪌 㪈㪈 㪎 㪏 㪊㪌 㪈㪐㪊

㪥㪸

+

㪈㪉㪐 㪈㪇㪐 㪌㪍 㪈㪉㪍 㪋㪋㪍 㪈㪈㪐㪐 㪐 㪋㪌 㪊㪍 㪌㪈㪊 㪌㪏 㪈㪎㪋 㪉㪐㪇㪇

㪤g

2+

㪉㪇 㪉㪌 㪐 㪈㪎 㪌㪋 㪈㪋㪌 㪋 㪍 㪍 㪌㪎 㪏 㪉㪍 㪊㪎㪌

K

+

㪉㪈 㪊㪇 㪈㪉 㪈㪍 㪈㪏 㪋㪉 㪈 㪉 㪊 㪉㪈 㪍 㪈㪋 㪈㪏㪌

H

＋

㪊㪅㪊㪇 㪋㪅㪌㪇 㪉㪅㪌㪇 㪉㪅㪌㪏 㪊㪅㪊㪇 㪋㪅㪈㪌 㪈㪅㪈㪌 㪈㪅㪌㪊 㪈㪅㪏㪌 㪈㪅㪊㪏 㪈㪅㪌㪐㪐 㪌㪅㪇㪐 㪊㪉㪅㪐

降水量㫄㫄 㪉㪉㪐 㪋㪇㪐 㪈㪋㪍 㪈㪌㪍 㪈㪐㪉 㪊㪋㪐 㪈㪋㪇 㪋㪌 㪈㪉㪉 㪋㪋 㪋㪎 㪈㪏㪇 㪉㪇㪌㪐

H㪈㪌

県央保健所

H㪈㪍

H㪈㪌

H㪈㪍

ᐕ度 項目 㪋月

式見

調査地点 㪌月 㪍月 㪎月 㪏月 㪐月 㪈㪇月 㪊月

イオン成分

ᐕ沈着量及

びᐕ降水量

㪈㪈月 㪈㪉月 㪈月 㪉月

表 㪍 ᐔ成 㪈㪌㪃㪈㪍 ᐕ度䈮䈍け䉎イ䉥ン成分ᐕ沈着量 

 

 

 

 

 

 

表 㪎 ᐔ成 㪈㪌㪃㪈㪍 ᐕ度䈮䈍け䉎イ䉥ン成分月別沈着量 
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長崎県地域防災計↹に係る環境放射能調査䋨2004 ᐕ度䋩 

ᐔ 良 文 亨 ・ 谷 村 義 則 

Radioactivity Survey Data in Nagasaki Prefectural Disaster Prevention Plan (2004) 

Yasuyuki TAIRA and Yoshinori TANIMURA 

Key Words: radioactivity, air dose rate, γ-ray spectrometer 

 ࠲ࡔࡠ࠻ࠢࡍ放射能㧘空間線量率㧘γ線ࠬ :࠼ワࠠ

 

は じ め に 

㧔ᐔޠ長崎県地域防災計↹㧔原子力災害対策編㧕ޟ

成 13 ᐕ㧡月策定ޔᐔ成 1㧢ᐕ㧡月修正㧕ߦ基߈ߠ

原子力施設ߩࠄ߆放射性物質又ߪ放射線ߩ放出ߦ

ᐔޔࠄ߆観点ࠆߔ資ߦ影響評価ߩ周辺環境へࠆࠃ

成 13 ᐕ度ࠅࠃᐔ常時ߩ環境放射能(線)ࡕニ࠲ン

ࠣ㧔ᐔ成 14 ᐕ度ࠄ߆積算線量測定ࠍ追加㧕ࠍ開始

 ޕߚߒ

本報ޔߪߢᐔ成 1㧢ᐕ度ߩ調査結果ߟߦいߡ報告

 ޕࠆߔ

 

調 査 内 容 及 び 測 定 方 法 

㧝 調査内容 

調査内容ߟߦいߡ表㧝ߦ示ޕߔ 

表㧝 調査内容ߟߦいߡ   

測定区ಽ 試料ฬ 

試

料

数 

採 取 場 所 

空間線量率   70 鷹島↸阿翁㨮阿翁浦㨮日比地区 

積算線量   1平 鷹島↸阿翁㨮阿翁浦㨮日比地区 

浮遊ࠎߓ 平 鷹島↸阿翁地区 

蛇口水 1 鷹島↸阿翁浦地区 

原水 1 鷹島↸日比地区 

土壌 1 鷹島↸阿翁地区 

精米 1 鷹島↸㉿免 

 鷹島↸阿翁浦地区(購入地) 1 ࠣࡈ࠻

Gｽ 半導体検

出器ࠆࠃߦ

ᩭ種ಽ析 

 鷹島↸阿翁浦地区(購入地) 1 ࡔࠫࠞ

  

㧞 試料ߩ調製及び測定方法 

積算線量測定ߦ用いࠬࠟࠆ素子ޔ℃400ޔߪ

㧝時間加熱処理ߒ㧔再生処理㧕ޔ設置前ߦ ޔ℃70

㧝時間乾燥後ޔ室温ߢ初期値ࠍ⊓録ޕߚߒ 

ᩭ種ಽ析ߦ用いࠆ浮遊ޔߪࠎߓ㩔㨼㩘㩨㩢㨽㩛㨾㨻㩅㩧㩖㩩

㩡㨺ࠈߢ紙ߦ採取ޔߒU㧙㧤容器ߩ底ߩ内径ߦ合

わߡߖಾࠅ取ޔࠅ浮遊ࠎߓ付着面ࠍ底ߦ向けߡ

詰ޔ測定用試料ޕߚߒߣ 

蛇口水ߪ阿翁浦漁協ߩ水道水ޔࠍ原水ߪ鷹島࠳

各々約ࠄ߆ࡓ 20ℓ採取ޔߒ濃縮ߡߒ U㧙㧤容器 

 ޕߚߒߣ測定用試料ޔ詰ߦ

土壌ޔߪ層㧔0～5cm㧕ߟߦいߡ採取ޔߒ乾 

燥後篩߆ߦけߡ U㧙㧤容器ߦ詰ޔ測定用試料

 ޕߚߒߣ

精米2ޔߪℓߩマネ容器ߦ詰ޔ測定用試 

料ޕߚߒߣ 

ߡߒ灰化ࠍ可食部ߪࡔࠫࠞޔࠣࡈ࠻ U㧙㧤

容器ߦ詰ޔ測定用試料ޕߚߒߣ 

 

測 定 条 件 

㧝 空間放射線測定 

 測定ࠅࠃߦ㧔ਅ記㧕࠲ࡔイࡌࠨ

㩆㩧㩋㩤㨺㩆ｮ㩧㩅㨺㩗㩨㨼㩜㨺㩊：グ､OKグ 製 光C先-171 

検出器：Na同(光l)㩆㩧㩋㩤㨺㩊 平5.4φ×平5.4mm 

基準線源：Cﾋ-1年7 No.平591んBa-1年年 No.45平 

㧞 積算線量測定 

  蛍శࠟࠬ線量計࠳㧔ਅ記㧕ࠅࠃߦ測定 

蛍శｶ㩨㩡㩇線量計㩆㩇ﾃ㩛：旭ﾃｸ㩓ｸ㩨㩡㩇製 サGD-平01 

ｶ㩨㩡㩇線量計：先C-1 

線量表示範࿐：1μGﾑ～10Gﾑ/1μ先ﾎ～10先ﾎ 

㧟 ᩭ種ಽ析 

ゲ࡞マニウࡓ半導体検出器㧔ਅ記㧕ࠅࠃߦ測定 

多㊀波高ಽ析装置 ： 先ゴ同KO ゴGろG 製 ･Cグ7800 

Gｽ 半導体検出器 ： OR光ゴC 製 Gゴ･-15180-タ 

遮蔽体 ： 鉛ࡠࡉッࠢ製 検出部 115mm 

ಽ解能 ： サWH･ガ1.65ペｽV   

 

調 査 結 果  

ᐔ成 1㧢ᐕ度ߩ調査結果ࠍ表㧞～表㧤ߦ示ޕߔ 

㧝 空間線量率 

  鷹島↸㧔阿翁ޔ阿翁浦ޔ日比地区㧕ߩ 1㧜地点

ߪ線量率範࿐ࠆけ߅ߦ 26～70nGy/hޔᐕ間ᐔ均

値ߪ 35～59nGy/h ߢ水準ߓหߣ測定値ߩ過去ߢ

あߚߞ㧔࿑㧝ޔ表㧞㧕ޕ 

㧞 積算線量 

  監視調査地域内ߩ㧟地点㧔阿翁地区集会所ޔ

阿翁浦地区集会所ޔ鷹島ࡓ࠳㧕߅ߦけࠆ測定値

ߪ 0.13～0.17mGy/92 日ߢあߚߞ㧔表㧟㧕ޕ 
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図 １　 長 崎 県 北 松 浦 郡 鷹 島 ↸ の 測 定 地 点

㪘,㪙 ,㪚

㪛

㪞

㪝

㪜

㪟 ,㪠

㪡

㧟 ᩭ種㧔
131I137ޔCs㧕ಽ析 

(1) 浮遊ࠎߓ 

阿翁地区ߢᐕ㧞回採取ߒ測定ޔ߇ߚߒ人工

ᩭ種ߩ
131Iߣ 137Csߪ検出さߚߞ߆ߥࠇ㧔表㧠㧕ޕ 

 (2)  陸水 

   阿翁浦漁協蛇口水ߣ鷹島ߩࡓ࠳原水ߙࠇߘࠍ

約ࠇ 20ℓࠍ採取ߒ測定ޔ߇ߚߒ人工ᩭ種ߩ
131I ߣ

137Cs  ޕ㧔表㧡㧕ߚߞ߆ߥࠇ検出さߪ

(3)  土壌 

   阿翁地区ࡕンࠧ࡞村ߩ丘ߩ頂ߢ層㧔0～

5cm㧕ࠍ採取ߒ測定ޔ߇ߚߒ人工ᩭ種ߩ
137Cs

߇ 1100mBq/kg 乾土検出さޔ߇ߚࠇ
 131I 検ߪ

出さߚߞ߆ߥࠇ㧔表㧢㧕ޕ 

(4)  精米 

  鷹島↸㉿免ߢ収穫さࠍߩ߽ߚࠇ購入ߒ測定

ߩ人工ᩭ種ޔ߇ߚߒ
131I ߣ 137Cs ߥࠇ検出さߪ

 ޕ㧔表㧣㧕ߚߞ߆

(5)  水産生物 

  阿翁浦漁協ߢ購入ࠍࡔࠫࠞߣࠣࡈߚߒ測定

ߪߢࠣࡈޔ߇ߚߒ
137Cs ߇ 0.15Bq/kg 生検出さ

ޔ߇ߚࠇ
131I ޔߪࡔࠫࠞޕߚߞ߆ߥࠇ検出さߪ

いߩࠇߕ人工ᩭ種߽検出さߚߞ߆ߥࠇ㧔表㧤㧕ޕ 

 

ま  ߣ 

 ᐔ成 13ᐕ度ࠄ߆実施ߡߒいࠆ長崎県地域防災

計↹ߦ基ߠくᐔ常時環境放射能(線)ࡕニ࠲ン

ᐔ成ߩࠣ 16 ᐕ度結果ޔߪい߽ࠇߕ昨ᐕ度ߣห程

度ߩ濃度ߢ࡞ࡌあޕߚߞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表㧞 空間線量率測定結果(nGﾑ/ﾀ) 

      

測 定 値 

地点ฬ 

6 月 9 月 11 月 1平 月 1 月 平 月 年 月 

ᐔ均値 線量率範࿐ 

ᐔ成 15 ᐕ度

 範࿐ߩ

グ 48 年4 4平 年6 年0 4平 40  年9 年0～48 4平～50 

B 54 4平 44 46 44 46 年8  45 年8～54 48～6平 

C 60 46 48 5平 54 56 48  5平 46～60 50～66 

D 60 40 50 56 5平  5平 5平  5平 40～60 48～58 

ゴ 6平 60 6平 56 60 54 6平  59 54～6平 64～74 

サ 4平 平6 年平 年4 年8 年8 年4  年5 平6～4平 年4～5平 

G 70 56 50 66 58  56 50  58 50～70 60～86 

H 50 年8 年6 年8 44 年8 40  41 年6～50 4平～56 

同 46 年6 年6 年平 40 年8 40  年8 年平～46 44～5平 

名 56 58 4平 48 48  50 58  51 4平～58 5平～70 

線量率

範 ࿐ 

4平～70 平6～60 年平～6平 年平～66 年0～60 年8～56 年4～6平 年5～59 平6～70 年4～86 

※地点： グ(ࡕンࠧ࡞村芝生頂) B(ࡕンࠧ࡞村段駐車場) C(ࡕンࠧ࡞村ਅ段駐車場) 

        D(阿翁地区集会所) ゴ(阿翁浦漁協) サ(阿翁浦漁協対岸) G(阿翁浦地区集会所)  

 H(日比漁協వ船឴場) 同(日比地区集会所前) 名(鷹島ࡓ࠳) 
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表㧟 蛍శࠟࠬ線量計ࠆࠃߦ測定結果                 単位：mGﾑ

積算線量(9平 日឵算値) 

測定点 

4～6月 7～9月 10～1平 月 1～年 月

ᐕᐔ均 

積算値 

阿翁地区集会所 0.1年 0.14 0.14 0.14 0.14

阿翁浦地区集会所 0.16 0.17 0.17 0.16 0.17

鷹島0.1 ࡓ࠳年 0.14 0.14 0.14 0.14

 

 

表㧠 浮遊ߩࠎߓ Gｽ 半導体検出器ࠍ用いߚᩭ種ಽ析結果     

採取ᐕ月日 採取場所 

採取量 

(ブ) 

測定㊀量

(ブ) 

測定時間

(ﾋｽｻ) 

測定ᐕ月日

131
同 

(mBﾉ/㎥) 

137
Cﾋ 

(mBﾉ/㎥) 

平004/9/年0～10/1 ࡕンࠧ࡞村 0.001年 平.8874 70000 平004/10/7 ND ± ND ND ± ND

  平005/平/平8～年/1 ࡕンࠧ࡞村 0.0平05  平.9778 70000 平005/年/8 ND ± ND ND ± ND

 

 

表㧡 陸水(蛇口水ޔ原水)ߩ Gｽ 半導体検出器ࠍ用いߚᩭ種ಽ析結果 

検体ฬ 採取ᐕ月日 採取場所 

気温 

(℃) 

水温

(℃)

採取量

(､) 

蒸⊒ 

残留物

(mブ/､)

測定時間

(ﾋｽｻ) 

測定ᐕ月日 

131
同 

(mBﾉ/､) 

137
Cﾋ 

 (mBﾉ/､) 

蛇口水 平004/11/年0 阿翁浦漁協 1年.5  17.5 平0 平8平.7 70000 平004/1平/7 ND ± ND ND ± ND

原  水 平004/11/年0 鷹島1  15.5 ࡓ࠳年.0 平0 1年7.年 70000 平004/1平/平0 ND ± ND ND ± ND

 

 

表㧢 土壌ߩ Gｽ 半導体検出器ࠍ用いߚᩭ種ಽ析結果 

採取ᐕ月日 

採取場所 

 (状況) 

深さ

(ｻm)

採取 

面積 

(㎠) 

採取量

(ブ) 

乾燥 

細土 

カ平mm(ブ)

測定㊀量 

(ブ) 

測定時間

(ﾋｽｻ) 

測定ᐕ月日 

131
同(mBﾉ/ペ

ブ 乾土) 

137
Cﾋ(mBﾉ/ペ 

ブ 乾土) 

平004/9/年0 

 村࡞ンࠧࡕ

㧔芝生㧕 

0～5  465 4ん055 1ん946 1平平.5   70000 平004/10/1年 ND ± ND 1100 ± 平40

 

 

表㧣 精米ߩ Gｽ 半導体検出器ࠍ用いߚᩭ種ಽ析結果 

検体ฬ 採取ᐕ月日 採取場所 

測定試料

 ㊀量ߩ

(ペブ) 

測定時間

(ﾋｽｻ) 

測定ᐕ月日 

131
同 

(Bﾉ/ペブ 生) 

137
Cﾋ 

 (Bﾉ/ペブ 生) 

穀類(精米) 平004/11/平9 鷹島↸㉿免 平.001 70000 平004/11/年0 ND ± ND ND ± ND 

 

 

表㧤 水産生物(魚貝藻類)ߩ Gｽ 半導体検出器ࠍ用いߚᩭ種ಽ析結果 

検体ฬ 採取ᐕ月日 採取場所 除去部位 

測定供試

料㊀量 

(ブ) 

灰ಽ

(れ)

測定

時間

(ﾋｽｻ)

測定ᐕ月日 

131
同 

(Bﾉ/ペブ 生) 

137
Cﾋ 

 (Bﾉ/ペブ 生) 

頭骨内臓

 平005/年/1 阿翁浦漁協 ࠣࡈ࠻

㨾㩡㨯㩕㩤㨯㨽㩥㩄 

 年4.517年 1.86 70000 平005/年/9 ND ± ND 0.15 ± 0.015

茎  45.平4年4平005/平/1 阿翁浦漁協 ᩮ ࡔࠫࠞ 4.7平 70000 平005/平/10 ND ± ND ND ±   ND 
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長崎県悪臭防ᱛ指導要綱䈱指導基準䈱再調査報告 

 

横瀬 健䊶竹野 大志 

 

Investigation of Stench in Nagasaki 

 

Takeshi Yokose and Taiji Takeno 

 

Key words： a bad smell,the sense of smell, 

a restaurant 

キ䊷ワ䊷䊄： 悪臭,嗅覚,飲食店 

 

䈲 䈛 め に 

長崎県䈮䈍け䉎臭気濃度䈱指導基準䈲䇮

㪈䋩

昭和 㪌㪏

ᐕ当時䈱主䈭悪臭発生事業場㩿飼料製造業䇮畜産業

等㪀を対象䈮調査し䈩䇮そ䈱調査結果䈫他県䈱状況等

を勘案し䇮臭気強度 㪉.㪌 及び 㪊.㪇 䈮対応す䉎臭気濃度

䈱基準を昭和 㪌㪐 ᐕ 㪌 月䉋䉍長崎県悪臭防ᱛ指導要綱

䈫し䈩施行し䈢䇯ᐔ成 㪏 ᐕ䈮䈲悪臭防ᱛ法䈏改ᱜ䈘䉏䇮

嗅覚測定法䈮䉋䉎規制䈏導入䈘䉏䈢䈫䈖䉐䈪あ䉎䇯䈖䉏

をฃけ䇮長崎県䈪䈲䇮ᐔ成㪈㪍 ᐕ 㪋 月䈎䉌時津町䈏䇮㪈㪇

月䈎䉌䈲大村市䈏嗅覚測定法䈮䉋䉎規制を整備し䈢䈫

䈖䉐䈪あ䉎䇯䈖䈱背景䈮䈲䇮近ᐕ䇮都市部䈱飲食店業

䈎䉌䈱複合臭気䈮䉋䉎悪臭苦情䈏増加し䈩い䉎事䈏あ

䉎䇯䈖䈱䈢䉄䇮悪臭防ᱛ指導要綱制定時䈮調査䈏行

わ䉏䈩い䈭䈎䈦䈢飲食店業䈎䉌発生す䉎臭気強度䈫

臭気濃度䈱関係䈮䈧い䈩調査を行䈦䈢䇯 

 

調 査 方 法 

 㪈,調査ᐕ月日 

   ᐔ成 㪈㪍 ᐕ 㪈㪉 月 㪈㪋 日㩿火㪀 

～ᐔ成 㪈㪍 ᐕ 㪈㪉 月 㪈㪍 日㩿木㪀 

 㪉,調査実施機関 

   長崎県環境政策課䇮長崎県西彼保健所䇮 

長崎県衛生公害研究所 

 㪊,調査対象事業場 

   䊶飲食店業䈱臭気㩿中華料理店䇮焼䈐鳥店䇮 

焼䈐肉店排気口䈎䉌䈱臭気㪀 

㪋,調査手順 

     㽲飲食店䈱排気䉻ク䊃䈎䉌原臭気を採ข 

 

㽳原臭気䈱臭気濃度を 㪊 点比較式䈮䈍い袋

法㩿下降法㪀䈮䉋䉍測定 

 

㽴原臭気を希釈し䇮各段階䈱臭気濃度を調節          

 

㽵各調節臭気䈮䈧い䈩 㪍 段階臭気強度表示

法䈱区分䈮䉋䉎臭気強度を 㪇.㪌 刻䉂䈱数値

䈪್定㩿䈢䈣し䇮臭気強度 㪇.㪌 䈲検知閾値એ

下䇮㪈.㪌 䈲検知閾値䈫認知閾値䈱間䈮相当

し䇮್定䈲あ䉍得䈭い䈫思わ䉏䉎䈢䉄今回䈱

್定基準䈎䉌除い䈢䇯㪀 

 

㽶各臭気䈮䈧い䈩㽴,㽵䈱繰䉍返し 

 

㽷得䉌䉏䈢結果䉋䉍䇮臭気強度䈫臭気濃度䈱

関係式を求䉄䇮そ䈱式䈎䉌各臭気強度䈮対

応す䉎臭気濃度を算出 

 

調査結果及び考察 

今回調査し䈢飲食店業䈮䈍け䉎原臭気䈱臭気濃度

測定結果を表１䈮示し䈢䇯飲食店䈗䈫䈱原臭気䈱臭気

濃度䈲䇮焼䈐鳥店臭䈫焼䈐肉店臭䈏 㪐㪏㪇䇮中華料理店

臭䈲 㪉㪊㪇 䈪あ䈦䈢䇯 

表 㪉 䈮䇮䈖䈱結果䈎䉌求䉄䈢臭気強度䈫臭気濃度䈱

関係を示し䈢䇯焼䈐鳥店臭䈮䈧い䈩䈲䇮臭気強度 㪉.㪌

䈮対応す䉎臭気濃度䈏 㪈㪉䇮臭気強度 㪊.㪇 䈮対応す䉎

臭気濃度䈏 㪉㪍 䈪あ䈦䈢䇯焼䈐肉店臭䈲䇮臭気強度 㪉.㪌
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事業所名

飲食店排気䉻䉪ト

㩿中華料理店㪀

飲食店排気䉻䉪ト

㩿焼き鳥店㪀

飲食店排気䉻䉪ト

㩿焼き肉店㪀

臭気濃度

㪉㪊㪇

㪐㪏㪇

㪐㪏㪇

㪉㪋

㪊㪇

㪊㪇

臭気指数

䈮対応す䉎臭気濃度䈏 㪐.㪉䇮臭気強度 㪊.㪇 䈮対応す䉎

臭気濃度䈏 㪈㪎 䈪あ䈦䈢䇯原臭気䈱臭気濃度䈏最䉅低

䈎䈦䈢中華料理店臭䈲䇮臭気強度 㪉.㪌 䈮対応す䉎臭

気濃度䈏㪏.㪐䇮臭気強度㪊.㪇䈮対応す䉎臭気濃度䈏㪈㪌

䈪あ䈦䈢䇯䈖䉏䉌䈱飲食店臭䈱臭気濃度䈱ᐔ均値䈲䇮

臭気強度㪉.㪌䈮対応す䉎臭気濃度䈏㪈㪇䇮臭気強度㪊.㪇

䈮対応す䉎臭気濃度䈏 㪈㪐 䈪あ䈦䈢䇯 

昭和 㪌㪏 ᐕ䈱要綱制定当時䈱調査結果䈫今回新䈢

䈮調査し䈢飲食店臭䈱調査結果を加え䈢臭気強度䈫

臭気濃度䈱関係を表 㪊 䈮示し䈢䇯䉁䈢䇮䈖䉏䉌䈱結果

䈎䉌得䉌䉏䉎回帰直線を࿑ 㪈 䈮示し䈢䇯 

㪉䋩

昭和 㪌㪏 ᐕ䈎䉌ᐔ成 㪋 ᐕ䉁䈪䈱各自治体䈏調査し

䈢結果を環境庁䈏ข䉍䉁䈫䉄䈢業種悪臭䈱臭気強

度䈫臭気指数䈱関係䉋䉍作成し䈢臭気濃度䈫䈱関係を

表 㪋 䈮示し䈢䇯環境庁䈱示す飲食店業䈱臭気強度㪉.㪌

䈮対応す䉎臭気濃度䈲 㪉㪌䇮臭気強度 㪊.㪇 䈮対応す䉎

臭気濃度䈲 㪌㪇 䈪あ䉎䈱䈪䇮今回䈱調査結果値䈲環境

庁䈱示す値䉋䉍低い値䈪あ䈦䈢䇯 

࿑ 㪉 䈮環境庁䈎䉌示䈘䉏䈩い䉎各臭気強度䈮対応

す䉎臭気濃度パ䉺䊷ン䈫今回調査し䈢結果を照䉌し合

わせ䈢䉅䈱を示し䈢䇯䈖䉏䈎䉌್䉎䈫䈍䉍䇮今回調査し

䈢飲食店業䈮䈍け䉎調査結果䈲䇮環境庁䈱示す各臭

気強度䈮対応す䉎臭気濃度䈱範࿐内䈪あ䈦䈢䇯 

䉁 䈫 め 

䊶今回䈱調査結果値䈲環境庁䈱示す値䉋䉍低い値䈪

あ䈦䈢䈏䇮環境庁䈱示す各臭気強度䈮対応す䉎臭気

濃度䈱範࿐内䈪あ䈦䈢䇯 

䊶今後䉅悪臭防ᱛ指導要綱制定時䈮調査䈏行わ䉏䈩

い䈭䈎䈦䈢業種䈮䈧い䈩䇮再調査し䈩いく予定䈪あ

䉎䇯 

 

参 考 文 献 

㪈䋩長崎県環境部公害規制課,他：悪臭官能試験法䋨三

点比較式臭袋法䋩調査報告書,䋨㪈㪐㪏㪋 ᐕ 㪈 月䋩 

㪉䋩環境省環境管理局大気活環境室㪑臭気指数䈱測定

精度䈫精度管理,嗅覚測定法マニュアル,㪏㪏䋨㪉㪇㪇㪈 ᐕ

㪏 月 㪏 日䋩 

㪊䋩悪臭法研究会：ハン䊄ブック悪臭防ᱛ法 四訂

版,㩿ᐔ成 㪈㪊 ᐕ 㪏 月 㪉㪉 日㪀 

 

表 㪈 飲食店業䈮䈍け䉎原臭気䈱臭気濃度測定結果 
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㪈 㪉 㪉㪅㪌 㪊 㪊㪅㪌 㪋

魚腸骨処理場

䋨原料臭䋩

㪰=㪈㪅㪐㪉㪍log 㪯 㪄 㪇㪅㪇㪏㪋 㪊㪅㪎 㪈㪉 㪉㪉 㪋㪇 㪎㪊 㪈㪊㪉

魚腸骨処理場

䋨汚水処理施設原臭䋩

㪰=㪈㪅㪊㪇㪊log 㪯 + 㪈㪅㪇㪌㪋 㪇㪅㪐 㪌㪅㪊 㪈㪊 㪊㪈 㪎㪌 㪈㪏㪉

魚腸骨処理場

䋨プ䊤ント原臭䋩

㪰=㪈㪅㪌㪊㪏log 㪯 + 㪇㪅㪋㪐㪏 㪉㪅㪈 㪐㪅㪌 㪉㪇 㪋㪉 㪐㪇 㪈㪏㪐

化製場

䋨フェ䉱䊷処理䋩

㪰=㪉㪅㪍㪊㪇log 㪯 + 㪇㪅㪇㪌㪈 㪉㪅㪊 㪌㪅㪌 㪏㪅㪌 㪈㪊 㪉㪇 㪊㪉

化製場

䋨獣骨油脂処理䋩

㪰=㪉㪅㪈㪎㪋log 㪯 㪄 㪇㪅㪋㪇㪐 㪋㪅㪋 㪈㪊 㪉㪉 㪊㪎 㪍㪊 㪈㪇㪎

食用油脂製造工場 㪰=㪈㪅㪎㪎㪈log 㪯 + 㪇㪅㪈㪐㪎 㪉㪅㪏 㪈㪇 㪉㪇 㪊㪏 㪎㪊 㪈㪋㪇

飼肥料製造工場 㪰=㪉㪅㪉㪋㪍log 㪯 㪄 㪈㪅㪇㪐㪐 㪏㪅㪍 㪉㪋 㪋㪇 㪍㪎 㪈㪈㪉 㪈㪏㪍

生䈚尿臭 㪰=㪈㪅㪐㪋㪏log 㪯 㪄 㪇㪅㪈㪉㪋 㪊㪅㪏 㪈㪉 㪉㪉 㪋㪇 㪎㪊 㪈㪊㪈

䈚尿処理場

䋨消化䉺ン䉪付近䋩

㪰=㪈㪅㪍㪎㪏log 㪯 + 㪇㪅㪋㪍㪊 㪉㪅㪇 㪎㪅㪐 㪈㪍 㪊㪈 㪍㪉 㪈㪉㪊

下水処理場 㪰=㪈㪅㪎㪍㪋log 㪯 + 㪇㪅㪇㪋㪋 㪊㪅㪌 㪈㪊 㪉㪌 㪋㪎 㪐㪈 㪈㪎㪌

養豚場 㪰=㪈㪅㪊㪎㪈log 㪯 + 㪇㪅㪎㪏㪉 㪈㪅㪋 㪎㪅㪎 㪈㪏 㪋㪈 㪐㪍 㪉㪉㪉

塗装工場 㪰=㪈㪅㪏㪋㪏log 㪯 + 㪇㪅㪋㪎㪎 㪈㪅㪐 㪍㪅㪎 㪈㪉 㪉㪊 㪋㪊 㪏㪈

プロ䊌ン取扱所 㪰=㪈㪅㪊㪐㪌log 㪯 + 㪈㪅㪋㪋㪈 㪇㪅㪌 㪉㪅㪌 㪌㪅㪎 㪈㪊 㪊㪇 㪍㪏

㪉㪅㪐 㪐㪅㪐 㪈㪐 㪊㪍 㪍㪐 㪈㪊㪍

追加 㪈㪅㪌 㪌㪅㪊 㪈㪇 㪈㪐 㪊㪎 㪎㪌

㪉㪅㪏 㪐㪅㪍 㪈㪏 㪊㪋 㪍㪎 㪈㪊㪉

㪈㪅㪐 㪋㪅㪐 㪏㪅㪇 㪈㪊㪅㪋 㪉㪋㪅㪏 㪌㪈㪅㪉

㪍㪍㪅㪐 㪌㪈㪅㪈 㪋㪋㪅㪇 㪊㪐㪅㪈 㪊㪎㪅㪇 㪊㪏㪅㪐

㪋㪅㪌 㪐㪅㪏 㪈㪊 㪈㪌 㪈㪏 㪉㪈

平均値㩿㪈㪊臭気㪀

事業所名

臭気強度㩿㪰㪀䈫

臭気濃度㩿㪯㪀䈱関係式

要綱定

当時

平均値㩿㪈㪋臭気㪀

飲食店

全体

臭気指数㩿㪈㪋臭気平均値㪀

標準偏差

変動係数　％

各臭気強度㩿㪰㪀に対応䈜る臭気濃度㩿㪯㪀

㪈 㪉 㪉㪅㪌 㪊 㪊㪅㪌 㪋

飲食店排気䉻䉪ト

㩿中華料理店㪀

㪰=㪉㪅㪊㪈㪊log x + 㪇㪅㪊㪇㪎 㪉㪅㪇 㪌㪅㪋 㪏㪅㪐 㪈㪌 㪉㪋 㪋㪇

飲食店排気䉻䉪ト

㩿焼き鳥店㪀

㪰=㪈㪅㪋㪍㪍log x + 㪇㪅㪐㪉㪍 㪈㪅㪈 㪌㪅㪋 㪈㪉 㪉㪍 㪌㪎 㪈㪊㪇

飲食店排気䉻䉪ト

㩿焼き肉店㪀

㪰=㪈㪅㪐㪇㪇log x + 㪇㪅㪍㪍㪌 㪈㪅㪌 㪌㪅㪇 㪐㪅㪉 㪈㪎 㪊㪈 㪌㪎

㪈㪅㪌 㪌㪅㪊 㪈㪇 㪈㪐 㪊㪎 㪎㪌

㪇㪅㪋 㪇㪅㪉 㪈㪅㪊 㪋㪅㪐 㪈㪋㪅㪉 㪊㪐㪅㪉

㪉㪊㪅㪈 㪊㪅㪉 㪈㪊㪅㪊 㪉㪌㪅㪍 㪊㪏㪅㪇 㪌㪈㪅㪐

㪈㪅㪐 㪎㪅㪉 㪈㪇 㪈㪊 㪈㪍 㪈㪐臭気指数㩿平均値㪀

事業所名

臭気強度㩿㪰㪀䈫

臭気濃度㩿㪯㪀䈱関係式

各臭気強度㩿㪰㪀に対応䈜る臭気濃度㩿㪯㪀

平均値

標準偏差

変動係数　％

表 㪉 飲食店業䈱臭気強度䈫臭気濃度䈱関係  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 㪊 各業種臭気䈮䈍け䉎臭気強度䈫臭気濃度䈱関係㩿長崎県調査㪀 
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表 㪋 業種悪臭䈱臭気強度䈫臭気濃度䇮臭気指数䈱関係 

 

                                          ※㩿臭気指数㪀=㪈㪇 x log㩿臭気濃度㪀 

 

 

 

 

臭気強度
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大村湾䈱水質変動

浜辺 聖

Water Quality Transition of Omura-Bay

Masashi HAMABE
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響䉅考え䉌䉏䉎䇯
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総䉍䉖䋨表層䈫中層䈱ᐔ均値䋩䈲䇮経ᐕ的䈮見䉎
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䉕䊏ーク䈮やや減少傾向䈮あ䉎䇯

別䈮䉂䉎䈫䇮䋹䈮䊏ーク䈏あ䉍䇮䋱䉁䈪減少

傾向䈪推移䈚䇮䋲䈎䉌䋸䉁䈪䈲大䈐䈭変化䈲見

䉌䉏䈭い䇯䋹䈱䊏ーク䈲底層䈱貧酸素化䈮伴い

底質䈎䉌溶出䈚䈢䊥ン䈏成層䈱消滅䈮伴い表層等

へ拡散䈚䈢䉅䈱䈫考え䉌䉏䉎䇯

栄養塩類䈱変動䈮䈧い䈩䇮窒素䈲陸域䈎䉌

䈱負荷䈱影響䈏大䈐い䈏䇮䉍䉖䈮䈧い䈩䈲陸域䈎

䉌䈱負荷䈱影響䈲小さい䇯
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䌃䌏䌄䈮䈧い䈩䈲䇮増加傾向䈮あ䉍䇮䋲䋶ᐕ間䈪
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あ䉎䇯こ䈱こ䈫䈲䇮大村湾䈱 䈱増加䈲栄養塩COD
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ー䉴そ䈱䉅䈱䈏昇䈚䈩い䉎䈱䈪䈲䈭い䈎䈫䈱仮

説䉅成立䈚䇮難分解性 䈫いわ䉏䉎溶存機COD

物䈱影響䉅考慮䈜䉎必要性䈏生䈛䈩い䉎䈱䈪䈲䈭

い䈎䈫思わ䉏䉎

䋵 クロロ䊐䉞䊦ａ

クロロ䊐䉞䊦ａ䈲変動䈏大䈐く䇮コ䊜ン䊃䈚䈮くい䈏

強引䈮近似直線䉕引く䈫䇮ややਅ降気味䈮引け

䉎䇯

ま と め

こ䉏䈣け䈪䇮全䈩䈱解析䈏出来䈢䈫䈲いえ䈭い

䈏䇮 䈏高く䈭䈦䈩い䉎こ䈫䈲間違い䈭い䇯そ䈱COD

原因䈫䈚䈩こ䉏䉁䈪考え䈩䈐䈢䌎䇮䌐䈱増加→富栄

養化→内部生産→䌃䌏䌄䈱増加䈫いう一般的䈭汚

濁䈱䊜カニ䉵䊛䈣け䈪䈲説䈪䈐䈭い部分䈏多

い䇯特䈮䇮無機態䈱栄養塩類䈱存在䈏非常䈮少䈭

い大村湾䈮䈍い䈩富栄養化䈣け䈪䌃䌏䌄䉕論䈛䉎

䈱䈪䈭く䇮多方面䈎䉌䈱䉝プローチ䈏必要䈪あ䉎䇯
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養殖カキࠍ用いߚ内湾環境修ᓳߩ研究 そߩ㧠㧕(

浜辺 聖赤澤 貴光白井 玄爾

Inner Bay Environmental Restoration by Oyster Culture(No.4)
Masashi HAMABE,Takamitsu AKAZAWA,and Gennji SIRAI

Key Woメdモ㧦Katagami-Bay㧘DOんT-N㧘T-タんOyモteメ

キワ࠼㧦形上湾㧘溶存酸素 総窒素㧘総ン㧘カキ,

は じ め に

大村湾ࠆߔߣߓߪࠍ閉鎖性海域ߩ環境保全ߦ

߿藻場ߩߢ海域ޔＰ除去Ｎߩߢ陸域ޔߪߡいߟ

ᐓ潟再生等ߩ各種調査研究߇行わߡࠇいޕࠆ

当所ߪߢ海洋開発研究機構㧔旧海洋科学技術セ

ン࠲㧕ߩߣ共同研究事業ޔߡߒߣ曝気ࠍカキ養

殖ߦ用いޔカキࠆࠃߦＮＰ吸着ߩ実証試験ࠍ形

上湾ߢᐔ成㧝㧟ᐕ度ߩࠄ߆㧡カᐕ事業ߢ実施中ߢ

あޕࠆ

○ᐔ成㧝㧟㧘㧝㧠ᐕ度

環境事前調査及び背景調査ߩ形上湾

予備実験ࠆࠃߦ㧕ࡓソコスࡔ水槽㧔

○ᐔ成㧝㧠～㧝㧣ᐕ度

本実験ࠆࠃߦ࠳養殖カキイカ

㧔ᐕ㧝回ߩ㧟カᐕ実施予定㧕

環境調査ߩߚߩ水質浄ൻ効果್定

試算࠻コスߩߡߌ向ߦ事業ൻ

環境ޔߢ役割分担ߩߣ海洋開発研究機構ޔߚ߹

調査ࠍ当所߇実施ߪߢߎߎޔࠅ߅ߡߒߣߣߎࠆߔ

ᐔ成㧝㧟ᐕ度～㧝㧢ᐕ度ߦ実施ߚߒ現況ߩ形上湾

調査結果ߟߦいߡ報告ߩޕࠆߔ水質

調 査 地 点 及 び 調 査 項 目 等

㧝㧚調査地点

湾内ߦ ޕ設定ࠍ調査地点ߩ ᐕ度17ߪࠄ߆ 16

実験イカ࠳及び対照養殖いߛ߆ ヶ所ߩ 地点2 3

ߚߒ追加ࠍ 㧔図 㧕ޕ 1

㧞㧚調査回数及び調査項目

Ԙ毎調査

㧘 㧘 ޔ 実験イカ࠳ 対照Ԙ 対照ԙߩ表層St.1,8,9,

中層㧔 ｍ㧕及び底層㧔底上㧝ｍ㧕2.0

ޔ ޔ ޔ ޔ ޔ 水温､透度 溶存酸素pH COD TOC

総窒素ޔ総ンޔ 㧙 ޔ 㧙 NHޔ N NO N㧠 㧞

NO N PO P㧟 㧠㧙 ޔ 㧙

ｸﾛﾛﾌｨﾙ㧙ａ等

ԙ四季調査㧔 㧕5,8,11,2

全 地点ߢ項目ߪ毎調査項目ߦ同17ߓ

Ԛ底質調査㧔 㧕5,8,11,2

 実験イカ࠳㧘対照Ԙ㧘対照ԙߩ㧢地点St1,8,9,

強熱減量ޔ硫ൻ物ޔン底質…総窒素､総

図㧝㧚調査地点

St.㪈

St.㪉

St.㪊

St.㪋

St.㪌

St.㪎

St.㪏

St.㪍

St.㪐
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St.㪈㪍

St.㪈㪊

St.㪈㪈

St.㪈㪋

St.㪈㪌

St.㪈㪉

St.㪈㪇

㪉 㪈

㪋㪊

実験イカダ

対照㽲

対照㽳

長崎県衛生公害研究所報 資料50, (2004)



水 質 調 査 結 果

㧝㧚水温

実験イカࠍ࠳設置ߚߒ湾ർ部ߢイカߦ࠳最߽近

St.1 St.8い ߚߒ設定ߡߒߣ地点ࠆߔ代表ࠍ湾ߣ

図㧞ࠍ変ൻߩ 㧟ߦ示ޕߚߒ表層ߣ底層ߩ水,

温差ߪ カᐕ߽ߣ㧣ޔ㧤ߦ大߈く㧠℃ࠄ߆㧡℃4

ޕߚߞあ߇差ߩ 㧥以降ߪ表層底層ߩ差ߥ߇く

ޕࠆいߡߞߥߣ水温ߩ程度ߓ全層同ޔࠅߥ St.8ߢ

水ߦ既ޔࠅ߅ߡ始ࠇࠄ見߇再び差ࠄ߆㧡頃ߪ

温躍層ߩ形成߇う߇߆えޕࠆ

㧠カᐕ߽ߣ߶߷同ߓ傾向ߢあޕߚߞ

㧞㧚透度

透度ߩ 図ࠍ変ൻߩߢ St1,8,9ߚߒ示ߦ 4

ޔ ߇ޔ ᐔ成㧝㧟ᐕ度ߦ比べ㧝㧠ᐕ度ߩ方߿߿߇低く

㧝㧡ᐕ度ߪ㧣ߦ赤潮ߦ近い状態߇確認さࠇ低く

ߡߞߥ高くࠅࠃ㧝㧠ᐕ度ߪߦ全体的߇ࠆいߡߞߥ

いޕߚ㧝㧢ᐕ度߽㧝㧡ᐕ度ߣ߶߷同様ߢあޕߚߞ

地点的߿߿ߪߦ湾央部߇高い߇大ߥ߈差ࠄߺߪ

ޕいߥࠇ

㧟㧚溶存酸素

ߣ 図㧡ࠍ変ൻߩ溶存酸素ߩߢ 㧢St.1 St.8 ,

程ߓ同߷߶ߪ中層ߣ表層߽ߣ両地点ޔ߇ߚߒ示ߦ

度ߢあޔ߇ߚߞ底層ߩ溶存酸素ߪ㧡頃ࠄ߆低く

図䋲　St㪅㪈 水温
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図䋳　St㪅㪏 水温
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図䋴　透度
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㧝㧜以降ޔࠅߥߣ最小ߦ㧥ޔ㧤ޔ始ࠅߥ

ߩᐔ成㧝㧢ᐕ度ޕࠆいߡߞߥ高くߦ一挙ߣࠆߥߦ

底層ߩ溶存酸素ߪ前ᐕ度ߣ比べߣࠆ貧酸素ߩ状況

St.8ߣࠅ߈ߞߪ߇観測ޔߚ߹ޕߚ߈ߢ湾央部ߩ

同ߣ形成ߩ水温躍層ࠅ߅ߡ出߇差ࠄ߆㧡頃ߪߢ

ޕߚߞあߢ傾向ߓ

㧠㧚総窒素

ߣ 図㧣ࠍ変ൻߩ総窒素ߩߢ 㧤ߦ示St.1 St.8 ,

ߪ㧝㧢ᐕ度ޕߚߒ St.1߇クピߥ߈大ߦ㧠ߢ

あߪࠇߎޔ߇ߚߞ降雨ࠆࠃߦ陸域ߩࠄ߆流入ࠃߦ

ޕࠆࠇ推察さߣߩ߽ࠆ

形上湾߅ߦいޔߪߡ成層時ߦ生ࠆߓ底層ߩ濃度

上昇߽確認ޔߕ߈ߢ逆ߦ表層ߩ総窒素߇高いߣߎ

ߦ特ޔ多く߇ ᐔ成㧝㧢St.1ޔ強く߇傾向ߩそߢ

図䋵　St㪅㪈 DO
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図䋶　St㪅㪏 DO
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図䋷　St㪅㪈 総窒素
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図䋸　St㪅㪏 総窒素
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ᐕ度߽同様ߦ底層ࠅࠃ表層ߩ濃度߇高くߪࠇߎޔ

窒素ߦߢߔ߇植物プンク࠻ン等ߦ取ࠅ込߹ߚࠇ

アンࠆあߢ溶出形態ߩࠄ߆底質ޕࠆࠇ思わߣߩ߽

ࠆいߡࠇ検出さߦ夏場ߢ底層部ߪニア態窒素ࡕ

ޕいߥいߡࠇ検出さߤࠎߣ߶ߪߩ他ޔ߇

㧡㧚総ン

ߣ 図㧥ࠍ変ൻߩン総ߩߢ St.1ߦ St.8 ,10

示ޔ߇ߚߒᐔ成㧝㧟ᐕ度ߪ春ࠄ߆夏場ߡߌ߆ߦ底

層部߇高くޔ底泥ߩࠄ߆溶出߇確認ޔ߇ߚ߈ߢᐔ

成㧝㧠ᐕ度ޔߪそߩ傾向ߪ見ޔߕࠇࠄ㧝㧡ᐕ度ߪ

窒素ߣ同様特ߦ㧣ߦ ޔߦ表層ߢ 底層St.1ߪ St.8

ߦ生産ߣ溶出ߩࠄ߆底質ޔࠅあ߇クピߥ߈大ߦ

߇変動ߪ㧝㧢ᐕ度ޕࠆࠇ思わߣࠆあߢクピࠆࠃ

大߈く㧣㧤ߪߦ底泥ࠄ߆溶出ࠆࠃߦピク߇

確認ޔ߇ߚ߈ߢ秋以降߽底層߇高い߇あޕߚߞ

ߍ上߈巻ࠆࠃߦ台風ߚߞ߆多ߦ㧝㧢ᐕ度ޔߪࠇߎ

ޕࠆࠇ推察さߣ߆いߥߪߢߩ߽ߚߞあ߇

底 質 調 査 結 果

前ᐕ度߹ߩߢ調査結果ࠄ߆湾奥部ߩ方߿߿߇

機汚濁߇進ߢࠎい߇ߣߎࠆ分ޔߚ߹ޕߚߞ߆底質

ࠆࠇࠄ見߇傾向ࠆߥ若ᐓ低くߦ冬場ߪߦ季節的ߪ

ޕߚߞ߆ߥࠇࠄ見ߪい季節変動߈大ߤ߶水質ޔ߇

今回ޔߪ㧝㧢ᐕ度ࠄ߆実施ߚߒ実験イカޔ࠳対

ޔ 照Ԙޕ 対照ԙߣ St.1ߚߒ示ߦ表㧝ࠍ調査結果ߩ

底泥߽砂混ޔߢ㧝㧜ｍ程度߇水深ߪ対照Ԙޔ߅ߥ

ߦ的⛯⛮ߢ水深㧡ｍߪ対照ԙޔࠅあߢ底質ߩࠅߓ

養殖߇行わߡࠇいࠆ地点ߢあޕࠆ

㧝㧢ᐕ度ߩ調査結果ޔߪࠄ߆養殖イカߩ࠳底質

ߩ近接ߪ St.1ߢ値ߓ同߷߶ߪンޔ比べ窒素ߣ

あޔ߇ߚߞ機物量ߩ指標ߢあࠆ強熱減量߿߿߇

高くޔ硫ൻ物濃度ߪ約㧞倍程度ߡߞߥߣいޕߚ単

ᐕ度ߩ結果ߢあޔࠅ今後ߩ推移ࠍ見ࠆ必要߇生ߓ
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図䋱䋰　St㪅㪏 総りん
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ޕࠆいߡ

表㧝㧚底質調査結果

ま と め

本研究ޔߪ現況水質等ߟߦいߡ把握ߩ途中段階

ࠆあߢ困難ߪ考察ߥ全体的ߩ結果ࠄ߆ߣߎࠆあߢ

ߩ小さく湾奥部߇流動߽ࠅࠃ大村湾ߪ形上湾ޔ߇

水質ࠅࠃߪ悪ൻߡߒいޔߚ߹ޕࠆ㧠カᐕߩ変動ࠍ

水質ޔࠅ߅ߡߞߥく異߈大߇状況ߩ貧酸素ߣࠆߺ

ޕߚいߡ与えࠍ影響ߥ߈大߽ߦ

߇海洋開発研究機構ࠄ߆ᐔ成㧝㧡ᐕ㧝ޔߚ߹

主体ߡߞߥߣ湾ർ部ߢ開始ߚߒ養殖実験㧔㧟回実

施予定㧕ߪ現在ޔ第㧟回目ߩ養殖実験ࠍ実施中ߢ

あޔࠅ前㧞回ߩ結果ߪ生存率ޔ生育率߽ߣ良好ߥ

結果߇得ߡࠇࠄいޕࠆ

次ᐕ度ޔߪ当所߇実施ߡߒいࠆ環境調査ߓߪࠍ

ߡࠇ実施さߢ各大学等ࠆいߡࠇ参加さߦ本研究

いࠆ牡蛎ߩ生育結果ޔ物質ᓴ環等ߩ調査結果ࠍ海

洋開発研究機構ߢ総合的ߦ取ࠍߣ߹ࠅ行うߣߎ

ޕࠆいߡߒߣ

䋵月 䋸月 䋱䋱月 䋲月 平均

St㪅㪈 㪈㪋㪅㪈 㪈㪋㪅㪋 㪈㪌㪅㪊 㪈㪋㪅㪇 㪈㪋㪅㪋

実験筏 㪈㪌㪅㪌 㪈㪌㪅㪊 㪈㪋㪅㪎 㪈㪌㪅㪇 㪈㪌㪅㪈

対照㽲 㪎㪅㪈 㪏㪅㪏 㪎㪅㪇 㪐㪅㪌 㪏㪅㪈

対照㽳 㪈㪋㪅㪉 㪈㪈㪅㪏 㪈㪈㪅㪏 㪈㪉㪅㪈 㪈㪉㪅㪌

St㪅㪈 㪊㪅㪉㪇 㪊㪅㪎㪎 㪊㪅㪍㪉 㪊㪅㪍㪉 㪊㪅㪌㪌

実験筏 㪊㪅㪐㪏 㪊㪅㪐㪉 㪉㪅㪍㪋 㪋㪅㪉㪌 㪊㪅㪎㪇

対照㽲 㪈㪅㪋㪋 㪈㪅㪍㪋 㪈㪅㪇㪌 㪉㪅㪈㪊 㪈㪅㪌㪍

対照㽳 㪊㪅㪍㪊 㪉㪅㪍㪇 㪈㪅㪍㪉 㪊㪅㪌㪇 㪉㪅㪏㪋

St㪅㪈 㪇㪅㪌㪋 㪇㪅㪌㪊 㪇㪅㪌㪍 㪇㪅㪌㪋 㪇㪅㪌㪋

実験筏 㪇㪅㪍㪉 㪇㪅㪌㪍 㪇㪅㪌㪍 㪇㪅㪍㪊 㪇㪅㪌㪐

対照㽲 㪇㪅㪊㪏 㪇㪅㪋㪌 㪇㪅㪊㪐 㪇㪅㪌㪈 㪇㪅㪋㪊

対照㽳 㪇㪅㪌㪏 㪇㪅㪋㪋 㪇㪅㪍㪇 㪇㪅㪍㪍 㪇㪅㪌㪎

St㪅㪈 㪇㪅㪈㪎 㪇㪅㪋㪐 㪇㪅㪈㪍 㪇㪅㪉㪌 㪇㪅㪉㪍

実験筏 㪇㪅㪍㪌 㪇㪅㪋㪌 㪇㪅㪊㪏 㪇㪅㪋㪉 㪇㪅㪋㪎

対照㽲 㪇㪅㪈㪌 㪇㪅㪈㪐 㪇㪅㪈㪈 㪇㪅㪉㪇 㪇㪅㪈㪍

対照㽳 㪈㪅㪈㪎 㪇㪅㪌㪋 㪇㪅㪐㪈 㪇㪅㪍㪈 㪇㪅㪏㪈

硫

化

物

強

熱

減

量

窒

素

リ

ン
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自然ࠛネߩࠡ࡞効利用ߟߦいߡ

㧖

浜辺 聖赤澤 貴శ大橋 智志

The Effective Utilization of Natural Energy
Masashi HAMABE,Takamitsu AKAZAWA,and Satoshi OHASHI

Key テマメdモ㧦向バtuメバl EポeメブyんDO

㧘溶存酸素ࠡ࡞㧦自然ࠛネ࠼ワࠠ

はじめに

ᐔ成㧝㧢ᐕ度ߩಽ㊁融合研究ߡߒߣ当所ߣ総合水産試験場ߢ自然ࠛネࠡ࡞等ࠍ利用ߚߒ環境修復

手法߮ࠃ߅漁業߳ߩ応用ߦ関ࠆߔ研究ࠍ行ޔߢߩߚߞそߩ結ᨐࠍ報告ޕࠆߔ

ᐔ成㧝㧢ᐕ度ಽ㊁融合研究報告書

研究の背景

近ᐕ閉鎖的海域㧔大湾等㧕ࠆߌ߅ߦ水質ޔ底質環境ߩ悪化ޔߪਅ水施設等ߩ普推進߆߆߽ߦ

わߕࠄ悪化ߩ傾ะࠍ続ߡߌいޔߚ߹ޕࠆห様ߩ閉鎖的海域ߢあࠆ諫早湾ࠡࠗ࠲ޔߪߢ等ߩ主産生物

生産ߥ不定ࠅࠃߦ斃死ߩ夏場߇ࠆいߡࠇߐくߥ余儀ࠍ転឵ߩ産業構ㅧߩ養殖等߳ࠠࠞࠅࠃߦ激減ߩ

ޕࠆいߡߞߥߣ

ᐔ成㧝㧡ᐕ߹ߦߢ衛生公害研究所߇共ห研究ߡߞࠃߦ開発ߚߒ海中曝気ߩࠠࠞࠆࠃߦ夏場ߩ生残ޔ

成長ߩะ技術ޔߪ貝類養殖ࠆࠃߦ海中ߩ富栄養物質㧔ンޔ窒素㧕ߩขࠅޔߣߍ夏場ߩ斃死ኻ策

ޕߚࠇࠄ考えߣࠆうࠅߥߣ手法ߥ効ߡߒኻߦ課㗴ߩ養殖ࠠࠞߩ諫早湾等ࠆߔ検討ࠍ

ޔ ߚߩߎޕ 衛生公害研究所ߣ総合水産試験場ࠆࠃߦ共ห研究ߡߒߣ本研究会ߢ検討ߚߞߥߣߎࠆߔ

ಽ㊁融合研究提案ߦ際ޔߪߡߒ環境修復面ߩࠄ߆自然ࠛネࠡ࡞活用ߩ検討ޔߣ漁業生産現場ߩ実

情㧔陸電源利用ߩ困難㧕ࠍ併ߡߖ検討ޔߒ風శ力ࠍ用いࠛߚネࠡ࡞源ࠍ利用ߩߡߒห手法ߩ利用

ޕߚߒ検討ࠍน能性ߩそߪ採択後ޔߒ提言ࠍ

調査内容

ޔ ޔ ߕ߹ޔ ห様ߩ構想ࠍ持ߜ 検討ࠍ行ߡߞいࠆ水産工学研究所߅ߦいߡ情報ߩ集ࠍ行ߚߞ結ᨐ

考えࠆࠇࠄ自然ࠛネࠡ࡞技術㧔過去ߦ試験ߚࠇߐ技術等㧕ޔߪߡߒߣ

Ԙ 風力

ԙ 波浪

Ԛ ᄥ陽శ

等߇挙ߩࠄࠇߎޕࠆࠇࠄߍうޔߜ風力ߣᄥ陽శߟߦいߪߡ実用的ߥ実験߿実用型発電߇行わߡࠇ

いޔ߇ࠆ以ਅߩ理由ࠄ߆自然ࠛネߩࠡ࡞海域ߩߢ利用ߪ多くߩ課㗴ࠍߡߒいޕࠆ

㧝㧚定出力ߩ問㗴

電気ߪ積ಽ値ߪߡߒߣ計算ޔߕࠇߐ定ߚߒ部ಽߩߢߺߩ利用ޔߚߩߎޕࠆߥߣ風力等ߩ不

定要素ߩ多いࠛネޔߪߢࠡ࡞実用น能ߥ部ಽ߇非常ߦ小ߐくࠆߥ傾ะ߇あޕࠆ

శ力ߪそߩ点定ߡߒいޔ߇ࠆ夜間利用ߥ߈ߢいߣいう欠点߇あޕࠆ

㧞㧚ࠝࠆߥߣ࠼ࠗࡔ࠳配電基盤

自然ࠛネߪࠡ࡞各地ߢ利用ࠆ߈ߢౝ容㧔風力ޔ風ะޔ日照㊂等㧕߇異ޔࠅߥ発電装置ࠄ߆動力

駆動ߦ至ࠆ回路߇独自ߦ必要ߩߎߢ設計ߦ多㗵ߩ費用߇必要ޕࠆߥߦ

㧟㧚塩害ߩ問㗴

現あ࠲ࡕࠆあࠆいߪコン࠶ࡊサ等ߩ機器ߪ塩害ߦ弱いߩࠄࠇߎޕ塩害ኻ策ߟߦいߪߡ

途考えߥࠄߥ߫ࠇߌߥいޕ

㧖㧕総合水産試験場 藻類科
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㧠㧚装置設置場所ߩ課㗴

記ࠃߩうߥ条件ࠍ整えߣࠆ相当ߩ㊀㊂あࠆいߪ規模ߩ施設߇想定ߩߎޕࠆࠇߐ場合設置ࠆߔ筏

あࠆいߪ土บ等ߩ耐久力ߩ問㗴߇発生ޕࠆߔ

情報収集の結果

㧝㧚風శ力ߪ不定ࠛߥネࠡ࡞源ߢあࠅ㧔特ߦ風力㧕大ߥ߈出力ߪ望ߥいޕ

参考

Ԙ風ㅦ߮ࠃ߅発電㊂ߩ変動

大湾ࠆߌ߅ߦ過去 ᐕ間ߩᐔ均風ㅦߩ変動ߪ± 㧑ޔ発電㊂឵ߦ算8ޔߣࠆߔ 4.7

変動幅ߪ 㧑～ 㧑86ޕࠆߥߣ 115

ࠆߌ߅ߦ࠻サࠗࠬ࠳ࡔࠕ大湾ޔߪࠇߎ ᐕ間ߩᐔ均風ㅦ㧔ਅ表㧕ࠅࠃ算出8ߢߩ߽ߚࠇߐ

あޕࠆ

ᐕ間ߩ風ㅦߪࠠ࠷ࡃߩ ± ｍ ｓޔ率ߪߢ± 㧑ߢあ4.42ޕࠆ 0.2 / 4.7

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004観測ᐕ

4.4 4.1 4.3 4.1 4.1 4.4 4.3 4.2ᐕ間ᐔ均

(m/s)風ㅦ

実際ߩ発電㊂計算ޔߪᐔ均風ㅦޔࠅࠃワࠗ࡞ࡉಽᏓ㧔߹ߪߚಽᏓ㧕ߢ風

ㅦಽᏓߩ確率ࠍ求ޔࠅࠃࠇߎޔ風力発電機ߩ特性㧔ࠞࠗ࠻࠶ンޔ࠻࠙ࠕ࠻࠶ࠞޔ

風力係数ߤߥ㧕ࠍ考慮ߡߒߩ予想発電㊂ࠍ算出ߡߒいޕࠆ

ԙ日射㊂ߩ変動

長崎ࠆߌ߅ߦ過去 ᐕ間ߩᐕ々ߩ全ᄤ日射㊂㧔∝発電㊂㧕ߩ変動係数㧔紙参12

照㧕ߪ以ਅߢࠅ߅ߣߩあޕࠆ従ޔߡߞ発電㊂ߩ変動幅ߪ 㧑～ 㧑程度95ޕࠆߥߣ 105

± 㧑ޔ ޔ± 㧑7ޔ 14 10 8

通ᐕ± ～ 㧑4 5

記ߪ࠲࠺ 事業ޟࠆࠃߦᄥ陽శ発電ࠪࠬࡓ࠹実用化技術開発発電㊂基NEDO

礎調査ޠ 日本気象協会 全国ޔ 地点ޔ ᐕ間 )ޕࠆࠃߦ /NEDO 225 12 )

㧞㧚塩害ޔ耐水性ޔ蓄電池等ߩ㊀㊂等ߩ課㗴ࠍࠆߔ

㧟㧚現況ߩ技術ߪߢ相当ߦ高価ࠆߥߣ

㧠㧚శ力発電装置߮ࠃ߅風力発電装置ߩ土บߦࠅߨ߭ߪ弱くޔ波ߚࠍわߢߺ緩衝ߡߒいࠆ養殖筏ߦ

直接積載ߪߣߎࠆߔ難ߒい

等ߩ課㗴߇抽出ޕߚࠇߐ

課題に基䈨く検討内容の整理

記ߩ課㗴ߦ基ޔ߈ߠ本研究会ߢ検討ࠆߔ曝気装置ߩ条件ߟߦいߡ検討ޔߒ

Ԙ限定ߚࠇߐ電力ࠍ蓄積ߡߒ使用ࠆߔ㧔夏場ߩ無風日ࠍ想定㧕

夜間ߩ風力発電ߩߢ電力供給ߪ困難ޔߢ蓄電池ߩߺߩ電力ߢ稼働ޕࠆߖߐ

ԙ使用時間ࠍ限定ࠆߔ㧔夏場ߩ夜間小潮時ߩ貧酸素水塊ࠍ想定㧕

蓄電力ߪߦ限界߇あࠅ終日ߩ稼働ߪ困難ޔߚ߹ޕ蓄電能力等ߩ試算ࠄ߆筏㧝บ程度ߦ供給ࠆߔ

能力߇限界ޕ

Ԛ曝気装置ߪ養殖筏ߪߣ体ޕࠆߔߣ

養殖筏ߣ異ޔࠅߥ曝気装置筏ߪߦ堅牢性߇求ޔࠇࠄ相ࠆߔ部ಽ߇多いޕ

ޕߚߒ設定ࠍ条件ߦうࠃߩ以ਅߒ考慮ࠍ

Ԙ作動期間ߪ㧢ࠄ߆㧝㧜߹ߩߢ㧡ヶ㧔夏期ߺߩ㧕

ԙ作動方法ޔߪ日中ߩశ力ޔ風力ࠆࠃߦ蓄電ࠅࠃߦ夜間約㧢時間以ߩ曝気ࠍ行うޕ

Ԛ曝気ߟߦいߪߡ潮汐ࠍ考慮ࡑࠗ࠲ߚߒ運転ޕࠆߔߣ

ԛ装置ߪ養殖筏ߪߣ体ޕࠆߔߣ

Ԝ概ߨ × 20mޕࠆߔߣኻ象ࠍ筏一บߩ 10m

そߩうえޔߢ実際ߦ実用的ߥ装置ߩ作成߇น能ߤ߆う߆検討ࠍ行ޕߚߞ
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ਅ記ߩౝ容ߢ理論的ߪߦ曝気装置߇制作น能ߢあޕߚߞ್߇ߣߎࠆ

ࠞࠠ筏用風力 ソ発電装置㧒ࠛࠪࠕョン装置ࡓ࠹ࠬࠪߩ案/

㧝㧕発電装置仕様案

WK18-20 1 ( 1070W 13m/s 風力発電機( 㧦垂直軸直線翼風車 × 基 定格 風ㅦޔ 時

風車寸法Φ × ｍޔ風車部㊀㊂ ｋ㨓㧔支柱除く㧕1.8 2.0 140

120W 8 960Wソࡄネ࡞ 㧦多結晶ᄥ陽電池 × 枚㧩

1 1.2 0.8 13kg/ 8 104kgࡄネ࡞ 枚当ࠅ × ｍޔ 枚× 㧩

蓄電池 㧦密閉式鉛蓄電池 㨔48V250A

㧔単電池 × 直× 並 個㧕12V50Ah 4 5 =20

170 260 240mm 23kg/ 20 460kg単電池 × × ޔ 個× 個㧩

総㊀㊂ ｋ㨓 ケࠬ込ߺ 㧗α㧔支柱ߤߥ㧕704 ( )

㧞㧕風力㧒ソ発電㊂ߩ試算

㧚 ޔ 記㧝ޕ ߢ装置ߩ 夏場ߩ ࠄ߆ ߩ 6ߔ示ߦਅ表ࠍ予想発電㊂ߩ場合ߩኻ象ࠍಽ߆ 10 5

場所㧦長崎県大Ꮢ 㧔単㧦 㧕kWh

㧢 㧣 㧤 㧥  合計 ᐔ均 日ᐔ均10

48.4 110.1 100.1 64.8 71.9 395.3 79.1 2.58風力

定 格(

1070W)

90.8 106.8 112.8 87.6 77.2 475.2 95.0 3.10ソ

定 格(

960W)

139.2 216.9 212.9 152.4 149.1 870.5 174.1 5.69合計㧕

∴蓄電池߳ߩ充電㊂ޔߪ発電㊂ࡓ࠹ࠬࠪߦ充電効率風力 㧑ޔソ 㧑ࠍ見込ޔߣ 日72 90 1

当ࠅᐔ均充電㊂ߪ風力 ソ 㧩 日 +1.8ޕߚࠇߐ試算ߣ 2.8 4.6kWh/

㧟㧕負荷条件

負荷 㧦Ԙ案㧕D太ࠛࡐࠕンࡊ㧔D太ｈィV､①0テ枝บ㧕×㧟บ

ԙ案㧕A太小型コン࠶ࡊサ㧔A太ｇ00V､ィ00テ㧕×ｇบ

使用条件 㧦夏限定 㧢～㧝㧜ߩ㧡ヶ間ߩ夜間ߺߩ

Ԙ案ߪ毎夜ｇｈ㨔 ߚ߹ ԙ案ߪ毎夜㧢㨔以 ࠆࠃߦ制御ࡑࠗ࠲ޔ連続運転ߩ

変឵効率 㧦Ԙ案ߩ場合コン࠲ࡃ効率㧔D太ィ台V→D太ｈィV㧕 台0㧑

ԙ案ߩ場合ࠗン࠲ࡃ効率㧔D太ィ台V→A太ｇ00V0①ޔシラ㧕 台0㧑

無充電日 㧦日照ߪߚ߹ߒߥ無風߇㧞日間程度ޔ連続稼動出来ࠆ蓄電池容㊂ޔߒߣ保

率 㧑含80

㧠㧕負荷使用ߦ関ࠆߔ試算結ᨐ

記㧞 㧘㧟㧕ߩ場合ࠕࠛޔ発生装置ߦ使用บ数枝時間ߩߤߥ試算結ᨐࠍਅ表ߦ示ޕߔ㧕

但ޔߒ使用水深ｈ～年ｍ㧔水0果0ｈ～0果0年 吐pバ㧕

負荷種類 Ԙ案㧕 ԙ案㧕

負荷ฬ ࡊンࡐࠕࠛ 小型コン࠶ࡊサDC AC

DC24 AC100V入力

60W 400W出力

85W 500 600W消費電力 ～

0.1MPa 0.05MPa最高力

( ) 30 /min 160 /minฯ出㊂ 定格 ㍑ ㍑

連続稼動時間㧔 日㧕 㨔 日 㨔 日h/ 35.3 / 5.46 /

使用บ数 บ 㧝บ3

使用時間 㨔 日 㨔 日11.8 / 5.46 /

全ฯ出㊂ 日当ࠅ ㍑ × × 㨔㧩 ㍑ × 㨔㧩 ｍ(1 ) 30 /min 3 11.8 63.7 160 /min 5.46 52.4
3 3

ｍ

㧕 ޔ 注㧝ޔ 使用น能電力ߪ Ｗ㨔 日ߩうߜ制御器ߩ自己消費࠹࠶ࡃߣ自己消費ࠍ引い4600ߩ߽ߚ /
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即ߜ

使用น能電力㧩 㧙 㧙 㧩 日4600 307 120 4173Wh/

注㧞㧕制御器ߡߦ充 放電制御ࠍ行い߹ޕߔそߩ消費電力ޔߪ Ｗ 日ޕߔߢ/ 307 h/

注㧟㧕ߩ࠹࠶ࡃ自己放電ޔߪ最大容㊂ߩ㧝㧑 日ޔߢߩߥ Ｗ㨔 日ޕߔߢ/ 120 /

注㧠㧕 場合㧦連続使用時間㧩ߩ 日× × ÷消費電力DC 4173Wh/ 0.9 0.8

㧔 ޔ放電効率ߪ ߪ 効率㧕0.9࠲ࡃコンߩ 0.8 DC / DC

場合㧦連続使用時間㧩ߩ 日× × ÷消費電力AC 4173Wh/ 0.9 0.8

㧔 ޔ放電効率ߪ ߪ 効率㧕0.9࠲ࡃンࠗߩ 0.8 DC / AC

注㧡㧕使用บ数㧩連続稼動時間÷ 㨔 夜間 12ޕ算出ߢߡ端数ಾ捨ߩ ( )

注㧢㧕ฯ出㊂ޔߪߦ管路長ޔߐ屈曲ࠬࠖࡈࠝޔ効ᨐߤߥ流体損失ߪ含ߢࠎいߥいޕ

注㧣㧕表ࠕࠛߩ発生装置ߪ海用ߥߢい㧔ࠅࠃࠞࡔ 耐久㧕ߩ場合ߚߒ使用ߢ海ޔߡߞࠃޕ

性ߪ不ޕ

物品コࠬ࠻表㧔概算㧕

㧨単㧦千㧪

構ㅧ方式 式ࠗࡉ 式࠳ࠞࠗ

装置種類ࠕࠛ ࡊンࡐࠕࠛ コン࠶ࡊサ ࡊンࡐࠕࠛ コン࠶ࡊサ

1 4,000 4,000 4,000 4,000風力発電機

2 1,600 1,600 1,600 1,600ソࡄネ࡞

3 1,000 1,000 1,000 1,000蓄電池

4 500 300 500 発生装置ࠕ300ࠛ

5 1,000 1,000 1,000 1,000制御装置

6 250 250 250 250標識灯

7 14,000 14,000 8,000 8,000浮体構ㅧ物

係留装置 ― ― ― ―8

22,350 22,150 16,350 16,150合計㧕

注㧝㧕 係留装置ߟߦいޔߪ含ߢࠎい߹ޕࠎߖ

注㧞㧕 予備品 付属品ޔ運⾓߮ࠃ߅現地立会い費ߪ含ߢࠎい߹ޕࠎߖ,

検討結果

以ߩ結ᨐࠄ߆

Ԙ理論値ߡߒߣ実用的ߥ運行߇น能ߢあޕࠆ

ԙบ風等ߟߦいߪߡ理論耐えうߣࠆ考えޕࠆࠇࠄ

Ԛ耐水ޔ耐塩害ߟߦいࡔޔߪߡン࠽࠹ンࠬ等ࠅࠃߦ解ߣࠆ߈ߢ考えޕࠆࠇࠄ

ԛ価格帯ߟߦいߪߡ ～ 万程度ߩ高㗵ޔࠅߥߣߩ߽ߥ組ߺ合わߖ技術ߢあࠆ点ࠄ߆汎1500 2500

用化߽ߡߒ価格ߩૐ減化ߪあ߹ࠅ望ߥいޕ

Ԝ㧝機ߩ装置ߢ筏㧝บ相当ߩ出力ޕࠆߥߣ

ԝࡔン࠽࠹ンࠬ費用

風力発電機ࡔߪン࠽࠹ンࠬ߇必須

コン࠶ࡊサߩኼ命ߪ約半ᐕߣ想定ޕࠆࠇߐ

蓄電池ߪ㧟ᐕ程度ߩኼ命

等ߩ結ᨐ߇得ޕߚࠇࠄ

増߇選択肢ߩ曝気装置ޔߢ中ࠆࠇߐ開発߇技術等࡞ࡉࡃࡠࠢࠗࡑߪߡߒߣ選択ᨑߩ曝気方法ޔ߅ߥ

えߡいޔ߇ࠆ限ߚࠇࠄ電源ߢ必要ߥ作動時間ࠍ得ߪ߆ߩࠆࠇࠄ後開発中ߩ企業等ߩ検討ߩ必要߇あ

ޕߚࠇࠄ考えߣࠆ
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費用対効果の検討

現行技術ߢ実稼働ࠆߔ機器߇作成ޔ߇ߚߞ್ߪߣߎࠆ߈ߢコࠬߩ࠻面ߩߢ検討ߩ必要߇あߣࠆ考え

ޕߚࠇࠄ

諫早湾ࠠࠞࠆߌ߅ߦ筏ߩࠄ߆水឴ޔߪߍ現 × 筏㧝บߢ㧝～㧠࠻ンߩ範囲ߦあ20ࠇߎޔࠅm 10m

ߣࠆߔ算឵ߦ金㗵ߪ 千～ 千ߦ相当ߩߎޕࠆߔ生産㊂ߪ現状ߩ夏場ߩ斃死ࠍ織ࠅ込500ߛࠎ 2,000

߇生残率ߩ想定㧔現行ߣߚࠇߐ軽減߇斃死ޔߚࠆあߢߩ߽ ～ ߇ࠇߎ 想定㧕10ߣߚߞߥߦ 40% 80%

ߪ金㗵ߍ水឴߽ߡߒߣߚߞあ߇穫ߩࠠࠞߩン前後࠻㧤ࠄ߆筏㧝บߢ最大ޔߒ試算ߡߒ 千程4,000

度ߦ留߹ޔࠅ回ߩ試算ߢ得ߚࠇࠄ機器ߩ価格߮ࠃ߅維持運営費ࠍ⾔うߪߣߎ難ߒいߣ考えޕߚࠇࠄ

小長井町漁協ࠠࠞߩ養殖業者数ߣ生産㊂ޔ生産金㗵ߩ推移

業者数 生産 筏㧝บあߩࠅߚ推定生産年

千 千Kg Kg

1999 2 985 444 493 222

2000 3 4,061 2,017 1354 672

2001 5 21,722 9,113 4344 1823

2002 24 28,038 10,811 1168 450

検討結果に対する研究会参加メンバ䊷等の助言䊶指導等

㧟㧝㧢日ߦ記ߩ結ᨐߦߣ߽ࠍ検討会ࠍ開催ޕߚߒ

参ട者 水産工学研究所 高木儀昌 漁場施設研究室長

長崎総合科学大学 山中孝 客員教授

衛生公害研究所 渡部哲郎 所長

白井玄爾 公害研究部長

総合水産試験場 藤井彦 藻類科長

報告者 衛生公害研究所 浜辺 聖 専門研究員

総合水産試験場 大橋智志 研究員

長崎総合科学大学 山中孝 客員教授

߇充電ߩ短時間ߢ軽㊂小型ࠅあߟߟࠇߐ実用化߇ン電池ࠝࠗࡓ࠙࠴ޔߪߡいߟߦ蓄電池

น能ߢあࠆ等ޔ調査ߢ利用ࠍ検討ߚߒ鉛蓄電池ࠅࠃ利ߥ点ࠍ多く持ޕߟኼ命߽長く㧝㧜ᐕ程

度ߢあޔߒ߆ߒޕࠆ現状ߩ価格ߪߢ㧟倍程度ࠅ߆߆鉛蓄電池ߣコࠬߪ࠻ห等程度ޕࠆߥߣ

近未来ߟߦいޔߪߡ㧞層コン࠺ンサ電池߇あߦࠄߐߪࠇߎޔࠅ小型軽㊂ޔߒ߆ߒޕࠆߥߣ

大型ߪߩ߽ߩ未開発ߢあޔߣߎࠆ価格߇高いࠄ߆ߣߎ実用化ߪ携帯電話等ߦ限定ߡࠇߐいޕࠆ

後中韓製ㅧߩ価߇ߩ߽ߥ増産ޔࠇߐ容㊂߽あߣࠆ߇考えޔߚ߹ޕࠆࠇࠄᄥ陽電池߽薄く柔

軟ߥ素᧚ߦࠅߨ߭ޔࠅ߅ߡ߈ߢ߇ߩ߽ߩኻ߽ߡߒ強いน能性߇あޕࠆ

転用ߩ技術ߩそ߫ࠇߔ成ഞޔࠅあߢࠈߎߣࠆいߡߒ検討ࠍ風శ力船ߡ用いࠍ新技術ߩࠄࠇߎ

߽น能ߣ考えߡいޕࠆ将来的ߪߦ筏ߦ小型軽㊂ߩ装置ߡߒߣ搭載ߚޔߒわߦߺ破損ߥߒいᄥ陽

電池ࠛߢネࠍࠡ࡞集ߪߣߎࠆ不น能ߥߪߢいޔߛߚޕ数ᐕౝߩ実用化߇難ߒいߪߣߎ理解

ޕࠆ߈ߢ

水産工学研究所 高木儀昌 漁場施設研究室長

ࠄ߆利用意義ߩ施設ߥうࠃߩߎޔߪߣߎࠆいߡࠇߐ検討ࠄ߆面ߩ費用ኻ効ᨐ߇計算ߩߡߴߔ

ߩ電力ߚߒ利用ࠍࠡ࡞自然ࠛネޔߢ価߇商業電力ߦ߆確ߪ現ޕいߥくߒ正ߣࠆߔ1/10

程度ߩ価格ߢあޔࠄ߆ࠆ当然費用ኻ効ᨐࠅࠃߢ利߇ߩ߽ߥ現存ࠆߔ状況ߦあޔߒ߆ߒޕࠆ化石

燃料߿原子力ߦ限界߇あ߇ߣߎࠆ白ߢあࠆ以ޔ後ࠗࡂߪコ߽ࠬߢ࠻自然ࠛネࠃߩࠡ࡞う

వ駆的ߢ߹ߎߤߢ中ߥうࠃߩそޕࠆあߢ認識ߚߒ共通߽ߩいうߣいߥ得ࠍࠆߑߖ࠻ࡈࠪߦߩ߽ߥ

ޕࠆあ߇くい部ಽߦߪߢ価値್断ߩ直近ߪ߆ࠆߔ試験ߪいࠆあޔ߆ࠆߔ投資ߦ
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回ߩ報告ߟߦいޔߪߡ現存ߩ企業߇想定ࡔࠆࠇߐン࠽࠹ンࠬߩ全性߹ߢ見込ߢࠎ出ߚߒ金

㗵ߣ考えޔࠇࠄ実際ߩ 倍程度ߡߞߥߦいߥߪߢߩࠆいߣ߆考えޔߚ߹ޕࠆࠇࠄ実際ߦ漁業者1.5

ޕࠆࠇࠄ考えߣࠆࠇߐ減㗵ߪ経費ߥ必要ߦࠄߐߣࠆߔ再度検討ࠍ部ಽࠆ߈ߢ負担߇

ߛ߹߇認識ࠆߔኻߦ経済的負担ࠆߔኻߦ環境ߩ現ޔૐくߪ利益率ߩ養殖߽ࠠࠞߢࠇそޔߛߚ

ૐい߽ߣߎ事実ߢあޔࠅ数ᐕౝߩ実用化߇難ߒいߪߣߎ理解ޕࠆ߈ߢそޔ߽ߢࠇ近未来ߦኻߡߒ

回ߩ試算結ᨐߢߺߩ実用的ߥߢい್ߩߣ断ࠍ残ߪߩߔいߣ߆߇߆考えޕࠆ近未来ޔߪߦ技術開

発ߩ進展ࠃߩߎߦ߽ߣߣうߥ理論ߩฃߌ入߽ࠇ進ߣߩ߽考えޔߢߩࠆࠇࠄそߩ点ࠍ考慮ߦいࠇ

ޕいߒ欲ߡߒߣ結論ߚ

プロジェクト研究とし䈩の将来性

現行技術ߢ実稼働ࠆߔ機器߇製作ޔ߇ߚߞ್ߪߣߎࠆ߈ߢ現状ߪߢコࠬߩ࠻面ߢ課㗴߇あߣࠆ考え

㆐ߪ場合ࠆߔߣ成ᨐ目標ࠍ実用化技術開発ߩ数ᐕౝߡߒߣࡑ࠹研究࠻ࠢࠚࠫࡠࡊޔߡߞ従ޕߚࠇࠄ

成ߪ困難ߣ考えޕߚࠇࠄ

ࠃࠆ߈ߢ搭載߽ߦ筏ߢ小型軽㊂ߚߒ断念ߢ検討ߩ回ޔࠅ߅ߢࠎ進߇革新ࠆߌ߅ߦ技術面ޔߒ߆ߒ

うߥ素᧚ߩߢ検討ޔ߫ࠇ߈ߢ߇将来的ߪߦ実用化ߩน能性ࠍ残ߡߒいߣࠆ考えޕߚࠇࠄ特ߦ長崎総合

科学大学ߢ検討ߡߒいࠆソ駆動船等ߦ用いࠆࠇࠄ技術㧔ᄥ陽電池ޔ蓄電池ޔ防水技術ޔ駆動機

器等㧕ߪ相当ߩ部ಽߢ応用น能ߣ考えޕߚࠇࠄ

いう考えߣ࠻コࠬޔߟ߆ޔ߈ߢ進展߽期待ߩ理解ࠆߔኻߦ環境修復߿ࠡ࡞自然ࠛネߩ後ޔߚ߹

方߽ߦ変化߇あߣߩ߽ࠆ考えޔࠄ߆ߣߎࠆࠇࠄ後近未来߅ߦいߡ再度検討ࠍ行う߈ߴ実用的ߥ課㗴

ޕߚߌߠ結論ߣࠆあߢ
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大村ḧ䈱ᵺൻ䊶生態系回復䈮関䈜䉎研究㩿㪉00㪋ᐕ度㪀 

 

赤澤貴光䊶川井仁䊶浜辺聖䊶石崎修ㅧ䊶白井玄爾 

 

Research on the Purification and the  

Ecosystem Restoration of the Omura-Bay  

                                                

Takamitsu AKAZAWA,Hitoshi KAWAI,Masashi HAMABE,Syuzo ISHIZAKI,and Genji SHIRAI 

                                                             

        Key Words : Omura-bay, Purification, Ecosystem Restroration 

䉨䊷ワ䊷䊄: 大村ḧ, ᵺൻ䇮生態系回復  

  

䈲 䈛 䉄 䈮 

 生態系䈏䉅䈧自己再生能力䉕引䈐出䈜䈖䈫䈪䇮大

村ḧ䈱水質及び底質䈱ᵺൻや生態系䈱回復䉕目

指䈜研究䈏䇮大村ḧ水質ᵺൻ対策業䈱一䈧䈫䈚

䈩䇮2001ᐕ度䋨ᐔ成13ᐕ度䋩䈎䉌䋵䊱ᐕ計画䈪開始

䈘䉏䇮ᐔ成13ᐕ度䈮全ḧ調査

1)
䇮ᐔ成14～15ᐕ度

䈮津水ḧ䉕重点的䈮調査

2),3)
䈚䈢䈫䈖䉐䈪あ䉎䇯 

ᐔ成16ᐕ度䈲䇮ᐔ成15ᐕ度業䈱䈭䈎䈪選定䈚

䈢津水ḧ䈪実施可能䈫考え䉌䉏䉎環境修復技法䈱

う䈤䇮㽲現存ᐓ潟䊶海浜䈮䈍䈔䉎ᵺൻ能等 㽳磯

場䊶護岸䈮䉋䉎効果 㽴浮棚藻場䈮䉋䉎効果䈱検証

䈱䋳䈧䈮䈧い䈩実証実験䉕行䈦䈢䇯 

 

調 査 䈱 概 要  

䋱䋮現存ᐓ潟䊶海浜䈮䈍䈔䉎ᵺൻ能等䈱検証  

(1) 生残調査 

図䋱䈱䉋う䈭䊒䊤䉴䉼䉾䉪製䈎䈗䋨50cm×36cm×

18cm䋩䈮䉝サ䊥䉕入䉏䇮津水ḧ内ᄖ3地点䈱ᐓ潟及

び海浜䈮埋設䈚䇮䉝サ䊥䈱生残状況䉕調査䈚䈢䇯 

一ᐓ潟䋨海浜䋩䈮䈲3基䈝䈧䈎䈗䉕設置䈚䇮一基

䈮䈧䈐䈠䉏䈡䉏30䇮50䇮70個䈫生育密度䉕変え䈩放

流䈚䈢䇯䈭䈍䇮全䈩䈱網䈎䈗䈮䈲䇮鳥類䈮䉋䉎被害

䉕防䈓䈢䉄䈱ふ䈢䉕取䉍付䈔䈩設置䈚䈢䇯 

生残調査䈲䈾䈿䈮1回ᐓ潮時䈮実施䈚䈢䇯䉁

䈢䇮䉝サ䊥䈱生育環境䈮䈲底質等䈱影響䉅考え䉌䉏

䉎䈖䈫䈎䉌䇮ᐕ䈮4回䋨実験開始時䇮7䇮10䋨又䈲

11䋩及び1䋩各䈎䈗内䈱底質䈱理ൻ学調査䉕行

う䈫䈫䉅䈮䇮対照区䈫䈚䈩䈎䈗近傍䈱底質調査䋨理ൻ

学調査及び生物調査䋩䉅行䈦䈢䇯 

 

 

 

 

 

 

 

 

       図1 䉝サ䊥生残試験模式図 

 

a䋩実験地点  

図2䈮示䈜津水ḧ内2地点䋨木床船津䇮ฬಾ

川河口䋩及び津水ḧᄖ1地点䋨伊木力漁港䋩䇯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図2 実験地点 

 

b䋩実験開始日 

3地点䈫䉅䇮ᐔ成16ᐕ56日ᄕ刻䈮実験䉕開

始䈚䈢䇯䈭䈍䇮実験䈮䈲ห日ዊ長井漁協䈪採捕

䈘䉏䈢䉝サ䊥䉕購入䈚䇮使用䈚䈢䇯 

ੑ枚貝等

底泥面

網䈎䈗

伊木力漁港

ฬಾ川河口

木床船津
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c䋩調査㗄目 

生残調査䇮底質調査䈱調査㗄目䈲以ਅ䈱䈫

䈍䉍䈪あ䉎䇯䈭䈍䇮ฬಾ川河口䈱30個投入区及

び50個投入区䈮䈧い䈩䈲䇮䉝サ䊥䈏夏期䈮全滅

䈚䈢䈢䉄䇮9以降䈲ᰳ測䈫䈚䈢䇯 

生残調査：投入䉝サ䊥䈱殻長及び総Ḩ重量䇯 

底質調査：強熱減量䇮COD䇮TOC䇮硫ൻ物䇮䉪

䊨䊨䊐䉞䊦a䇮T-N䇮T-P䇮粒度組成䇮底生生物䋨粒

度組成䈫底生生物䈲対照区䈱䉂䋩䇯䈭䈍䇮TOC

䈱ಽ析䈮䈧い䈩䈲䇮民間業者䈮委託䈚䈢䇯 

 

(2) ᐓ潟及び海浜䈮䈍䈔䉎ੑ枚貝等䈮䉋䉎ᵺൻ

能䈮関䈜䉎評価 

図3䈮示䈜䊜ソコ䉴䊛実験䉕行う䈖䈫䈮䉋䉍䇮ᐓ潟䇮

海浜䈱ᵺൻ能䈮䈧い䈩検証䉕行䈦䈢䇯 

実験䈲䇮ᐓ潟䉕底᧼䈱䈭い䊒䊤䉴䉼䉾䉪筒䈪覆い䇮

現場海水䉕ዉ入後䇮30ಽ䈗䈫䈮筒内䈱水䉕採取䈚

䈢䇯実験䈲3区画行い䇮ᐓ潟䈮䉝サ䊥䉕50g䋨Ḩ重

量䋩投入䈚䈢区画䋨A䋩䇮ᐓ潟䈮䉝サ䊥䉕投入䈚䈭

い区画䋨B䋩䇮底面䉕ビニ䊷䊦䈪覆䈦䈢対照区画䋨C䋩

䈫䈚䈢䇯 

 

 

 

 

 

 

 

図3 ᵺൻ能䊜ソコ䉴䊛実験  

 

a䋩実験地点 

木床船津 

b䋩実験日時 

第1回：ᐔ成16ᐕ928日 13：47～15：47 

c䋩調査㗄目 

水質：DO䇮TOC䇮懸Ộ態TOC䇮懸Ộ態窒素

䋨＝PON䋩䇮NH4-N䇮PO4-P䇮䉪䊨䊨䊐䉞䊦ａ 

底質：強熱減量䇮COD䇮硫ൻ物䇮䉪䊨䊨䊐䉞䊦a䇮

底生生物 

水質䈮䈧い䈩䈲䇮調査開始時及び30ಽ䈗䈫䈮

採水䇮底質䈮䈧い䈩䈲実験終了時䈱䉂採取䈚䇮

ಽ析䉕行䈦䈢䇯䉁䈢䇮PON䈮䈧い䈩䈲䇮T-N䈫溶

存態窒素䋨GF/B濾紙䈪濾過䈚䈢䉅䈱䋩䈱差䈫䈚䈢䇯

䈭䈍䇮実験時䈱水温䈲䇮1回目䈏29.0℃䇮2回目

䈏9.4℃䈪あ䈦䈢䇯 

䋲䋮磯場䊶護岸䈮䉋䉎効果䈱検証  

磯場や護岸䈱䈜䉎水質等䈱ᵺൻ能䉕検証䈜

䉎䈢䉄䇮図4䈮示䈜津水ḧ内4地点䈱護岸䈱付着生

物等䈱調査䉕実施䈚䈢䇯 

a䋩調査地点 

木床䇮喜々津䇮溝陸䇮溝陸ർ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図4 護岸䋨磯場䋩調査地点図 

 

b䋩調査日 

   第1回：ᐔ成16ᐕ628日 

   第2回：ᐔ成16ᐕ914日 

   第3回：ᐔ成16ᐕ1222日 

   第4回：ᐔ成17ᐕ37日䋨木床䈱䉂ᐔ成17ᐕ3

22日䋩 

c䋩調査㗄目 

   水質：水温䇮pH䇮DO䇮COD䇮懸Ộ態COD䇮

TOC䇮懸Ộ態TOC䇮T-N䇮懸Ộ態窒素䇮T-P䇮懸

Ộ態䊥ン䇮䉪䊨䊨䊐䉞䊦ａ 

   草体：磯場周辺䈱海藻類䈱着生状況 

   生物：底生生物䇮護岸䋨磯場䋩付着動物類䈱

棲息状況                                 

   水質䈮䈧い䈩䈲䇮各護岸䋨磯場䋩䈱沖方向0m地

点䈫50m地点䉕採水䈚䈢䇯草体䈮䈧い䈩䈲䇮各護

岸䋨磯場䋩䈱中央部䈎䉌沖側50m䈱䊤䉟ン調査䉕䇮

䉻䉟バ䊷䈮䉋䉎目視確認䈮䉋䉍実施䈚䈢䇯付着生

物䈲䇮各護岸䋨磯場䋩3地点䈮䈍い䈩枠取䉍䉕行

い䇮䈖䉏䉕合わ䈞䈩1検体䈫䈚䈢䇯底生生物䈮䈧

い䈩䈲䇮䉻䉟バ䊷䈮䉋䉎䊤䉟ン調査䋨䊜䉧䊔ン䊃䉴䋩

䈱他䇮生物䈱地域性䉕考慮䈚䇮沖方向0m及び

50m地点䈮䈍い䈩䉣䉾䉪マンバ䊷䉳採泥器䈮䉋䉎

採取䉅䈍䈖䈭い䇮䈖䉏䉕マ䉪䊨䊔ン䊃䉴䈫䈚䈢䇯 

 

䋳䋮浮棚藻場䈮䉋䉎効果䈱検証  

実験䈮あ䈢䈦䈩䈲䇮生育䈏早い褐藻䉝䉦䊝䉪䉕対

象種䈫䈚䈩選定䈚䈢䇯海藻䈱着生基質䈫䈚䈩䈲䇮サ

底泥面

㪘．ᐓ潟上䈮ア䉰䊥を入䉏䉎。

㪙．ᐓ潟上䈮ア䉰䊥を入䉏䈭い。

㪚．底面をビニ䊷䊦䈪覆う。

採水用䉯䊛栓

䊒䊤䉴䉼䉾䉪筒

海水面

䊤イン䋲

䋨喜々津䋩

䊤イン䋳

䋨溝陸䋩

䊤イン䋱

䋨木床䋩

䊤イン䋴

䋨溝陸ർ䋩
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䉦䉟䉥䊷䊔䉾䉪䉴株式会社䋨旧社ฬ：水産増殖施設

株式会社䋩䈮䉋䉍製ㅧ䈘䉏䈢海藻䊒䊧䊷䊃䉕用い䈢䇯

䉁䈢䇮䉝䉦䊝䉪䈲ห社䈮䉋䉍採苗䇮中間育成䈘䉏䈢䉅

䈱䉕使用䈚䈢䇯 

a䋩実験地点 

   喜々津䉲䊷サ䉟䊄沖䋨図5䋩 

b䋩実験開始日 

   第1回沖出䈚：ᐔ成16ᐕ77日 

   第2回沖出䈚：ᐔ成16ᐕ1026日 

 

 

 

 

 

 

 

 

            図5 実験地点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6 実験模式図 

 

c䋩実験方法 

   第1回沖出䈚䈪䈲䇮海藻䊒䊧䊷䊃䈏1.5m䇮2m䇮

2.5m及び3m䈮垂ਅ䈜䉎䉋う䈮設置䈚䇮第2回沖

出䈚䈪䈲䇮海藻䊒䊧䊷䊃䈏2m及び3m䈮垂ਅ䈜䉎

䉋う䈮設置䈚䈢䇯第2回沖出䈚ಽ䈱見取図䉕図6

䈮示䈜䇯 

 

 調 査 結 果  

䋱䋮現存ᐓ潟䊶海浜䈮䈍䈔䉎ᵺൻ能等䈱検証  

(1) 生残調査 

䉝サ䊥䈱生残個数及び生残率䈫総Ḩ重量䈱変動

䉕図7䈮示䈜䇯 

木床船津䈪䈲䇮6䈎䉌7䈮䈎䈔䈩70個投入区

䈪䉝サ䊥䈏ỗ減䈚䈢䇯䈚䈎䈚䇮9以降䈲䈬䈱区画䈮

䈍い䈩䉅斃死䈜䉎䉝サ䊥䈲少䈭䈎䈦䈢䇯䈖䈱䈖䈫䈲䇮

夏～秋期䈱高水温期䉕乗䉍越え䉎䈖䈫䈏䈪䈐䈢䉝サ

䊥䈲䇮ᐕ間䉕通䈛䈩生活䈪䈐䉎䈖䈫䉕示䈚䈩い䉎䇯一

方䇮3䈧䈱区画間䈪7調査時䈱底質䈱理ൻ学的

䈭相㆑䈲あ䉁䉍䉂䉌䉏䈭い䈖䈫䈎䉌䇮70個投入区䈪

夏期䈮䉝サ䊥䈏大量死䈚䈢原因䈫䈚䈩䈲高水温や䉝

サ䊥䈱密集䈮䉋䉎餌ਇ足䈏考え䉌䉏䉎䇯 

伊木力漁港䈪䈲䇮7䈎䉌9䈮䈎䈔䈩50個投入

区䈪䉝サ䊥䈏ỗ減䈚䈢䇯他䈱2区画䈪䉅漸ᰴ減少䈚

䈩い䉎䈏䇮䈠䈱減少率䈲木床船津䈾䈬大䈐䈒䈭䈒䇮

木床船津䉋䉍䈲生育環境䈏良好䈪あ䈦䈢䈫考え䉌䉏

䉎䇯䉁䈢䇮木床船津ห様䇮9以降䈲䈬䈱区画䈮䈍

い䈩䉅斃死䈜䉎䉝サ䊥䈲少䈭䈎䈦䈢䇯50個投入区䈪

夏期䈮ỗ減䈚䈢原因䈫䈚䈩䈲䇮䈖䈱区画䈱䉪䊨䊨䊐䉞

䊦a濃度䈏定量ਅ限値ᧂḩ䋨<0.5μg/g･dry䋩䈪あ䈦 
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                図7 䉝サ䊥䈱生残個数及び生残率䈫総Ḩ重量䈱変動 

実験地点

護䇭䇭䇭岸
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䈢䈖䈫䈎䉌䇮䊒䊤ン䉪䊃ン等䈱餌ਇ足䈏考え䉌䉏䉎䇯䉁

䈢䇮木床船津ห様10以降䈲斃死個体数䈏少䈭䈒䇮

水温䈏䉝サ䊥䈱斃死䈮影響䈚䈩い䉎䈖䈫䈏示唆䈘䉏

䈢䇯ฬಾ川河口䈪䈲䇮䈜べ䈩䈱区画䈮䈍い䈩夏期

䈮ỗ減䈚䇮30個投入区䈫50個投入区䈪䈲7ᧃ䉁

䈪䈮全滅䈚䈢䇯70個投入区䈱う䈤䇮夏期䉕乗䉍越え

䈢䉝サ䊥䈲翌ᐕ䈱3䉁䈪䈜べ䈩生残䈚䈢䇯夏期䈮

ỗ減䈚䈢理↱䈫䈚䈩䈲䇮ᐓ潟域䈮大量䈮打䈤䈕䉌

䉏䈢䉝䉥サ䈱腐敗䊶ಽ解䈮䉋䉍酸素濃度䈏減少䈚䈢

䈖䈫䇮䈘䉌䈮底質䈱硫ൻ物濃度䉕高䉄䈢䈖䈫䈏考え

䉌䉏䉎䋨図8䋩䇯 
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(2) 各ᐓ潟䊶海浜䈱底生生物䈱季節変ൻ 

各ᐓ潟䋨海浜䋩䈱対照区䈮䈍䈔䉎底生生物䈱種

数等䈱季節変ൻ䉕図9䈮示䈜䇯 

木床船津䈪䈱底生生物䈲䇮秋期䋨10䋩䈮貧弱

ൻ䈜䉎傾向䈏䉂䉌䉏䇮環形動物以ᄖ䈱生物䈲全䈒

出現䈚䈭䈎䈦䈢䇯䈖䉏䈲䇮木床船津䈪䈲秋期䈮硫ൻ

物濃度䈏0.92mg/g･dry䈫非常䈮高䈒䇮軟体動物や

↲殻類䈱生物䈮影響䉕ਈえ䈢䈢䉄䈫考え䉌䉏䇮夏

期～秋期䈏最䉅生物生息䈮厳䈚い䉅䈱䈫䉂䉌䉏䉎䇯

䉁䈢䇮冬期䈮䈲全個体数䈱9割以䉕䊖䊃䊃䉩䉴䉧䉟

䈏占䉄䈩い䉎䈏䇮䊖䊃䊃䉩䉴䉧䉟䈮䉋䉎マ䉾䊃形成䈏䉝

サ䊥䈱生存䈮影響䈜䉎䈖䈫䉅報告䈘䉏䈩い䉎

4)
䈖䈫䈎

䉌䇮䊖䊃䊃䉩䉴䉧䉟䈱優占ൻ䉕防止䈜䉎対策䈏必要䈫

考え䉌䉏䉎䇯 

ฬಾ川河口䈪䈲䇮夏期䋨7䋩䈮底生生物䈏ỗ減

䈚䇮ᐔ成16ᐕ度䈱秋期䋨10䋩䈮䈍い䈩䈲軟体動物

以ᄖ䈱生物䈲全䈒出現䈚䈭い䈫いう現象䈏䉂䉌䉏䈢䇯

夏期䈮䈲䉝䉥サ䈱蓄積䊶腐敗等䈮䉋䉎䉅䈱䈫䉂䉌䉏

䉎䉲䊦䊃･粘土ಽ䈱増加䋨31.1%䋩䈏䉂䉌䉏䈩䈍䉍䇮䈖

䈱䈖䈫䈏底生生物䈮影響䉕及䈿䈚䈢䉅䈱䈫䉂䉌䉏䉎䇯

冬期䋨1䋩䈮䈲再び生物多様ൻ䈱傾向䈏䉂䉌䉏䈩

䈍䉍䇮ฬಾ川河口䈮䈍い䈩䉅夏期～秋期䈏最䉅生

物生息䈮厳䈚い底質環境䈫いえ䉎䇯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               図9 底生生物䈱季節変ൻ  
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一方䇮津水ḧᄖ䈱伊木力漁港䈱底生生物䈲䇮

夏期䋨7䇮8䋩䈮貧弱ൻ䈚䇮軟体動物䈱䉂䈪占

䉄䉌䉏䉎現象䈏䉂䉌䉏䈢䇯秋期䋨10䋩䈮䈲再び

↲殻類等䈏出現䈚䇮個体数䉅増加䈚䈩い䉎䈖䈫䈎

䉌䇮伊木力漁港䈪䈲䇮夏期䈏最䉅生物生息環境

䈮厳䈚い䈫いえ䉎䇯 

 

(3) ᐓ潟及び海浜䈮䈍䈔䉎ੑ枚貝等䈮䉋䉎ᵺ

ൻ能䈮関䈜䉎評価  

䊜ソコ䉴䊛実験䈮䈍い䈩䇮実験区画A䈲䇮底生

生物䈱大部ಽ䈲投入䈚䈢䉝サ䊥䈮䉋䉎䉅䈱䈪あ䉍䇮

䉝サ䊥䈮䉋䉎ᵺൻ能䈫䉂䈭䈜䈖䈫䈏䈪䈐䇮実験区画

B䈲䇮現存ᐓ潟䈱ᵺൻ能䈫䉂䈭䈜䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯䉁

䈢䇮底面䈮ビニ䊷䊦䉕付䈔䈢対照区画C䈲自然沈

降䈮䉋䉎䉅䈱䈫䉂䈭䈜䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯 

各区画内䈱ᵺൻㅦ度䋨懸Ộ物質濾過ㅦ度䋩䈲䇮

文献

5)
䉋䉍ᰴ䈱(1)式䈪得䉌䉏䉎䇯 

    F＝䋭䋨a䋭aB䋩䊶V䋯Ｗ         (1)                    

䈖䈖䈪䇮F䈲単位重量あ䈢䉍䈱濾過ㅦ度䇮V䈲実

験水量䇮W䈲実験区䈮䈍䈔䉎底生生物䈱重量䇮a

䈲実験区画䈮䈍䈔䉎䉪䊨䊨䊐䉞䊦a又䈲PON䈱濃

度䋨C䋩䈫実験時間䋨t䋩䈱近似式䋨C＝b䊶eat
䋩係数䇮

aB䈲対照区画䈮䈍䈔䉎䉪䊨䊨䊐䉞䊦a又䈲PON䈱

濃度䋨C䋩䈫実験時間䋨t䋩䈱近似式䋨C＝b䊶ea
B

t
䋩係

数䈪あ䉎䇯 

䉁䈢䇮排泄ㅦ度䈲䇮ᰴ䈱(2)式䈪得䉌䉏䉎䇯 

    F＝䋭䋨x䋭xB䋩䊶V䋯Ｗ         (2)            

䈖䈖䈪䇮x䈲実験区画䈮䈍䈔䉎NH4-N濃度䋨C䋩䈫

実験時間䋨t䋩䈱近似式䋨C=a䊶t䋫b䋩䈱係数䇮xB䈲

対照区画䈮䈍䈔䉎NH4-N濃度䋨C䋩䈫実験時間䋨t䋩

䈱近似式䋨C=a䊶t䋫b䋩䈱係数䈪あ䉎䇯 

各実験区画䈪得䉌䉏䈢物質濃度䈫時間䈱関係

䉕図10䈮示䈜䇯䈭䈍䇮ᵺൻㅦ度䈱算出䈮あ䈢䈦䈩

䈲䇮䉪䊨䊨䊐䉞䊦a䈱近似式係数䉕使用䈚䈢䇯 

実験結果䈎䉌䇮9䈱高水温期䈪䈲䇮䉝サ䊥䈏

存在䈜䉎ᐓ潟䈱濾水ㅦ度䈲0.369ℓ/g殻付Ḩ重

/hr䇮排泄ㅦ度䈲2.885μg-NH4-N/g殻付Ḩ重 /hr

䈫䈭䈦䈢䇯底生生物䈱Ḩ重量50.224g䈱う䈤䇮99%

以䉕䉝サ䊥䈏占䉄䈩い䉎䈢䉄䇮䈖䈱濾水ㅦ度及

び排泄ㅦ度䈲䇮䉝サ䊥䈮䉋䉎䉅䈱䈫䉂䈭䈜䈖䈫䈏䈪

䈐䉎䇯現存ᐓ潟䈪䈲䇮底生生物䈏貧弱䈪あ䉎䈢䉄

䋨1.701g-wet䋩䇮濾過ㅦ度䈲⽶䈱値䉕示䈚䈩䈍䉍䇮

䉝サ䊥䉕放流䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮ᐓ潟䈏活性ൻ䈘䉏䉎

䈖䈫䈏示唆䈘䉏䈢䇯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       図10 ᐓ潟䊜ソコ䉴䊛実験結果  
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䋲䋮磯場䊶護岸䈮䉋䉎効果䈱検証 

(1) 水質 

水質䈲䇮0m地点䈫50m地点間䈪護岸別䈮特異的䈭

物質濃度差䈲得䉌䉏䈭䈎䈦䈢䇯 

(2) 海藻 

海藻着生種数䈱季節変ൻ䉕図11䈮示䈜䇯 

海藻類䈲3䉕除い䈩垂直護岸䋨溝陸ർ䋩䉋䉍䉅他䈱

護岸䈱方䈱海藻種数䈏多䈎䈦䈢䇯䉁䈢䇮い䈝䉏䈱地点

䈮䈍い䈩䉅軟泥䉋䉍䉅護岸近䈒䈱礫䈱方䈏多䈒着

生䈚䈩い䈢䇯䈖䈱䈖䈫䈎䉌䇮護岸近䈒䈮投石等䉕行う䈖䈫

䈏海藻着生䈮効䈪あ䉎䈖䈫䈏示唆䈘䉏䈢䇯 
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        図11 海藻着生種数䈱季節変ൻ 

 

(3) 付着生物 

護岸付着生物種数及びḨ重量䈱季節変ൻ䉕図12

䈮示䈜䇯 

護岸生物䈱種数䈲䇮垂直護岸䋨溝陸ർ䋩䉕除い䈩䇮

海藻着生種数䈫比例䈜䉎傾向䈏䉂䉌䉏䈢䇯浦賀ḧ

䈮䈍い䈩䉅ห様䈭傾向䈏報告䈘䉏䈩䈍䉍

6)
䇮基質䈮対

䈜䉎優占度䈮䉋䉎䉅䈱䈫考え䉌䉏䉎䇯 

(4) 魚類 

魚類種数䈱季節変ൻ䉕図13䈮示䈜䇯 

魚類種数䈲䇮海藻着生種数䈱季節変ൻ䈫䉋䈒似䈢

傾向䉕示䈚䈩䈍䉍䇮多種䈮わ䈢䉎海藻䈏着生䈜䉎䈖䈫

䈏沿岸域䈱魚類䈱多様性䉕䉅䈢䉌䈜䉅䈱䈫考え䉌䉏

䉎䇯 
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     図12 護岸付着生物䈱種数及びḨ重量 

  

魚類種数

㪇

㪈

㪉

㪊

㪋

㪌

㪍

㪎

㪏

㪍月 㪐月 㪈㪉月 㪊月

種
数

木床 喜々津 溝陸 溝陸ർ

 

       図13 魚類種数䈱季節変ൻ 

 

(5) 底生動物 

䉻䉟バ䊷䈱目視䈮䉋䉎䊜䉧䊔ン䊃䉴䈱季節変ൻ䉕図

14䈮示䈜䇯 

各地点䈫䉅䇮沖側䉋䉍䉅投石䈏あ䉎岸側䈮多䈒生物䈏

䉂䉌䉏䈢䇯特䈮磯場䈏築䈎䉏䈩い䉎溝陸䈪䈲䇮沖側䈪

䈲䈾䈫䉖䈬生物䈏䉂䉌䉏䈭䈎䈦䈢䈱䈮対䈚䇮磯近䈒䈪

䈲多様䈭生物層䈏出現䈚䈩い䈢䇯一方䇮垂直護岸䈪あ

䉎溝陸ർ䈪䈲䇮沖側䉋䉍䉅岸側䈪生物種数䈏多䈎䈦䈢

䈏䇮䉥䉥䊓ビ䉧䉟䉕主䈫䈜䉎軟体動物及び䊐䉳䉿䊗類

䉕主䈫䈜䉎節足動物䈪占䉄䉌䉏䈩䈍䉍䇮他地点䈱䉋う䈭

多様性䈲䉂䉌䉏䈭䈎䈦䈢䇯 
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                        図14 䊜䉧䊔ン䊃䉴䈱季節変ൻ 

 

䋳䋮浮棚藻場䈮䉋䉎効果䈱検証 

(1) 褐藻䉝䉦䊝䉪䈱成長度 

夏期䈮沖出䈚䈚䈢䉅䈱䈮䈧い䈩䈲䇮2週間程度䈪䊐

䉳䉿䊗類䈱着生䈏ỗ䈚䈒䈭䉍䇮2䊰後䈮䈲䊒䊧䊷䊃全

体䉕覆う䉋う䈮䈭䈦䈢䇯䉁䈢䇮付着生物䉅大量䈮発生䈚䇮

実験䈱⛮⛯䈏困難䈪あ䈦䈢䈖䈫䈎䉌䇮10䈮撤䈚

䈢䇯 

秋期䈮沖出䈚䈚䈢䉅䈱䈮䈧い䈩䈱各層䈱䉝䉦䊝䉪䈱

成長䈱経時変ൻ及び写真䉕䇮䈠䉏䈡䉏図15及び図16

䈮示䈜䇯 

最大葉長䈫ᐔ均最大葉長䋨㪈㪇月開始区䋩
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  図15 浮棚藻場䋨䉝䉦䊝䉪䋩䈱成長䈱経時変ൻ 

 

10䈮設置䈚䈢筏䈲䇮2m層䈪䈲䈾䈿㗅調䈮成長䈚䇮

3ਅ旬䈪最大42cm䋨各䊒䊧䊷䊃䈱ᐔ均最大葉長

25cm䋩䉁䈪成長䈚䈢䈏䇮3m層䈪䈲最大25cm䋨各䊒䊧䊷

䊃䈱ᐔ均最大葉長9.6cm䋩䉁䈪䈚䈎成長䈞䈝䇮相㆑䈏

䉂䉌䉏䈢䇯 

実験開始171日目䋨ᐔ成17ᐕ415日䋩䈮回䈚䈢䉝

䉦䊝䉪䈱Ḩ重量䈲䇮2m層䈪1䊒䊧䊷䊃あ䈢䉍218.3g･wet䇮

3m層䈪1䊒䊧䊷䊃あ䈢䉍42.2g･wet䈫5倍䈱差䈏生䈛䈢䇯

䈖䈱䉋う䈭差異䈲䇮3m層䈮生育䈮十ಽ䈭光量䈏䈭い䈖

䈫䈮䉋䉎䉅䈱䈫考え䉌䉏䇮津水ḧ奥部䈪䈱浮棚藻場䈲

水面ਅ2m䉁䈪䈏限界䈪あ䉎䈫推定䈘䉏䉎䇯い䈝䉏䈱層

䈱䉝䉦䊝䉪䈫䉅5初旬䈮䈲流出䈚䈩䈍䉍䇮3～4䈏最

䉅成熟䈜䉎時期䈪あ䈦䈢䇯 

䉁䈢䇮12䈎䉌1䈮䈎䈔䈩䇮䊨䊷䊒䈮大量䈱䉝䉥サ

䈏付着䈚䈩い䉎䈱䈏確認䈘䉏䈢䇯16日䈮採取䈚䈢䉝

䉥サ䈲緑褐色䈪䇮䊨䊷䊒1連䋨䊑䉟䈫䊑䉟䈱間：2m䋩あ䈢

䉍387.17g䋨Ḩ重量䋩䈪あ䈦䈢䇯 

 

(2) ᵺൻ能䈱推定 

ᐔ成17ᐕ37日䈮採取䈚䈢䉝䉦䊝䉪䈱窒素䊶䊥ン含

量䈲表1䈱䈫䈍䉍䈪あ䈦䈢䇯表䈮䈲12䈎䉌1䈮䈎

䈔䈩筏䈮付着䈚䈢䉝䉥サ䈱窒素䊶䊥ン含量䉅合わ䈞

䈩示䈚䈢䇯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図16 第2回沖出䈚時䈱䉝䉦䊝䉪䋨左：設置時䇮中央：2m層5䊰後䇮ฝ：3m層5䊰後䋩 
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表1 䉝䉦䊝䉪䊶䉝䉥サ䈱窒素䊶䊥ン含量 

 窒素含量

䋨%䋩 

䊥ン含量 

䋨μg/g･dry䋩

䉝䉦䊝䉪 2.51 760 

䉝䉥サ 4.52 2,460 

 

䉝䉦䊝䉪䈏䇮沖出䈚䈎䉌採取日䉁䈪䈱132日間䈮全

窒素及び䊥ン䉕取䉍込䉖䈣䉅䈱䈫䈚䈢場合䇮䈠䈱吸能

䈲䇮窒素：190μg/g･dry/日䇮䊥ン：5.8μg/g･dry/日䈫䈭䉎䇯

᧻島ḧ䈪䈱䉝䉦䊝䉪䈮䉋䉎水質ᵺൻ試験䈪䈲窒素䈪

19μg/g/日䈫いう報告䈏あ䉎

7)
䈏䇮大村ḧ䈪䈱結果䉅Ḩ

重量換算䈪䈲17.4μg/g･wet/日䈫䈭䉍䇮䈾䈿ห程度䈪

あ䈦䈢䇯 

䉁䈢䇮冬期䈮増加䈚䈢䉝䉥サ䈲非常䈮生育䈏早䈒䇮

発生後約1䊱程度䈪表1䈱䉋う䈭含量䈮㆐䈚䈩い䈢䇯

䉝䉦䊝䉪䈫ห様䈮吸能䉕算出䈜䉎䈫䇮窒素1,460μ

g/g･dry/日䇮䊥ン79.3μg/g･dry/日䈫䈭䉍䇮栄養塩類吸

能䈲非常䈮高い䈫考え䉌䉏䉎䇯䉁䈢䇮ᐓ潟等䈮打䈤

䈕䉌䉏䈢䉝䉥サ䈮比べ䈩色合い䉅濃䈒䇮浮棚藻場䈮䉋

䉎䉝䉥サ䈱育成及び回䈱効性䈏示唆䈘䉏䈢䇯 

 

䉁 䈫 䉄 

䋱䋮現存ᐓ潟䊶海浜䈮䈍䈔䉎ᵺൻ能等䈱検証 

䉝サ䊥䈱生残実験䈪䈲䇮䉝サ䊥䈏斃死䈜䉎原因䈫䈚䈩

夏期䈱高水温䇮餌料ਇ足䇮䉝䉥サ䈱堆積䈮䉋䉎䉻䊜䊷

䉳等䈏示唆䈘䉏䈢䇯各ᐓ潟䊶海浜䈱底生生物䈱季節変

動䈎䉌夏～秋期䈲厳䈚い生息環境䈮あ䉎䈫思わ䉏䉎䈖

䈫や䇮䈖䈱時期䉕乗䉍越え䈢䉝サ䊥䈲䈾䈿ᐕ間䉕通䈛䈩

生残䈚䈢䈖䈫䈭䈬䈎䉌䇮夏～秋期䈱生息環境䈱整備䈏

重要䈪あ䉎䈫考え䉌䉏䉎䇯䉁䈢冬期䈮䈍い䈩䉅底質䈱

攪拌䋨耕う䉖䋩等䇮䊖䊃䊃䉩䉴䉧䉟䈱優占ൻ䉕防止䈜䉎対

策䈏必要䈪あ䉎䈫考え䉌䉏䉎䇯 

ᐓ潟䈮䈍䈔䉎䊜ソコ䉴䊛実験䈎䉌䇮9䈮䈍䈔䉎䉝サ䊥

䈱濾過ㅦ度䈲0.369ℓ/ g殻付Ḩ重/hr䈫推定䈘䉏䇮䉝サ䊥

䈱放流や育成䈏海域䈱ᵺൻ䈮⽸献䈜䉎䉅䈱䈫考え䉌

䉏䉎䇯 

䋲䋮磯場䊶護岸䈮䉋䉎効果䈱検証 

護岸前面䈮磯場等䈱石積䉂䉕設䈔䉎䈖䈫䈪䇮海藻類

や底生動物䈏増加䈜䉎傾向䈏䉂䉌䉏䈢䇯䉁䈢䇮海藻類

䈱種数䈲䇮魚類出現種数䈫似䈢傾向䈏䉂䉌䉏䈢一方

䈪䇮護岸付着動物䈱種数䈫比例䈜䉎傾向䈏䉂䉌䉏

䈢䇯 

䋳䋮浮棚藻場䈮䉋䉎効果䈱検証 

秋期䈮沖出䈚䈚䈢褐藻䉝䉦䊝䉪䈲䇮2m層䈪䈲最大

42cm䉁䈪成長䈚䈢䈏䇮3m層䈪䈲最大25cm䉁䈪䈚䈎成

長䈚䈭䈎䈦䈢䈖䈫䈎䉌䇮津水ḧ奥部䈮䈍䈔䉎浮棚藻場

䈲垂ਅ水深2m䈏限界䈪あ䉎䈫考え䉌䉏䉎䇯䉁䈢䇮䉝䉦

䊝䉪䈮䉋䉎栄養塩類固定量䈲䇮窒素：190μg/g･dry/日䇮

䊥ン：5.8μg/g･dry/日䈫推定䈘䉏䉎䇯 

浮棚藻場䈮付着䈚䈢䉝䉥サ䈮䉋䉎栄養塩類固定量

䈲䇮窒素1,460μg/g･dry/日䇮䊥ン79.3μg/g･dry/日䈫推

定䈘䉏䇮栄養塩類吸能䈏非常䈮高い䈖䈫䈏示唆䈘䉏

䈢䇯 
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                                                             ∗
 長崎県総合水産試験場 

䈲 じ め に 

 藻場䉕創出䈜䉎こ䈫䈮䉋䉍䇮大村湾䈱水環境䉕改

善䈜䉎研究䈏䇮大村湾水質ᵺൻ対策事業䈱一䈧䈫

䈚䈩䇮2001ᐕ度䋨ᐔ成13ᐕ度䋩䈎䉌５ヶᐕ計画䈪開

始さ䉏䈢䇯 

2004ᐕ度䋨ᐔ成16ᐕ度䋩䈲䇮2003ᐕ度䈱アマ䊝

場分布状況調査䈱結果䈎䉌䇮アマ䊝場及び非アマ

䊝場䉕数地点䈝䈧選出䈚䇮底質等䈱生育環境調

査䉕行䈦䈢䈱䈪報告䈜䉎䇯 

 

調 査 䈱 概 要  

アマ䊝場分布状況調査䈱結果䇮アマ䊝場䈱存在䈏

認䉄䉌䉏䈢海域4地点及び非アマ䊝場4地点䉕対象䈮䇮

ᐕ3～4回調査䉕実施䈚䈢䇯 

 (1) 調査地点䋨࿑1䋩 

アマ䊝場：木床䇮鈴田䇮形䇮江浦䋨江浦䈲

ᵻ所䈫中間点䈱ᐔ均値䈮䉋䉍解析䋩 

非アマ䊝場：大草䇮競艇場ർ䇮久留㉿䇮西彼横 

浦  

(2) 調査時期  

   ᐔ成16ᐕ5～6䋨成熟期䋩䇮7～9䋨衰退

期䋩䇮10～12䋨回復期䋩䇮1～3䋨生長期䋩 

(3) 調査㗄目  

  䊶水質䋨表層及び底層䋩：透度䇮水温䇮pH䇮DO䇮

COD䇮TOC䇮T-N䇮NH4-N䇮NO2-N䇮NO3-N䇮T-P䇮

PO4-P 

䊶底質：乾燥減量䇮強熱減量䇮T-N䇮T-P䇮粒度組成  

䊶流向流ㅦ･塩分䊶水温䊶శ量 

流向流ㅦ䈱連続測定䈮䈲䇮ア䊧ック社製䊜䊝䊥䊷小

型流ㅦ計COMPACT-EM䇮塩分䊶水温䈱連続測定䈮

䈲䇮ア䊧ック社製䊜䊝䊥䊷小型塩分計COMPACT-CT䋩

䉕使用䈚䈢䇯計測器䈲䇮底土1m䈮流向流ㅦ計䉕係

留䈚䇮底土1.5m䈮塩分䊶水温計䉕係留䈚䈢䇯流向流

ㅦ䈲䇮1秒間隔䈪30秒連続測定䉕1時間䈍䈐䈮計測䈚䇮

塩分䊶水温䈱測定䈲䇮10分間隔䈮計測䈚䈢䇯䉁䈢䇮శ

量子量䈱測定䈮䈲盟和商事製LI-193水中用శ量子

䉶ンサ䊷䉕使用䈚䇮数地点䈱海面䈎䉌底土䉁䈪䉕0.5m

䈍䈐䈮測定䉕䈍こ䈭䈦䈢䇯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 ࿑1 調査地点࿑ 
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西彼横浦

木床
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調 査 結 果  

 (1) 水質 

 ᐔ成16ᐕ度䈱水質䈱ᐕ間変動䉕࿑2䈮示䈜䇯 

DO䈲全地点䈪ᐕ間ᐔ均値䈏8mg/l前後䈪あ䉍䇮ア

マ䊝場䈫非アマ䊝場䈪意差䈲䉂䉌䉏䈭䈎䈦䈢䇯COD

䈮䈧い䈩䉅全地点䈪ᐕ間ᐔ均値䈏表層䈪3.0mg/l前

後䇮底層䈏2.5～3.0mg/l䈪あ䉍䇮アマ䊝場䈫非アマ䊝場

䈫䈱あい䈣䈮意差䈲䉂䉌䉏䈭䈎䈦䈢䇯 

T-N及びT-P䈲䇮各地点䈫䉅表層䈪䈲変動䈏大䈐い

䈏䇮底層䈪䈲安定䈚䈩䈍䉍䇮アマ䊝場䈫非アマ䊝場䈪

意差䈲䉂䉌䉏䈭䈎䈦䈢䇯DIN䋨NH4-N䇮NO2-N及び

NO3-N䈱総計䋩䈲䇮各地点䈫䉅表層䈪䈲変動䈏大䈐い

䈏䇮底層䈪䈲全地点䈪ᐕ間ᐔ均値䈲0.02mg/l以ਅ䈪

あ䈦䈢䇯PO4-P䈲䇮各地点䈫䉅表層䈪䈲変動䈏大䈐い

䈏䇮底層䈪䈲䈾䈫䉖䈬䈱地点䈪ᐕ間ᐔ均値䈏

0.005mg/l以ਅ䈪あ䉍䇮アマ䊝場䈫非アマ䊝場䈪意

差䈲䉂䉌䉏䈭䈎䈦䈢䇯 

 

(2) 底質 

ᐔ成16ᐕ度䈱底質䈱ᐕ間変動䉕࿑3䈮示䈜䇯 

乾燥減量䈲䇮アマ䊝場䈪䈲ᐕ間ᐔ均60%以䇮非

アマ䊝場䈪䈲ᐕ間ᐔ均60%未満䈪あ䉍䇮意差䈏䉂䉌

䉏䈢䇯強熱減量䈲䇮アマ䊝場䈪䈲ᐕ間ᐔ均10%以

䈪あ䉍䇮比較的高い傾向䈏あ䉎䈏䇮大草䈱䉋う䈮10%䉕

超過䈜䉎地点䉅あ䈦䈢䇯 

T-N䈲䇮アマ䊝場䈪䈲ᐕ間ᐔ均2.0mg/g･dry以䇮

非アマ䊝場䈪䈲ᐕ間ᐔ均2.0mg/g･dry未満䈫意差

䈏䉂䉌䉏䈢䈏䇮T-P䈮䈧い䈩䈲アマ䊝場䈫非アマ䊝場䈫

䈱間䈮意差䈲䉂䉌䉏䈭䈎䈦䈢䇯 

中央粒径䈲䇮アマ䊝場䈪䈲ᐕ間ᐔ均Mdφ䈏5.2以

䇮非アマ䊝場䈪䈲ᐕ間ᐔ均Mdφ䈏5.2未満䈪あ䉍䇮

意差䈏䉂䉌䉏䈢䇯土密度䈮䈍い䈩䉅䇮アマ䊝場䈪䈲

ᐕ間ᐔ均2.55g/cm
3
未満䇮非アマ䊝場䈪䈲ᐕ間ᐔ均

2.55g/cm
3
以䈪あ䉍䇮両者䈱あい䈣䈮意差䈏䉂䉌

䉏䈢䇯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

࿑2 水質䈱季節変ൻ 
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(3) 底層流ㅦ 

成熟期及び衰退期䈲䇮各地点䈪変動幅䈏大䈐䈎䈦

䈢䈏䇮最大䈪䉅25cm/s以ਅ䈪あ䈦䈢䇯䉁䈢䇮四季䉕通䈛

䈩アマ䊝場䈫非アマ䊝場䈫䈱間䈮意差䈲䉂䉌䉏䈭䈎

䈦䈢䇯䉁䈢䇮各地点䈫䉅風ㅦ䈏長時間10m/s䉕超え䉎䈫

底層流ㅦ䈮影響䉕ਈえ䉎傾向䈏䉂䉌䉏䈢䇯 

 

(4) 塩分 

回復期及び生長期䈮塩分䈏低䈒䈭䉎地点䉅䉂䉌䉏

䈢䈏䇮全地点䈫䉅四季䉕通䈛䈩概䈰25～34‰䈱範࿐

内䈮あ䉍䇮アマ䊝䈱生育䈮影響䉕及䈿䈜程度䈪䈲䈭い

䉅䈱䈫考え䉌䉏䉎䇯 

 (5) శ量 

海面䈱శ量子量Co䋨μmol䊶photons/m
2
/s䋩䈫䇮海面

ਅℓm䈱శ量子量C
ℓ

䋨μmol䊶photons/m
2
/s䋩䈱間䈮䈲

次䈱相関䈏成立䈜䉎䇯 

    C
ℓ

 ＝ Co×exp䋨－α×ℓ䋩     

ここ䈪α䈲శ量子消散係数䈪あ䉎䇯 

各地点䈫䉅回復期䈱శ量子消散係数䈲䇮他䈱時期

䈮比䈼䈩高い傾向䈏䉂䉌䉏䈢䈏䇮アマ䊝場䈫非アマ䊝

場䈫䈱間䈮意差䈲䉂䉌䉏䈭䈎䈦䈢䇯 

శ量䈮関䈚䈩䈲䇮既往䈱文献䈪䈲アマ䊝䈱補償点

శ量䋨శ合成量䈫呼吸量䈏等䈚䈒䈭䉎量䋩䈲30μmol･

photons/m
2
/s䈫さ䉏

1)
䇮こ䈱点䈏生育限界水深䈮䈭䉎䉅

䈱䈫考え䉌䉏䉎䇯 

䈠こ䈪䇮ᐔ成16ᐕ度䈮全地点䈪観測さ䉏䈢శ量子

量䈱う䈤䇮100μmol･photons/m
2
/s以ਅ䈱శ量子量䈫

水深䈱相関࿑䉕࿑4䈮示䈜䇯 

光量子と水深䈱相関䋨全月䋩

㫐 = 㪎㪅㪊㪎㪊 㪼

㪄㪇㪅㪇㪇㪌 㫏

R

㪉

 = 㪇㪅㪊㪇㪋

㪇

㪈

㪉

㪊

㪋

㪌

㪍

㪎

㪏

㪐

㪇 㪉㪇 㪋㪇 㪍㪇 㪏㪇 㪈㪇㪇 㪈㪉㪇

光量子量䋨μ㫄㫄o㫃㪆㫄㪉㪆㫊䋩

水
深

䋨
㫄

䋩

 

       ࿑4 శ量子量䈫水深䈱相関  

 

࿑4䈎䉌䇮補償点శ量䋨30μmol･photons/m
2
/s䋩䈫䈭

䉎水深䈲䇮6.3m䈫推定さ䉏䇮大村湾䈪䈱アマ䊝䈱生育

限界水深䈲6.3m䈪あ䉎䈫考え䉌䉏䉎䇯 

(6) 気象 

ᐔ成14ᐕ度䈎䉌ᐔ成16ᐕ度䈮気象庁長崎観測所

䈪観測さ䉏䈢ᐔ均日照時間䉕࿑5䈮䇮大村観測所䈪

観測さ䉏䈢降水量及び気温䉕䈠䉏䈡䉏࿑6及び࿑7䈮

示䈜䇯 

月別ᐔ均日照時間䋨長崎䋩

㪇

㪈

㪉

㪊

㪋

㪌

㪍

㪎

㪏

㪐

㪈㪇

㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪈㪇 㪈㪈 㪈㪉 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪈㪇 㪈㪈 㪈㪉 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪈㪇 㪈㪈 㪈㪉 㪈 㪉 㪊

㪉㪇㪇㪉 㪉㪇㪇㪊 㪉㪇㪇㪋 㪉㪇㪇㪌

月

日
照

時
間

䋨
㪿
㫉
㪆
日

䋩

 

         ࿑5 別ᐔ均日照時間  

 

ᐕ度別月別降水量䋨大村䋩

㪇

㪌㪇

㪈㪇㪇

㪈㪌㪇

㪉㪇㪇

㪉㪌㪇

㪊㪇㪇

㪊㪌㪇

㪋㪇㪇

㪋㪌㪇

㪋月 㪌月 㪍月 㪎月 㪏月 㪐月 㪈㪇月 㪈㪈月 㪈㪉月 㪈月 㪉月 㪊月

降
水

量
䋨
㫄

㫄
䋩

ᐔ成㪈㪋ᐕ度

ᐔ成㪈㪌ᐕ度

ᐔ成㪈㪍ᐕ度

 

          ࿑6 別降水量  

 

  9䈱日照時間䈲䇮ᐔ成14ᐕ度及びᐔ成15ᐕ度

䈪䈲7時間以あ䈦䈢䈱䈮対䈚䇮ᐔ成16ᐕ度䈲4時間

程度䈚䈎䈭䈎䈦䈢䇯こ䉏䈲ᐔ成16ᐕ9䈮䈲บ風䈏

陸䈚䇮降雨量䈏多䈎䈦䈢こ䈫䈮䉅関連䈚䈩䈍䉍䇮アマ䊝

䈱発芽䈮対䈚䈩影響䉕及䈿䈚䈢น能性䈏あ䉎䇯江

浦䈪䈲ᐔ成16ᐕ11䈱ᵻ所䈮䈍い䈩䇮アマ䊝䉋䉍䉅粒

径䈏大䈐い底質䈮生育䈚や䈜いホンダワ䊤類䈏優占

種䈮䈭䈦䈢䈏䇮こう䈚䈢บ風等䈱自然的要因䈪䇮底土

䈱軟泥䈏流出䈚䈢䈎又䈲底質䈠䈱䉅䈱䈏攪拌さ䉏

䈢こ䈫䈮䉋䉍䇮底質䈱粒径䈏大䈐䈒䈭䈦䈢䈢䉄䈫考え䉌

䉏䉎䇯บ風䈮䉋䉎アマ䊝場減少䈮䈧い䈩䈲䇮岩国地వ

䈪䉅報告

2)
さ䉏䈩䈍䉍䇮こう䈚䈢自然的要因䉅大䈐䈭影

響䉕及䈿䈜䉅䈱䈫考え䉌䉏䉎䇯䉁䈢䇮アマ䊝䈱密生䈏認

䉄䉌䉏䈢ᐔ成15ᐕ度䈲䇮生長期䈪あ䉎冬期䋨1～2

䋩䈮3時間以䈱日照時間䈏あ䈦䈢䈱䈮対䈚䇮ᐔ成

16ᐕ度䈲3時間以ਅ䈪あ䉍䇮アマ䊝䈱生育䈮䉅影響䉕

ਈえ䈢น能性䈏あ䉎䇯 

ᐔ成15ᐕ度及びᐔ成16ᐕ度䈱気温䈲䇮ᐔ成14ᐕ

度䈮比䈼䈩秋期䈱ਅ降ㅦ度䈏緩や䈎䈪あ䉍䇮4～5℃

程度高䈎䈦䈢䇯こ䉏䈮伴い秋期䈱海水温䉅ᐔ成15ᐕ

度及びᐔ成16ᐕ度䈱方䈏ᐔ成14ᐕ度䉋䉍高䈒䈭䈦䈩

い䉎䈏䇮アマ䊝䈱発㆐度䈮䈲㆑い䈏生䈛䈩䈍䉍䇮秋期
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䈱気温や海水温䈏生育環境条件䈮影響䉕及䈿䈚䈩

い䉎わけ䈪䈲䈭い䈫考え䉌䉏䉎䇯䈚䈎䈚䇮ᐔ成16ᐕ度䈱

夏期䈱気温䈲ᐔ成15ᐕ度䉋䉍䉅最大䈪1.8℃䇮ᐔ均䈪

1.4℃高䈒䇮種子䉕腐敗さ䈞䉎䈭䈬䈱影響䉕及䈿䈚䈢น

能性䈲あ䉎䇯 

以䈱こ䈫䈎䉌䇮アマ䊝䈏㗅調䈮発芽䈚䇮生育䈜䉎

䈢䉄䈮䈲䇮 

㽲 夏期䈮高温䈮䈭䉌䈭いこ䈫 

㽳 アマ䊝䈏発芽䈜䉎秋期䈮大䈐䈭บ風や䇮大雨䈭

䈬䈮䉋䉎底質䈱攪拌䈏䈍こ䉌䈭いこ䈫 

㽴 生長期䈪あ䉎冬期䈮䈲十分䈭日照時間䈏あ䉎

こ䈫 

䈏必要䈭条件䈫考え䉌䉏䉎䇯

 

 

 

 

 

 

                            ࿑7 別ᐔ均気温  

 

䉁 䈫 䉄 

こ䉏䉁䈪䈱調査結果䈎䉌䇮大村湾䈮䈍け䉎アマ䊝䈱

生育環境条件䋨地理的条件䋩䈲表1䈱䈫䈍䉍䈪あ䉎䇯䉁

䈢䇮大村湾䈪アマ䊝䈏生育䈜䉎䈢䉄䈮望䉁䈚い環境条

件䈲表2䈱䈫䈍䉍䈪あ䉎䇯 

 大村湾内䈪アマ䊝䈏生育䈜䉎䈢䉄䈮䈲䇮底質䈏安

定䈚䈩い䉎こ䈫䈏最䉅㊀要䈭条件䈪あ䉍䇮ਇ安定䈭海

域䈮アマ䊝場䉕ㅧ成䈜䉎場合䈲䇮適当䈭生育基質䈱

選択や底質窒素濃度䈱改善䈏必要䈫考え䉌䉏䉎䇯

  

表1 大村湾内䈪アマ䊝䈏生育䈜䉎䈢䉄䈱環境条件䋨地理的条件䋩 

㗄  目  条   件  

水  深  1m以6.3m以ਅ䈪あ䉎こ䈫䇯 

 乾 燥 減 量 ᐕ間ᐔ均60%以䈪あ䉎こ䈫䇯 

土 密 度 ᐕ間ᐔ均2.55g/cm
3
未満䈪あ䉎こ䈫䇯 

粒 度 組 成 
生殖株䈪䈲Mdφ䈱ᐕ間ᐔ均値䈏5.2以䋨26.4μm以ਅ䋩䈪あ䉎こ

䈫䇯栄養株䈪䈲中央粒径0.1～0.2mm程度䈪あ䉎こ䈫䇯 
底  質  

T-N含量  ᐕ間ᐔ均2.0mg/g･dry以䈪あ䉎こ䈫䇯 

 

             表2 大村湾内䈪アマ䊝䈏生育䈜䉎䈢䉄䈮望䉁䈚い環境条件  

㗄  目  条   件  

水   温 夏期䈮高水温䈮䈭䉌䈭いこ䈫䇯 

塩   分 低䈒䈭䉍過䈑䈭いこ䈫䇯 

シ䊷䊦䉵数  シ䊷䊦䉵数䈏高い時䈲䇮適当䈭基質䉕選択䈜䉎こ䈫䇯 

風   ㅦ 10m/s䉕超え䈩䉅底層流ㅦ䈮影響䉕及䈿さ䈭いこ䈫䇯 

日 照 時 間 冬期䈮十分䈭日照時間䈏あ䉎こ䈫䇯 

競 合 生 物 アオサ等䈏繁茂䈚䈭いこ䈫䇯 

 

参 考 文 献 

1)  ᐔ岡喜代典他 䇸葉浮泥䈫葉付着物䈮䉋䉎

アマ䊝䈱分布ਅ限深度䈻䈱影響䇹 第38回日本水

環境学会ᐕ会講演集 p158䋨2004䋩 

 

 

2)  杉本憲司他 䇸自然的要因䈮䉋䉎環境攪乱䈏ア

マ䊝䈱分布䈮及䈿䈜影響䈮䈧い䈩䇹 第39回日本

水環境学会ᐕ会講演集 p118䋨2005䋩 

月別日ᐔ均気温䋨大村・ᐔ成㪈㪋ᐕ度䋩

㪇㪅㪇

㪌㪅㪇

㪈㪇㪅㪇

㪈㪌㪅㪇

㪉㪇㪅㪇

㪉㪌㪅㪇

㪊㪇㪅㪇

㪊㪌㪅㪇

㪋月 㪌月 㪍月 㪎月 㪏月 㪐月 㪈㪇月 㪈㪈月 㪈㪉月 㪈月 㪉月 㪊月

気
温

䋨
℃

䋩

月別日ᐔ均気温䋨大村・ᐔ成㪈㪌ᐕ度䋩

㪇㪅㪇

㪌㪅㪇

㪈㪇㪅㪇

㪈㪌㪅㪇

㪉㪇㪅㪇

㪉㪌㪅㪇

㪊㪇㪅㪇

㪊㪌㪅㪇

㪋月 㪌月 㪍月 㪎月 㪏月 㪐月 㪈㪇月 㪈㪈月 㪈㪉月 㪈月 㪉月 㪊月

気
温

䋨
℃

䋩

月別日ᐔ均気温䋨大村・ᐔ成㪈㪍ᐕ度䋩

㪇㪅㪇

㪌㪅㪇

㪈㪇㪅㪇

㪈㪌㪅㪇

㪉㪇㪅㪇

㪉㪌㪅㪇

㪊㪇㪅㪇

㪊㪌㪅㪇

㪋月 㪌月 㪍月 㪎月 㪏月 㪐月 㪈㪇月 㪈㪈月 㪈㪉月 㪈月 㪉月 㪊月

気
温

䋨
℃

䋩



諫早湾干拓調整池の植物プランクトン及び底生生物調査結果䋨2004年度䋩

石 崎 修 造  白 井 玄 爾

Phytoplankton and Benthos of The Detention Pond Originated

from Isahaya-bay Land Reclamation

Syuzo ISHIZAKI , Genji SHIRAI

Key word ; Isahaya Bay , Detention Pond , Phytoplankton , Benthos

諫早湾 調整池 植物プンࠢ࠻ン 底生生物, , ,

は じ め に

諌早湾ߪᐔ成㧥ᐕ㧠ߦ淡水化ࠍ目的ߣしߡ締

調査ߡいߟߦ変化ߩ水環境ߩ後ߩそޔ߇ࠇࠄ切

ߦ生物相ߩᐔ成16ᐕ度ߪߢߎߎޕࠆいߡし⛯⛮ࠍ

ޕࠆߔ報告ߡいߟ

調 査 方 法

(1)調査地点

図1ߦ示ߔ㧣地点ߢ調査ࠍ行ߞたޔ߇植物プ

ޔ ޔ ߪߡいߟߦン࠻ンࠢޔ タ平及びS6 S7ߪ表層ߺߩ

S1～S年及びS5ߪ表層ޔ底層ߩ平層ߟߦいߡ調査ࠍ

行ߞたޔ߅ߥޕS5～S7地点ߪ昨ᐕ度ࠄ߆追加した

調査地点ߢあޕࠆ

図㧝 調査地点

(平)ࠨンプンࠣ方法

㨻)植物プンࠢ࠻ン

バン࠼ン採水器ࠍ用いߡ採水し࡞࠲࡞ࠣޔア࡞

ޔ߅ߥޕしたߣ࡞ンプࠨ検鏡用ޔ固定しߢ࠼ࡅ࠺

動物プンࠢ࠻ンߟߦい߽ߡ同定しޔ個体数ࠍ算

定したޕ

㨼)底生生物

エッࠢࡑンバࠫ採泥器ࠍ用い1ޔ地点߈ߟߦ年

締
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切
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諫早湾

●

●

●

  S 5

S 6

S 7

ޔ 採泥しߢ所ࠤޕ 年検体ࠍ合わࠨ1ߡߖンプߣ࡞した

泥1ߪmmࡔッࠪߩࡘ網ࠍߏ߆用いߡ現場ߢ篩いޔ

しߣ࡞ンプࠨ検鏡用ࠍߩた߽ߞ残ߦ上ࡘッࠪࡔ

たޕ

(年)調査頻度㧔ᐔ成1㧢ᐕ度㧕

ޔ ޔ ޔ ン㧦5࠻ンࠢプޕ 8 11 平ߩᐕ間4回

底生生物 㧦8及び平ߩᐕ間 平回ޕ

調 査 結 果

(1) 植物プンࠢ࠻ン調査

ᐔ成9ᐕ4以降8ᐕ間ߩ各地点ߩ植物プンࠢ

図㧟ޔ図㧞ࠍ変化ߩン出現種類数及び総個体数࠻

ޕߔ示ߦ

図㧞 種類数ߩ変化

図㧟 個体数ߩ変化
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種
類

数
㪆
㫄

㫃

㪧㪈 㪧㪉 S㫋㪈表 S㫋㪉表 S㫋㪊表 S㫋㪌表 S㫋㪍表 S㫋㪎表

㪇

㪈㪇㪇㪇㪇

㪉㪇㪇㪇㪇

㪊㪇㪇㪇㪇

㪋㪇㪇㪇㪇

㪌㪇㪇㪇㪇

㪍㪇㪇㪇㪇

㪎㪇㪇㪇㪇

㪏㪇㪇㪇㪇

㪐㪇㪇㪇㪇

㪟㪅㪐㪅㪋 㪟㪅㪐㪅㪈㪉 㪟㪅㪈㪇㪅㪈㪇 㪟㪅㪈㪈㪅㪏 㪟㪅㪈㪉㪅㪋 㪟㪅㪈㪉㪅㪈㪉 㪟㪅㪈㪊㪅㪈㪈 㪟㪅㪈㪋㪅㪏 㪟㪅㪈㪌㪅㪌 㪟㪅㪈㪍㪅㪉 㪟㪅㪈㪍㪅㪈㪈

個
体

数
／

㫄
㫃

㪧㪈 㪧㪉 S㫋㪈表 S㫋㪉表 S㫋㪊表 S㫋㪌表 S㫋㪍表 S㫋㪎表
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ᐔ成 ᐕ度߽出現種数߇各地点߽ߣ ～ 種16 5 10

程度ߢ推移しޔ大ߥ߈変化ߪ認ߞ߆ߥࠇࠄたޕ

個体数ߟߦいߪߡ 及び ߦ赤潮状態8ߦ 11

近いベߢ߹ߦ࡞増加しߡいߩߎޕࠆ間ߩ優占種
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ᐕ度߹ߦߢ ～㧢回ޔ個体数ߩ増加߇ᐔ成 14 5
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表ߪ調査個表ޔ߅ߥ ～表 1-1ޕߔ示ߦ 1-4

平)底生生物調査(

ᐔ成16ᐕ度ߩ調査結果ࠍ表平-1～平-平ߦ示ޔ߇ߔ

依然ߣしߡ各地点߽ߣ貧弱ޔߢ平～年 種類しߺ߆

ߣ優占種߇等ࠪࡓ࠳ࠢࡠ࠼߿࠭ࡒࡒ࠻イޔߕࠇࠄ

イޔた߹ޕࠆあߢ同様ߣ昨ᐕ度ߪ状況ࠆいߡߞߥ

た淡水機汚濁ߞいߣ࡙ࠞࠬࠫࠬ߿࠭ࡒࡒ࠻

域ߩ指標種ߩ出現頻度߇増しߡいߪߣߎࠆ淡水化

ޕࠆࠇ思わߣߩ߽ࠆいߡ示唆しࠍ進行ߩ

  表䋱－䋱　プ䊤ンク䊃ン調査結果 　　調査ᐕ日：ᐔ成㪈㪍ᐕ㪌㪈㪈日

    採集方法：バン䊄ン採水器㩿䋲㫃㪀

     単位：細胞㪆㫄㫃

　　　　　　　　　　                     調　査　地　点    㪧㪉   S㪈㪄S   S㪈㪄㪙   S㪉㪄S   S㪉㪄㪙   S㪊㪄S   S㪊㪄㪙   S㪌㪄S   S㪌㪄㪙 S㪍㪄S S㪎㪄S

                        　　　　　        種　　　　名

色植物門　　  珪藻綱　    㪚㫐㪺㫃㫆㫋㪼㫉㪸  㫊㫇㪅 㪊㪌㪇 㪈㪌㪇 㪌㪇 㪌㪇 㪌㪇 㪈㪌㪇 㪌㪇

S㫂㪼㫃㪼㫋㫆㫅㪼㫄㪸 㫇㫆㫋㪸㫄㫆㫊 㪅 㪉㪃㪏㪌㪇 㪍㪃㪇㪇㪇 㪊㪃㪎㪇㪇 㪉㪃㪋㪇㪇 㪊㪃㪉㪇㪇 㪍㪇㪇 㪎㪇㪇 㪊㪎㪇㪇 㪉㪎㪇㪇 㪍㪋㪌㪇 㪏㪉㪇㪇

                                       㪥㫀㫋㫑㫊㪺㪿㫀㪸 㫃㫆㫅㪾㫀㫊㫊㫀㫄㪸 㪌㪇 㪈㪌㪇 㪈㪇㪇 㪌㪇 㪈㪌㪇 㪈㪌㪇 㪈㪇㪇 㪈㪇㪇

                                       㪥㫀㫋㫑㫊㪺㪿㫀㪸 㫊㫇㪅 㪈 㪈㪌㪇 㪌㪇 㪌㪇

㪥㫀㫋㫑㫊㪺㪿㫀㪸 㪸㪺㫀㪺㫌㫃㪸㫉㫀㫊 

㪥㫀㫋㫑㫊㪺㪿㫀㪸 㪿㫆㫃㫊㪸㫋㫀㪺㪸 㪌㪇 㪈㪇㪇 㪈㪌㪇

                                       㪥㪸㫍㫀㪺㫌㫃㪸 㫊㫇㪅 㪌㪇 㪌㪇 㪈㪌㪇

㪤㪼㫃㫆㫊㫀㫉㪸 㫊㫇㪅 㪌㪇 㪌㪇

S㫐㫅㪼㪻㫉㪸  㫊㫇㪅 㪌㪇 㪈㪇㪇 㪌㪇

㪘㫄㫇㪿㫀㫇㫉㪸㫉㪸  㫊㫇㪅 㪉㪌㪇 㪉㪇㪇 㪌㪇 㪈㪇㪇 㪉㪇㪇 㪉㪇㪇 㪈㪌㪇 㪈㪇㪇 㪌㪇 㪉㪌㪇

㪞㫐㫉㫆㫊㫀㪾㫄㪸 㫊㫇㪅 㪌㪇

緑藻植物門　　　　緑藻綱 S㪺㪼㫅㪼㪻㪼㫊㫄㫌㫊  㫊㫇㪅 㪌㪇

䊚䊄䊥䊛シ植物門 㪜㫌㪾㫃㪼㫅㪸  㫊㫇㪅 㪌㪇 㪈㪇㪇 㪈㪇㪇

                                          出現種数 㪌 㪎 㪊 㪊 㪋 㪋 㪊 㪍 㪏 㪎 㪌

                                        出現細胞数 㪊㪃㪍㪌㪇 㪍㪃㪌㪇㪇 㪊㪃㪐㪌㪇 㪉㪃㪌㪌㪇 㪊㪃㪋㪇㪇 㪐㪇㪇 㪈㪃㪇㪌㪇 㪋㪃㪊㪇㪇 㪊㪃㪊㪇㪇 㪍㪃㪏㪌㪇 㪏㪃㪎㪌㪇

空欄は検出䈞䈝。

表 䋱－ 㪉　プ䊤ンク䊃ン調 査 結 果 　　調査 ᐕ日 ：ᐔ成㪈㪍ᐕ㪏 㪈㪇日

     採集方 法：バン䊄ン採 水器㩿䋲㫃㪀

     単位：細 胞㪆㫄㫃

　　　　　                       調       査       地       点    㪧㪉   S㪈㪄S   S㪈㪄㪙   S㪉㪄S   S㪉㪄㪙   S㪊㪄S   S㪊㪄㪙   S㪌㪄S   S㪌㪄㪙   S㪍㪄S   S㪎㪄S

                                    種                 名

藍藻植 物門　　　　䊤ン藻綱 　㪧㪿㫆㫉㫄㫀㪻㫀㫌㫄 㫋㪼㫅㫌㪼 㪉㪌㪇 㪊㪇㪇 㪈㪌㪇 㪉㪇㪇 㪈㪇㪇 㪉㪌㪇 㪌㪇 㪉㪌㪇 㪊㪇㪇 㪊㪌㪇 㪉㪇㪇

㪦㫊㪺㫀㫃㫃㪸㫋㫆㫉㫀㪸 㫊㫇㪅 㪉 㪌㪇 㪈 㪈 㪌㪇 㪌㪇 㪈㪌㪇 㪌㪇

㪘㫅㪸㪹㪸㪼㫅㪸 㫊㫇㪅 㪌㪇

色植 物門　　 　 珪藻 綱　  㪚㫐㪺㫃㫆㫋㪼㫉㪸  㫊㫇㪅 㪈㪇㪇 㪌㪇 㪌㪇

S㫂㪼㫃㪼㫋㫆㫅㪼㫄㪸 㫇㫆㫋㪸㫄㫆㫊 㪊㪃㪋㪇㪇 㪈㪈㪃㪉㪇㪇 㪎㪃㪌㪌㪇 㪐㪃㪎㪌㪇 㪏㪃㪎㪇㪇 㪍㪃㪏㪇㪇 㪎㪃㪇㪌㪇 㪋㪍㪌㪇 㪌㪏㪌㪇 㪉㪉㪇㪇 㪉㪎㪌㪇

㪤㪼㫃㫆㫊㫊㫀㫉㪸 㪻㫀㫊㫋㪸㫅㪺㪼 㪌㪇 㪌㪇

                                       㪥㫀㫋㫑㫊㪺㪿㫀㪸 㫃㫆㫅㪾㫀㫊㫊㫀㫄㪸 㪊㪇㪇 㪈㪌㪇 㪈㪇㪇 㪉㪇㪇 㪈㪇㪇 㪈㪇㪇 㪉㪇㪇 㪈㪌㪇

                                       㪥㫀㫋㫑㫊㪺㪿㫀㪸 㪿㫆㫃㫊㪸㫉㫀㪺㪸 㪅 㪌㪇

㪛㫀㫇㫃㫆㫅㪼㫀㫊 㫊㫇㪅

                                       㪥㪸㫍㫀㪺㫌㫃㪸 㫊㫇㪅 㪌㪇

㪘㫄㫇㪿㫀㫇㫉㪸㫉㪸 㫊㫇㪅 㪎㪌㪇 㪈㪌㪇 㪈㪌㪇 㪌㪇 㪈㪌㪇 㪈㪌㪇 㪉㪇㪇 㪉㪌㪇 㪌㪇㪇 㪋㪌㪇 㪍㪇㪇

㪘㫅㫂㫀㫊㫋㫉㫆㪻㪼㫊㫄㫌㫊 㫊㫇㪅 㪌㪇

　　　　　　　　　　　緑藻 類 㪜㫌㪻㫆㫉㫀㫅㪸 㫊㫇 㪅 㪌㪇 㪈㪇㪇

                                          出 現種数 㪋 㪎 㪍 㪍 㪌 㪌 㪌 㪍 㪍 㪌 㪌

                                        出 現細胞 数 㪋㪃㪎㪇㪇 㪈㪈㪃㪐㪌㪉 㪏㪃㪇㪇㪇 㪈㪇 㪃㪈㪌㪈 㪐㪃㪇㪇㪈 㪎㪃㪊㪇㪇 㪎㪃㪌㪌㪇 㪌㪃㪊㪌㪇 㪍㪃㪐㪇㪇 㪊㪃㪊㪌㪇 㪊㪃㪎㪌㪇

空欄 は検出 䈞䈝。

表䋱－㪊　プ䊤ンク䊃ン調査結果 　　調査ᐕ日：ᐔ成㪈㪍ᐕ㪈㪈㪈㪍日

     採集方法：バン䊄ン採水器㩿䋲㫃㪀

     単位：細胞㪆㫄㫃

　　　　　                       調      査      地      点    㪧㪉   S㪈㪄S   S㪈㪄㪙   S㪉㪄S   S㪉㪄㪙   S㪊㪄S   S㪊㪄㪙 S㪌㪄S S㪌㪄㪙 S㪍㪄S S㪎㪄S

                                    種                名

色植物門　　 　 珪藻綱　  㪚㫐㪺㫃㫆㫋㪼㫉㪸  㫊㫋㪼㫉㫃㫀㪾㪼㪸㪅 㪏㪌㪇 㪊㪇㪇 㪊㪇㪇 㪌㪇㪇 㪋㪇㪇 㪎㪇㪇 㪍㪇㪇 㪌㪌㪇 㪍㪇㪇 㪎㪇㪇 㪈㪉㪇㪇

S㫂㪼㫃㪼㫋㫆㫅㪼㫄㪸 㫇㫆㫋㪸㫄㫆㫊 㪎㪃㪎㪌㪇 㪈㪈㪃㪇㪌㪇 㪈㪈㪃㪎㪌㪇 㪈㪇㪃㪏㪌㪇 㪈㪉㪃㪊㪌㪇 㪈㪎㪃㪍㪌㪇 㪈㪌㪃㪍㪇㪇 㪋㪌㪌㪇 㪌㪍㪌㪇 㪎㪊㪌㪇 㪈㪇㪇㪌㪇

S㫂㪼㫃㪼㫋㫆㫅㪼㫄㪸 㪺㫆㫊㫋㪸㫋㫌㫄 㪌㪇

㪤㪼㫃㫆㫊㫊㫀㫉㪸 㪻㫀㫊㫋㪸㫅㫊 㪌㪇 㪈㪇㪇

                                       㪥㫀㫋㫑㫊㪺㪿㫀㪸 㫊㫇㪅 㪌㪇 㪈㪇㪇 㪌㪇

㪥㫀㫋㫑㫊㪺㪿㫀㪸 㫃㫆㫅㪾㫀㫊㫊㫀㫄㪸 㪋㪇㪇 㪌㪇 㪈㪇㪇 㪈㪇㪇 㪈㪇㪇 㪈㪌㪇 㪈㪇㪇

S㫐㫅㪼㪻㫉㪸 㫌㫃㫅㪸 㪈㪇㪇 㪌㪇

㪛㫀㫇㫃㫆㫅㪼㫀㫊 㫊㫇㪅 㪌㪇

                                       㪥㪸㫍㫀㪺㫌㫃㪸 㫊㫇㪅 㪉㪇㪇 㪌㪇 㪌㪇

㪘㫄㫇㪿㫀㫇㫉㫆㫉㪸 㫊㫇㪅 㪎㪇㪇 㪊㪇㪇 㪈㪌㪇 㪍㪇㪇 㪍㪇㪇 㪏㪇㪇 㪈㪃㪉㪌㪇 㪉㪌㪇 㪊㪇㪇 㪋㪇㪇 㪋㪇㪇

緑藻植物門　　　　緑藻綱 S㪺㪼㫅㪼㪻㪼㫊㫄㫌㫊 㫊㫇㪅 㪌㪇 㪌㪇 㪌㪇 㪌㪇 㪈㪇㪇 㪌㪇

                                          出現種数 㪌 㪏 㪌 㪌 㪊 㪌 㪌 㪌 㪌 㪎 㪌

                                        出現細胞数 㪐㪃㪋㪇㪇 㪈㪉㪃㪌㪇㪇 㪈㪉㪃㪊㪇㪇 㪈㪉㪃㪈㪇㪇 㪈㪊㪃㪊㪌㪇 㪈㪐㪃㪊㪇㪇 㪈㪎㪃㪌㪌㪇 㪌㪃㪌㪇㪇 㪍㪃㪏㪇㪇 㪏㪃㪎㪌㪇 㪈㪈㪃㪎㪌㪇

空欄は検出䈞䈝。
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底生生物ߩ密度㧔ᐔ成㧝㧢ᐕ㧤 㧝㧜日㧕 㧔 個体数㧛ｍ 㧕

㧞

Ｐ㧞 㧿㧝 㧿㧞 㧿㧟 㧿㧡 㧿㧢 㧿㧣

ウࡠࠥࠞࡠイࡆ࠻ࡔࡅ15

節足動物

577 163 59 ࠪࡓ࠳ࠢࡠ࠼59

15 44 ࡙ࠞࠬࠫࠬ15

44 15 75 355 44 15 30イ࠭ࡒࡒ࠻

環形動物

30イࠞࠧ࠻イ

15貝 類 ࡒࠫࠪࡑ

651 30 238 429 88 74 60計

底生生物ߩ密度㧔ᐔ成㧝㧣ᐕ㧞㧞㧞日㧕 㧔 個体数㧛ｍ 㧕

㧞

Ｐ㧞 㧿㧝 㧿㧞 㧿㧟 㧿㧡 㧿㧢 㧿㧣

118 148 15 178 15 15節足動物 ࠪࡓ࠳ࠢࡠ࠼

࡙ࠞࠬࠫࠬ15

15 30 59 44 104 89環形動物 イ࠭ࡒࡒ࠻

148 178 74 222 119 15 89計

表䋱－㪋　プ䊤ンク䊃ン調査結果 　　調査ᐕ日：ᐔ成㪈㪎ᐕ㪉 㪉㪉日

     採集方法：バン䊄ン採水器㩿䋲㫃㪀

     単位：細胞㪆㫄㫃

　　　　　          調      査      地      点       㪧㪉   S㪈㪄S   S㪈㪄㪙   S㪉㪄S   S㪉㪄㪙   S㪊㪄S   S㪊㪄㪙   S㪌㪄S   S㪌㪄㪙   S㪍㪄S   S㪎㪄S

                種                名

色植物門　　 　 珪藻綱　  㪚㫐㪺㫃㫆㫋㪼㫉㪸  㫊㫋㪼㫃㫃㫀㪾㪼㫉㪸 㪊㪇㪇 㪌㪇 㪌㪇 㪈㪌㪇 㪌㪇 㪈㪌㪇 㪈㪌㪇 㪊㪇㪇 㪉㪌㪇 㪈㪌㪇

S㫂㪼㫃㪼㫋㫆㫅㪼㫄㪸 㫇㫆㫋㪸㫄㫆㫊 㪊㪃㪈㪇㪇 㪉㪃㪋㪇㪇 㪉㪃㪉㪌㪇 㪊㪃㪈㪌㪇 㪋㪃㪈㪌㪇 㪉㪃㪎㪌㪇 㪉㪃㪋㪇㪇 㪉㪊㪇㪇 㪊㪏㪇㪇 㪊㪍㪌㪇 㪉㪎㪌㪇
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影響調査ߩ有機ࠬ࠭化合物ࠆ関すߦࠪ࠾ࡏࠗ

浦 伸孝石崎 修造

Thais clavigeraEffects of Organotin Compounds in

Nobutaka URA, Syuzo ISHIZAKI

Key Words : , imposex, Organotin CompoundsThais clavigera

࠼ワࠠ ࠪ࠾ࡏࠗ ࠗンࠬࠢ࠶ࡐ 有機ࠬ࠭化合物: , ,

は じ め に

ᐕ代ޔࠄ߆環境ࡕ࡞ࡎンߩ一種ߢあࠆ有機1960

ࠬ࠭化合物ޔ߇船底防汚塗料ޔ߿漁網防汚塗料ߣし

ߎޔ近ᐕたߩそޕた߈ߡࠇࠄ広く用いߢ世界中ߡ

㧔࠭ࠬ࡞チࡉ࠻有機ࠬ࠭化合物㧔ߩ )等㧕ߩTBT

影響ࠪ࠾ࡏࠗޔࠅࠃߦ㧔 㧔海産巻߈Thais clavigera

貝ߩ一種)㧕ࠬࠝ߇ࠬࡔߩ化すࠆ㧔ࠗンࠢ࠶ࡐ

ࠬ㧕現象߇全国的ߦ報告ߡࠇߐいޕࠆ

本県߅ߦけࠆ形態調査㧔ᐔ成 ～ ᐕ度実施㧕13 14

確認߇ࠬࠢ࠶ࡐンࠗߩࠪ࠾ࡏࠗߢ高い割合ޔ߽ߢ

ߣを指標ࠬࠢ࠶ࡐンࠗߩߎޔߪߢ本研究ޕたࠇߐ

しޔߡ県内ߩ有機ࠬ࠭化合物ࠆࠃߦ汚染ߩ現況把握

及び原因ߩ推定を行うߣߎを目的ߣしߡいޕࠆ

ᐔ成 ～ ᐕ度ޔߦ形態調査ߣห時ߦ水中ߩ有13 14

機ࠬ࠭濃度を調査したࠗޔ߇ンࠬࠢ࠶ࡐ出現率ߣ

たߞ߆ߥࠄߥߦ瞭ߪ関係ߩ ޕ

1)

そޔߢߎᐔ成 ᐕ度ޔߦᐔ成 ～ ᐕ度ߩ形15 13 14

態調査ࠗߢンࠬࠢ࠶ࡐ出現率ߩ高ߞ߆た地点近傍

ߣ要因ߩ発生ࠬࠢ࠶ࡐンࠗޔߡいߟߦࠪ࠾ࡏࠗߩ

考えࠪ࠾ࡏࠗޔࠆࠇࠄ体内ߩ有機ࠬ࠭濃度調査を実

施した 報告ߩ他ޔ結果ߩそޕ ࠪ࠾ࡏࠗޔߦห様ߣ

平) 年)

体内ߩ有機ࠬ࠭濃度ࠗޔߪンࠬࠢ࠶ࡐ出現率ߣᱜ

相関ߩ関係ߦあ߇ߣߎࠆ確認ࠇߐたޕ

ᐔ成 ᐕ度ࠗޔߪン߇ࠬࠢ࠶ࡐ高率ߦ発生し16

た地点ߩ底質ߩ有機ࠬ࠭濃度を測定しࠗޔン࠶ࡐ

ࠢࠬ出現率ߩߣ関係を調査したߢߩ報告すޕࠆ

調 査 内 容

㧝．調査対象

新腹足目ࠗࠟࠠࠢࠕ科

㧔ࠪ࠾ࡏࠗ 㧕Thais clavigera

㧞．調査地点

ᐔ成 ᐕ度ߦ実施した詳細調査地点ߩ近傍15ޔߢ

壱岐市ޔ対馬市ޔ新上五島↸ޔ松浦市内ߦ計 ヶ所9ޔ

対照地点ߣしߡ長崎市㧔旧㊁母崎↸㧕ߦ ヶ所ޔ合2

計 ヶ所ߢ底質を採ขޕ㧔図 㧕11 1

㧟．調査項目

底質有機ࠬ࠭濃度

㧔࠭ࠬ࡞チࡉࠫ 㧕ࡉ࠻ޔチ࠭ࠬ࡞DBT

㧔 㧕ޔ 㧔࠭ࠬ࡞࠾ࠚࡈࠫ 㧕ࡈ࠻ޔTBT DPT

㧔࠭ࠬ࡞࠾ࠚ 㧕TPT

㧠．調査方法

㧔 㧕底質採ข方法1

船上ࡑࠢࠛޔࠅࠃンࠫࡃ採泥器を用いߡ底

質を採ขしたޕ

㧔 㧕底質有機ࠬ࠭濃度分析方法2

5g底質㧔湿泥㧕 約

1MHCl MeOH =1:1 20ml↓← ･ 㧦酢酸ࠛチ࡞

振ߣう抽出㧔 分間㧕10

↓ 㧔 回繰ࠅ返し㧕2

遠心分離㧔 ޔ 分間㧕2,200rpm 10

↓

抽出液㧔 㧕50mlࠦࠬࡈࠬࡔ

↓

1MHCl MeOH =1:1 50ml･ 㧦酢酸ࠛチ࡞ 全㊂ߢ

↓

分ข㧔 濃縮管㧕10ml 25mlKD

←サ࠻ࠥࡠ μ 㧔 ޔ 100ޔ l TBT-d DBT-d

ޔ 各 㧕TPT-d DPT-d 0.1mg/l in acetone

混 合

↓
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窒素ࠫࡄ㧔 ℃㧕40

酢酸ࠛチ࡞臭ߥ߇くࠆߥまߢ㧔約 ～ 㧕2 3ml

Buffer 10ml←酢酸

1g←塩化ࡓ࠙࠻࠽

2%NaBEt 1ml← 4

分間振ߣうޔ 分間静置㧔誘導体化㧕1 10

↓←ヘࠠサン ←㧔 回繰ࠅ返し㧕4ml 2

振ߣう抽出㧔 分間㧕1

㧔ヘࠠサン層をߢ࠻࠶ࡍࡇ࡞࠷ࠬࡄ分ขޔ

ฃ器 濃縮管㧕10ml KD

ヘࠠサン層

↓←飽和 水 ヘࠠサン層洗浄NaClߢ 2ml

ࠖࡈࠣ࠻ࡑࡠࠢࡓࠞ࡞ࠫࡠࡈ

㧔未活性࡞ࠫࡠࡈ ޔ ㊀層㧕2g Na SO2 4

ヘࠠサン層を負荷しޔ ヘࠠサン2%･࡞テࠛ

溶出㧔ฃ器ߢ 㧕25mlࠦࠬࡈ型ࠬ࠽ 100ml

↓

濃縮㧔約 ޔタࡐࡃࠛタࡠ 2mlޔ℃ 40

↓ 㧕240hPa

濃縮管WHEATON

↓

窒素ࠫࡄ㧔約 㧕0.1ml

20 l←内部標準 μ

㧔 ޔ 各 㧕TeBT-d TePT-d 1mg/l in hexane

0.2ml全㊂

↓

㧔 㧕GC/MS HP5890-JEOL AX505

調 査 結 果 及 び 考 察

ᐔ成 ᐕ度まߩߢ形態調査ߩ結果ࠗޔン15࠶ࡐ

ߣ顕著߇有機ࠬ࠭化合物汚染ޔ発生しߢ高率߇ࠬࠢ

思わࠆࠇ地域ߩ近傍㧥地点ޔߣ対照ࠆߥߣ 地点2ߩ

計 地点㧔図 㧕ߢ底質を採ขしޔ前述ߩ分析方11 1

法ࠅࠃߦ底質ߩ有機ࠬ࠭濃度を調査したߩߎޕうちޔ

ᐔ成 ᐕ度実施ߩ詳細調査地点ߣ底質採ข地点15߇

離ߡࠇいࠆたࠗޔンࠬࠢ࠶ࡐ出現率ߩߣ関係߇

考察出来ߥい地点を除いた 地点㧔地点 ޔ ޔ 5ޔ 1 5 7

ޔ 㧕ߟߦいߡ解析を行ߞた8ޕ 10

底質有機ࠬ࠭濃度ߩ調査結果ߪ表 1ޔߢࠅ߅ߣߩ

ࠗンࠬࠢ࠶ࡐ出現率ߩߣ関係ߪ図 ～図 う2ࠃߩ 6

図ޕたߞߥߦ い3ߡ関係しߦࠬࠢ࠶ࡐンࠗޔࠄ߆

ࠆࠇߐߣࠆ 濃度ࠗߣンࠬࠢ࠶ࡐ出現率ߩ間TBT

また図ޕたࠇߐ確認߇ߣߎࠆあ߇相関ߩᱜޔߪߦ4

ޔࠅࠃ ห様DPT߽ߦ間ߩ出現率ࠬࠢ࠶ࡐンࠗߣ

図ޔし߆しޕたࠇࠄ見߇相関ߩᱜߦ 図ޔ を見2ࠆ 5

ޔߣ ߿ DBTߦ間ߩߣ出現率ࠬࠢ࠶ࡐンࠗߣ TPT

ߣ原因ߩߎޕたߞ߆ߥࠇࠄ見ߪ関係ߥうࠃߩߎޔߪ

しޔߪߡ調査地点߇ 地点ߣ少ߥくߡߞߥしまߞた5

泥状㧕ޔ違い㧔砂状ߩ性状ߩ検体ߩߣߏ地点ޔߣߎ

等߇考えޕࠆࠇࠄ図 6ޔߪߡしߣ傾向ߥ全体的ࠅࠃ

底質有機ࠬ࠭濃度ߩ合計ࠗߣンࠬࠢ࠶ࡐ出現率ߩ

間߽ߦᱜߩ相関߇見ޔߢߩࠆࠇࠄ地点数を増߿す等

ࠇࠄ得߇高い結果ߩ精度ࠅࠃޔߢߣߎ改善を行うߩ

ޕࠆࠇ思わߣࠆ

回ߩ底質有機ࠬ࠭濃度調査ޔࠅࠃߦ底質有機ࠬ

࠭㧔 㧕濃度ࠗߣンࠬࠢ࠶ࡐ出現率ߩߣ間ޔߦTBT

体内有機ࠬ࠭㧔ࠪ࠾ࡏࠗ 㧕濃度ࠗߣンࠢ࠶ࡐTBT

ࠬ出現率ߩߣ関係ߣห様ߥ傾向߇見ࠇࠄたޔߢߣߎ

底質を含た調査地域ߩ有機ࠬ࠭汚染をࠪ࠾ࡏࠗޔ

߆しޕたߞ߆わ߇ߣߎࠆ確認出来ࠅࠃߦ形態調査ߩ

しࠗޔンࠬࠢ࠶ࡐ発生ߦ関ਈしߡいߣࠆ思わޔࠆࠇ

詳細ࠅࠃޔ蓄積経路をߩ有機ࠬ࠭ߩ体内へࠪ࠾ࡏࠗ

調査地点を増ߦうࠃ前述したޔߪߦたࠆ考察すߦ

加ߐせߣࠆ共ߩࠪ࠾ࡏࠗޔߦ餌ߡࠇߐߣいࡓࠆサ

ߟߦ濃縮食物連鎖ޔ等をしたࠠࠟࡑ߿ࠗࠟࠗࠠ

い߽ߡ考えࠆ必要߇あߣࠆ思わޕࠆࠇ

ᐕޔߦ 種類あࠆ 化合物ߩ一ߟ㩕ﾞ㩇-ﾄ㩢1990 14 TBT

㩖ﾞﾁ㩣㩇㩇ﾞ-ｵｷ㩆ﾄﾞ㧔 㧕ߪ化審法㧔化学物質ߩ審TBTO

査及び製造等ߩ規制ߦ関すࠆ法律㧕ߢ第 種特定化1

学物質ߦ指定ޔࠇߐ国内ߩߢ製造輸入使用߇禁

ᱛߡࠇߐいޕࠆし߆しޔそߩ他ߩ 種類ߩ 化13 TBT

合物ߣ 種類ߩ 化合物ߪ 種指定ޔߢ製造7ޔ TPT 2

輸入ߩ事前届出まߩߢ規制ߢあޕࠆまたޔ長崎県ߣ

有機ޔ近ᐕޔߪߢ国々ߩ等ࠕࠫࠕ多い東南߇交流ߩ

ࠬ࠭塗料ߩ需要߇高まߡߞいޔ߇ࠆ規制߇存在しߥ

い国地域߇多いޕ表 規制開始1ޔ߽ߡ結果を見ߩ

ࠄ߆ ᐕ経過した現在ޔ߽ߢ底質߅ߥޔߪߦ有機15

ޕࠆ߆わ߇ߣߎࠆいߡ存在し߇࠭ࠬ

ᐔ成ޔ現況߽踏まえߥうࠃߩߎ ᐕ度ޔߪߦ県17

内ࠗߩࠪ࠾ࡏࠗߩンߩࠬࠢ࠶ࡐ状況ޔ߇本調査開

始当初㧔ᐔ成 ～ ᐕ度㧕ࠃߩߤޔࠄ߆うߦ変化13 14

しߡい߆ࠆをޔ形態調査ࠅࠃߦߦ߆ࠄしߡいく計

ޕࠆあߢ↹
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表 底質有機ࠬ࠭濃度調査結果1

地点ฬ 有機ࠬ࠭合計 ࠗンࠬࠢ࠶ࡐDBT TBT DPT TPT

･ ･ ･ ･ ･ 出現率㧔％㧕(ng/g dry) (ng/g dry) (ng/g dry) (ng/g dry) (ng/g dry)

1 225 44 10 10 289 90.5

5 4 1 2 62 69 38.1

7 19 29 1 2 51 100

8 6 2 N.D. N.D. 8 56.3

10 9 1 N.D. N.D. 10 0

.ਇ検出N.Dߪ

図 底質採ข地点1

図 底質 濃度ࠗߣンࠬࠢ࠶ࡐ出現率ߩ関係 図 底質 濃度ࠗߣンࠬࠢ࠶ࡐ出現率ߩ関係2 DBT 3 TBT
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図 底質 濃度ࠗߣンࠬࠢ࠶ࡐ出現率ߩ関係 図 底質 濃度ࠗߣンࠬࠢ࠶ࡐ出現率ߩ関係4 DPT 5 TPT

図 底質有機ࠬ࠭濃度合計ࠗߣンࠬࠢ࠶ࡐ出現率ߩ関係6
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The Study of Simple Screening Method for Pesticide Residue 

in Agricultural Products ( green vegetables and fruits ) 
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は じ め に                   

近ᐕ䇮農産物䈱生産性向䉕目的䈫し䈩䇮多種多様

䈭農薬䈏使用さ䉏䈩い䉎こ䈫䈎䉌䇮一般消費者䈱食  

品中残留農薬䈮䈲大䈐䈭関心䈏寄䈞䉌䉏䈩い䉎䇯 

一方䇮食品衛生法䈮定䉄䉌䉏䈩い䉎残留農薬基準䉅

順次拡大さ䉏䇮ᐔ成 18 ᐕ 5 䈮䈲䇸食品中䈮残留䈜䉎

農薬等䈱䊘䉳䊁䉞䊑䊥䉴䊃制䇹䈱施行䈏予定さ䉏䈩い䉎䇯

こ䉏䈮䉋䈦䈩現䉁䈪使用基準䈏設定さ䉏䈩い䈭い農

薬等䈮䈧い䈩䉅一部䈱農薬䉕除い䈩基準値䈏設定さ

䉏䉎予定䈪あ䉎
1)
䇯 

し䈎し䇮こ䉏䉌䈱農薬䉕個別䈮ಽ析䈜䉎こ䈫䈲ਇ  

可能䈭䈢䉄䇮残留農薬䈱一斉ಽ析法䈏汎用さ䉏䈩い䉎

䈏䇮一度䈮ಽ析䈪䈐䉎農薬䈱数䈮䉅限度䈏あ䉍䇮䉁䈢 

複雑䈪時間䈏䈎䈎䉍䇮農薬䈱種類䈮䉋䈦䈩ಽ析機器 

䉅異䈭䈦䈩く䉎䈱䈪 ,多く䈱検体䉕短期間䈪ಽ析䈜   

䉎䈱䈲困㔍䈪あ䉎䇯䉁䈢検体䈮含䉁䉏䉎酵素や夾雑 

物䈱影響䈮䉋䉍ಽ析䈏困㔍䈮䈭䉎こ䈫䉅あ䉎䇯 

䈠こ䈪今回䇮葉菜類や小さい果実及び䈠䉏䈮類䈜 

䉎䉅䈱䈮䈧い䈩䈲䇮外葉や外皮䈮農薬䈱多く䈏残留  

し䈩い䉎䈫考え䉌䉏䉎こ䈫䈎䉌䇮䈠䉏䉌䈱部䉕採   

取し簡易䈎䈧迅ㅦ䈮残留農薬䉕ಽ析䈜䉎方法䈮䈧い

䈩検討し䈢䈱䈪報告䈜䉎䇯 

 

調 査 方 法  

䋱䋮調査対象農薬 

 今回䈱䉴䉪䊥䊷䊆ン䉫法䈪用い䈢 ENVI-carb 及び

Sep-pak plus Florisil 䈮䉋䉎精製法䈮䈍い䈩䇮䋷䋰～   

䋱䋲䋰％䈫良好䈭回収率䈏䉄䉌䉏䉎次䈱䋱䋲䋵農薬䈮䈧

い䈩ಽ析䉕行䈦䈢䇯 

 

䋨䋱䋩機䊥ン系䋨䋳䋸種類䋩 

䍚䍼䍖䍹䍷䍬䍼䍛䇮䍚䍼䍰䍢䍒䍎䍢､䍞䍼䍐䍏䍚䍼䍧䍻䇮㪠㪙㪧䇮䍖䍹䍷䍩䍽䍶䍬䍛䍰䍟䍷䇮 

 

 

䍪ｪ䍤䍢䍹䍟䍓䍻䇮䍖䍹䍷䍩䍽䍶䍬䍛䇮䍪ｪ䍻䍢䍒䍎䍢䇮䍰䍟䍞䍼䍟䍓䍻䇮䍪䍽䍹䍟䍓䍬 

䍛䇮䍐䍝䍕䍙䍟䍓䍻䇮䍒䍟䍓䍻䇮㪜㪧㪥䇮䍬䍙䍹䍻䇮䍰䍞䍖䍶䍬䍛䇮䍒䍢䍪䍽䍹䍬䍛䇮

䍙䍶䍟䍓䍻䇮䍡䍷䍪䍼䍬䍛䇮䍒䍢䍶䍯䍬䍛䇮䍬䍷䍱䍟䍓䍻䇮䍩䍽䍶䍮䍬䍛䍰䍟䍷䇮䍭䍵

䍟䍓䍻䇮䍚䍼䍰䍟䍷䍩䍼䍻䍬䍛䇮䍕䍣䍷䍬䍛䇮䍪䍽䍹䍨䍽䍬䍛䇮䍡䍢䍵䍖䍹䍹䍩䍼䍻䍬䍛䇮

䍪䍼䍞䍮䍬䍛䇮䍪䍽䍹䍪ｪ䍧䍬䍛䇮䍢䍶䍝䍼䍬䍛䇮䍒䍡䍼䍆䍪䍆䍻䍬䍛䇮䍩䍽䍶䍞䍼䍪ｪ䍻䍟䍓

䍻䇮䍣䍸䍍䍢䍼䇮䍚䍏䍧䍬䍛䇮䍚䍼䍖䍹䍪ｪ䍻䍟䍓䍻䇮䍖䍹䍷䍪ｪ䍻䍩䍼䍻䍬䍛䇮䍪ｪ䍻

䍛䍷䍬䍟䍓䍻䇮䍏䍜䍪ｪ䍎䍢䇮䍚䍏䍧䍪ｪ䍻䍬䍛 

 

䋨䋲䋩機窒素系䋨䋴䋳種類䋩 

 䍐䍝䍪䍽䍹䍔䍷䍪䍼䇮䍪ｪ䍧䍪䍼䍔䍷䍪䍼䇮䍖䍹䍹䍪䍽䍹䍪䍅䍯䇮䍩䍽䍹䍕䍧䍻䇮䍒䍛䍪䍽

䍹䍔䍷䍪䍼䇮䍫䍽䍻䍡䍼䍆䍰䍞䍶䍻䇮䍪䍽䍸䍟䍵䍖䍹䍎䍷䇮䍪ｪ䍻䍪䍽䍹䍨䍽䍢䍶䍻䇮䍸䍣䍚

䍷䇮䍩䍽䍶䍞䍼䍫䍼䍻䇮䍩䍼䍻䍖䍹䍝䍼䍶䍻䇮䍚䍼䍒䍢䍪ｪ䍻䍔䍷䍪䍼䇮䍢䍶䍏䍚䍼䍰䍬䍻䇮䍢䍶

䍏䍚䍼䍰䍧䍎䍷䇮䍪䍷䍢䍵䍤䍷䇮䍮䍖䍹䍪䍼䍞䍤䍷䇮䍰䍪䍽䍹䍤䍷䇮䍰䍪ｪ䍣䍜䍍䍢䇮

䍩䍼䍡䍷䍞䍧䍎䍷䇮䍫䍼䍻䍞䍼䍐䍓䍔䍷䍪䍼䇮䍰䍟䍓䍔䍷䍪䍼䇮䍪䍽䍹䍩䍽䍘䍣䍝䍼䍎䍷䇮 

䍕䍚䍶䍔䍷䍪䍼䇮䍢䍶䍪䍷䍵䍶䍻䇮䍚䍭䍚䍼䍻䇮䍏䍵䍖䍹䍎䍷䇮䍨䍽䍖䍹䍪䍼䍢䍵䍝䍼䍎䍷䇮

䍪䍷䍚䍵䍝䍼䍎䍷䇮䍡䍤䍷䍖䍹䍎䍷䇮䍡䍼䍪䍼䍪ｪ䍻䍩䍽䍵䍢䍼䇮䍪䍽䍹䍬䍽䍕䍙䍎䇮䍪䍽䍹

䍰䍢䍶䍻䇮䍰䍢䍵䍖䍹䍎䍷䇮䍚䍼䍰䍞䍰䍢䍶䍻䇮䍚䍼䍰䍩䍽䍫䍽䍸䍎䍢䇮䍪䍼䍪䍽䍹䍪ｪ䍚䍼䍻䇮

䍓䍕䍙䍚䍼䍕䍚䍷䇮䍪ｪ䍣䍶䍱䍷䇮䍢䍶䍖䍹䍬䍛䍰䍟䍷䇮䍪䍆䍪䍽䍹䍤䍷䇮䍏䍚䍼䍻䍬

䍛䍰䍟䍷䇮䍪䍷䍚䍼䍓䍕䍝䍤䍷䇮䍖䍸䍝䍕䍚䍯䍰䍟䍷䇮 

 

㩿䋳㪀機塩素系䋨䋴䋴種類䋩 

 䍚䍼䍖䍹䍵䍻䇮䍪䍼䍹䍱䍪䍼䍟䍢䍼䇮䍖䍹䍷䍰䍢䍕䍚䍤䍷䇮䍢䍶䍪䍷䍵䍶䍻䇮䍛䍒䍍

䍪䍽䇮䍰䍢䍶䍪䍼䍚䍼䍻䇮䍚䍼䍖䍹䍪䍷䍏䍤䍢䍼䇮䍖䍹䍷䍪ｪ䍻䍝䍻䇮䍩䍼䍪ｪ䍧䍍䍖䍛䇮䍩䍽

䍶䍞䍼䍫䍼䍻䇮䍚䍪䍷䍢䍶䍻䇮䍪䍷䍚䍢䍶䍦䍎䍢䇮䍪䍷䍨䍼䍶䍦䍎䍢䇮䍪ｪ䍻䍨䍼䍸䍸䍎

䍢䇮䍡䍪䍷䍢䍶䍻䇮䍪䍽䍹䍩䍽䍙䍼䍮䍢䍼䇮䍚䍼䍘䍬䍎䍷䇮䍩䍼䍣䍨䍽䍖䍶䍷䇮䍖䍹䍷䍫䍼䍻䍚䍼

䍸䍎䍢䇮䍚䍨䍹䍢䍶䍻䇮䍫䍽䍷䍰䍢䍶䍻䇮䍚䍫䍽䍷䍰䍢䍶䍻䇮䍡䍼䍷䍞䍰䍢䍶䍻䇮䍕䍻䍢

䍜䍼䍻䇮䍚䍼䍖䍹䍫䍼䍻䍝䍼䍪ｪ䍧䍻䇮䍒䍻䍢䍼䍛䍷䍪䍅䍻䇮䍪䍽䍹䍚䍮䍢䍼䍻䇮䍕ｬ䍪䍽䍞

䍻䇮䍖䍹䍹䍪䍽䍹䍩䍽䍸䍎䍢䇮䍪䍼䍹䍷䍪䍽䍹䍩䍽䍸䍎䍢䇮䍔䍪䍽䍞䍬䍎䍷䇮䍡䍢䍵䍚䍼䍬

䍻䇮䍨䍷䍪ｪ䍻䍪䍽䍹䍍䍖䍛䇮㪟㪚㪙㪃䍪䍷䍓䍹䍐䍮䍢䍼䇮䍖䍹䍹䍞䍹䍤䍷㩿㪫㪧㪥㪀䇮

䍖䍹䍷䍪ｪ䍦䍢䍎䍷䇮䍬䍷䍫䍽䍍䍢䇮䍒䍻䍢䍼䍶䍻䇮䍩䍼䍪ｪ䍻䍢䍶䍻䇮䍒䍛䍪ｪ䍻䍨䍼䍸

䍸䍎䍢䇮䍢䍵䍹䍰䍢䍶䍻䇮䍖䍹䍷䍪ｪ䍣䍩䍽䍷䇮䍐䍪䍽䍹䍚䍼䍓䍻 
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表䋱 使用し䈢検体䈫採取部 

䋲 䋮 試 料  

 今回䈱検討䈮用い䈢農産物䈫䇮䈠䈱採取部及び検

体数䈮䈧い䈩表䋱䈮示䈜䇯䊅䉴䇮䉨ュ䉡䊥䈮䈧い䈩䈲約

䋲䋰ｇ䈮䈭䉎䉋う䈮ಾ䉍取䉍䇮䈠䉏以外䈱農産物䈮䈧い䈩

䈲䈠䉏䈡䉏䈱部䈮䈧い䈩約䋱䋰ｇ程度䉕採取し䈢䇯 

 

䋳䋮ಽ析方法 

 䋨䋱䋩簡易䉴䉪䊥䊷䊆ン䉫法 

࿑䋱䈮示䈜方法䈪行䈦䈢䇯㽳䈱機塩素系䈱精製 

䈪䈲䋲䈧䈱䊐䊤䉪䉲ョン䈮䈧い䈩溶出䉕行い䇮㪝㪈    

䈱䊐䊤䉪䉲ョン䈪 㪫㪧㪥 以外䉕䇮㪝㪉 䈱䊐䊤䉪䉲ョン     

䈪 㪫㪧㪥 䉕測定し䈢䇯࿑ 㪈 䈮示し䈢精製法䈪色素䈱   

除去䈏ਇ十ಽ䈭䉰ン䊒䊦䈮䈧い䈩䈲䇮ENVI-Carb   

㩿䋲䋵䋰㫄㪾 又䈲䋵䋰䋰㫄㪾㪀 䉕用い䈩再度䉪䊥䊷ン䉝䉾䊒䉕行

䈦䈢䇯䉁䈢䇮超音波䈮䉋䉎抽出後䈱残さ䈮䈧い䈩䉅   

䉝䉶䊃ン 㪌㪇㫄㫃 䉕加え䈩䊖䊝䉳䊅䉟䉵法䈮䉋䉍抽出し䇮 

脱水䊶濃縮後䈮一斉ಽ析法䈫ห様䈱䉪䊥䊷ン䉝䉾䊒䉕行

い䇮残さ䈮䈬䈱程度農薬䈏残留し䈩い䉎䈎䉕調査し䈢䇯

農薬䈱確䈲 㪞㪚㪄㪤㪪䋨㪪㪚㪘㪥䋩䈪行䈦䈢䇯 

 

䋨䋲䋩一斉ಽ析法 

䉝䉶䊐䉢䊷䊃䉕除く対象農薬䈮䈧い䈩䈲࿑䋲䈮示  

䈜方法䈪ಽ析䉕行䈭䈦䈢䇯試料䈲䊚䉨䉰䊷䈪均等䈮 

粉⎈し䇮䈠䈱䋲䋰ｇ用い䈢䇯䉁䈢䇮㪫㪧㪥䇮䉨䊞䊒タン䇮䉦䊒

タ䊖䊷䊦䈱䋳農薬䈮䈧い䈩䈲䇮抽出液䉕乾固さ䈞䈢後䇮

䋲䋵％䊃䊦䉣ン䊶䉝䉶䊃䊆䊃䊥䊦溶液䈮溶解し䇮ENVI-Carb 

/ LCNH2 㩿㪌㪇㪇㫄㪾㪀䉕用い䈩精製䉕行䈦䈢䇯 

 

䋨䋳䋩䉝䉶䊐䉢䊷䊃ಽ析法 

䊈䉩䈎䉌簡易䉴䉪䊥䊷䊆ン䉫法䈮䈍い䈩䉝䉶䊐䉢䊷 

䊃䈏検出さ䉏䈢䈏䇮䉝䉶䊐䉢䊷䊃䈲当所䈱一斉ಽ析法䈱

対象農薬䈪䈲䈭い䈱䈪䇮根本䉌䈱方法
䋲䋩

䉕参考䈮し䈩

࿑䋳䈱䈫䈍䉍ಽ析䉕行䈦䈢䇯䉁䈢䇮検体処理䈱際䈮妨害  

䊏䊷䉪䉕減少さ䈞䉎目的䈪䇮䊚䉨䉰䊷䈪粉⎈䈜䉎前䈮 

䋵ಽ間䈱電子䊧ン䉳処理䉕行䈦䈢䇯 

 

 

 

࿑䋱 簡易䉴䉪䊥䊷䊆ン䉫法䊐䊨䊷 

検体䋨数䋩 採取部 

䉨䊞䊔䉿㩿䋶㪀䇮䊧タ䉴㩿䋷㪀䇮白菜㩿䋵㪀 一番外側䈱葉䈱部ಽ 

䊃䊙䊃㩿䋵㪀䇮びわ㩿䋲㪀 外側䈱皮䈱䉂 

䉶䊨䊥㩿䋳㪀䇮䊑䊨䉾䉮䊥䊷㩿䋷㪀 茎䉕除い䈢部ಽ 

䉟チ䉯䋨䋵䋩䇮え䈣䉁䉄㩿䋲㪀䇮䉟ン䉭ン㩿䋳㪀䇮さやえ䉖䈬う㩿㪉㪀䇮䉝䉴䊌䊤䉧䉴㩿䋵㪀 

䊅䉴㩿㪈㪀䇮䉨ュ䉡䊥㩿䋲㪀䇮䈮䉖䈮く芽䋨䋱䋩䇮ほう䉏䉖䈠う㩿䋱䋰㪀 

全体        

䊈䉩類㩿䋶㪀䇮䊆䊤㩿㪉㪀 根䉕除い䈢部ಽ 

 

䋨抽出䋩 

試料䉕採取し䇮䍏䍜䍢䍻㪑䍫䍕䍙䍻㩿㪈㪑㪈㪀䉕試料䈏完全䈮

ᶐ䉎䉁䈪加え䉎 

     㸣 

超音波処理䋨䋱䋰㫄i㫅䋩 

     㸣 

抽出液 㸢 残さ 㸢 一斉ಽ析法䈻 

㸣 

ಽ液䊨䊷䊃䉕用い䈩水層䉕捨䈩䉎 

     㸣 

脱水䊶濃縮 

     㸣 

䍏䍜䍢䍻㪑䍫䍕䍙䍻㩿㪈㪑㪈㪀䈪䋱䋰㫄㫃 䈮䊜䉴䉝䉾䊒 

 

䋨精製䋩 

㽲機䊥ン系䇮機窒素系農薬 

 

記抽出液䋱䌭䌬 

      㸣 

㪜㪥V㪠㪄㪚㪸㫉㪹䋨㪉㪌㪇㫄㪾䋩 

㸣䍏䍜䍢䍻㪑䍫䍕䍙䍻㩿㪈㪑㪈㪀 㪌䌭䌬䈪溶出 

濃縮し䇮䉝䉶䊃ン䈪 㪇㪅㪌㫄㫃 䈮䊜䉴䉝䉾䊒 

      㸣 

㪞㪚㪄㪝㪧㪛䇮㪞㪚㪄㪝㪫㪛 

 

㽳機塩素系 

 

記抽出液䋱䌭䌬䉕䍫䍕䍙䍻䈪置換 

      㸣 

㪪㪼㫇㪄㪧㪸㫂 㪧㫃u㫊 㪝㫃㫆㫉i㫊i㫃 

㸣㪝㪈㪑 㪍㪇％䍒䍎䍡䍷䊶䍫䍕䍙䍻 㪈㪌㫄㫃 䈪溶出 

㸣㪝㪉㪑 㪌％䍏䍜䍢䍻䊶䍫䍕䍙䍻 㪈㪇㫄㫃 䈪溶出 

濃縮し䇮䊓䉨䉰ン䈪 㪈䌭䌬䈮䊜䉴䉝䉾䊒 

      㸣 

㪞㪚㪄㪜㪚㪛 
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࿑䋲 一斉ಽ析法䈱䊐䊨䊷 

 

䋴䋮ಽ析条件 

次䈮示䈜条件䈪行䈭䈦䈢䇯䈭䈍䇮注入䊝䊷䊄䈲全䈩  

䉴䊒䊥䉾䊃䊧䉴䈪行䈦䈢䇯 

 

 

࿑䋳 䉝䉶䊐䉢䊷䊃䈱ಽ析法 

 

㩿㪝㪧㪛㪄㪞㪚㪀 

装置䋺島津 㪞㪚㪄㪈㪎㪘 

䉦䊤䊛䋺㪛㪙㪄䋵䋨㪇㪅㪊㪉㫄㫄φ×㪊㪇㫄䋩 

注入口温度䋺㪉㪌㪇℃   

注入㊂䋺㪉μ㫃 

検出器温度䋺㪊㪇㪇℃ 

温度䋺㪈㪇㪇℃㩿㪉㫄i㫅㪀㸢㪉㪇℃㪆㫄i㫅㸢㪈㪐㪇℃㩿㪈㪇㫄i㫅㪀㸢 

㪊℃㪆㫄i㫅㸢㪉㪉㪇℃㩿㪇㫄i㫅㪀㸢㪉㪇℃㪆㫄i㫅㸢㪉㪏㪇℃㩿㪌㫄i㫅㪀 

 

㩿㪝㪫㪛㪄㪞㪚㪀 

装置䋺島津 㪞㪚㪄㪈㪎㪘 

䉦䊤䊛䋺㪛㪙㪄㪌㪤㪪䋨㪇㪅㪊㪉㫄㫄φ×㪊㪇㫄䋩 

注入口温度䋺㪉㪌㪇℃    

注入㊂䋺㪈μ㫃 

検出器温度䋺㪉㪏㪌℃ 

温度䋺㪈㪇㪇℃㩿㪉㫄i㫅㪀㸢㪉㪇℃㪆㫄i㫅㸢㪈㪐㪇℃㩿㪌㫄i㫅㪀㸢 

㪌℃㪆㫄i㫅㸢㪉㪉㪇℃㩿㪇㪀㸢㪉㪇℃㪆㫄i㫅㸢㪉㪏㪇℃㩿㪈㪇㫄i㫅㪀 

 

㩿㪜㪚㪛㪄㪞㪚㪀 

装置䋺島津 㪞㪚䋭㪈㪋㪘䇮㪞㪚㪄 㪉㪇㪈㪇 

䉦䊤䊛䋺㪛㪙㪄㪈㪎䋨㪇㪅㪊㪉㫄㫄φ×㪈㪌㫄䋩 

注入口温度䋺㪉㪇㪇℃    

注入㊂䋺㪈μ㫃 

検出器温度䋺㪊㪇㪇℃ 

温度䋺㪈㪇㪇℃㩿㪉㫄i㫅㪀㸢㪌℃㪆㫄i㫅㸢㪉㪌㪇℃㩿㪌㫄i㫅㪀㸢 

㪈㪇℃㪆㫄i㫅㸢㪉㪏㪇℃㩿㪈㪇㫄i㫅㪀

 

䊚䉨䉰䊷等䈪均一ൻし䈢試料䋲䋰ｇ 

 㸣 

抽出䋨䉝䉶䊃ン 㪈㪇㪇䌭䌬䇮㪌㪇䌭䌬䋩 

 㸣 

遠心ಽ㔌後䇮脱水䊶濃縮 

 㸣 

飽和食塩水 㪈㪇㪇㫄㫃䇮㪉㪇%酢酸䉣チ䊦㪆䊓䉨䉰ン溶液

㪈㪇㪇䌭䌬 䋨㪉 回目䈲 㪌㪇䌭䌬䋩䉕加え䈩抽出 

 㸣 

脱水䊶濃縮䋨乾固䋩 

 㸣 

䉝䉶䊃ン㪑䊓䉨䉰ン㩿㪈㪑㪈㪀溶液 㪌䌭䌬䈮溶解 

 㸣 

㪜㪥V㪠㪄㪚㪸㫉㪹㩿㪉㪌㪇㫄㪾㪀䈮 㪈䌭䌬䉕負荷 

㸣䍏䍜䍢䍻㪑䍫䍕䍙䍻㩿㪈㪑㪈㪀溶液 㪌䌭䌬䈪溶出 

濃縮し䇮㪈䌭䌬䈮䊜䉴䉝䉾䊒 

 㸣 

䈠䈱う䈤䈱 㪇㪅㪌䌭䌬  㸢 残䉍䈱 㪇㪅㪌䌭䌬 

                  㸣 

㪞㪚㪄㪝㪧㪛䇮㪞㪚㪄㪝㪫㪛 䈪測定

 

乾固さ䈞䈩䊓䉨䉰ン䋱䌭䌬䈮溶解 

 㸣 

㪪㪼㫇㪄㪧㪸㫂 㪧㫃u㫊 㪝㫃㫆㫉i㫊i㫃 䈮負荷 

㸣䍏䍜䍢䍻､䍫䍕䍙䍻､䍒䍎䍡䍷各 㪌䌭䌬䈪䍘䍻䍡䍼䍆䍚䍌䍤䍻䍖䍼 

㸣㪍㪇％䍒䍎䍡䍷㪆䍫䍕䍙䍻溶液 㪈㪌䌭䌬䈪溶出 

濃縮䋨乾固䋩 

  㸣 

䊓䉨䉰ン䈪 㪈䌭䌬䈮䊜䉴䉝䉾䊒し䇮㪞㪚㪄㪜㪚㪛 䈪測定 

  

䋨㪫㪧㪥䊶䉨䊞䊒タン䊶䉦䊒タ䊖䊷䊦䋩 

 

㪉㪇％酢酸䉣チ䊦䊶䊓䉨䉰ン溶液抽出液 

 㸣 

濃縮䊶乾固 

 㸣 

㪉㪌％䍢䍷䍒䍻㪆䍏䍜䍢䍤䍢䍶䍷䈪䋵䌭䌬䈮䊜䉴䉝䉾䊒 

 㸣 

㪜㪥V㪠㪄㪚㪸㫉㪹㪆㪣㪚㪥㪟㪉㩿㪌㪇㪇㫄㪾㪀䈮䋱䌭䌬䉕負荷 

㸣䋲䋵％䍢䍷䍒䍻䊶䍏䍜䍢䍤䍢䍶䍷溶液䋲䋰䌭䌬䈪溶出 

濃縮䊶乾固 

 㸣 

䊓䉨䉰ン䈪 㪋䌭䌬䈮䊜䉴䉝䉾䊒し䇮㪞㪚㪄㪜㪚㪛 䈪測定 

 

試料 㪉㪇ｇ䋨電子䊧ン䉳処理䇮䋵㫄i㫅䋩 

   㸣 

䍏䍜䍢䍤䍢䍶䍷抽出䋨㪌㪇㫄㫃䇮㪊㪇㫄㫃䋩 

㸣㪥㪸㪚㫃 䋷㪾䇮㪈㫄㫆㫃㪆㫃 䊥ン酸 㪹u㪽㪽㪼㫉 㪈㪇㫄㫃 

抽出 

   㸣 

濃縮䊶乾固 

   㸣 

酢酸䉣チ䊦 㪊㪇㫄㫃 䉕加え䇮無水硫酸䊅䊃䊥䉡䊛䉕適

㊂加え䈩脱水 

㸣 

濃縮䊶乾固し䇮䍏䍜䍢䍻䊶䍫䍕䍙䍻䋨㪈㪑㪈䋩䈪 㪈㪇㫄㫃 䈮䊜䉴䉝䉾

䊒 

㸣 

㪜㪥V㪠㪄㪚㪸㫉㪹㩿㪌㪇㪇㫄㪾㪀䈮䋱䌭䌬䉕負荷 

㸣䍏䍜䍢䍻㪑䍫䍕䍙䍻㩿㪈㪑㪈㪀溶液䋵䌭䌬䈪溶出 

濃縮し䇮䉝䉶䊃ン䈪䋱䌭䌬䈮䊜䉴䉝䉾䊒 

  㸣 

㪞㪚㪄㪝㪧㪛 
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 㩿㪞㪚㪄㪤㪪㪀 

装置䋺島津 㪞㪚㪄㪈㪎㪘䋫㪨㪧㪌㪇㪌㪇 

䉦䊤䊛䋺㪛㪙㪄䋵㪤㪪䋨㪇㪅㪉㪌㫄㫄φ×㪊㪇㫄䋩 

注入口温度䋺㪉㪌㪇℃   

注入㊂䋺䋱μ㫃 

温度䋺㪈㪇㪇℃㩿㪉㫄i㫅㪀㸢㪉㪇℃㪆㫄i㫅㸢㪈㪐㪇℃㩿㪈㪇㫄i㫅㪀㸢 

㪉㪇℃㪆㫄i㫅㸢㪉㪏㪇℃㩿㪈㪇㫄i㫅㪀 

䉟ンタ䊷䊐䉢䉟䉴温度䋺㪉㪊㪇℃ 

検出器電䋺㪈㪅㪊 㫂 

測定質㊂数䋺㪍㪇～㪋㪇㪇 䋨㪪㪚㪘㪥 䊝䊷䊄䋩 

 

結 果 及 び 考 察  

䋨䋱䋩農産物中䈱残留農薬䈱検出状況 

今回䈱簡易䉴䉪䊥䊷䊆ン䉫法䈫一斉ಽ析法䈮䉋䉎   

検査結果及び超音波抽出後䈱残さ䈱検査結果䈮   

䈧い䈩表䋲䈮示䈜䇯今回䈱簡易䉴䉪䊥䊷䊆ン䉫法䈱  

検討䈪用い䈢 㪎䋴検体䈱農産物中䇮㪉㪐 検体䈎䉌残留農

薬䈏検出さ䉏䈢䇯残留農薬䈏検出さ䉏䈢農産物䈲䇮䊈

䉩䈏䋶検体䈜䈼䈩䇮䉶䊨䊥䈏䋳検体䈜䈼䈩䇮䉨䊞䊔䉿䈏 6

検体中䋵検体䈫高確率䈪検出さ䉏䈢䇯農薬別䈮䉂䉎䈫

䉲䊕䊦䊜䊃䊥ン䈏䋸検体䈎䉌䇮䉪䊨䊨タ䊨䊆䊦䈏䋶検体䈎䉌䇮

䊒䊨䉲䊚䊄ン䈏䋴検体䈎䉌検出さ䉏䈢䇯 

 

䋨䋲䋩一斉ಽ析法䈫䈱比較 

今回検討し䈢䉴䉪䊥䊷䊆ン䉫法䈲一斉ಽ析法䈫比  

䈼䈩検体処理䈱手間䈏䈎䈎䉌䈝䇮䉁䈢抽出䈱際䈮䊖 

䊝䉳䊅䉟䉵䉕行䈭わ䈭いこ䈫䈪䇮農産物中䈱夾雑物䈱

溶出䉕抑え䉌䉏䉎䈢䉄䇮精製操作䈭䈬䉕簡略ൻ䈪䈐䉎䈫

いう䊜䊥䉾䊃䈏あ䉎䇯一斉ಽ析法䈫䈱検査結果䈫比較し䈢

䈫こ䉐䇮䋲䋹検体中䋲䋳検体䈲䉴䉪䊥䊷䊆ン䉫法䈱方䈏高

い濃度䉕示し䇮逆䈮䋲䋹検体中䋶検体䈲一斉ಽ析法䈱

ほう䈏高い濃度䈪あ䈦䈢䇯一斉ಽ析法䈪䈱検出濃度䉋

䉍䉅䉴䉪䊥䊷䊆ン䉫法䈮䉋䉎濃度䈏ૐい例䈮䈧い䈩䈲䇮

農薬䈏均等䈮付着し䈩い䈭い䈢䉄採取箇所䈮䉋䈦䈩濃

度䈱差䈏䈪䈢䈫考え䉌䉏䉎䇯し䈎し䇮一斉ಽ析法䈪検出

さ䉏䈢農薬䈏䉴䉪䊥䊷䊆ン䉫法䈪検出さ䉏䈭䈎䈦䈢䈫い

う例䈲䈭䈎䈦䈢䇯以䉋䉍䇮今回検討し䈢䉴䉪䊥䊷䊆ン

䉫法䈲一斉ಽ析法䈮比䈼䉎䈫操作䈏容易䈪䇮残留農薬

䈱濃度䉅高䉄䈮検出さ䉏䉎傾向䈏䉂䉌䉏䈢䇯 

 

䋨䋳䋩超音波抽出後䈱残さ䈎䉌䈱検出状況 

 䉝䉶䊃ン㪆䊓䉨䉰ン䋨䋱䋺䋱䋩溶液䈮䉋䉎超音波抽出   

䈮䉋䉍䇮䈬䈱程度農薬䈏抽出䈪䈐䈩い䉎䈎䈮䈧い䈩  

調査し䈢䈫こ䉐䇮約半数䈱検体䈎䉌全体濃度䋨超音  

波溶出液中䈱濃度䈫残さ中䈱濃度䈱和䋩䈱䋱％～㪌㪇% 

䈱範࿐䈪農薬䈏検出さ䉏䈢䇯農薬毎䈮䉂䈩䉂䉎䈫䇮  

䊒䊨䉲䊚䊄ン䈪䋴例中䋴例䇮䉲䊕䊦䊜䊃䊥ン䈪䋸例中    

䋴例䈫高い頻度䈪検出さ䉏䈢䇯䉁䈢䇮䉪䊨䊨タ䊨䊆    

䊦䈲䋶例中䋱例䈫検出頻度䈲ૐ䈎䈦䈢䇯こ䉏䈲各農  

薬䈱物理䊶ൻ学的性質や䇮植物組織䈱構成成ಽ䇮農 

薬散布後䈱経過時間や保存方法䈭䈬多く䈱要因䈱関

ਈ䈮䉋䉍䉝䉶䊃ン㪆䊓䉨䉰ン㩿㪈㪑㪈㪀䈱超音波抽出䈪䈲完全

䈮䈲溶出䈪䈐䈩䈭いこ䈫䈏考え䉌䉏䉎䈏䇮残さ䈱方䈱濃

度䈏高く䈭䈦䈢例䈲䈭䈎䈦䈢䇯 

 

䋨䋴䋩䉝䉶䊐䉢䊷䊃䈱検出 

 簡易䉴䉪䊥䊷䊆ン䉫法䈱䉝䉶䊃ン㪆䊓䉨䉰ン䋨㪈䋺㪈䋩   

溶液䈮䉋䉎超音波抽出䈮䉋䉍䊈䉩䈎䉌䉝䉶䊐䉢䊷䊃   

䈏検出さ䉏䈢䈏䇮䉝䉶䊐䉢䊷䊃䈲水溶性䈏非常䈮高  

く䇮䋲䋰％酢酸䉣チ䊦㪆䊓䉨䉰ン䈪䈲抽出効率䈏悪い䈱

䈪当所䈱一斉ಽ析法䈱対象農薬䈪䈲䈭い䇯䈠こ䈪䇮 

根本䉌䈱方法
䋲䋩

䉕参考䈮し䈩࿑䋳䈱䈫䈍䉍䉝䉶䊐䉢䊷䊃 

䈱ಽ析䉕行䈦䈢䈫こ䉐䇮䉝䉶䊐䉢䊷䊃䈱䊏䊷䉪䉕妨害  

䈜䉎䊏䊷䉪䈲䈭く䇮回収率䉅 㪎㪈％䋨㫅=㪊䋩䈪あ䈦䈢䇯 

簡易䉴䉪䊥䊷䊆ン䉫法䈫䈱値䈫比較し䈩䉂䉎䈫䇮䉴䉪䊥

䊷䊆ン䉫法䈪䈲䉝䉶䊐䉢䊷䊃䈱濃度䈏 㪇㪅㪌㪎㫇㫇㫄 䈣䈦䈢

䈱䈮対し䇮根本䉌䈱方法䈪䈱結果䈲 㪉㪅㪈㫇㫇㫄 䈪あ䈦䈢䇯

こ䉏䈲䉝䉶䊐䉢䊷䊃䈱水溶性䈏高く䇮䊈䉩䈱根䈎䉌   

吸収さ䉏䈩組織内䈮残留し䈩い䉎䈢䉄

䋳㪀

䇮超音波䈮䉋 

䉎抽出䈪䈲十ಽ䈮抽出さ䉏䈭䈎䈦䈢䈫考え䉌䉏䉎䇯し 

䈎し䇮今回䈱結果䈮䉋䉍䇮簡易䉴䉪䊥䊷䊆ン䉫法䈲   

䉝䉶䊐䉢䊷䊃䈱䉋う䈭水溶性䈱高い農薬䈮䉅適用䈪䈐䉎

䈫いう可能性䈏示さ䉏䈢䇯 

 

ま  と  め  

 今回検討し䈢簡易䉴䉪䊥䊷䊆ン䉫法䈲当所䈱一斉ಽ

析法䈫比較し䈩検体処理䈱手間䈏䈎䈎䉌䈝䇮䉁䈢抽出

䈱際䈮䊖䊝䉳䊅䉟䉵䉕行䈭わ䈭いこ䈫䈮䉋䉍農産物中䈱

夾雑物䈱溶出䉕抑え䉌䉏䉎䈢䉄䇮精製操作䈭䈬䉕簡略

ൻ䈪䈐䉎䈭䈬䈱䊜䊥䉾䊃䈏あ䉎䇯䉁䈢䇮簡易䉴䉪䊥䊷䊆ン䉫

法䈲一斉ಽ析法䈪検出さ䉏䈢濃度䉋䉍䉅高い濃度䈪農

薬䈏検出さ䉏䉎傾向䉕示し䇮䉝䉶䊐䉢䊷䊃䈭䈬䈱水溶性

䈏高い農薬䈮䈧い䈩䉅検出䈏可能䈪あ䈦䈢䇯一方䈪採

取䈜䉎部䈮䉋䉍濃度䈏䈳䉌䈧く䈫いう䊂䊜䊥䉾䊃䉅あ䈦䈢

䈏䇮一斉ಽ析法䈪検出さ䉏䈢農薬䉕本法䈪検出䈪䈐䈭

䈎䈦䈢例䈲䈭䈎䈦䈢䇯 

今後検査䈜䉎農薬䈏増え䇮検体数䉅増え䉎こ䈫䈏予

想さ䉏䉎こ䈫䈎䉌䇮今回検討し䈢簡易䉴䉪䊥䊷䊆ン䉫法䈲

農産物䈮農薬䈏残留し䈩い䈭い䈎䈬う䈎䉕素早く調䈼

䉎䈱䈮用䈭方法䈪あ䉎䈫考え䉌䉏䉎䇯
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表䋲 農産物䈎䉌䈱検出農薬及び䈠䈱濃度䋨単䋺ppm 䋩 

簡易䉴䉪䊥䊷䊆ン䉫法 

検体ฬ 検出農薬 

溶出液 溶出後䈱残渣 

一斉ಽ析法 備考 

䊧タ䉴䋱 䊒䊨䉲䊚䊄ン 㪇㪅㪉㪊 㪇㪅㪇㪊 㩿㪈㪈㪅㪌%㪀

※㪈

 㪇㪅㪇㪍 ECD/FTD

䊐䊦䉳䉥䉨ソ䊆䊦 㪈㪅㪉 㪥㪅㪛㪅 㪇㪅㪏㪇 FTD 
さやえ䉖䈬う䋱 

䉪䊨䊨タ䊨䊆䊦 㪇㪅㪈㪏 㪥㪅㪛㪅 㪇㪅㪍㪇 ECD/FTD

䊅䉴䋱 䉪䊨䊦䊐䉢䊅䊏䊦 㪇㪅㪇㪐 㪥㪅㪛㪅 㪇㪅㪇㪋 ECD/FTD

䊆䊤䋱 䉪䊧ソ䉨䉲䊛䊜チ䊦 㪇㪅㪏㪊 㪥㪅㪛㪅 㪉㪅㪊 FTD 

䉶䊨䊥䋱 䉪䊨䊨タ䊨䊆䊦 㪋㪅㪊 㪥㪅㪛㪅  㪇㪅㪉㪇 ECD/FTD

䉪䊨䊨タ䊨䊆䊦 㪉㪈㪅㪎 㪇㪅㪍㪊 㩿㪈㪅㪋%㪀 㪇㪅㪈㪊 ECD/FTD
䉶䊨䊥䋲 

䊒䊨䉲䊚䊄ン 㪇㪅㪇㪋 㪇㪅㪇㪋 㩿㪌㪇%㪀 㪇㪅㪇㪈 ECD 

䉶䊨䊥䋳 䊒䊨䉲䊚䊄ン 㪇㪅㪇㪍 㪇㪅㪇㪉 㩿㪉㪌%㪀 㪇㪅㪇㪊 ECD 

䊚䉪䊨䊑タ䊆䊦 㪇㪅㪉㪏 㪇㪅㪇㪏 㩿㪉㪉㪅㪉%㪀 㪇㪅㪈㪐 FTD 
䉟チ䉯䋱 

䉟ソ䉨䉰チ䉥ン 㪇㪅㪇㪉 㪇㪅㪇㪇㪏 㩿㪉㪏㪅㪍%㪀 㪇㪅㪇㪈 FPD 

䉲䊕䊦䊜䊃䊥ン 㪇㪅㪈㪇 㪥㪅㪛㪅 㪇㪅㪇㪋 ECD 
䉟チ䉯䋲 

䉪䊧ソ䉨䉲䊛䊜チ䊦 㪇㪅㪈㪍 㪥㪅㪛㪅 㪇㪅㪇㪍 ECD/FTD

䉨䊞䊔䉿䋱 䉟䊒䊨䉳䉥ン 㪇㪅㪊㪉 㪇㪅㪇㪎 㩿㪈㪎㪅㪐%㪀 㪥㪅㪛㪅 ECD 

䉨䊞䊔䉿䋲 䊒䊨チ䉥䊖䉴 㪇㪅㪇㪏 㪇㪅㪇㪍 㩿㪋㪉㪅㪐%㪀 㪥㪅㪛㪅 FPD/ECD

䊃䊦䉪䊨䊖䉴䊜チ䊦 㪇㪅㪋㪈 㪇㪅㪇㪏 㩿㪈㪍㪅㪊%㪀 㪥㪅㪛㪅 FTD 

䊐䉢ン䊋䊧䊧䊷䊃 㪐㪅㪇 㪇㪅㪌㪌 㩿㪌㪅㪏%㪀 㪇㪅㪇㪏 FTD/ECD䉨䊞䊔䉿䋳 

䊙䊤チ䉥ン 㪇㪅㪊㪈 㪇㪅㪇㪋 㩿㪈㪈㪅㪋%㪀 㪥㪅㪛㪅 FPD 

䉨䊞䊔䉿䋴 䉪䊨䊨タ䊨䊆䊦 㪇㪅㪇㪊 㪥㪅㪛㪅 㪥㪅㪛㪅 ECD 

䉨䊞䊔䉿䋵 䊃䊦䉪䊨䊖䉴䊜チ䊦 㪇㪅㪇㪏 㪇㪅㪇㪋 㩿㪊㪊㪅㪊%㪀 㪥㪅㪛㪅 ECD/FTD

䊈䉩䋱 䉲䊕䊦䊜䊃䊥ン 㪇㪅㪉㪋 㪇㪅㪇㪊 㩿㪈㪈㪅㪈%㪀 㪇㪅㪈㪇 ECD 

䊈䉩䋲 䉲䊕䊦䊜䊃䊥ン 㪇㪅㪈㪋 㪥㪅㪛㪅 㪇㪅㪇㪌 ECD 

䉲䊕䊦䊜䊃䊥ン 㪇㪅㪊㪏 㪥㪅㪛㪅 㪇㪅㪋㪊 ECD 
䊈䉩䋳 

㪜㪧㪥 㪇㪅㪈㪊 㪥㪅㪛㪅 㪇㪅㪇㪐 FPD 

䊈䉩䋴 䉪䊨䊨タ䊨䊆䊦 㪇㪅㪈㪎 㪥㪅㪛㪅 㪥㪅㪛㪅 ECD/FTD

䊈䉩䋵 䉲䊕䊦䊜䊃䊥ン 㪇㪅㪈㪊 㪥㪅㪛㪅 㪇㪅㪈㪈 ECD 

䊈䉩䋶 䉝䉶䊐䉢䊷䊃 㪇㪅㪌㪎 㪥㪅㪛㪅   㪉㪅㪈

※㪉

 FPD 

䊃䊙䊃 䉳䉮䊖䊷䊦 㪇㪅㪋㪉 㪥㪅㪛㪅 㪇㪅㪇㪉 ECD 

䉨ュ䉡䊥 䊒䊨䉲䊚䊄ン 㪇㪅㪈㪇 㪇㪅㪇㪋 㩿㪉㪏㪅㪍%㪀 㪇㪅㪇㪈 ECD 

䉪䊨䊦䊐䉢䊅䊏䊦 㪏㪅㪎 㪈㪅㪉 㩿㪈㪉㪅㪈%㪀 㪇㪅㪉㪇 ECD/FTD
白菜䋱 

䊐䉢ン䊋䊧䊧䊷䊃 㪇㪅㪊㪋 㪥㪅㪛㪅 㪇㪅㪇㪐 ECD/FTD

䉪䊨䊨タ䊨䊆䊦 㪈㪅㪎 㪥㪅㪛㪅 㪥㪅㪛㪅 ECD/FTD
白菜䋲 

䊒䊨䊐䉢䊉䊖䉴 㪉㪅㪊 㪇㪅㪐㪏 㩿㪉㪐㪅㪐%㪀 㪥㪅㪛㪅 FPD 

䉲䊕䊦䊜䊃䊥ン 㪇㪅㪋㪍 㪇㪅㪈㪐 㩿㪉㪐㪅㪉%㪀 㪇㪅㪍㪇 ECD 
䍬䍑䍸䍻䍝䍑䋱 

䉨䊞䊒タン 㪇㪅㪇㪐 㪥㪅㪛㪅 㪇㪅㪇㪐 ECD 

䍬䍑䍸䍻䍝䍑䋲 䉲䊕䊦䊜䊃䊥ン 㪇㪅㪌㪌 㪇㪅㪈㪍 㩿㪉㪉㪅㪌%㪀 㪇㪅㪎㪍 ECD 

䍬䍑䍸䍻䍝䍑䋳 䉲䊕䊦䊜䊃䊥ン 㪇㪅㪇㪌 㪥㪅㪛㪅 㪥㪅㪛㪅 ECD 

䍬䍑䍸䍻䍝䍑䋴 䉲䊕䊦䊜䊃䊥ン 㪈㪅㪎 㪇㪅㪉㪉 㩿㪈㪈㪅㪌%㪀 㪇㪅㪍㪉 ECD 

え䈣䉁䉄䋱 䉲䊕䊦䊜䊃䊥ン 㪇㪅㪈㪎 㪥㪅㪛㪅 㪇㪅㪇㪎 ECD 

※䋱䋺䋨䋩内䈲残留農薬䈱割合䋨％䋩 

※䋲䋺根本䉌䈱方法䈮䉋䉎  
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Studies on Determination of Acephate, Methamidophos,

Dichorvos and Trichlorhon in Agricultural Products

Hideaki MOTOMURA, Tsuyomi BABA and Nobuhiro MASUDA

acephate,methamidophos,dichlorvos,trichlorfon, agricultural productsKey words:

䉨䊷ワ䊷䊄䍼 䉝䉶䊐䉢䊷䊃 䊜タ䊚䊄䊖䉴 䉳䉪䊨䊦䊗䉴 䊃䊥䉪䊨䊦䊖ン 農産物: , , , ,

䈲 じ め に

当所䈪䈲ᐔ成 ᐕ度䉋䉍農産物中䈱残留農薬䈱一, 5

斉分析法䈱検討䉕進䉄䈩い䉎䈏䋬厚生労働省䈪䈲ᐔ

成 ᐕ 䉁䈪䈮䊘䉳テ䉞䊑䊥䉴䊃制䉕ዉ入䈜䉎䈖䈫䈫18 5

䈚䈩䈍䉍䋬今後䋬益々一斉分析法䈱整備䈏㊀要䈫䈭䈦

䈩䈒䉎䈫思わ䉏䉎䇯

一方䋬農薬䈱中䈮䈲分析法䈫䈚䈩一斉分析法䈪䈲

不向䈐䈭農薬䉅䉍䋬基準違等䈏あ䈦た場合䈮䉅迅

速䈮対応䈪䈐䉎䉋う個別分析法䈱検討䉅㊀要䈪あ䉎䈫

思わ䉏䉎䇯そ䈖䈪䋬今回通知法䈱䉝䉶䊐䉢䊷䊃及び䊜タ

䊚䊄䊖䉴試験法及び䉳䉪䊨䊦䊗䉴㩿 㪀及び䊃䊥䉪䊨䊦DDVP

䊖ン㩿 㪀試験法䉕基䈮䋬 種䈱農薬䈱試験法䈱検DEP 4

討䉕行䈦た䈱䈪報告䈜䉎䇯䈭䈍䋬検討䈮当た䈦䈩䈲䋬

日常的䈮行わ䉏䈩い䉎一斉分析䈎䉌䋬迅速䈮個別分

析法䈮移行䈪䈐䉎䉋う䈮䋬 䈮䈍け䉎分離䉦䊤䊛䉕GC

䋬䉪䊥䊷ン䉝ッ䊒䈮䈲䉫䊤䊐䉜䉟䊃䉦䊷䊗ン䊚䊆䉦䊤DB-5

䊛㩿 㪀䉕使用䈜䉎等䋬䈭䉎べ䈒一斉分析法䈱ENVI-Carb

条件䉕採用䈜䉎䉋う考慮䈚た䇯

調 査 方 法

䋱䋮試料

添加回実験䈮䈲䋬長崎県内䈪購入䈚た䈳䉏い䈚

䉊䋬䊃䊙䊃䋬た䉁䈰䈑䋬䈰䈑䋬䈾う䉏䉖草䋬䉂䈎䉖䋬いち

䈗䋬玄米䉕使用䈚た䇯䈭䈍䋬た䉁䈰䈑䇮䈰䈑䈲電子䊧ン

䋱䋩

䉳䈪前処理䈚た䉅䈱䉕用いた䇯

䋲䋮試薬等

標準品䈲市販䈱農薬標準品䉕用い䋬機溶媒等

䈱試薬䈲残留農薬分析用䉕用いた䇯䉁た䋬 䈱誘DEP

ዉ体化剤䈪あ䉎 䊜チ䊦ビ䉴䊃䊥䊐䊦䉥䊨䉝䉶䊃䉝䊚䊄N-

㩿 㪀䈲和光純薬工業㈱製䈱䉧䉴䉪䊨䊙䊃䉫䊤䊐䉕MBTFA

用いた䇯

䊚䊆䉦䊤䊛： 㩿 㪀 㩿䉴䊕䊦コ社ENVI-Carb 500mg,6mL

製䋩䋬 㩿 社製㪀Sep-pak plus silica Waters

䉬䉟ソ䉡土䉦䊤䊛： 㩿 社製㪀Extrelut NT20 Waters

䋳䋮装置及び測定条件

䍔䍼䍛䍖ﾛﾏ䍢䍖䍼䍵䍪：㈱島津製作所 㩿 㪀GC-17A FPD

GC-17䍔䍼䍛䍖ﾛﾏ䍢䍖䍼䍵䍪質㊂分析装置：㈱島津製作所

ＡA+5050

䋮䉝䉶䊐䉢䊷䊃及び䊜タ䊚䊄䊖䉴3-1

㩿 㪀GC-FPD

䉦䊤䊛： 㩿内径 䋬長䈘 䋬膜厚DB-5 0.32mm 30m

䋬 社製㪀0.25 m J&Wμ
䉦䊤䊛温度： ℃㩿 㪀 ℃ ℃ ℃80 1min -10 /min-180 -20

℃㩿 㪀/min-280 10min

注入口温度： ℃ 検出器温度： ℃250 285

䉨䊞䊥䉝䊷䉧䉴：䊓䊥䉡䊛䋬 㩿定圧ﾓ䍎䍢䍼㪀80kpa

DB-210 0.53mm 15m 1.0䉦䊤䊛： 㩿内径 䋬長䈘 䋬膜厚

䋬 社製㪀μm J&W

䉦䊤䊛温度： ℃㩿 㪀 ℃ ℃㩿 㪀80 1min -10 /min-180 5min

注入口温度： ℃ 検出器温度： ℃250 250

䉨䊞䊥䉝䊷䉧䉴：䊓䊥䉡䊛䋬 㩿定圧ﾓ䍎䍢䍼㪀53kpa

3-2 DDVP DEP䋮 及び

㩿 㪀GC-FPD

䉦䊤䊛： 㩿内径 䋬長䈘 䋬膜厚DB-5 0.32mm 30m

䋬 社製㪀0.25 m J&Wμ
䉦䊤䊛温度： ℃㩿 㪀 ℃ ℃㩿 㪀50 1min -20 /min-280 5min

注入口温度： ℃ 検出器温度： ℃200 285

䉨䊞䊥䉝䊷䉧䉴：䊓䊥䉡䊛䋬 㩿定圧ﾓ䍎䍢䍼㪀80kpa

長崎県衛生公害研究所報 䋬㩿 㪀 資料50 2004



䋨㊁菜䊶果実䋩 䋨穀類䋩

10g 10g試料 試料

酢酸䍒ﾁ䍷 水 䋬 放置75mL 10mL 30min
75g 75mL無水硫酸䍣䍢䍶䍑ﾑ 酢酸䍒ﾁ䍷

75g無水硫酸䍣䍢䍶䍑ﾑ

抽出䋨䊝䊖䉳䊅䉟䉵䋩

䉐過

酢酸䍒ﾁ䍷 × 䈪䉐紙䈱残留物䉕洗う20mL 3

℃以ਅ䈪減圧濃縮䋨溶媒除去䋩40

䍏䍜䍢䍻䋭 䍫䍕䍙䍻㩿 㪀 䈮溶解 䍏䍜䍢䍻䋭 䍫䍕䍙䍻㩿 㪀 䈮溶解n- 1:1 4mL n- 3:17 4

ENVI-Carb 500mg 6mL Sep-pak plus silica䍔䍵ﾑ䍖ﾛﾏ䍢䍖䍼䍵䍪ｨ䍎 㩿 䋬 㪀 䍔䍵ﾑ䍖ﾛﾏ䍢䍖䍼䍵䍪ｨ䍎

䍏䍜䍢䍻䋭 䍫䍕䍙䍻㩿 㪀 䈪䍘䍻䍡䍼ｨ䍚ｮ䍤䍻䍖䍼 䍏䍜䍢䍻䋭 䍫䍕䍙䍻㩿 㪀 䈪䍘䍻䍡䍼ｨ䍚ｮ䍤䍻䍖䍼n- 1:1 5mL n- 1:1 10mL
記抽出溶液 䈱内 䉕負荷 記抽出溶液 䈱内 䉕負荷4mL 1mL 4mL 1mL
䍏䍜䍢䍻䋭 䍫䍕䍙䍻㩿 㪀 䈪溶出 䍏䍜䍢䍻䋭 䍫䍕䍙䍻㩿 㪀 䈪洗浄n- 1:1 5mL n- 3:17 20mL

䍏䍜䍢䍻䋭 䍫䍕䍙䍻㩿 㪀 䈪溶出n- 1:1 20mL
N 1mL2 パ䊷䉳䈪

40 1mL℃以ਅ䈪減圧濃縮後䋬

GC-FPD

図䋱．アセ䊐ェー䊃及びメタ䊚䊄䊖ス䈱分析方法

㩿 㪀GC/MS

䉦䊤䊛： 㩿内径 䋬長䈘 䋬膜厚DB-5ms 0.25mm 30m

䋬 社製㪀0.25 m J&Wμ
䉦䊤䊛温度： ℃㩿 㪀 ℃ ℃㩿 㪀50 1min -20 /min-280 5min

注入口温度： ℃ 検出器温度： ℃250 250

䉨䊞䊥䉝䊷䉧䉴：䊓䊥䉡䊛䋬 㩿定圧ﾓ䍎䍢䍼㪀100kpa

䋴䋬添加回実験

䋮䉝䉶䊐䉢䊷䊃及び䊜タ䊚䊄䊖䉴4-1

分析方法䉕図䋱䈮示䈚た䇯通知法䈬䈍䉍䋬試料䈎䉌

無水硫酸䊅䊃䊥䉡䊛䈪脱水䈚䈭䈏䉌䋬酢酸䉣チ䊦䈪抽

出䈚た䇯䈭䈍䋬通知法䈪䈲試料 䈮対䈚䈩䋬無水硫20g

酸䊅䊃䊥䉡䊛 䋬酢酸䉣チ䊦 䈪䊖䊝䉳䊅䉟150g 150mL

䉵䈚䈩い䉎䈏䋬当所䈱䊖䊝䉳䊅䉟䉱䊷䈪䈲負荷䈏大䈐

いた䉄䋬各々通知法䈱半㊂䈪䊖䊝䉳䊅䉟䉵䉕行䈦た䇯

ENVI-Carb Sep-pak精製䈲䋬㊁菜䊶果実䈲 䈪䋬玄米䈲

䉕使用䈚䋬 䈱測定時䈱分離䉦䊤䊛䈲䋬plus silica GC

DB-5 0.2 g/g䉕用いた䇯䉁た䋬標準溶液䈱添加濃度䈲 μ
䈫䈚䋬添加 分後分析䉕開始䈚た䇯30

䉝䉶䊐䉢䊷䊃及び䊜タ䊚䊄䊖䉴䈲䊙䊃䊥ッ䉪䉴䈱影響䉕

受けや䈜䈒䋬測定値䉕過大䈮評価䈜䉎可能性䈏あ䉎䇯

そ䈱た䉄䋬標準溶液䈲䋬䊑䊤ン䉪試験液 䉕䈫䉍䋬200 Lμ
パ䊷䉳䈪乾固䈚䋬そ䉏䈮標準溶液㩿溶媒 㪀䉕N STD2

加えた䉅䈱䉕添加回実験用䈱標準溶液䈫䈚200 Lμ
た䇯㩿 㪀Matrix STD

4-2 DDVP DEP䋮 及び

分析方法䉕図䋲䈮示䈚た䇯抽出䈫 䈱誘ዉ体化DEP

䈲通知法䈫䈾䈿ห様䈭方法䉕䋬精製䈲 䉕ENVI-Carb

用いた䇯䈭䈍䋬標準溶液䈱添加濃度䈲 䈫䈚䋬0.1 g/gμ
添加 分後分析䉕開始䈚た䇯30

結 果 及 び 考 察

䋱䋮䉝䉶䊐䉢䊷䊃及び䊜タ䊚䊄䊖䉴

当所䈪䈲䋬試料䉕䉝䉶䊃䊆䊃䊥䊦䈪抽出䈚䋬抽出液

䈮塩化䊅䊃䊥䉡䊛䈫䊥ン酸緩衝液䉕添加䈚䋬水層䉕除い

た抽出液䉕䋬 䈪精製䉕行う方法䈪対応䈚ENVI-Carb

䈩いた䇯 䈚䈎䈚䈭䈏䉌䋬一部農産物䈮䉋䈦䈩䈲䋬回

2㪀

率䈏低䈎䈦た䈱䈪検討䉕行䈦た䇯䇯

最初䈱検討段階䈪䈲䋬䉝䉶䊃ン䈪抽出後䋬塩化䊅䊃

䊥䉡䊛䉕添加䈚䋬 䈮負荷䋬 放置後䋬酢Extrelut 10min

酸䉣チ䊦 䈪溶出䈚䋬溶出液䉕濃縮後䋬150mL

䈪精製䉕行う方法䈪検討䉕行䈦た䇯 䊃ENVI-Carb 3㪀

䊙䊃䈫䈰䈑䉕用い䈩䋬添加回実験䉕行䈦た䈫䈖䉐䋬䊃

䊙䊃䈪䈲両農薬䈫䉅回率䈲 以䋬䈰䈑䈪䈲䊜タ䊚70%

䊄䊖䉴䈱回率䈏 ％以䈪あ䈦た䈏䋬䉝䉶䊐䉢䊷䊃70

䈲 ％䈪あ䈦た䇯 䈮䈍け䉎酢酸䉣チ䊦䈱溶62 Extrelut

出㊂䉕 䈪行䈦た䈏䋬回率䈮大䈐䈭差䈲䈭䈎200mL

䈦た䇯そ䈖䈪䋬今回䈲䋬通知法䈮䉋䉎酢酸䉣チ䊦抽出

法䈪検討䉕行䈦た䇯䋨図䋱䋩
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䋨㊁菜䊶果実䋩 䋨穀類䋩

20g 10g試料 試料

䍏䍜䍢䍻 䋬 水 䋬 放置100mL 50mL 20mL 30min
100mL 50mL䍏䍜䍢䍻 䋬

抽出䋨䊖䊝䉳䊅䉟䉵䋩

遠心分離㩿 㪀2,500rpm, 5min

℃以ਅ䈪減圧濃縮䋨約 䉁䈪䋩40 30mL
100mL飽和食塩水

100mL 50mL酢酸䍒ﾁ䍷 䋬

抽出

脱水䋨無水硫酸䍣䍢䍶䍑ﾑ䋩

℃以ਅ䈪減圧濃縮䋨溶媒除去㪀40
䍫䍕䍙䍻 䈮溶解n- 30mL

n- 30mL 3䍫䍕䍙䍻飽和䍏䍜䍢䍤䍢䍶䍷 ×

䍏䍜䍢䍤䍢䍶䍷分配

䍏䍜䍢䍤䍢䍶䍷層䉕 ℃以ਅ䈪減圧濃縮㩿溶媒除去㪀40

䍏䍜䍢䍻 䍫䍕䍙䍻㩿 㪀 䈮溶解:n- 1:1 4mL
䋨抽出溶液䋩

䍔䍵ﾑ䍖ﾛﾏ䍢䍖䍼䍵䍪ｨ䍎 㩿 䋬 㪀ENVI-Carb 500mg 6mL
䍏䍜䍢䍻䋭 䍫䍕䍙䍻㩿 㪀 䈪䍘䍻䍡䍼ｨ䍚ｮ䍤䍻䍖䍼n- 1:1 10mL
抽出溶液 䈱内 䉕負荷4mL 1mL
䍏䍜䍢䍻䋭 䍫䍕䍙䍻㩿 㪀 䈪溶出n- 1:1 10mL

パ䊷䉳䈪乾固N2
MBTFA 100μL

1:1000 1mL䍏䍜䍢䍻䋭䍩䍽䍶䍚䍼䍻㩿 㪀

℃䋬 ｈｒ60 2

化TFA

GC-FPD
図䋲．䌄䌄ＶＰ及び䌄䌅Ｐ䈱分析方法

表䋱．アセ䊐ェー䊃及びメタ䊚䊄䊖ス添加回収実験結果

添加㊂ 回率㩿 㪀㩿 㪀䋬㩿 㪀n=3 RSD %

農 薬 ฬ 㩿 䈳䉏い䈚䉊 䊃䊙䊃 た䉁䈰䈑 䈰䈑 䉂䈎䉖 玄米μg/g)

㩿 㪀アセフェー࠻ 0.2 94.2 5.5 91.6 2.7 88.0 5.7 90.7 1.5 84.3 3.0㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀 83.0 5.6

㩿 㪀メタミ࠼ホス 0.2 88.1 5.9 86.9 3.4 86.2 6.3 89.2 1.3 82.1 1.5㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀 82.5 7.0

表䋲．㪤atrix 㪪㪫D䈱希釈倍率による㪤atrix 㪪㪫D㪆溶媒㪪㪫D䈱比

原液 × 倍液 × 倍液 × 倍液 × 倍液農 薬 ฬ 5 10 25 50

1.9 1.5 1.4 1.3 1.2アセフェー࠻

1.7 1.4 1.3 1.2 1.0メタミ࠼ホス
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表䋳 䌄䌄ＶＰ及び䌄䌅Ｐ添加回収実験結果

添加㊂ 回率㩿 㪀㩿 㪀䋬㩿 㪀n=3 RSD %

農 薬 ฬ 㩿 䈳䉏い䈚䉊 䊃䊙䊃 た䉁䈰䈑 䈾う䉏䉖草 䉂䈎䉖 いち䈗 玄米μg/g)

㩿 㪀 㩿 㪀ＤＤＶＰ 0.2 101.9 2.8 94.9 3.7 75.0 1.7 101.4 1.2 83.7 4.9㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀 83.2 3.5 88.7 5.5

䌄䌅Ｐ 㩿 㪀 㩿 㪀0.2 88.8 8.6 90.4 3.5 86.2 0.9 92.9 0.5 83.0 2.0㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀 㩿 㪀 84.8 5.0 90.0 5.7

図䋱䈮示䈜方法䈮䉋䉎添加回実験結果䉕表䋱䈮

示䈚た䇯回率䈲䉝䉶䊐䉢䊷䊃䈪 ～ ％䋬䊜タ83.0 94.2

䊚䊄䊖䉴䈪 ～ ％䋬両農薬䈫䉅相対標準偏差82.5 89.2

㩿 㪀䈲 ％以ਅ䈪良好䈭結果䉕得た䇯䉁た䋬図䋳䈮䊃RSD 7

䊙䊃䈮䉋䉎 䈪䈱検㊂線䉕示䈚た䇯 ～Matrix STD 0.025

䈱間䈪相関係数 以䈱良好䈭直線性1μg/mL 0.999

䉕得た䇯䈚䈎䈚䈭䈏䉌䋬 溶媒 䈱比Matrix STD/ STD

1.5 2.4 1.2 1.7䈲䋬䉝䉶䊐䉢䊷䊃䈪 ～ 䋬䊜タ䊚䊄䊖䉴䈪 ～

䈪䋬特䈮䉝䉶䊐䉢䊷䊃䈪䊙䊃䊥ッ䉪䉴䈱影響䉕大䈐䈒受け

䈩いた䇯䉂䈎䉖䈱 䉕 倍～ 倍希釈䈚Matrix STD 5 50

た時䈱 溶媒 䈱比䉕求䉄た結果䉕表Matrix STD/ STD

䋲䈮示䈚た䇯希釈倍率䈏大䈐䈒䈭䉎䈮従い䊙䊃䊥ッ䉪䉴䈱

影響䈏ዊ䈘䈒䈭䈦䈩䈍䉍䋬䈖䈱䈖䈫䈎䉌䋬測定値䉕求䉄䉎

場合䈲䋬試験液䈫ห䈛希釈倍率䈱 䉕使用Matrix STD

䈜䉎䈖䈫䈏必要䈪あ䉎䈫思わ䉏䉎䇯䉁た䋬 䈪䉂䈎DB-5

䉖䈱試験液䉕測定後䋬䉦䊤䊛䈱䉂 䈮交換䈚䋬DB-210

再度䋬䉂䈎䉖䈱試験液䈱測定䉕行䈦た䇯そ䈱結果䋬

溶媒 䈱比䈲䋬 䈪䈲䉝䉶䊐䉢䊷Matrix STD/ STD DB-5

䊃䈪 䋬䊜タ䊚䊄䊖䉴䈪 䈮対䈚䈩䋬 䈪䈲䉝1.9 1.7 DB-210

䉶䊐䉢䊷䊃及び䊜タ䊚䊄䊖䉴䈫䉅 䈪䋬䊙䊃䊥ッ䉪䉴䈱影1.1

響䈏ዊ䈘䈎䈦た䇯䉁た䋬回率䈮䈧い䈩䉅䋬 䈪䉝DB-5

䉶䊐䉢䊷䊃䈏 䋬䊜タ䊚䊄䊖䉴䈏 䈮対䈚䈩䋬84.3% 82.1%

䈪䈲䉝䉶䊐䉢䊷䊃䈏 䋬䊜タ䊚䊄䊖䉴䈏DB-210 87.7%

図䋳．䊃䊙䊃における㪤atrix 㪪㪫D䈱検量線

％䈪䋬 䉅 ％以ਅ䈪良好䈭結果䈪あ䈦た䇯82.6 RSD 3

DDVP DEP䋲䋮 及び

当所䈪䈲䋬無水䊃䊥䊐䊦䉥䊨酢酸㩿 㪀䈮䉋䉎䉝䉶TFAA

チ䊦化䈮䉋䉎方法䈪対応䈚䈩䈐た䈏 䋬通知法䈏

4 ,5㪀 㪀

䈮䉋䉎䉝䉶チ䊦化䈱方法䈪あ䈦た䈱䈪䋬今回MBTFA

㪀

䈖䈱方法䈪検討䉕行䈦た䇯

6

転溶溶媒䈮䈧い䈩䈲䋬当所䈱一斉分析䈪用い䈩い

䉎 酢酸䉣チ䊦䋭 䊓䉨䉰ン䈪䈲 䈱回率䈏20% n- DEP

㪇

㪉㪇㪇㪇㪇

4㪇㪇㪇㪇

6㪇㪇㪇㪇

8㪇㪇㪇㪇

㪈㪇㪇㪇㪇㪇

㪈㪉㪇㪇㪇㪇

㪇 㪇㪅㪉 㪇㪅4 㪇㪅6 㪇㪅8 㪈 㪈㪅㪉

μg㪆m㪣

䊏
ー
ク
面
積

ﾒﾀﾐﾄﾞﾎ䍛

䍏䍜ﾌｪ䍎ﾄ

図䋴．䌄䌅Ｐ䈱Ｔ䌆Ａ化体䈱䊙スス䊕ク䊃ル
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悪䈎䈦た䈱䈪䋬通知法䈬䈍䉍䋬酢酸䉣チ䊦䈪行う䈖䈫䈫

䈚た䇯

図䋲䈮䉋䉎方法䈪行䈦た添加回実験結果䉕表䋳䈮

示䈚た䇯回率䈲 䈪 ～ ％䋬 䈪DDVP 75.0 101.9 DEP

～ ％䋬 䈲両農薬䈫䉅 ％以ਅ䈫良86.2 92.9 RSD 9

䈭結果䉕得た䇯䉁た䇮 䈱 化体䈱検㊂線䉅䋬DEP TFA

～ 䈱間䈪䋬相関係数 以䈱良好0.05 2 g/mL 0.999μ
䈭直線性䉕示䈚た䇯

䈱 化体䉕 䈪測定䈚得䉌䉏た䊙䉴DEP TFA GC/MS

䉴䊕䉪䊃䊦䉕図䋴䈮示䈚た䇯 䈏主䈪䇮そ䈱他m/z=109

䋬 䋬 䋬 等䈏観察䈘䉏䋬 化䈘䉏た93 180 208 241 TFA

㪀 㪀DEP䈱䊙䉴䉴䊕䉪䊃䊦䈫一致䈚た䇯 6 ,7

ま と め

今回通知法䈱䉝䉶䊐䉢䊷䊃及び䊜タ䊚䊄䊖䉴試験法及

び 及び 試験法䉕基䈮䋬 種䈱農薬䈱試DDVP DEP 4

験法䈱検討䉕行䈦た䇯

䉝䉶䊐䉢䊷䊃䈫䊜タ䊚䊄䊖䉴䈮䈧い䈩䈲䋬一斉分析法

䈱検査体制䈎䉌䋬緊急時䉅迅速䈮対応可能䈪あ䉎䈫思

わ䉏䉎䈏䋬 䈱分離䉦䊤䊛䈮䈧い䈩䋬 䉕使用䈚GC DB-5

た場合䋬䊙䊃䊥ッ䉪䉴䈱影響䈏大䈐䈒䋬 䉕使Matrix STD

う必要䈏あ䈦た䇯䈭䈍䋬通知法䈮示䈘䉏䉎 䉕使DB-210

用䈜䉎䈫䋬䊙䊃䊥ッ䉪䉴䈱影響䈲ዊ䈘䈎䈦た䇯

䈫 䈮䈧い䈩䈲䋬 䉕準備䈜䉎䈖DDVP DEP MBTFA

䈫䈪䋬一斉分析法䈱検査体制䈎䉌䋬緊急時䉅迅速䈮対

応可能䈪あ䉎䈫思わ䉏た䇯

参 考 文 献

㪀 起橋㓷浩䋬 他：食衛誌䋬 䋬 ～ 䋬㩿 㪀1 37 43 47 1996

㪀 根本了䋬 他：食衛誌䋬 䋬 ～ 䋬㩿 㪀2 41 233 241 2000

㪀 残留農薬迅速分析法開発検討委員会䋬食品衛生3

研究䋬 㩿 㪀䋬 ～ 㩿 㪀47 5 27 41 1997

㪀 本村秀章䋬 他：長崎県衛生公害研究所報䋬 䋬4 40

～ 䋬㩿 㪀110 112 1994

㪀 本村秀章䋬 他：長崎県衛生公害研究所報䋬 䋬5 41

～ 䋬㩿 㪀58 60 1995

㪀 山田信之䋬 他：食衛誌䋬 䋬 ～ 䋬㩿 㪀6 43 196 201 2002

㪀 本村秀章䋬 他：ᐔ成 ᐕ度長崎県衛生公害研究7 6

33 34所研究発表会講演要旨㓸䋬 ～



長崎県衛生公害研究所報取 50ん㧔2004㧕資料 

 

長崎県に䈍け䉎日本脳炎䈱疫学調査䋨㪉㪇㪇㪋 ᐕ度䋩 
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Epidemic of Japanese Encephalitis in Nagasaki Prefecture䋨㪉㪇㪇㪋䋩 

 

Akira YOSHIKAWA，Makiko NAKAMURA，Manabu  HIRANO，Kenshi  HARA 

䌡ｎｄ Nobuhiro MASUDA 

 

Key取 words ： Japanese Eｎcephalitis,Swine Infection, HI Antibody Positive Rate 

䉨䊷ワ䊷ド取 ： 日本脳炎䇮豚感染䇮䌈䌉抗体陽性率 

 

は じ め に  

 日ᧄ脳炎ウイޔߪࠬ࡞Flavivirus 属ߦ属ޔߒコࠟタ

アࠞイエࠞ߇媒ࠆߔア࡞ボウイߢࠬ࡞あߩߘޕࠆ生

態環ޔߪ蚊ψ豚㧔時࠻ߦ㧕ψ蚊ߩサイクࠍ࡞形成ߒ

あߢ終ᧃ宿主ߩ感染ࠬ࡞日ᧄ脳炎ウイߪ࠻ࡅޔࠅ߅ߡ

感染状況ߩ豚ߩߡߒߣ増殖動物ࠬ࡞ウイޔߡߞ従ޕࠆ

取ޕࠆࠇࠄ考えߣࠆいߡߒ関与ߦ感染状況ߩ࠻ࡅޔ߇

現在ޔ日ᧄ脳炎ߩ流行地ޔߪ東アࠫアޔ東南アࠫアޔ

南アࠫア࠻ࠬࠝࠄ߆アߦまߢ拡大ޔߒ年間数百

万人ߩ日ᧄ脳炎患者߇発生ߡߒいޕࠆ症状ޔߪ定型的

ߢ㧞日～1ޔߢ脳炎ߥ 40℃以上ߩ高熱ޕࠆߥߣ頭痛ޔ

嘔吐ޔ頚部硬直ߩߤߥ髄膜刺激症状߇現ޔࠇ次いߢ意

識障害ޔ筋強剛ޔけいࠎࠇ等ߩ脳症状߇現ޕࠆࠇ 

近年ޔᧄ邦ߩߢ日ᧄ脳炎確認患者1965ޔߪ 年以前

抑制因ߥ強力ߩ患者発生ߩߘޔ߇ࠆいߡߒ比べ激減ߣ

子ߦ࠻ࡅޔߪߡߒߣ対ࠆߔワクチン接種ࠆࠃߦ免疫賦

与ޔコࠟタアࠞイエࠞߩ減少ޔ豚飼育環境ߩ変化ߩ㧟

点ߩߘ߇大ߥ߈役割ࠍ担ߡߞいߣࠆ考えޕࠆࠇࠄ

㧝㧕 

取 ᧄ県ޔߪߢ厚生労働省ߩ定ߚ感染症流行予測調

査実施要領ߦၮߠいޔߡ毎年ޔ豚ߩ感染源調査ࠍ実

施ߡߒいޕࠆまޔߚᧄ年߽昨年同様ޔ豚ߩ血清ࠄ߆

日ᧄ脳炎ウイࠬ࡞分離ࠍ併行ߡߒ実施ߘޔߢߩߚߒ

取ޕࠆߔ報告ߡいߟߦ概要ߩ

取

調 査 方 法   

㪈㪅 感染源調査 

取 Ԙ調査時期及び回数 

 取 㧣中旬～㧥中旬ߩ各旬㧝回ߟߕ計 7 回 

取 ԙ調査客体及び検体 

取 取 調査客体ޔߪ県央地ߩ生後㧡～㧢ヶߩ肥育

豚 1㪊㪊 頭ޔ検体ߪ調査客体ߩ血清ޕߚߒߣ 

取 Ԛ調査㗄 

取 取 感染症流行予測調査業検査術式ࠅࠃߦ取

 測定ߩ日ᧄ脳炎赤血凝集抑制㧔HI㧕抗体

測ߩME㧔2-Ｍercaptoethnol㧕感ฃ性抗体-2

定 

ԛ採血場所 

取 日ᧄフࡄ࠼ッࠞ㧔株㧕諫早工場ߣ畜場 

㪉㪅 日ᧄ脳炎ウイߩࠬ࡞分離 

取 Ԙ検査材料 

取 取 HI 抗体陰性㧔HI 抗体価＜10㧕ߩ豚血清 57 頭 

ԙ検査手㗅 

豚取 血取 清 

ω 

㪈㪉㪃㪇㪇㪇r.p.m ߢ 20 分間遠心ޔ上清ࠍ採ข 

ω 

24 穴プ㧙ߦ࠻ၭ養ߚߒVero㧔9013 株㧕細胞

滅菌ࠍ PBS㧔㧙㧕ߢ㧞回洗浄後ޔ細胞ၭ養液

㧔2％ Eagle’s MEM㧕ࠍ 1 穴ߦ 900μl 分注ޔߒ

豚血清ߩ上清 100μl ࠻プࠍ 2 穴ߦ接種ޕ 

 ޕၭ養ߢ㧣日間炭酸ࠟࠬၭ養器ޔ℃36

㧔㧝代目㧕 

ω 

倒立型顕微鏡ߢ細胞変性効果㧔CPE㧕ࠍ㧣日間

観察ޕ 

ω 

㧣日間観察ߡߒߥ߆ࠄ CPE いߥࠇ確認さ߇

場合ޔ細胞ၭ養液ࠍ回㧔ࡂベࠬ࠻㧕ޔߡߒ

3,000r.p.m ߢ 20 分間遠心後ޔ上清ࠍ採ขޔߡߒ

㧝代目ߣ同ߓ操作ࠍ行うޕ 

㧔2 代目㧕 
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  表 1 ᐔ成䋱６ᐕ度豚䌈䌉抗体検査結果 

䌈䌉抗体価 䋨倍䋩 採血 
月日 

採血 
頭数 ＜10 10 20 40 80 160 320 ≧640 

䌈䌉抗体陽 
性率䋨％䋩 

2-ＭＥ抗体 
陽性率䋨％䋩 

7/20 20 9 1 3 5 2    55.0 28.6 
7/27 17 5 4 3 4 1    70.6 20.0 
8/6 20 12 3 4   1   40.0 100 
8/10 20 12 2 2 2  2   40.0 5䋰.0 

8/17 19 15  1  1   2 21.0 10䋰 

8/24 17 4 2 1 1   2 7 76.5 90.0 
9/14 20        20 100 15.0 

図䋱䇭㪟㪠抗体価陽性率及び㪉㪄ME感受性抗体陽性率䈱推移

㪇%

㪉㪇%

4㪇%

㪍㪇%

㪏㪇%

㪈㪇㪇%

㪎㪆㪉㪇 㪎㪆㪉㪎 㪏㪆㪍 㪏㪆㪈㪇 㪏㪆㪈㪎 㪏㪆㪉4 㪐㪆㪈4

採血月日

％

㪟㪠抗体陽性率䋨％䋩

㪉-ME抗体陽性率䋨％䋩

3.取 日ᧄ脳炎ウイࠬ࡞遺伝子検査㧔RT-PCR 法㧕 

ԘRNA  抽出ߩ

取 RNA 抽出ࠠッ࠻㧔QIAamp Viral RNA 取

Mini Kit :QIAGEN㧕ߢRNA 抽出後ޔDNase

処理及び cDNA 検ߩࠬ࡞ウイࡠࡁޔߪ作製ߩ

査法ߦ準ޕߚߓ 

ԙ使用Primer(5’to3’)取 取 Product:142ｂｐ 

JE㧙NS3㧙1S㧦 

AGAGCGGGGAAAAAGGTCAT 

JE㧙NS3㧙4R㧦 

TTTCACGCTCTTTCTACAGT 

Ԛ応条件 

92℃取 2 分 

92℃取 1 分 

53℃取 1 分取 取 取 35 サイク࡞ 

72℃取 1 分 

72℃取 5 分 

4℃取 取 ∞㧔保存㧕 

取 取 ԛ電気泳動 

取 取 PCR product 䈲䇮3％ア䉧ロ䊷䉴ゲル䈪電気泳

動後䇮エチ䉳ウムブロマイド染色を行い䇮142䌢ｐ

䈱位置にバンド䈏確認さ䉏たも䈱を陽性䈫した䇯 

調 査 結 果 及 び 考 察   

1．感染源調査結果 

取 豚HI 抗体検査結果ࠍ表㧝ޔߦHI 抗体陽性率及び

2-ME 感ฃ性抗体陽性率ߩ推移ࠍ図㧝ߦ示ޕߚߒ 

720日ߦ採血ߚߒ豚20ߩうち11頭߇HI抗体

陽性㧔陽性率 55％㧕ߩߘޔうちHI 抗体価 40 倍以上

㧣頭ߩうち 2 頭ࠄ߆豚感染開始ߩ指標ࠆߥߣ 2-ME

感ฃ性抗体陽性㧔陽性率 28.6％㧕߇確認さޕߚࠇ 

ウイࠬ࡞保蚊߇生後 4～㧢ヶߩ免疫ߥߩい豚

3～2ޔߒ感染ߪ豚ߣࠆߔ吸血ࠍ 日ߩ潜伏期ࠍ経ߡ約

3 日間持続ࠆߔウイࠬ࡞血症ࠍ起こޕߔこߩウイ࡞

ࠬ血症時ߦ吸血ߚߒ蚊߇ウイߦࠬ࡞感染13～10ޔߒ

日ߩ潜伏期ࠍ経ߡウイࠍࠬ࡞媒ࠃࠆߔうࠆߥߦ

㧞㧕

ޕ

こߩこࠄ߆ߣ回ߩ調査結果ޔߪߢ日ᧄ脳炎ウイ࡞

ߒ開始ߦ既ࠍ活動ߪߦ7中旬㗃߇蚊ߚߒ保ࠍࠬ

9ޔࠅ߅ߡ 中旬㗃まߢ豚ࠍ吸血ࠄ߇ߥߒウイࠬ࡞

 ޕࠆࠇ推察さ߇ߣこߚ広ࠍ感染ߒ媒ࠍ

まޔߚウイࠬ࡞保蚊ߩ活動開始時期ߪ例年߅ߤ

ࠅ

㧟㧕

例年ޔߕࠄ関わ߽ߦ

㧟㧕

比べHIߦ 抗体陽性率ߩ

立ち上߇ࠅ߇ 8 中旬まߢ鈍ޔߪߩߚߞ調査客体ߩ

飼育さߚࠇ豚舎ޔ߇比較的高所ߦあߚߞこ߇ߣ原因

 ޕࠆࠇ推察さߡߒߣ



長崎県衛生公害研究所報取 50ん㧔2004㧕資料 

 

 

取 取  
図㧞    㧔DNA  fragments取 by  RT-PCR取 㧕 

 

 

 

 

 

取 取 取 取 取 取 取 取  

 

 

 

㧞㧚日ᧄ脳炎ウイࠬ࡞分離結果 

HI抗体陰性ߩ豚血清57頭ߟߦいߡ日ᧄ脳炎ウイ

8ޔࠈこߣߚߞ行ࠍ分離ߩࠬ࡞  6 日ߦ採血ߚߒ豚

1 頭8ޔ  10 日ߦ採血ߚߒ豚 2 頭8ޔ  24 日ߦ採

血ߚߒ豚 1 頭ߩ計 4 頭ࠄ߆ウイ߇ࠬ࡞分離さޕߚࠇ 

ウイߩࠬ࡞発育状態ࠍ示ߔCPE 1ޔߪ 代目ࠄ߆確

認さޕߚࠇ 

CPE ࡞日ᧄ脳炎ウイޔߪߡいߟߦ検体ߚࠇ確認さ߇

ߚࠆߔ確認ࠍࠬ 0.33％ࠟチョウ血ࠍ用いߡ赤

血凝集㧔HA㧕試験ࠍ行いߩߘޔ後ޔ凝集応߇

認ߚࠇࠄ検体ߟߦいޔߪߡRT-PCR 法ࠆࠃߦ遺伝

子検査ࠍ行ޕߚߞ 

HA 試験ޔߪߢHA 価ߪ 2～4 倍ߣૐ4ޔ߇ߚߞ߆

頭ߩ豚血清ࠄ߆分離ߚߒウイߢࠬ࡞い߽ࠇߕ凝集

応ࠍ示ޕߚߒ 

ߔ示ߦ図㧞ߪߡいߟߦ遺伝子検査ޔࠄ߇ߥߒ߆ߒ

3ޔࠅ߅ߣ 頭ߩ豚血清ࠄ߆分離ߚߒウイߩࠬ࡞遺伝

子ޔߪ日ᧄ脳炎ウイߩࠬ࡞標準株ߢあࠆ JaGAr＃01

株ߩ遺伝子ߣ同ߓ 142ｂｐߩ目的ࠆߔߣ置ࡃߦン

ߩࠅ残ޔ߇ߚࠇࠄ認߇࠼ 1 頭㧔8  10 日ߦ採血分㧕

 ޕߚߞ߆ߥ߈ߢ確認ߪߡいߟߦ

従ޔߡߞCPE HAߣ 試験ߢ凝集応߇確認ޔ߈ߢ

分離ࠄ߆豚血清ߩ3頭ߚߞあߢRT-PCR߽陽性ߟ߆

さߚࠇウイߟߦࠬ࡞いޔߪߡ日ᧄ脳炎ウイߣࠬ࡞判

定ޕߚߒ 

 

ま と め 

䋱．7 月 20 日に採血した豚 11 頭䈎ら豚 HI 抗体䈏䇮そ

䈱うち䈱 2 頭ࠄ߆豚感染開始ߩ指標ࠆߥߣ 2-ME

感ฃ性抗体陽性㧔陽性率 28.6％㧕߇最初ߦ確認さ

 ޕߚࠇ

䋲．豚 HI 抗体陰性䈱 57 頭䈱豚䈎らウイル䉴分離を行

った䈫こ䉐 8  6 日8ޔ  10 日及び 8  24 日ߦ採

血ߚߒ豚ࠇߙࠇߘ 1 頭㧔計 3 頭㧕ࠄ߆日ᧄ脳炎ウ

イ߇ࠬ࡞分離さޕߚࠇ 

㧟㧚日ᧄ脳炎確認患者1965ޔߪ 年以前ߣ比べ激減ߒ

HIޔ߇ࠆいߡ 抗体価ߩ上昇並びߦ 2-ME 感ฃ性

抗体陽性確認及び日ᧄ脳炎ウイ߇ࠬ࡞分離さߚࠇ

こޔࠄ߆ߣ現在߽生活環境中ߦ日ᧄ脳炎ウイࠬ࡞

注意ߩ日ᧄ脳炎ࠆߔ対ߦ県民ޔࠅ߅ߡࠇ保持さߪ

喚起ߪ後߽必要ߢあޕࠆ 

 

謝辞㧦日ᧄ脳炎流行予測調査業ߦ御協力㗂いޔߚ

富岡雄ੑ㧔生産者㧕様ޔ日ᧄフࡄ࠼ッࠞ㧔株㧕

諫早工場長及び諫早食肉衛生検査所長他職員一同様

 ޕߔまߒ深謝ߦ
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M 㧦 Marker  (50～10,000 bp)取  

1取 㧦豚血清ࠄ߆分離ߚߒウイࠬ࡞㧔③/①採血㧕

2取 㧦取 取 取 取 取 取 取ޖ 取 取 取 取 取 㧔③/10採血㧕
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長崎県䈮䈍䈔䉎イン䊐䊦䉣ン䉱䈱疫学調査䋨2004 ᐕ度䋩 

 

ศ川 亮䊶中村 䉁䈐子䊶ᐔ野 学䊶原 健志䊶益田 宣弘 

 

Epidemic of Influenza in Nagasaki Prefecture䋨2004䋩 

 

Akira YOSHIKAWA，Makiko NAKAMURA，Manabu HIRANO，Kenshi HARA 

And Nobuhiro MASUDA 

 

Key word䋺Influenza，Epidemic，Nagasaki Prefecture 

キ䊷ワ䊷䊄䋺イン䊐䊦䉣ン䉱，流行，長崎県 

 

   は じ め に 

 イン䊐䊦䉣ン䉱䈲䇮イン䊐䊦䉣ン䉱䉡イ䊦䉴䌁型䇮䌂型

及び䌃型䈱䉡イ䊦䉴䈏鼻咽頭粘膜䈮感染増殖䈚た結果

生䈛䉎呼吸器系感染症䈪あ䉎䇯䌁型䈲流行を䈍こ䈚や

䈜䈒䇮特䈮世界的䈭大流行䈱原因䈫䈭䉎䇯䌂型䈲䌁型䈫

同䈛䈒䇮流行を起こ䈚や䈜い䈏䇮そ䈱流行䈱範࿐䈲地域

的あ䉎い䈲そ䉏以䈱広範䈭䉅䈱䈱場ว䈏多い䇯䌃型

䈲䇮散発例䈱原因䈫䈚䈩䉋䈒知䉌䉏䇮流行を起こ䈚䈩䉅䈐

わ䉄䈩限局的䈭範࿐䈮留䉁䉎こ䈫䈏多い䇯

1䋩 

 今ᐕ度䉅こ䉏䉁䈪䈫同様䇮厚生労働省䈱感染症流行

予測事業䈮併せ䈩䇮ᧄ県䈮䈍䈔䉎イン䊐䊦䉣ン䉱流行

予測調査䈱一環䈫䈚䈩䇮流行状況を把握䈜䉎目的䈪疫

学調査を実施䈚た䈱䈪䇮そ䈱状況を報告䈜䉎䇯 

 

  調 査 方 法 

䋱．流行予測感染源調査 

䋱䋩散発事例 

イン䊐䊦䉣ン䉱流行予測調査䈱一環䈫䈚䈩䇮2004

ᐕ 11 ～2005 ᐕ 4 䈱期間䈮䈍い䈩長崎市内䈱

内科医療機関䈱䋲定点䈪採ขさ䉏たイン䊐䊦䉣ン䉱

様疾患患者䈱咽頭䈯䈓い液䇮及び感染症発生動向

調査事業䈱一環䈫䈚䈩䇮県内䈱小児科医療機関 11

定点等䈎䉌採ขさ䉏た咽頭䈯䈓い液䈮䈧い䈩䇮䉡イ

䊦䉴分離を実施䈚た䇯 

 

 

䋲䋩集団発生事例 

学校施設等䈮䈍䈔䉎イン䊐䊦䉣ン䉱䈏原因䈫疑わ

䉏䉎集団事例䈱うち䇮県内各保健所管内䈱初発事例

䈮䈧い䈩䇮症者䈱う䈏い水を採ข䈚䇮䉡イ䊦䉴分離

を実施䈚た䇯 

䋲．䉡イ䊦䉴分離䈱方法 

既報

2䋩

䈮従䈦䈩実施䈚た䇯 

䋳．分離䈚た䉡イ䊦䉴株䈱同定 

1䋩赤血凝集抑制䋨以ਅ䇸䌈䌉䇹䈫略䈜䋩試験 

国立感染症研究所䋨以ਅ䇸感染研䇹䈫略䈜䋩䉋䉍分

与さ䉏た 2004/2005 䉲䊷䉵ン用イン䊐䊦䉣ン䉱䉡イ䊦

䉴同定キッ䊃を用い䈩䌈䌉試験を実施䈚た䇯 

䌁ソ連䋨䌈䋱Ｎ䋱䋩型䋨以ਅ䇸䌁ソ連䇹䈫略䈜䋩 

䊶䌁/Moscow/13/98 䋨䊐䉢䊧ッ䊃感染血清䋩 

䊶䌁/New 䌃aledonia/20/99 䋨䊐䉢䊧ッ䊃感染血清䋩 

䌁香港䋨䌈䋳Ｎ䋲䋩型䋨以ਅ䇸䌁香港䇹䈫略䈜䋩 

䊶䌁/Wyoming/03/2003 䋨䊐䉢䊧ッ䊃感染血清䋩 

䌂型 

䊶䌂/Brisbane/32/2002 䋨羊高度免疫血清䋩 

䊶䌂/Johannesburug/5/99 䋨羊高度免疫血清䋩 

   䉁た䇮䌈䌉試験䈮使用䈚た血䈲䇮0.75％モ䊦モッ䊃

血浮遊液を用いた䇯 
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表 1 2004/2005 ࠪー࠭ン月別検体数及びウイルࠬ分離状況    㧔ウイルࠬ分離数㧛検体数㧕 

 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 合計 

長崎市 0/2 0/1 11/21 27/53 12/23 6/6 56/106 

佐世保市   2/2 0/8  1/1 3/11 

県央地区    0/10   0/10 

県南地区   13/13 8/10   21/23 

対馬地区    2/10   2/10 

合計 0/2 0/1 26/36 37/91 12/23 7/7 82/160 

 

㪇

㪌

㪈㪇

㪈㪌

㪉㪇

㪉㪌

人数

月

䌁－香港型

䌂型

䌁－香港型 㪇 㪇 㪉㪉 㪈㪊 7 7

䌂型 㪇 㪇 㪋 㪉㪋 㪌 㪇

㪈㪈月 㪈㪉月 㪈月 㪉月 㪊月 㪋月

  

図 1 県内ߩウイルࠬ分離状況㧔2004/2005 ࠪー࠭ン㧕 

 

表 2 集団発生施設に߅けࠆ検査成績㧔2004/2005 ࠪー࠭ン㧕 

 

結 果 及 び 考 察 

表 1 䈮散発事例及び集団発生事例をวわせた検査

検体数及び䉡イ䊦䉴分離成績を䇮࿑ 1 䈮県内䈱䉡䊦䉴

䈱分離状況㧔2004/2005 ࠪー࠭ン㧕を示䈚た䇯 

2004/2005 䉲䊷䉵ン䈮イン䊐䊦䉣ン䉱䉡イ䊦䉴䈏最初

䈮分離さ䉏た䈱䈲䇮2005 ᐕ 1  21 日䈮佐世保市内䈱

医療機関をฃ診䈚た患者䈎䉌分離さ䉏た B 型䉡イ䊦䉴

䈪あ䈦た䇯䉁た䇮翌 1  22 日䈮同医療機関をฃ診䈚た

患者䈎䉌 A 香港型䉡イ䊦䉴䉅分離さ䉏た䇯 

インフルエンࠩ様疾患ߩ疑いで搬入さࠇた検体

䈲 160 検体䈪䇮そ䈱うち䌁香港型 49 株䇮䌂型 33 株䈏分

離さ䉏た䋨分離率 51.3％䋩䇯 

施設名 発生日 分離数/検体数 血清型 

諫早市：北諫早中学校 2005/2/8 0/10 㧙 

長崎市：横尾小学校 2005/2/8 1/5 㧮型 

佐世保市：桜ߩ聖母幼稚園 2005/2/22 0/8 㧙 

対馬市：大調小学校 2005/2/28 2/10 㧮型 
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ᧄ県䈮䈍䈔䉎 2004/2005 䉲䊷䉵ン䈱流行䈲䇮࿑䋱䈮

示䈜䉋う䈮 1 を䊏䊷ク䈮 4 䉁䈪流行䈏⛮⛯䈚た䌁香

港型䈫䋲を䊏䊷ク䈫䈚た䌂型䈱䋲種類䈱混ว型䈫推察さ

䉏た䇯䋳䈮䈲検体数䉅減少䈚䇮主流行䈲䋲䈪䈾䈿終

息䈚た䈫推測さ䉏た䇯 

表2 䈮2004/2005 䉲䊷䉵ン䈱県内䈱学校施設等䈮䈍

䈔䉎集団発生事例䈱検査成績を示䈚た䇯 

ᧄ県䈪䈲䇮2 初旬䈎䉌 2 ᧃ䈮䈎䈔集団発生䈱初

発例䈏報告さ䉏䇮分離さ䉏たイン䊐䊦䉣ン䉱䉡イ䊦䉴䈏

䌂型䈱䉂䈪あ䈦たこ䈫䈫䌂型䈏 2 䈮流行䈱䊏䊷クを迎

え䈩い䉎こ䈫䈎䉌ᧄ県䈱集団発生事例䈲䇮䌂型䈮䉋䉎䉅

䈱䈫推察さ䉏䉎䇯䉁た䇮例ᐕ䈮比べ非常䈮分離率䈱低

い結果䋨3/33䋻9.1％䋩䈫䈭䈦た䈏䇮こ䉏䈲抗䉡イ䊦䉴薬投

与後䈱患者䈎䉌検体採ขを行う䈭䈬採ข䈚た検体䈮原

因䈏あ䈦た䈫推察さ䉏た䇯 

 

ま と め 

㧝㧚2004/2005 ࠪー࠭ン中にޔインフルエンࠩ様疾

患ߩ疑いで当所に搬入さࠇた検体ߪ 160 検体でޔ

そࠇらߩ検体߆ら㧭香港型 49 株ޔ㧮型 33 株߇分

離さࠇたޕ集団発生事例ߪ 4 施設㧔33 検体㧕を検

査しޔ㧮型߇ 3 名߆ら分離さࠇたޕ 

㧞㧚本県でߩインフルエンࠩߩ流行ޔߪウイルࠬߩ

分離比ޔ߇㧭香港型 㧮型ޔ59.8％ 40.2％で 2 種類

混合型であった䇯集団発生事例䈲䌂ߩウイルࠬߩ

型䈮䉋䉎䉅䈱䈫推察さ䉏た䇯 

 

参 考 文 献 

1䋩特集イン䊐䊦䉣ン䉱䋺第 55 巻,1997,日ᧄ臨床, 

䋲䋩原 健志䋺長崎県䈮䈍䈔䉎イン䊐䊦䉣ン䉱疫学調査

䋨2000 ᐕ度䋩䇮長崎県衛生公害研究所報䇮46䇮110～

114䋨2000䋩 
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感染症䉰䊷ベイ䊤ン䉴䈮䈍䈔䉎ウイ䊦䉴ಽ㔌䋨䋲䋰䋰䋴ᐕ度䋩 

 

ᐔ野 学 䊶 中 䉁䈐子 䊶 ศᎹ 亮 䊶 原 健志 

 

Virus Isolation on Surveillance of Infection Disease 䋨2004䋩 

 

Manabu HIRANO  Makiko NAKAMURA  Akira YOSHIKAWA  and Kenshi HARA 

 

 

key word 䋺 䌓䌵䌲䌶䌥ｉｌｌａ䌮䌣䌥䇮Ｖｉ䌲䌵䌳 ｉ䌳䌯ｌａ䌴ｉ䌯䌮 ａ䌮䌤 ｉ䌤䌥䌮䌴ｉ䌦ｉ䌣ａ䌴ｉ䌯䌮 

䉨䊷ワ䊷ド䋺 䉰䊷ベイ䊤ン䉴䇮エン䊁ロ及䈶エコ䊷ウイ䊦䉴ಽ㔌及䈶ห定 

 

   䈲 じ 䉄 䈮

感染症䉰䊷ベイ䊤ン䉴䈱目的䈲䇮ක療機関䈱協力を得

䈩䇮細菌及䈶ウイ䊦䉴等䈮䉋䉎感染症䈱患者発生状況䇮

病原体検索結果等䈮䉋䉍流行実態を早期䇮且䈧的確䈮把

握䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮必要䈭情報を速や䈎䈮各地域䈮還元

䈜䉎䈖䈫䈮䉋䈦䈩䇮予防接種䇮衛生教育等䈱適ಾ䈭予防

処置を講䈝䉎䈖䈫䈮あ䉎䇯小児䈮䈍䈔䉎ウイ䊦䉴感染症䈲䇮

主䈮エン䊁ロウイ䊦䉴䈮起因䈜䉎䉅䈱䈏多䈒䇮毎ᐕ䇮夏季

を中心䈮幾䈧䈎䈱ウイ䊦䉴䈏ห時䈮流行䈜䉎䇯䈚䈎䉅䇮䈠

䈱流行䈱原因䈫䈭䉎ウイ䊦䉴䈲ᐕ䈗䈫䈮異䈭䉎型䈏出現䈚

䈩䈍䉍様々䈭流行を引䈐起䈖䈚䇮䈠䈱規模や消長䈲ウイ

䊦䉴あ䉎い䈲宿主側䈱要因䈮左右䈘䉏䈩い䉎䇯  

今ᐕ度䉅小児䈱ウイ䊦䉴感染症䈱実態究を目的䈮䇮

感染症䉰䊷ベイ䊤ン䉴䈮䈍い䈩エン䊁ロウイ䊦䉴を中心䈫

䈚䈢原因ウイ䊦䉴䈱ಽ㔌を実施䈚䈢䈱䈪䇮䈠䈱概要を報

告䈜䉎䇯 

 

   調 査 方 法 

䋱䋮定点ක療機関䈎䉌䈱検査᧚料 

長崎県感染症発生動ะ調査事業䈮䈍い䈩定点ක療機

関䈫䈲䇮政市及䈶県立保健所管轄䈱䋱䋰地域䈪指定䈘

䉏䈢ක療機関䈱䈖䈫䈪あ䉎䇯䈖䉏䉌䈱定点ක療機関䈲䇮毎

週管轄保健所䈻指定䈘䉏䈢疾患䈗䈫䈮発生件数等を届

出䈩䇮各保健所䈲管内ಽを䉁䈫䉄䈩長崎県感染症情報䉶

ンタ䊷䈻報告䈜䉎䇯長崎県感染症情報䉶ンタ䊷䈪䈲䇮長

崎県䈱情報䈫䈚䈩集約䈚厚生労働省䈻報告䈚䈩い䉎䇯 

䈘䉌䈮䇮䋱䋰地域䈱病原体定点及䈶ၮ幹定点䈱ක療機

関等䈪採取䈚依頼䈘䉏䈢検体䋨咽頭䈯䈓い液䇮髄液䇮糞

便及䈶眼䈯䈓い液他等䋩䈮䈧い䈩病原体検索を当所䈪

実施䈚䈩い䉎䇯今ᐕ度䈲䇮長崎市䋴定点䇮県央地䋳定点䇮

県南地䋳定点䇮佐世保市䋳定点䈪採取䈚䇮検査依頼䈏

あ䈦䈢患者䋲䋲䋴ฬಽ䈱総数䋲䋵䋲検体䈮䈧い䈩ウイ䊦䉴検

索を実施䈚䈢䇯 

 

䋲䋮調査方法 

 患者᧚料䇮細胞ၭ養䇮ウイ䊦䉴ಽ㔌䊶ห定等䈮䈧い䈩䈲

既報

䋱䋩

䈮従䈦䈩実施䈚䈢䇯 䉁䈢䇮感染性胃腸炎䋨乳児嘔

ฯਅ痢症を含䉃䋩䈱患者便䈮䈧い䈩䉅䇮既報

䋲䋩

䇸ノロウイ

䊦䉴䈱検出法䈮䈧い䈩䇹䈮従䈦䈩䇮䌒䌔䋭Ｐ䌃䌒法を用い

䈩実施䈚䈢䇯 

 

   調 査 結 果 及 び 考 察 

䋱䋮疾病別䈮䉋䉎調査結果  

表䋱䈮䋴類及䈶䋵類定点把握対象疾病別検査数䇮表䋲䈮

疾病別䊶血清型別ウイ䊦䉴ಽ㔌成績䇮表䋳䈮ウイ䊦䉴䈱血

清型別䊶月別ウイ䊦䉴ಽ㔌数を示䈜䇯䉁䈢䇮図䋱䈪感染性

胃腸炎䋨乳児嘔ฯਅ痢症を含䉃䇮એਅ䇸感染性胃腸炎䇹䈫

略䈜䋩䇮図䋲䈮イン䊐䊦エン䉱様疾患䇮図䋳䈮無菌性髄膜

炎䇮図䋴䈮手足口病を䈠䉏䈡䉏全国䈫長崎県䈱定点あ䈢

䉍䈱患者発生数䈪示䈜䇯ᐔ成䋱䋶ᐕ度䈱依頼検査䈮䉋䉎患

者数䈲䋲䋲䋴ฬ䈪あ䉍䇮依頼䈘䉏䈢䋲䋵䋲検体䈮䈧い䈩ウイ

䊦䉴検査を実施䈚䈢䇯䈠䈱結果䈮䈧い䈩䇮依頼検査䈏多

䈎䈦䈢疾病別䈮䈧い䈩報告䈜䉎䇯 

䋨䋱䋩感染性胃腸炎 

検体数䈏ᦨ䉅多䈎䈦䈢䈲感染性胃腸炎䈱䋶䋰ฬ䈪全患

者数䈱㪉㪍㪅㪏％䈪あ䉍䇮全体䈱䈍䉋䈠約㪈㪆㪊を占䉄䈩い䈢䇯 

表䋲䈱ウイ䊦䉴ಽ㔌数䈪䉂䈢場ว䇮RT㪄P㪚R 法䈪ノロウイ

䊦䉴遺伝子群䈱 㪞e㫅㫆㪄gr㫆u㫇㪞Ⅱ䈏一番多䈒検出䈘䉏䇮䈠

䈱次䈮多䈎䈦䈢䈱䈏䌁群ロタウイ䊦䉴䋳型䈪あ䈦䈢䇯 

表䋳䈱月別ウイ䊦䉴ಽ㔌数䈪䉂䉎䈫䇮感染性胃腸炎䈱原

因ウイ䊦䉴䈫䈘䉏䉎ノロウイ䊦䉴䈲䋱䋱月䈎䉌翌䋱月䈮検出
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咽頭䈯䈓い液 髄液 糞便 そ䈱他

䉿䉿ガム䉲病䊶䊥ケ䉾チア 㪉 㪉 㪉

急性脳症䋨ウエ䉴トナイ 䊦脳炎及び日本脳炎を除䈒䋩

㪉 㪋 㪉 㪉

㪩㪪ウイ䊦䉴感染症

咽頭結膜熱 㪈 㪈 㪈

㪘群溶血性䊧ン䉰菌咽頭炎

感染性胃腸炎䋨乳児嘔ฯ下痢症を含䉃䋩 㪍㪇 㪍㪇 㪈 㪈 㪌㪏

水痘

手足口病 㪏 㪏 㪍 㪉

伝染性紅斑

突発性発疹 㪈 㪉 㪈 㪈

百日咳

風疹 㪈 㪈 㪈

ヘ䊦パンギ䊷ナ 㪈 㪉 㪈 㪈

麻疹䋨成人麻疹を除䈒䋩

流行性耳下腺炎

イ ンフ䊦エン䉱䋨高病原性鳥イ ンフ䊦エン䉱を除䈒䋩

㪌㪌 㪌㪏 㪌㪍 㪈 㪈

急性出血性結膜炎

流行性角結膜炎

細菌性髄膜炎

成人麻疹

無菌性髄膜炎 㪌㪌 㪍㪋 㪈 㪌㪊 㪈㪇

そ䈱他䈱疾患 㪊㪏 㪌㪇 㪉㪌 㪈㪉 㪏 㪌

㪉㪉㪋 㪉㪌㪉 㪐㪋 㪍㪐 㪏㪈 㪏合　　　　　　　　計

表䋱 　感染症発生動ะ調査事業　䋴類及び㪌類定点把握対象疾病別検査数

対象疾病名 患者数 検体数

検　体　名

 

 

検査 検体 Ｉｎｆ㪄㪘 Ｉｎｆ㪄㪙 䌁ｄ 䌁ｄ 䌁ｄ 䌁ｄ 䌁ｄ
Ech㫆 Ech㫆 Ech㫆 Ech㫆 Ech㫆 Ech㫆 Ech㫆

䌃㪘 㪚㪙 㪚㪙 㪚㪙 㪚㪙
㪘群䊨タウイ䊦䉴

㪥㫆㫉㫆
䉿䉿ガム䉲

型別

患者数
総数

香港型

㪙型
䋱型 䋲型 䋳型 㪍型 㪏型 㪊型 㪍型 㪎型

䋱䋴型 㪈㪍型 䋱䋸型 䋲䋵型 䋱䋶型
䋱型 䋲型 䋳型 䋶型

䋳型 GⅡ
䊥ケ䉾チア

不

急性脳炎䋨䍑䍒䍛䍢ナイ䊦脳炎䊶日本脳炎を除䈒䋩 㪉 㪋 㪈 㪈

䌒䌓ウイ䊦䉴感染症

咽頭結膜熱 㪈 㪈 㪈 㪈

䍐䍻ﾌﾙ䍒䍻䍙䍼様疾患 㪌㪌 㪌㪏 㪊㪈 㪈㪍 㪈 㪋㪏

感染性胃腸炎䋨乳幼児嘔ฯ下痢症を含䉃䋩 㪍㪇 㪍㪇 㪈 㪐 㪉㪌 㪈 㪊㪍

水痘

成人麻疹

手足口病 㪏 㪏 㪉 㪈 㪈 㪋

突発性発疹 㪈 㪉

風疹 㪈 㪈

ヘ䊦パンギ䊷ナ 㪈 㪉

麻疹

無菌性髄膜炎 㪌㪌 㪍㪋 㪈 㪌 㪊 㪈 㪉 㪉 㪊 㪈 㪈 㪈 㪉㪇

流行性角結膜炎

流行性耳下腺炎

そ䈱他対象外疾病 㪋㪇 㪌㪉 㪉 㪊 㪈 㪉 㪈 㪈 㪉 㪈 㪈㪊

総　　合　　計 㪉㪉㪋 㪉㪌㪉 㪊㪈 㪈㪍 㪈 㪉 㪋 㪈 㪈 㪈 㪌 㪈 㪊 㪈 㪋 㪉 㪉 㪌 㪈 㪈 㪉 㪐 㪉㪌 㪉 㪊 㪈㪉㪊

注䋱䋩 Ｉｎｆ㪄㪘ソ連型䋺䍐䍻ﾌﾙ䍒䍻䍙䍼䌁ソ連型　Ｉｎｆ㪄㪘香港型䋺䍐䍻ﾌﾙ䍒䍻䍙䍼䌁香港型　　Ｉｎｆ㪄㪙型䋺䍐䍻ﾌﾙ䍒䍻䍙䍼㪙型　　P㪘㪄I㫅f䋺䍨䍽ﾗ䍐䍻ﾌﾙ䍒䍻䍙䍼　䌁ｄ䋺䍏䍡䍼䍧䍑

㪚㪘䋺䍘䍖䍙䍍䍕䍎㪘群䍑䍐ﾙ䍛　　　　㪚㪙䋺䍘䍖䍙䍍䍕䍎䌂群䍑䍐ﾙ䍛　　　　㪤u㫄㫇㫊䋺ﾑ䍻ﾌ䍽䍛䍑䍐ﾙ䍛　　　　㪥㫆㫉㫆䋺䍧ﾛ䍑䍐ﾙ䍛

表䋲　疾病別䊶血清型別ウイ䊦䉴分離成績

䋴類及び䋵類定点把握対象疾病名

合計

 

䈘䉏䇮特䈮䋱䋱月䈏多䈎䈦䈢䇯ห様䈮ロタウイ䊦䉴䈲䋴月䈮

䈱䉂検出䈘䉏䈢䇯䈘䉌䈮䇮図䋱䈪定点あ䈢䉍䈱患者数䈱変

化を全国䈫長崎県䈫を比較䈜䉎䈫䇮本県䈱患者数䈱立䈤

䈏䉍䈲全国䈫比較䈚䈢場ว䈮䋱～䋲週間程度遅䉏䈢䈏䇮

䋱䋲月中旬䈗䉐䈎䉌ਅ旬䈮䈎䈔䈩急速䈮立䈤䈏䈦䈩䋱月

旬䈮䊏䊷ク䈫䈭䉍䇮䈠䈱後䈲徐々䈮患者䈏減少䈚䇮䋲月

䈮再度䇮増加䈚䈩䋲峰性を示䈚䈢䈱䈤減少䈚䈢䇯 

䋨䋲䋩イン䊐䊦エン䉱様疾患 

䋲番目䈮患者数䈱多䈎䈦䈢疾患䈲表䋱䈪示䈜䈫䈍䉍イン

䊐䊦エン䉱様疾患䈫無菌性髄膜炎䈱䋵䋵ฬ䈪あ䈦䈢䇯  
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イン䊐䊦エン䉱様疾病䈱検体総数䈲䋵䋸検体䈪あ䉍䇮䈠

䈱内ಽ㔌䈘䉏䈢ウイ䊦䉴䈲䋴䋸株䈪䇮ಽ㔌株全体䈱 㪊㪐㪅㪇％

を占䉄䈢䇯イン䊐䊦エン䉱䋰䋴䋯䋰䋵䉲䊷䉵ン䈱前半䈪䈲

暖冬䈱影響䉅あ䈦䈩䇮イン䊐䊦エン䉱䈱流行期䈲ᐔᐕ䉋䉍

䉅遅䈎䈦䈢䇯表䋳月別ウイ䊦䉴ಽ㔌状況䈪䉂䈢場ว䇮イン

䊐䊦エン䉱ウイ䊦䉴䈏多䈒ಽ㔌䈘䉏䈢䈱䈲䋱月䈪䇮䈠䈱殆

䈬䈏イン䊐䊦エン䉱ウイ䊦䉴䋭䌁香港型㩿㪟㪊N㪉㪀䋨એਅ䇮

䇸䌁香港型䇹䈫略䈜䋩䈪あ䉍䇮ಽ㔌数䈲䋲䋰株䈪あ䈦䈢䇯䈠䈱

他䈲䇮イン䊐䊦エン䉱䌂型䋨એਅ䇮䇸㪙 型䇹䈫略䈜䋩䈱䋳株䈪

あ䈦䈢䇯䋲月䈮䈲䇮䌂型䈏䋱䋲株䈫多䈒ಽ㔌䈘䉏䇮次䈮䌁香

港型䈱䋷株䈏ಽ㔌䈘䉏䈢䇯䈵䈫月䈫いう短期間䈮ಽ㔌䈘䉏

䉎ウイ䊦䉴型䈏入䉏ᦧわ䉎䈱䈲䇮例ᐕ䈫ห様䈮イン䊐䊦エ

ン䉱䈱流行を示唆䈚䈩い䉎䇯䉁䈢䇮イン䊐䊦エン䉱ウイ䊦

䉴䋭䌁ソ連型㩿㪟䋱N䋱㪀䋨એਅ䇮䇸䌁ソ連型䇹䈫略䈜䋩䈲䇮今ᐕ

度䉅長崎県䈎䉌䈲検出䈘䉏䈝䇮九Ꮊ䈪䈲唯一宮崎県䈱䋱

例䈱䉂䈪あ䈦䈢䇯図䋲䈱䈫䈍䉍䇮今䉲䊷䉵ン䈱イン䊐䊦エ

ン䉱様疾患䈱流行時期䈲遅䈒䇮䋱月ਅ旬第䋵週䉋䉍患者数

䈏増え始䉄䇮䈠䈱後䇮第䋷週䉋䉍急激䈮増加䈚䈢䈏流行䈜

䉎期間䈏短䈒䇮䋴月中旬䈱第䋹週目䉁䈪䈮減少䈚䈩終息䈚

䈢䇯䉁䈢䇮イン䊐䊦エン䉱様疾患䈱患者数䈲定点あ䈢䉍

㪍㪐㪅㪇 䈫全国䉋䉍䉅高䈒䇮今䉲䊷䉵ン䈲短期間䈭䈏䉌一気䈮

イン䊐䊦エン䉱䈱流行䈏広䈏䈦䈩い䈦䈢䈖䈫䈏推測䈘䉏

䈢䇯 

䋨䋳䋩無菌性髄膜炎䈮䈧い䈩 

無菌性髄膜炎䈱総検体数䈏䋶䋴検体䈫一番多䈎䈦䈢䈏䇮

ಽ㔌䈘䉏䈢ウイ䊦䉴䈲䋲䋰株䈪全検体数䈱 㪈㪍㪅㪊%䈪あ䈦䈢䇯

表䋲䈱血清型別ウイ䊦䉴ಽ㔌成績䈪䈲䇮ア䊂ノウイ䊦䉴

䋨એਅ䇮䇸䌁䌤䇹䈫略䈜䋩䈏䋱株検出䈘䉏䈢ほ䈎䈲䇮䈜䈼䈩エ

ン䊁ロウイ䊦䉴䈪あ䈦䈢䇯エコ䊷ウイ䊦䉴䋶型䋨એਅ䇮䇸Ｅ䋭

䋶䇹䈫略䈜䋩䈏䋵株䈫Ｅ䋭䋱䋴型䈫コク䉰䉾䉨䊷䌂群䋨એਅ䇮䇸䌃

䌂䇹䈫略䈜䋩䋱型を䋳株ಽ㔌䈚䈢䇯表䋳䈱月別ウイ䊦䉴ಽ㔌数

䈪䈲䇮例ᐕ䈬䈍䉍初夏䈎䉌真夏䈮䈎䈔䈩ウイ䊦䉴䈏ಽ㔌䈘

䉏䈩い䉎䇯䈚䈎䈚䇮無菌性髄膜炎䈲図䋳䈮示䈜䈫䈍䉍䇮本

県を定点あ䈢䉍䈪䉂䉎䈫䇮春䈮患者発生䈏䉂䉌䉏䈢あ䈫䈲䇮

散発事例䈏あ䉎䈣䈔䈪あ䈦䈢䇯全国的䈮䈲夏季䈮流行䈏

䉂䉌䉏䈩䈍䉍䇮本県䈪流行䈏䉂䉌䉏䈭い䈱䈲䇮無菌性髄

膜炎䈱発生報告䈏ၮ幹定点䈱䉂䈱䈪あ䉎䈢䉄䇮地域流

行䈏う䉁䈒捉え䉌䉏䈭い䈖䈫を示䈚䈩い䉎䈱䈪䈲䈭い䈎推

測䈘䉏䈢䇯こߩことߪ、今後、感染症発生動ะ調査事業

䈱問題点䈫䈚䈩検討䈜䈼䈐事項䈪あ䉎䈫思わ䉏䉎䇯 

䋨䋴䋩手足口病 

手足口病䈱患者数䈲䋸ฬ䈪あ䈦䈢䇯ಽ㔌䈘䉏䈢ウイ䊦

䉴䈲コク䉰䉾䉨䊷䌁群䋨એਅ䇮䇸䌃䌁䇹䈫略䈜䋩䋱䋶型䈱䋲株䈫

䌃䌂䋭䋱型䈫䋶型䈱䋱株䈝䈧䈪あ䈦䈢䇯依頼検査件数䈲大

変少䈭䈎䈦䈢䈏䇮図䋴䋮䈮示䈜䈫䈍䉍全国䈪䈲䇮初夏䈎䉌

秋䈮䈎䈔䈩例ᐕ䈫ห䈛䉋う䈭小規模䈭流行䈏䉂䉌䉏䈢䇯 

䋴月 䋵月 䋶月 䋷月 䋸月 䋹月 䋱䋰月 䋱䋱月 䋱䋲月 䋱月 䋲月 䋳月 ว 計

ア䊂ノウイ䊦䉴䋱型 㪈 㪈

ア䊂ノウイ䊦䉴䋲型 㪉 㪉

ア䊂ノウイ䊦䉴䋳型 㪉 㪉 㪋

ア䊂ノウイ䊦䉴䋶型 㪈 㪈

ア䊂ノウイ䊦䉴䋸型 㪈 㪈

エコ䊷ウイ䊦䉴䋳型 㪈 㪈

エコ䊷ウイ䊦䉴䋶型 㪉 㪊 㪌

エコ䊷ウイ䊦䉴䋷型 㪈 㪈

エコ䊷ウイ䊦䉴䋱䋴型 㪈 㪉 㪊

エコ䊷ウイ䊦䉴䋱䋶型 㪈 㪈

エコ䊷ウイ䊦䉴䋱䋸型 㪈 㪈 㪈 㪈 㪋

エコ䊷ウイ䊦䉴䋲䋵型 㪈 㪈 㪉

エコ䊷ウイ䊦䉴䋳䋰型

エン䊁ロウイ䊦䉴䋷䋱型

コク䉰䉾䉨䊷䌁群ウイ䊦䉴䋱䋶型 㪈 㪈 㪉

コク䉰䉾䉨䊷䌂群ウイ䊦䉴䋱型 㪈 㪊 㪈 㪌

コク䉰䉾䉨䊷䌂群ウイ䊦䉴䋲型 㪈 㪈

コク䉰䉾䉨䊷䌂群ウイ䊦䉴䋳型 㪈 㪈

コク䉰䉾䉨䊷䌂群ウイ䊦䉴䋴型

コク䉰䉾䉨䊷䌂群ウイ䊦䉴䋵型

コク䉰䉾䉨䊷䌂群ウイ䊦䉴䋶型 㪉 㪉

ムンプ䉴ウイ䊦䉴

ノロウイ䊦䉴 㪈㪎 㪉 㪍 㪉㪌

イン䊐䊦エン䉱䇭䌁ソ連型

イン䊐䊦エン䉱䇭䌁香港型 㪉㪇 㪎 㪋 㪊㪈

イン䊐䊦エン䉱䇭䌂型 㪈 㪊 㪈㪉 㪈㪍

㪘群ロタウイ䊦䉴䋳型䋨RT㪄P㪚R䋩 㪐 㪐

䉿䉿䉧ム䉲䊶䊥ケ䉾チア 㪈 㪈 㪉

型別不 㪈 㪈 㪈 㪊

㪈㪇 㪈 㪏 㪈㪊 㪐 㪉 㪊 㪉㪈 㪉 㪊㪈 㪈㪐 㪋 㪈㪉㪊

表䋳䇭ウイ䊦䉴䈱血清型別䊶月別ウイ䊦䉴ಽ㔌数

ウイ䊦䉴血清型別

型

䇭

䇭

別

䇭

䇭

数

総䇭ว䇭計  
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㪇㪅㪇㪇

㪉㪅㪇㪇

㪋㪅㪇㪇

㪍㪅㪇㪇

㪏㪅㪇㪇

㪈㪇㪅㪇㪇

㪈㪉㪅㪇㪇

㪈㪋㪅㪇㪇

㪈㪍㪅㪇㪇

㪈㪏㪅㪇㪇

㪈

㪌

㪈

㪏

㪉

㪈

㪉

㪋

㪉

㪎

㪊

㪇

㪊

㪊

㪊

㪍

㪊

㪐

㪋

㪉

㪋

㪌

㪋

㪏

㪌

㪈 㪈 㪋 㪎

㪈

㪇

㪈

㪊

㪈

㪍

㪈

㪐

㪉

㪉

週䋨㪇㪋㪆㪇㪌䍚䍎䍛䍼䍻䋩

定

点

あ

た

り

長

崎

県

㪇

㪇㪅㪉

㪇㪅㪋

㪇㪅㪍

㪇㪅㪏

㪈

㪈㪅㪉

定

点

あ

た

り

全

国

感染性胃腸炎䋨長崎県䋩 定点当たり

感染性胃腸炎䋨全国䋩 定点当たり

ᐔ成䋱䋶ᐕ ᐔ成䋱䋷ᐕ

䋴月 䋵月 䋶月 䋷月 䋸月 䋹月 䋱䋰月䋱䋱月䋱䋲月 䋱月 䋲月 䋳月 䋴月 䋵月

 

図㧝 感染性胃腸炎㧔乳児嘔吐下痢症を含む㧕 

 

㪇㪅㪇㪇

㪈㪇㪅㪇㪇

㪉㪇㪅㪇㪇

㪊㪇㪅㪇㪇

㪋㪇㪅㪇㪇

㪌㪇㪅㪇㪇

㪍㪇㪅㪇㪇

㪎㪇㪅㪇㪇

㪏㪇㪅㪇㪇

㪈 㪋 㪎 㪈㪇 㪈㪊 㪈㪍 㪈㪐 㪉㪉 㪉㪌 㪉㪏 㪊㪈 㪊㪋 㪊㪎 㪋㪇 㪋㪊 㪋㪍 㪋㪐 㪌㪉 㪌㪌 㪌㪏 㪍㪈

週報䋨㪇㪋㪄㪇㪌䍚䍎䍛䍼䍻䋩

定

点

あ

た

り

長

崎

県

㪇㪅㪇㪇

㪈㪇㪅㪇㪇

㪉㪇㪅㪇㪇

㪊㪇㪅㪇㪇

㪋㪇㪅㪇㪇

㪌㪇㪅㪇㪇

㪍㪇㪅㪇㪇

定

点

あ

た

り

全

国

インフ䊦エン䉱䋨長崎県䋩 定点当たり

インフ䊦エン䉱䋨全国䋩 定点当たり

ᐔ成䋱䋶ᐕ ᐔ成䋱䋷ᐕ

䋴月 䋵月 䋶月 䋷月 䋸月 䋹月 䋱䋰月䋱䋱月䋱䋲月 䋱月 䋲月 䋳月 䋴月 䋵月

 

図㧞 インフルࠛンザ様疾患 

 

㪇㪅㪇㪇

㪇㪅㪇㪉

㪇㪅㪇㪋

㪇㪅㪇㪍

㪇㪅㪇㪏

㪇㪅㪈㪇

㪇㪅㪈㪉

㪇㪅㪈㪋

㪇㪅㪈㪍

㪇㪅㪈㪏

㪈
㪌

㪈
㪏

㪉
㪈

㪉
㪋

㪉
㪎

㪊
㪇

㪊
㪊

㪊
㪍

㪊
㪐

㪋
㪉

㪋
㪌

㪋
㪏

㪌
㪈 㪈 㪋 㪎

㪈
㪇

㪈
㪊

㪈
㪍

㪈
㪐

㪉
㪉

週報䋨㪇㪋㪄㪇㪌䍚䍎䍛䍼䍻䋩

定

点

あ

た

り

長

崎

県

㪇㪅㪇㪇

㪇㪅㪇㪉

㪇㪅㪇㪋

㪇㪅㪇㪍

㪇㪅㪇㪏

㪇㪅㪈㪇

㪇㪅㪈㪉

㪇㪅㪈㪋

定

点

あ

た

り

全

国

無菌性髄膜炎䋨長崎県䋩 定点当たり

無菌性髄膜炎䋨全国䋩 定点当たり

ᐔ成䋱䋶ᐕ ᐔ成䋱䋷ᐕ

䋴月 䋵月 䋶月 䋷月 䋸月 䋹月 䋱䋰月䋱䋱月䋱䋲月 䋱月 䋲月 䋳月 䋴月 䋵月

 

図㧟 無菌性髄膜炎 
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㪇㪅㪇㪇

㪇㪅㪌㪇

㪈㪅㪇㪇

㪈㪅㪌㪇

㪉㪅㪇㪇

㪉㪅㪌㪇

㪈
㪌

㪈
㪏

㪉
㪈

㪉
㪋

㪉
㪎

㪊
㪇

㪊
㪊

㪊
㪍

㪊
㪐

㪋
㪉

㪋
㪌

㪋
㪏

㪌
㪈 㪈 㪋 㪎

㪈
㪇

㪈
㪊

㪈
㪍

㪈
㪐

㪉
㪉

週䋨䋰䋴䋯䋰䋵䉲䊷䉵ン䋩

定

点

あ

た

り

長

崎

県

㪇㪅㪇㪇

㪇㪅㪉㪇

㪇㪅㪋㪇

㪇㪅㪍㪇

㪇㪅㪏㪇

㪈㪅㪇㪇

㪈㪅㪉㪇

㪈㪅㪋㪇 定

点

あ

た

り

全

国

手足口病䋨長崎県䋩 定点当たり

手足口病䋨全国䋩 定点当たり

ᐔ成䋱䋶ᐕ ᐔ成䋱䋷ᐕ

䋴月 䋵月 䋶月 䋷月 䋸月 䋹月 䋱䋰月䋱䋱月䋱䋲月 䋱月 䋲月 䋳月 䋴月 䋵月

 
図㧠 手足口病 

䋲䋮考 察 

今ᐕ度䈱䉰䊷ベイ䊤ン䉴䈮䈍䈔䉎ウイ䊦䉴䈱検索結果

䈫䈚䈩䈲䇮小児䈮䈍䈔䉎感染症䈲䇮様々䈭血清型䈱エン

䊁ロウイ䊦䉴䈮䉋䈦䈩引䈐起䈖䈘䉏䈩い䉎䉅䈱䈫示唆䈘䉏

䈢䇯䈚䈎䈚䇮䈠䈱流行規模䈲䇮検体数及䈶ウイ䊦䉴ಽ㔌数

䈱状況䈎䉌小規模䈪散発的䈭䉅䈱䈪あ䈦䈢䈖䈫䈏推定䈘

䉏䈢䇯小児ウイ䊦䉴感染症䈱起因ウイ䊦䉴䈲䇮ᐕ毎䈮変   

化䈚䈩䈍䉍䇮様々䈱エン䊁ロウイ䊦䉴䈏ウイ䊦䉴感染症

䈱原因ウイ䊦䉴䈫䈚䈩ಽ㔌䈘䉏䈩い䉎䈖䈫䈎䉌䇮感染症発

生動ะ調査䈮䉋䉎ウイ䊦䉴䈱流行状況を⛮⛯䈚䈩調査䊶

解析䈜䉎䈖䈫䈲䇮困㔍䈭流行予測䈱一助䈫䈭䉎䇯 

今後䉅小児ウイ䊦䉴感染症䈮対䈜䉎監視及䈶予防対策䈱

一環䈫䈚䈩本調査を⛮⛯䈚䇮䈠䈱役割䈱一端を担䈦䈩い

䈐䈢い䈫考え䈩い䉎䇯 

 

参 考 文 献 

1䋩 ᐔ野 学䇮他 䋺 長崎県衛生公害研究所所報䇮䋴䋷䇮

䋹䋵䋭䋹䋸䇮䋲䋰䋰䋱 

2䋩 厚生労働省通知 ： ᐔ成 13 ᐕ 11 月ޟノーウࠜ

ーク用ウイルス㧔ＮＬＶ㧕ߩＲＴ㧙ＰＣＲ法につ

いてޠ及びᐔ成 15 ᐕ 11 月ޟノロウイルスߩ検出

法についてޠ 

3㧕 国立感染症研究所 感染症情報センター ：

IDWR 2003㧚11月号掲載 
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長崎県ਅ䈮䈍け䉎食中毒䋨ノロウイルス䋩䈱検出状況䋨䋲䋰䋰䋴䋩 

 

ᐔ㊁ 学 䊶中 ま䈐子 䊶 ศᎹ 亮 䊶  原 健志 

 

㪝㫆㫆㪻 P㫆i㫊㫆㫅i㫅㪾  㩿N㫆㫉㫆 Vi㫉㫌㫊㪀 i㫅 N㪸㪾㪸㫊㪸ki P㫉㪼㪽㪼㪺㫋㫌㫉㪼㩿㪉㪇㪇㪋㪀 

 

Manabu  HIRANO, Maｋｉko ＮAKAMURA, Akira YOSIKAWA ａ䌮䌤 Kenshi  HARA 

 

  Ｋ䌥ｙ ｗ䌯䌲䌤䌳 䋺 Food Poisoning，Noro Virus，RT-PCR 

  キ䊷ワ䊷䊄   䋺 食中毒䋬ノロウイルス䋬㪩㪫䋭P㪚㪩 

 

 

 

   

は じ め に   

 ノロウイルス䈲ウイルス性胃⣺炎䈱原因主要ウイルス

䈱䋱䈧䈪あ䉍䇮乳幼児䈎䉌高齢者䈮至䉎幅広いᐕ齢層

䈮わ䈢䈦䈩食品䊶水等䉕䈚䈩䇮䈘ま䈙ま䈭規模䈱急性

胃⣺炎䉕引䈐起こ䈚䈩い䉎䇯䈚䈎䈚䇮いま䈣䈮こ䈱ウイ

ルス䈱ၭ養細胞䈮䉋䉎増殖法䈲確立䈘䉏䈩い䈭い䇯 

ᐔ成䋱䋷ᐕ䋱広島県福山市䈱特養護老人ホ䊷ム

䈮䈍い䈩入所者䋷ฬ䈏䇮発熱䇮嘔ฯ䇮ਅ痢䈱症状䉕訴

え䈩死亡䈜䉎䈫いう事例䈏あ䉍䇮そ䈱集団感染䈱原因

䈏ノロウイルス䈪あ䉎こ䈫䈏್䈚䈢䇯 

こ䈱䉋う䈭事例䉅あ䈦䈢䈢䉄䇮長崎県䈪䈲䇮探知䈚䈢

食中毒事例䈲䉅䈫䉋䉍老人施設等䈮䈍い䈩ノロウイルス

䉕原因䈫䈜䉎ਅ痢等䈱集団感染䈏疑わ䉏䈢場ว䈮䈲䇮

原因究䈱䈢䉄行政検査䉕実施䈜䉎こ䈫䈮䈚䈩い䉎䇯 

回䇮ᐕ度当初䈮䈍い䈩長崎県内䈪発生䈚䈢ノロウ

イルス䉕原因䈫䈜䉎食中毒事例等䈱概要䈮䈧い䈩報告

䈜䉎䇯 

 

調 査 方 法   

検査方法及び患者᧚料等䈲䇮䇸ノロウイルス䈱検査

法䇹

䋱䋩

䈮準䈛䈩行䈦䈢䇯ＲＴ䋭Ｐ䌃Ｒ法䈮䈧い䈩䈲䇮記載

䈚䈩あ䉎既報

䋲䋩

䈮従䈦䈩実施䈚䈢䇯   

䈭䈍䇮䇸ノロウイルス䇹䈱ฬ称䈮䈧い䈩䈲䇮䋲䋰䋰䋲ᐕ䈱

夏䇮国際ウイルス命ฬ委員会

䋳䋩

䈮䉋䈦䈩䇸ノロウイルス䇹

䈫いう正式ฬ称䈏定䈘䉏䇮世界䈪統一䈘䉏䈩用い䉌

䉏䉎䉋う䈮䈭䈦䈢䈢䉄䇮本稿䈪䉅䇸ノロウイルス䇹䉕使用䈚

䈩い䉎䇯 

 

調 査 結 果 及 び 考 察 

䋱䋮感染性胃⣺炎䈱流行状況 

 全国及び長崎県䈱感染性胃⣺炎䈱患者発生䈮䈧い

䈩䈲図䋱䈱䈫䈍䉍䈪あ䉎

䋴䋩

䇯感染性胃⣺炎䈱病因物質

䋵䋩

䈫䈚䈩䈲䇮ノロウイルス䇮サポウイルス䇮ロタウイルス等䈏

あ䉎䈏䇮県内䈪䈲春先䈎䉌夏䈮䈎け䈩ロタウイルス䈏検

出䈘䉏䈢䇯患者数䈲夏季䈮䈭䉎䈫減少䈜䉎䈏䇮各地䈪

途切䉏䉎こ䈫䈭く届出䈲報告䈘䉏䈩い䉎䇯そ䈱後䇮初冬

䈪あ䉎䋱䋱ਅ旬䈎䉌䋱䋲䈮䈎け䈩感染性胃⣺炎䈱患

者数䈲急激䈮増加䈚䋱䋲ਅ旬頃䉕ピ䊷ク䈫䈚䈩䇮そ䈱

後䈲減少䈚䈢䇯䈚䈎䈚䇮䋱䈎䉌䋲䈮䈎け䈩再度増加

䈚䈢䈱䈤䇮少䈚䈝䈧減少䈚䈩い䈦䈢䇯ノロウイルス䈮䈧

い䈩䈲感染症発生動ะ調査事業䈮ၮ䈨䈐医療機関䈎

䉌感染性胃⣺炎䈫診断䈘䉏䇮検査依頼䈱あ䈦䈢検体䈎

䉌ノロウイルス䈱遺伝子群 㪞㪼㫅㫆-㪾㫉㫆㫌㫇㪞Ⅱ䈏䋲䋵株検出

䈘䉏䈢䇯検出䈘䉏䈢ᐕ齢䈱ほ䈫䉖䈬䈏䋵歳以ਅ䈱乳幼

児䈪あ䉍䇮こ䈱こ䈫䈲䇮保育園等䈱施設内䈪ヒ䊃䋭ヒ䊃感

染䈮䉋䉍広䈏䈦䈩い䉎こ䈫䉅推察䈘䉏䈢䇯  

 

䋲䋮長崎県内䈪䈱ノロウイルス䈱検出状況 

表䋱䇸ᐔ成䋱䋶ᐕ度 ノロウイルス䈱検出状況䇹䈪䈲䇮保

健所管内䈪発生䈚䈢食中毒事例䈱中䈪䇮特䈮ノロウイ

ルス䈏原因䈫疑わ䉏䈢事例䈮䈧い䈩ノロウイルス䈱検

出状況䉕示䈜䇯ᐔ成䋱䋶ᐕ度䈪䈲䇮特䈮西彼䇮県央及

び県南保健所管内䈪多く発生䈚䈩䈍䉍䇮行政依頼件数

䈏多䈎䈦䈢䇯そ䈱中䈪䋲䈧䈱事例䈮報告䈜䉎䇯 

 

事例 㪈䋮 

㽲概要䈮䈧い䈩 

ᐔ成 㪈䋶ᐕ䋵旬䈮䌁老人護施設䉋䉍入所者䈫

護職員䈱数ฬ䈏食中毒症状䉕呈䈚䈩い䉎旨䈱連絡䈏

䌂保健所䈱調査䈱結果䈪䈲䇮嘔ฯਅ痢䇮発熱䈱症状䉕  
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表䋱 ᐔ成䋱䋶ᐕ度 長崎県内でのノロウイルスの検出状況 

Ｇ㸇 Ｇ㸈

西彼地区 㪈㪇 㪐㪌 㪉㪎 㪉㪎

県央地区 㪈㪈 㪎㪎 㪉㪊 㪈 㪉㪉

県南地区 㪐 㪐㪏 㪊㪊 㪊㪊

県北地区 㪉 㪈㪎 㪊 㪊

五島地区 㪈 㪉 㪈 㪈

上五島地区

壱岐地区

対馬地区 㪈 㪈㪏 㪍 㪍

合　　計 㪊㪋 㪊㪇㪎 㪐㪊 㪈 㪐㪉

ｇｅ䌮䌯㪄ｇｒ䌯ｕ䌰

依頼件数 検体数 陽性検体数

 

 

㪇㪅㪇㪇

㪉㪅㪇㪇

㪋㪅㪇㪇

㪍㪅㪇㪇

㪏㪅㪇㪇

㪈㪇㪅㪇㪇

㪈㪉㪅㪇㪇

㪈㪋㪅㪇㪇

㪈㪍㪅㪇㪇

㪈㪏㪅㪇㪇

㪈

㪌

㪈

㪏

㪉

㪈

㪉

㪋

㪉

㪎

㪊

㪇

㪊

㪊

㪊

㪍

㪊

㪐

㪋

㪉

㪋

㪌

㪋

㪏

㪌

㪈 㪈 㪋 㪎

㪈

㪇

㪈

㪊

㪈

㪍

㪈

㪐

㪉

㪉

週䋨㪇㪋㪆㪇㪌䍚ｰ䍛䍼䍻䋩

定

点

あ

た

り

長

崎

県

㪇

㪇㪅㪉

㪇㪅㪋

㪇㪅㪍

㪇㪅㪏

㪈

㪈㪅㪉

定

点

あ

た

り

全

国

感染性胃腸炎䋨長崎県䋩 定点当たり

感染性胃腸炎䋨全国䋩 定点当たり

ᐔ成䋱䋶ᐕ ᐔ成䋱䋷ᐕ

䋴月 䋵月 䋶月 䋷月 䋸月 䋹月 䋱䋰月䋱䋱月䋱䋲月 䋱月 䋲月 䋳月 䋴月 䋵月

 

図１ 感染性胃腸炎㧔乳児嘔吐下痢症を含む㧕の患者発生状況 

 

呈䈜䉎発病者䈲䋲䋳ฬ䈪あ䈦䈢䇯症者䈱入所者及び

入所者䈱護や汚物等䈱処理䉕䈚䈢護人䋱䋰ฬ䈱糞

便䈮䈧い䈩䌂保健所䈎䉌当所䈮行政依頼䈏あ䉍䇮ノロウ

イルス䈮䈧い䈩検査䉕実施䈚䈢䇯 

㽳検査結果䈮䈧い䈩 

 症者䋱䋰ฬ䈱糞便検体䈱う䈤䇮䋹ฬ䈱検体䈎䉌ノロウ

イルス遺伝子䈏検出䈘䉏䈢䇯検出䈘䉏䈢䋹ฬ䈫䉅遺伝子

群䈲 㪞㪼㫅㫆-㪾㫉㫆㫌㫇㪞Ⅱ䈪あ䈦䈢䇯䈚䈎䈚䇮原因食等䈮䈧

い䈩䈲䇮特定䈜䉎こ䈫䈲䈪䈐䈭䈎䈦䈢䇯ま䈢䇮検出䈘䉏

䈢ノロウイルス遺伝子䈱 P㪚㪩 産物䈮䈧い䈩䇮シ䊷クエ

ンス䈲未実施䈪あ䈦䈢䈢䉄䇮原因ウイルス䈱遺伝子型

䈏ห一䈪あ䉎䈱䈎確認䈚䈩い䈭い䇯ま䈢䇮こ䈱事例䈪

䈲䇮共通食䉕摂ข䈚䈩い䈭い䈮䉅䈎䈎わ䉌䈝症者䈱

護や汚物等䈱処理䉕䈚䈢護者䈮食中毒様症状䉕

呈䈜䉎人䈏䈍䉍䇮感染症䈫䈚䈩䋲次感染䈏強く疑わ䉏䈢

䈏そ䉏䈮関䈜䉎疫学調査䈲実施䈚䈩い䈭い䇯
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事例䋲䋮 

㽲概要䈮䈧い䈩 

 ᐔ成䋱䋶ᐕ䋴ਅ旬䇮老人会䈪宿泊旅行䉕䈚䈢䋱䋰䋱ฬ

中䋶䋱ฬ䈏嘔ฯ䇮ਅ痢䇮⣻痛䉕呈䈚䇮数人䈏医療機関䉕

ฃ診䈚䈢䇯ま䈢䇮症者䈱家族䈎䉌䉅䋲次感染䉕疑わ䉏

䉎症状䉅確認䈘䉏䈩䈍䉍䇮症者䋹ฬ䈱糞便䈮䈧い䈩䌁

保健所䈎䉌当所䈮行政依頼䈏あ䉍䇮ノロウイルス䈮䈧い

䈩検査䉕実施䈚䈢䇯 

㽳検査結果䈮䈧い䈩 

症者䋱䋰ฬ䈱糞便検体䈱う䈤䇮䋹ฬ䈱検体䈎䉌ノロ

ウイルス遺伝子䈏検出䈘䉏䈢䇯䋹ฬ䈫䉅遺伝子群䈲

㪞㪼㫅㫆-㪾㫉㫆㫌㫇㪞Ⅱ䈪あ䈦䈢䇯回䈱事例䈮䈧い䈩䈲䇮他

県䈱宿泊施設䈪発生䈚䈩䈍䉍䇮ノロウイルス䉕原因䈫䈚

䈢九Ꮊ䊶山口県䉕含䉃広域的䈭食中毒事件䈫䈭䈦䈢䇯

ノロウイルス遺伝子䈱 P㪚㪩 産物䈮䈧い䈩䈲䇮発生原因

䈫䈭䈦䈢県䈮䈍い䈩シ䊷クエンス䉕実施䈚䈩い䉎䈏䇮原

因䈏ห一䈱ウイルス型䇮あ䉎い䈲遺伝子型䈮䈧い䈩䈲

不䈪あ䈦䈢䇯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３．考察  

症例䋲䋮䈱䉋う䈭大規模食中毒䈱発生事例䈮䈍い䈩

䈲䇮特䈮患者及び食᧚䈎䉌ノロウイルス遺伝子䉕検出

䈚䇮シ䊷クエンス䈜䉎こ䈫䈪䇮ห一若䈚く䈲いく䈧䈎䈱遺

伝子型䈱ウイルス株䈏原因䈪あ䉎䈫確認䈚䇮感染経路

䉕解䈜䉎こ䈫䈏㊀要䈪あ䉎䇯 

以䈱䉋う䈭こ䈫䈎䉌䇮ノロウイルス䉕原因䈫䈜䉎食中

毒事例䈪䈲䇮䋲次感染へ䈫広䈏䉎危険性䉕含䉖䈪䈍䉍䇮

後䇮食中毒䈫ห時䈮感染症䈮䈍け䉎䋲次感染対策䈫

䈚䈩積極的䈭疫学調査䉕ㅴ䉄䉎体制䈨く䉍䉕構築䈚䈩

いく必要䈏あ䉎䈫思わ䉏䉎䇯 
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䋱．長崎県における放射能調査結果䋨㪉㪇㪇㪋 ᐕ度䋩 

 

表䋱 定時降水試料中の全β放射能調査結果䋨ᐔ成 㪈６ᐕ度䋩 

 

降水の定時採取㧔定時降水㧕ょ

放射能濃度ょ (Bム/L)ょ採取ᐕ日ょ ょ ょ ょ ょ ょ

降水量ょょょょ

(ﾅﾅ)ょ

測定数ょ 最ૐ値ょ 最高値ょ

間降下量

(MBム/Kﾅ

2

)ょ

平成１６ᐕょ 㧠ょ 158.0ょ 7ょ NDょ NDょ NDょ

㧡ょ 年21.0ょ 8ょ NDょ NDょ NDょ

６ょ 86.0ょ 6ょ NDょ NDょ NDょ

㧣ょ 82.5ょ 5ょ NDょ NDょ NDょ

㧤ょ 1年年.0ょ 6ょ NDょ NDょ NDょ

㧥ょ 27年.0ょ 10ょ NDょ NDょ NDょ

１㧜ょ 187.0ょ 5ょ NDょ NDょ NDょ

１１ょ 年5.0ょ 5ょ NDょ 0.年6ょ 1.年ょ

１㧞ょ 112.0ょ 6ょ NDょ 0.95ょ 2.1ょ

平成１㧣ᐕょょ１ょ 64.0ょ 9ょ NDょ 1.年ょ 11ょ

ょょょょょょょょょょょょょょょ㧞ょ 11年.0ょ 14ょ NDょ 0.49ょ 6.0ょ

ょょょょょょょょょょょょょょょ㧟ょ 1年年.0ょ 10ょ NDょ 1.8ょ 2.2ょ

ᐕ間値ょ 1,697.5ょ 91ょ NDょ 1.8ょ ND～11ょ

前ᐕ度߹ߢの過去㧟ᐕ間の値ょ 264ょ NDょ 2.0ょ ND～49ょ

ょょょょょ ょ ょ ょ ょ ょ 㧔注１㧕ND:測定値߇測定誤差の㧟倍未満ޕょ

ょ

表䋲 牛乳中の

㪈㪊㪈

I の分析結果䋨ᐔ成 㪈６ᐕ度䋩 

 

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

㧔注１㧕牛乳の取扱区分ޔߪ生産地㧔原乳㧕ߢあるょ

㧔注㧞㧕放射能測定ޔߪゲ࠾ࡑ࡞ウム半ዉ体検出器ࠃߦるγ線スࡔࡠ࠻ࠢࡍー࠲ーߢ測定ߒたޕょ

㧔注㧟㧕ND:測定値߇測定誤差の㧟倍未満ޕょ

ょ

ょ

採取場所ょ 諫早市ょ

前ᐕ度߹ߢ過去ょ

㧟ᐕ間の値ょ

採取ᐕ日ょ H16.5.21ょ 最ૐ値ょ 最高値ょ

放射能濃度

(Bム/L)ょ

NDょ NDょ NDょ
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ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ  

ょ

表䋳 ゲルマニウム半導体検出器による核種分析測定調査結果㩿ᐔ成 㪈６ᐕ度㪀 

ょ

ょ ょ ょ ょ ょ ょ

1年7

Cモょ

前ᐕ度߹ߢょ

過去㧟ᐕ間の値
ょょょょょょょょょょょ

試料名ょ

ょょょょょょょ

採取場所

ょょょょょょょょ

採取ᐕょ

ょ

検

体

数
最ૐ値 最高値 最ૐ値 最高値

ょその他の検

出さࠇた人工

放射性ᩭ種ょ

ょ ょ ょ

නょ ょ

大気浮遊ߓんょ 長崎市ょ

16 ᐕょょ4 ょ

～17ᐕ年ょ

4ょ NDょ NDょ NDょ NDょ NDょ ﾅBム/ﾅ

年

ょ

降下物ょ 長崎市ょ

16 ᐕょょ4 ょ

～17ᐕ年ょ

12 NDょ NDょょ NDょ 0.080 NDょ MBム/ペﾅ

2

ょ

陸

ょ

水ょ

ょ 蛇口水ょ 長崎市ょ

16 ᐕ 6 ょ

ょ

1ょ NDょ NDょ NDょ NDょ NDょ ﾅBム/Lょ

29ょ 29ょ 42ょ NDょ Bム/ペｿ 乾土ょ
ょょょょょょょょょ

0～5cﾅょ

小浜町ょ

㧔雲仙㧕ょ

1ょ

750ょ 540ょ 1500ょ NDょ MBム/ペﾅ

2

ょ

10ょ 16ょ 22ょ NDょ Bム/ペｿ 乾土ょ

ょょ

土

ょ ょ

壌ょ

ょょょょょょょょょ

ょ5～20cﾅょ

小浜町ょ

㧔雲仙㧕ょ

ょ ょ ょ ょ ょ ょ

16 ᐕょょ7 ょ

1ょ

700ょ 610ょ 1年00ょ NDょ MBム/ペﾅ

2

ょ

精米ょ 長崎市ょ 17 ᐕょょ1 ょ 1ょ NDょ NDょ NDょ NDょ Bム/ペｿ 精米ょ

ょょょ大ᩮょ 長崎市ょ 17 ᐕょょ1 ょ 1ょ NDょ NDょ NDょ NDょ
㊁

ょ

菜ょ
ン草ょウࡎ 長崎市ょ 17 ᐕょょ1 ょ 1ょ NDょ NDょ NDょ NDょ

ょ ょ ょ ょ ょ

Bム/ペｿ 生ょ

牛ょ 乳ょ 長崎市ょ 16 ᐕ 8ょょ 1ょ NDょ NDょ NDょ NDょ NDょ Bム/Lょ

1ょ NDょ NDょ NDょ 0.065 NDょ
ょ ょ ょ ょ ょ

日常食ょ 長崎市ょ

16 ᐕょ6 ょ

及び 10 ょ

1ょ NDょ NDょ NDょ 0.069 NDょ

ょ ょ ょ ょ ょ

Bム/人日ょ

ょ

アサリょ 小長町ょ 16 ᐕょょ5 ょ 1ょ NDょ NDょ NDょ NDょ

ア࠳ࡑイょ 長崎市ょ 16ᐕょ11 ょ 1ょ 0.12ょ 0.086 0.12ょ NDょ

ᶏ

産

生

物ょ

ワࠞࡔょ 島原市ょ 17 ᐕょょ2 ょ 1ょ NDょ NDょ NDょ NDょ

Bム/ペｿ 生ょ

(注１)食品試料のうちᶏ産生物ߪ生産地ޔ牛乳㧔市販乳㧕㊁菜及び精米ߪ消費地ߒߣての取扱いߢあるޕょ

(注㧞)ND:測定値߇測定誤差の㧟倍未満ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ

ょ



長崎県衛生公害研究所報  㪌0㪃  㩿200㪋㪀  資料䊶䊂䊷タ 

 

ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ ょ  

表 䋴 空 間 放 射 線 量 率 測 定 結 果 䋨ᐔ 成 㪈６ᐕ 度 䋩 

ょ

ょょ(ﾆGy/h)ょ࠻スࡐリンࠣ࠲࠾ࡕ サーࡌイࡔー࠲ーょ

測ょ 定ょ ᐕょ ょ

最ૐ値ょ 最高値ょ 平均値ょ (ﾆGy/h)ょ

平成１６ᐕょ㧠 年1ょ 74ょ 年年ょ 62ょ

㧡 年0ょ 49ょ 年年ょ 58ょ

６ 年2ょ 46ょ 年年ょ 62ょ

㧣 年2ょ 52ょ 年年ょ 62ょ

㧤 年年ょ 49ょ 年4ょ 64ょ

㧥 年2ょ 52ょ 年4ょ 64ょ

１㧜 年2ょ 4年ょ 年4ょ 64ょ

１１ 年年ょ 45ょ 年4ょ 64ょ

１㧞 年年ょ 49ょ 年4ょ 62ょ

平成１㧣ᐕょょ１ 年2ょ 52ょ 年4ょ 60ょ

㧞 年2ょ 56ょ 年5ょ 60ょ

㧟 年2ょ 78ょ 年5ょ 62ょ

ᐕょ 間ょ 値ょ 年0ょ 78ょ 年4ょ 56～64ょ

㧔注㧕サーࡌイࡔー࠲ーの値ޔߪ宇ቮ線の影響 年0ﾆGy/h ょޕ含ࠍ ょ ょ ょ



表１ 度 産業廃棄物最終処分場調査結果㧔生活環境項目㧕2004

種 別 項 目 大腸菌群数pH BOD COD SS

(mg/l) (mg/l) (mg/l) ( /ml)個

8 5 8 8 8管 放 検体数

6.8 9.2 <0.5 39 2.5 84 <1 63 <30 77理 流 最小～最大 ～ ～ ～ ～ ～

7.9 9.9 19 9 54 (2)型 水 平均値 㧖

13 13 13 13 13安 ᶐ 検体数

定 透 最小～最大 ～ ～ ～ ～ ～ 㧖 検出数のߺの平均6.8 7.6 <0.5 5.3 1.6 22 <1 30 <30 650 :

型 水 平均値 㧖 検出数7.2 1.1 7.3 6.7 270 (4) () :

2004 mg/l表㧞 ᐕ度 産業廃棄物最終処分場調査結果㧔重金属等㧕 න：

施 検

種 別 設 体 項 目 Ｃ㨐 ＣＮ Ｐｂ Ｃ㨞 Ａ㨟 㧿㨑T-Hg

(6+)数 数

8 8 0 0 0 0 1 0 0放 検出数

1管 流 検出施設数

水 基準超過施設数

0.01理 最大値

2 2 0 0 0 0 0 0溶 検出数

型 出 検出施設数

試 基準超過施設数

験 最大値

13 13 0 0 0 0 0 0ᶐ 検出数

安 透 検出施設数

水 基準超過施設数

定 最大値

1 1 0 0 0 0 0 0溶 検出数

型 出 検出施設数

試 基準超過施設数

験 最大値

0.01 0.1 0.01 0.05 0.01 0.0005 0.01ႎ告下限値

2004 mg/l表㧟 ᐕ度 産業廃棄物最終処分場調査結果㧔揮発性物質及び農薬等㧕 න：

施 検 㩎㩢ｸﾛﾛ㨾㩋㩤㩧 ﾃ㩎ﾗｸﾛﾛ㨾㩋㩤 㩆㩨ｸﾛﾛ㩜ﾀ㩧 四塩ൻ炭 㩆㩨ｸﾛﾛ㨾 㩆㩨ｸﾛﾛ㨾 㩆㩇 㩆㩨ｸﾛ1,2- 1,1- -1,2-

種 別 設 体 項 目 㩧 素 ﾀ㩧 㩋㩤㩧 ﾛ㨾㩋㩤㩧

数 数

8 8 0 0 0 0 0 0 0管 放流 検出数

理 水 最大値

2 2 0 0 0 0 0 0 0型 溶出 検出数

試験 最大値

13 13 0 0 0 0 0 0 0安 ᶐ透 検出数

定 水 最大値

1 1 0 0 0 0 0 0 0型 溶出 検出数

試験 最大値

0.03 0.01 0.02 0.002 0.004 0.02 0.04ႎ告下限値

長崎県衛生公害研究所 資料࠺ー50࠲, (2004)
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施 検 㩎㩢ｸﾛﾛ 㩎 㩢 ｸ ﾛ 㩆 㩨 ｸ ﾛ ﾛ 㩗㩨㩧㩈㩨㩧 㩋㨽ﾗ㩛 㩆ﾏ㩆㩨㩧 㩋ｵ㩗㩨㩧㩀㩣ﾌ㩨1,1,1- 1,1,2- 1,3-

種 別 設 体 項 目 㨾ﾀ㩧 ﾛ㨾ﾀ㩧 ﾌ㩩ﾛ㩗㩩㩧

数 数

8 8 0 0 0 0 0 0 0管 放流 検出数

理 水 最大値

2 2 0 0 0 0 0 0 0型 溶出 検出数

試験 最大値

13 13 0 0 0 0 0 0 0安 ᶐ透 検出数

定 水 最大値

1 1 0 0 0 0 0 0 0型 溶出 検出数

試験 最大値

0.3 0.006 0.002 0.01 0.006 0.003 0.02ႎ告下限値

2004 mg/l表㧠 ᐕ度 産業廃棄物最終処分場周辺地下水調査結果 න：

施設数 検体数 項目 Ｃ㨐 ＣＮ Ｐｂ Ｃ㨞 Ａ㨟 㧿㨑T-Hg

(6+)

22 37 0 0 0 0 1 0 0検出数

0.006最大値

0.005 0.1 0.005 0.05 0.005 0.0005 0.005ႎ告下限値

施設数 検体数 項目 㩎㩢ｸﾛﾛ㨾㩋㩤㩧 ﾃ㩎ﾗｸﾛﾛ㨾㩋㩤 㩆㩨ｸﾛﾛ㩜ﾀ㩧 四塩ൻ炭 㩆㩨ｸﾛﾛ㨾 㩆㩨ｸﾛﾛ㨾 㩆㩇 㩆㩨ｸﾛ1,2- 1,1- -1,2-

㩧 素 ﾀ㩧 㩋㩤㩧 ﾛ㨾㩋㩤㩧

22 37 0 0 0 0 0 0 0検出数

最大値

0.03 0.01 0.02 0.002 0.004 0.02 0.04ႎ告下限値

施設数 検体数 項目 㩎㩢ｸﾛ 㩎 㩢 ｸ ﾛ 㩆 㩨 ｸ ﾛ ﾛ 㩗㩨㩧㩈㩨㩧 㩋㨽ﾗ㩛 㩆ﾏ㩆㩨㩧 㩋ｵ㩗㩨㩧㩀㩣ﾌ㩨1,1,1- 1,1,2- 1,3-

ﾛ㨾ﾀ㩧 ﾛ㨾ﾀ㩧 ﾌ㩩ﾛ㩗㩩㩧

22 40 0 0 0 0検出数

最大値

0.3 0.006 0.002 0.01 0.006 0.003 0.02ႎ告下限値

㧖：㩋㨽ﾗ㩛 㩆ﾏ㩆㩨㩧 㩋ｵ㩗㩨㩧㩀㩣ﾌ㩨ߦついてޔߪ放流水検出時のߺ測定, ,

長崎県衛生公害研究所 資料࠺ー50࠲, (2004)

㧞．産業廃棄物最終処分場߅ߦけるᶐ透水等調査結果㧔 ᐕ度㧕2004
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㧟．工場・事業場排水調査結果(2004 年度) 

  

表 㪈 ２００４年度工場䊶事業場排水調査結果䋨重金属関係䋩  単位：mg㪆㫃 

業種 

事業

場数 

検体

数 

項目 

カ䊄䊚䉡

䊛 

シアン 鉛 

䋶価   

クロ䊛 

䊍素 総水銀

検出件数 0 0 0 0 0 0 金属製品   

製造業 

㪈   㪈 

最大値       

検出件数 0 0 6 0 0 0 酸䊶アルカ䊥 

表面処理業 

㪍 㪈㪈 

最大値   0.08    

検出件数 ０ 0 0 0 0 0 工業䊶農業関

係専門学校 

  㪈 㪈 

最大値       

検出件数 0 0 0 0 0 0 国公立    

試験研究機関 

㪎 㪏 

最大値       

検出件数 ０ 0 ０ 0 0 0 保健所    

臨床検査機関 

㪌 㪐 

最大値       

検出件数 0 0 0 1 0 0 
そ䈱他 㪈㪌 㪈㪏 

最大値    0.07   

   定量下限値 0.002 0.1 0.01 0.05 0.005 0.0005

検出件数 0 0 6 1 0 0 合計 

 

㪊㪌 㪋㪏 

最大値   0.08 0.07   

 

 

 

 

 

表 2 工場䊶事業場排水調査結果䋨揮発性機化合物関係䋩  単位：mg㪆㫃 

業種 

事業

場数 

検体

数 

項目 

䍢䍶ｸ䍹䍹 

䍒䍟䍸䍻 

䍡䍢䍵ｸ䍹䍹

䍒䍟䍸䍻 

㪈㪃㪈㪃㪈㪄䍢䍶

ｸ䍹䍹䍒ﾀ䍻

ｼﾞｸ䍹䍹䊜

ﾀ䍻 

四塩化

炭素 

ﾍﾞ䍻ｾﾞ䍻

検出件数 0 0 0 0 0 0 
印刷業 㪈 2 

最大値           

検出件数 0 0 0 0 0 0 酸䊶アルカ䊥 

表面処理業 

㪈 㪈 

最大値       

検出件数 0 4 2 0 0 0 
洗濯業 㪈2 㪈㪍 

最大値  0.15 9.5    

検出件数 0 0 0 0 0 0 下水道終末 

施設 

㪈㪌 2㪈 

最大値       

検出件数 0 0 0 0 0 0 
そ䈱他 㪋  㪋 

最大値       

   定量下限値 0.03 0.01 0.3 0.02 0.002 0.01 

検出件数 0 4 2 0 0 0 
合計 

 

㪊㪊 㪋㪋㪂 

最大値  0.15 
9.5 
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㧠．環境中ダイオキシン類測定結果

表１．平成１６ᐕ度環境大気中࠳イࠝキシン類分析結果

実測濃度(pg/m
3
(at20℃)) 毒性等量

PCDDs PCDFs ｺﾌ㩩ﾗ㩏PCB 㧔pg-TEQ/m
3
㧕

春 1.5 0.85 1.4 0.025

夏 1.2 1.9 6.4 0.044

秋 0.65 1.2 2.8 0.019

冬 0.92 1.0 0.49 0.034

春 0.64 0.71 0.66 0.017

夏 0.69 0.87 1.8 0.017

秋 0.81 0.80 1.2 0.022

冬 1.1 1.0 0.35 0.029

春 0.87 0.95 1.7 0.025

夏 1.9 2.5 4.2 0.056

秋 1.2 1.8 2.5 0.036

冬 1.4 1.7 0.75 0.043

春 0.94 1.6 1.8 0.038

夏 2.9 4.0 4.3 0.11

秋 1.6 1.7 3.1 0.034

冬 1.7 2.3 0.96 0.055

春 2.0 1.6 1.8 0.043

夏 1.9 1.5 3.3 0.050

秋 3.3 2.6 2.8 0.058

冬 2.5 3.7 1.5 0.096

春 0.25 0.66 3.5 0.018

夏 0.40 0.52 7.4 0.017

秋 0.36 0.51 4.2 0.013

冬 1.0 1.0 1.1 0.029

春 1.0 1.7 1.4 0.036

夏 1.1 1.4 3.3 0.035

秋 0.68 0.77 1.9 0.019

冬 1.2 1.5 0.55 0.042

春 0.55 0.61 0.68 0.014

夏 0.82 0.41 1.3 0.012

秋 0.48 0.66 1.3 0.014

冬 1.2 0.74 0.38 0.020

春 0.58 0.98 1.4 0.026

夏 0.50 0.30 6.0 0.012

秋 0.28 0.35 5.0 0.011

冬 0.75 0.50 1.8 0.017

佐世保市大塔大気測定局

松浦市役所

島保健所

大村大気測定局

島原農業改良普及セン࠲ー

島原市ർ門町集合避難施設

佐世保市保健所

季節測定地点名

時津小学校大気測定局

西諫早観測所



長崎県衛生公害研究所報　50,(2004),資料䊶䍡ﾞｰﾀ

表㧞．平成１６ᐕ度底質中࠳イࠝキシン類分析結果

実測濃度(pg/g(dry)) 毒性等量

PCDDs PCDFs ｺﾌ㩩ﾗ㩏PCB 㧔pg-TEQ/g(dry)㧕

西彼ᶏ域ޓ㊁母漁港 H16.11.1 3600 920 10000 37

大村湾ޓޓ崎沖 H16.5.28 6800 310 260 10

ᶏޓޓ口之津港 H16.6.8 7100 220 200 8.4

佐世保湾ޓᐓ尽沖 H16.10.7 5100 340 11000 15

島ᶏ域ޓ福江港 H16.6.14 8100 220 26000 17

壱岐ᶏ域ޓ郷ノ浦港 H16.4.26 3400 300 9800 13

対馬ᶏ域ޓ厳原港 H16.5.25 3300 100 2000 4.7

長与川ޓޓ岩淵ႍ H16.6.7 1300 110 690 4.0

西ᶏ川ޓޓ大川橋ႍ H16.7.13 1900 310 330 9.2

川棚川ޓޓ山道橋 H16.6.23 130 8.8 30 0.34

土黒川ޓޓ浜田橋 H16.6.7 640 19 41 0.76

小森川ޓޓ小森橋 H16.6.23 5300 330 670 9.1

表㧟．平成１６ᐕ度土壌中࠳イࠝキシン類分析結果

実測濃度(pg/g(dry)) 毒性等量

PCDDs PCDFs ｺﾌ㩩ﾗ㩏PCB 㧔pg-TEQ/g(dry)㧕

佐世保市ޓ広田町 H16.10.6 2000 120 9.0 1.1

佐世保市ޓ川下町 H16.10.6 78 4.6 650 0.46

佐世保市ޓ瀬戸越㧟ৼ目 H16.10.6 3300 3.4 73 0.55

諫早市ޓޓ久山台 H16.11.5 29 N.D. 3.7 0.0030

諫早市ޓޓ宗方町 H16.11.5 17 N.D. 1.9 0.0018

諫早市ޓޓ長田町 H16.11.5 1300 1.6 410 0.50

大村市ޓޓ岩松町 H16.11.5 97 N.D. 3.8 0.0096

大村市ޓޓ溝陸町 H16.11.5 12 N.D. 1.5 0.0013

小浜町ޓޓർ本町 H16.10.21 560 2.5 37 0.12

加津佐町ޓ戊 H16.10.21 150 N.D. 1.1 0.044

西家町ޓ須川 H16.10.21 360 0.4 1.7 0.094

家町ޓޓ小川 H16.10.21 2000 42 17 0.53

深江町ޓޓ戊 H16.10.21 130 N.D. 0.6 0.013

福江市ޓޓ木場町 H16.6.14 330 N.D. 0.9 0.032

福江市ޓޓ栄町 H16.6.14 910 N.D. 7.9 0.14

富江町ޓޓ富江郷 H16.6.15 550 N.D. 1.2 0.055

島町ޓ奈摩郷 H16.10.15 1100 N.D. 1.4 0.17

川町ޓޓ川郷 H16.10.15 22 N.D. 0.6 0.0022

崎戸町ޓޓ蛎浦郷 H16.11.2 1700 110 28 0.30

多良見町ޓ木床名 H16.11.5 710 82 160 0.31

深江町ޓޓ丙 H16.10.21 200 N.D. 0.6 0.020

町ޓޓ大字大㊁名字 H16.10.21 13000 23 8.5 2.1

松浦市ޓޓ今福町 H16.12.1 340 N.D. 0.5 0.034

平戸市ޓޓ紐差町 H16.12.1 490 1.1 0.9 0.092

富江町ޓޓ狩立郷 H16.6.15 47 N.D. 2.2 0.0048

島町ޓ網郷 H16.10.15 8100 0.9 2.8 1.2

芦辺町ޓޓ中㊁郷 H16.4.26 93 N.D. 2.6 0.0090

厳原町ޓޓ安 H16.5.26 5800 330 5.0 1.8

採取ᐕ日地点名

地点名 採取ᐕ日
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㧡．発生源ダイオキシン類測定結果

表１．平成１６ᐕ度煙道排ࠟス中࠳イࠝキシン類分析結果

実測濃度(ng/m
3
N) 毒性等量

PCDDs PCDFs ｺﾌ㩩ﾗ㩏PCB 㧔ﾆg-TEQ/m
3
N㧕

富江町 ৻般廃棄物処理施設 H16.5.11 3.5 6.0 0.35 0.30

ਃ楽町 ৻般廃棄物処理施設 H16.5.12 120 110 9.5 8.8

大村市 ৻般廃棄物処理施設 H16.5.13 24 15 2.3 0.53

石田町 ৻般廃棄物処理施設 H16.5.19 1.4 0.52 0.080 0.012

芦辺町 ৻般廃棄物処理施設 H16.5.20 7.6 22 2.4 1.2

佐世保市 その他 H16.5.25 0.11 0.090 0.041 0.0000019

琴ᶏ町 産業廃棄物処理施設 H16.6.2 7.5 18 1.5 0.78

佐々町 ৻般廃棄物処理施設 H16.6.8 1.2 0.69 0.18 0.011

諫早市 小型廃棄物焼却炉 H16.6.10 0.27 0.25 0.16 0.000029

波佐見町 小型廃棄物焼却炉 H16.10.13 30 58 4.3 4.6

大村市 産業廃棄物処理施設 H16.10.14 0.97 3.1 0.10 0.054

西ᶏ市 産業廃棄物処理施設 H16.10.14 0.58 0.16 0.044 0.0000028

国見町 産業廃棄物処理施設 H16.10.18 140 300 15 16

小浜町 産業廃棄物処理施設 H16.10.27 17 38 4.1 0.96

大島町 ৻般廃棄物処理施設 H16.10.29 180 350 34 11

ධ馬町 ৻般廃棄物処理施設 H16.11.2 10 4.0 0.42 0.39

川棚町 ৻般廃棄物処理施設 H16.11.8 4.6 1.6 0.39 0.079

町 小型廃棄物焼却炉 H16.11.12 860 4700 95 85

新島町 ৻般廃棄物処理施設 H16.12.9 0.62 1.0 0.81 0.021

大村市 産業廃棄物処理施設 H16.12.22 1300 3100 190 120

表㧞．平成１６ᐕ度排水中࠳イࠝキシン類分析結果

実測濃度(pg/L) 毒性等量

PCDDs PCDFs ｺﾌ㩩ﾗ㩏PCB 㧔pg-TEQ/L㧕

大村市 排水 H16.10.6 N.D. N.D. 4.2 0.00030

顆粒剤　㪊検体

カ䊒セル剤　㪋検体

備考

錠剤　㪊検体

検出数㪆検体数

0 㪆 㪈0

0 㪆 㪈0

0 㪆 㪈0

0 㪆 㪈0

0 㪆 㪈0

0 㪆 㪈0

0 㪆 㪈0

検査項目

シブ䊃ラ䊚ン

䊐䉢ン䊐ルラ䊚ン

N㪄ニ䊃ロ䉸䊐䉢ン䊐ルラ䊚ン

マ䉳ン䊄䊷ル

䊐䉢ン䊁ル䊚ン

䉳ア䉷䊌䊛

䊎サコ䉳ル

事業所所在地 採取ᐕ日施設種類

６．健康食品中医薬品検査結果

事業所所在地 施設種類 採取ᐕ日



䋷．食品中残留農薬調査結果

䋸．油症検診者の血液中䌐䌃䌂、䌐䌃䌑濃度

検診者数 ＰＣ㧮㧔 㧕 ＰＣ㧽㧔 )ppb ppb

最ૐ～最高 平 均 最ૐ～最高 平 均

1 13 4.3 0.02 1.5 0.57認 定 者 㧞㧥 カ ～ カ ～

3 7 4.6 0.02 0.18 0.10玉之浦町 未認定者 ６ ～ カ ～

1 13 4.4 0.02 1.5 0.50計 㧟㧡 カ ～ カ ～

1 6 3.2 0.02 1.2 0.47認 定 者 㧞㧞 カ ～ カ ～

1 4 2.3 0.02 0.46 0.30奈留町 未認定者 㧠 カ ～ カ ～

1 6 3.1 0.02 1.2 0.45計 㧞６ カ ～ カ ～

1 5 2.6 0.02 1.5 0.74認 定 者 １㧠 カ ～ カ ～

1 2 1.5 0.02 0.24 0.11長崎市 未認定者 １㧞 カ ～ カ ～

1 5 2.4 0.02 1.5 0.60計 㧞６ カ ～ カ ～

1 13 3.6 0.02 1.5 0.57認 定 者 ６㧡 カ ～ カ ～

1 5 3.2 0.02 0.46 0.16計 未認定者 㧞㧞 カ ～ カ ～

1 13 3.6 0.02 1.5 0.51計 㧤㧣 カ ～ カ ～

注：平均ߪ ߹たߪ の検出値の平均PCB PCQ

㩿単位:ppm㪀

時期 産地 農産物名 検体数 検出数 検　　出　　値 基準値

䈳れい䈚ょ 4 0

びわ 2 0

県内 䊧タス 2 1 䍪䍽䍹ｼ䍮䍢ﾞ䍻(0.06) 5

い䈤䈗 2 0

䈢䉁䈰䈑 3 0

県外 セロ䊥 2 2 ｸ䍹䍹ﾀ䍹ﾆ䍷(0.03，0.20) 10

県内 カボチャ 2 0

䈘䈫い䉅 1 0

䈚ょう䈏 2 0

ブロ䉾コ䊥䊷 1 0

䈚ょう䈏 1 0

アス䊌ラ䉧ス 4 0

え䈣䉁䉄 1 0

䈘䈫い䉅 1 0

県内 䉂䈎ん 4 0

䉨ャベ䉿 2 0

䊃マ䊃 2 0

䈭䈜 2 0

9 県外 ほうれん草 2 1 ｼﾍ䍽䍷䍰䍢䍶䍻(0.60) 2.0

䍕ｬ䍪䍽ﾀ䍻(0.09) 㪄

小䈰䈑 2 2 ｼﾍ䍽䍷䍰䍢䍶䍻(0.05，0.10) 5.0

䈘䈫い䉅 1 0

輸入 いん䈕ん 2 0

䈮ん䈛ん 1 0

䈲䈒䈘い 2 0

䈣い䈖ん 2 0

ほうれんそう 3 0

11 䈮ん䈛ん 1 0

䈮ら 2 1 ｸ䍸䍝䍕ｼ䍯䍰䍟䍷(2.3) 㪄

ブロ䉾コ䊥䊷 2 0

䈘やえん䈬う 2 1 ｸ䍹䍹ﾀ䍹ﾆ䍷(0.60) 2

䍪䍷ｼﾞ䍓䍕䍝ﾆ䍷(0.08) 0.50

合計 60 8

県内

県外

5

県外

䋷

輸入
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ょ

９．食品、陶磁器ߤߥの収去検査結果 

(1) 

Ԙ魚肉練ࠅ製品  

   検査項目  基準値  検出の無    表示あࠅ   表示ߒߥ  ょ  総  計

検出ߔる  
2 

(0.06~0.19)

ょ ょ ょ 0   ょ 2 サッࠞリン࠻࠽

リウム 

 

0.3g/kg以下 

 検出ߥߒい    ょ ょ0 ょ ょ ょ18   ょ 18 

 

ԙ漬物  

   検査項目  基準値  検出の無    表示あࠅ   表示ߒߥ  ょ  総  計

検出ߔる  
3 

(0.46~0.71)

ょ ょ ょ 1 

(0.10) 

  ょ 4 サッࠞリン࠻࠽

リウム 

 

*1.2g/kg~2.0g/kg 

 検出ߥߒい    ょ ょ0 ょ ょ ょ16   ょ 16 

*こうߓ漬･酢漬･たߊあん漬：2.0g/kgߔ߆ޔ漬･ߺそ漬･ࠂߒう油漬：1.2g/kg 

 

(2)陶磁器  

検査項目   深さ及び容量  基準値 検査数 検出数  

 ≧2.5cm, <1100ml 5.0μg/ml 26   0 

 ≧2.5cm, ≧1100ml 2.5μg/ml 0   0 

 

ょ ょ 鉛 

 <2.5cm 17μg/c㎡ 4   2(基準超過1) 

 

㧝㧜．畜水産食品中の合成抗菌剤ߤߥの検査結果ょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょ ょ (μｿ/ｿ) 

 ぶߛ߹ ࠅい ߭ࠄ 㩎ﾗﾌｸ㩨 車エビ う߉ߥ 乳 牛肉 豚肉 鶏肉 定量下限

(抗生物質 ) 

  ｵ㩁㩆ﾃ㩎ﾗ㩅㨼ｸ㩢㩧 

  㩇㩕㩩ﾗﾏ㨼㩆㩧ょ

㩗㩨㩧㩆㩨㩣㩗㩩㩐㩆㩢㩧ょ

(合成抗菌剤 ) 

  㩇㩣ﾌ㨱㩜ﾗ㩆㩨㩧 

  㩇㩣ﾌ㨱㩆㩨㩚㩆㩨㩧 

  㩇㩣ﾌ㨱㩝ﾉ㩜㩎㩁㩆㩧 

  㩇㩣ﾌ㨱㩆㩨㩜㩎㩁㩆㩧 

  㩇㩣ﾌ㨱㩁ﾉ㩁㩅㩢㩧 

  ｵ㩁㩉㩢㩧酸  

  㩋㨻㩧ﾌｪ㩐ｺ-㩣ょ

  ｵ㩣㩜㩎ﾌ㩩㩢㩛ょ

(内部寄生虫剤 ) 

  㩋㨻㩗㩨㩧ﾀ㩨㩉㩨-㩣ょ

(農薬)ょ

  DDT 

ﾃ㩨㨲㩣㩎㩨㩢㩧 

㩗ﾌ㩩ﾀｸﾛ㩣 

0/9 

0/9 

 

 

0/9 

0/9 

0/9 

0/9 

0/9 

0/9 

0/9 

0/10 

0/10 

 

 

0/10 

0/10 

0/10 

0/10 

0/10 

0/10 

0/10 

0/2 0/5 

0/5 

0/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

0/2 

0/2 

 

 

 

0/2 

0/2 

0/2 

0/2 

0/2 

0/2 

 

0/2 

0/10

0/5 

0/5 

 

 

0/10

 

 

 

 

 

 

 

0/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0/5

0/5

0/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0/5 

0/5 

0/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0/5 

0/5 

0/5 

<0.02 

<0.05 

<0.001 

 

<0.02 

*<0.02

<0.03 

<0.03 

<0.03 

<0.02 

<0.05 

<0.05 

 

<0.005 

 

<0.5 

<0.02 

<0.02 

   表内の数字 : 検出数 /検査数  

   * 乳0.005>ߪμg/g 
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آ 学会発表・他誌掲載論文抄録



 

                       

1．学会等発表 

演 題 学 会 ฬ 会 期 場 所 発 表 者 

循環浴槽水に対すࠆ管理指

標としての清浄度検査の応

用 

 

チtx-平年年0 に࠳ࠆࠃイࠝࠠࠪ

ン類分析の検討 

日本防菌防黴学会 

 

 

 

第1年回環境ൻ学討論会 

平004. 5.平ウ 

 

 

 

平004. ウ. ウ～エ 

東京都 

 

 

 

静岡市 

○田栗利紹 

 

 

 

○本多 隆 

植野康成 

馬場強ਃ 

 

࠙ェࠪ࡞ュ菌食中毒一事例

の細菌及び遺伝子疫学的考

察 

獣医公衆衛生学会 

 

平004.10. 平 

 

大分市 

 

○山崎省吾 

 

 

レࠫࠝネ浴槽水の新規評

価法 

 

植物ࠍ用いた水質浄ൻにつ

いて 

 

イࡏニࠪのインࡐッࠢࠬ

現象に対すࠆ有機ࠬ࠭ൻ合

物の影響 

 

G太-E太夫 ࡞ࡎ用いた甲状腺ࠍ

ンのࠬࠢリ㧙ニンࠣ法のࡕ

検討 

 

長崎県におけࠆ高濃度ࠝࠠ

 ント出現の特徴࠳ࠪ

 

生ごみと牛ふࠎの混合割合

が堆肥ൻに及ぼす影響 

 

㧯マポtiポuaホ Ｉポvピモtigatiマポ

マポ gaモ aポd aピメマモマホ iポ thピ

Ｎagaモaki モubuメbモ-Ｉマポ 

太マボミマモitiマポ at thピ tiボピ  

マフ yピホホマw モaポd cマボiポg 

(長崎市郊外におけࠬࠟࠆ

ࠛア࡞࠱ࡠの通ᐕ調査と 

黄砂飛来時のイࠝン組成) 

 

長崎県ർ部の水稲被害と大

気汚染環境調査 

 

長崎県衛生公害研究所国立

環境研究所の共ห研究 

 

長崎県におけࠆ越境大気汚

染研究～霧氷調査と水稲被

害調査～ 

 

九Ꮊ衛生環境技術協議会 

 

 

     〃 

 

 

     〃 

 

 

 

     〃 

 

 

 

大気環境学会 

 

 

ᐔ成㧝㧢ᐕ度廃棄物研究発表会 

 

 

㧠th Ａ㧰㧱㧯(アࠫア起源の風送࠳

ࠬトの気候への影響に関すࠆ日中共

ห研究) 国際ワーࠢࠪョプ 

 

 

 

 

 

 

大気環境学会九Ꮊ支部第㧡回研究発

表会 

 

第㧝㧣回酸性雨東京講演会 

 

 

国立環境研究所ࡒニࠪンࡓ࠙ࠫࡐ 

平004.10. ウ 

 

 

  〃 

 

 

  〃 

 

 

 

  〃 

 

 

 

平004.10.平0 

 

 

平005. 1.平5   

 

 

平005. 1.平ウ 

 

 

 

 

 

 

 

 

平005. 1.平ェ  

 

 

平005. 年. 年  

 

 

平005. 年. 4 

熊本市 

 

 

 〃 

 

 

 〃 

 

 

 

 〃 

 

 

 

秋田市 

 

 

東京都 

 

 

長崎市 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡市 

 

 

東京都 

 

 

東京都 

○田栗利紹 

 

 

○本多㓷幸 

 

 

○浦 伸孝 

 

 

 

○西Ꮉ 徹 

 馬場強ਃ 

 

 

○森 淳子 

 

 

○竹野大志 

 

 

○森 淳子 

    他 

 

 

 

 

 

 

 

○森 淳子 

    他 

 

○森 淳子 

    他 

 

○森 淳子 

    他 

㪈㪈9



 

                       

㧞．他誌掲載論文 

㧝㧚࠴࡞ࡑプレッࠢࠬＰ㧯Ｒࠍ用いた食中毒起因菌一括検出法の検討 

       田栗 利紹、野口英ᄥ郎、ᐔ山 文俊 

        第30回日本防菌黴学会要旨㓸P.168(2003) 

 

㧞㧚࠴࡞ࡑプレッࠢࠬＰ㧯Ｒ用プイࡑー対の選抜方法とそࠍࠄࠇ用いた乳製品関連細菌検出用試薬の検討 

       田栗 利紹、山崎 省吾、原 健志 

        第24回日本食品微生物学術講演要旨㓸P.82(2004) 

 

㧟㧚࠴࡞ࡑプレッࠢࠬＰ㧯Ｒに用いࡎࠆットࠬ࠲ート用Taq㧰ＮＡࡐリࡔーの検討 

       田栗 利紹、山崎 省吾 

        ᐔ成15ᐕ度日本獣医師ਃ学会㧔九Ꮊ㧕一般講演要旨㓸P.144(2004) 

 

㧠㧚࠴࡞ࡑプレッࠢࠬＰ㧯Ｒࠍ用いた鶏、牛及び豚におけࠞࠆンࡠࡇバࠢ࠲ーの検出 

       山崎 省吾、松尾 保㓶、田 竜ᄦ、田栗 利紹、原 健志 

        第24回日本食品微生物学術講演要旨㓸(2004) 

 

㧡㧚࠳イࠝࠠࠪン類分析におけࠆフ࡞࠲酸ࠛࠬテ࡞類の妨害 

       本多 隆、植野 康成、馬場 強ਃ 

        第12回環境ൻ学討論会講演要旨㓸(2003) 

 

㧢㧚Daily Concentration Variation of Air Collected Onshore Area Faced Asian Continent 

              K.Murano, A.Mori,T.Kamaya,T.Ohara,N.Sugimoto,H.Mukai 

                Processese in the Atomosuphere(2003,Bangkok,Thailand)77-82  

 

㧣㧚࠙ェࠪ࡞ュ菌食中毒一事例におけࠆ細菌及び遺伝子疫学的考察 

       山崎 省吾、田栗 利紹、原 健志 

        ᐔ成16ᐕ度日本獣医公衆衛生学会㧔九Ꮊ㧕講演要旨㓸P.148(2004) 

 

 
 
 
 

㪈㪉㪇
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㧟．他誌掲載論文抄録 

 

■ 論文㧔レフェリー制㧕 

Proceedings of Fourth ADEC Workshop Aeolian Dust Experiment on Climate Impact  

Date:Jan 27, 2005 Venue: ANA HOTEL NAGASAKI GLOVERHILL 

 

Continual Investigation on gas and aerosol in the Nagasaki suburbs 

- Ion composition at the time of yellow sand coming flying- 

 
T. Kamaya , A. Mori 

Nagasaki Prefectural Institute for Public Health and Environmental sciences, Nagasaki Japan 

K.Arao 

Nagasaki University, Nagasaki, Japan 

T. Ohara, N. Sugimoto, H. Mukai , K. Murano 

National Institute for Environmental Studies, Tsukuba, Japan
 

 

Abstract 

We conducted daily air pollutants collection and chemical analysis at onshore area faced to Asian 

continent from January 2001 through February 2002 to understand trans-boundary transport of air 

pollutants from the Asian continent to Japan. Monthly averaged concentration of total anion and cation in 

aerosol stayed approximately constant level(100-200 neq/m
3
) except for the samples collected in Yellow 

Sand season(January-April). High concentrations were observed in March 2001 and anion concentration 

reached up to about 350 neq/m
3
. Very big Yellow Sand event was observed from 22nd through 24th 

March 2001. Concentrations and fraction of Ca
2+

 and nss-SO4
2–

+NO3
-
 concentrations in aerosol are very 

high from 21st through 24th March. First the air mass brought the air pollutants from Chinese 

anthropogenic emissions in 21st March, so the concentrations of NO3
-
, nss-SO4

2–
 and NH4

+
 were very high. 

Later, Yellow Sand was transported from inland of China to Japan, which brought the high concentration 

of Ca
2+

. However, on the way to Japan, air pollutants are added to the air mass.  

 

■ 口頭発表 

第䋴䋵回大気環境学会ᐕ会 講演要ᣦ ᐔ成 㪈㪍 ᐕ 㪈㪇  㪉㪇 日 秋↰市 

 

長崎県䈮䈍け䉎高濃度オキ䉲䉻ン䊃出現䈱特徴 

 

○ 森 淳子䋬香幸一郎䋨長崎県衛生公害研究所䋩 

 

要 ᣦ 

 長崎県䈪䈲䇮䈎䈧䈩オキ䉲䉻ン䊃注意報䈏発䈘䉏た経過䈏䈭䈎䈦た䈏䇮長期的䈮オキ䉲䉻ン䊃濃度䈏昇䈜䉎

傾向䈮あ䉍䇮㪉㪇㪇㪉 ᐕ䋵䈮初䉄䈩注意報発基準䈮達䈜䉎オキ䉲䉻ン䊃濃度䉕観測䈚た䇯 

ᐔ成 㪈㪋 ᐕ度䉕対象䈮䇮毎日䈱気圧配置図䉕分類䈚䇮䈗䈫䈮出現日数䉕算出䈚た䇯移動性高気圧䈱出現日数

䈮着目䈜䉎䈫䇮ᐔ成 㪈㪋 ᐕ䋷䇮䋸䈲䇮䋰～䋲日䈪あ䈦た䇯一方南高ർૐ型䈱気圧配置や台風䈭䈬䇮ᄥᐔ洋䈱清浄

䈭気塊䉕䉅た䉌䈜気象条件䈪あ䈦た䈖䈫䈏わ䈎䈦た䇯逆䈮春䇮秋䈲移動性高気圧䈏䇮大陸起源䈱気塊䉕䉅た䉌䈜䈖

䈫䈮䉋䈦䈩䇮オキ䉲䉻ン䊃䈏比較的高濃度䈫䈭䉎䈖䈫䇮䈘䉌䈮䋵～䋶䈲十分䈭日射㊂䈮䉋䉎光ൻ学オキ䉲䉻ン䊃䈫オ

䉹ン層起源䈱オキ䉲䉻ン䊃䈏加わ䉍特䈮高濃度䈫䈭䉎䈖䈫䈏推定䈘䉏た䇯 

 㪈㪉㪇㫇㫇㪹 䉕超え䉎濃度䈱オキ䉲䉻ン䊃䈏䇮㪈㪏 時䈎䉌 㪉㪇 時䈮䈎け䈩ർ松浦半島䉕南ਅ䈜䉎䉋う䈮観測䈘䉏た 㪉㪇㪇㪊

ᐕ䋶䋴日䈮䈧い䈩䇮窒素酸ൻ物䈫オキ䉲䉻ン䊃䈱等濃度線䉕䋱～䋲時間䈗䈫䈮描いた䇯䋹時䈱時ὐ䈪長崎市䇮佐世

保市䈱周辺䈮䈍い䈩䇮オキ䉲䉻ン䊃濃度䈏やや高い気塊䈏発生䈚た䇯時間䉕追う毎䈮そ䉏䉌䈏高濃度ൻ䈚䇮䉁たコ

ン䉺䊷ห士䈏繋䈏䉍䇮㪈㪎 時䈮䈲䇮ർ松浦半島䈎䉌長崎市䈮⥋䉎規模䈪 㪏㪇㫇㫇㪹 䉕䈖え䉎塊䈏発生䈚䈩い䉎䈖䈫䈏確 

㪈㪉㪈
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䈘䉏た䇯㪈㪏時䈮突然ᐔ戸島周辺䈮出現䈚た㪈㪇㪇㫇㫇㪹䉕超え䉎オキ䉲䉻ン䊃䈱気塊䈲ർ西風䈮乗䈦䈩徐々䈮南ਅ䈚䇮

㪉㪇 時䈮䈲西彼杵半島䈮達䈚た䇯䈖䉏䉌䈎䉌䇮地域的影響䈮加え䇮ᐔ戸એർ䈎䉌䈱影響䉅示唆䈘䉏た䇯 

地方公共団体環境研究機関䈫国立環境研究所䈫䈱 㪚 型共ห研究 ᐔ成䋱䋶ᐕ度第䋲回研究会 

ᐔ成 㪈㪎 ᐕ䋱 㪉㪉 日 京都市 

 

高濃度オキ䉲䉻ン䊃出現季節䈱ᣧ期ൻ 

～大陸䈎䉌䈱移流䉁た䈲成層圏オ䉹ン䈎䉌䈱流䉏込䉂䈫光ൻ学反応～ 

 

○ 森 淳子䋨長崎県衛生公害研究所䋺解析䉫䊦䊷プ䊥䊷䉻䊷䋩 

䉫䊦䊷プ䊜ンバ䊷 宮城県䇮富山県䇮京都府䇮香Ꮉ県䇮福岡県䇮福岡市䇮佐賀県䇮長崎県 

 

要 ᣦ 

 近ᐕ全国的䈮オキ䉲䉻ン䊃䈏高濃度ൻ䈚䈩い䉎要因䈫䈚䈩䇮成層圏オ䉹ン䈎䉌䈱降ਅや大陸䈎䉌䈱移流䉕想定䈚

䈩解析䉕行䈦た䇯 

 成層圏オ䉹ン降ਅ䈱指標䈫䈭䉎䋷Ｂｅ䈱大気中濃度䈫オキ䉲䉻ン䊃濃度䈱関係䉕検討䈚た䈫䈖䉐䇮春䈫秋䈮䊏䊷䉪䉕

䉅䈧ὐ䈭䈬両者䈱挙動䈲一⥌䈚䈩いた䇯 

 国立環境研究所地環境研究䉶ン䉺䊷䈪開発䈘䉏た後方流跡線解析 㪤㪜㪫㪜X㩿㪤㪜㪫㪼㫆㫃㫆㫉㫆㪾㫀㪺㪸㫃 㪛㪸㫋㪸 㪜㫏㫇㫃㫆㫉㪼㫉㪀 

䉕利用䈚䈩䇮空䋵ｋｍ䈎䉌気塊䈏降ਅ䈚た事例䉕䋱㪊 ᐕ間䈮わた䈦䈩抽出䈚た䇯そ䈱結果䇮季節的䈮春䈫秋䈮降ਅ

日䈏䊏䊷䉪䉕示䈚䇮気圧䈱谷䈱発生䈮䉋䉎成層圏䈎䉌䈱降ਅ䉕示唆䈜䉎結果䈏得䉌䉏た䇯䈚䈎䈚䇮ᐕ度毎䈱解析䈪

䈲䇮最近䋲ᐕ間䇮春䈱降ਅ事例䈏ほ䈫䉖䈬䉄䉌䉏䈭䈎䈦た䇯䈖䈱䈖䈫䈲最近春䈮オキ䉲䉻ン䊃䈏高濃度ൻ䈚䈩い䉎

現象䈫一⥌䈚䈭䈎䈦た䇯 

 大陸䈎䉌䈱移流䈮䈧い䈩䈲䇮光ൻ学反応䈱影響䈏少䈭い䈫思わ䉏䉎夜間䈮オキ䉲䉻ン䊃濃度䈏昇䈚た事例䉕

抽出䈚䇮報告䈘䉏た数値解析䊝䊂䊦䈫比較䈚た䇯た䈫え䈳䋲䋰䋰䋴ᐕ䋲䋲䋶日䈱事例䈪䈲䇮深夜九Ꮊർ西部䈮䈍い

䈩オキ䉲䉻ン䊃䈏高濃度ൻ䈚た䇯䈖䈱結果䈲地䊐ロン䊁䉞䉝研究䉲䉴䊁䊛䈮䉋䉎 㪞㫃㫆㪹㪸㫃 㪺㪿㪼㫄㫀㪺㪸㫃 㫎㪼㪸㫋㪿㪼㫉 㪽㫆㫉㪼㪺㪸㫊㫋 

㫊㫐㫊㫋㪼㫄 及び九Ꮊ大学㪆国立環境研究所䈮䉋䉎 ൻ学ᄤ気予報䉲䉴䊁䊛 㪚㪝㪦㪩㪪 䈫䉋く一⥌䈚た䇯 

 

 

 

大気環境学会九Ꮊ支部講演要ᣦ ᐔ成 㪈㪎 ᐕ䋱 㪉㪏 日 福岡市 

 

長崎県ർ部䈱水稲被害䈫大気環境調査 

 

○森 淳子䋬横瀬 健䋬香幸一郎䋨長崎県衛生公害研究所䋩 

渡邉大治䋨長崎県壱岐農業改良普及䉶ン䉺䊷䋩䋬市原泰博䋬藤山正史䋨長崎県農業経営課䋩 

土谷大輔䋨長崎県総合農林試験場䋩䋬舩場 貢䋨長崎県科学技術振興課䋩 

向井人史䋬村㊁健ᄥ郎䋨国立環境研究所䋩 

要 ᣦ 

県ർ䈱高地水↰䈪䈲特徴的䈭水稲被害䈏発症䈚䇮県農林部䈮䈍い䈩䈲䇮昭和䋴䋰ᐕઍ䈎䉌課題䈫䈭䈦䈩い䉎䇯

ᐔ成 㪈㪌 ᐕ度䈮出現䈚た大規模被害䈱際䇮被害䈏甚大䈪あ䈦た葉䈎䉌検出䈘䉏た硫黄分䈏䇮被害䈏少䈭䈎䈦た葉

䈱硫黄分䈮比べ高濃度䈪あ䈦た䈖䈫䈭䈬䈎䉌䇮大気汚染䈱影響䈏原因䈱一䈧䈫䈚䈩䉪ロ䊷䉵䉝ップ䈘䉏た䇯酸性霧

䈱文献値䈎䉌調整䈚た人工酸性霧䉕用いた䉼䊞ンバ䊷実験䈪䇮水稲被害䈏再現䈘䉏た䈖䈫䈭䈬䈎䉌䇮ᐔ成 㪈㪍 ᐕ度

䈮現地大気調査䉕行䈦た䇯 

稲䈱生育期間䉕通䈛䈩現地䈪霧䈏採ข䈘䉏た䈱䈲䋶 㪉㪌 日䈱䉂䈪䋬そ䈱成分䈲ｐ㪟 約䋶䋬㪜㪚䋺䋵䋰μ㪪㪆㪺㫄䋬

㪪㪦
㪋

㪉㪄

㪑㪋㪅㪎μ㪾㪆㫄㫃 䈫通常䈱雨䈱成分䈫大差䈭䈎䈦た䇯一方稲䈱被害䈲䋹䋶日䈮発生䈚た䇯そ䈱直前䇮䋹䋲～䋳日

䈮浮遊粒子状物質䈏やや高濃度䈫䈭䈦た䇯九Ꮊ大学䈭䈬䈮䉋䉎ൻ学ᄤ気予報䈮䉋䉎䈫䇮期間䉕通䈛䈩硫酸塩濃度

䈏 㪪㪧㪤 䈱約 㪉㪇%䉕占䉄䈩いた䇯䉁た現地䈮䈍け䉎粒子状物質䈱観測結果䈮䈍い䈩䉅䋬硫酸成分䉕検出䈚䇮稲䈱被

害䈫䉝䉳䉝規模䈱 㪪㪧㪤 高濃度現象䈫䈱関係䉅示唆䈘䉏た䈏䇮更䈮多方面䈎䉌䈱検討䈏必要䈫考えた䇯 

 

 

㪈㪉㪉
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国立環境研究所 䊚ニ䉲ンポ䉳䉡䊛䋭越境大気汚染研究䋭 ᐔ成 㪈㪎 ᐕ䋳䋴日 䈧く䈳市 

 

長崎県䈮䈍け䉎越境大気汚染研究 

 

森 淳子䋨長崎県衛生公害研究所䋩 

要 ᣦ 

 本邦西端䈮置䈜䉎長崎県䈲䇮地域的影響䈮加え䇮火山や大陸䈱影響䈭䈬䇮複雑䈭大気環境ਅ䈮あ䉎䇯県

南部䈱島原半島䈱中央部䈮そびえ䉎雲仙岳䋨標高 㪈㪃㪊㪍㪇㫄䋩䈪䈲冬季䈮霧氷䈏観測䈘䉏䉎䇯霧氷䈲生成過程䈎䉌䇮

地表䈱影響䈏少䈭く䇮長距離輸送䈘䉏䉎気団䈱ൻ学的組成䉕反映䈚䈩い䉎䈫思わ䉏䉎䇯冬型䈱気圧配置䉁た䈲ૐ

気圧䈱影響䉕ฃけた時期䈮採ข䈘䉏た霧氷䈲電気伝ዉ度䈪 㪈㪇㪇～㪐㪉㪇μ㪪㪆㪺㫄 䈫いう高い濃度䈪あ䈦た䇯䈖䈱䈭䈎

䈪䉅 㫇㪟<㪋 及び 㪥㪦
㪊

㪄

>㪈㪇㪇㫄㪾㪆㪣 䈫高度䈮汚染䈘䉏た霧氷䈱出現日䈮䈧い䈩バッ䉪䊃䊤䉳䉢䉪䊃䊥䊷解析䉕䈍䈖䈭䈦た

䈫䈖䉐䇮硫黄系及び窒素系汚染物質䈱排出㊂䈏多い䈫䈘䉏䉎渤海沿岸及び朝鮮半島䉕経↱䈚た気塊䈮䉋䉎䉅䈱䈪

あ䉎䈖䈫䈏わ䈎䈦た䇯 

 

日本獣医公衆衛生学会䋨九Ꮊ䋩講演要ᣦ ᐔ成䋱䋶ᐕ䋱䋰䋲日 大分市 

        䉡䉢䊦䉲ュ菌食中毒―事例䈮䈍け䉎細菌及び遺伝子疫学的考察 

 

                           ○山崎 省吾䋬↰栗 利紹䋬原 健志䋨長崎県衛生公害研究所䋩 

要 ᣦ 

  䉡䉢䊦䉲ュ菌食中毒䈲䋬全国䈪通ᐕ䋹～䋲䋷件䈱報告䈏あ䉎䈏䋬長崎県䈪䈲過去䋲䋷ᐕ間䋨昭和䋵䋱～ᐔ成䋱䋴ᐕ䋩

䈪䋲件䈱䉂䈱報告䈪あ䉎稀䈭食中毒䈱一䈧䈪あ䉎䇯 

 ᐔ成䋱䋵ᐕ䋱䋱䋬飲食店䈪調理䈘䉏た出䈚弁当䈏原因䈫推定䈘䉏た䉡䉢䊦䉲ュ菌食中毒事例䉕経験䈚䋬本事

例䈮䈧い䈩細菌学及び遺伝子疫学的䈮調査䈚た䇯 

 本事例䈱患者䋳䋹ฬ中䋳䋳ฬ及び調理者䋶ฬ中䋲ฬ䈎䉌䉣ン䊁ロ䊃キ䉲ン産生性䉡䉢䊦䉲ュ菌䈏分離䈘䉏䋬血清型

䈲市販血清Ｈ㫆㪹㪹㫊 血清型䈏型不䈪䋬ＴＷ䋲䋸䋨東京都健康安全研究䉶ン䉺䊷䈮䈩実施䋩䈪あ䈦た䇯 

 䉡䉢䊦䉲ュ菌食中毒䈪䈲䋬市販血清型䈪型不䈮䈭䉎䈖䈫䈏少䈭く䈭く䇮本事例䈪䉅型不䈪あ䈦たὑ䇮

㪧㪝㪞㪜 法䉕応用䈚䇮疫学解析䉕試䉂た䇯そ䈱結果䇮本法䈲食中毒䈱疫学解析䈮用䈪あ䉎䈖䈫䈏್䈚た䇯䉡䉢䊦

䉲ュ菌食中毒䈮䈍け䉎 㪧㪝㪞㪜 法䈱解析事例数䈏少䈭いた䉄䇮今後䉅⛮⛯䈚䈩応用䈜䉎必要䈏あ䉎䇯 

 

論 文 

㪘㫅㫋㫀㫄㫀㪺㫉㫆㪹㫀㪸㫃  㪘㪺㫐㫀㫍㫀㫋㫐  㫆㪽  㪈㪇  㪛㫀㪽㪽㪼㫉㪼㫅㫋㫇㫃㪸㫅㫋  㪧㫆㫃㫐㫇㪿㪼㫅㫆㫃㫊  㪸㪾㪸㫀㫅㫊㫋  㪙㪸㪺㫋㪼㫉㫀㪸  㪚㪸㫌㫊㫀㫅㪾  

㪝㫆㫆㪻㪄㪙㫆㫉㫅㪼  㪛㫀㫊㪼㪸㫊㪼 

㪫 㪅㪫㪸㪾㫌㫉㫀㪃  㪫㪅 㪫㪸㫅㪸㫂㪸㪃  㪸㫅㪻  㪠㪅 㪢㫆㫌㫅㫆 

㪙㪠㪦㪣㪦㪞㪠㪚㪘㪣 㩽 㪧㪟㪘㪩㪤㪘㪚㪜㪬㪫㪠㪚㪘㪣  㪙㪬㪣㪣㪜㪫㪠㪥㪃 㪉㪎㩿㪈㪉㪀㪃 㪈㪐㪍㪌㪄㪈㪐㪍㪐㩿㪉㪇㪇㪋㪀 

 

㪈㪇 種䈱異䈭䉎植物性ポ䊥䊐䉢䊉䊷䊦ൻ合物䈱抗菌活性䉕㪃食中毒起因細菌䈮対䈜䉎最ዊ発育阻ᱛ濃度䋨㪤㪠㪚ｓ䋩䈪 

比較䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍評価䈚た䇯供試菌株䈲黄色䊑䊄䉡菌 㪉㪇 株㪃サ䊦䊝䊈䊤属菌 㪉㪍 株㪃大腸菌 㪉㪊 株㪃そ䈚䈩䊎䊑䊥

オ属菌㪉㪎株䉕用いた䇯ﾎﾟ䍶ﾌｪﾉｰ䍷䈲䋬䉣䊏䉧ロ䉦䊁キン㩿㪈㪀䋬䉣ポ䉧ロ䉦䊁キン䉧䊧䊷䊃㩿㪉㪀䋬プニ䉦䊤䉳ン㩿㪊㪀䋬䉺ンニン

酸㩿㪋㪀㪃䉦䉴䉺䊤䉳ン㩿㪌㪀㪃プロ䊂䊦䊐䉞ニ䉳ン㩿㪍㪀㪃䉭䊤ニ䉟ン㩿㪎㪀㪃䈍䉋びプロ䉲䉝ニ䉳ン㩿㪏㪀䈎䉌䈭䉎ൻ合物䋬並び䈮⚃茶色

素䈱䊁䉝䊐䊤䊎ン混合物㩿㪐㪀䈍䉋び緑茶䈱䊎ワ酸ൻ酵素処理ൻ合物㩿㪈㪇㪀䉕供試䈚た䇯黄色䊑䊄䉡菌䈫䊎䊑䊥オ属菌

䈮対䈜䉎 㪤㪠㪚㫊 ᐔ均値䈲そ䉏䈡䉏 㪈㪐㪉 ± 㪐㪈 䈫 㪈㪍㪉 ± 㪈㪍㪌μ㪾㪆㫄㫃 䈪あ䉍䋬サ䊦䊝䊈䊤属菌や大腸菌䈱ᐔ均値㩿㪎㪐㪌± 

㪌㪐㪇 㪸㫅㪻 㪈㪌㪈㪐 ± 㪐㪋㪐μ㪾㪆㫄㫃㪃㫉㪼㫊㫇㪼㪺㫋㫀㫍㪼䌬㫐㪀䉋䉍䉅ૐ䈎䈦た㩿㪧<㪇㪅㪇㪈㪀䇯黄色䊑䊄䉡菌䈫䊎䊑䊥オ属菌䈱植物ポ䊥䊐䉢䊉䊷

䊦䈮対䈜䉎全体的䈭感ฃ性䈲共䈮高䈎䈦た䈏䋬前者䈱 㪤㪠㪚㫊 䈮䈍け䉎変動係数䈲最䉅ૐく䋬後者䈱そ䉏䈲最䉅高

い値䉕示䈚た䇯㪈䋬㪉䋬㪌䋬䈍䉋び 㪍 䈱構造学的特徴䈫 㪤㪠㪚㫊 䈱比較䈎䉌 㪊䋬㪋䋬㪌㪄㫋㫉㫀㪿㫐㪻㫉㫆㫏㫐㫇㪿㪼㫅㫐㫃 基䈱抗菌活性䈮及

䈿䈜影響䈏強く示唆䈘䉏た䇯 
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