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は じ め に 

 

岩手県環境保健研究センターは、公害センターや、県内保健所の検査部門との統合を

経て現在に至っていますが、昭和 23年 11月に岩手県衛生研究所として発足して 72年

目に入りました。 

また、東日本大震災津波から８年が経過し、新しい県の総合計画である「いわて県民

計画（2019～ 2028）」の中に「復興推進プラン」を位置付け、被災者一人ひとりの復興

が成し遂げられるように、より良い復興の実現のために必要な取組を進めています。 

当センターとしても、引き続き、復興事業における自然環境の保全に寄与するととも

に、被災地における地域保健対策の支援や、県民の安心の確保のため、空間線量率や食

品中の放射性物質の測定を行い、検査結果を速やかに公開するなどに取り組んでいます。 

平成 30 年度（2018 年度）は、麻しんの集団発生が他の自治体で報告されたことや、

風しんが首都圏を中心に流行したことなどから、感染拡大が懸念され、本県においても

麻しん、風しん等の検査件数が増大しました。 

また、2019 年のラグビーワールドカップ日本大会では、本県釜石市での試合の開催

もあり、国内外からの多くの来県者が想定されました。そのため、昨年度は、マスギャ

ザリングにおける感染症への対応として、特に麻しん・風しん、蚊媒介感染症など緊急

性の高い輸入感染症の検査が円滑にできるように体制整備を図りました。 

今回の年報では、平成 30 年度における『感染症や食中毒等の健康危機管理対策、環

境事故等による生活環境汚染事例などへの対応』、『県民の健康と環境を守るための定例

的な試験検査や監視測定』、『行政課題に対応した調査研究』、『県民、市町村、関係機関

等に対する技術支援や情報発信、研修指導』などの取組状況のほか、『本県の豊かな生

物多様性を保全するための希少野生動植物であるイヌワシやアツモリソウ等の研究』、

『ツキノワグマの行動圏を把握するためのＧＰＳを用いた研究』、『世界的に問題となっ

ている薬剤耐性菌や市中で流行を繰り返す小児呼吸器ウイルスの疫学研究』の取組概要、

研究課題に対する外部評価結果などについて取りまとめて掲載しています。 

皆様方には、本年報を通じて、当センターの業務や研究の状況を御理解いただき、お

気づきの点について御意見や御要望をお寄せください。 

引き続き、本県の環境保健分野の科学的・技術的拠点としての当センターの使命を果

たしていきたいと考えておりますので、今後とも御支援・御協力をいただきますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

令和元年（2019年）12月 

                 岩手県環境保健研究センター 

                       所 長  高 橋 勉 
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第１章 総説 
 
１ 沿 革 

大正12年10月 岩手県警察部衛生課所属の岩手県細菌検査所を新設 

昭和２年２月 化学試験室を併設 

昭和23年11月 岩手県衛生研究所設置条例をもって岩手県衛生研究所となり、庶務部、細菌検査部、化学

試験部、食品衛生部の新体制で発足 

昭和27年４月 庁舎を加賀野小路に移転 

昭和44年３月 庁舎を内丸に移転 

昭和46年４月 衛生研究所に環境衛生部を新設 岩手県公害センターを新設 

昭和47年５月 庁舎増築工事竣工 

昭和49年４月 公害センターが管理係、大気科、水質科の体制となる 

昭和56年４月 衛生研究所の細菌検査部を微生物部に部名を変更 

盛岡市飯岡新田1-36-1に現庁舎竣工、移転（平成24年２月20日 住居表示変更） 平成13年３月 

平成13年４月 岩手県衛生研究所と岩手県公害センターを統合し、岩手県環境保健研究センターを設置 

平成17年４月 盛岡保健所、一関保健所、宮古保健所及び二戸保健所の検査室を統合し、「検査部」を設置 

２ 施設の概要 

  所在地  盛岡市北飯岡一丁目11番16号 

  竣 工  平成13年３月31日 

  敷 地  21,743㎡ 

  建 物  本 館 鉄筋コンクリート造３階建 5,697㎡ 

       付属棟 鉄骨造平屋建 312㎡ 

  （ 本 館 ） 

３ 階 研究員室 環境科学第１研究室 環境科学第２研究室 環境科学第３研究室 水質第１研究室 

水質第２研究室 水質第３研究室 衛生科学第１研究室 衛生科学第２研究室 衛生科学第３

研究室 第１機器分析室 第２機器分析室 第３機器分析室 第４機器分析室 第５機器分析

室 クリーンルーム 灰化蒸留室 第２天秤室 薬品庫 

２ 階 大気第１研究室 大気第２研究室 大気第３研究室 自然環境第２研究室 環境放射能研究室 

研究員室 電子顕微鏡室 微生物第１研究室 微生物第２研究室（安全実験室 Ｐ３）  

微生物第３研究室 微生物第４研究室 微生物第５研究室 試薬調製室 

１ 階 所長室 事務室 図書室 小会議室 自然環境第１研究室 解剖室 

研究員室 印刷室 大会議室 研修室 超微量化学物質分析室 

  （ 付属棟 ） 

 動物実験室 動物感染実験室（Ｐ３） 飼育室 車庫 倉庫 

 

  環境に配慮した主な施設設備 

名  称 概  要 備  考 

太陽光発電システム 出力 20.16ｋｗ 

（10ｋｗユニット×２基） 

通常機器用に使用 

地中熱利用ヒートポンプシステム ヒートポンプ 冷却能力 50.4ｋｗ 

       加熱能力 62.0ｋｗ 

地中熱交換井 22本 

       深さ 50ｍ 

       直径 137mm 
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総務担当

企画情報部

企画担当

副所長
(事務)

保健科学部

所　長 衛生科学部

環境科学部

副所長
(技術)

地球科学部

検　査　部

健康情報
調査監

保健医療データ分析スキルの向上、保健医療データ分析シ
ステムの構築支援、データ分析と情報発信

公共用水域水質検査、工場・事業場排水検査、地下水検査、
飲用水検査、食品収去検査、食中毒(細菌)検査、感染症に係
る検査等

酸性雨調査、環境放射能調査、有害大気汚染物質に係る検
査、大気汚染調査、地球環境研究、野生生物調査研究等

研究企画調整、研修企画、環境保健総合
情報システムの運営、普及啓発等

３　組織及び業務内容

　(1)　組織

庶務、経理、庁舎管理等

感染症・食中毒(ウイルス)の試験検査・調査研究、感染症情報の
発信、地域保健・健康づくり推進の情報収集・解析、県民への情
報提供、生活習慣病対策の推進、新人保健師等の研修等

食品の理化学検査・調査研究、食品放射性物質検査・調査研
究、医薬品類の規格検査、水道水の検査等

地下水検査、排水検査、廃棄物検査、環境汚染化学物質に係
る研究、ダイオキシン検査等

健康情報

調査監

2



㸦�㸧⫋ဨ㓄⨨

ᩘ
学
・
物
理

化
　
　
学

生
　
　
物

地
　
　
学

ࡑ
の


ᶵ
Ე
・
⯪
⯧
・
⯟
✵

㟁
気
・
㏻
信

ᅵ
ᮌ
・
ᘓ
築

ᮦ
　
　
ᩱ

⧄
　
　
⥔

ࡑ
の


㎰
　
　
ᯘ

⋇
医
・
␆
⏘

水
　
　
⏘

ࡑ
の


医
学
・
ṑ
学

薬
　
　
学

ࡑ
の


1 1

1 1 2

1 1

部長 1 1

௵査 1 1

査 1 1

௵ᑓ㛛研究ဨ 1 1

事 1 1

ᑠ�ィ 4 1 5

部長 1 1

上ᖍᑓ㛛研究ဨ 2 1 3

査ᑓ㛛研究ဨ 1 1 2

௵ᑓ㛛研究ဨ 1 1

ᑓ㛛研究ဨ 1 1

技ᖌ 1 1

ᑠ�ィ 1 4 4 9

部長 1 1

上ᖍᑓ㛛研究ဨ 1 1

௵ᑓ㛛研究ဨ 1 1 1 3

ᑓ㛛研究ဨ 1 1

ᑠ�ィ 1 1 4 6

部長 1 1

上ᖍᑓ㛛研究ဨ 1 1

査ᑓ㛛研究ဨ 1 1

௵ᑓ㛛研究ဨ 2 2

ᑓ㛛研究ဨ 1 1

技ᖌ 1 1

ᑠ�ィ 1 1 3 2 7

部長 1 1

上ᖍᑓ㛛研究ဨ 1 2 3

௵ᑓ㛛研究ဨ 1 1

ᑓ㛛研究ဨ 2 1 3

ᑠ�ィ 4 3 1 8

部長 1 1

上ᖍᑓ㛛研究ဨ 1 1 2

査ᑓ㛛研究ဨ 1 1 2

ᑓ㛛研究ဨ 3 3

ᑠ�ィ 1 4 2 1 8

7 3 1 1 8 3 4 8 6 6 47

地
球
科
学
部

検
査
部

合　ィ

　ͤ技術ྣဨの༊分にࠕ、ࡣ࡚࠸ࡘ科学技術研究調査ࠖの分類に‽ᣐࠋࡓࡋ

所長

健ᗣ情報調査┘

企
画
情
報
部

保
健
科
学
部

衛
生
科
学
部

副所長

環
境
科
学
部

ᖹᡂ㻟㻝ᖺ㻟᭶㻟㻝᪥⌧ᅾ

事
務
ྣ
ဨ

技　　術　　ྣ　　ဨ

合
　
　
ィ

理　　学 工　　学 ㎰　　学 保　　健 ࡑ
の

の
部
㛛

3



㸦㹆�1����1⌧ᅾ)

組織 組織 ⫋ ྡ Ặ ྡ

部長 ᕝ　ᮧ　⿱　

上ᖍᑓ㛛研究ဨ ᒾ　ῲ　　ᕫ

査ᑓ㛛研究ဨ ఀ　⸨　᭸　Ꮚ

௵ᑓ㛛研究ဨ Ⳣ　ཎ　㝯　ᚿ

௵ᑓ㛛研究ဨ ⓑ　⸨　࿘　ྖ

ᑓ㛛研究ဨ ᮏ　ᮧ　⳹　Ꮚ

技ᖌ ᶫ　ᮏ　⿱　Ꮚ

㤳ᖍᑓ㛛研究ဨව部長 ᑠ　野　ṇ　ᩥ

上ᖍᑓ㛛研究ဨ ᑠᒣ⏣　ᬛ　ᙲ

上ᖍᑓ㛛研究ဨ ከ　⏣　ᩗ　Ꮚ

上ᖍᑓ㛛研究ဨ ๓　⏣ ⌶

௵ᑓ㛛研究ဨ 㬆　ᾏ ྐ

ᑓ㛛研究ဨ ⳥　ụ　୍　㤿

ᑓ㛛研究ဨ 㠡　ᠱ　㔜　

ᑓ㛛研究ဨ 大　ᶫ　ኴ㑻

部長 上　ᒣ 

上ᖍᑓ㛛研究ဨ ኴ　⏣　⨾㤶Ꮚ

上ᖍᑓ㛛研究ဨ ྜྷ　⏣　ᩄ　⿱

査ᑓ㛛研究ဨ ஂ᰿ᓮ　⳯✑Ꮚ

査ᑓ㛛研究ဨ ᒣ　中　ᣅ　ဢ

ᑓ㛛研究ဨ 㧘　ᶫ　ᖾ　Ꮚ

ᑓ㛛研究ဨ ᑠ　Ἠ　ⱥ　

ᑓ㛛研究ဨ ᮧ　上　⩧　Ꮚ

㌿ධฟ
ᖺ᭶᪥

30.4.1

30.4.1

30.4.1

30.4.1

30.4.1

30.4.1

30.4.1

30.4.1

30.4.1

30.4.1

30.4.1

30.4.1

30.5.22

30.9.1

30.3.31

30.3.31

30.3.31

30.3.31

30.3.31

30.3.31

30.3.31

30.3.31

30.3.31

30.3.31

30.3.31

30.3.31

30.3.31

30.5.22

上ᖍᑓ㛛研究ဨ ᾏ　上　長　Ꮚ

技ᖌ ᑠ野ᑎ　⏥　ோ

所長 す　ᮧ ㇏

ᑓ㛛研究ဨ ⓑ　⃝ ᙲ ┴༡ᗈ域⯆ᒁ　保健⚟♴環境部　技ᖌ

ἢᓊᗈ域⯆ᒁ　保健⚟♴環境部　ᐑྂ保健⚟♴環境ࢭンター　薬ᖌ

㏥⫋

ᪧ所ᒓ・᪂所ᒓ等

ฟ⣡ᒁ

┒ᒸᗈ域⯆ᒁ　保健⚟♴環境部

௵ᑓ㛛研究ဨ బࠎᮌ　　᫂

ᑓ㛛研究ဨ ᑠ野ᑎ　⚽　ᐉ

査ᑓ㛛研究ဨ ྜྷ　⏣　ᓫ　ᐉ

௵⾜ᨻᑓ㛛ဨ ྜྷ　⏣　ᖾ　

௵ᑓ㛛研究ဨ బࠎᮌ 㝧

┴ᗈ域⯆ᒁ　保健⚟♴環境部　ᡞ保健⚟♴環境ࢭンター　査

ᒾᡭ┴┘査ጤဨ事務ᒁ　┘査➨ㄢ　⾜ᨻᑓ㛛ဨ

㏥⫋

㏥⫋

環境生ά部　環境生ά企画ᐊ　௵

企画情報部長 ⟄　　๎　⿱

査 㜿　部　ຌ　༤

衛生科学部長 ༓　ⴥ　　ஂ

健ᗣ情報調査┘ 㧗　ᶫ　　୕

ᑓ㛛研究ဨ 㧘　ᶫ　ᖾ　Ꮚ

ᐑ　ᡭ　公　㍜

所長 㧗　ᶫ　㐩　ஓ

ᑓ㛛研究ဨ

査ᑓ㛛研究ဨ ⸨　᳃　ள⣖Ꮚ

㌿ධฟ
等のู

(�) ே事␗ື

⎔
ቃ
⛉
Ꮫ
㒊

㌿ධ等

所長 す　ᮧ ㇏

事 㧗　ᶫ ฆ

㧗　ᶫ　▱　Ꮚ

上ᖍᑓ㛛研究ဨ ᒾ　ῲ　㤶　織

上ᖍᑓ㛛研究ဨ 㧗　ᶫ　㞞　㍤

査ᑓ㛛研究ဨ ୕　ᾆ　⣖　ᜨ

査ᑓ㛛研究ဨ ⸨　᳃　ள⣖Ꮚ

⾨
⏕
⛉
Ꮫ
㒊

᪥ᕷ　　㔛

上ᖍᑓ㛛研究ဨ

㛵　ᮧ　↷　ྜྷ

௵ᑓ㛛研究ဨ ᪻　野　ᬛᜨᏊ

௵ᑓ㛛研究ဨ ᐑ　ᡭ　公　㍜

㌿ฟ等

⳥　ụ ᆂ

Ặ ྡ

୪　ᒸ　ளᕼᏊ

中　༡　┿理Ꮚ

⸨　ཎ　　ె

Ⳣ　野　ṇ　⏨

検査部長 上　ᒣ 

⫋ ྡ

ᆅ
⌫
⛉
Ꮫ
㒊

副所長 Ⳣ　野　ṇ　⏨

᳨

査

㒊

ᑓ㛛研究ဨ

技ᖌ

　野 ⪽

ᕝ　上　修　ኸ

部長

査

௵ᑓ㛛研究ဨ

(�) ⫋ဨྡ⡙

బ　⸨ ༟

ᚨ　⏣　ᯇ　⏨

部長

副所長(事務)

部長

Ლ　⏣　ᘯ　Ꮚ

所長

⫋ ྡ

ஂ　ឿ ఙ

Ặ ྡ

㧗　ᶫ　㐩　ஓ

ᑠ　⃝　　୍副所長(技術)

健ᗣ情報調査┘ 㧗　ᶫ　　୕


⏬
情
報
㒊

ಖ
健
⛉
Ꮫ
㒊

௵ᑓ㛛研究ဨ ⳥　ụ ᆂ

௵ᑓ㛛研究ဨ

௵査

上ᖍᑓ㛛研究ဨ

副所長 ᚋ　⸨　ᩥ　Ꮥ

ᕝ　上　修　ኸ技ᖌ

௵ᑓ㛛研究ဨ

௵ᑓ㛛研究ဨ

ஂ　ឿ ఙ

上ᖍᑓ㛛研究ဨ ྜྷ　⏣　ᩄ　⿱

௵査 ᚨ　⏣　ᯇ　⏨

企画情報部長

事 㧗　ᶫ ฆ

ᑓ㛛研究ဨ ⳥　ụ　୍　㤿

㎰ᯘ水⏘部　➇㤿ᨵ㠉᥎㐍ᐊ

環境生ά部　廃棄物≉ูᑐ⟇ᐊ

ἢᓊᗈ域⯆ᒁ　経営企画部　ᐑྂ地域⯆ࢭンター

ἢᓊᗈ域⯆ᒁ　保健⚟♴環境部　ᐑྂ保健⚟♴環境ࢭンター

ἢᓊᗈ域⯆ᒁ　保健⚟♴環境部　大⯪Ώ保健⚟♴環境ࢭンター

┴ᗈ域⯆ᒁ　保健⚟♴環境部　ᡞ保健⚟♴環境ࢭンター

┴༡ᗈ域⯆ᒁ　保健⚟♴環境部　ⰼᕳ保健⚟♴環境ࢭンター

ἢᓊᗈ域⯆ᒁ　保健⚟♴環境部

᪂᥇用

᪂᥇用

環境生ά部　環境生ά企画ᐊ㸦ව務㸧

食⫗衛生検査所

㏥⫋㸦㠀ᖖ㸦所長㸧㸧

㏥⫋

ᒾᡭ┴㎰業研究ࢭンター　企画管理部　総務ㄢ長

保健⚟♴部　健ᗣᅜ保ㄢ　薬務担当ㄢ長

公❧大学ἲேᒾᡭ┴❧大学事務ᒁ　ᐊව上ᖍ保健ᖌ

ᨻ⟇地域部　情報ᨻ⟇ㄢ　௵査

4



㸲　ṓධṓฟỴ⟬

科┠ Ỵ⟬㢠㸦) 科┠ Ỵ⟬㢠㸦)

衛生用ᩱ��㸦��1��㸧 65,737

㈈⏘㈚収ධ�㸦1��1�1㸧 53,895 総務管理㈝ 831,266

㞧ධ 㸦1�����㸧 1,000,000 　୍⯡管理㈝ (��1�1) 399,576

合��ィ 1,119,632 　ே事管理㈝ 㸦��1��㸧 431,690

┴Ẹ生ά㈝ 37,821

　┴Ẹ生ά総務㈝　�(����1) 37,821

公⾗衛生㈝ 18,154,479

公⾗衛生総務㈝　(��1�1) 1,914,577

⤖᰾ᑐ⟇㈝ (��1��) 57,560

ண㜵㈝ (��1��) 16,182,342

環境衛生㈝ 291,342,493

環境衛生総務㈝　(����1) 2,845,759

食品衛生ᣦᑟ㈝　(�����) 9,452,249

環境衛生ᣦᑟ㈝　(�����) 3,886,216

環境保㈝ (�����) 73,042,567

㫽⋇保ㆤ㈝ (�����) 6,865,464

環境保健研究ࢭンター㈝
(4-2-7)

195,250,238

保健所㈝ 3,099,165

保健所㈝ (����1) 3,099,165

医薬㈝ 1,425,179

薬務㈝ (�����) 1,425,179

水⏘業㈝ 662,424

水⏘業⯆㈝�　�(�����) 662,424

ィ 315,552,827

保健事業㈝ 704,845

保健事業㈝�　�(��1�1) 704,845

ィ 704,845

合��ィ 316,257,672

ṓ　　ධ ṓ　　ฟ

୍࠙⯡ィࠚ

࠙≉ูィࠚᅜẸ健ᗣ保㝤ィ

5



(1) ண⟬の᥎⛣

ෆ䚷 䚷ヂ

試験研究㈝

䠄䛖䛱県༢⊂ศ䠅

試験研究௨እのᴗົ㈝

タ、タഛᩚഛ㈝

ᗇ⯋ᨵ修㈝

情報䝅ス䝔䝮㈝

ྜィ

(�) 研究ᩘ、⫋ဨᩘ ༢㸸ே・௳

㻞㻟ᖺᗘ 㻞㻠ᖺᗘ 㻞㻡ᖺᗘ 㻞㻢ᖺᗘ 㻞㻣ᖺᗘ 㻞㻤ᖺᗘ 㻞㻥ᖺᗘ 㻟㻜ᖺᗘ

県༢の試験研究ᩘ 16 16 16 20 20 20 19 16

䚷䛖䛱㔜Ⅼ・≉ู研究ᩘ 10 10 6 5 5 5 6 6

䚷䛖䛱ᇶ♏研究ᩘ 6 6 10 15 15 15 13 10

䝉䞁䝍䞊⫋ဨᩘ 48 47 46 45 47 46 46 47

䚷䛖䛱検査㒊・⟶⌮㒊㛛እ⫋ဨᩘ 30 30 30 29 30 30 30 30

(�) 検査௳ᩘ

䠉

52,528

199,938 198,542

䠉

䠉

46,468

㸳　ヨ㦂◊✲㈝➼ࡢ᥎⛣

㻞㻣ᖺᗘ

12,161

8,551

122,310

䠉

䠉

37,819

169,449

㻞㻤ᖺᗘ

11,306

7,223

132,632

䠉

38,018

195,308

㻟㻜ᖺᗘ

21,139

17,531

136,151

䠉

䠉

㻞㻥ᖺᗘ

20,337

16,727

131,737

༢㸸༓

ഛ䚷䚷⪃

23ᖺᗘ 24ᖺᗘ 25ᖺᗘ 26ᖺᗘ 27ᖺᗘ 28ᖺᗘ 29ᖺᗘ 30ᖺᗘ

᳨査㒊 6,438 6,365 6,935 6,720 6,187 6,016 6,189 5,715

ᆅ⌫⛉Ꮫ㒊 3,085 2,775 2,106 2,206 2,269 1,894 1,809 1,954

⎔ቃ⛉Ꮫ㒊 741 705 944 662 626 626 638 520

⾨⏕⛉Ꮫ㒊 296 315 646 570 549 577 559 538

ಖ健⛉Ꮫ㒊 2,433 2,478 2,484 2,915 2,552 2,618 2,162 1,844

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

᳨
య
ᩘ

᳨యᩘ䛾᥎⛣

ಖ健⛉Ꮫ㒊 ⾨⏕⛉Ꮫ㒊 ⎔ቃ⛉Ꮫ㒊

ᆅ⌫⛉Ꮫ㒊 ᳨査㒊

23ᖺᗘ 24ᖺᗘ 25ᖺᗘ 26ᖺᗘ 27ᖺᗘ 28ᖺᗘ 29ᖺᗘ 30ᖺᗘ

᳨査㒊 31,045 29,218 31,820 29,485 27,826 27,296 25,522 25,984

ᆅ⌫⛉Ꮫ㒊 6,071 5,965 11,438 8,575 11,658 10,399 10,984 8,671

⎔ቃ⛉Ꮫ㒊 50,046 14,552 9,476 4,900 4,144 3,612 4,710 4,795

⾨⏕⛉Ꮫ㒊 18,864 15,192 17,006 16,742 15,939 18,465 17,118 17,090

ಖ健⛉Ꮫ㒊 4,413 5,304 5,574 5,651 5,178 6,068 6,207 6,800

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

᳨
査
㡯
┠
ᩘ

᳨査㡯┠ᩘ䛾᥎⛣

ಖ健⛉Ꮫ㒊 ⾨⏕⛉Ꮫ㒊 ⎔ቃ⛉Ꮫ㒊

ᆅ⌫⛉Ꮫ㒊 ᳨査㒊

6



(1) 企画情報部

機器名 メーカー名･規格･型式 使用目的
数
量

導入
年度

４面マルチビジョンシステム 東芝 マルチビジョン他 展示用 1 H12

デジタル印刷機 理想科学 リソグラフRP350 資料等作成 1 H12

図書管理システム ＮＥＣ NP8500 書籍･資料等管理用 1 H12

(2) 保健科学部

機器名 メーカー名･規格･型式 使用目的
数
量

導入
年度

落射蛍光顕微鏡 XF-EFD 細菌の観察 1 S59

小型冷却遠心機 ベックマン GS-6KR 検体の前処理 1 H4

分離用超遠心機 日立工機 CP80α ウイルスの精製 1 H5

マイクロ冷却遠心機 クボタ 1920型 ウイルス精製 1 H8

微分干渉位相差顕微鏡 オリンパス B×6034F LB クリプトスポリジウム観察 1 H9

倒立型システム顕微鏡 オリンパス I×70-11PH 細胞観察 1 H10

遠心濃縮機 トミー精工 CC105 ＤＮＡ精製 1 H11

クリーンベンチ 三洋電機メディカル MCV-B131F 組織培養 1 H12

バイオハザード対策高速冷却遠心機 トミー精工 RS-20BH 検体前処理 1 H12

バイオハザード対策小型冷却遠心機 日立工機 CF-8DL 検体前処理 1 H12

微量高速冷却遠心器 トミー精工 MX-300 検体前処理 1 H12

リアルタイムＰＣＲシステム アプライドバイオシステムズ 7900HT 遺伝子検査 1 H14

ＯＣＲ装置 日立　HT-4133 がん等疾病予防支援システムデータ処理 1 H17

小型冷却遠心機 日立工機　HIMAC　CF12RX 検体前処理 1 H20

リアルタイムＰＣＲシステム アプライドバイオシステムズ 7500F-B 遺伝子検査 1 H21

ＤＮＡシーケンスシステム アプライドバイオシステムズ 3500 遺伝子検査 1 H21

ＤＮＡ・ＲＮＡ自動抽出装置 QIAGEN QIAcube ウイルス検査 1 H21

ＤＮＡ・ＲＮＡ自動電気泳動装置 QIAGEN QIAxcel System ウイルス検査 1 H21

ＣＯ2インキュベータ ヒラサワ CPE-2602 細胞・ウイルス培養 1 H21

顕微鏡用デジタルカメラ オリンパス DP72 原虫検査 1 H21

パルスフィールド電気泳動システム バイオ･ラッドラボラトリーズ CHEF-DRⅢ 細菌遺伝子検査 1 H21

微量高速冷却遠心器 トミー精工 MX-305 検体前処理 1 H21

電気泳動撮影装置 アトー AE-6933FXCF-US 遺伝子検査 1 H21

吸光マイクロプレートリーダ 日立ハイテクノロジーズSH-1000Lab 酵素免疫測定法の検査 1 H23

高速冷却遠心機 HITACHI　　CR20GⅢ ウイルス調査の環境水の遠心 1 H23

超低温槽 レブコ　ULT-1386-5 病原微生物等の長期間超低温保存 3 H23

サーモグラフィー 日本アビオニクスＲ３００ 感染症検査 1 H24

超低温フリーザー レブコRLE30086A 病原微生物等の長期間超低温保存 1 H30

DNA・RNA自動電気泳動装置 QIAGEN QIAxcel Advanced 遺伝子解析に用いる電気泳動装置 1 H30

(3) 衛生科学部

機器名 メーカー名･規格･型式 使用目的
数
量

導入
年度

ＧＰＣクリーンナップシステム 島津製作所 GPCクリーンナップシステム 農薬分析前処理 1 H12

多本架冷却遠心機 トミー精工 LX-140 農薬分析前処理 1 H12

高速液体クロマトグラフ質量分析装置
（LC/MS/MS）

アプライドバイオシステムズ API4000 農薬の分析 1 H16

超臨界流体抽出装置 西川計測 SFX1220 農薬分析前処理 1 H16

高速冷却遠心機 久保田商事　7780Ⅱ 検体前処理 1 H21

高速液体クロマトグラフ（HPLC） アジレントテクノロジーズ 1200 収去検査 1 H21

三連四重極液体クロマトグラフ質量分析装置
（LC/MS/MS）

アプライドバイオシステムズ JPTR5500B 収去検査 1 H21

超臨界自動残留農薬抽出システム 日本分光 農産物中の残留農薬を自動抽出 1 H23

ガスクロマトグラフ質量分析装置 島津製作所 GCMS-QP2010NCUltra 残留農薬分析 1 H23

熱量測定装置一式 吉田製作所　熱量測定装置－J バイオマス素材の熱量測定装置 1 H23

NaIシンチレーションスペクトルメータ CAPINTEC社　CAPTUS-3000B 食品等放射能検査 1 H24

ゲルマニウム半導体検出器 セイコー・イージーアンドジーGEM30-70 食品等放射能検査 1 H24

溶出試験ེ 日本分光　ＤＴ－８１０ 医薬品溶出試験 1 H28

フロア型冷却遠心機 KUBOTA　S700FR 検体前処理 1 H30

(4) 環境科学部

機器名 メーカー名･規格･型式 使用目的
数
量

導入
年度

高速液体クロマトグラフ HP 1100 1046A 理化学項目分析 1 H10

HRGC/HRMS マイクロマス AutoSpec-UltimaS ダイオキシン類分析 1 H12

クリーンナップ用HPLC 島津製作所 LC-VP ダイオキシン類分析前処理 1 H12

フッ素蒸留装置 杉山元医機器 P-341-5EL自動温調式 事業所廃水･地下水分析前処理 1 H12

ユニバーサル冷却遠心機 クボタ 5930 環境ホルモン分析の前処理 1 H12

６　主な試験検査機器（１品目100万円以上の主なもの）
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機器名 メーカー名･規格･型式 使用目的
数
量

導入
年度

❅素ࡾん自動分析装置 ビー࢚ルテック　S:AAT-TNTP 事業所廃水中の❅素･リンの分析 1 H20

ICP質量分析装置 アジレント・テクノロジー 7700X බඹ用水ᇦ重㔠ᒓ分析 1 H21

高速溶፹抽出装置 日本ダイオࢿックス ASE-350 ダイオキシン類分析前処理 1 H21

三連四重極液体クロマトグラフ質量分析装置
（LC/MS/MS）

アジレント・テクノロジー 6460AA බඹ用水ᇦ化学ở染物質分析 1 H21

三連四重極ガスクロマトグラフ質量分析装置
（GC/MS/MS）

アジレント・テクノロジー 7000A බඹ用水ᇦ化学ở染物質分析 1 H21

原子吸光分析装置（水㖟測定用） 日本インスࢶルメンࢶ　RA－3000A 水㖟の分析 1 H21

パージ㸤トラップガスクロマトグラフ質量分析装
置

アジレント・テクノロジー P	T-GC/MS 水質試料の᭷ᐖⓎ成分の測定装置 1 H23

ッドスペースガスクロマトグラフ質量分析装置࣊ アジレント・テクノロジー HS-GC/MS 水質試料の᭷ᐖⓎ成分の測定装置 1 H27

超微量化学物質測定用超⣧水製㐀装置
日本ミリポア　Milli-Q　IQteJral-10L環境分析タ
イプ

ガラス器ල等のὙίࠊ高品質࡞超⣧水の
使用

1 H23

超微量重㔠ᒓ測定用超⣧水製㐀装置
日本ミリポア　Milli-Q　IQteJral-10L環境分析タ
イプ

ガラス器ල等のὙίࠊ高品質࡞超⣧水の
使用

1 H23

㹇ＣＰⓎ光分光分析装置 㹇ＣＡＰ7400㹇ＣＰ 重㔠ᒓの分析 1 H25

ຍᅽ型ᅛ相抽出用定流量ポンプ 日本ウ࢛ーターズ製 බඹ用水ᇦ化学ở染物質分析 1 H27

素蒸留装置ࡗࡩ スࣖࢠマゲン製5連㹈㹇㹑㹉0102‽ᣐ 事業所廃水中のࡗࡩ素の分析 1 H29

(5) 地⌫科学部

機器名 メーカー名･規格･型式 使用目的
数
量

導入
年度

ガスクロマトグラフ質量分析計 ヒューレットパッカード HP6890�HP5973 ᭷ᐖ気の分析 1 H10

コールドトーム サクラ精機 CM-502 組織ษ∦精製 1 H12

ᐇែ顕微鏡デジタルカメラシステム オリンパス 顕微鏡画ീ撮影 1 H12

バイオマルチインキュベーター ᪂日本医科機Ე製作所 LH-30-8CT ᳜物のⓎⱆ･生⫱試験用 1 H12

パラフィンໟᇙブロック作製装置 サクラ精機 ࢚ンベࢴングコンソールϫ 組織ᶆ本前処理�ໟᇙ� 1 H12

分㦵オートクレーブ⬺⮯システム サクラ精機 㢌㦵ᶆ本作製 1 H12

ᐦ㛢式自動ᅛ定ໟᇙ装置 サクラ精機 EPT-150C 組織ᶆ本前処理�ໟᇙ� 1 H12

⬺⮯･⬺↮装置⅊化⅔ 東ிᢏ⾡◊✲所 TFF-75CK=X-2 環境放射能分析前処理 1 H13

マイクロプレートシステム バイオ･ラッドラボラトリーズ 680 生体ホルモン測定 1 H14

多用㏵小型遠心機 日立工機 Kimac CF16RX 検体前処理 1 H14

アスベスト測定用位相差・分ᩓ顕微鏡 ニコン　ECLIPSE80i アスベスト測定 1 H18

Ⓨᛶ᭷機化ྜ物測定装置一式 東ளディケーケー GHT-200 㹔ＯＣ出規ไのࡵࡓの測定 1 H18

気自動測定装置　 東ளディケーケー GFS-252 気ᖖ┘ど（◲㯤㓟化物測定） 1 H19

超⣧水製㐀装置 日本ミリポア　EPT-5Sシステム 器ලὙί用水 1 H20

環境㦁㡢観測装置 リオン NA-37 ⯟✵機㦁㡢測定 2 H21

ガスクロマトグラフ 島津製作所 GC-2014 ᝏ⮯・理化学項目分析 1 H21

気自動測定装置　 ⣖本電子工業 SAP-700 気ᖖ┘ど（◲㯤㓟化物測定） 3 H21

気自動測定装置　 ⣖本電子工業 NA-721 気ᖖ┘ど（❅素㓟化物測定） 3 H21

ᶆ‽ガス調ᩚ装置 ⣖本電子工業 AFC-127 気測定装置ᰯṇ 1 H21

高⣧度ࢮロガス精製装置 ⣖本電子工業 RG-127 気測定装置ᰯṇ 1 H21

気中水㖟測定装置 日本インスࢶルメンࢶ マーキュリー/:A-4 気ᖖ┘ど（᭷ᐖ気ở染物質測定） 1 H21

◲㯤㓟化物・ᾋ㐟⢏子≧物質自動測定機 ⣖本電子工業　㹑ＡＰ－㸵００
気ᖖ┘ど�◲㯤㓟化物・ᾋ㐟⢏子≧物
質測定）

1 H22

ゲルマニウム半導体検出器 セイコー・イージーアンドジーGEM30-70 放射⥺量測定（ヲ細᰾✀分析） 1 H22

マルチチࣕンࢿルアナライザー セイコー・イージーアンドジーMCA7600 ゲルマニウム半導体検出器のἼ高分析 1 H22

オࢰンᰯṇ用ᇶ‽器 日本サーモ    49i-Ｐ㹑 オࢰン測定装置ᰯṇ 1 H22

熱光学式Ⅳ素成分分析装置 東ிダイレック　CAA-202M-D 気中微⢏子≧物質のⅣ素成分を分析 1 H23

気中微小⢏子≧物質ローボリュームサンプラー 東ிダイレック　TKermoMoGel2025（D） 気中微⢏子≧物質等᥇ྲྀ装置 1 H23

フィルタ測定用ウルトラミクロ電子ኳ⛗ ザルトリウス　MSA2�7S-000-DF
気中微⢏子≧物質を᥇ྲྀࡓࡋフィルタ
の⛗量

1 H23

イオンクロマトグラフシステム 日本ダイオࢿックス　ダイࢿクス ICS-1600 㓟ᛶ㞵の分析 1 H23

ゲルマニウム半導体検出器 セイコー・イージーアンドジー GEM30-70他 環境放射能測定 1 H23

放射⥺モニタリングシステム 日立アロカ　　MAR-22他 ┴ෆᇦの放射能の≧ἣをᖖᢕᥱ 1 H23

気❅素㓟化物自動測定装置 東ளディケーケー GLN-354 気中の❅素㓟化物の自動測定装置 1 H23

気中㺓㺝㺼㺻自動測定装置 東ளディケーケー GUX-353他 気中のオࢰンの自動測定装置 1 H23

㓟化◲㯤・ᾋ㐟⢏子≧物質自動測定装置 東ளディケーケー GFS-327他
気中の㓟化◲㯤・ᾋ㐟⢏子≧物質自
動測定装置

1 H23

微小⢏子≧物質自動測定機 東ளディケーケー FPM-377他 気中微小⢏子≧物質の自動測定装置 1 H23

環境気測定ᒁ⯋ 東洋シ࢙ルター製࢚コシ࢙ルタープロB型
気ᖖ┘ど測定ᒁ（ᐑྂᕷ）の௦᭰ᒁ
⯋

1 H23

㉮査型電子顕微鏡ไᚚ㺚㺛㺡㺯 日本電子 アスベスト測定のࡵࡓのไᚚシステム 1 H23

微小⢏子≧物質自動測定機 東ிダイレック　FH62　C14 気中微小⢏子≧物質の自動測定装置 3 H23

㓟化◲㯤・ᾋ㐟⢏子≧物質自動測定装置 ⣖本電子工業　SAP-700
気中の㓟化◲㯤・ᾋ㐟⢏子≧物質自
動測定装置

1 H23

Ț⥺用シンチレーションサーベイメータ 日立アロカ　TCS-171B ✵間⥺量⋡の測定 3 H23
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機器名 メーカー名･規格･型式 使用目的
数
量

導入
年度

気中微小⢏子≧物質測定器 東ளディケーケー FPM-377 気中微小⢏子≧物質の自動測定装置 3 H24

気中❅素㓟化物自動測定器 ⣖本電子工業 NA-721 気中の❅素㓟化物の自動測定装置 2 H24

気中❅素㓟化物自動測定器 ⣖本電子工業 NA-721 気中の❅素㓟化物の自動測定装置 2 H25

気中オࢰン自動測定装置 ᇼሙ製作所　APOA-3700R 気中のオࢰン濃度の自動測定装置 1 H26

ー⿵ൾ型モニタリングポストࢠルࢿ࢚ 日立アロメディカル　MAR-22 気中の✵間放射⥺の自動測定装置 1 H27

㓟化◲㯤ཬࡧᾋ㐟⢏子≧物質自動測定機 東ளディケーケー GFS-327c
気中の㓟化◲㯤・ᾋ㐟⢏子≧物質自
動測定装置

1 H27

気中❅素㓟化物自動測定機 東ளディーケーケーओ製 GLN-354 気中の❅素㓟化物の自動測定装置 1 H28

気中オࢰン自動測定機 東ளディーケーケーओ製 GUX-353B 気中のオࢰンの自動測定装置 1 H28

気中㠀メタンⅣ化水素自動測定機 東ளディーケーケーओ製 GHC-355B 気中の㠀メタンⅣ化水素の自動測定装置 1 H28

ベータ放射能自動測定装置 日立製作所㹈ＤＣ5200 環境放射能測定 1 H28

高࿘Ἴㄏ導⼥ྜ㺪㺽㺵㺛㺼㺭質量分析装置 アジレント・テクノロジーズ7900 ᭷ᐖ気物質の測定 1 H28

高速液体クロマトグラフ 日本ウ࢛ーターズओ製ALLIANCE HPLC S\VtemV ᭷ᐖ気物質の測定 1 H28

気中❅素㓟化物自動測定機 ⣖本電子工業 NA-721 気中の❅素㓟化物の自動測定装置 1 H29

気中オࢰン自動測定機 ᇼሙ製作所 APOA-3700R 気中のオࢰンの自動測定装置 1 H29

気中㓟化◲㯤ཬࡧᾋ㐟⢏子≧物質自動測定機 ⣖本電子工業 SAP-700
気中の㓟化◲㯤・ᾋ㐟⢏子≧物質自
動測定装置

1 H29

環境放射⥺モニタリングシステム （ᰴ）日立製作所製 環境放射能測定 1 H29

気中❅素㓟化物自動測定機 ⣖本電子工業　NA-721 気中の❅素㓟化物の自動測定装置 2 H30

水㖟測定装置 日本インスࢶルメンࢶ　MA-3000 ガス中の水㖟測定装置 1 H30

᭷ᐖ気ở染物質測定装置　 日本電子　JMS-Q1500GC 気中のⓎᛶ᭷機化ྜ物測定装置 1 H30

ガス中水㖟᥇ྲྀ装置　 OCTSCIENCE社製　AT-:D100 ガス中の水㖟᥇ྲྀ装置 1 H30

微小⢏子≧物質ロウボリウム࢚アサンプラ Themo model 2025i 微小⢏子≧物質の成分分析用試料᥇ྲྀ装置 1 H30

気中❅素㓟化物自動測定機 東ளディーケーケーओ製 GLN-354 気中の❅素㓟化物の自動測定装置 1 H30

気中微小⢏子≧物質自動測定機 東ளディーケーケーओ製 FPM-377C 気中の微小⢏子≧物質の自動測定装置 1 H30

(6) 検査部

機器名 メーカー名･規格･型式 使用目的
数
量

導入
年度

ガスクロマトグラフ質量分析装置 HP 6890GC 5973MSD 7694HSS 理化学項目分析 1 H10

ポストカラムイオンクロマトグラフ DIONEX ICS-1000 AS-50 シアン類ࠊ⮯素㓟分析 2 H16

ガスクロマトグラフ質量分析装置
アジレント・テクノロジー 7890GC 5975MS G1888A
HSS

理化学項目分析 1 H21

イオンクロマトグラフ 日本ダイオࢿックス ICS-1500 イオン濃度分析 1 H21

᭷機Ⅳ素計 島津製作所　TOC-LcpK他 水質検査ࠊ水質事ᨾにಀる検査 1 H23

㣧用水等検査用超⣧水製㐀装置
日本ミリポア　Milli-Q　IQteJra㹪5L機器分析タ
イプ

試薬調ᩚࠊガラス器ල等のὙί 1 H23

ガスクロマトグラフ質量分析装置 サーモフィッシࣕー　ISQ LT 理化学項目分析 1 H26

イオンクロマトグラフ サーモフィッシࣕー　ICS-1500 イオン濃度分析 1 H26

リアルタイム⃮度測定装置 ᰤ◊化学ओ M-L300・M-L302 病原微生物検査 1 H29

⃮度・Ⰽ度測定器 日本電Ⰽ工業ओ :A6000 水質検査 1 H29

液体クロマトグラフ質量分析計 ओ島津製作所 LCMS-8050 水質検査 1

ポストカラムイオンクロマトグラフ ओ島津製作所 PromiQeQce シアン類分析 1 H29

超⣧水製㐀装置 水質検査 1 H30

(7) ඹ用

機器名 メーカー名･規格･型式 使用目的
数
量

導入
年度

イオンクロマトグラフ�UVࡁ� 日本ダイオࢿクス DX-320㹈 イオン濃度分析 1 H12

ＧＣ/㹋㹑 アジレント・テクノロジー 6890A　G1530A 㹔ＯＣの分析 1 H12

マイクロウ࢙ーブ試料前処理システム マイルストーンࢿࢮラル ETHOS900 食品･᭷ᐖ気分析前処理 1 H12

ＤＮＡシーケンスシステム ＰＥバイオシステムズ ABI PIRSM310 遺伝子検査 1 H12

ＤＮＡシーケンスシステム ＰＥバイオシステムズ ABI PIRSM3100 遺伝子検査 1 H12

㉮査型電子顕微鏡 日本電子 JSM-5900LV ␗物検査 1 H12

㏱㐣型電子顕微鏡 日立製作所 H-7600ᙧ ウイルス観察 1 H12

高速液体クロマトグラフ
アジレント・テクノロジー アジレント1100シリー
ズ

食品･医薬品分析 1 H12

㹇ＣＰⓎ光分光分析計 バリアン ViVta AX 事業所廃水中重㔠ᒓ分析 1 H12

㹊Ｃ/ＣＥ/㹋㹑システム アジレント・テクノロジー 1100LCMSDG1600A 環境ホルモン分析 1 H12

イオンクロマトグラフ 日本ダイオࢿクス DX-320J 㓟ᛶ㞵イオン濃度分析 1 H12

ポータブルガスクロマトグラフ 日本電子テータム GC-311 気㹔ＯＣ分析 1 H12

ＤＮＡシーケンス用システムバージョンアップソ
フト

アプライドバイオシステムズ （3100э3130用） 遺伝子検査 1 H21

マイクロἼ試料調ᩚシステム BERGHOF（成℩理工）VpeeGZaYeR4 重㔠ᒓ分析の前処理（地・環・衛） 1 H23

(8) リース機器

機器名 メーカー名･規格･型式 使用目的
数
量

導入
年度

࠙ඹ用ࠚＧＣ/㹋㹑/㹋㹑 アジレントテクノロジー 7000 農薬分析 1 H26

࠙ඹ用ࠚ㹊Ｃ/㹋㹑/㹋㹑 アジレントテクノロジー 6490 化学物質分析 1 H26
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企 画 情 報 部 
 
 企画情報部は、総務担当及び企画担当により組織されており、総務担当は、庶務業務や予算経理、庁舎管理､

職員の安全衛生等の業務を行った。 
 また、企画担当は、企画運営全般にわたる連絡調整､研究業務に関する企画調整、情報システムの整備・運用や

ホームページ・広報誌等による情報発信、施設見学等の受入れ、センターの公開行事等を通じた普及啓発などの

業務を行った。 
 
＜総務担当＞ 
１ 庶  務     人事管理事務、臨時職員等の任用、文書管理等 
２ 予算経理     収入・支出事務等 
３ 庁舎管理     防火管理、各種保守管理、公用車管理等 
４ 職員の安全衛生  職員衛生委員会の開催等 
５ そ の 他     他部に属さない事項 
 
＜企画担当＞ 
１ 企画調整 

(1) 企画運営体制の整備・運用 
   センターの企画運営に関する基本方針等を定めた「岩手県環境保健研究センター企画運営要綱」に基づき、

企画運営全般、研究課題の設定・評価の実施等に関する必要な運営規程等に従い、関係機関との協議・連絡

体制を整え、的確な運用に努めた。 
   センター業務の基本方針や重要事項の検討・協議等については、本庁関係部（環境生活部・保健福祉部）

と調整を図った。 
(2) 研究業務の企画調整 

   センターにおける今後の環境と保健に関する研究推進の目標・方向性等を定めた「岩手県環境保健研究セ

ンター研究推進基本構想」、センターにおける研究課題の設定・事前審査等について定めた「研究推進実施

要領」等に従い、研究計画を作成した。 
(3) 研究評価 

   効果的・効率的な試験研究の推進を図るため、「岩手県環境保健研究センター機関評価及び研究評価実施要

領」に基づき、外部の専門家・有識者等で構成する評価委員会を開催し、研究評価を実施した。 
研究評価の評価対象は、中間評価１題であった。 
 

２ 情報管理 
センター及び保健所等関係機関が環境・保健に関する各種業務で使用している「環境保健総合情報システム」

を活用し、公開可能な情報についてセンターホームページに掲載し、周知を図った。 
 
３ 普及啓発 
  当センターが担っている県の保健・環境に関する科学的・技術的中核機関としての役割や業務について、効

果的な方法を組み合わせて分かりやすい情報発信に努め、保健や環境について広く県民の理解を深めることを

目的として、普及啓発を行った。 

第２章 業務の概要 
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 (1) 施設の公開行事 
   施設の公開行事として、「ኟఇみᏊどࡶㅮᗙ」及び「୍般公開」を行った。 
 㸟㹼࠺ㅮᗙ  㹼実験でᛮ議なୡ⏺を体験しよࡶኟఇみᏊど   
    ኟఇみ中のᑠ学�ᖺ生及び�ᖺ生を対象に、環境や保健に対する⯆をႏ㉳するため、ኟఇみᏊどࡶㅮ

ᗙを開催した。 
「実験でᛮ議なୡ⏺を体験しよ࠺㸟」として、� つの㑅ᢥテー࣐をᥦ♧し、テーࡈ࣐とにࣝࢢーࣉに

分かれて実験を行った。 
    開催᪥㸸ᖹ成3�ᖺ 7᭶27᪥（㔠） ཧຍ者㸸49  ྡ
 ࣐㑅ᢥテー ۑ    
     ձ 㹂㹌㸿のྲྀり出しにᣮᡓ㸟㹼㌟㏆な㣗≀かࡽ㹂㹌㸿（㑇ఏᏊ）をྲྀり出࠺ࡑ㹼 
     ղ できるかな㸽Ⰽ分けにࣞࣕࢳンジ� 㹼㣗≀の╔Ⰽᩱについて、ᴦしく実験しよ࠺㹼 
     ճ ሷとịの࢚ࢧンス 㹼෭ᗜを使わないで、手作りスを作ってみよ࠺㹼 

     մ ࢼ࣐ス1��Υのୡ⏺を体験しよ࠺㸟 㹼いࢁいࢁなࡶのをᾮ体❅⣲でࡽせてみよ࠺㹼 
յ ࢡ࣑ࣝってすࡈい㸟㹼おいしいࢳーࢬ㸤ࣂターを作ってみよ࠺㹼 

 般公開୍   
    当センターの業務及び研究ෆᐜについて広く周知するため、୍般公開を開催した。 
    開催᪥㸸ᖹ成30ᖺ10᭶㸴᪥（ᅵ） ᮶㤋者㸸419  ྡ

 ࢺン࣋各部業務⤂ ۑ    
     ձ 健ᗣはẖ᪥の⩦័かࡽ（ṇしい手Ὑいでឤᰁを予防しよ࠺㸟、⬻༞中を予防しよ࠺㸟、ῶሷ等か

 （ームにᣮᡓࢤࢦンࣅ的当て、ࢺン࣏ጞめる⬻༞中予防のࡽ
     ղ ་⸆ရと㣗ရの安全安ᚰに向けて（実₇㸟くすりの⁐け方をみてみよ࠺㸟、くすりの㇋知識ࢬࢡ

にࣞࣕࢳンジ㸟、㣗の安全安ᚰを守るために㸟） 
     ճ いわてのྡỈとỈ環境（いわてのྡỈとỈ環境を知࠺ࢁ 㹼いࢁいࢁなỈのきỈを試してみよ࠺

㹼、㔮りࢤーム 㹼きれいなỈにはどࢇな生き≀がすࢇでいるか᥈してみよ࠺㸟㹼） 
     մ いわてのẼと⮬↛（ⴠࡕⴥで作࠺ࢁ㸟ࣕࢳࢿーࢺࣇࣛࢡ体験、Ẽやᨺᑕ能のほ 方法を知ࢁ

 （のᙳ㡪は㸽㸟、ᆅ⌫ ᬮによる⺅の生ᜥ≧ἣ࠺ࢁ㸟、いわての⮬↛環境の㨩ຊにせま࠺
     յ 分けると見える㸟わかる㸟㸟いࢁいࢁなこと㸟㸟㸟Ỉ㉁・㣗ရ検査の組みを知࠺ࢁ㹼（ࢺ࣐ࣟࢡ

ーでࣇࣛࢢࢺ࣐ࣟࢡーࣃ㸟、ペー࠺にᣮᡓしよࢺーࢺ࣐ࣟࢡ、㸽࠺ࢁࡔࢇーってなࣇࣛࢢ

ⱁ術の⛅をᴦし࠺ࡶ、なりきり研究員ࢺ࢛ࣇスࡶࢺࢵ࣏あるよ㸟） 
     ն ୗỈ㐨・ίᵴࢥーࢼー（環境を守るୗỈ㐨・ίᵴの役割を みて・さわって・かいで発見㸟

協ຊ㸸（公㈈）岩手県ୗỈ㐨公♫�、（公♫）岩手県ίᵴ協会） 
     շ 環境保健研究センターの⛎ᐦ（どࢇな事をやっているの㸽、環境保健研究センターの役割は㸽、

な調査研究を⤂します） 
ո 施設ෆ見学ࢶー 㹼環保研センターってどࢇなとこࢁ㸽㹼（いわての「環境」と「健ᗣ」を守る

研究の成果を⤂します） 
(2) 施設見学 

当センターでは㝶時ᕼᮃ者の見学を受け入れており、ᖹ成3�ᖺᗘにおける施設見学者は、ᘏ12ᅇ1��
ྡであった。 
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 ཧຍ等による普及啓発ࢺン࣋ (3)
ձ 環境学⩦ὶセンターの情報ᥦ౪ 

環境学⩦ὶセンターが発行する「いわて環境情報ᯈ」、当センターかࡽの情報ᥦ౪として、ẖ᭶グ

事のᥦ౪を行った。 
ղ「いわてまるࡈと科学㤋」の出ᒎ 

いわて県民情報ὶセンター（ーࢼ）で開催された「㹼ーࢼスペシࣕࣝ㹼 いわてまるࡈと科学

㤋」（+3����1�（᭶・⚃））の県ෆ研究機関等による研究成果ᒎ♧ࢥーࢼーに、㹎㹋2��やࢽ、࣐ࢢ࣡ࣀ࢟ࢶ

ホンジ࢝に関するᒎ♧を行った。 
ճ「いわて ᬮ防Ṇ࢙ࣇ」の出ᒎ 

、に出ᒎし（㹼1�（᪥）（ᅵ）3��1��13+）「࢙ࣇいわて ᬮ防Ṇ」ンࣔーࣝ┒ᒸで開催された࢜

㓟Ⅳ⣲を体ឤする実験やࢺࣄスジシ࣐࢝のᒎ♧を行った。 
(�) ホームページによる情報ᥦ౪ 

岩手県がホームページの運用で全庁的にᑟ入しているࢥンテンࢿ࣐ࢶジ࣓ンࢺシステム（㹁㹋㹑）により、

環境・保健情報の発信の実及び分かりやすいࢹータの公開に努めるなど、ホームページによる情報ᥦ౪の

実ᙉを図った。 
(�) 広報誌「環保研⪺㘓㹼,�5,(3 -RXUQDO㹼」の発行 

当センターの情報発信ࢶーࣝとして広報誌「環保研⪺㘓㹼,�5,(3 -RXUQDO㹼」の発行をした。┿や図を

用いるなどして広く県民にఏえることができるよ࠺に努めた。ᖹ成3�ᖺᗘは計㸲ᅇ発行した。 
(�) 広報誌「環境保健ࢡࢵࣆࢺ」の発行 

当センターの研究成果やྲྀ組等をよりヲしくタムࣜーに公⾲するため、広報ࢶーࣝ「環境保健研究ࣆࢺ

。及び環境保健研究分㔝に関ᚰがある県民等に向けたෆᐜとなっている࣑ࢥス࣐・を発行した。研究者「ࢡࢵ

ᖹ成3�ᖺᗘは計㸰ᅇ発行した。 
 

４ 職員の㈨㉁ྥ  ୖ
  業務の㐙行に㈨する情報をはじめとして、ከ方㠃の情報を基に、所㛗௨ୗ全職員がཧຍしたព見を通じ

て、組織の果たすき役割の理解を深めるととࡶに、職員ಶࠎの能ຊ開発及び組織能ຊの向ୖを図るため、

「,�5,(3ͤセࢼ࣑ー」を開催したか、研究支の୍環として、研究員向けに⤫計学研ಟを実施した。 
  また、職員の有する環境・保健分㔝の専門知識及び検査技術をさࡽに向ୖさせるため、各種研ಟ会等の職

員ὴ㐵を行った。 
ᖹ成3�ᖺᗘ ۑ    ,�5,(3セࢼ࣑ーのᴫ要 
    開催ᅇᩘ㸸12ᅇ   発⾲題ᩘ㸸22題 
    ෆᐜ㸸各所員かࡽの業務ㄝ᫂・発⾲、外部ㅮᖌによる研ಟ 
 

,ͤ�5,(3㸸岩手県環境保健研究センターのⱥ文⾲グ ,͇ZDWH 3UHIHFWXUDO 5HVHDUFK ,QVWLWXWH IRU (QYLURQPHQWDO 
6FLHQFHV DQG 3XEOLF +HDOWK 

ア

イ

ウ
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保 健 科 学 部 

１ 平成30年度の動向 

  保健科学部の微生物分野では、感染症や食中毒（ウイルス）に関連した試験・検査及び調査研究を実施し

た。また、地方感染症情報センターとして、感染症情報の収集･解析･提供を行った。 

地域保健担当分野では、健康づくり推進のための情報収集・データ解析、県民への情報提供等を実施した。

また、地域保健従事者等の人材育成のための研修会を開催した。 

２ 行政検査 

健康危機管理対応のための県内各保健所からの依頼を中心に、感染症又は食中毒集団発生に係る検査420件、

感染症発生動向調査に係る検査569件、感染症の原因調査に係る検査226件、感染症流行予測調査に係る検査80

件、結核QFT検査371件、HIV抗体検査３件を実施した。

(1) 感染症、食中毒等の健康危機管理対応に係る検査

食中毒や感染症の健康危機管理対応に係る検査として420件(ウイルス420件)の検査を実施した。病因物質

別内訳は、ノロウイルス等の胃腸炎ウイルス417件、インフルエンザ等の呼吸器ウイルス ３件であった。 

(2) 感染症発生動向調査に係る検査（感染症法第14条関係）

感染症に係る∛ේの流行状況を把握するため、病原体定点医療機関により患者から採取され、当セン

ターに搬入された⥃ᐥᬌ569件（インフルエンザ65件、流行性角結膜炎54件、感染性胃腸炎74件、手足

口病38件、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎25件、伝染性紅斑18件、流行性耳下腺炎13件等）について、ウイ

ルス検査544件、細菌検査25件を実施した。

(3) 感染症の原因調査に係る試験検査（感染症法第15条関係）

感染症の発生予防又は発生状況、動向、原因を明らかにする目的で、ウイルス・細菌等に係る各種検査

を計226件実施した。内訳は、2類感染症：結核遺伝子検査31件、3類感染症：65件(腸管出血性大腸菌症

65件）、４類感染症：52件（レジオネラ症27件、E型肝炎14件、A型肝炎8件、ジカ熱等蚊媒介感染症3

件）、5類感染症：78件（麻しん・風しん72件、咽頭結膜熱５件、手足口病１件）であった。 

(4) 感染症流行予測調査

予防接種事業の効果的な運用のため長期的に感染症の流行を予測する「感染症流行予測調査」の「ポリ

オ感染源調査」として、環境水80件についてウイルス分離試験を実施した。 

(5) 結核QFT検査（感染症法第17条関係）

家庭や職場等で結核患者と接触があった者等を対象に、結核感染の有無を把握するため、血液を検体に

結核菌への免疫反応を測定する「インターフェロン－γ測定試薬検査」（QFT検査）を371件実施した。

(6) HIV（エイズウイルス）抗原および抗体検査

世界エイズデーを中心とした保健所（中部）主催の啓発事業等に協力し、休日における血中HIV（エイズ

ウイルス）抗体の即日検査を３件実施した。 

３ 受託検査 

  保健所設置市である盛岡市との委託契約に基づき、計172件延べ745項目（胃腸炎ウイルス97件、麻しん・風

しんウイルス24件、急性弛緩性麻痺関連ウイルス16件、インフルエンザ等呼吸器ウイルス15件、肝炎ウイルス

11件、急性脳炎関連ウイルス７件、レジオネラ属菌２件）について検査を実施した。 
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㸲 ᒾᡭ┴ឤᰁሗ࣮ࢱࣥࢭのᴗ  ົ

感染症の発生予防、まん延防Ṇに㈨するため、ᒾ手県感染症発生動向調査事業実施せ⥘に基づき、当研究

センター内に「ᒾ手県感染症情報センター」を設置し、感染症情報の収集、報࿌、㑏ඖを行っている。 

県民に対しては、ᒾ手日報⣬ୖ及び当研究センターの࣍ー࣒࣌ージに感染症発生動向調査結果のᴫせをẖ

㐌ᥖ㍕しているか、「ᒾ手県感染症㐌報」及び「ᒾ手県感染症᭶報」の発行、࣓ール࣐࢞ジン「ᒾ手県感

染症情報ウーࢡリー࣐࢞ジン」の㓄ಙな、感染症に関する情報サーࣅスの向ୖにດめている。 

また、ᖹ成30ᖺᗘは、ᒾ手県感染症発生動向委ဨ会をḟのとおり開催した。 

第1ᅇ H30.12.3 「感染症発生動向調査の解析ホ౯について」 環境保健研究センター ᑠ会㆟ᐊ 

第2ᅇ H31.3.4  「感染症発生動向調査の解析ホ౯について」 環境保健研究センター ᑠ会㆟ᐊ 

㸳 ᒾᡭ┴ឤᰁ検査ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ㆟ົᒁのᴗ  ົ

ᒾ手県感染症検査ネ࣡ࢺࢵーࢡ会㆟は、ᮏ県における感染症の検査において、医療機関の検査部㛛、民㛫

検査機関、動物⏤᮶感染症担当部㛛୪びに当研究センター等が┦に連ᦠする体ไをᩚഛするととࡶに、検

査ᢏ⾡と⢭ᗘ管理の向ୖ及び感染症対⟇に係る▱㆑の向ୖをᅗるࡇとを目的にά動を行っている。 

ᖹ成30ᖺᗘは、ᒾ手県感染症検査ネ࣡ࢺࢵーࢡ研修会をḟのとおり開催した。 

第１ᅇ研修会（ᖹ成30ᖺ12᭶１日開催、ཧຍ者51ྡ ） 環境保健研究センター 大会㆟ᐊ 

情報提供 「᭱㏆の感染症発生動向について」 

 ス「AMR対⟇」ࢡࢵࣆࢺ

「⾨生研究所の取⤌㹼≉定ࢡローンCTX-M-15を⏘生する血Ύ型O25:H4 ST131 E.coli について」 

「⋇医㡿域の取⤌㹼㇜の心内膜炎から分離されたStreptococcus suis について」 

 ࣒ンポジウࢩ

「検査ᢏᖌからぢたICTのᙺとㄢ㢟」 

「ICTにཧຍして分かったࡇと」 

「中ᑠ病㝔のICTά動にᮃࡶࡴの」 

≉別ㅮ₇ 「⚾が⪃࠼る抗菌薬㐺ṇとは」 

第２ᅇ研修会（ᖹ成31ᖺ３᭶２日開催、ཧຍ者24ྡ ） 環境保健研究センター 大会㆟ᐊ、研修ᐊ 

情報提供 「᭱㏆の感染症発生動向について」 

実⩦   「検体別ࢢラ࣒染Ⰽࢩリーズࠗࡑの場で⪺けるࢢラ࣒染Ⰽほᐹのࢶࢥ（ᒀ㊰）࠘」 

 「－ース－ᶆᮏのసり方、染Ⰽ法、ほᐹのしかたࢥ⩦染Ⰽ実࣒ラࢢ」   ース１ࢥ

染Ⰽീや細菌検査をඖに࣒ラࢢ－染Ⰽをά用した症検ウ(ᒀ㊰)࣒ラࢢ」   ース２ࢥ

した療⤒㐣－」 

㸴 ᆅᇦ保健 

(1) 保健情報の有効ά用・情報㑏ඖ

 いࢃて健康データウェࣁウス事業

いࢃて健康データウェࣁウスは、ᮏ県の生ά⩦័病対⟇の実ᙉに㈨するため「健デ、生ά⩦័

データ」、「人口動ែ⤫計」、「医療㈝データ」等を୍ඖ的に集約・解析し、結果を県施⟇や医療保㝤

者、市⏫ᮧ、ᩍ育⌧場等に㑏ඖするためにᵓ⠏されたࢩス࣒ࢸで、ᖹ成30ᖺᗘはḟのとおり事業を実施し

た。 
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ձ 学ᰯ㡿域、市⏫ᮧ㡿域における定期健デ・生ά⩦័データや医療保㝤者から≉定健デ・≉定保健ᣦᑟ

データを収集し、協力機関、関係機関へ解析データの㑏ඖを行った。 

    ղ 県民健康データ࿘▱㑏ඖ事業として、各保健所等が開催する保健関係職ဨ等の研修会において、地域

別集計・分析結果のㄝ明を行い、地域の健康ㄢ㢟についての情報提供を行ったか（10ᅇ）、保健所や

市⏫ᮧ･学ᰯ等関係機関からのせᮃに応ࡌ、㝶、集計結果の提供を行った。（52ᅇ） 

ճ 環境保健⥲ྜ情報ࢩス࣒ࢸ（ከḟඖ分析ࢩス࣒ࢸ）における「人口動ែ」、「健デ・生ά⩦័」等の

     ⤫計情報の᭦᪂を行った。 

մ 保健科学部の࣍ー࣒࣌ージ「保健情報のᗈ場」により、市⏫ᮧ等関係機関がᚲせな⤫計を㝶㜀ぴで 

きるよ࠺情報の᭦᪂を行った。 

 

㸺県民健康データ࿘▱㑏ඖ事業「地域別結果ㄝ明会」等㸼 

θ ᖺ᭶日 開催場所 対象及びᨭ内ᐜ 人ᩘ 

1 
ᖹ成 30 ᖺ 

㸴᭶ 1 日 

環保研セン

ター 

 ⩦盛岡大学ᰤ㣴科学部 ⮫地実ࠐ

いࢃて健康データウェࣁウスのᴫせと地域保健の⌧状と

ㄢ㢟 

 60 ྡ 

２ 
ᖹ成 30 ᖺ 

㸴᭶ 22 日 

環保研セン

ター 

 ṑ科医ᖌ⮫ᗋ研修対応ࠐ

「いࢃての健康」の⌧状とㄢ㢟㹼健康データウェࣁウ

スからぢ࠼てくるࡇと㹼 

6 ྡ  

３ 
ᖹ成 30 ᖺ 

７᭶２日 

サンセール

盛岡 

ᖹ成ࠐ 30 ᖺᗘᒾ手県㧗等学ᰯᩍ育研究会学ᰯ保健部

会・ᒾ手県学ᰯ保健会㧗等学ᰯ部会研究大会 

生ά⩦័病予防ᨭࢩス࣒ࢸからぢたᒾ手県のඣ❺生ᚐ

の⌧状とㄢ㢟 

200 ྡ 

４ 
ᖹ成 30 ᖺ 

７᭶ 18 日 

環保研セン

ター 

                 ⩦盛岡┳ㆤ医療大学ᰯබ⾗⾨生学実ࠐ

いࢃて健康データウェࣁウスのᴫせと地域保健の⌧状

とㄢ㢟 

39 ྡ  

５ 
ᖹ成 30 ᖺ 

㸶᭶ 20 日 

(ᡞ市ࢩ

センࢡࢵࣅ

ター) 

 研究ᡞ地域健康ㅮ₇会（㈨ᩱ提供）ࢺー࣍ࢥከ目的ࠐ

≉定健デデータからぢたᡞ地域の生ά⩦័・健康ㄢ㢟

について 

－ 

㸴 
ᖹ成 30 ᖺ 

㸷᭶５日 
Ἠ㔠ࣅル 

 ᒾ手県⿕⅏地健康ᨭ事業運Ⴀ協㆟会ࠐ

⿕⅏者等健康状ែ分析事業における≉定健デ実施結果に

ついて 

22 ྡ 

７ 
ᖹ成 30 ᖺ 

㸷᭶ 14 日 
ᅜ保会㤋 

ᖹ成ࠐ 30 ᖺᗘ（第 40 ᅇ）市⏫ᮧ保健推進委ဨ等研修会 

データからぢるᒾ手県の健康ㄢ㢟  
113 ྡ  

㸶 
ᖹ成 30 ᖺ 

10 ᭶ 19 日 

環保研セン

ター 

 ṑ科医ᖌ⮫ᗋ研修対応ࠐ

「いࢃての健康」の⌧状とㄢ㢟㹼健康データウェࣁウ

スからぢ࠼てくるࡇと㹼 

㸶ྡ  

㸷 
ᖹ成 30 ᖺ

10 ᭶ 24 日 

環保研セン

ター 

 ṑ科医ᖌ⮫ᗋ研修対応ࠐ

「いࢃての健康」の⌧状とㄢ㢟㹼健康データウェࣁウ

スからぢ࠼てくるࡇと㹼 

７ྡ 

10 
ᖹ成 31 ᖺ 

２᭶㸶日 
㍍⡿⏫ 

           ㍍⡿⏫食育推進計⏬⟇定委ဨ会ࠐ

いࢃて健康データウェࣁウスのデータからぢる㍍⡿⏫

の健康 

16 ྡ  

   

 

イ いࢃて健康データウェࣁウス健康ㄢ㢟ホ౯委ဨ会（１ᅇ） 

     いࢃて健康データウェࣁウスでᚓられたデータについての解析ホ౯及び保健事業への有効かつ㐺ษな

情報提供のあり方について検ウするため、健康ㄢ㢟ホ౯委ဨ会をḟのとおり開催した。 
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(2) ⿕⅏地健康ᨭ事業の実施 

 ᒾ手県⿕⅏地健康ᨭ事業運Ⴀ協㆟会出ᖍ୪びに⿕⅏者等健康状ែ分析結果の報࿌ 

イ ⿕⅏者等健康状ែ分析事業 

  ᮾ日ᮏ大㟈⅏ὠἼᚋの⿕⅏者等の健康状ែについて、᪩期に把握しᚲせなᨭへつなࡆるため、ᖹ成30

ᖺᗘἢᓊ12市⏫ᮧᅜ保が実施した≉定健康デ査結果（බ┈㈈団法人ᒾ手県予防医学協会実施分）の分析

を行い、市⏫ᮧへ㑏ඖした。 

 

(3) 「≉定健デ・≉定保健ᣦᑟ」従事者研修の実施 

   ᖹ成20ᖺᗘから実施された「≉定健デ・≉定保健ᣦᑟ事業」がに推進されるよ࠺、従事者研修会をḟ

のとおり開催した。 

㸺≉定健デ・≉定保健ᣦᑟ従事者研修会開催状況㸼 

 

第14ᅇ委ဨ会（ᖹ成31ᖺ３᭶７日開催、環境保健研究センター研修ᐊ） 

Ӑ内ᐜӑ ・ᖹ成29ᖺᗘዷ፬の生ά⩦័ンࢣーࢺ 

・ᖹ成28、29ᖺᗘஙᗂඣ健デ情報ࢩス࣒ࢸ㸺ᒾ手県∧㸼データ 

・ᖹ成30ᖺᗘඣ❺生ᚐの生ά⩦័ンࢣーࢺ 

・ᖹ成28ᖺᗘ≉定健デ・≉定保健ᣦᑟデータ 

     ・ᖹ成29ᖺᗘඣ❺生ᚐの生ά⩦័ンࢣーࢺから生ά⩦័とᮅ食の関連について 

分野 研 修 ᴫ せ 
修者又は 

ཷㅮ者 

୍
定
の
研
修 

基
♏
⦅ 

期日：ᖹ成30ᖺ㸴᭶28日 
場所：環境保健研究センター 大会㆟ᐊ 
内ᐜ：ㅮ⩏及び₇⩦ 
「食生άに関する保健ᣦᑟ」、「定健デ・≉定保健ᣦᑟのᴫせ≉」ࠐ 

                      保健科学部職ဨ 
 、「脳血管患の予防」、「のᴫᛕ࣒ローࢻンࢩࢡࢵリ࣎タ࣓」ࠐ
「た・ࡇࡤルࢥールに関する保健ᣦᑟ」 

 ᒾ手医科大学 医学部 ᩍᤵ       ᆏ⏣ Ύ⨾ Ặ 
 「㌟体ά動・運動に関する保健ᣦᑟ」ࠐ 
      ≉定㠀Ⴀά動法人いࢃてNPO-NETサポーࢺ ⳥ụ ᗈ人 Ặ 

㸺ཷㅮ者㸼
   90ྡ  

ᢏ
⾡
⦅ 

期日：ᖹ成30ᖺ７᭶11日 
場所：環境保健研究センター 大会㆟ᐊ 
内ᐜ：ㅮ⩏及び₇⩦ 
 「ṑの健康に関する保健ᣦᑟ」、「行動ኚᐜに関する理ㄽ」ࠐ 

ᒾ手医科大学 ᩍ㣴ᩍ育センター ᩍᤵ ┦⃝ ᩥᜨ Ặ 
 保健科学部職ဨ           「保健ᣦᑟのᒎ開Ϩ・ϩ」ࠐ 

㸺ཷㅮ者㸼 

75ྡ  

 

 

 

 

計
⏬
・
ホ
౯
⦅ 

期日：ᖹ成30ᖺ㸶᭶７日 
場所：環境保健研究センター 大会㆟ᐊ 
内ᐜ：ㅮ⩏及び₇⩦ 
 「の進め方ࢢンࢩーࢯࢺウ」ࠐ 

ᅜ健康保㝤協会ᒾ手ᨭ部      ༓ⴥ ᑠ㤶ᯞ Ặ 
       「定健デ・≉定保健ᣦᑟ事業の計⏬⟇定とホ౯≉」ࠐ

      ྎⓑⓒྜዪ子大学 人㛫学部 ᩍᤵ 㕥ᮌ ᑑ  ๎ Ặ 

㸺ཷㅮ者㸼 

67ྡ  
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(4) ᪂人保健ᖌ等研修会の実施 

   地域保健従事者の㈨質向ୖと⿕⅏者への健康ᨭά動のな推進に向けて、保健⚟♴部健康ᅜ保ㄢと

の協ാで、᪂人保健ᖌ等研修会をḟのとおり開催した。 

     㸺開催状況㸼  

研修  ྡ 対 象 開催日 会 場 ཧຍ者  ᩘ

᪂人保健ᖌᣦᑟ担当

者研修会 

᪂人保健ᖌᣦᑟ担当 

保健ᖌ等 

ᖹ成31ᖺ２᭶19日 

10:00㹼16:00 

盛岡地༊ྜྠᗇ⯋ 

㸶㝵大会㆟ᐊ 

35ྡ  

第１ᅇ᪂人保健ᖌ研

修会 

H30ᖺᗘ採用᪂人保健ᖌ

及び採用ᚋ3ᖺᮍ‶の᪂

௵期保健ᖌでᕼᮃする

者 

ᖹ成30ᖺ㸷᭶㸴日 

10:00㹼16:00 

ᒾ手県民会㤋４㝵 

第２会㆟ᐊ 

34ྡ  

第２ᅇ᪂人保健ᖌ研

修会 

ᖹ成30ᖺ11᭶15日 

10:00㹼16:00 

ᒾ手県民会㤋４㝵 

第１会㆟ᐊ 

45ྡ  

 

(5) 健康づくりに関するᬑ及啓発 

人口動ែ⤫計や健デ・生ά⩦័データの分析結果からᚓられたᒾ手県の健康ㄢ㢟について、「目でぢる

いࢃての健康状ែ」と㢟して、ࢃかりやすい㈨ᩱをస成し、࣍ー࣒࣌ージにᥖ㍕した。ᗈ報ㄅ「環保研⪺

㘓㹼I-RIEPジࣕーࢼル㹼」第15ྕに「データでぢるいࢃての健康状ែ－ዷ፬のႚ↮」、第17ྕに「データ

でぢるいࢃての健康状ែ－子ࡶたࡕのᮅ食のᦤ取状況」をᥖ㍕し情報発ಙを行った。 

 

 のࡑ (6)

 ⏬等ඹྠ研究へཧ「研究ࢺー࣍ࢥᒾ手県地域」ᒾ手医科大学 

イ ᒾ手県⮬ẅ予防対⟇推進協㆟会（委ဨ） 

ウ ᒾ手県⿕⅏地健康ᨭ事業運Ⴀ協㆟会出ᖍ（委ဨ） 

エ ᒾ手県ᅜ民健康保㝤団体連ྜ会保健事業ᨭ・ホ౯委ဨ会出ᖍ（委ဨ） 

オ ࡶりおか健康21ࣉラン推進会㆟出ᖍ（委ဨ） 

 

 

ス
࢟
ル

䣹
ࣉ
研
修 

第
１
ᅇ 

期日：ᖹ成30ᖺ㸷᭶19日 
場所：環境保健研究センター 大会㆟ᐊ 
内ᐜ：ㅮ⩏及び₇⩦ 

 「㹼対象者がやるẼになる対ヰとは㹼ࢢンࢳーࢥ保健ᣦᑟにάかす」ࠐ

ᅜ❧がん研究センター中ኸ病㝔 

 ⥲ྜ内科・ṑ科・がんᩆ急科 科長 大  ʟ 健 Ặ 

㸺ཷㅮ者㸼
   50ྡ  

第
２
ᅇ 

期日：ᖹ成31ᖺ１᭶28日 
場所：環境保健研究センター 大会㆟ᐊ 
内ᐜ：情報提供、ㅮ⩏及び₇⩦ 
 保健科学部職ဨ     「ᒾ手県のᖹ成28ᖺᗘ≉定健デの状況」ࠐ

  
  「デ⋡向ୖに効果的なཷデ່ዡ㈨材のస成方法ཷ」ࠐ 

(ᰴ)ࣕ࢟ンサースࣕ࢟ン ࢯーࣕࢩル࣐ーࢸࢣンࢢ事業ᮏ部
⏣ᓥ ⓡ生 Ặ 

㸺ཷㅮ者㸼
   48ྡ  
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㸵 ⮫ᆅᐇ⩦ࠊ⮫ᗋ◊ಟ་◊ಟࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥࠊᐇ⩦ࠊタぢ学➼ 

大学の⮫地実⩦及びインターンࣉࢵࢩ実⩦、医ᖌ及びṑ科医ᖌ⮫ᗋ研修医研修等にあࡏࢃて、感染症発生

動向調査事業、感染症及び食中毒対⟇、健康づくり業ົ等についてㄝ明、ᢏ⾡研修対応を行った。 

施 設 等 ᭶ 日 対象者・人  ᩘ

盛岡大学ᰤ㣴科学部 ⮫地実⩦ ᖹ成30ᖺ㸴᭶１日 学生等：60  ྡ

保健所ṑ科医ᖌ⮫ᗋ研修医研修 ᖹ成30ᖺ㸴᭶22日 

ᖹ成30ᖺ10᭶19日 

ᖹ成30ᖺ10᭶24日 

県ኸ保健所⮫ᗋ研修医等：㸴  ྡ

県ኸ保健所⮫ᗋ研修ṑ科医等：㸶  ྡ

盛岡市保健所⮫ᗋ研修ṑ科医：７  ྡ

食ရ⾨生関係業ົ᪂௵者等研修 ᖹ成30ᖺ７᭶13日 職ဨ11  ྡ

盛岡┳ㆤ医療大学ᰯබ⾗⾨生学実⩦ ᖹ成30ᖺ７᭶18日 学生等：39  ྡ

「ᒾ手県▱事部ᒁインターンࣉࢵࢩ実

⩦生ཷけ入れ実施せ㡿」に基づくイン

ターンࣉࢵࢩ実⩦ 

ᖹ成30ᖺ㸶᭶24日 ⋇医学生：㸷  ྡ          

 

 

㸶 ㄪ査◊✲ 

(1) ᒾ手県におけるᑠඣ呼吸器ウイルスの疫学に関する研究 

(2) 生食用カ࢟のノロウイルスάに関する研究  

(3) 医療機関との連ᦠによる薬⪏性菌の解析 

㸷 ༠ຊ◊✲➼ 

(1) 食ရ⏤᮶感染症の病原体情報の解析及びඹ有ࢩス࣒ࢸのᵓ⠏に関する研究（分担研究） 

 (2) 環境水ポリオサー࣋イランスのᣢ⥆的な実施法に関する研究 

(3) ᅜ内ならびにࢢローࣂルサー࣋イランスのためのRSウイルス感染症に関する検査ࢩス࣒ࢸの開発研究 

(4) ウイルスを原因とする食ရ媒介性患のไᚚに関する研究 

(5) 下⑩症ウイルス感染症の分子疫学および流行予測に関する研究 

(6) 病原微生物検査体ไの⥔ᣢ・ᙉにᚲせな地方⾨生研究所における人材育成及び地域における⢭ᗘ管理

に関する協力体ไᵓ⠏に向けた研究 

(7) 環境中における薬⪏性菌および抗微生物の調査法等の☜❧のための研究 
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衛 生 科 学 部 

 

１ 平成30年度の動向 

  衛生科学部では、県が策定した「食品衛生監視指導計画」に基づく食品収去検査（理化学検査）、「医薬

品等一斉監視指導実施要領」に基づく医薬品収去検査及び水道水中の放射性物質検査等を行った。 

  また、食の安全安心の確保を目的に県産の「野生山菜」、「野生きのこ」の放射性物質について検査を実

施した。 

加えて、これらの日常検査業務に反映する分析方法の研究、県民に食の安全・安心を提供するための試験

検査等に取り組んだ。 

 

２ 行政検査 

食品、医薬品、水道水、野生山菜・きのこの他、盛岡市からの受託検査等を含む行政検査528件、17,080

項目の検査を実施した。 

(1) 食品収去検査 

ア 残留農薬検査 

国内産農産物及び輸入農産物計100検体について、延べ9,660項目の検査を行った。検査の結果、43検

体から述べ96農薬が検出されたが、基準を超過するものはなかった。 

国内産農産物のうち、畜産物20検体（牛肉6、鶏肉10、豚肉4）については、有機塩素系農薬3種類、

延べ60項目の検査を実施し、農薬は検出されなかった。 

イ 添加物検査 

着色料：加工食品等8検体について、合成着色料12種類（酸性タール系色素）の検査を行い、延べ96

項目の検査を行った。検査の結果、表示に違反するものはなかった。 

合成保存料：漬物、食肉製品等15検体について、合成保存料3種類の検査を行い、延べ45項目の検査

を行った。12検体から保存料が検出されたが、基準を超過するものはなかった。 

酸化防止剤：加工食品等７検体について、酸化防止剤（tert-ブチルヒドロキノン、TBHQ）の検査を

行い、いずれの検体からもTBHQは検出されなかった。 

甘味料：加工食品等10検体について、甘味料（サイクラミン酸）の検査を行い、いずれの検体からも

サイクラミン酸は検出されなかった。 

ウ 遺伝子組換え食品検査 

輸入とうもろこし加工食品4検体について、未審査組換え体であるBt10の定性試験を行った。検査の

結果、未審査組換え体Bt10は検出されなかった。 

エ アレルギー物質検査 

「そば」混入の可能性がある県内で製造された小麦粉食品（中華そば、うどん、ひやむぎ等）6検体

及び「小麦」混入の可能性がある県内で製造された米粉食品等4検体について検査した。検査の結果、

そばの陽性反応及び小麦の陽性反応は、いずれも検出されなかった。 

オ 畜水産食品中の残留動物用医薬品収去検査 

鶏卵9検体、県内産魚介類2検体、国内産魚介類1検体、輸入牛肉3検体、輸入豚肉3検体及び輸入魚介

類4検体の合計22検体について、合成抗菌剤及び抗生物質等を、延べ969項目で検査を実施した。 

検査の結果、基準を超過するものはなかった。 
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 放射性物質検査 ࢝

県内にὶ㏻する一⯡食品182検体、㣧料水8検体、ஙᗂඣ食品及び牛ங10検体の合計200検体について

放射性物質（ࢩࢭウ࣒）検査を実施した。検査の結果、放射性物質（ࢩࢭウ࣒）を3検体から検出した

が、基準を超過した検体はなかった。 

(2) 野生山菜・きのこの放射性物質検査 

  食の安全安心の確保を目的として、野生山菜・きのこについて、全県をᑐ㇟とした放射性物質にಀるࣔ

検査を実施した。野生山菜58検体、野生きのこ15検体の計73検体を検査した結果、放射性物質ࢢタࣜンࢽ

 。を12検体から検出したが、基準を超過した検体はなかった（࣒ウࢩࢭ）

(3) 医薬品等一斉監視指導収去検査 

医薬品等一斉監視指導実施要領に基づき、医薬品製造業⪅及び㈍業⪅にಀる 10検体の収去検査を行

った。検査の結果、医薬品製造業⪅の検体（2検体）は医薬品製造ᢎㄆで定める基準に合⮴した。 

(4) ↓ᢎㄆ↓チ可医薬品㈙ୖㄪ査 

  県内ὶ㏻するᗣ食品等 4製品について、ᙉኊ成分、⑭㌟成分及び指定薬物成分の検査を実施し、ヱᙜ

する成分は検出されなかった。 

(5) 水道水の放射性物質検査 

県内㸲かᡤのୖ水道について、ᖺ㸲ᅇ16検体の放射性物質検査を実施し、放射性物質（ࢩࢭウ࣒・ࣚウ

素）は検出されなかった。 

(6) 受託検査 

盛岡市からの౫㢗にࡼり、残留農薬21検体、添加物13検体、遺伝子組換え食品㸯検体、アレルギー物質

2検体、残留動物用医薬品7検体の合計44検体、延べ2,890項目の検査を実施した。 

 

㸱 ௳ᨾ➼㛵㐃ศᯒ 

  理化学㛵㐃の食中ẘ、医薬品等の件ᨾにᑐ応するため、ᣢち㎸まれる検体等の分析を実施しているが、

ᖺᗘは、ᗣ食品のȘ-࣏ࣜ酸分析4検体、はちࡳつの᳜物性⮬↛ẘ分析1検体の計5件のᑐ応を行った。 

 

㸲 ㄪ査◊✲  

ᖹ成30ᖺᗘはḟのㄢ㢟を実施し、成果は学やሗ࿌等でཱྀ㢌等にࡼりⓎ表した。 

(1) 㯞⑷性㈅ẘに㛵する機ჾ分析法の研究 

(2) DNAᢳ出にࡅ࠾る๓ฎ理ຠ果の検ウについて 

(3) 残留農薬分析法検ウ業（ཌ生ປാ┬ጤ託業） 
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環 境 科 学 部 

 

１ 平成30年度の動向 

環境科学部は、行政検査（公共用水域・地下水に係る常時監視、特定事業場等立入に係る水質検査、環境事

件事故対応、ダイオキシン類環境モニタリング事業）、環境調査（水生生物を指標とした河川水質マップ作成）

、前述に関連した研究並びに環境省及び国立研究開発法人国立環境研究所からの委託事業等を実施した。 

２ 行政検査 

(1) 公共用水域の常時監視 

   「平成30年度岩手県公共用水域水質測定計画」に基づき、河川の底質調査を実施するとともに、当所、盛岡

市及び国土交通省の機関（岩手河川国道事務所、北上川ダム統合管理事務所）が分析した県内の公共用水域の

水質及び底質の測定結果についてデータベースを作成した。 

 (2) 地下水質の常時監視 

   「平成30年度岩手県地下水質測定計画」に基づき、県内各市町村（盛岡市を除く）における概況調査、概況

調査で新たに汚染が確認された汚染井戸周辺地区調査及び従来から汚染が確認されている井戸の経年水質変化

監視のための継続監視調査を実施（162検体 1136項目）するとともに、盛岡市を含む各分析機関からのデータ

を集計した。 

(3) 特定事業場等の立入に係る水質検査 

振興局が水質汚濁防止法に基づき実施した事業場の立入検査において採水した排水について、重金属、ポリ

塩化ビフェニル、シアン化合物、フェノール類、ふっ素、ほう素、窒素、燐及び農薬等について分析した（24

2検体 622項目）。 

(4) 環境事件事故に関連した分析 

   魚類へい死、水質異常、地下水汚染、土壌汚染及び廃棄物不適正処理等の事件事故に関連した水質及び土壌

等の重金属及び農薬等を分析した。（39検体 2485項目） 

(5) ダイオキシン類環境モニタリング事業 

ダイオキシン類環境モニタリング事業として、一般環境４地点（二戸市、北上市、宮古市、大船渡市）及び

沿道１地点（一関市）並びに発生源周辺３地点（一関市、八幡平市、北上市）の計８地点において、環境大気

を年２回測定した。結果は全て環境基準値以下であった｡ 

３ 環境調査 

水生生物による水質調査結果に基づき県内全調査河川の水質マップを作成した。 

４ 受託事業 

(1) 化学物質環境実態調査 

環境省からの委託を受けて、分析法開発及び詳細環境調査並びにモニタリング調査を実施した。 

ア 分析法開発 

河川や海域の一般環境中における「チアベンダゾール、ピリメタニル、アゾキシストロビン」の濃度レベル

を測定するため、LC-MS/MSを用いた分析法の開発を実施した。 
イ 詳細環境調査 

花巻市内の河川水（豊沢川）について、初期環境調査としてアルベンダゾール及びその代謝物の濃度を測定

した。 
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࢘ モニタリング調査

ṧ␃ᛶ᭷機汚染物質（POPs）調査のために、ḟのࢧンプリング等を実施して経年監視している。

ձ 花巻市内の河川（豊沢川）の河川水及び底質

ղᒣ⏣‴のムࣛࢧキイ࢞イ及びアイࢼメ

ճ 沢市ᕢᏊの大気（地⌫科学部ᢸ当）

(2) ᪥㡑共ྠ研究 
国立研究開発法人国立環境研究所からの委託を受けて、平成 30 年度 POPs及び関連物質等に関する᪥㡑共

ྠ研究を実施した。 

➨ 18回 POPs及び関連物質等に関する᪥㡑共ྠ研究シンポ࢘ࢪム（平成 31年２᭶ 19㹼20᪥、⚟岡県⚟岡

市）のᖍ上で、「環境ṧ␃་薬ရ等（PPCP㹱）の環境実態に関する共ྠ研究」の成果をሗ࿌した。 

㸳 ◊✲ 

(1) ᭷機フッ素化合物に関する研究（重点研究）

北ᕞ市立大学及び北海道立⥲合研究機ᵓ環境科学研究ࢭンター等5機関との共ྠ研究を実施した。

(2) PPCPs（Pharmaceutical and Personal Care Products）等化学物質県内実態調査（基♏研究）

ᮏ県が開発した分析法を用いて県内化学物質等実態調査を実施した。

(3) 化ᑂ法関連物質の排ฟ源及びື態のゎ᫂（基♏研究）

PFOS、PFOAのほか、PFPeA㹼PFDA、PFBS㹼PFHpSについても環境ޔߡߒ↪㧔P1%+5㧕ࡊࡦࠨࡉࠪ࠶ࡄ

水中の濃度をᢕᥱするࡇとがྍ⬟であるࡇとࡏޔࠍ⹜㛎ߩ⚿ᨐࠄ߆ߒߦ߆ࠄたޕ

(4) WET手法を用いた水環境調査のࢣーススタデ（基♏研究）

国立研究開発法人国立環境研究所の➨ϩᆺ共ྠ研究として、国立環境研究所、宮ᇛ県ಖ環境ࢭンター等

地᪉環境研究所16機関、及びいであᰴᘧ♫と共ྠ研究を実施した。 
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地 球 科 学 部 

 

１ 平成30年度の動向 

  地球科学部は、大気常時監視、新幹線鉄道等の騒音・振動調査、酸性雨調査及び環境放射能水準調査等の大

気環境の調査等及びイヌワシなど鳥類の保護、クマ・シカなど大型哺乳動物の保護管理、希少植物の保全等の

自然環境調査等に加えて地球温暖化防止に関する調査をおこなうとともに、それらに関連した研究を行った。 

２ 取扱件数 

  平成30年度における取扱件数は行政検査31,444件であった。 

  

３ 行政検査 

 (1) 大気の常時監視 

  ア 一般環境大気測定局 

    一般大気環境中の二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、非メタン炭化水素、

微小粒子状物質(PM2.5)等に係る環境基準等の達成状況を把握するため、県内12測定局において自動測定機

による常時監視を実施した。 

  イ 自動車排出ガス測定局 

    自動車の走行による大気汚染の監視・測定のため、都市部の幹線道路沿い１測定局において、自動測定

機により二酸化窒素、浮遊粒子状物質及び微小粒子状物質（PM2.5）の常時監視を実施した。 

    環境基準の達成状況は、一般環境大気測定局、自動車排出ガス測定局ともに全測定局で二酸化硫黄、二

酸化窒素、浮遊粒子状物質及び微小粒子状物質は環境基準を達成したが、光化学オキシダントは4測定局

が環境基準を超過した。 

ウ 微小粒子状物質の成分分析 

平成25年度から微小粒子状物質の成分分析を開始し、県内２地点で年４回（１日毎２週連続採取）検体

を採取し、炭素成分、各種イオン及び無機元素成分を測定した。構成成分比から、季節変動や広域汚染な

どの影響が認められた。 

  エ 有害大気汚染物質のモニタリング 

    有害大気汚染物質のモニタリングのため、県内７地点において、毎月ベンゼン等21物質（ただし、１地

点については14物質、３地点については11物質）の測定を行った。 

    調査結果は、環境基準が定められている物質については、全地点で基準以下であった。 

 (2) 酸性雨実態調査 

   酸性雨の降水成分の実態を把握するため、県内１地点において、ｐＨや各種イオンを測定した。 

   ｐＨ測定結果は降水量加重平均で5.13であり、過去10年間の変動の範囲内であった。 

 (3) 新幹線鉄道騒音振動調査 

   新幹線鉄道騒音環境基準及び新幹線鉄道振動対策の状況を把握するため、10地点において調査を行った。 

   調査の結果、２ヶ所（25ｍ地点）において騒音環境基準を超過しており、関係機関に対応を求めた。 

 (4) 航空機騒音調査 

   花巻空港の環境基準達成状況を把握するとともに､航空機騒音調査の地域指定の見直しの基礎資料を得る

ため、６地点の調査を行った。 

   測定は県南広域振興局花巻保健福祉環境センターで行い、当センターはデータのとりまとめ及び解析を担

当した。 
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    調査結果は、環境基準がタ定ࡉれている全地点で基準以下であった。 

(5) ≉定⢊ࢇࡌ調査 

   ᚑ᮶からᘓ⠏物のアスベスト㝖去సᴗ等における࿘㎶環境調査に加え、⿕⅏地におけるがれࡁ᧔去・ฎ理

等のసᴗにకう࿘㎶環境の調査を実施してࡁた。平成30年度に実⦼はなかった。 

 (6) 放射能関係測定検査 

   福ᓥ➨一ཎ子ຊⓎ㟁所のᨾによる影響に関して、環境ヨ料や㣗ရなどの検査を行った。 

 

４ 自然環境保全調査等 

 (1) 指定希少㔝⏕動植物調査 

希少㔝⏕動植物保護᮲につ定する指定種について⏕⫱・⏕ᜥ状況を調査した。 

また、いࢃてࣞࢻࢵデータࢵࣈクにᥖ㍕ࡉれた希少㔝⏕動植物についても、その分ᕸや⏕⫱・⏕ᜥ状況

を調査した。 

 。らに、ὠἼ等による⿕⅏沿ᓊ地域の希少㔝⏕植物に係る影響調査を実施したࡉ

 (2) イヌワシ⏕ᜥ状況調査 

イヌワシの㐺ษな保護対策を実施するため、⦾Ṫ状況、行動ᅪ、⛣動分ᩓ、採㣵ሙ所ᩚഛのຠ果、㑇ఏ

ⓗከᵝ性等について調査した。 

 (3) ガンカモ類⏕ᜥ調査 

県内の鳥⋇保護ဨ等の༠ຊを得て、ࢃがᅜにおけるガン・カモ・ࣁクࣙࢳウ類のᮇ⏕ᜥ状況を把握し､

㔝⏕⏕物保護行政の基礎資料を得るための全ᅜ一ᩧ調査にཧ加、とりまとめを行った。 

 ワグマᤕ⋓ಶ体調査ࣀキࢶ (4) 

⫶、ワグマについて、㱋査定、ᰤ㣴状態ࣀキࢶれたࡉ⋓有害ᤕ、ࡁワグマ保護管理ィ⏬ࠖに基࡙ࣀキࢶࠕ   

内ᐜ物、DNA等の解析を行った。 

(5) ニ࣍ンࢪカ植⏕（ࢧࢧ）調査 

 。の採㣗状況を調査したࢧࢧ、ࡁシカ保護管理ィ⏬ࠖに基࡙ࠕ

 (6) ニ࣍ンࢪカ⣅ሢᐦ度調査 

広範囲のᒣᯘを㋃査してシカの⣅ሢ数をカウントし、ᐦ度᥎定を実施し、ࡁシカ保護管理ィ⏬ࠖに基࡙ࠕ

た。 

 

㸳  ᐊຠᯝࢫ࢞ฟ㔞᥎ィ 

  地球温暖化対策を᥎㐍するための基礎資料として、各種エࢠࣝࢿー⤫ィ資料等を⏝いて、県内の温ᐊຠ果ガ

ス排出量の᥎ィを行った。 

 

㸴 ཷクㄪ査 

 (1) 酸性雨モニタリング（植⏕）調査 

   環境┬からのጤクをཷけ、酸性雨による⏕態⣔の影響の᪩ᮇ把握を┠ⓗとして、ඵᖭ平における植⏕調

査を行った。 

 (2) 環境放射能水準調査 

   ཎ子ຊつไጤဨからのጤクをཷけ、定時降水の全ș線の測定を実施しているか、降下物、ୖ水、∵乳、

㔝⳯、⢭⡿、ᅵተ、ᾏ水、ᾏ⏘物、ᾏᗏᅵ、大気浮遊ሻについてȚ線᰾種分析を行った。 また、モニタリ

ング࣏ストによる空間線量⋡の連続測定(自動グ㘓、24時間連続毎日)を行った。 
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福ᓥ➨一ཎ子ຊⓎ㟁所のᨾ直ᚋには、Ț線᰾種分析においてᨾ๓に検出ࡉれていなかった新たな᰾

種が検出ࡉれ、空間線量⋡もୖ᪼した。平成30年度には新たな᰾種が検出ࡉれࡎ、空間線量⋡もᨾ以๓୪

のࣞベࣝで᥎⛣していた。 

 

㸵 ◊✲ㄢ㢟 

  ḟのㄢ㢟を研究し、成果を学等においてཱྀ㢌及びሗᩥにてⓎ⾲した。 

(1) 重せな⤯⁛༴植物をᏑ続ࡏࡉるためのᢏ⾡開Ⓨに関する研究 

(2) イヌワシの⏕ᜥ数⥔ᣢにྥけた保全⏕態学ⓗ研究 

 の解࣒᫂ࢬの出ἐメカニワグマのಶ体⩌動態とᑗ᮶ண測ᡭἲの開Ⓨならびにே㔛ࣀキࢶ (3)

(4) ウイࣝス፹性節㊊動物（ࣄトスࢪシマカ）の⏕ᜥに関する研究 

(5) 微小粒子状物質（PM2.5）のⓎ⏕※解᫂に関する研究 

(6) 酸性雨による環境影響の⥲ྜホ౯ 

(7) 新指ᶆを⏝いたᒾᡭ県内光化学オキシダント⃰度の㛗ᮇⓗホ౯ 

(8) ⴥᒣ地域に⏕ᜥするニ࣍ンࢪカのಶ体数᥎定 
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検  査  部 

１ 平成30年度の動向 

検査部は、振興局(保健所)の事件事故処理及び通常監視のための行政検査、並びに県民からの依頼による飲

用水検査を実施した。 

また、腸管出血性大腸菌を効率的に検査するための研究や、振興局（保健所）に対する業務支援及び普及

啓発事業を併せて実施した。平成30年度は、6,667検体の29,005項目を検査した。 

２ 行政検査 

(1) 振興局(保健所)の事故事件処理のための行政検査 

ア 水質事故対応の検査 

土壌汚染事案に係る周辺地下水調査及び水質異常発生時の水質測定等32検体を検査した。 

イ 食中毒及び不良食品に係る検査 

食中毒が疑われた事件及び不良食品の原因究明のために166検体を検査した。 

ウ 細菌性感染症に係る検査 

医師から届出のあった感染症患者及び家族等接触者の糞便及び飲用水341検体を検査した。 

(2) 振興局(保健所)の通常監視のための行政検査 

ア 公共用水域に係る行政検査 

公共用水域水質測定計画等に基づき、河川150地点、湖沼２地点及び海域37地点等から採水した2,348検

体について、生活環境項目、健康項目及び要監視項目等について検査した。 

イ 地下水に係る検査 

地下水測定計画に基づき、概況調査、汚染井戸周辺地区調査及び継続監視調査において採水した98検体

について、環境基準項目及び要監視項目等について検査した。 

ウ 工場・事業場排水に係る検査 

振興局が採水した413検体について検査した。うち、82検体はVOC等の有害物質について検査した。 

エ 海水浴場調査 

県内の海水浴場(1万人/年利用)について、毎年海開きの前に水質調査を行い、遊泳に適した水質であ

ることを確認した。(7水浴場 9地点) 

オ 食品等の規格基準等検査 

食品監視計画に基づき収去された食品の規格基準等を検査した。その化学検査を42検体、細菌検査を

368検体検査した。 

３ 県民からの依頼による飲用水検査 

  保健所で受付けした飲用水について、簡易検査においては飲用水水質の基本となる11項目を検査し、一般

検査及び高度検査においては基本となる11項目に加えて消毒生成物等の23項目を検査した。 

平成30年度には、細菌検査を767検体及び化学検査777（一般検査の内数：細菌検査17、化学検査25）検体を

検査した。 

４ 調査研究 

糞便からの腸管出血性大腸菌（ＥＨＥＣ）検出法の検討：当所に依頼があった糞便検体のうちEHECが分離さ

れたものを対象に、選択分離培地での所見を中心に性状に関するデータを記録した。これにより血清型O111、

O103、O145のEHECについて菌株解析で得られた検査法に関する知見が糞便検体においても有効であることを確

認した。また、本研究において糞便検体の生理状態がEHECの分離に影響を与える可能性があることを示した。 
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健ᗣሗㄪ査┘ 

１ 平成30年度の動向 

  当⤌⧊は、保健医療データの集計・分析機⬟の実をᅗる目的でᖹ成30ᖺᗘ᪂たに設置された⤌⧊である。

ṇ職ဨ1人（健康ᅜ保ㄢවົ）と㠀ᖖ職ဨ1人といった⤌⧊体ไで、ල体的業ົとしては保健医療データの分

析ス࢟ルの向ୖをᅗるためᅜ❧保健医療科学㝔研修における関連研修をཷㅮしたか、保健医療データ分析

のᵓ⠏に࣒ࢸスࢩデータࢢࢵࣅのᵓ⠏ᨭとして県保健⚟♴部において検ウを進めている保健医療࣒ࢸスࢩ

関するඛ進事調査等を行い、結果を伝㐩するなして取⤌ࡳをᚋᢲしした。なお、ྠࢩス࣒ࢸのᵓ⠏はᖹ

成30ᖺᗘに⟇定された᪂しい県民計⏬における「健ᖾࣉロジェࢺࢡ」の中心的事業として採ᢥされ、当センタ

ーはࡑの中でデータの分析ᣐ点に置けられた。ࡇのか、保健科学部と連ᦠし≉定健デデータを用いた

データ分析を行った。 

 

２ 保健་⒪ࢱ࣮ࢹศᯒࣝ࢟ࢫの向  ୖ

  保健医療データの分析ス࢟ルの向ୖをᅗるため、ᅜ❧保健医療科学㝔におけるḟの研修をཷㅮした。 

（1）長期研修࠙ᑓ㛛ㄢ⛬Ϫࠚ保健医療データ分析ᑓᨷ科 

   ᖹ成30ᖺ7᭶2日㹼12᭶14日（ࡕ࠺集ྜ研修7᭶2日㹼7᭶20日及び12᭶14日） 

（2）࠙▷期研修ࠚ保健医療事業の⤒῭的ホ౯に関する研修 

   ᖹ成30ᖺ9᭶18日㹼9᭶20日 

（3）࠙▷期研修ࠚ地域保健ᨭのための保健情報ฎ理ᢏ⾡研修 

   ᖹ成30ᖺ11᭶26日㹼12᭶7日 

 

３ 保健་⒪ࢱ࣮ࢹศᯒ࣒ࢸࢫࢩのᵓ⠏ᨭ 

  保健⚟♴部健康ᅜ保ㄢにおいて取り⤌ࡴᮏ県∧保健医療ࢢࢵࣅデータࢩス࣒ࢸのᵓ⠏をᨭするため、ඛ

進事調査を実施したか、医療ࢢࢵࣅデータά用セࢼ࣑ーにཧຍし情報収集を行った。 

(1) ⚟ᓥ県健康ቑ進ㄢ及び⚟ᓥ県❧医科大学健康ቑ進センターをどᐹ 

ᖹ成30ᖺ9᭶26日実施。⚟ᓥ県∧健康データ࣋ース（FDB）について、運Ⴀ体ไをはࡌめࢩス࣒ࢸのᵓ㐀や

データの収集・管理・ά用、さらには予⟬等についてࣄリンࢢを行った。 

(2) 医療ࢢࢵࣅデータά用セࢼ࣑ーཧຍ 

ᖹ成30ᖺ8᭶3日大㜰市にて開催。民㛫業で開発した健デ・医療・介ㆤを⧅いࢢࢵࣅࡔデータの解析ࢶー

ルのᴫせ及びᗈᓥと⚟ᓥにおけるྠࢶールをά用したデータ分析事について情報をᚓた。 

 

㸲 ࢱ࣮ࢹのศᯒሗⓎಙ 

  保健科学部と連ᦠし、健康データウェࣁウスに収㍕されている≉定健デデータを用いて、生ά⩦័の㐪

い（ႚ↮、運動、㣧㓇）と生ά⩦័病リスࢡ因子（血ᅽ㧗್、⬡質␗ᖖ、血⢾㧗್）との関連について分析

を行い、結果を健康ᅜ保ㄢ主催の≉定健デ・≉定保健ᣦᑟフ࢛ローࣉࢵ事業の場で報࿌した。（ᖹ成30ᖺ11

᭶12日ஂឿ会場、11᭶13日ⰼᕳ会場、11᭶22日盛岡会場）また、ྠࢸࡌー࣐でど点をኚ࠼た分析を保健⚟♴環

境行ᨻセࢼ࣑ーにおいて発⾲した。（ᖹ成31ᖺ2᭶8日） 
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第Ჭ章 
研 究 إ ԓ 

  



➨３❶ ◊✲ሗ࿌ 

１ 研究体⣔（ᖹ成 30ᖺᗘ）  

 

༊ 分 θ 研 究 ㄢ 㢟 
研究 

ᖺᗘ 

県施⟇ 

項 目 
ඹྠ研究機関 担当部 

健 康 危 機

管 理  の

対 応 力 向

ୖ に ㈨ す

る 調 査 研

究の推進 

1 
生食用カ࢟のノロウイルスάに関する研

究 
29-31 

食のᏳ心 

Ᏻの☜保 

水⏘ᢏ⾡センター 保健科学部 

2 麻痺性㈅毒に関する機器分析法の研究 29-31 水⏘ᢏ⾡センター 

⾨生科学部 

3 
DNA ᢳ出における๓ฎ理効果の検ウについ

て 
30-31  

4 医療機関との連ᦠによる薬⪏性菌の解析 30-32 地域の保健

医療体ไの

☜❧ 

 

保健科学部 

5 
ᒾ手県におけるᑠඣ呼吸器ウイルスの疫学に

関する研究 
30-31  

行 ᨻ ㄢ

㢟・地域ㄢ

㢟 解 Ỵ に

向 け た 調

査 研 究 の

推進 

6 
ウイルス媒介性⠇足動物（ࢺࣄスジ࣐ࢩカ）

の生ᜥに関する研究 
29-30 

地球 ᬮ

対⟇の推進 
 地球科学部 

7 微ᑠ⢏子状物質の発生源解明に関する研究 29-30 

ከᵝで㇏か

な環境の保

 

ᅜ❧環境研究所か 

地球科学部 

8 㓟性㞵による環境ᙳ㡪の⥲ྜ的ホ౯ 29-30 

ᅜ環境研協㆟会㓟性

㞵ᗈ域大Ẽở染調査研

究部会 

㧗 ᗘ な 分

析 機 器 を

用 い た ᪂

た な 検

査・分析法

の開発 

9 
⣅౽からの腸管出血性大腸菌(EHEC)検出法の

検ウ 
28-30 

食のᏳ・

Ᏻ心の☜保 
 検査部 

10 
有機フࢵ⣲ྜ物の環境動ែ及び生物✚に

関する研究 
29-31 

ከᵝで㇏か

な環境の保

 

ᅜ❧環境研究所、㡑ᅜ

༡大学ᰯ、ᕞ市❧大

学、（地⊂）ᾏ㐨⥲ྜ

研究機ᵓ環境科学研究

センター、ᮾி㒔健康Ᏻ

研究センター、大㜰ᗓ

❧බ⾗⾨生研究所 環境科学部 

11 
PPCPs（Pharmaceutical and Personal Care 

Products）等学物質環境実ែ調査 
29-31  

12 ᑂ法関連物質の出源及び動ែの解明 28-30 

ᅜ❧環境研究所、ᕞ

市❧大学、ᇸ⋢県環境科

学ᅜ㝿センター 
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༊ 分 θ 研 究 ㄢ 㢟 
研究 

ᖺᗘ 

県施⟇ 

項 目 
ඹྠ研究機関 担当部 

ᮏ 県 の ㇏

か な ⮬ ↛

環 境 の 保

 に ㈨ す

る 調 査 研

究の推進 

13 
㔜せな⤯⁛危᳜物をᏑ⥆さࡏるためのᢏ⾡

開発に関する研究 
29-33 

ከᵝで㇏か

な環境の保

 

環境┬か 

地球科学部 

14 
イࢩ࣡ࢾの生ᜥᩘ⥔ᣢに向けた保生ែ学的

研究 
28-32 

ᮾ㫽類研究所、ி㒔大

学野生動物研究センタ

ー、⊛⚺類保ㆤネ࣡ࢺࢵ

ーࢡ、環境┬⊛⚺類保ㆤ

センター 

15 
のಶ体群動ែとᑗ᮶予測手法の࣐ࢢノ࣡࢟ࢶ

開発ならびに人㔛への出ἐ࣓カࢽズ࣒の解明 
29-32 

ᒾ手大学、（ྜ）ᮾ野

生動物保ㆤ管理センタ

ー 

16 
ⴥᒣ地域に生ᜥする࣍ࢽンジカのಶ体ᩘ推

定 
29-31 ᒾ手大学 

計 16    ࣐ーࢸ
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２ 研究概要報告 
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研究成果報告書（１） 
研究課題名 生食用カキのノロウイルス不活化に関する研究 
担   当 保健科学部 高橋知子、川上修央、藤森亜紀子、梶田弘子  企画情報部 佐藤 卓 

水産技術センター 加賀克昌 
１ 目的  
冬季に多く発生する感染性胃腸炎の主な原因であるヒトノロウイルス（以下、「NoV」）は、人から環境水中へ排

出され、カキ等の二枚貝に蓄積することが知られている。我々は、平成 29年度から、食品のウイルス制御として

効果が期待されており、しかも生の食感を損いにくい、高圧処理 1)2)という方法を用いてノロウイルスの不活化の

効果を調査してきた。今回、カキむき身での実験に加えて、県外施設が所有する大型の高圧処理機で実験を行い、

殻付きカキにおける高圧処理の不活化効果について検証した。また、高圧処理に併用を検討している薬剤（柿渋製

剤）の不活化効果についても検討した。 
２ 方法 

（１） 人工汚染カキを用いた高圧処理によるNoV不活化効果 

①汚染カキの作成：NoV感染者の糞便乳剤（2.26×106コピー/mL）5～6mLを添加した海水 25L中に、生カ

キ5～6個を入れ蓄養（72時間、水温15℃、給餌（1回/日）した。そのむき身をビニール袋に入れシー

ルし試料を作製し実験を 3回繰り返し行った（n=5）。 

②高圧処理：装置は「Dr. CHEF」（神戸製鋼所）を使用した。NoV汚染カキむき身に対して、圧力400MPa、  

加圧保持時間10分の条件で処理を行った。処理時の温度はいずれも 4℃に保持した。 

③NoVのコピー数測定：高圧処理を行ったカキについて、中腸腺を切り出し、α-アミラーゼ溶液による    

グリコーゲン消化を行った後、ポリエチレングリコール沈殿法により濃縮を行った。ここから感染性推定

遺伝子検出法※を用いて RNAを抽出及び逆転写を行った後、リアルタイムPCR法でNoVコピー数を測定し

た。（検出下限値：中腸腺 1.5ｇの場合、約180コピー/中腸腺１ｇ） 

※感染性推定遺伝子検査法 3)：不活化したウイルス粒子の検出を抑えるため、カプシドが破壊されて露出した

RNAを RNase処理で消化し、カプシドが正常でも損傷した RNAはオリゴ dTプライマーを用いて逆転写を行う

ことで排除する方法。 

（２） 柿渋製剤のNoV不活化効果 

柿渋製剤は、いずれも市販されている食品添加物である以下の2種類について検討した。 

・柿渋製剤A：柿渋原液にデキストリンを加えて粉末化したもの 

・柿渋製剤P：柿渋原液をそのまま粉末状にしたもの 

① 柿渋製剤の糞便中 NoVの不活化効果 

 NoV感染者の糞便乳剤（GⅠ.6、GⅡ.2およびGⅡ.4）それぞれに柿渋製剤A及びPを添加（GⅠ.6、GⅡ.2

には 500、1000ppm、GⅡ.4には 500、1000、2000、4000ppm）し、転倒混和後、12000rpm20分の冷却遠心

を行った。その上清を試料として感染性推定遺伝子検出法※を用いてRNAを抽出及び逆転写を行った後、

リアルタイムPCR法で NoVコピー数を測定した。（検出下限値：約4,290コピー/糞便１ｇ） 

② 柿渋製剤P添加海水による浄化の汚染カキNoVの不活化効果 

（１）①による汚染カキを作成し、柿渋製剤Ｐ(10ppm、100ppm、2000ppm)を添加した海水および添加しな

い海水中で48時間蓄養を行った後、（１）②と③により高圧処理、NoVコピー数の測定を行った。 

（３） 殻付きカキを用いた高圧処理によるNoV不活化効果の検証 

①（１）①による汚染カキを作成し、柿渋製剤Pを10ppm添加した海水で48時間蓄養したものを、殻付 
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きの状ែで、⁛⳦した人工海水とともにビニール袋に入れシールした試料を作製し、実験を行った。 

②  高圧処理：装置は、▼ᕝᓥ☻㔜工ᴗओ製食品加工用≉ู機を使用した。加圧条件は、圧力 400MPa、

加圧保持時間10分の条件で行った。処理時の温度は 4℃に保持した。 

③  NoVのコピー数測定：๓㏙の（１）③により NoVコピー数の測定を行った。 

（㸲）高圧処理効果の検証 

   高圧処理後に、リアルタイム PCR法で NoVコピー数が検出限⏺以下となった 40検యについて、1stPCRで

ቑᖜ（n=4）後、10ಸᕼ㔘したものをリアルタイムPCR法で測定し、ノロウイルスの不活化効果を検証した。 

（㸳）データゎᯒ：R version 3.4.3を使用して分ᩓ分ᯒ及び多㔜ẚ㍑を行った。 
㸱 ⤖果 
（１）人工汚染カキを用いた高圧処理の不活化効果（⾲1） 

３回の実験のいずれでも、加圧していないカキにẚ㍑して、400Mpa、10分間の加圧により、ノロウイル

スコピー数は2.0×10２コピー（以下、２Logと⾲グ）ῶᑡし、高圧処理がノロウイルス不活化に୍定の効

果を♧すことが♧၀された。 

（２）柿渋製剤のNoV不活化効果 

① 柿渋製剤の糞便中 NoVの不活化効果(⾲2) 

・GⅠ.6の糞便乳剤の場合：柿渋製剤 Aでは 500ppmで 2.2Log,1000ppmで検出限⏺以下となり 4.1Logの

ῶᑡとなった。柿渋製剤 Pでは、500ppmで3.1Log、1000ppmで検出限⏺以下となり4.1Log ῶᑡした。 

・GⅡ.2の糞便乳剤の場合：柿渋製剤 Aでは、500ppmではῶᑡࡏず、1000ppmで 3.0Logῶᑡし、柿渋製

剤Pでは500ppmで2.6Log、1000ppmで検出限⏺以下となり 5.0Log ῶᑡした。 

・GⅡ.4の糞便乳剤の場合：柿渋製剤 Aでは 500、1000ppm、2000ppmでῶᑡࡏず、4000ppm添加した時に

1.9Logῶᑡした。柿渋製剤 Pでは、500ppm、1000ppmで 0.6Log、2000ppmで 1.8Log、4000ppmで 2.6Log

のῶᑡとなった。 

②柿渋製剤P添加海水による浄化の汚染カキNoVの不活化効果（⾲3） 

柿渋製剤Ｐを添加した海水で蓄養したカキと海水のࡳで浄化したカキの NoVに有ពなᕪはㄆめられず、

常圧における柿渋製剤 P の効果はㄆめられなかった。また、柿渋製剤 P で蓄養し、高圧処理を併用した

実験では、汚染カキの NoV の汚染濃度がపく、すての検యが検出限⏺以下となったため、柿渋製剤と

の併用の効果については不᫂であった。 

以上のことから、柿渋製剤は、NoV に┤᥋作用さࡏた場合、NoV の遺伝子型による効果のᕪはあるが、NoV

不活化に୍定の効果を♧すことが♧၀された。この場合、実験に使用した２種の柿渋製剤 2種（AおよびP）

では、Pの方で不活化効果が高いことが♧၀された。୍方、カキに蓄積した NoVに対しては、不活化効果はㄆ

められず、生きたカキが柿渋製剤をయෆにྲྀり㎸まないことが⪃えられた。このことから、蓄養時の柿渋製剤

の使用は効果が期待できないと⪃えられた。 

（３）殻付きカキを用いた高圧処理による NoV不活化効果の検証（⾲㸲） 

     汚染カキの NoV 汚染のึ期濃度が、むき身で実験を行った時よりもపかったが、加圧した殻付きカキの

NoVは、いずれも検出下限値以下になった。 

     高圧処理により、殻付き、むき身のいずれでもノロウイルスは検出限⏺以下となったことから、高圧処理

(400MPa,10分間)は、殻付きの場合でも、カキの中のノロウイルス不活化に有効であることが☜ㄆできた。   

（㸲）高圧処理効果の検証 

高圧処理後に、リアルタイム PCR法でNoVコピー数が検出下限値以下となった検య 40検యについて、1stPCR

でቑᖜ（n=4）後、リアルタイム PCR法で測定したとこࢁ、柿渋製剤Ｐ添加海水（10ppm）で蓄養し、高圧処理
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を行った検యのう1ࡕ検యからノロウイルスが検出された。それ以外の検యからはノロウイルスは検出されな

かった。このことから、高圧処理は、リスࢡをゼロにすることはᅔ㞴であるが、NoV の不活化に有効な方法で

あるとᛮࢃれた。 

㸲 ᚋの研究方ྥ➼ 

年度から、加⇕に௦ࢃるウイルス不活化法として、㏆年ὀ┠されている高圧処理を用いて NoVの不活化を検

討してきた。今回は、人工汚染カキを用い、୍定の不活化効果を☜ㄆすることができた。また、殻付きカキを使

用した高圧処理でも、不活化効果がᚓられることを☜ㄆすることができた。 

高圧処理後にリアルタイムPCR法で検出下限値以下であった検యについて、NoVの不活化を検証した⤖果から、

高圧処理は NoVのリスࢡをゼロにすることはᅔ㞴であるが、不活化に有効でありリスࢡをపῶ化できる処理法で

あると⪃えられた。今回、NoV のリスࢡのపῶ化をより☜実なものとするために高圧処理方法と併用できる方法

として、柿渋製剤を検討したが、糞便等のNoVに┤᥋作用さࡏた場合には、୍定のῶᑡ効果がᚓられることが分

かった。୍ 方、カキの中に蓄積している NoVに対しては、ῶᑡ効果はㄆめられなかった。カキ蓄養時に༑分なNoV

పῶ化ができれࡤ、高圧処理を行うことで、より☜実なリスࢡపῶにつながるものと⪃えられる。今後は、高圧

処理との併用が効果ⓗな方法をさらに検討するᚲせがあると⪃える。 

ཧ⪃ᩥ⊩

1）Renduelesa, E., Omerb, M.K., Alvseikeb, O., Alonso-Callejaa, C., Capitaa, R., Prietoa, M. Microbiological food safety

assessment of high hydrostatic pressure processing:A review. LWT-Food Sci. Technol., 44, 1251–1260 （2011）

2）Kingsley, D. H., Holliman, D. R., Calci, KR., Chen, H.,Flick, G. J. Inactivation of a norovirus by high-pressure processing. 

Appl. Environ. Microbiol., 73, 581–585（2007）

3）㔝⏣⾨㸬食品のウイルス汚染のリスࢡをホ౯のための遺伝子検査法の㛤発とᛂ用に㛵する◊✲ 平成 24～25

年度ሗ࿌᭩㸬ෆ㛶ᗓ食品Ᏻጤဨ食品ᗣᙳ㡪ホ౯ᢏ⾡◊✲（2014）

1 2 3 4 5 Ave

なし(0MPa） 4.5×102 9.5×10 4.2×102 1.1×102 4.0×102 2.9×102

400MPa 3.3 8.0 2.6 2.7 1.9 3.7

なし(0MPa） 1.2×102 1.0×102 4.3×102 1.3×102 不検出 2.0×102

400MPa 2.9 不検出 4.8 3.7 3.6 3.8

なし(0MPa） 3.0×102 1.5×102 1.4×102 1.4×10 4.8 1.2×102

400MPa 不検出 2.0 2.2 1.8 2.3 2.1

※：リアルタイムPCR法におけるコピー数（/2.5μｌ）

3 回目

***：P<0.001

表１　NoV 汚染カキ（むき身）を用いた高圧処理によるNoVコピー数※の変化

加圧条件

カキ(n=5)

1回目

2回目

***

***

***
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500 1000 2000 4000

㻳䊠.㻢 2.2 4.1 NT NT

㻳䊡.2 <0.1 3.0 NT NT

㻳䊡.㻠 <0.1 <0.1 <0.1 1.9

㻳䊠.㻢 3.1 4.1 NT NT

㻳䊡.2 2.6 5.0 NT NT

㻳䊡.㻠 0.6 0.6 1.8 2.6

表2　ᰠ〇の⣅౽୰㻺㼛㼂のᑐ数ῶᑡ್（䏓㻸㼛㼓コピー数）

ῧ加ᰠ〇⃰ᗘ㻔㼜㼜㼙）

ᰠ〇㻭

ᰠ〇P

⣅౽ஙの
㻺㼛㼂㑇ఏᏊᆺ

 

１䠌㼜㼜㼙 100䡌䡌䡉 2000䡌䡌䡉

なし 2.㻤㽢１䠌
䠏

㻣.0㽢10
䠎 NT NT 2.㻤㽢10

䠎

䛒䜚 NT 不検出 NT NT 不検出

なし 㻥.㻠㽢１䠌 1.㻤㽢10
䠎 㻤.㻤㽢１䠌 㻟.㻥㽢10

䠎 NT

䛒䜚 NT 不検出 不検出 不検出 NT

なし 㻥.㻣㽢10
䠎

㻟.㻤㽢10
䠎

㻠.1㽢10
䠎 NT NT

䛒䜚 NT 不検出 不検出 NT NT

※リアルタイムPCR法におけるコピー数（/2.5μｌ）

1

2

3

高圧処理
（㻠00㻹P㼍10ศ㛫）

㻔むき身）

ί化᪉法㻔㼚㻩5㻕

なし
ᾏỈ

（㻠㻤㛫）

ᰠῧ加ᾏỈ㻔㻠㻤㛫）

表㻟　㻌ᰠ〇Pῧ加ᾏỈί化およ䜃高圧処理（むき身）による汚染カキ㻺㼛㼂コピー数※の変化
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なし 1.1㽢１䠌 3.6 2.2

䛒䜚 NT 不検出 不検出

※リアルタイムPCR法におけるコピー数（/2.5μｌ）

表㻠　㻌ᰠ〇Pῧ加ᾏỈί化およ䜃高圧処理（Ẇき）による

汚染カキ㻺㼛㼂コピー数※の変化

ί化᪉法（㼚㻩5㻕

ᰠῧ加ᾏỈ
１䠌㼜㼜㼙㻔㻠㻤㛫）

高圧処理
（㻠00㻹P㼍10ศ㛫）

㻔Ẇき） なし
ᾏỈ

（㻠㻤㛫）
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研究成果報告書（２） 
研究課題名 医療機関との連携による薬剤耐性菌の解析 
担   当 保健科学部 上席専門研究員 岩渕香織 
１ 目的 
岩手県内の薬剤耐性菌の検出状況の把握のため、医療機関で多く検出され、市中感染も発生している ESBL

（extended-spectrum β-lactamase ）産生菌（以降 ESBL）の解析と、海外からの持ち込みが危惧される CRE

（Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae）について、感染症発生動向調査により届け出のあった CRE患者分離

株及び環境汚染の視点から下水道流入水についてカルバペネマーゼ遺伝子の検査を実施した。 

２ 方法 
ESBL解析： 

（１）材料  

県内 4カ所の医療機関で、平成 29年 3月から平成 31年 3月にかけて検出され、当センターに提供された 133

株のESBL産生菌株を対象とした。菌種は、E. coliが118株（88.7％）、Klebsiella pneumoniaeが5株（3.8％）、

Proteus mirabilisが 10株（7.5％）で、これらを検出した材料は、尿検体 79検体（59.4%）、呼吸器検体 28検

体（21.0％）、動脈血5検体（3.8％）、静脈血2検体（1.5％）その他19検体（14.3％）であった。 

（２）血清型別 

大腸菌の血清型別は、市販抗血清（デンカ生研）を用い、O血清群別はスライド凝集反応法で行った。また、H

血清群別は、クレーギー管を通し運動性を増強した菌について、試験管法で行った。 

（３）ESBL産生遺伝子の検出 

TEM型、SHV型およびCTX-M-1 group、CTX-M-2 group、CTX-M-9 groupのESBL遺伝子について、PCR法による

検出を行った 1）。なお、今年度協力機関となった医療機関から提供された、血清型が O25:H4 の CTX-M-1 group

の遺伝子が検出されたE.coliについてのみ、ESBLのCTX-M-15を産生するEscherichia coliで血清型がO25:H4

で Multilocus Sequense Typing（MLST）が ST131 である特定クローンかどうか推定するため、シークエンス解

析によりCTX-M型の遺伝子型別を行った 2）。 

CRE解析： 

（１）患者分離株届け出のあった 5株のCREについて、カルバペネマーゼ遺伝子（NDM、KCP、IMP、VIM、OXA-48、

GES）のPCR法による検出を実施した 1）。 

（２）2018年4月～2019年3月まで月1回採水した流入水100～150ｍLについて、5,000rpmで遠心分離した沈

渣をスキムミルク培地に入れマイナス 80℃で保存しておいた検体の半量（50～75ｍL 相当）を、10μｇ/1 枚の

メロペネムディスク2枚を加えたトリプトソイブイヨン 20mLで35℃14時間増菌培養した。その 10μLをクロモ

アガーmSuper CARBA培地に塗抹し、37℃18～24時間培養し、CREと推定されるコロニーを CLIG培地に釣菌した。

37℃18～24時間培養後、菌株を熱抽出し、カルバペネマーゼ遺伝子（NDM、KCP、IMP、VIM、OXA-48、GES）のPCR

法による検出を実施した 1）。遺伝子の検出された菌株について、簡易同定キット ID20により、菌種と同定した。 

３ 結果 

ESBL解析： 

（１） 提供された104株から、CTX-M-1 groupが44株（33.1％）、CTX-M-2 groupが 10株（7.5％）、CTX-M-8 group

が 2株（1.5％）、CTX-M-9 groupが 71株（53.4％）、SHVが 8株（0.6％）、TEMが 38株（28.6%）検出さ

れた（表1 複数遺伝子保有株あり）。 
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（２）今年度協力機関となった医療機関から提供され、血清型が O25:H4のCTX-M-1 groupの遺伝子が検出された

E.coli 3株は、シークエンス解析により、2株がCTX-M-15に、1株がCTX-M-3に型別された。 

CRE解析：患者分離株5株ともカルバペネマーゼ遺伝子は検出されなかったが、下水道流入水から、表2のとお

りカルバペネマーゼ遺伝子が検出された。 

㸲 ᚋの研究方ྥ➼ 
岩手県におけるESBLは、菌種は E.coliが多く、検出された遺伝子は CTX-M-9 groupが133株中71株と53.4％

を༨めていた。๓回調査の73.1％からῶᑡし、CTX-M-1 groupが๓回22.1％から33.1％と増加した。また、๓回

検出されていなかった CTX-M-8 groupが検出されている。今年度協力機関となった医療機関においても ST131ク

ローンと推定される菌株が検出されており、今後の動向をὀ視していくᚲせ性がある。 

また、CREについては、県内では患者から耐性遺伝子は検出されていないが、下水道流入水から検出され、すで

に県内に、持ち込まれているྍ⬟性がある。ᘬࡁ⥆ࡁ、医療機関と㐃ᦠし、᪩ᮇ᥈▱及びᣑᩓ㜵Ṇに向け、㎿㏿

に遺伝子検査➼を実施していくᚲせ性を感ࡌた。 

 

E.coli K.pneumophilae P.mirabilis

CTX-M-1group 24

C㼀X-M-1group・㼀EM 15

C㼀X-M-1group・㻿HV 1

C㼀X-M-1group・㼀EM・㻿HV 3

CTX-M-2group 8

C㼀X-M-2group・㼀EM 2

CTX-M-8group 2

CTX-M-9group 52

C㼀X-M-9group・㼀EM 17

C㼀X-M-1group・C㼀X-M-9group 1

SHV 2

㼀EM・㻿HV 1
※

N.D. 5

118 5 10

表1　菌種別、耐性遺伝子型別結果

                                                              

　　遺伝子型 　　　　　　菌　種
GE㻿型 Klebsiella　pneumoniae
NDM型 Escherichia　coli

6月 NDM型 Escherichia　coli
IMP型 Citrobacter freundii

OXA-48型 Escherichia　coli
GE㻿型 Enterobacter cloacae

GE㻿型 Klebsiella　pneumoniae
NDM型 Escherichia　coli
GE㻿型 Klebsiella　pneumoniae
IMP型 Citrobacter freundii

GE㻿型 Klebsiella　pneumoniae
10月 IMP型 Citrobacter freundii

11月 IMP型 Citrobacter freundii

12月 GE㻿型 Klebsiella　pneumoniae
OXA-48型 Escherichia　coli
NDM型 Escherichia　coli
GE㻿型 Enterobacter cloacae

GE㻿型 Enterobacter cloacae

GE㻿型 Enterobacter taylorae

採水年月

2018年

2019年

表2　下水から検出されたカルバペネマーゼ遺伝子

4月

7月

8月

9月

1月

3月
 

⊩ᩥ 

１） 薬剤耐性菌ࢧー࣋イランスの強及
びࣀࢤム解析のಁ㐍にకう㎿㏿検査

法㛤発に関する研✲によるマルࢳプ

レックスPCR法,Ver 170928 

２） Canton R, Gonzales-Alba JM,Galan 
JM.CTX-M Enzymes:Origin and 

Diffusion.Front 

Microbiol.2012;3:110 
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研究成果報告書（３） 

研究課題名 岩手県における小児呼吸器ウイルスの疫学に関する研究 

担   当 保健科学部 上席専門研究員 高橋雅輝 

１ 目的 

小児の呼吸器疾患起因ウイルスの検出を行うとともに、患者の疫学的背景との関連を解明することに

より、充実した感染症発生動向調査事業の推進に貢献する。 
２ 材料及び方法 

(1) 2018年 1月から 2018年 12月までの間に、もりおかこども病院を受診した上気道炎及び下気道炎患

者の咽頭ぬぐい液及び喀痰 93検体について、呼吸器ウイルスの分離・検出並びに血清型別・遺伝子型別

を行った。検体採取にあたっては、迅速診断キットにより診断されえなかった症例及び明らかな細菌性

疾患を除外した。 

(2) 2013年 1月から 2017年 12月までに検出されたパラインフルエンザウイルス 3型（HPIV3）57株の

HN遺伝子について、最尤法（MEGA6）による進化系統樹解析を行った。 

(3) HPIV3を感染させた VERO-E6細胞の抗原スライドを作製し、FITC間接蛍光抗体法（IF）による正常

ヒト血清中の HPIV3に対する IgG検出を試みた。正常ヒト血清は、横浜市立大学血清バンクに保存され

ている 20～30歳代女性の血清 10検体とした。 

３ 結果及び考察 

(1) 2018年は 93検体中 66検体(71.0%)から病原ウイルスが検出された（重複検出例含む）。検出された

ウイルスの内訳は、ライノウイルス(HRV)が 17 例(17.2%)、RS ウイルス(RSV)が 8 例（8.6%）、パライン

フルエンザウイルス(HPIV)が 11例(11.8%)、ヒトメタニューモウイルス(HMPV)が 3例(3.2%)であった。

HMPVの検出率が低かったものの、これら 4ウイルスが陽性検体の 59.4%を占めた。2013年から 2018年

のこれら主要 4ウイルスの検出数を表に示した。5年平均の検出率が最も高いのは HRV（21.7％）で、HPIV

（16.1％）、RSV（11.9％）、HMPV（8.8％）の順であった（表 1）。また、2017年は主要 4ウイルス以外の

ウイルス（アデノウイルス、エンテロウイルス、コロナウイルス、インフルエンザ Cウイルス等）の検

出率が増加し、呼吸器感染症の起因ウイルスは多様であることが示された。（業績 1、2）。 

(2) HPIV3の HN遺伝子進化系統では A、B及び Cの 3クラスターに大別され、さらにクラスターCはサブ

クラスターC1、C3及び C5に分岐した（図）。株の多くは C3に属しており、C3は流行の中心となる系統

であると考えられた。一方、C1 系統株は少なく、2017 年は検出されなかった。また、2013 年の調査開

始以来、初めて C5系統株が検出された（2017年の 4株）。C5に属する 4株の株間距離は短いことから、

2017 年は類似性の高い株による小流行があったものと思われた。今後も C3 系統株が流行の中心となる

と考えられるが、C5系統株の動向も注目される。 

(3) 正常ヒト血清中における HPIV3に対する IgG検出結果を表 2に示した。IFで蛍光を認めた血清の最

大希釈倍率をみると、各被験者の IgGには大きな差があった。また、感染細胞作製に用いたウイルス株

の系統（クラスターA、サブクラスターC1、C3及び C5）別でも IgG量に差が認められた（要因について

は現在解析中）。 

４ 今後の研究方向等 

・平成 31年度においても呼吸器感染症検体からのウイルス検出を継続し、ウイルスの詳細解析を行う。 

・HPIV3の HN抗原解析を継続し、正常ヒト血清における IgG量について解析を行う。 
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表 1 検体採取年別ウイルス検出実績 

表 2 間接蛍光抗体法を用いたヒト抗パラインフルエンザウイルス 3型 IgG検出結果（数್は蛍光が認められ

た血清の最大希釈倍率） 

図 パラインフルエンザウイルス 3型の HN遺伝子進化系統樹（最尤法、MEGA6による） 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

業績 1 

業績 2

Masaki Takahashi et al., Japanese Journal of Infectious Diseases, 71 (2018) 393-395   
高ᶫ㞞㍤ら㸪➨�66�ᅇ᪥ᮏウイルス学（2018） 

検体採取年

検体数

病原体検出数

ライノウイルス 32 24.8% 22 21.0% 9 10.8% 32 25.8% 27 30.3% 16 17.2%

RSウイルス 24 18.6% 10 9.5% 10 12.0% 13 10.5% 11 12.4% 8 8.6%

パラインフルエンザウイルス 35 27.1% 16 15.2% 10 12.0% 18 14.5% 14 15.7% 11 11.8%

ヒトメタニューモウイルス 15 11.6% 18 17.1% 5 6.0% 14 11.3% 3 3.4% 3 3.2%

その他のウイルス 11 8.5% 12 11.4% 19 22.9% 14 11.3% 16 18.0% 26 28.0%

不検出 23 17.8% 35 33.3% 30 36.1% 40 32.3% 31 34.8% 37 39.8%

64117 78 53 91 71

2018

93129 105 83 124 89

2013 2014 2015 2016 2017

抗原株名/
分離年/クラスター

ワシントン/
1957/A

岩手113/
2016/C1

岩手126/
2017/C5

岩手82/
2015/C3

岩手6/
2005/C3

血清001 128 128 256 256 256

血清002 256 128 128 256 256

血清003 8 8 8 8 16

血清004 256 128 256 512 512

血清005 64 64 64 64 64

血清006 512 64 256 256 256

血清007 128 512 512 512 256

血清008 512 256 512 512 256

血清009 128 128 128 128 128

血清010 512 256 512 512 512

HPIV3/IWATE/25/2013
HPIV3/IWATE/24/2013

HPIV3/IWATE/32/2013
HPIV3/IWATE/37/2013

HPIV3/IWATE/30/2013
HPIV3i/IWATE/47/2013

HPIV3/IWATE/14/2013
HPIV3/IWATE/36/2013

HPIV3/IWATE/56/2014
HPIV3/IWATE/81/2015

HPIV3/IWATE/44/2013
HPIV3/IWATE/22/2013

HPIV3/IWATE/20/2013
HPIV3/IWATE/59/2014
HPIV3/IWATE/64/2014

HPIV3i/Iwate/129/2017
HPIV3i/Iwate/132/2017

HPIV3/IWATE/70/2015
HPIV3/IWATE/29/2013
HPIV3/IWATE/35/2013
HPIV3/IWATE/49/2013

HPIV3/IWATE/28/2013
HPIV3i/Iwate/111/2016

HPIV3i/Iwate/124/2017
HPIV3i/IWATE/46/2013

HPIV3/IWATE/26/2013
HPIV3i/IWATE/80/2015

HPIV3i/IWATE/82/2015
HPIV3/IWATE/78/2015

HPIV3/IWATE/77/2015
HPIV3/IWATE/53/2014

Yamagata/1311/2009
HPIV3/IWATE/60/2014

Yamagata/1591/2007
Yamagata/1187/2007

HPIV3/IWATE/66/2014
HPIV3/IWATE/62/2014

Yamagata/1290/2009
HPIV3i/Iwate/107/2016

HPIV3i/Iwate/116/2016
HPIV3i/Iwate/108/2016
HPIV3i/Iwate/103/2016
HPIV3i/Iwate/120/2016

HPIV3i/Iwate/98/2016
HPIV3i/Iwate/118/2016

Yamagata/1929/2006
HPIV3i/IWATE/31/2013

HPIV3i/Iwate/106/2016
HPIV3i/Iwate/136/2017

Yamagata/1639/2007
HPIV3i/IWATE/6/2005

HPIV3i/IWATE/7/2005
Yamagata/1558/2009

Oklahoma/410/C5 2009
Oklahoma/754/C5 2009

HPIV3i/Iwate/126/2017
HPIV3i/Iwate/135/2017
HPIV3i/Iwate/125/2017

HPIV3i/Iwate/131/2017
HPIV3i/Iwate/113/2016

HPIV3i/Iwate/112/2016
EU814625 DEL/32/C1a 2005

EU814624 DEL/88/C1a 2006
HPIV3i/IWATE/5/2005
Yamagata/1316/2005

Yamagata/1558/2002
HPIV3/IWATE/1/2005

Yamagata/1840/2003
Yamagata/1205/2005

Yamagata/1214/2005
HM460886 Riyadh/11/C1b 2008

HM460887 Riyadh/149/C1b 2009
HPIV3/IWATE/40/2013

HPIV3/IWATE/16/2013
HPIV3/IWATE/52/2014

M18764 Tex/12677/B 1983
M18762 Tex/545/B 1980

M18761 Wash/649/B 1979
M18759 Wash/1511/B 1973

M18763 Tex/9305/B 1982
JN089924 Washington 1957

M18760 AUS/124854/A 1974

0.005

C5

C3

B

C1

A
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研究成果報告書（５） 
研究課題名 DNA抽出時における前処理効果の検討について 

担   当 衛生科学部 主任専門研究員 昆野 智恵子 
１ 目的 
遺伝子組換え食品及びアレルギー物質検査の検査では、PCR（ポリメラーゼ連鎖反応）により目的 DNA の増

幅を行う。このPCRには、「十分な量」と「十分な品質」という条件を満たした DNAが抽出される必要があるが、

厚生労働省や消費者庁から発出されている市販の抽出キットを用いた抽出法で加工食品の全てに対応できるわ

けではない。 

そこで本研究では、DNAの抽出に困難がある加工食品から上記の条件を満たす DNAを抽出することができ

るよう、試料に適切な前処理を追加し、抽出結果へどのような効果を与えるかを検討したので報告する。 

２ 方法 
（１）試料（ダイズ加工品） 

   小売店で購入した次のものを試料として用いた。 

   木綿豆腐、にがり充填豆腐、納豆、おから、厚揚げ、油揚げ、大豆缶詰、みどり豆、きな粉 

（２）DNA抽出用キット 

   DNeasy Plant mini kit（QIAGEN社製） 

（３）前処理装置 

試料の均一化にはオスターブレンダー（オスター社製）を用いた。乾熱乾燥には、ドライオーブン DS44

（ヤマト社製）、粉砕にはミルサー（大阪ケミカル社製）を用いた。 

（４）前処理方法 

全ての試料は、オスターブレンダーにより混合し測定を行った。均一化が困難な納豆及び大豆缶詰は、JAS

法分析試験ハンドブック「遺伝子組換え食品検査・分析ハンドブック」（独立行政法人農林水産消費安全技

術センター）記載の方法に従い等量の滅菌水を加えて混合した。DNA 濃度の測定結果、十分な量が抽出でき

ない試料については、さらに以下の前処理を追加して行った。 

①試料の粉砕・均一化が不十分である食品を対象に、試料をドライオーブンで DNAインキュベート温度と

同じ65℃で14時間乾燥させ、その後ミルサーで粉砕した。 

②デンプン等の夾雑物質が多い食品を対象に、分解酵素を添加し夾雑物質の分解を試みた。使用する酵素

は、プロティナーゼK（QIAGEN社製）とα―アミラーゼ（和光純薬工業社製）とした。 

③油脂成分等の夾雑物質が多い食品を対象に、試料 10ｇに n-ヘキサン（関東化学社製）20ｍLを加え 30

秒間振とうし、吸引ろ過することにより脱脂を行った。 

（５）DNAの抽出方法 

   １試料あたり2並行で抽出行い、抽出方法は、消費者庁通知のとおりとした。 

（６）DNA量の測定 

  DNA試料原液は、分光光度計 GaneSpecⅢ（日立）を用いて、吸光度 230-320nmの範囲で紫外吸収スペクト

ルを測定し、260nmの値の1を50ng/μL DNAとしてDNA濃度を算出した。 

タンパク質等不純物質由来の影響を見るため、260nm の吸光度/280nm の吸光度の吸光度比を確認し、

1.7-2.0の範囲であるかどうかを確認した。全ての値は、320nmの吸光度により補正した。 
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㸱 ⤖果⪃ᐹ 
（１）ダイズ加工品の測定結果 

   大豆加工品 9品目の DNA抽出結果を⾲ 1に♧す。DNA抽出量は、納豆と大豆缶詰以外は、十分な量の DNA

を抽出することが出来た。260/280 比は、揚げ豆腐、油揚げ、納豆と大豆缶詰について、1.7-2.0 の範囲を

外れた。 

   DNAの抽出量が20μg/mLを下ᅇり、260/280比も範囲を外れた納豆と大豆缶詰について、前処理を追加で

行うこととした。   

（２）納豆及び大豆缶詰への前処理の追加 

   （４）①㹼③の前処理を追加した納豆及び大豆缶詰のDNAを測定した結果を⾲２に♧す。 

試料を乾燥させミルサーで粉砕することにより、納豆及び大豆缶詰において、20μg/mLを㉸えるDNAが抽

出された。260/280比はၥ㢟なかったが、ࣀ࢙ࣇール等ప分子化合物由来の夾雑物質のᣦᶆとなる 230nmで

大きなࣆークが見られたことから（データᮍᥖ載）、さらなる⢭製が必要と⪃えられた。 

試料に酵素添加を行ったሙ合は、いࡎれもDNAの抽出量に大きな㐪いは見られなかった。 

㹬-ヘキサンにより試料の脱脂を行ったሙ合は、⾲ 1に比ると納豆は DNAの抽出量は増加したが、ダイ

ズ缶詰はあࡲりኚわらࡎ、いࡎれも PCRに必要な20μg/mLを㉸える量は抽出することが出来なかった。 

、ュ以下とࢩュ、42メッࢩュ、30㹼42メッࢩた、᭱も効果が㧗かった粉砕した納豆試料を、18㹼30メッࡲ

メッࢩュᚄࡈとにࡩるい分けしてูࠎに DNAの抽出を行った結果、⢏子ᚄが小さいど多ࡃのDNAが抽出さ

れるというഴྥがあった。 

これらの結果から、納豆及び大豆缶詰から DNAを抽出するሙ合は、物理的により⣽かࡃ粉砕する方法がよ

り多ࡃのDNAを抽出することができる方法であると⪃えられた。 

㸲 ᚋの研究方ྥ➼ 
  ᅇの結果をもとに、の前処理を組み合わせることにより、さらに効⋡的な抽出を検討し、リアルタイ࣒

PCR装置を用いてᐇ㝿に検査に使用ྍ⬟な品質の DNAが検出されているのかどうかを確認・検ドしていࡃこと

としている。 

 

⾲１ 大豆加工品の DNA濃度測定結果      ⾲２ 納豆及び大豆缶詰の DNA濃度測定結果 
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研究成果報告書（６） 
研究課題名 有機フッ素化合物の環境動態及び生物蓄積に関する研究 
担   当 環境科学部 上席専門研究員 岩渕 勝己 、 環境科学部長 川村 裕二 
【研究ձ】水質及び底質における新規注目化学物質の分析法及び環境モニタリングに関する共同研究

（H29年度で日㡑ඹྠ◊✲における PFAAsを対象としたࣔࢽタࣜンࢢㄪᰝが終了となったことから、H30年度は

ᐇ施しなかった。） 

 

【研究ղ】パッシブサンプラーを用いた河川中の有機フッ素化合物の測定及び環境動態に関する研究

１ 目的

ーへの✚量からᗏ㉁ࣛࣉンࢧ、ーにより環境水中のPFAAの中㛗ᮇ的なᖹᆒ濃度を測定しࣛࣉンࢧࣈࢩࢵࣃ

あるいは࣓࢝ࢲへの✚量をᢕᥱできるᢏ⾡として☜❧すること。

２ 方法及び結果

PFAA をࢧࣈࢩࢵࣃンࣛࣉーに㐺⏝できることは、ᇶ♏◊✲で☜ㄆできており、ḟのẁ㝵としてࣇールࢻㄪ

ᰝへ㐺⏝さࡏるにあたり、ᚲせとなる▱㆑やᢏ⾡を⩦得するため、ᩥ⊩、Ꮫ➼でሗ㞟を行っている。

 

【研究ճ】下水処理場における生活由来化学物質の発生原単位の把握とその低減化技術に関する研

究～有機フッ素化合物に着目して～

１ 目的

下水処理場（STP）を対象とし、流入水の PFAA濃度から発生原単位を、放流水の PFAA濃度から排

出原単位をᢕᥱして、下水道༊ᇦからの発生負荷量や環境中への排出負荷量を推計する。また、下水処

理工程における除去率についても検討する。

２ 方法

対象のSTPとして、全国から処理人口 20人௨ୖのSTP 8かᡤ（A～H処理場）を㑅定した。2017年 2᭶～

2018年2᭶にかけて3～4回採水し、流入水及び放流水の 24間ࢥンࢺࢵࢪ࣏をㄪ〇し試料水とした。試料水を

ールでᢳ出ࣀ含有࣓タࢽンࣔ、に濃⦰し（Waters Oasis WAX Plus）ࢪࢵࣜࢺー࢝┦ーターでᅛࣞࢺンࢭンࢥ

後、濃⦰、㐲ᚰ分㞳し、ୖ ΎをLC-MS/MSで測定した。分析対象は、PFAA15✀㢮とした（࢝ル࣎ン酸系（PFCA）㸸

CXA（XはⅣ⣲ᩘ）、スルホン酸系（PFSA）㸸CXSと⾲グ）。

３ 結果と考察

各 STP から検出された流入水及び

放流水の PFAA濃度は Table 1のとお

りである。各 STP の流入水及び放流

水をㄪべたところ、PFAA濃度に᫂ら

かな㐪いがあり、D 処理場では流入

水と放流水の୧᪉、G 処理場では放

流水が、全 STP のᖹᆒ⥲濃度よりも

有意に高濃度であった。PFAA濃度及

び⤌成比は、各 STP 間で␗なってい

たが、C5A～C9A と C8Sはほとࢇど

すべての STPの流入水と流出水から検出された。これらの PFAAは、日ᮏ国内における㐣去の⏝量と、

 

Table 1 流入水、放流水の PFAA濃度（ng/L）

n.d.㸸検出下㝈値ᮍ‶
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PFAA の水溶性の高さに影響を受

けているものと推測された。流入水

と放流水で濃度を比較すると、ほぼす

べての施設において C5A～C9A は放

流水が高濃度であったが、C10A～

C13Aは放流水が低濃度であった。し

かし、スルホン酸系（PFSA）は、G

処理場を除き、すべての施設において

放流水が低濃度であった。有意に高濃

度であったD及びG処理場を除いて、

処理工程における除去率を算出した

（Fig. 1）。下水処理工程中で C10A～

C13A及び PFSAは活性汚泥に吸着し

て除去され、C5A～C9Aは処理中に前

駆体から生成していると考えられた。

 流入水と放流水の PFAA 濃度と水

量、及びそれぞれの STP の処理人口

から、人間活動によって発生する、又

は下水道を通じて環境中に排出され

る人口 1,000人、1日あたりの原単位

を算出した（Fig. 2）。流入水から発生

源単位を、放流水から排出原単位を求

めたところ、C5A～C9Aは、1日に 1

～2 mg 程度発生し、それよりも若干

多い量が環境中へ排出されていた。ま

た C4S、C6S、C8Sは、1日に 1.5～4 mg程度発生するが、下水処理工程中で若干除去されていた。そのほかの

PFAAについては、発生も排出も少量であった。

 人間活動によって発生した PFAA負荷量及び STPsから排出された PFAA負荷量を、発生源単位及び排出原単

位から算出した。各STPにおける負荷量の中央値から、国内から発生又は環境中へ排出される負荷量を推計した

ところ、国内から発生負荷量は年間 800 kg（最大はC8Sで、210kg）、全国のSTPから排出負荷量は年間 810 kg

（最大はC8Sで、190 kg）と算出された。 

㸲 ᚋの研究方ྥ➼

 今年度は、主に昨年度に採水された試料の分析結果を取りまとめ、下水処理工程における除去率や発生、排出

負荷原単位の算出、及び国内からの発生量や環境中への排出量の推定を行った。今回の検討には予備試験の結果

も含まれており、対象としたSTPで年間を通して得られた試料（季節ごとに採水した試料）がまだ全部が揃って

はいなかったため、暫定的な結果となっているが、今年度に最後の試料を採水し、その分析が終了したことから、

季節毎に採水した全データが揃うこととなる。この分析結果については現在データとりまとめ中であり、今後は、

季節により特徴的な濃度変化や除去率の変化があるかどうかなど、これまでよりもさらに詳細な解析を行うこと

としている。

 

Fig. 1 下水処理工程における PFAA除去率（％）

Fig. 2 人口 1,000人、1日あたりの発生、排出原単位（mg）
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研究成果報告書（７） 

研究課題名 PPCPｓ（Pharmaceutical and Personal Care Products）等化学物質実態調査 

担 当 環境科学部 主査専門研究員 伊藤 朋子、主任専門研究員 佐々木 和明 

１ 目的 

PPCPs について、LC/MS/MS を活用した測定法を開発し、本県の河川࣭海域等の水質⃰度を測定す

ることで、環境ởᰁ≧ἣをᢕᥱしよ࠺とするものである。今年度は、環境┬化Ꮫ物質環境実ែ調査で、環

境水中のチアベンダࢰール、ピリメタニル及びアࢰキシストロビンの分析法を開発した。また、㧗ཎ性

鳥インフルエンザ発⏕時の㜵ᥐ置に関㐃し、環境へのᙳ㡪をᢕᥱすることとなっている陽イオン界面活

性剤（CS）について、昨年度に引き続き検討を⾜ったࠕスクリーニング測定（JIS改良法）とLC/MS/MS

による確認試験の検討ࠖの2㡯┠について報࿌する。 

２ 分析方法の概要と測定結果 

2-1 環境水中のチアベンダࢰール、ピリメタニル及びアࢰキシストロビンの分析法開発 

環境水中にᏑᅾするチアベンダࢰール（TBZ）ޔアࢰキシストロビン（Az)及びピリメタニル（Py）(用㏵：

㜵࢝ビ剤)を、LC/MS/MSで定量する方法を検討した。なお、Azの光分ゎ物である(Z )-アࢰキシストロビン(z-Az)

について、プレ࢝ーサー୪びにプロダクトイオンがAzと同୍であったため、࢝ラム分㞳を検討し、同時分析

を⾜った。 

[方法] 水質試料にサロࢤート物質を添加後、ᅛ┦࢝ートリッジに通水しメタノールで溶出する。溶出液を精製

水で定ᐜしたものを試験液とし、LC/MS/MS-SRMで測定する。分析フローを図1、装置᮲௳を表1に示す。 

[結果] 本法の検出下限್（MDL）は、TBZ 0.40 ng/L、Az 0.75 ng/L、z-Az 0.31 ng/L Py 0.17 ng/Lであった。

また、水質試料（河川水、海水）を用いた添加回収試験による回収率は、すての物質が96～108％(サロࢤー

ト回収率89～94%)の⠊ᅖであった。MDL⟬出時のクロマトグラムを図2に示す。なお、岩手県内の河川水（㇏

ἑ川）୪びに海域（ᗈ⏣‴）を本法により測定した結果はすてMDL未満であった。 

図1 分析フロー 図2 MDL試料のクロマトグラム 

表１ 装置条件 

[LC条件] 

使用機種：Agilent 1200  

カラム：Agilent製Poloshell   150 mm × 2.1 mm, 2.7 μm 

移動相：A：精製水、B：0.1%ぎ酸添加アセトニトリル  

0 min A:B=90:10 

0→9 min A:90→30,B:10→70 linear gradient 

9→14 min A:B=30:70 

14→14.01 min A:30→10, B=70→90 

14.01→16.5=10:90 

16.51→22 min A:B=90:10 

カラム流量：0.2 mL/min 

カラム温度：40°C 

試料注入量：5 μL 

[MS᮲௳]  

用ᶵ✀：Agilent 6460 Jet Stream  

イオン化法：ESI-Positive（イオンࢯース Agilent Jet Stream）
測定モード：SRM 

フラグメンター㟁ᅽ：TBZ、TBZ-d4 140V、 その他120V 

コリジࣙン㟁ᅽ：TBZ、TBZ-d4  ( 37eV)、Py( 24eV)、Py-d5  

( 40eV)、Az、z-Az、Az-d4  ( 20eV) 

モニターイオン：TBZ:（定量用）m/z 202.0㸼131.0（確認用）
m/z 202.0㸼174.9、：TBZ-d4 :（定量用）m/z 206.1㸼134.9

（確認用）m/z 206.1㸼178.9、Py :（定量用）m/z 200.1㸼107.1:

（確認用）m/z 200.1㸼167.9、Py-d5:（定量用）m/z 205.2㸼185.1

（確認用）m/z 205.2㸼81.0、Az、z-Az:（定量用）m/z 404.1

㸼372.0:（確認用）m/z 404.1㸼344.1、Az-d4 :（定量用）m/z 

408.1㸼376.0:（確認用）m/z 408.1㸼348.1 

TBZ-d4

Az-d 

試料 ᅛ┦ᢳ出 洗浄 ⬺水 

溶出 ⃰⦰ 定ᐜ LC/MS/MS 

100 mL   Oasis HLB plus  Pure water   centrifuge 
10 mL/min  20mL   3000rpm 10min 

Methanol  N2 gas   Pure water SRM ESI Positive 
 6 mL   5 mL   to 10mL  

Surrogate 

(TBZ-d4 and Py-d5 5.0 ng ,Az-d4 1.0 ng) 

TBZ 
Py 

z-Az 
Az 

TBZ-d

4

Py-d

5

Az-d4
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 2-2 陽イオン界面活性剤（CS）調査結果 

 2-2-1 スクリーニング結果 

昨年度検討したJIS K 0102 2013年度版付属書（参考）補

足の改良法（図2-1）を用いて県内5地点のCS測定を実施し

た。結果を表 2 に示す。この結果は、JIS 法（オレンジⅡ吸

光光度法）に準じて、CSをテトラデシルジメチルベンジルア

ンモニウムクロリドとして表わしたものである。 

また岩手県鳥インフルエンザ対応マニュアルに消毒剤と指

定されているモノ、ビス（塩化トリメチルアンモニウムメチ

レン）〕アルキルトルエン（ 製品名:パコマ ）についての添

加回収（ 2 ppm ）を同時に実施したところ回収率は、98.2

～104.4％（n=3）と良好であった。今後も本法における検出

下限の低減化、パコマ以外の消毒剤製品等についての本法の

適用等引き続き検討していく方針である。 

 2-2-2 成分分析結果 

  2-2-1において、いくつかの地点で陽イオン界面活性剤が検  

出されたことから、検出成分がパコマであるか確認するた 

め、LC/MS/MS-SRM（ESI positive）による成分分析を実 

施した。なお、今回の測定では、パコマの主成分である、モ 

ノ、ビス（塩化トリメチルアンモニウムメチレン）〕アルキ 

ルトルエンのほか、パコマと同じく、畜産関係の消毒剤とし 

て用いられるアストップの成分である塩化ジデシルジメチ 

ルアンモニウムを対象とした。サンプルブラ 

ンク、標準液及び代表的な環境試料のクロマ 

トグラムを図4に示す。大向橋ではアストッ 

プ、報国橋ではパコマのモノ体とアストップ 

の成分が検出された。なお、アストップは装 

置への吸着が強く、サンプルブランクからも 

微量ながらピークが検出された。 

㸱 ࡲとࡵ 
LC/MS/MSによる環境水中のTBZ,PY,Az  

の分析法開発では、全ての物質について1.0  
ng/L オーダーの測定が可能となったほか、本 
法による県内河川及び海域の水質測定では、 
全ての地点でMDL未満となった。 
陽イオン界面活性剤の測定では、JIS改良 

法による測定で陽イオン界面活性剤が検出さ 
れた地点において、パコマだけでなく、アス 
トップその他の成分が検出されると考えられ 
る地点もあった。今後は、JIS改良法による  
スクリーニング測定と、LC/MS/MSによる確 

認試験について、さらに検討を進めたいと考 
えている。 

 
試料250ml（pH7に調整） 

↓ 
WAX通液（WAX：ﾒﾀﾉｰﾙ 10mlと水10mlでｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ） 

↓ 
10ml 精製水で洗浄 

↓ 
メタノール5ｍLで溶出 

↓ 
窒素気流下で乾燥 

↓ 
3ml 酢酸-酢酸ﾅﾄﾘｳﾑ+0.3g 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ+2.5ml ｵﾚﾝｼﾞ 2 溶

液を加え混合する 

↓ 
2.5ml ｸﾛﾛﾎﾙﾑを加え、4分間激しく振り混ぜ、放置 

↓                          

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ層をポリ製遠沈管に移す       2回 

↓ 
ｸﾛﾛﾎﾙﾑで5mlにする 

↓ 
0.6g 硫酸ﾅﾄﾘｳﾑを加えて振り混ぜ、水分を除く 

↓ 
波長485nmで測定 

 
図3 分析フロー 

 

 
 
 
 
 
 
 

表2 ┴ෆἙᕝ調査結果 

ｻﾝﾌﾟﾙ名
2018.12.16

試料濃度
（ｍｇ/L)

報国橋 0.024
大向橋 0.035
岩谷橋 0.038
芋田橋 ＜0.02
南大橋 ＜0.02

ｱｽﾄｯﾌﾟ

ｱｽﾄｯﾌﾟ

ｱｽﾄｯﾌﾟ

ｱｽﾄｯﾌﾟ

ﾊﾟｺﾏ(ﾓﾉ)

ﾊﾟｺﾏ(ﾓﾉ)

ﾊﾟｺﾏ(ﾋﾞｽ)

図4 LC/MS/MSࡿࡼ成分分析のクロマトグラム 

大向橋 

報国橋 

標準液(10ng/mL) 

sampleblank 
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研究成果報告書（８） 
研究課題名 化審法関連物質の排出源及び動態の解明 
担 当 環境科学部 上席専門研究員 岩渕勝己 

１ 目的

昨年度までの研究成果として、環境水レベルの濃度の PFOS 及び PFOA をパッシブサンプラーの 1 つである

POCIS（Polar organic chemical integrative sampler）でサンプリングして濃度を算出することが可能であり、水温と

Rsの間に相関があることも確認できたことから、フィールドへ展開させていくための基礎データとして、今年度

は、環境水への適用可能性、またPFOS、PFOA以外のPFAA への適用可能性を確認することを目的とした。

２ 方法

【ターゲット物質】PFAA15種類（カルボン酸系（PFCA）：
CXA（Xは炭素数）、スルホン酸系（PFSA）：CXSと表記）。

【試験方法】昨年度までに検討した条件でPOCISを作成し

た（membrane filter：PALL社製（材質：PES）、固相（Solid 

Phase；SP）：Waters社製 Oasis WAX（POCIS1つに200mg

使用））。環境水（下水処理施設からの放流水が多く入る

地点の河川水）を1 Lビーカー5個に入れ、またブランク用に 1個のビーカーに超純水を入れ、POCISを浸漬し

た（Fig. 1）。20℃の恒温槽で一定時間（1、3、6、9、14日

間）放置後に、SPに吸着したPFOA・PFOS量及び水溶液濃

度を測定してサンプリングレート（Rs）を算出した。

【サンプリングレートの算出】POCISによるサンプリングでは、一般に以下の関係が成立する。

𝐶𝐶𝑤𝑤 = 𝑀𝑀𝑠𝑠
𝑅𝑅𝑠𝑠 ∙ 𝑡𝑡

Ms/Cw = CFtとおくと、CFt= Rs・tとなり、CFtは tの関数となる。Ms/Cwと tの散布図から得られた回帰直線の傾

きがRsとなることから、測定結果から直線回帰し、Rsを算出した。

３ 結果と考察

（1）各PFAAのCFt

 実際の環境水の水温を想定して 20℃で試験し、得られたMs 、Cw から算出したCFtをTable 1に示す。環境水

からは、PFCA はC5A～C11A、PFSA はC4S、C6S、C8S が検出され、また、固相からも同様に検出されたこと

から、CFt が算出可能であった。C11A については、環境水からは検出されていたものの、1、3、6 日目の固相

からは検出されず、その間の CFt は 0 となった。一方、C12A～C14A と C7S、C10S については、環境水から検

出されず、CFt は算出できなかった。

PFCA のC12A～C14A、PFSA のC7S、C10Sは、環境水中にほとんど存在していなかったため、POCISにも吸

着されなかった。長鎖のPFAA は短鎖のものよりも疎水性が高いことから、溶存体ではほとんど存在しないもの

と考えられる。C7SはC8Sよりも炭素数が少ないことから、疎水性はC8Sよりも低いと考えられるため、環境水

中に溶存体として存在していれば、POCISによる吸着は可能であると推察される。このことから、本研究で適用

したPOCISの条件であれば、C5A～C10A、C4S～C8Sの環境水中の濃度を把握することが可能であると考えられ

た。

Fig. 1 実験装置

( Cw∶water concentration (ng/L ), Ms ∶mass of adsorption (ng), Rs :sampling rate (L/day ), t :time (day ) )
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7DEOH 1 各PFAAのCFt

PFCA

t C5A C6A C7A C8A C9A C10A C11A C12A C13A C14A
0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
1 0.18 0.34 0.25 0.25 0.16 0.13 0 - - -
3 0.44 0.66 0.74 0.93 0.62 0.44 0 - - -
6 1.07 1.1 1.1 1.4 1.1 0.85 0 - - -
9 1.94 2.2 3.5 2.7 3.6 1.5 1.2 - - -

PFSA

t C4S C6S C7S C8S C10S
0 0 0 - 0 -
1 0.24 0.17 - 0.08 -
3 0.52 0.75 - 0.45 -
6 1.0 1.1 - 1.1 -
9 1.9 3.3 - 2.0 -

（2）各PFAAのRs

各PFAAのCFtと⤒㐣日数 tについて、その回帰直線（線ᙧ回帰）からRsをồめた。t = 0 (day) 以外で環境水

及び固相から検出し、CFtを算出することのできたC5A～C10AとC4S、C6S、C8Sについて検討した。各PFAA

のCFtと⤒㐣日数 tの関係はFig. 2のとおりである。また、本試験から得られたRs（= 回帰係数）、Ỵ定係数（R2）

及びP್をTable 2に示す。

Table 2 本試験から得られたRs、R2、P್

C5A C6A C7A C8A C9A C10A C4S C6S C8S

Rs（㸻回帰係数） 0.21 0.23 0.35 0.28 0.36 0.16 0.20 0.34 0.22

R2 0.980 0.961 0.877 0.975 0.865 0.993 0.976 0.893 0.980

P್ 0.00002 0.0001 0.002 0.00004 0.003 0.000002 0.00003 0.001 0.00002

Fig. � 各PFAAのCFtと⤒㐣日数 tの関係
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各 PFAA の CFtと⤒㐣日数 t の線ᙧ回帰のỴ定係数は、0.87～0.99 ⛬度であった。また相関係数の検定を⾜っ

たとこࢁすてにおいて᭷ព（1 %水‽）であり、高い相関性があることが確認された。回帰直線の傾きから、

各PFAAのサンプリングレートRsをồめたとこࢁ、C5A が0.21 、C6Aが0.23 、C7A が0.35 、C8Aが0.28 、

C9A が0.36 、C10Aが0.16 、C4Sが0.20 、C6Sが0.34 、C8Sが0.22 ⛬度であることが᫂らかとなった。

㸲 ᚋの研究方ྥ➼

 これまでのラボでの試験において、POCISによる௦表的なPFAAであるPFOS（C8S）とPFOA（C8A）の濃度

の把握は可能であることが確認されていたが、今年度の試験においてC8S、C8Aࡅࡔでなく、さらに環境水中に

おいて適用⠊ᅖをᗈࡆられることが᫂らかとなった。今後は、河川➼実際のフィールドにおいて試験を⾜い、᥇

水してศᯒした結果とPOCISでサンプリングしてศᯒした結果をẚ㍑し、フィールドにおࡅるパッシブサンプラ

ーの᭷用性を実ドしていくこととする。
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研究成果報告書（９） 

研究課題名 「重要な絶滅危惧植物を存続させるための技術開発に関する研究」 

担   当 地球科学部 上席専門研究員  小山田智彰 

１ 目的 

絶滅の危険性が極めて高い植物、特に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（「種の保存

法」）」の指定を受けている絶滅危惧植物を対象に、自生個体を存続させるための手法と苗生産を行うための技術

の開発を行う。また、国や他機関からの絶滅危惧植物の保全に対する要請や指導依頼に対応し、研究によって培

われた技術により国内屈指の技術支援実績を積み重ねて行き、希少野生植物の保護に資する。 

 

【研究対象絶滅危惧植物】 

・岩手県に自生する「種の保存法」指定植物：アツモリソウ【研究分類①】 

・国から要請を受けた「種の保存法」指定植物：チョウセンキバナアツモリソウ【研究分類②】 

 

 

２ 実施内容 

（1）自生地の調査及び周辺環境の状況確認、保護対策への取り組み、先進地の活動状況についての調査を行う。 

（2）種を存続させるための科学的な技術開発とその活用の評価を行う。 

（3）国、県、市町村等の依頼に対応した技術指導を行う。（地域資源の活用等を含む） 

 

 

３ 成果 

（1）アツモリソウについては、開発に伴うアツモリソウの保護措置と野生株の移植に成功した。さらに国への許

可申請を行った後に採種・発芽試験に取り組み、フラスコ内での発芽まで到達するなど成果が得られている。

（「種の保存法」施行以来、野生株の移植実施と成功の報告は初めてとなり、平成31年3月に原著論文を投稿）

【研究分類①】 

（2）チョウセンキバナアツモリソウは、環境省から保存種子を受けて発芽試験に取り組み、種子の発芽・育成と

野外栽培を開始するまでの成果が得られている。（国内において成功の前例なし）【研究分類②】 

 

 

○学会（口頭発表） 

第19回自然環境復元学会全国大会（口頭発表1題） 

・生息域外保全を目的にしたチョウセンキバナアツモリソウの苗生産－H27 年環境省採種・新宿御苑保存種子

の発芽- 

 

 

４ 今後の取り組み 
（1）希少植物の絶滅回避に有効な技術を継続して開発する。 

（2）「種の保存法」指定植物の生息域外保全に有効な技術を継続して開発する。 

（3）地域資源の活用に関する技術を継続して開発する。 

（4）国、地方公共団体等からの希少野生植物の保護に対する依頼に応じて技術指導を行う。 

（5）研究成果の各種発表と学会発表を進める。 
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№ 掲載書誌名刊号頁 年月日 カテゴリー タイトル名

1
◆環境省東北地方環境事務所報告
◆環境省新宿御苑管理事務所報告

 2018/10/3
  2018/10/10

発表 チョウセンキバナアツモリソウ保存種子の発芽

2 やまくさ69   2018/11/15 報文 アツモリソウ花酵母の増殖

3 ●第19回自然環境復元学会研究発表会要旨  2019/2/15 発表
生息域外保全を目的にしたチョウセンキバナアツモリソウの苗生産
－H27年環境省採種・新宿御苑保存種子の発芽-

4 自然環境研究センター訪問・講演  2019/2/16 講演 アツモリソウ-生息域内保全と域外保全の実際-

16

保存種子と栽培試験地種子
発芽開始日の比較
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研究成果報告書（１０） 
研究課題名 ツキノワグマの個体群動態と将来予測手法の開発ならびに人里への出没メカニズムの解明 
担 当 地球科学部 専門研究員 鞍懸 重和 
１ 目的 
継続したヘア・トラップ調査の結果を組み入れた，岩手版の個体群動態モデルと将来予測モデルを開発する。

また，ツキノワグマ（以下，クマ）に GPSテレメトリー首輪を装着して詳細な行動圏を把握し，大量出没年時の行

動圏の変化や個体数密度の変化等を観測してクマの人里への出没要因を検討する。 

２ 方法 
本年度はクマにGPSテレメトリー首輪を装着し，行動圏を把握することとともに，出没が多くなる 7月，8月前

後の餌資源の季節変化を調査した。 

岩手大学御明神演習林内に 2基のドラム缶ワナを 5月下旬に，もう 2基を 9月上旬に設置した。各ドラム缶ワ

ナの周囲に遠隔監視装置1機を設置した。（ISE社製，ほかぱと）エサはハチミツを利用し交換は週に1回行った。

捕獲が確認された場合には，不動化し，各部形態を測定した後，体毛 60本，血液 20cc及び歯 1本を採取し，GPS

テレメトリー首輪（Followit社製 TellusGPS）を装着して放獣した。GPSテレメトリーの測位間隔について，5～8

月は1時間に1点，9～11月は 2時間に1点，12月～4月は24時間に1点に設定した。捕獲した個体から得られた

6月から 11月までの 2時間おきの測位点から，可変カーネル法により 50％行動圏及び 95％行動圏を算出した。ま

た，半径 50ｍの円内で連続して 3点以上測位した地点を集中利用地点として，6月 15日から 10月 15日までに確

認された集中利用地点の中の 111地点について，2週間以内に現地踏査し，確認された痕跡を記録した。 

３ 結果・考察 
 5月 29日に推定年齢 1.5才メス 1個体（F1801），5月 31日に推定年齢 2.5才メス 1個体（F1703），6月 16

日に推定年齢 3～4才オス 1個体（M1801），6月 26日に推定年齢 2～3才オス 1個体（M1802），10月 21日に

推定年齢 5才以上のオス 1個体（M1803）の計 5個体を捕獲した。7月以前に捕獲された 4頭の 50％行動圏及

び 95％行動圏面積は，F1801で 4.0㎢と 24.8㎢，F1703で 17.8㎢と 151.8㎢（図1），M1801で 55.6㎢と 4223.1

㎢，M1802で 132.5㎢と 665.9㎢であっ

た（図 2）。 

 いずれの個体も 6～8月に 400ｍ未満

の低標高帯に滞在し，9月上旬から 400

ｍ以上の標高帯に移動した。また行動圏

はメスよりもオスが広い傾向にあり，移

動距離も長い傾向にあった。 

図1 メス2個体のGPSの測位点と行動圏 
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痕跡調査では，6月中旬から 8月中旬はಽᮌ，クマハࢠ及びࣖマグワの痕跡出現⋡が高かったが，8月中旬

以㝆はಽᮌとࣖマグワの痕跡出現⋡が下がり，௦ࢃってクリ，ミࢬキ及びオࢽグルミの痕跡出現㢖度が高く

なった。 

これらのことから，クマが 8 月中旬

まではࣖマグワ，サクラ㢮及びアリを

利用していたのにᑐし，9月上旬からオ

，キ等のሀ果ࢬグルミ，クリ及びミࢽ

液果㢮に餌資源がࣇࢩトし，ࡑれにと

もない 400ｍ以上の標高帯に移動した

ものと推ᐹされた。 

2010年のᅜⓗなツキノワグマの大

量出没時には，11月まで集ⴠ周㎶に滞

在したもあり，人里への大量出没

のメカࢬࢽムをゎ明する上で，ኟ季ࡔ

でなく⛅季の季節移動の要因を検討ࡅ

するᚲ要があるたࡵ，後も出没前後の

クマの餌資源の利用≧ἣのモࢱࢽリࣥ

グを継続していくことがᚲ要である。 

㸲 ᚋの研究方ྥ➼ 
ḟ年度もヘア・トラップ調査を継続し

てモデル地ᇦの個体数密度を推定し，⤒年

変化をモࢱࢽリࣥグする。クマの行動圏調

査については，᪂たな個体に㹅㹎㹑を装着

する予定である。ࡑして᪂しい行動ゎᯒ法

を用いて個体の移動やά動中の滞在，ఇᜥ

中の滞在で行動༊ศにおࡅる᳜⏕利用の

┦㐪や，季節による≉ᛶについて詳細に検

討する。 

図2 オス2個体のGPSの測位点と行動圏 

図3 痕跡✀㢮ู出現⋡の推移 
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研究成果報告書（１１） 
研究課題名 イヌワシの生息数維持に向けた保全生態学的研究 
担   当 地球科学部 上席専門研究員  前田 琢 
１ 目的 
 岩手県内に生息するイヌワシは、これまでに 35つがいが確認されている一方、2002年以降は消失したつがい

も確認され、その数は6つがいに増えている。消失つがいが現れてきた背景には、長年続く繁殖成功率の低迷が

あると推測される。イヌワシの生息数を今後安定的に維持していくためには、繁殖率の向上に寄与する保全方法

を明らかにすることが重要となる。 

 岩手県内のイヌワシの生息状況や生態的特性は、これまでの研究によって詳しい解明が進められてきたが、個

体の移動分散、遺伝的特性、生存率など、今後の生息動向を予測するうえで必要となる事項には、未解明な点も

少なくない。また、つがいごとに異なる繁殖成績や営巣場所の選択についても、地形や土地利用、植生、気象要

因等を考慮した多角的な分析を行なう必要がある。本研究では、このような課題に取り組むことを通じて、岩手

県のイヌワシの生息数を維持していくために必要な保全手法を明らかにし、提言を行なうことを目的とする。 

30年度（2018年）に調査研究を行なった項目は以下のとおりである： ①県内に生息するつがいの動向および

繁殖状況の調査、②個体識別による移動分散調査、③羽根等を利用した遺伝子解析（京都大学野生動物研究セン

ターとの共同研究）、④生息環境特性を考慮した繁殖成績の分析（横浜国立大学との共同研究）。 

 

２ 方法 
① 県内で確認されている全つがいを対象に、繁殖期全般にわたる行動、巣の状態、ひなの生育状況等を調査し、

繁殖経過を明らかにした。また、これまでに生息が確認されていない地域で、新たなつがいや営巣地を発見する

ための探索調査を実施した。調査したつがいは可能な限り個体識別を行ない、個体の入れ替わり等も明らかにし

た。 

② 県内外で観察されたイヌワシを写真撮影するとともに、各地の観察者が撮影した個体の映像も収集、整理し、

特徴の比較を行なった。そして、同一個体を判別することにより、個体の移動分散の状況を明らかにした。 

③ イヌワシの巣の周辺や採餌場所から、脱落した羽根、ペレット、卵殻、糞といった試料を採集するとともに、

剥製標本や飼育個体などからも試料を収集した。得られた試料から DNAを抽出し、核 DNAのマイクロサテライト

およびミトコンドリア DNAのコントロール領域（CR）や擬似コントロール領域（ΨCR）等について、多様性やハ

プロタイプの解析を行なった。マイクロサテライトの分析にあたっては、既存のマーカーに加え、独自に開発し

たイヌワシ専用のマーカーも用いた。特定の1個体については、全ゲノム解析を行なった。また、個体群存続可

能性分析（PVA）を用いて、遺伝的多様性を考慮した飼育個体群の個体数推移を予測した。 

④ 岩手県内で2002年以降使用されている 77巣について、JAXA衛星写真判別データや国土数値情報を利用して、

巣の周辺の環境条件（標高、傾斜、土地利用、植生など）を1km四方スケールで集計し、繁殖成績（2002～18年

の巣立ち数）との関係を分析した。 

 

３ 結果 
① 2018年には県全体で28つがいの生息が確認され、このうち14つがいで抱卵、8つがいで育雛、3つがいでひ

なの巣立ちが観察された。繁殖成功率は 10.7％であり、過去10年間の平均16％を下回る結果となった。新たな

つがいや営巣場所の発見はなかった。45～57日齢で死亡が確認されたひな 1羽を回収し、解剖検査を行なったと

ころ、低栄養状態であったことや、出血性腸炎、吸虫の寄生が確認された。 
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② 同一個体であることが確認できた個体映像が新たに」数得られ、なかでも2016年に岩手⏫で巣立ちした可能

性の高いⱝ㫽が、⣙91࢟ロ㞳れたఫ⏣⏫や一関ᕷで確認され、一関ᕷでは既存の個体とつがいになる事を得

ることができた。また、㔩▼ᕷに生息する成㫽㞝個体が、⣙ ロ㞳れた㐲野ᕷに出現していたことも明らかに࢟17

なった。 

③ イヌワシから得られた全ゲノム情報にᇶ࡙いて、᭷ຠ集ᅋサイࢬのṔྐ的ኚ㑄について解析を行なったとこ

ろ、࣍ࢽンイヌワシの♽ඛ✀は⡿の♽ඛ✀から⣙110年๓にள✀分したことが♧၀されたか、10年๓

に᭷ຠ集ᅋサイࢬがᛴ⃭に増加していたことが推定された。個体群存続可能性分析（PVA）では、3つがいのࡳが

繁殖を続ࡅている現ᅾの飼育個体群は、100年後に遺伝的多様性の 25.6％が失われ、156年目までに⤯⁛すると

予された。 

④ 標高、傾斜、土地利用、植生などに関する 47要因を用いて、繁殖成績を目的ኚ数とした回ᖐࣔデルをస成し

た結果、標高が低く、傾斜がᛴᓧな営巣地ど、繁殖成績が᭷ពに高い傾向がࡳられた。一方、土地利用や植生

に関する要因は、とࢇどがࣔデルに寄与しなかった。営巣地を岩Ჴ（53か所）とᶞ上（24か所）に分ࡅた場ྜ

にも、同様に᭷ពな関係がࡳられたが、関係がよりᙉく現れることはなかった。 

 

㸲 ᚋの研究方向➼ 
（1）各営巣地において繁殖状況のᢕᥱや失ᩋཎ因の解明を進めるとともに、未確認つがいや消失つがいが♧၀さ

れる地域を୰ᚰに、ᘬき続き情報収集や探索調査を行なう。 

（2）イヌワシの採餌にዲ㐺な環境を、衛星写真から独自に抽出してGISを用いて数値し、の要因とともにつ

がい間にࡳられる繁殖成績の解明にά用する。 

（3）個体の映像収集をಁ進し、ᚑ᮶の▱見にない移動分散の実態を明らかにする。 

（4）イヌワシ専用のDNAマーカーを㏣加開発し、個体識別や㏆ぶ度の解析方法について検ウする。また、ƫ 能遺

伝子の存ᅾについても検ウし、個体の㐺ᛂ能ຊなどのホ౯を目ᣦす。 

（5）個体࣋ースࣔデルによるシミࣗレーシࣙン等を用いて、さまࡊまな条件下でのイヌワシの存続可能性につい

て検ウする。 
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研究成果報告書（１２） 
研究課題名 五葉山地域に生息するニホンジカの個体数推定 
担   当 地球科学部 専門研究員 鞍懸重和 
１ 目的 
岩手県では，ニホンジカに対する様々なモニタリング調査を実施して保護管理計画を運用してきた。しかし急

激な分布の拡大，里周辺に生息する二ホンジカの個体の増加など，従来までの個体数推定法では正確な生息状況

並びに将来予測が不可能になっている。そこで本研究では個々の事業で蓄積されたデータを用いて，ヘリコプタ

ー調査に代わる五葉山地域の個体数推定法を確立することを目的とした。 

２ 方法 
 現在，糞塊密度調査結果による Harvest-based modelを用いる個体数推定法を検討しているが，本手法による

個体数推定では，推定期間内に分布拡大期等の生息状況が異なる地域が存在する場合，地域を分離し評価するモ

デルが必要となる。そこで今年度は，推定対象地域を分け，個体数密度指標に用いる糞塊密度を地域ごとに比較

し，データの傾向を把握した。 

糞塊密度調査は5km×5kmメッシュを調査単位とし，調査メッシュ内の主要な尾根上に 2～3kmの踏査線を設定

した。調査線の左右 1m，計2mの幅内の10粒以上の糞塊数を記録し，糞塊密度は踏査距離 1kmあたりの糞塊数と

した。地域は五葉山を中心とした周囲 25メッシュを五葉山周辺地域，北上川東側と閉伊川南側に囲まれたメッシ

ュから五葉山周辺地域を除いたものを北上南部地域，そしてそれ以外のメッシュを北上北部とし，2006 年及び

2018年の糞塊密度を地域ごとに Steel-Dwass検定により比較した。 

３ 結果・考察 

 2006年の五葉山周辺地域，北上南部地域及び北上北部地域における糞塊密度の平均値は，それぞれ58.4個/km，

15.0個/km及び 4.5個/kmであり，五葉山周辺地域の糞塊密度は，北上北南部地域及び北上北部地域より有意に

多かった（図1）。一方2018年の五葉山周辺地域，北上南部地域及び北上北部地域における糞塊密度の平均値は，

それぞれ 48.4個/km，44.1個/km及び10.7個/kmであり，五葉山周辺地域及び北上北南部地域における糞塊密度

は北上北部地域より有意に多かった（図2）。これは，地域により糞塊密度に差があり，その傾向として狭い地域

で継続的に高い捕獲圧を維持してきた五葉山周辺地域に対し，広域な北上南部地域においては捕獲圧が低く，2006

年時よりも個体数密度が高まっていることが考えられた。 

４ 今後の研究方向等 

岩手県では過去にシカの歯，腎臓を収集していたことから，齢別の栄養状態と自然増加率の関係を明らかにし，

個体数推定モデルに導入可能かを検討する。 

糞
塊
密
度
（
個

/k
m）

五葉山周辺地域 北上南部地域 北上北部地域

a

b b

 

     

 

a a

b

五葉山周辺地域 北上南部地域 北上北部地域

糞
塊
密
度
（
個
/k
m）

図1 2006年の地域ごとの糞塊密度 図2 2018年の地域ごとの糞塊密度 
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研究成果報告書（１３） 
研究課題名 酸性雨による環境影響の総合的評価（広域連携事業） 

担   当 地球科学部 菊池一馬、中村隆 
１ 目的 
酸性雨の原因物質となる大気中のガス成分及びエアロゾル成分の濃度をモニタリングし、組成の変化を気象

条件等に注目し解析することで、本県における酸性雨の実態把握に資する。 

全国環境研協議会酸性雨広域大気汚染調査研究部会第6次酸性雨全国調査（以下、「全環研調査」という。）

に参加することで、分析技術の向上に資するとともに、広域的な大気汚染の実態把握に資する。 

２ 方法 
  調査地点は盛岡市の１地点とし、当センターの屋上にて、原則２週間単位のサンプリングを通年連続で行っ

た。調査期間は2018年４月２日から 2019年４月１日までとし、サンプリングは全26回行った。 

サンプリング装置の概要を図１に示す。サンプリング装置は、全環研調査要領に基づくフィルターパック法

とした。これは、異なる性質のフィルターを連続設置し、ポンプで吸引することで大気中のガス成分及びエア

ロゾル成分をそれぞれのフィルターに捕集する方法である。捕集後のフィルターはそれぞれ水＋超音波等で成

分を抽出し、イオンクロマトグラフ法により分析を行った。 

本年度はフィルターパック法による通年調査の初年度であり、当センターにおけるサンプリングの正確さを

検証する必要があることから、測定結果の評価を行った。評価項目は、F0におけるイオンの総量、F0における

イオンバランス、全フィルターの Cl/Na比、全フィルターの Mg/Na比とした。F0におけるイオンの総量及び F0

におけるイオンバランスは、全環研調査要領に定められる基準値を用いて判定した。Cl/Na比及びMg/Na比は、

調査地点で同時並行して行った降水及び降下物のバルク採取により、通年、概ね海塩組成比に近い測定結果が

得られたていることから、海塩組成比を目安に判定した。 

３ 結果 
（１）各成分の濃度推移 

2018年度における各成分の形態別濃度推移を図２～図９にそれぞれ示す。硫黄酸化物成分及びアンモニア成

分については、ガスとしての存在割合が大きかった。窒素酸化物成分は、ガス、微小粒子及び粗大粒子のいず

れにも存在しており、いずれかの形態が常に多いということはなかった。海塩起源成分であるナトリウムイオ

ン、塩化物イオン、カルシウムイオン及びマグネシウムイオンは、いずれも微小粒子よりも粗大粒子に多く存

在していた。植物の燃焼等を起源にもつカリウムイオンは、微小粒子と粗大粒子が同等程度存在していた。 

（２）測定結果の評価 
  F0におけるイオンの総量、F0におけるイオンバランス及び全フィルターの Cl/Na比について測定結果の評価

を行ったところ、いずれの項目も適正であった回は9回、いずれかの項目に不適正があった回は 17回あった。

特に7月～10月は、F0におけるイオンの総量及び全フィルターの Cl/Na比の不適正が多く、リークの可能性が

あった。リークチェックやOリングの交換等により徐々に改善したところ、12月～3月は適正になる回が多く、

9回中6回が適正であった。Mg/Na比は全結果において0.10～0.16であり、降水及び降下物のバルク採取が0.25

程度であるのに対して低い結果となったことから、今後原因を追究していく。 

４ 今後の研究方向等 
大気汚染状況の長期的な推移を把握し、汚染の実態を解明するために、今後もモニタリングを継続する必要

があり、全環研調査にも引き続き参加する。 

今後は、フィルターパック法によるサンプリングを検証しより正確なデータを蓄積していくとともに、各成

分の存在形態の関係性について解析していく。 
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研究成果報告書（１４） 
研究課題名 微小粒子状物質の発生源解明に関する研究 
担   当 地球科学部 菊池一馬、多田敬子、中村隆 
１ 目的 
微小粒子状物質（以下、「PM2.5」という。）は、大気中に浮遊する粒径2.5μm以下の微小粒子であり、人の

健康に影響を及ぼす恐れがあることから環境基準値が設定されている。PM2.5 の削減対策を検討するには、県

内の実態把握に加え発生源の把握等が必要となる。 

本研究では、県内２地点のPM2.5濃度の変動を比較し、成分分析結果をもとに濃度差の原因を考察した。 

２ 方法 
  調査地点は、PM2.5濃度自動測定器が設置されている常時監視局のうちから、PM2.5濃度が比較的高濃度であ

る奥州市水沢局と、比較的低濃度である滝沢市巣子局の２地点とした。調査期間は 2016年度から2018年度ま

での３年間（1095日）とした。 

PM2.5 濃度は、PM2.5 濃度自動測定器の日平均値を集計した。いずれかの地点に欠測等（装置停止、異常な

マイナス濃度及び測定時間20時間未満等）がある日は欠測日とした。データの比較に当たり、経験的に得られ

た値として、両地点の濃度差が 3.0μg/㎥以下のものは差が小さいとみなした。 

水沢局のPM2.5濃度が巣子局よりも高濃度となった期間を「高濃度期間（水沢）」、両地点で同程度の濃度だ

った期間を「同濃度期間」とし、両期間の成分組成を比較した。高濃度期間（水沢）は、水沢局と巣子局のPM2.5

濃度差が3.0μg/㎥を超えた日のうち、巣子局のPM2.5濃度日平均値が 5.0μg/㎥以下の日及びいずれかの地点

に降水があった日を除いた日とした。同濃度期間は、水沢局と巣子局の PM2.5濃度差が 1.0μg/㎥未満であっ

た日のうち、いずれかの地点に降水があった日を除いた日とした。 

  PM2.5成分分析は、四半期ごとに 1日単位の採取を14日間連続して実施した。試料採取装置はPM2.5用ロー

ボリウムサンプラー（Thermo製FRM2025）を１地点につき２台ずつ用い、PTFEフィルター及び石英繊維フィル

ターにより採取を行った。測定項目は、PM2.5 質量濃度、炭素成分、イオン成分、無機元素成分であり、測定

方法はいずれも「大気中微小粒子状物質（PM2.5）成分測定マニュアル」（環境省）に基づく方法によった。い

ずれかの成分に欠測があった日は欠測日とし、検出下限値未満は集計対象から除外した。 

３ 結果・考察 
（１）水沢局及び巣子局のPM2.5濃度 

  2016年度から 2018年度までの水沢局及び巣子局における PM2.5濃度及び両地点の濃度差の変動をそれぞれ

図１、図2、図3に示す。両地点の PM2.5濃度の変動は全期間で強く一致しており、PM2.5濃度の変動は広域汚

染の影響を強く受けていることが推察された。また、水沢局と巣子局の PM2.5濃度の差について、水沢局の方

が高濃度の日が229日、巣子局の方が高濃度の日が41日、差が小さい日が722日、欠測日は 103日であり、水

沢局の方が巣子局よりも高濃度となる日が起こりやすいことが分かった。 

（２）水沢局及び巣子局のPM2.5成分組成 

高濃度期間（水沢）及び同濃度期間における各地点の平均成分組成（イオン成分及び炭素成分）を図 4に、

各期間における各地点の無機元素成分の平均濃度を表１に示す。成分組成はいずれの期間及び地点においても、

OC（有機炭素）、硫酸イオン、EC（元素状炭素）及びアンモニウムイオン（以下、「主要成分」という。）が大部

分を占め、主要成分の組成比に大きな違いは見られなかった。 

  一方、無機元素成分濃度は成分ごとに異なる傾向が見られ、両期間で水沢局の方が高濃度となる成分（グル

ープⅠ）、高濃度期間（水沢）で水沢局の方が高濃度となる成分（グループⅡ）、両期間で概ね同程度の濃度と

なる成分（グループⅢ）に分類できた。このことから、無機元素成分については複数の異なる発生源が存在し
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ており、その一部は主要成分とは異なる経㊰で⛣ὶしていることが示၀された。 

４ ᚋの研究方ྥ➼ 
3年間の調査期間を⤊えたことからᚋは調査地点を変᭦し、ᘬき続きデータの✚及びゎ析によって PM2.5

の削減施策⧅がる研究を㐍めていく。ලయ的には、成分組成をより⣽分さࡏるため水⁐ᛶ有機炭素等の測

定を行うか、無機元素成分と主要成分等の㛵ಀᛶの⤫計的なゎ析等を行う。また、Ⅱᆺඹ同研究におけるά

動を㏻ࡌて、ඛ㐍の▱見を得るとともに広域的汚染要因のゎ᫂ࡆ⧄ていく。 

 

 

 

Na Al K Ca V Zn Pb

水沢局 179.0 32.5 185.9 34.2 1.6 25.5 3.6
巣子局 114.9 28.8 141.2 16.2 0.9 10.2 2.8
水沢局 170.0 37.0 120.8 29.7 1.0 13.8 2.3
巣子局 99.4 27.0 74.6 14.1 0.7 7.8 2.0

Ni As Sb

水沢局 0.80 1.01 0.89
巣子局 0.40 0.75 0.48
水沢局 0.41 0.52 0.32
巣子局 0.41 0.45 0.28

Cr Mn Fe

水沢局 0.52 6.6 46.7
巣子局 0.49 5.4 49.2
水沢局 0.31 3.4 30.4
巣子局 0.27 3.1 31.6

同濃度
期間

グループⅠ

グループⅢ

グループⅡ

高濃度期
間（水沢）
同濃度
期間

高濃度期
間（水沢）
同濃度
期間

高濃度期
間（水沢）

表１　各期間における各地点の無機元素成分の平均濃度

備考
・単位：ng/㎥
・Scは検出下
限値未満が多
いため未掲載
とした。
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研究成果報告書（１５） 
研究課題名 ウイルス媒介性節足動物（ヒトスジシマカ）の生息に関する研究 

担   当 （所属部）地球科学部 （職・氏名）専門研究員 大橋 慶太郎 

１ 目的 
ヒトスジシマカは、ジカ熱やデング熱等のウイルス疾患を媒介する感染症対策上重要な節足動物である。近年、

その生息北限が北上しており、気温の上昇が影響しているといわれている。岩手県内における同蚊の生息分布状

況を明らかにするとともに、生息北限地域における生息条件を検討することにより地球温暖化適応策や感染症予

防対策に資することを目的とする。 
２ 方法 
（１）蚊類の生息状況調査 

蚊類の生息状況調査は平成 30年 6～9月、岩手県盛岡市、釜石市、宮古市、久慈市、大槌町、九戸村の 4市 2

町の延べ12地点で行った。 

調査対象は主に寺院の花生けや手水鉢、屋外に放置された古タイヤなどの人工容器の貯留水とし、生息してい

る蚊の幼虫及び蛹を太口ピペットで採取した。1 調査地点につき１～５人工容器を調査した。採取した蚊の幼虫

を室温で飼育し、羽化させた成虫を、実体顕微鏡下で形態学的に同定した。 

（２）ヒトスジシマカの生息条件の解析 

2010年から2018年までのヒトスジシマカ生息分布調査結果と 1kmメッシュ気温情報等を基に、統計モデリング

手法を用いて岩手県におけるヒトスジシマカ生息リスクマップを作成した。ヒトスジシマカのほぼ生息北限であ

る本県では、越冬卵による繁殖が成立している地域と、越冬はしないが成虫の移入によってシーズン限定で繁殖

している地域があると考えられる。このことから、冬季の平均気温、有効積算温度をパラメータとして検討した。

パラメータ選択は AIC及びAUCを評価基準とした。GISアプリケーションは Gisway light ver.2.2.4、統計計算

アプリケーションはR ver.3.5.1 パッケージglmmMLを用いた。 

３ 結果 
（１）蚊類の生息状況調査 

成虫の羽化が確認された 12地点44人工容器について、計 187頭を同定した。今回採集された蚊の種類はヤマ

トヤブカ、キンイロヤブカ、ヒトスジシマカ、ヤマダシマカ、キンパラナガハシカ及びイエカ類であった。この

うちヤブカ類では、ヤマトヤブカは捕集数が最も多く、調査地域全域において優先種であった。2018年のヒトス

ジシマカは、盛岡市においてのみ確認された。 

（２）ヒトスジシマカの生息条件の解析 

一般化混合線形モデルによる解析の結果、メッシュごとのヒトスジシマカの検出割合は、2017年の解析時と同

様に「2月平均気温」、「人口密度」、「調査年における1月1日から調査日までの10.8℃を閾値とする有効積算温

度」が有意なパラメータとして選択された。ROC解析では、AUC=0.81と本モデルのあてはまりは良好である。2017

年解析時（AUC=0.78）より予測精度が向上した。 

本モデルでは、qiをメッシュごとのヒトスジシマカ生息確率としたとき以下の式で算出される。 

logit(qi)＝−5.0706542＋[2月平均気温]i ×0.5675356＋[人口密度]i ×0.0006602 

＋[調査年における 1月１日から調査日までの 10.8℃を閾値とする有効積算温度]i×0.0019142 

本モデルにより、岩手県内の任意の 3次メッシュ及び任意の日について、生息確率を算出することができる。

また、カットオフ値をTrue Positive Rate=0.80、False Positive Rate=0.30として、任意の日におけるヒトス

ジシマカ生息リスクマップを作成した（図１～４）。 
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ᅗ１�生息ࣜスࢡマࣉࢵ（ᖹ成��ᖺ㸴᭶��᪥⌧ᅾ） 

 
ᅗ２�生息ࣜスࢡマࣉࢵ（ᖹ成��ᖺ㸵᭶��᪥⌧ᅾ） 

 
ᅗ３�生息ࣜスࢡマࣉࢵ（ᖹ成��ᖺ㸶᭶��᪥⌧ᅾ） 

 
ᅗ㸲�生息ࣜスࢡマࣉࢵ（ᖹ成��ᖺ㸷᭶��᪥⌧ᅾ） 

㸲 ᚋの研究方ྥ➼ 
ヒトスジシマカの生息調査及び生息条件の解析は、生息北限地域におけるヒトスジシマカの分布のኚ化や、生

息条件を明らかにするうえで重要である。また、地球温暖化にకう適応策を検討し、感染症予防に㛵する▱ぢを

ᚓるたࡵ、今ᚋとも調査を⥅⥆することがᚲ要である。 
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研究成果報告書（１６） 
研究課題名 糞便からの腸管出血性大腸菌(EHEC)検出法の検討 

担   当 山中拓哉、太田美香子、髙橋幸子、上山昭 
１ 目的 
腸管出血性大腸菌（EHEC）は下痢原性大腸菌のうちベロ毒素（VT）を産生するものである。EHEC感染症は小児

や高齢者を中心に重症化・死亡のリスクがあるため迅速な検査が求められる。当所では、本菌症感染者の早期発

見・治療により感染拡大を防ぐため、保健所からの依頼により患者家族等接触者の検便検査を実施しているが、

本検査の検査件数は年間数百件に及び、本菌を原因とする感染症・食中毒発生時には、一度に大量の検体が搬入

される可能性があることから、検査の効率化が望まれてきた。 

本症の確定診断には、通常、便からの菌分離が必要である。EHECの分離は各O血清群に特徴的な生化学的性状

を指標に行われるが、O157、O26 以外のマイナーな血清型については、生化学的性状に関する情報が充分でない

ため効率的な検査ができないという問題があった。このため我々は、平成25～27年度に実施した研究課題「腸管

出血性大腸菌(EHEC)の検査法に関する研究」において、当所で保管している O157、O26以外の EHEC菌株につい

て選択分離培地上における所見や生化学的性状に関するデータの解析を行った。研究期間中およびその後に解析

を実施した EHECの血清型別菌株数を表１に示す。これにより、血清型O111、O103、O121、O145等について鑑別

に最適な選択分離培地の種類といった、検査法に関する知見を得ることに成功した。 

これを踏まえ、本研究では検査において EHEC陽性であった便検体を対象として選択分離培地における培養所見

等のデータを集積し、菌株の解析により得た知見が便検査において実用可能であるかどうかを検証した。本研究

および前研究で得られた知見を総合的に考察することにより、当所における腸管出血性大腸菌の検査マニュアル

を構築し、より迅速な検査対応を可能にすることが本研究の目的である。 

 

２ 方法 
（１） 平成28～30年度に当所に依頼されEHEC培養検査で陽性となった便検体のうち、O157、O26以外の血清型

のEHECが検出されたものについて選択分離培地での所見を中心に検査データを収集した。 

（２） （１）で収集したデータをもとに、前研究課題ならびにそれ以降に解析を行ったEHEC菌株の性状に関す

る知見が、糞便検体においても有効であるかの検証をおこなった。 

（３） 本研究および前研究で得られた知見を統合し、当所における腸管出血性大腸菌の検査マニュアルを構築

した。 

 
３ 結果 
（１） O111、O103、O145については前研究課題の菌株解析において見出された検査法が糞便検体においても有

効であることを確認した（表２）。O121については研究期間中に検証可能な便検体が得られなかったが、

今後対象となる検体が得られた際には検証を行う予定である。 

（２） O111集団例の便検体を解析することで、糞便検体の状態が EHECの性状（CT感受性）に影響を与えるこ

とを示唆した（平成 29年度保健福祉環境行政セミナー）。 

（３） 本研究および前研究で得られた知見を統合し、血清型O111については既存マニュアルの改良版を作成し、

血清型O103、O121、O145については新規の検査マニュアルを作成した。 
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表１　解析を実施したEHEC176菌株の血清型別内訳*
血清型 菌株数 血清型 菌株数
O111 59 O74 1
O103 35 O91 1
O121 26 O114 1
O145 14 O115 1
O63 4 O126 1
O165 3 O128 1
O1 1 O136 1
O55 1 O169 1
O8 1 OUT 24

*平成31年3月25日現在  
 

表２　各血清型の検査に適した選択分離培地

血清型 培地名
糞便検体に
おける検証

O111
・CT-ソルボースマッコンキー寒天培地
・クロモアガーO157TAM
・クロモアガーSTEC

〇

O103
・CT-ソルボースマッコンキー寒天培地
・クロモアガーSTEC

〇

O121
・CT-ラフィノースマッコンキー寒天培地
・クロモアガーSTEC

未実施

O145
・CT-ソルボースマッコンキー寒天培地
・CT-ラフィノースマッコンキー寒天培地
・クロモアガーSTEC

〇

 
 
㸲 ᚋの研究方ྥ➼ 
平成30年度で研究期間は⤊となったが、今後のᴗົにおいても EHECの検査データを積し、常に検査法の

改ၿ・᭦新にດめていࡃ予定である。 
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㸱 研究ㄢ㢟ಀࡿእ㒊ホ౯ 
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１ 会議の名称 

  平成30年度岩手県環境保健研究センター研究評価委員会 

２ 目的 

試験研究機関の機能強化や効率的な業務運営の推進、また、効果的・効率的な試験研究の推進を図るため、

「岩手県試験研究評価ガイドライン」及び「岩手県環境保健研究センター機関評価及び研究評価実施要領」

に基づき、外部の専門家・有識者等で構成する研究評価委員会による外部評価結果を踏まえ、研究計画の変

更・見直し等に活用するものです。 

３ 開催日時 

   平成30年11月26日（月）13：30～14：20 

４ 開催場所 

   岩手県環境保健研究センター 大会議室 

５ 評価対象（研究評価課題） 

研 究 課 題 評価区分 研究期間 

1 イヌワシの生息数維持に向けた保全生態学的研究 中間評価 28-32 

 

６ 評価委員 

役 職 氏 名 所 属・職 名 

委員長 坂 田 清 美 岩手医科大学医学部 教授 

委員 

石 川 奈 緒 岩手大学工学部 助教 

小 浜 恵 子 
地方独立行政法人岩手県工業技術センター 

理事兼地域産業技術統括部長 

渋谷 晃太郎 岩手県立大学総合政策学部 教授 

田 端 雅 進 森林総合研究所東北支所 産学官連携推進調整監  

村 上 賢 二 岩手大学農学部 教授  

※ 五十音順、敬称略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度岩手県環境保健研究センター研究評価委員会の評価結果 
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評 価 ᪉ ἲ 

評価委員にࡣ事๓にㄝ᫂㈨ᩱを㏦し、研究課題のᢸᙜ職員によるࢮࣞࣉンࢸーシࣙンのᚋに㉁等を実

施するᙧᘧで進め、ᚋ日委員ࡽ評価調᭩をᚚᥦฟ࠸たࡔきました。   

機関評価及び研究評価の結果ࡣ、ㄝ᫂㈨ᩱ委員ࡽの評価調᭩をࡾまめたもので、評価委員の総合

評価基‽評価結果に対するセンターの対ᛂ方㔪の基‽ࡣୗグのࡾ࠾な࠸࡚ࡗます。 

  

グ 

１ 研究評価の基‽及び対ᛂ方㔪 

評価委員にࡣ研究課題に࡚࠸ࡘ、ḟの㸿～㹂評価基‽によࡾ総合評価し࡚࠸たࡔき、࡚ࡏࢃ࠶⮬⏤グ㍕で

グ㏙評価を࠸たࡾ࠾࡚࠸ࡔます。 

 㸿 㹀 㹁 㹂 㹃 

࠙事๓評価ࠚ

(᪂つ課題に

対し࡚実施) 

㔜要な課題で

ඃඛ的に、ࡾ࠶

ᚲ要ࡴ⤌ࡾྲྀ

 。る࠶ࡀ

有用な課題で

᪩期にྲྀ、ࡾ࠶

ࡀᚲ要ࡴ⤌ࡾ

 。る࠶

ゎỴすきၥ

題等ࡾ࠶ࡀ、

ᚋの᳨ウをᚲ

要する。 

- - 

࠙中間評価ࠚ

(⥅⥆課題に

対し࡚実施) 

順調に進行し

ၥ題なࡾ࠾࡚

し。 

࠶順調でࡰ

る୍ࡀ部ᨵၿ

のవ地࠶ࡀる。 

研究手法等研

究計画を大ᖜ

に見直すᚲ要

 。る࠶ࡀ

研究を中Ṇす

 。る࠶きで
- 

࠙事ᚋ評価ࠚ

(⤊課題に

対し࡚実施) 

研究の成果ࡣ

目ᶆを十分㐩

成した。 

研究の成果ࡣ

目ᶆを㐩ࡰ

成した。 

研究の成果ࡣ

目ᶆをなࡾ

ୗᅇࡗた。 

研究の成果ࡣ

目ᶆを大ᖜに

ୗᅇࡗた。 

研究成果ࡀな

 たࡗ

  ※平成30年度ࡣ、事๓評価及び事ᚋ評価の対象なる研究課題ࡾ࠶ࡣまࢇࡏでした。 

 

 

研究課題に対する評価委員ࡽの総合評価及びグ㏙評価等のセンターの対ᛂ方㔪ࡣ、ḟのࡾ࠾です。 

 Ϩ ϩ Ϫ ϫ Ϭ 

࠙事๓評価  ࠚ
研究計画の

 実施ࡾ࠾

୍部見直しの

上実施 
ᚋ᳨ウ 実施しな࠸ - 

࠙中間評価  ࠚ
研究計画の

 実施ࡾ࠾

୍部見直しの

上実施 

研究を୍時中

᩿する 

研究を中Ṇ・ᗫ

Ṇする 
- 

࠙事ᚋ評価  ࠚ

研究の成果ࡣ

目ᶆを十分㐩

成した。 

研究の成果ࡣ

目ᶆを㐩ࡰ

成した。 

研究の成果ࡣ

目ᶆをなࡾ

ୗᅇࡗた。 

研究の成果ࡣ

目ᶆを大ᖜに

ୗᅇࡗた。 

研究成果ࡀな

 たࡗ

  ※平成30年度ࡣ、事๓評価及び事ᚋ評価の対象なる研究課題ࡾ࠶ࡣまࢇࡏでした。 

72



（評価資料１） 

研 究 課 題 １ イヌワシの生息数維持に向けた保全生態学的研究（2016－2020） 

研究目的・背景 岩手県内で 35 つがいのイヌワシが確認されてきたが、2000 年以降、

消失するつがいが増えている。その背景には長年に及ぶ繁殖成功率の低

迷があると考えられる。今後もイヌワシの生息数を維持していくために、

繁殖率の向上に資する保全方法を明らかにすることが求められる。 

 これまでの研究により、県内の生息状況や生態的特性について解明が

進められてきたが、個体の移動分散、遺伝的構造、営巣地不明つがいの

存在など、生息数の動向を予測するうえで必要となる事項には、未解明

な部分がまだ多い。 

また、繁殖成績や営巣場所の選択についても、地理・地形的条件や植

生、気象要因、個体の年齢、隣接つがいの有無等を考慮して、詳細な分

析を進める必要がある。 

本研究では、こうした課題に取り組むことを通じて、岩手県のイヌワ

シを維持、存続させるために必要な保全手法を明らかにし、提言を行な

うことを目的とする。 

研 究 内 容 ・ 繁殖状況モニタリング 

・ ビデオカメラを用いた繁殖行動解析 

・ 個体識別よる移動分散調査 

・ 遺伝子サンプルの収集と DNA 解析 

・ 地理情報等を用いた営巣地の分布や繁殖成績の解析 

評 価 結 果 〇 総合評価 Ａ（３人）・Ｂ（１人）・Ｃ（０人）・Ｄ（０人） 

〇 総合意見 

・ これまでの成果は十分達成しており、今後二年間で更なる成果が期待

できる。 

・ 全体として、優れた研究を継続しており、さらに継続してほしい。 

なお、岩手県だけでは研究発展の限界もあり、環境省等関連機関と連 

携を深め、更なる発展に向けた工夫をして頂きたい。 

 ・ 重要な研究であり、継続してほしい。 

 ・ 順調に進行しており、特に問題はない。 

センターの対

応方針 

①研究計画のとおり実施 ２一部見直しの上実施 ３計画再考 ４中止 

 

イヌワシは本県の代表的希少野生動植物であり、岩手県次期総合計画（案）

において、本県の恵まれた自然環境が守られている状況を示す指標として、 

イヌワシつがい数の維持を設定することが検討されており、イヌワシの保全

に繋がる研究は続けていきたい。 

こうした中で、県内の協力者や大学等との連携により、生息分布の詳細な

把握や生息適地の予測を進め、今後、餌場の提供や風力発電との共存などに

役立つ成果をあげられるよう取り組んでいきたい。 

また、県外関係者や環境省との連携も図りつつ、より広域的なスケールで

移動分散や遺伝子情報の解析を展開できるよう進めていきたい。 
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岩手県環保研センター年報第��ྕ,3������2018 

資  料 

感染症発生動向調査事業における病原体検出状況（平成 30 年度） 

保健科学部  高橋雅輝 高橋知子 岩渕香織 藤森亜紀子 川上修央 梶田弘子 

   平成 30 年度は、県内の病原体定点等から寄せられた 569 件について検査を実施し

たところ、360の病原体（ウイルス 340株、細菌 20株）を検出した。  

Ⅰ  はじめに 

平成 14 年 2 月に岩手県結核・感染症発生動

向調査事業の実施要領が改められ、病原体定点

が選定された。平成 31年 1月現在、27医療機

関が選定されている。本報では、平成 29 年度

の病原体検出結果を報告する。 

Ⅱ  検査対象 

五類感染症指定疾患に加え、対象外の上気道

炎、下気道炎、不明熱、不明発疹症、ウイルス

性口内炎、川崎病、中枢神経疾患、リンパ節炎、

筋痛症、心筋炎、尿路感染症、肝機能障害も検

査対象とした。検体は11医療機関（基幹定点4、

小児科定点 3、小児科を除くインフルエンザ定

点 2、眼科定点 1、定点外医療機関 1）において

採取した。表 1に診断名別月別検査依頼件数を

示した。 

Ⅲ  検査方法 

1．ウイルス検査

(1) ウイルス分離

VERO、HEp-2、RD-A、CaCo-2、MDCK、L20B の

6 種類の培養細胞を用いてウイルス分離を行っ

た。分離したウイルスの同定には（RT-）PCR法

及びダイレクトシークエンス法を用いた。MDCK

細胞はインフルエンザウイルスの分離に用い

た。インフルエンザウイルス分離株については

リアルタイム PCRにより型・亜型または系統を

決定した。H1 亜型については、リアルタイム

PCR 法により抗インフルエンザ薬耐性遺伝子検

出を行った。L20B細胞はポリオウイルスの分離

に用いた。 

(2) （RT-）PCR法及びリアルタイム PCR法

糞便検体については、（RT-）PCR 法によりノ

ロウイルス、サポウイルス、ロタウイルス、ア

ストロウイルス、エンテロウイルス、アデノウ

イルス等の胃腸炎ウイルスの検出を行った。同

定にはリアルタイム PCR法及びダイレクトシー

クエンス法を用いた。（鼻）咽頭ぬぐい液、喀

痰、髄液、血液及び皮膚病巣ぬぐい液、尿等の

検体については、（RT-）PCR 法により呼吸器ウ

イルス（RSウイルス、パラインフルエンザウイ

ルス、ヒトメタニューモウイルス、エンテロウ

イルス、ライノウイルス、ヒトパレコウイルス

等）及び発疹ウイルス（ヘルペスウイルス 1～7、

アデノウイルス、麻しんウイルス、風しんウイ

ルス、パルボウイルス、エンテロウイルス等）

の検出を行った。同定にはダイレクトシークエ

ンス法を用いた。

(3)その他

必要に応じて市販キット（蛍光抗体法、イム

ノクロマトグラフィー等）を用い、単純ヘルペ
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スウイルス、A ⩌ロタウイルス、アデノウイル

ス等の検出を行った。 

2．⣽⳦検査 

ⓒ᪥တ菌については、リアルタイム PCR法を

用いてⓒ᪥တ菌の遺伝子を検出する検査を行

った。A ⩌⁐血性レンサ⌫菌については、咽頭

ぬぐい液の⥥Წをヒࢪࢶ血液ᐮኳ培ᆅにሬ

し 37Υ、1ᬌ培養した。培ᆅ上でș⁐血したコ

ロニーをストレࣉト LAによる Lancefieldの⩌

別を行い、さらに A⩌⁐血性レンサ⌫菌につい

ては T型別を行った。 

 

ϫ  検査⤖ᯝ 

569 件について検査し、340 株の病原ウイル

ス及び 20 株の病原細菌を検出した。月別病原

体検出≧ἣを表 2に、診断名別病原体検出≧ἣ

を表 3に示す。௨下、診断名別の検出≧ἣのᴫ

要を㏙る。 

1.RSウイルス感染症 

2 検体の鼻咽頭ぬぐい液を検査したところ、

RSウイルスが 1株、ライノウイルスが 1株検出

された。 

2.イࣥࣇルࢨ࢚ࣥ 

インフルエンザᵝ疾患（ILI）をྵࡴ 65検体

の（鼻）咽頭ぬぐい液を検査したところ、AH1

（2009）pdm 亜型が 23 株、AH3（㤶 型）亜型

が 35株、B型ウイルス（ᒣᙧ系統）が 2株検出

された。࡞お、AH1（2009）pdm 亜型 23 株から

抗インフルエンザ薬（オセルタࣅ࣑ル）耐性遺

伝子は検出され࡞かった。2017/2018 シーࢬン

は、4月上᪪に AH1（2009）pdm亜型が 1株検出

され、5 月中᪪まで AH3 亜型が検出され、B 型

（ᒣᙧ系統）は 3月下᪪まで検出された。この

シーࢬンの A 型ウイルスは、H1（2009）pdm 亜

型の検出数はᑡ࡞く、H3亜型がከかった。また、

5月下᪪には C型ウイルスが 1株検出された。

2018/2019シーࢬンは、10月上᪪に AH1（2009）

pdm亜型が、12月中᪪に AH3亜型及び B型が検

出されጞめた。このシーࢬンは AH1（2009）pdm 

亜型及び AH3亜型がὶで࠶った（ᅗ）。 

3.A⩌⁐⾑ᛶࣞࣥࢧ⌫⳦ဗ㢌⅖ 

25検体の咽頭ぬぐい液を検査したところ、15

検体から A⩌⁐血性レンサ⌫菌（Streptococcus 

pyogenes）が検出された。T型別では T1が 4株、

T14/49が 2株、T25が 7株、TB3264が 2株で࠶

った。 

4.感染ᛶ⫶⭠⅖㸭⫶⭠ᝈ 

77検体の糞便を検査したところ、アデノウイ

ルスが 5株（1型㸸2株、2型㸸1株、41型㸸2

株）、アストロウイルスが 4 株（1 型㸸1 株、4

型㸸1株、型不明㸸2株）、ヒトパレコウイルス

が 2 株（1 型㸸1 株、6 型㸸1 株）、ノロウイル

スが 14株（遺伝子型 GII.2㸸7株、GII.4㸸5株、

GII.6㸸1 株、GII 型不明㸸1）、A ⩌ロタウイル

スが 9株（G血Ύ⩌及び P遺伝子型は GIP[8]㸸

1株、G2P[4]㸸5株、G2P[不明]㸸1株、G3P[8]㸸

1株、G8P[8]㸸1株）、サポウイルスが 6株（遺

伝子型 GI.1㸸4株、型不明㸸2株）検出された。 

5.ᛴᛶ⬻症 

1検体の髄液を検査したところ、RSウイルス

が 1株検出された。 

6.ᡭ㊊ཱྀ病 

38 検体の咽頭ぬぐい液を検査したところ、A

⩌コクサッキーウイルス 9型が 1株、A⩌コク

サッキーウイルス 16 が 9 株、エンテロウイル

ス A71 型が 8 株、B ⩌コクサッキーウイルス 4

型が 1 株、単純ヘルペスウイルス 1 型が 1 株、

ヒトメタニューモウイルスが 1株、ライノウイ

ルスが 5株検出された。 

7.ఏ染ᛶ⣚ᩬ 

18検体の（鼻）咽頭ぬぐい液を検査したとこ

ろパルボウイルス（B19）が 11株、エンテロウ

イルス A71型が 1株、ヒトコロࢼウイルス（NL63）

が 1株、ヒトヘルペスウイルス 6型が 2株、ヒ

トヘルペスウイルス 7型が 4株検出された。 

8.ⓒ᪥တ 
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2 検体の鼻咽頭ぬぐい液を検査したところⓒ

᪥တ菌（Bordetella pertussis）が 1株、ライ

ノウイルスが 1株検出された。 

 ࢼ࣮ࢠࣥࣃル࣊.9

13 検体の咽頭ぬぐい液を検査したところ、A

⩌コクサッキーウイルス 2型が 4株、A⩌コク

サッキーウイルス 4型が 3株、A⩌コクサッキ

ーウイルス 9型が 1株、エンテロウイルス A71

型が 1 株、B ⩌コクサッキーウイルス 4 型が 2

株、単純ヘルペスウイルス 1型が 1株検出され

た。このࡕ࠺、エンテロウイルス A71型と B⩌

コクサッキーウイルス 4 型の㔜感染が 1 、A

⩌コクサッキーウイルス 4型と A⩌コクサッキ

ーウイルス 9型の㔜感染が 1ㄆめられた。 

10.↓⳦ᛶ㧊⭷⅖ 

10検体の咽頭ぬぐい液、糞便、髄液及び血液

を検査したところ、咽頭ぬぐい液からエンテロ

ウイルス A71型が 1株、ヒトヘルペスウイルス

6型が 1株検出された。 

11.ὶ⾜ᛶゅ⤖⭷⅖ 

54検体の結⭷ぬぐい液を検査したところ、単

純ヘルペスウイルス 1型が 1株検出された。 

12.ὶ⾜ᛶ⪥ୗ⭢⅖ 

13検体の咽頭ぬぐい液を検査したところ、ム

ンࣉスウイルス遺伝子型 Gが 4株（2は࣡ク

り）、A⩌コクサッキーウイルス࠶ン᥋種Ṕࢳ 9

型が 1株、RSウイルスが 1株、ライノウイルス

が 1株検出された。 

13.上Ẽ㐨⅖ 

77検体の（鼻）咽頭ぬぐい液、喀痰を検査し

たところ、アデノウイルスが 8株（1型㸸5株、

2型㸸1株、3型㸸2株）、A⩌コクサッキーウイ

ルス 9株（A2㸸5株、A4㸸2株、A9㸸1株、A10㸸

1 株）、B ⩌コクサッキーウイルス 5 型が 1 株、

エンテロウイルス D68型が 2株、単純ヘルペス

ウイルス 1型が 1株、ヒトコロࢼウイルス（OC43）

が 1株、ヒトヘルペスウイルス 6型が 1株、ヒ

トメタニューモウイルスが 1株、インフルエン

ザ Cウイルスが 1株、パラインフルエンザウイ

ルス 3型が 2株、RSウイルスが 5株、ライノウ

イルスが 6株、A⩌⁐血性レンサ⌫菌が 3株検

出された。 

14.ୗẼ㐨⅖ 

57 検体の咽頭ぬぐい液及び喀痰を検査した

ところ、アデノウイルスが 6株（1型㸸4株、2

型㸸1 株、5 型㸸1 株）、A ⩌コクサッキーウイ

ルス 10型が 1株、エンテロウイルス A71型が 1

株、B⩌コクサッキーウイルス 4型が 1株、ヒ

トコロࢼウイルスが 3株（NL63㸸2株、OC43㸸1

株）、ヒトメタニューモウイルスが 2 株、ヒト

パレコウイルス 1型が 1株、パラインフルエン

ザウイルスが 10株（1型㸸3株、3型㸸6株、4

型㸸1 株）、RS ウイルスが 6 株、ライノウイル

ス が 13 株 、 A ⩌ ⁐ 血 性 レ ン サ ⌫ 菌

（Streptococcus pyogenes）が 1株検出された。 

15.᫂⇕ 

54検体の（鼻）咽頭ぬぐい液を検査したとこ

ろ、アデノウイルスが 8株（1型㸸5株、2型㸸

1株、5型㸸1株、6型㸸1株）、B⩌コクサッキ

ーウイルス 5型が 1株、エンテロウイルス D68

型が 1株、ヒトコロࢼウイルス（229E）が 1株、

ヒトヘルペスウイルス 6 型が 21 株、ヒトヘル

ペスウイルス 7型が 3株、ヒトメタニューモウ

イルスが 4 株、パラインフルエンザウイルス 3

型が 3株、RSウイルスが 4株、ライノウイルス

が 10株検出された。このࡕ࠺ 10検体は㔜感染

で࠶った。 

16.᫂発⑈症 

29検体の（鼻）咽頭ぬぐい液、皮膚病巣ぬぐ

い液を検査したところ、A ⩌コクサッキーウイ

ルスが 7 株（4 型㸸1 株、9 型㸸6 株）、ヒトヘ

ルペスウイルス 6型が 3株、ヒトメタニューモ

ウイルスが 1 株、インフルエンザ A ウイルス

H1(2009)pdm 亜型が 1 株、パラインフルエンザ

ウイルス 3 型が 1 株、パルボウイルス（B19）

が 2株、ライノウイルスが 2株検出された。 
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17.ウイルスᛶཱྀෆ⅖ 

9 検体の咽頭ぬぐい液、皮膚病巣ぬぐい液を

検査したところ、単純ヘルペスウイルス 1型が

5株検出された。 

18.୰ᯡ⚄⤒ᝈ（⇕ᛶけࢇࢀ࠸➼） 

5 検体の（鼻）咽頭ぬぐい液、糞便を検査し

たところ、B ⩌コクサッキーウイルス 4 型が 1

株検出された。 

19.リࣥࣃ⠇⅖ 

 4 検体の（鼻）咽頭ぬぐい液、糞便を検査し

たところ、ノロウイルス遺伝子型 GII.2が 1株、

ライノウイルスが 1株検出された。 

20.➽③症 

 3 検体の咽頭ぬぐい液、血液及び糞便を検査

したところ、ヒトパレコウイルス 3 型が 2 株、

単純ヘルペスウイルス 1型が 1株検出された。 

21.ᚰ➽⅖ 

 2 検体の咽頭ぬぐい液、血液を検査したとこ

ろ、血液からヒトパルボウイルス（B19）が 1

株検出された。 

 

Ϭ    ࡲ  め 

1. 県内では、8 月及び 10 月を除く月で、胃腸

炎ウイルス感染症の㞟ᅋ発生が☜ㄆされた。事

のከくはノロウイルス（に GII.2、GII.4、

GII.17）によるもので࠶った。また、A ⩌ロタ

ウイルス、サポウイルスによる胃腸炎㞟ᅋ発生

もㄆめられた。 

2. 患⪅報の㞟ゎᯒによると、2018/2019シ

ーࢬンの岩手県におࡅるインフルエンザのὶ

行（定点࠶たり患⪅数 1.0ே）は 2018年 12月

中᪪からጞまり、2019年 1月下᪪に定点࠶たり

患⪅数のࣆークをᙧ成した。このシーࢬンは

に H1(2009)pdm亜型と AH3亜型（㤶 型）が検

出された（ᅗ）。 

3. 五類感染症指定疾患௨外の上気道炎及び下

気道炎⏤᮶の検体からは、インフルエンザウイ

ルス、RSウイルス、パラインフルエンザウイル

ス、ヒトメタニューモウイルス、ライノウイル

ス等の呼吸器ウイルスが検出された。ࡑのか、

さまࡊま࡞病ែに関㐃するエンテロウイルス、

アデノウイルス等も検出される࡞、ከᵝ࡞ウ

イルスが呼吸器感染症に関ࢃっていることが

示၀された。ᚋも呼吸器ウイルスのサー࣋イ

ランスを⥅⥆する必要が࠶る。 

不明熱は発熱のࡳの症で࠶るが、アデノウ

イルス、呼吸器ウイルス（インフルエンザウイ

ルス、RSウイルス、ヒトメタニューモウイルス、

パラインフルエンザウイルス、ライノウイルス、

ヒトコロࢼウイルス）ࡸ、B ⩌コクサッキーウ

イルス 5型ࡸエンテロウイルス D68型、ヒトヘ

ルペスウイルス 6型及び 7型が検出され、ከᙬ

 。った࡞ウイルス感染実ែが明らかに࡞

不明発疹症では、エンテロウイルスᒓ、パル

ボウイルス（B19）、ヒトヘルペスウイルス 6型

及び 7型のよ࠺に型ⓗ࡞もののか、呼吸器

ウイルスが関㐃している症もㄆめられた。 

4. 分離・検出した病原体報は、岩手県感染

症報センター࣍ームペーࢪでබ㛤される

か、ᅜ❧感染症研✲ᡤの病原体検出報（IASR）

データ࣋ースにⓏ㘓されている。 

岩 手 県 感 染 症  報 セ ン タ ー 㸸

http://www2.pref.iwate.jp/~hp1353/kansen/

main.html 

ᅜ❧感染症研✲ᡤ  病原ᚤ生≀検出報

（IASR）㸸 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr.html 
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⾲1䚷デ᩿ྡ᳨ูᰝ౫㢗௳ᩘ䠄ᖹᡂ30ᖺ4᭶䡚ᖹᡂ31ᖺ3᭶䠅

4᭶ 5᭶ 6᭶ 7᭶ 8᭶ 9᭶ 10᭶ 11᭶ 12᭶ 1᭶ 2᭶ 3᭶ ィ

RSウイルス感染症 1 1 2

インフルエンザ 12 2 2 17 22 10 65

㸿⩌⁐血性レンサ⌫菌咽頭炎 1 4 1 3 10 1 5 25

感染性胃腸炎 25 13 6 6 5 1 1 6 5 2 2 5 77

ᛴ性⬻症 1 1

Ỉ① 1 1 2

手㊊口病 1 1 2 4 6 6 8 8 1 1 38

伝染性⣚ᩬ 5 2 3 2 1 3 1 1 18

ⓒ᪥တ 1 1 2

ヘルパンࢠーࢼ 1 4 5 1 2 13

↓菌性髄⭷炎 3 1 4 2 10

ὶ行性ゅ結⭷炎 7 10 16 15 2 2 1 1 54

ὶ行性⪥下⭢炎 1 1 1 2 1 1 2 3 1 13

上気道炎 3 8 12 7 9 10 12 4 4 2 4 2 77

下気道炎 4 12 7 4 6 3 5 3 8 2 3 57

不明熱 6 8 9 10 1 1 6 8 1 2 1 1 54

不明発疹症 1 6 2 3 9 3 1 2 2 29

ウイルス性口内炎・ṑ⫗炎 1 2 1 1 1 1 1 1 9

川崎病 1 3 1 1 6

中枢神経疾患 2 2 1 5

リンパ節炎 1 1 1 1 4

筋痛症 2 1 3

心筋炎 1 1 2

尿路感染症 1 1 2

肝機能障害 1 1

69 66 71 60 37 45 40 47 36 24 41 33 569


㢮
ឤ
ᰁ

ᣦ
ᐃ

ᝈ

デ᩿ྡ


㢮
ឤ
ᰁ

ᣦ
ᐃ

ᝈ
௨
እ

⥲䚷䚷ィ
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⾲2䚷᭶ูཎయ᳨ฟ≧ἣ䠄ᖹᡂ30ᖺ4᭶䡚ᖹᡂ31ᖺ3᭶䠅
᳨ฟཎయ 4᭶ 5᭶ 6᭶ 7᭶ 8᭶ 9᭶ 10᭶ 11᭶ 12᭶ 1᭶ 2᭶ 3᭶ ィ

Adenovirus 1 1 5 4 1 1 1 1 1 1 16

Adenovirus 2 1 1 1 1 4

Adenovirus 3 1 1 2

Adenovirus 5 2 2

Adenovirus 6 1 1

Adenovirus 41 1 1 2

Astrovirus 2 1 1 4

Coxsackievirus A2 2 6 1 9

Coxsackievirus A4 4 2 6

Coxsackievirus A9 1 8 1 1 11

Coxsackievirus A10 1 1 2

Coxsackievirus A16 3 3 3 9

Enterovirus A71 1 3 3 2 2 1 12

Coxsackievirus B4 1 3 1 5

Coxsackievirus B5 1 1 2

Echovirus 11 1 1

Enterovirus D68 1 2 3

Herpes simplex virus 1 2 1 1 2 1 1 1 1 10

Human coronavirus 2 2 2 6

Human herpes virus 6 6 6 4 3 2 4 2 1 28

Human herpes virus 7 3 1 1 1 1 7

Human metapneumovirus 2 2 2 1 1 1 9

Human parechovirus A1 2 2

Human parechovirus A3 2 2

Human parechovirus A6 1 1

Influenza virus AH1(2009)pdm 1 8 10 5 24

Influenza virus AH3 9 2 1 6 11 6 35

Influenza virus B 1 1 2

Influenza virus C 1 1

Mumps virus 2 1 1 4

Norovirus genogroup II 4 3 1 4 1 1 1 15

Parainfluenza virus 1 1 2 3

Parainfluenza virus 3 2 6 4 12

Parainfluenza virus 4 1 1

Parvovirus B19 4 2 1 2 3 1 1 14

Respiratory syncytial virus (RSV) 2 2 1 4 1 1 3 3 1 18

Rhinovirus 10 7 4 1 1 5 6 3 1 2 40

Rotavirus group A 8 1 9

Sapovirus 2 2 1 1 6

Bordetella pertussis 1 1

Streptococcus pyogenes 3 3 1 9 3 19

⥲䚷䚷ィ 53 41 31 32 27 29 27 35 18 18 28 21 360
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⾲3䚷デ᩿ྡูཎయ᳨ฟ≧ἣ䠄ᖹᡂ30ᖺ4᭶䡚ᖹᡂ31ᖺ3᭶䠅
(1) 㢮ᣦᐃᝈ

デ᩿ྡ 䠄 ᳨యᩘ 䠅 ᳨ฟཎయ ᳨ฟᩘ

RS䜴䜲䝹䝇ឤᰁ 䠄 2 䠅 Respiratory syncytial virus (RSV) 1
Rhinovirus 1

䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄 䠄 65 䠅 Influenza virus AH1(2009)pdm 23
Influenza virus AH3 35
Influenza virus B(Yamagata lineage) 2

A⩌⁐⾑ᛶ䝺䞁䝃⌫⳦ဗ㢌⅖ 䠄 25 䠅 Streptococcus pyogenes 15
Coxsackievirus A9 1
Echovirus 11 1

ឤᰁᛶ⫶⭠⅖䠋⫶⭠ᝈ 䠄 77 䠅 Adenovirus 1 2
Adenovirus 2 1
Adenovirus 41 2
Astrovirus 4
Human parechovirus A1 1
Human parechovirus A6 1
Norovirus genogroup II 14
Rotavirus group A 9
Sapovirus 6

ᛴ性⬻症 䠄 1 䠅 Respiratory syncytial virus (RSV) 1
ᡭ㊊ཱྀ 䠄 38 䠅 Coxsackievirus A9 1

Coxsackievirus A16 9
Enterovirus A71 8
Coxsackievirus B4 1
Herpes simplex virus 1 1
Human metapneumovirus 1
Rhinovirus 5

ఏᰁᛶ⣚ᩬ 䠄 18 䠅 Parvovirus B19 11
Enterovirus A71 1
Human coronavirus (NL63) 1
Human herpes virus 6 2
Human herpes virus 7 4

ⓒ᪥တ 䠄 2 䠅 Bordetella pertussis 1
Rhinovirus 1

䝦䝹䝟䞁䜼䞊䝘 䠄 13 䠅 Coxsackievirus A2 4
Coxsackievirus A4 3
Coxsackievirus A9 1
Enterovirus A71 1
Coxsackievirus B4 2
Herpes simplex virus 1 1

↓菌性髄⭷炎 䠄 10 䠅 Enterovirus A71 1
Human herpes virus 6 1

ὶ⾜ᛶゅ⤖⭷⅖ 䠄 54 䠅 Herpes simplex virus 1 1
ὶ⾜ᛶ⪥ୗ⭢⅖ 䠄 13 䠅 Mumps virus 4

Coxsackievirus A9 1
Respiratory syncytial virus (RSV) 1
Rhinovirus 1

᳨ᰝ᳨యᩘᑠィ䚷(1) 䠄 318 䠅 ཎయ㝧ᛶᩘᑠィ (3) 189
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(2) 㢮ᣦᐃᝈ௨እ
デ᩿ྡ 䠄 ᳨యᩘ 䠅 ᳨ฟཎయ ᳨ฟᩘ

ୖẼ㐨⅖ 䠄 77 䠅 Adenovirus 1 5
Adenovirus 2 1
Adenovirus 3 2
Coxsackievirus A2 5
Coxsackievirus A4 2
Coxsackievirus A9 1
Coxsackievirus A10 1
Coxsackievirus B5 1
Enterovirus D68 2
Herpes simplex virus 1 1
Human coronavirus (OC43) 1
Human herpes virus 6 1
Human metapneumovirus 1
Influenza virus C 1
Parainfluenza virus 3 2
Respiratory syncytial virus (RSV) 5
Rhinovirus 6
Streptococcus pyogenes 3

ୗẼ㐨⅖ 䠄 57 䠅 Adenovirus 1 4
Adenovirus 2 1
Adenovirus 5 1
Coxsackievirus A10 1
Enterovirus A71 1
Coxsackievirus B4 1
Human coronavirus (NL63) 2
Human coronavirus (OC43) 1
Human metapneumovirus 2
Human parechovirus A1 1
Parainfluenza virus 1 3
Parainfluenza virus 3 6
Parainfluenza virus 4 1
Respiratory syncytial virus (RSV) 6
Rhinovirus 13
Streptococcus pyogenes 1

᫂⇕ 䠄 54 䠅 Adenovirus 1 5
Adenovirus 2 1
Adenovirus 5 1
Adenovirus 6 1
Coxsackievirus B5 1
Enterovirus D68 1
Human coronavirus (229E) 1
Human herpes virus 6 21
Human herpes virus 7 3
Human metapneumovirus 4
Parainfluenza virus 3 3
Respiratory syncytial virus (RSV) 4
Rhinovirus 10
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デ᩿ྡ 䠄 ᳨యᩘ 䠅 ᳨ฟཎయ ᳨ฟᩘ

᫂Ⓨ⑈ 䠄 29 䠅 Coxsackievirus A4 1
Coxsackievirus A9 6
Human herpes virus 6 3
Human metapneumovirus 1
Influenza virus AH1(2009)pdm 1
Parainfluenza virus 3 1
Parvovirus B19 2
Rhinovirus 2

䜴䜲䝹䝇ᛶཱྀෆ⅖ 䠄 9 䠅 Herpes simplex virus 1 5
୰ᯡ⚄⤒ᝈ 䠄 5 䠅 Coxsackievirus B4 1
䝸䞁䝟⠇⅖ 䠄 4 䠅 Norovirus genogroup II 1

Rhinovirus 1
➽③ 䠄 3 䠅 Human parechovirus A3 2

Herpes simplex virus 1 1
心筋炎 䠄 2 䠅 Parvovirus B19 1
᳨ᰝ᳨యᩘᑠィ䚷(2) 䠄 240 䠅 ཎయ㝧ᛶᩘᑠィ (4) 171

᳨ᰝ᳨యᩘ⥲ィ (1) + (2) 䠄 558 䠅 ཎయ㝧ᛶᩘ⥲ィ (3) + (4) 360
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図. インフルエンザ定点あたり患者数の推移及び週別のインフルエンザウイルス検出数 

 （ウイルス検出数は、定点サーベイランスのほか集団発生等の検査結果を含む） 
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岩手県環保研センター年報第18号,P86-87,2018 

資  料 

QFT検査の実施状況（平成30年度） 

保健科学部  川上修央 岩渕香織 高橋雅輝 高橋知子 梶田弘子 

Ⅰ  はじめに 

QFT（クォンティフェロン）検査とは、BCG 接種

の影響を受けずに結核感染の有無を判断する

IGRA 検査法の 1種で、結核の接触者健診の手引き

（2014 年 3月改訂第 5版）において、接触者検診

に当たっては、結核感染の有無の検査のため、

IGRA 検査である本検査法または「Ｔスポット.TB」

検査を積極的に活用することが重要とされてい

る。 

当センターでは、平成 18 年度から、行政検査

対応として QFT 検査を実施している。 

今回、平成 30 年度の QFT 検査の実施状況と結

果について報告する。 

Ⅱ  対象と検査方法 

平成30年4月～平成30年10月に、県内保健所（盛

岡市及び宮古保健所を除く８ヶ所）から検査依頼

があった371検体について、QFT検査を実施した。

検査キットは、クォンティフェロン® TBゴールド

（QIAGEN社）を用いた。これは、結核菌に感作さ

れたTリンパ球が、特異抗原の刺激を受けて分泌

するインターフェロン-ガンマ（IFN-γ）を、酵

素免疫測定法（ELISA法）により測定するIGRA法

の１つで、それにより得られたIFN-γ値を、

QFT-3G解析ソフトを用いて解析し、陽性、判定保

留、陰性、または判定不可の判定を行った。 

Ⅲ 結果 

 月別の検査件数を図１に、保健所別結果を表１

に、年齢層別結果を表２に示した。 

平成 30年度は、371 検体について QFT 検査を実

施したところ、陽性 25 検体（6.7％）、判定保留

40検体（10.8％）、陰性 305 検体（82.2％）、判定

不可 1検体（0.3％）であった。 

また、保健所別の検査件数は、二戸、大船渡、

一関の順に多かった。 

年齢層別では、被検者は 70 歳以上（28.6%）、

60歳代（18.3%）、50歳代(15.4%)の順に多かった。

陽性率は 70 歳以上(16.0%)、20 歳代(7.5%)、40

歳代(7.3%)の順に高かった。 

－  86 －  86



 
 

 

　表1　Q FTの被検者数と検査結果　（保健所別、平成30年4月～平成30年10月）

陽性 判定保留 陰性 判定不可

県央 37 3 3 31 0 8.1 10.0

中部 27 0 4 23 0 0.0 7.3

奥州 21 1 5 14 1 4.8 5.7

一関 40 0 7 33 0 0.0 10.8

大船渡 48 6 2 40 0 12.5 12.9

釜石 20 1 1 18 0 5.0 5.4

宮古 0 0 0 0 0 0.0 0.0

久慈 6 0 0 6 0 0.0 1.6

二戸 172 14 18 140 0 8.1 46.4

合計 371 25 40 305 1 6.7 100.0

　表2　Q FTの被検者数と検査結果　（年齢層別、平成30年4月～平成30年10月）

陽性 判定保留 陰性 判定不可

0-5歳 0 0 0 0 0 0.0 0.0

6-11歳 1 0 1 0 0 0.0 0.3

12-19歳 3 0 0 3 0 0.0 0.8

20-29歳
(20歳代）

53 4 8 40 1 7.5 14.3

30-39歳
（30歳代）

42 0 1 41 0 0.0 11.3

40-49歳
（40歳代）

41 3 3 35 0 7.3 11.1

50-59歳
（50歳代）

57 0 5 52 0 0.0 15.4

60-69歳
（60歳代）

68 1 12 55 0 1.5 18.3

70歳以上 106 17 10 79 0 16.0 28.6

合計 371 25 40 305 1 6.7 100.0

保健所 被検者数
検査結果 陽性率

（％）

被検者の
割合（％）

年齢層 被検者数
検査結果 陽性率

（％）

被検者の
割合（％）
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腸 管 出 血 性 大 腸 菌 の 検 出 状 況 （ 平 成 � � 年 度 ） 
 

保健科学部� � 岩渕香織� 高橋雅輝� 高橋知子� 藤森亜紀子� 川上修央� 梶田弘子 
 
Ⅰ��はじめに�

腸管出血性大腸菌（HQWHURKHPRUUKDJLF�

(VFKHULFKLD�FROL：以降 (+(&）感染症は、感

染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律に基づき、三類感染症として保健

所に届出されている。また、検査機関で分離

された (+(& の菌株は、当所に収集され、血清

型、毒素型を確認している。その後、平成 �

年 � 月 �� 日付衛食第 ��� 号「病原性大腸菌

2���� の検体提供依頼について」及び平成 ��

年 � 月 �� 日付食安監発第 ������� 号「飲食店

における腸管出血性大腸菌食中毒対策につい

て」に基づき国立感染症研究所（以降感染研）

細菌第一部に菌株を送付している。他の地方

衛生研究所においても同様に送付しており、

感染研は全国から送付された菌株について遺

伝子解析（2���、2��、2���、2���、2���、2���、�

2���、2�� については 0/9$：0XOWLORFXV�

YDULDEOH�QXPEHU�WDQGHP�UHSHDW�DQDO\VLV、

その他の血清型の (+(& については 3)*(� 
SXOVHG�ILHOG�JHO�HOHFWURSKRUHVLV）を実施

し、全国における同一の菌株による広域散発

事例の把握に努めている。�

Ⅱ��感染症発生動向調査�

岩手県では年間 ��� 例前後、月別では � 月

から �� 月にかけて多く報告されている。平成

�� 年度は、(+(& 感染症患者 �� 例と例年より

届出数は少なかった。�� 例中有症状者は ��

例（����％）で、無症状病原体保有者は �� 例

（����％）であった。年齢層別では �～�歳が

�� 例、��～�� 歳が � 例、��～�� 歳が � 例の

順に多かった。�

溶血性尿毒症症候群（+86）を合併した症例

の報告が � 例あった。この患者からは、97�

を持つ 2�� と、97� を持つ 2�� が検出されて

いる。�

Ⅲ� 集団感染事例�

平成 �� 年度は、菌陽性者が �� 人以上の集

団感染事例の発生はなかった。家族内感染事

例が �� 事例（2���97�	���、2���97���、

2���97�：�、2��97����、2���9�：�）職場内

での事例が �例（2���97�	�）あった。食中毒

事例の報告はなかった。�

Ⅳ� 菌株の解析結果�

届出のあった �� 例の全株が当所に収集され

た。菌株の血清型、毒素型の確認検査に加え、

県内での広域散発事例の探知のため行う遺伝

子検査法は、2����2���2��� については、

,]XPL\D ら（����）に記載の遺伝子座を用い

た 0/9$ 法により実施した。平成 �� 年 � 月 ��

日付厚労省健康局結核感染症課等事務連絡

「腸管出血性大腸菌による広域的な感染症・

食中毒に関する調査について」により遺伝子

検査手法は 0/9$ 法に統一化が図られている。

血清型、毒素型は、表 � のとおりで、2��97�

が �� 株と一番多く ����％を占め、次いで

2���97� が �� 株（����％）、2���97��� 並びに

2���97� が � 株（���％）の順に多く検出され
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た。0/9$ 法での結ᯝ、県内での広域散発事例

と᥎ᐃされる事例は、2��97� は � 事例、

2���97� は � 事例あった。なお、家族内感染

の0/9$型は同ࡌもしくは�㡿域㐪いであった。�

ᮏ県では⊂⮬の調査ࢩーࢺをά用しᏛ

報に感染症ࢧーࣛ࣋ン࣒ࢸࢫࢩࢫにて付

された番号（1(6,'�,'）を付して管⌮し、解

析結ᯝを一ぴ化して県ᗇᢸ当課、保健所、当

センターの関ಀ者が報ඹ有を行っている。

解析結ᯝについては調査ࢩーࢺにධຊする他、

統ᣓする県ᗇᢸ当者連絡しᏛ調査を実施

したが、感染※・感染ࣝーࢺは᫂であった。�

Ϭ� �めࡲ

� 年度は、保⫱ᅬ等で発生することが多い

2��97� の集団感染事例の発生がなく、例年よ

り報告数が少なかったが、+86 患者Ṛஸ事例

があり、腸管出血性大腸菌感染症の感染対策

�。たࡌ予防ၨ発の㔜せ性をᨵめて感ࡸ

感染研から、県内及び全国の広域散発事例が

᥎ᐃされる事例について㏻知があるが、原ᅉ

の≉ᐃには⮳っていない。0/9$ 型が一⮴する

事においても᭱⤊的にはᏛ調査が㔜せで

あり、㎿㏿なᏛ報の収集がᚲせである。�

表1　EHEC65株の血清型及びVT型

O111 O121 O103 O91 O8 OUT※

VT2 VT1＆2 VT1 VT2 VT1 VT2 VT1 VT2 VT2 VT2

盛岡市 26 26 3 3 16 1 1 2

県央 12 12 1 5 5  1

中部 9 9 2 4 3※※

奥州 9 9 2 1 6

一関 1 1 1

大船渡 1 1 1

釜石 1 1 1 1

宮古

久慈

二戸 5 5 3 1 1

10 6 33 3 6 1 3 1 1 1

15.4% 9.2% 50.8% 4.6% 9.2% 1.5% 4.6% 1.5% 1.5% 1.5%

※UT：Untypable　O血清型が不明の菌株 ※※の患者3名中2名からO26VT１も検出された

O26

65計

保健所
O157

届出数 菌株数

� �  

O26VT1　18c206

菌株番号 疫学情報 (+111�11(+111�1� (+111�8 (+157�12 (+2��7 (+&�1 (+&�2 (+&�5 (+&�� 2157�3 2157�3� 2157�� 2157�25 2157�17 2157�1� 2157�3� 2157�37 MLVA型

18008 2 1 1 2 � � 20 11 �2 �2 1 10 2 �2 1 �2 �2 18ｍ2037

1800� 2 1 1 2 � � 21 11 �2 �2 1 10 2 �2 1 �2 �2 18ｍ2038

18013 2 1 1 2 � � 20 11 �2 �2 1 10 2 �2 1 �2 �2 18ｍ2037

1801� 2 1 1 2 � � 20 11 �2 �2 1 10 2 �2 1 �2 �2 18ｍ2037

18015 2 1 1 2 � � 20 11 �2 �2 1 10 2 �2 1 �2 �2 18ｍ2037

180�0 2 1 1 2 � � 20 11 �2 �2 1 10 2 �2 1 �2 �2 18ｍ2037

180�1 2 1 1 2 � � 20 11 �2 �2 1 10 2 �2 1 �2 7 18P21�5

O26VT1　18c211

菌株番号 疫学情報 (+111�11(+111�1� (+111�8 (+157�12 (+2��7 (+&�1 (+&�2 (+&�5 (+&�� 2157�3 2157�3� 2157�� 2157�25 2157�17 2157�1� 2157�3� 2157�37 MLVA備考

18028 盛岡市散発 2 1 1 2 3 � 1� �2 �2 �2 1 13 2 �2 1 �2 �2 15P2150

18031 2 1 1 2 3 7 1� �2 �2 �2 1 13 2 �2 1 �2 �2 15P207�

1803� 2 1 1 2 3 � 1� �2 �2 �2 1 13 2 �2 1 �2 �2 15P2150

1803� 盛岡市散発 2 1 1 2 3 � 1� �2 �2 �2 1 13 2 �2 1 �2 �2 15P2150

180�1 釜石散発 2 1 1 2 3 � 1� �2 �2 �2 1 13 2 �2 1 �2 �2 15ｍ2150

O157VT2　18c031
菌株番号 疫学情報 (+111�11(+111�1� (+111�8 (+157�12 (+2��7 (+&�1 (+&�2 (+&�5 (+&�� 2157�3 2157�3� 2157�� 2157�25 2157�17 2157�1� 2157�3� 2157�37 MLVA備考

18050 盛岡市散発 2 �2 1 � �2 3 � �2 � 18 � � � � 8 �2 10 18P02�1

18051 中部散発 2 �2 1 � �2 3 � �2 � 18 � � � � 8 �2 10 18P02�1

県央家族内感染

県央家族内感染

盛岡市家族内感染

中部家族内感染

 

表 2 MLVA 広域散発事例疑い事例 
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メダカ及びその生息地点の環境水，底質中の有機フッ素化合物の存在状

況と生物濃縮の関係 

 
Relationship between Occurrences of Perfluoroalkyl Acids in Medaka, 
Environmental Water, and Sediment in Its Habitat and Bioconcentration 
 
岩渕 勝己１），鑪迫 典久２） 
1) 岩手県環境保健研究センター 〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡1-11-16 
2) 愛媛大学大学院農学研究科 〒790-8566 愛媛県松山市樽味3-5-7 
 
 
Katsumi IWABUCHI１）, Norihisa TATARAZAKO２） 

 
1) Iwate Prefectural Research Institute for Environmental Sciences and Public Health, 1-11-16, 
Kita-Iioka, Morioka, Iwate 020-0857, Japan 
2) The United Graduate School of Agricultural Sciences, Ehime University, 3-5-7 Tarumi, Matsuyama, 
Ehime, 790-8566, Japan 
 
 
 
論文要旨 
有機フッ素化合物（PFAA）は，環境残留性や蓄積性が世界的に問題となっている。本研究で

は，メダカ（Olyzias latipes），その生息地点の環境水，底質を採取して15種のPFAA濃度を分

析し，環境中の存在状況と生物濃縮を明らかにすることを目的とした。各サンプルから検出

されるPFAA濃度は採取地点により異なるが，組成比はほぼ一定していた。メダカへの生物濃

縮係数（BCF）と，PFAAのオクタノール/水分配係数（Log Kow）との間には相関が見られた。

環境水と底質のPFAA濃度は，底質の乾燥重量あたりよりも強熱減量（IL）あたりの濃度で比
較した方が良好に相関しており，底質とメダカでも同様であった。底質のILあたりのPFAA濃

度，性別，体長からメダカへの蓄積量を重回帰分析により推定したところ，底質のILあたり

のPFAA濃度がメダカへの蓄積に有意に関連していた。 

水環境学会誌　Vol.41,No.4,PP.61-67(2018)
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下水処理施設を経由して水環境中へ排出される有機フッ素化合物の実態把握 
 

○岩渕勝己 1，永洞真一郎 2，田原るり子 2，折原智明 3，鈴木俊也 4，小杉

有希 4，飯田春香 4，渡邊喜美代 4，小西浩之 4，高木総吉 5，安達史恵 5，宮

脇崇 6，門上希和夫 7 
1岩手県環境保健研究センター，2（地独）北海道立総合研究機構，3札幌市

衛生研究所，4東京都健康安全研究センター，5（地独）大阪健康安全基盤

研究所，6福岡県保健環境研究所，7北九州市立大学 

第 27回環境化学討論会（平成 30年 5月 22日～25日 那覇市） 
 
【はじめに】 
有機フッ素化合物（PFAA）は、天然には存在しないにもかかわらず環境中や野生生物から検出され

る、化学的に安定な物質である。事業場や家庭等の発生源から排水として下水道などを通じ、河川や

海へと広がっていくのが環境中への主要な拡散ルートの 1つであるため、PFAAの発生源や発生量、原
単位等を把握することは環境汚染対策には必須である。そこで本研究では、日本各地の下水処理場（STP）
を対象とし、流入水の PFAA濃度から発生原単位を、放流水の PFAA濃度から排出原単位を把握して、
下水処理工程における各 PFAAの減少率や、特徴的な傾向を示した STPの差異等について検討した。 
【方法】 
対象の STP として、北海道、東北、関東、関西、九州地区から合計 8 か所（A～H 処理場）を選定

した。2017年 7月～8月に 1回採水し、流入水及び放流水の 24時間コンポジットを調製し試料水とし
た。試料水をコンセントレーターで固相カートリッジ（Waters Oasis WAX Plus）に濃縮し、アンモニア
含有メタノールで抽出後、濃縮、遠心分離し、上清を LC-MS/MS(Agilent 6490)で測定した。対象 PFAA
は 15物質とした（以下、対象 PFAAの略称を、カルボン酸系（PFCA）は CXA（Xは炭素数）、スルホ
ン酸系（PFSA）は CXSと表記した）。 

【結果】 
各 STPから検出された流入水及び放流水の PFAA濃度は Table 1のとおりである。STP毎の差が大き

く、特に D及び G処理場では、流入水において 15物質中 D処理場では 7物質、G処理場で 8物質が、
他の STPよりも有意（5%水準）に高濃度であった。放流水でも同様に、D処理場では 9物質、G処理
場で 6物質が、有意（5%水準）に高濃度であった。流入水と放流水の濃度を比較すると、ほぼすべて
の施設において C5A～C9Aは放流水のほうが高濃度であったが、C10A～C12Aについては放流水のほ
うが低濃度であった。一方 PFSA
は、不検出だった C10Sを除いて、
ほぼすべての施設において放流

水のほうが低濃度であった。下水

処理工程における C5A～C9A の
各 STPの平均の減少率は、-10 %
～-71 %であり、下水処理工程中
で増加している傾向が見られた。

一方、C10A～C12A では 15 %～
70 %、C4S～C8Sでは 4 %～79 %

Table 1 PFAA concentrations in influent and effluent 
(ng/L)

A B C D E F G H mean±SD A B C D E F G H mean±SD

C5A 2.1 1.2 1.3 6.7 4.1 5.5 7.4 1.9 3.8±2.5 4.3 2.4 1.5 7.8 5.4 7.0 9.6 2.8 5.1±2.9

C6A 3.8 2.3 1.2 18 5.3 10 28 2.0 8.7±9.4 6.5 4.0 2.6 19 9.4 11 25 5.4 10±7.7

C7A 1.4 0.80 1.5 5.9 4.6 5.2 9.0 1.8 3.8±2.9 1.3 1.4 1.1 6.2 5.4 4.9 7.8 2.5 3.8±2.6

C8A 4.1 1.2 1.7 9.2 5.9 8.5 43 3.8 9.7±14 6.4 3.0 4.2 12 10 12 46 6.5 13±14

C9A 7.6 4.0 3.0 18 7.0 6.0 15 5.9 8.2±5.2 14 4.4 4.0 36 8.2 6.5 11 6.5 11±10

C10A 1.8 n.d. n.d. 1.7 1.6 1.4 4.2 1.3 1.5±1.3 2.5 0.74 0.72 1.6 1.2 1.3 1.9 0.71 1.3±0.65

C11A 1.9 0.53 0.71 3.6 0.86 1.1 3.6 1.1 1.7±1.2 1.6 0.40 0.40 2.0 0.59 0.53 1.4 0.27 0.90±0.66

C12A 0.71 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.61 1.1 n.d. 0.30±0.44 0.57 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d. 0.08±0.20

C13A n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 0.16 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02±0.06

C14A n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 0.16 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02±0.06

C4S 7.1 0.96 14 11 16 6.7 3.5 5.6 8.1±5.1 0.21 0.42 0.69 6.1 2.7 4.3 9.4 1.1 3.1±3.3

C6S n.d. 1.3 0.59 55 3.8 25 6.3 4.1 12±19 0.29 1.0 0.90 39 2.9 25 5.5 2.9 9.8±14

C7S 1.9 3.2 1.3 15 1.9 2.5 1.1 1.1 3.6±4.9 n.d. 0.13 n.d. 5.1 0.22 0.89 0.63 0.32 0.91±1.7

C8S 5.1 12 6.0 150 10 24 25 13 31±50 9.0 12 2.8 100 10 25 20 12 24±33

C10S n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0

37 28 31 300 61 96 147 41 92±86 47 30 19 240 56 98 138 41 83±69PFAA total

influent effluent

PFCA

PFSA

学会等発表抄録 
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であり、下水処理中に減少して

いる傾向が見られた。 

 処理ேཱྀ 1000ேᙜたりの原単
位は、Table 2のとおりである。
D 及び G 処理場では、発生原単
位が 15物質中D処理場では 9物
質、G 処理場では 8 物質が他の
STP よりも有意（5%水準）に高
かった。排出原単位は、D 処理
場は 10物質、G処理場は 6物質
が他の STPよりも有意（5%水準）
に高かった。D と G 以እの STP
では全ての PFAAで有意差はなかった。 

 各 PFAA の発生、排出原単位からᅜෆにおける年間の発生量と下水道を通じて環境中へ排出される
量を⟬出したとこࢁ、代表的な PFAAである C8Aと C8Sについて、C8Aは発生量が⣙ 92 kg、排出量
が⣙ 150 kg、C8Sは発生量が⣙ 260 kg、排出量が⣙ 240 kgと᥎定された。 

【⪃ᐹ】 
 回のࢹータでは、Dと G処理場が他の STPと比較して特徴的であった。D処理場の処理区ᇦから
発生する PFSA量は、他の STPの処理区ᇦよりも有意にከかった。この処理区ᇦはほぼ市⾤地であり、
りないため、そこからのࡲリアである。大きな工場等はあ࢚でいるࢇ୪ࡕルなどがከく立ࣅスフ࢜

排水量はከくはないと⪃࠼られる。ࡲた、Bや C処理場と比較すると、処理ேཱྀが 2ಸ程度であるに
もかかわらず発生原単位が⣙ 20ಸになっていることは、家庭㞧排水がᙳ㡪しているものではないと⪃
ル等からの排水や区ᇦෆへの㝆水などがࣅスフ࢜、られる。このことから࠼ PFSA の౪⤥源となっ
ているか、高濃度の PFSA を含ࡴ排水を排出している事業場が存在しているྍ⬟ᛶがある。G 処理場
は D処理場と異なり、PFCAだけが有意に高かった。発生原単位は、検出された C5A～C12Aの全てで
他の STPよりも有意に高く、特に C8Aは、発生、排出原単位とも同程度の処理ேཱྀの B、C、H処理
場と比較して数ಸから数༑ಸであった。このことから、G処理場に流入する C8Aの発生源は、家庭㞧
排水ではなく工場等からの排水ཪは区ᇦෆへの㝆水などがᙳ㡪していることが⪃࠼られる。これら D
及び G 処理場の発生源ゎᯒには、処理区ᇦෆの工場や࢜フス等を含めた事業場の立地≧ἣのヲ⣽な
調ᰝが必要である。下水処理工程中における C5A～C9Aの減少率は、ほぼ全ての STPで㈇となってお
り、工程中に増加している傾向が見られた。これはඛ⾜研究 1)と同様の結果であるが、C5A～C9Aの全
てがඛ⾜研究で示しているようなフル࣐ࣟࢸࣟ࢜ーアルコール等の๓㥑యの生分ゎによって生成され

たものであるかを☜ㄆするには、後さらなる研究が必要である。 

 

【ㅰ㎡】本研究は，JSPS⛉研㈝ JP16H02964のຓ成をཷけて実施した。 

【ཧ⪃ᩥ⊩】1) Schultz et al, Environ. Sci. Technol., 40, 289-295 (2006). 

Table 2 PFAA generation and discharge load per unit 
(mg/1000capita/day)

A B C D E F G H mean±SD A B C D E F G H mean±SD

C5A 0.80 0.51 0.57 5.5 1.6 2.1 4.4 0.88 2.0±1.9 1.6 1.0 0.75 6.2 2.2 2.7 5.7 1.1 2.7±2.1

C6A 1.5 1.0 0.51 15 2.0 3.8 16 0.91 5.1±6.5 2.5 1.7 1.3 15 3.8 4.1 15 2.2 5.6±5.7

C7A 0.52 0.34 0.63 4.9 1.8 2.0 5.3 0.83 2.0±2.0 0.50 0.59 0.54 4.9 2.2 1.9 4.6 1.0 2.0±1.8

C8A 1.6 0.53 0.75 7.5 2.2 3.3 26 1.7 5.4±8.5 2.5 1.3 2.1 9.4 4.0 4.7 27 2.7 6.7±8.6

C9A 2.9 1.7 1.3 14 2.7 2.3 8.8 2.7 4.6±4.6 5.3 1.9 2.0 28 3.3 2.5 6.2 2.7 6.5±8.9

C10A 0.69 n.d. n.d. 1.4 0.60 0.52 2.5 0.58 0.78±0.81 1.0 0.32 0.36 1.2 0.49 0.50 1.1 0.29 0.66±0.39

C11A 0.74 0.23 0.31 2.9 0.33 0.41 2.1 0.49 0.95±1.0 0.62 0.17 0.20 1.6 0.24 0.21 0.83 0.11 0.49±0.50

C12A 0.27 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.24 0.65 n.d. 0.15±0.24 0.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.03±0.08

C13A n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01±0.02

C14A n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01±0.02

C4S 2.7 0.41 6.1 8.8 6.0 2.6 2.1 2.6 3.9±2.8 0.08 0.18 0.34 4.8 1.1 1.6 5.5 0.44 1.8±2.2

C6S 0 0.57 0.26 45 1.4 10 3.7 1.9 7.8±15 0.11 0.45 0.45 31 1.2 10 3.3 1.2 5.9±11

C7S 0.73 1.4 0.56 13 0.71 1.0 0.67 0.52 2.3±4.2 n.d. 0.06 n.d. 4.0 0.09 0.34 0.37 0.13 0.63±1.4

C8S 2.0 5.2 2.6 130 3.9 9.3 15 5.9 21±43 3.5 5.2 1.4 83 4.1 9.5 12 5.0 15±27

C10S n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0

14 12 14 240 23 37 87 19 56±80 18 13 9.4 190 23 38 81 17 48±61PFAA total

generation load per unit (influent) discharge load per unit (effluent)

PFCA

PFSA
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LC/MSによる化学物質分析法の基礎的研究(71) 
 

○折原智明 1, ○伊藤朋子 2, ○山本道方 3, 長谷川瞳 4, 平生進吾 4, 吉野共
広 5, 八木正博 5, 浦山豊弘 6, 飛石和大 7, 上田守男 8, 鈴木茂 9 

1札幌市衛研, 2岩手県環保セ, 3和歌山県環衛研セ, 4名古屋市環科セ, 5神戸
市環保研, 6岡山県環保セ, 7福岡県保環研, 8九環協, 9中部大 

第 27回環境化学討論会（平成 30年 5月 22日～25日 那覇市）

 
【はじめに】 

GC/MSでは測定困難な環境中化学物質について、LC/MSの適用可能性を検討した。本報は、環境省委

託化学物質分析法開発（LC/MS）における検討等で得られた主な知見を取りまとめたものである。 

【方法】 
LC/MS/MS による水質試料中の(1) アジルサルタン、(2) アルベンダゾール、(3) ヒドロクロロチア

ジドの分析法を検討した。 

【結果と考察】 

(2) 水質試料中のアルベンダゾールの分析（岩手県環境保健センター） 

[概要] 環境水中に存在するアルベンダゾール（ABZ）と主要な代謝物 3種（5-プロピルスルホニル-1H-

ベンズイミダゾール-2-アミン（ABZ-m）、アルベンダゾールスルホキシド（ABZ-sulfoxide）及びアルベ

ンダゾールスルホン（ABZ-sulfone））について、LC/MS/MSで定量する方法を検討した。

[方法]水質試料 100 mLにサロゲート物質(ABZ-d3)を添加後、固相カートリッジ (Sep-Pak Plus PS-2)に通

水しメタノールで溶出する。溶出液を精製水で 10 mLに定容したものを試験液とし、LC/MS/MS-SRM

で測定する。分析条件を Table 2、分析時のクロマトグラムを Fig. 2に示す。

[結果]本法の検出下限値（MDL）は、ABZ 0.75 ng/L、ABZ-m 10 ng/L、 ABZ-sulfoxide 4.9 ng/L、ABZ-sulfone 

11 ng/Lで、水質試料（河川水、海水）に ABZ 5 ng/L、その他 50 ng/L相当となるように各物質を添加

して行った添加回収試験の回収率は 93~110 %の範囲であった。

Table 2 Analytical conditions

 

Instrument

Column

Mobile phase

Flow rate

Column temp.

Injection volume

Capilary voltage

Ionization mode

Mode

Monitoring ion

Fragmentor voltage

Collision energy 

Agilent 1200LC/ 6460MS

COSMOSIL PBr (150 mm×2.0 mm, 5 μm)

A：0.1 % HCOOH/H2O,B: 0.1 % HCOOH/CH3CN 
0→ 4 min(B 20 %)→ 9 min(B 20→90 %)→11 min (B 

90 %)→11.01 min B(90→20 %)→17 min B(20 %)

0.2 mL/min

40 °C

2 μL

3500 V

SRM

ESI-Positive（Agilent Jet Stream）
ABZ: m/z 266.1>234.1,m/z 266.1>191.1

ABZ-d3: m/z 269.2>234.1

ABZ-m: m/z 240.1>133.0,:m/z 240.1>198.1

ABZ-sulfoxide: m/z 282.1＞208.1,m/z 282.1>240.1

ABZ-sulfone: m/z 298.1>224.1,m/z 298.1>159.0

120V

ABZ(25 eV),ABZ-d3( 15 eV),

ABZ-m, ABZ-sulfoxide,ABZ-sulfone ( 20 eV)
Fig. 2  SRM chromatogram of standard solution

 

 

 

ABZ-d3

 ABZ 

ABZ-m ABZ-sulfoxide

ABZ-sulfone

( ABZ 0.2 ng/mL,others 2.0 ng/mL ) 

( ABZ-d3 0.2 ng/mL ) 
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北奥羽地域におけるツキノワグマ若齢メス個体の季節移動と 

夏季の環境利用の解析 

Seasonal movements and habitat use in summer of females Asiatic black bear 

in the North Ou Mountains 

 
〇鞍懸重和 1,山内貴義 2 

1岩手県環境保健研究センター,2岩手大学農学部森林科学科 

日本哺乳類学会 2018年度大会（平成 30年 9 月 8日 泉佐野市） 

 

 北奥羽地域個体群のツキノワグマの季節移動および夏季の環境利用を把握するため、2017年 6

～7月に岩手大学御明神演習林内にて、若齢雌 3個体に GPSテレメトリー首輪（Followit 社製

TellusGPS）を装着し、放獣した。測位間隔については、5～8月は 1 時間に 1点、9～11月は 2

時間に 1点、12～翌年 4月は 24時間に 1点とした。得られた GPSテレメトリーデータから可変

カーネル法 により 6～11月の行動圏とコアエリアを算出した。またコアエリア内の測位点の空

間分布と 1/25000 植生図（第 3回自然環境保全基礎調査植生調査報告書）から算出した土地利用

割合を比較した。その結果、夏季は 3個体ともに捕獲地点周辺の低標高に位置するコナラ‐ミズ

ナラ群落をコアエリアとしていたが，9月上旬には 3個体全てが岩手・秋田県県境付近の高標高

に位置するブナ‐チシマザサ群落に移動し、9 月下旬には捕獲地点付近のコアエリアへ回帰する

季節移動を示した。夏季のコアエリア内を解析した結果、3個体ともにコナラ群落の利用頻度が

高く、耕作地や市街地、牧草地は低かった。また 2個体についてはアカマツ植林地及びスギ・ヒ

ノキ・サワラ植林地の利用頻度が高かった。つまり夏季では人を警戒しつつ広葉樹林と針葉樹人

工林の両環境を積極的に利用し、秋季にはブナを利用する傾向がみられた。今後も継続して調査

を行い、年齢や性別、年による環境の利用形態を明らかにし、大量出没の行動様式を解明する一

助としたい。 

学会等発表抄録 

 

100



 

産業廃棄物不法投棄現場内地下水の水銀分析について 
 

〇本村華子 1 、佐々木 和明 1 、吉田 敬幸 2 、佐々木 秀幸 2 、川村 裕二 1  

1岩手県環境保健研究センター 、2岩手県環境生活部廃棄物特別対策室 

平成 30年度全国環境研協議会廃棄物資源循環学会併設研究発表会 
（平成 30年 9月 13日 名古屋市） 

 
１．はじめに 
岩手県内の産業廃棄物不法投棄現場付近の地下水において、水銀が環境基準を超えて検出（0.0008～ 0.00 

58 mg/L）している事例が認められている。 
この水銀の検出原因については、現在、地質由来等について調査中である。 調査を進めるにあたって、 
水溶液中の水銀濃度の減衰に関する先行研究がある*1ことから、水銀が検出されている地下水中の水銀 の
保存性について検討したので、その結果を報告する。 
２．実験方法 
採取した地下水を「環境省水銀分析マニュアル」（平成 16年３月）*2に従い、試料を孔径 0.45μmメン
ブランフィルターでろ過後、ガラス瓶及びポリプロピレン瓶 に入れて冷暗所（0℃）で保存し、それぞれ
の容器内試料に硝酸を添加（1 v/v %）したものと添加しないものについての水銀保存性を比較した。また、
同マニュアルには全水を試料とする場合も簡便法として記載されていることから、ろ過しない場合の保存

性についても検討するため、水銀の分析方法は、「水質汚濁に係る環境基準について」 昭和 46年 12月環
境庁告示第 59号付表１に準拠し、水銀分析装置は、還元気化水銀測定装置NIC RA 3A を用いた。また、
１試料につき３回の平行試験を実施した。 
３．実験結果 
（1）定量分析 
検量線の範囲は 0.00025～0.001mg/Lで良好な直線性を示し、環境省化学物質環境実態調査実施の手引き
（平成 27年度版）に従い測定( n=5 )した検出下限は 0.000034mg/Lであった。 
（2）地下水中の水銀の保存性 
孔径 0.45μmのメンブランフィルターでろ過した試料については、硝酸を添加した試料では３週間で減
少しなかったが、硝酸を添加しなかった試料は水銀濃度が２週間で 40～50％程度減少した。併せて実施し
たろ過しない試料については、３か月経過後も水銀濃度は減少しなかった。 
４．考察 
今回用いた分析方法の検出下限（0.000034mg/L）は、環境基準の 10分の１以下であり、本調査を行うの
に十分な感度を得ることができた。 
試料の保存性については、試料採取後に孔径 0.45μmメンブランフィルターでろ過した試料については、
水銀濃度は１週間一定であり、硝酸を添加した試料については、３週間経過後も水銀濃度は減少しなかっ

た。このことから、環境試料をろ過した場合は、特に早く試料を分析する必要があると思料された。また、

今回の地下水試料では、硝酸添加の保存処理を行うことが有効であった。一方、試料をメンブランフィル

ターでろ過しない場合の水銀の保存性を確認したところ、３か月経過後も水銀濃度の減少は認められなか

った。このことは、試料中の浮遊物質に水銀が吸着し、容器内壁への吸着が少なくなったためであると思

料された。 
５．まとめ 
地下水中の水銀については、ろ過しない場合は３か月間保存できるが、前処理としてメンブランフィル

ターでろ過した場合は、直ちに分析をする必要があることが判明した。また、短期間であれば、試料の保

存処理として硝酸添加を行うことが有効であることも判明した。これらの検討結果は、地質コアからの水

銀の溶出調査を実施する上で有用であることから、今後これらの結果を踏まえて調査を継続していきたい。 
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高圧処理を用いたノロウイルス不活化の検討 

 

○高橋知子１，白澤彰２，加賀克昌３，高橋雅輝１，佐藤卓１，梶田弘子１ 

1岩手県環境保健研究センター，2県南広域振興局，3岩手県水産技術

センター 

第 39回日本食品微生物学会学術総会（平成 30年 9月 27日～30日 大阪市） 

 

【背景と目的】ヒトノロウイルス（以下、「NoV」）

の感染制御において、カキ等の二枚貝に蓄積

した NoVを不活化するには、十分な加熱が確

実である。一方で、NoV のリスクのない生食

用カキの流通は、生産者、食品取扱業者、消

費者に強く望まれている。今回我々は、食品

における微生物制御法としての効果が期待さ

れている高圧処理 1)2)を用い、NoV不活化の効

果を調査した。 

【方法】（1）試料：カキ中腸腺をペースト状

にしたもの（約 1.5g）に、予めリアルタイム

PCR 法でコピー数を確認した NoV 感染者の糞

便乳剤（2.26×106コピー/mL）を添加し試料

とした。糞便乳剤の添加量により低濃度試験

区（2.26×104コピー数 NoV添加）と高濃度試

験区（2.26×106コピー数 NoV添加）を作製し

た。(2)高圧処理：装置は「Dr. CHEF」（神戸

製鋼）を使用した。圧力 0、300、400MPa、加

圧保持時間 5分、10分、5分 2回の条件で、

いずれも 4℃に保持し実験を行った。(3)NoV

のコピー数測定：各試料を、α-アミラーゼ溶

液によるグリコーゲン消化後、ポリエチレン

グリコール沈殿で濃縮し、感染性推定遺伝子

検出法 3) （破壊されたカプシドから露出した

RNA を RNase 処理で消化し、カプシドが正常

でも損傷したRNAはオリゴdTプライマーを用

いた逆転写により排除する方法（以下、推定

法））で RNA抽出及び逆転写を行った後、リア

ルタイム PCR法で NoVコピー数を測定した。

(4)データ解析：R version 3.4.3を使用し分

散分析及び多重比較を行った。 

【結果と考察】NoV の減少量（対数減少値）

は、両試験区ともに圧力 400MPa 保持時間 10

分で最も大きく、約 2オーダー減少した。低

濃度試験区において、5 分、10 分、5 分 2 回

のいずれの保持時間でも 300MPaと 400MPaの

間で有意な差がみられた。また、低濃度試験

区の 300MPa 5 分と 10 分、400Mpa 5 分と 10

分の間でも有意な差がみられた。高濃度試験

区においても、同じ保持時間では圧力が高い

方が、同じ圧力では保持時間 5 分よりも 10

分もしくは 5分 2回の方が NoVの対数減少値

が大きい傾向がみられた。また、両試験区で、

加圧時間 10分と 5分 2回では 10分の方の対

数減少値が大きく、圧力を連続でかけた方が

不活化の効果が高くなることが示唆された。

以上から、NoV を添加したカキ中腸腺に対す

る高圧処理は、NoV の減少に有効であり、そ

の効果は圧力と保持時間に影響を受けると考

えられた。 

1）Renduelesa, E., et al. Microbiological food 

safety assessment of high hydrostatic pressure 

processing. LWT-Food Sci. Technol．2011 

2）Kingsley, D. H., et al. Inactivation of a 

norovirus by high-pressure processing. Appl. 

Environ. Microbiol. 2007 

3）野田衛．食品のウイルス汚染のリスクを評価

のための遺伝子検査法の開発と応用に関する研

究．内閣府食品安全委員会食品健康影響評価技術

研究（2014） 
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腸管毒素原性大腸菌の食品での試験法のコラボレイティブ 

スタディによる評価(1) 
 

〇岩渕香織1，土屋彰彦2, 大塚佳代子3, 小西典子4,山崎匠子5, 和田
裕久6,木全恵子7,永井佑樹8,吉田孝子9,平塚貴大10, 森哲也11,稲垣俊
一12, 白石祥吾13,甲斐明美14,寺嶋淳15 ,工藤由起子15 

1岩手県環保研セ,2さいたま市健科研,3埼玉衛研,4東京都健安研,5杉並衛
セ,6静岡市環保研,7富山衛研,8三重保環研,9奈良保研セ,10広島総研保環
セ,11 (一財)東京顕微鏡院,12横浜検疫所,13神戸検疫所,14(公社)日食協,15

国立衛研 
第39回日本食品微生物学会学術総会（平成30年9月27日～30日 大阪市） 

 
【目的】腸管毒素原性大腸菌（ ETEC） O6、

O25、O27、O148、O153、O159およびO169の7血

清群を対象とした食品での検査法を確立する

ため、先行研究にて検討された増菌培養法、

免疫磁気ビーズ法、分離培養法、遺伝子検出

法を組み合わせた試験法を13試験検査機関に

よるコラボレイティブスタディを実施して評

価した。試験法の評価は、7血清群のうちO148

および O159を対象として試験を行った。な

お、実施結果については、本学術総会演題

「腸管毒素原性大腸菌の食品での試験法のコ

ラボレイティブスタディによる評価(2)」(吉

田孝子ら発表)にて報告する。 

【方法】検体：コラボレイティブスタディ

は、血清群ごとに実施した(第1回：O159 STh 

遺伝子保有、第2回：O148 STpおよびLT遺伝子

保有)。供試した食品検体は、1試験検査機関

につきキュウリ9検体、長ネギ9検体(それぞれ

高菌数接種3検体、低菌数接種3検体、非接種3

検体)および陽性対照用長ネギ1検体の計19検

体とした。検体調製：キュウリおよび長ネギ

は市販品を購入した。ストマッカー袋に1検体

あたり25 gを採り、低菌数で5 cfu、高菌数で

25 cfuとなるように菌液を接種した。なお、

実接種菌数(cfu)は、血清群O159で、低菌数平

均7.4、高菌数平均37、血清群O148で、低菌数

平均4.1、高菌数平均20.5であった。ストマッ

カー袋上部をヒートシールし、小型温度記録

計とともにバイオセーフティー対応容器に入

れ包装基準に従い、冷蔵にて各機関に送付し

た。なお、送付時の温度は0℃から8℃であっ

た。試験方法：検体入りのストマッカー袋

に、あらかじめ室温に温めたmEC培地225 mlを

加え、1分間ストマッカー処理を行い、42±

1℃で22±2時間培養した。この培養液から、

①ST･LT遺伝子検出リアルタイムPCR法、②直

接分離培養法、③対象血清群の免疫磁気ビー

ズ法（本学術総会にて尾畑浩魅ら発表）によ

る分離培養法の3方法にて、ETECの検出を行っ

た。リアルタイムPCR法では、食品培養液から

のアルカリ熱抽出物を供試し、ABI7500にて

Frydendahlら（STp遺伝子）、小西ら（STh遺

伝 子 ） 、 West ら （ LT 遺 伝 子 ） 、 USDA 

（16SrRNA遺伝子：インターナル・コントロー

ル）の方法を組み合わせて構築したマルチプ

レックス反応系により行った。また、対象血

清群の免疫磁気ビーズ法による分離培養法で

は、分離培地として抗生物質加SMACおよび抗

生物質加クロモアガーSTECを各2枚、直接法で

は、さらにSMAC、クロモアガーSTEC各2枚を追

加し、画線後に37℃で18～24時間培養した。

培地上に生育した各血清群の定型集落を普通

寒天培地等に単離し、O159およびO148免疫血

清にて各血清群の凝集を確認した。全試験検

査機関の結果を集計し、Outlier機関及び検出

方法の有意差検定（一元配置分散分析および

Tukey-Kramer法）を行った。 
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岩手県における特定健診等から見たメタボリックシンドロームと 
生活習慣について 

 
○三浦紀恵、菊池圭、梶田弘子 
岩手県環境保健研究センター 

第 77回日本公衆衛生学会（平成 30年 10月 24日 福島県郡山市） 
 
【目的】岩手県の特定健診メタボリックシンドローム（以下メタボ）群割合は、特定健診

開始以来全国平均より高く推移し、肥満割合も全国平均より高い。また、学校保健統計調

査でも岩手県の肥満傾向児出現率は、すべての学年で全国平均を上回り、多くの学年で都

道府県別ワースト 10位内に位置している。特定健診と児童・生徒アンケートデータから肥
満と生活習慣の関連性を把握し、肥満予防対策の一助とする。 
【方法】岩手県で運用している「いわて健康データウェアハウス」（健診・生活習慣データ、

人口動態統計等の集積システム）を用い、平成 27年度特定健診のメタボ群及び非メタボ群
（男性 99,390 人、女性 99,786 人）と生活習慣のクロス集計を行った。また、岩手県で実
施している小 1・4年、中 1・3年、高 3年対象の平成 29年度学校アンケート（男子 13,961
人、女子 13,102人）から、肥満と生活習慣の項目（朝食摂取、間食、偏食、運動習慣）に
ついての変数を投入し、ロジスティック回帰分析を行った。 
【結果】特定健診データでは、非メタボ群よりメタボ群が高いのは、男性の「運動習慣な

し」、男女の「夕食後の間食あり」と「20歳から 10kg体重増加あり」であった。学校アン
ケートで肥満と関連があったのは、「1回 30分以上の汗をかく運動を週 2日以上、1年以上
実施なし」が中 1男子でオッズ比 1.62（95％CI1.25－2.10）、中 3男子 1.79（1.36－2.35）、
中 3 女子 1.34（1.03－1.75）、「間食 1 日 2 回以上」が小 4 男子 1.30（1.02－1.67）、中 3
男子 0.47（0.35－0.65）、中 3女子 0.63（0.44－0.91）、高 3女子 0.52（0.39－0.70）、「朝
食を週 2 日以上食べない日がある」が小 4 女子 2.03（1.15－3.57）、中 1 女子 1.81（1.23
－2.67）、高 3 女子 1.37（1.00－1.88）、「偏食あり」が中 1 女子 1.42（1.05－1.93）、中 3
男子 1.40（1.04－1.87）、高 3女子 1.33（1.00－1.77）であった。 
【結論】肥満と関連ありと示唆されるのは、特定健診データと学校アンケートの「運動習

慣なし」、「間食状況」と学校アンケートの女子 3学年「朝食欠食あり」、中学生以上「偏食
あり」であった。小 1 は関連ありと示唆される項目が認められないことから、学年が上が
るに従い個々の生活習慣が強く影響してくると考えられる。小児期の肥満の多くは成人の

肥満に移行すると考えられていることから、低学年から運動習慣と望ましい食事摂取（量、

質、時間）の定着が必要である。 
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2016年に岩手県で分離された C型インフルエンザウイルスの性状解析 

○高橋 雅輝 1,4, 松嵜 葉子 2, 佐々木 裕 3, 梁 明秀 4, 木村 博一 4,5, 

村木 靖 3 

1岩手県環境保健研究センター,2山形大学医学部,3岩手医科大学医学

部,4横浜市立大学大学院医学研究科,5群馬パース大学保健科学部 

第 66回日本ウイルス学会学術集会（平成 30年 10月 28日～30日 京都市） 

 

【目的】 
岩手県環境保健研究センターでは 2013 年 4 月から呼吸器ウイルスの調査・研究を行っており、
これまでにライノ、RS、パラインフルエンザ、ヒトメタニューモウイルスの４つのウイルスが検
体の約 60%を占めた。2015年 1月から C型インフルエンザウイルス（C型ウイルス）の検出を
開始したところ陽性 2検体が得られたので、抗原解析および遺伝子解析を目的に検体からの C型
ウイルス分離を行った。 
【方法】 
2015年 1月から 2018年 2月までに、主に小児の肺炎・気管支炎症例から採取して上記の主要な
4 つのウイルスが検出されなかった 141 検体を対象にリアルタイム PCR 法で C 型ウイルス NP
遺伝子の検出を試みた。陽性と判定した咽頭ぬぐい液を、MDCK細胞および発育鶏卵羊膜腔に接
種・継代し、C型ウイルスを分離した。分離ウイルスは次のように解析した。（1）HEF糖蛋白に
対する単クローン抗体を用いた赤血球凝集阻止試験。（2）ダイレクトシークエンス法による 7つ
の遺伝子分節の全塩基配列の決定と最尤法による系統樹作成。 
【結果】 
2016年 3月と 5月に各 1株が分離され、C/岩手/1/2016および C/岩手/2/2016と命名した。2株
の抗原性は、2005 年以降に国内で流行している C/サンパウロ（SP）系統株に類似していた。系
統樹解析では、HEF遺伝子はC/SP系統に属していた。C型ウイルスの6つの内部遺伝子は、各々、
C/山形（Y）系統または C/ミシシッピ（M）系統に分けられる。C/岩手/1/2016 の PB2、PB1、
P3、NP、M、NS遺伝子は、それぞれ Y、Y、M、M、Y、Y系統であった。一方、C/岩手/2/2016
はM、Y、M、Y、Y、Y系統であった。 
【考察】 
岩手県で初めて C型ウイルスを分離した。2株のHEF遺伝子は C/SP系統に属していたが、内部
遺伝子の組成は異なっていた。日本国内では、C/岩手/2/2016 と同じ組成をもつ C/SP 系統株が
2005～2012年にかけて流行したが、2013年以降の報告はなかった。2014年には C/岩手/1/2016
と同じ組成をもつ C/SP 系統株が国内に出現して置き換わったことが示唆された。しかし今回、
岩手県で分離された 2株の解析により、内部遺伝子の組成が異なる 2種類の C/SP系統が国内で
共存し続けていたことが強く示唆された。 
【謝辞】 
米沢俊一先生（もりおかこども病院、現子どもは未来もりおかこどもクリニック） 
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Discharge scenario of perfluoroalkyl acids into the environment via sewage treatment plants

K. Iwabuchi : Iwate Prefectural Research Institute for Environmental Sciences and Public Health

S. Nagahora, R. Tahara: Hokkaido Research Organization, Institute for Environmental Science,

Hokkaido, Japan

T. Orihara: Sapporo City Institute of Public Health

H. Iida, T. Suzuki, Y. Kosugi, K. Watanabe, H. Konishi: Tokyo Metropolitan Institute of Public

Health, Tokyo, Japan

S. Takagi, F. Adachi : Osaka Institute of Public Health

T. Miyawaki : Fukuoka Institute of Health and Environmental Sciences

K. Kadokami : The University of Kitakyushu

SETAC North America 39th Annual Meeting（2018.11.4～8　Sacramento,USA）
Perfluoroalkyl acids (PFAAs) are detected throughout the world, and thus some of them have 

been designated as persistent organic pollutants. Although understanding their emission loads and 

sources are essential to establish measures against their environmental impacts, they are yet to be 

clarified. PFAAs are used in various commercial products, and therefore small amounts are 

usually found in wastewater discharged from factories and households, which are typically 

treated in sewage treatment plants (STPs). Almost the entire volume of wastewater generated due 

to human activities in urban areas of Japan is treated by STPs. Therefore, we examined PFAAs in 

STPs located in major cities to determine the amount of PFAAs generated due to human activities. 

We selected eight STPs (designated as STP A-H) in Japan. Influents and effluents were 

collected three or four times during the period from February 2017 to February 2018. PFAAs 

in a 24-h composite sample were extracted by solid-phase extraction, and then measured by LC-

MS/MS. The target compounds were 15 different PFAAs (hereinafter, CXA means carboxylic 

acid type, CXS means sulfonic acid type, and X signifies the carbon number).

There were remarkable differences in PFAA concentrations among the STPs examined; 

PFAA concentrations in the influent and effluent of STP D and those in the effluent from STP 

G were significantly higher than those of other STPs. The concentrations of PFAA in the 

influents and effluents were compared. Concentrations of C5A to C9A in effluents were higher than 

in influents of almost all STPs, while those of C10A to C13A in effluents were lower than in 

influents. However, perfluoroalkyl sulfonic acid (PFSA) concentrations in effluents were lower 

than those in influents for all the STPs, except STP G. During water treatment processes, C10A to 

C13A, and some PFSAs seemed to be removed through adsorption on activated sludge, while C5A 

to C9A were formed from their parent substances. The loads of PFAA, emitted due to human 

activities and discharged from the STPs, were calculated using the detected concentrations, 

volume of wastewater, and population served by the sewer. Based on the median calculated 

amounts, the amount of PFAA released in Japan was calculated to be 800 kg/y (amount of C8S 

released was the highest: 210 kg/y), and amount of PFAA discharged from STPs in Japan was 

calculated to be 810 kg/y (C8S was discharged in the highest quantity: 190 kg/y).
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腸管出血性大腸菌Ｏ111集団感染事例の検査を通じて示された 

便検体より分離したＯ111集落に関する考察 

 
○山中拓哉、太田美香子、髙橋幸子、上山昭 

岩手県環境保健研究センター 検査部 

第22回腸管出血性大腸菌感染症研究会（平成30年11月8日～9日 東京都） 

 
【目的】腸管出血性大腸菌（EHEC）感染症の確定診断には通常、糞便からの菌分離が必要であ

る。便検体に含まれるEHECは腸内細菌叢や投薬状況等の影響により純培養した菌株とは異なっ

た所見を示す可能性がある。我々は、平成29年に岩手県内で発生したＯ111集団感染事例の検査

を通じて、同じ集団内であり遺伝的には同一であると考えられるＯ111の各便検体における所見

について調査した。その結果、EHEC選択剤として使われるセフィキシム及び亜テルル酸カリウ

ム（CT）に対する感受性について、検体間での違いを示唆するデータが得られたのでこれにつ

いての報告を行う。また、Ｏ111用選択分離培地の検討も行ったので、これについての報告も併

せて行う。 

【材料・方法】平成29年10月～11月にかけて岩手県内で発生したＯ111VT1による集団感染事例

においてＯ111が検出された糞便33検体を研究対象とした。これらの便検体をCT-ソルボースマ

ッコンキー寒天培地（CT-SBMAC）及びクロモアガーＯ157TAM培地（関東化学）に塗抹・培養し、

培地上の集落を観察した。 

クロモアガーＯ157TAM培地は元来Ｏ157分離用の培地であり、β-グルクロニダーゼ陰性の大

腸菌であるＯ157は藤色の集落を呈し、大腸菌群及びβ-グルクロニダーゼ陽性の大腸菌は青色

の集落を呈する。我々は当センターで保管している59株のＯ111菌株を用いて本培地でＯ111を

培養した時の所見について検討した。その結果、全ての菌株で藤色の集落を呈したため、本培

地をＯ111用選択分離培地としても使用できると判断しこれを検査に用いている。 

【結果・考察】Ｏ111が検出された糞便33検体についてＯ111陽性集落が２種の選択分離培地の

どちらから分離できたかを調査した。20検体については両方の培地から分離され、6検体につい

てはCTを含有するCT-SBMACのみから分離された。残り7検体についてはCTを含有しないクロモア

ガーＯ157TAM培地のみで分離されたが、これは分離されたＯ111菌株がCT耐性を示すことと相反

する結果となった。 

この結果を示した理由としては、便検体中のO111が損傷を受けており、CT耐性が弱まってい

る可能性が考えられる。これより、便検体中における生理状態の違いによっては、EHECがCTに

対して感受性となる等、選択分離培地上でコロニーの発育に影響を及ぼす可能性があることが

示唆された。以上の結果から便検体のEHEC分離培養においてはCT含有及びCT不含の選択分離培

地を併用することが有効であることが示された。 
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特定原材料検査におけるもち米加工品の均質化操作に関する検討 

○昆野智恵子、阿久津千寿子、沼野聡、宮手公輔、関村照

吉、中南真理子、五日市惠里 

岩手県環境保健研究センター 

    第 55回 全国衛生化学技術協議会年会（平成 30年 11月 29～30日 横浜市） 

 

［目 的］ 

アレルギー疾患をもつ国民の割合は年々増

加しているといわれ１）、その一つである食物ア

レルギーについては、学校給食の誤食事例など

が毎年のように発生している。 

岩手県においても、県が定める収去計画に基

づき、平成 15 年度から継続して特定原材料検

査を行っている。検査項目は、特定原材料の中

でも比較的発症事例の多い「小麦」と、県北地

域で多く生産され重篤なアレルギー症状が出

やすいといわれる「そば」の 2項目である。 

検査方法は、消費者庁通知２）に基づき実施

しているが、今般、ELISA法による定量検査に

おいて 2 回目の検査を実施する指標である

8-12μg/gを超える小麦の検体があり、通知に

基づき 2回目の検査を行ったところ、1回目と

測定値が大きく異なる結果となった。このばら

つきは、試料の調製方法に由来していると考え

られたことから、均質化操作に関する検討を行

ったので報告する。 

［方 法］ 

１ 材料 

粒あんをもちで包んだもち米加工品（いわ

ゆる「大福もち」） 

２ ELISAキット 

   ELISAによる定量検査は、次の 2 つのキッ

トを使用して測定を行った。 

（１）FASPEKエライザⅡ小麦用（モリナガ
製。以下、Mキット） 

（２）FASTKIT エライザ Ver.Ⅲ（日本ハム

製。以下、Nキット） 

３ 均質化装置 

    試料の均質化操作には、オスターブレン

ダーミキサー16speed（オスター社製）を

用いた。 

４ 均質化操作 

   表１①から③の 3通りで行った。 

５ 抽出、測定方法 

   通知のとおり行った。 

［結果と考察］ 

  通知に基づき検体をミキサーにかけたが、も

ちの粘度が高いために均質化及び１ｇ採取は

困難な状態であった。そこで、表１①の方法に

より均質化を行い測定した結果を表 2に示す。

なお、３ウェルそれぞれの測定値を平均した値

を平均値とした。 

操作①による測定の結果は、いずれのキット

でも 1回目と 2回目の測定値にばらつきが見ら

れ、測定値全体の CV値は 25％を超えた。この

原因として、試料中のもちとあんの割合が違う

ためではないかと考えられたことから、もちの

部分とあんの部分をそれぞれ測定した。その結

果、もちは 13.6μg/g、あんは定量下限値以下

であった。よって、試料を採取する際に 1ｇ中

のもちの重量割合が多いか少ないかで測定値

にばらつきが生じていたことがわかった。 

通知には、「単純な粉砕による均質化が困難

な場合は、試料と同重量の水を加えミキサー等

により均質化を行う。その後凍結乾燥処理を行

い、再度均質化を行う。」のように記載されて
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いるが、ᙜセンターは凍結乾燥装置をᡤ᭷して

いないため実施することができない。そこで、

同重量の水を加え均質化する操作のࡳで、どの

⛬度ばらつきを小さくできるのかを検討する

こととした。 

今回は特に、もちにྵࡲれている小麦を均質

化するᚲせがあるが、目どでそれを☜ㄆするこ

とはできない。༑分に均質化されていれば、も

ちとあんの重量割合が試料本来の割合とࡰ

同じになるはずであると考え、表１ղ及び③の

操作を行い測定した結果を表 3に示す。なお、

検査は①の測定においてより大きな CV値を示

した Mキットを用いて行い、３ウェルそれぞれ

の測定値を平均した値を平均値とした。 

ղ及び③による測定の結果、ばらつきはどち

らの方法も小さく、測定値全体の CV値はいず

れも 5％以下であったことから、同重量の水を

加えることにより、もちのように粘度の高い食

品でも༑分に均質化できることがわかった。一

方、均質化操作の違いにより測定値には᭷ពᕪ

が見られた。༑分な均質化が行われていれば、

ղも③も同ᵝの値が出ると考えられたが、実際

はもちとあんู々に水を加えてΰ合した方③

の測定値がపいという結果であった。 

検体を収去した保健ᡤが☜ㄆした結果、ᙜヱ

製品と小麦加工品は同じ包あんᶵを使用して

製㐀されていることが分かった。よって、小麦

加工品製㐀┤後の製品にはより多くの小麦が

ΰධするが、その量は製㐀を重ࡡるにつれῶ少

していくと考えられ、その製㐀ẁ㝵の違いによ

り、今回のようなᕪが生じたྍ⬟ᛶがある。 

 ［ࡵとࡲ］

  特定原材料検査における均質化操作を検討

した結果、もち米加工品のように粘度が高く、

通ᖖの方法での均質化が難しい試料でも、同重

量の水を加える操作のࡳで༑分な均質化を行

うことができた。しかし、操作方法の違いによ

って測定結果に᭷ពᕪが見られた。 

特定原材料検査に౪される加工食品のᙧ態

はᵝ々であり、アレルギー物質のΰධ状態も同

ᵝであることから、今回検討した均質化操作を

凍結乾燥操作の௦わりに取りධれるためには、

さらに検討を重ࡡるᚲせがある。 

［ཧ考ᩥ⊩］ 

１）「アレルギー疾患の⌧状等」（平成 28年 2月 3

日ཌ生ປാ┬健ᗣᒁ がん࣭疾ᑐ⟇ㄢ㈨料） 

２）消費者庁次㛗通知「アレルギー物質をྵࡴ

食品の検査方法について」（平成 22年 9月 10

日消食表第 286ྕ） 

 

 
 

 

 
 

 

␒ྕ 操作の方法 

① 包により⣽ษし 1ｇ採取 

ղ 

 

同重量の⁛⳦水を加え、ミキサーで 30⛊㛫

×3回ΰ合し 2g採取 

③ 

もちとあんู々に同重量の⁛⳦水を加えղ

と同ᵝにΰ合し、もちが試料中の平均的な

重量割合であった 62％になるよう採取 

 Mキット Nキット 

1回目平均 11.5 8.4 

2回目平均 5.2 5.1 

全体平均s標‽೫ᕪ 8.3±3.45 6.7±1.78 

CV(%) 41.57 26.57 

 操作ղ 操作③ 

1回目平均 8.4 6.6 

2回目平均 7.9 6.3 

全体平均s標‽೫ᕪ 8.2±0.33 6.5±0.21 

CV(%) 4.02 3.23 

表３ 均質化操作ղ及び③による測定結果（Mキット） 

表２ 均質化操作①による測定結果 （μg/g） 

（μg/g） 

表１ ྛ均質化操作の方法 

ὀ㸸n=3 

ὀ㸸n=3 

（p㸺0.001㸸T-test） 
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有機フッ素化合物の環境中への排出と環境中からの検出 
岩渕勝己 
岩手県環境保健研究センター 

環境化学討論会北海道・東北地区部会（平成 30年 12月 10日 福島市） 

 
 有機フッ素化合物（PFAAs）は、残留性有機汚染物質（POPs）としての特徴を持つため、
世界中に拡散してあらゆる場所や野生動物、ヒト等から検出されており、また、生体への

悪影響も懸念されている。このような背景のもと当方で進めてきた研究について、今回は

有機フッ素化合物の環境中への排出実態、及び環境中から検出される有機フッ素化合物の

特徴などに関し、これまでに得られた知見を発表する。 
水環境中への PFAAの拡散は、発生源が事業場や家庭であることから、主要なルートの 1
つとして下水処理場（STP）がある。全国から 8か所の STPを選定し、流入水と放流水の
PFAA 濃度を測定したところ、STP による大きな差があること、比較的短鎖のカルボン酸
系 PFAAは STPの処理工程中で濃度が増加し、生成されている可能性があることなどが明
らかとなった。また、環境中には STPを通じて年間トータルで 800kg程度排出されている
と推計された。 
環境中に存在する PFAA を調べるため、日本各地からメダカ及び生息地点の環境水と底
質を採取し、各サンプルの PFAA 濃度を分析した。その結果、各地点の環境水、底質、メ
ダカともに、検出される濃度に差はあるものの組成比は類似していること、環境水及びメ

ダカから検出される PFAA濃度は、強熱減量当たりの底質中 PFAA濃度と相関が見られる
こと、メダカ等への生物濃縮係数とオクタノール/水 分配係数の間には一定の相関が認めら
れること、などが明らかとなった。 
一部のPFAAは製造や使用がすでに禁止されているが、未だに環境中からは多くのPFAA

が検出される。今後も環境中における挙動や生体影響を確認していくことは、非常に重要

である。 
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食中毒菌検査における食品検体について 

～ウエルシュ菌食中毒の検査事例から～ 

 

〇髙橋幸子 太田美香子 山中拓哉 上山昭 

環境保健研究センター 検査部 

平成 30年度食の安全安心担当業務研究発表会（平成 31年 1月 25日 盛岡市） 

１ はじめに 

本年度、ウエルシュ菌食中毒が疑われる有症事例が２件発生した。両事例も患者便検体からは高確率

でウエルシュ菌が検出されたにも関わらず、事例１では食品検体からウエルシュ菌が検出されず、事例

２では食品検体から検出されたウエルシュ菌が、食中毒が発生すると考えられる菌量に満たなかった。

その原因について検討したので報告する。 

２ ウエルシュ菌の特徴 

ウエルシュ菌は、偏性嫌気性の芽胞形成菌である。ヒトや動物の大腸内常在菌であり、土壌や下水、

河川、海など自然界にも広く分布し、食肉、魚介類、あるいは野菜など多くの食品が本菌に汚染されて

いる。食中毒の原因となるものは主に耐熱性芽胞形成ウエルシュ菌である。本菌は耐熱性芽胞を形成す

るため加熱処理によっても完全に死滅せず生き残る。また、加熱により食品の中心部は酸素の無い状態

になり、嫌気性菌のウエルシュ菌にとって好ましい状態になるため、食品の温度が発育に適した温度ま

で下がると発芽して急速に増殖を始める。ウエルシュ菌による食中毒のほとんどは、本菌が大量に増殖

した食品を喫食することにより、腸管内で増殖して、芽胞を形成する際に産生・放出されるエンテロト

キシンにより発症する感染型食中毒である。高齢者福祉施設や病院では院内感染の原因菌になることが

ある。なお、自然環境中に広く分布しているウエルシュ菌の多くはエンテロトキシンを産生しない。 

３ 事例紹介    

（１）事例１ 

 提供食数 50食  摂食者数 50人  患者数 20人  原因 不明  

ウエルシュ菌陽性検体数/検便検体数 20/20検体 

調理済み食品（検食）からウエルシュ菌は検出されなかった。 

（２）事例２ 

 提供食数 300食  摂食者数 300人以上  患者数 約 200人 原因食品 仕出し料理 

ウエルシュ菌陽性検体数/検便検体数 ７/７検体 

ウエルシュ菌が検出された食品 ホタテ煮、ムール貝煮、エビ煮、煮しめ（さつま揚げ、ちくわ、

こんにゃく、ごぼう、人参、豆腐） 

検体は、検食として上記食品が一つの袋にまとめられた状態で搬入されたため、１検体として検査

した。 

菌量 100 CFU/g（定量下限値）未満※ 

※直接培養(検体を培地に直接塗抹し培養)にてウエルシュ菌を検出したが、定量検査(検体を均質化

して段階希釈したものを培地に塗抹し培養)ではウエルシュ菌を検出できなかった。 
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㸲 全ᅜの食中毒事件における食品検体からの原因菌検出状ἣ 

食中毒関㐃報ඹ有シࢫテム(㹌㹃㹑㹄㹂)の食中毒事件ヲ報にᥖ㍕された全ᅜの食中毒事件につい

て、発症菌量が多いとされるウエルシュ菌、㯤Ⰽࢻࣈウ⌫菌、セࣞウࢫ菌の食品検体からの原因菌検出

状ἣを表１にまとめてみた。すての食中毒事件をᢳ出していないこと、また、原因菌を検出した検体

✀が␗なっているので一ᴫにẚ㍑できない㠃はあるが、食品検体からのウエルシュ菌の検出が㞴しいこ

とがうかがえた。 

表１ 食品検体からの原因菌検出状ἣ 

原因菌 ヲ報ᥖ㍕事件数 ᕥ記件数のうち食品検体の

検査ᐇ施件数 

原因菌検出件数  原因菌を検出した

検体✀ 

ウエルシ

ュ菌 

19件 

(2017年～2018年) 

14件 ３件 検食 

㯤Ⰽࢻࣈ

ウ⌫菌 

㸴件 

(2017年～2018年) 

㸴件 㸲件 残品、参考食品、

検食 

セࣞウࢫ

菌 

㸲件 

(2015年～2018年) 

３件 ３件 参考食品、残品 

 

㸳 検討事㡯ཬࡧ⤖ᯝ 

（１）検食᥇ྲྀ᪉ἲ 

ཌ生ປാ┬で♧した大量調理施設⾨生管理ࢽ࣐ュルでは、調理済み食品は㓄⮃ᚋの状態で保Ꮡす

ることと定められている。このࠕ㓄⮃ᚋの状態ࠖとは、保Ꮡ⏝の検食も㓄⮃するまでྠじ᮲件下に⨨

いたものを⤖保Ꮡするというពであるが、ᐇ際には検食᥇ྲྀのタ࣑ンࢢཬࡧそのᚋの保Ꮡ᮲件

によって提供された食品と検食では菌量にᕪがでるྍ⬟性がある。保Ꮡされている検食が㓄⮃ᚋの状

態といい㞴いሙྜ、食残し等の残品やᐜჾに╔した煮Ồ等の検査を検討に入れることで原因の究

明にᙺ❧つሙྜがある。 

（２）検食᥇ྲྀ⟠ᡤ 

ウエルシュ菌はその特徴から、㘠表ᒙ部より下ᒙ部においてよりⰋく増殖するഴྥが確ㄆされてい

る（ὀ１）。特に大㘠で調理され、煮ᔂれを㜵ࡄために༑分なかきΰࡐがなされないおでんや煮物な

どでは、㘠表ᒙ部より、㘠下ᒙ部において嫌気ⓗ᮲件となり、熱にᙉい耐熱性芽胞形成ウエルシュ菌

が生き残り、大㘠のため放熱に㛫をせし⮳適温度が㛗㛫保たれることで増殖する。したがって、

検食が㘠表ᒙ部から᥇ྲྀされたሙྜ、ᐇ際に喫食された食品よりも菌量がᑡないことが考えられる。 

㸴 まとめ 

検食の᥇ྲྀは、食中毒事件ཬࡧその疑いが発生したሙྜ、発生原因の究明のために⾜うものである。

┠ⓗをᯝたすためにも、ᅇした検食がࢽ࣐ュル㏻り㓄⮃ᚋの状態で保Ꮡされたものかを確ㄆし、ሙ

ྜによっては、食残し等の残品やᐜჾに╔した煮Ồ等の検査の検討、そして、検食の᥇ྲྀ状ἣを検

査⤖ᯝの考ᐹに加えるᚲせがあると考える。 

  

ᘬ⏝ᩥ⊩ 

（ὀ１）平成 30年全ᅜ食品⾨生┘どဨ研ಟ会研究発表等抄録 ሜ市保健ᡤ ᮾ田࿘స  
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腸管出血性大腸菌の MLVA解析について 

○岩渕香織,藤森亜紀子,川上修央,高橋雅輝,高橋知子,梶田弘子 

環境保健研究センター 

平成 30年度食の安全安心担当業務研究発表会（平成 31年 1月 25日 盛岡市） 

 

はじめに

平成 30 年 6 月 29 日付厚労省健康局結核感染症課等事務連絡「腸管出血性大腸菌による

広域的な感染症・食中毒に関する調査について」により、事案の早期探知、関係部門の連

携及び共有等を目的として、腸管出血性大腸菌 O157,O26,O111 の遺伝子検査手法について

は、反復配列多型解析法（Multiple-Locus Variable-number tandem repeat Analysis以下

「MLVA法」という。）による検査を実施することとなった。また、本県では独自に調査シー

トを活用し疫学情報に感染症サーベイランスシステムにて付与された番号（NESID ID）を

付して管理し、分析結果を一覧化して県庁担当課、保健所、当センターの関係者が情報共

有を行っている。 

今回、MLVA法によるデータ解釈方法の理解と関係者の情報共有を図るため、平成 30年に

環境保健研究センターに確保された菌株の MLVA法解析結果について報告する。 

MLVA法について
MLVA 法は、分子疫学解析法の一つである。分子疫学解析法とは病原体の染色体の構成成

分である DNA 配列の多様性を利用し、菌株間の差を検知する方法である。菌株間の異同や

類縁性を調べ、事例間の関連性を明らかにすることができるので、広域に流行する散発事

例株の探知に有効である。現在、腸管出血性大腸菌では、主にパルスフィールドゲル電気

泳動（PFGE）法、IS-printing法、MLVA法の 3つの方法が利用されている。 

細菌ゲノムには、塩基配列も塩基数も異なる単一配列が、タンデムにリピートする領域

が複数存在し、かつ比較的頻繁にリピート数が変化することが知られている。MLVA 法とは

これらのリピート数の違いを基に菌株を型別する方法である。 

なお、MLVA法の結果は、17個の数字で示され(表 1)、この 17個の数字が一致したものを

同じ MLVA 型と呼んでいる。この数字は、ゲノム上の 17 か所それぞれの領域の反復配列数

（リピート数）を示している。異同の判別は、17 領域のリピート数が一致するかどうかで

ある。ただし、集団発生事例や家族内感染においても一致しない例もあり、そのほとんど

は 17領域のうち、1領域のコピー数が異なるものである。これは single-locus variant（SLV）

と呼び、類似する株とする。 

MLVA法の実施 

当センターに確保された腸管出血性大腸菌 O157,O26,O111について、MLVA検査を実施し、

一致もしくは類似した株の情報を腸管出血性大腸菌感染症対応（試行）実施要領により「情

報共有エクセルファイル」に入力するとともに医療政策室に報告している。また、国立感

染症研究所へ菌株を送付し、全国的な広域株と推定される事例について報告されている。
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結果は、菌株送付ᚋ⣙ 1 㐌間で㑏ඖされ、全国の自体と一致もしくは類似したデータ

についても、県内のデータと同様に「情報共有エクセルファイル」に入力するとともに医

療政策室に報告している。 

情報共有エクセルファイル中にある、18㹫2037といった MLVA Typeと、18c206といった

Complexは国立感染症研究所で付している番号で、MLVA Typeは菌株に、Complexは SLVな

ど㏆縁の型どうしをまとめたものである。 

地研菌株番号O:H 感染研O:H VT1 VT2 EH111-11EH111-14 EH111-8 EH157-12 EH26-7 EHC-1 EHC-2 EHC-5 EHC-6 O157-3 O157-34 O157-9 O157-25 O157-17 O157-19 O157-36 O157-37

18002 O157:H- + + 2 -2 1 4 -2 7 5 -2 -2 13 10 16 2 7 7 4 9

18003 O157:H7 + + 2 -2 1 1 -2 6 6 7 -2 -2 9 11 4 3 5 5 6

18005 O157:H7 + + 2 -2 1 4 -2 6 4 7 15 10 12 8 5 6 6 6 7

18006 O26:H11 + - 2 1 1 2 4 9 7 2 11 -2 1 10 2 -2 1 -2 7

ᖹᡂ 30ᖺゎᯒ⤖ᯝ 

 MLVA データは単なる数್の配列（表 1）である

ため、minimum spanning tree（以下 MST）と呼ࡤ

れるࢢラフで報告する。 

ͤMST:はྛ遺伝子型を表ࢃし、その遺伝子型をᣢつ菌

株数が多いほどは大きくなる。㎶の㛗さは遺伝子間の

一致領域数を表ࢃす。一致する領域数が多いほど㎶は▷く

なり㏆縁遺伝子はࢢラフ上で㏆くに配⨨され、㏆縁遺伝子

でないと㎶はⅬ⥺となる。 

岩手県内の腸管出血性大腸菌 O157（図 1）は 17

株、O26（図 2）は 35株確保され、県内および自

体と一致あるいは類似する遺伝子型が検出され

たが、関連性がぢつかった事例はなかった。 

 にࡾࢃ⤊

腸管出血性大腸菌感染症は、ᒆ出のⅬでは食

中毒か感染症かはࢃからないため、食ရ担当およ

び感染症担が当༠力し疫学調査を実施している。

平成30年にはࣔスࣂー࢞ーによる広域食中毒事例

や、ᮾிドーム࣍テルに係る広域食中毒事例が発

生している。MLVA型が一致する事案においても᭱

⤊的には疫学調査が㔜要であり、㎿㏿な疫学情報

の集がᚲ要である。 

ཧ⪃ᩥ⊩ 

㸯) 腸管出血性大腸菌 MLVAࣁンドࢵࣈク（O157、O26、O111⦅）

㸰) ⋇医බ⾗⾨生研究 20-2（2018.3）

㸱) IASR Vol. 35 p. 129-130: 2014年 5月号㸸腸管出血性大腸菌の分子型別

表 1 MLVA๑݃ࠬݗՎ 

ਦ 1 ฑ 30೧ ௐ؇ड़݄ௐۗ O157մੵ݃Վ 

ਦ 2 ฑ 30೧ ௐ؇ड़݄ௐۗ O26մੵ݃Վ 
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岩手県におけるノロウイルス集団発生事例の動向と 
不顕性感染者の実態について 

 

高橋知子 

岩手県環境保健研究センター 

厚生労働科学研究「ウイルスを原因とする食品媒介性疾患の制御に関する研究」班 

研究成果検討会議（平成 31年 2月 8日 神奈川県） 

 

平成 30年度厚生労働科学研究費補助金(食品の安全確保推進研究事業) 

「ウイルスを原因とする食品媒介性疾患の制御に関する研究」研究分担報告 

研究分担者 

研究協力者 

研究協力者 

研究協力者 

研究協力者 

研究協力者 

研究協力者 

研究協力者 

上間 匡 

高橋 知子 

川上 修央 

藤森 亜紀子 

佐藤 卓 

高橋 雅輝 

岩渕 香織 

梶田 弘子 

国立医薬品食品衛生研究所 

岩手県環境保健研究センター 

岩手県環境保健研究センター 

岩手県環境保健研究センター 

岩手県環境保健研究センター 

岩手県環境保健研究センター 

岩手県環境保健研究センター 

岩手県環境保健研究センター 

【研究要旨】 

ノロウイルスの集団発生事例において不顕性感染者の存在は問題となる。

2013/14～2017/18 シーズンの岩手県内のノロウイルスによる集団事例において、

無症状の調理従事者（事例発生時）の約 10.8％からノロウイルスが検出された。

2015年 1月～2018年 5月のノロウイルスが検出された集団発生事例（114事例）

の感染者（525 名）のうち、不顕性感染者を含む事例（20 事例）の感染者（135

名）を症状の有無別で便中のノロウイルスコピー数を比較した場合、顕性感染

者は不顕性感染者より有意に高いことが分かった。遺伝子型別の比較では、ウ

イルスコピー数に有意な差は認められなかった。しかしながら、不顕性感染者

の排泄するウイルスコピー数もまた、十分に感染を拡大させる量であり、集団

発生等における感染源となる可能性が示唆された。このことから、不顕性感染

者の存在と感染拡大の可能性を認識し、家庭や、集団生活を行う様々な施設に

おけるノロウイルス等の感染症の拡大防止策を図ることが重要である。 
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地下水重金属類測定における給水管及び給水用具の影響 

伊藤朋子 
岩手県環境保健研究センター環境科学部

ᐔᚑ30ᐕᐲ�ⴡ↢環境ᬺോ⎇ⓥ⊒会（平成 31年1月31日 盛岡市）

１．はじめに

 岩手県では、地下水質常時監視実施細目に基づき、

概況調査で報告下限値（NOx-Nのみ地下水環境基準）
を超える項目があった地点において、汚染範囲の推定

や汚染原因の究明に資するため、汚染井戸周辺地区調

査を実施している。

金属類については、鉛の検出率が高く、毎年数件周

辺調査を実施しているが、近隣に鉛の汚染源となる工

場・事業場が存在せず、自然由来で観察されるような

周辺井戸における濃度の均一性もない等の理由で、汚

染原因が不明となる事例が大半を占めている。

一方、水道分野では、鉛の水道水質基準強化に伴い、

鉛管などの給水用具由来の鉛濃度の実態調査や鉛管の

布設替え等の対策が取られており、また、過去の地下

水質常時監視においても、鉛管由来と考えられる検出

事例 1)があった。

このことから、本調査では地下水質測定結果に対す

る給水用具からの鉛の溶出影響を把握するため、検討

を行った。

２．調査方法

2-1鉛その他金属の測定

 金属類の測定は ICP/MSで行い、前処理、機器測定
の詳細は JIS K 0102の各項に準じた。
2-2試料

 地下水試料は平成 30年度地下水質測定計画の地点
とし、次のとおり調査を行った。

概況調査地点：開栓直後の配管滞留水を含む水質（初

流）と滞留水を十分排出した後の水質（通常試料）に

ついて、鉛濃度の比較を行ったほか、初流については

鉛に加え給水用具に由来する金属（銅、アンチモン及

び鉄）を測定した。

継続監視調査地点：例年より鉛が高値を示した地点（一

関市大東町渋民）について、開栓直後から

0,2,5,10,20,40,60,80及び 100L排出時の連続採水を行い、
給水用具由来金属の濃度推移を観察した。

汚染井戸周辺地区調査地点：鉛が報告下限値を超えて

検出された地点（奥州市水沢山崎町）の周辺井戸にお

いて、給水用具由来金属濃度を測定した。

３．結果と考察

3-1概況調査地点における初流と通常試料の鉛濃度比

較

 初流の鉛濃度を横軸、通常試料の鉛濃度を縦軸とし

て、各地点の濃度を散布図としたものと、初流の鉛濃

度と、初流と通常試料の鉛濃度の差（ΔPb）を散布図
としたものを図１に示す。

図1 初流と通常試料の鉛濃度比較（左図）、
初流の鉛濃度とΔPbの相関（右図）(n=62)

通常試料の鉛濃度は初流より有意に低い値*を示し、

また、初流とΔPbがr = 0.929と強い正の相関を示した。
このことから、調査地点の多くで給水用具の溶出影響

を受ける可能性があることが示唆された。
* Wilcoxon符号順位検定,両側,p<0.05

3-2 継続監視地点における給水用具由来金属の経時的

濃度推移

今年度、継続監視調査で鉛濃度が例年と比較し、10
倍程高値となった地点があった。この地下水試料は外

観が淡黄色で、水酸化鉄(Ⅲ)と思われる褐色の沈殿が
生じており、鉛が高値となった原因として、老朽化し

た給水用具からの溶出が疑われた。

鉛溶出に関連する給水用具は、鉛管（純鉛、鉛・ア

ンチモン合金）、銅製給水バルブ、継手（銅・亜鉛（ま

たは錫）・鉛合金）等が知られている 2)。当該地点にお

ける給水用具の溶出影響を検討するため、開栓直後か

ら 100Lまで、連続的なサンプリングを行い、鉛、銅、
アンチモン及び鉄について、濃度推移を観察した。結

果を図２に示す。

測定したすべての金属が0～10Lまで高濃度となり、
20L以降に濃度が一定となった。
排出量に連動して金属の濃度が減衰していることか

ら、これらの金属が高値となった部分は、給水用具か

らの溶出が原因であると考えられた。
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しかし、滞留水が十分排出されたと推定される 20L
排出以降も鉛が地下水環境基準を超過しており、この

部分の汚染原因については、今ᅇの調査ではゎ明でき

なかった。

図２ 継続監視調査地点の経時的金属濃度推移
（る࠸࡚ࡋ♧は102ಸ、㖡は10-1ಸ࡛ࣥࣔࢳࣥ、めࡓるࡍࡃࡍࡸぢࢆࣇࣛࢢ）

3-3初流୰の給水用具由来金属濃度 

3-2の結果から、鉛ࡔけでなく、銅、アンチモン及

び鉄が給水用具から溶出することが☜ㄆされた。これ

らの金属のうࡕ、鉛の溶出影響のᣦᶆとして用でき

るものがないか検討するため、初流୰の濃度を測定し、

鉛との相関を☜ㄆした。結果を図㸱に示す。

図３ 初流୰の給水用具由来金属の相関(n=62)

 検討の結果、鉛と銅に強い相関があり、銅をᣦᶆと

して用できる可能性が示された。アンチモンは相関

がᙅく、鉛管以外の発生源があることが推測された。

鉄についてはどの金属とも相関がᙅい結果となった。

 溶出ᣦᶆとしての銅の㜈値をồめるため、初流の測

定結果を鉛濃度で㸲つにࢫࣛࢡタリングし、分散分ᯒ

と多重比較によりࢫࣛࢡタ㛫の銅濃度を比較した。結

果を表１に示す。

⾲１ 鉛濃度ࢱࢫࣛࢡにࡼる㖡濃度のศᩓศᯒ結果*

タࢫࣛࢡ 鉛** 銅** n
1 52.0(�0.8) 641(�185) 2
2 14.�(�3.8) 321(��1) 3
3 3.6(�0.4) �9(�1�) 1�
4 0.66(�0.08) 22(�4.�) 40

タ分ᯒ：N-PHDnἲ、分散分ᯒ：WHlcK ἲࢫࣛࢡ *
 **PHDn�S(
銅濃度はてのࢫࣛࢡタ㛫で有意に差があり

（7XNH\の多重比較）、鉛濃度が᭱も低いࢫࣛࢡタ 4で

は、銅濃度も低い結果となった。ࢫࣛࢡタ 4を給水用
具の溶出影響がほࡰ↓視できる⩌と௬定し、ࡑの銅平

均値の 95�ಙ㢗区㛫ୖ限（32�J/L）がࠕ溶出影響が疑
われる ᣦࠖᶆ㜈値として㐺用可能であると思料された。

3-4 ởᰁᡞ࿘㎶地༊調査における᳨ウ

 奥州市水沢区山崎町の周辺調査において、給水用具

由来金属濃度を測定し、3-3で検討した銅の㜈値がᣦ

ᶆとして㐺用可能か検ドを行った。

調査地点は半ᚄ 80P以ෆの⊃い範囲から㑅定され、
㟁Ẽఏᑟ度にほࡰ差がないことから、ྠ一ᖏ水ᒙの地

下水であると考えられるが、金属類の濃度にはࡤらつ

きがあった。

⾲２ ởᰁᡞ࿘㎶地༊調査結果 

地点ྡ 鉛(ȝJ/L) 銅(ȝJ/L) (C(ȝS/cP)

No.1* 5.1(3.8) 189 160
No.2 0.9 30 1�0
No.3 1.9 33 160
No.4 0.8 24 160
No.5 2.2 90 130
No.6 1.8 58 1�0
No.� 0.3 30 140
No.8 9.3 233 100
No.9 0.6 15 1�0
No.10 0.� 24 1�0

㸨༳の地点（概況）は初流の値（ࢥࢵ࢝ෆのみ通常試料の値）

なお、の地点については通常試料の値をグ㍕している

 多くの地点で鉛が 2�J/L以下であったことから、地
下水本来の鉛濃度は報告下限値ᮍ‶であると考えられ

る（対ᛂする銅濃度は30�J/L程度）。鉛を2�J/L 以ୖ
検出した地点では、銅濃度も溶出ᣦᶆとした 32�J/L
をୖᅇる結果となった。鉛検出を給水器具の溶出影響

と᩿定するには、より詳細な調査がᚲせではあるが、

この地区で鉛を検出した地点は給水用具の溶出影響が

疑われ、銅ᣦᶆによる推定は一定程度有ຠであると推

測される。

㸲．ࡲとめ

 地下水の鉛測定結果に対する給水用具の溶出影響

を把握するため、検討を行った。調査地点の多くが溶

出影響を受ける可能性があることがุ明するとともに、

銅濃度を給水用具の溶出ᣦᶆとして用できる可能性

が示唆された。なお、今ᅇの調査で、滞留水を十分に

排出してから採水することの重せ性がᨵめて☜ㄆされ

たが、ࡑの一方で、滞留水を十分排出したと思われる

時点でも、地下水環境基準を超過する地点があったこ

とから、このような場合、また㐪うアプࣟーチで汚染

原因の᥈⣴がᚲせであࢁうと考えている。

ㅰ㎡

本調査を実施するにあたり、採水にࡈ༠ຊいたࡔいたබᐖ㜵

Ṇᢸ当⫋ဨのⓙᵝ୪びに⤫計ゎᯒをࡈᣦᑟ㡬いたబ藤௵ᑓ㛛

研究ဨにお♩⏦しୖࡆます。 

ཧ考ᩥ⊩
1） Ⳣ原ら.平成24年度地下水常時監視㏣㊧調査 

2） ཌ生ປാ┬.給水管及び給水用具の性能基準のゎㄝ 
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北海道・東北・新潟ブロック腸管出血性大腸菌 MLVA技術研修会 

岩渕香織 
岩手県環境保健研究センター 

厚生労働科学研究「食品由来感染症の病原体の解析手法及び共有化システムの 
構築のための研究」班会議（平成 31年 2月 8日 東京都） 

 
北海道・東北・新潟ブロックの腸管出血性大腸菌株解析及び精度管理に関する研究とし

て、ブロック内の地方衛生研究所における腸管出血性大腸菌の分子疫学解析法（MLVA）
の構築のため、MLVA技術研修会を開催した。平成 30年 6月 29日付事務連絡「腸管
出血性大腸菌による広域的な感染症・食中毒に関する調査について」により、遺伝子検

査手法は MLVA 法に統一化し迅速な対応が求められている。なお、MLVA 法導入につ
いて現時点は過渡期であり、ブロック内で実施している地方衛生研究所は 11 機関中 3
機関であるが、今後の導入の有無にかかわらず MLVA 法の知識を深めるため、原理、
検査方法、解析方法、解析結果の解釈について研修を行った。併せて、行政担当者間と

の円滑な情報共有の方法を探るため、各地方衛生研究所における分子疫学解析データの

行政等への運用状況について情報交換を行い、問題点及び今後の課題を共有した。 
今後の課題として、①MLVA法の検査の手技及び GeneMapperによる解析の精度を

高めるため精度管理が必要であること、②広域発生事例の早期探知のため、腸管出血性

大腸菌の分離（届出）から収集までの時間の短縮が必要であること、③疫学情報収集の

ため、行政担当者に「MLVA法」を理解してもらう必要があることが挙げられた。 
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non-O157/O26腸管出血性大腸菌の糞便検体における検査法の構築 

○山中拓哉、太田美香子、髙橋幸子、上山昭 

環境保健研究センター 検査部 

平成30年度第31回岩手県保健福祉環境行政セミナー（平成31年2月8日 盛岡市） 

 

Ⅰ はじめに 

腸管出血性大腸菌（EHEC）は下痢原性大腸

菌のうちベロ毒素（VT）を産生するものであ

る。EHEC感染症は小児や高齢者を中心に重症

化・死亡のリスクがあるため迅速な検査が求

められる。当所では、本症の感染者の早期発

見・治療により感染拡大を防ぐため、保健所

からの依頼により患者家族等接触者の検便検

査を年間数百件実施している。 

本症の確定診断は、通常、便からの菌分離

が必要である。EHECの分離は各O血清群に特徴

的な生化学的性状を指標に行われるが、O157、

O26以外（non-O157/O26）のマイナーな血清型

については、生化学的性状に関する情報が充

分でないため効率的な検査ができないという

問題があった。このため我々は、当所で保管

しているnon-O157/O26 EHECに関して、菌株や

糞便検体の選択分離培地上における所見や生

化学的性状に関するデータを解析し、より効

率的な検査法を開発することを目指した。本

発表では解析結果並びに、これらに基づく

EHEC検査法の構築についての報告を行う。 

Ⅱ 概要 

（１）当所に保管されているEHEC菌株の解析 

2002～2019年に分離され当所に保存してい

るEHEC菌株のうちO157、O26以外の176菌株

（表）について、選択分離培地での集落の所

見、確認培地等を用いた生化学的性状試験、

EHT寒天培地での溶血の有無、血清型別試験（O

抗原、H抗原）、VT型別試験の結果および画像

データを記録し、これらを整理した表を作成

した。一部の血清型についてはこの結果を基

に検査において有効な選択分離培地等を見出

した。 

表　解析を実施したEHEC176菌株の血清型別内訳*
血清型 菌株数 血清型 菌株数
O111 59 O74 1
O103 35 O91 1
O121 26 O114 1
O145 14 O115 1
O63 4 O126 1
O165 3 O128 1
O1 1 O136 1
O55 1 O169 1
O8 1 OUT 24

*平成31年1月18日現在

（２）EHECを含む糞便検体を用いた解析 

2017～2019年に当所に依頼があったEHEC検

査の糞便検体のうちEHECが分離されたものを

対象に、選択分離培地での所見を中心に性状

に関するデータを記録した。これにより血清

型O111、O103、O145については（１）の解析

により見出された検査法が糞便検体において

も有効であることを確認した。また、糞便検

体の状態がEHECに影響を与える可能性がある

ことを示した†。 

Ⅲ まとめ 

本研究により充分なデータ数が得られた血

清型（O111、O103、O121、O145）については

血清型毎の検査マニュアルを作成し、より効

率的な検査法を提示する予定である。また、

データ数が少ない血清型、データがない血清

型および血清型別不能（OUT）EHECについては、

得られた知見を基に検査の方向性を示す手順

書を作成する予定である。 

本研究により、EHEC検査におけるより迅速

な対応が可能になった。今後の業務において

も検査データを蓄積し、検査法の改善に努め

ていくことが重要であると考える。 

†山中ら、平成29年度保健福祉環境行政セミナー 
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飲用水試験における塩素酸の水質基準超過の状況について 

〇久根崎菜穂子、小泉英誉、村上翔子、吉田敏裕、上山昭 
岩手県環境保健研究センター検査部 

平成30年度第31回岩手県保健福祉環境行政セミナー（平成31年2月8日 盛岡市） 

 
１ はじめに  

水道水の水質基準項目で消毒副生成物である「塩素酸(基準値 0.6 mg/L)」は、飲用水試験のうち一

般検査の測定項目であるが、簡易検査の測定項目ではない。 

しかし、簡易検査において、塩化物イオン、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素を測定する場合、塩素酸

の応答値も測定されることから、簡易検査の検体についても塩素酸の濃度を推定することができる。 

昨年度の業務研究発表会・行政セミナーにおいて、簡易検査の検体の中に「塩素酸」の基準を超過

する事案があったことを探知し、そのほとんどが食品営業者からの検体で、塩素酸の基準超過の理由

として、井戸水の水質の悪化、塩素消毒剤である次亜塩素酸ナトリウムの過剰添加と劣化が推測され

たことを報告した。 

今般、今年度の飲用水試験における、塩素酸の基準超過の状況を整理し、改めて原因・対応につい

て考察を加えたので報告する。 

２ H30年度からの対応 

  簡易検査の検体であっても、塩素酸の応答値が基準値に相当する応答値を超えた場合には、飲用水

による健康危機の未然防止及び原因究明の一助となるために、県民くらしの安全課に情報提供するこ

ととした。 

３ 飲用水試験における塩素酸超過(おそれ含む)の状況  

年 度 Ｈ３０ Ｈ２９ 

塩素酸超過(おそれを含む)件数 １６  １２ 

 用途内訳 食品営業用 １４ (23/200) ９ 

幼稚園プール用 １ (0.65/0.05) １ 

その他 １ (0.59/3.5) ２ 

残留塩素濃度 １mg/L以下 ８ (3.4/0.5) ５ 

１mg/L超 ８ (23/200) ７ 

        ※（[検出された塩素酸最大濃度(mg/L)]/[ その検体の残留塩素濃度(mg/L)]） 

４ まとめ 

飲用水試験における塩素酸の基準超過(おそれを含む)事案は、大部分が食品営業用の井戸水であっ

た。 

また、残留塩素濃度が高濃度だった場合だけでなく、通常の残留塩素濃度レベル(１mg/L以下)にお

いても、基準を超過する事案があることから、井戸水の水質把握・管理はもとより、次亜塩素酸ナト

リウムの適量添加と併せ適正な取扱いについても強く注意喚起する必要がある。 

そのためには、食品営業者に対し、生活衛生の担当者と食品衛生監視員が協力して指導する体制が

必要と考える。 

【参考１】飲料水における残塩濃度の基準等  
・水道法施行規則：給水栓における水が、遊離残留塩素を 0.1(mg/L)以上 
・水質管理目標設定項目の目標値：１(mg/L)以下 
・WHOの飲料水水質ガイドライン値：５(mg/L)以下 

【参考 2】塩素消毒剤(次亜塩素酸ナトリウム)の取り扱い上の注意  
・初期塩素酸濃度の低い次亜塩素ナトリウムを購入（成分表等で確認する） 
・有効塩素濃度 6％の製品が望ましい(12％でも低温管理するのであれば大丈夫) 
・メーカーから直接購入することが望ましい 
・保管温度 低温（20℃程度を保持) 
・保管期間の短縮 (少量購入)  
・貯蔵タンクへの少量補充と清掃 （タンクは小型が望ましく、清潔を保つこと。） 
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環境残留医薬品等（PPCPｓ）の環境実態に関する共同研究（概要） 

（岩手県環境保健研究センター分の抜粋） 

日本  兵庫県環境研究センター  

岩手県環境保健研究センター  

国立環境研究所  

韓国  釜山大学校  

国立環境科学院  

٤松村 千里、羽賀 雄紀、吉識 亮介

٤岩渕 勝己、川村 裕二

　山本 裕史

٤OH Jeong-Eun

　PARK Kyung-hwa、 KIM Kyung-tae,

　LEE Byeong-woo

（岩手県環境保健研究センター） 

【方法】 

岩手県環境保健研究センターでࡣ、Diclofenac、Sertraline、Paroxetine の�3 つの薬品（Fig. 

1）について分析方法の検討を⾜い、☜立した条件を環境ࢧンࣉル㐺用するࡇをヨみ

た。ㄪᰝ対象したのࡣୗỈ㐨ᨺὶỈのὶධするἙ川で、ࢧンࣉルࡣ、ୗỈ㐨ᨺὶỈのධ

るᆅⅬの๓ᚋの 3 ᆅⅬで᥇Ỉし、ࡽࢀࡇの 定を⾜ࡗた。

【⤖ᯝ⪃ᐹ】 

（1）ศᯒ᮲௳᳨ࡢウ 

分析法の高感度化を再検討し、今回使用した分析機器（LC-MS/MS）に合わせたグラジ

エント条件、ガス温度トランジションの組み合わせ、コリジョンエネルギー等について、

既存の分析方法よりも高感度で分析できる条件を決定した。また、装置由来で Diclofenac

Fig. 1. 岩手県の対象物質

Diclofenac Sertraline Paroxetine

　➨��ᅇ᪥㡑ඹྠ◊✲࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ㸦ᖹᡂ��ᖺ�᭶��᪥　⚟ᒸᕷ㸧

࠙目的ࠚ 
〇品ࢣルࢼࢯーࣃࡧよ࠾ている環境୰に残留する医薬品ࢀࡉまで環境୰で検ฟࢀࡇ 

（PPCPs）について、分析法の㛤発ཬࡧᨵⰋを┠ⓗして、兵庫県環境研究センターで

、に医薬品をᢸᙜしࡣ〇品を、岩手県環境保健研究センターでࢣルࢼࢯーࣃにࡣ

分析条件等の検討ཬࡧ環境ヨᩱの分析を⾜ࡗた。釜山大学校でࣃ、ࡣーࢼࢯルࢣ〇品

の⁐等に使用ࢀࡉている発ᛶ࣓ࢳルシࣟࢧ࢟ンの環境ヨᩱの分析を⾜ࡗた。
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に㔜ࡗ࡞てしまࣆ࠺ーࡀࢡฟ⌧したた、ࡵンジࢡ࢙タ๓のランに retention-gap column

をᖖ装╔するࡇした。

（2）ศᯒ๓ฎ⌮方法ࡢᨵⰋ 

分析対象物質ࡣ、ガラス㒊分の྾╔ࡀ㉳ࡇりࡸすいุࡀࡇ᫂したたࡵ、分析方法

をᨵⰋし、ࡰ PP 〇の器ල㢮のみで๓ฎ⌮᧯స࣍ࢽ࣐࡞⬟ྍࡀールࢻを使用した分析方

法にኚ᭦した。

（3）⢭ᗘ⟶⌮ 

 検㔞⥺0.05、ࡣ㹼5 μg/L、5㹼50 μg/Lの 2つの⃰度⠊ᅖでసᡂし、Diclofenac、Sertraline、

Paroxetineもに決定ಀᩘࡣ 0.999௨ୖで࠶り、Ⰻዲ࡞┤⥺ᛶࡀᚓࢀࡽるࡇを☜ㄆした。

装置検ฟୗ㝈（IDL）ࡣ、ᚑ来の方法よりも装置のᑟධ㔞して Diclofenac で 3.5 ಸ、

Sertraline で 3 ಸ、Paroxetine で 27 ಸ⛬度、分析方法の検ฟୗ㝈（MDL）についてࡣ、装

置のᑟධ㔞して Diclofenacで 15ಸ、Sertralineで 48ಸ、Paroxetineで 390ಸ⛬度、感

度のྥୖࡀ☜ㄆࢀࡉた。

（4）環境ヨᩱࡢ㐺⏝ 

 検討した分析方法を環境ヨᩱに㐺用した。ࢧンࣉルにࡣἙ川Ỉを使用し、ୗỈ㐨ᨺὶỈ

のධる๓ᚋで᥇Ỉしてẚ㍑した。 ᥇ỈᆅⅬࡣ௨ୗの࠾りで࠶る。

 ࣭ᆅⅬձ㸸ୗỈ㐨ᨺὶỈのධるᆅⅬの⣙ 2 kmୖὶ
 ࣭ᆅⅬղ㸸ୗỈ㐨ᨺὶỈのධるᆅⅬの⣙ 400 mୖὶ

 ࣭ᆅⅬճ㸸ୗỈ㐨ᨺὶỈのධࡗたᆅⅬの⣙ 20 mୗὶ（Ἑ川Ỉ༑分にΰしたᆅⅬ）

（5）ศᯒ⤖ᯝ 

 Diclofenacࡣ、ᆅⅬձで 6.8 ng/L、ᆅⅬղで 5.1 ng/L検ฟࢀࡉ、Sertraline、Paroxetineࡣ
ᆅⅬձ、ղも検ฟでࡗ࠶た。ୗỈ㐨ᨺὶỈࡀὶධしたᚋのᆅⅬճでࡣすての薬品ࡀ

検ฟࢀࡉ、ྛ薬品の⃰度ࡣ、Diclofenac 150 ng/L、Sertraline 10 ng/L、Paroxetine 6.5 ng/Lで
ࡽࢀࡇ、た。本分析⤖ᯝよりࡗ࠶ 3つの医薬品ࡣにୗỈ㐨ᨺὶỈࡽ環境୰に౪⤥ࢀࡉ

ているࢀࡽ࠼⪄た。今ᚋࡣୗỈ㐨ᨺὶỈࡽࢀࡇࡀの 3つの医薬品、またࡣ PPCPsをྵࡴ

のከࡃの化学物質の౪⤥※で࠶る࠺を᫂ࡽにするたࡵ、のἙ川ࡸୗỈ㐨ᨺὶ

Ỉをࡽࡉにㄪᰝしていࡃᚲ要࠶ࡀる。
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生息域外保全を目的にしたチョウセンキバナアツモリソウの苗生産 

－Ｈ27 年環境省採種・新宿御苑保存種子の発芽－ 

〇小山田智彰 1,鞍懸重和 1,千葉文也 1,佐藤香菜 1,長谷川啓

一 2,古澤輝雄 2 
1 岩手県環境保健研究センター,2(株)福山コンサルタント 

第 19 回自然環境復元学会研究発表会（平成 31 年 2 月 19 日～21 日 東京都） 

Ϩ ࡌࡣめに 

チョウセンキバナアツモリソウ（以下，「本種」）

は，平成 15年 8月に「絶滅のおそれのある野生動植

物の種の保存に関する法律」の国内希少野生動植物

種に指定されている 1）。平成 16 年 7 月には農林水

産省・環境省共管で「保護増殖事業計画」を策定し，

生育状況の調査・盗掘防止の巡視・生育環境の改善

のための植生管理等を実施している。しかし，国内

の自生地は 1カ所であり，保護措置による個体数の

増加が見られないことなどから，生息域内保全を補

完するための生息域外保全 2）が急務になっている。

東北地方環境事務所の要請を受け，新宿御苑管理事

務所（以下，「新宿御苑」）に保存されていた種子の

提供を受けて発芽に取り組んだので報告する。 

ϩ ᮦᩱ 

平成 27年に自生地で採種され，新宿御苑で保存さ

れていた種子 4サンプル（ID：1689，1690，1691，

1692）を使用した（表 1）。 

表 1 ⮬生地の開ⰼ࣭⤖ᐇとさࡃᯝᅇの୍ぴ 

H16 9 0 -

H17 11 4 -

H18 21 2 -

H19 17 2 -

H20 17 2 -

H21 1 1 -

H22 8 3 -

H23 1 1 -

H24 5 1 -

H25 2 1 -

H26 6 1 1z

H27 13 5 4z

H28 10 1 1y

H29 5 0 -

H30 6 1 1x

 y H28年回収のさく果には種子形成なし
 x H30年は人工交配を実施（国内初の実施）

 z H26年とH27年の種子は本試験に使用

開花数 結実数 さく果回収調査年

Ϫ 試験᪉ἲ 

種子数および胚の状態を顕微鏡下で調査したのち，

小山田培養液：特許第 3330365号（以下，「培養液」）

および小山田培地：特許第 3706085号（以下，「培地」）
3,4,5）に播種した。播種後は，インキュベーター内で

発芽および苗の成長を進めた（図 1）。 

1

レベル1 レベル2

レベル3 レベル4

枠：5mm

図 1 無菌播種ࢆ用࡚࠸発芽させたࣂ࢟ࣥࢭ࢘ࣙࢳ

 培養苗の生育レベル（4༊分）࢘ࢯࣜࣔࢶࢼ

ϫ ⤖ᯝ 

㸯 㹆26年種子の発芽と育苗 

（1）無菌播種 

H26 年種子（ID：1638）は，栽培地の種子数と比

較して290粒と少なく，胚形成率は67.2％であった。

種子を観察したところ，乾燥処理の影響と推察され

る折れや縮みが見られたため，復元させるために培

養液に浸水させて培地に無菌播種を行ったが全ての

培地に汚染が発生した。そこで，次亜塩素酸ナトリ

ウム水溶液（有効塩素 3.0％）を入れた遠沈管に移

して振動殺菌を 20分間行い，さらに種子（胚）の白

色化を目視観察しながら 3分前後ハンドシェイクに

学会等発表抄録 
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よるᨩᢾを行った後に，クリーンベンチにᦙ入した。

殺菌⃰ᗘが 1/10 になるよ࠺に培養液を入れたࣅ

ーカーに移して 30分間㟼置した後，培地に播種した。

播種後，培養液を下して種子を培地㠃にᗈࡆた。

培養環境は 18Υ・ᬯ所にタ定し，発芽試験を開ጞし

た結果，6 個が発芽した。発芽率は，有胚種子 195

粒ᙜたり 3.1％だった。生育レベル 1から 2の生存 5

個を育成用培地に⥅௦し，2000lux×16 間の᫂所

᮲௳下で育成培養を開ጞした結果，培養 180日ࡲで

生存を⥆けた 2個体が生育レベル 4に成長した 6）。 

（2）H26年種子の苗の育苗（㔝እ栽培試験） 

㖊ୖࡆ後から野外管理を⥆け，ఇ╀を☜ㄆした後

に㉺処置を施した。2018年のฟ芽に芽の数を

☜ㄆしたところ，培養⤊の㉺芽数とྜ⮴して

おり，㡰調に生育したことを☜ㄆした（┿ 1，2）。 

写真 1 培養⤊のᵝ子（㉺芽数 3） 

（2017年 10月 24日） 

写真 2 ⩣のฟ芽࡛ྠ数の芽ࡀ生育（1芽࣭3芽） 

（2018年 6月 15日） 

2 㹆27年種子の発芽試験 

新宿御苑より H27年種子 4サンプルを 2回に分け

て受け取った。種子の状況を調査した結果，H26 年

種子よりࡶከくの種子が保存されていることがุ᫂

した。種子には折れや縮みが見られたため，復元さ

せるために培養液に浸水させた後，H26 年種子とྠ

方法で種子殺菌を行ったが，培地汚染が発生したࡌ

ため，┤ちに殺菌を施した。次亜塩素酸ナトリウ

ム水溶液（有効塩素 3.0％）を入れた遠沈管に移し

て振動殺菌を 10分間行った後に種子（胚）を目視観

察しながら 3分前後ハンドシェイクによるᨩᢾを行

った。さらに，遠ᚰ分㞳ჾ（2500 回㌿/分�3 分）

を用いて殺菌と㞟✚を行い，クリーンベンチにᦙ入

して殺菌⃰ᗘが 1/10 の⃰ᗘになるよ࠺に培養液

を入れたࣅーカーに移して 30分間㟼置した。ᾋ㐟し

ている種子はࣆンセࢵトで培地に播種し，ࣅーカー

のᗏに㞟✚した種子は，培養液をᗫᲠした後に培地

ୖにὶし㎸んだ。以ୖの方法で 1回目受け取り種子

を 2017年 11月 29日に，2回目受け取り種子を 2017

年 12月 21日に播種した。ᑦ，培養液と培地は，自

生地のᅵተ分ᯒ結果（表 2）をཧ⪃に成分調ᩚを行

って使用した。 

培養環境は，18Υ・ᬯ所にタ定して発芽試験を開

ጞした。1回目に播種した ID1691ձに発芽はࡌめを

☜ㄆ以㝆，96個が発芽した（表 3，┿ 3）。発芽か

ら 30日後の生育レベル 1から 2に㐩した生存 90個

を育成用培地に⥅௦し，᫂所᮲௳による培養を⥅⥆

しており，⌧ᅾ 48個が㡰化ྍ⬟な生育レベル 4に成

長している（表 4，┿ 4）。 

表 生地のᅵተ⮬࢘ࢯࣜࣔࢶࢼࣂ࢟ࣥࢭ࢘ࣙࢳ 2

分ᯒ⤖ᯝ 

アンモࢽア態❅素（mg/100g） 1.6 1.7 1.2 1.5 0.3 1.8 1.8 1.0 1.5 0.5

◪酸態❅素（mg/100g） 1.0 1.2 1.5 1.2 0.3 0.9 1.3 0.7 1.0 0.3

ྍ⤥態リン酸（mg/100g） 1.0 2.1 2.0 1.7 0.6 3.0 2.2 1.3 2.2 0.9

交ᛶカリウム（mg/100g） 44.0 66.0 30.0 46.7 18.1 40.0 35.0 38.0 37.7 2.5

交ᛶカルシウム（mg/100g） 160.0 112.0 157.0 143.0 26.9 103.0 88.0 94.0 95.0 7.5

交ᛶࢿࢢ࣐シウム（mg/100g） 40.0 17.0 82.0 46.3 33.0 43.0 98.0 9.0 50.0 44.9

ྍ⤥態㕲（PPm） 4.0 60.0 53.0 39.0 30.5 6.0 42.0 16.0 21.3 18.6

交ᛶ࣐ン࢞ン（PPm） 6.0 16.0 11.0 11.0 5.0 6.0 4.0 9.0 6.3 2.5

塩分（％） 0.006 0.006 0.03 0.0 0.0 0.008 0.059 0.07 0.0 0.0

pH 6.05 5.55 5.71 5.8 0.3 5.87 5.8 5.91 5.9 0.1

EC（ȣS/cm） 4 5 4 4.3 0.6 10 5 11 8.7 3.2

・モル࢞ン法：アンモࢽア態❅素，◪酸態❅素，ྍ⤥態㕲，交ᛶ࣐ン࢞ン
・トルࢢ࢜法：ྍ⤥態リン酸
・ショーレンベル࢞ー法：交ᛶ塩ᇶ�.22，&D2，0J2�
・SＨ，(&： 定ჾ�H$11$♫ࠊH��8�2��を使用

サンプルձ～ճ：ୖの⩌生地，մ～ն：下の⩌生地

平ᆒ ᶆ‽೫ᕪ 平ᆒ ᶆ‽೫ᕪサンプルն分ᯒ㡯目 サンプルձ サンプルղ サンプルճ サンプルմ サンプルյ

＊ᅵተ᥇ྲྀ㸸ᑠᒣ⏣࣭ྂ⃝࣭㛗㇂ᕝ࣭㊊． 

＊分ᯒ㸸ᑠᒣ⏣࣭㠡ᠱ࣭༓ⴥ࣭బ⸨．
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表 3 発芽総数と育成培養に移行した苗の数量 

 H27年保存種子 種子数�粒� 無菌播種�実施日� 発芽⥲数 育成培養に移行した苗数

ID1689
ձ773
ղ36�

��月2�日
�2月2�日

2

    11 (1)z
2
11

ID1690
ձ6��
ղ3��

��月2�日
�2月2�日

5
10

5
10

ID1691
ձ2�60
ղ60�

��月2�日
�2月2�日

13
    7 (5)

13
7

ID1692
ձ���3
ղ�86

��月2�日
�2月2�日

2
40

2
40

計 90(6) 90

z 発芽後に㯮ኚṚした苗

写真 3 ID1692②の発芽 

（2018年 4月 23日） 

表 4 育成用培地継代後の状況（2019年 1月 10日） 

 H27年保存種子 レベル� レベル2 レベル3 レベル�

ID1689  �(6�z 0(1) 0 5

ID1690 3 0 0 12

ID1691 3(4) 0 0(1) 12

ID1692    0(10) 0(6) 0(4) 19(3)

計：�0 (20)7ࠉ 0(7) 0(5) 48(3)

z 育成培養୰に㯮ኚṚした苗

写真 4 生育レベル 4に達した ID1692の培養苗 

（2019年 1月 10日） 

Ⅴ まとめ 

（1）H26年種子から発芽させた苗の育苗 

H26年種子から発芽させた苗は,トࣟ⟽で1年間の

育苗を行った。ᘬࡁ⥆ࡁ栽培管理を行い，生育状況

をุ᩿して 2019年の㟢地定植を行࠺。 

（2）H27年種子の無菌播種による発芽傾向 

発芽⥲数は 96個となり，ID1692の発芽がከかっ

た。㯮ኚṚのない 90個体を育成用培地に⥅௦した結

果，発芽⥲数の 48個が生育レベル 4に㐩した。 

保存種子の発芽ഴྥを▱るために，栽培試験地の

種子（「保存処理なしの種子」）の発芽試験を行って

比較した。その結果，保存種子は，保存処理なしの

種子と比較して有ពに発芽開ጞ日数が長ᮇ間・᩿⥆

的に発芽するഴྥが見られた。発芽率の比較では，

保存種子が 1.0％となり，保存処理をしていない栽

培株の種子 34.7％と比較して有ពにపいことが᫂

らかになった（図 2，表 5）。 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

20 40 60 80 100120140160180200220240260280300320340360380400

発
芽

比
(
%
)

発芽開ጞ（日）

新宿御苑

栽培試験地

図 2 新宿御苑と栽培試験地の種子の発芽開始日の

分布 

＊新宿御苑=H26保存種子と H27保存種子． 

＊栽培試験地=保存処理なしの種子． 

表 5 新宿御苑保存種子と栽培試験地種子の平均発

芽開始日数と発芽率の比較 

発芽率

新宿御苑（保存種子） 156.8 ± 68�7��（�6）
z   1.0 (9517)

栽培試験地（保存なし） 126.3 s 22�7�（3�2）  34.7  (900)

有ពᛶ **
x

発芽開ጞ日数

**
y

z�平ᆒsᶆ‽೫ᕪ（供試数）

x ࢵࣇシࣕーのṇ☜☜率᳨定により，は�％，は�％水‽で有ពᕪがあることを♧す㸬

y ࣐ン࣍イࢵトࢽーの8᳨定により，は�％，は�％水‽で有ពᕪがあることを♧す㸬
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（3）新宿御苑保存種子のホ౯ 

本種の保存種子 7）は，以下の工ኵⅬを行࠺ことで

発芽させることがでࡁる。 

・採種状況や保存処理の状況を⪺ࡁ取り，種子の᳨

鏡観察を行って種子の◚ᦆ状態や胚の有無を☜ㄆ

する。

・発芽ಁ進に効果がある培養液に液浸させて，発芽

⬟がある種子をάᛶさせる。

・無菌播種に用いる㝿は，༑分な種子殺菌を行い，

培養の初ᮇẁ㝵で培地汚染が☜ㄆされたは，┤

ちに殺菌培養を試みる。

・発芽に㐺した培地を使用する。さらに，培地ୖに

培養液をῧ加し，༑分な‵₶環境を⥔ᣢする。

以ୖ，保存種子を発芽させるためには，㏻ᖖの播

種法に用いないᑐ処法をᚲ要とするが，本研究で取

り組んだᢏ⾡を用いることで生息域内保全にᚲ要な

苗生産がྍ⬟となる（┿ 5）。 

写真 5 栽培ᢏ⾡の☜保（┒ᒸᕷෆ） 

（2018年 5月 18日） 

＊ᑠᒣ⏣培養ᾮ࣭ྠ培地࡛発芽． 

＊栽培ᰴから᥇種࣭ 発芽させた培養苗 30ಶయࢆ栽培試験地に

ᐃ᳜し࡚ቑṪ㸪2018年の開ⰼ数 239（๓年の開ⰼ数 158）． 

ϭ ࡾࢃ࠾に 

本研究で発芽させた苗は，栽培試験地で育苗を進

める。ࡲた，新たな取り組みとして 2018 年 6 月 5

日に自生地で国内初となる人工交配を行い，種子☜

保に成ຌしている（┿ 6）。後は，苗の⥔ᣢと増

殖に取り組んで，本種の生息域外保全を成ຌにᑟࡁ

たい。 

本試験は，環境省東北地方環境事務所より౫㢗を

受け，ྠ省の保護増殖事業の一環として取り組んで

いる。生息域内保全をᢸᙜしている環境省⛅田自然

保護ᐁ事務所，種子保存をᢸᙜしている環境省新宿

御苑管理事務所，本種の保護増殖事業をᖿしてい

る環境省東北地方環境事務所のྛᢸᙜ⪅より༠ຊを

いただいた。ここにグしてឤㅰを⏦しୖࡆる。 

写真 6 㔝生ᰴのேᕤ㓄後の⤖ᐇデ᩿ 

（2018年 7月 11日） 
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Fig.1 α-solanine 

Fig.2 Tetrodotoxin

Fig.3 Saxitoxin

LC-MS/MS を用いた自然毒分析について 

沼野 ⪽ 
岩手県環境保健研究センター,東北大学大学院農学研究科 

日本薬学会東北支部第 7 回物理・分析系若手研究者セミナー（平成 31 年 2 月 23 日 仙台市） 

 岩手県は、奥羽山脈や北上高地などの山岳丘陵地帯と、隆起海岸やリアス式海岸などの特徴的な海岸

線を有している。そのため、豊かな自然環境に恵まれており、農畜産業や漁業が盛んである。また、内

陸部と沿岸部で気候が異なるため、県内で採取可能な山菜やキノコ、魚や貝類は多種多様である。

しかし、これらの食品を喫食した際に、含有する自然毒によって食中毒症状を引き起こすことがある。

当センターは、県内で食中毒事案が発生した際の原因究明を担っているが、限られた時間の中で迅速か

つ精確な検査結果を出す手法の一つとして、LC-MS/MS を用いて定性および定量を行っている。 

さらに、近年、我が国において、麻痺性貝毒 (Paralytic shellfish toxins, PSTs) の発生が話題となっ

ているが、毒化や代謝の全容は十分に解明されていない。これは、マウス毒性試験が公定法として採用

されており、PSTs の上昇期および減衰期における各類縁体の詳細な経時変化に関する報告例が少ないこ

とに起因している。演者らは、毒化予測や減衰予測を目指し、LC-MS/MS を用いて、PSTs の主要毒に

加えて代謝物も含めた分析に取り組んでいる。 

本講演では、近年県内で発生した食中毒事例と、これまでの麻痺性貝毒研究の成果について紹介する。 

1. 自然毒による食中毒事例

今回、植物性自然毒としてジャガイモを、動物性自然毒として

フグの事例について紹介する。

ジャガイモによる食中毒は、小学生 13 名が吐き気や頭痛などの

症状を呈したものである。当センターで分析した結果、ジャガイ

モの皮や身からグリコアルカロイドの α-solanine (Fig.1) 、
α-chaconine が検出された。同様の集団食中毒の事例は毎年のよう

に全国で報告されており、各自治体は注意喚起を促している。

フグによる食中毒は、スーパーで購入したイカに混入していた

小魚によるものである。分析の結果、小魚からTetrodotoxin (Fig.2) 
が検出された。 フグ毒の公定法は、マウス毒性試験であるが、原

因究明として LC-MS/MS 分析を用いることで、迅速に結果が得ら

れた。これまで当県では、フグは一般的に流通していなかったが、

震災後に干物などが商品化されており、今後注視が必要である。 
食中毒の分析は、迅速かつ精確なデータを得ることが要求され

る。そこで、全国の発生状況について情報収集し、多種の毒成分について測定条件の検討を随時行って

いるところである。 
2. 麻痺性貝毒 (PSTs)

PSTs は、Saxitoxin (Fig.3) を中心に、強毒成分 Gonyautoxin (GTX) 類や

弱毒成分 Ctoxin 類、またはそれらの代謝物  (Mtoxin) が知られている。

LC-MS/MS を用いた PSTs の分析法は、2005 年に初めて報告された 1)。当手

法は、従来のマウス毒性試験 2)や蛍光 HPLC 法 3)よりも、個々の化合物情報が

得られるため、各研究機関で検討が進んでいる。 演者らは、まず主要な毒成分

について、市販の標準品を用いて LC-MS/MS の最適な測定条件を検討した 4)。

代謝物については、標準品が未発売のため、高分解能 LC-TOF-MS を用い、精

密質量などのデータから同定することとした。 
県内で試験用に養殖されたホタテガイを毎週サンプリングし、LC-MS/MS で分析した結果、PSTs の

上昇期および減衰期における濃度変化は、C トキシン類よりも GTX 類の方が大きいことが分かった。ま

た、Mtoxin 類と推定した成分は、PSTs の上昇期より複数検出された。今後は、未同定の Mtoxin につ

いて検討を重ねると共に、各 Mtoxin の経時変化から代謝経路や速度を明らかにしていく。 

References 
1) Dell’Aversano, C. et al., J. Chromatogr. A. 2005, 1081, 190-201., 2) 食品衛生検査指針-理化学編, 2015, 827-835.
3) Oshima Y, J AOAC Int 1995, 78,  4) 沼野 聡, 佐々木 和明, 加賀 克昌, 日本食品衛生学会 第 113 回大会 要旨 2017, 97
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環境水中のアルベンダゾール及びその代謝物分析法の検討 

 

 ○伊藤朋子、川村裕二、佐々木和明 

岩手県環境保健研究センター 

第 53回日本水環境学会年会（平成 31年 3月 6日～9日 甲府市） 

１．はじめに 
Albendazole (ABZ)は寄生虫駆除剤に使用される化学物

質で、国内ではヒトの包虫症治療薬として承認されてい

る。国外では動物用医薬品としても利用されるため、食

品のポジティブリスト制度導入に伴い、ABZ の代謝物で
ある 5-Propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amine (ABZm)に
ついて、残留基準が設定されている。このため、食品中

の ABZmや ABZの測定法等については多くの検討事例 1)

があるが、環境水中の ABZ については報告例が少なく、
化学物質の環境リスク初期評価を実施する上で暴露情報

が不足している物質である。  

本稿では、環境水中の ABZ 及びその主要な代謝物につ
いて、固相抽出と LC/MS/MS による微量分析法を検討し
たのでその結果を報告する。

２．分析法

（1）対象物質
 測定対象物質は既報 2)を参考とし、ABZ 並びに生体内
での主要な代謝物である ABZm、Albendazole sulfoxide、
Albendazole sulfone とした。このうち、ABZの測定につい
ては、重水素ラベル化したサロゲート物質 ABZ-d3を用い

た。それぞれの構造式と代謝経路を Fig.1 に示す。

Fig.1 測定対象物質の構造式と生体内の代謝経路 
（2）試料
 分析法の検出下限（MDL）と添加回収試験には、河川
水及び海水を使用した。

（3）前処理・測定方法
 水質試料 100mL にサロゲート(ABZ-d3 2.0ng)を添加後、
あらかじめコンディショニングを行った固相カートリッ

ジ(Sep-Pak Plus PS-2)に通水した。精製水 20 mLで容器の
洗い込みと固相の洗浄を行い、メタノール 5 mLで溶出後、
精製水で 10 mL に定容し測定用試料とした。LC/MS/MS
による装置測定条件を Table 1に示す。
Table 1 装置測定条件
装置 条件
LC
Column
Mobile phase

Flow rate
Injection volume

Agilent 1200
COSMOSIL PBr(150mm×2.0mm×5µm)
0→4min(B:20%)→9min(B:20→90%)→11min(B:90%)→
11.01min(B:90→20%)→17min(B:20%)
0.2 mL/min
2µL

MS
Capilary voltage
Ionization mode
Mode
Monitoring ion

Flagmentor voltage
Collision energy

Agilent 6460
3500V
ESI-Positive
SRM
ABZ(266.1>234.1,266.1>191.1),ABZ-d3(269.2>234.1)
ABZm(240.1>133.0,240.1>198.1)
ABZsulfoxide(282.1>208.1,282.1>240.1)
ABZsulfone(298.1>224.1,298.1>159.0)
120V
ABZ(25eV),ABZ-d3(15eV),
ABZm, ABZsulfoxide, ABZsulfone(20eV)

３．結果及び考察

（1）検量線範囲と標準物質のクロマトグラム
 検量線は、ABZ は 0.01～10 ng/mL、それ以外の代謝物

は 0.1～100 ng/mL の範囲で良好な直線性(R2>0.999)を示
した。Fig.2に標準試料のクロマトグラムを示す。

（2）装置検出下限（IDL）並びに MDL
装置の検出下限並びに分析法の検出下限を Table 2に示

す。なお、それぞれの算出方法は環境省「化学物質環境

実態調査実施の手引き」（平成 28年 3月）に従った。
Table 2 IDL、MDLの算出結果

物質名 IDL(pg) MDL(µg/L)
ABZ  0.0078 0.0010*

ABZm  0.13 0.010
ABZsulfoxide  0.12 0.0049
ABZsulfone  0.23 0.011

*魚類への有害性に基づく ABZ の要求感度は 0.022µg/L である。

（3）添加回収試験
 水質試料 100mL に標準物質を添加し、添加回収試験を
行った結果を Table 3 に示す。それぞれの回収率は 94～
110％となった。
Table 3 添加回収試験結果(n=5～7)

試料名
添加量

(ng)
検出濃度

(µg/L)
回収率

(%)*
CV
(%)

ABZ 河川水
海 水

0.5
2.5

0.0049
0.023

99(99)
94(114)

3.9
0.8

ABZm 河川水
海 水

5.0
25

0.050
0.28

99
110

5.4
2.6

ABZsulfoxide 河川水
海 水

5.0
25

0.051
0.24

101
96

2.5
2.4

ABZsulfone 河川水
海 水

5.0
25

0.047
0.24

94
97

6.2
1.8

*ABZ のみサロゲート補正後の値。カッコ内はサロゲート回収率。

４．まとめ

環境水中の ABZ及びその代謝物の分析法を検討し、分
析法の検出下限が ABZは 0.0010µg/Lそれ以外の代謝物は
0.0049～0.011µg/L レベルで測定できる分析法を確立した。
【謝辞】

本研究の一部は、環境省「化学物質環境実態調査」の委
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東日本で養殖したホタテガイ中の LC-MS/MSによる麻痺性貝毒分析 
 

○沼野 聡 

岩手県環境保健研究センター 

日本農芸化学会 2019年度大会（平成 31年 3月 25日～27日 東京都） 
 
[背景] 麻痺性貝毒 (paralytic shellfish toxins, PSTs) は、電

位依存性ナトリウムイオンチャネルを特異的に阻害する強力な

神経毒である。サキシトキシン (STX, 1) を代表として、ゴニオ

トキシン (GTX) 類や Cトキシン類など 50種以上の類縁体が知ら

れている。近年、日本近海において、貝類の高毒化や毒蓄積の長

期化が問題となっている。しかし、現在、我が国の公定法はマウ

ス毒性試験法であり、PSTs の上昇期および減衰期における各類

縁体の詳細な経時変化は報告例が少ない。そこで、これまでに報

告された PSTsの LC-MS/MS法を改良し、PSTsの主要毒に加えて、

PSTsの代謝物とされる Mトキシン類も数種含めて分析することを目指した。本研究は、試験用に養殖

されたホタテガイを用い、中腸腺の毒成分の経時的な組成比変化について知見を得ることを目的とし

た。 

 

[方法] PSTs生産渦鞭毛藻 (Alexandrium属) が発生する東日本の海域で養殖されたホタテガイを、定

期的に採集した。検体から中腸腺のみを切り出し、希塩酸中加熱抽出した毒成分を、HILIC-MS/MS で

定性および定量分析した。一部の類縁体は、高分解能 LC-TOF-MSで測定し、同定した。 

 

[結果・考察] 養殖ホタテガイに蓄積した毒成分の組成比は、これまで報告されているように GTX類が

全体の 8割以上、Cトキシン類や STX類が 2割程度で構成されていた。PSTsの上昇期および減衰期に

おける濃度変化は、C トキシン類よりも GTX 類の方が大きいことが分かった。また、M トキシン類と

推定した成分は、PSTsの上昇期より複数観察された。解析の結果、これらのピークは、Cトキシン類

の代謝物と考えられる。一方で、他の毒成分は、含有量が少ないことから、今後更に検証が必要と考

えられた。 

 

[References] 

1. Dell’Aversano, C. et al., J. Chromatogr. A. 2005, 1081, 190-201. 

2. Turner, A. D. et al., J. AOAC. Int. 2015, 98, 609-621. 

3. Ding, D. et al., J. Agric. Food Chem. 2017, 65, 5494-5502. 
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メダカ及びその生息地点の環境水，底質中
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○岩渕勝己, 鑪迫典久*

著　者
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３　学会等での口頭発表

発表者 発表年 題　　目 学会等名称 開催都市等 年月日

○岩渕勝己，永洞真一
郎*，田原るり子*，折
原智明*，鈴木俊也*，
小杉有希*，飯田春香
*，渡邊喜美代*，小西
浩之*，高木総吉*，安
達史恵*，宮脇崇*，門
上希和夫*

2018
下水処理施設を経由して水環境中
へ排出される有機フッ素化合物の
実態把握

第27回環境化学討論会 那覇市 2018.5.22-25

○折原智明*, ○伊藤
朋子, ○山本道方*,
長谷川瞳*, 平生進吾
*, 吉野共広*, 八木正
博*, 浦山豊弘*, 飛石
和大*, 上田守男*, 鈴
木茂*

2018
LC/MS による化学物質分析法の基
礎的研究(71)

第27回環境化学討論会 那覇市 2018.5.22-25

沼野聡 2018
岩手県における食中毒事例と麻痺
性貝毒研究について

東北大学大学院薬学研
究科セミナー

仙台市 2018.8.10

○佐藤悠*・Rob
Ogden*・前田琢・小松
守*・三浦匡哉*・井上
-村山美穂*

2018
飼育下のニホンイヌワシは絶滅し
てまうのか

第24回日本野生動物医
学会

泉佐野市 2018.9.1

〇鞍懸重和・山内貴義
*

2018
北奥羽地域におけるツキノワグマ
若齢メス個体の季節移動と夏季の
環境利用の解析

日本哺乳類学会2018年
度大会

伊那市 2018.9.8

〇久門美月*・鞍懸重
和・山内貴義*

2018
北奥羽地域のツキノワグマが利用
した植生環境の季節変化

日本哺乳類学会2018年
度大会

伊那市 2018.9.8

〇本村華子，佐々木和
明, 吉田敬幸*，佐々
木秀幸*，川村裕二

2018
産業廃棄物不法投棄現場内地下水
の水銀分析について

平成30年度全国環境研
協議会廃棄物資源循環
学会併設研究発表会

名古屋市 2018.9.13

○高橋知子,高橋雅
輝，佐藤卓，梶田弘
子，白澤彰，加賀克昌
*,

2018
高圧処理を用いたノロウイルス不
活化の検討

第39回日本食品微生物
学会学術総会

大阪市 2018.9.27-28

○岩渕香織,土屋彰彦
*,大塚佳代子*,小西典
子*,和田裕久*,木全恵
子*,永井佑樹*,吉田孝
子*,平塚貴大*,森哲也
*,稲垣俊一*,白石祥吾
*,甲斐明美*,寺嶋淳*,
工藤由紀子*

2018
腸管出血性大腸菌の食品での試験
法のコラボレイティブスタディに
よる評価（1）

第39回日本食品微生物
学会学術総会

大阪市 2018.9.27-28

○三浦紀恵,菊池
圭，梶田　弘子

2018
岩手県における特定健診等から見
たメタボリックシンドロームと生
活習慣について

第77回日本公衆衛生学
会総会

郡山市 2018.10.24

〇高橋雅輝, 松嵜葉子
*, 佐々木裕*, 梁明秀
*, 木村博一*, 村木靖
*

2018
2016年に岩手県で分離されたC型イ
ンフルエンザウイルスの性状解析

第66回日本ウイルス学
会学術集会

京都市 2018.10.28-30

○K. Iwabuchi, S.
Nagahora*, R.
Tahara*, T.
Orihara*, H. Iida*,
T. Suzuki*, Y.
Kosugi*, K.
Watanabe, H.
Konishi*, S.
Takagi*, F. Adachi*,
T. Miyawaki*, K.
Kadokami*

2018

Discharge scenario of
perfluoroalkyl acids into the
environment via sewage
treatment plants

Society of
Environmental
Toxicology and
Chemistry (SETAC)
North America 39th
Annual Meeting

Sacramen
to, USA

2018.11.4-8

○山中拓哉、太田美香
子、髙橋幸子、上山昭

2018

腸管出血性大腸菌Ｏ111集団感染事
例の検査を通じて示された便検体
より分離したＯ111集落に関する考
察

第22回腸管出血性大腸
菌感染症研究会

東京都 2018.11.8-9
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発表者 発表年 題　　目 学会等名称 開催都市等 年月日

〇᪻野智恵子,㜿久ὠ
༓ᑑ子,沼野聡,宮手公
㍜,関村↷吉,中༡真理
子,日市恵㔛

2018
特定原ᮦᩱ検査におけるࡕࡶ⡿加
工品のᆒ質化᧯సに関する検討

第��回全国衛生化学ᢏ
術協議会年会

ᶓ市 2018.11.29-30

岩渕勝己 2018
有機フッ素化合物の環境中への排
出と環境中からの検出

環境化学討論会北ᾏ
道・東北地༊㒊会

⚟ᓥ市 2018.12.10

○伊藤朋子, 川村裕
二, 佐々木和明

2019
の代ㅰ物ࡑࡧールཬࢰࢲン࣋ル
（水質）の分析

平成30年度化学物質環
境実態ㄪ査環境科学セ
ミナー

東京都 2019.1.21-22

〇関村↷吉,㜿久ὠ༓
ᑑ子,沼野聡,宮手公
㍜,᪻野智恵子,中༡真
理子,日市恵㔛

2019 食品のᨺᑕ性物質検査について
平成30年度食の安全安
ᚰᢸᙜ業ົ研究発表会

┒ᒸ市 2019.1.25

〇髙橋幸子　太田美香
子　山中拓哉　上山昭

2019

食中毒菌検査における食品検体に
ついて 㹼ウエルシࣗ菌食中毒の検
査事例から㹼

平成30年度食の安全安
ᚰᢸᙜ業ົ研究発表会

┒ᒸ市 2019.1.25

○岩渕香織,藤森ள紀
子,川上ಟኸ,髙橋雅
輝,高橋知子,梶田弘子

2019
腸管出血性大腸菌のML9$解析につ
いて

平成30年度食の安全安
ᚰᢸᙜ業ົ研究発表会

┒ᒸ市 2019.1.25

高橋知子 2019

岩手県におけるノロウイルスの集
団発生事例の動ྥと不㢧性感染者
の実態について

ཌ生ປാ科学研究㈝
ウイルスを原ᅉとすࠕ
る食品፹性ᝈのไ
ᚚに関する研究ࠖ⌜研
究成ᯝ検討会議

⚄ዉ川県 2019.1.29

伊藤朋子 2019
地下水重㔠ᒓ類 定における⤥水
管ཬࡧ⤥水用ලのᙳ㡪

平成30年度衛生・環境
業ົ研究発表会

┒ᒸ市 2019.1.31

岩渕香織 2019
北ᾏ道・東北・᪂₲ブロック 腸管
出血性大腸菌ML9$ ᢏ術研ಟ会につ
いて

ཌ生ປാ科学研究ࠕ食
品由᮶感染症の原体
の解析手法ཬࡧ共有化
システムのᵓ⠏のたࡵ
の研究ࠖ⌜会議

東京都 2019.2.8

○山中拓哉、太田美香
子、髙橋幸子、上山昭

2019
non-O1�7/O26腸管出血性大腸菌の
⣅便検体における検査法のᵓ⠏

平成30年度第31回岩手
県ಖ健⚟♴環境⾜ᨻセ
ミナー

┒ᒸ市 2019.2.8

〇久᰿ᓮ⳯穂子、小泉
ⱥ、村上⩧子、吉田
ᩄ裕、上山昭

2019
㣧用水試験におけるሷ素㓟水質基
‽㉸㐣の状ἣ

平成30年度第31回岩手
県ಖ健⚟♴環境⾜ᨻセ
ミナー

┒ᒸ市 2019.2.8

○I:$%8C+I KaWVuPi,
KAWAMURA Yuji,
MATSUMURA Chisato*,
YAMAMOTO Hiroshi*,
HAGA Yuki*, YOSHIKI
Ryosuke*, OH Jeong-
eun*, PARK Kyung-
hwa*, LEE Jin-wuk*

2019

Cooperative research on
environmental status of PPCPs
in both countries

The18th Japan-Korea
GOM & Joint Symposium
on POPs Research

⚟ᒸ市 2019.2.19-21

○小山田智彰・鞍懸重
和・༓葉ᩥ也・
佐藤香⳯・長谷川ၨ
一・古澤輝㞝

2019

生ᜥ域እಖ全を目的にしたࣙࢳウ
センキࣂナツࣔリࢯウのⱑ生産
㸫+27年環境┬᥇✀・᪂ᐟᚚⱌಖᏑ
✀子の発ⱆ-

第19回⮬↛環境ඖ学
会研究発表会

東京都 2019.2.15

沼野聡 2019
LC-MS/MSを用いた⮬↛毒分析につ
いて

日本薬学会東北ᨭ㒊第7
回物理・分析⣔若手研
究者セミナー

仙台市 2019.2.23

○伊藤朋子, 川村裕
二, 佐々木和明

2019
水環境中のル࣋ンࢰࢲールཬࡧ
の代ㅰ物分析法の検討ࡑ

第�3回日本水環境学会
年会

甲ᗓ市 2019.3.6-9

○内藤ンࢿグレーࢺ
素*・佐藤悠*・前田
琢・大沼学*・村山美
穂*

2019
ニホンイヌワシの᪂つ高⢭度マー
ーを用いた個体㆑ูと㑇ఏ的ከ࢝
ᵝ性の評価

第66回日本生態学会大
会

⚄ᡞ市 2019.3.17
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〇KahoNo
TOCHIGI*,Kiyoshi
Yamauchi*,Shigekazu
Kurakake,Chinatsu
Kozakai*,Koji
Yamazaki*,Tomoko
Nagamura*,Shinsuke
Koike*

2019
Impact of beechnut masting on
reproductive success of Asian
black bear

日本生態学会第66回全
国大会

⚄ᡞ市 2019.3.19

〇沼野聡,工藤㞝大*,
長由ᢇ子*,Ṉ木敬一*,
山下まり*

2019
東日本で㣴Ṫしたホタテ࢞イ中の
LC-MS/MSによる麻痺性貝毒分析

日本㎰ⱁ化学会2019年
度大会

東京都 2019.3.25-27

*㸸1on-VWaII PePbeUV
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担当者 ᖺ᭶日 会場 主催者 ࣐ーࢸ 対象者
ཧ集
人ဨ

2018.6.22
ᒾ手県環境
保健研究セ
ンター

ᒾ手県県ኸ保健所

（ᖹ成��ᖺᗘṑ科医ᖌ⮫
ᗋ研修医研修）感染症発
生動向調査及び健康づく
りに関する業ົᴫせ

ṑ科医ᖌ⮫ᗋ
研修医

7

2018.7.18
ᒾ手県環境
保健研究セ
ンター

盛岡医療┳ㆤ大学
ᰯබ⾗⾨生学実⩦

感染症発生動向調査事業
について

学生等 ��

2018.8.24
ᒾ手県環境
保健研究セ
ンター

ᒾ手県環境生ά部
�インターンࣉࢵࢩ）
保健科学部の業ົᴫせ

⋇医学生 �

����������
ᒾ手県環境
保健研究セ
ンター

ᒾ手県県ኸ保健所

（ᖹ成��ᖺᗘṑ科医ᖌ⮫
ᗋ研修医研修）感染症発
生動向調査及び健康づく
りに関する業ົᴫせ

ṑ科医ᖌ⮫ᗋ
研修医

8

2018.10.24
ᒾ手県環境
保健研究セ
ンター

盛岡市保健所

（ᖹ成��ᖺᗘṑ科医ᖌ⮫
ᗋ研修医研修）感染症発
生動向調査及び健康づく
りに関する業ົᴫせ

ṑ科医ᖌ⮫ᗋ
研修医

7

���������
ᒾ手県環境
保健研究セ
ンター

ᒾ手県環境生ά部
食中毒調査の␃ព事項等
について

+��ᖺᗘ食ရ
⾨生関係業ົ
᪂௵者

11

2018.10.6
ᒾ手県環境
保健研究セ
ンター

ᒾ手県環境保健研
究センター

㧗ᅽฎ理を用いたノロウ
イルスάの検ウ

୍⯡බ開᮶所
者

��

2018.12.1
ᒾ手県環境
保健研究セ
ンター

ᒾ手県感染症検査
ネ࣡ࢺࢵーࢡ会㆟

（感染症検査ネ࣡ࢺࢵー
（研修会ࢡ
᭱㏆の感染症発生動向に
ついて

保健所感染症
担当者、⮫ᗋ
検査ᢏᖌ等

51

2018.12.1
ᒾ手県環境
保健研究セ
ンター

ᒾ手県感染症検査
ネ࣡ࢺࢵーࢡ会㆟

（感染症検査ネ࣡ࢺࢵー
（研修会ࢡ
≉定ࢡローン&7;�0���を
⏘生する血Ύ型2���+�
�FROLについて)ࠉ���67

保健所感染症
担当者、⮫ᗋ
検査ᢏᖌ等

51

��������
ᒾ手県環境
保健研究セ
ンター

ᒾ手県感染症検査
ネ࣡ࢺࢵーࢡ会㆟

（感染症検査ネ࣡ࢺࢵー
（研修会ࢡ
᭱㏆の感染症発生動向に
ついて

保健所感染症
担当者、⮫ᗋ
検査ᢏᖌ等

24

㧗ᶫ㞞㍤ 2018.8.24
ᒾ手県環境
保健研究セ
ンター

ᒾ手県環境生ά部

�インターンࣉࢵࢩ）
実⩦業ົ「病原ウイルス
検査法（༢⣧࣊ル࣌ス・
インフルエンザ）」

⋇医学生 �

୕ᾆ⣖ᜨ �������� Ἠ㔠ࣅル
ᒾ手県⿕⅏地健康
ᨭ事業運Ⴀ協㆟
会

⿕⅏者等健康状ែ分析事
業における≉定健デ実施
結果について

協㆟会関係者 22

䠐䚷┴Ẹ➼䛻ᑐ䛩䜛ၨⓎάື䛾≧ἣ

Ლ⏣ᘯ子

㧗ᶫ▱子

ᒾῲ㤶⧊
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担当者 ᖺ᭶日 会場 主催者 ࣐ーࢸ 対象者
ཧ集
人ဨ

୕ᾆ⣖ᜨ ���������
ᒾ手県環境
保健研究セ
ンター

ᒾ手県、ᒾ手県環
境保健研究セン
ター

ᒾ手県のᖹ成��ᖺᗘ≉定
健デの状況

医療保㝤者 47

⳥ụᆂ 2018.11.15
ᒾ手県民会
㤋

ᒾ手県、ᒾ手県環
境保健研究セン
ター

地域デ᩿における人口動
ែ⤫計等主な保健⤫計の
ά用

᪂人保健ᖌ 45

2018.6.1
ᒾ手県環境
保健研究セ
ンター

盛岡大学ᰤ㣴科学
部

いࢃて健康データウェ
ウスのᴫせと地域保健ࣁ
の⌧状とㄢ㢟

盛岡大学学生 60

2018.7.2
サンセール
盛岡

ᒾ手県㧗等学ᰯᩍ
育研究会学ᰯ保健
部会・ᒾ手県学ᰯ
保健会㧗等学ᰯ部
会

生ά⩦័病予防ᨭࢩス
からぢたᒾ手県のඣ࣒ࢸ
❺生ᚐの⌧状とㄢ㢟

ᩍ職ဨ関係 200

2018.7.18
ᒾ手県環境
保健研究セ
ンター

盛岡医療┳ㆤ大学
ᰯ

いࢃて健康データウェ
ウスのᴫせと地域保健ࣁ
の⌧状とㄢ㢟

学生等 ��

��������� ᅜ保会㤋

ᒾ手県保健推進委
ဨ等௦⾲者協㆟
会、ᒾ手県ᅜ民健
康保㝤団体連ྜ会

データからぢるᒾ手県の
健康ㄢ㢟

保健推進委
ဨ・市⏫ᮧ職
ဨ等

���

�������� ㍍⡿⏫ᙺ場 ㍍⡿⏫
いࢃて健康データウェ
ウスのデータからぢるࣁ
㍍⡿⏫の健康

食育推進計⏬
⟇定委ဨ会関
係者

16

ᐑ手බ㍜、
野⪽、

日市ᜨ㔛
2018.8.4

環境保健研
究センター

ᒾ手県環境生ά部
�インターンࣉࢵࢩ�
බົဨ薬ᖌの事内ᐜ
について

大学生 4

ᐑ手බ㍜、
野⪽、

日市ᜨ㔛
���������

環境保健研
究センター

環境保健研究セン
ター�⾨生科学部

�インターンࣉࢵࢩ�
බົဨ薬ᖌの事内ᐜ
について

ᒾ手医科大学
薬学部
ᩍᤵ、学生

8

中༡┿理子 ���������
ᒾ手県環境
保健研究セ
ンター

ᒾ手県環境生ά部
食中毒調査の␃ព事項等
について

+��ᖺᗘ食ရ
⾨生関係業ົ
᪂௵者

11

野⪽ 2018.10.6
ᒾ手県環境
保健研究セ
ンター

ᒾ手県環境保健研
究センター

麻痺性㈅毒に関する機器
分析法の研究

୍⯡බ開᮶所
者

��

ᒾῲᕫ 2018.10.6
ᒾ手県環境
保健研究セ
ンター

ᒾ手県環境保健研
究センター

環境水、ᗏ質、࣓ࢲカか
ら検出される有機フࢵ⣲
ྜ物の≉ᚩ

୍⯡බ開᮶所
者

��

୪岡ளᕼ子
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担当者 ᖺ᭶日 会場 主催者 ࣐ーࢸ 対象者
ཧ集
人ဨ

���������
環境┬ᮾ
地方環境事
ົ所

環境┬
ࣔࢶࢼࣂ࢟ウセンࣙࢳ
リࢯウ保Ꮡ種子の発ⱆ

環境┬職ဨ 20

2018/10/10
環境┬᪂ᐟ
ᚚⱌ管理事
ົ所

環境┬
ࣔࢶࢼࣂ࢟ウセンࣙࢳ
リࢯウ保Ꮡ種子の発ⱆ

環境┬職ဨ 5

����������
⮬↛環境研
究センター

⮬↛環境研究セン
ター

ウ�生ᜥ域内保ࢯリࣔࢶ
と域እ保の実㝿�

⮬↛環境研究
センター職ဨ

7

2018.4.18
ᅜ❧環境研
究所

ᅜ❧環境研究所
日ᮏのイࢩ࣡ࢾ：⌧状と
保ㆤ

୍⯡ 25

���������
ஂឿ地༊ྜ
ྠᗇ⯋

県ᗈ域⯆ᒁ保
健⚟♴環境部

ᒾ手県にΏ᮶する࢞ンカ
ࣔ科㫽類の生ᜥ状況

㫽⋇保ㆤ管理
ဨ

��

ኴ⏣⨾㤶子 ���������
ᒾ手県環境
保健研究セ
ンター

ᒾ手県環境生ά部
食中毒調査の␃ព事項等
について

+��ᖺᗘ食ရ
⾨生関係業ົ
᪂௵者

11

2018.4.21
୍関修紅㧗
等学ᰯ㡢ᴦ
ᐊ

୍関修紅㧗等学ᰯ
㹎㹒㸿

ᩍ育┦ㄯㅮヰ「あなたの
「の㹊㹅㹀㹒ࡤࡑ

୍関修紅㧗等
学ᰯ㹎㹒㸿会
ဨ

60

2018.8.7
㔠ࣨᓮ⏫ᙺ
場４㝵大会
㆟ᐊ

㔠ࣨᓮ⏫民生委ဨ
ඣ❺委ဨ協㆟会

「あなたのࡤࡑの㹊㹅㹀
㹒」㹼ከᵝ性をㄆめる♫
会に㹼

㔠ࣨᓮ⏫民生
委ဨඣ❺委ဨ

��

���������
୍ᡞ⏫❧୍
ᡞ中学ᰯㅮ
ᇽ

୍ᡞ⏫❧୍ᡞ中学
ᰯ

保健ㅮヰ「⮬分を大ษ
に、┦手を大ษに生きる
には」㹼おいをᑛ㔜す
る関係㹼

୍ᡞ⏫❧୍ᡞ
中学ᰯ１ᖺ生

67

2018.10.24
県❧㔩▼㧗
ᰯ▼ᴋⰼ
ール࣍

県❧㔩▼㧗等学ᰯ デーࢺ㹂㹔予防ㅮᗙ
県❧㔩▼㧗等
学ᰯ定ไ１
㹼４ᖺ性

46

2018.11.2

ᒾ手大学ᩍ
育学部２ྕ
㤋᱒࣍ー
ル

ᒾ手県学ᰯᩍ育┦
ㄯ研究会・ᒾ手県
㧗等学ᰯᩍ育研究
会

㹊㹅㹀㹒に対する基ᮏ的
理解ࠉ�当事者のព㆑�࿘
ᅖの対応�

研究大会ཧຍ
者

100

2018.11.12
なはんࣉラ
ザ�㹁㹍㹋
㹘࣍ール

ⰼᕳ市民生委ဨඣ
❺委ဨ協㆟会

あなたのࡤࡑの㹊㹅㹀㹒
㹼ከᵝ性をㄆめる♫会に
㹼

ⰼᕳ市民生委
ဨඣ❺委ဨ

246

2018.11.15
県❧盛岡第
㧗等学ᰯ
ど⫈ぬᐊ

県❧盛岡第㧗等
学ᰯ

㹊㹅㹀㹒に対する基ᮏ的
理解

県❧盛岡第
㧗等学ᰯᩍဨ

55

����������
ἑ市❧
ἑ第中学
ᰯ体育㤋

ἑ市❧ἑ第
中学ᰯ

おいをᑛ㔜する࣑ࣗࢥ
ンのあり方をࣙࢩーࢣࢽ
る࠼⪄

ἑ市❧ἑ
第中学ᰯ３
ᖺ生

146

ᑠᒣ⏣ᬛᙲ

బ⸨ࠉ༟

๓⏣ࠉ⌶
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担当者 ᖺ᭶日 会場 主催者 ࣐ーࢸ 対象者
ཧ集
人ဨ

���������

県❧盛岡༡
㧗等学ᰯカ
ルࣕࢳー
ール࣍

県❧盛岡༡㧗等学
ᰯ

保健ㅮヰ「⮬分を大ษ
に、┦手を大ษに生きる
には」�㧗ᰯ生の人㛫関係
事情�

県❧盛岡༡㧗
等学ᰯ１ᖺ生

247

2018.12.5
県❧盛岡ᕤ
業㧗等学ᰯ
体育㤋

県❧盛岡ᕤ業㧗等
学ᰯ

デーࢺ㹂㹔予防ࣉロࢢラ
ࡇ分を大ษにする⮬ࠉ࣒
と、ྠࡌくらい┦手をᑛ
㔜する関係

県❧盛岡ᕤ業
㧗等学ᰯ３ᖺ
生

280

���������
ⰼᕳ市❧大
㏕中学ᰯ
ᢡ࣍ール

ⰼᕳ市❧大㏕中学
ᰯ

デーࢺ㹂㹔・㹊㹅㹀㹒ㅮ
ᗙ

ⰼᕳ市❧大㏕
中学ᰯ３ᖺ生

50

��������
ⰼᕳ市❧
口中学ᰯ３
ᖺ㸿⤌ᩍᐊ

ⰼᕳ市❧学中口
ᰯ

デー9'ࢺ予防ㅮᗙ
ⰼᕳ市❧口
中学ᰯ３ᖺ生

��

బ⸨ࠉ༟
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