




平成 16 年度国立環境研究所年報の刊行に当たって

平成 16 年度の国立環境研究所年報を刊行する こ と と な り ま し た。 本研究所が独立行政法

人 と な り ， 最初の中期目標 ・ 中期計画に基づき活動を始めてか ら ４ 年目の成果を報告する

ものです。

本研究所の研究組織は， 環境研究の主要な学問分野に応じ た研究領域をいわば縦糸 と し

て設置し， 一方では横糸 と し て， 分野横断型のプロ ジ ェ ク ト および政策対応型調査 ・ 研究

セン ターと研究基盤ラ ボ ラ ト リ ーから なる，マ ト リ ッ ク ス型の構成を採用し てお り ます。本

研究所が最重要のテーマ と し て平成 13 年度から取 り 組んできた， 重点特別研究プロ ジェ ク

ト （ ６ 課題） ， 政策対応型調査 ・ 研究 （ ２ 課題） ， 知的研究基盤整備 （ ２ 課題） は ４ 年を経

過し， 期待どお り の成果をあげつつあ り ます。

本年度はまた， 次期中期計画を念頭に， 本研究所の潜在的能力を十分に発揮し なが ら社

会的要請に応え る ため， 今後の研究の方向性について多 く の議論を積み重ねてまい り ま し

た。 長期的ビジ ョ ンつ く り の作業をほぼ終了し， 次期中期計画の立案に向けた基盤が整っ

た と いえます。

研究施設に関し ては， ナ ノ 粒子健康影響実験棟の建設が終了し， 本格的な稼働に向け施

設内の整備を行 う 段階にはい り ま し た。 一方， 苫小牧の二酸化炭素フ ラ ッ ク ス タ ワーが台

風によ り 破滅的な被害に遭いま し た。 しかし ながら， その後に関係諸機関のご協力を得， 山

梨県富士吉田でフ ラ ッ ク ス タ ワー再建計画が進んでお り ます。

第 1 期中期計画の目標と し て， 本研究所はエネルギー消費量の節減 （平成 12 年度値に対

し床面積あた り 10％以上）と二酸化炭素排出量の削減（平成13年度値に対し総排出量の7％）

に取 り 組んでまい り ま し た。設備を省エネ型に更新し適切な運用管理を進める と と もに，全

所員が研究活動の活発化 と 環境配慮の両立に向けた努力の結果， 十分に達成でき る状況に

なった と考えています。

本年報には， 平成 16 年度の成果と し て 392 編の研究報告が収められています。 皆様に本

研究所の活動をご理解いただき， 率直なご意見を賜 り ， 研究所の今後の発展に反映させて

いただきた く よ ろ し く お願い申し上げます。

　 平成 17 年 ６ 月

独立行政法人 　 国立環境研究所

　 　 　 　 　 　 　 理事長 　 　 大 　 塚 　 柳 　 太 　 郎
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Ⅰ．概　況





国立環境研究年報 （平成 16 年度）
国立環境研究所は， 昭和 49 年， 環境庁国立公害研究所

と し て筑波研究学園都市内に設置された。

その後， 環境研究に対する社会 ・ 行政ニーズに対応す

る ため， 平成 ２ 年 ７ 月に， 研究部門の大幅な再編成を行

い， 名称も 「国立環境研究所」 と 改めた。 同年 10 月に

は， 地球環境研究， モニ タ リ ングの中核拠点 と し て 「地

球環境研究セン ター」 を所内に設置し た。

また， 平成 13 年 １ 月の省庁再編に伴い， 新たに廃棄物

研究部を設置し た。

さ ら に， 「中央省庁等改革の推進に関する方針」 （平成

11 年 ４ 月） によ り ，独立行政法人に移行する こ と と され，

「独立行政法人通則法」 （平成 11 年 ７ 月） 及び 「独立行政

法人国立環境研究所法」 （平成 11 年 12 月） に基づき， 平

成 13 年 ４ 月に独立行政法人 と し て発足し た と こ ろであ

る。 環境大臣が定めた ５ ヵ年の中期目標 （平成 13 ～ 17

年度） に基づき， これを達成する ための中期計画及び年

度計画を策定し， 柔軟な運営によ る質の高い研究活動を

効果的， 効率的に実施し てい く こ と を目指し ている。

本研究所の特色は， 研究者の専門分野が物理学， 化学，

生物学， 工学， 医学， 薬学， 人文 ・ 社会科学分野 と 幅広

い構成 と なっている こ と， 大学の研究者や地方公共団体

環境研究機関の研究者等所外の専門家の参加も得て研究

を学際的に実施し ている こ と， 及び第一級の環境研究を

実施する ために必要な大型実験施設を駆使し， 野外の実

験調査研究 と 併せ， 研究をプロ ジ ェ ク ト 化し て総合的に

実施し ている こ と にあ る。

（ １ ） 予算及び人員

本年度の予算は， 研究所総体の運営に必要な経費 と し

て運営費交付金 9,254 百万円， 施設整備費補助金 415 百

万円が計上されたほか， 競争的資金や受託等によ り ， 約

4,656 百万円を確保し た。

本年度末の役職員数は 277 名 （役員 ３ 名， 任期付き研

究員を含む） で， こ のほか， 非常勤の研究者を研究費に

よ り 雇用する流動研究員制度にも とづ く 採用を行った。

（ ２ ） 施設

本年度には，平成 14 年度補正予算によ り 着手し た自動

車排ガスから排出されるナ ノ 粒子等の超微小粒子の健康

影響研究を行 う ナ ノ 粒子健康影響実験棟が竣工し た。

（ ３ ） 研究活動

中期計画の達成に向け， 重点研究分野 （表） を中心に，

以下の環境研究の推進を図っている。 これら の研究活動

については， 研究計画を作成し， 関係者に配布する と と

もに， ホームページで公開し た。

ⅰ 　 重点特別研究プロ ジェ ク ト

社会的要請が強 く ， 環境研究 と し て も大き な課題 と さ

れている ６ つのプロ ジ ェ ク ト を， プロ ジ ェ ク ト グループ

を組織し て実施し ている。

①地球温暖化の影響評価と対策効果

②成層圏オゾン層変動のモニタ リ ング と機構解明

③内分泌か く 乱化学物質 と ダ イオキシン類の リ ス ク評

価と管理

④生物多様性の減少機構の解明と保全

⑤東アジアの流域圏におけ る生態系機能のモデル化 と

持続可能な環境管理

⑥大気中微小粒子状物質 （ Ｐ Ｍ2.5） ・ デ ィ ーゼル排気

粒子 （DEP） 等の大気中粒子状物質の動態解明 と 影

響評価

ⅱ 　 政策対応型調査 ・ 研究

環境行政の新たなニーズに対応し た以下の調査 ・ 研究

を， 二つのセン ターで実施し ている。

①循環型社会形成推進・廃棄物管理に関する調査・研究

②化学物質環境 リ ス ク に関する調査 ・ 研究

ⅲ 　 基盤的調査研究

重点研究分野をはじめ， 長期的視点に立った基盤研究

や， 創造的 ・ 先導的調査研究を， ６ つの研究領域等で実

施し ている。

独創的 ・ 競争的な研究活動を促す と と も に， 将来の重

点特別研究プロ ジェ ク ト 等に発展させるべき研究を奨励

する こ と 等のため， 所内の公募 と 評価に基づき運営する

所内公募研究制度に基づき， 奨励研究 46 課題， 特別研究

８ 課題を実施し た。

ⅳ 　 知的研究基盤の整備

研究の効率的実施や研究ネ ッ ト ワーク の形成に資する

ため， 環境研究基盤技術ラ ボ ラ ト リ ー （環境標準試料の

作製等を実施） 及び地球環境研究セン ター （地球環境の

戦略的モニ タ リ ング等を実施） において， 知的研究基盤

を整備し ている。

研究活動評価については， 内閣総理大臣決定 「国の研

究開発評価に関する大綱的指針 （平成 13 年 11 月 28 日）」

を踏ま え策定し た 「国立環境研究所研究評価実施要領」

に基づき， 研究課題の評価を行って き ている。 本年度に

は， 外部の専門家によ る国立環境研究所研究評価委員会
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において， 重点特別研究プロ ジ ェ ク ト 及び政策対応型調

査・研究の年度評価を行った。評価結果については，ホー

ムページ上で公開し ている。

（ ４ ） 環境情報の提供

環境情報セン ターにおいて， 環境の保全に関する国内

外の資料の収集， 整理及び提供並びに電子計算機システ

ムの運用を行い， 国民等への環境に関する適切な情報の

提供サービ ス を実施し た。

重点研究分野

① 地球温暖化を始め とする地球環境問題への取 り 組み

－温室効果ガスの排出源 ・ 吸収源評価と個別対策の効果評価に関する研究

－地球温暖化に伴 う 地球環境変動の将来見通しに関する観測 ・ 解析 ・ モデ リ ング と影響評価に関する研究

－京都議定書及び第二約束期間への我が国及びアジア諸国の対応可能性の政策研究

－オゾン層変動及び影響の解明と対策効果の監視 ・ 評価に関する研究

② 廃棄物の総合管理 と環境低負荷型 ・ 循環型社会の構築

－環境低負荷型 ・ 循環型社会への転換支援のためのシステム分析手法と基盤整備に関する研究

－廃棄物の資源化 ・ 適正処理技術及びシステムに関する研究

－廃棄物処理に係る リ ス ク制御に関する研究

－汚染環境の浄化技術に関する研究

③ 化学物質等の環境 リ ス クの評価と管理

－内分泌か く 乱化学物質の リ ス ク評価と管理に関する研究

－ダ イオキシン類の リ ス ク評価と管理に関する研究

－化学物質の環境動態の解明と モニタ リ ング手法の開発に関する研究

－化学物質の リ ス ク評価と管理に関する研究

－環境有害因子の健康影響の発生 メ カニズムの解明と その検出手法の開発に関する研究

④ 多様な自然環境の保全と持続可能な利用

－生物多様性の減少機構の解明と保全に関する研究

－生態系の構造と機能及びその管理手法に関する研究

⑤ 環境の総合的管理 （都市域の環境対策， 広域的環境問題等）

－浮遊粒子状物質等の都市大気汚染に関する研究

－酸性雨等の長距離越境大気汚染と その影響に関する研究

－流域圏の総合的環境管理に関する研究

－湖沼 ・ 海域環境の保全に関する研究

－地下水汚染機構の解明と その予測に関する研究

－土壌劣化， 土壌汚染の機構解明と その予測に関する研究

⑥ 開発途上国の環境問題

－途上国の環境汚染対策に関する研究

－途上国の経済発展と環境保全の関わ り に関する研究

⑦ 環境問題の解明 ・ 対策のための監視観測

－地球環境モニタ リ ング

－衛星観測プロ ジェ ク ト
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１ . １ 社会環境システム研究領域

環境問題の解明や解決には， 理学， 工学， 医学か ら社

会科学ま で を含む広範な領域の研究を推進す る と と も

に， これら の研究を統合し て政策決定者に対し て適切な

メ ッ セージを出さ なければな ら ない。 こ の基本的な政策

ニーズに応え る ため， 社会環境システム研究領域の研究

が推進 さ れてい る。 こ の領域の主た る研究活動は， （1）

個々の基礎的研究を統合する コ ン ピ ュータ モデル開発，

政策評価のためのシス テム分析手法開発， そ し て これら

のモデルや手法を用いた政策分析か ら構成される 「政策

統合評価研究」， （2） 環境経済学， 国際政治学等， 環境問

題の解明・ 解決に不可欠の 「社会科学研究」， さ らに，（3）

環境情報の体系化や リ モー ト センシング手法の開発を担

う 「情報解析研究」 の ３ つに大き く 分類される。 そし て，

統合評価モデル， 資源循環， 環境計画， 環境経済， 情報

解析の ５ つの研究をベース に し て， 重点特別研究プ ロ

ジェ ク ト や政策対応型調査・研究，地球環境研究セン ター

と 連携し て， 各種の政策ニーズに対応し た質の高い研究

を推進し てき た。

具体的な研究内容 と し ては， 経済発展 と 環境保全をめ

ざ し てアジア地域にイ ノ ベーシ ョ ンの導入を図る国際共

同研究， 環境産業の効果や生態系の価値を評価する ため

の新しい経済モデル開発， ラ イ フサイ クルアセス メ ン ト

やマテ リ アル ・ フ ロー解析などの循環型社会形成のため

の定量的分析手法の開発， 地球環境保全に関する国際的

な環境外交交渉の分析， 環境保全のための経済的イ ンセ

ンテ ィ ブの計量， 環境意識や環境関連の消費に関する国

際比較， 森林， 草原， 湿原等の自然環境を保全する ため

の衛星によ る リ モー ト センシング手法の高度化， リ モー

ト センシング ・ データによ る生態系モニ タ リ ング手法の

改良，生態系の変化を予測するための数理モデルの開発，

などがあげられる。

こ の研究領域の成果は， 国連環境計画 （UNEP） ， 気候

変動政府間パネル （IPCC）， 経済協力開発機構 （OECD），

千年紀生態系評価 （MA），アジア環境大臣会合 （Eco Asia）

等の国際機関， 日本， 中国， イ ン ド， 韓国等のアジアの

政府機関， 東京都や愛知県等の我が国の地方公共団体，

民間企業やの環境 NGO などの非政府組織などで活用さ

れ， 具体的な国内外の政策ニーズに応えている。

１ . ２ 化学環境研究領域

人間活動拡大に伴って地球的な規模で進行するいろい

ろな物質の循環と それに基づ く 環境の変化，また複雑化，

多様化する有害物質の汚染 と その環境 リ ス ク を理解し，

それらの課題を解決する ため科学的知見を集積する こ と

が重要であ る。 こ のため化学環境研究領域においては，

環境におけ る物質の計測， 地球レベルあ るいは地域レベ

ルでの動態の解明， 及びその生物学的な意義の解明に関

する研究を行っている。

基盤研究部門であ る化学環境研究領域では， 以下の ４

研究室において，それぞれ独自の研究がな されているが，

研究者の多 く は， 地球環境関連のプロ ジェ ク ト や， 環境

ホルモン， デ ィ ーゼル排ガス粒子等の有害物質関連のプ

ロ ジェ ク ト にも参加し て研究を行っている。

計測技術研究室は， 新たな環境計測技術の開発に主眼

がおかれ， 環境汚染物質分析の高感度化等， 計測技術の

高度化を進めた。 常温動作可能の Ｘ 線検出器の開発， 窒

素同位体比測定方法， ナ ノ テ ク ノ ロ ジーを活用し た小型

エア ロ ゾル分析装置の開発や， 水素エネルギー関連技術

の研究を開始し た。

計測管理研究室では， ダ イオキシン類の環境モニ タ リ

ン グについて， 各種環境試料に関する分析法の最適化，

環境標準試料 NIES SRM を用いた精度管理， 臭素化体や

関連難燃剤に関する環境モニ タ リ ング法の開発などの研

究を行った。 また， 有害大気汚染物質の GC/MS によ る

常時監視 と その精度管理， 微小浮遊粒子の化学モニ タ リ

ング手法開発などの検討を行った。

動態化学研究室では， 環境中元素の存在状態 と 動態の

解明並びに加速器質量分析法の開発研究を進めた。 生体

中有機 ヒ 素の分離条件の検討， 鉱物の酸性化モデルの検

討， Ｘ 線顕微鏡によ るサンゴの解析， 放射性炭素測定法

の微量化手法の開発など を推進し た。 また， 海洋におけ

る残留性汚染物質 （POPs） 等の分布の解明を継続し た。

生態化学研究室では， 有機スズ汚染の現状 と それによ

る巻貝の異常に関する研究を行い， ア ワ ビにおけ る雄性

化現象の メ カニズムの解明の研究を行った。 また ヒ 素の

環境中での化学形態変化や医薬品の生態影響解明の手法

の研究を開始し た。

以上の研究の他，主任研究官によ り ，自然起源ハロ カー

ボンの動態解明研究の一環 と し て， 氷床コ ア中塩化 メ チ

ル測定， ブロモホルムのグ ローバルな放出量の推定が行

われた。 また， 波照間ス テーシ ョ ンにおいて大気中ハロ

カーボン類の連続観測を開始し た。

１ . ３ 環境健康研究領域

環境健康研究領域においては， 環境有害因子 （窒素酸

化物 ・ デ ィ ーゼル排気ガス等の大気汚染物質， ダ イ オキ

シンや環境ホルモンなどの有害化学物質， 重金属， 花粉，

紫外線等） が， いかに ヒ ト の健康に影響を及ぼすかに関

する実験的 ・ 疫学的研究を行っている。 上記の環境有害
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因子の健康 リ ス ク に関す る 文献レ ビ ュ ーを と り ま と め

た。 また， 研究員の一部は筑波大学や千葉大学の連携大

学院併任教官 と し て， あ るいは環境行政に係る国内外の

専門委員会委員と し て活動し ている。

分子細胞毒性研究室では， ダ イオキシンおよび PCB 類

が免疫機能や生殖機能，胎盤機能に及ぼす影響の解析 と，

細胞株を用いた遺伝子 ・ タ ンパク レベルでの影響 メ カニ

ズム研究を行った。 また， ダ イオキシン受容体 と し て働

く arylhydrocarbon receptor の作用を修飾し， ダ イオキシ

ンに対する感受性に影響を及ぼす修飾因子の探索， およ

び修飾因子を ス ク リ ーニングする ための新たな技術の開

発研究を行った。 今後 ト キシ コゲ ノ ミ ク ス研究を展開す

る ために， 機器の導入や実験条件の検討を行い研究環境

を整備し た。

生体防御研究室においては， 低濃度大気汚染物質が免

疫－脳神経軸に及ぼす影響を解明する ため， 鼻部曝露に

よ る嗅覚系を介し た海馬での情報伝達因子の変動， 肺胞

内での炎症反応の誘導， 海馬破壊によ る免疫能の変化に

関する研究を行った。 また， 大気汚染物質の影響評価の

ため肺胞上皮細胞， 基底膜， 血管内皮細胞によ る呼吸膜

構造構築のための研究が行われた。

健康指標研究室では， 主 と し て， ヒ 素化合物のがん関

連遺伝子の発現に及ぼす実験的研究， 代謝動態に関する

速度論的研究， 毒性発現機構， 曝露指標に関する研究な

どが行われた。 また， 分化を指標 と し た有害物質の影響

評価方法や， 植物由来エス ト ロ ジ ェ ン様物質が骨代謝に

及ぼす影響に関する研究が行われた。

疫学 ・ 国際保健研究室においては， 人間集団を対象 と

し た環境保健指標の開発のため， 関連データーベースの

作成を継続する と と も に， 人口動態死亡統計を用いた浮

遊粒子状物質濃度 と 循環器疾患， 呼吸器疾患によ る死亡

と の関連解析を行った。 中国におけ る都市大気汚染によ

る健康影響 と 予防対策に関する国際共同研究では， 瀋陽

市及び周辺都市において二酸化硫黄， 粒子状物質濃度の

環境測定 と 住民の個人暴露調査， な らびに小学生を対象

にし た肺機能検査， 質問票調査などによ る呼吸器影響調

査を実施し た。

１ . ４ 大気圏環境研究領域

大気圏環境研究領域では， 地球温暖化を始め と する地

球環境問題への取 り 組み， 環境の総合的管理 （都市域の

環境対策， 広域的環境問題）， 開発途上国の環境問題， 環

境問題の解明 ・ 対策のための監視観測， の各重点研究分

野において， 地球温暖化， 成層圏オゾン層破壊， 酸性雨

と いった地球規模の環境問題や， 都市の粒子状物質大気

汚染問題に代表される よ う な地域的な環境問題を解決す

る ための基礎 と な る研究を推進し た。 本年度は， 1 課題

の特別研究， ４ 課題の奨励研究， 16 課題の経常研究， 14

課題の外部資金によ る研究を行ったほか， 地球温暖化研

究プロ ジェ ク ト ，成層圏オゾン層変動研究プロ ジェ ク ト ，

PM 2.5・DEP 研究プロ ジェ ク ト 等の併任 メ ンバー と し て，

また地球環境研究セン ターの併任または協力研究者 と し

て， プロ ジェ ク ト 研究等の推進への協力を行った。

大気物理研究室では， 大気海洋結合気候モデルを用い

た温室効果ガスやエア ロ ゾル， オゾンなどの増減に伴 う

過去や将来の気候変化のシ ミ ュ レーシ ョ ン等， 気象学 ・

大気物理学を基礎 と し た大気循環および物質循環の研

究を行った。

大気反応研究室では， 気相の化学反応の研究 と 大気中

の反応性微量成分およびエア ロ ゾルの化学成分の観測に

関す る 研究を室内実験， 野外観測の両面か ら それぞれ

行った。 特に本年度は UNEP の ABC （アジア褐色雲） プ

ロ ジェ ク ト と 密接に関連し て， 沖縄本島北端辺戸岬に大

気 ・ エア ロ ゾル観測ステーシ ョ ンを建設し た。 今後こ こ

をベースに重点的に観測を進める。遠隔計測研究室では，

レーザーレーダー （ラ イ ダー） を用いた観測手法の開発

研究および， 地上， 研究船を利用し た観測研究を行った。

東アジア地域の黄砂エア ロ ゾル と 人為起源エア ロ ゾルの

発生， 輸送に関する ネ ッ ト ワー ク 観測を行 う と と も に，

研究船によ る西部太平洋を中心 と する広域にわた るエア

ロ ゾル， 雲の立体分布 と 光学特性の観測研究を行っ た。

また， 分光法を用いた遠隔計測に関する研究を行った。

大気動態研究室では， 温室効果気体および関連物質の

動態を調べる ため， 濃度の長期観測や同位体比， 酸素／

窒素比等の測定を行った。 また廃坑を利用し た人工雲実

験を行い， 樹木に対する微小水滴沈着の実験を行った。

酸性雨研究チームでは， 越境大気汚染の解明のため，

中国におけ る大気汚染物質の航空機観測， ロ シア極東地

域での大気汚染物質の地上観測，大気汚染物質のソース ・

リ セプター解析を行った。 また， サケ科魚類の ラ イ フサ

イ クル と pH な らびに水質に関する研究を行った。

１ . ５ 水土壌圏環境研究領域

水土壌圏環境研究領域では， 酸性雨， 海洋汚染 と いっ

た地球環境問題， 及び湖沼 ・ 海域の水環境保全や水質改

善などの地域環境問題に関し て現象解明， 影響評価， 予

測， 環境改善手法開発等の基礎的研究を行っている。 本

年度は地球環境研究総合推進費 ２ 課題， 民間委託研究 １

課題， 経常研究 ６ 課題， 奨励研究 ４ 課題， 特別研究 １ 課

題， 環境保全調査等委託費 ２ 課題， 国立機関再委託費 １
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課題， 原子力試験研究 １ 課題， 文部科学省 ・ 科学研究費

補助金によ る研究 ２ 課題， 厚生科学研究費補助金によ る

研究 １ 課題， 石油特別会計委託費によ る研究 １ 課題， 産

業技術研究助成によ る研究 １ 課題を行った。 水環境質研

究室では， 分子生態学的手法を用いて， 微生物群集が湖

沼 ・ 浅海域の物質循環に与え る影響について評価を行っ

た。 また，環境浄化微生物検出・定量のために，DNA チッ

プの開発を行った。 さ ら に， 嫌気性微生物膜を利用し た

省 ・ 創エネルギー型の有機性排水処理技術の開発を行っ

た。 土壌環境研究室では， 次世代技術利用金属 （銀， イ

ンジ ウ ム， ビ スマス， アンチモン， すずなど） の土壌中

動態を土壌環境シ ミ ュ レーター実験によ り ， また， 土壌

生態系への影響を微生物培養試験によ り 検討し た。 アル

ミ ニウ ムの土壌か ら水圏への流出機構に関する調査 ・ 研

究や， 大気酸性汚染物質の植生沈着量の測定など も行っ

た。 地下環境研究室では， 地下水 ・ 土壌域に侵入し た汚

染化学物質を界面活性剤や高分子量の有機化合物の水溶

液を注入し て効率よ く 洗浄する手法の基礎研究を行って

いる。 本年度は様々な構造の洗浄剤水溶液を飽和させた

ガ ラ ス ビーズカ ラ ム中での ト リ ク ロ ロエチレ ンの移動性

についての評価を行い， 洗浄剤を注入する こ と によ る汚

染物質の移動の効率化や汚染拡大の可能性などに関する

基礎的なデータ を収集し た。 湖沼環境研究室では湖沼を

含む流域圏における溶存有機物 （DOM） や難分解性 DOM

の存在形態や量を測定し， 霞ヶ浦を対象と し て湖内 3 次

元流動モデルを構築し て湖水難分解性 DOM の場所的・季

節的変動を把握し た。 結果， 下水処理水由来の難分解性

DOM が局所的にかな り 高 く なる こ と がわかった。 また，

霞ヶ浦を水道原水 と する浄水処理場の各単位処理プロ セ

ス （生物膜処理， 凝集沈殿， 砂ろ過， 活性炭吸着） の流

出水を調査し た と こ ろ， 難分解性 DOM の除去は と て も

難 し い こ と がわか っ た。 処理の進展に伴い， 難分解性

DOM はよ り 親水性化する こ と が明らか と なった。海洋環

境研究室では， 人為影響によ る海洋の汚染 と 物質循環の

変動の解明を中心と し，「グ ローバル水循環系の リ ン ・窒

素負荷増大 と シ リ カ減少に よ る海洋環境変質に 関する

研究」 および 「サンゴ礁生物多様性保全地域の選定に関

する研究」 を行ったほ か， ノ リ 変色問題に関連し て 「有

明海におけ る高レベル栄養塩濃度維持機構に関する 研

究 ： 適正な浅海域管理をめざ し て」 を行った。

１ . ６ 生物圏環境研究領域

生物圏環境研究領域では， 分子レベルか ら生態レベル

までの生物にかかわ る基礎 ・ 応用研究を推進し てい る。

本年度は奨励研究を含めて 11 課題の経常研究， １ 課題の

特別研究， 2 課題の地方環境研 と の共同研究， 地球環境

研究総合推進費によ る研究 ４ 課題， 科学技術振興費によ

る研究 １ 課題， 科学技術振興調整費に よ る研究 １ 課題，

文部科学省 ・ 科学研究費補助金によ る研究 ３ 課題， その

他環境省からの委託によ る研究 ３ 課題が推進された。

生態系機構研究室では， 湿地生態系 （湿原 ・ 湖沼沿岸 ・

河川 ・ 干潟） 及び高山生態系の構造 と 機能を解明する研

究を行った。 絶滅のおそれのあ る野生動植物 （ ヒ ヌマ イ

ト ト ンボ， キ タ ダケ ソ ウ等） の生息する環境の保全 と 復

元 ・ 自然再生について調査を行った。 尾瀬沼では帰化種

コ カナダモの動態のモニ タ リ ングを し， 三面川流域や釧

路川流域での水質モニ タ リ ングを継続し， 河口域の塩生

湿地では生態系評価手法の検討を行った。 また， ヨ シ群

落のガス交換によ る底質環境の変化について刈 り 取 り 実

験を行って評価し た。

系統 ・ 多様性研究室では， 微生物や底生動物の機能，

形態， 遺伝子の多様性に関し て， 1） 東南アジアにおける

微細藻類多様性の基盤整備のための分類学的研究 　 2） 干

潟のセルロース分解機能の時 ・ 空間変動の評価法の確立

　 3） ユス リ カの幼虫によ る分類と環境選好性の検討 　 4）

地衣類 １ 個体中に共生す る 複数種の藻類を遺伝子マー

カーによ り 同定する実験系の確立 　 5) 大型船舶のバラ ス

ト 水によ り 越境移動する生物の多様性 　 6) 　 炭化水素を

生産する藻類の生理特性と分類に関する研究 　 7） 藻類資

源の中核的拠点 と し ての機能の整備な ど の研究を行っ

た。

熱帯生態系保全研究室では， 熱帯地域の人間活動によ

る生態系影響を把握し， 生物多様性や生態系保全へむけ

たエコ システムアプローチを実現する ための手法開発す

る こ と を目的 と し て， マレーシア半島部の熱帯林および

周辺のラ ン ド ス ケープを対象と し， 1） 森林認証制度支援

のための生態系指標の開発，　 2） 生物多様性評価のため

のラ ピ ッ ド アセス メ ン ト 開発，　 3） 地域社会におけ る生

態系管理への イ ン セン テ ィ ブ導入のための研究を行っ

た。 一方， 高山草原におけ る炭素動態 と 温暖化影響を明

ら かにする ため， 中国青海高山草原定位站で生物気象環

境， CO2 と H2O フ ラ ッ ク スの観測， 光合成 ・ 蒸散及び土

壌呼吸の測定を行い，草原生態系の炭素動態を検討し た。

また， チベッ ト 高原を利用し た温暖化影響の早期検出 と

早期予測に関する研究を開始し た。   

分子生態毒性研究室では， 様々な環境要因が原因 と

なって植物に生じ る ス ト レ ス と それに対する植物の耐性

機構を分子レベルで明ら かにする こ と を目的に， シ ロ イ

ヌナズナのオゾン感受性 ・ 耐性突然変異体の単離 と その

解析を行っ てい る。 TDT フ ァ ミ リ ーに属する ト ラ ン ス
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ポーター様膜タ ンパク質の遺伝子の変異によ り オゾン感

受性を示す ozs1-1 変異系統が， 野生型のシ ロ イ ヌナズナ

と比べて，亜硫酸ガスにも よ り 感受性を示し たのに対し，

強光や低温に対する感受性には差が認め ら れなかった。

し たがって OZS1 は， オゾン と亜硫酸ガスに共通の耐性

機構に関与する こ と が示唆された。

１ . ７ 地球温暖化の影響評価と対策効果プロジ ェ

ク ト グループ

地球温暖化問題は今，巨大な不確実性を抱えながら も，

現象解明か ら対策研究へ と その重点を移しつつあ る。 京

都議定書の達成が緊急の課題にな り ， さ らに， 2020 年か

ら 2030年を目指し た対策や今後一世紀にわた る長期的な

対応のあ り 方が問われている。 しか も， 残されている科

学的理解の色々な不確実さ を低減し ていかなければな ら

ない。

本プロ ジェ ク ト は，過去 10 年以上にわたって蓄積され

た研究成果を基礎にし て， これら の新しい研究ニーズに

体系的に応え る こ と を目的とする。 こ のため，経済発展・

気候変動及びそれら の影響を統合的に評価するモデルを

開発 ・ 適用し て， 京都議定書及びそれ以降の温暖化対策

が地球規模の気候変動及びその地域的影響を緩和する効

果を推計する。 そ し て， 中 ・ 長期的な対応方策のあ り 方

を経済社会の発展の道筋 と の関係で明ら かにし， これら

の対応方策をアジア地域の持続可能な発展に融合させる

総合戦略について検討する。 また， フ ィ ール ド 観測， 遠

隔計測， 統計データ等を も と に， 陸域 と 海洋の吸収比，

森林の二酸化炭素吸収 / 放出量 ・ 貯留量， 二酸化炭素の

海洋吸収 と その気候変動に対する応答等を推計し， 炭素

循環と その変動要因を解明する。

本研究は， 「炭素循環研究」 と 「統合モデル研究」 の二

つの分野に分けて， 炭素循環， 炭素吸収源評価， 社会経

済 ・ 排出モデル， 気候モデル， 影響 ・ 適応モデルの ５ つ

の研究チームによ って実施し ている。 本年度の主要な研

究成果 と し ては， 炭素循環研究分野においては， 長期観

測の施設や体制を整え る こ と ができ， 今までの観測を も

と にし て炭素循環に関するい く つかの分析結果を出せた

こ と， 統合モデル研究分野においては， 気候モデルにつ

いて再現実験が終了し てモデルの高分解能化 ・ 高精度化

への準備が整った こ と， 統合評価モデルについて主要な

モデル開発が進み， 各種のシ ミ ュ レーシ ョ ン結果を国際

機関や政府などに提供する こ と ができ た こ と， などがあ

げられる。 これらの研究成果は， IPCC （気候変動に関す

る政府間パネル） ， MA （千年紀生態系評価） ， UNEP （国

連環境計画）， OECD （経済開発協力機構）， Eco Asia （ア

ジア太平洋環境大臣会合），中韓環境産業円卓会議などの

国際機関， 日本， 中国， イ ン ド， 韓国， タ イ などの政府，

東京都， 愛知県等の地方公共団体， 民間企業， WWF など

の非政府団体に活用された。 また， 中国， イ ン ド， タ イ，

韓国， マレーシア等のアジアの発展途上国 と の共同研究

を通じ て， これら の国々のキ ャパシテ ィ ・ ビルデ ィ ング

にも貢献し た。

１ . ８ 成層圏オゾン層変動のモニ タ リ ングと機構

解明プロジ ェ ク ト グループ

本プロ ジ ェ ク ト では， 高緯度域を対象にし た人工衛星

搭載センサー （衛星観測）， 及び中緯度域に設置し た地上

遠隔計測機器等によ るオゾン層の観測を行い， オゾン層

変動の監視やオゾン層変動機構の解明に資するデータ を

国内外に提供する。 さ ら に， データ解析， モデ リ ング等

に よ り オゾ ン層変動機構に係 る 科学的知見の蓄積を図

り ， 将来のオゾン層変動の予測， 検証に貢献する こ と を

目的 と し ている。 こ のため， 衛星観測研究チーム， 地上

リ モー ト センシング研究チーム， オゾン層モデ リ ング研

究チームの ３ チーム体制で， 以下に示す研究に当たって

いる。

（ １ ） 衛星搭載センサーによ るオゾン層の監視

「改良型大気周縁赤外分光計 II（ILAS-II）」（環境省開発。

運用期間平成 15 年 ４ 月～ 10 月） によ って取得された観

測データか ら オゾンやエア ロ ゾルを始め と するオゾン層

破壊関連物質の高度分布導出のための導出アルゴ リ ズム

の改良を行った。 また， 導出された高度分布データはオ

ゾンゾンデ， 気球観測データ， 他の衛星データ など と 比

較を行い， ILAS-II データの精度 ・ 確度の検証を行った。

検証済みのデータは Version 1.4 プロダ ク ト と し て， 国内

外の登録研究者に提供された。

（ ２ ） 地上リ モート センシングによ る オゾン層変動の監視

地球環境研究セン ター と 連携を しつつ， つ く ば （国立

環境研究所） 及び陸別 （陸別成層圏総合観測室） におけ

る地上から のオゾン層モニ タ リ ングの継続実施な らびに

モニ タ リ ングデータ質の向上やモニ タ リ ング手法の改良

に取 り 組んだ。 特に， 検証解析を済ませた 1988 年からの

オゾン レーザーレーダーデータ を成層圏変化の検出のた

めの国際的な観測ネ ッ ト ワー ク であ る NDSC のデータ

ベー ス に登録 し た。 ま たつ く ばでの ミ リ 波オ ゾ ン計の

ハー ド ・ ソ フ ト 面での改良を行い， 下部成層圏か ら中間

圏までの高度領域でのオゾン分布の連続観測試験を行っ

た。

（ ３ ） オゾン層変動の解析と モデ リ ング

極域オゾン層変動に係る物理 ・ 化学的に重要な要素プ
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ロセスについて， 南極オゾンホールの形成 と 成長過程に

注目し， ILAS-II データの解析を中心に， オゾンホール内

でのオゾンの減少速度の見積も り ， PSC 生成 と ガス状硝

酸の除去機構の解明を行った。 また， 成層圏化学気候モ

デルや化学輸送モデルを用いて， 大気の球面効果がオゾ

ンホール形成やその回復時期に及ぼす影響の定量化 と そ

の原因を明ら かにし た。 さ ら に， 化学輸送モデルを用い

て， 北極渦内でのオゾン層破壊が中緯度のオゾン減少に

及ぼす影響を定量的に見積も った。

１ .９ 内分泌かく 乱化学物質及びダイオキシン類のリ

スク評価と管理プロジェ クト グループ

環境ホルモン （内分泌撹乱化学物質） 及びダ イ オキシ

ン類の リ ス ク 評価 と 管理の手法の開発研究を行 う プ ロ

ジ ェ ク ト 研究グループであ り ， 以下の ７ つの研究チーム

を中心にし て研究展開をはかってき た。

（ １ ） 計測 ・ 生物検定 ・ 動態解明研究チームでは， 内分

泌撹乱化学物質の機器分析や受容体依存的な生体反応を

検知する生物試験法の開発を行 う と共に , これら を化学

物質のス ク リ ーニング評価や環境モニ タ リ ングに適用し

た。

（ ２ ） 生体機能評価研究チームでは， 内分泌撹乱化学物

質の， 特に脳 ・ 神経系への影響を評価する ための測定解

析手法の評価を行い， 内分泌撹乱化学物質の影響の評価

を行った。人の脳観察の手法 と し て，高磁場 MRI の開発・

応用をすすめた。

（ ３ ） 病態生理研究チームでは， 内分泌撹乱物質の免疫

系への影響を評価する ための解析手法の開発を行 う と 共

に， 化学物質 と 我が国において急増し ている各種のアレ

ルギー疾患と の関連について研究し た。

（ ４ ） 生態影響研究チームでは， 巻貝類， 魚類， 鳥類な

どの野生生物におけ る個体数減少， 性比の変化， 生殖器

奇形などの異常の有無等についてフ ィ ール ド を設定し て

明ら か と する研究を行った。 また， 巻貝類のイ ンポセ ッ

ク スが発症する過程にレチ ノ イ ド X 受容体 （RXR） が深

く 関与する と い う ， イ ンポセ ッ ク ス誘導 メ カニズムに関

する全 く 新しい仮説を提示し た。 また室内試験では， 無

せきつい動物及び メ ダカ等の試験生物で内分泌撹乱化学

物質の繁殖影響， な らびにバイオマーカーを明ら か と す

る研究を行った。

（ ５ ） 健康影響研究チームでは， ダ イオキシンの人の生

殖 ・ 発生影響にかかわる リ ス ク を評価する ためのバイオ

マーカー開発の一環 と し て， 母乳細胞におけ る CYP1A1

の発現 と 母乳中ダ イ オキ シ ン類濃度 と の関係を検討 し

た。 また， 実験動物を用いて， PCB 類の甲状腺ホルモン

抑制作用の メ カニズムやダ イオキシンによ る水腎症発生

メ カニズムを検討し た。

（ ６ ） 対策技術チームでは， 内分泌撹乱化学物質やダ イ

オキシンの処理技術の開発を進めた。 また， ダ イオキシ

ンの発生や排出抑制のための簡易計測法や， リ アルタ イ

ムモニターの開発を行った。

（ ７ ） 総合化研究チームでは内分泌撹乱化学物質やダ イ

オキ シ ンの管理 と 評価のために， 地理情報シ ス テ ム を

ベース と し た情報システムの構築を行い， 環境予測や汚

染分布等の解析及び発生源対策に役立て る総合的な手法

を開発し た。

１ .10 生物多様性の減少機構の解明と保全プロ

ジ ェ ク ト グループ

生物多様性減少の多 く の原因のなかで，生息地の破壊・

分断化 と 侵入生物 ・ 遺伝子組換え生物に着目し， 生物多

様性減少の防止策並びに適切な生態系管理方策を講じ る

ための科学的知見を得 る こ と を目的にす る。 こ のプ ロ

ジ ェ ク ト では， あ る地域内の生物種数や種多様性だけを

生物多様性 と 呼ぶのではな く ， 地域固有の生物が存在す

る こ と が生物多様性の重要な側面であ る と考え る。また，

生物多様性には遺伝子， 種， 生態系の ３ つのレベルが存

在する。 各レベルの生物多様性を空間的な広が り の中で

と ら え， それに対する人間活動の影響を評価する。

生物個体群研究チームは， 生息環境変化によ る生物生

息域の喪失が生物個体群の存続に与え る影響を評価する

ために， 生物近縁種間及び種内地域個体群間の相互関係

の生態遺伝学的解析や地理情報システムによ る生息適地

推定モデルの開発を行っている。

多様性機能研究チームは， 流域を構成する様々な ラ ン

ド ス ケープを客観的に定義し， その質， 量， およびその

配置 と 生物多様性 と の関係を導き出すこ と によ って， ラ

ン ド ス ケープの分断 ・ 縮小などの人為的改変が， 生物多

様性に及ぼす影響を評価し ている。 そ し て生態系の保全

や再生を流域あ るいはそれ以上の空間ス ケールで行 う た

めの生物多様性予測モデルの開発を行っている。

群集動態研究チームは， 生物群集の多様性の形成 と 存

続の メ カニズムの解明を目的 と し て， 群集のシ ミ ュ レー

シ ョ ンモデルを使った仮想実験を中心に研究を進めてい

る。 特に （1） 森林生態系の個体ベースモデル と， （2） 進

化的な時間ス ケールでの群集の動態 と 種分化 ・ 絶滅プロ

セス を表現するモデルを用いた研究に重点をおいて， 現

実の生態系 と の対応関係を検討しつつ理論的な解析を進

めている。

侵入生物研究チームは， 侵入生物が在来生物種および
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生態系に及ぼす影響を調べる ために， 侵入生物の生態学

的特性， 起源， 分布拡大状況などの情報を収集する と と

も に， 野外調査および実験系によ って侵入生物 と 在来生

物の間の生物間相互作用について生態学的 ・ 集団遺伝学

的 ・ 生化学的に分析を進めている。

分子生態影響評価研究チームは， 外来遺伝子を植物に

導入し た時の宿主への影響および環境中におけ る組換え

体の野生種への影響を調査する ための手法を開発し てい

る。 また， 遺伝子組換えダ イ ズ と その近縁野生種であ る

ツルマ メ の交配種を作製し， 導入し た遺伝子の安定性の

調査を行っている。 さ ら に， 遺伝子組換え微生物を導入

し た と きの微生物生態系への影響を調べる ための新たな

手法の開発を目指し， 環境中の微生物遺伝子に及ぼす影

響を検討し ている。

１ .11 東アジアの流域圏における生態系機能のモ

デル化と持続可能な環境管理プロジ ェ ク ト

グループ

21 世紀の日本及びアジア・太平洋地域における均衡あ

る経済発展にとって，森林減少，水質汚濁，水資源枯渇，

土壌流出等の自然資源の枯渇・劣化が大きな制約要因と

なりつつある。こうした環境問題に対処するためには，環

境の基本ユニットである『流域圏（山～河川～海）』が持

つ受容力を科学的に観測・把握し，モデル化を行うこと

により環境受容力の脆弱な地域を予測した上で，環境負

荷の軽減，環境保全計画の策定，開発計画の見直し，環

境修復技術の適用等の環境管理を行っていくことが最も

必要である。本プロジェクトは，東アジアを対象として，

流域圏が持つ生態系機能（大気との熱・物質交換，植生

の保水能力と洪水・乾燥調節，水循環と淡水供給，土壌

形成と侵食制御，物質循環と浄化，農業生産と土地利用，

海域物質循環と生物生産など）を総合的に観測・把握し，

そのモデル化と予測手法の開発を行うものである。 

衛星データ解析チームでは， アジア ・ 太平洋地域を対

象 と し て， 広域の地表面を定期的に観測する こ と のでき

る各種の衛星センサ （Terra/MODIS， Landsat/TM など）

を利用する こ と に よ り ， 環境の変化を実証的に把握し，

自然資源の持続的管理に資する情報を得る こ と を目的 と

し ている。 具体的には， 土地利用 ・ 土地被覆及び生態系

の現状 と 変化の把握， 重要サ イ ト と 攪乱サ イ ト の同定，

温暖化や砂漠化によ る影響の監視などを行っている。

海域環境管理研究チームでは， 原油 ・ 汚濁物質等によ

る沿岸生態系への被害や埋め立て等によ る環境の破壊な

ど， 人間活動の影響を大き く 受けて き た沿岸域の環境影

響の軽減 と 沿岸域環境の修復方策の効果の検討を行って

いる。 特に浅海域では基礎生産が大きいが， こ の生産が

上位の栄養段階の生物， 例えば魚類に ど の よ う につな

がっているかは不明であ り ， 内湾全体に対する浅海域の

寄与 と い う 観点か ら， 干潟 ・ 藻場など浅海域の底生生物

によ る水質浄化能についての研究を中心に進めている。

流域環境管理研究チームでは， 中国内陸部の経済発展

を支える ための長江 ・ 黄河の内陸開発事業 （西部大開発）

であ る三峡ダム築造などの大規模水資源開発に伴 う 流域

生態系，農業生産及び水資源保全に与え る影響を予測し，

持続可能な発展を も た らすための陸域環境統合モデルの

確立を国際的連携のも と に行っている。

１.12 大気中微小粒子状物質（PM2.5）・デイーゼ

ル排気粒子（DEP）等の大気中粒子状物質の動

態解明と影響評価研究プロジェクトグループ

PM 2.5やDEP を中心 と し た粒子状物質によ る大気汚染

の， 発生機構か ら影響評価までを一貫し て研究する。 発

生源特性， 測定方法， 環境大気中での挙動， 地域濃度分

布及び人への曝露量予測， 動物曝露実験によ る閾値の推

定， についての検討を行 う 。

交通公害防止研究チームでは， シ ャ シーダ イナモ実験

や車載型計測の手法を用いて， 実走行状態での発生源特

性を把握する。 これ と と も に ト ンネル調査や沿道調査等

によ り 自動車か ら の排気成分の実態を明ら かにする。 ま

た，固定発生源からの粒子状物質発生量を調査し，固定・

移動発生源からの都市， 沿道 PM ・ DEP 発生量を明らか

にする。 さ らに PM ・ DEP 対策の視点から交通 ・ 物流シ

ステムの改善策と その効果の評価を行 う 。

都市大気保全研究チームでは， 風洞実験， 航空機観測，

モデル解析等によ り ， 環境大気中におけ る二次生成粒子

状物質を含む粒子状物質の動態を立体的に把握する。 具

体的には広域 PM 2.5・DEP モデル，および都市・沿道 PM

2.5 ・ DEP モデルを検証し， 都市 ・ 沿道大気汚染予測シス

テムを構築し， こ のモデルを用いて発生源 と 環境濃度 と

の関連性を明らかにする。

エア ロ ゾル測定研究チームでは， ガス状成分， 粒子状

物質計測のための各種測定手法を比較評価し， 発生源 と

環境におけ る粒径別粒子状物質やガス状物質の組成や濃

度を把握する。また空間的な分布を把握する ための計測・

分析手法や広域 ・ 都市 ・ 沿道 PM 2.5 ・ DEP 把握のための

モニタ リ ングシステムを構築する。

疫学 ・ 曝露評価研究チーム では， 地理情報シ ス テ ム

（GIS） を運用し， PM 2.5 ・ DEP の地域分布の予測を行 う 。

こ の結果を統計解析し， それぞれの地域におけ る曝露量

を予測する。 さ らに， 全国 ・ 地域 PM 2.5 ・ DEP 曝露予測
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結果 と 疫学データ と の関連性を解析し， 健康 リ ス ク評価

に関する資料を提供する。

毒性 ・ 影響評価研究チームでは， 実験的研究を実施し

て DEP の健康影響に関する知見を集積する。 デ ィ ーゼル

排気成分の曝露実験を行い， 排気中の粒子あ るいはガス

成分の呼吸器系への影響並びに循環器系への影響を順次

解明する。 これら の結果を基に， デ ィ ーゼル排気曝露の

動物への濃度―影響関係から閾値の算定を行 う 。

１ .13 循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究セン ター

循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究セン ター （以下， 循

環 ・ 廃棄物研究セン ター） では， 循環型社会におけ る適

正な物質循環や廃棄物管理のあ り 方を研究 ・ 提案する こ

と を目的と し ている。その目指す と こ ろは 20 世紀型の大

量生産 ・ 大量消費 ・ 大量廃棄型の社会か ら， さ ま ざ まな

研究 と 政策のツールを駆使し て， 物質循環を基本 と し た

環境低負荷型で一次資源利用抑制型の循環型社会を構築

する こ と にあ る。 研究 と 政策のツール と し ては， 技術，

法制度， 経済的手段， 情報， モニ タ リ ング手法などがあ

り ， 問題の対象に応じ て， 効果的に組み合わせる必要が

あ る。 具体的には， 環境低負荷型 ・ 循環型社会構築に関

わる研究を目指し てお り ， 「循環型社会構築」 の枕詞 と し

て 「環境低負荷型」 を授けている こ と が， 今後の研究推

進に向けた一つの意志 と 考えている。 循環 ・ 廃棄物研究

セン ターでは， 循環型社会への転換を支援する ための評

価手法や基盤システム整備に関する研究を一つの核に と

ら えている。 廃棄物の発生か ら再資源化 ・ 処理及び処分

にいた る までの様々な局面での廃棄物問題について， 廃

棄物の発生抑制や資源化， 適正処理に関連し た対策技術

やシ ス テムの開発， 評価な ど も重要な研究対象 と な る。

また， 有害物質の管理や リ ス ク管理を念頭においた現象

解明的研究から制御に関する研究も カバーし て， 研究を

進めている。

現在の重点課題は政策対応型調査 ・ 研究 と し て， 2001

年か ら ５ 年間の中期計画で策定された ４ つの研究テーマ

で， １ ） 循環型社会の評価手法 と 基盤整備に関する研究

２ ） 廃棄物の資源化 ・ 処理 ・ 処分技術の研究 　 ３ ） 循環

廃棄に関連す る 総合的な リ ス ク 制御手法に関す る 研究

４ ） 液状廃棄物の環境低負荷 ・ 循環技術の研究であ る。

環境保全を図 り つつ， 一次資源利用 と 廃棄物発生を抑制

し， 再利用する物質の流れを創 り 上げ， 適正な廃棄物の

管理を行 う こ と をめざ し た研究であ る。

本年度は， １ ） 循環型社会の評価手法 と 基盤整備に関

する研究では， マテ リ アルフ ロー分析 ・ 産業連関分析を

用いた研究で国際的活動の展開や国内政策に貢献する こ

と ができ たほか，プラ スチッ ク リ サイ クル技術の LCA 研

究でケ ミ カル リ サ イ ク ルの有効性の確認を行っ た。 ２ ）

廃棄物の資源化 ・ 処理 ・ 処分技術の研究では， 再生可能

有機性廃棄物の循環利用研究 と し て乳酸発酵回収技術や

水素製造技術 ・ シス テムの開発， また枯渇性資源研究 と

し て リ ン循環に資す る 再生技術の開発を進め る と と も

に， 安定型処分場において廃石膏ボー ド に由来する硫化

水素が発生する条件を実証的に示す こ と がで き た。 ３ ）

循環廃棄に関連する総合的な リ ス ク制御手法に関する研

究では， バイオア ッ セイ， LC/MS， 分解 メ カニズム研究

で成果を挙げる と と も に， ダ イ オキシン包括ア ッ セ イに

おけ る前処理法を確立し応用への道筋をつけ る こ と がで

き た。

１ .14 化学物質環境リ スク研究セン ター

化学物質汚染は， 新たな汚染が顕在化する たびに複雑

化， 多様化し， その リ ス ク管理はますます難し く なって

いる。 化学物質環境 リ ス ク研究セン ターは， 対応が難し

く なっている化学物質の環境 リ ス ク管理に係る政策を支

援する政策対応型調査 ・ 研究を実施する ために設け られ

た組織であ り ， リ ス ク管理の基本 と な る リ ス ク評価の ３

つの主要な要素であ る， 曝露評価， 健康 リ ス ク評価及び

生態 リ ス ク評価の ３ つの研究室から構成されている。

当セン ターでは， 化学物質汚染の複雑化 ・ 多様化に対

処する ため， 現行の リ ス ク管理政策か らの要請への対応

と リ ス ク管理政策の将来的な展開に向け， リ ス ク評価 ・

管理に係る幅広い課題を対象 と し ている。 化学物質に係

る所内の関連研究 と の整合 ・ 連携を図 り ながら， 化学物

質の曝露や有害性に係る新たな知見やデータ を産み出す

と と も に， 既存のデータ を含め， 整理 ・ 解析し て環境 リ

ス ク を評価 ・ 管理する手法を開発する こ と を目指し てい

る。 ま た， こ れ ら を用いて環境 リ ス ク の現状を評価し，

公表する こ と によ り ， 化学物質環境 リ ス ク の適正な管理

に向けた合意形成に資する情報の提供を目指し ている。

平成 17 年度までの中期計画の中で， 政策対応型調査 ・

研究 と し て， 現時点では未対応 リ ス クへの取 り 組み と 増

大する リ ス ク管理コ ス ト の抑制の ２ つの観点から，「化学

物質環境 リ ス ク に関する調査 ・ 研究－効率的な化学物質

環境 リ ス ク管理のための高精度 リ ス ク評価手法等の開発

に関する研究－」 を実施し ている。 こ の研究では， 曝露

評価，健康 リ ス ク評価，生態 リ ス ク評価及び リ ス ク コ ミ ュ

ニケーシ ョ ン手法の高度化を図っている。

本年度は中期計画の ３ 年目 と し て， 予測モデルを組み

込んだ化学物質審査の促進 と 時空間的変動を考慮し た曝

露評価， 感受性を考慮し た リ ス ク管理手法， 作用機構を
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考慮し た複合曝露の リ ス ク評価手法， 動物実験 と 組み合

わせたバイオア ッ セ イ指標の定量化， 構造活性相関手法

の開発や底質などの新たな生態毒性試験法について研究

を進める と と も に， リ ス ク コ ミ ュ ニケーシ ョ ンの促進に

向けて既開発のデータベースの充実と PRTR デ－タ を活

用し て大気モニタ リ ング方策のあ り 方を検討し た。

また， 新たな リ ス ク評価手法の開発に向けて， 健康 リ

ス ク と 生態 リ ス ク に係る ４ つの奨励研究を含め， 基礎的

な知見の集積に努めた。

さ ら に， 化審法審査， 環境 リ ス ク初期評価など， 定常

的な環境施策の支援 と と も に， 各種制度におけ る生態 リ

ス ク管理の導入など， 法制度の新たな整備に向けて必要

なデータや知見を提供し た。

１ .15 環境研究基盤技術ラボラ ト リー

環境研究基盤技術ラ ボ ラ ト リ ー （基盤ラ ボ） が業務 と

するのは （1） 環境標準試料の作成 と 分譲 （2） 環境試料

の作成 と 長期保存 （3） 基盤計測機器の管理 （4） 環境微

生物の収集 ・ 保存 と分譲 （5） 絶滅危惧生物の細胞 ・ 遺伝

子保存および （6） 生物資源情報の整備， 及びこれらの事

業の健全な発展に寄与する研究の推進であ る。 本年度は

（1） ダ イオキシンを対象 と し た環境標準試料の安定性検

査のための簡便な分析法を開発し た。 また， 有償分譲数

は 155 件であった。 （2） 環境試料の長期保存では二枚貝

試料を東京湾当定点地点及び三陸沿岸等移動採取地点か

ら 採取し， 凍結粉砕し， 液体窒素上気相保存を行った。

保存試料の管理及び付帯情報管理のためのデータベース

システム を作成し た。 （3） 基盤計測機器を利用し た研究

テーマは約 30 課題で， 13 ユニ ッ ト にまたがる所内研究

者の約割の研究者が利用し た。 特にひ素問題にかかわる

調査に活用された。 （4） 環境微生物の収集 ・ 保存 と 分譲

では， 保存株 リ ス ト 第 7 版が刊行された。 微細藻類の保

存株は 1450 株で， その う ち 1221 株は提供可能な株 と し

て， 遺伝子データ， 毒性データ， 凍結保存の有無， 関連

文献等の情報を付帯し て掲載された。 我が国におけ る藻

類資源の中核機関 と し て， 藻類の情報及び分譲の一元管

理にむけての活動が開始された。 本年度の有償分譲株数

は 645 件であった。 （5） 絶滅危惧生物の細胞 ・ 遺伝子保

存では， 鳥類細胞の培養法， 魚類精子の保存法が開発さ

れ， ト キ， ラ イチ ョ ウ， ク マ タ カ， オオワ シ， オジ ロ ワ

シ， ワ シ ミ ミ ヅ ク， イ タ センバラ， オガサワ ラ ヨ シ ノ ボ

リ ， イ ト ウ， ツシマヤマネコの凍結細胞 ・ 精子等が保存

された。 また， シ ャ ジ ク モやチスジ ノ リ 等の絶滅危惧藻

類の保護栽培を前年度に引き続いて行い， 41 系統が新た

に培養保存された。 （6） 生物資源情報では， 生物資源に

係わる情報 ・ 分類 ・ 保存に関する国際的協力活動を展開

し， 国内外の生物資源ネ ッ ト ワーク体制の構築に向けた

準備を進めた。

研究として地球環境研究総合推進費で（1）アジアにお

ける水資源域の水質評価と有毒アオコ発生モニタリング

手法の開発に関する研究 （2）アジア・オセアニア生物

多様性減少解決イニシアチブ。科学技術振興調整費で（3）

生物多様性情報基盤の先導的構築，そして環境ナノテク

ノロジー研究から（4）分子認識サイト構築法の開発とそ

の環境研究への応用。奨励研究として（5）希少鳥類の個

体増殖に関する新手法に関する研究，また，知的基盤研

究として（6）化学形態分析のための環境標準試料の作成

と評価に関する研究（7）微生物系統保存施設に保存され

ている微細藻類株の分類学的情報の収集とデータベース

化に関する研究を行った。これらの研究は研究計画通り

進展し，期待通りの成果が得られた。

１ .16 地球環境研究セン ター

地球環境問題は， 近代科学のめざ ま し い発展の も と，

人口の増加 ・ エネルギー と 資源の大量消費な どに よ り ，

過去に類のない繁栄を享受し ている と こ ろに起因し てい

る。 こ う し た状況に直面し， 地球環境問題解決の国際的

機運が高ま ってい る反面， 科学的理解が不十分なため，

実際の対策を と る国際的 ・ 国内的合意が形成されに く い

のが現状であ る。 例えば， 地球温暖化に関し ては気候変

動枠組み条約 （UNFCCC） が 1992 年に締結され， 地球温

暖化防止京都会議 （COP3） で削減目標が設定されたが，

例えば議定書で取 り 決められた森林の二酸化炭素吸収に

ついては科学的根拠に基づいた評価は困難であ る こ と，

将来の二酸化炭素濃度安定目標も いまだ科学的に十分な

根拠を持って提案でき ていない こ と， 将来ど こ でどの様

な影響が出るか も不確実であ る など， 国際社会の疑問に

対し研究側が十分応え られていない。

地球温暖化や成層圏オゾン層などの研究プロ ジ ェ ク ト

は， 上記のよ う な地球環境問題のあ る分野で， 限られた

期間に目的 と する課題を遂行する も のであ る。 地球環境

研究セン ターはこれら と 連携し ながら， も っ と 長期的視

点で知的基盤を整備する研究 と し て， 以下の業務を実施

し ている。

地球環境問題は容量的な問題であ り ， 長期の人為活動

の蓄積が徐々に地球規模の問題を引き起こ し ている。 そ

のため大気， 海洋， 生物圏のモニ タ リ ングを実施し， そ

の長期の変動を把握する と 共に， それか ら変動の要因を

抽出し メ カニズムを解明する研究にデータ を提供し てい

る。 内容的には 　 ①成層圏オゾン破壊 と 有害紫外線 　 ②
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温室効果ガスの発生， 大気蓄積， 森林や海洋吸収 　 ③二

酸化炭素や メ タ ンの全球衛星観測 　 ④水資源 / 水質など

の分野で地球規模の視点でモニ タ リ ン グ を実施 し てい

る。 また， 将来を予測する ためのモデル構築に必要な地

理的情報や社会 ・ 経済的データ を提供し， スーパーコ ン

ピ ュータ を整備し地球環境の変動を予測するモデル研究

を支援し ている （モニ タ リ ング， データベース， 研究支

援）。

地球環境問題の第二の特徴は， 問題が相互に強 く リ ン

ク し ている こ と であ る。 例えば， 二酸化炭素放出源 と な

る森林伐採は種の多様性も減少させている し， 温暖化の

進行は脆弱な自然を破壊し， 海面上昇は農地を奪い， 森

林の農地転用を促進 さ せる こ と が予想 さ れる。 従っ て，

地球環境問題の研究においては俯瞰的 ・ 総合的視点で推

進する こ と が必要であ り ， 地球環境研究セン ターは地球

環境研究者の相互理解を増進し， 国の内外の共同研究を

促進する こ と を大き な柱 と し ている。 例えば， アジアの

陸域生態系の炭素収支を観測する AsiaFlux 事務局， 我が

国の温室効果ガス排出イ ンベン ト リ ーを取 り ま と める イ

ンベン ト リ ーオフ ィ ス な ど を開設 し た。 IGBP， WCRP，

IHDP が実施する国際炭素プ ロ ジ ェ ク ト の国際オフ ィ ス

を開設を準備し， さ ら に， 地球観測サ ミ ッ ト や総合地球

観測戦略推進に積極的に参加し ている （研究の総合化）。

地球環境問題の第三の特徴は， あ ら ゆ る年齢 ・ 階層 ・

職業の人々が， 地球環境問題の深刻さ を理解し， それを

解決する ために努力する こ と を必要 と し ている こ と であ

る。 地球環境研究セン ターは研究成果を広 く 理解し て も

ら う ために， 分か り やすい広報活動にも力を尽 く し てい

る。 我が国や国際的研究動向を伝え る 『地球環境研究セ

ン ターニ ュース』 の毎月発行， ホームページの充実， マ

ス コ ミ や地球環境教育への協力などを実施し ている。
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Ⅲ．重点特別研究プロジェクトおよび

政策対応型調査・研究の概要
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1． 重点特別研究プロジ ェ ク ト

1． 1 　  地球温暖化の影響評価と対策効果

1． 1． 1 　 炭素循環と吸収源変動要因の解明

〔 研究課題コ ード 〕 0105SP011

〔 代表者〕 井上元 （地球温暖化の影響評価 と対策効果プロ

ジェ ク ト グループ 　 プロ ジェ ク ト リ ーダー）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 人間活動に よ り 大気中に放出 さ れた二酸化炭

素が気候変動を も た らすこ と は疑いのな く ， 大気中濃度

を どのレベルに安定化させるか， そのためには人為排出

量をい く ら削減すべきかを明ら かにし， それを実現する

施策を進める必要があ る。

　 京都議定書では人為的な森林吸収増加活動などが二酸

化炭素削減対策 と し て認められたため， 植林など人為活

動によ る炭素蓄積を十分な科学的根拠を持って評価する

こ と が必要になった。 さ らに長期的には， 人為的な森林

吸収増加活動だけではな く ， 森林保全や炭素の隔離など

を含むあ ら ゆる炭素固定を評価する方向に向か う 可能性

も あ る。 し たがって， 森林規模か ら グ ローバルな規模ま

で様々なス ケールでの研究を総合的に遂行し， 炭素循環

の現状把握， メ カニズムの解明， 将来予測を行 う 必要が

あ る。

　 すでに国立環境研究所では地球環境研究総合推進費や

戦略基礎研究， 地球環境モニ タ リ ングなどによ り ， 多 く

の研究や長期観測を行っているが， その実績をふまえ新

たな研究を展開する。 研究は大別し て陸域， と り わけ地

球規模の二酸化炭素変動に大き な影響を与え る亜寒帯林

によ る炭素蓄積に関わる研究， 主 と し て北太平洋におけ

る海洋によ る二酸化炭素吸収に関わる研究， および， 陸

域 と 海洋の吸収比をグ ローバルに把握する研究から構成

さ れる。 陸域の二酸化炭素吸収に関 し ては， 森林規模，

地域規模， 亜大陸規模 と い う ス ケールの異なった規模に

おいて， 大気観測か ら陸域吸収分布を推定する ト ッ プダ

ウ ンのアプローチを行 う と 同時に， 森林炭素蓄積や二酸

化炭素収支の観測 と， 遠隔計測 と 森林モデルに よ る ス

ケールア ッ プ （ボ ト ムア ッ プアプローチ） を行い， その

整合性を検証する。

〔 内容および成果〕

　（ １ ） グ ローバルな陸域・海洋吸収の評価を目的 と し て，

酸素濃度自動分析装置の試作や太平洋上の船舶でのサン

プ リ ングを行 う ためのシステムを開発し た。 同時に国際

的データ統合に向けた同位体比測定の比較実験等を行っ

た。

　（ ２ ） 亜大陸規模での二酸化炭素吸収評価を目的 と し

て， ト ム ス ク にあ る 100m 規模のタ ワーにおいて， 二酸

化炭素 ・ メ タ ン ・ オゾン ・ ラ ド ンの高度分布を自動測定

する ための装置を開発し現地設置作業を行観測を開始し

た。 また， これ と 比較する観測 と し て， 航空機によ る高

度分布の高頻度観測を行った。 草原生態系の炭素収支の

観測を開始し た。

　（ ３ ） 地域規模の二酸化炭素変動収支の観測研究 と し

て， 苫小牧を中心 と し た森林の二酸化炭素収支の観測，

土壌呼吸の自動観測， 炭素同位体の変動， 遠隔計測によ

る樹高分布， スペク ト ル画像の航空機によ る観測や定点

季節変動観測， スペク ト ル と 樹木の光合成活性 と の関連

などの研究を開始し た。 リ モー ト センシング画像， 地理

情報の蓄積の上に， モデルによ る吸収量の推計を組み合

わせて， 北海道の広域炭素フ ラ ッ ク スの季節変動を予測

する研究を開始し た。

　（ ４ ） 京都議定書で評価される全炭素アカ ウ ンテ ィ ング

システムに関する研究を開始し た。

　（ ５ ） 北太平洋海域の日加航路で 1995 － 1999 年 （材木

船） と 1999 － 2001 年 （コ ンテナ船） に行った大気 ・ 海

洋二酸化炭素分圧観測デー タ を解析 し， こ の間のエル

ニーニ ョ ・ ラ ニーニ ャ現象に伴 う 海洋吸収量変動の年々

偏差を明らかにし た。

〔 関連研究課題〕

0204AE461 　 大気 ・ 陸域生態系間の温暖化気体の交換プ

ロセス解明に関する基礎研究 43p.

0204BA475 　 ト ッ プダ ウ ン （大気観測） アプ ローチに よ

る メ ソ ス ケールの陸域炭素収支解析 44p.

0204BA338 　 京都議定書吸収源 と し ての森林機能評価に

関する研究 (2) 吸収量評価モデルの開発 と 不確実性解析

1) 吸収量評価モデルの開発 2) 吸収量評価モデルの不確

実性解析 45p.

0206BA830 　 21 世紀の炭素管理に向けたアジア陸域生態

系の統合的炭素収支研究～ボ ト ムア ッ プ （微気象 ・ 生態

学的） アプローチによ る陸域生態系の炭素収支解析に関

する研究 (1) 森林・草地生態系における炭素収支の定量的

評価に関す る 研究 ： 熱帯森林生態系におけ る 炭素収支

46p.

0304AF427 　 北東ユーラ シアの森林を代表する カ ラ マツ

林生態系の大気二酸化炭素安定同位体比分別効果の時間

的変動と その環境応答に関する研究 47p.

0305CB432 　 定期旅客便に よ る 温室効果気体観測の グ

ローバルス タ ンダード化 47p.

0406BA414 　 温室効果ガス観測衛星データの解析手法高

度化と利用に関する研究 49p.

0408BB368 　 陸域 ・ 海洋に よ る二酸化炭素吸収の長期 ト

レ ン ド 検出のための酸素および二酸化炭素同位体に関す
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る観測研究 50p.

0406BB430 　 大気境界層の高頻度観測によ る大陸上 CO2

の挙動と輸送に関する研究 51p.

1． 1． 2 　 統合評価モデルを用いた地球温暖化のシ

ナ リ オ分析と アジアを中心と し た総合対策

研究

〔 研究課題コ ード 〕 0105SP012

〔 代表者〕 井上元 （地球温暖化の影響評価 と対策効果プロ

ジェ ク ト グループ 　 プロ ジェ ク ト リ ーダー）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 地球温暖化問題は今， 新 し い局面を迎えてい

る。 2010 年に向けた対策の方針を定めた京都議定書が国

際的に合意 さ れ， その達成が緊急の課題になっ てい る。

また， 京都議定書以降 2020 年から 2030 年を目指し た対

策のあ り 方について， 国際的な議論が始ま っている。 さ

ら に， 今後一世紀にわた る長期的な対策のあ り 方が問わ

れている。

　 本研究は， 経済発展 ・ 気候変動及びそれら の影響を統

合的に評価するモデルを開発 ・ 適用し て， 京都議定書及

びそれ以降の温暖化対策が地球規模の気候変動及びその

地域的影響を緩和する効果を推計し， 中 ・ 長期的な対応

方策のあ り 方を経済社会の発展の道筋 と の関係で明ら か

にする と と も に， これら の対応方策をアジア地域の持続

可能な発展に融合させる総合戦略について検討する こ と

を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 京都議定書及びその後の世界規模の経済発展や環境対

策が， 地球規模の気候変動及びその社会的 ・ 環境的影響

を どの程度軽減するか， さ らにはアジア地域の経済発展

と 環境問題を踏まえてどのよ う な総合的対策を図るべき

かを明らかにする ため以下の研究を行った。

　（ １ ） 社会経済 ・ 排出モデル研究チーム

・ これまで最新の社会経済的動向や技術評価をベースに

し た国別技術選択モデルを日本， 中国， イ ン ド 等を対象

に開発し， 個々の対策技術や対策措置の効果を推計し て

き たが， 世界 21 地域技術選択モデルの開発に着手し， 世

界の温室効果ガスの削減ポテンシ ャルを地域ご と に分析

し，削減に有効な技術 と限界削減費用について検討し た。

・ 2050 年までの日本の温室効果ガス削減のシナ リ オ と そ

れにいた る環境政策の方向性 （脱温暖化社会） に関する

検討を開始し た。 本年度は， 将来の ２ つの社会シナ リ オ

について検討し， 2020 年までのな り ゆき シナ リ オを定量

化し， 対策シナ リ オ作成のための対策オプシ ョ ンを収集

し た。

・ 経済 ・ マテ リ アル統合モデルに大気汚染によ る経済影

響を検討でき るモジ ュールを追加し， 中国におけ る経済

影響を検討し た。 また， 日本， 中国， イ ン ド モデルを更

新する と と も に， 韓国， タ イ を対象に基本モデルを作成

し た。

・ 日本， 中国， イ ン ド， 韓国， タ イ， ベ ト ナムの技術選

択モデルについて， 技術データ を更新する と と も に， 炭

素税や規制対策な ど に よ る 温室効果削減効果を分析 し

た。 また， イ ン ド ネシアのモデル開発に着手し た。 中国，

イ ン ド， タ イモデルについては発電施設， 鉄鋼施設など

のデータ を よ り 詳細に収集し， 個別の対策効果の分析が

でき る よ う になった。

・ 温暖化対策の副次的効果を分析する ために大気汚染モ

デル と 技術選択モデル と の結合を， 中国， イ ン ド， タ イ

を対象に着手し た。 これによ り ， 北京， デ リ ー， バン コ

ク などの都市におけ る温暖化対策 と 大気汚染対策 と の統

合政策の効果分析が期待でき る。

・ 世界経済モデルを改良し， 二酸化炭素以外の温室効果

ガスに関する限界削減費用を も と に， 温室効果ガス削減

対策を分析し た。 また， 世界多地域多部門動学的最適化

モデルの開発に着手し， 対策技術への投資の温室効果ガ

ス削減効果と経済影響について検討し た。

・ アジアの経済発展 と 温暖化対策， さ ら には温暖化対策

と 他の環境対策を分析する ため， 温暖化対策に有効な イ

ノ ベーシ ョ ンを幅広 く 収集する と と も に， 戦略的データ

ベース を改良し， アジア主要国におけ る イ ノ ベーシ ョ ン

について検討し た。

・ IPCC 第 ４ 次評価報告書作成のために，温室効果ガス排

出シナ リ オを収集し， 排出シナ リ オデータベース を更新

する と と もに， 対策シナ リ オの比較を行った。

　（ ２ ） 気候モデル研究チーム

・ 前年度に引き続き， 全球気候モデルを用いて 20 世紀

の気候再現実験を行った。 現状で考慮し得るほぼすべて

の気候変動要因を考慮 し た場合には， モデルに よ り シ

ミ ュ レー ト された平均地上気温は観測された数十年規模

の気温変動を非常によ く 再現し ていた。 すなわち， 気候

モデルは 20 世紀前半 （1910 ～ 1945 年頃） や近年 （20 世

紀最後の 30 年程度の期間） の昇温傾向を非常によ く 再現

し ていた。 特徴的な期間におけ る気温 ト レ ン ド （長期変

化傾向） の地理的分布も， モデルの結果は観測こ と 実を

ほぼ忠実に再現し てお り ， 気候モデルの信頼性を確認す

る こ と ができ た。 また， 炭素性エア ロ ゾル排出量の経年

変化を考慮する こ と によ り ， 地上気温 ト レ ン ド の地理的

な分布の再現性が著し く 向上する こ と が確認された。

・ 観測に見られる近年 （1970 年以降） の著しい昇温傾向
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については， 人為起源の気候変動要因のみ考慮し た場合

にはよ く 再現されているが， 自然起源の気候変動要因の

み考慮し た場合には全 く 再現されておらず， 近年の温暖

化傾向は人間活動に伴 う 気候変動に起因する こ と が強 く

示唆された。 人為起源の気候変動要因は， 温室効果気体

の増加に伴 う 温暖化 と， 対流圏エア ロ ゾルの増加に伴 う

寒冷化 と に大別されるが， 前者が後者を大き く 上回る た

めに， 昇温傾向が顕在化し ている と考え られる。

・ 観測では 20 世紀前半の 1910 ～ 1945 年頃にも昇温傾

向が見られるが， 今年度の研究成果によれば， 20 世紀前

半の昇温傾向は自然起源の気候変動に起因する こ と が示

唆された。 自然起源の気候変動要因は太陽活動 と 大規模

火山噴火のみであ るが， これら気候変動要因をそれぞれ

個別に考慮し た実験では， いずれも観測に見られるほど

の昇温は再現されなかった。 19 世紀終盤から 20 世紀初

頭にかけては火山活動が活発な時期であったため， 地球

の平均地上気温もやや低温傾向であったが， それが回復

しはじめた頃 と ほぼ同時期に太陽活動が活発化し て地表

面に到達する日射量が増加し始めたため， 両者の重ね合

わせによ り ， 観測に見られる よ う な昇温が得られた と 考

え られる。

・ 高解像度気候モデルの結果を解析し， 将来の日本の真

夏日 （最高気温 30 ℃以上の日） や豪雨の増加に関する将

来見通し を行った。 温暖化が進む と， 日本の夏季の天候

は平均的に 「冷夏型」 の気圧配置に移行し， 梅雨前線が

活発化する と と もに梅雨明けが遅 く な る と い う 予測結果

を得た。 しかし， 地球規模での気温上昇のため， 日本の

夏季平均気温は増加し，真夏日日数は 2100 年までには数

十日増加する と 考え られる。 また， 気圧配置の変化に加

えて温暖化によ り 大気中水蒸気量が増加する ため， 日本

の夏季平均降水量は増加し， 豪雨の頻度も増加する と 考

え られる。

　（ ３ ） 影響モデル研究チーム

・ 水資源影響モデルの開発 と アジア地域への適用につい

ては， 途上国におけ る安全な水供給 ・ 衛生処理設備の導

入を，ミ レニアム開発目標（MDG：Millennium Development

Goal） の目標 7：環境の持続可能性の確保 （2015 年までに

安全な飲料水 ・ 衛生設備を継続的に利用でき ない人々の

割合を半減する） に沿って進める ための効率的な方法を

検討する ために， 技術 ・ コ ス ト データの収集 と 分析手法

の開発を行った。 本年度は， イ ン ド， 中国， タ イ を対象

地域と し て， MDG 達成にかかる費用と，目標達成によ る

下痢死亡 リ ス ク変化について試算を行った。

・ 影響モデルのアジア途上国への適用については， 前年

度までに開発し た温暖化影響評価モデルの う ち， 水資源

モデル と 自然植生影響モデルについて， 韓国環境研究所

に移転し た。 さ ら に， 朝鮮半島を対象 と し た詳細な地域

情報 （土壌と気候） を整備し， 複数の GCM （大循環モデ

ル） ， RCM （地域気候モデル） によ る将来気候シナ リ オ

と 併せてシ ミ ュ レーシ ョ ンの前提条件 と し て， 気候モデ

ルの違いによ る不確実性を勘案しつつ， 韓国主要流域の

流量変化を推計し た。 同様に， 複数気候モデルによ る気

候シナ リ オを前提条件 と し て， 気候変化によ る森林植生

への影響を， 森林の最大移動可能速度の制約を勘案し て

推計し た。

・ 適応策の検討については， 近年発表された気候変動へ

の適応に関連し た研究文献を網羅的に収集し， その概要

についてデータベース化し た。 アブス ト ラ ク ト のみでな

く ， 大部分の文献については， 主要な成果 ・ 知見も収録

し た。 研究文献か ら得られる適応策に関する情報は， 今

後の影響評価に関わる作業において， 選択可能な適応策

の リ ス ト と し て用いる。 また， 全球を対象 と し た農業影

響評価手法を発展させ， 気候変化に応じ た作物種 と 植付

日の変更 と い う ２ つの適応策を勘案で き る よ う に し，

2050 年を対象と し た影響評価分析を行った。 イネや小麦

などの作物生産性への気候変化の悪影響を， かんがいや

機械化によ る生産性向上で補え る可能性があ るが， も し

適応策が適切に と られなければ， 生産性低下は深刻であ

る こ と が示された。

・ 影響閾値の検討については， 気候変動枠組み条約の究

極的な目標であ る温室効果ガスの安定化濃度 と 温暖化抑

制目標 と 関連性， それを実現する ための経済効率的な排

出経路， および同目標下での影響 ・ リ ス ク を総合的に解

析 ・ 評価する ための支援ツールであ る影響を中心 と し て

統合評価モデルの概念設計を行 う と と も に一部を試作し

た。 本年度は， こ の統合評価モデルの う ち， 温暖化抑制

目標を前提条件 と し て与えた場合の温室効果ガスの最適

排出経路を推計する動学的最適化モデルを用いて， 温室

効果ガス安定化制約の下での， 地球規模の気温上昇 と 温

室効果ガス削減政策のタ イ ミ ングについて定量的評価を

行った。

〔 関連研究課題〕

0404BA371 　 温暖化の危険な水準及び温室効果ガス安定

化レベル検討のための， 温暖化影響の総合的評価に関す

る予備的研究 48p.

0406BH483 　 情報通信機器の消費電力自動管理シ ス テム

に関する技術開発 53p.

0004BA035 　 アジア太平洋地域統合モデル （AIM） を基礎

と し た気候 ・ 経済発展統合政策の評価手法に関する途上

国等共同研究 53p.
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0204BA343 　 地球温暖化の生物圏への影響， 適応， 脆弱

性評価に関する研究 56p.

0206BY485 　 地球温暖化の影響 と 適応戦略に関する統合

調査 58p.

0206BY530 　 地球温暖化の影響 と 適応戦略に関する統合

調査 ： 健康影響研究 59p.

0305BA541 　 大気中の水 ・ エネルギー循環の変化予測を

目的と し た気候モデルの精度向上に関する研究 62p.

0306CE525 　 高分解能大気海洋モデルを用いた地球温暖

化予測に関する研究 63p.

0406BA354 　 温暖化対策の多面的評価ク ラ イ テ リ ア設定

に関する研究 64p.

0408BA369 　 温暖化対策評価のための長期シナ リ オ研究

65p.

0406BA488 　 極端な気象現象を含む高解像度気候変化シ

ナ リ オを用いた温暖化影響評価研究 66p.

0206BA423 　 21 世紀の炭素管理に向けたアジア陸域生態

系の統合的炭素収支研究～アジア陸域生態系の炭素収支

変動予測と 21 世紀の炭素管理手法の検討 21 世紀の陸域

炭素管理オプシ ョ ンの総合評価 と 炭素収支の統合予測モ

デルの開発 67p.

0305AE533 　 主要国の政治制度が地球環境政策決定に与

え る影響に関する研究 69p.

0305BA534 　 2013 年以降の地球温暖化対策促進に向けた

国際合意のための方法に関する研究 69p.

0406AE413 　 地球環境問題に関連する国際法規範形成過

程に関する研究 70p.

0406BA411 　 中長期的な地球温暖化防止の国際制度を規

律する法原則に関する研究 70p.

0408CD465 　 途上国におけ る温暖化対策 と 持続可能な発

展－ 「京都」 以後の国際制度設計をめざ し て 71p.

0404BY484 　 環境 イ ノ ベーシ ョ ン戦略に関す る 戦略的

データベース構築 222p.

1． 2 　 成層圏オゾン層変動のモニ タ リ ングと機構

解明

〔 研究課題コ ード 〕 0105SP021

〔 代表者〕 今村隆史 （成層圏オゾン層変動のモニ タ リ ング

と 機構解明プ ロ ジ ェ ク ト グループ 　 プ ロ ジ ェ

ク ト リ ーダー）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 オゾン層の保護にむけて， オゾン層保護条約や

モン ト リ オール議定書を始め と する国際的な取 り 決めに

よ る特定フ ロ ン等のオゾン層破壊物質の規制を中心 と し

た対策が施されて き た。 その結果， フ ロ ン等の濃度は成

層圏において も減少傾向に転ずるにいた り ， オゾン層破

壊物質濃度に関し ては確かに規制の効果は認められる状

況 と なった。 しか し ながら， オゾン層の回復の観点か ら

は， 依然 と し て， 最大規模の南極オゾンホールの発現や

北極域の春季オゾン破壊が進んでいる など， 必ずし も当

初の予測通 り にはこ と 態は進行し ていない。 予測 と 現実

と の差異の原因は， 成層圏の気象 ・ 気候や極成層圏雲の

物理 ・ 化学過程 と オゾン破壊に関する科学的知見の不足

にあ る と 考え られる。 よ って今後のオゾン層の変化を予

測する ためには， オゾン層破壊機構理解の一層の深化を

図 り ， また成層圏オゾン層の状況の監視を行 う こ と が必

要であ る。 そのため， 環境省および国立環境研究所では

人工衛星搭載オゾンセンサーや地上設置遠隔計測機器を

用いたオゾン層の観測， データ解析研究， モデル研究な

どを続けてきた。

　 中期計画期間は， 成層圏でのオゾン層破壊物質濃度が

ピーク から緩やかな減少傾向に転ずる時期に相当し てお

り ， 今後のオゾン層がフ ロ ン等の減少に伴い順調に回復

に向か う か， の問いに答え る ステージにあ る。 将来のオ

ゾン層変動を予測する上で， その変動 メ カニズムを把握

する こ と が必要であ る。 そのためには詳細なオゾン層の

監視が不可欠であ る。 と り わけ極域 （高緯度域） 成層圏

オゾン層は， 種々の要因の影響を最も顕著に受け る領域

と 考え られ， また極域のオゾン層破壊が中緯度域のオゾ

ン層に も影響を与え る こ と が想定される。 そ こ で本プロ

ジ ェ ク ト では， 高緯度域を対象にし た人工衛星搭載セン

サー （衛星観測）， 及び中緯度域に設置し た地上遠隔計測

機器等によ るオゾン層の観測を行い， オゾン層変動の監

視やオゾン層変動機構の解明に資するデータ を国内外に

提供する。 さ ら に， データ解析， モデ リ ング等によ り オ

ゾン層変動機構に係る科学的知見の蓄積を図 り ， 将来の

オゾン層変動の予測，検証に貢献する こ と を目的 とする。

〔 内容および成果〕

　 衛星観測によ るオゾン層の監視 ： 人工衛星搭載オゾン

層観測センサー ILAS-II （改良型大気周縁赤外分光計 II

型。 環境省によ って開発。 2002 年 12 月にみど り II 衛星

に搭載されて打ち上げ。 定常運用期間 ： 2003 年 4 ～ 10

月） によ って取得された観測データ を処理し， 検証解析

を行った後， オゾン層研究， オゾン層監視のためのデー

タプロ ダ ク ト と し て， 国内外に向けて提供する こ と を目

標に研究が進められた。 これまでデータ質の向上への工

夫， データ処理アルゴ リ ズムの改訂， 検証データの精査，

検証方法の開発などを通し，ILAS-II 取得データの処理 と

検証解析を進めた。 その結果， 例えば ILAS-II オゾンに

関し ては， オゾンゾンデおよび 4 つの衛星センサーから
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のデータ と の比較から， 南半球では概ね 10 ～ 60km の高

度範囲で ±10% 以内で一致する こ と が確かめられた。 北

半球の観測に関し ては， 高高度領域で系統的な誤差が認

め られる も のの， オゾン層破壊の中心 と な る領域を含む

40km 以下の高度領域では検証データ と は ±10% 以内で一

致する こ と が確かめられた。またガス状硝酸に関し ては，

北半球で行われた 2 つの大気球搭載センサーによ る観測

データ と の比較な らびに南北両半球の同じ季節の ILAS

データ と の比較の結果， 両半球 と も高度 10 ～ 30km の範

囲で， ILAS-II 硝酸 と検証データ と は－ 15% から＋ 20％

以内で一致する こ と が分かった。 アルゴ リ ズムバージ ョ

ン 1.4 によ る検証済みデータプロ ダ ク ト は国内外の登録

研究者に提供し た。

　 また新たなデータ処理アルゴ リ ズムの開発 と し て， 極

成層圏雲 （PSC） が多い状況下での観測データ の解析手

法 と し て， ガス－エア ロ ゾル同時算出手法の開発にも取

り 組んだ。 開発し た手法を ILAS データに適用し た結果，

PSC イベン ト 時において も エア ロ ゾルのデータ質の向上

や組成を含むよ り 多 く のエア ロ ゾル情報が抽出可能であ

る こ と， ガス成分に関し て も導出精度が向上する こ と が

確かめられた。

　 地上 リ モー ト センシングによ るオゾン層の監視 ： つ く

ば （国立環境研究所） におけ るオゾン ラ イ ダーによ るオ

ゾン層モニ タ リ ングデータの再処理 と その検証解析およ

び検証済みデータの NDSC （成層圏変化の検出に関する

国際的な観測ネ ッ ト ワーク） データベースへの提供， 陸

別 （陸別成層圏総合観測室） におけ る ミ リ 波オゾン計に

よ るオゾン層モニタ リ ングを継続実施と NDSC へのデー

タ提供， 下部成層圏か ら中間圏に渡る高度領域での定常

的なオゾンモニ タ リ ング手法の確立， を目標に研究を進

めている。 国立環境研究所 （つ く ば） において 1988 年か

ら モニ タ リ ングを実施し ているオゾン レーザーレーダー

の観測データの再処理を完了し， SAGE II およびオゾン

ゾンデデータ と の比較検証を行 う こ と で， 高度領オゾン

ラ イ ダー観測高度域 （12 ～ 48km） で検証データ （SAGE

II，オゾンゾンデ） の観測精度から推定される精度内で一

致し ている こ と， 特に 17 ～ 40km の高度領域では， ラ イ

ダーと SAGE II と は 5％以内の精度で一致し ている こ と

が確認された。 検証済みのデータは NDSC のデータベー

スに登録された。

　 国立環境研究所 （つ く ば） 設置の ミ リ 波オゾン分光計

については観測周波数帯域を 60MHz に加え 1GHz に広帯

域化し た検出系を追加， さ ら に， 広帯域化し た分光計で

測定し た信号か ら高度プロ フ ィ ルを導出する ためのアル

ゴ リ ズム開発を行 う こ と で， 高度 14 ～ 76km の下部成層

圏か ら中間圏にかけてのオゾン変動のモニ タ リ ングを可

能とする システム構築に目処をつけ る こ と ができた。

　 極域オゾ ン層変動に係る物理 ・ 化学プ ロ セスの解明 ：

ILAS ／ ILAS-II データ をはじめ と し た観測データの解析

を通し， 極域オゾン層破壊機構の仮説の検証， 極域オゾ

ン層破壊の定量的な理解， PSC 生成を始め と する物理 ・

化学プロ セスに関する科学的知見の蓄積， 極域オゾン層

の破壊が中緯度域のオゾン量に与え る影響の把握を目指

し て研究を進めている。 本年度は ILAS-II データ を基に

南極オゾンホール内での化学的なオゾン分解速度を見積

も り ，ILAS データ を基に見積も った北極極渦内でのオゾ

ン分解速度 と 比較を行った。 その結果， オゾン分解速度

自体には南北両半球間で著しい差はない こ と を見いだし

た。 こ の こ と か ら， 北半球に比べオゾンホール内での著

しいオゾン破壊は， 大き なオゾン分解速度を有し ている

領域の大き さやその期間の違いに依存し ている こ と が示

唆された。 また， ILAS-II のガス状硝酸およびエア ロ ゾル

消散係数デー タ を基にオ ゾ ン ホール内でのエア ロ ゾル

（PSC） 生成 と脱硝酸過程の関連について調べた結果， ガ

ス と エア ロ ゾル相と の間の硝酸の分配から PSC の成長，

脱窒によ る ガス状硝酸の除去にいた る様子を明確かする

こ と ができ た。 さ らには長期変動を も た らす因子の抽出

及びオゾン変動に対する寄与の解明を行 う 。 また， 成層

圏での力学および化学過程を組み込んだ三次元モデルの

開発， 数値モデル実験を通し た CO2 漸増に対するオゾン

層の応答の解明， モデルの改良， これまでのオゾン層の

長期変動の再現実験を通 し た長期変動要因の解明を行

い， オゾン層の将来予測やこれまでのオゾン層保護対策

の評価 （効果） につなげる。 以上について， 次のよ う な

結果を得た。

　 極域でのオゾン層破壊が中緯度域のオゾン濃度に与え

る影響に関し て， 成層圏化学輸送モデル （CTM） および

時間閾値解析法を適用し た数値実験を行った。 数値実験

結果を ILAS 観測が行われた 1997 年の北半球に対し て観

測結果 と 比較を行った。 その結果， 比較的北極渦が安定

し ていた 1997 年に関し ては 5 月の極渦崩壊までに何度か

の大き な極渦内から外への極渦内由来の空気の輸送イベ

ン ト が生じ ている こ と， 輸送の空間ス ケールが用いてい

る CTM の空間分解能で分解可能であ る こ と を確認し た。

CTM内で，極渦内の化学過程をON／OFF し て極渦外のオ

ゾン分布への影響を調べる こ と で， 極渦内でのオゾン層

破壊が極渦の直ぐ外の等価緯度55-65N域でのオゾン全量

を 5％程度減少させる影響があ る こ と が見積も られた。

　 オゾン層の将来予測 と これまでの長期変動の理解 ： 将

来のオゾン層変動の予測に向けた成層圏化学気候モデル
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（CCM） の開発 と その高精度化を図る と 共に， 数値実験

を通し て CO2 濃度の漸増などに対するオゾン層の応答を

調べる こ と な らびに これまでのオゾン層長期的な変化や

年々変動がどの物理 ・ 化学的な要因によ って も た ら され

たかを理解する こ と を目標 と し て研究を進めている。 本

年度は CCM および CTM に大気の球面効果を導入し， オ

ゾ ンホール再現実験を行った。 その結果， CCM および

CTMいずれにおいて も オゾンホールの形成時期が球面効

果導入によ り 早ま る こ と が確認された。 こ の こ と は， オ

ゾンホールが光化学的なプロセスによ って形成される と

する考え と 矛盾し ない。 一方， オゾンホールの回復時期

に関し ては，力学場を固定し た CTM の場合は大気球面効

果導入の効果が見られないのに対し，CCM では回復時期

が遅れる傾向にあ る こ と が分かった。 こ の こ と は化学－

放射－力学相互作用によ り ， オゾンホール内のオゾン減

少が回復ステージに も影響する こ と を示唆する も のであ

る。 ま た， CCM を用いたアンサンブル実験の結果か ら

は， 大気球面効果を導入し たに も関わ らず， オゾンホー

ル回復時期が早ま ったケースが見いだ され， その解析の

結果， オゾンホールの持続に関し ては， 成層圏でのオゾ

ンを介し た熱収支に加え， 対流圏か ら の波動の影響も関

与し ている こ と を物語っている。

　 これまでの極域オゾン層破壊の長期変化の一因 と 考え

られる極渦の持続期間に関し て，北半球を対象に CTM を

用いて北極渦崩壊時期と ト レーサー物質であ る N2O の空

間分布の比較を行った。 その結果， 北極渦崩壊の早い年

と遅い年では N2O の空間分布の特徴に違いがあ り ， 遅い

年では早い年に比べ， N2O 濃度が高 く また空間分布も一

様 と な る傾向があ る こ と を見いだし た。 こ の結果は， 子

午面循環の強さ と 極渦の持続期間に一定の関連があ る こ

と を示唆し ている。

〔 関連研究課題〕

0204BA347 　 オゾ ン層破壊の長期変動要因の解析 と 将来

予測に関する研究 71p.

0408AE373 　 3 次元モデルによ る大気微量成分分布の長

期変動に関する研究 72p.

0406CD466 　 亜酸化窒素の濃度分布を用いた北極域大気

と中緯度大気の混合の年々変動に関する研究 73p.

0105AE259 　 大気衛星観測データの放射伝達解析に関す

る研究 227p.

0205AA340 　 ILAS-II データの処理 ・ 保存 ・ 提供のための

システム開発 ・ 改訂及び運用 227p.

0205AE341 　 ILAS-II データ処理運用システムの開発に関

する基礎的研究 228p.

0305AE528 　 衛星データ等を利用し た高緯度成層圏の気

温 ・ 気圧高度分布の比較研究お よ びその ト レ ン ド 解析

229p.

1． 3 　 内分泌か く 乱化学物質及びダイオキシン類

のリ スク評価と管理

1． 3． 1 　 内分泌か く 乱化学物質の総合的対策に関

する研究

〔 研究課題コ ード 〕 0105SP031

〔 代表者〕 森田昌敏 （内分泌か く 乱化学物質及びダ イオキ

シ ン 類の リ ス ク 評価 と 管理プ ロ ジ ェ ク ト グ

ループ 　 プロ ジェ ク ト リ ーダー）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 内分泌撹乱化学物質 （環境ホルモン） の環境汚

染の状況を理解し， 環境生物への影響及び人への影響を

明ら かにする と共に汚染の影響を未然に防止する ための

手法の開発を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 以下の ６ つの研究課題を中心 と し て展開し た。 ①内分

泌撹乱化学物質の新たな計測 ・ 評価試験手法の開発 と 環

境動態の解明②野生生物の生殖に及ぼす内分泌撹乱化学

物質の影響評価③内分泌撹乱化学物質の脳 ・ 神経系への

影響評価④内分泌撹乱化学物質の生殖系 ・ 免疫系への影

響評価⑤内分泌撹乱化学物質の分解処理技術⑥内分泌撹

乱化学物質等の管理 と 評価のための統合情報システムの

開発。

　 １ ） 質量分析法を中心 と し て， 超微量分析法の開発を

進め， 環境調査への応用をはかった。 高感度の リ アルタ

イ ムモニ ターの製作 と その評価を行っ た。 具体的には，

レーザー光イオン化， TOF 質量分析を用いて， 排ガスの

中の微量 PCB の測定装置開発及び吸着 / 熱脱着―IT/MS

によ る排ガス中の微量 PCB 測定装置の開発を行った。 ジ

フ ェニル ヒ 素を含む有機 ヒ 素の化学形態別分析法の開発

を LC/ICP/MS， LC/MS/MS を用いて行った。 また NMR

を用いてフ ェ ニル， ジフ ェニル ヒ 素のみな らず， それら

の メ チル化体等の存在を確認し た。

　 ２ ） 酵母ツーハイブ リ ッ ド ア ッ セ イ法を用いて女性ホ

ルモン作用， 男性ホルモン作用， 甲状腺ホルモン作用，

RXR 結合作用などの内分泌か く 乱作用について環境汚染

に関連する化学物質や広 く 市場にでまわっている多種多

様な化学物質のス ク リ ーニングを行い， データベース化

と 評価を行った。 その中で， 環境蓄積 と その影響が危惧

されている PCB の代謝化体であ る水酸化 PCB の 91 物質

について女性ホルモン作用及び甲状腺ホルモン作用を試

験し た と こ ろ，約 30% の化合物にアゴニス ト （活性促進）

作用が見られる こ と が確認され， それらの活性 と 構造 と
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の相関性を検討し た。 また， 水酸化 PCB の 91 物質の約

20% が RXR 結合性を示すこ と を見いだし た。ヒ ト および

メ ダカの女性ホルモン受容体をそれぞれ組み込んだ酵母

のア ッ セイ系を併用し て水環境試料をモニ タ リ ングする

こ と で女性ホルモン作用を示す汚染化学物質の特性を推

定する評価手法を構築し た。 in vivo の生物検定法 と し て，

ミ ジン コ を用いた甲殻類におけ る内分泌か く 乱化学物質

試験法を構築し， OECD に正式提案を行い， 評価された。

メ ダカの試験系において精巣卵形成および性転換に関す

る基礎的研究を行い， 暴露濃度だけでな く ， 暴露期間も

重要な因子であ る こ と を見いだし た。 鳥類におけ る内分

泌か く 乱作用検出法の構築を目的 と し て， ウ ズ ラ受精卵

への化学物質投与に よ る 発育試験法シ ス テ ムの検討を

行った。 DES 及び水酸化 PCB の投与によ り ， 内分泌か く

乱作用の指標 と な り う る成熟ウ ズ ラにおけ る輸卵管の異

常， 卵殻の菲薄化が検出され， 内分泌か く 乱作用検出法

と し て有望であ る こ と が示された。

　 ３ ） 底質中には， エス ト ロ ンの異積がみられるが， 室

内実験によ り エス ト ロ ンの嫌気分解を検討し た。 東京湾

の海水 / 底質系においてエス ト ロ ンの一部は嫌気条件下

でエ ス ト ロ ジオールに変換 さ れ る こ と が明 ら かにな っ

た。 また， 界面活性剤 ノ ニルフ ェ ノ ールエ ト キシレー ト

は分解し て ノ ニルフ ェ ノ ールにな る と 考え ら れてい る。

東京湾内湾及び流入河川， 下水処理放流水中の これらの

物質の分析を行い，分布の状況等についての知見を得た。

　 ４ ） 有機塩素系農薬類 （DDT， ク ロルデン， ト キサフ ェ

ン） の蓄積をオース ト ラ リ ア州オー ド 河で調査し， ワニ

に高濃度で蓄積し ている こ と を明らかにし た。

　 野生生物の生殖に及ぼす内分泌か く 乱化学物質の影響

に関 し て海産生物及び淡水生物について研究を実施 し

た。 ア ワ ビ類の内分泌か く 乱現象に焦点を当て， 成貝の

性成熟調査 と と もに幼生及び着底稚貝の加入阻害の可能

性を検討する ため， 種苗生産試験， 受精卵 と 浮遊幼生を

用いた室内実験及び天然海域におけ る着底初期稚貝の分

布調査を継続し て実施し た。 また東京湾におけ る環境ホ

ルモン汚染 と 潜在的な生物影響の把握に向けた調査研究

を継続し， 諸結果の解析を進めている。 また， 巻貝類の

イ ン ポセ ッ ク ス誘導 メ カ ニズ ムに関す る 全 く 新 し い仮

説， レチ ノ イ ド X 受容体 （RXR） 関与説を提示し た。

　 ５ ） 内分泌か く 乱化学物質の脳 ・ 神経系への影響評価

に関する研究では， 4.7T MRI を用いたボ ラ ンテ ィ アでの

測定を開始し， 脳室や脳梁の形態， 大き さ について検討

を行った。 また， 脳の機能 と 関連し た特定部位の代謝を

測定する方法を実現する こ と をめざ し て 1H， 31P， 13C

の多核種スペク ト ル同時測定法の開発や， 2 次元測定法

の開発を行った。 ヒ ト 脳内のグルタ ミ ン酸， GABA の同

時検出を可能と し た。

　 分解技術については， 微生物分解を中心に検討を行っ

た。 情報関連については高詳細環境モデルの検証を中心

に実施し た。

　 ６ ）前年度に分離し た dioxane 分解菌を用いてダ イオキ

シンの分解産物の同定 と 分解経路の推定を行い， 応用に

向けた知見を得た内分泌か く 乱化学物質等の管理 と 評価

のための統合情報システムに関する研究 と し て， 最終的

に一体のシステム開発を行 う こ と を目標 と し て， こ の う

ちの幾つかの部分を本年度継続ない し 着手す る と と も

に， 統合情報システムの共通システム開発について も継

続し て開発し ている。

　 ７ ） 発生源情報および環境濃度情報の整備を利用し，

GIS によ る地理統計解析を用いて統計補間等の検討を継

続し て行い， モニ タ リ ングデータに基づ く 環境状況把握

の新たな方法論を模索し た。 流域一グ リ ッ ド 複合型の地

理的分解能を持つ多媒体環境動態モデルの開発をほぼ完

了し，日本全国及び周辺の北東アジア地域を一体 と し て，

最大 １ ～ ５ km 程度の分解能での広域詳細動態解析を可

能 と し た。 さ ら に， これら のモデルおよびデータベース

の GIS 上システムへの組み込み手法を検討し た。 また内

分泌か く 乱化学物質情報データベースについて， 新たな

情報の追加を行った。

〔 関連研究課題〕

0105AA165 　 内分泌か く 乱化学物質の新たな計測手法 と

環境動態に関する開発 121p.

0105AA166 　 野生生物の生殖に及ぼす内分泌か く 乱化学

物質の影響に関する研究 122p.

0105AA167 　 内分泌か く 乱化学物質の脳 ・ 神経系への影

響評価に関する研究 123p.

0105AA168 　 内分泌か く 乱化学物質の分解処理技術に関

する研究 124p.

0105AA169 　 内分泌撹乱化学物質等の管理 と 評価のため

の統合情報システムに関する研究 125p.

0105AA354 　 ウ ズ ラ での環境ホルモン感受性試験の国際

標準化 125p.

0105AA378 　 内分泌か く 乱化学物質の生殖系への影響評

価に関する研究 126p.

0105AE043 　 海産無脊椎動物の内分泌攪乱並びに生殖機

能障害に関する研究 126p.

0105AE176 　 淡水無脊椎動物の繁殖に及ぼす化学物質の

影響 127p.

0105AE181 　 酵母ア ッ セイ システムを用いたS9 代謝化内

分泌か く 乱物質の検出と化学構造の決定 127p.
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0105AE185 　 環境ホルモンの呼吸器 ・ 免疫系に対する影

響 127p.

0204AE478 　 環境化学物質の計測法 と 評価に関する研究

129p.

0205BY441 　 甲殻類 （ ミ ジン コ） におけ る内分泌撹乱化

学物質の研究 130p.

0105BY439 　 魚類を用いた内分泌撹乱化学物質の影響評

価試験 135p.

0405AE334 　 環境文学にみられる有害汚染物質の生態影

響に関する研究 245p.

1． 3． 2 　 ダイオキシン類の総合的対策の高度化に

関する研究

〔 研究課題コ ード 〕 0105SP032

〔 代表者〕 森田昌敏 （内分泌か く 乱化学物質及びダ イオキ

シ ン 類の リ ス ク 評価 と 管理プ ロ ジ ェ ク ト グ

ループ 　 プロ ジェ ク ト リ ーダー）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 ダ イオキシン汚染について新しい観点から， 新

たな計測法や処理技術の開発， リ ス ク の精密評価を通じ

てダイオキシン対策に貢献する。

〔 内容および成果〕

　 １ ） ダ イオキシン分析法において， 新しい開発を実施

し た。 吸着 / 熱脱着―GC/GC/MS 法を用いた煙道排ガス

中の微量ダ イ オキシン分析装置の開発を行った。 ま た，

ダ イオキシン類の超微量分析のための前処理法の改良を

行った。 血中微量ダ イオキシン分析のための抽出法 と し

て， 従前の有機容媒を用いた抽出をオ ク タデシルシ リ ル

基 （DOS） を持つカー ト リ ッ ジカ ラ ムに切 り 替え る検討

を行った結果， 迅速かつ簡単な方法 と な り う る こ と が明

ら か と なった。 また土壌底質試料か ら の抽出法 と し て高

温溶媒抽出法 （ASE） を検討し た。 その結果， 効率よ く

且つ迅速に抽出されるが， 一部の異性体が分解する こ と

も明ら か と なった。 またダ イオキシン類の簡易分析法の

評価を行った。

　 ２ ） ダ イオキシン類の リ ス ク評価に関する研究 と し て，

生体影響指標の試料 と し ての母乳細胞の有用性に関する

研究を行った。 ヒ ト 母乳細胞中の CYP1A1 発現 と母乳中

のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度 と の関係を検討し， 非喫煙者において

有意な相関を見いだし， 母乳細胞の CYP1A1 のダ イオキ

シン曝露の生体影響指標 と し ての可能性を示し た。 母乳

細胞においては CYP1A1 の発現が高 く ， バイオマーカー

と し ての可能性が示されたが， バッ ク グ ラ ウ ン ド レベル

の曝露では， 喫煙が CYP1A1 の発現に影響を及ぼすこ と

が示唆された。 ダ イオキシンの授乳期曝露によ る水腎症

は尿管の閉塞を伴わない こ と， 尿細管の特定部位におい

て イオンチャネル関連の遺伝子が変動し ている こ と を見

いだし た。 コプラナー PCB114， PCB118 について甲状腺

ホルモン低下作用の メ カニズムを検討し，PCB118 の作用

機序には TTR が関与し， AhR は関与し ないこ と を示し

た。 ダ イオキシンの毒性評価に AhR を介さ ない毒性を考

慮する必要性を示唆し た。

〔 関連研究課題〕

0005AA171 　 ダ イ オキシン類の体内負荷量および生体影

響評価に関する研究 133p.

0105AA273 　 地球規模のダ イオキシン類及び POPs 汚染

に関する研究 134p.

0204BC353 　 ダ イ オキシン類に よ る地域環境汚染の実態

と その原因解明に関する研究 135p.

0404AF434 　 注意欠陥多動性障害 （ADHD） 検出のための

ラ ッ ト 幼若期学習行動実験系の確立 138p.

1． 4 　 生物多様性の減少機構の解明と保全

〔 研究課題コ ード 〕 0105SP041

〔 代表者〕 椿宜高 （生物多様性の減少機構の解明 と保全プ

ロジェ ク ト グループ 　 プロ ジェ ク ト リ ーダー）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 生息地の破壊 ・ 分断化 と侵入生物 ・ 遺伝子組換

え生物に よ る 地域生態系の生物多様性への影響を解明

し， 保全手法を開発する ため， 在来の野生生物について

遺伝子， 種， 生態系 （群集） の ３ つのレベルで地域の生

物多様性の特性を明ら かにする と と も に， 種分布の分断

化や侵入生物 ・ 組換え生物によ る撹乱の状況を地図情報

化する。 さ ら に， 地理空間情報 と 種の繁殖様式情報を統

合し た種間競争モデル化によ って， 在来種を駆逐する危

険性の高い侵入生物の特性や多種共存の メ カニズムを明

ら かにする。 また， 絶滅の危機に瀕する野生生物の保全

や動態把握に不可欠な技術及び手法の開発研究を実施す

る。

〔 内容および成果〕

　（ １ ） 水田地帯の生物多様性変化 ・ 減少の要因を評価す

る ために， 水田地帯の代表的生物種 メ ダカについて過去

の生息適地を推定し た。 1960 ～ 70 年代の メ ダカ生息確

認地点 と 土地利用分布を資料 と し て用い茨城県南部を対

象地域と し た。 上記データ を ラ ス タ形式で GIS 上に集計

し たのち， 地域全体の環境条件の中で生息確認地点の環

境条件を定義づけ る生態ニ ッ チェ分析によ って生息適地

を推定し， その地図を作成し た。 結果 と し て， 好適度の

高い区画は水田地帯に多 く な り ， また市街地の存在が好

適度に対し て比較的正の方向に働いた。 推定図の信頼度
―  26  ―



国立環境研究所年報 （平成 16 年度）
を交差検定及び独立し た生息確認地点データ と の比較で

検証し た と こ ろ， どち ら で も好適度は生息確認地点 と 無

関係であ る と は言えず， 推定図は信頼度が高い も の と 考

え られた。

　 荒川流域の ヨ シ原 と オオ ヨ シ キ リ の分布状況を調査

し， 荒川流域のオオ ヨ シキ リ の分布を決める要因につい

て解析し た。 ヨ シ原は， 本流と市野川支流域の標高 50ｍ

以下に河川に沿って線状に分布し， 下流域の支流ではコ

ン ク リ ー ト ３ 面張 り で ヨ シ原のない河川が多かった。 荒

川流域の ヨ シ原面積 9.41m2 は全流域面積 （2,940m2） の

0.32% に過ぎず霞ヶ浦周辺の 1/4 にすぎなかった。センサ

スによ り ， 荒川本流域に 802 羽， 市野川支流域に 388 羽

の合計 1,190 羽の雄が確認された。 ロ ジステ ィ ッ ク回帰

モデルを用いてオオ ヨ シ キ リ の生息条件を解析 し た結

果， オオ ヨ シキ リ は周辺に休耕田のあ る， かつ形状指数

が大きい塊状の ヨ シ原に生息し ていた。 こ の ２ つの条件

で， オオ ヨ シキ リ が生息し ている ヨ シ原を 70％の精度で

推定でき る こ と が明らかになった。

　（ ２ ） 現在の兵庫県南西部のため池の ト ンボ幼虫の種構

成の特徴 と， さ ら にその種構成に深 く 関係する環境因子

を明ら かにし た。 ため池におけ る幼虫の種組成は， 第一

に産卵場所 （幼虫生息場所）， 第二に森林要求性によ り 決

め られていた。 第一の生態要因に高い相関を示し た環境

因子は， ア メ リ カザ リ ガニの数， 第二の生態要因に高い

相関を示し た因子は，水中の Fe 濃度 と ブルーギルの数で

あった。 以上よ り ， 各ため池の幼虫の種構成は外来種の

影響を大き く 受けている こ と が明らかになった。 北海道

の淡水魚類の生息適地モデルか ら， 水産資源保護法に

よ って手厚 く 保護 さ れてい る サ ク ラ マ スの生息分布が，

ダムに よ って著し く 影響を受けてい る こ と が分かった。

ダムによ る分断後，約 30 年し てサク ラ マスの生息確率は

急速に低下し ていた。 また広 く サケ科魚類の保護を目的

と し て北海道が指定し た保護水面 （禁漁河川） は， サ ク

ラ マスのホ ッ ト スポ ッ ト を的確に と ら えて設定されてい

るが， 絶滅危惧種に指定されている イ ト ウ などの保護に

はほ と んど効果がないこ と が明らか と なった。

　（ ３ ） 森林の個体ベースモデルを使い， 温度環境の勾配

があ り ， 種ご と の最適温度が異な る と い う 設定で仮想実

験を行った。 種ご と に繁殖が時間変動する と， 多種の共

存が促進される こ と が知られているが， こ のよ う な変動

を組み込む と， 個々の種の分布域は広 く な る と と も に，

異な る種の分布域の重な り が大き く なった。 全体に温暖

化する と， それにあわせて種の分布範囲は移動する が，

あ ら たに分布可能にな る と こ ろで も先住者がいる あいだ

はゆっ く り と しか侵入でき ない。 しかし， 種子生産に時

間変動があって多種が共存しやすい条件では， 分布限界

の前線が よ り ス ムーズに先住者のあいだに入 り 込んで

いった。 以上の結果は， 多種の共存プロ セスが， 局所的

な種の多様性だけでな く ， 個々の種の分布範囲や気候変

動への反応の し かた と も かかわ る こ と を示唆し てい る。

仮想的な食物網のシ ミ ュ レーシ ョ ン実験によ り ， 撹乱の

頻度が多様性に与え る影響を解析し た。 その結果， 個々

の種の存続にほ と んど影響を与えないよ う な非常に微弱

な撹乱で も， 頻度が増す と 撹乱を直接受けていない種が

間接的な影響を受けて連鎖的に絶滅し， 多様性が減少す

る こ と が明ら か と なった。 さ ら に， 全体の多様性にほ と

んど影響が無いよ う な低頻度の撹乱で も， 多様性の低い

分類群はその影響を受けて数を減 ら す こ と が明 ら か と

なった。 また， 仮想的な食物網に一次生産量変動を加え

る シ ミ ュ レーシ ョ ン実験の結果， 実際の食物網におけ る

食性の多様性のパターンが一次生産量変動の影響を受け

て形成 さ れる可能性が示唆 さ れた。 （ ４ ） 侵入種データ

ベースが完成し，国立環境研究所 Ｈ Ｐ での公開を開始し

た。 また， 侵入生物種の生態 リ ス ク評価手法を確立する

目的で， 輸入昆虫， ア ラ イ グマ， マングース， カ メ ・ ハ

ブ， 導入魚類， 帰化植物に関する調査 と 情報集積を行っ

た。 と く に， 輸入昆虫 （セ イ ヨ ウマルハナバチ， ク ワガ

タ ムシ） での実態解明が進んだ。 セ イ ヨ ウオオマルハナ

バチおよび外国産ク ワガ タ ムシの野生化の実態および在

来種および外国産種のDNAデータベースに基づいた遺伝

的浸透の リ ス ク を明ら かにし た。 これらの成果を も と に

環境省 ・ 農水省 ・ こ と 業者 と 連携し て， これら輸入昆虫

の管理システムの構築を検討し た。 （ ５ ） 蛍光遺伝子を導

入し たシ ロ イ ヌナズナ と野生型 と の交雑率の距離 と の関

係を調べた。 6 cm の距離で 0.068％， 12 cm で 0.016％，

18cm で 0％と なる こ と が明らか と なった。 遺伝子導入に

よ る宿主遺伝子発現への影響をマ イ ク ロ アレ イ法で評価

する ために，ビ タ ミ ン Ｃ の合成遺伝子が点突然変異によ

り 欠失し た変異体 と， 同じ遺伝子をアンチセン ス法で抑

制し た組換え体 と の遺伝子発現プロ フ ァ イルを比較し た

と こ ろ， 組換え体の方が遺伝子発現パターンに大き な影

響が出る こ と が明ら か と なった。 組換え微生物の組換え

遺 伝 子 の 発 現 量 を 評 価 す る た め に， リ ア ル タ イ ム

RT- Ｐ Ｃ Ｒ 法を用いて組換え遺伝子由来の mRNA を定量

する手法を開発し た。 輸入されている組換え農作物の う

ち， 交雑可能野生種が存在する， ダ イ ズ と セ イ ヨ ウ アブ

ラナについて， それら の野外での分布調査を行い一部の

国道で除草剤耐性セ イ ヨ ウ アブ ラナが生育し ている こ と

確認し た。

〔 関連研究課題〕
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0105AA207 　 流域ラ ン ド ス ケープにおけ る生物多様性の

維持機構に関する研究 163p.

0105AA210 　 遺伝子組換え生物の生態系影響評価手法に

関する研究 164p.

0105AA205 　 侵入生物によ る生物多様性影響機構に関す

る研究 164p.

0305AA506 　 生物群集の多様性を支配する メ カニズムの

解明に関する研究 169p.

0305BA585 　 遺伝子組換え生物の開放系利用によ る遺伝

子移行と生物多様性への影響評価に関する研究 172p.

0304CD596 　 淡水魚類生息環境のダムによ る分断 と 河道

直線化によ る均質化の影響評価 173p.

0406BA421 　 侵入種生態 リ ス ク の評価手法 と 対策に関す

る研究 174p.

0406BC319 　 ため池 と その周辺環境を含む地域生態系の

水循環と公益的機能の評価 175p.

1． 5 　 東アジアの流域圏における生態系機能のモ

デル化と持続可能な環境管理

〔 研究課題コ ード 〕 0105SP051

〔 代表者〕 村上正吾 （東アジアの流域圏における生態系機

能のモデル化 と 持続可能な環境管理プ ロ ジ ェ

ク ト グループ 　 プロ ジェ ク ト リ ーダー）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 21 世紀の日本及びアジア・太平洋地域における

均衡あ る経済発展に と って， 森林減少， 水質汚濁， 水資

源枯渇， 土壌流出等の自然資源の枯渇 ・ 劣化が大き な制

約要因 と な り つつあ る。 こ う し た環境問題に対処する た

めには， 環境の基本ユニ ッ ト であ る 『流域圏 （山～河川

～海）』 が持つ受容力を科学的に観測 ・ 把握し， モデル化

を行 う こ と によ り 環境受容力の脆弱な地域を予測し た上

で， 環境負荷の減少， 環境保全計画の作定， 開発計画の

見直し， 環境修復技術の適用等環境管理を行ってい く こ

と が最も必要であ る。 本プロ ジ ェ ク ト は， 東アジアを対

象 と し て， 流域圏が持つ生態系機能 （大気 と の熱 ・ 物質

交換， 植生の保水能力 と 洪水 ・ 乾燥調節， 水循環 と 淡水

供給， 土壌形成 と 侵食制御， 物質循環 と 浄化， 農業生産

と 土地利用， 海域物質循環 と 生物生産など） を総合的に

観測 ・ 把握し， そのモデル化 と 予測手法の開発を行 う も

のであ る。

〔 内容および成果〕

　（ １ ） 衛星データ を利用し たアジア ・ 太平洋地域の統合

　 　 的モニタ リ ング

　 ウルムチ と北京に高機能地球観測センサ MODIS の受

信局を開設し た後， シンガポール， オース ト ラ リ アの受

信局 と のネ ッ ト ワーク体制を組み， 5 つの検証用地上観

測点と 2 つのデータ解析よ り なる アジア太平洋モニ タ リ

ング体制を確立し た。 5 つの検証用地上観測点のデータ

を用いて， NASA の高次プロダ ク ツが中国において大き

な誤差を持っている こ と を明ら かにし， その高次処理ア

ルゴ リ ズムを改良する こ と で地表面温度 （MOD11） ， 土

地被覆 （MOD12） ， 陸域 の蒸発散量や水分不足指数

（MOD16） ， 葉 面 積 指 数 （MOD15） 及 び 植 生 生 産 性

（MOD17） の精度を上げた。 さ ら に， 代表的な生態系モ

デルであ る Biome-BGC を水循環機能， 炭素循環機能， 農

業生産機能の評価モデルに発展させ，その検証を行った。

次に， これを用いてアジア地域におけ る植物によ る炭素

固定量の空間分布推定を可能と し， 2001 ～ 2003 年の時

間的変化を推定し た。

　（ ２ ） 長江 ・ 黄河流域における水循環変化によ る自然資

　 　 源劣化の予測と その影響評価

　 2002 年 3 月 20 日に発表された中国初の 「長江土砂公

報」 を参考に， 2000 年の土砂流出状況と 1950 年代以来

の長江流域の主な水文ステーシ ョ ンの土砂変化の動向分

析を行った。 得られた結果は次の通 り であ る。 長江の含

沙量が高 く ないが， 流量が多いため， 東シナ海へ輸送す

る土砂総量が多い。 長江流域の土砂の主な来源は上流域

にあ り ， 輸砂量の 90% は洪水期に集中し ている。 中下流

河段特に宜昌－城陵磯－武漢河段では土砂堆積 と 掃流変

化が大き く ， 当該河段の洪水吐き能力が比較的低 く ， 大

洪水の水位は両岸地面よ り 高い こ と が多 く ， 洪水防御の

重要河段と なっている。長江中流 と洞庭湖， 陽湖等の湖

沼 と 互いに相通し ている ため， 河川 と 湖沼間での水や土

砂の移動および河床変動がかな り 複雑で， 相互影響し あ

う 様相を呈し ている こ と が分かった。

　 こ う し た土砂動態傾向の分析を受けて， 土砂生産抑止

策の検討を行った。 すなわち， 中国の土砂制御の代表低

な対策の一つであ る退耕還林 （急傾斜地の農耕作地を林

に戻す） 政策の効果を， 降雨流出モデル と 土砂生産モデ

ルを組み合わせた土砂動態モデルを用いて検討し た。 そ

の結果， 対象 と し た嘉陵江流域では， 中国政府が推奨し

ている角度25度以上の急傾斜農地を森林に戻し た と し て

も，5% 程度の減少効果しかな く ，20% 程度の減少効果を

求める ためには 15 度以上 （17%）， 10 度以上 （22%） と

する必要があ る こ と が分かった。

　 水資源利用 と 農業生産活動 と の関係を華北平原を対象

に検討を行った。 華北平原は中国におけ る一大農業生産

地であ り ， 灌漑目的の地下水過剰揚水のために地下水位

は年間約 1m の割合で急激に低下し てお り ， 早急な対策

が必要であ る。 そのよ う な原因を解明し灌漑 と 地下水位
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低下の関係を評価する ために， 黄河下流及び華北平原全

領域を対象 と し て， 地表流 ・ 土中水 ・ 地下水流 ・ 河川流

を統合し衛星データ と同化し たグ リ ッ ド型の NICE（NIES

Integrated Catchment-based Eco-hydrology） モデル と農業生

産モデル （冬小麦及び ト ウモロ コ シ） を結合し たモデル

に よ る 大規模シ ミ ュ レーシ ョ ン を行っ た。 シ ミ ュ レー

シ ョ ン結果は， 土壌水分量， 葉面積指数 （LAI）， 蒸発散

量， 穀物生産量， 生産に伴 う 水使用量， 及び地下水位の

観測値を良好に再現し た。 また， 結合モデルは統計デー

タか ら得られる農業生産によ る水使用量を用いる よ り も

地下水位の季節変化を良好に再現し た。 こ の手法は季節

的な水使用量データ を必要 と し ないため， データの乏し

い地域での水 ・ 熱循環を解明する ために非常に有効であ

る こ と が明ら かになった。 さ らに， 華北平原の地下水位

は主に冬小麦に伴 う 灌漑汲み上げによ って大き く 低下す

る こ と が明らかになった。 しかし， 1970 年代以降の都市

域の拡大に伴 う ， 大都心部での特に工業 ・ 家庭由来の過

剰揚水に よ る 円錐形の地下水位低下現象はシ ミ ュ レー

シ ョ ンによ って再現できず， 今後統合モデル と イ ンベン

ト リ ーモデルの結合の必要性が認識された。

　 長江流域上流域の主要都市であ る重慶市を対象 と し て

開発し た水需要及び汚濁負荷 （炭素， 窒素， り ん） 発生

イ ンベン ト リ ーモデルを行の長江流域へ拡張し た。 16 年

度は特にモデルのイ ンプ ッ ト と な る各種データの整備を

行い， 長江流域を対象 と する地域間産業連関表 （5 地域

30 部門） を作成する と共に， 長江流域の人口， 産業， 水

量， 水質データベース を構築し た。

　（ ３ ） 東シナ海における長江経由の汚染 ・ 汚濁物質の動

　 　 態と生態系影響評価

　 長江由来の汚濁負荷の海洋生態系への影響把握のた

め， 平成 16 年 7 月 28 日から 8 月 9 日の期間， 韓国 EEZ

海域を含む東シナ海陸棚中央部か ら縁辺部にかけて， 水

研セン ター調査船 「陽光丸」 によ る海洋観測および係留

実験を実施し た。 長江希釈水が存在する陸棚中央部の亜

表層水塊におけ る再生産の寄与を明ら かにする ための実

験を行った。 現在， 試料の分析を行っている。 また平成

14年および15年に実施し た東シナ海陸棚域における海洋

観測結果について解析を進め， 季節的な長江流量の変化

によ る陸棚域水塊構造および生態系構造に及ぼす影響を

明らかにし た。MODIS 等の衛星搭載光学センサを用いた

ク ロ ロ フ ィ ル a， 無機懸濁物質および溶存有機物の濃度

分布推定手法を確立する ため， 東シナ海での観測時期 と

位置が対応する衛星観測データ と 現地観測データのマ ッ

チア ッ プデータセ ッ ト を整備し た。 また， 複数懸濁物質

が高濃度で混在する海域への適用を想定し ながら， 衛星

観測分光放射輝度値 と 複数懸濁物質濃度を関連付け る放

射伝達モデルの枠組みを構築し た。

　（ ４ ） 沿岸域環境総合管理

　 夏期の底層での貧酸素状態等の影響で人工干潟の二枚

貝が斃死する ため， 微細気泡発生装置を人工干潟面に設

置し， 二枚貝の生残や成長に及ぼす貧酸素の影響を軽減

させる技術開発を行い， 実証試験を行った結果， アサ リ

等二枚貝の生息場環境が改善する こ と が示された。 東京

湾奥部の調査で， 貧酸素に対する耐性が強いホンビ ノ ス

ガ イ生息分布を調べ， また， 本種が北米に生息する種 と

遺伝的に同種であ る こ と を確認し た。人工干潟での生残，

成長を観測し， 本種がアサ リ に比べ生存率が大変高い こ

と が認められた。

〔 関連研究課題〕

0105AA269 　 東アジアの流域圏におけ る生態系機能のモ

デル化と持続可能な環境管理(1)衛星データ を利用し たア

ジア ・ 太平洋地域の総合的モニタ リ ング 207p.

0105AA270 　 東アジアの流域圏におけ る生態系機能のモ

デル化 と 持続可能な環境管理 (2) 流域環境管理に関する

研究 207p.

0204BA383 　 グ ローバル水循環系におけ る リ ン ・ 窒素負

荷増大 と シ リ カ減少に よ る 海洋環境変質に関す る 研究

208p.

0105AA271 　 東アジアの流域圏におけ る生態系機能のモ

デル化 と 持続可能な環境管理 (3) 東シナ海におけ る長江

経由の汚染 ・ 汚濁物質の動態と生態系影響評価 212p.

0105AA272 　 東アジアの流域圏におけ る生態系機能のモ

デル化と持続可能な環境管理プロ ジェ ク ト (4)沿岸域環境

総合管理に関する研究 213p.

1． 6 　 大気中微小粒子状物質 （PM2.5） ・ デ ィ ーゼ

ル排気粒子 （DEP） 等の大気中粒子状物質の

動態解明と影響評価

〔 研究課題コ ード 〕 0105SP061

〔 代表者〕 若松伸司 （大気中微小粒子状物質 （PM2.5） ・

デ ィ ーゼル排気粒子 （DEP） 等の大気中粒子状

物質の動態解明 と 影響評価プ ロ ジ ェ ク ト グ

ループ 　 プロ ジェ ク ト リ ーダー）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 大都市部や幹線道路沿いにおいて大気中浮遊

粒子状物質が環境基準を満たせない状態が続いてい る。

こ の浮遊粒子状物質の う ちで健康影響が大きい と される

微小粒子状物質の濃度が増加する と 死亡率が増加する と

の疫学調査の結果が米国をはじめ と し て各国で出て来て

いる。 また微小粒子状物質に対する高感受性群 と し て呼
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吸機能や循環機能に障害を持つ人や老人などが挙げられ

て き た。 しかし微小粒子状物質が死亡率を上げる機構に

ついての科学的知見は殆ど無い。 都市大気中におけ る

PM2.5 や DEP を中心 と し た粒子状物質によ る大気汚染を

改善する ためには， 発生源の把握， 環境濃度 と の関連性

の解析， 並びに疫学 ・ 曝露評価， 毒性 ・ 影響評価を行 う

必要があ る。 浮遊粒子状物質等の都市大気汚染の発生源

特性の把握， 測定方法の開発， 環境大気中での挙動の解

明， 地域濃度分布及び人への曝露量の予測， 動物曝露実

験によ る閾値の推定， 発生源対策シナ リ オについて検討

を研究の目的とする。

〔 内容および成果〕

　 サブテーマ １ ： 排出実態と環境動態の把握及び計測法

　 　 に関する研究

　 前年度までに，

・ シ ャ シーダ イナモ実験， 車載計測， ト ンネル ・ 沿道調

査などの実験手法を構築し， これらの手法を組み合わせ，

主にデ ィ ーゼル車からの排出特性を調べた。

・ 環境動態把握に関し ては， 都市 ・ 広域におけ る粒子状

物質の立体分布観測を実施し， 三次元的な分布を把握し

た。

・ 風洞実験手法を精緻化し， 複雑な構造の沿道内におけ

る渦の挙動 と 大気汚染の立体分布の関連性を明ら かにし

た。

・ 各種走行状態下での自動車か らの発生実態の把握， 拡

散チャ ンバーを用いた大気放出後の粒径成長の把握， 沿

道での実態把握， 航空機によ る広域的挙動の把握を行っ

た。

・ デ ィ ーゼル車排気由来の 20 ～ 30 ナ ノ メ ー ト ルにピー

ク を持つ粒子が存在する こ と， こ の粒子は揮発性の物質

によ り 構成されている ら しい こ と を明ら かにし た。 ・ 計

測法の検討に関する研究では， 炭素成分の分析方法を検

討し た。 EC ／ OC の分離分析手法を検討し， 反射光強度

と炭素量の関連性から試料加熱時における OC の炭化量

を補正評価する方法を開発し た。 また， 環境試料の採取

方法によ る違いを明らかにし た。

・ モニタ リ ングのための PM2.5 の自動計測機器の精度を

並行評価試験によ り 検討し た。 測定の結果， 季節的な影

響 と し て湿度影響が示唆され， 我が国のよ う な夏季の高

湿度地域でのモニタ リ ングの課題が明らか と なった。

　 本年度には，

・ シ ャ シーダ イナモ実験によ り ， デ ィ ーゼル車か ら排出

される微小粒子と運転条件と の関係を解析し，20 ～ 30 ナ

ノ メ ー ト ルに個数濃度のピーク を有する微小粒子が， 高

負荷運転直後の減速時に多 く 排出される こ と を明ら かに

し た。

・ さ ら に， 微小粒子の化学組成分析を行い， これら の微

小粒子は， 燃料の高沸点成分 と 潤滑油由来の炭化水素で

構成されてお り ， 特に潤滑油の影響が大きい こ と を明ら

かにし た。

・ 沿道 ・ 都市地域におけ る大気微小粒子の長期間モニ タ

リ ン グや化学組成分析のためのサンプ リ ン グ を実施し，

20～30ナ ノ メ ー ト ルに個数濃度のピーク を有する微小粒

子は， 気温が低下する冬季に高濃度にな り ， その化学組

成は， デ ィ ーゼルエンジンの潤滑油成分 と 似た組成か ら

構成されているが， 潤滑油よ り やや高い沸点を有する こ

と を明らかにし た。

・ また， これら の微小粒子は， 一般大気中での存在確率

は低 く ， 自動車， 特にデ ィ ーゼル車の寄与が大きい こ と

を確認し た。

・ 揮発性微小粒子の形態を観察す る ための手法を検討

し， 静電捕集と原子間力顕微鏡 （AFM） と を用いる こ と

によ り ， 大気中及びデ ィ ーゼル排気中の揮発性微小粒子

の形態観察が可能であ る こ と示し た。

・ 広域的な環境動態を把握する ために， 粒子状物質の発

生 ・ 生成 ・ 変質 ・ 消滅 ・ 沈着過程を含む化学輸送モデル

（マルチス ケール型の広域数値予測モデル） を関東地域 と

関西地域に適用し， 立体分布観測データ等を用いて検証

し た。

・ 風洞実験手法を用いて高濃度が発生する沿道大気汚染

の状況を改善する ためにどのよ う な対策が考え られるか

を提言し た。 特に高架道路が沿道の大気汚染分布に及ぼ

す影響を解明し た。

・ 各種走行状態下での自動車か ら の発生実態の把握， 炭

化水素成分の測定方法を提案し た。

・ 大気微小粒子に関し ての中国や メ キシ コ と の共同研究

を実施し， 日本と の比較評価を行った。

・全国の地方環境研究所等と の研究協力態勢を構築し ，光

化学オゾンや黄砂，SPM 大気汚染データ の解析を深めた。

・ 計測法の検討に関する研究では， 炭素成分の分析方法

を検討し た。 実大気での各種濃度レベルの各種分析を行

い EC ／ OC の， 分離分析手法確立し た。

・ 従来の CHN コーダーで得られた測定結果の評価方法

を検討 ・ 公表し た。 サブテーマ ２ ： 曝露量に基づ く 対策

評価モデル等に関する研究

　 前年度までに，

・ 構成要素 と な るサブモデル と し て， 交通シス テム対策

評価モデル， DEP 排出量の詳細推計 ・ 地域分布予測モデ

ル， 交通流モデルを構築し精度の向上を図った。 これ と

共に， こ のモデルシステムに リ アルワール ド の排出係数
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を与え る こ と がで き る 車載型計測シ ス テ ム を開発利用

し， 様々な走行状態でのデータ を取得し た。

・ 一方， 曝露量推計のために当該地域に居住する人に対

する全生活時間帯の曝露量評価システムを独自に開発し

た。 さ らに， 各種の対策を実施し た時の環境 DEP 濃度分

布を推計し た。

・ ま た， 二次粒子も 含めた大気中粒子状物質の発生源・

環境の動態を把握し ， 発生源と の因果関係を明ら かにす

る ためには，高濃度発生地域における 情報のみなら ず，広

域的な挙動の解明が必要である こ と が明ら かと なった。

・ 日本全国の大気汚染モニ タ リ ングデータの解析や大陸

方面から の流入大気汚染の寄与解析を実施し， その情報

を都市域におけ る大気汚染のベース と し て評価し た。 ま

たアジアス ケールから都市ス ケールまでの広い範囲の大

気汚染現象を， 黄砂の影響も含めて総合的に解析 ・ 評価

でき るモデルシステムの基本構築を終えた。

　 本年度には，

・ 前年度までに開発し た対策評価 ・ 曝露評価システムを

用いて， 排出係数を変化させる対策の例 と し て八都県市

のデ ィ ーゼル規制を導入し た場合に加えて， 交通量およ

び旅行速度を変化させる対策の例 と し て ロー ド プラ イ シ

ングを導入し た場合について， DEP 曝露人口の変化を求

め， 対策の環境改善効果を予測し た。

・ 今回の試算では， ロー ド プ ラ イ シングによ り ， 迂回の

他に， 関連する OD が 10% 減少する と の仮定をおいた こ

と か ら， 対象区域内ではやや環境改善が見られたが， 全

体 と し ては迂回交通によ る曝露増加分に相殺される結果

と なった。 なお， 手段転換や効率向上によ る OD の減少

率に関し ては，不確実性が大きいため，交通流シ ミ ュ レー

シ ョ ンを用いた対策の環境改善効果予測については， 特

に慎重に行 う 必要があ る。

・ 時間帯別交通量および速度を再現する ため， リ ン ク ご

と の自由走行 と 渋滞走行の比率を時間帯別に再現でき る

よ う に交通流シ ミ ュ レーシ ョ ンモデルモデルを改良 し

た。

・シ ミ ュ レーシ ョ ン用のネ ッ ト ワーク と OD ゾーンを GIS

ソ フ ト 上で加工し， シ ュ ミ レーシ ョ ンモデル用に出力す

る ためのツールを設計 ・ 開発し た。

・ 一部の地域住民を例 と し て感度分析を行って曝露量推

計モデルの妥当性を検討し た。

サブテーマ ３ ： 健康影響の評価に関する研究

　 前年度までに，

・ 疫学研究 と し ては， 我が国におけ る日死亡 と 粒子状物

質の関連性を調べる ために， あ る一日におけ る， 特定の

地域の死亡数， 大気汚染濃度， 気象データ を含めたデー

タベース を構築し た。 こ のデータベース を基に死亡 リ ス

ク比を日本の代表的な都市について求め， ア メ リ カの解

析結果 と 比較評価し， 単位濃度当た り の急性死亡の増加

割合に関し てほぼ同等の結果を得た。

・ 毒性評価に関し ては， 主にデ ィ ーゼルか ら の排気の影

響を調べた。 微小粒子に対する高感受性群 と し て呼吸器

や循環器に疾患を持った人々や老人が挙げられているの

で， 高感受性であ る こ と の科学的根拠や量―反応関係を

把握する ために， 病態モデル動物を用いた実験など， 呼

吸器のみな ら ず循環器系に対す る 影響について検討 し

た。

・ これ と 共に毒性ス ク リ ーニング手法の開発および毒性

物質の解析に関する研究を実施し た。

　 本年度には，

・ 疫学研究と し ては，循環器系疾患によ る死亡について，

日単位の変動のみな らず， 時間単位の濃度変動 と の関連

性を検討し， 大気汚染によ る急性死亡の増加割合に関す

る知見を深めた。

・ 病態モデル動物を用いた実験など， 呼吸器のみな らず

循環器系に対する影響評価を実施し た。

・ 毒性ス ク リ ーニング手法の開発および毒性物質の解析

に関する研究を蓄積し た。

・ ナ ノ 粒子の影響評価研究を深め， 毒性ス ク リ ーニング

や，人体沈着モデルを用いた沈着部位の検討を実施し た。

〔 関連研究課題〕

0005AE245 　 粒子状物質が呼吸器に及ぼす影響 152p.

0204CD422 　 大気中有害化学物質に対する遺伝的感受性

要因の抽出法の確立 154p.

0405AE396 　 粒子状物質の酸化ス ト レ ス作用 と 免疫系に

及ぼす影響 158p.

0004AG073 　 中国におけ る都市大気汚染によ る健康影響

と予防対策に関する国際共同研究 188p.

0105AA295 　 PM2.5 ・ DEP 発生源の把握 と 対策評価に関

する研究 188p.

0105AA296 　 PM2.5 ・ DEP の環境動態に関する研究 189p.

0105AA297 　 PM2.5 ・ DEP の測定に関する研究 190p.

0105AA298 　 PM2.5 ・ DEP の疫学 ・ 曝露評価に関する研

究 190p.

0105AA299 　 PM2.5 ・ DEP の毒性 ・ 影響評価に関する研

究 190p.

0204BC377 　 デ ィ ーゼル車排出ガス を主因 と し た局地汚

染の改善に関する研究 192p.

0307AA512 　 自動車排気中ナ ノ 粒子の毒性 ・ 影響評価お

よび性状 ・ 環境動態把握に関する研究 193p.

0405AA416 　 都市大気汚染 の 年々変動 に 関す る 研究
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195p.

0404AE378 　 自動車排ガスの初期拡散に関する実験的研

究 196p.

0404AE447 　 大気汚染の健康影響モデルに関する統計的

研究 197p.

0406AH380 　 日本における光化学大気汚染の研究 197p.

0404BY470 　 微小粒子状物質等曝露影響調査 （解析調査）

業務 198p.

0404BY495 　 局地的大気汚染の健康影響に係る疫学調査

のための曝露評価モデルの設計に関する調査研究 198p.

0407KB498 　 都市域における PM2.5 大気汚染特性 と生成

機構解明研究 198p.

2． 政策対応型調査 ・ 研究

2． 1 　 循環型社会形成推進 ・ 廃棄物管理に関する

調査 ・ 研究

2． 1． 1 　 循環型社会への転換策の支援のための評

価手法開発と基盤システム整備に関する研

究

〔 研究課題コ ード 〕 0105PR011

〔 代表者〕 酒井伸一 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究セ

ン ター 　 セン ター長）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 循環資源をは じ め と する物質のフ ローを経済

統計 と 整合的に記述 ・ 分析し， 循環の度合いを表現する

手法， 資源の循環利用促進によ る環境負荷の低減効果を

総合的に評価する手法， 地域特性にあった循環システム

の構築を支援する手法， および循環資源利用製品の安全

性を評価する手法を開発し， これら を循環型社会への転

換に係る諸施策の立案 ・ 実施 ・ 達成状況評価の場に提供

する こ と によ り ， 循環型社会の構築に資する こ と を目的

とする。

〔 内容および成果〕

　 第 １ の分野であ る 「産業連関表 と 連動し たマテ リ アル

フ ロー分析手法の確立」 においては， 業種別 ・ 種類別の

廃棄物の排出 ・ 処理 ・ 処分 ・ 再生利用量についてのデー

タ整備を進める と と もに，新たに公表された 2000 年産業

連関表をベース と し た環境負荷データの整備を進め， こ

れら を統合し たデータベースの設計を進めた。 また， プ

ラ スチ ッ ク ・ 金属などの特定の材料や製品などに着目し

た， よ り ミ ク ロ ・ 詳細なマテ リ アルフ ローの追跡につい

て こ と例研究を行った。

　 第 ２ の分野であ る 「ラ イ フサイ クル的視点を考慮し た

資源循環促進策の評価」 においては， 「その他容器包装プ

ラ スチ ッ ク」 の リ サイ クル手法に焦点をあて， 先に着手

し た コーク ス炉化学原料化， 高炉還元剤化に加え， ガス

化， 材料 リ サイ クルについて， 現地調査， こ と 業者 ヒ ア

リ ング等によ る イ ンベン ト リ 分析を行 う と と も に， 自治

体によ る分別収集， 選別 ・ 圧縮梱包過程のイ ンベン ト リ

データ収集を行い， 温暖化対策の観点か ら も検証を行っ

た。 また， こ う し た リ サイ クル技術や現場の実情を も と

に容器包装 リ サ イ ク ルの法制度面の課題の整理を行っ

た。 一方， リ デュース， リ ユース を含めた ３ Ｒ 全般への

展開の重要性を念頭におき ながら， 個別 リ サイ クル法に

共通する課題 ・ 効果評価の視点の整理を進めた。 さ らに，

昨今急増し ている中国等アジア諸国 と の間での国際 リ サ

イ クルに関し て， 現地調査や国際研究集会によ る情報収

集によ り ， アジアレベルでの資源循環システム形成に向

けた課題の整理を行った。

　 第 ３ の分野であ る 「循環システムの地域適合性診断手

法の構築」 においては， こ と 例対象地域 （埼玉県） にお

け る建設廃棄物の排出量 と 処理能力の地理的な需給バラ

ン ス を廃棄物輸送におけ る移動時間で解析し， 仮想的に

処理能力を増強し た場合のフ ローの変化を推定し た。 ま

た， 輸送の効率化のための諸策を総合的に評価 ・ 比較す

る ネ ッ ト の輸送割合 と い う 指標を作成し た。 複合産出，

一般および産業廃棄物の地域間移出入， 所得再分配 と い

う 3 つの構造要因を廃棄物産業連関フ レーム ワークに取

り 込み， 地域の生産活動に内包される廃棄物の移出入量

や生み出される付加価値量等の地域循環指標の計測を可

能と し た。 木 く ずを対象に， 発生場所から再資源化施設，

再資源化施設か ら利用施設までの輸送距離分布を実デー

タ よ り 考察し，輸送距離が木 く ず リ サイ クルの LCA に与

え る影響を示し た。 GIS 上の地理属性パラ メ ータ を用い

て，廃棄物処理・ リ サイ クル施設の立地に影響する環境・

地勢的要因 と 社会 ・ 経済的要因を実証的かつ定量的する

立地要因モデルを構築し， エコ タ ウ ン こ と 業の こ と 例分

析によ り ， 拠点型複合施設計画の優位性を示し た。

　 第 ４ の分野であ る 「 リ サイ クル製品の安全性評価及び

有効利用」 においては， 溶融ス ラ グ等再生建材の長期安

全性評価手法 と し て， 環境曝露を促進する試験 （乾燥湿

潤繰 り 返し， 炭酸ガス高濃度曝露， 凍結融解） を利用し，

物性劣化し た試料について拡散試験を適用する実験的検

討を行 う と 共に， 再生建材 と し て廃コ ン ク リ ー ト の利用

時におけ る環境影響の評価を行った。 また， 生活居住環

境におけ る リ サイ クル製品の安全性評価に関し て， 安全

性にかかわる物質の分析法やバイオア ッ セ イに関する基

礎的研究を行った。 木材系廃棄物に関し ては， 防蟻剤の

変異原性やプロモーター活性の検索，室内有害 VOC の低

減化のための炭化物ボー ド の評価及び廃木材炭化物中に
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残留する重金属類の除去法の検討を行った。

〔 関連研究課題〕

0105AB397 　 産業連関表 と 連動し たマテ リ アルフ ロー分

析手法に関する研究 74p.

0105AB398 　 ラ イ フサイ ク ル的視点を考慮し た資源循環

促進策の評価に関する研究 75p.

0105AB399 　 循環シス テムの地域適合性診断手法に関す

る研究 76p.

0105AB400 　 リ サ イ ク ル製品等の安全性評価及び有効利

用法に関する研究 77p.

0204BE434 　 木材系廃棄物の利用法の拡大に関する研究

79p.

0304AF410 　 持続可能な消費に向けた家計消費におけ る

財 ・ サービ スの環境負荷低減特性に関する基礎分析 80p.

0404AF374 　 循環型社会の イ メ ージ に関す る 基礎研究

81p.

0204CG580 　 霞ヶ浦バイ オマス リ サ イ ク ルシス テム開発

事業 116p.

2． 1． 2 　 廃棄物の循環資源化技術， 適正処理 ・ 処

分技術及びシステムに関する研究

〔 研究課題コ ード 〕 0105PR012

〔 代表者〕 酒井伸一 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究セ

ン ター 　 セン ター長）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 循環型社会の基盤技術 ・ システム と し て， 資源

の循環及び廃棄物の適正処理 ・ 処分のための技術 ・ シス

テム及びその評価手法を開発する。 特に， 熱的処理シス

テムを循環型社会に適合させる ための要素技術及び適合

性評価手法， 最終処分場用地確保 と 容量増加に必要な技

術 ・ システム， 海面最終処分場の環境影響等のキ ャ ラ ク

タ ラ イゼーシ ョ ン， 処分場の安定度や不適正サイ ト の修

復必要性を診断する指標やそれら を促進 ・ 改善する技術

の評価手法， 処分場におけ る予防的 リ ス ク管理のための

早期警戒システム， 有機性廃棄物の資源化システムに必

要な要素技術及びシステム評価手法の開発を行 う 。

〔 内容および成果〕

　（ １ ） 熱処理プロ セスか ら の環境負荷削減技術に関し，

焼却飛灰を用いた加熱試験 と 定量的 ・ 質的解析に よ り ，

臭素化及びモ ノ 臭素ポ リ 塩素化ダ イオキシン類が denovo

合成の結果生じ る可能性を示し た。 また，熱分解ガス化 -

改質におけ る ダ イオキシン類の生成 と 触媒によ る低減特

性について基礎的に明ら かにし た。 これら の有機ハロゲ

ン化合物の総括的な排出濃度モニ タ リ ング方法を焼却施

設か ら の実排ガス測定に応用し， 適用性を実証し た。 活

性炭等の吸着剤を用いた排ガスに と も な う 負荷削減技術

に関し， 吸着平衡基礎データに基づき吸着塔におけ る破

過特性解析を行った。 廃棄物の混合危険性評価のための

試験方法開発に着手し た。 環境負荷物質の物理化学パラ

メ ータ と 資源回収に関し， 高疎水性有機臭素化合物のオ

ク タ ノ ール - 水分配係数等の測定を行い， 一連のデータ

解析よ り ， 分配係数の絶対値は分子の基本構造に依存す

るが， 臭素数の効果は基本構造に関係な く ほぼ同じであ

る こ と を提示し た。 また， 多環芳香族化合物の固溶体形

成によ る水への溶出挙動変化を解析し た。 超臨界流体抽

出によ る ア ミ ノ 酸回収技術 と し て， 溶解性に関する ア ミ

ノ 酸側鎖の影響と圧力依存性を明らかにし た。

　（ ２ ） 有機性廃棄物の適正な資源化システム設計支援を

目的 と し て埼玉県におけ る地理情報システムを活用し た

食品廃棄物発生データベース を完成に近づけ， 資源利用

性か ら みた有機性循環資源発生量の推定がほぼ可能 と

なった。 同時に， 各種有機性廃棄物試料の収集 ・ 組成分

析によ る循環資源特性化データベースの作成を進める と

と も に， 近赤外分光分析を活用し た手法の迅速化 ・ 簡便

化に取 り 組んだ。 ま た， 有機性廃棄物か ら の乳酸発酵 ・

回収技術の開発では， 組成 ・ 混入微生物 と いった観点か

ら食堂生ごみの性状変動を明ら かにする と と も に， 実証

実験装置において安定し た生産物収率 ・ 純度を維持可能

と する操作条件を決定し， また， 発酵残渣の豚飼料化食

餌実験によ り ゼロエ ミ ッ シ ョ ン型システムの実現可能性

を高めた。 有機性廃棄物の水素発酵プロ セス開発におい

ては， 培養温度 55 ℃で， 最大水素収率を， 1.24mol-H2/

mol-Hexose （理論収率の約 31% ； 0.62mol-H2/kg-wet ゴ ミ ）

へ増加させる こ と ができ， システム目標であ る理論水素

収率の 25% 以上の水素生成を １ ヵ月以上維持でき た。 安

定運転期間におけ る運転特性は， TS （水素生成槽） ： 約

17%， 平均除去率 ： （TS ： 10.8%， CODC ｒ ： 3.0%， 全糖 ：

59.7%）， 全糖の有機酸転換率 （炭素換算 ： 水素生成槽） ：

平均 54.2％， 無機化 （CO2） 率 ： 全炭素 6.6% と なった。

安定運転期間の菌叢解析 （16SrDNA シーケン ス） の結果，

酸発酵槽，水素発酵槽の何れにおいて も，Clostridiales （ク

ロ ス ト リ ジ ウ ム目） が優先し てお り ， 酸生成， 水素生成

と も ク ロ ス ト リ ジ ウ ム目の細菌の関与が大きい と 考え ら

れる。 一方， MAP 粒子によ る アンモニアの無機化学的除

去 ・ 回収については， アンモニア回収時の水分条件およ

びアンモニア脱離条件， アンモニア脱着の最適条件を明

ら かに し， 繰 り 返し処理によ る アンモニア除去プロセス

の実用化試験を進めている。

　（ ３ ） 最終処分場の再生こ と 業評価ツ ールを 構築し た。

特に掘削時の環境影響と し て埋立処分場を一種の微生物
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培養メ ディ アと 評価し ， 細菌や菌類の飛散が一般廃棄物

の 不燃 物 を 中 心 と し た 最 終 処 分場 の 調 査 に よ っ て

2×103cfu/m3 を越える こ と を示し ， 微生物の飛散が都市近

郊の処分場の掘り 起こ し に重要なモニタ リ ン グ フ ァ ク

タ ーになる こ と を テス ト ピ ッ ト 評価法で明ら かにし た。

広域最終処分場適正配置に関し ては LCC と LCI のデータ

ベース を 更新し ， 小規模分散と 広域シス テムと の違いを

評価し た。 その結果， 陸上処分場においては水処理量が

海面処分場に比較し て１ オーダー以上多いこ と およ び放

流水質基準が厳し いこ と が管理コ ス ト を 著し く 増加さ

せ， 管理期間の長期化が環境負荷量に著し く 影響する こ

と が明ら かと なっ た。 ま た， 水平排水暗渠施工によ る 海

面最終処分場の安定化診断技術について検討を 実施し ，

暗渠敷設によ る 水位低下に伴う 酸素侵入に関する モニタ

リ ング装置を 設置し ， 埋立層内の濃度プロ フ ァ イ ルを 実

測し た。 その結果， 現状の暗渠を 満水にし た管理水位の

状況では， 層内への酸素侵入を促進する こ と ができ ない

ため， 表面から の酸素侵入によ る 分解し か起こ ら ず， 覆

土表面から 1m の酸素侵入し か起こ ら ないこ と が判明し

た。

　（ ４ ） 安定型最終処分場において敷地境界を越えて周辺

環境に影響を与え る 場合の埋立層内での硫化水素濃度

1,000ppmv を高濃度硫化水素 と し て定義し た。 また， 安

定型最終処分場に搬入されている紙を除いた廃石膏ボー

ド のみによ って高濃度硫化水素が発生する こ と を大型ラ

イ シ メ ータによ る実証実験によ って明らかにし た。また，

硫酸鉛還元菌の増殖が水分状態によ って著し く 影響を受

け， 不飽和含水条件では著し く 低下する こ と を明ら かに

し た。 これら の研究成果よ り 搬入対策および既存処分場

におけ る高濃度硫化水素発生防止対策を提案し た。 昨年

同様， 有機物や無機イオン等の浸出水の組成， 埋立層内

ごみや貯留水の挙動， メ タ ンや炭化水素類等の埋立地ガ

スの組成， 地表面ガス フ ラ ッ ク ス及び植生について， 現

場観測 と 既存監視データの収集 ・ 解析を進めた。 特に温

度， ガス濃度， ガス圧の連続観測装置を新たに埼玉県 と

神奈川県の最終処分場に設置し， 操業開始後の年数に加

えてごみ質も異な る ４ つの処分場においてモニ タ リ ング

を継続し ている。 一方， 最終処分場におけ る温室効果ガ

ス放散量評価手法を提案し， 現場への適用， 評価を行い，

わが国の メ タ ンガス排出係数改訂のための知見を提供し

た。 また最終処分場浸出水及びコ アサンプルの微生物生

態系解析から処分場に搬入された廃棄物の種類や安定化

の過程によ り 微生物生態系が変化する こ と を示し， バイ

オ指標の有用性を明ら かにし た。 さ ら には実際の埋立処

分場に建設し たテス ト セルにおいて通気 ・ 浸出水循環実

証装置運転結果を解析し， ガス質 （VOC） 及び浸出水質

（BOD や T-N） の浄化，埋立層内廃棄物の安定化や機能発

源 （硝化 ・ 脱窒） を １ 年経過後に掘 り 起こ し た充填ごみ

を用いて リ ーチングテス ト や微生物の種類を遺伝子光学

的手法を用いて明らかにし た。

〔 関連研究課題〕

0105AB401 　 循環廃棄過程におけ る環境負荷の低減技術

開発に関する研究 85p.

0105AB402 　 最終処分場容量増加技術の開発 と 適地選定

手法の確立に関する研究 86p.

0105AB403 　 最終処分場安定化促進 ・ リ ス ク削減技術の

開発と評価手法の確立に関する研究 87p.

0105AB404 　 有機性廃棄物の資源化技術 ・ シ ス テムの開

発に関する研究 88p.

0204BE420 　 バイ オ指標導入に よ る最終処分場の安定化

促進技術の評価 88p.

0406BB384 　 アジア諸国の廃棄物埋立地における CDM事

業に資する温室効果ガス排出削減量予測および排出削減

対策の評価に関する研究 91p.

0407BC381 　 埋立廃棄物の品質並びに埋立構造改善に よ

る高規格最終処分システムに関する研究 91p.

0406BY762 　 廃棄物処分場の有害物質の安全 ・ 安心保障

92p.

0404BY758 　 最終処分場安定化監視手法検討調査 93p.

0404BY757 　 最終処分場安定化実態調査 94p.

0406BY756 　 最終処分場の早期跡地利用を考慮し た多機

能型覆土の検討 94p.

0405CD763 　 最終処分場におけ る 環境汚染修復ポ テ ン

シ ャル評価のための DNA マイ ク ロ アレ イ構築 95p.

2． 1． 3 　 資源循環 ・ 廃棄物管理システムに対応し

た総合リ スク制御手法の開発に関する研究

〔 研究課題コ ード 〕 0105PR013

〔 代表者〕 酒井伸一 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究セ

ン ター 　 セン ター長）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 循環資源や廃棄物に含有 さ れ る有害化学物質

に よ る リ ス ク を総合的に管理す る 手法 と し て， バ イ オ

ア ッ セ イ手法を用いた包括的検出手法， 臭素化ダ イオキ

シン類を的確に把握でき る検出手法 と その制御手法， 不

揮発性物質を系統的に把握する検出手法， 有機塩素系化

合物を含有する廃棄物等の分解手法を開発する こ と によ

り ， 資源再生利用や中間処理， 最終処分におけ る安全性

を確保し，再生利用量の拡大に資する こ と を目的 とする。

〔 内容および成果〕
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　 １ ） バイオア ッ セ イによ る循環資源 ・ 廃棄物の包括モ

ニ タ リ ングについては， ヒ ト およびラ ッ ト 組換え細胞を

用いた Ah レセプター結合ア ッ セイ を焼却排ガス， 焼却

灰， 廃 PCB 試料に適用し た結果， 規制値レベルを ス ク

リ ーニングでき るだけの検出感度， 繰 り 返し精度が確保

でき る こ と が分かった。 種々の PCB 化学処理 （紫外線光

分解法， パラ ジウ ムカーボンを用いた触媒水素化脱塩素

化法，金属ナ ト リ ウ ム法）によ る処理済油について も 1pg-

TEQ/g 程度以下の活性値が得られ， WHO-TEQ と バイオ

ア ッ セイによ る TEQ はよ く 対応し ていた。固形廃棄物の

溶出試験液に対す る 生態毒性試験の適用法の検討を進

め， 溶出液にみられる高濃度塩類によ る毒性 と 有機物質

によ る藻類の過増殖への対処法を示し た。

　 ２ ） 臭素化ダ イオキシン類や BFRs について， ヘキサ

ブロモシ ク ロ ドデカン （HBCD）， テ ト ラブロモビ ス フ ェ

ノ ール A （TBBP-A） ， デカブ ロ モジフ ェ ニルエーテル

（D10BDE） の水への溶解度 （Sw）， オ ク タ ノ ール / 水分配

係数 （Kow） ， 融点および融解エン タルピーを測定し た。

自動車破砕残渣 （ASR） には PBDEs や TBBPA などの臭

素系難燃剤が数10～数100ppmのレベルで含まれてお り ，

同時に臭素化ダ イオキシン類も検出された。 一方， ASR

の溶融処理実験の結果か ら， それらに含まれる臭素系難

燃剤や臭素化ダ イオキシン類の99.95%以上は分解される

こ と が確認された。 国内における PBDE サブス タ ン ス フ

ローを推定し，ラ イ フサイ クルの各段階からの排出係数・

排出イ ンベン ト リ を推定し た。 発生源での排ガス濃度測

定に基づ く 排出量推定結果 （最大値） は， ケーシング材

等の難燃樹脂製造工程から 0.7 kg/ 年（排出係数 3×10 － 7），

家電 リ サイ クル施設から 2 kg/ 年 （3×10 － 7）， 焼却炉から

18 kg/ 年 （3×10 － 6） であった。従来の排出係数をあわせて

推定し た大気排出イ ンベン ト リ 総量は， 0.12 ～ 25 ton/ 年

と なった。 一方， 大気中濃度や降下ばいじん濃度のモニ

タ リ ングデータ と の比較では， 未把握の発生源の重要性

が示唆された。

　 ３ ） 有機塩素化合物の有無を迅速に判定する ための包

括的検査法について，と く に不揮発性有機汚染成分の LC/

MS 定量分析法の開発 と 調査を行い， 水質， 底質中の

HBCD, TBBPA の分析法開発を行い良好な回収率 と 精度

を得た。 埋立浸出水や海底底質の調査を行い， 難燃プ ラ

スチ ッ ク そのものに含まれる HBCD 分析法の検討を進め

ている。 ス ク リ ーニング分析法では， PRTR， 要調査項目

に掲げられ，国際的に優先性が高 く GC/MS で分析困難な

不揮発性有機成分を対象 と し て， 対象物質の概ね ７ ， ８

割 （約 100 種） のス ク リ ーニングが可能であ る こ と を確

認し た。 また， 廃棄物を対象に簡便 ・ 迅速な有機塩素化

合物の判定方法 と し て， 塩素原子を無機の塩化物イオン

に変え，硝酸銀溶液で検出する方法の有効性を確認し た。

　 ４ ） コプラナ PCB を対象と し て光分解法，Pd/C 触媒分

解法， 金属ナ ト リ ウ ム分解法の三法について分解過程に

おけ る分解経路を明確にする と と も に， 毒性等量が速や

かに減少する こ と を確認し た。 光分解においては， #126

の分解時には #77 が生成する分解経路が主要であ るが，

#77 の分解と と もに TEQ は減少し ていった。また，多種の

PCB を処理対象とする PCB 実処理施設における分解機構

を推定する ため， PCB 異性体混合時の分解実験を行い，

混合時において も単一異性体の分解機構で説明でき る こ

と を 明確に し た。 ま た固体電解質 （SPE, solid polymer

electrolyte） を利用し た電解反応系を設計し， ク ロ ロナフ

タ レンの脱塩素化を確認し た。

〔 関連研究課題〕

0105AB405 　 バイ オア ッ セ イ によ る循環資源 ・ 廃棄物の

包括モニタ リ ングに関する研究 96p.

0105AB406 　 有機臭素化合物の発生 と 制御に関する研究

97p.

0105AB407 　 循環資源 ・ 廃棄物中有機成分の包括的分析

システムに関する研究 98p.

0105AB408 　 循環資源 ・ 廃棄物中ダ イ オキシン類 ・ PCB

等の分解技術の開発に関する研究 99p.

0104BC240 　 廃棄物の熱的処理におけ る臭素化ダ イ オキ

シン類の長期的管理方策に関する研究 100p.

0204BE436 　 不法投棄廃棄物等に含まれる化学物質の包

括的計測手法の開発に関する研究 101p.

0305AE487 　 資源循環 ・ 廃棄物処理過程におけ る金属類

の排出係数と化学形態に関する研究 102p.

0305AE549 　 残留性有機汚染物質の甲状腺ホルモン撹乱

活性を検出する新規なバイオア ッ セイの開発に関する研

究 104p.

0406BC339 　 再生建材の循環利用過程におけ る長期的な

環境影響評価のための促進試験系の開発及び標準化に関

する研究 108p.

2． 1． 4 　 液状廃棄物の環境低負荷 ・ 資源循環型環

境改善技術システムの開発に関する研究

〔 研究課題コ ード 〕 0105PR014

〔 代表者〕 酒井伸一 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究セ

ン ター 　 セン ター長）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 21 世紀の環境問題におけ る極めて重要な課題

の一つ と し て， し 尿や生活雑排水等の液状廃棄物の

Reduce， Reuse， Recycle の 3R 対策があ る。 そ こ で， これ
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ら を目的 と し たバイオエンジニア リ ング と し ての浄化槽

等の活用や土壌 ・ 湿地等の生態系に工学を組み込んだエ

コエンジニア リ ングを活用し た環境低負荷 ・ 資源循環型

の処理システム技術開発 と 解析 ・ 評価に関する研究に取

り 組んでいる。 これらは開発途上国において も共通する

課題であ るが， これまで適正な対策技術の開発がな され

て こ なかったのが現状であ る。 それ故， 開発途上国への

展開を視野に入れ， 環境低負荷 ・ 資源循環型の液状廃棄

物の処理シス テム技術開発および活用方策に関する課題

について， 基盤研究をふまえた実証化研究を重点的に実

施する こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 窒素 ・ リ ン除去 ・ 回収型技術システムの開発に関する

研究 と し ては， 既設の合併処理浄化槽等にジルコ ニ ウ ム

系 リ ン吸着担体を用いた吸着脱 リ ンシステムを導入する

場合の評価と し て， 30 基の吸着脱 リ ン導入合併処理浄化

槽を用いた基盤データの蓄積 と 破過吸着担体から の効率

的な リ ン回収方法について検討を行った。その結果，2 段

階脱離法によ り リ ン脱離効率は約 95% を達成し， かつ，

真空濃縮法を用い純度 95% 以上の リ ン酸三ナ ト リ ウ ムの

結晶を回収でき る こ と がわかった。 さ らに， 高効率の再

生方法を開発でき， 生活排水から の リ ン回収および担体

の再生 と 再利用 と い う 一貫し た工程を実証し， 実用化シ

ス テ ム構築に資す る 基盤デー タ を得 る こ と がで き た。

　 浄化システム管理技術の簡易化手法の開発に関する研

究と し ては， FISH 法の原理 と操作工程を Multiwell Filter

Plate （MFP） に導入し た手法に改変する こ と によ り ， 夾

雑物の多い生物処理槽におけ る正確で高感度な定量化 と

現場におけ る硝化細菌等の検出の迅速化 ・ 簡易化手法を

開発する と と も に， 窒素除去効率を向上 さ せる ために，

循環比を従来の 3 ～ 4Q から 5 ～ 6Q に改変する こ と で，

処理水の T-N10mg ・ l-1 以下が達成できた。 また， 高度処

理浄化槽の好気槽にスポンジ状の担体を用い ヒ ル型輪虫

類を高密度に定着し た結果，処理水の BOD5mg ・ l-1 以下，

透視度 100cm 以上を維持でき る こ と が明らか と なった。

　 開発途上国に適し た省エネ ・ 省コ ス ト ・ 省維持管理浄

化システムの開発に関し て， 土壌 ト レ ンチシステムによ

る生活排水処理， および雑排水処理のための傾斜土壌処

理システムについての研究開発を行い， 反応機構解析や

界面活性剤処理能についての検討を行 う こ と で， コ ンパ

ク ト 化 ・ 高効率化のための基礎的知見を得る こ と ができ

た。 また， 東南アジア等で有効な ラ グーンへの魚類導入

では汚泥減量化が，フ ロー ト 式植栽システムの導入では，

根茎の微小動物類によ る藻類の捕食分解などによ る藻類

増殖の抑制効果が期待でき る結果を得た。 葦等を植栽し

た人工湿地処理におけ る植物根茎の浄化機能に関し て，

湿地内への根茎の酸素輸送が有機物分解や硝化の促進に

有効であ る こ と が判明し た。

　 バイオ ・ エコ と 物理化学処理の組合せを含めた技術に

よ る環境改善システムの開発に関する研究では， デ ィ ス

ポーザ導入によ る高濃度有機性廃棄物を対象 と し た リ ン

等の再資源化も踏まえた嫌気 ・ 好気性処理システムにオ

ゾンなどの物理化学的処理 と を組み合わせた技術開発を

進め， 特にマ イ ク ロバブル化し たオゾンが リ ン除去回収

の効率化 と 汚泥減量化の両立に有効であ る こ と が示唆さ

れた。 また， 高濃度有機性廃棄物の水素発酵に関し ては，

多様な環境か らの微生物の探索を行い， 特に熱処理消化

汚泥によ る水素生成能が著し く 高いこ と， PCR-DGGE 解

析によ り 水素発酵に関わる微生物は主に Clostridium 属で

あ る こ と がわかった。

　 生活系 ・ 事業場系から排出される液状廃棄物処理にお

け る処理効果や処理水の藻類増殖潜在能力 （AGP） 試験

の迅速化及び効率化， 精度向上のための測定手法の改良

並びに有毒藍藻類対策の評価手法について検討し た。 さ

ら に， 屋内湖沼シ ミ ュ レータ と フ ロー ト 式浄化シス テム

のモデル装置を用いた試験を行い， 藻類増殖抑制システ

ムの開発のための実用化に資する知見を得る こ と ができ

た。

〔 関連研究課題〕

0105AB409 　 窒素 ・ リ ン除去 ・ 回収型技術シ ス テムの開

発に関する研究 110p.

0105AB410 　 浄化シ ス テム管理技術の簡易容易化手法の

開発に関する研究 111p.

0105AB411 　 開発途上国の国情に適し た省エネ ・ 省コ ス

ト ・ 省維持管理浄化システムの開発に関する研究 112p.

0105AB412 　 バイ オ ・ エコ と 物理化学処理の組合せを含

めた技術に よ る 環境改善シ ス テ ムの開発に関す る 研究

113p.

0204BE428 　 生活排水処理シ ス テム浄化槽の窒素除去の

律速因子 と な る硝化細菌の迅速測定 ・ 高度処理 ・ 維持管

理技術の開発研究 114p.

0204CF426 　 新世紀枯渇化 リ ン回収型の総量規制対応シ

ステム技術開発 115p.

2． 2 　 化学物質環境リ スクに関する研究 - 効率的

な化学物質環境リ スク管理のための高精度リ

スク評価手法等の開発に関する研究

〔 研究課題コ ード 〕 0105PR021

〔 代表者〕 白石寛明 （化学物質環境 リ ス ク 研究セン ター

セン ター長）
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〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 ダ イオキシン類， 内分泌攪乱化学物質など， 化

学物質汚染はますます複雑化， 多様化し てお り ， 人の健

康や生態系に取 り 返しのつかない影響を も た らすおそれ

があ る。 そ こ で， 環境 リ ス ク概念を取 り 入れ， 科学的知

見の不足に起因する不確か さ を踏まえた リ ス ク評価 と そ

れに基づ く リ ス ク管理によ って， 化学物質管理の強化が

図られている。 我が国では， 生態系保全の観点か ら の リ

ス ク管理施策が途についたばか り であ り ， 生態 リ ス ク評

価の手法についての体系化が必要 と されている。 化学物

質の環境 リ ス ク を適切に管理するには， リ ス ク評価が的

確に行われる こ と が前提 と な る。 リ ス ク評価が適切でな

い と， リ ス ク管理に過大な社会コ ス ト を費やすこ と にな

り ， も う 一方では影響を受けやすい集団を切 り 捨て る こ

と にな り かねない。 こ のよ う な問題を解決するには リ ス

ク評価を よ り 高精度化する必要があ る。 しかし， 高精度

の リ ス ク評価は多 く のデータ を必要 と し， リ ス ク評価の

コ ス ト を増大させるおそれがあ る。 適正な コ ス ト の下で

的確に リ ス ク管理するには， 段階的に精度の異な る リ ス

ク評価で対象を絞 り 込んでよ り 高精度の リ ス ク評価を行

う 手順が必要 と な る。 こ のため， 少ない情報に基づ く リ

ス ク 評価手法や簡易な有害性試験法の開発が必要 と な

る。 また，化学物質の リ ス ク管理は， リ ス ク コ ミ ュニケー

シ ョ ンを促進し て社会的な合意の下に進める必要があ る

が， そのためには住民自ら が判断でき る よ う に リ ス ク情

報を分か り やす く 伝達する手法を確立する必要があ る。

本研究では， 以上のよ う な問題認識の下で， 新たに導入

される環境 リ ス ク管理施策を円滑に運用する ために必要

な リ ス ク評価手法の確立 と将来の環境 リ ス ク管理の さ ら

な る発展を目指し た リ ス ク評価手法の開発をめざ し， リ

ス ク評価の効率化， リ ス ク コ ミ ュ ニケーシ ョ ンの促進及

び リ ス ク評価の高精度化の柱のも と で ７ つの研究課題を

実施し ている。

〔 内容および成果〕

　 A. リ ス ク評価の効率化を目指し た研究課題化学物質の

こ と 前審査におけ る リ ス ク評価を効率化する ため， それ

ぞれの段階で入手可能な情報に基づき， 試験法やモデル

など を活用し て化学物質の曝露量や毒性影響を予測する

手法を開発する。

　（ １ ） マルチ メ デ ィ アモデル， 河川モデルではモデルの

改良及び物性や排出量などの基礎情報を収録し たデータ

ベース と の連携を と り ， 環境濃度予測システム と し て完

成させた。 また， 感度解析や具体的な物質群 （化審法の

第二種監視化学物質， 化管法 （PRTR 法） の第一種指定化

学物質， 環境測定データのあ る も のなど） にモデルを適

用し， 曝露可能性に基づいた化学物質の優先順位付けを

行った。 感度解析では分解速度に大きい感度を示すこ と

か ら， 分解に関するパラ メ ーターの設定に注意が必要で

あ る こ と がわかった。 内湾モデルでは， ノ ニルフ ェ ノ ー

ルや蛍光増白剤の実測値 と の比較に よ る検証を行った。

本来， サンプル数が増加するほど統計学的な予測の精度

は向上する も のであが， 今までの解析手法ではその傾向

は反映されていない。 モンテカルロ シ ミ ュ レーシ ョ ンを

用いて， 環境中の濃度分布が対数正規分布に従 う と い う

仮定の も と で不検出値を含むモニ タ リ ングデータセ ッ ト

か ら母集団の代表統計量の信頼区間を予測する手法を開

発し た。 検体数や検出数に依存し て信頼区間が変化する

本手法は， よ り モニ タ リ ングデータの現実に即し た評価

手法であ る。 ビ ス フ ェ ノール A の測定値を用い妥当性を

検証し， ノ ニルフ ェ ノ ールでモニ タ リ ングデータ よ り 環

境濃度の経年変化を検討し た。

　（ ２ ） 既往の論文などか ら毒性試験結果の収集及び信頼

性評価を行い， 構造活性相関に用いるデータセ ッ ト を作

成し た。 これを基に， 既存の構造活性相関式の適用性の

検討， 前年度検討し たニ ューラルネ ッ ト ワーク法によ る

魚類の構造活性相関式の信頼性の向上， 多変量解析手法

によ る構造活性相関式の導出のためのパラ メ ータ抽出を

行った。 ミ ジン コ試験での急性慢性比 （ACR） について，

ア ミ ン類の ACR が大きいこ と， 全体の 90% をカバーで

き る よ う な安全側で見る と， ミ ジン コの ACR は 50 程度

であ る こ と が示された。 OECD における藻類生長阻害試

験改定案及びウ キ ク サ生長阻害試験新規提案について，

我が国におけ る適用可能性の検討を行 う と と も に， 海生

生物等を用いた試験法に関する検討に着手し た。

　 B. リ ス ク コ ミ ュ ニュ ケーシ ョ ンに向けた情報提供方法

　  の開発

　 イ ン ターネ ッ ト を活用し た化学物質情報伝達シス テム

を試作， 運用し， 順次改良を加えてい く と と もに， PRTR

データ など を活用し て， 化学物質 リ ス ク を住民が理解し

やすい形で表示する手法を開発する。

　（ ３ ） リ ス ク コ ミ ュ ニケーシ ョ ン を促進する ためには，

正確な情報の収集 と 分か り やす く 伝え る ための加工 ・ 伝

達方法が重要 と なって く る。 化学物質の一般的情報， 水

生生物に対する生態毒性試験結果， 予測モデルや農薬に

関するデータベース を作成 ・ 改良し， 検索しやすい形で

公開する と と も に， これらのデータベースのデータ更新

を進めて き た。 化学物質の分析法を収録し た環境測定法

データベース （EnvMethod） の更新， 農薬データベース

の出荷量データの収集範囲の拡大， 化審法関連の既存化

学物質， 第二種監視化学物質 （旧指定化学物質） などの
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名称と化学構造式の入力を進めた。 農薬等の ADI と し て

厚生労働省，JMPR （Joint Meeting on Pesticide Residues） お

よ び JECFA （Joint FAO/WHO Expert Committee on Food

Additives） の公表値を対象 と し たポジテ ィ ブ リ ス ト 制の

対象 と な る 約 670 の農薬等 を 中心に許容一日摂取量

（ADI） を収集し， 評価機関ご と に整理し た。

　 C. リ ス ク評価の高精度化を目指し た研究課題

　 高 リ ス ク 集団を的確に把握 し て リ ス ク 評価を行 う た

め， 環境濃度の時空間的な変動を予測するモデルの開発

と， 人の化学物質に対する感受性要因の抽出を行 う 。 ま

た， 複数の化学物質に由来する環境 リ ス ク を総合的に評

価する ための複合曝露評価， バイオア ッ セイ手法につい

て検討する。

　（ ４ ） GIS 河川モデルを用いケース ス タデ ィ ー と し て信

濃川流域中流部を選び， 実測濃度の範囲 と 平均値， およ

び 2 つの GIS 河川モデル （希釈および消長モデル） を用

いて，水量変動に対応する河川水質濃度の予測を行った。

消長モデルからは， 観測濃度の範囲 と ほぼ対応する予測

濃度分布が得られ， モデル予測はほぼ流域動態を再現す

る こ と が示された。 魚介類の産地別の濃度変動を， 人へ

のダ イオキシン類曝露評価に反映させる ための検討を行

い， 産地別の魚介類実測濃度か ら， ト ータルダ イエ ッ ト

調査等の食こ と 調査で測定された曝露量分布をほぼ再現

でき る こ と を明らかにし た。

　（ ５ ） ヒ 素の代謝について詳細な検討を加え る と と も

に， 培養細胞を用いて環境中に見られる三価 と 五価の無

機 ヒ 素， な らびに無機 ヒ 素の代謝物の細胞内取込み量 と

毒性の評価を行った。 ヒ 素 メ チル化酵素であ る ヒ ト リ コ

ンビナン ト Cyt19 を作製し て無機 ヒ 素の メ チル化を調べ

た と こ ろ， 無機 ヒ 素がまずグルタチオンによ る抱合を受

け，その後に Cyt19 によ り メ チル化される と推測された。

従って， 遺伝的感受性要因を考え る際には， ヒ 素 メ チル

化酵素 Cyt19 と と もに ヒ 素グルタチオン転移酵素などの

ヒ 素 と グルタチオンを反応させ う る酵素の遺伝的多型も

今後調べるべきであ る と 考え られた。 また， 各 ヒ 素化合

物の細胞毒性の違いは， 細胞内への取込み量の差異によ

り 説明 さ れ る こ と も 明 ら か と な っ た。 動物実験の毒性

データか ら人への毒性発現投与量を推定する ために， 生

理学的薬物動態モデル （PBPK モデル） を使って， 毒性

発現の標的臓器を介し た外挿法を検討し ているが， 16 年

度は， 母乳由来の高濃度ダ イ オキシン摂取によ る乳児 ・

小児での体内濃度 と 大人 と の関係を比較する ために， 人

の乳児 ・ 小児を対象と し た PBPK モデルを構築し， 体内

組織中ダ イ オキ シ ン濃度の推移の検討 と リ ス ク 評価を

行った。 薬物代謝酵素活性の欠損は発がん物質に対する

感受性を増加する こ と が知られているが， 感受性がどの

程度増加するか定量的に評価されていない。 第 II 相薬物

代謝酵素や抗酸化タ ンパク質の遺伝子発現に必須の転写

因子であ る Nrf2 を遺伝子工学の手法によ り 欠損し たマウ

ス （Nrf2-KO マウ ス） では， 第 II 相薬物代謝酵素のレベ

ルが著し く 低下し ている。Nrf2-KO マウ スの変異原物質・

ベンゾ [a] ピ レ ンへの感受性を野生型 と比較し た と こ ろ，

突然変異頻度は 2 倍上昇し た。 第 II 相薬物代謝酵素の欠

損によ り B[a]P への感受性が 2 倍上昇する こ と が明らか

になった。

　（ ６ ） 化学物質の複合曝露によ る リ ス ク について環境媒

体間の比較を行う ため，水道水源中に含ま れる 化学物質を

摂取し たと 想定し た場合の発がんリ ス ク を算定し ，大気か

ら の曝露によ る 発がんリ ス ク と 比較し た。ダイ オキシン類

の複合曝露影響を 評価する には TEF （toxicity equivalent

factor） が用いられるが， 各同族体の人 と実験動物間の感

受性や体内動態の違いを考慮し た値 と はなっていない。

こ の問題を解決する ために， 代表的なダ イオキシン同族

体の臓器中濃度を予測する PBPK モデルを人について構

築し た。 また， ダ イオキシン投与によ る影響のマーカー

であ る ラ ッ ト 肝臓前癌病変 （結節） の形成能を各同族体

間で比較し， 結節形成を指標 と し て， 同族体間の毒性の

相対強度を比較し た。

　（ ７ ） バイオア ッ セ イ手法の定量的な有効性の検証を目

的 と し て， ベンゾ （a） ピ レ ン （B （a） P） について， 変

異原性の in vivo 試験の結果 （エーム ス法），遺伝子導入動

物 （gpt delta マウ ス） の in vivo 試験 と発がん試験結果の

比較を行い， それぞれの測定値の間には高い相関性を見

いだし， 各手法によ る測定値の換算を試みた。 前年度は，

デ ィ ーゼル排気中の主要な変異原物質であ る 1,6- ジニ ト

ロ ピ レン （1,6-DNP） とベンゾ （a） ピ レ ン （B （a） P） を

gpt delta マウ スの肺に気管内投与し て比較実験を行った

結果， 1,6-DNP は B （a） P の約 18 倍 と強い変異原性を示

し た。 一方， エーム ス法では菌株毎に比変異原性は大き

く 異なった。 また， デ ィ ーゼル排気の変異スペク ト ルは

1,6-DNP と きわめて類似し てお り ，デ ィ ーゼル排気の変異

原性の主な原因は B （a） P よ り も 1,6-DNP であ る こ と が

示唆された。

〔 関連研究課題〕

0305DA510 　 化学物質 リ ス ク評価におけ る定量的構造活

性相関に関する研究－反復投与毒性試験を指標にし た ３

次元構造活性相関モデルに関する研究 148p.

0404AE364 　 数理モデル と 生物試験を併用し たダ イ オキ

シンの ヒ ト 健康 リ ス ク評価 149p.

0406CD496 　 数理モデル と 生物試験を併用し たダ イ オキ
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シンの人健康 リ ス ク評価 151p.

0406KZ511 　 宇宙放射線被曝がゼブ ラ フ ィ ッ シ ュ体内の

突然変異発生に及ぼす影響 161p.
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国立環境研究所年報 （平成 16 年度）
1． 地球温暖化を始めとする地球環境への取り組み

1． 1 　 温室効果ガスの排出源 ・ 吸収源評価と個別

対策の効果評価に関する研究

（1）　大気中二酸化炭素の接地境界層から自由対流圏に

かけての輸送に関する基礎的研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0104AE102

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○町田敏暢 （大気圏環境研究領域）， 井上元，

遠嶋康徳， 高橋善幸

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 16 年度 （2001 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 二酸化炭素の放出源 ・ 吸収源の強度や分布を明

ら かにし， 将来の濃度予測を確かな も のにする ために大

気中二酸化炭素濃度の時間的 ・ 空間的変動が世界各地で

観測されている。 しかし ながら二酸化炭素の観測が主に

行われている大気境界層内 と 自由対流圏 と の間の輸送過

程に関する知識が不足し ている ために， 二酸化炭素の放

出源 ・ 吸収源の定量的な見積に障害が生じ ている。 本研

究では主に陸域において陸上生態系の影響を強 く 受けた

大気中の二酸化炭素濃度を地上付近から自由対流圏まで

高度毎に長期間の観測を行 う こ と によ って， 二酸化炭素

の境界層 - 自由対流圏間の交換過程の季節依存性や強度

について知見を得る こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 シベ リ ア森林上空におけ る航空機観測で得られた二酸

化炭素濃度， 気温および比湿の鉛直分布を解析する こ と

によ って二酸化炭素濃度の変動を大気境界層内 と 自由対

流圏に区別し て導出する こ と ができ た。 その結果， 大気

境界層内の二酸化炭素濃度の季節振幅 と 自由対流圏の振

幅には ２ 倍以上の差が存在する こ と がわかった。 ま た，

年平均濃度は大気境界層内が自由対流圏よ り 2ppm 以上

高 く ， rectifier 効果が大きいこ と がわかった。

　 本解析結果を ３ 次元炭素循環モデル と 比較 し た と こ

ろ， モデルは大気境界層―自由対流圏間の交換が十分に

表現 さ れていない こ と がわか り ， モデル改善の指針 と

なった。

〔 備考〕

（ 2）　 木製品における炭素蓄積に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0204AE335

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○橋本征二 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 森口祐一

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 地球の炭素循環におけ る森林セ ク ターの役割

は十分明ら か と なっていないが， その一つが木製品によ

る炭素固定 と される。 一方， 気候変動防止のための国際

的な取組において， 木製品によ る炭素固定が対策の候補

に挙げられている。 しかし ながら， その炭素蓄積量や気

候変動対策上の位置づけに関する研究は世界的にも少な

く ， 日本を対象 と し た包括的な研究はない。 本研究は，

木製品におけ る 炭素固定について明 ら かにす る と と も

に， 国別イ ンベン ト リ ーにおけ る異な る勘定方法の評価

を行 う こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 本年度は， 初年度に行っ た日本における 木製品と し て

の炭素流動量， 蓄積量の推計を よ り 精緻化し ， 初年度に

得た結論を 次のよ う に修正し た。 １ ） 木製品の炭素蓄積

量は， 1990 年には 284Tg-C， 2000 年には 338Tg-C と 推計

さ れた。 1990 年における 木製品の炭素蓄積量は， 1990 年

における 日本の森林生態系（ 植生のみ） の炭素蓄積量の

約 20％に相当する 。 ２ ） 炭素蓄積量の変化は， 1990 年に

は 7.3Tg-C/ 年の増加， 2000 年には 3.6Tg-C/ 年の増加と 推

計さ れた。 分析を 行っ た期間内では， 炭素蓄積量は増加

し ている が， その量は年々減少し ている 。 1990 年におけ

る 炭素蓄積量の増加は， 1990 年における 化石燃料と セメ

ント 生産から の炭素排出量の約 2％に相当する 。 ３ ） 木製

品のう ち， 埋立地における 炭素蓄積量については不確実

性が高いこ と から ， 上記の推計値は埋立地における 生物

分解のパラ メ ータ ーの設定次第で数％程度変化し う る 。

〔 備考〕

当課題は重点研究分野Ⅳ．2.(1) にも関連

（ 3）　 大気・ 陸域生態系間の温暖化気体の交換プロセス解

明に関する基礎研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0204AE461

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1-1 炭素循環と吸収源変動要因の解明

〔 担当者〕 ○高橋善幸 （大気圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 生態系内において大気 と 陸域生態系間のガ ス

交換によ る二酸化炭素， メ タ ンなど温暖化ガスの濃度変

化を観測し， 温度や水分などの環境変動 と の関連を明ら

かにする。

〔 内容および成果〕

　 チャ ンバー法を用いて土壌表面でのガス交換を観測す
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る こ と を目的 と し て， サンプ リ ング装置を開発し た。 こ

のサンプ リ ング装置によ り ， チャ ンバー内の圧力やガス

濃度の変動によ り 生じ る誤差を最小限に抑え， 高精度な

ガス交換料の推定が可能と なった。

　 こ のサンプ リ ング装置によ り ， 北海道のカ ラ マツ林に

おいて土壌が交換する二酸化炭素， メ タ ン， 亜酸化窒素，

水素， 一酸化炭素のフ ラ ッ ク ス を定期的に観測し た。 二

酸化炭素は年間を通じ て土壌か ら放出されているが， メ

タ ン， 一酸化炭素， 水素は常に土壌によ り 吸収されてい

た。 また， 亜酸化窒素については， 常に微弱な放出が観

測された。 メ タ ンおよび水素の吸収は土壌温度 と 強 く 関

連し てお り ， 夏場に吸収の極値を と る。 また， こ の二つ

のガス成分の吸収については土壌水分 と の関連は見られ

なかった。 メ タ ンの吸収速度は場所によ り 大き く 異な る

こ と が確認されたが， 水素については顕著な空間的不均

一性は見られなかった。土壌によ る水素の吸収の影響は，

森林内の大気のガス成分の日変動にも観察された。

〔 備考〕

（ 4）　 ト ッ プダウン（ 大気観測） アプローチによるメ ソ ス

ケールの陸域炭素収支解析

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 S-1

〔 研究課題コ ード 〕 0204BA475

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1-1 炭素循環 と吸収源変動要因の解明

〔 担当者〕 ○井上元 （地球環境研究セン ター）， 町田敏暢

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 本研究は， ボ ト ムア ッ プ （微気象 ・ 生態学的）

アプローチによ り 陸域生態系の炭素収支を推定する方法

と は逆に， 大気中の二酸化炭素濃度の観測か ら， その地

表面での吸収 ・ 放出量の分布を推定する も のであ る。 即

ち， 地表面におけ る二酸化炭素の吸収 ・ 放出 と 大気中の

移流拡散の結果 と し て濃度分布がき ま るが， その分布観

測か ら逆に地表面の収支を推定する。 こ の推定値をボ ト

ムア ッ プアプローチによ って得られた結果 と 比較検討す

る こ と によ り ， 二酸化炭素収支のよ り 客観的な推定を行

う （イ ンバースモデル解析） と 共に， 森林によ る二酸化

炭素収支モデルやス ケールア ッ プの方法の妥当性を検証

でき る。 イ ンバースモデル解析に必要なデータは， 二酸

化炭素の ３ 次元分布の変動であ るが， こ こ では新たな観

測手段の開発も視野に入れつつ， 実現性のあ る地上観測

で代用する。 地上観測は， 大気の水平輸送の風上 ・ 風下

であ る シベ リ ア大低地の東西端に南北に並ぶそれぞれ数

点の観測ラ イ ン，その中間や南北に数点の合計 10 ヵ所で，

100m 規模のタ ワーから大気を採取し自動分析する。初期

値 と し て炭素収支モデル と そのパラ メ ータの地理情報か

ら地表面での二酸化炭素発生 / 吸収量を推定する。 その

収支分布の下で大気の輸送を一定期間計算し， 大気分布

の初期値に依存せず地表面の二酸化炭素収支 と 輸送プロ

セ ス にのみ依存する二酸化炭素の ３  次元分布を計算す

る。 これ と 二酸化炭素濃度観測ネ ッ ト ワーク のデータ と

の差が最小にな る よ う に， 二酸化炭素収支の分布を補正

する。 こ の方法はグ ローバルなス ケールでは成功を収め

ているが， こ こ で開発する メ ソ ス ケールのイ ンバースモ

デル解析は先例のないチャ レ ンジな課題であ る。 こ の課

題を遂行するには中規模の大気擾乱の影響， 雲生成を伴

う 強い鉛直対流， 雲によ る光合成有効日射の変化などの

プロ セス を限られた観測データか ら推定し， モデルに取

り 込む必要があ る。

〔 内容および成果〕

　 地上での観測ネ ッ ト ワーク を構築し， 信頼のでき る通

年観測データ を取得する ための機器開発を行った。 （ １ ）

物資の輸送が困難であ る こ と から， 主要な消耗品であ る

標準ガスの使用量を抑制し， かつ， 高精度の校正が可能

なシステムを開発し た。 現地で大気を採取 ・ 乾燥 ・ 加圧

し， シ リ ンダーに充填し， これを高頻度での観測値の校

正に使用する こ と と し た。 こ の現地標準を使用しつつ，

日本か ら 輸出 し た ワーキ ン グ ス タ ン ダー ド で値付け を

行っている。 （ ２ ） 電力使用量を抑制し た二酸化炭素測定

システムの開発を行った。 高精度の測定には観測室の温

度を一定に保つ必要があ る。 空調など大電力を必要 と し

ない方法 と し て， 機器を収納する コ ンテナの断熱を良 く

し， かつ， 内部に 2 ト ンの水をいれ熱容量を大き く する

方法を と る こ と によ り ， 庫内の温度の日変化を小さ く す

る こ と に成功し た。 （ ３ ） メ タ ンの測定は一般にガス ク ロ

で測定するが， 大量の水素， 空気の消耗品や電力を必要

とする。こ こ ではガス漏れ検知器であ る SnO2 をベースに

し た可燃性ガス検地センサーを高度化し， 3ppb の精度で

測定でき る装置を完成し た。 これによ り 10W 程度の電力

によ り 連続的に測定可能と なった。 04 年度には， これら

の装置を， 西シベ リ アの ５ ヵ 所， ベレ ゾ レチカ， パラベ

ル， イ グ リ ム， ナヤブルス ク， ヤ クーツ クに設置し たが，

その内 ２ ヵ 所はいまだロ シア当局の許可が得られず， 運

転は開始でき ていない。 現在の と こ ろ測定装置は良好に

稼動し てお り ， 緯度や経度によ る二酸化炭素濃度などの

明瞭な差がえ ら れつつあ る。 地上 タ ワ ーにおけ る 観測

データが， 内陸での混合層の濃度を代表し ているかど う

かが， 大き な検討課題であ っ た。 こ れを確認する ため，

小型航空機によ り 二酸化炭素濃度の高度分布を通年 ・ 高

頻度で測定し， タ ワーデータ と の相互比較を行った。 そ
―  44  ―



国立環境研究所年報 （平成 16 年度）
の結果， 航空機によ る観測結果は， 地上タ ワーでの同時

刻データの低濃度包絡線上に乗る こ と が判明し た。 これ

は地上タ ワー観測は雲天 ・ 雨天のデータ を含んでお り ，

熱対流によ る鉛直混合が弱 く ，植生の光合成が弱いため，

二酸化炭素濃度が高いケース も含んでいるが， 他方， 航

空機観測は晴天日に実施し てお り ， よ く 混合され光合成

によ り 二酸化炭素が低濃度になった空気がよ く 混合され

ている ため と理解でき る。 今後， GOSAT 衛星観測を含め

たデータ を解析する上で， 晴天日バイ ア ス を考慮し て解

析する こ と が必要であ る こ と を示唆し ている。

〔 備考〕

こ の研究は地球環境研究総合推進費によ る ものであ る。

（ 5）　 市町村における 温室効果ガス排出量推計およ び温

暖化防止政策立案手法に関する 研究 (2) 市町村にお

ける 運輸部門温室効果ガス排出量推計手法の開発お

よび要因分析

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 B-61

〔 研究課題コ ード 〕 0204BA337

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○松橋啓介 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ），

工藤祐揮

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 国内の市町村において効率的かつ有効な温暖

化防止政策を早期に実施する こ と が不可欠な こ と か ら，

容易に入手可能な統計データ を用いて排出量を推計でき

る手法 と 政策手段の効果把握等の ノ ウハウ を提供する こ

と を本研究の目的 と する。 そのために， 特に運輸部門に

ついて， 市町村単位の温室効果ガ ス排出量を既存統計

データか ら推計する手法を開発し た う えで， 排出要因の

分析や排出実態に基づ く 市区町村の地域類型化を行い，

温暖化対策の類型別体系的整理やその効果を推計する こ

と を目標とする。

〔 内容および成果〕

　 市町村が運輸部門の温室効果ガス排出量を容易に推計

でき る手法を開発する ために， パーソ ン ト リ ッ プ調査等

の対象地域について市町村別に手段別 CO2 排出量を算出

し， 市町村指標を用いて対象地域外の CO2 排出量を予測

する排出量推計式を構築する計画 と し ていた。 し か し，

全国を対象 と し た自動車起終点調査データの利用許可が

得られた こ と から， 全国市区町村の車種別 CO2 排出量を

直接推計する こ と ができ た。 これを元に， 将来予測や対

策評価を簡易に行 う ための手法の開発を行った。 本年度

は， 全国の市区町村および県 ・ 郡について車種別 CO2 排

出量を登録地， 目的地ベースで集計し た結果 と， その計

算根拠 と な る人口当た り 保有車両数， 保有車両数当た り

ト リ ッ プ数， ト リ ッ プ当た り 走行距離， 排出係数等， お

よび断面交通量によ る通過地集計， 燃料販売データによ

る給油地集計抽出 ・ 表示する排出テーブルシステムの作

成を行った。 これによ り ， 自治体毎に， 車種別の CO2 排

出量の把握 と 将来や対策導入後の簡易予測が可能であ

る。

〔 備考〕

研究代表者 ： 中口毅博 （特定非営利活動法人環境自治体

会議環境政策研究所）

（ 6）　 京都議定書吸収源と し ての森林機能評価に関する

研究 (2) 吸収量評価モデルの開発と 不確実性解析

1) 吸収量評価モデルの開発 2) 吸収量評価モデルの不

確実性解析

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 B-60

〔 研究課題コ ード 〕 0204BA338

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1- 1 炭素循環と吸収源変動要因の解明

〔 担当者〕 ○山形与志樹 （地球温暖化研究プロ ジェ ク ト ），

Georgii A. Alexandrov， 小熊宏之

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 京都議定書で認められた植林 ・ 森林管理等の炭

素吸収源活動に伴 う 吸収量評価モデルを開発し， 吸収量

推定の不確実性を検証する。 テス ト サイ ト におけ るデー

タ を用いて開発 ・ 検証されたモデルを用いて， 最終的に

は国全体での吸収量の算定に利用可能 と する ための， 地

理情報データ の整備 と その精緻化も 合わせて実施する。

評価対象とする吸収源活動は， 3 条 3 項， 4 項の活動であ

るが， 第 2 約束期間以降のフルカーボンアカ ウ ンテ ィ ン

グ ・ モデルに も発展可能 と な る よ う ， 森林生態系全体の

吸収量を把握でき るモデルの開発 と 不確実性の解析を目

的とする。

〔 内容および成果〕

　 本研究では， 森林におけ る炭素収支を推定する こ と を

目的 と し て， 生態学的なプロ セス （光合成 ・ 呼吸 ・ 土壌

分解等） を組み込んだモデルを開発する。 生態学的なア

プローチによ る炭素収支推定モデルは， 従来の林業統計

に基づいた炭素吸収量の推定手法 と はま った く 異なった

アプローチによ る ため， 京都議定書に関連する森林吸収

源活動の炭素収支の算定に基づいて報告を作成する際の

検証 （Verification） ツール と し て利用する こ と が可能で

あ る。 また， 森林を生態系 と し て と ら え る ために， 地上

部の植生だけではな く ， 地下部の土壌や残材 （ リ ッ ター，
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切 り 株等） の分解を も含めた生態系全体での炭素収支を

推定する こ と が可能になる利点を持っている。 このため，

京都議定書の第 ２ 約束期間以降か ら有力なアカ ウ ンテ ィ

ング手法 と し て考え られている全炭素収支 （フルカーボ

ンアカ ウ ンテ ィ ング） にも発展可能な手法であ る。 また，

本研究では， 新たに開発された生態学的なアプローチに

基づいた森林炭素吸収量評価モデルを用いて， 全国レベ

ルで森林生態系におけ る炭素収支の推定を試みる。 こ の

ため， モデルの入力パラ メ ータ と し て， 日本全国につい

ての環境・森林情報を １ km メ ッ シュデータに整備し，国

内の人工林におけ る炭素吸収量の， 予備的な算定を試み

た。 その結果， 本モデルを用いて， 日本全国の森林生態

系 （人工林） の年間炭素吸収量を推定し た結果， 森林バ

イオマスの成長量に相当する純一次生産量 （NEP） は 140

Mt C/yr， 土壌呼吸や伐採等に伴 う 排出を差引いた森林生

態系におけ る正味の炭素吸収量に相当する純生態系生産

量 （NBP） は 16 Mt C/yr と それぞれ推定 （暫定値） され

た。 さ ら に， モデルパラ メ ータのキ ャ リ ブレーシ ョ ン と

不確実性の検証を実施し， さ ら に炭素吸収量推定精度を

向上させたモデルの開発を目的と し て， CO2 フ ラ ッ ク ス

観測値 （高山および苫小牧） を用いた解析を実施 し た。

高山の天然林での フ ラ ッ ク スデー タ を用いた解析の結

果， 本モデルを用いて CO2 フ ラ ッ ク スの時間変動が高精

度に推定され， 森林 と 下層植生によ る光合成量の分離に

も成功し た。 また， 苫小牧でのデータの解析の結果， カ

ラ マツ人工林で も炭素吸収量の推定が可能であ る こ と が

示された。

〔 備考〕

研究代表者 ： 天野正博 （森林総合研究所）

当課題は重点研究分野 Ⅳ．1.(2) および 1.(3) にも関連

（ 7）　 21 世紀の炭素管理に向けたアジア陸域生態系の統

合的炭素収支研究～ボト ムアッ プ（ 微気象・ 生態学

的）アプローチによる陸域生態系の炭素収支解析に関

する研究 (1) 森林・ 草地生態系における炭素収支の定

量的評価に関する研究： 熱帯森林生態系における炭素

収支

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 S-1

〔 研究課題コ ード 〕 0206BA830

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1- 1 炭素循環と吸収源変動要因の解明

〔 担当者〕 ○奥田敏統 （生物圏環境研究領域）， 近藤俊明，

沼田真也， 梁乃申， 藤沼康実， 井上元

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 18 年度 （2002 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 東南アジアの熱帯雨林や季節林において現地

調査及び既存データの収集を行い， 炭素循環に関する積

み上げモデル と林冠面での二酸化炭素フ ラ ッ ク スデータ

の整合性などについて検討を行 う 。 特に本課題では森林

の分解過程や土壌か らのフ ラ ッ ク スに焦点をあて， 森林

の炭素循環に関する コ ンパー ト メ ン ト モデルを補完する

こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 マレーシア ・ パソ森林保護区およびタ イ ・ ホ イ カーケ

ン自然保護区の熱帯林 ・ 季節林において， 土壌呼吸や リ

ター分解， 倒木分解などについて調査を行い， コ ンパー

ト メ ン ト モデルの充実を図った。 また両プロ ッ ト に於い

て地上部現存量の経年変化についてのデータ収集を行っ

た。 具体的には以下の項目について調査を行った。

　（ １ ） タ イ国ホ イ カーケーン野生生物保護区に設置し た

調査区において， 林分構造， 幹材高度， 肥大成長の季節

変化について野外調査を行い， 季節性熱帯林におけ る炭

素蓄積に関する解析を行っ た。 調査区で優占する 2 種

Dipterocapus alata と Hopea odorata のの胸高断面積合計は

ほぼ等し く ， この 2 種でプロ ッ ト 全体の 28％を占める こ

と がわかった。

　（ ２ ） 上記調査区において幹材硬度について検討し た と

こ ろ， 胸高直径＞ 20cm の全個体 1089 本の樹木の平均幹

材硬度は 45±15 kg f cm-1 であった。 この値は， 低地熱帯

雨林の一つであ るパ ソ 森林保護区の二次林の値 （44±15

kg f cm-1） と ほぼ同じであ る こ と がわかった。 また， 幹材

硬度は， 樹種にかかわらず大径木ほど低下する傾向が見

られた。 こ のよ う な現象は， 他の森林タ イプで これまで

観測し なかった も ので， 季節林に得意な特徴であ る可能

性が示唆された。

〔 備考〕

当課題は重点研究分野 Ⅳ．1.(1)， 1.(2)， 1.(3)， 4(2) にも 関連

（ 8）　 分光法を用いた遠隔計測に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0308AE539

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○森野勇 （大気圏環境研究領域）， 杉本伸夫，

中根英昭

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 20 年度 （2003 ～ 2008 年度）

〔 目　 的〕 人工衛星， 地上等からの分光遠隔計測によ って

地球大気中の微量成分の存在量及びその変動を把握する

と き， よ り 精度良 く 必要な情報を得る ためには， 遠隔計

測法， 放射伝達の取 り 扱い及びデータ解析法に関する検

討 と 微量成分の分光パ ラ メ ー タ の高精度化が重要であ
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る。本研究では分光の視点に立って関連する研究を行い，

高精度化に貢献する こ と を目標とする。

〔 内容および成果〕

　 本年度は， 実験室分光測定で使用する ガスセル及び光

学系の整備を行った。 二酸化炭素の吸収スペク ト ルを測

定し装置の性能評価を行ったが， 改良点すべき点が明ら

か と なった。 また， 今まで取得し た実験データの解析を

実施し た。 さ ら に， 大気遠隔計測用フー リ エ変換赤外分

光計において， 温暖化ガス を効率よ く 測定する ための装

置改修が完了し た。 本装置によ る大気測定スペク ト ルの

リ ト リ ーバル解析を開始し た。 遠隔計測データの解析法

について検討を行った。

〔 備考〕

（ 9）　 北東ユーラ シアの森林を 代表する カ ラ マツ 林生態

系の大気二酸化炭素安定同位体比分別効果の時間的

変動と その環境応答に関する研究

〔 区分名〕 奨励

〔 研究課題コ ード 〕 0304AF427

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1- 1 炭素循環と吸収源変動要因の解明

〔 担当者〕 ○高橋善幸 （大気圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 北東ユー ラ シア を特徴付けてい る代表的な植

生であ る カ ラ マツ林生態系内において大気 と 陸域生態系

間の二酸化炭素 （CO2） 交換に伴 う 同位体比の変動を観測

し， 環境変動と の関連を明らかにする。

〔 内容および成果〕

　 森林内の大気および土壌呼吸によ り 放出される二酸化

炭素をサンプ リ ングする ためのサンプ リ ング装置を開発

し た。 特に， これまで高精度の分析が困難で信頼でき る

値がほ と んどない と されて き た土壌呼吸成分の同位体分

析について， 適切な条件下で 0.1permil 以内の精度で炭素

安定同位体比を決定する ための手法を確立し た。

　 カ ラ マツ林か ら呼吸によ り 放出される二酸化炭素の炭

素安定同位体比には有意な時間的変動性があ る こ と が確

認され， 平均値は同じ緯度帯での他の植生での値に比べ

顕著に低い値 と なった。 これは， 観測サイ ト 周辺で成長

期に降水量が多い こ と と， カ ラ マツの もつ生理的な特徴

の両方の影響によ る と予測された。

　 土壌呼吸によ り 放出される二酸化炭素の炭素安定同位

体比に も季節的な変動性があ る こ と が確認された。 これ

は， カ ラ マツ林 （落葉針葉樹林） に特徴的な リ ターの集

積 ・ 分解の季節サ イ ク ルを反映し た も の と 考え ら れる。

こ の季節的変動の振幅 （1permil 以上） は従来のモデルに

よ り 推定さ れた値 （0.3permil） に比べ著し く 大きい こ と

が明らか と なった。

〔 備考〕

（ 10）　 定期旅客便による温室効果気体観測のグローバル

スタ ンダード 化

〔 区分名〕 文科 - 振興調整

〔 研究課題コ ード 〕 0305CB432

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1- 1 炭素循環と吸収源変動要因の解明

〔 担当者〕 ○町田敏暢 （地球温暖化研究プロ ジェ ク ト ）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 温室効果気体の観測は， その季節変動 ・ 経年変

動などの情報を基に将来予測に関わる知見が得られる こ

と から， 定期的 ・ 長期的かつ広範囲にわたって実施され

る必要があ るが， 現在実施されているチャーター機によ

る観測は極めて限定的にな ら ざ る を得ない。 一方， 定期

旅客便は頻度， 範囲， 長期性 と い う 点か ら極めて魅力あ

る観測プラ ッ ト フ ォーム と言え る。

　 こ のよ う な定期的 ・ 長期的な観測を世界に拡大し， か

つ継続的な観測を実施する ためには， あ ら ゆる航空機に

搭載でき る， 「安全で維持管理の容易な」 測器を開発する

必要があ る。

　 本研究は， 航空機によ る温室効果気体の三次元観測網

の整備を進める ため， グ ローバルス タ ンダー ド と も言え

る測定システムを開発し， その有効性を明ら かにする こ

と を目的とする

〔 内容および成果〕

　 2003 年度に試作し た航空機搭載型二酸化炭素濃度連続

測定装置 と フ ラ ス コサンプ リ ング装置を基にし て両装置

の実装モデルを製作し た。

　 両観測装置の実装モデルを用いて， 温度， 圧力， 電磁

ノ イ ズ等の環境変化が装置及び航空機に影響を及ぼさ な

いこ と を確認する試験を実施し た。

　 これら の装置を米国ボーイ ング社の航空機に搭載する

承認を得る ために， FAA （米国連邦航空局） によ る立会

試験 （環境試験） が実施され， これに合格し た。

　 これらの装置を B747-400 機と B777-200 機に搭載する

ためのイ ン ターフ ェ イ ス及び試料空気導入ラ イ ンの設計

及び製作を行った。

　 JAXA （宇宙航空研究開発機構） 所有の小型航空機に二

酸化炭素濃度連続測定装置を搭載 し て試験飛行を実施

し， 装置が正常に機能する こ と を確認し た。

〔 備考〕

課題代表者 ： 小川利紘 （（財） 日航財団）
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（ 11）　 波照間・ 落石モニタ リ ングステーショ ンで観測さ

れる微量気体成分の短周期変動に基づく 東アジア地

域の相対的発生源強度の推定

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0405AE342

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○遠嶋康徳 （大気圏環境研究領域）， 向井人史，

谷本浩志， 町田敏暢

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 17 年度 （2004 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 波照間 ・ 落石モニタ リ ングステーシ ョ ンで観測

される各種微量気体成分 （ メ タ ン， 二酸化炭素， 亜酸化

窒素， 一酸化炭素等） には気象場の変化に伴 う 数日周期

の変動が見られる。 通常， 大陸等の発生源地域を通過し

たエアマスが観測点に到達し た場合， 濃度の高ま り が観

測され， 各成分間に高い相関関係が見られる。 こ のよ う

な相関関係に見られる各成分間の濃度変動の比は発生源

強度の比を反映し ている と 考え られる。 本研究では観測

結果を も と に東アジア地域から の各気体成分の発生源強

度の比に制約条件を見いだすこ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 波照間島で観測 さ れた メ タ ン （CH4） ， 二酸化炭素

（CO2）， および一酸化炭素 （CO） の濃度変動を調べる と，

10 月から ５ 月にかけて短周期 （数日） の濃度上昇が高頻

度で見られる こ と， また， それぞれの成分の変動には正

の相関が見られる こ と が分かった。 流跡線解析によ り エ

アマスの起源を調べる と， こ の様な イベン ト が大陸か ら

のエアマ ス の輸送 と 一致す る こ と が分か っ た。 ２ 年間

（2000 年 1 月から 2001 年 12 月） のデータ を用いて各成

分間の濃度の変動比を調べる と， d （CH4） /d （CO） ， d

（CO2） /d （CO） ， d （CH4/d （CO4） はモル比でそれぞれ約

0.3， 30， 0.01 であった。 これらの値は秋期から春期にか

けて中国から放出されるそれぞれの発生量に比率を反映

し ている と 考え られ， 発生量の推定値に対する制約条件

と なる と考え られる。

〔 備考〕

（ 12）　 環境低負荷型オフ ィ スビルにおける地球・ 地域環

境負荷低減効果の検証

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0404AE408

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○一 ノ瀬俊明 （地球環境研究セン ター），新津潔

〔 期　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔 目　 的〕 国立環境研究所地球温暖化研究棟各部位にお

け る放射 と 熱の挙動に関する通年モニ タ リ ングを通じ た

個別の導入環境保全技術毎の環境負荷低減性の比較検討

及び建物全体の LCA 評価を行 う 。 と り わけセダムを用い

た傾斜屋上緑化面を対象に， 屋上緑化面及び屋根裏空間

での微気象観測を通じ， セダム緑化技術の有効性 と 問題

点を定量的に明ら かにし， 特殊屋上緑化の管理技術を確

立する。

〔 内容および成果〕

　 屋上緑化面上で植栽の有無によ る違い と 灌水の有無に

よ る違いを把握する ために， 放射収支， 地中熱貫流， 地

中温度の長期観測を行い， 晴天日に関し て結果の解析を

進めた。日中の正味放射収支量は暖候期は 400 ～ 600W/m2

の範囲内にあ り ， 寒候期は 300W/m2 前後と なった。 夜間

は通年で -100 ～ -10W/m2 の範囲内にあ るが， 地中温度

の高い暖候期には -50 ～ -10W/m2 の範囲内であった。 正

午のアルベド は約 15% であった。 地中熱貫流の観測結果

か ら， 植栽地， 裸地いずれも日中は下向きの熱貫流が観

測されたが， 裸地の方が最大で約 5 倍大き く なった。 日

没後は上向き熱貫流 （放熱現象） が観測されたが， 裸地

の方が植栽地よ り 急激で大き く ， 植栽地では緩やかで小

さ かった。 潅水停止によ り 疎植生にな る と， 植栽地 と 裸

地 と の明瞭な差異はな く な った。 植栽地の地中温度は，

日中は裸地よ り も低 く （最大で約 15 ℃）， 夜間は逆に高

く （約 4 ～ 6 ℃） なったが， 疎植生条件ではその温度差

は減少し た。 夜間の逆転現象は， 日没後に裸地で放射冷

却現象が発生する こ と が原因 と 考え られる。 地中温度の

日較差は植栽地の方が裸地よ り も小さ く ， 日変化は緩や

かであった。 セダム植栽の屋上緑化によ って， 建物の表

面温度が低下し同時にその日変化が小さ く な る。 また日

没後の放熱現象が緩やか と な る ため， 周囲の大気への影

響が軽減される こ と が期待でき るが， その効果は植生量

が減少する と低下する こ と がわかった。

〔 備考〕

研究代表者 ： 一 ノ瀬俊明 　

共同研究者 ： 新津潔 （地球環境研究セン ター）

平成 13 ～ 15 年度 （2001 ～ 2003 年度） 環境－地球推進

と し て関連課題を実施。

（ 13）　 温暖化の危険な水準及び温室効果ガス安定化レ ベ

ル検討のための， 温暖化影響の総合的評価に関する

予備的研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 FS

〔 研究課題コ ード 〕 0404BA371
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〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1-2 統合評価モデルを用いた地球温暖化のシナ リ オ

分析と アジアを中心と し た総合対策研究

〔 担当者〕 ○原沢英夫 （社会環境システム研究領域）

〔 期　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔 目　 的〕 １ ） 戦略研究プロ ジェ ク ト の研究計画を立案す

る。 広範な研究レ ビ ューを含む調査研究を実施し， 温暖

化の危険な水準及び温室効果ガスの安定化レベルに関す

る戦略的研究計画を立案する。 ２ ） 一部の分野について

は先行的に研究を実施し， 影響か ら見た温暖化の危険な

レベルに関する研究成果を公表する こ と によ って， IPCC

第 4 次評価報告書へ貢献を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 本研究プロ ジ ェ ク ト では， 我が国及びアジア地域に対

する温暖化の影響に関する総合的な研究を実施する ため

に， 分野別影響 （水資源， 健康， 農業， 生態系， 沿岸域）

の研究結果を統合し て， 影響の全体像を定量的 （物理的

影響 と 経済影響） に把握し， それに基づ く 温暖化影響の

危険な水準を検討する本格的な温暖化の影響 ・ リ ス ク に

係わる戦略研究プロ ジ ェ ク ト 提案を作成する こ と を目的

と し ている。 具体的には， 広範な研究レ ビ ューを含む調

査研究を実施し， 温暖化の危険な水準及び温室効果ガス

の安定化レベルに関する戦略的研究計画を立案する と と

も に， 一部の分野については先行的に研究を実施し， 影

響か ら見た温暖化の危険なレベルに関する研究成果を ま

と める こ と であ る。

　 国立環境研究所では， 従来の研究レ ビ ューを行い， 戦

略的研究プロ ジ ェ ク ト の中核 と な る， 温暖化防止のため

に必要な安定化濃度レベル と 影響 と の関係についてま と

めた。 また影響閾値の検討については， 気候変動枠組み

条約の究極的な目標であ る温室効果ガスの安定化濃度 と

温暖化抑制目標 と 関連性， それを実現する ための経済効

率的な排出経路， および同目標下での影響 ・ リ ス ク を総

合的に解析 ・ 評価する ための支援ツール と し て， 影響を

中心 と し た統合評価モデルの概念設計を行 う と と も に一

部を試作し た。 こ の統合評価モデルの う ち， 温暖化抑制

目標を前提条件 と し て与えた場合の温室効果ガスの最適

排出経路を推計する動学的最適化モデルを用いて， 温室

効果ガス安定化制約の下での， 地球規模の気温上昇 と 温

室効果ガス削減政策のタ イ ミ ングについて定量的評価を

行った。

〔 備考〕

課題代表者 ： 三村信男 （茨城大学教授）

国立環境研は，サブ課題 (1) 戦略的研究計画及び温暖化の

危険な水準， 安定化シナ リ オに関する研究を担当する。

（ 14）　 温室効果ガス観測衛星データ の解析手法高度化と

利用に関する研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 B-2

〔 研究課題コ ード 〕 0406BA414

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1- 1 炭素循環と吸収源変動要因の解明

〔 担当者〕 ○横田達也 （社会環境システム研究領域），

森野勇， 小熊宏之， 町田敏暢， 中根英昭， 日暮

明子， 井上元

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 １ ） 温室効果ガスの導出を目的 と し た衛星観測

データ を対象に， 雲 ・ エア ロ ゾルの影響があ る衛星観測

データか ら， 高精度に温室効果ガスのカ ラ ム量を導出す

る こ と を目的 と し て， 解析手法の高度化を行 う 。 ２ ） 実

際に衛星によ って観測されるデータの特質を把握する た

め， 類似仕様のセ ンサ を地上ま たは航空機に搭載 し て

データ を取得し， その解析手法の開発 と 手法の実証を行

う 。 ３ ） 将来の温室効果ガス衛星観測センサの方向付け

に資する こ と を目的 と し て， 大気輸送フ ォ ワー ド モデル

計算への衛星観測データの同化手法の開発研究を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 人工衛星の搭載センサか ら観測する分光放射輝度情報

か ら， 温室効果ガスのカ ラ ム濃度を高精度で導出する た

めの手法開発 と 実証を目的 と し て， 以下の研究を実施し

た。

　（ １ ） 衛星センサ と 同等の性能を有する地上モデルを航

空機 （セスナ） に搭載し， 水田によ る太陽反射光の分光

観測を実施し た。 それ と 同時に航空機 （セスナ） に搭載

し た簡易型の二酸化炭素の連続測定装置によ り 二酸化炭

素濃度の高度分布の直接測定を実施し た。 また， 同時に

地上に設置された高性能のフー リ エ分光装置によ り 太陽

直達光の分光データ を取得し た。 取得し たデータに対し

て SN 比等の問題点を検討し明らかにし た。 衛星センサ

の地上モデルを航空機に搭載し た場合， 振動のあ る環境

において も二酸化炭素の吸収スペク ト ルが取得される こ

と が確認された。 ただし ノ イ ズが大きいため， その対処

方法の開発が今後の課題であ る。

　（ ２ ） 既存の衛星観測によ る地表面分光反射率データの

一部を収集し， 複数の対象に対し， 観測中の視野内反射

率と高度が変化する こ と の影響を検討し た。

　（ ３ ） 短波長赤外観測データ と 雲エア ロ ゾルセンサか ら

の情報 と の複合利用手法について， 数値シ ミ ュ レーシ ョ

ン等によ り 考察し た。 また， エア ロ ゾルの光学的厚さ の

推定精度の二酸化炭素カ ラ ム濃度推定誤差に与え る影響
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について検討し た。

　（ ４ ） 薄い雲 （巻雲） が存在する場合に， 気体のカ ラ ム

濃度 ・ 地表面反射率 ・ 雲高度 ・ 雲の光学的厚さ を同時に

推定する手法について検討し た。巻雲については，0.76µm

帯， 1.6µm 帯， 2.0µm 帯のデータ を組み合わせて解析す

る こ と によ り ， 十分な精度で二酸化炭素のカ ラ ム濃度が

導出される こ と が確認された。 エア ロ ゾルの影響の判定

方法 と エア ロ ゾルに対する対処方法の検討はこれか ら で

あ る。

　（ ５ ） 衛星に よ り 導出 さ れ る デー タ を二酸化炭素の発

生 ・ 吸収量推定に利用する手法の検討を行い， 適切な衛

星データ を利用し た場合には， 空間分解能 と し て従来の

倍程度に密で， 時間分解能 と し ては月単位程度で， 十分

な精度での炭素のネ ッ ト 吸収放出量の推定が可能であ る

こ と を大気輸送逆推定モデル計算を含む数値シ ミ ュ レー

シ ョ ン検討によ り 確認し た。

〔 備考〕

当課題は重点研究分野 Ⅳ．7.(2) にも関連。

（ 15）　 脱温暖化社会に向けた中長期的政策オプショ ンの

多面的かつ総合的な評価・ 予測・ 立案手法の確立に

関する総合研究プロジェ ク ト 技術革新と 需要変化を

見据えた交通部門の CO2 削減中長期戦略に関する研

究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 S-3-5

〔 研究課題コ ード 〕 0406BA499

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○森口祐一 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ），

松橋啓介

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 2020 年まで， 2050 年までの ２ つのタ イ ム スパ

ンについて， 交通部門からの CO2 排出量の大幅削減のた

めの中長期戦略を策定する こ と を目的 と する。 そのため

に本研究では， 対策の投入時期 と 効果の発現時期 と のタ

イ ム ラ グを考慮し た対策効果評価手法を構築し， 技術選

択モデルで必要 と される要素技術の効果や費用に関する

基礎情報を提供する。 また， 2050 年については， バッ ク

キ ャ ステ ィ ング手法を適用し て， 向か う べき長期的なビ

ジ ョ ンを提示する こ と を目標とする。

〔 内容および成果〕

　 本研究では， 燃費改善技術 と 次世代自動車技術の調査

を踏まえた技術選択モデルを用いて 2020年基準シナ リ オ

を策定する と と もに有識者 ヒ ア リ ングを通じ て 2050年の

交通ビジ ョ ン を作成する。 次に， 導入のタ イ ム ラ グを考

慮する削減効果モデルを用いて 2020年対策シナ リ オを策

定する と と もに， 2050 年のシナ リ オ策定手法の枠組みを

構築する。 さ らに， 2050 年の交通システムのビジ ョ ン と

排出削減シナ リ オを作成する と と も に， 短中期政策の方

向提示や，政策実施に伴 う 社会経済的影響の検討を行 う 。

　 本年度には， 燃費改善技術 と 次世代自動車技術につい

て調査し， その結果を用いて， 特に強い温暖化防止策を

導入し ない場合の交通部門におけ る 2020年基準シナ リ オ

を策定し た。 また， 対策シナ リ オの検討に用いる ために，

車両製造設備の整備や車両購入普及にかかる タ イ ム ラ グ

の考慮を念頭に置いて， コ ホー ト に基づ く 技術導入対策

効果評価モデルの基本設計を行った。 その一方で， 2050

年シナ リ オに向けて， まずはそのビジ ョ ンを設定する際

の基礎資料を収集ために， 環境 ・ 交通 ・ 都市等の分野に

おけ る有識者を対象 と し てグループイ ン タ ビ ュー調査を

行い， 2050 年における社会経済状況の想定 と それを踏ま

えた交通システムのビジ ョ ンについて検討を行った。

〔 備考〕

（ 16）　 陸域・ 海洋による二酸化炭素吸収の長期ト レ ンド

検出のための酸素および二酸化炭素同位体に関する

観測研究

〔 区分名〕 環境 - 地球一括

〔 研究課題コ ード 〕 0408BB368

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1- 1 炭素循環と吸収源変動要因の解明

〔 担当者〕 ○向井人史 （地球環境研究セン ター） ， 遠嶋康

徳， 野尻幸宏， 町田敏暢， 柴田康行， 北川浩之

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 20 年度 （2004 ～ 2008 年度）

〔 目　 的〕 これまで太平洋を航行する船舶を活用し て， 緯

度別の酸素濃度や二酸化炭素の炭素同位体比の観測手法

の確立を行ってお り ， 海洋吸収量がほぼ安定であ るのに

対し て， 陸上生態系によ る吸収量は非常に大き く 年々変

動する こ と が明ら か と な り つつあ る。 今後は， こ の手法

を本格的に活用し て， 数値モデルによ る予測結果 （二酸

化炭素濃度の増加 と 共に陸上生態系によ る吸収量が増加

する） を， 観測的手法によ り 実証 ・ 検証する こ と， 気温

の上昇傾向や水循環の変化や海洋循環の変化が， 二酸化

炭素吸収量に対し どのよ う に影響を及ぼすかを解明する

こ と を目標にする。

〔 内容および成果〕

　 日本 と ニ ュージーラ ン ド を往復する定期航路を もつ船

舶 （FUJITRANS WORLD 号 ： 鹿児島船舶所属） に協力を

依頼し て， 大気のボ ト ルサンプ ラーを設置し た。 ボ ト ル

サンプラーは酸素濃度を測る ために特別に製作し たガ ラ
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ス性の 2.5L のボ ト ルで， ス ト ッ プバルブの O- リ ングか

らの外側への酸素の拡散等を緩和する ために， 二重の O-

リ ング構造と し てあ る。 この船が南緯 30 度付近から， 日

本付近 （北緯 30 度） までの往復の間に緯度別に， GPS を

ト リ ガー と し て， 決められた緯度で大気がサンプ リ ング

される よ う に設計されている。 さ らに， 北緯 30 度以北の

大気を採る ために， 同様のサンプラーが PYXIS 号 （ ト ヨ

フジ海運所属） に設置されている。 前年度から PYXIS 号

の航海のルー ト が変更され北緯40度を超え る こ と が少な

く な ったために， 高緯度での大気採取が困難になった。

本年度はこれをカバーする ために， 高い確率でベー リ ン

グ海を航海し て北緯55度付近から日本へ寄港する別の協

力船舶 を さ が し， Skaubryn 号 （Seaboard International

Shipping Co.） の協力が得られる こ と と なった。

　 こ れに加えて， 定点での観測 も 進んでい る。 波照間，

落石においては， 1998 年から ボ ト ルによ るサンプ リ ング

が行われて き た。 また， 高頻度観測を進める ために， 波

照間に GC を設置し連続的に観測で き る よ う な試みを

行って。 本年度はさ らに， 落石にも GC を設置し， 試験

運転を開始し た。

　 緯度ご と にサンプ リ ング された大気は， 酸素， 二酸化

炭素， 二酸化炭素同位体， その他関連成分濃度などが測

定されている。 波照間での酸素濃度は， 依然降下し続け

てお り ， こ の速度か ら こ こ ６ 年程度の陸上植物の吸収量

を推定する と 実質的に二酸化炭素をあ ま り 吸収し ていな

い こ と が推定された。 こ の間， エルニーニ ョ 現象が発生

し てお り ， 同位体比か ら の推定では， 陸上生態系はエル

ニーニ ョ の時にむし ろ ソース と し て二酸化炭素を放出し

てお り ， そのため大気中の残留する二酸化炭素の量も増

えている と 推定された。 こ のま ま， 陸上植物の吸収量が

減 り 続け る と， 大気中の二酸化炭素濃度の上昇率はあが

り ， よ り 温暖化が加速するセン ス と な る。 今後， 長期的

に観測を続け， よ り 正確な吸収量の変動を調べてい く 必

要があ る。

〔 備考〕

日本， 名古屋大学， 北川浩之

（ 17）　 大気境界層の高頻度観測による大陸上 CO2 の挙動

と 輸送に関する研究

〔 区分名〕 環境 - 地球一括

〔 研究課題コ ード 〕 0406BB430

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1- 1 炭素循環と吸収源変動要因の解明

〔 担当者〕 ○町田敏暢 （地球温暖化研究プロ ジェ ク ト ），

高橋善幸

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 本研究では森林地帯上空において小型航空機

を用いた大気中 CO2 濃度の詳細な観測を高頻度で行い，

大陸上における CO2 濃度の時間的かつ空間的な代表 と な

る値を長期観測し， モデルを用いた CO2 の吸収 ・ 放出量

推定に資する信頼度の高いデータ を得る こ と を目的 とす

る。 観測は特に大気境界層 と その直上の自由対流圏 と の

差に注目し， 大気輸送モデルの最大の欠点の一つであ る

境界層上端を通し た CO2 の輸送を定量的に把握する こ と

も期待される重要な成果であ る。 また CO2 濃度 と同時に

CO2の同位体比も高頻度観測し，境界層輸送過程に新たな

制約を加える こ と も目標にし ている。

〔 内容および成果〕

　 西シベ リ アの森林地帯であ るベレ ゾ レチカ村上空にお

いて月に １ から ３ 回の頻度で小型航空機を利用し た CO2

濃度の鉛直分布観測を行った。 こ の観測結果か ら大気境

界層内と その上空の自由対流圏におけ る CO2 濃度の詳細

な季節変動を明らかにし た。

　 西シベ リ アのベレ ゾ レチカ上空において CO2 濃度鉛直

分布の日変動を観測する ために2004年 ８ 月に集中観測を

実施し た。

　 西シベ リ アのベレ ゾ レチカ上空におけ る CO2 の同位対

比を観測す る ための自動サ ン プ リ ン グ装置 を開発 し，

2004 年 ８ 月にテ ス ト 飛行に成功し た。 東シベ リ アのヤ

クーツ ク上空において小型航空機を利用し た CO2 濃度の

鉛直分布観測を行 う ために小型CO2観測装置を開発し た。

〔 備考〕

（ 18）　 建築物における空調 ・ 照明等自動コ ント ロールシ

ステムに関する技術開発

〔 区分名〕 環境 - 石油特会

〔 研究課題コ ード 〕 0406BH478

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○中根英昭 （地球環境研究セン ター） ， 小熊宏

之， 相澤智之， 吉田友紀子

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 我が国の二酸化炭素排出量の中でも， 業務その

他部門か らの排出量は特に急激な増加を続けてお り ， そ

の対策が緊急の課題 と なっている。 本研究の目的は， リ

アルタ イ ムで建物の熱負荷シ ミ ュ レーシ ョ ンを行い空調

等機器等を制御する こ と によ り ， 省エネ， 二酸化炭素削

減の目標を達成しつつ業務を快適に行 う こ と を可能にす

る技術を開発する こ と であ る。
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〔 内容および成果〕

　（ １ ） 自動コ ン ト ロールシステムにおける建物熱負荷

　 　 シ ミ ュ レーシ ョ ン技術開発

　 室内環境 と エネルギー消費のシ ミ ュ レーシ ョ ンを行 う

ために必要 と な る自動コ ン ト ロールシステムにおけ る建

物熱負荷シ ミ ュ レーシ ョ ン技術の開発を行った。 それら

は以下の通 り であ る。

・ １  室の自動制御システムの構成を記述する ために， 自

動 コ ン ト ロ ールシ ス テ ムの機器構成 と 実装方法につい

て， 計測 ・ シ ミ ュ レーシ ョ ン ・ 制御のサイ クルの詳細な

記述 と １ 室におけ る 機器構成をサブテーマ ２ と 共に検

討 ・ 作成し た。

・ 自動 コ ン ト ロ ールシ ス テ ム におけ る 建物の熱負荷シ

ミ ュ レーシ ョ ン技術の開発のために， 対象建物のエネル

ギー消費量を求める ための計算モデルを開発し た。 対象

建物は国立環境研究所地球温暖化研究棟な らびに山武実

験室であ る。

・ １  室のエネルギー消費量の計算については， 実測対象

部分に設置された日射遮蔽装置など を含めて省エネ効果

を計算する ために， 対象であ る地球温暖化研究棟 ３ 階イ

ンベン ト リ 評価室について実施し た。

　（ ２ ） 自動コ ン ト ロールシステムにおける建物機器制御

　 　 システム開発

・ 多 く の建物で採用されている VAV 室温制御の課題であ

る快適性や制御性について， 山武温熱環境実験室を使っ

て， 操作量であ る給気温度および風量 と 制御量であ る室

温の動特性を実験調査 し， データ の解析， 評価を行い，

暖房時の風量および給気温度の制御制約， FCU などのペ

リ メ ータ空調システム と の連携制御が必要であ る こ と が

わかった。

・ 自動コ ン ト ロールシ ス テムに組み込む数理計画モデル

の実用化検討を行 う ため， 山武温熱環境実験室を対象に

１  室制御モデルを作成し て， 最適運転方法選択および最

適制御のための最適化計算の検討 と実測データによ る評

価を実施し， 運転コ ス ト と 運転方法の分析ができ る こ と

が分かった。 しかし， 計算値 と 実測データ と の差異が大

き く ， 今後， モデル， 機器性能特性のチェ ッ ク が必要で

あ る こ と も分かった。

・ 建物フ ロ アご と の省エネルギー目標値達成のための最

適な設定条件を把握する目的で， 地球温暖化研究棟の空

調面積の約半分を占める実験室系の運転の確認 と 評価を

行い， 夏季の湿度条件の緩和で省エネルギー， 冬季の湿

度条件の管理で作業環境の向上が可能であ る こ と が分

かった。

　（ ３ ） 建築物における省エネ ・ 業務効率の観点によ る自

　 　 動コ ン ト ロールシステムの総合評価

　 シ ミ ュ レーシ ョ ンによ る予測に基づいた， 効率的な空

調 ・ 照明等自動コ ン ト ロールシステム構築のためのデー

タ計測体制整備 と 総合評価を最終目標 と し て， 本年度は

開発シス テム導入前後の比較検討用計測点の充実 と， 計

測エ リ ア別のデータ解析を行った。 基礎データ取得環境

の整備においては， 通常行われる ビル管理制御以上の計

測点を確保する こ と によ り ， 詳細なデータの蓄積 ・ 解析

が可能であ る環境を整備する こ と ができた。

　 基礎データ解析においては， 計測エ リ アの特性が実態

把握に及ぼす影響 と 要因を示し た。 また今後， 重点計測

室におけ る 計測点の充実 と 解析を行 う べ き 点の抽出を

行った。 システム評価手法に関し ては， エネルギー消費

と 形成される環境について検討を進める と と も に， 自動

制御の改善点を明らかにする こ と で，シ ミ ュ レーシ ョ ン・

自動コ ン ト ロールを行 う う えで必要な情報を得る こ と が

でき た。

　（ ４ ） 自動コ ン ト ロールシステムを含む省エネ建築物の

地域レベルにおけ る評価本事業で開発を進める自動コ ン

ト ロールシステムでの研究成果を， 地域レベルでの省エ

ネのために活用し事業普及を促す基盤 と し て， マ ク ロ な

全国レベルの温室効果ガス排出量推計に基づ く 対策効果

を評価する ための手法を考案し た。

　 エネルギー消費量推計及び温室効果ガス排出量推計に

あたっては， 暖冷房負荷が地域の気候条件によ り 異な る

こ と， 建物の質的状況も地域によ り 異な る こ と か ら， 都

道府県政令市別に推計し た。 対策効果の評価にあたって

は建物用途別・エネルギー種類別・熱用途別にエネルギー

消費量 と 温室効果ガス排出量を把握し てお く こ と， さ ら

に暖冷房方式別に細分解する こ と が必要であ る。 本年度

は， 都道府県政令市別 ・ 建物用途別 ・ エネルギー種類別 ・

熱用途別エネルギー消費量および温室効果ガス排出量の

推計， 暖冷房方式に影響を及ぼす建物規模別， 建設年次

別の推計を行った。 さ ら に， 市区町村別排出量について

も試算し た。

　 また， 開発し たシステムを導入する こ と によ る地域レ

ベルの省エネ評価のために， 本年度は都市キ ャ ノ ピー ・

ビルエネルギー連成モデルによ る シ ミ ュ レーシ ョ ンを行

い，東京 23 区規模の地域におけるエネルギー消費エネル

ギーの分布， 地上気温の分布を得る こ と ができた。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 宮城工業高等専門学校 （内海康雄）， 横浜

国立大学 （田村明弘， 三田村輝章）， 株式会社山武 （神村

一幸）， 東京理科大学 （井上隆， 百田真史）， 埼玉大学 （外

岡豊， 藤野毅）
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（ 19）　 情報通信機器の消費電力自動管理システムに関す

る技術開発

〔 区分名〕 環境 - 石油特会

〔 研究課題コ ード 〕 0406BH483

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1-2 統合評価モデルを用いた地球温暖化のシナ リ オ

分析と アジアを中心と し た総合対策研究

〔 担当者〕 ○甲斐沼美紀子 （社会環境システム研究領域），

増井利彦， 藤野純一， 花岡達也

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 民生部門での CO2 排出増加要因の一つであ る，

通信情報機器の消費電力削減を目的に， ネ ッ ト ワーク の

特性を生かし て， 利用者に負担の少ない， よ り 簡易な機

器構成で情報通信機器の消費電力を所望の組織単位 （会

社， 部， 課など） で把握／制御でき るマネジ メ ン ト シス

テムを開発する。

〔 内容および成果〕

　（ １ ） 消費電力モニタ リ ングシステムの開発

　 消費電力自動管理シ ス テ ムの概要を考案す る と と も

に， システム を構成する 「機器消費電力モニ タ リ ングサ

ブシステム」， 「最適稼動状態判定サブシステム」， 「機器

制御サブシステム」 ， 「通信サブシステム」 の仕様を作成

し た。 消費電力をモニ タ リ ングする上で， 寄与率および

変動幅が大 き い， CPU， メ モ リ ， モニ タ， GPU， HDD，

電源 （ロ ス） を特定ユニ ッ ト と し て選定し， 消費電力推

算式を作成し た。 そ し て， 各ユニ ッ ト の消費電力推算式

を組み合わせる こ と で，パソ コ ン全体の推算式を作成し，

消費電力モニ タ リ ン グサブシ ス テム を構築し た。 ま た，

消費電力を実測する システムを構築し， ソ フ ト ウ ェ アに

よ るモニタ リ ング値と実測値の比較を行った。 この結果，

数値の比はデ ィ ス ク型で ±10％以内，ノ ー ト 型で ±20％以

内の範囲と実用可能な精度であ る こ と が示された。また，

モニ タ リ ングに伴 う 消費電力の増加について検証し た結

果， モニ タ リ ングに伴 う 消費電力は無視でき る レベルで

あ る こ と が明らかになった。

　（ ２ ） ユビキ タ ス社会における情報機器由来の CO2 排出

　 　 量予測

　 来るべきユビキ タ ス社会におけ る， 情報通信機器の動

向， 経済規模， 産業構造， 人々のラ イ フ ス タ イルなどの

情報を収集し， 技術面 と 経済面か らの検討を行った。 さ

ら に， 将来のユビキ タ ス社会におけ る情報通信機器由来

の電力消費を推計し た。 なお， 日本だけでな く ， 将来著

しいパソ コ ンの普及が見込まれている中国と イ ン ド も分

析の対象国 と し た。 特に中国については， ICT 市場の現

状整理と と もに， 環境調和型社会実現のための ICT の活

用方法について検討し た。 その結果， ICT 産業は高付加

価値産業 と し て， また， 他産業のエネルギー効率を改善

させる と し て， 中国の持続可能な発展において重要な役

割を果たすこ と が示された。

　 パソ コ ンの使用状況や消費電力の自動管理システムの

受容性など， システム設計に資するデータ を取得する た

め， 約 530 人のパソ コ ンユーザーを対象に Web アンケー

ト を実施し た。 その結果， 家庭 と 職場の双方において省

エネモー ド が適切に利用されていない こ と が明ら かにな

り ， パソ コ ン消費電力の適切な管理の必要性が改めて示

さ れた。 ま た， 消費電力自動管理シ ス テムについては，

約半数の人が導入に肯定的と の結果になったが，一方で，

利便性や情報管理に対する懸念も示される， システム設

計において留意すべき点が明らかになった。

　 さ ら に， 日本， 中国， イ ン ド におけ る消費電力管理シ

ステムの CO2 削減ポテンシ ャルを比較・分析し た と こ ろ，

日本だけでな く ， 人口増加や経済発展によ り 将来の CO2

排出量が懸念されている開発途上国において も， 温室効

果ガス削減対策 と し て大き な貢献を し得る こ と が明ら か

になった。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 東京大学， NEC 基礎 ・ 環境研究所

1． 2 　 地球温暖化に伴う地球環境変動の将来見通

しに関する観測 ・ 解析 ・ モデリ ングと影響評

価に関する研究

（1）　アジア太平洋地域統合モデル（ AIM） を基礎と し た

気候・ 経済発展統合政策の評価手法に関する途上国等

共同研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 B-54

〔 研究課題コ ード 〕 0004BA035

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1-2 統合評価モデルを用いた地球温暖化のシナ リ オ

分析と アジアを中心と し た総合対策研究

〔 担当者〕 ○甲斐沼美紀子 （社会環境システム研究領域），

増井利彦， 藤野純一， 原沢英夫， 高橋潔， 肱岡

靖明， 日引聡， 亀山康子， 花岡達也

〔 期　 間〕 平成 12 ～ 16 年度 （2000 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 気候変動枠組条約の目標であ る気候安定化を

達成するには， 発展途上国も含めた今後一世紀にわた る

温室効果ガスの一層の削減対策が求められている。 こ の

ためには， 気候政策だけでな く ， 気候政策 と 地域環境政

策等の国内政策， あ るいは気候政策 と 経済政策を同時に

有機的に実施し てい く こ と が不可欠であ る。 新たな政策

評価の枠組み と 方法論を開発し， これら を発展途上国に
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移転する こ と で， これら の政策ニーズに対応する こ と を

目的とする。

〔 内容および成果〕

　（ １ ） 社会経済的動向や技術評価をベースにし た世界 21

地域技術選択モデルの開発に着手し た。 本モデルは， 発

電部門， 産業部門， 運輸部門などからの CO2 排出量， 農

業部門， エネルギー部門などからの CH4 排出量などを技

術ご と の費用， エネルギー消費量， エネルギーサービ ス

量など をベースに推計する も のであ る。 本モデルを用い

て限界削減費用を推計し， 先進国， 経済移行国， 途上国

における温室効果ガス削減ポテンシ ャルを推計し た。

　（ ２ ） 中 国 に お け る 技 術 選 択 モ デ ル の 国 版 （AIM/

Country） および地域詳細版 （AIM/Local） の基準年を 2000

年 と し て更新し た。 本年度は発電部門 と セ メ ン ト 部門の

対規模発生源データ を集めた。また，北京についてのデー

タ を追加し た。 改良し たモデルを用いて， 市場発展ケー

ス， 技術浸透ケース， ク リ ーン フ ューチャーの ３ シナ リ

オについて中国における気候政策を分析し た。

　（ ３ ） イ ン ド における AIM/Local モデルを改良し た。 本

年度は， 2002 年における 75 ヵ所の石炭発電所， 13 ヵ所の

ガス / 石油発電所のデータ を収集し， CO2 発生量， SO2 発

生量を推計し た。 基準シナ リ オでは 2030 年に， CO2 発生

量は 375Mt-CO2， SO2 は 3Mt － SO2 増加する と推計され

た。 SO2 は 2020 年までに 3.3Mt 増加するが， その後減少

傾向に転じ る。 CO2 は常に増加傾向にあ るが， 州レベル

では対策を講じ る動きがあ る。 州レベルでの対策効果を

推計する ため， Gujarat 州の技術選択モデルを作成し た。

　（ ４ ） 東南アジアについては， タ イ， ベ ト ナム， ス リ ラ

ン カ， イ ン ド ネシアの技術選択モデルを作成し た。 CO2

の削減目標 と し て， 基準ケース に比べて， 2010 年か ら

2030年にかけて，5％から 15％削減する ケースについて検

討し た。 エネルギー海外依存度は， 基準ケースのタ イで

は 2000 年 46％から 2030 年 86％に増加する。 2020 年に

おいては，74％の基準ケースから 5% 削減ケースでは 68%

に減少する。 これは， 国内のバイ オマス需要が増すため

であ る。 また， 運輸部門の韓国モデルの改良を行 う と と

もに， 限界削減費用の推計を行った。

　（ ５ ） IPCC 第 ４ 次評価報告書作成のために，温室効果ガ

ス排出シナ リ オを収集し， 排出シナ リ オデータベース を

更新し た。 49 の文献から 194 の SRES 以降のシナ リ オを

収集し， 対策シナ リ オについて， エネルギー強度， 炭素

強度， GDP ロ スな と について分析し た。 また， 欧米， ア

ジアなどの国別シナ リ オを収集し， 特徴を分析し た。

　（ ６ ） エネルギー ・ モデ リ ング ・ フ ォーラ ム （EMF） に

参加し， 非 CO2 ガス も含めた温室効果ガス対策効果につ

いての国際比較を行った。 CH4 など CO2 以外のガスにつ

いて も限界削減費用カーブをベース と し て対策コ ス ト を

比較し た。

　（ ７ ） EU を中心 と し たモデル比較プロ ジェ ク ト であ る

CASCADEに参加し，共通の社会経済要因シナ リ オを用い

てたモデル比較を行 う ため， 世界多地域多部門動学的最

適化モデルの開発に着手し， 対策技術への投資の温室効

果ガス削減効果と経済影響について検討し た。

　（ ８ ） 第 10 回 AIM 国際ワーク シ ョ ッ プ（2005 年 3 月，つ

く ば） を通じ て， モデルの普及 ・ 人材育成に努めた。 ま

た， 外務省非公式会合 （2004 年 9 月）， COP10 （2004 年

12 月） を通じ て， これまでの研究成果の普及を行った。

〔 備考〕

共同研究者 ： 松岡譲， 藤原健史， 河瀬玲奈 （京都大学）

海外共同研究機関 ： 中国能源研究所， 中国科学院地理科

学与資源研究所， イ ン ド 経営大学院， ソ ウル大学， 韓国

環境研究所， アジア工科大学

（ 2）　 ALOS データ 解析によるサンゴ礁白化現象のモニタ

リ ング

〔 区分名〕 その他公募

〔 研究課題コ ード 〕 0004KZ288

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○山野博哉 （社会環境システム研究領域）

〔 期　 間〕 平成 12 ～ 16 年度 （2000 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 サン ゴ礁の白化を衛星 リ モー ト セン シ ン グに

よ り 検出する アルゴ リ ズムを開発し， 今後打ち上がる予

定の ALOS 衛星に搭載される AVNIR-2 センサを利用し た

白化現象のモニタ リ ングを行 う 。

〔 内容および成果〕

　 ALOS 衛星の打ち上げは 2005 年度であ るため， 本年度

においては， 重点観測地域の詳細図の作成及び観測体制

の検討を行った， 重点地域の一つであ る琉球列島の衛星

データ をモザイ ク し， 全域図を作成し た。 また， 環境省

及び リ ーフチェ ッ ク と 協調し て， 現地観測データ を収集

し， 今後の衛星観測 と 現地観測の協調体制に関し て検討

し た。

〔 備考〕

航空宇宙研究開発機構 と の公募型共同研究， 東京大学の

茅根創助教授と共同提案

（ 3）　 環境保全に係わる 統合評価モデルの開発に関する

研究

〔 区分名〕 経常
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〔 研究課題コ ード 〕 0105AE034

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○甲斐沼美紀子 （社会環境システム研究領域），

増井利彦， 藤野純一， 花岡達也

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 環境保全に向けた取 り 組みを評価する ために，

経済活動， 土地利用の変化， リ サイ クル， ラ イ フ ス タ イ

ルなど環境問題に関わ り のあ る分野を対象に， 様々な学

問領域の知見を取 り 込んだ 「統合評価モデル」 の開発を

行い， 環境保全のための各種施策がマ ク ロ経済に与え る

影響や環境保全や経済発展政策など を総合的に評価する

こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　（ １ ） 一国一般均衡モデルの中核を占める IO表を 1995年

のも のから 2000 年のも のに更新し た。 ま たそれに対応さ

せる ために， 周辺のデータ ベース も 更新し た。 こ れによ

り ， よ り 精度が高く 信頼性のある 計算結果を 導き 出すこ

と が可能になり ， 例えば炭素税の計算の更新に貢献し た。

　（ ２ ） 多地域一般均衡モデルのIO表を よ り 地域数の多い

物に更新し て， アジアやロ シアの分解能を高めた。 また

それに対応する周辺データベース を更新し た。 これによ

り 地域数の多いシナ リ オ解析が可能にな り ， 例えば気候

安定化を実現する地域別削減制約を詳細に表現し， それ

に伴 う 経済影響などの計算ができ る よ う になった。

〔 備考〕

当課題は重点研究分野Ⅳ．6.(2) にも関連

（ 4）　 数値気候モデルが持つ不確実性の評価に関する 研

究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE446

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○野沢徹 （大気圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 人為起源物質等に よ る 気候変化 を 将来にわ

たって見通すためには， 数値気候モデルを用いるのが有

効であ る。 こ のよ う な数値モデルは基本的な物理法則に

従って構成されているが， 我々の現象理解や計算機能力

の限界， 方程式系の非線型性などに起因する不確実性を

持っている。 数値気候モデルによ る将来の気候変化予測

を定量的に評価する ためには， モデルが持つ不確実性に

関す る 知識が不可欠で あ る。 本研究では， CCSR/NIES

CGCM を用いて様々な数値実験を行い， モデルが持つ不

確実性の程度を明らかにする。

〔 内容および成果〕

　 平成13年度末に行われた所内スーパーコ ンピ ュータの

更新によ り ， 高分解能なモデルを用いて比較的長期間に

わた る数値実験が可能 と なったため， 大気海洋結合モデ

ルを用いて， 解像度の異な るモデルによ る同一設定の数

値実験や， 初期値の異な る複数の実験， 超長期的な実験

を行い， モデルが持つ不確実性の程度に関する様々な解

析を行 う 。 本年度は， 最新の大気海洋結合モデルであ る

CCSR/NIES/FRCGC CGCM を産業革命以前の条件下で数

百年程度の長期積分を行い， 数年 ~ 数十年規模の自然変

動に関する統計的な解析を行った。

〔 備考〕

（ 5）　 南北両半球における VOC（ 揮発性有機化合物） の

ベースラ イ ンモニタ リ ング

〔 区分名〕 奨励

〔 研究課題コ ード 〕 0105AF045

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○横内陽子 （化学環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 南北両半球の代表的バ ッ ク グ ラ ウ ン ド ス テー

シ ョ ンであ る ア ラー ト と ケープ ・ グ リ ムにおいて自然起

源および人為起源 VOC の定期観測を行い，それらの季節

変動・長期 ト レン ド を把握する。 これによ って各 VOC 濃

度の今後の変動予測を可能にする と 共に， 将来的には大

気観測から VOC発生源であ る自然生態系の変動を検出す

る こ と を目指す。

〔 内容および成果〕

　 国内外の研究者の協力を得て， ア ラー ト ， ケープグ リ

ム， 波照間島， 落石岬， 北西太平洋， 相模湾上空におい

て定期的な大気サンプ リ ングを継続する と共に，SOWER

プロ ジ ェ ク ト 関係者の協力によ り ， 熱帯域のガ ラパゴ ス

において も通年のサンプ リ ングを行った。 大気試料中の

ハロゲン化 メ チル， 代替フ ロ ン （HCFC142b， HCFC141b，

HFC134a 他）を含む 20 種類余 り の VOCs を低温濃縮 /GC/

MS システムを用いて測定し，それらの時間的・空間的変

動を明ら かにし た。 本年度は特に代替フ ロ ン類 と 硫化カ

ルボニル （COS） に着目し て解析を進めた。

　（ １ ） HCFC-22， HCFC-141b， HCFC-142b， HFC-134a，

HFC-152a はいずれの地域におい も増加傾向が見られた

が， HCFC-142b は北半球では明らかに頭打ちの傾向を示

し た。カーエア コ ンなどに広 く 利用されている HFC-134a

の濃度は北半球で毎年約 20% の割合で増加し， 南半球で
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は 1.5 年遅れでこれに追随し ている こ と がわかった。HFC

や HCFC 濃度から見た場合， 赤道域のガ ラパゴ スはケー

プグ リ ムに近 く ， 相模湾上空 （7000m） はア ラー ト に近

い こ と， 波照間島では， 冬季には北半球ベース ラ イ ン濃

度を上回る も のの， 夏季には南半球の値に近づ く こ と な

ど，地域ご と のバッ ク グ ラ ウ ン ド特性が明らかになった。

　（ ２ ） 硫化カルボニルの ２ 年分のデータ を解析し て， ア

ラーﾄでは ３ ～ ４ 月に最高濃度と な り ， ９ ～ 11 月には最

低 と な る季節変化を見いだし た。 こ の こ と は植物によ る

吸収が COS の最大のシン ク であ る と い う 知見 と 一致す

る。 こ のほかに， 高緯度よ り も低緯度で高濃度であ る こ

と， 南半球では北半球に比べて季節変化が小 さ い こ と，

波照間では人為的排出の影響が顕著であ る こ と などがわ

かった。

〔 備考〕

共同研究機関 : カナダ ・ Meteorological Service of Canada，

オース ト ラ リ ア ・ CSIRO， （独） 宇宙航空研究開発機構

（ 6）　 高スペク ト ル分解ラ イ ダー等による雲・ エアロゾル

観測の研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 B-4

〔 研究課題コ ード 〕 0204BA342

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○杉本伸夫 （大気圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 ラ イ ダー， レーダーなどの能動的 リ モー ト セン

シング技術を用いて， 雲のパラ メ ータおよび雲 ・ エア ロ

ゾル相互作用に関する情報をグ ローバルに観測する ため

の手法の開発を目的 と する。 本研究は日本 と 欧州が共同

で開発中の放射観測衛星 EarthCARE 等の衛星観測を念頭

に置 く も ので， そのための観測手法の基礎開発， 手法の

検証， データ解析手法， 利用手法の確立を目標とする。

〔 内容および成果〕

　 ラ イ ダー と 雲レーダーの同時観測によ る雲の微物理量

の導出に関連し て， 海洋研究開発機構の研究船 「みらい」

にラ イ ダーを搭載し， 千葉大 と 情報通信機構が開発し た

FMCW 方式の雲レーダーと の同時観測実験を行った。 観

測は 「みらい」 の MR04-07， MR04-08 航海で西部熱帯太

平洋域で約 ３ ヵ 月間行った。 こ の他， 小型の自動観測ラ

イ ダーによ り 「みらい」 によ る通年観測を行った。

　 一方，NASA の衛星搭載ラ イ ダーGLASS の検証のため

の観測を国立環境研究所の 532nm の高スペク ト ル分解ラ

イ ダーを用いて行った。

　 高スペク ト ル分解ラ イ ダーはエア ロ ゾルの後方散乱係

数 と 消散係数が独立に得られる定量性の高いラ イ ダー手

法で， ラ イ ダー比 と よばれる消散係数対後方散乱係数比

はエア ロ ゾルの特性を評価する ための指標 と も な る。 本

研究では， 国際交流課題 と関連し て 532nm の高スペク ト

ル分解 ラ イ ダーに よ る 観測をつ く ばにおいて継続的に

行った。 つ く ばでは， 小型 ２ 波長偏光ラ イ ダーによ る観

測， ス カ イ ラ ジオ メ ータによ る観測も継続的に行われて

お り ， ラ イ ダーによ るエア ロ ゾルの解析手法の評価のた

めに必要なデータ セ ッ ト が収集 さ れた。 こ れを用いて，

小型ラ イ ダーのデータ解析アルゴ リ ズムの評価や高スペ

ク ト ル分解ラ イ ダーのデータ を付加する こ と によ るエア

ロ ゾルの特性分類の高度化などについて検討し た。

　 こ の他， ヤ グ レーザーの第三高調波を用いた紫外域

355nm の高スペク ト ル分解ラ イ ダーの技術開発研究を福

井大学で行い， フ ァ ブ リ ペロエタ ロ ンを分光素子 と する

ラ イ ダーを制作 し， 雲お よ びエア ロ ゾルの測定実験を

行っ た。 こ れに よ っ て紫外域の高 スペ ク ト ル分解 ラ イ

ダーの技術的なフ ィ ジビ リ テ ィ ーが示された。

〔 備考〕

研究代表者 ： 中島映至 （東京大学）

（ 7）　 地球温暖化の生物圏への影響， 適応， 脆弱性評価に

関する研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 B-11

〔 研究課題コ ード 〕 0204BA343

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1-2 統合評価モデルを用いた地球温暖化のシナ リ オ

分析と アジアを中心と し た総合対策研究

〔 担当者〕 ○原沢英夫 （社会環境システム研究領域），

高橋潔， 名取俊樹

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 こ れま でに得 ら れた温暖化の生態系への影響

や脆弱性評価の研究成果を も と に， （ １ ） 最高 5.8 ℃の高

い気温が発生し た場合の生態系の影響を再評価する と と

もに， （ ２ ） 日本， 及びアジア地域において影響 リ ス クが

高い脆弱な生態系や地域を特定し，地図化する と と もに，

（ ３ ） 影響 リ ス クの低減の可能性等を含めて適応策の検討

を行 う こ と を目的 と し ている。 国立環境研究所では， サ

ブテーマ １ ： 自然， 人工生態系の総合影響予測 と 適応策

の総合評価手法の開発 と 適用及び， サブテーマ ２ ： 高山

生態系の脆弱性評価と適応策に関する研究を担当する。

〔 内容および成果〕

　 本研究プロ ジェ ク ト は ４ つのサブテーマか ら構成され

ている。 国立環境研究所では， サブテーマ １ およびサブ

テーマ ２ を担当し ている と と も に， 本年度が最終年度で
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あ る こ と か ら， 従来の成果および各サブテーマの研究成

果を総括し た。 サブテーマ 1 では， 適応策を考慮し た脆

弱性評価を行 う ために， 生物地球化学モデル と 適応策の

経済的評価を組み合わせた脆弱性の総合評価モデルを開

発し，このモデルを IPCC の新しい SRES シナ リ オに基づ

く 気候モデル （GCM） の結果に適用し， 我が国の自然，

人工生態系におけ る幾つかの適応策を考慮し た脆弱性評

価を行い， 影響緩和のための適応策の効果を評価し た。

また， 開発し た生物地球化学モデルの他モデル と の比較

検討を行い， 日本に適用するに当たって必要な気候条件

やその他入力パ ラ メ ータ の整理 ・ 収集を行 う と と も に，

SRES 気候シナ リ オを作成し た。この SRES 気候シナ リ オ

によ る生物地球化学モデルによ る影響予測を行 う と と も

に， 適応策の メ ニ ューを作成し， その評価方法を と り ま

と めた。 サブテーマ 2 では， 将来さ らに温暖化が進行す

る と い う SRES シナ リ オを用いて， 温暖化に対する高山

帯生態系の脆弱性を再評価し， こ の結果を踏まえて， 温

暖化に対する適応策を考慮し た地域毎の温暖化影響 リ ス

ク を明らかにする ために， SRES 気候シナ リ オ （10km メ

シュデータ） を用いて， 高山帯植生の経年変化を計算し，

影響 リ ス ク を計算し た。 また， 白山 （石川県） 等を対象

に文献調査，現地調査，SRES 気候シナ リ オに基づいて高

山帯植生におけ る リ ス ク評価を行 う と と も に， 白山 （石

川県） 等を対象に現地調査を行い， 評価結果の妥当性を

検討し た。

〔 備考〕

（ 8）　 東アジアにおける ハロ カ ーボン 排出実態解明のた

めのモニタ リ ングシステム構築に関する研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 B-6

〔 研究課題コ ード 〕 0204BA344

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○横内陽子 （化学環境研究領域）， 遠嶋康徳，

向井人史

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 フ ロ ン等の長寿命ハ ロ カーボン類は強力な温

室効果気体であ り ， その温暖化への寄与は二酸化炭素全

量の約 25％に匹敵し ている。 こ の う ち， HFC （ハイ ド ロ

フ ロオロ カーボン），PFC （パーフルオロ カーボン） と SF6

（六フ ッ化硫黄） については地球温暖化防止の観点から京

都議定書に よ っ て先進国におけ る 削減が求め ら れてい

る。 しかし， 現状では大気中 HFC， PFC， SF6 の総濃度は

年間数パーセン ト の割合で増加し てお り ， また， 日本を

取 り 巻 く アジア諸国では今後の経済的発展に伴って これ

ら のガ ス排出量がむ し ろ増加す る こ と が懸念 さ れてい

る。 本研究は， 東アジアの影響を検出するのに適し た波

照間観測ステーシ ョ ンにおいて HFC等ハロ カーボン類の

連続観測を立ち上げる と共に日本沿海上空におけ る航空

機観測を実施し て東アジア / 日本における これらのガス

濃度の ト レ ン ド と その影響を把握し， さ ら に化学輸送モ

デルを用いた解析によ ってハロ カーボン排出量を推定す

る。

〔 内容および成果〕

　（ １ ） 前年度までに， HFC， PFC， SF6 を含むハロ カーボ

ン類約 20 種類を同時に高感度・高精度に分析する低温濃

縮 /GC/MS システムを開発し， データ転送， 感度調整ま

で含んだ全プロ セス を自動化し て波照間観測ステーシ ョ

ンに設置し た。 本年度はこ の測定システムの自動運転に

よ る １ 時間ご と の連続観測を実施する と 共に， 高精度測

定のために必要な改良を行った。 分析システムの動作は

極めて安定し てお り ， ソ フ ト ウエアの ト ラ ブルによ る数

時間～数日間の停止 と 点検 ・ 動作試験などのための数回

の停止を除いて， 1 年間ほぼフルに稼動し， これまでに

約 7300 組のデータ を得た。 PFC 類， CFC 類， SF6 の濃度

変動は相対的に小さ く ， HCFC 類， HFC 類， テ ト ラ ク ロ

ロエチレ ンなどは夏に低濃度で， 冬に高濃度 と な る年変

動に加えて， 大き な日変動あ るいは日々間変動を示すこ

と が分かった。2004 年 7 月と 2005 年 1 月それぞれ 1ヶ月

間の平均濃度は，HFC-23：8.4ppt (0.39ppt) と 21.1ppt  (3.32)

ppt, SF6 ： 5.0ppt (0.07ppt) と 5.3ppt (0.25ppt), HFC-134a ：

29.5ppt (0.82ppt) と 36.3ppt (0.95ppt), HCFC-22 ： 158.3ppt

(2.82ppt) と 186.4ppt (17.3ppt), CFC-12：539.7ppt (1.1ppt) と

540.8ppt (1.83ppt), C2Cl4 ：1.1ppt (0.26ppt ) と 6.2ppt (2.2ppt)

などであった （括弧内は標準偏差）。 また， 詳細な濃度変

動を観測し た こ と によ り ， ハロ カーボン濃度が急激に増

加し た時には， 台湾， 中国， 日本などの大都市近傍を通

過 し た気団が流入 し ていた こ と をバ ッ ク ト ラ ジ ェ ク ト

リ ー解析を基に示すこ と ができ た。

　（ ２ ） 相模湾上空 （500 ～ 7000m） における航空機モニ タ

リ ングを継続し， 北半球中緯度自由対流圏におけ るハロ

カーボン濃度の経年変化を調べた。 HCFC 類， HFC 類の

多 く が増加を続けてお り ， HFC-134a の場合， 2004 年に

おけ る その増加率は約 20％に上る こ と な どが明 ら か と

なった。

〔 備考〕

共同研究機関 ： （独） 航空宇宙技術研究所， （独） 産業技

術総合研究所国際共同研究組織 ： AGAGE （Advanced

Global Atmospheric Gases Experiment）
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（ 9）　 有機エアロゾルの地域規模・ 地球規模の気候影響に

関する研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 B-8

〔 研究課題コ ード 〕 0204BA346

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○畠山史郎 （大気圏環境研究領域）， 高見昭憲，

佐藤圭， 杉本伸夫， 清水厚， 三好猛雄

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 地球温暖化研究において， エア ロ ゾルは地球 ・

地域の気候を支配する放射収支に大き な影響を持ってい

るが， 温室効果ガスの観測等に比べて， その実態の解明

が遅れている。 モデルによ って温暖化の将来予測を精確

に行 う には， エア ロ ゾルによ る放射強制力を精確に求め

なければな ら ない。 一方， アジア地域には， 南アジアか

ら東南アジア， 東アジアの広い地域において高さ 3km に

も及ぶ密度の高いヘイ ズ （Atmospheric Brown Clouds-Asia

と 命名された） がかかってお り ， 炭素質粒子が東南アジ

アか ら日本にまで到達し ている。 環境政策の面から もヘ

イ ズの長距離越境汚染が各国の状況に影響を与え複雑に

し ているので， こ の地域全体を含むよ う な広域の問題 と

し て と ら え， 解決を図る。

〔 内容および成果〕

　 上記のよ う な観点か ら， 東アジア ・ 北西太平洋地域に

輸送される有機エア ロ ゾルの現状を把握する こ と は緊急

の必要性を持っている。 このため次のよ う な研究を行 う 。

　（ １ ） エア ロ ゾル質量分析計によ るエア ロ ゾルの化学成

分の短時間の変動の観測 と， フ ィ ルターサンプ リ ングに

よ る有機エア ロ ゾル化学成分の測定。

　（ ２ ） ラ イ ダーを用いた， ABC の発生源地域であ る南ア

ジア， 東南アジアにおけ るエア ロ ゾルの空間分布， 変動

の観測。

　（ ３ ） エア ロ ゾル輸送・生成・除去の全球モデルの開発・

運用

　（ ４ ） 南ア ジ ア－東南ア ジ ア地域におけ る バ イ オマ ス

バーニングからの CO， NOx， メ タ ン， 非 メ タ ン炭化水素

及びス スの発生量の見積 り 。

　 本年度は次のよ う な研究を行った。

　（ １ ） 沖縄辺戸岬 にお い て， エ ア ロ ゾ ル質量分析計

（AMS） を用いた長期連続観測を行った。 また， 従来法で

あ る フ ィ ルターサンプ リ ング と その後の抽出 ・ 化学分析

によ るエア ロ ゾルの有機成分の測定を行った。 化学分析

には高速液体ク ロマ ト グ ラ フ （HPLC） および HPLC －質

量分析計を用いた。 多環芳香族炭化水素や， 高分子量の

カルボン酸類が同定され， 発生源の推定が行われた。 同

時に粒径分布やガス成分も測定し， 大陸起源エア ロ ゾル

の日変化 ・ 季節変化を高い時間分解能で測定し た。

　（ ２ ） タ イのシサム ロ ンにおいて， ２ 波長偏光ラ イ ダー

によ る継続観測を 2004 年末まで行った。 2005 年 ２ 月に，

ラ イ ダーシステムを これまでのシサム ロ ンから ピマ イに

移設し て観測を再開し た。シサム ロ ンにおけ る 2003-2004

年の乾季のデータについて， 消散係数プロ フ ァ イルの季

節内の変化の特徴を解析し た。 また， これまでに解析し

た， 2001 ～ 2002 年， 2002 ～ 2003 年の解析結果 と合わせ

て年々の変化を考察し た。 一方， 宮古島において 2002 年

か ら 継続観測を行っ てい る ラ イ ダーのデー タ において

も， 大気境界層よ り 上空の自由対流圏にエア ロ ゾルのプ

ルームが観測されている例が春期に見られた。 化学輸送

モデルCFORSで計算されたバイオマス燃焼起源の炭素系

エア ロ ゾル と対応し，CFORSを検証する結果が得られた。

　（ ３ ） 開発 し た全球化学輸送モデルのパフ ォ ーマ ン ス

を，特に中国全域を対象にし て検討し た。2001 年 3 月 1 ヵ

月間の TSP 濃度の観測値と計算値を比較し た。 計算で得

られるエア ロ ゾル成分は， SO4(NH4)2， NO3，  BC， OC， 土

壌粒子 （ ４ ビ ンに ク ラ ス分け） であ る。 太原， 西安， 上

海， 昆明， 合肥， アモイ等では定性的には観測地 と 計算

値の対応はよい。

　（ ４ ） 沖縄辺戸岬でのオゾン， 一酸化炭素の連続観測に

加え， VOC の定期サンプ リ ングを行い各種 VOC につい

て季節変動データ を得た。人為起源の VOC については冬

季か ら春季の汚染大気輸送によ る高濃度 と， 夏季の海洋

性大気の低濃度 と い う 明確な季節変動が観測された。 大

陸か らの気塊はおおむね都市型の汚染性状を示すこ と が

短寿命な人為起源ハロ カーボンの濃度変動から明らか と

なった。 また， 春季に集中観測を行い， 中国の都市部か

ら の汚染大気輸送のパターンや大気組成特性を明らかに

し た。

〔 備考〕

共同研究者 ： 北田敏広 （豊橋技術科学大学）， 梶井克純

（東京都立大学）

（ 10）　 地球温暖化の影響と 適応戦略に関する統合調査

〔 区分名〕 環境 - 委託請負

〔 研究課題コ ード 〕 0206BY485

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1-2 統合評価モデルを用いた地球温暖化のシナ リ オ

分析と アジアを中心と し た総合対策研究

〔 担当者〕 ○原沢英夫 （社会環境システム研究領域），

高橋潔， 兜眞徳

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 18 年度 （2002 ～ 2006 年度）
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〔 目　 的〕 本研究は， 人為的な温暖化が明確 と な り ， その

影響も世界， 日本の各地で顕在化しつつあ る現状を踏ま

え， 温暖化影響 ・ リ ス ク評価に資する ために， 日本及び

アジア地域を対象 と し て， 温暖化影響の現状， 影響の検

出方法の検討， 及び将来気候予測を も と にし た影響予測

を行 う こ と を目的 と し ている。 これら の成果を も と に温

暖化に脆弱な地域及び分野 ・ 部門を特定する こ と， 将来

の悪影響を低減する ための方策を立案し， 適応策， 緩和

策 と あわせて統合的な評価を行 う こ と によ り 戦略的な対

応策の在 り 方を検討する ものであ る。

〔 内容および成果〕

　 本年度は以下の調査研究業務を実施し た。

　（ １ ） 温暖化影響の現状評価 と 解析調査では， 以下の調

査研究を行った。

①温暖化の影響評価指標の開発調査 ： 人間の健康および

市民生活への影響については， 前年度までの成果を踏ま

え， 最近の事例を調査する こ と によ って， 検討を進めた。

②温暖化の影響事例の全国調査 ： 前年度までの成果を踏

まえて地域別の影響事例を分野毎に比較でき る よ う に体

系的に整理する と と も に， 各地域におけ る影響の現状に

ついて整理 ・ 解析を行った。

③地球温暖化の影響に関する海外の研究動向調査 ： 地球

温暖化の も た らす リ ス ク に関する最新の研究動向を把握

する ために調査を行った。

　（ ２ ） 影響と適応戦略の統合データベースの構築

　 前年度までの成果を踏まえて次の事業を行 う 。 最新の

気候モデルの将来予測を用いた地域気候シナ リ オの改良

及びシナ リ オの統合デー タ ベース の開発 と 改良を行っ

た。

　（ ３ ） 影響予測マ ッ プの作成

　 日本の温暖化の影響， と く に地域の影響 と し て， 自然

生態系， 人間の健康を含む市民生活への影響を予測の対

象 と し， 結果を予測マ ッ プ と し てま と めた。 以上に加え

て， 地球温暖化の影響に関する最新の知見や， IPCC 等の

国際的な機関等に関連する最新の資料を も と に小冊子を

作成し て配布し た。 また， 本統合調査成果を広報する た

めのホームページコ ンテンツ を作成する と と もに，「地球

温暖化の日本への影響」 と し て と り ま と め記者発表し て，

研究成果の普及を行った。

〔 備考〕

（ 11）　 地球温暖化の影響と 適応戦略に関する 統合調査：

健康影響研究

〔 区分名〕 環境－委託

〔 研究課題コ ード 〕 0206BY530

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1-2 統合評価モデルを用いた地球温暖化のシナ リ オ

分析と アジアを中心と し た総合対策研究

〔 担当者〕 ○兜眞徳 （首席研究官）， 高橋潔， 小野雅司，

山元昭二， 黒河佳香， 松本幸雄， 一 ノ 瀬俊明，

他共同研究者約 20 名

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 18 年度 （2002 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 IPCC の第 3 次報告において指摘された温暖化

によ る影響 と 脆弱性評価および適応戦略に関する研究の

一環と し て 「健康影響」 に関する部分を担当する。 現在，

我が国における 2085年時点の詳細な温度予測が行われて

お り ， それを基本 と し た温暖化の健康イ ンパク ト につい

て予測評価する こ と を主た る目的 と し ている。 なお， 本

研究は WHO の気候変動 と健康に関するプロ ジェ ク ト ，同

西太平洋支局と協力し て進める。

〔 内容および成果〕

　 本調査研究は， 国立環境研究所が直接実施し ている調

査研究 と 所外の研究班員が中心 と なって実施する研究か

ら な る。 前者では， ①気温 と 熱中症の リ ス ク評価 と モニ

タ リ ングシステムの開発， ②地球温暖化の健康 リ ス ク評

価に関する アンケー ト 調査， ③札幌， 東京， 京都および

沖縄での個人温度曝露モニ ター調査， ④中国 と の共同研

究 （ハルビン， 南京， 広州の 3 都市調査）， ⑤ RCM を用

いた 2090年時点での大気汚染予測モデルの開発，⑥WHO

など国際動向調査などがあ り ， 後者では， ①気温 と 死亡

の関連性解析 （RCM20 を用いた 2090 年時点での死亡 リ

ス ク推定， 等） ， ②気象因子が感染症に及ぼす影響研究

（国立感染症研究所のサーベイ ラ ン スデータの解析） ， ③

マ ラ リ ア等動物媒介性伝染病関連情報収集， ④自然災害

の リ ス ク研究， などを進めている。

　 本年度特記すべ き 内容 と し ては， 国立環境研究所が

行った研究 と し て， ①気温 と 熱中症の リ ス ク評価 と モニ

タ リ ングシステムの開発において， 全国の主用都市 （東

京， 横浜， 川崎， 名古屋， 大阪， 神戸， 広島） におけ る

夏季の熱中症患者発生状況のモニ タ リ ングシステムを構

築し， ホームページ よ り の情報提供を開始し た。 ま た，

⑥ WHO など国際動向調査に関し て，WHO（WMO，UNEP

と共同） よ り 出版された Climate Change and Human Health

- Risk and Responses - を翻訳 ・ 出版し た （気候変動 と健康

－ リ ス ク と反応）。 ②～⑤に関し ては， 前年度に引き続き

データ収集， 解析を行った。 一方， 所外研究者 と の共同

研究については， ①気温 と 死亡の関連性解析において，

既存資料を用いた気象要因 と 死因別死亡率の解析を継続

し て行った。本年度は，（ １ ） 乳幼児突然死症候群 （SIDS）

と気象要因と の関連， （ ２ ） case-crossover study のコ ホー
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ト 集団への適用を目指し た解析用プロ グ ラ ム作成 と 予備

的解析， （ ３ ） 将来予測を前提 と し た都道府県別， 死因別

の気温 と 死亡率 と の関連解析， を行った。 また， ②感染

症に関する研究では， 1999 年 ４ 月感染症新法が施行され

てから 2004 年 10 月までの全国サーベイ ラ ン スデータ を

用いて， 気象因子等が O157 出血性腸炎発症 リ ス ク に与

え る影響について検討し た。O157 出血性大腸炎の年間発

症率は人口 10 万人あた り 2.74 人で， 海外 と比較し て高

率であった。 気温が上昇する と O157 出血性腸炎発症も

増加する傾向が見られた。 さ らに老年人口の割合， 人口

密度， １ 家庭あ た り の人数， 人口あ た り の牛飼育数 と

O157 出血性腸炎発症に関連が認められた。 その他， 在宅

酸素療法を受けている患者集団の症状 と 気象要因 と の関

連の研究に関し て， 個人レベルの気温 ・ 湿度への曝露情

報を 1 年間に渡って収集し た。 得られた個人曝露情報 と

一般環境温度 （AMEDAS などによ る もの） を用い， 気象

因子が患者の症状に及ぼす影響についての解析を開始し

た。

　 最後に， 本課題におけ る研究内容 ・ 成果を 「地球温暖

化 と 健康」 と 題する ホームページを通し て紹介を行って

いる。

〔 備考〕

影響プロ ジ ェ ク ト 全体の研究代表 ： 原沢英夫 （国立環境

研究所） 所外共同研究者 ： 池田三郎 （筑波大学社会工学

系） ・ 岩本愛吉 （東京大学医学部） ・ 内山巌雄 （京都大学

大学院工学研究科） ・ 浦島充佳 （東京慈恵会医科大学） ・

階堂武郎 （大阪府立看護大学） ・ 柏崎浩 （（独） 国立健康 ・

栄養研究所） ・ 澤田晋一 （（独） 産業医学総合研究所） ・ 須

藤千春 （名古屋大学大学院医学系研究科） ・ そ う け島茂

（国立保健医療科学院） ・ 高崎智彦 （（独） 国立感染症研究

所） ・ 玉城英彦 （北海道大学大学院医学系研究科） ・ 都築

和代 （ （独） 産業技術総合研究所） ・ 等々力英美 （琉球大

学医学部）・友保洋三 （国立病院東京災害医療セン ター）・

原口義座 （同上） ・ 本田靖 （筑波大学体育科学系） ・ 森田

茂穂 （帝京大学医学部） ・ 守山正樹 （福岡大学医学部） ・

安藤満 （富山国際大学地域学部環境情報ビジネス学科環

境系） ・ 岡部信彦 （国立感染症研究所感染症情報セ ン

ター） ・ 平良一彦 （琉球大学長寿科学研究プロ ジ ェ ク ト ，

教育学部） 国外共同研究者 ： 金銀龍 （中国 CDC （Center

For Disease Control）， 環境保健 ・ 関連製品安全研究所）

（ 12）　 地上観測と 航空機観測によるエアロゾル性状の空

間分布測定

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0205CD484

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○畠山史郎 （大気圏環境研究領域）， 高見昭憲

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 17 年度 （2002 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 地球温暖化研究において， エア ロ ゾルは地球 ・

地域の気候を支配する放射収支に大き な影響を持ってい

るが， 温室効果ガスの観測等に比べて， その実態の解明

が遅れている。 モデルによ って温暖化の将来予測を精確

に行 う ためには， エア ロ ゾルによ る放射強制力を精確に

求めなければな ら ない。 一方， 東アジア地域は， 中国に

おける石炭の利用によ る大量の SO2 放出や黄砂など， エ

ア ロ ゾルの発生源が多 く ， その長距離越境汚染が大き な

問題 と なっている。 本研究では地上観測や航空機観測に

よ って主に中国に由来するエア ロ ゾルやその前駆体の空

間分布と化学的性状を測定する。

〔 内容および成果〕

　 本研究課題では大気中におけ るエア ロ ゾルおよびその

前駆体の動態を把握し， 東アジアにおけ る現在 ・ 将来の

エア ロ ゾルの空間分布， 沈着量分布を定量化し， これら

の結果に基づき， 大気環境の保全 ・ 改善計画を提言に結

びつける こ と を目的と し て研究を進めた。

　 本研究課題では， 2004 年 ５ ～ ６ 月に中国におけるエア

ロ ゾル， 大気汚染物質の航空機観測を行い， ソース地域

か ら レセプター地域をカバーする航空機および地上での

観測を行った。 観測は， 中国中部を東西に横断する形で

行った。 上海近傍の常州か ら武漢， 重慶， 成都， などの

大都市近傍を経て中西部の新津までの往復と常州，沙市，

新津におけ る それぞれ ２ 回の ロ ーカルフ ラ イ ト を行っ

た。 合計 10 フ ラ イ ト の観測が行われた。 重慶周辺および

上海周辺で高濃度の SO2 および NOx が観測され，特に重

慶や南京か ら の ロ ーカルな汚染を と ら え る こ と がで き

た。

　 また， 中国か ら主に輸送される人為起源の硫酸塩 ・ 硝

酸塩エア ロ ゾルばか り でな く ， 南アジア ・ 東南アジアか

ら輸送されて く る有機物質や黒色炭素を中心 と し たエア

ロ ゾル （ABC: Atmospheric Brown Clouds-Asia） の重要性

に鑑み， エア ロ ゾルの化学成分を高い時間分解能で測定

する こ と のでき るエア ロ ゾル質量分析計 （AMS） や EC/

OC 計，TEOM パーテ ィ クルモニ ターなどを沖縄本島の北

端， 辺戸岬に設置し観測し た。 2004 年 ３ 月 17 日から同

年 ４ 月 27 日までに分析されたカーボンエア ロ ゾルの OC

（有機炭素） に対する EC （黒色炭素） の比 （EC/OC 比）

と後方流跡線の解析から， EC/OC 比が高い と きには中国

起源の気塊であ り ， 逆に低い と きには太平洋起源の気塊

であ る こ と がわかった。 日本 ・ 韓国起源の場合は両成分
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比にまたがっていて変動幅が大きい こ。 中国起源の と き

には OC 濃度も高い。 同時にサルフ ェー ト 濃度が顕著に

高 く なる。 太平洋起源の気塊ではサルフ ェー ト や EC 濃

度が低 く ， 海上の空気は確かに清浄であ る。

〔 備考〕

課題代表者 ： 笠原三紀夫 （京都大学大学院エネルギー科

学研究科教授）

（ 13）　 気候影響評価のための全球エアロゾル特性把握に

関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0308AE486

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○日暮明子 （大気圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 20 年度 （2003 ～ 2008 年度）

〔 目　 的〕 エア ロ ゾルの気候影響評価は依然大 き な不確

定性があ り ， 気候変動研究において重要な課題の 1 つ と

なっている。 不確定性はモデル間の相違によ る と こ ろが

大きいが， その背景には， その気候影響評価に十分な全

球でのエア ロ ゾル特性が明ら かになっていない実情があ

る。 本研究では， エア ロ ゾルの気候影響評価の精度向上

にむけ， 衛星データ を利用し， 全球でのエア ロ ゾル光学

特性の把握を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 多波長衛星データ利用によ るエア ロ ゾルアルゴ リ ズム

と し て，短波可視 - 可視 - 近赤外域の ４ 波長データから，

エア ロ ゾルの光学的厚さ ・ サイ ズ イ ンデッ ク ス ・ 光吸収

性の同時推定し， さ らに推定された粒径の大小 と 光吸収

性から砂塵性 ・ 炭素性 ・ 硫酸塩 ・ 海塩エア ロ ゾルの 4 つ

のエア ロ ゾルタ イプへ種別分類を行 う ４ 波長アルゴ リ ズ

ムの開発を進めて き た。 開発アルゴ リ ズムの精度向上を

図る ために， 東アジア域の高分解能データの解析を継続

的に行い， 解析データ を蓄積する と と も に， 地上放射観

測およびエア ロ ゾル成分分析データ と の比較を進めた。

その結果， 衛星解析の結果は， エア ロ ゾルの光学的厚さ

を過大評価する傾向にあ るが， 大陸か らの黄砂や汚染質

の特性の推定において地上観測結果 と 非常によ く 整合し

ている こ と が分かった。 特に， 種別分類において， 地上

の成分分析結果 と 悪 く ない一致がみられ， その有効性が

示された こ と は， 大き な成果 と いえ る。 アルゴ リ ズム開

発と同時に，全球長期解析に向け，衛星データ （SeaWiFS，

MODIS， GLI） の収集と その １ 次， ２ 次処理を進め， 全球

解析を効率的に行 う ために作成し ているセグ メ ン ト デー

タの一部に対し， 試験的な解析を行った。

〔 備考〕

（ 14）　 大気海洋結合系の気候感度決定メ カ ニズムに関す

る研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0308AE591

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○小倉知夫 （大気圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 20 年度 （2003 ～ 2008 年度）

〔 目　 的〕 地球温暖化に対する適応策等を検討する上で，

温室効果気体の増加に対する大気海洋結合系の応答を定

量的に把握する こ と が重要 と な る。 しかし， 数値気候モ

デルを用いた温暖化実験では気温上昇の幅がモデルの種

類によ り 有意にばらつ く 現状にあ る。そ こ で本研究では，

温室効果気体増加に対するモデル気温の応答幅 （気候感

度） を決定する メ カニズムについて理解を深め， 気候変

動見通しの精度向上に寄与する こ と を目標とする。

〔 内容および成果〕

　 気候モデル CCSR/NIES/FRCGC AGCM （以下 「K-1 モ

デル」） を用いて気候感度 （CO2 倍増に対する地表面気温

の平衡応答） を計算し， 得られた結果を他機関のモデル

出力 と 相互に比較し た。 その結果， K-1 モデルの気候感

度は （ １ ） 雲水の相 （液相 / 固相） を診断する経験的関

数の定義や， （ ２ ） 融解し た雲氷の取 り 扱い， を不確定性

の範囲内で変更する こ と によ り ， それぞれ 1.3 ℃， 1.0 ℃

も変わる こ と が確かめられた。 即ち （ １ ） （ ２ ） の設定を

変え る こ と で， CO2 倍増に対し て雲水がよ り 増加する よ

う にな り ， 雲水によ る短波反射がよ り 促進されて温暖化

が抑制された。 一方， K-1 モデルの気候感度は （ １ ） （ ２ ）

の変更で低 く 抑えた場合でも 4.0 ℃あ り ， 他機関のモデ

ル と 比べて高い。 その要因 と し て， K-1 モデルでは亜熱

帯海洋上の境界層雲が温暖化に伴い減少し海面短波吸収

が促進される こ と が寄与し ている。 こ の層雲減少は， 大

気境界層内の相対湿度が減少する こ と で凝結によ る雲水

生成が抑制されて起こ る こ と が確かめられた。

〔 備考〕

（ 15）　 環礁州島から なる島嶼国の持続可能な国土の維持

に関する研究

〔 区分名〕 環境－地球推進 B-15

〔 研究課題コ ード 〕 0305BA535

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○松永恒雄 （社会環境システム研究領域），
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山野博哉， 島崎彦人

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 島嶼国， と く に環礁上の州島は， 標高が最大数

m，幅数 100m と低平で利用可能な土地 と資源が限られて

お り ， 環境変動に対する脆弱性がきわめて高い。 と く に

温暖化に伴 う 海面上昇によ って， 国土その も のが水没し

て し ま う こ と が危惧されている。こ う し た点から IPCC の

第 3 次報告書において も 1 章を 「小島嶼国」 にあて， 地

球環境変動に対する対応戦略の策定が急務であ る と し て

いる。 本研究においては， 環礁州島の形成維持機構を自

然， 人文両方の面か ら明ら かにし， 環礁州島の持続可能

な維持のための総合的 ・ 具体的方策を提案する。

〔 内容および成果〕

　 全球を対象 と し て， 環礁州島の形成維持に重要な物理

的要因のデータ を収集し， 地理情報シス テムを活用し て

データベース と し てま と めた。 また， マーシ ャル諸島共

和国を対象 と し， 衛星データ を活用し て環礁州島の分類

を行い， 州島をい く つかのタ イプに類型化し た。 そのタ

イプ と 収集された物理要因 と 関係を予察的に解析し， 台

風 と 波力が州島の形成維持に重要であ る こ と を示唆 し

た。 また， 州島への人間居住開始時期に関する考古学的

データ を収集し， 類型化された環礁州島のタ イプ と 比較

する こ と によ り ， 州島が適切に利用されているか診断す

る こ と ができ る こ と を示し た。

〔 備考〕

研究代表者 ： 茅根創 （東京大学） 共同研究者 ： 近森正 （帝

京平成大学）， 山口徹 （慶應大学）， 横木裕宗 （茨城大学）

（ 16）　 大気中の水・ エネルギー循環の変化予測を目的と

し た気候モデルの精度向上に関する研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 B-1

〔 研究課題コ ード 〕 0305BA541

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1-2 統合評価モデルを用いた地球温暖化のシナ リ オ

分析と アジアを中心と し た総合対策研究

〔 担当者〕 ○野沢徹 （大気圏環境研究領域）， 日暮明子，

江守正多， 小倉知夫， 永島達也

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 地球温暖化に と も な う 気候変化を予測する気

候モデルの予測精度向上に資する こ と を目的 と する。 そ

のために本研究では， モデルにおいて不確定性の大きい

雲 ・ エア ロ ゾルなどの物理過程の表現を改良 ・ 高度化し，

モデルによ り 表現される平均的な気候状態の維持機構の

妥当性， および気候変化に伴 う 水 ・ エネルギー循環の変

化の妥当性について， 観測データ等を基に定量的に評価

する こ と を目標とする。

〔 内容および成果〕

　 全球気候モデルを用いた地球温暖化予測に伴 う 不確定

性の幅を明ら かにする こ と を目的 と し て， 主にエア ロ ゾ

ル， オゾンおよび雲 ・ 降水過程に着目し， 既存のエア ロ

ゾル， オゾン等の反応 ・ 輸送モデルに存在する不確定性

の幅を明ら かにする と と も に， その幅を狭める ための同

モデルの改良， 高度化を行 う 。 現在気候の再現性の検討

だけでな く ， モデルによ り 表現される気候変動 ・ 気候変

化の妥当性について も議論を行 う ため， 雲 ・ 降水 - エア

ロ ゾル相互作用を考慮し た全球気候モデルを開発する。

モデルの検証には， 衛星観測や客観解析などのデータに

よ る， エア ロ ゾル分布の長期解析や降水要因別の寄与率

の解析など を有機的に活用する。 また， 気候変化に伴 う

降水量変化の メ カニズム解明のため， 単純化し た水惑星

モデルなどの簡単なモデルを援用し， 気候モデルによ り

予測 さ れる降水量変化について理論的に考察を加え る。

本課題は， 以下の ２ つのサブテーマで構成 さ れる。 （1）

対流圏エア ロ ゾルおよびオゾン過程モデルの高度化に関

する研究， （2） 気候変化に伴 う 大気中の水循環過程の変

化に関する研究

　 対流圏エア ロ ゾルおよびオゾン過程モデルの高度化に

関する研究 と し て， 対流圏エア ロ ゾル輸送モデルの高度

化 と エア ロ ゾルの気候への影響評価のために， 全球気候

モデル と エア ロ ゾル輸送モデルのオン ラ イ ン化， エア ロ

ゾルモデル と 対流圏オゾンモデル と の結合， エア ロ ゾル

間接効果ス キームの改良等を行 う 。 また， 衛星データ解

析によ るエア ロ ゾル分布の導出に基づ く モデルの検証を

行 う 。 気候変化に伴 う 大気中の水循環過程の変化に関す

る研究 と し て， 現実大気におけ る降水特性解析および気

候モデルの降水過程の検討のために， 降水の主要な要因

を現実の降雨データや気象データ を用いて分類する手法

を開発し， その手法に基づき， 衛星等によ る降水量観測

データ を用いて地球上の様々な地域 ・ 季節で要因別の降

水量を推定する。 また， 現実気候を再現する気候モデル

に よ る 数値シ ミ ュ レーシ ョ ン結果を時空間高分解能で

アーカ イブし， 現実の観測データの解析から得られる知

見や手法を生か し て降水の要因別貢献について解析す

る。 地球温暖化時の降水過程の特性変化に関する数値実

験と し て，地球温暖化によ る地表面大気温度増加に伴い，

降水分布にいかな る変化が も た ら さ れる のかについて，

水惑星モデル等の単純化し た ３ 次元大気大循環モデル実

験に基づき， 理論的な考察を行 う 。

　 本年度に得られた成果は以下の とお り であ る。

　 前年度開発し たエア ロ ゾル結合全球気候モデルにエア
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ロ ゾル間接効果ス キームの取 り 込みを行った。 また， 開

発モデル検証のために， 衛星雲解析データの整備 と エア

ロ ゾル長期解析を進めた。 さ らに， 開発し たエア ロ ゾル

- オゾン相互作用モデルを用いて，結合によ るエア ロ ゾル

場に対する影響評価を行った。

　 水循環過程については， 現実の降水量衛星観測データ

に開発された手法を適用し て数値的に降雨要因を特定す

る手法を開発し， ３ 年分， 5 度格子ご と の降水要因デー

タ を作成し た。 また， 降水要因別に， 衛星で観測された

３ 次元データ を利用し て降雨の特性解析を行った。 単純

化水惑星モデルによ る実験に基づき， 地球温暖化に伴 う

降水場の変化を調べた。

〔 備考〕

研究代表者 ： 神沢博 （名古屋大学）

（ 17）　 高分解能大気海洋モデルを 用いた地球温暖化予測

に関する研究

〔 区分名〕 文科 - 振興費

〔 研究課題コ ード 〕 0306CE525

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1-2 統合評価モデルを用いた地球温暖化のシナ リ オ

分析と アジアを中心と し た総合対策研究

〔 担当者〕 ○野沢徹 （大気圏環境研究領域）， 江守正多，

小倉知夫， 永島達也

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 18 年度 （2003 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 現在の知見で最 も 確か ら し い地球温暖化に関

する予測情報を提供し， 温暖化対策や適応策などの政策

決定に寄与する こ と を目的 と する。 そのために本研究で

は， 高分解能大気海洋結合モデルを開発し て地球温暖化

予測実験を行い， これまでの研究では不十分であった地

球温暖化に伴 う 地域的な気候変化や， 台風の数や集中豪

雨 ・ 豪雪の発生の増減など地球温暖化に伴 う 異常気象の

変化の予測に関する新しい研究成果を挙げる こ と を目標

とする。

〔 内容および成果〕

　 地球温暖化予測に関する最新の知見を得る ために， 現

有の大気海洋結合モデルを高解像度化し， 高分解能大気

海洋結合モデルを新たに開発する。 特に， 雲のパラ メ タ

リ ゼーシ ョ ンの改良， 海洋中の拡散過程の改良， 海底境

界層の取 り 込み， 雲 と 放射過程， 温室効果気体の取 り 扱

いの改良， 陸面過程の改良， 成層圏プロセスの改良など，

物理過程の高度化を行 う 。 国内外の他機関の気候モデル

と 同一条件下で実験を行い， 結果を相互に比較 ・ 検討す

る こ と によ り ， モデルの物理過程の改良を計る。 高解像

度モデルによ る温暖化実験に資する ために， 現有の気候

モデルの特性や気候感度について調査を行 う と と も に，

中解像度の気候モデルを用いて， 20 世紀の気候再現実験

および様々な温暖化実験を行 う 。 また， さ らに高解像度

の大気大循環モデル （水平解像度 20 ～ 60km） を開発し

て タ イ ム ス ラ イ ス実験を行い， 地域的な影響評価や異常

気象の変化などに関する研究を進展させる。 国立環境研

究所では，主と し て中解像度モデルによ る 20 世紀再現実

験および各種温暖化実験を担当する。 当研究所の具体的

な研究実施計画は以下の とお り であ る。 20 世紀再現実験

および温暖化実験を行 う 際に必要 と な る， 各種外的気候

影響に関する外部境界条件データ を整備する。 収集し た

データ をモデル中で取 り 扱 う ために必要な ソース コー ド

の変更を行 う 。 新規開発する高解像度モデル と 基本的に

は同一の物理過程を持つ中解像度モデルを整備する と と

もに，同モデルを用いた 20 世紀の気候再現実験および各

種温暖化実験を行 う 。 本年度に得られた成果は以下の と

お り であ る。 現状で考慮し得るほぼすべての気候変動要

因を考慮し た過去の気候再現実験を行い， 20 世紀に観測

さ れた地上気温の長期変化を も っ と も ら し く 再現し た。

炭素性エア ロ ゾル排出量の経年変化を考慮する こ と によ

り ， 地上気温変化の地理的な分布の再現性が向上する こ

と が確認された。 人為起源および自然起源の気候変動要

因を切 り 分けた実験を行い， 20 世紀前半の昇温は自然起

源の気候変動要因に起因する こ と， 20 世紀最後の 30 年

程度の昇温は人為起源の気候変動要因に起因する こ と が

示唆された。

〔 備考〕

研究代表者 ： 住明正 （東京大学）

共同研究機関：東京大学，地球フ ロ ンテ ィ ア研究システム

（ 18）　 二波長偏光ラ イ ダーのデータ 解析手法の研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0406AE344

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○杉本伸夫 （大気圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 現在， ラ イ ダーネ ッ ト ワークによ るエア ロ ゾル

観測を展開し ているが， 二波長の観測データ中に明確な

解釈が容易でない現象がしばしば見られる。 これまでに

二波長 と 偏光解消度を用いたエア ロ ゾルの特性評価手法

について研究し たが， 実際の観測データにおいてはこれ

を適用する こ と が必ずし も 容易ではない。 本研究では，

二波長偏光ラ イ ダーによ る観測データ と エア ロ ゾルおよ

び雲の特性について再検討し， 観測結果の解釈に広 く 利
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用でき る解析手法の開発を目指す。

〔 内容および成果〕

　 これまでに得られている ラ イ ダーネ ッ ト ワーク によ る

データから二波長および偏光データの特徴的なパターン

を抽出する。 抽出し たケースについて， イ ンバージ ョ ン

法によ る解析， ２ 波長アルゴ リ ズムによ る解析等を試み

る。 また， 気象状況や化学輸送モデルによ る現象の解析

を行 う 。 これら に基づいて現象を解釈する と と も に， 状

況に応じ てエア ロ ゾルおよび雲の特性を評価する手順を

検討する。

　 2003 年 ５ 月に観測されたの森林火災エア ロ ゾルのデー

タ を用いて， ２ 波長の消散係数の違いなどの簡易な解析

手法を検討し た。 一方， 2001 年の 「みらい」 のデータに

ついて， 東北大で開発された， あ ら かじめエア ロ ゾルの

光学特性を仮定し たル ッ ク ア ッ プテーブルを用いる解析

手法と，従来の Fernald のイ ンバージ ョ ン法によ る解析結

果の比較を行った。

〔 備考〕

（ 19）　 気候変化と 大気化学諸過程の相互作用に関する数

値的研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0408AE494

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○永島達也 （大気圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 20 年度 （2004 ～ 2008 年度）

〔 目　 的〕 大気化学諸過程は， 放射強制や大気の力学を媒

介 と し て気候シ ス テ ムの変動性に本質的に関わっ てい

る。 にも関わらず， 将来の気候変化見通しに使用される

最新のモデルで も， 大気化学の扱いは十分 と は言えない

のが現状であ る。 こ う し た状況は， 例えば領域規模の気

候変化や気候変化におけ る成層圏 ・ 対流圏結合の役割等

を考え る際に大き な問題と な り 得る。そ こ で本研究では，

大気化学過程が結合された数値モデルを用いて， 気候変

化におけ る大気化学過程の影響 （あ るいはその逆） に関

する理解を深め， 可能な限 り 定量的な理解を得る こ と を

目指す。

〔 内容および成果〕

　 現在， 人間の経済活動に伴っ て大気中に排出 さ れ る

様々な化学物質が地球の気候システムに少なからぬ影響

を与え る こ と が危惧されている。 その代表的な物質は二

酸化炭素をはじめ と する温室効果気体であ り ， これらに

よ る気候の温暖化が及ぼす様々な影響に関する研究が全

世界で精力的に行われている。 一方， 大気中に排出され

る その他の化学物質 （例えば， 対流圏オゾンや各種エア

ロ ゾル） も， 温室効果気体 と はまた異な る放射特性を介

し た気候への影響力を持つ と 考え られのであ るが， 気候

モデルによ る将来の気候見通し実験などにおいて， これ

ら の効果は限定的にのみ扱われてい る のが現状 と いえ

る。 そのため， 本研究ではエア ロ ゾル過程や対流圏大気

化学過程が陽に考慮された気候モデルを使って， 気候変

化におけ る これら大気中化学物質の役割を可能な限 り 定

量的に理解する こ と を目標 と し ている。 現状はエア ロ ゾ

ル過程を陽に取 り 込んだ気候モデルが完成し てお り ， 本

年度はこ のモデルを用いた 20 世紀気候の再現実 験や将

来の気候見通し実験など を行い， その結果を， 特にエア

ロ ゾルの変化が気候の変化に及ぼし た影響に注目を し て

解析を行った。 こ の実験では， 硫酸エア ロ ゾル と 炭素質

エア ロ ゾル排出量の20世紀における変化を気候モデルに

入力し た り ， 逆に排出量を産業革命以前の推定値に固定

し た り する実験を数種類行い， エア ロ ゾル排出量変化に

対する気候システムの感度を調査し た。 20 世紀中盤に実

際に観測された全球 ・ 年平均地表面気温の弱い低温化傾

向は， 硫酸エア ロ ゾルの増加を考慮すれば再現する こ と

が可能であ る も のの， 地表面気温変動の時空間構造の再

現性に着目し た場合には， 炭素質エア ロ ゾルの増加を考

慮し ない と観測された 20 世紀中盤の気温変化を再現 す

る こ と がで き ない と い う 結果 と な っ た。 ま た， optimal

fingerprinting と い う 統計手法を用いて定量的に検証し，こ

こ で得られた結果が統計的にロバス ト であ る こ と を確認

し た。

〔 備考〕

（ 20）　 温暖化対策の多面的評価ク ラ イ テリ ア設定に関す

る研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 S-3-2

〔 研究課題コ ード 〕 0406BA354

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1-2 統合評価モデルを用いた地球温暖化のシナ リ オ

分析と アジアを中心と し た総合対策研究

〔 担当者〕 ○亀山康子 （社会環境システム研究領域），

原沢英夫， 久保田泉

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 温暖化対策と し て 1997 年に採択された京都議

定書が， 米国の離脱等の困難な状況にあ る中で， よ り 中

長期的な温暖化対策のための指針が求め られている。 本

研究では， こ のよ う な指針を示すために， 中長期的シナ

リ オを作成する。 と り わけ， 2050 年 と い う 長期において

いかな る目標設定が望ま しいのかについて， さ ま ざまな
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観点から分析を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 気候変動対策の長期目標 （2050 年） に関し て， 以下の

作業を行った。

　（ １ ） 長期目標の妥当性を設定する ために， 二酸化炭素

及び温室効果ガ スの大気中濃度に関する安定化および，

平均気温の上昇幅について試算を行い， 妥当なレベルに

ついて検討を行った。 また， あ る長期目標に達成する た

めの地球全体の排出パス を計算し た後で， それを複数の

ルールを用いて主要国ご と に排出量を分配 し， 各々の

ルールが国際制度 と し て合意された場合に日本に求めら

れる排出削減量についての初歩的計算を行った。 これら

の計算結果はまだ確定し た も のではないが， いかな る長

期目標を選ぶかによ って， また， いかな る国際ルールが

合意されるかによ って， 日本が目指すべき長期排出削減

目標は変わって く る こ と が分かってき た。

　（ ２ ） 長期目標が設定される レベルの違いによ っていか

なる気候変動の影響が予想されるのか， と い う 観点から，

関連する論文を レ ビ ューし た。 また， 気候変動の影響の

観点か ら排出抑制策の長期目標が設定される可能性につ

いて考察し た。

　（ ３ ） 欧州では現在複数の国で こ のよ う な長期目標が設

定されている こ と か ら， これらの長期目標 （産業革命前

か ら ２ ℃ と いった目標） について， いかな る政策決定過

程を経て こ の目標が合意されたのかを イ ン タ ビ ュー調査

を実施し た。

〔 備考〕

研究代表者 ： 蟹江憲史 （東京工業大学）

共同研究機関 ： 京都大学， 青山学院大学

（ 21）　 温暖化対策評価のための長期シナリ オ研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 S-3-1

〔 研究課題コ ード 〕 0408BA369

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1-2 統合評価モデルを用いた地球温暖化のシナ リ オ

分析と アジアを中心と し た総合対策研究

〔 担当者〕 ○甲斐沼美紀子 （社会環境システム研究領域），

増井利彦， 藤野純一， 花岡達也

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 20 年度 （2004 ～ 2008 年度）

〔 目　 的〕 気候安定化を達成する ためには， 低炭素社会に

向けた幅広い政策オプシ ョ ン を実施する必要があ る が，

従来の技術積み上げのみの対策では不十分であ り ， 社会

シス テムの変革 と イ ノ ベーシ ョ ンの導入を行 う などの脱

温暖化にむけた構造的な転換が不可欠であ る。 本研究で

は，日本における 2050 年に向けた脱温暖化政策オプシ ョ

ンおよびそれらが統合化されたシナ リ オを検討する評価

手法を開発し，日本における 2020 年までの中期シナ リ オ

と 2050 年までの中長期シナ リ オを構築する。

〔 内容および成果〕

　（ １ ） 既存研究のレ ビ ュー

　 既に2050年を対象 と し た国別低炭素社会シナ リ オ開発

を進めてい る英 ・ 独 ・ 仏 ・ 蘭 ・ EC な ど欧州諸国を訪問

し， 先行事例を調査し た。 欧州では 1996 年の環境指令に

基づいた気候上昇 2 ℃以下に抑え る こ と を前提に 2050 年

の温室効果ガス排出量を現状の60％から 80％削減させる

解析を行っているが， シナ リ オを描 く ために技術積上げ

型モデルを使用し た り ， シ ミ ュ レーシ ョ ンモデルを利用

し ている様子がわかった。 ただし， 2050 年に向けて具体

的な対策のイ メ ージ像を提供する ものはな く ， 日本 2050

年の研究では， 国別削減目標の根拠， 削減に資する対策

の同定， それら を組み合わせる根拠， 他の環境問題 と の

リ ン ク な ど について よ り 詳細な検討が必要な こ と がわ

かった。

　（ ２ ） 2050 年に向けた必要削減速度の解析

　 中長期にわた る脱温暖化シナ リ オ構築の基礎 と し て，

社会経済構造， エネルギー需給システム， 炭素吸収 ・ 隔

離対策効果など と 温室効果ガスの排出の関係を簡便に解

析する ツールを開発し た。 イ ギ リ ス， ド イ ツ， フ ラ ン ス

などの政府関連機関が報告し ている脱温暖化シナ リ オを

分析する と， それぞれの国において温室効果ガスの削減

目標は異な る も のの， 経済成長によ る増加分を考慮する

と， 各国と も実質的な削減速度は 4％／年が必要であ り ，

炭素集約度やエネルギー集約度を過去の改善速度の 2 ～

3 倍に加速する こ と を想定し ている こ と が分かった。

　（ ３ ） 2020 年および 2050 年叙述的シナ リ オの開発

　 既存の中長期的なシナ リ オの収集 ・ 整理 ・ 分析や定量

的長期政策分析の手法論についてのレ ビ ューを実施し，

日本におけ る脱温暖化社会に向けた中長期的なシナ リ オ

作成作業を進めるに当たっての重要なポ イ ン ト を整理し

た ： 低出生率， 高齢化社会， ラ イ フ ス タ イルの個人化や

嗜好の変化， サービ ス経済を含む産業構造の変化， 多極

化やコ ンパク ト シテ ィ ーなどの土地利用構造変化， 水素

利用， 原子力 ・ 炭素貯蔵の潜在力や受容性， 気候政策の

副次的便益， 廃棄物処理場の限界など他の環境問題 と の

関係。

　 これら を参考に， ２ つのシナ リ オイ メ ージ像を構築し

た。

［シナ リ オ A］ 都市型 ・ 大規模集中社会， 大量生産 ・ 大量

消費・大量廃棄の傾向は変わらず大規模処理技術で対応，

大規模イ ンフ ラ指向
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［シナ リ オ B］ ス ローラ イ フ ・ 中小規模分散社会， 少量生

産 ・ 少量消費 ・ 少量廃棄に向かい， リ サイ クル化が進展，

物質的な豊か さ よ り 精神的豊か さ （ゆ と り ） を求める人

が増加

　（ ４ ） 2020 年基準シナ リ オの構築日本を対象 と し た経済

モデル （AIM/Material） を用いて， 定量的な基準シナ リ オ

を， 整合性を確保し た上で提示し た。 具体的には， 叙述

的シナ リ オで規定された人口， 潜在的経済成長率， 全要

素生産性， 労働生産力， 海外 と の関係な ど を定量化し，

それをモデルの入力 と し て計算する こ と で， 経済的なバ

ラ ン スの取れた 2020 年基準シナ リ オを導出し た。モデル

から得られる出力と し て， GDP， 部門ご と の生産量， CO2

排出量， エネルギー需給量などがあ る。 CO2 排出量の推

移をみる と シナ リ オ A では 2020 年までほぼフ ラ ッ ト に

対し て，シナ リ オ B では 1990 年のベース ラ イ ンを若干下

回 る 排出量にな る こ と が試算 さ れた。 こ れ ら の数値を

ベースにどのよ う な対策を組み合わせれば削減でき るか

を検討する こ と ができ る。

　（ ５ ） 2020 年対策シナ リ オの検討対策シナ リ オを構築す

る ために， まず環境オプシ ョ ンデータベース を設計し，

2020 年を対象と し た対策オプシ ョ ンの収集を行った。 次

に， それら の対策オプシ ョ ンの導入割合を想定し， 削減

可能な量を推計し た。 それによ る と， 2020 年までに現状

の範囲で考え られる対策を組み合わせる と， 1990 年レベ

ルの約 15％の削減が可能であ る こ と がわかった。

〔 備考〕

共同研究者： 松岡譲 （京都大学），島田幸司 （立命館大学）

（ 22）　 極端な気象現象を 含む高解像度気候変化シナリ オ

を用いた温暖化影響評価研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 B-12

〔 研究課題コ ード 〕 0406BA488

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1-2 統合評価モデルを用いた地球温暖化のシナ リ オ

分析と アジアを中心と し た総合対策研究

〔 担当者〕 ○江守正多 （大気圏環境研究領域）， 野沢徹，

小倉知夫， 原沢英夫， 高橋潔， 肱岡靖明

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 日本が有す る 世界最大規模の ス ーパー コ ン

ピ ュータであ る 「地球シ ミ ュ レータ」 上で （別課題によ

り ） 計算された， 世界最高解像度の大気海洋結合気候モ

デルによ る将来の気候変化見通し シ ミ ュ レーシ ョ ン実験

結果を用いて， 高温日や豪雨などの極端な気象現象 （極

値現象） の効果を含んだ温暖化影響評価を水資源， 農業，

健康分野について行 う 。

〔 内容および成果〕

　 本研究では， 日本が有する世界最大規模のスーパーコ

ン ピ ュータであ る 「地球シ ミ ュ レータ」 上で （別課題に

おいて） 計算された， 世界最高解像度の大気海洋結合気

候モデルによ る将来の気候変化見通し シ ミ ュ レーシ ョ ン

実験結果を用いて， 大雨などの極端な気象現象の効果を

含んだ温暖化影響評価を行 う 。 こ の気候シ ミ ュ レーシ ョ

ンが現在の気候条件で極端な気象現象を現実的に表現で

き ているかど う かの検証を行った上で， これを用いて地

球温暖化によ る水資源， 水害， 農業， 健康分野の影響評

価を全球規模で行 う 。 また， 水資源 と 農業分野に関し て

は， 温暖化の影響を緩和する ためのダム管理， 灌漑管理

等の適応施策の検討を行 う 。 さ ら に， 影響が甚大であ る

と 診断 さ れた， い く つかの特定地域 （ホ ッ ト ス ポ ッ ト ）

に注目し て， そのよ う な影響を も た らす気候変化が気候

シ ミ ュ レーシ ョ ンの中で如何な る メ カニズムで生じ たの

かを解明し， そのよ う な変化が気候シ ミ ュ レーシ ョ ンの

不確実性に依存し ないかど う かの検討も行 う 。

　 本年度の主な成果は以下の とお り であ る。

　（ １ ） 高解像度大気海洋結合モデルの結果を用いて， 温

暖化時の日本の夏季の気候の変化について解析を行い，

日本周辺の平均的な気圧配置は，梅雨が活発で長引 く 「冷

夏」 型に移行する と い う 予測結果を得た。 また， 真夏日

の日数は 21 世紀終わ り までに数十日増加し，豪雨の頻度

も増加する こ と が示唆された。

　（ ２ ） 高解像度大気モデルの結果を用いて， 極端に強い

日降水の全球分布を衛星観測に よ る見積 も り と 比較し，

温暖化予測実験の解析も行った。 これによ り ， モデルは

観測された降水強度を よ く 再現でき る こ と， および， 温

暖化実験におけ る極端に強い日降水の各地点での変化率

は， 多 く の地域で年平均降水量の変化率に近い こ と を示

し た。

　（ ３ ） 高解像度大気モデルの結果を利用し， （A） 日別出

力値の直接利用， （B） 月別出力値を内挿補間し て作成し

た日別データ を利用， の ２ ケースについて， それぞれ農

作物生産性推計を行い， 結果の比較解析を行った。 その

結果， 強い雨の日や無降雨日があ る （A） に比べて， 平均

的 ・ 継続的に降雨のあ る （B） では， 成長を阻害する土壌

の乾燥が起きに く く ， 米国東北部， 南米， 中国東北部に

おいて， 農作物生産性が過大に見積も られる こ と が示さ

れた。

〔 備考〕

（ 23）　 高山植生による温暖化影響検出のモニタ リ ングに

関する研究
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〔 区分名〕 環境 - 地球一括

〔 研究課題コ ード 〕 0408BB475

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○名取俊樹 （生物圏環境研究領域）， 原沢英夫

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 20 年度 （2004 ～ 2008 年度）

〔 目　 的〕 IPCC 第 3 次評価報告書 （2001） では， 地球温

暖化によ る影響がすでに世界各地で顕在化し てお り ， 今

後温暖化影響長期モニ タ リ ングが必要であ る と 結論し て

いる。 し かし， 我が国においては， 温暖化影響検出 ・ 把

握 と い う 点については， 長期にわた る着実な調査 ・ 研究

が欠かせない こ と， 影響検出手法の不明確さ から， これ

まで十分な研究が実施されて こ なかった と い う のが実情

であ る。 そのため， 本研究では高山植生を活用し た重点

的な調査 ・ 研究を行い， IPCC が地球温暖化によ る影響が

すでに世界各地で顕在化し ている と結論付けた手法に準

じ て， 温暖化影響の検出 ・ 把握を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 我が国高山帯を大き く 3 つに分け， それぞれの地域か

ら， アポイ岳 （北海道地域） ， 白山 （本州日本海地域） ，

北岳 （本州太平洋地域） を選び， 各山ご と に比較的開花

記録が残っている植物種を選んで調査区を設定し， 温暖

化影響の指標 と し てその植物種の開花日な ど を調査 し

た。 さ らに， 過去の開花記録の収集に努めた。 その結果，

いずれの調査区において も得られたデータの中で， 最も

開花が早かった年は 1998 年であった。 また， 気象要因 と

の関係を解析する ため， 各調査区に， 温度計， 積雪深計

（アポイ岳のみ）， 風速計を設置し観測を開始し た。 また，

かつて行われた群落調査の記録が残されている南アルプ

ス光岳近 く において， その後の群落の分布範囲などの変

化を把握する ための調査を開始し た。 また， 蓄積されて

いる衛星データか ら， 雪に関するデータが少ない山岳地

の積雪期間を把握する ため， まず全国を対象 と し， 観測

頻度が高い NOAA のデータ と ア メ ダスの積雪データ を用

い， 各ア メ ダス地点が積雪区か無積雪区を判別する手法

を検討し た。 その結果， NDI10 日間コ ンポジ ッ ト 画像に

よ り 積雪域を抽出し， さ らに， NDI 値の経時変化によ り

カテゴ リ 分け し た方が推定精度が良い結果が得ら れた。

そのほか， 我が国高山帯に共通するハイ マツ を選び， 温

暖化影響の指標 と し ての利用を検討する ため， 文献を収

集し， データベース化を行っている。 その結果， 以前よ

り 報告されていた こ と ではあ るが， 少な く と も本州にお

いては， 検討事例を増やし て も， ハイ マツが認めら ない

山の標高 と 認められる山でのハイ マツの分布下限高度は

ほぼ一致する こ と が確かめられた。

〔 備考〕

共同研究者 ： 東京大学大学院農学生命科学研究科， 静岡

大学理学部， 石川県白山自然保護セン ター， 北海道環境

科学研究セン ター

1． 3 　 京都議定書及び第二約束期間への我が国及

びアジア諸国の対応可能性の政策研究

（1）　21 世紀の炭素管理に向けたアジア陸域生態系の統

合的炭素収支研究～アジア陸域生態系の炭素収支変

動予測と 21世紀の炭素管理手法の検討21世紀の陸域

炭素管理オプショ ン の総合評価と 炭素収支の統合予

測モデルの開発

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 S-1

〔 研究課題コ ード 〕 0206BA423

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1-2 統合評価モデルを用いた地球温暖化のシナ リ オ

分析と アジアを中心と し た総合対策研究

〔 担当者〕 ○山形与志樹 （地球温暖化研究プロ ジェ ク ト ），

松本泰子， 岡松暁子， 石井敦

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 18 年度 （2002 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 陸域炭素収支を中長期的にわた っ て適切に管

理する ためには， 自然科学， 社会科学の両方の視点を統

合し た予測モデルを開発し， 包括的な分析に基づいた総

合評価を実施し なければな ら ない。 それによ って京都議

定書の第 2 約束期間以降の対策策定に貢献する科学的炭

素管理手法に関する知見を得る こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 本研究では， 陸域炭素収支変動に関する最新の知見を

踏まえて， 京都議定書の第 2 約束期間以降における吸収

源の取扱い等， 中長期的な科学的炭素管理手法に関する

統合的 （自然 ・ 社会科学の両面） な検討を実施し た。 特

に， 下記の 2 つの研究テーマに関する検討を実施し た。

　 １ ） 炭素収支予測モデルを用いて， 中長期的な陸域炭

素管理オプシ ョ ンを評価し， 人間活動 と 自然生態の相互

作用を考慮し た， 炭素管理に係わる統合予測モデルを開

発。

　 ２ ） 陸域炭素収支を中長期的に適切に管理する ため，

どのよ う な気候レジーム （制度） が望ま しいのか， 他の

国際環境レジーム と の関連も考慮し， 効果的なレジーム

形成の要件に関する分析。 尚， 本研究は， ISCU における

新たな国際研究計画グ ローバル ・ カーボン ・ プロ ジ ェ ク

ト （GCP） のサブテーマ 「炭素管理」 に対応し た研究で

あ る。 炭素管理に係わる統合予測モデルの開発に関し て

下記の結果が得られた。

　 ①陸域炭素収支の中長期的な変動を評価する ための第
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一ステ ッ プ と し て， 過去の気象条件の変動に伴 う 陸域炭

素収支の年次変動を評価し た。 年次間の気象変動によ っ

て も陸域炭素収支は大き く （地域によ っては ±2tC/ha 程

度） 変動する こ と が明らかになった。

　 ②中長期的な陸域炭素管理オプシ ョ ンのポテンシ ャル

評価に関し て， 今後 20 年間のグ ローバルな森林再生 ・ 減

少動向に伴 う 炭素収支変動評価モデルをベース と し て，

中長期的 （100 年間） な人為活動 （陸域炭素収支管理活

動） に伴 う 炭素収支変動を予想するプロ ト タ イプモデル

を構築し た。 また， 陸域炭素収支変動に影響する人為活

動要因 と し て土地利用 ・ 被覆情報， 人口， 植生一次生産

量， 植生タ イプに関する グ ローバルな地理情報をモデル

入力パラ メ ータ と し て整備し，人為活動モデルを用いて，

陸域炭素収支を活用し た炭素管理ポテンシ ャルの暫定的

な評価を試みた。

〔 備考〕

当課題は重点研究分野 Ⅳ．1.(1)， 1.(2) にも関連

（ 2）　 京都議定書の目標達成に向けた各種施策（ 排出権取

引， 環境税， 自主協定等） の効果実証に関する計量経

済学的研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 H-11

〔 研究課題コ ード 〕 0204BA358

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○日引聡 （社会環境システム研究領域）

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 本研究は， 企業 （あ るいは， 事業所） レベルの

ミ ク ロデータ を使って， 計量経済モデルを構築し， 企業

行動を分析する こ と によ り ， その政策効果を分析する と

と も に， 京都議定書遵守のための環境政策 （炭素税， 排

出量取引制度， 自主協定） の立案に向けて， 望ま しい政

策のあ り 方についての基礎的な知見の提供に資する こ と

を目的と し ている。

〔 内容および成果〕

　 日本の製造業に属する企業 ・ 事業所に対し て， 2003 年

4 月に実施し たサーベイによ って得られたデータ を用い

て， 事業所におけ る環境マネジ メ ン ト に対する取組 （環

境報告書の作成， 従業員に対する環境教育， 外部環境監

査の実施など） のイ ンセンテ ィ ブを分析し， 環境マネジ

メ ン ト の取組が事業所か らの環境負荷低減に貢献し てい

るかど う かを， 計量モデルを構築する こ と によ り 分析し

た。 なお， サーベイ調査は， 日本の製造業に属する従業

員 50 人以上の企業から産業別 ・ 規模別に約 5000 企業を

ラ ンダムサンプ リ ング し，約 1400 の企業 と その事業所か

ら回答を得ている。

　（ １ ） 事業所の環境マネジ メ ン ト の取組イ ンセンテ ィ ブ

　 　 の分析

　 環境マネジ メ ン ト の取組には， 環境報告書の作成， 従

業員に対する環境教育， 外部環境監査の実施， 内部環境

監査の実施などがあ る。 サーベイ調査では， 環境マネジ

メ ン ト のための取組の う ちどのよ う な項目に関し て取組

を実施し ているかを質問し ている。 本研究では， 環境マ

ネジ メ ン ト のための取組の数を被説明変数 と し て， 負の

二項回帰モデルを応用し て， 事業所の環境マネジ メ ン ト

取組数に及ぼす要因 （事業所のイ ンセンテ ィ ブ） につい

て分析し た。

　 分析の結果， よ り 厳しい環境政策に直面する事業所ほ

ど， 本社が株式市場に上場し ている事業所ほど， 経営成

績がよい事業所ほど よ り 多 く の取組を実施する こ と がわ

かった。 これに対し， 「消費者」 「地域コ ミ ュ ニテ ィ 」 な

ど社会的圧力は， 取組に対し て有意な影響を与えていな

かった。

　（ ２ ） 環境マネジ メ ン ト の取組が事業所の環境負荷に与

　 　 える効果の分析

　 ついで， 環境マネジ メ ン ト のためによ り 多 く の項目に

取組む こ と が， 事業所か ら の環境負荷低減 （以下では，

自然資源の利用， 固形廃棄物の排出， 重大な環境事故 リ

ス ク の ３ 項目について分析） に貢献し ているかど う かに

ついて分析し た。 サーベイ調査では， 過去 ３ 年間の単位

生産量あた り の環境負荷がどのよ う に変化し たかについ

て質問し ている。 本研究では， こ の回答を被説明変数 と

し て， オーダー ド プロ ビ ッ ト モデルを応用し， 事業所の

単位生産量あた り の環境負荷に影響を及ぼす要因につい

て分析し た。 その結果， 環境マネジ メ ン ト のための取組

数は， 環境負荷の低減に貢献 し てい る こ と が明 ら かに

なった。 すなわち， 事業所の環境マネジ メ ン ト の促進は，

環境負荷の低減に役立つこ と が明らか と なった。

　 以上の （ １ ） ， （ ２ ） の分析結果から， 事業所の環境マ

ネジ メ ン ト に対する取組は， 環境負荷低減に貢献し， そ

の取組を促進する ために， 環境政策を厳し く する こ と，

取組に対し て積極的な事業所に対し て財政的な支援を行

う こ と が有効であ る こ と がわかった。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 上智大学， イ リ ノ イ大学， コ ン コーデ ィ

ア大学

OECD 共同研究者 ： 有村俊秀 （上智大学）， Eric Welch （イ

リ ノ イ 大学） ， 今井晋 （コ ン コ ーデ ィ ア大学） ， Nick

Johnston （OECD）
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（ 3）　 主要国の政治制度が地球環境政策決定に与える 影

響に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0305AE533

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1-2 統合評価モデルを用いた地球温暖化のシナ リ オ

分析と アジアを中心と し た総合対策研究

〔 担当者〕 ○亀山康子 （社会環境システム研究領域）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 地球温暖化をは じ め と する各種の地球環境問

題 と い う すべての国に と って共通の問題に対し， 各国は

政策決定を迫られるが， その決定には各国のエネルギー

や産業構造 と いった国情のみな らず， 政治制度が反映し

ている。 本研究では， 日米欧をはじめ と する主要国にお

け る政治制度 と 地球環境問題関連の政策決定の関係を分

析し， あ る政治制度下において地球環境問題によ り 積極

的な政策決定が下される ための条件を導 く こ と を目標 と

する。

〔 内容および成果〕

　 米国， 欧州， ロ シアについて， これら の政治制度が気

候変動政策に与え る影響について分析を進めた。

　（ １ ） 米国は， 連邦政府 と 州政府 と の間で多 く の権限が

州政府に委譲されてお り ， それが気候変動政策に影響を

与えている こ と が分かった。連邦政府は 2001 年に京都議

定書から離脱し ているが， カ リ フ ォルニア州等い く つか

の州では， 自主的に発電におけ る再生可能エネルギーの

シェ アの目標値を定める等独自の政策を進めている。

　（ ２ ） 欧州については， ポーラ ン ド等が新たに EU に加

わった こ と で， 加盟国の政策決定よ り も， EU 全体 と し て

の決定がますます重要になっ て き てい る。 その中では，

環境政策は， EU 統合の一つの手段 と し て も使われてい

る。

　（ ３ ） ロ シアでは， 国内でテ ロ事件が相次ぎ， 中央集権

的な制度改革が進む中で， そのよ う な動きへの国内の反

発を回避する手段の一つ と し て， 京都議定書の批准が使

われた と いわれている。

〔 備考〕

（ 4）　 2013 年以降の地球温暖化対策促進に向けた国際合

意のための方法に関する研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 B-62

〔 研究課題コ ード 〕 0305BA534

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1-2 統合評価モデルを用いた地球温暖化のシナ リ オ

分析と アジアを中心と し た総合対策研究

〔 担当者〕 ○亀山康子 （社会環境システム研究領域），

久保田泉

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 地球温暖化問題の解決に向けて 1997 年に採択

された京都議定書では， 2008 ～ 2012 年の先進国の排出

量に関する数値目標が掲げられる と と も に， 排出量取引

制度等新たな国際制度が設立されたが， 2013 年以降に関

し ては， 2005 年までに協議を開始する と い う こ と と なっ

ている。 本研究は， 京都議定書で定められていない 2013

年以降の温暖化問題への国際的取 り 組みのあ り 方につい

て， 温暖化対策 と し て効果的でかつ国際合意が可能な対

策オプシ ョ ンの提示を図る こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　（ １ ） 2013 年以降の将来枠組みに関する既存の提案を レ

ビ ューし た も のを ま と めた。 また， これら の中か ら最も

望ま し い制度をオプシ ョ ン と し て明ら かにする ために，

シナ リ オプ ラ ニングアプローチ手法を用いて， ３ つの将

来世界シナ リ オ及びス ト ー リ ーラ イ ンを構築し， 各シナ

リ オにおいて最も適合する将来気候枠組みについて議論

を深めた。 また， こ のシナ リ オに関する知見を集める た

めに， 国内外の専門家にイ ン タ ビ ュー調査を行い， 関連

資料を収集し た。

　（ ２ ） 前年度 と 同様， （財） 地球環境戦略機関 と 共催で，

国内外の専門家を招へいし， 将来枠組みに関する国際シ

ンポジウ ムを開催し た。200 名を超える傍聴があった。ま

た， 同課題について英文で報告書を作成し， 12 月にブエ

ノ スア イ レ スで開催された COP10 にて配布し た。

　（ ３ ） 将来枠組みに関連する諸制度 （排出量取引制度等）

に関する世界各国の動向の情報を収集し た。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 農業環境技術研究所， 農業技術研究機構

畜産草地研究所， 豊橋技術科学大学， 県立兵庫大学， 早

稲田大学， 龍谷大学， （財） 地球環境戦略研究機関

（ 5）　 温室効果ガスイ ンベント リ の作成，解析及び地球温

暖化対策への利用に関する研究

〔 区分名〕 環境 - 委託請負

〔 研究課題コ ード 〕 0305BY590

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○中根英昭 （地球環境研究セン ター） ， 相澤智

之， 吉田友紀子

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 国際連合気候変動枠組条約に定め ら れた日本

国温室効果ガス イ ンベン ト リ を作成する と 共に， その精
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緻化， その解析を行い， 温室効果ガス発生， 吸収量の変

動・傾向及びその原因を明らかにするための研究を行 う 。

また， 温室効果ガス イ ンベン ト リ か ら得られた知見を温

暖化対策研究に利用する ための研究を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 イ ンベン ト リ の精緻化については， エネルギー転換部

門におけ る エネルギーお よ び炭素収支に関す る 検討を

行った。 イ ンベン ト リ の解析については， 昨年に引き続

き， 月次データから年間の排出量を予測する ためのシス

テム構築について検討を行った。 前述に加え， アジア地

域のイ ンベン ト リ 精度向上に取 り 組んだ。平成 17 年 2 月

に中国において ワーク シ ョ プを開催し， 東アジア諸国に

おけ る イ ンベン ト リ の作成に関する情報交換を行った。

ま た， APN （アジア太平洋地球変動研究ネ ッ ト ワー ク）

の CAPaBLE プロ グ ラ ム下で， 東アジアのイ ンベン ト リ

について典型的な 2 国 （タ イ ・ カンボジア） を対象に，

排出係数の改善等に向け，実測を含む現地調査を行った。

〔 備考〕

追加予算 ： アジア太平洋地球変動研究ネ ッ ト ワーク 「温

室効果ガス イ ンベン ト リ 開発キ ャパシテ ィ ・ ビルデ ィ ン

グ」

（ 6）　 地球環境問題に関連する 国際法規範形成過程に関

する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0406AE413

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1-2 統合評価モデルを用いた地球温暖化のシナ リ オ

分析と アジアを中心と し た総合対策研究

〔 担当者〕 ○久保田泉 （社会環境システム研究領域）

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 地球環境問題に対処する ための国際環境条約

は， いずれも， 実効性を確保する ためにどのよ う な制度

を作るかに関する議論に多 く の時間が費やされ， 他分野

の条約にはない様々な試みが存在し ている。本研究では，

なぜ ・ どの範囲で国際環境諸条約は各国内で実現される

か， いかにし て国内実施の実効性を確保し よ う と し てい

るかを明ら かにし， 他の条約の制度設計ないし改正に も

適用可能な条件を導き出すべ く ， 条約の交渉過程 と 国内

実行に着目し， 法規範形成過程の分析を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 国際条約や各国ないし域内法において， 予防的方策／

予防原則をいかに具体化 し てい る かについての検討を

行った。 様々な国際環境条約や， 特に， EU の化学品の登

録 ・ 評価 ・ 認可規則案 （REACH） や電気 ・ 電子機器にお

け る特定の有害物質の使用の制限に関する欧州議会およ

び理事会指令等を対象 と し た。 同原則については， 国際

的な議論には共通する要素も多いが， 必ずし も国際的に

考え方が一致し ていない要素が存在する。 欧州において

は， 予防原則が特に重んじ られているが， 法制度， と り

わけ法原則に関する認識が予防原則の適用段階に適し た

ものであ る こ と が理由のひとつと し て挙げられる。

〔 備考〕

（ 7）　 中長期的な地球温暖化防止の国際制度を 規律する

法原則に関する研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 H-7

〔 研究課題コ ード 〕 0406BA411

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1-2 統合評価モデルを用いた地球温暖化のシナ リ オ

分析と アジアを中心と し た総合対策研究

〔 担当者〕 ○久保田泉 （社会環境システム研究領域）

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 温暖化防止の国際制度に関連する と 考え ら れ

る諸原則 ・ 基本理念の射程， 原則相互の関係を明ら かに

し， 国際社会が積み上げて き た合意の意味を明ら かにす

る こ と で， これら の法原則が中長期的な国際制度の設計

の う えで果た し う る機能 と 限界について検討する。 その

う えで， 中長期的な温暖化防止の国際制度の合意の基礎

と し て， 尊重されるべき法原則を検討し， 削減の枠組 と

負担配分， 適応の枠組 と 費用の負担配分， 柔軟性 メ カニ

ズム， 途上国の参加を促し， 実施を支援する し く み， 遵

守制度のあ り 方などのあ るべき制度案について提案する

こ と をめざす。

〔 内容および成果〕

　 地球温暖化防止のための中長期の国際制度設計をめぐ

る交渉 と 研究の現状 と 論点の整理を行 う と と も に， 地球

温暖化問題の性格を枠付け， どのよ う な原則が問題に関

連するのか， どのよ う な局面で関連し て く るのかを明ら

かにし た。 2013 年以降の国際制度に関する諸提案の調査

を行った。 併せて 「国際環境法上の原則」 の先行業績の

レ ビ ューを進め， 論点および分析枠組の整理を行っ た。

また， 2013 年以降の地球温暖化防止の国際制度の議論に

おけ る法 と 法律学の役割を把握し， 国内法上の原因者負

担原則が国際制度設計に影響を及ぼし う るかを議論する

ため， 主要国 （オ ラ ン ダ， ベルギー， ア メ リ カ， 中国）

から研究者を招へいし，「中長期の地球温暖化防止の国際

制度と法原則」 と題する ワーク シ ョ ッ プを開催し た。

〔 備考〕

研究課題代表者 ： 大塚直 （早稲田大学） 　
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共同研究機関 ： 早稲田大学， 明治学院大学， 龍谷大学，

立教大学， 大宮法科大学院大学， 東海大学， 長崎大学，

（財） 地球環境戦略研究機関

（ 8）　 途上国における温暖化対策と 持続可能な発展－「 京

都」 以後の国際制度設計をめざし て

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0408CD465

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1-2 統合評価モデルを用いた地球温暖化のシナ リ オ

分析と アジアを中心と し た総合対策研究

〔 担当者〕 ○亀山康子 （社会環境システム研究領域），

橋本征二

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 20 年度 （2004 ～ 2008 年度）

〔 目　 的〕 地球温暖化対策 と し て現在唯一の国際合意で

あ る京都議定書は， 2008 ～ 2012 年までの先進国の排出

量について義務規定を設けているが， その後のあ り 方に

ついては， 今後の交渉が必要 と されてお り ， 現在すでに

多 く のオプシ ョ ンが提示され始めている。 中で も と り わ

け途上国に関し ては， 現在の京都議定書では， 排出量目

標を設定し ていないが， 今後， 途上国か ら の排出量の急

増が予想されている こ と， また， 米国が自国の参加条件

と し て主要途上国の参加を挙げている こ と か ら， 今後は

途上国の参加のあ り 方が重要な課題 と な る。 本研究は，

途上国が参加する中長期的な国際制度の設計に必要な条

件を検討し， それを同定し明ら かにする こ と をめざすも

のであ る。

〔 内容および成果〕

　 途上国が将来の気候変動対策の国際枠組みに参加する

ために有効な枠組みを検討するにあた り ， 初年度は関連

する基礎情報の収集を中心に以下の検討を行った。 （ １ ）

途上国の参加を目的 と し た既存諸提案を収集 ・ レ ビ ュー

し， それぞれの長短について分析 し た。 （ ２ ） 「途上国」

と いって も多様であ る こ と か ら， いかな る グルーピ ング

が可能であ るかあ るいは望ま しいかについて検討を行っ

た。 （ ３ ） 個別の政策 と し て， 吸収源及び廃棄物関連の政

策について， 主に国別報告書を も と にレ ビ ューを行い，

先進国および途上国におけ る施策の視点， 施策の内容な

どについて整理し た。 （ ４ ） 個別の政策 と し て， 吸収源及

び廃棄物関連の CDM 事業に関する情報を収集し た。

〔 備考〕

研究代表者 ： 高村ゆか り （龍谷大学）

1． 4 　 オゾン層変動及び影響の解明と対策効果の

監視 ・ 評価に関する研究

（1）　オゾン層破壊の長期変動要因の解析と将来予測に

関する研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 A-1

〔 研究課題コ ード 〕 0204BA347

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 2. 成層圏オゾン層変動のモニタ リ ング と機構解明

〔 担当者〕 ○今村隆史 （成層圏オゾン層変動研究プロ ジェ

ク ト ）， 秋吉英治

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 成層圏オゾ ン層破壊物質であ る有機ハ ロ ゲン

濃度の減少は成層圏において も認められるにいたった も

のの， 現在の成層圏におけ るハロゲン化合物以外の化学

物質の濃度・分布はオゾンホール出現前の 1970 年代 と は

大き く 異なっている。 そ こ で本研究では， オゾン層破壊

物質であ る塩素 ・ 臭素化合物の変動が これまでの長期の

オゾン層変動に与えた影響， CO2 などの温室効果気体の

増加が今後のオゾン層変動に及ぼす影響， 成層圏水蒸気

の増加の原因 と水蒸気増大がオゾン分解反応に及ぼす影

響， を明らかにする こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 成層圏， 特に中部 ・ 下部成層圏， におけ るオゾンの分

布は， 化学的な生成 ・ 消滅反応だけではな く 大気の運動

によ る輸送の影響を大き く 受け る。 一方， オゾン分布そ

れ自体は短波放射の吸収を通し て成層圏の気温場， 循環

場に作用する。 よ って， 成層圏オゾン層の長期変動を予

測する ためには， オゾン を中心 と し た力学 ・ 放射 ・ 化学

の結合系 と と ら え る必要があ る。 本研究ではそのよ う な

目的の た め， 現在の研究課題では大気大循環モデル

（CCSR/NIES AGCM， 東京大学気候 シ ス テ ム 研究セ ン

ター と 国立環境研究所が共同開発で開発し た大気大循環

モデル） をベースに成層圏での化学－放射－力学結合を

陽に含んだ成層圏化学気候モデル （CCM） の開発 ・ 改良

を行っている。 また CCM の開発 と平行し て， 化学プロ

セスや成層圏での輸送過程を明らかにするため，CCM と

同じ CCSR/NIES 大気大循環モデルをベースに，気温や風

速などの気象場をナ ッ ジング と 言 う 手法で気象データに

同化させた三次元ナッ ジング化学輸送モデル （CTM） の

改良と CTM を用いた研究を進めている。これまでに CO2

濃度の漸増などに対するオゾン層の応答を調べる ために

CCM を用いた長期数値積分実験 （将来予測実験） を行っ

て き たが， 本年度は大気の球面効果が南極域の力学 と 化

学に及ぼす影響について， CCM および CTM を用いた数

値実験を行った。 CCM および力学場を固定し た CTM で
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はいずれも オゾンホールの開始時期が早ま り ， 光化学的

に寄与によ る事が確かめられた。 一方， CCM において，

大気球面効果の導入によ り 導入前に比べ， オゾンホール

の回復に遅れが生じ る傾向にあ る こ と が分かった。 CTM

と の比較か ら， こ の遅れは化学－放射－力学相互作用に

よ る もの と結論でき る。 また CCM のアンサンブル実験

の結果からは球面効果を導入し たに も かかわらずオゾン

ホール回復時期が早ま った例も見いだ され， オゾンホー

ルの継続期間が， 成層圏でのオゾンを介し た熱収支 と 対

流圏か ら の波動の両方の影響のバラ ン スで決ま っている

こ と が分かった。

　 CTM， 時間閾値解析法を用いて北半球での極渦内オゾ

ン破壊の極渦外への影響を調べた。 その結果を ILAS 観

測が行われた 1997 年北極域で観測結果 と比較し た。その

結果，比較的安定し た極渦が存在し た 1997 年北極渦は崩

壊までに何度かの大き な極渦内か ら外への空気の輸送イ

ベン ト が生 じ てい る こ と を見いだ し た。 極渦内化学の

ON/OFF 実験から極渦外オゾンへの極渦内オゾン破壊の

影響を見積も った結果，極渦外の等価緯度 55-65N 領域の

オ ゾ ン全量を 5％程度低下 さ せ る 影響があ る こ と がわ

かった。

　 これまでの北極域オゾン層の長期変動を も た らす要因

の一つ と し て考え ら れ る 極渦の持続期間に関連 し て，

CTMを用いて北極渦崩壊の時期 と ト レーサー分子であ る

N2O の分布 と の対応を調べた。 その結果， 極渦崩壊の早

い年と遅い年では， N2O の空間分布の一様／非一様性に

違いがあ る こ と を見いだし た。 こ の結果か ら子午面循環

の強さ の変動 と 極渦の崩壊時期 と の間に何か ら の関連性

があ る事が示唆された。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 国土交通省気象研究所， 北海道大学， 東

京大学，名古屋大学，京都大学，奈良女子大学，九州大学

（ 2）　 3 次元モデルによる大気微量成分分布の長期変動に

関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0408AE373

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 2. 成層圏オゾン層変動のモニタ リ ング と機構解明

〔 担当者〕 ○秋吉英治 （成層圏オゾン層変動研究プロ ジェ

ク ト ）

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 20 年度 （2004 ～ 2008 年度）

〔 目　 的〕 オゾンやN2O などの大気微量成分分布の長期間

にわた る年々変動を理解する。 また， 年々変動を引き起

こす， 様々な物理 ・ 化学過程の理解に努める。

〔 内容および成果〕

　 3 次元化学モデルの長期計算に必要な， 約 40 年分の

NCEP Reanalysis データ，ERA40 データの風速および気温

データ を， モデル実行用バイナ リ データに変換する作業

を行って整備し た。 NCEP データに関し ては 1957 年 1 月

～ 2003 年 12 月， ERA40 に関し ては 1957 年 ９ 月～ 2002

年 ８ 月のデータ を整備し た。 こ の ２ つの気象データ を用

いて， 化学輸送モデルの ３ 年間の計算を行った。 計算さ

れたオゾン， 亜酸化窒素， メ タ ン， 水蒸気などの季節変

動が， 観測を よ く 再現し ている こ と を確認し た。

〔 備考〕

（ 3）　 衛星観測データ を 利用し た極域オゾン 層破壊の機

構解明に関する研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 A-10

〔 研究課題コ ード 〕 0406BA352

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○中島英彰 （成層圏オゾン層変動研究プロ ジェ

ク ト ）

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 本研究では ILAS-II や ILAS 等衛星センサーに

よ って得られたデータ を包括的に用いて， 極域オゾン層

変動の定量的把握 と その変動を引き起こす物理 ・ 化学的

メ カニズムの解明を課題の目的 と する。 そのため， 衛星

観測スペク ト ルデータか ら微量気体量を導出する アルゴ

リ ズムの高度化のための研究， 衛星データ質の検証 と そ

の評価に関する研究， 精度の確立された衛星データ を用

いた極域オゾン層破壊 メ カニズムに関し た詳細な解析的

研究， 及び 3 次元化学輸送モデル と衛星データの比較に

よ る，オゾン破壊 メ カニズムの理解に関する研究を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 本研究では， 4 つのサブテーマに分けて研究が行われ

た。 本年度に得られた研究成果は以下の とお り であ る。

（サブテーマ １ ） ILAS/ILAS-II スペク ト ルデータからのガ

ス ・ エア ロ ゾル成分同時推定の高度化に関し て， 新手法

では極成層圏雲存在下で格段のデータ質向上が認められ

た。 測定波長範囲が拡大し た ILAS-II のスペク ト ルデー

タにおいて， 3.0 ～ 5.7 ミ ク ロ ン域の中間赤外領域での リ

ト リ ーバル精度向上に関し て， N2O と CH4 の相関関係の

観点からデータ質評価を実施し た。 その結果， 6 ～ 12 ミ

ク ロ ンの従来の赤外領域から の リ ト リ ーバル結果で問題

と なっていた， CH4 データ質の季節依存性が低減される

こ と が分かった。

（サブテーマ ２ ） ア ラ ス カでの 2003 年 8 月オゾンゾンデ
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キ ャ ンペーンおよびア ラ ス カのフー リ エ変換赤外分光器

（FTIR） によ る観測データ を用いて， ILAS-II データ と の

比較研究を行い，ILAS-II が地上分光観測 と整合的な結果

を得た。CHAMP 衛星および SAC-C 衛星によ る GPS 掩蔽

観測データ をアーカ イブし， データの質を調査し た。 新

たな解析法を開発し， 特に， 電離層効果の補正法な らび

に初期プロ フ ァ イルの最適化を行った。 つ く ばでのフー

リ エ変換型分光計を用いた赤外分光観測において， 分光

計の装置関数の測定 ・ 微調整 と と も に， 大気微量成分の

高度分布推定への影響評価を行 う と と もに，HF や HCl の

長期変動等を調査し た。 北極域におけ るエア ロ ゾル粒径

観測データ を用いて， ILAS， ILAS-II 消散係数の検証， 特

に経年変動 （97 年はピナツボの影響が残存） と南北両極

の比較研究を行った。

（サブテーマ ３ ） ILAS-II が観測し た 2003 年 ８ ～ 10 月の

南極春季のオゾン変動に関し て， N2O-O3 相関法によ る解

析を行った結果， 2003 年 ９ 月には -0.10 ppmv/day と い う

史上最大規模でのオゾン破壊が起こ っていた こ と が明ら

かになった。 また， その中でも周期 10 日程度の細かなオ

ゾン変動の構造が見つかった。 こ の変動は， ローカルな

気温 と 日照の有無に依存し ている こ と が， 流跡線解析か

ら明らか と なった。 1997 年冬の南極渦内の下降流速度に

関し て，ILAS の観測し た N2O と E-P flux divergence （DF）

用いた解析を実施し た結果，下降流速度は，2.1 ～ 1.7 km/

month の間で変動し，４ ～ ６ 月の期間には DF の変動 と同

期し た周期10日程度の変動があ る こ と がわかった。 ILAS

Version 6.1 の微量成分データ を解析し，塩素活性化，不活

性化の過程について調べた。 1997 年冬季 ・ 春季北極成層

圏では， 活性塩素の不活性化は二酸化窒素の濃度依存で

あ る こ と が示された。 また， ２ 月以降は十分な日照が得

られる と同時に，引き続き低温で PSC が発生するために，

塩素の再活性化が進行し， こ のため塩素 リ ザボアの分配

比率は， HCl から ClONO2 へ速やかに移行する こ と が明

らかになった。

（サブテーマ ４ ） 1997 年冬の北極渦内の下部成層圏オゾ

ン破壊がその周 り の中緯度域に及ぼす影響に関し て， 化

学輸送モデル と 時間閾値解析法を併用し た極渦内空気の

水平方向の混合の解析を実施し た結果， 極渦のすぐ外側

の 55-65 N の等価緯度帯ではオゾン全量に対し ３ ～ ４ ％

の影響があ るが， 30-60 N の中緯度全体ではその影響は

１ ％以下と なる こ と がわかった。 1997 年冬の北極渦内の

下降流速度に関し て， 時間閾値解析法を用いた解析を実

施し た結果，下降流速度は，0.5 km/month ～ 3.8 km/month

の間で変動し， １ ～ ４ 月の期間で平均する と 約 1.6 km/

month の値と なった。

〔 備考〕

他の関連重点研究分野 ： 7. 環境問題の解明 ・ 対策のため

の監視観測 ・ 衛星観測プロ ジェ ク ト

（ 4）　 亜酸化窒素の濃度分布を 用いた北極域大気と 中緯

度大気の混合の年々変動に関する研究

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0406CD466

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 2. 成層圏オゾン層変動のモニタ リ ング と機構解明

〔 担当者〕 ○秋吉英治 （成層圏オゾン層変動研究プロ ジェ

ク ト ）

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 北極渦空気の中緯度大気 と の混合の年々変動

を調べる。 そのために， 下部成層圏において， 光化学寿

命が数年か ら数百年 と 長 く かつ極渦内外の濃度コ ン ト ラ

ス ト の大きい亜酸化窒素の過去におけ る分布を，NCEP気

象データ を用いた化学輸送モデルによ って計算し， 中高

緯度におけ る亜酸化窒素の濃度分布の年々変動を解析す

る。

〔 内容および成果〕

　 CCSR/NIES ナッ ジング化学輸送モデルの化学計算部分

を， 亜酸化窒素 と オゾ ンのみの計算に特化 ・ 簡略化し，

高空間分解能で45年間の連続計算が可能な よ う に調整を

行った。 こ の化学簡略化モデルで計算された 1997 年の亜

酸化窒素の濃度分布を， 簡略化する前の full 化学モデル

によ る計算結果 と 比較し た と こ ろ， 下部成層圏での亜酸

化窒素濃度の絶対値は少し高 く なったが， 全球の水平分

布に関し ては， 両者の間で非常に似た分布が得られた。

〔 備考〕
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2． 廃棄物の総合管理と環境低負荷型 ・ 循環型社会

の構築

2． 1 　 環境低負荷型 ・ 循環型社会への転換支援の

ためのシステム分析手法と基盤整備に関する

研究

（1）　産業連関表と連動したマテリアルフロー分析手法

に関する研究

〔 区分名〕 政策対応型

〔 研究課題コ ード 〕 0105AB397

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策1.(1) 循環型社会への転換策の支援のための評価手法

開発と基盤システム整備に関する研究

〔 担当者〕 ○森口祐一 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 橋本征二， 田崎智宏， 藤井実，

平井康宏， 南齋規介， 寺園淳

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 循環型社会への転換に向けた さ ま ざ ま な検討

を行 う ための基盤 と し て， 資源， 製品， 廃棄物などの も

のの流れに関する統計情報の体系化 と その分析手法の開

発が急務であ る。 と く に， 経済 ・ 社会の活動 と， 廃棄物

と の関わ り を分析する上では， 廃棄物統計 と 経済統計 と

を一貫し た枠組みの中で分析でき る よ う な基盤を整え る

必要があ る。 そ こ で本研究では， 産業連関分析の手法 と

マテ リ アルフ ロー分析の手法 と を組み合わせた分析の枠

組みを開発し， 廃棄物統計をはじめ と する関連情報を こ

の枠組みのも と に体系的に整備する と と も に， 生産 ・ 消

費構造 と 廃棄物発生 と の関わ り に関する実証分析や， 循

環型社会形成の進捗の度合いを計測する ための指標開発

などの応用研究を行 う こ と によ って， 循環型社会への転

換に係る諸施策の立案 ・ 実施 ・ 達状況評価を支援する こ

と を目指す。

〔 内容および成果〕

　 本研究では， 従来， 資源 ・ エネルギー消費や CO2 排出

と いった分野で応用されて き た産業連関分析およびマテ

リ アルフ ロー分析の手法を活かし ながら， 経済活動のい

わゆる静脈部門におけ る も のの流れを， 産業連関表を介

し て経済統計 と 整合の と れた枠組みの中で と ら え る ため

の手法開発 と データ整備， 及びこれら を元にし た循環の

指標の開発を行 う 。 本年度は， 主に 　 a) 廃棄物の排出 ・

処理 ・ 処分 ・ 再生利用量についてのデータ整備 と 新たに

公表された 2000 年産業連関表をベース と し た環境負荷

データ の整備， b) 特定の材料に注目 し たマテ リ アルフ

ロー分析と物質の指標の検討， c) 資源循環の環境会計の

検討， に取組んだ。

　 a) については， 前年度までに推計し た業種別 ・ 種類別

の廃棄物の排出 ・ 処理 ・ 処分量を出発点 と し， 幾つかの

主要な処理処分および再生技術に着目し て， 各々の技術

への廃棄物投入量 と 処理後の産出量を文献調査や ヒ ア リ

ン グ調査等に基づ き 推計 し 投入産出表の形式で整理 し

た。 さ らに， 新し く 公表された 2000 年版産業連関表を用

いた廃棄物を始め と する種々の環境負荷分析を可能 とす

る ため， 部門別の環境負荷量の推計に着手し た。 特に廃

棄物については， 2000 年産業連関表の廃棄物等の処理 ・

処分， 再生に関連する部門の定義を十分に吟味し， 排出

量等を勘定し た業種 と 部門 と の対応を取 り ， 業種別廃棄

物量を各部門へ分配し て算定し た。

　 b) については， プラ スチッ ク， 特にその他容器包装プ

ラ ス チ ッ ク を対象 と し たマテ リ アルフ ロ ー分析を実施

し， それら の用途や廃棄物 と し ての排出， および リ サイ

クルの状況を把握し た。 また， 先に提案し た循環の指標

について さ ら に検討を進める ため， 物質循環を促進する

活動 （3R のほか refuse， reject， refine， reform， return な

どを組み合わせて 5R， 7R など と し て提案されている も

の） についてレ ビ ューを行い， これら の活動の分類を試

みた。 その結果， 5R， 7R の提案には様々あ るが， これら

の脱物質化および物質循環を促進する活動は，「物質利用

を減らす活動」 「製品 ・ 部品を長 く ， あ るいは繰 り 返し利

用する活動」 「処分される廃棄物を減らす活動」 の大き く

３ 種類に分類された。 加えて， これら の活動を計測する

ための指標を， 活動の分類に照ら し て整理し， い く つか

の ク ラ イ テ リ ア を も と に評価を行った。 多 く の指標は，

これら の活動を直接表現する も のにはなっておらず， い

わば代理指標であったが， 逆に， これら の活動を直接表

現する ものは， 算定 ・ 計測が難しかった。

　 c) については， まず， 廃棄物処理事業を対象 と し た環

境会計表の枠組みについて検討する ため， 廃棄物会計や

企業環境会計などの議論を レ ビ ューし， 枠組みを設計す

る上で重要 と な る論点を整理し た。 特に， 廃棄物処理事

業自体が環境保全活動であ る こ と が， 一般の企業環境会

計 と 異な る枠組みを要する も の と 考え られた。 また， 資

源循環施策 と し て， 容器包装 リ サイ クル法な らびに家電

リ サ イ ク ル法を対象 と し， こ れら のコ ス ト 情報を収集 ・

整理し た。 それによ り ， 現時点で利用可能なデータ， な

らびに今後調査 ・ 推計が必要なデータ を整理 ・ 把握でき，

また， 情報整理の過程を通じ て， 環境会計の枠組みは外

部費用等の費用を どのよ う に計上するか と い う こ と だけ

でな く ， 負担のあ り 方も明示される よ う にする こ と が望

ま しい と考え られた。

〔 備考〕
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（ 2）　 ラ イ フ サイ ク ル的視点を 考慮し た資源循環促進策

の評価に関する研究

〔 区分名〕 政策対応型

〔 研究課題コ ード 〕 0105AB398

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策1.(1) 循環型社会への転換策の支援のための評価手法

開発と基盤システム整備に関する研究

〔 担当者〕 ○森口祐一 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 橋本征二， 田崎智宏， 藤井実，

平井康宏， 南齋規介， 寺園淳， 大迫政浩， 山田

正人

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 本研究は， さ まざまな資源循環促進策， すなわ

ち政府， 企業， 市民など各々の立場か ら どのよ う な行動

に取 り 組めば， 環境への負荷の低減にどれだけ貢献でき

るのかを明ら かにする こ と を目指す。 リ サイ クルは本当

に環境によいのか と いった疑問があ る中， 資源の採取か

ら製品の生産， 流通， 使用， その廃棄にいた る までの一

連の過程を総合的に と ら えて環境への影響を評価する ラ

イ フサイ クルアセス メ ン ト （LCA） の手法を用いる こ と

によ り ， 真に効果的な循環の技術や仕組みを明ら かにす

る こ と を目的 と する。 また， 資源循環に関わる各主体の

意識や行動の把握や分析によ って， 政策の立案 ・ 実施の

支援のための基礎的情報を得る。

〔 内容および成果〕

　 本研究では，いわゆる 3R をはじめ とする資源循環促進

策について，　 a) LCA をはじめ とする評価手法面の研究

と プ ラ スチ ッ ク の リ サイ クル技術など具体的な対象につ

いての LCA の事例研究，　 b) 個別 リ サイ クル法など実社

会におけ る資源循環促進策についての環境面以外を含め

た多面的な評価， の ２ 分野について研究を展開する計画

であ る。

　 a) について本年度は， 「その他容器包装プラ スチッ ク」

の リ サイ クル手法に焦点をあて， 特に自治体によ る分別

収集， 選別 ・ 圧縮梱包過程のイ ンベン ト リ 調査及び分析

を行 う と と も に， 先に着手し た コー ク ス炉化学原料化，

高炉還元剤化に加え， ガス化， 材料 リ サイ クルについて，

現地調査， 事業者 ヒ ア リ ング等によ る イ ンベン ト リ 調査

及び分析を行った。 容器包装プラ スチ ッ ク の生産に付随

する環境負荷量は， 積み上げ法 と 産業連関分析法を組み

合わせたハイブ リ ッ ド 法を用いた LCI によ り 算定し た。

収集段階については， 世帯密度 ・ 面積別に自治体への ヒ

ア リ ング及びアンケー ト 調査を実施し た。 また， 市町村

の形状や人口分布に合わせた評価が可能 と な る よ う ， 収

集モデルを改良し た。 中間処理については， 処理方法の

異な る自治体について， ヒ ア リ ング調査によ り イ ンベン

ト リ データ を収集する と 共に， 同じ中間処理施設内で処

理 さ れ る 缶 ・ 瓶な ど他のごみ区分 と の間で一定の配分

ルールを定めて， その他プ ラ スチ ッ ク の処理に伴 う 二酸

化炭素排出原単位を推定し た。 再商品化事業者及び再商

品化製品利用事業者については， 前年度実施し た コーク

ス炉化学原料化， 高炉還元剤化に続いて， ガス化及び複

数のマテ リ アル リ サイ クル業者について ヒ ア リ ング調査

を実施し， イ ンベン ト リ データ を収集 ・ 分析し た。 マテ

リ アル リ サイ クルについては， リ サイ クル製品が代替し

た と 考え られるバージン製品を どのよ う に設定するかに

よ って， 二酸化炭素削減効果の評価が大き く 異な る こ と

が明ら かになった。 これら の検討結果か ら， 分別収集や

中間処理に伴って排出される二酸化炭素量に比べ， リ サ

イ クルによ って， 単純焼却も し く は発電効率 10% 程度の

効率の低い発電付焼却を行っていた場合か ら削減される

二酸化炭素量の方が，はるかに大きいこ と が確認された。

また， 樹脂別生産， 用途別消費， 廃棄， リ サイ クルの一

連の過程のマテ リ アルフ ローの把握 と リ サイ クル技術の

適用可能性の検討を前年度に引き続き行った。

　 b) については， 上述し た リ サイ クル技術， 現場の実情

か らみた容器包装 リ サイ クルの法制度面の課題の整理を

行った。 また， リ デュース， リ ユース を含めた ３ Ｒ 全般

への展開の重要性を念頭におき ながら， 個別 リ サイ クル

法に共通する課題 ・ 効果評価の視点の整理を進めた。 　

　 個別 リ サ イ ク ル法に関する よ り 詳細な分析 と し ては，

前年度検討し た循環促進策の評価を行 う 枠組みを家電 リ

サイ クル法に適用し た。 物質循環達成度， 経済的効率性

と マネーフ ロー， 物質フ ローのカバー範囲， 関係主体の

行動変化の ４ つに着目し た評価過程のなかで， 施策評価

には検証型， 発見型， 統合型の少な く と も 3 種類の評価

のタ イプがあ る こ と が確認でき た。 さ ら な る施策評価の

枠組みの一般化に向けて他の リ サイ クル法を評価する こ

と と し， 必要な情報収集を行 う と と も に， 各種 リ サイ ク

ル法の特徴を比較 ・ 整理し た。

　 また， 循環促進策の評価において， 廃棄物発生抑制効

果を的確に評価す る こ と は重要であ る と 考え ら れ る た

め， 飲料容器に着目し， 廃棄物の発生要因を人口増加，

飲料消費増加， 容器種類の変化， 単位容器重量の変化に

分けて解析を行った。 その結果， 飲料 １ 本あた り の単位

容器重量は減少し ている も のの， 飲料消費の増加， 容器

素材のシフ ト ， 小型容器へのシフ ト の ３ つの要因によ っ

て廃棄物発生量効果は完全に相殺され， なかには発生量

が増加し ている品目も あ る こ と が示され， 現在の容器包

装 リ サイ クル法制度によ る発生抑制効果は十分でない と
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考え られた。

　 なお， b) については 「アジア地域におけ る資源循環 ・

廃棄の構造解析」 と 連携し て行ったので， 関連する成果

はその項に記載し た。

〔 備考〕

（ 3）　 循環システムの地域適合性診断手法に関する研究

〔 区分名〕 政策対応型

〔 研究課題コ ード 〕 0105AB399

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策1.(1) 循環型社会への転換策の支援のための評価手法

開発と基盤システム整備に関する研究

〔 担当者〕 ○山田正人 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 森口祐一， 大迫政浩， 石垣智基，

寺園淳，橋本征二，藤井実，田崎智宏，川畑隆常

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 地域の産業基盤， 物質 ・ エネルギー需給， 循環

資源 ・ 廃棄物に係る施設立地等に関する情報を， 地理情

報システム等の情報技術を活用し て統合的に分析する手

法を開発する。 これを用いて， 地域に適合し た資源循環

シス テムの高度化を図る ための統合型地域循環診断シス

テムを関係主体と協力し て開発する。

〔 内容および成果〕

　 本研究では， 事例対象地域を埼玉県に設定し， 地域に

おけ る廃棄物 ・ 循環資源の移動の現状を把握し た上で，

移動の要因を物流モデル と需給適合マ ト リ ッ ク ス を用い

て解析し循環資源の種別に発生源か ら需要地までの移動

範囲 （地域循環ク ラ ス タ） を求め， ク ラ ス タの経済 ・ 社

会 ・ 環境上の適合性を地域循環指標によ り 評価する。

　 前年度までに整備し た廃棄物データベースに加えて，

廃棄物の発生段階及び処理段階を詳細に分析でき， かつ

処理プロセスの流れを分析でき る情報を整備し た。 廃棄

物の発生段階においては， 廃棄物 と し て市場を回ら ない

潜在的な副産物情報を， さ ら に処理段階については， １

次処理者， ２ 次処理者， ３ 次処理者までの各断面の処理

方法， 処理の物質収支， リ サイ クル情報を整備し た。 こ

れらは廃棄物の発生及び処理のプロ セス を詳細かつ多面

的に分析でき る構造及び情報量を有する。 また， 各プロ

セスの位置を座標化し てお り ，輸送距離情報も整備し た。

　 埼玉県を含む関東圏域内の市町村間移動時間デー タ

ベース を作成し， 前年度までに作成し た廃棄物物流モデ

ルを用いて， 同圏域におけ る建設廃棄物の排出量 と 処理

能力の地理的な需給バラ ン ス を廃棄物輸送におけ る移動

時間で解析し た。 し きい値時間 （排出市町村か ら処理市

町村まで 1 日 ２ 往復でき る最大限の片道移動時間 ： 120

分） 圏内での需給バラ ン ス解析の結果， 処理し きれない

廃棄物が発生する市町村を明ら かにし た。 例 と し て東京

都 23 区と多摩地域の一部がそれに該当し たので，現在建

設が進められている東京都大田区のスーパーエコ タ ウ ン

が稼動し， 処理能力が増強し た場合のフ ローの変化をシ

ミ ュ レー ト し た。 その結果， 上記の需給バラ ン スは緩和

される と 共に， 埼玉県南部のあ る市町村では片道平均輸

送時間 ・ 距離共に １ 割程度減少し た。 同様の検討を， 埼

玉県寄居町での計画 （彩の国資源循環工場） において も

適用し， 処理拠点設置計画の検討を進めた。

　 輸送の効率化のための諸策を総合的に評価 ・ 比較する

ネ ッ ト の輸送割合 （全輸送の う ち， 同質の双方向輸送を

除外し た割合） と い う 指標を作成し た。 また この指標を，

埼玉県を起点も し く は終点 と する産業廃棄物の移動デー

タに適用し， ネ ッ ト の輸送割合を算出し た。 さ ら に， シ

ナ リ オ分析 と し て， 最短距離で需給をバラ ン ス させる こ

と， 廃棄物処理施設のキ ャパシテ ィ を拡大する こ と など

を想定し， 輸送量の削減可能性について評価し た。

　 複合産出， 一般および産業廃棄物の地域間移出入， 所

得再分配 と い う ３ つの構造要因を廃棄物産業連関フ レー

ム ワーク に取 り 込み， 地域の生産活動に内包される廃棄

物の移出入量や生み出される付加価値量等の地域循環指

標の計測を可能と し た。

　 木 く ずを対象に， その発生場所か ら再資源化施設， 再

資源化施設か ら利用施設までの輸送距離分布を実データ

よ り 検討し た。 その結果， 発生場所か らは比較的近い中

間処理施設に搬入されている こ と， 再資源化施設か らは

用途に よ っ て輸送距離分布がかな り 異な る こ と を示 し

た。 例えば， 製紙用チッ プは遠方 （100km 以上） に運ば

れている率が高かった。 また， 得られた輸送距離分布を

も と に，輸送距離の違いが木 く ず リ サイ クルの LCA の結

果 （二酸化炭素排出量） に与え る影響を検討し た。 その

結果，LCA の結果の解釈を左右するほどは大き く ないが，

一定の影響を及ぼし得る量であ る こ と を示し た。

　 GIS 上の地理属性パラ メ ータ を用いて， 廃棄物処理 ・

リ サイ クル施設の立地に影響する環境 ・ 地勢的要因 と 社

会 ・ 経済的要因を実証的かつ定量的に考慮し た立地要因

モデルを構築し た。 立地の社会要因のポ イ ン ト と し て，

①公共関与， ②施設イ メ ージの転換， ③地元還元効果の

付与の ３ 要素が挙げられた。 これら の要素を満たす現行

の施設整備事業が， エコ タ ウ ン事業， 直接的公共関与施

設整備事業， ゼロエ ミ ッ シ ョ ン公共団地事業であ る と の

仮説を立て， エコ タ ウ ン事業の事例分析によ り ， 拠点型

複合施設計画の優位性を示し た。

〔 備考〕
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共同研究機関 ： 埼玉県環境科学国際セン ター

（ 4）　 リ サイ ク ル製品等の安全性評価及び有効利用法に

関する研究

〔 区分名〕 政策対応型

〔 研究課題コ ード 〕 0105AB400

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策1.(1) 循環型社会への転換策の支援のための評価手法

開発と基盤システム整備に関する研究

〔 担当者〕 ○後藤純雄 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 中島大介， 田崎智宏， 江副優香，

大迫政浩， 貴田晶子， 酒井伸一

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 廃棄物の利用法を拡大する な どの再資源化を

図る ためには， その利用や処分過程において安全性を確

保する こ と が重要であ る。 そ こ で， 本研究においては，

リ サイ クル製品の利用の現状把握， 安全性の評価， 利用

法の拡大， 各種試験法の標準化に関する研究を主に進め

ている。 特に， 都市ごみ溶融ス ラ グ， 焼却灰， 建設廃材

など を利用し た リ サイ クル製品の用途を踏まえた溶出試

験法， 含有成分測定法， 安全性試験法を確立し， 国際的

調和も考慮し た公定法，ISO あ るいは JIS などにおける標

準化のための基礎資料を提供する こ と を主な目的 と し て

いる。

〔 内容および成果〕

　 １ ） 溶融ス ラ グ等再生材の土木利用において長期の利

用におけ る影響評価が求められてお り ， その手法を開発

する ために， 利用形態 と リ ス ク事象に応じ た環境曝露の

促進試験を適用する ための実験的検討を行った。 利用さ

れる可能性が高い路盤材，コ ン ク リ ー ト 用骨材，アス フ ァ

ル ト 用骨材を対象 と し た。 前者 ２ 種類では水系負荷を，

後者では飛散粉塵によ る大気移行量を推定し た。 環境曝

露の促進試験 と し て乾燥湿潤を繰 り 返し， 炭酸ガスによ

る中性化， 凍結融解の繰 り 返し を行った。 直接環境に接

触する路盤材利用の溶融ス ラ グについて， 一部のス ラ グ

試料では促進試験によ って表面が中性化し溶出液の pH

変化が見られる場合があったが， 総じ て微量元素の溶出

量は少なかった。 また対照 と し た天然砕石か ら も微量の

ヒ 素の溶出がみられ， 土木資材は天然材 ・ 再生材共に評

価する必要性があ る と いえ る。 コ ン ク リ ー ト 用骨材の利

用では， 成型体の促進曝露， 骨材のアルカ リ 曝露の影響，

またア ス フ ァル ト 用骨材の利用におけ る粉塵飛散の促進

試験 （摩耗評価のラベ リ ング試験） を行った。 3 種のス

ラ グを骨材 と し たモルタル成型体か ら抽出し た細孔液中

の ク ロ ムは六価ク ロ ム と し て存在する こ と， 養生日数の

増加によ って （ １ ～ ７ 日）， また促進アルカ リ 曝露によ っ

て さ らに六価ク ロ ム溶出量は増加し た。 30 年以上利用後

の廃コ ン ク リ ー ト か ら抽出し た細孔液中に も ppm オー

ダーで六価ク ロ ムが存在する こ と が明ら かになった。 セ

メ ン ト によ る軟弱地盤処理におけ る長期曝露 と し て乾湿

繰 り 返し後の溶出挙動を調べ， 環境曝露後に六価ク ロ ム

の溶出量が増加する場合があ る こ と， また土質の違いが

六価 ク ロ ムの溶出挙動に影響を与え る こ と が明 ら かに

なった。

　 ２ ） 建設系廃木材の利用法の拡大に関する研究では，

木材系廃棄物をそのま ま利用し た場合， 炭化し た場合等

に分けて， 安全性評価の観点か ら想定し た有害物質の挙

動や除去法について基礎的な検討を行った。 即ち， 廃木

材に含まれる可能性のあ る防蟻剤 ５ 種類 （ペル メ ト リ ン，

ビ フ ェ ン ト リ ン， シ ラ フルオフ ェ ン， フ ェ ン ト ロチオン

および S-421）について発がんプロモーター活性及び変異

原性を調べた。その結果，５ 種の う ち ３ 種にプロモーター

活性を， ２ 種に変異原性を認めた。 一方， 防腐剤を使用

し なかった場合にはカビ等が発生しやすいが， そのカビ

から揮発する有機化合物 （MVOC） について も検討し た。

その結果，21 種の標準 MVOC の う ち 11 種が発光 umu 試

験で陽性， ３ 種が通常の umu 試験で陽性 と なる こ と など

を認めた。 また， 廃木材の炭化物に残留する可能性の高

い有害成分 と し て重金属類があ り ， その除去法について

も基礎的な検討を加えた。市販の ACQ 材 （銅を含む防蟻

剤含浸木材） の炭化物中に含まれる還元銅を除去する た

めには， 600 ℃以上で作製し た炭化物を陽極 と し て希硫

酸中で直流を通電する と効率よ く 希硫酸中に溶解し て く

る こ と などを認めた。

〔 備考〕

（ 5）　 環境配慮型ラ イ フ スタ イ ルの形成要因についての

研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0104AE012

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○青柳みど り （社会環境システム研究領域）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 16 年度 （2001 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 本課題では， 一般消費者や企業の環境配慮行動

を促すための手段について調査分析を行 う こ と によ って

その阻害要因， 促進要因を明ら かにする こ と が本研究の

目的であ る。13 年度 : 既存研究のレ ビ ュー と仮説の設定。

14年度 :企業，消費者の現状把握を目的 とする。前年度 : ラ

イ フ ス タ イルのあ るべき方向についての提言。
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〔 内容および成果〕

　 東京都消費生活課が主体 と な り 青柳が参加し て実施し

た東京都の消費者調査結果を用いて， 消費者の環境配慮

型購買行動に関する分析を行った。 こ の結果， 消費者に

環境配慮型商品はかな り 普及しつつあ る状況があ き ら か

になったが， その普及には， 従来型の製品 と 変わら ない

機能， 価格などが求められている こ と がわかった。 つま

り ， 消費者は， 当該商品の機能や価格を第一の商品選定

基準 と し， 追加的な要素 と し て環境配慮であ るかど う か

を判断し てお り ， 環境配慮型商品 と い う カテゴ リ ーに特

化し た商品選択を行っているのではない こ と が類推され

た。 また， 中で も特に非アルコール飲料についてその飲

料容器の選択について分析を行 う と， 環境意識の高い消

費者であって も既に市場か ら かな り 少な く なっている ビ

ン入 り の飲料を買 う こ と はかな り 少な く なってお り ， そ

の代わ り と し て紙パ ッ ク入 り 容器を選択する傾向にあ る

こ と が伺われた。 しかし， 缶入 り 飲料やペッ ト ボ ト ル入

り 飲料は種類も豊富で選択肢が広 く ， 幅広い消費者の指

示を得ている こ と もわかった。

〔 備考〕

（ 6）　 環境負荷の低減と 自然資源の適正管理のための施

策と その評価手法に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE016

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○森口祐一 （社会環境システム研究領域），

森保文， 寺園淳

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 環境への負荷の小 さ い持続可能な社会の構築

が環境政策の基本目標 と し て掲げられる中， 環境か らの

資源採取 と， 環境への負荷の発生の両面において， 環境

への影響を最小に と どめる ための適切な管理手法が求め

られている。 本研究は， 生産 ・ 消費活動に伴 う 資源消費 ・

環境負荷の現状や施策 ・ 技術の導入によ る改善効果を評

価する手法を開発 ・ 提供する こ と によ り ， 企業 ・ 消費者 ・

政府等の関係主体の取 り 組みの促進に資する こ と を目的

とする。

〔 内容および成果〕

　 本課題では， 以下のよ う な研究内容を計画し ている。

　 １ ） ラ イ フサイ クルアセス メ ン ト （LCA） の実践 と応

　     用に関する研究

　 ２ ） 環境負荷や資源消費がも た らす影響の評価手法の

　     開発 と LCA への適用に関する研究

　 ３ ） 環境パフ ォーマン ス評価や持続可能性評価のため

　     の指標の開発と情報提供手法に関する研究

　 本年度は，引き続き LCA における影響評価における地

域性の考慮や統合評価など手法面の情報収集および未利

用エネルギーの活用に対し て LCA を用いた解析を行っ

た。 また， 金属やプ ラ スチ ッ ク の リ サイ クルにかかる事

例を調査し， リ サイ クルの空間規模 ・ 技術が資源枯渇や

環境負荷に与え る影響を評価する基礎 と し た。 一方， 欧

州の VOC 規制 と 削減対策を ま と める と と もに， 環境パ

フ ォーマン ス指標や環境効率指標の開発 ・ 利用動向につ

いて調査し た。 さ ら に， 環境マネジ メ ン ト システムが環

境管理に与える影響について解析し た。

〔 備考〕

平成 9 年度から本課題に先行し て経常研究 「物質循環型

社会に向けた環境負荷の評価 と 施策に関する研究」 を実

施し てき たが，物質循環関係のテーマを平成 13 年度開始

の政策対応型調査研究に移管する など， 研究内容の再編

を行い， 新たな研究課題と し て計画し た ものであ る。

（ 7）　 意思決定主体の態度・ 行動モデルを用いた環境負荷

低減施策の分析

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0204AE348

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○寺園淳 （社会環境システム研究領域），

日引聡， 森口祐一

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 環境負荷の発生 と 強い関係のあ る複数の行動

選択肢を前にし た と き， 費用や利便性などが障害 と なっ

て， 意思決定主体 （市民， 事業者， 行政など） は環境負

荷の大きい選択肢を と ら ざ る を得ないケースがあ る。 本

研究では， 現行で実施されている政策 ・ 制度を よ り 環境

配慮型に近づけ る ための政策評価手法を開発する こ と を

目的とする。

〔 内容および成果〕

　 都市計画の分野において， 日独で現行実施されている

都市施設整備に関する費用便益分析手法 と 制度の比較検

討を実施し た。 特に， 費用便益分析 と 財源を適切に リ ン

ク させる こ と で， 環境低負荷型の都市施設整備が行え る

可能性を検討し た。 また， 資源循環の分野において， 各

種 リ サイ クル法にかかる意思決定主体の行動要因を調査

し た。 その結果， 費用は大き な要因であ る も のの， 事業

者に と っては事業 リ ス ク など費用以外の要因も大きい こ

と が分かった。 上記を含め環境負荷 と 関係の深い様々な
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分野において， 意思決定主体の行動変化を促すよ う な制

度改善が必要 と みな される。 意思決定主体の態度 ・ 行動

のモデル化にはロ ジ ッ ト 型が有効 と 考え られるが， その

適用に関し ては今後 と も さ ら な る調査の継続が必要であ

る。

〔 備考〕

（ 8）　 木材系廃棄物の利用法の拡大に関する研究

〔 区分名〕 環境 - 廃棄物処理

〔 研究課題コ ード 〕 0204BE434

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策1.(1) 循環型社会への転換策の支援のための評価手法

開発と基盤システム整備に関する研究

〔 担当者〕 ○後藤純雄 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 中島大介， 江副優香， 酒井伸一

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 廃棄物には様々な有害物質が含まれ る場合が

多い こ と か ら， その再利用や再生利用においてはそれら

の実態を考慮し て取 り 扱 う 必要があ る。 本研究では， 木

材系廃棄物の利用法を拡大する ため， 炭化物など を利用

し た安全性の高い再生品を開発する と 共にその有効利用

法などにについて検討し ている。 即ち， 木材系廃棄物か

ら炭化物を作製し， その炭化物の加工品 と し ての炭化物

ボード の VOC 吸着能などを検討する と共に，木材系廃棄

物中の有害物質の挙動やその除去法などについて も検討

を加えている。

〔 内容および成果〕

　 １ ） 塩ビ製壁紙を含む木材系廃棄物を焼却し た場合に

は一般にダ イオキシン類が発生するが， 酸素不足 （窒素

雰囲気） 下で炭化し た場合のダ イオキシン類の発生状況

については不明な点が多い。 そ こ で， ヒ ノ キ片にポ リ 塩

化ビニルを塗布し， これを窒素気流下で 900 ℃で 1 時間

炭化し，この炭化物及び炭化時に発生するガス状物質（含

タール状物質） 中のダ イオキシン類の含有量を測定し た。

その結果， 両者 と も ダ イオキシン類濃度が極めて低いか

又は未検出と なる こ と を認めた。

　 ２ ） 有害物質の挙動に関する検討 と し て， 木材系廃棄

物の炭化物に含まれる可能性の高い有害成分 （重金属類）

の除去法などについて も検討を進めた。 市販の ACQ 材

（銅を含む防腐剤含浸木材） の炭化物中に含まれる還元銅

を通電する こ と に よ って除去する方法を検討し た結果，

600 ℃以上で炭化物を作製し，これを陽極 と し て希硫酸に

浸し， 白金板等を陰極 と し て直流を通ずる こ と に よ り ，

炭化物中の還元銅が容易に除去， 白金板上に回収し得る

こ と など を認めた。

　 ３ ） 炭化を行わず直接廃木材を再利用するルー ト の一

つに家畜敷料の製造があ る。 こ の廃木材敷料に含まれる

多様な有機 ・ 無機有害化学物質について化学分析を行 う

と 共にバ イ オア ッ セ イ に よ る評価を行っ た。 その結果，

工業製品に由来する PCBs や Pb， CCA （Cr， Cu， As から

な る木材保存剤） 処理廃木材の混入が示唆された。 さ ら

に， 化学的に安定で残留性の高いダ イ オキシン様ポ リ ハ

ロゲン化芳香族炭化水素を検出する ための一連の前処理

（硫酸シ リ カゲル加熱還流法） と 組み合わせた CALUX

（Chemically Activated Luciferase Expression） バイオア ッ セ

イの廃木材試料 （家畜敷料含む） への適用を試みた結果，

CALUX-TEQはWHO-ダイオキシン類TEQ と よ く 一致し，

廃木材モニ タ リ ングに対する本バイオア ッ セイの実効性

が確認された。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 東京理科大学理学部， 明星大学理工学部，

京都大学環境保全セン ター

（ 9）　 アジア地域における資源循環・ 廃棄の構造解析

〔 区分名〕 環境 - 廃棄物処理

〔 研究課題コ ード 〕 0204BE481

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○寺園淳 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究セ

ン ター）， 酒井伸一， 森口祐一， Bulent Inanc

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 日本からの使用済み製品 ・ 材料の輸出が輸入国

側でどのよ う に取 り 扱われているか， 国境を超えた資源

の循環が適切に成立し ているのか， について判断でき る

情報が不足し ている。 本研究の目的は第一に， こ のよ う

な国際的な資源循環の構造を解明し， 持続可能な資源循

環のあ り 方を議論する基礎情報を提供する こ と であ る。

第二には， 日本発の中古製品や廃棄物の輸出 と これに起

因し ている可能性のあ る各地の環境汚染 と の関係を明ら

かにし， その防止に貢献する こ と であ る。 さ ら に， 国外

の廃棄側におけ る隠れたフ ローを考慮する と い う ， 従来

のマテ リ アルフ ロー分析の拡張によ って， 国際的な資源

循環の情報基盤整備に資する こ と も目指す。

〔 内容および成果〕

　 まずアジア地域の廃棄物管理に関し て， 各国の基礎情

報を収集し， 経済成長 と 排出量 と の関係， 法規制 ・ 処理

施設の発展傾向など を明ら かにし た。 同時に， アジア地

域の処分場データベースの基礎を開発し た。 また， 日本

からの循環資源の輸出に関し て， 2004 年には鉄 ・ 非鉄 ・

プ ラ スチ ッ ク ・ 古紙 と 自動車 ・ 家電などの中古品で合計
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1,200 万 ト ン程度にいたっている こ とや，使用済み系の循

環資源が副産物系を大 き く 上回っ てい る こ と がわかっ

た。 さ ら に， 日本 ・ 中国を中心 と する アジアにおけ る循

環構造の事例研究と し て， E-waste （電気電子廃棄物） と

廃プ ラ スチ ッ ク を取 り 上げて， ワーク シ ョ ッ プ開催や現

地視察を含む各種調査を行った。 E-waste については， 国

立環境研究所に ア ジ ア 各地の専門家 を 招い た ワ ー ク

シ ョ ッ プにおいて各国の E-waste 問題や国際資源循環に

かかる課題を議論する と と も に， 日本か ら の発生 ・ 輸出

量の推定や， 環境負荷などの影響を検討し た。 廃プラ ス

チ ッ ク については， 香港経由を含む中国への輸出構造を

把握する と と も に， 中国内部での法規制の影響， リ サイ

クル状況など を明らかにし た。以上の事例研究を通じ て，

国内 リ サイ クル法 と の整合性をを含む， 国際資源循環に

かかる課題と方向性を議論し た。

〔 備考〕

（ 10）　 持続可能な 消費に向けた家計消費における 財・

サービスの環境負荷低減特性に関する基礎分析

〔 区分名〕 奨励

〔 研究課題コ ード 〕 0304AF410

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策1.(1) 循環型社会への転換策の支援のための評価手法

開発と基盤システム整備に関する研究

〔 担当者〕 ○南齋規介 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 消費者が経済は維持 し つつ も 環境負荷は低減

し たい と 考え る と する と， 環境 と 経済を両立する消費形

態を導 く こ と は消費者に と って有用な情報 と な る。 しか

し， 多様な環境負荷を考え る と， あ る商品への支出の減

少は一つの環境負荷を減少させるが， その余剰金が別の

消費を生み， 経済は維持される一方で， 他の環境負荷を

増加させる こ と が懸念される。 本研究では， 家計で消費

される商品に着目し， それら を次の 3 種に分類する こ と

を試みた。 経済 と 複数の環境負荷を考慮する と， いずれ

の環境負荷を最適に削減する場合で も 「消費を減らす商

品 （第一種）」， 「消費を増やす商品 （第二種）」 および削

減する環境負荷の種類によ って 「消費を減らすべきか増

やすべきかが変わる商品 （第三種）」 に分類し た。 この分

類か ら消費の リ バウ ン ド 効果を考慮し た環境 と 複数の環

境負荷に対し て Win-Win 型の消費形態を探る こ と を目的

と し た。

〔 内容および成果〕

　 家計消費に伴 う 環境負荷を商品やサービ スの利用時だ

けでな く ， それら の製造時および廃棄段階， さ らに製造

のための資本形成に起因す る 負荷を含めて勘定す る た

め， 1995 年産業連関表を拡張し た家計消費分析用の投入

産出表を作成し た。 また， 環境負荷 と し てエネルギー消

費，温室効果ガス （CO2），大気汚染物質 （NOx, SOx, PM），

水質汚濁物質 （BOD, COD, TN, TP, SS） ， 廃棄物 （最終

処分量， 有害廃棄物発生量） および有害化学物質 （ベン

ゼン） の計 13 種類を考慮し た。

　 食料品を除 く 207 種類の商品 ・ サービ スへの現在の家

計支出額に対し， 減少または増加の調整可能な範囲を設

定し， その範囲において環境負荷量を最小化する消費パ

ターンを線形計画モデルよ り 導出し た。 その結果， 現在

の支出額よ り 10％の増減が調整可能 と 仮定する と， 207

種類中 37 種類の商品が 「第一種」， 14 種類が 「第二種」，

156 種類が 「第三種」 に分類された。 加えて， 支出調整可

能な範囲を 5, 20, 30, 40, 50% に設定し て同様の分類を

行った結果， 28 種類が何れの場合も 「第一種」， 8 種類が

「第二種」 に該当し た。 10％を支出調整可能 と し た場合，

SOx, BOD, TP, SS, 最終処分量，有害廃棄物発生量を最小

化する消費パターンでは， 他の環境負荷を現況よ り 増加

させる可能性を示し た。 

　 本研究の三分類か ら， 家計消費において 「第一種」 に

該当し た， 例えばプ ラ スチ ッ ク製品等の石油化学製品の

消費が減少し， その余剰金が 「第二種」 の学校教育や光

学機器等への支出へ と 転換される こ と は， 複数の環境負

荷の低減と経済維持の目的に適合する Win-Win 型の消費

形態の一つと考え られる。

〔 備考〕

（ 11）　 耐久財の適正循環・ 管理に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0405AE357

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○森口祐一 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 橋本征二， 田崎智宏， 藤井実，

寺園淳， 平井康宏

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 17 年度 （2004 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 耐久財はその使用開始か ら 廃棄ま でに一定の

期間を要する こ と か ら， 通常の廃棄物および循環資源 と

異な り ，その適正な管理には長期的な視点が欠かせない。

本研究は， 電気 ・ 電子製品や自動車か ら 家屋， 建造物，

生産設備などの管理や主要耐久財から発生する循環資源

の適正な リ サイ クル ・ 適正処理の促進のための管理手法

と その効果について検討する こ と によ り ， 循環型社会形
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成に資する知見を提供する こ と を目的 と する。 検討にあ

たっては， リ デュースや リ ユース など と いった方策に も

着目する。

〔 内容および成果〕

　 電気 ・ 電子製品については， まず， 物質循環達成度，

経済的効率性と マネーフ ロー，物質フ ローのカバー範囲，

関係主体の行動変化の 4 つに着目し て， 家電 リ サイ クル

法の効力を評価し た。 再商品化は順調だが再商品化等料

金などのコ ス ト 削減のイ ンセンテ ィ ブが小さ い こ と， 対

象品目の半数以上が流れる法ルー ト 以外の実態把握が求

め られる こ と， 懸念されていた不法投棄の増加は大き く

ないがテレ ビは明ら かに増加し ている こ と， 法施行によ

る廃棄物発生抑制効果は小さいこ と等が示された。また，

リ ースシステムによ る廃棄物発生抑制効果を製品の年間

需要量に着目し て検討し た と こ ろ， 現存システムは製品

使用年数を短 く させている ために， 廃棄物量をむし ろ増

加させている こ と が示された。

　 建設鉱物については， 社会に蓄積された も のが必ずし

も廃棄物 と な ら ない こ と から， 国レベルのマテ リ アルフ

ロー勘定において膨大な量を占める建設鉱物フ ローを ど

のよ う に記述すべきかを考察し た。 その結果， 将来廃棄

物 と し て発生し ない利用形態の物質は散逸的フ ロー と み

な し， 将来廃棄物 と し て発生する可能性はあ る も のの，

現場で廃棄物 と し て回収されない物質は一定期間利用後

の環境への排出とみなすのが適切であ る と考え られた。

〔 備考〕

（ 12）　 環境管理・ 意思決定プロセスにおける各種環境評

価手法の有効活用に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0405AE358

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○田崎智宏 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 森口祐一， 橋本征二， 寺園淳，

平井康宏

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 17 年度 （2004 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 適切な環境管理を進める上では， ラ イ フサイ ク

ルアセス メ ン ト などの各種環境評価手法の結果を も と に

政策 ・ 対策を検討し てい く こ と が望まれるが， 必ずし も

厳密な評価を意思決定者が求めていない場合があ る， 評

価結果が効果的に意思決定に反映されていないなど， 評

価手法の有効活用には多 く の課題が残されている。 本研

究では， 有効活用の場面や目的， 用い られる手法の種類

などの分類 ・ 整理， 意思決定者や評価結果の受け手側の

ニーズの把握，手法適用のケース ス タデ ィ などを通じ て，

よ り 効果的 ・ 有効な各種環境評価手法の活用方策を検討

する。

〔 内容および成果〕

　 ラ イ フサ イ ク ルアセ ス メ ン ト ， リ ス ク アセ ス メ ン ト ，

環境アセス メ ン ト ， 行政評価と い う 異種 4 分野にわたる

既存研究を レ ビ ューし た結果， 簡易評価手法には， 既存

の詳細な手法をベースに評価の実施プロセス を効率化す

る "streamlining" と， 詳細な手法 と ほぼ独立し た方法論を

用いる "simplification" に二分でき た。 前者は， 評価対象 ・

評価項目を省 く ， 定性データ等で代用する等のアプロー

チが と ら れていた。 一方， 後者は， マ ト リ ッ ク ス 表や

チェ ッ ク リ ス ト を用いる等の方法が と られていた。 簡易

評価手法の利点には， 時間が省け る， 評価 リ ソースが少

な く て済む と いった評価実施側の利点だけでな く ， 結果

の理解しやすさ， 方法論の透明性 と いった評価結果の利

用側の利点が存在する と 考え ら れた。 一方で， 不正確，

ミ ス リ ーデ ィ ング と いったマ イナス点も あ るが， それを

認識し た う えでどのよ う に簡易評価手法を用いるか さ え

適切に位置付ければ， 簡易評価手法の利点を損な う こ と

にはな ら ない と 考え られた。 今後， 簡易評価手法を活用

し て い く た め には， 評価 を いつ終了 さ せ る か と い う

"showstoppers" の設定が特に重要と考え られた。

〔 備考〕

（ 13）　 循環型社会のイ メ ージに関する基礎研究

〔 区分名〕 奨励

〔 研究課題コ ード 〕 0404AF374

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策1.(1) 循環型社会への転換策の支援のための評価手法

開発と基盤システム整備に関する研究

〔 担当者〕 ○橋本征二 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 森口祐一， 田崎智宏

〔 期　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔 目　 的〕 環境問題の解決に向けて目指すべき社会像を

描 く こ と は極めて重要であ り ， 循環型社会も そ う し た社

会像を表す用語の 1 つであ る。 しかし， そのイ メ ージは

人によ って大き く 異な る よ う に思われ， 循環型社会の制

度 ・ 技術について議論する際に も混乱が生じ ている。 本

研究は， 「循環型社会」 について自由記述法に よ る ア ン

ケー ト 調査を実施， ク ラ ス ター分析を行 う こ と によ って

循環型社会の主要な概念 と 考え られる も のや循環型社会

のイ メ ージのパターンを明ら かにする と と も に， その背

景について考察する こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕
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　 有効回答 1438 サンプルを対象に以下の分析を行った。

まず， 文章等で記述されたデータ を記述語 （単語） に分

解 ・ 整理し， これら の記述語か ら循環型社会の概念に関

連する キーワー ド を考察し た。 次に， 記述語について ク

ラ ス ター分析を行い， 生成し た ク ラ ス ターか ら循環型社

会の主要な概念 と 考え ら れる も のを考察し た。 さ ら に，

回答者について も ク ラ ス ター分析を行った。 生成し た ク

ラ ス ターに属する人は， 循環型社会について似た イ メ ー

ジを有し ている と 考え られる。 最後に， 記述語 と 回答者

の ク ラ ス ターを ２ 次元に配置し， 循環型社会の主要な概

念 と 考え られる ものや循環型社会のイ メ ージのパターン

について考察し た。得られた結論は以下の とお り であ る。

　 １ ） 循環型社会の主要な概念と し て， a) 廃棄物の再利

用と廃棄物 ・ 環境負荷の低減， b) 資源の再利用 ・ 有効利

用と資源消費・環境負荷の低減，c) エネルギーの再利用・

有効利用， d) 自然と の共生 ・ 共存， e) 助け合い， f) お金

の循環などが抽出された。

　 ２ ） 循環型社会のイ メ ージ と し て， 上記の a) または b)

を中心に言及するパターン， a)b) や a)b)c) の組み合わせ

で言及するパターン，d) または e) または f) を中心に言及

するパターンなどが抽出された。

　 ３ ） 循環型社会のイ メ ージには， 廃棄物の再利用だけ

でない広が り があったが， 中で も資源 （資源の有効活用

や消費削減など）への言及が多 く ，この点が特徴的であっ

た。

〔 備考〕

（ 14）　 物質フ ローモデルに基づく 持続可能な生産・ 消費

の達成度評価手法に関する研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 H-9

〔 研究課題コ ード 〕 0406BA501

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○森口祐一 （社会環境システム研究領域），

橋本征二， 南齋規介， 村上進亮

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 本研究は， 環境勘定 と く に物質 フ ロ ー分析

（MFA） 手法に関する先行研究の蓄積を発展させ，持続可

能な生産 ・ 消費 と い う 概念を具体化し， その実現に向け

て社会 ・ 経済を誘導し た り ， その達成度をモニ ターし た

り する ため評価手法 ・ 指標を開発する と と も に， 主要産

業への適用や発展途上国を含む国際比較によ り その有効

性を確認する こ と を目的 と する。 と く に， 経済のグ ロー

バル化に伴い， 一国の生産 ・ 消費活動が他国での生産を

通じ て引き起こす環境への負荷など， 概念的にはその重

要性が強調されながら も定量的な分析が不十分であった

地域間での連関， 波及を通じ た間接的な問題を重視し，

「見かけ」 だけではな く 「隠れた」 問題を含む， よ り 的確

な持続可能な生産 ・ 消費の評価手法の開発を目指す。

〔 内容および成果〕

　 本課題は ４ つのサブテーマか ら構成されるが， 当研究

所では主にサブテーマ 「マルチス ケール物質フ ローモデ

ルの構築と政策評価への適用に関する研究」 を担当し た。

また， 課題全体の代表者 と し て， 他の共同研究機関が担

当するサブテーマ 「地域， 産業間物質フ ローによ る環境

影響の評価手法に関する研究」 ， 「物質フ ローの国際連関

と国際比較分析に関する研究」および「隠れた物質フ ロー

の算定に関する研究」 と 連携し， 相互の整合性に留意し

ながら， さ ま ざ まなス ケールにおけ る物質フ ロー研究の

推進を図った。

　 担当サブテーマについて， 本年度は， 多様な地理的ス

ケールにおけ る物質フ ロー と これに伴 う 資源消費や環境

負荷を， 「隠れたフ ロー」 を含めて記述する ための枠組 と

し て， マルチ ス ケール物質フ ロ ーモデルの基本設計を

行った。 先行研究で構築し て き た多次元物量産業連関表

（MDPIOT） の得失を踏ま え， ス ケール横断性に加えて，

ス ト ッ ク と フ ロー と の関係やその時間変化を よ り 明示的

に扱える こ と など，モデルが備え るべき要件を整理し た。

また， い く つかの主要資源 ・ 製品について， 生産統計等

の各種物量統計や， LCI データ などの個別技術データ を

活用し た実証データの整備に着手し た。 一方， 先行研究

か ら取組んでき た本分野におけ る国内外の研究協力 ・ 交

流を進めた。 海外については， チュー リ ッ ヒ で開催され

た物質フ ロー分析分野の国際研究集会 （ConAccount2004）

や OECD 環境政策委員会傘下の作業部会において， 欧州

を中心 と する本分野の最新の研究動向を調査する と と も

に， 物質フ ロー分析分野の さ ま ざ まな手法間の共通項に

ついて問題提起し， 併せて我が国での本分野の調査研究

の政策貢献について紹介し た。

　 また， 国内では， 「物質フ ロー分析 ・ 産業連関分析 ・ 環

境会計連続ワーク シ ョ ッ プ」 を東京都内で開催し， 米国，

豪州からの海外招聘を含む約20名の講演者および ３ 日間

延べ約 300 名の参加者を得て， ミ ク ロ レベルから マ ク ロ

レベルにわた る物質フ ロー分析およびこれ と 密接に関連

する手法であ る産業連関分析， 環境会計について， 国内

外におけ る最新の調査研究動向を把握する と と も に， 講

演者， 参加者 と の討論を通じ て研究の発展の方向性を確

認し た。 また， 最近公表された 2000 年産業連関表に対応

し た環境負荷データベースの整備に関し て， 同種の経験

を持つ調査研究機関の専門家 と の間で， データの主な仕
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様， 優先的に改善すべき技術的課題， 今後の協力の可能

性 ・ 形態について集中的な意見交換を行い， 本研究課題

における今後の取組みに反映させるべき知見を得た。

〔 備考〕

共同研究機関 ： （独） 産業技術総合研究所 LCA 研究セン

ター， （独） 物質 ・ 材料研究機構エコマテ リ アル研究セン

ター

共同研究者 ： 盛岡通 ・ 山本祐吾 （大阪大学）， 吉田登 （和

歌山大学）， 井村秀文 ・ 森杉雅史 （名古屋大学）， 金子慎

治 ・ 市橋勝 （広島大学）， 和田喜彦 ・ 岸基史 （同志社大学）

（ 15）　 地域資源循環に係る環境会計表の作成と その適用

〔 区分名〕 環境 - 廃棄物処理

〔 研究課題コ ード 〕 0406BE817

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○森口祐一 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 橋本征二， 田崎智宏

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 最近， 自治体の廃棄物処理事業に関連 し た物

質， 金銭フ ローの把握や環境負荷の把握が求められてい

るが，体系的な分析枠組みが完成し ておらず，重要なデー

タ項目の欠落， 算出根拠の不明確さ， データ相互間の整

合性不足 と いった様々な問題点があ る。 また， 資源循環

の上流か ら下流までの全体を分析 ・ 評価する ためのシス

テム化が不備で， 循環型社会構築 と い う 政策目標に応じ

た事業評価を体系的に行 う には不完全であ る。 そ こ で，

地域の資源循環 と 自治体の一般廃棄物処理事業の双方に

焦点を当てた環境会計表について， 整備すべきデータ項

目を整理し， 地域の物質フ ロー と それに付随し た金銭フ

ローを体系的に表現でき る環境会計表の構造を提示する

と と も に， 具体的な地域 ・ 事例を対象に実際にデータ を

整備し， その実行可能性と有効性を評価する。

〔 内容および成果〕

　 地域資源循環に関する会計表の設計に向けて， 環境経

済統合勘定などのマ ク ロ環境会計 （環境勘定） 分野 と ミ

ク ロ環境会計および廃棄物会計分野におけ る既存の手法

を調査し， その記述対象や環境会計表の設計上の論点を

整理し た。

　 国連の環境経済統合勘定 （SEEA） に準拠し て内閣府経

済社会総合研究所が試作し た日本版環境経済統合勘定で

は， 廃棄物勘定 と し て廃棄物処理サービ スの利用， リ サ

イ クル財の産出， 廃棄物処理に伴 う 帰属環境費用か ら構

成される金額表 と， 付帯物量表が試作されている。 廃棄

物処理施設のス ト ッ クや減価償却の記述， 外部環境費用

の記述などの利点が多い一方で， 具体的な数値の推計手

法 ・ 根拠や部門分割， よ り 体系的な物質フ ローの把握等

の課題が残されている こ と が分かった。 また， 環境会計

では環境保全事業のコ ス ト が環境負荷の変化 と 結びつけ

られて議論されるが， 廃棄物会計ではそのよ う な分析は

ほ と んどな されていなかった。 廃棄物処理事業自体が環

境保全活動であ る点が一般の企業環境会計 と 大き く 異な

る枠組みを必要 と する と と も に， 何が廃棄物処理事業の

環境保全効果について， 廃棄物処理事業本来の目的が時

代 と 共に変化し ている こ と をふま えながら整理を行 う 必

要があ る と 考え られた。 また， 不法投棄の回避効果， 汚

染 リ ス ク の回避効果など， 廃棄物処理事業の場合にはコ

ス ト が安いから良い と は単純に言い切れず，「処理費用が

安い処理業者への委託が不法投棄につながる」 と し て不

法投棄対策を進めて き た現実を ど う 考量すべきか と い う

こ と を検討しつつ， 何が環境保全対策に伴 う 経済効果か

を整理する必要があ る と考え られる。

　 次に， 今後設計する環境会計表を実証的に検討する た

め， 容器包装 リ サイ クル法な らびに家電 リ サイ クル法を

対象 と し， これら の金銭フ ロー情報 と 物質フ ロー情報を

収集 ・ 整理し た。

　 容器包装 リ サイ クル法については， 市町村が負担し て

いる容 リ 法分別収集 ・ 選別保管， 資源ごみ等収集 ・ 選別

保管， 再商品化委託， な らびに事業者が負担し ている研

究開発， 普及啓発， 回収支援， 再商品化支援費用の各コ

ス ト の他， 施設整備コ ス ト の値を得る こ と ができ た。 家

電 リ サイ クル法については， 法施行前の自治体におけ る

収集， 処理， 行政回収， 不法投棄対策の各コ ス ト ， 法施

行後の収集料金， 再資源化等料金の値を得る こ と ができ

た。 法施策によ る コ ス ト 評価 と し て， 容器包装 リ サイ ク

ル法施行， 自治体分別収集区分変更， 家電 リ サイ クル法

施行によ る コ ス ト 評価を行った報告書が存在し たが， 施

策で得られた便益を体系的 ・ 網羅的に整理し て計上 ・ 評

価し ている文献はな く ， リ サイ クルによ る環境上の効果

（化石資源消費の節減等） と それに要する総費用 と の関係

など を明ら かにする こ と が求められた。 また， 容器包装

廃棄物については， リ ユース （ リ ターナブル）， リ サイ ク

ル，適正処理 と い う 施策間の費用負担者が異なってお り ，

循環型社会形成推進基本法におけ る施策の優先順位が高

い と される施策ほど製造業者等の負担範囲が広 く なって

いる と い う 構造的な問題点があ る こ と が確認でき た。 そ

のため， 環境会計では負担のあ り 方も明示される よ う に

する こ と が望ま しい と考え られた。

〔 備考〕

共同研究者 ： 井村秀文， 奥田隆明， 森杉雅史 （名古屋大
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学）， 松藤敏彦 （北海道大学）， 二渡了 ・ 松本亨 （北九州

市立大学）

（ 16）　 微細藻類を利用し たエネルギー再生技術開発

〔 区分名〕 環境 - 石油特会

〔 研究課題コ ード 〕 0406BH508

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○渡邉信 （生物圏環境研究領域）， 河地正伸，

中嶋信美， 佐野友春

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 藻類に認められる多様なプロダ ク ト の う ち， 化

石燃料の代替 と し て利用可能な炭化水素に着目し， その

実用化に必要な基盤技術の開発を目的 と する。 材料には

重油相当の炭化水素を生成する緑藻 Botryococcus 等を用

いて， （ １ ） 炭化水素生産株の探索 ・ 機能評価， （ ２ ） 炭

化水素生産経路の解明と関連遺伝子の探索， （ ３ ） 炭化水

素生産株の生理特性と培養特性の解明， （ ４ ） 炭化水素利

用技術の開発， そ し て （ ５ ） 微細藻類を利用し たエネル

ギー再生技術開発計画のラ イ フサイ クルアセス メ ン ト を

実施する。

〔 内容および成果〕

　（ １ ） 炭化水素生産株の探索 ・ 機能評価

　 日本各地の湖沼及びダムか ら 得 ら れた， 形態 （色調，

コ ロ ニー形状， 細胞の分布様式） 及び遺伝的に異な る

Botryococcus を 73 株 を 分離 し， 培養株 を 確立 し た。

18SrDNA の系統解析では， コ ロ ニーの形状 と遺伝的な系

統関係の関連性は認め られなかった。 また炭化水素の分

子構造を明ら かにする ために数 ミ リ グ ラ ムの凍結乾燥試

料の炭化水素画分を GC/CI-MS， GC/EI-MS を用いて予備

分析を行い， 平面構造を推定し た。

　（ ２ ） 炭化水素生産経路の解明と関連遺伝子の探索

　 放射性の標識化合物を用いた炭化水素生合成能の評価

系を確立し， 炭化水素合成能が増殖の初期に最高にな る

こ と， 炭化水素の形態で細胞内外への移動は起 こ らず，

細胞内から炭素数 16 未満の前駆体が分泌され，細胞外で

独立に炭化水素を合成する こ と が示唆された。 また外来

遺伝子導入系の開発において， Botryococcus から RNA を

精製する方法を確立でき， 来年度全長鎖 cDNA ラ イブラ

リ ーを構築でき るめどがたった。

　（ ３ ） 炭化水素生産株の生理特性と培養特性の解明

　 様々な波長の単色光を照射し，Botryococcus の光合成作

用スペク ト ルを構築する こ と によ り ， 各単色光の光利用

効率を解明し た。 また各種光条件下で， 炭化水素量およ

びその他の炭素量を測定 ・ 比較する こ と で， 炭化水素生

産への炭素分配を向上させる条件を見いだし た。 培地組

成の最適化について， 細胞の元素組成に着目し て構築し

た培地の場合 （A5 培地）， オ リ ジナルの CHU13X4 培地

で得られた培養の 2 倍以上の高密度化が可能 と な り ， 最

終細胞濃度 10.22 g/L， 直線増殖速度 0.049 g/L/h が得られ

た。 こ のほか pH と塩濃度が本株の増殖に及ぼす影響を

評価し た。 また糖添加培養試験を行い， 顕著な増殖促進

効果が認められた。

　（ ４ ） 炭化水素利用技術の開発

　 ３ 種の培養容器を用いて Botryococcus 株の培養に適し

た容器形状の検討を行った結果， 平板型フ ォ ト バイオ リ

ア ク タが Botryococcus の大量培養に適し ている こ と が明

ら かになった。 こ の リ ア ク タ を用いる と 一回の培養で最

大約 30g の乾燥藻体を得る こ と ができ た。 さ らに細胞を

70℃で乾燥，n-hexaneで細胞外の油分を抽出するのに成功

し た。細胞の油分含量は乾燥重量ベースで 28% であった。

また大量培養サンプルから 14.0g の油分を回収し た。

　（ ５ ） 微細藻類を利用し たエネルギー再生技術開発計画

　 　 のラ イ フサイ クルアセス メ ン ト

　 Botryococcus を屋外の大規模プールで培養する こ と を

想定し， そのエネルギー生産システムをモデル化する こ

と で， エネルギー生産技術開発 と し てのシス テムの全体

を評価し た。 これら の作業は， システムの設定， シス テ

ム内の物質 ・ エネルギーフ ローの定量化， 評価指標の計

算か ら成る。 定量化の式は原則 と し て ラ イ フサイ クルア

セス メ ン ト で一般に用いられる原単位法を採用し た。 評

価指標は， エネルギー， CO2， コ ス ト それぞれの収支 とペ

イバッ ク タ イ ム，そし てエネルギーの安定供給量 と し た。

アセ ス メ ン ト の結果， エネルギー収支はプ ラ ス であ り ，

二酸化炭素削減に も貢献でき る こ と がわかった。 エネル

ギーペイバッ ク タ イ ムは液化燃料で 0.42 年， 固化燃料で

0.28 年 と 他の再生可能エネルギー と 比較 し て遜色がな

い。 また安定供給量を試算し， 実用上必要なエネルギー

供給能を把握する こ と ができ た。

〔 備考〕

2． 2 　 廃棄物の資源化 ・ 適正処理技術及びシステ

ムに関する研究

（1）　埋立地浸出水の高度処理に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 9906AE325

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○稲森悠平 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 水落元之， 徐開欽
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〔 期　 間〕 平成 11 ～ 18 年度 （1999 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 埋立地浸出水には， 多種多様な化学物質が含ま

れてお り ， と く に， 湖沼などで有毒アオコの発生原因 と

な る高濃度窒素， 微生物で分解除去の困難な難分解性物

質， 微量で も生態系 ・ 生体に影響を及ぼす可能性の高い

微量化学汚染物質の混入等の可能性があ る。 そ こ で本研

究では， これらの水質汚濁の原因 と な る埋立地浸出水の

効率的かつ高度な処理手法の開発を目的 と し て検討を行

う 。

〔 内容および成果〕

　 埋立地浸出水の高度処理プロセス と し て， 処理プロ セ

ス中の好気流動槽でダ イオキシン類の分解菌を活性炭 と

と も に包括固定化し た複合担体を用い る こ と に よ って，

ダ イオキシン類の高い分解 ・ 除去率が長期間安定し て得

られる こ と がわかって き ているが， 窒素除去の律速段階

と な る硝化反応および硝化性能については明ら かではな

い。 本年度は， 本複合担体を用いた処理プロ セスにおい

て， と く に， 生物活性が低下する低温下での高度処理に

おけ る高濃度アンモニア態窒素の硝化特性について検討

し た。 その結果， 水温 10 ℃の条件下で処理時間 4h にお

いて 0.71kg-N ・ m-3 ・ d-1 の高い硝化速度が安定し て得られ

る こ と がわかった。 また， こ の硝化反応は， 亜硝酸型の

硝化反応で処理水中に 20 ～ 30mg ・ l-1 程度アンモニア態

窒素が残留し ていた こ と から， 反応に寄与し ている硝化

細菌は， アンモニアに対する半飽和定数 （km 値） の高い

細菌であ る こ と が推定された。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 岡山県環境保健セン ター， 神奈川県環境

科学セン ター 　

旧研究課題コード ： 9906AE238

（ 2）　 循環廃棄過程における 環境負荷の低減技術開発に

関する研究

〔 区分名〕 政策対応型

〔 研究課題コ ード 〕 0105AB401

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(2) 廃棄物の循環資源化技術， 適正処理 ・ 処分技術

及びシステムに関する研究

〔 担当者〕 ○川本克也 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 西村和之， 倉持秀敏

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 循環型社会に適合し， 環境負荷低減に配慮し た

廃棄物処理技術及び循環資源製造技術を開発する。 焼却

等の熱的または物理化学的処理技術について， 汚染物質

排出特性等を明確にする と と も に新規かつ高度の負荷低

減技術を開発し， さ らに総合的な評価を行 う 。

〔 内容および成果〕

　（ １ ） 熱処理プロセスからの環境負荷削減技術 ：

　 各種環境負荷物質の発生に関する検討の一環 と し て，

焼却施設で生成する飛灰およびボ イ ラ灰等を加熱する こ

と によ る臭素化ダ イオキシン類およびモ ノ 臭素ポ リ 塩素

化ダ イオキシン類の生成に着目し， ガス流通式装置を用

いて試験を行った。 流出ガス中濃度および試験前後での

固体試料中含有量の測定および同族体分布等の質的解析

によ り ， 上記臭素系ダ イオキシン類がダ イオキシン類同

様に加熱過程での de novo 合成によ り 生じ る可能性のあ

る こ と を実験的に示し た。 熱分解ガス化 - 改質によ る廃

木材から の水素製造に関し， ダ イオキシン類等負荷物質

の生成 と これに対する触媒の適用によ る低減特性につい

て基礎的に明ら かにし た。 また， 有機ハロゲン化合物の

元素別総濃度を簡易 ・ 迅速に測定， 管理する ためのモニ

タ リ ング方法に関し， 物質個々の検出感度測定等の基礎

特性把握にも とづき， 一般 / 産業廃棄物焼却施設での実

排ガス測定を定期的に行い， 有機塩素および有機臭素濃

度の特徴 と 変動特性把握 さ ら に測定方法への フ ィ ー ド

バッ ク を行い， モニ タ リ ング方法 と し ての精度向上をは

かった。

　 排ガス高度処理に用いられる活性炭等各種炭素系材料

が種々の芳香族化合物に対し て もつ吸着特性を， 精密測

定によ り 求めた。 単環の ク ロ ロベンゼン類に加えて多環

であ るナフ タ レ ン， ク ロ ロナフ タ レ ンおよびその混合系

を吸着質 と し て吸着特性を求め， いずれの吸着質におい

て も吸着容量は細孔径2 nm以下の微細孔の容積にも っ と

も依存し， 物質の性状面では蒸気圧に依存する こ と を見

いだし た。 また， 前年度までに測定し蓄積し たダ イ オキ

シ ン類代替物質の吸着破過のデー タ を解析す る こ と に

よ って， 実際の排ガス処理吸着塔におけ る適正な適用方

法に関する種々のデータ （破過時間， 空塔速度， 充填密

度等） の集積をはかった。

　 安全の観点では， 廃棄物の混合危険性を評価する手法

を開発する ために， 水酸化ナ ト リ ウ ム水溶液 と の混合系

を各種設定し て， 試験管試験， 小型反応熱量計試験およ

び示差走査熱量計試験を組み合わせる こ と によ り ， 各段

階での判定基準を用いた熱的危険性分類を行った。

　（ ２ ） 環境負荷物質の物理化学パラ メ ータ と資源回収 ：

　 前年度に引 き 続 き， 有機臭素化合物の物理化学パ ラ

メ ータの測定 ・ 評価を進める と と も に， 固溶体を形成す

る多環芳香族混合物の水への溶解度に関する溶解挙動の

変化を検討し た。

　 物理化学パラ メ ータの測定 ・ 評価では， ヘキサブロモ
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シ ク ロ ド デカンやポ リ ブロモジフ ェニルエーテルなどの

高疎水性有機臭素化合物の水への溶解度お よ びオ ク タ

ノ ール - 水分配係数の測定を行い， 前年度から蓄積し た

データ も含め有機臭素化合物の物理化学パラ メ ータにつ

いて定量的物性構造相関法を用いて実測データの健全性

を評価し た。 また，一連のデータから，物理化学パラ メ ー

タや環境分配性に対する分子の基本構造および臭素数の

効果を整理し， オ ク タ ノ ール - 水分配係数については活

量係数によ る解析も行った。 これらの解析よ り ， 分配係

数の絶対値は分子の基本構造に依存するが， 臭素数の効

果は基本構造に関係な く ほぼ同 じ であ る こ と を提示 し

た。 さ ら に， こ の絶対値の違いの要因 と し て， 水相の臭

素化合物の活量係数だけでな く ， オ ク タ ノ ール相の活量

係数の大き さ も重要であ る こ と を明らかにし た。

　 多環芳香族であ る フ ェナン ト レ ン と アン ト ラ センは固

溶体を形成する こ と か ら， それら が混在する場合にはそ

の混合比によ って水への溶解度が異な る こ と が予想され

る。 そ こ で， フ ェナン ト レ ン と アン ト ラ センの混合比を

変えた固溶体試料を作成し， 水への溶解度を測定し た。

その結果， 水への溶解度は， 固溶体中の存在比が低 く な

るほどその値も低下する こ と が， 実験において確認でき

た。 し たがって， 固溶体を形成する物質が混在する場合

には， 存在比によ り 溶解性が大き く 変化し， その溶出挙

動にも大き な影響を与え る可能性を示唆し た。

　 超臨界流体抽出法によ る N-アセチルア ミ ノ酸エチルエ

ステル等のア ミ ノ 酸誘導体の回収 ・ 資源化に関する基礎

抽出特性を検討し， 超臨界流体への溶解性に対する ア ミ

ノ 酸側鎖の影響と その圧力依存性を明らかにし た。

〔 備考〕

（ 3）　 最終処分場容量増加技術の開発と 適地選定手法の

確立に関する研究

〔 区分名〕 政策対応型

〔 研究課題コ ード 〕 0105AB402

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(2) 廃棄物の循環資源化技術， 適正処理 ・ 処分技術

及びシステムに関する研究

〔 担当者〕 ○井上雄三 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 山田正人， Bulent Inanc， 石垣智基，

遠藤和人， 大河内由美子， 毛利紫乃

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 最終処分場の再生， 埋立廃棄物の中間処理技術

等を援用し た質的な改善，覆土材や覆土施工技術の改良，

及び遮水技術システムの見直しによ り ， 埋立地容量の増

加が可能な新しいシステムを提案する。 また， 海面最終

処分場の適正立地のための環境負荷及びその低減技術に

関し て評価を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 最終処分場残余容量の逼迫 と 新規陸上処分場建設の困

難性から， 最終処分場の容量増加技術や海面最終処分場

の役割の重要性が指摘されてお り ， 安全性の確保を目的

と し た， 科学的 ・ 工学的見地か ら の研究が必要 と なって

いる。 本研究の目的は， （ １ ） 容量増加技術の開発 と埋立

廃棄物の掘削作業におけ る環境影響評価 ・ コ ス ト 評価，

（ ２ ） 海面最終処分場のラ イ フサイ クルイ ンベン ト リ ー，

ラ イ フサイ クルコ ス ト によ る特性評価， （ ３ ） 海面最終処

分場内におけ る物質および水分の移動挙動把握によ る リ

ス ク評価を実施し， 工学的適地選定手法を確立する こ と

であ る。 最終処分場の容量増加技術開発 と し て， 本年度

はテス ト ピ ッ ト 掘 り 起こ しによ る大気中環境質の測定を

実施し た。 海面埋立処分場の ラ イ フサ イ ク ル評価では，

主に埋立容量 と 処分場建設コ ス ト と の関係を整理し， 処

分場内の安定化モニ タ リ ングでは， 海面処分場ガスの長

期モニタ リ ングを実施し た。

　（ １ ） 最終処分場容量増加における 埋立廃棄物掘り 起こ

し 時の環境影響評価 ： 最終処分場の残余容量が逼迫し て

いる 中， 新規処分場の建設は地元住民によ る 反対や， 建

設コ ス ト の高騰によ り ， 事実上困難な状況にある 。 その

ため， 既設最終処分場の掘り 起こ し 減量化を 促進し ， 埋

立容量を 増加さ せよ う と いう 動き がある 。 埋立廃棄物の

掘り 起こ し 時には， 粉塵や臭気， 有害ガス ， 微生物や細

菌が放出さ れる こ と が予測さ れる が， 掘り 起こ し の事例

が少なく ， 安全な作業環境を 確保する ためには， 掘削時

の環境影響を 把握する 必要がある 。 本研究では， 容量増

加を計画し ている 不燃物を中心と し た一般廃棄物最終処

分場において， テス ト ピ ッ ト と し て掘削を実施し ， その

際に放出さ れる 大気中環境質の測定を行う こ と で， 最終

処分場の再生事業評価ツ ールの構築を実施し た。 埋立処

分場を 一つの微生物培養メ ディ ア と し てと ら え て評価

し ，細菌や菌類の飛散が 2×103 cfu ／ m3 を超過する こ と が

確認さ れ， 微生物の飛散が都市近郊の処分場掘り 起こ し

時に重要なモニタ リ ングフ ァ ク タ ーになる こ と が明ら か

にさ れた。 来年度以降， 実際に処分場再生事業を 開始し

た中部地方の都市において， 提案し た再生事業評価ツ ー

ルにし たがったモニタ リ ングの実施を計画し ている 。

　（ ２ ） 海面最終処分場の ラ イ フサ イ ク ル コ ス ト ： 近年，

最終処分場の計画 ・ 建設 ・ 管理運営に対する住民意識が

高 く な り ， 住民関与のあ り 方や， 最終処分場のあ り 方が

模索 さ れ始めてい る。 処分場の技術的側面においては，

平成 12 年に構造基準から性能基準への変革を遂げてい
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る。 以上の経緯を踏まえ， 放流水基準や地下水保全に対

する安心設計が高度な も の と な り ， 処分場の建設 ・ 維持

管理に対する コ ス ト の高騰が懸念される。前年度までは，

ラ イ フサイ クルイ ンベン ト リ ーの実態分析を行い， 環境

負荷量についての検討を実施し てき た。 本年度は平成 11

～ 15 年に建設された最終処分場の建設コ ス ト を調査し，

処分場容量か ら浸出水処理コ ス ト を推算する こ と で ラ イ

フサイ クルコ ス ト 分析を実施し た。 建設コ ス ト は， 埋立

容量に対す る ス ケール効果を有す る こ と が明 ら か と な

り ， 埋立容量 1.5 万 m3， 20 万 m3 の処分場の場合， １ m3

当た り それぞれ ５ 万円， １ 万円程度 と な る こ と が統計的

に明ら かに され， 埋立容量が決まれば建設費を推算する

こ と が可能 と いえ る。 水処理， 維持管理 （人件費抜き）

のコ ス ト 分析について， 海面 と 陸上処分場で単価は等価

と し，維持管理期間は埋立期間を含めて 45 年間 とする と

い う 仮定の下で計算を行った。 コ ス ト は全て埋立廃棄物

1m3， かつ 1 年間当た り に必要な価格であ る。浸出水処理

コ ス ト は陸上では 36 ～ 53 円，海面では約 21 円 と計算さ

れた。 維持管理コ ス ト は， 陸上で 2,440 ～ 2,710 円， 海面

では 1,190 ～ 2,350 円と推算された。

　（ ３ ） 海面最終処分場におけ る埋立廃棄物層内の安定化

モニ タ リ ング ： 海面処分場の安全 ・ 安心設計を促すため

には， 海面処分場が有する環境影響ポテンシ ャルを正確

に把握する必要があ る。 前年度までは， 内水の移動に着

目し た数値解析的検討を行 う と 同時に， 処分場ガスの長

期モニ タ リ ング施設を大阪湾臨海環境整備セン ターの尼

崎沖処分場に設置し， モニ タ リ ング手法の最適化を行っ

てき た。本年度は新し く モニタ リ ング施設を一つ増設し，

広大な処分場の観測を実施し た。 前年度か ら続 く 深度分

布 （深度 １ ， ２ ， ３ ， ４  m） の長期モニ タ リ ング結果よ

り ， 深度 １ ～ ２  m 程度までは季節に伴った温度変化がみ

られるが， それ以深では， 温度変化はな く ， 年間を通し

て 26 ～ 27 度を保つこ と が観察された。 また， メ タ ン濃

度は深度が増すにし たがって， 増加する傾向が観察され

た。 二酸化炭素濃度は， 年間を通し てどの深度において

も ゼ ロ を示し ていた。 メ タ ン濃度には季節変動があ り ，

大気圧よ り も気温の変化にし たがって濃度が変化する傾

向が伺えた。

〔 備考〕

共同研究機関 : 愛知県環境調査セン ター， 埼玉県環境科

学国際セン ター， 千葉県環境研究セン ター， 北九州環境

科学研究所

（ 4）　 最終処分場安定化促進・ リ スク 削減技術の開発と 評

価手法の確立に関する研究

〔 区分名〕 政策対応型

〔 研究課題コ ード 〕 0105AB403

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(2) 廃棄物の循環資源化技術， 適正処理 ・ 処分技術

及びシステムに関する研究

〔 担当者〕 ○井上雄三 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 山田正人， Bulent Inanc， 石垣智基，

遠藤和人， 大河内由美子， 毛利紫乃

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 安定型処分場におけ る硫化水素発生 メ カニズ

ムの解明 と 制御 ・ 対策の提案を行 う 。 廃棄物最終処分場

の安定化の程度を地温， 内部貯留水， 埋立地ガス， 浸出

水等よ り 非破壊で診断する指標 と 現場での緊急点検や長

期監視に対応し た計測法を開発する。 さ ら に， 必要な安

定化促進技術並びに不適正処分場の改善・修復法を開発・

評価する。

〔 内容および成果〕

　（ １ ） 安定型最終処分場において敷地境界を越えて周囲

環境に影響を与え る高濃度硫化水素が発生する事例に対

応し て， 搬入対策および既存処分場におけ る発生防止対

策を提案し た。

　（ ２ ） 有機物や無機イオン等の浸出水の組成， 埋立ごみ

や貯留水の挙動， メ タ ンや炭化水素類等の埋立地ガスの

組成， 地表面ガス フ ラ ッ ク ス及び植生について， 現場観

測 と 既存監視データの収集 ・ 解析を進めた。 最終処分場

内に内部温度， ガス圧， ガス質， 保有水位， 保有水質を

自動計測する観測井を設置し， 処分場の廃止に向けた安

定化監視装置 と し ての有効性の検証を進めた。 また， 新

設の処分場な らびにテス ト セルにおいて， 埋立層内に温

度， 水分等のセン ターを敷設し て， 内部状態を直接計測

するセンシングシステムの開発を進めた。 地表面か らの

メ タ ン ガ ス フ ラ ッ ク ス の発生量お よ び発生領域に対 し

て， 降雨や覆土の施用など表面の状態変化の影響は小さ

く ， 掘削工事等によ る内部の廃棄物の変化の影響が大き

いこ と がわかった。 また，オープンパス FTIR を用いて処

分場内の広い範囲での全ガス フ ラ ッ ク ス を計測する手法

の開発に着手し た。 埋立地ガスに含まれる低級非 メ タ ン

炭化水素類の う ち， 主に不飽和型炭化水素のエタ ンに対

す る 比率が埋立年数の経過に よ り 変化す る こ と を示 し

た。 地表面か ら比抵抗探査を時系列で行って埋立層内で

の水の流れを可視化し た。 また， 電磁探査によ り 浅部に

おける水分の状態を非接触で確認でき る こ と を示し た。

　（ ３ ） 浸出水及びコ アサンプルの微生物生態系解析か ら

有機物の組成別残存量 と分解菌数 と の間には一定の関係

があ る こ と を示し， 表現型によ る微生物指標の有効性を
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明ら かにし た。 また， 易分解性であ る炭水化物は分解菌

の存在下で も残存し ている こ と があ り ， こ の関係は安定

化の長期化を示す指標と な り う る こ と を示し た。

　（ ４ ） 実際の埋立処分用に建設し た通気 ・ 浸出水循環実

証装置結果を解析し，ガス質 （VOC） 及び浸出水質 （BOD

や T-N） の浄化，埋立層内廃棄物の安定化や機能発現 （硝

化 ・ 脱窒） を具体的な評価ツールを用いて示し た。 特に，

通気および浸出水循環の併用が， 浸出水中の有機物並び

に窒素除去において有効であ る こ と， また， 装置に埋め

込む対照廃棄物 （バイオプローブ） を用いる安定化の進

行状況を示す指標 と し て， 呼吸活性 （酸素消費量） 並び

に有機物等の溶出ポテンシ ャルが有効であ る こ と を示し

た。

　（ ５ ） 底部遮水工であ る粘土ラ イナーの熱的な耐久性に

ついて，温度，含水率，粘土の種類によ る蒸発エネルギー

への影響を検討し た。

　（ ６ ） 埋立廃棄物の種類は地域の産業構造な らびに中間

処理技術に依存する こ と を示し た。 また， 埋立廃棄物の

性状のデータベースの作成に着手し， 建設系の産業廃棄

物中間処理施設か ら生じ る埋立対象物が， 主に砂状， 石

状， 紙プ ラ混合物， バルク プ ラ スチ ッ ク に分類でき る こ

と を示し た。

〔 備考〕

共同研究機関 : 埼玉県環境科学国際セン ター， 千葉県環

境研究セン ター， 東京都環境科学研究所， 神奈川県環境

科学セン ター， 大成建設株式会社， 大平興産株式会社

（ 5）　 有機性廃棄物の資源化技術・ システムの開発に関す

る研究

〔 区分名〕 政策対応型

〔 研究課題コ ード 〕 0105AB404

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(2) 廃棄物の循環資源化技術， 適正処理 ・ 処分技術

及びシステムに関する研究

〔 担当者〕 ○井上雄三 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 川本克也， 山田正人， 大迫政浩，

西村和之， 大河内由美子

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 有機性廃棄物の資源化技術 と し， 乳酸化， 炭化

など炭素回収技術， 並びにアンモニア回収技術を開発す

る と と もに，それらの技術を利用し た資源化システムを，

地域におけ る有機性廃棄物の排出構造や リ サイ クル製品

の需要構造を踏まえて最適化する手法を提案する。

〔 内容および成果〕

　 有機性廃棄物の適正な資源化システム設計の支援を目

的 と し て埼玉県を事例 と し た地理情報システムを活用し

た食品廃棄物発生データベースがほぼ完成し， 資源利用

性か ら みた有機性循環資源発生量の推定がほぼ可能 と

なった。 同時に， 各種有機性廃棄物試料の収集 ・ 組成分

析によ る循環資源特性化 （組成） データベースの作成を

進める と と も に， 近赤外分光分析を活用し た手法の迅速

化 ・ 簡便化に取 り 組んだ。 また， 有機性廃棄物か ら の乳

酸発酵 ・ 回収技術の開発では， 組成 ・ 混入微生物 と いっ

た観点か ら食堂生ごみの性状変動を明ら かにし， 実証実

験装置において安定し た生産物収率 ・ 純度を維持可能 と

する操作条件を決定する と と も に， 発酵残渣を豚飼料に

用いる食餌実験を実施する こ と で， ゼロエ ミ ッ シ ョ ン型

システムの実現可能性が高ま った。 有機性廃棄物の水素

発酵プロセス開発においては， 培養温度 55 ℃で， 最大水

素収率を C1.24mol-H2/mol-Hexose （理論収率の約 31% ；

0.62mol-H2/kg-wet ゴ ミ ） へ増加させる こ と ができ， シス

テム目標であ る理論水素収率の 25% 以上の水素生成を

１ ヵ 月以上維持でき た。 安定運転期間におけ る運転特性

は， TS （水素生成槽） ： 約 17%， 平均除去率 （TS ： 10.8%，

CODC ｒ ： 3.0%， 全糖 ： 59.7%）， 全糖の有機酸転換率 （炭

素換算 ： 水素生成槽） ： 平均 54.2％， 無機化 （CO2） 率 ：

全炭素6.6% と なった。安定運転期間の菌叢解析（16SrDNA

シーケン ス） の結果， 酸発酵槽， 水素発酵槽の何れにお

いて も， Clostridiales （ク ロ ス ト リ ジウ ム目） が優先し て

お り ， 酸生成， 水素生成 と も ク ロ ス ト リ ジ ウ ム目の細菌

の関与が大きい と考え られる。 一方， MAP 粒子によ る ア

ンモニアの無機化学的除去 ・ 回収については， アンモニ

ア回収時の水分条件およびアンモニア脱離条件な どの，

アンモニア脱着の最適条件を明ら かにし， 繰 り 返し処理

によ る アンモニア除去プロセスの実用化試験を進めてい

る。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 埼玉県環境科学国際セン ター 　

共同研究者 （研究機関） ： 岡田光正 （広島大学大学院） ，

今岡務 （広島工業大学）， 西嶋渉 （広島大学大学院）， 西

村文武 （愛媛大学）， 土手裕 （宮崎大学）， 秋山茂 （北里

大学），藤原拓 （高知大学），西尾治 （国立感染症研究所），

松井康弘 （岡山大学）

（ 6）　 バイ オ指標導入によ る 最終処分場の安定化促進技

術の評価

〔 区分名〕 環境 - 廃棄物処理

〔 研究課題コ ード 〕 0204BE420

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(2) 廃棄物の循環資源化技術， 適正処理 ・ 処分技術
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及びシステムに関する研究

〔 担当者〕 ○井上雄三 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 山田正人， Bulent Inanc， 石垣智基，

遠藤和人

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 最終処分場安定化過程におけ る微生物学的な

知見の集積 と 体系化を行い， 既存の物理化学的モニ タ リ

ングによ る安定化挙動 と 微生物群集 と の関連について検

討する と と も に， 処分場の安定化を判定する新たな指標

（バイオ指標） を提案する。 また最終処分場の安定化促進

技術を， 物理化学的な観点に加えて微生物生態学的な観

点よ り 評価し， 処分場安定化 ・ 無害化促進技術の確立に

向けた提案を行 う 。

〔 内容および成果〕

　（ １ ） 安定化促進技術の開発 ； 都市ごみ焼却灰 と 資源化

残渣 （シ ュ レ ッ ダーダス ト ） の混合埋立を運転条件 （①

好気性バイオ リ ア ク ター埋立 A セル：通気＋浸出水循環，

②嫌気性バイオ リ ア ク ター埋立 AN セル ： 無通気＋浸出

水循環， ③コ ン ト ロール埋立 C セル ： 無通気＋無循環）

の異な る テス ト セルを用いて実証的な実験を行い， 安定

化促進効果を評価し た。 約 １ 年間の実験終了後にテス ト

セルを掘 り 起こ し， 充填ごみ試料をサンプ リ ング し安定

化評価に供し た。 A セルの酸中和能， DOC や重金属の

リ ーチング挙動，充填ごみ IC 含有量等に著しい安定化が

起こ ったが， 有機炭素の含有量は著しい減少は見られな

かった。 すなわち， 都市ごみ焼却灰 と 資源化残渣ダス ト

の混合埋立の A セルは， リ ーチングポテンシャル と酸素

呼吸量から評価し て埋立ごみの安定化を著し く 促進する

と 結論づけ る こ と ができ る。 海面埋立処分場の安定化促

進技術の開発に関する研究では， 内水ポン ド （余水吐き）

の循環曝気装置によ る酸素供給によ り ポン ド 内の嫌気化

を防止でき る こ と を示し た。 また， 酸素が豊富な曝気水

を廃棄物層内に循環通水する こ と によ り 安定化を促進す

る こ と が確認された。 ポン ド 内に蓄積し た硫化水素の環

境影響対策と し て，過酸化水素の有効性が確かめられた。

　（ ２ ） 安定化評価のためのバイオ指標 ； 一昨年及び前年度

の研究で有効性が明らかにされたMPN-PCR法（16SrDNA），

高感度ア ン モニ ア酸化 ・ 脱窒素菌の検出－標的遺伝子

amoA, nirK and nirS -nested PCR 法によ り 標的微生物の A

セル， AN セルおよび C セル層内の存在特性を把握し た。

そ の結果， ど の テ ス ト セ ルで も 真性細菌の保持す る

16SrDNAが107であったが，アンモニア酸化菌はAセルの

み 104， 全セルで硝化菌 104-105， 脱窒素菌は 105-106 検出

された （単位 ： MPN-DNA/g 乾重充填ごみ DFW）。 これは

A セルは硝化菌が，AN セルは脱窒素菌がそれぞれ生育し

やすい環境にあった こ と を示すも のであ る。 一方， 硝化

活性と脱窒素活性は， A セルが最も高 く ， 且つ脱窒素活

性も最も高い こ と および， 埋立層を好気化する こ と によ

り 硝化活性だけでな く ，脱窒素活性も高める こ とおよび，

好気性バイオ リ ア ク ターの硝化 ・ 脱窒素機能取得によ っ

て埋立処分場におけ る窒素化合物の安定化遅滞を克服可

能な こ と も示された。 さ らに， Biolog-MPN で求めた微生

物群集の基質利用性は， 安定化の順位 A セル >AN セル

>C セル と同様な結果を示し た。

〔 備考〕

共同研究機関 : 埼玉県環境科学国際セン ター， 千葉県環

境研究セン ター， 北九州環境科学研究所共同研究者 （研

究機関） ： 藤田正憲 （大阪大学大学院） ， 立藤綾子 （福岡

大学）

（ 7）　 バイ オ資源・ 廃棄物等から の水素製造技術開発

〔 区分名〕 環境 - 石油特会

〔 研究課題コ ード 〕 0307BH593

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○酒井伸一 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 川本克也， 稲森悠平， 水落元之，

倉持秀敏， 平井康宏， 呉畏

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 19 年度 （2003 ～ 2007 年度）

〔 目　 的〕 燃料電池の燃料と なる水素は， 天然ガスや メ タ

ノ ールか ら製造する こ と が可能であ る も のの， 多様な用

途が期待されるバイオ資源や廃棄物から の水素製造につ

いてはその技術が確立し ていない。 それら潜在的利用価

値の高いバイオ資源や廃棄物か ら水素を効率的に製造す

る ため， ガス化改質やガス精製等の技術開発を行い， 地

域特性に応じ た地域内自立型の資源 ・ 環境負荷最小化シ

ス テム， さ ら には地域間統合に関する システム解析を行

う 。

〔 内容および成果〕

　（ １ ） 熱分解ガス化 ・ 改質操作技術の基礎研究 ： 触媒を

適用し た低温でのガス化 ・ 改質技術に関する広範な実験

検討を行い， 触媒効果を総合的に評価し た と こ ろ， Ni の

みを担持する触媒の活性は低いのに対し， 組成の中にア

ルカ リ 金属の酸化物が共存する場合，効果が大き く な り ，

と く に CaO を 13 wt% 含む触媒で効果的であ る こ と が分

かった。 こ の傾向を確認する ため， 化学平衡計算を用い

て， 生成される水素濃度， 平衡到達度および水素収率に

ついて解析し た結果， こ の触媒が優れた活性を示すこ と

が確認され， その最適操作条件では， 水素濃度は平衡状

態に近い濃度 60 vol% が得られ，収率も 0.6 と い う 高い値
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が得られる見通し と なった。 高活性の理由 と し て， 触媒

中の CaO が H2S を CaS と し て吸収し， Ni への被毒作用

を抑制し たため と考え られる。 また， Cl 分を比較的多 く

含むバイオマスに K 分 リ ッ チなバイオマス を混合し て熱

分解し た場合の HCl 排出低減化効果を実験的に確認し

た。

　（ ２ ） 水素製造のための熱分解ガス化 ・ 改質に係る実証

研究 ： メ タ ン発酵ガスの自己熱改質用板状 （ハニカム状）

触媒の検討を行い，コージェ ラ イ ト ハニカム基材に Ni/ ア

ル ミ ナベース多孔体を20 g/m2担持する こ と で良好な触媒

特性を有する触媒を開発し た。CO 変成触媒及び CO 酸化

触媒は，ハニカム触媒を入手し触媒特性の把握を行った。

また， プロセスシ ミ ュ レーシ ョ ン ソ フ ト を用いてプロ セ

ス設計を行い， 試算結果 と 各種触媒の特性を考慮し， プ

ロセス条件を選定し た。

　（ ３ ） バイ オ資源の生物変換技術の高効率化 ： 豚糞尿 ・

生ごみ混合物の メ タ ン発酵におけ る有機物の減量 ・ 分解

速度定数は生ごみの比率が高いほど大き く ， 難分解性有

機物の含有率は豚糞尿 と 生ごみを混合する こ と に よ り ，

低 く な る傾向が見られた。 豚糞尿 と 生ごみを単独で処理

する よ り も， 混合し て処理し た方が効率的であ る こ と が

わかった。 つぎに， グルコースか らの連続水素発酵にお

いて， pH 5.5 制御， HRT （水理学的滞留時間） 6 ～ 8 hr の

条件で， 水素ガス生成が効率良 く ， バイオガス中水素の

割合が 50 ～ 53 %，二酸化炭素の割合が 42 ～ 47 % であっ

た。HRT の増加につれて水素ガスの含有率は低下し，HRT

14 hr ではほ と んど水素ガスが発生し なかった。 グルコー

スからの連続水素発酵に関わる微生物は主に Clostridium

属であった。連続水素発酵システムにおける培養期間中，

優占化する Clostridium 属の ク ラ ス ターには変遷が見ら

れ， こ の菌相変遷が連続的水素生成停止の原因の一つで

あ る こ と が示唆された。

　（ ４ ） 被毒物質の影響等を踏ま え た燃料電池の発電特

性 ： 実証レベルのバイオマス等ガス化設備にてガス化し

た実ガス を用いて，改質器を介さずに 10Ｗ 級の溶融炭酸

塩型燃料電池 （MCFC） にて炭素析出の評価を行った結

果， 供試ガス中には模擬ガスのほぼ 1/10 程度ながら， ア

セチレ ン， エチレ ン等が含まれてお り ， ア ノ ー ド 集電板

あ る いはガ スヘ ッ ダーな どでの炭素析出が確認 さ れた。

低濃度であって も， アセチレ ン， エチレ ン等が含まれて

いる と 電池内部などで炭素析出の問題が発生する こ と が

分かった。 炭素析出を回避する ために， その原因 と な る

アセチレ ン，エチレンを Pd 系水添触媒を用いエタ ンに水

添する試験を実施し た と こ ろ， 200 ℃以上の温度を与え

れば， そのほ と んど をエタ ン化する こ と が可能であ る こ

と が確認された。

　（ ５ ） バ イ オ資源や廃棄物の水素サ イ ク ルシ ス テ ム研

究 ： 木質系及び食品系バイオマスの賦存量について， 精

緻化し た推定結果を も と に再整理し た結果， バイオ資源

の国内投入量は約 1 億 9,600 万 ト ン / 年，対し てバイオマ

ス廃棄物発生量は約 2 億 6,400 万 ト ン / 年であ り ， 投入

量・廃棄物発生量 と もに既存調査結果 と近い値であった。

国内のバイオ資源のマテ リ アルフ ローを炭素換算で整理

し た結果， バイオ資源の国内投入量は約 5,400 万 ト ン -C/

年， これに対し てバイオマス廃棄物発生量は約 3,000 万

ト ン -C/ 年であ り ，日本におけるバイオマスバラ ン ステー

ブルの構築事例 と 比較的近い値を示し た。 厨芥類処理シ

ス テムのケース ス タデ ィ に加えて， ド ラ イ系バイオマス

と し て廃木材処理システムの温室効果ガス排出量の評価

を行った結果， 中規模システム （都市部） では 「W3 （熱

分解ガス化＋燃料電池） ＜ W1 （焼却， 発電有 り ） ＜ W2

（堆肥化） 」 の順に排出量が増加し， 感度解析の結果， シ

ナ リ オ W1 の焼却プロセスでの発電効率の改善が大き く

排出量に影響する こ と がわかった。 厨芥類処理シス テム

については， 評価項目 と し て 「温室効果ガス排出量」 に

加えて， 新たに 「窒素， リ ンの排出量」 を評価でき るモ

デルを作成し た。

〔 備考〕

環境省地球環境局からの受託調査研究と し て実施。

共同研究機関： ト ヨ タ自動車株式会社  日立造船株式会社

（ 8）　 有機性廃棄物と 焼却灰の混合によ る 水素発生メ カ

ニズムの解明

〔 区分名〕 奨励

〔 研究課題コ ード 〕 0404AF440

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○石垣智基 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）

〔 期　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔 目　 的〕 有機性廃棄物やコ ンポ ス ト と 焼却残 さ を混合

し常温で放置する と， 水素が高濃度で継続的に発生する

と い う 現象があ る。 こ の反応は， 生物学的および化学的

反応の複合し た生成機構であ る と 考え られるが， その反

応機序については不明であ る。 本課題では， 非制御系で

の複合的な水素生成機構を明ら かにし， 安価で効率的な

水素生成プロ セスの構築および処分場や再資源化施設で

の不規則な水素生成の抑制を目的 と し て， 本プロセスに

おけ る水素生成機序を明ら かにする。 食品残さ， 農業系

廃棄物， 厨芥などの各種有機性廃棄物， コ ンポス ト 等の
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再生品の生物学的水素生成ポテンシ ャルを評価する と と

も に， 各種焼却残さ と の組み合わせによ る水素発生の促

進機構について， 生物学的な因子 （生物量， 酵素活性，

基質濃度） および化学的因子 （水素生成に関与する金属

量， 活性中心金属の含有量） の両面か ら検討する。 最終

的には反応抑制 と 促進の両側面か ら工学的な水素生成の

制御手法を提案する。

〔 内容および成果〕

　 有機性廃棄物 と し て コ ンポス ト を用いて， 一般廃棄物

焼却灰 と の混合によ る水素生成特性の把握を試みた。 五

種類の一般廃棄物焼却灰についてそれぞれ混合試験を

行った結果， 焼却灰の種類によ り 水素発生特性は大き く

異なる こ と が明らかにされた。 水素発生は KS 焼却灰を

用いた と きに最大で 50 ml-H2/g-VS に達し た。 その他の

焼却灰を用いた場合は，その 1000 ～ 10000 分の 1 程度の

水素生成に と ど ま った。 焼却灰中に含まれる無機分組成

調査を実施する と と も に， 水素生成特性 と の関連づけを

試みた。アル ミ ニウ ム含有量は水素生成量に関連がな く ，

直接的な水素生成の及ぼす影響は少ない こ と が示 さ れ

た。 焼却灰混合が水素生成を促進する灰， 阻害する灰，

および影響を及ぼさ ない灰の三種類があ る こ と が明ら か

と な り ， 原料の特性が水素生成に大き く 影響する こ と が

示された。

　 KS 焼却灰を用いた場合の水素生成の促進の要因につ

いて検討し た結果， 焼却灰単独および非生物系におけ る

コ ンポス ト ・ KS 焼却灰混合時の水素生成は， コ ンポス ト

のみおよび水素のみを用いた場合の水素生成 と ほ と んど

同程度であった。 すなわち本現象は化学的な水素生成で

はな く ， 焼却灰の混合によ り 微生物水素生成反応が促進

される こ と が推測された。 こ の際， 液相中に酪酸が高濃

度で蓄積す る こ と が特徴的な現象 と し て明 ら かに さ れ

た。 ま た， 水素が生成する期間は乳酸が蓄積 し てお り ，

乳酸の減少と と もに酢酸が増加する こ と が確認された。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 埼玉県環境科学国際セン ター

（ 9）　 アジア諸国の廃棄物埋立地における CDM 事業に資

する 温室効果ガス排出削減量予測およ び排出削減対

策の評価に関する研究

〔 区分名〕 環境 - 地球一括

〔 研究課題コ ード 〕 0406BB384

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(2) 廃棄物の循環資源化技術， 適正処理 ・ 処分技術

及びシステムに関する研究

〔 担当者〕 ○山田正人 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 石垣智基， 大迫政浩， 井上雄三

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 我が国の温室効果ガ ス削減目標を国内対策の

みで達成する こ と は現実的に極めて困難な状況にあ り ，

京都 メ カニズムの柔軟性を活用する排出削減対策が既に

必要不可欠 と なっている。 多 く のアジア諸国において有

機物含有廃棄物が埋立処分 さ れてい る現状を鑑みる と，

廃棄物埋立地からの メ タ ン排出は CDM 事業の対象 と し

て有望であ る。 一方で当該国におけ る排出目録の精緻化

な く し ては事業実施の適切な評価が困難であ り ， 個別サ

イ ト におけ る観測が不十分であればベース ラ イ ン設定に

も影響を与え る。 本研究では， アジア諸国の廃棄物埋立

地における CDM 事業の円滑実施に向けた情報整備 と し

て， ベース ラ イ ン ・ 排出削減量予測に必要な基本情報の

収得 ・ 推定のための方法論を提示する と と も に， 現地で

の実用的モニタ リ ング手法を提案する。

〔 内容および成果〕

　 ベ ト ナム ・ ハ ノ イ市を事例対象 と し て， ハ ノ イ市にお

け る廃棄物処理 ・ 処分の現状を現地踏査し， 一般廃棄物

の量および質的な処理フ ローの精緻化を行 う と と も に，

産業由来廃棄物の処理動向に関する情報を収集し， 埋立

地から の メ タ ン排出量推計に供し た。 また， 埋立地にお

け る簡便かつ正確な メ タ ン排出量計測手法の開発を目的

と し て， 有機性家庭ごみが埋立て られている国内自治体

の処分場をモデルに，オープンパス FTIR を用いた現地計

測を実施し た。 当該手法 と 閉鎖型チャ ンバー法 と の比較

を行 う と と も に， 事前調査 と し て， ハ ノ イ市の廃棄物処

分場において メ タ ン放出量調査を実施し， アジア諸国で

の適用性な らびに実施上の改善点を検討し た。 ハ ノ イ市

の処分場におけ る メ タ ン放出量は埋立完了直後に急激に

増加し， 放出量も極めて多いが， 数年で メ タ ン放出量は

減少を始める傾向にあ る など， 日本やその他先進国での

観測事例 と は異な る排出挙動を示すこ と が明ら かに され

た。

〔 備考〕

（ 10）　 埋立廃棄物の品質並びに埋立構造改善による高規

格最終処分システムに関する研究

〔 区分名〕 環境 - 公害一括

〔 研究課題コ ード 〕 0407BC381

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(2) 廃棄物の循環資源化技術， 適正処理 ・ 処分技術

及びシステムに関する研究

〔 担当者〕 ○井上雄三 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 山田正人， Bulent Inanc， 石垣智基，
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遠藤和人

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 19 年度 （2004 ～ 2007 年度）

〔 目　 的〕 廃棄物の選別や前処理な どに よ る埋立廃棄物

の品質 （性状） 制御および埋立層内の物理 ・ 化学 ・ 生物

学的な環境を工学的に改善可能 と する埋立構造を検討す

る。 また， 埋立構造によ って も た ら される長期安定化プ

ロセス を， 実験 と モデル解析か ら予測し， 品質制御な ら

びに高規格埋立処分の技術評価を行 う 。 埋立構造や品質

制御， な らびに安定化に要する維持管理時間を考慮し た

総コ ス ト を比較評価し， 高度に発達し た社会が受け入れ

可能な最終処分の形態を提案する。

〔 内容および成果〕

　（ １ ） 循環型社会におけ る最終処分場の役割 ； 新規に建

設された最終処分場に対し てアンケー ト 調査を行い， 近

年選定される最終処分技術の種類 と， その選定理由を調

査し， 新設処分場に関する技術要件を抽出し た。

　（ ２ ） 埋立廃棄物の量及び物性評価 ； 一方， 埼玉県にお

け るすべての中間処理業者を対象にアンケー ト 調査を実

施し， 廃棄物種類別， 処理方法別の施設イ ンプ ッ ト ・ ア

ウ ト プ ッ ト （処理後残渣） の物質収支を整理し， 産業廃

棄物の排出イ ンベン ト リ ー， 中間処理施設におけ る物質

収支の基礎データ を整理し た。 また， 建設系廃棄物の中

間処理工場において発生す る 埋立物の性状調査を行っ

た。 一方， 北海道において も中間処理施設及び最終処分

場においてアンケー ト と 実態調査を行い， 産業廃棄物の

種類別排出量や組成， 有害重金属濃度や溶出特性を把握

する と と も に有機物含有量や重金属濃度の削減量を中間

処理の特性 （焼却 ・ 破砕 ・ 選別） によ って推定し た。

　（ ３ ） 前処理技術等によ る埋立廃棄物の品質改善 ； 埼玉

県におけ る中間処理実態調査や既存試料を整理し， 埋立

量及び資源化量の多い汚泥・ がれき類・廃プラ スチッ ク ・

ガ ラ ス及び陶磁器 く ず等の代表的な種類及び， 破砕 ・ 選

別 ・ 焼却 ・ 脱水等の代表的な施設を抽出し， アンケー ト

調査及び現地調査を実施し， 受入れ廃棄物の範囲 ・ 処理

工程 ・ 物質収支 ・ 処理後の物性について整理し た。 特に

薬剤処理された木材の有害重金属の分布特性や中間処理

におけ る分離特性を把握する ための調査を開始し た。 一

方， 焼却灰 と コ ンポス ト の水蒸気 （200 ℃） 処理によ る

安定化特性 （有機物溶出量や有害物質溶出量の低下） を

明らかにし た。

　（ ４ ） 長期挙動モデルの構築 と 安全性評価 ； 焼却灰 と コ

ンポス ト など を混合し た実験によ って， 焼却灰中の重金

属を安定化させる前処理技術の評価を行い， また， カ ラ

ム実験によ って コ ンポス ト が も た らすアルカ リ 中和能力

と， 塩分の早期溶出作用を評価し た。

〔 備考〕

共同研究機関 : 北海道大学， 九州大学， 埼玉県環境科学

国際セン ター

（ 11）　 廃棄物処分場の有害物質の安全・ 安心保障

〔 区分名〕 環境 - 委託請負

〔 研究課題コ ード 〕 0406BY762

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(2) 廃棄物の循環資源化技術， 適正処理 ・ 処分技術

及びシステムに関する研究

〔 担当者〕 ○井上雄三 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 山田正人， Bulent Inanc， 石垣智基，

遠藤和人， 鄭修貞

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 廃棄物の最終処分場は地域住民に と っては， 迷

惑施設の最た る も の と し てその設置 も 困難な こ と が多

い。 一方で， 我が国では処分地の多 く は山間にあ り ， こ

れが設置でき な く な る と， 廃棄物処分その も のが停止す

る可能性があ る。 住民に と っては安心が保障されず， 社

会に と っては有害廃棄物の生活空間から の除去 と い う 安

全が保障されない。 本研究では， こ う し た問題を解決す

る ために， 廃棄物処分場の有害化学物質に着目し， 挙動

がほ と んど未解明であ る地下での動向 と 浸出水水質を解

析する と と もに，地下への漏洩し た場合の拡散を解析し，

その対処のための技術的方法を提示する こ と を目的 とす

る。

〔 内容および成果〕

　 本研究の枠組みは以下の ５ テーマに分類される。 （ １ ）

物理的要因に よ る底部遮水工の破壊 メ カニズムの解明，

（ ２ ） 廃棄物層内大気導入によ る浸出水水質改善及び浸出

水処理技術の開発， （ ３ ） 内部保有水の水質形成 と移動 メ

カニズムの解明， （ ４ ） 処分場におけるガス発生によ る内

部ステージ反応の推定方法の開発， および非破壊的手法

によ る埋立地活性分布評価手法の提案， （ ５ ） 処分場の監

視 と 立地特性化によ る環境影響ポテンシ ャルの管理手法

の構築。本年度得られた研究成果をテーマご と に述べる。

（ １ ） 物理的要因によ る遮水工破壊 メ カニズムの解明 と し

て， 粘土ラ イナーを対象 と し て熱に対する耐久性を検討

し た。 間隙水の粘性のみな らず粘土活性の変化によ る透

水係数の変化をみる ため， 高温式透水試験器を作成し て

温度に よ る透水係数の経時変化試験を開始し た。 ま た，

粘土の活性を評価する ためにコ ンシステンシー限界試験

を行った。 （ ２ ） 廃棄物層内への大気導入によ る浸出水水

質改善を目的 と し て， 新設処分場を想定し た模擬廃棄物

試料 と， 既設処分場を想定し た掘削廃棄物試料をカ ラ ム
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に充填し て送気実験を行った。 最適な送気運転管理を検

討する ため， 透気係数な らびに酸素消費速度等を基礎パ

ラ メ ータ と し， 送気 と カ ラ ムへの間欠通水によ る浸透水

水質の経時変化を評価し た。 また， 既存の一般廃棄物最

終処分場の浸出水処理施設の工程毎の浸出水性状の変化

を化学分析によ り 測定し， 一般汚濁物質な らびに親水性

有害物質の除去性能を評価し た。 新しい浸出水処理技術

の開発と し て， 凝集沈殿な らびに膜処理 （MF および RO

膜） を組み合わせた室内実験によ り ， 一般汚濁成分な ら

びに親水性有害物質除去に対する操作条件の最適化を検

討し た。 （ ３ ） 内部保有水の水みちを検索し， 保有水の水

質悪化 メ カニズムを解明する ため， ベンチス ケールの実

験用土槽を作成し た。 初めに土槽自体の特性を検討する

ため， 電気電導度既知の水道水のみを充填し て実験を行

い， 次に砂を用いて実験を行った。 水みちの検索手法 と

し て電気比抵抗法を用い， 的確に水みちを探査可能な電

極配置を検討し た。比抵抗を測定する と同時に間隙水圧，

体積含水率， 温度をモニ タ リ ング し， センシングデータ

と の比較を行った。 また， 一般廃棄物を対象 と し て岡山

市に設置されたテス ト セルにおいて， 比抵抗分布を測定

する こ と によ り ， 浸透水の動き， な らびに塩類の初期溶

脱挙動のモニタ リ ングが可能と なった。 （ ４ ） 処分場から

採取し た埋立地ガス を対象に， 非 メ タ ン炭化水素成分の

濃度分布調査を実施し た結果， 埋立廃棄物の分解状況や

埋立後経過年数によ り 埋立地ガス組成に差異が生じ る こ

と が明ら かになった。 また， 非破壊的手法によ る埋立地

活性分布の評価手法の開発 と し て， 地表面温度分布調査

と 閉鎖型チャ ンバーを用いて地表面から のガス放出量調

査を実施し た。 また， 地表面か ら のガス放出量の不均一

性を ス ク リ ーニ ン グす る 手法 と し て， 熱画像計測装置

（サーモグ ラ フ） の適用が有効であ る こ と が示 さ れた。

（ ５ ） 最終処分場の構造や埋立廃棄物の種類， 埋立経過年

数によ って異な る環境影響ポテンシ ャルを解析し処分場

を類型化する ため， 現在稼働中の一般廃棄物最終処分場

（延べ 42 ヵ 所） についてアンケー ト 調査を行い， 処分場

の正確な位置， 構造， 埋立量， 浸出水等のデータ を収集

し， 地理情報システム （GIS） 上にデータベース を構築し

た。 類型化解析の結果， 埋立深さ等の処分場特性によ り ，

浸出水水質形成を推定可能であ る こ と が示された。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 岡山大学， 埼玉県環境科学国際セン ター，

大阪市立大学， 高知大学， 愛媛大学， 神戸大学， 室蘭工

業大学， 龍谷大学， ホージュ ン， ダ イヤコ ンサルタ ン ト ，

太平洋セ メ ン ト ， 日本国土開発

（ 12）　 最終処分場安定化監視手法検討調査

〔 区分名〕 環境 - 委託請負

〔 研究課題コ ード 〕 0404BY758

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(2) 廃棄物の循環資源化技術， 適正処理 ・ 処分技術

及びシステムに関する研究

〔 担当者〕 ○石垣智基 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 井上雄三， 山田正人， 遠藤和人

〔 期　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔 目　 的〕 廃棄物最終処分場の維持管理期間や跡地利用

時に生ずる環境汚染を未然に防止する ためには， 処分場

安定化監視の手法な らびに処分場維持管理および廃止の

基準の評価手法について， 最新の技術を用いて最終処分

場並びにその跡地で実測されたデータに基づき， よ り 現

状に即し た指針を提示する必要があ る。 本研究では， 平

成 16 年の改正廃棄物処理法に基づき，廃棄物最終処分場

の跡地におけ る土地の形質変さ らに当たっての事前届出

制度や施行方法の基準が定められる こ と に併せて， 処分

場モニ タ リ ン グ方法等を定めた統一的な指針を作成す

る。

〔 内容および成果〕

　 一般廃棄物最終処分場の管理を担当する自治体担当者

の聞き取 り 調査など を踏まえ， 既存の廃棄物最終処分場

調査および関連基準の動向 と 併せて， 安定化監視マニ ュ

アルの概略および問題点を抽出し た。

　 マニ ュ アル全体の構成について， 安定化監視に関する

調査におけ る 各調査項目の重要度お よ び調査頻度に加

え， 効果的な評価を行 う ための調査および検討を実施す

る順序について も検討を加えた。 処分場表層調査は， 処

分場全体の安定化進行度を， 不均一性も含めて網羅的に

評価可能であ る こ と か ら， 安定化監視を開始す る に当

たっては， 第一に検討する こ と がのぞま しい。 また， 浸

出液， 埋立地ガス， および内部温度の各項目は， いずれ

も廃止基準に定められた安定化評価項目であ り ， 同列に

扱 う こ と が望ま しい。 以上の こ と を鑑みて， 全体の構成

について， 表層の調査の後に埋立廃棄物の調査を行い，

その後浸出液， 埋立地ガス， および内部温度の各項目の

調査を実施する， と マニ ュ アルの内容を変更し た。 それ

ぞれの調査項目について， 過去に蓄積された調査事例な

らびに最新の調査技術動向を適宜組合せた上で， 安定化

監視に係る調査および評価の円滑実施のための手法につ

いて解説を加えた。

〔 備考〕
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（ 13）　 最終処分場安定化実態調査

〔 区分名〕 環境 - 委託請負

〔 研究課題コ ード 〕 0404BY757

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(2) 廃棄物の循環資源化技術， 適正処理 ・ 処分技術

及びシステムに関する研究

〔 担当者〕 ○山田正人 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 井上雄三， Bulent Inanc， 石垣智基，

遠藤和人， 阿部誠

〔 期　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔 目　 的〕 廃棄物最終処分場の維持管理を円滑に遂行し，

廃止へ と 導 く ためには適正な維持管理を実施し てい く 必

要があ り ， 適切なモニ タ リ ングによ って環境保全上の問

題が生じ ない こ と を確保し な く てはな ら ない。 適切なモ

ニ タ リ ング行 う ためには， 実際の処分場で測定されたモ

ニ タ リ ング結果を元にし て維持管理手法を改善し てい く

必要があ る。 最終処分場に設置された観測井を利用し た

連続モニ タ リ ングを実施し， 廃棄物の安定化を診断可能

なパラ メ ーターを検索する と と も に， 孔内圧力や孔内温

度等のモニ タ リ ング結果よ り ， 処分場の状況を推定可能

な手法を提案する。 また， 安定化の進行を大き く 左右す

る 内部保有水やその性状の空間的な分布測定手法 と し

て， 電気比抵抗よ り も簡便かつ迅速な電磁 （EM） 探査手

法に関し て検討を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 一般廃棄物処分場な らびに産業廃棄物処分場 3 カ所の

埋め立てが終了し ている区画を対象 と し て設置された観

測井を用いて埋立廃棄物の安定化に関わる連続モニ タ リ

ングを実施し た。 また， 非破壊非接触式物理探査 （電磁

探査） によ る処分場内部状況の診断技術に関し て検討を

行った。

　 前年度， それぞれの処分場に 1 本ずつ設置された観測

井を用いて， 孔内圧力， 孔内温度の深度分布， 大気圧，

降雨量， 気温等の連続モニ タ リ ングを行った。 埋め立て

られた廃棄物は， 安定化に と も なって化学反応や生物反

応に起因し た熱を発生させる。 こ の発熱量の多 く は有機

物の分解反応に起因する ため， 安定化の進行 と と も に減

少し てい く こ と が推測 さ れる。 ま た， 発熱のみな ら ず，

処分場ガスが発生し， その発生量も発熱 と 同じ く 時間 と

と も に減少し てい く 。 これよ り ， 埋立廃棄物の安定化を

診断する最も簡単なパラ メ ーター と し て孔内圧力 と 孔内

温度に着目し た。 観測井は密封式にて設置されている た

め， 発生し た圧力は観測井内に正圧 と し て作用し， 外気

の影響を比較的受けずに温度の測定も可能であ る。 一年

間を通し た観測の結果， 孔内圧力は－ 25 ～＋ 40 Pa 程度

の間で変化し ている こ と が確認され，夏期に負圧 と な り ，

冬季に正圧 と な る傾向がモニ タ リ ング された。 こ の圧力

変動は気圧変化 と の相関はな く ， 温度変化 と の相関が高

い こ と が確認された。 温度によ るガス体積の膨張収縮 と

は逆相関 と なっている。 また， 孔内温度の深度分布の計

測結果よ り ， 深部の温度は一年間を通し て一定であ り 20

～ 25 度程度であ る こ と が観測され，気温変動の影響を受

けない恒温点が地表面からおおよそ ３  m 前後に位置し て

いる こ と が読み取れた。

　 非破壊探査に加え て非接触探査法の一つであ る 電磁

（EM） 探査を， ２ ヵ 所の処分場にて実施し た。 EM 探査

は非接触であ る ため地表面の状態にかかわらず探査可能

であ り ， 測点を設置する必要がないため， 電気比抵抗探

査よ り も簡便かつ迅速に測定を実施する こ と が可能であ

る。 測定の結果， 非抵抗探査によ って得られた結果よ り

もやや精度に欠け る も のの内部状況を迅速に判定するプ

レ ス ク リ ーニング と し ては有効な手段 と し て利用でき る

可能性が示唆された。 また， 比較的大き な宙水等には敏

感に反応し， 電気伝導度よ り も水の存在に大き く 反応す

る傾向が伺えた。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 埼玉県環境科学国際セン ター， 神戸市環

境局

（ 14）　 最終処分場の早期跡地利用を考慮し た多機能型覆

土の検討

〔 区分名〕 環境 - 委託請負

〔 研究課題コ ード 〕 0406BY756

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(2) 廃棄物の循環資源化技術， 適正処理 ・ 処分技術

及びシステムに関する研究

〔 担当者〕 ○遠藤和人 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 井上雄三， 山田正人， 石垣智基

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 廃棄物最終処分場の早期跡地利用を実現 さ せ

る ためには， 発生ガス対策 （排除） や環境への調和が不

可欠であ り ， 早期廃止には廃棄物層内の安定化促進を目

的 と し た適切な水分 と 酸素の供給が必要 と される。 両者

の実現に向けては， 水分 と 酸素を上部よ り 廃棄物層に供

給し ながら， 廃棄物層よ り 発生するガス を排除し なけれ

ばな ら ない。 こ の二律背反する課題の達成 と と も に， 構

造的な安定性を維持する ためには複合的な要素を含んだ

多機能型覆土構造の構築が不可欠 と な る。 こ の多機能型

覆土構造 と し て， 建設発生土， 副産物を使用し， その材

料特性を把握する と と も に， 覆土構造システムを提案す
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る こ と を目的 と する。 安定化， 跡地利用の度合いにし た

がい， 覆土の機能を変更する こ と が可能 と な る システム

を構築する。

〔 内容および成果〕

　 多機能型覆土システムに必要な材料選定 と 特性評価を

透水性， 透気性， 粒度分布などの物理的特性， 溶出特性

などの化学的特性， メ タ ン酸化能などの生物学的特性か

ら 評価し， 複合的に材料パ ラ メ ーターの同定を行った。

また， 物理的特性 と し て粒度分布 と 浸透特性の関係を評

価す る こ と が可能な不飽和透水透気試験装置を開発 し

た。 生物学的特性 と し て メ タ ン酸化細菌の群集構造解析

や メ タ ン酸化速度の同定を行い， 鉛直カ ラ ム試験装置を

作成し た。 個々の材料を覆土シス テム と し て評価可能な

ベンチス ケールの土槽を製作し， 次年度実験のための検

定試験を実施し た。 覆土材料 と し て廃棄物や建設発生土

を有効利用する際の粒度分布や水収支， 溶出特性， メ タ

ン酸化能について解析的な らびに化学的， 遺伝子工学的

な試験検討を行い， 落球探査を用いた施工管理手法につ

いて石炭灰， 溶融ス ラ グ， 発生土， 砂を使用し た実験的

検討か ら， 多機能型覆土シ ス テ ムに必要な各パ ラ メ ー

ターを提案し た。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 茨城大学， セン ト ラル技研

（ 15）　 最終処分場における環境汚染修復ポテンシャ ル評

価のための DNA マイ ク ロアレイ 構築

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0405CD763

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(2) 廃棄物の循環資源化技術， 適正処理 ・ 処分技術

及びシステムに関する研究

〔 担当者〕 ○石垣智基 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 井上雄三， 山田正人， Bulent Inanc

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 17 年度 （2004 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 循環型社会の形成に関する社会的な関心の高

ま り を受けて， 廃棄物最終処分プロ セスの適切な維持管

理が改めて要求されて き ている。 特に， 処分場内部状況

の評価および処分場の無害化 （広義の意味で安定化） に

要する期間についての明確な判断が下すこ と は現状の維

持管理の枠組みではきわめて困難であ り ， 処分場不信の

一因 と なっている。 処分場内部での汚染物質の挙動， 特

に生物的な反応に関し て評価 ・ 解析を加え る こ と は， 処

分場内部の汚染修復 ・ 環境浄化ポテンシ ャルの評価項目

と し て極めて重要な意味を有する と 考え られる。 本研究

では， 廃棄物最終処分場の現状評価および将来予測に適

用可能な， 処分場内微生物の化学物質分解能力診断ツー

ルの開発を行 う 。主要な化学物質分解遺伝子群を選抜し，

その発現能力を網羅的に評価するDNA簡易マイ ク ロ アレ

イ を構築 し， 処分場の環境汚染修復ポテ ン シ ャ ル評価

ツール と し て提案する。

〔 内容および成果〕

　 廃棄物最終処分場内部での汚染物質の挙動， 特に生物

的な反応に関し て評価 ・ 解析を加え る こ と は， 処分場内

部の汚染修復 ・ 環境浄化ポテンシ ャルの評価項目 と し て

極めて重要な意味を有する と 考え ら れる。 本研究では，

廃棄物最終処分場の現状評価および将来予測に適用可能

な， 処分場内微生物群集の有害物質耐性 ・ 分解能力診断

ツールの開発を目的 と し て， その前段階 と し ての基本情

報の収集を試みた。 文献調査か ら， 処分場内の特異的な

環境条件 と し て知られる， 高温および高塩類濃度に対す

る耐性， および重金属類に対する耐性， さ らに処分場モ

ニ タ リ ングで検出される各種有機塩素系化合物， 芳香族

化合物， 炭化水素類等の代謝関連遺伝群を一次的に選抜

し た。 さ らにこ う し た標的 DNA および mRNA の う ちの

い く つかについて， 処分場浸出水および廃棄物掘削試料

中におけ る分布調査を実施し， 処分場試料か ら検出され

る遺伝子群の普遍性および特殊性に関し ての検討を行っ

た。 こ う し た結果を踏まえて， 最終処分場の環境汚染修

復ポテンシ ャル評価用の簡易マ イ ク ロ アレ イ構築に向け

た設計に着手し た。

〔 備考〕

（ 16）　 埋立層内ガスに着目し た海面埋立最終処分場の安

定化メ カ ニズムに関する研究

〔 区分名〕 委託請負

〔 研究課題コ ード 〕 0405MA394

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○井上雄三 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 石垣智基， 遠藤和人

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 17 年度 （2004 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 海面埋立処分場の安定化促進を目指 し た排水

暗渠工の有効性を評価する こ と を目的 と し， 保有水位の

降下によ る埋立廃棄物層の好気的雰囲気への変化を （ １ ）

温度， （ ２ ） ガス濃度 （酸素， 二酸化炭素， メ タ ン） に着

目し て検討を行 う 。 両項目を自動記録装置によ ってモニ

タ リ ングでき る よ う な観測ステーシ ョ ンを設置する。 好

気的雰囲気への変化によ り ， 埋立廃棄物層内の微生物相

が変化する こ と が予想される ため， 埋立廃棄物から の抽

出と浸出水中の微生物相の経時変化を観察する。
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〔 内容および成果〕

　 前年度， 排水暗渠下流側に作成し た観測ステーシ ョ ン

に続き， 第 ２ 号観測ステーシ ョ ンを上流側に新たに設置

し た。 温度測定結果よ り ， 深度 １  m 付近の温度が秋口よ

り 低下し ているが，深度 ２  m 以深の温度には変化がな く ，

一年を通し て一定の温度を保つこ と が確認された。 ガス

濃度のモニタ リ ング結果よ り ， 深度 １ ～ ３  m の全てにお

いて温度変動が確認され， 夏 と 秋までは ６ ～ ８ ％vol. 程

度， それ以降は ８ ～ 12％vol. にまで上昇し ている。 温度

が上昇する夏期においてガス濃度が上昇する と 予測され

たが， 逆に冬季において高い濃度が観測され， ガス濃度

の変動は圧力よ り も気温 と連動し て変化する こ と が観察

された。 観測ステーシ ョ ン設置時に掘削し た埋立廃棄物

を持ち帰 り ，室内実験によ って各種物性を測定し た結果，

モニタ リ ング井戸周辺における深度 1.5 ～ 2.5 m は電気伝

導度が高 く ， 溶出試験結果のイオン濃度も同じ部分にお

いて高いこ と が確認された。海水の電気電導度の40 mS/m

に比較し て， 廃棄物層間隙水の電導度は低下し ている結

果が得られた。微生物生態系評価よ り ，深度 １ ～ 2.5 m を

除 く と 全細菌数の大部分を真正細菌が占め， 古細菌の比

率はわずかであ り ， TRFLP 法によ る DNA 多型解析の結

果では， 表層部と深度 ３ m 付近のみ多様性が高 く ， それ

以外の領域では低いこ と が確認された。

〔 備考〕

当課題は重点研究分野Ⅵ．2.(2) にも関連

2． 3 　 廃棄物処理に係る リ スク制御に関する研究

（1）　バイオアッセイによる循環資源・廃棄物の包括モニ

タリングに関する研究

〔 区分名〕 政策対応型

〔 研究課題コ ード 〕 0105AB405

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(3) 資源循環・廃棄物管理システムに対応し た総合

リ ス ク制御手法の開発に関する研究

〔 担当者〕 ○酒井伸一 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 井上雄三， 山田正人， 大迫政浩，

滝上英孝， 毛利紫乃

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 循環資源や廃棄物， 土壌， 排水， 排ガスなどに

含有される重金属類や PCB などの有害物質を， バイ オ

ア ッ セ イ法によ り 包括的に， かつ簡易に検出する測定監

視手法を開発する。 ダ イオキシン類縁化合物把握にむけ

たバイオア ッ セ イ手法の適用 と 未知物質の探索を行 う こ

と によ り ， 循環廃棄過程におけ る塩素化ダ イオキシン類

以外の制御対象物質群候補を ス ク リ ーニングする。

〔 内容および成果〕

　（ １ ） Ah レセプター結合細胞系ア ッ セイ－公定法への

　 　 展開と活性物質検索の方法論提示

　 ヒ ト （P450HRGS）， 及びラ ッ ト （DR-CALUX） 組換え

細胞を用いた Ah レセプター結合ア ッ セイ を焼却排ガス，

焼却灰試料に適用し た。 その結果， 両ア ッ セ イ と も に一

定の公定法値 （TEQ） 比の定量値が得られる と と もに，規

制値レベルを ス ク リ ーニングでき るだけの検出感度， 繰

り 返し精度が確保でき る こ と が分かった。 他機関 と 同一

試料の結果比較を行った と こ ろ，機関間でよ く 一致し た。

機関間でのずれは， 前処理及びバイオア ッ セ イの習熟性

に起因する もの と考え られた。

　 Ah レセプ ター結合細胞系ア ッ セ イ で得られる活性に

寄与する と 考え られる種々の多環芳香族化合物 （PACs）

を分離し試料中に含まれる活性物質の構成を把握する こ

と を目標と し て， PBDD/Fs， PBBs， PBDEs， PCBs， PCNs

及び PAHs などの標準化学物質を用いて HPLC カ ラ ムの

分離特性を検討し た。 その結果， オ ク タデシルシ リ カカ

ラ ムによ る分画では PACs を疎水性に応じ て分離可能で，

ニ ト ロ フ ェ ニルプ ロ ピルシ リ カ カ ラ ムに よ る 分画では

PAHsを芳香環数に応じ て分離する こ と ができ，かつ，AhR

結合活性を示す HAHs と PAHs を明確に分離でき る こ と

が分か り ，コ ンポス ト 抽出液に適用を行い DR-CALUX に

て評価を実施し た。

　（ ２ ） Ah ア ッ セイ と酵素免疫測定系ア ッ セイの併用案

　 　 と保管 PCB， PCB 化学処理試料への応用

　 Ah レセプター結合細胞系ア ッ セイ （DR-CALUX） と酵

素免疫測定系ア ッ セイ （PCB #118 を抗原 とする ELISA）

を用いて， 保管 PCB 廃棄物試料計 33 試料について前処

理を行って検出特性を調べ， 対応する化学分析値 （WHO

毒性等量， PCB 総濃度） と の比較を行い， 基礎知見獲得

を試みた。 DR-CALUX では測定値 （カネ ク ロール換算補

正値） は WHO-TEQ と線形軸上でよ く 一致する傾向がみ

られた。 また， ELISA 測定値 （カネ ク ロール換算補正値）

と PCB 総濃度 と の間において も両対数軸上で良好な線形

相関が得られた。 PCB 濃度が 30 ～ 100％ と高濃度の絶縁

油試料では，希釈操作のみで全て測定値が得られ，ELISA

の検出特性はカネ ク ロール別に一定傾向がみられた。

　 種々の PCB 化学処理 （紫外線光分解法，Pd/C を用いた

触媒水素化脱塩素化法，t-BuOK を用いた有機アルカ リ 金

属分解法， 金属ナ ト リ ウ ム法） におけ るバイオア ッ セ イ

モニタ リ ング （DR-CALUX） の結果， 44% 硫酸シ リ カゲ

ル加熱還流処理を前処理 と し て実施し た場合， 適用し た

全ての化学処理を通じ て，処理済油については 1 pg-TEQ/

g 程度あ るいはそれ以下の活性値が得られた。また，処理
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済油試料において WHO-TEQ と CALUX-TEQ の大幅な乖

離はみられておらず， 両者はよ く 対応し ていた。

　（ ３ ） 処分場管理における化学物質 リ ス ク の早期警戒シ

　 　 ステムの構築

　 膜に固定化し た発光性 umu 菌株を用いて水試料におけ

る遺伝子毒性を自動で検出するバイオセンサーを特許化

し て試験装置を試作し， センサー出力の評価法 と し て発

光強度の積分値を提案し て， 濁度や色度等の妨害因子の

抽出 と 対処法を示し た。 廃棄物搬入審査への生物毒性試

験の適用のために， 固形廃棄物の溶出試験液に対する生

態毒性試験の適用法の検討を進め， 溶出液にみられる高

濃度塩類によ る毒性 と 有機物質によ る藻類の過増殖への

対処法を示し た。 固形廃棄物に対する迅速な有害性の検

査法 と し て， 昆虫等の陸生動物を用いた生態毒性試験の

開発に着手し た。

〔 備考〕

（ 2）　 有機臭素化合物の発生と 制御に関する研究

〔 区分名〕 政策対応型

〔 研究課題コ ード 〕 0105AB406

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(3) 資源循環・廃棄物管理システムに対応し た総合

リ ス ク制御手法の開発に関する研究

〔 担当者〕 ○酒井伸一 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 橋本俊次， 高橋真， 滝上英孝，

大迫政浩， 田崎智宏， 川本克也， 倉持秀敏，

平井康宏

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 有機臭素化合物を緊急の検討対象 と し， 主た る

発生源， 環境移動経路を フ ィ ール ド 研究か ら確認し， 制

御手法を検討する。 臭素化ダ イオキシン類や臭素化難燃

剤 （BFRs） に対し， 現行の塩素化ダ イオキシン類の公定

法と同等の精度を持つ測定分析手法を確立する。

〔 内容および成果〕

　 模擬粗大ごみ ３ 種類を用いた破砕， 圧縮工程におけ る

排ガス処理過程でのダ イオキシン類縁化合物の挙動を調

査 し た。 処理排ガ ス 試料 と し ては， バグ フ ィ ル タ 及び

HEPA/ 活性炭フ ィ ル ターを経た も のを それぞれ採取 し

た。 難燃剤含有プラ スチ ッ ク等を含むごみを処理し た直

後に濃度の高かった臭素化ダ イオキシン類及び臭素化難

燃剤は破砕， 圧縮工程のいずれの場合も， 排ガス処理 と

と も に濃度が大き く 低減し， 粒子成分の除去が臭素化合

物の制御に有効であ る知見を得た。 臭素化ダ イオキシン

類や TBBPA はバグフ ィ ルタ通過後に不検出レベルにな

り ，PBDEs（1-10 臭素体）についてはバグフ ィ ルタ，HEPA/

活性炭フ ィ ルターを経るにし たがって減少し， 最終的に

周辺大気濃度レベル （1 ng/m3N 未満） にまで減少し た。

また， Ah レセプター結合細胞ア ッ セイ （DR-CALUX） に

よ る ダ イオキシン類縁化合物の包括評価において も最終

処理排ガス中から活性は検出されなかった。

　 埋立地からの臭素系難燃剤 （BFRs） の環境進入量推計

のために， これまで十分でなかった安定型埋立地か らの

浸出実態を追加的に把握し た。また，難燃加工プラ スチ ッ

ク からの BFRs の溶出 メ カニズムの動力学的把握のため

に， 溶出濃度の経時変化を溶存性有機物 （DOM） 共存の

有無別に把握し， 添加剤であ る BFRs が内部拡散に支配

されてお り ， 拡散係数が BFRs の物性に依存する可能性

を見いだし た。

　 有機臭素系難燃剤 TBBPA， HBCD， 及び ３ 種の BFRs

（TBBPA+HBCD+PBDE） を各 １ % 都市ごみに添加し た試

料について， ベンチス ケールの燃焼プ ラ ン ト で熱分解実

験を行い， 臭素系難燃剤の分解挙動及び臭素系化合物の

生成挙動を調べた。 都市ごみに添加し た臭素系難燃剤の

分解率は， いずれの燃焼実験で も 99.9999% 以上であっ

た。 排ガス及び灰試料中に PBDDs はほ と んど検出され

ず， ほぼ生成し ていない と いえた。 一臭素化塩素化ダ イ

オキシン類及び塩素化ダ イオキシン類は燃焼直後の一次

燃焼炉出口で生成し たが， 良好な二次燃焼及び排ガス処

理系によ って分解除去された。

　 複雑組成廃棄物であ る自動車破砕残渣 （ASR） を対象

と し て， 微量化学物質の測定を目的 と し た試料調整法を

開発する と と もに，ガス化溶融処理施設における ASR の

溶融処理実験を行っ た。 ASR の試料調整法では試料を

0.5mm 以下まで粉砕し た場合， 微量元素や臭素系難燃剤

の測定誤差を 20% 以下にする こ と が可能であった。また，

ASRにはPBDEsやTBBPAなどの臭素系難燃剤が数10～数

100ppm のレベルで含まれてお り ，同時に臭素化ダ イオキ

シン類も検出された。 一方， ASR の溶融処理実験の結果

か ら， それら に含まれる臭素系難燃剤や臭素化ダ イオキ

シン類の 99.95% 以上は分解される こ と が確認された。ま

た， 樹脂安定剤 ・ 合成触媒等に使用される有機スズ化合

物も ASR から数 10ppm のレベルで検出されたが， それ

らについて も溶融処理によ って99.99%以上分解する こ と

が確認された。以上のこ と から ASR のガス化溶融処理は，

臭素系難燃剤や有機スズ化合物の分解制御技術 と し て有

効であ る こ と が示された。

　 国内における PBDE サブス タ ン ス フ ローを推定し， ラ

イ フサイ クルの各段階から の排出係数 ・ 排出イ ンベン ト

リ を推定し た。 これら推定値に対し， 発生源近傍の周辺

環境濃度測定値 と の比較によ り ， 個別の排出係数の妥当
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性を検討し た。 また， 排出イ ンベン ト リ をモデルへの入

力 と し て一般環境中濃度を予測し， 近年充実しつつあ る

モニ タ リ ングデータ と の比較によ り ， ラ イ フサイ クル全

体での発生源の把握漏れの有無等を検討し た。 発生源で

の排ガス濃度測定に基づ く 排出量推定結果 （最大値） は，

ケーシング材等の難燃樹脂製造工程から 0.7 kg/ 年 （排出

係数 3×10-7），家電 リ サイ クル施設から 2 kg/ 年 （3×10-7），

焼却炉から  18 kg/ 年 （3×10-6） であった。 従来の排出係数

をあわせて推定し た大気排出イ ンベン ト リ 総量は， 0.12

～ 25 ト ン / 年と なった。 一方， 大気中濃度や降下ばいじ

ん濃度のモニタ リ ングデータ と整合する大気排出量は，1

～ 7 ト ン / 年であった。 土壌中蓄積量推定値は， 約 ８  ト

ンであ り ， 大気排出量の数年分に相当し た。 D10BDE の

国内年間需要量は 6,000 ト ン / 年 （1990 年代の平均値） で

あ り ， D10BDE 製品のラ イ フサイ クルでの大気排出係数

は， 1.5×10-4 ～ 1×10-3 程度 と推定された。 実測に基づ く

排出係数はこれよ り ２ 桁低 く ， 未把握の発生源の重要性

が示唆された。

〔 備考〕

（ 3）　 循環資源・ 廃棄物中有機成分の包括的分析システム

に関する研究

〔 区分名〕 政策対応型

〔 研究課題コ ード 〕 0105AB407

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(3) 資源循環・廃棄物管理システムに対応し た総合

リ ス ク制御手法の開発に関する研究

〔 担当者〕 ○安原昭夫 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター），鈴木茂，山本貴士，高橋真，松永充史

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 循環資源や廃棄物に含まれ る物質の多 く は不

揮発性物質および不安定物質 と 考え られるが， 現在の分

析手法では把握でき ない も の も多い。 そ こ で， 元素に着

目し た包括的分析システムやLC/MSによ る系統的分析シ

ステムを完成させ， 廃棄物関連試料中の有機成分を分析

する。 と く に浸出水の処理過程で生成する有害物質に着

目し， その同定と定量を試みる。

〔 内容および成果〕

　（ １ ） 既に開発し た GC/MS によ る約 400 種の揮発性，半

揮発性有機汚染成分のス ク リ ーニング分析法を補完する

分析方法と し て， ミ ニカ ラ ム精製 /GC/MS によ る約 50 種

の農薬の迅速分析法を開発し た。

　（ ２ ） 暴露量把握が求め られる優先度の高い有機汚染物

質の定量分析法 と し て， 浸出水， 土壌， 底質およびプ ラ

スチ ッ ク廃棄物中ポ リ ブロモジフ ェニルエーテル等の臭

素化難燃剤の分析法開発を行った。 本法を用いて廃棄物

関連試料を分析し実用性を評価し た。

　（ ３ ） リ ス ク評価の観点か ら暴露量把握が求め られ， か

つ GC/MS では分析困難な有機成分の定量分析法 と し て，

水質， 底質中の HBCD， TBBPA の分析法を開発し， 良好

な回収率と精度を得た。

　（ ４ ） 前年度に引き続き，PRTR 対象物質，要調査項目指

定物質などに位置づけ られる優先度の高い不揮発性有機

成分の LC/MS ス ク リ ーニング法の研究を進めた。前年度

の研究を も と に高濃度の塩類を含有する試料について，

各種の脱塩方法を研究し た。 浸出水， 土壌， 底質等に含

まれる約 100 種の優先度の高い不揮発性有機成分のス ク

リ ーニング法を開発し た。

　（ ５ ） 分子量 400 以下程度の低分子量の未知不揮発性有

機成分について， LC/Q/TOF-MS/MS によ る精密質量測定

によ る定性分析方法を開発し た。 不飽和度， 天然同位対

比，MS/MS によ るプロダ ク ト イオン等の精密質量データ

等を組み合わせる未知物質絞 り 込みのアルゴ リ ズムを開

発し，分子量 400 程度までの未知の化学物質 113 種の 70%

以上が 5 以下の分子式候補に絞 り 込めた。また，TOF-MS/

MS データ を直接解析する方法も検討し，浸出水成分中の

数成分を定性する こ と ができ た。 定性分析の汎用性， 迅

速性等あ ら ゆる点で今回開発し た LC/Q/TOF-MS/MS によ

る低分子量の未知不揮発性有機成分の定性分析法が優れ

ていた。

　（ ６ ） 廃棄物最終処分場浸出水に含まれる有機成分， 特

に毒性有機成分のキ ャ ラ ク タ リ ゼーシ ョ ンを目的 と し た

分画法の検討を行った。毒性の高い浸出水を試料 と し て，

固相にイオン交換 （カチオン交換樹脂 - アニオン交換セ

ルロースの組み合わせ） と 逆相分配系 （ポ リ スチレ ン樹

脂， ア ク リ レー ト 系樹脂， グ ラ フ ァ イ ト カーボン） を選

び， TOC と イオン種の分配をパラ メ ータ と し て分画条件

の設定を行った。 各固相抽出によ る分画の結果， TOC は

イオン交換ではアニオンフ ラ ク シ ョ ンに， 逆相分配では

親水性フ ラ ク シ ョ ンに多 く 分布し た。 無機イオンはイオ

ン交換ではほ と んど溶出せず， 逆相分配ではほぼ定量的

に親水性フ ラ ク シ ョ ンに分画された。 分画し た各フ ラ ク

シ ョ ンの毒性評価試験を行い， 細胞毒性は無機イオンの

多いフ ラ ク シ ョ ンに， 遺伝毒性はアニオン フ ラ ク シ ョ ン

と疎水性フ ラ ク シ ョ ンに現れる傾向が見られた。

　（ ７ ） 前年度に開発し た有機塩素化合物の包括的検出法

を改良し た。 固体試料， 油状試料， 水試料に適用でき る

こ と を多 く の標準試料や実試料で実証し た。 固体試料お

よび油状試料の場合は，ヘキサンや酢酸エチルで抽出（溶

解） する こ と で無機塩化物 と 分離し， 減圧濃縮後テ ト ラ
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ヒ ド ロ フ ラ ン／エタ ノ ールに溶媒交換し た後， 少量の金

属ナ ト リ ウ ムで処理する と， 塩素原子は塩化物イオンに

な り ， 硝酸銀のエタ ノ ール飽和溶液で検出でき る。 水試

料では多 く の場合， 無機塩化物が含まれている ため， 試

料水を Ag-Cl カー ト リ ッ ジに通水し て， 無機塩化物を除

去し， ろ液を 10 倍量のエタ ノールに溶かし て， 少量の金

属ナ ト リ ウ ムで処理する と， 塩素原子は塩化物イオンに

な り ， 硝酸銀のエタ ノ ール飽和溶液で検出でき る。 さ ら

に， 有機塩素化合物の総量を塩素量で概算する ための方

法 と し て， 硝酸銀のエタ ノ ール溶液を添加する前に段階

的に希釈し て検査する方法を検討し， 有機塩素化合物の

含有量が精密分析で判明し ている試料で， 今回の手法の

妥当性を実証し た。

〔 備考〕

（ 4）　 循環資源・廃棄物中ダイオキシン類・PCB 等の分解

技術の開発に関する研究

〔 区分名〕 政策対応型

〔 研究課題コ ード 〕 0105AB408

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(3) 資源循環・廃棄物管理システムに対応し た総合

リ ス ク制御手法の開発に関する研究

〔 担当者〕 ○安原昭夫 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 橋本俊次， 野馬幸生， 松永充史，

山本貴士， 川本克也， 酒井伸一

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 廃棄物お よび関連試料中に含まれ る有機塩素

系化合物 （PCB， ダ イ オキシン類など） や難分解性有機

汚染物質を高効率で無害化する技術を開発する。 PCB の

分解技術の有効性を評価する と と も に， 分解 メ カニズム

を解明する。 固体試料については， 高温高圧の熱水で有

機塩素系化合物を抽出 ・ 分解する技術の開発を行 う 。 そ

の他の試料については， 還元的脱塩素化技術等の開発を

行 う 。

〔 内容および成果〕

　（ １ ） PCB の代表的な分解技術であ る光分解法， Pd/C 触

媒分解法， 金属ナ ト リ ウ ム （SD） 分解法で， ノ ンオル ト

コプラナー PCB の脱塩素化 メ カニズムを解明し， 毒性等

量 （TEQ） が 減 少 す る 様 子 を 明 ら か に す る た め に，

3,3’,4,4’,5- ペン タ ク ロ ロ ビ フ ェニル （#126） で分解実験を

行った。 光分解 と SD 分解では #126 の塩素数の多いフ ェ

ニル基のパラ位から塩素が脱離し た 3,3’,4’,5- テ ト ラ ク ロ

ロ ビ フ ェ ニル （#79） が， 触媒分解では塩素数の少ない

フ ェニル基のパラ位から塩素が脱離し た 3,3’,4,5- テ ト ラ

ク ロ ロ ビフ ェニル （#78） が主生成物であった。 触媒分解

と SD 分解ではコプラナーPCB であ る 3,3’,4,4’- テ ト ラ ク

ロ ロ ビ フ ェニル （#77） と 3,4,4’,5- テ ト ラ ク ロ ロ ビフ ェニ

ル （#81） が， ま た光分解では #81 が微量生成す る が，

#126 の分解量に比べ非常に少ないため，総 TEQ は速やか

に減少し， 分解後の TEQ はゼロにな る こ と が明ら かに

なった。

　（ ２ ） モ ノ オル ト コプラナーPCBであ る 2,3’､4,4’､5-ペン

タ ク ロ ロ ビ フ ェ ニル （#118） について， 上 と 同様に光分

解法， Pd/C 触媒分解法， SD 分解法で， 脱塩素化 メ カニ

ズム を解明し， 毒性等量 （TEQ） が減少する様子を調べ

た。 触媒分解と SD 分解では #118 のパラ位から塩素が脱

離し た 2,3’,4’,5- テ ト ラ ク ロ ロ ビ フ ェニル （#70） が主生

成物であった。 両分解法と も コプラナー PCB であ る #77

が微量生成し たが， #118 の分解量に比べ非常に少ないた

め， 総 TEQ は速やかに減少する こ と が明らかになった。

一方， 光分解ではオル ト 位か ら 塩素が脱離 し た コ プ ラ

ナー PCB （#77） が生成する分解経路が主反応であった。

そのため，分解初期には #126 由来の TEQ は減少するが，

#77由来の TEQは増加し た。その後の TEQは#77 の分解 と

と もに減少し ていき， ゼロになった。

　（ ３ ） 2,3,4- ト リ ク ロ ロ ビ フ ェニル （#21） と 2,4,4’- ト リ

ク ロ ロ ビ フ ェニル （#28） の混合試料および 2,2',4,4’,5,5’-

ヘキサ ク ロ ロ ビ フ ェニル （#153） と #126 の混合試料を上

述の方法で分解し た。 光分解では各異性体を単独分解し

た と き と 混合分解し た と き の分解経路は同じ であ った。

混合分解時におけ る反応中間生成物の組成比は単独分解

での組成比を合成し た も の と ほ と んど変わ ら なかった。

触媒分解で も各異性体を単独分解し た と き と 混合分解し

た と きの分解経路は同じであったが， 混合分解時におい

ては分解の速い異性体 （#28） ではよ り 速 く 分解され， 分

解の遅い異性体 （#21） ではよ り 遅 く 分解された。

　（ ４ ） 高温高圧の熱水によ る PCB の分解 メ カニズムを単

一の異性体を用いて調べた結果， 高塩素化体ほど酸化的

脱塩素化反応が起こ り やすいこ と が分かった。 また PCB

では， パラ， メ タ， オル ト の順に脱塩素化が進みやすい

こ と も分かった。 特に毒性の強い ノ ンオル ト コプラナー

PCB の分解は他の異性体に比べて １ ～ ２ 割速かった。

　（ ５ ） 前年度までに開発し た電解還元によ る有機塩素化

合物の脱塩素化を よ り 単純かつ簡便なシステムに改良す

る ため， 固体電解質を使用し て， カーボン ク ロ ス電極／

ナフ タ レ ン ラ ジカルアニオン／ジ メ チルホルムア ミ ド 系

で 1- ク ロ ロナフ タ レ ンの脱塩素化を，Pd 担持カーボン ク

ロ ス電極／水系で 2- ク ロ ロ フ ェ ノールの電解還元を行っ

た。 バ ッ チ方式ではほぼ完全な脱塩素化に成功し たが，

フ ロー方式では脱塩素化率が低かった。
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〔 備考〕

（ 5）　 廃棄物及び循環資源処理過程における 有機ハロ ゲ

ンの簡易測定法の開発と 毒性評価

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE243

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○山本貴士 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 中島大介， 後藤純雄， 安原昭夫

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 廃棄物及び循環資源の処理過程におけ る有害

化学物質， 特に有機ハロゲンの管理及び制御は， 資源循

環型社会を形成する ための重要な要素の一つであ る。 本

研究は， 選択的あ るいは包括的に有機ハロ ゲンを迅速且

つ簡易に測定する手法を開発し， 同時に生物評価試験を

組み合わせる こ と によ って， リ ス ク管理のための基礎情

報の拡充に資する ものであ る。

〔 内容および成果〕

　 プラ スチ ッ ク添加剤であ る 2,2'- ジ ヒ ド ロ キシ -4- メ ト

キシベンゾ フ ェ ノ ンの塩素処理物中の変異原物質の同定

のため， 処理物を TLC （ポ リ ア ミ ド， ODS） 及び HPLC

（ODS） によ り 分画し， Ames 法で TA100 に対し変異原性

を示す画分を決定し た。 当該画分中の変異原物質の構造

推定を GC/MS や NMR によ り 進めている と こ ろであ る。

また， 実際のプ ラ スチ ッ ク製品か ら溶出する成分の塩素

処理によ る有機ハロゲンの生成挙動を調べる ため， プ ラ

スチ ッ ク製日用品 8 種類 （水道ホース， バケツ等新品）

の メ タ ノ ール溶出物を水で希釈し て塩素処理を行った。

溶出物中の成分 と し て， 可塑剤 （フ タ ル酸エス テル類）

や滑剤 （脂肪酸エス テル類， ア ミ ド 類） ， 安定剤 （置換

フ ェ ノ ール類） 等の添加剤や， スチレ ンモ ノ マーやオ リ

ゴマー等が， GC/MS 分析によ り 確認された。 塩素処理物

のGC/MS分析から得られた ト ータルイオン ク ロマ ト グ ラ

ム （TIC） を溶出物のそれら と比較し た と こ ろ， ほ と んど

差が認め られず， 溶出成分の多 く は塩素 と 反応し ない こ

と が示唆された。 AS 樹脂や ABS 樹脂製品等の一部試料

において， フ ェニルエタ ノ ールや ノ ニルフ ェ ノ ールの塩

素化物が塩素処理によ って生成する こ と を， GC/MS 分析

よ り 確認し た。

〔 備考〕

旧研究課題コード ： 0105AB243

（ 6）　 廃棄物の熱的処理における 臭素化ダイ オキシン 類

の長期的管理方策に関する研究

〔 区分名〕 環境 - 公害一括

〔 研究課題コ ード 〕 0104BC240

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(3) 資源循環・廃棄物管理システムに対応し た総合

リ ス ク制御手法の開発に関する研究

〔 担当者〕 ○酒井伸一 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 大迫政浩， 貴田晶子， 橋本俊次，

田崎智宏， 高橋真， 平井康宏

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 16 年度 （2001 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 臭素化ダ イ オキシ ン類及びその他の有機臭素

化合物の廃棄物の熱的処理 ・ 再資源化工程か らの発生挙

動， 環境への進入に関する知見も踏まえて リ ス ク を把握

し， 臭素化ダ イオキシン類及び臭素系難燃剤 （BFRs） に

対する適正かつ長期的な管理方策の提示を目的 と する。

最終年度であ る本年度は， 高分解能ガス ク ロマ ト グ ラ フ

質量分析によ る有機臭素系化合物の分析法を確立する た

めの， 諸機関参加によ る相互検定研究の実施， 臭素系難

燃剤含有廃棄物の焼却過程及び埋立処分過程におけ る挙

動 メ カニズム及び環境進入可能性について検討し た。 ま

た， 本年度までの研究成果を踏まえ， 廃テレ ビの難燃性

樹脂を例 と し て， 主要な循環 ・ 廃棄物処理過程か ら の臭

素化合物に関する時系列的な排出イ ンベン ト リ ー情報を

整備し た。

〔 内容および成果〕

　 １ ） 有機臭素化合物の測定に係る相互検定研究

　 有機臭素化合物の測定におけ るデータのばらつき を把

握し， 測定法の信頼性を高める こ と を目的 と し て， 合計

13 の分析機関を対象に共通試料を配布し， 測定結果の相

互検定を行った。 本年度は， 共通試料 と し て新たに 「廃

TV ケーシング」 および 「動物脂肪」 を配布し， 測定し た

結果， PBDEs の一部同族体で最大約 49% のばらつき （測

定値全体の相対標準偏差） が認め られたが， 全体 と し て

は平均 30% 以下のばらつきに抑え られる こ と が確認され

た。 また前年度配布し た 「風乾底質」 について分析法の

改善を検討し た と こ ろ， 測定値のばらつき を最大 38% 以

下に抑え る こ と が可能であ り ， 塩素化ダ イオキシン類の

結果 と 同程度の精度まで向上する こ と ができ た。 本研究

におけ る 相互検定の結果は， 欧米の研究機関が主導で

行っ た最近の相互検定研究 と 比較 し て も 概 し て良好で

あった。

　 ２ ） 燃焼過程における PBDEs ・ TBBPA ・ HBCD 含有ポ

　 　 リ マーの挙動

　 代表的な臭素系難燃剤 と し て PBDEs， TBBPA 及び

HBCD を含有する模擬都市ごみのラ ボスケール燃焼実験

（能力 ： 約 ２ kg/hr） を燃焼温度約 850 ℃ と約 650 ℃の ２
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条件で行い， 臭素化ダ イオキシン類等の燃焼挙動に与え

る影響を検討し た。 いずれの燃焼温度で も， 燃焼系か ら

廃ガス処理を含めたシステム全体で ３ 物質と も 99.9999%

以上分解除去されたが， PBDEs は 650 ℃燃焼で， 完全に

分解されず， 残渣 （主灰） 中に 5 ～ 9 臭素同族体を中心

とする PBDEs が残存し た。 650 ℃での難燃剤の燃焼に伴

う 臭素化ダ イオキシン類及び臭素化塩素化ダ イオキシン

類の大気排出量は， 良好な燃焼時 と 同様， 塩素化ダ イオ

キシン類よ り 少な く ， 廃ガス処理システムで除去される

こ と が確認された。

　 ３ ） 埋立処分過程におけ る有機臭素化合物の水系への

　 　 浸出挙動

　 埋立地か ら の臭素系難燃剤の環境進入量推計のため

に， これまで十分でなかった安定型埋立地か らの浸出実

態を追加的に把握し た。 また， 難燃加工プ ラ スチ ッ ク か

らの BFRs の溶出 メ カニズムに関する動力学的把握のた

めに， 溶出濃度の経時変化を溶存性有機物 （DOM） 共存

の有無別に把握し， 添加剤であ る BFRs が内部拡散に支

配されてお り ， 拡散係数が BFRs の物性に依存する可能

性を見いだし た。 これまでの実態調査結果， 溶出 メ カニ

ズムの実験的検討結果及び実際の埋立地内におけ る水理

学的条件等を踏まえて， 埋立地か らの水系への移行量を

全国レベルの推計が可能な基本モデルを提示し た。

　 ４ ） 廃テレ ビ由来の有機臭素化合物の排出イ ンベン ト

　 　 リ 調査

　 前年度までの検討で明ら かにでき なかった廃テレ ビの

産業廃棄物処理業者等に係る フ ロー情報を各種調査報告

よ り 収集し， その上で， 廃テレ ビの国内処理フ ローの全

体の調査誤差が最小化する よ う に各フ ローを推計し た。

これによ り ， 家電 リ サイ クル法施行前後の廃テレ ビのフ

ローを得る こ と がで き た。 ま た， ヒ ア リ ン グに よ っ て，

家電 リ サイ クルプ ラ ン ト ， 自治体， 廃棄物処理業者にお

け る処理方式 （破砕， 焼却， 埋立等） を年代ご と に調査

し た。 これら の調査結果に， これまでの調査で得た有機

臭素化合物の製造から排出までのフ ローをあわせ， さ ら

に実験的研究成果か ら得ら れた排出係数等を加味し て，

製造か ら廃棄までのフ ロー及び主要処理方式から の排出

までの廃テレ ビ由来の有機臭素化合物のイ ンベン ト リ 情

報を整備し た。

〔 備考〕

（ 7）　 不法投棄廃棄物等に含まれる 化学物質の包括的計

測手法の開発に関する研究

〔 区分名〕 環境 - 廃棄物処理

〔 研究課題コ ード 〕 0204BE436

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(3) 資源循環・廃棄物管理システムに対応し た総合

リ ス ク制御手法の開発に関する研究

〔 担当者〕 ○鈴木茂 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究セ

ン ター）， 安原昭夫， 松永充史

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 不法投棄等によ る発生起源， 化学組成の不明な

廃棄物について， （ １ ） 応急対応策のため短時間に廃棄物

に含まれる化学物質の概要を把握する ための簡易な計測

技術の開発， （ ２ ） 最終的処理方法決定や処理後の経過観

測等のため， 廃棄物の化学物質組成を詳し く 分析する精

密な計測技術の開発を行い， 不法投棄等によ る廃棄物中

の化学物質を総合的に把握する。

〔 内容および成果〕

　 最終年度の研究 と し て， 不法投棄廃棄物に含まれる化

学物質計測手法の包括化に向け， 開発される計測方法が

フ ィ ール ド で活用される よ う ， 研究の新規性 と と も に計

測マニ ュ アル と し て内容を備え るべ く 以下の研究を進め

た。

　（ １ ） 不法投棄廃棄物の調査方法について (1)-1試料採取

マニュ アル開発および (1)-2 土壌 EC 計， 温度および発生

ガス， 土壌溶液採取法によ る埋設廃棄物探査方法を開発

し た。

　（ ２ ） 応急対応策のための分析法 （即応フ ェーズ） と し

て (2)-1 携帯型蛍光 Ｘ 線分析計によ る Cd, Pb, As, Cr, Hg,

Br 等の優先的検出が必要な元素の迅速分析法の開発，(2)-

2 ミ ニカ ラ ム精製 /GC/MS によ る POP ｓ ，農薬 55 種の迅速

分析法の開発， (2)-3 ミ ニカ ラ ム精製 /LC/MS によ る優先

的検出が必要な難揮発性物質98種ス ク リ ーニング法の開

発， (2)-4 全反射 FTIR によ る シュ レ ッ ダーダス ト の迅速

キ ャ ラ ク タ リ ゼーシ ョ ン法の開発を行った。 これまでに

開発し た方法 と 合わせて， 不法投棄廃棄物に関連する試

料について， 優先的に取 り 組む無機元素， 揮発性， 半揮

発性， 難揮発性有機汚染物質の迅速検出法， 有機性廃棄

物の有害成分の迅速判別法を開発できた。

　（ ３ ） 詳細な分析を必要 と する方法 （精密フ ェーズ） と

し て，優先的に リ ス ク評価等を求められる (3)-1GC/MS に

よ る有機廃棄物中のPCB,PBDE等臭素化難燃剤の定量法，

同じ く (3)-2第 １ 種特化物を含むゴム老化防止剤のLC/MS

定量法，(3)-3接着剤成分 と し て多用される メ ラ ミ ンのLC/

MS 定量法の開発，(3)-4 未知の揮発性，半揮発性有機汚染

物質の GC/MS 定性分析法の既存技術評価，および未知の

難揮発性有機汚染物質の LC/MS 定性分析と し て (3)-5 精

密質量解析アルゴ リ ズムの開発と LC/Q-TOF MS/MS デー

タ検索への適用評価 （分子量 400 以下の PRTR 対象物質
―  101  ―



国立環境研究所年報 （平成 16 年度）
の 95% 以上を検索に成功），浸出水中未知汚染物質の LC/

Q-TOF MS/MS 検索評価 （5 物質検索） を行った。 これま

でに開発し た精密フ ェーズの方法 と 合わせて， 不法投棄

廃棄物に関連する試料について，無機元素の定量分析法，

優先的に リ ス ク 評価等を求め ら れる揮発性， 半揮発性，

難揮発性有機汚染物質の定量分析法， 揮発性， 半揮発性，

難揮発性有機汚染物質の GC/MS，LC/MS によ る定性分析

法， LC/MS 新イオン化 （別途開発） の計測困難な有機汚

染物質への応用技術を開発し た。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 神奈川県環境科学セン ター， 大阪府環境

情報セン ター， 大阪市立環境科学研究所

（ 8）　 資源循環・ 廃棄物処理過程における金属類の排出係

数と 化学形態に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0305AE487

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(3) 資源循環・廃棄物管理システムに対応し た総合

リ ス ク制御手法の開発に関する研究

〔 担当者〕 ○貴田晶子 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 高橋真， 酒井伸一

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 環境大気中の有害な金属類について一定の調

査はな されている も のの， 様々な排出源か ら の排出実態

は明ら かになってはいない。 資源循環 ・ 廃棄物処理過程

は一つの排出源であ り ， 有害物質管理の一貫 と し て排出

量予測 ・ 管理は重要 と 考え られる。 しかし対象の廃棄物

と 施設のシステムによ って変動が大き く ， 排出量推定に

は実態調査によ る排出係数の推定 と室内実験等によ る変

動要因 を 明確にす る こ と が必要 と な る。 本研究では，

PRTR 対象物質，国際的な規制物質等有害性を有する， ま

たは疑われる物質を中心 と し た金属類の排出係数を求め

る こ と， また排出係数に及ぼす要因 と し て廃棄物中の物

理組成 と 各組成に含まれる化学形態 と を明ら かにする こ

と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 ラ ボ ス ケールの燃焼装置に よ り ， 重金属類 （Hg， Tl，

Cd， Te， Pb， Zn， Sn， Sb， Se， V， Be， Cr， Co， As， Ba，

Mn， Cu， Ni） / 塩素を添加し たごみ燃料 （RDF） の熱処

理実験を行った。重金属量を都市ごみ平均値の 10 倍量添

加し， 主灰 ・ 飛灰 ・ ガスへの分配， 揮散率， 廃ガス処理

によ る処理効率についての結果を得た。RDF に塩素を 3%

添加し て も， 重金属類の挙動には大き な変化はみられな

かった。熱力学的計算によ るガス態の存在割合を推定し，

実験結果と比較し た と こ ろ， 特に As 及び Sn について，

廃ガス系への移行量が推定値よ り 多かった。 ばいじん と

し ての移行割合よ り 多い こ と から， 燃焼時の非平衡状態

に加え ごみ中の存在形態に起因す る 可能性が示唆 さ れ

た。

〔 備考〕

（ 9）　 含窒素化合物の熱分解過程における 有害化学物質

の生成と 挙動

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0304AE488

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○安原昭夫 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 酒井伸一

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 窒素を含んだプ ラ ス チ ッ ク は難燃性が高いた

めに， 非制御燃焼系での焼却では不完全燃焼が起こ り や

す く ， その一方， そのよ う な状況において発生する有害

化学物質の中で含窒素化合物の占める割合や生成挙動に

ついてはほ と んど把握されていない。 含窒素化合物につ

いてはかな り の割合で有害性が予測されてお り ， 非制御

燃焼系が環境に及ぼす影響を予測する ためには， これら

の含窒素有害化学物質の生成挙動を熱分解実験で調べて

お く こ と は重要であ る。 本研究では含窒素化合物 と し て

ウ レ タ ン樹脂な らびにナイ ロ ンを素材にし， 電気炉で一

定温度に加熱し た石英管内で前記素材を熱分解させ， 生

成する化学物質の う ち， 特に含窒素化合物に着目し て，

生成挙動を明らかにする。

〔 内容および成果〕

　 ナイ ロ ンおよびウ レ タ ン樹脂を細断し て， 350 ℃， 450

℃， 600 ℃で空気気流下で熱分解を行った。 600 ℃では少

量の灰が残るのみであったが， 350 ℃， 450 ℃では未燃物

が残った。 未燃物中の窒素分はそれほど減少し ていない

こ と か ら， 有機窒素はガ ス化し に く い こ と が分かっ た。

生成物中の含窒素化合物は青酸ガス と ニ ト リ ル類であっ

た。 青酸ガ スは熱分解温度が高いほど生成濃度 も高 く ，

ウ レ タ ン樹脂よ り もナイ ロ ンから多 く 発生し た （600 ℃

で，ナイ ロ ンから 5.6 mg/g ； ウ レ タ ン樹脂から 1.9 mg/g）。

熱分解排ガス中から ニ ト リ ル類 （炭素数， ３ ～ 14） が数

多 く 検出され， ウ レ タ ン樹脂では炭素数の多いニ ト リ ル

類が低温で多 く 生成し た。 ナイ ロ ンでは炭素数の少ない

ニ ト リ ル類が高温側で多 く 発生し た。 一方， 窒素酸化物

やニ ト ロ化合物は検出されなかった。

〔 備考〕
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（ 10）　 埋立場での非制御燃焼による残留性化学物質の生

成・ 挙動・ 曝露解析

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0304AE545

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○平井康宏 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 貴田晶子， 酒井伸一

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 ダ イ オキ シ ン類な どの残留性有機汚染物質の

発生源 と し て， 廃棄物埋立場の自然発火現象などの非制

御下の燃焼過程か ら の排出が注目されてお り ， イ ン ド の

埋立場周辺で採取し た母乳中のダ イオキシン類濃度が同

国の対照地域のそれに比べて明らかに高い こ と などが報

告されている。 本研究では， 埋立場での非制御燃焼過程

におけ る ダ イオキシン類の排出係数を実験的に推定する

と と もに，得られた排出係数を用いたモデル解析によ り ，

埋立場周辺での土壌汚染や ヒ ト へ曝露についての知見を

得て， 影響回避に資する情報を提供する こ と を目的 と す

る。

〔 内容および成果〕

　 ラ ボス ケールの野焼き模擬実験によ って得られた塩素

化ダ イオキシン類の焼却ごみ量あた り の排出係数は， 標

準的なごみ組成を持つ RDF で 23pg-TEQ/g， 臭素系難燃

剤 （BFR） ３ 種 （DBDE, TBBP-A, HBCD） 合計 ３ % を添

加し た RDF で 47pg-TEQ/g であった。BFR 混合 RDF での

臭素化合物の挙動についてみる と，PBDE投入量の約7.5%

が PBDE と し て排ガスで検出され，PBDE投入量の約1.3%

が臭素化フ ラ ン （PBDF） と し て排ガスで検出された。 こ

れら PBDE や PBDF の排ガスへの移行率は， これまでの

非制御燃焼実験におけ る一次燃焼炉出口排ガスへの移行

率と同オーダーであった。

　 埋立場内の土壌中ダ イ オキシン類濃度を起点 と し た，

牛 ミ ルク中ダ イオキシン類濃度の推定結果は， 実測値の

中間程度の値 と な り ， モデルの不確実性や観測値のばら

つき を考慮すれば推定値 と 実測値はよい一致を見た。 ま

た， イ ン ド 埋立場周辺居住者の母乳中濃度推定結果 も，

実測結果と良 く 一致し た。埋立場内での曝露においては，

土壌直接摂食に く らべ牛 ミ ルク を経由し た曝露量の方が

大き く ， 希釈された排ガスの吸入によ る影響は小さ い と

推定された。 埋立場での非制御燃焼は， 周辺に食物連鎖

ルー ト があ る場合には と く に注意を要する と いえる。

〔 備考〕

（ 11）　 PCB の排出イ ンベント リ 作成と その検証

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0304AE546

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○平井康宏 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 滝上英孝， 野馬幸生， 酒井伸一

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 POPs 条約への加盟を う け， 環境省 HCB 等イ ン

ベン ト リ 検討会で PCB，HCB の排出イ ンベン ト リ 作成に

向けた検討が進められてお り ， これまでに， 発生源に関

する文献レ ビ ューおよび主要 と 目される発生源の実測調

査によ って イ ンベン ト リ の試作が行われて き た。 本研究

では，既存の PCB 排出イ ンベン ト リ と環境モニ タ リ ング

と の比較によ り ， イ ンベン ト リ の妥当性や未把握の発生

源の寄与の程度について検討し， 排出イ ンベン ト リ の正

確性向上に寄与する こ と を目的と し た。

〔 内容および成果〕

　 直近年 （2002 年） の PCB 大気モニ タ リ ング結果 （平均

濃度 150 pg/m3） から推定される国内 PCB 排出量は 2.5 ト

ン / 年であった。 一方， 非意図的生成によ る排出イ ンベ

ン ト リ 推定値は 0.66 ト ン / 年であ り ， 大気中濃度から推

定される排出量の約 ４ 分の １ に と ど ま った。 今後生じ う

る PCB 製品由来の排出と し て， 低濃度 PCB 汚染油の廃

油 と し ての焼却に よ る 大気排出量を推定 し た と こ ろ，

３ kg/ 年以下 と な り ， 現在把握されている発生源からの

排出量の １ % 以下であった。

〔 備考〕

（ 12）　 資源循環・ 廃棄物処理過程における PCN の挙動お

よび分析法の開発に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0305AE544

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○野馬幸生 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 黄瑛， 山本貴士， 酒井伸一

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 PCN は環境中の様々な媒体か ら頻繁に検出さ

れているにもかかわらず，製品使用や廃棄物処理の実態，

環境排出の現状などはほ と んど分かっていない。 資源循

環・廃棄物処理過程からの PCN の環境への排出量を削減

する ため， 熱処理過程におけ る分解 と 生成挙動を把握す

る と と も に， 化学分解を利用し た分解 メ カニズムについ

て基礎的研究を行 う 。特に PCN 含有廃棄物の熱処理過程

における， PCN のイ ンプ ッ ト ， 施設内での物質挙動， 非
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意図的 PCN 生成量， 排出量を分解挙動試験から確認し，

PCN の挙動を定量的に把握する。 化学的処理法 と し て光

分解や触媒分解によ る分解実験を行い， 分解挙動 と メ カ

ニズムについての基礎的研究を行 う 。 また， こ う し た分

解試験の PCN の全異性体分析法の開発を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 自動車再生残渣の資源回収処理施設での調査 と， 熱処

理プラ ン ト での熱分解実験を行い， PCN の生成 ・ 分解挙

動を調べた。 自動車再生残渣の資源回収処理施設調査で

は， カーシ ュ レ ッ ダーダス ト （ASR） 溶融処理施設にお

いて， 排ガス， 溶融残渣 （ス ラ グ， メ タル）， 集塵灰中の

PCN を測定する こ と によ り ， 施設内での物質挙動 と排出

量を定量的に把握し た。 投入された PCN の う ち 87% が

分解除去され， また排出される PCN では， そのほ と んど

が集塵灰中に存在し ていた。 熱処理プ ラ ン ト での熱分解

実験においては，ASR 単独試料及び PCN を含むコーキン

グ剤を ASR に混入し た試料を各々熱分解実験し て，各煙

道排ガ ス及び分解残渣について全異性体分析を行った。

製品由来の異性体 と 副生成する異性体を識別する こ と に

よ り ，一次燃焼室では PCN の分解 と非意図的生成の両方

が起き ている こ と が確認された。 また， 二次燃焼過程や

その後の排ガス処理によ って PCN のほ と んどは除去さ

れ， 最終的な分解除去率は 94.4 ～ 98.8% であった。

〔 備考〕

（ 13）　 廃棄物焼却残渣中の有害金属と 腐植物質の相互作

用に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0305AE547

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○大迫政浩 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 大量の焼却残渣の有効利用あ る いは埋立処分

過程におけ る有害金属の制御は重要な課題であ るが， 残

渣中に存在する， あ るいは外部か ら供給される有機物の

有害金属挙動に対する影響は未解明であ る。 特に， 有機

物の腐植化に伴い生成される腐植物質 と の相互作用に関

する研究は極めて遅れている。 そ こ で本研究では， 焼却

残渣中の有害金属 と 腐植物質 と の間の長期的な相互作用

モデルを確立する ために， 腐植物質の各種特性化指標 と

腐植化に伴 う その変化を把握し， 固体マ ト リ ッ ク スへの

吸着特性及び有害金属 と の錯生成能等 と の間の定量的な

関係を明ら かにする。 また， 腐植化反応によ って焼却残

渣を安定化し， 有効利用を図る技術への応用可能性につ

いて も検討する。 本年度は特に， 腐植化反応の加速化を

目的 と し た中温飽和蒸気下での反応特性， 効果について

実験的検討を行った。

〔 内容および成果〕

　 焼却施設のボ イ ラー蒸気の利用を想定し， 200 ℃程度

の中温飽和蒸気下に有機物を含む焼却残渣を １ ～ ３ 時間

置き， 前後の性状変化を観察し た。 含有有機物の特性化

のために， 熱水アルカ リ 溶液によ り 有機物を抽出し， そ

れを親水性フ ラ ク シ ョ ン と 疎水性フ ラ ク シ ョ ンに分画し

た。 その結果， 疎水性フ ラ ク シ ョ ンについては， 光学的

分析か ら有機物の暗褐色度が増加し た こ と を観察し た。

また， 元素分析の結果か ら， 処理前後で水素， 酸素比率

が低下し た一方で， 炭素比率が増加し た。 さ ら に， 赤外

分析から芳香環の重合反応が進んだ可能性も見いだ され

た。 以上か ら， 腐植化に近い反応 （炭化反応） が短時間

に進んだ こ と が推測された。 同時に重金属類の溶出傾向

を pH 依存性試験によ り 把握し， 重金属の固定化に寄与

する可能性が見いだ された。 以上か ら， 焼却施設のボ イ

ラー蒸気を有効に利用し た焼却残渣の促進土壌化プロ セ

スへの応用可能性が見いだされた。

〔 備考〕

（ 14）　 残留性有機汚染物質の甲状腺ホルモン撹乱活性を

検出する新規なバイ オアッ セイ の開発に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0305AE549

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(3) 資源循環・廃棄物管理システムに対応し た総合

リ ス ク制御手法の開発に関する研究

〔 担当者〕 ○滝上英孝 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 酒井伸一

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 臭素系難燃剤や PCB 等の残留性有機汚染物質

（POPs） の生体影響 と し ては， ダ イ オキシン受容体を介

し た作用 と と も に， 甲状腺機能への影響が指摘されてい

る。 これら の化合物の多 く は， 脊椎動物の体内で代謝を

受けた後， 血漿中に存在する甲状腺ホルモン輸送タ ンパ

ク のひとつであ る TTR （transthyretin） と結合し， 甲状腺

ホルモンの輸送， 作用発現に影響を及ぼす可能性が考え

られる。 本研究では， ダ イオキシン受容体結合ア ッ セ イ

と は別の毒性学的視点を与える in vitro の TTR 結合ア ッ

セ イの開発を行い， 脊椎動物体内での代謝を模し た試験

系 （肝 ミ ク ロ ソームにおけ る代謝活性化試験） の手法確

立も目指す。 そ う し て， 循環資源 ・ 廃棄物におけ る残留
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性有機汚染物質の挙動解明， 総括毒性評価に展開する た

めに実試料を用いた検討を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 ヒ ド ロ キシ PCB 91 種類について TTR 結合活性を調べ

た。 その結果， パラ位に水酸基を有する異性体や， 水酸

基に塩素基が隣接する構造の異性体の結合親和性が高い

傾向がみられた。 最も結合親和性の高い異性体はナチュ

ラル リ ガン ド （thyroxine） に比べて relative potency （IC50

比） が 10 ～ 20 倍程度を示し た。

　 また，ラ ッ ト S9 を用いた化学物質の代謝活性化手法の

確立を行った。 代謝活性化は， 3- メ チルコ ラ ン ト レ ン及

びフ ェ ノ バルビ タールを投与し た ラ ッ ト の肝 ミ ク ロ ソー

ム と NADPH の存在下で対象物質を 30 分イ ンキ ュベー

シ ョ ンする こ と で実施し た。 その結果， 臭素化ジフ ェニ

ルエーテル類 （PBDEs） の中に代謝活性化を受け， TTR

結合能を獲得する異性体が見受け られた。

〔 備考〕

外国共同研究機関 ： オラ ンダアム ステルダム自由大学

（ 15）　 残留性化学物質の物質循環モデルの構築と リ サイ

ク ル・ 廃棄物政策評価への応用

〔 区分名〕 環境 - 廃棄物処理

〔 研究課題コ ード 〕 0305BE595

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○酒井伸一 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 野馬幸生， 高橋真， 平井康宏

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 各種 リ サ イ ク ル法の施行後 ５ 年目での見直 し

が近づ く 中で， 次の一手 と し て最終処分量削減のみな ら

ず重金属類や臭素系難燃剤などの残留性化学物質の制御

を視野に入れた政策展開が望まれる。 化学物質の影響 と

し ては ヒ ト への曝露のみな らず， 生態系への影響も重視

されつつあ る。 本研究は， 社会および自然システム循環

におけ る残留性化学物質の挙動を記述するモデル群を開

発し， 家電 リ サイ クル法などの政策評価に応用する こ と

を目的 と する。 モデル開発はフ ィ ール ド 調査 と 連携し，

１ ） 自動車シ ュ レ ッ ダーダ ス ト （ASR） や廃家電， 廃木

材 リ サイ クル施設でのプロ セス物質収支の調査， ２ ） 中

古輸出された家電製品の終着場であ る アジア途上国ダン

ピ ングサイ ト 周辺環境の調査 と 野生高等動物を対象 と し

た残留性化学物質汚染の調査， も目的 と する。 また， 将

来の経済モデル と の統合を視野に入れ， デポジ ッ ト 制な

どの環境経済学的評価にも取 り 組む。

〔 内容および成果〕

　 １ ） 自然システム循環におけ る有機臭素化合物の動態

　 分析に供し たすべての漂着鯨類か ら PBDEs が検出さ

れ， その汚染はアジアの途上国にまで拡がっている こ と

が確認された。 PBDEs の最高濃度は香港の検体から検出

され， 次いで日本に漂着し た鯨類で相対的に高い濃度が

みられ， イ ン ド やフ ィ リ ピ ン海域に生息する鯨類は低濃

度の汚染レベルを示し た。 また， 北太平洋で捕獲された

キ タオ ッ ト セイ を分析し た と こ ろ， 1972 年から 1990 年

代前半まで濃度の上昇が認められ， その後わずかな減少

傾向を示し た。 また， 1982 年と 2001 年に座礁し たカズ

ハゴン ド ウの PBDEs 濃度を比較し た と こ ろ，20 年間で約

10倍増加し てお り ，HCHsやHCBの残留濃度を上回る レベ

ルを示し た。

　 ２ ） 残留性化学物質の物質循環モデルの開発

　 難燃繊維加工過程からの PBDEs 排出係数は，PBDEs 投

入量あた り 水系へ 1×10-2， 大気へ 9×10-7 であ り ， 近年の

環境排出量は水系へ約 1 ト ン / 年， 大気へ約 90 g/ 年 と推

定された。燃焼実験に基づ く 野焼き過程からの PBDEs 排

出係数は， D10BDEs 燃焼量あた り 大気へ 7.5×10-2 と推定

された。 野焼きの排出係数は他のプロセスの排出係数に

比べて極めて大きいが， その同族体分布は ８ 臭素化物が

主要であ り ， 一般環境中での同族体分布 （10 臭素化物が

主要） と は異なっていた。 依然 と し て未把握の発生源の

重要性が示唆された。 PBDEs の大気からの沈着速度は高

臭素化物ほど高い傾向が見られ， 移動性の低さ を示す と

考え られた。

　 ３ ） 家庭製品の循環廃棄過程におけ る残留性化学物質

　 　 の挙動解析に向けた初期調査

　 自動車破砕残渣 （ASR） には臭素系難燃剤 （PBDEs，

TBBPA）や有機スズ化合物が数10～数100ppmのレベルで

含まれていたが， シ ャ フ ト 炉式ガ ス化溶融炉を用いた

ASR の溶融処理によ り ，その 99.99％以上が分解され，排

ガスや飛灰， 溶融物中の濃度は極めて低値であった。 コ

プ ラ ナ ー PCBs （Co-PCBs） や臭素化 ダ イ オ キ シ ン 類

（PBDDs/DFs） について も， 99％～ 99.9％以上の分解率が

示 さ れた。 一方， 塩素化ダ イ オキ シ ン類 （PCDDs/DFs）

や臭素化 ・ 塩素化ダ イオキシン類 （MoBPCDDs/DFs） に

関し ては， 飛灰中で高い濃度が認められ， 徐冷過程等に

おけ る合成が示唆された。 しかし ながら， いずれの物質

も 排ガ スや溶融物 （ス ラ グ ・ メ タ ル） 中の濃度は低 く ，

規制値を十分下回る値であった。以上のこ と から ASR の

ガス化溶融処理は， 臭素系難燃剤や有機スズ化合物の分

解制御技術と し て有効であ る こ と が示された。

　 水銀含有製品の国内フ ローの解析によ り ， 日本におい

て製品由来の水銀は，ラ イ フサイ クルを通し て年間 10 ～
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20 ト ン流通し てお り ， その う ち約 5 ト ンが蛍光管由来で

あ る こ と， 回収される水銀は約 0.6 ト ンのみで大半が最

終処理 ・ 処分されている こ と がわかった。 また， 京都市

を想定し た蛍光管の循環 ・ 廃棄におけ る水銀フ ロー及び

その リ ス ク 評価に よ り ， 現在の リ ス ク は水銀フ ロ ー量

（kg-Hg） を指標にし て， 焼却 （34）， 破砕 （17） 及び埋立

（21） が大き く ， リ サイ クルは小さ い （4） と考え られた。

蛍光管回収 ・ リ サイ クルシステムの導入によ り 究極的に

は全量 リ サイ クル （47） によ る循環シス テム構築が可能

と 考え られる。 しかし， そのためには， 回収への高い参

加率や閉鎖系での再生品利用までを考慮に入れた循環シ

ステムを実現する必要があ り ， 情報周知や回収システム

の検討に加え， 何ら かの規制策や新たな技術及びビジネ

スモデルの創出を検討すべき と考え られた。

　 ４ ） 鉛電池 リ サイ クルの経済評価

　 鉛電池 リ サイ クルの政策デザイ ンを経済学的な観点か

ら 評価す る ための実証研究を行っ た。 経済的 イ ン セ ン

テ ィ ブを重視し た各種政策手段 （税，デポジ ッ ト ・ リ フ ァ

ン ド， 補助金） を用いた場合の費用効率性について比較

検討し た。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 愛媛大学， 京都大学， 神戸大学

（ 16）　 臭素化ダイ オキシン等削減対策調査

〔 区分名〕 環境 - 委託請負

〔 研究課題コ ード 〕 0305BY594

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○酒井伸一 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 滝上英孝， 平井康宏

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 「ダ イオキシン類対策特別措置法」 の附則にお

いては， 臭素系ダ イオキシン類 （PBDD/DFs） に関する調

査研究を推進し， その結果に基づき， 必要な措置を講ず

る と されている。 本研究は， PBDD/DFs と 関連化合物で

あ る臭素化難燃剤 （BFRs） について， １ ） それらの発生，

排出に関し て既報文献によ り 調査し，最新動向を ま と め，

２ ） 物質利用， 循環， 廃棄に関し て各環境媒体への進入

イ ンベン ト リ （発生源イ ンベン ト リ ） に資する排出係数

推定のための調査研究を実施し， ３ ） 燃焼過程について

処理高度化対策の済んだ実機に対する調査を実施し， 対

策前のデータ と 比較によ り 低減技術の妥当性， 今後の技

術開発必要性について検討を加え る も のであ る。 これら

によ り ， PBDD/DFs， BFRs に対する適正な対策方案を総

合的に検討する。

〔 内容および成果〕

　 本年度の調査研究を実施し，下記のよ う な成果を得た。

　 １ ） 有機臭素化合物に関する研究の最新動向調査

　 国内外におけ る最新の臭素化ダ イ オキシン類， 臭素系

難燃剤成分の環境， 生物中濃度， 発生源排出濃度， 毒性

と いった各種情報の収集 ・ 整理を行った。 原著論文の他

に， 臭素系難燃剤国際会議 （BFR2004）， ダ イオキシン国

際会議 （Dioxin 2004）， EU リ ス ク評価レポー ト 等を対象

と し た。

　 ２ ） 発生源イ ンベン ト リ ー作成のための製品フ ロー推

　 　 定に係る調査

　 臭素化ダ イオキシン類の発生源 ・ 排出量等の把握を行

う ため， 廃繊維製品について以下の項目について前年度

か ら の継続調査を行った。 具体的には， ア） 前年度実施

し た難燃性繊維製品の市場シ ェ ア調査結果によ り 高い臭

素含有量が確認された廃製品中の難燃剤， 臭素化ダ イオ

キシン類の詳細調査 　 イ） 難燃剤を含有し ている繊維製

品 （新品） におけ る含有量詳細調査を実施し た上で， 臭

素系難燃剤の繊維製品への使用量を推定し た。

　 ３ ） 廃棄物処理における制御技術に関する調査

　 一般廃棄物焼却施設については， 調査施設を追加し，

排ガス処理の高度化対策によ る臭素化ダ イオキシン類の

制御性に関する知見を積んだ。 また， リ サイ クル ・ 非焼

却系廃棄物処理プロ セス （家電 リ サイ クル施設） におけ

る調査を新規に実施し， 用いられている低減技術の有効

性を検証し，技術開発の必要な点について抽出を行った。

調査に際し ては臭素化ダ イ オキシン類同様， その挙動解

明が重要 と 考え られる塩素／臭素化混合ダ イオキシン類

の分析， 評価も実施し た。

〔 備考〕

（ 17）　 ごみ固形燃料の発熱・ 発火メ カ ニズムの解明

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0404AE320

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○安原昭夫 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 井上雄三， 山本貴士， 橋本俊次，

松永充史， BulentInanc， 酒井伸一

〔 期　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔 目　 的〕 家庭ごみから作られたごみ固形燃料 （RDF） は

水分を吸湿し た り ， 低温酸化などで蓄熱状況が発生する

と， 発熱し， 発火する危険性を も っている。 RDF の安全

管理のためにはこれらの発熱 ・ 発火 メ カニズムを明ら か

にし， 防止対策を講じ る こ と が重要であ る。 本研究では
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低温酸化に起因する自然発火の メ カニズムを明ら かにす

る ための基礎実験を行い， 実証的知見の提供をはかる。

〔 内容および成果〕

　（ １ ） RDF が自動酸化によ り 発火にいた る可能性を化学

発光を用いて追求し た。 RDF は加熱によ り 化学発光を示

し， その温度依存性か ら計算し た活性化エネルギーは空

気下で 16 kcal/mol，窒素下で 10 kcal/mol 程度 と判明し た。

化学発光は窒素下では製造工程で RDF に蓄積されたハイ

ド ロパーオキサイ ド の分解， 空気下ではそれを開始反応

と する自動酸化によ る と 考え られる。 モデル化合物を用

いた検討から， RDF の化学発光挙動は主成分であ るセル

ロースの加熱で生成 ・ 蓄積し たハイ ド ロパーオキサイ ド

の分解で説明でき る こ と が分かった。 ハイ ド ロパーオキ

サイ ド の分解活性化エネルギーは低 く ， それによ る RDF

の自動酸化が常温付近で進行する ためには光照射や熱の

蓄積が必要 と 考え られる。 一方， 窒素雰囲気下での加熱

におけ る発光挙動から， 酸素が少ない条件下ではかえっ

て ラ ジカルが蓄積する可能性が示された。

　（ ２ ） 自然発火試験装置を使用し て， RDF の自然発火挙

動を調べた。 詳細な解析は終わっていないが， 同一ロ ッ

ト の RDF では含水率が高いほど，発火までの時間が短 く

なる傾向が観察された。 また， 含水率は同じであって も，

RDF の由来や組成が異なる と発火までの時間が異なるの

で， 発火に関連する要因を把握する ために， 単一素材を

用いた自然発火試験に向けての準備を行った。

　（ ３ ） RDF 中に含まれる過酸化物の新しい定量法を開発

し て， 発火しやすさ と の関係を検討し ている。

〔 備考〕

本 研 究 は 前 年 度 に 同 一 の 課 題 で 行 っ た 経 常 研 究

（0303AE562） を本年度まで延長する研究であ る。

（ 18）　 不法投棄・ 不適正処理の効果的監視及び発生防止

対策に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0405AE388

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○大迫政浩 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 田崎智宏， 川畑隆常

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 17 年度 （2004 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 不法投棄 ・ 不適正処理の効果的な監視方策 と し

て， 前年度までに開発された不法投棄等衛星監視システ

ムを活用し た監視運用モデルを確立する。 また， 処理施

設不足によ って必然的に不法投棄が発生する事象に着目

し， 物流的アプローチから不法投棄等の発生 メ カニズム

を解明し， 不法投棄発生防止の視点か ら施設整備計画の

考え方を提案する。

〔 内容および成果〕

　 前年度までに開発された不法投棄要監視地域のゾーニ

ング結果を用いて， 不法投棄監視計画の策定を支援する

ための手法を検討し た。 その結果， 不法投棄によ る環境

汚染コ ス ト ， 不法投棄を発見する ための監視コ ス ト ， 不

法投棄を発見し た場合の原状回復コ ス ト を も と に， 社会

全体のコ ス ト が最小化する計画手法を提示する こ と がで

き た。 また同ゾーニング手法の精度向上のため， これま

でに考慮し ていた廃棄物発生量 ・ 処理能力量に加えて，

地域的な廃棄物発生量に対する処理能力量の不足度合い

を表すアンバラ ン ス指標を開発し， それを基に物流的要

因を精緻に組み入れた廃棄物物流モデルへの改良を行

い， 新たな予測結果を得た。 最新データ を用いた予測結

果の検証及び監視計画への反映については今後の課題で

あ る。

〔 備考〕

旧研究課題コ－ド ： 0105BY239

（ 19）　 鉛バッ テリ ーフ ロー推移の廃棄・ 収集行動モデル

による再現解析

〔 区分名〕 奨励

〔 研究課題コ ード 〕 0404AF370

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○平井康宏 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 酒井伸一， 森口祐一

〔 期　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔 目　 的〕 鉛バ ッ テ リ ー リ サ イ ク ルの政策評価に資する

検討を行 う ため， １ ） 非 リ サイ クルルー ト に重点をおい

た自動車バッ テ リ ーの行方の把握， ２ ） 経済的政策手法

を評価するモデルの設計， ３ ） モデルによ る回収率の再

現， を目的と し た。

〔 内容および成果〕

　 自動車 ・ 二輪車バ ッ テ リ ー廃棄 ・ リ サイ クル行動に関

する アンケー ト 調査によ り ， バ ッ テ リ ーの退蔵保管台数

は自動車用 0.093 台 / 世帯， 二輪車用 0.037 台 / 世帯 と推

定された。 日本全体では約 39 千 ton-Pb に相当し， 1989

年か ら の累積未回収鉛バ ッ テ リ ー量の約 ２ 割に相当 し

た。 バッ テ リ ー購入店舗タ イプ別の推定回収率は， カー

デ ィ ーラーやガ ソ リ ン ス タ ン ド では約 100% であったが，

カーシ ョ ッ プで約 80%， DIY シ ョ ッ プで約 50% と低 く ，

退蔵者の ８ 割はカーシ ョ ッ プまたは DIY シ ョ ッ プでの購

入者と推定された。
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　 また， バ ッ テ リ ー リ サイ クルに関する複数の経済主体

か ら な る部分均衡モデルを設計し， バ ッ テ リ ー回収業者

部分について， 数値計算可能なモデルを作成し た。 回収

価格に対する回収率は， 40 円 / 個で 60%， 120 円 / 個で

97% と推定された。これらは 1990 年代前半の実績値 と良

い一致を見た。

〔 備考〕

当課題は重点研究分野Ⅵ．2.(1) にも関連

（ 20）　 有機スズ化合物の一斉分析法開発と 循環利用過程

における挙動に関する基礎的研究

〔 区分名〕 奨励

〔 研究課題コ ード 〕 0404AF385

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○高橋真 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究セ

ン ター）

〔 期　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔 目　 的〕 ト リ ブチルスズ等の有機スズ化合物は， 船底塗

料や魚網防汚剤， 木材防腐剤等の殺生物剤 と し て使用さ

れ， その使用規制後も底質への残留や生物影響の継続が

懸念されている。 また， 樹脂安定剤 ・ 合成触媒等に利用

される二置換体の有機スズ化合物も動物実験等で免疫系

への影響が指摘されている他， 一部樹脂製品に高濃度で

含まれる こ と が報告されている。 これら有機スズ化合物

はその利用後， 廃棄物 ・ 循環資源へ混入する こ と も予想

される ため， フ ィ ール ド 調査等によ り その実態を解明す

る必要があ る。 本研究では有機ス ズ化合物 （ メ チル， ブ

チル， フ ェニル， オ ク チルス ズ化合物） の一斉分析法を

開発する と と もに，粗大ゴ ミ や自動車破砕残渣 （ASR） 等

の混合組成廃棄物を対象 と し た フ ィ ール ド 調査を実施

し， それら の再生処理過程におけ る有機スズ化合物の挙

動を解明する。

〔 内容および成果〕

　 同位体希釈法に基づいたGC/MSによ る有機スズ化合物

の一斉分析法を開発し， その感度や精度等を検証し た。

本研究で開発し た分析法は， 既存の分析法 と 同等かそれ

以上の感度 と 精度を有し， かつ複数種の有機スズ化合物

（9 ～ 12 物質） を同時に測定する こ と が可能であった。ま

た自動車破砕残渣 （ASR） 等の複雑組成廃棄物を対象 と

し たサンプ リ ング ・ 前処理 ・ 分析法を確立し， 微量化学

成分の測定値のばら つき について検証し た。 その結果，

試料を 0.5mm 以下の粒径まで粉砕する こ と によ って， 試

料分取に係る誤差 （変動係数） を概ね 30% 以下にする こ

と が可能であ り ， 測定法やサンプ リ ング ・ 縮分で生じ る

ば ら つ き は概 し てそれ よ り も 小 さ い こ と を明 ら かに し

た。

　 粗大ゴ ミ の破砕・圧縮処理や ASR のガス化溶融処理施

設におけ る フ ィ ール ド 調査では， 破砕ダ ス ト や排ガ ス，

ASR から複数種の有機スズ化合物が検出された。 これら

廃棄物を対象 と し た有機スズ化合物の調査は， 世界的に

も ほ と んど実施例がな く ， 本研究によ り 初めて廃棄物中

の有機スズ化合物がそれら の処理排ガスへ移行する こ と

が明ら か と なった。 また， これら廃棄物試料か ら樹脂安

定剤や合成触媒 と し て使用される ジアルキルスズ化合物

と と も に， 毒性の高い ト リ アルキルスズ化合物を検出し

た こ と も特筆すべき発見であ る。 一方， 粗大ゴ ミ の模擬

ゴ ミ を用いた破砕 ・ 圧縮試験によ り ， 排ガス中の有機ス

ズ化合物のほ と んどが粒子態と し て存在する こ と，HEPA

フ ィ ルターや活性炭フ ィ ルターなどの排ガス処理がその

除去に有効であ る こ と が示された。 また， ASR のガス化

溶融処理実験によ り ， ASR に含まれる 99.99% 以上の有

機スズ化合物は分解される こ と が確認された。

〔 備考〕

（ 21）　 再生建材の循環利用過程における長期的な環境影

響評価のための促進試験系の開発及び標準化に関す

る研究

〔 区分名〕 環境 - 公害一括

〔 研究課題コ ード 〕 0406BC339

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(3) 資源循環・廃棄物管理システムに対応し た総合

リ ス ク制御手法の開発に関する研究

〔 担当者〕 ○酒井伸一 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 貴田晶子， 大迫政浩， 田崎智宏

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 廃棄物溶融ス ラ グや焼却残 さ な ど を再生建材

と し て循環利用する際に懸念される土壌 ・ 地下水系への

環境進入や人体への直接摂取な ど の リ ス ク 事象につい

て， 有効利用の場において想定される様々な環境条件下

での再生建材の長期的な品質劣化やそれに伴 う 有害物質

の挙動をモデル化し， モデルに基づいた実験的検証を行

う 。 有害物質の長期挙動に影響を与え る因子について，

その影響を短期間に変動させて長期的な影響を予測し得

る促進試験系を開発し， 実際に適用し てデータ集積を図

り 試験系の有効性を確認する と と も に， 最終的には国内

外の標準規格化戦略 と の整合を図 り ， 試験系の標準化へ

の提案を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 環境曝露促進試験 と し て土木試験で規格化された方法
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を中心に再生材に適用し た。 化学形態変化を追 う と 共に

物性劣化後の試料について拡散溶出試験などの溶出試験

によ り 水系への環境負荷の実験的検討を行った。

　（ １ ） 路盤材利用される溶融ス ラ グに対し， 凍結繰 り 返

し ・ 乾湿繰 り 返し ・ 中性化促進試験を適用し た。 表面の

中性化に伴い主成分及び微量元素の溶出量変化を生じ る

場合があ るが総じ て影響は小さ い と 判断された。 また対

照 と し た天然砕石から も微量の ヒ 素の溶出がみられ， 土

木資材は天然材 ・ 再生材共に評価する必要性があ る と い

え る。

　（ ２ ） コ ン ク リ ー ト 骨材の利用では，成型体の促進曝露，

骨材のアルカ リ 曝露の影響， またア ス フ ァル ト 骨材利用

におけ る粉塵飛散の促進試験を行った。 ３ 種のス ラ グを

骨材 と し たモルタル成型体から抽出し た細孔液中の ク ロ

ムは六価ク ロ ム と し て存在し， 養生日数によ って （ １ 日

から ７ 日），また促進アルカ リ 曝露によ って六価ク ロ ム溶

出量は増加し た。また 30 年以上利用後の廃コ ン ク リ ー ト

から抽出し た細孔液中にも ppm オーダーで六価ク ロ ムが

存在し ていた。 炭酸化によ って六価ク ロ ムの溶出を促す

と 考え られているが， コ ン ク リ ー ト 内部まで炭酸化の影

響が及んでいない。 従来， セ メ ン ト の水和によ って非溶

解性にな る と いわれ る が， 一部は長期にわた り コ ン ク

リ ー ト 内部では溶解性六価 ク ロ ム と し て存在し てお り ，

今後はその割合を検討する。

　（ ３ ） セ メ ン ト によ る軟弱地盤処理におけ る長期曝露 と

し て乾湿繰 り 返し後の溶出挙動を調べた。 環境曝露後に

六価ク ロ ムの溶出量が増加する場合があ る こ と， また土

質の違いが六価 ク ロ ムの溶出挙動に影響を与え， 関東

ロームのセ メ ン ト 処理土はク ロ ムの溶出量が増加する傾

向が明ら かであ り ， 今後 メ カニズムを検討する予定であ

る。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 京都大学， 秋田工業高等専門学校

（ 22）　 循環資源・ 廃棄物中の有機臭素化合物およびその

代謝物管理のためのバイ オアッ セイ ／モニタ リ ング

手法の開発

〔 区分名〕 環境 - 廃棄物処理

〔 研究課題コ ード 〕 0406BE493

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○滝上英孝 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 酒井伸一， 高橋真

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 臭素系難燃剤を使用 し て き た経緯 と 生体や環

境への蓄積濃度増加傾向を考慮する と， その曝露要因 と

し ては難燃剤の使用及び廃棄プロセスが考え られる。 廃

棄物の リ サイ クルや減容に関連する破砕圧縮工程や焼却

等の廃棄物処理工程での有機臭素化合物の排出実態につ

いて重要なケース を抽出， 調査を行い物質循環 ・ 廃棄物

処理の面か ら問題認識を進め， 排出制御方策の提案を行

う こ と を目的 と する。 臭素化合物の生体代謝物が多様な

毒性ポテンシ ャルを有する可能性があ り ， 親化合物， 代

謝物の毒性を取 り こぼし な く 検出でき る包括的なバイオ

ア ッ セイ／化学分析統合モニ タ リ ングツールの開発に取

り 組んで実態調査に適用するほか， ヒ ト の有機臭素化合

物への曝露状況を把握し， ほ と んど明ら かに されていな

い有機臭素化合物の化学毒性 リ ス ク評価／制御に資する

知見獲得もねらい とする。

〔 内容および成果〕

　 １ ）Ah 受容体結合ア ッ セイであ る CALUX，P450HRGS，

及び甲状腺ホルモン運搬タ ンパク （TTR） 結合ア ッ セ イ

を用いて有機臭素化合物及びその代謝物の標準物質の毒

性に関するデータ取得を実施し た。 導入ア ッ セ イの検出

特性， ス ク リ ーニング法 と し ての有用性を検証， 確認し

た。

　 ２ ） 生体において検出され， 影響可能性の高い臭素化

ジフ ェ ニルエーテルの水酸化物の構造を推測し， 標準物

質の有機合成を実施し た。 また， それら代謝物の前処理，

分析条件についての基礎検討を行った。

　 ３ ） 循環 ・ 廃棄過程におけ る排出実態調査 と し て， ご

み破砕， 圧縮過程を模し たプ ラ ン ト 実験を行い， 有機臭

素化合物の排ガス処理系での挙動をバイオア ッ セ イ／化

学分析によ り 調査し た。 処理プロ セスでの有機臭素化合

物の制御性について考察を行った。

　 ４ ） ヒ ト 臍帯組織， 母体血試料におけ る臭素系難燃剤

の分析を実施し，異性体レベルでの蓄積状況を確認し た。

水酸化 PCB 等， 代謝物の分析を並行試行し た。

　 ５ ） 臭素化ダ イオキシン類， 臭素系難燃剤を曝露し た

ヒ ト 臍帯細胞におけ る遺伝子発現の濃度依存性， 時間変

動について評価を行った。 塩素化ダ イ オキシン類 と の発

現パターンの比較を試みた。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 千葉大学

2． 4 　 汚染環境の浄化技術に関する研究

（1）　水質改善効果の評価手法に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 9906AE323

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕
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〔 担当者〕 ○稲森悠平 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 水落元之， 松重一夫， 徐開欽

〔 期　 間〕 平成 11 ～ 18 年度 （1999 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 本研究では， 湖沼等における水域の適正水質に

関し て， 生態系の観点か ら解析する ため 5 系ではな く ，

生態系におけ る物理的 ・ 化学的 ・ 生物的要因 と それら の

相互作用によ る物質循環 ・ エネルギーフ ローの変遷を解

析可能なマ イ ク ロ コ ズムによ る生態系影響評価手法を確

立する。 これによ り ， 各種農薬等の化学物質の水域にお

け る有毒性 ・ 残存性等をマ イ ク ロ コ ズムにおけ る構成種

の個体群動態を解析し， 生態系の観点か ら自然水域にお

ける影響評価を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 マ イ ク ロ コ ズム と し ての こ れまでの捕食者や生産者，

分解者が共存し ている システムへ有毒藍藻であ る ミ ク ロ

キ ス テ ィ ス を導入し た富栄養化マ イ ク ロ コ ズムについて

検討し， さ ら に国内， 国外の富栄養化湖沼で頻出し てい

る， オシ ラ ト リ アやアナベナなどの有害な糸状藍藻を含

めた富栄養化湖沼のマ イ ク ロ コ ズムシステムについて も

検討を行った。 特に， 連続培養型のシステム と する こ と

で， 栄養塩濃度や滞留時間などのパラ メ ータが生態シス

テムにどのよ う に影響し有毒藍藻の発生に関係するかを

詳細に解析する こ と と し た。 また， 魚類などの高次捕食

者の影響も解析可能なマ イ ク ロ コ ズムシス テムの確立に

ついて も検討を行った。

〔 備考〕

旧研究課題コード ： 9906AE235

（ 2）　 生物・ 物理・ 化学的手法を活用し た汚水および汚泥

処理に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 9906AE324

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○稲森悠平 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 水落元之， 岩見徳雄， 板山朋聡，

松重一夫， 徐開欽

〔 期　 間〕 平成 11 ～ 18 年度 （1999 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 本研究では， 湖沼， 海洋， 内湾， 河川， 地下水

等の汚濁水， 生活排水， 事業場排水， 埋立地浸出水等の

汚水およびこ れら の処理過程で発生する汚泥を， 生物 ・

物理 ・ 化学的に効率よ く 分解 ・ 除去あ るいは有用物質を

回収する手法を集積培養， 遺伝子操作等の技術 と 生態学

的技術を活用し て確立する基盤的検討を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 富栄養化湖沼に微小動物の生息の場を設けて有害藍藻

類の抑制を図る こ と を目的 と し たエコエンジニア リ ング

の効果を解析 ・ 評価する ためにモデル実験によ る検討を

行った。すなわち，有毒藍藻と してのMicrocystis aeruginosa

および糸状性藍藻の Oscillatoria mougeotii の両者が繁茂す

る 湖沼シ ミ ュ レー タ ーに水生植物の根圏を模擬 し たモ

ジ ュ ールを セ ッ ト し， そ こ に， 微小動物 と し て甲殻類

Moina macrocopa， 貧毛類 Aeolosoma hemprich， 輪虫類

Philodina erythrophthalma， 繊毛虫類 Trithigmostoma sp. を

接種し てモジ ュール内外におけ る各微小動物および各藍

藻の消長を追跡し た。 その結果， モジ ュール内で増加が

認められたのは M. aeruginosa の捕食者であ る A. hemprich

および O. mougeotii の捕食者であ る Trithigmostoma sp. で

あった。 また， Trithigmostoma sp. はモジ ュール外でも増

加した。結局，Trithigmostoma sp. の捕食によ り O. mougeotii

のみが減少し， A. hemprich の捕食では M. aeruginosa は減

少し なかった。 そ こで， M. aeruginosa の捕食者であ る鞭

毛虫類 Monas guttula を接種し た と こ ろ， M. guttula は， モ

ジュール内外で増加し， M. aeruginosa は減少し た。 以上

の結果から，M. guttula と Trithigmostoma sp. を増加させる

こ と で M. aeruginosa と O. mougeotii の抑制を図る こ と が

可能で， 水生植物の根圏は， 微小動物のハビ タ ッ ト 形成

の場 と し ての物理的環境を提供する重要な役割を果たす

こ と が推定された。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 神奈川県環境科学セン ター， 岡山県環境

保健セン ター， 東京都環境科学研究所， 茨城県公害技術

セン ター 　

旧研究課題コード ： 9906AE234

（ 3）　 窒素・ リ ン除去・ 回収型技術システムの開発に関す

る研究

〔 区分名〕 政策対応型

〔 研究課題コ ード 〕 0105AB409

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(4) 液状廃棄物の環境低負荷・資源循環型環境改善

技術システムの開発に関する研究

〔 担当者〕 ○稲森悠平 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 水落元之， 岩見徳雄， 板山朋聡，

井上雄三， 山田正人， 西村和之

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 閉鎖性水域の水質保全対策の必要性が緊急を

要し ている こ と， リ ンは枯渇資源であ り 将来的には輸入

が困難にな る こ と を踏まえ， 窒素， リ ン除去機能を有さ
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ない合併処理浄化槽等にジルコ ニウ ム系 リ ン吸着担体を

用いた吸着脱 リ ン シ ス テ ム を導入 し て， 実用時のパ ラ

メ ータにおけ る処理性能および リ ン吸着担体の持続性の

評価を土浦市内の実証試験モデル地区に整備し た 30基の

吸着脱 リ ン導入合併処理浄化槽を用いて行い， リ ン除去・

回収型高度処理システムの新規開発のための基盤データ

の蓄積を図る こ と， 破過吸着担体か ら のコ ス ト ， エネル

ギーの ミ ニマム化を考慮し た効率的な リ ン回収方法の検

討を行い， リ ン脱離 ・ 回収工程を最適に組むための基盤

データの蓄積を図 り ， 既設な らびに新開発の合併処理浄

化槽を リ ン資源回収型高度処理化へ と 改変し てい く 上で

の設計指針を確立する こ と， さ ら に， 回収 ・ 精製し た リ

ンの農業利用への展開を図る ための適性を明ら かにする

こ と を本年度の目標と し て研究を実施し てき ている。

〔 内容および成果〕

　 中期目標に掲げられた計画の中で， 要素技術の開発に

係る検討項目 と し て， 土浦市内に整備し た吸着脱 リ ン方

式の合併処理浄化槽か ら回収し た破過吸着担体の リ ン回

収 ・ 再生ステーシ ョ ンを用いた リ ンの脱離および再生担

体の リ ン吸着能の持続性の評価， 回収 リ ンの精製の適正

化 と 農業利用のための植害 ・ 肥効試験によ る評価を行っ

た。 リ ン回収 ・ 再生ステーシ ョ ンを 2 段階脱離工程およ

び真空濃縮工程に改変し， 実証試験を行った結果， 使用

する脱離液量の削減 と 再利用化を達成しつつ， リ ン脱離

効率を約 95% に向上させる こ と に成功し， かつ， 脱離液

（ ７ % 水酸化ナ ト リ ウ ム）の液量を 1/3 まで濃縮する こ と

によ り 純度 95% 以上の リ ン酸三ナ ト リ ウ ムの結晶が回収

でき る精製工程を確立でき た。 さ らに， 土浦市内に整備

し た合併処理浄化槽に再生担体を再充填し， 長期にわた

り 処理水質のモニ タ リ ング し た結果よ り 脱離後の担体を

再生液 （ １ % 硫酸） で処理し， 水洗浄後に水酸化ナ ト リ

ウ ムで pH を 7 付近に調整する こ と で， 未使用担体 と ほ

ぼ同等の リ ン吸着能が得ら れる こ と が明ら か と なった。

こ う し て， 生活排水か ら の長期間安定し た リ ン除去， 破

過し た担体か らの リ ン回収および担体の再生 と 再利用 と

い う 一貫し た工程を実証する こ と ができ た。 回収 リ ンの

肥料 と し ての農業利用におけ る性状評価を行った結果，

ク エン酸および水への溶解性は極めて高 く ， 高品質の肥

料と し て活用可能な性状であ る こ と がわかった。 さ らに，

指標植物によ る肥料評価試験 と し て， 小松菜を用いた発

芽 ・ 育成への支障有無および広島菜を用いた リ ン酸の施

肥効果を （財） 日本肥料検定協会の規定に基づいた栽培

試験の結果によ り 評価し た と こ ろ， 有害物質の混入によ

る発芽率および育成への支障は認められず， かつ， 植物

の生育および植物の リ ン吸収量か ら生育に適し た性状で

あ る こ と がわかっ た。 こ う し て， 生活排水か ら回収し，

精製し た リ ンは肥料 と し て資源循環が可能であ る こ と を

立証する こ と ができ た。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 筑波大学応用生物化学系， 早稲田大学理

工学部， 埼玉県環境科学国際セン ター， （社） 茨城県水質

保全協会， （財） 茨城県科学技術振興財団， （財） 日本建

築セン ター

（ 4）　 浄化システム管理技術の簡易容易化手法の開発に

関する研究

〔 区分名〕 政策対応型

〔 研究課題コ ード 〕 0105AB410

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(4) 液状廃棄物の環境低負荷・資源循環型環境改善

技術システムの開発に関する研究

〔 担当者〕 ○稲森悠平 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 水落元之， 岩見徳雄， 板山朋聡

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 高度処理浄化槽や， 生物膜浄化施設などの浄化

システム管理技術 と し ての分子生物学的手法を用いた有

用細菌類の迅速検出手法および有用細菌類の活性化手法

の開発， 有用微小動物の高密度定着化手法の開発に係る

要素技術の確立を目標に研究を実施し て き ている。 本年

度は， と く に， 生物処理シス テムにおいて窒素除去を担

う 独立栄養硝化細菌検出の簡易 ・ 容易化に向けた分子生

物学的手法の操作工程の充実化， 窒素除去の最終過程で

あ る脱窒の効率化のための操作条件の適正化， 処理水の

清澄度の保持に有用な微小動物の高密度定着化を目的 と

し て研究を実施し て き ている。

〔 内容および成果〕

　 これまで， 独立栄養硝化細菌の分子生物学的検出手法

と し て， PCR-DGGE (Polymerase Chain Reaction-Denaturing

Gradient Gel Electrophoresis) 法 , T-RFLP (Terminal Restriction

Fragment Length Polymorphisims) 法 , RT-PCR-DGGE  (Reverse

Transcription-Polymerase Chain Reaction-Denaturing Gradient Gel

Electrophoresis) 法，FISH (Fluorescence in situ Hybridization)法な

ど を対象に検出精度の向上化および浄化システム管理現

場での操作の簡易・容易化について検討を加えてき たが，

これらの中か ら現場で多検体中の硝化細菌を迅速に定量

化でき る可能性の高い手法と し て FISH 法に着目し，その

簡易 ・ 容易化のための改変方法を検討し た。 具体的には，

検出対象 と な る生物試料に固定化等の簡易な前処理を施

し， MFP (Multiwell Filter Plate) に分注後， 蛍光プ ローブ

のハイブ リ ダ イゼーシ ョ ン，洗浄，解離および解離プロー
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ブ回収の工程を経て， 得られた解離反応液を市販の蛍光

測定用96穴ウ ェルに充填し蛍光強度を測定する こ と によ

り 定量化する こ と によ り ， 解離バッ フ ァー と し てホルム

ア ミ ド を用い る こ と で効率化が図れる こ と がわかった。

本手法の精度確認 と し て， 指標的 な 硝化細菌で あ る

Nitrosomonas europaea (IFO14298) を用いて定量解析のた

めの検量線を作成し た結果， 100µl の試料中に 106N ・ ml-1

程度の個体数が存在すれば精度の高い定量化が可能であ

る こ と がわかった。 FISH 法では， rRNA をプローブの標

的 と するので細菌の活性が認識でき る と い う 利点を有す

る。 こ う し て， 硝化細菌の迅速検出方法 と し て， これま

でのFISH法は画像解析あ るいは蛍光顕微鏡によ る個体数

計数が必須であ り ，現場での迅速検出は困難であったが，

FISH法の原理と操作工程をMFPに導入し た手法に改変す

る こ と で， 夾雑物の多い生物処理槽におけ る微生物個体

群中の細菌類の高感度な定量化 と 活性の測定を現場で迅

速に行え る可能性が示唆された。 一方， 高度処理浄化槽

におけ る脱窒能の向上化および処理水の清澄度向上のた

めの操作条件の改変について検討し た結果， 脱窒のため

に従来ま で 規格化さ れて いた 循環比を 3 ～ 4Q か ら

5 ～ 6Q に改変する こ と によ って，設計負荷条件で処理水

の T-N10mg ・ l-1 以下が達成可能 と な る こ と がわかった。

し かし， 循環比を高める と 脱窒槽 （嫌気槽） の好気化が

促進される ため，DO の持ち込みを低減させる循環システ

ムの構造改変が必要 と な る こ と が示唆された。 また， 処

理水の清澄度を高 く 維持する ための改善策 と し て， 好気

槽に充填する担体を スポンジ状の多孔質構造の担体に改

変する こ と で， 有用微小動物であ る ヒ ル型輪虫類の高密

度定着と 95% 以上の硝化率が達成でき， かつ， 処理水の

BOD5 mg・l-1 以下，透視度 100cm 以上を長期間，維持でき

る こ と が明らか と なった。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 筑波大学応用生物化学系 ・ 農林工学系，

早稲田大学理工学部

（ 5）　 開発途上国の国情に適し た省エネ・ 省コ スト ・ 省維

持管理浄化システムの開発に関する研究

〔 区分名〕 政策対応型

〔 研究課題コ ード 〕 0105AB411

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(4) 液状廃棄物の環境低負荷・資源循環型環境改善

技術システムの開発に関する研究

〔 担当者〕 ○稲森悠平 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 水落元之， 岩見徳雄， 板山朋聡

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 し尿や生活雑排水等の液状廃棄物に対し て， 開

発途上国も視野に入れ， 土壌 ・ 湿地等の生態系に工学を

組み込んだ生態工学の活用によ る有用植物を用いた食料

生産及び植物残滓のコ ンポス ト 化， ラ グーンシステムの

活用等によ る浄化システム構築を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 し尿や生活雑排水等の液状廃棄物に対し て， 東南アジ

ア等の開発途上国も視野に入れた環境低負荷 ・ 資源循環

型環境改善技術システム と し ての生態工学的手法に着目

し， 特に， 土壌を活用し た生活排水処理技術 と し て， し

尿を含む生活排水処理に有効な多段式土壌 ト レ ンチ処理

システム， および生活雑排水の処理に適し た傾斜土槽処

理シス テムについて研究を実施し た。 また， 有用植物を

用いた食料生産および植物残滓のコ ンポス ト 化を可能 と

し た資源循環型の生態工学技法であ る植栽浄化システム

と省エネ，省コ ス ト ，省維持管理なシステムであ る ラ グー

ン シ ス テ ム を組み合わせた フ ロ ー ト 式植栽浄化導入 ラ

グーンシステムについて， 植栽 と 魚類の導入効果につい

て実験的検討を行 う と と も に， 植栽浄化 と 土壌処理の両

方の特徴を合わせ持つ湿地によ る生活排水処理について

のフ ィ ール ド 実験を行い， 処理能力および浄化機構に関

する解析 ・ 評価を実施し， 以下の成果を得る こ と ができ

た。

　 土壌処理シス テムに関し， 本年度は高水量負荷対応で

コ ンパク ト な土壌処理システム構築のために， 目詰ま り

箇所を確認でき る よ う に土壌断面が可視化でき， また各

深さ の土壌水， および土壌サンプルが採取可能な土壌 ト

レ ンチのモデル実験システムを構築し た。 こ の実験シス

テムを用い， 酸化還元電位を指標 と し て土壌中の嫌気部

位 と 好気部位を特定し た。 同時に， それぞれの部位か ら

採取し た土壌サンプルについて DGGE 等の分子生物学的

手法を用い， 土壌中での微生物， 特に硝化細菌の空間分

布について解析し た結果， 主に １ 種の硝化細菌が各深さ

の土壌中か ら検出された。 これら の結果か ら， 土壌 ト レ

ンチ処理システムのコ ンパク ト 化 ・ 高効率化のための基

礎的知見を得る こ と ができ た。 次に土壌を活用し た生活

雑排水のコ ンパク ト な処理シス テムであ る傾斜土壌処理

システムに関し， 実際の家庭か らの排水を用いた処理実

験のためのオンサ イ ト 実験シ ス テ ム を構築す る と と も

に， 傾斜土壌処理システムのモデル解析を行い １ 次反応

のプラ グフ ローモデルによ り BOD除去効率が土層の表面

積に比例し表面から の酸素輸送が処理の律速になってい

る こ と を明ら かにし た。 さ ら に， 生活雑排水に合有され

る界面活性剤処理に関し て評価 ・ 検討し， 本システムで

除去可能であ る こ と が判明し たが， 嫌気状態での除去率
―  112  ―



国立環境研究所年報 （平成 16 年度）
が低い こ と も 明ら か と なっ た。 こ れ ら の実験結果か ら，

傾斜土壌処理シ ス テムにおいて も， 土層内の嫌気部位 ・

好気部位の適正な空間分布の実現が処理機能の向上には

重要であ る こ と が明らか と なった。

　 東南アジアで有効な ラ グーン処理に関し て， 汚泥の減

量化に効果があ る と 考え られる魚類の導入効果および藻

類増殖抑制の効果が期待でき る フ ロー ト 式植栽浄化シス

テムの導入効果に関し て， 屋内の熱帯シ ミ ュ レータ内に

構築し た ３ 段式のラ グーンシステムおよび屋外に構築し

た ３ 段式のラ グーンシステムを用いて実験的検討を行っ

た。 その結果， 魚類導入は汚泥減量化につながる こ と が

判明し， さ ら に， ク ウ シンサイ を植栽し たフ ロー ト 式植

栽シ ス テム を ３ 段目の酸化池に導入し た ラ グーンでは，

植栽によ る藻類の増殖が抑制された。 これは， 水中で縦

方向に伸長し フ ィ ルター状になった根茎に生息し た微小

動物類によ る藻類の捕食分解効果や， フ ロー ト および植

物体の遮光効果な ど に よ る も のであ る こ と が示唆 さ れ

た。 また， こ のラ グーンシステムか ら の温室効果ガスで

あ る亜酸化窒素の発生に関し て も， こ の亜酸化窒素は酸

化池の底に堆積し た汚泥か ら発生し ている こ と が推測さ

れる ため， 魚類の適正導入 と 管理によ る汚泥減量化対策

に加え底泥の好気化対策等が， 地球温暖化対策を考慮し

た ラ グーンシステムの構築には極めて重要であ る こ と が

示唆された。

　 葦やガマ等を植栽し た人工湿地によ る生活排水処理シ

ステムの研究開発において， これら植物の根茎は浄化機

能において極めて重要な役割を担っている こ と を明ら か

にし て き た。 本年度は， 屋外に設置し た葦植栽ポ ッ ト に

人工排水や実際の生活排水を流入させ， 有機物の除去機

構， 窒素除去機構について解析 ・ 評価 し た。 その結果，

葦根茎の湿地の土砂内の飽和水帯への酸素輸送が有機物

の分解促進に効果があ る こ と， また， Fish 等の分子生物

学的手法によ り ， 根茎近 く の硝化細菌の生息量が大であ

る こ と がわか り ， 根茎から の酸素によ り 好気化し た こ と

で硝化反応が促進されている こ と が推察された。 さ らに，

こ の植栽ポ ッ ト での実験を踏まえ る と， 開発途上国での

普及を図る上では国情を考慮し た現実的な人工湿地処理

システムを用いた研究開発の加速が重要 と な る ため， 本

年度はバ イ オ ・ エ コ エン ジニ ア リ ン グ研究施設の屋外

フ ィ ール ド 内に人工湿地の実験フ ィ ール ド を構築し た。

これは， 実際の生活排水を流入させ処理現場を再現し た

実験ができ る他， 根茎付近の酸化還元電位や温度等の多

点連続測定が可能であ り ， 気象条件の違いによ る処理能

の変化 と 湿地内の環境条件や硝化細菌などの有用微生物

と の関係についての解析 ・ 評価が可能であ る実験システ

ム と し て構築し，次年度の研究につなげる こ と ができ た。

　

〔 備考〕

共同研究機関 ： 東京農業大学応用生物科学部， 東北大学

工学研究科， 埼玉県環境科学国際セン ター， （財） 茨城県

科学技術振興財団， 中国環境科学研究院， 韓国国立環境

研究院， タ イ王国 AIT ・ ERTC， ベ ト ナムハ ノ イ大学

（ 6）　 バイ オ・ エコ と 物理化学処理の組合せを含めた技術

による環境改善システムの開発に関する研究

〔 区分名〕 政策対応型

〔 研究課題コ ード 〕 0105AB412

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(4) 液状廃棄物の環境低負荷・資源循環型環境改善

技術システムの開発に関する研究

〔 担当者〕 ○稲森悠平 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 水落元之， 岩見徳雄， 板山朋聡

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 窒素， リ ン除去 ・ 回収型高度処理浄化槽などの

バイオエンジニア リ ング， 水生植物 ・ 水耕栽培植物など

を活用し たエコエンジニア リ ングによ る液状廃棄物対策

に加え， 植物残渣や食物残渣破砕物のコ ンポス ト 化等に

よ る窒素 ・ リ ン等の資源循環効率の高度化を図る ための

物理化学処理 と の適正な組み合わせによ るハイブ リ ッ ド

化処理技術など を含めた環境改善システムを国内外にお

いて最適整備する ための技術及びシステムを開発する。

〔 内容および成果〕

　 本年度は，前年度に得られた知見を踏まえ，デ ィ スポー

ザ導入によ る食物残渣破砕物や汚泥などの高濃度有機性

廃棄物を対象と し て， リ ン等の再資源化も踏まえた嫌気・

好気性処理シス テムおよび， オゾン等によ る物理化学的

処理 と 生物処理の最適組合せにかか る 技術開発を進め

た。 その結果， マ イ ク ロバブル化し たオゾン を用いて汚

泥の酸化処理を行 う こ と によ り 高効率で汚泥の可溶化 と

生分解性が向上する こ と が判明し た。 こ のマ イ ク ロバブ

ル化オゾン処理技術を導入し た新規生物学的排水処理プ

ロセス と し て， 嫌気槽 (A)- 好気槽 (O)- 無酸素槽 (A) から

構成されたAOAシステムの汚泥返送ラ イ ンにマイ ク ロバ

ブル化オゾン処理装置 と その後段に吸着脱 リ ン槽を組み

入れたシステムにおけ る， リ ン除去回収 と 汚泥減量化の

両立を図ったシステムのモデル実験を行った。その結果，

マ イ ク ロバブル化オゾンの導入によ り ， 汚泥減量化 と リ

ンの回収率向上に役立つ と と も に， 生物学的排水処理で

は必ず問題 と な る処理水中の難分解性有機物の低減化に

も有益であ る こ と が示唆された。
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　 また， 水素発酵に関し ては， 畑地由来の ミ ク ロ フ ロー

ラ，コ ンポス ト および熱処理消化汚泥（70 ～ 80 ℃，30min）

を対象 と し て水素生成能を有する微生物の探索を行い，

水素生成細菌が存在する こ と を確認でき た。 特に， 熱処

理消化汚泥によ る水素生成能が著し く 高 く ， 水素発酵の

高度化に有効であ る こ と が示唆された。なお，PCR-DGGE

解析によ り グルコースか ら連続的水素発酵に関わる微生

物は主に Clostridium 属であ る こ と がわかった。

　 生活系 ・ 事業場系か ら排出される液状廃棄物処理にお

け る処理効果や処理水の生態学的健全性を的確に評価し

う る エ コ ア ッ セ イ シ ス テ ム と し ての藻類増殖潜在能力

（AGP） 試験の迅速化， 効率化， 精度向上のキー技術 と な

る 藻類自動培養装置を用いた手法の開発を行 う と と も

に， 実際の家庭に設置された浄化槽か らの処理水や活性

汚泥処理水， さ ら には， 生活排水で汚濁し た霞ヶ浦流入

河川水に関し て藻類増殖試験を行った。 その結果， これ

までのAGP試験で最も標準的に用いられてきた緑藻類セ

レナス ト ラ ムでは A 主に窒素 ・ リ ンの濃度に比例し た増

殖量が見られた も のの， 有毒藍藻類 ミ ク ロ キ ステ ィ ス を

用いた場合には， 同じ窒素 ・ リ ン濃度であって も高い増

殖速度が得られる場合， また， 増殖できずに死滅する場

合などの異なった結果も見られ， 有毒藍藻類対策のため

の負荷源対策を行 う 場合には， 窒素 ・ リ ン以外の因子を

含めて解析 ・ 評価する こ と が極めて重要であ る こ と が明

ら か と なった。 さ ら に， 各浄化槽処理水や河川水中での

有毒藍藻類 ミ ク ロ キ ス テ ィ スの比増殖速度や死滅速度，

最大増殖量などのデータの取得を行い， 富栄養化防止な

どの流域適正管理， 資源循環化技術の確立化に不可欠な

シ ミ ュ レーシ ョ ンモデルのための液状廃棄物処理の基礎

に関するデータ と する こ と ができ た。 さ ら に， 有毒藍藻

対策 と し ては， 負荷源対策に加え直接浄化手法も有効な

手法であ る。 そ こ で， 本年度は， 有毒藍藻を捕食分解す

る有用微小動物が高密度に生息でき る環境 と し て， ひも

状担体を用いた フ ロ ー ト 式浄化シ ス テ ムの開発のため

に， 屋内湖沼シ ミ ュ レータ と フ ロー ト 式浄化システムの

モデル装置を用いた屋内実験を実施し， ミ ク ロ キ ステ ィ

ス等の有毒藍藻の低減効果 と 担体に定着し た鞭毛虫モナ

スや繊毛虫 ト リ シグモス ト ーマ等の有用微小動物 と の関

係について解析を行い， 捕食作用を活用し た藻類増殖抑

制システムの開発のための実用化に資する知見を得る こ

と ができ た。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 筑波大学応用生物化学系 ・ 農林工学系，

（財） 茨城県薬剤師会， 中国環境科学研究院， 韓国国立環

境研究院， タ イ王国 AIT ・ ERTC， ベ ト ナムハ ノ イ大学，

ニューサウ ス ウ ェルズ大学

（ 7）　 環境浄化への微生物の利用およ びその影響評価に

関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE200

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○岩崎一弘 （生物多様性研究プロ ジェ ク ト ）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 環境浄化 ・ 保全に向けて微生物機能を積極的に

活用し てい く ための基礎技術の開発を目的 と する。 その

ために本研究では， 有機塩素化合物， 油， 重金属等の環

境汚染物質を分解 ・ 除去する微生物の探索を行い， その

機能の解明および強化を試み有用な環境浄化菌を開発す

る と と も に これら の浄化菌を利用し た浄化システムを構

築し， さ ら に環境汚染物質， 環境浄化菌等の微生物生態

系への影響の解析を目標とする。

〔 内容および成果〕

　 不法投棄汚染現場におけ る 微生物分解 （バ イ オ レ メ

デ ィ エーシ ョ ン） の適用の可能性を評価する ために， 汚

染サイ ト の土壌及び地下水を用いたバイオ ト リ ータ ビ リ

テ ィ 試験を実施し た。 各深度か ら採取し た土壌， 地下水

を入れた 69ml バイ アルビンに各種栄養塩を添加し，好気

及び嫌気条件化で分解試験を実施し た。 その結果， 多様

な化学物質で汚染し ている本サイ ト では， 好気条件によ

る分解が効果的であ り ， また共代謝基質 と し て メ タ ンの

添加が有効であ る こ と が明ら か と なった。 これら の試験

によ り 適切なバイオレ メ デ ィ エーシ ョ ン工法を選択する

ための基礎試料が得られた と考え られる。

〔 備考〕

名古屋市環境科学研究所 （朝日教智， 榊原靖） と の共同

研究 「微生物分解を用いた土壌汚染修復に関する研究」

（ 8）　 生活排水処理システム浄化槽の窒素除去の律速因

子と なる硝化細菌の迅速測定・ 高度処理・ 維持管理技

術の開発研究

〔 区分名〕 環境 - 廃棄物処理

〔 研究課題コ ード 〕 0204BE428

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(4) 液状廃棄物の環境低負荷・資源循環型環境改善

技術システムの開発に関する研究

〔 担当者〕 ○稲森悠平 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 水落元之， 礒田博子

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）
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〔 目　 的〕 分散型の排水処理シ ス テ ムであ る高度処理浄

化槽は生活排水対策において極めて重要な位置づけにあ

る。 即ち， 浄化槽におけ る窒素除去プロ セスは硝化反応

と 脱窒反応か ら成るが， 律速段階は硝化反応であ り ， 槽

内におけ る硝化細菌の個体群動態の解析はさ ら な る高度

効率的な窒素除去プロセス ・ 維持管理手法の開発に極め

て重要であ る。 こ の こ と か ら， 本研究では ３ 年計画で分

子生物学的手法を用いた硝化細菌の迅速測定 ・ 高度処理

対応維持管理技術の確立を達成目標 と し て開発 ・ 解析 ・

評価研究を実施する。

〔 内容および成果〕

　 本年度は， 実現場の複数の高度合併処理浄化槽を対象

と し て， 窒素除去性能 と 硝化細菌に着目し た現場調査を

行い， 分子生物学的手法によ る硝化細菌の個体群動態の

解析を行 う と と も に， 浄化槽の処理特性 と の関係につい

て解析を行った。 本研究で対象 と し た高度合併処理浄化

槽においては， アンモニア酸化反応が十分に進行し てお

らず処理水 NH4-N 濃度が 2.0 mg・L-1 を上回る と高度合併

処理浄化槽において設け られている目標の窒素除去性能

（処理水 T-N 濃度 10 mg ・ L-1 以下） の達成が困難 と なる

こ と が示された。 また， 亜硝酸酸化反応においては， 全

ての系で年間を通じ て処理水への NO2-N の残存はほ と ん

ど見られず， さ らに， 脱窒反応において も， 嫌気槽処理

水における NO2-N および NO3-N の残存はほ と んど認めら

れなかった こ と か ら， 亜硝酸酸化反応および脱窒反応が

目標の窒素除去性能の達成に及ぼす影響は小さ く ， アン

モニアから亜硝酸への酸化反応が律速段階にあ る こ と が

示された。

　 また， 窒素除去プロ セスの高度化， 安定化を図る上で

は， 律速因子 と な る アンモニア酸化反応を担 う 細菌群の

適正な個体数の保持が可能な維持管理技術の確立化が重

要な課題 と な る こ と か ら， 浄化槽におけ る アンモニア酸

化細菌の個体群動態を踏ま えた処理機能解析を行った。

その結果， 各浄化槽における アンモニア酸化細菌 1 細胞

当た り の NH4-N 負荷量が低い浄化槽においては硝化反応

が十分に進行し ていたが， アンモニア酸化細菌 1 細胞当

た り の NH4-N 負荷が高い浄化槽では， 処理水中にアンモ

ニアが残存し，目標の窒素除去性能を達成でき なかった。

また， アンモニア酸化細菌 1 細胞当た り の NH4-N 負荷が

低いに も関わ らず目標の窒素除去性能を達成でき ていな

い浄化槽が存在し たが， 1 担体当た り の保持生物膜量が

約 3 倍程度高 く ， 適正な膜厚が維持されていなかった こ

と か ら， アンモニア酸化細菌数は多い も のの付着生物膜

が肥大し てお り ， 生物膜内部の溶存酸素の不足等か ら活

性が低下し， 窒素除去性能の低い原因 と なっていた と 考

え られた。 これら の結果か ら， 目標の窒素除去性能を達

成する上でのアンモニア酸化細菌保持機能強化および適

正な生物膜厚の維持等， アンモニア酸化細菌の解析 ・ 評

価に基づ く 適正な維持管理の重要性が示された。

　 本研究においては， 現場環境において よ り 重要な役割

を果たす硝化細菌を検出し，その挙動を把握する こ と で，

こ れま でブ ラ ッ ク ボ ッ ク ス と し て扱われ， 経験 と 勘に

頼って行われて き た浄化槽の維持管理， 適正容量の構造

決定等に比し て， よ り 科学的根拠に基づいた効率的窒素

除去の可能な高度合併処理浄化槽の開発 ・ 維持管理技術

の確立を行 う 上での基盤の構築が可能 と なった。 これら

の知見を基に， 窒素の効率的除去の可能な高度合併処理

浄化槽の維持管理， 適正容量の構造決定を行 う 上での基

盤の構築が可能と なった。

〔 備考〕

共同研究者： 松村正利 （筑波大学），常田聡 （早稲田大学）

（ 9）　 新世紀枯渇化リ ン 回収型の総量規制対応システム

技術開発

〔 区分名〕 分科 - 産官学連携

〔 研究課題コ ード 〕 0204CF426

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 1.(4) 液状廃棄物の環境低負荷・資源循環型環境改善

技術システムの開発に関する研究

〔 担当者〕 ○稲森悠平 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 水落元之， 岩見徳雄， 板山朋聡

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 本研究では国民生活に必須な リ ン酸鉱石の枯

渇および第 ５ 次水質総量規制の実施を踏ま え， 生活系 ・

事業場系排水等の処理システムに， 幅広い濃度の リ ンを

含有する排水に適用可能なジルコ ニ ウ ム系資材を活用し

た高効率 リ ン回収および再資源化システムを イ ンプ ラ ン

ト 方式等の組み込みによ り ， 窒素 ・ リ ンの規制強化に対

応可能な高度排水処理システムの開発を行い， 資源循環

型システムの構築を目的と し て推進する こ と とする。

〔 内容および成果〕

　 本年度は こ れまでに得ら れたデータ解析結果に加え，

システム確立のための開発を進める と 同時に， 真空方式

の減圧濃縮法によ る リ ンの回収技術， 吸着 リ ンの二段階

脱離技術等の新たな技術に対する実用化システムの確立

および， 実プロ セスの設計 ・ 導入にいた る までの検討を

実施し， 生活系 ・ 事業場系排水等か ら の リ ン回収プロ セ

スの確立を図った。 また， 回収 リ ンの循環サイ クルに関

し て， 農業的側面， 産業的側面等の総合的見地に立ち，

緑農地還元， 工業製品， 化学薬品の資源化適用手法の最
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適化についてのプロセス検討を実施し， 汎用的技術の確

立を図った。 さ ら に， ジルコ ニ ウ ム系担体等を用いた リ

ン除去プロセス をはじめ とする様々なプロセスから回収

し た リ ン酸を資源循環 リ サイ クルラ イ ンにのせる までの

総合的な実証研究を目標 と し て実施し て き たが， これら

の課題に対し， 所期の目標どお り 推進できた。 すなわち，

サブテーマ １ 「生活系 ・ 事業場系排水， 汚泥か ら の リ ン

回収プロ セスの開発に関する研究」 では， 生活系 ・ 事業

場系排水の生物処理システムの リ ン含有水か ら の効率的

な リ ン回収の可能性 と 同時に， リ ン回収システムの重要

な技法 と し て汚泥から の リ ンの溶出特性， また溶出 リ ン

の効率的な吸着の可能性を前年度に引き続き検討し た。

その結果， リ ンを効率的に吸着， 回収可能な こ と および

低温真空濃縮法を用い る プ ロ セ ス を導入す る こ と に よ

り ， リ ンを実用的に回収可能 と な る こ と を明ら かにでき

た。

　 サブテーマ ２ 「回収 リ ン酸の肥料化 ・ 薬品化によ る資

源循環型システムの構築に関する研究」 では， 脱着液中

の リ ン酸を肥料化・薬品化する技法を検討する と同時に，

吸着 リ ンの脱着のための適正な薬品量の選定や本システ

ムで重要であ る脱離の最適条件についてパイ ロ ッ ト プ ラ

ン ト を用いて検討し た。 前年度までに得られた条件， す

なわち脱離液の繰 り 返し使用は徐々に脱離率を低下させ

る こ と を踏まえ， 繰 り 返し使用は避け， 吸着剤量に対し

て ３ 倍量の苛性液を用いて SV （Space Velocity ： 空間速

度， 流体の流量を吸着剤充填部が空であ る と きの体積で

除し た値）20h-1 で ２ 時間循環通水させる条件に設定する

こ と によ り ， 脱離率の向上 と リ ン回収の双方に効果的な

脱離を行え実用化可能な こ と が明 ら か と なった。 ま た，

従来法では薬品を添加し て溶解度差から リ ン酸を析出さ

せて回収し ていたが， 本開発によ り 薬品添加し ない低温

真空濃縮法で濃縮後， 徐々に冷却する こ と で純度 95% 以

上の リ ン酸塩を脱離液から 90% の回収率で回収でき る こ

と を確認でき た。 さ らに， リ ン酸塩を回収し た後の濃縮

脱離液を適正に希釈する こ と で， 破過吸着剤の脱離に再

利用でき ラ ンニング コ ス ト を著し く 低減可能な こ と が明

ら か と なった。 これらの こ と か ら， 薬品使用量の削減 と

操作性の向上が可能 と な り 実用化システムの構築の可能

性が明らか と なった。

　 サブテーマ ３ 「吸着脱 リ ンプロ セス を導入し た環境低

負荷資源循環型シ ス テムの実用化に関する研究」 では，

分散型および生活系 ・ 事業場系排水処理プ ラ ン ト への本

システム導入のために必要 と される汚水の性状， 流入 リ

ン濃度， 流入量および吸脱着特性等の設計パラ メ ーター

を集積し， 経済性が高 く 実用的な最適システムの構築の

ための検討を行った。 特に大規模施設の場合は吸着塔を

吸着 ・ 脱離 ・ 再生工程の メ リ ーゴーラ ン ド 方式で稼働さ

せ， かつ真空濃縮装置の適用を図る こ と によ り オンサイ

ト シ ス テムの構築が可能 と な る こ と が明ら か と なった。

また， 回収 リ ン酸を緑農地還元， 工業製品， 化学薬品 と

し て資源循環 リ サイ クルラ イ ンにのせる ために， 回収 リ

ン酸の性状 ・ 特性および循環資源 と し ての価値を解析 ・

評価し た結果， 本研究開発によ り 経済合理性に見合った

総合的なシステムフ ロー技術の実用プロセスの確立が可

能な こ と が明らか と なった

〔 備考〕

共同研究者 ： 松村正利， 前川孝昭 （筑波大学） ， 常田聡

（早稲田大学）， 則武繁 （アサ ヒ ビール株式会社）， 門屋尚

紀 （ダ イ キ株式会社） ， 今村良平 （日本化学工業株式会

社）， 宮坂章 （日本エンバイ ロ ケ ミ カルズ株式会社）

（ 10）　 霞ヶ 浦バイ オマスリ サイ ク ルシステム開発事業

〔 区分名〕 文科 - 都市エ リ ア

〔 研究課題コ ード 〕 0204CG580

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策1.(1) 循環型社会への転換策の支援のための評価手法

開発と基盤システム整備に関する研究

〔 担当者〕 ○稲森悠平 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 食品 リ サ イ ク ル法お よび家畜排せつ物法等を

踏まえ， 霞ヶ浦流域圏か ら排出される生ごみ， 家畜ふん

尿を資源 と し て と ら え， 生物処理， 電気化学的処理等を

ハイブ リ ッ ド 化し たエネルギー化技術開発を行い， シス

テム と し て低廉で最も効果的な運用条件を構築する。 具

体的には， 生ごみ， 家畜ふん尿を資源 と し てバイオガス

エネルギーを回収し， こ の処理過程で生じ る残渣につい

ては炭化によ る生成物の有効利用を， 残液については排

出基準以下での放流ま たは液肥 と し ての地域還元を行

い， 資源循環型社会の基盤技術開発を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 本研究では， 家畜排泄物 ・ 生ごみ混合物の メ タ ン発酵

処理の高度 ・ 効率化を目的 と し て， 可溶化 ・ 酸生成効率

や メ タ ン生成特性に着目し た比較解析 ・ 評価を行った。

　 豚糞尿のみおよび生ごみのみの単独処理においては，

メ タ ン生成の立ち上が り が遅 く ， 生ごみのみの処理は極

めて不安定であった。 一方， 豚糞尿 と 生ごみを混合し た

際には， 基質の投入を開始する と 同時に メ タ ン生成が開

始し， 安定し た運転が可能であった。 すなわち， 豚糞尿

と 生ごみを混合する こ と によ り ， ス ター ト ア ッ プ期間の
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反応を安定化でき る と と も に， 処理負荷 と メ タ ン転換率

を向上でき る こ と が明ら か と なった。 酸生成槽におけ る

反応では， 豚糞尿 ・ 生ごみ [4:1] 混合物の系で最も可溶

化 ・ 酸生成が促進される こ と が明ら か と なった。 こ の理

由と し ては， Real Time PCR によ る解析結果よ り ， 豚糞尿

由来の真正細菌が易分解性有機物の生ごみを分解する こ

と に加え， 豚糞尿由来の古細菌 ・ メ タ ン生成細菌が有機

酸を消費する と と もに， pH を中性に保持し， 遊離酸によ

る阻害を防止し たためであ る と考え られた。

　 さ ら に， 豚糞尿 ・ 生ごみ混合物の メ タ ン発酵におけ る

有機物の減量 ・ 分解は擬似一次反応で動力学的解析をす

る こ と ができ， それぞれの指標の速度定数 と 難分解性割

合を求める こ と ができ た。 投入固形物の減量速度定数は

生ごみの比率が高いほど大き く ， 難分解性有機物の含有

率は豚糞尿 と 生ごみを混合する こ と によ り ， 低 く な る傾

向が見られ， 動力学的解析において も豚糞尿 と 生ごみを

単独で処理する よ り も， 混合し て処理し たほ う が効率的

であ る こ と がわかった。

〔 備考〕

研究代表者 ： 前川孝昭 （筑波大学教授）

（ 11）　 海面埋立廃棄物処分場における硝化細菌群集の分

子生物学的解析

〔 区分名〕 地環研

〔 研究課題コ ード 〕 0304AH365

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○浦川秀敏 （水土壌圏環境研究領域），冨岡典子

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 大阪市では こ れま で埋立て処分地 と し て大阪

湾を選定し， その埋立ての用地 と し て き たが， 現在， 埋

立事業は終末期に差し掛か り 残存水面が狭小 と なって き

た。 これまで浸出余水のために生物学的処理が利用され

てき たが，制御が難し く 窒素濃度は徐々に上昇し ている。

こ のため窒素処理対策は急務の課題 と なっている。 本研

究では窒素循環に大き な役割を果たす硝化細菌の群集構

造を解析し， その変化 と 環境要因 と の関係を明ら かにす

る こ と によ り ， 硝化反応効率を向上させる システムの構

築を目指す。

〔 内容および成果〕

　 最初に処分場の内側 と 外側の海水中に存在する硝化細

菌群集について遺伝子レベルで比較を行ったが， 処分場

内外で確認された硝化細菌群集の間に大き な差異は認め

られなかった。 こ の こ と は， も と も と 大阪湾の海水中に

存在 し た硝化細菌が波浪な ど に よ っ て処分場内に侵入

し， そ こ で定着 ・ 優占し ている こ と が示唆された。 次に

こ の処分場内で優占し たアンモニア酸化細菌の遺伝子解

析の結果， ド イ ツの廃水処理施設から報告された菌 と 近

縁であ る こ と が明ら かになった。 一般的にアンモニア酸

化細菌の分離培養は困難であ るが， 継代培養の結果， 菌

の分離に成功し た。 さ ら に こ の菌が環境中で優占し てい

たアンモニア酸化細菌であ る こ と が確認された。 一般に

培養されて く る菌は環境中で重要な役割を果た し ている

菌種 と は異な る こ と か ら， 培養株を再び天然環境に戻し

て も多 く の場合機能し ない。 しかし今回は環境中で重要

な役割を果た し ている こ と が確認されている菌を分離培

養する こ と ができ たために今後， さ ま ざ まな形で こ の菌

を利用でき る と 考え られる。 また実際に処分場において

は， アンモニア態窒素濃度が高すぎ る こ と によ り 細菌群

集に基質阻害が発生し ている こ と が確認された。 こ の こ

と か ら今後の生物的処理法の改善 と し て， アンモニア態

窒素濃度を低減する こ と で存在する硝化細菌群の活性を

高める作業が必要であ る こ と が示唆された。

〔 備考〕

共同研究者 ： 西尾孝之 （大阪市立環境科学研究所）

（ 12）　 豊かな生き 物を育む湖沼の再生 - 汚濁湖沼の底質

改善技術開発による健全生態系の構築 -

〔 区分名〕 環境 - 環境技術

〔 研究課題コ ード 〕 0304BD582

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○稲森悠平 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 水落元之， 板山朋聡， 岩見徳雄

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 湖沼における環境基準達成率はいまだ40%程度

と横這いであ るが， これは， 湖全体の負荷の 50% を占め

る と 言われている底泥から の内部負荷に対し， 底質改善

技術の開発が著し く 遅れている こ と が大き な要因 と 考え

られる。 本プロ ジェ ク ト では底質改善が， 水質改善のみ

な らず豊かな生き物を育む湖の再生に必須であ る こ と を

実証し， 湖沼環境改善技術の確立を図る。

〔 内容および成果〕

　 本研究においては， 湖沼再生を図る上で重要であ るに

も関わらず従来から ブ ラ ッ ク ボ ッ ク ス と されて き た底泥

におけ る有用微生物群を対象 と し， 底泥の好気化が底質

改善を担 う 底生微生物群へ及ぼす影響解析 と し て分子生

物学的技術の導入を図 り ， 解析技術を確立する こ と がで

き た。

　 また， 底泥鉛直方向におけ る微生物解析が可能な底泥
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コ アモデルを構築し， 夏季の嫌気化し た底泥層に対する

好気化が底生微生物群に及ぼす影響を底泥の深さ方向に

プロ フ ァ イ リ ングする こ と によ り ， 好気化によ って窒素

循環におけ る律速段階 と なっていたアンモニア酸化反応

を担 う 細菌群が活性化 し， 窒素循環が促進 さ れ， かつ，

脱窒反応も含めた窒素負荷削減が可能 と な る こ と が示唆

された。 すなわち， 底泥流動 ・ 酸化促進装置を導入し た

場合に大き な効果が得られる こ と， 底泥部で硝化 ・ 脱窒

反応を効果的に進める上では DO， ORP 等の環境条件が

重要な因子 と な る こ と， 底泥の好気化は底質改善に大き

な効果を有する こ と等がわかった。

　 大型試験池においては富栄養状態の湖沼を模擬する こ

と ができ， 底泥流動 ・ 酸化促進装置の有無におけ る底質

改善効果については顕著な効果が認められなかった も の

の， 生物学的窒素循環に関わる微生物群を含めたモニ タ

リ ング等に基づ く 浄化機能強化のための装置の運転条件

の最適化を図 り ， 適正な底泥環境 と する上での条件を見

いだすこ と ができ た。 これによ り ， 富栄養化におけ る重

要な原因 と し ての底泥か らの内部負荷対策 と 富栄養化の

影響 と し て最も危惧される有毒アオコ対策を， 底生生物

群の機能強化等を図る こ と によ り 同時に解決可能な装置

を開発する こ と が可能 と なった。 霞ヶ浦をはじめ と する

富栄養湖沼への普及が期待される有効な技術であ る と 言

え る。

〔 備考〕

研究代表者 ： 松村正利 （筑波大学教授）

（ 13）　 ナノ 反応場を活用し た酵素活用生分解水環境改善

システム技術の開発

〔 区分名〕 環境 - 環境技術

〔 研究課題コ ード 〕 0304BD328

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○稲森悠平 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 板山朋聡

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 本研究では， メ ソ スケール， ナ ノ スケールの気

孔を有する酵素や微生物を安定に保持でき る生体触媒担

持用セ ラ ミ ッ ク スによ り ， 公共用水域におけ る微量有害

化学物質を削減する システムを開発する。 すなわち， 微

量有害化学物質の分解に効果的な微生物およびその産生

酵素を担持するナ ノ ス ケールの気孔を有するヘ ド ロ など

を原料 と し たセ ラ ミ ッ ク ス担体を開発し， 従来 と 比べ飛

躍的な削減効果を高める ミ ニマム型でかつ環境低負荷型

の水環境改善システムを確立する。

〔 内容および成果〕

　 本研究では， メ ソ ス ケール， ナ ノ ス ケールの気孔を有

する酵素や微生物を安定に保持でき る生体触媒担持用セ

ラ ミ ッ ク スによ り ， 公共用水域におけ る微量有害化学物

質を削減する システムを開発し た。 本年度は， と く に微

量汚染物質の中でも湖沼水域において WHO（世界保健機

関） の飲料水質ガイ ド ラ イ ンに 1µg ・ l-1 と し て位置づけ

られ，且つ 0.1µg ・ l-1 でも発ガンのプロモーター と し て作

用する有毒藍藻の産生する ミ ク ロ キ スチンの効率的分解

によ る水環境改善システム技術を開発する こ と を目指し

て， ミ ク ロ キ スチン分解菌の単離およびその細菌を用い

たヘ ド ロセ ラ ミ ッ ク スの表面構造を修飾し た固定化担体

によ る分解能向上化技術の開発を行った。

　 コーテ ィ ング法の異なる 4 種 （3D-SiO2 担体， SBA 担

体， アルカ リ リ ーチング担体， 未処理担体） を供試担体

と し て使用し， ミ ク ロ キスチンの吸着実験を行った結果，

アルカ リ リ ーチング担体が最も ミ ク ロ キ スチンの吸着量

が大き く ， その他の担体には吸着が見られなかった。 一

方， ミ ク ロ キスチン分解菌は全ての担体において 24 時間

後には一定の菌体濃度で安定化し， 担体間の差は顕著で

はなかった。

　 さ ら に， 本固定化担体を用い ミ ク ロ キ スチンの連続処

理実験を行った と こ ろ， アルカ リ リ ーチング担体は他の

担体よ り も高い ミ ク ロ キ スチンの分解率を示し分解速度

が速い こ と がわかった。 従って， ミ ク ロ キ スチンが担体

の孔隙に ト ラ ッ プ され， 固定化された ミ ク ロ キ スチン分

解菌 と の接触効率が高 く な り ， ミ ク ロ キ スチンの分解が

効果的に促進された と 示唆された。 これら の こ と か ら微

量汚染物質 ミ ク ロ キ スチンを分解する細菌をナ ノ ポーラ

スセ ラ ミ ッ ク スに固定化する こ と によ り ， 連続的な ミ ク

ロ キ スチンの除去が可能であ る こ と が示唆され， ナ ノ 反

応場を活用し た酵素活用生分解水環境改善システムが実

用的に も 適用可能であ る こ と が明ら か と なっ た。 なお，

こ の技術は， 国際的に毒性アオコによ り 大き な問題を引

き起こ されている水源の安全性確保の上で も大き な効果

が発揮される と いえ る。 また， 本研究で試みたナ ノ ポー

ラ ス担体への細菌の固定化技術は， 他の有用細菌類への

応用も期待でき様々な物質についての高度処理化の汎用

技術と し て貢献でき る もの と期待される。

〔 備考〕

研究代表者 ： 横川善之 （（独） 産業技術総合研究所グルー

プ長）

旧研究課題コード ： 0304BD583
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（ 14）　 洗浄剤注入による土壌汚染のレ メ ディ エーショ ン

技術の効率と 安全性に関する基礎的研究

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0306CD536

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○稲葉一穂 （水土壌圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 18 年度 （2003 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 工場か ら の漏出や不法投棄な どに よ り 地中に

浸透し た有機溶剤などの汚染物質を積極的に溶解し て短

期間に回収する目的で， 井戸を通し て洗浄液を注入する

手法が検討されて き ている。 本研究課題ではこ の洗浄剤

注入法について， その実用性を判断する ための一助 と し

て洗浄効率や環境安全性など を基礎的に検討する こ と を

目的と し ている。

〔 内容および成果〕

　 前年度に ト リ ク ロ ロ エチレ ン （TCE） の水への飽和溶

解度の検討を行った 13種の界面活性剤 と ５ 種の高分子量

有機化合物について， 0.4mm 径ガ ラ ス ビーズを充填し た

カ ラ ムでの TCE の重力によ る下方への移動性に与え る影

響を詳細に測定し た。 洗浄剤を含まない純水ではガ ラ ス

ビーズ間の空隙サイ ズが小さいために TCE が原液のま ま

重力によ り 下方へ と 移動する こ と はでき ない。 しかし こ

のカ ラ ムに洗浄剤を添加する と 下方浸透挙動は添加し た

洗浄剤の種類 と 濃度によ って大き く 影響を受け， 直鎖 ド

デシルベンゼン スルホン酸， セチル ト リ メ チルアンモニ

ウ ム ク ロ ラ イ ド， Brij35 が共存し た系では広汎な濃度範

囲で添加し た TCE が重力のみで下方へ と浸透し てい く こ

と が判明し た。 これら以外の洗浄剤では試薬の濃度に依

らず 24 時間後も TCE の下方への移動は見られなかった。

こ の洗浄剤の種類によ る浸透性の差異は， TCE 原液がガ

ラ ス ビーズ間の空隙を通 り 抜ける際に生じ る TCE 原液 と

ビーズ表面および TCE と洗浄剤水溶液が接する界面で発

生する抵抗の大き さ に よ って支配 さ れる と 考え ら れた。

こ のよ う な現象は洗浄剤注入法を実環境で応用する際に

深層への汚染の拡大を招 く 可能性を示し てお り ， これを

防ぐ意味か ら 単に水への溶解度を上昇 さ せ る だけでな

く ， こ のよ う な下方浸透性に及ぼす影響も評価する必要

があ る こ と が明らか と なった。

〔 備考〕

（ 15）　 中国湖沼をモデルと し たバイ オ・ エコ システム導

入アオコ 発生防止効果の調査研究

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0305CD329

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○稲森悠平 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 水落元之， 板山朋聡， 岩見徳雄

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 本学術調査研究は， 中国貴州省の重要な淡水資

源 と し ての紅楓湖 ・ 百花湖 ・ 小関ダム等の湖沼をモデル

と し て，近年特に懸念されている有毒アオコ問題に対し，

有毒アオコの発生実態調査を行 う と と も に， これら の有

毒アオコの異常増殖を引き起こす富栄養化の主な原因 と

な る流域の生活系 ・ 産業系排水の排水性状の把握， 発生

源対策 と し てのバイオ と エコのハイブ リ ッ ド 化によ る地

域特性を考慮し た水環境修復技術 と し てのバイオ ・ エコ

システムを構築する ものであ る。

〔 内容および成果〕

　 バイオエコエンジニア リ ング技術移転施設に関する中

国貴州省調査を実施し た。 貴陽化肥工場に設置し た高度

処理中規模浄化槽 ２ 系列は， 全自動運転から タ イ マー運

転に切 り 替え， 常駐管理員 １ 名によ り 運転され， 処理効

率は当初 よ り 低下 し てい る も のの定常運転に移行で き

た。 紅楓湖スポーツセン ターに設置し た土壌浸透浄化施

設は極めて安定性が高 く ， 良好な処理水質を確保可能で

あ り ，今後さ らに，長期運転における維持管理等の解析・

評価が重要な位置づけにあ る と考え られた。

　 小関湖に設置し た間欠式空気揚水筒のばっ気循環施設

においては， 現地管理人 １ 名の管理によ り 定常運転がで

き， 設置面積， 処理水量， コ ス ト 等の地域特性に適合し

た水環境修復技術の適用によ って効果的な整備が可能 と

なった。 本施設の効果 と し ての現場試験を行 う ため， 水

温成層期に本施設を ２ 週間停止し， その後， 本施設を再

稼働させる成層破壊効果調査を実施し た結果， ２ 週間の

ばっ気停止によ り アオコ発生が激化し たが， ばっ気開始

後 ３ 日間で水温成層および pH 成層が弱 く な り ， アオコ

の凝集 ・ 沈殿の効果も あ る こ と が明らか と なった。

　 また， 中国 と 同じ アジア地域 と し てのタ イ王国の富栄

養湖沼であ る ク ワ ンパヤオ湖 （パヤオ市） およびブンボ

ラペッ ト 湖 （ナコ ンサワ ン市） に調査を行った結果， ク

ワ ンパヤオ湖の優占種は M. aeruginosa であ り ， その現存

量は最大で 40,000 cells ・ ml-1 を超え る こ と， 総 ミ ク ロ キ

スチン濃度は最大で 2,500µg ・ L-1 に達する こ と が明らか

と な っ た。 ま た， ブ ン ボ ラ ペ ッ ト 湖 で の 優 占 種 は

M.aeruginosa および M.viridis であ る こ と， 生息密度は最

大で 90,000 cells ・ ml-1 に達する こ と， 総 ミ ク ロ キスチン

濃度は，3,700µg・L-1 に達する こ と などが明らか と なった。

　 同様に， 東南アジア地域で最大面積を もつ富栄養湖で
―  119  ―



国立環境研究所年報 （平成 16 年度）
あ る カンボジア王国の ト ン レサ ッ プ湖 （シェ ム リ ア ッ プ

市ほか） およびベ ト ナム社会主義共和国の南部に位置す

る富栄養湖沼であ る ト リ アン湖 （ド ンナイ省） およびダ

ウ テ ィ エン湖 （タ イ ニン省） においては， 乾期におけ る

ト ンレサ ッ プ湖では M. aeruginosa が 100,000 cells・ml-1 を

超え， 総 ミ ク ロ キスチン濃度は最大で 5,500µg ・ L-1 に達

し， さ ら に糸状性藍藻の出現頻度も高 く ， 有毒藍藻類の

多様性が高いこ と が明らか と なった。また，ト リ アン湖お

よびダウテ ィ エン湖では M. aeruginosa および M.wesenbergii

が最大で 160,000 cells ・ ml-1 に達し， 総 ミ ク ロ キスチン濃

度は 3,100-4,900µg ・ L-1 であ る こ と などが明ら か と なっ

た。 すなわち， こ れ ら のアジア地域の湖沼においては，

雨期において も有毒アオコの現存量が高 く 維持され， 総

ミ ク ロ キ スチン濃度が高 く 残存し， 年間を通じ て有毒ア

オコが優占化し てお り ， バイオエコエンジニア リ ングの

技術移転の重要性 ・ 有用性が明らか と なった。

〔 備考〕

中国側カ ウ ン ターパー ト ： 孔海南 （上海交通大学教授）

旧研究課題コード ： 0305CB581

（ 16）　 内分泌攪乱化学物質の植物による回収技術の開発

に関する研究

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0304CD471

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○中嶋信美 （生物多様性研究プロ ジェ ク ト ）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 研究の目的ビ ス フ ェ ノール A （BPA） は弱いエ

ス ト ロゲン活性を持ち， 内分泌攪乱化学物質 （以下環境

ホルモン） の一つ と し て知られ， 環境中へ大量に流出し

ている。 本研究は植物における BPA の代謝反応を触媒す

る酵素の cDNA を単離する。 次に単離し た cDNA を過剰

発現する植物を作製する こ と によ り ， 植物の BPA 吸収 ・

代謝能力の改善する こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 前年度はタバコに BPA をグルコース配糖体 （Bisphenol

A-o-β-D-glucose:BPAG） に 代謝す る 酵素 （BisphenolA-

glucosyltransferase ： BGT） が存在す る こ と を つ き と め，

BGT を コードする 3種の cDNA を単離し た。ノーザン分析

の結果， ２ 種が葉において強い発現が見られ BPA に対す

る Km が小さかった こ と から， タバコ植物体ではこの ２

種の遺伝子のいずれかが BGT 活性を支配し ている と推測

された。そ こ で本研究では ３ 種（NtGT1a, NtIS10a, NtSAGT）

の cDNA を過剰発現させた植物を作出し， BPA の吸収に

最 も 寄与し てい る遺伝子を明 ら かにする こ と を試みた。

Califlowr mosaic virus 35S Promoter の下流にそれぞれの

cDNA を結合し た pBI121 を作製し てアグ ロバク テ リ ウ ム

に導入し， シ ロ イ ヌナズナに感染させて過剰発現体を作

出し た。 カナマイ シンおよび PCR によ る選抜後， 各導入

遺伝子について ５ 系統ずつの T2 植物体を得た。これらの

う ち NtGT1a を導入し た系統について BGT 活性を測定し

た。 野生型 Col と比較し て， 1.5 ～ 6.3 倍の活性上昇が確

認された。 今後， 他 ２ つの遺伝子を導入し た系統ついて

BGT 活性を調べる予定であ る。

〔 備考〕
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3． 化学物質等の環境リ スクの評価と管理

3． 1 　 内分泌か く 乱化学物質のリ スク評価と管理

に関する研究

（1）　内分泌かく乱化学物質の新たな計測手法と環境動

態に関する開発

〔 区分名〕 重点特別

〔 研究課題コ ード 〕 0105AA165

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 3-1 内分泌か く 乱化学物質の総合的対策に関する研

究

〔 担当者〕 ○白石寛明 （化学物質環境 リ ス ク 研究セ ン

ター），白石不二雄，高木博夫，John S.Edmonds，

滝上英孝， 鑪迫典久， 西川智浩， 磯部友彦，

寺崎正紀， 小松英司

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 液体 ク ロ マ ト グ ラ フ質量分析法お よび核磁気

共鳴分析法 （NMR） を用い， 内分泌か く 乱化学物質の分

析手法を高度化する。 生物試験法の開発では， 遺伝子組

み替え酵母を用いる レポータージーンア ッ セイ， 応答遺

伝子やその タ ンパ ク 質を利用 し た内分泌か く 乱作用の

ア ッ セ イ系を確立する。 また， 無脊椎動物や魚類， 両生

類に対す る 影響を評価す る ための生物試験法を開発す

る。 汚濁河川， 閉鎖性水域を中心に， 化学物質の測定 と

と も に生物活性を指標 と し た調査を行い， 活性物質の同

定を試みる。 工業生産量の多い化学物質を対象に， その

環境動態を明らかにする。

〔 内容および成果〕

　 内因性女性ホルモンであ る17β-エス ト ラ ジオール（β-

E2） は， 水環境中で比較的速やかに酸化されてエス ト ロ

ン （E1） を生成する こ と が知られている。 これまでの報

告では， β-E2 よ り も E1 のほ う が 5 ～ 20 倍程度高濃度

で環境試料中か ら検出される例が多い。 一方環境中での

E1の還元によ るβ-E2の生成に関する知見はな く ，E1の環

境動態を明らかにする こ と は重要であ る。 E1 の還元によ

る β-E2 生成の可能性を検討するため， 海水 と堆積物を

用いて簡易的な嫌気培養を行った。 2004 年 ８ 月に東京湾

で採取し た海水および表層堆積物を用いて， （ １ ） 海水 と

堆積物に E1 を添加， （ ２ ） 海水に E1 を添加， （ ３ ） 海水

と堆積物のみ （非添加）， （ ４ ） 精製水に E1 を添加， の ４

処理区を作製し， 全て密栓を し て 30 ℃暗所に静置し た。

添加直後 （0 日）， 4 日， 7 日， 10 日， 14 日， 17 日後にそ

れぞれ 10mL 採水し て遠沈管に移し，遠心分離 （3000rpm,

20min） 後の上澄を Oasis HLB （225mg） を用いて固相抽

出し， メ タ ノ ール 10mL で溶出し た。 遠心残渣には， メ

タ ノ ール 5mL を加えて超音波抽出 （20min） を 2 回行い，

これを合わせて粒子吸着態試料 と し た。 これらの抽出液

に内部標準物質を加え， LC-MS-MS で定量を行った。 海

水と堆積物に E1 を添加し た処理区 （ １ ） では， E1 の減

衰に伴って，少量の β-E2 が生成し，わずかながら α-E2

の生成も認められた。 海水に E1 を添加し た処理区 （ ２ ）

では， E1 の減少に伴 う β-E2 生成量が処理区 （ １ ） よ り

多 く ， α-E2 も検出された。 これによ り ， 環境中で E1 の

還元によ り β-E2 および一部 α-E2 が生成する可能性が

あ る こ と が示唆された。

　 ノ ニルフ ェ ノ ールエ ト キシレー ト （NPEO） は， 環境中

における ノ ニルフ ェ ノール （NP） の前駆体 と考え られて

いる。NP 関連物質の生態系への影響や環境動態を明らか

にするには， 親化合物であ る NPEO や生分解の中間体で

あ る NPEC も含め， 包括的なモニ タ リ ングを行 う 必要が

あ る。 前年までに開発し た手法を用い， 東京湾内湾のほ

ぼ全域に及ぶ 20 地点において， 表層水， 底層水， 表層堆

積物， 及び， 東京湾沿岸の 27 地点において河川水および

下水処理放流水等の分析を行った。 東京湾表層海水中の

NPEO濃度は，河川水中濃度と比べて 1～2桁程度低 く ，こ

れは海水によ る希釈や分解を反映し ている もの と 思われ

る。 また， 各成分 と も表層海水において多摩川河口や東

京港沖など湾奥北西部で濃度の極大値が観察されたのに

対し， 底層水濃度や表層堆積物濃度は湾奥北東地域に高

濃度の地点が移動する傾向があった。 一般に， 低極性の

汚染物質は， 主に湾奥北西部に堆積する こ と が報告され

ているのに対し，NP や NPEO は湾奥北東部に堆積し てい

る傾向が見られる。 これは， 湾奥北東部の堆積物が， NP

や NPEO など中極性の汚染物質のシン クにな り 得る こ と

を示唆し ている。

　 モ ノ 水酸化 PCB が酵母 two-hybrid ア ッ セイによ り エス

ト ロゲンアゴニス ト 活性や甲状腺ホルモンアゴニス ト 活

性を示すこ と を見いだし て き たが， 生体内で甲状腺ホル

モン受容体など多 く の核内受容体 と ヘテ ロ ダ イ マーを形

成し て重要な働き をする核内受容体の一つであ る レチ ノ

イ ド X 受容体（human RXR） を組み込んだ酵母 two-hybrid

ア ッ セイ を用いてモ ノ水酸化 PCB の 91 化合物について

アゴニス ト 活性を調べた。 91 種類の水酸化 PCB の内訳

は，一塩素化物 3 種，二塩素化物 6 種，三塩素化物 33 種，

四塩素化物 31 種， 五塩素化物 16 種， 六塩素化物 2 種で，

水酸基の位置で分類する と，ortho- フ ェ ノール 37 種，meta-

フ ェ ノ ール 24 種， para- フ ェ ノ ール 30 種であ る。 20 種類

の化合物がアゴニス ト 活性を示し， 最も強い化合物は リ

ガン ド であ る 9-cis- レチ ノ イ ン酸 と の相対活性 （％） で

比較する と 5.6% を示し た。 活性を示し た化合物の う ち，

最も強い活性を示す ８ 種を含む 13 種は ortho- フ ェ ノール
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で， ４ 種は meta- フ ェ ノール， ３ 種は para- フ ェ ノールで

あった。

　 水酸化 PCB は， 塩素数および水酸基， 塩素の結合位置

によ り エス ト ロゲン活性， 甲状腺ホルモン活性が大き く

異な る こ と が知られている。 化学物質の構造によ り これ

ら の活性の特徴を抽出し， 定量的な評価が行 う こ と がで

きれば化学物質によ る活性をハイ スループ ッ ト に評価す

る こ と ができ る。 そ こ で， 91 種類の水酸化 PCB につい

て， 酵母 two-hybrid ア ッ セイ法によ り 得られたエス ト ロ

ゲン活性， 甲状腺ホルモン活性データについて， 非線形

の ２ 次元構造活性相関によ る化学物質の分類 と 活性の定

量的評価について検討し た。 化学物質の構造的， 物理化

学的尾パラ メ ータによ り 化学物質を ク ラ ス ターに分類す

る こ と によ り 活性を定性的に予測でき る自己組織化マ ッ

プ （SOM） 法を用い， 水酸化 PCB の構造から計算で求め

る こ と のでき る記述子を用いて SOM 解析を行った。その

結果， エス ト ロゲン活性については， 水酸基が置換し て

いる位置 と 結合し ている塩素数および ５ つ記述子 （分子

量， VDW， HOMO， LUMO， 双極子モー メ ン ト ） によ っ

て活性の示す化学物質を １ つの群に分類す る こ と がで

き，活性を示す構造特性を抽出する こ と が可能であった。

こ の結果， 分類に使用し た記述子をパラ メ ータ と し て入

力層， １ 層の中間層，出力層の ３ 層から なるニューラル・

ネ ッ ト ワーク によ ってエス ト ロゲン活性の予測を行 う こ

と が可能 と なった。 一方， 甲状腺ホルモン活性に関し て

は，活性のあ る化学物質が複数に分類され，本手法によ っ

ては予測は困難であった。

　 魚類は ３ 種類のエス ト ロゲン受容体 （ER） を持ちその

ER の一次構造がその他の脊椎動物の ER と大き く 異なる

など他の脊椎動物には見られない特徴を有し ている。 メ

ダカの ER （mERα, mERβ, mERγ） 導入酵母を用いた検

討から， mERα は， hER に対し てエス ト ロゲンに比べ化

学物質に高い感度を示し， 魚類への影響は hER のみによ

る測定では不十分であ り ， 両者を併用する こ と が環境モ

ニ タ リ ン グ に有用で あ る こ と を 示 し て き た。 ゼ ブ ラ

フ ィ ッ シ ュやフ ァ ッ ト ヘッ ド ミ ノ ーのエス ト ロゲン受容

体 （zERα， fERα） の mERα に対する相同性 （約 80%）

は比較的低い こ と から， 魚種間の感受性差を さ ら に検討

する ため， zERα， fERα 導入酵母を用いて， 15 種類の

4-alkylphenol のエ ス ト ロ ゲ ン 活性測定 を 行 っ た結果，

zERα，fERα に対し てそれぞれ 13 および 7 種類がエス ト

ロゲン活性を示し た。 E2 に対する相対エス ト ロゲン活性

（REA） で最大を示し たのは 4-t-Ocylphenol であったが，

mERα に対する REA と比較し て約 1/5 であった。他の 4-

alkylphenolのREA も mERαに対する REAの1/5～1/50であ

り ， hERα と大き な感受性差を示さ なかった。 以上の結

果か ら 酵母 Two-hybrid assay におけ る 試験におい て，

hERα及びmERα と の併用が効率的であ る こ と が再確認

された。

〔 備考〕

（ 2）　 野生生物の生殖に及ぼす内分泌かく 乱化学物質の

影響に関する研究

〔 区分名〕 重点特別

〔 研究課題コ ード 〕 0105AA166

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 3-1 内分泌か く 乱化学物質の総合的対策に関する研

究

〔 担当者〕 ○森田昌敏 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ） ， 堀口敏宏， 白石寛明， 白石不

二雄， 高木博夫， 高橋慎司， 多田満， 菅谷芳雄，

鑪迫典久， Anke Buritt TREUNER， 内田元，

児玉圭太， 橋詰和慶， 平井慈恵， 鎌田亮， 井関

直政， 小塩正朗， 小田重人

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 我が国に生息する巻貝類， 魚類， 鳥類などの野

生生物におけ る個体数減少， 性比の変化， 生殖器の奇形

などの生殖に関する異常の有無 と その程度について多角

的に検討し， 明ら かにする。 何ら かの異常が認められる

場合には， 異常を も た ら し た原因の究明に努め， それが

その種の個体群の維持や動態に及ぼす影響を推定し て評

価する。 これによ り ， 我が国の野生生物におけ る内分泌

か く 乱の実態 と その種の個体群の動態に及ぼす影響を明

らかにする。

〔 内容および成果〕

　 前年度まで と 同様， フ ィ ール ド において巻貝類 （イ ボ

ニシ， ア ワ ビ類） 及び魚類 （マコ ガレ イ） を主た る対象

と し て調査を行い， 二枚貝 （アサ リ ） 試料の収集も行っ

た。 また甲殻類 （シャ コ） の調査に着手し た。 この う ち，

ア ワ ビ類では， 1998 ～ 1999 年に国内の漁獲量激減海域

で漁獲されたマダカア ワ ビで雌雄の性成熟期の不一致が

継続的に観察され， また卵巣中での精子形成が同海域の

雌のマダカア ワ ビ と メ ガイ ア ワ ビのそれぞれ19％及び29

％で観察された。 また これら のア ワ ビ類の筋肉中有機ス

ズ濃度は，食品衛生上問題になる レベルではないものの，

対照海域の も のに比べて有意に高か っ た （ブチル ス ズ

p<0.05，フ ェニルスズp<0.01）。またアワ ビ類のベ リ ジャー

幼生及び着底稚貝に対する有機スズ化合物の半数影響濃

度 （EC50） を実験的に算出し た結果， かつて実在し た有

機スズ濃度で幼生や稚貝の生残や成長に悪影響が生じ て
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いた と考え られた。

　 マコガレ イでは， 東京湾におけ るマコ ガレ イ資源の減

少に対する漁獲圧の影響を解析し， 併せて血清中ビテ ロ

ゲニンの測定 と 生殖巣組織の検鏡を行い， これら の年周

期を評価し た。 その結果， 東京湾の雄マコ ガレ イでは北

海道 ・ 知内沖の も のよ り も ビテ ロゲニン濃度が高かった

も のの精巣卵等の組織異常は観察されなかった。 また生

活史全般を解明する一環 と し て， 年齢 と 成長， 食性も解

析し， 1980 年代のもの と比較し た。 さ らに稚魚調査を実

施し， その分布から千葉県市原市沖が重要な着底場所で

あ る と と も に成育場であ る こ と を明 ら かに し た。 ま た，

孵化日の推定や食性の解析も行った。

　 シ ャ コでは， 親シ ャ コ と と も にア リ マ幼生及び稚シ ャ

コに対する定期採集調査を東京湾で実施し， 分布， 成長

及び性成熟を解析 し た。 その結果， 大型個体では春に，

また小型個体では夏に性成熟し， 性成熟や交尾， 産卵に

は異常が認め ら れない こ と が明 ら か と なった。 し か し，

夏季の貧酸素水塊の出現によ って親シ ャ コの生息域が制

限され， 同時に幼生や稚シ ャ コが死滅し ている可能性が

示唆された。 また年齢査定のための リ ポフ スチン法を検

討し た。

　 また，東京湾 20 定点調査で得られた試料を解析し た結

果，近年の東京湾では底棲魚介類群集が 1990 年代までの

それ と 比べて質的に も量的に も変化し て き た こ と が観察

され， 板鰓類やスズキ等の高次栄養段階の生物が増え る

傾向にあ る こ と が明らか と なった。

　 一方， イ ボニシを用いた実験的研究によ り ， 核内受容

体であ る レチ ノ イ ド X 受容体 （RXR） が雄性生殖器であ

るペニス と 輸精管を雌に分化 ・ 成長させる上できわめて

重要な役割を演じ ている と の全 く 新しいイ ンポセ ッ ク ス

仮説を論文 （Environ. Sci. & Technol.） で発表し， さ ら に

検証を進めた。 その結果， 雄 と イ ンポセ ッ ク スのペニス

において他の組織・器官よ り も RXR の遺伝子発現量が有

意に高い こ と， 雌に形成されたペニスが組織学的に雄の

も の と 相同であ る こ と などが明ら か と なった。 これらは

RXR 仮説を支持する ものであった。

　 また試験法開発に関連し た研究や実験的研究も実施し

た。 すなわち， 内分泌攪乱化学物質の魚類ス ク リ ーニン

グ試験に関する OECD のバ リ デーシ ョ ンテ ス ト に参加

し，陽性対照物質 （17β- エス ト ラ ジオール及び ト レ ンボ

ロ ン） を用いた試験を， メ ダカを供試魚 と し て実施し た。

また甲殻類 （オオ ミ ジン コ） を用いた内分泌攪乱化学物

質試験法の提案を OECD に対し て行った。 メ ダカにおけ

る精巣卵形成及び性転換に関する基礎的研究も並行し て

実施し た。

　 また， アルキルフ ェ ノ ール類の経口曝露によ るチカ イ

エカの繁殖影響， 昆虫成長制御剤であ る ピ リ プ ロ キ シ

フ ェ ン等の抱卵期曝露によ る ヌ カエビの繁殖影響， ウ ズ

ラ受精卵を用いた鳥類における内分泌攪乱作用の in vivo

検出法の確立に向けた研究などを実施し た。

〔 備考〕

（ 3）　 内分泌かく 乱化学物質の脳・ 神経系への影響評価に

関する研究

〔 区分名〕 重点特別

〔 研究課題コ ード 〕 0105AA167

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 3-1 内分泌か く 乱化学物質の総合的対策に関する研

究

〔 担当者〕 ○三森文行 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ） ， 梅津豊司， 石堂正美， 今井秀

樹， 渡邉英宏， 黒河佳香， 川口真似子

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 環境ホルモン化学物質が ヒ ト の脳 ・ 神経系に影

響を与え るのではないか と の懸念があ る。 本研究はこれ

ら の化学物質の脳 ・ 神経系への影響を評価する ための測

定 ・ 解析手法の開発を目的 と する。 こ のため， ヒ ト や実

験動物を対象とする超高磁場 MRI 測定法の研究，実験動

物を用いる行動試験， 神経生化学的試験法の評価 と 体系

化を行い， 環境ホルモン化学物質が脳 ・ 神経の機能や代

謝に及ぼす影響の評価法を整備する こ と を目標とする。

〔 内容および成果〕

　 ヒ ト を対象とする研究では50名のボ ラ ンテ ィ アの脳形

態画像を集積し た。 脳の形態測定は全脳をカバーする 3

次元 T1 強調画像測定 （3D MDEFT） を中心と し て， 脳中

央部の T2 強調高速ス ピンエコー画像， T1 値， T2 値の定量

測定を行っている。 ３ 次元画像を中心 と し てデータ解析

法の研究も行い， 超高磁場に特有の画像強度の不均一を

補正 し， 画像コ ン ト ラ ス ト に基づいて脳灰白質， 白質，

脳脊髄液の領域を識別する手法を検討し た。 50 名の測定

結果に こ の手法を適用し， それぞれの組織の性差， 年齢

に依存する変化を抽出する こ と ができ た。 また， 脳機能

画像法の基盤整備 と し て， 高速イ メ ージング法 と 同期し

た刺激呈示法の導入，解析ソ フ ト ウ ェ アの整備を行った。

これによ り ， 運動や視覚刺激に伴 う 脳機能発現部位の画

像化を実現でき た。 一方， 脳代謝測定においては化学物

質が脳代謝に与え る影響モデル と し てアルコール摂取に

伴 う 脳局所の代謝物の経時変化の定量解析を試みた。 こ

の結果， 1H スペク ト ルは 2.7 分の時間分解能で解析可能

で， 脳内のエタ ノ ール濃度の推移を追跡でき た。 代表的
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な神経伝達物質で あ る グ ル タ ミ ン 酸， γ- ア ミ ノ 酪酸

（GABA） の同時測定法について も研究を進め， CT-COSY

法を用いた 30分の測定で両者の信号を同時に と ら え る こ

と が可能と なった。

　 実験動物を用いた行動試験法の研究では， 幼若期に甲

状腺ホルモンが不足する と， 成長後のマウ スで ド ーパ ミ

ン神経系機能に変化が生じ る こ と が示唆された。 これを

検証する ために in vivo マイ ク ロ ダ イ ア リ シス法の使用を

考え， そのセ ッ ト ア ッ プ と 基礎的検討を行った。 ド ーパ

ミ ン取 り 込み阻害剤であ る ブプ ロ ピオン を投与する と，

マウ ス線状体内で細胞外 ド ーパ ミ ン濃度の増加 と， ド ー

パ ミ ン代謝物の変化が観察された。 他方 ノ ルエピネフ リ

ンの代謝物やセ ロ ト ニン と その代謝物の細胞外レベルに

変化は認め られなかった。 また， 新たな化学物質 と し て

過塩素酸について も検討を行っている。

　 行動試験法 と 組織化学的試験法を組み合わせた研究で

は， 内分泌撹乱化学物質によ り ラ ッ ト 脳の発達障害が も

た ら され， ADHD や自閉症などに見られる多動性障害が

おこ り ， ビ ス フ ェ ノール A を投与し た ラ ッ ト 黒質の ドー

パ ミ ン合成酵素に対する免疫交叉性が著し く 減少し てい

る こ と を報告し て き ている。 本年度は細胞生物学的解析

の結果， ビ ス フ ェ ノール A （20 µg） を投与し た ラ ッ ト 黒

質にアポ ト ーシス （自殺死） 陽性細胞を認めた。 こ の こ

と はビ ス フ ェ ノ ール A によ る ラ ッ ト 多動性障害に ドーパ

ミ ン神経の変性が伴 う こ と が示唆された。

　 神経生化学試験法の研究では， ペン タ ク ロ ロ フ ェ ノ ー

ル （Pentachlorophenol， 以下 PCP） の次世代影響を検討し

た。妊娠ラ ッ ト に PCP を 6.6 mg / l の飲水中濃度で妊娠第

０ 日 （プ ラ グ確認日） か ら出生第 21 日まで慢性投与し

た。 その結果， 出生数， 出生時体重および出生性比につ

いては PCP 投与群 と対照群 と の間有意差はみられなかっ

た。出生第 21 日における母親肝の PCP 濃度は前年度行っ

た成熟ラ ッ ト におけ る場合に比べてかな り 低かった。 こ

れは母体に曝露し た PCP が胎盤を介し て胎仔に移行し た

こ と によ る と 思われる。 現在仔ラ ッ ト 脳の神経傷害を検

索すべ く 神経病理学的組織検査を行っている。

〔 備考〕

（ 4）　 内分泌かく 乱化学物質の分解処理技術に関する 研

究

〔 区分名〕 重点特別

〔 研究課題コ ード 〕 0105AA168

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 3-1 内分泌か く 乱化学物質の総合的対策に関する研

究

〔 担当者〕 ○安原昭夫 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ）， 橋本俊次， 中宮邦近

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 ダ イオキシン類やPCBなどの有機塩素化合物を

中心 と し た内分泌か く 乱化学物質によ る環境汚染を修復

する こ と はこれから の循環型社会の形成に と って極めて

重要かつ緊急の課題であ る。 本研究では， これらの内分

泌か く 乱化学物質で汚染 さ れた土壌な ど を対象 と し て，

以下の手法によ る内分泌か く 乱化学物質の効率的な分解

処理技術の開発を行 う 。 （ １ ） 高温 ・ 高圧の熱水によ る抽

出 ・ 分解， （ ２ ） 化学反応を利用し た分解， （ ３ ） 微生物

によ る分解。

〔 内容および成果〕

　（ １ ） ダ イ オキシン類の分解に関する研究 ： 1,4-dioxane

等の環状エーテル化合物を分解する， しの う 菌類のキ ノ

コ， Cordyceps sinensis がダ イオキシン類を分解し てカテ

コール類を生成し， こ のカテ コール類も さ ら に代謝分解

される こ と を明ら かにし た。 合成し た標品 と の照合によ

り ， OCDD からは trichloro-cis,cis-muconic acid が， triCDD

からは dichloro-cis,cis-muconic acid が， 無置換 DD からは

cis,cis-muconic acid が生成する こ と を明らかにし た。 これ

らの分解で， dibenzo-p-dioxin の骨格を保持し たま までの

脱 塩 素 化 は 確 認 で き な か っ た。 こ れ ら の 結 果 か ら

Cordyceps sinensis によ るダ イオキシン類の分解は二つの

ベンゼン環をつなぐエーテル結合の と こ ろで起こ ってお

り ， さ らにカテ コール類あ るいはム コ ン酸か らの脱塩素

化と分解が進行する こ と を確認し た。

　（ ２ ） 農薬によ る 植物成長異常に関与する 土壌微生物：

過剰に除草剤を散布し た小麦畑で採取し た，徒長を起こ す

株に付着し た土壌から カーバメ ート 系の除草剤 2,6-di-tert-

butyl-p-tolyl methlcarbamate (MBPMC) と 植物生長促進因子

Indole-3-acetic acid (IAA) を 同定し た。 微生物の培養系に

MBPMC を加えて代謝経路を調べた結果， MBPMC はま ず

2,6-di-tert-butyl-p-methyl-phenolと methylisocyanateに分解し ，

methylisocyanateは非生物的な反応で trimethylisocyanurate を

生成する こ と が示された。さ らに2,6-di-tert-butyl-p-methyl-

phenol は quinone 体を形成する際に脱 メ チル反応を起こ

し， 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol まで代謝され

る こ と を確認し た。 同様に IAA の分解代謝系について

行った実験から，IAAはTryptophanから Indole-3-acetamide，

Indole-3-acetonitrile を経て生成し， さ ら に蓄積性のあ る

Antranilic acid に変化し た。 単離し た複数の微生物の同定

を 16SrRNA の配列から行った と こ ろ，微生物は 2 つのグ

ループに分類でき，一つは CDC の保有する人体の疾患部

から分離し た Bacillus に属する thuringiensis 種， も う 一方
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は腐敗し た食物から分離された食中毒の原因菌 と し て懸

念される ATCC10987 株の B. cereus に １ 塩基の差異で相

同性を有し ていた。 両株は赤血球の分解活性をつか さ ど

る phospholipase を保持し てお り ， 綿羊の赤血球の分解時

における MBPMC 濃度の影響を調べた。 赤血球の分解は

OD630nm の減少から， また MBPMC の分解は GC/MS に

よ って行った と こ ろ， 2.5 ～ 15ug/ml 加えた MBPMC に

よ って赤血球の分解は阻害される こ と が確認でき た， さ

らに MBPMC の分解は赤血球の分解が終了する時点から

活発に な る こ と が明 ら か に な っ た。 Phospholipase が

MBPMC の分解を促進し た と考え られる。

　（ ３ ） 金属を用いた テ ト ラ ク ロ ロ ベンゼ ンの脱塩素化

1,2,4,5- テ ト ラ ク ロ ロベンゼンのイ ソ プロパ ノール溶液に

金属アル ミ ニウ ム粉末を加えてアルカ リ 性で加熱し た結

果， 脱塩素化率は 96％に達し た。 一方， 金属パラ ジウ ム

を触媒と し て 1,2,4,5- テ ト ラ ク ロ ロベンゼン （イ ソ プロパ

ノ ール溶液） を高圧水素還元し た結果， 完全な脱塩素化

が起こ った。

〔 備考〕

（ 5）　 内分泌撹乱化学物質等の管理と 評価のための統合

情報システムに関する研究

〔 区分名〕 重点特別

〔 研究課題コ ード 〕 0105AA169

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 3-1 内分泌か く 乱化学物質の総合的対策に関する研

究

〔 担当者〕 ○鈴木規之 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ）， 櫻井健郎， 田邊潔， 森口祐一，

南齋規介， 村澤香織

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 内分泌撹乱化学物質の管理 と 評価を統合的に

行 う こ と を目的と し て， 地理情報システム （GIS） をベー

ス と し た情報システムの構築を行 う 。本システムは，（ １ ）

環境中の存在状況， 野生生物への影響等に関するモニ タ

リ ング ・ 研究成果の GIS 上への集約， （ ２ ） 排出源情報 と

環境中の存在状況を結合す る ための環境モデルシ ス テ

ム， （ ３ ） 内分泌撹乱作用の毒性評価のためのデータ ・ 手

法の開発， を行い， 内分泌撹乱化学物質の GIS システム

上での評価と管理管理を行 う システムを開発する。

〔 内容および成果〕

　 本課題は， 多様な環境 リ ス ク の管理に関し て， さ ま ざ

まな主体の参加の も と での科学的知見に基づ く 透明な意

思決定を支援する ために， １ ） 環境 リ ス ク要因物質の環

境排出推計モデルの開発， ２ ） 環境中動態モデル ・ 暴露

評価モデルの開発， ３ ） 環境 リ ス ク評価 ・ 管理のための

統合データベースの構築， ４ ） 多様な環境 リ ス ク管理の

ためのコ ミ ュ ニケーシ ョ ン手法に関する研究を， 化学物

質 の リ ス ク 評 価 と 管理 の た め の 統合 情 報 シ ス テ ム

（Virtual World） の概念によ って統合化し， 化学物質の多

様な性質を反映させた リ ス ク評価 と 管理， 適切な政策立

案等に資する こ と を目的とする。 「統合情報システム」 の

概念については， 平成 ８ 年度 「輸送 ・ 循環シス テムに係

る環境負荷の定量化 と 環境影響の総合評価手法に関する

研究」 （代表 森田昌敏 幹事 森口祐一） よ り 開始し て現在

まで継続し て実施されて き ている も のであ り ， 本年度ま

でにおいては， 総合化研究チーム と と も に， 化学環境研

究領域， 社会環境システム研究領域， 化学物質環境 リ ス

ク研究セン ター， PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト 等での

関連する課題と協調し て研究を実施し て きた。

　 本年度は， 特に環境ホルモンプロ ジェ ク ト に係る テー

マ と し て， ２ ） 環境中動態モデル ・ 曝露評価モデルの開

発と し て， グ リ ッ ド - 流域複合多媒体モデル （G-CIEMS）

の開発を継続し て行い， ダ イオキシンおよび数種の物質

についてのケース ス タデ ィ ー と 国際比較研究を通じ たモ

デルの検証を中心に実施し た。 グ リ ッ ド - 流域複合多媒

体モデル（G-CIEMS: Grid-Catchment Integrated Environmental

Modeling System） は， 前年度に確立し た， (a) 現状におい

て全国規模で利用可能は最大分解能を有する地上媒体 と

し て河川水質予測モデルの基盤 と する単位流域 （全国で

約 40,0000 流域） および仮想分割河道， 大気は現時点で

は 1, 5, 100km グ リ ッ ド の組み合わせ （全国および周辺海

域等で最大約 50 万グ リ ッ ド）， および沿岸海域を計算領

域とする多媒体モデルであ る。

　 ダ イオキシン類および数種の VOC 成分について PRTR

データ を用いた推定計算を実施し， 特に暴露量の空間分

布状況の推定を行い， 暴露分布の主要な空間領域が国土

上の比較的限られた高濃度地域に存在する傾向を明ら か

にし た。 また， LRTAP 条約下の MSC-East 研究所が主催

する POPs モデル国際比較研究に参加し， 本年度は G-

CIEMS 多媒体モデルの単位計算プロセスが各国の多媒体

モデル と 比較し て良好な性能を持つこ と が明ら か と なっ

た。

〔 備考〕

（ 6）　 ウズラ での環境ホルモン感受性試験の国際標準化

〔 区分名〕 重点特別

〔 研究課題コ ード 〕 0105AA354

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 3-1 内分泌か く 乱化学物質の総合的対策に関する研
―  125  ―



国立環境研究所年報 （平成 16 年度）
究

〔 担当者〕 ○高橋慎司 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ）， 清水明， 鎌田亮， 井関直政

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 環境ホルモン研究に適 し た実験動物を開発す

る目的で， ウ ズ ラおよびボブホ ワ イ ト を実験鳥類に純化

する。 これまで， 近交化し た ウ ズ ラ， ボブホ ワ イ ト およ

び発生卵に種々の環境汚染物質 （有機塩素化合物， 有機

ス ズ類） を暴露し， 環境ホルモン感受性試験の鳥類での

国際標準化及びス ク リ ーニン グ手法について検討し た。

本年度は， 環境ホルモン （DES， PCB） を発生卵に注入

し， 生殖に及ぼす影響を検討し た。

〔 内容および成果〕

　 これまで， 環境ホルモンに対する ウ ズ ラ感受性試験の

手法を検討する こ と によ り ， 餌の植物性ホルモン低減化

や ウ ズ ラ 飼育管理の適正化 （温度， 湿度， 密度等） を

OECD ガイ ド ラ イ ンに準拠し て国際標準化する こ と がで

き た。本年度は，実際に環境ホルモンを ウズ ラ発生卵 （10

日齢） に注入し， 孵化後の生殖に及ぼす影響を検討し た

結果， DES では雌の産卵率が有意に低下し， 高濃度にな

る と無殻卵になる こ と等が分かった。

〔 備考〕

（ 7）　 内分泌かく 乱化学物質の生殖系への影響評価に関

する研究

〔 区分名〕 重点特別

〔 研究課題コ ード 〕 0105AA378

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 3-1 内分泌か く 乱化学物質の総合的対策に関する研

究

〔 担当者〕 ○森田昌敏 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ） ， 高野裕久， 米元純三， 梅津豊

司， 今井秀樹， 白石不二雄， 石堂正美， 鎌田亮，

寺崎正紀， 小宇田智子

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 内分泌撹乱化学物質が ヒ ト の生殖系に影響を

与え るのではないか と い う 立場か ら， これら化学物質の

生殖系への影響を評価する ための測定 ・ 解析手法の開発

及び メ カニズムの解明を目的と し た研究を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 前年度に引き続き， エス ト ロゲン様作用を持つ物質の

in vitro ア ッ セイ系を用いての探索を行 う と共に， 一部の

物質について子宮肥大試験を行った。 また， エス ト ロゲ

ン様化学物質の新しい評価法と し て， in vitro のア ッ セイ

系の他に， 遺伝子発現か ら検出する系や， ステ ロ イ ド 関

連酵素群の発現から検出される系の試験法を検討する と

共に， それら を用いての メ カニズムの解明を行った。 ま

た， 工業化学物質の う ちの不純物が強い作用を持つ可能

性あ るいは， 代謝によ り その作用が弱ま る可能性につい

て検討を行った。 in vitro 試験法において， 強いエス ト ロ

ゲ ン リ セプ タ ー と の結合性を も つ こ と が今回明 ら かに

なった も の と し て， アダマンチルフ ェ ノ ール等の化合物

があ る。 in vitro の結果と in vivo と の結果 と の照合につい

て実施し た。

〔 備考〕

（ 8）　 海産無脊椎動物の内分泌攪乱並びに生殖機能障害

に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE043

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 3-1 内分泌か く 乱化学物質の総合的対策に関する研

究

〔 担当者〕 ○堀口敏宏 （化学環境研究領域）， 白石寛明

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 い く つかの化学物質は生物の内分泌系及び生

殖を攪乱させる作用を有し， 一部の野生生物ではそれに

よ る異常がすでに顕在化し ている。 しかし， 国内の野生

生物の内分泌攪乱や生殖機能障害， それに起因する個体

数減少には不明な部分が多い。 本研究では， 外因性内分

泌攪乱化学物質 （環境ホルモン） の影響を最も受けやす

い生物群 と 考え られる水棲生物の う ち， 特に海産無脊椎

動物に対象を絞 り ， 内分泌攪乱の実態把握 と 原因の究明

及びその誘導機構の解明を目指す。

〔 内容および成果〕

　 前年度に引き続き， 韓国において全国規模でイ ボニシ

試料の採集を行 う と と も に， 有機スズ汚染によ る イ ボニ

シ個体群への影響の観察 ・ 評価にも着手し た。 また日本

におけ る イ ボニシのイ ンポセ ッ ク ス と 有機スズ汚染の現

状を明ら かにする ための全国規模の実態調査も継続的に

実施し た。 韓国では， 東海岸， 南海岸及び西海岸の計 40

以上の採集地点でイ ボニシ試料を入手し， 解剖観察及び

化学分析を実施し ている。 これによ り ， 韓国沿岸におけ

る有機スズ汚染 と イ ンポセ ッ ク スの現状を明ら かにする

と と もに， 2002 年以降の経年推移を検討する。

　 また韓国において も有機スズ汚染によ り じ ゃっ起され

た イ ンポセ ッ ク スが個体群レベルでイ ボニシにどのよ う

な影響を及ぼし ているかを明ら かにする ため， 造船所近

傍あ るいは船舶航行密度の高い有機スズ汚染が進行し た

地点 と と も に， 一方， 外海に面し た汚染の軽微な地点か
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ら， 適当な地点の選定を行い， そ こ で採集された イ ボニ

シの殻高組成解析， イ ンポセ ッ ク ス症状の観察及び体内

有機スズ濃度の測定を行っている。

　 また， これまでの予備調査の結果， 韓国産エゾア ワ ビ

において も， 邦産マダカア ワ ビなどで観察された も の と

同様に， 生殖周期の攪乱の兆候や卵巣での精子形成が観

察された こ と か ら， よ り 詳細な調査を行って実態解明を

進める必要があ る と 考え られた。 そのための調査体制の

充実等を目指し た協議も実施し た。 日本では， 北海道の

他， 瀬戸内海， 四国及び九州の広範な地点でイ ボニシ試

料を採集し， 解剖観察と化学分析を進めている。

〔 備考〕

共同研究者 ： 趙顯書 （韓国 ・ 国立麗水大学校）

（ 9）　 淡水無脊椎動物の繁殖に及ぼす化学物質の影響

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE176

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 3-1 内分泌か く 乱化学物質の総合的対策に関する研

究

〔 担当者〕 ○多田満 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究プ

ロ ジェ ク ト ）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 淡水無脊椎動物の繁殖に対する内分泌か く 乱

化学物質の影響を把握する ために， 水温や密度条件など

の生態的要因を変え る こ と でいかな る影響を及ぼすかを

明ら かにする こ と を目的 と する。 そのために本研究では

チカ イエカ実験個体群を用いた研究を行い， 淡水無脊椎

動物の繁殖に対する内分泌か く 乱化学物質の影響解明に

資する こ と を目標とする。

〔 内容および成果〕

　 チカ イエカ孵化幼虫に p- ノ ニルフ ェ ノ ール と p- オクチ

ルフ ェ ノ ール （それぞれ， 1， 10， 100， 200µg l-1） を高密

度 （ ２ ～ ４ 倍） 条件で曝露する と， 幼虫の死亡率は 10µg

l-1以下の濃度区では20～40％程度であったが，100µg l-1以

上の濃度区では 80％以上に高ま った。 羽化率は各濃度区

で 0.8 以下と なった （対象区で 0.9）。

〔 備考〕

共同研究者 ： 佐藤彰， 渡邉泉 （東京農工大学）

（ 10）　 酵母アッ セイ システムを 用いた S9 代謝化内分泌

かく 乱物質の検出と 化学構造の決定

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE181

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 3-1 内分泌か く 乱化学物質の総合的対策に関する研

究

〔 担当者〕 ○白石不二雄 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研

究プロ ジェ ク ト ）， 白石寛明， John S.Edmonds

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 内分泌か く 乱物質は生体に取 り 込まれ る と 細

胞内のホルモン レセプターに結合し て タ ンパク合成を促

進し た り ， あ るいは逆に生体内ホルモンの結合を阻害す

る こ と によ り 生体に悪影響を及ぼすこ と が懸念されてい

る。 化学物質の中には生体内の薬物代謝酵素で代謝され

（S9 代謝化）， ホルモン様作用を発現する物質が産生され

る こ と を我々は酵母ア ッ セイのス ク リ ーニングによ り 確

認し ている。 S9 代謝化において産生される化学物質は単

一ではな く ， 様々な構造形態が予想される。 代謝化物質

の う ち， 活性を示す物質の同定を行い， それら の活性を

評価する こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 ポ リ 塩化ビ フ ェ ニール （PCB） は生体内で薬物代謝酵

素によ り 代謝を受け， 水酸化体にな る こ と が知られてお

り ， それらのなかには PCB 自体よ り も強いエス ト ロゲン

活性を示すこ と を酵母ア ッ セイによ り 検索し，報告し た。

今回， モ ノ 水酸化 PCB の 91 物質について， 甲状腺ホル

モン活性を酵母ア ッ セ イによ り 検討し た。 試験し た水酸

化PCBの う ち 24物質がアゴニス ト 活性を示し た。2',4,5',6-

tetrachlorobiphenyl-2-ol が最も強い活性を示し， 甲状腺ホ

ルモンの T3 の約 ３ % の強さ であった。 水酸基の位置 と

活性の強さはエス ト ロゲン作用 と は異な り ， 水酸基の位

置 と の関係は見いだされなかったが， フ ェ ノ ール環の水

酸基のオル ト 位に １ 個あ るいは ２ 個の塩素が存在する化

合物で活性が認められる傾向であった。

〔 備考〕

（ 11）　 環境ホルモンの呼吸器・ 免疫系に対する影響

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE185

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 3-1 内分泌か く 乱化学物質の総合的対策に関する研

究

〔 担当者〕 ○高野裕久 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ）， 柳澤利枝， 井上健一郎

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 内分泌か く 乱性化学物質 （環境ホルモン） が生

殖系や神経系に及ぼす影響については研究が進行しつつ

あ る。 しかし， その他の臓器あ るいは系統に関し てはほ

と んど検討は開始されていない。 環境ホルモンの摂取経
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路 と し ては消化器系 と 共に呼吸器系が需要であ り ， 環境

ホルモンが呼吸器系に及ぼす影響は速やかに取 り 掛かる

べき課題であ る。中でも，近年急増しつつあ る アレルギー

性呼吸器疾患 と 環境ホルモンの関連は注目に値する。 本

研究では環境ホルモンの経気道及び経口投与が呼吸器，

免疫系に及ぼす影響について検討を加える。

〔 内容および成果〕

　 デ ィ ーゼル排気微粒子等に含まれる内分泌か く 乱化学

物質や芳香族炭化水素は， 濃度依存的に肺の Cyp1A1 を

誘導する こ と が明ら かになった。 肺組織か ら核タ ンパク

と 細胞質 タ ン パ ク を 分離採取す る 方法 を 確立 し た。

デ ィ ーゼル排気微粒子等に含まれる内分泌か く 乱化学物

質の少な く と も一部は， NFκB や AP-1 等の転写因子を

活性化する こ と が明らかになった。また，転写因子は様々

な生理機能や病態に関連する ため， アレルギー性疾患 と

環境ホルモンの関連にも影響を及ぼす可能性は否定でき

ない。 本年度は， 我々の過去の経験等を元に， マウ スに

アレルゲン と 共に環境ホルモンを投与し， その相互作用

を検討するモデルの作製に着手し た。 デ ィ ーゼル排気微

粒子に含まれる化学物質は， アレルギー性気管支喘息モ

デルを増悪し た。

〔 備考〕

当課題は重点研究分野Ⅵ．5.(1) にも関連

（ 12）　 内分泌攪乱化学物質による脳機能障害の分子機構

の解明

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE191

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○石堂正美 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 今日の社会的問題 と な っ てい る内分泌攪乱化

学物質が， 脳神経系の機能に影響を及す可能性が指摘さ

れて き てい る が､その詳細については不明な と こ ろが多

い。 例えば， 注意力欠陥多動性障害の子供が近年増えて

お り ， その原因に内分泌攪乱化学物質の影響を原因 と す

る説が唱え られている。 内分泌攪乱化学物質が子供の脳

が最も発達する時期であ る妊娠中や授乳期に子宮内暴露

や母乳によ り ， 子供の体内に入って危険が も た されてい

る可能性が指摘されている。 また， 注意力欠陥多動性障

害には ド ―パ ミ ン輸送体に作用する 「 リ タ リ ン」 と い う

薬剤が有効であ る こ と か ら， 注意力欠陥多動性障害の子

供の ド ―パ ミ ン輸送体遺伝子を調べた と こ ろ， こ の遺伝

子異常が高率に出来し ている こ と が明ら かになった。 ド

―パ ミ ン と い う 神経伝達物質の正常な伝達が， 遺伝子異

常あ るいは内分泌攪乱化学物質などによ る攪乱で妨げら

れている可能性があ る。 そ こ で， 本研究では広汎性発達

障害モデル動物を作製し， 内分泌攪乱化学物質が広汎性

発達障害の原因物質であ るかど う かを調べる と と も にそ

れらの脳機能障害の機序を分子レベルで解析する こ と を

研究目的とする。

〔 内容および成果〕

　 これまでに，私たちは ADHD や自閉症などに見られる

多動性障害が， 環境因子 と し ての内分泌撹乱化学物質に

よ る ラ ッ ト 脳の発達障害によ り も た ら される こ と を報告

し て き ている。 さ らに， ビ ス フ ェ ノール A によ る行動変

化の分子機構を タ ンパク質レベルの変化を免疫組織染色

法で解析し た。 その結果， ビ ス フ ェ ノ ール A （20 µg） を

投与し た多動ラ ッ ト の黒質カテ コールア ミ ン合成酵素に

対する免疫交叉性が著し く 減少し ていた。このこ と は，6-

ハイ ド ロ キシ ド ーパ ミ ンによ る多動性ラ ッ ト 脳で も同様

に観察された。一方，同じ黒質に存在する GAD 酵素の免

疫組織染色に影響は見られなかった。 こ の こ と か ら， ビ

ス フ ェ ノ ール A は， 特異的に黒質のカテコールア ミ ン合

成酵素の免疫抗原性を消失する こ と を示し ている。 つま

り ， 新生児での ド ーパ ミ ン神経系の発達障害が神経変性

と し て成熟期まで残存し ている こ と を示唆し ている。 そ

こ で， 神経変性と し ての神経細胞死の同定を TUNEL 法

に よ って調べた。 その結果， ビ ス フ ェ ノ ール A に よ る

TUNEL 陽性細胞が，カテコールア ミ ン合成酵素の免疫交

叉性が極端に減少する黒質に認められた。

　 以上のよ う に， 免疫組織染色法によ る解析の結果， ビ

ス フ ェ ノ ール A はタ ンパク質レベルにおいて ドーパ ミ ン

神経情報伝達系に影響を及ぼ し てい る こ と が明 ら かに

なった。 また， TUNEL 法の結果， ビ ス フ ェ ノール A は

アポ ト ーシス を誘導する こ と が明らかになった。

〔 備考〕

（ 13）　 ディ ーゼル排気の内分泌撹乱作用と 生殖系への影

響

〔 区分名〕 戦略基礎

〔 研究課題コ ード 〕 0105KB284

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○高野裕久 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ）， 柳澤利枝

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 デ ィ ーゼル排ガ スお よび微粒子には多数の化
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学物質が含まれ， その健康影響が危惧されている。 これ

ら の健康影響は呼吸器 ・ 循環器系に と ど ま らず， 内分泌

攪乱作用の存在も示唆されている。 本研究では， デ ィ ー

ゼル排ガスおよび微粒子の内分泌攪乱作用 と その メ カニ

ズムを分子生物学的に明らかにする こ と をめざす。

〔 内容および成果〕

　 マウ スにデ ィ ーゼル排ガスおよび微粒子 （DEP） を暴

露し， 肺の Ah receptor や cyp 1A1 等の発現の変化を検討

する （平成 13 年度）。 過去の文献等を参考に， 核タ ンパ

ク と 細胞質タ ンパク の採取法を検討し， 確立する。 マウ

スにデ ィ ーゼル排ガスおよび微粒子を暴露し， 影響を明

ら かにする と 共に， 転写因子や核内レセプターの役割を

検討する （平成 14 年度）。 マウ スにデ ィ ーゼル排ガスお

よび微粒子を暴露し， 影響を明ら かにする と 共に， 転写

因子や核内レセプターの役割を検討する。 あわせて， 複

合暴露の影響も検討する （前年度）。 マウ スにデ ィ ーゼル

排ガスおよび微粒子を暴露し， 次世代影響を明ら かにす

る と 共に， 転写因子や核内レセプターの役割を検討する

（本年度） 。 引き続き影響を解析する と共に， 種々の核内

レセプターや転写因子を， その相互作用も含め総合的に

解析する （平成 17 年度）。

　 DEP の気管内投与に よ り ， 濃度依存的に， 肺の Ah

receptor の発現は低下し，cyp 1A1 の発現は増加し た。組織

材料か ら核タ ンパク と 細胞質タ ンパク を分離採取する方

法を， ほぼ確立し た。 DEP の気管内投与によ り ， NFκB

や AP-1 等の転写因子の活性化がじ ゃっ起された。共同研

究先 と の連携によ り ， デ ィ ーゼル排ガスの， 雄性生殖器

の分化や行動に対する，経世代影響の検討が進められた。

デ ィ ーゼル排ガスの経世代影響が， 生殖腺の遺伝子発現

に影響を及ぼし う る こ と，行動に影響を及ぼし う る こ と，

等が明らかにな り つつあ る。

〔 備考〕

当課題は重点研究分野 Ⅳ．5.(1) にも関連

東京理科大等と の共同研究であ る。

（ 14）　 環境化学物質の計測法と 評価に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0204AE478

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 3-1 内分泌か く 乱化学物質の総合的対策に関する研

究

〔 担当者〕 ○森田昌敏 （化学環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 内分泌撹乱物質やダ イ オキシ ン以外に も 重要

な汚染物質が存在し， その環境 リ ス ク も大きい。 これに

対応し て個別の リ ス ク を明ら か と する ための曝露量評価

法の開発， リ ス ク評価手法の開発を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 前年度に引き続き， 環境各種媒体中の微量化学物質の

計測法の開発 と 応用を行った。 水中の微量成分の分析法

と し て， ビ ス フ ェ ノ ール分析のための鋳型ポ リ マーを用

いた濃縮法やジフ ェ ニル ヒ 素の分析法の開発を行った。

また，生体試料の分析法 と し て血液中の微量 Ｐ Ｃ Ｂ の分

析法の検討を行った。 また， 密度関数法を用いて物質の

毒性や反応性を予測す る 計算化学的アプ ロ ーチを試み

た。 それを用いて， ポ リ 塩化ジベンゾ フ ラ ンの電子親和

性 と 還元脱塩素化反応の起こ り やすさや構造活性関係の

解明に活用し た。

〔 備考〕

（ 15）　 アレ ルギー反応を指標と し た化学物質のリ スク 評

価と 毒性メ カ ニズムの解明に関する研究―化学物質

のヒ ト への新たなリ スク の提言と 激増するアト ピー

疾患の抑圧に向けて―

〔 区分名〕 特別研究

〔 研究課題コ ード 〕 0204AG395

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○高野裕久 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ） ， 柳澤利枝， 石堂正美， 白石不

二雄， 井上健一郎

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 （ １ ） ヒ ト に外挿が可能な病態モデルで， 化学

物質がア ト ピー疾患に及ぼす影響を明ら かにする。 （ ２ ）

ヒ ト と 動物の病態に共通し て重要な役割を演じ ている遺

伝子やタ ンパク のレベルで， 増悪 メ カニズムを明ら かに

する。 （ ３ ） アレルゲン腹腔内投与後の特異的抗体， 好酸

球， サイ ト カ イ ン， ケモカ イ ンの変化等を指標とする 「in

vivo ス ク リ ーニング」 の有用性を検討する。

〔 内容および成果〕

全体計画

　 数種類の化学物質を先導的に選択し， マウ スに暴露す

る。 動物にアレルゲンの投与を開始し， 成長過程におけ

る ア ト ピー疾患の増悪の有無を確認する。 先導的に選択

する化学物質 と し ては， （ １ ） 「核内レセプター」 介し て

作用する物質 （フ タル酸エステル等）， （ ２ ） 「フ リ ーラ ジ

カル」 を生成する物質 （フ ェナン ト ラ キ ノ ン等のキ ノ ン

類）」， （ ３ ） デ ィ ーゼル排気微粒子等の化石燃料の燃焼に

よ り 生ずる微粒子に含まれる芳香族炭化水素群を選択す

る。 化学物質の暴露量は， 環境省におけ る暴露評価の基
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礎データ を参考に， 種差 と 不確実要素を考慮に入れ， ヒ

ト の推定暴露量の 100 ～ 1000 倍程度までを目安と し，可

能な限 り 少量の暴露を基本 と する。 対象 と する ア ト ピー

疾患モデル と し ては， 発症年齢の若年化が著 し いア ト

ピー性皮膚炎 と アレルギーマーチの終着点にあた る気管

支喘息を選択する。 ヒ ト におけ る病態を的確に再現し う

る動物モデルを用いる。さ らに，化学物質によ る ア ト ピー

疾患の増悪 メ カニズムを明ら かにする ために， 分子生物

学的検討を加え る。 動物 と ヒ ト の病態において共通し て

重要な役割を演じ ている遺伝子 と タ ンパク を ターゲ ッ ト

と する。 これによ り ， 動物モデルにおけ る実験成果を ヒ

ト の健康影響に外挿する ための， 確固た るエビデン ス を

与え る。 対象 と する分子あ るいは細胞種 と し ては， アレ

ルゲン特異的な抗体， リ ンパ球， 肥満細胞， 好酸球等の

免疫担当細胞， サ イ ト カ イ ン （IL-5, IL-4, etc） およびケ

モカ イ ン （eotaxin, RANTES, MIP, MCP, IL-8 等） 等を対象

と する。 デ ィ ーゼル排気微粒子を脂溶性化学物質成分 と

残査粒子に分画し， いかな る成分がアレルギー性喘息を

増悪するかを検討し た。 残査粒子はアレルギー性気管支

喘息の病態をほ と んど増悪し なかったが， 脂溶性化学物

質成分は有意に病態を増悪し， 残査粒子 と 脂溶性化学物

質をあわせた全デ ィ ーゼル排気微粒子によ る アレルギー

性気管支喘息増悪効果は特に顕著であった。 これら の増

悪に関わ る分子生物学的 メ カニズム と し ては， IL-5, IL-

10,  IL-13,  MIP-1alpha や eotaxin 等の ヒ ト の気管支喘息に

おいて も重要な役割を演じ る遺伝子やタ ンパク の肺にお

ける発現が重要と考え られた。

　 次いで， デ ィ ーゼル排気微粒子や都市大気成分に含有

され， フ リ ーラ ジカルを生成する化学物質であ る フ ェナ

ン ト ラ キ ノ ン と ナフ ト キ ノ ンが， 若齢マウ ス アレルギー

性気管支喘息モデルに及ぼす影響を検討し た。 フ ェナン

ト ラ キ ノ ン も し く はナフ ト キ ノ ンをアレルゲン と 併用し

て経気道暴露する と， アレルゲン単独暴露に比較し， ア

レルゲン特異的な抗体産生は増加し， アレルゲンによ る

好酸球性の炎症 も 軽度なが ら有意に増悪し た。 し か し，

デ ィ ーゼル排気微粒子全体やデ ィ ーゼル排気微粒子に含

まれる脂溶性化学物質成分で認められた増悪に比較する

と， キ ノ ン類によ る増悪は軽微であ り ， IL-5 や eotaxin の

発現増強も伴わなかった。 フ ェナン ト ラ キ ノ ンに比較し

ナフ ト キ ノ ンのほ う が， 病態増悪効果は強かった。

　 ア ト ピー性皮膚炎に関し ては， フ タル酸ジエチルヘキ

シルを先導的物質 と し て選択し， ア ト ピー性病態モデル

と し て確立されている NC/Nga マウ ス を用いて研究を進

めた。 自然発症， ピ ク リ ルク ロ ラ イ ド 塗布， も し く はダ

ニ抗原皮内投与によ り 誘導し た各モデルに対し， フ タル

酸ジエチルヘキシルの暴露がア ト ピー性皮膚炎の重症度

に及ぼす影響を検討し た と こ ろ， 三種類のモデルで若干

傾向は異な る も のの， それら の重症度はフ タル酸ジエチ

ルヘキシルの暴露で有意に増悪し た。 こ の効果は， 人間

のア ト ピー性皮膚炎において も重要な役割を演じ ている

IL-5 や eotaxin の発現と相関し ていた。フ タル酸エステル

の影響は， 胎児期， 乳児期， 幼少期において， それぞれ

異なる こ と も明らかになった。

　 上述の NC/Nga マウ ス を用い， ダニ抗原の皮内投与に

よ り 誘導する ア ト ピー性皮膚炎モデルは， 当初予定し て

いたス ク リ ーニング手法に比較し，よ り 短い研究期間（ ３

週間） で化学物質の影響を判断する こ と が可能であ り ，

特殊技術も必要とせず，化学物質の投与法も簡易であ り ，

実際の皮膚炎 と い う 病態を表現し う る こ と， また， フ タ

ル酸ジエチルヘキシル と い う 陽性コ ン ト ロールを持つこ

と等よ り ， 「in vivo ス ク リ ーニング」 の手法と し て， よ り

有用であ る と 考え られ， 他の物質の影響評価に も応用し

つつあ る。

〔 備考〕

当課題は重点研究分野 Ⅳ．3.(4), 5.(1) にも関連

（ 16）　 甲殻類（ ミ ジンコ ） における内分泌撹乱化学物質

の研究

〔 区分名〕 環境 - 委託請負

〔 研究課題コ ード 〕 0205BY441

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 3-1 内分泌か く 乱化学物質の総合的対策に関する研

究

〔 担当者〕 ○森田昌敏 （統括研究官）， 鑪迫典久

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 17 年度 （2002 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 内分泌撹乱化学物質問題は主に人を中心 と し

た脊椎動物への影響を中心に考え られて き た。 確かに哺

乳類， 爬虫類， 両生類， 鳥類から魚類にいたる まで女性 ・

男性ホルモン， 甲状腺ホルモンはほぼ共通の化学物質か

ら な り ， そのレセプターも共通部分が多い と 予想される

ため， 人から魚類まで共通の内分泌撹乱化学物質が存在

する。 一方， エビ， カニ類や昆虫など甲殻類は地球上の

90% 以上を占める生物であ るが， 人 と は全 く 違ったホル

モン体系を持っている こ と が知られてお り ， それら異な

る ホルモン体系を持つ生物群は異な る化学物質によ って

内分泌が撹乱される こ と が想像に難 く ない。 よ って生態

系の主要な生物群であ る甲殻類に及ぼす内分泌撹乱の影

響について， 甲殻類 と 同様のホルモン体系を持ち， 試験

生物 と し て有用な ミ ジン コ を用いて評価する こ と を目的

とする。
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〔 内容および成果〕

　 幼若ホルモンの撹乱によ る ミ ジン コ雄仔虫発生の確証

試験およびその メ カニズムに関する研究を行 う 。 具体的

には入手可能な 10種類の幼若ホルモン作用を持つ と思わ

れる物質を用いて， 試験法の確証を行い， 全ての物質に

おいて確証的なデータが得られた。 幼若ホルモンのレセ

プターに関する タ ンパク質レベルでの解析は引き続き行

う 。 また ２ つの末梢神経ホルモンの も う 一方であ る脱皮

ホルモンについては， レセプター遺伝子の ク ローニング

を終了し， レセプターバイ ンデ ィ ングア ッ セ イの構築を

行っている。

〔 備考〕

（ 17）　 デイ ーゼル排気微粒子が糖尿病と その合併症に及

ぼす影響と メ カ ニズム解明に関する研究

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0304CD318

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○高野裕久 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ）， 柳澤利枝， 井上健一郎

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 「糖尿病患者の死亡 と医療機関への入院が， 粒

子状物質汚染と正の相関を示す。」 と い う 疫学的知見が報

告された。 我々は， これまでに， 我が国の都市域におけ

る PM2.5 の主体を占めるデイーゼル排気微粒子 （DEP）

が，気管支喘息を増悪する こ と を実験的に証明し てきた。

しかし， PM や DEP によ る糖尿病の増悪に関し， 疫学的

知見を裏付け る実験データは世界的に も な く ， その増悪

メ カニズム も全 く 明ら かに されていない。 近年， 糖尿病

合併症の原因 と し てカルボニルス ト レ スによ る タ ンパク

傷害が注目されているが， カルボニルス ト レ スの主た る

誘因は酸化ス ト レ スであ る。 DEP は種々の活性酸素種を

生成する ため， 酸化ス ト レ ス と カルボニルス ト レ ス を経

て糖尿病の合併症を増悪し， その重症化や死亡を増加す

る可能性が理論的に も十分あ り 得る。 本研究では， DEP

が糖尿病及びその合併症を増悪する こ と を動物モデルを

用いて明らかにする。

〔 内容および成果〕

　 糖尿病の重症化 と 死亡に直結する合併症であ る腎症，

虚血性臓器障害， 肺感染症， 凝固 ・ 線溶系異常に焦点を

当て， DEP が これら の病態に及ぼす増悪効果を病理的，

生化学的に明ら かにする。 高感受性糖尿病モデルの病態

増悪において， メ カニズムの解明を試みる。 また， い く

つかのタ ンパク に関し ては， カルボニルス ト レ スによ る

修飾の意義を明らかにする。

　 糖尿病の重症化 と 死亡に直結する合併症であ る肺感染

症に関連する傷害を，DEP は増悪し た。 この増悪効果は，

炎症性サイ ト カ イ ン， ケモカ イ ン， 接着分子の発現 と よ

く 相関し ていた。 また， 虚血性臓器障害には， 血液凝固

系の活性化が重要な役割を演じ る。 肺感染症時に， 血液

凝固系の活性化がじ ゃっ起されたが， DEP が経気道的に

暴露される と，血液凝固の活性化はさ らに増悪し ていた。

腎症に関し ては， DEP の影響は， 今の と こ ろ明らかでは

ない。 しかし， 他の臓器障害に関し ては， DEP によ る増

悪が疑われてお り ， 現在， 詳細な解析を進めている。

〔 備考〕

当課題は重点研究分野 Ⅳ．3.(4), 5.(1) にも関連

（ 18）　 環境中のβグルカ ンおよびエンド ト キシンの有害

性評価系の確立と その応用

〔 区分名〕 委託請負

〔 研究課題コ ード 〕 0304MA316

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○高野裕久 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ）， 柳澤利枝， 井上健一郎

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 環境中の菌体成分（β グルカンおよびエン ド ト

キシン） の効率的測定系を検討し， 個体および遺伝子レ

ベルでの有害性の評価系を確立する と と も にその応用を

計る

〔 内容および成果〕

　 １ ） デ ィ ーゼル排気微粒子 （DEP） を有機溶媒で抽出

し た後の残査粒子の気管内投与によ り ， エン ド ト キシン

によ る肺傷害は顕著に増強し た。 有機溶媒で抽出し た化

学物質成分に も増悪効果は存在し たが， 残渣粒子成分に

比較し微弱であった。 DEP の残査粒子 と エン ド ト キシン

の併存によ る肺傷害は， 病理学的には， 肺胞出血， 肺水

腫， 好中球性炎症よ り なっていた。 エン ド ト キシン単独

投与で， IL-1 等の炎症性サ イ ト カ イ ンや MIP-1， KC，

MCP-1 等のケモカ イ ンの肺局所における発現が増強し た

が， 併用投与によ り それらの顕著な発現増強がじ ゃっ起

された。 また， β グルカンを気管内投与する こ と によ り

好中球 と 好酸球に よ る 炎症性肺傷害が じ ゃ っ起 さ れた

が， DEP の併用投与によ っては増悪されなかった。 β グ

ルカンの気管内投与は KC， MCP-1， IL-1， MIP-1 等の好

中球活性化に関わ る サ イ ト カ イ ンやケモカ イ ン と と も

に，EOTAXIN 等の好酸球活性化因子の発現も増強し てい

た。 β グルカンを酸で分解する と， これらの効果はな く
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なる こ と も明らかになった。

　 ２ ） イ ン ピ ンジ ャーを利用し大気中のエン ド ト キシン

と β グルカンを， リ ムルス法 と蛍光偏光法によ り 測定し

た。 両方法に よ り ， 一般居室， 実験室， 動物飼育室で，

エン ド ト キシン と β グルカンは測定が可能であった。蛍

光偏光法の安定性を高める ために， 諸条件の最適化を続

行し ている。

〔 備考〕

当課題は， 生化学工業 （株） からの委託研究であ る。

当課題は重点研究分野 Ⅳ．3.(4)， 5.(1) にも関連

（ 19）　 環境因子による健康影響の低減と 低減メ カ ニズム

に関する研究

〔 区分名〕 委託請負

〔 研究課題コ ード 〕 0304MA317

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○高野裕久 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ）， 柳澤利枝， 井上健一郎

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 近年， 花粉症， 気管支喘息等のアレルギー疾患

は増加し ている。 これら の疾患の発症や増悪に， デ ィ ー

ゼル排気微粒子等の浮遊粒子状物質やアレルゲン粒子が

関与し う る こ と が明ら かになって き た。 一方， 空気清浄

シス テム等によ り 浮遊粒子状物質やアレルゲンを削減す

る こ と はあ る程度可能 と なって き たが， 実際の生体影響

の低減効果についての検討は不十分であ り ， 低減 メ カニ

ズム も未解明のま まであ る。 本研究では， 環境中の微粒

子除去， ガス成分分解， 影響緩和因子の添加等の手法を

用い， デ ィ ーゼル排気微粒子やアレルゲンがき たす健康

影響の低減効果を検討し， 影響低減の メ カニズムを明ら

かにする。

〔 内容および成果〕

　 デ ィ ーゼル排気微粒子やア レルゲ ンに よ る 健康影響

を， 影響緩和因子の添加が低減し う るか否かを， マウ ス

のモデルを用いて検討し た。 天然植物に含まれる植物成

分の予防的投与は， デ ィ ーゼル排気微粒子やアレルゲン

によ る健康影響を軽減し た。 また， これらの予防効果は，

炎症を じ ゃっ起する タ ンパク質の局所発現の抑制 と よ く

相関し ていた。

〔 備考〕

本課題は， 株式会社三菱電機住環境研究開発セン ターか

らの委託研究であ る。

当課題は重点研究分野 Ⅳ．3.(4)， 5.(1) にも関連

（ 20）　 蛍光色素リ ポフ スチンによる水生甲殻類の年齢推

定法の確立

〔 区分名〕 奨励

〔 研究課題コ ード 〕 0405AF507

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○児玉圭太 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ）

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 17 年度 （2004 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 こ れま で甲殻類においては有効な年齢形質は

無い と され， 体長を指標 と し て年齢推定が実施されて き

た。 しかし， 成長の個体差が大きいため， 体長か ら正確

な年齢を推定する こ と は困難であ る。 本研究は， 加齢 と

と も に一定の速度で脳内に蓄積される特性を持つ蛍光性

色素 リ ポフ スチンを年齢形質 と し て， 自然下におけ る甲

殻類個体群の年齢推定を高い精度で行 う 方法を確立する

こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 2004 年 ６ 月，９ 月および 12 月に採集し た東京湾産シャ

コのサンプルについて， 体長組成解析および リ ポフ スチ

ン解析を実施し， 個体群の年齢構造の解明を試みた。 リ

ポフ スチン解析に供し たサンプルにおいて， ６ 月および

９ 月の体長 ヒ ス ト グ ラ ムから視覚的に明瞭な複数の正規

分布は見られなかったが，Hasselblad 法によ る正規分布分

解によ って ２ つの正規分布 （グループ １ ～ ２ ） が検出さ

れた。 しかし， ６ 月および ９ 月に検出された ２ つの正規

分布のそれぞれに対応する正規分布は12月においては検

出されず，別に当歳の着底個体群 とみられる体長 ５ cm を

モード とする正規分布が現れた。

　 各月のサンプルについて リ ポフ スチン密度の測定を実

施し， リ ポフ スチン密度 ヒ ス ト グ ラ ムを作成し た。 各月

の リ ポフ スチン密度 ヒ ス ト グ ラ ムか らは， 体長 ヒ ス ト グ

ラ ムではみられなかった視覚的に明瞭で， ほぼ等間隔の

正規分布が検出された。 ６ 月 と ９ 月のサンプルでは ４ つ，

12 月のサンプルでは ５ つの正規分布が検出された。 リ ポ

フ スチン密度 と 体長の散布図からは， リ ポフ スチン密度

が高いほど体長も大きい傾向にあ る こ と が示された （r =

0.59 ～ 0.89， すべて P < 0.01）。 ６ 月 と ９ 月の体長 ヒ ス ト

グ ラ ムか ら分離されたグループにおいては， 隣接する グ

ループ間において重複する体長範囲が大き く ， 分離精度

は低かった。 ６ 月から 12 月までの体長において， 区分さ

れた正規分布の数およびモー ド 位置に経時的な一貫性は

みられなかった。 一方， リ ポフ スチン密度 ヒ ス ト グ ラ ム

か ら分離された各グループにおいては， 隣接する グルー

プ間の重複範囲は小 さ く ， 分離精度が高かっ た。 ま た，
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６ ～ 12 月において検出されたグループ I ～ IV は各月の

間においてそれぞれ個別に対応する と みられ， 分離され

た正規分布の数には経時的一貫性がみられた。 また各グ

ループのモー ド 位置 も 経時的に増加す る 傾向がみ ら れ

た。 12 月には体長が小 さ く リ ポフ スチン密度が低いグ

ループ V が出現し た。グループ V は当歳の着底個体群に

相当する と 考え られる。 各体長階級について リ ポフ スチ

ン解析で分離されたグループ （I ～ V） を適用し た と こ

ろ， 同一体長階級内において複数の リ ポフ スチンモー ド

群が存在する こ と が示された。 リ ポフ スチン密度におけ

る 各グループ内において体長には大 き なバ ラ つ き があ

り ， 成長の良い個体が漁獲対象サイ ズであ る 11cm BL へ

到達し ている こ と が示唆された。 各月におけ る漁獲対象

サイ ズ （体長 11cm 以上） の個体に占める各 リ ポフ スチ

ングループの割合を調べた と こ ろ， ６ 月および ９ 月には

グループ III および IV の占める割合が高かった。 12 月に

はグループ I および II の占める割合が増加し た。

　 以上の結果を総合する と， 東京湾産シ ャ コにおいて体

長を指標 と する年齢解析は困難であ る こ と がわかった。

また， リ ポフ スチン解析の結果， 体長組成解析か らはみ

ら れなかった正規分布群が分離 さ れる こ と がわかった。

これらの正規分布群は， （ １ ） 各モード間の間隔がほぼ等

しい こ と， および （ ２ ） 経時的にモー ド の数に一貫性が

あ り ， かつ各モー ド 位置が経時的に増加する こ と よ り ，

独立し た年齢群に相当する可能性が高い と 考え ら れる。

６ 月および ９ 月までにはグループ III および IV が漁獲物

の大部分を占めていたのに対し て， 12 月にはグループ I

および II の漁獲物に占める割合が相対的に増加し た。 こ

の結果は， ９ ～ 12 月の間に若齢個体群が漁獲対象サイ ズ

と し て加入し ている こ と を示唆する。 こ の こ と は， 本種

の脱皮成長の盛期が秋～冬にかけて （大富 1991） であ る

こ と から も支持される。

　 東京湾においては ８ 月前後の産卵由来の個体が卓越し

てお り ，当歳の個体は 10 月以降に着底開始する （Kodama

et al. 2004, 2005）。 各 リ ポフ スチングループが独立し た年

級群に対応する と 仮定する と， ９ 月のサンプルにおけ る

グループ I ～ IV はそれぞれ満 １ 歳～満 ４ 歳群に相当する

と 考え られる。 以上よ り ， 秋～春にかけて １ ～ ４ 歳の成

長の良い個体が漁獲対象 と し て加入する， 漁獲量が １ 年

の内で最も多い夏期においては ３ 歳以上の個体が占める

割合が高い こ と が示唆された。 また， 漁獲物においては

５ 歳以上の個体はみられない こ と よ り ， 冬～春の間に ４

歳の個体はほぼ全て死亡し ている と推察された。

（引用文献） 大富 潤 （1991） 東京湾におけ る シ ャ コ の資

源管理に関する基礎的研究． 東京大学大学院博士論文．

児玉圭太 （2004） 東京湾におけ る シ ャ コの資源量変動機

構に関する研究． 東京大学大学院博士論文．

〔 備考〕

3． 2 　 ダイオキシン類のリ スク評価と管理に関す

る研究

（1）　ダイオキシン類の体内負荷量および生体影響評価

に関する研究

〔 区分名〕 重点特別

〔 研究課題コ ード 〕 0005AA171

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 3-2 ダ イオキシン類の総合的対策の高度化に関する

研究

〔 担当者〕 ○米元純三 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ） ， 森田昌敏， 曽根秀子， 遠山千

春，青木康展，大迫誠一郎，石村隆太，西村典子

〔 期　 間〕 平成 12 ～ 17 年度 （2000 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 ダ イオキシン類の ヒ ト の健康への影響， こ と に

生殖 ・ 発生への影響が懸念されている。 ヒ ト がダ イ オキ

シン類にどの程度曝露されてお り ， またそれによ ってど

の程度影響が起き ているかについてはほ と んど分かって

いないのが現状であ る。 特に生殖 ・ 発生への影響につい

ては， それを評価する適切なバイオマーカーがない こ と

が大き な原因であ る。 本研究では 　 １ ） ダ イオキシン類

の曝露量， 体内負荷量を評価し， ２ ） 生体影響指標 （バ

イオマーカー） の検索 ・ 開発を行い， ３ ） 体内負荷量 と

の関係を検討し， その中で感受性の決定要因を明ら かに

する。 これら によ り ， ダ イ オキシン類の生体影響， 特に

生殖 ・ 発生影響にかかわる リ ス ク評価のための基礎資料

を得る こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 ダ イオキシン類の影響は胎児期， 新生児期の感受性が

高い こ と か ら， 母親の曝露をあ らわすバイオマーカーが

必要 と されている。 薬物代謝酵素， CYP1A1 はダ イオキ

シンによ り 誘導される も っ と も鋭敏な酵素であ るが， 血

液中の リ ンパ細胞における発現は CYP1B1 よ り 低い。 一

方， 母乳は血液に比べてダ イ オキシン類濃度も高 く ， 母

乳に含まれる細胞においては CYP1A1 の発現は CYP1B1

よ り も高い。 CYP1A1 は CYP1B1 よ り も ダ イオキシンに

対する反応性が高いため， 母乳細胞は血球系の細胞よ り

も曝露影響を調べる上で有利な試料か も しれない。 本年

度は， 前年度に引き続き母乳中ダ イオキシン類濃度 と 母

乳細胞におけるCYP1A1の発現 と の関係を調べる目的で，

出産後一週間以内 と， 可能な場合には出産後 1 ヵ 月の母

乳を採取し た。
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　 U 産婦人科医院で 2004 年 6 月から 11 月に出産し た 50

名の母親か ら， イ ン フ ォーム ド コ ンセン ト の も と， 出産

後， １ 週間および １ ヵ 月の母乳の提供を受けた。 ま た，

出産歴， ラ イ フ ス タ イル， 食事の嗜好について自記式の

質問紙調査を行った。 全ての研究計画は， 国立環境研究

所医学倫理委員会の承認を受けた。 母乳を遠心分離し た

際に得られた ク リ ーム層について， ダ イオキシン類の分

析を行った。 母乳提供者の平均年齢は 29.1 才 （20 ～ 40

才） であった。 出産後 1 週間の母乳のク リ ーム層におけ

る ダ イ オキシン類濃度， すなわち PCDDs， PCDFs， Co-

PCBおよびそれらの合計DFCの幾何平均はそれぞれ，7.3，

3.8， 5.2， 16.8pg TEQ/g-fat であった。 今回測定し た non-

coplanar PCBの合計の幾何平均は66,400pg/g-fatであった。

昨年と較べてダ イオキシン類，non-coplanar PCB と もやや

高い傾向が見られた。 出産後 １ ヵ 月では， わずかではあ

るが 1 週後に較べて有意な減少がみられた （p < 0.02）。出

産児数の増加 と と も に， ダ イオキシン類濃度が減少する

傾向が認められた。

〔 備考〕

（ 2）　 地球規模のダイ オキシン類及び POPs汚染に関する

研究

〔 区分名〕 重点特別

〔 研究課題コ ード 〕 0105AA273

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 3-2 ダ イオキシン類の総合的対策の高度化に関する

研究

〔 担当者〕 ○森田昌敏 （統括研究官） ， 橋本俊次， 鈴木規

之， 柴田康行， 髙澤嘉一

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 地球的規模のダ イ オキ シ ン汚染について汚染

状況についての知見を収集し， 動態の把握及び生物蓄積

についての解明を行 う 。 平成 13 年度 文献調査等によ り ，

関連する初歩的なデータの収集をする。 平成 14 年度 北

太平洋を中心 と し て， 大気， 水， 海生生物の予備的サン

プ リ ング手法の検討を行 う 。 前年度 　 超低濃度のダ イオ

キシン類及び POPs の分析法の検討を行 う と と もに試料

採取を行 う 。 本年度 　 前年度に採取し た試料の分析によ

り ， 分析値を集積する。 動態のシ ミ ュ レーシ ョ ンモデル

の作製を行 う 。 平成 17 年度 動態のモデルの検証を行 う

と と もに， 生態系への リ ス ク についての考察を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 本年度は前年度に引き続き北西部北太平洋上で採取し

た大気試料中 POPs 農薬類の分析を実施し， 分析法全般

にわたって検討を積み重ねる と 共に， 濃度レベルに関す

る情報を蓄積し た。 モデル計算によ る日本周辺の大気中

濃度分布 と 比較し た。 その結果， シ ミ ュ レーシ ョ ンモデ

ルによ る予測値 と 大気中濃度の実測値は概ね一致する こ

と が分かった。 ダ イオキシン類の う ち， PCB 不純物起源

のコプラナー PCB については特段の変動は認められず，

主に燃焼起源と考え られる PCDDs， PCDFs については，

上記のモデル計算に近い分布パターンを示し た。 同じ燃

焼起源物質 と し て多環芳香族炭化水素 （PAH） を調べた

と こ ろ，ベンツ ピ レン濃度と PCDD ｓ および PCDFs 濃度

と の間に有意の相関が認められた。 以上の結果か ら， 北

西部北太平洋には陸上由来の汚染物質が大気経由で輸送

されている こ と が確認された。

〔 備考〕

（ 3）　 臭素化ダイ オキシン 類の環境影響評価に関する 研

究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE172

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○鈴木規之 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ）， 橋本俊次

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 臭素化ダ イオキシン類， 臭素 / 塩素混合ダ イオ

キシン類， および臭素系難燃剤に関し て包括的な環境影

響評価は行われておらず， 検討する必要があ る。 本課題

では， 分析技術， 発生過程， 曝露評価， 毒性評価 と リ ス

ク評価の各課題について検討し， 臭素化物の環境影響評

価を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 前年度ま での検討において， 人脂肪組織中臭素化ジ

フ ェニルエーテル ・ 臭素化ダ イオキシン類の 0.8pg /g fat

感度の分析法を確立し， 人脂肪中試料中に臭素化ダ イオ

キシンが存在する こ と を確認し た。 また， 臭素化ジフ ェ

ニルエーテルの検出を行い長期傾向を推定し た。 本年度

は， 引き続き東京湾生物試料等の調査を実施し， 環境生

物試料の分析手法の検討を行った。 なお， 臭素化ダ イオ

キシン類 と と も に， 臭素化ジフ ェ ニルエーテル， 臭素化

ビ ス フ ェ ノ ール A など関連物質を同時に調査する こ と に

よ り ， 臭素化関連化合物を総合的に調査する こ と が研究

推進上有効 と 考え られたので， これら の調査課題を設定

し た課題0303AF501「主要臭素化難燃剤のTBBPA，DeBDE

の生物試料中の分析法開発 と 生物濃縮性に関する研究」

と あわせて検討を実施し ている。

〔 備考〕
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（ 4）　 ダイ オキシン類及び POPsの環境運命予測に関する

研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE173

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○鈴木規之 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ）， 櫻井健郎

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 ダ イオキシン類及び POPs 等の多媒体の環境動

態を示し， さ らに長期間の環境残留を示す成分に対し て

は， 多媒体 ・ 長期の運命予測を行 う こ と が， リ ス ク評価

や管理の基礎 と し て必要であ る。 本研究では， これら成

分に対する多媒体 ・ 長期運命予測モデルを構築し， 広域

における環境動態を定量的に把握する と と もに，POPs と

し ての残留 ・ 輸送特性の評価モデルを新たに提示する こ

と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 課題 3.1 (6) において開発中の大気グ リ ッ ド－流域複合

多媒体モデル （G-CIEMS） によ る POPs 等の輸送特性把

握の方法論について予備的検討を行った。 本課題は， 大

気グ リ ッ ド －流域複合多媒体モデルを さ らに広域に拡張

する計画であ るので， 課題 3.1 (6) の進展と あわせて， 順

次ダイオキシン類及び POPs の応用 と し て進行する予定

であ る。本年度は G-CIEMS モデルによ り ，北東アジア域

における ダ イオキシン類， PCB， TeBDE， HCH 等の多媒

体輸送 ・ 動態特性の検討を実施し， これら の物質の国内

発生が周辺地域の多媒体環境にどのよ う に輸送されてい

く かについて， 予備的結果を得た。

〔 備考〕

（ 5）　 魚類を用いた内分泌撹乱化学物質の影響評価試験

〔 区分名〕 環境 - 委託請負

〔 研究課題コ ード 〕 0105BY439

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 3-1 内分泌か く 乱化学物質の総合的対策に関する研

究

〔 担当者〕 ○森田昌敏 （統括研究官室）， 鑪迫典久

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 環境省の SPEED98 の リ ス ト にあ る内分泌撹乱

が疑われている化学物質について， その影響を魚類を用

いて評価する。 魚種は日本産 ヒ メ ダカを使用し， 試験法

と し ては 「ビテ ロ ジェニンア ッ セイ試験」 「パーシャルラ

イ フサイ クル試験」 「フルラ イ フサイ クル試験」 を行 う 。

ただし 「フルラ イ フサイ クル試験」 については， 最終的

な リ ス ク評価を行 う 必要性が認められた物質においての

み実施する。

〔 内容および成果〕

　 前年度までに引き続き，アル ド リ ン，エン ド リ ン，デ ィ

ル ド リ ンの POPs3 物質の内分泌撹乱作用を明らかにする

ために， メ ダカを用いたビテ ロ ジ ェ ニンア ッ セ イ試験 と

パーシ ャルラ イ フサイ クル試験を行った。 試験を遂行す

る ための濃度設定に必要 と な る急性毒性試験および各物

質の安定性， 水溶解性の検討， 分析手法の検討も行った。

OECD リ ングテス ト PhaseIBに日本側の代表ラ ボの一つ と

し て参加し た。

〔 備考〕

（ 6）　 ダイ オキシン 類によ る 地域環境汚染の実態と その

原因解明に関する研究

〔 区分名〕 環境 - 公害一括

〔 研究課題コ ード 〕 0204BC353

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 3-2 ダ イオキシン類の総合的対策の高度化に関する

研究

〔 担当者〕 ○橋本俊次 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ）， 伊藤裕康

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 この研究では， ダ イオキシン類の調査において

実績を積んでいる複数の地方公共団体試験研究機関の現

有資源を最大限活用する と と も に， 当研究所において先

端的技術を投入する こ と によ り ，簡易な分析法を開発し，

データ収集の迅速化 と 加増を図る こ と と， 収集された情

報を も と に， ダ イオキシン類の汚染源の探索 と その寄与

割合の推定を可能にする システムの構築を行い， それら

情報 と シ ス テ ム を各機関で共有化す る こ と を目標 と す

る。

〔 内容および成果〕

　（ １ ） 発生源データベースの作成

　 これまで， 発生源情報 と し て入手でき る ダ イオキシン

類の詳細な異性体情報はほ と んど皆無であった。今回は，

一般廃棄物焼却施設排ガス ： ８ 件， 産業廃棄物焼却施設

排ガス ： 60 件， 農薬 ： 12 件， 化学染料 ： ６ 件， 農薬燃焼

実験 ： 12 件， その他 ： ５ 件について 1-8 塩素化 PCDD/Fs

と 1-10 塩素化 PCBs の全異性体を同一条件で測定し た。

その結果，全ての試料から PCDDs/Fs および PCBs を検出

し たが， その濃度には大き な差が見られた。 排ガスでは，

PCDD， PCDFs， PCBs の合計濃度は， それぞれ 0.025-5.6，

0.014-10， 0.70-18 ng/m3N であった。 化学製品では， 例え
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ば PCP の場合， PCDDs， PCDFs， PCB ｓ の合計濃度は，

それぞれ 250-29,000， 340-4,200， 32-260 ng/g であ った。

化学製品の う ち，PCDDs と PCDFs で最高濃度を検出し た

のは，CNP の試料番号 1 で，それぞれ 460,000，62,000 ng/g

であった。 PCBs では， 試料番号 19 の染料 ・ イ ン ク から

最高濃度 1,700 ng/g が検出された。PCDDs，PCDFs，PCBs

の組成は， 同一種の試料であって も必ずし も一致し てい

なかったが， PCP や CNP などの農薬は PCDD/Fs の割合

が高 く ，染料・ イ ン ク では PCBs の割合が高い傾向にあっ

た。 今回分析し た試料中のダ イオキシン類濃度は， 文献

値 と 比較する と 低い部類に属すよ う であった。 また， 幾

つかの試料種において特徴的な異性体組成を確認し た。

データは HP で公開予定。

　（ ２ ） 分析中の組成変化の指摘と適正条件の提案

　 特に抽出法や条件によ り 異性体組成が変化する こ と を

確認し た。 その現象は公定法の ソ ッ ク ス レー抽出で も確

認でき， ASE では顕著であった。 ASE を使用する場合，

温度 <150 ℃，圧力 <1500psi にすべきであ る こ と が分かっ

た。 公定法で も 組成変化が発生し てい る こ と が分か り ，

発生源推定の障害にな り 得る こ と が分かった。 従っ て，

発生源解析のための分析は組成の変化に留意し ながら行

う 必要があ る。

　（ ３ ） ケ ミ カルマスバラ ン ス （CMB） 法の改良

　 現在， 発生源の推定手法 と し て重回帰分析， 主成分分

析， CMB 法などが用いられているが， 手法の原理的問題

点や使用法の問題点など多 く 存在し ている。本研究では，

関数関係解析モデルを応用し CMB 法を改良し た （CMB-

K）。 従来の重回帰分析や CMB8 など と比較し， 推定誤差

が極めて小さ い， 発生源寄与率が負にな ら ない， 未知汚

染源を扱え る等の優れた点があ る こ と が確認でき た。 し

かし， 解析の基本 と な る発生源データの質は重要な問題

であ り ， 「あてはま り 」 の良いデータセ ッ ト を初めに準備

する こ と が大切であ る こ と が確認された。 その基準 と し

て， CMB-K によ る出力結果の う ち絶対残差和を用い， そ

の値が小 さ く な る も のを選定す る と い う 方法を提案 し

た。

　（ ４ ） ケース ス タデ ィ

　 東京都横十軒川， 千葉県市原港， 宮城県不法投棄現場，

岐阜県 と 新潟県の主要河川において本研究で作成し た手

法を， ケース ご と にモデ ィ フ ァ イ し ながら適用し， 発生

源の推定を行った。

〔 備考〕

共同研究の地方公設試験研究機関 ： 東京都環境科学研究

所， 宮城県保健環境セン ター， 茨城県公害技術セン ター，

千葉県環境研究セン ター， 広島県保健環境セン ター， 新

潟県保健環境科学研究所， 岐阜県保健環境研究所

（ 7）　 コ プラ ナー PCB の非ダイ オキシン毒性の識別によ

る ダイ オキシン 耐容摂取量の設定の在り 方に関する

研究

〔 区分名〕 厚労 - 厚生科学

〔 研究課題コ ード 〕 0204DA490

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○遠山千春 （環境健康研究領域）， 野原恵子，

大迫誠一郎， 掛山正心， 米元純三， 西村典子

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 コプラナー PCB のもつ TCDD 毒性 と PCB 特有

の非 TCDD 毒性の現れ方を， TCDD 特異的毒性に対し て

感受性の異な る遺伝的背景を も った様々なマウ スやラ ッ

ト を活用し て， 個体， 細胞， 遺伝子のレベルで識別する

こ と を目的と し ている。 研究成果は， 現行の TCDD 毒性

を重視し て設定されている ダ イオキシン耐容摂取量の在

り 方に対し て重要な基本情報を提供する こ と にな る。

〔 内容および成果〕

　 本年度は， TCDD に対する感受性が異なる系統のマウ

スやラ ッ ト に， TCDD， コプラナー PCB 異性体 （PCB114,

118,126）な らびに非TCDD様のPCBであ る PCB153 を曝露

する こ と によ って， 生殖機能， 甲状腺ホルモン， レチ ノ

イ ド 代謝， 学習機能に対する影響を指標 と し て， 毒性の

現れ方を検討し， TCDD 毒性と非 TCDD 毒性 と を識別す

る こ と を試みた。 DNA マイ ク ロ アレ イ を用いて， 雄性生

殖器遅延， 甲状腺ホルモン ・ レチ ノ イ ド 代謝， 学習機能

の変化が生じ る条件下で， 遺伝子の網羅的解析を行い，

標的遺伝子の候補の検出を し た。 マイ ク ロ アレ イ解析か

ら， PCB118 に特有の遺伝子発現変化が認め ら れ た。

PCB126 は，新生仔マウ スの精巣培養系， ラ ッ ト における

オペラ ン ト 行動によ る記憶学習機能に対し て， 非 TCDD

作用があ る可能性が示唆 さ れた。 非コ プ ラ ナー PCB の

PCB153 は，記憶・学習機能阻害や甲状腺ホルモン恒常性

か く 乱， 泌尿器複合体におけ る遺伝子発現などに， AhR

を 介 さ ずに作用す る 可能性が示唆 さ れ た。 新 た な 非

TCDD毒性を コプラナーPCBが有する こ と が示唆された。

〔 備考〕

共同研究者 ： 加藤善久 （静岡県立大学） ： 前田秀一郎 （山

梨大学）

（ 8）　 環境汚染物質に対する 感受性決定遺伝子の探索を

介し た新し い健康リ スク 評価法の開発

〔 区分名〕 環境 - 環境技術
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〔 研究課題コ ード 〕 0305BD572

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○大迫誠一郎 （環境健康研究領域）， 石村隆太，

野原恵子， 遠山千春

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 ダ イ オキ シ ン を代表 と する環境汚染物質の ヒ

ト に対する健康 リ ス ク管理を行 う 際， これまでの動物実

験によ る最低影響用量データ を使用する方法では， 個人

間 ・ 動物種間によ り 感受性が大き く 異な る ため， 正確な

外挿が不可能であ る こ と が近年明確にな り つつあ る。 本

研究では， こ の古 く か ら憂慮されていた問題を解決すべ

く ， ダ イオキシン毒性に関わる原因遺伝子や感受性修飾

因子 （モデ ィ フ ァ イ アー） を同定し， 毒性の差異が生じ

る機構を明ら かにする こ と によ り ， 化学物質に対し て生

体が反応する多様性に関わる分子基盤の一端を明ら かに

する。

〔 内容および成果〕

　 本研究は以下の ４ つのサブテーマに よ り 構成 さ れる。

本年度の各成果概要を簡潔に記す。

　 １ ） AhR 応答性原因遺伝子の同定 ：

　 こ こ ではダ イオキシン曝露直後に発現変動する遺伝子

（AhR 応答性遺伝子）をマイ ク ロ アレ イでプロ フ ァ イル化

し，主に AhR 遺伝子多型に関わ り な く 系統特異的な変動

するする遺伝子の探索を行 う 。 得られた成果の う ち， 肝

機能のマウ ス系統差について，同一の AhR 遺伝子型を も

つ複数のマウ ス系統間 （CBA， BALB/c， C3H） で同一用

量の TCDD に対し て全 く 異なる変動を示す遺伝子が検出

され， モデ ィ フ ァ イ アー探索のための新たなマーカーを

分離し た。 さ ら に， これまで得られたアレ イデータ を集

積し た 「ダ イオキシン応答性遺伝子データベース」 のプ

ロ ト タ イプを完成させ， 国立環境研究所ホームページ よ

り 公開し た。

　 ２ ） AhR シ ス テ ムに対す る感受性修飾因子 （モデ ィ

　 　 フ ァ イ アー） の同定 ：

　 こ こ ではダ イオキシン感受性を決定する遺伝子の単離

を目的にマイ ク ロサテ ラ イ ト マーカーを用いた QTL解析

に よ り ， モデ ィ フ ァ イ アーの染色体マ ッ ピ ン グ を行 う 。

エン ド ポイ ン ト を TCDD 曝露によ るマウ ス胎仔肝臓内遺

伝子発現に絞 り ， C57BL/6J マ ウ ス と DBA/2J マ ウ スの

AhR-d タ イプ F2 世代における差異を検討し た。その結果，

マ イ ク ロ ア レ イ 解析に よ り 導 き 出 さ れた遺伝子の内，

CYP1A 遺伝子において純系 DBA/2J では見られない高レ

ベルのCYP1A誘導のかかる個体が発生し ている こ と がわ

か り ，AhR 以外のモデ ィ フ ァ イ アーの存在が示唆された。

現在こ の集団を用いてマイ ク ロサテ ラ イ ト マーカー解析

を進行させている。

　 ３ ） AhR 応答遺伝子 ・ モデ ィ フ ァ イ アース ク リ ーニン

　 　 グのための新しい技術開発 ：

　 こ こ ではダ イオキシン感受性に関わる遺伝子の単離を

新規の手法で試みるが， 本年度は， モデル と なる AhR 分

子種選定のため， HeLa 細胞を用いた多種哺乳類の AhR

cDNA 発現ベク ターを用いた AhR の転写活性に関する比

較実験を行い， TCDD によ る各 AhR 分子種の転写活性の

ベンチマーク ド ーズな らびに基底レベル転写活性の測定

を実施し た。 また， 基底レベル転写活性の違いが生じ る

機構の一つ と し て， 現在まだ同定されていない内因性 リ

ガン ド の存在を考慮に入れ， SK-Hep-1 細胞を用いた実験

を行った。 樹立し た CYP1A1 分子種強制発現細胞では，

本来 TCDD によ って反応性の見られない SK-Hep-1 細胞

に反応性を回復させる こ と ができ た。 これは未知の内因

性 リ ガン ド が CYP1A1 によ り 代謝される化合物であ る こ

と を示唆し ている。 基底レベル転写活性を作 り 出すこ の

よ う な機構は細胞や臓器のダ イオキシン感受性を決定す

る重要な因子であ り ， 今回樹立し た細胞は基底レベル決

定機構解明のためのよ り モデル と な り う る。

　 ４ ） プロモーターチッ プシステムの開発 ：

　 遺伝子発現調節領域の候補と な るDNA断片の機能解析

をチ ッ プ上でハイ スループ ッ ト にア ッ セ イする システム

は存在し ないが， こ こ では独自の転写産物検出素子を作

成する こ と によ り ， プロモーター機能の多検体同時解析

シ ス テ ムの確立を目指す。 本年度は基盤上にプ ロ モー

ターと レポーター RNA を コードする ２ 本鎖 DNA の結合

さ せたプ ロ モー タ ーチ ッ プの試作品を作 り 上げ， オ ン

チ ッ プにおけ る転写を試みた。 数点の改良の結果， 基盤

上において も有意な転写を行わせる こ と ができ る こ と を

確認し た。

〔 備考〕

（ 9）　 母乳から のダイ オキシン 曝露がも たら す水腎症の

発症と そのメ カ ニズムの検討

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0405AE327

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○西村典子 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ）， 竹内陽子， 横井千沙子

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 17 年度 （2004 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 母乳がダ イ オキシ ン類に汚染 さ れてい る場合

の授乳の是非および子への生体影響が社会的な関心事 と
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なっている。 本研究ではラ ッ ト やマウ ス などの実験動物

を用いて， ク ロ ス フ ォ ス タ リ ング実験で母乳中に移行し

たダ イオキシン曝露によ り 生じ る仔の水腎症発症 メ カニ

ズムを明ら かにする。 本研究成果は母乳中のダ イオキシ

ン曝露が及ぼす次世代への生体影響の リ ス ク評価に役立

てる。

〔 内容および成果〕

　 本研究で，母乳からのダ イオキシン類 （TCDD ： 2,3,7,8-

tetrachlorodibenzo-p-dioxin） 曝露によ り 生じ る仔ラ ッ ト 水

腎症について新たな発症 メ カニズムを明らかにし た。 妊

娠ラ ッ ト に低用量 TCDD を投与し て ク ロ ス フ ォ ス タ リ ン

グ実験を行った結果， TCDD が胎盤経由ではな く 母乳を

介し て仔ラ ッ ト に移行し， 水腎症を発症させる こ と が分

かった。TCDD 曝露によ り 生後 21 日齢のラ ッ ト 腎遠位曲

尿細管に特異的な Cytochrome P450 （CYP） 1A1 の発現誘

導を認める と と も に， こ の部位の尿細管上皮細胞の障害

を観察し た。TCDD 投与マウ ス腎の DNA マイ ク ロ アレ イ

法によ る網羅的な発現遺伝子の解析か ら， 腎尿細管にお

ける K+， Na+ の輸送系に関わる遺伝子の発現が 1/2 以下

に減少し た。 本研究結果から， 母乳からの低用量 TCDD

曝露によ る仔ラ ッ ト で見られた水腎症は， 発生 ・ 分化過

程の腎において TCDD が AhR を介し て CYP1A1 を発現

誘導し，遠位曲尿細管における K+， Na+ の輸送系に障害

が起こ る こ と が原因で発症し た も の と 考え られた。 マ イ

ク ロ アレ イ法を も ちいた網羅的な発現遺伝子の解析を用

いた本研究で， ダ イオキシン類曝露によ る水腎症発症の

新たな メ カニズムの存在を明らかにし た。

〔 備考〕

（ 10）　 コ プラ ナーポリ 塩素化ビフ ェ ニルの甲状腺ホルモ

ンへの影響評価のための新たな指標に関する研究

〔 区分名〕 奨励

〔 研究課題コ ード 〕 0404AF379

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○西村典子 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ）， 竹内陽子， 横井千沙子

〔 期　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔 目　 的〕 母乳がダ イ オキシ ン類に汚染 さ れてい る場合

の授乳の是非および子への生体影響が社会的な関心事 と

なっているが， 母乳中に含まれる主なダ イオキシン類は

コ プ ラナー PCBs であ る。 ダ イ オキシン類の リ ス ク評価

は， 毒性等価係数 （TEF） で表 さ れてい る よ う にア リ ー

ル炭化水素受容体 （AhR） を介する毒性発現を基準 と し

て設定されている。 しかし ながら， コプ ラナー PCBs の

典型的な毒性の一つであ る甲状腺ホルモンおよびレチ ノ

イ ド代謝への影響が AhR には非依存的に発現する こ と を

明らかにし てき た。本研究の目的は， コプラナー PCBs お

よび ノ ンプ ラナー PCBs の甲状腺ホルモンおよびレチ ノ

イ ド 代謝に及ぼす影響 と その メ カ ニズ ム を明 ら かに し

て， AhR 非依存性の毒性発現に関連する新たな指標を見

いだすこ と にあ る。

〔 内容および成果〕

　 毒性等価係数 （TEF:Toxicity Equivalency Factor） の異なる

コ プラ ナーPCB（2,3ﾕ,4,4ﾕ5-五塩素化ビフェ ニル;PCB118，

2,3,4,4ﾕ5-五塩素化ビフェ ニル;PCB114）の甲状腺ホルモン

代謝への撹乱作用を調べ，PCB 類の Arylhydrocarbon receptor

AhR）を介さ ない非TCDD毒性の メ カニズム と この場合の

毒性指標 と な る遺伝子を発現遺伝子の網羅的な遺伝子解

析によ り 検討し た。 PCB118 投与マウ スでのみ AhR の活

性化を伴わずに甲状腺ホルモン レベルの低下が認め ら

れ， また， 血中におけ る甲状腺ホルモンキ ャ リ アータ ン

パク質であ る transthyretin（TTR） を欠損し たマウ ス （TTR-

/-） を用いた実験で，PCB118 だけは TTR+/+ マウ スのみに

甲状腺ホルモン レベルを低下させた こ と か ら， その作用

に対し て TTR の関与が認められた。PCB を曝露し たマウ

ス 肝におけ る 発現遺伝子を網羅的に解析 し た と こ ろ，

PCB118 だけに顕著に誘導される遺伝子が明ら か と なっ

た。 こ の遺伝子はコプラナー PCB の毒性指標 と し ての可

能性が示唆された。 本実験結果は， コプラナー PCB の中

でも甲状腺ホルモン作用撹乱に対する毒性機構が AhR 非

依存性の場合があ り ， こ の場合の指標 と な る可能性のあ

る遺伝子が同定された。 こ のこ と から， コプラナー PCB

を含むダ イオキシン類の毒性評価には， 今後は非 TCDD

毒性であ る コプラナーPCB 毒性を考慮する必要性があ る

こ と を示唆し た。

〔 備考〕

（ 11）　 注意欠陥多動性障害（ ADHD） 検出のためのラ ッ ト

幼若期学習行動実験系の確立

〔 区分名〕 奨励

〔 研究課題コ ード 〕 0404AF434

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 3-2 ダ イオキシン類の総合的対策の高度化に関する

研究

〔 担当者〕 ○北條理恵子 （環境健康研究領域）

〔 期　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔 目　 的〕 内分泌か く 乱物質 を 含む環境中化学物質が

ADHD などの行動障害の原因の一つであ る可能性が指摘

されているが， 根拠データが少な く 断定でき ない状況に
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あ る。 例えば母胎中 PCB 濃度 と 注意欠陥多動性障害

（ADHD） 発症率には高い相関があ る こ と が報告されてお

り ， サルを用いた毒性試験でも PCB は ADHD 症状を引

き起こすこ と が示されている。 しかし， サルを用いた実

験は必然的に被験体数が少な く ， 個体差が大きい こ と な

どか ら毒性 メ カニズムの検証等も困難であ る。 そ こ で本

研究では， ラ ッ ト を用いて ADHD を検出するための学習

行動試験系を確立する。

〔 内容および成果〕

　 内分泌か く 乱物質を含む環境中化学物質が， 注意欠陥

多動性障害 （ADHD） などの子ど も の疾患の原因の一つ

であ る可能性が指摘されている。 しかし ながら， 今まで

幼若 ラ ッ ト で実行可能な学習行動試験法がなか っ たた

め， それら の疾患 と 環境中の化学物質 と の関係は， いま

だに解明されていない。

　 本研究では， 幼若ラ ッ ト に適応し う る学習行動試験法

の確立を目的 と し， 新たな学習行動試験装置 と し て ド ア

パネルつき ラ ン ウ ェ イ装置を開発し た。生後 16 日目から

35 日目の幼若ラ ッ ト を対象と し て， 本装置の動作確認を

行った と こ ろ， 学習行動測定が可能であった。 本装置の

測定法は，空間にも時間的側面にも配慮がな されてお り ，

た と えば ラ ッ ト の場所の嗜好性， あ る いは時間経過に

沿った行動の変化などが分析可能であ る。 行動指標 と し

て行動エピ ソー ド （排便， 排尿， 身繕い， 洗顔， 立ち上

が り 行動など） を測定し たが， よ り 客観的な測定のため

には装置の改良が必要であろ う と思われる。

　 幼若ラ ッ ト に行った試験前の訓練では， 非常に早 く 学

習が成立し た。 幼若期で も， いったんエサを食べだし開

眼すれば，エサを報酬 とする学習課題が実行可能であ り ，

学習課題がかな り 複雑であって も， 十分に学習行動試験

が実行可能であ る と考え られた。

〔 備考〕

3． 3 　 化学物質の環境動態の解明と モニ タ リ ング

手法の開発に関する研究

（1）　加速器質量分析法の環境研究への応用に関する基

礎研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0004AE041

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○柴田康行 （化学環境研究領域）， 瀬山春彦，

田中敦， 米田穣， 植弘崇嗣， 森田昌敏

〔 期　 間〕 平成 12 ～ 16 年度 （2000 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 加速器質量分析法 （AMS） を環境研究へ応用し

てい く 上で必要 と な る 加速器や イ オン源な ど の運転技

術， 検出系の改良， 試料採取， 前処理技術等の確立， 改

良を図る と と も に， 適用範囲を広げる ためのハー ド， ソ

フ ト 両面の改良， 新しい分析手法の開発等を行い， あわ

せて関連情報を収集， 整理し て今後の研究の発展の基礎

作 り を行 う 。 ５ 年間で高精度分析に必要な試料量を現在

の 1mg から 0.1mg に １ 桁下げる こ と を目標とする

〔 内容および成果〕

　 試料調製過程におけ る放射性炭素 14C の混入の様子を

把握する と と も に， グ ラ フ ァ イ ト 化過程での様々な条件

検討 と 最適化を進め， 当初に目標においた よ う に 0.1mg

炭素の試料のグ ラ フ ァ イ ト 化をルーチンで実施する こ と

ができ る よ う になった。 また， 0.1mg レベルの微量試料

について も イオン源運転条件な らびにイオン光学系の検

討，最適化によ り ，安定し た測定が実施でき る よ う になっ

た。 こ う し た検討結果 と 最適条件についてマニ ュ アル化

し， 今後の研究推進に役立てる予定であ る。

〔 備考〕

（ 2）　 環境中／生態系での元素のト レ ースキャ ラ ク タ リ

ゼーショ ン並びに動態に関する基礎研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE042

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○柴田康行 （化学環境研究領域）， 瀬山春彦，

田中敦， 米田穣，  刀正行

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 汚染元素・物質の環境循環，生態循環の解明や，

毒性等の評価のための分析手法の開発やその高度化を目

指し て，元素の存在状態 / 化学形態や局所的な存在 / 蓄積

部位に関する よ り 詳細な情報を獲得する ト レース キ ャ ラ

ク タ リ ゼーシ ョ ンのための基礎的な手法開発を行 う 。 ま

た， 元素 ・ 物質の起源を探 り ， 環境動態を追跡し， さ ら

に生態系におけ る汚染物質の蓄積を解明する上で重要な

手がか り を与えて く れる元素の同位体比の精密測定技術

の開発， 確立を進める。 最先端の分析技術の開発， 維持

並びに最先端情報の獲得を図る。 毎年平均 1 報の国際誌

ないし国際学会への関連研究発表を目標とする。

〔 内容および成果〕

　 前年度に引き続き，HPLC/ICP 質量分析法を用いた有機

ヒ 素化合物の化学形態分析法に関する基礎的研究を行っ

た。 また， X 線光電子分光法によ る岩石， 鉱物表面の化

学結合状態の画像分析に関する検討を開始し， 光電子ス

ペク ト ルの化学シフ ト を利用する こ と で， ケ イ素の化学
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結合状態別イ メ ージングが可能であ る こ と を明ら かにし

た。 さ らに， マルチコ レ ク ター型 ICP 質量分析法を用い

た同位体比高精度分析や蛍光 X 線顕微鏡， 二次イオン質

量分析法を用いた局所， 表面の化学分析法などの環境研

究への応用に関する検討を継続し て行った。

〔 備考〕

（ 3）　 藍藻が生産する新規生理活性物質に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE252

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○佐野友春 （環境研究基盤技術ラ ボ ラ ト リ ー），

高木博夫

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 アオ コ の有毒物質に よ る飲料水源及び湖沼の

汚染は世界中で問題と なってお り ，WHO から も藍藻の数

および肝臓毒 ミ ク ロ シスチンの濃度について勧告がな さ

れた。 ミ ク ロ シスチンは藍藻が生産する環状ペプチ ド で，

タ ンパク質脱 リ ン酸化酵素を阻害し， 肝発がんプロモー

ターであ る こ と が知られている。 藍藻中には ミ ク ロ シス

チンだけでな く ， 様々な種類の生理活性物質が含まれて

お り ， それら生理活性物質の生態系への影響や， 人への

健康影響を調べる ためには単離 ・ 構造決定する こ と がま

ず重要であ る。 本研究ではアオコ を形成する藍藻中の新

規生理活性物質の構造を解析す る こ と を目的 と し てい

る。 藍藻中の新規生理活性物質の構造を ５ 年間で ５ つ程

度決定する。

〔 内容および成果〕

　 Microcystis 属の藍藻 （NIES-88） を大量培養し， 凍結乾

燥し たサンプルか ら， タ ンパク質分解酵素を阻害する新

規物質を ２ 種類発見し た。 逆相の高速液体ク ロ マ ト グ ラ

フ ィ ーおよび順層の薄層ク ロマ ト グ ラ フ ィ ーを用いて こ

れらの阻害物質を単離 ・ 精製し た。 FABMS， NMR を測定

する こ と によ り ， それらの構造を決定し た。 Ahp と呼ば

れる異常ア ミ ノ 酸の立体構造については， ２ 次元 NMR

（NOESY） を測定する こ と によ り 決定し た。

〔 備考〕

客員研究官 ： 彼谷邦光 （東北大学大学院）

（ 4）　 水域汚染挙動の底質試料を用いた時間・ 空間的解析

の研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0204AE355

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○稲葉一穂 （水土壌圏環境研究領域） ， 土井妙

子， 松重一夫

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 河川や湖沼， 内湾などの水域は， その水域の上

流に位置する発生源か ら放出された様々な化学物質によ

り 汚染されている。 そ し て これらの汚染化学物質の多 く

は下流水域の底泥にも吸着態 と し て分布し ている。 底泥

中に含まれる汚染物質は鉛直方向に時間を， 水平方向に

は汚染の規模の大き さ を表すこ と か ら， 底泥試料は過去

か ら現在までの汚染の指標 と な る。 本研究ではこ のよ う

な底泥試料に含まれる汚染化学物質の鉛直方向および水

平方向の成分 と 濃度を測定し て， その水域におけ る汚染

の時間 ・ 空間的な挙動を明ら かにする と 共に， 水域の地

理， 産業， 人口などの社会科学的な情報の歴史 と の相関

を検討する こ と で， 汚染の消長を推定する手法を作成す

る こ と を目標と し ている。

〔 内容および成果〕

　 手賀沼および霞ヶ浦に流入する幾つかの河川の河口域

および湖心部において採取し た底泥コ アサンプルに含ま

れ る 幾つかの化学物質濃度の鉛直方向の分布を測定 し

た。 河口域での界面活性剤濃度は鉛直方向で明ら かな変

化を示し， 流域の下水道の普及 と 一致する こ と が推定さ

れた。 しかし， 易分解性の界面活性剤は湖心部の底泥か

らは検出されなかった。一方，分解性の低い殺菌剤は霞ヶ

浦の湖心部で も微量ながら存在し， 分解性の差によ る移

動距離の差を示し ている こ と が分かった。 現在， 汚染履

歴の推定を正確な も の と する ために， 底泥の堆積年代を

測定し ている と こ ろであ る。

〔 備考〕

（ 5）　 遺伝子欠損マウスを 用いた大気から の変異原物質

曝露の鋭敏な検出と 影響評価

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0204CD495

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○青木康展 （化学物質環境 リ ス ク 研究セ ン

ター）， 松本理

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 大気中のデ ィ ーゼル排気粒子 （DEP） はベンゾ

(a) ピ レ ン （BaP） など様々の変異原性の多環芳香族化合

物を含み， 肺がんの原因物質の一つ と 考え ら れてい る。

本研究では変異原検出用シ ャ ト ルベク ターを遺伝子導入

し たマウ ス gpt delta マウ ス を用いて， BaP やデ ィ ーゼル
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排気の作用で肺中に発生し た突然変異を定量的に検出す

る。 また， 第 2 相薬物代謝酵素などの誘導に必須な転写

因子の欠損によ り デ ィ ーゼル排気の変異原性がどの程度

上昇するか定量的に評価し， 突然変異発生におけ る第 2

相薬物代謝酵素の役割を明らかにする。

〔 内容および成果〕

　 第 2 相薬物代謝酵素の誘導レベルが著し く 低下し てい

る Nrf2 ノ ッ ク ア ウ ト マウ スに， in vivo 突然変異を検出可

能な gpt delta ト ラ ン ス ジ ェニ ッ ク マウ ス をかけ合わせ，

Nrf2 ノ ッ ク ア ウ ト gpt delta マウ ス を作製し，第 ２ 相薬物代

謝酵素の誘導のない条件におけ る， 変異原物質への感受

性を定量的に明らかにし た。 Nrf2(-/-)gpt delta マウ ス及び

Nrf2(+/-)gpt deltaマウ スはNrf2(-/-)マウ ス と gpt delta ト ラ ン

スジ ェ ニ ッ ク マウ ス を複数回かけ合わせて作製し た。 変

異原物質 と し ては， デ ィ ーゼル排ガスに含まれる発がん

性物質と し て知られている Benzo[a]pyrene (B[a]P) を用い

た。 Nrf2 ノ ッ ク アウ ト gpt delta マウ スの肺に， B[a]P を

0mg （非投与群） 又は 1 mg の用量で単回気管内投与し た

後に肺を摘出し，肺の DNA を抽出し た。点突然変異の検

出が可能な 6-thioguanine selection によ り gpt 遺伝子に生じ

た突然変異体頻度を測定後， 変異ス ペク ト ルの解析を行っ

た。 非投与群では， Nrf2(+/-) の突然変異体頻度が

0.5±0.2×10-5 であ るのに対し， Nrf2(-/-) では約 ３ 倍に上昇

し た。 一方， B[a]P を投与する こ と で， Nrf2(+/-) 群の突然

変異体頻度は非投与の Nrf2(-/-) 群 と 同程度まで上昇し，

さ らに， B[a]P 投与 Nrf2(-/-) 群では B[a]P 投与 Nrf2( ＋ /-)

群の約 ２ 倍に増加し た。Nrf2 を ノ ッ ク アウ ト する こ と で，

B[a]P 投与・非投与 と もに突然変異体頻度は有意に上昇し

た。 B[a]P 投与に よ る 主要 な突然変異 ス ペ ク ト ルは，

Nrf2(+/-)及びNrf2(-/-)共にG:C→T:A変異であったが，標的

遺伝子であ る gpt 遺伝子上で突然変異の発生し た配列位

置は， B[a]P 投与 Nrf2(+/-) 群 と非投与 Nrf2(-/-) の間で有

意に異なっていた。

〔 備考〕

共同研究者 ： 能美健彦 （国立医薬品食品衛生研究所），

山本雅之 （筑波大学）

（ 6）　 有機微量汚染物質の環境中動態の環境測定データ

に基づく 解析

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0305AE496

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○櫻井健郎 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 環境に放出され， また人間や生物に摂取されて

いる数多 く の人為起源の化学物質の健康 リ ス ク に対処す

る上で， 発生源か ら曝露にいた る環境中での動態の情報

は有用であ る。 本研究では， 有機微量汚染物質について，

環境測定データに基づいて環境中動態や発生源について

新たな情報を得る ための手法 と その適用について， 基礎

的な検討を行 う こ と を目的 と する。 これによ り ， 環境中

動態や発生源を把握する ための手法の基盤を強化する と

と も に， 具体的な化合物について も随時解析を行い， 結

果を報告し てい く 。

〔 内容および成果〕

　 環境中に排出された有機化合物の起源やその寄与を定

量的に推定する ための手法の検討を行った。 環境中のダ

イオキシン類の起源推定に，主成分分析が有効であった。

発生源組成および環境中濃度の両者の値のばらつき を考

慮し たマスバラ ン ス レセプターモデルの手法 と し て， 有

効分散法を検討し， ダ イオキシン類の起源寄与率の推定

に これを適用し た。 また， 流域におけ る ダ イオキシン類

の挙動について定量的に検討し た。

　 化合物組成は， 化合物の発生源および環境中での挙動

を反映し た も のであ るから， 化合物組成を適切に解析す

る こ と によ り ， 発生源および環境中での挙動について有

用な知見を得られる可能性があ る。 化合物組成の同一 と

類似 と を定義する こ と を試み， こ の定義に基づいた二試

料の類似性の指標を提案し た。 こ の指標をダ イオキシン

類全国一斉調査のデータに適用し， ク ラ ス ター分析によ

る測定地点の分類を行った。

〔 備考〕

（ 7）　 東アジアの環境中における 放射性核種の挙動に関

する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0307AE532

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○土井妙子 （水土壌圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 19 年度 （2003 ～ 2007 年度）

〔 目　 的〕 地殻中の天然放射性核種であ る  238U や 232Th の

壊変生成物で大気中に存在する  222Rn （ラ ド ン） ， 210Pb,
212Pb と主に成層圏を起源とする宇宙線生成核種の 7Be 及

び大気圏核実験由来の 137Cs 等について，東アジアにおけ

る降下物， 大気中濃度か ら， これら の核種の挙動を明ら

かにする。 また， これら の放射性核種の う ち人の被爆線

量が高いラ ド ン と その娘核種について高濃度が予想され
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る地域の濃度レベルを測定し て， ラ ド ン等によ る肺ガン

誘発 リ ス ク を推定する こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 つ く ばのエア ロ ゾル中の放射性核種 210Pb, 212Pb, 7Be と

137Cs を測定し， その濃度レベル と 季節変化を観測し た。

210Pb と 7Be は春季 と秋季に， 212Pb は冬季に高濃度を示し

た。 137Cs は観測されなかった。 短寿命放射性核種であ る

212Pb の濃度の季節変化 と つ く ばにおけ る地表か ら高度

200m 間の気温の逆転時間の季節変化 と の間の相関が高

い こ と がわかった。 また， これら の放射性核種の環境中

での動態について解析を行った。

〔 備考〕

（ 8）　 有機フ ッ 素化合物等 POPs 様汚染物質の発生源評

価・ 対策並びに汚染実態解明のための基盤技術開発に

関する研究

〔 区分名〕 特別研究

〔 研究課題コ ード 〕 0305AG494

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○柴田康行 （化学環境研究領域）， 田邊潔，

堀口敏宏， John S.Edmonds， 高澤嘉一， 青木康

展， 酒井伸一， 野馬幸生

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 ダ イ オキシン類など環境残留性， 生物蓄積性，

毒性を持つ環境汚染物質 （POPs 様汚染物質） への取組

み ・ 対策強化に関する これまでの研究を踏まえつつ， 「環

境モニタ リ ングによ る実態解明」 と 「発生源評価」 ， 「分

解技術の確立」 を柱 と する取 り 組みのための基盤科学技

術開発， 情報整備をテーマ と し て以下の研究を進め る。

意図的生成物質の中で取 り 組みが遅れていた有機フ ッ素

化合物の例 と し て Perfluorooctane Sulphonate （PFOS） 並

びに類縁化合物を取 り 上げ， （ １ ） 分解産物の同定 と一斉

分析法の整備， モデル地域 （東京湾） の汚染状況把握，

（ ２ ） 廃棄処理ま で含むマテ リ アルフ ロ ーの概要把握，

（ ３ ）分解条件の検討 と基礎的な方法論の確立，（ ４ ）PFOS

特有のバイ オマーカー （曝露指標） の探索 と 環境モニ タ

リ ングへの適用可能性の評価， をそれぞれ目標 と し て研

究を進める。 また， 燃焼起源の非意図的生成物質への取

り 組み強化のために， （ ５ ） 発生源 と し て生物由来の生ゴ

ミ や紙等 と化石燃料を区別でき る 14C 測定法を大気試料

中化学物質に適用し て発生源の寄与を推定する手法の確

立と有効性評価を実施する。

〔 内容および成果〕

　 意図的に生成され， 環境残留性のきわめて高い化合物

であ る有機フ ッ素系化合物の主要な用途 と 生産量などに

ついての文献調査を継続する と と もに，PFOS 分析法の検

討， 確立を進め， 東京都内の主要河川並びに下水処理場

における PFOS の濃度 と その変動の調査を開始し た。 ま

た， 生物試料の PFOS 分析法について も検討， 最適化を

進めた。PFOA や PFOS 等を投与し た魚から，特異的に誘

導される タ ンパク質を見いだし， その同定を目的 と し て

抽出 と ア ミ ノ 酸配列の LC/MS/MS に よ る解析を開始し

た。 また， 環境中あ るいは廃棄物中などの PFOS の分解

処理技術の確立を目指し， 紫外線照射によ る光分解法の

検討， 最適化を進めて， 水中並びにイ ソ プロパ ノ ール中

での分解速度を計測し た。

　 一方， 非意図的生成化学物質の代表例 と し て多環芳香

族炭化水素 PAHs に注目し，その中に含まれる 14C 測定に

よ って主要な発生源を見積も る こ と を目的 と し て研究を

進めた。大気粉じん中の PAHs の抽出，分画法を検討，確

立し， 実際の捕集粉じんから PAHs 画分を抽出し， 化合

物毎あ るいは化合物群ご と にわけて分取キ ャ ピ ラ リ ガス

ク ロ マ ト グ ラ フ （PCGC） に よ る精製， 単離作業を行っ

た。 10 ～数十 µ ｇ 程度の少量の化合物 （群） をい く つか

精製する こ と に成功し てお り ，平成 17 年度には引き続い

てグ ラ フ ァ イ ト 化と 14C 測定に挑戦する予定であ る。

〔 備考〕

（ 9）　 有害化学物質によ る 地球規模海洋汚染の動態解明

と 予測に関する研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 D-2

〔 研究課題コ ード 〕 0305BA412

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○ 刀正行 （化学環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 人為起源有害化学物質に よ る海洋汚染は広域

化し， 海洋生態系への影響が懸念されている。 2001 年に

難分解性有機汚染物質に関す る ス ト ッ ク ホ ル ム 条約

（POPs 条約） が成立し，対策 と共に POPs の地球規模での

監視が重点施策 と し て挙げられている。 しかし， 海洋に

おけ る 濃度レベルは極めて低 く ， 観測手法を含めその

ハー ド ルは高い。 これに応え う る海洋汚染観測手法 と 広

域海洋汚染動態の把握， 海洋中での分解 ・ 変質過程， 輸

送過程を含めた動態モデルの構築によ り 実現される有害

化学物質によ る海洋汚染予測の確立が， 有害化学物質の

監視 ・ 対策のために早急に求められる。

　 本研究では， 太平洋を重点海域 と し， 商船を用いた高

頻度観測態勢によ る汚染動態の把握 と 解明， 各種汚染物
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質の海洋におけ る分解 ・ 再合成などの変質過程の解明 と

有害性評価， 有害化学物質の海洋におけ る輸送 ・ 拡散モ

デルの開発を行い， 難分解性有機汚染物質を含めた有害

化学物質の監視 ・ 規制に資する ための海洋汚染予測手法

を確立する こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 前年度に実施し た南太平洋－南極海―南米周辺海域に

おけ る有害化学物質の濃縮捕集試料の前処理および分析

を開始し た。 本年度の観測は， 2004 年 ８ 月 21 日～ ８ 月

31 日に電力用石炭運搬船 「新地丸」 において，相馬－ Hay

Point （オース ト ラ リ ア東岸） 間の太平洋－珊瑚海域の航

路上で 29 地点 58 濃縮捕集試料を， 10 地点で採水を， さ

らに海上大気を 9 試料採取し た。 また， 2005 年 3 月 7 日

～ 4 月 4 日にコ ンテナ船 「NYK ATLAS」 において， 香港

－ロサンゼルス－オーク ラ ン ド －東京の北部太平洋海域

を対象海域と し約 100 試料を採取し た。 コ ンテナ船は入

港し ている時間が短 く ， 搬入経路も極めて限定されかつ

狭い こ と か ら既存の観測シス テムでは対応できず， 本年

度新たに観測システムを ８ つのブロ ッ ク に分けたシステ

ムを開発し た。 基本的な仕様は従来のシステム と 同一で

あ り ， 濃縮カ ラ ム を始め， 各種センサーなど も共用でき

る よ う に配慮し た。 本システムは， 融通性が高い こ と か

ら様々な船舶への展開が可能であ る。 本年度に採取し た

太平洋－珊瑚海域の試料に関し ては， 現在前処理を開始

し， 分析を初めている。

　 前年度実施し た南太平洋海域におけ る試料採取の内，

南極海およびその前後に位置する海域の分析結果によ る

と， チ リ 沖から， 南極海にかけては α-HCH が 5 ～ 10pg/

L，β-HCH が 5 ～ 23pg/L，γ-HCH は 7 ～ 11pg/L と，極めて

低濃度であ るが全ての試料か ら検出された。 日本沿岸域

から赤道域にかけては， 各異性体の濃度は β ＞ α ＞ γ

のパターンで観測される こ と が多いが， 高緯度南太平洋

から南極海では， β ＞ α ＝ γ のパターン と な り ， 特に

南極海域では濃度が全体的に低いほか， 各異性体の濃度

比にあま り 差が見られないこ と が特徴的であった。一方，

ド レーク海峡か ら アルゼンチンの南太平洋高緯度海域で

は， α-HCH が 6 ～ 19pg/L， β-HCH が 2pg/L 前後， γ-

HCH が 0 ～ 4pg/L検出された。濃度分布パターンが変わっ

てお り ， ３ 種の異性体の内 β-HCH が最も濃度が低い と

こ ろが多 く ， α-HCH が比較的高 く なってお り ， α ＞ γ

＞ β と極めて特異的であった。低沸点の異性体濃度が高

い こ と か ら， こ の試料捕集時期においては大気輸送が支

配的であった と考え られる。 また，α-HCH は緯度が高い

ほど濃度が高い傾向が見られた。

〔 備考〕

（ 10）　 ガス状ほう 素化合物による大気汚染監視測定技術

及び除外技術の開発

〔 区分名〕 環境 - 公害一括

〔 研究課題コ ード 〕 0305BC499

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○田中敦 （化学環境研究領域）， 西川雅高

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 大気中のほ う 素化合物の存在形態に関する知

見は不足し ているが， ほ う 素化合物を製造する事業所周

辺で植物被害が現れ， 大気中のほ う 素化合物の発生源，

環境中での動態，植物に対する毒性について早急に研究，

対策する必要が生じ た。

　 事業所内の高温排ガスか ら植物に取 り 込まれる までの

過程で， ほ う 素化合物の化学形態は変化し ている こ と が

予想される。 植物被害を も た ら し たほ う 素化合物の形態

と 被害原因を フ ィ ール ド 観測， 植物曝露実験を通じ て明

ら かにする こ と を目的 と する。 また， 共同研究機関によ

り ほ う 素化合物の除外技術を開発する。

〔 内容および成果〕

　 事業所において排出口の移動などのほ う 素低減対策を

取った効果が現れ， 本年度は明瞭な植物被害は観察され

なかった。 敷地周辺で植物試料は引き続き採取し， 経年

変化を観察し た。 その結果， 植物葉中のほ う 素濃度は一

定方向の変化を示さず， 年々の変動があ る こ と が認めら

れた。 事業所内煙道各点で， ガス温度 ・ 水分量の観測 と

合わせて， ガス状， 粒子状， 及び粒径ご と の試料を採取

し， ほ う 素濃度 と ほ う 素化合物の存在形態について検討

し た。ほ う 素化合物は高温状態で反応を起こ し ているが，

煙道中では速やかに送風用の空気によ り 冷却され， 多量

の粒子が形成される。 そのほ と んどは， 後段のバグフ ィ

ルタで捕集され， 排煙突に移行する粒子量は少ない。 バ

グフ ィ ルタ捕集物や煙道中粒子のほ う 素の形態は， 純粋

なほ う 酸や酸化ほ う 素ではな く ， 他の元素を含み， 水和

があ る程度進んだ形態であった。 送風用に取 り 入れられ

た空気の温度， 湿度などがほ う 素の粒子化 と 化学形態変

化に関連し てお り ， 外気温が高い時期に粒子態が減少，

ガス態ほ う 素が増加し ていた。

　 また， ほ う 酸の加熱及び酸化ほ う 素の高温加熱によ っ

て発生する ガ ス状ほ う 素の植物曝露実験に よ り ， 草本，

木本類の植物葉へのほ う 素の蓄積 と 枯死を再現し， 樹種

によ る感受性の差違を検討し た。

〔 備考〕

共同研究機関 ： （独） 産業技術総合研究所， 東京大学大学

院新領域創成科学研究科， 富山県環境科学セン ター
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（ 11）　 環境モニタ リ ングの手法と 精度管理に関する研究

(2) ダイ オキシン類測定の高度化に伴う 精度管理

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0406AE449

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○伊藤裕康 （化学環境研究領域）， 橋本俊次，

森田昌敏， 田邊潔

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 環境の状況を把握する ために行 う モニ タ リ ン

グでは， 適切なサンプ リ ン グ， 信頼性の高い化学分析，

適切なデータ評価などが必要 と される。 これらは， モニ

タ リ ン グの目的， 対象物質， 環境媒体に よ っ て異な り ，

それぞれについて手法の最適化， 高精度化が必要 と され

る。 本研究では， 各種のモニ タ リ ン グの現状を整理し，

問題点を把握し， 精度管理を含めたモニ タ リ ング手法の

最適化 ・ 標準化を順次行 う 。 また， モニ タ リ ングを担 う

地方自治体研究機関等を含め， 標準的モニ タ リ ング手法

によ る ク ロ スチェ ッ ク等を行い， 精度管理の高度化， 普

及につ と める。 当面は， 問題が多い と される ダ イオキシ

ン類について検討を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 環境中のダ イオキシン類（ポ リ ク ロ ロ ジベンゾ -p- ジオ

キ シ ン 類 （PCDDs） と ポ リ ク ロ ロ ジ ベ ン ゾ フ ラ ン 類

（PCDFs） の分析に関する種々の検討を行った。 当研究所

で作製し た環境標準試料 NIES CRM No.20 「底質」 等を用

い， 抽出， カ ラ ム ク ロ マ ト 等の前処理， ガス ク ロマ ト グ

ラ フ高分解能質量分析計 （GC/HRMS） によ る測定， デー

タの解析， 分析の精度管理等を検討し た。 また， フ ィ ー

ル ド で採取し た土壌試料， 底質試料， 水生生物試料等に

ついて分析法の検討 ・ 開発を行った。

　 ダイオキシン類の光分解に着目し， PCDDs， PCDFs の

中で毒性が強い 2,3,7,8 塩素化体の 17 種類の化合物につ

いて， 実験室内での光分解の可能性について検討し た。

ダ イオキシン類の光分解は環境中での報告が多 く ， 環境

放出後のダ イオキシン類に関する分解等の変化を調べた

も のが多い。 ダ イオキシン類はプロ ト ン供与性有機溶媒

中では還元的脱塩素化によ り 高塩素体か ら低塩素体へ変

換する こ と が知られてお り ， これらの分解が実験室内で

起こ った場合， その異性体構成比が変わる ため分析結果

に重大な支障を及ぼす可能性が推測された。 有機溶媒中

で一般的な分析器具を用い実験室内で光分解が起こ るの

かど う か， また光分解が起こ った場合， 内標準法にどの

よ う な影響を及ぼすか， どのよ う な分解物が生成される

か等を検討し た結果， 興味あ る事実が判明し た。 地方自

治体研究においては， 臭素化ダ イオキシン類の焼却炉か

ら排出される測定を行い， その分析法の問題点を検討し

た。

〔 備考〕

（ 12）　 ヒ 素の生体影響において DNA メ チル化率は分子

マーカ ーと し て使えるのか？

〔 区分名〕 奨励

〔 研究課題コ ード 〕 0405AF788

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○崔星 （環境健康研究領域）， 平野靖史郎

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 17 年度 （2004 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 ヒ 素の生体における DNA メ チル化率変化を分

子指標と し て開発 ・ 構築する こ と を目的 とする。 さ らに，

DNA メ チル化率同定に よ って分子レベルで ヒ 素の発が

ん， 制がん両面性を明ら かにする こ と で， 将来的に健康

リ ス ク評価に結びつける。

〔 内容および成果〕

　 無機 ヒ 素は生体内に吸収されてか ら主に肝臓において

メ チル化 ヒ 素 と し て代謝されるが， その過程で遺伝子 メ

チル基を供給する S- アデ ノ シル メ チオニンを枯渇させ，

広範囲の DNA 脱 メ チル化を も た らす。 この DNA の メ チ

ル変化は， epigenetic レベルで遺伝子発現を制御し， 発が

んに関与し ている と考え られる。

　 本年度の研究成果と し て ：

　 １ ） ヒ 素の発がん方向の研究では， 肺がんができやす

い A/J マウ スに無機五価 ヒ 素 （iAsV） を １ 年 ６ ヵ月投与

し た結果， ヒ 素投与群では対照群よ り 約 ２ ～ ３ 倍の肺が

ん発生個数 と サイ ズの増加が認め られ， 病理組織像では

有意な未分化型率増加が確認された。 また， がん部にお

ける p16INK4a， RASSF1A などがん抑制遺伝子 メ チル化

率は，iAsV投与群では対象群よ り 高 メ チル化が認められ，

遺伝子の mRNA 発現は顕著に低下し た。 iAsV 経口暴露

は A/J マウ ス肺発がんを増強させ， その機序の一つ と し

て epigenetic な異常が示唆された。

　 ２ ） 一方， ヒ 素の制がん方向の研究では， 肝がん細胞

株 HeP2 や Huh-7 を用いて， 亜ヒ 酸（ As2O3） にて処理し

た結果， 低濃度 As2O3 が DNA メ チル化酵素（ DNMA） 活

性を抑制し ，高メ チル化によ り 失活さ れた p16，RASSF1A，

GSTP1 など主要がん抑制遺伝子を脱メ チル化によ って再

活性化さ せたこ と が認めら れた。 こ れは， ヒ 素のアポト

－シス 誘導以外の新たな抗がん作用のメ カニズムの一つ

だと 考えら れる 。

〔 備考〕
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3． 4 　 化学物質のリ スク評価と管理に関する研究

（1）　生物評価試験による浮遊粒子状物質の長期曝露モ

ニタリングに関する研究

〔 区分名〕 環境 - 公害一括

〔 研究課題コ ード 〕 0004BC227

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○後藤純雄 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 田邊潔， 中島大介， 江副優香

〔 期　 間〕 平成 12 ～ 16 年度 （2000 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 人間活動に伴い様々な有害物質がガ ス状又は

粒子状で空気中に排出されている。 環境空気中の粒子状

物質には比較的分子量の高い物質が微量ずつ混在し てい

る。 これら の中には発がん関連物質であ る と 同時に， 外

因性内分泌撹乱物質と し て疑われているベンゾ [a]ピ レ ン

やダ イオキシン類も含まれ， それらの経気道長期曝露に

伴 う 健康影響が懸念されている。 また， これらは主 と し

て呼吸器系に沈着しやす く 人為起源の寄与が大き な微小

粒子に多 く 含まれている。 こ のため， これらの物質の長

期曝露の影響や質的経年変化に関する知見の蓄積が対策

を講ずる上で重要になって き ている。 また， 発がん性や

気管支喘息などの長期曝露が も た らす健康影響について

は， 浮遊粒子状物質の発生源や大気中での挙動が複雑で

あ る こ と か ら不明な点が多い状況にあ る。 従って， 当該

物質の発生要因や曝露要因等を生物評価試験等で総合的

に把握しつつ早急に対策を講ずる必要があ る。 そ こ で本

研究では， 汚染そのも のを総合的に， また比較的高感度

に捉え う る変異原性試験などの生物評価試験法及び代表

的化学物質分析法等を用い， 浮遊粒子状物質の長期モニ

タ リ ン グに関す る 基礎資料を作成す る こ と を目的 と し

た。

〔 内容および成果〕

　 長期間継続的に採取し た浮遊粒子状物質を生物評価試

験及び化学分析に供し， その結果か ら空気中発がん関連

物質の発生要因や曝露要因を把握する と と も に長期曝露

評価に必要な基礎資料を得る ために検討を行い， 主に以

下の成果を得た。

　（ １ ） 東京都港区でハイボ リ ウ ムエアサンプラーで約 20

年前から石英繊維フ ィ ルター上に採集し－80℃に超低温

保存し て き た浮遊粒子試料を用いダ イオキシン類や多環

芳香族炭化水素 （PAH） 類の濃度を測定し， 両者の比率

の経年変化を求めた。その結果，（TCDDs+TCDFs）／ PAH

は 1990 年から 1996 年にかけて大き な値を示すよ う にな

る こ とや， 1996 年以降は徐々に低下する傾向があ る こ と

など を認めた。

　（ ２ ） 浮遊粒子状物質の曝露評価に関する研究の一環 と

し て， 北九州でハイ ボ リ ウ ムエアサンプ ラーで採取され

た浮遊粒子状物質を用いて， そのニ ト ロ アレーン類の含

有量及び 8- ハイ ド ロオキシグア ノ シン （8-OHdG） 誘導

能を測定し た。 その結果， 浮遊粒子状物質中の 1,3- ジニ

ト ロ ピ レン， 1,6- ジニ ト ロ ピ レ ン及び 1,8- ジニ ト ロ ピ レ

ンの濃度（pg/m3）は採取年ご と に大き く 変化するが，1980

年代中ほど及び1990年代前半付近に高いピーク を与え る

2 峰性を示すこ と，DNA 損傷性のマーカーであ る 8-OHdG

も同様の 2 峰性を示すこ と などを認めた。

　（ ３ ） 浮遊粒子状物質の経気道曝露に関する研究の一環

と し て，犬肺の KOH ／アルコール溶液を用いたアルカ リ

分解法を検討し， 32 頭の犬肺中に残留する粒子に含まれ

る PAH 類を測定し た。 BaA， BkF， BaP， BghiP について

良好な分析結果が得られ， 1 頭当た り の BaA は 13.0 ～

166.0ng（平均 63.0ng），BkF で 6.6 ～ 90.2 ng（平均 27.4ng），

BaP で 9.8 ～ 167ng（平均 47.2ng），BghiP で 10.8 ～ 206.0（平

均 61.8ng） であった。 これらの結果から， 犬の年齢 と肺

内の PAHs 濃度に相関は認められなかったが， 肺重量 と

の間に相関関係 （r=0.58 ～ 0.68） が認められた。 また， 肺

内における PAH 濃度間では高い相関 （r=0.83 ～ 0.97） が

得られた。

〔 備考〕

（ 2）　 環境化学物質の生体影響評価のための行動試験法

の体系の確立に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE184

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○梅津豊司 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 環境中の化学物質の少な く ない種類が中枢神

経系に影響を及ぼす可能性が考え られるが， その生体影

響を評価する方法については未整備の状態にあ る。 そ こ

で動物の各種行動を指標 と する行動試験法の有用性を検

討し， でき るだけ迅速にそ し て的確な評価を下すための

システム （体系） の構築を目指す。

　 生体影響の不明な化学物質の影響評価を迅速に行え る

試験体系の構築が目標であ る。 現在あ る化学物質の種類

は膨大であ り ， 何を ターゲ ッ ト と するか決める こ と はで

き ない。 そ こ でその時その時の要請に応じ て評価する化

学物質を選び，実際に種々の行動試験によ り テス ト する。

こ の繰 り 返しによ り ， 様々な化学物質の行動影響のデー
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タ を蓄積し また経験を重ね， それに基づき行動試験法の

体系の構築を目指す。

〔 内容および成果〕

　 高架式十字迷路法によ り メ リ ッ サの含有成分について

効果を検討し た結果， リ ナロール と シ ト ラールが抗不安

作用を も た らす有効成分であ る こ と が判明し た。 また同

じ手法に よ り お茶の香 り 成分の効果を検討し た と こ ろ，

２ －フ ェネチルアルコール と テルピネンー ４ －オールに

抗不安作用のあ る こ と を見いだし た。 お茶の成分につい

てはさ ら にカフ ェ イ ン と の相互作用について， マウ スの

移所運動活性を指標と し て検討し た。結果，テルピネンー

４ －オール等い く つかの香 り 成分にカフ ェ イ ンの中枢興

奮作用を増強する作用のあ る こ と を見いだし た。 新たな

手法 と し て尾懸垂法について検討し， 適切な実験条件を

見いだし た。 そ こ で こ の手法を用いて各種植物精油の作

用を検討し た と こ ろ， ペパー ミ ン ト と ジ ャ ス ミ ンに抗 う

つ作用のあ る こ と が判明し た。

〔 備考〕

（ 3）　 内分泌撹乱物質の健康影響発現機構に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0204AE357

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○野原恵子 （環境健康研究領域）， 大迫誠一郎，

伊藤智彦

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 内分泌撹乱物質は免疫機能や生殖機能， 胎盤機

能を低下させる こ と が明ら かに されている。 その原因 と

し て， 担当臓器の発育不全， 担当細胞の増殖， 分化異常

が示唆されている。 本研究では， 特にダ イオキシン類を

はじめ と する内分泌撹乱物質の細胞増殖， 分化への作用

に着目し， その健康影響発現機構を明らかにする こ と を

目的 と する。 そのために本研究では， ダ イオキシンをは

じ め と する内分泌撹乱物質に よ る抗体産生抑制作用 と，

免疫細胞の増殖， 分化への影響， および胎盤や生殖細胞

の増殖， 分化への影響を解析し， それらの研究で明ら か

と なった標的細胞の増殖， 分化に対する内分泌撹乱物質

の作用機構を検討する。

〔 内容および成果〕

　 抗体産生に関与する細胞であ り ダ イオキシンの標的細

胞と し て知られる T 細胞の株化細胞であ る Jurkat T 細胞

に， ダ イ オキ シ ン非存在下で も 恒常的に活性化 さ れ る

CA-AhR変異体の発現ベク ターを導入する と，増殖が顕著

に抑制される。 本年度はこ の影響について細胞生化学的

および分子生物学的に解析し， メ カニズムの探索を行っ

た。CA-AhR を発現し ている Jurkat T 細胞を調べる と，細

胞表面上に Annexin V を持つ細胞や核断片化を起こ し た

細胞など， アポ ト ーシスで見られる特徴を有する細胞の

割合が増加し ていた。 ま た， 細胞周期を測定 し た結果，

G1 期の割合が増加し ていた。

　 次に， CA-AhR が これらの細胞毒性を誘導する メ カニ

ズムを遺伝子レベルで調べた。 網羅的に遺伝子発現解析

が可能な Affymetrix GeneChip システムを用い， CA-AhR

によ って Jurkat T 細胞で発現変動し ている遺伝子を検索

し た。その結果，GADD34，Fas，caspase 8，cyclin G2，p21waf1

などアポ ト ーシスの誘導や細胞周期停止に関わる様々な

遺伝子の発現が変動し ている こ と を明ら かにし た。 以上

の よ う な CA-AhR に よ る遺伝子レベルでの影響がアポ

ト ーシスや細胞周期停止を誘導し，Jurkat T 細胞の増殖を

抑制し た もの と考え られた。

〔 備考〕

（ 4）　 化学物質のハザード アセスメ ン ト のための生態影

響試験法の検討

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0205AE509

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○菅谷芳雄 （化学物質環境 リ ス ク 研究セ ン

ター）， 柏田祥策

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 17 年度 （2002 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 経済開発協力機構 （OECD） 化学品プロ グ ラ ム

の生態影響テス ト ガ イ ド ラ イ ンは年々新し く 採択および

改正されている。 こ のテス ト ガ イ ド ラ イ ンは OECD 加盟

各国が独自に採用し ている生態系へのハザー ド 評価のた

めの試験法を統一も し く は整合化し， 加盟国間でのデー

タの共有を図ろ う と する も のであ る。 そのため， 当該テ

ス ト ガ イ ド ラ イ ンには試験の細部にわた る記述は省かれ

てお り ， 実際にガ イ ド ラ イ ンに沿って試験を行 う には，

詳細な試験手順を ま と めた 「試験法」 が必要 と な る。 本

研究は， 我が国が OECD テス ト ガイ ド ラ イ ンの採択にい

た る までに必要な科学的データ を提供し， かつ実際の試

験手順の検討を目的する。

〔 内容および成果〕

　 OECD テス ト ガイ ド ラ イ ン 201 （藻類生長阻害試験） 改

訂に伴い， 改訂中の ド ラ フ ト に基づ く ハザー ド 評価にお

け る手順 と 留意点についてま と めた。 さ ら に， 本法にお

け る試験困難性の １ つであ る着色性物質の評価法につい

て検討し た。 その結果， これまで提案されていた手法で
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用いて き た毒性モデルには欠陥があ る こ と を示し た。 テ

ス ト ガ イ ド ラ イ ン 218 （底質毒性試験法） を重金属に適

用し た場合の問題点を検討し た。 その結果， ユス リ カ若

齢幼虫を用いた感受性試験の改良法について， また， 正

規試験におけ る重金属の試験系内での挙動について新た

な知見を得た。

　 ド ラ フ ト テス ト ガ イ ド ラ イ ン 221 （ウ キ ク サ生長阻害

試験） について， 特に藻類生長阻害試験では試験困難で

あった着色性物質および難水溶性物質の試験が比較的簡

便に実施でき る こ と を示し， 手順の検討および試験条件

に関する詳細な検討を行った。

〔 備考〕

平成 16 年度の研究の一部は環境省請負費にて行った。

旧研究課題コード ： 0305AE509

（ 5）　 組換え胎盤培養細胞を 用いた新規作用を 有する 化

合物のスク リ ーニン グシステムの構築およ び核内受

容体の同定

〔 区分名〕 厚労 - 厚生科学

〔 研究課題コ ード 〕 0204DA500

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○石村隆太 （環境健康研究領域）， 大迫誠一郎，

遠山千春

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 ラ ッ ト 胎盤由来の Rcho-1 細胞は， 両エス ト ロ

ゲン受容体 （ERα, ERβ） の発現し ていないが， いまだ

リ ガン ド が不明な核内受容体 （オーフ ァ ン受容体） であ

る Estrogen receptor-related orphan receptor beta （ERRβ） に

結合し， Diethylstilbestrol （DES） 等の薬剤に反応し て分

化に変調を来すこ と が知られている。 本研究では Rcho-1

細胞を用いて， 多様な化合物の新規作用を ス ク リ ーニン

グする システムを作成し， また新規受容体の同定を試み

る。

〔 内容および成果〕

　 Rcho-1 細胞の分化特異的マーカー遺伝子の選別を行

い， P450 側鎖切断 （P450scc） 酵素のプロモーターを用い

たレポータージーンア ッ セイ を確立し た。こ の系で Rcho-

1 は 17β-estradiol （E2） に対し て不応性であ り ， なおかつ

両エス ト ロゲン受容体 ２ 種の ER （ERα, ERβ） が発現し

てないが，27 種の化合物について作用を検討し た と こ ろ，

Diethylstilbestrol （DES） ， ICI182,780 （ICI） ， フ タル酸類

や Permethrin は Rcho-1 細胞の分化を抑制する こ と を見い

だし た。 これ と は逆に， レチ ノ イ ン酸 （RA）， Carbaryl は

分化促進作用を有し ていた。 核内の標的分子を同定する

目的で， RA， DES， ICI， Carbaryl， 化合物によ って特異

的な細胞内分布を呈する タ ンパク質の同定を ２ 次元電気

泳動法と LC-ESI-MS/MS 解析で行った。 RA， DES， ICI，

Carbaryl と も に核内で変動する スポ ッ ト が数種発見でき

たが， 特異的に発現ま たは消失す る も のは見いだせな

かった。 分化促進に関連する と 考え られる核内因子の分

離を行 う ため， 最も分化促進効果のあった Carbaryl の処

理サンプルから Nuclear RNA helicase フ ァ ミ リ ーなどが検

出された。 目的 と する新規核内受容体は同定でき なかっ

たが， 確立し たス ク リ ーニングシステムは， 今後， 新規

化合物の標的分子解析に有効であろ う と考え られた。

〔 備考〕

（ 6）　 染色体構造変化が生じ たサッ ポロ フ キバッ タ 集団

の歴史性・ 遺伝的固有性の探索

〔 区分名〕 奨励

〔 研究課題コ ード 〕 0304AF351

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○立田晴記 （化学物質環境 リ ス ク 研究セ ン

ター）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 遺伝的固有性に基づいて設定 さ れ る進化的重

要単位 （ENU） や管理単位 （MU） の基準だけでは， 遺伝

的分化が不十分で種分化途上にあ る繁殖集団の固有性が

認識出来ない。 つま り ， 十分な遺伝的分化が起こ ってい

る と 考え られる 「生物種」 を保全の最小単位 と し て見た

と きの遺伝的固有性を最大にするだけでは 「種」 に内在

する遺伝的固有性は評価されないため， 種を構成する地

域集団間の遺伝的多様性も含めて保全単位が設定されな

ければな ら ない。 従って， 生物集団の保全や多様性の評

価， また絶滅 リ ス ク評価を行 う 際にはこれまでのよ う に

「生物種」 を最小保全単位 と 考え る だけでは不十分であ

り ， 繁殖集団を保全単位 と し， 具体的データ を取得し て

い く 必要があ る と 考え る。 本研究で材料 と な るサ ッ ポ ロ

フキバッ タは北海道 ・ サハ リ ン ・ 国後島に生息する昆虫

で， これまで局所的に分布する集団に形態および染色体

レベルの変異が存在する。通常の核型集団（XO/XX 集団）

から どのよ う にし て変異集団 （XY/XX 集団） が派生し た

のかを DNA 配列を基にし た統計解析によ り 明らかにし，

染色体変異集団の保全単位 と し ての位置付けについて考

察する。

〔 内容および成果〕

　 北海道内で核型の異な る 地域か ら サンプ リ ン グ し た

サ ッ ポロ フキバッ タの ミ ト コ ン ド リ アDNA ２ 遺伝子につ
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いてダ イ レ ク ト シーク エン ス を行い， 塩基配列を解読し

た。それに基づき各染色体レースの系統解析を実施し た。

その結果，各染色体レース間で DNA 配列に変異の存在が

確認され， 各染色体レースは個体群の地理的分断に伴 う

隔離によ り 生じ た もの と推測でき た。 また X0/XX → XY/

XXの進化経路については，XY/XX系統が単系統にま と ま

ら なかった こ と か ら， 過去に ２ 回以上染色体の転座が生

じ た可能性は否定でき なかった。また XY/XX 系統につい

ては， 分布の東部地域の集団では単系統性が支持された

のに対し，北部集団では様々なハプロ タ イプが見つか り ，

南部集団と単系統の関係にな ら なかった。

〔 備考〕

（ 7）　 抗菌殺菌薬品の環境微生物への生態影響評価

〔 区分名〕 文科 - 振興調整

〔 研究課題コ ード 〕 0304CB569

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○岩根泰蔵 （化学環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 マ ク ロ ラ イ ド 系抗生物質 （エ リ ス ロ マ イ シ ン

（EM） ・ ク ラ リ ス ロマイ シン （CAM）） および界面活性剤

系消毒剤 （ベンザルコニウ ム （BAC）） を対象と し た， 都

市 河 川 に お け る 調 査 な ら び に シ ア ノ バ ク テ リ ア

（Microcystis aeruginosa） に対する毒性試験を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 多摩川水系およびその流域の下水処理場 と， 都区部の

都市河川水系を対象 と し た調査を行った。 その結果， 多

摩川羽村堰においては， 全て検出限界も し く は検量限界

以下の濃度であった。 一方， 下水処理放流水流入後の多

摩川中流域におけ る検出濃度は， EM で 895ng/L， CAM

で 197ng/L， BAC で 88ng/L （混合物の う ち C12） であっ

た （以下全て最高値） 。 下水流入水中の濃度は EM で

2142ng/L，CAM で 262ng/L，下水処理水中の濃度は EM で

727ng/L，CAM で 111ng/L であった。こ の 2 物質について，

多摩川におけ る主負荷源は下水処理放流水であ る と 推察

された。 一方 BAC に関し ては， 流入水中濃度の日間のば

らつきが大き く ， また下水処理によ って大部分が除去さ

れていた。

　 隅田川水系では， 多摩川水系 と 同程度あ るいはそれ以

上に高い濃度の EM および CAM が検出された。 江戸川

水系では， EM および CAM 濃度は比較的低かった。 続い

て， M. aeruginosa NIES-88 株を用いた毒性試験を行った。

その結果， EM で EC50=1.58µg/L ・ NOEC=0.32µg/L， CAM

で EC50=7.19µg/L ・ NOEC=1.8µg/L， BAC で EC50=0.17µg/

L ・ NOEC=0.032µg/L （混合物相当） と い う 結果を得た。

これら の毒性値は， 既存の緑藻に対する毒性値を下回っ

た。

　 以上の調査および試験の結果よ り ， 下水中の EM が水

環境中の藍藻類に大き く 影響を与え る可能性があ り ， 河

川水中に残存する場合に も藍藻類に影響を及ぼす可能性

があ る と結論付け られた。

〔 備考〕

（ 8）　 化学物質リ スク 評価における 定量的構造活性相関

に関する 研究－反復投与毒性試験を 指標にし た３ 次

元構造活性相関モデルに関する研究

〔 区分名〕 厚労 - 厚生科学

〔 研究課題コ ード 〕 0305DA510

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 2. 効率的な化学物質環境 リ ス ク管理のための高精度

リ ス ク評価手法等の開発に関する研究

〔 担当者〕 ○青木康展 （化学物質環境 リ ス ク 研究セ ン

ター）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 本研究は， 毒性学的性状が明らかでない化学物

質について， 化学物質の ３ 次元構造及び毒性発現 メ カニ

ズムの観点か ら毒性学的影響を高精度で予測する ための

方法を研究する こ と を目的 と する。 こ の成果によ り ， 試

験の重複排除， 化学物質規制当局におけ る既存化学物質

等の安全性評価の安価 ・ 迅速かつ効率的な実施が可能 と

なる。

〔 内容および成果〕

　 化学物質の毒性予測手法開発のモデル化合物 と し て

フ ッ 素化化合物を用い， 構造活性相関の解明を進めた。

本研究は ２ 部よ り 構成される。 第 １ に， 肝毒性が明ら か

な， あ るいは疑われる化合物について PPAR （Peroxisome

Proliferator-activated Receptor） 結合活性を特異的な遺伝子

発現を指標 と し てレポーターア ッ セイ等を活用し て解析

し た。 試験化合物の多 く に PPARα リ ガン ド活性のあ る

こ と が確認でき た。 今回解析し た代表的な肝毒性を発現

する化合物について， 構造か ら の解析 と 毒性データ， リ

ガン ド 活性など， さ ら に詳細に検討する こ と が重要であ

る。 第 ２ に， フ ッ素化化合物の毒性発現に関係する構造

情報を抽出する ために， 毒性試験の結果の情報が得られ

た化合物について， 化合物の特徴を自己組織化マ ッ プに

よ って ク ラ ス ター分類し たが， 本年度はその結果に基づ

き， ニ ューラルネ ッ ト ワーク に準拠し た定量的構造活性

相関の解析を行った。重回帰解析よ り 予測性の高いQSAR

モデルを構築する こ と ができ た。
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〔 備考〕

研究代表者 ： 林真 （国立医薬品食品衛生研究所）

（ 9）　 数理モデルと 生物試験を 併用し たダイ オキシン の

ヒ ト 健康リ スク 評価

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0404AE364

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 2. 効率的な化学物質環境 リ ス ク管理のための高精度

リ ス ク評価手法等の開発に関する研究

〔 担当者〕 ○丸山若重 （化学物質環境 リ ス ク 研究セ ン

ター）， 青木康展

〔 期　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔 目　 的〕 ダ イ オキ シ ンの動物試験デー タ は数多 く 蓄積

されているが， 現状ではこれらデータは必ずし も リ ス ク

評価 ・ リ ス ク管理に有効活用されていない。 本研究では，

リ ス ク評価 ・ 管理に重要な ヒ ト 健康影響の定量的評価の

ため， 毒性投与量を定量的に種間外挿する方法の構築を

目的と し た。 動物実験で得られた毒性の用量 - 作用関係

を， 体重 ・ 組織重量 ・ 代謝速度など を考慮し て正確に ヒ

ト へ と 外挿する方法があれば， 化学物質の リ ス ク評価に

有効活用でき， 実験データの付加価値が高ま る。 そ こ で

種間外挿方法 と し て最も正確 と される生理学的薬物動態

モデル （PBPK モデル） を用いてダ イオキシンの ヒ ト 体

内動態の経時的解析を試みた。

〔 内容および成果〕

　 本年度は乳児 と 小児を対象に解析を行った。 毒性が懸

念される 29 種類のダ イオキシン同族体に対し， 乳児 ・ 小

児の PBPK モデルを構築し た。 モデルで予測し た乳児の

組織中濃度を実測値 と 比較し た と こ ろ良好な一致を見た

ので， 構築し た PBPK モデルの有効性が確認された。 構

築し た PBPK モデルを用いて， 授乳および食餌由来のダ

イ オキシンの体内組織分布をシ ミ ュ レー ト し， 母乳保育

と 人工乳保育の場合の組織中ダ イオキシン濃度の経年変

化を比較し た。 母乳保育児の肝臓中予測濃度は， 成人の

平均濃度と比較し て約 10 倍程度高 く なったが， この上昇

は生後数 ヵ 月の一過性の も のであった。 また母乳保育 と

人工乳保育 と で組織中ダ イオキシン蓄積量の経年変化を

比較する と， 母乳保育児で見られる一過性の濃度上昇は

人工乳保育児の約 10 倍だったが， この差は授乳摂取の停

止 と 成長によ り 急激に減少し， 生後 ５ 年程度でほぼ同じ

レベルになる こ と がわかった。

〔 備考〕

（ 10）　 有害化学物質に対する感受性要因と 薬物代謝系

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0408AE397

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○青木康展 （化学物質環境 リ ス ク 研究セ ン

ター）， 松本理， 丸山若重， 大迫誠一郎

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 20 年度 （2004 ～ 2008 年度）

〔 目　 的〕 有害化学物質の生体影響には個体差があ り ， 感

受性の差に起因する と 考え られる。 ダ イ オキシン， PCB

などの化学物質に対する感受性要因を， 遺伝的要因 と し

ての薬物代謝系の役割及び個体側の要因 と し ての年齢に

よ る影響の二つの側面よ り 探る こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 第 ２ 相薬物代謝酵素の発現に関する転写因子， Nrf2 の

ノ ッ ク ア ウ ト マウ スにダ イ オキシンを投与し， 肝臓にお

ける遺伝子発現の変化を調べ， Nrf2 に依存し て発現する

遺伝子を検索し た。 また遺伝子間のネ ッ ト ワーク につい

て考察し た。 グルタチオン S- ト ラ ン ス フ ェ ラーゼ， UGT-

グルク ロ ノ シル ト ラ ン ス フ ェ ラーゼなどの第 ２ 相薬物代

謝酵素や転写因子c-Junなどの遺伝子のダ イオキシンによ

る発現誘導が Nrf2 に依存し ている こ と が示唆された。 ま

た， ダ イオキシンによ る ス ト レ ス応答遺伝子の発現誘導

も観察された。

〔 備考〕

（ 11）　 有害化学物質の毒性評価用の包括的体内動態モデ

ル開発

〔 区分名〕 奨励

〔 研究課題コ ード 〕 0404AF445

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○鈴木一寿 （化学物質環境 リ ス ク 研究セ ン

ター）

〔 期　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔 目　 的〕 デ ィ ーゼル粒子付着性化学物質の曝露と， 肺が

ん， 心疾患， 肝臓がん等 と の因果関係が報告されている。

すなわち， それら の健康影響は， 呼吸気道内の各部位へ

の沈着量， および， その後の体循環に伴 う 各臓器での滞

留量に大き く 依存する。 しかし， それら を リ ス ク評価の

エン ド ポ イ ン ト と する ための手法は十分に確立されてお

らず， 化学物質の曝露 ・ 体内動態予測の高精度化は， 非

常に重要な課題の 1 つ と なっている。 本研究では， 呼吸

器への環境中粒子沈着量， 付着性化学物質の溶出量およ

び気管支 ・ 肺胞上皮透過量， さ ら に体内循環量を一連に

記述する数理モデルを開発 ・ 適用する。
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〔 内容および成果〕

　 現在最も コ ンセンサス を得ている国際放射線防護委員

会 （ICRP） のモデルに基づき， 呼吸気道へのエア ロ ゾル

粒子沈着量を簡便に算定する アプ リ ケーシ ョ ンツールが

作成された。 粒子ク リ ア ラ ン スに対し て も， ICRP によ り

策定されたモデルが使用された。 粒子付着性化学物質の

血液吸収特性に関するモデルパラ メ ータ値を採取する た

めに，大気中粉塵試料から血清等に溶出するベンゾ [a] ピ

レ ン （B[a]P） 等の多環芳香族炭化水素がガス ク ロマ ト グ

ラ フ質量分析計で定量された。 それら のモデルおよびパ

ラ メ ータ を ラ ッ ト の B[a]P 体内動態モデル と連結する こ

と によ り ， 経気道曝露された粒子付着性化学物質の臓器

中濃度等を包括的に予測するモデルが試作された。

〔 備考〕

（ 12）　 ト キシコ ゲノ ミ ク スを 利用し た環境汚染物質の健

康 ・ 生物影響評価法の開発に関する研究

〔 区分名〕 特別研究

〔 研究課題コ ード 〕 0406AG337

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○野原恵子 （環境健康研究領域）， 大迫誠一郎，

伊藤智彦， 佐治光， 玉置雅紀， 岩崎一弘， 浦川

秀敏， 青木康展

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 近年めざ ま し く 進歩 し てい る ト キシ コ ゲ ノ ミ

ク ス技術を利用し， 環境研の複数の領域の研究者が連携

し て， それぞれ ヒ ト や生物に対する環境汚染物質の効率

的な影響評価・予測法の開発をめざ し た基礎研究を行 う 。

また， 環境汚染物質の ヒ ト ・ 生物に対する総合的な影響

評価のための環境 ト キシ コゲ ノ ミ ク スデータベースの立

ち上げを行 う 。

〔 内容および成果〕

　 健康影響に関し ては， マウ スや ヒ ト の各種免疫系細胞

においてダ イオキシン反応性の遺伝子発現変化をマ イ ク

ロ アレ イ を用いて網羅的に解析し， 免疫抑制 と の機能的

関連が示唆される遺伝子群を明ら かにし た。 特に免疫に

よ って活性化し たマウ スの Ｔ リ ンパ球では，ダ イオキシ

ン曝露によ って多種類の GTP 結合タ ンパク質およびその

シグナル伝達経路に関連する タ ンパク質の遺伝子に発現

変化がおこ る こ と が明ら か と な り ， こ の経路が免疫抑制

に関与する こ と が示唆された。 また， ヒ ト ， マウ ス， ラ ッ

ト の リ ンパ球を用いて， ダ イオキシンに対する反応性の

動物種差を遺伝子発現変化の強さ によ って検討する ため

の実験系を作成し た。

　 生物影響評価では以下の ４ つのサブテーマ を実施 し

た ：

　（ １ ） シ ロ イ ヌナズナにおいてオゾ ン， UV-B， 酸性雨，

SO2 の曝露に対し て特異的に発現する遺伝子を単離する

目的で これらのス ト レ ス を １ 時間及び ６ 時間与えた植物

から totalRNA を単離し，AffimetrixGene Chip （22810 遺伝

子をカバー） を用いてマ イ ク ロ アレ イ解析を行った。 そ

の結果， それぞれのス ト レ スによ って対象区に比べ発現

量が １ 時間で ３ 倍以上増加し， 且つその増加が ６ 時間目

まで続いた遺伝子を単離する こ と ができ た。 これら の遺

伝子のい く つかは異な る ス ト レ スで重複し て発現上昇を

する ため， 次に これら の候補か ら個々のス ト レ スに特異

的に発現上昇する遺伝子の抽出を試みた。 その結果， そ

れぞれの ス ト レ ス特異的に発現上昇す る 遺伝子がオゾ

ン， UV-B， 酸性雨， SO2 曝露によ り 15 個， 76 個， 9 個，

31 個あ る こ と が明らかになった。

　（ ２ ） 小型土壌マ イ ク ロ コ ズムに有害化学物質 （塩化第

二水銀， ト リ ク ロ ロエチレ ン） をそれぞれ添加し， これ

ら の曝露に よ る 土壌中の微生物群集への影響を検討 し

た。各マイ ク ロ コズム土壌試料から全微生物 DNA を回収

し，その遺伝子を PCR-DGGE 法によ り プロ フ ァ イ リ ング

し た。 また， 一般従属栄養細菌の DNA も同様に解析し，

これらの化学物質に応答する土壌微生物遺伝子を検出し

た。

　（ ３ ） 環境中の微生物由来の rRNA を指標 と し て群集構

造を把握し，また未知の微生物を同定するための DNA ア

レ イの作成を行った。 試料調製について短時間で rRNA

を抽出， 標識化する ための手法を確立し た。 また最適な

洗浄条件を求めた。 この方法によ って PCR 増幅な しに十

分なシグナル強度を得る こ と ができ， 主要なプローブに

関し てのハイブ リ ダ イゼーシ ョ ン特性を明ら かにする こ

と ができ た。

　（ ４ ） メ ダカのDNAアレ イ と し て現在 ３ 種類が利用可能

と なっているが， NimbleGen system がも っ と もやさ しい

と考え られた。現在の飼育条件が DNA アレ イ解析を行 う

に有効であ るかを検証する ために， 非曝露群 メ ダカの肝

臓よ り mRNA を抽出し，各遺伝子の発現レベルを非曝露

群間で比較し た。 その結果， ほ と んどの遺伝子の発現レ

ベルが ２ 倍以内であった。 メ ダカの飼育条件は ト キシ コ

ゲ ノ ミ ッ ク ス解析に対応可能であ る こ と がわかった。 ト

キシ コゲ ノ ミ ク スデータベース構築のため， マウ スのダ

イオキシン反応性遺伝子発現データベースのプロ ト タ イ

プを作成し た。

〔 備考〕
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（ 13）　 数理モデルと 生物試験を併用し たダイ オキシンの

人健康リ スク 評価

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0406CD496

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 2. 効率的な化学物質環境 リ ス ク管理のための高精度

リ ス ク評価手法等の開発に関する研究

〔 担当者〕 ○丸山若重 （化学物質環境 リ ス ク 研究セ ン

ター）， 青木康展

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 本研究の目的は， 数理モデル と動物実験を併用

し て， ダ イオキシンの人への健康影響を定量的に評価す

る こ と であ る。 本研究では， ラ ッ ト を用いたダ イオキシ

ンの毒性実験データ を人の健康 リ ス ク評価に活用する た

め，数理モデルを併用し た具体的な方法論の提示を行 う 。

対象 と す る ダ イ オキ シ ンの影響 と し て， 発がんのプ ロ

モーター作用に着目する。

〔 内容および成果〕

　 毒性が懸念さ れる 29種類のダイ オキシン同族体に対し ，

人でのパラ メ ータ を取得し ， 成人・ 乳児・ 小児を対象と し

た PBPK モデルを作成し た。モデルで予測し た人乳児の組

織中濃度を実測値と 比較し たと こ ろ，比較的良好な一致を

見たので，構築し た PBPK モデルが有効である こ と が解っ

た。 ま た， ダイ オキシン３ 種 （2378-TCDD, 12378-PeCDD,

23478-PeCDF） の相対毒性 （relative potency, REP） の数値

化を目的 と し， ラ ッ ト を用いて， ジエチルニ ト ロ ソ ア ミ

ン （DEN） （carcinogen） 投与後の腫瘍プ ロ モーシ ョ ン作

用の定量化実験を行っ た。 SD ラ ッ ト に DEN （200mg/

kgBW）投与後 ２ 週目から週 １ 回のダ イオキシン経口投与

（500ng/kgBW） を開始し， DEN 投与 ３ 週目にラ ッ ト の肝

臓の 70% 部分切除を行った。 その後肝臓が再生する部位

に生じ る前がん状態の結節（AHF） を抗 GSTP （glutathion-

S-transferase P） 抗体で染色 ・ 検出し， その面積 と 肝臓中

濃度 と か ら REP の算出を試みた。 DEN のみ投与 し た

Control 群と比較し て， ３ 種のダ イオキシンの GSTP 陽性

AHF の発生率は ３ ～ 13 倍に上昇し ていた。また同じ肝臓

サンプル中のダ イオキシン濃度と， AHF の発生頻度デー

タ と から計算し た REP は， WHO が提示し た TEF （toxic

equivalency factor） と は異な る値を示し た。 WHO によ る

TEF は， 人 と齧歯類 と で同じ値を用いてお り ， 今後， 肝

臓の腫瘍プロモーシ ョ ン活性をベースにし た新たな相対

毒性を算出する必要があ る と考え られた。

〔 備考〕

（ 14）　 農薬等の一律基準と 加工食品基準及び急性暴露評

価に関する研究； 分担研究「 一律基準に係わる毒性

データ の解析に関する研究」

〔 区分名〕 厚労 - 厚生科学

〔 研究課題コ ード 〕 0404DA513

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○白石寛明 （化学物質環境 リ ス ク 研究セ ン

ター）， 今泉圭隆

〔 期　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔 目　 的〕 平成 15 年 ５ 月に改正食品衛生法が公布された。

その目玉 と し て， 農薬等 （農薬， 飼料添加物， 動物用医

薬品）にポジテ ィ ブ リ ス ト 制が導入される。このポジテ ィ

ブ リ ス ト 制では， 基準未設定の農薬等は， 厚生労働大臣

が定める一定量 （一律基準値） を超えて食品に残留する

こ と が禁止される。 一律基準の設定にあたっては， 農薬

等の毒性に関するエン ド ポ イ ン ト や分析法におけ る定量

（検出） 限界を考慮する必要があ る。 ポジテ ィ ブ リ ス ト 制

の対象農薬等は現在公表 さ れてい る 第 ２ 次案において

670 品目と広範にわたってお り ， そのデータ収集 ・ 整理 ・

解析が必要であ る。 担当し た分担研究では， 対象農薬等

の毒性データの収集 ・ 整理および食品経由での曝露量を

評価し， 一律基準の設定に資する リ ス ク評価を行 う こ と

を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 ポジテ ィ ブ リ ス ト 制対象物質 670 品目中 349 品目の許

容一日摂取量 （ADI） を収集し た。 対象物質の用途間で

ADIを比較し，動物用医薬品にはADIが低い物質が多 く 含

まれる こ と を明ら かにし た。 また， 国民栄養調査の結果

か ら算出し た各食品の平均摂取量および対象物質の残留

基準を用いて理論最大一日摂取量（TMDI） を算出し，ADI

に対する比か ら各農薬等の リ ス ク を評価し た。 対象物質

の用途間で リ ス ク評価の傾向が異な り ， 一律基準の影響

を最も受け るのは動物用医薬品であ る こ と を明ら かにし

た。 こ の傾向は， 残留基準の対象 と な る食品種が限られ

てお り 一律基準の寄与が大き く かつ ADI が低い と い う 動

物用医薬品の特徴が原因であ る。 ADI を収集し た農薬の

う ち， 一律基準の影響で TMDI/ADI 比が 1 を超え る農薬

等は， ク レンブテ ロール （5 １ ）， デキサ メ タ ゾン （20），

ト レンボロ ン （12）， 酢酸 メ レンゲステ ロール （8.2）， カ

ラ ゾ ロール （2.0） の ５ 物質であ り （括弧内は TMDI/ADI

比）， これらの物質に関し ては， よ り 厳しい基準値の導入

やポジテ ィ ブ リ ス ト 対象から の除外などの個別対応を検

討する必要があ る こ と を示し た。 厚生労働省によ る農産

物中の残留農薬検査結果を基に曝露量および リ ス ク を評
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価し た。 推定一日摂取量 （EDI） には不検出データ分の代

替値の寄与が大き く ， 安全側の過大評価であ るに も かか

わらず， 推定摂取量は十分低いこ と を明らかにし た。

〔 備考〕

研究代表者 ： 米谷民雄 （国立医薬品食品衛生研究所）

分担研究者 ： 佐々木久美子， 根本了， 菅野純 （国立医薬

品食品衛生研究所）， 岡尚男 （愛知県衛生研究所）， 吉池

信男 （国立健康 ・ 栄養研究所）， 山田友紀子 （食品総合研

究所）

本分担研究は， 平成 16 年度から平成 18 年度までの ３ 年

計画の研究課題において １ 年目に終了する研究であ る。

3． 5 　 環境有害因子の健康影響の発生メ カニズム

の解明と その検出手法の開発に関する研究

（1）　環境有害因子の健康影響に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 9804AE058

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○遠山千春 （環境健康研究領域）， 小林隆弘

〔 期　 間〕 平成 10 ～ 16 年度 （1998 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 環境有害因子の毒性の有無， 毒性発現機構の解

明， 毒性評価および健康影響モニ タ リ ング手法に関する

研究を推進する一環 と し て健康 リ ス ク アセス メ ン ト に関

する文献調査を行い， 健康 リ ス ク アセス メ ン ト の現状の

把握 と 今後の研究の方向性を探る こ と を目的 と する。 環

境保健分野の中で環境有害因子の健康 リ ス ク評価に関す

る研究 ・ 技術の方向性を俯瞰し， 今後取 り 組むべき方向

性を発信し てい く 。

〔 内容および成果〕

　 環境省環境保健部環境 リ ス ク評価室の委託事業であ る

「ダイオキシン類の文献レ ビ ュー集 2002」 （発行 : 環境情

報科学セン ター） を出版し た。 同レ ビ ュー集 2003 の取 り

ま と めがほぼ終了し た。 環境省環境保健部請負事業であ

る ダ イオキシンの リ ス ク評価のための動物実験を遂行し

た。

〔 備考〕

（ 2）　 粒子状物質が呼吸器に及ぼす影響

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0005AE245

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 6． 大気中微小粒子状物質 （PM2.5） ・ デ ィ ーゼル排

気粒子 （DEP） 等の大気中粒子状物質の動態解明 と 影響

評価

〔 担当者〕 ○平野靖史郎 （環境健康研究領域）， 崔星

〔 期　 間〕 平成 12 ～ 17 年度 （2000 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 微小粒子状物質は肺の深部に沈着し， 様々な呼

吸器系細胞に影響を及ぼす。 本研究では， 肺胞腔内に沈

着し た粒子状物質を貧食し ている と 考え られている肺胞

マ ク ロ フ ァージや， 肺の炎症時に肺胞腔内に浸潤し て く

る好中球の細胞機能の変化， 上皮細胞や内皮細胞におけ

る炎症に関連する遺伝子の発現に関する研究を行 う 。 大

気汚染物質の中でも， 特に重金属化合物や PM2.5 の呼吸

器に及ぼす健康影響指標を開発し， 遺伝子発現から見た

呼吸器系生体影響の評価方法の確立する こ と を目的 とす

る。

〔 内容および成果〕

　 本年度は粒子状物質 と し て， 燃焼に伴い元素状炭素粒

子 と し て生成する こ と が知られている フ ラーレ ンを取 り

上げた。 フ ラーレ ンは， 墨， カーボンブ ラ ッ ク， ローソ

ク燃焼物に 0.1 ～ 10 ppm 程度含まれている こ と が知られ

ているほか， 最近オオ ク チバスにおいて， 脳の脂質過酸

化を促進する こ と が報告されている。 フ ラーレ ン分子を

炭素粒子 と し て培養実験に用いる ため， まず水溶性ポ リ

マーで処理し たデ ィ ッ シ ュ上でフ ラーレ ンを含有する有

機溶剤を蒸発させ固定し た。 さ らにコ ラーゲン処理し た

後， ラ ッ ト の血管内皮細胞を培養し， フ ラーレ ン粒子上

における細胞の伸展と細胞間の結合について調べた。

　 フ ラーレ ンの無い条件下では， 細胞は敷石タ イプの単

層シー ト を形成し たが， フ ラーレ ン処理を施し たデ ィ ッ

シ ュで培養し た と こ ろ， 内皮細胞はチューブ状構造を形

成し た。 こ のチューブ形成にあた り ， 内皮細胞が盛んに

フ ラーレ ン粒子をエン ド サイ ト ーシス し ている と こ ろが

観察された。 これら の こ と は， フ ラーレ ンの作用によ り

内皮細胞の血管形成が進んだもの と考え られる。

〔 備考〕

（ 3）　 ガス交換能を 有する 肺胞モデルの開発と 健康影響

評価への応用

〔 区分名〕 文科 - 原子力

〔 研究課題コ ード 〕 0004CA072

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○持立克身 （環境健康研究領域）， 小林隆弘，

古山昭子， 鈴木明， 清水明

〔 期　 間〕 平成 12 ～ 16 年度 （2000 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 こ れま で呼吸器系に対する大気汚染物質の影

響は， 呼吸機能に関する生理学的研究， 気道および肺胞

上皮組織の病変に関する組織化学的研究， あ るいは免疫
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細胞の機能に関する研究等によ って評価されて き た。 し

かし， これら の実験動物を用いた暴露実験を主体 と する

研究では， ガス暴露装置の制約を強 く 受け， 大気環境中

に数多 く の汚染物質が共存し その複合汚染が危惧される

状況に， 適切に対処でき ない恐れがあ る。 こ の様な状況

を踏まえ，「環境化学物質に対するバイオエフ ェ ク ト セン

サーの開発」 （平成 ７ ～ 11 年度） では， Ⅱ型肺胞上皮細

胞 と 肺線維芽細胞を用いて， 影響評価用肺胞上皮組織を

人工薄膜上に再構築し た。 本研究では， こ の人工上皮組

織が環境汚染物質を細胞培養液に溶解させた形で影響評

価する こ と を前提 と し ていた点を解消すべ く ， ガス状物

質について も影響評価が可能な肺胞組織同等体を構築す

る。

〔 内容および成果〕

　 前年度は， コ ラーゲン膜に代わ り 線維性 メ ッ シ ュで力

学的強度を確保 し， 中性Ⅰ型 コ ラ ーゲ ン溶液の薄膜を

張った。 これを風乾し て， コ ラーゲン線維密度が疎な極

薄基質 （ufib） を作製し， 表面加工を施し て培養基質に用

いた。 上皮基底膜の特定ラ ミ ニン分子を分泌する上皮細

胞株 （Ａ） と 血管内皮基底膜の特定ラ ミ ニンのみを分泌

する間葉系細胞 （Ｂ） を用いて， 基質両面での共培養を

行った結果， 両者の境界には基底膜緻密板がコ ラーゲン

線維を覆 う 状態で形成された。 コ ラーゲン線維が無い個

所では， ２ つの基底膜緻密板が近接または融合し た像が

観察された。

　 本年度は， 上記 Ａ 及び Ｂ 細胞の代わ り に， ラ ッ ト 肺

胞を構成する ２ 型上皮細胞 （T2），及び微小血管内皮細胞

（RLMVEC） を播種 ・ 培養し て， 呼吸膜の形成を試みた。

しかし， RLMVEC の培地は T2 を重層化させる傾向が強

く ， 成長因子を減らすと RLMVEC は剥がれ易 く なった。

また， ufib の表面加工を工夫し て も， 基底膜緻密板の形

成は芳し く なかった。 従って， T2 及び RLMVEC の共培

養によ り ，呼吸膜を直接形成させるのは困難 と判断し た。

よ って， 労力は倍増するが， 先ず Ａ 上皮及び Ｂ 間充織

細胞を表面加工し た ufib 上で共培養し， 基底膜緻密板を

形成させた後に， 両細胞を剥離し て基底膜の培養基質に

加工し，次いで T2 及び RL MVEC を調製し た基底膜基質

上に互いに背中合わせにな る よ う に播種する こ と で， 短

期間に呼吸膜構造を作製するのが， 現時点では最良 と 結

論される。

〔 備考〕

（ 4）　 環境変化が人の健康に及ぼす影響解明に関する 疫

学的研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE071

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○小野雅司 （環境健康研究領域）， 田村憲治，

新垣たずさ， 村上義孝

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 環境汚染に よ る非特異的あ る いは遅発的な影

響に関する監視が必要 と な り ， 今日新たな環境保健指標

の開発が要請されている。 本研究では， 利用可能な既存

情報， 各種の健康調査及び健康診断データ等を統合し，

疫学研究のための環境保健指標の開発， 疫学研究デザイ

ンの開発 ・ 検討を行 う 。 環境汚染 ・ 環境変化によ る健康

への影響を総合的に評価する ためのシステムを構築する

と と も に， 国内外での疫学調査を通し て， 環境変化 ・ 環

境汚染の健康影響評価を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 全国主用都市における大気汚染物質，特に SPM 濃度 と

日死亡数の関連性について解析を行い，日平均 SPM 濃度

の増加に伴って， 事故死を除 く 全死亡， 呼吸器系疾患死

亡， 循環器系疾患死亡の リ ス ク が上昇する こ と が明ら か

にな った。 引き続き， よ り 急性の影響を評価する ため，

SPM 濃度時間値 と死亡 と の関連について循環器系疾患を

対象に解析を行った。 環境省受託事業の一環 と し て， 微

小粒子状物質の個人曝露手法確立のための検討を行 う と

と もに， 9 月から 11 月に全国の ７ 都市において， 一般家

屋内外の環境測定 （PM10， PM2.5 および NO2 濃度） と， こ

の う ち約半数の当該世帯住民 （主 と し て主婦） を対象に，

個人曝露濃度調査を実施し た。 冷暖房を使用し ない季節

であ り ，家屋内外の PM濃度の相関が高いケースが多かっ

た。 また， 対象者の個人曝露濃度は室内 （居間） 濃度 と

ほぼ同じであった。

〔 備考〕

（ 5）　 生体 NMR 分光法の高度化に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE183

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○三森文行 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ）， 渡邉英宏

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 無侵襲で ヒ ト や実験動物の解剖学的画像， 機

能， 代謝を計測する こ と ができ る生体 NMR の測定 ・ 解

析法の開発 と， 環境条件下におけ る生体への応用をはか

る こ と を目的とする。 このため，生体 NMR 分光計のハー
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ド ウ ェ ア， ソ フ ト ウ ェ アの開発， 分光計のシステム化等

を行い， 生体 NMR 分光法の ヒ ト ， 実験動物への適用を

はかる。

〔 内容および成果〕

　 昨年開発を行った反転回復法を用いる STIR-STEAM 法

によ り ラ ッ ト 精巣の局所 （250 ～ 350µl） での 1H NMR ス

ペク ト ルにおいて代謝物ピーク が観測可能 と なった。 そ

の化学シフ ト 値や， ス ピ ン結合情報を利用し て， 精巣内

でグ リ シン， グルタ ミ ン酸のア ミ ノ 酸， ク レアチン， コ

リ ン類を同定し た。 また， 虚血状態では乳酸の増大を観

測し た。 in vivo 精巣でグ リ シン， グルタ ミ ン酸を同定し

たのは世界初であ り ， 精巣機能の診断に利用する こ と を

考えている。

〔 備考〕

（ 6）　 多種類化学物質の過敏状態誘導に関する 基礎的研

究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0204AE359

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○藤巻秀和 （環境健康研究領域）， 黒河佳香，

山元昭二， 掛山正心

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 生体の恒常性は脳 ・ 神経－免疫－内分泌軸を中

心 と し て維持されてお り ， 低濃度のホルムアルデ ヒ ド や

ト ルエンなどの環境化学物質がこ の相互作用に及ぼす影

響が懸念されているが実体については不明であ る。 環境

化学物質によ る免疫系の攪乱は感染抵抗性の低下やアレ

ルギー疾患の増加に結びつ く 可能性を示唆し ている。 本

研究は， 環境化学物質の免疫－脳 ・ 神経間での情報伝達

機構への影響を脳 ・ 神経か らの神経ペプチ ド や免疫担当

細胞か ら のサイ ト カ イ ンに着目し て明ら かにする こ と を

目的とする。

〔 内容および成果〕

　 これまでに， 本能的な感情や記憶にかかわる大脳辺縁

系の中で， 扁桃体や海馬におけ る グルタ ミ ン酸や ド ーパ

ミ ンなどの神経伝達物質や NGF などの神経成長因子の

mRNA レベルでの発現が， 低濃度曝露によ り 変動する こ

と を明ら かにし た。 また， 揮発性化学物質単独よ り ， 抗

原感作などの刺激が加わる こ と によ り mRNA 発現に大き

く 影響する こ と も明ら か と なった。 本年度は， 揮発性化

学物質に最初に接触し て情報が入る と 考え られる嗅球 と

海馬での細胞間の情報伝達物質であ るサイ ト カ イ ン ・ ケ

モカ イ ン産生について検討し た。 その結果， 海馬よ り 嗅

球において IL-1beta や CCL-2 などの分子が mRNA レベル

で増加する こ と が明ら か と なった。 また， 化学物質単独

よ り 抗原感作が加わる こ と によ り 増強する こ と が確かめ

られた。

〔 備考〕

（ 7）　 低線量放射線の内分泌攪乱作用が配偶子形成過程

に及ぼす影響に関する研究

〔 区分名〕 文科 - 原子力

〔 研究課題コ ード 〕 0206CA364

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○青木康展 （化学物質環境 リ ス ク 研究セ ン

ター）， 大迫誠一郎

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 18 年度 （2002 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 放射線の影響が最 も 出やすい器官であ る雄精

巣を対象組織 と し て， 内分泌機能解析および変異解析に

適し ている と 思われる， 数種のモデル実験動物を用いる

こ と によ り ， １ ） 低線量放射線によ る精巣内内分泌攪乱

作用の検出 （内分泌攪乱作用解析） ， 2） 低線量放射線に

よ る内分泌機能の変動が突然変異発生に及ぼす影響の解

析 （突然変異解析） を実施する。 さ ら に これらの実験か

ら， 低線量放射線影響の リ ス ク評価の基礎 と な る知見を

得る こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 １ ） 内分泌攪乱作用解析 : 新しい生殖内分泌機能モデ

ル動物 と し て組織特異的アン ド ロゲン受容体高発現マウ

スの作成を継続し た。

　 ２ ） 突然変異解析 : 精巣内ゲ ノ ム DNA の変異を検出す

るモデルマウ ス と し て欠失変異の検出に適し た変異原性

検出用 ト ラ ン スジ ェニ ッ ク マウ ス （gpt-delta マウ ス） を

用いて Ｘ 線曝露実験を行った と こ ろ，欠失突然変異 と比

べて， よ り 低い線量で点突然変異が発生し た。 また， 内

分泌攪乱作用解析においては， ホルモン感受性の高いマ

ウ スでは低線量で も テス ト ステ ロ ン分泌に関し て， 抑制

的影響があ る可能性を示唆する実験データ が得ら れた。

精子での点突然変異の頻度の増加が欠失突然変異の発生

頻度増加よ り も低線量の X 線照射で認め られた こ と か

ら，低線量 X- 線照射が点突然変異の発生に及ぼす影響を

今後詳細に検討する必要があ る。

〔 備考〕

共同研究者 ： 能美健彦 （国立医薬品食品衛生研究所）

（ 8）　 大気中有害化学物質に対する 遺伝的感受性要因の

抽出法の確立
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〔 区分名〕 文科ー科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0204CD422

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 6． 大気中微小粒子状物質 （PM2.5） ・ デ ィ ーゼル排

気粒子 （DEP） 等の大気中粒子状物質の動態解明 と 影響

評価

〔 担当者〕 ○平野靖史郎 （環境健康研究領域）， 崔星

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 大気有害物質， 特に微小浮遊粒子状物質に含ま

れる重金属類や有機化合物に対する感受性を決定づけ る

遺伝子群を抽出する こ と を目的 と する。 大気有害物質に

対する感受性の違いは， 加齢や胸部疾患の既往歴によ っ

て も修飾され得るが， 遺伝要因が大き な役割を果た し て

いる も の と 推測されている。 こ こ では， 微小粒子状物質

の毒性を決定づけている と 考え られる， 重金属 と 多環芳

香族化合物に焦点を絞 り ， これら の化合物に対し て， 生

体防御的効果を もつ遺伝子を検索する実験的方法を まず

確立し， さ ら に ヒ ト 集団において， 目的 と する遺伝子に

多型が依存するかど う かについて調べる こ と を目的 と す

る。

〔 内容および成果〕

　 ヘムオキシゲナーゼ－ １ の誘導が環境有害因子に曝露

し た細胞におけ る感受性を低減させる と の作業仮説に基

づき，グルタチオン供与体であ る  N- アセチルシステ イ ン

や， 細胞内グル タ チオン枯渇剤であ る ブチオニ ン ス ル

フ ォ キシ ミ ンのヘムオキシゲナーゼ－ １ の発現に及ぼす

効果，な らびに RNA 干渉を用いたヘムオキシゲナーゼ－

１ mRNA の低下が細胞毒性に及ぼす影響について調べ

た。 N- アセチルシステ イ ンは ３ 価の ヒ 素化合物の細胞毒

性を低減させ， またヘムオキシゲナーゼ－ １ の発現も低

下させたが， 予想に反し て内皮細胞内のグルタチオン濃

度には影響を及ぼさ なかった。一方，ブチオニン スルフ ォ

キシ ミ ンは細胞内グルタ チオン濃度を顕著に低下 さ せ，

ジアルキル体以外の ヒ 素化合物の細胞毒性を増強する と

と も に， また， ヘムオキシゲナーゼ－ １ の発現も増強し

た。ラ ッ ト ヘムオキシゲナーゼ－ １ の遺伝子を RNA 発現

ベク ターに組み込み，発現し た dsRNA を RNaseIII で消化

する こ と によ り 21bp の eiRNA を作製し た。 内皮細胞に

eiRNA を ト ラ ン ス フ ェ ク シ ョ ンする こ と によ り ， ヘムオ

キシゲナーゼ－ １ の RNA 干渉を行った と こ ろ，ヘムオキ

シゲナーゼ－ １ の発現が低下 し， ま た細胞障害性 も 高

ま っている こ と が明ら か と なった。 以上の こ と からヘム

オキシゲナーゼ－ １ は ヒ 素化合物を始め と する環境有害

物質の酸化ス ト レ スに対し， 感受性を決定し ている因子

の一つと考え られる。

〔 備考〕

（ 9）　 電磁界の生体影響評価に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0304AE498

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○石堂正美 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 高圧送電線な どに由来する生活環境中の電磁

界の発がん性については，約 20 年にわた り 議論されてき

ている。 がん学研究では， 小児白血病や乳がんについて

否定でき ない リ ス ク が示唆されている。 一方， 動物実験

では， 発がん性が確認でき ない と い う 報告が多いが， 乳

がん由来培養細胞の実験では， 細胞増殖への磁界の影響

が観察されている。 そ こ で， 本研究では電磁界感受性の

乳がん培養細胞を用いて， 電磁界の生体に対する影響の

分子基盤を解明する こ と を， 研究目的とする。

〔 内容および成果〕

　 電磁界感受性の乳がん培養細胞を用いて電磁界の生体

影響を遺伝子発現レベルで解析するために，DNA アレ イ

を行った。 DNA アレ イは， BD Bioscience Clontech 社の

Atlas glass Human 1.0 を用いた。 こ のグ ラ ス アレ イには，

ヒ ト の遺伝子 1,081 個が網羅的にスポ ッ ト されている。遺

伝子発現変動は， 電磁界を曝露し た細胞 と そ う でない細

胞 と の比で計算し た。 その結果， スポ ッ ト されている遺

伝子の 95％は変動し なかった。 しかし， 遺伝子発現が 2

倍以上のものが 39 個あ り ， 一方反対に 12 個の遺伝子の

発現は減少し た。 最も変動の大きいものは， 約 6 倍の増

加であった。 以上の結果よ り ， 電磁界感受性の乳がん培

養細胞においては遺伝子レベルにおいて も電磁界の影響

が明らかになった。

　 続いて， 電磁界曝露によ り 遺伝子発現が変動する遺伝

子を蛍光 GFP ベク ターに組み込み， 細胞内挙動を観察し

た。 その結果， こ の遺伝子産物は細胞核に発現し ている

こ と が明らかになった。

〔 備考〕

（ 10）　 環境因子による細胞死の分子機構の解明

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0304AE502

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○石堂正美 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究
―  155  ―



国立環境研究所年報 （平成 16 年度）
プロ ジェ ク ト ）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 今日の環境問題の中で， 環境有害因子に生体が

曝露し た時の， 人の健康への影響を鋭敏に， かつ感度よ

く 評価で き る 手法を確立す る こ と は極め重要な課題に

なっている。 私は， これまでに分子細胞生物学に立脚し

た方法論を導入し， その課題に取 り 組んでき た。 その結

果， 環境有害因子によ る細胞の 「死に方」 を識別する こ

と によ り ， 従来の評価法に比べ感度のよい新しい評価法

の確立への手がか り を得た。 それは， 「環境因子によ る ア

ポ ト ーシス （自殺死） の誘導」 を見いだし た こ と によ る。

本研究では， 環境因子によ る アポ ト ーシス誘導の分子機

構を解明する ために， アポ ト ーシス誘導時に細胞核へ移

行する分子の同定を試みた。

〔 内容および成果〕

　 カ ド ミ ウ ム を腎臓細胞由来培養細胞に曝露 し， アポ

ト ーシス を誘導し た。 一定濃度のカ ド ミ ウ ムを経時的に

曝露し細胞質と細胞核のタ ンパク質を分画し，SDS- 電気

泳動で分離し た。 その結果， 分子量約 37,000 の分種がカ

ド ミ ウ ムによ り 細胞質か ら細胞核へ移行する こ と が明ら

かになった。次に， この分子量約 37,000 のバン ド を SDS-

ゲルよ り 切 り 出し ア ミ ノ 酸配列を決定し た。 こ のア ミ ノ

酸配列情報を基にデータベース を検索し た結果， 既知の

タ ンパク質であ る こ と が判明し た。 最後に， こ の分子種

のカ ド ミ ウ ムによ る アポ ト ーシス誘導におけ る意義を確

認する ために S- 修飾アンチセン スオ リ ゴ ヌ ク レオチ ド を

合成し た。 この S- 修飾アンチセン スオ リ ゴ ヌ ク レオチ ド

を培養腎臓細胞に予め処理 し， カ ド ミ ウ ムに よ り アポ

ト ーシ ス が誘導 さ れる かど う かを検討し た。 その結果，

用いた S- 修飾アンチセン スオ リ ゴチ ド によ り 抑制される

こ と が明ら かになった。 以上の結果か ら， 本研究で同定

された分子量約 37,000 の分子種がカ ド ミ ウ ムによ る アポ

ト ーシス誘導に関与し ている こ と が示唆された。

〔 備考〕

（ 11）　 サルES細胞を用いた環境有害因子の毒性評価法の

開発

〔 区分名〕 奨励

〔 研究課題コ ード 〕 0304AF568

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○山元恵 （環境健康研究領域）， 平野靖史郎，

崔星

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 環境有害因子の毒性発現は， 発生期， 成熟期，

老齢期の各年齢相で異な り ， また臓器や細胞の種類， 個

体によ って も異な る。 特に発生初期には有害因子に対す

る感受性が高 く ，その後の発達に大き な影響を与え るが，

発生初期におけ る 環境有害物質の毒性評価は困難であ

る。 本プロ ジェ ク ト は， ヒ ト に外挿可能な発生初期にお

け る 環境有害物質の毒性評価モデルの構築を目的 と し

て，サル由来の ES 細胞の細胞分化系を用いた毒性評価法

の開発を行 う 。 本系は， 特に， in vivo 実験の困難な経胎

盤性の有害物質の発生毒性のス ク リ ーニングに有用であ

る と考え られる。

〔 内容および成果〕

　 カニ ク イザル ES 細胞を， ほぼ安定し て， 培養， 継代保

存する こ と ができ る よ う になった。 初期分化モデル と し

て胚様体 （Embryoid Body: EB） 形成法を用いた ラ ンダム

細胞分化系を検討し， 内分泌攪乱物質の一つであ る ビ ス

フ ェ ノ ール A （BPA） の， 未分化能維持に関与する遺伝

子や分化関連遺伝子発現への影響を検討し た。その結果，

ES細胞から EBへ分化誘導15日後，10 µM BPAの存在下に

おいて， ES 細胞能維持マーカーの一つであ る転写因子

Oct-3/4 の発現にはほ と んど影響は見られなかった。また，

EB へ分化誘導 21 日後，0.1 µM，10 µM BPA の存在下にお

いて， 内胚葉分化マーカーの一つであ る α-fetoprotein の

発現が抑制さ れる と い う データ を得た。 本結果は， BPA

がサルES細胞における内胚葉分化を阻害する可能性を示

唆する と考え られる。 さ らに EB が 0.1 µM BPA に応答を

示し た こ と よ り ， 従来の細胞を用いた BPA に関する毒性

評価系に比べて，鋭敏な系にな り う る こ と が示唆された。

さ らに， 一方向の細胞群への分化系の一つ と し て神経幹

細胞塊 （Neural Stem Sphere: NSS） を経由し たニューロ ン

やア ス ト ロサイ ト 等の神経系細胞への分化系の確立を試

み， NSS の産生段階までを確認し ている。

〔 備考〕

（ 12）　 有害化学物質情報の生体内高次メ モリ ー機能の解

明と それに基づく リ スク 評価手法の開発に関する研

究

〔 区分名〕 特別研究

〔 研究課題コ ード 〕 0305AG493

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○藤巻秀和 （環境健康研究領域）， 黒河佳香，

山元昭二， 掛山正心， 古山昭子， 後藤純雄，

中島大介

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 低濃度の揮発性化学物質に よ る脳神経系 と 免
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疫系及びその相互作用への影響について， 化学物質その

も のの蓄積によ る影響よ り も化学物質の情報の蓄積によ

る攪乱作用 と い う 視点で明ら かにする。 脳神経系につい

ては， 主に海馬を中心 と し た大脳辺縁系のネ ッ ト ワーク

に焦点を当て， また， 免疫系については リ ンパ球での メ

モ リ ー機能に焦点を当て検討する。さ らに，その メ モ リ ー

の誘導に関与する情報伝達系の因子を探索し， 化学物質

の体内での動態 と 合わせて ヒ ト での影響評価に有用な指

標の選択， あ るいは新たな開発を試みる。

〔 内容および成果〕

　 全体の研究の概要は， 揮発性化学物質を曝露する こ と

によ り 生体内に生じ る電気的シグナルや情報伝達分子の

動き， それら の相互作用， 情報の蓄積について， 脳神経

系 と 免疫系におけ る メ モ リ ー機能の重点領域であ る 嗅

球 ・ 海馬や リ ンパ球 ・ リ ンパ組織での機能変化を分子生

物学的， 電気生理学的， 免疫組織学的手法を用いて解析

する。 つぎに， その結果を も と に リ ンパ球欠損マウ スや

海馬破壊マウ スなどの疾患動物モデルを用いて化学物質

の曝露を行い， メ モ リ ー機能におけ る神経―免疫相互作

用について解析する。 さ らに， その メ モ リ ーの誘導に関

与する情報伝達系の因子を探索し， 化学物質の体内での

動態 と 合わせて ヒ ト での影響評価に有用な指標の選択，

あ るいは新たな開発を試みる。

　 本年度は， 低濃度の ト ルエン鼻部曝露をマウ ス を用い

て行い免疫応答でみられる情報伝達系への影響について

解析し た。 免疫 メ モ リ ー獲得に重要な器官であ る脾臓で

の リ ンパ球亜集団の変化を調べる と， CD3+CD4+ 細胞の

低下， CD19+ 細胞の増加を認めた。 また， 総 IgE 抗体価

の低下がみられた。 しかし ながら， 獲得免疫を誘導し た

状態での曝露では， IL-4mRNA と IFN-gammma mRNA の

発現の増強， 抗原特異的 IgE， IgG1 抗体価の上昇が認め

られた。 脳神経 メ モ リ ーの解析では， 嗅球 と 海馬におけ

る NMDA 受容体サブユニ ッ ト mRNA の発現増強がみら

れ， 現在免疫化学的にタ ンパク レベルでの研究を展開し

ている。 また， 脳内での リ ンパ系細胞の役割への曝露の

関与を探る ために， リ ンパ球欠損マウ スに曝露し て影響

解析も行ってお り ， CCL-3mRNA の発現が欠損マウ スの

嗅球において有意に増加し た。 低濃度 ト ルエンの免疫ー

神経間での情報伝達分子への影響が示唆された。

　 次に， マウ スは化学物質の影響を検索する ために有用

な実験動物で， 匂い記憶感度も人よ り は高い と 思われて

いる。 そ こ で， マウ スにおけ る嗅覚閾値を検証する ため

に行動モデルの作成に と り かかった。 レバーを押し て餌

をえ る shaping までは，容易に成功し たが，匂い識別には

困難がみられた。 比較的身近な コー ヒ ーやチーズの匂い

に対す る 識別についての学習では高い正答率であ っ た

が， ト ルエン曝露に対する識別は高濃度で も低い正答率

であった。 現在， 濃度を変えて検討中であ る。

　 低濃度化学物質の脳内での代謝について明ら かにする

目的で， 低濃度 ト ルエン鼻部曝露装置を用いて， 脳内へ

の ト ルエンの取 り 込みについて検討し た。 い く つかの測

定を試みたが， Solid Phase Micro Extraction を用いて脳内

での ト ルエン ピーク の検出に成功し た。 濃度ー量関係や

経時的な変動について検討し ている。

〔 備考〕

（ 13）　 バイ オナノ 協調体による有害化学物質の生体影響

の高感度・ 迅速評価技術の開発

〔 区分名〕 環境 - 委託請負

〔 研究課題コ ード 〕 0307BY601

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○持立克身 （環境健康研究領域）， 久米博，

中村宣篤

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 19 年度 （2003 ～ 2007 年度）

〔 目　 的〕 人間の臓器は， 外界に接し ている上皮組織， 循

環器系の一員であ る血管内皮組織， 及び両者間を充当す

る形で存在する間充織から構成されている。 上皮組織は

上皮細胞 と 基盤 と な る基底膜構造体から， 血管内皮組織

は血管内皮細胞 と 基盤 と な る基底膜構造体から構成され

ている。 本研究では， 生体の上皮組織や内皮組織を模し，

環境応答信号を発する こ と ができ る人工組織を構築し た

後， それをナ ノ 構造体検出器 と 一体化させたバイオナ ノ

協調体を開発する。 こ のバ イ オナ ノ 協調材料を用いて，

動物実験系を一部代替し， 既存 ・ 新規化学物質の安全性

評価， 並びに医薬品 と し ての性能評価を， 迅速 ・ 高効率

に実現する手法の確立をめざす。

〔 内容および成果〕

　 本研究では， １ ） 上皮組織や血管内皮組織の構造 と 同

等で， 細胞応答を外部に信号 と し て発信でき る人工組織

を構築し （15 ～本年度） ， ２ ） その発信信号を高感度に

検出するナ ノ 構造体を構築し （15 ～本年度） ， ３ ） 人工

組織と ナ ノ 構造体を機能協調させる技術を開発し （17 ～

18 年度）， バイオナ ノ協調体を創製する （19 年度）。 前年

度は， ａ ） 基底膜構造体の培養基質 （sBM） 上におけ る

肺胞 ２ 型上皮 （T2） 細胞の接着シグナルを， コ ラーゲン

線維のみの基質 （fib） と比較し た。 Ａ ｋ ｔ は全 く 活性化

されないこ と， Erk1/2 は リ ン酸化されるが， その程度は

プ ラ スチ ッ ク培養皿あ るいは分子状コ ラーゲンを塗布し

た場合に比し て低いこ と， また， FAK や paxillin の リ ン
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酸化も，fib と rBM 間で差が無いこ と を明らかにし た。ｂ ）

基底膜構造体に代わる人工細胞外基質 と し て， ラ ミ ニン

α 鎖 G4 領域のシンデカン結合ペプチ ド を合成し， セン

サー と の結合を担当するポ リ マー と 化学結合させ， 人工

細胞外基質 （擬似マ ト リ ッ ク ス） を作製し た。 ｃ ） 擬似

マ ト リ ッ ク ス を培養液に溶かし培養皿に吸着・塗布し た，

または有機溶媒に溶かし て塗布 ・ 乾固し た培養皿を用い

て， T2 細胞を無血清で培養する方法を確立し た。 いずれ

の場合も， フ ィ ブロ ネ ク チンを塗布し た場合 と 同程度に

接着し， 遊離ペプチ ド によ る拮抗阻害， 及びペプチ ド 抗

体処理によ る接着阻害が認められた こ と から， T2 細胞は

接着受容体を介し て特異的に擬似マ ト リ ッ ク スに結合し

ている こ と を明らかにし た。 ｄ ） NO 分子 ト ラ ン スデュー

サーセンサであ るポ リ マーマ ト リ ッ ク スへの細胞接着能

を， 擬似マ ト リ ッ ク ス を使って向上させる可能性を検討

し た。 本年度は， 以下のこ と を検討し た。

　 a） NO 分子 ト ラ ン スデューサー と し てのポ リ マーマ ト

リ ッ ク スへの血管内皮細胞の接着は， 擬似マ ト リ ッ ク ス

を使 う こ と で， 長期間安定に維持でき る よ う に改良され

た。

　 b） 上皮細胞が基底面で隔て られた細胞内外間を輸送す

る イオンの動態を検出するセンサーと し て HEMT 半導体

の可能性を検討する ため， 培地中におけ る HEMT 素子の

表面構造及び特性への影響を検討し た。 

　 c) 擬似マ ト リ ッ ク ス上の上皮細胞が受ける接着シグナ

ルを検討し た。 T2 細胞の場合は， 接着によ る Akt の活性

化は無かったが， ヒ ト 表皮細胞 （HFK） の場合は活性化

された。 こ の結果は， 基底膜標品の場合 と同様であった。

　 d） バイオセンサー と し ての上皮組織がナ ノ構造体に安

定し て接着し組織を形成するには， イ ン ターフ ェース と

し ての擬似マ ト リ ッ ク スに対する細胞 - 基質間接着分子

の発現を強化する必要があ る。 そのため， 接着分子の遺

伝子を発現ベク ターにク ローニング し た。

〔 備考〕

共同研究者：春山哲也（九州工業大学生命体工学研究科），

尾笹一成 （理化学研究所中央研究所）， 服部俊治 （ニ ッ ピ

バイオマ ト リ ッ ク ス研究所）

（ 14）　 ディ ーゼル排気粒子等の粒子状物質が免疫系に及

ぼす影響と その機構の解明

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0304CD566

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○小池英子 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 大気中の粒子状物質は， 呼吸器疾患やア レル

ギー疾患の増悪に寄与し ている可能性が示唆されている

. 抗原提示は リ ンパ球の活性化に重要であ り ，アレルギー

反応の要因と なる気道過敏や IgE 抗体産生の増加に関与

し ている。 本研究では呼吸 - 免疫系に着目し， 粒子状物

質が抗原提示機能に及ぼす影響 と その機構解明を目的 と

し た。

〔 内容および成果〕

　 デ ィ ーゼル排気粒子 （DEP） が喘息様病態 と 抗原提示

細胞に及ぼす影響について検討し た。 ラ ッ ト はデ ィ ーゼ

ル排気 （DE） に １ ヵ月間曝露し， その間 1 週間おきに抗

原を吸入させ， 喘息様病態の指標 と な る肺抵抗を測定し

た。 一方， 正常ラ ッ ト か ら採取し た肺胞マ ク ロ フ ァージ

と末梢血単球は，DEP に 24 時間曝露し，抗原提示に関わ

る細胞表面分子 （Ia, B7.1, B7.2） の発現 と 機能を解析し

た。 DEP は， 全粒子 と ジ ク ロ ロ メ タ ン抽出物， 残渣粒子

に分け活性を比較し た。

　 肺抵抗は DE 曝露によ り 増加し， 抗原併用群において

最も高い値を示し た。 また， 肺局所の縦隔 リ ンパ節細胞

の増殖能も増強された。 一方， DEP は肺胞マ ク ロ フ ァー

ジではな く 単球に作用し，Ia と B7 分子の発現を増加させ

た。 その活性は， DEP の残渣粒子よ り も抽出物で高 く ，

単球の抗原提示機能も増加させた。 さ らに， DEP によ る

単球の Ia の発現の増加は， 還元剤の添加によ り 抑制され

た。以上の結果から， DE は喘息様病態の発症または増悪

に関わる こ と， DEP は分化し た細胞ではな く 未熟な抗原

提示細胞に作用し てその機能を増加させる こ と， その活

性は DEP 中の有機成分によ る酸化ス ト レ スが主な要因で

あ る可能性が示唆された。 DEP によ る アレルギー反応増

悪の過程には， 有機成分に誘導される酸化ス ト レ スによ

る抗原提示細胞の活性化が寄与し ている可能性があ る。

〔 備考〕

（ 15）　 粒子状物質の酸化スト レ ス作用と 免疫系に及ぼす

影響

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0405AE396

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 6． 大気中微小粒子状物質 （PM2.5） ・ デ ィ ーゼル排

気粒子 （DEP） 等の大気中粒子状物質の動態解明 と 影響

評価

〔 担当者〕 ○小池英子 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ），

小林隆弘

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 17 年度 （2004 ～ 2005 年度）
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〔 目　 的〕 環境有害物質の生体影響において酸化ス ト レ

スは重要な鍵であ る こ と か ら， 物理的 ・ 化学的性状の異

な るデ ィ ーゼル排気粒子 （DEP） や大気中粒子の酸化ス

ト レ ス作用を検討する こ と によ り その毒性影響を評価す

る。 また， 粒子状物質が呼吸器系， 免疫系に及ぼす影響

と その メ カニズムについて検討する。

〔 内容および成果〕

　 本年度は， デ ィ ーゼル排気曝露が喘息様病態に及ぼす

影響 （in vivo） および DEP が抗原提示細胞に及ぼす影響

（in vitro） と酸化ス ト レ スの関連性について検討し た。 そ

の結果， デ ィ ーゼル排気曝露は単独で も喘息様病態を引

き起こ し， 抗原刺激によ る アレルギー性喘息様病態も悪

化させる こ と が明らか と なった。 一方， DEP は末梢血単

球の抗原提示機能を活性化させた。 その活性は DEP 中の

粒子成分よ り も 有機成分で高い こ と が明ら か と なった。

DEP 構成成分の酸化能に関し ては， 化学的評価では， ジ

ク ロ ロ メ タ ン， メ タ ノ ール， 水の順で抽出し た各抽出物

よ り も残渣粒子の分画に強い活性が観察された。 しかし

ながら， 細胞に与え る酸化ス ト レ ス レベルを抗酸化系酵

素であ る heme oxygenase-1 の誘導で評価し た結果では，

残渣粒子よ り も ジ ク ロ ロ メ タ ン抽出物に圧倒的に強い活

性がみられた。 こ の影響 と 化学的評価によ る酸化能 と の

違いは， 生体反応の場合， 物質その も のの持つ酸化能 と

曝露された際に細胞か ら産生される活性酸素の両方の影

響を受ける ため と考え られる。

　 結論と し て， DEP によ る アレルギー反応増悪の過程に

は， 抗原提示細胞の活性化が寄与し ている可能性が挙げ

られた。 またその活性化の要因には， DEP 中の有機成分

（ジ ク ロ ロ メ タ ンに抽出される成分） によ り 引き起こ され

る酸化ス ト レ スが重要であ る と考え られる。

〔 備考〕

（ 16）　 RNAi法を利用し たダイ オキシンによる免疫抑制に

関わる原因遺伝子の同定

〔 区分名〕 奨励

〔 研究課題コ ード 〕 0404AF360

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○伊藤智彦 （環境健康研究領域）

〔 期　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔 目　 的〕 近年， 網羅的な遺伝子およびタ ンパク発現レベ

ルでの解析が技術的に向上し た こ と で環境毒性学の分野

において も こ れ ら の手法が利用 さ れる よ う になったが，

これらのデータから毒性のパス ウ ェ イや原因遺伝子を推

定および解明し て メ カニズムを明ら かにする明確な手法

は確立されていない。 そ こ で， DNA マイ ク ロ アレ イ など

の網羅的な解析データ を有効に活用し て毒性の メ カニズ

ム を明ら かにする手法について基礎研究を行 う こ と で，

環境汚染物質によ る健康影響に関する研究に貢献する こ

と を目的と し た。

〔 内容および成果〕

　 本研究ではDNAマイ ク ロ アレ イのデータから毒性 メ カ

ニズムを明ら かにする手法 と し て， 近年， 注目されてい

る遺伝子発現抑制法の RNA 干渉 （RNAi） 法を用いた。

評価する実験系 と し ては， これまでの研究で確立させた

ダ イオキシン曝露モデルの株化 T 細胞を使用し た。 この

細胞系では， アポ ト ーシ スや細胞周期停止が誘導 さ れ，

増殖が抑制される。 まず， DNA マイ ク ロ アレ イによ る発

現変動遺伝子の探索結果や文献情報から， 増殖抑制にい

た る までの様々な推測パス ウ ェ イ図の作成し た。 次に，

これらの遺伝子に対し て特異的に RNAi を誘導する よ う

な siRNA 配列を検索し た。RNAi 効果を確認するため，設

計し た DNA 配列を組み込んだ発現ベク ターを T 細胞に

導入し たが， 導入効率が低かったため， 導入効率の非常

に高い細胞を使用する こ と で RNAi 効果の確認を行 う こ

と ができ た。 現在は， 実際に評価する株化 T 細胞への遺

伝子導入効率を高める ための手法で本研究を検討中であ

る。

〔 備考〕

（ 17）　 ヒ 素代謝における新し い反応機構の証明

〔 区分名〕 奨励

〔 研究課題コ ード 〕 0404AF409

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○小林弥生 （環境健康研究領域）， 平野靖史郎

〔 期　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔 目　 的〕 ヒ 素 メ チル化酵素 Cyt19 の遺伝子の配列情報お

よび メ チル化代謝機構に関し ては不明な点が多い。 本研

究では， ヒ ト およびラ ッ ト の リ コ ンビナン ト Cyt19 を作

製し， 各 ヒ 素化合物 と の反応生成物か ら ヒ 素化合物の メ

チル化機構を解明する。 さ ら に， ヒ 素の メ チル化代謝に

関与する Cyt19 の遺伝子情報を明らかにし， 代謝マ ッ プ

を作成し て個人の感受性要因を明ら かにする こ と を目的

と し ている。

〔 内容および成果〕

　（ １ ） Cyt19 遺伝子の配列解析：イ ンフ ォーム ド コ ンセン

ト を得る こ と ができ た約 1,000 人余 り の全血から遺伝子

多型情報解析用の DNA を抽出し，遺伝子登録情報に違い

のあ る Cyt19 の部分的遺伝子解析をパイ ロ シーケン ス法
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にて行った。 ヒ ト Cyt19 に関し ては， これまで 3 つのグ

ループから タ ンパク コー ド 領域の遺伝子情報が一部異な

る ものが報告されているが，約 1000 検体の遺伝子を解析

し た結果， 日本人における Cyt19 の正確な遺伝子配列情

報を得た。 また得られた遺伝子情報か ら リ コ ンビナン ト

Cyt19 を作成し た。

　（ ２ ） リ コ ンビナン ト Cyt19 と各 ヒ 素化合物 と の反応：最

終濃度と し て 0.2 &micro;M iAsIII， 0 ～ 5 mM GSH， 1 mM

　 S- アデ ノ シル メ チオニン （SAM）， 50 &micro;g の ヒ ト

リ コ ンビナン ト Cyt19 を 25 mM phosphate buffer （pH 7.4）

中， 37 ℃で 3 時間加温し ヒ 素の代謝物を HPLC-ICP MS

法によ り 確認し た。GSH が 1 mM 以下では iAsIII は メ チル

化されなかったが， 2 mM 以上では GSH の濃度依存的に

メ チル化反応が進行し た。 同様に， GSH 非存在下では 3

価モ ノ メ チル ヒ 素化合物（MMAIII）は メ チル化されなかっ

たが， 5 mM の GSH 存在下では添加し た MMAIII のほぼ

100％がジ メ チル ヒ 素化合物へ と メ チル化された。 また，

HPLC-ICP MS の結果から，GSH の濃度依存的に iAsIII およ

び MMAIII は GSH と抱合体を形成し， 安定に存在する こ

と が分かった。以上の結果から，Cyt19 の基質は現在まで

に報告されていた ３ 価の ヒ 素化合物ではな く As-GSH 抱

合体であ る と推定し， 新たな代謝マ ッ プを完成させた。

〔 備考〕

（ 18）　 次世代光源を 視野に入れた人工光環境の脳神経・

内分泌系影響研究

〔 区分名〕 研究調整費

〔 研究課題コ ード 〕 0406AI503

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○兜眞徳 （首席研究官）

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 本年度は初年度であ り ， 以下の小課題研究を進

める。

　 ① 日本人におけ る メ ラ ト ニ ン分泌抑制に関する光の

　  周波数別ア ク シ ョ ン スペク ト ル

　 夜間に曝露する光の周波数スペク ト ル と メ ラ ト ニン抑

制 と の量―反応関係は， 米国で白人を対象に行われた成

績はあ るが， 日本やアジアの人種を対象 と し た系統的な

知見は見あた ら ない。 本実験では， 日本人成人を対象に，

睡眠前の光曝露を種々の条件について行い， その後の メ

ラ ト ニン分泌 と の関係を明ら かにする。 なお， 実験条件

を設定するに当たっては， 実験を行 う 前の昼間に強い自

然光に曝露し た り ， 運動を し た り する と 夜間の メ ラ ト ニ

ン分泌量が増加する こ と， 睡眠中の照明の影響， 同一条

件の曝露を繰 り 返し た場合の “ 慣れ ” の問題， などを十

分考慮し， それら を明らかにでき る もの とする。

　 ② 家庭内の光の物理的特性 と睡眠生理 ・ 睡眠本態への

　  影響評価

　 日本人男女高齢者を被験者 と し， 家庭内での種々の蛍

光灯照明下での睡眠生理・睡眠本態への影響を評価する。

本実験調査は国立環境研究所および九州大学にて行 う 。

光源は蛍光灯を用い， 高 ・ 低色温度光 と 連続 ・ 不連続ス

ペク ト ル光の組み合わせ， ４ 条件で行 う （初年度は不連

続スペク ト ル光のみで行 う ）。 尿中 メ ラ ト ニン， 行動量計

によ る睡眠パラ メ ータの推定 （入眠潜時， 睡眠効率 （体

動測定））， 24 時間心電図からの累積副交感神経活動量を

測定する。あわせて家庭内の照明環境の実態調査を行 う 。

次年度以降， 各種ス ト レ ス ホルモンの測定 （コルチゾー

ル， NK 等） も行 う 。

　 ③ 光曝露に よ る メ ラ ト ニ ン分泌抑制が体温調節反応

　  に及ぼす影響と その個人差

　 日本人男女若年者を被験者 と し， 夜間の光曝露によ る

メ ラ ト ニン分泌抑制が体温調節反応に及ぼす影響につい

て検討する。 体温調節反応を詳細に検討する ため温熱的

中立温 と 寒冷時の比較も行 う 。 寒冷に対する反応によ り

代謝亢進がじ ゃっ起され生体 リ ズム と し ての夜間の体温

低下が抑制される。 こ の作用 と 光 と の相互作用から夜間

の光曝露の影響を検討する。本実験は九州大学にて行 う 。

光源は蛍光灯を用い，初年度は主に照度のみを対象 と し，

次年度以降， 光源の色温度等， 波長分布について も対象

を広げる。 唾液中 メ ラ ト ニン濃度， 皮膚温 ・ 直腸温， 心

電図等循環器反応を測定する。

〔 内容および成果〕

　 １ ） 小課題① ： 九州大学にて進行中であ る。 日本人若

年男子を被験者 と し て， 色調の異な る光環境下での瞳孔

反射， メ ラ ト ニン分泌のちがいを解析中であ る。 小課題

② ： 就寝前の曝露光の強度 と 睡眠の質 と の関係を調べる

研究を準備中であ る。 小課題③ ： 九州大学にて進行中で

あ る。 就寝時刻を午前 ２ 時 と し， 被験者に就寝前の ５ 時

間 （午後 ９ 時～午前 ２ 時） を明環境下 と 暗環境下の ２ 通

り で過ご させ， 唾液中 メ ラ ト ニン， 深部体温， 血圧など

をその時間帯にモニ ターし， 明暗 ２ 条件でのそれら の生

理指標の違いを解析中であ る。

　 ２ ） 2005 年 ３ 月に， 米国テキサス大学のラ イ ター博士

を 特別講演者 と し て招待 し， 「第 ３ 回国立環境研究所

“光環境 と 健康” ワーキンググループ集会」 を開催し た。

メ ラ ト ニンの抗酸化作用に焦点をあて， 夜間の光曝露が

メ ラ ト ニン分泌の抑制を介し て発ガンの促進などの健康

影響につなが る 可能性について， デ ィ ス カ ッ シ ョ ン を
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行った。

〔 備考〕

（ 19）　 ナノ 粒子の肺胞壁通過機構の解明と 細胞毒性評価

法の開発

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0405CD500

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○古山昭子 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ）

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 17 年度 （2004 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 幅広い産業分野への応用がは じ ま り つつあ る

ナ ノ 粒子は， サブ ミ ク ロ ン粒子 と は異な る細胞によ る認

識や細胞内 ・ 体内動態を示す可能性があ る。 本研究は，

ナ ノ 材料の吸入曝露毒性影響評価に資する ために， １ ）

ナ ノ レベルの粒子 と サブ ミ ク ロ ン粒子の細胞によ る認識

機構の相違 　 ２ ） 肺胞壁を模し た肺胞上皮細胞 ・ 血管内

皮細胞培養系の開発 と， ナ ノ 粒子の肺胞壁通過機構の解

明 　 ３ ） ナ ノ 粒子の細胞毒性 と 肺 ・ 循環機能への影響を

明らかにする こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 本年度は， 肺胞壁を模し た培養系を作製し， ナ ノ 粒子

の肺胞壁通過機構の解明をする こ と を目的 と し て， 以下

の成果を得た。

　 １ ） 線維状 ・ 型コ ラーゲン上に ラ ッ ト ・ 型肺胞上皮細

胞を播種し て基底膜を形成させたのち， 培養ハウ ジング

の裏側の コ ラ ーゲ ン上に肺毛細血管内皮細胞を播種 し

て，2 ～ 0.5 ミ ク ロ ン厚の正常肺胞壁培養組織の作製に成

功し た。

　 ２ ） 20nm と 200nm の蛍光標識ポ リ スチレ ン粒子 と金

コ ロ イ ド 粒子を培養組織に添加し た結果， 細胞間の結合

部ではな く 細胞に取 り 込まれた 20nm 粒子がわずかでは

あ るが細胞層を通過し た。 200nm 粒子は通過せず， 核や

ミ ト コ ン ド リ アへの移行はなかった。 微小粒子凝集塊は

phagocytosisで上皮細胞に取 り 込まれ，ナ ノ粒子はcaveolin

を介さ ない pinocytosis で細胞に取 り 込まれた。

　 ３ ） カーボン， カーボンナ ノ チューブ， 二酸化チタ ン

の細胞毒性を評価し たが， 凝集し て単独のナ ノ 粒子のま

ま曝露する こ と は困難であった。NF-κB の核移行 と サイ

ト カ イ ンの分泌， 抗酸化系酵素の誘導は検出されなかっ

たが， MAP kinase の リ ン酸化が検出された。

〔 備考〕

（ 20）　 宇宙放射線被曝がゼブラ フ ィ ッ シュ 体内の突然変

異発生に及ぼす影響

〔 区分名〕 その他公募

〔 研究課題コ ード 〕 0406KZ511

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

政策 2. 効率的な化学物質環境 リ ス ク管理のための高精度

リ ス ク評価手法等の開発に関する研究

〔 担当者〕 ○青木康展 （化学物質環境 リ ス ク 研究セ ン

ター）， 天沼喜美子

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 宇宙放射線はガンマ線， 重粒子など広範な種々

の放射線か ら 構成 さ れてい る が， 宇宙放射線の作用で，

動物個体の体細胞や生殖細胞の突然変異発生頻度がどの

程度上昇するかを定量的に明ら かにする こ と は， 宇宙環

境を利用し てチャ レ ンジすべき生物学上の重要な課題で

あ る。 本研究の最終的な目標は， 国立環境研究所で開発

し た突然変異検出用遺伝子導入ゼブ ラ フ ィ ッ シ ュ （Tg-

zf） を国際宇宙ス テーシ ョ ンに取 り 付け られる日本の宇

宙実験棟 「きぼ う 」 内で飼育し て， 宇宙環境での宇宙放

射線被曝によ り ， どの程度脊椎動物体内に突然変異頻度

が上昇するか明らかにする こ と であ る。

〔 内容および成果〕

　 低線量の放射線の作用によ り 体細胞や生殖細胞に発生

し た突然変異が Tg-zf を用いて検出でき るかを検証し，放

射線の影響が後代の Tg-zf の成魚や胚に現れるかを明ら

かにする ための予備実験を開始し た。 また， 宇宙ステー

シ ョ ン内に搭載される水棲生物実験装置を用いて， 突然

変異の検出に適し た状態で Tg-zf の長期間の飼育が可能

かの検討を開始し た。 宇宙放射線によ る突然変異の検出

でき るかを確認する ために， 宇宙放射線のモデル と し て

カーボン粒子線を Tg-zf の成魚や胚への照射し た と こ ろ，

胚では高線量曝露に よ り ， 細胞死が観察 さ れた。 ま た，

成魚では体色変異が認められた。 幾つかの検証実験によ

り ，Tg-Zf の胚や成魚を用いて重粒子線によ る突然変異が

検出でき る こ と が確認でき た。

〔 備考〕

共同研究者 ： 内田智子 （三菱重工業 （株））， 谷田貝文夫

（理化学研究所）
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4． 多様な自然環境の減少機構の解明と保全に関す

る研究

4． 1 　 生物多様性の減少機構の解明と保全に関す

る研究

（1）　河川敷に生息するスズメ目鳥類のハビタット選択

と個体群動態に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 9904AE193

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○永田尚志 （生物多様性研究プロ ジェ ク ト ）

〔 期　 間〕 平成 11 ～ 16 年度 （1999 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 主に河川敷で繁殖する ス ズ メ 目鳥類の年令構

成， 性比， 密度などの個体群構造の変動 と 生息環境の変

化の関連を把握し， 河川敷の生息環境が各種の個体群お

よび種間関係に及ぼす影響を明らかにする。最終的には，

河川敷に生息する鳥類群集および希少種のオオセ ッ カの

保全に役立て る こ と を目的 と する。 利根川水系の河川敷

に生息する ス ズ メ 目鳥類 （特に， オオセ ッ カ， オオ ヨ シ

キ リ ， コ ヨ シキ リ ， コ ジュ リ ンの 4 種） のハビ タ ッ ト 適

性指数 （HSI） を開発する と同時に個体群存続可能性分析

を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 利根川下流域に生息する オオセ ッ カ， オオ ヨ シキ リ ，

コ ヨ シ キ リ ， コ ジ ュ リ ン の生息分布に も と づいてハビ

タ ッ ト 適性指数を開発し， 今後の個体群の変化を予測し

た。 オオセ ッ カの分布は利根川下流域の低水敷の河川敷

に限られるが， こ の 10 年間に個体群は ４ 倍弱の 1200 羽

に増加し た。 オオセ ッ カの分布および密度は， ヨ シ ・ カ

サスゲ群落およびヤナギ灌木面積 と高密度か ら の距離の

３ つの変数で決ま り ， 利根川のオオセ ッ カの個体群の収

容力は 1660 羽 と予測された。 ３ 次 メ ッ シュ単位での生息

を説明するハビ タ ッ ト 適性モデルを組み立てた と こ ろ，

３ 次 メ ッ シ ュ内の開水面， ヨ シ原， 水田の面積の ３ 変数

はいずれの種で も含まれていた。 こ の他に， コ ジ ュ リ ン

では裸地 ・ 草地 ・ ゴルフ場の ３ 変数が， コ ヨ シキ リ では

裸地 ・ 松林の ２ 変数が， オオ ヨ シキ リ では休耕田 ・ 裸地 ・

草地 ・ 広葉樹林の ４ 変数が， ハビ タ ッ ト 適性指数のモデ

ルの中に組み込まれた。 個体群存続可能性分析によ る シ

ミ ュ レーシ ョ ンの結果， オオ ヨ シキ リ の個体群の存続に

大 き な影響を与え てい る のは ヨ シ原間の連結性であ っ

た。 また， こ の地域の半分を占めている利根川河川敷の

ヨ シ原が消失する と 個体群間の連結性が失われる ため，

個体群サイ ズが 1/10 以下になる こ と が予測された。

〔 備考〕

（ 2）　 環境指標生物と し てのホタ ルの現況と その保全に

関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0004AE136

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○宮下衛 （生物圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 12 ～ 16 年度 （2000 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 豊かな自然環境， う るおいのあ る自然環境の指

標 と し て親し まれている ホ タルやホ ト ケ ド ジ ョ ウ， ヒ ヌ

マ イ ト ト ンボ， チス ジ ノ リ などの絶滅のおそれのあ る野

生生物の生息する自然環境の保全 と 復元 ・ 再生について

調査研究する こ と を目的とする。 13 年度 　 緊急に保護 ・

保全を要する種についての分布， 生息環境を明ら かにす

る。 14 年度 　 室内での飼育 ・ 繁殖条件を明ら かにする。

前年度 　 保護， 復元 ・ 再生のために必要 と される環境条

件を明ら かにする。 本年度 　 生息地の保全手法を提案す

る。

〔 内容および成果〕

　 那珂川本流および支流の相川・檜山川において，魚類・

底生動物相および絶滅危惧種の紅藻類チスジ ノ リ の調査

を行った。 なお， 相川では農林水産省直轄の御前山ダム

が建設中であ る。 ダム直下流にあ るチスジ ノ リ の生育地

は， ダム工事の影響で土石が著し く 堆積し， 埋没 ・ 絶滅

し た。 なお， 御前山ダム建設地では， 川道に並行し てダ

ム堤体直下を横切る数 10ｍ 幅の長 く 延びた断層が，河床

に開口し ている ため， 工事は遅れている。

　 魚類 ・ 底生動物相の調査は那珂川本流で ４ 地点， ダム

建設地の相川 ・ 檜山川で行い， 底生動物については合計

156 種が確認された。 相川ではタガ メ （絶滅危惧Ⅱ類） ，

那珂川本流では， キ イ ロサナエ （茨城県 RDB 指定種） が

確認された。 魚類については， ダム本体直下にあったホ

ト ケ ド ジ ョ ウ （Ⅰ B 類） の良好な生息地は完全に消滅し

た。 ギバチ （Ⅱ類） の生息地について も ダムが完成する

と 水没する ため消滅する こ と にな る。 ダム直下の相川で

は 2003 年秋に， まれに見るサケの遡上 ・ 産卵が確認され

たが， 2004 年秋のサケの遡上は極めて少な く ， ダム工事

の影響が懸念される。

〔 備考〕

（ 3）　 昆虫の生活史・ 繁殖行動における集団内変異性と そ

の維持機構

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0004AE192

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕
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〔 担当者〕 ○椿宜高 （生物多様性研究プロ ジェ ク ト ）

〔 期　 間〕 平成 12 ～ 16 年度 （2000 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 昆虫のオ ス に見 ら れ る繁殖行動の集団内多型

現象に着目し， 生活史の観点から繁殖行動に関する集団

内多型の維持機構を解明し よ う と する。 多 く の昆虫に集

団内変異 と し て縄張 り 型， スニーカー型の繁殖行動を示

すこ と がわかっている。 2 型の共存は ESS 理論から次の

2 つの場合が考え られる。ひ とつは個体のサイ ズや闘争能

力に依存し て行動が決ま る場合であ る。 しかし， 色彩多

型のよ う な遺伝的に支配されている形態形質に依存する

行動多型はこ の説明に当てはま り に く い。 こ の場合に考

えやすいのは頻度依存淘汰によ る遺伝子型の平衡多型で

あ る。 しかし， 縄ば り 型 と スニーカー型が共存する集団

には， 頻度依存淘汰ばか り でな く ， 密度依存淘汰も表現

型依存淘汰も働き， その効果の程度は型によ って異な る

と 考え られる。 これらの両側面を考慮し た上で多型平衡

の成立条件を解明し， これを説明するモデルを構築する。

〔 内容および成果〕

　 昆虫， ク モ， 甲殻類などでは， 交尾のあ と 雄が雌を警

護する種が多 く 知られ， そのよ う な種の一部は， 警護 と

非警護の多型現象が報告されている。 警護には， 未熟卵

を もつ雌 と 交尾し た後， 卵が成熟する まで雌を警護する

も の と， 成熟卵を持つ雌 と 交尾し た後， 産卵する雌を警

護する も のに分類でき る。 後者はさ ら に， 雄が雌を捕そ

く し たま ま産卵する警護 （接触警護） と， 雄が産卵雌の

近 く にいて監視する警護 （非接触警護） に分かれる。 カ

ワ ト ンボには， テ リ ト リ ー （産卵場所） を持ち， 飛来し

た雌 と 交尾し， これを非接触警護する羽の色がオレ ンジ

の雄 （以下オレ ンジ） と， スニーキングのみを行 う 羽の

色が透明の雄 （以下透明） の二型が存在する。 こ の二型

の維持に影響し ている要因をシ ミ ュ レーシ ョ ンモデルで

検討し た。 その結果， 雌の飛来密度が高 く な る と オレ ン

ジが う ま く 警護できず透明がスニーク しやすい こ と が分

かった。 野外観察で も， 雌の飛来密度は時間 と と も に大

き く 変動し， 産卵場所に一時的に雌が多 く な る時に， 透

明が有利と なる こ と を確認し ている。 さ らにわれわれは，

繁殖シーズン後期において， オレ ンジがいない産卵場所

の数が増加する こ と が観察される こ と に注目し た。 こ の

なわば り の空間構造の不均一性が， 二型維持にどのよ う

な影響を及ぼすかを， シ ミ ュ レーシ ョ ンモデルで解析し

た。

〔 備考〕

（ 4）　 流域ラ ン ド スケープにおける 生物多様性の維持機

構に関する研究

〔 区分名〕 重点特別

〔 研究課題コ ード 〕 0105AA207

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 4. 生物多様性の減少機構の解明 と保全

〔 担当者〕 ○高村典子 （生物多様性研究プロ ジェ ク ト ），

福島路生

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 本プロ ジェ ク ト では， 流域を構成する様々な ラ

ン ド ス ケープを客観的に定義し， その質， 量， および配

置 と 生物多様性 と の関係を導き出すこ と によ って， ラ ン

ド ス ケープの分断 ・ 縮小が生物多様性に及ぼす影響を評

価する。 そ し て生態系保全を流域レベルの空間ス ケール

で行 う ための生物多様性予測モデルの開発を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 北海道の淡水魚類データベース を も と に， 淡水魚類の

生息適地モデルを開発し， それを使って次の ２ 種類の解

析を行った。 １ つは北海道におけ るサ ク ラ マスの分布に

与え る ダムによ る流域分断の影響解析であ り ， ２ つめは

サ ク ラ マスやイ ト ウ などサケ科魚類の保護を目的 と し て

北海道が設定し た保護水面が， 的確に彼ら の生息適地を

カバーし ているかど う かを見極める ための評価解析であ

る。

　 サ ク ラ マ ス の生息適地モデルには説明変数 と し て標

高， 気温， 降水量， 積雪深， 流域人口， 流域面積， 調査

件数， 調査年， ダム分断後の経過年数， 調査地点の位置

座標が選ばれた。 ダム上流側でのサ ク ラ マスの生息確率

は分断後， 約 30 年経過する と急激に低下し ていた。 これ

は古い時代に建設されたダムの多 く は魚道がない， あ る

いは魚道の機能が低いのに対し て， 近年のダムにはサ ク

ラ マスに有効に機能する魚道が設置されている こ と を反

映し ている も の と 考え られる。 ダムの影響を受けてサ ク

ラ マスの生息確率が低下し ている地域は全道にパッ チ状

に数多 く 分布するが， 特に著しい影響が日高山脈の西側

の水系や石狩川源流部などに分布し ていた。 一方， イ ト

ウのモデルには説明変数 と し て標高， 気温， 降水量， 積

雪深， 流域人口， 流域面積， 調査件数が選ばれた。 イ ト

ウ の生息確率に対す る ダ ムの影響は検出 さ れなか っ た

が， これはそ も そ も イ ト ウの主な生息域であ る湿原や原

野にダム等の工作物がほ と んど建設されていない こ と が

原因であろ う 。

　 ２ つめの解析から分かった こ と は，保護水面 32 水系に

おけ るサ ク ラ マスの生息確率は全道平均よ り も有意に高

い こ と であ る。 生息確率ではな く 資源量の推定値で比べ
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る と， 保護水面におけ る水準の高 さ はいっそ う 際立つ。

しかし イ ト ウに関し ては生息確率， 資源量 と も に保護水

面での水準が高い と い う 傾向は認められず， イ ト ウの保

護のためには既存の保全地域だけでの対応では不十分で

あ る こ と が示された。

　 兵庫県南西部のため池に生息する ト ンボ幼虫の分布特

性を解析し た。 さ らに絶滅危惧 I 種に指定されているマ

ダ ラ ナニ ワ ト ン ボ を環境指標 と し て， 生息適地推定を

行った。

　 現在の兵庫県南西部に存在する各ため池の ト ンボ成虫

と ト ンボ幼虫の種構成が， ト ンボのどのよ う な生態的特

徴に起因し て成立し ているのか， さ ら にその種構成に深

く 関係する環境因子解析を行った。 ため池におけ る成虫

の種組成は， 第一に森林要求性 ・ 移動性， 第二に産卵場

所 （幼虫生息場所） によ り 決め られていた。 第一の生態

要因に高い相関を示し た環境因子と し ては，池周囲 200ｍ

の森林面積， 池周囲 10km の水田面積および池周囲 10ｍ

の草地面積が選ばれた。 第二の生態要因に高い相関を示

し た環境因子は， 抽水植物群落の面積 と 全水生植物種数

であった。 ため池におけ る幼虫の種組成は， 第一に産卵

場所 （幼虫生息場所）， 第二に森林要求性によ り 決められ

ていた。第一の生態要因に高い相関を示し た環境因子は，

ア メ リ カザ リ ガニの数， 第二の生態要因に高い相関を示

し た因子は， 水中の Fe 濃度 と ブルーギルの数であった。

以上よ り ， 各ため池の幼虫の種構成は外来種の影響を大

き く 受けている こ と が明らかになった。

　 マダ ラナニワ ト ンボについて兵庫県南西部で1960年代

か らの分布情報を調べた結果， 34 ヵ 所の分布情報が得ら

れた。 これら の分布情報 と 周辺の地形 （ため池の地下水

位指標であ る Topological Wetness Index） や土地利用情報

（森林占有率， 最短の森林への距離， 市街地， 人工改変

地） か ら， マダ ラナニワ ト ンボの環境選択性を明ら かに

し た。 これらの結果を用いて， 潜在生息地推定を行った。

〔 備考〕

共同研究者 ： 三橋弘宗 ・ 田中哲夫 （兵庫県人 と 自然の博

物館） ・ 角野康郎 （神戸大学理学部） ・ 青木典司 （神戸市

教育委員会）・ 田渕俊雄 （前東京大学教授）・黒田久雄 （茨

城大学農学部）

（ 5）　 遺伝子組換え生物の生態系影響評価手法に関する

研究

〔 区分名〕 重点特別

〔 研究課題コ ード 〕 0105AA210

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 4. 生物多様性の減少機構の解明と保全

〔 担当者〕 ○中嶋信美 （生物多様性研究プロ ジェ ク ト ），

岩崎一弘， 玉置雅紀， 冨岡典子

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 本研究では， 遺伝子組換え体の挙動を解析する

ための遺伝的マーカーを作成する と 共に， 遺伝子組換え

生物の生態系影響評価について， 既存の安全性評価手法

の再検討並びに新たな検査手法の開発や， モデル実験生

態系の基本構造の設計を行 う 。 また， 育種作物等の自然

界への侵入 ・ 拡大を レ ビ ューし， 地図情報モデルを開発

する。

〔 内容および成果〕

　 蛍光遺伝子， ホ メ オボ ッ ク ス遺伝子を植物に， また水

銀化合物分解酵素遺伝子を各種土壌細菌に導入し， それ

ら の性質を調べた， 蛍光遺伝子が遺伝子流動のモニ タ リ

ングに適する こ と を示し た。 蛍光遺伝子を導入し たシ ロ

イ ヌ ナズナ と 野生型 と の交雑率の距離 と の関係を調べ

た。 6 cm の距離で 0.068％， 12 cm で 0.016％， 18cm で 0

％ と なった。 蛍光遺伝子をマーカー と し て用いる こ と で

DNAを抽出する操作を行わな く て も可視的な操作のみで

交雑率を 0.01% の精度で調べる こ と ができ る よ う になっ

た。 遺伝子導入によ る宿主遺伝子発現への影響をマ イ ク

ロ アレ イ法で評価する ために，ビ タ ミ ン Ｃ の合成遺伝子

が点突然変異によ り 欠失し た変異体 と， 同じ遺伝子をア

ンチセ ン ス法で抑制 し た組換え体 と の遺伝子発現プ ロ

フ ァ イルを比較し た と こ ろ， 組換え体の方が遺伝子発現

パターンに大き な影響が出る こ と が明ら か と なった。 組

換え微生物の組換え遺伝子の発現量を評価する ために，

リ アル タ イ ム RT-PCR 法を用いて組換え遺伝子由来の

mRNA を定量する手法を開発し た。 輸入されている組換

え農作物の う ち， 交雑可能野生種が存在する， ダ イ ズ と

セ イ ヨ ウ アブ ラナについて， それら の野外での分布調査

を行い一部の国道で除草剤耐性セ イ ヨ ウ アブラナが生育

し ている こ と確認し た。

〔 備考〕

（ 6）　 侵入生物による生物多様性影響機構に関する研究

〔 区分名〕 重点特別

〔 研究課題コ ード 〕 0105AA205

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 4. 生物多様性の減少機構の解明 と保全

〔 担当者〕 ○五箇公一 （生物多様性研究プロ ジェ ク ト ），

椿宜高， 高村健二， 永田尚志

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 日本および世界における侵入種の種類， 各種の

生態学的特性， 分布域などの実態を把握し， それら が も
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た らす在来生態系への影響を生物間相互作用すなわち競

合， 捕食， 遺伝的攪乱， 寄生生物の持ち込みなどの観点

か ら検証し， 得られたデータ を も と に侵入種によ る生物

多様性への影響機構を明ら かにする こ と を目的 と する。

そのために侵入種のデータベース を構築し， 代表的侵入

種を選定し た上で室内実験および野外調査を行い， 侵入

種の影響パターンの把握および対策手法の確立を目標 と

する

〔 内容および成果〕

　（ １ ） 侵入種の生物学的特性に関する研究 　 まず， 既往

の文献から移入種の一覧を作成し，ほ乳類 26 種・鳥類 27

種 ・ は虫類 14 種 ・ 両生類 ３ 種 ・ 魚類 32 種 ・ 昆虫 246 種 ・

維管束植物 1， 336 種を記録し た。 この中から生物多様性

への影響の大き い種を中心にデータベース化を始めた。

データベースに掲載する種をその影響度や知名度の大き

さ から選定し た。 ほ乳類 26 種 ・ 鳥類 27 種 ・ は虫類 22

種 ・ 両生類 13 種 ・ 魚類 32 種 ・ 昆虫 100 種 （種名未定） ・

維管束植物 100 種を選定し た。 それらの侵入種名 ・ 侵入

特性 ・ 生態特性 ・ 影響 ・ 文献 と 国内分布地図のデータ入

力を行った。 完成し たデータベース を独立行政法人国立

環境研究所ホームページ （http://www.nies.go.jp/） にて公

開し た。

　（ ２ ） 侵入種が種多様性に及ぼす影響機構に関する研究

研究対象種は産業利用を目的 と し て意図的に導入されて

いる種の中から， 侵入種 と し ての世界的ステータ スが高

く ， 今後我が国でその生態影響の拡大が懸念される種 と

し て鳥類 メ ジ ロ， ソ ウ シチ ョ ウ， は虫類類 リ ュ ウ キ ュ ウ

ヤマガ メ ， サキシマハブ， 魚類オオ クチバス， カ ワマス，

昆虫類セ イ ヨ ウオオマルハナバチ， 外国産ク ワガ タ ムシ

類，植物シナダレ スズ メ ガヤを選定し た。まずソ ウ シチ ョ

ウ を材料 と し て競合影響の評価を試みた。 宮崎県えびの

高原において侵入種ソ ウ シチ ョ ウ と在来種の資源利用様

式を調べた結果， ソ ウ シチ ョ ウは在来種が利用し ていな

い森林下層部の資源を有効利用し ている と 考え られ， 在

来鳥類群集 と の間に餌資源を巡る激しい競争は示唆され

なかった。 次に， 野生巣の除去区 と 対照区で在来種ウ グ

イ スの繁殖成功率および生存率を比較し た結果， 除去区

のほ う がウ グ イ スの繁殖成功率 ・ 生存率 と も に高い こ と

が示され， 直接的な競合が生じ な く て も天敵など を介し

て在来種の適応度に影響を及ぼすこ と が示唆された。 ま

た メ ダカ と 生態ニ ッ チェが近似する と される カダヤシに

ついて濃尾平野において メ ダカの生息域を奪いながら分

布拡大し ている傾向が示され， 水槽内での競合実験の結

果， カダヤシは メ ダカに対し て高い攻撃性を有する こ と

も示された。 オオ ク チバスについてその捕食圧によ る在

来魚個体群の多様性の低減を定量的に把握する ため， 愛

知， 岐阜， 兵庫県のため池および河川におけ るブ ラ ッ ク

バスおよび餌魚種の分布を調べた結果， オオ ク チバスが

採集 さ れる水域では明ら かに在来魚の採集数が少な く ，

捕食によ る在来魚多様性への影響が強 く 示唆された。 侵

入種 と 在来種の種間交雑の実態を調べ る ため， リ ュ ウ

キ ュ ウヤマガ メ ， サキシマハブ， カ ワマス， セ イ ヨ ウオ

オマルハナバチ， ク ワガ タ ムシ類について在来種 と の雑

種をモニ タ リ ングする ための分子遺伝マーカー （ア ロザ

イ ムおよび DNA） の確立を行った。 こ の分子遺伝マー

カーを用いて， カ メ ， ハブ， カ ワマスおよびク ワガ タ ム

シ類の野外で採集された個体の遺伝子組成を調べ， 雑種

化が実際に進行しつつあ る こ と を明ら かにし た。 寄生生

物の持ち込みについては， まず メ ジ ロ を含む輸入鳥類に

おけ る血液寄生虫の感染状況を把握する ための分子生物

学的手法 （PCR 法） を確立し， 大陸産鳥類の血液寄生虫

の感染率が日本産種よ り も はる かに高い こ と が示 さ れ，

また国内 メ ジ ロの寄生虫の種類を DNA 鑑定し た結果，一

部にマ ラ リ ア属の寄生虫が発見された。 セ イ ヨ ウオオマ

ルハナバチおよび外国産ク ワガタ ムシ類については輸入

商品の検査を行 う こ と によ り 寄生性ダニの持ち込みを確

認し た。 また， 輸入セ イ ヨ ウオオマルハナバチか ら発見

されたダニについてはDNA分析によ り 侵入ルー ト を追跡

し， 在来種個体群にも感染が始ま っている こ と が明ら か

になった。 ク ワガ タ ムシの寄生ダニについては感染実験

を く り 返し， その病原性の再現性を確認し た。 侵入種に

よ る環境改変の評価については鬼怒川中流域の外来牧草

シナダレ スズ メ ガヤの分布拡大に と も ない河原基質が砂

質に改変され， 河原固有植物種の生息地が圧迫されてい

る実態を明ら かにし た。 シナダレ スズ メ ガヤの生活史特

性パラ メ ータ を計測し， それら のデータ を基に河原にお

ける分布拡大シ ミ ュ レーシ ョ ンモデルの構築ができた。

　（ ３ ） 入鳥獣の在来種への影響 と 対策に関す る 研究

中国南部を原産地 と するガビチ ョ ウの我が国におけ る分

布拡大の実態把握， 定着要因， 在来種への影響及び管理

対策指針を得る ため， 国内のガビチ ョ ウの分布， 及びそ

の拡大の様相を解明，ハビ タ ッ ト 選好性を解明，ガビチ ョ

ウの食性， 保有寄生虫等を解明， 本種の個体群密度のコ

ン ト ロール手法の提案を行った。 台湾原産のタ イ ワ ン リ

スでは， 神奈川県において 2002 年現在， 304km2 の範囲

に分布し ていた。 移入か ら 52 年間の分布拡大パターン

は， 指数関数的な個体数増加によ って説明される こ と が

明らかになった。 これ以上の個体数増加を防ぐためには，

毎年現在の個体数の ５ ～ 10％を捕獲する必要があ る こ と

が推定 さ れた。 ラ ン ド ス ケープレベルの解析に よ る と，
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林分面積が大き い こ と， 常緑広葉樹の割合が多い こ と，

周囲が田畑に囲まれている こ と がその生息確率を上げる

要因であ る こ と が明ら かにな り ， 生息予測モデルが作成

された。 今後生息する可能性が高い区域が， 神奈川県全

体に広 く 分布する こ と が予測された。 北米原産のア ラ イ

グマの野生化情報は全国で 41 都道府県に達し，全国で野

生化が進行し ている。 北海道では繁殖率や一腹産子数は

原産地北米よ り も高 く ， 好適な環境に定着する と 爆発的

な増加を示し た。 侵入地域では， 農業被害や住居侵入 ・

在来エ ゾ タ ヌ キ と の競合 ・ ニ ホ ンザ リ ガニやエ ゾサ ン

シ ョ ウ ウオ等の在来種の捕食 と いった被害が発生し てい

た。 捕獲手法については， ワナの複数設置によ る多頭捕

獲法が駆除対策には効果的であ る も の と 考え られた。 被

害地域の住民意識では， ア ラ イ グマの侵入が問題であ る

と い う 意識は ９ 割を超え， 駆除に対し て も ８ ～ ９ 割の住

民が賛成し ていた。 しかし， 外来種 と し ての住民の問題

意識の多 く は農業被害の観点が強 く ， 今後効果的な侵入

種対策を継続する ために も， 生態系への影響について さ

らに普及 ・ 啓蒙の必要があ る と考え られた。

〔 備考〕

参画研究機関 ： 森林総合研究所， 長野県自然保護研究所，

北海道大学， 東京大学， 九州大学， 琉球大学， 岐阜経済

大学， 自然環境研究セン ター

（ 7）　 微細藻類の多様性に及ぼす環境スト レスの影響

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE133

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○笠井文絵 （生物圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 微細藻類は一次生産者 と し て水界の食物網を

支え る重要な生物群であ る と 同時に， 有用物質の生産や

有害物質の分解などにかかわる種を含む重要な潜在的遺

伝子資源で も あ る。 微細藻類の種多様性 と 遺伝的多様性

には １ ） 地理的要因 : 微細藻類の場合多 く の種が普遍種

と 考え られているが， それが正しいのか， ２ ） 種内地方

集団の遺伝的変異はどの程度なのか，などの問題があ る。

これら に対し て自然， 人為両起源の環境ス ト レ スがどの

程度影響し ているのかを明らかにする。

〔 内容および成果〕

　 灰色藻綱（9属13～14種の小さ な分類群）のGlaucocystis

nostochinearum は，これまで ヨーロ ッパ，アフ リ カ，北米，

日本， タ イか ら報告されている。 最近タ イ よ り 分離し た

株の形態観察 と 分子系統解析を行っ た結果， こ の株が

G.nostochinearum と は異な る種であ る こ と が示された。本

年度は，さ らに別の ２ ヵ所から採取された Glaucocystis 属

の株と，同じ灰色藻綱の Gloeochaete 属の分子系統解析を

行った。 その結果， Gloeochaete 属の株も， これまで報告

されていた ヨ ーロ ッ パ産の株 と は塩基配列が異な る こ と

が示された。一方，別の ２ ヵ所から採取されたGlaucocystis

属はこれまで報告されている G. nostochinearum と同じ ク

レード にな り ，タ イには ２ 種が生息する こ と が示された。

〔 備考〕

（ 8）　 円石藻の多様性研究と 地球環境モニタ リ ン グへの

適用

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE148

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○河地正伸 （生物圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 海洋環境に豊富に生息し， 炭素 と硫黄循環に関

連する こ と が知られる円石藻および関連藻群の形態， 遺

伝子， 生活史の多様性について， 環境要因 と の関連性を

併せて調査し， 将来， 円石藻を用いた地球環境モニ タ リ

ングを行 う ための基盤情報を蓄積する こ と を研究目的 と

する。 そのために本研究では， 自然界におけ る多様性調

査 と 研究材料の収集， 保存株の分類学的研究 （微細形態

解析 と 分子系統解析） を独自に行 う と と も に， 培養条件

コ ン ト ロール下での円石の微細形態変異 と 円石藻の生活

史について解明する こ と を目標とする。

〔 内容および成果〕

　 黒潮影響下にあ る八丈島周辺の海域および東シナ海に

おいて多様な円石藻種を確認し た。これまでに 10 種約 40

株の円石藻保存株を確立し， 形態観察， 分子系統解析等

の多様性調査を行っている。 本年度には特に難培養性種

と考え られていたHelicosphaera属 １ 種および Syracosphaera

属 ２ 種の培養に成功し，これらについて DNA 解析および

円石の微細形態の観察等を行った。 今後は， 現場環境に

おいて円石藻および関連藻群の分布 と 多様性に関する調

査， 保存株の確立 と 多様性研究を継続し て実施し て， 成

果を ま と める と と も に， 円石藻系統保存株の長期安定保

存条件について検討を行 う 予定であ る。

〔 備考〕

（ 9）　 流域スケールでの水生生物の生息環境と その保全

および管理に関する研究

〔 区分名〕 経常
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〔 研究課題コ ード 〕 0105AE195

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○福島路生 （生物多様性研究プロ ジェ ク ト ），

高村典子， 亀山哲

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 流域ス ケールで水生生物の生息環境を理解し，

その保全 と 管理に役立て る。 特に， 流域 と い う 大き な空

間ス ケールにおけ る地形 と植生 と 土地利用 と を地理情報

システム を利用し て定量化し， そ こ に生息する生物 （例

えば魚類など） と の関係を調べる。 13 年度 ： 調査地の選

定， 文献およびデータの収集など予備的調査を行 う 。 14

年度：地理情報システムを用いて流域ご と の土地利用図，

植生図， 標高図などを作成する。 15 年度 ： 過去の報告書

から各流域の生息魚類データベース を作成する。16 年度：

各流域の地形， 植生， 土地利用 と 魚類群集 と の関係を解

析する。 17 年度 ： 上の解析結果を誌上， および口頭発表

する。

〔 内容および成果〕

　 本年度は流域生態系の構成要素であ る河川ネ ッ ト ワー

ク，河川内横断工作物，そし て水生生物情報のデータベー

ス化 （DB） を行った。 河川ネ ッ ト ワーク DB では個々の

河川 リ ーチに規則性を持たせた ID を付け る作業を長野

県， 山形県， 神奈川県で終了し， 今後， 他の都道府県に

拡張し てゆ く 予定であ る。 河川内横断工作物については

国土数値情報か ら提供されている日本全国のダムの地理

情報を基に， GIS を用いてデータベース と し た。 水生生

物に関し ては自然環境保全基礎調査データ と 河川水辺の

国勢調査と をそれぞれGISで利用でき る形式で整備し た。

こ れ ら のデータベース を用いて， 河川の経路探索解析，

ダムによ る流域分断マ ッ プ， 水生生物の生息適地モデル

などい く つかの自然環境保全 ・ 自然再生ツールを開発し

た。

〔 備考〕

（ 10）　 シロイ ヌ ナズナのアスコ ルビン酸合成遺伝子を導

入し た遺伝子組換え植物の開発

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0104AE202

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○玉置雅紀 （生物多様性研究プロ ジェ ク ト ）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 16 年度 （2001 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 種々の環境スト レスによ り 引き 起こ さ れる 植物へ

の被害は，スト レスによ り 生じ る 活性酸素によ って引き 起こ

さ れている 。アスコ ルビン酸はその抗酸化作用によ り 活性酸

素の消去に重要な働き を持つと 考えら れている 。本研究は高

等植物のアス コ ルビン酸合成に関与する 酵素をコ ード する

遺伝子 L-Galactono-1,4-lactone dehydorogenase (AtGLDH)，

GDP-mannnose pyrophosphorylase (AtGMP) を導入し た遺伝子

組換え体を作製し ，アスコ ルビン酸含量の変化し た植物の作

製を行う 。最終的にはこ れら の植物における アスコ ルビン酸

含量と スト レス耐性能と の相関を検討する 。

〔 内容および成果〕

　 前年度までに，セン ス及びアンチセン ス方向にAtGLDH

を発現する よ う に改変し た遺伝子をシ ロ イ ヌナズナに導

入 し， 遺伝子組換え植物の選抜 を 行 っ た。 そ の結果，

AtGMP のセン ス系統を 49 系統， アンチセン ス系統を 39

系統作製する こ と ができ た。 これら の組換え植物のア ス

コルビン酸含量を作製し た と こ ろ， AtGMP のセン ス系統

では遺伝子発現量が増加し ているに も かかわらず， ア ス

コルビ ン酸含量が増加し てい る個体が得ら れなかった。

一方， AtGMP のアンチセン ス系統では非遺伝子組換え体

に対し て有為にアス コルビン酸含量が減少し ている系統

が ２ 系統得られた。 その う ち， 一方の系統はア ス コルビ

ン酸合成欠損変異体であ る vtc1 と同程度にまでアス コル

ビ ン酸含量が低下し ていた。 こ の組換え体にオゾン暴露

し た と こ ろ vtc1 と同様にオゾンに対し て感受性が増加し

ていた。 こ の こ と か ら植物においてア ス コルビ ン酸は酸

化的ス ト レ ス防御に重要な働き を し ている こ と が示唆さ

れた。

〔 備考〕

（ 11）　 二次的自然環境における陸上 - 水中にわたる生物

生活史に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0205AE365

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○高村健二 （生物多様性研究プロ ジェ ク ト ）

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 17 年度 （2002 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 二次的自然環境内の水域か ら 陸上にかけた生

息場所において生活史を送る生物について， その生息場

所利用様式を調査し， 主要な生息場所の類型化を行 う 。

その結果は， 上記環境の人為的改変によ って分布拡大 ・

縮小が起き るかど う かの予測のための基礎的情報 と し て

蓄積する。

〔 内容および成果〕

　 平野部の農耕地 ・ 居住地混合地域を流れる河川 と その

周辺で生物生息環境の類型的区分を実施し， そ こ を調査
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地域 と し て代表的な水生あ るいは水陸両生の生物の分布

を調査し， これら生物分布の生態系内におけ る挙動 ・ 役

割を評価する。 今までの調査の結果， 流路幅 10 m 以下の

農耕地河川出現の ト ンボには河川か ら丘陵地森林まで広

く 出現する種 と 森林域に限定し て出現する種 と が認めら

れた。 森林域での草刈 り の影響を評価し たが， ト ンホ成

虫密度への影響は検出されなかった。流路幅 20 m 以上の

河川へ調査を拡大し た と こ ろ， 小規模河川には確認でき

なかった種が確認された。

〔 備考〕

（ 12）　 アジアオセアニア地域における生物多様性の減少

解決のための世界分類学イ ニシアティ ブに関する研

究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 F-6

〔 研究課題コ ード 〕 0204BA368

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○志村純子 （環境研究基盤技術ラ ボ ラ ト リ ー），

笠井文絵， Mary-Helene Noel

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 生物多様性条約の横断的プロ グ ラ ムであ る 「世

界分類学イ ニシアテ ィ ブ :GTI」 を我が国およびアジアオ

セアニア地域において実施する ために， ワーク シ ョ ッ プ

を開催し， 分類学の振興をはかる国際協働研究を通じ て

分類学情報の共有 メ カニズムを開発し， 地球環境におけ

る生息生物種の実態を解明する。

〔 内容および成果〕

　 GTI 作業計画の目標であ る情報共有を実現する ために

以下のシステムの研究を行った。 分類学情報資源の学術

的信頼性， アジア地域に固有の分類群概念について情報

公開する システムを研究し， 国立環境研究所のサーバ上

で植物分類群について運用試験， バク テ リ アを事例 と し

た学名参照システムの同システムへの移行について検討

を行い，バク テ リ ア情報の XML によ るデータ交換の手順

を明らかにし た。 COP7 において開催された GTI 調整機

構会議で作業計画見直し手順を検討し，平成 15 年のワー

ク シ ョ ッ プの結果等を取 り 入れる よ う COP決議に反映さ

せた。 アジアオセアニア地域の GTI ナシ ョ ナルフ ォーカ

ルポイ ン ト と連携する ため， ニュージーラ ン ド の第 2 回

GTI 地域ワーク シ ョ ッ プに出席し， 報告を と り ま と め出

版し関係国 ・ 機関および生物多様性事務局に配布し た。

国立環境研究所に設置 し た GTI Web サーバな ら びに

EASIANET サーバを保守し， Web のコ ンテンツを最新の

も のに更新する と と も に日本語版を追加し た。 タ イの菌

類コ レ ク シ ョ ンの情報をGTI 　 Japanサーバよ り GBIFネ ッ

ト ワーク に公開し た。 微細藻類のモデルサイ ト におけ る

現地研究者を招へいし， 現地での協力も行い分類同定を

すすめる と と も に， 電子フ ィ ール ド ガ イ ド の編集に必要

な原記載論文の電子化 （亜種を含む 444 種， 9934 ページ

　 13GB） と これら を関係機関間で共有する Web システ

ムを試験運用し た。 これらによ り GTI の地域レベルにお

け る作業計画の進展がはか られ， 環境保全におけ る分類

学のキ ャパシテ ィ 構築に必要な電子情報の共有が著し く

促進された。

〔 備考〕

共同研究者 ： 戸部博 （京都大学）， 白山義久 （京都大学），

松浦啓一 （国立科学博物館）， 中桐昭 （製品評価技術基盤

機構）， 佐藤聡 （筑波大学）

（ 13）　 オースト ラ リ ア産鳥類における協同繁殖の多様な

進化

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0204CD419

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○永田尚志 （生物多様性研究プロ ジェ ク ト ）

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 オース ト ラ リ アに生息し ている鳥類の25%の種

で協同繁殖が発達し ている。 オース ト ラ リ アの生息環境

の質が， 時空間的に大き く 変動する ため， 繁殖個体の繁

殖成功 と は無関係に利他的行動が発達しやすい と 考え ら

れている。 また， ゴン ド ワナ大陸起源の分類群であ る た

め系統的に協同繁殖が発達しやすい と い う 仮説 も あ る。

本研究では， 血縁選択を通さ ないで協同繁殖がどのよ う

に発達するかを明ら かにし， 鳥類におけ る協同繁殖の進

化を再構築する こ と を目的と し ている。

〔 内容および成果〕

　 ダーウ ィ ン郊外ク マー リ 地区において， ３ 年間で 23 群

のべ 145 羽のオー ス ト ラ リ ア マルハ シ Pomatostomus

temporalis を色足輪で標識し て，各群れの行動圏 と繁殖行

動を追跡し た。 オース ト ラ リ アマルハシは ２ ～ ８ 羽の群

れ で 生 活 し て い て， ３ 年 間 の 平 均 群 れ サ イ ズ は

4.1±0.16(SE,N=51） であった。群れの構成は安定し ている

も のの， ３ 年間で ８ 個体が群れ間を移籍し ていた。 群れ

は， 繁殖つがい と １ ～ ６ 羽のヘルパーで構成され， １ 群

あた り 平均 2.1 羽のヘルパーが存在し ていた。 地域全体

でのヘルパーの性比は １ であったが， 群れご と にみる と

偏 り がみられた。 ヒ ナの性比も １ であったが， ヘルパー

の性比 と 逆の性比にな る傾向があ り ， 繁殖雌は性比を １
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と な る よ う に産卵し てい る と 考え ら れた。 ヘルパーは，

繁殖つがいに比べる と 給餌頻度は低かったが， 給餌に も

貢献し ていた。 ヘルパーのいる群れでは巣の捕食率が低

下し， 巣立ちびな数が増え る傾向が認められ， ヘルパー

は巣の防衛に大き な貢献を し てい る こ と が示唆 さ れた。

３ 年間を通し て調査地で確認された群れ数は， ほぼ一定

であ る こ と から， 高い捕食圧 と 空いている なわば り の数

が制限要因 と なってオース ト ラ リ アマルハシで共同繁殖

が進化し た と考え られる。

〔 備考〕

代表 ： 江口和洋 （九州大学大学院理学研究院）

（ 14）　 生物群集の多様性を支配するメ カ ニズムの解明に

関する研究

〔 区分名〕 重点特別

〔 研究課題コ ード 〕 0305AA506

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 4. 生物多様性の減少機構の解明と保全

〔 担当者〕 ○竹中明夫 （生物多様性研究プロ ジェ ク ト ），

吉田勝彦

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 生物群集の種多様性を適切に保全す る ために

は， そ も そ も多様性がどのよ う に生じ， 維持されて き た

のかを理解する こ と が重要であ る。 本研究では， 特に １ ）

同じ資源を利用する木々が森林で共存する メ カニズムの

解明， ２ ） 食物網を構成する種がその性質を進化させる

仮想生態系での多様性の動態を支配する メ カニズムの解

明， の ２ つの目標をかかげて研究を進める。

〔 内容および成果〕

　 森林植生のマ ク ロ な分布パターンが気候変動にどのよ

う に反応するかを予測する う えで， 現在の分布パターン

がどの よ う に成立し てい る かを知る こ と が必要であ る。

そ こ で， 森林の個体ベースモデルを使い， 温度環境の勾

配があ り ， 種ご と の最適温度が異な る と い う 設定で仮想

実験を行った。 多種の共存を促進する メ カニズムを組み

込む と， 個々の種の分布域が広 く な る こ と， 温暖化によ

る分布範囲の移動がス ムーズにな る こ と などの結果が得

られた。 これは， 種間競争 と種の共存プロセスの理解が，

局所的な種の多様性だけでな く ， 個々の種の分布範囲や

気候変動への反応のしかた と も かかわる こ と を示唆し て

いる。

　 仮想的な食物網のシ ミ ュ レーシ ョ ン実験によ り ， 撹乱

の頻度が多様性に与え る影響を解析し た。その結果，個々

の種の存続にほ と んど影響を与えないよ う な非常に微弱

な撹乱で も， 頻度が増す と 撹乱を直接受けていない種が

間接的な影響を受けて連鎖的に絶滅する こ と が明らか と

なった。 さ ら に， 全体の多様性ほ と んど影響が無いよ う

な低頻度の撹乱で も， 多様性の低い分類群は と く に強い

影響を受ける こ と が明らか と なった。

〔 備考〕

（ 15）　 植物の環境スト レ ス耐性に関与する遺伝子の探索

と 機能解析

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0307AE503

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○佐治光 （生物圏環境研究領域）， 久保明弘，

青野光子

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 19 年度 （2003 ～ 2007 年度）

〔 目　 的〕 植物は環境保全に必須であ り ， 大気汚染や紫外

線などのス ト レ ス要因が植物に及ぼす影響やそれらに対

する植物の耐性機構を明ら かにする こ と は， 基礎 ・ 応用

の両面において重要であ る。 特に環境ス ト レ ス耐性機構

については植物の様々な遺伝子が関与し ている と 考え ら

れる ため， 主 と し てオゾンに対する耐性の変化し たシ ロ

イ ヌナズナ突然変異体を用いて， それらの遺伝子の同定

と機能の解明を目指す。

〔 内容および成果〕

　 T-DNA 挿入によ る タ グ系統からオゾン感受性変異体が

約 90 系統単離されているが， その 1 系統 （oji1） はジャ

スモン酸低感受性でも あ り ， 別の 1 系統 （ozs1-1） の原因

遺伝子は TDT フ ァ ミ リ ーに属する ト ラ ン スポーター様膜

蛋白質の遺伝子であ る こ と が分かってい る。 本年度は，

ozs1-1 突然変異体では，oji1 突然変異体 と異な り ， ジャ ス

モン酸感受性は野生型 と 差がない こ と が明 ら かにな っ

た。 また， ozs1-1 の強光耐性， 低温耐性には野生型 と差

がなかったが， 大気汚染ガスの一種であ る二酸化イオウ

には感受性であった。 こ の結果から，OZS1 はオゾン と二

酸化イオウに共通の耐性機構において働いている こ と が

示唆された。 さ らに， OZS1 遺伝子の発現は Web 上のア

レ イ解析のデータベース に よれば， 器官特異性がな く ，

オゾンで誘導されないが， 我々のマイ ク ロ アレ イの結果

で も オゾンで誘導されなかった。 ア ク テ ィ ベーシ ョ ン タ

グ系統か らは， オゾン感受性および耐性の突然変異体が

新たに ３ 系統および １ 系統得られ， それぞれ合計 28 系

統， ２ 系統と なった。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 英国ニューカ ッ スル大学
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（ 16）　 発生工学を用いた生殖幹細胞の実験研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0305AE578

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○桑名貴 （環境研究基盤技術ラ ボ ラ ト リ ー）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 生殖幹細胞は次世代を単独で再生す る こ と が

可能な唯一の細胞であ り ， これを用いる こ と で動物の個

体保存， 種の保存が理論的には可能であ る。 本研究では

既に世界的なレベルに達し ている生殖幹細胞 （始原生殖

細胞を含む） の体外操作技術を鳥類， 及び哺乳類等の動

物種で再現性を保ちながら応用し て環境圧力等によ り 絶

滅が危惧される野生動物種の個体数増殖に応用する ため

の基盤知見の蓄積にあたる。

〔 内容および成果〕

　 鳥類始原生殖細胞を生体外で長期増殖培養する条件検

討を行 う と と も に， 数百日間増殖させた後の細胞を用い

て生殖巣キ メ ラ個体を作製， こ の生殖巣キ メ ラ個体を介

し て移植し た長期培養後の始原生殖細胞由来の子孫個体

を得る こ と に成功し た。 長期培養後の細胞は既に細胞株

と し て樹立された も の と 考え られる ために， こ の樹立細

胞株 と 生体内の始原生殖細胞 と の比較検討を行って詳細

な細胞学的な性質の検定 と 培養系の改良が必要 と な っ

た。

〔 備考〕

（ 17）　 鳥類における生物遺伝資源の長期保存に関する研

究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0305AE587

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○川嶋貴治 （環境研究基盤技術ラ ボ ラ ト リ ー）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 近年， 多 く の哺乳動物において， 初期胚や配偶

子を体外に取 り 出し， 超低温下で凍結する こ と に よ り ，

発生能を保持し たかたちで半永久的に保存し てお く こ と

が可能 と なった。 これらは， 必要に応じ て融解し て再び

個体へ と 発生させる こ と が可能であ る。 これらの凍結保

存技術は， 現在の生命科学研究を支え る も の と し て広 く

利用されているのみな らず， 種 （系統） の保存を目的 と

し た生物遺伝資源バン ク の基盤技術と なっている。他方，

絶滅のおそれのあ る野生生物は増加の一途を辿 り ， それ

ら の生物遺伝資源は， 生物相関におけ る意味が考察され

る前に， 急激な速度で失われてい る。 本研究の目的は，

将来の資源利用も視野に入れた効果的な鳥類の生物遺伝

資源の長期保存法を開発する こ と であ る。

〔 内容および成果〕

　 本年度は， 野生鳥類種のモデル と し て， ニホンキジの

生殖細胞 （始原生殖細胞や精液） の凍結保存条件を検討

し た。

〔 備考〕

（ 18）　 釧路湿原達古武沼の自然再生に向けての調査研究

〔 区分名〕 奨励

〔 研究課題コ ード 〕 0304AF345

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○高村典子 （生物多様性研究プロ ジェ ク ト ），

五十嵐聖貴， 上野隆平， 亀山哲

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 2000 年の国立環境研究所の調査によ り ，釧路湿

原の東部 ３ 湖沼では水質な らびに生物相が近年急速に悪

化し て き ている こ と が指摘されている。 本研究では， ３

湖沼の中で， いまだ富栄養化傾向が低いレベルに抑え ら

れてお り ， 早急に対策を施せば生態系が回復でき る可能

性の高い達古武沼を対象に， １ ） 汚濁原因の究明 と ２ ）

自然再生を行 う ための基礎的調査研究を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 2003 年から 2004 年にかけての， 達古武沼 と その集水

域におけ る 雨水以外の起源か ら の沼への栄養塩負荷量

は， 全窒素年間 24 ト ン， 全 リ ン年間 3.8 ト ン と算定され

た。 その う ち約 70％強が集水域の酪農畜産に由来する負

荷であ る。 流域からの リ ン負荷量 （g m-2 y-1） と水表面積

負荷 （平均水深 / 滞留時間 ； m y-1） の関係から達古武沼

への リ ンの許容負荷率を推定する と， アオコが大発生す

る よ う な過栄養状態にし ないための許容負荷率は 0.4 ～

0.5g m-2 y-1 と なる。 しかし ながら，達古武沼への自然由来

の リ ン負荷量だけでも 0.45 g m-2 y-1 と算定され， その他

湧き水など防ぎ よ う がない自然負荷も あ るので， 酪農畜

産由来の負荷を 100% 削減する以外， 沼の富栄養化を改

善する方法はない と結論された。

　 シ ラル ト ロ沼において 20基のエン ク ロージャーを用い

て外来ザ リ ガニ （Pacifastacus leniusculus） の存否を操作

し， 体サイ ズ群の生態影響を評価し た。 その結果， 外来

ザ リ ガニは， 体サイ ズが大きいほど沈水植物や底生動物

への影響が顕著であった も のの， 小型個体であって も在

来動植物に与え る影響は高い こ と が明ら かになった。 釧

路湿原東部湖沼の生物多様性の維持には外来ザ リ ガニの
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徹底駆除は欠かせない。

〔 備考〕

環境省釧路湿原自然再生事業に研究協働と し て参加。

共同研究者 ： 生物多様性研究プロ ジェ ク ト ・ 西川潮

（ 19）　 希少ト ンボ種の保全遺伝学的研究

〔 区分名〕 奨励

〔 研究課題コ ード 〕 0304AF442

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○宮下衛 （生物圏環境研究領域）， 五箇公一

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 生息環境の悪化， 開発などの影響によ り 生息地

が激減し たため，絶滅が危惧される ヒ ヌマイ ト ト ンボ（絶

滅危惧Ⅰ類） およびベッ コ ウ ト ンボ （絶滅危惧Ⅰ類 ・ 国

内希少野生動物指定種） を対象 と し て， それぞれの地域

個体群の遺伝的特性を明ら かにする と 共に， 遺伝的多様

性 ・ 適応力を維持する飼育 ・ 増殖法を確立し， 早急に保

護を要する地域個体群の保護 ・ 増殖な らびに生息環境の

保全 ・ 復元に貢献する こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 ベッ コ ウ ト ンボおよび ヒ ヌマ イ ト ト ンボの遺伝的多様

性を解明する ため， 両種の ミ ト コ ン ド リ ア DNA―COL1

領域の塩基配列変異 （ハプロ タ イプ） を調べた結果，ベッ

コ ウ ト ンボは ７ タ イプ， ヒ ヌマ イ ト ト ンボは ８ タ イプに

分かれる こ と が認められた。 ヒ ヌマイ ト ト ンボについて

は生息地間の距離が 2.5km， ベッ コ ウ ト ンボについては，

10km 離れていれば遺伝的に異なる こ と が確認された。ま

た， ベ ッ コ ウ ト ンボの卵を孵化 さ せ， 成虫まで飼育し，

人工環境で ・ 交尾が可能かど う か調べた結果， 本種は，

人工環境下では繁殖し ない こ と が確認された。 以上の こ

と か ら， 種および種の多様性を保全する ためには， 現在

残されている， それぞれの生息地を保全する必要性が明

らかにされた。

〔 備考〕

（ 20）　 野生生物の生息適地から みた生物多様性の評価手

法に関する研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 F-1

〔 研究課題コ ード 〕 0305BA558

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○永田尚志 （生物多様性研究プロ ジェ ク ト ），

椿宜高， 五箇公一， 辻宣行

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 生物多様性の喪失の主要な原因は， 自然環境の

破壊によ る生息地の破壊であ るが， 環境改変に伴 う 生息

場所の質の変化や生態系の多様性の変化を定量的に評価

する手法は， まだ， 確立されていない。 周辺環境の情報

か ら野生生物種の生息確率関数を求め， 環境改変によ る

生息確率の変化を も と に， その影響を定量的に評価する

手法を開発する。 環境改変の生物多様性への影響を定量

的に評価する こ と で， 生息確率の改善に役立つ保全施策

の提案が可能 と な り ， 野生生物保全のために最善のシナ

リ オを提言する こ と が可能と な るだろ う 。

〔 内容および成果〕

　 環境省の自然環境 GIS の植生図， 国土地理院発行の数

値地図 1/25000 地図画像， 50ｍ メ ッ シュ標高， 25000 空

間基盤 （国土数値情報）， および， 気候値 メ ッ シュ （国土

数値情報）， 気象年報 （気象庁）， 人工衛星データ （SPOT/

VEGETATION） の各種データ を地理情報システム （GIS）

に統合し て， 大型獣 と し てエゾシカ， 複数種の鳥類， 両

生類，および ト ンボ等の野生生物の生息適地を解析し た。

第 ５ 回自然環境保全基礎調査のデータ を も と に繁殖鳥類

の生息適地を開発する ための検討を行った。 まず， 1999

～ 2000 年に行われた鳥類生息分布調査結果を解析し た。

関東全域では 908 ヵ所の ３ 次 メ ッ シュで調査が行われ，任

意調査地を除 く と 考え られた ５ 種以上が分布し ている ３

次 メ ッ シ ュは 586 ヵ 所であった。 調査面積は関東地区の

約 2％にしかすぎなかったが， 自然環境基礎調査は全国

をカバーし ている ため， 全国規模の生息適地モデルの解

析が可能 と 考え られた。 関東地区で観察された繁殖鳥類

77 種を解析し， 変数増減法によ る ロ ジステ ィ ッ ク回帰モ

デルによ って生息適地モデルを構築し た。 構築し た生息

適地モデルはコル リ のよ う に生息適地を高い精度で予測

でき る もの （R2=0.47） から， モズのよ う に生息適地をほ

と ん ど予測で き ない も の （R2=0.03） ま で大 き な変異が

あった。 モデルの精度は， 夏鳥ほど高 く 留鳥や漂鳥では

低 く な る 傾向があ り ， 体重が大 き く な る につれて低 く

なっていた。 繁殖調査にも かかわらず冬鳥や旅鳥が含ま

れている こ と か ら， 留鳥や漂鳥では越冬期 と 繁殖期の両

方の行動圏が含まれている ため と 考え られる。 また， 体

重が大き く な るにつれて各鳥類の行動圏が大き く な る た

め， ひ と つの ３ 次 メ ッ シ ュで行動圏が収ま ら な く なって

い く ためモデルの精度が悪 く な る と 考え られた。 大型獣

と し てエゾシカの生息適地モデルを作成し た と こ ろ， 分

布の決定要因 と し て針葉樹林か ら の距離， ササ分布， 積

雪量がモデルに組み込まれた。 冬期の生息地選択を説明

する有効なモデルは作成でき なかった。 また， 微地形 と

植生から カエルやサンシ ョ ウ ウオ等， ８ 種の両生類を生
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息適地を説明するモデルを開発し た。 さ ら に， ア メ リ カ

の魚類野生生物保護局で公表 さ れてい る 生息適地指標

（HSI） モデルを分析し た。 公開されている 151 のモデル

の う ちで， 40％が鳥類， 37％が魚類， 12％がほ乳類に関

するモデルであ り ， 全体の 93％が脊椎動物のモデルであ

る こ と が明ら かになった。 一方， 現在， 日本で作成が進

められている HSI モデルの大半は魚類および無脊椎動物

に関する も のであった。 日本において環境改変に と も な

う ハビ タ ッ ト 評価を行 う ためには，HSIモデルの基礎デー

タ と なる生物調査の情報公開が必要と考え られた。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 北海道環境科学研究セン ター， 大阪府立

大学， 武蔵工業大学， みずほ情報総研株式会社

（ 21）　 遺伝子組換え生物の開放系利用による遺伝子移行

と 生物多様性への影響評価に関する研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 F-7

〔 研究課題コ ード 〕 0305BA585

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 4. 生物多様性の減少機構の解明と保全

〔 担当者〕 ○岩崎一弘 （生物多様性研究プロ ジェ ク ト ），

青木康展， 佐治光， 久保明弘， 青野光子， 中嶋

信美， 玉置雅紀

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 現在， 我が国ではバイオセーフテ ィ に関する カ

ルタヘナ議定書の担保法であ る 「遺伝子組換え生物等の

使用等の規制によ る生物多様性の確保に関する法律」 が

施行され， 遺伝子組換え生物の第一種使用等いわゆる開

放系利用に関する法整備がな されて き ている。 しかし な

がら幅広 く 生物多様性への組換え生物の影響を評価し た

データは， これまでほ と んど得られていない。 そのため，

生物多様性への影響 と い う 観点か ら の評価手法を開発 ・

研究する こ と が急務 と なっている。 本研究では， 遺伝子

組換え微生物， 魚及び植物を用いて， 遺伝子の環境中に

おけ る他の生物への移動の頻度 と その機構を明かにする

と と も に， 組換え体の生物多様性への影響評価手法を開

発する。

〔 内容および成果〕

　 １ ） 組換え微生物の微生物多様性への影響評価手法を

開発す る ために， まず組換え微生物接種に よ り そのポ

ピ ュ レーシ ョ ンに影響を受け る微生物の同定を試みた。

前年度実施し た霞ヶ浦湖水を供試水 と し た水マイ ク ロ コ

ズム中の微生物遺伝子の詳細な解析を行った。 ラ ンダム

ク ローニング法によ り 得られた 700 株以上のク ローンを

解析し， こ れ ら の微生物遺伝子の塩基配列を決定し た。

その結果， 組換え微生物及び非組換え微生物を接種し た

系では γ―プロ テオバク テ リ アが増加する こ と が認めら

れた。 一方， 無接種の系では β―プロ テオバク テ リ アの

増加が確認され， 組換え微生物の接種によ り 影響を受け

る微生物の遺伝子が見いだされた。

　 ２ ） 遺伝子組換魚か ら， 導入遺伝子が土壌細菌に移行

するかを明ら かにする こ と が， 本サブテーマの目的であ

る。 本年度は， 遺伝子導入ゼブ ラ フ ィ ッ シ ュ のゲ ノ ム

DNA に組み込まれてい る プ ラ ス ミ ド pML4 がゼブ ラ

フ ィ ッ シ ュの腸内の好気性細菌に取 り 込まれるかを検証

し た。 腸内細菌か ら カナマ イ シン耐性菌を分離し， PCR

法で確認し た と こ ろ， pML4 が導入された腸内医菌は検

出されなかった。

　 ３ ） 遺伝子組換え作物か ら野生種への遺伝子移行， 拡

散の可能性について検討する ため， 異な る開花特性を も

つダ イ ズ 2 品種 と その近縁野生種であ る ツルマ メ を様々

な隔離距離を設けてほ場で栽培し， その間での交雑率を

調べた。 播種時期を適当にずらせる こ と によ り ， ダ イ ズ

と ツルマ メ の開花期はかな り 重なった。 隔離距離の最も

小さい， 1m, 2m の場所に植え られたツルマ メ から得られ

た合計 2,500 粒の種を調べた と こ ろ， ダ イ ズ由来の花粉

で受粉し た と 思われる も のは全 く 検出されなかった。 し

たがって， あ る条件下では， ダ イ ズ と ツルマ メ の交雑率

はたいへん低 く なる こ と がわかった。

〔 備考〕

研究代表者 ： 矢木修身 （東京大学）

共同研究機関 ： （独） 産業総合研究所， 農業生物資源研究

所， 筑波大学

（ 22）　 遺伝子組換え生物（ ナタ ネ） による影響監視調査

〔 区分名〕 環境 - 委託請負

〔 研究課題コ ード 〕 0304BY482

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○佐治光 （生物圏環境研究領域）， 青野光子，

中嶋信美

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 遺伝子組換え生物の利用が行われている一方，

遺伝子組換え生物等が環境に与え る悪影響についての懸

念も高ま ってお り ， 遺伝子組換え生物等の利用にあたっ

ては， 適切な リ ス ク評価及び リ ス ク管理がな される こ と

が求められている。 そ こ で， 現在国内で使用 （加工用に

輸入） されている遺伝子組換え生物の う ち， ナタ ネにつ

いて， 生物多様性影響につながる現象が生じ ていないか

ど う かを監視する ため， 使用の現状， 導入遺伝子の拡散
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状況を継続的に調査する。

〔 内容および成果〕

　 遺伝子組換え （GM） ナタネのこぼれ落ちが想定される

い く つかの港湾付近 と バッ ク グ ラ ウ ン ド と し ての関東地

方の河川敷等に生育し ている西洋ナタネ（Brassica napus）

やそ の近縁種の在来ナ タ ネ （B. rapa） ， カ ラ シナ （B.

juncea） の種子を採集し， 実生の栽培によ る除草剤 （グ リ

ホサー ト ， グルホシネー ト ） 耐性試験， 種子または実生

を用いた免疫ク ロマ ト グ ラ フ法によ る除草剤耐性タ ンパ

ク質の検出， および除草剤耐性遺伝子の解析を行った。

　 その結果， いずれの方法によ って も， 鹿島港， 千葉港，

名古屋港， 四日市港， 神戸港において GM ナタネの生育

が確認された。 これらの GM ナタネは， 食品加工用等に

輸入 さ れた も のが輸送 さ れる過程で こ ぼれ落ち， 発芽，

生育し た も のであ る と 考え られるが， これが一過的な も

のなのか， それ と も何世代かを経て定着しつつあ るのか

を明ら かにするには， 今後も引き続いて調査する必要が

あ る。 一方， バ ッ ク グ ラ ウ ン ド と 考え られる河川敷等か

ら採集し た西洋ナタ ネ， 在来ナタ ネ， カ ラ シナでは， 除

草剤耐性遺伝子が全 く 検出されなかった。 また， 今回の

調査では， 在来ナタネ， カ ラ シナ と GM ナタネ と の交雑

例は見つか ら なかったが， アブラナ科の異な る植物種間

での交雑は起こ り 得る こ と が知られてお り ， こ の点につ

いて も引き続き調査し てい く 必要があ る と思われる。

〔 備考〕

（ 23）　 淡水魚類生息環境のダムによる分断と 河道直線化

による均質化の影響評価

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0304CD596

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 4. 生物多様性の減少機構の解明と保全

〔 担当者〕 ○福島路生 （生物多様性研究プロ ジェ ク ト ）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 北海道を対象に， 河川のダムによ る分断 と直線

化によ る均質化の現状を把握し， それによ る河川生態系

への影響を評価する こ と を目的 と する。 ダムによ る分断

では， 淡水魚の種多様度 と ダムの形式， 魚道の有無， ダ

ム建設年代など と の関連を調べる。 また河道の直線化に

よ る均質化では， い く つかの時代ご と に旧版地図をデジ

タル化し て， 当時の河川図を再現する こ と で時代間の河

川形状の複雑度の変化を解析する。 そ し て複雑度の変化

と魚類の多様度と の関係を解析する。

〔 内容および成果〕

　 ダ ム の淡水魚類への影響評価を， 日本全国 と い う ス

ケールに広げて行 う ための研究基盤整備を行った。 日本

全国でダムの設置状況を GIS データ と し て整備し， それ

を基にダムによ る流域分断の現況図を作成する ためのア

ルゴ リ ズムを開発し た。 その現況図か ら， 全国でどの地

域がいつの時代から海 と分断されているかを一目で把握

でき る よ う にし た。 また， 日本全国の淡水魚類の生息状

況に関する地理データベース を自然環境保全基礎調査 と

河川水辺の国勢調査 と か ら 作成し た。 さ ら に大正時代，

昭和 30 年代， 昭和 50 年代， 平成の ４ つの時代で北海道

にあ る釧路川水系の河川図をデジ タル化し た。 同時に河

川形状の複雑度を表すイ ンデッ ク ス を開発し， それを釧

路川に応用し た。釧路川では昭和 30 年代こ ろから急速に

河川の直線化が進行し， 河川環境が均質化し た こ と が判

明し た。

〔 備考〕

（ 24）　 ユスリ カ 類の多様性と 環境要因と の関連に関する

研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0408AE467

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○上野隆平 （生物圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 20 年度 （2004 ～ 2008 年度）

〔 目　 的〕 ユ ス リ カ類は陸水域の底生動物の代表的なグ

ループであ り ， 魚類や捕食性の無脊椎動物の主要な餌動

物 と し て食物網の重要な位置を占めているが， 個別のユ

ス リ カ種の存続や他種 と の交代に関係する環境要因につ

いては十分に整理されていない。 また， 日本から 1000 種

を超え るユス リ カが記載されてお り 多様性の研究材料 と

し て も重要であ る と 思われるが， しばしば異名同物が報

告される など一層の分類学的検討が必要であ る。 本研究

ではユス リ カの生息場所の環境要因や分布に関する情報

を包括的に整理する と と も に， ユス リ カの分類学的研究

を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 小笠原固有種のオガサワ ラ フ タオツヤユス リ カ （仮称）

Cricotopus ogasaseptimus について， 生態学的特徴を近縁

種 と の比較によ り 検討し た。 今まで成虫の形態的特徴か

ら本種はツヤユス リ カ属の中の trifascia 種群に属する と

されていたが， 新たに採集された幼虫 ・ 蛹の形態か ら も

その こ と が確認された。 trifascia 種群に属する他の種は，

主に導電率の小 さ い河川の源流域な どに生息し， ま た，

産地において優占種にな る例は知られていない。 それに

比べ，C. ogasaseptimus は導電率が 0.8 mS cm-1 を超え る よ
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う な場所で優占種と なってお り ，trifascia 種群の中では生

息場所の選好性が特異的であった。 なお， 本種が採集さ

れた河川はいずれも小さ な流れで， 乾季には流量が極端

に減少するのが観察され， 現有の環境は生活基盤 と し て

非常に脆弱であ る と思われた。

〔 備考〕

（ 25）　 植物のオゾン傷害機構における植物ホルモンのシ

グナリ ング

〔 区分名〕 奨励

〔 研究課題コ ード 〕 0404AF361

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○青野光子 （生物圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔 目　 的〕 植物の環境ス ト レ ス応答機構の う ち， 大気汚染

ガスのオゾンによ り 引き起こ される傷害 （細胞死） の機

構の解明を目的 と し， オゾン暴露時に誘導される植物ホ

ルモンの一つであ る ジ ャ スモン酸に注目し て， その作用

機構を明ら かにする こ と を目指し た。 オゾンなどの環境

ス ト レ スによ り 植物に見られる細胞死には， 活性酸素が

生体物質を直接酸化する こ と によ る細胞死 と， 活性酸素

シグナルによ り 誘導されるエチレ ン等の植物ホルモンを

介し て起こ るプロ グ ラ ム細胞死の二つがあ る と 考え られ

ている。 本研究では， オゾン傷害において防御的に作用

する ジ ャ スモン酸が， プロ グ ラ ム細胞死の抑制のみでは

な く 直接酸化の防御にも関与し ている こ と を示そ う と し

た。

〔 内容および成果〕

　 こ れ ま でに， ジ ャ ス モ ン酸はエチ レ ンの生成抑制に

よ ってプロ グ ラ ム細胞死を抑制する こ と が示唆されてい

る。 一方， 抗酸化物質のア ス コルビ ン酸 （AsA） は活性

酸素の除去を通し て直接酸化を防いでいる と 考え られる

が， 本研究において， オゾン暴露中のシ ロ イ ヌナズナで

は細胞死が見られるにもかかわらず AsA 含量が増加する

こ と が明らかにな り ， AsA は生き残った細胞の直接酸化

の防御に働いている と 推察された。 また， 野生型シ ロ イ

ヌナズナでは， オゾン暴露前の メ チルジ ャ スモン酸処理

によ ってオゾ ン暴露中の AsA 含量の増加が抑制された

が， オゾン感受性 ・ ジ ャ スモン酸シグナ リ ング不全突然

変異体 oji1 では， オゾンによ る AsA 含量の増加は顕著で

はな く ， また AsA 含量に対する メ チルジャ スモン酸の影

響も見られなかった。 こ の こ と か ら， ジ ャ スモン酸を介

し たシグナ リ ングがオゾン ス ト レ ス時における AsA 含量

の調節に関与し ている と 考え られ， ジ ャ スモン酸が抗酸

化機能の調節作用を通し て直接酸化の防御に も関与し て

いる可能性が示された。

〔 備考〕

研究協力者 ： 太田啓之， 佐々木結子 （東京工業大学）

（ 26）　 侵入種生態リ スク の評価手法と 対策に関する研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 F-3

〔 研究課題コ ード 〕 0406BA421

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 4. 生物多様性の減少機構の解明 と保全

〔 担当者〕 ○五箇公一 （生物多様性研究プロ ジェ ク ト ）

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 １ ） 2004 年制定予定の 「（特定） 外来種対策法」

に対応すべ く ， 侵入生物種の リ ス ク評価手法の開発 ・ 検

討を行 う 。 ２ ） 侵入生物の最も深刻な生態 リ ス ク であ る

「寄生生物等の随伴侵入」 と い う 問題を重点的に調査研究

し， その対策を検討する。 ３ ） 侵入種か ら在来生態系を

守る必要性が高い 「重要管理地域」 の一つであ る沖縄地

方の侵入種問題に対し て， 侵入種駆除および防止のため

のシステム構築を検討し，迅速な対応を目指す と と もに，

侵入種対策の具体的方針を う ち立て る。

〔 内容および成果〕

　 輸入外国産ク ワガ タ ムシを リ ス ト ア ッ プし， 各種の生

息地 （採集地）， 輸入量， 生活史などの生態的特性につい

てデータ収集を行った。 輸入外国産ク ワガ タ ムシの随伴

寄生性ダニのサンプル収集を行い， 同定を行った。 その

う ち コ ウチュ ウ ダニ科ク ワガ タナカセ属のダニについて

は， 遺伝子分析および形態分析を行い， 遺伝的分化の実

態を明ら かにする と と も に， 宿主ク ワガ タ ムシ と の共種

分化関係を明らかにし た。 河川水辺の国勢調査の植物調

査の結果を用いて， 全国 109 水系の直轄河川 123 河川の

外来植物群落の面積および各河川の全植生面積を集計し

た。 その結果に基づき， 侵略性を定量的に評価し， 特に

侵略性の高い種と し て 18 種が確認された。北陸地方の野

外で発見された， 在来種ク サガ メ と 外来種 ミ ナ ミ イ シガ

メ の特徴モザイ ク状に有する イ シガ メ 科カ メ 類の集団を

対象にア ロ ザ イ ム支配遺伝子の集団遺伝学的解析を行

い， こ の集団が上記 2 種の雑種個体群であ る可能性につ

いて検討し た。 世界各国に侵入し ている哺乳類に関する

情報を収集し， 分布および生態的特性や侵入によ る影響

を整理し， 日本に定着する危険性のあ る哺乳類の検討を

行った。 野幌森林公園で捕獲された侵入ア ラ イ グマの消

化管および糞分析か ら， 侵入ア ラ イ グマの食性調査を実

施し， 摂食餌資源の多様性を立証する と と も に， 主要餌

資源の季節的変動の実態を明ら かにし た。 北海道におけ
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るセ イ ヨ ウオオマルハナバチの野生化状況 と 在来マルハ

ナバチ類各種の分布状況を調査し た。 ト カゲ類の病性鑑

定を通し て， ク リ プ ト スポ リ ジ ウ ムの病原性 と 宿主域を

確認し た。 国内に定着し ているサンフ ィ ッ シ ュ科魚類 ３

種 （オオ ク チバス ・ コ ク チバス ・ ブルーギル） の生態的

影響に関し て， 全国各地の研究者 ・ 愛好家に対し てアン

ケー ト 調査を実施し， これらの魚種の生態的影響の リ ス

ク評価に資する具体的な知見を集積し， 発表し た。 沖縄

奄美地域におけ る有効なマングース防除柵の開発を行っ

た。 地域住民の外来種問題に対する意識調査を行った。

〔 備考〕

環境省 （やんばる野生生物保護セン ター） ， 農林水産省

（（独） 森林総合研究所） 及び大学 （東京大学，北海道大学，

東北大学， 琉球大学， 愛知学泉大学， 麻布大学）， NPO 団

体 （WWF ジャパン） と課題を分担し研究を進める。

（ 27）　 大型船舶のバラ スト 水・ 船体付着により 越境移動

する海洋生物がも たら す生態系攪乱の動態把握と リ

スク 管理に関する研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 D-4

〔 研究課題コ ード 〕 0406BA505

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○河地正伸 （生物圏環境研究領域）， 刀正行

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 大型輸送船舶のバ ラ ス ト 水 と 船体付着生物の

動態について， 寄港地におけ る現地調査， そ し てバラ ス

ト タ ン ク内 と 船体表面の継続的なモニ タ リ ングを行 う こ

と によ り 明ら かし， 海藻類 ・ 付着動物 ・ 有害植物プ ラ ン

ク ト ンなどの代表的な移入生物が， ど こ か ら運ばれ， ど

のよ う に拡散し ていったかを， 遺伝子解析など を通し て

明らかにする こ と を目指す。

〔 内容および成果〕

　 バラ ス ト 水 ・ 船体付着等で越境移動し て， 現在世界各

地の沿岸で問題 と されている大型海藻， 動物， 有害植物

プ ラ ン ク ト ン等を対象 と し て， 越境移動の実情を把握す

る と 同時に， 越境移動生物の移動経路を推定する手法を

開発し， 伝搬経路を推定を行 う 。 またバラ ス ト タ ン ク内

および船体付着生態系について， バルク キ ャ リ アー船舶

におけ る それぞれの物理化学的環境な らびに生物多様性

の実態を把握する こ と で， 海洋生物の越境移動に関する

様々なケース ス タデ ィ を実施する。 以上よ り ， バラ ス ト

水 ・ 船体付着生物群集が直接的に沿岸生態系および外洋

域に与え る影響について推定， バラ ス ト 水管理手法の提

言を行 う 。 本年度は以下の成果を挙げる こ と がで き た。

　 ①日本－オース ト ラ リ ア間に就航する大型船舶を対象

と し て， 付着生物調査およびバラ ス ト タ ン ク内での試料

収集を行い， 形態観察および培養法等によ る生物多様性

調査を実施し た。 ド ッ ク入 り し た大型輸送船舶の調査で

は， 船体部位によ り 動物および海藻類の付着生物相に相

違の見られる こ と， また日本では分布の記録のない種を

確認で き た。 バ ラ ス ト タ ン ク 内の微生物相の調査では，

タ ン ク内環境に適応し た Cryothecomonas 等の原生動物の

存在が示唆された。

　 ②有害植物プラ ン ク ト ンの う ち， Chattonella 群を対象

と し て，遺伝的多型解析手法の一つ，AFLP 法について検

討を行った。

　 ③日本－オース ト ラ リ ア航路において， バラ ス ト タ ン

ク内環境および生物多様性モニ タ リ ングを実施し た。 タ

ン ク内環境を実験室で再現する ためのデータ を収集， ま

た微生物群集について， 一般的な定性， 定量的解析を行

う と と もに，FlowCAM によ るモニタ リ ング， DGGE 法に

よ る解析を実施し て， 方法間のデータ比較， 検討を行っ

た。 時間経過 と と も に， 連鎖型コ ロ ニーの断片化， 細胞

の損傷が進行し て， コ ロ ニー内の死細胞の割合増加する

よ う な種と Pseudo-nitzschia のよ う なダ メ ージをほ と んど

受けない珪藻種が存在し た。 しかしいずれの種も リ バラ

ス ト 処理によ り ， 細胞数は激減し， 調査開始後 15 日目に

は 70 cells/l （初期値の 0.005%） にまで数を減ら し た。 一

方 heliozoa の一種など， タ ン ク内で分裂 ・ 増殖する原生

動物も確認でき た。

　 ④バラ ス ト タ ン ク内に長期にわた り 生存し ていた植物

プ ラ ン ク ト ンを対象 と し て， 20 株の培養株を確立し た。

これらの う ち ３ 種について，培養生存試験を行った結果，

種毎に暗条件に対する耐性 ・ 明条件に戻し たあ と の応答

が異な る こ と， 生存に対す る 温度の重要性が明 ら かに

なった。

〔 備考〕

研究代表者 ： 川井浩史教授 （神戸大学内海域環境教育研

究セン ター）

（ 28）　 ため池と その周辺環境を含む地域生態系の水循環

と 公益的機能の評価

〔 区分名〕 環境 - 公害一括

〔 研究課題コ ード 〕 0406BC319

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 4. 生物多様性の減少機構の解明 と保全

〔 担当者〕 ○高村典子 （生物多様性研究プロ ジェ ク ト ）

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 兵庫県南部は， 約 ４ 万個にのぼる ため池を有す
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る。 こ の地域は， 瀬戸内海気候で雨が少な く ， 古 く か ら

農業基盤 と し てため池の築造 と 保守管理を進めながら農

業が営まれて き た。 また， ため池は二次的自然 と し て多

く の水生生物を育み， 人 と 自然が共生する場 と し ての役

割を担っ て き た。 し か し， 近年は， ダ ムや導水の整備，

高齢化 ・ 減反政策 ・ 兼業化な どに伴 う 農業形態の変化，

それら に伴 う 水需要の変化， 都市化， スポーツ フ ィ ッ シ

ングや珍しいペッ ト や観葉植物の飼育など生き物を対象

と し た新しいレジ ャーに伴 う ルール整備の遅れなどの影

響， 埋め立て， コ ン ク リ ー ト によ る護岸化整備， 集水域

の住宅化に伴 う 生活排水の混入によ る水質汚濁， 外来生

物の侵入， 希少種の乱獲などによ り ， 身近な生き物が育

つ環境， さ らに人間の親水環境が急速に失われつつあ る。

そ こ で， ため池 と その周辺環境の破壊の現状を把握し，

その役割 と 生態機能 （公益的機能） を早急に調査 ・ 評価

し， こ の地域に適し た望ま しい地域生態系の管理方法を

導 く 必要があ る。 本研究では， 生物多様性を維持するの

に重要であ る景観要素 （例えば， 森林など） と 生態要素

（例えば抽水植物群落など） を抽出し， そ う し た要素の公

益的機能を科学的に評価する。 一方で， 地域生態系の水

循環機構を明ら かにし， 兵庫県特有の地域生態系の管理

手法を提言する こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 ため池が も た らす公益的機能 と し て， 水生植物によ る

水質浄化機能を検討し た。 まず， アオコ を構成する藍藻

類の生育抑制物質 （他感物質） を放出する水生植物につ

いて検索し た と こ ろ， サンシ ョ ウモ類に強い作用を検出

し た。 さ ら に， ため池周辺の樹木の葉によ る藍藻類の抑

制能を調べた結果， ユキヤナギ， ヤマウルシ， フ ッ キ ソ

ウに強い活性を検出し た。 これら の結果を元に， 今後は

現地のため池においてサンシ ョ ウモ と ユキヤナギ等を用

いたアオコ抑制法を検討する。 また， これらの植物が放

出する藍藻の生育抑制物質を分析する。

　 次に， 水生植物によ る ため池の窒素浄化機能， と く に

水系外へ窒素酸化物を除去する脱窒機能について， 大型

抽水植物 （ガマ） 群落を用いて検討し た。 その結果， 抽

水植物群落の存在が水系の酸化還元状態に影響を与え，

脱窒機能を促進し ている こ と が示唆された。 また， 脱窒

量は春季から冬季にかけて明ら かに上昇する傾向が認め

られた。 今後は浮葉植物や沈水植物など， 生活形の異な

る植物群落において脱窒機能を評価し， 水生植物群落の

組み合わせが窒素浄化機能に与え る影響を総合的に定量

化する こ と を目指す。

　 一方， ため池の適正な管理手法を提言する ため， 兵庫

県に特有な地域生態系の現状把握およびため池管理者の

意識調査を試みた。 まず， 農業形態の相違によ る ため池

への窒素負荷量を評価し た と こ ろ， ブ ド ウ畑か ら高濃度

の硝酸態窒素が流入する こ と が示唆された。 今後は転作

田か ら ため池へ流入する窒素負荷を評価し， 前述の窒素

浄化機能 と のバ ラ ン ス か ら望ま し い水循環を模索する。

　 次に， 野生生物の生息場所 と し て保全すべき ため池の

抽出法を確立する ために， ため池およびその周辺に生息

する ト ンボ類および両生類の生息場所評価を行った。 景

観要因の分布様式を地理情報システムによ って把握し た

と こ ろ， 平地に立地する皿池を最優先に保全すべきであ

る こ と が示唆された。 こ の結果を踏まえ， 今後は特定の

水生昆虫類の分布を尺度 と し た統計モデルを作成し， 地

域のポテンシ ャルを評価する。

　 また， 費用対効果の高い生物保全を効果的に実現する

ため， ため池管理者に対し てアンケー ト および ヒ ア リ ン

グを実施し た。 その結果， 水生植物の保全に協力し て も

ら う ためには，助成金を与え る経済的手法と，地域貢献・

環境悪化 と いった観点か ら生物保全の必要を啓発する心

理的手法の併用が望ま しい こ と が明ら か と なった。 今後

は追加調査を実施する こ と によ り ， どのよ う な管理者に

生物保全を働きかければ良いのかを明らかにする。

〔 備考〕

共同研究機関 ： （独） 農業環境技術研究所， 兵庫県立健康

環境科学研究セン ター， 兵庫県立農林水産技術総合セン

ター

協力研究機関な らびに共同研究者 ： 三橋弘宗 （兵庫県立

人と自然の博物館）， 角野康郎 （神戸大学理学部）， 兵庫

県農林水産部農地防災室， 田渕俊雄， 国松孝男 （滋賀県

立大学）

（ 29）　 空間明示モデルによる大型哺乳類の動態予測と 生

態系管理に関する研究

〔 区分名〕 環境 - 環境技術

〔 研究課題コ ード 〕 0407BD480

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○立田晴記 （化学物質環境 リ ス ク 研究セ ン

ター）

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 19 年度 （2004 ～ 2007 年度）

〔 目　 的〕 本研究では房総のシカ孤立個体群をモデルシ

ス テム と し， シカ個体群の動態 と それによ って引き起こ

される生態系レベルでの環境劣化や農業被害を説明 ・ 予

測する。 サブテーマ と し ては （ １ ） 個体群動態モデルの

構築と生態系イ ンパク ト の評価に関する研究， （ ２ ） 遺伝

子によ る シカ集団構造の解析に関する研究， （ ３ ） 植物の
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現存量 ・ 生産性 ・ 動態評価に関する研究の ３ つがあ り ，

それぞれのサブテーマか ら推定される シカ個体群動態 と

環境パ ラ メ ー タ を取 り 込んだ空間明示モデルを構築す

る。 それによ って具体的なシカの駆除対策立案のための

提言と， 農業被害予測を的確に行 う こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 本年度は血液および骨組織からのDNA抽出法の検討を

行い， 目標遺伝子座の PCR 増幅を確認し た。 平成 17 年

度は引き続き DNA 抽出プロ ト コールの改良を行い，抽出

作業の効率化を図る と 共に， シ ト コ ン ド リ アゲ ノ ム増幅

断片の配列情報を取得し， シカ集団の移動パターンに関

する解析を実施する。

〔 備考〕

（ 30）　 鳥類の免疫能が配偶者選択に及ぼす影響の研究

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0406CD473

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○永田尚志 （生物多様性研究プロ ジェ ク ト ）

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 一夫多妻制の配偶システムを持つ種では， 高い

性選択圧に さ ら されている ため， 雄の誘性的な形質 と 免

疫能を同時に発達させる必要があ る。 免疫能 と アン ド ロ

ゲン濃度には拮抗作用がみられる ため， 質的に劣る雄は

免疫能を保ったま ま， 誘引形質を維持するのが困難 と な

る ため， 免疫能は暴露型ハンデ ィ キ ャ ッ プ と な る と 考え

られている。 オオ ヨ シキ リ を材料 と し て， 生化学的手法

を用いて父性を明ら かにし， 雌の交尾相手選択を明ら か

にする と同時に， PHA に対する反応によ り 免疫能を測定

し， 雄の免疫能が雌の交尾相手選択に与え る影響を解析

する。 雄の免疫能が実際に雌の配偶者選択に影響を与え

ているかど う かを明ら かにし， 免疫能ハンデ ィ キ ャ ッ プ

仮説が成立し ているかど う かを明ら かにする こ と を目的

にし ている。

〔 内容および成果〕

　 霞ヶ浦において色足輪で標識されたオオ ヨ シキ リ の調

査個体群を確立し， 免疫能 と 鳥マ ラ リ ア等の血液寄生虫

感染率が配偶者獲得数や繁殖成功度に与え る影響を調査

し た。 オオ ヨ シキ リ 成鳥の血液寄生虫の感染率は幼鳥よ

り 有意に高 く ，雌雄と も 40％以上の個体が Plasmodium あ

るいは Haemoproteus に感染し ていた。 しかし， 雄の配偶

者獲得数 と 血液寄生虫感染率の間には関連は認められな

かった。 しかし， 血液寄生虫に感染し た雌の巣は捕食さ

れやす く 繁殖成功率が低下する傾向が認められた。次に，

PHA の凝集反応から免疫能を測定し た と こ ろ， 雌の免疫

能が雄よ り も高い傾向がみられた。また，雄の配偶ステー

タ スによ る免疫能の違いを比較し た と こ ろ， 一夫多妻の

雄の方が一夫一妻の雄よ り も免疫能が高い傾向がみられ

た。 サンプルサイ ズが小さ いので， これら の傾向は有意

ではないが， 雌に選ばれやすい雄個体の免疫能が高 く ，

暴露型ハンデ ィ キ ャ ッ プになっている可能性が示唆され

た。 今後， サンプル数を増加させる と と も に， 免疫能の

高さ と 雄の行動， 血液寄生虫の感染し た個体の行動につ

いて明らかにする必要があ る。

〔 備考〕

（ 31）　 種の境界が不明瞭なフ キバッ タ 亜科昆虫の進化経

路の探索

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0407CD481

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○立田晴記 （化学物質環境 リ ス ク 研究セ ン

ター）

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 19 年度 （2004 ～ 2007 年度）

〔 目　 的〕 一般に種の系統推定では， １ ～数個体のご く 少

数の標本で 「種」 を代表させる。 し かし生殖隔離が不完

全で，“ 進化途上の ” 生物集団の多様性を少数の標本で記

述する こ と はでき ない。 また近年の研究よ り ， 「種」 の境

界では中心部 と 比較し， 遺伝的浮動が働 く 規模および保

持される遺伝的多様性が大き く 異な る こ と が指摘されて

いる。 本研究の目的 と し て， 形態分類学的に 「種」 の境

界が不明瞭な Parapodisma 属， および Podisma 属のフキ

バッ タ を材料に， でき る限 り 多 く の地域集団か ら大規模

なサンプ リ ングを行い， 「種」 を構成する地域集団で観察

される様々なレベルの変異を生物地理学的情報 と 合わせ

て解析する。

〔 内容および成果〕

　 本年度はフキバ ッ タ亜科昆虫数種についてのサンプ リ

ングを行い， ３ つの ミ ト コ ン ド リ ア遺伝子の配列情報を

取得し た。 その内， 北海道に分布するサ ッ ポ ロ フキバ ッ

タでは異な る染色体レースの境界で通常 と は異な るハプ

ロ タ イプが発見され， 他地域の同じ核型を持つ集団 と は

異な る進化的背景の存在が示唆された。 本年度はこれま

でサンプ リ ング された個体の形態形質の測定を行い， 生

息地の地理的情報を加味し た形態変異パターンを可視化

する と共に， DNA シーク エン ス作業を継続する。

〔 備考〕
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4． 2 　 生態系の構造と機能及びその管理手法に関

する研究

（1）　高山植物の実験植物化および生態的特性解明に関

する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0004AE146

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○名取俊樹 （生物圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 12 ～ 16 年度 （2000 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 近年人間活動の様々な影響が我が国の高山帯

のみに分布が限られている植物に も及んでいる。 これら

の影響をでき る限 り 正確に把握する ためには， 野外調査

に加え， 実験的な検討が必要であ る。 また， それら の植

物種の中には， 希少種 と し て厳重な保護の対象 と なって

お り ， 今後， 科学的知見に基づいた保護方策も必要であ

ろ う 。 しかし， これら の植物の中には栽培の困難さ が実

験的検討を妨げている も の も多い。 本研究では， これら

植物についての科学的知見を得る ため， まずこれら植物

の実験植物化を行い， 次いで生態的な特性解明を行 う こ

と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 本年度が本研究テーマの最終年度であ る ため， 過去 5

年間に得られた成果を ま と める。 まず， 対照植物 と し て，

主に， 希少種であ り ， その生育地も保護区 と し て指定さ

れてお り ， また， 通常栽培が非常に難し く ， さ ら に， 現

在の保護区下限の温量指数が， 今後の温暖化によ り ， 少

な く 見積も って も， 保護区上部にな る と 予測されたキ タ

ダケ ソ ウについて主に検討し た。 まず， 環境制御温室内

での土耕法によ る栽培条件を決定し，栽培を続けている。

し かし， 残念な こ と に， 現在までの と こ ろ， 栽培個体か

ら種子を得る までにはいたってはいない。 次ぎに， よ り

効率的でかつ栽培条件を制御しやすい ミ ス ト 栽培法を試

みた。 現在までの と こ ろ， 幾つかの改良点が残っている

も のの， ミ ス ト 栽培法によ って も キ タ ダケ ソ ウが栽培で

き る こ と が分かった。 また， 所定の手続き を行った後保

護区内よ り 種子を採取し， 個体当た り の種子数や種子重

量， 発芽特性， 乾燥耐性に係わる幼植物の根の伸長速度

など を調べた。 その結果， 十分な個体数を用いた調査 ・

実験結果ではない も のの， 乾燥には比較的強いが， 過湿

には弱い。 また， 発芽し た年の幼植物は他種 と の競争に

は不利な特性があ る こ と などが分かった。

〔 備考〕

（ 2）　 青海・チベッ ト 草原生態系における炭素循環のプロ

セスと メ カ ニズムの解明

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0104CD142

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○唐艶鴻 （生物圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 16 年度 （2001 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 青海 ・ チベ ッ ト 草原は環境条件の特異性が高

く ， 同緯度のほかの生態系と比べ， CO2 分圧と酸素分圧

が低 く ， 光合成有効放射や， 紫外線が強 く ， 昼夜の気温

差も大きい。 こ のよ う な環境下での生態系炭素循環のプ

ロ セス と メ カニズムは大変興味深いが， 関連する知見が

極めて乏しい。 一方， 広大な青海 ・ チベッ ト 高原は典型

的な脆弱な生態系であ り ， 当該生態系の炭素循環が地球

温暖化の影響を受けやす く ， 環境変動に対する反応も非

常に顕著であ る。 し か も， 青海 ・ チベッ ト 草原生態系の

炭素 ・ 水循環が東アジア大陸の気候変動 ・ 生物多様性の

変化に も大き な影響を及ぼし ている。 本研究はこ のよ う

な特異な草原生態系に注目し， 炭素循環のプロ セス と メ

カニズムを解明する。14 年度 : 異なる環境下で，放射量・

紫外線が炭素同化 と 分解に及ぼす影響を明ら かにする。

前年度 : 高原地域の CO2 ・ 温度環境が炭素同化 ・ 分解及

び蓄積に及ぼす影響を明らかにする。 本年度 : 青海高原

草原生態系におけ る 炭素循環の機構 と プ ロ セ ス を解明

し， 成果を ま と める。

〔 内容および成果〕

　 本年度は， 青海草原生態系におけ る炭素循環のプロ セ

ス と メ カニズムを解明する ため， 中国青海省海北地区に

位置する中国科学院西北生物高原研究所生態定位站の草

原 （37°29'N - 37°45'N， 101°12'E - 101°23'E， 標高 3250m）

において， 温度環境が生態系の炭素吸収プロセスに及ぼ

す影響に焦点を当て， これまでの観測結果の解析 と 検討

を行った。 これまでの結果では， 当該生態系において気

温の日較差は生態系の炭素収支に大き く 貢献する こ と が

確認されたが， 本年ではその生態学的意義を把握する た

め，当該生態系の温度環境に関する詳しい解析を行った。

その結果， Kobresia 草原におけ る最高 ・ 最低温度は， 気

温や， 異な る深さ の土壌温度が近い季節パターンを示し

たが， その変動幅や， 位相が異な る こ と がわかった。 温

度の変動幅は， 地表面温度が最も大き く ， 深さ 70 cm の

土壌温度が最も小さ かった。 観測期間 （2001 年夏から 3

年間） における地表面の最高温度の変動幅は， 53.4 ℃に

も達し た。 日平均気温， または日最高 ・ 最低気温は， い

ずれも 7 月上旬に最大値， 1 月上旬に最小値が観測され

た。 しかし， 地表面温度の場合， 最高 ・ 最低温度の最大

値は， 気温よ り 約 ２ 週間程度早い こ と がわかった。 これ
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に対し て， 土壌温度の季節変動周期は， 気温よ り 遅 く ，

深い と こ ろの土壌温度ほど遅い こ と がわかった。 昼間の

最高温度 と 夜間の最低温度の差で示 し た温度の日較差

は， 地表面温度がも っ と も大き く ， 70cm の と こ ろの土壌

温度が も っ と も小さ かった。 温度の日較差の季節パター

ン も， 気温， 地表面温度 と 土壌温度 と の間に大き く 異な

る こ と もわかった。気温の日較差は冬期に大きかったが，

土壌表面 と 土壌中温度の日較差は夏期に大きかった こ と

を示し た。 一方， 本年度では冬季の生態系 NEE と土壌温

度環境 と の関係について， チャ ンバー法での測定結果を

検討し た。 その結果と し て， NEE が土壌温度の変化に大

き く 依存するが， その依存関係は ０ ℃前後に明瞭な変化

を示し た。 今後その メ カニズムを明ら かにする必要があ

る。

〔 備考〕

分担者 ： 小泉博 （岐阜大学） ・ 鞠子茂 （筑波大学） ・ 関川

清広 （玉川大学）

外国共同研究機関 ： 中国北京大学 ・ 中国科学院西北高原

生物研究所

（ 3）　 レ ーザープロ フ ァ イ ラ ーを 用いた熱帯陸域生態系

の長期観測

〔 区分名〕 奨励

〔 研究課題コ ード 〕 0204AF438

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○奥田敏統 （生物圏環境研究領域）， 沼田真也，

近藤俊明， 小熊宏之， 米康充， Kenneth Parker

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 熱帯陸域生態系 （天然林， 二次林， プラ ンテー

シ ョ ン な ど） の林冠構造や地上部現存量 （バ イ オマ ス）

を高精度で長期的に観測でき る システムを構築する ため

に， レーザープロ フ ァ イ ラーを用いて熱帯陸域生態系の

植生高がどの程度の精度で把握でき るかを調べる。 その

上で， 本手法のス ケールア ッ プをはかる ための手法を開

発する。

〔 内容および成果〕

　 本研究では， 熱帯陸域生態系 （天然林， 二次林， プ ラ

ンテーシ ョ ンなど） の林冠構造や地上部現存量 （バイオ

マス） を高精度かつ長期的に観測でき る システムを構築

する ために， レーザープロ フ ァ イ ラーを用いて熱帯陸域

生態系の植生高がどの程度の精度で把握でき るかを調査

し た。 前年度はレーザーによ る林冠高測量の精度につい

て検証を行ったが， 本年度はそれに加えて， 以下の こ と

を明らかにし た。

　 １ ． レーザー測量で求めた森林の三次元立体構造体積

と 地上踏査によ って得られた森林の地上部現存量 と の関

係について分析を行った と こ ろ， 両者の間に高い相関が

見られる こ と がわかった。

　 ２ ．森林の構造体積 と現存量 と の間の回帰式を用いて，

丘陵地， 低地に分布する天然林， 再生林， 択伐二次林の

現存量を推定し， その比較を行った。 その結果， 構造体

積よ る現存量推定値は地上踏査によ って得られた現存量

の空間分布や地形， 伐採履歴によ る現存量の減少などの

傾向と よ く 一致する こ と がわかった。

　 ３ ． レーザー測量によ って， 森林内につけ られた伐採

用林道だけでな く ， 伐採木を引き出す搬出路も高い精度

で抽出でき る こ と がわかった。

　 ４ ． レーザー照射によ る反射パルスの内， 第二次パル

ス （second pulse） が森林内の様子 （下層植生の密度や量）

などの推定にどの程度有効であ るかについて検証を行っ

たが， 下層植生の在積量など と は有意な相関が得られな

かった。 第二次パルスは第一次パルス と 高い相関が得ら

れこ と か ら， 下層植生の量的変化よ り も上層木の樹冠直

下や樹冠の下位部のモジ ュールの高さや構造によ って強

く 影響を受けている こ と が示唆された。

〔 備考〕

旧研究課題コード ： 0203AF371

（ 4）　 北部九州における ハン ノ キ群落およ びハマボウ群

落の生態と その保全に関する研究

〔 区分名〕 地環研

〔 研究課題コ ード 〕 0205AH753

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○清水英幸 （国際共同研究官）

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 17 年度 （2002 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 北部九州には， 低地湿生林と し て， 低湿地にハ

ン ノ キ群落， 河口 ・ 海岸域にハマボウ群落が点在し てい

るが， 現在， 開発や護岸などの人為的要因によ り 減少し

つつあ る。 群落の優占種であ るハン ノ キ （Alnus japonica）

やハマボウ （Hibiscus hamabo） は， 平成 13 年発行の福岡

県版レ ッ ド データブ ッ ク （RDB） で， 各々， 絶滅危惧Ⅰ

B 類， 絶滅危惧Ⅱ類に評価されてお り ， 早急な保全対策

が望まれている。 そ こ で， 本研究では， 北部九州におけ

るハン ノ キ群落， ハマボウ群落の分布 と 生態を明ら かに

する と と も に， ハン ノ キ， ハマボウの生育特性や繁殖特

性を把握し， その保全手法について検討 ・ 提言する。

〔 内容および成果〕

　 福岡県RDB選定植物であ るハン ノ キ と ハマボウ を対象
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に， 群落の分布実態を把握する と共に， 調査区を設定し，

毎木調査等を行った。

　（ １ ） 福岡県内 24 地点でハン ノ キ群落を確認し たが， ７

地点は過去にも記録があ り ， 17 地点が今回の調査で確認

し た新産地であった。 その多 く は周囲を二次林 ・ スギ植

林 ・ 竹林等に囲まれ， 里山的利用が行われてきた地域で，

ほ と んどは 100 個体以下 ・ 面積 700 ㎡以下の小群落 ・ 断

片的群落であった。 継続調査の結果， ハン ノ キの幹密度

が高 く 他の樹木の混生が少ない池岸の群落では， ハン ノ

キ個体間の成長競争が激 し く 容易に萌芽で更新す る こ

と， また， ハン ノ キの幹密度が低 く 常緑樹が亜高木層ま

で達する谷底低地の群落では， ハン ノ キ以外の常緑樹に

よ る被陰が原因で枯死あ るいは衰弱し， 後継樹がないた

め群落が衰退しつつあ る こ と が推察された。

　（ ２ ） ハマボウ群落は福岡県内 20 地点で確認し たが，12

地点は過去に も記録があ り ， ８ 地点が今回の調査で確認

し た新産地であった。 生育地の地形 と し ては河口が最も

多 く ， 次いで入 り 江であった。 また， 生育地の地形にか

かわらず， 全地点で結実個体および実生が含まれている

こ と を確認し た。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 福岡県保健環境研究所 （須田隆一）

（ 5）　 熱帯域における エコ システムマネージメ ン ト に関

する研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 E-4

〔 研究課題コ ード 〕 0204BA372

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○奥田敏統 （生物圏環境研究領域）， 沼田真也，

近藤俊明， Kenneth Parker， 鈴木万里子

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 熱帯林地域におけ る森林伐採や土地利用転換

に伴 う 生態系変化の現況を把握し， 森林を含む地域全体

の生態系管理へむけた手法を開発す る こ と を目標 と す

る。 １ ） 科学的知見を も と に森林認証制度におけ る適切

な森林管理の促進や違法伐採の防止政策を支援する。 ２ ）

地域社会や住民に と っての森林の存在や開発の意義を明

ら かにし， 森林を含めた生態系の持続的管理の他面のイ

ンセンテ ィ ブ導入を図る。 ３ ） 生物多様性条約におけ る

エコ シス テムアプローチの概念に基づき， 生物多様性の

保全と生態系 リ ス ク管理に資する研究を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 本研究課題では， 森林か ら生み出される資源の利用に

際し て， 生態系保全を図 り つつ， かつ経済 ・ 社会的に許

容される管理手段， すなわちエコ システムマネージ メ ン

ト の熱帯域での導入をはかる際の問題点や新たな開発手

法を探索し た。 まず， マレーシアのネグ リ センビ ラ ン州

のパソ保護林およびその周辺域の二次植生や農地など を

含めた約60km四方のラ ン ド スケープをパイ ロ ッ ト サイ ト

と し て設定し， エコ ロ ジカルサービ ス機能のデータ収集

を行いデータベースの構築を行った。 つぎに， パイ ロ ッ

ト サイ ト 内での人為攪乱の歴史について もデータ収集を

行い， それら がエコ ロ ジカルサービ ス機能に及ぼす影響

を評価し た。 また， グ ローバルス ケールや地域レベルな

ど， 広域にわた るエ リ アにおいてエコ ロ ジカルサービ ス

機能を評価する ためには， 従来の生態学的調査によ って

得られたピンポ イ ン ト のデータ を空間的広が り を持った

エ リ アに適用す る ための技術の確立が必要不可欠 と な

る。 本課題ではス ケールア ッ プ技術確立の一環 と し て，

①土壌から の炭酸ガス放出のパラ メ ータ分析や土壌サン

プ リ ング数の下限値に関する解析， ②森林伐採に と も な

う 土壌流出量のシ ミ ュ レーシ ョ ン分析， ③航空機搭載型

レーザー距離測器に よ る林冠構造の再構築技術の開発，

および④衛星画像や SAR によ る現存量推定など，熱帯域

におけ る一連の炭素蓄積 ・ 吸収機能評価のためのス ケー

ルア ッ プ技術の開発を手がけた。 また本年度は GIS デー

タの収集範囲を従来の 60km 四方のエ リ アから半島部の

一級河川であ るパハン川中流域まで広げ， 集水域全体へ

の森林伐採の影響が分析でき る よ う に体制を整えた。 さ

ら に， これら土壌保全機能や炭素蓄積 ・ 吸収機能を経済

的な価値に置 き 換え て， 農地な どへの土地利用転換を

行っ た場合 と の コ ス ト ベネ フ ィ ッ ト の比較検討をお こ

なった。 今後は， こ う し た技術を土地利用政策決定や森

林保管理に直接応用でき る よ う な体制を整備する こ と を

目指し て， シナ リ オを想定し た リ ス ク分析ができ る シス

テム開発を行 う 予定であ る。 またマレーシア半島部全域

を対象 と し たエコ システムサービ スのマ ッ ピ ングのため

の研究開発を手がける予定であ る。

〔 備考〕

（ 6）　 風砂流が植物の生理生態に及ぼす影響の機構解明

および風砂流に対する植物の適応能に関する研究

〔 区分名〕 文科－科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0204CD472

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○清水英幸（国際共同研究官），于云江，陳利軍，

戸部和夫

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）
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〔 目　 的〕 中国北部の乾燥 ・ 半乾燥の砂漠化地域では強風

と共に舞い上がった砂塵 「風砂流」 が問題 と なっている。

本研究では， 同地域の植生に及ぼす風砂流の影響機構を

明 ら かにする。 こ のため， 生理生態学的手法を用いて，

植物の環境応答性を解析し， 風砂流の影響を検討する。

また， 植物種によ る影響差異の比較か ら適応能を明ら か

に し， 風砂流に対する抵抗性種を選抜する こ と に よ り ，

各地域の環境条件に適し た緑化植物の提示に資する。

〔 内容および成果〕

　 中国内蒙古のホルチン沙地等に生育する主要植物種の

発芽特性や生育特性について検討し，以下の結果を得た。

　 （ １ ）半乾燥地域に生育する主要植物種の発芽特性 ：

　 Artemisia halodendron， Caragana microphylla， Chloris

virgata，Setaria viridis，Corispermum elongatum，Platycladus

orientalis を材料 と し， 人工光型環境制御室で， 光強度処

理 ： 0 （暗処理） ， 25， 100， 400 µmol m-2sec-1， 温度処理

（暗期 / 明期） ： 5/15， 10/20， 15/25， 20/30， 25/35°C の複

合実験を行い， 各植物種の発芽反応特性を検討し た。 光

強度では，暗処理で発芽率が最大になる種が多かったが，

Chloris virgata は強光ほど高発芽率を示し た。 温度では，

多 く の種が15/25°Cで最大発芽率を示し たが，Corispernum

elongatum は 25/35°C で最大であった。数種で，光強度 と温

度 と の複合効果 （交互作用） を確認し た。 これら の発芽

特性は， 内蒙古半乾燥地域の微環境に対する各植物種の

生態的適応反応であろ う と考察された。

　 （ ２ ）半乾燥地域に生育する主要植物種の生長に及ぼす

　 　 風砂流の影響 ：

　 環境制御室内に本研究で開発し た風砂流影響解析用実

験装置を設置し，A. halodendron， C. microphylla， C. virgata，

C. elongatum， P. orientalis （ホルチン沙地）および Artemisia

ordosica （ムース沙地） を材料 と し て， 風砂流に対する

生長反応特性について実験的検討を行った。 風速 ： 0 （対

照）， 2， 4， 8 m sec-1 で， 処理回数 ： ８ 日間に 20 分処理

を， 各 0 （対照）， １ ， ２ ， ４ 回の実験を行い， 風砂流の

風速 と 処理回数に対する生長反応特性を明ら かに し た。

風砂流速の増加は多 く の種で傷害葉面積の増加， 生重量

の低下を促進し た。 また，C. elongatum の頭花数は風砂流

速4 m sec-1で最大であった。A. halodendron，C. microphylla，

P. orientalis では風砂流の ４ 回処理は葉生重を低下させた

が， １ 回処理は影響し なかった。 A. ordosica では処理回

数の増加に伴い枯死葉量が増加 し， A. halodendron や

C. microphyllaでは風単独処理が地下/地上部比を増加させ

た。 こ のよ う に， 風砂流に対する抵抗性 （適応能） は現

地の植物種で も異な り ， 風砂流の激しい場所に適し た植

物種の選択に有効な基盤情報が得られた。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 北京師範大学 （史培軍）

（ 7）　 湿地生態系の自然再生技術評価に関する研究

〔 区分名〕 特別研究

〔 研究課題コ ード 〕 0305AG597

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○野原精一 （生物圏環境研究領域）， 広木幹也，

佐竹潔， 矢部徹， 高村典子， 今井章雄， 日引聡，

佐竹研一

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 湿地生態系の機能を再生させ， よ り 良い環境を

取 り 戻すには， 人工湿地を含めた湿地の再生 ・ 創造が不

可欠であ る。 そのため， よ り 自然に近い湿地生態系の自

然再生実験等によ って自然の節理を学び， 湿地生態系の

再生及び管理 ・ 事業評価を実施する必要があ る。 本研究

は自然再生事業に先立つ理念 ・ シナ リ オの形成を行い，

野外調査及び再生実験等か ら基礎的知見を得て， 持続可

能な湿地生態系の再生技術の検討を行 う と 同時に， 再生

評価手法を開発する こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 サブテーマ １ ） 　 湿地生態系の機構把握に関する研究

・ 湖沼沿岸域が生態系機能 と し て有する脱窒機能に対し，

水生植物群落が与え る影響を定量的に評価する こ と を目

的 と し て， 野外におけ る脱窒量を実測し た。 沿岸植生は

脱窒菌の重要な炭素源 と し て機能し てお り ， 無機物を材

料 と する人工構造物では代用し得ない こ と， また， こ の

傾向は易分解性有機物が増加する秋季か ら冬季にかけて

顕著であ る こ と が示唆された。

・ 塩湿地植物群落の成立要因の解明に取 り 組み， 小櫃川

河口塩湿地におけ る優占種 ４ 種を中心 と し た生育状況 と

それら の生育環境調査を行った。 シオ ク グ と 混生する場

合， 遷移の進行によ り 競争に負けた。 常緑多年草のシオ

ク グによ る光資源の制限 ・ 土壌の安定化 ・ 湿潤化によ る。

　 サブテーマ ２ ） 自然再生技術に関する研究

・ こ れまで提案さ れて き た有機物速度測定法が湿地 （冠

水土壌） の有機物分解速度の評価に適用でき るか明ら か

にする ために， 代表的な有機物分解測定方法をい く つか

比較検討し た。 有機物の指標 と し てセルロース を用いた

方法における速度は 0.5 ～ 36 loss （%） day-1， プロ テ イ ン

を用いた場合は 0.8 ～ 3.4 loss （%） day-1 であった。 こ こ

で示された広い速度範囲か ら， 現場の有機物分解速度の

評価には統一し た手法の検討を必要 と する こ と が分かっ

た。
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・ 水位の変化が底泥機能へ及ぼす影響 と し て， 底泥中の

細菌相の機能的多様性への影響に注目 し て実験を行っ

た。 細菌が利用でき る炭素源のパターンか ら， 底泥中の

細菌群集の多様性と水位の関係を解析し た。 30 種類の炭

素源のいずれかを含む培地に底泥を添加し て細菌の増殖

を調べ， ア ミ ン， ア ミ ノ 酸類， カルボン酸類の寄与率が

高い こ と か ら， 冠水条件下の底泥では， これら の基質を

利用する細菌が優占し て く る こ と が推測された。

・ 霞ヶ浦湖岸で確認さ れたマ コ モ， ク サ ヨ シ， カサスゲ

を試験対象種 と し て， 水位変化によ る生育状況の違いを

調べ， 現地において植物の成長期 （ ４ ～ ９ 月） に水位操

作を行 う と， 長期間の水位上昇では， カサスゲ群落が ミ

ク リ 群落， ク サ ヨ シ群落が ヨ シ群落に変遷する可能性が

高 く な り ， また， 長期間の水位低下では， ク サ ヨ シ群落

は縮小し，代わ り に陸域の植生に変遷する と推察された。

・ 霞ヶ浦植生帯復元地区の湖岸に隔離水界を設置し， 外

来魚の操作を行 う こ と で移植あ るいは操作し た水生植物

の成長に差がでるかど う かを調べた。 さ ら に， 投入し た

霞ヶ浦航路浚渫土起源の土壌シー ド バン ク か ら沈水植物

が成長するかど う か調べた。 ブルーギルの除去は沈水植

物の成長を有意に促進し た。 また， 土壌シー ド バン ク か

らはコ ウガ イモ と オオ ト リ ゲモが出現し た。

　 サブテーマ ３ ）自然再生のシナ リ オ・評価に関する研究

・ 塩湿地植生の復元の試みる シオ ク グの刈 り 取 り 実験で

は， 一時的に回復傾向が見られたがすぐに消滅し た。 中

洲の優占種であ る ア イ アシ， ヨ シ， シオ ク グの環境 と 比

較し て， ハママツナが優占する上洲の底質は含水率が低

く ， 容積重の軽い砂質に純群落を形成し た。 ハママツナ

の生育適地は， 塩湿地内で他種 と の競争関係が少ない，

底質は不安定な砂質で有機物が蓄積しに く い場所， 強い

乾燥 と 冠水が交互に繰 り 返される場所であ る。 上記か ら

ハママツナの再生適地は， 撹乱強度の強い低地で砂が寄

せている よ う な場所 （中洲の川沿いや川の瀬） であ る こ

と が示唆された。

〔 備考〕

（ 8）　 水辺移行帯修復・ 再生技術の開発

〔 区分名〕 環境 - 環境技術

〔 研究課題コ ード 〕 0304BD550

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○高村典子 （生物多様性研究プロ ジェ ク ト ），

西川潮

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 湖沼の沿岸域， 湿地， 池など， いわゆる水辺移

行帯は， 本来豊かな生物相に恵まれ， それ故に公益的機

能を有する場 と 認識されている。 しかし， 過去約半世紀

にわた る人間活動によ って も っ と も大き く 破壊された場

と な り ， その再生 と 修復は我々の世代の重要な課題 と

なっている。

　 本研究では， 水辺移行帯の生物多様性 と 生態系の健全

性を取 り 戻す実践的な研究を通し て， 再生技術を開発す

る。

〔 内容および成果〕

　 １ ． 土壌シード バン ク を用いた植生再生手法の開発

生態系の健全性を回復させる ためには， 失われた植生の

再生が重要な課題 と な る。 植生再生法 と し て土壌シー ド

バン ク を活用する こ と によ り ， 絶滅危惧種や， 消失し た

沈水植物な ど， 多様な種が再生で き る こ と が示 さ れた。

一方， こ の再生法におけ る外来種の出現頻度は高 く ， 場

所によ っては外来種が優占種 と な る場合があ る こ と が示

された。 こ の う ち， オオカダモやコ カナダモなどの侵略

的外来種については， 今後積極的に駆除を行い， その効

果をモニタ リ ングする必要があ る。

　 霞 ヶ 浦沿岸の ４ ヵ 所の湖底か ら 採取 し た土砂につい

て，実生発生法実験によ り 種組成を分析し た と こ ろ，リ ュ

ウ ノ ヒ ゲモ， オ ト メ フ ラ ス コモ， シ ャ ジ ク モなど， 現在

の霞ヶ浦の地上植生か ら消失し た植物の種子 ・ 卵胞子が

湖底の土砂中に含まれてい る こ と が示 さ れた。 さ ら に，

カ タ シ ャ ジ ク モやオウ シ ャ ジ ク モは， 霞ヶ浦で行われて

いる湖底の土砂を活用し た湖岸植生帯再生事業の実施箇

所で も 確認 さ れておら ず， 霞ヶ 浦の湖底の土砂中には，

植生の再生に有効な， さ らに多様な植物の散布体が含ま

れている こ と が示された。 比較的近年まで水生植物が残

されていた湖沼では， 湖底の土砂中に種の多様性の高い

土壌シード バン ク が残されている可能性が高い。

　 土砂の採取場所付近に残存する植生帯の植物相 （現地

調査）， および土砂の採取場所付近におけ る約 30 年前の

植物相 （文献調査） と 比較し た結果， 一定の関連性は認

め ら れた も のの， 明瞭な対応関係は認め ら れなかっ た。

また， 残存する植生帯 と の類似性は低 く ， 共通する種は

堤防上に成育する外来種や耕地雑草的な種が多かった。

ただし これら の種は， 霞ヶ浦全域 と し て見る と 過去に分

布が認め られている も のが多 く ， 比較的離れた場所か ら

も種子が供給されている可能性が考え られた。 シー ド バ

ン ク の種組成の差異を説明するには， 湖流などの物理的

要因や浚渫の頻度など， 植生以外の要因を考慮に入れる

必要があ る。

　 霞ヶ浦でササバモを研究対象 と し て， 休眠解除 と 発芽

に必要な環境条件を主に室内実験によ って検討し た と こ
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ろ， ササバモは， 発芽におけ る明瞭な光要求性があ る こ

と が示された。 しかし， 温度条件については， 発芽率が

最大 と な る温度が冷湿処理の有無によ って異なった。 こ

れは処理によ って発芽可能温度域や最適発芽温度が変わ

る相対的休眠であ る可能性があ るが， 処理内 ・ 反復間の

ばらつきが大きい こ と など を考え る と， 種皮の透水性 と

関連し た発芽の抑制や， 種子から の分泌物の影響によ る

発芽の促進／抑制作用など， こ の実験では考慮し ていな

い他の条件が発芽に影響し ている可能性があ る こ と が示

唆された。

　 ２ ． 外来ザ リ ガニの生態影響評価実験

釧路湿原東部湖沼では近年， 沈水植物の減少が報告され

て い る が， そ の 主 要 因 の 一 つ と し て 外 来 ザ リ ガ ニ

（Pacifastacus leniusculus） によ る グレージングの影響が考

え ら れ る。 夏季， シ ラ ル ト ロ 湖の西岸に， エ ン ク ロ ー

ジ ャー （3 m × 2 m × 高さ 2 m） を 20 基設置し て外来ザ リ

ガニの体サ イ ズ組成や存否を 4 段階に操作する こ と に

よ って沈水植物 （ホザキ ノ フサモ， センニンモ） および

付着動物の ２ ヵ 月間の経時変化を追った。 その結果， 沈

水植物は大型ザ リ ガニ区および小型＋大型ザ リ ガニ区に

おいて実験開始 18 日目までにはほぼ消失し， 38 日目ま

でには小型ザ リ ガニ区でも沈水植物は大き く 現存量が低

下し た。 実験終了時までにはすべてのザ リ ガニ区におい

て沈水植物は一掃された。 外来ザ リ ガニはまた， 他の無

脊椎動物を直接捕食し た り ， 無脊椎動物の微生息場所で

あ る沈水植物を減少させた り する 「エンジニア効果」 を

通じ て， 無脊椎動物の密度やバイオマス， 分類群数を大

き く 減少させた。 本研究の設定範囲においては， 外来ザ

リ ガニは体サイ ズが大きいほど下位分類群への影響は顕

著であった も のの， 小型個体であって も在来動植物に与

え る影響は高い こ と が明ら かになった。 外来ザ リ ガニは

すべての体サイ ズ群を徹底駆除し なければ， 沈水植物や

在来無脊椎動物の保全効果は薄いこ と が示された。

〔 備考〕

共同研究者 ： （独） 土木研究所 ・ 中村圭吾， 東京大学農学

生命科学研究科 ・ 西廣淳

（ 9）　 水生植物群落の機能的多様性と 生態機能

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0304CD552

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○高村典子 （生物多様性研究プロ ジェ ク ト ），

宇田川弘勝

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 浅い湖沼沿岸域では， 沿岸からの深度や勾配に

添って， 抽水植物群落， 浮葉植物群落， 沈水植物群落の

帯状構造が成立し ている。 そ し て， おのおのの植物群落

は， 異なった生態系機能を持っている と 考え られる。 本

研究では， そのよ う な異なった タ イプの水草群落の組み

合わせ （水生植物群落植物の機能的多様性 functional

richness とする） が， 生態系機能 と し ての窒素浄化機能に

与え る影響を定量化し， 機能的多様性 と 生態機能の関係

を明確にし よ う とする ものであ る。

〔 内容および成果〕

　 霞ヶ浦右岸に位置する木原水質浄化実験池 （国交省管

理） において， 脱窒活性の季節変動を実測し た。 脱窒菌

の付着が通年期待されるガマ群落を試験地に選定し， こ

こ に内径 320mm，全高 1,180mm のア ク リ ル製チャ ンバー

を設置し た。 脱窒活性の測定にはアセチレ ン阻害法を用

い，チャ ンバー内の N2O 生成量によ って評価し た。なお，

対照は裸地と し た。

　 裸地 と 比較する と， ガマ群落では各季節 と も に高い脱

窒活性を示し た。 と く に ５ 月の測定では， 測定開始後 48

時間の脱窒量が裸地は 3.7 mgN m-2 であったのに対し，ガ

マ群落では 12.1 mgN m-2 を示し た。 このよ う に， 湖沼沿

岸域におけ る水生植物群落は， 水系の窒素浄化機能を促

進させる こ と が明ら かになった。 また， 季節間差につい

ては， ガマ群落におけ る脱窒活性が ４ 月では 16.1 N m-2

day-1 であったのに対し，11 月では 316.0mg N m-2 day-1 を示

し た。 これは植物体の枯死によ り ， 脱窒菌の易分解性有

機物が群落内へ大量に供給された こ と に起因する と 推定

された。 従来の諸報告では， 水生植物群落におけ る脱窒

活性は夏季に最大値を示す と されていたが， 本研究によ

り 秋季か ら 冬季において こ そ卓越す る こ と が明 ら かに

なった。

〔 備考〕

共同研究者 ： 犬伏和之 （千葉大学園芸学部）

（ 10）　 植物の生理生態機能の画像診断法に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0406AE375

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○戸部和夫 （環境研究基盤技術ラ ボラ ト リ ー）

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 環境の変化が植物の個体や群落に及ぼす影響

を的確に把握する う えでは， 環境条件の変化に と も な う

植物の応答を非破壊的かつ継続的に測定する こ と が必要

であ る。 そ こ で， 本研究では， 植物集団を熱赤外画像お
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よび可視 - 近赤外分光画像によ り 計測し， 計測画像を も

と に植物の生理生態状態を推定する ための解析手法の開

発を行 う と と も に， 開発された手法を用いて， 環境条件

の変化が植物の機能に及ぼす影響を調べる こ と を目的 と

する。 本研究の目標は， 環境保全等のための植物の広域

的モニ タ リ ングに有効な画像の計測 と その解析の手法を

提示する こ と であ る。

〔 内容および成果〕

　 森林の二酸化炭素吸収能などの評価や森林の適確な管

理のため， 森林のバイオマス量を正確かつ効率的に測定

する ための手法の開発が求め られている。 そ こ で， 森林

内の各樹木の幹の基部近 く の径を可搬型 イ メ ージ ラ イ

ダーによ り 測定し， こ の測定結果を も と に各樹木のバイ

オマス量や樹高など を推定する ための手法の開発を行っ

た。 さ ら に， 開発し た手法を用いてスギ林内の樹木のバ

イ オマス量等の推定を行った。 その結果， こ の測定手法

では， 従来の手作業を主 と し た方法に比べ， よ り 短時間

でバイオマス量等の推定が可能であ る と と も に， 十分に

信頼性のあ るバイオマス量等の推定値を得る こ と ができ

る こ と が分かった。

〔 備考〕

共同研究者 ： 大政謙次 （東京大学）

（ 11）　 中国の半乾燥地域に生育する植物の生理生態機能

に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0406AE376

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○戸部和夫 （環境研究基盤技術ラ ボ ラ ト リ ー）

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 砂漠化の進行は中国において も 深刻な問題 と

なっているが， 植被の保全や植物の人為的導入は砂漠化

の防止や砂漠化 し た土地の回復のための重要な手法 と

なっている。 そ こ で， 本研究では， 中国におけ る砂漠化

防止や砂漠化回復のための基盤的知見を得る ために， 中

国の砂漠地域に分布する植物の生理生態機能を調べる こ

と を目的とする。 本研究の目標は， (1) 砂丘での砂の流動

化に と も な う 植生の遷移が各植物のどのよ う な特性の相

違によ っているかを明らかにする こ と， および， (2) 塩性

土壌での植物の適応方式を明らかにする こ と であ る。

〔 内容および成果〕

　 中国の砂漠地域西部の塩性土壌に広範に分布する潅木

Halostachys caspica の種子発芽特性を調べた。 その結果，

こ の植物種では， 発芽のために種子への光照射を必要 と

し， 昼夜の温度変化が発芽を有利化する こ と が明ら か と

な り ， こ の植物種の種子の発芽のためには， 種子が地表

に露出し ている こ と が必要であ る こ と が分かった。また，

こ の植物の種子の発芽のためには， 環境中の水分中 NaCl

濃度が 300-400 mmol l-1 以下に低下する こ と が必要であ

り ， 非塩性土壌に分布する他の多 く の植物種の種子 と 比

べて特に高塩濃度下で発芽可能であ る と い う わけではな

い こ と が分かった。 乾燥地域では地表面は特に乾燥しや

すい こ と や， 塩性土壌では地表水分中の塩濃度の低下が

まれにしか起こ ら ない こ と を考えあわせる と， 分布地域

での こ の植物種の種子の発芽の機会はきわめて限られて

いる こ と が予測された。 一方， こ の植物種の種子の寿命

は ７ 年以上と長めであ る こ とや，種子を高濃度の NaCl 溶

液に漬けておいて も長期間発芽能が失われない こ と が明

ら か と な り ， これら の特性が， 種子発芽の機会の少ない

環境下での こ の植物種の適応を可能 と する う えで重要性

を も っている こ と が推察された。

〔 備考〕

（ 12）　 藻場根圏における酸化還元環境と 再生技術と し て

の酸素管の活用

〔 区分名〕 奨励

〔 研究課題コ ード 〕 0406AF389

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○矢部徹 （生物圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 アマモ場生態系は， 沿岸水か ら ①栄養塩を吸

収， ② ト ラ ッ プし た有機物を根圏へ供給， ③根茎を発達

させる こ と で生じ る地固め効果によ って， 攪乱の大きい

沿岸域において魚類や底生生物の餌場および生息場 と し

て機能する。 また干潟か ら浅海域への移行帯 と し て， 物

質循環 と 生物多様性の維持に と っ て も 重要な要素であ

り ，近年 NPO や自治体によ る自然再生の対象 と し てにわ

かに脚光を浴びている。 しかし， 一時的にアマモ類の導

入に成功し て も 持続し て定着し てい る事例は多 く ない。

本研究は現在の再生技術が抱え る問題点を明ら かに し，

再生藻場の持続性向上技術に活用でき る基礎研究 と し て

位置付ける。

〔 内容および成果〕

　 （独） 港湾空港技術研究所内のコ アマモおよびオゴ ノ リ

が藻場を形成 し てい る それぞれの干潟実験水槽におい

て， 各藻場の被度が同程度になった時期に， 藻場および

裸地の底質の酸化還元電位 （Eh） の測定を行った。 事前

調査でのコ アマモ地下部構造の解析結果か ら， 地下茎が
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存在する深度と し て -3cm （底質表面を 0cm と し，下方向

にマイナス表記する）， 存在し ない深度と し て -15cm を

測定深度と し た。水槽間の環境によ る違いを除 く ために，

それぞれの実験水槽の裸地におけ る測定値を コ ン ト ロー

ル と し比較を行った。 加えて深度別の電気伝導度 （EC），

土壌硬度， 有機物含量， 間隙水中の pH， 自生地 （千葉県

富津， 神奈川県江奈湾） のコ アマモ地下部構造 と の比較

を行った。 その結果， 干潟実験水槽では， コ アマモ藻場

の -15cm 層 と オゴ ノ リ 藻場の両深度では裸地 と比較し て

酸化的であったのに対し， 地下器官が存在する コ アマモ

藻場の -3cm 層では裸地 と比べて還元的な値を示し た。ま

た -3cm 層の EC， 土壌硬度， 間隙水中の pH には各層ご

と に明確な差はみられなかったが， 有機物量はコ アマモ

藻場で多 く みられた。

　 コ アマモ藻場の -3cm 層でのみ還元的な値を示し た こ

と は， 地下茎など地下器官の存在 と 高い有機物量に大き

く 関係する と 考察された。 自生地では干潟実験水槽 と 比

べ地下部バイオマスが深部まで多いに も関わらず， 底質

及び水の流動の違いによ って底質環境は比較的酸化的で

あった。 現場での冬季の調査結果では， 開放的地形の富

津では藻場と裸地の底質 Eh に明確な差がな く ，閉鎖的な

江奈湾では藻場で還元的な値を示し た。

〔 備考〕

共同研究先 ： 帝京大学 ・ 吉田友彦， （独） 港湾航空技術研

究所 ・ 桑江朝比呂

本研究は国環研における地方環境研究所と の C 型共同研

究， 福岡市環境局保健環境研究所 ・ 竹中英之， 鳥取県衛

生環境研究所 ・ 初田亜希子， に関連する。

（ 13）　 フ ラ イ ウェ イ 中継湿地における水鳥相と 水生植物

相の関係探索

〔 区分名〕 地環研

〔 研究課題コ ード 〕 0405AH390

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○矢部徹 （生物圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 17 年度 （2004 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 淡水， 海水を問わず， 水生植物の分布に水鳥が

寄与し ている可能性については Hutchinson （1975） を始

め古 く から指摘されて き たが実証的な研究はほ と んど行

われて こ なかった。 本研究では水鳥の渡 り を介し ての種

の遺伝的交流の可能性と その程度を評価する。また水鳥，

特に冬鳥 と し て日本に飛来する ガンカモ類等は体も大き

く ， 一時期に集中し て水域に飛来する こ と で湖沼生態系

に及ぼす影響は極めて大きい こ と が予想される。 本研究

では 「フ ラ イ ウ ェ イで結ばれた湖沼群」 の植物相レベル，

栄養塩レベルでの評価を多面的に行 う こ と を目的 と す

る。

〔 内容および成果〕

　 水鳥の種子散布能力を調べる ために， 水鳥のふんを採

取 し その中に含まれ る 成分 と 植物 と その種子を採取 し

た。 こ の実験によ り ， 米子水鳥公園では前後の時期に比

べ特異的に 9 月期にカモ類のふんに リ ュ ウ ノ ヒ ゲモが多

く 含まれる こ と を確認し た。

　 琵琶湖に分布する沈水植物コ カナダモ39サンプルを用

い AFLP 解析を行った。湖内で 16 ク ローンが確認され最

も広 く 分布する ク ローンは 10 地点で見られた。 他の ク

ローンは各 1 地点のみでみられた。 湖内でのコ カナダモ

の移動が頻繁に起こ っている こ と を明らかにし た。

　 東京湾谷津干潟等閉鎖性海域で異常繁茂し ている アオ

サに よ る微量重金属吸収量を室内培養実験で算出し た。

その結果， アオサによ る鉄， 銅， 亜鉛の選択的吸収が現

地観測よ り 示唆された。

〔 備考〕

共同研究者 ： 浜端悦治 （滋賀県琵琶湖研究所） 神谷要

（ （財） 中海水鳥国際交流基金財団米子水鳥公園） 中村雅

子 （（財） ホシザキグ リ ーン財団） 石井裕一 （千葉大学）

当課題は重点研究分野Ⅳ．4(2) にも関連

（ 14）　 北東アジアにおける砂漠化アセスメ ント 及び早期

警戒体制（ EWS） 構築のためのパイ ロ ッ ト スタ ディ

(3) 土壌・ 植生・ 水文解析による土地脆弱性の評価

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 G-2

〔 研究課題コ ード 〕 0406BA405

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○清水英幸（国際共同研究官），陳利軍，于云江，

鄭元潤， 戸部和夫

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 砂漠化早期警戒体制 （EWS） 構築のためのパイ

ロ ッ ト ス タデ ィ を北東アジアで開始し， 砂漠化の基準 ・

指標， 砂漠化モニタ リ ング ・ アセス メ ン ト 等を統合化し，

砂漠化対策オプシ ョ ン等を評価し う る科学的システムの

確立が必要であ る。 本サブ課題では， 砂漠化プロ セスの

評価， 土地の脆弱性 ・ 劣化度の評価基準の設定， 砂漠化

防止対策技術の土地回復に及ぼす影響の解明を目的 とす

るが， 特に， 現地の砂漠化 （土壌劣化） 程度 と 植生等の

関係を調査し， 土壌環境要因等に対する各指標植物 （候

補） 種の発芽 ・ 生長反応について実験し， 指標植物によ

る砂漠化 （土壌劣化） 評価手法の開発に有用な基盤情報，
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また， 砂漠化回復に適切な植物種の情報を提供する。

〔 内容および成果〕

　 本年度は， 中国北部の典型的な砂漠化地域であ る ホル

チ ン沙地 と ムー ス 沙地を対象 と し て研究 を実施 し た。

　（ １ ） 現地におけ る気象 ・ 土壌 ・ 植生などの環境データ

を収集し， 整理し た。

　（ ２ ） ホルチン沙地と ムース沙地に生育する各々16 種お

よび 7 種の指標植物候補種から種子を採取し， 基本的な

発芽率を検査し た上で， 水分環境や光 ・ 温度環境に対す

る発芽特性を検討し た。 風食地域においては流動砂によ

る被覆が発芽に影響するが， ホルチン沙地の ７ 種の植物

（Agropyron cristatum， Artemisia halodendron， Clinelymus

dahuricus， Caragana korshinskii， Caragana microphylla，

Medicago sativa， Melilotus suaveolens） では， 最終発芽率

には差がなかった も のの， 発芽速度は明条件に比べ暗条

件の方が有意に速 く ， 本地域の立地条件を反映し ている

と思われた。 

　（ ３ ） 数種の植物種に関し ては， 発芽し た幼植物を育成

し， 土壌の水分 ・ 栄養環境， 温度等の気象環境に対する

生長反応を検討し た。 ムース沙地に生育する ４ 種の植物

（Artemisia ordosica， Artemisia sphaerocephala， Caragana

korshinskii， Hedysarum fruticosum） の土壌水分 と温度に対

する反応を解析し た と こ ろ， Artemisia ２ 種では温度が低

いほど， また土壌水分が多いほど生長が良かったが， 他

の ２ 種では， 低温度で高土壌水分環境は生育を抑制する

など， 生理生態特性に差異が認められた。 

（ ４ ） モンゴルにおいては， ステ ッ プおよびゴビ ステ ッ プ

の各 1 ヵ 所の砂漠化地域か ら 指標植物候補種の リ ス ト

ア ッ プを行った。 種子収集を含め， 来年度か ら本格的な

実験を開始する予定であ る。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 中国科学院瀋陽応用生態研究所 ・ 中国科

学院植物研究所 ・ 中国環境科学研究院

研究代表者 ： 武内和彦 （東京大学大学院農学生命科学研

究科）

（ 15）　 環境同位体を 用いた干潟・ 湿地生態系の自然再生

事業の評価手法に関する研究

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0406CD448

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○野原精一 （生物圏環境研究領域）， 広木幹也

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 本研究では， 人間活動や開発行為等に影響され

やすい移行帯 と し ての干潟 ・ 湿地生態系 （盤洲干潟 ・ 小

櫃川河口湿地） を対象 と し， 自然の豊かな干潟 ・ 湿地 と

人工的に造成された干潟 ・ 湿原において， 集水域か らの

栄養塩類の流入量評価 と その生態系影響， 並びに緩衝機

能を調査 ・ 解析し， 干潟 ・ 湿地生態系の再生事業のため

の生態系評価手法を得る こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 水循環機能 と 微生物の分解機能の両面か ら モニ タ リ ン

グを行い， 自然の干潟 ・ 湿地であ る盤洲干潟 ・ 小櫃川河

口湿地の比較をする こ と で， 事業規模でよ り 現実的な自

然再生の事業評価手法を開発する こ と を目的と し た。

　 １ ） 調査 ・ 観測

　 １ ． 土壌環境の変動性の把握 　 小櫃川河口域塩生湿地

のハママツナ群落の周辺の地盤高を ４ 月と 10月に測定し

た。 調査地域の う ち最大の堆積は 18.8cm， 最大の浸食は

8.8cm であった。

　 ２ ． 物質循環の把握 　 ヘ リ コプターか ら熱赤外画像を

撮影し，水温の校正のため自動記録水温計を 12 箇所に設

置し た。 干潟地温 と 水温はほぼ一様で湧水の湧き出しは

見いだせなかった。

　 ２ ） 実験

　 表層土壌や浅海域の底質の水について水循環の視点か

ら採取方法の検討し， 土壌水や間隙水の採取手法の確立

をする ため実験を実施し た。

　 ３ ） 微生物によ る分解機能の推定

・小櫃川河口域・盤洲干潟及び人工干潟において景観，立

地条件の異な る ７ 地点を選定し， 調査および試料採取を

行った。

・ ６ 月から翌年 11 月にかけて年 ３ 回の調査を行った。

　 なお， いずれの調査において も， 大潮に近い時期の昼

間干潮時， 底泥が干出し た時間帯に調査および試料の採

取を行った。 それぞれ植物細胞壁および甲殻類の外殻の

主要な構成高分子であ る， セルロースおよびキチンの分

解に関与する β- グルコ シダーゼ活性 （GLU）， β- アセ

チルグルコサ ミ ニダーゼ活性 （AGA）， また， 微生物的活

性の指標と し てエステ ラーゼ活性 （EST） を測定し た。

〔 備考〕

（ 16）　 泥炭湿地の環境変化が土壌微生物群集の多様性お

よび機能に及ぼす影響

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0406CD469

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○広木幹也 （生物圏環境研究領域）
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〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 低温， 貧酸素な条件下で植物遺体の分解， 栄養

塩の循環が抑制 さ れてい る泥炭湿地の多 く では， 近年，

人為的な環境変化によ り 乾燥化， 富栄養化が進行しつつ

あ る。 これら の環境変化は植物遺体の分解 と 養分循環に

関わる土壌微生物群集への影響を経て， 生態系機能への

影響， さ ら に高次の植生への影響を も た らす と 考え られ

る。 本研究では， その過程で生じ る微生物多様性の変化

と 生態系機能の関係を明ら かにする こ と によ り ， 環境影

響の指標 と し ての土壌微生物多様性の意味を探 る と 共

に， 泥炭湿地の環境変化が湿地生態系の機能へ及ぼす影

響機構を明かにする こ と を目標とする。

〔 内容および成果〕

　 日本国内 ３ 地域 （北海道釧路湿原， 福島県赤井谷地，

日光戦場ヶ原）の栄養環境，植生の異なった泥炭湿地 ８ ヵ

所か ら単離されたセルロース分解細菌群集について， そ

の機能的多様性を Biolog system を用いて炭素源利用性パ

ターンの違いか ら解析し た。 その結果， ミ ズゴケ高層湿

原で優占し ていたセルロース分解細菌 （ Ｓ 群） の炭素源

利用パターンは比較的単純で， 糖類， 炭水化物の多 く を

利用でき たが， 利用でき る有機酸， ア ミ ノ 酸類は限られ

ていた。 一方， ヨ シ原やハン ノ キ林からは Ｓ 群の細菌が

利用でき ない有機酸類， ア ミ ノ 酸類など も炭素源 と し て

利用でき る細菌 （Ｅ 群） が分離された。 環境によ る細菌

相の こ のよ う な違いは， 各環境で細菌が利用でき る有機

物の質的違いを反映し ている と 思われ， また， 富栄養な

湿地では多様な炭素源を利用でき る微生物が生息する結

果， 比較的分解しに く い有機物も速やかに分解される こ

と が考え られた。

〔 備考〕
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5． 環境の総合的管理 （都市域の環境対策， 広域的

環境問題等）

5． 1 　 浮遊粒子状物質等の都市大気汚染に関する

研究

（1）　中国における都市大気汚染による健康影響と予防

対策に関する国際共同研究

〔 区分名〕 特別研究

〔 研究課題コ ード 〕 0004AG073

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 6． 大気中微小粒子状物質 （PM2.5） ・ デ ィ ーゼル排

気粒子 （DEP） 等の大気中粒子状物質の動態解明 と 影響

評価

〔 担当者〕 ○田村憲治 （環境健康研究領域）， 小野雅司，

高野裕久， 新垣たずさ

〔 期　 間〕 平成 12 ～ 16 年度 （2000 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 近年中国の都市大気汚染には， 工場排煙， 地域

暖房用の石炭燃焼排煙に， 自動車排ガスが加わ り 粒子状

物質の大気汚染が重大な問題 と なっている。 住民の健康

影響も顕在化し ている と いわれているが， その実態につ

いては調査研究が始め られたばか り であ る。 本国際共同

研究は， 中国東北地方の大都市を対象に， ①都市大気汚

染の状況を大気中微小粒子 （PM10， PM2.5） を中心に把握

し， ②こ う し た大気汚染 と 地域住民の曝露実態 と の関係

を個人曝露調査によ り 明ら かにし， ③呼吸器を中心 と し

た慢性的および亜急性的な大気汚染によ る健康影響の有

無を明ら かにする こ と によ り ， 都市大気汚染の健康影響

に関する予防対策に寄与する こ と を目的にし ている。

〔 内容および成果〕

　 大気汚染の原因と し て工場排煙，暖房用石炭燃焼排煙，

自動車排ガスのいずれかを特徴 と する大都市を各年度 １

都市ずつ対象 と し， 最終年度は初年度の対象都市の再調

査 （経年変化の確認） と ま と めを行 う 。 各対象都市には，

大気汚染濃度レベルの異な る ３ 調査地区を設定し， 以下

の項目について調査し， 比較検討を行 う 。

　 ①粒径別サンプラーを設置し て PM2.5 など大気中粒子

（PM） 濃度を， パッ シブサンプラーで SO2， NO2 濃度を

それぞれ測定し年間の汚染濃度を評価する と と も に， 既

存の環境測定資料を収集 ・ 解析する こ と によ り 対象都市

の汚染状況を把握する。

　 ②成人を対象 と し て， 上記汚染質に関し て， 居住家屋

内外および個人曝露濃度を測定し， 地域の一般環境濃度

と住民の曝露量と の関係を明らかにする。

　 ③学童を対象に標準的な質問紙調査によ り 慢性的な呼

吸器影響の有無を把握する と と も に， 都市暖房の亜急性

の呼吸器への影響を把握する ために， 同一学童に対し て

肺機能検査を繰 り 返し， 冬期暖房等の影響を明ら かにす

る。

　 ④粒径別に捕集し た微小粒子を分析 し， 粒径， 地域，

季節によ る微小粒子の有害性の評価を行 う 。

　 さ ら に， ⑤地域の社会経済状況， 大気汚染発生源情報

など を収集 ・ 解析し， 上記の知見を総合し て予防対策に

寄与する情報を提供する。平成 12 年度に中国医科大学公

共衛生学院孫貴範院長 （遼寧省瀋陽市） を代表 と し た共

同研究体勢を整え， 13 年度 と本年度は瀋陽市 （自動車交

通量に着目）， 14 年度は撫順市 （瀋陽市の南 30km の工業

都市）， 前年度は瀋陽市の北 60km に隣接する鉄嶺市 （工

場地帯のない地方都市） において， 各都市内 ３ 地区を対

象にサンプ リ ング及び調査を実施し た。

　 最終年度の瀋陽市の調査結果は出ていないが， これま

での調査か ら以下のよ う な結果が得られた。 瀋陽， 撫順

両都市 と も， 非暖房期の大気汚染濃度には自動車や工場

由来の汚染を反映 し た地域的な違いがわずかに見 ら れ

た。暖房期には ３ 市と も PM2.5 濃度等の濃度が上昇し，瀋

陽， 撫順では地域的な差はなかった。 鉄嶺市では， 非暖

房期の ３ 地域の PM 濃度の差が暖房期にも見られた。 家

屋内のPM2.5濃度は非暖房期でも米国の基準を超え る と こ

ろが多 く ， 暖房期には大幅に越えていた。 個人曝露濃度

は室内 （居間） の PM 濃度に近いレベルで， 屋外よ り 低

いものの，暖房期には基準を超え，屋内濃度高濃度になっ

ていた。 また， 鉄嶺市の暖房期には ２ マ イ ク ロ メ ータ を

中心 と し た粒子濃度の上昇が観測された。 瀋陽市で見ら

れた暖房期間直後の肺機能低下傾向は鉄嶺市で も確認さ

れ， その原因について検討中であ る。

〔 備考〕

外国共同研究機関 ： 中国医科大学公共衛生学院 （孫貴範

院長）

（ 2）　 PM2.5・DEP 発生源の把握と 対策評価に関する研究

〔 区分名〕 重点特別

〔 研究課題コ ード 〕 0105AA295

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 6． 大気中微小粒子状物質 （PM2.5） ・ デ ィ ーゼル排

気粒子 （DEP） 等の大気中粒子状物質の動態解明 と 影響

評価

〔 担当者〕 ○森口祐一 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ），

小林伸治， 近藤美則， 松橋啓介， 田邊潔， 工藤

祐揮， 伏見暁洋， 南齋規介

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 発生源の的確な把握は， あ らゆる環境問題にお

け る現象の解明， 影響評価， 対策立案の全てにおいて不
―  188  ―



国立環境研究所年報 （平成 16 年度）
可欠かつ重要な課題であ る。 本課題では， DEP をはじめ

とする 1 次粒子， および NOx や VOC など ２ 次粒子の生

成原因 と な る物質の発生源の種類 と地域分布を把握する

こ と によ り ，PM の大気中における動態解明や影響評価の

ための基礎データ を提供する と と も に， これらの発生要

因 と な る人間活動に着目し た排出抑制対策 と く に自動車

交通関連の対策に関する環境改善効果予測手法を開発す

る こ と によ り ， PM ・ DEP 問題の的確な把握 と対策推進に

資する こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 本研究では， 短期的課題 と し て， シ ャ シーダ イナモ施

設によ る実験手法および自動車の走行モー ド 調査手法の

検討， ト ンネル調査や沿道調査を用いた実走行状態での

自動車か ら の排出特性の解明， 交通 ・ 物流データに基づ

く DEP 排出量の地域分布の推計システムの構築を計画し

ている。 次いで， シ ャ シーダ イナモ施設での排ガス試験

によ る排出成分データ と 走行モー ド 実測データ を組み入

れた排出モデルの高精度化を行 う と と もに， DEP 以外の

一次粒子および二次粒子前駆物質の排出イ ンベン ト リ の

作成を行 う 。 また，DEP 排出量の削減策の リ ス ト ア ッ プ，

対策効果の推計モデルの設計 ・ 構築を行い， 最終的には，

交通 ・ 物流システムに係る PM ・ DEP 対策の効果予測モ

デルの精緻化， ケース ス タデ ィ によ る対策シナ リ オご と

の効果予測につなげる計画であ る。

　 こ のため，本年度においては，前年度に引き続き，シャ

シーダ イナモ施設によ る排ガス試験， 沿道フ ィ ール ド 調

査， 発生源イ ンベン ト リ の構築， 対策のサーベイおよび

効果予測システムの構築の各分野で研究を進めた。 シ ャ

シーダ イナモ施設は， 地球温暖化対策研究棟の別棟 と し

て竣工し た低公害車実験施設内にあ り ， 超微小粒子の計

測法 ・ 動態解明に関す る 研究 と 連携 し なが ら， 複数の

デ ィ ーゼル車及びガ ソ リ ン車について， 粒子状物質， ガ

ス状物質の計測を行った。 本年度は， 車両の運転条件 と

DEP 及び超微小粒子の排出特性と の関係把握や DEP の粒

径別組成分析に重点を置き研究を進め， 超微小粒子は負

荷の高い運転条件から の減速時に多 く 排出され， その化

学組成は， エンジン潤滑油の組成に類似し ている こ と を

確認し た。

　 フ ィ ール ド 調査では， 実際の道路沿道地域におけ る微

小粒子の挙動を把握する ため， 大型車交通量の多い幹線

道路沿道において， 年間を通じ た長期間にわた り ， 粒径

分布の連続測定や化学組成解明のためのサンプ リ ングを

実施し た。 超微小粒子の個数濃度は， 冬季に高濃度にな

る こ と か ら， 鉛直方向への拡散や生成に対する気温の影

響が大きい こ と が示唆された。 粒径別の化学組成分析の

結果， 超微小粒子の組成は， 使用済み潤滑油の組成 と 似

てい る が， 潤滑油よ り も 高沸点成分の割合が若干高 く ，

シ ャ シーダ イナモ試験で得られた結果 と やや異な る結果

が得られた。

　 また，ガ ソ リ ン車から排出される VOC や有害化学物質

の測定法についての研究を実施し， 吸着剤に直接捕集し

て，速やかに GC/MS 等の分析装置に導入する手法が正確

な排出量把握に有効であ る こ と を示し た。

　 さ ら に， 各種の交通公害対策によ る環境改善効果を評

価する こ と を目指し て， 動的交通流シ ミ ュ レーシ ョ ンモ

デル， 排出量推計モデル， 濃度推計モデル， 曝露推計モ

デルなど を組み合わせた統合的なシ ミ ュ レーシ ョ ンモデ

ルのサブモデルの開発を進めた。 動的交通流シ ミ ュ レー

シ ョ ンモデルは， 交通需要の時間変化によ って生じ る渋

滞流， 非渋滞流を再現可能であ り ， 東京外か く 環状道路

を含む広域の道路ネ ッ ト ワークデータ を対象 と し て， 環

境改善効果の検討を進めた。 その一例 と し て， 環状 ６ 号

線 と 隅田川で囲まれる地域を対象 と する ロー ド プ ラ イ シ

ン グ を導入 し た場合の地域的な環境改善効果の評価を

行った と こ ろ， 対象地域内での面的な高濃度曝露人口の

減少が見られる一方で交通量が多い幹線道路の交差部分

での高濃度曝露が残る と の試算結果が得ら れた。 なお，

交通流モデルについては， 引き続き感度分析を行 う 予定

であ る。

〔 備考〕

（ 3）　 PM2.5・DEP の環境動態に関する研究

〔 区分名〕 重点特別

〔 研究課題コ ード 〕 0105AA296

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 6． 大気中微小粒子状物質 （PM2.5） ・ デ ィ ーゼル排

気粒子 （DEP） 等の大気中粒子状物質の動態解明 と 影響

評価

〔 担当者〕 ○若松伸司 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ），

大原利眞， 上原清， 菅田誠治， 長谷川就一

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 環境大気中における PM2.5・DEP の生成，移流，

拡散， 反応 メ カニズムを解析 ・ 評価する こ と を目的 と す

る。 発生源 と 環境濃度の関連性を定量的に明ら かにする

こ と を目標とする。

〔 内容および成果〕

　 フ ィ ール ド 観測， モニ タ リ ングデータ解析， モデル評

価， 風洞実験等の手法を総合的に用いて環境大気中にお

ける PM2.5 ・ DEP の動態を把握し た。 モデル解析の結果

から日本における PM2.5 汚染には広域的な影響が大き く
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寄与し ている こ と が明ら か と なった。 フ ィ ール ド 観測 と

データ解析からは， 関西地域 と 関東地域では春季におけ

る黄砂の影響の程度が大き く 異なる こ と がわかった。

〔 備考〕

（ 4）　 PM2.5・DEP の測定に関する研究

〔 区分名〕 重点特別

〔 研究課題コ ード 〕 0105AA297

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 6． 大気中微小粒子状物質 （PM2.5） ・ デ ィ ーゼル排

気粒子 （DEP） 等の大気中粒子状物質の動態解明 と 影響

評価

〔 担当者〕 ○若松伸司 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ），

内山政弘， 西川雅高， 上原清， 松本幸雄， 須賀

伸介， 長谷川就一

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 高密度かつ高時間分解能測定が可能な計測シ

ステム等を用いて大気中の微小粒子状物質の分布， およ

び粒子生成に関わるガス状物質データ を取得し解析 ・ 評

価する こ と によ り ， 発生源か ら の粒子状物質の振る舞い

を全体的に把握する。

〔 内容および成果〕

　 大気中微小粒子状物質のモニ タ リ ン グ シ ス テ ムの検

討， 成分分析手法の検討を深めた。 特に炭素成分の分析

手法の検討を重点的に実施し， 元素状炭素 （EC） の自動

モニ タ リ ングシ ス テムの相互比較や， 元素状炭素 （EC）

と有機炭素 （OC） の分離分析手法の精度を高めた。 これ

と と もに従来の測定結果を再評価し た。

〔 備考〕

（ 5）　 PM2.5・DEP の疫学・ 曝露評価に関する研究

〔 区分名〕 重点特別

〔 研究課題コ ード 〕 0105AA298

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 6． 大気中微小粒子状物質 （PM2.5） ・ デ ィ ーゼル排

気粒子 （DEP） 等の大気中粒子状物質の動態解明 と 影響

評価

〔 担当者〕 ○新田裕史 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ），

小野雅司， 田村憲治， 村上義孝， 山崎新

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 都市大気中における PM2.5 を中心 と し た粒子状

物質 （PM;Particulate Matter） に よ る大気汚染を改善する

ためには， 発生源動態の把握， 環境濃度 と の関連性の解

析， 並びに疫学 ・ 曝露評価， 毒性 ・ 影響評価を行 う 必要

があ る。 PM2.5 および DEP に関する疫学データおよび曝

露量データ を収集 ・ 整理， 解析する こ と によ り ， 健康 リ

ス ク評価のために必要な資料を提供する。

〔 内容および成果〕

　 各種の調査か ら， 人は多 く の時間を屋内で生活し， 大

都市圏では通勤 ・ 通学によ って毎日数十キ ロ を移動する

場合も多い こ と が示されている。 想定する地域内での濃

度の空間変動が大きい場合には， 屋内 と 屋外での曝露の

違いや常住地 と 就業 ・ 通学地での曝露の違いなど を無視

し たモデルは曝露実態 と は異な る。 しかし なが ら， 個人

個人の生活行動の多様性や環境濃度の空間分布の不均一

性をすべて考慮すれば推計モデルは非常に複雑な も の と

な る。 し たがって， モデル開発の第 １ 段階 と し て， 環境

大気濃度推計モデルの現状での精度， および既存の国勢

調査や生活時間調査か ら入手可能な生活行動データの空

間 ・ 時間分解能を考慮し て， 市区町村単位の平均曝露量

の推計を試み， 第 ２ 段階 と し て交通モデル と の リ ン ク を

可能 と する ために， メ ッ シ ュ単位の推計を行った。 本年

度は感度解析によ り モデル推計値の変動要因に関する検

討を行 う と 共に， 実測データ と 環境濃度推計値 と の比較

を行った。

　 また， 我が国におけ る日死亡 と 粒子状物質の関連性を

調べる ために， あ る一日における， 特定の地域の死亡数，

大気汚染濃度， 気象データ を含めたデータベース を構築

し た。 こ のデータベース を基に死亡 リ ス ク比を日本の代

表的な都市について求め， ア メ リ カの解析結果 と 比較評

価し， 単位濃度当た り の急性死亡の増加割合に関し てほ

ぼ同等の結果を得た。 本年度はさ ら に曝露か ら死亡にい

た る時間に関し て， 時間値データに基づいた検討を行っ

た。

〔 備考〕

（ 6）　 PM2.5・DEP の毒性・ 影響評価に関する研究

〔 区分名〕 重点特別

〔 研究課題コ ード 〕 0105AA299

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 6． 大気中微小粒子状物質 （PM2.5） ・ デ ィ ーゼル排

気粒子 （DEP） 等の大気中粒子状物質の動態解明 と 影響

評価

〔 担当者〕 ○小林隆弘 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ），

高野裕久， 鈴木明， 古山昭子， 小池英子， 藤巻

秀和

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 デ ィ ーゼル排気暴露の呼吸 - 循環器系への影響

の解明実験動物にデ ィ ーゼル排気を暴露し呼吸 - 循環器

系への影響と その機構を解明する。
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〔 内容および成果〕

　 デ ィ ーゼル排気は， 抗原刺激によ る アレルギー性の喘

息様病態 （肺抵抗を指標 と し た） を増悪させる こ と を明

ら かにし た。 デ ィ ーゼル粒子は末梢血単球の抗原提示に

関わる分子 （Ia， B7.1, B7.2） の発現を有意に増加させた。

デ ィ ーゼル粒子のジ ク ロ ロ メ タ ン抽出画分に抗原提示に

関わる分子の発現を増加させる要因があ る こ と を明ら か

にし た。 デ ィ ーゼル排気粒子のジ ク ロ ロ メ タ ン抽出画分

は平滑筋細胞の増殖を亢進し， 線維芽細胞のⅠ型コ ラー

ゲン分泌の亢進， 血管内皮細胞の NO 産生阻害をする こ

と か ら血管組織の肥厚， 組織の線維化， 平滑筋の収縮を

起こす可能性が示唆された。 デ ィ ーゼル曝露がグ ラ ム陰

性菌の毒素によ る肺炎症状の増悪作用があ るかを検討し

た。 気管内投与の場合 と は異な り 影響が観察されなかっ

た。， DE 曝露が老齢化に及ぼす影響について， 心室性期

外収縮など を指標 と し て検討し た。 ３ ヵ 月令の若令に比

較し て， 15ヵ月の老齢ラ ッ ト では DE の低濃度曝露で顕

著な増加を示し た。DEP 中のニ ト ロ フ ェ ノール類は，DEP

と 同様に血管や心臓に対し て直接作用を持ち， 自律神経

系， 特に， 副交感神経系に強い作用を示すこ と を明ら か

にし た。

〔 備考〕

（ 7）　 複雑市街地における 局所高濃度大気汚染の発生と

その予測に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE216

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○上原清 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ），

若松伸司， 大原利眞， 神田勲

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 沿道の大気汚染濃度分布は， 周囲の建築状況や

気象条件， 交通量などによ って変化する。 適正な沿道大

気汚染濃度のモニタ リ ングを行 う ためには，あ らかじめ，

沿道の濃度分布状況を把握し てお く 必要があ る。 本研究

では， 実市街地の縮尺模型や単純な形に理想化し た市街

地模型 （街区模型） など を用いた風洞実験を行 う 。 沿道

高濃度の発生パターン と 街路構造等の関係を調べ， 簡易

に， 適正に， 観測位置を決定する ための指針を得る こ と

を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 本年度は， 1/300 市街地模型を用いた風洞実験を行い，

種々の気象条件下の濃度分布を測定し た。その結果 　 １ ）

高架道路が幹線道路近傍市街地の大気汚染濃度に及ぼす

影響は， 地上道路のそれに較べる と は る かに低い。 ２ ）

地上道路か ら排出された大気汚染物質の後背地におけ る

濃度は， 道路に近いほど高 く ， 距離が増すほど低下する。

一方， 高架道路か ら排出された大気汚染物質濃度は道路

近 く では非常に低い。 本実験の場合， 道路から 20m （幹

線道路幅の 1/2）ほど離れたあた り から徐々に増加し，60m

（幹線道路幅の 1.5 倍）付近で緩やかなピーク を形成する。

さ らに風下では高架道路の寄与によ る濃度の方が地上道

路のそれよ り 大き く な るが， 濃度の絶対値 と し ては道路

端の約 1/10 と低い。 ３ ） 風向によ らず， 高濃度は幹線道

路上およびその交差点付近で生じ， その風下側後背地に

広がる。 幹線道路内の濃度は道路周辺の建築状況によ っ

て異な る。 幹線道路風下後背地の濃度は， 道路か ら の距

離が増すにつれて単調に減少する。 ４ ） 本実験の場合，

沿道大気汚染濃度は大気が不安定の時， 中立時の と き よ

り も 0.75 倍程度に低下， 安定の時には中立の時の 1.8 倍

程度に増加する こ と がわかった。 ５ ） グ リ ーン ウ ォール

によ る沿道濃度の増加は，特に大気安定時の時に大きい。

６ ） 本実験の場合， グ リ ーン ウ ォールがあ る時の濃度は

無い と きの濃度に較べて約 １ 割増加する。 大型車が上向

き排気管を使用し た時には約 ６ 割に減少する。 地上交通

の 1/2 が高架道にバイパス し た時には約 ７ 割に減少する

（風向 SE ・ 中立の時）。 などのこ と が分かった。

〔 備考〕

（ 8）　 大気環境影響評価に関する基礎的研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE218

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○若松伸司 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ），

大原利眞， 上原清， 菅田誠治

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 総合的な都市大気環境対策に資する ため大気

環境影響評価に関する基礎的研究を実施する。 具体的に

は研究課題の明確化な らびにモデルのレ ビ ュー， 大気環

境の現状把握， 広域大気環境予測モデルの評価， 局地大

気環境予測モデルの評価， 大気環境影響評価手法の体系

化， を目標とする。

〔 内容および成果〕

　 大気環境予測におけ る予測モデルの不確実性に関し て

の検討を深めた。 その要因 と し て （ １ ） 発生源データの

不確実性， （ ２ ） 予測モデルの不確実性， （ ３ ） 将来推計

の不確実性， が主要であ る こ と を明 ら かに し た。 ま た，

長期的な平均値 と と も に， 短時間の高濃度予測に関する
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モデルや沿道などの複雑地型に対応し たモデルが必要で

あ る こ と が風洞実験などから確認でき た。

〔 備考〕

（ 9）　 西日本地域を 中心と し た大気汚染の長期的なト レ

ンド 解析

〔 区分名〕 地環研

〔 研究課題コ ード 〕 0105AH300

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○若松伸司 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ），

菅田誠治， 宮下七重

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 当面は西日本を中心 と し た地域におけ る光化

学オキシダン ト 等の経年変化の解析を実施する こ と を目

的 と する。 こ の中で光化学オキシダン ト 等の ト レ ン ド 分

析手法を統一し， 地域間の比較評価を行 う こ と を目標 と

する。

〔 内容および成果〕

　 国立環境研究所と地方環境研究所と の Ｃ 型共同研究。

本研究においては， 日本のオキシダン ト 濃度に及ぼす広

域的な影響を把握する ために， 西日本を中心 と し た地域

におけ る 光化学オキ シダ ン ト の経年変化を解析 し てい

る。 解析の結果， 最近 ３ ～ ４ 年間のオキシダン ト 濃度の

ト レ ン ド は，それ以前の 10 年間の ト レ ン ド と少し異なっ

て来ている こ と が示唆された。 こ の原因については明確

にな ら なかった。 今後さ ら に解析を継続させる必要があ

る。

〔 備考〕

（ 10）　 ディ ーゼル車排出ガスを主因と し た局地汚染の改

善に関する研究

〔 区分名〕 環境 - 公害一括

〔 研究課題コ ード 〕 0204BC377

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 6． 大気中微小粒子状物質 （PM2.5） ・ デ ィ ーゼル排

気粒子 （DEP） 等の大気中粒子状物質の動態解明 と 影響

評価

〔 担当者〕 ○松本幸雄 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ），

上原清， 若松伸司， 森口祐一， 近藤美則， 小林

伸治，内山政弘，西川雅高，田村憲治，須賀伸介

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 デ ィ ーゼル車排出ガ ス等に よ る局所沿道高濃

度汚染に実効果のあ る 対策を提言す る こ と を目的 と す

る。 そのために本研究では， 川崎市をモデルに高精度風

洞シ ミ ュ レーシ ョ ンシステムの開発を行い， また実測調

査等によ り 現象の理解を深める こ と によ り ， 各種改善策

の効果を事前に高精度に評価する システムを構築する こ

と を目標とする。

〔 内容および成果〕

　 初年度， 第 ２ 年度に引き続き， 川崎市池上新町交差点

周辺に発生する局所高濃度汚染に対し て実効あ る対策案

を提示する ための風洞実験 と 現地調査を行った。 風洞実

験については， 初年度は市街地を簡略に再現し た ２ 次元

模型を用いて， 当該道路におけ る高濃度発生 メ カニズム

に関する基礎的検討 と い く つかの濃度低減対策によ る濃

度低減効果に関する検討を行った。その結果， １ ） グ リ ー

ン ウ ォール （以下 GW） の存在影響は予想された とお り

大きい こ と， ２ ） 大気安定時におけ る濃度が中立時よ り

も大幅に増加する可能性のあ る こ と， ３ ） 高架道路に地

上交通をバイパスする こ と によ って地上濃度を低減でき

る可能性のあ る こ と などがわかった。

　 第 ２ 年度は細部を忠実に再現し た 1/100 拡大模型を用

いて風洞実験を行った。 配置や大き さ の不揃いな沿道建

物や細街路の影響 と 道路に沿 う 大気汚染物質排出強度の

変化などを考慮し， １ ） GW の影響や大気安定度の影響，

２ ） 沿道高濃度の低減対策について検討し た。 本年度は，

1/300 市街地模型を用いた風洞実験を行い，種々の気象条

件下の濃度分布を測定し た。 これによ って， １ ） 濃度分

布に及ぼす大気安定度の影響， ２ ） 全風向条件下におけ

る ＧＷ の存在影響， さ らに， ３ ） 沿道高濃度の低減手法

と し て地上交通を高架道路にバイパス し た と きの濃度変

化， ４ ） 地上道路を通る大型自動車がすべて上向きの排

気管を採用し た と 仮定し た と きの後背地を含めた沿道周

辺市街地における濃度変化などについて調べた。

　 その結果 １ ） 高架道路が幹線道路近傍市街地の大気汚

染濃度に及ぼす影響は， 地上道路のそれに較べる と はる

かに低い。 ２ ） 地上道路か ら排出さ れた大気汚染物質の

後背地におけ る濃度は， 道路に近いほど高 く ， 距離が増

すほど低下する。 一方， 高架道路か ら排出された大気汚

染物質濃度は道路近 く では非常に低い。 本実験の場合，

道路から 20m （幹線道路幅の 1/2） ほど離れたあた り から

徐々に増加し， 60m （幹線道路幅の 1.5 倍） 付近で緩やか

なピーク を形成する。 さ らに風下では高架道路の寄与に

よ る濃度の方が地上道路のそれよ り 大き く な るが， 濃度

の絶対値と し ては道路端の約 1/10 と低い。 ３ ） 風向によ

らず，高濃度は幹線道路上およびその交差点付近で生じ，

その風下側後背地に広がる。 幹線道路内の濃度は道路周

辺の建築状況によ って異な る。 幹線道路風下後背地の濃

度は， 道路か ら の距離が増すにつれて単調に減少する。
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４ ） 本実験の場合， 沿道大気汚染濃度は大気が不安定の

時， 中立時の と き よ り も 0.75 倍程度に低下， 安定の時に

は中立の時の 1.8 倍程度に増加する こ と がわかった。 ５ ）

グ リ ーン ウ ォールによ る沿道濃度の増加は， 特に大気安

定時の時に大き い。 ６ ） 本実験の場合， グ リ ーン ウ ォー

ルがあ る時の濃度は無い と きの濃度に較べて約 １ 割増加

する。 大型車が上向き排気管を使用し た時には約 ６ 割に

減少する。 地上交通の 1/2 が高架道にバイパス し た時に

は約 ７ 割に減少する （風向 SE ・ 中立の時） などのこ と が

分かった。

　 一方， 川崎市池上交差点での汚染の空間分布を把握する

ための現地調査と し て， 既存のほこ り センサユニッ ト を

ベースに開発し た可搬型エアロ ゾルセンサ （1µm ～ 10µm

およ び 2.5µm ～ 10µm の 2 段階粒径別） を多数の地点に配

置し て， 粒子の空間時間分布を測定する と と も に， 沿道，

後背の特定の地点において粒径を 10nm ～ 10µm の広範囲

にわたって個数濃度の時間変動を測定し た。 あわせて， 窒

素酸化物濃度， 粒子成分を同時測定し た。

〔 備考〕

地域密着型環境研究共同研究者 ： 井上俊明 （川崎市公害

研究所）， 原久男 （川崎市公害研究所）， 林久緒 （川崎市

環境局）， 藤田周治 （川崎市環境局）， 林 　 誠司 （（財） 日

本自動車研究所）

（ 11）　 粒子状物質の粒子数等排出特性実態に関する調査

研究

〔 区分名〕 環境 - 委託請負

〔 研究課題コ ード 〕 0204BY486

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○小林伸治 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ），

近藤美則， 長谷川就一， 伏見暁洋， 田邊潔，

森口祐一， 若松伸司

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 排出ガス規制の強化によ り ， 自動車から排出さ

れる粒子状物質の重量排出量は低下傾向にあ るが， 排出

ガ ス対策が高度にな る に従い粒径分布が微小化す る た

め， 微小粒子の数濃度に対する関心が高ま っている。 し

かし ながら， 微小粒子の排出は， エンジンの種類， 運転

条件， 希釈条件等， 複雑な要因の影響を う け る ため， 自

動車か ら の排出実態や大気中におけ る挙動に関する十分

な知見が得られていない。 本研究では， これら の微小粒

子の排出実態を把握する と と も に， その物理 ・ 化学的特

性や排出原因を解明する こ と を目的と し ている。

〔 内容および成果〕

　 本年度は， これまでの調査結果を も と に， 道路沿道に

おけ る微小粒子の動態や生成要因について不足し ている

知見を得る ため， 以下の項目について調査を実施し た。

・ 大気環境中におけ る微小粒子の粒径分布， 個数濃度の

長期観測 （沿道観測）

・ 大気環境中における微小粒子の性状分析

・ 自動車から排出される微小粒子の生成機構の把握

微小粒子の長期観測では， 夏季には個数濃度が低いが，

冬季に濃度が上昇し， 特に， 粒径が 20nm 付近の粒子濃

度の上昇が著しい こ と が明ら かになった。 冬季に微小粒

子の個数濃度が上昇する要因 と し ては， 鉛直方向への拡

散が抑制される こ と に加えて， 気温低下によ り ， 粒径が

20nm 付近の主に揮発性成分で構成さ れる粒子の生成が

促進されている可能性が示唆された。

　 微小粒子の性状分析では， 道路沿道大気中の微小粒子

を粒径別に採取し， 粒径別の炭素成分及び有機成分を分

析し た。 炭素成分の分析結果か らは， ナ ノ 粒子 と 呼ばれ

る粒径の領域 （S1：0.029 - 0.058µm） では，有機炭素 （OC）

が全炭素 （TC） の 80% を占め， 沿道のナ ノ粒子はよ り 大

き な粒子に比べて揮発性が高い と い う これまでの知見 と

矛盾し ない結果が得られた。

　 有機成分の分析結果か らは， ナ ノ 粒子 と 呼ばれる粒径

の領域 （S1 ： 0.029 - 0.058µm） では， C23 程度よ り 低揮

発性の成分が主であ り ， 同条件で分析し たデ ィ ーゼル車

の使用済み潤滑油の組成 と 似ている こ と が明ら かになっ

た。 これらの結果から，沿道のナ ノ 粒子に対し て，デ ィ ー

ゼル車の潤滑油の寄与が高い と 推測されるが， 沿道大気

中のナ ノ 粒子成分は， シ ャ シーダ イナモ試験で採取され

たデ ィ ーゼル排気中のナ ノ 粒子成分よ り も， 高沸点成分

の割合が若干高 く ， さ ら なる研究の必要性が示された。

　 さ ら に， 自動車か ら排出される微小粒子の生成機構を

把握する ため， 大気中への排気ガスの拡散条件を模擬し

た排気ガス拡散チャ ンバーを用いて， 大気中に存在する

バッ ク グ ラ ウ ン ド 粒子や大気温度が自動車から排出され

る微小粒子の生成に及ぼす影響を把握し た。 その結果，

バッ ク グ ラ ン ド の粒子よ り も， 排気ガスが放出される環

境温度が微小粒子の生成に強い影響を及ぼし ている可能

性が示唆された。

〔 備考〕

（ 12）　 自動車排気中ナノ 粒子の毒性・ 影響評価および性

状・ 環境動態把握に関する研究

〔 区分名〕 重点特別

〔 研究課題コ ード 〕 0307AA512
―  193  ―



国立環境研究所年報 （平成 16 年度）
〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 6． 大気中微小粒子状物質 （PM2.5） ・ デ ィ ーゼル排

気粒子 （DEP） 等の大気中粒子状物質の動態解明 と 影響

評価

〔 担当者〕 ○小林隆弘 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ），

若松伸司， 高野裕久， 鈴木明， 古山昭子， 小池

英子， 新田裕史， 森口祐一， 近藤美則， 田邊潔，

小林伸治， 西川雅高， 内山政弘， 平野靖史郎，

藤巻秀和， 山元昭二， 森田昌敏

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 19 年度 （2003 ～ 2007 年度）

〔 目　 的〕 排出ガ ス の規制の強化や技術開発に よ り 排出

される粒子の質量は減少するが， ナ ノ 粒子 と いわれる極

めて微小な粒子の数は減少せず問題 と し て残る可能性が

あ る。 ナ ノ 粒子はその毒性 ・ 影響 ・ 性状 ・ 環境動態のい

ずれも未解明の部分が多いが， 大き な粒子状物質よ り 炎

症を引き起こすこ と など強い影響のあ る可能性や体内動

態か ら肺のみな らず全身への影響を持つ可能性が示唆さ

れている。 そ こ で， ナ ノ 粒子の性状 ・ 環境動態研究を基

礎の曝露装置を作製し， 毒性 ・ 影響に必要な調査研究を

進め， 健康影響を未然に防ぐ と と も に環境に優しい次世

代型エンジン開発や燃料改良の方向性を提示する。

〔 内容および成果〕

　 デ ィ ーゼルエンジン由来環境ナ ノ 粒子曝露装置に関す

る研究では， 捕集法や分析法および各種運転モー ド にお

ける個数，質量 - 粒径分布および化学的性状の検討を行っ

た。 捕集し た粒子を直接加熱し， GC/MS で分析する加熱

脱着 GC/MS 法によ り ，粒径約 60nm 以下のナ ノ粒子の主

成分がエンジン潤滑油 と 燃料の高沸点成分で構成されて

いる こ と が推察された。 加速， 定常， 減速， ア イ ド リ ン

グの ４ モー ド に分け， 各モー ド 中の全発生粒子に占める

ナ ノ 粒子の割合を求める と， 加速時は加速度の違いによ

り 10 ～ 30%，定常時には 20 ～ 35%，減速時は 40 ～ 70%，

ア イ ド リ ング時に 10 ～ 15% と変化する こ と が見いださ

れた。 また， 重量あた り の DTT 消費量が定常運転に比べ

過渡運転で大きい こ と， 運転条件によ って発生する粒子

の持つ酸化能力が異なる こ と が示唆された。

　 ナ ノ 粒子の呼吸器内沈着 と 体内動態に関する検討では

20 と 200nm の粒子は肺胞上皮細胞，マ ク ロ フ ァージに取

り 込まれた。 粒子単独またはナ ノ 粒子を貪食し たマ ク ロ

フ ァージが肺の血管や心臓の内膜表面に観察された。 肝

臓や脾臓には観察されなかった。5，20 ，200nm 粒子の気管

内投与 4 時間後の肺胞を観察し， 5nm， 20nm の粒子は肺

胞上皮細胞や基底膜， 血管内皮細胞に取 り 込まれている

のが観察されるが， 200nm 粒子の血管内皮細胞への移行

は観察されなかった。 また原子間力顕微鏡を用いナ ノ 粒

子の取 り 込み， 沈着や体内動態のシ ミ ュ レーシ ョ ンにつ

いて も検討し た。

　 ナ ノ 粒子の毒性 ・ 影響に関する検討では， カーボンナ

ノ 粒子の酸化能および細胞にス ト レ ス を与え るかについ

て検討し，カーボンナ ノ粒子はそれ自体が酸化能を持ち，

粒径の小 さ い も の程その作用が強い こ と を明 ら かに し

た。表面積 と DTT 消費量の間に直線性が成 り 立つこ と か

ら， カーボンナ ノ 粒子の酸化は表面積に依存し た結果で

あ る こ と が示唆された。 環境ナ ノ 粒子の自然免疫応答に

及ぼす影響を検討し た。 14 nm CB の点鼻投与において，

気管支肺胞洗浄 （BAL） 液中の炎症性細胞数およびケモ

カ イ ン産生量の有意な増加が見られたが 95nm CB では，

BAL 液中の炎症性細胞数やケモカ イ ン産生量への影響は

見られなかった。 ナ ノ 粒子は抗原吸入によ る喘息様病態

を増悪させるかについて検討し た。 ナ ノ 粒子の経気道暴

露はアレルゲンに関連する好酸球性炎症を増悪するが粒

子径 と 増悪効果の負の相関は， 必ずし も認め られなかっ

た。 ナ ノ 粒子の経気道暴露は呼吸器感染に関連する肺傷

害に及ぼす影響を検討し た。 呼吸器感染に関連する肺傷

害を増悪するが， 粒子径 と 増悪効果の負の相関は， 必ず

し も認められなかった。 同様に点鼻， 気管内投与あ るい

は鼻部曝露を適用し た感染性肺傷害動物モデル （グ ラ ム

陽性菌細胞壁構成成分によ るモデル） において， ナ ノ 粒

子が呼吸器感染によ る肺炎症状におよぼす影響 と その機

構について検討し，CB は肺における グ ラ ム陽性菌性の炎

症反応を増悪するが， 粒径の違いによ る差は認められな

かった。 ナ ノ 粒子の循環影響を生体レベルで検索する た

めに， アルゴンガス下で炭素棒を放電させて炭素模擬ナ

ノ 粒子を発生させ， ラ ッ ト の鼻部に 1 時間曝露を行い，

曝露し たナ ノ 粒子の特徴 と， 心電図および心拍変動の解

析を行った。 炭素ナ ノ粒子 （平均粒径 25nm） の鼻部曝露

において， 心電図の解析において， P 波の有意な増高が

認められ， 一時的な肺動脈系への影響が示唆された。 ま

た， 心拍間隔の解析では， ナ ノ 粒子曝露群では清浄空気

曝露群 と 異な る分布域を示し， 神経系を介する変動の可

能性が示唆された。

〔 備考〕

本研究の一部は環境省受託費で行 う 。

（ 13）　 山風が都市ヒ ート アイ ラ ンド に及ぼす影響に関す

る研究

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0305CD554

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕
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〔 担当者〕 ○一 ノ瀬俊明 （地球環境研究セン ター）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 長野県長野市では夜間に山風が出現し， それが

都市の中心部に吹き込んでいる。 山風が出現する気象条

件では都市 ヒ ー ト ア イ ラ ン ド も出現する可能性が十分あ

り ， 相対的に冷涼な山風によ る都市 ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 現

象の緩和が期待でき る。 本研究では， 山風の実態 と それ

が都市 ヒ ー ト ア イ ラ ン ド に及ぼす影響について気象観測

及び数値シ ミ ュ レーシ ョ ンによ り 明ら かにし， 山風の都

市 ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 緩和に及ぼす効果， すなわち日本版

「風の道」 にな り う るかど う か， についての検討を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 長野市街地の屋上 9 地点において， 風向， 風速および

気温の定点観測を前年度に引き続き実施し た。 その解析

結果から山風の吹走範囲について把握を試みた。 山風の

吹走範囲は，裾花川谷口から吹走方向に約 ３ km 風下側の

地点まで確認でき た。 また， 直交方向には裾花川谷口か

ら約 ２ km 風下側の地点において幅約 ２ km にわた り 確認

でき た。 そのほか， 吹走方向では風上側ほど山風の開始

時刻が早 く ， 逆に終了時刻が遅かった。 一方， 直交方向

では大き な違いはみられなかった。 風速は風下にい く ほ

ど弱 く ， 風の軸か ら離れた方が弱かった。 次に， 山風が

地上気象要素に及ぼす影響を把握する ため， 山風吹走地

点および非吹走地点において， 風， 気温， 湿度などの気

象観測を夏季 （8 月 24 ～ 26 日） に実施し た。 さ らに， 裾

花川上流の山地斜面で形成された冷気がどのよ う に市街

地へ到達するかを検討する ための数値シ ミ ュ レーシ ョ ン

を行い， 長野市への冷気の供給パ ターンが描き出 さ れ，

典型日の地上風系 と の比較が行われた。 加えて， ヘ リ コ

プターやASTER衛星によ る高解像度地表面温度分布デー

タの取得によ り ， 系統的に低温のゾーン と 山風吹走域 と

の関係の検討を行ったほか， 早朝におけ る吹走域内外で

の気温の鉛直プロ フ ァ イルの相違 （地上 470m 以下で顕

著） よ り ， 山風によ る冷却効果の定量化を行った。

〔 備考〕

研究代表者 ： 一ノ 瀬俊明

共同研究機関 ： 長野県自然保護研究所

共同研究者 ： 浜田崇 （長野県自然保護研究所）

（ 14）　 建物・ 街区・ 都市・ 地域の各規模にまたがる熱環

境解析と アジアの巨大都市への適用

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0306CD553

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○一ノ 瀬俊明 （地球環境研究セン ター）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 18 年度 （2003 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 熱環境シ ミ ュ レーシ ョ ンの結果を実際の施策

に応用する と きの弱点は， その結果の検証が十分にな さ

れていない点であ る。 そ こ でモデルの検証を目的に， 実

際の都市部において建物周辺の気候の観測を行 う 。また，

従来信頼度の低かった熱環境の解析の信頼度を向上させ

る こ と によ り ， アジアの巨大都市の熱環境研究の発展の

端緒 と する。 本研究では， 日本及びアジア諸国の巨大都

市を対象に， シ ミ ュ レーシ ョ ンによ る熱環境の解析を行

う 。そし て，これらの都市における都市計画やエネルギー

消費量の増大が熱環境に与え る影響や対策の効果を評価

する。 また， 従来のモデル解析の限界を超え， 建物 ・ 街

区 ・ 都市 ・ 地域の各規模を ま た ぐ解析手法を確立する。

さ らに， 系統的な観測を実施し， モデルの検証を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 実際に中国 ・ 重慶市内の暑熱環境改善を志向し た都市

計画 ・ 設計に有益な気象情報を取得する目的で， 市内の

日当た り のよい ４ つの地点 （大学構内芝地， 中心市街地

歩行者空間， 緑 と 水のあ る歩行者空間， 旧市街の細街路

歩行者空間） を対象に， PMV 計 と放射温度計を用いて体

感温熱指標 SET* の算定に必要な気象観測を 8 月 6 ～ 9 日

の日程で行った。 さ らに， 当該観測資料をベース と し て，

市民， 行政官， 専門家が都市熱環境に配慮し た都市開発

プ ラ ンを討議する 「ワーク シ ョ ッ プ」 の実施に向けた準

備を開始し た。 一方韓国 ・ ソ ウル市では， 前年に引き続

き， 着工 ２ 年目に入った都市内におけ る大規模な清流復

元事業 （清渓川復元事業） の周辺熱環境に与え る影響の

評価を目的 と し て， サーモグ ラ フ ィ ーを用いた施工地域

の熱画像取得や， 周辺街区での体感温熱指標 （重慶での

観測 と 同種） の計測に加え， シンチロ メ ーターによ る顕

熱フ ラ ッ ク スの観測によ り ， 前年夏以降の施工の進捗に

対応し た熱環境の変化を確認する こ と ができた。

〔 備考〕

研究代表者 ： 花木啓祐 （東京大学）

共同研究機関 ： 東京大学， 東京都立大学， 中華人民共和

国 ・ 重慶大学

共同研究者 ： 一ノ 瀬俊明 （地球環境研究セン ター）， 荒巻

俊也 （東京大学）， 貞広幸雄 （東京大学）， 泉岳樹 （東京

都立大学）， 黄光宇 （中国重慶大学）

（ 15）　 都市大気汚染の年々変動に関する研究

〔 区分名〕 重点特別

〔 研究課題コ ード 〕 0405AA416

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕
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重点 6． 大気中微小粒子状物質 （PM2.5） ・ デ ィ ーゼル排

気粒子 （DEP） 等の大気中粒子状物質の動態解明 と 影響

評価

〔 担当者〕 ○大原利眞 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ），

若松伸司， 菅田誠治， 宮下七重

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 17 年度 （2004 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 都市大気汚染の年々変動を も た ら す原因を解

明する こ と を目的 と する。 年々変動要因をマルチス ケー

ル数値モデルを使って定量化する こ と を目標とする。

〔 内容および成果〕

　 関東地域， と り わけ都心周辺部におけ る光化学オキシ

ダン ト 濃度は最近， 上昇傾向にあ る。 こ の原因を解明す

る ために， マルチスケール化学物質輸送モデル （CMAQ）

を用いた数値実験を行った。 本研究では 1995 年 7 月 と

2000年7月を対象 と し，濃度変動の基本的特徴をモデルで

再現でき る こ と を確認し た後， （ １ ） 関東地域外の排出量

変化， （ ２ ） 関東地域内の排出量変化， （ ３ ） 地域気象の

変化， の ３ ケースに対する オゾ ン濃度変化を解析し た。

その結果， 関東地域全体のオゾン濃度の上昇は関東地域

外か ら の流入影響が最も大き く ， さ ら に都心部のオゾン

濃度の上昇は地域気象 と 関東地域内排出量の変化に起因

し ている こ と が明らか と なった。

〔 備考〕

（ 16）　 沿道大気汚染に関する数値シミ ュ レ ーショ ンの研

究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0404AE347

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○須賀伸介 （社会環境システム研究領域）

〔 期　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔 目　 的〕 環境を定量的に評価する立場から， 都市におけ

る沿道大気汚染に対する数理モデルの構築およびシ ミ ュ

レーシ ョ ンに関す る 基礎的研究を行 う 。 特に従来のシ

ミ ュ レーシ ョ ン手法では困難であった， 複雑な形状を有

する対象領域に対する現象， 局所的に複雑な挙動を示す

現象を対象 と し， 対流拡散方程式の数値シ ミ ュ レーシ ョ

ン手法の開発を目指す。

〔 内容および成果〕

　 近年流体の数値シ ミ ュ レーシ ョ ン分野で注目されてい

る格子ボルツマン法に基づいて移流拡散問題の陽的数値

シ ミ ュ レーシ ョ ン ス キームを開発し た。 特に ２ 次元の ４

速度方向モデルに基づ く ス キームに対する数値安定性に

ついて， 理論的および数値実験的に検討を行った。 その

結果， 我々が開発し たス キームは従来陽的差分ス キーム

と し て安定性に優れていたDufort-Frankel スキーム と ほぼ

同程度の安定領域を有する こ と が分かった。 また， ク ラ

ン ク ニ コルソ ン陰的ス キーム と 同程度の制度の数値解が

得られる こ と も わかった。 以上の結果か ら格子ボルツマ

ン法に基づ く 陽的ス キームは ３ 次元大気拡散シ ミ ュ レー

シ ョ ンをはじめ と する， 環境問題におけ る拡散現象のシ

ミ ュ レーシ ョ ンに十分適用可能であ る と考え られる。

〔 備考〕

（ 17）　 自動車排ガスの初期拡散に関する実験的研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0404AE378

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 6． 大気中微小粒子状物質 （PM2.5） ・ デ ィ ーゼル排

気粒子 （DEP） 等の大気中粒子状物質の動態解明 と 影響

評価

〔 担当者〕 ○上原清 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ），

神田勲， 若松伸司， 大原利眞

〔 期　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔 目　 的〕 自動車の排気ガスは， その車自身の後流中に排

出される。 従来， 自動車排気ガスは後流内での強いか く

はんによ ってすぐに一様になって し ま う も の と 考え られ

て き た。 しか し， 排気直後の濃度分布にはかな り の偏 り

が存在し， さ ら に， 高温であ る排気の浮力がその後の拡

散に重大な影響を及ぼし ている可能性があ る。

　 本研究では， 風洞内に多数の自動車模型を並べて排気

管か ら のガスの拡散状況を詳し く 測定し， 後流内の乱れ

や排気ガスの浮力がその拡散にど う 影響するかについて

調べる。

〔 内容および成果〕

　 大気拡散風洞内部に床面か らの境界層の発達を さ け る

ため，床面をかさ上げする高さ 70cm のテーブルを約 10m

にわたって並べ， その上に乗用車 ・ ト ラ ッ ク の模型を並

べて自動車周 り の流れ と 拡散場に関する測定を行った。

その結果， １ ） 自動車の外形に沿 う 流れ場に風速依存性

が出やすい乗用車の場合， Re>7560 以上であれば流れ場

に風速依存性が生じ ない こ と を確認し た。 ２ ） 排ガスの

初期拡散に最も強い影響を持つのはガス を排出する車の

外形であ り ， 車高が低い乗用車の場合には水平方向の拡

散が助長され， 車高が高 く 非流線型の ト ラ ッ ク では鉛直

方向の拡散が助長される こ と が分かった。 ３ ） 先行する

車が ２ 台以上にな る と それ以上増加し て も， 排ガスの初

期拡散には差が生じ ない こ と が分かった。 ４ ） 排ガス浮

力が初期拡散におよぼす影響は， 乗用車の場合非常に小
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さ く ， ト ラ ッ ク の場合で も ご く 近傍のにしか現れない こ

と が分かった。 排ガスの浮力影響よ り も， エンジンを含

めた自動車全体の排熱を考慮する必要があ る。

〔 備考〕

（ 18）　 大気汚染の健康影響モデルに関する統計的研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0404AE447

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 6． 大気中微小粒子状物質 （PM2.5） ・ デ ィ ーゼル排

気粒子 （DEP） 等の大気中粒子状物質の動態解明 と 影響

評価

〔 担当者〕 ○松本幸雄 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ）

〔 期　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔 目　 的〕 大気汚染物質の健康影響モデルを統計的視点

から検討する こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 健康影響に及ぼす大気汚染の効果を回帰的方法で評価

し た と きの係数の性質は， そのま までは， 大気汚染の健

康影響への因果関係の大き さ を表し ていない。 こ こ では，

偏回帰係数と パス係数 （直接効果）， 総合効果 と の理論的

関連か ら導かれる偏回帰係数 と 総合効果が一致する条件

などについて具体的な大気汚染物質濃度にあてはめて検

討し た。 これを も と に， 大気汚染の健康への真の影響の

大き さ を導 く 方法を理論的に検討し た。

〔 備考〕

（ 19）　 日本における光化学大気汚染の研究

〔 区分名〕 地環研

〔 研究課題コ ード 〕 0406AH380

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 6． 大気中微小粒子状物質 （PM2.5） ・ デ ィ ーゼル排

気粒子 （DEP） 等の大気中粒子状物質の動態解明 と 影響

評価

〔 担当者〕 ○若松伸司 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ），

大原利眞， 菅田誠治， 宮下七重， 早崎将光

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 日本におけ る光化学オキシダ ン ト 等の経年変

化の解析を実施する こ と を目的 と する。 こ の中で光化学

オキシダン ト 等の ト レ ン ド 分析手法を統一し， 地域間の

比較評価を行 う こ と を目標とする。

〔 内容および成果〕

　 国立環境研究所と地方環境研究所と の Ｃ 型共同研究。

日本全国の大気常時監視データ を用いて光化学オキシダ

ン ト 等の大気汚染の経年変化や， 地域分布の特徴を把握

し た。 光化学オキシダン ト に関し ては近年， 濃度変動が

大き く 変化し ている こ と が明ら か と なった。 こ の要因 と

し ては （ １ ） アジアスケールでの発生源の変化， （ ２ ） 地

球規模での気候 ・ 気象変化， （ ３ ） 寿スケールでの発生源

の変化， （ ４ ） 都市構造 ・ 環境負荷の変化， 等が総合的に

影響を及ぼし ている こ と が示唆された。

〔 備考〕

C 型共同研究参加 32 研究機関 ： 秋田県環境セン ター， 宮

城県保健環境セン ター， 福島県環境セン ター， 群馬県衛

生環境研究所， 埼玉県環境科学国際セン ター， 東京都環

境科学研究所， 神奈川県環境科学セン ター， 長野県環境

保全研究所， 静岡県環境衛生科学研究所， 富山県環境科

学セン ター， 福井県衛生環境研究セン ター， 岐阜県保健

環境研究所， 滋賀県立衛生環境セン ター， 京都府保健環

境研究所， 大阪府環境情報セン ター， 兵庫県立健康環境

科学研究セン ター， 和歌山県環境衛生研究セン ター， 奈

良県保健環境研究セン ター， 名古屋市環境科学研究所，

大阪市立環境科学研究所， 京都市衛生公害研究所， 鳥取

県衛生環境研究所， 島根県保健環境科学研究所， 岡山県

環境保健セン ター， 山口県環境保健研究セン ター， 徳島

県保健環境セン ター， 香川県環境保健研究セン ター， 愛

媛県立衛生環境研究所， 福岡県保健環境研究所， 佐賀県

環境セン ター， 長崎県衛生公害研究所， 福岡市保健環境

研究所

（ 20）　 都市大気汚染予報システムの開発

〔 区分名〕 地環研

〔 研究課題コ ード 〕 0405AH417

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○大原利眞 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ），

菅田誠治， 若松伸司， 宮下七重， 早崎将光

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 17 年度 （2004 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 都市大気汚染の予報シ ス テ ム を開発する こ と

を目的 と する。 数値モデルをベース と し た予報シス テム

を構築し， 国内 ２ 地域程度でテス ト 運用する こ と を目標

とする。

〔 内容および成果〕

　 関東地域におけ る光化学オキシダン ト や粒子状物質な

どの大気汚染を， 毎日， 定期的に予報する計算システム

（化学天気予報シス テム） を構築し た。 本システムでは，

気象庁よ り 配信される気象予報データ （GPV） を も と に

地域気象モデル RAMS を使って地域気象を予報計算し た

後， この気象予報データ を使って化学輸送モデル CMAQ

を駆動し大気汚染濃度分布を計算する。 GPV データ と し
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て気象庁全球モデル GSM によ る 84 時間予報結果を用い

る こ と によ り ， 2 日先までの大気汚染予報が可能であ る。

平成 17 年度にテス ト 運用を開始し，関東地域の地方環境

研究所 と 共同し て予報精度の検証及びシス テムの改良等

を進める予定であ る。

〔 備考〕

（ 21）　 微小粒子状物質等曝露影響調査（ 解析調査） 業務

〔 区分名〕 環境 - 委託請負

〔 研究課題コ ード 〕 0404BY470

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 6． 大気中微小粒子状物質 （PM2.5） ・ デ ィ ーゼル排

気粒子 （DEP） 等の大気中粒子状物質の動態解明 と 影響

評価

〔 担当者〕 ○新田裕史 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ），

小野雅司， 田村憲治， 村上義孝， 山崎新， 豊柴

博義

〔 期　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔 目　 的〕 浮遊粒子状物質 （SPM） については， 従来よ り

環境基準を設定し， その健康影響および大気中濃度に関

する知見を体系的に収集し てき た と こ ろであ るが，近年，

SPM の う ちでも特に粒径の小さい部分で人為的発生源か

ら の寄与割合の多い粒子 （微小粒子状物質） によ る呼吸

器症状等の健康影響が懸念 さ れてい る。 こ の こ と か ら，

一般大気環境におけ る微小粒子状物質の曝露量 と 健康影

響と の関連性を明らかにする。

〔 内容および成果〕

　 環境省環境管理局では微小粒子状物質等曝露影響調査

（長期疫学調査） を全国 ７ 地域において呼吸器症状等に関

する質問票調査を平成13年度から毎年繰 り 返し実施し て

いる。 対象者は対象地域の三歳児健康診査受診者および

その保護者であ る。 各地域で回収された質問票を受け取

り ， 電算入力し た上で， 疫学調査の標準的な方法によ り

質問票への記入状況の点検を行い， 個人情報保護に留意

しつつ解析に有用な形で整理し ている。 本年度は第 ３ 次

年度および第 ４ 次年度のデータについて得られた呼吸器

症状等に関する質問票を電算入力し た上で， 疫学調査の

標準的な方法に よ り 質問票への記入状況の点検を行い，

集計を行った。 疫学調査対象地域におけ る微小粒子状物

質や浮遊粒子状物質， 窒素酸化物等の大気汚染物質や，

人口動態， 交通 ・ 運輸， 社会経済動向等のデータ を収集

し た。 これらのデータについて， 呼吸器症状の罹患状況，

微小粒子状物質濃度等 と の関連， 大気汚染以外の呼吸器

症状の要因 と な る可能性のあ る諸事象 と の関連等につい

て， 多角的に解析し， 微小粒子状物質濃度 と 呼吸器症状

と の関連についての検討を行った。

〔 備考〕

旧研究課題コード ： 0303BY560

（ 22）　 局地的大気汚染の健康影響に係る疫学調査のため

の曝露評価モデルの設計に関する調査研究

〔 区分名〕 環境 - 委託請負

〔 研究課題コ ード 〕 0404BY495

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 6． 大気中微小粒子状物質 （PM2.5） ・ デ ィ ーゼル排

気粒子 （DEP） 等の大気中粒子状物質の動態解明 と 影響

評価

〔 担当者〕 ○新田裕史 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ），

大原利眞， 上原清， 長谷川就一， 神田勲， 小野

雅司， 山崎新， 豊柴博義

〔 期　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔 目　 的〕 我が国の大都市部の道路沿道住民におけ る自

動車排ガスへの曝露実態を定量的に把握し， 住民の呼吸

器疾患をはじめ と する健康影響 と の関連性を疫学的に明

らかにする ため， 平成 17 年度から実施予定であ る 「局地

的大気汚染の健康影響に係る疫学研究」 で用いる曝露評

価モデルを設計する

〔 内容および成果〕

　 本研究では， 従来の拡散モデルを基に， 調査対象候補

地におけ る対象者居住家屋の位置情報， 道路 と 対象者居

住家屋 と の位置関係， 道路から の自動車排ガスの排出量

などを勘案し， デ ィ ーゼル排気粒子中の Ｅ Ｃ 濃度， 及び

窒素酸化物濃度の年平均値を用いて対象者居住家屋屋外

におけ る大気汚染物質濃度を推計する曝露評価モデルの

基本設計を行った。

　 そのため，まず既往モデルのレ ビ ュー，モデルのフ レー

ム設計を行 う と と も に， 従来の拡散モデルでは適用でき

ない高層ビル背面への適応， 複層道路周辺等の高濃度ス

ポ ッ ト への適応など， 曝露評価モデルの補正を行 う 手法

について検討を行った。

〔 備考〕

（ 23）　 都市域における PM2.5 大気汚染特性と 生成機構解

明研究

〔 区分名〕 JST

〔 研究課題コ ード 〕 0407KB498

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 6． 大気中微小粒子状物質 （PM2.5） ・ デ ィ ーゼル排

気粒子 （DEP） 等の大気中粒子状物質の動態解明 と 影響

評価
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〔 担当者〕 ○若松伸司 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ），

西川雅高， 的場澄人， 長谷川就一， 小林伸治，

松橋啓介， 伏見暁洋， 大原利眞， 菅田誠治，

早崎将光， 上原清， 神田勲， 足立幸穂

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 19 年度 （2004 ～ 2007 年度）

〔 目　 的〕 都市域における PM2.5大気汚染特性 と生成機構

を明ら かにする こ と を目的 と し て， 日本 と 中国において

共同研究を行 う 。 具体的な研究目標は （ １ ） 環境動態解

明， （ ２ ） 発生源解析， （ ３ ） 発生源 と 環境濃度の関連性

解析とする。

〔 内容および成果〕

　 平成 16 年 12 月から日本 と中国 と の PM2.5 の生成機構

解明に関する共同研究を開始し た。平成 17 年 １ 月 と ３ 月

に筑波 と 北京において ワーク シ ョ ッ プを開催し， 相互の

研究内容の紹介 と， 共同研究課題の設定を行った。 協議

の結果， （ １ ） 発生源 と モデル， （ ２ ） モニ タ リ ング と 化

学分析， の二つのサブグループを作 り 共同研究を実施す

る こ と が決められた。こ の研究では都市域におけるPM2.5

大気汚染の生成に及ぼす各種要因の分析 と 大気環境改善

のための対策効果評価の国際比較研究が行われる こ と に

なる。

〔 備考〕

中国，清華大学 （ リ ーダ）， Jiming HAO （研究者） Hezhong

TIAN， Kebin HE， Yongliang MA， Shuxiao WANG， Fumo

YANG， Ximing Guo， Jingnan HU， Honghong YI Xinghua

LI， Litao WANG， Lin LI

5． 2 　 酸性雨等の長距離越境大気汚染と その影響

に関する研究

（1）　インピンジングフロー法を用いたエアロゾル上で

の不均一反応の研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0104AE089

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○高見昭憲 （大気圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 16 年度 （2001 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 大気中においてエア ロ ゾルは気相か ら の分子

の取 り 込みや， 表面反応および液相反応を通じ て大気組

成に変動を与え る。 気液界面での物質移動や反応機構を

明らかにする こ と は観測 と モデルを結び付け る上で重要

であ る。 本研究においては， イ ン ピ ンジングフ ロー法を

用い， 検出にレーザー誘起蛍光法など を用いて不均一反

応におけ る物質移動係数を求め， 野外観測などのデータ

解析に役立て る。 また， 気液界面移動過程におけ る界面

での物質の変化に注目し， 界面での反応を追跡でき る シ

ステムを構築する。

〔 内容および成果〕

　 本年度は， イ ン ピ ンジングフ ロー法で得た硫化物など

の取 り 込み係数を他の方法に よ る 結果や， シ ミ ュ レー

シ ョ ン と 比較検討し た。 液相反応のみで説明でき る場合

と， 表面反応によ る取 り 込みの増加を考慮する必要のあ

る場合があ り ， 実験上の問題によ る差も考え られる。 ま

たシ ミ ュ レーシ ョ ン と の比較では， 実験によ っては過小

評価し ている場合も あった。 今後は， 実際に表面反応を

追求する手段を構築し， 実際に大気微量化学種が界面を

通過する際に表面反応が起こ っているかど う かを解明す

る必要があ る。

〔 備考〕

（ 2）　 大陸規模広域大気汚染に関する国際共同研究

〔 区分名〕 特別研究

〔 研究課題コ ード 〕 0105AG108

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○畠山史郎 （大気圏環境研究領域）， 高見昭憲，

谷本浩志， 菅田誠治， 杉本伸夫， 松井一郎， 清

水厚， 村野健太郎， 甲斐沼美紀子， 西川雅高

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 本研究では， 現在の中国で問題 と なっている硫

黄酸化物系の大気汚染 と， 今後益々重要 と なって く る も

の と 予想される窒素酸化物 ・ 光化学大気汚染系の大気汚

染が混在する広域の大気汚染を観測， モデルの分野か ら

研究し， 中国を フ ィ ール ド と し た共同研究か ら， 今後イ

ン ド や東南アジアにおいて も問題化する と 予想される大

陸規模の広域大気汚染の現象を解明し， その管理 ・ 制御

に資する こ と を目的 と する。 こ のため， 中国におけ る観

測， 地域規模モデルの改良 と 応用， 社会経済モデルによ

る発生量変遷要因の実証分析を行 う こ と を目標とする。

〔 内容および成果〕

　 本研究プロ ジェ ク ト は中国中南部におけ るい く つかの

サイ ト における地上観測によ り 四川盆地 - 杭州湾地域間

の大気汚染の実態を把握し， 大陸規模の地域モデルを用

いて広域大気汚染の実態を解明する と と も に， 文部科学

省科学研究費補助金によ り 中国の研究者 と 共同で行 う 航

空機観測の結果 と 同時に解析し， 中国におけ る広域の光

化学大気汚染について検討する。 モデルに組み込まれる

発生源イ ンベン ト リ ーを詳細に作成し て， さ らに これの

社会経済モデルに よ る 将来予測を行い， 地域モデルに

フ ィ ー ド バッ ク し て様々な発生源の変化に基づ く 広域大
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気汚染の将来像を描 く 。 これか ら， 大陸規模の広域大気

汚染に対する管理 ・ 制御の手法を提言する。

　 本年度の成果と し ては， （ １ ） 四川盆地， 杭州湾地域間

の大気汚染物質の輸送に関する野外観測 : 平成 16 年 ５ ～

６ 月に文部科学省科学研究費補助金によ って行われた航

空機観測 と 連動し て， 重慶 ・ 成都付近 と 杭州湾島嶼およ

びその中間の武漢付近で， 地上でのガス ・ エア ロ ゾル観

測を行った。 これによ り 大規模発生源近傍におけ る大気

汚染物質の空間分布の変動を把握し た。 また ラ イ ダー観

測によ ってエア ロ ゾルの鉛直分布， 混合層高度を測定し

た。 （ ２ ） 季節によ って， アジア大陸からのバッ ク グ ラ ウ

ン ド オゾンを含む気塊を と ら え られる こ と がわかった奥

日光白根山頂上付近におけ る， オゾン濃度の連続観測を

平成 16 年 ７ ～ 10 月に行った。 （ ３ ） 大陸規模のモデルに

よ る広域大気汚染の解明 : 気象モデル RAMS4.3， 大気質

モデル CMAQ （米国 EPA） によ り SOx， NOx， オキシダ

ン ト 等のガス， 各種エア ロ ゾル等の濃度， 沈着量を中国

全土と日本を含む領域のモデル計算を行った。

〔 備考〕

共同研究相手方 ： 中華人民共和国， 環境科学研究院大気

環境研究所， 湯大鋼 （所長）

（ 3）　 中国北東地域で発生する 黄砂の三次元的輸送機構

と 環境負荷に関する研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 C-5

〔 研究課題コ ード 〕 0105BA331

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○西川雅高 （環境研究基盤技術ラ ボ ラ ト リ ー），

杉本伸夫， 菅田誠治， 松井一郎， 清水厚， 森育

子， 的場澄人， 早崎将光

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 中国内陸部で発生する砂嵐現象は， 近年， 発生

回数 と 規模が増加傾向にあ る。 その砂塵嵐の う ち， 中国

北東地域 （内モンゴル砂漠地帯および草原荒廃地域， 河

北省 ・ 山西省の黄土地帯等を指す） で発生し風送される

黄砂の三次元的大気動態の把握， および東アジア周辺の

環境への負荷量評価を求め る ために有効なシ ミ ュ レー

シ ョ ン手法の確立を目指す。 加えて， 本プロ ジ ェ ク ト の

推進に際し， 中国研究機関 と の共同研究を行 う こ と が合

意されてお り ， 中国政府が行 う 黄砂防止に係る環境施策

に有効な科学情報の提供も目的と し ている。

〔 内容および成果〕

　 黄砂の飛来状況を把握する ため， ラ イ ダーを中心 と す

る多点ネ ッ ト ワーク網を拡充し た。 日本国内では， 新た

に島根県松江が環境省支援によ り 加わった。 そのネ ッ ト

ワーク の結果を基に， 次のよ う な成果が得られた。

　 １ ） 2003 年， 2004 年の日本への飛来回数を調べた結

果，地上に降下し た回数は 2002 年に比べて減っているが

日本上空を通過し た黄砂の回数は減っていない こ と がラ

イ ダー観測データから明らかになった。

　 ２ ） 2002 年に比べ， 小規模な黄砂が多 く ， 北京に飛来

し た回数は 3 ～ 5 月で 8 回であった。 大規模な黄砂が発

生し なかった と 考え られる原因は， 内モンゴル等発生源

地付近で降水量が例年以上に多 く ， 土壌表面の乾燥が進

まなかった こ と， 植物被覆度が高ま り ， 発生面積， 発生

時期の平年よ り も縮小し た こ と が上げられる。

　 ３ ） 化学分析結果か ら， 黄砂は発生地の化学組成像を

保持しつつも， 風送されている経路の土壌粒子の付加に

よ り ， 徐々に化学像を修正し てい く こ と が明ら かになっ

た。

　 ４ ） 黄砂粒子表面におけ る酸性ガス成分の吸着反応検

証実験か ら， 二酸化硫黄の反応率は共存する硝酸ガス濃

度が高い と抑制される こ と がわかった。

　 ５ ） 多点モニ タ リ ング結果で精緻化された発生 ・ 輸送

のモデル解析結果か ら， 北京経由で日本に飛来する黄砂

は， タ ク ラ マカン砂漠由来よ り も外モンゴルや内モンゴ

ルのゴビ砂漠由来のものが圧倒的に多 く ， 飛来率で 50%

以上と なる こ と が推定された。

〔 備考〕

国内共同研究機関 ： 長崎大学， 東京海洋大学， 埼玉大学，

九州大学

中国共同研究機関 ： 中国国家環境観測総站， 中日友好環

境保護中心

共同地方研究機関 ： 山口県環境保健研究セン ター

その他関連政策プロ ジェ ク ト ： 環境省地球環境局 「黄砂

実体解明調査」 と の連携

（ 4）　 アジア域の広域大気汚染によ る 大気粒子環境の変

調について

〔 区分名〕 JST

〔 研究課題コ ード 〕 0104KB281

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○畠山史郎 （大気圏環境研究領域）， 杉本伸夫，

日暮明子

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 16 年度 （2001 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 本研究は， アジアの大気汚染によ る大気粒子環

境の変調を研究する。 こ の目的のため， アジア大陸か ら

の汚染気塊が輸送されやすい季節に， エア ロ ゾルやエア
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ロ ゾルの前駆物質 （SO2， NOx， NOy） 濃度分布や輸送パ

ターン， 雲の変化など を衛星観測， 航空機観測， 地上観

測によ って観測し， 解析する。

〔 内容および成果〕

　 本研究は平成 16 年 10 月終了の研究であ り ， 本年度は

（ １ ） エア ロ ゾル前駆物質の観測 （ ２ ） 衛星によ る エア

ロ ゾル観測データの解析 （ ３ ） ラ イ ダーによ るエア ロ ゾ

ル雲観測等の目的から行われた APEX － E1 ～ E3 の観測

から得られた航空機によ る SO2 濃度の空間分布測定， 観

測船 「み ら い」 に よ る観測航海で ラ イ ダー， レーダー，

サン フ ォ ト メ ーターなどによ って得られたエア ロ ゾルお

よ び雲の同時観測， こ れ ら に同期す る  MODIS お よ び

SeaWiFS 衛星観測から得られた多 く のデータの解析 と と

り ま と めを行った。

〔 備考〕

課題代表者 ： 中島映至 （東京大学気候システム研究セン

ター）

（ 5）　 酸性雨汚染物質の陸水の水質と 生物に与える 影響

の実態解明に関する 研究 (1) 酸性汚染物質の渓流河

川水の水質に与える 影響の実態解明 (2) 渓流河川の

水質の魚類の分布行動に与える影響の実態解明

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 C-2

〔 研究課題コ ード 〕 0204BA382

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○佐竹研一 （大気圏環境研究領域） ， 高松武次

郎， 野原精一

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 本研究では酸性雨等越境大気汚染の懸念 さ れ

る地域及び都市大気汚染の進行し ている地域を対象 と し

て （ １ ） 酸性汚染物質の渓流河川水の水質に与え る影響

の実態解明， （ ２ ） 渓流河川の水質の魚類の分布行動に与

え る影響の実態解明 （サケ科魚類への影響解明） につい

て研究を進め， 酸性化危惧度評価指標を作成する こ と を

目標と し ている。

〔 内容および成果〕

　（ １ ） 花崗岩地質を有する三面川流域 と 筑波山系におい

て，渓流水中の Al の観測を実施し た。渓流水の全溶存 Al

濃度を水系ご と に平均する と，最高濃度 （猿田川，0.5µM）

は最低濃度 （筑波山北西部， 0.2µM） の 2.5 倍であった。

イオン性 Al は全渓流水中の主要な溶存 Al 形態で， その

50 ～ 80％を占めた。 一方， 有機錯体 A ｌ は， 水系によ る

違い が大 き く ， 猿田川， 三面川上流部及び水無川 で

0.09µM 以上存在し たのに対し て， 加波山， 筑波山南部及

び北西部では検出限界 （0.01µM） 以下であった。 ろ過性

鉱物粒子態 Al の割合は，イオン性 Al と有機錯体 Al と共

に低い水系で 35 ～ 50％であったが， 他の水系では 20％

以下であった。 共存無機イオン濃度か ら算出し た無機錯

体 Al 濃度はイオン性濃度の 5％未満であった。

　（ ２ ） 酸中和能に乏しい花崗岩質の基盤岩石を持つ三面

川水系で， サケ科魚類の分布を確認する ため調査を行っ

た結果， ヤマ メ （サ ク ラ マス） は下流で捕獲され， ニ ッ

コ ウ イ ワナは主に上流域の地点で捕獲された。 最近の三

面川には約 2 万匹のシ ロサケの捕獲があ り ， 生重 100kg

のサケには， K， Na， P， Ca がそれぞれ 350， 66， 240，

14mg 含まれているので，サケの遡上によ って自然にも た

ら されている K， Na， Ca は三面川流域において 49， 179，

10kg/ 年 と 推定 さ れた。 三面川河口では 30 年平均で

1,571×106m3 の水が海へ供給されてお り ，平均濃度は，K，

Na， P， Ca はそれぞれ 0.5，4.9，5.4，0.0036， 1.6mgl-1 であ

るから， K， Na， P， Ca は 786， 7.700， 5.7， 2,500t/ 年供

給されている。 し たがって， 流下移送に対し て遡上移送

と し て， K， Na， Ca の戻って く る量は少ないが， リ ンは

全流出量の 3.1％も あった。

〔 備考〕

研究代表者 ： 佐竹研一 （国立環境研究所）

共同研究機関 ： （独） 水産総合セン ター養殖研究所日光支

所， 東京農工大学， 北海道大学， （財） 日本環境衛生セン

ター酸性雨研究セン ター

（ 6）　 北半球における 越境大気汚染の解明に関する 国際

共同研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 C-1

〔 研究課題コ ード 〕 0204BA396

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○村野健太郎 （大気圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 中国 ・ 韓国 ・ 日本間の越境大気汚染の定量化は

行政ニーズの高い物であ る。 そのためには， 大気汚染物

質発生源イ ンベン ト リ ーの改訂， 新規作成が不可欠であ

る。 多物質 （炭素状物質， 黄砂） を考慮し， 評価地域を

細分化 し た， 次世代型 ソ ース （発生） ・ リ セプ ター （沈

着） マ ト リ ッ ク スの作成は， 越境大気汚染問題の行政施

策に大き く 寄与する。

〔 内容および成果〕

　 東シベ リ アの ３ 地点 （イルクーツ ク， リ ス ト ビアンカ，

モンデ ィ ） および沿海州の １ 地点 （プ リ モールス カヤ）

で降水成分および大気中ガス ・ 粒子濃度を継続し て観測
―  201  ―



国立環境研究所年報 （平成 16 年度）
し，酸性成分等の年間沈着量や季節変動などを評価し た。

その結果， 同地域の降水は主に硫酸によ って酸性化し て

お り ， 非海塩性硫酸イオン， アンモニ ウ ム イオン沈着量

は日本の全国中央値 と 同程度か少ない傾向にあった。 東

アジア地域 2000 年排出量イ ンベン ト リ ーEAgrid2000 v1.0

に関し， 改訂を加えた。 改訂内容は以下の とお り であ る。

　 ①中国における 2000 年エネルギー消費構造 （地域別 ・

分野別） を予測値か ら新たな統計データに基づ く 確定値

に切 り 替え る と と も に排出係数の見直し を行った。 その

結果， NOx については上方修正， SO2 については下方修

正された。

　 東アジア ス ケール ・ シ ミ ュ レーシ ョ ンモデルを用い，

東アジア地域を領域分割し て ソース ・ リ セプター解析し，

ソース リ セプターマ ト リ ッ ク ス を作成し た。 対象期間は

1995 年 1 年間であ る。その結果，以下の点が明らか と なっ

た。

　（ １ ） 日本全体の年間沈着量は，硫黄酸化物 0.84TgS，窒

　 　 素酸化物 0.62TgN であ る。

　（ ２ ） 硫黄酸化物沈着量の寄与率は，中国49%，日本21%，

　 　 火山 15%， 朝鮮半島 12% であ り ， 中国からの寄与が

　 　 半分を占める。

　（ ３ ） 窒素酸化物沈着量の寄与率は，日本 39%,中国 34%,

　 　 朝鮮半島 18% であ り ， 国外寄与が 60% 程度であ る。

　（ ４ ） アジア大陸で発生し た汚染物質が北西季節風に

　 　 よ って日本列島に長距離輸送される ため， 越境汚染

　 　 の寄与は冬季に高い。

〔 備考〕

再委託先 ： 財団法人日本環境衛生セン ター酸性雨研究セ

ン ター， （財） 計量計画研究所， （株） ト ーニチコ ンサル

タ ン ト ， 京都大学

（ 7）　 ラ イ ダーによるエアロゾル性状の空間分布測定

〔 区分名〕 文科－科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0205CD417

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○杉本伸夫 （大気圏環境研究領域）， 清水厚

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 17 年度 （2002 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 アジア域のエア ロ ゾルの空間分布 と 光学特性

を明 ら かにす る こ と を目的 と し て， 連続運転 ラ イ ダー

ネ ッ ト ワーク によ る空間分布の全体像の把握 と ラ マン ラ

イ ダー等によ る光学特性の精密測定の 2 つのアプローチ

で観測研究を行 う 。 前者に よ っ て， エア ロ ゾルの発生，

輸送の動態や大気境界層構造等を イベン ト ス ケールで解

析し， 化学輸送モデル と の比較解析を行 う と と も に， 気

候学的なエア ロ ゾルの気候学的な分布特性を明ら かにす

る。 一方， 後者によ り エア ロ ゾルの光学特性を詳細な把

握し， エア ロ ゾルの気候影響評価のための基礎データ を

得る。

〔 内容および成果〕

　 連続運転ラ イ ダーによ る東アジアのエア ロ ゾルの立体

分布 と 動態の把握を主に国立環境研究所が担当し， これ

までに展開し ている ネ ッ ト ワーク をベースに連続観測を

行 う 。 また， 観測データの統計解析， モデル と 合わせた

イベン ト ご と の事例解析を行 う 。 ラ マン ラ イ ダー等によ

るエア ロ ゾルの光学特性の精密測定を主に名古屋大， 東

京海洋大学が分担する。

　 国立環境研究所が大学や研究機関 と の協力によ り 展開

し ている 2 波長偏光ラ イ ダーのネ ッ ト ワーク観測を， 中

国の北京， フ フホ ト ， 合肥， 韓国のス ウ ォ ンを含む 11 地

点で行った。 ラ イ ダー偏光解消度から大気汚染エア ロ ゾ

ル と 黄砂を分離し て推定する手法を用いて， 大気汚染エ

ア ロ ゾル と 黄砂の消散係数の高度分布の時間変化を導出

し， それ ら の動態を解析 し た。 ま た， 化学輸送モデル

CFORSによ り 求めた各種エア ロ ゾルの消散係数 と比較し

モデルの妥当性を検証し た。 さ ら に， 連続観測データの

統計的解析を行い， 季節内の変化や年々の変化などの特

徴を考察し た。 一方， ラ マン ラ イ ダー等によ る観測を名

古屋大学 と 東京海洋大学が行い， 自由対流圏のバ ッ ク グ

ラ ン ド エア ロ ゾルや黄砂， 森林火災エア ロ ゾルの光学特

性の観測を行った。 2003 年のシベ リ アの森林火災の観測

について， 多波長ラ マン ラ イ ダーで得られた ３ 波長の後

方散乱係数 と ２ 波長の消散係数か ら， ミ ュ ラーら のイ ン

バージ ョ ン法を適用し て， 有効半径， 単散乱アルベ ド 等

を導出し た。

〔 備考〕

共同研究者 ： 柴田隆 （名古屋大学）， 村山利幸 （東京海洋

大学）

（ 8）　 山岳 （八方尾根） 降雪中の鉛同位体比測定によるア

ジア大陸から の越境大気汚染の定量化

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0204CD430

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○村野健太郎 （大気圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 局地的な汚染が無い標高 1850m の八方尾根で，

北西季節風の卓越する冬季に降雪を 1 日ご と に採取し，

鉛の安定同位体比を測定する こ と によ り ， また， バ ッ ク
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ト ラ ジェ ク ト リ ー解析を併用し て， アジア大陸から日本

への越境大気汚染の定量化を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 局地汚染の影響を受けに く い中部山岳地域の八方尾根

で採取された降水試料の鉛同位体比を測定し， その季節

変化の特徴を検討し た。 また， 後方流跡線解析結果 と 測

定された鉛同位体比 と か ら， 降水中の大気汚染物質の発

生源推定を試みた。 北アルプス八方尾根 （標高 1850m）

の国設酸性雨測定所において， 2003 年 １ 月から 12 月ま

で降水試料自動採取装置を用いて １ 日単位で採取された

試料を測定に用いた。 これら水溶性成分測定用試料及び

非水溶性成分測定用試料の鉛同位体比 （207 Pb /206 Pb，

208 Pb /206 Pb） は ICP-MS 法で測定し た。

　 2003 年 １ 月から 12 月の鉛同位体比の測定結果（207 Pb

/206 Pb） の う ち， ﾌｨｰﾙﾄﾞﾌﾞﾗﾝｸ等を考慮 し て， 水溶性成

分と非水溶性成分それぞれ 1 及び 5ppb 以上の試料を解析

に用いた。 水溶性及び非水溶性成分の鉛同位体比がよ く

一致し ている。 また ７ 月か ら ９ 月にかけての夏期は鉛同

位体比がやや低 く ，一方 12 月の冬期は鉛同位体比がやや

高い値を示 し た。 夏期の低鉛同位体比は向井 ら （2001）

が報告し ている国内又は上海におけ る大気粉塵の鉛同位

体比に近 く ， 一方冬期の高鉛同位体比は北京又はハルビ

ンにおけ る鉛同位体比に近い値であった。 これら夏期及

び冬期の降水試料採取時の後方流跡線解析結果によ る と

夏期の低鉛同位体比試料は国内又は上海方面を発生源 と

し てお り ， 一方冬期の高鉛同位体比試料は北京又はハル

ビン等を発生源 と し ている こ と が明ら かになった。 2004

年 １ 月から 12月まで降水試料自動採取装置を用いて １ 日

単位で採取し たが，サンプルの鉛同位体比測定中であ る。

〔 備考〕

共同研究機関 : 長野県環境保全研究所

（ 9）　 モンゴル半乾燥地域における酸性・ 酸化性物質に対

する植物感受性に関する研究

〔 区分名〕 寄付

〔 研究課題コ ード 〕 0204NA754

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○清水英幸 （国際共同研究官）

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 近年， 東アジア地域の産業 ・ 経済の発展は著し

く ， 大気汚染の陸域生態系に及ぼす影響が懸念されてい

る。 日本は東ア ジ ア酸性雨モニ タ リ ン グ ネ ッ ト ワ ー ク

（EANET） を構築し， 地域レベルの汚染対策に貢献し て

いるが， 酸性 ・ 酸化性物質の生態影響に関し， 乾燥 ・ 半

乾燥地域ではほ と んど研究報告がな く ， 基礎情報が不足

し ている。 本研究では， 東アジア陸域生態系への酸性 ・

酸化性物質の影響評価の第一歩 と し て， モンゴルの半乾

燥地域を対象に， 主要植物の酸性 ・ 酸化性物質に対する

感受性目録作成のための基礎情報を得る目的で， 現地調

査および環境制御実験を実施する。 また， EANET 土壌 ・

植生モニタ リ ングの推進に向けた検討 ・ 提案を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 モンゴルの首都ウ ラ ンバー ト ル近郊のボグ ド カーン山

自然保護地域では， カ ラ マツ （Larix sibirica） 林の衰退が

認められ， ウ ラ ンバー ト ル市内の火力発電所か ら排出さ

れる大気汚染物質が原因の一つと し て考え られている。

　（ １ ） 同地域で， 植生衰退の現地観察， カ ラ マツ葉や土

壌の化学分析， パ ッ シブサンプ ラーによ る酸性 ・ 酸化性

ガス濃度計測などの調査を実施し た。 O3 濃度は約 40ppb

と 夏期に比較的高 く ， 徐々に低下し た。 その傾向は市街

地でよ り 明確であった。 測定期間中の平均 O3 濃度は， 火

力発電所に面 し た山斜面で市街地や対照林分に較べ高

かった。 平均 SO2 濃度も当該斜面で高かった。 また， 針

葉中の S 濃度は当該斜面で生育し ている カ ラ マツでよ り

高 く ， 火力発電所か ら の大気汚染物質がボグ ド カーン山

に到達し ている と考え られた。 一方， 土壌 pH は高 く ， 交

換性 Ca などの塩基濃度も高いため，土壌酸性化は生じに

く いこ と が示唆された。 SO2 濃度が比較的低いこ と から，

考え られる衰退原因と し て， O3 の影響について よ り 研究

されるべきであ る と考え られた。

　（ ２ ） ボ ク ド カーン山麓で， ５ 種の草本植物 （Carex sp.，

Polygonum alopecuroides， Astragalus sp.， Chamaenerion

angustifolium，Sanguisorba officinalis） の種子を採取し，酸

性 ・ 酸化性ガスの植物感受性に関する ４ 週間暴露実験を

実施し た。 SO2 や O3 に対する感受性は植物種によ って異

なっていた。 植物個体乾重については， Carex sp. が SO2

暴露によ って， P. alopecuroides が O3 暴露によ って， 有意

に減少し た。O3 暴露は，P. alopecuroides や S. officinalis の

地下部の成長を よ り 減少させた。 一方， Carex sp. の葉数

は SO2 によ って も， また， O3 によ って も減少し た。 これ

ら の結果か ら， P. alopecuroides は O3 に対 し て， ま た，

Carex sp.はSO2 に対し て，他の種よ り も感受性が高い と考

え ら れた。 今後， EANET モニ タ リ ング を進めてい く 上

で， こ こ で得られた よ う な植物感受性に関する情報を さ

らに蓄積する必要があ る と考え られた。

〔 備考〕

共同研究機関 ： （財） 日本環境衛生セン ター酸性雨研究セン

ター （佐瀬裕之，戸塚績），Central Laboratory of Environmental

Monitoring, Mongolia （Tumendemberel BULGAN）
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（ 10）　 大気境界層における物質輸送の研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0308AE510

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○菅田誠治 （大気圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 20 年度 （2003 ～ 2008 年度）

〔 目　 的〕 大気中物質の長距離輸送においては， 発生源付

近での大気境界層内での拡散および自由大気への逃げ出

し等によ る上昇 と， 自由大気での長距離輸送， な らびに

受容域にいた る までの何ら かの理由によ る沈降が重要で

あ る。 本研究はこれら大気境界層に関わる上昇 ・ 沈降の

過程を明らかにする こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 春季の前線通過時に一定以上の風が吹いた場合に ト

レーサーが発生する よ う な数値実験を行い前線付近での

物質の輸送を調べた。 ト レーサーは前線の後面に保持さ

れる よ う に運ばれ， 低気圧の発達 と と も に前線に沿って

低気圧の中心部に近づ く 方向 と 離れる方向の両者に延ば

される よ う に広がる こ と がわかった。 境界層か ら自由大

気への流入は低気圧中心か ら離れた と こ ろ と 中心部に近

い と こ ろの両者で起き ている よ う であ るが， 追加の解析

が必要であ る。

〔 備考〕

（ 11）　 ミ ー散乱ラ イ ダーにおける受光検出部が測定誤差

に及ぼす影響の検討

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0406AE392

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○松井一郎 （大気圏環境研究領域）， 杉本伸夫，

清水厚

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 遠隔計測研究室で展開 し てい る連続観測小型

ラ イ ダーは， 2 波長 （532,1064nm） 散乱強度と 532nm で

の偏光解消度の測定が行え る。 現在， データ品質の向上

が課題であ り ， その要素 と し て， 検出器の特性が重要で

あ る と考え られている。 例と し て， 偏光解消度の測定は，

散乱体の球形， 非球形を判別でき るので， 黄砂飛来時の

判定に重要であ る。 小型ラ イ ダーの偏光解消度のデータ

を詳細に解析する と 大気境界層内のエア ロ ゾル濃度の高

い領域 と それよ り 上空の領域では偏光解消度の値が う ま

く 一致し ない こ と が明ら かになっ て き た。 本研究では，

こ の問題に起因される と 思われる光電子増倍管の感度の

直線性や信号処理部の量子化誤差についての詳細な実験

的検討を行い， 改善の方法を明らかにする。

〔 内容および成果〕

　 小型ラ イ ダーは， 受信光を光電子増倍管で電気信号に

変換後， 信号処理部の A/D コ ンバータによ り デジ タル信

号に変換し， コ ンピ ュータに取 り 込んでいる。 このため，

光電子増倍管 と信号処理部の両者の特性を改善し てい く

必要があ る。 本年度は， 信号処理部の量子化誤差の改善

を行 う ために， 従来， 連続観測用小型ラ イ ダーで使用し

てき た分解能 8bit の A/D コ ンバータから 12bit の A/D コ

ンバータ を使用し た ラ イ ダーデータ収録システムの開発

を 行 っ た。 新 し いデー タ 収録 シ ス テ ム に よ る 観測 を

Atmospheric Brown Cloud （ABC） 観測の韓国， 済州島で

の国際共同検証実験で行っている。 環境研ラ イ ダーホー

ムページで公開し ている リ アルタ イ ム解析結果によ る と

高々度まで信号対雑音比は良好であ り 量子化誤差が改善

されている こ と が確かめ られた。 今後， 定量的な評価を

行 う 予定であ る。

〔 備考〕

（ 12）　 ラ イ ダーによるエアロゾル変動の検出およびデー

タ 提供手法に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0406AE393

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○清水厚 （大気圏環境研究領域）， 杉本伸夫，

松井一郎

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 アジア域に展開 さ れた ラ イ ダーネ ッ ト ワー ク

によ るエア ロ ゾル ・ 雲の連続観測結果か ら， エア ロ ゾル

各成分 （黄砂 ・ 人為汚染物質 ・ 炭素系エア ロ ゾル等） を

分離し て表現し， 異な る環境影響を も た らすそれぞれの

エア ロ ゾル成分の分布変動を抽出する。さ らに，ラ イ ダー

観測結果を大気研究者に提供し た り ， 数値予報等に利用

する ために適し た手法を検討する。

〔 内容および成果〕

　 国立環境研究所が開発し アジア域に展開し ている連続

運転小型ラ イ ダーは， 自動運転のため気象状況などによ

らず連続的なデータが取得でき る。 まず雨天 ・ 霧など解

析に適さ ない気象状況を ラ イ ダーデータプロ フ ァ イルの

特徴を利用し て推定し， また雲をエア ロ ゾル と 区別し て

検出する手法を定義し て各地のラ イ ダー観測結果へ適用

し た。 得られたエア ロ ゾル観測結果については粒子形状

を推定し て黄砂 と 液滴 （人為汚染物質） と の混合比を求
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め， それぞれの成分によ る消散係数の時間高度分布を得

る こ と に成功し た。 こ の手法によ る結果を利用する こ と

によ り ， エア ロ ゾル濃度分布を各成分独立に出力する数

値モデル と 観測結果を直接比較でき る よ う になった。 ま

た， 多地点のデータ を利用し て成分毎の水平分布を得る

こ と ができ， 2004 年春季の黄砂分布の特徴や， その季節

内変動の気象場と の対応などが明らかにされた。その他，

これらのデータ を他の研究者へ提供する際の標準的な出

力形式を定め， エア ロ ゾルの衛星観測や地上観測を行っ

ている研究者へ順次提供し ている。

〔 備考〕

（ 13）　 東アジアスケール大気汚染の動態解明に関する研

究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0408AE418

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○大原利眞 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ），

菅田誠治， 畠山史郎， 村野健太郎， 若松伸司

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 20 年度 （2004 ～ 2008 年度）

〔 目　 的〕 東アジア ス ケール大気汚染の広域動態を解明

する こ と を目的 と する。 東アジア ス ケール大気汚染を数

値モデルを使って再現し， その動態を解明する こ と を目

標とする。

〔 内容および成果〕

　 本プロ ジ ェ ク ト では， 東アジア ス ケール大気汚染の広

域動態を解明する ために， 九州大学応用力学研究所や地

球環境フ ロ ンテ ィ ア研究セン ターなど と の共同研究によ

り ， 地域気象モデル RAMS と化学輸送モデル CMAQ に

よ って構成される数値モデルを用いたシ ミ ュ レーシ ョ ン

研究を進めている。 本年度は， （ １ ） 2001 年春季及び年

間の炭素粒子EC/OC シ ミ ュ レーシ ョ ン と発生源地域別寄

与解析，（ ２ ） 2001 年春季のシ ミ ュ レーシ ョ ン と観測デー

タに基づ く 検証， （ ３ ） 2001 年か ら数年間の長期シ ミ ュ

レーシ ョ ン， （ ４ ） シ ミ ュ レーシ ョ ン結果に基づ く 日本列

島周辺の対流圏オゾンの年間解析， など を実施し た。 さ

らに，総合地球環境学研究所と の共同研究によ って，1980

～ 2000 年の 20 年間における アジア域エ ミ ッ シ ョ ン ・ イ

ンベン ト リ ーを作成し た。

〔 備考〕

共同研究者 ： 鵜野伊津志 （九州大学応用力学研究所），

早坂忠裕 （総合地球環境学研究所）， 黒川純一 （富士通エ

フア イ ピー株式会社）， 山地一代 （地球環境フ ロ ンテ ィ ア

研究セン ター）

（ 14）　 日本における オゾ ン と その前駆物質の季節内・

年々変動に及ぼす地域気候変化の影響に関する予備

的研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 FS-11

〔 研究課題コ ード 〕 0405BA463

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○谷本浩志 （大気圏環境研究領域）， 向井人史

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 17 年度 （2004 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 こ れま で蓄積 さ れた観測デー タ か ら オゾ ンの

分布や濃度の短期的 ・ 長期的変動を再現し， 気候 ・ 気象

的な影響要因を探る こ と で， 大気汚染物質の分布 と その

変動の将来予測の精度向上に資する と と も に， 日本にお

け る光化学オキシダン ト の制御戦略に貢献する こ と を目

的とする。

〔 内容および成果〕

　 日本の遠隔地域において過去10年にわたって得られた

オ ゾ ン と その前駆物質の高精度デー タ ベース を構築す

る。 それによ って， 北東アジア西太平洋周縁域におけ る

濃度場 ・ 気候値を作成し， 北東アジアにおけ る地域気候

変化がその季節内変動 ・ 年々変動などに及ぼす影響につ

いて解析する。 また， 国内におけ るオゾン測定の較正体

系ネ ッ ト ワーク確立に関する取 り 組みを行い， 高精度オ

ゾ ン標準を用いた較正体系を導入す る 先導的役割を担

う 。 これまで， 参画研究機関および関連する大学 ・ 機関

と オゾン測定に関する相互比較実験を行い， 各研究機関

の観測データ を高精度化する と と も に比較可能に し た。

また，地表オゾン と その前駆物質データの統合化を行い，

日本におけるオゾンの高精度データベース を作成し た。

〔 備考〕

共同研究者 ： 国土交通省気象研究所 　 松枝秀和， 澤庸介

（独） 農業環境技術研究所 　 米村正一郎

（ 15）　 新規質量分析法を用いた揮発性・ 半揮発性有機化

合物の実時間測定手法の開発

〔 区分名〕 環境 - 環境技術

〔 研究課題コ ード 〕 0405BD464

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○谷本浩志 （大気圏環境研究領域）， 猪俣敏，

定永靖宗

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 17 年度 （2004 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 都市周辺域におけ る オゾ ンや浮遊粒子状物質

の抑制には，各 VOC の反応性を考慮する こ と が非常に重
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要 と な るが， 従来の測定手法では数時間程度の平均濃度

でしか定量化できず， 実大気中におけ る短時間の濃度変

動は観測でき なかった。 本研究では， 大気中におけ る揮

発性 ・ 半揮発性有機化合物を実時間で多成分測定し う る

質量分析計の開発を目的と し，数分の時間分解能で 30 種

類程度の VOC を測定可能な装置性能を目標とする。

〔 内容および成果〕

　 イオン－分子反応に基づ く 化学イオン化の一種であ る

陽子移動反応イオン化 と， 多成分を高速に測定可能な飛

行時間型質量分析法を組み合わせた揮発性 ・ 半揮発性有

機化合物のオン ラ イ ン測定装置を開発する。 こ れまで，

放電を用いた陽子移動反応によ る イオン源を設計 ・ 製作

する と と も に， 飛行時間型質量分析計によ る イオン検出

装置を設計 ・ 製作し た。

〔 備考〕

共同研究者 ： 北海道大学 　 廣川淳

（ 16）　 アジア域における人間活動による大気環境変動の

将来予測　 - 将来化学気候図の作成 -

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0406CD419

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○大原利眞 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ），

菅田誠治

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 東アジアにおけ る将来の大気汚染を予測する

こ と を目的とする。将来 2020 年の東アジアにおける大気

汚染濃度を予測する こ と を目標とする。

〔 内容および成果〕

　 アジアの大気環境問題は世界で最も重要な環境問題の

一つ と 考え られる。 さ ら に将来的に， エネルギ―消費の

増大， 産業構造の変化， 土地利用の変化に伴 う 大気質の

激変が予想される こ と か ら， アジアにおけ る大気環境の

将来変化を予測し定量化する こ と は緊急かつ重要な課題

であ る。 しかし， その重要性に比し て， アジアにおけ る

エア ロ ゾルや対流圏オゾンなどの大気汚染物質の将来動

向を予測し た研究は極めて少ない。 こ のよ う な背景の も

と で， 本プロ ジ ェ ク ト では， ①アジアにおけ る将来のエ

ネルギー消費動向， 産業構造変化， 土地利用変化を予測

し， 化石燃料燃焼， 工業プロ セス， 農業プロ セス を起源

と し て発生する各種の大気汚染排出量を推計し た上で，

②大気組成変動予測モデルを用いてアジアにおけ る対流

圏オゾン と エア ロ ゾルの将来変動を予測し将来化学気候

予測図を作成する研究を進めている。 本年度は， ①将来

2010， 2020 年のアジア域における大気汚染物質排出量の

予測， ②大気組成変動予測モデルを使用し た長期シ ミ ュ

レーシ ョ ン計算を実施し た。

〔 備考〕

共同研究者： 秋元肇，顔暁元，山地一代 （地球フ ロ ンテ ィ

ア研究システム）， 堀井伸浩 （日本貿易振興機構アジア経

済研究所）， 黒川純一 （富士通エフア イ ピー株式会社）

（ 17）　 エアロゾルの乾性沈着と 大気環境イ ンパク ト

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0405CD420

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○大原利眞 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ），

内山政弘

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 17 年度 （2004 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 エア ロ ゾルの乾性沈着機構解明 と 東アジアに

おけ る乾性沈着量評価を目的 と する。 エア ロ ゾルフ ラ ッ

ク ス観測シ ス テ ム を開発 し 乾性沈着機構を解明す る こ

と， 東アジアにおけ る乾性沈着量を評価する こ と を目標

とする。

〔 内容および成果〕

　 エア ロ ゾルの除去過程の一つであ る乾性沈着は， エア

ロ ゾルの動態に深 く 関係する と 同時に， 酸性沈着の重要

な部分を占め植生や土壌環境に大き く 影響する。 しかし

ながら， 乾性沈着は風や気温などの気象条件， 沈着表面

の性状， 粒子やガスの種類 ・ 性状などに依存する ため測

定が難し く ， 系統的な知見は得られていないのが現状で

あ る。 そ こ で本プロ ジェ ク ト では， ①フ ィ ール ド 観測 と

ミ ク ロモデル解析によ り エア ロ ゾルの乾性沈着 メ カニズ

ムを明ら かにする こ と， ②その結果を も と に乾性沈着モ

ジ ュールを開発 ・ 改良する こ と， ③マ ク ロモデルをアジ

ア域に適用し て乾性沈着量を評価する こ と を研究課題 と

し て進めている。 本年度は， エア ロ ゾル乾性沈着測定機

器によ る雪面上の観測 と マ ク ロモデルの東アジア域への

適用研究を進めた。具体的には，①緩和渦集積法（Relaxed

Eddy Accumulation; REA 法）を用いたエア ロ ゾル乾性沈着

測定システムを用いて雪面上でエア ロ ゾル乾性沈着量を

測定し た こ と， ②東アジア ス ケール物質輸送モデルを用

い， 東アジア域における 1995 年の窒素酸化物のソース ・

リ セプター関係を年間評価し た こ と などがあげられる。

〔 備考〕

共同研究者 ： 泉克幸 （東洋大学）， 瀬野忠愛 （静岡大学），

青木正敏 （東京農工大学）
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5． 3 　 流域圏の総合的環境管理に関する研究

（1）　流域水環境管理モデルに関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 9605AE211

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○村上正吾 （流域圏環境管理研究プ ロ ジ ェ ク

ト ），王勤学，徐開欽，林誠二，亀山哲，中山忠暢，

岡寺智大

〔 期　 間〕 平成 8 ～ 17 年度 （1996 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 河川流域の持続的発展のためには治水 ・ 利水に

加えて生態系を含む水環境の管理 ・ 保全が必須条件 と な

る。 こ の ト レー ド オフの関係にあ る水環境の機能を独立

し て評価する数理モデルの開発を進め， こ のモデルに，

あ る制約条件下での各機能間の相互関係を仮定し， あ る

目的関数を最大化する解を求める こ と で， 水 ・ 物質 ・ エ

ネルギーの効率的な配分 と生態系機能の適切な管理を可

能にす る 流域環境手法を提案す る こ と を目的 と し てい

る。

〔 内容および成果〕

　 流域ス ケールの土砂動態モデルを開発し， 降雨流出モ

デル と組み合わせて， 1987 年を対象に嘉陵江流域に適用

し た。 その結果， 年間および月単位での土砂生産量の推

定が可能 と なった。 ただし， 表面侵食モデルでは， 短時

間の強い降雨が土砂生産に及ぼす影響が大きい こ と か ら

日降水量か ら時間雨量への変換方法について検討し た。

さ らに微細粒分によ る粘着性が土砂生産に及ぼす影響が

大きい こ と から， これら の影響を団粒径の大き さ で表現

する こ と で表面侵食モデルへ取 り 込んだ。 修正し たモデ

ルを嘉陵江全流域に適用し た結果， 時間降水量 と 土壌平

均粒径の与え方が河川流の土砂濃度に及ぼす影響の推定

の必要性を指摘し， 各々の推定におけ る問題点を指摘し

た。

〔 備考〕

（ 2）　 東アジアの流域圏における 生態系機能のモデル化

と 持続可能な環境管理 (1) 衛星データ を利用し たアジ

ア・ 太平洋地域の総合的モニタ リ ング

〔 区分名〕 重点特別

〔 研究課題コ ード 〕 0105AA269

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 5． 東アジアの流域圏におけ る生態系機能のモデル

化と持続可能な環境管理

〔 担当者〕 ○王勤学 （流域圏環境管理研究プロ ジェ ク ト ），

松永恒雄， 山野博哉， 島崎彦人

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 アジア ・ 太平洋環境 イ ノ ベーシ ョ ン戦略プ ロ

ジ ェ ク ト の一環 と し て， 各国の研究機関 と の共同の下，

MODIS を主 と する衛星観測や地上生態系観測か ら構成

される環境モニ タ リ ング体制の確立 と ネ ッ ト ワーク化を

目指す。 森林減少， 砂漠化， 土壌流出， 水資源枯渇等，

アジア太平洋地域におけ る環境変化の監視 ・ 把握のため

の基盤整備を行 う 。 さ ら に， 受信衛星データの解析技術

と 広域ス ケールでの水 ・ 物質動態モデル等の数理モデル

技術の活用によ り ， 統合的環境モニ タ リ ング手法の開発

を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 中国国内に設置された 5 つの生態機能観測点の地上観

測データ を用いて， NASA の高次プロダ ク ツが中国にお

いて大き な誤差を持っている こ と を明ら かにする と と も

に， MODIS 衛星デー タ の高次処理， 特に地表面温度

（MOD11）， 土地被覆 （MOD12）， 陸域の蒸発散量や水分

不足指数 （MOD16）， 葉面積指数 （MOD15） 及び植生生

産性 （MOD17） についてのアルゴ リ ズムの改良 と地上観

測データによ る検証を行った。 さ ら に， 代表的な生態系

モデルであ る Biome-BGC を水循環機能， 炭素循環機能，

農業生産機能の評価モデルに発展させ， その検証を行っ

た。

　 次に， これを用いてアジア地域におけ る植物によ る炭

素固定量の空間分布推定を可能と し， 2001 ～ 2003 年の

時間的変化を推定し た。

〔 備考〕

（ 3）　 東アジアの流域圏における 生態系機能のモデル化

と 持続可能な環境管理(2) 流域環境管理に関する研究

〔 区分名〕 重点特別

〔 研究課題コ ード 〕 0105AA270

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 5． 東アジアの流域圏におけ る生態系機能のモデル

化と持続可能な環境管理

〔 担当者〕 ○渡辺正孝 （流域圏環境管理研究プ ロ ジ ェ ク

ト ）， 徐開欽， 林誠二， 中山忠暢， 亀山哲，

岡寺智大

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 長江での三峡ダム建設， 長江から黄河への導水

事業 （南水北調） 等によ る水循環変動が流域生態系， 農

業生産及び水資源の健全性等に与え る影響を予測し， 中

国内陸部開発の持続可能性が検討可能な陸域環境統合モ

デルの確立を図る。 具体的には， 自然環境， 社会経済情

報のデータベース構築や水 ・ 物質動態モデルの枠組み構
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築， 長江河川水質 ・ 生態系調査， 統合モデルに基づ く 水

循環の変化と農業生産と の相関関係解析を実施する。

〔 内容および成果〕

　 2002 年 3 月 20 日に発表された中国初の 「長江土砂公

報」 を参考に， 2000 年の土砂流出状況 と 1950 年代以来

の長江流域の主な水文ステーシ ョ ンの土砂変化の動向分

析を行った。 得られた結果は次の通 り であ る。 長江の含

沙量が高 く ないが， 流量が多いため， 東シナ海へ輸送す

る土砂総量が多い。 長江流域の土砂の主な来源は上流域

にあ り ， 輸砂量の 90% は洪水期に集中し ている。 中下流

河段特に宜昌－城陵磯－武漢河段では土砂堆積 と 掃流変

化が大き く ， 当該河段の洪水吐き能力が比較的低 く ， 大

洪水の水位は両岸地面よ り 高い こ と が多 く ， 洪水防御の

重要河段と なっている。長江中流 と洞庭湖， 陽湖等の湖

沼 と 互いに相通し ている ため， 河川 と 湖沼間での水や土

砂の移動および河床変動がかな り 複雑で， 相互影響し あ

う 様相を呈し ている こ と が分かった。

　 こ う し た土砂動態傾向の分析を受けて， 土砂生産抑止

策の検討を行った。 すなわち， 中国の土砂制御の代表低

な対策の一つであ る退耕還林 （急傾斜地の農耕作地を林

に戻す） 政策の効果を， 降雨流出モデル と 土砂生産モデ

ルを組み合わせた土砂動態モデルを用いて検討し た。 そ

の結果， 対象 と し た嘉陵江流域では， 中国政府が推奨し

ている角度25度以上の急傾斜農地を森林に戻し た と し て

も，5% 程度の減少効果しかな く ，20% 程度の減少効果を

求める ためには 15 度以上 （17%）， 10 度以上 （22%） と

する必要があ る こ と が分かった。

　 水資源利用 と 農業生産活動 と の関係を華北平原を対象

に検討を行った。 華北平原は中国におけ る一大農業生産

地であ り ， 灌漑目的の地下水過剰揚水のために地下水位

は年間約 １ m の割合で急激に低下し てお り ， 早急な対策

が必要であ る。 そのよ う な原因を解明し灌漑 と 地下水位

低下の関係を評価する ために， 黄河下流及び華北平原全

領域を対象 と し て， 地表流 ・ 土中水 ・ 地下水流 ・ 河川流

を統合し衛星データ と同化し たグ リ ッ ド型の NICE（NIES

Integrated Catchment-based Eco-hydrology） モデル と農業生

産モデル （冬小麦及び ト ウモロ コ シ） を結合し たモデル

に よ る 大規模シ ミ ュ レーシ ョ ン を行っ た。 シ ミ ュ レー

シ ョ ン結果は， 土壌水分量， 葉面積指数 （LAI）， 蒸発散

量， 穀物生産量， 生産に伴 う 水使用量， 及び地下水位の

観測値を良好に再現し た。 また， 結合モデルは統計デー

タか ら得られる農業生産によ る水使用量を用いる よ り も

地下水位の季節変化を良好に再現し た。 こ の手法は季節

的な水使用量データ を必要 と し ないため， データの乏し

い地域での水 ・ 熱循環を解明する ために非常に有効であ

る こ と が明ら かになった。 さ ら に， 華北平原の地下水位

は主に冬小麦に伴 う 灌漑汲み上げによ って大き く 低下す

る こ と が明らかになった。 しかし， 1970 年代以降の都市

域の拡大に伴 う ， 大都心部での特に工業 ・ 家庭由来の過

剰揚水に よ る 円錐形の地下水位低下現象はシ ミ ュ レー

シ ョ ンによ って再現できず， 今後統合モデル と イ ンベン

ト リ ーモデルの結合の必要性が認識された。 

　 長江流域上流域の主要都市であ る重慶市を対象 と し て

開発し た水需要及び汚濁負荷 （炭素， 窒素， り ん） 発生

イ ンベン ト リ ーモデルを行の長江流域へ拡張し た。 本年

度は特にモデルのイ ンプ ッ ト と な る各種データの整備を

行い， 長江流域を対象 と する地域間産業連関表 （5 地域

30 部門） を作成する と共に， 長江流域の人口， 産業， 水

量， 水質データベース を構築し た。

〔 備考〕

外国共同研究機関 ： 劉紀遠 ・ 庄大方 （中国科学院地理科

学与資源研究所）， 昊秋華 （中国科学院遙感応用研究所），

徐保華 （中国水利部長江水利委員会）， 陳中原 （翁立達中

国華東師範大学環境学院）

（ 4）　 グローバル水循環系におけるリ ン・ 窒素負荷増大と

シリ カ 減少による海洋環境変質に関する研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 D-3

〔 研究課題コ ード 〕 0204BA383

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 5． 東アジアの流域圏におけ る生態系機能のモデル

化と持続可能な環境管理

〔 担当者〕 ○原島省 （水土壌圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 地球規模の水系に対する リ ン （P） ， 窒素 （N）

の負荷が増大し ている一方， 大規模ダムの建設等によ っ

て増えた停滞陸水域でのケ イ藻の吸収 ・ 沈降によ り 自然

溶出によ る ケ イ素 （Si） の流下は減 り つつあ る。 こ のた

め沿岸海域で， シ リ カを必要 と する ケ イ藻類よ り も， 非

ケ イ藻類 （潜在的に有害） が有利にな り ， 生態系の基盤

が変質する と いわれる （シ リ カ欠損仮説）。 この仮説の検

証 と 海域の生態系への影響評価を行い， 地球規模の水環

境管理施策への提言を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 シ リ カ欠損仮説の検証のため， 琵琶湖 （仮想大ダム湖）

- 淀川 - 瀬戸内海をモデル水系 と し， 既存資料の解析を

行 う と と も に， フ ェ リ ーを使った瀬戸内海の栄養塩の時

系列計測を行った。 ３ 年間に得ら れた知見を総合化し，

次のよ う なシナ リ オを得た。

　 琵琶湖では，静水効果と植物プラ ン ク ト ンによ る吸収・
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沈降のため， 流入する DSi の 70 ～ 80％は流出し て こ な

い （シ リ カシン ク）。 植物プラ ン ク ト ンの増殖は P によ り

制限されているが， P の負荷が 1960 年代に増し， 1980 年

代に減少し たため， 琵琶湖での Si のシン ク も 1960 年代

に増し， 1990 年にはいってからやや弱ま った。 瀬戸内海

では， 東部ほど DSi/DIN 比が低いが， 琵琶湖における Si

のシン ク と並んで， 大阪湾に集中し ている N, P の直接負

荷によ り 海域で も Si のシン ク が起こ る ため と 考え られ

る。 海水中の元素存在比に対する植物プ ラ ン ク ト ン種組

成の応答は単純ではないが， 2002， 2003， 2004 各年の夏

季に大阪湾の定点において植物プ ラ ン ク ト ンの構成比を

２ 日間隔で計測し て検証を試みた。 その結果， 渇水気味

だった （陸からの DSi の流入が少なかった） 2002 年 ８ 月

には渦鞭毛藻バ イ オマ スが 20％ く ら いに達し たのに対

し， 台風その他によ る降水が多かった （DSi の流入が多

かった） 2003 年 と 2004 年の 8 月には， ケ イ藻バイオマ

スの絶対量が増し， 渦鞭毛藻バイオマスが 10％前後に と

ど ま った。 このよ う に植物プラ ン ク ト ン種組成が Si に依

存する こ と が考え られ， 富栄養化の議論に N, P だけでな

く Si の要素も加え るべきであ る と いえ よ う 。

　 以上の結果は， 国連環境計画 （UNEP） の北西太平洋地

域海計画 - 河川経由海洋汚染作業グループ （NOWPAP/3-

WG2） の国別レポー ト に反映させ， 国際的な環境保全施

策への貢献と し た。

〔 備考〕

NIES， 水産総合研究セン ター， 滋賀県立大学， 信州大学，

岡山大学， 九州大学の ６ 機関がサブテーマを担当する共

同研究課題であ る。

（ 5）　 地下水利用の現状把握と 将来予測手法の開発研究

〔 区分名〕 文科 - 振興費

〔 研究課題コ ード 〕 0206CE421

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○大坪國順 （水土壌圏環境研究領域） ， 一 ノ瀬

俊明

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 18 年度 （2002 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 黄河流域 （河北平原を含む） 全体における地下

水資源需要分布を 0.1 度グ リ ッ ド で把握し， さ らに都市

域については 2km グ リ ッ ド で把握する。 また現状での分

布に加え， 2020 年頃の将来予測を行 う 。 浅層地下水につ

いては週変動を，深層地下水については季節変動の再現・

予測を目標 と する。 一方， 都市域におけ る需要分布の推

計手法開発のため， 事例解析都市 と し て黄河下流域の山

東省済南市 （東西 20km ・ 南北 15km） を対象に， 原単位

法に よ る 地下水資源需要マ ッ プ の描画作業 （解像度

250m） を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 地上夜間光画像データ DMSP/OLS をベース と し て，前

年度ま でに試作 さ れた黄河全流域地下水資源需要推計

マ ッ プに対し， 既存の水資源利用関連統計データによ る

補正を行い， マ ッ プの高精度化を進めた。 また済南市を

対象に， 原単位法によ る地下水資源需要マ ッ プの描画作

業 （解像度 250m） を行った結果について， 当該地域の輝

度と の関係性を見いだす， DMSP/OLS の輝度値を用いる

手法の合理性を担保する目的で， 詳細な都市内水需要空

間構造の解析を進めた。 さ ら に， 済南市におけ る ７ 種類

の土地利用種毎の用水量シ ェ イ プフ ァ イルを作成し た。

その結果， 地域別の用水特性が明らかになった。 加えて，

黄河全流域各種社会経済統計データ （地下水資源需要関

連） の収集を行った。 その過程において， 井村秀文名古

屋大学教授を代表とする関連研究課題グループ（CREST）

と の間で， 相互の手法や結果の類似点 と 相違点について

の議論を行い， 結果の質の向上を図った。 前年度までに

入手し た水資源利用状況に関する統計データには， 水源

構成に関する情報が含まれていないため， 給水総量か ら

地下水に依存する量だけを分離する方法の検討が必要で

あ り ， 井村グループの手法は大変参考と なった。

〔 備考〕

共同研究者 ： 張祖陸 （中国山東師範大学）

（ 6）　 都市内大規模河川（ ソ ウル市清渓川） の復元による

暑熱現象改善効果の実証

〔 区分名〕 研究調整費

〔 研究課題コ ード 〕 0304AI556

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○一ノ 瀬俊明 （地球環境研究セン ター），新津潔

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 ソ ウル市都心を ６ km に渡 り 東西に貫 く 清渓

（チ ョ ンゲ） 高架道路 （ ４ 車線） 撤去工事が始ま った。 旧

清渓川の河道が戦後暗渠化され， 高架道路へ と 変貌を遂

げた も のであ る。 撤去後は緑豊かな高価値ビオ ト ープ，

都市内大規模親水空間と し ての清渓川 （チ ョ ンゲチ ョ ン）

が復元される。工事完成後の 2006 年夏までの都市大気熱

環境モニ タ リ ングを行い， 都心の大規模河川空間復元に

よ る暑熱現象改善効果を実証する。 ヒ ー ト ア イ ラ ン ド に

代表される都市の暑熱問題に対し， 大規模な植栽や水面

の導入が一定の効果を有する こ と は数値実験を通じ て知

られてはいたが， 都市空間は主た る人間活動の場で も あ
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り ， 実地での実証は極めて困難であった。 こ のよ う な大

規模な都心におけ る自然環境の復元事例は世界的にも初

めての試みと いえ る。

〔 内容および成果〕

　 前年度に引き続き， 着工 ２ 年目に入った都市内におけ

る大規模な清流復元事業 （清渓川復元事業） の周辺熱環

境に与え る影響の評価を目的 と し て， サーモグ ラ フ ィ ー

を用いた施工地域の熱画像取得や， 周辺街区での体感温

熱指標の計測に加え， シ ンチ ロ メ ー タ ーに よ る 顕熱フ

ラ ッ ク スの観測によ り ， 2004 年夏の観測対象日には， 河

道周辺 150 ～ 200m 程度の範囲に分布し た百葉箱のデー

タには 2 ℃程度の気温低減効果が見られた。 また， 短波

放射を考慮し ない場合の SET* を， 河道から 50m 程度の

地点における実測よ り 求めてみる と， おおむね 1 ℃程度

の低減効果を示唆する結果が得られた。 今回の比較は着

工直後 （人工構造物に覆われた状態） と， 土壌が露出し

た状態 と の比較に過ぎないが， 水面 と 緑被が導入される

2005 年度夏，完工後であ る 2006 年夏 と の比較によ り ， よ

り 鮮明な暑熱現象改善効果が期待でき る も の と 予想され

る。

〔 備考〕

研究代表者 ： 一ノ 瀬俊明

共同研究機関 ： 東京都立大学， 東北公益文科大学， 大韓

民国 ・ 気象庁気象研究所共同研究者 ： 三上岳彦 （東京都

立大学）， 白迎玖 （東北公益文科大学）， ウ ム ・ ヒ ャ ン ヒ

（韓国気象庁気象研究所） ， キム ・ ヨ ン ヒ （韓国気象庁気

象研究所）， ナム ・ ジェチ ョ ル （韓国気象庁気象研究所）

（ 7）　 嫌気性生物膜の高度利用による排水処理技術

〔 区分名〕 NEDO

〔 研究課題コ ード 〕 0305KA600

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○珠坪一晃 （水土壌圏環境研究領域），浦川秀敏

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 消費エネルギーが少な く ， かつ創エネルギープ

ロセスであ る メ タ ン発酵技術の適用範囲を， 今までは処

理が困難であった排水 （低温， 低有機物濃度， 高濃度 SS

含有等） にま で拡大する こ と を目標 と する。 そのため，

本研究では排水処理 （有機物除去） を担 う ， 嫌気性生物

膜の形成 と 維持， 生態学的構造に関する研究を行い， プ

ロセス安定化 ・ 高度化のための基礎データ を収集する こ

と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 新規に設計し た生物膜流動型 リ ア ク ターによ る低有機

物濃度排水 （0.8 gCODcr/L 以下） の低温度条件下 （20 ℃）

におけ る連続 メ タ ン発酵処理実験を行い， 排水処理性能

の評価を行った。 種源にグ ラ ニ ュール汚泥を用い， 適度

な流動条件下で運転を行 う こ と によ り ， メ タ ン発酵不適

条件下でも微生物高濃度保持が可能であった。その結果，

処理時間 1.5 時間， 有機物容積負荷 12.8 gCODcr/L/d の高

速処理性能が発揮でき た。 また， 保持汚泥の メ タ ン生成

能の温度依存性を回分活性試験によ り 評価し た。 植種汚

泥 （実験開始時） の酢酸資化性 メ タ ン生成活性のピーク

は 35 ℃ （中温域） で， 20 ℃では活性値が 35 ℃の ６ 分の

１ にまで低下し た。 一方， プロ セスの長期運転後は， 20

℃におけ る活性が 35 ℃の約 ３ 分の １ にまで上昇し てお

り ， 低温対応の メ タ ン生成細菌群増殖の可能性が示唆さ

れた。

　 処理水循環によ る上昇線流速の増加が生物膜への基質

供給や排水処理性能に及ぼす影響を， ラ ボス ケール装置

によ る回分実験 と シ ミ ュ レーシ ョ ンによ り 考察し た。 そ

の結果， 上昇線流速の上昇は生物膜内への基質供給 （処

理性能） に大き な影響を及ぼさ ないが， 既存のプロセス

（UASB 法） と は異な り ， ス ラ ッ ジベッ ト 全体の汚泥を有

効に利用でき， かつ保持汚泥の物性維持 ・ 向上に寄与す

る ため， 低有機物濃度排水の高速 ・ 安定処理が可能であ

る こ と が分かった。

〔 備考〕

共同研究者 ： 大橋晶良 （長岡技術科学大学助教授）

（ 8）　 改革開放後の中国国内における 流動人口の特性と

そのモデル化

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0405AE386

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○大坪國順 （水土壌圏環境研究領域）， 劉晨，

一ノ 瀬俊明

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 17 年度 （2004 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 本研究は， 人口センサ ス な どの統計資料を用

い， 県レベルで中国国内におけ る流動人口の空間分布や

その変化特性を解析し て人口移動要因を解明し， それを

基に人口移動モデルを構築し て 2025年における中国全土

の人口分布の予測を試みる ものであ る。中国では 1980 年

代以降， 経済成長に伴い農村か ら都市への移動は急増し

ている。 戸籍管理制度のも と では， 移動者は都市部に転

入し た ものの， ほ と んどは都市戸籍を取得できず， 「流動

人口」 と な る。 流動人口は市場経済発展の必然的な産物
―  210  ―



国立環境研究所年報 （平成 16 年度）
であ る が， 中国の社会 ・ 経済シ ス テムに影響を及ぼ し，

環境変動の大き な誘導要因と な り ，本研究の遂行によ り ，

中国の今後の環境変動を検討する上で基盤的な知見が得

られる。

〔 内容および成果〕

　 人口センサス などの統計資料を用い， 中国国内におけ

る 1990 年 と 2000 年の流動人口の空間分布， およびその

変化を県レベルの精度で調べた。 1990 ～ 2000 年の 10 年

間に流動人口の規模と範囲は急激に増加し， 1990 年には

到着地が北京市， 天津市， 珠江デルタ， 長江デルタ， 各

省の省都等の大都市に集中し ていたのが， 2000 年には大

都市を中心に沿海， 長江沿い， 交通要路沿い， 国境沿い

の ４ つの増加帯を形成し た。 省間移動は 10 年間に急増

し， 省内移動を上回る よ う になった。 流入の多い約 100

都市について， 経済格差， 投資， 都市化， 雇用， 産業構

成，交通の便利さ を代表する 10 変数を独立変数 と し て流

動人口に対し て重回帰分析を行った。 その結果， 2000 年

においては， 都市 GDP， １ 万人当た り 旅客運送量， 1 人

当た り GDP， 海外か ら の投資額の ４ 変数で流入現象の

83.7%を説明でき た。都市GDPが流動人口 と最大の偏相関

を持ち， 移動先の経済力が人々を引き付け る最も重要な

要因 と い う こ と が裏付け られた。 さ ら に， 全国県 （都市

を含む 2327 ヵ所） に対し て県内 GDP と流動人口の回帰

分析を行い， 中国全県に対する流動人口を推測する式を

提案し た。

〔 備考〕

（ 9）　 東京の暑熱緩和のための海洋深層水導水によ る 東

京湾海水面冷却事業の FS に向けた検討

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0404AE407

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○一 ノ瀬俊明 （地球環境研究セン ター），井上元

〔 期　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔 目　 的〕 東京湾からの海風は， 天然の都心の冷却装置 と

し ての機能を持つほか， 都心の換気促進を通じ て大気汚

染現象の低減に も貢献する。 一方， 都心の地表面は多 く

の建築物によ り 風通しが悪 く ， その意味で も風速の確保

は必要であ る。 しかし今日， 東京湾の海水面は温排水に

よ る人工排熱の影響を受け， 自然の状態に比べて数℃高

い状態にあ る。 つま り ， 本来の東京湾海風によ る都心の

冷却効果を発揮させるには， 東京湾の海水面温度を自然

の状態に近づけてやる必要があ る。 そ し て こ のよ う な海

風の活用は， 地表面被覆の比較的小規模な改善に比べ，

一挙に大き な効果を実現する も の と 思われる。 東京湾の

海水面温度を数℃下げる手段 と し ては， 太平洋の海洋深

層水を東京湾奥の温排水の影響が顕著な一帯へ導水し，

放水 ・ か く はんする こ と が有効であ る と 考え られる。 こ

の導水に必要な イ ン フ ラ （導水パイプ ラ イ ン） は今日の

製造技術では不可能ではな く ， 陸上の公共工事に比べ比

較的安価にでき るのではないか と 考え られるが， 本格的

な検討はいまだ行われていない。 本研究では， 本格的な

FS に向けた多面的検討を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 前年度に引き続き， 専門家への ヒ ア リ ングを中心 と し

た FS を進めた。 深層水の導水にあた り ， 東京湾の物理 ・

化学 ・ 生物的な基礎データの収集 ・ 整理は不可欠であ る

が， あわせて， 周辺部の土地利用 （工場の位置， 操業状

況及び工場排水等の把握） や海域利用 （漁業活動， レ ク

リ エーシ ョ ン利用等） について， 現況を把握する こ と が

必要であ る。 また， 発電所や工場か ら の排水によ る東京

湾の表層水温に与え る影響を， シ ミ ュ レーシ ョ ン等で把

握する こ と が重要であ る。 LNG のガス化に伴い発生する

冷熱について も， 水温冷却源のひ と つの手段 と し て， そ

の経済効果等を本事業 と 比較検討す る こ と が必要であ

る。 また， 試験施工の有力な候補地 と し て港湾区域が想

定され， 都市再生プロ ジ ェ ク ト 及び港湾事業 と し て本事

業を盛 り 込んでいけ る よ う に， 関係機関への働きかけや

周辺住民と の協調が不可欠であ る と考え られる。

〔 備考〕

研究代表者 ： 一 ノ瀬俊明

共同研究機関 ： 国土環境株式会社

共同研究者 ： 山本昌弘 （国土環境株式会社）

平成 15 年度 （2003 年度） 文科－科研費 と し て関連課題

を実施。

（ 10）　 低濃度生活排水から のエネルギー創製技術開発委

託業務

〔 区分名〕 環境 - 石油特会

〔 研究課題コ ード 〕 0406BH474

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○珠坪一晃 （水土壌圏環境研究領域） ， 浦川秀

敏， 牧秀明， 渡辺正孝

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 メ タ ン生成生物膜の形成維持 ・ 利用技術および

高機能型好気性ろ床に関する知見をベース と し て， 低有

機物濃度排水を その排出原位置において省 ・ 創エネル

ギー型の排水処理システムを導入する こ と によ り ， 排水
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処理の省エネルギー化 （CO2 排出抑制）， メ タ ンガスの回

収によ る新規の炭素循環シス テムの開発を目指す。 具体

的には， システム を構成する要素技術 （生物膜高度利用

メ タ ン発酵システム， 高度好気性ろ床システム） の基礎

的研究開発 と， 有機排水の連続処理実験によ る システム

の最適化と性能評価であ る。

〔 内容および成果〕

　（ １ ） 生物膜利用型高度 メ タ ン発酵技術の開発

・生物膜流動 リ ア ク ターによ る低有機物濃度排水（CODcr

0.6-0.8 g/L） の低温度条件下 （20 ℃） における連続処理実

験を行った結果，HRT 1.5 時間，有機物負荷 12-12.8 gCOD/

L/d の高速・高負荷運転を安定的に維持できた。処理速度

や許容でき る有機物負荷と し ては， 既存の UASB 法 と比

較し て数倍早 く ，世界最高レベルの処理能力を達成し た。

・ 低有機物濃度排水の低温処理において も， 処理水循環

（生物膜の流動化） によ る物理的なか く はんの付与と， 適

切な有機物負荷の維持を行 う こ と によ り ， 高活性な生物

膜の形成 ・ 保持が可能であ り ， その高濃度微生物保持能

（45 gVSS/L） によ り 高い排水処理能力が発揮でき た。

　（ ２ ） 低エネルギー消費型高度排水処理技術の開発

・ 本研究では メ タ ン発酵処理水の後処理 と し て懸垂型ス

ポ ン ジ リ ア ク タ ー （Downflow Hanging Sponge Reactor:

DHS） を提案し， 低有機物濃度排水処理 メ タ ン発酵 リ ア

ク ター （UASB） 処理水の連続処理実験を行った。 その結

果， メ タ ン発酵によ る前段処理では， BOD 除去率が全成

分 67％， 溶解性成分 78％であった ものが， DHS リ ア ク

ターを付加する こ と でそれぞれ 97％， 98％ と卓越し た有

機物除去能を安定し て発揮でき， 汚泥法 と 同等レベルの

有機物除去性能を曝機動力無しで発揮でき た。 また DHS

システムでは，窒素の除去も可能であった （硝化率 51％，

脱窒率 16％）。

・ DHS システムのスポンジ担体には， その表面， 内側に

菌体が捕そ く される こ と で， 20 gVSS/ （L- スポンジ） の

高濃度汚泥保持が可能であった。 その優れた汚泥保持能

によ り ， 有機物の高速処理およびアンモニア性窒素の効

率的酸化 （硝化） が実現で き た。 ま た ス ポン ジ担体は，

SS の捕そ く 性が高 く ， 運転期間中余剰汚泥の引き抜きは

必要なかった

〔 備考〕

共同研究先 （高度好気性ろ床システムの開発） ： 長岡技術

科学大学環境 ・ 建設系 　 大橋晶良助教授， 原田秀樹教授

5． 4 　 湖沼 ・ 海域環境の保全に関する研究

（1）　陸水境界域における自然浄化プロセス評価手法の

開発に関する研究

〔 区分名〕 文科 - 原子力

〔 研究課題コ ード 〕 0004CA130

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○冨岡典子 （水土壌圏環境研究領域）， 越川海

〔 期　 間〕 平成 12 ～ 16 年度 （2000 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 海浜，干潟，湖沼，河川 と いった陸水境界域は，

人間活動におけ る安息の場を提供するのみな らず， 野生

生物の生息地 と し て も重要な場であ る。 一方， 人間活動

に由来する各種有機汚染物質の流入 ・ 集積が生じやすい

場で も あ る ため， これら境界域の有する自然浄化能を把

握する こ と は， 境界域の保全及び将来予測の う えで重要

であ る。 こ のため， 本研究では， 海浜 ・ 湖岸等におけ る

自然浄化能を把握する ために， 汚染有機物の分解速度の

把握手法の開発， 湖沼沿岸域におけ る有機汚染物質負荷

に対する微生物群集応答把握手法の開発を行 う こ と を目

的とする。

〔 内容および成果〕

　 これまでに， 陸水境界域におけ る自然浄化プロ セス評

価手法 と し て， 安定同位体比を用いた， 自然環境中にお

け る有機汚染物質の分解速度測定手法の開発， 土壌等を

含んだDNA抽出困難試料に対する微生物群集構造解析手

法の開発等を行って き た。 本年度は， 陸水境界域に供給

された有機物の分解プロ セス と 微生物群集応答を併せて

解析し， 自然浄化プロセスの評価を試みた。 具体的には，

霞ヶ浦の底泥ス ラ リ ーにC-14でラベルし た低濃度の有機

物を加え， 添加物の減少 と， 生成物の増加を測定する と

共に，PCR-DGGE 解析によ って微生物群集解析を行った。

実験に供試する底泥は 2004 年 10 月 14 日に国立環境研究

所霞ヶ浦全域調査において St.3 および St.9 で採取し た。

メ チル基ラベル酢酸を添加し た系では実験開始 １ 日でラ

ベル酢酸は検出限界以下まで減少し た。 C-14 が メ タ ン と

二酸化炭素か ら検出された こ と か ら， 酢酸は メ タ ン生成

と それ以外の経路の両経路で分解されていた。 酢酸か ら

メ タ ンへの変換量は， St.3 が St.9 よ り 5 倍程高 く ， 酢酸

か らの メ タ ン生成能が場所によ り 異な る こ と が明らかに

なった。 二地点の微生物群集は類似し てお り ， 実験経過

における変化は認められなかった。

〔 備考〕

（ 2）　 東アジアの流域圏における 生態系機能のモデル化

と 持続可能な環境管理(3) 東シナ海における長江経由

の汚染・ 汚濁物質の動態と 生態系影響評価

〔 区分名〕 重点特別

〔 研究課題コ ード 〕 0105AA271
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〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 5． 東アジアの流域圏におけ る生態系機能のモデル

化と持続可能な環境管理

〔 担当者〕 ○村上正吾 （流域圏環境管理研究プ ロ ジ ェ ク

ト ）， 渡辺正孝， 木幡邦男， 徐開欽， 越川海，

牧秀明， 島崎彦人

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 長江流域起源で東シナ海に流入する汚濁物質

の海洋生態系内での物質循環を河口域におけ る流入物質

の定量 と 河口域生態系の遷移機構調査や東シナ海での拡

散輸送過程調査の実施によ り 明ら かにし， 化学物質の海

洋生態系への取 り 込み と 生物濃縮経路に関する実験 と そ

のモデル化， 長江経由の環境負荷の海洋生態系内での物

質循環のモデル化 と その適用によ り ， 汚染物質の動態を

含めた東シナ海の海洋環境管理手法の確立を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 1987 年 と 1988 年の水質流量データ と 1998 年と 1999 年

秋に行った長江流域の水質生態系調査データ を用いて東

シナ海に流入する溶存シ リ カ DSi 量 と長江河川流量 と の

回帰関係を明らかにし た。 その結果， TP と SS， TN と

DIN，DOC と流量と同様に，DSi と流量 と の関係に高い相

関があ る こ と が認め られた。 こ の結果を用いて， 東シナ

海に流入する溶存シ リ カ DSi 量の推定を行い， 長江流域

の汚濁負荷排出は大都会から の影響が大き く ， 特に上海

等大都市か ら の負荷が大きい こ と， 洪水期か らの流出負

荷が重要であ る こ と を明らかにし た。

　 長江か ら東シナ海に流入する汚濁負荷の輸送拡散状況

の推定のために衛星モニ タ リ ングアルゴ リ ズムの開発を

進め， 海洋観測時期 と 位置が対応する衛星観測データ と

現地観測デー タ のマ ッ チア ッ プデー タ セ ッ ト を整備 し

た。 また， 複数懸濁物質が高濃度で混在する海域への適

用を想定し ながら， 衛星観測分光放射輝度値 と 複数懸濁

物質濃度を関連付け る放射伝達モデルの枠組みを構築し

た。

　 長江希釈水起源の海水の生態系への関与の検討のため

示唆，平成 16 年 7 月 28 日から 8 月 9 日の期間，韓国 EEZ

海域を含む東シナ海陸棚中央部か ら縁辺部にかけて， 水

研セン ター調査船 「陽光丸」 によ る海洋観測および係留

実験を実施し た。 長江希釈水が存在する陸棚中央部の亜

表層水塊におけ る再生産の寄与を明ら かにする ための実

験を行った。 現在， 試料の分析を行っている。 また平成

14年および15年に実施し た東シナ海陸棚域における海洋

観測結果について解析を進め， 季節的な長江流量の変化

によ る陸棚域水塊構造および生態系構造に及ぼす影響を

明らかにし た。

〔 備考〕

外国共同研究機関 ： 中国科学院地理科学与資源研究所 劉

紀遠 庄大方 中国科学院遙感応用研究所 昊秋華 中国華東

師範大学環境学院 陳中原

（ 3）　 東アジアの流域圏における 生態系機能のモデル化

と 持続可能な環境管理プロジェ ク ト (4) 沿岸域環境総

合管理に関する研究

〔 区分名〕 重点特別

〔 研究課題コ ード 〕 0105AA272

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 5． 東アジアの流域圏におけ る生態系機能のモデル

化と持続可能な環境管理

〔 担当者〕 ○木幡邦男 （流域圏環境管理研究プ ロ ジ ェ ク

ト ）， 越川海， 牧秀明， 中村泰男， 樋渡武彦，

須賀伸介， 矢部徹， 今井章雄

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 沿岸域は， 原油 ・ 汚濁物質等によ る沿岸生態系

への被害や， 埋め立て等によ る環境の破壊など， 人間活

動の影響を大き く 受けて き た。 こ う し た環境影響の軽減

と 沿岸域環境の修復方策の効果の検討のため， 沿岸域環

境の変動予測モデルを開発し， 沿岸域環境管理手法を整

備する。 14 年度 : 底生生態系の維持機構に基づき， 国内

を対象と し た生態系影響評価手法を開発する。前年度 : 沿

岸域の浮遊 ・ 底生生態系の相互関係に基づ く 沿岸域生態

系修復技術を検討する。 本年度 : 沿岸域開発によ る， 浮

遊 ・ 底生生態系への影響， および生物の応答をモデル化

する。 17 年度 : 開発， 修復技術等によ る生態系影響評価

に基づ く 沿岸域環境管理指針を与え る。

〔 内容および成果〕

　 富栄養化の進んだ内湾に造成される人工干潟は， 夏期

に貧酸素の影響を受けやすい。 本課題では， 人工干潟の

生息場環境を評価する一つの手法と し て，二枚貝の成長，

生残を用いる調査 ・ 実験を実施し， また， 貧酸素の影響

を軽減させる ため人工干潟に微細気泡発生装置を設置し

て，その二枚貝生息環境への効果について調査し てき た。

実験は， 主に， 東京都大井埠頭中央海浜公園内に造成さ

れた人工干潟で行った。 大井中央海浜公園の前面にあ る

運河は， 年間を通し て酸素が少な く ， 人工干潟も貧酸素

の影響を受けやすいこ と から， 平成 13， 14 年には， アサ

リ がほぼ全滅し た。 しかし， 微細気泡によ る曝気を実施

し た平成 15， 16 年では， 相当数のアサ リ が秋まで生残

し，微細気泡発生によ る環境の改善効果が確かめられた。

東京港周辺に分布する京浜 ・ 芝浦 ・ 高浜等の運河部には，

都内を流れる河川が流入するほか， 大規模な下水処理場
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の処理水が直接流入し ている。 こ の こ と か ら， 運河部か

ら東京湾への流入負荷が大き く ， 東京湾水質に与え る影

響が大きいが， その潮汐に伴 う 流況の変化 と 水質の分布

は複雑であ り ， 汚濁負荷の移動 と 流出については必ずし

も 十全には明ら かに さ れていない。 こ う し た背景か ら，

運河 18 点， 隅田川河口部航路域 ５ 点の計 23 点を観測点

と し て設定し，平成 16 年 7 月 21 ～ 22 日の大潮時に掛け

て， 上げ潮時 と 下げ潮時の二回に渡 り 観測を反復 し て

行った。 観測の結果， 運河部では， 下水処理場か ら放出

された汚濁負荷が， 潮汐によ り 諸運河を頻繁に往来する

様が明瞭に観察された。 高浜運河においては， 運河内の

水再生セ ン タ ーに由来す る 汚濁負荷が下げ潮時に南下

し， 天王洲運河を経由し て京浜運河北方にまで到達する

様子が示された。 京浜運河南方においては， 上げ潮時に

は， 水再生セン ター由来の汚濁負荷が城南島方面には行

かずに京浜運河を北上し， 一方， 下げ潮時には， 汚濁負

荷は海老取運河を経由し多摩川河口域に流入し， 東系統

由来の も のは， 城南島方向に流出し てい く こ と が示され

た。

〔 備考〕

（ 4）　 天然水系中における溶存フ ミ ン物質に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE110

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○今井章雄 （水土壌圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 溶存フ ミ ン物質は自然水中の溶存有機物の 30

～ 80% を占める。 フ ミ ン物質は鉄等の微量必須金属 と安

定な錯体を形成し，その存在状態に大き な影響を与え る。

金属の存在状態は生物利用可能性 と密接に関係し ている

ため， 鉄等の金属 と フ ミ ン物質 と の錯化反応を定量化す

る必要があ る。 本研究ではその手法の開発を目指す。 湖

水 ・ 河川水中の溶存有機態鉄濃度を測定する。

〔 内容および成果〕

　 湖水中の溶存鉄およびその存在形態を分析 ・ 定量する

手法 （吸着濃縮ボルタ ン メ ト リ ー法） を開発し た。 霞ヶ

浦湖水中の溶存鉄の 99.9% 以上が有機態 と し て溶存有機

物 （DOM） と結合し た形で存在する こ と が明らか と なっ

た。 生物利用可能鉄 （フ リ ー＋加水分解種） 濃度は非常

に低 く （ca. 10-13M），植物プラ ン ク ト ンが鉄制限状態にあ

る外洋のそれに匹敵し た。 霞ヶ浦のほ う が外洋よ り も溶

存鉄濃度は 10 ～ 100 倍高いが， 湖水 DOM の鉄に対する

錯化能が圧倒的に高いため， 生物利用可能鉄濃度が極め

て低 く なる こ と がわかった。

〔 備考〕

（ 5）　 内湾域における底生生態系による物質循環

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE213

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○木幡邦男 （流域圏環境管理研究プ ロ ジ ェ ク

ト ）， 中村泰男， 牧秀明， 越川海

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 海底には様々な底生生物が生息 し てい る。 特

に， 富栄養化し た内湾において， 底生生物の生物量が多

く ， 水質浄化や物質循環に大き く 影響し ている。 本研究

では，現場における一次生産 と合わせて解析する こ と で，

底生生物が， 栄養塩， 汚濁物質の物質循環にいかに寄与

するかを明らかにする こ と を目的とする。 14 年度 : 甲殻

類， 多毛類， 軟体動物などの底生生物によ る有機物の摂

食速度を明らかにする。 前年度 : 底生生物によ る有機物

分解速度等を測定し， 炭素 ・ 酸素の物質循環を明ら かに

する。 本年度 : 底生生物によ る汚濁物質濃縮過程を明ら

かにし， 生態系内の汚濁物質の物質循環を解明する。 17

年度 : 内湾沿岸域における重油などの汚濁物質の除去機

構を調査し， 汚濁物質除去のために必要な栄養塩等の物

質循環を解明する。

〔 内容および成果〕

　 東京湾や大阪湾など富栄養化の進んだ内湾域では， 夏

期に底層が貧酸素化し， その影響が干潟などの浅海域の

生態系にも及ぶこ と を明ら かにし て き た。 こ の貧酸素水

塊の影響で， 干潟ではアサ リ やシオフキガ イ と いった二

枚貝に と って生息場環境が悪化し ている。 一方， 東京湾

で移入種 と みら れる ホ ン ビ ノ ス ガ イ は， 貧酸素に強 く ，

東京湾においてその分布域が拡大し， 存在量を増加させ

ている事が確かめられている。 本研究では， 遺伝子等の

比較によ り ， 東京湾に生息する ホンビ ノ スガ イ個体は北

米の種と同一であ る こ と が明らかになった。

〔 備考〕

（ 6）　 有明海等における 高レ ベル栄養塩濃度維持機構に

関する研究： 適正な浅海域管理をめざし て

〔 区分名〕 奨励

〔 研究課題コ ード 〕 0206AF384

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○中村泰男 （水土壌圏環境研究領域）
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〔 期　 間〕 平成 14 ～ 18 年度 （2002 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 有明海などにおいて， 好適な栄養環境を維持す

るにはどのよ う な環境管理が必要なのかを さ まざ まな現

場実験によ り 明らかにする。

〔 内容および成果〕

　 有明海では晩秋か ら真冬にかけ， 高濃度の栄養塩が存

在する。 そ し て， こ の高濃度の栄養塩を利用し て， 質の

よい ノ リ が生産されている。 と こ ろが， こ う し た高濃度

の栄養塩が維持される機構はよ く わかっていない。 こ の

点を明らかにする ために， 毎年 11 月および １ 月に約 10

日間づつ有明海に出向き， 環境調査 と 現場実験を行 う 。

ま た， 室内実験も年間を と おし て行 う 。 本年度の成果 ：

現場吊下実験によ り ， 珪藻類の現場増殖速度は光によ り

律速されている こ と がわかった。 一方， 鞭毛藻類は， 微

小動物プ ラ ン ク ト ンによ り 活発な捕食を受けて， 現場で

卓越でき ない こ と も判明し た。 こ う し て， 有明海では植

物プ ラ ン ク ト ンが十分に繁茂できず， そのために海水中

に高濃度の栄養塩が残存する こ と が推定 さ れた。 ま た，

二枚貝，特にサルボウによ る植物プラ ン ク ト ンの捕食も，

有明海北部海域では植物プ ラ ン ク ト ンの卓越を押さ え る

上で重要な こ と がわかった。 今後は， こ れまでの調査，

実験を継続し， 上に述べたシナ リ オの妥当性を検証し て

ゆ く 。 さ ら に， 有明海を特徴付け る よ う な二枚貝で， 最

近現存量が激減し ている種類 （ク マサルボウ など） につ

いて， その復活に向け基礎的な実験を開始する予定であ

る。

〔 備考〕

（ 7）　 陸域由来の環境負荷変動に対する 東シナ海の物質

循環の応答に関する研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 D-1

〔 研究課題コ ード 〕 0204BA380

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○渡辺正孝 （水土壌圏環境研究領域） ， 村上正

吾， 徐開欽， 木幡邦男， 越川海， 牧秀明， 高松

武次郎， 越川昌美， 河地正伸， 広木幹也

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 長江流域の急速な農業発展及び工業生産拡大

に伴って， 農薬 ・ 肥料の使用量， 重金属類 ・ 有害化学物

質等の排出量が増大し ている。 また長江流域の土地利用

変化及び三峡ダムの完成は，当該海域に流入する淡水量，

流砂量， 栄養塩類， 農薬等有害化学物質等の汚染 ・ 汚濁

負荷の質 ・ 量に大き な変化を与え る。 本研究ではこれら

の開発が海洋環境 ・ 生態系に及ぼすこ と によ って， 東シ

ナ海での物質循環がどのよ う に変化するかについて検討

する。

〔 内容および成果〕

　 平成 16 年 ８ 月に，東シナ海陸棚中央部から縁辺部にか

けて， 水研セン ター調査船 「陽光丸」 によ る海洋観測お

よび係留系実験を実施し た。 また平成 14 年および 15 年

に実施し た東シナ海陸棚域におけ る海洋観測結果につい

て解析を進め， 季節的な長江流量の変化によ る陸棚域水

塊構造および生態系構造に及ぼす影響を明ら かに し た。

長江流量が増大する ８ 月の調査では， 洪水期前の ６ 月の

調査に比べ長江希釈水の影響範囲が増大し，北緯 30 度 30

分の測線上では東経 127 度まで達し ている こ と が観測さ

れた。溶存態無機窒素を中心 とする長江由来の栄養塩は，

長江流量の増大によ って， よ り 沖合まで輸送される よ う

になったが， 藻類によ る消費あ るいは負荷栄養塩濃度の

低下によ って， 影響範囲は限定的な ものであった。 一方，

長江希釈水を介し て輸送される沿岸性藻類は東に向かっ

て広範囲に分布し， 特に沖合の測点では躍層直上に集積

し ているのが観測された。 外洋性藻類は， ８ 月の調査で

は優占種 と し ては観察されなかった。 ６ 月か ら ８ 月にか

けての季節的な水塊構造の変化 と 考え られる黒潮亜表層

水の縁辺部か ら陸棚域への迫 り 上が り や暖流系陸棚底層

水の勢力増大がみられ， また黄海底層冷水の勢力に衰え

がみられた。 それら の水塊バラ ン スの変化に伴って， 密

度躍層下には黒潮亜表層水起源 と 推定される栄養塩が豊

富に存在する水塊が形成された。 長江希釈水を介し た栄

養塩の供給範囲よ り も広範囲に分布し た沿岸性藻類は，

密度躍層下の栄養塩を効率よ く 摂取し， 群種を維持し て

いた こ と が示唆された。

　 渤海 ・ 黄海 ・ 東シナ海を対象 と し た ３ 次元流動モデル

を用いて 1998 ～ 1999 年の ２ 年間のシ ミ ュ レーシ ョ ンを

行い， 長江河口域及び東シナ海での水温 ・ 塩分分布に基

づ く 水塊構造の再現性の検証を行った。 また東シナ海に

流入する長江での流量・汚濁負荷の関係式を 1987，1988，

1998， 1999 年のデータ を用いて求めた。 これらの結果を

も と に， 東シナ海での海洋生態系モデル開発を行っ た。

生態系を構成し ている独立変数 と し て， 植物プ ラ ン ク ト

ン態炭素， 溶存有機態 リ ン， 粒子状 リ ン， 溶存無機態 リ

ン， 溶存有機態窒素， 粒子状窒素， アンモニア， 硝酸＋

亜硝酸， 生物的酸素要求量， 溶存酸素を設定し た。 本モ

デル内の物質循環は， 植物プラ ン ク ト ンによ る光合成に

と も な う 窒素 ・ リ ンの摂取 と， 有機物の分解 ・ 回帰によ

り 駆動されている。 本シ ミ ュ レーシ ョ ンにおいては長江

での流量及び負荷は日変動量を与えているが， 黄河など

他の河川は年間平均量を与えている。 1998 ～ 1999 年の
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シ ミ ュ レーシ ョ ンを行い， 同期間中に観測されている船

舶を用いた実測値や衛星データによ る濁度， ク ロ ロ フ ィ

ル濃度と の検証を行った。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 中国科学院地理科学与資源研究所， 華東

師範大学

（ 8）　 流域の森林土壌が湖水に溶存する アルミ ニウムの

濃度と 形態に与える影響

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0204CD437

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○越川昌美 （水土壌圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 天然水中の溶存アル ミ ニウ ムは， Al3+ のほか各

種の無機錯体 ・ 有機錯体と し て存在するが， その毒性は，

濃度だけでな く 存在形態にも強 く 依存する。本研究では，

琵琶湖に溶存する アル ミ ニ ウ ムが， 最も毒性の強い無機

の加水分解種であった と い う 観測事実 と， 森林土壌には

高濃度のアル ミ ニウ ムが， 有機錯体 と なって毒性が弱め

られている と い う 事実を も と に，「森林土壌に含まれる ア

ル ミ ニ ウ ムの有機錯体が， 河川を通じ て湖にいた る まで

に， ど こ でどれだけ減少するか」 を把握する こ と を目的

とする。

〔 内容および成果〕

　 霞 ヶ 浦 と 流入河川上流域の森林 （筑波山） において，

地質の異な る ２ つの小流域 （斑糲岩地質の羽鳥地域 と 花

崗岩地質の田地域） を選び， 林内雨 ・ 土壌溶液 ・ 渓流水

を採取し た。 雨水は， ス ギ樹冠下に設置し たバル ク降下

物採取器に集めた。土壌溶液は，深さ 10cm，20cm，50cm，

100cm に埋設し たポーラ スカ ッ プで吸引し た。 渓流水は

ポ リ 瓶に直接採取し た。試料採取は 2003 年 11 月から 2004

年 11 月までの期間， 毎月行った。 試料は冷暗所に保管し

て実験室に持ち帰った後， 孔径 0.4µm のフ ィ ルターでろ

過し た。 ろ過水中の溶存 Al は， 加水分解種 （Labile Al），

有機 ・ 無機錯体 （Non-labile Al） ， コ ロ イ ド態 （Colloidal

Al）に分画するために，ルモガ リ オン法で Labile Al + Non-

labile Al を，HPLC 法で Non-labile Al を，ICPMS 法で全溶

存 Al （Labile Al + Non-labile Al + Colloidal Al） を定量し

た。 １ 年を とおし て， 渓流水の全溶存 Al は田地域が羽鳥

地域の ２ 倍以上であ り ， 渓流水の有機 ・ 無機錯体 Al は田

地域では約 20％を占めるのに対し て羽鳥地域では検出さ

れなかった。 林内雨と表層 （10cm および 20cm） 土壌溶

液における溶存 Al の濃度と形態は， ２ つの地域で同レベ

ルであった。 一方， 下層 （50cm および 100cm） 土壌溶液

において， 田地域の方が全溶存 Al 濃度が高 く ， 有機 ・ 無

機錯体 Al が多いこ と がわかった。

〔 備考〕

（ 9）　 溶存有機物（ DOM） 分画手法による水道水源と し て

の湖沼水質の評価およびモニタ リ ング

〔 区分名〕 厚労 - 厚生科学

〔 研究課題コ ード 〕 0204DA433

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○今井章雄 （水土壌圏環境研究領域），松重一夫

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 本研究では， 長期間生分解試験 と樹脂吸着分画

手法を組み合わせた溶存有機物 （DOM） 分画手法を用い

て， 湖水や流入河川水等の DOM を， フ ミ ン物質の分離

に基づいて， 易分解性 - 難分解性， 疎水性 - 親水性， 酸性

- 塩基性の切 り 口で分画する。本研究の目的は，DOM 分画

分布， 各画分の物理化学的特性や ト リ ハロ メ タ ン生成能

を測定する こ と によ り ， 水道水源 と し ての湖沼水質を評

価し，同時に長期モニタ リ ングによ り ， DOM およびその

特性の季節変化や場所的変化を把握する こ と であ る。

〔 内容および成果〕

　 霞ヶ浦湖水 DOM，フ ミ ン物質および親水性画分の ト リ

ハロ メ タ ン生成能（mgC あた り の ト リ ハロ メ タ ン精鋭能，

STHMFP）の 2000 ～ 2002 年における長期的な変動を評価

し た。DOM の STHMFP は 2000 年に夏季に高ま る傾向を

示し たが， それ以降は顕著な変動を示さ なかった。 親水

性酸の STHMFP も季節変動は明らかでなかった。 一方，

フ ミ ン物質の STHMFP はかな り 明白に変動し，夏季から

冬季にかけて上昇し た。 地点別の傾向 と し ては， 河川水

流入ポイ ン ト から湖水の流れ方向に沿って， DOM， フ ミ

ン物質， 親水性画分， いずれも その平均 STHFP は低下す

る傾向を示し た。

　 流入河川水 DOM， フ ミ ン物質，親水性画分の STHMFP

は， 各々平均で 0.21 － 0.23, 0.24 － 0.27, 0.19 － 0.23 ・

mol ・ mgC-1 であ り ， 湖水 DOM， フ ミ ン物質， 親水性画分

のそれよ り も大き な値を示し た。 河川水 DOM STHMFP

の季節変動は顕著でなかった （2001 年 ４ 月～ 2002 年 ３

月）。 フ ミ ン物質の STHMFP は １ 月 と ２ 月に と て も高 く

なった。親水性画分 STHMFP は調査期間中に漸増する傾

向を示し た。

　 湖水 DOM の分子量は 555 ～ 957 g ・ mol-1 の範囲にあ

り ， 平均値は河川水流入ポ イ ン ト から湖水の流れ方向に

低下する傾向を呈し た。 DOM のポ リ デ ィ スパース テ ィ
―  216  ―



国立環境研究所年報 （平成 16 年度）
（重量平均分子量／数平均分子量） は概ね ２ 以下で同じ よ

う な分子量を もつ溶存有機物質の集合体であ る こ と が示

唆された。

〔 備考〕

（ 10）　 霞ヶ 浦エコ ト ーンにおける生物群集と 物質循環に

関する長期モニタ リ ング

〔 区分名〕 奨励

〔 研究課題コ ード 〕 0307AF511

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○冨岡典子 （水土壌圏環境研究領域） ， 今井章

雄， 松重一夫， 野原精一， 浦川秀敏， 矢部徹

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 19 年度 （2003 ～ 2007 年度）

〔 目　 的〕 生物活動 と物質循環の要であ り ， 且つ人間活動

の影響を受けやすいエコ ト ーンに対する長期的モニ タ リ

ングを行い， GEMS/Water によ り 陸水 （淡水） モニ タ リ ン

グス テーシ ョ ン と し て観測が続け られている湖のデータ

と あわせて湖全体の生物群集 と 物質循環の把握を行 う 。

特に， 沿岸植生について， 新しい手法であ る細菌群集構

造解析，安定同位体比解析を行い，再生事業の影響，霞ヶ

浦導水路工事前の状況把握を含めた霞ヶ浦全体の ト レ ン

ド を明らかにする こ と を目標とする。

〔 内容および成果〕

　 霞ヶ浦西浦沿岸全域の 484 地点 （250m 間隔） に対し

て， 微地形， 植生， 土性について調査 ・ 解析を行っ た。

ヨ シ群落は 220 地点で確認され， 沿岸帯の約半分が ヨ シ

帯であった。 ヨ シ帯の出現 と 微地形 と の間には関連は検

出されなかった。 一方， 地理的解析の結果， ヨ シ帯が調

査地点に占める割合は右岸 64.1%， 中岸 26.8% 及び左岸

38.4% であ り ，ヨ シ帯の出現 と地理的要因には関連があっ

た。 さ らに， 西浦全域の 32 ヵ所の沿岸帯において， 表層

湖水および植生帯内部の底泥 （間隙水） および砂浜， コ

ン ク リ ー ト 護岸の底泥についてサンプ リ ング調査を行っ

た。 植生帯については， その厚さ を実測する と 共に， 沿

岸帯を ４ 等分し， 護岸寄 り ， 中央， 湖寄 り の 3 地点につ

いて， 土壌または底泥を採取し た。 間隙水， 湖水につい

て水質分析に加えて， 酸素安定同位体比分析を行った。

その結果， 陸 ヨ シ帯 と 湖水の間で水の交換は比較的小さ

く ， 沿岸帯の微地形が湖水 と 沿岸帯間隙水 ・ 表層水 と の

混合に重要な役割を及ぼすこ と が明らか と なった。また，

表層湖水について微生物群集解析を行った結果， 群集構

造 と 沿岸帯の微地形 と の関連は検出されず， 地理的に近

い地点 と 流路に沿って微生物群集が類似し ている こ と が

明ら か と なった。 特に土浦入か ら， 湖尻にかけて， 類似

し た微生物群集が観察された。

〔 備考〕

（ 11）　 東京湾での窒素循環に関わる微生物群集に関する

研究

〔 区分名〕 奨励

〔 研究課題コ ード 〕 0304AF367

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○浦川秀敏 （水土壌圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 窒素は地球を循環する代表的な生物親元素の

ひ と つであ る。 自然界におけ る窒素循環フ ロー と 影響因

子を推定する ためには多様な形態で存在する窒素を直接

測定す る だけではな く 循環に関与 し てい る 微生物を検

出， 定量し てお く こ と が肝要であ る。 本研究では窒素循

環を担 う 微生物を迅速かつ高感度で検出する技術を確立

し， 東京湾において窒素循環ポテンシ ャルを評価する指

標とする こ と を目指す。

〔 内容および成果〕

　 京浜運河 と 荒川河口か ら， それぞれ東京湾中心部に向

か う 二つの ト ラ ン セ ク ト についてサンプ リ ン グ を行っ

た。 柱状採泥器で採取し た底泥試料について底質分析を

行い，DNA と RNA を抽出し た。抽出 DNA から アンモニ

ア酸化細菌由来の 16S rRNA と， ammonia monooxygenase

（amoA） 遺伝子を PCR 増幅し， RFLP 解析を行った。 次

に， 優占する アンモニア酸化細菌群の特定を試みた。 抽

出し た RNA に対し 16SrRNA を標的 と し て RT-PCR を行

い， ク ローン ラ イブ ラ リ ーを作成後， 塩基配列を決定し

た。

　 荒川河口か ら湾内に向けての ト ラ ンセ ク ト では， 河川

水が海水 と 混合し てい く につれて， アンモニア酸化細菌

群集構造に明瞭な変化が認め られた。 一方， 京浜運河で

は， 比較的均一な細菌群集組成が認め られた。 運河では

海水中の溶存酸素が不足し， 硝酸態窒素濃度が低 く ， 有

機物負荷 と アンモニア態窒素濃度が高い底泥環境が形成

されてお り ， これらがアンモニア酸化細菌の群集構造 と

多様性に影響を与えている こ と が示唆された。

〔 備考〕

（ 12）　 サンゴ礁生物多様性保全地域の選定に関する研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 F-5

〔 研究課題コ ード 〕 0305BA557

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕
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〔 担当者〕 ○原島省 （水土壌圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 サン ゴ礁の生物多様性は本来非常に豊富であ

るが， 近年劣化が問題になっている。 我が国はサンゴ礁

を有する数少ない先進国 と し て， サンゴ礁の保全 と 持続

的な利用に関する 「国際サンゴ礁イ ニシアチ ィ ブ（ICRI）」

を築き あげている。 こ の研究では特に， 海洋物理的特性

を含む科学的な根拠に基づいてサンゴ礁海域に保護区を

設定する案を行政側に提示する。

〔 内容および成果〕

　 前年度には，石西礁湖を対象と し，M2 潮汐および南風

を条件 と し て与えた流動の数値シ ミ ュ レーシ ョ ンをおこ

なった。 本年度は， モデルの検証のため， 海洋開発機構

によ る流速実測値 と の比較を行った。 想定時期を観測時

期にあわせて 2001 年 ５ 月 ２ 日からの ２ 週間 と し，潮汐条

件はハワ イ大学の海面高度データ セン ター提供の予測潮

位の時系列を， また， 風の条件は石西礁湖周囲の複数の

気象台における風速の平均値を用いた。この結果，シ ミ ュ

レーシ ョ ン結果は概ね観測結果 と 一致する こ と が確認で

き た。 また， 流速の絶対値 と し ては潮汐流が卓越するが，

数日の平均を と る と 潮汐流は相殺され， 風によ る流れが

残った。 サンゴの卵 ・ 幼生は放出されてか ら ２ 日～数日

の漂流の後着床する こ と から， これら の粒子の軌跡には

風の影響が主に働 く と考え られる。風の方向は，夏季 （ ６

～ ８ 月） には南風が多いが， 同海域でサンゴの卵放出が

顕著な ５ 月には， 風向も様々であ る ため， 粒子の輸送も

それに応じ て様々であ る と 推定 さ れる。 こ の こ と か ら，

石西礁湖の周辺部から放出された粒子は外洋に無効放散

される確率が高い と 考え られる。 反対に， 比較的中央部

か ら 放出 さ れた粒子は ２ 日～数日間は石西礁湖に留ま

り ， 着床する機会が多い と 考え ら れる。 こ の こ と か ら，

石西礁湖内の比較的中央部のサンゴ礁を重点保護領域 と

する こ と が有効であ る と考え られる。

〔 備考〕

水産総合研究セン ターが課題代表 と な り ， 他に産業技術

総合研究所， 国立環境研究所， 東京海洋大学， 東京大学，

島根大学が加わった共同研究課題であ る。

（ 13）　 pH4 から 自然に中性化し た屈斜路湖の将来予測：

富栄養化か再酸性化か

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0304CD564

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○田中敦 （化学環境研究領域）， 瀬山春彦

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 日本最大のカルデラ湖であ る屈斜路湖の pH は

1960 年に最低値 ４ を記録し たが， その後， 特段の対策を

講じ ていないにもかかわらず， 1980 年代から徐々に pH

が自然回復し ている。 こ のよ う な屈斜路湖の酸性化 ・ 中

性化の原因を， 物理的観測， 化学的観測を通じ て明ら か

にする。 そ し て， 酸 ・ アルカ リ 収支の崩れによ る再度の

酸性化の可能性， あ るいは， 中性を維持し た際の湖沼富

栄養化の可能性について， アルカ リ 度やク ロ ロ フ ィ ルな

どの長期観測 ・ 連続的観測によ って予測する手法を る こ

と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 夏季の成層期から冬季にかけて， 屈斜路湖最深部周辺

で水温 と 電気伝導度のプ ロ フ ァ イ ル観測を繰 り 返し た。

屈斜路湖に流出入する河川について， 複数回の流量観測

と 試料採取を行った。 釧路川については毎月の採水， 観

測を継続し た。 2003 年 ９ 月から屈斜路湖最深部の各水深

に設置し た水温， 電導度， ク ロ ロ フ ィ ル ・ 濁度計を 2004

年 ８ 月に回収し た。 秋季 ・ 春季の湖水の混合が起き た後，

水温が最大密度で安定せず連続的に変化する こ と， 氷が

解けた後に ク ロ ロ フ ィ ル量が大幅に増加する こ と などが

示された。 酸の収支を考え る上で最も重要な， 酸濃度 と

成分濃度が高い湯川流入口に水温 ・ 電導度計を再び係留

し た。 採取試料について， アルカ リ 度， 溶存成分などの

測定を行った。 その結果， イオン濃度 と アルカ リ 度につ

いては， 高精度の測定を通し て年変化が検出でき た。 ア

ルカ リ 度は依然 と し て減少傾向にはなっておらず， 現在

の と こ ろ再酸性化のおそれはないこ と が示された。一方，

春先の ク ロ ロ フ ィ ル量増加などの傾向が認められ， 公共

用水域の栄養塩定期観測などのデータ と 合わせて， 今後

の富栄養化については継続的に観測する こ と が必要であ

る と判断された。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 千葉大学， て しかが自然史研究会

（ 14）　 水土壌環境における微生物群集構造と 活性評価に

関する基礎的研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0405AE359

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○冨岡典子（水土壌圏環境研究領域），珠坪一晃，

浦川秀敏

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 17 年度 （2004 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 汚染 さ れた水土壌環境の浄化において微生物
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は重要な役割を果た し ている。 しかし なが ら， 微生物の

活性や群集構造 と， それを取 り 巻 く 環境 と の相互作用に

ついてはいまだ不明な点が多い。 本研究では様々な自然

環境において， 微生物群集構造及び活性を評価する と 共

に， 微生物の環境浄化能力を利用し た水土壌処理システ

ムの開発を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 本年度は湖沼沿岸植生帯の有機物分解， メ タ ン生成活

性評価を行った。 すなわち， 霞ヶ浦沿岸 ヨ シ帯土壌を直

径 ４ cmの土壌サンプ リ ング コ アで採取し，上部から 10cm

毎にカ ッ ト し， それぞれの土壌についてマイ ク ロ コ ズム

を作成し有機物分解プロ セスの深さ方向のプロ フ ァ イル

を求めた。 また， 現場の間隙水はセ ラ ミ ッ ク採水器を用

いて採取し，有機酸の分析を行った。ヨ シ帯の 10 ～ 20cm

の深さ に有機酸が集積し， 嫌気環境にし た場合には有機

酸か ら メ タ ンの発生が認め ら れ る こ と が明 ら か と な っ

た。 一方， 20cm 以深では酢酸の分解及び分解された酢酸

の メ タ ンへの変換効率は 10 ～ 20cm に比べて減少し， 沿

岸帯の有機物の分解には浅い部分の土壌の寄与が大きい

こ と が示唆された。

〔 備考〕

（ 15）　 有機物リ ンケージに基づいた湖沼環境の評価と 改

善シナリ オ作成

〔 区分名〕 特別研究

〔 研究課題コ ード 〕 0406AG399

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○今井章雄 （水土壌圏環境研究領域） ， 松重一

夫， 冨岡典子， 野原精一， 佐野友春， 越川海

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 本研究の目的は， 湖水有機物 （溶存有機物

[DOM] と粒子状有機物 [POM]）等の化学組成（DOM 分画

分布， 糖類組成， ア ミ ノ 酸組成， 分子量等） 情報か ら続

成状態 （分解状態） や起源を評価する手法を開発し， 湖

水柱および底泥中における DOMや難分解性 DOM と微生

物群集と の連動関係 （ リ ンケージ） を重点的に評価し て，

湖水において難分解性 DOM が蓄積する仕組みや主要発

生源を明ら かにし， 流域発生源対策の新たな提言を行 う

こ と であ る。

〔 内容および成果〕

　 本年度は有機物組成 と 分解性の リ ンケージ （連鎖 ・ 連

動関係） を評価する ための化学組成分析手法の開発を実

施し た。 溶存サンプル中の糖類組成を定量する手法を開

発し た。 ろ過サンプルを HCl で pH1.1 と し た後に 100 ℃

で加水分解，凍結乾燥処理で HCl を除いた後に Mill-Q 水

で メ ス ア ッ プ し て， 高速液体ク ロマ ト グ ラ フ ・ バルス ド

アンペロ メ ト リ 検出法で糖組成を決定し た。 ク ロマ ト グ

ラ ム ・ ベース ラ イ ンを安定化し て感度を向上させる ため

に， イ ンジ ェ ク ター と カ ラ ムの間に溶存酸素を取 り 除 く

ためのチューブ型減圧デ ィ ガ ッ サーを取 り 付けた。 従来

の分析法であ るガス ク ロマ ト グ ラ フ法に比べて約 100 倍

の感度が向上し た。

　 富栄養湖で あ る 霞 ヶ 浦で優占す る 代表的 な藍藻類

（Microcystis aeruginosa, Oscillatoria agardhii, Anabaena

flos-aquae） を室内培養し て， 藻体から細胞外に排出され

る 溶 存 有 機 物 （DOM） の 糖 類 組 成 を 評 価 し た。

M.aeruginosa が培地中に排出する糖類は， 定常期に入っ

た培養後 10 日目以降に増加する傾向を示し た。藻類が定

常期 ・ 死滅期に大量の多糖類を排出する と い う 従来の知

見 と 一致し た。 定常期以降において溶存有機物 （DOM）

中の糖の含有率は増加し最終的には DOM の 23% に達し

た。 O.agardhii から 排出さ れる 糖類濃度およ び組成の変化

も M． aeruginosa と同様な傾向を示し た。 DOM 中の糖類

の含有率は O.agardhii よ り も多 く 33% に達し た。

　 M.aeruginosa と O.agardhii と もに増殖するにつれて，排

出糖類中のグルコースの割合が増大し た。O.agardhii のほ

う が M.aeruginosa よ り も定常期における グルコースの存

在比は高 く なった （O.agardhii で 83%， M.aeruginosa で

66%）。 霞ヶ浦湖水サンプル （数サンプル） の糖組成は藻

類由来糖類の組成 と は異な り ， グルコースが卓越する よ

う な こ と はなかった。 従って， 実際の湖沼では藻類が産

生する グルコース含有多糖は速やかにバク テ リ アによ っ

て分解される と示唆された。

〔 備考〕

5． 5 　 地下水汚染機構の解明と その予測に関する

研究

（1）　地下水汚染における科学的自然減衰（ MNA） に関す

る研究

〔 区分名〕 環境 - 公害一括

〔 研究課題コ ード 〕 0305BC332

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○西川雅高 （環境研究基盤技術ラ ボ ラ ト リ ー），

小川裕美

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 環境省の全国調査では， ト リ ク ロ ロ エチレ ン，

テ ト ラ ク ロ ロエチレ ン， ガ ソ リ ン， 硝酸性窒素などによ

る様々な地下水汚染が報告されている。 それらの汚染が
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地下環境での汚染であ るがゆえに， 工学的手法によ る積

極浄化対策には限界があ り ， 自然浄化によ る修復技術を

取 り 入れなければな ら ない。 その自然浄化機能の科学的

判定法の開発や汚染物質の監視技術の確立を目指すも の

であ る。

〔 内容および成果〕

　 地下水汚染の自然修復の判定方法を確立する こ と を目

指し て， 熊本市， 山形県 と の共同研究を行った。 その結

果以下の成果を得た。

　 １ ） 熊本市では， 汚染源から地下水流下方向 150m 地

点で最高濃度の汚染 （ガ ソ リ ン由来有機化合物） が特定

されたが汚染範囲の拡大は過去のモニ タ リ ング結果も併

せて検討し たが拡大し ている よ う な様子は見当た ら ない

かった。 年間地下水位変動は １ ｍ あ り ， 多雨期に汚染油

分濃度の低下が認められた。

　 ２ ） 山形サイ ト は， 有機塩素系化合物の汚染が認め ら

れる複数地点を水文学的特徴， 生息微生物群的特徴か ら

分類し， 生物分解の速度を タ イプ別に分類でき るか試み

た。 有機系炭素量やマ ン ガ ン鉄な ど が高濃度で存在 し

ORP 値や DO 値が低い還元状態下のサイ ト では硫酸還元

菌や メ タ ン資化性細菌などによ る脱塩素化反応が有せイ

ンする こ と がわかった。一方，DO 値の高い酸化条件下の

サイ ト では， 好気性微生物によ る分解が優先する こ と が

わかったが雪解け時等の地下水温の変動に大き く 左右さ

れる こ と がわかった。

　 ３ ） UNEPA が提唱する BIOPLEME Ⅲモデルを本サイ

ト に適応する こ と を試みた。 その精緻化の過程で， MNA

が有効に機能するかど う か判定する ための前提条件をマ

ニ ュ アル化する こ と を土壌環境研究セン ターの共同研究

協力によ り 試みた。 水文学的項目， 微生物学的項目等を

得点別に 40 項目以上列挙し，そのス コ ア強度の客観性を

検討し た。

〔 備考〕

本研究は， 以下の共同参画機関 と と も に行 う 地域密着型

プロ ジェ ク ト 研究であ る。

共同国立研究機関 ・ 大学機関 ： （独） 産業技術総合研究

所， 名古屋大学

共同地方研究機関 ： 山形県環境科学研究セン ター， 熊本

市環境総合研究所

5． 6 　 土壌劣化， 土壌汚染の機構解明と その予測

に関する研究

（1）　土壌生態系における土壌微生物群集構造の解析

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0004AE114

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○村田智吉 （水土壌圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 12 ～ 16 年度 （2000 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 鉛の生物や環境への影響に関する懸念から， 各

方面において代替金属種を利用 し た鉛フ リ ー素材の開

発 ・ 移行が進め られている。 鉛フ リ ー化社会への推進に

伴い， Ag， In， Bi， Sb など代替金属類の環境中への急激

な拡散が予想されるが， これら金属類の土壌生物相に及

ぼす影響に関し ての科学的知見は極めて乏しい。 本研究

は， これら次世代利用型の代替金属類が土壌を汚染し た

場合を想定し， 汚染後の土壌微生物相に及ぼす影響につ

いて明らかにする こ と を目的と し た。

〔 内容および成果〕

　 本年ははんだ等で利用の増加が見込まれる Bi につい

て， 土壌中の有機物 と 共存し た場合の挙動， 微生物影響

について検証し た。 土壌の堆積腐植層， 鉱質土層か ら抽

出し た水溶性有機物は Bi の可溶性を高める こ と，しかし，

黒ぼ く 土の鉱質土壌から抽出し た水溶性有機物では Bi を

ほ と んど可溶化させない こ と がわかった。 また， これら

Bi－有機複合体は1/100TSB培地中で細菌の増殖阻害効果

を示し た も のの， その阻害程度は必ずし も複合体の可溶

性の程度と は一致し なかった。

〔 備考〕
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6． 開発途上国の環境問題

6． 1 　 途上国の環境汚染対策に関する研究

（1）　東アジアにおける民生用燃料からの酸性雨原因物

質排出対策技術の開発と様々な環境への影響評価と

その手法に関する研究

〔 区分名〕 環境 - 地球推進 C-3

〔 研究課題コ ード 〕 0004BA087

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○畠山史郎 （大気圏環境研究領域），村野健太郎

〔 期　 間〕 平成 12 ～ 16 年度 （2000 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 中国の深刻な大気汚染や酸性雨被害を防止す

る ためには， 低品位石炭を ク リ ーン化する技術が必要で

あ る。比較的低コ ス ト な技術であ る乾式選炭技術の開発・

現地化を第一の目的 と する。 また， これまでに， 中国へ

の適正化研究の実績があ るバイオブ リ ケ ッ ト 化技術を広

域に普及させる ため， 健康被害， 材料の腐食などの改善，

またバイオブ リ ケ ッ ト 使用後の廃棄物の有効利用を研究

し， ブ リ ケ ッ ト 利用の促進を図る こ と を第二の目的 と す

る。 さ らに新規低公害燃料であ るバイオデ ィ ーゼル燃料

の製法の開発を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 本研究では乾式選炭技術の実用化 ・ 適正化 と， 住民の

健康状態の改善や経済性の評価か らバイオブ リ ケ ッ ト 技

術の普及促進 ・ 啓発さ ら に新しい ク リ ーン燃料であ るバ

イ オデ ィ ーゼル燃料の開発を行 う 。 本年度は以下の研究

を行った。

　（ １ ） 日本国内において， 石炭粒子や鉱物粒子の挙動解

析， 湿度調整実験によ る選炭特性の評価実験を行い， 静

電気型乾式選炭試験装置の改良型乾式試験装置によ る低

品位石炭の選炭適応性及び選炭精度向上のための実験を

実施し た。 中国西南部の重慶市南桐炭鉱において， 単電

極， 太さ の違 う 電極線や電極線間隔， 複合電極を用いて

選炭に与え る影響を検討し た。 前年度までの実験結果を

ふまえ， 基礎試験用装置で得られた結果に基づき， 中国

側 と 共同開発し た ２ 段式選炭装置の新規設計， 試作 と 性

能評価実験を行った。

　（ ２ ） バイオブ リ ケ ッ ト 普及モデル地域の大気汚染実態

調査を継続的に実施し， 中国東北部の鞍山 ・ 瀋陽におい

て， 現地製のバイオブ リ ケ ッ ト を用いてボ イ ラーでの燃

焼特性や経済性の評価を行った。 一方， 西南部の重慶を

中心に廃棄石炭のバイオブ リ ケ ッ ト の利用性能の改善に

ついて も評価し た。また，西南部におけるバイオブ リ ケ ッ

ト 利用普及促進のため， バイオブ リ ケ ッ ト 燃焼灰の添加

によ る酸性土壌の中和能力， な らびに栄養塩供給効果な

どについて植物栽培試験を行い， 総合的に評価し た。 鞍

山および重慶におけ るバイオブ リ ケ ッ ト の利用普及を想

定し， その排出燃焼灰を用いて無焼成レ ンガの作製， 耐

圧性能評価， 溶出試験， 混和材の添加実験な ど も 行い，

その再利用可能性が示唆された。

　（ ３ ） 重慶市において，同一家庭において石炭使用家庭，

バイオブ リ ケ ッ ト 使用におけ る， 室内空気汚染物質濃度

の測定を行った。 また， 鞍山市においては， 石炭使用家

庭， バイオブ リ ケ ッ ト 使用家庭の室内空気汚染物質濃度

測定， 短期及び長期健康調査， 健康意識調査を行っ た。

一般家庭において もバイオブ リ ケ ッ ト 使用によ って著明

な二酸化硫黄濃度の低下が認められ， 急性の上気道炎症

症状の改善， 長期的な咳， 痰などの呼吸器症状の改善が

認め られた。 また， 重慶市郊外の一般民家において， 重

慶医科大学周燕栄教授研究グループの協力の下で，石炭，

２ 種類のバイオ利用時の室内汚染レベルを調査し た。

　（ ４ ） 超音波の反応促進作用および不純物の分解効果を

利用し， バイオデ ィ ーゼル燃料の効率的製造法の開発に

関する研究を行った。 また排気ガス特性を把握する ため

に， 小型デ ィ ーゼルエンジンか ら の排気ガス成分， 特に

これまでの測定例がほ と んどない， 超微粒子の粒径分布

を測定する と も めに， それら を フ ィ ルター上に捕集し炭

素成分を分析し た。

〔 備考〕

共同研究相手方 ： 中華人民共和国， 重慶市環境科学研究

院， 羅仁学

6． 2 　 途上国の経済発展と環境保全の関わり に関

する研究

（1）　アジア途上国における環境意識に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0104AE013

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○青柳みど り （社会環境システム研究領域）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 16 年度 （2001 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 本課題では， アジア途上国 （特に中国， タ イ）

におけ る一般の人々の環境意識の形成について特に環境

配慮行動に着目し て明ら かに し よ う と する も のであ る。

特に， 低環境負荷型経済発展の方策を探る ために， どの

よ う な ラ イ フ ス タ イルを提示し た ら よ いかに着目する。

13 年度 : 既存研究やデータのレ ビ ュー・分析によ り ，現在

のアジア発展途上国のラ イ フ ス タ イルの方向を探る 14年

度 : アジア途上国における将来のラ イ フ ス タ イルの方向

について明らかにする。 前年度 : ラ イ フ ス タ イルのあ る
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べき方向への方向付けのための方策の提言

〔 内容および成果〕

　 本年度は，IGES が中心と なって実施し ている APEIS の

一つのサブプロ グ ラ ム であ る RISPO （Research on

Innovative and Strategic Policy Options （RISPO） Under the

framework of  Asia-Pacific Environmental Innovation Strategy

Project （APEIS） ） の中の LINK （Local / Indigenous

Knowledge-based sustainable resource management  （LINK）

Team） の一員と し て日本における 事例収集と 戦略的制作

オプショ ンの提案を 行っ た。 日本においては， 行政， 環

境 NGO， 地域社会のパート ナーシッ プをも と に， 斬新な

アイ デアで地域の自然資源を 持続可能な方法で維持する

仕組みを 作り 上げている 例がいく つかある 。 本課題から

は， 土浦市宍塚大池の事例を と り あげ， その活動と 地域

社会維持のためのサシバ米販売（ 有機米のク ラ ブ・ オー

ナー制度） について報告し た。

〔 備考〕

IGES と の共同作業

（ 2）　 環境イ ノ ベーシ ョ ン 戦略に関する 戦略的データ

ベース構築

〔 区分名〕 環境 - 委託請負

〔 研究課題コ ード 〕 0404BY484

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 1-2 統合評価モデルを用いた地球温暖化のシナ リ オ

分析と アジアを中心と し た総合対策研究

〔 担当者〕 ○甲斐沼美紀子 （社会環境システム研究領域）

増井利彦， 藤野純一， 花岡達也， 高橋潔，

肱岡靖明

〔 期　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔 目　 的〕 アジア太平洋地域は世界で最 も 大き な経済発

展のポテンシ ャルを有し ている と と も に， 多様で優れた

エコ ・ システムに恵まれた地域で も あ る。 こ のため， 今

後， 生態系保全をはじめ と する環境保全 と 経済成長 と の

間に深刻な ト レー ド オフが生じ る可能性が高 く ， 持続可

能な発展を遂げる ためには， 様々な環境分野保全のみな

らず経済活動の分野にあ ら ゆる イ ノ ベーシ ョ ンを導入す

る こ と が不可欠であ る。 さ ら に， 環境に配慮し た社会経

済システムの構築に向けた総合戦略を明らかにし，経済・

産業政策， 科学技術政策， 国土利用政策， 社会資本整備

政策， 国際協力等， アジア諸国の根幹的政策の中に これ

ら の イ ノ ベーシ ョ ン を組み込んで行かなければな ら な

い。 本業務は， 持続可能な発展に向けた イ ノ ベーシ ョ ン

及び こ れら を組み込んだ総合戦略をデザ イ ンする ため，

戦略的データベースの構築を行 う こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 以下の成果を得た。

　（ １ ） Strategic database の構築

　（ ２ ） 環境オプシ ョ ンの収集

　（ ３ ） 環境イ ノ ベーシ ョ ン戦略の概略図の作成

　（ ４ ） 環境イ ノ ベーシ ョ ン戦略の効果の定量的分析

　（ １ ） Strategic database の構築

　 環境イ ノ ベーシ ョ ン戦略の環境負荷削減効果及び経済

社会への影響を評価する ツール と し て， Strategic database

を構築し た。

　（ ２ ） 環境オプシ ョ ンの収集

　 文献調査を も と に， 日本， 中国， イ ン ド， 韓国， タ イ

の ５ ヵ 国について， 各国の特性に応じ た戦略的な環境対

策 （環境オプシ ョ ン） を収集し， Strategic database に格納

し た。 環境オプシ ョ ンは， 技術だけでな く 制度やラ イ フ

ス タ イルなど多様な分野に渡ってお り ，また地球温暖化，

大気汚染， 水， 廃棄物， 土壌， 自然資源 と 幅広い環境問

題を対象と し ている。

　 具体的には， 中国は家庭部門に関する環境オプシ ョ ン

を 50 個， 運輸部門に関する ものを 30 個， タ イは再生可

能エネルギーに関する ものを 26 個，家庭部門に関する も

のを 12 個， 運輸部門に関する ものを 21 個， 廃棄物問題

に関する ものを 11 個収集し た。

　 韓国は， 運輸部門に関し て， 輸送システム， 低排出車，

環境意識， 規制， 経済的手法 と い う ４ つの分野について

計 26 個， 家庭部門は， 高効率機器， 環境意識， 環境調和

型都市， 規制， 経済的手法 と い う ５ つの分野について計

38 個収集し た。 日本は産業部門， 運輸部門， 家庭部門に

ついて計 100 個程度， イ ン ド は運輸部門を中心に収集し

た。

　 また各国それぞれ， 定量的な分析に資する よ う ， 収集

し た環境オプシ ョ ンの一部について， コ ス ト ， 環境負荷

削減効果， 将来普及率など詳細な定量的データ を作成し

た。

　（ ３ ） 環境イ ノ ベーシ ョ ン戦略の概略図の作成

　 中国， イ ン ド， 韓国， タ イの ４ ヵ国それぞれについて，

環境イ ノ ベーシ ョ ン戦略 と し て優先的に取 り 組むべき分

野を抽出し， 戦略のイ メ ージ図及び， 戦略のモデル分析

のためのフ ロー図を作成し た。

　 具体的には， 中国， イ ン ド， タ イ の ３ ヵ 国は， 運輸部

門 と 再生可能エネルギーの普及戦略について， 韓国は運

輸部門 と 家庭部門の戦略について イ メ ージ図及びモデル

のフ ロー図を作成し た。

　（ ４ ） 環境イ ノ ベーシ ョ ン戦略の効果の定量的分析策定

し た環境イ ノ ベーシ ョ ン戦略について， コ ス ト 及び環境
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負荷削減効果を， 定量的に分析し た。 韓国は， バス専用

車線の設置によ る渋滞緩和の効果， 屋上緑化によ るエネ

ルギー消費量削減効果について分析を行った。 タ イにお

いては， 運輸部門におけ るバイオ燃料の活用によ る温室

効果ガス削減効果及び大気汚染物質の削減効果について

分析し た。

　 また， 将来開発途上国において重要問題 と な る こ と が

予想されている水問題に関し て， 中国， イ ン ド， タ イの

３ 国を対象に， 水需要の推移や下水道の普及について比

較 ・ 分析を行った。

〔 備考〕
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7． 環境問題の解明 ・ 対策のための監視観測

7． 1 　 地球環境モニ タ リ ング

（1）　地球環境モニタリング

〔 区分名〕 地球セン ター

〔 研究課題コ ード 〕 9205AC264

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○藤沼康実 （地球環境研究セン ター） ， 向井人

史， 中根英昭， 松井一郎， 杉本伸夫， 小野雅司，

遠嶋康徳， 横内陽子， 谷本浩志， 野尻幸宏，

町田敏暢， 高橋善幸， 犬飼孔， 小熊宏之， 田中

敦， 今井章雄， 稲葉一穂， 岩崎一弘， 松重一夫，

上野隆平， 高村典子， 冨岡典子， 柴田康行，

西川雅高， 勝本正之

〔 期　 間〕 平成 4 ～ 17 年度 （1992 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 近年顕在化 し て き た様々な地球環境問題に対

し，実効あ る取 り 組みを行 う ためには，地球環境の観測・

監視 （モニ タ リ ング） と 調査研究を強化し， 人類の諸活

動が地球環境に及ぼす影響の大き さやその メ カニズムを

科学的に解明する こ と が不可欠であ る。 地球環境研究や

行政施策に必要 と な る基礎的なデータ を得る ために， 国

内外関係機関 と 連携しつつ， 地球規模での精緻で体系的

かつ継続的な地球環境モニ タ リ ング （地球環境変動因子

や地球環境変動によ る影響等の継続的監視） を行い， 効

果的な対策を講ずる上で必要な知見を得る。 本モニ タ リ

ングは， １ ) 成層圏オゾンに係るモニ タ リ ング， ２ ) 対流

圏の温室効果ガスに係るモニタ リ ング， ３ ) 陸域生態系・

海洋環境に係るモニ タ リ ング， ４ ） 水に関するモニ タ リ

ング （特に GEMS/Water 支援事業） の ４ つの分野に分け

て， 各分野ご と に以下に示す目的を持って観測を推進し

ている。

〔 内容および成果〕

　 １ ） 成層圏オゾンに係るモニタ リ ング

　 1-1） つ く ばにおける成層圏オゾンモニタ リ ング ： 前年

度に広帯域化し た ミ リ 波放射計を用いて，高度 16 ～ 76km

の成層圏から中間圏に渡る成層圏全域にまたがるオゾン

の鉛直分布を通年連続を継続し た。 観測精度の向上を目

指し， 検出信号処理シス テムの調整を進めた。 また， オ

ゾン レーザーレーダーによ る観測は， ミ リ 波放射計によ

る観測の検証 と し て， 随時観測を行った。 同時に， 観測

を開始し た 1998 年に遡って再解析を行い，データセ ッ ト

化を進め， HP か ら のデー タ提供を開始する と と も に，

NDSC （成層圏探査のたの観測ネ ッ ト ワーク） にデータ登

録し た。

　 1-2） 北域成層圏総合モニ タ リ ング ： 北極極渦の中緯度

域へのオゾン層破壊への影響を明ら かにする ために， 名

古屋大学太陽地球環境研究所 と 共同で北海道陸別町の町

立天体観測施設を利用し た観測を継続し た。 その結果，

年ス ケールでのオゾン濃度の特徴あ る変動が成層圏の一

定高度で観測された。 また， 観測 と 同時に観測高度の下

限を高度 15km に拡大する ためのシステム整備 （2005 年

度予定） の準備を進めた。

　 1-3） 有害紫外線モニ タ リ ングネ ッ ト ワーク ： 有害紫外

線 （B 領域紫外線） の増加によ る生物影響の基礎データ

を整備する ために， 研究機関 ・ 大学など （2005 年 3 月現

在， 19 機関） の参画を得て， 全国 24 地点の観測ネ ッ ト

ワーク を構築し ている。 本年度はデータ発信体制を整備

し， ホームページか ら の観測情報 と と も に， リ アルタ イ

ムで UV イ ンデッ ク ス情報の提供を開始し た。 また， 枯

草菌の胞子を利用し たバイオモニ タ リ ング手法の実用化

を進めた。

　 ２ ） 対流圏の温室効果ガスに係るモニタ リ ング

　 2-1） 地上ステーシ ョ ン （波照間 ・ 落石岬） モニ タ リ ン

グ ：温室効果ガスのベース ラ イ ン濃度を長期連続観測し，

それ ら のデー タ を世界的な温室効果ガ ス のデー タ セ ン

タ ーに提供 し てい る。 二酸化炭素濃度は両地点 と も に

380ppm に達し た。波照間では観測開始 （1993 年） から約

20ppm の増加が認められ， 平均増加率は約 1.9ppm/ 年 と

なった。 メ タ ン濃度は 1.8ppm を超え， 南北差があ り ， 落

石岬の方が若干高い傾向があ る。 一酸化二窒素や代替フ

ロ ンに関し ては増加傾向が続いていた。また，ネ ッ ト ワー

ク環境を整備し，AGAGE プロ グ ラ ムに対応する ため，つ

く ばから GC-MSを用いたハロ カーボン類の遠隔観測体制

の試運転を進めた。 その他， 全球レベルでの炭素循環プ

ロ セスの解明を目指し， 安定同位体比， 酸素濃度， 一酸

化炭素 / 水素濃度などを精力的に観測し た。

　 2-2） 定期船舶を利用し た太平洋温室効果ガスモニ タ リ

ング ： 海洋の二酸化炭素吸収機能を把握する ために， 日

本～米， 日本～豪 ・ ニ ュージーラ ン ド 間を運行する自動

車運搬船の協力を得て， 太平洋海域において大気 - 海洋

間の二酸化炭素交換収支量， 並びに洋上大気の温室効果

ガス濃度などの観測を継続し た。 また， 2005 年夏よ り 日

本～豪 ・ ニ ュージーラ ン ド 間に新船が投入される予定で

あ り ， 船舶会社の協力によ り ， 新船の造船時に観測シス

テムを整備し ている。

　 2-3） シベ リ ア上空における温室効果ガスに係る航空機

モニ タ リ ン グ ： ３ 地点 （スルグー ト ， ノ ボシ ビルス ク，

ヤ クーツ ク） の上空で現地研究機関の協力を得て， 航空

機を用いた温室効果ガス等 ７ 種のガス濃度の鉛直分布を

毎月観測し ている。 観測は， 高さ別のフ ラ ス コサンプ リ
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ング と と も に， 二酸化炭素， オゾンでは開発し た小型観

測システムを用いた連続観測を試みている。 得られた時

系列データから， シベ リ アでの森林吸収の影響などがエ

ルニーニ ョ によ る温度異常に関連し ている こ と がわかっ

た。

　 ３ ） 陸域生態系に係るモニタ リ ング

　 3-1） 北方林の温室効果ガス フ ラ ッ ク スモニ タ リ ング ：

森林生態系におけ る炭素循環過程の解明のために， 苫小

牧国有林のカ ラ マ ツ林に整備 し （苫小牧フ ラ ッ ク ス リ

サーチサイ ト ），森林 - 大気間のガス フ ラ ッ ク ス をはじめ

とする森林総合観測研究を進めた。 しかし， 2004 年 9 月

に台風 18 号が来襲し， 観測対象のカ ラマツ林， 並びに観

測シス テムが全壊し て観測を中断し ている。 現在， カ ラ

マツ林での炭素収支観測の再開を目指し， 新たな観測適

地を選定し ている。 なお， アジア地域のフ ラ ッ ク ス観測

ネ ッ ト ワーク， Asia Flux の事務局 と し て機能し， ニュー

ス レ ターの刊行等を進めた。

　 3-2） 集水域を持つ森林生態系の特徴を生かし て， 北海

道大学天塩研究林 （天塩 CC-Lag サイ ト ） では， 森林の

生育過程に伴 う 物質循環機能の推移を長期観測研究し て

いる。 2003 年初春に既存の天然林を皆抜し， 秋季にはカ

ラ マツ苗を植林し，本年度春期からチャ ンバー法で林地，

カ ラ マツ幼樹等の炭素収支観測を進めた。

　 3-3） リ モー ト センシングを用いた森林の構造 と機能の

評価に関するモニ タ リ ング ： 陸域植生の構造 と 機能を評

価する ために， 苫小牧フ ラ ッ ク ス リ サーチサイ ト にて航

空機に よ る レーザー測量を応用し て， 森林構造の評価，

及びバイオマスの推定手法の開発を進めた。 また， 地上

レーザー距離センサを利用し た森林の三次元構造の計測

手法の開発を進めた。 加えて， 林木の分光反射スペク ト

ルに よ る森林の光合成生産量の推定手法の検討を進め，

植物葉の光学的特徴か ら光合成生産量のパラ メ ータの抽

出ができ た。

　 ４ ） 水圏環境に係るモニタ リ ング

　 4-1） GEMS/Water 支援事業 ： 国際的な陸水観測計画で

あ る GEMS/Water の我が国のナシ ョ ナルセン ター と し て

全国 21 拠点の陸水観測データ を収集整理する と と もに，

GEMS/Water 国際オフ ィ スにデータ提供を行っている。ま

た， 国際河川の水質観測体制の整備への貢献 と し て， メ

コ ン川関連諸国の関連研究者 ・ 機関 と 連携し て， メ コ ン

川生態系の長期モニ タ リ ン グ体制の構築を進めてい る。

　 4-2） 摩周湖 ・ 霞ヶ浦調査 ： 旧来からの当研究所の観測

湖沼であった摩周湖 ・ 霞ヶ浦での観測を継続し た。 本年

度は今後の観測の基礎資料 と し て， 摩周湖に係わる各種

データ を一元的に収録し たデータマ ッ プを刊行し た。 ま

た， データ マ ッ プ刊行を記念し て， 摩周湖調査に係わる

３ 機関 （当研究所， 北見工業大学， 北海道環境科学研究

セン ター） の共催でシンポジウ ムを開催し た。

　 ５ ） その他

　 5-1） 温室効果ガス等の標準ガスの整備 ： 温室効果ガス

観測において， 長期的に正確なデータ を と る必要があ る

ため， 独自のスケールの標準ガス群 （NIES スケール） を

整備し， 精度管理体制を強化し ている。 国際機関間のイ

ン ターキ ャ リ ブレーシ ョ ンの結果では，NIES スケールは

極めて優れた成績を得ている。 また， 標準ガスの整備が

困難なオゾンについて も濃度基準の作成を国際的な枠組

みで進めている。

　 5-2） 対流圏観測のための解析支援ツールの整備 ： 対流

圏大気の挙動 ・ 気象場の状況などの大気観測に不可欠な

情報を，簡単に表示でき る解析支援ツール，METEX を開

発し，HP からオン ラ イ ンでシステムを利用でき る環境を

整備し た。

〔 備考〕

共同研究機関 ： 北海道大学大学院農学研究科， 北海道大

学北方生物圏フ ィ ール ド 科学セン ター， 北見工業大学，

名古屋大学太陽地球環境研究所， 北海道環境科学研究セ

ン ター， 北海道電力㈱総合研究所

当課題は地球環境研究セン ターⅧ． にも関連

（ 2）　 気候変動と 自然環境と の相互作用に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE155

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○向井人史 （地球環境研究セン ター）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 気候変動が介在する自然環境への影響は地球

のいた る所にわた り ， その気候に応じ て地球は生態系を

変化させなが ら現在にいたっている。 こ の生態系を持つ

特異な星地球は， 地球自身で一つの大き な生命体 と し て

機能し ているのではないか と い う 仮説があ る。 こ こ では

例 と し て， 気候変動が及ぼすジ メ チルサルフ ァ イ ド を介

するエア ロ ゾル形成への影響を と り あげその実態を調べ

る。 ジ メ チルサルフ ァ イ ド は硫酸などの雲核 と な るエア

ロ ゾルを形成するが， 雲のアルベ ド を変化させ， 温暖化

への負のフ ィ ー ド バ ッ ク を与え る と 考え られている。 温

暖化が進行 し た と き に， 海洋生物起源のジ メ チルサル

フ ァ イ ド 生産が増加し， エア ロ ゾルを増加させる よ う に

変化するのかど う かを検証する。
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〔 内容および成果〕

　 隠岐島での大気粉塵のサンプ リ ングを継続し た。 サン

プ リ ングは 1 月ご と で， 採取器は隠岐の国設酸性雨局に

設置し ている。 島根県の隠岐保健所に協力の下， 毎月の

ろ紙交換が行われている。 本研究は， 1983 年のバッ ク グ

ラ ウ ン ド サイ ト のパイ ロ ッ ト モニ タ リ ング特別研究によ

り 開始され， それ以来長期的 （20 年） な， 試料採取を継

続し ている。

　 これによ り ， 大気粉塵中の メ タ ン スルホン酸の季節変

動や長期 ト レ ン ド が検出されてお り ， これの解析を順次

行っている。 これによ る と， 日本海域の生物生産はゆっ

く り と 減少し ている よ う にみえ る。 これは， 温度 ト レ ン

ド と逆であ り ，温暖化が DMS の生産を抑え る よ う に働い

ている と 考え られる。 これは， ガ イ ア仮説 と は逆のセン

スであ り ， 正のフ ィ ー ド バ ッ ク を与え る結果 と な る。 今

後， こ の状況がどのよ う に移 り 変わるのか， 検証を続け

る。

　 本年度， 試料の大部分は， タ イ ムカプセル棟へ移動さ

れ， よ り 長期の保存を行 う こ と と なった。

〔 備考〕

共同研究者 ： 多田納力 （島根県研究所）

Greg Ayers（Atmospheric Research, Commonwealth Scientific

and Industrial Research Organization （CSIRO））

（ 3）　 環境・ 災害監視のためのアジア衛星観測ネッ ト ワー

ク の構築

〔 区分名〕 計算科学

〔 研究課題コ ード 〕 0104KC387

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○田村正行 （社会環境システム研究領域），

松永恒雄， 山野博哉

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 16 年度 （2001 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 NOAA/AVHRR および TERRA/MODIS のデータ

を利用し て， アジア地域の衛星観測ネ ッ ト ワーク を構築

する と と も に， これらのデータ を基に， アジア地域の衛

星観測基盤データセ ッ ト ， 環境 ・ 災害主題図を作成する。

平成 13 年度 :NOAA/AVHRR と TERRA/MODIS のデータ

ベース化。平成 14 年度 :NOAA/AVHRR と TERRA/MODIS

の統合的利用方法の開発。 前年度 : 東アジアにおける土

地利用 ・ 土地被覆変化図の作成。 本年度 : 東アジアにお

ける環境高次データセ ッ ト （NDVI, LAI, NPP） の作成。

〔 内容および成果〕

　 中国内蒙古においてハイパースペク ト ル計測によ って

典型的な ４ 種の草原構成種の反射率測定を行い， ノ イ ズ

の除去を行った後に反射率の微分処理を行った。 その結

果， 草原衰退の指標種であ る Caragana microphylla に関し

て， 670 ～ 720nm の間に特徴的なピークが存在する こ と

が明ら かになった。 また， 放射伝達シ ミ ュ レーシ ョ ンを

行った結果， 衛星センサを用いる場合は識別に大気補正

が必要であ るが， 航空機センサを用いる場合は大気補正

が必要でないこ と が明らか と なった。 このこ と によ って，

植生指標 と 反射率測定の複合によ って草原の衰退が現存

量の変化及び構成種の変化両方か ら と ら え られる こ と が

示された。

　 さ ら に東南アジア地域のNPP推定において重要な森林火

災等によ る ヘイ ズによ る PAR 減少量を推定する ためには，

ヘイ ズ発生時の大気の光学的厚さ を知る 必要がある 。 そこ

で Earth Probe/TOMS（Total Ozone Mapping Spectrometer）の

紫外域データから算出される AI （Aerosol Index） を用い

て， 光学的厚さ の分布及びヘイ ズ発生地域を求めた （月

単位， 0.1° メ ッ シュ）。 そし てヘイ ズ地域及び非ヘイ ズ地

域に別個のアルゴ リ ズム を適用し て PAR の分布を求め

た。ヘイ ズ地域については AI よ り 求めた大気の光学的厚

さ を利用し た。

　 上記の方法で求めた PAR 分布等を Running et al.（1999）

のモデルに入力し て NPP を算出し た． 葉面積指数 （Leaf

Area Index, LAI） については NOAA AVHRR 及び SPOT

VEGETATION によ る NDVI から推定し た値を基本的に用

いた。 ただしヘイ ズが濃 く 地表面が観測でき ない場合に

は， BIOME-BGC （Running and Coughlan, 1988） を用いた

補間スキームによ り 推定された LAI を適用し た。 さ らに

ヘイ ズ無し状態の NPP も算出し，ヘイ ズによ る NPP 減少

量も求めた。

　 1997 年の東南アジア地域の NPP と，同じ気象条件でヘ

イ ズだけ無い と 仮定 し た場合の NPP を算出 し た結果，

1997 年にはヘイ ズによ り スマ ト ラ島， カ リ マン タ ン島の

NPP は最大数十 % 低下し ていた こ と及び東南アジア全域

に対し ては約 10% の低下 と なった こ と が示された。

〔 備考〕

研究代表者 ： 安岡善文 （東京大学） 共同研究機関 ： 東京

理科大学， 岩手大学， 千葉大学

（ 4）　 アジア国際河川生態系長期モニタ リ ン グ体制の構

築

〔 区分名〕 文科 - 振興調整

〔 研究課題コ ード 〕 0406CB504

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○渡邉信 （生物圏環境研究領域）， 椿宜高，
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今井章雄，一 ノ瀬俊明，五十嵐聖貴，笠井文絵，

河地正伸， 松重一夫， 佐野友春， 高木博夫

〔 期　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 アジア地域最大の国際河川であ る メ コ ン川流

域生態系の長期的なモニ タ リ ング体制を構築する こ と を

目指し て， 水循環， 水質， 有害化学物質及び生物多様性

について各項目の適切なモニ タ リ ン グ手法を検討し て，

第一次モニ タ リ ン グプ ロ ト コルの作成を行 う と と も に，

流域国のキ ャパシテ イー調査を行い， 研究計画の策定を

行 う こ と や関連するデータ ・ 情報を収集を行 う こ と と し

た。 こ のよ う な計画及び研究成果について， 研究推進委

員会にて， 検討し， 研究の適切かつ円滑な推進を図る こ

と と し た。

〔 内容および成果〕

　 ９ 月に中国昆明において ワーク シ ョ ッ プを開催し， 流

域各国，日本及び GEMS/Water 事務局から 45 名の参加者

を得て，水循環，水質，有害化学物質及び生物多様性 （魚

類， 水生無脊椎動物， 藻類） について， モニ タ リ ング詳

細項目， サイ ト ， 頻度， 時期， 測定方法等について検討

し， 第一次モニ タ リ ングプロ ト コルを作成。 これら の成

果は ワ ー ク シ ョ ッ プ の報告書 （Proceedings of the 2nd

International Workshop, MeREM Project Report （I）） と し て

刊行する こ と ができ た。 また， 流域各国のキ ャパシテー

調査を行い，どんな種類の研修が必要かをあ き らかし た。

藻類と藻類毒素については，流域各国から ２ 名の研究者・

技術者を対象にバン コ ク のカセター ト 大学にて ト レニン

グ コース を開催し た。 その内容についてテキ ス ト と し て

将来的に利用でき る よ う ， さ ら に研修者か ら の評価がど

んな も のかを記し てお く ために， ト レーニグ コースの報

告書 （Proceedings of the 1st Intetnational Training Course-

Microalgae and their toxin analysis-） を刊行し た。 また， 流

域各国 と のパー ト ナーシ ッ プを構築する ため， 国際運営

委員会を開催し， 真の共同によ って本プロ ジ ェ ク ト を推

進し てい く と い う 共通の認識を得る こ と ができ た。 研究

推進委員会は 12 月， ３ 月に実施し， 本プロ ジェ ク ト の進

捗状況と次年度計画案について検討。

〔 備考〕

竹内邦良 （山梨大学）， 彼谷邦光 （東北大学）， 谷口順彦

（東北大学）， Wichien Yongmanitchai （Kasetsart University,

Thailand） ,  Aparat Mahakhant （TISTR, Thailand） , Vo-tong

Xuan（Angiang University, Vietnam） , Yong Ding liu（Chinese

Sciense Academy, P.R.China） , Bouakhaykhone Svengsuksa

（National University of Laos, Lao P.D.R.） , Uk On Norong

（Royal University of Phnom Penh, Cambodia）

7． 2 　 衛星観測プロジ ェ ク ト

（1）　大気衛星観測データの放射伝達解析に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE259

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 2. 成層圏オゾン層変動のモニタ リ ング と機構解明

〔 担当者〕 ○横田達也 （社会環境システム研究領域），

中島英彰， 杉田考史， 笹野泰弘， 井上元

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 地球環境におけ る大気組成の定量値ま たはそ

の変動量を把握する ために， 人工衛星によ って観測され

た分光計測データか ら， 必要な情報を精度良 く 導出する

こ と を目的 と し て， 放射伝達計算に関する事項を研究す

る。 本研究では， 分光波長帯の選定， 逆推定手法 （アル

ゴ リ ズム）， 大気気候値モデル， 観測手法， 計算処理手法

等に関する研究を行 う 。 本研究は， 情報処理の観点か ら

の基盤的な研究であ り ， 研究成果を衛星観測プロ ジ ェ ク

ト のILAS， ILAS-II， GOSAT衛星搭載センサ等のデータ解

析に実利用する こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 平成 15 年 4 月よ り 12 月まで定常観測を行ったオゾン

層観測センサ ILAS-II の観測データ を処理し て大気中微

量成分の導出精度を高め る ための改良研究を実施し た。

本年度は， 大気放射伝達計算に使用する気体分子の分光

パラ メ ータ を HITRAN 2000 よ り HITRAN 2004 に変更し，

導出される気体の濃度分布の変化について検討し た。 本

変さ ら によ り ， 特に硝酸について導出結果 と 検証データ

と の一致性の改善が見られた。 また， 太陽光の地上反射

光を衛星から直下の方向で観測し， 二酸化炭素の 1.6µm

帯と 2.0µm 帯の分光輝度データから二酸化炭素のカ ラ ム

濃度を導出する手法について， 雲やエア ロ ゾルが存在す

る 場合の多重散乱 を 計算す る 放射伝達 コ ー ド で あ る

HSTAR コード を用いて，センサの光学分解能やSN比 と導

出誤差 と の関係を求め， 薄い雲 （巻雲） があ る場合の導

出手法について検討し た。

〔 備考〕

（ 2）　 ILAS-II データ の処理・ 保存・ 提供のためのシステ

ム開発・ 改訂及び運用

〔 区分名〕 重点特別

〔 研究課題コ ード 〕 0205AA340

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 2. 成層圏オゾン層変動のモニタ リ ング と機構解明

〔 担当者〕 ○横田達也 （社会環境システム研究領域），

中島英彰， 杉田考史， 笹野泰弘
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〔 期　 間〕 平成 14 ～ 17 年度 （2002 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 環境省が進める改良型大気周縁赤外分光計 II型

（ILAS-II） に よ る衛星観測事業の一環 と し て， 地上デー

タ処理運用の開発・改訂並びに運用を行い，衛星観測デー

タの迅速かつ高精度な処理， 保存， 提供を行 う こ と を目

的 と する。 シス テム運用については， 運用処理 と 改訂処

理の効率的な同時実施体制の実現を目標 と する。 データ

処理手法に関し ては， 高精度な導出結果を得る ために処

理アルゴ リ ズムの改訂 と そのシステム化に関する研究を

行 う 。

〔 内容および成果〕

　 オゾン層観測センサ ILAS 及び ILAS-II の観測データ を

再処理し， プロ ダ ク ト を登録研究者に提供し た。 本年度

は， ILAS については， 赤外チャネルから導出された気体

濃度の高度分布に付与されている， 導出値の信頼幅を示

すエラーバーの値が Ver.6.0 データ までは不必要に大きい

ため， それを改善し た Ver.6.1 データ処理 と， 赤外チャネ

ルのデー タ か ら 気体 と エ ア ロ ゾ ル を 同時に算出す る

Ver.7.0 デー タ処理を行い， プ ロ ダ ク ト の保存 と 提供を

行った。 ILAS-II については， 主に観測高度の決定方法な

ど を改善し た Ver.1.5x ～ Ver.1.6 データ処理を行った。 ま

た， 一部の ILAS-II の観測信号に， 装置の太陽光ス リ ッ

ト の変形によ る影響が含まれている現象に対し てデータ

処理の改善方法の検討を進めた。 こ の改善手法は， 今後

Ver.2.0 データ と し て処理される予定であ る。

〔 備考〕

旧研究課題コード ： 0206AA413

（ 3）　 ILAS-II データ 処理運用システムの開発に関する基

礎的研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0205AE341

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 2. 成層圏オゾン層変動のモニタ リ ング と機構解明

〔 担当者〕 ○横田達也 （社会環境システム研究領域），

中島英彰， 杉田考史， 笹野泰弘

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 17 年度 （2002 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 改良型大気周縁赤外分光計 II 型 （ILAS-II） に係

る， 地上データ処理運用システムの改良及び開発に反映

させる こ と を目的 と し， 効率的な計算機システムの更新

を目標とする。

〔 内容および成果〕

　 ILAS-II の観測デー タ の再処理 ・ 保存 ・ 提供 を 行 う

「ILAS-II データ処理運用システム」 について， 平成 17 年

度よ り 並列化 ノ ー ド 数は少ないが従来機に比べて高性能

であ る計算機を中心 と し たシス テムに移行する ための検

討 と 作業を実施し た。 特に， データの処理 ・ 保存 ・ 提供

に関する各機能については， データ処理の主要プロ グ ラ

ムはでき る限 り そのま ま移行され， 検索 と 提供機能を よ

り 簡便な方法に切 り 替え る ための機能変さ らについて検

討し た。 また， データ保存媒体も， 従来のテープ装置か

ら よ り 高密度の LTO テープに移行する こ と を決定し， そ

の作業を行った。 なお， 新システムについては本年度に

一般競争入札によ り 調達し た。

〔 備考〕

旧研究課題コード ： 0205AE388

（ 4）　 温室効果気体観測用衛星搭載型差分吸光ラ イ ダー

に関する研究

〔 区分名〕 文科 - 海地

〔 研究課題コ ード 〕 0204CC389

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○中島英彰 （成層圏オゾン層変動研究プロ ジェ

ク ト ）， 杉本伸夫， 杉田考史

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 環境省は， ADEOS シ リ ーズに搭載する太陽掩

蔽方式センサ ILAS， ILAS-II によ って，オゾンおよびその

破壊に関連し た微量気体成分の， 高精度 ・ 高鉛直分解能

でのモニタ リ ングを実施し てき ている。 しかし， 1997 年

の地球温暖化防止京都会議以来， 世界的な温室効果気体

削減の流れの中で，対流圏も含めた全球的な GHG の衛星

からのモニタ リ ングが嘱望されて きている。本研究では，

温 室効 果 気 体 観 測 用衛 星 搭 載 型 差分 吸 光 ラ イ ダ ー

（DIAL） の技術的実現可能性の評価 と， その概念検討を

行 う こ と を目的 とする。 本技術が実現されれば， CO2 や

CH4 などの GHG の全球高度分布を，対流圏も含めて高分

解能 ・ 高精度で取得する こ と が可能 と な る。 世界的に見

て も こ のよ う な GHG 観測用衛星搭載型 DIAL はまだ提案

さ れていないが， 温暖化防止が国際的な課題であ る今，

社会的に見て も これを実現させる こ と の意義は多大であ

る。 ひいては， 地球温暖化の防止 と 人類の持続可能な発

展のために， 多大な貢献ができ る もの と期待される。

〔 内容および成果〕

　 初年度にあたる平成 14 年度には，二酸化炭素 と メ タ ン

の気柱密度を測定する衛星搭載型 DIAL のためのレー

ザーに関する コ ンセプ ト と 技術について現在の状況を概

観し た。その結果，1.6 micron と 2 micron で温室効果ガス

導出が可能であ る こ と が分かった。 ２ 年目にあた る前年

度には， ラ イ ダーシステム全体をい く つかの観点か ら検
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討し た。 具体的には， レーザー性能の解析， システム機

能のブ ロ ッ ク ダ イ ア グ ラ ム も 含めたシ ス テ ム概念の開

発， 軌道のタ イプ と 高度も含めたシステム ミ ッ シ ョ ンプ

ロ フ ァ イルの概念の開発を実施し た。 これら を う け， 最

終年度であ る 本年度には， ３ 年間の研究 と り ま と め を

行った。 その結果， 以下のこ と が判明し た。 GHG 観測用

DIAL と し て， CO2, CH4, O2 それぞれを 1.6 micron および

1.27 micron チャ ンネルで測定可能であ る。 また， この時

な るべ く 温度依存性の少ない吸収線を選択する必要があ

る。 レーザーには， ダ イオー ド シー ド レーザー と YAG ポ

ンプレーザーを合わせた OPO を用いる。受光器には，0.01

nW NEP の TE 冷却 InGaAs PIN フ ォ ト ダ イオード を用い，

受光望遠鏡の口径は 1.0 m を用いる。 吸収線の裾野にサ

ンプ リ ン グ波長を選ぶ こ と に よ っ て､対流圏下部のサン

プ リ ング も可能 と する。 これら の機能を併せも ったセン

サーは， 重量 275 kg， 電力 325 W で製作 ・ 運用可能であ

る。 ADEOS-II ク ラ スの衛星バスに搭載し， 550 km 高度

から観測を行った場合､最終的に DIAL 1 シ ョ ッ ト 当 り １

～ ２  ppmv （0.5%） の ト ータル誤差での CO2 測定が可能

であ る こ と がわかった。

〔 備考〕

（ 5）　 衛星データ 等を利用し た高緯度成層圏の気温・ 気圧

高度分布の比較研究およびそのト レンド 解析

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0305AE528

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

重点 2. 成層圏オゾン層変動のモニタ リ ング と機構解明

〔 担当者〕 ○杉田考史 （成層圏オゾン層変動研究プロ ジェ

ク ト ）， 中島英彰， 横田達也

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 目的:温室効果ガス等の大気組成変動の影響は，

対流圏よ り もむし ろ成層圏の気温に敏感に反映される と

考え られている。 衛星から の大気 リ モー ト センシングに

よ って， 精度の高い成層圏の温度 ・ 気圧高度分布の情報

を高頻度で得る こ と は， そ こ での化学反応速度の見積も

り や気温 ト レ ン ド 解析等を行 う 上で非常に重要であ る た

め， こ の研究を行 う 。 目標 : 平成 14 年 12 月に打ち上げ

られた衛星搭載センサ ILAS-II から観測された酸素分子

の大気バン ド （760nm） の吸収を利用し た気温 ・ 気圧高

度分布導出の高精度化を行 う 。 それ ら 高度分布を他の

データ と 比較研究する。 蓄積されたデータ を用いて気温

ト レ ン ド解析を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 平成 15 年 １ 月下旬から初期テス ト を含め， ILAS-II の

観測が開始された。 平成 15 年 10 月下旬までの運用期間

において， 太陽ラ イ ンを利用し た可視分光計の装置関数

決めを実施し た。ILAS の時 と同様に装置関数決め手法が

十分機能し ている こ と を確認し た。 こ の装置関数を実際

のフ ォ ワー ド モデルに用いる こ と で， 気温 ・ 気圧高度分

布の リ ト リ ーバルを実施し た。 UKMO 気象データ と の比

較からは， 下部成層圏および上部成層圏において， 気温

が低めに導出されている こ と が分かった。

　 本年度では， よ り 定量的な ILAS-II 気温気圧 リ ト リ ー

バル結果の解析を実施 し た。 GPS 掩蔽手法に よ る気温

データや，TIMED/SABER の気温データの整備を実施し，

それらのデータ と の比較を実施し た。 また， ILAS-II 気温

気圧データの繰 り 返し精度が気温で 1-2K， 気圧で 0.5 ～

２ % と な る こ と を評価し た。 これらの結果を 2004 年 11

月の SPIE 国際シンポジウ ムで発表し た。 予稿集は 2005

年中に出版の予定。

〔 備考〕

平成 15 年 10 月下旬の AEDOS-II 衛星の運用停止に伴い，

ト レン ド解析に資するデータがない。
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（ 1）　 バイ カ ル湖堆積物を 用いた古環境復元と バイ カ ル

スケールの構築に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0004AE275

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○高松武次郎 （水土壌圏環境研究領域），

柴田康行， 刀正行， 瀬山春彦， 田中敦

〔 期　 間〕 平成 12 ～ 16 年度 （2000 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 バ イ カル湖の古い湖底堆積物を物理的， 化学

的， そ し て生物学的側面か ら研究し， 地球規模な らびに

シベ リ ア地域の過去最大 3000 万年の環境 （気候， 地形，

水文， 陸上植生， 湖内生物など） の変化を復元する。 ま

た， これら の情報に基づいて， 地球規模の環境変動を同

一基盤で解釈するする ための時間 と 事象の標準化 （バイ

カルス ケールの構築） を目指す。

〔 内容および成果〕

　 バイ カル湖全域か ら， 表層堆積物コ アを採取し， 中性

子放射化で La， Ce， Nd， Sm， Eu， Tb， Yb， Lu などの

希土類元素を分析し た， バイ カル湖の堆積物は希土類元

素， 特に軽希土類元素を豊富に含んだ。 軽希土 と 重希土

の比， 例えば， La/Eu， La/Tb， Ce/Yb などはお互いに良

い相関を示し た。 また， それらの値はサンプ リ ング地点

の緯度 と と も に変化し， 北では軽希土の濃度が， 南では

重希土の濃度が相対的に高 く なって， 軽希土 / 重希土比

と サンプ リ ン グ地点の緯度 と の間に良い相関が見 ら れ

た。 また， 以前に分析し た深層ボー リ ング コ ア （BDP93

と BDP96） での値 （平均値） と それぞれのサンプ リ ング

地点の緯度 と の関係 も 上の相関直線上にプ ロ ッ ト さ れ

た。 以上の結果から， 軽希土 / 重希土比が気温の指標 と

し て有効であ る こ と が示唆された。

〔 備考〕

（ 2）　 風景評価の人間社会的側面に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE019

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○青木陽二 （社会環境システム研究領域），

榊原映子

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 環境知覚の中で視覚を中心 と し た刺激に よ る

風景評価 と い う 現象は， 人それぞれの社会的背景によ り

その結果が異な る も のであ る。 現場で与え られた物理的

条件 と 心理的評価の間には確率的な関係が成立する。 そ

し て こ の確率現象は人間社会的な要因によ って変化する

も のであ る。 こ の よ う な要因には， 過去の体験や教育，

文化や気候風土が作用する と 考え られる。 こ のよ う な人

間社会的条件 と 人間の知覚の関連を明ら かにし， 風景評

価の持続可能性を明ら かにする。 初年度は課題を明ら か

にし， ２ 年度は調査の準備を行い， 3 年度は調査を実施

し， ４ 年度は結果解析を行 う 。 最終年度はこれらの成果

を発表する。

〔 内容および成果〕

　 自然風景地におけ る混雑感の測定方法について研究所

の公開シンポジ ウ ム， 観光研究学会， 環境研究発表会で

報告し た。 室町時代以降に来日し た西洋人の日本での風

景評価の記述について報告書にま と め，全国に配布し た。

全国八景調査のデータについて資料を提供し て く れた地

方自治体に対し， 資料の公開の可能性について問い合わ

せを続けた。 日本人の自然風景観の特徴であ る季節感に

ついて， これを表す俳句の季語を歳時記で調べ， 風景評

価の気候風土に対する基礎を探った。 つ く ば市の小学生

が写し たつ く ば市の写真を，研究所の公開日に公表し た。

〔 備考〕

（ 3）　 土壌中における微生物の挙動に関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE120

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○向井哲 （水土壌圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 組換え微生物 （非土着微生物を含む） の土壌環

境導入を意図し た研究が進められつつあ るが， その土壌

中におけ る挙動には不明な点が多い。 本研究は， 組換え

微生物の土壌中におけ る挙動およびその制御に関与する

土壌要因を明らかにする こ と を目的 と する。 そのために

本研究では， BHC 分解菌を組換え微生物のモデル と し て

用いて， 透水カ ラ ム土壌におけ る移動， 増殖 ・ 生残の過

程，接種量レベルが土壌中での生残に及ぼす影響，増殖・

生残に関与する土壌および有機質資材の化学的要因に関

する研究を行い， BHC 分解菌の土壌中での挙動およびそ

の制御に関与する土壌要因の解析に資する こ と を目標 と

する。

〔 内容および成果〕

　 BHC 分解菌を数種類の有機質資材の水浸出液 （生物的

要因を除去する ため， 予めろ過除菌処理を施し た） 中で

培養し， その増殖･生残量を調べた。 その結果， 本菌は用

いた有機質資材の種類に関係な く ， 培養時間の経過に
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伴って増殖し培養 10 日目までに定常期に達し た。 また，

本菌の最大増殖･生残量 と 上記の水浸出液中に含まれる

アン ス ロ ン発色物量 と の間に高い正の相関関係があ る こ

と が判明し た。 こ の事実は， アン ス ロ ン発色物の主成分

がヘキ ソースであ る と 考え られる こ と か ら， 本菌の増殖

に と ってヘキ ソースが重要な易資化性有機炭素であ る こ

と を示し ている と考え る。

〔 備考〕

（ 4）　 環境科学研究用に開発し た実験動物の有用性に関

する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0105AE174

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○高橋慎司 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ）， 清水明

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 環境科学研究に適 し た実験動物を開発する目

的で， ウ ズ ラおよびハム ス ターを遺伝的に純化する。 本

年度は， 近交化し た ウ ズ ラおよびハム ス ターに種々の環

境汚染物質 （環境ホルモン， 大気汚染ガ ス， 重金属等）

を暴露し， 環境科学研究用実験動物 と し ての有用性につ

いて検討し た。

〔 内容および成果〕

　 本年度は， ウ ズ ラ 及びハム ス ターを さ ら に近交化し，

各々 63 世代 と 43 世代まで遺伝的に純化する こ と ができ

た。 ウ ズ ラは， 東京農工大学 と の共同研究によ り デ ィ ー

ゼル廃棄ガス中に含まれる ニ ト ロ フ ェ ノ ール類 （PNMC）

の感受性試験を行った。 その結果， PNMC はウ ズ ラに対

する急性毒性が高 く （マウ ス ・ ラ ッ ト の約 2 倍） また雄

ウ ズ ラ には明ら かな繁殖毒性 （精栄萎縮など） が認め ら

れた。 なお， ハム ス ターはイ ン ヒ ビ ン ・ ア ク チビンのホ

ルモン作用の遺伝解析を実施中であ る （東京農工大 と の

共同研究）。

〔 備考〕

（ 5）　 サンゴ年輪気候学に基づく ，アジアモンスーン域に

おける海水温上昇の解析に関する研究 (2) 炭素 14 を用

いた表層炭素リ ザーバーの二酸化炭素交換に関する

研究

〔 区分名〕 環境 - 地球一括

〔 研究課題コ ード 〕 0105BB049

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○柴田康行 （化学環境研究領域）， 田中敦，

米田穣

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 日本が位置する西太平洋海域で卓越する アジ

アモン スーンの海洋炭素循環への影響を明ら かにする た

めの一歩 と し て， アジアモン スーン海域周辺で長尺サン

ゴ コ アを採取し， 200 年以上に渡る水温， 塩分， 降雨等

の環境変化に関す る 情報を復元 し て温暖化傾向 と モン

スーン変動 と の関連を探る。 アジアモン スーンの表層海

水 リ ザーバー効果への影響を解析す る 新たな手法 と し

て， 加速器質量分析法を用いたサンゴ骨格中の 14C 精密

高分解能測定を可能にする システムを開発し， 100 年単

位の 14C 変動データ を 5 年間の間に提出する。

〔 内容および成果〕

　 西オース ト ラ リ ア北部で採取された長尺サンゴ コ アの

14C 測定を継続し，この海域における大気圏核実験以前の

海洋 リ ザーバー効果の様子を明ら かにし た。 また， 同様

の 14C 測定をベ ト ナム沖， な らびに太平洋で採取された

コ アで も実施し， 年変動やエルニーニ ョ などに対応する

様に見える興味深い変動を と ら え る こ と ができた。一方，

中国科学院 と 共同で進めている ピー ト 堆積物の年代測定

に基づ く 過去の気候変動の解明においては， アジアモン

スーンの長期変動の様子を同位体比の変動から明らかに

する こ と ができ た。

〔 備考〕

課題代表者 ： 川幡穂高 （産業技術総合研究所） （独） 産業

技術総合研究所と の共同研究

（ 6）　 高密度励起子状態を 利用し たダイ ヤモン ド 紫外線

ナノ デバイ スの開発

〔 区分名〕 戦略基礎

〔 研究課題コ ード 〕 0106KB392

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○久米博 （化学環境研究領域）， 小野雅司

〔 期　 間〕 平成 13 ～ 18 年度 （2001 ～ 2006 年度）

〔 目　 的〕 ダ イ ヤモン ド の高密度励起子状態におけ る非

線型光学効果 と い う 物理現象をナ ノ スペース で実現 さ

せ， これを利用し てダ イ ヤモン ド によ る新しい紫外線発

光デバイ ス と紫外線センサーを開発する こ と。

〔 内容および成果〕

　 メ タ ン と水素と い う ，マイ ク ロ波プラ ズマ CVD 方式に

おけ る通常のダ イ ヤモン ド 原料ガスに加え， 窒素ガス を

混入する こ と によ り ， 窒素原子を含むダ イ ヤモン ド 薄膜

を合成し た。 全ガス圧は 25Torr で， 窒素ガス分圧は， 炭
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素に対する窒素の原子数比 （N/C） が 0,6,12,24％になる よ

う に調整し た。 作製し たダ イ ヤモン ド 薄膜を， カ ソー ド

ル ミ ネ ッ セン ス法によ って評価し た と こ ろ， 窒素ガス を

混入させて合成し た薄膜はいずれも， 窒素ガス分圧が 0

のものに比べ， その H3 セン ター （窒素原子－空孔－窒

素原子） 由来のピーク が長波長側にシフ ト し ていた。 こ

の結果は， た しかに薄膜中に窒素原子が存在し， 内部応

力を発生させている こ と を示唆し ている。 現在， これら

の薄膜の紫外線の透過スペク ト ルを測定中であ り ， その

透過特性と， ESR などで求めた薄膜中の窒素原子濃度 と

の相関を調べる予定であ る。

〔 備考〕

（ 7）　 河川等湿地に生息する 底生動物の分類及び生態に

関する基礎的研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0205AE370

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○佐竹潔 （生物圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 17 年度 （2002 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 河川等湿地生態系の主要な構成種であ る底生

動物， 特に甲殻類や水生昆虫などについて， 種名を決定

する と と も に， 生息環境要因 と の関係や地理的分布につ

いての研究を行い， 種々の環境影響評価や， よ り 高度な

実験的解析のための基礎とする こ と を目的と し ている。

〔 内容および成果〕

　 これまで伊豆諸島および小笠原諸島の河川に分布する

底生動物や伊豆半島の河川に分布す る 底生動物につい

て， 特に ト ビケ ラ類に注目し， 生物地理学的な見地か ら

比較を行って き た。 底生動物は河川等湿地生態系におい

て重要な役割を果た し ているに も かかわ らず， 未記載種

が数多 く 含まれている等の理由か ら， 必要に応じ て分類

学的な研究を行 う 必要があ る。 本年度は底生動物のなか

で も特に陸水エビに注目し， 小笠原諸島か ら得られてい

る標本等を も と に分類学的な検討を行い， 併せて分布情

報について と り ま と めた。 小笠原諸島の河川には固有種

であ る と 考え られる陸水エビが ２ 種分布し ているが， い

ずれの種も僅かな面積の生息域を有するに過ぎず絶滅が

危惧された。 併せて伊豆半島の河川に生息する陸水エビ

について調査を行い， 河川感潮域か ら上流の淡水域にか

けての ミ ゾ レ ヌマエビ と ヌマエビの流程分布の違いを明

らかにし た。

〔 備考〕

（ 8）　 モニタ リ ン グ手法の精査と 測定技術の開発に関す

る研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0205AE333

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○西川雅高 （環境研究基盤技術ラ ボ ラ ト リ ー），

森育子， 的場澄人

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 17 年度 （2002 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 大気中においてガス状物質であった ものが， エ

ア ロ ゾルにな り ， 湿性沈着によ って陸水へ移動する化学

成分があ る。 典型例 と し て イ オウが挙げられる。 イ オウ

は， 二酸化イオウガスか ら硫酸塩エア ロ ゾルにな り ， 酸

性雨の主要原因物質 と し て降水に取 り 込まれ， 地上へ沈

着する。 存在比を明らかにするには， 大気中にあっては，

ガスのみな らずエア ロ ゾルを精度よ く 計測する こ と が重

要であ る。 また， 水環境中にあっては， 表面水のみな ら

ず地下水中や土壌間隙水中の存在量を精度よ く 計る必要

があ る。 大気環境， 水環境， 土壌環境において， 多様な

化学形態を と る と 考え られる物質に焦点をあて， 化学種

ご と に適し た分析技術， モニ タ リ ング技術の確立を目指

すものであ る。

〔 内容および成果〕

　 2000 年以来の蓄積データ を も と に， 三宅島噴火ガスが

つ く ばまで飛来する大気環境状況について SO2 および気

象成分， 雨水分析データ を総合的に解析し た。 その結果，

酸性雨への寄与は， 初夏および初秋に若干認められた も

のの， pH 値を大き く 変化させるほどの影響はなかった。

SO2 ガス濃度が環境基準を超え る日がやは り 初夏初秋に

認められ， それは， 鹿島方向よ り も房総半島か ら東京湾

方向から の風によ って運ばれて く る こ と がわかった。 関

東エ リ アス ケールの低層風によ る運搬作用が優先する と

推定された。

　 その他， 大気エア ロ ゾル中の無機化学成分の定量法の

検討を し た。 酸分解法， 酸抽出法を比較し， 格元素ご と

の溶解率を調べた。 都市大気粉塵では， アルカ リ 溶融法，

フ ッ化水素酸を使 う 全分解法を適用し ない限 り ， アルカ

リ 元素類， アルカ リ 度類元素類， Al， Ti 等は 95% 以上の

溶解を望めないこ と， 一方， Zn， Pb 等の重金属類はフ ッ

化水素酸を使わない単純な酸分解法で も大略満足でき る

溶解率が得られた。

〔 備考〕

共同地方研究機関 ： 鳥取県衛生環境研究所， 富山県環境

科学セン ター
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（ 9）　 ヨ シ原管理が野生生物およ び生態系機能に与える

影響に関する研究

〔 区分名〕 奨励

〔 研究課題コ ード 〕 0204AF391

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○永田尚志 （生物多様性研究プロ ジェ ク ト ），

矢部徹

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 ヨ シ原は， 本来， 河川の氾濫など不定期な撹乱

に よ り 維持 さ れていたが， 治水に よ る水量調節の結果，

撹乱が減少し植生遷移が進行し て， ヨ シ原に適応し た生

物が減少し ている。 本研究では， ヨ シ原に対する人為的

な撹乱が野生生物にあたえ る影響を明ら かにする こ と で

ヨ シ原の生物多様性を維持するのに最適な管理手法を検

討する と 同時に， 管理手法 と し て確立しつつあ る ヨ シ刈

り が ヨ シ原の生態系機能へ及ぼす影響を明ら かにする こ

と を目的と し ている。

〔 内容および成果〕

　 利根川下流域において， ヨ シ刈 り や ヨ シ焼きが， ヨ シ

の成長， 昆虫量， 繁殖鳥類の定着状況を定量的に比較し

た。 ヨ シ刈 り や ヨ シ焼きによ って ヨ シの生産量には変化

はみられなかったが， 下層植生の現存量は ヨ シ刈 り と ヨ

シ焼きによ って有意に減少し ていた。 また， 昆虫の現存

量には差がなかったが， 出現する分類群が変化し たが， 2

年目には回復し ていた。 しか し， オオセ ッ カ， コ ジ ュ リ

ンなどの草原性鳥類は １ 年目の刈 り 取 り 処理区には定着

でき なかったが ２ 年目には戻って き た。 ヨ シ焼き区にお

いて も植生が十分に伸長する までは草原性鳥類は下層植

生の減少によ り 巣をかけ る場所がな く なったため定着で

き なかった。 次に， ヨ シ刈 り の時期や高さ が， ヨ シの根

圏 と の換気機能に与え る影響を実験的に調べた。 ヨ シの

茎は中空になっていて加圧フ ローによ る換気によ って地

下に酸素を供給し根圏を酸化的な環境に保っている。 ヨ

シ刈 り の時期 と 高さ を変えて， 処理前後におけ る酸化還

元電位 （Eh） の変化を指標に用いて根圏環境への影響を

評価し た。 冬期の ヨ シ刈 り では処理区 ・ 非処理区 と も根

圏に差はみられなかったが，夏期の ヨ シ刈 り では Eh が平

均 66ｍV も低下し根圏が還元的な環境に変化し， 翌年の

シ ュー ト 数も減少し た。 また， 切断面が冠水する と 根圏

の嫌気化が さ ら に進み， その後再生産される植物体の草

丈， 乾燥重量は減少し た。 以上の結果よ り ， ヨ シ焼きや

ヨ シ刈 り は， 昆虫群集に対し てほ と んど影響を与えない

が， 鳥類群集には短期的には影響があ る こ と が明ら かに

なった。 こ のため， ヨ シ原に生息し ている動物群集に影

響を与えないためには， ヨ シ焼きや ヨ シ刈 り を ３ ～ ４ 年

に １ 回程度行 う 管理手法がよい と 考え られる。 また， ヨ

シの換気機能か らみる と ヨ シ刈 り は夏期よ り 冬期に冠水

し ない高さ で行 う こ と がよいこ と が明らかになった。

〔 備考〕

（ 10）　 長期流出モデルの集中化及び物質輸送特性の解明

〔 区分名〕 文科 - 科研費 CD

〔 研究課題コ ード 〕 0204CD432

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○中山忠暢 （流域圏環境管理研究プ ロ ジ ェ ク

ト ）

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 流域における水収支 ・ 物質輸送の評価を行 う 場

合， 地表面流出か ら地下水位までを厳密に物理性に基づ

く モデル計算によ って評価するには非常に大き な計算時

間及び計算容量を伴 う 。 本研究では集中化された概念型

モデル と の比較を通し て， 精度の高い物理型モデルへの

改良， 及びそれを用いた長期流出過程の再現を行 う 。 さ

ら に， 物理型モデル と 既存の物質輸送モデル と の結合 ・

改良によ って， 水 ・ 熱循環 と 関連し た土砂生産 ・ 汚濁負

荷流出特性の解明を行 う 。

〔 内容および成果〕

　 前年度までの成果を も と に， 改良型 NICE モデルを用

いて， 北海道釧路川流域を対象 と し て河川流量 ・ 窒素 ・

SS （浮遊砂） のモデルシ ミ ュ レーシ ョ ン， 及び， 既存の

観測データ と の比較を行った。 初年度の結果で得られた

土壌水分量 と 地下水位の関連性及び不飽和層 と 飽和層間

での水分フ ラ ッ ク ス を利用する こ と によ って， 地下への

浸透量の再現性が大き く 向上し （その結果， 河川基底流

量の再現性が大き く 改善された） ， 流域特に湿原域での

水 ・ 熱循環の再現性が大き く 改善された。 また， 湿原域

では地下水位は飽和に近 く ， モデルで計算し た水頭表示

では実際の冠水量よ り も過大評価する傾向にあった。 湿

原植生へ及ぼす影響 と い う 点か らは冠水量のよ り 正確な

評価が必要であ り ， 本年度のモデル改良によ って湿原で

の冠水量に関し て も大き な改善が見られた。 また， これ

ら の水 ・ 熱循環の再現性の向上に伴って， 最終的には河

川への汚濁物質供給のモデル再現性が前年度よ り も改善

された。本年度の研究成果の一部は雑誌論文に掲載され，

また何篇かは投稿中 ・ 修正中であ る。

〔 備考〕

当課題は重点研究分野 Ⅳ．5.(3) にも関連
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（ 11）　 環境汚染のタ イ ムカ プセル樹木入皮を 用いる越境

大気汚染の検証に関する研究

〔 区分名〕 文科 - 科研費

〔 研究課題コ ード 〕 0204CD480

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○佐竹研一 （大気圏環境研究領域），

高松武次郎， 上原清

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 環境汚染や自然破壊が広が り 地球生態系につ

いて も深刻な懸念が広がっている。 その中で ヨ ーロ ッ パ

や北米で長距離越境大気汚染に よ っ て酸性雨問題が生

じ， 東アジア地域で も こ の問題が浮上し ている。 本研究

では， 過去の汚染を探る新しい研究手法 「環境汚染のタ

イ ムカプセル樹木入皮」 を用いて， 過去数百年か ら現在

にいた る汚染の変化を明ら かにし， さ らに， これを未来

に生じ るであろ う 汚染の記録にも応用する。

〔 内容および成果〕

　 １ ． 大陸か らの長距離越境大気汚染検証のため新潟県

佐渡及び新潟県北部地域 （村上， 山北， 朝日） よ り 採取

し た杉外樹皮な らびに杉入皮について 208Pb/207Pb と 207Pb/
206Pb の同位体比の変化を求め， その変化から特に冬 と春

大陸か ら の汚染物質の飛来が増加し ている こ と を証明し

The Science of the Total Environment 誌に投稿 し受理 さ れ

た。

　 ２ ． 東京都内および横浜において イ チ ョ ウ に注目し，

その外樹皮， 内樹皮， 入皮をサンプ リ ング し含まれる水

銀量の測定を行い， 外樹皮内樹皮共に水銀汚染の指標 と

し て役立つこ と を証明し， その成果を ス ロベニアで開催

さ れ た第 7 回水銀会議 （7th International Conference on

Mercury as a Global Pollutant） で発表を行った。

　 ３ ． チェ コ大気 ・ 水文研究所 と の共同研究では北ボヘ

ミ アに分布する ヨ ーロ ッ パブナに注目しチェ コ産の石炭

に含まれる 208Pb/206Pb と 206Pb/207Pb の同位体比およびその

変化を害樹皮な らびに入皮について測定し， 北ボヘ ミ ア

の鉛汚染が有鉛ガ ソ リ ンに よ る よ り も 石炭起源の鉛に

よ って著し く 汚染されている こ と を明らかにし た。

　 ４ ． 中国厦門大学 と の共同研究では， 厦門大学の研究

グループが南中国に分布し ている Longpetiale Beech に注

目し外樹皮な らびに入皮に蓄積し ている多環芳香化合物

（PAHs） を分析し て 19 世紀末から現代にかけて PAH の

量が増加し ている こ と を明ら かにし た。 又， 佐竹が研究

指導を行っている厦門大学では入皮を用いる有機汚染物

質によ る中国北部， 中部， 南部地域環境汚染史の解明に

向けて， これらの地域の汚染を一つの基準をベースにし

て相互の汚染度を評価する ための新しい研究手法を開発

し た。

〔 備考〕

研究代表者 ： 佐竹研一 （国立環境研究所）

研究分担者 ： 角田欣一， 梅村知也 （群馬大学）

（ 12）　 新規環境・ 技術リ スク の社会的ガバナンスの国際

比較

〔 区分名〕 戦略基礎

〔 研究課題コ ード 〕 0204KB459

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○兜眞徳 （首席研究官）， 青柳みど り

〔 期　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 不確実性が優先する技術 ・ 環境 リ ス ク を社会的

にマネージ メ ン ト する ためには， １ ） 利害関係者の リ ス

ク認知 と その価値， ２ ） 多様な科学的知見 と リ ス ク シナ

リ オの生成， ３ ） 期待費用 ・ 便益分析の有効性 と その限

界， ４ ） 他の リ ス ク ( 代替， 転化 リ ス ク ) と の ト レー ド オ

フ， ５ ） マネージ メ ン ト のプ ロ セ ス の信頼性， 合法性，

参加者 ( 利害関係者 ) の役割と責任， ６ ） リ ス クの と り 方

と その代替性 （選択性， 非選択性， 公的， 私的な保険 と

損害賠償） 等々の総合的かつ多元的分析が必要 と な る。

本研究は， １ ） 食品安全 リ ス ク と ２ ） 電磁波の健康 リ ス

ク を取 り 上げ， 社会的なガバナン スの評価の共通的な枠

組みを， 国際的な研究団体 (IRCG， SRA) と協議し て構築

し よ う とする ものであ る。

〔 内容および成果〕

　 電磁界の リ ス ク については， リ ス ク評価作業 と 示唆さ

れる小児白血病の リ ス ク についてのガバナン スの在 り 方

の議論など， と く に WHO の国際電磁界プロ ジェ ク ト を

中心に多方面か ら のアプローチが試みられている。 本研

究の一環と し て， 平成 16 年 9 月に 「電磁波 リ ス ク問題の

よ り 良いガバナン スに向けて－科学報道 と 消費者教育，

そ し て消費者参加－」 と 題する ワーク シ ョ ッ プを国連大

学 （東京） およびつ く ばで開催し た。 こ のワーク シ ョ ッ

プには， 欧米か ら リ ス ク コ ミ ュ ニケーシ ョ ンの第一人者

であ る，Ortwin Renn （シ ュ ツ ッ ト ガル ト 大学），Ray Kemp

（Director, Galson Science Ltd., UK） ， Julie Downs （カーネ

ギー メ ロ ン大学），日本からは日本経済新聞科学技術部か

ら中村雅美氏， 南山大学か ら小林傳司氏 （科学技術社会

論学会初代会長） 等を招いて， 電磁波をめぐ る リ ス ク ・

コ ミ ュ ニケーシ ョ ンについての現状 と 課題について議論

を行った。 また， 一般生活者の電磁波 リ ス ク認知にかか

る イ ン ターネ ッ ト を用いた調査を行った。 これは平成 17
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年度前半において解析予定であ る。

〔 備考〕

研究代表者 ： 池田三郎 （筑波大学名誉教授） ・ 前田恭伸

（静岡大学工学部 助教授） ・ 西沢真理子 （シュ ツ ッ ト ガル

ト 大学 リ サーチフ ェ ロー）・水野敏明 （WWF ジ ャパン 研

究員） ・ 山田友紀子 （（独） 食品総合研究所） ・ 刀由紀子

（愛知大学 教授）

（ 13）　 空気汚染物質のモニタ リ ングと 発生源解析に関す

る手法研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0305AE516

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○田邊潔 （化学環境研究領域）， 西川雅高，

柴田康行

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 空気汚染の動態解明 と 発生源対策に資する た

めに， 空気汚染物質の新たなあ るいはよ り 正確なモニ タ

リ ング手法を検討 ・ 確立する と 共に， 試行的モニ タ リ ン

グ， 特に発生源解析に有効なモニ タ リ ング手法を用いた

発生源解析法を検討する。

〔 内容および成果〕

　 放射性炭素 （14C） 測定によ るバイオマス / 化石燃料由

来炭素比率の有機 / 無機炭素別推定のために， 熱分離方

式によ る空気浮遊粒子状炭素か らの有機成分の除去方法

を開発し た。 試行的な空気浮遊粒子試料測定から， 場所

によ ってバイオマス / 化石燃料由来炭素比率が大き く 異

なる こ と，有機 / 無機炭素間でもバイオマス / 化石燃料由

来炭素比率が異なる こ と などが示された。

　 有害大気汚染物質の多成分自動計測機によ る東京 と つ

く ばでの並行モニ タ リ ングを実施し， 長期連続モニ タ リ

ング時の適切な精度管理法の検討など を行った。 様々な

測定パラ メ ーターの記録 と 点検， 内標準物質ピーク の監

視， 定期的な標準ガスの測定などに基づ く 体系的な管理

などによ って， 信頼でき る長期モニ タ リ ングが可能であ

る こ と がわかった。

　 微小空気浮遊粒子の有機組成に基づ く キ ャ ラ ク タゼー

シ ョ ンを目指し て，熱脱離 GC/MS によ る空気浮遊粒子中

の主要な有機成分の一斉分析を検討し， 装置の改良， パ

ラ メ ーターの最適化などを行った。

〔 備考〕

　 当課題には地方環境研究所 と の共同研究 「有害大気汚

染物質自動分析計の精度管理に関する研究 ： 星純也 ( 東

京都環境科学研究所）」 が含まれている。

（ 14）　 光化学チャ ンバーを用いた有機エアロゾル生成に

関する研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0305AE520

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○佐藤圭 （大気圏環境研究領域）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔 目　 的〕 二次有機エア ロ ゾル生成予測モデルの問題点

と し て， 例えば， 半揮発性物質が粒子内の酸化反応で不

揮発化する こ と を無視し てい る こ と が挙げ ら れてい る。

最近， こ のよ う な反応の一例と し て 1,3,5- ト リ メ チルベ

ンゼンの長時間光酸化によ って分子量 500 ～ 1000 のポ リ

マー生成があ る こ と が他の研究者のレーザー蒸発型エア

ロ ゾル質量分析計を用いた研究で報告された。 本研究で

は， こ の報告の検証を行 う ため， HPLC/MS 法を用いて

チャ ンバー内で生成する二次有機エア ロ ゾルの組成分析

を行った。

〔 内容および成果〕

　 チャ ンバー内のVOCの酸化反応で二次有機エア ロ ゾル

を生成し， それを フ ィ ルター上に捕集し， 試料の抽出及

び濃縮を行った後に分析を行った。水 / メ タ ノール系を用

いた逆相ク ロマ ト グ ラ フ法を採用し， 逆相分析で一般的

なオク タデシルカ ラ ムを用いた。 VOC と し て ト ルエン及

び 1,3,5- ト リ メ チルベンゼンを用いた。例と し て ト ルエン

について得られた結果は以下の とお り だった ： 従来 GC/

MS 法によ って知られていたニ ト ロ ク レ ゾール類やフ ラ

ンジオン類の他に質量数 300 前後をピーク と し て質量数

800 まで分布するポ リ マー組成を見いだすた。HPLC によ

る分離の結果， これらのポ リ マー分子のピーク は本研究

の分析条件で遅延時間 20 ～ 30 分程度に集中し て見られ

た。 特定の質量数をモニターしながら HPLC によ る分離

を試みたが， 各質量数成分の分離にはいた ら なかった。

様々な異性体の存在によ ってピーク の分離が困難であ る

と 理解でき る。 照射時間を変化させて実験を行った と こ

ろ， ポ リ マーの信号は照射時間が ５ 時間を越え る と 顕著

に高 く なった。 こ の挙動は， 最近報告されたポ リ マー組

成の挙動 と 同じであった。 最近別の手法で見つかったポ

リ マー組成の実在が本研究で も 確かめ ら れた と 言え る。

新たな知見 と し て， ポ リ マー信号の増加 と と も に既知組

成のニ ト ロ ク レ ゾール類の信号強度は逆に減少する こ と

を見いだし た。 こ の結果は， エア ロ ゾル生成初期の組成

が， エア ロ ゾル生成反応よ り も速度の遅い何ら かの反応

過程によ ってポ リ マー類を生成し ている こ と を示唆し て

いた。
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〔 備考〕

（ 15）　 環境現象の統計的・ 物理的研究

〔 区分名〕 経常

〔 研究課題コ ード 〕 0304AE529

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○松本幸雄 （PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ ク ト ）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 環境現象で分野ご と に習慣的に行われてい る

方法について， 物理および統計の立場か ら再検討するの

が目的であ る。 特に， エア ロ ゾルを対象に， 混合 ・ 沈着

過程の解明 （統計物理的視点）， 多地点同時測定システム

の開発 （統計的視点） ， 凝縮過程のカオス解析 （統計的，

物理的視点） などを進めたい。

〔 内容および成果〕

　 本年度は， 粒子状物質の乾性沈着フ ラ ッ ク ス測定法の

統計的基礎理論をほぼ完成し た。 まず， 条件付サンプ リ

ング （鉛直風速の向きでサンプ リ ングを分離する） を用

いる REA 法 （緩和渦集積法） については， フ ラ ッ ク スの

定義式か ら出発し て， 鉛直風速 と 物質濃度の関連式か ら

Busingerの提唱し た実験定数bが明示的に表現でき る こ と

と， その物理的意味を明ら かにし た。 次に， 従来にない

新しい方法 と し て， 条件付つきサンプ リ ングを用いない

方法の統計理論を作成し， 雪面におけ る乾性沈着に応用

し た。 一方， 多地点同時測定システムの測定結果の解析

法については多成分時系列の観点か ら， また， 凝縮過程

のカオス解析については， 非線形時系列モデルの立場か

ら それぞれ研究を進めた。

〔 備考〕

（ 16）　 釧路湿原流入河川の再蛇行化による湿地生態系の

回復可能性評価

〔 区分名〕 奨励

〔 研究課題コ ード 〕 0304AF515

〔 重点特別研究プロジェ ク ト 名，政策対応型調査・ 研究名〕

〔 担当者〕 ○中山忠暢 （流域圏環境管理研究プ ロ ジ ェ ク

ト ）

〔 期　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔 目　 的〕 自然再生事業の一環で実施 さ れ る河道の再蛇

行化は地下水涵養量及び湿地生態系の回復に有効であ る

と 考え られている。 本研究では， 釧路湿原を対象 と し た

モデルシ ミ ュ レーシ ョ ンを行 う こ と によ って， 湿原域へ

適用可能なモデル開発， 再蛇行化によ る湿地生態系の回

復可能性の評価， 及び， 湿地生態系の形成 ・ 保全 ・ 回復

に必要な環境条件の提示を行 う こ と を目的とする。

〔 内容および成果〕

　 前年度に得られた成果を も と に， 研究代表者ら が これ

までに開発し た統合型流域環境管理モデル （NICE モデ

ル） を用いて， 河道の再蛇行化によ る湿原生態系の変化

要因の解明， 及び回復可能性に関する検討を行った。 第

一に， 現状の直線化された河道を旧河道へ復元 （再蛇行

化） し た場合のシ ミ ュ レーシ ョ ンを行い， 本研究によ っ

て初めて蛇行区間では涵養量が増加する と い う 再蛇行化

の効果が定性的に明ら かになった。 第二に， 統合モデル

シ ミ ュ レーシ ョ ン及び従来の研究例から得られた光 ・ 温

度 ・ 水分量 ・ 土砂 ・ 栄養塩等の条件を植生動態サブモデ

ルへ入力する こ と によ って， 河道の直線化に伴 う 過去か

ら現在までの湿原内へのハン ノ キ林の侵入を定性的に再

現し， 湿原生態系の環境要因の特定を行った。 最終的に

これら の結果を も と に， 現在の直線河道を再蛇行化させ

た場合の湿原生態系の予測シ ミ ュ レーシ ョ ン を行った。

本研究によ って湿原生態系の変化に及ぼす環境要因の検

討及び回復可能性評価のためのベースは確立され， 科学

的のみな らず行政的にも環境影響評価技術の共有化へ非

常に大き な貢献を果たすも の と 考え られる。 さ らに， 本

研究成果は次年度以降の研究 ・ 現在行われている自然再

生事業 ・ その他の類似し た政策への提言を行 う 上で重要

な役割を果たすも の と 考え られる。 また， 研究成果の一

部は学術論文に掲載された。

〔 備考〕

当課題は重点研究分野 Ⅳ．5.(3) にも関連 　

（ 17）　 'H 磁気共鳴スペク ト ロスコ ピーを用いた神経伝達

物質の in vivo 計測法の研究

〔区分名〕 奨励

〔研究課題コー ド〕 0304AF575

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○渡邉英宏 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ）， 三森文行， 高屋展宏

〔期 　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔目 　 的〕 神経伝達物質は脳内の情報伝達に重要な役割

を有する ため， 化学物質の脳への影響評価に対し て これ

等を in vivo 計測する意義は大きい。 この う ち， グルタ ミ

ン酸は人脳内の主要な興奮性の神経伝達物質であ り ， γ-

ア ミ ノ 酪酸 （GABA） は， 主要な抑制性の神経伝達物質

であ る。 しかし ながら， グルタ ミ ン酸は， 脳内に多 く 存

在する グルタ ミ ン と 化学構造が類似し ている ため， 分離

検出が困難であ る。 一方， GABA は， 巨大分子ピーク と
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オーバー ラ ッ プする ため， 検出が困難であ る。 そ こ で，

本研究では，グルタ ミ ン酸および GABA の in vivo 計測が

可能な方法を見いだす，4.7T in vivo NMR スペク ト ロ メ ー

ター上にて in vivo 計測を実現する こ と を目標 とする。

〔内容および成果〕

　 本年度は， 人脳内の代謝物を模擬し た脳模擬試料を作

製し， これを用いて開発し た局所励起 2D コ ン ス タ ン ト

タ イ ム COSY 法の評価を行った。 脳模擬試料は， グルタ

ミ ン酸， GABA， グルタ ミ ンの他に， 脳内に多 く 含まれ

る N アセチルアスパラ ギン酸， ク レアチンで構成し た。

実験の結果， 局所スペク ト ルにおいてグルタ ミ ン酸およ

び GABA が分離検出でき る こ と が実証できた。 続いて，

ボラ ンテ ィ ア測定を実施し， ヒ ト 脳内の後頭 - 頭頂葉領

域 27 ml からのスペク ト ルを取得し た。 スキ ャ ン時間は，

30 分であった。 この結果， ヒ ト 脳スペク ト ルにおいて も

グルタ ミ ン酸および GABA を検出する こ と が可能であっ

た。 以上よ り ， 局所励起 2D コ ン ス タ ン ト タ イ ム COSY

法は，4.7 Ｔ 上にて興奮し神経伝達物質であ る グルタ ミ ン

酸と抑制性神経伝達物質であ る GABA を分離検出する こ

と が可能であ る こ と が実証でき た。

〔備考〕

（18） 　 高頻度衛星観測による ヒー ト アイ ラ ン ド 対策の広

域直接評価に関する先駆的研究

〔区分名〕 奨励

〔研究課題コー ド〕 0304AF588

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○松永恒雄 （社会環境システム研究領域）

〔期 　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔目 　 的〕 今後立案 / 実施が進められるであろ う 各種都市

ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 対策の効果を広域で直接評価する ため

に必要な， 都市域の日ご と 放射収支を広域に渡って推定

する手法の確立を目指す。 そのために本研究では， 複数

の地球観測衛星によ る都市域の高頻度観測データ利用法

の開発と， 各種地上データ を用いたその検証を行 う 。

〔内容および成果〕

　 本年度は，前年度末に発生し た NOAA 衛星受信設備の

不具合及びその復旧／代替の可能性の調査を実施し た。

本研究では，国立環境研究所が所有する NOAA 衛星受信

設備によ って日々受信 ・ 処理される衛星データの利用を

前提と し ていた。しかし ながら本設備は平成 16 年 ２ 月か

ら不調にな り ， 同年 ３ 月には完全に停止し た。 こ の動作

不良の原因を究明し た結果， 受信設備中の計算機の不具

合であ る こ と が判明し た。 その修理に要する費用を業者

に確認し た と こ ろ， 本研究の予算を大幅に越え る こ と が

明ら かになった。 本研究以外に本設備を利用する研究は

現在無いため， 本設備の利用を断念し， 同様のデータ を

所外か ら調達する方向で検討を開始し， その結果， 新規

打ち上げされた衛星のデータ及び他機関によ って過去に

受信された衛星データの利用の目処がたったため， デー

タ処理を平成 17 年 ４ 月よ り 再開する こ と と し た。

〔備考〕

（19） 　 透明 メ ダカ受精胚の生態毒性研究への適用と生態

リ スク評価への応用

〔区分名〕 奨励

〔研究課題コー ド〕 0304AF353

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○柏田祥策 （化学物質環境 リ ス ク 研究セ ン

ター）

〔期 　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔目 　 的〕 現実の水環境中には， 一般化学物質によ る汚染

以外に， 医薬品由来の生理活性を示す化学物質が多数存

在し てお り ， 魚類に対し て影響を与えている と 考え られ

ている。 と く に受精胚への曝露影響は不可逆的な も の と

な り ， 健全な生体平衡を崩壊させる。 化学物質の毒性研

究に用い られている メ ダカは， 卵膜は透明であ るが体表

面には色素を有し ている。 一方， 交配によ り 作出された

透明 メ ダカ （STII 株） は卵膜が透明であ る と と もに体表

面に も色素を持たない。 そのため， 生き ていながら にし

て化学物質によ る臓器影響の外部から の観察が可能 と な

る。 本研究では， 透明 メ ダカ受精胚の生態毒性研究への

適用可能性 と 生態 リ ス ク 評価への応用について検討す

る。

〔内容および成果〕

　 受精卵に対する カルバ リ ルまたは ノ ニルフ ェ ノ ール曝

露の結果， 眼球， 心臓， キ ュービエ管および脊椎におけ

る形態異常， 脳視蓋におけ る白濁が観察された。 また孵

化仔魚に対し てカルバ リ ルを曝露し た結果，脊椎損傷（背

曲が り 現象） が確認された。 また化学物質曝露によ る脊

椎異常研究については， 従来はレ ン ト ゲン撮影が唯一の

評価手法であったが， 蛍光色素カルセ イ ンを用いた蛍光

顕微鏡観察を採用し た結果， 生き たま ま骨格の様子を簡

便， 詳細かつ鮮明に観察する こ と が可能 と なった。 さ ら

に脊椎損傷がその後の生存率 （環境適応度） に大き く 関

与し ている こ と を明ら かし た。 一方， 毒性物質の生化学

的評価手法と し て知られる CYP1A 誘導の whole mount in

vivo assay の開発について検討し た結果，孵化仔魚および
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幼魚において濃度依存的に EROD 活性が確認され，whole

mount in vivo assay 手法の開発に成功し た。 透明 メ ダカは

生態毒性研究において これまでにない特性を も ち十分適

用可能であ る と 考え られた。 さ ら に環境適応度研究など

の生態 リ ス ク評価研究への応用が可能であ る こ と を明ら

か と し た。

〔備考〕

（20） 　 洋上風力発電を利用し た水素製造技術開発

〔区分名〕 環境 - 石油特会

〔研究課題コー ド〕 0307BH598

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○植弘崇嗣 （化学環境研究領域）， 内山政弘

〔期 　 間〕 平成 15 ～ 19 年度 （2003 ～ 2007 年度）

〔目 　 的〕 持続可能な エ ネル ギー源で あ る 太陽エ ネル

ギーは， 化石燃料 と 比較し てエネルギー密度が小 さ く ，

その変動も大きいため， エネルギー供給側 と し ては扱い

に く い対象であ る。 こ のため， 敷設面積が大き く 設置場

所が確保でき ない， あ るいは金銭的な コ ス ト が高 く な る

など， 基幹エネルギー と し て認知されるにはいたってい

ない。

　 本研究では，我が国陸地面積の 10 倍の広さ を有する経

済専管水域を対象 と し て， 非係留型大型浮体上に風力発

電設備 と 海水電解設備を設置し水素製造を行 う 「水素製

造用非係留洋上ウ ィ ン ド フ ァーム」 の成立可能性につい

て， エネルギー収支 と 環境負荷 ・ 影響の観点か ら検討を

行い， 技術的な問題点の解決を通し て， 環境的に持続可

能な風力エネルギーを， 基幹エネルギー と し て成立させ

う る システムの構築を目指す。

〔内容および成果〕

　 第 ２ 年度であった本年度は， 前年度に実施し た基本設

計 ・ 基本調査に基づき， 詳細設計， 現地調査など を実施

し た。 各個別の分野について以下に記す。

　 １ ） 浮体関連

　 前年度に実施し た浮体構造の基本設計に基づき詳細設

計を行った。 新たに， 波によ る漂流力を軽減する付加構

造について も検討に取 り 入れる と と も に， 海水電解シス

テム， 水素貯留シス テムなどの浮体上配置について も検

討し た。 これら の結果， 浮体重量の増加を伴 う 構造の強

化が必要 と さ れた。 ま た， 位置保持シ ス テ ムに関 し て，

台風等から の避難航行シ ミ ュ レーシ ョ ンについて予備的

な検討を実施し， システムの高い可能性が示された。

　 ２ ） 電解システム

　 電解システムのエネルギー効率向上に関し て引き続き

研究を実施する と と も に， 実海水を用いて耐久性試験を

開始し た。

　 ３ ） 風況測定 ・ 風車

　 沖縄県の小孤島 ３ ヵ 所で観測を実施する と と も に， 孤

島域の過去のデータ を用いて風況シ ミ ュ レーシ ョ ンデー

タ と の比較を行った。 また， これら の結果など を活用し

て洋上風況 と 非係留浮体に適し た風車の基本設計に着手

し た。

　 ４ ） エネルギーレベルのラ イ フサイ クルアセス メ ン ト

　 システムの製造段階におけ る ラ イ フサイ クルアセス メ

ン ト の精緻化を行 う と と も に， 運用段階におけ るエネル

ギー使用量に関し てデータ の収集を行っ た。 こ の結果，

現設計段階においてエネルギーコ ス ト の大き な割合を占

める コ ンポーネン ト が明確と なった。

〔備考〕

（21） 　 新たな炭素材料を用いた環境計測機器の開発

〔区分名〕 環境 - 委託請負

〔研究課題コー ド〕 0307BY576

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○久米博 （化学環境研究領域）

〔期 　 間〕 平成 15 ～ 19 年度 （2003 ～ 2007 年度）

〔目 　 的〕 炭素系材料で構成された電子放出源を備え， 照

射エネルギーを低 く し て も 十分な強度の電子線が得 ら

れ， かつ大気中に も電子線を取 り 出せる電子線源を開発

する。 また， 同様の電子線源を利用し た X 線源も開発す

る。 そし て， これら電子線源 と X 線源を装備し， 人への

影響が大きいエア ロ ゾルに対し て， （ １ ） 捕集量が小さ く

て も精密な質量濃度測定ができ， （ ２ ） 蛍光 X 線法によ

る成分分析も可能と し， さ らに， （ ３ ） フ ィ ール ド でも使

える コ ンパク ト な装置を開発する。

〔内容および成果〕

　 従来， エア ロ ゾル濃度測定には， フ ィ ルターに捕集さ

れたエア ロ ゾルに放射性同位元素から放出される β線を

照射し て，エア ロ ゾルの質量に依存し た β 線の吸収量を

測定する β 線吸収方式 （JISB7954） が主に用いられてい

る。 一方， 現在開発中の装置の最大の特徴は， β 線源の

かわ り に， 大気中に電子線を取 り 出せる小型の電子銃を

備えている こ と であ る。 これによ って， 放射性同位元素

に係わる法規制を ク リ ヤーでき， 装置の設置に対する自

由度が増す。 また， 電子線の物質によ る吸収量は， 質量

吸収係数 µ によ って決ま る。 こ の µ は物質の種類にはあ

ま り 依存せず， 電子線のエネルギー E が小さ く なる と µ

が大き く な り ，物質によ る電子線の吸収量は大き く なる。
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すなわち， E をでき るだけ小さ く し たほ う が精度の良い

測定ができ る こ と にな る。 電子銃であれば， 電子線の強

度をそれほど犠牲にせず， 照射エネルギー E を可能な限

り 小さ く でき る と い う 利点も あ る。

　 こ の電子銃の重要な構成要素のひ と つが， 電界放出型

の電子源であ る。 電界放出型を採用するのは， 従来の熱

陰極型の電子源に比べ， 作動電力を 2 桁程度小さ く でき

るか ら であ る。 様々なフ ィ ール ド におけ るエア ロ ゾル計

測の必要性を考え る と， 商用電力を必要 と するのは望ま

し く ない。 装置全体の消費電力を 50 W まてに抑えれば，

近い将来， 性能の向上し た小型燃料電池で長期間駆動で

き る よ う にな るであろ う 。 そのために も， 電子源の作動

電力はでき るだけ小さ く する必要があ る。 さ ら に， 同じ

電子源を利用し て小型の X 線源も構成する こ と ができ

る。 こ う し て， 小型省電力の電子線源 ・ X 線源を備え，

捕集量が少ないエア ロ ゾルに対し て， 精密な質量濃度測

定と同時に蛍光 X 線法によ る成分分析も可能 とする設計

と なっている。

　 電子銃の も う ひ と つの重要構成要素は， 電子線透過薄

膜であ る。 こ の薄膜の役目は， 電子源を真空下に保ちな

がら， 電子線だけを大気中に取 り 出すこ と であ る。 その

材料と し ては，放射線に耐性のあ るダ イヤモン ド を使 う 。

　 炭素系の電子放出材料 と し てすぐ に思い浮かぶのは，

カーボンナ ノ チューブ （CNT） であ る。 た し かに， 電子

放出特性に優れている CNT ではあ るが，安定性や寿命の

点で問題があ り ， さ らに作製コ ス ト がかか り すぎ る と い

う 欠 点 を 持 っ て い る。 そ こ で わ れ わ れ は， GRANC

（GRAphite NanoCraters） を 用い る こ と に し た。 GRANC

は， 高純度グ ラ フ ァ イ ト を水素プ ラ ズマ中でエ ッ チング

する こ と によ って作製する。 こ の と き， グ ラ フ ァ イ ト 表

面には， およそ 500 nm の直径を持ち， 深さ が 2 µm 程度

の ク レータが作られる。 GRANC と エ ッ チングを施さ な

いグ ラ フ ァ イ ト の電界電子放出特性を比較する と， エ ッ

チングな しのグ ラ フ ァ イ ト からは電子放出が起こ ら ない

が， GRANC では，約 10 V/µm の電界をかける と 電子が放

出さ れる 。 ま た， GRANC の電界電子放出特性を， CNT と

GNF（ Graphite NanoFiber） のそれと 比較する と ， GRANC，

CNT，そし て GNF は，いずれも 10 V/µm と いう 電子放出し

き い値を持つが， CNT と GNF は， 電界強度を増し ても 電

流密度があま り 大き く なら ない。 一方， GRANC から の電

子放出は，20 V/µm あたり から 鋭く 立ち上がり ，電流密度

に飽和する 様子が見ら れず，20 mA/cm2 と いう 大き な値に

も 達する 。 こ のよ う に， GRANC は電界電子放出源と し て

は， 非常に優れた性質を持っている こ と が実証さ れた。 

〔備考〕

（22） 　 有害物質除去用ナ ノ構造認識膜の開発

〔区分名〕 環境 - 委託請負

〔研究課題コー ド〕 0307BY577

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○佐野友春 （環境研究基盤技術ラ ボ ラ ト リ ー），

高木博夫

〔期 　 間〕 平成 15 ～ 19 年度 （2003 ～ 2007 年度）

〔目 　 的〕 環境ホルモンやアオ コ毒の よ う に環境中の濃

度が低い物質を測定する場合や環境中の有害物質を除去

する場合に， 吸着剤を用いた濃縮法が多用 さ れてい る。

しかし ながら， 現在用い られている吸着剤は標的物質の

性質の一部を用いているだけであ る ために， 選択性が低

く ， 測定の妨害 と な る物質を多量に吸着する。 また， 有

害物質除去では標的物質以外の物質が多量に吸着する こ

と によ って， 吸着剤がすぐに飽和状態にな り ， 結局高価

な も のになっている。 こ のよ う な状況か ら， 標的物質に

対する選択性の高い吸着剤の開発が期待されている。 本

研究では標的分子の構造 と 電子状態を利用し た選択性の

高いナ ノ 構造認識膜や分離媒体を開発し， 環境改善や環

境研究への実用性を目指す。

〔内容および成果〕

　 １ ） 4,4'-methylenebisphenol を擬似鋳型 と し て調製し た

分子鋳型に対し て， 環境中の夾雑物を排除する機能を持

つポ リ マー相を選択的表面修飾法で導入し， その夾雑物

排除の能力を検討し た。 紫外検出器を用いる液体ク ロ マ

ト グ ラ フ ィ ーにおいて， 夾雑物ピーク の大幅な低減が確

認でき た。 また， 質量分析装置を検出器 と する系におい

て も， 夾雑物低減によ る BPA に対する イオン化効率が向

上し， サブ ppt レベルの検出が可能であ る こ と が示され

た。

　 ２ ） 環境汚染物質であ り 毒性の高いテ ト ラ ク ロ ロ ジベ

ンゾ -p- ダ イオキシン （TCDD） に対する分子鋳型を作製

し た。 キシレ ン異性体の中で， オル ト キシレ ンを擬似鋳

型 と し て用いて分子鋳型を調製する こ と で， 毒性の高い

2,3,7,8-TCDD のよ う にオル ト 位に塩素置換基を持つ同族

体に対 し て選択的な認識が可能 と な る こ と が明 ら か と

なった。 また， 架橋点間距離の長い架橋剤を用いる こ と

によ り ， 毒性の高い平面的かつ細長い TCDD 同族体に対

する認識が大き く なる こ と が確認できた。

　 ３ ） 前年度の検討を も と に メ チルチオ ト リ アジン系農

薬に対する擬似分子鋳型ポ リ マーの調製を行い， 環境試

料中の メ チルチオ ト リ アジン系農薬の高選択的濃縮分析

に適用し た。 また， よ り 高選択的な分析を実現する ため

に， 標的分子の同位体置換化合物を擬似鋳型分子 と し て
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用いる同位体イ ンプ リ ン ト 法と MS を組み合わせた分析

法を新たに考案し , ビ ス フ ェ ノール Ａ の重水素置換体を

用いて浸透制限型 _ 擬似分子鋳型ポ リ マーを調製し， そ

の有用性を確認し た。

　 ４ ） 親水性化合物に対する選択的分離媒体を し て， 官

能基間距離固定化法を提唱し， その基礎概念の確立 と，

天然物に対する応用を試みた。 擬似鋳型分子 と 機能性モ

ノ マーを用いて イオン結合型錯体を調製し， その錯体を

用いて架橋ポ リ マー粒子を調製する こ と で， 官能基の距

離固定化が可能 と な り ， さ らに固定化された官能基に基

づ く と 選択的な分子認識能が発現す る こ と が示唆 さ れ

た。 また， 同手法の応用によ り ， 藍藻毒であ る シ リ ン ド

ロ スパーモプシンを選択的に認識する分離媒体の調製が

可能と なった。

　 ５ ） 一般的に有毒性を示す塩素化芳香族類の選択的な

分離， 濃縮を目的 と し， フ ラ グ メ ン ト イ ンプ リ ン ト 法を

用いて評価を行った。 対象 と な る物質は， 近年環境ホル

モンの候補と し て報告された塩素化 BPA であ り ， その同

族体の選択的な分離を試みた。 塩素化 BPA に対する分離

媒体と し て， 2,6-Dimethylphenol （DMP） を擬似鋳型分子

と し てポ リ マー粒子を調製し， その認識能を評価し た結

果， DMP と構造の類似する部位を有する 3,5-diCl-BPA，

3,3',5-triCl-BPA あ るいは3,3',5,5'-tetraCl-BPAに対する選択

的な分子認識能が発現する こ と が示唆された。

〔備考〕

客員研究官 ： 彼谷邦光 （東北大学大学院）

（23） 　 大気汚染物質等のパーソナルモニ タ リ ング技術の

開発

〔区分名〕 環境 - 委託請負

〔研究課題コー ド〕 0307BY592

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○内山政弘 （大気圏環境研究領域）， 植弘崇嗣

〔期 　 間〕 平成 15 ～ 19 年度 （2003 ～ 2007 年度）

〔目 　 的〕 環境 リ ス ク の高い大気汚染質を測定する ため

に， ナ ノ テ ク ノ ロ ジーの成果を広 く 活用 ・ 駆使し た小型

センサーの研究開発を行い， これらセンサー群と IT 技術

を融合し， 個人， 家庭等のレベルで環境汚染を把握でき

る小型環境監視装置を開発する。 併せて， これによ り 得

られる高密度 ・ 多量の環境データ を処理 ・ 解析する と と

も に， 各利用者に配信し， 各地域， 各利用者のデータ を

相互に利用でき るネ ッ ト ワーク システムを考察する。

〔内容および成果〕

　 こ の研究で開発を行 う システムをセンサ ・ ネ ッ ト ワー

ク と い う 言葉で く く る。 その開発目標は以下のよ う に分

かれる。 I） 大気環境濃度測定が可能なセンサの開発。 II）

センサ・ ステーシ ョ ンの開発 : 　 化学センサがプラ グ イ ン

された多数のセンサ・ ステーシ ョ ンの結合によ り センサ・

ネ ッ ト ワーク が構成される。III） センサ と センサ・ ステー

シ ョ ン間のプロ ト コルの開発 : プロ ト コルを公開する こ

と に よ り オープ ンプ ラ ッ ト ホーム型のセ ンサ ・ ス テー

シ ョ ンが可能と なる。 IV） 匿名 LAN の開発 : 個人携行あ

るいは家庭で使用する ためには位置情報以外の個人情報

を秘匿する必要があ る。

　 以下のセンサ仕様に基づいてセンサを検討し た。 対象

物質 : （都市域の） 大気濃度レベルの NO2 ,NO ,O3 , エア ロ

ゾル， VOC （BTX）， （（NMH ,HNO3 ,SO2）） ； 時間分解能 ：

　 ～ 20min 以下。 このプロ ジェ ク ト では主 と し て NTT 環

境エネルギー研究所が実用化に成功し た蓄積型 ・ 化学セ

ンサであ る固相比色法によ る研究開発を行 う 。 開発が先

行し た NO2 についてはセンシング部分を よ り マイ ク ロ化

し， さ らに光フ ァ イパー技術によ り センサ部分 と データ

処理部分を切 り 離し た。 こ の技術は個人携行センサ ・ ス

テーシ ョ ンの開発には必須の技術であ る。 VOC について

は赤外吸収によ るセンサチ ッ プの開発を目標 と し て多孔

質剤の探索を行い， 多孔質セルロース アセテー ト が良好

な性能を示し たので， ベンゼン， ト ルエン， アセ ト ン蒸

気の吸着および赤外線スペク ト ルの測定を行った。 その

他の固体化学センサ と し て， 熱的， 化学的安定性に非常

に優れた安定化ジルコ ニア （YSZ） と KNO2 を組み合わ

せた固体電解質 ・ 電位検出型 NOx センサ素子を製作し

ppb レベルの NOx 雰囲気におけるセンサ応答特性を検討

し た。

　 センサ ・ ネ ッ ト ワーク システムを流れる情報には個人

情報が含まれる ため匿名性を必要 と する部分が存在する

こ と など，現存するセンサやデータ通信ロガー，及びネ ッ

ト ワーク などには要求されていない条件がセンサ ・ ネ ッ

ト ワー ク には要求 さ れる。 こ れに関する技術的な条件，

サービ ス内容， アーキテ ィ ク チャ， 特にセンサ ・ ネ ッ ト

ワーク に要請される 「センサへの問い合わせ型システム」

に関する詳細な検討を行った。

〔備考〕

（24） 　 釧路湿原の自然環境修復を目的と し た生態系再生

ポテンシャルの推定と最適地抽出

〔区分名〕 文科 - 科研費

〔研究課題コー ド〕 0305CD537
―  243  ―



国立環境研究所年報 （平成 16 年度）
〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○亀山哲 （流域圏環境管理研究プロ ジェ ク ト ）

〔期 　 間〕 平成 15 ～ 17 年度 （2003 ～ 2005 年度）

〔目 　 的〕 湿原再生を考え る際には生態系を無視 し た工

学的技術の適応， また湿原の局所的現象のみに焦点を当

てた研究では， 実質的成果を上げる こ と はでき ない。 こ

の問題解決のためには流域全体を見渡し， 湿原流域の歴

史的変遷 と 過去の湿原痕跡の分析を通し て湿原本来の自

然復元力 （水文特性 ・ 物質輸送形態の修復等） を最優先

する と い う 側面か ら科学的に と ら えなおす必要があ る。

本研究の目的は， 日本最大の湿原であ る釧路湿原および

その河川流入部に点在する未利用地を対象 と し， 湿原環

境再生のために， ど こ の場所で， どのよ う な方策を と れ

ば湿原が最も適性に再生され う るか検討し， 候補地の抽

出と ゾーニングを行 う こ と であ る。

〔内容および成果〕

　 研究次年度では， 河川構造改変に関わる空間情報解析

と それに活用する リ レーシ ョ ナルデータベースの構築に

重点を置き主に GIS を活用し て作業を行った。 １ ） デー

タベース構築 ： 釧路川流域 と 日本全国を対象 と し， 河川

ネ ッ ト ワー ク， 河川改修区間， 基幹農業用排水路区間，

河川内横断構造物， 水生生物等。 ２ ） 空間情報解析及び

マ ッ ピ ング ： 特に湿原植生群落構造の変化に最大の影響

を与え る土砂供給源の特定を目的 と し， 2 時期の河川ラ

イ ンデータ と 100mDEM および湿原ポ リ ゴンを用い， 河

川 リ ーチご と の屈曲度 と 河川縦断勾配の変化量から河床

侵食ポテンシ ャル （河床崩壊予測値） を算出し た。 次に

GIS の中で抽出された各ポテンシ ャルのポイ ン ト データ

値 と 実際の湿原流入河川に於け る 河川崩壊区間の測量

データ を演算し た。 本解析結果を基に土砂生産が確実 と

考え られる立地条件の閾値を求め， 釧路湿原流入河川全

域に適用し て崩壊地点の広域的予測を実現し た。 最終ス

テ ッ プでは， 各サブ流域の崩壊地点数を ク ロ ス集計し，

土砂流入イ ンパク ト を個々の水系単位で定量化し た。

　 開発技術の特許出願 ： 今回研究代表者が開発し たアル

ゴ リ ズムについては名称 「流域内河川区間識別方法」 と

し て平成 16 年 4 月特許出願を行った。

〔備考〕

（25） 　 発生工学技術を用いた希少鳥類種の維持 ・ 増殖法

の開発に関する研究

〔区分名〕 文科 - 科研費

〔研究課題コー ド〕 0304CD574

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○川嶋貴治 （環境研究基盤技術ラ ボラ ト リ ー）

〔期 　 間〕 平成 15 ～ 16 年度 （2003 ～ 2004 年度）

〔目 　 的〕 鳥類における発生工学技術を用いれば， 始原生

殖細胞 （胚発生の一時期に出現する精子や卵子の祖細胞）

を移植し た生殖巣キ メ ラ から子孫個体を創出する こ と が

可能であ る。 こ の技術は， 絶滅危惧種問題を解決する た

めの新手法 と な る可能性が高いにも関わ らず， 実際の希

少種に適用するには， 乗 り 越えなければな ら ない問題が

多いのも現状であ る。 そのなかで も， 生殖巣キ メ ラ を効

率良 く 作出する ために， 始原生殖細胞の機能を保持し た

ま ま， 生存 ・ 増殖する培養系の開発が強 く 求め られてい

る。 本研究では， 始原生殖細胞の試験管内培養法の開発

を目指す。

〔内容および成果〕

　 本研究の結果， 初期胚由来の線維芽細胞 と の共培養系

において， 少数の （最低 １ 個か ら の） 始原生殖細胞が増

殖し， コ ロ ニーを形成する も のが観察された。 こ の結果

は， 体細胞か ら放出される因子によ って， 始原生殖細胞

の生存 と 増殖が促進される こ と を示し ている。 しかし な

がら， 鳥類の始原生殖細胞に発現し ているサイ ト カ イ ン

レセプター等については不明であ る ため， 培養下で増殖

性を向上させる こ と は極めて困難であった。 そ こ で， 鳥

類の始原生殖細胞に特異的に発現する遺伝子の同定を行

う ために，単離し た始原生殖細胞から cDNA ラ イブラ リ ー

を作製し た。 約 35,000 個のニ ワ ト リ 始原生殖細胞か ら

RNA の抽出を行い， 約 20ng の total RNA を回収し た。

SMART 法を用いる こ と で， このよ う な微量な RNA から

も，完全長 cDNA ラ イブラ リ ーを作製する こ と ができ た。

本研究で作製し た cDNA ラ イブラ リ ーにおいて， vasa や

c-kit に代表される生殖細胞特異的な遺伝子の発現を確認

し た。

〔備考〕

（26） 　 可搬型超伝導 ミ リ波大気分子測定装置の開発 

(2) オゾン ・ ClO ・ 水蒸気変動の解析と モデル化

〔区分名〕 JST

〔研究課題コー ド〕 0307KB571

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○中根英昭 （大気圏環境研究領域）， 秋吉英治

〔期 　 間〕 平成 15 ～ 19 年度 （2003 ～ 2007 年度）

〔目 　 的〕 本研究のねらいは， （ １ ） CREST で進めてき た

チ リ 共和国ラ ス ・ カンパナス天文台におけ る ClO の観測

を継続し， あわせて （ ２ ） 小型 GM 冷凍機や分光計の小
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型化， 多周波同時受信等の改良を行 う 。 さ ら には， （ ３ ）

開発し た小型装置をチ リ 北部の標高 5000m の砂漠地帯に

設置し， さ らに高精度のオゾン ・ ClO 測定， 水蒸気 (H2O)

および HOx, NOx と いったオゾン層破壊物質の定量を行

い， オゾン層破壊の メ カニズムを多角的に解明する こ と

にあ る。

〔内容および成果〕

　 多周波同時受信 ミ リ 波分光計によ って観測されるオゾ

ン， 成層圏のオゾン層破壊関連物質， 水蒸気の時間変化

を理解する ために， データ解析ツールの整備を行った。

これは， 欧州中期予報セン ター （ECMWF）， 米国環境予

報セン ター （NCEP） データ等の三次元グ リ ッ ドデータか

ら任意の観測地点上空の気温鉛直分布等の気象要素をグ

ラ フ化でき る よ う にする も のであ る。 また， 東京大学気

候システムセン ター／国立環境研究所 （CCSR/NIES） 大

循環モデルに ECMWF あ るいは NCEP データ を取 り 込ん

で現実の大気におけ る 輸送 と 化学反応の効果を シ ミ ュ

レー ト する こ と ので き る数値モデル （化学輸送モデル）

について， 観測データ と の比較を行 う ために長期間積分

を開始し た。

〔備考〕

課題代表者 ； 名古屋大学福井康雄

（27） 　 ジ フ ェ ニルアルシン酸等の健康影響に関する調査

研究 　 （分析班）

〔区分名〕 日本科学技術振興財団

〔研究課題コー ド〕 0307ZZ476

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○柴田康行 （化学環境研究領域）

〔期 　 間〕 平成 15 ～ 19 年度 （2003 ～ 2007 年度）

〔目 　 的〕 神栖の地下水汚染事例に対応し， 各種環境試料

中のジフ ェ ニルアルシン酸および関連化合物の分析法を

開発する と と もに精度管理体制を整える。

〔内容および成果〕

　 班員の間で開発された複数の異な る ジフ ェニルアルシ

ン酸分析法の相互比較 と 精度管理を行 う ために， 班員の

東京大学グループがジフ ェニルアルシン酸投与の動物の

毛か ら 均質化試料を作成し た。 こ れを共通試料 と し て，

その中に含まれる ジフ ェニルアルシン酸の濃度の測定を

実施し， 班員相互で比較を行った。 我々も含めて過半数

のグループがほぼ同等の濃度を報告し てお り ， 手法の信

頼性が確認された。

〔備考〕

全体は分析班， 毒性班， 臨床班， 疫学班の ４ つによ って

構成されている。

（28） 　 環境文学にみられる有害汚染物質の生態影響に関

する研究

〔区分名〕 経常

〔研究課題コー ド〕 0405AE334

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

重点 3-1 内分泌か く 乱化学物質の総合的対策に関する研

究

〔担当者〕 ○多田満 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究プ

ロ ジ ェ ク ト ）

〔期 　 間〕 平成 16 ～ 17 年度 （2004 ～ 2005 年度）

〔目 　 的〕 客観的 ・ 科学的な事実に哲学的 ・ 詩的な思索を

付与し た新しい形式の環境文学は， 人間 と 自然 と の関係

について， 生物学， エコ ロ ジー， 政治， 経済， 宗教， 倫

理など多角的な視点か ら洞察を行っている。 これまで有

害汚染物質の生態影響は環境科学の視点で研究がな され

て き たが， こ のき っかけ と なったレ イチェル ・ カーソ ン

の 『沈黙の春』 を始め と する文学を通し て一般市民の知

る と こ ろ と なった。 これら文学に有害汚染物質の生態影

響はいかに取 り 上げられたかを時代順に科学的な記述の

比較検討を行い明らかにする。

〔内容および成果〕

　 『沈黙の春』 では， 主 と し て農薬の野外の生態影響の観

点か ら様々な科学的データ を示し て， 有害汚染物質が関

わる こ と で食物連鎖を 「毒の連鎖」 と 表現し て， 人への

影響や さ ら には複合影響について も 触れてい る。 一方，

有吉佐和子の 『複合汚染』 では， 人の健康影響の観点か

らデータの解析を行い複合影響の重大さ を示し て， 人に

直接関わ り のあ る海産物など野外の生態影響について も

触れている。 カーソ ンは科学者の立場で も って膨大な科

学データの解析を行い一般市民に向けて問題提示を行っ

ているが， 有吉は一般市民の立場から科学データの解析

に と ど ま らず， 生活者か らの直接の対話で も って問題提

示をおこ なっている。

〔備考〕

（29） 　 藻類の化学物質吸収能力に関する研究

〔区分名〕 経常

〔研究課題コー ド〕 0404AE335

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○中嶋信美 （生物多様性研究プロ ジェ ク ト ）

〔期 　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔目 　 的〕 ビ ス フ ェ ノール A （BPA） は世界で年間 200 万
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ト ン以上生産されてお り ，環境中へ大量に流出し ている。

その河川中の濃度は放出後速やかに減少する こ と か ら，

おそ ら く 大部分は河川中のバク テ リ アや藻類などによ っ

て， 吸収あ るいは分解されている と 考え られているが メ

カニズムは不明であ る。 河川中で BPA が速やかに減少す

る原因に藻類が関与し ているかど う かを明ら かにする た

めにも， 河川でよ く 見られる藻類が BPA を吸収 ・ 代謝す

るのかど う か試験を行 う 。

〔内容および成果〕

　 研究対象と する 微細藻類は以下のと おり 。 Selenastrum

capricornutum, Scenedesmus acutus, Scenedesmus quadricauda,

Micractinium pusillum, Coelastrum reticulatum, Cyanophora

paradoxa, Gonium pectorale, Carteria cerasiformis, Achnanthes

minutissima, Euglena mutabilis。 こ れら の無菌培養し た藻類

BPAを 10 ppm になる よ う に加えたと こ ろ，Euglena mutabilis

を除く ９ 種では投入後 10 日程度で培地中のビス フェ ノ ー

ル A 濃度が有意に減少し た。 さ ら に Scenedesmus acutus,

Scenedesmus quadricauda, Selenastrum capricornutum,

Coelastrum reticulatum の４ 種は培地に BPA の代謝産物と 思

われる 新たな物質の放出が認めら れた。こ れら の代謝産物

を精製し て構造決定し たと こ ろ BPA-β-mono-glucoside で

ある こ と が明ら かと なった。

〔備考〕

（30） 　 質量分析法を用いたラジカルの検出と反応に関す

る研究

〔区分名〕 経常

〔研究課題コー ド〕 0408AE338

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○猪俣敏 （大気圏環境研究領域）

〔期 　 間〕 平成 16 ～ 20 年度 （2004 ～ 2008 年度）

〔目 　 的〕 大気中において ラ ジカルは極めて反応性が高

いために様々な大気中での反応に関与し てお り ， これら

ラ ジカルの反応を明ら かにする こ と は大気化学を理解す

る う えで必要であ る。 しかし， ラ ジカルの反応を研究す

る場合，ラ ジカルは反応性が高いために低濃度の条件で，

さ らに短時間での測定が必要にな る。 本研究ではこれら

の条件が可能な方法の 1 つであ る質量分析法を用いて，

ラ ジカルの高感度検出を行い， さ らに ラ ジカル反応の研

究を行 う 。

〔内容および成果〕

　 レーザー光分解法－光イ オン化質量分析法を用いて，

HO2 ラ ジカル と水蒸気の反応で HO2-水錯体が生成する熱

平衡反応について調べた｡ HO2 ラ ジカルは， 塩素分子の

351nm 光分解で生じ る塩素原子 と エタ ノール と の反応で

で き る エ タ ノ ール ラ ジ カル と 酸素分子の反応で生成 し

た。 HO2 ラ ジカルが水 と の反応によ って減衰し てい く 様

子を，光イオン化質量分析計を用いて測定し た｡ HO2 ラ ジ

カルのイオン化には Ar の 11.6， 11.8eV の共鳴線を用い

た。233 ～ 263K の温度範囲で，水 と の反応によ る HO2 ラ

ジカルの減衰が見られ， その減衰プロ フ ァ イルを解析す

る こ と によ って， 各温度での HO2 + H2O ⇔ HO2 ・ H2O 反

応の平衡定数を決定し た｡求ま った平衡定数よ り ， 2- 水錯

体は， 室温でも相対湿度の高い条件では， HO2 ラ ジカル

と同程度の量存在する こ と が見積られ， HOx 化学の再考

察の必要性が示唆された。

　 光イオン化質量分析計でのHO2-水錯体の検出を試みた

が， 親イオンのシグナルは検出されなかった｡ただ， 質量

数 34 （H2O2
+ に相当） に生成物由来のシグナルが検出さ

れ，これが HO2- 水錯体のフ ラ グ メ ン ト イオンのシグナル

と考え られた｡

〔備考〕

（31） 　 大気中塩化メ チルの動態解明に関する研究

〔区分名〕 経常

〔研究課題コー ド〕 0404AE395

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○横内陽子 （化学環境研究領域）， 斉藤拓也

〔期 　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔目 　 的〕 主要な大気中ハ ロ カーボンであ る塩化 メ チル

について， その濃度変動 と 環境要因 と の関係を明ら かに

する。

〔内容および成果〕

　 前年度までに確立し た氷床コ ア中の塩化 メ チル測定法

を南極ドームふじ コ ア （深さ ： 120 ～ 1300m） に適用し

た。 その結果， 塩化 メ チルは， 0.1 ～ １ 万年前の間氷期に

おいて 530±40 ppt の比較的安定し た濃度で存在し た こ と

が示された。 こ の濃度レベルが， 現在の大気中濃度や極

域のフ ィ ルン空気や浅層コ アの分析から報告されている

過去数百年の濃度 と ほぼ等しい こ と から， 大気中塩化 メ

チルは気候が安定し ていた過去一万年間の間氷期を通し

て安定し た濃度レベルを保っていた こ と が明ら か と なっ

た。 一方， 氷期におけ る 塩化 メ チル濃度は現在 よ り も

200ppt 以上高 く ， 特に約 ２ 万年前の最終氷期最寒期にお

いては現在の約 ８ 倍に相当する非常に高いレベルにあっ

た可能性が示された。 氷期に塩化 メ チル濃度が高かった

原因と し て， １ ） 低い OH ラ ジカル濃度によ る大気から

の塩化 メ チル除去量の減少， ２ ） 海水中のバク テ リ アに
―  246  ―



国立環境研究所年報 （平成 16 年度）
よ る塩化 メ チルの取 り 込み量の減少， ３ ） 陸域への海塩

粒子輸送量の増大に よ る陸上植物か ら の放出量の増大，

４ ） 生物生産の高い海洋か ら の放出量の増大， などが考

え られた。

〔備考〕

共同研究者 ： 中澤高清， 青木周司 （東北大学大気海洋変

動観測研究セン ター）

旧研究課題コード ： 0203AE471

（32） 　 勝連 ト ラバーチン舗装工のヒー ト アイ ラ ン ド 現象

抑制効果の定量化研究

〔区分名〕 経常

〔研究課題コー ド〕 0404AE406

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○一 ノ瀬俊明 （地球環境研究セン ター），新津潔

〔期 　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔目 　 的〕 沖縄県勝連町周辺で豊富に算出する有孔虫石

灰岩を素材と し て， 「勝連 ト ラバーチン」 と い う 特殊舗装

材料が開発 ・ 生産されている。 その特長 と し て， コ ン ク

リ ー ト など と 比較し た場合の日射によ る表面温度上昇に

対する抑制効果が指摘されていたが， その メ カニズム解

明を含め， 効果の定量的評価が課題 と なっていた。 国立

環境研究所敷地南縁の日当た り のよい平地 （草地） を整

地し て， ト ラバーチン及び対比実験用のコ ン ク リ ー ト ブ

ロ ッ ク を敷設し， 躯体内温度， 躯体底面熱流量， 躯体表

面の放射特性な ど を両者で比較する ための観測実験を，

気象観測と と もに実施し た。

〔内容および成果〕

　 前年度に取得されたデータの詳細な解析を行った。 ト

ラバーチンでの日変化の振幅はコ ン ク リ ー ト に比べ小さ

い。 ２ 深度間の温度差から読み取れる躯体内熱流の向き

は， コ ン ク リ ー ト が ７ ～ 16 時に下向きであ るのに対し，

ト ラバーチンでは ７ ～ 17 時に下向き と なっていた。躯体

底面に向けて日射を受けた躯体表面か ら の熱が伝わ り ，

８ 時過ぎ よ り 躯体底面か ら直下の土壌に伝わる熱フ ラ ッ

ク スは正に転ずる。 19 時過ぎに躯体底面温度が土壌の温

度を下回る まで低下し， 熱フ ラ ッ ク スは再び負に戻る。

一方 ト ラバーチンでは日変化の振幅は非常に小さ い。 日

中も躯体内温度の上昇は小さ く ， 躯体底面か ら直下の土

壌に伝わる熱フ ラ ッ ク スは小さい。以上よ り ，コ ン ク リ ー

ト では躯体直下の土壌に も大き な蓄熱があ り ， 夜間はそ

の熱が再び躯体に供給される と 考え られる。 一方， コ ン

ク リ ー ト 表面のアルベ ド を ト ラバーチンのそれに近づけ

た条件での対比実験を秋季に実施し た結果には， 夏季の

事例で確認された両者の関係が， そのオーダーが変わ り

こ そすれ基本的に確認された こ と か ら， ト ラバーチンの

熱的な特性は， その高いアルベ ド のみに由来するのでは

な く ， 比熱などの熱物性値に も大き く 関係し ている こ と

が示唆された。

〔備考〕

研究代表者 ： 一 ノ瀬俊明

共同研究機関 ： 株式会社三柱

共同研究者 ： 新津潔 （地球環境研究セン ター）， 小野塚孝

（株式会社三柱）， 神野充輝 （株式会社三柱）

平成 15 年度 （2003 年度） 寄付と し て関連課題を実施。

（33） 　 長大立坑で生成する雲粒の粒径を決定する過程に

関する研究

〔区分名〕 経常

〔研究課題コー ド〕 0405AE433

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○内山政弘 （大気圏環境研究領域）

〔期 　 間〕 平成 16 ～ 17 年度 （2004 ～ 2005 年度）

〔目 　 的〕 これまで雲粒の分布 （個数濃度および粒径） に

効果を及ぼす要因は主に凝縮核の濃度であ る と 考え られ

て き た。 しか し， これまでの長大立坑での雲粒観測は凝

縮核濃度 と 共に， 上昇気流の乱流状態も雲粒径の決定に

影響を及ぼし てい る可能性があ る こ と を示唆し てい る。

本研究の目的はこ の仮定を検証する こ と にあ る。 長大立

坑で微細な空間の水蒸気濃度 と 温度を高速 ・ 高精度に観

測する こ と によ り 水蒸気濃度 と 温度が離散的に変動し て

いる状況を行観測する。

〔内容および成果〕

　 確度 0.01K， 精度 0.001K の高速温度センサ， および観

測履歴を持たず， 30msec 以内に測定が完了する高速水蒸

気濃度センサを複数個用いて， 時間的 ・ 空間的な温度変

動および水蒸気濃度変動の測定を行った。 同時にエア ロ

ゾルセンサを用いて鉛直方向の雲粒濃度の変動を計測し

た。 さ らに， 雲低から 40 ～ 50m の位置にて立坑内の乱

流場の計測と凝縮核粒子の連続測定を行った。

〔備考〕

（34） 　 高速液体ク ロマ ト グラ フ－質量分析法を用いた ト

ルエンからの光化学エアロゾル生成の反応 メ カニズ

ムの検討

〔区分名〕 奨励

〔研究課題コー ド〕 0404AF468

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕
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〔担当者〕 ○佐藤圭 （大気圏環境研究領域）

〔期 　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔目 　 的〕 二次有機エア ロ ゾル生成予測モデルの問題点

と し て， 例えば， 半揮発性物質が粒子内の酸化反応で不

揮発化する こ と を無視し てい る こ と が挙げ ら れてい る。

こ のよ う な反応をモデル化するには， 代表的な反応が何

であ るかを明ら かにする必要があ る。 本研究では， まず

二次有機エア ロ ゾルの組成の解明し， 主要な気相生成物

は粒子中で別な組成に変換されるか， 変換されている場

合それは何か，を順次明らかにする方法を と った。HPLC/

MS 法を用いて， （ １ ） 既知の組成について保持時間 と質

量スペク ト ルのデータベース を構築し， （ ２ ） チャ ンバー

で生成し た二次有機エア ロ ゾルの定性分析で新組成がな

いかを調べ， （ ３ ） 定量分析を行って組成分布を決定し，

（ ４ ） 得ら れた組成分布 と 気相反応生成物 と の比較を基

に， 今後， どのよ う な組成の生成機構を重点的に研究す

べきかを明らかにする こ と を目的と し た。

〔内容および成果〕

　 チャ ンバー内のVOCの酸化反応で二次有機エア ロ ゾル

を生成し， それを フ ィ ルター上に捕集し， 試料の抽出及

び濃縮を行った後に分析を行った。 揮発性炭化水素 と し

て ト ルエン，1,3,5- ト リ メ チルベンゼン及びシ ク ロヘキセ

ンを用いた。 例 と し てシ ク ロヘキセンについて得られた

結果は以下の とお り だった ： （ １ ） 既知の二次有機エア ロ

ゾル組成約 90 種類について， HPLC/MS 法によ る保持時

間， 質量スペク ト ル及び検出感度を調べ， 基礎的なデー

タ を取得し た ； （ ２ ） 定性分析の結果， オ リ ゴマー分子や

置換型ジカルボン酸を新たな組成 と し て発見し た ； （ ３ ）

定量分析の結果， 二次有機エア ロ ゾルの主成分はジカル

ボン酸であ る こ と が再確認された ； （ ４ ） 得られた組成分

布 と 気相反応生成物 と の比較か ら， オキ ソ カルボン酸類

か ら ジカルボン酸類への反応過程を， 今後重点的に解明

し てい く 必要があ る こ と があ ら ためて示唆された。 新た

に発見されたオ リ ゴマー分子も， ジカルボン酸に次いで

重要なカテゴ リ ーであ る。 今後， 生成過程の解明が必要

であ る。

〔備考〕

（35） 　 興奮性および抑制性神経伝達物質の in vivo 同時濃

度定量化法の研究

〔区分名〕 奨励

〔研究課題コー ド〕 0405AF491

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○渡邉英宏 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ）， 三森文行， 高屋展宏

〔期 　 間〕 平成 16 ～ 17 年度 （2004 ～ 2005 年度）

〔目 　 的〕 環境研究の重要課題の一つと し て， 環境の ヒ ト

への影響が挙げ ら れる。 特に環境が脳に与え る影響は，

重要課題の一つ と し て今後注目 さ れてい く と 考えてい

る。 こ の脳を と ら え る指標の一つ と し て， 情報伝達に重

要な役割を担っている グルタ ミ ン酸およびγ－ア ミ ノ酪

酸 （GABA） が挙げられる。 これまでの研究成果によ り ，

局所励起 2D Constant Time (CT) COSY 法を用いる こ と で，

従来， 高磁場において も困難であった これ等の神経伝達

物質の ヒ ト 脳内での同時検出に成功し た。 今回の研究で

は， これを発展させ， 神経伝達物質の濃度定量化を目指

す。

〔内容および成果〕

　 局所励起 2D CT-COSY 法は，コ ン ス タ ン ト タ イ ム長 Tct

によ り T2 緩和の影響を受ける。 このため， 定量化には，

T2 補正が必要であ る。 この基礎検討 と し て， グルタ ミ ン

酸試料を用いてピーク体積の Tct 依存性の評価を行った。

具体的には， Tct を変化させながら， 上記方法によ り スペ

ク ト ルを取得し，Tct と得られたピーク体積 と の関係を評

価し た。 こ の結果， 1H-1H カ ッ プ リ ン グに よ り 周期的に

ピーク体積が変化する様子を と ら え る こ と ができ た。 本

実験の結果から， Tct を変化させて取得し た少な く と も 2

セ ッ ト のスペク ト ルを用いて T2 補正が可能であ る と考え

ている。

〔備考〕

（36） 　 遠隔計測分光パラ メ ータの精密取得 ・ 評価に関す

る研究

〔区分名〕 奨励

〔研究課題コー ド〕 0404AF355

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○森野勇 （大気圏環境研究領域）， 杉本伸夫，

中根英昭

〔期 　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔目 　 的〕 最近の地球大気観測では １ %を切る精度で存在

量の導出が要求されている。 こ のために， 高精度分光パ

ラ メ ータは必須であ るが絶対的に不足し， 評価も不十分

であ る。 実際は， 実験室分光装置の不安定性， 測定条件

の不確定性等のために，精度が と こ ろど こ ろ精度が 10 ～

20% 以上で大気観測に耐えれない部分が残されている。

本研究では， 実験室測定 と 大気観測 と 相互比較し， 全体

と し て ３ % よ り 良い精度分光パラ メ ータの取得を目指
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す。

〔内容および成果〕

　 実験室分光測定及び大気観測の分光計は環境研の大気

観測用フー リ エ分光計 Bruker IFS 120HR を用いた。 吸収

ガスセル， 排気系， 光学系を新規設置し， 実験室で強度 ・

プロ フ ァ イルを測定可能な環境を整備し た。 二酸化炭素

の 2 ミ ク ロ ン帯の吸収スペク ト ルで装置の評価を行い，

目的が達成でき る目処がついた。 太陽光を光源 と し た大

気微量成分の観測装置は， 装置の改修を行い一層の高感

度化を行った。 観測データの解析プロ グ ラ ムの導入 と 動

作確認を行い， 二酸化炭素 1.6 ミ ク ロ ン帯のを行い大気

中存在量を求めた。 こ の結果を踏まえ， 分光装置の性能

や分光パラ メ ータの影響を検討し た。

〔備考〕

（37） 　 鳥類における異種間生殖巣キ メ ラの作出に向けて

〔区分名〕 奨励

〔研究課題コー ド〕 0404AF377

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○川嶋貴治 （環境研究基盤技術ラ ボ ラ ト リ ー），

今里栄男

〔期 　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔目 　 的〕 本研究では鳥類の始原生殖細胞 （精子や卵子の

祖細胞） の胚間移植技術を異種間に適用し， 移植し た異

種の始原生殖細胞由来の子孫個体作出を目指す。 具体的

には， 野生鳥類 （ニホンキジ） の始原生殖細胞を繁殖力

の強い鳥類種の胚に移植し て得た個体 （生殖巣キ メ ラ）

の生殖巣内の ド ナー細胞 （移植始原生殖細胞） を遺伝子

レベルで検出する方法の開発 と と も に， 性判別を事前に

行 う こ と によ って移植始原生殖細胞由来個体の効率的作

出を目的とする。

〔内容および成果〕

　 １ ） 異種間生殖巣キ メ ラの作出効率を高める ためには

ド ナーPGC と レシピエン ト 胚の性別を一致させる必要が

あ る こ と か ら， 野生鳥類種の微量細胞か ら簡易に性判別

する方法を開発し た。 鳥類の性染色体は， Z と W を用い

て表し， 雄は ZZ， 雌は ZW と なる。 W 染色体特異的配

列を解読する こ と で，雌を検出する PCR 用プラ イマーを

設計し た。

　 ２ ） ド ナー細胞特異的な遺伝子配列を同定し， そのプ

ラ イ マーを設計する こ と で， 異種間生殖巣キ メ ラ におけ

る生殖巣内 ド ナー細胞の検出法を開発し た。 ニワ ト リ と

ニホンキジのゲ ノ ム DNA (Met proto-oncogene) の一部配

列と ミ ト コ ン ド リ ア DNA の NADH dehydrogenase subunit

2 (ND2) 遺伝子に着目し，遺伝子配列の解読および相同性

の比較によ り ， ニホンキジ特異的配列を増幅する PCR 用

プラ イマーを設計し た。

　 ３ ） ニワ ト リ / ニホンキジ間での異種間生殖巣キ メ ラ

の う ち雄 ３ 個体 （全 ７ 個体） の精液か ら ニホンキジのシ

グナルを検出し， こ のシグナルは １ 年を経過し た現時点

で も減衰する こ と な く 出続けてお り ， 異種間での免疫系

によ る排除が行われないこ と を明らかにし た。

〔備考〕

（38） 　 環境汚染修復のための新規微生物の迅速機能解析

技術の開発

〔区分名〕 環境 - 委託請負

〔研究課題コー ド〕 0408BY387

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○板山朋聡 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 稲森悠平， 水落元之， 岩見徳雄，

久米博

〔期 　 間〕 平成 16 ～ 20 年度 （2004 ～ 2008 年度）

〔目 　 的〕 微生物の多様な機能 （有害物質分解等） を環境

浄化に活用する こ と を目的 と し， 微生物細胞を操作， 培

養， 維持可能なマ イ ク ロ リ ア ク ターや， 細胞の呼吸活性

や基質利用特性など を測定するマ イ ク ロセンサー等を同

一チ ッ プ上に集積し， マ イ ク ロデバイ ス化し た細胞機能

解析シス テムを開発する こ と で， これまで困難であった

微生物の迅速 ・ 並列 ・ 網羅的な機能解析が可能な革新的

な技術を確立する こ と を目標とする。

〔内容および成果〕

　 新規微生物の迅速機能解析のためには， 培養せずに微

生物の単一細胞活性を測定でき る システムを開発する こ

と が鍵 と な る ため， 極微小な単一細胞レベルでの微生物

活性の超高感度センシングシス テムの開発が も っ と も重

要な課題 と な る。 そ こ で， 本年度は代謝測定で重要な酸

素等を測定可能なマ イ ク ロ電気化学センサーの開発を重

点研究課題 と し た。 先ず始めに， 高感度測定が可能な電

気化学走査顕微鏡 （SECM） システムを活用し， ガ ラ ス基

板にフ ォ ト リ ソ グ ラ フ ィ ーで作製し た直径約 30 ～ 50 ミ

ク ロ ン，深さ 20 ミ ク ロ ンの円形の微小ウ ェルの中に入れ

た数細胞か ら数十細胞のシア ノ バク テ リ ア （ ミ ク ロ キ ス

テ ィ ス） の光合成時の酸素発生を SECM の微小プローブ

（先端径 10 ミ ク ロ ンの白金電極） によ り 測定する こ と を

行った。 その結果， 10 細胞以下であって も光照射 と同期

し て酸素濃度の上昇を電気化学的に検出す る こ に成功

し， 単一細胞レベルで微生物活性測定が可能であ る こ と
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が実証化でき た。

　 次に， 微小なバク テ リ アレベルでの単一細胞の活性を

迅速に測定する ためには， マイ ク ロ電気化学センサーの

チ ッ プ化が必要にな る。 そ こ で， ガ ラ ス基板の上に， 白

金のマ イ ク ロパターン電極を フ ォ ト リ ソ グ ラ フ ィ ーで作

製し， その上に微小ウ ェル （40 ミ ク ロ ン × 40 ミ ク ロ ン，

深さ 14 ミ ク ロ ンの角穴） を SU8 （エポキシ系の光硬化樹

脂） を用い て フ ォ ト リ ソ グ ラ フ ィ ーに よ り 作製 し た。

SECM を用いた場合 と同様に， 十細胞程度でのシア ノ バ

ク テ リ ア （ ミ ク ロ キ ステ ィ ス） の光合成時の酸素発生を

検出する こ と ができ た。 さ ら に， 微生物の機能解析のた

めには， 微小ウ ェル中での微生物代謝量を定量測定する

こ と が重要 と な る。 そのためには， 完全に密閉し た微小

ウ ェルを作製し， その中で電気化学測定を行 う こ と が必

要であ る。 今回， 作製し た微小ウ ェルの上にふたを し て

完全な密閉系を作製し， こ の微小閉鎖空間内で電気化学

的に活性のあ る基質を用いた定電位電解法によ る クーロ

メ ト リ ー測定を実施し た。 その結果， 微小ウ ェル内に存

在する基質は， 時間 と と も に消費され， 電解電流値は指

数関数的に減少する こ と が認められた。 このこ と に加え，

電流積分値か ら求めた反応基質モル数 と 微小ウ ェル内に

充填し た基質のモル数 と を体積誤差や濃度誤差を考慮し

比較 し た結果か ら も， 微小閉鎖空間に よ る ク ー ロ メ ト

リ ー測定が可能であ る こ と が実証化でき た。

　 また，チッ プ化のためには，電位の基準を設定する Ag-

AgClなどの リ フ ァ レ ン ス電極をチッ プ上に作製する こ と

も重要と なる。 そ こ で， ５ ミ ク ロ ン程度の Ag-AgCl の微

小 リ フ ァ レ ン ス電極を作製する ために， 微小白金パター

ン上への微小銀 メ ッ キ手法について検討し た結果， 白金

面の上に均一に銀 メ ッ キする こ と に成功し， 銀の微小 リ

フ ァ レ ン ス電極の作製に成功し た。

　 これらのマ イ ク ロ電気化学センサーの研究開発 と と も

に， チ ッ プ上での細胞操作技術の基礎 と な る高周波電場

を用いた誘電泳動法について も検討し た。 その結果， 数

100kHZ ～数 MHz の範囲で数 ミ ク ロ ンの微粒子を移動す

る こ と ができ たが，微生物細胞の移動のためには 40Ｖ 程

度の高い印可電圧が必要であ り ， 細胞活性への影響など

について， 今後， 詳細に検討する必要があ る こ と が解っ

た。

　 以上の成果は， 今後， 新たな計測手法で新規微生物を

迅速に機能解析する ための， チ ッ プ化された微生物機能

解析システムの構築を行 う 上で重要な要素技術 と する こ

と ができ た。

〔備考〕

共同研究機関および担当者 ： 東北大学大学院環境科学研

究科末永智一教授， 珠玖仁助助教授， 京都大学生態学研

究セン ター 　 川端善一朗教授

（39） 　 亜熱帯における塩化 メ チル放出植物の検索と塩化

メ チル放出量を支配する環境要因の解明

〔区分名〕 文科 - 科研費

〔研究課題コー ド〕 0405CD479

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○横内陽子 （化学環境研究領域）

〔期 　 間〕 平成 16 ～ 17 年度 （2004 ～ 2005 年度）

〔目 　 的〕 熱帯 ・ 亜熱帯林は塩化 メ チルの主要な発生源で

あ るが， 個別植物の調査例は少な く ， どのよ う なカテゴ

リ ーの植物が塩化 メ チルを放出するのか， その放出量を

支配する要因は何かなどについては全 く 不明であ る。 本

研究では， 塩化 メ チルの地球環境におけ る役割の解明お

よびその濃度変動の将来予測のために， 広範な亜熱帯植

物を対象に塩化 メ チル放出植物の検索を行 う と 共に， そ

の放出量を支配し ている環境要因の解明を目指す。

〔内容および成果〕

　 塩化 メ チル放出植物を ス ク リ ーニングする ためにバイ

アル瓶法の検討を行った。 切 り 取られた葉か らの塩化 メ

チル放出量は， 自然状態の葉か らの放出量 と よい一致を

示し， こ の手法が簡易なス ク リ ーニング法 と な る こ と を

確認し た。 これを用いて西表島に生育する主要植物の う

ち約 200 種について調査し た結果， 33 種が塩化 メ チルを

放出し， 最大放出量は 10µg/g （葉乾燥重量） を上回る こ

と が分かった。 大型の温室内にポ ッ ト 入 り の植物を置い

て， 葉か ら の塩化 メ チル放出ガス速度に対する日射およ

び気温の影響を調べる実験を開始し た。

〔備考〕

共同研究機関 ： 琉球大学熱帯生物圏セン ター

（40） 　 超高磁場多核種MRS を用いる脳機能発現の代謝機

構の研究

〔区分名〕 文科 - 科研費

〔研究課題コー ド〕 0406CD489

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○三森文行 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ）， 渡邉英宏， 梅津豊司

〔期 　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔目 　 的〕 4.7T 人体用超高磁場 MRI 分光計の上に整備し

た多核種 MRS 測定法の高度化をはか り ，脳の機能発現に

伴 う 代謝変化を測定 ・ 解析する こ と を目的 と する。 こ の
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ため， 脳機能発現をガ イ ド と する関心領域設定法をシス

テムに付加する こ と， 4.7T の高磁場における EPI 高速イ

メ ージング法を整備する こ と， 1H 局所スペク ト ル測定法

を高感度化し て これまでの 10 分の 1 の測定時間で脳機能

の発現に伴 う 代謝物の変動を捕ら え る方法を開発する こ

と を目標 と する。 さ ら に， 多核種を用いた測定で， 磁気

標識法や， 安定同位体標識法等， 代謝物の代謝速度を計

測でき る測定法の導入をはかる。

〔内容および成果〕

　 4.7T 分光計内において脳賦活を行い， 被験者の状態を

変更する こ と な く 脳の賦活領域に多核種MRS測定法の選

択領域を設定す る ために， ３ 種類の視覚刺激呈示法を

MRIシステムに組み込んだ。その １ はWindowsコ ンピ ュー

タ よ り 生成し た画像を液晶プロ ジ ェ ク ターを介し磁石内

に設置し た半透過性プレー ト に投影する方法， その ２ は

同画像を RF コ イル上に設置し た非磁性液晶モニ タに投

影する方法，その ３ は被験者が装着し た LED ゴーグルに

よ り 0.1 ～ 33Hz のチェ ッ カーボード画像を呈示する方法

であ る。 いずれの場合も EPI パルスシーク エン スに ト リ

ガーを組み込み， RF または TTL 制御で EPI 測定に同期

し た刺激呈示を行え る よ う にし た。 １ の方法を用いて右

手手指運動の脳機能イ メ ージング測定を実施し， 前頭葉

運動野領域において ２ ～ ３ ％の明瞭な賦活信号変化を観

測し た。 また， １ 及び ３ の方法を用いてチェ ッ カーボー

ド を呈示し，視覚刺激に対する後頭葉の賦活も確認し た。

　 脳機能イ メ ージングに用いる EPI 画像の再構成ソ フ ト

ウ ェ アについて も最適化をはか り ，従来の方式に比べて，

再構成にかかる時間を ２ 分の １ 以下に短縮する こ と がで

き た。

　 一方， 1H 信号検出感度の向上をめざ し て新たな多チャ

ンネル信号検出器の設計 と 試作を行った。 後頭葉視覚野

領域をカバーする こ と をめざ し て， ループ型の微少コ イ

ルを組み合わせる ４ チャ ンネル検出器を試作し た。 試作

機はループ径が小さすぎ， 頭部中心まで RF が到達し な

かったが表層部検出で必要と される RF 強度はきわめて

小さ く ， 検出感度の向上を確認し た。 試作機の問題点で

あった狭い測定領域を広げるべ く ， 現在， 改良型の信号

検出器の設計を行っている。

〔備考〕

（41） 　 超高磁場 MRI による人脳内の興奮性及び抑制性神

経伝達物質の無侵襲同時計測法の研究

〔区分名〕 文科 - 科研費

〔研究課題コー ド〕 0406CD492

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○渡邉英宏 （環境ホルモン ・ ダ イオキシン研究

プロ ジェ ク ト ）， 三森文行

〔期 　 間〕 平成 16 ～ 18 年度 （2004 ～ 2006 年度）

〔目 　 的〕 脳内の情報伝達に重要な役割を有する神経伝

達物質には， 人脳内の主要な興奮性の神経伝達物質であ

る グルタ ミ ン酸 と， 主要な抑制性の神経伝達物質であ る

γ- ア ミ ノ酪酸 （GABA） があ り ， 環境の脳への影響モニ

タ リ ングに対し て これ等を in vivo 同時計測する意義は大

きい。 しかし， 従来の方法ではこれ等を分離検出する こ

と は困難であった。 本研究では， 人脳内におけ る グルタ

ミ ン酸および GABA の同時計測法を実現し， 同時濃度定

量化する こ と を目標とする。

〔内容および成果〕

　 まず， 測定方法の検討を行い， F1 方向に JHH をデカ ッ

プ リ ングする こ と が可能な 2D Constant Time COSY （CT-

COSY） に よ って分離検出が可能であ る と 考えた。 続い

て， 上記方法を局所化し た局所励起 2D CT-COSY 法を開

発し， 人用 4.7 T MR 装置上に実現し た。 次に， 模擬試料

実験によ り 本方法を用いて局所スペク ト ルが取得でき る

こ と を確認し た。

　 次に， 人脳内の代謝物を模擬し た脳模擬フ ァ ン ト ムを

作製し， 上記方法によ り こ のフ ァ ン ト ムの局所スペク ト

ルを取得し た。 こ の結果， グルタ ミ ン酸， グルタ ミ ンお

よび GABA が検出でき る こ と が実証できた。

　 次に， ボ ラ ンテ ィ ア測定を実施し た。 測定ボ ク セルは，

人脳内の頭頂 - 後頭葉領域の 27 ml と設定し，測定時間を

30 分と し た。この結果，局所励起 CT-COSY スペク ト ル上

で， グルタ ミ ン酸， グルタ ミ ンおよび GABA のピークが

分離検出でき た。

　 以上よ り ， 人用 4.7 T MR 装置を用いて， 局所励起 2D

CT-COSY 法によ り グルタ ミ ン酸，GABA およびグルタ ミ

ンを分離検出でき る こ と が実証できた。

〔備考〕

（42） 　 生物処理システム中の腐生食物網における捕食微

小動物類の機能解析

〔区分名〕 文科 - 科研費

〔研究課題コー ド〕 0405CD760

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○板山朋聡 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究

セン ター）， 岩見徳雄， 稲森悠平

〔期 　 間〕 平成 16 ～ 17 年度 （2004 ～ 2005 年度）

〔目 　 的〕 排水の生物処理シ ス テ ム内におけ る バ ク テ リ
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ア群集 と 原生動物や後生動物などの微小動物から構成さ

れた微生物生態系の観点から， 原生動物等の微小動物 と

処理水質 と の関係を明ら かにする こ と を目的 と し， 生物

学的排水処理システムであ る浄化槽内のバク テ リ ア， 原

生動物 と 微小動物の個体群動態の統計解析やマイ ク ロ コ

ズムによ るモデル実験か ら， 腐生食物網の構造 と 排水処

理機能と の関係を明らかにする こ と を目標とする。

〔内容および成果〕

　 浄化槽 （13 ℃の条件下） の好気槽内の担体に形成され

た生物膜におけ る微生物生態系中の原生動物 と 微小後生

動物を顕微鏡下での個体数計数， および処理水の水質に

ついて測定し た。 約 160 日間で 27 種の原生動物 と 12 種

の微小後生動物が確認され， 各微小動物間， また水質項

目 と 微小動物間の関係を明ら かにする ための統計解析 と

し て相関分析を行い， 微小動物間の関係が多数推定され

た。 また， 水質 と の関係では， 透視度および Ｓ Ｓ と ヒ ル

ガタ ワ ムシ Philodina sp. に強い相関があ る こ と が判明し

た。 そ こ で， 浄化槽から Philodina sp. と Enterobacter sp.,

Bacillus sp., Acinetobacter sp., Pantoea sp. の ４ 種の細菌を

単離し，Philodina sp. と の ２ 者混合培養によ る捕食実験を

行った結果， ４ 種の細菌に対し て増殖速度 と 捕食速度が

異なる こ と わかった。 Acinetobacter sp は特によい食物源

であ る こ と が判明し た。 これら の結果は， 今後， 水処理

装置内の腐生食物網のモデル生態系 （マ イ ク ロ コ ズム）

の構築 と， これを用いた腐生食物網の構造 と 処理機能 と

の関係の解明のための基盤とする こ と ができ た。

〔備考〕

共同研究者 ： 京都大学生態学研究セン ター 　 川端善一郎

（43） 　 飲用井戸の合成有機ひ素汚染による健康影響の低

減化に関する研究

〔区分名〕 厚労 - 厚生科学

〔研究課題コー ド〕 0404DA477

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○柴田康行 （化学環境研究領域）

〔期 　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔目 　 的〕 神経症状が認め ら れたジ フ ェ ニルアルシ ン酸

等の体内動態 と 毒性 と の関係について， 分析的な アプ

ローチで研究を進める。

〔内容および成果〕

　 担当する地下水などの分析法の開発に関し て， 従来開

発し て き たゲルろ過ベースの迅速ジフ ェ ニルアルシン酸

分析手法に加えて， ジフ ェニルアルシン酸の分解産物 と

目される フ ェ ニルアルソ ン酸の確実な同定， 定量手法の

確立を目指し て， あ ら たな分離手法の探索を行った。 そ

の結果， 従来 と こ と な る分離条件 と し て， イオン ク ロ マ

ト グ ラ フ ィ ーカ ラ ム，並びに逆相系の ODS カ ラ ムの ２ 種

類のカ ラ ムを用いる分離条件を確立し， フ ェ ニルアルソ

ン酸 と ジフ ェ ニルアルシン酸のよ り 確実な同定， 定量を

実施でき る体制が整った。

〔備考〕

研究代表は国立保健医療科学院

（44） 　 環日本海地域における持続可能な観光

〔区分名〕 その他公募 JSPS

〔研究課題コー ド〕 0404KZ509

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○ Wolfgang Arlt （社会環境システム研究領域），

青木陽二

〔期 　 間〕 平成 16 年度 （2004 年度）

〔目 　 的〕 持続可能な観光について環日本海地域の実情

を探る。

〔内容および成果〕

　 日本におけ る持続可能な観光―その問題 と 展望につい

て， 北海道から九州にいた る まで， 大学の研究者を訪ね，

また各地の観光地について調査を行った。 その結果， 21

世紀は日本で も 観光が最大の産業 と な る こ と が分かっ

た。 しかし， 日本ではまだ観光活動自体が十分発達し て

いないよ う であ る。 観光活動は色々な貴重な文化 ・ 自然

の資源を守る と と も に， デ ィ ズニーラ ン ド やマ ク ド ナル

ド のよ う な大衆化ス タ イルも定着させ， 必ずし も良い面

ばか り でない。 また観光地におけ る利用者の集中によ る

混雑の激化や過剰利用， 資源の破壊を伴 う よ う な劣化現

象の問題も投げかけている。 しかし， 幸いな こ と に， 日

本においては地域の観光資源は国内観光の力が弱 く まだ

破壊される までにはいたっていない。 持続可能な観光の

育成には環境， 経済， 社会文化の発展 と それら のバラ ン

スが重要であ る。 今後， 脱工業化社会に入 り ， 日本の遅

れた観光は， 余暇の普及， アジアの観光発展によ り 数十

年前に欧州が既に経験し た課題 と 好機に出会 う 。 国境を

越えた研究協力や学術交流は日本を よ り 強い持続可能な

観光の体制へと向かわせる。

〔備考〕

（45） 　 生活環境中電磁界に係る調査

〔区分名〕 環境－委託請負

〔研究課題コー ド〕 0204BY531

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕
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〔担当者〕 ○兜眞徳 （首席研究官）， 検討会委員者 15 名

〔期 　 間〕 平成 14 ～ 16 年度 （2002 ～ 2004 年度）

〔目 　 的〕 電磁波の健康 リ ス ク評価に関し て， 曝露評価を

行 う ほか， 国際動向調査 と し て国際保健機関が進めてい

る国際電磁波プロ ジェ ク ト への研究協力機関 と し ての参

加を通し た調査， その他諸国の リ ス ク対策， と く に予防

原則の適用 な ど の調査， 新 た な 研究に関す る 文献 レ

ビ ュー， さ らに国際ワーク シ ョ ッ プの開催などを行 う 。

〔内容および成果〕

　 本 リ ス ク問題については WHO 国際電磁界プロ ジェ ク

ト におけ る リ ス ク 評価作業 と 並行 し た研究を続けて き

た。 前年度には， 従来の疫学調査によ って示唆されてい

る超低周波磁界によ る小児白血病 リ ス ク に関連し て， １ ）

先般研究所が実施し た我が国の疫学調査対象者の う ち関

東地域居住の対照者 （コ ン ト ロール） について， 疫学調

査のサロゲー ト と されている 「子供の寝室の磁界レベル」

と 同時に個人磁界曝露レベルを測定し， 両者を比較検討

し， また， ２ ） 同対象者の う ちの一部について， 子供が

最も長 く 過ごす部屋で， 家電製品等磁界発生源をすべて

止めた時 と すべて稼働させた時 と で磁界分布の差異を調

べる ためのモデル的調査を実施し た。 また これら実際の

調査 と は別に， 超低周波および高周波電磁界の健康 リ ス

ク に関する新たな文献のレ ビ ュー， さ らに WHO 国際電

磁界プロ ジ ェ ク ト などの国際動向調査， を行った。 上記

調査の １ ） では，1 都 3 県の 70 名から参加協力が得られ，

それら の個人磁界曝露測定を実施し た。 冬季におけ る関

東での調査の特徴 と し て， 屋内活動時におけ る個人磁界

曝露には 「電気カーペッ ト 」 （直近の測定で数十 µT を示

すも の も あ る） などの利用の寄与が大きい傾向が示され

た。 その他， テレ ビ周辺， 加湿器周辺などで も高レベル

と なっていた。 こ う し た電磁環境の測定結果 と， 小児白

血病の疫学調査によ って示唆されている これら電気機器

利用の リ ス ク と の対応関係について議論し， 又前年度の

測定データ を合わせ， 全国の個人磁界曝露分布の推定を

試みた。

〔備考〕

こ の研究の一部は区分 「環境省請負」 で行 う 。

平成 16 年度課題 　 生活環境中電磁界に係る研究

旧研究課題コード ： 0204BY485
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国立環境研究所年報 （平成 16 年度）
（1） 　 微生物系統保存施設に保存 されている微細藻類株

の分類学的情報の収集 と デー タ ベース化に関する研

究

〔区分名〕 基盤ラ ボ

〔研究課題コー ド〕 0004AD250

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○笠井文絵 （環境研究基盤技術ラ ボ ラ ト リ ー），

河地正伸， 広木幹也， 清水明， 志村純子

〔期 　 間〕 平成 12 ～ 16 年度 （2000 ～ 2004 年度）

〔目 　 的〕 分子分類， 分析技術の進歩によ り ， 従来見落 と

されていた形態的差異や系統関係を明ら かにする こ と が

可能になった。 また， 国際的な保存機関の条件 と し て再

同定機能が求め られている。 本研究では， 微生物保存施

設に保存されている微細藻類株について， 新たな手法に

基づいて分類学的見なおし を行い， 最新の情報を提供す

る こ と を目的 と する。 こ のため， 保存株の遺伝子情報，

生理生化学的性質， 形態 ・ 微細構造を調べ， 保存株の分

類学的に再考し， 既知の基本情報 と と も に株情報のデー

タベース を作成する。

〔内容および成果〕

　 前年度までに， 分子系統解析によ って分類学的再検討

が行われている緑藻綱および ト レボキシア藻綱の保存株

の分子系統解析を行い， その結果を最新版保存株 リ ス ト

に反映させた。 本年度か らは， 同様に分子系統解析 と 詳

細な形態観察によ って分類学的再検討が行われている ク

リ プ ト 藻植物の分子系統解析を開始し た。 保存準備中の

株 22 株について DNA を抽出し，PCR 条件を検討し た後，

19株について核の18S リ ボ ソームRNA遺伝子及びITS ２ 領

域の塩基配列を決定し た。 また， 既にデータベースに登

録されている配列も含めて系統解析を行った。 ク リ プ ト

藻類は分子系統解析によ って分類学的再検討が行われて

いる と いって も， 解析されている種はまだ少な く ， 多 く

の種は既に塩基配列が決定されている分類群 と は異な る

ク レー ド に属する こ と が示された。 また， 微生物系統保

存施設の株データ管理システムを更新し， 既存のデータ

を新システムに移行し た。

〔備考〕

（2） 　 化学形態分析のための環境標準試料の作製 と評価

に関する研究

〔区分名〕 基盤ラ ボ

〔研究課題コー ド〕 0105AD249

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○伊藤裕康 （化学環境研究領域）， 田中敦，

白石寛明， 柴田康行， 田邊潔， 森田昌敏

〔期 　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔目 　 的〕 標準試料は環境分析の信頼性を支え る基準 と

な る物質であ る が， 環境汚染問題の多様化に と も ない，

さ ま ざ まな種類の環境標準試料が必要 と されている。 本

研究では， 天然の環境試料等か ら標準試料を作製し， そ

の中に含まれる環境汚染物質 （有機金属化合物や有機化

合物を対象 と する） について化学形態別に保証値を定め

る こ と を目的 と する。 化学形態分析のための環境標準試

料の作製 と 配布及び精度管理を行い， 社会ニーズに沿っ

た研究をする。 試料の均一性， 安定性， 保存性等を管理

し， 長期に渡る供給の確保によ り ， 各研究者， 分析者の

ための試料作製を心がけ る。 世界的に信頼される環境標

準試料と し て位置づけ られる こ と を目標とする。

〔内容および成果〕

　 環境標準試料 NIES CRM № 20 「湖沼底質試料」 及び

NIES CRM № 21 は，「土壌試料」 に含まれるダ イオキシン

類の共同分析を し， 保証値を確定し た。 ダ イオキシン類

の PCDDs，PCDFs の 2,3,7,8 位に塩素の置換された各異性

体， 同族体についての認証値を も と め， その他のコプ ラ

ナー PCBs は参考値 と し て示し ている。 また過去に作製

し た NIES CRM № 7 （茶葉） は， ス ト ッ ク分がゼロのた

め， 再作製を行い， NIES CRM № 23 と し て元素分析につ

いて共同分析を し， 保証値を検討し た。 NIES CRM № 24

「フ ラ イ ア ッ シュⅡ」 は， ダ イオキシン類の保証値を確定

し た。

　 NIES CRM № 25 「土壌 ２ 」 を作製し， その含水率， 均

一性を主た る元素によ って測定し， その精度のチェ ッ ク

を行った。 また， 今後， 元素， 有機化合物の測定を行い，

認証値， 参考値の検討を行 う 。 また， NIES CRM № 26 と

し て， 「アオコ」 試料を作製し ている。

　 来年度に作製予定の NIES CRM № 27 候補と し て，大気

粉塵， 水質， 生体試料， 廃棄物関係等が上げられた。 分

析対象物質は， 元素， POPs， 等有機化合物 と， ス ト ッ ク

分のない試料の再作製が考え られている。

　 本年度，保証値の得られている試料については，129 件

の外部への提供を行った。 また， 環境標準試料のホーム

ページを作製し， その情報を公開し ている。

〔備考〕

客員研究官 ： 彼谷邦光 （東北大学大学院）

（3） 　 環境試料長期保存 （スペシ メ ンバン ク） に関する研

究

〔区分名〕 基盤ラ ボ
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〔研究課題コー ド〕 0105AD251

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○柴田康行 （化学環境研究領域）， 向井人史，

堀口敏宏，田中敦，米田穣，植弘崇嗣，森田昌敏

〔期 　 間〕 平成 13 ～ 17 年度 （2001 ～ 2005 年度）

〔目 　 的〕 将来の新たな汚染 ・ 環境問題の顕在化に備え，

また現在十分な感度， 精度で測定でき ない汚染の進展を

将来の進んだ手法で明ら かにする ために， 所内外の長期

環境モニ タ リ ング研究 と 連携を と り なが ら， 環境試料及

びデータの収集， 保存を継続する と と もに， よ り 長期的，

広域的視野にたった環境試料の長期保存のあ り 方を検討

する。 これまで継続し て収集保存されている沿岸海洋生

物並びに離島の大気粉塵試料の継続的な収集保存を図る

と と も に， 新たに人試料についての継続的な収集， 保存

体制を確立する。

〔内容および成果〕

　 知的研究基盤 と し ての環境試料長期保存については，

主に－ 20 ℃保存庫でのスペシ メ ンバンキング と，液体窒

素気相でのタ イ ムカプセル化事業の ２ 系統の保存を実施

し ている。 スペシ メ ンバンキングでは引き続き環境モニ

タ リ ング研究に即し た環境試料の収集・保存を継続し た。

タ イ ムカプセル化事業においては， 日本沿岸各地でム ラ

サキ イ ガ イ などの二枚貝を採取し， 現場での凍結処理を

試みた。 また， 精査海域であ る東京湾 20 地点で底泥を採

取する と と もに，各季節に底曳き を実施し て主要な魚類，

甲殻類， 軟体動物の種の同定及び資源量の確認を行いな

がら， 主要構成種であ る アカエイの肝臓を保存試料 と し

て収集し た。 二枚貝及びアカエイ肝臓は， 凍結粉砕， 均

質化し て液体窒素気体上保存し た。 さ らに人口密集地域，

離島での大気試料の捕集 と 保存， 母乳の採取 と 保存を継

続し た。

〔備考〕

（4） 　 絶滅危惧野生生物の細胞・遺伝子のタ イムカプセル

に関する研究

〔区分名〕 環境 - 委託請負

〔研究課題コー ド〕 0288BY599

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○桑名貴 （環境研究基盤技術ラ ボ ラ ト リ ー），

川嶋貴治， 笠井文絵， 渡邉信 

〔期 　 間〕 平成 14 ～ 100 年度 （2002 ～ 2088 年度）

〔目 　 的〕 本研究は， 環境汚染や環境変化によ り 絶滅の危

機に瀕し ている野生生物種はますます増加し ている状況

か ら， 絶滅のおそれのあ る野生生物等の保護増殖や生物

学的研究の基盤 と し て， 絶滅危惧 ・ 希少生物の細胞等の

遺伝資源の保存を行 う 。

〔内容および成果〕

　 本研究では特に， 国内絶滅危惧鳥類種の細胞 ・ 遺伝子

の凍結保存を行い， サンプルの採取， 移送， 及び組織採

取と細胞培養法を検討 ・ 改良を行 う こ と を目的と し た。

　 個体死亡に伴って凍結保存組織サンプル と し て絶滅危

惧Ⅰ B 類であ るヤンバルク イナ （Gallirallus okinawae） の

７ 死体，絶滅危惧 IA 類の ノ グチゲ ラ（Sapheopipo noguchii）

の ２ 死体， 絶滅危惧Ⅱ類で あ る ラ イ チ ョ ウ （Lagopus

mutus） １ 死体，絶滅危惧 IA 類であ る ワシ ミ ミ ズ ク （Bubo

bubo） の ２ 生体， 絶滅危惧 IA 類であ る ク ロ ツ ラヘラサギ

（Platalea minor） の １ 生体， 絶滅危惧Ⅱ類の オ オ ワ シ

（Haliaeetus pelagicus） １ 生体よ り 資料採取を行 う と と も

に， 哺乳類ではホ ン ド オ コ ジ ョ （Mustela erminea） １ 死

体， ゼ ニ ガ タ ア ザ ラ シ （Phoca vitulina） ５ 死体， ト ド

（Eumetopias jubatus） １ 死体からの資料採取を行った。 本

年度中の保存試料数は現時点で 177 種類 と な り ， 先年度

までの保存試料数と合計し て 284 種類 と なった。 加えて

本年度から環境によ る絶滅危惧動物への影響を反映する

と 考え られる血液サンプルの収集も併せて行 う こ と と し

た。

　 本研究に関し ては， 野生動物種を取 り 扱 う こ と か ら人

獣共通感染症に対する対策が必要と な る。特にオウ ム病，

Q 熱， 高病原性 ト リ 型イ ンフルエンザ， ブルセラ症， 野

兎病， レプ ト ス ピ ラ症， ウエス ト ナイル熱に対する迅速

な確定診断と これに対する予防措置の必要があ る。また，

上記以外の感染症の中で も可能な限 り これを試料 と と も

に保存する こ と の無いよ う にする ためにも迅速かつ確実

な検疫 ・ 診断体制の整備が必要 と なったため， 対象 と す

る絶滅危惧動物の検疫作業マニ ュ アル と 細胞培養マニ ュ

アルを作成し て よ り 安全かつ確実な試料採材 ・ 保存を行

う こ と と し た。

〔備考〕

再委託先 ： 日本大学， 近畿大学， 旭川市旭山動物園，

（財） 自然環境研究セン ター

（5） 　 遺伝子資源と し ての藻類の収集 ・ 保存 ・ 提供

〔区分名〕 文科－振興費

〔研究課題コー ド〕 0206CE476

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○渡邉信 （生物圏環境研究領域）， 笠井文絵，

河地正伸， 清水明， 戸部和夫
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〔期 　 間〕 平成 14 ～ 18 年度 （2002 ～ 2006 年度）

〔目 　 的〕 藻類は進化的に多系統の生物群であ り ， それを

反映し て極限環境を含むあ ら ゆる環境に生息する。 こ の

ため， 機能的な多様性も期待され， 重要な遺伝子資源で

あ る。 また， 水界の主要な一次生産者であ る一方， 異常

増殖する こ と によ る環境問題も引き起こす。 筑波大， 神

戸大などのサブ機関 と と も に， これら の藻類を体系的に

収集 ・ 保存し， ラ イ フサイエン ス研究や環境研究の基盤

整備を行 う こ と， 中核機関において株 と 株情報一元化の

ための整備を行い， 効率的に藻類資源を確保する こ と を

目的とする。

〔内容および成果〕

　 中核機関であ る環境研微生物系統保存施設では， サブ

機関お よ びその他機関の研究者か ら 寄託 さ れた株を う

け， 藻株数が 1700 株あま り と なった。 分譲件数は 887 株

にのぼった。本年度は前年度寄託された Microcystis 株 100

株を凍結保存し， 永久凍結保存株と し て保存し た。 また，

14 綱 105 株の多様な種を凍結融解し，30 株が生存し た。凍

結融解後の生存率を FDA法 と最確数法を組み合わせる こ

と によ って推定し， 0.001 ～ 100% と い う 値を得た。 生存

率の低い株は，今後凍結条件の検討を行 う と と もに，バッ

ク ア ッ プ と し て利用する。 サブ機関においては， 分類学

的に新規の分類群や無色鞭毛虫の収集 と 分類学的研究，

Anabaena 属の培養株の確立と分類学的整理， シア ノ バク

テ リ アの L 乾燥法の検討， 多様な分類群や生理活性物質

を生産す る 大型海藻の収集 と 凍結保存法の検討を行っ

た。 また， ナシ ョ ナルバイオ リ ソースプロ ジ ェ ク ト 「藻

類」 と し て情報中核機関であ る国立遺伝学研究所よ り 株

情報と画像情報の発信を開始し た。

　 FDA 法 ： FDA が生細胞にあ るエス テ ラーゼの働きに

よ って蛍光を発する フルオロセ イ ンに変化する こ と を利

用し て生存細胞を検出する方法

〔備考〕

サブ機関 ： 筑波大学生物科学系， 神戸大学内海域機能教

育研究セン ター， 北海道大学先端科学技術共同研究セン

ター， （独） 国立科学博物館， 東京大学分子細胞生物学研

究所

（6） 　 地球環境モニ タ リ ングおよび地球環境研究支援に

係わるデータベース ・ データ提供システムに関する基

礎的研究

〔区分名〕 地球セン ター

〔研究課題コー ド〕 0307AC523

〔重点特別研究プロジ ェ ク ト 名，政策対応型調査・研究名〕

〔担当者〕 ○勝本正之 （地球環境研究セン ター），

藤沼康実， 向井人史

〔期 　 間〕 平成 15 ～ 19 年度 （2003 ～ 2007 年度）

〔目 　 的〕 地球環境研究セン ターが諸内外の研究者の協

力の下に実施し ている十数のモニ タ リ ングデータや， 地

球環境研究支援のために作成し ている社会 ・ 経済系デー

タ を， 関連するデータベース と 連関させ， 地球環境研究

に効率的に資する ための研究 ・ 解析支援シス テムの構築

が急務 と なっている。 本研究は， 地球環境モニ タ リ ング

データベース及びデータ提供システムに関する基礎的研

究 （平成 10 ～ 14 年度） で得られた， 担当研究者から一

般市民までの広範囲なユーザーを対象にし た観測データ

のデータベース ・ データ提供シス テムを基に， 速報デー

タや研究支援のためのグ ラ フ ィ ッ クデ ィ スプレ イや計算

ツールおよび外部機関データ利用環境の整備 と オン ラ イ

ン提供を軸 と し， 元データの提供 ・ データ管理 ・ データ

利用を有機的に連関 さ せた統合型研究支援･解析支援シ

ステムの開発を目的と し ている。

〔内容および成果〕

　 地球環境モニ タ リ ング ・ データベース事業で得られる

観測データおよび統計解析データ を関連するデータベー

ス と 連関 さ せて統合解析する シ ス テムの開発を目指し，

本年度はデータベースの整備拡充 と， ア メ リ カ環境予測

セン ター （NCEP） 気象データ を用いた対流圏観測研究支

援システム CGER-GMET のホームページからのオン ラ イ

ン化を行った。 モニ タ リ ングデータ と し てつ く ば上空の

成層圏オゾンの鉛直分布データ を数値 ・ グ ラ フ と も に閲

覧開始， リ アルタ イ ム UV-INDEX に東京江東を追加， ま

た全国環境研協議会酸性雨調査研究部会の第三次酸性雨

全国調査データ も本シス テムか ら公開し た。 社会 ・ 経済

系デー タ では産業連関表に よ る 二酸化炭素排出原単位

データ と マテ リ アルフ ローデータブ ッ ク―日本を取 り 巻

く 世界の資源のフ ローのデータ部分の提供のオン ラ イ ン

化を行った。CGER-METEX のオン ラ イ ン化に伴い，重ね

がきや ３ 次元表示等のグ ラ フ ィ ッ クデ ィ スプレ イ ツール

も整備しオン ラ イ ンでダウ ン ロー ド し て利用可能 と なっ

ている。

〔備考〕
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Ⅶ．環境情報センター





国立環境研究所年報 （平成 16 年度）
７ . １ 業務概要

環境情報セン ターは， 平成 ２ 年 ７ 月， 国立公害研究所

が国立環境研究所に改組 さ れたのに伴い新たに設置 さ

れ，環境情報の収集，整理及び提供並びにコ ンピ ュータ ・

ネ ッ ト ワーク システムの運用等の業務を行ってき た。

平成 13 年 ４ 月の独立行政法人化に伴い，独立行政法人

国立環境研究所法第10条第 ２ 号に規定する環境情報の収

集， 整理及び提供に関する業務を中心 と なって担 う と と

も に， 研究部門及び管理部門を支援する業務等を実施し

ている。

環境情報の収集， 整理及び提供に関する業務について

は，国民の環境保全活動の推進等のため，様々なセ ク ター

が提供する環境情報を収集し， 広 く 案内 ・ 提供する情報

システムを運用し ているほか， 我が国の環境の状況を示

す基本的なデータ をデータベース化し， これら を地図や

グ ラ フに加工する など し て理解や利用がしやすい形で提

供する シス テムを運用し ている。 また， 国立環境研究所

の研究成果を国民各層が活用でき る よ う ， 研究所ホーム

ページの運営及び研究報告書等の編集 ・ 刊行に関する業

務を行っている。（本セン ターにおいて イ ン ターネ ッ ト を

通じ て提供し ている情報については表参照。）

表 ：環境情報センターにおいてインターネットを通じて提供している情報

区分 情報の内容 情報を提供しているサイト

環境情報提供システム 内外の環境政策等のニュース、環境用語集、環境年表，
イベント情報，環境 Q&A 等

EIC ネット（１）

環境技術の開発等に係るニュース，先端技術の解説等 環境技術情報ネットワーク（２）

環境 GIS
（数値情報を含む。）

環境 GIS 大気常時監視測定結果 国立環境研究所ホームページ

（環境 GIS）（３）

公共用水域水質測定結果

日本近海海洋汚染実態調査結果

海洋環境モニタリング調査結果

自動車交通騒音実態調査結果

数値情報 大気環境時間値データファイル 国立環境研究所ホームページ

（環境数値データベース）（４）

大気環境時間値データファイル（国設局）

大気環境月間値・年間値データファイル

大気測定局マスターファイル

公共用水域水質（個別測定値）データファイル

公共用水域水質年間値データファイル

公共用水域水質マスターファイル

研究成果等 研究計画 研究計画 国立環境研究所ホームページ
（５）

研究発表 発表研究論文データベース

成果発表一覧（誌上）

成果発表一覧（口頭）

刊行物 国立環境研究所年報，特別研究報告、
研究報告，研究所ニュース，環境儀等

その他 研究分野別の活動等

（１）http://www.eic.or.jp/
（２）http://e-tech.eic.or.jp/
（３）http://www-gis.nies.go.jp/
（４）http://www.nies.go.jp/igreen/index.html
（５）http://www.nies.go.jp/
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一方， 研究部門及び管理部門を支援する業務について

は， コ ンピ ュータ ・ ネ ッ ト ワーク システムの管理に関す

る業務， 研究情報の整備 ・ 提供に関する業務， 情報技術

を活用し た事務の効率化に関する業務， 研究成果のデー

タベース化等に係る研究者支援業務等を行っている。 ま

た，研究者と の協働体制を強化する ため，研究情報企画・

整備推進チームを設け， 情報処理のための基盤整備等を

行っている。

なお， 本研究所が独立行政法人化し た こ と によ り ， 国

や民間の機関等か ら の業務委託 ・ 請負の実施が可能 と

なった こ と か ら， 環境情報の収集 ・ 整理 ・ 提供業務に関

連し， 環境省か らの受託 ・ 請負業務 と し て， 同省の情報

提供の一部についてシステムの構築等を行っている。

本年度の個別業務の実施状況は以下の とお り であ る。

７ . ２ 環境情報の収集， 整理及び提供に関する業務

７ . ２ . １ 環境情報提供システムの整備運用

（ １ ） EIC ネ ッ ト

EIC ネ ッ ト （Environmental Information & Communication

Network） は， 環境基本法第 27 条に基づき， 環境教育 ・

学習の振興及び民間の環境保全活動の促進に資す る た

め， 環境情報の提供及び情報交流の促進を図る こ と を目

的 と し， 平成 ８ 年 ３ 月にパソ コ ン通信によ る運営を開始

し， 平成 ９ 年 １ 月か らはイ ン ターネ ッ ト を利用し たサー

ビ スに切 り 替わった も のであ る。 同条の規定は， 独立行

政法人国立環境研究所法にも反映され，同法第 10 条第 ２

号の規定に基づいて， 本研究所が EIC ネ ッ ト の運営を継

続し ている。

本年度は， ４ 月 １ 日から新デザイ ンの Web ページによ

る運用を開始し た。 新しい EIC ネ ッ ト は， これまでに拡

充し てき た掲載情報と機能を活かしつつ，画面デザイ ン，

操作方法等を刷新し た ものであ る。

提供情報と し ては， 「学校環境ホームページナビ」， 「ビ

デオ ラ イブ ラ リ 」 及び 「新 ・ 環境情報ク イ ズ」 を新たに

整備する と と もに， 「環境ニュース」 や 「 ト ピ ッ ク ス」 等

のコ ンテンツについて毎日又は定期的な更新を行った。

こ のほか， 「EIC ネ ッ ト 利用者アンケー ト 」 を実施する

など EIC ネ ッ ト を通じ た情報の収集及び交流を進めた。

環境情報交流の既存コ ンテン ツでは， 利用者が提示し た

疑問，質問等に対し て他の利用者が回答する 「環境 Q&A」

への書き込みが約 4,400 件を数え， 「イベン ト 情報」 の登

録は 1,561 件に及んだ。

本年度の １ 年間におけ る EIC ネ ッ ト へのア ク セス数

（ページビ ュー） （注） は， 30,177,968 件であった。 また， 利

用者自身によ る情報の書き込みには利用者登録を必要 と

し ているが，本年度における新規利用登録者数は 2,564 名

で， 総利用登録者数は 10,311 名と なった。

提供情報の内容は， 図 1 に示す と お り であ る。 なお，

システムの日常運用は， （財） 環境情報普及セン ターに請

け負わせて実施し ている。

EIC ネ ッ ト については， 今後も引き続き， 機能の拡充，

提供情報の充実を図ってい く こ と と し ている。

（注） ページビ ューと は， ホームページのア ク セス数の

数え方の う ち １ ページにア ク セス し た と きに １ 件 と

カ ウ ン ト する方式。

（ ２ ） 環境技術情報ネ ッ ト ワーク

環境保全に貢献する技術の普及 と 啓発を図る ため， 環

境省と の共同企画で，イ ン ターネ ッ ト の新しいサイ ト 「環

境技術情報ネ ッ ト ワーク」 を構築し， 平成 15 年 ８ 月から

公開を開始し た。

同サイ ト は， （ １ ） 環境技術新着ニ ュース， （ ２ ） 環境

技術情報ナ ビ ゲーシ ョ ン， （ ３ ） 環境技術 ラ イ ブ ラ リ ，

（ ４ ） 環境技術イベン ト 情報， （ ５ ） 環境技術交流フ ォー

ラ ム及び （ ６ ） 環境技術サポー ト 情報か ら構成され， 環

境技術情報のポータルサイ ト （情報の収集 ・ 発信の窓口

と な るサイ ト ） の役割を果たすこ と を目指し ている。 本

セ ン タ ーは， こ の う ち （ １ ） ～ （ ４ ） を担当 し てお り ，

ニ ュースやイベン ト 情報は情報収集 と 更新を日常的に実

施する な ど， 掲載情報の充実に努めてい る。 本年度は，

Web ページのデザイ ンを一新し， 併せて検索機能を強化

し た。 なお， システムの日常的管理は， （財） 環境情報普

及セン ターに請け負わせて運用し ている。
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７ . ２ . ２ 環境国勢データ 地理情報システム（ 環境 GIS）

の整備運用

（ １ ） 環境 GIS

環境 GIS は， 環境省が策定し た 「環境省国土空間デー

タ基盤整備等実施計画」 に基づき， 本セン ター と 環境省

大臣官房総務課環境情報室 と が協力し て整備を進めてい

る も のであ る。 同実施計画では， 汚染物質の総量規制等

の 「指定 ・ 規制等位置図」 を第 １ 類型 と し， 大気や水質

等の測定デー タ やその集計値等の 「環境質測定結果等

データ」 を第 ２ 類型 と し て位置づけている。 そ し て， 第

２ 類型のデータに位置情報を加え， 第 １ 類型の地図上に

重ね合わせ表示を行 う など， 理解しやすい視覚的な形に

加工し て， イ ン ターネ ッ ト を通じ て環境の状況に関する

情報等を広 く 提供し よ う とする ものであ る。

本年度においては， 第 １ 類型の 「指定 ・ 規制等位置図」

情報が未公開であった 23 県について公開し， 未整備で

あった茨城県， 東京都， 愛知県， 滋賀県のデータ を整備

し た。 また， 次節に述べる第 ２ 類型の 「環境質測定結果

等データ」 のダウ ン ロード用データ と し て， 平成 15 年度

（2003 年度） に測定された大気及び水質データ を追加掲

載 し たほか， 昭和 50 年度 （1975 年度） ～平成 ６ 年度

（1994 年度）に実施された日本近海海洋汚染実態調査デー

タ， 平成 ７ 年度 （1995 年度） ～平成 13 年度 （2001 年度）

実施の海洋環境モニタ リ ング調査データ及び平成14年度

（2002 年度） ～平成 15 年度 （2003 年度） 実施の自動車交

通騒音実態調査 （全国自動車交通騒音マ ッ プ） のページ

を新たに公開し た。 さ ら に， よ り 分か り やすい情報の提

供を目指し， 昭和 45 年 （1970 年） から継続測定されて

図 1 　 環境情報提供システム （EIC ネ ッ ト ） によ る提供情報等一覧

（Ｕ Ｒ Ｌ ） http://www.eic.or.jp/
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いる大気項目 （約 2,000 か所） 及び昭和 46 年 （1971 年）

から継続測定されている水質項目 （約 5,000 か所） の経

年変化をグ ラ フ表示する こ と のでき る機能を開発し，「全

国の大気及び水質の長期経年変化を見る」 ページを公開

し た。

（ ２ ） 環境数値情報の整備と提供

（ ｉ ） データ フ ァ イルの整備

本セン ターでは， 従来か ら， 環境数値情報の収集， 整

理， 保管及び提供する業務を行っている。 これらの数値

情報は， 現在， 環境 GIS の整備のための基礎的なデータ

にも なっている。 本年度は， 前年度に引き続き大気デー

タ 及び水質デー タ を収集 し てデー タ フ ァ イ ルの整備を

行った。

また， 昭和 45 年度 （1970 年度） 以降の大気環境月間

値 ・ 年間値データ及び昭和 46 年度 （1971 年度） 以降の

水質環境年間値データ について， 「環境数値データベー

ス」 を作成し， 国立環境研究所ホームページか ら提供を

行っている。

ア． 大気環境データ

大気環境データは，①大気環境時間値データ フ ァ イル，

②大気環境時間値データ フ ァ イル ； 国設局， ③大気環境

月間値 ・ 年間値デー タ フ ァ イ ル及び④大気測定局マ ス

ターフ ァ イルによ り 構成されている。 本年度は， 前年度

に引き続き これらのフ ァ イルの作成を行った。

各フ ァ イルの内容は以下の とお り であ る。

①大気環境時間値データ フ ァ イル

昭和 52 年度 （1977 年度） から， 大気汚染防止法に基

づき都道府県が実施する大気環境常時監視の １ 時間値測

定結果をデータ フ ァ イルに収録する作業を開始し， 収録

項目を逐次充実し てき た。 本年度は， 平成 15 年度 （2003

年度） 測定に係る関東 ・ 中部 ・ 近畿 ・ 中国 ・ 九州地方の

測定局 （19 都府県， 1,241 局） について， 大気汚染物質

（窒素酸化物， 浮遊粒子状物質， 二酸化硫黄， 一酸化炭

素， 光化学オキシダン ト ， 非 メ タ ン炭化水素等 16 項目）

及びその他項目 （気象要素等 10 項目） の各測定結果デー

タ を収録し た （延べ 10,164 件）。

②大気環境時間値データ フ ァ イル ； 国設局

① と 同様に， 全国の国設大気測定所及び国設自動車排

出ガス測定局 （18 局） について も， 常時監視の １ 時間値

測定結果を収録し た （延べ 233 件）。

③大気環境月間値 ・ 年間値データ フ ァ イル

環境省環境管理局は， 大気汚染防止法に基づき， 各都

道府県よ り 報告を受けた大気環境常時監視測定結果を取

り ま と め， データ フ ァ イ ルに収録 ・ 集計を行っ てい る。

本セ ン タ ーでは， 環境管理局 よ り 集計結果を収録 し た

データ フ ァ イルの提供を受けて， 昭和 45 年度 （1970 年

度） 測定結果から整備し ている。 本年度は， 平成 15 年度

（2003 年度） 測定に係る全国の測定局について， 大気汚

染物質 11 項目の各測定結果データ を収録し た。

なお， 本年度も前年度に引き続き， 環境管理局の平成

15 年度 （2003 年度） 測定結果データ フ ァ イル及び測定結

果報告書の作成について， 支援を行った。

④大気測定局マス ターフ ァ イル

大気測定局マス ターフ ァ イルは， 本研究所及び環境省

環境管理局が実施する 「一般環境大気 ・ 自動車排出ガス

測定局属性調査」 に基づき， 全国の大気測定局に関する

基礎的情報を収録し たフ ァ イルであ る。 本年度は， 平成

15 年度 （2003 年度） 調査結果に係る情報を収録し た。

イ． 水質環境データ

水質汚濁防止法に基づき，昭和 46 年度 （1971 年度） か

ら全国公共用水域水質調査が実施されてお り ， 都道府県

よ り 報告を受けた水質常時監視測定結果を取 り ま と め，

データ フ ァ イルに収録 ・ 集計を行っている。 本セン ター

では， 環境省水環境部よ り データの提供を受けて， 水質

環境データ フ ァ イルの作成を行った。

水質環境データは，①公共用水域水質データ フ ァ イル，

②公共用水域水質年間値データ フ ァ イル及び③公共用水

域水質マス ターフ ァ イルによ り 構成されてお り ， その内

容は以下の とお り であ る。

①公共用水域水質データ フ ァ イル

昭和 46 年度 （1971 年度） ～平成 15 年度 （2003 年度）

の全国公共用水域の全測定点について， 生活環境項目

（pH， DO， BOD， COD， SS， 大腸菌群数， n- ヘキサン抽

出物質 （油分等）， 全窒素， 全 リ ン）， 健康項目 （カ ド ミ

ウ ム， 全シアン， 鉛， 六価ク ロ ム， ヒ 素， 総水銀， アル

キル水銀，PCB 等計 30 項目） 及び ト リ ハロ メ タ ン生成能

（ク ロ ロ ホルム生成能等計 ５ 項目） の各測定結果データ を

収録し ている。

②公共用水域水質年間値データ フ ァ イル

全国公共用水域の全測定点について， 生活環境項目，

健康項目等の項目別に年間の最大値， 平均値及び測定実

施検体数等を収録し た ものであ る。 本年度は， 平成 15 年

度 （2003 年度） 調査結果に係る情報を収録し た。

③公共用水域水質マス ターフ ァ イル

水質マス ターフ ァ イルは公共用水域の水質測定点に関

する基礎的情報を収録し た フ ァ イ ルであ る。 本年度は，

前年度に引き続き， 変更地点等の調査結果に基づいて，

地点統一番号， 地点名称， 指定類型， 達成期間， 緯度，

経度等をマス ターフ ァ イルに収録し た。

（ii） データ フ ァ イルの提供
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ア． 貸出によ る提供

大気環境及び水質環境データ フ ァ イルについては， 環

境省を始め と する行政機関 ・ 研究者等への提供を行って

いる。 本年度は， 計 5,128 フ ァ イルの貸出を行った。

また， ユーザの多様なニーズに対し， よ り きめ細かな

対応ができ る よ う ， 所内研究者向け と し て イ ン ト ラ ネ ッ

ト 上に整備し た Web 対応 「データ提供システム」 を運用

し， データ フ ァ イルの提供業務の効率化を図っている。

イ． コ ピーサービ スによ る提供

大気環境及び水質環境データ フ ァ イルが環境研究及び

環境行政分野のほか， 民間機関を含め広 く 社会的に利用

される よ う ， 「コ ピーサービ ス用電子 メ デ ィ ア貸出規程」

に基づき， （財） 環境情報普及セン ターを通じ て， 電子 メ

デ ィ ア コ ピーサービ スによ る実費提供を行っている。 本

年度は計 259 フ ァ イルの提供を行った。

７ . ２ . ３ 研究所の広報及び成果の普及に関する業務

（ １ ） 国立環境研究所ホームページの運営

本研究所の案内情報， 研究情報等のイ ン ターネ ッ ト 上

での発信手段 と し て， 平成 ８ 年 ３ 月か ら 「国立環境研究

所ホームページ」 の運営を開始し ている。

運営開始当初は， 本研究所の業務紹介やデータベース

の提供等本研究所の基本的な紹介情報を主 と し た も ので

あ っ た。 その後， 順次， 個別研究テーマご と のページ，

化学物質データベース等の研究成果等を提供 ・ 紹介する

ページを追加掲載する と と も に， ホームページ情報検索

シス テムの導入や英文年報等の掲載を行って き た と こ ろ

であ る。

本年度， 新たに追加し た情報の う ち主な も のは， 広報

的情報と し て 「研究課題データベース」， 研究概要全般の

紹介と し て 「光化学オキシダン ト 等に関する Ｃ 型共同研

究のページ」 ， 「地球温暖化 と 健康に関する ホームペー

ジ」， 個別研究の詳細の紹介と し て 「サンゴ礁の水中画像

アーカ イ ブ」 ， 「ダ イ オキシン応答性遺伝子データベー

ス」 ， 一般環境情報の提供 と し て 「全国自動車交通騒音

マ ッ プ」， 「環境科学解説 ： オゾン層の破壊－過去， 現在，

未来－」，「環境科学解説：湖 と沼の水環境を考え る－霞ヶ

浦の場合」 等 15 件があ る。

本年度 １ 年間におけ る国立環境研究所ホームページへ

のア ク セス件数 （ページビ ュー件数） は， 18,821,882 件

であった。昨年度 と の比較のためページア ク セス件数 （注）

で見てみる と， 昨年度の 55,809,480 件に対し， 本年度は

61,328,349 件と なっている。

　 （注） １ ページに複数のフ ァ イル （HTML や画像フ ァ

イル等） が含まれている場合， そのフ ァ イル数すべ

てをカ ウ ン ト する方式。 （ページビ ューは， １ ページ

１ 件と カ ウ ン ト 。）

国立環境研究所ホームページの構成は， 図 2 及び 図 3

の とお り であ る。

（ ２ ） 編集 ・ 刊行

本研究所の各領域， 各プロ ジ ェ ク ト ， 各セン ターの活

動状況及び研究成果等については， 刊行物 と し て関係各

方面に配布する と と も に， 研究所ホームページにおいて

広 く 提供し ている。 本年度も引き続き指定刊行物の PDF

化を進め， 研究所ホームページか ら閲覧や印刷を可能に

し た。

本年度におい ては， 平成 15 年度年報， NIES Annual

Report 2004， 平成 16 年度研究計画， 特別研究報告 （ １

件）， 研究報告 （ ４ 件）， 地球環境研究セン ター報告 （ ５

件） ， 国立環境研究所ニュース （ ６ 件） を刊行し たほか，

本研究所の研究成果を国民に分か り やす く リ ラ イ ト し た

研究情報誌 「環境儀」 第 12 ～ 15 号を刊行し た （10.1 研

究所出版物参照）。

特に本年度は， 「年報」 の印刷用版下原稿を作成する シ

ステム （XML 自動組み版システム） を構築し， 校正作業

の省力化及び印刷経費の軽減を図った。 また， 前年度に

行った研究課題のデータベース化によ り ， 研究者がイ ン

ト ラ ネ ッ ト 上で直接原稿を入力する こ と と な り ， 編集作

業の効率化が図られた。それに関連し，研究所ホームペー

ジ上で も， 研究課題名や研究者名の検索が行え る よ う に

な り ， 利用者の利便性を高める こ と ができた。

なお， これら の刊行物は， 国立国会図書館， 国内外の

環境関係試験研究機関， 各省庁及び地方公共団体環境担

当部局等に寄贈交換誌 と し て配布し た。 また， 利用者の

高度利用や配布の便を図る ため，平成 15 年度指定刊行物

の PDF フ ァ イルを １ 枚の CD-ROM に編集し， 関係各方

面に提供し た。

７ . ３ 研究部門及び管理部門を支援する業務

７ . ３ . １ コ ンピュータ ・ ネッ ト ワーク システム管理業務

本セン ターは， スーパーコ ン ピ ュータ を含む各種のコ

ン ピ ュータ システム及び国立環境研究所ネ ッ ト ワーク に

関する管理， 運用等業務を所掌し ている。 これらの業務

を遂行する ため，「国立環境研究所電子計算機処理管理規

程」 及び 「国立環境研究所ネ ッ ト ワー ク 運営管理規程」

を定め， 適正な管理， 運用等に努めている。

平成 12 年度からは，指紋照合方式を採用し た入室管理

システムを導入し，「国立環境研究所電子計算機室利用要

領」 及び 「国立環境研究所電子計算機室利用要領細則」

を改定の上， 運用し ている。
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図 2 　 国立環境研究所ホームページ （和文） によ る情報提供
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図 3 　 国立環境研究所ホームページ （英文） によ る情報提供
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また，本研究所を含む筑波研究学園都市の 10 の研究機

関 （平成 17 年 １ 月現在， 11 機関） の連携の下に， 平成

14 年 ３ 月末に構築された 「つ く ば WAN」 によ り ， 各機関

が保有する スーパーコ ンピ ュータ を結んだ相互利用， 人

工衛星搭載センサーか ら得られる大容量 リ モー ト センシ

ングデータ等の高速な相互利用 （フ ァ イル共有） 等が可

能と なっている。

（ １ ） コ ンピ ュータ システム管理業務

平成14年 ３ 月のシステム更改によ り 導入された現行シ

ステムは， 比較的大規模のスーパーコ ン ピ ュータ を中核

に， 複数の各種サブシステムを加えた分散型のシステム

であ り ，夜間及び休日を含めて 24 時間連続運転を行って

いる。 また， スーパーコ ン ピ ュータについては， 原則 と

し て ３ か月に １ 度の定期保守を行 う こ と と し ている。

各 シ ス テ ム の う ち， ベ ク ト ル計算サーバ及び グ ラ

フ ィ ッ ク ス ワーク ステーシ ョ ンの利用に係る調整は地球

環境研究セン ターが行い， 上記以外のシステムの利用に

係る調整， 全システムの管理及び運用を本セン ターが行

う こ と と し ている。

本年度の利用登録者数は，所外の共同研究者を含めて，

ベク ト ル計算サーバ及びフ ロ ン ト エン ド システム 43 名，

グ ラ フ ィ ッ ク ス ワーク ステーシ ョ ン 26 名，スカ ラー計算

サーバ 15 名 と なっている。

また， 利用者支援の一環 と し て， 利用者向け情報発信

サーバによ る， 運用情報 ・ 統計情報， 利用情報 ・ 支援情

報等に係る発信体制を整備し ている。

（ ２ ） ネ ッ ト ワーク管理業務

国立環境研究所ネ ッ ト ワー ク （NIESNET） の代表的な

利用例は， 各研究室等に配置された ワーク ステーシ ョ ン

又はパー ソ ナル コ ン ピ ュ ー タ に よ り ， ス ーパー コ ン

ピ ュータ を始め と する各種コ ンピ ュータの利用， 国外を

含む所内外と の電子 メ ール， フ ァ イル転送及び Web の利

用等であ る。

こ れ ら の管理業務の中で最 も 重要な も のは， ネ ッ ト

ワーク セキ ュ リ テ ィ 対策であ り ， フ ァ イ ア ウ ォールを設

け， 通過プロ ト コルを制限する など， 非武装セグ メ ン ト

（DMZ） に設置された各種の WWW サーバ，データベース

サーバ等の監視を始め と する各種の不正ア ク セスの防止

に努めるほか， イ ン ト ラ ネ ッ ト を通じ て研究ユニ ッ ト の

サーバ管理者向けにセキ ュ リ テ ィ 情報を提供し， よ り 積

極的な注意喚起を行っている。

また，コ ンピ ュータ ウ イルス対策サーバを設置し，メ ー

ル添付フ ァ イル等のウ イルス対策を講じ てお り 実質的被

害はないが， 本年度におけ る ウ イルス検査では， 前年度

の ２ 倍以上の 10 万件に迫る数が確認されてお り ，その増

加が著しい。 こ の原因 と し ては， 自動配信機能を有する

ウ イルスが一般化し た こ と に加え，OS 等の脆弱性発見か

ら ウ ィ ルス作成までの期間短縮及びウ ィ ルス亜種の作成

頻度の極端な増大によ る もの と考え られる。

さ ら に， メ ール添付フ ァ イル以外のネ ッ ト ワーク を利

用し た情報交換，フ ロ ッ ピーデ ィ ス ク等の電子 メ デ ィ ア，

イ ン ターネ ッ ト から のダウ ン ロー ド 等によ る ウ イルスの

感染を防止する ため， ソ フ ト ウ ェ アの一括購入に基づい

た イ ン ト ラ ネ ッ ト か らのダ ウ ン ロー ド 方式によ り ， 個別

のパーソナルコ ンピ ュータについて も， ウ イルス対策を

講じ ている。

一方，利用者の便宜に供するため，Web メ ールの導入，

グループア ド レ スの採用， メ ー リ ング リ ス ト の運営等を

進め， 各種の業務の遂行を側面か ら支援する メ ールの使

い方の普及を図っている。

その他， 所内の情報交換を よ り 一層円滑に行 う 観点か

ら， 本年度においては， イ ン ト ラ ネ ッ ト 機能の強化のた

め，電子申請システムの機能追加を行 う と と もに，IFS に

よ る 簡便な所外フ ァ イ ル交換シ ス テ ムの開発， 遠隔地

VPN 環境の拡充等によ り ， 利用者の利便性の一層の向上

を図った。

７ . ３ . ２ 研究情報の整備 ・ 提供

（ １ ） 文献データベースの整備と提供

本セン ターでは環境研究を側面か ら支援する ために国

内外のデータベースの効果的な活用体制の整備を図って

いる。

ア． オン ラ イ ン文献データベース

JOIS （科学技術振興事業団 （JST）） ,  STN-International

（Chemical Abstracts Service （CAS）， FIZ Karlsruhe,JST が

共同で提供）， G-Search （（株） ジー ・ サーチ） の ３ 種類

のデータベース を整備し てお り ， 本年度は， ７ 件の検索

申込みを受け付けた。

イ． 文献データベースの管理

①引用文献デー タ ベー ス Web of Science （Thomson

Scientific） の自然科学分野及び社会科学分野の ２ 分野を，

平成 14 年 ７ 月から導入し ている。 また， これらのバッ ク

フ ァ イルは 1981 年からの利用が可能であ り ，研究基盤の

強化を図っている。本年度の利用件数は，11,398 件であっ

た。

②フルテキス ト データベース Science Direct （Elsevier）

を平成 17 年 １ 月から導入し，現在購読し ている学術誌を

Web 上で閲覧する こ と が可能 と な り ， 研究の効率化を図

る もの と期待し ている。
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③その他に Web を利用し た文献データベースは， ERL

Internet Service MEDLINE （米国国立医学図書館） ， The

British Library inside web （大英図書館） 及び研究室単位で

利用する JOIS 固定料金制情報サービ ス （JDream） 等， 各

分野を代表するデータベース を提供し ている。

④また， 図書閲覧室内情報検索室では， NTIS （米国国

立技術情報サービ ス） を随時利用でき る よ う に整備し て

いる。

（ ２ ） 所外文献照会

所内研究者に よ る 所外文献の コ ピー入手申請を受け

て， 国立大学附属図書館， JST， 国立国会図書館にコ ピー

の提供を依頼し てお り ， さ ら に， 国外所蔵文献に関し て

は， The British Library を利用し て原報提供体制の強化を

図っている。本年度は，国立情報学研究所が運営する 「目

録所在情報サービ ス」 に参加する と と も に 「国立情報学

研究所 ILL 文献複写等料金相殺サービ ス」 に参加を申請

し た。 本年度の外部機関への複写申込件数は， 3,307 件で

あった。

（ ３ ） 研究成果発表管理

誌上 （所外の印刷物） 発表論文及び口頭発表 （講演等）

に関 し， 発表 し た後に研究課題コー ド， 発表者， 題目，

掲載誌 （発表学会名称等）， 巻号， ページ （開催年） 及び

刊行年に係 る 情報を研究者か ら の申請に よ り 受け付け

て， 研究所の活動状況の把握のため整備し ている。 これ

らのデータは，年報の「成果発表状況」に掲載されている。

また， 本年度は， 研究活動状況の速報性の強化を図る

ために研究所ホームページ 「国立環境研究所発表研究論

文データベース」 へのデータ更新頻度を年 ２ 回から四半

期ご と に改める と と もに， 「成果発表一覧 （誌上 ・ 口頭）」

について も画面表示の リ ニューアルを行った。

（ ４ ） 図書関係

図書関係業務では， 研究活動に不可欠な情報源であ る

学術雑誌を始め と する書籍の収集 ・ 管理 と 閲覧等の図書

室の運営を行っている。 本年度末におけ る単行本蔵書数

は 48,685 冊であ り ，購読学術雑誌は，国内外合わせて 462

誌にのぼる。 その他， マ イ ク ロ フ ィ ッ シ ュの形態で収集

し ている米国政府の環境分野の技術報告書は 117,719 件

を数え る。

図書等の管理及び文献情報の提供については， 情報の

電子化を進める と と も に， 所内の利用者がオン ラ イ ン検

索でき る よ う 整備し ている。 特に， 雑誌所蔵目録データ

ベース においては， 各誌の電子ジ ャ ーナルや イ ン タ ー

ネ ッ ト によ る出版社オン ラ イ ンサービ スへ リ ン ク でき る

よ う に， 常に最新の情報に更新し ている。

図書関係の設備については， 雑誌閲覧室は棚数 2,664

棚， 雑誌展示書架 840 誌分， 204m2， 単行本閲覧室は棚数

708 棚， 雑誌展示書架 280 誌分， 194m2， 索引 ・ 抄録誌閲

覧室は棚数 1,008 棚， 80m2， 報告書閲覧室は棚数 918 棚，

74m2 であ り ， その他情報検索室 （50m2） ， 地図 ・ マイ ク

ロ資料閲覧室 （101m2），及び複写室 （17m2） と なっている。

なお， 本年度の外来閲覧利用者は 42 人， 図書室の延べ

利用者数は 32,373 人であった。

（ ５ ） 環境省委託調査報告書等の収集

環境省が委託等に よ り 実施し た調査研究等の成果は，

研究者や一般の国民に と って も貴重な も のであ る。 本年

度は， 環境省が前年度中に実施し た調査研究等の成果物

を中心に， 552 種の報告書を収集， 整備し た。 この結果，

累積総数は， 4,328 種に達し ている。

また， 国， 地方公共団体， 大学等から 462 種の寄贈及

び寄贈交換の報告書等があ り ， 累積総数では， 15,321 種

を数える。

７ . ３ . ３ 情報技術を活用し た事務の効率化

主任研究企画官室及び総務部等の管理部門等を中心 と

し， 情報技術を活用 し た事務の効率化のための支援を

行った。 本年度に実施し た主な も のは以下の と お り であ

り ， データベースについてはイ ン ト ラ ネ ッ ト での稼動を

基本 と するが， 一部は研究所ホームページのコ ンテン ツ

と し て も公開されている。 これら の支援は， 今後も継続

し て行ってい く こ と と し ている。

ア． 研究課題データベースの作成

イ． 研究計画 XML 自動組版システムの導入支援

ウ． 職員等基本データベースの作成

エ． 来訪者データベースの作成

オ． 情報公開用法人文書管理データベースの作成

カ．外部から の問い合わせ等回答概要データ ベースの作成

キ． 環境測定法データベースの移行支援

ク． 管理部門パソ コ ンシステムの導入支援

ケ． 個人情報保護法施行対応支援

７ . ３ . ４ データベース化等に係る研究者支援

所内研究者が保有する研究成果のデータベース化や研

究コ ンテンツの作成等に関し て， 研究者から の要請に基

づき情報処理作業を行い， 研究所ホームページに掲載す

る などの支援 ・ 協力を行っている。

本年度に研究所ホームページから公開し た コ ンテンツ

の う ち， 作成に当たって支援 ・ 協力を行った主な ものは，

以下の とお り であ る。

ア． サンゴ礁の水中画像アーカ イブ
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イ ． 光化学オキシダン ト 等に関する Ｃ 型共同研究の

ページ

ウ． 地球温暖化と健康に関する ホームページ

エ． 全国水生生物調査のページ （指標生物図鑑）

オ． 侵入生物データベース

７ . ３ . ５ 研究情報企画 ・ 整備推進チーム

平成15年度における環境情報セン ターの組織改編の一

環 と し て設置し た も ので， 情報技術の活用を中心 と し て

所内の研究者 と 連携する事業の展開を目指し た も のであ

る。 本年度は， PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジ ェ ク ト が進める

地方環境研究所等と の Ｃ 型共同研究 「日本における光化

学オキシダン ト 等の挙動解明に関する研究」 及び生物多

様性研究プロ ジェ ク ト 等が進める Ｂ 型共同研究 「流域生

態系の再生プ ラ ン支援を目的 と し た河川ネ ッ ト ワーク解

析技術の開発」 に対し， 共有サーバの設置によ るデータ

の一元管理及びデータベースの共有化， データ解析ツー

ルの作成 ・ 配布によ るデータの基礎集計及び解析の便を

図ったほか， 利用を関係者に限定し たホームページの構

築， 電子会議室の設置等を通じ， 研究支援を行った。

７ . ４ その他の業務

７ . ４ . １ 環境情報ネ ッ ト ワーク研究会

本セン ターでは， 環境情報の提供業務に関連し た情報

交換等を行 う ため， 全国の地方環境研究機関の情報担当

者を主な対象 と し て， 毎年度 「国立環境研究所環境情報

ネ ッ ト ワーク研究会」 を開催し ている。 今年度の研究会

（第 17 回） は， イ ン ターネ ッ ト の利用増大に伴い幅広い

層に と って利用しやすいホームページづ く り の必要性が

ますます高ま っている こ と を背景に，「ア ク セシビ リ テ ィ

に配慮し たホームページの整備について」 をテーマ と し

て， 平成 17 年 ２ 月 ９ ， 10 日に開催し， 地方環境研究機

関及び環境省所管の公益法人等から 46 機関 （約 70 名）

の参加を得た。

７ . ４ . ２ 環境省からの受託等業務

本研究所は，平成 13 年 ４ 月に独立行政法人化し た こ と

によ り ， 国や民間の機関等か らの業務の委託， 請負実施

が可能 と なった。 本セン ターにおいて も， 本年度， 環境

省か ら の ６ 件の委託， 請負業務を実施し た。 その概要は

以下の とお り であ る。

（ １ ） 平成 16 年度水質環境総合管理情報システムの開

発業務 （委託， 水環境部企画課）

各種の水環境情報を一般に利用しやすい形で提供する

システムの構築を行い， 広 く 国民の環境保全への理解を

深める と と も に， 水環境保全活動及び学術的な調査 ・ 研

究を支援し， さ ら に， 各行政機関が収集し た水環境関連

情報及び市民か ら提供される情報について も総合的に提

供でき る システムの構築を目的と し て，平成 13 年度から

４ 年計画で開始された ものであ る。

本年度は， 本シス テム開発の最終年度に当た り ， これ

までの成果を踏まえ， 水環境保全行政及び市民によ る水

環境保全活動の支援に資する各種水質環境に関する総合

的な情報を発信する ホームページの構築を行った。

ま た， 本ホームページの一環と し て， 東京湾再生推進に

関する 情報提供を目的と し たホームページを開設し た。

（ ２ ） 平成 16 年度大気汚染物質広域監視システム （そ

ら まめ君） 表示系管理業務 （請負， 環境管理局大気

環境課）

環境省では， 光化学オキシダン ト 対策等の大気汚染防

止施策に資する こ と を目的と し て，平成 12 年 ６ 月からの

一般向けの試験運用を踏まえ， GIS を活用し た表示機能

を追加開発し， 平成 14 年 １ 月 21 日から本格運用に移行

する と と も に， データ収集の範囲を広 く 全国的に展開し

ている と こ ろであ る。 なお， 平成 15 年度からは，全国 47

都道府県すべての大気汚染物質常時監視データの公開を

開始し ている。

本年度は昨年度に引き続いて， 全国の大気汚染常時監

視データ （ １ 時間値） 及び光化学オキシダン ト 注意報 ・

警報発令情報を収集し て提供する 「そ ら まめ君」 ホーム

ページの日常運用・保守管理業務を行った。 さ らに，ペー

ジ構成の見直し等， 利用者のニーズに対応し た リ ニ ュー

アルを行った。

また， 本業務の一環 と し て花粉飛散時期のみ運用する

「環境省花粉観測システム （はな こ さ ん） 」 について， 昨

年度までの関東 ・ 関西地域のほか， 中部地域の情報も追

加し た形で，平成17年 １ 月に リ ニューアル公開を行った。

（ ３ ） 平成 16 年度生活環境情報総合管理システムの整

備業務 （請負， 環境管理局大気生活環境室）

近年におけ る感覚公害問題の実情を踏まえ， 全国の騒

音 ・ 振動 ・ 悪臭に係る法施行データ， 発生源データ等を

整備し たシステムに加え， 好ま しい環境 と し ての 「かお

り 風景 100 選」 等のデータ処理システムを開発し， 広 く

情報発信する こ と によ り ， 地方公共団体におけ る対策の

推進， 事業者によ る自主管理の推進， 国民自ら によ る生

活環境向上のための活動， 環境影響評価のための基礎資

料を得る など， 多岐にわた る利用に資する こ と を目的 と

する ものであ る。

本年度は，地方公共団体の業務の支援機能と し て，デー

タ帳票出力機能及び地方公共団体ユーザ管理， かお り 風

景 100 選及び日本の音風景 100 選情報の登録機能等の開
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発 と 公開試験を行った。 また， 全国星空継続観察調査シ

ステムの基本設計を行った。

（ ４ ） 平成 16 年度全国水生生物調査結果解析業務 （請

負， 水環境部企画課）

本年度は， 昨年度開発し た 「水生生物調査支援情報シ

ステム」 を利用し， 平成 16 年度の全国水生生物調査の結

果を と り ま と めて環境省への報告書を作成し たほか，「全

国水生生物調査のページ」の充実を図 り ，調査結果のペー

ジを新たに作成し た。

（ ５ ） GIS を用いた自動車交通騒音情報の整備 ・ 提供手

法検討調査 （請負， 環境管理局自動車環境対策課）

本年度に運用を開始し た環境 GIS の 「自動車交通騒音

実態調査報告」 のページの運用に当た り ， 専用サーバを

設置し て管理を行 う と と も に， ページ閲覧頻度を監視す

る な ど， よ り 効果的な運用に対する検討を行っ たほか，

ページを紹介する リ ーフ レ ッ ト を作成し た。

（ ６ ） ダ イオキシン類測定結果 GIS 公開システム構築業

務 （請負， 環境管理局ダ イオキシン対策室）

全国のダ イオキシン類の調査結果を， 本セン ターにお

いて既に運用を開始し ている環境 GIS の機能を活用し て

公開する こ と を目標 と し て， 本年度， 新たに請け負った

業務であ る。

本年度は， 国及び地方公共団体が平成 ９ 年度以降に測

定し たダ イ オキシン類に係る環境調査結果等を対象に，

当セン ターの環境 GIS システムに統合し， 測定地点の地

図表示， データの一覧及びグ ラ フ表示， データのダ ウ ン

ロード を行 う こ と のでき る システムを開発し た。
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８ . １ 業務概要

地球環境問題は， 近代科学のめざ ま し い発展の も と，

人口の増加 ・ エネルギー と 資源の大量消費な どに よ り ，

過去に類のない繁栄を享受 し てい る こ と に起因 し てい

る。 こ う し た状況に直面し， 地球環境問題解決の国際的

機運が高ま ってい る反面， 科学的理解が不十分なため，

実際の対策を と る国際的 ・ 国内的合意が形成されに く い

のが現状であ る。

こ のよ う な事態に対し て実効あ る取 り 組みを行 う ため

には， 地球環境に関する観測 ・ 監視 と 調査研究を抜本的

に強化し， 人類の諸活動が地球環境に及ぼす影響を科学

的に解明する基礎作 り を進める こ と が不可欠であ る と い

う 認識が世界的に広ま っている。 と り わけ， 高度な経済

活動を営み， 優れた技術力を有する我が国 と し ては， 国

際的な責務 と し て， 国際的地位に応じ た役割を積極的に

果た し てい く こ と が求められている。

以上のよ う な背景のも と に，地球環境研究セン ター（以

下， CGER） は平成 2 年 10 月に発足し た。 当セン ターの

基本的任務は， 地球環境研究を国際的， 学際的， さ ら に

は省際的な観点か ら総合的に推進する こ と にあ る。 こ の

ために， 「地球環境研究の総合化」 ， 「地球環境研究の支

援」， および 「地球環境のモニタ リ ング」 を業務の 「三本

柱」 と し て と ら えて活動し てき た。

平成 13 年度の独立行政法人化に伴い，効果的な事業展

開が要求される よ う にな り ， また， CGER の活動が 「知

的研究基盤」 と し て位置づけ られる こ と と な り ， よ り 焦

点を絞った先鋭的な事業展開が求められている。 そのた

めに， 独立行政法人化に際し て策定された中長期計画に

沿って事業体制を強化し， 従来の 「三本柱」 によ る事業

内容を分割する こ と ではな く ， 業務分担に と らわれず分

野横断的な体制で事業を推進する こ と と し た。

地球環境研究の総合化 と し て， 地球環境研究に係わる

中核的研究機関 （COE） 機能の強化をはかる ために， 平

成 １ ５ 年度は GCP （Global Carbon Project） 国際オフ ィ ス

を開設し た。 所内外の地球環境研究成果のデータベース

化 ・ 提供， 落石岬 ・ 波照間ス テーシ ョ ンなどでの温室効

果ガスに係わる観測内容の強化や森林生態系の炭素循環

機能に係わる観測体制の整備など地球環境モニ タ リ ング

事業の充実をはかった。

また， 平成 14 年 ６ 月よ り 「温室効果ガス イ ンベン ト リ

オフ ィ ス （GIO）」 が発足し，日本の温室効果ガス排出量・

吸収量の算定及び関連情報の提供を開始し た。

また， 衛星観測プロ ジェ ク ト 関連では， 平成 16 年 ４ 月

に地球環境研究セン ター長の も と に 「GOSAT 研究チー

ム」 （チーム リ ーダーは地球環境研究セン ター総括研究管

理官） が設置され， 次期衛星観測センサの仕様に関する

検討とデータ処理手法の開発研究を開始し た。

８ . ２ 地球環境モニ タ リ ング ・ データベース事業

従来， CGER では自然科学的な地球環境研究で得られ

た成果を踏まえて， 様々な地球環境モニ タ リ ング事業を

推進し て き た。 また， データベース事業 と し て社会経済

的な地球環境研究の成果を フ ォ ローア ッ プし て き た。 両

者は， データの取得方法が異な るが， その後の 「データ

の と り ま と め （データベース化）」 － 「データ発信」 と い

う プロセスは同一であ るので， 両者を常に研究的な視野

に立脚し て地球環境問題に係わる研究及び施策の基盤 と

な る客観的データ を取得する と う い う 視点に立って推進

する こ と と し た。

８ .２ .１ 地球環境モニタリ ング・ データベース事業の体制

地球環境モニ タ リ ング ・ データベース事業の中核 と な

る所内研究者 （実施代表者）， 観測実務を分担協力する所

内研究者 （協力研究者）， 専門的見地から指導 ・ 助言を行

う 所外の有識者 （指導助言者）， 事業実務を担当 ・ 補佐す

る民間団体 （技術支援団体） か ら な る実施グループによ

り 実施されている。 そ し て， 事業全体の企画調整 ・ 予算

等は， CGER の研究管理官および観測第一 ・ 第二係等が

事務局 と な り ， 事業実施グループ ・ 技術支援団体等 と 緊

密な連携を図 り ながら管理 ・ 運営が行われている。

事業の成果は毎年，「 地球環境モニタ リ ング・ データ ベー

ス 事業報告会」 で発表さ れ， 国立環境研究所内に設置さ れ

た地球環境研究センタ ー運営委員会で評価さ れた。

得ら れた観測データ は検証・ 評価を経て， 刊行物やイ ン

タ ーネッ ト を介し た電子情報媒体で逐次公表し ている 。

なお， CGER では自然科学的な地球環境モニ タ リ ング

事業 と 社会経済学的な地球環境問題に関するデータベー

ス事業の両者の情報をバラ ン ス良 く 総合的に蓄積し， 地

球環境問題に係わる研究及び施策の基礎を広 く 社会に提

供する と こ ろを目指し て長期的な視野に立って事業展開

し ている。

８ . ２ . ２ 地球環境モニ タ リ ング事業

CGER では， 地球環境研究及び行政施策に必要な基礎

データ を得る ために， 世界各国の関係機関 ・ 研究所 と 連

携しつつ， 地球的規模での精緻で長期的な地球環境のモ

ニタ リ ングを実施し ている。

以下に， 主な活動概要を記す。

・ つ く ばにおける成層圏オゾンモニ タ リ ング ： ミ リ 波放

射計によ る定常観測 と オゾン レーザーレーダーによ る強
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化 ・ 検証観測をあわせて， 成層圏下層か ら中間圏にまた

がる高度 14 ～ 60Km のオゾン密度の鉛直分布を観測でき

る体制を整備し， 観測を継続し た。 つ く ば上空におけ る

オゾン濃度の ト レ ン ド と し ての際立った減少は見られな

かった。 季節変化に関し ては， 高度ご と に異なった周期

の季節変化が見られ， その メ カニズムに関し ての検討を

進めた。

・ 北域成層圏総合モニ タ リ ング ： 北極極渦の中緯度域へ

のオゾン層破壊への影響を明ら かにする ために， 名古屋

大学太陽地球環境研究所 と共同で北海道陸別町の町立天

体観測施設を利用し て， 両機関がそれぞれの得意 と する

観測システムを用いて総合観測を行った。 CGER は ミ リ

波放射計を用いて高度 20 ～ 60km のオゾンを連続観測し

てお り ， 北極渦の到達によ る成層圏オゾンの変動を観測

し た。

・有害紫外線モニ タ リ ングネ ッ ト ワーク ：有害紫外線 （Ｂ

領域紫外線） の増加によ る生物影響の基礎データ を整備

する ために， 広 く 研究機関 ・ 大学などのボ ラ ンテ ィ ア参

画を得て， 全国に観測ネ ッ ト ワーク （18 機関＋ CGER ５

拠点） を構築し ている。 データ発信体制を整備し， ホー

ムページからの観測情報と UV イ ンデッ ク スのオン ラ イ

ン発信体制を整備し た。

・ 地上ステーシ ョ ン （波照間 ・ 落石岬） での温室効果ガ

スモニ タ リ ング ： 波照間， 落石岬において温室効果ガス

類 （二酸化炭素， メ タ ン， 亜酸化窒素など） のベース ラ

イ ン濃度を長期連続観測し ている。 それら のデータは世

界気象機関 （WMO） が主宰する温室効果ガスのデータセ

ン ター （WDCGG） に提出されている。 平成 16 年の二酸

化炭素濃度は両ステーシ ョ ン と も H 約 380ppm であった。

メ タ ン濃度は北に位置する落石岬の方が若干高い傾向が

あ るが， その濃度増加は小さ く なっている。 新たに導入

し たエア ロ ゾルの観測装置は， シベ リ アの森林火災の煙

を落石で捕ら えた。GC-MS を用いたハロ カーボン類の観

測も順調に進んでいる。

・定期船舶を利用し た太平洋温室効果ガスモニ タ リ ング：

海洋の二酸化炭素吸収機能を把握する ために， 日本－米

国， 日本－オース ト ラ リ ア ・ ニ ュージ ラ ン ド 間を運行す

る定期貨物船 （FUJITRANS WORLD, PYXIS） の協力を得

て， 太平洋海域において大気－海洋間の二酸化炭素交換

収支量， 並びに洋上大気の温室効果ガス濃度などの観測

を継続し た。 北緯 40 度以北の観測のために， あ ら たに

Skaubryn 号の協力を得る こ と ができた。 これによ り 来年

度からの観測が強化される予定であ る。

・ シベ リ ア上空における温室効果ガスに係る航空機モニ

タ リ ング ： シベ リ アの ３ 地点 （スルグー ト ， ノ ボシビル

ス ク， ヤ クーツ ク） の上空で温室効果ガス濃度の鉛直分

布の時系列観測を現地研究機関の協力を得て実施し てい

る。ヤ クーツ ク では 10 月に新たな大型航空機を使った試

験サンプ リ ングを開始し た。 これら の観測データは， 温

室効果ガスの全球的な挙動に対する シベ リ アの役割の解

明に資する もの と なっている。

・ 北方林の温室効果ガス フ ラ ッ ク スモニ タ リ ング ： 北海

道の ２ 地点 （苫小牧国有林のカ ラ マツ林 ； 苫小牧フ ラ ッ

ク ス リ サーチサイ ト ， 北海道大学天塩研究林 ： 天塩 CC-

LaG サイ ト ） を整備し， 森林－大気間のガス フ ラ ッ ク ス

をはじめ と する森林生態系におけ る炭素循環過程に係わ

る総合観測研究を平成 12 年夏から開始し た。

苫小牧サイ ト は， アジア地域のフ ラ ッ ク ス観測ネ ッ ト

ワーク， AsiaFlux の基幹拠点 と位置づけ られる と と もに，

多 く の森林観測研究のプ ラ ッ ト フ ォーム と し て機能し て

いる。 また， 天塩サイ ト は， 森林の生育過程に伴 う 炭素

循環機能の推移を長期観測する ために， 北海道大学北方

生物圏フ ィ ール ド 科学セン ター， 北海道電力株式会社 と

の共同研究と し て実施し てお り ， 平成 15 年 10 月に天然

林の皆伐地にカ ラ マツ苗を植樹し て， 新たな観測段階に

入った。

・ リ モー ト センシングを用いた森林の構造と機能の評価

に関するモニ タ リ ング：台風 18 号によ る苫小牧フ ラ ッ ク

ス リ サーチサイ ト の被害 と 残存植生の定量的な把握を目

的 と し て航空機によ る レーザ樹高計 と 近赤外デジ タルカ

メ ラ を用いた観測を行った。 新たな解析手法の開発によ

り ， 倒木数を始め樹高別に見た倒木傾向の把握や， 残存

植生のバイオマス量など， 自然攪乱によ る被害状況の定

量的な把握を可能と し た。

・ GEMS/Water 支援事業 ： GEMS/Water プロ ジェ ク ト に，

我が国の中核拠点 と し てプロ ジェ ク ト を支援 ・ 参画する

と と も に， 当研究所の旧来から の観測湖沼であ る北海道

摩周湖と茨城県霞ヶ浦での観測を継続し ている。同時に，

霞ヶ浦調査では観測データベースの更新， 摩周湖調査で

は摩周湖データベース を作成する ために， 摩周湖に係わ

る全データの収集を進めた。

・ 標準ガス事業 ： 温室効果ガスおよびその関連物質濃度

（CO2， CH4， N2O， O3, CO， H2， SF6） や二酸化炭素安定

同位体比に関し て， 一次標準や参照物質を製作し その維

持管理を行っている。 二酸化炭素に関し て新たな標準系

列の試作を行った。 オゾンの標準に関し て， 標準参照光

度計の設置や他の方法 と の厳密な比較など行ってい る。

これに加え， 国外の機関と の相互比較等を行っている。

８ . ２ . ３ 地球環境データベース事業
―  278  ―



国立環境研究所年報 （平成 16 年度）
従来， 地球環境データベース事業 と し ては， 地球環境

問題の社会経済的な研究成果をデー タ ベース化 し て き

た。 これら の個々の事業を地球環境研究モニ タ リ ング と

同一形態に整合させ， 地球環境研究の推進 ・ 地球環境問

題解決のための施策に資する社会科学的情報資源 と し て

系統的に整備する。 特に， これら のデータベースは， 所

内の研究者の研究成果の発展例であ り ， 様々なレベルで

活用され， 高い評価を受けてお り ， 適宜最新データに更

新する。 以下に， その概要を紹介する。

・ 温室効果ガス排出シナ リ オデー タ ベース ： 当研究所で

開発し た AIM （アジア太平洋地域における温暖化対策統

合評価モデル） 等の二酸化炭素排出シナ リ オを体系的に

収集し たデータベースであ り ， 様々な温暖化モデルにそ

のデータが利用されている。 本年度は， 現在， 作成途上

にあ る IPCC 第 ４ 次評価報告書に向けて， 第 ３ 次報告書

以降に発表されたシナ リ オを集中的に収集し， また， シ

ナ リ オ作成のための重要な情報であ るモデル情報 と の連

携を図る ためデータベース フ ァ イルの改良を行った。

・ 排出イ ンベン ト リ ーデー タ ベース ： アジア地域の大気

汚染質 （SO2 および NOx） の排出施設の立地， 各施設の

燃料消費量， 脱硫 ・ 脱硝施設の運用状況等のデータ を収

集し， GIS （地理情報システム） と し て構築する。 本年度

は， 中国， イ ン ド， タ イ， ベ ト ナムに関し て点源 ・ 面源

のエネルギー消費， 大気汚染物質， 温室効果ガス排出量

のデータについて， 数分 メ ッ シ ュの排出データに変換す

る手法を検討し， メ ッ シュ毎の排出量データ を作成し た。

・ マテ リ アルフ ローデータベース ：我が国の物質収支 （勘

定） の基礎データの整備 と と も に， その移動 ・ 流通過程

を解析し たデータベースであ り ， 「貿易と環境」 に関する

研究等を支援する も のであ る。 今年度は石油製品 ・ 石油

化学製品のマテ リ アルフ ローを体系的に把握する事業に

着手し た。

・ 温暖化影響 ・ 気候シナ リ オ ・ 影響モデルデータベース ：

温暖化の影響評価に係わる IPCC の報告内容や最新の温

暖化研究の成果を研究者や一般向けに解説 し たデー タ

ベース を作成し， ホームページ上で関連する最新情報を

含め公開し ている。

・熱帯域における陸上生態系に関する基礎データベース ：

熱帯林の炭素循環， 温暖化影響， 生物多様性の視点から，

CTFS （ス ミ ソ ニアン熱帯研究所） 及び現地のローカルカ

ウ ン ターパー ト と 共同で， 東南アジアの熱帯林 ４ 地点の

森林植生のセンサス を行っている。 本年度はマレーシア

半島部ネグ リ セン ビ ラ ン州， パソ保護林に設置された天

然林， 二次林の長期観測プロ ッ ト のデータ を も と に， 林

冠構造や多様性の維持機構について解析を行った。

・吸収源関連データベース：京都議定書における CDM（ク

リ ーン開発 メ カニズム） に対応し， 森林を二酸化炭素吸

収源 と し て評価する ために， 国際動向や リ ーケージの把

握手法， リ モー ト センシング技術の利用可能性等につい

ての情報を取 り ま と める。 また， 衛星観測データ を利用

し た吸収源デー タ セ ッ ト を開発す る ために， 衛星観測

データ と 植林地イ ンベン ト リ ， 地理情報データ を組み合

わせた吸収源データベースの開発を進めている。 本年度

は， 国別統計データ を用いた各国吸収源活動によ る炭素

蓄積変化の簡易推定手法の検討を行い， 衛星データ， 地

理情報， 経済データ等の各種データセ ッ ト の整備を実施

し た。

８ . ２ . ４ 衛星観測プロジ ェ ク ト 関連

環境観測技術衛星 （みど り ２ 号 ； 平成 14 年 １ 2 月打ち

上げ） に搭載されたオゾン層観測センサ ILAS- Ⅱは， 衛

星の運用が平成 15 年 10 月に停止し， 約 ７ ヵ月間のデー

タ取得の後にその観測を終了し た。 しかし， ILAS- Ⅱの

データ処理運用システム （計算機システムおよびソ フ ト

ウ ェ ア シ ス テ ム を 統合 し た シ ス テ ム） の運用に よ り ，

ILAS- Ⅱの観測期間中に取得された貴重なデータの再処

理 と 処理プロ ダ ク ト の提供を行った。 また， 当システム

の リ ースア ッ プに伴い，平成 16 年度末に小規模な新シス

テムへの移行を行った。 同時に， 次期衛星観測センサで

あ る GOSAT 衛星に搭載される 「温室効果ガス観測セン

サ」 のデータ処理手法の開発を目指し， それに適する計

算機シ ス テ ムの基本設計や運用体制の検討を進めてい

る。

８ . ３ 地球環境研究支援事業

CGER では， 地球環境研究を円滑に推進でき る よ う に，

地球環境データベース と し て各種環境情報を収集 ・ 蓄積

し， 国内外の研究者等への提供， な らびに膨大な計算能

力 ・ 記憶能力を必要 と する地球環境に係わるモデル ・ シ

ミ ユレーシ ョ ン研究者にスーパーコ ン ピ ュータ資源を提

供し ている。

８ . ３ . １ UNEP/GRID つ く ば

UNEP/GRID （国連環境計画 / 地球資源情報データベー

ス） －つ く ばは， UNEP/GRID の地域セン ター と し て， 平

成 ３ 年に発足し た。GRID で取 り 扱 う データは主に全球の

地理情報データであ る。 日本及び近隣諸国に向けて， 世

界の GRID ネ ッ ト ワーク から発信されるデータ を提供す

る と と も に， GRID －つ く ばで も所内外の研究成果 （特

に， 社会経済的データ） をデータベース化し， オ リ ジナ
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ルデータ と し て国内外に発信 ・ 提供し ている。

８ . ３ . ２ GEO への貢献

GEO （地球環境概況） は， UNEP が推進する地球環境

の現状を解説する白書を作成する プ ロ ジ ェ ク ト であ る。

CGER は， 東アジア （日本 ・ 中国 ・ モンゴル ・ 韓国 ・ 北

朝鮮） の環境のレ ビ ューを分担し てお り ， 本年度には第

４ 次報告書 （GEO IV） の執筆に向けた準備を進めている。

８ . ３ . ３ スーパーコ ンピ ュータ システムの運用

地球環境変動や影響の予測のために，地球環境の変動メ

カニズムを研究し ， それら を 数値的な予測モデルにま と

め， 計算実験をし てみる 必要がある 。 本センタ ーでは， こ

れら の地球環境予測モデルの研究を支援する 目的で，ス ー

パーコ ンピュ ータ シス テムを整備し ，国内外の研究者に利

用提供し ている 。 なお， ス ーパーコ ンピュ ータ のシス テム

支援は， 環境情報センタ ーと 連携し て行っている 。

当スーパーコ ンピ ュータの運用に際し ては， 専門家か

ら な る 「スーパーコ ン ピ ュータ関連研究ステア リ ンググ

ループ」 の意見を反映させる と と も に， 代表的な利用者

か ら な る 「スーパーコ ン ピ ュータ利用ワーキンググルー

プ」 （代表的ユーザーからの意見聴取等） を開催し， 利用

者への情報提供等の円滑， かつ効率的な運用をはかって

いる。

また， 当スーパーコ ン ピ ュータ システムは， 超高速の

演算性能 と 超高速 ・ 大容量の磁気デ ィ ス ク を駆使し た大

気海洋結合大循環モデル等の大規模な数値シ ミ ュ レー

シ ョ ンや人間活動が地球環境に及ぼす影響の解明などの

研究に使用され， 本年度には， 21 課題 （主に所内で実施

する もの 8 課題， 主に所外研究機関や大学で実施する も

の 13 課題） が利用し た。 「高解像度大気海洋結合モデル

を用いた気候変化実験」 が優先利用課題 と なって利用さ

れ， IPCC 第 ４ 次報告書に向けて， 地球温暖化の予測に関

する研究が進め られている。 なお， 当システムを利用し

た地球環境研究の幅広い紹介， 利用者間の情報交換など

を 目 的 と し て， 前 年 度 の 研 究 成 果 を 「CGER'S

SUPERCOMPUTER ACTIVITY REPORT Vol.11」， 「CGER’

S MONOGRAPH REPORT Vol.9」 と し て出版し た。

なお， 活発な研究需要に対応し てスーパーコ ン ピ ュー

タ システムの利用形態 と 運用形態を改善し， 円滑な運用

に心がけた。

８ . ４ 地球環境研究の総合化

本セン ターの発足当初は， 地球環境研究の創世期であ

り ， 本セン ター業務の三本柱の一つであ る地球環境研究

の総合化業務の機能は， 地球環境研究者 ・ グループの育

成 ・ 交流， 地球環境研究の情報収集 と 発信， 地球環境研

究のあ り 方の考察 ・ 提案等であった。 しかし， 地球環境

問題がよ り 顕在化し， それに対応し た調査研究が急激な

勢いで推進されて き た。 その結果， 地球環境研究が環境

研究の大き な部分を占める よ う にな り ， 研究体制も整備

されてき た。それに対応し て，本総合化事業も 「ナビゲー

ター」 および 「レ ビ ュ アー」 と し ての機能に加え， 前年

度から 「温室効果ガス イ ンベン ト リ オフ ィ ス （GIO）」 に

よ る日本の温室効果ガス排出量 ・ 吸収量の算定及び関連

情報の提供を中心に事業を開始し た。

８ . ４ . １ ナビゲーター機能

地球環境の変動は多 く の要素が絡み合 う 複雑なプロ セ

スであ り ， 多様な分野の多 く の研究者が， 国際的に も協

力し て対処する必要があ る。 そのために， 国内外の地球

環境研究に携わる研究者の交流 ・ 組織化を進め， 研究の

方向付けを行 う と と も に， 地球環境研究を分野横断的に

総合化し， 行政施策に資する提言を行 う 。 そのために地

球環境研究に関する 「 リ サーチ ・ オン ・ リ サーチ」 を所

内併任者や所外客員研究員の協力を得て実施し て き た。

また， CGER の個々の事業には， それぞれの分野におけ

る コ アオフ ィ ス機能を有する事業が数多 く あ り ， それぞ

れの分野におけ る中核的機関 と なっている。 地球環境モ

ニタ リ ングにおいては，UNEP と WHO が組織する GEMS/

Water （世界環境監視システム / 水質監視計画） の我が国

のナシ ョ ナルセン ター， あ るいはアジア地域の二酸化炭

素フ ラ ッ ク ス観測ネ ッ ト ワーク （AsiaFlux） の事務局 と し

て機能する他， 各モニ タ リ ング事業も， 世界的な観測研

究ネ ッ ト ワーク の主要構成者 と なっている。 また， デー

タベース関連で も地球環境情報の図化し た下データベー

ス整備機関であ る UNEP/GRID（地球資源情報データベー

ス） の地域セン ターと し てデータ提供を行っている。

他に， 地球環境研究の国際的組織 ・ 機関に積極的に組

織構成員と し て，運営に参加・協力し ている。特に，IPCC

（気候変動に関する政府間会合） の評価報告書の執筆者

（ リ ード オーサ） や国際的な地球環境観測や炭素循環研究

（IGCO や GCP など）， あ るいは総合科学技術会議の温暖

化イ ニシアチブなどの地球環境研究戦略を立案する組織

に参加し ている。

８ . ４ . ２ レビ ュアー機能

多 く の人々の地球環境に関する理解を高め る ために，

国内外の地球環境研究情報を集約し， 知的基盤 と し て整

備を進めている。
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その一つ と し て， 地球環境研究に係わ る情報を収集 ・

データベース化し て， 広 く 所内外に最新の地球環境研究

情報を提供する ための， システム整備を行っている。 ま

た，情報提供・広報手段 と し て， イ ン ターネ ッ ト では 「地

球環境研究セン ターホームページ」 を整備し， 最新情報

を提供し ている。 加えて， CGER の活動紹介だけではな

く ， 広 く 地球環境研究の動静を紹介する ために， 毎月，

広報誌 「地球環境研究セン ターニ ュース」 を刊行し てい

る。 現在， 印刷部数は ３ 千部以上に達し， ほぼ国内の地

球環境研究関係者全体に， 情報が周知される体制になっ

ている。 他に， CGER の活動成果を報告書 「CGER レポー

ト 」 と し て ５ 冊刊行し た。 地球環境研究の最新の動向を

周知させる ために， 会議や報告書を随時開催し た。

なお， 広報 ・ 普及活動 と し て， 子供たちを対象 と し た

環境の理解を深め る ク イ ズ 「環境関心度チェ ッ ク」 を，

14 分野の環境問題について作成し ている。 他に， 地球環

境問題に関する基礎的知識か ら最新の研究成果まで， 電

子媒体で動画像など を活用し て分か り やす く 解説するプ

ロ グ ラ ムの開発を進めている。

８ . ４ . ３ 温室効果ガスイ ンベン ト リ オフ ィ ス （GIO）

本事業は， 気候変動枠組条約の下で条約事務局に提出

する我が国の温室効果ガス排出量・吸収量目録 （以下 「イ

ンベン ト リ 」） の作成及びその作成方法の改善を目的 と し

ている。 加えて， イ ンベン ト リ に関連する情報を広 く 発

信し国内におけ る地球温暖化対策を推進する こ と， イ ン

ベン ト リ に関連する IPCC 等の開催する国際的会合に参

加 し 将来の地球温暖化対策の推進への貢献 も 行っ てい

る。 以下に主な活動概要を示す。

・ イ ンベン ト リ作成 ・ 改善 ： 1990 ～ 2002 年度の日本の温

室効果ガス排出量及び吸収量の推計を行い， 共通報告様

式 （CRF） を含むイ ンベン ト リ と し て 2004 年 5 月に条約

事務局に提出し た。 国家イ ンベン ト リ 報告書 （NIR） の構

成を変更し，COP での規定に準拠し た もの と し た。また，

一部の排出源については推計方法の改善を行った。

・ 国際研究協力 ： 2005 年 2 月に中国で 「第 ２ 回アジア地

域におけ る 温室効果ガ ス イ ンベン ト リ に関す る ワ ー ク

シ ョ ッ プ」 を開催し， アジア地域でのイ ンベン ト リ 改善

に関する情報交換や議論を行った。 また， APN 事業の一

環 と し て， タ イ， カンボジアを対象 と し た イ ンベン ト リ

作成に関する若手研究者に対する キ ャパシテ ィ ビルデ ィ

ングを実施し た。 具体的には， タ イ， カンボジアにおい

て当該国の主要な排出源／吸収源に関連する実測など を

開始し た。

・ IPCC 関連活動への参画 ： 2006 年 IPCC ガイ ド ラ イ ンの

作成に分野横断的事項の主執筆者と し て参画し た。また，

2006 年 IPCC ガイ ド ラ イ ン作成に関する連絡会 （日本の

主執筆者， 関係省庁， 関連業界） を複数回開催する など

し， 日本の専門家の参加を促すこ と や， 参加し た専門家

に対し情報提供等の支援を行った。

・ 国際交渉支援等 ： 気候変動枠組条約下の イ ンベン ト リ

審査活動に日本の専門家を派遣し た （ ４ 名 ： ①ク ロ アチ

ア訪問審査， ② ノ ルウ ェー等 ５ ヵ 国の集中審査， ③チェ

コ等 ４ ヵ 国の机上審査， ④ リ ト アニア等 ３ ヵ 国の机上審

査）。 また， 首席審査官と し て当該会合に参画し， 条約下

の審査活動の改善について検討し た。

８ . ４ . ４ グローバル・ カーボン・ プロジェ クト

（ Ｇ Ｃ Ｐ ） 国際オフィ ス

GCP つ く ば国際オフ ィ ス を 2004 年 4 月に CGER に設

置し た。 GCP の目標は， 総合地球システム科学であ る地

球規模の炭素循環の研究にいわゆる 「人間の次元」 を組

み込み， 炭素排出管理の要点及び方法を明ら かにし定量

化し て， 日本におけ る炭素循環研究プロ グ ラ ムを支援す

る こ と にあ る。

本年度は， オフ ィ スの開設 ・ 施設整備 ・ 組織作 り ・ ス

タ ッ フ配置に始ま り ， 地方 ・ 国 ・ 地域及び海外の科学者

及び政策担当者 と のネ ッ ト ワーク作 り ， 多数のニ ュース

レ ターへの記事の執筆， 筑波 GCP に関する案内書 ・ ポス

ター ・ パン フ レ ッ ト などのデザイ ン， 専門家集団を対象

と し た講演， 国立環境研究所におけ る GCP セ ミ ナーシ

リ ーズの企画構成， 財源関連の提案書の執筆， 日本， 中

国， イ ン ド， タ イ及び米国における各種会議， セ ミ ナー，

ワーク シ ョ ッ プへの出席， 将来の共同ワーク シ ョ ッ プ開

催に対する コ ミ ッ ト メ ン ト ( 公約 )， オフ ィ スの使命を支

え る研究材料や用具の設計 と 制作， 地域的炭素管理に関

する地球システム科学での国際的 リ ーダーシ ッ プを目指

す博士課程終了後の研修プロ グ ラ ムの構築， そ し て これ

までの活動内容 と 将来計画に関する多数のレポー ト 執筆

など， 様々な活動を実施し た。

８ . ５ その他

８ . ５ . １ 組織

本年度末現在で， 地球環境研究セン ター長 （充て職） ，

総括研究管理官 （ １ 名）， 研究管理官 （ ３ 名）， 主任研究

員 （ ２ 名）， 主幹， 業務係長， 交流係長， 観測第一係長及

び観測第二係長 （欠） の体制で業務に当たった。

また， 各事業の推進に際し て， 当セン ター職員のほか

に， NIES フ ェ ロー等の流動研究員， 所内併任者の協力を

得ている。
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なお，平成 16 年 ４ 月に地球環境研究セン ター長のも と

に 「GOSAT 研究チーム」 が新設され， 所内の研究者 （ ５

名） の併任 と専任の流動研究員 （NIES フ ェ ロー １ 名） に

よ り 研究活動を行っている。

８ . ５ . ２ 所外協力活動

・ 「サイエン スキ ャ ンプ 2004」 への参加 ； 若者の自然科学

への理解を深める ために， 文部科学省が主催する高校生

の体験宿泊研修 と し て， 温室効果ガス等の観測現場であ

る苫小牧フ ラ ッ ク ス リ サーチサイ ト で夏休み中に ２ 泊 ３

日で全国から ８ 名の高校生の参加を得て実施し た。

・ 「つ く ば科学フ ェ ステ ィ バル」 への参加 ： つく ば市内の

教育機関・ 研究機関が子ども たちに身近な科学的体験をし

ても ら う ために，地球温暖化の現状を分かり やすく 表現し

た 「パラ パラ 漫画」の工作と 環境問題ク イ ズなどを行った。

・ 地方団体主催環境関連行事への協力 ： 北海道根室支庁・

根室市教育委員会等が主催する 子供の環境月間行事 「エコ

ス ク ール」 と し て， 根室市内の小学生を対象に， 落石岬ス

テーショ ンの施設見学と 地球温暖化の講義を行った。

その他 ： 本研究所への見学 ・ 視察， および地方公共団体

や産業界等の環境に係わる研修や催事での講演等に積極

的に協力し た。
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９ . １ 運営体制

本研究所の大型施設等の運営については， 大型施設等

運営委員会において管理 ・ 運営に係る基本的事項を審議

し， 研究部門の主体運営部署を中心 と し た各施設運営連

絡会 と 施設課が連携し て， 専門業者を活用しつつ行って

いる。

９ . ２ 大型研究施設

９ . ２ . １ 大気化学実験棟 （光化学反応チャ ンバー）

本施設は， 大気中の一次汚染物質が光化学的に二次汚

染物質に変質する メ カニズムを実験的に研究する施設で

あ る。 本施設では， 都市域におけ る光化学スモ ッ グや対

流圏バッ ク グ ラ ウ ン ド の大気汚染に関連し た光化学オゾ

ンやエア ロ ゾルの生成， 成層圏でのオゾン分解等の大気

光化学反応を解明する こ と を主目的 と し ている。 そのた

めの大型実験装置 と し て光化学反応チャ ンバーが設置さ

れている。

本年度は，地球環境研究および経常研究等が行われた。

９ . ２ . ２ 大気拡散実験棟 （風洞）

本施設は， 工場や自動車から排出される大気汚染の移

流， 拡散現象をでき るだけ現実に即し てシ ミ ュ レー ト す

る ための施設であ る。 本施設は従来の流体力学用風洞の

仕様条件に加えて， 温度， 速度成層装置， 加熱冷却床パ

ネルを備えている点に特徴があ る。 これら の組み合わせ

によ り 種々の気象条件が再現でき， 移流， 拡散に最も重

要なパラ メ ータであ る大気の安定度を調節し て自然大気

と 相似の条件で大気汚染をシ ミ ュ レー ト する こ と が可能

であ る。 そのための大型施設 と し て大型 ・ 中型の風洞が

設置されている。

本年度は， 地域密着型研究および経常研究等が行われ

た。

９ . ２ . ３ 大気汚染質実験棟 （エアロ ド ーム）

本施設は， 環境大気の遠隔計測並びに粒子状大気汚染

質の大気中の挙動を研究する施設であ る。 最上部 （7 ・ 8

階） に設置されている大型レーザーレーダーは大気汚染

質の空間分布を短時間に広範囲にわたって観測する ため

の装置であ る。 ３ 階には， 粒子状汚染質および酸性 ・ 酸

化性物質の生成， 拡散， 消滅の諸過程を研究するエア ロ

ゾルチャ ンバー装置が設置されている。

本年度は，地球環境研究および経常研究等が行われた。

９ . ２ . ４ 大気共同実験棟 （大気フ リースペース）

本施設は， 室内実験， フ ィ ール ド 調査などに使用され

る各種計測器の校正試験， および既設の各施設では対応

でき ない大気関係の研究のために， その必要性に応じ一

定期間の使用に供する こ と を目的 と し た施設で， 各種の

機器の校正に利用された。 また， 対流圏および成層圏の

オゾン濃度分布の測定を行い， オゾン濃度の変動現象の

解明および長期的な変化を研究するオゾン レーザーレー

ダーが設置されている。

「オゾンレーザーレーダー」

オ ゾ ン観測室に設置 さ れてい る オゾ ン レーザーレー

ダーはレーザーと口径 100cm の望遠鏡を備えてお り ， 高

度 45 km までのオゾンの高度分布を高い精度で観測する

こ と ができ る。

本年度は， 重点特別研究および地球環境研究セン ター

によ る成層圏モニタ リ ングが行われた。

９ . ２ . ５ 大気モニ ター棟

本施設は， 大気質の自動測定装置等の精度や安定性の

チェ ッ ク あ るいは相互比較， さ らに妨害因子の検討など

を行 う ための施設であ る。 本施設には， 国設大気測定所

などで実際に使用されている機器を中心 と し て ７ 種類の

自動測定器 （NOx , SO2 , O3 , CO2 , 非 メ タ ン， SPM， ガス

状 　 Hg， 酸性雨化学成分に関する各測定機器） が設置さ

れている。 機器の性能を維持する ために， 専門技術者が

精度管理を厳し く 行っている。 また， 所内外の研究者に

対 し て， 気象要素 （風向， 風速， 雨量， 気圧， 日射量，

紫外線放射量， 地表温度） や大気質の測定結果の公開や

データ提供サービ スなど も行っている。

９ . ２ . ６ 水環境実験施設 （アクア ト ロン）

本施設は， 水界におけ る汚染物質の挙動および影響を

生態学， 生物学， 水処理工学等の見知か ら解明し， 汚染

環境を修復する ための手法開発の研究を目的 と し た施設

であ る。 アオコ等の微生物の挙動や水質改善手法等を研

究する目的で淡水マ イ ク ロ コ ズム装置， 微生物大量培養

装置が設置され， 農薬等の汚染物質が水生生物へ与え る

影響の評価手法を研究する目的で毒性試験装置が設置さ

れている。

さ ら に， 水生生物の飼育 ・ 培養， 系統保存が行え る人

工環境室， 培養室が設け られている。

本年度に供試された実験水生生物は， 大型か ら小型ま

でおよそ 50 種に及んだ。

また， バイオ ・ エコエンジニア リ ングの基盤技術開発

研究がな された。

本年度は， 政策対応型調査 ・ 研究， 重点特別研究， 地
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球環境保全試験研究， 経常研究等が行われた。

９ . ２ . ７ 環境試料タ イムカプセル棟

本施設は， 将来の環境問題の顕在化に備え， 現在の地

球環境の状況を適切に保存し， 技術が進歩し た未来にお

け る分析や個体群増殖 ・ 再生を可能にする ため， 大気 ・

生物 ・ 底質 ・ 母乳等の環境試料や絶滅の危機に瀕する野

生生物の細胞 ・ 遺伝子を長期的に保存する施設であ る。

試料を超低温で保存する -60 ℃の超低温室や -150 ℃の気

相保存が可能な液体窒素タ ン ク が 14 基設置され，厳密な

検疫システム及び保存環境監視システム下で業務が遂行

されている。

本年度は， 凍結粉砕された貝類 ・ アカエイ等の環境試

料が 200 検体， ヤンバルク イナ， ノ グチゲ ラ， ラ イチ ョ

ウ， ワ シ ミ ミ ズ ク， ク ロ ツ ラヘラサギ， オオワ シ等絶滅

危惧鳥類やホン ド オコ ジ ョ ， ゼニガ タ アザラ シ等絶滅危

惧哺乳類を含む 177 系統が保存された。

９ . ２ . ８ 土壌環境実験棟 （ペ ド ト ロン）

本施設は， 土壌 ・ 底質環境の保全並びに汚染土壌の浄

化に関する研究を行 う こ と を目的 と し た施設であ り ， 気

温， 地温， 土壌水分などの制御下で土壌－植物系におけ

る 汚染物質の挙動を調べ る ための土壌環境シ ミ ュ レー

ター （大型ラ イ シ メ ーター） が設置されている。 こ の装

置には不攪乱土壌が充填されてお り ， 現地の土壌構造が

室内に再現されている。 本施設には他に， 土壌微生物の

培養試験を行 う ための設備や化学物質研究のための実験

室など も設置されている。

本年度は， 本施設を利用し て， 地球環境研究総合推進

費によ る研究， 民間受託研究， 経常研究， 文部科学省科

学研究補助金によ る研究などが行われた。

９ . ２ . ９ 動物実験棟 （ズー ト ロン）

本施設は， 環境汚染物質が人の健康に及ぼす影響を，

Biomedical Science の立場から， 動物を用いて実験的に研

究する こ と を目的と し た研究施設であ る。

本施設は， 重点特別研究プロ ジ ェ ク ト であ る 「大気中

微小粒子状物質 （PM2.5） ・ デ ィ ーゼル排気粒子 （DEP）

等の大気中粒子状物質の動態解明と影響評価」 ， 「内分泌

か く 乱物質及びダ イオキシン類の リ ス ク評価 と 管理」 の

２ 課題， 政策対応型調査 ・ 研究 「効率的な化学物質環境

リ ス ク管理のための高精度 リ ス ク評価手法等の開発に関

する研究」 と経常研究及び奨励研究などに使用された。

これら の内容 と し て， 大気汚染物質， 重金属およびそ

の他の環境汚染物質の生体影響の解明に関する基礎的研

究 ・ リ ス ク評価研究に加えて， 地球規模の環境変化 と し

ての地球温暖化やオゾン層の破壊に伴 う 紫外線の健康影

響に関する研究が含まれている。

本年度末に， 「ナ ノ粒子健康影響実験棟 （約 2200 ㎡）」

が完成し た。 １ ～ ３ 階はデ ィ ーゼル排気中のナ ノ 粒子発

生装置と動物曝露装置が入 り ， ４ ～ ５ 階は Ｇ Ｌ Ｐ 対応の

動物実験施設であ る。 これによ って， 来年度から， 「自動

車排気ガス由来のナ ノ 粒子の健康影響研究」 が始ま る予

定であ る。

「生体用 NMR 装置」

本装置は実験動物が生き た状態で NMR 計測を行い，そ

の代謝機能や体内イ メ ージを解析する装置であ る。 内分

泌撹乱化学物質総合対策研究， 経常研究， 科学技術振興

調整費によ る研究などに使用された。

９ . ２ . 10 生物環境調節実験施設 （バイオ ト ロン）

本施設は， 植物を主な対象 と し て， 大気汚染ガスやそ

の他の様々な環境要因が生物に及ぼす影響の解明や生物

によ る環境モニ タ リ ング， 浄化 ・ 修復 （バイオレ メ デ ィ

エーシ ョ ン） に関する研究， 遺伝子組換え生物の生態系

影響評価に関する研究等に利用する ため， 環境制御温室

種々の型式・性能のキ ャ ビネ ッ ト ，遺伝子組換え実験室・

培養室等が設置されている。本年度は本施設を利用し て，

地球環境研究， 重点特別研究プロ ジェ ク ト 研究， 環境省

からの委託研究等が実施された。

９ . ２ . 11 環境生物保存棟

本施設は， 生物資源 と し ての微細藻類の系統保存 （微

生物系統保存事業），絶滅の危機に瀕する野生生物の細胞

等の凍結保存， および希少藻類の系統保存を行い， 環境

研究やラ イ フサ イ エン ス研究のために研究基盤を整備 ・

提供する こ と を目的と し た施設であ る。

微生物系統保存事業では， 900 株あ ま り が所内外の研

究者に提供された。 AGP 試験， 赤潮 ・ アオコ防除等の環

境研究および技術開発， 生理活性物質の探索や生理機能

の解析等の応用研究をはじめ と し て， 分類や系統解析等

の基礎研究や教材等， 多様な目的で利用された。 本年度

は， 新たな寄託株を含めた 1700 株あま り について， 生育

状態の検査や株データの整理を行った。

ま た， 車軸藻類や淡水産紅藻類に属する絶滅危惧種，

希少藻類を収集し，33 種 200 株あま り 系統保存し ている。
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９ . ２ . 12 環境保健研究棟

本施設は， 環境因子の人体への影響に関し て， 人を対

象 と し て研究する こ と を目的 と し た施設であ る。 本施設

を利用し， 主 と し て， 環境健康研究領域 ・ 分子細胞毒性

研究室， 健康指標研究室および疫学 ・ 国際保健研究室，

PM 2.5・DEP 研究プロ ジェ ク ト の疫学・曝露評価研究チー

ム， 化学物質環境 リ ス ク研究セン ター ・ 健康 リ ス ク評価

研究室， が以下の研究を実施し ている。 分子毒性研究室

は環境汚染物質の毒性発現機構に関する実験的研究を，

健康指標研究室は健康影響のモニ タ リ ング手法の開発お

よび感受性要因に関する基礎的研究を， 疫学 ・ 国際保健

研究室は各種疫学調査の準備並びに現地調査の実施， 調

査試料の分析， 収集資料の整理 と データベースの作成を

行 う と と も に， 各種計算機システムを活用し たデータ解

析を行っている。 疫学 ・ 曝露評価研究チームは微小粒子

状物質をはじめ と し た大気汚染物質の曝露評価や健康影

響評価のための疫学研究など， 各種疫学調査の準備 ・ 解

析に利用 し てい る。 さ ら に， 健康 リ ス ク 評価研究室は，

政策対応型調査 ・ 研究の う ち， 有害性の作用 メ カニズム

に基づ く バイオア ッ セ イ手法の開発に関する研究に利用

し ている。

９ . ２ . 13 生態系実験施設 （エ コ ト ロン）

本施設は，地球環境問題や生態系保全などに関連し て，

制御された環境条件下で， 動植物の個体， 個体群 と 群落

に及ぼす種々の環境要因の影響を解明する ための実験研

究施設であ る。 現在， 昆虫や植物を培養する ための光ス

ペク ト ル制御施設など を保有し ている。 本年度は， 上記

の施設を利用し て， 地球環境研究総合推進費， 科学技術

研究費補助金， 重点特別研究プロ ジェ ク ト 研究などが実

施された。

９ . ２ . 14 RI ・ 遺伝子工学実験棟

本施設は， 放射性同位元素を利用する施設 （RI 棟）， 遺

伝子組換え実験を行 う ための P2 レベル封じ込め施設（遺

伝子棟）， 通常の実験 室から構成されている。 RI 棟では

放射性同位元素を利用し た環境中の汚染物質の挙動や，

生態系への影響， 物質循環の解明， 生物を用いた汚染物

質の除去技術の開発等を行っている。 文部科学省よ り 使

用許可を受けている核種は 23 核種であ る。本年度の放射

線業務従事者数は職員， 客員， 共同研究員， 研究生， 放

射線 管理委託職員合わせて 65 人であった。 また， 本施

設を利用し て重点特別研究プロ ジ ェ ク ト によ る研究 ７ 課

題， 経常研究 11 課題， 奨励研究によ る研究 １ 課題， 国立

機関原子力試験研究費によ る研究 １ 課題， 地球環境研究

総合推進費 によ る研究 ２ 課題， 特別研究によ る研究 １ 課

題， 後期特別研究によ る研究 １ 課題， 厚生科研究によ る

研究 １ 課題， 政策対応型研究 ２ 課題， 循環型社会形成推

進 ・ 廃棄物対策に関する調査研究 １ 課題が 行われた。

遺伝子棟では，組換え DNA 技術を環境保全に利用する

ための手法の開発や， 遺伝子を組換えた生物の環境中で

の挙動や生態系への影響を解明する ための基礎的知見を

収集する こ と を目的と し た施設であ る。

本年度に承認された本研究所におけ る組換えDNA実験

は 36 課題，登録された組換え DNA 実験従事者は 80 人で

あった。 遺伝子組換えによ る環境ス ト レ ス耐性の植物の

作成， 組換え微生物の水中及び土壌中での挙動の解明，

動物遺伝子の ク ローニングなどの実験が本施設内で実施

された。

また， P2 管理区域外の分析機器室にはペプチ ド シーク

エンサーやDNAシーク エンサー等の分析機器が設置され

てお り ， 共用機器と し て活発に使用された。

９ . ２ . 15 環境ホルモン総合研究棟

本施設は， 内分泌攪乱作用に関する質の高い調査研究

を総合的に進めてい く ための拠点 と し て設置され， 2001

年 3 月に竣工し， 重点研究分野の 「内分泌か く 乱化学物

質の リ ス ク評価 と 管理に関する研究」 を中心に研究が行

われている。 １ 階は主 と し て水生生物への影響を研究す

るエ リ アで， 淡水魚 （と く に メ ダカ）， カエル， ミ ジン コ

や巻貝 （イ ボニシ， ア ワ ビ） 等への影響研究が行われて

いる。 ２ 階は化学部門で， 液体ク ロ マ ト グ ラ フ質量分析

計 （LC/MS/MS） を用いた内分泌攪乱物質の正確な微量

分析法や各種生物の様々なホルモン受容体の遺伝子を導

入し た酵母を用いた生物検定法の開発など計測 ・ 評価手

法の開発や， これら の新しい手法を用いた東京湾， 霞ヶ

浦， 各種排水中の汚染状況の解明が行われている。 ４ 階

の動物系実験施設では， ラ ッ ト やマ ウ ス な ど を用いて，

環境ホルモンが脳 ・ 神経に及ぼす影響について， 分子レ

ベル， 組織 ・ 器官レベル及び個体レベルでの研究が行わ

れている。 また， 環境ホルモンやダ イ オキシンのモニ タ

リ ング ・ 影響評価 ・ 環境動態を総合的に扱 う 情報システ

ムを構築し ている情報セン ターがあ る。付属し て別棟に，

MRI（磁気共鳴イ メ ージング），高分解能ＮＭＲ（800MHz），

LC/MS/MS などの大型計測機器及び底質環境シ ミ ュ レー

ターが設置されている。

９ . ２ . 16 地球温暖化研究棟

本施設は， 温暖化現象の解明 ・ 評価のための観測技術

の開発や観測試料の分析 ・ 準備， 温暖化の影響評価 ・ 予
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測の様々なシ ュ ミ レーシ ョ ン ・ モデル開発， 温暖化の社

会経済的影響の評価 ・ 予測など， さ ら には， 研究交流に

いた る地球温暖化に係わる一連の研究を効率よ く 推進す

る ための総合研究施設であ り ， 以下に示す研究設備が設

置されている。

　（ １ ） 生態系パラ メ ータ実験設備

地球温暖化によ る植物影響の解析や二酸化炭素吸収源

と し ての植物機能の リ モー ト センシングによ る解析手法

の開発など を目的 と し て， 植物が育成でき る大型の人工

光型グ ロース キ ャ ビネ ッ ト 群が設置されている。 これら

の設備の特徴は， 自然光に劣ら ない強光条件や温湿度の

制御範囲が広 く ， かつ二酸化炭素 と オゾンを濃度制御で

き る と こ ろにあ る。

　（ ２ ） 大気微量成分スペク ト ル観測室

世界最高水準の波長分解能を誇る フ ェー リ エ変換赤外

分光計 （FTIR） と太陽光を FTIR に導入するための太陽

光追尾装置を有する大気観測室であ る。 FTIR は， 大気中

の温暖化関連物質を スペク ト ルを高分解能で観測し， 温

室効果ガスなどの気柱全量や鉛直分布を観測する こ と が

でき る。 衛星観測によ る温暖化物質などの観測に対する

地上からの検証機器と し ての活動が期待されている。 　

　（ ３ ） グローバルカーボンシュ ミ レータ

地球規模での地球温暖化の影響予測や炭素循環現象の

シ ュ ミ レーシ ョ ンなどに， その機能を特化し た大型のコ

ン ピ ュ ターシステムであ る。 主に， 所内に設置されてい

る スーパー コ ン ピ ュ タ ーシ ス テ ムで計算す る 前段階の

チューニング作業や機動性が要求されるモデル計算に使

用される。

　（ ４ ） 温暖化対策設備

本施設には， 以下の温暖化防止に有効な熱負荷低減手

法 ・ 技術が取 り 入れられてお り ， それらの効果について，

検証試験を行っている。

[ 温暖化 ・ 省エネルギー対策 ]

・ 屋上緑化， 屋上への太陽光パネルの設置，

・ 日射遮蔽 と 自然光利用のための簾， バルコ ニー， 庇

の設置と熱感応型白濁ガ ラ スの導入

・ 自然通風 ・ 自然換気を促進する ための室内構造の改

良， ソーラーウオール ・ ア ト リ ウ ムの導入

９ . ２ . 17 低公害車実験施設

自動車から排出される様々なガス状及び粒子状物質の

排出実態を， 実際の走行条件を再現し ながら測定する こ

と を目的と し た世界最高水準の施設であ る。本施設には，

自動車の走行状況や排ガス濃度を リ アルタ イ ムに計測す

る車載装置， 自動車の走行を再現する シ ャ シーダ イナモ

装置， 温度湿度の高精度制御が可能な特殊空調設備を備

えた環境実験室， 高精度な排ガス分析計及び粒子計測装

置， 世界に類のない排ガスが大気 と 混ざ る瞬間を再現す

る高希釈倍率 ト ンネル及び排ガスの大気放出後の時間的

変化を観察する排気ガス拡散チャ ンバ等が装備されてい

る。

本年度は， 沿道交差点で観測される超微小粒子の発生

条件の探索や車載装置の精度検証， デ ィ ーゼル排ガスの

排出特性の検証，ガ ソ リ ン排ガス中の VOC サンプ リ ング

法の検討のために使用された。

９ . ２ . 18 循環 ・ 廃棄物研究棟

本施設は， 大量生産， 大量消費， 大量廃棄型の社会か

ら， 天然資源の消費が少な く 環境への負荷が小さ い循環

型社会への転換を進め る ための研究拠点 と し て整備 さ

れ， 2002 年 3 月に竣工し た。

循環型社会の評価手法や基盤システムの整備， 廃棄物

の資源化 ・ 処理処分技術やシステムの開発， 有害物質に

よ る リ ス ク の総合的な制御手法などに関する研究を実施

する ために， 乳酸発酵回収装置， 熱処理プ ラ ン ト ， 埋立

処分シ ミ ュ レータ などの各種プラ ン ト 実験設備や， 資源

循環や廃棄物処理に関する様々な物質を物理学 ・ 化学 ・

生物学的に分析する ために必要な機器等が設置されてい

る。

本年度は， 政策対応型調査 ・ 研究 「循環型社会形成推

進 ・ 廃棄物管理に関する調査 ・ 研究」 を中心に， 環境省

か ら の受託 ・ 請負研究， 競争的資金によ る研究， 経常研

究等が行われた。

９ . ２ . 19 基盤計測機器

本研究所では， 大型で高価な分析機器等を基盤計測機

器 と し て管理 ・ 運営し， 広 く 研究者が利用でき る よ う に

なっている。 どの機器も性能を維持する ために専門技術

者によ る維持管理業務が行われている。その中でも，［ ①

透過型電子顕微鏡 （TEM） ②走査型電子顕微鏡 （SEM） ③

超伝導磁石核磁気共鳴装置 （NMR） ④ガス ク ロ マ ト グ ラ

フ質量分析計 （GC/MS） ⑤パージ＆ ト ラ ッ プガス ク ロマ

ト グ ラ フ質量分析計 （P&T-GC/MS） ⑥プラ ズマ発光分光

分析装置 ICP-AES （J.A 及び T.I.S） の ２ 機種⑦ ICP 質量

分析装置 （ICP-MS） ⑧元素分析計 （CHN） ］ は特に分析

希望が多い装置であ る。 分析希望試料も難度の高い前処
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理や分析技術を必要 と する も のが多いため， こ の ９ 装置

については， 専門技術者によ る依頼分析業務を行ってい

る。

依頼分析を行った研究テーマは， 約 30 課題， 約 10,000

検体の分析希望があった。 こ のよ う にし て， 所内約 ４ 割

の研究者が基盤計測機器を毎年利用し てお り ， 環境にか

かわる分野の応用研究や基礎研究に役立つデータ を提供

し ている。

本年度は， ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ質量分析計 （GC/MS）

と 超伝導磁石核磁気共鳴装置 （NMR） の更新が決定され

た。 

９ . ２ . 20 情報関連施設

　（ １ ） コ ンピ ュータ システム

平成 14 年 ３ 月に行われた，スーパーコ ンピ ュータ及び

所内基幹ネ ッ ト ワー ク （NIESNET） を含む全面的なシ ス

テム更改では， 比較的大規模のスーパーコ ン ピ ュータ を

中核に， 複数の各種サブシステムを加えた分散型のシス

テムを導入し た。

本システムの主な構成 と し ては， システムの中核をな

すベ ク ト ル計算サーバ （64CPU， 総合演算ピー ク 性能 ：

512GFlops， 主記憶容量 ： 512GB） ， 米国等で開発された

数値シ ミ ュ レーシ ョ ンの計算アルゴ リ ズム （算法） 及び

プ ロ グ ラ ムの実行に適し た ス カ ラー計算サーバ （CPU ：

Intel IA64 （800MHz） ， 16CPU， 総合演算性能 ： 32GFlops

（Linpack HPC）， 主記憶容量 ： 64GB）， スカ ラー計算サー

バ と 同一構成のフ ロ ン ト エン ド サーバ及びこれら のサー

バか ら， 高速かつ共通に利用可能な共通外部記憶装置

（8TB） を， フ ァ イバチャ ネルに よ る SAN （Storage Area

Network） 接続と し ている。 また， 膨大な計算結果を格納

す る た めのマ イ グ レ ーシ ョ ン サーバ （Compaq GS160，

8CPU，11TB）及び大容量テープ装置（Sony Petasite，100TB

× 2） を備えている。

こ のほか， 地球環境研究において重要 と な る， 現象解

明， 影響評価及び予測のための計算結果の可視化を行 う

グ ラ フ ィ ッ ク ス ワー ク ス テーシ ョ ン， SAS サーバ， GIS

サーバ （ARC INFO， ERDAS IMAGINE） 等の各サーバ及

び基幹ネ ッ ト ワーク ス イ ッ チ， サーバによ り 構成されて

いる。

　（ ２ ） 国立環境研究所ネ ッ ト ワーク

国立環境研究所ネ ッ ト ワーク （NIESNET） は，当初，平

成 ３ 年度にスーパーコ ン ピ ュータ システムが新規に導入

された こ と に伴い，構内情報通信網（ローカルエ リ アネ ッ

ト ワーク ： LAN） と し て， FDDI を基幹ネ ッ ト ワーク と し

て構築された ものであ る。

その後， 各年度ご と に， 所外と の接続回線 （IMnet ： 平

成 14 年度よ り SINET） を増強（512Kbps，1.5Mbps，6Mbps，

135Mbps （ATM 専用サービ ス））， 平成 13 年度末には， 国

内の主要な超高速研究ネ ッ ト ワー ク に相互接続 さ れた

「つ く ば WAN」 を筑波研究学園都市内の 10 （平成 15 年 ８

月からは 11）の研究機関 と連携し て整備し た こ と によ り ，

155Mbps の高速回線に よ る 所外接続環境を整備 し たほ

か， WWW サーバ， フ ァ イ ア ウ ォール， イ ン ト ラ ネ ッ ト ，

コ ンピ ュータ ウ ィ ルス対策サーバ， 非武装地帯 （DMZ），

個別ウ イルス対策ソ フ ト ， 常時監視型セキ ュ リ テ ィ シス

テム， Web メ ールサーバ等の導入 ・ 開発及び汎用 jp ド メ

イ ン取得等を実施する など， 常にシス テムの高度化， 多

様化に対応し てき た と こ ろであ る。 なお， 「つ く ば WAN」

については本年度， 現行システムが ５ 年を経過する平成

18 年度末を見据え， 関係機関で構成する 「次期つ く ば

WAN 検討分科会」 を設置し て検討に着手し たが， 当研究

所も これに参画し た。

さ らに， 平成 13 年度に実施し た， 基幹ネ ッ ト ワーク機

器の更新及び光フ ァ イバユニ ッ ト 等の交換工事に よ り ，

所内ネ ッ ト ワーク については， ギガビ ッ ト イーサネ ッ ト

（GbE， 1000Mbps） によ る超高速ネ ッ ト ワークが整備され

てい る ほか， 配線工事の困難な箇所での利用を念頭に，

構内内線電話網 を 利用 し た， VDSL （Very High Speed

Digital Subscriber Line） によ るネ ッ ト ワーク接続環境が整

備されている。

本年度においては， ナ ノ粒子健康影響実験施設 （仮称）

の建設に伴 う ネ ッ ト ワーク利用環境の整備を実施し たほ

か， 迷惑 メ ール (SPAM メ ール ) 対策の強化に向けた検討

や電子申請シス テムの機能追加を行 う と と も に， 簡便な

利用が可能な所外フ ァ イル交換システムの開発， 遠隔地

VPN 環境の拡充等によ る利用者の利便性の一層の向上を

図った。

９ . ２ . 21 生態系研究フ ィ ールド

本施設は， 植物 ・ 動物および土壌生物の環境保全機能

や特性を野外条件下において測定 ・ 検証する こ と や， 上

記の実験用生物を維持 ・ 供給する こ と を目的 と し た生物

系野外実験施設であ る。 施設は， 本構内にあ る フ ィ ール

ドⅠと その西約 ４ km のフ ィ ール ドⅡ （つ く ば市八幡台

３ ） の ２ 施設によ り 構成されている。

本年度は31件の研究課題に基づ く 利用研究計画が登録

された。 特に野外生態系遠隔観測のための基礎データ収

集や湿地生態系保全に関わる実験の他に遺伝子組換え植

物の監視に関わる利用が伸びている。 これら利用頻度の
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増加に伴い，管理及び研究空間の整理・拡張が必要 と なっ

たので， 新たにエコ フ ィ ール ド デポ と し て管理用資材倉

庫 （138 ㎡） と実験用土砂置場 （333 ㎡） を整備し， また

温室暖房配管の更新を行って， さ ら な る機能充実に努め

た。

９ . ２ . 22 水環境保全再生研究ステーシ ョ ン

（ １ ） 霞ヶ浦臨湖実験施設

本施設は， 霞ヶ浦を中心 と し た陸水の調査 ・ 研究を行

う 共同研究施設であ る。 施設は研究所の東方約 23 km 離

れた霞ヶ浦 （西浦） の湖畔，湖心から南西約 ４ km 小野川

の河口に位置し ている。 霞ヶ浦の湖水を実験装置に供給

し， 湖沼の汚濁 メ カ二ズムの解明， 汚濁し た湖沼の再生，

湖沼生態系の保全や物質循環の解明を目的 と し た研究が

行われている。

本年度は， 重点特別研究， 特別研究， 経常研究， 奨励

研究， 厚生労働科学研究や地球環境セン ター環境モニ タ

リ ングなど多 く の研究テーマで利用された。

（ ２ ） バイオ ・ エ コ エンジニア リ ング研究施設

本施設は， 水環境の保全 ・ 再生および循環型社会の構

築に貢献でき る技術 ・ 開発 ・ 解析 ・ 評価を行 う こ と を目

的と し た研究施設であ る。

開発対象 と し ては， バイオエンジニア リ ングいわゆる

生物処理工学 と し ての分散型の窒素， リ ン除去型のオン

サイ ト で水の循環， 水の涵養の図れる高度合併処理浄化

槽， 生ごみ等のバイオマス をデ ィ スポーザで破砕し て処

理する処理システムおよび メ タ ン発酵し て水素ガス化す

る処理システム等， エコエンジニア リ ングいわゆる自然

生態系に工学の技術を導入し た生体工学 と し ての無動力

型嫌気ろ床 ・ 土壌 ト レ ンチシステム， 可食性植物で浄化

を図る水耕栽培浄化システム等の技術開発の行え る装置

が設置されている。 さ ら に， 湖沼の直接浄化法の機能解

析の行え る実験池が設置されている。

本年度は， 政策対応型調査 ・ 研究， 重点研究， 民間 と

の共同研究， 競争的資金によ る共同研究等が行われた。

９ . ２ . 23 奥日光フ ィ ールド研究ステーシ ョ ン

本施設は， 森林生態系に及ぼす環境汚染の影響および

環境汚染に対する非汚染地でのバッ ク グ ラ ウ ン ド 値を長

期にわたって観測する こ と を目的 と し た実験 ・ 観測施設

であ る。

本施設は， 日光国立公園内の栃木県日光市奥日光に所

在し， 観測所と管理棟の ２ 施設によ り 構成されている。

本年度は， 生物圏環境部 と 大気研究部において下記の

研究テ－マについて実施された。

干潟 ・ 湿地等の保全に資する知見を得る こ と を目的 と

し た重点国際共同研究の湿地生態系の参照基準地 と し て

戦場ヶ原で調査を実施し た。 調査データから湿地生態系

の持つ分解機能等のパラ メ ータ を解析し た。 酸性雨関連

問題 と し ては森林被害地におけ るオゾン濃度 と 比較のた

め， 本観測所で測定し たオゾン濃度を解析し， また過酸

化水素， 有機過酸化物を測定し て気象要素や他の環境要

因など と 比較し， 森林衰退地に対する大気汚染物質の輸

送などに関する知見を得た。

９ . ２ . 24 地球環境モニ タ リ ングステーシ ョ ン

地球の温暖化に関連す る 物質濃度変化を監視す る た

め， 人為的な発生源の直接影響を受け る こ と が少ない沖

縄県竹富町波照間島 と 北海道根室市落石岬に無人の自動

観測ステーシ ョ ンを設置し ている。 こ こ では大気中の温

室効果ガス等を高精度自動測定し， ベース ラ イ ン大気汚

染の長期的変化を調査観測し ている。

これら観測所 と 国立環境研究所 と はネ ッ ト ワーク で結

ばれ， データの取得や監視の頻度をあげ観測や管理を よ

り 安定に行え る よ う になっている。 各ステーシ ョ ンの観

測項目は表の とお り であ る。

（ １ ） 地球環境モニ タ リ ングステーシ ョ ン－波照間

本施設は， 沖縄県八重山郡竹富町にあ り ， 西表島の南

方約 20 km の有人島 と し ては日本最南端であ る波照間島

の東端に位置し ている。

本施設では， ベース ラ イ ン大気中の温室効果ガス など

の長期的な変化を観測する ために， 36.0ｍ の観測塔上で

大気を採取し て， 表にあげた よ う に温室効果ガスの他関

表 　 地上モニ タ リ ングステーシ ョ ンの観測項目

観測項目 波照間 落石

二酸化炭素 ○ ○

メ タ ン ○ ○

一酸化二窒素 ○ ○

オゾン ○ ○

フ ロ ン等 ○ △

エア ロ ゾル ○ ○

ラ ド ン ○ ×

黒色炭素 ○ ○

一酸化炭素 ○ ○

水素 ○ ○

窒素酸化物 ○ ○

硫黄酸化物 ○ ○

気象要素 ○ ○
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連物質の観測も行っている。 本年度か ら黒色炭素などの

粒子状物質や GC-MS によ る連続ハロ カーボン類の分析

も開始し た。 観測は 1993 年秋よ り 開始し てお り ， 10 年

程度のデータが蓄積し ている。

（ ２ ） 地球環境モニ タ リ ングステーシ ョ ン－落石岬

本施設は， 波照間ス テーシ ョ ンに続 く 第二の ス テー

シ ョ ン と し て根室半島の付け根にあ る 落石岬の先端部

（海抜 50ｍ） に建設された。

本施設は， 55ｍ の観測塔上で大気を採取し て， 波照間

ス テーシ ョ ン と 同様に温室効果ガス ・ 指標性ガス ・ 気象

要素を 1995 年秋よ り 観測し ている。

９ . ２ . 25 陸別成層圏総合観測室

本施設は， 地球環境モニ タ リ ングの一環 と し て 「北域

成層圏総合モニ タ リ ング」 を行 う ための施設であ り ， 北

海道陸別町の町立 「 り く べつ宇宙地球科学館 （銀河の森

天文台）」 の一室を名古屋大学太陽地球環境研究所 と共同

で借 り 受け， 広帯域 ミ リ 波放射計によ るオゾン鉛直分布

の観測， ブ リ ューワー分光計などによ る有害紫外線の観

測など を行っている。

９ . ２ . 26 森林炭素循環機能モニ タ リ ングサイ ト

本施設は， 地球環境モニ タ リ ングの一環 と し て 「北方

林温室効果ガス フ ラ ッ ク スモニ タ リ ング」 を行 う ための

フ ィ ール ド 施設であ る。 観測サイ ト は北海道内に ２ ヵ 所

あ り ， 育林段階の異な る林分で， 森林の二酸化炭素の吸

収 / 放出 （フ ラ ッ ク ス） をはじめ とする森林生態系の炭

素循環機能について総合的な観測研究を行っている。

（ １ ） 苫小牧フ ラ ッ クス リサーチサイ ト

本施設は， 林野庁北海道森林管理局の協力を得て， 樽

前山麓の緩傾斜地 （苫小牧市丸山） に所在する カ ラ マツ

林 （約 100ha， 約 45 年生） に， 森林－大気間の二酸化炭

素 ・ 水蒸気 ・ 熱フ ラ ッ ク スや， 林内及び土壌の観測シス

テム， 森林機能の リ モー ト センシング観測システム等を

整備し， 平成 12 年 ８ 月よ り 観測を開始し た。 また， 本サ

イ ト は ア ジ ア 地 域 の フ ラ ッ ク ス 観 測 ネ ッ ト ワ ー ク

“AsiaFlux” の基幹拠点 と し て， ネ ッ ト ワーク と し ての観

測手法の開発 ・ 評価等に活用される。

なお，2004 年 9 月に台風 18 号によ り ， カ ラ マツ林 ・ 観

測システムが壊滅的被害を被 り ， 現在観測を中断し てい

る。

また， 本観測サイ ト に代わ り 森林生態系の炭素収支観

測が行え る カ ラ マツ林の適地を選定し ている。

（ ２ ） 天塩 CC-LaG サイ ト

本施設は， 北海道大学北方生物圏フ ィ ール ド 科学セン

ター森林圏ステーシ ョ ン天塩研究林 （天塩郡幌延町字問

寒別） に所在する針広混交林 （約 14ha， 天然林） で， 観

測林が一つの集水域を構成し てい る こ と に特徴があ る。

本サイ ト の目的 と し ては， 二酸化炭素フ ラ ッ ク ス を含め

た森林生態系の物質循環機能が， 育林過程でどのよ う に

変遷するかを長期間観測する こ と であ る。 そのため， 平

成 15 年 ２ 月に皆伐を行い，平成 15 年 10 月にカ ラ マツ苗

を植林し た （2500 本 /ha）。 観測内容は苫小牧サイ ト と同

様であ るが， 平成 16 年度から， カ ラ マツ幼樹での炭素収

支をチャ ンバー法を用いて連続観測を開始し た。

９ . ２ . 27 高度化学計測施設

（研究本館 I （計測棟） 並びに研究本館Ⅲ）

環境中の有害物質を高感度， 高選択的に検出し た り ，

環境試料中での有害物質の分布を局所分析などによ り 調

べる こ と， あ るいは， 地球温暖化の現象解明や汚染物質

の起源解明な どのための元素 （炭素， 鉛な ど） の安定，

放射性同位体比を精密に測定する こ と は， 環境汚染の状

況を把握し汚染機構を解明し た り ， 環境 リ ス ク評価を行

う 上で重要かつ基本的な こ と であ る。 高度化学計測施設

は， こ のよ う な分析 ・ 測定を行 う ための装置 （高度な分

析機器など） およびそれら を有効に使用する ための施設

（ク リ ーンルームなど） を維持 ・ 管理し， 必要に応じ て高

精度の測定データ を提供し ている。 また， 一部の機器に

ついては， 新しい分析法を研究 ・ 開発する ための装置 と

し て も利用されている。

（ １ ） 計測棟主要機器

１ ） 同位体測定用誘導結合プラ ズマ質量分析装置

　 　 　 （MC/ICP/MS）

２ ） 二次イオン質量分析装置 （SIMS）

３ ） 高分解能質量分析装置 （HRMS）

４ ） 原子吸光光度計 （AAS）

５ ） レーザーラ マン分光分析装置 （RAMAN）

（ ２ ） 計測棟主要設備

１ ） ク リ ーンルーム

２ ） 純水製造装置

（ ３ ） タ ンデム質量分析装置 （タ ンデム MS）

本装置は， 分解能 65,000 の二重収束型質量分析計

（MS） を 2 台直列に組み合わせた もので， 通常の高分解能

質量分析に加え， 第一 MS で分離 ・ 選択された イオンを
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さ らに第二 MS で質量分析する こ と によ って， 正確かつ

詳細な化学構造情報を調べる こ と ができ る。

本年度は， 環境か ら検出される医薬品類の多成分高感

度分析のために， エレ ク ト ロ スプレーイオン化 LC/MS/

MS の各種条件検討を行った。

（ ４ ） 加速器分析施設

本施設は， 最大加速電圧 ５ 百万ボル ト の静電型タ ンデ

ム加速器を擁する加速器質量分析装置 （AMS） と AMS 用

試料調製ク リ ーンルーム を中心に構成される。 AMS は，

質量分析の原理 と 高エネルギー粒子の弁別測定技術 と を

組み合わせて， 極めて微量にしか存在し ない （安定同位

体の 10-10 以下） 同位体を精度， 感度良 く 測定するための

システムで， 特に炭素 14 等の， 宇宙線起源の長寿命放射

性同位体 を ト レ ーサー と す る 環境研究に用い ら れ る。

AMS は放射線発生装置であ り ， 放射線防護の観点か ら，

放射線モニ ター と 連動し た イ ン ターロ ッ ク システムの設

置など， 様々な工夫が凝ら された施設になっている。

本年度は， 特別研究や地球一括計上研究等によ る各種

試料中 14Ｃ 測定を進め，成果を国際会議（17th Radiocarbon

Conference） で報告し た。

９ . ２ . 28 研究本館Ⅱ （資試料庫）

環境試料の長期保存並びに試料の保存性に関する研究

のために設立 さ れた も ので あ り ， 低温室， デ ィ ープ フ

リ ーザー室， 恒温室， 試料準備室， 記録室か ら成 り 立っ

ている。 低温室は - 20 ℃の ３ 低温室から な り ， 大量の試

料の保存が可能であ る。 デ ィ ープフ リ ーザー室には ３ 基

の超低温槽 と ３ 台の液体窒素ジ ャーを設置し， 超低温保

存 （- 85 ℃， - 110 ℃， - 196 ℃） の必要な少量の試料の

保存が可能であ る。 ＋ ４ ℃， ＋ 20 ℃の恒温室は， それぞ

れ凍結し ない方法によ る保存に用いる。 保存する試料の

前処理は試料準備室で行い， 記録室には各室の温度が表

示記録される と と も に， 保存試料の情報が記録されてい

る。

前年度 と 同様にタ イ ムカプセル請負事業を中心 と し て

凍結粉砕試料調製法の応用を進め， 生物 ・ 大気試料の収

集保存と生物試料凍結粉砕処理を継続し た。

９ . ２ . 29 研究本館Ⅲ

化学物質管理区域

本施設は強い有害性を有する ダ イオキシン類などの特

殊化学物質の分析， 毒性評価を行 う ための実験施設であ

る。

安全な実験環境の確保， かつ区域外への有害物質の漏

出を防ぐ ため， 管理区域内の気圧を大気圧よ り 低 く し，

実験用 ド ラ フ ト や空調の排気口に焼却可能な活性炭フ ィ

ルター等を設置し てガス状， 粒子状の有害物質が漏れ出

る こ と を抑え る工夫がな されている。 実験排水も， 活性

炭処理されたあ と， さ ら に研究所全体の化学排水処理施

設で処理される二重構造になっている。 また区域内利用

者は登録制でカード キーで出入を管理記録し ている。

実験室と し ては GC/MS 室， 試料調整室， 微生物実験

室， 物性実験室， 低温室， 水生生物実験室， 細胞実験室，

毒性実験室， 動物飼育室， マ イ ク ロ コ ズム， 高温分解室

があ る。

本年度は， 所内廃棄物処理施設の更新を受けて実験廃

棄物の処理体制について見直し を進めた。 また， 「内分泌

攪乱化学物質総合対策研究」 「ダ イオキシン類対策高度化

研究」 を中心に研究が進められた。

（ １ ） ミ リ波測定施設

本施設は， ミ リ 波解析室， ミ リ 波分光器室， ミ リ 波分

光観測室の ３ 部屋か ら なってお り ， ミ リ 波オゾン分光観

測シス テム等を使用し， 成層圏 ・ 中間圏のオゾンが放出

する電波 （ ミ リ 波） の回転スペク ト ルを高い分解能で分

光し，14km 以上の高度領域のオゾン鉛直分布を観測し て

いる。 本年度は， 高度約 14km ～ 76km のオゾン鉛直分布

のモニタ リ ングを行った。

（ ２ ） ILAS- Ⅱ

ILAS- Ⅱデータ処理運用施設は， 平成 14 年 12 月に打

ち上げられた環境観測技術衛星 ADEOS- Ⅱに搭載された

オゾン層観測センサ ILAS- Ⅱ （改良型大気周縁赤外分光

計Ⅱ型，平成 15 年 4 月から 10 月まで定常観測を行った）

の観測データ を処理し， データの保存 ・ 解析 ・ 提供を行

う ための計算機施設であ る。 本年度は， バージ ョ ン 1.4x

からバージ ョ ン 1.6x データ処理手法に基づいて ILAS- Ⅱ

観測データの再処理を実施し， 処理結果を登録研究者に

提供し た。 また， 1996 年 11 月よ り 1997 年 ６ 月に ILAS

（改良型大気周縁赤外分光計） によ って観測されたデータ

の再処理作業を当施設において実施し， ILAS バージ ョ ン

6.1 及びバージ ョ ン 7.0 データ を登録研究者に提供する と

共に，ILAS バージ ョ ン 5.20 レベル ２ データプロダ ク ト を

継続し て一般ユーザに提供し ている。

なお，当施設の計算機システムの リ ースア ッ プに伴い，

平成17年 ３ 月末に小規模な新システムへの移行作業を実

施し た。
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９ . ３ 共通施設

９ . ３ . １ エネルギー供給施設

生物系研究室に対する エネルギーの安定し た供給 と，

理工系研究室の負荷変動の大きい間欠的な需要に応じ る

ため， 各研究室 と の密接な連絡を と り ， 安定し たエネル

ギーの供給を行った。

また， 適切な運転管理 と 計画的な保守管理によ り ， 省

エネルギーに努めた。

本年度におけ る， エネルギーセン ターの施設概要は次

の とお り であ る。

（ １ ） 電気設備

１ ） 特高受電需要設備 　 66,000V

　 　 変圧器容量 　 10,000 ｋ VA × ２ 台，

　 　 特高受電所 　 １ ヵ所，　 ２ ･ ３ 次変電所 　 26 ヵ所

２ ） 蓄電池設備

　 　 NAS 電池備システム 　 1,000 ｋ W 級

（ ２ ） 機械設備

１ ） 蒸気ボイ ラー

　 　 炉筒煙管式ボイ ラー （都市ガス使用）

　 　 10 ｔ / ｈ × ３ 台

２ ） 冷凍機

　 　 蒸気二重効用吸収式冷凍機 600USRT × ４ 台

　 　 ターボ冷凍機 600USRT × ２ 台

９ . ３ . ２ 廃棄物 ・ 廃水処理施設

廃棄物 ・ 廃水処理施設は， 各処理施設 と 共に順調に稼

働し た。 本年度におけ る廃棄物 ・ 廃水処理施設の概要は

次の とお り であ る。

処理能力

１ ） 一般実験排水処理能力 300 ｔ / ｄ

２ ） 特殊実験排水処理能力 100 ｔ / ｄ

３ ） 一般固体焼却処理能力 160 ㎏ / ｈ

４ ） 特殊固体焼却処理能力 35 ㎏ / ｈ

５ ） 実験廃水処理水ﾘｻｲｸﾙ （RO 水） 370m2/ ｄ

９ . ３ . ３ 工作室

研究活動に伴い， ガ ラ ス工作室， 金工室， 材料工作室，

木工室， 溶接室， エレ ク ト ロ ニ ク ス室の各室が利用され

研究機器等の加工， 製作が行われた。
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REPORT Vol.12-2003， Satoh M. （*1) （*1Saitama Inst.Technol.) ： Radiative convective equilibrium
calculations with a cloud resolving model toward global cloud resolving experiments， 37-40

Z00009999

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003， Sibata K. （*1)， Deushi M . （*1) （*1Meteorol. Res. Inst.) ： Ozone QBO simulated
by the stratosheric chemical transport model of metrorogical reserch institute （MJ98-CTM)， 41-50

0204BA347

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003， Uchiyama T. （*1)， Noda A. （*1)， Yukimoto S. （*1)， Chiba M. （*1) （*1Meteorol.
Res. Inst.)：Study of estimate of new climate change scenarios based on new emission scenarios -IPCC AR4
Experiments-， 51-58

0004BA035

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003，Nakajima K. （*1) （*1Kyushu Univ.) ：Ultra-high resolution modering of the tropical
Air-Sea interaction: spontaneous concentration of cloud activity in “Planetary” scale， 61-67

Z00009999

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003， Hanazaki H. （*1) （*1Kyoto Univ.) ： Passive and active scalar diffusion in unsteady
stably stratfied turbulence， 71-75

Z00009999

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003， Hayashi Y. （*1)， Okada M. （*1)， Yamada Y. （*1)， Morikawa Y. （*1)， Ishiwatari
M. （*1)， Nakajima K. （*2)， Takehiro S. （*3) （*1Hokkaido Univ.， *2Kyusyu Univ.， *3Kyoto Univ.) ： An
aqua-planet experiment on structurization of equatorial precipitation activity and related software
development toward an atmospheric general circulation model for terrestrial planets， 77-86

Z00009999
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地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003， Kihara N. （*1)， Ueda H.， Hanazaki H. （*1) （*1Kyoto Univ.) ： Direct numerical
simulation of turbulent transfer in convective boundary layer beneath the gas-liquid interfac， 87-93

0204BA396

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003， Miyazaki T.， Li Y.， Taira H. （*1) （*1Univ. Electro-Commun.) ： Merger of quasi-
geostrophic ellipsoidal vortices and refinements on the ellipsoidal moment model， 95-106

Z00009999

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003，Sha W. （*1) （*1Tohoku Univ.) ：Development of an urban meteorological numerical
model in cartesian coordinate， 107-111

Z00009999

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003， Ichinose T.， Ashie Y. （*1)， Hirano Y.， Kono T. （*1) （*1Build. Res. Inst.) ： The
high-resolution numerical model of heat island phenomena， 115-121

0305CD554

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003，Komori S. （*1)，Sugioka K. （*1)，Kohata K. （*1Kyoto Univ.) ：Drag and lift forces
acting on a spherical droplet in a homogeneous shear flow， 123-130

Z00009999

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003， Murakami S.， Hayashi S.， Watanabe M. ： Use of surface erosion model to estimate
sediment in Jialingjiang catchment upstream of Changjiang river， China， 131-146

9605AE211

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003， Takeda T.， Oguma H. ： Simulation of light environment in forest， 147-152

0105BB257

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003，Musa A. （*1)，Miyazawa M. （*1)，Nagamine N. （*1)，Satoh Y. （*1) （*1NEC Corp.)：
Overview of the NIES supercomputer systems， 155-159

Z00009999

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003， 秋吉英治， Zhou L.B. （*1)， 高橋正明 （*2) （*1 中国科学院大気物理学研， *2
東大気候システム研究セ ) ： 亜熱帯西太平洋上のオゾン全量極小の年々変動， 167-168

0204BA347

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003， 大楽浩司 （*1)， 江守正多， 野沢徹 （*1 防災科学技術研 ) ： CCSR/NIES AGCM
にネステ ィ ング し た NIES-RAMS によ る 21 世紀のアジアの水循環変動， 169-170

0305BA541
0303CB526

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003， 村上茂教 （*1)， 鬼頭昭雄 （*2)， 行本誠史 （*2)， 野田彰 （*2) （*1 海洋研究開
発機構， *2 気象研 ) ： 最終氷河初期の気候系シ ミ ュ レーシ ョ ン， 171-172

Z00009999

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003， 小倉知夫， 江守正多， 木本昌秀 （*1) （*1 東大気候システム研究セ ) ： GCM に
おける雲の表現の違いがモデル気候感度に及ぼす影響について， 173-174

0305BA541
0306CE525

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003， 佐藤正樹 （*1) （*1 埼玉大 ) ： 全球雲解像実験を目標と し た雲解像モデルによ
る放射対流平衡， 175p.

Z00009999

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003， 柴田清孝 （*1)， 出牛真 （*1) （*1 気象研 ) ： 気象研究所成層圏化学輸送モデル
（MJ98-CTM) によ るオゾン QBO について， 176-177

0204BA347

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003， 内山貴雄 （*1)， 野田彰 （*1)， 行本誠史 （*1)， 千葉長 （*1) （*1 気象研 ) ： 新
排出シナ リ オに基づ く 新しい気候変動シナ リ オの推計に関する研究 -IPCC AR4 実験 -， 178-179

0004BA035

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003， 中島健介 （*1) （*1 九州大 ) ： 熱帯大気海洋相互作用の超高解像度モデ リ ング ：
自発的な地球スケール雲活動集中化， 180-181

Z00009999

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003， 花崎秀史 （*1) （*1 京都大 ) ： 非定常安定成層乱流中のパッ シブス カ ラ と ア ク
テ ィ ブスカ ラの拡散， 182p.

Z00009999
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地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003， 林祥介 （*1)， 山田由貴子 （*1)， 森川靖大 （*1)， 小高正嗣 （*1)， 石渡正樹
（*1)， 中島健介 （*2)， 竹広真一 （*3) （*1 北海道大， *2 九州大， *3 京都大 ) ： 赤道域降水活動の構造
化に関する水惑星実験 と それに関する地球型惑星大気大循環モデルへ向けての ソ フ ト ウ ェ ア開発，
183-184

Z00009999

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003， 木原直人 （*1)， 植田洋匡 （*1)， 花崎秀史 （*1) （*1 京都大 ) ： 気 ・ 液界面直
下で発達する対流境界層での乱流混合に関する ３ 次元直接数値計算， 185-186

0204BA396

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003， 李英太 （*1)， 平寛史 （*1)， 宮嵜武 （*1) （*1 電気通信大 ) ： 準地衡風楕円体
渦間の合体法則 と楕円体渦モデルの改良， 187-188

Z00009999

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003， 余偉明 （*1) （*1 東北大 ) ： 直線直角座標系における都市ス ケール大気数値モ
デルの開発， 189-190

Z00009999

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003， 一ノ 瀬俊明， 足永靖信 （*1)， 平野勇二郎， 河野孝昭 （*1) （*1 建築研 ) ： ヒ ー
ト ア イ ラ ン ド数値モデルの高分解能化に関する研究， 191p.

0305CD554

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003， 小森悟 （*1)， 杉岡健一 （*1)， 木幡邦男 （*1 京都大 ) ： 一様せん断流中の球形
液滴に働 く 抗力 と揚力の評価， 192-193

Z00009999

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003， 村上正吾， 林誠二， 渡辺正孝 ： 表面侵食モデルによ る嘉陵江流域の土砂生産
量推定 　 －長江 （揚子江） 上流域を対象 と し て－， 194-195

9605AE211

地球環境研究セ ン タ ー報告， CGER-I061-2005， （2004)， CGER'S SUPERCOMPUTER ACTIVITY
REPORT Vol.12-2003， 武田知己， 小熊宏之 ： 森林の光環境シ ミ ュ レーシ ョ ン， 196-197

0105BB257

地球環境研究セン ター報告， CGER-M016-2004， （2004)， 地球環境研究セン ター， 北見工業大学， 北
海道環境化学研究セン ター編 ： GEMS/Water 摩周湖モニ タ リ ングデータブ ッ ク， 222p.

9205AC264

地球環境研究セン ター報告， CGER-M017-2005， （2004)， 有害紫外線モニタ リ ングネ ッ ト ワーク事務
局編 ： 有害紫外線モニタ リ ングネ ッ ト ワーク活動報告， 160p.

9205AC264

環境儀， No.12， 国立環境研究所 ： 東アジアの広域大気汚染－国境を越え る酸性雨， 14p. 0204BA396

環境儀， No.13， 国立環境研究所 ： 難分解性溶存有機物－湖沼環境研究の新展開， 14p. Z00009998

環境儀， No.14， 国立環境研究所 ： マテ リ アルフ ロー分析－モ ノ の流れから循環型社会 ・ 経済を考え
る， 14p.

0406BA501
0105AB397

環境儀， No.15， 国立環境研究所 ： 干潟の生態系－その機能評価 と類型化， 14p. 9802AG149

国立環境研究所ニュース， Vol.23， No.1， 甲斐沼美紀子 ： 我が国の二酸化炭素排出量の削減可能性と
その経済影響－ AIM （アジア太平洋地域統合評価モデル） の開発－， 3-6

0004BA035

国立環境研究所ニュース， Vol.23， No.1， 寺尾有希夫 ： 極域でのオゾン層破壊速度の定量化， 6-8 0406BA352

国立環境研究所ニュース，Vol.23，No.1，松本理：化学物質の複合曝露によ る発がん リ ス ク の評価，8-11 0105PR021

国立環境研究所ニ ュース， Vol.23， No.1， 入江仁士 ： 北極成層圏におけ る雲粒の重力落下 と オゾ ン
層， 11-13

0406BA352

国立環境研究所ニュース， Vol.23， No.2， 三森文行 ： MRI を用いる環境ホルモンの脳 ・ 神経系への影
響の研究， 4-5

0105AA167

国立環境研究所ニュース， Vol.23， No.2， 久保田泉 ： 地球温暖化問題に関する国際交渉， 6-7 0305BA534

国立環境研究所ニュース， Vol.23， No.2， 三森文行 ： 磁気共鳴断層撮像法 （MRI)， 8-9 0105AA167

国立環境研究所ニュース， Vol.23， No.3， 福島路生 ： ダム と淡水魚の多様性， 3-5 0105AA207
0508AH778

国立環境研究所ニュース， Vol.23， No.3， 中山忠暢 ： 流域生態系のモデル化によ る シ ミ ュ レーシ ョ ン
～釧路湿原生態系の回復可能性評価～， 5-8

0304AF515
0204CD432

国立環境研究所ニュース， Vol.23， No.3， 椿宜高 ： 生物の分布地図の読み方， 8-10 0105SP041
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国立環境研究所ニュース， Vol.23， No.4， 越川海 ： 長江経由の環境負荷が東シナ海 ・ 長江河口域の海
洋環境に及ぼす影響に関する研究， 3-5

0105AA271

国立環境研究所ニュース， Vol.23， No.4， 田中敦 ： 屈斜路湖が自然に中性化し た原因を探るには， 6-7 0304CD564

国立環境研究所ニュース， Vol.23， No.4， 木幡邦男 ： 赤潮， 8-9 Z00009998

国立環境研究所ニュース， Vol.23， No.5， 松本幸雄 ： 幹線道路周辺の大気汚染の軽減策を探る， 3-5 0204BC377

国立環境研究所ニュース， Vol.23， No.5， 上原清 ： 都市の風 と大気汚染， 6-7 0204BC377

国立環境研究所ニュース， Vol.23， No.5， 大原利眞 ： 広域大気汚染の数値シ ミ ュ レーシ ョ ン， 7-10 0405AA416

国立環境研究所ニュース， Vol.23， No.5， 畠山史郎 ： 中国における大気汚染物質の航空機観測， 10-11 0205CD484

国立環境研究所ニュース， Vol.23， No.6， 稲森悠平 ： 水環境の健全化 と液状廃棄物 と し てのし尿、 生
活雑排水等の環境低負荷資源循環技術の構築のためのバイオ ・ エコエンジニア リ ングに関する研究，
3-5

0105PR014

国立環境研究所ニュース， Vol.23， No.6， 菅谷芳雄 ： 底質中の有害化学物質の影響をユス リ カを用い
て調べる， 5-7

0105AE509

国立環境研究所ニュース， Vol.23， No.6， 桑名貴 ： 鳥類発生工学 と多様性の保全， 8-10 0305AE578

国立環境研究所ニュース， Vol.23， No.6， 水落元之 ： 日韓パー ト ナーシ ッ プによ る開発途上国の水環
境修復に向けた国際協力支援－日韓共同研修 「淡水環境修復」 コース－， 10-11

Z00009999
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10． ２ 　 国立環境研究所研究発表会

発表年月日 　 　 平成 16 年 ６ 月 23 日 （水） ： 東京 メ ルパルク ホール

　 　 　 　 　 　 　 平成 16 年 ６ 月 30 日 （水） ： 京都ぱる るプラザ京都

発 　 　 　 表 　 　 　 者 題 　 　 　 　 　 　 　 目

合志 　 陽一 （理事長） 環境研究 －これから何が問題か－

高村 　 典子 （生物多様性研究プロ ジェ ク ト ） 湖 ・ 沼 ・ 池の環境研究 30 年 －アオコから生物多様性 ・ 自然の再生へ－

畠山 　 史朗 （大気圏環境研究領域） 飛行機を使って中国の大気汚染を探る  －酸性雨、地球温暖化と のかかわり －

井上 　 雄三 （循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究セン ター） ごみ処理研究の 30 年 －ごみ処理から循環型社会へ－

青木 　 康展 （化学物質環境 リ ス ク研究セン ター） 化学物質によ る突然変異 －魚を用いた新しいバイオア ッ セ イ法の開発－

原沢 　 英夫 （社会環境システム研究領域） 地球温暖化研究の最前線 －わかっている こ と 、 いない こ と －

西川 　 雅高 （環境研究基盤技術ラ ボ ラ ト リ ー） 黄砂 －時の流れ と 砂の流れ と－
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10． ３ 　 研究成果の発表状況

（ １ ） 年次別研究成果の発表件数
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （単位 ： 件）

（ ２ ） 誌上発表・ 口頭発表一覧の構成

・ 収録対象は平成 16 年度に公表し た ものであ る。 （一部， 平成 15 年度以前に公表し た ものを含む。）

・ 平成 16 年度中に公表し た誌上発表 ・ 口頭発表を， 申請者 （発表者の内の常勤職員筆頭者） の 50 音

昇順に配例し た。所外者についてのみ所属を略記し た。 関連する研究課題のコー ド （最大 3 件まで）

を リ ス ト の右端に記載し た。

・ 研究課題コード については予算区分別，組織別，研究者別の研究課題 リ ス ト （468 ページ～ 503 ペー

ジ） を参照する こ と によ り 関連する研究課題の詳細を知る こ と ができ る。

区分 誌上発表件数 口頭発表件数

  年度 和 　 文 欧 　 文 計 国 　 内 国 　 外 計

平成 ５ 284 165 449 479 138 617

６ 304 167 471 508 157 665

７ 237 173 410 569 153 722

８ 287 199 486 519 163 682

９ 248 191 439 489 187 676

10 295 243 538 597 189 786

11 218 220 438 542 227 769

12 253 246 499 619 292 911

13 227 310 537 756 185 941

14 289 271 560 773 184 957

15 345 287 632 955 198 1153

16 278 318 596 882 239 1121
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( ３ ) 誌上発表一覧

申請者 発表者 ・ 題目 ・ 掲載誌 ・ 巻 （号） ・ 頁 ・ 刊年 研究課題ｺｰﾄﾞ

青木康展 Amanuma K.,Nakamura T.,Aoki Y.：MNNG-induced mutations in the adult gill and hepatopancreas
and in embryos of rpsL transgenic zebrafish,Mutat.Res.,556,151-161,2004

0105PR021

青木康展 青木康展，天沼喜美子：遺伝子導入ゼブラフィッシュを用いた変異原物質のバイオアッセイ，
用水と廃水，46(12)，3-8，2004

0105PR021

青木康展 青木康展 ： 変異原性試験法， 衛生試験法 ・ 注解 2005( 日本薬学会編， 金原出版， 1140p.)，
143-157， 2005

0105PR021

青木康展 青木康展 ： これからの環境モニタ リ ング と バイオア ッ セイ， 環境 と測定技術， 32(2)， 26-32，
2005

0105PR021

青木康展 青木康展， 環境 ・ 健康科学辞典 ( 日本薬学会編， 丸善， 795p.)， 2005 0105PR021

青木陽二 Aoki Y.,Konta F.(*1),Nozue T.(*2)(*1 Natl.Sci.Mus.,*2 Poet Haijin) ： Diversity in references to
Japanese plants compiled in the Kadokawa Haiku Saijiki glossary of seasonal haiku terminolory,
J.Environ.Inf.Sci.,32(5),155-160,2004

0105AE019

青木陽二 Aoki Y.,Konta F.(*1),Sakakibara E.(*1 Natl.Sci.Mus.)： Appreciation of Japanese landscapes by the
Western visitors arrived until 1900,Conf.Proc.Gloobalization and Tourism Research: East Meets
West(CD-ROM)(Chon K.,Hsu C.,Okamoto N.eds.,Asia Pacific Tourism Association(APTA),1278p.),
135-146,2004

0105AE019

青木陽二 Aoki Y.,Kitamura S.(*1),Konta F.(*2)(*1 Yamanashi Univ.,*2 Natl.Sci.Mus.)：Landscape experiences of
mountain visitors in the South Japan Alps,Soc.Roles Forests Urban Popul.,81-93,2004

0105AE019

青木陽二 Aoki Y.,Liu S.H.(*1),Chen M.S.(*2),Sakakibara E.(*1 Natl.Kaohsiung Norm.Univ.,*2 Constr.Minist.Chin.) ：
Comparison of "Eight Scenery" between Taiwan and Japan,41st IFLA World Congr.Proc.,617-624,2004

0105AE019

青木陽二 青木陽二，青木宏一郎 (*1)，岡田一天 (*2)，奥田直久 (*3)(*1 森林都市研究室，*2 プラ
ンニング・ネットワーク，*3 環境省 )：自然風景地における混雑感の測定，日本観光研究会
第 19 回全国大会論文集，329-330,2004

0105AE019

青木陽二 青木陽二，小柳武和 (*1)(*1 茨城大 )：八景の評価と水の風景，霞ヶ浦研究会報 2005 年，(8)，
42-47，2005

0105AE019

青野光子 青野光子：葉っぱのストレス解消法－植物の環境ストレス耐性機構，つくば生物ジャーナル，
2，328-329，2003

0307AE503

青柳みどり Aoyagi-Usui M. ： Changing consumption patterns in Japan,Encyclopedia of Life Support Systems(EOLSS)
(e-Book)(UNESCO,UNESCO-EOLSS,1114p.),2004

0104AE012
0104AE013

青柳みどり 青柳みどり：日本企業の環境対策の現状と課題－ CSR の観点から－，環境技術，34(3)，219-
224， 2005

0104AE012

秋吉英治 Zhou L.B.， Akiyoshi H. ： N2O distributions in the early and late breakup years， 第 14 回大気化
学シンポジウ ム研究集会講演集 ( 名古屋大 STE 研， 299p.)， 112-115， 2004

0203KZ424

秋吉英治 秋吉英治，今村隆史，菅田誠治，中根英昭，黒川純一 (*1)，滝川雅之 (*2)(*1 富士通エフ
アイピー，*2 地球フロンティア研システム )：臭素化合物のオゾン破壊に及ぼす影響と北極
渦の状態，第 14 回大気化学シンポジウム研究集会講演集 (名古屋大 STE 研，299p.)，116-
119，2004

0103BA163

秋吉英治 秋吉英治，関山剛 (*1)(*1 気象研 )：第 23 回国際測地学・地球物理学連合総会 (IUGG2003・
札幌 )の報告 (1) 16. 大気及び海洋過程のデータ同化 (3) 大気化学に関するデータ同化，天
気， 51(3)，32-33，2004

0204BA347

秋吉英治 秋吉英治 ： 第 23 回国際測地学 ・ 地球物理学連合総会 (IUGG2003 ・ 札幌 ) の報告 (2) 6. 火山活
動 と地球大気， 天気， 51(4)， 24-25， 2004

0204BA347

秋吉英治 秋吉英治：オゾンホールを予測する手立て，オゾンのゆくえ 気象変動とのかかわりをさぐ
る (宮原三郎編，クバプロ，174p.)，152-159，2004

0406CD466

石堂正美 Ishido M.,Masuo Y.(*1),Oka S.(*1),Niki E.(*1),Morita M.(*1AIST)：P-Nitrotoluene causes hyperactivity
in the rat,Neurosci.Lett.,366(1),1-5,2004

0105SP01
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石堂正美 Ishido M.,Masuo Y.(*1),Oka S.(*1),Niki E.(*2),Morita M.(*1 HSS-AIST,*2 HSS-AIST(Kansai Cent.))：
Intracisternal administration of p-n-Octyphenol into neonatal rats causes hyperactivity with the
terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated dUTP nick end-labelling(TUNEL)-positive cells in the
mesencephalon where immunoreactivity for tyrosine hydroxylase is reduced by the chemical,J.Health
Sci.,50(4),407-412,2004

0105SP031

石堂正美 Ishido M., Masuo Y.(*1), Kunimoto M.(*2), Oka S.(*1),Morita M.(*1 AIST,*2 Kitasato Univ.) ：
Bisphenol A causes hyperactivity in the rat concomitantly with impairment of tyrosine hydroxylase
immunoreactivity,J.Neurosci.Res.,76,423-433,2004

0105SP031

石堂正美 Ishido M.,Masuo Y.(*1),Sayato-Suzuki J.,Oka S.(*1),Niki E.(*1),Morita M.(*1AIST) ： Dicyclohexylphthalate
causes hyperactivity in the rat concomitantly with impairment of tyrosine hydroxylase immunoreactivity,
J.Neurochem.,91,69-76,2004

0105SP031

石堂正美 Ishido M. ： Role of bcl-2 in cadmium cytotoxicity,Recent Res.Dev.LifeSci.,2,57-67,2004 0304AE502

石堂正美 Ishido M.  ： Transient inhibition by melatonin of synergistically insulin-like growth factor-1 and bisphenol
A-induced proliferation of estrogen receptor alpha-positive human breast cancer MCF-7 cells by
melatonin.,Environ.Sci.,11,163-170,2004

0105AE191

石堂正美 Masuo Y.(*1), Ishido M., Morita M., Oka S.(*1)(*1AIST)： Effects of neonatal treatment with 6-
hydroxydopamine and endocrine disruptors on motor activity and gene expressiion in the rats,Neural
Plast.,11(1),59-76,2004

0105AE191

石堂正美 Ishido M., Masuo Y.(*1), Oka S.(*1), Niki E.(*1),Morita M. (*1AIST) ： p-Nitrotoluene causes
hyperactivity in the rat,Neurosci.Lett.,366,1-5,2004

0105AE191

石堂正美 Masuo Y.(*1),Ishido M.,Morita M.,Oka S.(*1),Niki E.(*1)(*1AIST) ： Motor hyperactivity and gene
expression in dopamine-depleted rats with neonatal 6-hydroxydopamine lesions,J.Neurochem.,91,
9-19,2004

0105AE191

石堂正美 Ishido M.,Masuo Y.(*1)(*1AIST) ： Transcriptome of pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide
(PACAP)-differentiated PC12 cells,Regul.Peptides,123,15-21,2004

0304AE502

石堂正美 石堂正美：超低周波電磁界とホルモン情報伝達機構，物性研究，2(1)，90-93，2004 0304AE498

石堂正美 石堂正美：多動症モデル実験と内分泌攪乱物質の評価，環境ホルモン学会 第 13 回講演会テ
キスト，58-93,2004

0105AE191

一ノ瀬俊明 一ノ瀬俊明：地理＝旅行ガイド？ GEO メーリングリストから 地理でサバイバル，地理， 49
(7)，8-9,2004

Z00009999

一ノ瀬俊明 平野勇二郎 (*1)，安岡善文 (*2)，一ノ瀬俊明 (*1 埼玉大院，*2 東大生産技研 )：衛星リモー
トセンシングとメソスケール気象モデルを用いた都市緑地のヒートアイランド緩和効果の
評価，環境科学会誌，17(5)，343-358，2004

Z00009998

一ノ瀬俊明 一ノ瀬俊明：ソウルの大規模な清流復活事業「清渓川復元」，Nelsis，5，39-42，2004 0304AI556

一ノ瀬俊明 一ノ瀬俊明：研究者に必要な語学と，は，総合政策研究 (関西学院大学 )，(17)，48-49，2004 Z00009999

一ノ瀬俊明 一ノ瀬俊明，大坪国順，王勤学，張祖陸 (*1)，衣笠聡史 (*2)(*1 山東師範大，*2東京外大 )：
黄河流域における地下水利用の現状把握と将来予測手法の開発，環境システム研究論文発表
会講演集，32,551-556,2004

0206CE421

一ノ瀬俊明 一ノ瀬俊明，王勤学，大坪国順：食糧需給関係及び経済力格差にもとづく中国国内食糧輸送
モデルの構築，環境システム研究論文集，32，213-223，2004

0102AE129

一ノ瀬俊明 一ノ瀬俊明：世界遺産・九寨溝にかいま見たチベット文化，地理，49(11)，102-108，2004 Z00009999

一ノ瀬俊明 平野勇二郎 (*1)，新津潔，大橋唯太 (*2)，一ノ瀬俊明 (*1 埼玉大院，*2 岡山理大 )：高ア
ルベド塗料を塗布したコンクリート面の表面温度と熱収支の観測，環境情報科学論文集，
(18)，247-252， 2004

0404AE406

一ノ瀬俊明 新津潔，一ノ瀬俊明：セダムを植栽した屋上緑化面における放射収支，地中熱貫流および地
中温度長期観測，環境システム研究論文発表会講演集，32,177-182,2004

0103BA263
0404AE408

一ノ瀬俊明 平野勇二郎 (*1)，新津潔，大橋唯太 (*2)，一ノ瀬俊明 (*1 埼玉大院，*2 岡山理大 )：高ア
ルベド塗料の塗布によるコンクリート表面の温度および熱収支特性の変化，環境システム研
究論文発表会講演集，32,183-188,2004

0404AE406

申請者 発表者 ・ 題目 ・ 掲載誌 ・ 巻 （号） ・ 頁 ・ 刊年 研究課題ｺｰﾄﾞ
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一ノ瀬俊明 Hirano Y.(*1),Yasuoka Y.(*2),Ichinose T.(Toshiaki)(*1Grad.Sch.Saitama Univ.,*2Univ.Tokyo) ：
Urban climate simulation by incorporating satellite-derived vegetation cover distribution into a
mesoscale meteorological model,Theor.Appl.Climatol.,79,175-184,2004

Z00009998

伊藤智彦 Ito T.,Tsukumo S.,Suzuki N.(*1),Motohashi H.(*1),Yamamoto M.(*1),Fujii-Kuriyama Y.(*1),Mimura
J.(*1), Lin T.-M.(*2), Peterson R.E.(*2), Tohyama C., Nohara K.(*1Cent.TARA Univ.Tsukuba,
*2Univ.Wisconsin) ： A constitutively active arylhydrocarbon receptor induces growth inhibition of Jurkat
T cells through changes in the expression of genes related to apoptosis and cell cycle arrest,
J.Biol.Chem., 279(24),25204-25210,2004

0204AE357
0406AG337
0404AF360

伊藤智彦 Pan X.,Inouye K.,Ito T.,Nagai H.,Takeuchi Y.,Miyabara Y.(*1),Tohyama C.,Nohara K.(*1Shinshu
Univ.) ： Evaluation of relative potencies of PCB126 and PCB169 for the immunotoxicities in
ovalbumin(OVA)-immunized mice,Toxicology,204,51-60,2004

0204AE357
0406AG337
0404AF360

伊藤裕康 Kinoshita K.(*1), Shida Y.(*1), Sakuma C.(*1), Ishizaki M.(*2), Kiso K.(*3), Shikino O.(*4), Ito
H.,Morita M.,Ochi T.(*5),Kaise T.(*1)(*1Tokyo Univ.Phram.Life Sci.,*2Ibaraki Pref.Health
Lob.,*3Trichemical Lab.,*4PerkinElmer,*5Teikyo Univ.)：Determinaiton of diphenylarsinic acid and
pehenylarsonic acid,the degradation products of organoarsenic chemical warfare agents,in well
water by HPLC-ICP-MS,Appl.Ogranometal.Chem.,(19),287-293,2005

0105SP032

稲葉一穂 Inaba K., Koshikawa M.K., Doi T., Yamamoto T. ： Extraction condition and efficiency of some
hazardous organic chemicals from aqueous solutions using a thermoresponsive polymer system,
J.Environ.Chem.,14(3),625-632,2004

0101AF121
9802AE124
0306CD536

稲森悠平 稲森悠平 ,孔海南 (*1)，稲森隆平 (*2)(*3)(*1 上海交通大，*2筑波大，*3バイオレックス )：
バイオマスとしての未利用資源を活用した水素発酵(1)，月刊食品工場長，(83),40-41,2004

0204CG580

稲森悠平 稲森悠平，孔海南(*1)，稲森隆平(*2)(*3)(*1上海交通大，*2筑波大，*3バイオレックス)：
バイオマスとしての未利用資源を活用した水素発酵(2)，月刊食品工場長，(84),36-37,2004

0204CG580

稲森悠平 稲森悠平，孔海南 (*1)，稲森隆平 (*2)(*3)(*1上海交通大，*2筑波大，*3バイオレックス )：
廃棄物の海洋投入処分等の新たな規制(1)，月刊食品工場長，(85),72-73,2004

0105PR014

稲森悠平 稲森悠平，孔海南 (*1)，稲森隆平 (*2)(*3)(*1上海交通大，*2筑波大，*3バイオレックス )：
廃棄物の海洋投入処分等の新たな規制(2)，月刊食品工場長，(86),66-67,2004

0105PR014

稲森悠平 Yoshie S.(*1),Noda N.(*2),Tsuneda S.(*1),Hirata A.(*1),Inamori Y.(*1Waseda Univ.,*2AIST) ：
Salinity decreases nitrite reductase gene diversity in denitrifying bacteria of wastewater treatment
systems, Appl.Environ.Microbiol., 70(5), 3152-3157, 2004

0105AB409

稲森悠平 林紀男 (*1)，浅枝隆 (*2)，稲森悠平 (*1 千葉県中央博物館，*2 埼玉大 )：水生植物の物理
的存在が透明度向上に果たす役割，四万十・流域圏学会誌，3(1),19-23,2004

0105AB411

稲森悠平 Ebie Y.(*1),Noda N.(*2),Miura H.(*3),Matsumura M.(*1),Tsuneda S.(*3),Hirata A.(*3),Inamori
Y.(*1Inst.Appl.Biochem.Univ.Tsukuba,*2AIST,*3Waseda Univ.) ： Comparative analysis of genetic
diversity and expression of amoA in wastewater treatment processes,Appl.Microbiol.Biotechnol.,
64,740-744,2004

0204BE428

稲森悠平 稲森悠平，中川和哉 (*1)，鈴木康之 (*1)，近藤貴志 (*1)，常田聡 (*1)，平田彰 (*1)(*1 早
稲田大 )：高度リン回収および余剰汚泥減容化を志向した排水処理プロセスの開発および評
価，用水と廃水，46,671-677,2004

0105PR014

稲森悠平 Saito T.,Okano K.(*1),Park H.D.(*2),Itayama T.,Inamori Y.,Neilan B.A.(*3),Burns B.P.(*3),Sugiura
N.(*1)(*1Univ.Tsukuba,*2Shinshu Univ.,*3Univ.New South Wales) ： Detection and sequencing of
the microcystin LR-degrading gene,mlrA,from new bacteria isolated from Japanese lakes,FEMS
Microbiol.Lett.,229,271-276,2004

0105AB412

稲森悠平 Yoshie S.(*1),Noda N.(*2),Tsuneda S.(*1),Hirata A.(*1),Inamori Y.(*1Waseda Univ.*2AIST) ：
Design of 16S rRNA-targeted oligonucleotide probes and microbial community analysis in the
denitrification process of a saline industrial wastewater treatment system,FEMS Microbiol.Lett.,
235,183-189,2004

0105AB409

稲森悠平 稲森悠平 ,孔海南 (*1),稲森隆平 (*2)(*3)(*1上海交通大，*2筑波大，*3バイオレックス)：
食品事業場における界面活性剤の適正使用とPRTR法，月刊食品工場長，(89),62-63,2004

9903AE235

申請者 発表者 ・ 題目 ・ 掲載誌 ・ 巻 （号） ・ 頁 ・ 刊年 研究課題ｺｰﾄﾞ
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稲森悠平 稲森悠平，孔海南 (*1)，稲森隆平 (*2)(*3)(*1上海交通大，*2筑波大，*3バイオレックス )：
超高速・高効率型キャビテーション加圧式バイオリアクターによる水処理の高度化技術 (2)，
月刊食品工場長，(91),54-55,2004

9903AE234

稲森悠平 稲森悠平，孔海南 (*1)，稲森隆平 (*2)(*3)(*1上海交通大，*2筑波大，*3バイオレックス )：
超高速・高効率型キャビテーション加圧式バイオリアクターによる水処理の高度化技術 (1)，
月刊食品工場長，(90),56-57,2004

9903AE234

稲森悠平 稲森悠平，孔海南 (*1)，稲森隆平 (*2)(*3)(*1上海交通大，*2筑波大，*3バイオレックス )：
スピルリナの生育環境と有価物回収のための大量培養特性，月刊食品工場長，(92),74-
75,2004

9903AE235

稲森悠平 稲森悠平，孔海南 (*1)，稲森隆平 (*2)(*3)(*1上海交通大，*2筑波大，*3バイオレックス )：
ディスポーザ排水処理システムを中核とした適正普及の必要不可欠性①，月刊食品工場長，
(94),22-23,2005

9906AE324

稲森悠平 Lin Y.,Kong H.N.,He Y.L.,Kuai L.P.(*1),Inamori Y.(*1Shanghai Jiaotong Univ.) ： Simultaneous
nitrification and denitrification in a membrane bioreactor and isolation of heterotrophic nitrifying
bacteria,Jpn.J.Water Treat.Biol.,40(3),105-114,2004

0105AB409

稲森悠平 稲森悠平，孔海南 (*1)，稲森隆平 (*2)(*3)(*1上海交通大，*2筑波大，*3バイオレックス )：
ディスポーザ排水処理システムを中核とした適正普及の必要不可欠性②，月刊食品工場長，
(95),38-39,2005

9906AE324

稲森悠平 Yamazaki H.(*1),Hoshino K.(*1),Hasegawa K.(*1),Xu K.Q.,Ebie Y.,Iwami N.,Inamori Y.(*1Toyama
Univ.)：Advanced ammonia oxidation by adding metabolic mediator,Jpn.J.Water Treat.Biol.,41(1),9-15,
2005

0105AB410

稲森悠平 山崎宏史 (*1)，星野一宏 (*1)，長谷川淳 (*1)，鈴木理恵 (*2)，蛯江美孝，岩見徳雄，稲森
悠平 (*1 富山大，*2 茨城県薬剤師会公衆衛検査セ )：原水濃度調整剤の生活排水処理特性お
よび生物相に及ぼす影響解析，日本水処理生物学会誌，41(1),17-24,2005

0105AB409

井上健一郎 Inoue K., Takano H., Yanagisawa R., Morita M., Ichinose T.(*1),Sadakane K.(*1),Yoshino S.(*2),Yamaki K.
(*2), Kumagai Y.(*3), Uchiyama K.(*4), Yoshikawa T.(*4)(*1 Oita Univ.Nurs.Health Sci., *2 Kobe
Pharm.Univ.,*3Univ.Tsukuba,*4Kyoto Pref.Univ.Med.) ： Effect of 15-deoxy-delta(12,14)-prostaglandin
J2 on acute lung injury induced by lipopolysaccharide in mice,Eur.J.Pharm., 481,261-269,2003

0105SP031

井上健一郎 Inoue K., Takano H., Yanagisawa R., Sakurai M., Shimada A.(*1), Morita T.(*1), Sato M.(*2), Yoshino S.
(*3), Yoshikawa T.(*4), Tohyama C.(*1 Tottori Univ.,*2 Gifu Pharm.Univ.,*3 Kobe Pharm.Univ.,*4 Kyoto
Pref.Univ.Med.) ： Protective role of interleukin-6 in coagulatory and hemostatic disturbance induced by
lipopolysaccharide in mice,Thromb.Haemost.,91(6),1194-1201,2004

0105SP031
0105SP061

井上健一郎 Inoue K., Takano H., Yanagisawa R., Sakurai M., Yoshikawa T.(*1)(*1Kyoto Pref.Univ.Med.)： Statin,
inflammation,and sepsis,Chest,125(6),2365,2004

0105SP031
0105SP061

井上健一郎 Inoue K., Takano H.(*1), Yanagisawa R., Morita M. ,Ichinose T.(*2), Sadakaene K.(*3), Yoshino S.
(*3), Yamaki K.(*3), Kumagai Y.(*4), Uchiyama K.(*1), Yoshikawa T.(*1)(*1 Kyoto Pref.Univ.Med.,
*2 Oita Univ.Nurs.Health Sci.,*3 Kobe Pharm.Univ.,*4 Univ.Tsukuba)： Effects of 15-Deoxy-Delta-
12,14-prostaglandin J2 on the Cyclooxygenase-2 expression in the murine lung in the presence of
lipopolysaccharide,Arzneim.Forsch.Drug Res.,54(11),711-714,2004

0105SP031

井上健一郎 吉川敏一 (*1)，井上健一郎，高野裕久 (*1 京都府医大 )：炎症に関与する細胞・分子，内科
学 第 8版 (杉本恒明，小俣政男，水野美邦編，朝倉書店，2297p.),27-31,2003

0105SP031
0105SP061

井上健一郎 Inoue K.,Takano H.,Yanagisawa R.,Sakurai M.,Yoshikawa T.(*1)(*1Kyoto Pref.Univ.Med.)：Surgical
stress in ARDS open-lung biopsy,Chest,126(4),1383,2004

0105SP031
0105SP061

井上健一郎 Inoue K., Takano H.(*1), Yanagisawa R., Sakurai M., Ichinose T.(*2), Sadakane K.(*2), Hiyoshi K.,
Sato M.(*3), Shimada A.(*4), Inoue M.(*1), Yoshikawa T.(*1) (*1 Kyoto Pref.Univ., *2 Oita
Univ.Nurs.Health Sci., *3 Gifu Pharm.Univ.,*4 Tottori Univ.) ：Role of metallothionein in antigen-
related airway inflammtion, Exp.Biol.Med.,230,75-81,2005

0105SP031
0105SP061

井上健一郎 Inoue K., Takano H.(*1), Shimada A.(*2), Morita T.(*2),Yanagisawa T., Sakurai M., Sato M.(*3),Yoshino S.
(*4), Yoshikawa T.(*1)(*1 Kyoto Pref Univ.Med.,*2 Tottori Univ.,*3 Gifu Pharm.Univ., *4 Kobe
Pharm.Univ.)： Cytoprotection by interleukin-6 against liver injury induced by lipopolysaccharide,
Int.J.Mol.Med.,15,221-224,2005

0105SP031
0105SP061
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井上健一郎 Inoue K., Takano H., Yanagisawa R., Sakurai M., Yoshikawa T. ： Anti-inflammatory effect of
pentoxifylline,Chest,126,321,2004

0105AE185

井上健一郎 Inoue K., Takano H., Yanagisawa R., Ichinose T.(*1), Sadakane K.(*1), Yoshino S.(*2), Yamaki
K.(*2),Uchiyama K.(*3),Yoshikawa T.(*3)(*1 Oita Univ.Nursing Health Sci.,*2 Kobe Pharm.Univ.,
*3 Kyoto Pref.Univ.) ： Components of diesel exhaust particles differently affect lung expression of
cyclooxygenase-2 related to bacterial endotoxin,J.Appl.Toxicol.,24,415-418,2004

0204AG395
0304CD318

井上健一郎 井上健一郎，高野裕久，柳澤利枝，桜井美穂，田村弘志 (*1)，小田俊男 (*1)，大野尚仁
(*2)，安達禎之 (*2)，吉川敏一 (*3)(*1 生化工，*2 東京薬大，*3 京都府医大 )：可溶化
beta グルカンよる催気道炎症効果，「エンドトキシン研究」7（日本エンドトキシン研究会編，
医学図書出版， 216p.），129-132,2004

0304MA316

井上　元 Yabe T.(*1), Phipps C.(*2), Aoki K.(*1), Yamaguchi M.(*1), Nakagawa R.(*1), Baasandash C.(*1),
Ogata Y.(*1), Shiho M.(*3),Inoue G., Onda M.(*4),et al.(*1 Tokyo Inst.Technol.,*2 Photonic Assoc.,
*3 JAERI, *4 AIST) ：Laser-driven vehicles-from inner-space to outer-space,Appl.Phys.A, (77),243-
249,2003

0105SP011

井上　元 井上元：農業土木分野におけるフィールド計測技術 ( その 11・最終講 ) －大気中の環境濃
度計測技術－，農業土木学会誌，72(6),495-500,2004

0204BA475

井上　元 井上元：大気から見た二酸化炭素収支，地球環境，9(2),221-230,2004 0204BA475

井上　元 井上元：二酸化炭素を宇宙から測る－温室効果ガスの全球観測をめざして－，パリティ，
20(1),58-60,2004

0406BA414

井上雄三 井上雄三：循環社会における最終処分場のあり方，環境新聞，2005 年 1 月 1 日，47,2005 0105PR012
0105AB403

井上雄三 井上雄三：2.4.1 廃棄物をいかに適正に処理するか，ゴミゼロ社会への挑戦－環境の世紀の
知と技術 2004( 総合科学技術会議，内閣府制作統括官共編，日経 BP 社，197p.)，72-78,2004

0105PR012
0105AB403

井上雄三 井上雄三：2.4.2 処分場の再生はいかにすれば可能か，ゴミゼロ社会への挑戦－環境の世紀
の知と技術 2004( 総合科学技術会議，内閣府制作統括官共編，日経 BP 社，197p.)，78-86,2004

0105OR012
0104AB402

猪俣　敏 島田博文，猪俣敏，飛田成史 (*1)，今村隆史 (*1 群馬大 )：大気中におけるハロゲン化アセ
トンの光分解過程，第 14 回大気化学シンポジウム研究集会講演集 ( 名古屋大 STE 研，
299p.),274-277,2004

0204BA347

今井章雄 Kwangsoon C.,Imai A.,Matsushige K.,Nagai T.,Kim Y.-H.,Kim B.(*1)(*1 Kangwon Natl.Univ.) ：
Photoalteration in biodegradability and chemical compositions of algae-derived dissolved organic
matter,Korean J.Limnol.,36(3),235-241,2003

0103AG112
0204DA433

今井章雄 Nagai T., Imai A., Matsushige K., Yokoi K.(*1), Fukushima T.(*2),(*1 Osaka Kyoiku Univ., *2
Univ.Tsukuba) ： Voltammetric determination of dissolved iron and its speciation in freshwater,
Limnology, 5, 87-94, 2004

0103AG112
0105AE110

今井章雄 天野耕二 (*1)，松本邦治 (*2)，今井章雄，松重一夫 (*1 立命館大，*2 奈良県庁 )：河川水
中の溶存有機物分画データと流域特性の関係，水環境学会誌，27(10),659-664,2004

0103AG112
0204DA433

今井秀樹 Liu Y.(*1), Imai H., Sadamatsu M.(*2), Tsunashima K.(*1), Kato N.(*1)(*1 Grad.Sch.Univ.Tokyo,*2
Shiga Univ.) : Cytokines participate in neuronal death induced by trimethyltin in the rat hippocampus
via type II glucocorticoid receptors.,Neurosci.Res.,50,209-217,2004

0105AA167

今井秀樹 藤巻可弓 (*1)，荒川千夏子 (*1)，吉永淳 (*1)，渡辺知保 (*1)，芹澤滋子，今井秀樹，白石
寛明，水本賀文 (*2)(*1 東大院，*2 自衛隊中央病院 )：尿中代謝産物排泄量から推定した日
本人妊婦のビスフェノール A摂取量，日衛誌，59,403-408,2004

0105AA167

今村隆史 今村隆史：｢対流圏から見た成層圏・成層圏から見た対流圏｣セッション 成層圏化学のフィ
ルターを通してみた対流圏プロセス，第 14 回大気化学シンポジウム研究集会講演集 ( 名古
屋大 STE 研，299p.),78-80,2004

0204BA347

今村隆史 Klotz B.(*1),Barnes I.(*1),Imamura T.(*1Bergische Univ.Wuppertal) ： Product study of the gas-
phase reactions of O3,OH and NO3 radicals with methyl vinyl ether,Phys.Chem.Chem.Phys.,
2004(6),1725-1734,2004

0204BA347
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今村隆史 Imamura T., Iida Y.(*1), Obi K.(*1), Nagatani I.(*2), Nakagawa K.(*2), Patroescu-Klotz I.,
Hatakeyama S.(*1 Jpn.Women's Univ., *2 Grad.Sch.Kobe Univ.) ： Rate coefficients for the gas-
phase reactions of OH radicals with methylbutenols at 298k,Int.J.Chem.Kinet.,36,379-385,2004

0204BA347

今村隆史 Imamura T.,Zhang W.,Horiuchi H.(*1),Hirata H.(*1),Kudo T.(*1),Obi K.(*2)(*1Gunma Univ.,*2Jpn
Women's Univ.) ： Laser-induced fluorescence of cyclohexadienyl(C6H7) radical in the gas phase,
J.Chem.Phys.,121(14),6861-6867,2004

0204BA347

岩崎一弘 Iwasaki K., Okino S.(*1), Yagi O.(*2), Tanaka H.(*3)(*1Res.Inst.Innovative Technol.Earth, *2
Univ.Tokyo, *3 Unive.Tsukuba) ： Development of a biological mercury removal system,In Situ and
On-Site Bioremediation 2003(Magar V.S.,Kelley M.E.eds.,Battelle Press,130p.),82-86,2003

0105AE200

岩崎一弘 Mera N.(*1), Aoyagi H.(*1), Nakasono S.(*2), Iwasaki K., Saiki H.(*2), Tanaka H.(*1)(*1Inst.Ap-
pl.Biochem.Univ.Tsukuba, *2Cent.Res.Inst.Electr.Power Ind.) ： Analysis of gene expression in
yeast protoplasts using DNA microarrays and their application for efficient productoin of invertase
and alpha-glucosidase,J.Biosci.Bioeng.,97(3),169-183,2004

0105AA210

岩崎一弘 岩崎一弘：バイオレメディエーション技術を活用した土壌・地下水の浄化，ケミカルエンジ
ニヤリング，49(5),53-57,2004

0105AA210

岩崎一弘 岩崎一弘，奥田喜弘 (*1)，矢木修身 (*1)(*1 東大院 )：微生物間の遺伝子伝達，農業および
園芸， 80(1),185-190,2005

0305BA585

上野隆平 上野隆平，五箇公一，佐竹潔：小笠原のユスリカ，東洋のガラパゴス小笠原－固有生物の魅
力とその危機－ (苅部治紀，高桑正敏編，神奈川県立生命の星・地球博物館，170p.)，76-
77,2004

0408AE467
0105AA205
0205AE370

上原　清 上原清：3.3 環境の汚染 1. 大気汚染，シリーズ地球環境建築・専門編 1 －地域環境デザイ
ンと継承 (日本建築学会編，彰国社，362p.)，64-66,2004

0105AE216

梅津豊司 梅津豊司：ラベンダーオイルの抗不安作用とその有効成分の同定，Aroma Res.,5(2),136-
143,2004

0105AE184

梅津 豊司 Koda T., Umezu T., Kamata R., Morohoshi K., Ohta T.(*1), Morita M.(*1 Univ. Tsukuba) ： Uterotrophic
effects of benzophenone derivatives and a p-hydroxybenzoate used in ultraviolet screens,Environ.Res.,
98,40-45,2005

0105AE184

遠藤和人 Kamon M.(*1), Endo K., Kawabata J.(*2), Inui T.(*1), Katsumi K.(*1)(*1 Kyoto Univ.,*2 Kajima
Tech.Res.Inst.) ： Two-dimensional DNAPL migration affected by groundwater flow in unconfined
aquifer, J.Hazardous Mater., 110,1-12,2004

0105PR012

遠藤和人 水野克巳 (*1)，藤原照幸 (*2)，遠藤和人，西垣誠 (*3)，嘉門雅史 (*4)(*1 岡山大院，*2 地
域地盤環境研，*3 岡山大，*4 京大院 )：コンシステンシー限界を視点にした土質遮水材料
の難透水性領域に関わる研究，都市清掃，57(259),77-81,2004

0105PR012

遠藤和人 遠藤和人 , 岡田朋子 (*1), 水野克己 , 本郷隆夫 (*2), 西垣誠 (*3), 嘉門雅史 (*4)(*1 ホー
ジュン ,*2 地域地盤環境研 ,*3 岡山大 ,*4 京大院 )：供用開始後の最終処分場における底部
遮水工の環境ストレス調査 ,ジオシンセティック論文集 ,19,127-132,2004

0105PR012

遠藤和人 遠藤和人 , 山田直之 (*1), 杉本芳博 (*1), 石垣智基 ,Inanc B., 山田正人 , 井上雄三 (*1 ダ イヤコ
ンサルタ ン ト )：廃棄物最終処分場における比抵抗分布の時間変化 , 第 49 回地盤工学シンポ
ジウ ム論文集 ,331-336,2004

0105PR012

遠藤和人 遠藤和人， 水野克巳 (*1)， 藤原照幸 (*2)， 西垣誠 (*3)， 嘉門雅史 (*4)(*1 ホージュ ン， *2 地
域地盤環境研， *3 岡山大， *4 京大 ) ： コ ンシステンシー限界を視点にし た土質遮水材料の
難透水性予測に関わる研究， 第 49 回地盤工学シンポジウ ム論文集， 63-68,2004

0105PR012

大迫政浩 大迫政浩：一般廃棄物焼却残渣リサイクルの行方，財団だより，(59),8-12,2004 0305AE547

大迫政浩 大迫政浩：廃棄物系バイオマスの循環利用の動向と今後－家庭系・事業系生ごみを中心にし
て－，給排水設備研究，21(1),10-16,2004

0105PR012

大迫政浩 大迫政浩，吉川邦夫 (*1)，浦島邦子 (*2)(*1 東京工大，*2 科技政策研 )：世界をリードす
る日本型ゼロエミッション・システムの動向－素材型産業を中核とする循環の形成－，科学
技術動向，39,31-39,2004

0105PR011

大迫政浩 大迫政浩，田崎智宏：溶融スラグの有効利用における環境安全管理の考え方について，都市
清掃，57(260),18-23,2004

0105PR011
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大迫政浩 大迫政浩：循環資源・廃棄物の循環利用技術の動向と今後－廃棄物系バイオマスを意識して
－， 都市清掃，57(260),75-82,2004

0105PR011

大迫政浩 Kim Y.-J.,Osako M.：Effect of adsorption capacity of dissolved humic matter on leachability of di-
oxins from raw and treated fly ashes of municipal solid waste incinerators, Arch.Environ.Con-
tam.Toxicol., 46(1),8-16,2004

0305AE547

大迫政浩 大迫政浩，田崎智宏，川畑隆常：不法投棄等衛生監視システムの開発 不法投棄の早期発見
のために，かんきょう，29(8),42-43,2004

0405AE388

大迫政浩 Kim Y.-J.(*1),Osako M.(*1Mokpo Natl.Maritime Univ.) ： Investigation on the humification of
municipal solid waste incineration residue and its effect on the leaching behavior of dioxins,Waste
Manage.,24,815-823,2004

0105PR012

大迫政浩 Osako M.,Kim Y.-J.(*1),Sakai S.(*1Mokpo Natl.Maritime Univ.) ： Leaching of brominated flame
retardants in leachate from landfills in Japan,Chemosphere,1571-1579,2004

0105PR013

大迫政浩 Osako M.,Yoshikawa K.(*1),Urashima K.(*1)(*1Natl.Inst.Sci.Technol.Policy) ： Trends in Japanese
zero emission systems that lead world -Creation of recycling systems centering on materials
industries-,Sci.Tecnol.Trends,(13),85-95,2004

0105AB399

大迫政浩 松井康弘 (*1)， 大迫政浩， 田中勝 (*1)(*1 岡山大院 ) ： ごみ分別に関する行政施策の市民参加
への影響予測に関する研究， 廃棄物学会論文誌， 15(5),1-11,2004

0105AB399

大迫政浩 Kitamura K.(*1),Osako M.(*1Hitachi Plant Eng.Constr.Co.) ： Studies on interaction between dis-
soolved humic matter and heavy metals present in MSW incineration residue,Mod.Landfill Tech-
nol.Manage., 283-289,2004

0305AE547

大迫政浩 Kim Y.J.(*1),Osako M.(*1Mokpo Natl.Marit.Univ.)：Characteristics of humic acids exitracted from
municipal solid waste incineration residues,J.Korea Soc.Waste Manage.,21(8),816-825,2004

0305AE547

大迫政浩 大迫政浩：ゴミ処分場の｢再生｣と環境アセスメント，環境アセスメント学会誌，3(1)，61-
66,2005

0105AB404

大迫政浩 川畑隆常，大迫政浩，山田正人，田崎智宏，松井康弘 (*1)，立尾浩一 (*2)(*1 岡山大院，*2
日本環境衛セ )：建設廃棄物の排出量と中間処理能力の地理的な需給アンバランスの解析，
廃棄物学会論文誌，16(2),151-162,2005

0105PR011
0105AB399

大原利眞 片山学 (*1)，大原利眞，村野健太郎 (*1 トーニチコンサルタント )：東アジアにおける硫黄
化合物のソース・リセプター解析－地域気象モデルと結合した物質輸送モデルによるシミュ
レーション－，大気環境学会誌，39(4),200-217,2004

0408AE418
0405CD420

小熊宏之 米康充 (*1)，小熊宏之，藤沼康実 (*1 パスコ )：航空計測を用いた 2004 年台風 18 号による
森林被害の把握，日本森林学会北海道支部論文集，53,123-125,2005

9205AC264

小熊宏之 Yone Y.(*1), Oguma H., Fujinuma Y., Sasa K.(*2)(*1 Pasco,*2 Hokkaido Univ.) ： Analysis of
regeneration pattern in a natural forest of Northern Japan using airborne lidar and aerial
photogrammetry, J.Agric.Meteorol., 60(5), 1001-1004, 2005

9205AC264

小熊宏之 Takeda T.,Oguma H.,Yone Y.(*1),Yamagata Y.,Fujinuma Y.(*1Pasco) ： Evaluation of measuring
canopy gap by laser range finder, J.Agric.Meteorol., 60(5),1085-1088,2005

9205AC264

小熊宏之 Nakaji T.,Oguma H.,Fujinuma Y.：Influence of elevated air temperature on the relationship between
photochemical reflectance index(PRI) and photosynthetic light use efficiency of poplar leaves,
J.Agric.Meteorol., 60(5), 989-992,2005

9205AC264

小野雅司 Dao-jun Y.(*1),Yang L.(*1),Ono M.,Yang W.(*1),Ling Y.L.(*2)(*1China Med.Univ.,*2Migr.Off.) ：
Research on solar-UV individual exposure of pupils in Shenyang,J.Environ.Health,22(1),3-5,2005

0105AE071

甲斐沼美紀子 福島武彦 (*1)，大島巌 (*2)，甲斐沼美紀子，梶原成元 (*3)，関根雅彦 (*4)，西村修 (*5)(*1
筑波大院，*2 港湾空間高速化環境研セ，*3 環境省，*4 山口大院，*5 東北大院 )：研究展望
環境動態モデリングの現状と課題：モデルによって環境を救うために，土木学会論文集，
762/VII-31,1-14,2004

0004BA035

甲斐沼美紀子 甲斐沼美紀子：第 3 編 地球環境への影響 1.5.3 技術的対策とその普及，環境工学公式・モ
デル・数値集 ( 土木学会環境工学委員会環境工学に関わる出版準備小委員会編，( 社 ) 土木
学会， 727p.),570-580,2004

0004BA035
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甲斐沼美紀子 Kainuma M.,Matsuoka Y.(*1),Morita T.,Masui T.,Takahashi K.(*1 Kyoto Univ.)：Analysis of global
warming stabilization scenarios: the Asian-Pacific Integrated Model,Energ.Econ.,(26),709-719,
2004

0105SP012
0004BA035

甲斐沼美紀子 日比野剛 (*1)，松岡譲 (*2)，甲斐沼美紀子 (*1 みずほ情報総研，*2 京大 )：技術選択モデ
ルによる京都議定書達成に要する炭素税率と政策分析，環境経済・政策学会年報 第 9 号 環
境税 (環境経済・政策学会編，東洋経済新報社，250p.)，68-79,2004

0105SP012
0004BA035

兜　眞徳 兜眞徳：電磁界の健康への影響－電磁界による小児白血病のリスク，予防時報，(217),36-
41, 2004

0203AE531

兜　眞徳 兜眞徳：電磁波と小児白血病－わが国での大規模疫学調査結果の意義，医学のあゆみ，
209(4),244-245,2004

0203AE531

兜　眞徳 兜眞徳：気候変動と健康影響 (Health effects of climate change by Haines A.，Patz
J.A. の訳 )， JAMA( 日本語版 )，25(7),113-118,2004

0206BY530

兜　眞徳 Kabuto M.,Ikeda S.(*1),Uchiyama I.(*2),(*1 Natl.Res.Inst.Earth Sci.Disaster Prev.,*2 Kyoto Univ.) ：
Environmental risks and developing countries(An Asian perspective), Risk Anal.Soc.(McDaniels T.,
Small M.J. eds., Cambridge Univ.Press,459p.),420-447,2004

0204KB459

兜　眞徳 兜眞徳：環境の管理，シンプル衛生公衆衛生学 2005( 鈴木庄亮，九道茂編，南江堂，372p.)，
163-172,2005

Z00009999

亀山　哲 Matsushita B.(*1),Xu M.(*2),Chen J.(*3),Kameyama S.,Tamura M.(*1 Inst.Geosci.Univ.Tsukuba,
*2 Rutgers Univ., *3 Beijing Norm.Univ.) ： Estimation of regional net primary productivity (NPP)
using a process-based ecosystem model: How important is the accuracy of climate data?,
Ecol.Modelling, 178,371-388,2004

0305CD537
0105AE195

亀山　哲 亀山哲，福島路生，島崎彦人，高田雅之 (*1)，金子正美 (*2)(*1 北海道環境科研セ，*2 北
海道酪農学園大 )：流域圏環境管理のための GIS の活用－河川構造物による流域の分断化と
河川生態への影響－，資源環境対策，40(11),41-49,2004

0105AE195
0305CD537
0304CD596

亀山　哲 Kameyama S., Fukushima M., Shimazaki H., Takada M.(*1), Kaneko M.(*2)(*1 Hokkaido Inst.En-
viron.Sci., *2 Rakuno Gakuen Univ.) ： The watershed fragmentation by dams and its impacts on
freshwater fishes, ESRI Map Book(Sappington N.ed,ESRI Press,120p.),89,2004

0105AE195
0305CD537
0304CD596

亀山康子 Kameyama Y.：7.The IPCC: Its roles in international negotiation and domestic decision-making on
climate change policies,Emerging Forces in Environmental Governance(Kanie N.,Haas P.M.eds.,
United Nations University Press,295p.),137-154,2004

0305AE533
0305BA534

亀山康子 Ott H.E.(*1),Winkler H.(*2),Brouns B.(*1),Kartha S.(*3),Mace M.J.(*4),Huq S.(*5),Kameyama Y.,Sari
A.P.(*6),Pan J.(*7),Sokoma Y.(*8),et al.(*1Wuppertal Inst.Clim.Environ.Energy, *2Univ.Cape Town,
*3Tellus Inst./Stockholm Environ.Inst.Boston, *4Found.Int.Environ.Law Dev., *5Int.Inst.Envi-
ron.Dev., *6Pelangi, *7Chin.Acad.Soc.Sci., *8Environ.Dev.Tiers-Monde), South-North dialogue on
equity in the greenhouse: a proposal for an adequate and equitable global climate agreement(Ott
H.E.,Winkler H,Kameyama Y. et al.,Dtsch.Ges.Tech.Zusammenarbeit(GTZ),49p.), 2004

0305BA534

亀山康子 亀山康子：第 6章 グローバル・ガヴァナンスの模索 23. 食糧危機と人口爆発，新・国際政
治経済の基礎知識（田中明彦，中西寛編，有斐閣，316p.），279-280,2004

0305AE533
0305BA534

亀山康子 亀山康子：第 6章 グローバル・ガヴァナンスの模索 24. 地球環境問題，新・国際政治経済
の基礎知識（田中明彦，中西寛編，有斐閣，316p.），281-282,2004

0305AE533
0305BA534

亀山康子 亀山康子：第 6章 グローバル・ガヴァナンスの模索 25. 京都議定書，新・国際政治経済の
基礎知識（田中昭彦，中西寛編，有斐閣，316p.），283,2004

0305AE533
0305BA534

亀山康子 Kameyama Y. ： Post-2012 Climate policy regime: Divergent views,trends,and the importance of
incentive mechanisms, Reinf.Asia-Europe Co-Operat.Clim.Change(Fort B.ed., Educ.Sci.Technol.,
258p.), 212-229,2004

0305BA534
0406BA354

亀山康子 Kameyama Y. ： Evaluation and future of the Kyoto Protocol: Japan's perspective, Int.Rev.Envi-
ron.Strategies, 5(1), 71-82,2004

0305BA534
0004BA035

亀山康子 亀山康子：京都議定書の評価，資源環境対策，41(1),94-96,2005 0305BA534
0406BA354
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亀山康子 Kameyama Y. ： The future climate regime: a regional comparison of proposals, Int.Environ.Agre-
ments, 4(4),307-326,2005

0305BA534

亀山康子 Kameyama Y. ： Beyond 2012 debate in Japan,Kyoto Protocol Beyond 2012, 9-10, 2005 0305BA534

亀山康子 亀山康子：京都議定書第一約束期間以降の課題，かんきょう，(3 月号 )，13-15，2005 0305BA534

川本克也 鈴木和将 (*1)，川本克也 (*1 岡山大院 )：焼却飛灰を用いた加熱実験からのダイオキシン類
生成，環境化学，14(2),239-251,2004

0105AB401

川本克也 川本克也，環境プランナー基礎コース・第 5巻 環境配慮設計 2 化学物質のリスクを考慮し
た環境配慮製品設計のために (川本克也著，環境プランニング学会，47p.),2004

0105AB401

川本克也 川本克也：焼却炉およびガス化溶融炉における排ガス処理技術の動向，粉体と工業，
36(7),40-48,2004

0105AB401

川本克也 鈴木和将 (*1)，山崎均 (*2)，神田伸靖 (*3)，川本克也 (*1 岡山大院，*2 関東学院大院，*3
三井造船 )：熱分解ガス化溶融灰からのダイオキシン類生成，廃棄物学会論文誌，15(6),456-
464,2004

0105AB401

川本克也 川本克也，倉持秀敏，呉畏：熱分解ガス化－改質によるバイオマス・廃棄物からの水素製造
技術の現状と課題，廃棄物学会論文誌，15(6),443-455,2004

0307BH593

貴田晶子 貴田晶子：廃棄物の有害性評価と廃棄物由来資源の安全性評価，J.Soc.Inorg.Mater.Jpn,11,232-
243,2004

0406BC339
0105PR013

貴田晶子 貴田晶子：防菌防黴材を含む廃棄物の環境に与える影響② 重金属類，防菌防黴，32,609-
613, 2004

0105PR013

刀　正行 刀正行：試料採取，分析化学実験の単位操作法 (日本分析化学会編，朝倉書店，274p.),59-
73,2004

0002BA047

刀　正行 刀正行，藤森一男 (*1)，中野武 (*1)，原島省 (*1 兵庫県健康環境科研セ )：フェリーを
利用する海洋観測プラットフォームの開発及び日本近海における有害化学物質による海洋
汚染観測，分析化学，53(12),1375-1387,2004

0002BA047

久保明弘 Badawi G.H.(*1), Kawano N.(*1), Yamauchi Y.(*1), Shimada E.(*1), Sasaki R.(*1), Kubo A., Tanaka K.
(*1)(*1 Tottori Univ.)：Over-expression of ascorbate peroxidase in tobacco chloroplasts enhances
the tolerance to salt stress and water deficit,Physiol.Plant.,121,231-238,2004

0307AE503

倉持秀敏 Kuramochi H., Maeda K.(*1), Kawamoto K.(*1 Himeji Inst. Technol.) ： Measurements of water
solubilities and 1-octanol/water partition coefficients and estimations of Henry's Law constants for
brominated benzenes,J.Chem.Eng.Data,49(3),720-724,2004

0105AB406

倉持秀敏 Kuramochi H.,Maeda K.(*1),Kawamoto K.(*1Himeji Inst.Technol.) ： Water solubility and
partitioning behavior of brominated phenols,Environ.Toxicol.Chem.,23(6),1386-1393,2004

0105AB401
0105AB406

倉持秀敏 Kuramochi H.,Wu W.,Kawamoto K.：Prediction of the behaviors of H2S and HCI during gasification
of selected residual biomass fuels by equilibrium calculation,Fuel,84,377-387,2005

0105AB401
0307BH593

小池英子 Koike E.,Hirano S.,Furuyama A.,Kobayashi T.：cDNA microarray analysis of rat alveolar epithelial
cells following exposure to organic extract of diesel exhaust particles, Toxicol.Appl.Pharmacol.,
201(2),178-185,2004

0002BX414
9903AE059
0304CD566

越川昌美 越川（金尾）昌美，高松武次郎：土壌－河川－湖沼系におけるアルミニウムの動態と化学，地
球環境，9(1),83-91,2004

0204CD437

小林伸治 小林伸治，近藤美則，田邊潔，長谷川就一，森口祐一，若松伸司：自動車から排出される微
小粒子の排出特性－排気中および道路沿道大気中における粒径分布の比較－，自動車技術会
論文集，35(3),71-76,2004

0105AA295

小林伸治 Hasaegawa S.,Hirabayashi M.,Kobayashi S.,Moriguchi Y.,Kondo Y.,Tanabe K.,Wakamatsu S.：Size
distribution and characterization of ultrafine particles in roadside atmosphere, J.Environ.Sci.Health,
A,39(10),2671-2690,2004

0105AA295

小林伸治 速水洋 (*1)，小林伸治 (*1 電力中研 )：大気中二次粒子の濃度予測手法の開発，電力中央研
究所報告，(T03037),1-17,2004

0105AA295
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小林隆弘 Cho A.K.(*1), Stefano E.D.(*1), You Y.(*1), Rodriguez C.E.(*1), Schmitz D.A.(*1), Kumagai Y.(*2),
Miguel A.H.(*1), Eiguren-Fernandez A.(*1), Kobayashi T., Avol E.(*1)(*3),et al.(* 1Univ.California, *2
Inst.Community Med.Univ.Tsukuba, *3 Univ.South.California) ：  Determination of four quinones in diesel
exhaust particles,SRM 1649a,and atmospheric PM2.5, Aerosol Sci.Technol., 38(S1), 68-81,2004

0105SP061

小林隆弘 Demarini D.M.(*1), Brooks L.R.(*1), Warren S.H.(*1), Kobayashi T., Glimour M.I.(*1), Singh P.
(*1)(*1Natl.Health Environ.Eff.Res.Lab.USA) ： Bioassay-directed fractionation and salmonella
mutagenicity of automobile and forklift diesel exhaust particles,Environ.Health Parspect., 112(8),
814-819,2004

0105SP061

小林隆弘 Singh P.(*1), Demarin D.M.(*1), Dick C.A.J.(*2), Tabor D.G.(*3), Ryan J.V.(*3), Linak W.P.(*3),
Kobayashi T., Glimour M.I.(*1)(*1 Natl.Health Environ.Eff.Res.Lab.UAS, *2 Univ.North Carolina,
*3 Natl.Risk Manage.Res.Lab.USA) ： Sample characterization of automobile and forklift diesel
exhaust particles and comparative pulmonary toxicity in mice,Environ.Health Parspect., 112(8),
820-825,2004

0105SP061

小林隆弘 小林隆弘：特集ナノ粒子の安全性 未解明な部分が多い健康への影響 欧米に遅れる日本のリ
スク評価 濃度－毒性関係の把握が急務，日経ナノビジネス，(10),17-19,2005

0307AA512

近藤美則 近藤美則，小林伸治，森口祐一，田邊潔：車載型機器による走行動態調査と走行動態の燃費
及び排出ガスに及ぼす影響の解析，自動車技術会論文集，35(3),77-83,2004

0105AA295

近藤美則 Kudoh Y., Kondo Y., Matsuhashi K., Kobayashi S., Moriguchi Y. ： Current ststus of actual fuel-
consumptions of petrol-fuelled passenger vehicles in Japan,Appl.Energ.,79,291-308,2004

0202AF462
0204BA337

五箇公一 五箇公一：小笠原のミツバチ，東洋のガラパゴス小笠原－固有生物の魅力とその危機－ ( 苅
部治紀，高桑正敏編，神奈川県立生命の星・地球博物館，170p.),114-116,2004

0105AA205

後藤純雄 Sugita K.(*1), Goto S., Endo O.(*2), Nakajima D., Yajima H.(*3), Ishii T.(*3)(*1Dia Anal.Serv.Inc.,
*2 Natl.Inst.Public Health, *3 Tokyo Univ.Sci.) ： Particle size effects on the deposition ratios of
airborne particle in the respiratory tract, J.Health Sci., 50(2), 185-188,2004

0204BE434

後藤純雄 後藤純雄，遠藤治 (*1)(*1 公衆衛院 )：III-1 microsuspension 法を用いた空気中浮遊粒子の
変異原性試験法，生活環境中の汚染物質測定マニュアル 改訂版 (生活環境中の汚染物質の存
在状況の把握に関する研究検討委員会編著，(独 )環境再生保全機構，241p.),149-177,2004

0004BC227

後藤純雄 Ezoe Y., Ohkubo T.(*1), Ohmori K.(*2), Fushiwaki Y.(*2), Mori Y.(*2), Umeda M.(*3), Goto S.(*1
Natl.Inst.Public Health, *2 Kanagawa Pref.Inst.Public Health, *3 Hatano Res.Inst.)： Promoter and
mutagenic activity of particulate matter collected from urban air,J.Health Sci.,50(2),181-184, 2004

0004BC227

後藤純雄 遠藤治 (*1)，後藤純雄，松本寛 (*2)(*3)，酒井茂克 (*2)，芥川智子 (*2)，麻野間正晴 (*4)，
平山晃久(*5)，渡辺徹志(*5)，塚谷裕子(*6)，世良暢之(*6)，他 (*1保健医療科院，*2北海
道環境科研セ，*3 化合物安全性研，*4 名古屋市衛研，*5 京都薬大，*6 福岡県保健環境研 )：
大気浮遊粒子，河川水および土砂の変異原性モニタリング－ 7 年間 (1996-2003) の結果－，
Environ.Mutagen Res.,26,9-22,2004

0204BE434

後藤純雄 Goto S., Ezoe Y., Endo O.(*1), Machii K.(*2), Fukai F.(*3)(*1 Natl.Inst.Public Health, *2 Natl.Inst.
Health Sci., *3 Tokyo Univ.Sci.)： Inhibition of intercellular communication in BALB/3T3 fibroblasts by
cigarette smoke condensates, J.Environ.Chem., 14(2),307-315,2004

0004BC227

後藤純雄 Takagi Y.(*1), Sugita K.(*2), Muto M.(*1), Kato Y.(*1), Kohzaki K.(*1), Endo O.(*3), Goto S.(*1
Azabu Univ., *2 Dia Anal.Serv.Inc., *3 Natl.Inst.Public Health) ： Measurement of polynuclear aro-
matic hydrocarbons in canine lung after alkaline decomposition, J.Vet.Med.Sci., 66(7),793-796, 2004

0004BC227

後藤純雄 Ezoe Y., Goto S., Tanabe K., Endo O.(*1), Koyano M.(*1), Watanabe I.(*1), Matsushita H.(*2)(*1
Natl.Inst.Public Health, *2 Univ.Shizuoka) ： Polycyclic aromatic hydrocarbon concentrations of airborne par-
ticles in urban air over the past twenty Years, Polycyclic Aromat.Compd., 24(4/5), 635-646,2004

0004BC227

後藤純雄 Nakajima D., Goto S., Sugita K.(*1), Ohkubo T.(*2), Endo O.(*2), Yajima H.(*3), Ishii T.(*3)(*1
Dia Anal.Serv.Inc., *2 Natl.Inst.Public Health, *3 Tokyo Univ.)：Gas/Particle and size distributions
of polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air in Tokyo 2001-2002,Polycyclic Aromat.Compd.,
24,647-656,2004

0004BC227

後藤純雄 Goto S., Asada S.(*1), Fushiwaki Y.(*2), Mori Y.(*2), Tanaka N.(*1), Umeda M.(*1), Nakajima D.,
Takeda K.(*3)(*1 Food Drug Saf.Cent., *2 Kanagawa Pref.Inst.Public Health, *3 Tokyo Univ.Sci.)：
Tumor-promoting activity and mutagenicity of 5 termiticide compounds,J.UOEH,26(4), 423-430,2004

0105PR011
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後藤純雄 山内恒幸 (*1)，小野寺周 (*2)，岡田孝之 (*1)，山田憲一 (*1)，高田勗 (*1)，門脇武博
(*2)，村山留美子 (*3)，内山巌雄 (*3)，後藤純雄 (*1 中央労働災害防止協，*2 北里大，*3
京大院 )：ベンゼン取り扱い作業者のベンゼン曝露と尿中代謝物の簡易モニタリング，産業
医大誌，27(1),97-104,2005

0305AG493

後藤純雄 Shibano K.(*1), Kamiya K.(*2), Yoshizawa S.(*2), Goto S., Ogawa Y.(*1)(*1 Tokyu Constr., *2
Meisei Univ.)：Repetition property of chemical compound adsorption by charcoal board adhered with
superfine natural fibers,Trans.Mater.Res.Soc.Jpn.,29(5),2459-2462,2004

0204BE434

後藤純雄 Shimizu K.(*1), Endo O.(*2), Goto S., Sakoda A.(*1), Ono Y.(*3), Sakai Y.(*1)(*1 Univ.Tokyo, *2
Natl.Inst.Public Health, *3 Okayama Univ.) ： Bioassay-based evaluation of toxicity of suspended
particulate matter in humans: integrated uses of alveolar cells(A549) in air-liquid interface culture
and hepatocarcinoma cells(Hep G2),Biochem.Eng.J.,22,1-9,2004

0004BC227

後藤純雄 Shibata K.(*1), Endo M.(*1), Yamamoto N.(*1), Yoshinaga J.(*1), Yanagisawa J., Endo O.(*2),Goto S.,
Yoneda M., Shibata Y., Morita M.(*1 Univ.Tokyo,*2 Natl.Inst.Public Health) ： Temporal variation
of radiocarbon concentration in airborne particulate matter in Tokyo,Radiocarbon,46(1),485-490,
2004

0004BC227

後藤純雄 Endo M.(*1), Yamamoto N.(*1), Yoshinaga J.(*1), Yanagisawa Y.(*1), Endo O.(*2), Goto S.,
Yoneda M., Shibata Y., Morita M.(*1 Univ.Tokyo,*2 Natl.Inst.Public Health)：(14)C measurement
for size-fractionated airborne particulate matters,Atmos.Environ.,38,6263-6267,2004

0004BC227

崔　　星 Cui X., Kobayashi Y., Hayakawa T.(*1), Hirano S.(*1 Grad.Sch.Chib Univ.)：Arsenic speciation in
bile and urine following oral and intravenous exposure to inorganic arsenic in rat, Toxicol.Sci.,
82(2),478-487,2004

0405AF788

崔　　星 Cui X., Shirai Y.(*1), Wakai T.(*1), Yokoyama N.(*1), Hirano S, Hatakeyama K.(*1)(*1 Grad.Sch.
Niigat Univ.) ： Aberrant expressions of pRb and p16INK4a,alone and in combination,indicates poor
outcome after resection in patients with colorectal carcinoma,Human Pathol.,35(10),1189-1195,
2004

0405AF788

酒井伸一 Hayakawa K.(*1), Takatsuki H., Watanabe I.(*2), Sakai S.(*1 Environ.Preserv.Cent.Kyoto Univ., *2
Osaka Pref.Inst.Public Health) ： Polybromianted diphenyl ehters(PBDEs), polybrominated dibenzo-
p-dioxins/dibenzofurans(PBDD/Fs) and monobromo-polychlorinated dibenzo-p-dioxins/dibenzo-
furans MoBPXDD/Fs) in the atmosphere and bulk deposition in Kyoto, Japan,Chemoshpere, 57, 343-
356,2004

0105AB406

酒井伸一 浅利美鈴 (*1)，高月紘 (*1)，酒井伸一 (*1 京大環境保全セ )：廃木材を利用した建築部材
（パーティクルボード）製造プロセスにおける化学物質の挙動，廃棄物学会論文誌，
15(2),139-148,2004

0305BE595

酒井伸一 酒井伸一：有害物質汚染と環境修復，現代化学，(402),67-72,2004 0406BC339

酒井伸一 酒井伸一：循環・廃棄の視点からみた残留性化学物質，産業と環境，33(1),25-28,2005 0305BE595

酒井伸一 酒井伸一：廃棄物の溶融分解に求められること，地球環境，35(9),94-95,2004 0406BC339

酒井伸一 酒井伸一，平井康宏，川本克也，稲森悠平：バイオ資源・廃棄物の賦存量分布と水素利用シ
ステム，環境研究，133,11-18,2004

0307BH593

佐竹　潔 倉西良一 (*1)， 佐竹潔 (*1 千葉県中央博物館 ) ： 美幌町の ト ビケ ラ相 ( 第 1 報 )， 美幌博物館
研究報告， (11),31-44,2004

0205AE370

佐竹　潔 佐竹潔，倉西良一 (*1)，上野隆平 (*1 千葉県中央博物館 )：小笠原のトビケラ目，東洋のガ
ラパゴス小笠原－固有生物の魅力とその危機－ (苅部治紀，高桑正敏編，神奈川県立生命の
星・地球博物館，170p.),74-75,2004

0205AE370
0408AE467

佐竹　潔 佐竹潔，上野隆平：小笠原の川のエビたち，東洋のガラパゴス小笠原－固有生物の魅力とそ
の危機－（苅部治紀，高桑正敏編，神奈川県立生命の星・地球博物館，170p.），63-65,2004

0205AE370
0408AE467

佐竹　潔 佐竹潔，倉西良一 (*1)(*1 千葉県中央博物館 )：トビケラって知ってる？，季刊誌 i-Bo，12,
16-17,2004

0205AE370

佐藤　圭 Sato K., Klotz B., Hatakeyama S., Imamura T., Washizu Y.(*1), Matsumi Y.(*1), Washida N.(*2)(*1
STEL Nagoya Univ., *2 Grad.Sch.Kyoto Univ.) ： Secondary organic aerosol formation during the
photo-oxidation of toluene: dependence on initial hydrocarbon concentration, Bull.Chem.Soc.Jpn.,
77, 667-671,2004

0002AE091
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佐藤　圭 Sato K., Klotz B., Taketsugu T.(*1), Takayanagi T.(*2)(*1 Ochanomizu Univ.,*2 Saitama Univ.) ：
Kinetic measurements for the reactions of ozone with crotonaldehyde and its methyl derivatives and
calculations of transition-state theory,Phys.Chem.Chem.Phys.,6,3969-3976,2004

0305AE520

佐藤　圭 佐藤圭：有機エアロゾルの生成過程，エアロゾル用語集 ( 日本エアロゾル学会編，京都大学
学術出版会，270p.),62-63,2004

0305AE520

佐野友春 Kubo T.(*1), Hosoya K.(*2), Watabe Y.(*2), Ikegami T., Tanaka N.(*2),Sano T., Kaya K.(*1)(*1
Tohoku Univ., *2 Kyoto Inst.Technol.) ： Polymer-based adsorption medium prepared using a fragment
imprint technique for homologues of chlorinated bisphenol A produced in the environment,
J.Chromatogr.A, 1029, 37-41, 2004

0307BY577

佐野友春 Hosoya K.(*1), Watabe Y.(*1), Kubo T.(*2), Hoshino N.(*1), Tanaka N.(*1), Sano T., Kaya K.(*2)
(*1 Kyoto Inst.Technol., *2 Tohoku Univ.) ： Novel surface-modification techniques for polymer-
based separation media -Stimulas-responsive phenomena based on double polymeric selectors,
J.Chromatogr.A, 1030, 237-246,2004

0307BY577

佐野友春 Sano T., Hiroo T., Kaya K.(*1)(*1 Tohoku Univ.)：A Dhb-microcystin from the filamentous cyano-
bacterium Planktothrix rubescens., Phytochemistry, 65,2159-2162,2004

0105AE252

佐野友春 Yamaki H.(*1), Sitachitta N., Sano T., Kaya K.(*1)(*1 Tohoku Univ.) ： Two new chymotrypsin in-
hibitors isolated from the cyanobacterium Microcystis aeruginosa NIEA-88,J.Nat.Prod.,68,14-
18,2005

0105AE252

柴田康行 高澤嘉一，柴田康行，森田昌敏：トキサフェンの環境動態とガスクロマトグラフィー／質量
分析法による定量，環境化学，13(2),343-367,2003

0105AA273

柴田康行 高澤嘉一，柴田康行：残留性有機汚染物質の分析，ぶんせき，2004(2),94-100,2004 0105AA273

柴田康行 Chatterjee A., Shibata Y., Tao H.(*1), Tanaka A., Morita M.(*1 Natl.Ins.Resour.Environ.) ： High-
performance liquid chromatography-ultrasonic nebulizer high-power nitrogen microwave-induced
plasma mass spectrometry,real-time on-line coupling for selenium speciation study,J.Chro-
matogr.A,1042, 99-106,2004

0105AE042
0105AD249
0105AD251

柴田康行 Uchida M.(*1), Shibata Y., Ohkushi K.(*2), Ahagon N.(*1), Hoshiba M.(*1)(*1 JAMSTEC,*2
Ibaraki Univ.)：Episodic methane release events from Last Glacial marginal sediments in the western
North Pacific,Geochem.Geophys.Geosyst.,5(Q08005),1-14,2004

0004AE041
0105BB049

柴田康行 Matsumoto K.(*1),Uchida M.(*1),Kawamura K.(*2),Shibata Y.,Morita M.(*1JAMSTEC,*2Hokkaido
Univ.) ： Radiocarbon variability of fatty acids in semi-urban aerosol samples,Nucl.Instr.Methods
Phys.Res.B,223/224,842-847,2004

0305AG494
0004AE041

柴田康行 Uchida M.(*1), Shibata Y., Yoneda M., Kobayashi T., Morita M.(*1 JAMSTEC)：Technical progress
in AMS microscale radiocarbon analysis,Nucl.Instr.Methods Phys.Res.B,223/224,313-317,2004

0105BB049
0305AG494

柴田康行 Shibata Y., Tanaka A., Horiguchi T., Kaya K.(*1), Watanabe M., Morita M.(*1 Tohoku Univ.) ：
Environmental specimen banking and time capsule project at the National Institute for Environmen-
tal Studies,Japan,Proc.1st Int.Symp.Environ.Behav.Ecol.Impacts Persistent Toxic Subst., 13-
18,2004

0105AD251

柴田康行 Dang P.X.(*1), Mitsuguchi T., Kitagawa H.(*2), Shibata Y., Kobayashi T.(*1 Vietnam Natl.Cent.
Nat.Sci.Tech., *2 Nagoya Univ.) ： Marine reservoir correction in the south of Vietnam estimated
from an annually-banded coral,Radiocarbon,46(2),657-660,2004

0105BB049

柴田康行 Mitsuguchi T., Kitagawa H.(*1), Matsumoto E.(*1), Shibata Y., Yoneda M., Kobayashi T., Uchida T.
(*2), Ahagon N.(*3)(*1 Nagoya Univ.,*2 Nagoya Inst.Tech.,*3 JAMSTEC)：High-resolution (14)C
analyses of annually-banded coral skeletons from Ishigaki Island, Japan: implications for
oceanography,Nucl.Instr.Methods Phys.Res.B,223/224,455-459,2004

0105BB049

柴田康行 三ツ口丈裕：サンゴ骨格年輪の (14)C 分析による海洋環境研究，地球化学，38(4),287-
301,2004

0105BB049

柴田康行 Nakamiya K, Shibata Y., Ito H., Edmonds J.S., Morita M. ： Synthesis of phenyl arsenic analytical
standards related to contaminated well water in Kamisu, Ibaraki,Japan,Appl.Ogranometal.Chem.,
19, 282-286,2005

0105AA168
0105AA165
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柴田康行 Hong Y.T.(*1), Hong B.(*1), Lin Q.H.(*1), Shibata Y., Hirota M.(*2), Zhu Y.X.*, Leng X.T.(*3),
Wang Y.(*1), Wang H.(*1), Yi L.(*1)(*1 Inst.Geochem.Chin.Acad.Sci., *2 Environ.Res.Cent., *3
Northeast Norm.Univ.) ： Inverse phase oscillations between the East Asian and Indian Ocean
summer monsoons during the last 12000 years and paleo-El Nino,Earth Planet Sci.Lett.,231,337-
346,2005

0105BB049

清水　厚 Shimizu A., Sugimoto N., Matsui I., Arao K.(*1), Uno I.(*2),Murayama T.(*3), Kagawa N.(*4), Aoki
K.(*5), Uchiyama A.(*6), Yamazaki A.(*6)(*1 Nagasaki Univ., *2 Kyushu Univ., *3 Univ.Tokyo, *4
Fukuyama Univ., *5 Toyama Univ., *6 Meteorol.Res.Inst.) ： Continuos observations of Asian dust
and other aerosols by polarization lidars in China and Japan during ACE-Asia,J.Geophys.Res., 109,
D19S17,2004

0105BA331

清水　厚 Murayama T.(*1), Muller D.(*2), Wada K.(*1), Shimizu A., Sekiguchi M., Tsukamoto T.(*1)(*1
Tokyo Univ,*2 Inst.Tropospheric Res.) ： Characterization of Asian dust and Siberian smoke with
multi-wavelength Raman lidar over Tokyo,Japan in spring 2003,Geophys.Res.Lett.,31(L23103),1-
5,2005

0205CD417

清水英幸 Zheng Y.(*1), Xie Z.(*2), Gao Y.(*3), Shimizu H., Jiang L.(*1), Yu Y.(*1 Inst.Bot.Chin.Acad.Sci.,*2
Florida Atl.Univ.,*3 Inn.Mong.Agric.Univ.)：Ecological restoration in northern China: germination
characteristics of nine key species in relation to air seeding,Belg.J.Bot.,136(2),129-138,2003

0406BA141

清水英幸 Zheng Y.(*1), Xie Z.(*2), Gao Y.(*3), Jiang L.(*4), Shimizu H., Tobe K.(* 1Inst.Bot.Chin.Acad.
Sci.,*2 Florida Atl.Univ.,*3 Inn.Mong.Agric.Univ.,*4 Beijing For.Univ.)：Germination responses of
Caragana Korshinskii Kom. to light,temperature and water stress,Ecol.Res.,19,553-558,2004

0406BA141

清水英幸 Haerida I.(*1), Yamaguchi T.(*2), Windadri F.I.(*1), Shimizu H., Simbolon H.(*1)(*1 LIPI., *2 Hiroshima
Univ.)： Frullania neosheana, a new record to the hepatic flora of Borneo,Hikobia, 14, 185-186,2004

0002BA002

清水英幸 Zheng Y.(*1), Shimizu H.(*1 Univ.Guelph) ： Relationship between water use efficiency and stable
carbon isotope discrimination of four conifer tree seedlings under different air humidity,Eco-Engi-
neering,17(1),27-32,2005

0406BA405

清水英幸 Feng Y.W.(*1), Ohta N., Shimizu H.(*1 NIRE)：Decline of Betula ermanii with special reference to
ozone concentration at Mt.Mae-shirane,Oku-Nikko,Japan,Am.J.Appl.Sci.,2(3),701-706,2005

9901BA004

清水英幸 An P.(*1), Inanaga S.(*1), Shimizu H., El-Sidding K.(*1), Li X.(*1), Zheng Y., Hibino T.(*1), Morita S.
(*2)(*1 Tottori Univ.,*2 Univ.Tokyo)：Ameliorating effect of calcium on primary root elongation of
soybean under sodium stress,Biologia,59/Suppl.(13),129-135,2004

0103BA001
0406BA405

珠坪一晃 谷川大輔 (*1)，山口隆司 (*1)，市坪誠 (*1)，荒木信夫 (*2)，高橋康晴 (*2)，珠坪一晃，宮
晶子 (*3)，長屋由亀 (*3)，原田秀樹 (*4)(*1 呉高専，*2 長岡高専，*3 荏原製作所，*4 長
岡技科大 )：スターチとプロテインを炭素源とする高温メタン発酵槽における有機酸分解特
性及び微生物生態の評価，環境工学研究論文集，41,87-95,2004

0305KA600
0404BH474
0405AE359

珠坪一晃 Tanikawa D.(*1), Yamaguchi T.(*1),S yutsubo K., Miya A.(*2), Nagaya Y.(*2), Harada H.(*3) (*1
Kure national college of technology) (*2 Ebara) (*3 Nagaoka university of technology)：Production
and reduction of intermediary metabolite in thermophilic anaerobic digestion,Anaerobic digestion
2004 proc.(Guiot S.R.ed.,International Water Association,1867p.),1599-1600,2004

0305KA600
0404BH474

白石寛明 白石寛明：LC/MS の環境分析への適用，Chromatography，25(Suppl.2),67-68,2004 0105AA165

白石不二雄 笹井春雄 (*1)，細井要一 (*1)，小口文子 (*1)，川又秀一 (*2)，白石不二雄，白石寛明(*1長
野県衛公害研，*2 長野県廃棄物処理事業団 )：廃棄物最終処分場排水における内分泌攪乱化
学物質の実態－化学分析とバイオアッセイ－，長野県衛生公害研究所研究報告，26,7-15,2003

0105AE181

白石不二雄 渡邊雅之 (*1)，深澤均 (*1)，白石不二雄，白石寛明，塩澤竜志 (*2)，寺尾良保 (*2)(*1 静
岡県環境衛科研，*2 静岡県大環境科研 )：難解処理により古紙から発生するビスフェノール
A 等の化学物質の分析とエストロゲン活性，環境化学，14(1),65-71,2004

0105AE181

白石不二雄 Nishikawa J.(*1), Mamiya S.(*1), Kanayama T.(*1), Nishikawa T., Shiraishi F., Horiguchi T.(*1
Osaka Univ.) ： Involvement of the retinoid X receptor in the development of imposex caused by
organotins in gastroponds,Environ.Sci.Technol.,38(23),6271-6276,2004

9901KB057

白石不二雄 Arulmozhiraja S., Shiraishi F., Okumura T.(*1), Iida M.(*2), Takigami H., Edmonds J.S., Morita M.
(*1 Osaka Pref.Gov.,* 2Otsuka Pharm.)：Structural requirements for the interaction of 91 hydrox-
ylated polychlorinated biphenyls with estrogen and thyroid hormone receptors,Toxicol.Sci.,
84(1),49-62,2005

0105AE181
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徐　開欽 Zhang J., Xu K.-Q., Watanabe M., Yang Y., Chen X.(*1)(*1Peking Univ.)：Estimation of river dis-
charge from non-trapezoidal open channel using QuickBird-2 satellite imagery,Hydrol.Sci.J., 49(2),
247-260,2004

0204BA380
0005AA271
9605AE211

徐　開欽 徐開欽：環境保全と経済発展の統合について議論した「国連持続可能な開発委員会 第 12 回
会合 (CSD12)」，用水と廃水，46(7),529-531,2004

0204BA380
0005AA271
9605AE211

徐　開欽 Xu K.-Q., Zhang J.(*1), Watanabe M., Sun C.(*2)(* 1Inst.Geogr.Sci.Nat.Resour.Res.Chin.Acad.
Sci., *2 Minist.Water Resour.China)：Estimating river discharge from very high-resolution satellite
data: a case study in the Yangtze River,China,Hydrol.Processes,18(10),1927-1939,2004

0204BA380
0005AA271
9605AE211

徐　開欽 徐開欽：「重大化する中国の環境問題」IV. 水資源問題と三峡ダム，中国年鑑 2004( 中国研
究所編著，創土社，515p.),71-74,2004

0204BA380
0005AA271
9605AE211

徐　開欽 徐開欽：長江の流域管理をさまざまな角度から議論した「第 2 回 IAG 長江河川学術会議」に
参加して，用水と廃水，46(9),728-729,2004

0204BA380
0005AA271
9605AE211

徐　開欽 徐開欽，稲森悠平：第 4章 生物膜法，水環境保全のための生物学 ( 須藤隆一編著，産業用
水調査会，264p.),101-139,2004

0005AA271
0204BA380
0105PR014

徐　開欽 Wang Z.(*1), Chen Z.(*1), Okamura K.(*2), Gao J.(*3), Xu K.-Q., Koshikawa H., Watanabe M.(*1
East China Norm.Univ.,*2 Seikai Natl.Fis.Res.Inst.,*3 Nanjing Univ.)：Anomalous current recorded
at lower low water off the Changjiang River mouth,China,Geo-Mar.Lett.,24(4),252-258, 2004

0204BA380
0005AA271
9605AE211

菅谷芳雄 菅谷芳雄：平成 15年度底生生物等生態影響試験法検討調査報告書 (菅谷芳雄著，(独 )国立
環境研究所，環境省受託報告書，161p.),2004

0205AE509

菅谷芳雄 Sugaya Y.：Distribution of Populations of Chironomus yoshimatsui(Diptera: Chironomidae) Suscep-
tible or Resistant to Fenitrothion,an Organophosphorus Insecticide,環境毒性学会誌,7(2), 97-104,
2004

0205AE509

杉田考史 杉田考史，齋藤尚子，寺尾有希夫，神沢博 (*1)，中島英彰，横田達也，小林博和，笹野泰
弘 (*1 名古屋大院 )：ILAS-II から導出された成層圏オゾン・水蒸気のデータ質評価，第 14
回大気化学シンポジウム研究集会講演集 (名古屋大 STE 研，299p.),223-226,2004

0105SP021
0103BA163

杉田考史 Khosrawi F.(*1), Mueller R.(*1), Irie H., Engel A.(*2), Toon G.C.(*3), Sen B.(*3), Aoki S.(*4), Nakazawa T.
(*4), Traub W.A.(*5), Sugita T., et al.(*1 ICG-1 Forschungszent.Julich, *2 Univ.Frankfurt, *3 JPL,*4
Grad.Sch.Tohoku Univ., * 5 Harvard-Smithsonian Cent.Astrophys.)： Validation of CFC-12 mea-
surements from the Improved Limb Atmospheric Spectrometer (ILAS) with version 6.0 retrieval algo-
rithm,J.Geophys.Res.,109(D6),D06311,2004

0105SP021
0103BA163

杉田考史 Sugita T., Kanzawa H.(*1), Nakajima H., Yokota T., Gernandt H.(*2), Herber A.(*2), Gathen P.(*2),
Koenig-Langlo G.(*2), Murayama Y.(*3), Yamamori M.(*3),et al.(*1 Grad.Sch.Nagoya Univ., *2
AWI,*3 NICT)： Assessment of the version 1.3 ILAS-II ozone data quality in the high latitude lower
stratosphere,Proc.20th Quadrenn.Ozone Symp.,614-615,2004

0105SP021
0103BA163

杉田考史 Irie H.(*1), Pagan K.L.(*2,3), Tabazadeh A.(*3), Sugita T.(*1 FRSGC,*2 San Francisco Sate Univ.,
*3 NASA Ames Res.Cent.)：Investigation of polar stratospheric cloud solid particle formation mech-
anisms using ILAS and AVHRR observations in the Arctic,Geophys.Res.Lett.,31(15),10.129/
2004GL020246, 2004

0105SP021
0406BA352

杉本伸夫 杉本伸夫，松井一郎，清水厚，岡本創 (*1)，西澤智明 (*1)，亀井秋秀 (*2)，黒岩博司 (*2)，
熊谷博 (*2)(*1 東北大院，*2 情報通信研機構 )：｢みらい｣ ACE-Asia 航海 (MR01-K02) におけ
るエアロゾルと雲のライダー観測，エアロゾル研究，19(2),97-102,2004

0104KB281

杉本伸夫 三浦和彦 (*1)，児島紘 (*1)，加藤俊吾 (*2)，杉本伸夫，松井一郎，清水厚，鵜野伊津志
(*3)，新村典子 (*1)，植松光夫 (*4)(*1 東京理大，*2 東京都大，*3 九大応用力学研，*4 東
大海洋研 )：｢みらい｣航海におけるエアロゾルの物理的特性，エアロゾル研究，19(2),108-
116,2004

0104KB281

杉本伸夫 三浦和彦 (*1)，児島紘 (*1)，加藤俊吾 (*2)，新村典子 (*1)，杉本伸夫，鵜野伊津志 (*3)，
植松光夫 (*4)(*1 東京理大，*2 東京都大，*3 九大応用力学研，*4 東大海洋研 )：観測船「み
らい」で測定した海洋大気エアロゾルの物理，化学特性，海洋，36(2),154-158,2004

0205CD417
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杉本伸夫 杉本伸夫：ライダー計測，エアロゾル用語集 ( 日本エアロゾル学会編，京都大学学術出版
会， 270p.),94-95,2004

0205CD417

杉本伸夫 Arao K., Ishizaka J.(*1), Sugimoto N., Matsui I., Shimizu A., Mori I.,Nishikawa M., Aoki K.(*2),
Uchiyama A., Yamazaki A., Togawa H., Asano J.(*3)(*1Nagasaki Univ., *2Toyama Univ., *3Meteorol.
Res.Inst.)：  Yellow sand dust events over Nagasaki in Japan in spring 2003,Nucleation Atmos.Aerosols
2004(Mikio Kasahara,Markku Kulmala eds., Kyoto University,848p.),776-780,2004

0205CD417

杉本伸夫 Uno I.(*1), Satake S.(*1), Gregory R.C.(*2), Youhua T.(*2), Zifa W.(*3), Takemura T.(*1), Sugimoto N.,
Shimizu A., Murayama T.(*4), Thomas A.C.(*5)(*1Kyushu Univ., *2Univ.Iowa, *3Chin.Acad.Sci.,
*4Tokyo Univ., *5Univ.California) ：Numerical study of Asian dust transport during the springtime
of 2001 simulated with the Chemical Weather Forecasting System(CFORS) model, J.Geo-
phys.Res.,109(D19),D19S24,2004

0105BA331

杉本伸夫 Satake S.(*1), Uno I., Takemura T.(*1), Gregory R., Youhua Tang.(*2), Streets D.(*3), Sugimoto N.,
Shimizu A., Uematsu M.(*4), Han J.S.(*5), Ohta S.(*6)(*1Kyusyu Univ.,*2Univ.Iowa,*3Aronne
Natl.Lab.,*4Univ.Tokyo,*5Kungseodong,*6Hokkaido Univ.) ： Characteristics of Asian aerosol
transport simulated with a regional-scale chemical transport model during the ACE-Asia
observation,J.Geophys.Res.,109(109),D19S22,2004

0105BA331

杉本伸夫 杉本伸夫，長澤親生 (*1)，村山利幸 (*2)，水谷耕平 (*3)，椎名達雄 (*4)，久世宏明 (*5)(*1
東京都大院，*2 東京海洋大，*3 情報通信研，*4 千葉大，*5 千葉大環境リモートセ )：第 22
回レーザレーダ国際会議報告，O plus E,26(10),1177-1181,2004

0204BA342

杉本伸夫 Volger P.(*1), Cheng Andrew Y.S.(*2), Sugimoto N.(*1Swedich Ins.,*2Dep.Phys.Mar.Sci.) ： Influence
of atmospheric and system parameters on multiple scattering in spaceborne backscatter lidar
measurements,Appl.Opt.,44(6),1051-1066,2005

0204BA342

鈴木　明 Taneda S., Kamata K.(*1), Hayashi H.(*1), Toda N., Seki K.(*2), Sakushima A.(*3), Yoshino S.(*4),
Yamaki K.(*4), Sakata M.(*1), Suzuki A.K.,et al.(*1Health Sci.Univ.Hokkaido,  *2Cent.Inst.Isot.
Sci.Grad.Sch.Med.Univ.Hokkaido, *3Kyushu Univ.Health & Welfare, *4Kobe Pharm.Univ.) ： In-
vestigation of vasodilatory substances in diesel exhaust particles(DEP): isolation and identification
of nitrophenol derivatives,J.Health Sci.,50(2),133-141,2004

0105SP061

鈴木　明 Taneda S., Mori Y.(*1), Kamata K.(*1), Hayashi H.(*1), Furuta C.(*2), Li C.(*2)(*3), Seki K.(*4),
Sakushima A.(*5), Yoshino S.(*6), Suzuki A.K.,et al.(*1Health Sci.Univ.Hokkaido, *2Lab.Vet.Phys-
iol.Tokyo Univ.Agric.& Technol., *3Grad.Sch.Gifu Univ., *4Grad.Sch.Hokkaido Univ., *5Kyushu
Univ.Health Welfare, *6Kobe Pharm.Univ.) ： Estrogenic and anti-androgenic activity of nitrophenols
in diesel exhaust particles(DEP),Biol.Pharm.Bull.,27(6),835-837,2004

0105SP061

鈴木　明 Furuta C.(*1), Suzuki A.K., Taneda S., Kamata K.(*2), Hayashi H.(*2), Mori Y.(*2), Li C.(*1)(*3),
Watanabe G.(*1)(*3), Taya K.(*1)(*3)(*1Lab.Vet.Physiol.Tokyo Univ.Agric.& Technol., *2Health
Sci.Univ.Hokkaido, *3Grad.Sch.Gifu Univ.)：Estrogenic activities of nitrophenols in diesel exhaust
particles,Biol.Reprod.,70,1527-1533,2004

0105SP061

鈴木　明 Taneda S., Mori Y.(*1), Sakushima A.(*2), Kamata K.(*1), Hayashi H.(*1), Seki K.(*3), Sakata M.
(*1), Yoshino S.(*4), Yamaki K.(*4), Suzuki A.K.,et al.(*1Health Sci.Univ.Hokkaido,*2Kyushu
Univ.Health Welfare,*3Grad.Sch.Med.Hokkaido Univ.,*4Kobe Pharm.Univ.)：Separation and char-
acterization of alkyltrimethylbenzene derivatives in diesel exhaust particles(DEP),Environ.Sci.,
11(3),171-178,2004

0105SP061

鈴木　明 Medan M.S.(*1)(*2), Wang H.(*1)(*3), Watanabe G.(*1)(*4), Suzuki A.K., Taya K.(*1)(*4)(*1Univ.
Tokyo, *2Suez Canal Univ., *3Chin.Agric.Univ., *4Gifu Univ.)： Immunization against endogenous
inhibin increases normal Oocyte/Embryo production in adult mice,Endocrinology, 24(2),115-
119,2004

0105SP061

鈴木　明 Nambota A.(*1), Samui K.L.(*1), Harvey M.(*2), Mweene A., Suzuki A.K.(*1Univ.Zambia, *2
Assoc.Zambia)： Game ranching in Zambia: objectivity, Zam.J.Vet.Med.Technol., 11,106-110,1994

0105SP061

鈴木　明 Nambota A.(*1), Samui K.L.(*1), Pandey G.S.(*1), Suzuki A.K.(*1Univ.Zambia) ： Theilerios
research in wildlife,Zam.J.Vet.Med.Technol.,12,325-330,1995

0105SP061

鈴木　明 Suzuki A.K., Ngulube E.T.(*1)(*1Univ.Zambia) ： The role of ticks in transmission of diseases to
domestic animals and wildlife in Zambia,Zam.J.Vet.Med.Technol.,12,158-164,1995

0105SP061
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鈴木　明 Tuchili L.M.(*1), Pandey G.S.(*1), Suzuki A.K.(*1Univ.Zambia)：The impact of anthrax on wildlife,
human and the environment in Zambia,Zam.J.Vet.Med.Technol.,13,90-94,1996

0105SP061

鈴木　明 Saiwana L.M.(*1), Suzuki A.K.(*1Natl.Parks Wildl.Serv.) ： Wildlife conservation and management
in Zambia,J.Wetland Wildl.Res.,188-192,1997

0105SP061

鈴木　明 Suzuki A.K., Pandey G.S.(*2), Nambota A.(*2)(*2Univ.Zambia) ： Contact between domestic an-
imal and wildlife in the Lochinvar National Park in Zambia -Using computer imaging analysis-,
J.Vet.Med.Southern Afr., 24,325-330,1997

0105SP061

鈴木　明 Pandey G.S.(*1), Suzuki A.K., Nambota A.(*1), Kamweneshe B.(*2)(*1Univ.Zambia, *2Dep.Natl.
Parks Wildl.Serv.)  ：  Emerging diseases of livestock and wildlife through their mixing and game ranch-
ing in Zambia, J.Vet.Med.Animal Sci.South Afr., 25,192-196,1998

0105SP031

鈴木　明 Shi Z.(*1)(*2), Jin W.(*1)(*2), Watanabe G.(*1)(*2), Suzuki A.K., Takahashi S., Taya K.(*1)(*2)(*1Gifu
Univ., *2Toyo Univ.) ： Expression of nrve gowth fctor(NGF),and its rceptores trkA and p75 in ovaries
of the cyclic golden hamster (Mesocricetus auratus) and the regulation of their production by luteinizing
hormone, J.Reprod.Dev., 50(6),605-611,2004

0105SP061

鈴木　明 井澤弘美 (*1)，細谷順子 (*2)，井関恭子 (*2)，鈴木明，菅沼大行 (*3)，稲熊隆博 (*3)，嵯
峨井勝 (*1)(*1 青森県保健大，*2 筑波大院，*3 カゴメ )：高脂肪食摂取ラットにおける動
脈硬化関連因子ならびに心機能低下に対するタマネギ，イチョウ葉エキスおよびケルセチン
の効果，Health Sci.,21(1),77-87,2005

0105SP061

鈴木　明 Herath C.B.(*1)(*3), Jin W.(*1)(*2), Watanabe G.(*1)(*2), Arai K.(*1), Suzuki A.K., Taya K.(*1)
(*2)(*1Tokyo Univ.Agric.Tech., *2United Grad.Sch.Vet.Sci., *3Univ.Melbourne)：Adverse effects
of environmental toxicants octylphenol and bisphenol A,on male reproductive functions in pubertal
rats,Endocrine,25(2),163-172,2004

0105SP061

鈴木　茂 Uraki Y.(*1), Suzuki S., Yasuhara A., Shibamoto T.(*2)(*1Kawasaki Munic.Res.Inst.Environ.Pro-
tect., *2Univ.California) ： Determining sources of atmospheric polychlorinated biphenyls based on
their fracturing concentrations and congener compositions,J.Environ.Sci.Health,A39(11/12),2755-
2772,2004

Z00009998

鈴木規之 Suzuki N., Murasawa K., Sakurai T., Nansai K., Matsuhashi K., Moriguchi Y., Tanabe K., Nakasugi O.,
Morita M.：Geo-referenced multimedia environmental fate model(G-CIEMS): Model formulation and
comparison to the generic model and monitoring approaches, Environ.Sci.Technol.,38(21), 5682-
5693,2004

0105PR021
0105AA169

鈴木規之 鈴木規之：有害化学物質対策とGIS－現状と今後の展望－，資源環境対策，40(11),57-64,2004 0105AA169
0105PR021

鈴木規之 Shatalov V.(*1), Mantseva E.(*1), Baart A.(*2), Bartlett P.(*3), Breivik K.(*4), Christensen  J.(*5),
Dutchak S.(*1), Kallweit D.(*6), Suzuki N.,et at(*1Meteorol.Synth.Cent.East Ress., *2Delft Hydraoul.,
*3CBNS, *4Norwegian Inst.Air Res., *5Natl. Environ.Res.Inst.Den., *6Fed.Environ.Agency.Ger.) ：
Stage I.comparison of descriptions of main processes determining POP behavior in viarious environmen-
tal compartments,POP Model Intercomparison Stud.(MSC-E Technical Rep.1/2004)(Meteorological
Synthesizing Centre-East,167p.),2004

0105AA169
0105PR021
0105AE173

瀬山春彦 Seyama H., Wang D.(*1), Soma M.(*2)(*1Ulvac-Phi,*2Univ.Shizuoka) ： X-ray photoelectron mi-
croscopic imaging of the chemical bonding state of Si in a rock sample,Surf.Interface Anal.,36,609-
612,2004

0105AE042

瀬山春彦 Tani Y.(*1), Ohashi M.(*1), Miyata N.(*1), Seyama H., Iwahori K.(*1), Soma M.(*1)(*1Univ.Shizuoka)：
Sorption of Co(2),Ni(2), and Zn(2) on biogenic manganese oxides produced by a Mn-oxidizing fun-
gus,Strain KR21-2,J.Environ.Sci.Health,A,39(10),2641-2660,2004

0105AE042

瀬山春彦 Tani Y.(*1), Miyata N.(*1), Ohashi M.(*1), Ohnuki T.(*2), Seyama H., Iwahori K.(*1), Soma M.(*1)
(*1Univ.Shizuoka,*2JAERI) ： Interaction of inorganic arsenic with biogenic manganese oxide pro-
duced by a Mn-Oxidizing fungus, strain KR21-2,Environ.Sci.Technol.,38(24),6618-6624,2004

0105AE042

曽根秀子 Terasaka S.(*1)(*2), Aita Y.(*1), Inoue A.(*1)(*3), Hayashi S.(*3), Nishigaki M.(*4), Aoyagi K.(*4),
Sasaki H.(*4), Wada-Kiyama Y.(*5), Tanaka J., Sone H.,et al.(*1AIST,*2Sci.Media,*3Saitama
Canser Cent.Res.Inst., *4Natl.Canser Cent.Res.Inst., *5Nippon Med.Sch.) ： Using a customized
DNA microarray for expression profiling of the estrogen-responsive genes to evaluate estrogen ac-
tivity among natural estrogens and industrial chemicals,Environ.Health Parspect.,112(7),773,2004

0005AA171
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曽根秀子 Toyoshiba H.(*1), Yamanaka T.(*1), Sone H., Parham F.M.(*1), Walker N.J.(*1), Martinez J.(*1),
Portier C.J.(*1)(*1Natl.Inst.Environ.Health Sci.) ： Gene interaction network suggests dioxin in-
duces a significant linkage between aryl hydrocarbon receptor and retinoic acid receptor beta,En-
viron.Health Parspect., 112(12), 1217-1224, 2004

0005AA171

曽根秀子 Yamanaka T.(*1), Toyoshiba H.(*1), Sone H., Parham F.M.(*1), Portier C.J.(*1)(*1Natl.Inst.Envi-
ron.Health Sci.)：The TAO-gen algorithm for identifying gene interaction networks with application
to SOS repair in E.coli,Environ.Health Parspect.,112(16),1614-1621,2004

0005AA171

曽根秀子 Jia G.(*1),Sone H., Nishimura N., Satoh M.(*2), Tohyama C.(*1Peking Univ.Sch.Public Health,
*2Gifu Pharm.Univ.) ：Metallothionein (I/II) suppresses genotoxicity caused by dimethylarsinic ac-
id,Int.J.Oncol.,25,325-333,2004

000AA171

高木博夫 高木博夫，白井美幸 (*1)，佐野友春，彼谷邦光 (*2)(*1 環境研セ，*2 東北大院 )：液体ク
ロマトグラフ質量分析法を用いた総ミクロシスチンの定量法の開発，環境化学，14,587-
596,2004

0105AE252

高木博夫 Kubo T.(*1), Hosoya K.(*1), Watabe Y.(*1), Tanaka N.(*1), Takagi H.,Sano T., Kaya K.(*1Kyoto
Inst.Technol.) ： Interval immobilization technique for recognition toward a highly hydrophilic cy-
anobacterium toxin,J.Chromatogr.B,806,229-235,2004

0307BY577

高野裕久 Takano H., Yanagisawa R., Inoue K., Shimada A.(*1), Ichinose T.(*2), Sadakane K.(*2), Yoshino
S.(*3), Yamaki K.(*3), Morita M., Yoshikawa T.(*4)(*1Tottori Univ.,*2Oita Univ.Nurs.Health Sci.,
*3Kobe Pharm.Univ., *4Kyoto Pref.Univ.Med.)：Nitrogen dioxide air pollution near ambient levels
is an atherogenic risk primarily in obese subjects: a brief communication,Exp.Biol.Med., 229, 361-
364,2004

0105SP032
0105KB284

高野裕久 Takano H., Inoue K., Yanagisawa R., Sato M.(*1), Shimada A.(*2), Morita T., Sawada M.(*2), 
Nakamura K.(*2), Sanbongi C.(*3), Yoshikawa T.(*4)(*1Gifu Pharm.Univ., *2Tottori Univ., *3Meiji
Seika, *4Kyoto Pref.Univ.Med.) ： Protective role of metallothionein acute lung injury induced by
bacterial endotoxin,Thorax, 59,1057-1062,2004

0105SP031
0105SP061

高野裕久 Ichinose T.(*1), Takano H, Sadakane K.(*1), Yanagisawa R, Yoshikawa T.(*2), Sagai M.(*3), Shibamoto T.
(*4)(*1Oit Univ.Nurs.Health Sci., *2Kyoto Pref.Univ.Med., *3Aomori Univ.Pref.Health Welfare,
*4Univ.California)：Mouse strain differences in eosinophilic airway inflammation caused by intratra-
cheal instillation of mite allergen and diesel exhaust particles,J.Appl.Toxicol.,24(1),69-76,2004

0204AG395
0307AA512

高野裕久 Uchiyama K.(*1), Takano H., Yanagisawa R., Inoue K., Naito Y.(*1), Yoshida N.(*1), Yoshino S.(*2),
Murase H.(*3), Ichinose T.(*4), Yoshikawa T.(*1)(*1Kyoto Pref.Univ.Med., *2Kobe Pharm.Univ.,
*3CCI Pharm., *4Oita Univ.Nursing Health Sci.)： A novel water-soluble vitamin e derivative prevents
acute lung injury by bacterial endotoxin,Clin.Exp.Pharmacol.Physiol,31,226-230,2004

0304MA317

高野裕久 Sanbongi C.(*1), Takano H., Osakabe N.(*1), Sasa N.(*1), Natsume M(*1), Yanagisawa R., Inoue K,.
(*2), Sadakane K.(*3) ,Ichinose T.(*3), Yoshikawa T.(*2)(*1Meiji Seika,*2Kyoto Pref.Univ., *3Oita
Univ.Nursing Health Sci.) ： Rosmarinic acid in perilla extract inhibits allergic inflammation induced
by mite allergen,in a mouse model,Clin.Exp.Allergy,34,971-977,2004

0304MA317

高野裕久 Yamaki K.(*1), Li X.(*1), Uchida H.(*1), Alam A.H.M.(*2), Hossain H.(*2), Yanagisawa R., Takano H.,
Hayashi H.(*3),Taneda S.,Mori Y.(*3),Yoshino S.(*1)(*1Kobe Pherm.Univ.,*2Rajshai Univ.,
*3Health Sci.Univ.Hokkaido) ： Effects of the phosphodiesterase IV inhibitor rolipram on Th1 and
Th2 immune responses in mice,J.Pharm.Pharmacol.,56,877-882,2004

0204AG395

高野裕久 Yoshino S.(*1)(*2), Yamaki K.(*1), Xiaojuan Li.(*1), Sai T.(*2), Yanagisawa R., Takano H., Hayashi H.
(*3)(*4), Mori Y.(*3)(*1Kobe Pharm.Univ.,*2Saga Med.Sch., *3Dep.Clin.Toxicol.Metab., *4Health
Sci.Univ.Hokkaido) ： Prenatal exposure to bisphenol A upregulates immune responses,including T
helper 1 and T helper 2 responses,in mice,Immunology,112,489-495,2004

0204AG395

高野裕久 Ichinose T.(*1), Sera N.(*2), Takano H., Abe M.(*1), Sadakane K.(*1), Yanagisawa R., Ochi H.(*3),
Fujioka K.(*4), Leee K-G.(*4), Shibamoto T.(*4)(*1Oita Univ.Nursing Health Sci., *2Fukuoka Inst.
Health Environ.Sci., *3Jpn.Inst.Control Aging, *4Univ.California)： Liver carcinogenesis and formation
of 8-hydroxy-deoxyguanosine in C3H/HeN mice by oxidized dietary oils containing carcinogenic dicar-
bonyl compounds,Food Chem.Toxicol.,42,1795-1803,2004

0304MA317
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高野裕久 Yanagisawa R., Takano H., Inoue K., Ichinose T.(*1),Sadakane K.(*1), Yoshida S.(*1), Takeda K.
(*2),Yoshino S.(*3),Yamaki K.(*3),Kumagai Y.(*4),Yoshikawa T.(*5)(*1Oita Univ.Nursing Health
Sci, *2Tokyo Univ.Sci., *3Kobe Pharm.Univ., *4Univ.Tsukuba, *5Kyoto pref.Univ.Med.) ： Com-
plementary DNA microarray analysis in acute lung injury induced by lipopolysaccharide and diesel
exhaust particles,Exp.Biol.Med.,229,1081-1087,2004

0204AG395
0307AA512

高野裕久 Yamaki K(*1),Uchida H(*1),Li X(*1),Yanagisawa R.,Takano H.,Hayashi H.(*2),Mori Y.(*2),Yoshino
S.(*1)(*1Kobe Pharm.Univ.,*2Health Sci.Univ.Hokkaido) ： Effect of varying types of anti-arthritic
drugs on Th1 and Th2 immune responses in mice,Int.J.Immunopathol.Pharmacol.,18,133-144,2004

0204AG395

高野裕久 高野裕久：アレルギー相談室 Q and A 環境ホルモンとアレルギー疾患の関連，アレルギー
の臨床，24,177,2004

0204AG395

高橋　潔 高橋潔，原沢英夫：第 3編 地球環境への影響 1.4 温暖化の影響評価，環境工学公式・モデ
ル・数値集（土木学会環境工学委員会環境工学に関わる出版準備小委員会編，（社）土木学
会， 727p.），546-560,2004

0206BY485
0204BA343

高橋慎司 Kamata R.,Takahashi S.,Morita M.： Gene expression of sex-determining factors and steroidogenic en-
zymes in the chicken embryo: influence of xenoestrogens,Gen.Comp.Endocrinol.,138(2),148-156,
2004

0105AA354

高橋慎司 Shimizu S.(*1), Shiina T.(*1), Hosomichi K.(*3), Takahashi S., Koyama T.(*2), Onodera T.(*3),
Kulski J.K.(*1)(*4), Inoko H.(*1),(*1Tokai Univ.Sch.Med., *2Natl.Inst.Anim.Health., *3Univ.To-
kyo, *4Murdoch Univ.)： MHC class IIB gene sequences and expression in quail(Coturnix Japanica)
selected for high and low antibody responses,Immunogenetics,56,280-291,2004

0105AA354
0105AE174

高橋慎司 Kamata R., Takahashi S., Morita M.：Gene expression of sex-determining factors and stero idogenic
enzymes in the chicken embryo: influence of xenoestrogens,Gen.Comp.Endocrinol.,138,148-156,
2004

0105AA354
0105AE174

高橋慎司 Takahashi S., Inooka S.(*1)(*1Tohoku Univ.) ： Selective breeding for autibody production to New-
castle disease virus vaccine in Japanese quail,2nd Symp.Intl.Cong.Brasilia(Bertechini A.G.ed.,
Lavras Univ.,238p.), 165-174,2004

0105AA354
0105AE174

高橋慎司 Haga I.(*1), Takahashi S.(*1kowa Delica)：Recent trend of quail husbandry and process in Japan,2nd
Symp.Intl.Cong.Brasilia(Bertechini A.G.ed.,Lavras Univ.,238p.),175-178,2004

0105AA354
0105AE174

高村典子 Jang M.-H.(*1)(*2), Ha K.(*1)(*2), Lucas M.C.(*2), Joo G.-J.(*1), Takamura N.(*1Pusan Natl.Univ.,
*2Univ.Durham) ： Changes in microcystin production by Microcystis aeruginosa exposed to phy-
toplanktivorous and omnivorous fish,Aquatic Toxicol.,68,51-59,2004

Z00009998

高村典子 Sun L.(*1)(*2), Takamura N., Kim B.(*3), Fukushima M., Nakagawa M.(*4), Otsuki A.(*1)(*1Tokyo
Univ.Marine Sci.Technol.,*2Nanjing Univ.,*3Hanyang Univ.*4Environ.Res.Cent.) ： The effects of
Filter-Feeding planktivorous fish on production of protozoa and carbon flow from protozoa to zoop-
lankton in a Eutrophic Lake,J.Freshwater Ecol.,19(3),363-373,2004

Z00009998

高村典子 Wang J.(*1), Xie P.(*1), Takamura N., Xie L.(*1), Shao Z.(*1), Tang H.(*1)(*1Inst.Hydrobiol.,
Chin.Acad.Sci.) ： The picophytoplankton in three chinese lakes of different trophic status and its
relationship to fish populations,J.Freshwater Ecol.,19(2),285-293,2004

Z00009998

高村典子 Mori S.(*1),Takamura N.(*1Gifu-Keizai Univ.)：Changes in morphological characteristics of an in-
troduced population of the threespine stickleback Gasterosteus aculeatus in Lake Towada,Northern
Japan,Ichthyol.Res.,51,295-300,2004

Z00009998

高村典子 高村典子：生態モデリングと順応的管理，生態学入門（日本生態学会編，東京化学同人，
273p.）， 225-227,2004

Z00009999

高村典子 高村典子：新・生物多様性国家戦略，生態学入門（日本生態学会編，東京化学同人，273p.），
236-237,2004

Z00009999

滝上英孝 Asari M.(*1), Takatsuki H.(*1), Yamazaki M.(*2), Azuma T.(*2), Takigami H., Sakai S.(*1Environ.
Preserv.Cent.Kyoto Univ., *2Hokkaido Forest Prod.Res.Inst.) ： Waste wood recycling as animal
bedding and development of bio-monitoring tool using the CALUX assay,Environ.Int., 30,639-
649,2004

0105AB405
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滝上英孝 佐藤昌宏 (*1)，車田佳範 (*1)，守屋典昭 (*1)，上原大摩 (*1)，滝上英孝，酒井伸一 (*1 五
洋建設 )：環境浚渫工法の汚濁発生調査事例と水質モニタリング手法の提案，海洋開発論文
集， 20,1127-1132,2004

0105AB405

滝上英孝 Suzuki G.(*1), Takigami H., Kushi Y.(*2), Sakai S.(*1Grad.Sch.Iwate Univ., *2Obihiro Univ.Agric.
Vet.Med.) ：Evaluation of mixture effects in a crude extract of compost using the CALUX bioassay
and HPLC fractionation,Environ.Int.,30,1055-1066,2004

0105AB405

滝上英孝 滝上英孝，鈴木剛，野馬幸生，酒井伸一：保管 PCB 廃棄物試料中の PCBs，ダイオキシン類
のバイオアッセイ評価，環境化学，14(4),791-803,2004

0105AB405

竹中明夫 竹中明夫：光を受ける植物のかたち，植物生態学（寺島一郎，彦坂幸毅，竹中明夫 他著，
朝倉書店，431p.），81-113,2004

Z00009999

竹中明夫 Kitamoto N.(*1), Honjo M.(*1), Ueno S.(*2), Takenaka A., Tsumura Y.(*2), Washitani I.(*3),
Ohsawa R(*1)(*1Univ.Tsukuba,*2FFPRI,*3Univ.Tokyo)：Spatial genetic structure among and with-
in populations of Primula sieboldii growing beside separate streams,Mol.Ecol.,14,149-157,2005

0002BD203

田崎智宏 Tasaki T., Takasuga T.(*1), Osako M., Sakai S.(*1Shimadzu Techno-Res.)：Substance flow analysis
of brominated flame retardants and related compounds in waste TV sets in Japan,Waste Manage.,
24(6),571-580,2004

0105AB406

田崎智宏 田崎智宏，寺園淳，森口祐一：長期使用とリユース促進のための家電製品・パソコンの廃棄
行動実態とその行動要因の調査，廃棄物学会論文誌，15(4),310-319,2004

0103BE278

鑪迫典久 Tatarazako N., Ishibashi H.(*1), Teshima K.(*1), Kishi K.(*2), Arizono K.(*1)(*1Pref.Univ.Kuma-
moto, *2Jpn.Pulp Pap.Res.Inst.) ： Effects of triclosan on various aquatic organisms,Environ.Sci.,
11(2), 133-140,2004

0105SP031

鑪迫典久 Tatarazako N., Koshio M.,Hori H.(*1), Morita M., Iguchi T.(*2)(*3)(*1Minist.Environ.Jpn., *2CREST/
JST, *3Okazaki Natl.Res.Inst.)：Validation of an enzyme-linked immunosorbent assay method for vitel-
logenin in the medaka,J.Health Sci.,50(3),301-308,2004

0105SP031

鑪迫典久 鑪迫典久，小田重人，阿部良子，森田昌敏，井口泰泉 (*1)(*2)(*1CREST/JST，*2 自然科学
研機構 )：ミジンコを用いた甲殻類に対する内分泌攪乱化学物質のスクリーニング法開発，
環境科学会誌，17(6),439-449,2004

0105SP031

鑪迫典久 Hirai N., Tatarazako N., Koshio M., Kawabe K., Shiraishi F., Hayakawa Y., Morita M. ： Seasonal
changes in sex ratio,maturation,and size composition of fresh water snail,sinotaia quadrata histrica,
in Lake Kasumigaura,Environ.Sci.,11(5),243-257,2004

0105SP031

鑪迫典久 鑪迫典久：2.1 メダカを使用した試験方法の開発－日韓のメダカを用いたフィールド調査の
ための基礎的研究－，平成 15 年度内分泌攪乱化学物質問題に関する日韓共同研究報告書
（（独）国立環境研究所，環境省受託報告書，171p.），8-14,2004

0105SP031

多田　満 掛川洋次 (*1)，渡邉泉 (*1)，久野勝治 (*1)，多田満（*1 東京農工大）：内分泌かく乱化学
物質に曝露されたチカイエカにおけるエンドポイントの検索：p- オクチルフェノールに関
する検討，環境毒性学会誌，7(1),1-10,2004

0105AE176

立田晴記 Tatsuta H., Mizota K.(*1), Akimoto S.(*2)(*1Miyagi Univ.,*2Hokkaido Univ.)： Relationship between
size and shape in the sexually dimorphic beetle prosopocoilus inclinatus(Coleoptera : Lucanidae),Bi-
ol.J.Linn.Soc,81,219-233,2004

0304AF351

立田晴記 Tatsuta H., Makino S.(*1)(*1For.Forest Prod.Res.Inst.)：Rate of strepsipteran parasization among
overwintered females of the hornet vespa analis(Hymenoptera: Vespidae),Environ.Entomol.,32,
175-179,2003

0304AF351

立田晴記 立田晴記：相対成長解析－ミヤマクワガタ形態の変異と進化－，実践生物統計学－分子から
生態まで（東京大学生物測定学研究室編，朝倉書店，186p.），25-35,2004

0304AF351

田中　敦 Aung N.N.(*1), Yoshinaga J.(*1), Tanaka A.(*1Univ.Tokyo)：Lead in playground soil:exposure es-
timation of children via ingestion and  contamination source, J.Environ.Chem.,14(3),545-553,2004

0105AE042

田邊　潔 平林幹啓，松尾基之 (*1) 田邊潔，小林伸治，寺田靖子 (*2)，早川慎二郎 (*3)(*1 東大院，
*2 高輝度光科研セ，*3 広島大院 )：自動車関連粒子に含まれる元素の化学種形態分析に関
するマイクロ XAFS 研究，文部科学省ナノテクノロジー総合支援プロジェクト Spring-8 研究
成果報告書，2,133-135,2004

0305AE516
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田邊　潔 Hirabayashi M.(*1), Matsuo M.(*1), Tanabe K., Kobayashi S., Nomura M.(*2)(*1Grad.Sch.Univ.Toyo,
*2KEK)： Characterization of nickel in airborne particulate matter by XANES technique,Photon Fact.
Act.Rep.2003, 21B,29,2004

0305AE516
0105AA295

谷本浩志 谷本浩志，白井知子 (*1)(*1NASDA)：IGAC-SSC Stockholm Workshop 参加報告－ IGAC II へ
向けて－，大気化学研究会ニュースレター，(7),4-4,2002

0103AE287
0203AE381

谷本浩志 佐藤啓市：大気中亜硝酸ガスの発生源に関する新しい知見，化学と工業，57(11),1217,2004 0405BA463
0405BD464

谷本浩志 谷本浩志，藤井賢彦 (*1)(*2)，大木敦之 (*1)(*3)(*1JSPS，*2 メーン大，*3 北大 )：第 1
回 SOLAS International summer school 参加報告，地球化学，38(2),24-25,2004

0405BA463
0405BD464

谷本浩志 Yurganov L.N.(*1), Blumenstock T.(*2), Grechko E.I.(*3), Hase F.(*2), Hyer E.J.(*4), Kasischke E.S.
(*4), Koike M.(*5), Kondo Y.(*5), Kramer I.(*2), Tanimoto H.(*1FRCGC,*2Forschungzentrum
Karlsruhe,*3Obukhov Inst.Atmos.Phys.,*4Univ.Maryland,*5Univ.Tokyo) ： A quantitative assess-
ment of the 1998 carbon monoxide emission anomaly in the Northern Hemisphere based on total
column and surface concentration measurements,J.Geophys.Res.,109(D15),D15305,2004

0405BA463
0405BD464

谷本浩志 Jaffe D.(*1), Bertschi I.(*1), Jaegl L.(*1), Novelli P.(*2), Reid J.S.(*3), Tanimoto H., Vingarzan  R.(*4),
Westphal D.L.(*3)(*1Univ.Washington, *2NOAA,*3Naval Res.Lab.Washington D.C., *4Div.Pac.Yukon
Region Environ.Can.)： Long-range transport of Siberian biomass burning emissions and impact on surface
ozone in western North America,Geophys.Res.Lett.,31,L16106,2004

0405BA463
0405BD464

谷本浩志 谷本浩志，高橋けんし（*1），金谷有剛（*1 名古屋大，*2 地球環境フロンティア研セ）：｢大
気化学研究の今後を考える会｣のお知らせ，大気化学研究会ニュースレター，（11），4,2004

0405BA463
0405BD464

谷本浩志 谷本浩志：2.3 乾性沈着に関する調査，酸性雨対策調査総合とりまとめ報告書（酸性雨対策
検討会編，（財）日本環境衛生センター酸性雨研究センター，432p.），20-23,2004

0405BA463
0405BD464

谷本浩志 Yurganov L.N.(*1), Duchatelet P.(*2), Dzhola A.V.(*3), Edwards D.P.(*4), Hase F.(*5), Kramer I.(*5),
Mahieu E.(*2), Mellqvist J.(*6), Notholt J.(*7), Tanimoto H.,et al.(*1JAMSTEC, *2Univ.Liege,
*3Obukhov Inst.Atmos.Phys., *4Natl.Cent.Atmos.Res., *5Forchungszentrum Karlsruhe, *6Chalmers
Univ., *7Univ.Bremen)： Increased Northern Hemispheric carbon monoxide burden in the troposphere
in 2002 and 2003 detected from the ground and from space, Atmos.Chem.Phys.Discuss., (4),4999-
5017, 2004

0405BA463
0405BD464

玉置雅紀 Tamaoki M., Nakajima N., Kubo A., Aono M., Matsuyama T.(*1), Saji H.(*1Toyota Cent.R&D Labs.)  ：
Transcriptome analysis of O3-exposed Arabidopsis reveals that multiple signal pathhways act mu-
tually antagonistically to induce gene expression,Plant Mol.Biol.,53(4),443-456,2003

0104AE202
0105AA210

玉置雅紀 Asai N., Matsuyama T., Tamaoki M., Nakajima N., Kubo A., Aono M., Kato T.(*1), Tabata S.(*1),
Shirano Y.(*2), Shibata D.(*1)(*2),et al.(*1Kazusa DNA Res. Inst.,*2Mitsui Plant Biotechnol.Res.
Inst.) ： Compensation for lack of a cytosolic ascorbate peroxidase in an Arabidopsis mutant by ac-
tivation of multiple antioxidative systems,Plant Sci.,166,1547-1554,2004

0307AE503

玉置雅紀 Tamaoki M.,Matsuyama T.(*1),Nakajima N.,Aono M.,Kubo A.,Saji H.(*1Toyota Cent.R&D Lab.) ：
A method for diagnosis of plant environmental stresses by gene expression profiling using a cDNA
macroarray,Environ.Pollut.,131(1),137-145,2004

0406AG337
0105AA210
0104AE202

玉置雅紀 Imai A.(*1), Matsuyama T., Hanzawa Y.(*1) ,Akiyama T.(*2), Tamaoki M., Saji H., Shirano Y.(*3),
Kato T.(*4), Hayashi H.(*5), Shibata D.(*3)(*4),et al.(*1Grad.Sch.Hokkaido Univ., *2Natl.Agric.
Res.Cent.Hokkaido Reg., *3Mitsui Plant Biotechnol.Res.Inst., *4Kazusa DNA Res.Inst., *5Grad.
Sch.Univ.Tokyo)：Spermidine synthase genes are essential for survival of Arabidopsis,Plant Physiol.,
135(3), 1565-1573,2004

0406AG337
0105AA210
0104AE202

玉置雅紀 玉置雅紀：遺伝子組換え作物の何が問題か，科学，75(1),18-26,2005 0105AA210
0305BA585

田村憲治 Tang N.(*1), Taga R.(*1), Hattori,T.(*2), Tamura K., Toriba, A.(*2), Kizu R.(*1)(*2), Hayakawa K.
(*1)(*2)(*1Grad.Sch.Kanasawa Univ., *2Kanazawa Univ.) ： Determination of atmospheric nitroben-
zanthrones by high-performance liquid chromatography with chemiluminescence detection, Anal.Sci.,
20, 119-123,2004

0004AG073
0105AA298

寺園　淳 Yoshida A.(*1), Terazono A., Aramaki T.(*1), Hanaki K.(*1)(*1Univ.Tokyo) ： Secondary materials
transfer from Japan to China: destination analysis,J.Mater.Cycles Waste Manag.,7(1),8-15,2004

0204BE481
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唐　艶鴻 Hirota M.(*1), Tang Y., Hu Q.(*2), Hirata S.(*3), Kato T.(*1), Mo W.(*4), Cao G.(*2), Mariko S.
(*4)(*1Univ.Tsukuba,*2Chin.Acad.Sci.,*3Grad.Sch.Univ.Tsukuba,*4Inst.Biol.Sci.Univ.Tsukuba) ：
Methane emissions from different vegetation zones in a Qinghai-Tibetan Plateau wetland,Soil Biol.
Biochem.,36,737-748,2004

0404CD142
0406BA141

唐　艶鴻 Cui X., Tang Y., Gu S., Nishimura S.(*1), Shi S.(*2), Zhao X.(*2)(*1Natl.Inst.Agro-Environ.Sci.,
*2Northwest Plateau Inst.Biol.Chin.Acad.Sci.) ： Photosynthetic depression in relation to plant ar-
chitecture in two alpine herbaceous species,Environ.Exp.Bot.,50,125-135,2003

0404CD142
0406BA141

唐　艶鴻 Gu S., Tang Y., Du M.(*1), Kato T.(*2), Li Y.(*3), Cui X., Zhao X.(*3)(*1Natl.Inst.Agro-Environ.Sci.,
*2Inst.Biol.Sci.Univ.Tsukuba,*3Northwest Plateau Inst.Biol.Chin.Acad.Sci.)：Short-term variation
of CO2 flux in relation to environmental controls in an alpine meadow on the Qinghai-Tibetan Pla-
teau,J.Geophys.Res.,108(D21),ACL4,2003

0404CD142
0406BA141

唐　艶鴻 Kato T.(*1), Tang Y., Gu S., Hirota M.(*1), Cui X., Du M.(*2), Li Y.(*3), Zhao X.(*3), Oikawa T.
(*4)(*1Univ.Tsukuba, *2Natl.Inst.Agro-Environ.Sci., *3Northwest Plateau Inst.Biol.Chin.Acad.
Sci., *4Inst.Biol.Sci.Univ.Tsukuba) ： Seasonal patterns of gross primary production and ecosystem
respiration in an alpine meadow ecosystem on the Qinghai-Tibetan Plateau, J.Geophys.Res.,
109(D12), D12109,2004

0404CD142
0406BA141

唐　艶鴻 Cao G.(*1), Tang Y., Mo W.(*2), Wang Y.(*3), Li Y.(*1), Zhao X.(*1)(*1Northwest Plateau Inst.Biol.
Chin.Acad.Sci., *2Inst.Biol.Sci.Univ.Tsukuba, *3Inst.Atmos.Phys.Chin.Acad.Sci.)：Grazing inten-
sity alters soil respiration in an alpine meadow on the Tibetan Plateau,Soil Biol.Biochem., 36,237-
243,2004

0406BA141
0404CD142

唐　艶鴻 Kato T.(*1), Tang Y., Gu S., Cui X., Hirota M.(*1), Du M.(*2), Li Y.(*3), Zhao X.(*3), Oikawa T.
(*4)(*1Univ.Tsukuba,*2Natl.Inst.Agro-Environ.Sci.,*3Northwest Plateau Inst.Biol.Chin.Acad.Sci.,
*4Inst.Biol.Sci.Univ.Tsukuba) ： Carbon dioxide exchange between the atmosphere and an alpine
meadow ecosystem on the Qinghai-Tibetan Plateau,China,Agric.Forest Meteorol.,124,121-
134,2004

0406BA141
0404CD142

唐　艶鴻 Shi S.(*1), Zhu W.(*1), Li H.(*1), Zhou D.(*1), Han F.(*1), Zhao X.(*1), Tang Y.(*1Northwest Pla-
teau Inst.Biol.Chin.Acad.Sci.)：Photosynthesis of Saussurea superba and Gentiana straminea is not
reduced after long-term enhancement of UV-B radiation,Environ.Exp.Bot.,51,75-83,2004

0406BA141
0404CD142

唐　艶鴻 Tang Y., Okuda T., Awang M.(*1), Nik R.A.(*2), Tani M.(*3)(*1Univ.Putra Malaysia,*2Forest Res.
Inst.Malaysia,*3Kyoto Univ.) ： 18.Sunfleck contribution to leaf carbon gain in gap and understory
tree seedlings of Shorea macrophylla,Pasoh: Ecology of a Lowland Rain Forest in Southeast
Asia(Okuda T.,Manokaran N.,Matsumoto Y.eds.,Springer-Verlag Tokyo,628p.),251-260,2003

0404CD142
0406BA141

唐　艶鴻 Cui X., Tang Y. ,Gu S., Shi S.(*1), Nishimura S.(*2), Zhao X.(*1)(*1Chin.Acad.Sci., *2Natl.Inst.
Agro-Environ.Sci.)：Leaf orientation,incident sunlight,and photosyntesis in the alpine species suas-
surea superba and gentiana straminea on the Qinghai-Tibet Plateau,Arct.Antaractic Alp.Res.,36(2),
219-228,2004

0406BA141
0404CD142

椿　宜高 Tsubaki Y., Hooper R.(*1)(*1Trinity Coll.) ： Effects of eugregarine parasites on adult longevity in
the polymorphic damselfly Mnais costalis Selys,Ecol.Entomol.,29,361-366,2004

0004AE192

椿　宜高 Tsuji N., Tsubaki Y. ： Three new algorithms to calculate the irreplaceability index for presence/
absence data,Biol.Conserv.,119,487-494,2004

0004AE192

椿　宜高 椿宜高：2003 年度日本生態学会関東地区会公開シンポジウム「生物多様性を測る」，日本生
態学会関東地区会会報，52,1-2,2004

0004AE192

椿　宜高 辻宣行，椿宜高：種数による保全の優先度，日本生態学会関東地区会会報，52,10-16,2004 0004AE192

椿　宜高 Tsubaki Y.：Regional and local predicion of wildlife habitat in real landscape,Kyoto Mechanism and
the Conservation of Tropical Forest Ecosystem(Toshinori Okuda,Yoosuke Matsumoto eds.,Work-
shop on the Kyoto Mechanism,191p.),107-108,2004

0004AE192

寺園　淳 寺園淳，ユッタ・ゲルダーマン（*1）（*1 ドイツ・カールスルーエ大学）：欧州における VOC
の規制と削減動向，生活と環境，49(4),51-58,2004

0105AE016

寺園　淳 Terazono A., Yoshida A.(*1), Yang J.(*2), Moriguchi Y., Sakai S.(*1Univ.Tokyo, *2Chin.Acad.Sci.)  ：
Material Cycles in Asia: especially recycling loop between Japan and China,J.Mater.Cycles Waste
Manag.,6(2),82-96,2004

0204BE481
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遠嶋康徳 遠嶋康徳：ガスクロマトグラフ法による大気中酸素／窒素比の精密測定，分析化学， 53(12),
1389-1398,2004

0408BB368
0405AE342

遠山千春 Shimada A.(*1), Yamamoto E.(*1), Morita T.(*1), Yoshida M.(*2), Suzuki J.S., Satoh M.(*3),
Tohyama C.(*1Tottori Univ.,*2St.Marianna Univ.School Med.,*3Gifu Coll.)： Ultrastructural
demonstration of mercury granules in the placenta of Metallothionein-Null pregnant mice after
exposure to mercury vapor,Toxicol.Pathol.,32,519-526,2004

9804AE058

遠山千春 Nagai H.(*1), Takei T.(*2), Tohyama C., Kubo M.(*3), Abe R.(*1), Nohara K.(*1Sci.Univ.Tokyo,
*2Minist.Environ., *3RIKEN) ： Search for the target genes involved in the suppression of antibody
production by TCDD in C57BL/6 mice,Int.Immunopharmacol.,5,331-343,2005

0204AE357
0406AG337

戸部和夫 Tobe K., Li X.(*1), Omasa K.(*2)(*1Shandong Univ.,*2Univ.Tokyo) ： Effects of five different salts
on seed germination and seedling growth of Haloxylon ammodendron(Chenopodiaceae),Seed
Sci.Res., 14,345-353,2004

0003AE255

戸部和夫 Tobe K., Zhang L.(*1), Omasa K.(*2)(*1Chin.Acad.Sci.,*2Univ.Tokyo) ： Seed germination and
seedling emergence of three annuals growing on desert sand dunes in China,Ann.Bot.,95,649-659,
2005

0003AE255

中島大介 中島大介，後藤純雄，藤巻秀和：生物由来以外の環境アレルゲン汚染の指標とそのモニタリ
ング法の現状と将来展望，アレルギー・免疫，12(1),52-59,2005

0305AG493

中島大介 高木敬彦，木谷良平，加藤行男，光崎研一 (*1)，遠藤治 (*2)，峯木茂 (*3)，中島大介，影山
志保，後藤純雄 (*1 麻布大，*2 国立保健医療科院，*3 東京理大 )：粒径別に分級した土砂
の変異原性測定，環境化学，14(2),327-333,2004

0105PR011

中島大介 山口貴史(*1)，山口安宣(*1)，林治稔(*1)，井上雄三，山田正人，Inanc B，中島大介，後藤純雄，
佐藤正光 (*2)，佐野昌之 (*2)，本田富義 (*2)，冨田孝子 (*2)(*1 群馬県衛環境研，*2 愛知
県環境調査セ )：廃棄物処分場から発生する揮発性有機化合物の簡易測定法の検討，全国環
境研会誌，29(4),190-195,2004

Z00009998

中島英彰 林田佐智子 (*1)，池田奈生 (*1)，戸田庸子 (*1)，中島英彰 (*1 奈良女大 )：ILAS で観測さ
れた ClONO2 に基づく NOy，Cly 分配推定，第 14 回大気化学シンポジウム研究集会講演集
（名古屋大 STE 研，299p.),103-105,2004

0103BA163

中島英彰 齋藤尚子， 中島英彰， 横田達也， 杉田考史， 笹野泰弘， 小林博和， 林田佐智子 (*1)(*1 奈良
女大 )：ILAS-II 可視消散係数データ質評価と 2003 年冬季南極の PSCs 発生状況について，第
14 回大気化学シンポジウ ム研究集会講演集 ( 名古屋大 STE 研， 299p.),227-230,2004

0103BA163

中島英彰 戸田庸子 (*1)，池田奈生 (*1)，林田佐智子 (*1)，中島英彰 (*1 奈良女大 )：ILAS で得られ
た ClONO2 と HALOE で得られた HCl の比率－オゾン・メタンとの関係－，第 14 回大気化学シ
ンポジウム研究集会講演集 (名古屋大 STE 研，299p.),231-234,2004

0103BA163

中島英彰 中島英彰，杉田考史，横田達也，入江仁士，江尻省，寺尾有希夫，斉藤尚子，笹野泰弘：
ADEOS-II 搭載 ILAS-II による解析結果，第 18 回大気圏シンポジウム，9-11,2004

0103BA163

中島英彰 Khosrawi F.(*1), Mueller R.(*1), Proffitt M.H.(*2), Nakajima H.(*1ICG-1 Forschungszent.Julich,
*2WMO) ： Monthly averaged ozone and nitrous oxide from the Improved Limb Atmospheric Spec-
trometer (ILAS) in the Northern and Southern Hemisphere polar regions,J.Geophys.Res., 109(D10),
D10301,2004

0105SP021

中島英彰 Nakajima H., Saitoh N., Sugita T., Yokota T., Sasano Y., Terao Y.(*1), Irie H.(*2)(*1Harvard Univ.,
*2FRSGC) ： Observation of ozone depletion and related minor species from the ILAS-II onboard
the ADEOS-II satellite,Proc.20th Quadrenn.Ozone Symp.,145-146,2004

0105AP021
0103BA163

中島英彰 Saitoh N., Nakajima H., Yokota T., Sugita T., Sasano Y., Hayashida S.(*1), Hayashi M.(*2),
Shiraishi K.(*2),Kanzawa H.(*3)(*1Nara Women's Univ.,*2Fukuoka Univ.,*3 Grad.Sch.Nagoya
Univ.) ： Validation of ILAS-II aerosol extinction coefficient data and the observed PSCs over the
Antarctica in 2003,Proc.20th Quadrenn.Ozone Symp.,601-602,2004

0105AP021

中島英彰 Wetzel G.(*1), Oelhaf H.(*1), Friedl-Vallon F.(*1), Kleinert A.(*1), Lengel A.(*1), Maucher G.(*1),
Ruhnke R.(*1), Nakajima H.(*1IMK-ASF)： Inter-comparison and validation of ILAS-II target species
with MIPAS-B measurements,Proc.20th Quadrenn.Ozone Symp.,639-640,2004

0105SP021

中島英彰 中島英彰：ADEOS-II 搭載 ILAS-II の検証と初期結果，電子情報通信学会技術研究報告 SANE，
宇宙・航行エレクトロニクス，104(137),25-28,2004

0406BA352
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中島英彰 Tanaka T., Fukabori M.(*1), Nakajima H., Yokota T., Watanabe T.(*2)(*1Meteorol.Res.Inst.,
*2Toray Res.Cent.) ： Measurements of the line parameters in the nu4 band of CH4 and nu1 band
of N2O,Int.Workshop Crit.Eval.mm-/submm-wave Spectrosc.Data Atmos.Obs.: Proc.,100-103,
2004

0105SP021
0406BA352

中島英彰 Tanaka T., Nakajima H., Yokota T., Sasano Y., Fukabori M.(*1), Aoki T., Watanabe T.(*2)
(*1Meteoro1.Res.Inst., *2Torey Res.Cent.)：Absorption line parameter measurements of N2O band
near 8 micron, J.Mol.Spectrosc.,228,213-215,2004

0406BA352

中島英彰 Nakajima H., Sugita T., Yokota T., Sasano Y.：Atmospheric environment monitoring by the ILAS-
II onboard the ADEOS-II satellite,Proc.SPIE,5571,293-300,2004

0406BA352

中根英昭 Wild J.D.(*1), Miller A.J.(*2), Nagatani R.N.(*2), Flynn L.(*2), McCormick M.P.(*3), Froidevaux L.(*4),
De la Noe J.(*5), Godin-Beekman S.(*6), Kampfer N.(*7), Nakane H.,et al.(*1RS Inf.Syst., *2NOAA,
*3Hampton Univ., *4JPL,*5Obs.Bordeaux, *6Cent.Natl.Rech.Sci., *7Univ.Bern) ： A combined time
series of ozone profiles from SBUV and SBUV/2,Proc.20th Quadrenn.Ozone Symp., 2,641-642,2004

9205AC264

中根英昭 Nagahama T., Nakane H., Fujinuma Y., Morihira A.(*1),Ogawa H.(*2), Mizuno A.(*3), Fukui Y.(*4)
(*1Fujitsu VLSI, *2Osaka Pref.Univ, *3STEL Nagoya Univ., *4Nagoya Univ.) ： Short-term varia-
tions of the stratospheric ozone measured with the ground-based millimeter-wave radiometer at
Rikubetsu,Japan,Proc.20th Quadrenn.Ozone Symp.,408-409,2004

9205AC264

中根英昭 Nakane H., Park C.B., Sugimoto N., Matsui I., Nagahama T.(*1), Mizuno A.(*1), Fukui Y.(*2),
Morihira A.(*3), Fujinuma Y.(*1STEL Nagoya Univ., *2Nagoya Univ., *3Fujitsu VLSI) ： Lidar and
millimeter-wave observation of vertical profiles of ozone at Tsukuba(36(0)N,140(0)E)and seasonal
variations,Proc.20th Quadrenn.Ozone Symp.,47-48,2004

9205AC264

中根英昭 Streibel M.(*1), Gathen P.von der(*1), Rex M.(*1), Deckelmann H.(*1), Harris N.R.P.(*2), 
Braathen G.O.(*3), Chipperfield M.P.(*4), Reimer E.(*5), Alfier R.(*5), Nakane H.,et al. (*1AWI,
*2Cambridge Univ.,*3Norsk Inst.,*4Leeds Univ.,*5Free Univ.) ： Ozone loss rates over the Arctic
2002/03 and Antarctic 2003 measured with the Match approach,Proc.20th Quadrenn.Ozone
Symp.,55,2004

0204BA347

中根英昭 Yahagi T.(*1), Nakane H., Murata I.(*1), Fukunishi H.(*1), Ikeuchi I.(*2)(*1Tohoku Univ.,*2Fujitsu
FIP)： 3-D trajectory analysis for wintertime wind and circulation in the polar stratosphere on the
'Equivalent Latitude-potential temperatuer'coordinate,Proc.20th Quadrenn.Ozone Symp., 805, 2004

0204BA347

中根英昭 Murata I.(*1), Nakane H., Nakajima H., Fukunishi H.(*1)(*1Grad.Sch.Tohoku Univ.) ： Validation
of the ozone profile derived from ground-based infrared spectra with SFIT2 by comparing with
ozonesonde measurements,Proc.20th Quadrenn.Ozone Symp.,585-586,2004

0204BA347

中根英昭 Noguchi K.(*1), Imamura T.(*1), Oyama K.-I.(*1), Murata I.(*2), Tomikawa Y.(*3),Sato K.(*3),
Nakane H., Bodeker G.(*4)(*1JAXA,*2Tohoku Univ.,*3Natl.Inst.Polar Res.,*4Natl.Inst.Water At-
mos.Res.,New Zealand) ： Climatology and origin of small-scale vertical structures in stratospheric
ozone,Proc.20th Quadrenn.Ozone Symp.,412-413,2004

0204BA347

中根英昭 Tsvetkova N.(*1), Nakane H., Yushkov V.(*1), Lukyanov A.(*1), Dorokhov V.(*1)(*1Cent.Aerol.
Obs.,Russia) ： Column ozone losses in the Arctic vortex derived from balloon sounding at Salekhard
during winters 1999/2000 and 2002/2003,Proc.20th Quadrenn.Ozone Symp., 445,2004

0204BA347

中根英昭 Mizuno A.(*1), Nagahama T.(*1), Maezawa H.(*1), Fukui Y.(*2), Mizuno N.(*2), Nakane H., 
Ogawa H.(*3),Yonekura Y.(*3), Asayama S.(*4), Morihira A.(*5)(*1STEL Nagoya Univ., *2Nagoya
Univ., *3Osaka Pref.Univ., *4Natl.Astron.Obs., *5Fujitsu VLSI) ： Measurements of stratospheric
water vapor isotopomers by using a millimeter-wave radiometer with a superconductive receiver,
Proc.20th Quadrenn.Ozone Symp., 583-584,2004

9702KB079

中根英昭 中根英昭：オゾン層の現状とオゾン層研究，科学技術動向，(43),21-31,2004 0105SP021

中村泰男 Nakamura Y.：Suspension feeding and growth of juvenile Manila clam Ruditapes philippinarum reared
in the laboratory,Fish.Sci.,70,215-222,2004

0206AF384

中山忠暢 Nakayama T., Watanabe M. ： Simulation of drying phenomena associated with vegetation change
caused by invasion of alder(Alnus japonica) in Kushiro Mire,Water Resour.Res.,40(8),W08402,2004

0304AF515
0204CD432
0105AA270

中山忠暢 中山忠暢，渡辺正孝：霞ヶ浦流域での地下水が水・物質収支に及ぼす影響の再評価，水工学
論文集，49,1231-1236,2005

0105AA270
9605AE211
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永島達也 Andersen S.B.(*1), Weatherhead E.C.(*2), Austin J.(*3), Bruhl C.(*4), Fleming E.L.(*5), de
Grandpre J.(*6), Grewe V.(*7), Isaksen I.(*8), Pitari G.(*9), Nagashima T.,et al.(*1Dan.Meteo-
rol.Inst., *2CIRES, *3UCAR/GFDL, *4Max Planck Inst., *5NASA Goddard, *6York Univ., *7DLR,
*8Univ.Oslo, *9Univ.l'Aquila) ： Comparison of modeled and observed stratospheric ozone spring-
time maxima,Ozone 1(Zerefos C.S.ed.,Int.Ozone Comm.,676p.),155-156,2004

0105SP021

永島達也 Eyring V.(*1), Harris N.R.P.(*2), Rex M.(*3), Shepherd T.G.(*4), Fahey D.W.(*5), Amanatidis G.(*6),
Austin J.(*5), Dameris M.(*1), Graf H.F.(*7), Nagashima T.,et al.(*1DLR, *2Eur.Ozone Res.Co-
ord.Unit, *3AWI, *4Univ.Toronto, *5NOAA,*6Eur.Comm.,*7Univ.Cambridge) ： Process-oriented
validation of coupled chemistry-climate models,Ozone 2(Zerefos C.S.ed.,Int.Ozone Comm.,558p.),
744-745,2004

0105SP021

永田尚志 永田尚志：バードウォッチャーのための鳥類保全生物学入門（最終回） 生態系の多様性と保
全すべき生息地の優先度の決め方，BIRDER，18(3),79-81,2004

0305BA558

永田尚志 永田尚志：バードウォッチャーのための鳥類保全生物学入門特別版 1 地球環境問題と鳥類
への影響，BIRDER，18(4),69-71,2004

0305BA558

永田尚志 永田尚志：バードウォッチャーのための鳥類保全生物学入門特別版 2 野生生物を保全する
ためにできること，BIRDER，18(5),69-71,2004

0305BA558

南齋規介 東野達 (*1)，南齋規介 (*1 京都大 )：循環型社会の形成における LCA の役割：LCA の考え方
と電化製品への適用例の紹介，電気評論，89(6),13-20,2004

0105AB398

西岡秀三 西岡秀三：地球温暖化対策の長期的視点－科学的知見が示す厳しい道のり，生活と環境，
49(4),11-17,2004

Z00009998

西岡秀三 西岡秀三：環境力｢制約の時代｣が再び日本を強くする，エコノミスト，82(29),28,2004 Z00009998

西岡秀三 西岡秀三 ： 果た し てエネルギーは適正に使われている と言え るだろ う か , 学術の動向 , 9(5),
29-34,2004

Z00009998

西岡秀三 西岡秀三：低炭素社会への根拠－温暖化の危険なレベル－，環境研究，(133),3-10,2004 Z00009998

西岡秀三 西岡秀三：巻頭言 未来世代のためのエネルギーにむけての社会インフラ改革，環境情報科
学，33(3),1,2004

Z00009998

西川雅高 Yokoo Y.(*1), Nakano T.(*2), Nishikawa M., Quan H.(*3)(*1Tokyo Univ.Agric.& Technol., *2Inst.
Geosci.Univ.Tsukuba, *3China-Jpn.Friendship Environ.Prot.Cent.)：Mineralogical variation of Sr-
Nd isotopic and elemental compositions in loess and desert sand from the central Loess Plateau in
China as a provenance tracer of wet and dry deposition in the northwestern Pacific,Chem.Geol.,
204,45-62,2004

0104BA046

西川雅高 Nakano T.(*1), Yokoo Y.(*2), Nishikawa M., Koyanagi H.(*3)(*1Inst.Geosci.Univ.Tsukuba,
*2Tokyo Univ.Agric.& Technol.,*3JICA)：Regional Sr-Nd isotopic ratios of soil minerals in northern
China as Asian dust fingerprints,Atmos.Environ.,38,3061-3067,2004

0104BA046

西川雅高 西川雅高：2 概論「大気中の動態」，エアロゾル用語集（日本エアロゾル学会編，京都大学
学術出版会，270p.），24-25,2004

0104BA046

西川雅高 森育子，西川雅高：11 気象・地球環境「黄砂，土壌，鉱物エアロゾル」，エアロゾル用語集
（日本エアロゾル学会編，京都大学学術出版会，270p.），156-157,2004

0104BA046

西川雅高 Sun Z.(*1), Nishikawa M., Wu Z.(*1), Mori I., Matoba S.(*1China-Jpn.Friendship Environ.Prot.Cent.)：
Scientific prospect of a certified reference material for study on the urban dust in china,Proc.China-
Jpn.Symp.Environ.Chem.,170-172,2004

0105BA331

西川雅高 Mori I., Matoba S., Sano T., Di Y.(*1), Quan H.(*1), Nishikawa M.(*1China-Jpn.Friendship Envi-
ron.Prot.Cent. )：Comparison of atmospheric particulate pretreatment methods for ICP-AES anal-
ysis, Proc.China-Jpn.Symp.Environ.Chem.,207-208,2004

0105BA331

西川雅高 Matoba S., Mori I., Hasegawa S., Tanabe K., Nishikawa M.：Parallel testing of continuous monitoring
equipment for PM2.5 and annual variation in PM2.5/SPM ratio,Proc.China-Jpn.Symp.Environ.
Chem.,310-311,2004

0105BA331

西村和之 西村和之，中島大介，高木敬彦 (*1)，大河内由美子，井上雄三，後藤純雄，川本克也 (*1
麻布大 )：有機性廃棄物を主原料とする堆肥抽出物の変異原性，環境化学，14(3),605-
611,2004

0105AB404
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西村和之 西村和之，渡辺孝雄 (*1)，木曽祥秋 (*2)(*1 日本環境整備教育セ，*2 豊橋技科大 )：合併
処理浄化槽の整備におけるライフサイクルアセスメント的評価の応用，浄化槽研究，
16(5),1-9,2004

0105AB409

新田裕史 新田裕史：環境政策における予防原則と疫学，生活と環境，49(5),7,2004 0105AA298

新田裕史 遠藤朝彦 (*1)，今井透 (*2)，渡辺直煕 (*1)，名和行文 (*3)，本田靖 (*4)，新田裕史 (*1
慈恵医大，*2 聖路加病院，*3 宮崎大，*4 筑波大 )：12. 臨床医に必要なアレルギーの基礎
的知識 2) 疫学 (3) 寄生虫とアレルギー，耳鼻咽喉科・頭頸部外科，76(5),213-220,2004

0105AA298

新田裕史 Mizoue T.(*1), Onoe Y.(*2), Moritake H.(*3), Okamura J.(*4), Sokejima S.(*5), Nitta H.(*1Kyushu
Univ., *2Miyazaki Pref.Hosp., *3Miyazaki Med.Coll., *4Natl.Kyushu Cancer Cent., *5Grad.Sch.
Kyoto Univ.)：Residential proximity to high-voltage power lines and risk of childhood hematological
malignancies, J.Epidemiol., 14(4), 118-123,2004

9901CB219

新田裕史 新田裕史：大気中粒子状物質の健康影響，混相流，18(2),96-103,2004 0105AA298

新田裕史 新田裕史，浦島邦子 (*1)(*1 科技政策研 )：米国における大気中微小粒子・ナノ粒子の健康
影響に関する研究戦略－我が国との比較，科学技術動向，(45),38-46,2004

0105AA298

野原精一 野原精一：尾瀬沼生態系における水質・底質環境と水生植物の動態 (2002-2003 年 )，尾瀬
の保護と復元，26,31-41,2004

0103CD150
0305AG597

野原精一 野原精一，佐竹研一：渓流－森林系の物質移動と鮭の遡上，地球環境，9(1),61-74,2004 0204BA382
0305AG597

野原精一 山本鎔子 (*1)，大高明史 (*2)，林卓史 (*1)(*5)，福原晴夫 (*3)，野原精一，落合正宏 (*4)，
尾瀬アカシボ研究グループ (*1 明治大，*2 弘前大，*3 新潟大，*4 徳島文理大，*5 ヤマハ発
動機 )：東北地方の赤雪，陸水学雑誌，65(3),181-191,2004

0305AG597
0204BA382

野馬幸生 Noma Y., Yamamoto T., Sakai S. ： Congener-specific composition of polychlorinated naphthalenes,co-
planar PCBs,dibenzo-p-dioxins,and dibenzofurans in the Halowax series,Environ.Sci.Technol., 38,
1675-1680,2004

0305AE544

野馬幸生 Noma Y., Yamamoto T., Falandysz J.(*1), Lukaszewicz E.(*1), Gutfranska A.(*1), Sakai S.(*1Univ.
Gdansk) ： By-side impurities in chloronaphthalene mixtures of the Halowax series: all 12 chlorobenzenes,
J.Environ. Sci.Health, A39(8),2011-2022,2004

0305AE544

野馬幸生 Noma Y., Yamamoto T., Falandysz J.(*1), Gutfranska A.(*1), Lukaszewicz E.(*1), Sakai S.(*1Univ.
Gdansk)：By-side impurities in chloronaphthalene mixtures of the Halowax series: all 19 chlorophe-
nols, J.Environ. Sci.Health, A39(8),2023-2034,2004

0305AE544

野馬幸生 Noma Y., Ishikawa Y., Falandysz J.(*1), Jecek L.(*1), Gulkowska A.(*1), Miyaji K., Sakai S.(*1Univ.
Gdansk) ： By-side impurities in chloronaphthalene mixtures of the Halowax series: all 209 chloro-
biphenyls, J.Environ. Sci.Health, A39(8),2035-2058,2004

0305AE544

野馬幸生 野馬幸生，石川紫，能勢和聡，峯戸松勝秀，滝上英孝，酒井伸一，泉澤秀一 (*1)，鏑木儀
郎 (*2)(*1 産廃振興財団，*2JESCO)：保管 PCB 廃棄物の PCBs およびダイオキシン類，環境
化学， 14(3),501-518,2004

0105AB408

野馬幸生 野馬幸生 ： PCB 保管の現状と その処理技術 , 化学と教育 ,14(51),536-539,2004 0105AB408

野馬幸生 Noma Y., Minetomatsu K., Falandysz J.(*1), Swietojanska A.(*1), Flisak M.(*1), Miyaji K.(*2),
Sakai S.(*1Univ.Gdansk,*2Towa Kagaku) ： By-side impurities in chloronaphthalene mixtures of
the Halowax series: all 75 chlorodibenzo-p-dioxins,J.Environ.Sci.Health,A40,77-89,2005

0305AE544

野馬幸生 Noma Y., Minetomatsu K., Falandysz J.(*1), Flisak M.(*1), Swietojanska A. (*1), Jecek L.(*1),
Miyaji K.(*2), Sakai S.(*1Univ.Gdansk,*2Towa Kagaku) ： By-side impurities in chloronaphthalene
mixtures of the Halowax series: all 135 chlorodibenzofurans,J.Environ.Sci.Health,A40,63-76,2005

0305AE544

橋本俊次 橋本俊次：統計学的手法によるダイオキシン類の発生源推定のための基礎検討，環境化学，
14,263-285,2004

0204BC353

橋本俊次 Hashimoto S., Watanabe K.(*1), Nose K., Morita M.(*1Shimadzu Techno Res.)：Remediation of soil
contaminated with dioxins by subcritical water extraction,Chemosphere,54,89-96,2004

0105AA168

橋本俊次 Kitamura K., Mochizuki A.(*1),Choi J.-W., Takazawa Y., Hashimoto S., Ito H., Fujimine Y.(*1),
Morita M.(*1Otsuka Pharm.)：Optimization of a method for determining dioxin in whole blood sam-
ples based on solvent extraction and simplified cleanup,Analyst,129(4),315-322,2004

0105SP032
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橋本俊次 Nakamiya K., Hashimoto S., Ito H., Edmonds J.S., Morita M.：Degradation of 1,4-dioxane and cyclic
ethers by an isolated fungus,Appl.Environ.Microbiol.,71(3),1254-1258,2005

0105AA168

橋本俊次 Kitamura K., Takazawa Y., Hashimoto S., Choi J.W., Ito H., Morita M.：Effective extraction method
for dioxin analysis from lipid-rich biological matrices using a combination of pressurized liquid ex-
traction and dimethyl sulfoxide/acetonitrile/hexane partitioning,Anal.Chim.Acta,512,27-37, 2004

0105SP032

橋本俊次 Nakamiya K., Hashimoto S., Ito H., Edomonds J.S., Yasuhara A., Morita M. ： Microbial treatment
of Bis(2-Ethylhexyl) phthalate in polyvinyl chloride with isolated bacteria,J.Biosci.Bioeng.,
99(2),115-119,2005

0105SP031

橋本俊次 Kitamura K., Takazawa Y., Takei Y.(*1), Zhou X.(*1), Hashimoto S., Choi J.W., Ito H., Morita M.
(*1GL Sci.)：Development of a method for dioxin analysis of small serum samples with reduced risk
of volatilization,Anal.Chem.,77(6),1727-1733,2005

0406AE449

橋本征二 坂本辰徳 (*1)，谷川寛樹 (*1)，橋本征二，森口祐一 (*1 和歌山大 )：地域マテリアルフロー
推計に用いる都市構造物の資材投入原単位と耐久年数の推計，環境情報科学論文集，
(18),271-276,2004

0103BE278

畠山史郎 畠山史郎，片平菊野 (*1)，高見昭憲，菅田誠治，劉発華 (*2)，北和之 (*1) (*1 茨城大，*2CRC
ソリューションズ )：奥日光山岳域における夏季および秋季のオゾン濃度変動，大気環境学
会誌，39(3),158-170,2004

0105AG108

畠山史郎 畠山史郎：有機エアロゾルの地域規模・地球規模の気候影響に関する研究，地球温暖化研究
イニシャティブシンポジム「気候変動研究の現在と将来戦略」講演概要集及び研究成果報告
集，159-160,2004

0204BA346

畠山史郎 畠山史郎：山の木はなぜ枯れるのか？，めぐみ，(188),44-52,2004 0105AG108
0205CD484

畠山史郎 畠山史郎，谷本浩志，高見昭憲：第 5節 大気環境分析，先端の分析法 ( 梅澤喜夫，澤田嗣
郎， 寺部茂監修，エヌ・ティー・エス，930p.),896-905,2004

0105AG108
0205CD484
0204BA346

原島　省 原島省，顔小洋 (*1)，陶衛峰 (*1)(*1 筑波大 )：フェリーによる海水計測データと水中画像
によるサンゴ礁時系列データの GIS 化，月刊海洋，36(5),370-375,2004

0305BA557
0204BA383

原島　省 原島省：定期航路船舶による海の健康診断，船員ほけん ,(612),4-7,2004 0204BA383

原島　省 原島省：フェリーを利用した栄養塩と植物プランクトンのモニタリング，遺伝，59(1),88-
92, 2005

0204BA383

日引　聡 Welch E.W.(*1), Hibiki A.(*1Univ.Illinois) ： (Non)Voluntarism for green house gas reduction by
electric utilities: An assessment of ISO14001 and evaluation of the climate challenge program,
EAERE 2004(CD-ROM),1-27,2004

0204BA358

日引　聡 Hibiki A., Higashi M.(*1), Matsuda A.(*2)(*1Bank Jpn.*2New York Univ.)：Determinants of adop-
tion of ISO14001 by a Japanese publicly-held manufacturer and the market valuation of a certified
firm,EAERE 2004 (CD-ROM),1-20,2004

0204BA358

日引　聡 日引聡 ,有村俊秀 (*1)(*1 上智大 )：環境保全のインセンティブと環境政策・ステークホル
ダーの影響 環境管理に関する OECD 事業所サーベイから，東京工業大学社会工学専攻ディス
カッションペーパー，(04/05),1-45,2004

0204BA358

日引　聡 有村俊秀 (*1)，日引聡 (*1 上智大 )：環境経営と環境政策の関係：環境管理に関する OECD
事業所サーベイから，上智経済論集抜刷，50(1/2),1-13,2005

0204BA358

平井康宏 平井康宏，酒井伸一：摂取量段階での PCB 廃棄物処理事業の費用効率性評価，廃棄物学会論
文誌，15(4),237-245,2004

0305BE595
0304AE546

平井康宏 Hirai Y., Sakai S., Watanabe N.(*1), Takatsuki H.(*1)(*1Kyoto Univ.)：Congener-specific intake frac-
tions for PCDDs/DFs and Co-PCBs: modeling and validation,Chemosphere,54(10),1383-1400,2004

0305BE595

平野靖史郎 Hirano S., Kobayashi Y., Cui X., Kanno S., Hayakawa T.(*1), Shraim A.(*2)(*1Chiba Univ., *2
Queensland Univ.)：The accumulation and toxicity of methylated arsenicals in endothelial cells: im-
portant roles of thiol compounds,Toxicol.Appl.Pharmacol.,198,458-467,2004

0204CD422
0105PR021

平野靖史郎 平野靖史郎，小林弥生(*1)(長寿科振興財団)：ヒ素，日本臨床，62(増刊号12)，522-525,2004 0105PR021
0204CD422
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平野靖史郎 Hirano S., Kobayashi Y., Hayakawa T.(*1),Cui X., Yamamoto M., Kanno S., Shraim A.(*2)(*1Chiba
Univ., *2Univ.Queensland)：Accumulation and toxicity of monophenyl arsenicals in rat endothelial
cells,Arch.Toxicol.,79,54-61,2005

0105PR021
0204CD422

藤井　実 Iizuka A.(*1), Fujii M., Yamasaki A.(*2), Yanagisawa Y.(*1)(*1Univ.Tokyo,*2AIST) ： Development
of a new CO2 sequestration process utilization the carbonation of waste cement,Ind.Eng.Chem.Res.,
43(24),7880-7887,2004

Z00009999

藤沼康実 Nakaji T., Kobayashi T.(*1), Kuroha M.(*2), Omori K.(*2), Matsumoto Y.(*2), Yonekura T.(*2),
Watanabe K.(*2), Utriainen J.(*2), Izuta T.(*2)(*1Cent.Res.Inst.Electr.Power Ind.,*2Tokyo Univ.
Agric.& Technol.) ： Growth and nitrogen availability of red pine seedlings under high nitrogen load
and elevated ozone,Water,Air,Soil Pollut.Focus,4,277-287,2004

9205AC264

藤沼康実 Izuta T.(*1), Nakaji T.(*1Tokyo Univ.Agric.& Technol.) ： Effects of high nitrogen load and ozone
on forest tree species,Eurasian J.Forest Res.,6(2),155-170,2003

9205AC264

藤野純一 和気洋子 (*1)，藤野純一，鄭雨宗 (*1) 竹中直子 (*1)(*1 慶応大 )：日韓 FTA と環境評価の
政策シミュレーション分析，三田商学研究，46(6),29-48,2004

0004BA035

藤野純一 藤野純一：経済の視点から持続可能な社会を，環境と文明，12(11),7-8,2004 0004BA035

藤野純一 藤野純一 ： 平成 16 年度エネルギー ・ 資源学会 地球温暖化対策ワーク シ ョ ッ プの報告， エネ
ルギー ・ 資源， 26(2),63-64,2005

0105AE034

藤巻秀和 Fujimaki H., Kurokawa Y.：Diesel exhaust-associated gas components enhance chemokine produc-
tion by cervical lymph-node cells from mice immunized with sugi basic proteins,Inhal.Toxicol.,
16,61-65,2004

0204AE359
0305AG493

藤巻秀和 Fujimaki H., Kurokawa Y., Kunugita N.(*1), Kikuchi M.(*1), Sato F.(*1),  Arashidani K.(*1)
(*1Univ.Occup.Environ.Health )：Differential immunogenic and neurogenic inflammatory responses
in an allergic mouse model exposed to low levels of formaldehyde,Toxicology,197,1-13, 2004

0204AE359
0305AG493

藤巻秀和 Hayashi H.(*1)Kunugita N.(*2), Arashidani K.(*2), Fujimaki H., Ichikawa M.(*1)(*1Tokyo Metro.
Inst.Neuro, *2Univ.Occup.Environ.Health)：Long-term exposure to low levels of formaldehyde in-
creases the number of tyrosine hydroxylase-immunopositive periglomerular cells in mouse main ol-
factory bulb,Brain Res.,1007,192-197,2004

0204AE359
0305AG493

藤巻秀和 Sari D.K.(*1), Kuwahara S.(*1), Tsukamoto Y.(*1), Hori H.(*2), Kunugita N.(*2), Arashidani K.(*2),
Fujimaki H., Sasaki F.(*1)(*1Osaka Pref.Univ.,*2Univ.Occup.Environ.Health) ： Effect of prolonged
exposure to low concentrations of formaldehyde on the corticotropin releasing hormone neurons in the
hypothalamus and adrenocorticotropic hormone cells in the pituitary gland in female mice,Brain
Res.,1013,107-116,2004

0204AE359
0305AG493

藤巻秀和 Fujimaki H., Kurokawa Y., Kakeyama M., Kunugita N.(*1), Fueta Y.(*1), Fukuda T.(*2), Hori H.(*1),
Arashidani K.(*1)(*1Univ.Occup.Environ.Health,*2Kyusyu Univ.)： Inhalation of low-level formalde-
hyde enhances nerve growth factor production in the hippocampus of mice,Neuroimmunomodula-
tion,11,373-375,2004

0204AE359
0305AG493

藤巻秀和 Fujimaki H., Yamamoto S., Kurokawa Y.：Effect of diesel exhaust on immune responses in C57BL/
6 mice intranasally immunized with pollen antigen,J.UOEH,27(1),11-24,2005

0204AE359
0305AG493

古山昭子 Furuyama A., Mochitate K.：Hepatocyte growth factor inhibits the formation of the basement mem-
brane of alveolar epithelial cells in vitro,Am.J.Physiol.Lung Cell.Mol.Physiol.,286,L939-L946,2004

9903AE215
0105AA299

堀口敏宏 堀口敏宏：21. トリブチルスズ化合物，環境化学物質の代謝とその周辺（荻野景規，小栗一
太監修，（財）日本公衆衛生協会，362p.），199-211,2003

0105AA166

堀口敏宏 堀口敏宏：22. トリフェニルスズ化合物，環境化学物質の代謝とその周辺（荻野景規，小栗
一太監修，（財）日本公衆衛生協会，362p.），213-230,2003

0105AA166

堀口敏宏 堀口敏宏：10. 環境保全と応用生態学 10・4. 豊かな地球は誰のもの？ 内分泌撹乱物質，生
態学入門（日本生態学会編，東京化学同人，273p.），234,2004

0105AA166

堀口敏宏 堀口敏宏：環境ホルモンが生態系に及ぼす影響 (3) －研究の基本的な考え方－，環境ホルモ
ン 文明・社会・生命，4，193-204,2004

0105AA166

増井利彦 増井利彦：地球温暖化対策税の税率とその経済影響の試算について，租税研究，(655),65-
81,2004

0004BA035
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増井利彦 増井利彦：第 3編 地球環境への影響 第 1 章地球温暖化 1.3 排出シナリオと気候予測 , 環
境工学公式・モデル・数値集（土木学会環境工学委員会環境工学に関わる出版準備小委員会
編，（社）土木学会，727p.），539-546,2004

0002BA035

増井利彦 増井利彦，松岡譲 (*1)，甲斐沼美紀子（*1 京大）：日本を対象とした経済モデルによる炭素
税導入の影響分析，環境経済・政策学会年報 第 9 号 環境税（環境経済・政策学会編，東洋
経済新報社，250p.），57-67,2004

0105SP012
0004BA035

増井利彦 Bakkes J.(*1), Henrichs T.(*2), Kemp-Benedict E.(*3), Masui T., Nellemann C.(*4), Potting J.(*1),
Rana A., Raskin P.(*3), Rothman D.(*5)(*1RIVM,*2CESR,*3SEI,*4UNEP GRID,*5ICIS)：Municipal
waste and emissions in Asia and the Pacific,The GEC-3 Scenarios 2002-2032 Quantification and
Analysis of Environmental Impacts(Potting J.,Bakkes J.eds.,UNEP/RIVM,216p.),101-118,2004

0105SP012
0004BA035

増井利彦 Masui T., Takahashi K., Kainuma M., Matsuoka Y.(*1)(*1Kyoto Univ.) ： Integrated assessment of
global warming stabilization scenarios by the Asia-Pacific integrated model,Systems and Human
Science for Safety,Security and Dependability(Arai T.,Amamoto H.,Makino K.eds.,Elsevier,553p.),
101-111,2005

0105SP012
0004BA035

松井一郎 Iwasaki S.(*1), Tsushima Y.(*2), Shirooka R.(*1), Katsumata M.(*3), Yoneyama K.(*3), Matsui I.,
Shimizu A., Sugimoto N., Kamei A.(*4), Kuroiwa H.(*4),et al.(*1Front.Obs.Res.Syst.Global
Change, *2Front.Res.Syst.Global Change, *3Jpn.Mar.Sci.Technol.Cent., *4Commun.Res.Lab.) ：
Subvisual cirrus cloud observations using a 1064-nm lidar,a 95 GHz cloud radar,and radiosondes in
the warm pool region,Geophys.Res.Lett.,31(9),L09103,2004

0204BA342

松重一夫 Fukushima T.(*1), Matsushige K., Takamura N., Fukushima M.(*1Inst.Geosci.Univ.Tsukuba)：Met-
abolic quotient measured by free-water method in six enclosures with different silver carp densi-
ties,Hydrobiology,511,201-213,2004

Z00009998

松橋啓介 松橋啓介，工藤祐揮 (*1)，上岡直見 (*2)，森口祐一 (*1 産総研，*2 環境自治体会議 )：市
区町村の運輸部門 CO2 排出量の推計手法に関する比較研究，環境システム研究論文集，
32,235-242,2004

0204BA337
0303BA584

松橋啓介 松橋啓介：大規模市民参加型まちづくりワークショップの事例報告－西オーストラリア州
パース都市圏におけるフォーラム「都市との対話」の取り組み－，都市計画論文集，
39(3),331-336,2004

0303AE482
0303BA584
9903KB033

松橋啓介 松橋啓介，田邊潔，森口祐一，小林伸治：自動車に起因する大気汚染物質排出量推計手法の
開発（I） 重量区分別走行量を考慮したマクロ推計，大気環境学会誌，39(6),280-293,2004

0105AA295

松橋啓介 松橋啓介，田邊潔，森口祐一，小林伸治：自動車に起因する大気汚染物質排出量推計手法の
開発（II） 地域分布推計と沿道曝露人口の試算，大気環境学会誌，39(6),294-303,2004

0105AA295

松本　理 松本理，丸山若重，平野靖史郎，青木康展，松本幸雄，中杉修身：大気中の化学物質の複合
曝露による発がんリスクの評価，日本リスク研究学会誌，15(1),55-67,2004

0105PR021

松本幸雄 松本幸雄，内山政弘：緩和渦集積法（REA 法）における基礎方程式の統計的導出と係数 b の
性質，エアロゾル研究，19(4),266-272,2004

0304AE529

丸山若重 Maruyama W., Yoshida K.(*1), Aoki Y.(*1AIST)：Dioxin health risk to infants using simulated tissue
concentrations,Environ.Toxicol.Pharmacol.,18,21-37,2004

0404AE364

三森文行 Mitsumori F., Takaya N., Watanabe H.：A method for interleave measurements of 1H,1H-{13C},and
31P spectra from the same localized area at 4.7T wholebody system.,Proc.Intl.Soc.Mag.Re-
son.Med.,11,2461,2004

0105AA167
0105AE183
0406CD489

三森文行 Yamaguchi M., Mitsumori F., Watanabe H., Takaya N. ： In vivo localized 1H MR spectroscopy of
the rat testis: Usefulness of lipid suppression technique by inversion pulse,Proc.Intl.Soc.Mag.Re-
son.Med.,11,926,2004

0105AA167
0105AE183
0406CD489

三森文行 三森文行，上野照剛 (*1)(*1 東大院 )：MRI 装置撤去時の爆発事故に関する調査経過報告，
日磁医誌，24(2),92-94,2004

0105AA167
0105AE183

三森文行 三森文行：Coherence，日磁医誌，24(Suppl.),22-24,2004 0105AA167
0105AE183
0406CD489
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三森文行 三森文行：Density matrix，日磁医誌，24(Suppl.),34-35,2004 0105AA167
0105AE183
0406CD489

三森文行 三森文行：Diffusion，日磁医誌，24(Suppl.),38,2004 0105AA167
0105AE183
0406CD489

三森文行 三森文行：Product operator formalism，日磁医誌，24(Suppl.),116-118,2004 0105AA167
0105AE183
0406CD489

三森文行 三森文行：Stimulated echo，日磁医誌，24(Suppl.),157-158,2004 0105AA167
0105AE183
0406CD489

三森文行 三森文行：MRI，先端の分析法（梅沢喜夫，澤田嗣郎，寺部茂監修，エヌ・ティ・エス，
930p.），830-840,2004

0105AA167
0105AE183
0406CD489

三森文行 吉留英二 (*1)，中島巌 (*1)(*2)，池平博夫 (*1)，三森文行，棚田修二 (*1)，佐々木康人
(*1)(*1 放医総研，*2 高島製作所 )：TEM コイルの試作，臨床放射線，49,1050-1056,2004

0105AA167
0105AE183
0406CD489

向井　哲 Saeki S.(*1), Mukai S., Iwasaki K., Hashimoto A., Kurisu F.(*2), Yagi O.(*2)(*1Drug Saf.Disposition
Res.Lab.Eisai,*2Univ.Tokyo) ： Aerobic degradation of trichloroacetic acid by soil bacterium strain
SS1 of the Bradyrhizobium group,J.Environ.Biotechnol.,3(2),101-106,2004

0105AE200

村上義孝 Murakami Y., Hashimoto S.(*1), Taniguchi K.(*2), Osaka K.(*2), Fuchigami H.(*3), Nagai M.(*4)
(*1Fujita Health Univ.,*2Natl.Inst.Infect.Dis.,*3Saitama Health Promot.Corp.,*4Saitama Med.Sch.)  ：
Evaluation of a method for issuing warnings pre-epidemics and epidemics in Japan by infectious dis-
eases surveillance,J.Epidemiol.,14(2),33-40,2004

0105AE071

村上義孝 村上義孝：II. 流行の警報・注意報に関する検討－新基準値による発生状況と県レベルの発
生方法の検討－，平成 15 年度厚生科学研究費補助金による「効果的な感染症動向調査のた
めの国及び県の発生動向調査の方法論の開発に関する研究」（176p.），2-51,2004

0105AE071

村上義孝 永井正規 (*1)，橋本修二 (*2)，村上義孝，谷口清洲 (*3)，小坂健 (*3)，重松美加 (*3)，川
戸美由紀 (*2)(*1 埼玉医大，*2 藤田保健衛大，*3 感染症研 )：感染症発生動向調査に基づ
く流行の警報・注意報および全国罹患数の推計，平成 15 年度厚生労働科学研究費補助金「効
果的な感染症発生動向調査のための国及び県の発生動向調査の方法論の開発に関する研究」
(54p.),8-12,2004

0105AE071

村上義孝 村上義孝，梅田珠美 (*1)，橋本修二 (*2)(*1JAXA，*2 藤田保健衛大 )：サーベイランスに基
づく日本と先進諸国の HIV/AIDS の特徴比較，平成 15 年度厚生労働科学研究費補助金エイズ
対策研究事業「HIV 感染症の動向と予防モデルの開発・普及に関する社会疫学的研究」
(473p.)，30-42,2004

0105AE071

村上義孝 Ueda T.(*1), Tobe T.(*1), Yamamoto S.(*1), Motoori K.(*1), Murakami Y., Igarashi T.(*1), Ito H.(*1)
(*1Chiba Univ.) ： Selective Intra-Arterial 3-Dimensional Computed Tomography Angiography for
Preoperative Evaluation of Nephron-Sparing Surgery,J.Comput.Assist.Tomogr.,28(4),496-504,2004

0105AE071

村上義孝 Hashimoto S.(*1), Kawado M.(*1), Murakami Y., Ichikawa S.(*2), Kimura H.(*3), Nakamura Y.(*4),
Kihara M.(*5), Fukutomi K.(*6)(*1Fujita Health Univ., *2Nagoya City Univ., *3Yokohama City
Univ.,*4Jichi Med.Sch.,*5Kyoto Univ.,*6Natl.Inst.Public Health) ： The numbers of people with
HIV/AIDS reported and not reported to the surveillance in Japan,J.Epidemiol.,14(6),182-186,2004

0105AE071

村田智吉 Murata T., Takagi K., Ishizaka M., Yokoyama K.(*1)(*1Natl.Agric.Res.Cent.Hokkaido Reg.) ： Ef-
fects of mefenacet and pretilachlor applications on phospholipid fatty acid profiles of soil microbial
communities in rice paddy soil,Soil Sci.Plant Nutr.,50(3),349-356,2004

0004AE114

森　保文 Welch E.W.(*1), Rana A., Mori Y.(*1Univ.Illinois)：The promises and pitfalls of ISO14001 for com-
petitiveness and sustainability,A comparison of Japan and the United States,Greener Manage.Int.,
44(Winter 2003),59-73,2003

0105AE016

森口祐一 森口祐一：循環型社会からプラスチックごみ問題を考える－リサイクルするなら付加価値の
高い方法で－，月刊廃棄物，31(1),56-62,2005

0105AB398
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森口祐一 森口祐一：家庭系廃プラスチックリサイクル技術の評価の視点，都市清掃，58,17-22,2005 0105AB398

森口祐一 Moriguchi Y.,Kato H.(*1)(*1Nagoya Univ.) ： EST case studies and perspectives in Japan,
Eur.J.Transp.Infrastructure Res.,4(1),121-145,2004

0303BA584
0406BA499

森口祐一 森口祐一：PRTR 情報から自動車排ガス対策を考える，化学物質と環境，65,8-10,2004 0105AA295

森田昌敏 Arulmozhiraja S., Morita M. ： Structure-activity relationships for the toxicity of polychlorinated
dibenzofurans: approach through density functional theory-based descriptors,Chem.Res.Toxicol.,
17(3),348-356,2004

0105SP032

森田昌敏 Mispagel C.(*1), Allinson M.(*1), Allinson G.(*1), Iseki N., Grant C.(*1), Morita M.(*1Deakin Univ.)  ：
DDT and metabolites residues in the southern bent-wing bat(Miniopterus schreibersii bassanii) of
south-eastern Australia,Chemosphere,55,997-1003,2004

0105SP031

森田昌敏 出口祥啓 (*1)，野田松平 (*1)，福田憲弘 (*1)，土橋晋作 (*1)，篠田克彦 (*1)，森田昌敏
(*1 三菱重工 )：レーザイオン化 TOFMS 法を用いた PCB モニタリング技術開発，日本機械学
会論文集 (C 編 )，70(690),90-94,2004

0105SP032

森田昌敏 Arulmozhiraja S., Morita M.： Electron affinities and reductive dechlorination of toxic polychlorinated
dibenzofurans : a density functional theory study,J.Phys.Chem.A,108(16),3499-3508,2004

0105SP031

森田昌敏 森田昌敏：第 1 章 化学物質とわたしたちの健康，考えよう地球環境 7 化学物質と健康の本
( 住明正監修，ポプラ社，48p.),6-9,2004

0105SP031

森田昌敏 Sugaya N.(*1), Sakurai K.(*1), Nakagawa T.(*1), Onda N.(*2), Onodera S.(*3), Morita M., Tezuka M.(*4)
(*1Yokohama City Inst.Health,*2PerkinElmer Jpn.,*3Tokyo Univ.Sci.,*4Nihon Univ.) ： Develop-
ment of a headspace GC/MS analysis for carbonyl compounds(aldehydes and ketones)in household
products after derivatization with o-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)-hydroxylamine, Anal.Sci., 20,
865-870,2004

0105SP031

森田昌敏 森田昌敏：第 3章 くらしの中の化学物質 化学物質に対する世界の取り組み，考えよう地球
環境 7 化学物質と健康の本（住明正監修，ポプラ社，48p.），40-41,2004

0105SP031

森田昌敏 森田昌敏：わたしたちにできること，考えよう地球環境 7 化学物質と健康の本（住明正監
修， ポプラ社，48p.），42-44,2004

0105SP031

森田昌敏 Watanabe Y.(*1), Kondo T., Imai H., Morita M., Tanaka N.(*1), Hosoya K.(*1)(*1Kyoto Inst.Technol.)  ：
Reducing bisphenol a contamination from analytical procedures to determine ultralow levels in environ-
mental samples using automated HPLC microanalysis,Anal.Chem.,76(1),105-109,2004

0105SP031

森田昌敏 森田昌敏：化学物質管理の現状と課題，創立 50 周年記念 身近な環境から地球環境まで－
50 年間の活動と今後の展望－，46-51,2004

0105SP031

森田昌敏 Watabe Y.,Hosoya K.,Tanaka N.,Kudo T.(*1),Morita M.(*1Tohoku Univ.)：Novel surface-modified
molecularly inprinted polymer focused on the removal of interference in environmental water sam-
ples,Chem.Lett.,33(7),806-807,2004

0105SP031

森田昌敏 森田昌敏：土壌・地下水汚染とくらしへの影響，くらしの豆知識，05,220-221,2004 0105SP031

森田昌敏 森田昌敏 ： 内分泌か く 乱化学物質学会会長に就任し て， Endcr.Disrupter Newsl.,7(2),1,2004 0105SP032

森田昌敏 Watanabe Y.(*1), Kondo T., Imai H.(Hiroe), Morita M., Tanaka N.(*1), Haginaka J.(*2), Hosoya K.(*1)
(*1Kyoto Inst.Technol.,*2Mukogawa Women's Univ.)： Inproved detectability with a polymer-based
trapping device in rapid HPLC analysis for ultra-law levels of bispfhenol A(BPA) in environmental sam-
ples,Anal.Sci.,20,133-137,2004

0105SP032

森田昌敏 森田昌敏：猛毒ダイオキシン私たちは大丈夫か？がんや奇形の原因となる最強の毒物につい
ての基礎知識，Newton,17(9),92-97,2000

0105SP031

森田昌敏 森田昌敏 ： 環境ホルモン－主要な内分泌攪乱物質 と その測定法－， 日本臨床， 62( 増刊号
12)， 491-494,2004

0105SP031

森田昌敏 Masuo Y.(*1), Morita M., Oka S.(*1), Ishido M.(*1AIST)：Motor hyperactivity caused by the deficit
in dopaminergic neurons and effects of endocrine disruptors,Regul.Peptides,123,225-234,2004

0105AE191

森田昌敏 平井慈恵，難波亜由美，小塩正朗，森田昌敏，鑪迫典久：曝露期間の異なる性転換メダカの
繁殖能力と生殖腺組織学に関する検討，環境毒性学会誌，7(2),49-53,2004

0105SP031
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森野　勇 Simeckova M.(*1), Urban S.(*1)(*2), Fuchs U.(*3), Lewen F.(*3), Winnewisser G.(*3), Morino I.(*4),
Yamada K.M.T.(*4)(*1J.Heyrousky Inst.Acad.Sci., *2Inst.Chem.Technol.Dep.Anal.Chem., *3Univ.
Koeln, *4AIST) ： Ground state spectrum of methylcyanide,J.Mol.Spectrosc.,226,123-136, 2004

0308AE539

安原昭夫 Miyoshi K.(*1), Nishio T.(*2), Yasuhara A., Morita M., Shibamoto T.(*3)(*1Inst.Appl.Biochem.
Univ.Tsukuba, *2Univ.Tsukuba, *3Univ.California) ： Detoxification of hexachlorobenzene by
dechlorination with potassium-sodium alloy,Chemosphere,55,1439-1446,2004

0105AA168

安原昭夫 Yamamoto A.(*1), Yasuhara A., Kodama S.(*1), Matsunaga A.(*1), Suzuki S., Mohri S., Yamada
M.(*1Toyama Inst.Health) ： Determination of volatile fatty acids in landfill leachates by ion-exclu-
sive chromatography,J.Sep.Sci.,27,325-329,2004

0103BE279
0204BE436

安原昭夫 安原昭夫：ごみ固形燃料 (RDF) の火災危険性と事故原因について，安全工学，43(6),392-
399, 2004

0404AE320

安原昭夫 Yasuhara A., Tanaka Y., Katami T.(*1), Shibamoto T.(*2)(*1Gifu Pref.Inst.Bio-ind.Technol.,
*2Univ.California)：The role of metals in dioxin formation from combustion of newspapers and poly-
vinyl chloride in an incinerator,Chemosphere,58,891-896,2005

0102AG237

安原昭夫 Matsunaga A., Yasuhara A. ： Dechlorination of PCBs by electrochemical reduction with aromatic
radical anion as mediator,Chemosphere,58,897-904,2005

0105AB408

安原昭夫 Tanabe A.(*1), Tsuchida Y.(*1), Ibaraki T.(*1), Kawata K.(*2), Yasuhara A., Shibamoto T.(*3)
(*1Niigata Pref.Inst.Public Health Environ.Sci., *2Niigata Univ.Pharm.Appl.Life Sci., *3Univ.
California) ： Investigation of methyl tert-butyl ether levels in river-,ground-,and sewage- waters
analyzed using a purge-and-trap interfaced to a gas chromatograph-mass spectrometer, J.Chro-
matogr.A,1066,159-164,2005

Z00009999

矢部　徹 矢部徹，國井秀伸 (*1)(*1 島根大汽水域研セ )：第 5節 河口域・干潟の生物調査 5-5 植物
( 藻場・塩生湿地を含む )調査，地球環境調査計測事典 第 2 巻 陸域編 2( 竹内均監修，フ
ジテクノシステム，1166p.),300-304,2004

0406AF389
9802AG149

矢部　徹 矢部徹，椿宜高，竹中明夫，永田尚志，五箇公一，中嶋信美，福島路生，高村典子，奥田敏
統，野原精一，堀口敏宏，吉田勝彦：環境保全と応用生態学，生態学入門 ( 日本生態学会
編，東京化学同人，273p.),211-239,2004

0406AF389
9802AG149
0204AF391

山形与志樹 松村弓彦 (*1)，井上秀典 (*2)，岡松暁子 (*1 明治大，*2 明星大 )：環境法，法律時報，
75(13),114-118,2003

0206BA423

山形与志樹 井上秀典 (*1)，奥真美 (*2)，岡松暁子 (*1 明星大，*2 長崎大 )：環境法，法律時報，
76(13),127-131,2004

0206BA423

山形与志樹 岡松暁子：MOX 工場事件，環境法研究，(29),113-121,2004 0206BA423

山形与志樹 Alexandrov G., Yamagata Y. ： Verification of carbon sink assessment: can we exclude natural
sinks?,Clim.Change,67(2/3),437-447,2004

0204BA423

山田正人 大村友章 (*1)，河窪義男 (*2)，山田正人 (*1 三菱重工業，*2 アタカ工業 )：高負荷型し尿
処理施設における亜酸化窒素排出係数に関する考察，都市清掃，(260),400-406,2004

0105PR012

山田正人 山田正人：廃棄物に関する研究の現状と課題，全国環境研会誌，29(3),142-145,2004 0105PR011

山田正人 毛利紫乃 (*1)，山田正人，庄司良 (*2)，酒井康行 (*3)(*1 岡山大，*2 東京工専，*3 東大生
産技研 )：固形廃棄物の溶出試料の有害性評価法の検討，環境科学会誌，17(6),479-491,2004

0105PR013
0105AB405

山田正人 岡村秀雄 (*1)，毛利紫乃 (*2)，山田正人，井上雄三，三重野紘央 (*1)，井藤悠貴 (*1)，藤
田あい (*1)，国本学 (*3)(*1 神戸大，*2 岡山大，*3 北里大 )：最終処分場浸出水が生態系
に及ぼす影響評価，環境科学会誌，17(6),451-460,2004

0105PR013
0105AB405

山田正人 中山秀謹 (*1)，庄司良 (*1)，毛利紫乃 (*2)，山田正人，井上雄三，滝上英孝，別府敏夫
(*3)，酒井康行 (*4)，迫田章義 (*4)(*1 東京工専，*2 岡山大，*3 帝京科大，*4 東大生産技
研 )：植物に及ぼす汚染土壌・廃棄物溶出試料の有害性評価，環境科学会誌，17(6),469-
478,2004

0105PR013
0105AB405

山田正人 Taguchi K.(*1), Tanaka Y.(*1), Imada T.(*2), Hirai M.(*2), Mohri S., Yamada M., Inoue Y.(*1Fuji
Electr.Adv.Technol.,*2Toyota Cent.R&D Lab.) ： Development of a genotoxicity detection system
using a biosensor,Environ.Sci.,11(5),293-302,2004

0105PR013
0105AB405
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山野博哉 茅根創 (*1)，本郷宙軌 (*1)，山野博哉 (*1 東大 )：サンゴ礁の分布，日本のサンゴ礁 ( 環
境省・日本サンゴ礁学会編，環境省，370p.),15-21,2004

Z00009999

山野博哉 灘岡和夫 (*1)，Paringit E.C.(*1)，山野博哉 (*1 東京工大 ): サンゴ礁のリモートセンシ
ング，日本のサンゴ礁 (環境省・日本サンゴ礁学会編，環境省，370p.),95-106,2004

0004KZ288

山野博哉 長谷川均 (*1)，山野博哉 (*1 国士舘大 ): 石垣島，日本のサンゴ礁 ( 環境省・日本サンゴ礁
学会編，環境省，370p.),220-226,2004

Z00009999

山野博哉 山野博哉，杉原薫 (*1)，中井達郎 (*2)，山川修 (*3)(*1 福岡大，*2 国士舘大，*3 壱岐市役
所 )：壱岐，日本のサンゴ礁 ( 環境省・日本サンゴ礁学会編，環境省，370p.),250-252,2004

Z00009999

山野博哉 杉原薫 (*1)，山野博哉 (*1 福岡大 ): 対馬，日本のサンゴ礁 ( 環境省・日本サンゴ礁学会編，
環境省，370p.),253-256,2004

Z00009999

山野博哉 山野博哉：隠岐・五島列島，日本のサンゴ礁（環境省・日本サンゴ礁学会編，環境省， 370p.），
256,2004

Z00009999

山野博哉 山野博哉：グレートバリアーリーフ，Newton，(5),42-43,2004 Z00009999

山野博哉 Nadaoka,K.(*1), Paringit,E.C.(*1), Yamano,H.(*1Tokyo Inst.Technol.) ： Remote sensing of coral
reefs in Japan,Coral Reefs of Japan(Minist.Environ.,Jpn.Coral Reef Soc.eds.,Minist.Environ,356p.),
89-102,2004

0004KZ288

山野博哉 Kayanne,H.(*1),Hongo,C.(*1),Yamano,H.(*1Univ.Tokyo) ： Coral reef landforms in Japan,Coral
Reefs of Japan(Minist.Environ.,Jpn.Coral Reef Soc.eds.,Minist.Environ,356p.),14-19,2004

Z00009999

山野博哉 Hasegawa,H.(*1),Yamano,H.(*1Kokushikan Univ.)：Ishigaki Island,Coral Reefs of Japan(Minist.En-
viron.,Jpn.Coral Reef Soc.eds.,Minist.Environ,356p.),212-218,2004

Z00009999

山野博哉 Yamano,H.,Sugihara,K.(*1),Nakai,T.(*2),Yamagawa,O.(*3)(*1Fukuoka Univ.,*2Kokushikan Univ.,*3Iki
City Office)： Iki Islands,Coral Reefs of Japan(Minist.Environ.,Jpn.Coral Reef Soc.eds.,Minist.Environ,
356p.), 242-244,2004

Z00009999

山野博哉 Sugihara,K.(*1)Yamano, H.(*1Fukuoka Univ.) ： Tsushima Archipelago,Coral Reefs of Japan(Min-
ist.Environ.,Jpn.Coral Reef Soc.eds.,Minist.Environ,356p.),245-247,2004

Z00009999

山野博哉 Yamano,H.：Oki Islands and Goto Archipelago,Coral Reefs of Japan(Minist.Environ.,Jpn.Coral Reef
Soc.eds.,Minist.Environ,356p.),248-248,2004

Z00009999

山野博哉 山野博哉：サンゴ礁の広域モニタリング－現地観測と衛星観測の協調に向けて，かんきょ
う， (12),42-43,2004

0004KZ288

山元昭二 安藤満 (*1)，山元昭二，浅沼信治 (*2)(*1 富山国際大，*2 日本農村医研 )：温暖化による
熱ストレスと熱中症，地球環境，8(2),211-219,2003

0206BY530

山元昭二 安藤満 (*1)，山元昭二，若松國光 (*2)(*1 富山国際大，*2 福岡女子大 )：地球温暖化によ
る健康影響と適応，日本生気象学会雑誌，40(Suppl.),317-328,2004

0206BY530

山元昭二 安藤満 (*1)，山元昭二，浅沼信治 (*2)(*1 富山国際大，*2 日本農村医研 )：地球温暖化と
熱中症，日本生気象学会雑誌，41(1),45-49,2004

0206BY530

横内陽子 横内陽子：熱帯域において植物から大気中に放出される極性有機化合物の分布と変動に関す
る研究，平成 12 ～ 14 年度科学研究費補助金 (基盤研究 (C)(2)) 研究成果報告書 ( 横内陽子
代表著，( 独 ) 国立環境研究所，文科省受託報告書，17p.),2003

0002CD056

横内陽子 榎本孝輝 (*1)，横内陽子，泉克幸 (*1)，稲垣敏治 (*2)(*1 東洋大，*2JAXA)：PFC，HFC を
含むハロカーボン分析システムの開発と大気観測への応用，大気環境学会誌，40,1-8,2005

0204BA344

横内陽子 横内陽子：東アジアにおけるハロカーボン排出実態解明のための観測研究，かんきょう，
30(2)， 42-43,2005

0204BA344

横内陽子 Yokouchi Y., Inagaki T.(*1), Yazawa K.(*1), Tamaru T.(*1), Enomot T.(*2), Izumi K.(*2)(*1JAXA,
*2Toyo Univ.)：Estimates of ratios of anthropogenic halocarbon emissions from Japan based on air-
craft monitoring over Sagami Bay,Japan,J.Geophys.Res.,110,10.1029/2004JD005320,2005

0204BA344
0105AF045
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横田達也 田中智章，横田達也，中島英彰，笹野泰弘，深堀正志 (*1)，青木忠生 (*1)，渡邉猛 (*2)(*1
気象研，*2 東レリサーチセ ):N2O 及び CH4 の吸収線パラメータの精密測定－ ILAS-II ch.1
に存在する吸収帯について－，第 14回大気化学シンポジウム研究集会講演集 (名古屋大 STE
研， 299p.),235-237,2004

0105SP021
0103BA163
0105AE259

横田達也 横田達也：ILAS/ILAS-II によるオゾンホールの定量観測，計測と制御，43(11),879-883,2004 0105SP021
0406BA352
0205AA340

横田達也 Yokota T., Oguma H., Morino I., Inoue G. ： A nadir looking SWIR sensor to monitor CO2 column
density for Japanese GOSAT project,Proc.24th Int.Symp.Space Technol.Sci.(Selected Papers),887-
889,2004

0406BA414
0105AE259

横田達也 Uemura N.(*1),Kuriki S.(*2),Nobuta K.(*1),Yokota T.,Nakajima H.,Sugita T., Sasano Y.(*1 Fujitsu
FIP,*2ISM)：Retrieval of trace gases from aerosol-influenced infrared transmission spectra observed
by low-spectral-resolution Fourier-transform spectrometers,Appl.Opt.,44(3),455-466,2005

0406BA352
0105SP021
0105AE259

吉田勝彦 吉田勝彦：多様性変動のコンピュータシミュレーション：従来の研究と展望，化石，75,30-
37,2004

0105SP041

米田　穣 米田穣，内田昌男 (*1) 廣田正史，柴田康行 (*1 海洋研開発機構 )：加速器質量分析法によ
る環境試料の分析，ぶんせき，(8),473-478,2004

0004AE041
0105BB049
0305AG494

米田　穣 Kanke H.(*1), Uchida M.(*2), Okuda T.(*3), Yoneda M., Takada H.(*1), Shibata Y., Morita M.
(*1Tokyo Univ.Agr.Technol.,*2JAMSTEC,*3Keio Univ.)：Compound-specific radiocarbon analysis
of polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs) in sediments from an urban reservoir,Nucl.Instr.Meth-
ods Phys.Res.B,223/224,545-554,2004

0305AG494
0004AE041

米田　穣 Yoneda M., Shibata Y., Tanaka A., Uehiro T., Morita M., Uchida M.(*1), Kobayashi T.(*2)
Kobayashi C.(*2), Suzuki R.(*3), Miyamoto K.(*4), Hancock B.(*5), Dibden C.(*5), Edmonds
J.S.(*1JAMSTEC, *2Hakuto,*3Environ.Res.Cent., *4Nihon Siber Hegner, *5West.Aust.Mar.Res.
Lab.) ： AMS 14C measurement and preparative techniques at NIES-TERRA,Nucl.Instr.Methods
Phys.Res.B,223/224,116-123,2004

0105BB049
0004AE041

米田　穣 Yoneda M., Shibata Y., Morita M., Hirota M.(*1), Suzuki R.(*1), Uzawa K.(*2), Ohshima N.(*3),
Dodo Y.(*4)(*1Environ.Res.Cent.,*2Univ.East Asia,*3Date City Board Educ.,*4Grad.Sch.Med.)：
Interspecies comparison of marine reservoir ages at the Kitakogane shell midden,Hokkaido,Japan,
Nucl.Instr.Methods Phys.Res.B,223/224,376-381,2004

0105SP031

米田　穣 米田穣：古人骨・化石骨の分析，ぶんせき，2005(1),30-34,2005 0004AE041

米田　穣 米田穣：古人骨から見えてくる縄文人の食生活，Ajico News,(216),9-14,2005 0004AE041

米田　穣 米田穣：2つの人類が出会ったとき，ネアンデルタール人の正体 (赤澤威編著，朝日新聞社，
313p.),113-139,2005

0004AE041

米元純三 Yonemoto J., Ichiki T.(*1)(*2), Takei T.(*3), Tohyama C.(*1Panapharm Lab.,*2Dainippon Ink
Chem.,*4Minist.Environ.) ： Maternal exposure to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin and the
body burden in offspring of long-evans rats,Environ.Health Prentive Med.,10,21-32,2005

0005AA171

若松伸司 若松伸司：VOCと大気汚染の最新動向－光化学オキシダントおよびSPMとの関係を中心に－，
資源環境対策，40(6),39-44,2004

0105SP061

若松伸司 窪田英樹 (*1)，山越健弘 (*2)，鎌田紀彦 (*3)，朝比奈亮 (*4)，浜田博之 (*5)，若松伸司
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the features seen in postencephalic lethargica of von Economo.， 日本内分泌攪乱化学物質学会
第 7 回研究発表会， 名古屋， 2004.12， 同研究発表会要旨集， 82

0105AE191

石堂正美 Masuo Y.(*1)，Ishido M.，Morita M.，Oka S.(*1)，Niki E.(*1)(*1AIST)：Animal model for hyperkinetic
disorders with environmental chemicals， 日本内分泌攪乱化学物質学会 第 7 回研究発表会， 名
古屋， 2004.12， 同研究発表会要旨集， 113

0105AE191

石堂正美 増尾好則 (*1)， 石堂正美， 森田昌敏， 岡修一 (*1)( 産総研 ) ： 内分泌攪乱化学物質によ る神経
の発達異常 と退行性変性， 第 81 回日本生理学会大会， 札幌， 2005.03

0105AE191

板山朋聡 桑原享史 (*1)， 松村正利 (*1)， 板山朋聡， 稲森悠平， 水落元之 (*1 筑波大 ) ： フ ロー ト 式水
耕栽培 ・ 魚類を導入し た ラ グーンシステムの浄化特性， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉，
2005.03， 同講演集， 119

0105AB411

板山朋聡 板山朋聡， 岩見徳雄， 水落元之， 稲森悠平， 田中伸幸 (*1)， 斎藤猛 (*1)， 末次綾 (*2)， 生地
正人 (*2)(*1JST， *2 四電技コ ンサルタ ン ト ) ： 傾斜土槽処理システムによ る生活排水処理機
構に関する研究， 第 39 日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 166

0105AB411

板山朋聡 Hu Z.(*1)， Kong H.N.(*1)， Itayama T.， Inamori Y.(*1Shanghai Jiao Tong Univ.) ： Comparison for
application of two stages anaerobic filter bed soil trench system in Japan and China， 39th
Jpn.Soc.Water Environ.Annu.Meet， Chiba， 2005.03， Abstracts， 167

0105AB411

板山朋聡 斎藤猛 (*1)， 板山朋聡， 稲森悠平 (*1JST) ： 生活雑排水に含まれる界面活性剤の土壌浸透浄
化法における分解 ・ 除去， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 168

0105AB411

板山朋聡 金井博史 (*1)， 内山裕夫 (*1)， 田中伸幸， 板山朋聡， 稲森悠平 (*1 筑波大 ) ： 生物処理シス
テム中の捕食微小動物類 と細菌類と の捕食 ・ 被食特性についての解析， 第 39 回日本水環境
学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 169

0204BE428
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板山朋聡 蔭浦大輔 (*1)， 松村正利 (*1)， Chu C.(*2)， 蛯江美孝， 板山朋聡， 稲森悠平 (*1 筑波大， *2
茨城県科技振財団 ) ： 生ごみ ・ 豚糞尿混合物の 2 相式 メ タ ン発酵における高度効率化のため
の分子生物学的手法等を導入し た機能解析， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03，
同講演集， 200

0204CG580

板山朋聡 山田稔 (*1)， 山口征矢 (*1)， 板山朋聡， 稲森悠平 (*1 東京海洋大 ) ： 生活排水からの有機物 ・
窒素 ・ リ ンを除去対象 と し た浄化槽処理水等の藻類増殖能の比較解析， 第 39 回日本水環境
学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 219

0105AB410

板山朋聡 木平浩之 (*1)， 杉浦則夫 (*1)， 河内幸夫 (*1)， 横川善之 (*2)， 斎藤猛， 板山朋聡， 稲森悠平
(*1 筑波大， *2 産総研 ) ： メ ソ ポーラ スセラ ミ ッ ク ス担体を用いた microcystin 分解処理シス
テムの開発， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 225

0304BD583

板山朋聡 棚橋明子 (*1)，板山朋聡，稲森悠平，杉浦則夫 (*1)(*1 筑波大 )：藍藻類産生有毒物質 microcystin
の発生予測手法の開発に関する基礎的研究， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03，
同講演集， 298

0103CB386

板山朋聡 佐々木聖亮 (*1)， 松村正利 (*1)， Chu Chun Feng(*2)， 蛯江美孝， 板山朋聡， 水落元之， 稲森
悠平 (*1 筑波大， *2 茨城県科技振財団 ) ： USB ・ 好気生物循環法における電気分解反応導入
によ る処理の高度化， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 336

0307BH593

一ノ瀬俊明 浜田崇 (*1)， 一ノ 瀬俊明 (*1 長野県自然保護研 ) ： 長野市における山風の季節変化， 日本地
理学会 2004 年度春季学術大会， 国分寺， 2004.03， 同発表要旨集， (65)， 100

0305CD554

一ノ瀬俊明 白迎玖 (*1)， 三上岳彦 (*2)， 一 ノ瀬俊明， 嚴香姫 (*3)(*1 東北公益文大， *2 東京都大院， *3
韓国気象研 )：ソ ウル・清渓川復元事業によ る都市の暑熱緩和の観測 ( 第 1 報 )，日本地理学会 
2004 年度春季学術大会， 国分寺， 2004.03， 同発表要旨集， (65)， 230

0304AI556

一ノ瀬俊明 一 ノ瀬俊明 ： 都市熱環境 ・ ヒ ー ト ア イ ラ ン ド と対策 ・ 政策研究の動向， 第 40 回気候影響 ・
利用研究会， 東京， 2004.03， 同講演要旨集， 8-9

0306CD553

一ノ瀬俊明 Ichinose T.(Toshiaki)：Recent counteractions for urban heat island in regional autonomies in Japan，
Urban Dimentions Environ.Change， Shanghai， 2004.05， Abstracts， 55

0306CD553

一ノ瀬俊明 Shu J.(*1)，Yang X.(*1)，Li L.(*1)，Jiang T.(*1)，Ichinose T.(Toshiaki)(*1East China Norm.Univ.)：
Monitoring and numerical simulation of urban heat island in Shanghai， China， Urban Dimentions
Environ.Change， Shanghai， 2004.05， Abstracts， 58-59

0306CD553

一ノ瀬俊明 一 ノ瀬俊明， 新津潔， 小野塚孝， 神野充輝 ： 勝連 ト ラバーチン舗装工の ヒ ー ト ア イ ラ ン ド現
象抑制効果の定量化研究， 第 12 回地球環境シンポジ ウ ム， 名古屋， 2004.08， 同講演論文
集， 233-240

0303NA559

一ノ瀬俊明 一ノ 瀬俊明， 白迎玖， 嚴香姫， 三上岳彦： 都市内大規模河川 ( ソ ウ ル市清渓川 ) の復元によ
る 暑熱現象改善効果の実証， 第 12 回地球環境シンポジウ ム， 名古屋， 2004.08， 同講演論文
集， 349-354

0304AI556

一ノ瀬俊明 新津潔， 一 ノ瀬俊明 ： セダム植栽の屋上緑化面における放射収支， 地中熱貫流および地中温
度長期観測，日本地理学会 2004 年度秋季学術大会，広島，2004.09，同発表要旨集，(66)，126

0103BA263
0404AE408

一ノ瀬俊明 一 ノ瀬俊明， 新津潔， 小野塚孝 (*1)， 神野充輝 (*1)(*1 三柱 ) ： 勝連 ト ラバーチン舗装工の
ヒ ー ト ア イ ラ ン ド現象抑制効果の定量化研究， 環境科学会 2004 年会， 西宮， 2004.09， 同講
演予稿集， 32-33

0303NA559

一ノ瀬俊明 一 ノ瀬俊明，白迎玖 (*1)，嚴香姫 (*2)，三上岳彦 (*3)(*1 東北公益文科大 *2 韓国気象研 *3 東
京都立大 )：都市内大規模河川 ( ソ ウル市清渓川 ) の復元によ る暑熱現象改善効果の実証，環
境科学会 2004 年会， 西宮， 2004.09， 同講演予稿集， 226-227

0304AI556

一ノ瀬俊明 一 ノ瀬俊明， 新津潔， 小野塚孝 (*1)， 神野充輝 (*1)(*1 三柱 ) ： 勝連 ト ラバーチン舗装工の
ヒ ー ト ア イ ラ ン ド現象抑制効果の定量化研究，日本地理学会 2004 年度秋季学術大会，広島，
2004.09， 同要旨集， 66， 125

0303NA559

一ノ瀬俊明 一 ノ瀬俊明， 大坪國順， 王勤学， 張祖陸 (*1)， 衣笠聡史 (*2)(*1 山東師範大 *2 東京外大 ) ：
黄河流域における地下水利用の現状把握と将来予測手法の開発， 日本地理学会 2004 年度秋
季学術大会， 広島， 2004.09， 同要旨集， 66， 215

0206CE421

伊藤智彦 伊藤智彦， 九十九伸一， 山本雅之 (*1)， 本橋ほづみ (*1)， 鈴木教郎 (*1)， 藤井義明 (*1)， 三
村純正 (*1)， 遠山千春， 野原恵子 (*1 筑波大 ) ： 活性化 AhR によ る T 細胞への影響の分子 メ
カニズム，フ ォーラ ム 2004：衛生薬学・環境 ト キシコ ロ ジー，千葉，2004.10，同講演要旨集，135

0204AE357
0406AG337
0404AF360
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伊藤智彦 伊藤智彦，長井治子，遠山千春，小林隆弘，野原恵子：トキシコゲノミクスを利用したディー
ゼル排気微粒子の毒性メカニズムの解明，第 27回日本分子生物学会年会，神戸，2004.12，講
演要旨集，444

0204AE357
0406AG337
0404AF360

伊藤智彦 伊藤智彦，遠山千春，野原恵子：活性化 AhR による T 細胞増殖抑制への XRE の関与，第 4 回
分子予防環境医学研究会，東京，2004.12，同要旨集，30

0204AE357
0406AG337
0404AF360

伊藤智彦 Ito T.，Nagai H.，Lin T.(*1)，Peterson R.E.(*1)，Tohyama C.，Kobayashi T.，Nohara K.(*1Univ.Wisconsin)  ：
Gene expression changes in fetal thymus exposed to organic compounds extracted from diesel exhaust
particles.， Soc.Toxicol.44th Annu.Meet.， New Orleans， 2005.03， Toxicologist， 84， 27

0204AE357
0406AG337
0404AF360

伊藤裕康 高澤嘉一， 伊藤裕康， 柴田康行， 森田昌敏 ： ガス ク ロマ ト グ ラ フ／質量分析計によ る ト キサ
フ ェ ン (POPs) の定量， 第 12 回環境化学討論会， 新潟， 2003.06， 同講演要旨集， 704-705

0105AA273

伊藤裕康 中宮邦近， 伊藤裕康， 柴田康行， Edmonds J.S.， 森田昌敏 ： 分析標準物質と し ての有機 ヒ 素
化合物の合成， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 770-771

0105AA168

伊藤裕康 松村徹 (*1)，増崎優子 (*1)，関好恵 (*1)，社本博司 (*1)，伊藤裕康，森田昌敏 (*1 国土環境 ) ：
BPX-DXN と RH-12ms の組合せによ るダ イオキシン類の測定分析－前処理分画手法 と GC/
MS 測定の組合せ－， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 340-341

0103AE40

伊藤裕康 八十島光子 (*1)，松村徹 (*1)，増崎優子 (*1)，泥谷真樹 (*1)，伊藤裕康，森田昌敏(*1国土
環境 )： ダイオキシン類測定分析データ評価システムの開発（その 2），第 13回環境化学討論
会，静岡， 2004.07，同講演要旨集，240-241

0103AE40

伊藤裕康 松村徹 (*1)，八十島光子 (*1)，増崎優子 (*1)，泥谷真樹 (*1)，伊藤裕康，森田昌敏(*1国土
環境 )： ダイオキシン類測定分析データ評価システムの開発（その 3），第 13回環境化学討論
会，静岡， 2004.07，同講演要旨集，242-243

0103AE40

伊藤裕康 木下健司 (*1)，石崎睦雄(*2)，野口政明(*3)，松田智憲 (*4)，垣見英登 (*5)，伊藤裕康，貝
瀬利一 (*1)(*1 東京薬大，*2 茨城県衛研，*3 テクノインターナショナル，*4 和光純薬，*5
ジャスコインターナショナル )：井水，生体試料中のジフェニルアルシン酸の分析法の検討，
第 13回環境化学討論会，静岡，2004.07，同講演要旨集，144-145

0103AE40

伊藤裕康 野口綾乃 (*1)，木下健司 (*1)，伊藤裕康，石崎睦雄 (*2)，野口政明 (*3)，貝瀬利一(*1)(*1
東京薬大，*2 茨城県衛研，*3 テクノインターナショナル )：土壌中のジフェニルアルシン酸
の分析法の検討，第 13回環境化学討論会，静岡，2004.07，同講演要旨集，146-147

0103AE40

伊藤裕康 Kinoshita K.(*1)， Ito H.， Morita M.， Kaise T.(*1)(*1Univ.Tokyo)： Determination of phenylarsenic
compounds in well water and biological samples， China-Jpn.Jt.Symp.Environ.Chem.2004， Beijing，
2004.10， Proceedings， 32-33

0103AE40

稲葉一穂 稲葉一穂， コ ン ヒ ュ ッ ク ジュ ン (*1)(*1 光州科技院 ) ： 洗浄剤注入法によ る汚染物質除去の
基礎研究－様々な洗浄剤添加によ る汚染物質の飽和溶解度および浸透挙動の変化の測定－，
第 10 回地下水 ・ 土壌汚染 と その防止対策に関する研究集会， 大阪， 2004.07， 同講演集， 2-5

0306CD536

稲森 悠平 Ebie Y.，Matsumura M.(*1)，Tsuneda S.(*2)，Hirata A.(*2)，Inamori Y.(*1Univ.Tsukuba，*2Waseda
Univ.) ： Effect of ammonium concentration and temperature on transcriptional activity of ammonia
monooxygenase gene in ammonia oxidizer，10th Int.Symp.Microbial Ecol.ISME-10，Cancun，2004.08，
Abstracts， 45

0204BE428

稲森悠平 Yoshie S.(*1)，Noda N.(*2)，Tsuneda S.(*1)，Hirata A.(*1)，Inamori Y.(*1Waseda Univ.，*2AIST) ：
Molecular diversity of nitrite reductase genes (nirK and nirS) in the denitrification reactor of saline
wastewater treatment system，10th Int.Symp.Microbial Ecol.ISME-10，Cancun，2004.08，Abstracts，
57

0105AB410

稲森悠平 Hoshino T.(*1)，Terahara T.(*1)，Tsuneda S.(*1)，Hirata A.(*1)，Inamori Y(*1Waseda Univ.) ：Mon-
itoring complex bacterial communities using terminal restriction length polymorphism: application to
wastewater treatment reactor，10th Int.Symp.Microbial Ecol.ISME-10，Cancun，2004.08，Abstracts，
256

0105AB410

稲森悠平 Osaka T.(*1)， Yoshie S.(*1)， Tsuneda S.(*1)， Hirata A.(*1)， Inamori Y.(*1Waseda Univ.) ： Iden-
tification of active denitrifying population in activated sludge using stable-isotope-probing(SIP)，
10th Int.Symp.Microbiol Ecol.ISME-10， Cancun， 2004.08， Abstracts， 98

0204BE428
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稲森悠平 稲森悠平， 水落元之 ： 窒素 ・ リ ン， GHG ガス対策のための機能強化技術， 第 7 回日本水環
境学会シンポジウ ム， 東京， 2004.09， 同講演集， 119-120

0105PR014

稲森悠平 蛯江美孝， 稲森悠平， 中川剛 (*1)， 常田聡 (*2)， 平田彰 (*2)(*1 筑波大， *2 早稲田大 ) ： 生物
膜法の機能強化システム構築のための分子生物学導入支援化技術，第 7 回日本水環境学会シ
ンポジウ ム， 東京， 2004.09， 同講演集， 123-124

0204BE428

稲森悠平 生地正人 (*1)， 末次綾 (*1)， 稲森悠平 (*1 四電技コ ンサルタ ン ト ) ： 薄層型傾斜土壌生物膜
によ る高度化技術，第 7 回日本水環境学会シンポジウ ム，東京，2004.09，同講演集，131-132

0105PR014

稲森悠平 Chu C.F.(*1)， 栗原亮一 (*2)， 清水康利 (*3)， 稲森悠平 (*1 茨城県科技振興財団， *2 筑波大，
*3 筑波大院 ) ： バイオマスからのク リ ーンエネルギー回収型水素発酵技術， 第 7 回日本水環
境学会シンポジウ ム， 東京， 2004.09， 同講演集， 133-134

0307BH593

稲森悠平 稲森悠平， 斎藤猛， 清水康利 (*1)， 稲森隆平 (*1)， 板山朋聡 (*1 筑波大 ) ： 有毒アオコの発
生防止対策 と ネ ッ ト ワーク化－ 1， 日本陸水学会 第 69 回大会， 新潟， 2004.09， 同講演要旨
集， 154

0103CB386

稲森悠平 稲森悠平， 斎藤猛， 清水康利 (*1)， 稲森隆平 (*1)， 板山朋聡 (*1 筑波大 ) ： 有毒アオコの発
生防止対策 と ネ ッ ト ワーク化－ 2， 日本陸水学会 第 69 回大会， 新潟， 2004.09， 同講演要旨
集， 155

0103CB386

稲森悠平 斎藤猛 (*1)，板山朋聡，稲森悠平 (*1JST)：有毒アオコ産生 ミ ク ロ キスチン簡易測定手法 (PPI
ア ッ セイ ) に及ぼす残留塩素の影響， 日本水処理生物学会 第 41 回大会， つ く ば， 2004.11，
日本水処理生物学会誌， 別巻 (24)， 20

9903AE235

稲森悠平 桂萍， 山本智子 (*1)， 稲森隆平 (*2)， 巌立 (*3)， 稲森悠平， 木村賢史 (*1)(*1 東海大， *2 筑
波大， *3 上海交通大 ) ： 有用植物の水質浄化特性に基づ く 植裁 ・ 土壌処理システムの最適化
に関する研究， 日本水処理生物学会 第 41 回大会， つ く ば， 2004.11， 日本水処理生物学会
誌， 別巻 (24)， 24

0105AB411

稲森悠平 稲森隆平 (*1)， 若林宏美 (*2)， 戎野棟一 (*2)， 厳立 (*3)， 桂萍， 稲森悠平， 松村正利 (*1)(*1
筑波大， *2 東邦大， *3 上海交通大 ) ： アシ， マコモ， ガマ植裁人工排水流入系における温
室効果ガスの発生・浄化特性と根圏構造，日本水処理生物学会 第 41 回大会，つ く ば，2004.11，
日本水処理生物学会誌， 別巻 (24)， 25

0105AB411

稲森悠平 稲森隆平 (*1)(*2)， 厳立 (*3)， 井上武雄 (*2)， 稲森悠平， 桂萍， 若林宏美 (*4)， 松村正利 (*1)
(*1 筑波大， *2 バイオレ ッ ク ス， *3 上海交通大， *4 東邦大 ) ： アシ ・ マコモ ・ ガマ植裁生活
排水流入系における長期的運転条件下のシステム解析， 日本水処理生物学会 第 41 回大会，
つ く ば， 2004.11， 日本水処理生物学会誌， 別巻 (24)， 26

0105AB411

稲森悠平 桑原享史 (*1)， 林紀男 (*2)， 高柳正弘 (*3)， 木村洋一 (*3)， 稲森悠平 (*1 筑波大， *2 千葉県
中央博物館， *3NPO ジャパング リ ーンフ ローテ ィ ング協 ) ： フ ロー ト 式水耕栽培浄化法を適
用し た椎葉湖， 野尻湖のシステムにおける微小動物相， 日本水処理生物学会 第 41 回大会，
つ く ば， 2004.11， 日本水処理生物学会誌， 別巻 (24)， 35

0105AB411

稲森悠平 蔭浦大輔 (*1)，松村正利 (*1)， 春鳳 (*2)，蛯江美孝，板山朋聡，水落元之，稲森悠平 (*1
筑波大，*2茨城県科技振興財団 )：生ごみと豚糞尿の混合系におけるメタン発酵処理の高度・
効率化機能解析，日本水処理生物学会 第 41回大会，つくば，2004.11，日本水処理生物学会
誌， 別巻 (24)，39

0204CG580

稲森悠平 佐々木聖亮 (*1)， 松村正利 (*1)， Chu C.F.(*2)， 板山朋聡， 水落元之， 稲森悠平 (*1 筑波大，
*2 茨城県科技振財団 ) ： メ タ ン発酵プロセスの効率化のための電気分解処理導入技術の検
討，日本水処理生物学会 第 41 回大会，つ く ば，2004.11，日本水処理生物学会誌，別巻 (24)，40

0307BH593

稲森悠平 座間俊輔 (*1)， 松村正利 (*1)， 蔭浦大輔 (*1)， Chu C.F.(*2)， 戎野棟一 (*3)， 稲森悠平， 蛯江
美孝 (*1 筑波大， *2 茨城県科技振財団， *3 東邦大 ) ： 有機物 ・ 窒素同時除去型の有機性排水
処理技術 と し ての USB ・ 生物膜循環法の最適運転操作条件の解析， 日本水処理生物学会 第
41 回大会， つ く ば， 2004.11， 日本水処理生物学会誌， 別巻 (24)， 41

0307BH593

稲森悠平 栗原亮一 (*1)， 内山裕夫 (*1)， Chu C.F.(*2)， 稲森悠平 (*1 筑波大， *2 茨城県科技振財団 )：
水素生成細菌の増殖・ ガス 転換効率に及ぼす基質組成の影響， 日本水処理生物学会 第 41 回
大会， つく ば， 2004.11， 日本水処理生物学会誌， 別巻 (24)， 43

0307BH593
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稲森悠平 田庚昊 (*1)，中野和典 (*1)，野村宗弘 (*1)，西村修 (*1)，水落元之，稲森悠平 (*1 東北大院 ) ：
温度 と 含水率依存性分解速度定数に基づ く シ ミ ュ レーシ ョ ンによ る高温好気処理の高効率
化解析， 日本水処理生物学会 第 41 回大会， つ く ば， 2004.11， 日本水処理生物学会誌， 別巻
(24)， 45

0105PR014

稲森悠平 稲森悠平， 蛯江美孝， 浜口峻 (*1)， 河村光隆 (*1)(*1 工学院大 ) ： 底生細菌の生息分布状態の
解析によ る底泥好気化の環境改善効果の評価， 日本水処理生物学会 第 41 回大会， つ く ば，
2004.11， 日本水処理生物学会誌， 別巻 (24)， 47

0303BD582

稲森悠平 山田稔 (*1)， 板山朋聡， 山口征失 (*1)， 稲森悠平 (*1 東京海洋大 ) ： 生活排水処理システム
由来の放流水の藻類増殖に及ぼす影響解析， 日本水処理生物学会 第 41 回大会， つ く ば，
2004.11， 日本水処理生物学会誌， 別巻 (24)， 7

9903AE235

稲森悠平 岡野邦宏 (*1)，河内幸夫 (*1)，斎藤猛，稲森悠平，前川孝昭 (*1)，杉浦則夫 (*1)(*1 筑波大院 )：
藍藻産生有毒物質 microcystin の酵素分解に関する研究， 日本水処理生物学会 第 41 回大会，
つ く ば， 2004.11， 日本水処理生物学会誌， 別巻 (24)， 64

0305CB581

稲森悠平 古川和寛 (*1)，常田聡 (*1)，平田彰 (*1)，野田尚宏 (*2)，稲森悠平 (*1 早稲田大，*2 産総研 )：
Real-Time PCR 法を用いた有毒藍藻類の迅速定量解析手法の開発，日本水処理生物学会 第 41
回大会， つ く ば， 2004.11， 日本水処理生物学会誌， 別巻 (24)， 66

0305CB581

稲森悠平 木平浩之 (*1)，河内幸夫 (*1)，斎藤猛，板山朋聡，稲森悠平，横川善之 (*2)，杉浦則夫 (*1)(*1
筑波大， *3 産総研 ) ： メ ソ ポーラ スセラ ミ ッ ク ス担体を用いた microcystin 分解処理システ
ムの開発，日本水処理生物学会 第 41 回大会，つ く ば，2004.11，日本水処理生物学会誌，別巻
(24)， 69

0304BD583

稲森悠平 山崎宏史 (*1)， 星野一宏 (*1)， 長谷川淳 (*1)， 岩見徳雄， 稲森悠平 (*1 富山大 ) ： 嫌気 ・ 好気
高循環によ る排水処理システムの高度化に関する検討， 日本水処理生物学会 第 41 回大会，
つ く ば， 2004.11， 日本水処理生物学会誌， 別巻 (24)， 73

0105AB409

稲森悠平 岩見徳雄， 板山朋聡， 田中伸幸， 稲森悠平， Zou M.(*1)， 鈴木理恵 (*2)(*1 中国環境科研， *2
茨城県薬剤師会 )：高度合併処理浄化槽の担体改変によ る微生物群集特性と浄化機能の解析，
日本水処理生物学会 第 41 回大会， つ く ば， 2004.11， 日本水処理生物学会誌， 別巻 (24)， 74

0105AB409

稲森悠平 中尾昇平 (*1)， 蛯江美孝， 山崎宏史 (*2)， ハンジュ ンキ ュ (*1)， 山田パ リ ーダ (*1)， 礒田博
子 (*1)， 稲森悠平 (*1 筑波大， *2 富山大 ) ： 生活排水の流入水量および濃度をパラ メ ータ と
し た同一負荷条件における浄化槽の処理性能に及ぼす影響解析， 日本水処理生物学会 第 41
回大会， つ く ば， 2004.11， 日本水処理生物学会誌， 別巻 (24)， 75

0105AB409

稲森悠平 鈴木康之 (*1)， 近藤貴志 (*1)， 中川和哉 (*1)， 常田聡 (*1)， 平田彰 (*1)， 岩見徳雄， 水落元
之， 稲森悠平 (*1 早稲田大 ) ： 脱窒性 リ ン蓄積細菌を利用し た新規高度処理における余剰汚
泥減容化率および リ ン回収率の評価 ・ 解析， 日本水処理生物学会 第 41 回大会， つ く ば，
2004.11， 日本水処理生物学会誌， 別巻 (24)， 78

9903AE234

稲森悠平 桑原享史 (*1)， 松村正利 (*1)， 板山朋聡， 稲森悠平， 水落元之 (*1 筑波大 ) ： 水耕栽培 ・ 魚
類導入ラ グーンシステムによ る途上国適応型排水処理技術の開発， 日本水処理生物学会 第
41 回大会， つ く ば， 2004.11， 日本水処理生物学会誌， 別巻 (24)， 81

0105AB411

稲森悠平 蛯江美孝， 稲森悠平， 常田聡 (*1)， 平田彰 (*1)(*1 早稲田大 ) ： Multiwell Filter Plate を用いた
硝化細菌の多検体高速測定技術の開発，日本水処理生物学会 第 41 回大会，つ く ば，2004.11，
日本水処理生物学会誌， 別巻 (24)， 82

0204BE428

稲森悠平 稲森悠平， 伊達康博 (*1)， 金子直哉 (*1)， 吉江幸子 (*1)， 常田聡 (*1)， 平田彰 (*1)， 井坂和
一 (*2)， 角野立夫 (*2)(*1 早稲田大， *2 日立プラ ン ト 建設 ) ： 連続培養系で集積された嫌気
性アンモニア酸化細菌およびその共存微生物の解明， 日本水処理生物学会 第 41 回大会， つ
く ば， 2004.11， 日本水処理生物学会誌， 別巻 (24)， 89

0105AB409

稲森悠平 近藤貴志 (*1)， 常田聡 (*1)， 平田彰 (*1)， 蛯江美孝， 水落元之， 稲森悠平 (*1 早稲田大 ) ： 生
物学的 リ ン除去に関与する微生物の特定および in situ 活性評価， 日本水処理生物学会 第 41
回大会， つ く ば， 2004.11， 日本水処理生物学会誌， 別巻 (24)， 91

0105AB409

稲森悠平 大島綾子 (*1)， 門屋尚紀 (*1)， 宮坂章 (*2)， 則武繁 (*3)， 丸山治 (*4)， 野口洋一， 水落元之，
稲森悠平 (*1 ダ イ キ， *2 日本エンバイ ロ ケ ミ カルズ， *3 アサ ヒ ビール， *4 パシフ ィ ッ ク コ
ンサルタ ンツ ) ： 脱着脱 リ ンシステムを用いた生活排水からの リ ン回収特性， 日本水処理生
物学会 第 41 回大会， つ く ば， 2004.11， 日本水処理生物学会誌， 別巻 (24)， 92

0204CF426
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稲森悠平 星野辰彦 (*1)， 寺原猛 (*1)， 常田聡 (*1)， 平田彰 (*1)， 稲森悠平 (*1 早稲田大 ) ： T-RFLP 法
およびク ローニング法の併用によ る排水処理脱窒細菌群の同定， 日本水処理生物学会 第 41
回大会， つ く ば， 2004.11， 日本水処理生物学会誌， 別巻 (24)， 95

0105AB410

稲森悠平 中川剛 (*1)， 松村正利 (*1)， 常田聡 (*2)， 平田彰 (*2)， 蛯江美孝， 小嶋敬子， 稲森悠平 (*1
筑波大， *2 早稲田大 ) ： 生物担体流動式硝化プロセス内のアンモニア酸化細菌と亜硝酸酸化
細菌の季節変動 と処理機能解析， 日本水処理生物学会 第 41 回大会， つ く ば， 2004.11， 日
本水処理生物学会誌， 別巻 (24)， 96

0204BE428

稲森悠平 吉江幸子 (*1)， 常田聡 (*1)， 平田彰 (*1)， 井坂和一 (*2)， 角野立夫 (*2)， 稲森悠平 (*1 早稲
田大， *2 日立プラ ン ト 建設 )：包括固定化担体内の硝化細菌群に及ぼす温度条件の影響解析，
日本水処理生物学会 第 41 回大会， つ く ば， 2004.11， 日本水処理生物学会誌， 別巻 (24)， 97

9903AB238

稲森悠平 大坂利文 (*1)， 吉江幸子 (*1)， 常田聡 (*1)， 平田彰 (*1)， 稲森悠平 (*1 早稲田大 ) ： 活性汚泥
内に存在する メ タ ノール資化性脱窒細菌群の SIP 法によ る解析， 日本水処理生物学会 第 41
回大会， つ く ば， 2004.11， 日本水処理生物学会誌， 別巻 (24)， 98

0105AB409

稲森悠平 増田周平 (*1)， 野村宗弘 (*1)， 中野和典 (*1)， 西村修 (*1)， 水落元之， 稲森悠平 (*1 東北大
院 ) ： 亜硝酸還元過程における動力学的パラ メ ータの決定， 日本水処理生物学会 第 41 回大
会， つ く ば， 2004.11， 日本水処理生物学会誌， 別巻 (24)， 100

0105AB410

稲森悠平 稲森悠平， 若林宏美 (*1)， 稲森隆平 (*2)， 厳立 (*3)， 桂萍， 戎野棟一 (*1)(*1 東邦大， *2 筑
波大， *3 上海交通大 ) ： アシ， マコモ， ガマ植栽人工排水流入系における分子生物学的解析
等を導入し た温室効果ガスの発生 ・ 浄化特性と根圏構造， 第 39 回日本水環境学会年会， 千
葉， 2005.03， 同講演集， 123

0105AB411

稲森悠平 稲森隆平 (*1)(*2)， 厳立 (*3)， 若林宏美 (*4)， 井上武雄 (*2)， 稲森悠平， 桂萍， 松村正利
(*1)(*1 筑波大， *2 バイオレ ッ ク ス， *3 上海交通大， *4 東邦大 ) ： アシ ・ マコモ ・ ガマ植栽
生活排水流入系における分子生物学的解析等を導入し た温室効果ガスの発生・浄化特性と根
圏構造， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 124

0105AB411

稲森悠平 桂萍， 山本智子 (*1)， 稲森隆平 (*2)， 厳立 (*3)， 稲森悠平， 木村賢史 (*1)(*1 東海大， *2 筑
波大， *3 上海交通大 ) ： 有用植物の水質浄化特性に基づ く 植栽 ・ 土壌処理システムの最適化
に関する研究， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 125

0105AB411

稲森悠平 Yan L.(*1)， Inamori R.(*2)， Gui P.， Matsumura M.(*2)， Inamori Y.， Kong H.N.(*1)(*1SJTU，
*2Univ.Tsukuba)：Evaluating the effect of season on distribution of nitrifying bacteria in a soil plant
system， 39th Jpn.Soc.Water Environ.Annu.Meet.， Chiba， 2005.03， Abstracts， 131

0105AB411

稲森悠平 中尾昇平 (*1)， 蛯江美孝， 山崎宏史 (*2)， 稲森悠平 (*1 筑波大， *2 富山大 ) ： 生活排水の同
一負荷条件におけ る流入水量および濃度の違いの浄化槽の処理性能に及ぼす影響解析， 第
39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 163

0204BE428

稲森悠平 座間俊輔 (*1)， 松村正利 (*1)， 蔭浦大輔 (*1)， Chu C.(*2)， 戎野棟一 (*3)， 蛯江美孝， 稲森
悠平 (*1 筑波大， *2 茨城科技振財団， *3 東邦大 ) ： 生ごみからの有機物 ・ 窒素同時除去のた
めの USB・生物膜循環法の最適運転条件の解析，第 39 回日本水環境学会年会，千葉，2005.03，
同講演集， 201

0307BH593

稲森悠平 中川剛 (*1)， 松村正利 (*1)， 常田聡 (*2)， 平田彰 (*2)， 蛯江美孝， 稲森悠平 (*1 筑波大， *2
早稲田大 )：高度合併処理浄化槽における アンモニア酸化細菌と亜硝酸酸化細菌の年間変動，
第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 240

0204BE428

稲森悠平 Chu C.(*1)， 吉江幸子 (*2)， 蛯江美孝， 稲森悠平， 栗原亮一 (*3)， 孔海南 (*4)(*1 茨城県科技
振財団， *2 早稲田大， *3 筑波大， *4 上海交通大 ) ： 水素発酵プロセスにおける分子生物学
的手法によ る微生物群集構造の解析， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演
集， 252

0307BH593

稲森悠平 古川和寛 (*1)， 星野辰彦 (*1)， 常田聡 (*1)， 平田彰 (*1)， 稲森悠平 (*1 早稲田大 ) ： 高感度
FISH の水処理生態系への適用における課題， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03，
同講演集， 263

0105AB410

稲森悠平 蛯江美孝， 稲森悠平， 常田聡 (*1)， 平田彰 (*1)(*1 早稲田大 ) ： Multiwell Filter FISH 法によ る
有用細菌の高感度検出 ・ 定量化技術の開発， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03，
同講演集， 264

0204BE428
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稲森悠平 大坂利文 (*1)， 吉江幸子 (*1)， 常田聡 (*1)， 平田彰 (*1)， 稲森悠平 (*1 早稲田大 ) ： 炭素利用
特性に着目し た活性汚泥における脱窒細菌群集構造解析－ SIP 法を導入し た 16SrRNA 遺伝
子および機能遺伝子解析－， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 268

0303BD582

稲森悠平 稲垣智文 (*1)， 稲森悠平， 杉浦則夫 (*1)(*1 筑波大 ) ： 水中フ ミ ン物質の藍藻類 microcystis 属
の増殖に対する影響， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 297

0103CB386

稲森悠平 井坂和一 (*1)， 角野立夫 (*1)， 吉江幸子 (*2)， 常田聡 (*2)， 稲森悠平 (*1 日立プラ ン ト 建設，
*2 早稲田大 ) ： 嫌気性アンモニア酸化反応系におけ る亜硝酸酸化反応の発見， 第 39 回日本
水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 325

0105AB409

稲森悠平 井坂和一 (*1)， 角野立夫 (*1)， 伊達康博 (*2)， 吉江幸子 (*2)， 常田聡 (*2)， 稲森悠平 (*1 日
立プラ ン ト 建設， *2 早稲田大 ) ： 連続処理系におけ る嫌気性アンモニア酸化細菌の増殖特
性， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 326

0105AB409

稲森悠平 伊達康博 (*1)， 吉江幸子 (*1)， 常田聡 (*1)， 平田彰 (*1)， 井坂和一 (*2)， 角野立夫 (*2)， 稲
森悠平 (*1 早稲田大， *2 日立プラ ン ト 建設 ) ： 嫌気性アンモニア酸化細菌の増殖に伴 う 共存
微生物群の挙動， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 327

0105AB409

稲森悠平 栗原亮一 (*1)， 内山裕夫 (*1)， Chu C.(*2)， 稲森悠平 (*1 筑波大， *2 茨城県科技振財団 ) ：
UASB 反応槽水素生成特性の検討，第 39 回日本水環境学会年会，千葉，2005.03，同講演集，335

0307BH593

稲森悠平 稲森悠平， 蛯江美孝， 浜口峻 (*1)， 河村光隆 (*1)(*1 工学院大 ) ： 底泥好気化の微生物群集の
生息分布に及ぼす影響解析， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 473

0303BD582

稲森悠平 横川善之 (*1)， 加藤且也 (*1)， 斎藤隆雄 (*1)， シン ドー ラーセン (*1)， 稲森悠平， 佐伯和男
(*2)(*1 産総研， *2 ダ イ キ ) ： メ ソ ポーラ ス リ サイ クルセラ ミ ッ ク スによ る酵素固定， 第 39
回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 501

0304BD583

稲森悠平 吉野由貴 (*1)， 藤本尚志 (*1)， 大西章博 (*1)， 鈴木昌治 (*1)， 稲森悠平 (*1 東京農大 ) ： 生物
膜法によ る藍藻類 Cylindrospermopsin の分解， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03，
同講演集， 438

0103CB386

井上　元 青木忠生 ： 基底関数展開によ る晴天 ・ 雲域放射弁別手法の開発， 日本 リ モー ト センシング学
会 第 37 回学術講演会， 日立， 2004.12， 同講演論文集， 79-80

0406BA414

井上　元 Aoki T.：A method of channel compression for the trace gas remote sounder by using the empirical
orthogonal functions，SPIE 4th Int.Asia-Pac.Environ.Remote Sensing Symp.，Honolulu，2004.11，
Abstracts， 64

0406BA414

井上　元 Aoki T. ： An alternative approach to the channel selection problem for the infrared multi-channel
spectral data with using hypothetical channel system，SPIE 4th Int.Asia-Pac.Environ.Remote Sens-
ing Symp.， Honolulu， 2004.11， Abstracts， 93

0406BA414

井上　元 Inoue G.， Yokota T.， Oguma H.， Higurashi A.， Morino I.， Aoki T. ： Overview of greenhouse
gases observing satellite(GOSAT) of Japan，AGU 2004 Fall Meet.，San Francisco，2004.12，Eos，
Transactions， 85(47)， A51C-0790

0406BA414
0105AE259

井上　元 Inoue G.， Takahashi Y.(*1)(*1Minist.Environ.) ： Activities of MOE and NIES related to GOSAT，
2nd Int.Workshop Greenhouse Gas Meas.Space， Pasadena， 2005.03， Abstracts， 15

0406BA414

井上　元 Inoue G.， Machida T.， Oguma H.， Takahashi Y.(*1)(*1Minist.Environ.) ： GOSAT validation
strategy， 2nd Int.Workshop Greenhouse Gas Meas.Space， Pasadena， 2005.03， Abstracts， 31

0406BA414

井上健一郎 日吉孝子 (*1)， 熊谷嘉人 (*2)(*3)， 戸村成男 (*3)， 市瀬孝道 (*4)， 柳澤利枝， 井上健一郎， 高
野裕久 (*1 筑波大院， *2South.California Part.Cent.& Supersite， *3 筑波大， *4 大分県看護科
大 ) ： 大気中微小粒子に含まれる 1， 2- ナフ ト キ ノ ンが卵白アルブ ミ ン誘発マウ ス喘息モデ
ルに及ぼす影響， 第 74 回日本衛生学会総会， 東京， 2004.04， 日衛誌， 59(2)， 140

0105SP031
0105SP061

井上健一郎 日吉孝子 (*1)， 熊谷嘉人 (*2)(*3)， 戸村成男 (*3)， 市瀬孝道 (*4)， 柳澤利枝， 井上健一郎， 高
野裕久 (*1 筑波大院， *2South.California Part.Cent.& Supersite， *3 筑波大， *4 大分県看護科
大 ) ： 大気中微小粒子に含まれる 9， 10- フ ェナン ト ラ キ ノ ンが卵白アルブ ミ ン誘発マウ ス
喘息モデルに及ぼす影響， 第 74 回日本衛生学会総会， 東京， 2004.04， 日衛誌， 59(2)， 140

0105SP031
0105SP061

井上健一郎 井上健一郎， 高野裕久， 柳澤利枝， 桜井美穂， 藤田洋司 (*1)， 志賀彰 (*1)， 吉川利彰 (*1)，
吉川敏一 (*2)(*1 三菱電機， *2 京都府医大 ) ： デ ィ ーゼル排気微粒子誘発肺傷害に対する合
成抗酸化剤の予防効果， 第 16 回日本アレルギー学会春季臨床大会， 前橋， 2004.05， アレル
ギー， 53(2/3)， 289

0105SP031
0105SP061
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井上健一郎 日吉孝子 (*1)， 熊谷嘉人 (*1)， 戸村成男 (*1)， 市瀬孝道 (*2)， 柳澤利枝， 井上健一郎， 高野
裕久 (*1 筑波大， *2 大分県看護科大 ) ： 卵白アルブ ミ ンによ る喘息モデルに大気中微小粒子
成分 1，2- ナフ ト キ ノ ンが及ぼす影響について，第 16 回日本アレルギー学会春季臨床大会，
前橋， 2004.05， アレルギー， 53(2/3)， 289

0105SP031
0105SP061

井上健一郎 井上健一郎， 高野裕久， 柳澤利枝， 桜井美穂， 日吉孝子， 小田俊男 (*1)， 田村弘志 (*1)， 大
野尚仁 (*2)， 安達禎之 (*2)， 吉川敏一 (*3)(*1 生化学工業， *2 東京薬大， *3 京都府医大 ) ：
可溶化 beta グルカンの経気道曝露によ る気道炎症 第 2 報， 第 16 回日本アレルギー学会春
季臨床大会， 前橋， 2004.07， アレルギー， 53(2/3)， 291

0105SP031
0105SP061

井上健一郎 井上健一郎， 高野裕久， 柳澤利枝， 小田俊男 (*1)， 田村弘志 (*1)， 大野尚仁 (*2)， 安達禎之
(*2)， 吉川敏一 (*3)(*1 生化学工業， *2 東京薬大， *3 京都府医大 ) ： 可溶化 beta グルカンの
経気道曝露によ る気道炎症， 第 19 回日本 Shock 学会総会， 京都， 2004.05， Shock， 19(1)， 22

0105SP031
0105SP061

井上健一郎 井上健一郎， 高野裕久， 柳澤利枝， 島田章則 (*1)， 森田剛仁 (*1)， 桜井美穂， 日吉孝子， 遠
山千春， 吉川敏一 (*2)(*1 鳥取大， *2 京都府医大 ) ： IL-6 は sepsis に伴 う 肺胞出血を保護す
る， 第 19 回日本 Shock 学会総会， 京都， 2004.05， Shock， 19(1)， 43

0105SP031
0105SP061

井上健一郎 井上健一郎， 高野裕久， 柳澤利枝， 桜井美穂， 河野浩之 (*1)， 日吉孝子， 吉川敏一 (*2)(*1
持田製薬， *2 京都府医大 ) ： ウ リ ナス タチンは局所及び全身急性期炎症反応を制御する， 第
19 回日本 Shock 学会総会， 京都， 2004.05， Shock， 19(1)， 44

0105SP031
0105SP061

井上健一郎 井上健一郎， 高野裕久， 柳澤利枝， 島田章則 (*1)， 森田剛仁 (*1)， 桜井美穂， 遠山千春， 吉
川敏一 (*2)(*1 鳥取大， *2 京都府医大 ) ： IL-6 の炎症に伴 う 凝固 ・ 線溶異常における保護的
役割， 第 25 回日本炎症 ・ 再生医学会， 東京， 2004.07， 炎症 ・ 再生， 24(4)， 517

0105SP031
0105SP061

井上健一郎 井上健一郎， 柳澤利枝， 桜井美穂， 日吉孝子， 植木尚子， 高野裕久 ： 都市部 CAPS 曝露が細
菌毒素に関連する急性肺傷害に与え る影響， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同
講演要旨集， 343

0105SP061

井上健一郎 日吉孝子 (*1)， 熊谷嘉人 (*2)， 戸村成男 (*1)， 市瀬孝道 (*3)， 定金香里 (*3)， 柳澤利枝， 井
上健一郎， 高野裕久 (*1 筑波大院， *2 筑波大， *3 大分県看護科大 ) ： OVA 感作アレルギー
に対する大気中微小粒子成分 1， 2- ナフ ト キ ノ ンの修飾効果， 第 45 回大気環境学会年会，
秋田， 2004.12， 同講演要旨集， 490

0105SP031
0105SP061

井上健一郎 井上健一郎， 高野裕久， 柳澤利枝， 桜井美穂， 市瀬孝道 (*1)， 定金香里 (*1)， 吉川敏一 (*2)，
(*1 大分県看護科大， *2 京都府医大 ) ： ナ ノ 粒子の抗原誘発アレルギー性気道炎症への影響，
第 54 回日本アレルギー学会総会， 横浜， 2004.11， アレルギー， 53(8/9)， 913

0105SP031
0105SP061

井上健一郎 井上健一郎， 高野裕久， 柳澤利枝， 桜井美穂， 小田俊男 (*1)， 田村弘志 (*1)， 大野尚仁 (*2)，
吉川敏一 (*3)(*1 生化学工業， *2 東京薬大， *3 京都府医大 ) ： 可溶化 β グルカンの催気道炎
症作用， 第 10 回エン ド ト キシン研究会， 京都， 2004.11， 同要旨集， 15

0105SP031
0105SP061

井上健一郎 Inoue K-i.，Takano H.，Yoshikawa T.(*1)，Yanagisawa R.，Sato M.(*2)，Shimada A.(*3)，Sawada
M.(*3)，Nakamura K.(*3)，Sanbongi C.(*4)，Tohyama C.(*1Kyoto Pref.Univ.， *2Gifu Pharm.Univ.，
*3Tottori Univ.， *4Meiji Seika Co.)：Protective role of metallothionein in acute lung injury induced
by bacterial endotoxin in mice， 8th Bienn.Conf.Int.Endotoxin Soc.， Kyoto， 2004.11， Abstracts，
10(5)， 342

0105SP031
0105SP061

井上健一郎 Inoue K-i.， Takano H.， Yanagisawa R.， Sakurai M.， Shimada A.(*1)， Morita T.， Sato M.(*2)，
Yoshino S.(*3)， Yoshikawa T.(*4)， Tohyama C.(*1Tottori Univ.， *2Gifu Pref.Univ.， *3Kobe
Pharm.Univ.， *4Kyoto Pref.Univ.) ： Protective role of IL-6 in pulmonary hemorrhage induced by
bacterial endotoxin， 8th Int.Endotoxin Soc.Conf.， Kyoto， 2005.11， Abstracts， 10(5)， 344

0105SP031
0105SP061

井上健一郎 井上健一郎，高野裕久，柳澤利枝，桜井美穂，市瀬孝道 (*1)，定金香里 (*1)，吉川敏一 (*2)(*1
大分県看護科大， *2 京都府医科大 ) ： デ ィ ーゼル排気微粒子 (DEP) は細菌毒素によ る急性肺
傷害を増悪する， 第 44 回日本呼吸器学会， 東京， 2004.03， 同講演会抄録集， 42， 112

0304CD318
0307AA512

井上健一郎 井上健一郎，高野裕久，柳澤利枝，桜井美穂，市瀬孝道 (*1)，定金香里 (*1)，吉川敏一 (*2)(*1
大分県看護科大， *2 京都府医大 ) ： 細菌毒素 (LPS) によ る肺内サイ ト カ イ ン ・ ケモカ イ ン産
生にデ ィ ーゼル排気微粒子 (DEP) の構成成分が及ぼす影響，第 44 回日本呼吸器学会，東京，
2004.03， 同講演会抄録集， 42， 112

0304CD318
0307AA512
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井上健一郎 井上健一郎， 高野裕久， 柳澤利枝， 桜井美穂， 市瀬孝道 (*1)， 定金香里 (*1)， 森田昌敏， 内
山和彦 (*2)， 吉川敏一 (*2)(*1 大分県看護科大， *2 京都府医大 ) ： 細菌毒素誘発急性肺傷害
に対する 15d-PGJ2 の効果 と その メ カニズム， 第 44 回日本呼吸器学会， 東京， 2004.03， 同
講演会抄録集， 42， 101

0105AE185

井上雄三 井上雄三， 朝倉宏， Inanc B.， 遠藤和人， 石垣智基， 山田正人 ： 安定型処分場における高濃
度硫化水素の発生原因の解明と防止対策， 第 26 回全国都市清掃研究 ・ 事例発表会， 東京，
2005.01， 同講演論文集， 224-226

0105PR012
0105AB403

井上雄三 大河内由美子， 井上雄三， 鹿子田千津 (* コ シダテ ッ ク ) ： 炭素資源回収を目的と し た食品廃
棄物からの乳酸発酵 ・ 回収に関する研究， 第 26 回全国都市清掃研究 ・ 事例発表会， 東京，
2005.01， 同講演論文集， 121-123

0105PR012
0105AB404

井上雄三 大崎佑介 (*1)， 今岡務 (*1)， 井上陽仁 (*2)， 玉田法文 (*2)， 大河内由美子， 井上雄三 (*1 広
島工大， *2 復建調査設計 ) ： 広島県における家畜排泄物発生構造と コ ンポス ト の需給バラ ン
ス， 土木学会中国支部 第 56 回研究発表会， 鳥取， 2004.03， 同研究発表会要旨集， 575-576

0105PR012
0105AB404

井上雄三 井上雄三， 朝倉宏， 山田正人 ： 廃石膏ボード からの高濃度硫化水素の発生機構と その対策，
第 15 回廃棄物学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同講演論文集， 15， 1268-1269

0105PR012
0105AB403

井上雄三 Inoue Y.， Asakura H.， Inanc B.， Ishigaki T.， Yamada M.： Formation of strong hydrogen sulfide
from gypsum board and its countermeasures， 3rd Intercontinental Landfill Res.Symp.， Hokakaido，
2004.11， Proceedings， 165-166

0105PR012
0105AB403

井上雄三 大崎佑介 (*1)， 服部和夫 (*1)， 今岡務 (*1)， 井上雄三 (*1 広島工大 ) ： 中国地方における家畜
排泄物の発生構造 と コ ンポス ト の需給バラ ン ス (Poster Session)， 第 39 回日本水環境学会年
会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 357

0105PR012
0105AB404

井上雄三 大河内由美子， 井上雄三， 西嶋渉 (*1)， 岡田光正 (*1)， 鹿子田千津 (*2)(*1 広島大院， *2 コ
シダテ ッ ク ) ： 有機性廃棄物の組成データに基づいた資源量評価に関する研究， 第 15 回廃
棄物学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同講演論文集， 827-829

0105PR012
0105AB404

井上雄三 福永宗介 (*1)， 関戸智雄 (*1)， 土手裕 (1)， 井上雄三， 大河内由美子 (*1 宮崎大 ) ： 家畜農家
におけるふん尿排出方法 と敷料を含めたフ ロー調査，第 15 回廃棄物学会研究発表会，高松，
2004.10， 同講演論文集集， 830-832

0105PR012
0105AB404

猪俣　敏 猪俣敏， 今村隆史， 鷲田伸明 (*1)(*1 豊橋技科大 ) ： HO2 －水錯体の生成過程に関する予備
実験結果， 第 10 回大気化学討論会， 東京， 2004.06， 同講演要旨集， 22

0408AE338

今井章雄 梅本諭 (*1)， 駒井幸雄 (*1)， 井上隆信 (*2)， 今井章雄 （*1 兵庫県健康環境科研セ， *2 岐阜
大） ： 粟鹿山山林域か ら の栄養塩類の年間流出量， 第 38 回日本水環境学会年会， 札幌，
2004.03， 同講演集， 6

0103AG112

今井章雄 駒井幸雄 (*1)， 梅本諭 (*1)， 竹田洋子 (*1)， 井上隆信 (*2)， 今井章雄（ *1 兵庫県健康環境科
研セ， *2 岐阜大）： 都市近郊山林集水域から の窒素流出の特徴について， 第 38 回日本水環境
学会年会， 札幌， 2004.03， 同講演集， 7

0103AG112

今井章雄 永井孝志， 今井章雄， 松重一夫， 福島武彦 (*1)(*1 筑波大 ) ： 鉄の形態分析によ る アオコ増殖
制限物質の解析， 第 38 回日本水環境学会年会， 札幌， 2004.03， 同講演集， 150

0103AG112
0105AE110

今井章雄 篠原梓 (*1)， 今井章雄， 松重一夫 (*1 地球人間環境フ ォーラ ム ) ： 霞ヶ浦湖水中の糖類組成
の評価， 第 38 回日本水環境学会年会， 札幌， 2004.03， 同講演集， 300

0103AG112
0204DA433

今井章雄 川村修平 (*1)， 福島武彦 (*1)， 恩田裕一 (*1)， 今井章雄， 松重一夫 (*1 筑波大 ) ： 湖沼への流
入負荷， 水質及び底質の関係， 第 38 回日本水環境学会年会， 札幌， 2004.03， 同講演集， 587

0103AG112

今井章雄 Imai A.， Matsushige K. ： Characterization of dissolved organic matter in shallow eutrophic Lake
Kasumigaura， 2nd Int.Workshop Water Dynamics， Sendai， 2004.11， Proceedings， 61-66

0103AG112
0204DA433

今井章雄 駒井幸雄 (*1)， 梅本諭 (*1)， 竹田洋子 (*1)， 井上隆信 (*2)， 山田俊郎 (*2)， 今井章雄 (*1 兵
庫県健康環境科研セ， *2 豊橋技科大 ) ： 長期モデ リ ング結果から見た酸性降下物によ る山林
集水域の陸水への影響について，第 39 回日本水環境学会年会，千葉，2005.03，同講演集，99

0103AG112

今井章雄 関智弥 (*1)， 福島武彦 (*1)， 今井章雄， 松重一夫 (*1 筑波大院）： 霞ヶ 浦における 濁度上昇要
因， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 466

0103AG112
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今井章雄 篠原梓 (*1)， 今井章雄， 松重一夫， 小松一弘 (*1 地球人間環境フ ォーラ ム ) ： 霞ヶ浦湖水及
び藻類由来有機物における糖類組成の評価， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03，
同講演集， 467

0103AG112
0002CD111

今井章雄 永井孝志， 今井章雄， 松重一夫， 福島武彦 (*1)(*1 筑波大 ) ： 霞ヶ浦における藍藻類の増殖に
対する溶存有機物の影響の評価，第 39 回日本水環境学会年会，千葉，2005.03，同講演集，468

0103AG112
0105AE110

今井章雄 金田百永 (*1)， 内海真生 (*2)， 今井章雄， 松重一夫 (*1 筑波大， *2 筑波大院 ) ： 霞ヶ浦底泥
細菌群集構造の季節変動解析， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 470

0103AG112
9205AC264

今井章雄 今井章雄， 松重一夫， 小松一弘， 天野邦彦 (*1)(*1 土木研 ) ： 霞ヶ浦隙水中の溶存有機物の特
性， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 471

0103AG112
9205AC264

今井章雄 尾山洋一 (*1)， 松下文径 (*1)， 福島武彦 (*1)， 永井孝志 (*1)， 今井章雄 (*1 筑波大院 ) ： 植物
プ ラ ン ク ト ンの反射スペク ト ルに与え る無機懸濁物の影響－湖沼 リ モー ト センシングへの
適用－， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 549

0103AG112

今井秀樹 Koda T.，Imai H.，Morita M.：Effect of all-trans retinoic acid on bisphenol A-induced uterotrophic
activity in rat， 7th Annu.Meet.Jpn.Soc.Endocr.Disrupters Res.， Nagoya， 2004.12， Program &
Abstracts， 265

0105SP031

今井秀樹 Nakagami R.(*1)， Imai H.，Morita M.(*2)，Kita Y.(*2)，Jinde S.(*1)，Tsunashima K.(*1)，Kato N.
(*1)(*1Univ.Tokyo， *2Fujisawa Pharm.) ： FK506 activates neuroprotective genes， Soc.Neurosci.
34th Ann.Meet.， San Diego， 2004.10， Program

0105AA167

今井秀樹 仲神龍一 (*1)， 今井秀樹， 神出誠一郎 (*1)， 喜多康浩 (*2)， 森田正彦 (*2)， 西村伸太郎 (*2)，
綱島浩一 (*1)， 加藤進昌 (*1)(*1 東大院， *2 藤沢薬品創薬先端技研 ) ： ト リ メ チル錫 (TMT)
投与ラ ッ ト における FK506 の神経細胞死の抑制効果，第 34 回日本神経精神薬理学会／第 26
回日本生物学的精神医学会， 東京， 2004.07， 同講演要旨集， 123

0105AA167

今井秀樹 許暁彬 (*1)， 劉影 (*1)， 今井秀樹， 定松美幸 (*2)， 堤俊輔 (*3)， 赤池雅司 (*1)， 牛島廣治 (*3)
加藤進昌 (*1)(*1 東大院， *2 滋賀医大， *3 グ ラ ク ソ ・ ス ミ ス ク ラ イ ン ) ： 胎児期および哺乳
期における仔ラ ッ ト へのビ ス フ ェ ノ ール A 曝露の影響－機序について－， 第 34 回日本神経
精神薬理学会／第 26 回日本生物学的精神医学会， 東京， 2004.07， 同発表要旨集， 183

0105AA167

今井秀樹 今井秀樹 ： 環境ホルモンの次世代への影響－特に脳神経系に注目し て－， 第 8 回生殖 ・ 発生
毒性学東京セ ミ ナー， 東京， 2005.02

0105AA167

今井秀樹 Koda T.，Imai H.，Morita M.：Effect of all-trans retinoic acid on bisphenol A-induced uterotrophic
activity in rat， 12th Int.Congr.Edocrinol.， Lisbon， 2005.03， Program & Abstracts， 237

0105AA378

今泉圭隆 今泉圭隆，鈴木規之，白石寛明： モンテカルロ シミ ュ レ ーショ ンによ る 曝露評価手法の検討，
日本内分泌攪乱化学物質学会 第 7 回研究発表会，名古屋，2004.12，同研究発表会要旨集，423

0105PR021

今村隆史 吉識宗佳， 木津暢彦 (*1) 佐藤薫 (*2)(*1 気象庁， *2 極地研 ) ： 昭和基地ラ ジオゾンデ集中観
測データに基づ く 南極域重力波の研究， 日本気象学会 2004 年度春季大会， 東京， 2004.05，
同講演予稿集， 169

0204BA347

今村隆史 佐藤啓市， 今村隆史， 谷本浩志 ： 負イオン化学イオン化質量分析法を用いた有機硝酸類のマ
ス スペク ト ルの特徴， 第 52 回質量分析総合討論会， 名古屋， 2004.06， 同講演要旨集， 52，
334-335

0405BA463
0405BD464

今村隆史 ビ ヨ ン ク ロ ッ ツ (*1)， イ アン バーン ス (*1)， 今村隆史 (*1 ブ ッパタール大学 ) ： メ チルビニ
ルエーテルの大気酸化反応， 光化学討論会， つ く ば， 2004.11， 同講演予稿集， 248

0204BA347

今村隆史 今村隆史 ： 成層圏の不均一反応， 分子科学研究所研究会 「大気科学における不均質系の分子
科学」， 岡崎， 2005.01， 同研究会要旨集， 25-26

0204BA347

岩崎一弘 岩崎一弘， 中杉奈央， 大橋美保， 矢木修身 (*1)， 原田貴浩 (*2)， 中嶋睦安 (*2)(*1 東大院， *2
日大 ) ： 霞ヶ浦湖水における組換え微生物の生態系影響評価， 第 38 回日本水環境学会年会，
札幌， 2004.03， 同講演集， 107

0305BA585

岩崎一弘 青柳秀紀 (*1)， 米良信昭 (*1)， 中園聡 (*2)， 岩崎一弘， 斉木博 (*2)， 田中秀夫 (*1)(*1 筑波
大， *2 電力中研 ) ： DNA マイ ク ロ アレ イによ る酵母プロ ト プラ ス ト の包括的な遺伝子発現
解析 と その利用 ( 第 2 報 ) －新規な酵素生産システムの開発－， 日本農芸化学会 2004 年度
大会， 東広島， 2004.03， 同講演要旨集， 252

0105AE200
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岩崎一弘 米良信昭 (*1)， 青柳秀紀 (*1)， 中園聡 (*2)， 岩崎一弘， 斉木博 (*2)， 田中秀夫 (*1)(*1 筑波
大， *2 電力中研 ) ： DNA マイ ク ロ アレ イによ る酵母プロ ト プラ ス ト の包括的な遺伝子発現
解析 と その利用 ( 第 1 報 ) －プロ ト プラ ス ト の生物特性の解析－， 日本農芸化学会 2004 年
度大会， 東広島， 2004.03， 同講演要旨集， 252

0105AE200

岩崎一弘 Kurisu F.(*1)， Nakamura A.(*1)， Iwasaki K.， Yagi O.(*1)(*1Univ.Tokyo) ： Transport of trichlo-
roethylene degrading bacterium Methylocystis sp.strain M in soil aquifer columns and its model
analysis， Int.Soc.Environ.Biotechnol.7th Bienn.Symp.， Chicago， 2004.06， Program， 28

0105AA210

岩崎一弘 Yagi O.(*1)， Ohkubo N.(*2)， Iwasaki K.， Hashimoto A.， Kurisu F.(*1)(*1Univ.Tokyo， *2Hitachi
City) ： Biodegradation of methyl tert-butyl ether(MTBE) by Mycobacterium spp.， Int.Soc.Envi-
ron.Biotechnol.7th Bienn.Symp.， Chicago， 2004.06， Program， 61

0105AE200

岩崎一弘 岩崎一弘， 米良信昭， 矢木修身 (*1)， 原田貴浩 (*2)， 内山裕夫 (*2)(*1 東大院， *2 筑波大 ) ：
組換え微生物の微生物多様性への影響評価，環境バイオテ ク ノ ロ ジー学会 第 22 回シンポジ
ウ ム ( ポス ター発表 )， 東京， 2004.07， ポス ター発表要旨集， 11

0305BA585

岩崎一弘 矢木修身 (*1)， 奥田喜弘 (*1)， 栗栖太 (*1)， 岩崎一弘 (*1 東大院 ) ： 生物多様性に及ぼす組換
え生物の影響評価プロ ジェ ク ト の概要， 第 20 回日本微生物生態学会， 仙台， 2004.11， 同講
演要旨集， 249

0305BA585

岩見徳雄 田中伸幸 (*1)， 川端善一郎 (*2)， 岩見徳雄， 稲森悠平， 板山朋聡 (*1JST， *2 京大 ) ： 浄化槽
に出現する微小動物 と処理能と の関係に関する統計学的解析，第 39 回日本水環境学会年会，
千葉， 2005.03， 同講演集， 170

0204BE428

岩見徳雄 鈴木康之 (*1)， 近藤貴志 (*1)， 常田聡 (*1)， 平田彰 (*1)， 岩見徳雄， 水落元之， 稲森悠平 (*1
早稲田大 ) ： 脱窒性 リ ン蓄積菌の機能を利用し た AOA システムにおける余剰汚泥減容化お
よび高度 リ ン回収に向けた検討，第 39 回日本水環境学会年会，千葉，2005.03，同講演集，401

0204CF426

上野隆平 上野隆平， 佐竹潔， 五箇公一 ： 小笠原の川の固有水生生物 2. ユス リ カについて， 第 52 回日
本生態学会大会， 大阪， 2005.03， 同講演要旨集， 305

0408AE467
0205AE370
0105AA205

上原　清 上原清， 松本幸夫， 林誠司 (*1)， 若松伸司， 大原利眞 (*1 日本自動車研 )： 中低層建物の多い
市街地における 幹線沿道の流れと 濃度の分布－風洞実験によ る 沿道高濃度大気汚染低減手
法の検討 その 2 －， 2004 年度日本建築学会大会 学術講演会， 北海道， 2004.08， 同講演梗概
集， 821-822

0105AE216

上原　清 上原清，松本幸夫，林誠司 (*1)，山尾幸夫，神田勲，若松伸司，大原利眞 (*1 日本自動車研 )：
川崎市池上新町交差点周辺の沿道大気汚染に関する風洞実験－その 1 高架道路↓の隔壁が
沿道流れ と濃度分布に及ぼす影響－， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要
旨集， 312

0105AE216

上原　清 上原清，松本幸夫，林誠司 (*1)，山尾幸夫，神田勲，若松伸司，大原利眞 (*1 日本自動車研 )：
川崎市池上新町交差点周辺の沿道大気汚染に関する風洞実験－その 2 高濃度低減手法の検
討－， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 313

0105AE2316

上原　清 上原清， 神田勲， 山尾幸夫， 吉川康夫 (*1)， 森川多津子 (*1)， 林誠司 (*1)， 若松伸司， 大原
利眞 (*1 石油産業活性化セ ) ： 自動車排気ガスの初期拡散に関する実験的研究－その 1 実験
方法および相似則，レ イ ノ ルズ数，浮力の影響－，第 45 回大気環境学会年会，秋田，2004.10，
同講演要旨集， 403

0105AE216

上原　清 上原清， 林誠司 (*1)， 松本幸夫 (*1 日本自動車研 ) ： 川崎市池上新町交差点周辺の沿道大気
汚染気候－常時観測からわかる こ と， 風洞実験からわかる こ と－， 第 45 回大気環境学会年
会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 288-291

0105AE216

梅津豊司 鎌田亮， 小宇田智子， 諸星佳織， 梅津豊司， 森田昌敏 ： 卵巣摘出ラ ッ ト 子宮肥大試験法を用
いた子宮内遺伝子発現の解析 ( 続報 )， 日本内分泌攪乱化学物質学会 第 7 回研究発表会， 名
古屋， 2004.12， 同研究発表会要旨集， 204

0105SP031

梅津豊司 Umezu T.， Nagano K.， Ito H.， Kosakai K.(*1)， Sakaniwa M.(*1)， Morita M.(*1Univ.Tsukuba) ：
Behaviral pharmacology of plant-derived substances (13): anticonflict effects of lavender oil and
identification of its active constituent， 24th CINP Congr.2004， Paris， 2004.06， Abstracts，
7(Suppl.1)， S203

0105AE184
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梅津豊司 梅津豊司： メ ン ト ールのマウ ス移所運動活性増加作用及びニコチン と の相互作用に関する行
動薬理学的研究， 第 19 回平成 15 年度喫煙科学研究財団助成研究発表会， 東京， 2004.07，
同年報， 661-666

0105AE184

梅津豊司 青島均， 葛城将文 (*1)， 梅津豊司 (*1 山口大 ) ： イオンチャネル型ガンマア ミ ン酪酸受容体
を活性化する芳香物質のマウ ス行動への影響， Neuro2004 第 27 回日本神経科学大会／第 47
回日本神経化学会大会合同大会， 大阪， 2004.09， Neurosci.Res.， 50(Suppl.1)， S71

0105AE184

梅津豊司 Umezu T.，Morita M.：Behavioral pharmacology of plant-derived subustances(14): Interaction be-
tween menthol and nicotine on ambulation in mice， 78th Annu.Meet.Jpn.Pharm.Soc.， Yokohama，
2005.03， J.Pharm.Sci.， 97(Suppl.1)， 91

0105AE184

遠藤和人 遠藤和人， 井上雄三， 園田竹雪 (*1)(*1 大阪湾広域臨海環境整備セ ) ： 尼崎沖最終処分場埋立
終了後の廃棄物層の温度 と ガス濃度のモニ タ リ ング事例， 第 26 回全国都市清掃研究 ・ 事例
発表会， 東京， 2005.01， 同講演論文集， 26， 233-235

0105PR012

遠藤和人 本郷隆夫 (*1)， 遠藤和人， 水野克己 (*2)(*1 地域地盤環境研， *2 ホージュ ン）： 底部遮水工に
与える 廃棄物の土圧並びに浸出水と 地下水水位調査， 第 26 回全国都市清掃研究・事例発表
会， 東京， 2005.01， 同講演論文集， 26， 245-247

0105PR012

遠藤和人 遠藤和人， 石垣智基， Inanc B.， 山田正人， 井上雄三， 山田直之 (*1)， 杉本芳博 (*1)， 成岡
朋弘 (*2)， 小野雄策 (*2)(*1 ダ イヤコ ンサルタ ン ト ， *2 埼玉県環境科国際セ ) ： 時系列比抵
抗探査によ る最終処分場の内水探索， 第 15 回廃棄物学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同講
演論文集， 1255-1257

0105PR012

遠藤和人 遠藤和人， 東海林寛 (*1)， 嘉門雅史 (*1)， 貴田晶子， 酒井伸一 (*1 京大 ) ： 廃コ ン ク リ ー ト
微粉を用いた地盤改良体からの六価ク ロ ム溶出に関する解析的検討， 第 10 回地下水 ・ 土壌
汚染 と その防止対策に関する研究集会， 大阪， 2004.08， 同講演集， 375-378

0105PR012

遠藤和人 遠藤和人， 八戸昭一 (*1)， 成岡朋弘 (*1)， 小野雄策， 山田正人， 井上雄三 (*1 埼玉県環境科
国際セ ) ： 廃棄物最終処分場適地選定のための地下水流動解析， 第 10 回地下水 ・ 土壌汚染
と その防止対策に関する研究集会， 大阪， 2004.08， 同講演集， 191-193

0105PR012

遠藤和人 遠藤和人， 水野克己 (*1)， 藤原照幸 (*2)， 西垣誠 (*3)， 嘉門雅史 (*4)(*1 ホージュ ン， *2 地
域地盤環境研， *3 岡山大， *4 京大 ) ： コ ンシステンシー限界によ る底部遮水工の難透水性
予測， 第 59 回土木学会年次講演会， 豊田， 2004.09， 同論文集 (CD-ROM)， 615-616

0105PR012

遠藤和人 池尻健 (*1)， 呉佳曄 (*1)， 遠藤和人 (*1 セン ト ラル技研 ) ： 落球探査を用いた廃棄物最終処
分場の埋立管理に関する一提案， 第 59 回土木学会年次講演会， 豊田， 2004.09， 同論文集
(CD-ROM)， 627-628

0105PR012

遠藤和人 遠藤和人， 水野克己 (*1)， 本郷隆夫 (*2)， 西垣誠 (*3)， 嘉門雅史 (*4)(*1 ホージュ ン， *2 地
域地盤環境研， *3 岡山大， *4 京大 ) ： コ ンシステンシー限界を用いた粘土の難透水性の解
明， 第 59 回土木学会年次講演会， 豊田， 2004.09， 同論文集 (CD-ROM)， 563-564

0105PR012

遠藤和人 水野克己 (*1)， 遠藤和人， 藤原照幸 (*2)， 西垣誠 (*3)， 嘉門雅史 (*4)(*1 ホージュ ン， *2 地
域地盤環境研， *3 岡山大， *4 京大 ) ： 物理化学的性質を考慮し たコ ンシステンシー限界を
用いた粘土の分類法， 第 39 回地盤工学研究発表会， 新潟， 2004.07， 同講演論文集 (CD-
ROM)， 297-298

0105PR012

遠藤和人 遠藤和人， 井上雄三， 山辺功二 (*1)， 廣崎順 (*1)， 田中勝 (*2)(*1 富士総研， *2 岡山大 ) ： 海
面および陸上最終処分場の リ ス ク認識に関する アンケー ト 結果報告，第 3 回海環境と生物お
よび沿岸環境修復技術に関する シンポジウ ム， 沖縄， 2004.08， 同論文講演集， 165-170

0105PR012

遠藤和人 遠藤和人， 嘉門雅史 (*1)， 東海林寛 (*1)， 貴田晶子， 酒井伸一 (*1 京大 ) ： 廃コ ン ク リ ー ト
微粉を添加し た各種粘土からの六価ク ロ ム溶出挙動， 第 6 回地盤改良シンポジウ ム， 京都，
2004.11， 同論文講演集， 185-190

0105PR012

遠藤和人 Endo K.，Mizuno K.(*1)，Sato M.(*2)，Murata K.(*2)，Inoue Y.，Kamon M.(*3)(*1Okayama Univ.，
*2Asahikawa city， *3Kyoto Univ.) ： Getechnical design according to groundwater contamination
risk for MSW landfill in Japan，3rd Int.Landfill Res.Symp.，Hokkaido，2004.12，Proceedings，55-57

0105PR012

大迫政浩 大迫政浩 ： ゴ ミ 処分場 「再生」 と環境アセス メ ン ト ， 2004 年度環境アセス メ ン ト 学会沖縄
大会， 那覇， 2004.10， 同要旨集， 113-117

0105AB404

大迫政浩 大迫政浩：再生製品の環境安全管理ツール と安全品質レベル－建設系資材への有効利用を例
と し て－， 廃棄物学会 「試験 ・ 検査法研究部会」， 高松， 2004.11， 2003 年度報告書， 37-45

0406BC339
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大迫政浩 大迫政浩，田崎智宏：溶融ス ラ グの有効利用における環境安全管理の考え方について－有効
利用状況 と環境安全に係る品質規格化の動き を含めて－， 廃棄物学会 「試験 ・ 検査法研究部
会」， 高松， 2004.11， 2003 年度報告書， 46-59

0406BC339

大迫政浩 伊藤良治 (*1)， 中西哲夫 (*1)， 大迫政浩 (*1 飛鳥建設 ) ： 一般廃棄物溶融ス ラ グを用いた地
下空洞充填材の環境安全性，第 15 回廃棄物学会研究発表会，高松，2004.11，同講演論文集，
778-780

0406BC339

大迫政浩 大迫政浩， 伊藤良治 (*1)， 中西哲夫 (*1)(*1 飛島建設 ) ： 「廃地下空間」 を利用し た新たな処
分概念の可能性， 第 15 回廃棄物学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同講演論文集， 277-279

0406BC339

大迫政浩 肴倉宏史 (*1)，水谷聡 (*2)，田崎智宏，貴田晶子，大迫政浩，酒井伸一 (*1 秋田工専，*2 京大
環境保全セ） ： 利用形状に応じ た拡散溶出試験によ る廃棄物溶融ス ラ グの長期溶出量評価，
第 15 回廃棄物学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同講演論文集， 1-3

0406BC339

大迫政浩 土屋和也 (*1)， 秋山貴 (*1)， 原科幸彦 (*1)， 大迫政浩， 川畑隆常 (*1 東京工大院 ) ： 産業廃棄
物処理施設の立地特性に関する研究， 第 15 回廃棄物学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同講
演論文集， 369-371

0105AB339

大迫政浩 秋山貴 (*1)， 原科幸彦 (*1)， 大迫政浩 (*1 東京工大院 ) ： 廃棄物最終処分場場に対する住民
の態度 と距離の関係，第 15 回廃棄物学会研究発表会，高松，2004.11，同講演論文集，372-374

0105AB399

大迫政浩 大迫政浩， 坂田一登 (*1)， 谷岡洋平 (*1)(*1 第一フ ァ イ ンケ ミ カル ) ： Ah レセプター PCR 法
の廃棄物試料中ダ イオキシン類測定への適用可能性，第 15 回廃棄物学会研究発表会，高松，
2004.11， 同講演論文集， 1292-1294

0105AB405

大迫政浩 北村光太郎 (*1)， 大迫政浩 (*1 日立プラ ン ト ) ： 都市ごみ焼却灰中に存在する重金属と有機
物の相互作用に関する基礎的研究 ( 第 2 報 ) －腐植物質共存下での鉛と銅の溶解度予測－，
第 15 回廃棄物学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同講演論文集， 1045-1047

0305AE547

大迫政浩 大迫政浩，金容珍 (*1)(*1 韓国木甫大 )：埋立地浸出水中の疎水性優樹汚染物質の存在形態分
析， 第 15 回廃棄物学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同講演論文集， 1090-1092

0104BC240

大迫政浩 Tojo Y.(*1)， Tanaka N.(*1)， Matsuto T.(*1)， Osako M.(*1Hokkaido Univ.) ： Numerical modeling
of long-term behavior of waste in landfill， 3rd Intercotinental Landfill Res.Symp.， Hokkaido，
2004.12， Proceedings， 145-146

0407BC381

大迫政浩 Sakanakura H.(*1)， Osako M.， Kida A.， Sakai S.(*1Akita Natl.Coll.) ： Diffusion test of 20 kinds
of waste molten slags and competitive materials，3rd Intercontinental Landfill Res.Symp.，Hokkaido，
2004.12， Proceedings， 18-20

0406BC339

大迫政浩 Osako M.， Kitamura K.(*1)(*1Hitachi Plant) ： Studies on interaction between humic matter and
heavy metals present in MSW incineration residue， 3rd Intercontinental Landfill Res.Symp.，
Hokkaido， 2004.12， Proceedings， 14-16

0305AE547

大迫政浩 大迫政浩 ： 最終処分場における化学物質制御戦略 処分場内における化学物質の不動化－焼
却残渣の土壌化 と有害物質の固定化－，環境科学会 化学物質管理戦略研究会主催セ ミ ナー，
東京， 2005.01， 最終処分場と化学物質， 29-35

0305AE547

大迫政浩 大迫政浩， 阿部直也， 伊藝直哉 (*1)， 森賢三 (*1)， 小松優也 (*2)(*1 イ ンテージ， *2 東京工
大 ) ： ごみ減量化施策の自治体間比較によ る評価 ・ マネジ メ ン ト 手法に関する研究，第 26 回
全国都市清掃研究 ・ 事例発表会， 東京， 2005.01， 同講演論文集， 34-36

0105PR011

大迫政浩 伊藤良治 (*1)， 大迫政浩 (*1 飛鳥建設 ) ： 特区法を活用し た溶融ス ラ グによ る地下空洞充填
の意義 と ス ラ グ配合充填材の環境安全性， 第 26 回全国都市清掃研究 ・ 事例発表会， 東京，
2005.01， 同講演論文集， 140-142

0105PR011

大原利眞 Kamaya T.(*1)，Mori A.(*1)，Arao K.(*2)，Ohara T.，Sugimoto N.，Mukai H.，Murao K.(*1Nagasaki
Pref.Inst.，*2Nagasaki Univ.)：Continuous monitoring of gas and aerosol in the vicinity of Nagasaki
City -Gaseous and ionic composition at Yellow Sand event-， 4th ADEC Workshop -Aeolian Dust
Exp. Clim.Impact-， Nagasaki， 2005.01， Proceedings， 301-304

0105BA331

大原利眞 大原利真， 村野健太郎 ： 東アジアにおける大気汚染物質のソース ・ リ セプター解析， 第 17
回酸性雨東京講演会， 東京， 2005.03， プロ グ ラ ム

0204BA396

小熊宏之 中路達郎， 武田知己， 小熊宏之， 藤沼康実 ： 広葉樹 4 種における分光反射特性と光合成活性
の関係， 第 115 回日本林学会大会， 東京， 2004.04， 同講演要旨集， 512

9205AC264
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小熊宏之 武田知巳， 小熊宏之， 米康充 (*1)， 山形与志樹， 藤沼康実 (*1 パス コ ) ： レーザ距離センサ
によ る葉面積密度の測定－層別刈 り 取 り 法と の比較－， 日本 リ モー ト センシング学会 第 36
回学術講演会， 千葉， 2004.05， 同講演論文集， 181-182

9205AC264

小熊宏之 中路達郎， 小熊宏之， 藤沼康実 ： カ ラ マツの光合成速度と分光指標の季節変化， 第 51 回日
本生態学会大会， 釧路， 2004.08， 同講演要旨集， 113

9205AC264

小熊宏之 Takeda T.，Oguma H.，Yone Y.(*1)，Yamagata Y.，Fujinuma Y.(*1PASCO)：Evaluation of measuring
canopy gap by laser range finder， FPEC 2004 Fukuoka， Fukuoka， 2004.09， Abstracts， 139

9205AC264

小熊宏之 Yone Y.(*1)，Oguma H.，Yamagata Y.，Fujinomura Y.，Sasa K.(*2)(*1PASCO，*2Hokkaido Univ.)：
Analysis of regeneration pattern in a natural forest of northern Japan usingairborne lider and aerial
photogrammetry， FPEC 2004 Fukuoka， Fukuoka， 2004.09， Abstracts， 153-154

9205AC264

小熊宏之 Nakaji T.，Oguma H.，Fujinuma Y.：Influence of elevated air temperature on the relationship between
photochemical reflectance index(PRI) and photosynthetic light use efficiency of poplar leaves，FPEC
2004 Fukuoka， Fukuoka， 2004.09， Abstracts， 108

9205AC264

小熊宏之 Oguma H.， Fujinuma Y. ： The development of a hyper spectral imager for forest monitoring， 6th
APGC Symp.， Tsukuba， 2004.10， Abstracts， 303

9205AC264

小熊宏之 Takeda T.， Oguma H.， Yone Y.(*1)， Yamagata Y.， Fujinuma Y.(*1PASCO) ： Comparison of leaf
area density measured by laser range finder and stratified clipping method.， 6th APGC Symp.，
Tsukuba， 2004.10， Abstracts， 302

9205AC264

小熊宏之 Yone Y.(*1)，Oguma H.，Yamagata Y.Fujinuma Y.(*1PASCO)：Development of measurement system
for evaluating forest ecosystems - measurement method of over-ground biomass growth by using
airborne lidar -， 6th APGC Symp.， Tsukuba， 2004.10， Abstracts， 304

9205AC264

小熊宏之 Nakaji T.， Takeda T， Fujinuma Y.， Oguma H. ： Change of PRI-LUE relationships during autumn
senescence of young Japanese larch trees，6th APGC Symp.，Tsukuba，2004.10，Abstracts，309

9205AC264

小熊宏之 Nishida K.(*1)，Nakaji T.，Oguma H.，Fujinuma Y.(*1Univ.Tsukuba)：Seasonal changes in remote
vegetation indices and net photosynthesis of Japanese larch needles， AGU 2004 Fall Meet.， San
Francisco， 2004.12， Eos， Transactions， 85(47)， B41A-0085

9205AC264

小熊宏之 米康充 (*1)， 小熊宏之， 藤沼康実 (*1 パス コ ) ： 航空計測を用いた 2004 年台風 18 号によ る
森林被害の把握， 第 53 回日本林学会北海道支部大会， 札幌， 2004.11

9205AC264

小熊宏之 米康充 (*1)， 小熊宏之 (*1 パス コ ) ： ステレオマ ッチングを用いた森林計測， 第 116 回日本
森林学会大会， 札幌， 2005.03， 同講演要旨集， 1C07

9205AC264

小熊宏之 高橋廣行 (*1)， 高木健太郎 (*1)， 野村睦 (*1)， 菅田定雄 (*1)， 北條元 (*1)， 浪花彰彦 (*1)， 小
塚力 (*1)， 米康充 (*2)， 小熊宏之， 藤沼康実 (*1 北大天塩研， *2 パス コ ) ： 「長期観察林」
データ と航空機レーザ計測を用いた森林計測， 第 116 回日本森林学会大会， 札幌， 2005.03，
同講演要旨集， 1C08

9205AC264

小倉知夫 Ogura T. ： Climate sensitivity of a general circulation model with different cloud modelling
assumptions， 2nd Int.Workshop Kyosei Proj.， Cailua Cona， 2005.02

0308AE591

甲斐沼美紀子 甲斐沼美紀子， 増井利彦 ： 温暖化防止対策 ： 温暖化対策税 と日本経済への影響， 総合科学技
術会議 地球温暖化研究イ ニシアテ ィ ブ 平成 16 年度第 1 回影響 ・ リ ス ク評価プロ グ ラ ム／
抑制政策プロ グ ラ ム会合， 東京， 2004.04， 同資料， 19-23

0004BA035

甲斐沼美紀子 Kainuma M. ： The literature on the array of stabilization pathways， IPCC Expert Meet.， Buenos
Aires， 2004.05

0004BA035

甲斐沼美紀子 Kainuma M.：Multi-gas analysis on stabilization scenarios using AIM model，Global Energy Tech-
nol.Strategy Proj.Tech.Rev.， Washington， 2004.05

0004BA035

甲斐沼美紀子 Kainuma M.， Matsuoka Y.(*1)， Masui T.， Fujino J.(*1Kyoto Univ.) ： Carbon reduction potential
and economic impacts in Japan: Application of AIM， Annu.Meet.Int.Energ.Workshop， Paris，
2004.06， Program

0004BA035

甲斐沼美紀子 Kainuma M.， Fujino J.， Hanaoka T.， Nair R.， Matsuoka Y.(*1)， Akashi O.(*1)， Hibino G.(*2)，
Miyashita M.(*2)， Shimada K.(*3)， Pandey R.(*4)(*1Kyoto Univ.， *2FRIC， *3Ritsumeikan Univ.，
*4IIM Luchnow) ：  The potential of future emission reductions and abatement costs in world regions，
Inf.Expert Meet.， Tokyo， 2004.09

0105SP012
0004BA035
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甲斐沼美紀子 Kainuma M. ： Climate policy assessment -Integrated modeling approach-， Energ.Modeling Forum
Workshop Crit.Issues Climate Change， Snowmass， 2004.08

0105SP012
0004BA035

甲斐沼美紀子 Kainuma M.， Hijioka Y.， Shrestha R.(*1)， Hu X.(*2)， Jiang K.(*2)， Shukla P.R.(*3)(*1Asian
Inst.Technol.， *2Energy Res.Inst.， *3Indian Inst.Manage.) ： Implementation plan of APEIS II from
APEIS-IEA， 4th APEIS/RCC meet.， Tsukuba， 2005.03

0105BY274

兜　眞徳 Kabuto M. ： Personal Temperature exposure monitoring in relation to difference in high ambient
temperature-associated mortality risk in Sapporo， Tokyo and Naha， Japan， 16th
Conf.Int.Soc.Environ.Epidemiol.， New York， 2004.08， Epidemiology， 15(4)， S92-S93

0206BY530

兜　眞徳 Kaku J.(*1)，Kabuto M.，Kageyama T.(*2)，Kuno K.，Kuwano S.(*3)，Namba S.(*3)，Sueoka S.(*4)，
Tachibana H.(*5)，Yamamoto K.(*1)，Yamashita M.(*1)，et al.(*1Kobayasi Inst.Phys.Res.，*2Oita
Univ.， *3Mie Univ.， *4Osaka Univ.) ： Standardization of social survey method in Japan， 33th
Int.Congr.Expo.Noise Control Eng.， Prague， 2004.08， Inter-Noise 2004(CD-ROM)

Z00009999

兜　眞徳 Saito T.(*1)，Kabuto M.，Nitta H.，Hayakawa T.(*2)，Honda Y.(*3)(*1Natl.Res.Inst.Child Health
Dev.， *2Gunma Univ.， *3Univ.Tsukuba) ： A Japanese study on childhood leukemia in relation to
the use of electric appliances，Int.Sci.Conf.Child.Leuk.2004，London，2004.09，Abstracts，P3-13

0203AE531

兜　眞徳 Kabuto M.， Honda Y.(*1)， Nitta H.， Saito T.(*2)(*1Univ.Tsukuba， *2Natl.Res.Inst.Child Health
Dev.) ： A Japanise study on childhood leukemia in relation to residential background exposure to
extremely-low-frequency electromagnetic fields，Int.Sci.Conf.Child.Leuk.2004，London，2004.09，
Abstracts， P3-11

0203AE531

亀山　哲 Kameyama S.，Zhang J.，Wang Q.，Xu K.-Q.，Katoh T.(*1)，Watanabe M.(*1PASCO)：Satellite-
based monitoring of flooded areas and water volume in large lake -a case study of Dongting Lake in
Changjiang River Basin-， EGU 1st Gen.Assem.2004， Nice， 2004.04， Geophys.Res.Abst.， 6，
EGU04-A-01716

0105AA270
0305CD537

亀山　哲 亀山哲， 福島路生， 島崎彦人， 高田雅之 (*1)， 金子正美 (*2)(*1 北海道環境科研セ， *2 酪農
学園大 ) ： 流域圏生態系保全のための GIS －河川ネ ッ ト ワーク の解析技術－， 2004 年第 3 回
知床ゼ ミ ， 斜里， 2004.06

0305CD537
0105AE195

亀山　哲 亀山哲， 福島路生， 島崎彦人， 高田雅之 (*1)， 金子正美 (*2)(*1 北海道環境科研セ， *2 酪農
学園大 ) ： 河川ネ ッ ト ワーク の解析技術を用いた流域圏の管理 と保全－ GIS の有効活用と将
来性－， 第 6 回河川環境情報ネ ッ ト ワーク研究会， 名古屋， 2004.07

0105AE195
0305CD537

亀山　哲 斎藤達也 (*1)， 亀山哲， 斎藤健太 (*1)， 齊藤岳 (*1)， 茂木祐希 (*1)， 松村祐介 (*1)(*1 茨城県
並木高 ) ： 環境教育における GIS の活用， 日本環境教育学会 第 15 回大会， 東京， 2004.08

0305CD537

亀山　哲 亀山哲， 福島路生， 島崎彦人， 金子正美 (*1)， 矢吹哲夫 (*1)(*1 北海道酪農学園大 ) ： GIS を
用いた流域構造改変 と釧路湿原の変化に関する定量的解析， 第 51 回日本生態学会大会， 釧
路， 2004.08， 同講演要旨集， 304

0305CD537
0105AE195
0304CD596

亀山　哲 Kameyama S.，Zhang J.，Wang Q.，Xu K.-Q.，Katoh T.(*1)，Watanabe M.(*1PASCO)：Monitoring
of fooded aea and water-volume in large lake using remote sensing/GIS technology: A case study
of Dongting Lake in Changjiang River Basin， 3rd Int.Workshop Mar.Remote Sensing Northwest
Pac.Reg.， Beijing， 2004.10， Proceedings， 3， 25

0105AA270
9605AE211
0305CD537

亀山　哲 Kameyama S.，Ohki Y.(*1)，Wang Q.(*1VisonTech Inc.)：The development of MODIS data analysis
system and its management: The present state and challenges for the future，APEIS 3rd Integrated
Environ.Monit.Workshop， Singapore， 2004.12， Program

0105AA270
9605AE211

亀山康子 亀山康子， 蟹江憲史 (*1)， 高村ゆか り (*2)， 田村堅太郎 (*3)(*1 東京工大， *2 龍谷大， *3 地
球環境戦略研機構 ) ： 気候変動問題に関する 2013 年以降の国際制度に関する分析 ： 各種提
案 と特徴の整理， 環境経済 ・ 政策学会 2004 年大会， 広島， 2004.09， 同報告要旨集， 4-5

0305BA534
0406BA354

亀山康子 亀山康子 ： 将来の気候変動レジームに関する諸提案の一考察， 日本国際政治学会 2004 年度
研究大会， 兵庫， 2004.10， 同講演要旨集， 71

0406BA354
0305BA534

亀山康子 kameyama Y.：Options for the future climate change regime，UNU-IAS/NIES Yokohama Roundtable
Clim.Change， Yokohama， 2004.11

0305BA534
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川本克也 葛西栄輝 (*1)， 坪内直人 (*1)， 大塚康夫 (*1)， 佐藤寛 (*2)， 川本克也， 鈴木和将 (*3)(*1 東北
大多元物質科研， *2 東北大院， *3 関東学院大院 ) ： 燃結試験時のダイオキシン類発生量が
異なる コーク スの性状比較， 日本鉄鋼協会 第 147 回春季講演大会， 東京， 2004.04， 同講演
論文集 材料と プロセス， 17(1)， 132

0105AB401

川本克也 鈴木和将 (*1)， 川本克也 (*1 関東学院大院 ) ： 炭素材の加熱によ る ク ロ ロベンゼン類の生成，
日本鉄鋼協会 第147回春季講演大会，東京，2004.04，同講演論文集 材料と プロセス，17(1)，131

0105AB401

川本克也 鈴木和将 (*1)， 川本克也 (*1 関東学院大院 ) ： 燃結工程におけるダ イオキシン類生成－ de
novo 合成と前駆物質からの生成， 日本鉄鋼協会 第 147 回春季講演大会， 東京， 2004.04， 同
講演論文集 材料 と プロセス， 17(1)， 130

0105AB401

川本克也 Kawamoto K. ： Current status of incineration plants in japan and flue gas abatement focusing on
adsorption technology，24th Int.Symp.Halogenat.Environ.Org.Pollut.POPs; DIOXIN 2004，Berlin，
2004.09， Organohalogen Compd.， 66， 1206-1210

0105AB401

川本克也 川本克也，依田育子：ヘ リ ウ ムプラ ズマ発光法を用いたガス中有機ハロゲン化合物の測定と
応用， 第 15 回廃棄物学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同講演論文集， 934-936

0105AB401

川本克也 呉畏， 倉持秀敏， 川本克也 ： 熱分解ガス化－改質によ る廃木材からの水素製造に関する基礎
研究， 第 15 回廃棄物学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同講演論文集， 618-620

0307BH593

川本克也 Kawamoto K. ： Fate assessment of forty existing chemicals using EUSES in a regional scenario of
Japan， SETAC 25th Annu.Meet.North Am.， Portland， 2004.11， Abstracts， 457

0105AB401

川本克也 Wu W.，Kuramochi H.，Kawamoto K.：Distribution of metals and characteristics of dioxins formation
in a hydrogen-rich gas production process via waste wood gasification technology， China-
Jpn.Jt.Symp.Emviron.Chem.， Beijing， 2004.10， Proceedings， 114-115

0307BH593

貴田晶子 東海林寛 (*1)， 嘉門雅史 (*1)， 貴田晶子， 遠藤和人， 酒井伸一， (*1 京大院 ) ： 廃コ ン ク リ ー
ト 微粉を地盤改良助材 と し て用いた と きの六価ク ロ ムの溶出，第 39 回地盤工学研究発表会，
新潟， 2004.06， 同講演発表集， 2341-2342

0406BC339

貴田晶子 貴田晶子， 遠藤和人， 酒井伸一， 東海林寛 (*1)， 嘉門雅史 (*1)(*1 京大 ) ： 廃コ ン ク リ ー ト 微
粉及びセ メ ン ト からの重金属類の溶出挙動，第 15 回廃棄物学会研究発表会，高松，2004.11，
同講演論文集， 689-691

0406BC339

貴田晶子 貴田晶子， 宇智田奈津代， 酒井伸一 ： 廃プラ スチ ッ ク類及びシュ レ ッ ダーダス ト 中の重金属
類分析－化学分析 と エネルギー分散型蛍光 X 線装置の比較－， 第 15 回廃棄物学会研究発表
会， 高松， 2004.11， 同講演論文集， 589-591

0406BC339

貴田晶子 貴田晶子， 酒井伸一 ： 廃棄物焼却プロセスにおける微量成分の挙動， 化学工学会 秋田大会，
秋田， 2004.07， 同研究発表講演要旨集， SB121

0305AE487

刀正行 刀正行， 原島省， 渋野拓郎 (*1)(*1 西海区水研 )： 蛍光 X 線分析法によ る 珊瑚生育水温の推
定， 第 65 回分析化学討論会， 西原 ( 沖縄県 )， 2004.05， 同講演要旨集， 3

0002BA047

刀正行 刀正行 ： 有害化学物質によ る地球規模海洋汚染 と その観測， 第 65 回分析化学討論会， 西
原 ( 沖縄県 )， 2004.05， 同講演要旨集， 325

0002BA047

刀正行 刀正行 ： 商船を利用し た海水中極微量有害化学物質の広域観測， 平成 16 年度日本水環境
学会中部支部学術集会， 金沢， 2004.10， 同要旨集， 1-2

0002BA047

刀正行 刀正行， 能瀬由紀枝， 藤森一男 (*1)(*1 兵庫県健康環境科研セ ) ： 商船を利用し た広域海洋
汚染観測 (4)， 日本分析化学会 第 53 年会， 習志野， 2004.09， 同講演要旨集， 178

0002BA047

刀正行 刀正行 ： POPs 条約の発効 と環境分析の課題， 第 7 回環境分析研究懇談会セ ミ ナー 「環境
分析におけるサンプ リ ング」， 東京， 2004.12， プロ グ ラ ム

0002BA047

刀正行 刀正行：海洋環境の化学物質によ る汚染と その分析評価法，日本海水学会分析科学研究会
発足記念講演会， 東京， 2004.12， 同プロ グ ラ ム ・ 講演要旨集， 14-16

0002BA047

久保明弘 Han O.(*1)，Chang S.(*1)，Cho K.(*1)，Kubo A.，Iwahashi H.(*2)，Rakwal R.(*2)，Agrawal G.K.(*3)
(*1Chonnam Natl.Univ.，*2AIST，*3Natl.Inst.Agrobiol.Sci.)：Stress response of transgenic rice over-
expressing dual positional specific lipoxygenase gene under ozone， 6th Int.Symp.Plant Resposes Air
Pollt.Global Change: Mol.Biol.Plant Prod.Ecosystem，Tsukuba，2004.10，Program & Abstracts，155

0307AE503
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久保明弘 Rakwal R.(*1，2)，Agrawal G.K.(*2)，Shibato J.(*1)，Murata Y.(*1)，Tamogami S.(*3)，Yonekura M.(*4)，
Kubo A.，Saji H.，Iwahashi H.(*1)(*1AIST，*2Res.Lab.Agric.Biotech.Biochem.，*3Akita Prefect.Univ.，
*4Ibaraki Univ.)： Proteomic， genomic and metabolomic approaches to explore the effects of notorious
air pollutants ozone and sulfur dioxide in rice， 6th Int.Symp.Plant Resposes Air Pollt.Global Change:
Mol.Biol.Plant Prod.Ecosystem， Tsukuba， 2004.10， Program & Abstracts， 156

0307AE503

久保明弘 Kubo A.， Bathula S.， Tamaoki M.， Kanna M.(*1)， Aono M.， Nakajima N.， Saji H.(*1Tokyo Inst.
Technol.) ： OZS1， a gene encoding a transporter-like protein involved in ozone tolerance in Ara-
bidopsis thaliana， 6th Int.Symp.Plant Resposes Air Pollt.Global Change: Mol.Biol.Plant
Prod.Ecosystem， Tsukuba， 2004.10， Program & Abstracts， 185

0307AE503

久保明弘 久保明弘， Bathula S.， 玉置雅紀， 神名麻智 (*1)， 青野光子， 中嶋信美， 佐治光 （*1 東京工
大） ： シ ロ イ ヌナズナのオゾン感受性 ozs1 突然変異体の性質， 第 46 回日本植物生理学会年
会， 新潟， 2005.03， 同講演要旨集， 250

0307AE503

倉持秀敏 倉持秀敏， 呉畏， 川本克也 ： バイオマス熱分解ガス化における有害物質および燃料電池被毒
物質の平衡計算，化学工学会 第 69 年会，大阪，2004.04，同研究発表講演集 (CD-ROM)，G305

0307BH593

倉持秀敏 呉畏， 倉持秀敏， 川本克也 ： 廃木材のガス化 ・ 改質によ る水素 リ ッ チ合成ガスの製造 (04-
10)，日本機械学会 第 14 回環境工学総合シンポジウ ム，東京，2004.07，同講演論文集，204-207

0307BH593

倉持秀敏 倉持秀敏， 川本克也， 前田光治 (*1)(*1 兵庫県大 ) ： 臭素系難燃剤類の物理化学パラ メ ータ，
第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 272-273

0105AB401
0105AB406

倉持秀敏 Kuramochi H.，Maeda K.(*1)，Kawamoto K.(*1Univ.Hyogo)：Physicochemical properties of selected
polybrominated diphenylethers and comparison with some brominated aromatics and PCDDs，24th
Int.Symp.Halogenat.Environ.Org.Pollut.POPs; DIOXIN 2004， Berlin， 2004.09， Organohalogen
Compd.， 66， 2420-2425

0105AB401
0105AB406

倉持秀敏 Kuramochi H.，Maeda K.(*1)，Kawamoto K.(*1Univ.Hyogo)：Water solubility and partitioning be-
havior of selected brominated flame retardants，10th APCChE Congr.，Kitakyushu，2004.10，Pro-
ceedings(CD-ROM)

0105AB401
0105AB406

倉持秀敏 Kuramochi H.，Wu W.，Kawamoto K.：Prediction of the behaviors of hazardous compounds in gas-
ification for some residual biomass fuels， 10th APCChE Congr.， Kitakyushu， 2004.10， Proceed-
ings(CD-ROM)

0307BH593

倉持秀敏 倉持秀敏， 呉畏， 川本克也 ： バイオマス熱分解ガス化における燃料電池被毒物質の生成挙動
と原料組成の関係， 第 15 回廃棄物学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同講演論文集， 633-635

0307BH593

倉持秀敏 Kuramochi H. ： Determination of physicochemical properties of tetrabromobisphenol A and its en-
vironmental partitioning characteristics，SETAC 25th Annu.Meet.North Am.，Portland，2004.11，
Abstracts， 236

0105AB401
0105AB406

黒河佳香 黒河佳香， 笛田由紀子 (*1)， 嵐谷奎一 (*1)， 藤巻秀和 (*1 産医大 ) ： 低濃度揮発性化学物質
の吸入は海馬 CA1 シナプス伝達効率に影響を与え るか？， 第 81 回日本生理学会大会， 札
幌， 2004.06， Jpn.J.Physiol.， 54(Suppl.)， S241

0305AG493

小池英子 小池英子，小林隆弘：デ ィ ーゼル排気曝露によ る喘息様病態の悪化と抗原提示機能に関する
検討， 第 54 回日本アレルギー学会総会， 横浜， 2004.11， アレルギー， 53(8/9)， 914

0304CD566

小池英子 小池英子， 熊谷嘉人 (*1)， 坂西欣也 (*2)， 斎藤郁夫 (*2)， 小林隆弘 (*1 筑波大， *2 産総研 ) ：
カーボンナ ノ 粒子の酸化ス ト レ ス作用に関する検討， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田，
2004.10， 同講演要旨集， 422

0307AA512

小池英子 島浩稔， 小池英子， 小林隆弘 ： デ ィ ーゼル粒子抽出成分の酸化特性 と性状解析について， 第
45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 417

0307AA512

小池英子 Koike E., Kobayashi T.：Organic extract of diesel exhaust particles stimulates expression of ia and
costimulatory molecules associated with antigen presentation in rat peripheral blood monocytes but
not aleveolar macrophages，Soc.Toxicol.44th Annu.Meet.，New Orleans，2005.03，Abstracts，452

0307AA512

越川　海 越川海， 岡村和麿 (*1)， 河地正伸， 関口博之 (*2)， 越川昌美， 広木幹也， 徐開欽， 木幡邦男，
渡辺正孝 (*1 西海区水産研， *2 北海道農研 ) ： 長江希釈水が東シナ海陸棚域の栄養塩と藻類
分布に及ぼす影響， 2004 年度日本海洋学会秋季大会， 松山， 2004.09， 同講演要旨集， 274

0105AA271
0204BA380
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越川昌美 越川昌美， 高松武次郎， 野原精一， 渡邊未来 (*1)， 佐竹研一 (*2)(*1 千葉大， *2 立正大 ) ： 三
面川流域の地質 と アル ミ ニウ ムの流出特性， 日本陸水学会 第 69 回大会， 新潟， 2004.09， 同
講演要旨集， 41

0204CD437

後藤純雄 松村徹 (*1)， 後藤純雄， 佐才秀平 (*1)， 社本博司 (*1)， 山内慎 (*1)， 泥谷真樹 (*1)， 大久保
豊 (*1)， 伊藤安紀 (*1)， 遠藤治 (*2)， 渡辺征夫 (*2)， 他 (*1 国土環境， *2 保健医療科院 ) ： 大
気浮遊粉じん中ダ イオキシン類濃度の経年変化について ( その 4)，第 13 回環境化学討論会，
静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 156-157

0004BC227

後藤純雄 辻清美 (*1)， 長谷川一夫 (*1)， 伏脇裕一 (*1)， 石坂富美 (*1)， 森康明 (*1)， 福永英三 (*2)， 伊
東定信 (*2)， 廣武豊 (*2)， 相原康子 (*2) 土谷健 (*2)， 後藤純雄 (*1 神奈川県衛研， *2 藤沢保
健福祉事務所 ) ： 美容院における室内空気測定事例と スプレー剤の影響， 平成 16 年度日本
環境管理学会 ・ 室内環境学会合同研究発表会， 東京， 2004.10， 同講演予稿集， 52， 308-309

0105PR011

後藤純雄 吉澤秀治 (*1)， 柴野一則 (*2)， 中島大介， 後藤純雄， 小川游 (*2)(*1 明星大， *2 東急建設 ) ：
炭化物ボー ド によ る化学物質の吸着速度に及ぼす湿度の影響， 平成 16 年度日本環境管理学
会 ・ 室内環境学会合同研究発表会， 東京， 2004.10， 同講演予稿集， 52， 330-331

0204BE434

後藤純雄 小谷野道子 (*1)， 大久保忠利 (*1)， 角田真澄 (*1)， 遠藤治 (*1)， 後藤純雄， 渡辺征夫 (*1)(*1
保健医療科院 ) ： 加熱調理によ り 発生する浮遊粒子中の PAH， 平成 16 年度日本環境管理学
会 ・ 室内環境学会合同研究発表会， 東京， 2004.10， 同講演予稿集， 52， 366-367

0004BC227

後藤純雄 後藤純雄， 中島大介， 石井瑠里， 遠藤治 (*1)， 高木敬彦 (*2)， 小野寺祐夫 (*3)(*1 国立保健
医療科院， *2 麻布大， *3 東京理大 ) ： S.typhmurium TL210 株を用いた発光 umu 試験におけ
る溶媒の影響について， 日本環境変異原学会 第 33 回大会／第 18 回日本動物実験代替法学
会合同学術大会 （ポス ター発表）， 長崎， 2004.11， 同講演要旨集， 189

0105PR011

後藤純雄 山口陽， 岩間奏子， 内田勝美， 矢島博文 (*1)， 後藤純雄 (*1 東京理大 ) ： フルボ酸鉄錯体の
分子特性 と光還元作用の相関性に与え る pH 効果， 日本腐植物質学会 第 20 回講演会， 習志
野， 2004.11， 同講演要旨集， 1-2

0105PR011

木幡邦男 木幡邦男， 樋渡武彦， 市村康 (*1)， 木村賢史 (*2)， 村田憲要 (*1)， 瀬尾亮平 (*1)， 篠塚由美，
渡辺正孝， 森光典 (*3)， 田中宏史 (*4)(*1 日本 ミ ク ニヤ， *2 東海大， *3 森機械， *4 日鉄鉱
業 ) ： 大井人工干潟における微細気泡発生が二枚貝生息環境に与え る影響 (2)， 第 39 回日本
水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 106

0105SP051

木幡邦男 瀬尾亮平 (*1)， 市村康 (*1)， 木幡邦男， 木村賢史 (*2)， 樋渡武彦， 村田憲要 (*1)， 森光典
(*3)， 田中宏史 (*4)， (*1 日本 ミ ク ニヤ， *2 東海大， *3 森機械， *4 日鉄鉱業 ) ： 大井人工干
潟における曝気の効果について，第 39 回日本水環境学会年会，千葉，2005.03，同講演集，105

0105SP051

木幡邦男 宮崎一 (*1)， 山﨑富夫 (*1)， 樋渡武彦， 木幡邦男， (*1 兵庫県健康環境科研セ ) ： 人工干潟と
半自然干潟における二枚貝 ( アサ リ ) の成長の比較， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉，
2005.03， 同講演集， 228

0105SP051

木幡邦男 法月怜子 (*1)， 阿部和代 (*1)， 斎藤奈都子 (*1)， 木村賢史 (*1)， 木幡邦男， 市村康 (*2)， 西
村 修 (*3)， 稲森悠平， 須藤隆一 (*4)， 田中宏史 (*5)， 森光典 (*6)， (*1 東海大， *2 日本 ミ ク
ニヤ， *3 東北大， *4 東北工大， *5 日鉄鉱業， *6 森機械 ) ： 人工干潟における貧酸素水塊が
シオフキガイに与え る影響－微細気泡発生の効果－， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉，
2005.03， 同講演集， 107

0105SP051

小林伸治 長谷川就一， 小林伸治， 伏見暁洋， 田邊潔， 森口祐一， 近藤美則， 若松伸司 ： 沿道大気中に
おけるナ ノ粒子の実態解明 (1) 交通状況の異なる地点における粒径分布の特徴， 第 21 回エ
ア ロ ゾル科学 ・ 技術研究討論会， 札幌， 2004.08， 同予稿集， 137-138

0105AA295

小林伸治 伏見暁洋， 斉藤勝美 (*1)， 長谷川就一， 小林伸治， 田邊潔， 森口祐一， 近藤美則， 若松伸司
(*1 秋田県環境セ ) ： 沿道大気中におけるナ ノ粒子の実態解明 (2) EC/OC ・ 有機化合物 ・ 元
素の粒径別組成の特徴， 第 21 回エア ロ ゾル科学 ・ 技術研究討論会， 札幌， 2004.08， 同予稿
集， 139-140

0105AA295

小林伸治 小林伸治 ： 道路沿道大気中で観測される微小粒子の挙動， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田，
2004.10， 同講演要旨集， 286-287

0105AA295
0204BC377

小林伸治 長谷川就一， 小林伸治， 伏見暁洋， 田邊潔， 森口祐一， 近藤美則， 若松伸司 ： 自動車に起因
するナ ノ粒子の沿道大気観測 (1) 粒径分布と個数濃度の変動および気象と の関係， 第 45 回
大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 396

0105AA295
0105AA296
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小林伸治 伏見暁洋， 長谷川就一， 小林伸治， 田邊潔， 森口祐一， 近藤美則， 若松伸司 ： 自動車に起因
するナ ノ粒子の沿道大気観測 (2) 粒径別有機成分及び元素状／有機炭素 （EC/OC） の分析，
第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 397

0105AA295
0105AA296

小林伸治 速水洋 (*1)， 桜井達也 (*2)， 古橋規尊 (*3)， 小林伸治 (*1 電力中研， *2 酸性雨研セ， *3 富士
通エフア イ ピー ) ： 関東地方の夏のエア ロ ゾルを対象と し たシュ ミ レーシ ョ ン， 第 45 回大
気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 530

0105AA295

小林伸治 藤谷雄二， 小林伸治， 近藤美則， 田邊潔， 長谷川就一， 伏見暁洋， 島浩稔， 小池英子， 小林
隆弘 ： 定常 ・ 過度運転時におけるデ ィ ーゼル粒子の粒径別の化学的性状， 第 45 回大気環境
学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 600

0307AA512

小林伸治 小林伸治， 近藤美則， 田邊潔， 森口祐一， 若松伸司 ： デ ィ ーゼル車から排出される微小粒子
の特出特性－過度運転時における粒径分布と排出粒子数－， 第 45 回大気環境学会年会， 秋
田， 2004.10， 同講演要旨集， 601

0105AA295

小林伸治 斉藤勝美 (*1)， 世良耕一郎 (*2)， 小林伸治， 長谷川就一， 伏見暁洋， 若松伸司 (*1 秋田県環
境セ， *2 岩手医大 ) ： 沿道大気中における PM の元素的特徴－ PM2.5 中元素濃度の時間変
化， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 605

0105AA295
0105AA297

小林伸治 平林幹啓 (*1)， 松尾基之 (*1)， 柴田健 (*1)， 村本淳 (*1)， 吉永淳 (*1)， 小林伸治， 鈴木亮， 田
邊潔， 柴田康行 (*1 東大院 )： 有機炭素・ 無機炭素別放射性同位体比に基づく 大気浮遊粉じ ん
中炭素成分の由来の検討， 2004 年度日本地球化学会 第 51 年会， 静岡， 2005.01， 同講演要旨
集， 297

0105AA295

小林伸治 平林幹啓 (*1)， 松尾基之 (*1)， 吉永淳 (*1)， 小林伸治， 田邊潔， 柴田康行 (*1 東大院 ) ： 大気
粉じん中有機炭素成分および元素状炭素成分の放射性炭素濃度測定， 日本分析化学会 第 53
年会， 幕張， 2004.09， 同講演要旨集， 189

0105AA295

小林伸治 Masutomo R.(*1)，Shirakawa Y.(*2)，Takeuchi Y.(*2)，Maeyama N.(*2)，Fukuda A.(*3)，Kobayashi
S.， Kondo Y.(*1Jpn.Transp.Coop.Assoc.， *2Jpn.Weather Assoc.， *3Nihon Univ.) ： Estimation of
mobile source CO2 emission in Bangkok Metropolitan Area，Thailand -Development of driving cy-
cles and emission factor-， Better Air Qual.2004， Agra， India， 2004.12， Abstracts(Web Site)

0105AA295

小林隆弘 京相雅樹 (*1)， 石島正之 (*1)， 八名和夫 (*2)， 石原陽子 (*3)， 小林隆弘 (*1 武蔵工大， *2 法
政大， *3 東京女医大 ) ： 微小粒子状物質の生体影響－心機能に対する影響， 第 45 回大気環
境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 345

0307AA512

小林隆弘 鈴木忠男 (*1)， 中島徹 (*1)， 小林隆弘 (*1 日本自動車研 ) ： 微小粒子状物質の生体影響 (1) 濃
縮大気粒子 (CAPs) の性状， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 341

0307AA512

小林隆弘 丸山良子 (*1)， 飯嶋麻里子 (*2)， 鈴木忠男 (*3)， 小林隆弘 (*1 広島国際大， *2 東大先端科技
セ， *3 日本自動車研 )：微小粒子状物質の生体影響 6 － SHR ラ ッ ト を用いた微小粒子状物質
が呼吸 ・ 循環に及ぼす影響について－， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演
要旨集， 346

0307AA512

小林隆弘 青柳元 (*1)， 飯嶋麻里子 (*1)， 小林隆弘 (*1 筑波大 ) ： デ ィ ーゼル排気ガスが花粉症様病態
に及ぼす影響， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 420

0307AA512

小林隆弘 Kobayashi T., Shima H., Koike E. ： Chemical characteristics and toxicity of polar organic extract
of diesel exhaust particles，Soc.Toxicol.44th Annu.Meet.，New Orleans，2005.03，Abstracts，451

0307AA512

近藤美則 近藤美則， 小林伸治， 森口祐一 ： 交差点近傍における排ガス排出状況の変動に関する研究，
自動車技術会 2004 年春季大会学術講演会， 横浜， 2004.05， 同講演会前刷集， 25-28

0105AA295
0103BD302

近藤美則 近藤美則， 小林伸治， 森口祐一 ： 交差点通過時の排ガス排出量の変動の実態， 第 45 回大気
環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 198-199

0105AA295

近藤美則 近藤美則， 小林伸治， 森口祐一， 前山徳久 (*1)， 佐々木寛介 (*1)(*1 日本気象協会 ) ： 交差点
通過時の PM 排出状況の解析，第 45 回大気環境学会年会，秋田，2004.10，同講演要旨集，701

0105AA295

近藤美則 近藤美則， 小林伸治， 森口祐一， 前山徳久 (*1)， 佐々木寛介 (*1)(*1 日本気象協 )： 大気環境
への負荷から 見た交差点周辺の排出係数の考え方， 自動車技術会 2004 年秋季大会学術講演
会， 仙台， 2004.10， 同講演会前刷集， 9-12

0105AA295
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近藤美則 前山徳久 (*1)， 舛巴亮 (*2)， 白川泰樹 (*1)， 竹内義治 (*1)， 福田敦 (*3)， 近藤美則， 小林伸
治 (*1 日本気象協， *2 海外運輸協力協， *3 日大 ) ： タ イ ・ バン コ ク市における自動車排出ガ
ス量の推計 ( 第 1 報 ) －排出係数測定のための実走行モード の構築－， 自動車技術会 2004
年秋季大会学術講演会， 仙台， 2004.10， 同講演会前刷集， 1-4

0105AA295

近藤美則 白川泰樹 (*1)， 舛巴亮 (*2)， 前山徳久 (*1)， 竹内義治 (*1)， 福田敦 (*3)， 近藤美則， 小林伸
治 (*1 日本気象協会， *2 海外運輸協力協， *3 日本大 ) ： タ イ ・ バン コ ク市における自動車排
出ガス量の推計 ( 第 2 報 ) －排出係数の作成－， 自動車技術会 2004 年秋季大会学術講演会，
仙台， 2004.10， 同講演会前刷集， 5-7

0105AA295

崔　　星 崔星， 馬成虎 (*1)， 山元恵， 桑野博行 (*1)， 平野靖史郎， (*1 群馬大） ： 大腸癌細胞における
As2O3 によ る p16(INK4)， E-cadherin 遺伝子再活性化 と hTERT， DNMT1 発現抑制， 第 59 回
日本消化器外科学会定期学術総会， 鹿児島， 2004.07， 日消外会誌， 37(7)， 443

0005AE245

崔　　星 崔星， 白井良夫 (*1)， 平野靖史郎 (*1 新潟大） ： 大腸癌における癌抑制遺伝子発現異常の臨
床病理学的意義 と As2O3 によ る遺伝子再活性化， 第 1 回日本病理学会カンフ ァ レ ン ス， 広
島， 2004.07， 同抄録集， 19

0005AE245

崔　　星 崔星， 馬成虎 (*1)， 桑野博行 (*1)， 平野靖史郎 (*1 群馬大） ： ヒ ト 白血病細胞 HL-60 におけ
る As2O3 によ る p15INK4b，p73 及び E-cadherin 遺伝子発現増強と hTERT，c-myc 発現抑制，
第 63 回日本癌学会学術総会， 福岡， 2004.09， 同講演要旨集， 176

0105PR021

酒井伸一 酒井伸一 ： 臭素化ジフ ェニルエーテル （PBDEs） によ る環境汚染， 第 14 回環境ホルモン学
会講演会 ( 日本内分泌攪乱化学物質学会 )， 東京， 2005.01， 同テキス ト ， 14-23

0105AB406

酒井伸一 Sakai S.：Material cycles and waste management in Japan，Curr.State Future Perspect.Waste Man-
age.Resour.Recycling Soc.， Inchon， Korea， 2004.06， Curr.State Future Perspect.Waste Man-
age.Resour.Recycling Soc.， 65-85

0204BE481

酒井伸一 Sakai S.，Osada M.(*1)，Miyazaki T.(*2)(*1Nippon Steel，*2Nittech Res.)：High-temperature melt-
ing of waste brominated flame retardants and behaviors of organic brominated compounds， 3rd
Int.Workshop Brominated Flame Retardants(BFR2004)，Toronto，2004.06，Proceedings，225-229

0105AB406

酒井伸一 酒井伸一 ： 循環 ・ 廃棄物分野におけ る環境保全政策の動向， 京都大学環境衛生工学研究会
2004 年特別セ ッ シ ョ ン， 京都， 2004.07， 環境衛生工学研究， 18(3)， 21-25

0204BE481

酒井伸一 酒井伸一 ： 階層性から見た有害化学物質対策－循環 ・ 廃棄物の視点から， 第 13 回環境化学
討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 5-10

0105AB406

笹野泰弘 笹野泰弘 ： 我が国の人工衛星センサー ILAS によ る成層圏オゾン層研究， 第 30 回 リ モー ト
センシングシンポジウ ム， 東京， 2004.11， 同講演論文集， 27-30

0105SP021

佐治　光 佐治光 ： 植物のオゾン障害の分子機構， 大気環境学会植物分科会講演会 「オゾン と その植物
影響」， 東京， 2005.03， 同講演要旨集， 23-24

0307AE503

佐竹　潔 佐竹潔， 倉西良一 (*1)， 上野隆平， 五箇公一， 蔡奕雄 (*2)(*1 千葉県立中央博物館， *2 シン
ガポール国立大 ) ： 小笠原の川の固有水生生物 1. ト ビケ ラ と陸水エビについて， 第 52 回日
本生態学会大会， 大阪， 2005.03， 同講演要旨集， 308

0205AE370
0408AE467
0105AA205

佐藤　圭 佐藤圭， Klotz B.， 武次徹也 (*1)， 高柳敏幸 (*2)(*1 お茶大， *2 埼玉大 ) ： O3+ 不飽和カルボ
ニル反応速度定数の測定， 第 20 回化学反応討論会， 東京， 2004.06， 同予稿集， 183

0305AE520

佐藤　圭 佐藤圭 ： 有機エア ロ ゾルの気相からの生成， 分子科学研究所研究会 「大気科学における不均
質系の分子科学」， 岡崎， 2005.01， 同研究会要旨集， 49-50

0305AE520

佐野友春 久保拓也 (*1)， 細矢憲 (*2)， 佐野友春， 高木博夫， 彼谷邦光 (*1)(*1 東北大院， *2 京都工繊
大 ) ： 環境ホルモンの分析前処理に寄与する新規分離媒体の開発， 第 13 回環境化学討論会，
静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 416-417

0307BY577

佐野友春 八巻浩志 (*1)， Sitachitta N.(*2)， 佐野友春， 彼谷邦光 (*1)(*1 東北大院， *2 ハワ イ大 ) ： 有毒
アオコから分離されたキモ ト リ プシン阻害物質の化学構造，第 13 回環境化学討論会，静岡，
2004.07， 同講演要旨集， 478-479

0105AE252

佐野友春 Kaya K.(*1)， Liu Y-D.(*2)， Shen Y-W.(*2)， Xiao B-D.(*2)， Sano T.(*1Grad.Sch.Tohoku Univ.，
*2Inst.Hydrobiol.Chin.Acad.Sci.)：Controlling of Microcystis waterblooms using lysine and malonic
acid-an enclosure experiment， 6th Int.Conf.Toxic Cyanobacteria， Bergen(Norway)， 2004.06，
Abstracts， 53

0105AE252
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佐野友春 Sano T.， Takagi H.， Sadakane K.(*1)， Ichinose T.(*1)， Kawazato H.(*2)， Kaya K.(*3) (*1Oita
Univ.Nurs.Health Sci.，*2Oita Med.Univ.，*3Tohoku Univ.)：Carcinogenic effects of microcystin-
LR and Dhb-microcystin-LR on mice liver， 6th Int.Conf.Toxic Cyanobacteria， Bergen(Norway)，
2004.06， Abstracts， 59

0105AE252

佐野友春 Kubo T.(*1)，Hosoya K.(*2)，Sano T.，Takagi H.，Kaya K.(*1)(*1Grad.Sch.Tohoku Univ.，*2Kyoto
Inst.Technol.) ： Development of novel separation medium for cylindrospermopsin through the in-
terval immobilization technique， 6th Int.Conf.Toxic Cyanobacteria， Bergen(Norway)， 2004.06，
Abstracts， 67

0307BY577

佐野友春 Yamaki H.(*1)，Sitachitta N.(*2)，Sano T.，Kaya K.(*1) (*1Grad.Sch.Tohoku Univ.，*2Univ.Hawaii)：
Micropeptin 88-N and 88-Y， novel chymotrypsin inhibitors from Microcystis aeruginosa and cor-
relation between their analogues and inhibition of chymotrypsin or trypsin.， 6th Int.Conf.Toxic
Cyanobacteria， Bergen(Norway)， 2004.06， Abstracts， 78

0105AE252

柴田康行 柴田康行 ： 環境試料のタ イ ムカプセルプロ ジ ェ ク ト と 環境標準試料， 東京コ ン フ ェ レ ン ス
2004， 幕張， 2004.09， 同講演要旨集， 53-56

0105AD251

柴田康行 高澤嘉一， 柴田康行， 中野武 (*1)， 福嶋実 (*2)， 鈴木規之， 吉田佳督 (*3)， 榎本康敬 (*3)，
田辺信介 (*4)， 森田昌敏 (*1 兵庫県健康環境研セ， *2 大阪市環境科研， *3 環境省， *4 愛媛
大沿岸環境研セ ) ： 日本における POPs モニタ リ ング III 分析方法， その特徴 と課題， 第 13
回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 64-65

0105SP031

柴田康行 高澤嘉一， 吉兼光葉 (*1)， 柴田康行， 森田昌敏， 神和夫 (*2)， 杉森文夫 (*3)(*1 環境研セ， *2
北海道衛研， *3 山階鳥類研 )： オナガガモにおける 残留性有機汚染物質の体内分布と 季節変
動， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 74-75

0105SP031

柴田康行 岡まゆ子， 吉兼光葉， 高澤嘉一， 柴田康行， 森田昌敏， 新井崇臣 (*1)， 宮崎信行 (*1)(*1 東
大海洋研 )：大槌湾での環境試料中における有機塩素系農薬類および PFOS の比較，第 13 回
環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 128-129

0105SP031

柴田康行 高澤嘉一， 吉兼光葉， 柴田康行， 森田昌敏 ： 不審死のタ ンチ ョ ウに残留し た有機汚染物質の
固定， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 758-759

0105SP031

柴田康行 増崎優子 (*1)， 社本博司 (*1)， 山内慎 (*1)， 松村徹 (*1)， 柴田康行， 伊藤裕康， 森田昌敏 (*1
国土環境 ) ： 高分解能ガス ク ロマ ト グ ラ フ／高分解能質量分析計を用いた POPs の分析， 第
11 回環境化学討論会， 箱根， 2002.06， 同講演要旨集， 472-473

0105SP031

柴田康行 関好恵 (*1)，松村徹 (*1)，大川真 (*2)，江崎達哉 (*3)，柴田康行，伊藤裕康，森田昌敏 (*1 国土
環境， *2 バ リ アンテ ク ノ ロ ジーズジ ャパン， *3SGE ジャパン ) ： SCLV Injeciton System/GC/
イオン ト ラ ッ プ型 MS/MS を用いた POPs の測定， 第 11 回環境化学討論会， 箱根， 2002.06，
同講演要旨集， 166-167

0105SP031

柴田康行 Shibata Y.：POPs monitoring methods and the results by the Ministry of the Environment，Japan，
Int.Conf.Environ.Anal.21C， Seoul， 2004.06， Abstracts， 63-64

0305AG494

柴田康行 吉田佳督 (*1)， 榎本康敬 (*1)， 柴田康行， 高澤嘉一， 鈴木規之， 中野武 (*2)， 福島実 (*3)，
田辺信介 (*4)， 森田昌敏 (*1 環境省， *2 兵庫県健康環境研セ， *3 大阪市環境科研， *4 愛媛
大沿岸環境研セ ) ： 日本における POPs モニタ リ ング I モニタ リ ング戦略， 第 13 回環境化学
討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 60-61

0305AG494

柴田康行 柴田康行， 高澤嘉一， 鈴木規之， 中野武 (*1)， 福島実 (*2)， 吉田佳督 (*3)， 榎本康敬 (*3)，
田辺信介 (*4)， 森田昌敏 (*1 兵庫県健康環境研セ， *2 大阪市環科研， *3 環境省， *4 愛媛大
沿岸環境研セ )：日本における POPs モニ タ リ ング II モニ タ リ ング結果 と その特徴，第 13 回
環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 62-63

0305AG494

柴田康行 福島実 (*1)， 中野武 (*2)， 柴田康行， 鈴木規之， 高澤嘉一， 吉田佳督 (*3)， 中嶋徳弥 (*3)，
榎本康敬 (*3)， 田辺信介 (*4)， 森田昌敏 (*1 大阪市環科研， *2 兵庫県健康環境研セ， *3 環
境省， *4 愛媛大沿環研セ ) ： 日本における POPs モニ タ リ ング IV POPs の環境内動態 I 農薬
類， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 66-67

0305AG494

柴田康行 中野武 (*1)， 福島実 (*2)， 柴田康行， 鈴木規之， 高澤嘉一， 吉田佳督 (*3)， 中嶋徳弥 (*3)，
榎本康敬 (*3)， 田辺信介 (*4)， 森田昌敏 (*1 兵庫県健康環境研セ， *2 大阪市環科研， *3 環
境省， *4 愛媛大沿環研セ ) ： 日本における POPs モニ タ リ ング V POPs の環境内動態 II 工業
薬剤， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 68-69

0305AG494
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柴田康行 田辺信介 (*1)， 柴田康行， 鈴木規之， 高澤嘉一， 中野武 (*2)， 福島実 (*3)， 中嶋徳弥 (*4)，
榎本康敬 (*4)， 森田昌敏 (*1 愛媛大沿岸環境研セ， *2 兵庫県健康環境研セ， *3 大阪市環境
科研， *4 環境省 ) ： 日本における POPs モニ タ リ ング VII POPs 汚染問題の国際動向， 第 13
回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 72-73

0305AG494

柴田康行 田尾博明 (*1)， 関戸尊子 (*1)， Ramaswamy B.R.(*1)， 中里哲也 (*1)， 柴田康行 (*1 産総研 ) ：
光分解／水素化物発生／ ICP 質量分析法によ る水中の有機 ヒ 素化合物の定量， 第 13 回環境
化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 140-141

0105AE042

柴田康行 辻野一茂 (*1)， 倉谷和代 (*1)， 八木孝夫 (*1)， 柴田康行， 森田昌敏 （*1 島津テ ク ノ リ サー
チ） ：LC-MS/MS を用いたジフ ェニルアルシン酸及びモ ノ フ ェニルアルソ ン酸の分析，第 13
回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 150-151

0105AE042

柴田康行 Uchida M.(*1)，Shibata Y.，Ohkushi K.(*2)，Ahagon N.(*1)，Hoshiba M.(*3)(*1JAMSTEC，*2Ibaraki
Univ.，*3Univ.Tsukuba)：Global climate change linkage with episodic methane release event in the
Western North Pacific in the last glacial period， Int.Conf.Isot.Environ.Stud.-Aquat.Forum 2004，
Monaco， 2004.10， Proceedings， 41-42

0105BB049

柴田康行 Shibata Y.：A trial air monitoring and training for persistent organic pollutants (POPs) in East Asian
countries， Int.Conf.Environ.Public Health Manage. Persistent Org.Pollut.，Hong Kong，2004.11，
Program & Abstracts， 3

0305AG494

柴田康行 三ツ口丈裕， Dang P.X.(*1)(*2)(*3)， 北川浩之 (*3)， 内田哲男 (*4)， 柴田康行 (*1 日本学術振興
会， *2 ベト ナム科技アカデミ ー， *3 名古屋大院， *4 名古屋工大 )： 20 世紀後半のベト ナム南
部の海水温変動： サンゴ骨格年輪の Sr/Ca 分析によ る 復元， 日本地球化学会 第 51 回年会，
静岡， 2004.09， 同講演要旨集， 135

0105BB049

柴田康行 Dang P.X.(*1)，Mitsuguchi T.，Kitagawa H.(*2)，Uchida T.(*3)，Shibata Y.(*1Vietnam Natl.Cent.
Nat.Sci.Technol.， *2Nagoya Univ.， *3Nagoya Inst.Technol.)：A 52-year record of Mg/Ca and Sr/
Ca ratios in a modern Porites coral from Con Dao Island， Vietnam， 10th Int.Coral Reef Symp.，
Okinawa， 2004.06， Abstracts， 267

0105BB049

清水　明 井関直政， 清水明， 梶ヶ谷博 (*1)， 羽山伸一 (*2)， 森田昌敏 (*1 日本医技専， *2 日本獣医畜
産大 ) ： 画像解析によ る カ ワ ウ甲状腺の定量評価， 日本内分泌攪乱化学物質学会 第 7 回研究
発表会， 名古屋， 2004.12， 同研究発表会要旨集， 247

0105SP031

清水　明 清水明， 高橋慎司， 鎌田亮， 泉徳和 (*1)(*1 石川県農短大 ) ： 画像処理を用いた卵形解析手法
の開発 (2) スペク ト ルによ る比較方法， 日本家禽学会 2005 年度春季大会， 東京， 2005.03，
家禽会誌， 42， 20

0105AE174

清水　明 Shimizu A.，Ono M.，Munakata N.(*1)(*1Rikkyo Univ.)：Development of an automated monitoring
system for daily UV radiation using a spore dosimeter，14th Int.Congr.Photobiol.，Korea，2004.06，
Abstracts， 256

0105AE071

清水　厚 清水厚， 杉本伸夫， 松井一郎， 荻野慎也 (*1)(*1 神戸大院 ) ： タ イにおけるモン スーンに伴 う
エア ロ ゾル層 ・ 雲分布変動の観測， 第 10 回大気ラ イ ダー観測研究会， 東京， 2004.02， 同講
演集， 23-25

0204BA342

清水　厚 清水厚， 杉本伸夫， 松井一郎， 荒生公雄 (*1)， 陳岩 (*2)， 趙淑莉 (*3)(*1 長崎大， *2 中日友
好環境保護中心， *3 中国環境監測総站 ) ： 小型ラ イ ダーによ り 観測されたダス ト ・ 液滴エア
ロ ゾル鉛直分布の変動，日本気象学会 2004 年度春季大会，東京，2004.05，同講演予稿集，295

0104BA046
0003AE096

清水　厚 Lee C.H.(*1)，Kim J.H.(*1)，Park C.B.，Shimizu A.，Matsui I.，Sugimoto N.(*1Lidar Cent.Kyung
Hee Univ.) ： Continuous measurements of smoke of Russian forest fire by 532/1064nm Mie scat-
tering Lidar at Suwon， Korea， 22nd Int.Laser Rader Conf.(ILRC 2004)， Matera(Italy)， 2004.07，
Proceedings， 1， 535-538

0104BA046

清水　厚 Shimizu A.，Sugimoto N.，Matsui I.，Arao K.(*1)，Chen Y.(*2)(*1Nagasaki Univ.，*2China-Jpn.Friend-
ship Cent.Environ.Prot.) ： Observations of dust and spherical aerosols with networked polarization
lidars in Asia， 22nd Int.Laser Rader Conf.(ILRC 2004)， Matera(Italy)， 2004.07， Proceedings， 2，
873-876

0104BA046

清水　厚 Shimizu A.， Sugimoto N.， Matsui I. ： Observations of aeorols and clouds with Mie-lidar Network，
Int.Radiat.Symp.2004， Pusan， 2004.08， Abstracts， 54-55

0104BA046
0204BA342
0104KB281
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清水　厚 岩崎杉紀 (*1)， 対馬陽子 (*1)， 城岡竜一 (*1)， 勝俣昌己 (*1)， 米山邦夫 (*1)， 亀井秋秀， 清
水厚， 松井一郎， 杉本伸夫， 熊谷博 (*2)， 岡本創 (*3)(*1 JAMSTEC， *2 情報通信研機構， *3
東北大 ) ： ラ イ ダによ り 観測された subvisual cirrus clouds の沈降， 第 23 回レーザセンシング
シンポジウ ム， つ く ば， 2004.09， 同予稿集， 51-52

0204BA342
0104KB281

清水　厚 清水厚， 杉本伸夫， 松井一郎 ： 航空機搭載ラ イ ダーによ る雲 ・ エア ロ ゾルの広域観測， 第
23 回レーザセンシングシンポジウ ム， つ く ば， 2004.09， 同予稿集， 143-144

0204BA342
0104KB281

清水　厚 清水厚， 杉本伸夫， 松井一郎， 荒生公雄 (*1)， 陳岩 (*2)， 趙淑莉 (*3)(*1 長崎大， *2 中日友
好環境保護中心， *3 中国環境監測総站 ) ： ラ イ ダーネ ッ ト ワーク によ る 2004 年春季黄砂分
布の観測， 日本気象学会 2004 年度秋季大会， 福岡， 2004.10， 同講演予稿集， 182

0105BA331

清水　厚 安永数明 (*1)， 岡本創 (*2)， 清水厚， 熊谷博 (*3)， 勝俣昌己， 久保田尚之 (*4)， 杉本伸夫，
松井一郎 (*1AESTO， *2 東北大， *3NICT， *4JAMSTEC) ： 海洋地球研究船 「みらい」 に搭載
された ミ リ 波雲レーダ と ラ イ ダーを用いて測定し た熱帯海洋上における雲底の高度分布，日
本気象学会 2004 年度秋季大会， 福岡， 2004.10， 同講演予稿集， 268

0204BA342

清水　厚 岩崎杉紀 (*1)， 円山憲一 (*2)， 対馬陽子 (*1)， 城岡竜一 (*1)， 勝俣昌己 (*1)， 米山邦夫 (*1)，
清水厚， 亀井秋秀， 松井一郎， 杉本伸夫， 熊谷博 (*3)， 岡本創 (*4)(*1JAMSTEC， *2 防災科
研， *3NICT， *4 東北大 ) ： Subvisual cirrus clouds の成因について， 日本気象学会 2004 年度
秋季大会， 福岡， 2004.10， 同講演予稿集， 269

0204BA342

清水　厚 佐藤弘樹 (*1)， 北和之 (*1)， 荻野慎也 (*2)， 立花義裕 (*3)， 橋爪道郎 (*4)， 清水厚， 杉本伸
夫 (*1 茨城大， *2 神戸大， *3 東海大， *4Chulalongkorn Univ.) ： オゾンゾンデで観測された
タ イにおけ る春季高濃度対流圏オゾン積雲対流の関係， 日本気象学会 2004 年度秋季大会，
福岡， 2004.10， 同講演予稿集， 432

0204BA346

清水英幸 清水英幸， 鄭元潤， 于云江， 陳利軍， 史培軍 (*1)， 稲永忍 (*2)(*1 北京師範大， *2 鳥取大乾
燥地研セ ) ： 植生によ る砂漠化の評価と回復に関する総合的研究， 乾燥地研究セン ター共同
研究発表会， 鳥取， 2004.12， 同講演要旨集， 17-18

0103BA001
0406BA405

清水英幸 Totsuka T.(*1)，Sase H.(*1)，Shimizu H.(*1ADORC)：Major activities of acid deposition monitoring
network in East Asia(EANET) and related studies，6th Int.Symp.Plant Responses Air Pollut.Global
Change: Mol.Biol.Plant Prod.Ecosystem， Tsukuba， 2004.10， Program & Abstracts， 161

0101BA005

清水英幸 Shi P.(*1)，Shimizu H.，Liu L.(*2)，Fan Y.(*1)，Yu Y.(*1Beijing Norm.Univ.，*2Div.Satellite Remote
Sensing Chin.Disaster Reduct.Cent.)：Land degradation in arid and semi-arid areas with special ref-
erence to blown-sand disasters in China，6th Int.Symp.Plant Responses Air Pollut.Global Change:
Mol.Biol.Plant Prod.Ecosystem， Tsukuba， 2004.10， Program & Abstracts， 166

0204CD472
0406BA405
0103BA001

清水英幸 Inanaga S.(*1)，Eneji A.E.(*1)，An P.(*1)，Shimizu H.(*1ALRC)：A recipe for sustainable agriculture
in dry areas， 6th Int.Symp.Plant Responses Air Pollut.Global Change: Mol.Biol.Plant Prod.
Ecosystem， Tsukuba， 2004.10， Program & Abstracts， 169

0406BA405
0103BA001

清水英幸 Tsunekawa A.(*1)，Ito T.(*1)，Shinoda M.(*2)，Nemoto M.(*2)，Suhama T.(*3)，Ju H.(*4)，Shimizu
H.(*1Univ.Tokyo，*2Tokyo Metro.Univ.，*3PASCO，*4CAF)：Methodology for assessment of de-
sertification based on vegetation degradation using net primary productivity(NPP) as a key
indicator，6th Int.Symp.Plant Responses Air Pollut.Global Change: Mol.Biol.Plant Prod.Ecosystem，
Tsukuba， 2004.10， Program & Abstracts， 172

0406BA405
0103BA001

清水英幸 Zheng Y.(*1)， Xie Z.(*2)， Jiang L.(*1)， Shimizu H.(*1Chin.Acad.Sci.， *2Florida Atlantic Univ.) ：
Differentiate agricultural and national landscapes when investigating net primary productivity re-
sponse to climate change in China，6th Int.Symp.Plant Responses Air Pollut.Global Change: Mol.Bi-
ol.Plant Prod. Ecosystem， Tsukuba， 2004.10， Program & Abstracts， 174

0406BA405
0103BA001

清水英幸 Shi P.(*1)， Qiu G.Y.(*1)， Shimizu H.， Omasa K.(*2)(*1Beijing Norm.Univ.， *2Univ.Tokyo) ： Re-
motely detection of environmental stress of vegetation by three temperatures model，6th Int.Symp.
Plant Responses Air Pollut.Global Change: Mol.Biol.Plant Prod.Ecosystem，Tsukuba，2004.10，Pro-
gram & Abstracts， 182

0204CD472
0406BA405
0103BA001

清水英幸 Simbolon H.(*1)， Siregar M.(*1)， Shimizu H.， Sukigara N.(*2)， Abe Y.(*3)(*1LIPI， *2JWRC，
*3FFPRI) ： Effects of forest fire on tree diversity in tropical rain forest of Kalimantan， Indonesia，
6th Int.Symp.Plant Responses Air Pollut.Global Change: Mol.Biol.Plant Prod.Ecosystem，Tsukuba，
2004.10， Program & Abstracts， 314

0002BA002
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清水英幸 Yamaguchi T.(*1)，Windadri F.I.(*2)，Haerida I.(*2)，Simbolon H.(*2)，Kunimura A.(*1)，Miyawaki
H.(*3)，Shimizu H.(*1Hiroshima Univ.，*2LIPI，*3Saga Univ.)：Effects of forest fires on bryophyte
flora in East Kalimantan， Indonesia， 6th Int.Symp.Plant Responses Air Pollut.Global Change:
Mol.Biol.Plant Prod.Ecosystem， Tsukuba， 2004.10， Program & Abstracts， 315

0002BA002

清水英幸 Miyawaki H.(*1)， Sudirmanand L.I.(*2)， Simbolon H.(*2)， Nakanishi M.(*3)， Yamaguchi T.(*4)，
Shimizu H.(*1Saga Univ.， *2LIPI， *3Okayama Sci.Univ.， *4Hiroshima Univ.) ： Effects of forest
fires on some lichen species in East Kalimantan，Indonesia，6th Int.Symp.Plant Responses Air Pol-
lut.Global Change: Mol.Biol.Plant Prod.Ecosystem，Tsukuba，2004.10，Program & Abstracts，316

0002BA002

清水英幸 Zheng Y.(*1)，Chen L.，Shimizu H.(*1Univ.Guelph)：Water use efficiency and plant growth of four
Chinese conifer tree species under different air humidity， 6th Int.Symp.Plant Responses Air Pol-
lut.Global Change: Mol.Biol.Plant Prod.Ecosystem，Tsukuba，2004.10，Program & Abstracts，319

0406BA405

清水英幸 Sase H.(*1)， Bulgan T.(*2)， Batchuluun T.(*3)， Snimizu H.， Totsuka T.(*1)(*1ADORC， *2Cent.
Lab.Environ.Monit.， *3Natl.Univ.Mongolia.)：Tree decline and its possible causes around Mt. Bogdkhan in 
Mongolia，6th Int.Symp.Plant Responses Air Pollut.Global Change: Mol.Biol.Plant Prod. Ecosystem，Tsukuba，
2004.10， Program & Abstracts， 320

0101BA005

清水英幸 Feng Y.(*1)， Shimizu H.(*1JSPS) ： Effects of ozone and/or water stress on the growth of Abies
veitchii seedlings， 6th Int.Symp.Plant Responses Air Pollut.Global Change: Mol.Biol.Plant Prod.
Ecosystem， Tsukuba， 2004.10， Program & Abstracts， 321

9901BA004

清水英幸 Yu Y.， Shi P.(*1)， Lu C.(*2)， Li S.(*3)， Xiang B.(*2)， Shimizu H.(*1Beijing Norm. Univ.， *2
Chin.Acad.Sci.， *3Univ.Tsukuba)：Eco-physiological response of rice to sand-moving air current，
6th Int.Symp.Plant Responses Air Pollut.Global Change: Mol.Biol.Plant Prod.Ecosystem，Tsukuba，
2004.10， Program & Abstracts， 322

0204CD472

清水英幸 Shimizu H.，An P.(*1)，Bulgan T.(*2)，Sase H.(*3)，Totsuka T.(*3)(*1ALRC.， *2Cent.Lab.Environ.
Monit.， *3ADORC.) ： Effects of SO2 and O3 on grasses grown in semi-arid grassland around
Mt.Bogdkham in Mongolia，6th Int.Symp.Plant Responses Air Pollut.Global Change: Mol.Biol.Plant
Prod.Ecosystem, Tsukuba, 2004.10, Program & Abstracts, 323

0101BA005
0204NA754

清水英幸 Inanaga S.(*1)， An P.(*1)， Morita S.(*2)， Araki H.(*3)， Abe J.(*2)， Shimizu H.， Li J.M.(*4)，
Hao F.H.(*5)，Tian J.L.(*6)，Liu P.L.(*7)(*1ALRC.，*2Univ.Tokyo.，*3Yamaguchi Univ.，*4China
Agric.Univ.，*5Beijing Norm.Univ.，*6Chin.Acad.Sci.，*7Xinjiang Agric.Univ.)：Current situations
and problems of education for combating desertification in China， Core Univ.Program Jpn.-China
Jt.Open Semin.Combating Desertification & Dev.Inland China 2004，Tottori，2004.11，Abstracts，20

0406BA405
0103BA001

清水英幸 Shimizu H.，Zheng Y.(*1)，Tian J.(*2)，Araki H.(*3)，Inanaga S.(*4)(*1Chin.Acad.Sci.，*2Inst.Soil
Water Conserv.， *3Yamaguchi Univ.， *4ALRC) ： Traditional knowledge and synthetic technology
for vegetation restoration in Ordos Plateau，North China，Core Univ.Program Jpn.-China Jt.Open
Semin.Combating Desertification & Dev.Inland China 2004， Tottori， 2004.11， Abstracts， 47

0406BA405
0103BA001

清水英幸 Zheng Y.(*1)， Shimizu H.(*1Chin.Acad.Sci.) ： Traditional knowledge and synthetic technology for
vegetation restoration in Mu Us sandy land，Workshop Control Dsertification Degenerated Grass-
lands China Their Sustainable Use， Tsukuba， 2003.10， Proceedings， 43-47

0406BA405
0103BA001

珠坪一晃 Syutsubo K.，Nagaya Y.(*1)，Sakai S.(*2)，Miya A.(*1)(*1Ebara，*2Nagaoka Univ.Technol.) ： Behavior
of cellulose-degrading bacteria in thermophilic anaerobic digestion， 10th World Congr.Anaerobic
Dig.2004， Montreal， 2004.09， Proceedings， 1， 39-44

0305KA600
0404BH474

珠坪一晃 宮晶子 (*1)， 山口隆司 (*2)， 珠坪一晃 (*1 荏原製作所， *2 呉高専 ) ： 酸発酵過程の高度制御
によ る メ タ ン発酵の高効率化の可能性，第 7 回日本水環境学会シンポジウ ム，東京，2004.09，
同講演集， 154

0305KA600

珠坪一晃 川崎達也 (*1)， 大橋晶良 (*1)， 原田秀樹 (*1)， 珠坪一晃 (*1 長岡技科大 ) ： 低濃度有機性排水
処理の メ タ ン発酵処理特性，第41回環境工学研究フ ォーラ ム，宮崎，2004.11，同講演集，83-85

0305KA600
0404BH474

珠坪一晃 川崎達也 (*1)， 大橋晶良 (*1)， 原田秀樹 (*1)， 珠坪一晃， 渡辺正孝 (*1 長岡技科大 ) ： 低有機
物濃度排水の高速 メ タ ン発酵処理，第39回日本水環境学会年会，千葉，2005.03，同講演集，343

0305KA600
0404BH474

珠坪一晃 珠坪一晃， 川崎達也 (*1)， 浦川秀敏， 渡辺正孝 (*1 長岡技科大 ) ： 低温 メ タ ン発酵生物膜の
生態学的特性， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 586

0305KA600
0404BH474
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珠坪一晃 角野晴彦 (*1)， 近藤義将 (*1)， 和田清 (*1)， 大橋晶良 (*2)， 原田秀樹 (*2)， 珠坪一晃 (*1 岐阜
高専， *2 長岡技科大 ) ： 嫌気性散水ろ床によ る低温 ・ 低濃度排水からの メ タ ン回収技術の開
発， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 342

0305KA600
0404BH474

珠坪一晃 松本純平 (*1)，星野辰彦 (*1)，常田聡 (*1)，平田彰 (*1)，珠坪一晃，浦川秀敏 (*1 早稲田大 ) ：
rRNA を標的と し た環境微生物 DNA マイ ク ロ アレ イ操作条件の最適化， 第 39 回日本水環境
学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 182

0305KA600
0404BH474

珠坪一晃 谷川大輔 (*1)， 山口隆司 (*1)， 珠坪一晃， 宮晶子 (*2)， 原田秀樹 (*3)(*1 呉高専， *2 荏原製作
所， *3 長岡技科大 ) ： 高温 メ タ ン発酵における炭水化物系有機物からの有機酸の生成 ・ 分解
特性評価， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 203

0305KA600
0404BH474

珠坪一晃 立澤知子 (*1)， ハオ リ ンユン (*1)， 片岡直明 (*1)， 下村達夫 (*1)， 宮晶子 (*1)， 珠坪一晃 (*1
荏原製作所 )：食品加工廃棄物の高温 メ タ ン発酵処理系における嫌気微生物群集の挙動解析，
第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 204

0305KA600
0404BH474

珠坪一晃 Kawasaki T.(*1)，Ohashi A.(*1)，Harada H.(*1)，Syutsubo K.(*1Nagaoka Univ.Technol.) ：High rate
treatment of low strength wastewater by an expanded granular sludge bed(EGSB) reactor， 4th
Int.Symp.Global Renaissance Green Energy Revolution， Nagaoka， 2005.01， Proceedings， 119

0305KA600
0404BH474

珠坪一晃 Syutsubo K.，Kawasaki T.(*1)，Nishiyama K.(*1)，Watanabe M.(*1Nagaoka Univ.Technol.)：Microbial
characteristics of granular sludge developed in the EGSB(expanded granular sludge bed) reactor for
treating low strength wastewater at 20℃，4th Int.Symp.Global Renaissance Green Energy Revolution，
Nagaoka， 2005.01， Proceedings， 172

0305KA600
0404BH474

珠坪一晃 Tanikawa D.(*1)， Yamaguchi T.(*1)， Ichitsubo M.(*1)， Syutsubo K.， Miya A.(*2)， Araki N.(*3)，
Harada H.(*3)(*1Kure Natl.Coll.Technol.， *2Ebara， *3Nagaoka Natl.Coll.Technol.) ： Character-
istics of propionate formation and degradation in thermophilic anaerobic conditions，4th Int.Symp.
Global Renaissance Green Energy Revolution， Nagaoka， 2005.01， Proceedings， 177

0305KA600
0404BH474

珠坪一晃 Nagai H.(*1)，Yamaguchi T.(*1)，Ichitsubo M.(*1)，Syutsubo K.，Miya A.(*2)，Araki N.(*3)，Harada H.(*4)
(*1Kure Natl.Coll.Technol.， *2Ebara， *3Nagaoka Natl.Coll.Technol.， *4Nagaoka Univ.Technol.)  ：
Influence of pH level， sulfate strength， and volumetric loading rate on volatile fatty acids formation
in thermophilic methanogenic reactors fed with starch，4th Int.Symp.Global Renaissance Green Energy
Revolution， Nagaoka， 2005.01， Proceedings， 178

0305KA600
0404BH474

徐　開欽 Xu K.-Q.，Zhang J.(*1)，Watanabe M.，Zhongyuan C.(*2)(*1Minist.Water Resour.China，*2East
China Norm.Univ.) ： Estimation of sediment and nutrient fluxes from the Changjiang River into the
East China sea， 2nd IAG Yangtze Fluvial Conf.， Shanghai， 2004.06， Proceedings， 72-73

9605AE211
0005AA271
0204BA380

徐　開欽 Chen Z.(*1)， Xu K.-Q.(*1East China Norm.Univ.) ： Estimating sediment flux from river basin to
sea: A case study of Big 1998 flood in the Yangtze(Changjiang) Catchment，China，2nd IAG Yangtze
Fluvial Conf.， Shanghai， 2004.06， Proceedings， 6-7

0005AA271
0204BA380
9605AE211

白井知子 白井知子， Blake D.R.(*1)， Blake N.J.(*1)， Meinardi S.(*1)， Rowland F.S.(*1)， 鈴木愛美 (*2)，
横内陽子， 駒崎雄一 (*3)， 竹川暢之 (*3)， 近藤豊 (*3)， 小池真 (*3)， 北和之 (*4)， 倉田学児
(*5)， 小川利紘 (*6)， PEACE Sci.Team， IMPACT Sci.Team(*1Univ.California， *2 東洋大， *3
東大， *4 茨城大， *5 豊橋技科大， *6JAXA/EORC) ： 都市域 ( 東京 ・ 名古屋 ) における非 メ タ
ン炭化水素(NMHCs)の放出の特徴，第15回大気化学シンポジウ ム，豊川，2005.01，プロ グ ラ ム

Z00009999

白石寛明 盧京準， 引原良枝， 金東明， 白石寛明 ： 多媒体モデルにおける化学物質の環境動態予測， 日
本内分泌攪乱化学物質学会 第 7 回研究発表会， 名古屋， 2004.12， 同研究発表会要旨集， 226

0105PR021

白石寛明 Suzuki K.：Development of software to estimate deposition fractions of aerosols in human respira-
tory tract using ICRP's model， 23rd Annu.AAAR Conf.， Atlanta， 2004.10， Abstracts， 75

0404AF445
0307AA512
0105PR021

白石不二雄 蔵田高大 (*1)， 肥田嘉文 (*1)， 國松孝男 (*1)， 大崎省次郎 (*2)， 小川雅広 (*3)， 白石不二雄，
白石寛明 (*1 滋賀県大， *2 水土里ネ ッ ト 滋賀， *3 滋賀県農政水産部 ) ： 浄化施設の放流水が
流入する休耕田内のエス ト ロゲン活性変動と ニゴ ロブナへの影響，日本陸水学会近畿支部会
第 15 回研究発表会， 大阪， 2004.03

0105AE181

白石不二雄 大谷仁己 (*1)， 嶋田好孝 (*1)， 白石不二雄， 小澤邦寿 (*1)(*1 群馬県衛環境研 ) ： フ タル酸モ
ノ エステルの河川水中濃度と エス ト ロゲンアン タ ゴニス ト 活性， 第 13 回環境化学討論会，
静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 116-117

0105AE181
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白石不二雄 寺崎正紀 (*1)， 牧野正和 (*1)， 白石不二雄， Edmonds J.S.， 森田昌敏 (*1 静岡県大 ) ： 工業用
ビ ス フ ェ ノール A に含まれる不純物のエス ト ロゲン活性， 第 13 回環境化学討論会， 静岡，
2004.07， 同講演要旨集， 422-423

0105AE181

白石不二雄 白石不二雄， Edmonds J.S.， 奥村為男 (*1)， 滝上英孝， 西川淳一 (*2)， 白石寛明， 森田昌敏
(*1 大阪府環境情報セ， *2 大阪大院 ) ： ヒ ト 甲状腺ホルモン受容体遺伝子導入酵母ア ッ セイ
法を用いた水酸化 PCB 類 (91 物質 ) の甲状腺ホルモン活性について， 第 13 回環境化学討論
会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 680-681

0105AE181

白石不二雄 Takahashi S.(*1)， Jin Y.(*2)， Shiraishi F.(*1Res.Inst.Environ.Sci.Public Health， *2Inst.Public
Hygiene) ： Comparison of the estrogenic activity in environmental samples from Shenyang city in
China and from Iwate prefecture.， China-Jpn.Jt.Symp.Environ.Chem.2004， Beijing， 2004.10，
Proceedings， 64-65

0105AE181

白石不二雄 Shiraishi F.，Isobe T.，Kim D.M.，Nishikawa T.，Maruo N.(*1)，Furuta Y.(*1)，Shiraishi H.，Morita M.
(*1TOSOH) ： Evaluation estrogenic activity of river water discharged into Tokyo Bay using yeast
two-hybrid assays incorporating human ERα or medaka ERα and using enzyme immunoassay，
China-Jpn.Jt.Symp.Environ.Chem.2004， Beijing， 2004.10， Proceedings， 79-80

0105AE181

白石不二雄 Hida Y.(*1)，Kurata T.(*1)，Kunimatsu T.(*1) Osaki S.(*1)，Ogawa M.(*2)，Shiraishi F.，Shiraishi H.
(*1Univ.Shiga，*2Shiga Pref.Gov.)：Change of estrogenic activities in the non-cropping paddy field
receiving a rural sewage effluent.， SETAC 25th Annu.Meet.North Am.， Portland， 2004.11，
Abstracts， 294

0105AE181

白石不二雄 Kurihara R.(*1)， Ueda Y.(*1)， Shiraishi F.， Tanaka N.(*2)， Hashimoto S.(*1Univ.Shizuoka，
*2Hadano Res.Inst.)：Evaluation of the estrogenic activity of seawater from the coastal area of Su-
ruga Bay， Japan， SETAC 25th Annu.Meet.North Am.， Portland， 2004.11， Abstracts， 310

0105AE181

白石不二雄 Terasaki M.(*1)，Shiraishi F.，Edmonds J.S.，Morita M.，Makino M.(*1)(*1Univ.Shizuoka)：Impurities
in industrial grade bisphenol A and their estrogenicity， SETAC 25th Annu.Meet.North Am.，
Portland， 2004.11， Abstracts， 312

0105AE181

白石不二雄 Terasaki M.(*1)，Shiraishi F.，Nishikawa T.，Edmonds J.S.，Morita M.，Makino M.(*1)(*1Univ.Shizuoka)  ：
Estrogenic activity of impurities in industrial grade bisphenol A，7th Annu.Meet.Jpn.Soc.Endocr.Dis-
rupters Res.， Nagoya， 2004.12， Program & Abstracts， 133

0105AE181

白石不二雄 諸星佳織， 山本裕史 (*1)， 小宇田智子， 白石不二雄， 森田昌敏 (*1 徳島大 ) ： プラ スチ ッ ク
添加剤 と し て使用される防菌防カビ剤の ER-ELISA と， ヒ ト および メ ダカ ER 遺伝子導入酵
母ア ッ セイによ るエス ト ロゲン活性評価，日本内分泌撹乱化学物質学会 第 7 回研究発表会，
名古屋， 2004.12， 同研究発表会要旨集， 203

0105AE181

白石不二雄 鎌田亮， 白石不二雄， 高橋慎司， 清水明， 森田昌敏 ： ウズ ラ受精卵曝露によ る内分泌攪乱化
学物質 リ ス ク 評価法の構築， 日本内分泌撹乱化学物質学会 第 7 回研究発表会， 名古屋，
2004.12， 同研究発表会要旨集， 205

0105AE181

白石不二雄 小松英司， 白石不二雄， 白石寛明 ： ニューラル ・ ネ ッ ト ワーク を用いる構造活性相関によ る
OH-PCB の内分泌攪乱作用の評価手法， 日本内分泌撹乱化学物質学会 第 7 回研究発表会，
名古屋， 2004.12， 同研究発表会要旨集， 222

0105AE181

白石不二雄 白石不二雄， 奥村為男， 滝上英孝， 西川淳一， 白石寛明， Edmonds J.S.， 森田昌敏 ： 水酸化
PCB 類の酵母 two-hybrid ア ッ セイによ る レチ ノ イ ド X 受容体 (RXR)agonist 活性， 日本内分
泌撹乱化学物質学会 第 7 回研究発表会， 名古屋， 2004.12， 同研究発表会要旨集， 223

0105AE181

菅田誠治 Sugata S.， Nishikawa M.， Sugimoto N.， Mori I.， Shimizu A. ： Impacts of meteorological fields and
surface conditions on Asian dust，6th Int.Symp.Plant Responses Air Pollut.Global Change: Mol.Biol.
Plant Prod.Ecosystem， Tsukuba， 2004.10， Program

0105BA331

菅谷芳雄 田中健一 (*1)， 岩佐恵子 (*1)， 稲吉智恵子 (*1)， 山崎晴久 (*1)， 菅谷芳雄 (*1 保土谷コ ン ト
ラ ク ト ラ ボ ) ： 藻類生長阻害試験における pH の安定性について， 第 10 回バイオア ッ セイ研
究会 ・ 日本環境毒性学会合同研究発表会， 船橋， 2004.09， 同講演要旨集， 19

0205AE509

菅谷芳雄 菅谷芳雄 ： OECD テス ト ガイ ド ラ イ ン 201 藻類生長阻害試験の改定， 第 10 回バイオア ッ セ
イ研究会 ・ 日本環境毒性学会合同研究発表会， 船橋， 2004.09， 同講演要旨集， 67-68

0205AE509
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菅谷芳雄 菅谷芳雄， 吉安友二 (*1)， 恩田修 (*2)， 根本敏久 (*2)， 荻野哲 (*3)， 籠島通夫 (*3)(*1 日本食
品分析セ， *2 ク レハ分析セ， *3 住化テ ク ノ サービ ス ) ： OECD テス ト ガイ ド ラ イ ン 218 ユ
ス リ カを用いた底質毒性試験法 ( 底質添加法 ) の国内 リ ングテス ト の成績， 第 10 回バイオ
ア ッ セイ研究会 ・ 日本環境毒性学会合同研究発表会， 船橋， 2004.09， 同講演要旨集， 72-73

0205AE509

菅谷芳雄 菅谷芳雄：OECD における生態毒性関連テス ト ガイ ド ラ イ ンの検討状況について，生態毒性
試験法セ ミ ナー 平成 16 年度， 東京， 2005.01， 同資料集， 3-8

0205AE509

菅谷芳雄 菅谷芳雄 ： OECD テス ト ガ イ ド ラ イ ン 「藻類生長阻害試験」 の改定の考え方について， 生態
毒性試験法セ ミ ナー 平成 16 年度， 東京， 2005.01， 同資料集， 117-157

0205AE509

杉田考史 杉田考史， 中島英彰， 横田達也， 小林博和， 笹野泰弘， 神沢博 (*1)， 佐藤薫 (*2)， 山森美穂
(*3)， 村山泰啓 (*3)(*1 名古屋大， *2 極地研， *3 通信総研 ) ： ILAS-II バージ ョ ン 1.3 によ る
下部成層圏オゾンデータ質の評価， 日本気象学会 2004 年度春季大会， 東京， 2004.05， 同講
演予稿集， 172

0105SP021
0103BA163

杉田考史 Sugita T.，Yokota T.，Nakajima H.，Kobayashi H.，Sasano Y.(*1Cent.Res.Inst.Electr.Power Ind.)：
Vertical profiles of temperature and pressure retrieved by the ILAS-II at the high latitudes in the
stratosphere and lower mesosphere.， Int.Radiat.Symp.2004， Pusan， 2004.08， Abstracts， 97-98

0406BA352

杉田考史 杉田考史，中島英彰，杉本伸夫，Sonnenfroh D.M.(*1)，Galica G.E.(*1)，Nakamura T.(*1)，Green
B.D. (*1)(*1PSI) ： 温室効果ガス観測用衛星搭載ラ イ ダーの概念検討， 第 23 回レーザセンシ
ングシンポジウ ム， つ く ば， 2004.09， 同予稿集， 87-88

0204CC389

杉田考史 山森美穂 (*1)， 香川晶子 (*1， *2)， 笠井康子 (*1)， 村山泰啓 (*1)， 杉田考史， 中島英彰 (*1
情報通信研機構，*2 富士通エフア イ ピー)： ア ラ ス カ ・ ポーカーフ ラ ッ ト FTIR によ る ILAS-
II Ver.1.4 オゾンデータの検証， 日本気象学会 2004 年度秋季大会， 福岡， 2004.10， 同講演
予稿集， 424

0406BA352

杉田考史 杉田考史， 横田達也， 中島英彰， 笹野泰弘， 南川敦宣 (*1)， 青山雄一 (*1)， 津田敏隆 (*1)，
小林博和 (*2)(*1 京大生存圏研， *2 電力中研 ) ： ILAS-II によ る成層圏気温 ・ 気圧の観測， 日
本気象学会 2004 年度秋季大会， 福岡， 2004.10， 同講演予稿集， 495

0406BA352

杉田考史 齋藤尚子， 杉田考史， 中島英彰， 横田達也， 笹野泰弘， 林田佐智子 (*1)， 林政彦 (*2)， 白石
浩一 (*2)， 神沢博 (*3)(*1 奈良女大， *2 福岡大， *3 名古屋大 ) ： ILAS-II エア ロ ゾル消散係数
V1.4 データ質評価， 日本気象学会 2004 年度秋季大会， 福岡， 2004.10， 同講演予稿集， 496

0406BA352

杉田考史 江尻省， 寺尾有希夫 (*1)， 杉田考史， 中島英彰， 横田達也， 笹野泰弘， 神沢博 (*2)， 塩谷雅
人 (*3)(*1 ハーバード大， *2 名古屋大， *3 京大 ) ： ILAS-II 観測によ る N2O と CH4 の V1.4
データの検証， 日本気象学会 2004 年度秋季大会， 福岡， 2004.10， 同講演予稿集， 497

0406BA352

杉田考史 Sugita T.：A comparative study of stratospheric temperatures between ILAS-II and other data，SPIE
4th Int.Asia-Pac.Environ.Remote Sensing Symp.， Honolulu， 2004.11， Abstracts， 37

0406BA352
0305AE528

杉田考史 Ejiri M.， Terao Y.(*1)， Sugita T.， Nakajima H.， Shiotani M.(*2)， Kanzawa H.(*3)， Sasano
Y.(*1Harvard Univ.，*2Kyoto Univ.，*3Nagoya Univ.)：Validation of ILAS-II version 1.4 N2O and
CH4 profiles，AGU 2004 Fall Meet.，San Francisco，2004.12，Eos，Transactions，85(47)，A33D-
0091

0406BA352

杉田考史 Saitoh N.，Hayashida S.(*1)，Sugita T.，Nakajima H.，Yokota T.，Hayashi M.(*2)， Shiraishi K.(*2)，
Kanzawa H.(*3)，Sasano Y.(*1Nara Women's Univ.，*2Fukuoka Univ.，*3Nagoya Univ.)：Validation
of ILAS-II aerosol extinction coefficients at 780 nm:Comparison with SAGE II， SAGE III， POAM
III， and OPC/LPC measurements， AGU 2004 Fall Meet.， San Francisco， 2004.12， Eos，
Transactions， 85(47)， A33D-0089

0406BA352

杉田考史 杉田考史， 入江仁士 (*1)， 中島英彰， 横田達也， 神沢博 (*3)， 小林博和 (*4)， 笹野泰弘 (*1
地球環境フ ロ ンテ ィ ア研究セ， *2 名古屋大院， *3 電力中研 ) ： ILAS-II バージ ョ ン 1.4 のオ
ゾン ・ 硝酸データ質評価， 第 15 回大気化学シンポジウ ム， 豊川， 2005.01

0105SP021
0406BA352

杉本伸夫 Zhao S.(*1)， Sugimoto N.， Shimizu A.， Matsui I.(*1China Natl.Environ.Monit.Cent.) ： An analysis
of dust phenomena in Beijing in 2003， 第 10 回大気ラ イ ダー観測研究会， 東京， 2004.02， 同講
演集， 20-22

0104BA046

杉本伸夫 杉本伸夫， 松井一郎， 清水厚 ： 黄砂および大気汚染監視のための自動運転 2 波長偏光ラ イ
ダーネ ッ ト ワークの構築，第 10 回大気ラ イ ダー観測研究会，東京，2004.02，同講演集，33-34

0104BA046
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杉本伸夫 Tatarov B.(*1)，Sugimoto N.，Matsui I.，Shimizu A.(*1Inst.Electron.，Bulg.Acad.Sci.)：Observation
of aerosol's scattering properties by high-spectral-resolution lidar，第 10 回大気ラ イ ダー観測研
究会， 東京， 2004.02， 同講演集， 45-47

0204BA342

杉本伸夫 Tatarov B.， Sugimoto N.， Matsui I.， Shimizu A. ： Systematic observations of lidar ratio for tro-
pospheric aerosols and clouds by high-spectral-resolution lidar over Tsukuba，Japan，22nd Int.La-
ser Radar Conf.(ILRC 2004)， Matera(Italy)， 2004.07， Proceedings， 1， 329-332

0204BA342

杉本伸夫 Kobayashi T.(*1)，Imaki M.(*1)，Takegoshi Y.(*1)，Sugimoto N.(*1Grad.Sch.Univ.Fukui)：UV high-
spectral-resolution lidar for absolute measurement of aerosol extinction coefficient and lidar-ratio，
22nd Int.Laser Radar Conf.(ILRC 2004)， Matera(Italy)， 2004.07， Proceedings， 1， 361-364

0204BA342

杉本伸夫 Park C.B.， Lee C.H.(*1)， Sugimoto N.， Matsui I.， Shimizu A.， Nakane H.(*1Lidar Cent.Kyung
Hee Univ.) ： Lidar measurements and trajectory analysis of dust in the middle troposphere at
Suwon(127(0)E，37(0)N)，Korea，22nd Int.Laser Radar Conf.(ILRC 2004)，Matera(Italy)，2004.07，
Proceedings， 1， 527-530

0104BA046

杉本伸夫 Sugimoto N.，Shimizu A.，Matsui I.，Chen Y.(*1)，Dong X.(*1)(*1China-Jpn.Friendship Cent.En-
viron.Prot. )：Observation of air pollution in Beijing using a continuously operated two-wavelength
polarization lidar，22nd Int.Laser Radar Conf.(ILRC 2004)，Matera(Italy)，2004.07，Proceedings，
2， 877-880

0104BA046

杉本伸夫 左成信之 (*1)， 小山博巳 (*1)， 杉本伸夫， 松井一郎 (*1 柴田科学 ) ： 2 波長レーザーレーダー
の特性， 第 21 回エア ロ ゾル科学 ・ 技術研究討論会， 札幌， 2004.08， 同予稿集， 33-34

0104BA046

杉本伸夫 Nishizawa T.(*1)，Okamoto H.(*1)，Takemura T.(*2)，Sugimoto N.，Matsui I.，Shimizu A.(*1Tohoku
Univ.，*2Kyushu Univ.) ： Retrieval of aerosol optical properties from dual-wavelength polarization
lidar measurements， Int.Radiat.Symp.2004， Pusan， 2004.08， Abstracts， 40-41

0104KB281

杉本伸夫 Okamoto H.(*1)， Nishizawa T.(*1)， Kumagai H.(*2)， Sugimoto N.， Takemura T.(*3)， Nakajima
T.(*4)(*1Tohoku Univ.， *2Commun.Res.Lab.， *3Kyushu Univ.， *4CCSR Univ.Tokyo) ： Study of
cloud microphysical structure with cloud profiling radar and lidar: Mirai cruise，
Int.Radiat.Symp.2004， Pusan， 2004.08， Abstracts， 174-175

0104KB281
0204BA342

杉本伸夫 Sugimoto N.，Shimizu A.，Matsui I.，Dong X.(*1)，Zhao S.(*2)，Zhou J.(*3)，Lee C.(*4)，Uno I.(*5)
(*1China-Jpn.Friendship Cent.，*2China Natl.Environ.Monit.Cent.，*3Anhui Inst.Opt.Fine Mec.，
*4Kyung Hee Univ.， *5Kyushu Univ.) ： Lidar network for observing Asian Dust and air-pollution
aerosols， Int.Symp.Sand Dust Storm， Beijing， 2004.09， Abstracts， 59-61

0105BA331

杉本伸夫 西澤智明， 岡本創 (*1)， 竹村俊彦 (*2)， 杉本伸夫， 松井一郎， 清水厚 (*1 東北大， *2 九大 ) ：
2 波長偏光ラ イ ダデータからのエア ロ ゾル導出アルゴ リ ズムの開発と解析， 第 23 回レーザ
センシングシンポジウ ム， つ く ば， 2004.09， 同予稿集， 39-42

0204BA342
0104KB281

杉本伸夫 岡本創 (*1)， 西澤智明 (*1)， 杉本伸夫， 熊谷博 (*2)， 中島映至 (*3)， 竹村俊彦 (*4)(*1 東北大，
*2 情報通信機構， *3 東大気候シス テム研セ， *4 九大 )： 雲レ ーダと ラ イ ダを用いた雲微物理
量のリ モート センシング， 第 23 回レ ーザセンシングシンポジウ ム， つく ば， 2004.09， 同予
稿集， 47-50

0204BA243
0104KB281

杉本伸夫 亀井秋秀， 杉本伸夫， 松井一郎， 清水厚： 海洋地球研究船「 みら い」 航海における エアロ ゾ
ル・ 雲のラ イ ダー観測， 第 23 回レ ーザセンシングシンポジウ ム， つく ば， 2004.09， 同予稿
集， 131-132

0204BA342
0104KB281

杉本伸夫 Boyan T.，Sugimoto N.，Matsui I.，Shimizu A.：One year high-spectral-resolution lidar observations
of the lidar ratio and the depolarization ratio of tropospheric aerosols and clouds，第 23 回レーザ
センシングシンポジウ ム， つ く ば， 2004.09， 同予稿集， 137-140

0204BA342

杉本伸夫 杉本伸夫， 松井一郎， 清水厚 ： 2 波長偏光ラ イ ダーネ ッ ト ワーク によ る東アジアのエア ロ ゾ
ルの動態の観測，第23回レーザセンシングシンポジウ ム，つ く ば，2004.09，同予稿集，145-148

0406AE344
0105BA331

杉本伸夫 松見豊 (*1)， 竹内厚裕 (*1)， 高橋けんし (*1)， 杉本伸夫， 松井一郎， 清水厚 (*1 名古屋大 STE
研 ) ： レーザーイ オン化個別粒子質量分析装置によ る 大気エアロ ゾルのリ アルタ イ ム分析，第
23 回レーザセンシングシンポジウ ム， つく ば， 2004.09， 同予稿集， 177-180

0105BA331
0205CD417
0105AG108

杉本伸夫 Sugimot N. ： Network observation with automated two-wavelength polarization lidars: Plan for the
ABC project and the inter-comparison experiments in Jeju，Int.Workshop ABC Gosan Campaign，
Jejudo(Korea)， 2004.09， Program & Abstracts， 10

0205CD417
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杉本伸夫 岡本創 (*1)， 西澤智明 (*1)， 熊谷博 (*2)， 杉本伸夫， 中島映至 (*3)(*1 東北大院， *2 情報通
信研機構， *3 東大気候システムセ ) ： 観測船 「みらい」 搭載の雲レーダ と ラ イ ダを用いた雲
の多層構造の研究， 日本気象学会 2004 年度秋季大会， 福岡， 2004.10， 同講演予稿集， 122

0204BA342

杉本伸夫 荒生公雄 (*1)， 石坂丞二 (*1)， 早坂忠裕 (*2)， 杉本伸夫， 松井一郎， 清水厚， 森育子， 西川
雅高 (*1 長崎大， *2 総合地球研 ) ： 長崎地方における 2004 年春季の黄砂現象の特徴， 日本
気象学会 2004 年度秋季大会， 福岡， 2004.10， 同講演予稿集， 179

0105BA331

杉本伸夫 城岡竜一 (*1)， 米山邦夫 (*1)， 勝俣昌己 (*1)， 久保田尚之 (*1)， 中田隆 (*1)， 岩崎杉紀 (*1)，
牛山朋来 (*1)， Reddy K.K.(*1)， 陳敬陽 (*1)， 竹内謙介 (*1)， 杉本伸夫， 松井一郎， 黒岩博
(*2)， 堀江宏昭 (*2)(*1JAMSTEC/IORGC， *2NICT) ： 「みらい」 と航空機の連携によ る西部熱
帯太平洋上の降水システムの観測， 日本気象学会 2004 年度秋季大会， 福岡， 2004.10， 同講
演予稿集， 270

0204BA342

杉本伸夫 西沢智明 (*1)， 岡本創 (*1)， 竹村俊彦 (*2)， 杉本伸夫， 松井一郎， 清水厚 (*1 東北大， *2 九
大 )：Mirai 搭載の 2 波長偏光ラ イ ダーデータから導出されたエア ロ ゾルの鉛直分布，日本気
象学会 2004 年度秋季大会， 福岡， 2004.10， 同講演予稿集， 337

0204BA342

杉本伸夫 Sugimoto N.：Observations of Asian dust and air-pollution aerosols using a network of ground-based
Mie scattering Lidars， Int.Conf.Opt.Technol.Atmos.Ocean Environ.Stud.(ICOT 2004)， Beijing，
2004.10， Abstracts， 9-10

0105BA331

杉本伸夫 Zhao S.(*1)，Dong X.(*2)，Liu F.(*1)Wan B.(*1)，Sugimoto N.，Shimizu A.，Matsui I.，Chen Y.(*2)，
Quan H.(*2)(*1China Natl.Environ.Monit.Cent.，*2China-Jpn.Friendship Cent.)：Observations and
analysis of dust events by the continuously-operated polarization lidar in Beijing in March，China-
Jpn.Jt.Symp.Environ.Chem.2004， Beijing， 2004.10， Proceedings， 66-68

0105BA331

杉本伸夫 Sugimoto N.，Shimizu A.，Matsui I.，Xuhui D.(*1)，Shuli Z.(*2)，Jun Z.(*3)，Uno I.(*4)(*1China-
Jpn.Friendship Environ.Prot.Cent.， *2China Natl.Environ.Monit.Cent.， *3Anhui Inst.Opt.Fine
Mech.， *4Kyushu Univ.) ： Observation of Asian dust and air pollution aerosols with a network of
polarization lidars，China-Jpn.Jt.Symp.Environ.Chem.2004，Beijing，2004.10，Proceedings，189-
190

0105BA331

杉本伸夫 Dong X.(*1)，Quan H.(*1)，Chan Y.(*1)，Di Y.(*1)，Wang Y.(*1)，Tang L.(*1)，Sugimoto N.Nishikawa
M.(*1China-Jpn.Friendship Environ.Prot.Cent.) ： Application of lidar to sandstorm observation，
China-Jpn.Jt.Symp.Environ.Chem.2004， Beijing， 2004.10， Proceedings， 401-402

0105BA331

杉本伸夫 Tatarov B.I.， Sugimoto N.， Matsui I， Shimizu A. ： Observations of the seasonal variations of the
tropospheric aerosols optical properties by high-spectral-resolution lidar over Tsukuba， Japan，
SPIE 4th Int.Asia-Pac.Environ.Remote Sensing Symp.， Honolulu， 2004.11， Abstracts， 46

0204BA342

杉本伸夫 杉本伸夫， 松井一郎， 清水厚， 亀井秋秀 ： ラ イ ダーによ り 観測された南半球エア ロ ゾル ・ 雲
分布の地域的特徴，Blue Earth 2004 第 8 回みらいシンポジウ ム，横浜，2005.01，同予稿集，46

0204BA346

杉本伸夫 藤吉康志 (*1)(*2)， 鷹野敏明 (*3)， 杉本伸夫， 松井一郎， 清水厚 (*1 北大， *2JAMSTEC， *3
千葉大 ) ： PM31. 北極海における疑結核 ・ エア ロ ゾルの水平 ・ 鉛直分布と その変動に及ぼす
海洋・大気要因，Blue Earth 2004 第 8 回みらいシンポジウ ム，横浜，2005.01，同予稿集，113-114

0204BA346

杉本伸夫 杉本伸夫， 清水厚， 亀井秋秀， 柴田隆 (*1)， 村山利幸 (*2)， 和田勝也 (*2)， 関口美保 (*2)，
斉藤泰治 (*2)， Detlef M.(*3)(*1 名古屋大， *2 東京海洋大， *3Inst.Tropospheric Res.) ： ラ イ
ダーによ るエア ロ ゾル性状の空間分布測定，東アジアにおけるエア ロ ゾルの大気環境イ ンパ
ク ト (AIE)， 京都， 2005.01， 同要旨集， 9-10

0205CD417

杉本伸夫 Uno I.(*1)，Wang Z.(*2)，Chiba M.(*3)，Chun Y.S.(*4)，Gong S.L.(*5)，Hara Y.(*1)，Jung E.(*6)，
Lee S.S.(*4)， Liu M.(*7)， Sugimoto N.， et al.(*1Res.Inst.Appl.Mech.Kyushu Univ.， *2Inst.At-
mos.Phys. Chin.Acad.Sci.，*3Meteorol.Res.Inst.，*4Korean Meteorol.Adm.，*5Meteorol.Ser.Can.，
*6Hong-Kong Univ.， *7Naval Res.Lab.) ： Dust model intercomparison(DMIP) study over Asia-
Overview，4th ADEC Workshop -Aeolian Dust Exp.Clim.Impact-，Nagasaki，2005.01，Proceedings，
329-332

0105BA331

杉本伸夫 Arao K.(*1)，Ishizaka J.(*1)，Sugimoto N.，Matsui I.，Shimizu A.，Mori I.，Nishikawa M.，Aoki K.(*2)，
Uchiyama A.(*3)， Yamazaki A.(*3)etc.(*1Nagasaki Univ.， *2Toyama Univ.， *3Meteorol.Res.Inst.) ：
Yellow Sand dust event on 13 April 2003 over Western Kyushu， Japan，4th ADEC Workshop -Aeolian
Dust Exp.Clim.Impact-， Nagasaki， 2005.01， Proceedings， 23-26

0105BA331
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杉本伸夫 杉本伸夫， 松井一郎， 清水厚， 亀井秋秀， Tatarov B. ： 偏光ラ イ ダーネ ッ ト ワーク によ る東
アジアのエア ロ ゾル動態の観測， 第 11 回大気ラ イ ダー観測研究会， 名古屋， 2005.03， プロ
グ ラ ム

0204BA342

杉本伸夫 Sugimoto N.，Matsui I.，Shimizu A.，Kamei A.，Lee C.H.(*1)，Dong X.(*2)，Zhou J.(*3)(*1Kyung
Hee Univ.，*2China-Jpn.Frendship Cent.，*3Anhui Inst.Opt.)：Observations of Asian aerosols using
a network of Two-Wavelength dual-polarization lidars，Earth CARE Workshop，Tokyo，2005.03，
Abstracts， 26

0204BA342

杉本伸夫 Boyan T.，Sugimoto N.，Matsui I.，Shimizu A.：High-spectral-resolution lidar observations of aero-
sols and clouds in the troposphere over Tsukuba，Japan，Earth CARE Workshop，Tokyo，2005.03，
Abstracts， 27

0204BA342

杉本伸夫 Kikuchi N.(*1)， Kumagai H.(*1)， Kuroiwa H.(*1)， Nakajima T.(*2)， Kamei A.， Nakamura R.(*3)
(*1Nict， *2Univ.Tokyo， *3JAXA) ： Microphysics of water clouds derived from a cloud radar and
a near-infrared radiometer， Eath CARE Workshop， Tokyo， 2005.03， Abstracts， 28

0204BA342

杉本伸夫 Okamoto H.(*1)，Nishizawa T.(*1)，Sato K.(*1)，Takemura T.(*1)，Kumagai H.(*1)，Sugimoto N.，
Takano T.(*1)， Nakajima T.(*1)(*1Tohoku Univ.) ： Cloud properties by shipborne radar and lidar
on the Reserch Vessel Mirai: Validation of General Circulation Model， Eath CARE Workshop，
Tokyo， 2005.03， Abstracts， 29

0204BA342

杉本伸夫 Nishizawa T.(*1)，Okamoto H.(*1)，Takemura T.(*2)，Sugimoto N.，Matsui I.，Shimizu A.(*1Tohoku
Univ.， *2Kyushu Univ.) ： Development of aerosol retrieval algorithm from dual-wavelength polar-
ization lidar data and the application to the observational data， Eath CARE Workshop， Tokyo，
2005.03， Abstracts， 35

0204BA342

杉本伸夫 Takano T.(*1)，Akita K.(*1)，Kubo H.(*1)，Kawamura Y.(*1)，Kumagai H.(*2)，Takamura T.(*1)，
Makanishi Y.(*3)，Nakajima T.(*4)，Sugimoto N.，Fujiyoshi Y.(*5)，Okamoto H.(*6)(*1Chiba Univ.，
*2Commun.Technol.， *3Sci.Tech.， *4Tokyo Univ.， *5Hokkaido Univ.， *6Tohoku Univ.) ： Ob-
servations of cloud properties with the developed millimeter-wave FM-CW radar at 95GHz，Earth
CARE Workshop， Tokyo， 2005.03， Abstracts， 38

0204BA342

鈴木　明 種田晋二， 古田千恵 (*1)， 李春梅 (*1， *2)， 鎌田和之 (*3)， 林英幸 (*3)， 関興一 (*4)， 佐久嶋明
世 (*5)， 吉野伸 (*6)， 八巻耕也 (*6)， 鈴木明， 他 (*1 東京農工大， *2 岐阜大， *3 北医療大， *4
北大院， *5 九州保健福祉大， *6 神戸薬大 )： ディ ーゼル排気微粒子 (DEP) 中よ り 見出さ れた
3- メ チル -4- ニト ロ フェ ノ ールのエス ト ロ ゲン作用およ び抗アンド ロ ゲン作用， 日本薬学会
第 124 年会， 大阪， 2004.03， 同要旨集， 196

0105SP061

鈴木　明 Suzuki A.K.，Taneda S.，Kamata K.(*1)，Hayashi H.(*1)，Toda N.，Seki K.(*2)，Sakushima A.(*3)，
Mori Y.(*1)(*1Health Sci.Univ Hokkaido，*2Hokkaido Univ.，*3Kyushu Univ.Health Welfare)：Ni-
trophenols in diesel exhaust particles show direct vasodilative activity， 10th Int.Congr.Toxicol.，
Tampere(Finland)， 2004.07， Toxicol.Appl.Pharm.， 197(3)， 198

0105SP031
0105SP061

鈴木　明 Kamata K.(*1)， Hayashi H.(*1)， Taneda S.， Suzuki A.， Toda N.， Sakushima A.(*2)， Seki K.(*3)，
Mori Y.(*1)(*1Health Sci.Univ.Hokkaido， *2Kyusyu Univ.Health Welfare， *3Hokkaido Univ.Med.
Sch.) ： Isolation and identification of Nitrophenols in diesel exhaust particles(DEP) that exhibit va-
sodilating activity using bioassay-directed fractionation，10th Int.Congr.Toxicol.，Tampere(Finland)，
2004.07， Toxicol.Appl.Pharm.， 197(3)， 237

0105SP031
0105SP061

鈴木　明 鈴木明， 種田晋二 ： 炭素の模擬ナ ノ 粒子の鼻部曝露法に関する基礎的研究， 第 138 回日本獣
医学会学術集会， 札幌， 2004.09， 同講演要旨集， 126

0105SP061

鈴木　明 種田晋二， 森洋樹 (*1)， 鎌田和之 (*1)， 林英幸 (*1)， 関興一 (*2)， 佐久嶋明世 (*3)， 古田千
恵 (*4)， 渡辺元 (*4)， 八巻耕也 (*5)， 吉野伸 (*5)， 田谷一善 (*4)， 鈴木明 (*1 北海道医療大，
*2 北大， *3 九州保健福祉大， *4 東京農工大， *5 神戸薬大 ) ： デ ィ ーゼル排気微粒子 (DEP)
中成分の系統的分離 ・ 同定－い く つかの生理活性を併せ持つニ ト ロ フ ェ ノール類－， 第 138
回日本獣医学会学術集会， 札幌， 2004.09， 同講演要旨集， 127

0105SP061

鈴木　明 李春梅 (*1)， 高橋慎司， 種田晋二， 鎌田和之 (*2)， 林英幸 (*2)， 森洋樹 (*2)， 斉田栄理奈
(*1)，渡辺元 (*3)，鈴木明，田谷一善 (*3)(*1 岐阜大院，*2 北海道医療大，*3 東京農工大院）：
デ ィ ーゼル排気微粒子 (DEP) から分離された 3- メ チル -4- ニ ト ロ フ ェ ノ ール (PNMC) の雄
ウ ズ ラの精巣機能への影響， 第 138 回日本獣医学会学術集会， 札幌， 2004.09， 同講演要旨
集， 127

0105SP061
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鈴木明　 臂ま ゆみ (*1)， 鈴木明， 種田晋二， 鎌田和之 (*2)， 林英幸 (*2)， 森洋樹 (*2)， 渡辺元 (*1)， 高
橋慎司， 田谷一善 (*1)(*1 東京農工大， *2 北海道医療大 )： ディ ーゼル排気微粒子 (DEP) から
分離さ れた 3- メ チル -4- ニト ロ フェ ノ ール (PNMC) の循環器系への影響，第 138 回日本獣医
学会学術集会， 札幌， 2004.09， 同講演要旨集， 127

0105SP061

鈴木　明 種田晋二， 鈴木明， 鈴木忠男 (*1)， 小林隆弘 (*1 日本自動車研 ) ： CAPs 吸入暴露が AZT 誘
発心筋症ラ ッ ト の心電図に及ぼす影響， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演
要旨集， 344

0105SP061

鈴木　明 鈴木明， 種田晋二， 戸田典子， 机直美 (*1)， 局博一 (*1)(*1 東大院 )： ディ ーゼル排気粒子中
から 抽出し た 3- メ チル -4- ニト ロ フェ ノ ールの自律神経作用， 第 45 回大気環境学会年会，
秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 418

0105SP061

鈴木　茂 Suzuki S.， Yasuhara A.， Sakai S. ： Glow discharge ionization for measuring compounds with high
ionization energy and low proton affinity in LC/MS，52nd ASMS Conf.Mass Spectrom.Allied Topics，
Nashiville， 2004.12， Proceedings， TPE - 093

0105AB407
0204BE436

鈴木　茂 鈴木茂， 安原昭夫， 酒井伸一 ： 噴霧グ ロー放電イオン化 (SGDI) 法によ る廃棄物試料の LC/
MS 分析の検討－廃棄物を起源 とする化学物質の LC/MS 分析法の検討 (2)，第 13 回環境化学
討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 508-509

0105AB407
0204BE436

鈴木　茂 槇島美由紀， 鈴木茂， 安原昭夫 ： LC/MS によ る廃棄物関連化学物質の基礎データ評価， 第
13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 510-511

0105AB407
0204BE436

鈴木　茂 伊藤安紀 (*1)， 佐藤修之 (*1)， 池田善郎 (*1)， 伊藤誠治 (*2)， 冨澤洋 (*2)， 鈴木茂 (*1 国土
環境， *2 東ソー ) ： 廃棄物試料中の不揮発性有機物の分画及び LC/MS 分析法の検討 ( その
2)， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 186-187

0105AB407
0204BE436

鈴木　茂 伊藤誠治 (*1)， 伊藤安紀 (*2)， 鈴木茂 (*1 東ソー， *2 国土環境 ) ： 廃棄物関連化学物質の LC
保持時間によ る定性へのアプローチ， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨
集， 188-189

0105AB407
0204BE436

鈴木　茂 上堀美知子 (*1)， 鈴木 茂 (*1 大阪府環境情報セ ) ： 廃棄物埋立地浸出水中の化学物質ス ク
リ ーニングに用いる LC/MS 検索簡易データベースの検討， 第 13 回環境化学討論会， 静岡，
2004.07， 同講演要旨集， 182-183

0105AB407
0204BE436

鈴木　茂 長谷川敦子 (*1)， 鈴木 茂 (*1 神奈川県環境科セ ) ： 廃棄物処分場浸出水中 N， N'- ジア リ ー
ル -p- フ ェニレ ンジア ミ ン類の分析， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨
集， 184-185

0105AB407
0204BE436

鈴木　茂 吉田寧子 (*1)， 村上雅志 (*1)， 藤本英治 (*1)， 竹田菊男 (*1)， 鈴木茂， 堀雅宏 (*2)(*1 住化分析
セ， *2 横浜国大 )： LC/MS を用いた環境試料中のメ ラ ミ ン定量法， 第 13 回環境化学討論会，
静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 468-469

0105AB407
0204BE436

鈴木　茂 鈴木茂 ： LC/MS と LC/MS/MS の大気環境分析における応用， 大気環境学会中国四国支部講
演会， 松山， 2004.07

0105AB407
0204BE436

鈴木　茂 鈴木茂， 松永充史， 安原昭夫， 酒井伸一， 長谷川敦子 (*1)， 上堀美知子 (*2)， 森脇洋 (*3)(*1
神奈川県環境科セ， *2 大阪府環境情報セ， *3 大阪市環境科研 )： 不法投棄廃棄物等に含ま れ
る 化学物質の包括的計測手法の開発に関する 研究 ( 中間報告 )， 第 15 回廃棄物学会研究発表
会， 高松， 2004.11， 同講演論文集， 1428-1430

0105AB407
0204BE436

鈴木　茂 上堀美知子 (*1)， 長谷川敦子 (*2)， 石井善昭 (*3)， 吉田寧子 (*4)， 鈴木 茂 (*1 大阪府環境情
報セ， *2 神奈川県環境科セ， *3 環境管理セ， *4 住化分析セ )： LC/MS によ る 不法投棄廃棄物
中化学物質のス ク リ ーニング法の検討， 第 15 回廃棄物学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同
講演論文集， 1431-1433

0105AB407
0204BE436

鈴木　茂 鈴木茂 ： 土壌摂取にかかわる土壌分析法 (ISO 報告 )， 第 41 回日本環境化学会講演会， 東京，
2004.12， 同講演予稿集， 12-17

0105AB407

鈴木規之 鈴木規之， 柴田康行， 高澤嘉一， 中野武 (*1)， 福島実 (*2)， 吉田佳督 (*3)， 田辺信介 (*4)，
森田昌敏 (*1 兵庫県健康環境研セ， *2 大阪市環境科研， *3 環境省， *4 愛媛大沿岸環境研
セ） ： 日本における POPs モニタ リ ングⅣ POPs 汚染のモデル化， 第 13 回環境化学討論会，
静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 70-71

0105SP031

瀬山春彦 瀬山春彦， 相馬光之 (*1)， 田中敦 (*1 静岡県大 ) ： 表面分析法を用いた環境試料の評価， 第
13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 494-495

0105AE042
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瀬山春彦 谷幸則 (*1)， 宮田直幸 (*1)， 大橋麻衣子 (*1)， 岩堀恵祐 (*1)， 相馬光之 (*1)， 瀬山春彦 (*1 静
岡県大 )： 生物形成し たマンガン酸化物と 微量元素と の相互作用， 第 13 回環境化学討論会，
静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 226-227

0105AE042

瀬山春彦 Miyata N.(*1)，Maruo K.(*1)，Tani Y.(*1)，Seyama H.，Soma M.(*1)，Iwahori K.(*1)(*1Univ.Shizuoka)：
Production of biogenic manganese oxides by anamorphic ascomycete fungi， 7th Bienn.ISEB Symp.，
Chicago， 2004.06， Program， P-33

0105AE042

瀬山春彦 瀬山春彦， 王道元 (*1)， 相馬光之 (*2)(*1 アルバッ ク－フ ァ イ *2 静岡県大 ) ： X 線光電子顕
微鏡法によ る岩石試料中の Si の化学結合状態イ メ ージング， 日本鉱物学会 2004 年度年会，
岡山， 2004.09， 同講演要旨集， 38

0105AE042

瀬山春彦 谷幸則 (*1)， 大橋麻衣子 (*1)， 宮田直幸 (*1)， 岩堀恵祐 (*1)， 相馬光之 (*1)， 瀬山春彦 (*1 静
岡県大環境科研 )：真菌によ って形成し たマンガン酸化物への高効率な重金属イオンの吸着，
第 48 回粘土科学討論会， 新潟， 2004.09， 同講演要旨集， 186-187

0105AE042

瀬山春彦 宮田直幸 (*1)，谷幸則 (*1)，岩堀恵祐 (*1)，相馬光之 (*1)，瀬山春彦 (*1 静岡県大環境科研）：
生物形成し たマンガン酸化物におけ る各種重金属イ オンの吸着特性， 日本水処理生物学会
第 41 回大会， つ く ば， 2004.11， 日本水処理生物学会誌， 別巻 (24)， 70

0105AE042

曽根秀子 Sato H.(*1)，Suzuki K.T.(*1)，Sone H.，Yamano Y.(*2)，Kagawa J.(*2)，Aoki Y.(*1Grad.Sch.Chiba
Univ.，*2Tokyo Woman's Med.Univ.) ： Accelerated DNA adduct formation in lung，nasal mucosa，
and liver of rats exposed to urbun air in Kawasaki，Japan，Soc.Toxicol.43rd Annu.Meet.，Baltimore，
2004.03， Toxicologist(CD-ROM)， 78

0105PR021

高木博夫 高木博夫， 白井美幸 (*1)， 佐野友春， 彼谷邦光 (*2)(*1 環境研セ， *2 東北大院 ) ： LC-MS を
用いた総 ミ ク ロ シスチンの定量法の開発， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演
要旨集， 476-477

0105AE252

高木博夫 Takagi H.，Shirai M.(*1)，Sano T.，Kaya K.(*2)(*1Environ.Res.Cent.，*2Grad.Sch.Tohoku Univ.)：
An improved method of the total microcystin determination using LC/MS， 6th Int.Conf.Toxic
Cyanobacteria， Bergen(Norway)， 2004.06， Abstracts， 68

0105AE252

高木博夫 西本尚文 (*1)， 西村哲治 (*2)， 高木博夫， 加藤信弥 (*3)， 大石克則 (*4)， 嶋田俊夫 (*5)， 並木
繁夫 (*6)， 塩出貞光 (*7)， 嶋津治希 (*8)， 中野淑雄 (*9)， 他 (*1 大阪府， *2 医薬品食品衛研，
*3 仙台市， *4 東京都， *5 横浜市， *6 千葉県， *7 大阪市， *8 広島市， *9 福岡地区水道企業
団 )： 水質基準改正等に伴う 検査方法の検討 (IV) － 1， 4- ジオキサンの検査方法－， 第 55 回
全国水道研究発表会， 京都， 2004.06， 同講演集， 640-641

0105AE252

高木博夫 高木博夫， 西村 哲治 (*1)， 加藤信弥 (*2)， 大石克則 (*3)， 嶋田俊夫 (*4)， 並木繁夫 (*5)， 塩
出貞光 (*6)， 西本尚文 (*7)， 嶋津治希 (*8)， 中野淑雄 (*9)， 他 (*1 医薬品食品衛研， *2 仙台
市， *3 東京都， *4 横浜市， *5 千葉県， *6 大阪市， *7 大阪府， *8 広島市， *9 福岡地区水道
企業団 ) ： 水質基準改正等に伴 う 検査方法の検討 (V) －ハロ酢酸類の検査方法－， 第 55 回全
国水道研究発表会， 京都， 2004.06， 同講演集， 642-643

0105AE252

高木博夫 嶋田俊夫 (*1)， 西村哲治 (*2)， 高木博夫， 加藤信弥 (*3)， 大石克則 (*4)， 並木繁夫 (*5)， 塩出
貞光 (*6)， 西本尚文 (*7)， 嶋津治希 (*8)， 中野淑雄 (*9)， 他 (*1 横浜市， *2 医薬品食品衛研，
*3 仙台市， *4 東京都， *5 千葉県， *6 大阪市， *7 大阪府， *8 広島市， *9 福岡地区水道企業
団）： 水質基準改正等に伴う 検査方法の検討 (VI) －かび臭物質の検査方法－， 第 55 回全国水
道研究発表会， 京都， 2004.06， 同講演集， 644-645

0105AE252

高木博夫 加藤信弥 (*1)， 西村哲治 (*2)， 高木博夫， 大石克則 (*3)， 嶋田俊夫 (*4)， 並木繁夫 (*5)， 塩出
貞光 (*6)， 西本尚文 (*7)， 嶋津治希 (*8)， 中野淑雄 (*9)， 他 (*1 仙台市， *2 医薬品食品衛研，
*3 東京都， *4 横浜市， *5 千葉県， *6 大阪市， *7 大阪府， *8 広島市， *9 福岡地区水道企業
団）： 水質基準改正等に伴う 検査方法の検討 (VII) －フェ ノ ール類の検査方法－，第 55 回全国
水道研究発表会， 京都， 2004.06， 同講演集， 646-647

0105AE252

高木博夫 西村哲治 (*1)， 高木博夫， 加藤信弥 (*2)， 大石克則 (*3)， 並木繁夫 (*4)， 嶋田俊夫 (*5)， 塩出
貞光 (*6)， 西本尚文 (*7)， 嶋津治希 (*8)， 中野淑雄 (*9)， 他 (*1 医薬品食品衛研， *2 仙台市，
*3 東京都， *4 千葉県， *5 横浜市， *6 大阪市， *7 大阪府， *8 広島市， *9 福岡地区水道企業
団）： 水質基準改正等に伴う 検査方法の検討 (VIII) －農薬類の検査方法－，第 55 回全国水道研
究発表会， 京都， 2004.06， 同講演集， 648-649

0105AE252
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高木博夫 中野淑雄 (*1)， 西村哲治 (*2)， 高木博夫， 加藤信弥 (*3)， 大石克則 (*4)， 嶋田俊夫 (*5)， 並
木繁夫 (*6)， 塩出貞光 (*7)， 西本尚文 (*8)， 嶋津治希 (*9)， 他 (*1 福岡地区水道企業団， *2
医薬品食品衛研， *3 仙台市， *4 東京都， *5 横浜市， *6 千葉県， *7 大阪市， *8 大阪府， *9
広島市 ) ： 水質基準改正等に伴 う 検査方法の検討 (IX) －水道用資機材等の浸出液の検査方法
－， 第 55 回全国水道研究発表会， 京都， 2004.06， 同講演集， 650-651

0105AE252

高木博夫 Takagi H.， Shirai M.(*1)， Sano T.， Kaya K.(*2)(*1Environ.Res.Cent.， *2Tohoku Univ.) ： Inves-
tigation of sample preparation for total microcystin determination using 2-metyl-3methoxy-4-phe-
nylbutyric acid(MMPB)，China-Jpn.Jt.Symp.Environ.Chem.2004，Beijing，2004.10，Proceedings，
235-236

0105AE252

高野裕久 柳澤利枝， 高野裕久， 桜井美穂， 井上健一郎， 日吉孝子 (*1)， 市瀬孝道 (*2)， 定金香里 (*2)，
早川和一 (*3)(*1 筑波大院， *2 大分県看護科大， *3 金沢大 ) ： マウ ス喘息モデルに対する
デ ィ ーゼル排気微粒子 (DEP) 構成成分の影響， 第 16 回日本アレルギー学会春季臨床大会，
前橋， 2004.05， アレルギー， 53(2/3)， 289

0105SP031
0105SP061

高野裕久 定金香里 (*1)， 市瀬孝道 (*1)， 高野裕久， 柳澤利枝， 川里浩明 (*2)， 安田愛子 (*2)(*1 大分県
看護科大， *2 大分大 )： アト ピー性皮膚炎モデルマウ ス に及ぼすディ ーゼル排気微粒子抽出
物塗布の影響， 第 16 回日本アレ ルギー学会春季臨床大会号， 前橋， 2004.05， アレ ルギー，
53(2/3)， 289

0105SP031
0105SP061

高野裕久 柳澤利枝， 高野裕久， 井上健一郎， 吉田成一 (*1)， 武田健 (*2)， 吉川敏一 (*3)(*1 大分県看
護科大， *2 東京理大， *3 京都府医大 ) ： デ ィ ーゼル排気微粒子がエン ド ト キシン誘発性急
性肺傷害に及ぼす影響に関する cDNA マイ ク ロ アレ イ解析， 第 45 回大気環境学会年会， 秋
田， 2004.10， 同講演要旨集， 555

0105SP031
0105SP061

高野裕久 桜井美穂， 高野裕久， 柳澤利枝， 井上健一郎， 日吉孝子 (*1)， 市瀬孝道 (*2)， 定金香里 (*2)，
吉川敏一 (*3)(*1 筑波大， *2 大分県看護科大， *3 京都府医大 ) ： アレルギー性気管支喘息モ
デルにデ ィ ーゼル排気微粒子 (DEP) 構成成分が及ぼす影響， 第 45 回大気環境学会年会， 秋
田， 2004.10， 同講演要旨集， 492

0105SP031
0105SP061

高野裕久 柳澤利枝， 高野裕久， 桜井美穂， 井上健一郎， 日吉孝子 (*1)， 定金香里 (*2)， 市瀬孝道 (*2)，
唐寧 (*3)， 早川和一 (*3)(*1 筑波大院， *2 大分県看護科大， *3 金沢大 ) ： マウ ス喘息モデル
に対するデ ィ ーゼル排気微粒子 （DEP) 構成成分の影響 〔2〕， 第 54 回日本アレルギー学会総
会， 横浜， 2004.11， アレルギー， 53(8/9)， 913

0105SP031
0105SP061

高野裕久 Yanagisawa R.，Takano H.， Inoue K.， Uchiyama K.(*1)，Yoshikawa T.(*1) (*1Kyoto Pref.Univ.) ：
Components of diesel exhaust particles diversely enhance acute lung injury related to
lipopolysaccharide， 8th Bienn.Conf.Int.Endotoxin Soc.， Kyoto， 2004.11， Abstracts， 10(5)， 376

0105SP031
0105SP061

高野裕久 Sakurai M.， Takano H.， Inoue K-I.， Yanagisawa R.， Hiyoshi K.， Ueki N.， Oda T.(*1)Tamura
H.(*1)， Yoshikawa T.(*2)(*1Seikagaku， *2Kyoto Pref.Univ.) ： Effects of components of diesel ex-
haust particles on systemic inflammatory respones related to acute lung injury in mice， 8th Bi-
enn.Conf.Int.Endotoxin Soc.， Kyoto， 2004.11， Abstracts， 10(5)， 376

0105SP031
0105SP061

高野裕久 橋本顯子， 天沼喜美子， 日吉孝子 (*1)， 柳澤利枝， 高野裕久， 増村健一， 能美健彦 (*2)， 青
木康展 (*1 筑波大， *2 国立衛研 ) ： デ ィ ーゼル粒子の気管内投与によ り gpt delta マウ スの肺
に生じ た突然変異スペク ト ルの解析，第 33 回日本環境変異原学会／第 18 回日本動物実験代
替法学会 合同学術大会 （ポス ター発表）， 長崎， 2004.12， 同講演要旨集， 225

0105PR021

高野裕久 市瀬孝道 (*1)， 定金香里 (*1)， 高野裕久， 柳澤利枝， 西川雅高， 森育子， 川里浩明 (*2)， 安
田愛子 (*2)， 日吉孝子 (*3)(*1 大分県立看護大， *2 大分大， *3 筑波大 ) ： ダニ抗原誘発性マ
ウ ス喘息モデルに対する黄砂及びカオ リ ン粒子の影響， 第 54 回日本アレルギー学会総会，
横浜， 2004.11， アレルギー， 53(8/9)

0204AG395
0105AA299

高野裕久 定金香里 (*1)， 市瀬孝道 (*1)， 高野裕久， 柳澤利枝， 井上健一郎， 桜井美穂， 川里浩明 (*2)，
安田愛子 (*2)， 早川和一 (*3)(*1 大分県立看護科大， *2 大分大， *3 金沢大 )： ディ ーゼル排
気微粒子抽出物塗布によ る アト ピー性皮膚炎の増悪機序の検討， 第 54 回日本アレ ルギー学
会総会， 横浜， 2004.11， アレ ルギー， 53(8/9)

0204AG395

高野裕久 諸星佳織， 川口真以子， 山本裕史 (*1)， 近藤卓哉， 高野裕久， 今井秀樹， 森田昌敏 (*1 徳島
大 ) ： ラ ッ ト における ペンタ ク ロ ロ フェ ノ ールの次世代影響について， 日本内分泌撹乱化学
物質学会 第 7 回研究発表会， 名古屋， 2004.12， 同研究発表会要旨集， 364

0105AE185

高橋　潔 Takahashi K. ： Recent improvement and future direction of AIM/Impact， 9th AIM Int.Workshop，
Tsukuba， 2004.03

0103BA341
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高橋　潔 高橋潔 ： 温暖化影響 ・ 対策の統合評価， 第 2 回復刻版タ レ ス同人， 東京， 2004.07 0004BA035

高橋　潔 Masutomi Y.(*1)， Takahashi K.， Murai H.(*2)， Matsuoka Y.(*1)(*1Kyoto Univ.， *2Tokyo
Inst.Technol.) ： A vulnerability assessment of crop production by climate change， 1st EAFES
Int.Congr.， Mokpo， 2004.10

0105SP012

高橋　潔 村井啓朗 (*1)， 高橋潔， 増井利彦 (*1 東京工大 ) ： 適応を考慮し た地球温暖化が穀物生産に
及ぼす影響に関する研究， 環境経済 ・ 政策学会 2004 年大会， 広島， 2004.09， 同報告要旨
集， 136-137

0105SP012
0004BA035

高橋　潔 Takahashi K.，Harasawa H.，Mimura N.(*1)，Matsuoka Y.(*2)，Nishioka S.(*1Ibaraki Univ.，*2Kyoto
Univ.) ： Global warming impacts on Japan and Asian region， Int.Sym.Stabilisation Greenhouse
Gases， Exceter， 2005.03

0105SP012
0004BA035

高橋　潔 Takahashi K. ：Recent improvement and future direction of AIM/Impact，10th AIM Int.Workshop，
Tsukuba， 2005.03

0105SP012
0004BA035

高橋　真 Takahashi S.，Sakai S.，Watanabe I.(*1)(*1Osaka Pref.Inst.Public Health)：An intercalibration study
for brominated flame reterdants and their related compounds including brominated dioxins，China-
Jpn.Jt.Symp.Environ.Chem.2004， Beijing， 2004.10， Proceedings， 104-105

0104BC240

高橋　真 Takahashi S.，Sakai S.，Watanabe I.(*1)(*1Osaka Pref.Inst.Public Health)：An intercalibration study
on organobromine compounds in Japan:First report on PBDEs，PBDDs/DFs and PXDDs/DFs，3rd
Int.Workshop Brominated Flame Retardants(BFR2004)，Toronto，2004.06，Proceedings，309-312

0104BC240

高橋　真 Takahashi S.， Sakai S.， Watanabe I.(*1)(*1Osaka Pref.Inst.Public Health)： A small scale intercali-
bration study on organobromine compounds in Japan: results on brominated dioxins， mixed haloge-
nated dioxins and brominated flame retardants， 24th Int.Symp.Halogenat.Environ.Org.Pollut.POPs;
DIOXIN 2004， Berlin， 2004.09， Organohalogen Compounds， 66， 551-555

0104BC240

高橋　真 高橋真， 酒井伸一， 梶原夏子 (*1)， 田辺信介 (*1)， 濱田典明 (*2)， 渡辺功 (*3)， 阿久津和彦
(*3)， 汐崎憲 (*4)， 波戸義雄 (*4)， 高菅卓三 (*5)， その他 8 名 (*1 愛媛大沿環研セ， *2 愛媛
大， *3 大阪府公衆衛研， *4 カネカテ ク ノ リ サーチ， *5 島津テ ク ノ リ サーチ ) ： 有機臭素化
合物 ( 臭素化ダイオキシン類および臭素系難燃剤 ) の測定に係る相互検定研究 第 1 報 混合
標準溶液 と風乾底質， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 114-115

0104BC240

高橋　真 高橋真， 酒井伸一， 長田守弘 (*1)， 高宮健 (*1)， 宮崎徹 (*2)(*1 新日本製鐵， *2 ニ ッ テ ク リ
サーチ ) ： シャ フ ト 炉式ガス化溶融炉によ る自動車破砕残渣 (ASR) の処理と臭素化難燃剤お
よびダ イオキシン類縁化合物の挙動， 第 15 回廃棄物学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同講
演論文集， 987-989

0305BE595

高橋慎司 Taneda S.， Mori Y.(*1)， Kamata K.(*1)， Hayashi H.(*1)， Furuta C.(*2)， Watanabe G.(*2)， Li
C.(*2)(*3)，Takahashi S.，Seki K.(*4)，Suzuki A.K.，et al.(*1Health Sci.Univ.Hokkaido，*2Tokyo
Univ.Agric.& Technol.，*3Gifu Univ.，*4Hokkaido Univ.)：Estrogenic and anti-androgenic activity
of nitrophenols in diesel exhaust particles(DEP)， 10th Int.Congr.Toxicol.， Tampere(Finland)，
2004.07， Toxicol.Appl.Pharm.， 197(3)， 233

0105SP031
0105SP061

高橋慎司 李春梅 (*1， 2)， 高橋慎司， 種田晋二， 鎌田和之 (*3)， 林英幸 (*3)， 森洋樹 (*3)， 斎田栄理奈
(*1， 2)， 渡辺元 (*1， 2)， 鈴木明， 田谷一善 (*1， 2)(*1 岐阜大院， *2 東京農工大院， *3 北海
道医療大 )：デ ィ ーゼル排気微粒子 (DEP) に含まれる 3- メ チ ノ -4- ニ ト ロ フ ェ ノール (PNMC)
の雄ウ ズ ラの生殖機能への影響， 第 29 回日本鳥類内分泌研究会， 厚木， 2004.11， 同要旨
集， 43-44

0105AA295

高橋慎司 小山卓美 (*1)， 清水佐良子 (*2)， 椎名隆 (*2)， 猪子英俊 (*2)， 高橋慎司 (*1 動物衛研， *2 東海
大 ) ： 新ス ク リ ーニング手法によ る ニホンウ ズラ oocyte maturation factor(Mos) 遺伝子の分離，
日本家禽学会 2004 年度秋季大会， 広島， 2004.09， 家禽会誌， 41， 19

0105AA354
0105AE174

高橋慎司 大原浩司 (*1)， 泉徳和 (*1)， 岡本法子 (*1)， 高橋慎司， 清水明， 榊田星史 (*1)(*1 石川県農業
短大 ) ： ア イガモ卵殻における気孔数と小孔穿孔が孵化率に及ぼす影響， 第 13 回石川県畜
産技術研究会， 金沢， 2004.03， 同講演要旨集， 6-7

0105AA354
0105AE174

高橋慎司 小山卓美 (*1)， 鈴木孝子 (*1)， 松原豊 (*1)， 水野喜夫 (*1)， 清水佐良子 (*2)， 椎名隆 (*2)， 猪
子英俊 (*2)， 高橋慎司 (*1 動物衛研， *2 東海大 ) ： 新ス ク リ ーニング手法によ る ニホン ウズ
ラ ・ イ ン ターフ ェ ロ ン (IFNα/and IFNγ) 遺伝子の分離， 日本家禽学会 2004 年度春季大会，
東京， 2004.03， 家禽会誌， 41， 12

0105AA354
0105AE174
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高橋慎司 斎田栄里奈 (*1)， 李春梅 (*1)， 高橋慎司， 鈴木明， 渡辺元 (*1)， 田谷一善 (*1)(*1 東京農工大
院 ) ： 甲状腺機能低下ニホンウ ズラ における 性腺機能およ び副腎機能，第 29 回日本鳥類内分
泌研究会， 厚木， 2004.11， 同要旨集， 55-56

0105AA354
0105AE174

高橋慎司 Niroshan T.D.(*1)， Takahashi S.， Koyama T.(*1)(*1NIAH) ： Characterization of the natural killer
cell receptor(NKr) gene of quail， 日本家禽学会 2003 年度秋季大会， 広島， 2004.09， 家禽会
誌， 41， 18

0105AA354
0105AE174

高橋慎司 猪岡尚志 (*1)， 高橋慎司 (*1 応用食材科学研 ) ： サイ ト パーテ クルの応用に関する研究 (1)，
日本応用細胞生物学会 第 2 回大会， 群馬， 2004.06， 同講演要旨集， 2， 33

0105AA354
0105AE174

高見昭憲 三好猛雄， 高見昭憲， 下野彰夫， 畠山史郎： 沖縄県辺戸岬における 大気中エアロ ゾルの観測，
日本化学会 第 84 春季年会， 西宮， 2004.03， 同講演要旨集， 318

0204BA346

高見昭憲 三好猛雄， 高見昭憲， 下野彰夫 (*1)， 畠山史郎 (*1 三友プラ ン ト サービ ス ) ： 春季における
大気エア ロ ゾルの観測， 第 10 回大気化学討論会， 東京， 2004.06， 同講演要旨集， 13

0204BA346

高見昭憲 高見昭憲， 三好猛雄， 下野彰夫 (*1)， 畠山史郎 (*1 三友プラ ン ト サービ ス ) ： AMS を用いた
沖縄辺戸岬でのエア ロ ゾルの観測と化学成分の分析， 第 21 回エア ロ ゾル科学 ・ 技術研究討
論会， 札幌， 2004.08， 同予稿集， 47-48

0204BA346

高見昭憲 Miyoshi T.， Takami A.， Shimono A.(*1)， Hatakeyama S.(*1Sanyu Plant Serv.) ： Aerosol size and
composition measurements in Fukue Island using an Aerosol Mass Spectrometer，16th Int.Conf.Nu-
cleation Atmos.Aerosols 2004， Kyoto， 2004.07， Abstracts， 827-830

0204BA346

高見昭憲 Takami A.， Wang W.(*1)， Tang D.(*1)， Hatakeyama S.(*1Chin.Res.Acad.Environ.Sci.) ： Ground
observations of gas and aerosols in China and East Asia，16th Int.Conf.Nucleation Atmos.Aerosols
2004， Kyoto， 2004.07， Abstracts， 715-718

0105AG108

高見昭憲 Suthawaree J.(*1)， Kato S.(*1)， Takami A.， Hatakeyama S.， Togushi M.(*2)， Tomoyose Y.(*2)，
Yogi K.(*2)，Kajii Y.(*1)(*1Tokyo Metrop.Univ.，*2Okinawa Pref.Inst.Health Environ.)：Long range
transport of regional polluted air mass to Okinawa: Seasonal variation of carbon monoxide and
ozone， 85th Chem.Soc.Jpn.， Yokohama， 2005.03， Abstracts(CD-ROM)， 2H1-40

0204BA346
0105AG108

高村健二 高村健二 ： 生息確認地点だけによ った メ ダカ生息適地推定－茨城県南部 1960-70 年代の例，
第 51 回日本生態学会大会， 釧路， 2004.08， 同講演要旨集， 224

0205AE365

高村健二 Toda M.(*1)，Tokida K.(*1)，Koide K.(*1)Takamura K.，Goka K.(*1Jpn.Wildl.Res.Cent.)：Exhibition
of Japanese IAS database on the internet，Int.Conf.Assess.Control Biol.Invasion Risks，Yokohama，
2004.08

0105SP041
0105AA205

高村典子 高村典子 ： 湖沼生態系の再生に必要な研究－釧路湿原達古武沼再生への取 り 組みか ら， 第
51 回日本生態学会大会， 釧路， 2004.08， 同講演要旨集， 107

0304AF345
0304BD550
0304CD552

高村典子 米倉竜次， 高村典子， 西廣淳 (*1)(*1 東大 ) ： 外来魚ブルーギルの除去によ る沈水植物群落の
再生， 第 51 回日本生態学会大会， 釧路， 2004.08， 同講演要旨集， 310

0304BD550
0304CD552

高村典子 辻ねむ (*1)， 高村典子， 中川惠， 野坂拓馬 (*2)， 渡辺雅子 (*3)， 若菜勇 (*1)(*1 阿寒湖畔エコ
ミ ュージアムセ， *2 北海道教育大， *3 北大北方生物圏フ ィ ール ド科セ ) ： 釧路湿原達古武
沼の水草はなぜ減少し たのか？－光環境からの検討－， 第 51 回日本生態学会大会， 釧路，
2004.08， 同講演要旨集， 116

0304AF345

高村典子 渡辺雅子 (*1)， 野坂拓馬 (*2)， 若菜勇 (*3)， 辻ねむ (*3)， 高村典子， 中川惠， 五十嵐聖貴，
三上英敏 (*4)， 石川靖 (*4)， 上野洋一 (*1)， 角野康郎 (*5)(*1 北大北方生物圏フ ィ ール ド科
セ， *2 北海道教育大， *3 阿寒湖畔エコ ミ ュージアムセ， *4 北海道環境研セ， *5 神戸大 ) ：
達古武沼水草の群落構造， 第 51 回日本生態学会大会， 釧路， 2004.08， 同講演要旨集， 198

0304AF345

高村典子 三上英敏 (*1)， 石川靖 (*1)， 上野洋一 (*1)， 高村典子， 若菜勇 (*2)(*1 北海道環境科研セ， *2
阿寒町 ) ： 釧路湿原達古武沼における釧路川からの逆流水について， 日本陸水学会 第 69 回
大会， 新潟， 2004.09， 同講演予稿集， 109

0304AF345

高村典子 上野洋一 (*1)， 三上英敏 (*1)， 石川靖 (*1)， 高村典子， 中川惠， 五十嵐聖貴， 若菜勇， 辻ね
む (*2)， 伊藤富子 (*3)， 仲島広嗣 (*4)(*1 北海道環境科研セ， *2 阿寒町， *3 北海道水産孵化
場， *4 野生生物総研 ) ： 釧路湿原達古武沼の底泥粒度分布に対する影響因子， 日本陸水学会
第 69 回大会， 新潟， 2004.09， 同講演予稿集， 108

0304AF345
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高村典子 高村典子： ため池の生物多様性の維持機構－兵庫県南西部のため池調査から，シンポジウ ム
里山にあ る ため池の保全を考え る－宍塚大池を事例と し て， 土浦， 2004.11， プロ グ ラ ム

0105AA207

高村典子 高村典子 ： 釧路湿原達古武沼の再生シナ リ オに向けての問題点， 持続可能性を築 く 「市民 ・
研究者協働によ る生物多様性モニ タ リ ング」 の研究 第 3 回研究報告会， 土浦， 2004.11， プ
ロ グ ラ ム

0304AF345

高村典子 高村典子， 若菜勇 (*1)， 中村太士 (*2)(*1 阿寒湖畔エコ ミ ュージアムセ， *2 北大院 ) ： 達古
武沼の現状診断 と再生シナ リ オ， 第 52 回日本生態学会大会， 大阪， 2005.03， 同講演要旨
集， 118p

0304AF345

高村典子 中川惠，高村典子，五十嵐聖貴，若菜勇 (*1)，辻ねむ (*1)(*1 阿寒湖畔エコ ミ ュージアムセ）：
達古武沼の水質分布特性， 第 52 回日本生態学会大会， 大阪， 2005.03， 同講演要旨集， 116

0304AF345

高村典子 五十嵐聖貴，中川惠，高村典子，辻ねむ (*1)，若菜勇 (*1)(*1 阿寒湖畔エコ ミ ュージアムセ）：
達古武沼におけるプラ ン ク ト ンの分布特性， 第 52 回日本生態学会大会， 大阪， 2005.03， 同
講演要旨集， 117

0304AF345

高村典子 若菜勇， 辻ねむ (*1)， 野坂拓馬 (*2)， 高村典子， 中川惠， 上野洋一 (*3)， 渡辺雅子 (*4)(*1 阿
寒湖畔エコ ミ ュージアムセ， *2 北海道教育大， *3 北海道環境科セ， *4 北大院 ) ： 水草の変
遷 と分布特性， 第 52 回日本生態学会大会， 大阪， 2005.03， 同講演要旨集， 116

0304AF345

高村典子 仲島広嗣 (*1)， 西川潮， 高村典子， 神山塁 (*2)， 中川惠， 若菜勇 (*3)， 蛭田眞一 (*2)(*1 野生
生物総研， *2 北海道教育大， *3 阿寒湖畔エコ ミ ュージアムセ ) ： 達古武沼における外来ザ
リ ガニ (Pacifastacus leniusculus) の分布， 第 52 回日本生態学会大会， 大阪， 2005.03， 同講演
要旨集， 117

0304AF345

高村典子 西川潮， 神山塁 (*1)， 佐治あずみ， 高村典子 (*1 北海道教育大 ) ： 外来ザ リ ガニ (Pacifastacus
leniusculus) の生態影響評価実験，第52回日本生態学会大会，大阪，2005.03，同講演要旨集，117

0304AF345

高村典子 中島久男 (*1)， 高村典子 (*1 立命館大 ) ： 達古武沼生態系のカ タ ス ト ロ フ遷移モデル， 第 52
回日本生態学会大会， 大阪， 2005.03， 同講演要旨集， 117

0304AF345

高村典子 松崎慎一郎 (*1)， 西川潮， 高村典子， 鷲谷いづみ (*1)(*1 東大院 ) ： 移行帯の食物網における
底生魚の生態的影響 ： 沈水植物の保全な らびに微小動物群集への影響， 第 52 回日本生態学
会大会， 大阪， 2005.03， 同講演要旨集， 132

0304AF345

高村典子 小原直美 (*1)， 津田久美子 (*2)， 荒谷博， 平舘俊太郎 (*1)， 高村典子， 藤井義晴 (*1)(*1 農環
技研， *2 神戸大院 ) ： シア ノ バク テ リ ア増殖抑制を行 う アレ ロパシー物質の探索， 日本農芸
化学会 2005 年度大会， 札幌， 2005.03

0406BC319

滝上英孝 鈴木剛， 滝上英孝， 櫛泰典 (*1)， 酒井伸一 (*1 岩手大院 ) ： CALUX ア ッ セイ と RP-HPLC 分
画手法を用いた有機性廃棄物コ ンポス ト の粗抽出液における非相加的活性の評価， 第 13 回
環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 244-245

0105AB405

滝上英孝 滝上英孝， 野馬幸生， 鈴木剛， 酒井伸一， 泉澤秀一 (*1)， 鏑木儀郎 (*2)(*1 産廃振興財団，
*2 日本環境安全事業 ) ： 保管 PCB 廃棄物試料中の PCBs， ダ イオキシン類のバイオア ッ セイ
評価， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 652-653

0105AB405

滝上英孝 Takigami H.， Etoh T.(*1)， Nishio T.(*2)， Sakai S.(*1Mitsubishi Heavy Ind.， *2City Gov.Kobe)：
Application of solvent extraction technology to PCB contaminated soil and chemical/bioassay
montoring，24th Int.Symp.Halogenat.Environ.Org.Pollut.POPs; DIOXIN 2004，Berlin，2004.09， Or-
ganohalogen Compd.， 66， 1221-1225

0105AB405

滝上英孝 Suzuki G.， Takigami H.， Kushi Y.(*1)， Sakai S.(*Obihiro Univ.) ： Evaluation of mixture effects in
a crude extract compost using the CALUX bioassay and HPLC fractionation， 24th Int.Symp.Ha-
logenat.Environ.Org.Pollut.POPs; DIOXIN 2004， Berlin， 2004.09， Organohalogen Compd.， 66，
635-641

0105AB405

滝上英孝 Okuyama A.(*1)，Takenaka H.(*1)，Nishi K.(*1)，Mizukami H.(*1)，Takigami H.，Kirihata M.(*2)，
Sakai S.， Morita M.(*1EnBio Tec.Lab.Co.， *2Grad.Sch.Agric.Biol.Sci.) ： Development of immu-
nochromatographic test for screening of polychlorinated biphenyls in insulating oil， 24th
Int.Symp.Halogenat.Environ.Org.Pollut.POPs; DIOXIN 2004， Berlin， 2004.09， Organohalogen
Compd.， 66， 655-659

0105AB405
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滝上英孝 Takigami H.，Mitsuhara Y.(*1)，Matsuyama K.(*1)，Sakai S.(*1Toyota Mot.) ：Comparison of DR-
CALUX to HRGS/HRMS-TEQ monitoring during kanechlor PCB degradation process using metal-
lic sodium dispersion， 24th Int.Symp.Halogenat.Environ.Org.Pollut.POPs; DIOXIN 2004， Berlin，
2004.09， Organohalogen Compd.， 66， 649-654

0105AB405

滝上英孝 竹中宏誌 (*1)， 奥山亮 (*1)， 水上春樹 (*1)， 滝上英孝， 切畑光統 (*2)， 酒井伸一， 森田昌敏
(*1 エンバイオテ ッ ク ・ ラ ボラ ト リ ーズ， *2 大阪府大院 ) ： 絶縁油中の PCB 簡易測定法の開
発， 日本内分泌攪乱化学物質学会 第 7 回研究発表会， 名古屋， 2004.12， 同研究発表会要旨
集， 158

0105SP031

滝上英孝 滝上英孝， 光原好人 (*1)， 松山喜代志 (*1)， 酒井伸一 (*1 ト ヨ タ自動車 ) ： 金属ナ ト リ ウ ム
法によ る PCB 処理過程のバイオア ッ セイモニ タ リ ング，第 15 回廃棄物学会研究発表会，高
松， 2004.11， 同講演論文集， 1337-1339

0105AB405

滝上英孝 鈴木剛 (*1)， 滝上英孝， 櫛泰典 (*1)， 酒井伸一 (*1 岩手大院 ) ： 有機性廃棄物コ ンポス ト の
粗抽出液に含まれる化学物質間のダ イオキシン様活性における複合効果の検証， 第 10 回日
本環境毒性学会／バイ オア ッ セ イ研究会合同研究発表会， 船橋， 2004.09， 同講演要旨集，
15-16

0105AB405

滝上英孝 鈴木剛 (*1)， 滝上英孝， 櫛泰典 (*1)， 酒井伸一 (*1 岩手大院 ) ： 環境試料に含まれる ダ イオ
キシン様化合物の AhR 結合活性における複合性評価 〈AhR 結合活性キネテ ィ ク スに着目し
たアプローチ〉， 日本内分泌撹乱化学物質学会 第 7 回研究発表会， 名古屋， 2004.12， 同研
究発表会要旨集， 61

0105AB405

竹中明夫 Takenaka A. ： Limited shoot elongation and light capture efficiency:crown level evaluation using a
structural tree model， 4th Int.Workshop Funct.-Struct.Plant Models， Montpellier， 2004.06，
Proceedings， 315-318

Z00009999

竹中明夫 竹中明夫 ： 長枝 と短枝の組み合わせは効率のよい受光体制をつ く るか？， 第 51 回日本生態
学会大会， 釧路， 2004.08， 同講演要旨集， 242

0103CD204

竹中明夫 北本尚子 (*1)， 上野真義 (*2)， 津村義彦 (*2)， 竹中明夫， 鷲谷いづみ (*3)， 大澤良 (*1)(*1 筑
波大院， *2 森林総研， *3 東大院 ) ： サク ラ ソ ウ野生集団の空間的遺伝構造 と遺伝子流動， 第
51 回日本生態学会大会， 釧路， 2004.08， 同講演要旨集， 98

0002BD203

田崎智宏 Tasaki T.，Hashimoto S.，Moriguchi Y.：A quantitative method of evaluating the lease/reuse system
of electric and electronic equipment，2nd SusProNet Conf.，Brussels，2004.06，Abstracts，65-66

0405AE357
0105PR011

田崎智宏 田崎智宏， 寺園淳， 森口祐一 ： 家電 リ サイ クル法の効力評価， 環境経済 ・ 政策学会 2004 年
大会， 広島， 2004.09， 同報告要旨集， 144-145

0405AE357
0105AB398

田崎智宏 Tasaki T.，Hashimoto S.，Terazono A.，Moriguchi Y.：Product-level material flow analysis: a case
study of cars in Japan， ConAccount Meet.2004， Zurich， 2004.10， Abstracts， 37

0405AE357
0105AB397

田崎智宏 Tasaki T.，Moriguchi Y.：Review and categorization of simplified/streamlined assessment methods，
6th Int.Conf.EcoBalance， Tsukuba， 2004.10， Proceedings， 329-332

0405AE358

田崎智宏 田崎智宏， 橋本征二， 森口祐一 ： 電気 ・ 電子製品の リ ース ・ リ ユースシステムの定量的評価
手法， 第 32 回環境システム研究論文発表会， 東京， 2004.10， 同講演集， 255-260

0405AE357

田崎智宏 田崎智宏， 大迫政浩， 森口祐一 ： 調査誤差を考慮し た使用済み製品等の全体フ ローの推計方
法， 第 15 回廃棄物学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同講演論文集， 59-61

0405AE357
0105AB397

田崎智宏 田崎智宏， 寺園淳， 森口祐一， 本田大作 (*1)， 宮川英樹 (*1)(*1 リ サイ クルワ ン ) ： 自動車解
体業におけ る部品 ・ 素材の回収実態 と 全国推計， 第 15 回廃棄物学会研究発表会， 高松，
2004.11， 同講演論文集， 245-247

0405AE357

田崎智宏 Tasaki T.， Kawahata T.， Osako M.， Matsui Y.(*1)， Takagishi S.(*2)， Morita A.(*2)(*1Okayama
Univ.， *2Pasco) ： GIS-based zoning of illegal dumping potentials for efficient surveillance， 1st
Int.Conf.Environ.Sci.Technol.， New Orleans， 2005.01， Abstracts， 62-63

0405AE388

多田　満 渡邉泉 (*1)， 掛川洋次 (*1)， 久野勝治 (*1)， 多田満 (*1 東京農工大院 ) ： チカ イエカを用いた
エス ト ロゲン， エ ク ジステ ロ イ ド， 幼若ホルモン ・ アゴニス ト 及び p- オ クチルフ ェ ノ ール
の生態影響評価， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 412-413

0105AE176

多田　満 渡邉泉 (*1)， 村石真理子 (*1)， 掛川洋次 (*1)， 本林隆 (*1)， 久野勝治 (*1)， 多田満 (*1 東京
農工大院 ) ： ホ ウネンエビを用いた内分泌か く 乱物質の生態影響評価の可能性， 第 13 回環
境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 734-735

0105AE176
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多田　満 多田満 ： R.Carson， Silent Spring と有吉佐和子 「複合汚染」 にみられる化学物質の生態影響
－環境研究の観点から， ASLE-Japan 10 周年記念全国大会， 金沢， 2004.09， 同大会資料， 3

0405AE334

多田　満 多田満： アルキルフ ェ ノール類化合物の経口曝露によ るチカ イエカの繁殖影響，日本内分泌
攪乱化学物質学会 第 7 回研究発表会， 名古屋， 2004.12， 同研究発表会要旨集， 307

0105AE176

鑪迫典久 難波亜由美， 鑪迫典久， 平井慈恵， 森田昌敏 ： 17β- エス ト ラ ジオールを用いて発育初期に
性転換させた メ ダカの繁殖能力， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集，
200-201

0105SP031

鑪迫典久 近藤卓哉， 鑪迫典久， 森田昌敏 ： DDT， DDD， DDE の ヒ メ ダカにおけ る代謝 と 生物濃縮，
日本内分泌攪乱化学物質学会 第 7 回研究発表会，名古屋，2004.12，同研究発表会要旨集，366

0105SP031

鑪迫典久 羽田野泰彦 (*1)， 鑪迫典久， 池上昌弘 (*2)， 水上春樹 (*1)， 榊原隆三 (*3)， 民谷栄一 (*4)，
森田昌敏 (*1 エンバイオテ ッ ク ・ ラ ボ ラ ト リ ーズ， *2 リ バネス， *3 九州女子大， *4 北陸先
端科技大院 ) ： メ ダカビテ ロ ジェニン ・ イ ム ノ ク ロマ ト グ ラ フ ィ ーによ る迅速簡易な内分泌
攪乱化学物質ス ク リ ーニング法， 日本内分泌攪乱化学物質学会 第 7 回研究発表会， 名古屋，
2004.12， 同研究発表会要旨集， 209

0105SP031

立田晴記 立田晴記 ： 交尾器進化を巡る仮説と交尾器変異に見られる特殊性， 日本昆虫学会 第 64 回大
会／ 21 世紀 COE 「新 ・ 自然史科学創成」 共催， 札幌， 2004.09

0304AF351

田中　敦 田中敦， 濱田浩美 (*1)， 真砂佳菜子 (*2)， 藤江晋 (*3)(*1 千葉大， *2 千葉大院， *3 て しかが
自然史研会 ) ： 屈斜路湖中性化の機構解明のための湖水 ・ 河川水高頻度測定， 日本陸水学会
第 69 回大会， 新潟， 2004.09， 同講演予稿集， 254

0304CD564

田中　敦 安原正也 (*1)， 稲村明彦 (*1)， 高橋浩 (*1)， 田中敦， 濱田浩美 (*2)， 南尚嗣 (*3)， 知北和久
(*4)(*1 産総研，*2 千葉大，*3 北見工大，*4 北大 ) ： 摩周湖からの漏水の同位体的研究，2004
年度日本水文科学会学術大会， 京都， 2004.10

0105AE042

田中　敦 田中敦， 瀬山春彦， 田尾博明 (*1)， 山崎章弘 (*1)， 吉永淳 (*2)， 鳥山成一 (*3)， 近藤隆之
(*3)(*1 産総研， *2 東大院， *3 富山県環境科セ ) ： ほ う 素系製品製造工場からのほ う 素化合
物の発生形態， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 776-777

0305BC499

田邊　潔 Hasegawa S.， Tanabe K.， Wakamatsu S. ： International comparison of OC/EC in PM2.5 in urban
sites， Int.State Sci.Workshop Org.Speciation Atmos.Aerosols Res.， Las Vegas， 2004.04

0305AE516
0105AA296

田邊　潔 Fushimi A.， Hasegawa S.， Tanabe K.， Kobayashi S. ： Size-resolved organic compositions in at-
mospheric nano-to micro-scale particles at roadside， Int.State Sci.Workshop Org.Speciation At-
mos.Aerosols Res.， Las Vegas， 2004.04

0305AE516
0105AA295

田邊　潔 村本淳 (*1)， 山本尚理 (*1)， 吉永淳 (*1)， 平林幹啓， 遠藤治 (*2)， 長谷川就一， 田邊潔， 後
藤純雄， 柴田康行 (*1 東大院， *2 国立保健医療科院 ) ： デ ィ ーゼル車規制によ る大気粉塵中
炭素起源組成への影響－放射性炭素同位対比を用いた検討－， 第 45 回大気環境学会年会，
秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 520

0305AE516
0305AG494
0105AA295

谷本浩志 Tanimoto H. ： Climatology of tropospheric ozone over Japan: Implications for air quality standards
in a regional perspective， Asia-Oceania Geosci.Soc.1st Annu.Meet.， Singapore， 2004.07

0405BA463
0405BD464

谷本浩志 Tanimoto H.：An intercomparison of surface ozone measurements at Gosan during ABC-Asia: Out-
line and implementation strategy，Int.Workshop ABC Gosan Campaign，Jeju Island，2004.09，Pro-
gram & Abstracts， 9

0405BA463
0405BD464

谷本浩志 谷本浩志， 向井人史 ： アジアにおける対流圏オゾン測定の国際相互比較実験， 日本気象学会
2004 年度春季大会， 東京， 2004.05， 同講演予稿集， 85， 192

0405BA463
0405BD464

谷本浩志 Kanaya Y.(*1)，Cao R.(*1)，Tanimoto H.，Miyakawa Y.(*2)，Kato S.(*2)，Kajii Y. (*2)，Akimoto H.(*1)
(*1Front.Res.Syst.Global Change，*2Tokyo Metrop.Univ.) ： Strong positive correlation between mix-
ing ratios of HOx radical and monoterpenes during nighttime observed at Rishiri Island in September
2003， EGU 1st Gen.Assem.2004， Nice， 2004.04

0405BA463
0405BD464

谷本浩志 Sato K.， Tanimoto H.， Imamura T. ： Measurements of C1-C5 alkyl nitrates using gas chromatog-
raphy/negative ion chemical ionization mass spectrometry，AGU 2004 Fall Meet.，San Francisco，
2004.12， Eos， Transactions， 85(47)， A43C-0068

0405BA463
0405BD464
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谷本浩志 谷本浩志， 高橋章 (*1)， 松田和秀 (*2)， 藍川昌秀 (*3)， 大泉毅 (*2)， 北村守次 (*4)， 野口泉
(*5)， 林健太郎 (*6)， 皆巳幸也 (*7)， 羽染久 (*2)， 他 (*1 電力中研， *2 酸性雨研セ， *3 兵庫県
健康環境科研セ， *4 石川県保健環境セ， *5 北海道環境科セ， *6 農環技研， *7 石川県農短
大）： 北東アジアにおける 地表オゾンの大気化学，第 45 回大気環境学会年会，秋田，2004.10，
同講演要旨集， 138-139

0406BA463
0405BD464

谷本浩志 原宏 (*1)，皆巳幸也 (*2)，松田和秀 (*3)，林健太郎 (*4)，野口泉 (*5)，谷本浩志，高橋章 (*6)，
北村守次 (*7)， 大泉毅 (*3)， 藍川昌秀 (*8)(*1 東京農工大， *2 石川県農短大， *3 酸性雨研セ，
*4 農環技研， *5 北海道環境科セ， *6 電力中研， *7 石川県保健環境セ， *8 兵庫県健康環境
科研セ） ： 日単位捕集試料に基づ く 日本の降水化学， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田，
2004.10， 同講演要旨集， 365

0406BA463
0405BD464

谷本浩志 佐藤啓市， 谷本浩志， 今村隆史 ： ガス ク ロマ ト グ ラ フ／負イオン化学イオン化質量分析法を
用いた有機硝酸類の高感度測定法の開発， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講
演要旨集， 685

0406BA463
0405BD464

谷本浩志 谷本浩志： 日本のオゾン・ オキシダント モニタ リ ングにおける 現状の問題点と 今後の改善策，
第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 272-273

0406BA463
0405BD464

谷本浩志 原宏 (*1)， 皆巳幸也 (*2)， 松田和秀 (*3)， 林健太郎 (*4)， 羽染久 (*3)， 野口泉 (*5)， 谷本浩
志， 高橋章 (*6)， 北村守次 (*7)， 大泉毅 (*3)， 他 (*1 東京農工大， *2 石川県農短大， *3 酸性
雨研セ， *4 農環技研， *5 北海道環境科セ， *6 電力中研， *7 石川県保健環境セ ) ： JADS20 の
概観 と その意義， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 118-121

0406BA463
0405BD464

谷本浩志 野口泉 (*1)， 林健太郎 (*2)， 藍川昌秀 (*3)， 大泉毅 (*4)， 皆巳幸也 (*5)， 北村守次 (*6)， 高
橋章 (*7)， 谷本浩志， 松田和秀 (*4)， 羽染久 (*4)， 他 (*1 北海道環境科セ， *2 農環技研， *3
兵庫県健康環境科研セ， *4 酸性雨研セ， *5 石川県農短大， *6 石川県保健環境セ， *7 電力中
研） ： 湿性沈着成分の ト レ ン ド， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集，
122-125

0406BA463
0405BD464

谷本浩志 林健太郎 (*1)， 大泉毅 (*2)， 北村守次 (*3)， 藍川昌秀 (*4)， 野口泉 (*5)， 皆巳幸也 (*6)， 高橋
章 (*7)， 谷本浩志， 松田和秀 (*2)， 羽染久 (*2) 他 (*1 農環技研， *2 酸性雨研セ， *3 石川県保
健環セ， *4 兵庫県健康環境科研セ， *5 北海道環境科セ， *6 石川県農短大， *7 電力中研 )： 湿
性沈着量の空間的分析， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 126-129

0406BA463
0405BD464

谷本浩志 皆巳幸也 (*1)， 林健太郎 (*2)， 藍川昌秀 (*3)， 北村守次 (*4)， 大泉毅 (*5)， 野口泉 (*6)， 高
橋章 (*7)， 谷本浩志， 松田和秀 (*5)， 羽染久 (*5)， 他 (*1 石川県農短大， *2 農環技研， *3 兵
庫県健康環境科研セ， *4 石川県保健環境セ， *5 酸性雨研セ， *6 北海道環境科セ， *7 電力中
研） ： 顕著な発生源や輸送によ る降水化学への影響 ： 三宅島 ・ 黄砂 ・ 大陸， 第 45 回大気環境
学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 130-133

0406BA463
0405BD464

谷本浩志 高橋章 (*1)， 松田和秀 (*2)， 谷本浩志， 藍川昌秀 (*3)， 大泉毅 (*2)， 北村守次 (*4)， 野口泉
(*5)， 皆巳幸也 (*6)， 林健太郎 (*7)， 羽染久 (*2)， 他 (*1 電力中研， *2 酸性雨研セ， *3 兵庫
県健康環境科研セ， *4 石川県保健環境セ， *5 北海道環境科セ， *6 石川県農短大， *7 農環技
研）：国内 EANET 局における乾性沈着量の評価，第 45 回大気環境学会年会，秋田，2004.10，
同講演要旨集， 134-137

0406BA463
0405BD464

谷本浩志 金谷有剛 (*1)， 曹仁秋 (*1)， 秋元肇 (*1)， 谷本浩志， 横内陽子， 定永靖宗 (*2)， 宮川祐子
(*2)， 加藤俊吾 (*2)， 梶井克純 (*2)， 持田陸宏 (*3)， 他 (*1 地球環境フ ロ ンテ ィ ア研セ， *2
東京都大， *3 北大低温科研 ) ： 2003 年 9 月利尻集中観測における OH/HO2 ラ ジカル濃度の
挙動 ： 日中の HO2 実測濃度が低い理由， 第 10 回大気化学討論会， 東京， 2004.06， 同講演
要旨集， 1

0406BA463
0405BD464

谷本浩志 谷本浩志， 高橋章 (*1)( 電力中央研 )， 松田和秀 (*2)， 藍川昌秀 (*3)， 大泉毅 (*2)， 野口泉 (*4)，
林健太郎 (*5)， 皆巳幸也 (*6)， 原宏 (*7)(*1 電力中研， *2 酸性雨研セ， *3 兵庫県健康環境科
研セ， *4 北海道環境科セ， *5 農環技研， *6 石川県農短大， *7 東京農工大 )： EANET で観測
さ れた日本における 地表オゾンのク ラ イ マト ロ ジー，第 10 回大気化学討論会，東京，2004.06，
同講演要旨集， 4

0406BA463
0405BD464

谷本浩志 谷本浩志， 猪俣敏， 定永靖宗， 廣川淳 (*1)(*1 北大 ) ： PTR-TOF-MS を用いた大気中有機化
合物の高速多成分測定装置の開発計画， 第 10 回大気化学討論会， 東京， 2004.06， 同講演要
旨集， 67

0406BA463
0405BD464
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谷本浩志 Yurganov L.(*1)， Duchatelez P.(*2)， Dzhola A.(*3)， Edowards D.(*4)， Hase F.(*5)， Kramer I.(*5)，
Mahieu E.(*2)，Mellqvist J.(*6)，Notholt J.(*7)，Tanimoto H.(*1FRCGC， *2Univ.Liege， *3Obukhov
Inst.Atmos.Phys.， *4Natl.Cent.Atmos.Res.， *5IMK-ISF， *6Chalmers Univ.， *7Univ. Bremen) ： CO
total column measurements in the Northern Hemisphere from the ground and from space: Effects of for-
est fires in 2002 and 2003， 8th Int.Global Atmos.Chem.Conf.，Christchurch， 2004.09， Abstracts， 194

0406BA463
0405BD464

谷本浩志 Tanimoto H.， Mukai H.， Hashimoto S.， Norris J.E.(*1)(*1Natl.Inst.Stand.Technol.) ： Intercom-
parison of ozone reference standards at ambient levels: An atmospheric chemistry perspective，8th
Int.Global Atmos.Chem.Conf.， Christchurch， 2004.09， Abstracts， 221

0406BA463
0405BD464

玉置雅紀 玉置雅紀， 高橋隼人 (*1)， 中嶋信美， 久保明弘， 青野光子， 安積良隆 (*1)， 佐治光 (*1 神奈川
大 ) ： シロ イ ヌ ナズナの酸化的ス ト レス に対する 新規な初期応答機構， 第 45 回日本植物生理
学会年会， 東京， 2004.03， 同講演要旨集， 175

0104AE202

玉置雅紀 Morita-Yamamuro C.(*1)(*2)， Tsutsui T.(*1)， Sato M.(*1)， Tamaoki M.， Ogawa D.， Matsuura H.(*1)，
Yoshihara T.(*1)，Sonoda Y.(*1)，Ikeda A.(*1)，Uyeda I.(*1)，Yamaguchi J.(*1)(*2)(*1Grad.Sch.Hokkaido
Univ.， *2CREST/JST)： The Arabidopsis gene CAD1 controls programmed cell death in the plant innate
immune system and encodes a protein containing a MACPF domain， 15th Int.Conf.Arabidopsis Res.，
Berline， 2004.07， Abstracts， 218

0104AE202

玉置雅紀 玉置雅紀， 松山崇 (*1)， 中嶋信美， 青野光子， 久保明弘， 佐治光 (*1 豊田中央研 ) ： DNA ア
レ イ法を用いた植物の環境ス ト レ ス診断手法の開発， 日本植物学会 第 68 回大会， 藤沢，
2004.09， 同講演要旨集， 113

0406AG337

玉置雅紀 五百城幹英 (*1)， 玉置雅紀， 中嶋信美， 馳澤盛一郎 (*1)， 近藤矩朗 (*2)(*1 東大院， *2 帝京科
大 ) ： B 領域紫外線がキュ ウ リ 葉の形態に及ぼす影響， 日本植物学会 第 68 回大会， 藤沢，
2004.09， 同講演要旨集， 113

0104AE202

玉置雅紀 田中洋子 (*1)， 佐野俊夫 (*1)， 玉置雅紀， 中島信美， 馳澤盛一郎 (*1)， 近藤矩朗 (*2)(*1 東大
院， *2 帝京科大院 )： シロ イ ヌ ナズナの ABA によ る 気孔閉鎖に対する エチレンの阻害作用に
ついて， 日本植物学会 第 68 回大会， 藤沢， 2004.09， 同講演要旨集， 100

0104AE202

玉置雅紀 Tamaoki M.， Matsuyama T.(*1)， Nakajima N.， Aono M.， Kubo A.， Saji H.(*1Toyota Cent.R&D
Labs.) ： A novel method for diagnosis of plant environmental stresses using a cDNA macroarray，
6th Int.Symp.Plant Resposes Air Pollt.Global Change: Mol.Biol.Plant Prod.Ecosystem， Tsukuba，
2004.10， Program & Abstracts， 152

0406AG337

玉置雅紀 玉置雅紀， 今井裕恵， 大島幸子， 中嶋信美 ： マ メ 科植物の共生窒素固定に及ぼすビ ス フ ェ
ノ ール A 及び農薬類の影響， 日本内分泌攪乱化学物質学会 第 7 回研究発表会， 名古屋，
2004.12， 同研究発表会要旨集， 101

0104AE202

玉置雅紀 玉置雅紀 ： DNA アレ イ を用いた遺伝子発現プロ フ ァ イルによ る植物の環境ス ト レ スモニタ
リ ング手法の開発， 環境バイオテ ク ノ ロ ジー学会 第 22 回シンポジウ ム， 東京， 2004.07

0406AG337

玉置雅紀 山室千鶴子 (*1)， 筒井友和 (*1)， 佐藤昌直 (*1)， 玉置雅紀， 小川大輔， 松浦英幸 (*1)， 吉原
照彦 (*1)， 池田亮 (*1)， 上田一郎 (*1)， 山口淳二 (*1)(*1 北大院 ) ： 恒常的細胞死形質変異株
cad1 の単離 と解析， 日本植物学会北海道支部 第 50 回大会， 札幌， 2004.09

0104AE202

田村憲治 田村憲治， 中井里史 (*1)(*1 横浜国大 ) ： 微小粒子状物質の健康影響に関する疫学研究 個人
曝露評価のための家屋内外濃度測定 (3) 春季・冬季調査結果，第 45 回大気環境学会年会，秋
田， 2004.10， 同講演要旨集， 651

0105AE071
0105AA298

田村憲治 田村憲治， 村上義孝， 山崎新， 中井里史 (*1)(*1 横浜国大 ) ： 微小粒子状物質の健康影響に関
する疫学研究 個人曝露評価のための家屋内外濃度測定 (4) 個人曝露予備調査結果， 第 45 回
大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 652

0105AE071
0105AA298

田村憲治 島正之 (*1)， 田村憲治， 孫貴範 (*2)(*1 兵庫医大， *2 中国医大 ) ： 中国における都市大気汚
染の健康影響－鉄嶺市における学童の肺機能の変化－， 第 75 回日本衛生学会総会， 新潟，
2005.03， 日本衛生学雑誌， 60(2)， 235

0004AG073
0105AA298

田村憲治 田村憲治， 新垣たずさ ， 櫻井四郎 (*1)， 島正之 (*2)， 中井里史 (*3)， 早川和一 (*4)， 唐寧 (*4)，
孫貴範 (*5)(*1 大妻女子大， *2 兵庫医大， *3 横浜国大， *4 金沢大， *5 中国医大 )： 中国にお
ける 都市大気汚染の健康影響－鉄嶺市における 大気粉じ んの状況－， 第 75 回日本衛生学会
総会， 新潟， 2005.03， 日本衛生学雑誌， 60(2)， 236

0004AG073
0105AA298
0105AE071
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唐　艶鴻 Du M.(*1)， Li Y.(*2)， Gu S.， Kato T.(*3)， Tang Y.， Kawashima S.(*1)， Zhao X.(*2)(*1NIAES，
*2Northwest Plateau Inst.Biol.Chin.Acad.Sci.， *3Univ.Tsukuba) ： Relationship between climate
warming， livestock production and CO2 flux of the alpine meadow ecosystem on the Tibetan
Plateau， 4th Int.Symp.Tibetan Plateau， Lhasa(China)， 2004.08， Program & Abstracts， 182

0406BA141
0404CD142

唐　艶鴻 Zhao X.(*1)， Li Y.(*1)， Zhao L.(*1)， Yu G.(*2)， Tang Y.， Xu S.(*1)， Cao G.(*1)(*1Northwest
Plateau Inst.Biol.Chin.Acad.Sci，*2Inst.Geogr.Sci.Nat.Resour.Res.Chin.Acad.Sci.)：Carbon dioxide
fluxes and carbon balance of Alpine Shrub-Land ecosystemy in Northeastern Tibetan Plateau，4th
Int.Symp.Tibetan Plateau， Lhasa(China)， 2004.08， Program & Abstracts， 183

0406BA141
0404CD142

唐　艶鴻 Tang Y. ： Carbon dynamics in grassland ecosystems on the Qinghai-Tibetan Plateau， 6th APGC
Symp.， Tsukuba， 2004.10， Abstracts， 124

0406BA141
0404CD142

唐　艶鴻 Cui X.，Tang Y.，Gu S.，Kato T.(*1)，Zhao X.(*2)(*1Univ.Tsukuba，*2Northwest Plateau Inst.Biol.)：
Ground measurements of UV radiation by broadband sensors on the Qinghai-Tibetan Plateau，6th
APGC Symp.， Tsukuba， 2004.10， Abstracts， 284

0406BA141
0404CD142

唐　艶鴻 Ichikawa S.(*1)，Mitsuoka K.(*1)，Matsusima N. (*1)，ZHAO X.，Tang Y.(*1Jpn.Wildl.Res.Cent.，
*2Northwest Plateau Inst.Biol.) ： Estimation of carbon discharged from livestock dung in an alpine
meadow ecosystem on the Qinghai-Tibetan Plateau， 6th APGC Symp.， Tsukuba， 2004.10，
Abstracts， 232

0406BA141
0404CD142

唐　艶鴻 Gu S.，Tang Y.，Cui X.，Du M.(*1)，Kato K.(*2)，Li Y.(*3)，Zhao X.(*3)(*1NIAES，*2Univ.Tsukuba，
*3Northwest Plateau Inst.Biol.) ： Effects of temperature on the CO2 exchange between the atmo-
sphere and an alpine meadow on the Qinghai-Tibetan Plateau， 6th APGC Symp.， Tsukuba，
2004.10， Abstracts， 237

0406BA141
0404CD142

唐　艶鴻 Zhao X.(*1)， Li Y.(*1)， Zhao L.(*1)， Yu G.(*2)， Tang Y.， Xu S.(*1)， Cao G.(*1)(*1Northwest
Plateau Inst.Biol.，*2Inst.Geogr.Sci.Natl.Resour.Res.) ：Annual CO2 flux in an alpine shrub on the
northeastern Qinghai-Tibetan Plateau， 6th APGC Symp.， Tsukuba， 2004.10， Abstracts， 239

0406BA141
0404CD142

唐　艶鴻 Zhao L.(*1)， Li Y.(*1)， Fu Y.(*2)， Yu G.(*2)， Zhao X.(*1)， Gu S.(*1)， Du M.(*3)， Xu S.(*1)，
Tang Y.(*1Northwest plateau Inst.Biol.， *2Inst.Geogr.Sci.Natl.Resour.Res.， *3NIAES) ： Carbon
dioxide exchange between the atmosphere and an alpine shrub meadow in growing season on the
Qinghai-Tibetan Plateau， 6th APGC Symp.， Tsukuba， 2004.10， Abstracts， 240

0406BA141
0404CD142

椿　宜高 Tsubaki Y.：Effects of eugregarine parasites on adult longevity in the polymorphic damselfly Mnais
costalis Selys， 22Int.Congr.Entomol.， Brisbane， 2004.08

0004AE192
0105SP041

椿　宜高 Nakahara M.，Tsubaki Y.：Functions of multiple sperm-stores in females of the damselfly Ischnura
senegalensis， 22Int.Congr.Entomol.， Brisbane， 2004.08

0004AE192
0105SP041

椿　宜高 加藤千尋， 椿宜高 ： ミ ヤマカ ワ ト ンボの潜水産卵 ： なぜ長時間の潜水が必要なのか？， 日本
動物行動学会 第 23 回大会， 福岡， 2004.12， 同要旨集， 17

0004AE192

椿　宜高 辻宣行， 椿宜高 ： 非接触警護の代替戦略， 日本動物行動学会 第 23 回大会， 福岡， 2004.12，
同要旨集， 26

0004AE192

椿　宜高 辻宣行， 椿宜高 ： 種数によ る保全の優先度， 2003 年度日本生態学会関東地区会例会， 東京，
2003.02

0004AE192

椿　宜高 Tsuji N.， Takada Y.(*1)(*1Seikai Natl.Fisheries Res.Inst.) ： New algorithms for the irreplaceability
index: application to coral reefs， Future Mar.Anim.Popul.Jpn.Meet.， Kyoto， 2004.12

0004AE192

椿　宜高 辻宣行， 辻和希 (*1)， 菊池友則 (*1)(*1 琉球大 ) ： 社会性昆虫におけ る順位制， 第 23 回日本
動物行動学会， 福岡， 2004.12， 同要旨集， 15

0004AE192

寺園　淳 寺園淳 ： 阪神 ・ 淡路大震災に伴 う 建築物解体と アスベス ト 飛散， 「これからが本番 アスベス
ト 対策」 連続シンポジウ ム 第 3 回 「地震と アスベス ト －阪神 ・ 淡路大震災から 10 年 大震
災時の対策は十分か？－」， 東京， 2004.08

0105AE016

寺園　淳 村上進亮， 寺園淳， 森口祐一 ： 金属の国際資源循環について－物量及び資源経済学の両側面
から－， 平成 17 年度資源 ・ 素材学会春季大会， 東京， 2005.03， 同講演集， 11-12

0204BE481

寺園　淳 村上進亮， 寺園淳， 森口祐一， 茂木源人 (*1)(*1 東大 ) ： 中古財輸出を考慮し た金属資源のマ
テ リ アルフ ロー分析， エネルギー ・ 資源学会 第 21 回エネルギーシステム ・ 経済 ・ 環境コ ン
フ ァ レ ン ス， 東京， 2005.03， 同講演論文集， 155-158

0204BE481
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寺園　淳 Terazono A.，Sakai S.，Takatsuki H.(*1)(*1Kyoto Univ.)：Asbestos emission caused by demolition
of buildings after the Great Hanshin-Awaji Earthquake， Global Asbestos Congr.2004 Tokyo，
Tokyo， 2004.11， Proceedings， 26

0105AE016

寺園　淳 寺園淳， 吉田綾 (*1)， 森口祐一， 酒井伸一 (*1 東京大院 ) ： 日中間における廃プラ スチ ッ ク
の循環構造の現状 と 課題， 環境経済 ・ 政策学会 2004 年大会， 広島， 2004.09， 同報告要旨
集， 320-321

0204BE481

寺園　淳 Terazono A.，Yoshida A.(*1)，Moriguchi Y.，Yang J.(*2)(*1Univ.Tokyo，*2Res.Cent.Eco-Environ.Sci.) ：
Structure of material cycle in East Asia， 6th Int.Conf.EcoBalance， Tsukuba， 2004.10， Proceedings，
175-178

0204BE481

寺園　淳 寺園淳， 森口祐一， 酒井伸一， 吉田綾 (*1)(*1 東大院 ) ： 日本からの主要な再生資源の輸出と
アジアの循環構造， 第 15 回廃棄物学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同講演論文集， 88-90

0204BE481

寺園　淳 Terazono A. ： Material cycles in East Asia and recycling in Japan， 4th Tripartite Roundtable
Meet.Environ.Ind.， Seoul， 2004.06， Proceedings， 71-84

0204BE481

寺園　淳 Terazono A.： International trade of secondary resources from Japan: E-waste，automobiles，plastics，
Int.Workshop Environ.Injustice Reflected Ewastes pollut.， Seoul， 2004.10

0204BE481

寺園　淳 寺園淳 ： アジア地域におけ る資源循環， NatureCOE シンポジ ウ ム 「アジア圏におけ る物質
循環」， 名古屋， 2004.11

0204BE481

土井妙子 土井妙子，佐藤深 (*1)，佐藤純 (*2)(*1 猿払拓心中，*2 明治大 )：東アジアの大気中の (210)Pb
と (7)Be 濃度， 第 41 回理工学における同位元素 ・ 放射線研究発表会， 東京， 2004.07， 同要
旨集， 108

0307AE532

土井妙子 土井妙子， 佐藤純 (*1)(*1 明治大 ) ： つ く ばにおける大気中 210Pb， 212Pb， 7Be 濃度， 2004
日本放射化学会年会／第 48 回放射化学討論会， 東京， 2004.10， 同要旨集， 5， 118

0307AE532

遠嶋康徳 Tohjima Y.， Mukai H.， Nojiri Y.， Machida T.， Gloor M.(*1)(*1Princeton Univ.) ： Latitudinal and
seasonal variation in the atmospheric CO2 and O2: Results from shipboard sampling in the West
and North Pacific Ocean， AGU 2004 Fall Meet.， San Francisco， 2004.12， Eos， Transactions，
85(47)， OS13B-0525

0408BB368

遠嶋康徳 遠嶋康徳， 向井人史， 野尻幸宏， 町田敏暢 ： 西部太平洋上の APO の緯度分布， 2004 年度日
本地球化学会 第 51 年会， 静岡， 2004.09， 同講演要旨集， 133

0408BB368

遠嶋康徳 石戸谷重之 (*1)， 中澤高清 (*1)， 青木周司 (*1)， Bender M.(*2)， Mika B.(*2)， 遠嶋康徳 (*1
東北大院， *2Princeton Univ.) ： 東北大学， Princeton 大学， 国立環境研究所によ る大気中 O2/
N2 比測定用標準ガスの相互比較，第 10 回大気化学討論会，東京，2004.06，同講演要旨集，9

0408BB368

遠嶋康徳 遠嶋康徳， 向井人史， 野尻幸宏， 町田敏暢 ： 太平洋上における大気サンプ リ ングから推定さ
れる APO の緯度分布， 第 10 回大気化学討論会， 東京， 2004.06， 同講演要旨集， 10

0408BB368

遠山千春 伊藤智彦， 九十九伸一， 山本雅之 (*1)， 本橋ほづみ (*1)， 鈴木教郎 (*1)， 藤井義明 (*1)， 三
村純正 (*1)，Tien-Min Lin(*2)，Peterson R.E.(*2)，遠山千春，野原恵子 (*1 筑波大 TARA セ， *2
Univ.Wisconsin)： ア リ ール炭化水素受容体の活性化によ る T 細胞の増殖抑制と その標的遺伝
子の検索， 第 3 回分子予防環境医学研究会， 東京， 2003.12

9904KB076
0204AE357

遠山千春 Tohyama C. ： Mechanism of toxicity of dioxin and related compounds， Jpn.Soc.Toxicol.31th
Annu.Meet.， Osaka， 2004.07， J.Toxicol.Sci.， 29(4)， 248

9804AE058

遠山千春 長井治子， 遠山千春， 久保允人 (*1)， 安部良 (*2)， 野原恵子 (*1 理研， *2 東京理大 ) ： TCDD
によ る抗体産生抑制の原因遺伝子の探索， 第 27 回日本分子生物学会年会， 神戸， 2004.12，
講演要旨集， 493

0204AE357
0406AG337

戸部和夫 Tobe K.， Zhang L.(*1)， Omasa K.(*2)(*1Cold Arid Reg.Environ.Eng.Res.Inst.， *2Univ.Tokyo) ：
Seed germination and seedling emergence of plant species distributed in desert sand dunes in
China， 6th APGC Symp.， Tsukuba， 2004.10， Abstracts， 313

0003AE255

冨岡典子 冨岡典子， 田中裕子， 松重一夫， 今井章雄 ： 霞ヶ浦底泥における有機汚濁物質変換プロセス
に関する研究， 第 39 回水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 472

0004CA130

中島大介 中島大介， 影山志保， 石井瑠里， 陰地義樹 (*1)， 峯木茂 (*2)， 諸岡信久 (*3)， 後藤純雄 (*1
奈良県保健環境研， *2 東京理大， *3 郡山女子大 ) ： 微生物の生育に伴い発生する揮発性有
機化合物の検出手法の検討，第 13 回環境化学討論会，静岡，2004.07，同講演要旨集，426-427

0105PR011
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中島大介 陰地義樹 (*1)， 吉岡浩二 (*1)， 松浦洋文 (*1)， 岡田弘 (*1)， 高木敬彦 (*2)， 中島大介， 後藤
純雄 (*1 奈良県保健環境研， *2 麻布大 ) ： 大量注入方法によ る浮遊粒子中炭化水素等の GC/
MS 分析， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 502-503

0004BC227

中島大介 木林加奈 (*1)， 中島大介， 後藤純雄， 小野寺祐夫 (*1)(*1 東京理大 ) ： フ ェ ノ ール水溶液の塩
素処理で生成する強変異原性物質の構造解析， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同
講演要旨集， 782-783

0105AB243

中島大介 中島大介， 石井瑠里， 影山志保， 陰地義樹 (*1)， 峯木茂 (*2)， 諸岡信久 (*3)， 後藤純雄 (*1
奈良県保健環境研， *2 東京理大， *3 郡山女子大 ) ： 糸状菌の培養に伴い発生する揮発性有
機化合物 (MVOC) の検出方法， 第 56 回マイ コ ト キシン研究会学術講演会， 熊本， 2004.08，
同講演集， 11

0105PR011

中島大介 中島大介， 石井瑠里， 影山志保， 峯木茂 (*1)， 陰地義樹 (*2)， 諸岡信久 (*3)， 後藤純雄 (*1 東
京理大， *2 奈良県保健環研セ， *3 郡山女子大 )： 室内に生育する 微生物から 発生する 揮発性
有機化合物 (MVOC) の検出法， 平成 16 年度日本環境管理学会・ 室内環境学会合同研究発表
会， 東京， 2004.10， 同講演予稿集， 52， 276-277

0105PR011

中島大介 中島大介， 影山志保， 後藤純雄， 酒井伸一， 吉澤秀治 (*1)， 柴野一則 (*2)(*1 明星大， *2 東
急建設 ) ： モデル廃木材の炭化処理に伴 う 変異原性物質の生成挙動， 第 15 回廃棄物学会研
究発表会， 高松， 2004.11， 同講演論文集， 659-661

0204BE434

中島大介 中島大介， Tin-Tin-Win-Shwe， 掛山正心， 藤巻秀和， 後藤純雄 ： VOC 曝露測定技術， 低濃
度揮発性化学物質の生体影響に関する ワーク シ ョ ッ プ， つ く ば， 2005.01， 同講演集， 7-11

0305AG493

中島大介 Nakajima D.，Nishimura K.，Ishii R.，Takagi Y.(*1)，Tanada K.(*2)，Mineki S.(*3)，Goto S.(*1Azabu
Univ.，*2Kitakyushu City Inst.Environ.Sci.，*3Tokyo Univ.Sci.)：A modification of the luminescent
UMU test in an S9 activation system，China-Jpn.Jt.Symp.Emviron.Chem.2004，Beijing，2004.10，
Proceedings， 332-333

0004BC227

中島大介 Nakajima D.，Shibano K.(*1)，Yoshizawa S.(*2)，Yajima H.(*3)，Ishii T.(*3)，Goto S.，Sakai S.(*1Tokyo
Constr.，*2Meisei Univ.，*3Tokyo Univ.Sci.) ： Relationship of TG-DTA curve and carbonizing tem-
perature of woody charcoal，China-Jpn.Jt.Symp.Emviron.Chem.2004，Beijing，2004.10，Proceedings，
328-329

0204BE434

中島大介 Shiozaki T.(*1)，Mochizuki H.(*2)，Nakajima D.，Goto S.(*1Jpn.Environ.Sanitat.Cent.， *2Jpn.Qual.As-
sur.Organ. )  ： Study on emission behavior of PCDDs，PCDFs and Co-PCBs during carbonization pro-
cess of waste wood materials，China-Jpn.Jt.Symp.Emviron.Chem.2004， Beijing，2004.10， Proceedings，
357-358

0204BE434

中島大介 Takagi Y.(*1)，Sugita K.(*2)，Nakajima D.，Chengjun S.(*3)，Koyano M.(*4)，Endo O.(*4)，Goto S.
(*1Azabu Univ.， *2Dia Anal.Serv.， *3Sichuan Univ.， *4NIPH) ： Mutagenic activities and PAH con-
centrations in indoor and outdoor air in Chengdu， China， China-Jpn.Jt.Symp.Emviron.Chem.2004，
Beijing， 2004.10， Proceedings， 270-271

0004BC227

中嶋信美 大島幸子， 中嶋信美， 近藤卓哉， 森田昌敏 ： コ ウ キ ク サ (Lemna minor L.) によ る Estradiol の
吸収 ・ 代謝， 日本内分泌攪乱化学物質学会 第 7 回研究発表会， 名古屋， 2004.12， 同研究発
表会要旨集， 404

0105SP031

中島英彰 中島英彰， 寺尾有希夫， 入江仁士， 杉田考史， 横田達也， 笹野泰弘 ： ILAS-II によ る 2003 年
南極オゾンホールの観測， 日本気象学会 2004 年度春季大会， 東京， 2004.05， 同講演予稿
集， 194

0105SP021
0103BA163

中島英彰 江尻省，中島英彰，Jones N.(*1)，Blumenstock T.(*2)(*1Wollongong Univ.，*2IMK-FZK)：SFIT2
を用いてキルナ FTIR スペク ト ルから導出し た HNO3 と N2O の高度分布 と衛星データ (ILAS)
の比較， 日本気象学会 2004 年度春季大会， 東京， 2004.05， 同講演予稿集， 303

0105SP021

中島英彰 齋藤尚子， 中島英彰， 横田達也， 杉田考史， 林田佐智子 (*1)(*1 奈良大 ) ： ILAS-II エア ロ ゾ
ル消散係数データ質評価， 日本気象学会 2004 年度春季大会， 東京， 2004.05， 同講演予稿
集， 379

0105SP021

中島英彰 Tanaka T.， Fukabori M.(*1)， Nakajima H.， Yokota T.， Watanabe T.(*2)(*1Meteorol.Res.Inst.，
*2Toray Res.Cent.)：Spectral line parameters for CO2 bands near 4.8 mum，8th Int.HITRAN Conf.，
Boston， 2004.06， Proceedings， 42

0105AE259
0105SP021

中島英彰 中島英彰， 横田達也， 杉田考史， 齋藤尚子， 江尻省， 笹野泰弘 ： ILAS-II によ る成層圏オゾ
ン層観測初期結果， 第 10 回大気化学討論会， 東京， 2004.06， 同講演要旨集， 30

0406BA352
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中島英彰 Nakajima H.，Sasano Y.，Yokota T.，Sugita T.，Saitoh N.：Scientific results from ILAS-II onboard
the ADEOS-II satellite， Int.Radiat.Symp.2004， Pusan， 2004.08， Abstracts， 73

0406BA352

中島英彰 林田佐智子 (*1)， 池田奈生 (*1)， 戸田庸子 (*1)， 入江仁士 (*2)， 中島英彰 (*1 奈良子大， *2
地球環境フ ロ ンテ ィ ア研セ )：ClONO2/ILAS と HCl/HALOE の解析に基づ く 極域成層圏にお
ける塩素化学種分配 と Cly 推定， 日本気象学会 2004 年度秋季大会， 福岡， 2004.10， 同講演
予稿集， 215

0406BA352

中島英彰 中島英彰， 杉田考史， 入江仁士 (*1)， 齋藤尚子， 江尻省， 田中智章， 横田達也， 笹野泰弘
(*1 地球環境フ ロ ンテ ィ ア研セ ) ： ILAS-II Ver.1.4 データ質検証と それを用いた 2003 年南極
オゾンホールの解析， 日本気象学会 2004 年度秋季大会， 福岡， 2004.10， 同講演予稿集， 217

0406BA352

中島英彰 Nakajima H. ： Ozone layer monitoring by ILAS-II， 5th Int.Workshop Global Change: Connection
Arctic(GCAA5)， Tsukuba， 2004.11， Proceedings， 62-65

0406BA352

中島英彰 Nakajima H.， Sugita T.， Ejiri M.， Saitoh N.， Tanaka， T.， Yokota T.， Sasano Y.， Irie H.(*1)，
Kanzawa H.(*2)(*1FRCGC，*2Nagoya Univ.)：Validation summary and scientific results for ILAS-II
onboard the ADEOS-II satellilte, AGU 2004 Fall Meet., San Francisco, 2004.12, Eos, Transac-
tions, 85(47), A51D-0818

0406BA352

中島英彰 Tanaka T.，Fukabori M.(*1)，Nakajima H.，Yokota T.，Watanabe T.(*2)，Sasano Y.(*1Meteorol.Res.
Inst.， *2Toray Res.Cent.) ： Spectral line parameters for CO2 bands near 4.8 micron， AGU 2004
Fall Meet.， San Francisco， 2004.12, Eos, Transactions， 85(47)， A51C-0787

0406BA352

中島英彰 Hayashida S.(*1)，Ikeda N.(*1)，Toda Y.(*1)，Nakajima H.(*1Nara Women's Univ.)：Chlorine res-
ervoir partitioning in the polar stratosphere revealed by ILAS and HALOE data， AGU 2004 Fall
Meet.， San Francisco， 2004.12， Eos， Transactions， 85(47)， A43D-03

0406BA352

永田尚志 永田尚志 ： 異なった ヨ シ原の管理手法が鳥類の繁殖に与え る影響， 第 51 回日本生態学会大
会， 釧路， 2004.08， 同講演要旨集， 231

0204AF391
9904AE193

永田尚志 江口和洋 (*1)， 上田恵介 (*2)， 永田尚志， 早矢仕有子 (*3)， 高木昌興 (*4)， 天野一葉 (*5)，
山口典之 (*6)， 高木義栄 (*7)， 河野かつら (*1)， 片岡優子 (*8)(*1 九大， *2 立教大， *3 札幌
大， *4 大阪大， *5WWFJ， *6 日本学術振興会， *7 森林総研， *8 三田市自然学習セ ) ： ヘル
パーのい る ハ イ ガ シ ラ ゴ ウ シ ュ ウ マルハシの社会， 日本鳥学会 2004 年度大会， 奈良，
2004.09， 同講演要旨集， 59

0103CD209

永田尚志 永田尚志 ： 日本国内の メ ジ ロにおける血液寄生虫の感染率の地域変異， 日本鳥学会 2004 年
度大会， 奈良， 2004.09， 同講演要旨集， 82

0105BA205

永田尚志 西海功 (*1)， 永田尚志， 中村豊 (*2)， 藤田薫 (*3)， 樋口広芳 (*4)， 齋藤武馬 (*5)， 金昌會
(*6)(*1 国立科学博物館， *2 宮崎大， *3 日本野鳥の会， *4 東大， *5 立教大， *6 韓国国立環
境研院 )：島嶼に離散分布する ウチヤマセンニュ ウの保全遺伝学的分析，日本鳥学会 2004 年
度大会， 奈良， 2004.09， 同講演要旨集， 144

Z00009998
9904AE193

永田尚志 Nagata H. ： The present status of some endangered passerines in Japan， 1st EAFES Int.Congr.，
Mokpo， 2004.10， Proceedings， 166-167

0305BA558
9904AE193

永田尚志 永田尚志： オオヨ シキリ の繁殖に血液寄生虫が与える 影響，日本動物行動学会 第 23 回大会，
福岡， 2004.12， 同要旨集， 30

0406CD473

中根英昭 水野亮 (*1)， 長浜智生 (*1)， 前澤裕之 (*1)， 福井康雄 (*2)， 中根英昭， 笠井康子 (*3)， 森平
淳志 (*4)(*1 名古屋大 STE 研， *2 名古屋大， *3 通信総研， *4 富士通 VLSI) ： 地上 ミ リ 波放射
計によ る成層圏 ・ 中間圏の水蒸気観測－ H218O 観測結果と H20， H218O 同時観測計画－，
日本気象学会 2004 年度春季大会， 東京， 2004.05， 同講演予稿集， 193

9205AC264

中根英昭 矢萩智裕 (*1)， 中根英昭， 村田功 (*1)， 福西浩 (*1)， 池内和泉 (*2)(*1 東北大院， *2 富士通
エフア イ ピー)：三次元流跡線を用いた等価緯度－温位面上の風系と循環の解析 その 3，日本
気象学会 2004 年度春季大会， 東京， 2004.05， 同講演予稿集， 404

0204BA347

南齋規介 Nansai K.， Suzuki N.， Moriguchi Y.， Sakurai T.， Tanabe K.， Hashimoto S.， Kudoh Y.， Cao H.-B.：
Database preparation for a site-dependent LCIA in Japan using an input-output table and the virtual
world， SETAC Eur.14th Annu.Meet.， Prague， 2005.04， Proceedings， 19

0105AB398
0105AB397

南齋規介 Nansai K.，Suzuki N.，Tanabe K.，Kobayashi S.，Moriguchi Y.，Sakurai T.，Cao H.-B.， Kudoh Y.，
Hashimoto S. ： Development of an emission inventory model(the G-BEAMS) on the virtual world，
SETAC Eur.14th Annu.Meet.， Prague， 2005.04， Proceedings， 159

0105AB398
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南齋規介 Nansai K.，Hashimoto S.，Moriguchi Y.： Calculation of Japanese sectoral embodied intensity of waste
emission by input-output analysis，SETAC Eur.14th Annu.Meet.，Prague，2004.04，Proceedings，200

0105AB397
0105AB398

南齋規介 Kudoh Y.，Nansai K.，Hashimoto S.，Moriguchi Y.：Life cycle environmental emissions from public
transportation systems: Towards environmentally sustainable transport， SETAC Eur.14th Annu.
Meet.， Prague， 2004.04， Proceedings， 65

0105AB398

南齋規介 Nansai K.，Suzuki N.，Tanabe K.，Kobayashi S.，Moriguchi Y.：Design of georeference-based emission
activity modeling system(G-BEAMS) for Japanese emission inventory management， 13th Int.Emiss.
Inventory Conf.， Florida， 2004.06， Proceedings， 1-11

0105AB397

南齋規介 Nansai K.， Moriguchi Y.， Suzuki N.： Calculation of the embodied impact-based intensities by an
input-output analysis and a simplified LCI method suitable for a site-dependent LCIA，6th Int.Conf.
EcoBalance， Tsukuba， 2004.10， Proceedings， 51-54

0304AF410
0105AB398
0105AB397

南齋規介 Nansai K.，Kagawa S.(*1)，Inaba R.(*2)，Hashimoto S.，Moriguchi Y.(*1Tohoku Univ.，*2Hokkaido
Univ.)：Three classification types of commodities as a benchmark for sustainable consumption，4th
SETAC World Congr./25th Annu.Meet.North Am.， Portland， 2004.11， Abstracts， 352

0304AF410

西岡秀三 西岡秀三 ： 対策面から 影響研究への提言「 長期気候政策の鍵を握る 影響・ 適応研究」， 気候・
影響利用研究会 20 周年記念シンポジウ ム地球温暖化の影響評価に関する 研究フロ ンティ ア，
東京， 2004.11， 同講演要旨集， 28-29

Z00009998

西岡秀三 西岡秀三 ： 世界規模の リ ス ク管理 ： 温暖化対策， 筑波大学第一学群自然学類文化講演会， つ
く ば市， 2005.01

Z00009998

西岡秀三 西岡秀三 ： 長期温暖化対策 ： 日本の挑戦－ Toward Low Carbon Future: Japanese Challenge，
内閣府， 環境省主催国際フ ォーラ ム 「京都議定書発効 と今後の気候変動政策－ G8 サ ミ ッ ト
に向けて－」， 東京， 2005.03， プロ グ ラ ム

Z00009998

西川雅高 Nishikawa M.， Mori I.， Motoba S.， Dong X.(*1)， Quan H.(*1)(*1China-Jpn.Friendship Cent.En-
viron.Prot. )：Minutely monitoring of kosa aerosol(Asian mineral dust) in beijing，China，Eur.Aerosol
Conf.2004， Budapest， 2004.09， J.Aerosol Sci.， S569-S570

0104BA046

西川雅高 的場澄人， 白岩孝行 (*1)， 金森晶作 (*2)， 瀬川高弘 (*3)， 西川雅高， 東久美子 (*4)， 藤井理
行 (*4)(*1 北大低温科研， *2 北大院， *3 東京工大， *4 極地研 ) ： カナダ ・ ローガン コ ア中の
陸域起源元素の年々変動，2004 年度日本雪氷学会全国大会，彦根，2004.09，同講演予稿集，62

Z00009999

西川雅高 藤井理行 (*1)， 河野美香 (*1)， 的場澄人， 鈴木利孝 (*2)(*1 極地研， *2 山形大 ) ： ドームふじ
コ アのダス ト フ ラ ッ ク ス， 粒径分布に基づ く 過去 32 万年の大気輸送力変動， 2004 年度日本
雪氷学会全国大会， 彦根， 2004.09， 同講演予稿集， 166

Z00009999

西村和之 西村和之， 川本克也 ： 有機性廃棄物からの連続水素発酵に関する基礎的検討， 第 7 回日本水
環境学会シンポジウ ム， 東京， 2004.09， 同講演集， 159-160

0105AB404

西村和之 西村和之， 中島大介， 大河内由美子， 井上雄三， 後藤純雄， 川本克也 ： 有機性廃棄物を主原
料 とする堆肥抽出物の変異原性， 第 15 回廃棄物学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同講演論
文集， 550-552

0105AB404

西村和之 大河内由美子 (*1)， 西村和之， 原弘之 (*2)， 川本克也， 井上雄三， 国包章一 (*3)(*1 京大院，
*2 東和科学， *3 国立保健医療科院 ) ： 有機性廃棄物の嫌気性処理過程における ク リ プ ト ス
ポ リ ジウ ム ・オーシス ト の消長，第 39 回日本水環境学会年会，千葉，2005.03，同講演集，603

0105AB401

西村和之 西村和之， 金田一智規 (*1)， 川本克也 (*1 広島大院 ) ： 有機性廃棄物からの 2 段階嫌気性水
素発酵プロセスの構築 と菌叢特性，第39回日本水環境学会年会，千葉，2005.03，同講演集，276

0105AB404

西村典子 西村典子 ： 非ダ イオキシン様 PCB の リ ス ク評価， 日本 リ ス ク研究学会 第 17 回春期講演シ
ンポジウ ム， 東京， 2004.06， 同講演予稿集， 30-34

0204DA490

西村典子 Nishimura N.，Yonemoto J.，Takeuchi Y.，Yokoi C.，Nishimura H.(*1)，Tohyama C.(*1Aichi Mizuho
Univ.)：Effects on thyroid hormone and retinoid metabolism in transthyretin-null mice by polychlo-
rinated biphenyl isomers 118 and 114，24th Int.Symp.Halogenat.Environ.Org.Pollut.POPs; DIOXIN
2004， Berlin， 2004.09， Organohalogen Compd.， 66， 2928-2931

0204DA490

西村典子 Nishimura N.，Yonemoto J.，Takeuchi Y.，Yokoi C.，Nishimura H.(*1)，Tohyama C.(*1Aichi Mizuho
Univ.) ： The mechanism responsible for the toxic effects of polychlorinated biphenyl isomers on thyroid
hormone and retinoid metabolism，7th Annu.Meet.Jpn.Soc.Endocr.Disrupters Res.，Nagoya，2004.12，
Abstracts， 317

0404AF379

申請者 発表者 ・ 題目 ・ 学会等名称 ・ 開催都市名 ・ 年月 ・ 予稿集名 ・ 巻 （号） ・ 頁 研究課題ｺｰﾄﾞ
―  383  ―



国立環境研究所年報 （平成 16 年度）
西村典子 Nishimura N.，Yonemoto J.，Tohyama C.：Altered retinoid metabolic response and serum thyroxin
levels by 2，3，7，8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin exposure in aryl hydrocarbon receptor-null mice，
2nd Aust.Health Med.Res.Congr.(Poster Session)， Sydney， 2004.11

0404AF379

新田裕史 新田裕史 ： DEP ・ ナ ノ 粒子によ る曝露評価 と 健康影響， 大気環境学会 特別講演会 「自動車
排出の DEP， ナ ノ粒子に関する研究の現状 と課題」， 東京， 2004.07， 同講演集， 55-64

0105AA298

新田裕史 山崎新， 島正之 (*1)， 新田裕史 (*1 千葉大 ) ： 微小粒子状物質の健康影響に関する疫学研究
－救急受診 と の関連－， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 655

0105AA298

新田裕史 島正之 (*1)， 山崎新， 新田裕史， 微小粒子状物質等曝露影響調査疫学 WG(*1 千葉大 ) ： 微小
粒子状物質の健康影響に関する疫学研究－微小粒子が小児のピーク フ ロー値に及ぼす急性
影響の検討－， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 656

0105AA298

新田裕史 新田裕史， 島正之 (*1)， 微小粒子状物質曝露影響調査疫学 WG(*1 千葉大 ) ： 微小粒子状物質
の健康影響に関する疫学研究－長期影響調査の実施状況 ( 第 2 報 ) －， 第 45 回大気環境学
会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 657

0105AA298

新田裕史 新田裕史：大気中粒子状物質の健康影響，第 3 回大気環境学会産官学民地域連絡協議会講演
会， さいたま， 2004.12

0105AA298

新田裕史 山崎新， 新田裕史， 小野雅司， 福原俊一 (*1)(*1 京大院 ) ： 大気中の粒子状物質と脳卒中によ
る死亡 と の関連， 第 15 回疫学会学術総会， 大津， 2005.01， 同講演集， 110

0105AA298

新田裕史 新田裕史：環境モニタ リ ングデータ，第 18 回公衆衛生情報研究協議会研究会，和光，2005.02，
同研究会抄録集， 19-20

0105AA298

新田裕史 山崎新， 新田裕史， 小野雅司， Green J.(*1)， 福原俊一 (*2)(*1 東大院， *2 京大院 ) ： 大気汚
染物質 と急性心筋梗塞によ る死亡と の関連， 第 75 回日本衛生学会総会， 新潟， 2005.03， 日
本衛生学会雑誌， 60(2)， 235

0105AA298
0404BY470

野原恵子 Nohara K.， Ito T.， Tohyama C. ： Activation of arylhydrocarbon receptor(AhR) in T lineage cells
inhibits cellular growth.，24th Int.Symp.Halogenat.Environ.Org.Pollut.POPs; DIOXIN 2004，Berlin，
2004.09， Organohalogen Compd.， 66， 3269-3274

0204AE357
0406AG337

野原恵子 Sato C.(*1)， Nohara K.， Matsuda T.(*1)， Kitajima K.(*1)(*1Nagoya Univ.) ： Involvement of the
disialic acid-containing glycoprotein in mouse T cell activation.， 第 77 回日本生化学会大会， 横
浜， 2004.10， 生化学， 76(8)， 749

0204AE357
0406AG337

野原恵子 野原恵子， 宮本芳美， 粟生佳奈， 伊藤智彦， 遠山千春 ： 血液 リ ンパ球におけ る Ah レセプ
ター依存性遺伝子発現誘導の動物種差の検討，第27回日本分子生物学会年会，神戸，2004.12，
講演要旨集， 438

0204AE357
0406AG337

野原恵子 Nohara K.，Miyamoto Y.，Ao K.，Ito T.，Tohyama C.：Comparison of the TCDD-induced CYP1A1
gene expression profile in lymphocytes from mice，rats and humans，Soc.Toxicol.44th Annu.Meet.，
New Orleans， 2005.03， Toxicologist， 84， 418

0204AE357
0406AG337

野原精一 Nohara S.，Yabe T.，Kaneko K.(*1)(*1Ecosystem Conserv.Soc.-Jpn.)：The succession of salt marsh
vegetation in the largest delta in Tokyo Bay， Japan， 7th INTECOL Int.Wetlands Conf.，
Utrecht(Netherlands)， 2004.08， Abstracts， 222

0305AG597
0406CD448

野原精一 野原精一 ： 沿岸における湿地生態系の自然再生事業の評価， 第 51 回日本生態学会大会， 釧
路， 2004.08， 同講演要旨集， 100

0305AG597
0406CD448

野原精一 Yamamoto Y.(*1)， Ochiai M.(*2)， Ohtaka A.(*3)， Hayashi T.(*1)， Nohara S.， Fukuhara H.(*4)，
Oze A.Res.Group(*1Meiji Univ.， *2Tokushima Bunri Univ.， *3Hirosaki Univ.， *4Niigara Univ.) ：
Spring red snow phenomenon in the alpine mires in Japan caused by Fe accumulating in algal cells，
Int.Assoc.Theor.Appl.Limnol.(SIL) 39th Congr.， Lahti(Finland)， 2004.08， Abstracts， 57

0305AG597

野原精一 野原精一， 佐竹研一 (*1)( 立正大 ) ： 渓流－森林系の物質移動と鮭の遡上， 環境科学会 2004
年会， 西宮， 2004.10， 同講演予稿集， 200-201

0204BA382
0406CD448

野馬幸生 野馬幸生， 石川紫， 能勢和聡， 峰戸松勝秀， 滝上英孝， 酒井伸一， 泉澤秀一 (*1)， 鏑木儀郎
(*2)(*1 産廃振興財団， *2 日本環境安全事業 ) ： 保管 PCB 廃棄物の PCBs およびダ イオキシ
ン類， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 368-369

0105AB408
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野馬幸生 山田益義 (*1)， 管正男 (*1)， 鹿島秀夫 (*1)， 和気泉 (*1)， 阪本将三 (*2)， 大津聡 (*3)， 鯉沼
誠 (*3)， 野馬幸生 (*1 日立中研， *2 日立那珂エレ ク ト ロ ニ ク ス， *3 日立協和エンジニア リ
ング） ： APCI/ITMS によ る分解処理液中 PCB の迅速分析， 第 13 回環境化学討論会， 静岡，
2004.07， 同講演要旨集， 372-373

0105AB408

野馬幸生 石川紫， 野馬幸生， 酒井伸一， 樋口圭太郎 (*1)， 小原敦 (*1)， 西澤克志 (*1)， 森田昌敏 (*1 東
芝）： PCB 解体洗浄処理実証試験施設における 室内環境モニタ リ ング， 第 13 回環境化学討論
会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 656-657

0105AB408

野馬幸生 Noma Y.， Robert G.(*1)， Sakai S.(*1DuPont Eng.Technol.) ： Polychlorinated naphthalene(PCNs)
behavior in the thermal destruction process of wastes containing PCNs， 24th Int.Symp.Haloge-
nat.Environ.Org.Pollut.POPs; DIOXIN 2004，Berlin，2004.09，Organohalogen Compd.，66，1035-
1042

0305AE544

野馬幸生 Noma Y.，Jecek L.(*1)，Ishikawa Y.，Sakai S.，Falandysz J.(*1)(*1Univ.Gdansk)：Chlorobiphenyls
in chloronaphthalene Halowax formulations， 24th Int.Symp.Halogenat.Environ.Org.Pollut.POPs;
DIOXIN 2004， Berlin， 2004.09， Organohalogen Compd.， 66， 1604-1609

0305AE544

野馬幸生 Ishikawa Y.， Noma Y.， Morii Y.(*1)， Sakai S.(*1Ochanomizu Univ.) ： Congener profiles of PCBs
and new proposal of indicator congeners， 24th Int.Symp.Halogenat.Environ.Org.Pollut.POPs; DI-
OXIN 2004， Berlin， 2004.09， Organohalogen Compd.， 66， 525-531

0105AB408

野馬幸生 Nose K.，Falandysz J.(*1)，Ishikawa Y.，Noma Y.，Sakai S.(*1Univ.Gdansk)：Conger-Specific data
of chloronaphthalenes in various lots of several Halowax formulations，24th Int.Symp.Halogenat.En-
viron.Org.Pollut.POPs; DIOXIN 2004，Berlin，2004.09，Organohalogen Compd.，66，1633-1638

0305AE544

野馬幸生 野馬幸生， 酒井伸一， 光原好人 (*1)， 松山喜代志 (*1)(*1 ト ヨ タ自動車） ： 金属ナ ト リ ウ ム分
散体法によ る PCB の分解 メ カニズム， 第 15 回廃棄物学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同
講演論文集， 1310-1312

0105AB408

野馬幸生 竹田良子 (*1)， 栗田恵子 (*2)， 野々村誠 (*2)， 石川紫， 野馬幸生 (*1 バイエル メ デ ィ カル，
*2 東京都産技研） ： 金属ナ ト リ ウ ム法によ る絶縁油中の低濃度 PCB 測定法の検討， 第 15 回
廃棄物学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同講演論文集， 1334-1336

0105AB408

野馬幸生 黄瑛， 峯戸松勝秀， 能勢和聡， 野馬幸生， 酒井伸一： 都市ごみ焼却過程における PCNs の生
成と 異性体分布に関する 検討， 第 15 回廃棄物学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同講演論文
集， 928-930

0305AE544

野馬幸生 Noma Y.，Minetomatsu K.，Sakai S.，Falandysz J.(*1)，Flisak M.(*1)，Swietojanka A.(*1)，Jecek L.(*1)，
Miyaji K.(*2)(*1Univ.Gdansk，*2Towa Kagaku)： Contamination of the Halowax PCN formulations by
PCDFs， 3rd Eur.Conf.Pestic.Relat.Org.Micropollutants Environ.， Greece， 2004.10， Proceedings，
344-348

0305AE544

野馬幸生 Noma Y.，Minetomatsu K.，Sakai S.，Falandysz J.(*1)，Swietojanka A.(*1)，Flisak M.(*1)，Miyaji
K.(*2)(*1Univ.Gdansk， *2Towa Kagaku) ： PCDDs in PCN Halowax formulations， 3rd Eur.Conf.
Pestic.Relat.Org.Micropollutants Environ.， Greece， 2004.10， Proceedings， 349-352

0305AE544

橋本俊次 中宮邦近， 橋本俊次， 伊藤裕康， Edmonds J.S.， 安原昭夫， 森田昌敏 ： 環状エーテル分解微
生物によ る， ダ イオキシンの分解， 日本生物工学会 平成 16 年度大会， 名古屋， 2004.09， 同
講演予稿集， 175

0105AA168

橋本俊次 鈴木滋 (*1)， 佐々木多栄子 (*1)， 中村朋之 (*1)， 加藤謙一 (*1)， 斎藤善則 (*1)， 橋本俊次，
伊藤裕康， 森田昌敏 (*1 宮城県保健環境セ ) ： ダ イオキシン類分析過程でのアル ミ ナ処理に
よ る PCDD 類の消失， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 20-21

0406AE449

橋本俊次 飯村文成 (*1)， 佐々木裕子 (*1)， 佐々木啓行 (*1)， 吉澤正 (*2)， 半野勝正 (*2)， 橋本俊次，
伊藤裕康 (*1 東京都環境科研， *2 千葉県環境研セ ) ： 高圧液体抽出によ る ダイオキシン類の
濃度及び異性体組成の変動について， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨
集， 304-305

0204BC353

橋本俊次 橋本俊次， 生田悟史 (*1)， 室井啓 (*1)， 宮崎徹 (*1)， 半野勝正 (*2)， 佐々木裕子 (*3)(*1 ニ ッ
テ ク リ サーチ， *2 千葉県環境研セ， *3 東京都環境科研 ) ： 発生源推定のための清掃工場排
ガスの簡易サンプ リ ング法の検討， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨
集， 314-315

0204BC353
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橋本俊次 中村朋之 (*1)，誉田佳孝 (*2)，佐々木多栄子 (*1)，加藤謙一 (*1)，鈴木滋 (*1)，斎藤善則 (*1)，
橋本俊次， 伊藤裕康 (*1 宮城県保健環境セ， *2 ジーエルサイエン ス ) ： 微極性 GC カ ラ ムに
よ るダ イオキシン類迅速分析の検討， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨
集， 322-323

0204BC353

橋本俊次 日浦盛夫 (*1)，大原俊彦 (*1)，岡本拓 (*1)，橋本俊次，伊藤裕康 (*1 広島県保健環境セ )：底質
中ダ イオキシン類の迅速分析法の検討と発生源解析について，第13回環境化学討論会，静岡，
2004.07， 同講演要旨集， 358-359

0204BC353

橋本俊次 北村公義， 高澤嘉一， 崔宰源， 橋本俊次， 伊藤裕康， 森田昌敏 ： 環境試料中ダイオキシン類
分析のための簡易前処理法の検討－い く つかの環境試料における 0.2g-活性炭分散シ リ カゲ
ル リ バース カ ラ ムの適用－，第 13 回環境化学討論会，静岡，2004.07，同講演要旨集，366-367

0406AE449

橋本俊次 北村公義， 高澤嘉一， 崔宰源， 橋本俊次， 伊藤裕康， 森田昌敏 ： 血清中ダイオキシン類分析
のための簡易前処理法の検討－デ ィ ス ク型固相によ る血清試料への適用－， 第 13 回環境化
学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 544-545

0406AE449

橋本俊次 安田裕 (*1)， 村瀬秀也 (*1)， 大平武俊 (*1)， 橋本俊次 (*1 岐阜県保健環境研 ) ： 岐阜県内河川
環境中のダ イオキシン類 VI 同族体組成情報を用いた PCDD/Fs 汚染起源別寄与率の推算と
実試料への適用， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 560-561

0204BC353

橋本俊次 村山等 (*1)， 鈴木貴博 (*1)， 茨木剛 (*1)， 種岡裕 (*1)， 澁谷信雄 (*1)， 橋本俊次， 柏木宣久
(*2)(*1 新潟県保健環境科研，*2 統計数理研 )： ケ ミ カルマスバラ ン ス法を用いたダ イオキシ
ン発生源寄与の推定 その 1，第 13 回環境化学討論会，静岡，2004.07，同講演要旨集，562-563

0204BC353

橋本俊次 村瀬秀也 (*1)， 安田裕 (*1)， 橋本俊次， 伊藤裕康， 森田昌敏 (*1 岐阜県保健環境研 ) ： 鬼怒
川における付着藻類， 水生昆虫， 魚類中のダ イオキシン類， 第 13 回環境化学討論会， 静岡，
2004.07， 同講演要旨集， 568-569

0406AE449

橋本俊次 大原俊彦 (*1)， 日浦盛夫 (*1)， 岡本拓 (*1)， 橋本俊次， 伊藤裕康 (*1 広島県保健環境セ ) ： 各
種産業廃棄物焼却炉排ガス中のダ イオキシン類組成と その異性体パターンについて， 第 13
回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 614-615

0204BC353

橋本俊次 能勢和聡 (*1)， 橋本俊次， 安原昭夫， 酒井伸一 (*1 環境研究セ ) ： 水熱反応によ る PCB 異性
体の分解経路， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 628-629

0105AB408

橋本俊次 橋本俊次， 生田悟史 (*1)， 室井啓 (*1)， 宮崎徹 (*1)， 半野勝正 (*2)， 佐々木裕子 (*3)(*1 ニ ッ
テ ク リ サーチ， *2 千葉県環境研セ， *3 東京都環境科研 ) ： 発生源推定のための清掃工場排
ガス中の PCDD/Fs， PCBs 全異性体測定， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演
要旨集， 638-639

0204BC353

橋本俊次 村瀬秀也 (*1)， 安田裕 (*1)， 大平武俊 (*1)， 橋本俊次， 伊藤裕康， 森田昌敏 (*1 岐阜県保健
環境研 ) ： 岐阜県内河川環境中のダ イオキシン類Ⅱ－付着藻類， 水生昆虫， 魚類中のダ イオ
キシン類－， 第 11 回環境化学討論会， 箱根， 2002.06， 同講演要旨集， 264-265

0105SP032

橋本俊次 大平武俊 (*1)， 村瀬秀也 (*1)， 安田裕 (*1)， 橋本俊次， 伊藤裕康， 森田昌敏 (*1 岐阜県環境
保健研 ) ： 岐阜県内河川環境中のダ イオキシン類Ⅰ－河川水， 底質， 付着藻類中のダ イオキ
シン類－， 第 11 回環境化学討論会， 箱根， 2002.06， 同講演要旨集， 262-263

0105SP032

橋本俊次 鈴木滋 (*1)， 中村朋之 (*1)， 清野陽子 (*1)， 加藤謙一 (*1)， 高橋正弘 (*1)， 橋本俊次， 伊藤裕
康， 森田昌敏 (*1 宮城県保健環境セ )： ダイ オキシン類の光によ る 分解， 第 11 回環境化学討
論会， 箱根， 2002.06， 同講演要旨集， 28-29

0105SP032

橋本俊次 中宮邦近， 橋本俊次， 高木博夫， 伊藤裕康， Edomonds S.J.， 森田昌敏 ： 農薬によ る植物成
長異常に関与する土壌微生物， 日本内分泌攪乱化学物質学会 第 7 回研究発表会， 名古屋，
2004.12， 同研究発表会要旨集， 410

0105SP031

橋本俊次 Nakamura T.(*1)， Suzuki S.(*1)， Sasaki T.(*1)， Kato K.(*1)， Saito Y.(*1)， Hashimoto S.， Ito H.
(*1Miyagi Pref.Inst.Publ.Health Environ.)：Selective extraction of dioxins from soils and sediments
using ASE for measurement by GC/MS/MS， China-Jpn.Jt.Symp.Environ.Chem.2004， Beijing，
2004.10， Proceedings， 231-232

0204BC353

橋本俊次 Sasaki Y.(*1)，Iimura F.(*1)，Sasaki H.(*1)，Yoshioka H.(*2)，Abe T.(*1)，Yamamoto T.(*1)，Hashimoto S.，
Ito H.，Kashiwagi N.(*3)，Morita M.(*1Tokyo Metrop.Res.Inst.， *2Tokyo Metrop.Gov.Off.， *3Inst.Stat.
Math.) ： Specific congener profile of dioxins in contaminated canal sediment in Tokyo， China-Jpn.Jt.
Symp.Environ.Chem.2004， Beijing， 2004.10， Proceedings， 185-186

0204BC353
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橋本俊次 Kitamura K.，Takazawa Y.，Choi J.，Hashimoto S.，Ito H.，Morita M.： Dependence of dioxin elution
profiles on the lot number of activated carbon silica gel used for cleanup， and development of an
accurate， reproducible cleanup method for blood samples， China-Jpn.Jt.Symp.Environ.Chem.2004，
Beijing， 2004.10， Proceedigns， 219-220

0406AE449

橋本俊次 Suzuki T.(*1)，Yamaguchi A.(*1)，Ibaraki T.(*1)，Ohno K.(*1)，Murayama H.(*1)， Shibuya N.(*1)，
Hashimoto S.， Kashiwagi N.(*1Niigata Pref.Inst.Publ.Health Environ.Sci.， *2Inst.Stat.Math.) ： Es-
timation of dioxin source contributions using a chemical mass balance method improved with func-
tional relationship analysis，China-Jpn.Jt.Symp.Environ.Chem.2004，Beijing，2004.10，Proceedings，
275-276

0204BC353

橋本征二 Inaba R.(*1)， Hashimoto S.， Moriguchi Y.， Nansai K.， Kudoh Y.(*1Hokkaido Univ.) ： Application
of life cycle assessment to waste plastic management systems by the steel industry and municipal-
ities in Japan， SETAC Eur.14th Annu.Meet.， Prague， 2004.04， Abstracts， 198

0105AB398

橋本征二 Hashimoto S.， Nansai K.， Kudoh Y.， Moriguchi Y. ： Biomass extractions and CO2 emissions in
LCA of biomass products: What are the appropriate system boundary， inventory analysis， and
interpretation?， SETAC Eur.14th Annu.Meet.， Prague， 2004.04， Abstracts， 204

0105AB398

橋本征二 橋本征二， 森口祐一， 田崎智宏， 柳下正治 (*1)(*1 名古屋大 ) ： 循環型社会像の比較分析 ： そ
の概念形成に向けて，環境経済・政策学会 2004 年大会，広島，2004.09，同報告要旨集，50-51

0404AF374

橋本征二 Hashimoto S.， Moriguchi Y. ： Material and carbon flow accounts of harvested wood: application to
waste management and climate policy， ConAccount Meet.2004， Zurich， 2004.10， Astracts， 14

0204AE335

橋本征二 Tanikawa H.(*1)，Hashimoto S.，Moriguchi Y.(*1Wakayama Univ.)：How can we visualize regional
material flow?: GIS mapping for MF related construction sector management， ConAccount
Meet.2004， Zurich， 2004.10， Abstracts， 36

0103BE278

橋本征二 Hashimoto S.， Tanikawa H.(*1)， Moriguchi Y.(*1Wakayama Univ.) ： Where will huge amount of
Net Additions to Stock(NAS) of materials within the economic system go?: Material flow analysis of
construction minerals， 6th Int.Conf.Ecobalance， Tsukuba， 2004.10， Proceedings， 193-196

0103BE278

橋本征二 Tanikawa H.(*1)，Sakamoto T.(*1)，Hashimoto S.，Moriguchi Y.(*1Wakayama Univ.)：Visualization
of regional material flow using over-flow potential maps， 6th Int.Conf.Ecobalance， Tsukuba，
2004.10， Proceedings， 567-570

0103BE278

橋本征二 橋本征二， 谷川寛樹 (*1)， 森口祐一 (*1 和歌山大 ) ： 国レベルのマテ リ アルフ ロー勘定の枠
組みに関する一考察 ： 失われる ス ト ッ ク の捉え方， 第 15 回廃棄物学会研究発表会， 高松，
2004.11， 同講演論文集， 82-84

0103BA038

橋本征二 Murakami S.， Adachi T.(*1)， Mogi G.(*1)(*1Univ.Tokyo) ： Material flow accounting and analysis
for metals in Japan， 4th SETAC World Congr./25th Annu.Meet.North Am.， Portland， 2004.11，
Program

0406BA501

畠山史郎 畠山史郎， 高見昭憲， Wang W.(*1)(*1 中国環境科研院 ) ： 中国の大規模発生源地域における
SO2/NOx 比， 日本化学会 第 84 春季年会， 西宮， 2004.03， 同講演要旨集， 1， 316

0105AG108

畠山史郎 畠山史郎， 高見昭憲， 向井人史， 三好猛雄， 王王韋 (*1)(*1 中国環境科研院 ) ： 中国－東シナ
海－沖縄を長距離輸送されるエア ロ ゾル中の SO4(2-)， NO3(-)， NH4(+)， および Ca(2+) のバ
ラ ン ス， 第 10 回大気化学討論会， 東京， 2004.06， 同講演要旨集， 12

0105AG108

畠山史郎 畠山史郎， 高見昭憲， 向井人史， 王王韋 (*1)(*1 中国環境科研院 ) ： 航空機観測で得られたエ
ア ロ ゾル化学成分間の相関， 第 21 回エア ロ ゾル科学 ・ 技術研究討論会， 札幌， 2004.08， 同
予稿集， 55-56

0205CD484

畠山史郎 Sakane M.(*1)，Suzuki I.(*1)，Akagi T.(*1)，Hatakeyama S.，Takahashi H.(*2)(Meterological Research
Inst.)，Sawa Y.(*2)， Igarashi Y.(*2)，Dokiya Y.(*3)(*1Tokyo Univ.Agric.& Technol.， *2Meterol.Res.Inst.
*3Edogawa Univ.)：Concentration of H2O2 at the summit of Mt.Fuji: Summer-Autumn Campaigns '99，
01 and 02， 16th Int.Conf.Nucleation Atmos.Aerosols 2004， Kyoto， 2004.07， Abstracts， 789-792

0105AG108

畠山史郎 Hatakeyama S. ： Aerial observation of aerosol and atmospheric pollutants in East Asia， 16th
Int.Conf.Nucleation Atmos.Aerosols 2004， Kyoto， 2004.07， Abstracts， 589-598

0205CD484

畠山史郎 Hatakeyama S.， Takami A.， Wang W.(*1)， Tang D.(*1)(*1Chin.Res.Acad.Environ.Sci.) ： Aerial
ovservations of atomspheric pollutans in China，8th Int.Global Atmos.Chem.Conf.，Christchurch，
2004.09， Abstracts， 171

0205CD484
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畠山史郎 Hatakeyama S. ： Cape Hedo Super Site and mesurements of aerosols there， Int.Workshop ABC
Gosan Campaign， Jejudo(Korea)， 2004.09， Program & Abstracts， 6

0204BA346

畠山史郎 畠山史郎 ： 中国や日本周辺における航空機観測によ る大気エア ロ ゾル と その輸送 ・ 変質， エ
ア ロ ゾルシンポジウ ム 「最新のエア ロ ゾル ・ 微粒子計測技術と環境 ・ 材料 ・ 医療分野への展
開」， 東京， 2004.11， 同論文集， 45-54

0105AG108

畠山史郎 Hatakeyama S. ： Transport and transformation of Atmospheric pollutants in East Asia-Aerial and
ground based observations in China and in the East China sea， Int.Conf.Environ.Ecol.Pollut.，
Chennai(India)， 2005.01

0205CD484

畠山史郎 畠山史郎， 高見昭憲 ： 2004 年度中国航空機観測と沖縄地上観測， 「東アジアにおけるエア ロ
ゾルの大気環境イ ンパク ト 」 平成 16 年度シンポジウ ム， 京都， 2005.01， 同講演要旨集， 1-2

0205CD484
0204BA346

畠山史郎 河村公隆 (*1)， 持田陸弘 (*1)， 畠山史郎， 高見昭憲， 中国航空機観測チーム (*2)(*1 北大低温
研， *2 中国環境科院 )： 航空機観測によ る 中国大陸上空の水溶性有機エアロ ゾル： 2003 年夏
における 低分子ジカルボン酸類の分布の特徴，「 東アジアにおける エアロ ゾルの大気環境イ ン
パク ト 」 平成 15 年度シンポジウ ム， 京都， 2005.01， 同講演要旨集， 5-6

0205CD484

畠山史郎 Hatakeyama S. ： SO4/NH4 ratio of aerosols in China and sulfate formation during the long-range
transport of pollutants from the East Asia，Earth CARE Workshop，Tokyo，2005.03，Abstracts，14

0105AG108

畠山史郎 畠山史郎， 高見昭憲， Wang W.(*1)(*1 中国環境科研院 ) ： 中国中央部内陸上空における大気
汚染物質の航空機観測， 日本化学会 第 85 春季年会， 横浜， 2005.03， 同年会要旨集 （CD-
ROM)， 2H1-30

0105AG108

畠山史郎 浅野健児 (*1)， 伊藤研介 (*1)， 酒巻史郎 (*1)， 畠山史郎 (*1 名城大 ) ： 沖縄辺戸岬における炭
化水素類の 2003 観測結果の気流解析， 日本化学会 第 85 春季年会， 横浜， 2005.03， 同年会
要旨集 （CD-ROM)， 2PA-141

0204BA346

花岡達也 花岡達也， 松橋隆治 (*1)， 吉田好邦 (*1)(*1 東大院 ) ： フルオロ カーボン類の回収 ・ 破壊処理
対策によ る環境負荷低減効果の定量的評価，第 23 回エネルギー資源学会研究発表会，大阪，
2004.06， 同講演論文集， 221-224

0004BA035

花岡達也 花岡達也， 松橋隆治 (*1)， 吉田好邦 (*1)(*1 東大院 ) ： フルオロ カーボン類に関する国際間環
境対策制度の一考察－対途上国技術援助のケース ス タデ ィ ー－， 第 23 回エネルギー資源学
会研究発表会， 大阪， 2004.06， 同講演論文集， 225-228

0004BA035

花岡達也 Hanaoka T.，Matsuhashi R.(*1)，Yoshida Y.(*1)(*1Tokyo Univ.) ：A quantitative evaluation of flu-
orocarbon emissions and a study of multilateral environmental policies， 7th Int.Conf.Greenhouse
Gas Control Technol.， Vancouver， 2004.09

0004BA035

花岡達也 Hanaoka T. ： Multi-gas mitigation analysis on stabilization scenarios using the AIM， Innovation
Modelling Comp.Proj.Workshop， Cambridge， 2004.11

0105AE034
0105SP012

花岡達也 Hanaoka T.， Kawase R.(*1)(*1Kyoto Univ.) ： Experiences of AIM team -Strategic database-，
Natl.Perform.Assess.Strategic Environ.Framework Phase II Natl.Workshop 2nd.， Hanoi， 2005.01

0105BY274
0105SP012

花岡達也 Hanaoka T. ： Emissions Scenarios database contribution for the IPCC fourth assessment report，
10th AIM Int.Workshop， Tsukuba， 2005.03

0004BA035

原島　省 中田聡史 (*1)， 石原靖文 (*1)， 原島省 （*1 日本エヌユーエス） ： 石西礁湖の流動と サンゴ卵 ・
幼生輸送の数値シ ミ ュ レーシ ョ ン， 海洋理工学会 平成 16 年度春季大会， 東京， 2004.05， 同
講演論文集， 32-33

0305BA557

原島　省 Nakada S.(*1)，Ishihara Y.(*1)，Harashima A.(*1Jpn.NUS )：A numerical simulation of the trajectory
of coral egg and larvae in the Sekisei Lagoon，Japan，10th Int.Coral Reef Symp.，Naha，2004.06，
Abstracts， 328

0305BA557

原島　省 原島省， 木下勝元 (*1)， 紀本岳志 (*1)(*1 紀本電子工 ) ： 瀬戸内海フ ェ リ ーに設置し た現場型
栄養塩連続自動測定装置の観測， 2004 年度日本海洋学会秋季大会， 松山， 2004.09， 同講演
要旨集， 220

0204BA383

原島　省 Harashima A.： Aquatic silica decline and its effect to the coastal marine ecosystem revealed by a bio-
geochemical monitoring using ferryboats， Int.Symp.Long-term Var.Coastal Environ.Ecosystems，
Matsuyama， 2004.09， Abstracts， 18

0204BA383
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日暮明子 Higurashi A.，Nakajima T.(*1)(*1CCSR Univ.Tokyo)：Detection of aerosol types from Space-born
radiometer over the Ocean, Int.Radiat.Symp.2004, Pusan, 2004.08, Abstracts, 93

0308AE486
0104KB281
0305BA541

日暮明子 Higurashi A.，Saeki T.(*1)，Nakajima T.(*1)(*1CCSR Univ.Tokyo)：Long-term analysis of the aero-
sol optical properties on global scale from NOAA/AVHRR，Int.Radiat.Symp.2004，Pusan，2004.08，
Abstracts, 93

0305BA541

日暮明子 Bergstrom R.(*1)，Pilewskie P.(*2)，Russel P.(*2)，Schmid B.(*1)，Redemann J.(*1)Higurashi A.，
Nakajima T.(*3)，Quinn P.(*4)(*1Bay Area Environ.Res.Inst.，*2NASA Ames Res.Cent.，*3CCSR
Univ.Tokyo， *4NOAA Pac.Mar.Environ.Lab.) ： Spectral absorption of solar radiation by aerosols
during ACE Asia, Int.Radiat.Symp.2004, Pusan, 2004.08, Abstracts, 47

0308AE486
0104KB281
0305BA541

日暮明子 Nakajima T.(*1)， Higurashi A.， Nakajima T.Y.(*2)， Sekiguchi M.(*1)， Takemura T.(*3)(*1CCSR
Univ.Tokyo， *2JAXA/EORC， *3Kyusyu Univ.)： On an evaluation of the aerosol radiative forcing
with use of satellite remote sensing，surface observation，and a climate model，Int.Radiat.Symp.2004，
Pusan, 2004.08, Abstracts, 151

0308AE486
0104KB281
0305BA541

日引　聡 伊藤琢 (*1)， 日引聡 (*1 東京工大院 ) ： 化学物質排出事業所の住宅市場に与え る影響の分析，
環境経済 ・ 政策学会 2004 年大会， 広島， 2004.09， 同報告要旨集， 66-67

0204BA358

日引　聡 清木真明 (*1)，日引聡 (*1SAP ジ ャパン )：持続可能な地下水利用のための最適な料金制度の
提案－熊本地域に於ける ケース ス タデ ィ －，環境経済・政策学会 2004 年大会，広島，2004.09，
同報告要旨集， 102-103

0204BA358

日引　聡 有村俊秀 (*1)， 日引聡， 岩田和之 (*2)(*1 上智大， *2 上智大院 ) ： ISO14001 認証によ る環境
負荷変化の分析 ： PRTR を利用し て， 環境経済 ・ 政策学会 2004 年大会， 広島， 2004.09， 同
報告要旨集， 342-343

0204BA358

日引　聡 日引聡， 松田あ きみ (*1)， 東将人 (*2)(*1NewYork 大， *2 日本銀行 ) ： Determinants of adoption
of ISO14001 by a Japanese publilcy-held manufacturer and the market valuation of a centified firm，
日本経済学会 2004 年秋季大会， 岡山， 2004.09， プロ グ ラ ム

0204BA358

日引　聡 有村俊秀 (*1)， 日引聡 (*1 上智大 ) ： 環境政策が技術革新に与え る影響の実証分析， 内閣府
経済社会研究所企画 2004 年度国際共同研究報告会， 東京， 2005.03， プロ グ ラ ム

0204BA358

日引　聡 Hibiki A.，Higashi M.(*1)，Matsuda A.(*2)(*1Bank Jpn.，*2NewYork Univ.)：Determinants of adop-
tion of ISO14001 by a Japanese publicly-held manufacturer and the market valuation of a certified
firm, EAERE 2004, Budapest, 2004.06

0204BA358

日引　聡 Welch E.W.(*1)， Hibiki A.(*1Illinois Univ.) ： (Non)Voluntarism for green house gas reduction by
electric utilities:An assessment of ISO14001 and evaluation of the climate challenge program，
EAERE 2004, Budapest, 2004.06

0204BA358

平井康宏 平井康宏， 酒井伸一， 出口晋吾 (*1)， 吉川克彦 (*1)(*1 アーシン )： バイ オ資源・ 廃棄物の賦
存量分布と 厨芥類を対象と し た燃料電池利用シス テムの LCA， 第 15 回廃棄物学会研究発表
会， 高松， 2004.11， 同講演論文集， 15， 172-174

0307BH593

平井康宏 平井康宏， 酒井伸一 ： 自動車鉛バッ テ リ ー回収の行動モデル， 環境経済 ・ 政策学会 2004 年
大会， 広島， 2004.09， 同報告要旨集， 338-339

0404AF370

平井康宏 Hirai Y.，Sakai S.：Atmospheric emission of BDE-209 in Japan，24th Int.Symp.Halogenat.Environ.
Org.Pollut.POPs, Berlin, 2004.09, Organohalogen Compd., 66, 3712-3717

0305BE595
0105AB406
0305BY594

平井康宏 平井康宏，酒井伸一： 臭素化ダ イオキシン ・ 臭素系難燃剤の発生源・ 曝露経路解析，第 13 回
環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 270-271

0305BY594
0305BE595
0105AB406

平野靖史郎 小林弥生， 平野靖史郎 ： The role of glutathione in the stability of biliary arsenic metabolites，
arsenic triglutathione [As(GS)3] and methylarsenic diglutathione [CH3As(GS)2]， 14th Symp.Roles
Met.Biol.React., Biol.Med.'04(Poster Session), Shizuoka, 2004.06, J.Pharm.Soc.Jpn., 124, 90

0404AF409
0105PR021

平野靖史郎 Hirano S.，Kobayashi Y.，Hayakawa T.(*1)，Kanno S.，Cui X.，Yamamoto M.，Shraim A.(*2)(*1Chiba
Univ., *2Univ.Queensland)：Effects of glutathione on accumulation and toxicity of arsenicals in rat
endothelial cells, 10th Int.Congr.Toxicol., Tampere(Finland), 2004.07, Abstracts， 271

0204CD422
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平野靖史郎 Kobayashi Y., Hayakawa T., Hirano S. ： Arsenic methyltransferase Cyt19 expression and activity
in rat tissues., Soc.Toxicol.44th Annu.Meet., New Orleans, 2005.03, Abstracts, 32

0404AF409
0105PR021

広木幹也 Hiroki M., Nohara S., Hanabishi K.(*1)(*1Teikyo Univ.) ： Enzymatic evaluation of decomposition
in mosaic landscapes of a tidal flat ecosystem, 7th INTECOL Int.Wetlands Conf., Utrecht(Nether-
lands), 2004.07, Abstracts, 132

0305AG597
0406CD448

広木幹也 Hiroki M., Nohara S., Kasai F.：Functional diversity of cellulose decomposing bacteria isolated from
wetland peat soil, 10th Int.Congr.Cult.Collect., Tsukuba, 2004.10, Proceedings, 563

0406CD469
9802AG149
0305AG597

福島路生 福島路生 ： 公募シンポジウ ム 「大規模長期生態学研究と は何か？」 ダムによ る流域分断と淡
水魚の多様性低下－北海道における過去 40 年のデータから言え る こ と－，第 51 回日本生態
学会大会， 釧路， 2004.08， 同講演要旨集， 89

0105AA207
0304CD596
0105AE195

福島路生 福島路生， 亀山哲 ： 潜在生息モデルを利用し た淡水魚類の保全， 第 52 回日本生態学会大会，
大阪， 2005.03， 同講演要旨集， 159

0105AA207
0105AE195
0304CD596

藤井　実 藤井実， 橋本征二， 南齋規介， 森口祐一 ： ネ ッ ト の輸送－循環型社会を分析する為の 1 つの
指標の提案， 第 15 回廃棄物学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同講演論文集， 317-319

0105AB399

藤沼康実 Izuta T.(*1), Nakaji T.(*1Tokyo Univ.Agric.& Technol.)：Experimental studies on the effects of high
nitrogen load and ozone on growth, physiological functions and nutrient status of Pinus densiflora,
8th INTECOL Int.Congr.Ecol., Seoul, 2002.08, Abstracts, 95

9205AC264

藤沼康実 Nakaji T., Yonekura T.(*1), Kuroha M.(*2), Takenaga S.(*2), Izuta T.(*2)(*1Cent.Environ.Sci.
Saitama,  *2Univ.Tokyo) ： Growth, annual ring structure and nutrient status of Japanese red pine
and Japanese cedar seedlings after three years of excessive N load, 6th APGC Symp., Tsukuba,
2004.10,  Abstracts, 277

9205AC264

藤野純一 藤野純一， 増井利彦， 甲斐沼美紀子， 松岡譲 (*1)(*1 京大院 ) ： 非 CO2 ガス を含めた温室効
果ガス削減効果分析モデルの開発 (2)， 第 23 回エネルギー ・ 資源学会研究発表会， 大阪，
2004.06， 同講演論文集， 159-162

0004BA035

藤野純一 藤野純一， 二宮康司 (*1)， 河瀬玲奈 (*2)， 西岡秀三 (*1 地球環境戦略研機関， *2 京大院 ) ：
欧州視察によ る国レベル中長期温室効果ガス削減シナ リ オの調査，環境経済・政策学会 2004
年大会， 広島， 2004.09， 同報告要旨集， 236-237

0004BA035

藤野純一 林希一郎 (*1)， 和気洋子 (*2)， 藤野純一， 新田晃 (*3)， 宮原紀壽 (*1)， 竹中直子 (*2)， 鄭雨
宗 (*2)(*1 三菱総研， *2 慶応義塾大， *3 環境省 ) ： 貿易自由化協定に対する環境影響評価の
手続き と定量的評価手法の活用可能性について， 環境経済 ・ 政策学会 2004 年大会， 広島，
2004.09， 同報告要旨集， 36-37

0004BA035

藤野純一 西本裕美 (*1)， 松岡譲 (*1)， 藤野純一 (*1 京大院 ) ： 温室効果ガス濃度の安定化対策が世界
経済に与え る影響， 環境経済 ・ 政策学会 2004 年大会， 広島， 2004.09， 同報告要旨集， 2-3

0004BA035

藤野純一 河瀬玲奈 (*1)， 藤野純一， 島田幸司 (*2)， 松岡譲 (*1)， 甲斐沼美紀子 (*1 京大院， *2 立命館
大 ) ： 気候安定化に向けた国別シナ リ オの策定について， 環境経済 ・ 政策学会 2004 年大会，
広島， 2004.11， 同報告要旨集， 6-7

0004BA035

藤野純一 Fujino J., Nishioka S.：Japanese climate policy scenarios toward 2050: economic model analysis and
emission reduction options, Informal Consult.Meet.Beyond Kyoto Issues, Tokyo, 2004.09

0004BA035

藤野純一 Fujino J. ： Global CGE model, APEIS Train.Workshop, Tsukuba, 2004.12 0004BA035

藤野純一 Fujino J. ： Long-term climate policy assessment: Current AIM work, Energ.Mode.Forum 22rd
Clim.Policy Scenarios Stab.Trans., Brussels, 2004.11

0004BA035

藤野純一 藤野純一 ： GHG Projection by emission model, JICA Training Cource, Tsukuba, 2005.01 0004BA035

藤野純一 藤野純一， 肱岡靖明， 西本裕美 (*1)， 松岡譲 (*1)， 甲斐沼美紀子 (*1 京大院 ) ： バーデンシェ
ア リ ングに関する シ ミ ュ レーシ ョ ンモデル解析， エネルギー ・ 資源学会 第 21 回エネルギー
システム ・ 経済 ・ 環境コ ンフ ァ レ ン ス， 東京， 2005.01， 同講演論文集， 569-572

0004BA035

藤野純一 藤野純一 ： 温暖化モデル研究最前線 2005， 北陸先端科学技術大学院大学連携講座 ( 社会環
境システム ) セ ミ ナー， 能美， 2005.03

0105AE034
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藤野純一 Fujino J. ： Electrification in rural area(Biomass) SDB for APEIS/IEA and APEIS/RISPO, 10th AIM
Int.Workshop, Tsukuba, 2005.03

0004BA035

藤野純一 Fujino J. ： Survey of 2050 scenarios in EU countries and narrative storylines for Japan 2020/2050
scenarios, 10th AIM Int.Workshop, Tsukuba, 2005.03

0004BA035

藤野純一 Kainuma M., Fujino J., Shrestha R.(*1), Hu X.(*2), Jiang K.(*2), Shukla P.R.(*3)(*1Asian
Inst.Technol., *2Energy Res.Inst., *3Indian Inst.Manage.) ： FY2004 research progress of APEIS-
IEA, 4th APEIS/RCC meet., Tsukuba, 2005.03

0105BY274

藤野純一 Fujino J. ： Current progress of FY2004 research -APEIS-IEA-, Integrated Environ.Assess.Sub-
project, Hayama, 2005.03

0105BY274

藤野純一 藤野純一：Session 3: 2050 年低炭素社会シナ リ オ開発 と その政策効果 Overview and Discussion
points －本セ ッ シ ョ ンの議論のポイ ン ト －， 2050 年低炭素社会シナ リ オに関する国際シン
ポジウ ム－脱温暖化シナ リ オ構築と その政策効果について－， 東京， 2005.03

0408BA369

藤野純一 藤野純一 ： 脱温暖化 2050 研究プロ ジェ ク ト ， 2050 年低炭素社会シナ リ オに関する国際シン
ポジウ ム－脱温暖化シナ リ オ構築と その政策効果について－， 東京， 2005.03

0408BA369

藤巻秀和 Fujimaki H., Kurokawa Y., Kakeyama M., Yamamoto S., Kunugita N.(*1), Arashidani K.(*1)
(*1Univ.Occup.Environ.Health) ： Exposure to low levels formaldehyde modulates nerve growth factor
production in immunized mice, 12th Int.Congr.Immunol./4th Annu.Conf.FOCIS, Montreal, 2004.07,
Clin.Invest.Med., 27(4), 157C

0204AE359
0305AG493

藤巻秀和 Fujimaki H., Yamamoto S., Kakeyama M., Kurokawa Y., Kunugita N.(*1), Hori H.(*1),  Arashidani
K.(*1)(*1Univ.Occup.Environ.Health)：Modulation of immune responses in mice exposed to toluene
by nose-only inhalation, 7th Int.Congr.Neuroimmunol., Venice, 2004.09, J.Neuroimmunol., 154(1/
2),  132

0204AE359
0305AG493

藤巻秀和 Kakeyama M., Kurokawa Y., Yamamoto S., Hojo R., Kunugita N., Hori H.(*1), Arashidani K.(*1),
Fujimaki H.(*1Univ.Occup.Environ.Health)：Effects of exposure to formaldehyde and NO2 on neu-
rotransmitter-related mRNAs expression in the mouse brain, 7th Int.Congr.Neuroimmunol., Venice,
2004.09, J.Neuroimmunol., 154(1/2), 134

0204AE359
0305AG493

藤巻秀和 欅田尚樹 (*1)， 佐藤房枝 (*1)， 石田尾徹 (*1)， 笛田由紀子 (*1)， 保利一 (*1)， 藤巻秀和， 嵐
谷奎一 (*1)(*1 産医大 ) ： マウ ス を用いた ト ルエン長期経気道曝露における影響評価， 第 45
回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 558

0204AE359
0305AG493

藤巻秀和 佐々木文彦 (*1)， サ リ  ウ ィ ウ ィ  ケスマ (*1)， 桑原佐知 (*1)， 塚本康浩 (*1)， 保利一 (*2)， 欅
田尚樹 (*2)， 嵐谷奎一 (*2)， 藤巻秀和 (*1 大阪府立大， *2 産医大 ) ： ト ルエン長期曝露によ
る視床下部－下垂体－副腎軸の変化， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要
旨集， 559

0204AE359
0305AG493

藤巻秀和 藤巻秀和， 山元昭二， 黒河佳香， 掛山正心， 欅田尚樹 (*1)， 保利一 (*1)， 嵐谷奎一 (*1)(*1
産医大 ) ： 長期低濃度 ト ルエン曝露のマウ ス免疫系への影響解析， 第 45 回大気環境学会年
会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 560

0204AE359
0305AG493

藤巻秀和 市川眞澄 (*1)， 林洋 (*1)， 欅田尚樹 (*2)， 保利一 (*2)， 嵐谷奎一 (*2)， 藤巻秀和 (*1 東京都
神経科総研， *2 産医大 ) ： 長期低濃度ホルムアルデ ヒ ド曝露のマウ ス大脳辺縁系への影響－
免疫細胞化学的解析－， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 561

0204AE359
0305AG493

藤巻秀和 掛山正心， 黒河佳香， 欅田尚樹 (*1)， 山元昭二， 北條理恵子， 保利一 (*1)， 嵐谷奎一 (*1)，
藤巻秀和 (*1 産医大 ) ： 長期低濃度ホルムアルデ ヒ ド曝露マウ スにおける海馬グルタ ミ ン酸
受容体遺伝子の発現変動， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 562

0204AE359
0305AG493

藤巻秀和 Fujimaki H.，Yamamoto S.，Tin-Tin-Win-Shwe，Nakajima D.，Goto S.，Kunugita N.(*1)，Arashidani
K.(*1)(*1)(Univ.Occup.Environ.Health)：Suppression of IFN-gamma production in mice exposed to
low level toluene， 3rd World Congr.Immunopathol.Respir.Allergy， Pattaya， 2005.02， Abstracts，
7(1)， 33-34

0204AE359
0305AG493

古山昭子 古山昭子， 平野靖史郎， 小池英子， 小林隆弘 ： CAPS および都市大気微小粒子状物質抽出物
が血管内皮細胞の抗酸化機能と抗血栓機能に及ぼす影響，第 45 回大気環境学会年会，秋田，
2004.10， 同講演要旨集， 342

0105SP061
0105AA299

古山昭子 古山昭子， 平野靖史郎， 菅野さ な枝， 丸山若重， 鈴木一寿， 小林隆弘 ： ナ ノ 粒子の沈着およ
び体内動態， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 149-151

0105AA299
0307AA512
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堀口敏宏 Horiguchi T.，Kojima M.，Takiguchi N.(*1), Kaya M., Shiraishi H., Morita M.(*1Kanagawa Pref.Fish.
Res.Inst.) ： Continued observation of disturbed reproductive cycle and ovarian spermatogenesis in
the giant abalone, Haliotis madaka, from an organotin-contaminated site in Japan(O-30), 4th
Int.Conf.Mar.Pollut.Ecotoxicol., Hong Kong, 2004.06, Program & Abstracts, O-30

0204CD453

堀口敏宏 Treuner A.B., Horiguchi T., Takiguchi N.(*1), Imai T.(*1), Morita M.(*1Kanagawa Pref.Fish.Res.
Inst.) ：  Sublethal effects of tributyltin and triphenyltin on larvae of four species of marine gastropods,
the abalone Haliotis madaka, H.gigantea and H.discus discus and the topshell Batillus Cornutus from
Japan(P-23), 4th Int.Conf.Mar.Pollut.Ecotoxicol., Hong Kong, 2004.06, Program & Abstracts, P-23

0204CD453

堀口敏宏 Kume G., Horiguchi T., Goto A., Isobe T., Shiraishi H., Morita M.：Sublethal effects of nonylphenol
on fertilized eggs and larvae of marbled sole Pleuronectes yokohamae(P-36), 4th Int.Conf.Mar.Pol-
lut.Ecotoxicol., Hong Kong, 2004.06, Program & Abstracts, P-36

0105AA166

堀口敏宏 Horiguchi T., Shiraishi H., Cho H.-S.(*1), Ohta Y.(*2), Iguchi T.(*3), Nishikawa T., Shiraishi F., Morita M.,
Nishikawa J.(*4)(*1Yosu Natl.Univ., *2Tottori Univ, *3Okazaki Natl.Res.Inst, *4Grad.Sch.Osaka
Univ.) ： Imposex induced by organotin compounds in gastropods: from molecular mechanism to popula-
tion-level effects, 14th Symp.Roles Met.Biol.React., Biol.Med. '04, Shizuoka, 2004.06, J.Pharm.
Soc.Jpn.,  124(Suppl.1),  48

0105AA166

堀口敏宏 磯部友彦， 金東明， 芹沢滋子， 堀口敏宏， 柴田康行， 白石不二雄， 森田昌敏， 白石寛明 ： ノ
ニルフ ェ ノール関連物質の東京湾への流入と湾内での挙動，第 13 回環境化学討論会，静岡，
2004.07， 同講演要旨集， 708-709

0105AE181

堀口敏宏 Horiguchi T. ： Evidence for population-level effects: The impacts of TBT and TPhT on mollusc
populations，CREDO Cluster Workshop Ecol.Relevance Chem.-Induced Endocr.Disruption Wildl.，
Exeter， 2004.07， Abstracts， 54

0105AA166

堀口敏宏 Horiguchi T., Shiraishi H., Cho H.S.(*1), Katsu Y.(*2), Ohta Y.(*3), Iguchi T.(*2), Morishita F.(*4),
Nishikawa T., Shiraishi F., Morita M., et al.(*1Yosu Natl.Univ.,  *2Okazaki Natl.Res.Inst.,  *3Tottori
Univ.,  *4Hiroshima Univ.)： Endocrine disruption caused by organotin compounds in gastropods: from
molecular mechanism to population-level effects, Jpn.Inst.Mar.Eng.(4the Meet.Res.Comm.Antifouling
Paints),  Tokyo, 2004.06, Abstracts, 1-7

0105AA166

堀口敏宏 堀口敏宏 ： 前鰓類 ( 海産巻貝類 ) の性及び生殖に関わる内分泌機構の解明に関する研究， 平
成 15 年度内分泌攪乱化学物質等の作用 メ カニズムの解明等基礎的研究研究発表会， 東京，
2004.06， 同発表要旨集， 209-211

0105AE043

堀口敏宏 堀口敏宏， 太田康彦 (*1)， 勝義直 (*2)， 渡邊肇 (*2)， 井口泰泉 (*2)， 大久保明 (*3)， 山崎素
直 (*4)， 森下文浩 (*5)， 南方宏之 (*6)， 松島治 (*7)， 長尾隆司 (*8)， 西川智浩， 白石不二雄，
白石寛明， 西川淳一 (*9)(*1 鳥取大， *2 岡崎統合バイオサイエン スセ， *3 東大， *4 長崎大
*5 広島大， *6 サン ト リ ー生物有機科研， *7 広島工大， *8 金沢工大研， *9 大阪大 ) ： 水棲動
物の生殖への作用 メ カニズムの解析－有機スズ化合物によ る腹足類のイ ンポセ ッ ク ス誘導
機構の解析－， 内分泌か く 乱物質 第 5 回領域シンポジウ ム ( 平成 11 年度 CREST 採択課題
終了シンポジウ ム )， 東京， 2004.09， 同要旨集， 64

9901KB057

堀口敏弘 古田有希 (*1)， 丸尾直子 (*1)， 芹沢滋子， 磯部友彦， 堀口敏弘， 白石寛明， 森田昌敏 (*1 東
ソ ー ) ： 環境水中ビス フェ ノ ール A 測定用全自動 EIA 法の構築と その評価， 日本内分泌攪乱
化学物質学会 第 7 回研究発表会， 名古屋， 2004.12， 同研究発表会要旨集， 152

0105SP031

堀口敏弘 磯部友彦， 芹沢滋子， 西川智浩， 堀口敏弘， 森田昌敏， 白石寛明 ： 環境試料を用いたエス ト
ロ ンの嫌気分解， 日本内分泌攪乱化学物質学会 第 7 回研究発表会， 名古屋， 2004.12， 同研
究発表会要旨集， 176

0105SP031

堀口敏弘 芹 沢 滋 子， 磯 部 友 彦， 金 東 明， 堀 口 敏 広， 白 石 寛 明， 森 田 昌 敏 ： 東 京 湾 に お け る
PFOS(Perfluorooctane sulfonate ) および PFOA(Perfluorooctanate) の挙動， 日本内分泌攪乱化
学物質学会 第 7 回研究発表会， 名古屋， 2004.12， 同研究発表会要旨集， 141

0105SP031

堀口敏宏 Horiguchi T., Shiraishi H., Cho H.S.(*1), Katsu Y.(*2), Ohta Y.(*3), Iguchi T.(*2), Morishita F.(*4),
Matsushima O.(*5), Nishikawa T., Shiraishi F., Morita M., Nishikawa J.(*6)(*1Yosu Natl.Univ., *2
Okazaki Natl.Res.Inst., *3Tottori Univ., *4Hiroshima Univ., *5Hiroshima Inst.Technol., *6Osaka
Univ.)：Endocrine disruption caused by organotin compounds in gastropods:from molecular mechanism
to population-level effects， 環境科学会 2004 年会， 西宮， 2004.09， 同講演予稿集， 170-171

0105AA166
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堀口敏宏 Horiguchi T.：The retinoid x receptor has an important role in the development of imposex caused
by organotin compounds in gastropods， Cutting Edge Endocr.Disrupter Res.(e.hormone 2004)，
Louisiana， 2004.10， Program & Summaries

9901KB057

堀口敏宏 Horiguchi T.，Nishikawa T.，Ohta Y.(*1)，Mamiya S.(*2)，Kanayama T.(*2)，Shiraishi F.，Shiraishi H.，
Morita M.，Nishikawa J.(*2)(*1Tottori Univ.，*2Grad.Shc.Osaka Univ.).： Involvement of the retinoid
X receptor in the imposex development caused by organotins in gastropods， SETAC 25th An-
nu.Meet.North Am.， Portland， 2004.11， Abstracts， 306

0105AA166

堀口敏宏 Horiguchi T.， Kojima M.， Takiguchi N.(*1)， Kaya M.， Shiraishi H.， Morita M.， Imai T.(*1)
(*1Kanagawa Pref.Fish.Res.Inst.) ： Continuing observation of endocrine disruption in abalone from
an organotin-contaminated site of site of Japan， SETAC 25th Annu.Meet.North Am.， Portland，
2004.11， Abstracts， 306-307

0105AA166

堀口敏宏 Kume G.，Horiguchi T.，Goto A.，Maruo N.(*1)，Shiraishi H.，Shibata Y.，Morita M.，Shimizu M.(*2)
(*1Tosoh， *2Univ.Tokyo). ： Investigation of possible endocrine disruption in marbled sole pleu-
ronectes yokohamae from Tokyo Bay， Japan， SETAC 25th Annu.Meet.North Am.， Portland，
2004.11， Abstracts， 309-310

0105AA0166

堀口敏宏 Kume G.，Horiguchi T.，Goto A.，Kodama K.，Shimizu T.(*1)，Shiraishi H.，Shibata Y.，Morita M.，
Shimizu M.(*2)(*1Kanagawa Pref.Fish.Res.Inst.，*2Univ.Tokyo)：Effects of fishing pressure on the
decline of marbled sole population in Tokyo Bay， Japan， SETAC 25th Annu.Meet.North Am.，
Portland， 2004.11， Abstracts， 373-374

0105AA166

堀口敏宏 堀口敏宏， 小嶋光浩 (*1)， 嘉屋美由紀， 白石寛明， 森田昌敏 (*1 イ ン ターク ラ フ ト ) ： アワ
ビ類における内分泌攪乱：生殖周期の攪乱及び卵精巣の継続的観察と有機スズ汚染，日本内
分泌攪乱化学物質学会 第 7 回研究発表会， 名古屋， 2004.12， 同研究発表会要旨集， 124

0105AA166

堀口敏宏 久米元， 堀口敏宏， 後藤晃宏， 児玉圭太， 白石寛明， 柴田康行， 森田昌敏， 清水誠 (*1)(*1
東大 ) ： 東京湾におけるマコガレ イ資源の減少要因の究明 (1) 漁獲圧の影響評価， 日本内分
泌攪乱化学物質学会 第 7 回研究発表会， 名古屋， 2004.12， 同研究発表会要旨集， 229

0105AA166

堀口敏宏 久米元， 堀口敏宏， 後藤晃宏， 丸尾直子 (*1)， 原彰彦 (*2)， 白石寛明， 柴田康行， 森田昌敏，
清水誠 (*3)(*1 東ソー， *2 北大院， *3 東大 ) ： 東京湾におけるマコガレ イ資源の減少要因の
究明 (2) 内分泌攪乱の可能性， 日本内分泌攪乱化学物質学会 第 7 回研究発表会， 名古屋，
2004.12， 同研究発表会要旨集， 230

0105AA166

堀口敏宏 堀口敏宏， 太田康彦 (*1)， 西川智浩， 白石寛明， 森田昌敏 (*1 鳥取大 ) ： イ ボニシの生殖輸
管形成過程 と雄及びイ ンポセ ッ ク ス間におけるその構造の組織学的相同性，日本内分泌攪乱
化学物質学会 第 7 回研究発表会， 名古屋， 2004.12， 同研究発表会要旨集， 240

0105AA166

堀口敏宏 Cho H.S.(*1)，Lee J.H.(*1)，Seol S.W.(*1)，Lee D.I.(*1)，Kim H.Y.(*2)，Lee J.S.(*2)，Horiguchi T.
(*1Div.Ocean Syst.， *2Dep.Aqualife Med.) ： Effect of EDCs on flounder， paralichthys olivaceus，
by single and multi-exposure culture， 日本内分泌攪乱化学物質学会 第 7 回研究発表会， 名古
屋， 2004.12， 同研究発表会要旨集， 360

0105AA166

堀口敏宏 西川智浩， 堀口敏宏， 太田康彦 (*1)， 白石寛明， 森田昌敏 (*1 鳥取大 ) ： イボニシ RXR 遺伝
子の組織別発現量の解析，日本内分泌攪乱化学物質学会 第 7 回研究発表会，名古屋，2004.12，
同研究発表会要旨集， 362

0105AA166

堀口敏宏 鈴木一寿， 磯部友彦， 堀口敏宏， 白石寛明 ： 初期 リ ス ク評価のための河川中および内湾中化
学物質濃度予測モデルの開発， 日本内分泌撹乱化学物質学会 第 7 回研究発表会， 名古屋，
2004.12， 同研究発表会要旨集， 177

0105PR021

堀口敏宏 Kim D.-M.， Managaki S.(*1)， Takada H.(*1)， Serizawa S.， Isobe T.， Roh K.J.， Horiguchi T.，
Shiraishi F.， Shiraishi H.(*1Tokyo Univ.Agric.Technol.) ： Numerical simulation of chemical sub-
stances in Tokyo Bay using a coupled 3D hydrodynamic and ecotoxicological model， 7th An-
nu.Meet.Jpn.Soc.Endocr.Disrupters Res.， Nagoya， 2004.12， Program & Abstracts， 175

0105PR021

増井利彦 Masui T. ： Effects of technology transfer on CO2 reduction， 6th Sino-U.S.-Korea Econ.Envi-
ron.Modeling Workshop， Beijing， 2004.05

0004BA035

増井利彦 増井利彦 ： どんな地球を子孫に残すか？， 高崎市 「環境フ ェ ア 2004」， 高崎， 2004.06 0004BA035

増井利彦 増井利彦 ： AIM におけ る廃棄物再資源化のモデル化， メ タ ボ リ ズム社会 ・ 環境システム研
究会， 東京， 2004.06， 電気学会研究会資料， MES-04-7 ～ 14， 31-34

0004BA035

申請者 発表者 ・ 題目 ・ 学会等名称 ・ 開催都市名 ・ 年月 ・ 予稿集名 ・ 巻 （号） ・ 頁 研究課題ｺｰﾄﾞ
―  393  ―



国立環境研究所年報 （平成 16 年度）
増井利彦 中嶌一憲 (*1)， 増井利彦 (*1 東北大 ) ： 多地域応用一般均衡モデルを用いた地域経済活動と
それがも た らす環境負荷の定量評価－中国を例にし て－，環境経済・政策学会 2004 年大会，
広島， 2004.09， 同報告要旨集， 40-41

0105SP012
0004BA035

増井利彦 Wan Y.(*1)， Yang H.(*2)， Masui T.(*1Tokyo Inst.Technol.， *2Natl.Dev.Reform.Comm.) ： Health
and economic impacts of air pollution in China: A comparison of the general equilibrium approach
and human capital approach，9th Annu.Conf.Soc.Environ.Econ.Policy Stud.，Hiroshima，2004.09，
Proceedings， 42-43

0105SP012
0004BA035

増井利彦 疋田朗子 (*1)， 増井利彦 (*1 東京工大 ) ： わが国の温暖化対策導入下におけるエネルギー集
約産業の海外移転に関する定量分析， 環境経済 ・ 政策学会 2004 年大会， 広島， 2004.09， 同
報告要旨集， 138-139

0105SP012
0004BA035

増井利彦 Masui T. ： Carbon reduction potential and economic impacts in Japan: Application of AIM，
Int.Symp.Sustainable Energ.Dev.GHG Reduct.Policy， Taipei， 2004.10， Proceedings， 1-11

0105SP012
0004BA035

増井利彦 増井利彦 ： アジア ・ 太平洋統合評価モデル （AIM） における環境 と経済の関係， 内閣府委託
調査 「経済 ・ 環境の相互作用の総合的分析」 第 3 回委員会， 東京， 2004.11

0105SP012
0004BA035

増井利彦 Kawase R.(*1)，Masui T.，Matsuoka Y.(*1)(*1Kyoto Univ.) ：Promotion policies and the treatment
trend of food waste recycling， 6th Int.Conf.EcoBalance， Tsukuba， 2004.10， Proceedings， 83-86

0105SP012
0004BA035

町田敏暢 豊田栄 (*1)(*2)， 杉嶋亮作 (*1)， 吉田尚弘 (*1)(*2)， 町田敏暢， 遠嶋康徳 (*1 東京工大院，
*2CREST/JST) ： 沖縄 ・ 波照間島における大気中一酸化二窒素ア イ ソ ト ポマー比の長期観測，
第 10 回大気化学討論会， 東京， 2004.06， 同講演要旨集， 11

0405AE342

町田敏暢 中川書子 (*1)， 角皆潤 (*1)， 小松大祐 (*1)， 西村公男 (*1)， 蒲生俊敬 (*2)， 吉田尚弘 (*3)， 町
田敏暢， 遠嶋康徳 (*1 北大院， *2 東大海洋研， *3 東京工大院 ) ： 安定同位体組成から推定し
た東アジア地域における一酸化炭素 ・ メ タ ンの季節変動の原因， 第 10 回大気化学討論会，
東京， 2004.06， 同講演要旨集， 36

0405AE342

町田敏暢 中川書子 (*1)， 角皆潤 (*1)， 小松大祐 (*1)， 西村公男 (*1)， 蒲生俊敬 (*2)， 吉田尚弘 (*3)， 斎
藤拓也， 町田敏暢， 遠嶋康徳 (*1 北大院， *2 東大海洋研， *3 東京工大院 ) ： 安定同位体組成
から推定し た東アジア地域における一酸化炭素 ・ メ タ ン ・ 軽炭化水素類の季節変動の原因，
2004 年度日本地球化学会 第 51 年会， 静岡， 2004.09， 同講演要旨集， 161

0405AE342

松井一郎 松井一郎， 清水厚， 杉本伸夫 ： 「みらい」 搭載ラ イ ダーによ る太平洋域の雲 ・ エア ロ ゾルの
観測， 第 10 回大気ラ イ ダー観測研究会， 東京， 2004.02， 同講演集， 26-28

0204BA342

松井一郎 Kumagai H.(*1)， Kuroiwa H.(*1)， Ohno Y.(*1)， Osaki Y.(*1)， Kamei A.(*1)， Okamoto H.(*2)，
Matsui I.， Sugimoto N.， Quante M.(*3)(*1Natl.Inst.Inf.Commun.Technol.， *2Tohoku Univ.，
*3GKSS)：Millimeter-wave radar and lidar measurement of clouds and aerosolonboard aircraft flying
above clouds in the APEX-E3/ECAV campaign，Int.Radiat.Symp.2004，Pusan，2004.08，Abstracts，
121-122

0104KB281
0204BA342

松井一郎 松井一郎， 杉本伸夫， 清水厚， 藤吉康志 (*1)(*1 北大低温科研 ) ： 立坑を用いた人工雲実験に
おける雲底のラ イ ダー計測， 第 23 回レーザセンシングシンポジウ ム， つ く ば， 2004.09， 同
予稿集， 155-158

0406AE392

松重一夫 白砂大生 (*1)， 福島武彦 (*1)， 松重一夫， 今井章雄 (*1 筑波大 ) ： 都市域からの降雨時負荷
流出特性， 第 38 回日本水環境学会年会， 札幌， 2004.03， 同講演集， 128

0103AG112

松重一夫 松重一夫， 今井章雄， 小松一弘 ： 霞ヶ浦長期モニ タ リ ングにおける水質変動， 第 39 回日本
水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 469

0103AG112
9205AC264

松橋啓介 工藤祐揮， 松橋啓介， 森口祐一 ： 日本におけるガ ソ リ ン乗用車の実燃費の実態について， 第
23 回エネルギー ・ 資源学会研究発表会， 大阪， 2004.06， 同講演論文集， 269-272

0202AF462

松橋啓介 工藤祐揮 (*1)， 松橋啓介， 森口祐一， 上岡直見 (*2)， 中口毅博 (*2)(*1 産総研， *2 環境自治
体会議 ) ： OD データに基づ く 運輸部門市区町村別 CO2 排出量の推計， エネルギー ・ 資源学
会 第 21 回エネルギーシステム ・ 経済 ・ 環境カンフ ァ レ ン ス， 東京， 2005.01， 同講演論文
集， 93-96

0204BA337
0303BA584

松本　理 橋本顯子， 天沼喜美子， 松本理， 日吉孝子， 高野裕久， 増村健一 (*1)， 伊東健 (*2)， 能美健
彦 (*1)， 山本雅之 (*2)， 青木康展 (*1 国立衛研， *2 筑波大 ) ： B[a]P を気管内投与し た Nrf2
ノ ッ ク アウ ト gpt delta マウ スの肺中に生じ た突然変異スペク ト ルの解析，フ ォーラ ム 2004：
衛生薬学 ・ 環境 ト キシコ ロ ジー， 千葉， 2004.10， 同講演要旨集， 134

0105PR021
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松本　理 Matsumoto M.， Sato H.(*1)， Itoh K.(*2)， Yamamoto M.(*2)， Aoki Y.(*1Inst.Med.Mol.Des.，
*2Univ.Tsukuba )：Alterations in gene expression by 2378-tetrachloro-p-dibenzodioxin (TCDD) in liv-
ers of Nrf2 knockout mice，Soc.Toxicol.44th Annu.Meet.，New Orleans，2005.03，Abstracts(CD-ROM)，
816

0408AE397
0105PR021

丸山若重 丸山若重，青木康展：薬物動態モデル と文献データ を活用し たダ イオキシンの人への健康 リ
ス ク評価， 日本薬学会 第 124 年会， 大阪， 2004.03， 同要旨集 (CD-ROM)， Abstr.No.393

0404AE364

丸山若重 丸山若重， 青木康展： ダイ オキシン同族体によ る ラ ッ ト 肝臓結節形成と リ ス ク 評価への応用，
フォ ーラ ム 2004： 衛生薬学・ 環境ト キシコ ロ ジー， 千葉， 2004.10， 同講演要旨集， 133

0404AE364

丸山若重 Maruyama W.，Aoki Y.：Relative potencies of three dioxin congeners based on liver foci formation
assay and liver concentrations in rat and human estimated PBPK models， Soc.Toxicol.44th
Annu.Meet.， New Orleans， 2005.03， Abstracts， Abstr.No.393

0305CD496
0404AE364

水落元之 近藤貴志 (*1)， 常田聡 (*1)， 平田彰 (*1)， 蛯江美孝， 水落元之， 稲森悠平 (*1 早稲田大 ) ： 生
物学的 リ ン除去プロ セスにおいて高活性を示す微生物の特定－密度勾配遠心分離法および
MRA-FISH 法によ る評価－， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 407

0204CF426

水落元之 田庚昊 (*1)， 中野和典 (*1)， 野村宗弘 (*1)， 西村修 (*1)， 水落元之， 稲森悠平 (*1 東北大 ) ：
シ ミ ュ レーシ ョ ン解析によ る高温好気処理法の高効率化予測－投入有機物条件の影響予測
と実証実験－， 第 39 回日本水環境学会年会， 千葉， 2005.03， 同講演集， 277

0105AB410

三森文行 Mitsumori F.：Multinuclear localized spectroscopy(TRINITY) in human brain at 4.7T，Varian User's
Meeting at ISMRM 2004， Kyoto， 2004.05， Program

0105AA167
0105AE183
0406CD489

三森文行 Mitsumori F.：Anatomical imaging and multinuclear localized spectroscopy at 4.7T，Workshop High
Field MRI， Tsukuba， 2004.05， Abstracts， 1

0105AA167
0105AE183
0406CD489

三森文行 三森文行 ： NMR の基礎， 第 26 回 MR 基礎講座， 京都， 2004.07， 基礎から学ぶ MRI， 19-33 0105AA167
0105AE183

三森文行 三森文行， 高屋展宏， 渡邉英宏 ： アルコール摂取前後の ヒ ト 脳 1H， 31P スペク ト ルの変化，
第 32 回日本磁気共鳴医学会大会， 大津， 2004.09， 日磁医誌， 24 Suppl.， 222

0105AA167
0105AE183
0406CD489

三森文行 三森文行 ： 核ス ピンの共鳴 と緩和， 第 32 回日本磁気共鳴医学会大会， 大津， 2004.09 0105AA167
0105AE183

三森文行 高屋展宏， 三森文行， 渡邉英宏 ： 4.7T における ヒ ト 脳 3D MDEFT 測定法の最適化， 第 32 回
日本磁気共鳴医学会大会， 大津， 2004.09， 日磁医誌， 24 Suppl.， 241

0105AA167
0105AE183
0406CD489

三森文行 三森文行 ：人体用高磁場 MRI，第 9 回 NMR マイ ク ロ イ メ ージング研究会，つ く ば，2004.07，
同要旨集， 14-19

0105AA167
0105AE183
0406CD489

三森文行 山口雅之 (*1)， 三森文行， 渡邉英宏， 高屋展宏 (*1 筑波大院 ) ： ラ ッ ト 精巣局在化 1H MR
Spectroscopy：脂質信号抑制によ る ア ミ ノ酸代謝物検出の改善，第 9 回 NMR マイ ク ロ イ メ ー
ジング研究会， つ く ば， 2004.07， 同要旨集， 60-63

0105AA167
0105AE183
0406CD489

三森文行 三森文行， 高屋展宏， 渡邉英宏 ： 4.7T MRI における多核種局在化スペク ト ル同時測定法－
ヒ ト 脳のアルコール摂取前後の変化－， 第 43 回 NMR 討論会， 東京， 2004.11， 同講演要旨
集， 318-319

0105AA167
0105AE183
0406CD489

三森文行 三森文行 ： 4.7T MRI を用いる ヒ ト 脳の多核種同時計測， 第 3 回超電導応用研究会シンポジ
ウ ム， つ く ば， 2005.01， 同要旨集， 8-2

0105AA167
0105AE183
0406CD489

向井　哲 向井哲 ： BHC 分解菌の土壌および有機質資材の水浸出液中における生育， 日本土壌肥料学
会 2004 年度福岡大会， 福岡， 2004.09， 同講演要旨集， 50， 42

0105AE120

向井人史 向井人史， 谷本浩志， 橋本茂 ： NIST オゾン標準 SRP35 によ るオゾン濃度の基準について，
第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 458

0406BA463
0405BD464
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向井人史 大泉毅 (*1)， 向井人史， 村野健太郎， Tamara K.(*2)(*1 酸性雨研セ， *2 ロ シア科学アカデ
ミ ーシベ リ ア支所 ) ： 東シベ リ ア， 沿海州地域における降水成分およびガス ・ 粒子成分濃度
( 第 2 報 )， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 430

0105AE155
0103BB151

向井人史 中西貞博 (*1)， 筒井剛毅 (*1)， 日置正 (*1)， 向井人史， 村野健太郎 (*1 京都府保健環境研 ) ：
日本海沿岸におけるエア ロ ゾルの長期連続モニ タ リ ング (4) －長距離輸送経路と硫酸及び硝
酸の中和機構の違い－， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 587

0105AE155
0103BB151

向井人史 中込和徳 (*1)， 川村實 (*1)， 鹿角孝男 (*1)， 向井人史， 村野健太郎 (*1 長野県環境保全研 ) ：
八方尾根における降水中鉛同位体比の挙動と越境大気汚染， 第 45 回大気環境学会年会， 秋
田， 2004.10， 同講演要旨集， 588

0105AE155
0103BB151

向井人史 向井人史 ： 省標準ガス タ イプの CO2 計の富士山への設置可能性について， 富士山高所科学
研究会， 東京， 2005.03

0105AE155
0103BB151

村上義孝 Murakami Y.，Ono M.： Does death duo to myocardial infarction increase after 1 hour of a high con-
centration of SPM? Analysis of hourly measured air pollution data from Tokyo， 16th Conf.Int.Soc.
Environ.Epidemiol.， New York， 2004.08， Epidemiology， 15(4)， S18

0105AE071

村上義孝 村上義孝， 小野雅司， 微小粒子状物質等曝露影響調査疫学 WG ： SPM1 時間値が高濃度を示
し た直後の急性心筋梗塞の死亡発生， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要
旨集， 650

0105AE071

村上義孝 川戸美由紀 (*1)， 橋本修二 (*1)， 村上義孝， 谷口清州 (*2)， 小坂健 (*2)， 重松美加 (*2)， 永
井正規 (*3)(*1 藤田保健衛大， *2 感染研， *3 埼玉医大 ) ： 感染症発生動向調査に基づ く 検討
第 2 報 全国罹患数推計値の推移， 第 63 回日本公衆衛生学会総会， 松江， 2004.10， 同抄録
集， 51(10)， 853

0105AE071

村上義孝 村上義孝， 橋本修二 (*1)， 川戸美由紀 (*1)， 谷口清州 (*2)， 小坂健 (*2)， 重松美加 (*2)， 永
井正規 (*3)(*1 藤田保健衛大， *2 感染研， *3 埼玉医大 ) ： 感染症発生動向調査に基づ く 検討
第 1 報 警報 ・ 注意報の発生状況と旧基準値変更の影響， 第 63 回日本公衆衛生学会総会， 松
江， 2004.10， 同抄録集， 51(10)， 852

0105AE071

村田智吉 村田智吉， 吉川千春 (*1)， 安江園子 (*2)， 田中治夫 (*3)， 木曽誠二 (*4)， 中辻敏朗 (*5)， 坂
上寛一 (*6)(*1 札幌市公園緑化協， *2 千葉県農総研， *3 東京農工大， *4 北海道中央農試， *5
北海道上川農試， *6 星槎大 ) ： 重粘質草地土壌における土壌有機物管理－物理性改善と大量
厩肥施用が土壌有機物量 と組成にあたえ る影響，日本ペド ロ ジー学会 2004 年度大会，東京，
2004.04， 同講演要旨集， 38

0004AE114

村田智吉 村田智吉 ： ビ スマスの存在形態が土壌微生物特性におよぼす影響， 日本土壌肥料学会 2004
年度福岡大会， 福岡， 2004.09， 同講演要旨集， 50， 181

0004AE114

村野健太郎 藍川昌秀 (*1)，平木隆年 (*1)，玉置元則 (*2)，村野健太郎 (*1 兵庫県健康環境科研セ，*2 ひ ょ
う ご環境創造協 ) ： 太平洋側都市域 ( 神戸市 ) と日本海側郊外地域 ( 豊岡市 ) の大気中ガス ・
エア ロ ゾル濃度の比較－ 4 段ろ紙法によ る濃度調査結果から－，第 45 回大気環境学会年会，
秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 433

0204BA369

村野健太郎 酒井正治 (*1)， 岡田直紀 (*2)， 村野健太郎 (*1 森林総研， *2 京大 ) ： 3 林分における林内雨，
樹幹流および乾性降下物の硫黄同位体比の測定例，第45回大気環境学会年会，秋田，2004.10，
同講演要旨集， 579

0204BA369

村野健太郎 Murano K.，Mori A.(*1), Kamaya T.(*1), Ohara T., Sugimoto N., Mukai H.(*1Nagasaki Pref.Inst.Pub-
lic Health) ： Daily concentration variations of air pollutants collected onshore area faced to Asian
continent, 6th APGC Symp., Tsukuba, 2004.10, Abstracts, 164

0204BA396

村野健太郎 村野健太郎 ： 欧米での酸性雨問題の動向と アンモニア研究の進展， 第 21 回酸性雨問題研究
会シンポジウ ム， 横浜， 2004.10， 同講演集， 2-7

0204BA369

村野健太郎 大泉毅 (*1)， 村野健太郎 (*1 酸性雨研セ ) ： ロ シアの東シベ リ アおよび沿海州地域での大気
汚染物質観測， 第 17 回酸性雨東京講演会， 東京， 2005.03， プロ グ ラ ム

0204BA396

村野健太郎 Kannari A.(*1), Tonooka Y.(*2), Murano K.(*1Free-lance Res., *2Saitama Univ.)：An emission in-
ventory in Japan -Comparison with the standard emissions-, 7th MICS-Asia Workshop, Vien-
na(Austria), 2005.02

0204BA396

村野健太郎 Tonooka Y.(*1), Kannari A.(*2), Murano K.(*1Saitama Univ., *2Free-lance Res.)：Emission inven-
tory comparison: China case in 2002, 7th MICS-Asia Workshop, Vienna(Austria), 2005.02

0204BA396
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持立克身 持立克身， 細川剛 (*1)， 古山昭子， 別役智子 (*1)， 西村正治 (*1)(*1 北大 ) ： 新奇基底膜標品
上における培養ラ ッ ト 気管基底細胞の繊毛細胞への分化と気道上皮組織の構築， 第 52 回マ
ト リ ッ ク ス研究会大会， 湯布院， 2005.03， 同大会要旨集， O-16

0004CA072
0307BY601

持立克身 Mochitate K.，Ohgomori K.，Kusama T.，Mochizuki M.(*1)，Suzuki N.(*1)，Kanahara H.，Furuyama
A.， Nomizu M.(*1)(*1Tokyo Univ.) ： Basement membrane assembly by alveolar epithelial cells in
vitro: involvement of syndecan receptor， Gordon Res.Conf.， Bristol(USA)， 2004.06

0004CA072
0307BY601

持立克身 持立克身：肺胞をモデル と し た影響評価用人工組織の開発，2004 産学官技術交流フ ェア，東
京， 2004.09

0307BY601

持立克身 持立克身 ： バイオナ ノ協調体の実現に向けた擬似マ ト リ ッ ク ス を用いた人工組織構築技術，
つ く ば新技術講座， つ く ば， 2004.10

0307BY601

森　保文 森保文 ： ISO14001 審査登録の動機の変化および環境負荷管理への影響， 環境科学会 2004 年
会， 西宮， 2004.09， 同講演予稿集， 154-155

0105AE016

森　保文 森保文， 亀卦川幸浩 (*1)， 内田裕之 (*1)(*1 みずほ情報総研 ) ： 都市ス ケールでの未利用エネ
ルギー導入によ る省エネ効果の詳細評価モデル， エネルギー ・ 資源学会 第 21 回エネルギー
システム ・ 経済 ・ 環境コ ンフ ァ レ ン ス， 東京， 2005.01， 同講演論文集， 477-480

0105AE016

森口祐一 森口祐一， 南齋規介， 橋本征二， 松井重和 (*1)(*1 みずほ情報総研 ) ： 物質フ ロー会計におけ
るマ ク ロ と ミ ク ロの統合可能性， 環境経済 ・ 政策学会 2004 年大会， 広島， 2004.09， 同報告
要旨集， 362-363

0406BA501
0105AB397

森口祐一 Moriguchi Y. ： Comparison of different metrics and system boundaries for environmental denomi-
nator of eco-efficiency analysis, Int.Conf.Eco-Effic.Sustainability, Leiden, 2004.04

0406BA501
0105AB397
0105AE016

森口祐一 Moriguchi Y. ： What is the common denominator in the MFA community? -Similarities and
dissimilarities among MFAs and their better positioning among other IE tools-, ConAccount
Meet.2004, Zurich, 2004.10

0406BA501
0105AB397

森口祐一 森口祐一： マテ リ アルフ ロー分析から見た循環型社会，第 2 回環境研究機関連絡会成果発表
会， つ く ば， 2004.09， 同概要集， 16-17

0105AB397
0406BA501

森田昌敏 関勝男 (*1)， 雫下広悦 (*1)， 山内澄男 (*1)， 上田隆 (*1)， 森田昌敏 (*1 三菱重工 ) ： 5 塩素ジ
ベンゾフ ラ ン同族体を指標 と し たダ イオキシン類の直接計測， 第 13 回環境化学討論会， 静
岡， 2004.07， 同講演要旨集， 34-35

0105SP031

森田昌敏 上瀧智巳 (*1)， 川口裕里 (*1)， 榎佐和子 (*1)， 久保野勝男 (*1)， 北村公義， 森千里 (*2)， 森
田昌敏 (*1 エス アールエル， *2 千葉大 )： 血液中における PCB 分布の検証， 第 13 回環境化
学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 662-663

0105SP032

森田昌敏 川口裕里 (*1)， 上滝智巳 (*1)， 榎佐和子 (*1)， 久保野勝男 (*1)， 北村公義， 森千里 (*2)， 森
田昌敏 (*1 エスアールエル， *2 千葉大 ) ： 高分解能 GC/MS を用いた特定異性体によ り PCB
簡易分析への試み， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.11， 同講演要旨集， 664-665

0105SP031

森田昌敏 高橋保雄 (*1)， 瀬戸博 (*1)， 小野寺祐夫 (*2)， 森田昌敏， 寺尾良保 (*3)(*1 東京都健康安全研
セ， *2 東京理大， *3 静岡県大環境化研）： ある 河川水， 水道水中の界面活性剤不純物と 分解
生成物濃度， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 702-703

0105SP031

森田昌敏 平井慈恵， 難波亜由美， 阿部良子， 小塩正朗， 近藤卓哉， 森田昌敏， 鑪迫典久 ： 17β- エス
ト ラ ジオールに曝露し た メ ダカの精巣卵に関する 'Point of no return'， 日本内分泌攪乱化学
物質学会 第 7 回研究発表会， 名古屋， 2004.12， 同研究発表会要旨集， 110

0105SP031

森田昌敏 渡部悦幸 (*1)， 畑矢憲， 田中信男 (*2)， 近藤卓哉， 森田昌敏 (*1 島津製作所， *2 京都工芸繊
維大） ： 表面装飾型イ ンプ リ ン ト ポ リ マーの環境試料分析への適応， 日本内分泌攪乱化学物
質学会 第 7 回研究発表会， 名古屋， 2004.12， 同研究発表会要旨集， 134

0105SP031

森野　勇 森野勇，山田耕一 (*1)(*1 産総研 )：二酸化硫黄のサブ ミ リ 波吸収プロ フ ァ イルの圧力効果測
定， 第 14 回大気化学シンポジウ ム， 豊川， 2004.01， 同講演集， 264-267

0308AE539

森野　勇 Morino I.，Yamada K.M.T.(*1)(*1AIST)：Absorption profiles of SO2 in submillimeter-wave region:
Foreign gas effects measures for N2， O2， and Ar， 18th Int.Conf.High Resolut.Mol.Spectrosc.，
Prague(Czech)， 2004.09， Abstracts， 84

0308AE539
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森野　勇 川口紀光 (*1)， 福田久人 (*1)， 橋本訓 (*1)， 川崎昌博 (*1)， 森野勇， 須藤洋志， 井上元 (*1
京大院 ) ： 連続光キ ャ ビテ ィ リ ングダウ ン分光法によ る二酸化炭素スペク ト ル線の圧力広が
り の測定， 第 23 回レーザセンシングシンポジウ ム， つ く ば， 2004.09， 同予稿集， 65-66

0406BA414
0308AE539
0404AF355

森野　勇 森野勇， 杉本伸夫， 中根英昭 ： 遠隔計測のための分光パラ メ ータの精密取得及び評価， 第
23 回レーザセンシングシンポジウ ム， つ く ば， 2004.09， 同予稿集， 173-174

0406BA414
0404AF355
0308AE539

森野　勇 Morino I.， Nakane H.， Nagahama T.(*1)(*1Nagaoya Univ.)： Present status of solar absorption
measurements with Bruker IFS 120 HR at Tsukuba，NDSC Infrared Working Group，Queenstown(New
Zealand)， 2004.11

0406BA414
0404AF355
0308AE539

安原昭夫 北野雅昭 (*1)， 船坂邦弘 (*1)， 中間昭彦 (*1)， 芳倉太郎 (*1)， 貫上佳則 (*2)， 安原昭夫， 毛利紫
乃， 山田正人， 井上雄三 (*1 大阪市環境科研， *2 大阪市大院 )： 埋立処分地浸出水の変異原性
およ びエス ト ロ ゲン様活性によ る 水質評価， 第 38 回日本水環境学会年会， 札幌， 2004.03， 同
講演集， 567

0103BE279

安原昭夫 形見武男 (*1)， 安原昭夫 (*1 岐阜県生物産技研 ) ： アルカ リ 添加し た各種紙類の焼却におけ
るダ イオキシン類の生成挙動，第13回環境化学討論会，静岡，2004.07，同講演要旨集，600-601

0002BE277
0102AG237

安原昭夫 安原昭夫， 橋本俊次， 形見武男 (*1)(*1 岐阜県生物産技研 ) ： モデル実験における焼却灰から
のダ イオキシン溶出について，第13回環境化学討論会，静岡，2004.07，同講演要旨集，602-603

Z00009998

安原昭夫 松永充史， 安原昭夫 ： 電解還元によ る POPs の脱塩素化， 第 13 回環境化学討論会， 静岡，
2004.07， 同講演要旨集， 698-699

0105AB408

安原昭夫 Yoshida Y.(*1), Uebori M.(*2), Kawata K.(*3), Hasegawa A.(*4), Fukui H.(*4), Murakami M.(*1),
Moriwaki H.(*7), Yasuhara, A., Suzuki, S.(*1Sumika Chem.Anal.Serv., *2Environ.Pollut.Contr.Cent.,
*3Niigata Univ., *4Kanagawa Environ.Res.Cent., *5Osaka City Inst.Public Health Environ.) ： Devel-
opment of a comprehensive analysis method using LC-MS for organic components in waters and re-
lated environmental samples, 2nd Int.Conf.Waste Manage.Environ.,  Rhodes(Greece), 2004.09, Waste
Management 2004, 109-117

0204BE436
0105AB407

安原昭夫 安原昭夫：水域環境の環境ホルモン－現状と対策－，平成 16 年度東京理科大学市民講座 「環
境改善の現状」 －大気 と水の安全性について－， 野田， 2004.11， 同要旨集， 28-31

0105AA168

安原昭夫 松永充史， 安原昭夫， 宇智田奈津代， 鈴木茂 ： 不法投棄廃棄油のキ ャ ラ ク タ リ ゼーシ ョ ン，
第 15 回廃棄物学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同講演論文集， 1446-1448

0105AB407
0204BE436

安原昭夫 安原昭夫， 松永充史， 山本貴士， 田中優佳， 天野憂子， 井上雄三， 酒井伸一 ： ごみ固形燃料
の発熱 ・ 発火事象の解明に関する実験的研究 (1) 水分の測定法と発熱に及ぼす水分の役割，
第 15 回廃棄物学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同講演論文集， 609-611

0404AE320

安原昭夫 安原昭夫 ： ダ イオキシン汚染の現状と無害化処理技術の課題， 岡山大学工学部 特別講演会，
岡山， 2004.11

0002BE277
0102AG237
0105AA168

安原昭夫 出口雄也 (*1)， 増田修一 (*1)， 安原昭夫， 毛利紫乃 (*2)， 山田正人， 井上雄三， 木苗直秀
(*1)(*1 静岡県大，*2 岡山大 )：金魚を用いた小核試験と コ メ ッ ト ア ッ セイによ る最終処分場
浸出水の変異原性の評価， 日本環境変異原学会 第 33 回大会／第 18 回日本動物実験代替法
学会合同学術大会， 長崎， 2004.11， 同講演要旨集， 223

0103BE279

矢部　徹 神谷要 (*1)， 矢部徹， 中村雅子 (*2)， 浜端悦治 (*3)(*1 中海水鳥国際交流基金， *2 ホシザキ
グ リ ーン， *3 琵琶湖研 ) ： フ ラ イ ウ ェ イ湿地の生態系機能に水鳥の果たす役割， 第 26 回水
草研究会全国集会， 秋田， 2004.08， プロ グ ラ ム

0405AH390

矢部　徹 小田倉碧 (*1)， 矢部徹， 藤田光則 (*2)， 土谷岳令 (*3)(*1 茨城大院， *2 東北工大院， *3 千葉
大） ： 刈 り 取 り によ る管理が ヨ シ実験個体群に及ぼす影響， 第 51 回日本生態学会大会， 釧
路， 2004.08， 同講演要旨集， 281

0204AF391
0305AG597
9802AG149

矢部　徹 矢部徹， 石井裕一 (*1)， 立本英機 (*2)(*1 千葉大院， *2 千葉大 ) ： 谷津干潟における海藻ア
オサ類の繁茂 と その要因探索，第 51 回日本生態学会大会，釧路，2004.08，同講演要旨集，281

9802AG149
0105AA272
0405AH390

矢部　徹 宇田川弘勝， 広木幹也， 野原精一， 矢部徹， 佐竹潔， 河地正伸 ： リ ンの存在形態からみた日
本の干潟の特徴， 第 51 回日本生態学会大会， 釧路， 2004.08， 同講演要旨集， 128

0305AG597
9802AG149
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矢部　徹 石井裕一 (*1)， 立本英機 (*2)， 町田基 (*2)， 相川正美 (*4)， 藤村葉子 (*5)， 矢部徹， 瀧和夫
(*2)(*1 千葉大院， *2 千葉大， *3 木更津高専， *4 千葉県環境研セ， ) ： 谷津干潟における海
藻，海水，底泥中の重金属含有特性，第38回日本水環境学会年会，札幌，2004.03，同講演集，154

0406AF389
9802AG149
0204AF391

山形与志樹 Nomura Y.(*1)， Yamagata Y.，Matsuhashi R.(*1)(*1Grad.Sch.Univ.Tokyo)：Eco-carbon accounting
for evaluating environmental impact and co-benefit of combined carbon management project:  ap-
plication case studies， 3rd Annu.Conf.Carbon Capture & Sequestration， Washington， 2004.05

0206BA423

山形与志樹 Yamagata Y.，Nomura Y.(*1)(*1Grad.Sch.Univ.Tokyo)：Eco-carbon accounting for evaluating en-
vironmental impact and co-benefit of combined carbon management projects:  optimal portfolio for
innovation， 3rd Annu.Conf.Carbon Capture & Sequestration， Washington， 2004.05

0206BA423

山形与志樹 Mizuta H.(*1)，Yamagata Y.(*1IBM Tokyo Res.Lab.)：Gaming simulation of the international CO2
emission trading under the Kyoto Protocol， 3rd Int.Workshop Agent-based Approaches
Econ.Soc.Complex Syst.(AESCS'04)， Kyoto， 2004.05， Proceedings， 185-192

0206BA423

山形与志樹 Alexandrov G.A.，Yamagata Y.：Characterization of climate feedbacks from terrestrial carbon cycle，
Jt.AOGS 1st Annu.Meet./2nd APHW Conf.， Singapore， 2004.07， Abstracts， 1， 700

0206BA423

山形与志樹 Yamagata Y.：A coupled dynamic gaming simulation on global carbon management regime formation，
Jt.AOGS 1st Annu.Meet./2nd APHW Conf.， Singapore， 2004.07， Abstracts， 1， 702

0206BA423

山形与志樹 石井敦， 山形与志樹 ： 炭素吸収源 ： その国際交渉および他の環境問題と のイ ン ター リ ンケー
ジ， 環境経済 ・ 政策学会 2004 年大会， 広島， 2004.09， 同報告要旨集， 132-133

0206BA423
0204BA338

山形与志樹 石井敦， 山形与志樹 ： 2012 年以降の気候変動交渉に向けた吸収源アセス メ ン ト の改善点に
ついて， 環境経済 ・ 政策学会 2004 年大会， 広島， 2004.09， 同報告要旨集， 270-271

0206BA423
0204BA338

山形与志樹 Yamagata Y.：Global institutional regime for responding to ACC- a dynamic game analysis on global
carbon cycle vulnerability， ACC(Abrupt Climate Change) Strategy Workshop， Paris， 2004.10

0204BA338
0206BA423

山形与志樹 Alexandrov G.A.，Yamagata Y.：Enhancing TsuBiMo for getting robust estimates of regional carbon
sinks， 6th APGC Symp.， Tsukuba， 2004.10， Abstracts， 115

0204BA338

山形与志樹 Yamagata Y.，Alexadrov G.A.：TsuBiMo-Economica: coupling human and biophysical components
of carbon cycle， 6th APGC Symp.， Tsukuba， 2004.10， Abstracts， 117

0204BA338

山形与志樹 山形与志樹：地球温暖化に対処する地域における炭素管理の可能性，山形と コ ロ ラ ド から地
球温暖化を考え る シンポジウ ム， 山形， 2004.10， プロ グ ラ ム

0206BA423

山形与志樹 Yamagata Y.，Alexandrov G.A.：The C budget of Japan: Ecosystem Model(TsuBiMo)，Reg.Carbon
Budgets: Methodol.Quantification， Beijing， 2004.11

0204BA338

山形与志樹 岡松暁子 ： 地球温暖化をめぐ る法的紛争の現状と課題， 第 7 回環境法政策学会 2003 年度学
術大会， 鳥取， 2003.06， 同論文報告集， 17-22

0260BA423

山形与志樹 岡松暁子 ： 貿易規制によ る森林管理の可能性と限界， 第 8 回環境法政策学会 2004 年度学術
大会， 東京， 2004.06， 同報告要旨集， 46-47

0206BA423

山形与志樹 岡松暁子 ： 「持続可能な森林管理」 に関する一考察－国際法の視点から－， 環境経済 ・ 政策
学会 2004 年大会， 広島， 2004.09， 同報告要旨集， 220-221

0206BA423

山形与志樹 山形与志樹 ： GCP 全体計画とつ く ば国際オフ ィ スでの活動紹介， IGBP シンポジウ ム 「今後
100 年における地球システム ( 自然 と社会 ) の将来予測－京都議定書の発効を受けて－」，東
京， 2005.03

0204BA423

山田正人 山田正人， 毛利紫乃， 井上雄三 ： 最終処分場浸出水の リ ス ク早期警戒システムの構築－生物
試験バッ テ リ ーから見え る もの－， 第 15 回廃棄物学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同講演
論文集， 1301-1303

0105PR013
0105AB405

山田正人 山田正人， 石垣智基， 遠藤和人， Inac B.， 井上雄三， 長森正尚 (*1)， 小野雄策 (*1)(*1 埼玉
県環境科国際セ ) ： 埋立地表面における地温と メ タ ンフ ラ ッ ク スの関係 (4)， 第 15 回廃棄物
学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同講演論文集， 1263-1264

0105PR012
0105AB403
0406BB384

山田正人 長森正尚 (*1)， 川嵜幹生 (*1)， 成岡朋弘 (*1)， 小野雄策 (*1)， 山田正人， 石垣智基， 井上雄
三 (*1 埼玉県環境科国際セ） ： 管理型最終処分場の廃止基準に関する考察 (3)， 第 15 回廃棄
物学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同講演論文集， 1249-1251

0105PR012
0105AB403
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山田正人 松原ひろみ (*1)， 小野芳朗 (*1)， 並木健二 (*2)， 植まつ孝則 (*3)， 山田正人 (*1 岡山大， *2
セイ コーイ ン ス ツル メ ンツ， *3 ニューウ ェーブ リ サーチ ) ： レーザーアブレーシ ョ ンによ る
容器包装プラ スチ ッ ク中の重金属フ ロー分析，第15回廃棄物学会研究発表会，高松，2004.11，
同講演論文集， 53-55

0105PR011
0105AB399

山田正人 川畑隆常， 山田正人， 山田正晴 (*1)， 小野雄策 (*2)， 立尾浩一 (*3)(*1 埼玉県環境防災部， *2
埼玉県環境科国際セ，*3 日本環境衛生セ )：埼玉県における産業廃棄物データベースの構築，
第 15 回廃棄物学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同講演論文集， 73-75

0105PR011
0105AB399

山田正人 山田正人， 井上雄三， 長森正尚 (*1)， 小野雄策 (*1)， 香村一夫 (*2)， 灘重樹 (*3)(*1 埼玉県環
境科国際セ， *2 千葉県環境研セ， *3 神戸市環境局 ) ： 最終処分場安定化過程における浸出
水質の長期 ト レ ン ド について， 第 26 回全国都市清掃研究 ・ 事例発表会， 東京， 2005.01， 同
講演論文集， 227-229

0105PR012
0105AB403

山田正人 大村友章 (*1)， 河窪義男 (*2)， 山田正人 (*1 三菱重工， *2 アタ カ工 )： 高負荷型し 尿処理施
設から 排出さ れる 亜酸化窒素の実態に関する 調査研究， 第 26 回全国都市清掃研究・事例発
表会， 東京， 2005.01， 同講演論文集， 297-299

0105PR012

山野博哉 Yoshida M.(*1)，Hanaizumi H.(*1)，Yamano H.(*1Hosei Univ.)：A method for extracting flow lines
in coral reef area using aerial photographs，10th Int.Coral Reef Symp.，Naha，2004.07，Abstracts，27

0004KZ288

山野博哉 Yamano H.， Ohkawa N.(*1)， Matsunaga T.， Ikema T.(*2)， Oki K.(*3)， Suzuki Y.(*1)(*1Aichi
Pref.Univ.，*2Res.Inst.Subtrop.，*3Univ.Tokyo)：Extracting coverage of specific coral-reef benthos
from in situ and airborne hyperspectral data，10th Int.Coral Reef Symp.，Naha，2004.06，Abstracts，
29

0004KZ288

山野博哉 Abe O.(*1)，Sarma V.V.S.S.(*1)，Yamano H.，Watanabe A.(*2)，Yoshida N.(*3)，Saino T.(*4)(*1Nagoya
Univ.， *2Univ.Tokyo， *3Tokyo Inst.Technol.， *4Nagoya Univ.) ： Three-isotopic composition of the
dissolved oxygen in the coral reef， 10th Int.Coral Reef Symp.， Naha， 2004.06， Abstracts， 14

Z00009999

山野博哉 Shimazaki H.，Yamano H.，Yokoki H.(*1)，Yamaguchi T.(*2)，Chikamori M.(*3)，Tamura M.(*4)，
Kayanne H.(*5)(*1Ibaraki Univ.， *2Keio Univ.， *3Teikyo Heisei Univ.， *4Kyoto Univ.，
*5Univ.Tokyo)：Global mapping of factors controlling reef-island formation and maintenance，10th
Int.Coral Reef Symp.， Naha， 2004.06， Abstracts， 111

0305BA535

山野博哉 Yokoki H.(*1)， Yamano H.， Kayanne H.(*2)， Sato D.(*1)， Minami Y.(*1)(*1Ibaraki Univ.，
*2Univ.Tokyo) ： Numerical calculations of wave transformations in the lagoon of Majuro Atoll，Marshall
Islands for estimating natural topographic change processes due to waves and currents， 10th Int.Coral
Reef Symp.， Naha， 2004.07， Abstracts， 179

0305BA535

山野博哉 Kayanne H.(*1)，Yamamoto S.(*1)，Yamano H.，Yokoki H.(*2)，Pinca S.(*3)，Yamaguchi T.(*4)，
Chikamori M.(*5)(*1Univ.Tokyo， *2Ibaraki Univ.， *3Coll.Marshall Isl.， *4Keio Univ.， *5Teikyo
Heisei Univ.) ：Geomorphological and ecological interactions between atoll islands and coral reefs，
10th Int.Coral Reef Symp.， Naha， 2004.07， Abstracts， 180

0305BA535

山野博哉 Yamano H.，Shiamazaki H.，Yokoki H.(*1)，Yamaguchi T.(*2)，Chikamori M.(*3)，Tamura M.(*4)，
Kayanne H.(*5)， Watanabe S.(*6)， Yoshii S.(*6)(*1Ibaraki Univ.， *2Keio Univ.， *3Teikyo Heisei
Univ.，*4Kyoto Univ.，*5Univ.Tokyo，*6Marshalls Oceanic Inst.)：Satellite-based typology of atoll
islands，environmental controls，and human settlement，10th Int.Coral Reef Symp.，Naha，2004.07，
Abstracts， 350

0305BA535

山野博哉 作野裕司， 酒井一徳 (*1)， 山野博哉， 松永恒雄 (*1 広島大 ) ： ASTER 画像から判読し た奄美
大島のサンゴ礁の特徴 と 2004 年の現地調査結果， 日本 リ モー ト センシング学会 第 37 回学
術講演会， 日立， 2005.02， 同講演論文集， 181-182

0004KZ288

山野博哉 杉原薫 (*1)， 山野博哉， 今福太郎 (*1)(*1 福岡大 ) ： 長崎県の造礁サンゴ群集， 日本サンゴ礁
学会 第 7 回大会， 東京， 2004.11， 同講演要旨集， 32

Z00009999

山野博哉 山野博哉：現地観測と リ モー ト センシングの協調によ るサンゴ礁のモニタ リ ング，第 7 回自
然系調査研究機関連絡会議 調査研究 ・ 事例発表会， 富士吉田， 2004.11， 同要旨集， 22

0004KZ288

山元昭二 安藤満 (*1)， 山元昭二 (*1 富山国際大 ) ： 地球温暖化によ る健康への影響， 第 74 回日本衛生
学会総会， 東京， 2004.03， 日衛誌， 59(2)， 203

0206BY530

山元昭二 Yamamoto S.，Shwe T.T.W.，Fujimaki H.：Synergistic effect of ultrafine carbon particles on bacterial
exotoxin-induce early pulmonary inflammation， 12th Int.Congr.Immunol./4th Annu.Conf.FOCIS，
Montreal， 2004.07， Clin.Invest.Med.， 27(4)， 183B

0307AA512
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山元昭二 山元昭二， Tin-Tin-Win-Shwe， 藤巻秀和 ： マウ スにおける カーボンナ ノ 粒子の気管内投与が
グ ラ ム陽性菌 リ ポテ イ コ酸によ る炎症に及ぼす影響， 2004 年免疫毒性 ・ アレルギー学会／
第11回日本免疫毒性学会総会・学術大会シンポジウ ム2，福井，2004.09，同講演学術要旨集，39

0307AA512

山元昭二 Tin-Tin-Win-Shwe， 山元昭二， 藤巻秀和 ： ナ ノ 粒子の気管内投与によ るマウ スの肺及び リ ン
パ節における ケモカ イ ンの蛋白質産生と mRNA 発現の修飾， 2004 年免疫毒性 ・ アレルギー
学会／第 11 回日本免疫毒性学会総会 ・ 学術大会シンポジウ ム 2， 福井， 2004.09， 同講演学
術要旨集， 38

0307AA512

山元昭二 山元昭二， Tin-Tin-Win-Shwe， 藤巻秀和 ： マウ スにおける カーボンナ ノ 粒子と細菌外毒素の
気管内投与によ る肺の炎症反応への影響， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講
演要旨集， 489

0307AA512

山元昭二 Tin-Tin-Win-Shwe， 山元昭二， 藤巻秀和 ： マウ スにおけるナ ノ 粒子の気管内投与が自然免疫
反応に及ぼす影響， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 557

0307AA512

山元昭二 Yamamoto S., Tin-Tin-Win-Shwe, Fujimaki H.：Synergistic effect of ultrafine carbon particles and
staphylococcal cell wall components on early pulmonary inflammation, 3rd World Congr.Immuno-
pathol. Respir.Allergy, Pattaya, 2005.02, Abstracts, 7(1), 33

0307AA512

山元昭二 Tin-Tin-Win-Shwe, Yamamoto S., Fujimaki H. ：Brain cytokine and chemokine mRNA expressions
in mice intranasally instilled with ultrafine carbon black, 3rd World Congr.Immunopathol.Respir.Al-
lergy, Pattaya, 2005.02, Abstracts, 7(1), 30

0307AA512

山本貴士 山本貴士， 中島大介， 影山志保， 江副優香， 小野寺祐夫 (*1)， 後藤純雄， 安原昭夫， 相馬光
之 (*2)(*1 東京理大， *2 静岡県大院 ) ： ベンゾフ ェ ノ ン類の塩素処理によ る変異原性物質の
生成におよぼす pH の影響，第 13 回環境化学討論会，静岡，2004.07，同講演要旨集，526-527

0105AE243

山本貴士 山本貴士， 野馬幸生， 安原昭夫， 酒井伸一， 相馬光之 (*1)(*1 静岡県大院 ) ： 底質試料中の有
機スズ化合物の光分解， 第 13 回環境化学討論会， 静岡， 2004.07， 同講演要旨集， 726-727

0105AE243

山本貴士 Yamamoto T., Gutfranska M.(*1), Ishikawa Y., Lukaszewicz E.(*1), Noma Y., Sakai S., Falandysz J.
(*1Univ.Gdansk) ： Chlorobenzenes and chlorophenols in chloronaphthalene Halowax formulations,
24th Int.Symp.Halogenat.Environ.Org.Pollut.POPs; DIOXIN 2004, Berlin, 2004.09, Organohalo-
gen Compd., 66, 1621-1628

0305AE544

山本貴士 山本貴士， 野馬幸生， 峯戸松勝秀， 平井康宏， 能勢和聡， 酒井伸一 ： 廃棄物試料中のポ リ 塩
化ナフ タ レ ンの異性体分析， 第 15 回廃棄物学会研究発表会， 高松， 2004.11， 同講演論文
集， 962-964

0305AE544
0105AE243

山元　恵 Yamamoto M., Kanno S., Cui X., Kobayashi Y., Hirano S., Jefcoate C.(*1), Matsumura
F.(*2)(*1Wisconsin Univ., *2Univ.California) ： Effect of arsenite on PU.1, C/EBPs, and NFkB ac-
tivation in U937 promonocytic leukemia cells, 77th Annu.Meet.Jpn.Biochem.Soc., Yokohama,
2004.10, Seikagaku, 76(8), 1128

0304AF568

山元　恵 Yamamoto M., Hirano S., Jefcoate C.R.(*1), Matsumura F.(*2)(*1Univ.Wisconsis-Madison,
*2Univ.California-Davis). ： Effect of arsenite on PU.1, C/EBPS, and NFKB activation in U937
promonocytic leukemia cells, Soc.Toxicol.44th Annu.Meet., New Orleans, 2005.03, Abstracts, Ab-
str.No.1164

0304AF568

横内陽子 Saito T., Yokouchi Y. ： Light dependence of methyl halide emissions from tropical plants, 8th
Int.Global Atmos.Chem.Conf., Christchurch, 2004.09, Abstracts, 244

0203AE471

横内陽子 Yokouchi Y., Hasebe F.(*1), Fujiwara M.(*1), Takashima H.(*2), Shiotani M.(*2),  Hashimoto M.
(*3), Kanaya Y.(*4)(*1Hokkaido Univ., *2Kyoto Univ., *3Univ.Shizuoka, *4JAMSTEC) ： Bromo-
form, dibromochloromethane and dibromomethane in the equatorial marine atmosphere, 8th
Int.Global Atmos.Chem.Conf., Christchurch, 2004.09, Abstracts, 146

0105AF045

横内陽子 Kanaya Y.(*1), Cao R.(*1), Akimoto H.(*1), Fukuda M.(*2), Takegawa N.(*2), Komazaki Y.(*2), Yok-
ouchi Y., Kondo Y.(*2)(*1JAMSTEC, *2Univ.Tokyo)：OH and HO2 radical measurements in Tokyo
during IMPACT IV in January/February 2004: Comparison with the model results, 8th Int.Global
Atmos.Chem.Conf., Christchurch, 2004.09, Abstracts, 172

0105AF045

横内陽子 Koike M.(*1), Kondo Y.(*1), Yokouchi Y., Takegawa N.(*1), Komazaki Y.(*1), Miyazaki Y.(*1),
Asano K.(*1)(*1Univ.Tokyo)：Seasonal and diurnal variations of VOCs in Tokyo: Behaviors, sourc-
es, and relationships with other species, 8th Int.Global Atmos.Chem.Conf., Christchurch, 2004.09,
Abstracts, 173

0105AF045
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横内陽子 横内陽子， 向井人史 ： 波照間島における大気中 CFCs， HCFCs， HFCs， SF6 の高頻度測定，
2004 年度日本地球化学会 第 51 年会， 静岡， 2004.09， 同講演要旨集， 162

0204BA344

横内陽子 小松大祐 (*1)， 角皆潤 (*1)， 山口潤子 (*1)， 中川書子 (*1)， 横内陽子， 斉藤拓也， 野尻幸宏
(*1 北大） ： 炭素安定同位体比指標を用いた大気中塩化 メ チル収支について， 2004 年度日本
地球化学会 第 51 年会， 静岡， 2004.09， 同講演要旨集， 164

0203AE471

横内陽子 Kanaya Y.(*1), Cao R.(*1), Yokouchi Y., Tanimoto H., Kato S.(*2), Miyakawa Y.(*2), Sadanaga
Y.(*2), Kajii Y.(*2), Akimoto H.(*1)(*1FRCGC, *2Grad.Sch.Tokyo Metro.Univ.)：Daytime behav-
ior of OH and HO2 radicals at Rishiri Island in September 2003: Reason for the Low HO2 levels,
8th Int.Global Atmos.Chem.Conf., Christchurch, 2004.09, Abstracts, 123

0406BA463
0405BD464

横内陽子 Yokouchi Y., Saito T.(*1)(*1JSPS) ： Methyl chloride emitted from tropical/subtropical plants, 6th
Int.Symp.Plant Resposes Air Pollt.Global Change: Mol.Biol.Plant Prod.Ecosystem, Tsukuba,
2004.10, Program & Abstrats, 57

0203AE471

横内陽子 Saito T.(*1), Yokouchi Y.(*1JSPS) ： Methyl halide emissions from tropical tree ferns, 6th
Int.Symp.Plant Resposes Air Pollt.Global Change: Mol.Biol.Plant Prod.Ecosystem, Tsukuba,
2004.10, Program & Abstrats, 226

0203AE471

横内陽子 Yokouchi Y., Mukai H. ： High frequency GC/MS measurements of CFCs, HCFCs, HFCs, PFCs
and SF6 at Hateruma Island, AGU 2004 Fall Meet., San Francisco, 2004.12, Eos, Transactions,
85(47),  A51C-0776

0204BA344

横内陽子 Koike M.(*1), Kondo Y.(*1), Yokouchi Y., Takegawa N.(*1), Komazaki Y.(*1), Miyazaki Y.(*1)(*1
Univ.Tokyo)： VOC Measurements in Mega-city Tokyo: Behaviors,  Sources,  and Photochemical
Transformations, AGU 2004 Fall Meet., San Francisco, 2004.12, Eos, Transactions, 85(47), A11A-
0010

0105AF045

横内陽子 Saito T.(*1), Yokouchi Y., Aoki S.(*2), Nakazawa T.(*2), Fujii Y.(*3), Watanabe O.(*3)(*1JSPS,
*2Grad.Sch.Tohoku Univ., *3Natl.Inst.Polar Res.)：Measurements of methyl chloride in air trapped
in an Antarctic ice core, AGU 2004 Fall Meet., San Francisco, 2004.12, Eos, Transactions,  85(47),
A11B-0038

0203AE471

横内陽子 Komatsu D.D.(*1), Tsunogai U.(*1), Yamaguchi J.(*1), Nakagawa F.(*1), Yokouchi Y., Nojiri
Y.(*1Grad.Sch.Hokkaido Univ.) ： The budget of atmospheric methyl chloride using stable carbon
isotopic mass-balance approach, AGU 2004 Fall Meet., San Francisco, 2004.12, Eos, Transactions,
85(47), A51C-0784

0105AF045

横内陽子 近藤豊 (*1)， 駒崎雄一 (*1)， 竹川暢之 (*1)， 宮崎雄三 (*1)， 小池真 (*1)， 北和之 (*2)， 廣川
淳 (*3)， 横内陽子， IMPACT 研究チーム (*1 東大， *2 茨城大， *3 北大） ： 都市大気エア ロ ゾ
ルの挙動 （IMPACT 観測結果の と り ま と め）， 第 10 回大気化学討論会， 東京， 2004.06， 同
講演要旨集， 18

0105AF045

横内陽子 横内陽子， 向井人史， 斉藤拓也 ： 波照間島における大気中ハロ カーボン類の自動濃縮 /GC/
MS 測定と東アジアの影響について， 第 15 回大気化学シンポジウ ム， 豊川， 2005.01， プロ
グ ラ ム

0204BA344

横内陽子 田口彰一 (*1)， 横内陽子 (*1 産総研 ) ： 全球大気輸送モデルで計算し た波照間島の HCFC22
の濃度， 第 15 回大気化学シンポジウ ム， 豊川， 2005.01， プロ グ ラ ム

0204BA344

横内陽子 金谷有剛 (*1)， 曹仁秋 (*2)， 秋元肇 (*1)， 横内陽子， 小池真 (*3)， 福田真人 (*4)， 竹川暢之
(*4)， 駒崎雄一 (*4)， 近藤豊 (*4)， IMPACT 研究チーム (*1FRCGC/JAMSTEC， *2 東京ダ イ
レ ッ ク， *3 東大院， *4 東大） ： 2004 年 1-2 月 IMPACT IV 観測 ： 東京都市大気における OH，
HO2 ラ ジカル濃度測定 と モデルによ る収支解析， 第 15 回大気化学シンポジ ウ ム， 豊川，
2005.01， プロ グ ラ ム

0105AF045

横内陽子 朝野晃司 (*1)， 小池真 (*1)， 松井仁志 (*1)， 横内陽子， 駒崎雄一 (*2)， 近藤豊 (*2)， 竹川暢
之 (*2)(*1 東大院， *2 東大 ) ： 都市域における揮発性有機化合物の動態－一次発生源の寄与
と光化学的生成－， 第 15 回大気化学シンポジウ ム， 豊川， 2005.01， プロ グ ラ ム

0105AF045

横内陽子 斉藤拓也 (*1)， 横内陽子 (*1 日本学術振興会 ) ： 熱帯植物からの塩化 メ チル放出過程， 第 10
回大気化学討論会， 東京， 2004.06， 同講演要旨集， 21

0203AE471

横田達也 Yokota T., Nakajima H., Sugita T., Sasano Y.：Overview of the ILAS-II data products, 2nd SOSST
Meet., Boulder(USA), 2004.06, Abstracts, 1

0205AA340
0205AE341
0105AE259
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横田達也 田中智章， 横田達也， 中島英彰， 笹野泰弘， 深堀正志 (*1)， 青木忠生 (*1)， 渡邉猛 (*2)(*1
気象研，*2 東レ リ サーチセ )： ILAS-II ch.1 の測定領域における CH4 v4 帯の高分解能吸収ス
ペク ト ル測定， 日本気象学会 2004 年度春季大会， 東京， 2004.05， 同講演予稿集， 330

0105SP021
0103BA163
0105AE259

横田達也 Yokota T., Higurashi A., Morino I., Oguma H., Inoue G.：Data retrieval strategy of a nadir-looking
SWIR FTS aboard GOSAT to monitor CO2 column density from space, Int.Radiat.Symp.2004, Pu-
san,  2004.08, Abstracts, 87

0406BA414
0105AE259

横田達也 Kim Y.(*1), Lee K-M.(*2), Park J.H.(*1), Choi W.(*1)Massie S.T.(*3), Yokota T., Nakajima H.,
Sasano Y.(*1Seoul Natl.Univ., *2Kyungpook Natl.Univ., *3NCAR)：Intra-seasonal variation of PSC
compositions retrieved using ILAS-II data, Int.Radiat.Symp.2004, Pusan, 2004.08, Abstracts, 73-
74

0105SP021
0406BA352

横田達也 田中智章， 横田達也， 中島英彰， 笹野泰弘， 深堀正志 (*1)， 渡邉猛 (*2)(*1 気象研， *2 東レ
リ サーチセ )：CO2 4.8µm 帯の吸収線パラ メ ータ測定，日本気象学会 2004 年度秋季大会，福
岡， 2004.10， 同講演予稿集， 492

0406BA352

横田達也 Yokota T. ： Outline of the GOSAT project to monitor CO2 column density from space, 26th
Symp.Remote Sensing Environ.Sci.(RESES), Ito, 2004.09, Proceedings, 20-23

0406BA414
0105AE259

横田達也 横田達也， 井上元， 石原博成 (*1)， 信田浩司 (*1)， 植村暢之 (*1)(*1 富士通エフア イ ピー ) ：
GOSAT 短波長赤外センサの CO2 カ ラ ム量導出処理精度検討 （その 1）， 第 30 回 リ モー ト セ
ンシングシンポジウ ム， 東京， 2004.11， 同講演論文集， 53-54

0406BA414
0105AE259

横田達也 Yokota T., Oguma H., Morino I., Higurashi A., Inoue G. ： Test measurements by a BBM of the
nadir-looking SWIR FTS aboard GOSAT to monitor CO2 column density from space, SPIE 4th
Int.Asia-Pac.Environ.Remote Sensing Symp., Honolulu, 2004.11, Abstracts, 40

046BA414
0105AE259

横田達也 Yokota T., Yasuoka Y.(*1)(*1Univ.Tokyo) ： CO2 column density measurement plan from space by
GOSAT, Reg.Carbon Budgets: Methodol.Quantification, Beijing, 2004.11

0406BA414
0105AE259

横田達也 Yokota T., Higurashi A., Oguma H., Morino I., Aoki T., Inoue G. ：Sensor specification demand of
a nadir looking SWIR FTS aboard GOSAT to monitor CO2 column density in the clear sky condi-
tion,  AGU 2004 Fall Meet., San Francisco, 2004.12, Eos, Transactions, 85(47), A51C-0788

0406BA414
0105AE259

横田達也 Ishihara H.(*1), Uemura N.(*1), Nobuta K.(*1), Yokota T., Higurashi A., Morino I.,  Oguma H.,
Aoki T., Inoue,  G.(*1Fujitsu FIP)：Retrieval precision tests of CO2 column amount from simulatied
data of the GOSAT SWIR FTS by applying rodgers' method, AGU 2004 Fall Meet., San Francisco,
2004.12, Eos, Transactions, 85(47), A51C-0789

0406BA414
0105AE259

横田達也 Yokota T., Inoue G., Aoki T.：Retrieval analysis of simulated GOSAT SWIR spectra, 2nd Int.Work-
shop Greenhouse Gas Meas.Space, Pasadena, 2005.03, Abstracts, 25

0406BA414
0105AE259

横田達也 Patra P.(*1), Nakazawa T.(*2), Yokota T., Inoue G.(*1FRCGC, *2CAOS Tohoku Univ.) ： On the
use of satellite observations CO2 in inverse modeling of its source and sinks, 2nd Int.Workshop
Greenhouse Gas Meas.Space, Pasadena, 2005.03, Abstracts, 38

0406BA414

吉田勝彦 吉田勝彦 ： 一次生産量変動が群集組成に与え る影響，日本古生物学会 2004 年年会， 北九州，
2004.06， 同講演予稿集， 31

0105SP041
0305AA506

吉田勝彦 吉田勝彦 ： ジェネ ラ リ ス ト は変動環境下で絶滅しに く いか？， 第 51 回日本生態学会大会，
釧路， 2004.08， 同講演要旨集， 287

0105SP041
0305AA506

吉田勝彦 吉田勝彦：一次生産量変動が食性の進化に与え る影響，第 5 回地域生態系共同研究プロ ジェ
ク ト 研究集会， 堺， 2004.12， 同講演要旨集， 18-19

0105SP041
0305AA506

米元純三 Yonemoto J., Shiizaki K., Uechi H.(*1), Sone H., Masuzaki Y.(*2), Koizumi A.(*2), Matsumura
T.(*2), Morita M.(*1Uechi Obstet.Gynecol.Clin, *2Metocean Environ.Inc.) ： CYP1A1 expression
in breast milk cells of Japanese population, 24th Int.Symp.Halogenat.Environ.Org.Pollut.POPs; DI-
OXIN 2004, Berlin, 2004.09, Organohalogen Compounds, 66, 3264-3268

0005AA171

米元純三 米元純三， 遠山千春 ： 動物実験からみたダ イオキシン類の リ ス ク評価， 日本 リ ス ク研究学会
第 17 回春期講演シンポジウ ム， 東京， 2004.06， 同講演論文集， 20-21

0005AA171

米元純三 米元純三， 椎崎一宏， 上地博人 (*1)， 曽根秀子， 増崎優子 (*2)， 小泉敦子 (*2)， 松村徹 (*2)，
森田昌敏 (*1 上地産婦人科， *2 国土環境 ) ： 母乳中の細胞における CYP1A1 の発現と ダ イオ
キシン類濃度， 日本内分泌撹乱化学物質学会 第 7 回研究発表会， 名古屋， 2004.12， 同研究
発表会要旨集， 386

0005AA171
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米元純三 生月弓子 (*1)， 高井泰 (*2)， 竹内亨 (*1)， 武谷雄二 (*1)， 今村宏 (*1)， 幕内雅敏 (*1)， 宮原
裕一 (*4)， 米元純三， 遠山千春， 堤治 (*1)(*1 東大， *2 埼玉医大， *3 信州大山地水環境教育
セ） ： ヒ ト 胆汁ダ イオキシン類の検出と胆道系悪性腫瘍と の関連， 日本内分泌撹乱化学物質
学会 第 7 回研究発表会， 名古屋， 2004.12， 同研究発表会要旨集， 376

0005AA171

若松伸司 若松伸司 ： 日本におけ るオキシダン ト の分布 と 変動の解析－モデ リ ングの立場か ら－， 第
45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 268-271

0105SP061

若松伸司 長谷川就一， 若松伸司， 田邊潔 ： 並行測定によ る PM2． 5 黒色炭素の各種測定法の検討， 第
45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 337

0105SP061

若松伸司 秋元肇 (*1)， 若松伸司， 大原利眞， 加藤征太郎 (*2)， 吉門洋 (*3) 石井康一郎， 上野広行， 木
下輝昭 (*4)， 宮川正孝， 芳住登紀子 (*5)(*1 地球環境フ ロ ンテ ィ ア研セ， *2 中央大， *3 産総
研， *4 東京都環境科研， *5 東京都環境局 ) ： 東京都におけ るオキシダン ト 濃度解析 ( Ｉ ) －
近年の濃度変動 ト レ ン ド－， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 384

0105AH300

若松伸司 秋元肇 (*1)， 若松伸司， 大原利眞， 加藤征太郎 (*2)， 吉門洋 (*3)， 上野広行， 石井康一郎， 木
下輝昭 (*4)， 宮川正孝， 芳住登紀子 (*5)， 尾形和彦 (*6)(*1 地球環境フロ ンティ ア研セ， *2 中
央大， *3 産総研， *4 東京都環境科研， *5 東京都環境局， *6 数理計画 )： 東京都における オ
キシダント 濃度の解析 (II) －近年の濃度上昇要因についてー， 第 45 回大気環境学会年会， 秋
田， 2004.10， 同講演要旨集， 385

0105AH300

若松伸司 秋元肇 (*1)， 若松伸司， 大原利眞， 加藤征太郎 (*2)， 吉門洋 (*3)， 芳住登紀子， 宮川正孝，
保坂幸尚 (*4)， 石井康一郎， 上野広行 (*5)( 東京都環境科学研 )(*1 地球環境フ ロ ンテ ィ ア研
セ， *2 中央大， *3 産総研， *4 東京都環境局， *5 東京都環境科研 ) ： 東京都におけるオキシ
ダン ト 濃度の解析 (III) －大気質の変化 と の関係－，第 45 回大気環境学会年会，秋田，2004.10，
同講演要旨集， 386

0105AH300

若松伸司 神成陽容 (*1)， 若松伸司 (*1 フ リ ーラ ン ス ) ： SPM 目標年平均濃度の長期変化 ( 関東各地域
の特徴 )， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 443

0105AH300

若松伸司 日置正 (*1)， 中西貞博 (*2)， 長谷川就一， 若松伸司 (*1 京都中小企業総セ， *2 京都保健環境
研 ) ： 2003 年春季関西地区における 大気汚染の立体分布観測 (4) 粒径別エアロ ゾル中の微量
金属成分， 第 45 回大気環境学会年会， 秋田， 2004.10， 同講演要旨集， 609

0105AH300

若松伸司 藤原誠 (*1)， 若松伸司， 田中孝典 (*2)(*1 島根県浜田健康福祉セ， *2 島根県保健環境科研 ) ：
西日本及び日本海側における光化学オキシダン ト 濃度の特徴， 第 31 回環境保全 ・ 公害防止
研究発表会， 東京， 2004.11， 同講演要旨集， 32-33

0105AH300

若松伸司 若松伸司 ： 大気汚染研究の現状 と 課題， 大気環境学会九州支部総会， 福岡， 2005.01， 同講
演要旨集， 1-4

0105SP061

若松伸司 若松伸司 ： 最近のオゾン汚染の時空間変動， 大気環境学会植物分科会講演会 「オゾン と その
植物影響」， 東京， 2005.03， 同講演要旨集， 1-3

0105SP061

渡邉英宏 渡邉英宏 ： MRI の基礎－いかにデータ を画像化するか－， 第 5 回若手 NMR 研究会， 箱根，
2004.06

0105AA167
0105AE183
0304AF575

渡邉英宏 渡邉英宏， 高屋展宏， 三森文行 ： 4.7T での局所励起 2D CT COSY 法によ る人脳内のグルタ
ミ ン酸， グルタ ミ ン， GABA の同時計測， 第 32 回日本磁気共鳴医学会大会， 大津， 2004.09，
日磁医誌， 24 Suppl.， 222

0105AA167
0105AE183
0304AF575

渡邉英宏 渡邉英宏 ： k 空間と画像コ ン ト ラ ス ト ， 第 32 回日本磁気共鳴医学会大会， 大津， 2004.09，
日磁医誌， 24 Suppl.， 18

0105AA167
0105AE183
0304AF575

渡邉英宏 高屋展宏， 渡邉英宏， 三森文行 ： 4.7T における ヒ ト 脳 3 次元 T1 強調画像測定法の最適化，
第 43 回 NMR 討論会， 東京， 2004.11， 同講演要旨集， 332-333

0105AA167
0105AE183
0406CD489

渡邉英宏 渡邉英宏， 高屋展宏， 三森文行 ： 局所励起 CT-COSY によ る人脳内の興奮性および抑制性の
神経伝達物質の同時計測， 第 43 回 NMR 討論会， 東京， 2004.11， 同講演要旨集， 66-69

0304AF575
0406CD489
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Inanc B. 香村一夫 (*1)， 原雄 (*1)， Inanc B.， 石垣智基， 遠藤和人， 山田正人， 井上雄三， 長森正尚
(*2)， 小野雄策 (*2)(*1 千葉県環境研セ， *3 埼玉県環境科国際セ ) ： 比抵抗モニタ リ ングによ
る廃棄物層の性状変化把握の有効性について，第15回廃棄物学会研究発表会，高松，2005.11，
同講演論文集， 1246-1248

0105PR012
0402BE420

Inanc B. Inanc B., Inoue Y., Yamada M., Ono Y.(*1), Kawasaki M.(*1)(*1Cent.Environ.Sci.Saitama)：In-situ
accelerated biostabilization of MSWI bottom ash and shredded incombustible mixes, ISWA World
Environ.Congr.Exhib., Roma, 2005.03

0105PR012
0204BE420

Inanc B. Inanc B., Endo K., Inoue Y., Yamada M., Ono Y.(*1), Nagamori M.(*1), Oshikata T.(*2), Ebihara
M.(*2)(*1Cent.Environ.Sci.Saitama, *2Taisei) ：Application of aerobic and anaerobic landfill biore-
actor technology for Japanese landfills, 3rd Intercontinental Landfill Res.Symp., Hokkaido, 2004.11,
Proceedings, 96-97

0105PR012
0204BE420

Inanc B. Kamura K.(*1), Hara Y.(*1), Inanc B., Inoue Y., Ono Y.(*2)(*1Environ.Res.Cent.Chiba,  *2Cent.
Environ.Sci.Saitama) ： Availability of resistivity monitoring for interpreting stabilization of landfills,
3rd Intercontinental Landfill Res.Symp., Hokkaido, 2004.11, Proceedings, 139-140

0105PR012
0204BE420

Inanc B. Inanc B., Inoue Y, Gotoh S., Sano M.(*1), Honda T.(*1), Tomita T.(1), Okada T.(*2)(*1Aichi En-
viron.Res.Cent., *2Anjo City Econ.Environ.Clean.Sect.) ： Environmental impact monitoring for
landfill mining works， 第 26 回全国都市清掃研究 ・ 事例発表会， 東京， 2005.03， 同講演論文
集， 278-283

0105PR012
0105AB402

Inanc B. Inanc B., Inoue Y., Yamada M., Honda T.(*1), Okada M.(*2), Goto S., Nakajima D.(*1Aichi Pref.
Environ.Surv.Cent., *2Anjo Munic.Environ.Sanit.Dep.) ： Site characterization for evaluating po-
tential environmental impacts of landfill mining projects(Poster Session), 3rd Intercontinental Land-
fill Res.Symp., Hokkaido, 2005.03, Proceedings, 163

0105PR012
0105AB402

Inanc B. Inanc B., Idris A.(*1), Terazono A., Sakai S.(*1Univ.Putra Malaysia)：ALDBase-A database of land-
fills and dump sites in Asian countries （Poster Session), JSWME 15th Annu.Meet., Takamatsu,
2004.11, Proceedings, 19

0105PR011
0204BE481
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４  ． 人員の状況
（ １ ） 役員及び常勤職員

職 　  　 　 名 氏 　 名

理事長 合　志　陽　一

理事（研究担当） 西　岡　秀　三

理事（企画・総務担当） 飯　島　　　孝

監事（非常勤） 冨　浦　　　梓

監事（非常勤） 大　塚　　　宏

主任研究企画官 松　村　　　隆

上席研究官 植　弘　崇　嗣

企画・広報室長 松　本　公　男

研究企画官 田　邉　　　仁

〃 木　野　修　宏

〃 山　﨑　邦　彦

〃 広　兼　克　憲

〃 杉　山　健一郎

〃　（併） 猪　俣　　　敏

〃　（併） 松　永　恒　夫

　（併） 田　邊　　　潔

　（併） 大　迫　政　弘

国際室長（併） 植　弘　崇　嗣

国際共同研究官 清　水　英　幸

国際研究協力官（併） 広　兼　克　憲

監査室長 伊　東　喜司男

監査調整官 久　保　恒　男

監査専門官 成　島　克　子

総務部長 柏　木　順　二

総務課長 大　塚　徹　哉

課長補佐 佐　藤　邦　雄

安全衛生専門官 工　藤　常　男

総務係長 松　井　文　子

総務係員（併） 下　田　貴　之

車庫長 阿久津　　　勇

副車庫長 染　谷　竹　男

厚生係長 欠

厚生係員 下　田　貴　之

人事係長 小　島　繁　雄

人事係員 玉　井　和　仁

〃 阿　部　晃　士

業務係長 名　取　美保子

業務係員 柴　　　里　実

会計課長 森　　　　　豊

課長補佐 白　井　和　夫

会計システム専門官（併） 成　島　克　子

主査 小　石　　　元

経理係長 星　野　哲　也

経理係員 木　村　耕　平

〃 池　島　みゆき

出納係長 猪　岡　貴　光

統

首

社

化

― 
（平成 17 年 3 月 31 日）

出納係員 浜　地　研　吾

契約第一係長 井　桁　正　昭

契約第一係主任 吾　妻　　　洋

契約第一係員 下　村　謙　吾

〃 高　澤　賢　司

契約第二係長 横　川　晶　人

契約第二係員 山　舘　健　太

財産管理係長（併） 星　野　哲　也

財産管理係員 澤　　　知　宏

施設課長 竹　内　　　正

課長補佐 欠

施設整備専門官 幸　地　昭　夫

主査 駒　場　勝　雄

〃 土　屋　重　和

管理係長 赤　塚　輝　子

共通施設係長 勝　見　　　誠

営繕係長 植　田　孝　次

営繕係主任 青　木　　　啓

括研究官 森　田　昌　敏

席研究官 兜　　　眞　徳

会環境システム研究領域長 原　沢　英　夫

上席研究官 欠

環境経済研究室長 欠

主任研究員 青　柳　みどり

〃 日　引　　　聡

〃 亀　山　康　子

研究員 久保田　　　泉

資源管理研究室長 森　口　祐　一

主任研究員 森　　　保　文

〃 寺　園　　　淳

環境計画研究室長（併） 原　沢　英　夫

研究員 高　橋　　　潔

〃 肱　岡　靖　明

情報解析研究室長 横　田　達　也

主任研究員 須　賀　伸　介

〃 清　水　　　明

〃 松　永　恒　雄

〃 山　野　博　哉

統合評価モデル研究室長 甲斐沼　美紀子

主任研究員 増　井　利　彦

〃 藤　野　純　一

研究員 花　岡　達　也

主任研究官 青　木　陽　二

学環境研究領域長 柴　田　康　行

上席研究官 田　邊　　　潔

計測技術研究室長（併） 植　弘　崇　嗣

職 　  　 　 名 氏 　 名
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主任研究員 久　米　　　博

研究員 荒　巻　能　史

〃 白　井　知　子

計測管理研究室長（併） 田　邊　　　潔

主任研究員 伊　藤　裕　康

動態化学研究室長 瀬　山　春　彦

主任研究員 　刀　正　行

〃 田　中　　　敦

〃 米　田　　　穣

生態化学研究室長（併） 森　田　昌　敏

主任研究員 J.S.Edomonds

〃 鑪　迫　典　久

研究員 岩　根　泰　蔵

主任研究官 横　内　陽　子

環境健康研究領域長 高　野　裕　久

上席研究官 小　林　隆　弘

分子細胞毒性研究室長 野　原　惠　子

主任研究員 大　迫　誠一郎

研究員 伊　藤　智　彦

生体防御研究室長 藤　巻　秀　和

主任研究員 持　立　克　身

〃 山　元　昭　二

〃 黒　河　佳　香

〃 塚　原　伸　治

研究員 掛　山　正　心

健康指標研究室長 平　野　靖史郎

主任研究員 山　元　　　恵

研究員 崔　　　　　星

疫学・国際保健研究室長 小　野　雅　司

主任研究員 田　村　憲　治

研究員 新　垣　たずさ

〃 村　上　義　孝

大気圏環境研究領域長 笹　野　泰　弘

上席研究官 中　根　英　昭

大気物理研究室長（併） 中　根　英　昭

主任研究員 菅　田　誠　治

〃 野　沢　　　徹

〃 日　暮　明　子

〃 江　守　正　多

研究員 小　倉　知　夫

〃 永　島　達　也

大気反応研究室長 畠　山　史　郎

主任研究員 高　見　昭　憲

〃 佐　藤　　　圭

〃 猪　俣　　　敏

研究員 谷　本　浩　志

遠隔計測研究室長 杉　本　伸　夫

主任研究員 松　井　一　郎

〃 清　水　　　厚

職 　  　 　 名 氏 　 名

水

生

地

プ

プ

― 
主任研究員 森　野　　　勇

大気動態研究室長 遠　嶋　康　徳

主任研究員 内　山　政　弘

〃 町　田　敏　暢

研究員 高　橋　善　幸

酸性雨研究チーム総合研究官 村　野　 健太郎

（併） 畠　山　史　郎

（併） 高　松　武次郎

（併） 村　野　健太郎

（併） 野　原　精　一

土壌圏環境研究領域長 渡　辺　正　孝

上席研究官 大　坪　國　順

水環境質研究室長（併） 渡　辺　正　孝

主任研究員 冨　岡　典　子

〃 浦　川　秀　敏

〃 珠　坪　一　晃

土壌環境研究室長 高　松　武次郎

主任研究員 向　井　　　哲

〃 林　　　誠　二

〃 村　田　智　吉

研究員 越　川　昌　美

地下環境研究室長 稲　葉　一　穂

主任研究員 土　井　妙　子

湖沼環境研究室長 今　井　章　雄

主任研究員 松　重　一　夫

研究員 小　松　一　弘

海洋環境研究室長 原　島　　　省

主任研究員 中　村　泰　男

物圏環境研究領域長 渡　邉　　　信

上席研究官（併） 椿　　　宜　高

生態系機構研究室長 野　原　精　一

主任研究員 宮　下　　　衛

〃 名　取　俊　樹

〃 佐　竹　　　潔

研究員 矢　部　　　徹

系統・多様性研究室長 笠　井　文　絵

主任研究員 広　木　幹　也

〃 上　野　隆　平

〃 河　地　正　伸

熱帯生態系保全研究室長 奥　田　敏　統

主任研究員 唐　　　艶　鴻

分子生態毒性研究室長 佐　治　　　光

主任研究員 久　保　明　弘

〃 青　野　光　子

球温暖化の影響評価と対策効果

ロジェクトグループ

ロジェクトリーダー（併） 井　上　　　元

サブリーダー（併） 甲斐沼　美紀子

炭素循環研究チーム総合研究官 野　尻　幸　宏

職 　  　 　 名 氏 　 名
 413  ―



国立環境研究所年報 （平成 16 年度）
（併） 遠　嶋　康　徳

（併） 町　田　敏　暢

（併） 高　橋　善　幸

（併） 向　井　人　史

（併） 荒　巻　能　史

炭素吸収源評価研究チーム総合研究官（併） 山　形　与志樹

（併） 藤　沼　康　実

（併） 小　熊　宏　之

社会経済・排出モデル研究チーム総合研究官（併） 甲斐沼　美紀子

（併） 日　引　　　聡

（併） 亀　山　康　子

（併） 増　井　利　彦

（併） 藤　野　純　一

（併） 花　岡　達　也

気候モデル研究チーム総合研究官 欠

（併） 野　沢　　　徹

（併） 日　暮　明　子

影響・適応モデル研究チーム総合研究官（併） 原　沢　英　夫

（併） 高　橋　　　潔

（併） 肱　岡　靖　明

成層圏オゾン層変動のモニタリング

と機構解明プロジェクトグループ

プロジェクトリーダー 今　村　隆　史

衛星観測研究チーム総合研究官 中　島　英　彰

主任研究員 杉　田　考　史

（併） 横　田　達　也

地上リモートセンシング研究チーム総合研究官（併） 中　根　英　昭

オゾン層モデリング研究チーム総合研究官（併） 今　村　隆　史

主任研究員 秋　吉　英　治

内分泌かく乱化学物質及びダイオキ

シン類のリスク評価と管理プロジェ

クトグループ

プロジェクトリーダー（併） 森　田　昌　敏

サブリーダー（併） 高　野　裕　久

計測・生物検定・動態研究チーム総合研究官（併） 森　田　　昌敏

主任研究員 白　石　不二雄

（併） 高　木　博　夫

（併） 柴　田　康　行

（併） J.S.Edomonds

（併） 白　石　寛　明

生体機能評価研究チーム総合研究官 三　森　文　行

主任研究員 梅　津　豊　司

〃 渡　邉　英　宏

（併） 黒　河　佳　香

病態生理研究チーム総合研究官 高　野　裕　久

主任研究員 石　堂　正　美

〃 今　井　秀　樹

健康影響研究チーム総合研究官 米　元　純　三

主任研究員 福　田　秀　子

職 　  　 　 名 氏 　 名
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大
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― 
主任研究員 西　村　典　子

生態影響研究チーム総合研究官（併） 堀　口　敏　宏

主任研究員 高　橋　慎　司

〃 多　田　　　満

（併） 菅　谷　芳　雄

（併） 堀　口　敏　宏

（併） 鑪　迫　典　久

対策技術チーム総合研究官（併） 安　原　昭　夫

主任研究員 橋　本　俊　次

（併） 伊　藤　裕　康

総合化研究チーム総合研究官 鈴　木　規　之

主任研究員 櫻　井　健　郎

物多様性の減少機構の解明

保全プロジェクトグループ

ロジェクトリーダー 椿　　　宜　髙

生物個体群研究チーム総合研究官 高　村　健　二

主任研究員 永　田　尚　志

侵入生物研究チーム総合研究官 五　箇　公　一

（併） 立　田　晴　記

群集動態研究チーム総合研究官 竹　中　明　夫

主任研究員 吉　田　勝　彦

多様性機能研究チーム総合研究官 高　村　典　子

主任研究員 福　島　路　生

分子生態影響評価研究チーム総合研究官 中　嶋　信　美

主任研究員 岩　崎　一　弘

〃 玉　置　雅　紀

（併） 冨　岡　典　子

アジアの流域圏における生態系機

のモデル化と持続可能な環境管理

ロジェクトグループ

ロジェクトリーダー 村　上　正　吾

流域環境管理研究チーム総合研究官（併） 村　上　正　吾

主任研究員 徐　　　開　欽

〃 王　　　勤　学

〃 亀　山　　　哲

〃 中　山　忠　暢

研究員 岡　寺　智　大

（併） 林　　　誠　二

海域環境管理研究チーム総合研究官 木　幡　邦　男

主任研究員 牧　　　秀　明

〃 越　川　　　海

衛星データ解析チーム総合研究官 欠

（併） 松　永　恒　雄

（併） 山　野　博　哉

気中微小粒子状物質（PM2.5）・ディーゼル

気粒子 (DEP) 等の大気中粒子状物質の動

解明と影響評価プロジェクトグループ

ロジェクトリーダー 若　松　伸　司

サブリーダー（併） 小　林　隆　弘

職 　  　 　 名 氏 　 名
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交通公害防止研究チーム総合研究官（併） 森　口　祐　一

主任研究員 近　藤　美　則

〃 小　林　伸　治

〃 松　橋　啓　介

（併） 田　邊　　　潔

都市大気保全研究チーム総合研究官（併） 大　原　利　眞

主任研究員 上　原　　　清

（併） 菅　田　誠　治

エアロゾル測定研究チーム総合研究官 欠

（併） 内　山　政　弘

（併） 西　川　雅　高

疫学・曝露評価研究チーム総合研究官 新　田　裕　史

（併） 小　野　雅　司

（併） 田　村　憲　治

毒性・影響評価研究チーム総合研究官（併） 高　野　裕　久

主任研究員 鈴　木　　　明

〃 古　山　昭　子

研究員 井　上　健一郎

〃 小　池　英　子

主任研究官 松　本　幸　雄

循環型社会形成推進・廃棄物研究センター長 酒　井　伸　一

研究調整官（併） 木　野　修　宏

循環型社会形成システム研究室長（併） 森　口　祐　一

主任研究員 橋　本　征　二

研究員 田　崎　智　宏

〃 藤　井　　　実

〃 南　齋　規　介

〃 平　井　康　宏

（併） 寺　園　　　淳

循環技術システム研究開発室長 後　藤　純　雄

研究員 中　島　大　介

適正処理技術研究開発室長 川　本　克　也

主任研究員 西　村　和　之

研究員 倉　持　秀　敏

最終処分技術研究開発室長 井　上　雄　三

主任研究員 山　田　正　人

〃 Bulent Inanc

研究員 石　垣　智　基

〃 遠　藤　和　人

循環資源・廃棄物試験評価研究室長 安　原　昭　夫

主任研究員 鈴　木　　　茂

〃 野　馬　幸　生

〃 山　本　貴　士

研究員 高　橋　　　真

（併） 橋　本　俊　次

有害廃棄物管理研究室長（併） 酒　井　伸　一

主任研究員 大　迫　政　浩

〃 貴　田　晶　子

研究員 滝　上　英　孝

職 　  　 　 名 氏 　 名
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（併） 鈴　木　規　之

バイオエコエンジニアリング研究室長 稲　森　悠　平

主任研究員 水　落　元　之

研究員 板　山　朋　聡

研究員 岩　見　徳　雄

学物質環境リスク研究センター長 白　石　寛　明

研究調整官（併） 山　﨑　邦　彦

曝露評価研究室長（併） 白　石　寛　明

研究員 今　泉　圭　隆

健康リスク評価研究室長 青　木　康　展

主任研究員 松　本　　　理

研究員 丸　山　若　重

生態リスク評価研究室長（併） 白　石　寛　明

主任研究員 菅　谷　芳　雄

〃 立　田　晴　記

研究員 柏　田　祥　策

（併） 兜　　　眞　徳

（併） 鈴　木　規　之

（併） 後　藤　純　雄

（併） 平　野　靖史郎

境情報センター長 岩　田　元　一

情報企画室長 竹　内　久　智

室長補佐 坂　下　和　恵

企画調整係長 堀　部　成　子

情報提供係長 猪　爪　京　子

出版普及係長 木　村　幸　子

情報管理室長 白　井　邦　彦

図書・文献情報専門官 古　田　早　苗

情報システム専門官 欠

研究情報係長（併） 猪　爪　京　子

電算機係長（併） 阿　部　裕　明

電算機係員 根　本　尚　大

ネットワーク係長 阿　部　裕　明

情報整備室長（併） 白　井　邦　彦

環境データ専門官 長谷川　　　学

管理係長 川　村　和　江

調査係長 欠

整備係長 宮　下　七　重

境研究基盤技術ラボラトリー長（併） 渡　邉　　　信

技術調整官（併） 竹　内　　　正

環境分析化学研究室長 西　川　雅　高

主任研究員 高　木　博　夫

〃 佐　野　友　春

（併） 堀　口　敏　宏

（併） 西　川　雅　高

（併） 伊　藤　裕　康

環境生物資源研究室長 桑　名　　　貴

主任研究員 志　村　純　子

〃 戸　部　和　夫

職 　  　 　 名 氏 　 名
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研究員 川　嶋　貴　治

主任研究官（併） 笠　井　文　絵

（併） 菅　谷　芳　雄

（併） 高　橋　慎　司

（併） 河　地　正　伸

（併） 清　水　　　明

地球環境研究センター長（理事充て職） 西　岡　秀　三

総括研究管理官 井　上　　　元

研究管理官 藤　沼　康　実

〃 向　井　人　史

〃 山　形　与志樹

主任研究員 一ノ瀬　俊　明

〃 小　熊　宏　之

主幹 中　山　正　史

業務係長 山　口　和　子

交流係長 森　　　範　勝

観測第一係長 五十嵐　聖　貴

観測第二係長 欠

職 　  　 　 名 氏 　 名
― 

任期付研究員等

（ア）「一般職の任期付研究員の採用，給与及び勤務時間の

による任期付任用制度に基づく任用者数

（イ） 外国人の任用

年　　　　度 平成１０ １１

招へい型任用者数

若手育成型任用者数 3 1

年　度 平成６ ７ ８ ９ １

任用者数 1 1
（併） 横　田　達　也

（併） 原　沢　英　夫

（併） 森　口　祐　一

（併） 甲斐沼　美紀子

（併） 横　内　陽　子

（併） 田　中　　　敦

（併） 小　野　雅　司

（併） 中　根　英　昭

（併） 江　守　正　多

（併） 遠　嶋　康　徳

（併） 町　田　敏　暢

（併） 谷　本　浩　志

（併） 松　重　一　夫

（併） 奥　田　敏　統

（併） 野　尻　幸　宏

（併） 中　島　英　彰

（併） 白　井　邦　彦

職 　  　 　 名 氏 　 名
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特例に関する法律」（平成９年６月施行）

（単位 ： 人）

（単位 ： 人）

１２ １３ １４ １５ １６

5 3

11 8 6 4

０ １１ １２ １３ １４ １５ １６

2 3
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（ ２ ） 流動研究員

【Ｎ Ｉ Ｅ Ｓ フ ェ ロー 　 １ ３ 名】 （平成 17 年 ３ 月 31 日）

【Ｎ Ｉ Ｅ Ｓ ポス ド ク フ ェ ロー 　 ７ ５ 名】

Ｎ Ｏ 氏 　 名 所 　 属

1 江　嵜　宏　至 化学環境研究領域

2 辻　宣　行 生物多様性研究プロジェクト

3 樋　渡　武　彦 流域圏環境管理研究プロジェクト

4 松　永　充　史 循環型社会形成推進・廃棄物研究センター

5 天　沼　喜美子 化学物質環境リスク研究センター

6 松　崎　加奈恵 化学物質環境リスク研究センター

7 小　松　英　司 化学物質環境リスク研究センター

8 Georgii Alexandrov 地球環境研究センター

9 梁　乃　申 地球環境研究センター

10 相　沢　智　之 地球環境研究センター

11 勝　本　正　之 地球環境研究センター

12 青　木　忠　生 地球環境研究センター

13 Penelope Canan 地球環境研究センター

Ｎ Ｏ 氏 　 名 所 　 属

1 高　澤　嘉　一 化学環境研究領域

2 平　林　幹　啓 化学環境研究領域

3 斉　藤　拓　也 化学環境研究領域

4 三 ッ 口  丈裕 化学環境研究領域

5 中　村　宣　篤 環境健康研究領域

6 Tin-Tin-Win-Shwe 環境健康研究領域

7 北　條　理恵子 環境健康研究領域

8 呉　　　　　慶 環境健康研究領域

9 菅　野　さな枝 環境健康研究領域

10 Ahmed-Sohel 環境健康研究領域

11 三　好　猛　雄 大気圏環境研究領域

12 横　畠　徳　太 大気圏環境研究領域

13 佐　藤　啓　市 大気圏環境研究領域

14 岡　田　直　資 大気圏環境研究領域

15 亀　井　秋　秀 大気圏環境研究領域

16 定　永　靖　宗 大気圏環境研究領域

17 塩　竈　秀　夫 大気圏環境研究領域

18 劉　　　　　晨 水土壌圏環境研究領域

19 沼　田　真　也 生物圏環境研究領域

20 坂　山　英　俊 生物圏環境研究領域

21 広　田　　　充 生物圏環境研究領域

22 平　林　周　一 生物圏環境研究領域

23 近　藤　俊　明 生物圏環境研究領域

24 大　村　嘉　人 生物圏環境研究領域

25 岡　松　暁　子 地球温暖化研究プロジェクト

26 保　原　　　達 地球温暖化研究プロジェクト

27 下　山　　　宏 地球温暖化研究プロジェクト

28 須　藤　洋　志 地球温暖化研究プロジェクト

29 木　下　嗣　基 地球温暖化研究プロジェクト

30 江　尻　　　省 成層圏オゾン層変動研究プロジェクト

31 齋　藤　尚　子 成層圏オゾン層変動研究プロジェクト

32 吉　識　宗　佳 成層圏オゾン層変動研究プロジェクト

33 磯　部　友　彦 環境ホルモン・ダイオキシン研究プロジェクト
―  417  ―
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34 西　川　智　浩 環境ホルモン・ダイオキシン研究プロジェクト

35 鎌　田　　　亮 環境ホルモン・ダイオキシン研究プロジェクト

36 北　村　公　義 環境ホルモン・ダイオキシン研究プロジェクト

37 中　宮　邦　近 環境ホルモン・ダイオキシン研究プロジェクト

38 橋　詰　和　慶 環境ホルモン・ダイオキシン研究プロジェクト

39 平　井　慈　恵 環境ホルモン・ダイオキシン研究プロジェクト

40 井　関　直　政 環境ホルモン・ダイオキシン研究プロジェクト

41 内　田　　　元 環境ホルモン・ダイオキシン研究プロジェクト

42 児　玉　圭　太 環境ホルモン・ダイオキシン研究プロジェクト

43 西　川　    潮 生物多様性研究プロジェクト

44 宇田川　弘　勝 生物多様性研究プロジェクト

45 加　藤　千　尋 生物多様性研究プロジェクト

46 楊　　　永　輝 流域圏環境管理研究プロジェクト

47 哈　斯　巴　牛 流域圏環境管理研究プロジェクト

48 長谷川　就　一 ＰＭ ２．５・ＤＥＰ研究プロジェクト

49 伏　見　暁　洋 ＰＭ ２．５・ＤＥＰ研究プロジェクト

50 種　田　晋　二 ＰＭ ２．５・ＤＥＰ研究プロジェクト

51 神　田　　　勲 ＰＭ ２．５・ＤＥＰ研究プロジェクト

52 藤　谷　雄　二 ＰＭ ２．５・ＤＥＰ研究プロジェクト

53 豊　柴　博　義 ＰＭ ２．５・ＤＥＰ研究プロジェクト

54 川　畑　隆　常 循環型社会形成推進・廃棄物研究センター

55 桂　　　　　萍 循環型社会形成推進・廃棄物研究センター

56 呉　　　　　畏 循環型社会形成推進・廃棄物研究センター

57 黄　　　　　瑛 循環型社会形成推進・廃棄物研究センター

58 朝　倉　　　宏 循環型社会形成推進・廃棄物研究センター

59 蛯　江　美　孝 循環型社会形成推進・廃棄物研究センター

60 村　上　進　亮 循環型社会形成推進・廃棄物研究センター

61 阿　部　    誠 循環型社会形成推進・廃棄物研究センター

62 鄭　　　修　貞 循環型社会形成推進・廃棄物研究センター

63 金　　　再　奎 化学物質環境リスク研究センター

64 橋　本　顯　子 化学物質環境リスク研究センター

65 鈴　木　一　寿 化学物質環境リスク研究センター

66 曹　　　紅　斌 化学物質環境リスク研究センター

67 長　屋　雅　人 化学物質環境リスク研究センター

68 三　瓶　春　代 環境研究基盤技術ラボラトリー

69 開　　　和　生 環境研究基盤技術ラボラトリー

70 田　辺　雄　彦 環境研究基盤技術ラボラトリー

71 森　　　育　子 環境研究基盤技術ラボラトリー

72 小　川　裕　美 環境研究基盤技術ラボラトリー

73 朴　　　贊　鳳 地球環境研究センター

74 中　路　達　郎 地球環境研究センター

75 武　田　知　己 地球環境研究センター

Ｎ Ｏ 氏 　 名 所 　 属
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【Ｎ Ｉ Ｅ Ｓ アシス タ ン ト フ ェ ロー 　 ２ ４ 名】

【Ｎ Ｉ Ｅ Ｓ リサーチアシス タ ン ト 　 １ ８ 名】

Ｎ Ｏ 氏 　 名 所 　 属

1 椎　崎　一　宏 環境健康研究領域

2 座　波　ひろ子 環境健康研究領域

3 永　井　孝　志 水土壌圏環境研究領域

4 小　谷　孝　子 生物圏環境研究領域

5 江　頭　　　毅 地球温暖化研究プロジェクト

6 小　塩　正　朗 環境ホルモン・ダイオキシン研究プロジェクト

7 小宇田　智　子 環境ホルモン・ダイオキシン研究プロジェクト

8 近　藤　卓　哉 環境ホルモン・ダイオキシン研究プロジェクト

9 小　田　重　人 環境ホルモン・ダイオキシン研究プロジェクト

10 竹　内　陽　子 環境ホルモン・ダイオキシン研究プロジェクト

11 小　澤　雅　富 環境ホルモン・ダイオキシン研究プロジェクト

12 島　崎　彦　人 流域圏環境管理研究プロジェクト

13 柳　澤　利　枝 ＰＭ ２．５・ＤＥＰ研究プロジェクト

14 山　崎　　　新 ＰＭ ２．５・ＤＥＰ研究プロジェクト

15 阿　部　直　也 循環型社会形成推進・廃棄物研究センター

16 藤　原　　　好 化学物質環境リスク研究センター

17 今　里　栄　男 環境研究基盤技術ラボラトリー

18 吉　田　友紀子 地球環境研究センター

19 犬　飼　　　孔 地球環境研究センター

20 橋　本　　　茂 地球環境研究センター

21 梅　宮　知　佐 地球環境研究センター

22 Melanie-Hartman 地球環境研究センター

23 新　津　　　潔 地球環境研究センター

24 Stephan W Scholz 地球環境研究センター

Ｎ Ｏ 氏 　 名 所 　 属

1 村　井　啓　朗 社会環境システム研究領域

2 丸　山　公　輔 社会環境システム研究領域

3 横　山　匡　宣 社会環境システム研究領域

4 井　口　　　亮 社会環境システム研究領域

5 鵜　野　　　光 化学環境研究領域

6 秋　山　知　也 環境健康研究領域

7 川　瀬　宏　明 大気圏環境研究領域

8 井　上　智　亜 大気圏環境研究領域

9 佐　藤　恵　子 大気圏環境研究領域

10 渡　邊　未　来 水土壌圏環境研究領域

11 比　嘉　　　敦 生物圏環境研究領域

12 出　村　幹　英 生物圏環境研究領域

13 野　村　恭　子 地球温暖化研究プロジェクト

14 矢　原　弘　樹 成層圏オゾン層変動研究プロジェクト

15 佐　伯　浩　介 成層圏オゾン層変動研究プロジェクト

16 肖　　　慶　安　 流域圏環境管理研究プロジェクト

17 鈴　木　　　剛 循環型社会形成推進・廃棄物研究センター

18 石　川　　　紫 循環型社会形成推進・廃棄物研究センター
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（ ３ ） 客員研究官等の状況

① 客員研究官 　１３名
国立大学 　 ９名
私立大学  １名
国立機関  １名
公益法人  ２名

② 客員研究員  ２９７名
国立大学 １３６名
公立大学 １３名
私立大学 ３８名
国立機関 ７名
地方環境研究所 ５４名
公益法人 １９名
民間企業 ８名
その他 １２名
外国人 １０名

③ 共同研究員  ７８名
国立大学 ８名
公立大学 １名
私立大学 ４名
国立機関 ０名
地方環境研究所 ０名
公益法人 ２名
民間企業 １３名
その他 １６名
外国人 ３４名

④ 研究生  １４９名
国立大学 １０３名
公立大学 ２名
私立大学 ３４名
その他 １名
外国人 ９名

客員研究官等合計 ５３７名
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５  ． 収入及び支出の状況

（単位 ： 円）

※ １ ． （ ） 「カ ッ コ」 書きは， 前事業年度からの繰越額で内数であ る。

２ ． 「対前年度」 は繰越額を除 く 前年度比であ る。

区 　 　 　 　 　 　 　 　 分 収 　 入 　 額 対前年度 支 　 出 　 額 差 　 　 　 額

運営費交付金収入
9,928,756,106
(674,153,106)

― 9,136,605,509 792,150,597

施設整備費補助金収入
1,479,018,187

(1,065,000,000)
― 1,479,018,187 0

政府受託収入 4,417,642,297 99.4％ 4,417,642,297 0

（競争的資金等） 2,331,572,998 110.2％ 2,331,572,998 0

地球環境研究総合推進費 1,372,869,613 102.1％ 1,372,869,613 0

地球環境保全等試験研究費 294,888,000 108.0％ 294,888,000 0

環境技術開発等推進事業費 204,021,000 78.0％ 204,021,000 0

廃棄物処理等科学研究費補助金等 ( 間接経費のみ ) 49,098,560 140.7％ 49,098,560 0

科学技術振興調整費 167,638,000 123.3％ 167,638,000 0

科学技術振興費 30,004,825 100.0％ 30,004,825 0

海洋開発及地球科学技術調査研究促進費 7,436,000 99.6％ 7,436,000 0

原子力試験研究費 16,617,000 60.2％ 16,617,000 0

石油及びｴﾈﾙｷﾞｰ特別会計 189,000,000 ― 189,000,000 0

（業務委託） 2,086,069,299 92.2％ 2,086,069,299 0

環境省 ( 一般会計 ) 1,901,069,299 91.5％ 1,901,069,299 0

環境省 ( 石油及びｴﾈﾙｷﾞｰ特別会計 ) 185,000,000 100.0％ 185,000,000 0

特別研究員等受入経費収入 5,775,031 19.2％ 5,775,031 0

研修生等受入経費収入 8,391,365 197.3％ 8,391,365 0

民間受託収入
204,462,349
(8,235,080)

95.6％ 199,316,577 5,145,772

環境標準試料等分譲事業収入 8,142,769 77.1％ 8,142,769 0

民間寄附金収入
26,465,959

(17,465,959)
101.0％ 11,577,197 14,888,762

補助金収入 ( 総合食料対策事業関係補助金 ) 2,700,000 ― 2,700,000 0

知的所有権収益 1,312,500 ― 1,312,500 0

事業外収入 7,308,360 96.4％ 3,465,847 3,842,513

事業外収入
7,009,110

(3,000)
96.2％ 3,166,597 3,842,513

大型風洞施設貸付収入 299,250 100.0％ 299,250 0

長期借入金収入 1,304,547,100 ― ― 1,304,547,100

合 　 　 　 　 　 計 17,394,522,023 108.3％ 15,273,947,279 1,446,421,638
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６  ． 施設の整備状況一覧

（平成 17 年 ３ 月 31 日現在）

施 　 　 　 設 　 　 　 名 構 　 　 　 造
建物面積 （m2）

竣 　 工 　 年 　 月
建面積 延面積

研究本館Ⅰ （研究Ⅰ棟， 研究Ⅱ棟） RC － 3 5,540 11,633 Ⅰ期昭和49年3月竣工

Ⅱ期昭和52年5月竣工

研究本館Ⅱ （共同利用棟， 共同研究棟） RC － 3 2,405 5,664 Ⅰ期昭和54年11月竣工

Ⅱ期昭和57年2月竣工

研究本館Ⅲ RC － 4 1,068 4,077 平成 7 年 8 月竣工

管理棟 RC － 2 697 1,144 Ⅰ期昭和49年5月竣工

Ⅱ期昭和54年1月竣工

大気化学実験棟 （スモ ッ グチャ ンバー） RC － 1 723 723 昭和 51 年 10 月竣工

大気拡散実験棟 （風洞） RC － 2， 地下－ 1 741 2,329 昭和 53 年 3 月竣工

大気汚染質実験棟 （エア ロ ドーム） SRC － 8 176 1,321 昭和 54 年 4 月竣工

大気モニター棟 RC － 1 81 81 昭和 53 年 3 月竣工

大気共同実験棟 （フ リ ースペース） RC － 3 443 986 昭和 58 年 12 月竣工

ラ ジオア イ ソ ト ープ実験棟 RC － 3 974 1,580 昭和 53 年 3 月竣工

水生生物実験棟 （ア ク ア ト ロ ン） RC － 3， RC － 2 1,384 2,535 Ⅰ期昭和51年10月竣工

Ⅱ期昭和55年11月竣工

水理実験棟 S － 1 1,167 1,167 Ⅰ期昭和51年10月竣工

Ⅱ期昭和55年11月竣工

動物実験棟Ⅰ （ズー ト ロ ンⅠ） SRC － 7 794 4,031 Ⅰ期昭和51年3月竣工

Ⅱ期昭和51年10月竣工

動物実験棟Ⅱ （ズー ト ロ ンⅡ） RC － 3 934 1,862 昭和 55 年 5 月竣工

土壌環境実験棟 （ペド ト ロ ン） RC － 3 637 1,931 昭和 53 年 2 月竣工

植物実験棟Ⅰ （フ ァ イ ト ト ロ ンⅠ） RC － 3 1,392 3,348 昭和 50 年 12 月竣工

植物実験棟Ⅱ ・ 騒音保健研究棟 RC － 4， 地下－ 1 1,242 3,721 昭和 56 年 7 月竣工

実験ほ場 （本構内） Ⅰ期昭和52年11月竣工

Ⅱ期昭和57年3月竣工

　 　 管理棟 373 414

　 　 温室 3 棟 576 576

　 　 ほ場 5,600

実験ほ場 （別団地） Ⅰ期昭和52年11月竣工

Ⅱ期昭和 57 年 3 月竣工

　 　 管理棟 RC － 2 179 214 Ⅱ期昭和 57 年 3 月竣工

　 　 ほ場 11 面 7,000

生物生態園 15,000 昭和 54 年 10 月竣工

工作棟 RC － 2 158 189 昭和 49 年 10 月竣工

危険物倉庫 B － 1 82 82 昭和 55 年 11 月竣工

エネルギーセン ター RC － 2 2,590 3,101 昭和 49 年 10 月竣工

（昭和 51 年一部増築）

廃棄物処理施設Ⅰ 特殊実験廃水処理能力 昭和 49 年 10 月竣工

　 　 　 　 　 100m3/ 日

廃棄物処理施設Ⅱ 一般実験廃水処理能力 昭和 54 年 2 月竣工

　 　 　 　 　 300m3/ 日 平成 7 年 3 月更新

環境生物保存棟 RC － 3 489 1,382 平成 14 年 5 月竣工

微生物系統保存棟 RC － 2 355 801 昭和 58 年 1 月竣工

環境ホルモン総合研究棟 RC － 4 1,850 5,354 平成 13 年 3 月竣工

平成15年12月一部増築

地球温暖化研究棟 RC － 3 1,883 5,447 平成 13 年 3 月竣工
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循環 ・ 廃棄物研究棟 RC － 3 1,583 4,228 平成 14 年 3 月竣工

鳥飼育舎 W － １ 75.60 64.44 平成 16 年 5 月竣工

ナ ノ粒子健康影響実験棟 RC － ６ 502.34 2272.10 平成 17 年 3 月竣工

循環 ・ 廃棄物研究棟 RC － 3 1,583 4,228 平成 14 年 3 月竣工

バイオ ・ エコエンジニア リ ング研究施設 S － 1 1,339 1,339 平成 13 年 12 月竣工

霞ヶ浦臨湖実験施設 昭和 58 年 3 月竣工

　 　 実験管理棟 RC － 2 1,045 1,748

　 　 用廃水処理施設 RC － 1 913 913

　 　 附属施設 RC － 1 286 286

　 　 臨湖実験施設電気室 S － 1 166 149 平成 17 年 3 月竣工

奥日光環境観測所

　 　 管理棟 RC － 2 121 189 昭和 61 年 10 月竣工

　 　 実験棟 RC － 1 198 198 昭和 63 年 3 月竣工

　 　 観測棟 RC － 1 8 8 昭和 63 年 3 月竣工

地球環境モニタ リ ングステーショ ン－波照間 観測棟 ： RC － 1 建 / 延面積 160.7m2 平成 4 年 3 月竣工

観測塔 ： 自立型鉄骨造

　 　 　 　 　 　 H39.0m

平成 4 年 3 月竣工

地球環境モニタ リ ングステーショ ン－落石岬 観測棟 ： アル ミ パネル

　 　 　 　 構造 1 階建

建 / 延面積 83.4m2 平成 6 年 3 月竣工

観測塔 ： 支線型鉄骨造

　 　 　 　 　 　 H55.5m

平成 6 年 3 月竣工

黒島 NOAA 受信施設 受信アンテナ塔 ：

　 自立型鉄骨造 H13.0m

平成 7 年 1 月竣工

環境遺伝子工学実験棟 RC － 3 737 1,627 平成 5 年 6 月竣工

環境試料タ イ ムカプセル棟 RC － ２ 1,043 2,071 平成 16 年 ２ 月

特高受電需要設備棟 RC － 1 524 524 平成 9 年 3 月竣工

施 　 　 　 設 　 　 　 名 構 　 　 　 造
建物面積 （m2）

竣 　 工 　 年 　 月
建面積 延面積
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７  ． 研究に関する業務の状況
（ １ ） 国立環境研究所研究評価委員会構成員 平成 16 年 4 月現在

氏 　 　 名 所属及び役職

天 　 野 　 明 　 弘 兵庫県立大学教授

磯 　 部 　 雅 　 彦 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授

井 　 村 　 伸 　 正 薬学教育協議会

井 　 村 　 秀 　 文 名古屋大学大学院工学研究科教授

巖 　 佐 　 　 　 庸 九州大学大学院理学研究院教授

内 　 山 　 巌 　 雄 京都大学大学院工学研究科教授

鎌 　 田 　 　 　 博 筑波大学生物科学系教授

鈴 　 木 　 庄 　 亮 （独）労働者健康福祉機構　群馬産業保健推進センター所長

鈴 　 木 　 基 　 之 放送大学教授

須 　 藤 　 隆 　 一 埼玉県環境科学国際センター総長

住 　 　 　 明 　 正 東京大学気候システム研究センター教授

武 　 田 　 信 　 生 京都大学大学院工学研究科教授

武 　 田 　 博 　 清 京都大学大学院農学研究科教授

田 　 中 　 正 　 之 東北工業大学工学部教授

角 　 皆 　 静 　 男 北海道大学名誉教授

中 　 根 　 周 　 歩 広島大学大学院生物圏科学研究科教授

橋 　 本 　 道 　 夫 （社）海外環境協力センター顧問

眞 　 柄 　 泰 　 基 北海道大学創世科学研究機構　特任教授

松 　 下 　 秀 　 鶴 静岡県立大学名誉教授

松 　 田 　 裕 　 之 横浜国立大学大学院教授

盛 　 岡 　 　 　 通 大阪大学大学院工学研究科教授

安 　 井 　 　 　 至 国際連合大学副学長

山 　 崎 　 素 　 直 長崎大学環境科学部教授
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（ ２ ） 共同研究等の状況

（注） １　一つの契約であっても，複数の種類の機関と共同研究を行っている場合には，それぞれ該当する機関の欄

に計上する。（複数あり）

２　「国研等」は，国，国立研究機関，独法研究機関。

３　「国立大学」には，大学共同利用機関を含む。

４　[ 特殊法人等」は，特殊法人および認可法人。

５　国際共同研究は二国間政府協定に基づいて実施されているものと，研究所間協定に基づいて実施されてい

るものの合計。

区 　 分

  年 度

共 　 　 同 　 　 研 　 　 究 　 　 等 　 　 の 　 　 件 　 　 数

国 　 　 　 　 　 　 　 内

国 　 外 計
国研等

国 　 立
大 　 学

公 ・ 私
立大学

特 　 殊
法人等

公 　 益
法 　 人

民 　 間
企 　 業

その他
地 　 方

16 共 同 研 究 15 9 3 0 4 14 1 70 116

受 託 研 究 79 4 0 3 6 3 2 0 97

委 託 研 究 3 120 38 8 9 15 14 0 207

合 　 　 計 97 133 41 11 19 32 17 70 420
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（ ３ ） 平成 16 年度地方環境研究所等との共同研究応募課題一覧

地環研機関名 課 　 題 　 名

北海道環境科学研究セン ター ダ イオキシン類の分析法に関する研究

日本北方における対流圏オゾン及びその前駆物質の動態に関する研究

北海道におけ る有機性廃棄物の資源化システム構築に関する研究

北海道におけ るオキシダン ト 濃度の長期 ト レ ン ド に関する研究

流域生態系の再生プラ ン支援を目的と し た河川ネ ッ ト ワーク解析技術の開発

青森県環境保健セン ター 十和田湖における難分解性溶存有機物の発生原因の解明に関する研究

岩手県環境保健研究セン ター バイオア ッ セ イ を用いた水環境試料中の環境ホルモン作用のモニ タ リ ング と その リ ス ク

評価

宮城県保健環境セン ター 環境汚染化学物質であ る ダ イオキシン類の分析法に関する研究

バイオア ッ セ イ を用いた水圏中の環境ホルモン作用のモニ タ リ ング手法と 評価に関する

研究

廃棄物及び再生材の化学組成ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成及び発生業種 ・ 種類によ る特性化と 環境対策

への利用

山形県環境科学研究セン ター 流域生態系の再生プラ ン支援を目的と し た河川ネ ッ ト ワーク解析技術の開発

茨城県公害技術セン ター 関東地域における大気汚染研究に関する広域ネ ッ ト ワーク構想

廃棄物及び再生材の化学組成ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成及び発生業種 ・ 種類によ る特性化と 環境対策

への利用

群馬県衛生環境研究所 河川水におけ るエス ト ロゲン活性の変動と その原因物質の検索

栃木県保健環境セン ター ダ イオキシン類の分析法に関する研究

埼玉県環境科学国際セン ター 三宅島の火山ガス等によ る強酸性雨の観測

埋立地ガスな らびに土壌保有水を対象と し た最終処分場安定化モニタ リ ング

循環資源の地域流通円滑化のための中継基地システムの開発

循環型社会における最終処分場の機能分化

通気及び浸出水循環によ る既存最終処分場の安定化促進技術の開発

最終処分場における環境汚染ポテンシ ャル評価のための地理情報システムの開発

廃棄物に含まれる有機物に着目し た搬入検査法の開発

埼玉県を対象 と し た有機性廃棄物の需給バラ ン スの検証と データベース作成

関東地域における大気汚染研究に関する広域ネ ッ ト ワーク構想

バイオ ・ エコエンジニア リ ングを活用し た排水処理システムの適正技術開発と 普及に関

する研究

千葉県環境研究セン ター 環境大気用オゾン計の校正手法に関する相互比較実験

水生生物を用いた最終処分場浸出水の簡易管理手法の開発

最終処分場ボー リ ング コ アを用いた廃棄物分解過程の評価

最終処分場の維持管理に必要な水質分析項目の見直し

最終処分場内観測井などを用いた安定化モニ タ リ ング手法の開発

最終処分場の容量増加 ・ 再生技術の評価に関する研究

東京都環境科学研究所 埋め立て地ガスに起因する環境影響の評価に関する研究

有害大気汚染物質自動分析計の精度管理に関する研究

関東地域における大気汚染研究に関する広域ネ ッ ト ワーク

神奈川県環境科学セン ター 流域生態系の再生プラ ン支援を目的と し た河川ネ ッ ト ワーク解析技術の開発

最終処分場の廃止に向けた安定度判定に関する研究

新潟県保健環境科学研究所 ダ イオキシン類によ る地域環境汚染の原因解明に関する研究

富山県環境科学セン ター ガス状ほ う 素化合物によ る大気汚染監視測定技術の開発

標高差を利用し た黄砂の科学特性に関する研究

立山観測局における降水中の鉛同位体比に関する研究

ラ イ ダーを用いた黄砂エア ロ ゾル飛来状況に関する研究

福井県衛生環境研究セン ター 水循環の健全化のための底質改善 ・ 底質除去資源循環技術の開発

長野県衛生公害研究所 環境試料中のダ イオキシン類の分析法に関する研究

廃棄物埋立処分に起因する有害物質によ る環境影響評価に関する研究

山岳地域におけるハロゲン化 メ チルの動態に関する研究

車軸藻の絶滅 ・ 絶滅危惧種の保護と自然界への復元に関する研究

―車軸藻類を中心にし た湖沼水草帯の復元手法と水質浄化機能の検討―

山岳 （八方尾根） 降雪中の鉛同位体比測定によ る アジア大陸からの越境大気汚染の定量

化

長野県自然保護研究所 流域生態系の再生プラ ン支援を目的と し た河川ネ ッ ト ワーク解析技術の開発
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静岡県環境衛生科学研究所 環境 リ ス ク が懸念される有害化学物質の検索に関する研究

名古屋市環境科学研究所 微生物分解によ る環境汚染物質の浄質に関する研究

自動車起源の PM2.5 に関する研究

ため池の多面的な利用と 保全 ・ 再生に関する基礎研究 

―ため池と その周辺環境を含む地域生態系の水環境と 公益的機能の評価―

岐阜県保健環境研究所 環境試料中のダ イオキシン類の分析法に関する研究

京都府保健環境研究所 日本海側におけるエア ロ ゾル中の微量金属及び鉛同位体比の動態に関する研究

廃棄物処分に起因する外因性内分泌攪乱化学物質によ る環境影響評価に関する研究

粒子状物質の粒径別高時間分解能成分分析手法の開発と都市大気エア ロ ゾルの動態解明

への応用に関する研究

日本における光化学オキシダン ト 等の挙動解明に関する研究

クサガ メ を指標動物 と し た外因性エス ト ロゲンの生態影響に関する研究

大阪市立環境科学研究所 海面埋立廃棄物処分場における硝化細菌群集の分子生物学的解析

大阪府立食 とみど り の総合技術セン ター POPs のアカネズ ミ に対する影響の検証

兵庫県立健康環境科学研究セン ター 山林域におけ る水質形成と 汚濁負荷流出過程に関する研究

ため池 と その周辺を含む地域生態系での水循環に関する基礎的研究

日本海沿岸地域における越境大気汚染物質集中観測調査

和歌山県環境衛生研究セン ター 太平洋岸 （潮岬） 降雨中の鉛同位体比測定によ る アジア大陸からの越境大気汚染の定量

化

鳥取県衛生環境研究所 湖水中の難分解性有機物に関する調査研究

山口県環境保健研究セン ター 廃棄物及び再生材の化学組成データベース作成及び発生業種 ・ 種類によ る特性化と環境

対策への利用

福岡県保健環境研究所 北部九州におけるハン ノ キ群落およびハマボウ群落の生態と その保全に関する研究

廃棄物及び再生材の化学組成データベース作成及び発生業種 ・ 種類によ る特性化と環境

対策への利用

福岡市保健環境研究所 海草藻場によ る海域再生研究

長崎県衛生公害研究所 東アジア規模の汚染物質の移流過程と 成分組成に関する解析研究

熊本市環境総合研究所 地下水汚染地域への MNA(Monitored Natural Attenuation) の適用に関する研究

沖縄県衛生環境研究所 東アジア地域のエア ロ ゾル ・ ガス状汚染物質の化学組成に関する研究

地環研機関名 課 　 題 　 名
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（ ４ ） 国立環境研究所における研究評価について

独立行政法人化を機に研究の再構成を行い，各研究の評価を以下のような方針で行っている。

１ ． 経常研究

経常研究費による研究であるので，各領域長が各領域等に原籍を持つ研究者の研究について，それぞれの裁量で実施

する。

２ ． 奨励研究

基盤的な研究及び長期的なモニタリング等が必要な研究について，毎年所内で公募し，所内に設置した研究推進委員

会において事前評価を行い採択課題を選定する。研究成果については，同様に事後評価を実施する。

平成 16 年度は，平成 16 年度実施課題の事後評価及び 17 年度新規提案課題の事前評価を 17 年２月に行った。また，

16 年度の研究途上で新たに生じた研究課題等に対応することを目的に，16 年９月に平成 16 年度後期奨励研究等の募

集，事前評価を行った。

３ ． 特別研究

・ 重点研究分野（重点特別研究プロジェクト及び政策対応型調査・研究を除く。）における所内公募プロジェクト型研

究応募課題について，内部の事前評価により外部の委員からなる研究評価委員会にかける課題を選定し，研究評価委

員会で事前評価を実施する。

・ 内部評価及び外部評価の結果を総合的に判断して，採択課題を決定する。

・ 期間２年以上の研究については，２年目後半に内部評価による中間評価を実施する。また，研究の終了時には，終了

年度の翌年度に内部評価及び外部評価による事後評価を実施する。

・ 平成 16 年度は，16 年 11 月に内部評価による 15 年度終了課題の事後評価，17 年２月に内部評価による 17 年度新規

提案課題の事前評価，17 年３月に内部評価による平成 15 年度開始課題の中間評価を行った。

４．重点特別研究プロジェクト及び政策対応型調査・研究

・ 事前評価（助言）

　平成 13 年４月の研究評価委員会において，各プロジェクトの研究計画の説明を行い，助言を受けた。

・ 年度評価及び中間報告（助言）

毎年度の研究成果と翌年度の研究計画について，内部評価委員会（３月）及び研究評価委員会（４月）に報告し，

助言を受ける。ただし，第２年度終了時については，中間評価とする。

平成16年度は，16年４月に研究評価委員会による年度評価及び17年３月に内部評価委員会による年度評価を行っ

た。

・ 終了時評価（予定）

各プロジェクトの研究成果について，内部評価（18 年３月）及び研究評価委員会による評価（18 年４月）を実施する。
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（ ５ ） 国際交流及び研究協力等

　 １ ） 国際会議 （国立環境研究所主催 ・ 共催の主な国際会議）

　 ２ ） 国際共同研究 （二国間環境保護協力協定， 科学技術協力協定等に基づき実施されている国際共同研究）

　 注 ： 担当部等は直近の協定会合開催時のもので， 旧組織名で示されている場合があ る。

国際シンポジウ ム 開催地 場 　 所 開催期間

温室効果ガス観測技術衛星 Ｇ Ｏ Ｓ Ａ Ｔ 利用シンポジウ ム 東京 ・ 一ツ橋 一ツ橋記念講堂 16.4.21

地球環境モニタ リ ングに関する国際シンポジウ ム 東京 ・ 江東区 日本科学未来館 16.4.24

( ポス ターセ ッ シ ョ ン

は 16.4.23-16.4.24)

生態学的修復に関する合同セ ミ ナー 中国 ・ 青海省 中国科学院西北高原生

物研究所

16.7.15

地球温暖化問題への国際的取組に向けた制度のあ り 方に関する シ

ンポジウ ム

東京 ・ 千代田区 富国生命ビル 16.9.9

世界分類学イ ニシアテ ィ ブ （Ｇ Ｔ Ｉ ） の実施 と生物多様性情報に

関する関係者交流会議

東京 ・ 千代田区 国立環境研究所

（東京事務所）

16.9.29

第 ２ 回日韓中三 ヵ 国環境研究機関長会合 茨城 ・ つ く ば つ く ば国際会議場 16.10.12 ～ 16.10.15

APGC-Post Flux Meeting 茨城 ・ つ く ば 国立環境研究所 16.10.22 ～ 16.10.23

第 ８ 回 ILAS- Ⅱサイエン スチーム会議 韓国 ・ ソ ウル Yonsei University 16.11.3 ～ 16.11.4

UNU-IAS/NIES Yokohama Roundtable on Climate Change 神奈川 ・ 横浜 国連大学高等研究所 16.11.10

ブループラ ネ ッ ト 賞受賞者によ る国立環境研究所来所記念講演 茨城 ・ つ く ば 国立環境研究所 16.11.12

第 ３ 回アジア地域におけ る資源循環 ・ 廃棄物管理に関する ワーク

シ ョ ッ プ （NIES E-Waste Workshop)

茨城 ・ つ く ば 国立環境研究所 16.12.14 ～ 16.12.15

第 ３ 回 Ｅ Ｕ 気候変動シンポジウ ム 神奈川 ・ 横浜 地球環境フ ロ ンテ ィ ア

研究セン ター

17.1.20 ～ 17.1.21

アジアの持続可能な発展を目指し た環境保全に関する シンポジウ

ム

東京 ・ 渋谷区 国際連合大学 16.12.22

「物質フ ロー分析 ・ 産業連関分析 ・ 環境会計」 連続ワーク シ ョ ッ プ ①東京 ・ 千代田区

②東京 ・ 港区

①国立環境研究所

（東京事務所）

②航空会館

17.2.8 ～ 16.2.10

第 ２ 回アジア地域におけ る温室効果ガス イ ンベン ト リ 整備に関す

る ワーク シ ョ ッ プ

中国 ・ 上海市 上海マ リ オ ッ ト ホテル

虹橋

17.2.7 ～ 17.2.8

2050 低炭素社会シナ リ オに関する国際シンポジウ ム 東京 ・ 港区 品川プ リ ン ス ホテル 17.3.24

バイオイ ンフ ォマテ ィ ク ス ： 生物多様性情報におけ る曖昧性を克

服し適切な情報ア ク セス を確立する ために

茨城 ・ つ く ば 国立環境研究所 17.3.14 ～ 17.3.15

国 　 　 　 名 ・
レ ビ ュー年次

課 　 題 　 名 相手先研究機関名等 担当部等

ア メ リ カ合衆国

（2003FY  ハイ

レベル協議☆）

微生物を活用する汚染土壌の浄化技術の開発 テネシー大学 地球環境研究グループ

地球規模ベース ラ イ ン大気中温室効果ガスの高精度測定 米国海洋大気局 (NOAA) 地球環境研究グループ

地域社会の罹患率に及ぼす気候変化と 環境劣化によ る健康影響の

研究

米国環境保健研究所 地域環境研究グループ

森林伐採が湖沼生態系に及ぼす影響 ア ラ スカ大学 地域環境研究グループ

湿地生態系におけ る生物多様性 と栄養塩循環への人為影響評価 ス ミ ソ ニアン研究所 生物圏環境部

フ ァ イ ト ト ロ ン研究ネ ッ ト ワーク の構築 デューク大学 生物圏環境部 

粒子状物質の測定法の標準化および健康影響に関する研究 国立環境評価セン ター 

（EPA）

環境健康部

FTIR によ る大気微量物質鉛直分布観測ネ ッ ト ワーク のフ イージ

ビ リ テ ィ ーに関する研究

デンバー大学 大気圏環境部

☆排出 - 気候 - 影響統合モデルの一部 と し ての地域気候変化予測

モデルの開発

米国航空宇宙局 (NASA) 大気圏環境研究領域

☆海洋の CO2 吸収量解明に向けた太平洋の CO2 観測の共同推進 米国海洋大気局 (NOAA) 地球温暖化研究プロ ジェ

ク ト

衛星によ る温室効果ガス観測に関する共同推進 ジェ ッ ト 推進研究所 地球環境研究セン ター

☆森林によ る炭素固定能力評価 と その変動予測のためのフ ラ ッ ク

ス観測共同実施

米国エネルギー省 (DOE) 地球環境研究セン ター

☆炭素， その他の温室効果ガス， エア ロ ゾルの陸域／海洋での収

支推定のための大気成分比較 ・ 標準化 ・ 相補観測

米国海洋大気局 (NOAA) 地球環境研究セン ター
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イ 　 ギ 　 リ 　 ス

（2003FY）

In vivo NMR 分光法の開発と その環境健康問題への適用 ケンブ リ ッ ジ大学 環境ホルモン ・ ダ イオキ

シン研究プロ ジェ ク ト

ヒ ト におけ る微量元素及び金属結合タ ンパク の代謝に及ぼす環境

汚染の影響

ロ ウ ェ ッ ト 研究所 環境健康研究領域 

藻類及び原生動物 陸水生態研究所 生物圏環境研究領域

加速器質量分析法 と ク ロマ ト グ ラ フ ィ ーの結合によ る放射性核種

測定方法の高度化に関する共同研究

オ ッ ク ス フ ォード大学 化学環境研究領域

肺胞マ ク ロ フ ァージの粒子貧食機構 オ ッ ク ス フ ォード大学 環境健康研究領域

オース ト ラ リ ア 海洋環境中の微量元素の生物地球化学的研究 西オース ト ラ リ ア海洋研

究所 

化学環境部， 地域環境研

究グループ 

地球環境モニタ リ ングに関する研究協力 CSIRO 大気圏環境部， 地球環境

研究セン ター 

微生物多様性 （特にシア ノ バク テ リ ア） の総合データベー スの構

築 

ニューサウ ス ウエールズ

大学 

生物圏環境部 

カ 　 　 ナ 　 　 ダ 

（2003FY）

北太平洋における大気 ・ 海水間の二酸化炭素交換の研究 海洋科学研究所 地球温暖化研究プロ ジェ

ク ト

極の日の出時 （ポーラーサン ラ イ ズ） に関わる極域大気研究 カナダ気象研究所 化学環境研究領域 

北太平洋海域における化学物質の動態解明 ブ リ テ ィ ッ シ ュ コ ロ ンビ

ア大学 

化学環境研究領域 

遺伝子工学を用いた環境汚染物質の生体影響評価手法の開 発に関

する研究 

ウ ェ ス タ ン ・ オン タ リ オ

大学 

環境健康研究領域

韓 　 　 　 　 　 国 

（2003 Ｆ Ｙ）

定期航路船舶を利用し た海洋汚染に関する研究 海洋研究所 水土壌圏環境研究領域

北東アジアにおけ る大気中の酸性 ・ 酸化性物質の航空機 ・ 地 上観

測 

韓国科学技術研究院環境

研究セン ター 

大気圏環境研究領域

景観評価の国際比較 〈日本列島 と朝鮮半島を例と し て） 国立慶北大学校 社会環境システム研究領

域 

有害藻類の発生現況モニ タ リ ング と窒素， リ ン除去対策に 関する

研究 

国立環境研究院 循環型社会形成推進 ・ 廃

棄物研究セン ター

環境に起因する疾患の予防及び管理に関する研究 国立環境研究院 環境健康研究領域

ス ウ ェ ー デ ン 

（2003FY）

人間活動の増大に伴 う 重金属暴露の健康 リ ス ク評価 カ ロ リ ン スカ研究所 化学物質環境 リ ス ク研究

セン ター

地中海における海洋表層の二酸化炭素分圧測定 エーテボ リ 大学 地球温暖化研究プロ ジェ

ク ト

ス 　 ペ 　 イ 　 ン 環境汚染の生理学的影響の評価手法の開発 バルセロナ自治大学 環境健康部

チ 　 ェ 　 コ 酸性 ・ 環境汚染物質によ る生態系の汚染と影響に関する研究 景観 ・ 生態学研究所 大気圏環境研究領域

景観認識に関する研究 景観 ・ 生態学研究所 社会環境システム研究領

域 

中 　 　 　 　 　 国 中国の国情に合 う 排水処理プロセスの開発に関する研究 環境科学研究院 循環型社会形成推進 ・ 廃

棄物研究セン ター 

中国の国情に合 う 高効率低コ ス ト 新排水高度処理技術の開発に関

する研究 

国家環境保護総局環境工

程研究所 ・ 清華大学 

循環型社会形成推進 ・ 廃

棄物研究セン ター 

中国の国情に合 う 土壌浄化法を組み込んだ生活排水高度処理シス

テム開発に関する研究 

中国科学院沈陽応用生 

態研究所 

循環型社会形成推進 ・ 廃

棄物研究セン ター 

東アジアにおける酸性雨原因物質排出制御手法の開発と 環境への

影響評価に関する研究

国家環境保護総局 大気圏環境研究領域

中国大湖流域のバイオ ・ エコエンジニア リ ング導入によ る水環境

修復技術開発に関する研究 

中国環境科学院 循環型社会形成推進 ・ 廃

棄物研究セン ター 

ダ イオキシンの発生源と 汚染状況の解明等に関する研究 日中友好環境保全セン

ター 

化学環境研究領域

貴州省紅楓湖， 百花湖流域における生態工学を導入し た富栄養化

抑制技術の開発に関する研究 

貴州省環境保護科学研究

所 

循環型社会形成推進 ・ 廃

棄物研究セン ター 

黄砂飛来ルー ト の解明に関する共同研究 日中友好環境保全セン

ター 

化学環境研究領域

ヒ 素汚染によ る健康影響に関する分子易学的研究 中国予防医学院 環境健康研究領域

生活排水処理過程で発生する温室効果ガスの生物工学 ・ 生態工学

を活用し た抑制技術の開発に関する研究

上海交通工学環境科学与

工程学院

循環型社会形成推進 ・ 廃

棄物研究セン ター 

中国の VOCs 及びアンモニアの排出に関する研究 環境科学研究院 大気圏環境研究領域 

国 　 　 　 名 ・
レ ビ ュー年次

課 　 題 　 名 相手先研究機関名等 担当部等
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（ メ モ ： 注）

○日韓環境保護協定会合は 2004 年 10 月にレ ビ ュー資料を提出し た ものの， 会議が延期され確定し ていない。

○日加科学技術協力協定会合は 2004 年 12 月にオタ ワで開催され， 「残留性有機汚染物質に関する ス ト ッ ク ホルム条約

に対応し た地球規模環境汚染状況の把握」 を NIES よ り 提案し ているが加側からの返答な し。

ド 　 　 イ 　 　 ツ 

（2003FY

海洋パネル）

総物質収支に関する日独比較研究 ヴ ッパータール気候環境

エネルギー研究所

循環型社会形成推進 ・ 廃

棄物研究セン ター

閉鎖性水域におけ る富栄養化に関する研究 カールスルーエ核研究セ

ン ター

国際室

大気微量気体の衛星観測に関する研究 （ADEOS Ⅱプロ ジェ ク ト ）

（海洋パネル）

アルフ レ ッ ド ・ ウ ェゲ

ナー研究所

成層圏オゾン層変動研究

プロ ジェ ク ト

固形廃棄物処理に関する ワーク シ ョ ッ プ ド イ ツ連邦環境庁 循環型社会形成推進 ・ 廃

棄物研究セン ター

内分泌攪乱化学物質 （環境ホルモン） の評価法に関する研究 シュ ツ ッ ト ガル ト 大学 環境ホルモン ・ ダ イオキ

シン研究プロ ジェ ク ト

ノ ル ウ ェ ー

（新協定策定後

再レ ビ ュー）

成層圏オゾン層観測データの解析に関する研究 ノ ルウ ェー大気研究所 地球環境研究グループ 

地球環境データベース GRID アーレ ンデール 地球環境研究セン ター

フ 　 ラ 　 ン 　 ス

（2003FY）

衛星か らのオゾン層観測 CNRS ・ マ リ ー／ピエー

ルキ ュ リ ー大学

成層圏オゾン層変動研究

プロ ジェ ク ト

大気汚染物質によ る肺障害評価 アーマン ト ゥ ルーソー病

院

環境健康研究領域

シア ノ バク テ リ アの化学分類及び分子系統に関する研究 パス ツール研究所 生物圏環境研究領域

植物の環境適応機構の分子生物学的研究 ピカルデイー大学 生物圏環境研究領域

大西洋及び太平洋域における微細藻類の多様性に関する研究 カーン大学 生物圏環境研究領域

環境汚染物質の毒性発現におけ る ホルモン調節 国立保健医学研究所 環境ホルモン ・ ダ イオキ

シン研究プロ ジェ ク ト

ポ ー ラ ン ド

（2003FY）

植物の大気環境ス ト レ ス耐性の分子機構に関する研究 育種馴化研究所 生物多様性プロ ジェ ク ト

大気汚染物質によ る健康 リ ス ク評価手法の確立 （2003 まで） 労働環境研究所 環境健康研究領域

ロ 　 シ 　 ア

（2003FY ： 環）

バイ カル国際生態学研究セン ターにおける国際共同研究 （環） 湖沼学研究所 ( 地球化学

研究所， 太平洋海洋研究

所 )， 陸水学研究所

化学環境研究領域

凍土地帯からの メ タ ン発生量の共同観測 （環） 凍土研究所 地球環境研究セン ター

湿地か らの メ タ ン放出のモデル化に関する共同研究 （環） 微生物研究所 地球環境研究セン ター

シベ リ アにおける温室効果気体の航空機観測 （環） 中央大気観測所 地球環境研究セン ター

シベ リ ア領域における FTIR 等によ る大気微量物質に関する研究

（環）

太陽地球物理学研究所 大気圏環境研究領域

陸域炭素収支分布推定のための西シベ リ ア温室効果ガスモニ タ リ

ング （環）

太陽光学研究所 地球環境研究セン ター

シベ リ アにおける永久凍土地域におけ る環境変動と その温暖化へ

の影響

ヤ クーツ ク生物学研究

所，

永久凍土研究所，

太平洋海洋研究所

地球環境研究セン ター

シベ リ アにおける温室効果ガスの高度分布観測 大気光学研究所 地球環境研究セン ター

シベ リ アにおける ラ ン ド ・ エコ システムの温室効果ガス収支 永久凍土研究所， 生物学

研究所

地球環境研究セン ター

バイ カル湖の研究を基礎 と し た中央アジアの地球規模の環境及び

気候変動

地球化学研究所 化学環境研究領域

国 　 　 　 名 ・
レ ビ ュー年次
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３ ） 国際研究協力協定等

注 ： 協定締結時点の旧組織名で示されている場合があ る。

国名等 研究所間の共同研究

イ 　 ン 　 ド Memorandum of Understanding between the Indian Council of Agricultural Research and the National Institute for 

Environmental Studies for Collaborative Research on Desertification （1993）．

イ ン ド ネシ ア Memorandum of Understanding between Research and Development Center for Biology， Indonesian Institute of Sciences

（RDCB-LIPI）， Bogor-Indonesia and National Institute for Environmental Studies （NIES）， Tsukuba-Japan concerning 

Scientific and Technical Cooperation on the Biodiversity and Forest Fire 

カ 　 ナ 　 ダ Agreement between National Institute for Environmental Studies and Institute of Ocean Sciences （1995）．

韓 　 　 　 　 国 Implementing Arrangement between the National Institute for Environmental Studies of Japan and the National Institute of 

Environmental Research of the Republic of Korea to Establish a Cooperative Framework Regarding Environmental Protection 

Technologies （1988， and revised in 1994）．

Agreement for Collaborative Research to Develop a Korean Greenhouse Gas Emission Model. Korean Energy Economics 

Institute （1994）．

Implementing Agreement between National Institute for Environmental Studies of Japan and National Institute of Environmental 

Research of the Republic of Korea to establish a cooperative framework regarding endocrine disrupting chemicals research

（1999）．

韓 国 ・ 中 国 The Second Tripartite Presidents Meeting among NIES, NIER and CRAES Joint Communique (2004)．

国 際 連 合 Memorandum of Understanding referring to the Establishment and Operation of a GRID － compatible Centre in Japan

（1991）． 

タ 　 　 　 　 イ Memorandum of Understanding between Kasetsart University， Bangkok， Thailand and National Institute for Environmental 

Studies， Japan （NIES） for Global Taxonomy Initiative, Toxic Cyanobacteri and Algal Diversity(2002)．

中 　 　 　 　 国 Agreement for Collaborative Research to develop a Chinese Greenhouse Gas Emission Model Energy Research Institute of 

China （1994）．

Agreement on Cooperative Research Projects between the National Institute for Environmental Studies， Environment Agency 

of Japan and the Institute of Hydrobiology， Chinese Academy of Sciences （1995）．

Memorandum of Understanding between Institute of Hydrobiology，Chinese Academy of Sciences，People's Republic of China 

(IHBCAS) and National Institute for Environmental Studies, Japan （NIES） for Collaborative Research on Microalgal 

Toxicology, Systematics and Cultural Collect (1995)．

Memorandum of Understanding between Institute of Remote Sensing Applications， Chinese Academy of Science， People's 

Republic of China (IRSACAS） and National Institute for Environmental Studies, Japan （NIES） for Collaborative research on 

Development of Remote Sensing and GIS Systems for Modeling Erosion in the Changjiang River Catchment （1996）． 

Memorandum of Understanding between Changjiang Water Resources Commission， Ministry of Water Resources， People's 

Republic of China and National Institute for Environmental Studies， Japan for Collaborative Research on Developments of 

Monitoring Systems and Mathematical Management Model for Environments in River Catchment （1997）． 

Memorandum of Understanding between National Institute for Environmental Studies， Japan （NIES） and Chinese Research 

Academy of Environmental Sciences， People's Republic of China （CRAES） for Collaborative Research on Advanced 

Treatment of Domestic Wastewater （1997）．

日本国環境庁国立環境研究所及び中華人民共和国上海交通大学と の間の湖沼水質改善バイオ ・ エコ技術の国際共同研

究の推進に関する取決め (2000: 日本語及げ中国語を正文） 

日本国環境庁国立環境研究所と 中国科学院地理科学与資源研究所 「環境資源関連分野におけ る国際共同研究に関する

総括協議書」 

日本国環境庁国立環境研究所と 中国吉林省環境保護研究所と の 「湿地生態系の管理についての共同研究」 に関 する

覚書 

Memorandum of understanding between Northwest Plateau Institute of Biology, Chinese Academy of Sciences, P.R.China 

(NPIB) and National Institute for Environmental Studies, Japan (NIES) for Collaborative Researches on Global Warming Effects 

and Carbon Budget in Alpine Grassland Ecosystem (2001)．

マ レ ー シ ア Memorandum of Understanding between  Forest Research Institute Malaysia （FRIM), University Pertanlan Malaysia （UPM) 

and the National Institute for Environmental Studies， Japan （NIES） for Collaborative Research on Tropical Forests and 

Biodiversity (2003 amended）．

ロ 　 シ 　 ア Agreement on a Joint Geochemical Research Program； Impact of Climatic Change on Siberian Permafrost Ecosystems between 

the Permafrost Institute， Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Russia and the National Institute for Environmental 

Studies, Japan （1992）．

Agreement on a Cooperative Research Project between the Central Aerological Observatory， Committee for 

Hydrometeorology and Monitoring of Environment， Ministry of Ecology and Natural Resources, Russian Federation and the 

National Institute for Environmental Studies， Japan （1992）．

Agreement on Cooperative Research Projects between National lnstitute for Environmental Studies， Environment Agency of 

Japan and lnstitute of Atmospheric Optics， Russian Academy of Sciences （1997）．

Agreement on Cooperative Research Project between Institute of Solar － Terrestrial Physics （ISTP）， Siberian Branch，

Russian Academy of Science and National Institute for Environmental Studies， Environment Agency of Japan 
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　 ４ ） 外国人研究者一覧 （流動研究員を除 く ）

①招へい外国人研究者

②客員研究員

③共同研究員

国 　 　 名 氏 　 　 　 名 受入先 研 　 究 　 課 　 題 　 名 期 　 　 間

イ 　 ン 　 ド

（ア メ リ カ）

MULPURI Rao Venkateswara 佐治 　 　 光 植物のオゾン耐性機構の解明 16.10.13 ～ 16.10.26

カ 　 ナ 　 ダ ELLIS Brian Edward 久保 　 明弘 環境オキシダン ト ス ト レ スに応答し た

MAPK シグナル伝達と細胞の生存

16.10.16 ～ 16.10.30

タ 　 　 　 イ WICHIEN Yongmanitchai 笠井 　 文絵 熱帯地域における微細藻類の多様性と カル

チャーコ レ ク シ ョ ンに関する共同研究

16.3.23 ～ 16.5.06

中 　 　 　 国 史 　 培軍 （SHI Peijun） 清水 　 英幸 中国の乾燥／半乾燥地域における砂漠化と

砂塵嵐に関する研究

16.10.05 ～ 16.10.26

田 　 均良 （TIAN Junliang） 清水 　 英幸 中国黄土高原の村落レベル／流域レベルに

おける砂漠化評価に関する総合的研究

16.10.17 ～ 16.12.12

国 　 　 名 氏 　 　 　 名 受入先 研 　 究 　 課 　 題 　 名 期 　 　 間

イ ン ド ネシア SIMBOLON Herwint 清水 　 英幸 地球環境変動の植生影響と その保全に関す

る研究

17.2.01 ～ 17.3.31

韓 　 　 　 国 KIM Juhyun 稲森 　 悠平 畜舎排水等の事業場系排水における窒素，

リ ン除去 ・ 回収型技術システムの開発

16.4.01 ～ 17.3.31

中 　 　 　 国 安 　 　 萍 （AN Ping） 清水 　 英幸 地球環境変動の植生影響と その保全に関す

る研究

16.10.01 ～ 17.3.31

余 　 偉明 （SHA Weiming） 井上 　 　 元 地球大気流体の非静力数値モデルの開発 16.4.01 ～ 17.3.31

于 　 云江 （YU Yunjiang） 清水 　 英幸 北東アジアにおける砂漠化アセス メ ン ト 及

び早期警戒体制 (EWS) 構築に関する研究

16.10.02 ～ 17.3.31

楊 　 瑜芳 （YANG Yufang） 一 ノ瀬俊明 アジア国際河川における生態系長期モニタ

リ ング手法の確立に関する研究

16.4.01 ～ 17.3.31

張　 強斌 （ZHANG Qianbin） 藤沼 　 康実

田中 　 　 敦

GEMS/Water 摩周湖ベース ラ イ ンモニ タ リ

ング

16.4.01 ～ 17.3.31

鄭 　 有斌 （ZHENG Youbin） 清水 　 英幸 地球環境変動の植生影響と その保全に関す

る研究

16.10.01 ～ 17.3.31

鄭　 元潤 （ZHENG Yuanrun） 清水 　 英幸 北東アジアにおける砂漠化アセス メ ン ト 及

び早期警戒体制 （EWS） 構築に関する研究

16.10.01 ～ 17.3.31

ロ 　 シ 　 ア MAKSYUTOV Shamil 井上 　 　 元 「温室効果気体のフ ラ ッ ク スモデル」 CO2，

CH4 などのフ ラ ッ ク ス を評価するための数

値モデルの開発

16.4.01 ～ 17.3.31

国 　 　 名 氏 　 　 　 名 受入先 研 　 究 　 課 　 題 　 名 期 　 　 間

イ 　 ン 　 ド NAIR Rajesh 甲斐沼美紀子 イ ン ド における温室効果ガス排出量 ： 傾向

と削減対策

16.4.01 ～ 17.3.31

カ 　 ナ 　 ダ PARKER Kennith Ross 奥田 　 敏統 熱帯域におけるエコ システムマネージ メ ン

ト に関する研究

16.4.01 ～ 17.3.31

韓 　 　 　 国 JANG Mih-Ho 高村 　 典子 生物間相互作用によ り 誘導される シア ノ バ

ク テ リ アの毒物質の挙動の解明

16.10.21 ～ 17.3.31

KIM Daekyung 渡辺 　 正孝 有毒赤潮プラ ン ク ト ンの毒性発現機構の分

子レベルでの解析

16.4.01 ～ 16.12.31

KYONG Ha 高村 　 典子 対補食者戦略と し て誘導される アオコ毒の

挙動について

16.11.01 ～ 17.3.31

LEE Jae-Seong 大迫誠一郎 メ ダカ cDNA チッ プの作成と その分子 ト キ

ソ コゲ ノ ミ ク ス研究への利用

16.7.23 ～ 16.8.22

LEE Moon-Soon 鈴木 　 規之 環境ホルモン等環境化学物質の リ ス ク評価

手法に関する研究

16.4.01 ～ 17.3.31
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ス ウ ェーデン CHIERICI Melissa 野尻 　 幸宏 太平洋域の人為起源二酸化炭素の海洋吸収

量解明に関する研究

16.4.01 ～ 16.11.15

FRANSSON Agneta Ingrid 野尻 　 幸宏 北太平洋における海洋の二酸化炭素吸収解

析および制限因子と し ての鉄と の関係

14.9.25 ～ 16.9.24

ス リ ラ ンカ GUNATILLEKE I.Aun 奥田 　 敏統 熱帯林の生物多様性指標のス ケールア ッ プ

技術に関する共同研究

16.10.01 ～ 16.11.29

チェ コ共和国 CUDLINOVA Eva 青木 　 陽二 日本人と チェ コ人の風景評価の比較 16.10.01 ～ 17.3.31

MILOSLAV Lapka 青木 　 陽二 日本人と チェ コ人の風景評価の比較 16.10.01 ～ 17.3.31

中 　 　 　 国 陳 　 利軍 （CHEN Lijun） 清水 　 英幸 北東アジアにおける砂漠化アセス メ ン ト 及

び早期警戒体制 （EWS） 構築のためのパイ

ロ ッ ト ス タデ ィ （3） 土壌 ・ 植生 ・ 水文解析

によ る土壌脆弱性の評価

16.7.08 ～ 17.3.31

陳 　 曦 （CHEN Xi） 渡辺 　 正孝 タ リ ム河流域の水調達管理システムに関す

る研究

16.4.01 ～ 16.4.30

胡 　 湛波 （HU Zhanbo） 稲森 　 悠平 生活排水土壌処理の過程で発生する温室効

果ガスの発生抑制に関する技術開発

17.2.01 ～ 17.3.31

李 　 　 紅 （LI Hong） 畠山 　 史郎 有機エア ロ ゾルの地域規模 ・ 地球規模の気

候影響に関する研究

16.4.01 ～ 17.3.31

李 　 茂田 （LI Maotian） 渡辺 　 正孝 陸域由来の環境負荷変動に対する東シナ海

の物質循環応答に関する研究

16.7.18 ～ 17.3.31

劉 　 晨 （LIU Chen） 大坪 　 國順 中国における食生活と食糧流通機構の現状

と将来動向に関する研究

16.4.01 ～ 16.12.31

巌 　 立 （YAN Li） 稲森 　 悠平 生活排水の植生浄化の過程で発生する温室

効果ガスの発生抑制に関する技術開発

17.2.01 ～ 17.3.31

于 　 云江 （YU Yunjiang） 清水 　 英幸 風砂流が植物の生理生態に及ぼす影響の機

構解明および風砂流に対する植物の適応能

に関する研究

14.10.02 ～ 16.10.01

張 永強 （ZHANG Yongqiang) 唐 　 　 艶鴻 21 世紀の炭素管理に向けたアジア陸域生態

系の統合的炭素収支研究

16.7.01 ～ 17.3.31

ド 　 イ 　 ツ ARLT Wolfgang Georg 青木 　 陽二 環日本海の交流拡大が社会的環境に与える

環境解析

16.12.28 ～ 17.2.27

HEIKE Lueger 野尻 　 幸宏 海洋表層二酸化炭素分圧観測データ解析－

北大西洋と北太平洋の比較解析

16.6.10 ～ 16.8.10

LANGE Eckart 青木 　 陽二 ス イ ス と日本の風景評価の差異に関する研

究

16.3.29 ～ 16.4.30

TREUNER Anke Britt 堀口 　 敏宏 アワ ビ資源の減少要因に関する研究 ： 幼生

及び器官培養手法によ る評価の試み

14.11.29 ～ 16.11.28

フ ラ ン ス NOEL Mary － Helene 笠井 　 文絵 アジアオセアニア地域における生物多様性

の減少解決のための世界分類学イ ニシア

テ ィ ブに関する研究

16.4.01 ～ 17.3.31

ブルガ リ ア TATAROV Boyan 杉本 　 伸夫 能動型と受動型 リ モー ト センサーの複合利

用によ る大気汚染エア ロ ゾル と雲の気候影

響に関する研究

16.4.01 ～ 17.3.31

ベ ト ナ ム DANG Phong Xuan 柴田 　 康行 20 世紀における イ ン ド シナ半島の環境変

動 ： サンゴ年輪からの復元

16.5.12 ～ 16.6.14

ベ ト ナ ム LE Van Chieu 石垣 　 智基 有害化学物質を含有する廃水および廃棄物

の適正管理技術の開発

16.12.13 ～ 16.12.19

NGUYEN Thi Diem Trang 石垣 　 智基 有害化学物質を含有する廃水および廃棄物

の適正管理技術の開発

16.12.13 ～ 16.12.15

TUA Tran Van 稲森 　 悠平 環境水中における microcystin の現存量モニ

タ リ ング

16.7.12 ～ 16.10.10

マレーシア HASHIM Mazlan 奥田 　 敏統 熱帯域におけるエコ システムマネージ メ ン

ト に関する研究

17.1.08 ～ 17.3.31

YUSOP Zulkifli Bin 奥田 　 敏統 熱帯域におけるエコ システムマネージ メ ン

ト に関する研究

17.1.16 ～ 17.3.31

国 　 　 名 氏 　 　 　 名 受入先 研 　 究 　 課 　 題 　 名 期 　 　 間
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④研究生

⑤ 国際協力等に係わる外国への依頼出張

ルーマニア SANDULESCU Elena Maria 酒井 　 伸一 鉛サブス タ ン ス フ ローおよび環境 リ ス ク の

日欧比較研究 ： 生産， リ サイ クル， 廃棄物

管理

16.9.01 ～ 16.12.31

国 　 　 名 氏 　 　 　 名 受入先 研 　 究 　 課 　 題 　 名 期 　 　 間

アフガニス タン MANILA Sedqyar 高橋 　 慎司 ウズ ラ性腺の内分泌学的調節機構に関する

研究

16.4.01 ～ 17.3.31

韓 　 　 　 国 KIM Ki Tae 鑪迫 　 典久 水生生物を用いた化学物質の影響評価法と

野外調査への応用に関する研究

17.1.11 ～ 17.2.17

KWON Oh Jung 井上 　 雄三 最終処分場における多機能覆土システムに

関するエネルギー輸送解析

17.1.11 ～ 17.2.17

HONG Han Na 白石 　 寛明 組み換え タ ンパク を用いた核内受容体と化

学物質の相互作用のプレー ト 上における評

価法の構築

17.1.11 ～ 17.2.17

PARK Sang-Cheol 今井 　 章雄 溶存有機物の凝集沈澱処理に及ぼす影響 17.1.11 ～ 17.2.17

中 　 　 　 国 侯 　 　 紅 （HOU Hong） 高松武次郎 次世代技術利用金属の土壌中動態に関する

研究

16.4.01 ～ 17.3.31

宛 　 　 悦 （WAN Yue） 増井 　 利彦 地球温暖化によ る中国の健康影響のモデル

分析

16.5.10 ～ 17.3.31

パラオ共和国 IDIP David 山野 　 博哉 衛星データ を利用し たパラオのハビ タ ッ ト

マ ッ ピング

16.6.01 ～ 17.3.31

バングラディ シュ ALAM Md.Jahangir 荒巻 　 能史 河川水中懸濁態有機物の C-14 16.12.01 ～ 17.3.31

派遣国名 氏 　 　 名 所 　 　 属 依 　 頼 　 元 内 　 　 　 容 期 　 間

ア メ  リ  カ 松永 　 恒雄 社会環境システム研究領域 （独） 宇宙航空研究

開発機構

SELENE 計画 LISM 　 SP 用解析格子の温度特

性に関する調査に派遣

16. 9.12 ～

16. 9.16

西村 　 典子 環境ホルモン ・ ダ イオキシ

ン研究プロ ジェ ク ト

カ リ フ ォルニア大学 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の生体への影響及びその毒性

ﾒｶﾆｽﾞﾑの解明に関する共同研究に参加

16.12. 3 ～

17. 5.31

甲斐沼美紀子 社会環境システム研究領域 （財） 地球 ・ 人間環

境フ ォーラ ム （GEF）

IPCC 排出シナ リ オ第 １ 回専門家会議に出席 17. 1.11 ～

17. 1.16

椿 　 　 宜高 生物多様性研究プロ ジェ ク

ト

（独） 科学技術振興

機構 （JST）

生態系 ・ 生物多様性の機能把握， 保全， 高

度利用に関する研究領域 G-Tec 米国調査に

派遣

17. 3. 9 ～

17. 3.13

渡邉 　 　 信 生物圏環境研究領域 （独） 科学技術振興

機構 （JST）

生態系 ・ 生物多様性の機能把握， 保全， 高

度利用に関する研究領域 G-Tec 米国調査に

派遣

17. 3. 9 ～

17. 3.13

アルゼンチン 清水 　 英幸 国際共同研究官 AIDCCD 砂漠化の評価に関する国際会議に出席 16. 5.19 ～

16. 5.27

森 　 　 保文 社会環境システム研究領域 （社） 産業環境管理

協会

ISO/TC207/WG5 会合に出席 16. 8.27 ～

16. 9. 8

中根 　 英昭 大気圏環境研究領域 （独） 国際協力機構

（JICA）

アルゼンチン国オゾン層破壊防止プロ ジェ

ク ト 短期派遣専門家 （オゾン層観測キ ャ ン

ペーン計画） の派遣

16.12. 1 ～

16.12.18

久保田 　 泉 社会環境システム研究領域 環境省地球環境局 気候変動枠組条約第 10 回締約国会議

（COP10） に出席

16.12. 3 ～

16.12.20

相澤 　 智之 地球環境研究セン ター 環境省地球環境局 気候変動枠組条約第 10 回締約国会議

（COP10） に出席

16.12. 3 ～

16.12.20

西岡 　 秀三 理事 （財） 地球環境戦略

研究機関 （IGES）

気候変動枠組条約第 10 回締約国会議

（COP10） に出席

16.12. 8 ～

16.12.13

国 　 　 名 氏 　 　 　 名 受入先 研 　 究 　 課 　 題 　 名 期 　 　 間
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イ ギ リ  ス 米田 　 　 穣 化学環境研究領域 （独） 日本学術振興

会 （JSPS）

骨化石の化合物における放射性炭素年代と

炭素 ・ 窒素安定同位体比によ る古環境復元

の研究で派遣

15. 2.28 ～

17. 2.27

志村 　 純子 環境研究基盤技術ラ ボ ラ ト

リ ー

GBIF （Global 

Biodiversity 

Information Facility)

GBIF 電子学名カ タ ロ グ小委員会に出席 16. 6.16 ～

16. 6.18

鈴木 　 規之 環境ホルモン ・ ダ イオキシ

ン研究プロ ジェ ク ト

（株） エ ッ ク ス都市

研究所

OECD 化学品グループ /PRTR 排出量推計方

法に関する タ ス ク フォ ース （第 7 回） に出席

16. 6.17 ～

16. 6.23

掛山 　 正心 環境健康研究領域 （社） 日本食品衛生

協会

PCB 曝露が脳に及ぼす影響に関する共同研

究に派遣

16.10. 1 ～

17. 3.20

江守 　 正多 大気圏環境研究領域 英国気象局ハ ド レー

セン ター

気候変化予測に関する共同研究に参加 16.10. 3 ～

16.11.28

原沢 　 英夫 社会環境システム研究領域 英国環境食糧農林省 温室効果ガス安定に関する科学シンポジウ

ムに出席

17. 1.30 ～

17. 2. 4

鈴木 　 　 茂 循環型社会形成推進 ・ 廃棄

物研究セン ター

日本ウ ォーターズ

（株）

アジア ・ パシフ ィ ッ ク環境サ ミ ッ ト に出席 17. 3.22 ～

17. 3.26

イ タ リ  ア 杉本 　 伸夫 大気圏環境研究領域 （独） 宇宙航空研究

開発機構

Earth Explorer User Consultation Meeting

（Earth CARE 関係） に出席

16. 4.17 ～

16. 4.22

野尻 　 幸宏 地球温暖化研究プロ ジェ ク

ト

（財） 地球 ・ 人間環

境フ ォーラ ム （GEF）

IPCC AR4 WG1 第 １ 回 LA 会合に出席 16. 9.25 ～

16.10. 1

イ 　 ン 　 ド 畠山 　 史郎 大気圏環境研究領域 Greentech2005 事務

局

International Conference on Environmental 

Pollution & Ecology に出席

17. 1. 5 ～

17. 1.11

原沢 　 英夫 社会環境システム研究領域 イ ン ド国立組織委員

会

SCOPE （環境問題科学委員会） 会合に出席 17. 2. 6 ～

17. 2.12

イン ド ネシア 志村 　 純子 環境研究基盤技術ラ ボ ラ ト

リ ー

CODATA 第 15 回 CODATA 委員会に出席 16.7.19 ～

16.7.21

Ｅ Ｕ （フ ラ ン

ス， ベルギー，

ド イ ツ， オラ ン

ダ， イギ リ ス）

野馬 　 幸生 循環型社会形成推進 ・ 廃棄

物研究セン ター

（財） 産業廃棄物処

理事業振興財団

PCB 廃棄物処理に関する海外動向調査に派

遣

17. 3. 6 ～

17. 3.13

オース ト ラ リ ア 堀口 　 敏宏 化学環境研究領域 アジア太平洋経済協

力 （APEC）

2nd APEC workshop “Modern Approaches to 

Linking Exposure to Toxic Compounds and 

Biological Effects” に参加

16. 7.12 ～

16. 7.16

西岡 　 秀三 理事 （社） 海外環境協力

セン ター

第 14 回地球温暖化アジア太平洋地域セ ミ

ナーに出席

16. 9.19 ～

16. 9.25

原沢 　 英夫 社会環境システム研究領域 （財） 地球 ・ 人間環

境フ ォーラ ム （GEF）

IPCC AR4 WG2 第 １ 回 LA 会合に出席 16. 9.19 ～

16. 9.25

高橋 　 　 潔 社会環境システム研究領域 （財） 地球 ・ 人間環

境フ ォーラ ム （GEF）

IPCC AR4 WG2 第 １ 回 LA 会合に出席 16. 9.19 ～

16. 9.25

高橋 　 　 潔 社会環境システム研究領域 （財） 地球 ・ 人間環

境フ ォーラ ム （GEF）

IPCC AR4 WG2 第 ２ 回 LA 会合に出席 17. 3.12 ～

17. 3.18

原沢 　 英夫 社会環境システム研究領域 （財） 地球 ・ 人間環

境フ ォーラ ム （GEF）

IPCC AR4 WG2 第 ２ 回 LA 会合に出席 17. 3.12 ～

17. 3.19

野馬 　 幸生 循環型社会形成推進 ・ 廃棄

物研究セン ター

（財） 産業廃棄物処

理事業振興財団

PCB 廃棄物処理に関する海外動向調査に派

遣

17. 3.20 ～

17. 3.24

カ 　 ナ 　 ダ 森 　 　 保文 社会環境システム研究領域 （社） 産業環境管理

協会

ISO/TC207/WG5/Part2 （Projects） 会合に出

席

16. 4.27 ～

16. 5. 2

珠坪 　 一晃 水土壌圏環境研究領域 （株） 荏原製作所 10th Congress of Anaerobic Digestion に参加 16. 8.28 ～

16. 9.4

韓 　 　 　 国 藤野 　 純一 社会環境システム研究領域 韓国環境研究所

（KEI）

第 １ 回韓国 ・ 日本自由貿易協定と環境モデ

ルに関する専門家会合に出席

16. 4.11 ～

16. 4.13

増井 　 利彦 社会環境システム研究領域 韓国環境研究所

（KEI）

第 １ 回韓国 ・ 日本自由貿易協定と環境モデ

ルに関する専門家会合に出席

16. 4.11 ～

16. 4.13

寺園 　 　 淳 循環型社会形成推進 ・ 廃棄

物研究セン ター

（社） 海外環境協力

セン ター

平成 16 年度日中韓環境産業円卓会議に出席 16. 6.15 ～

16. 6.18

志村 　 純子 環境研究基盤技術ラ ボ ラ ト

リ ー

KRIBB ／ BRC

（Korea Research 

Institute of Bioscience 

and Biotechnology/

Biological Resource 

Center)

生物資源保存と生物多様性情報に関する シ

ンポジウ ムにて講演

16. 7. 8 ～

16. 7.10

水落 　 元之 循環型社会形成推進 ・ 廃棄

物研究セン ター

（独） 国際協力機構

（JICA）

KOICA と の連携に係る調査及び協議に係る

調査団員の派遣

16. 8. 2 ～

16. 8. 5
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韓 　 　 　 国 稲森 　 悠平 循環型社会形成推進 ・ 廃棄

物研究セン ター

（独） 国際協力機構

（JICA）

KOICA と の連携に係る調査及び協議に係る

調査団員の派遣

16. 8. 3 ～

16. 8. 5

松井 　 一郎 大気圏環境研究領域 韓国 Kyung Hee Univ. ラ イ ダー装置打合せに参加 16. 8.24 ～

16. 8.26

杉本 　 伸夫 大気圏環境研究領域 韓国 Kyung Hee Univ. ABC ワーク シ ョ ッ プに出席及びラ イ ダー観

測打合せに参加

16. 9.19 ～

16. 9.24

寺園 　 　 淳 社会環境システム研究領域 韓国環境 NGO 韓国の電子ごみ汚染に関する ワーク シ ョ ッ

プに出席

16.10.28 ～

16.10.30

杉本 　 伸夫 大気圏環境研究領域 韓国 Kyung Hee Univ. ラ イ ダー観測打合せに参加 17. 2.13 ～

17. 2.15

ス 　 イ 　 ス 西岡 　 秀三 理事 （財） 地球 ・ 人間環

境フ ォーラ ム （GEF）

IPCC AR4 第 １ 回統合報告書ス コーピング会

合に出席

16. 7. 5 ～

16. 7. 9

タ 　 　 　 イ 渡辺 　 　 信 生物圏環境研究領域 カセサー ト 大学 有毒アオコに関する研究調査打合せに参加 16. 5. 9 ～

16. 5.11

小林 　 伸治 PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ

ク ト

（社） 海外運輸協力

協会

平成 16 年度地球環境問題解決のためのク

リ ーン開発 メ カニズム （CDM） 推進事業に

おけ る現地調査に派遣

16. 6.20 ～

16. 6.24

青柳みど り 社会環境システム研究領域 （財） 地球環境研究

戦略機関 （IGES）

アジア途上国における環境意識に関する研

究にかかる打ち合わせ会議に出席

16. 9.26 ～

16. 9.30

小林 　 伸治 PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ

ク ト

（社） 海外運輸協力

協会

平成 16 年度地球環境問題解決のためのク

リ ーン開発 メ カニズム （CDM） 推進事業に

おけ る現地調査に派遣

17. 2. 4 ～

17. 2.12

中 　 　 　 国 竹内 　 恒夫 総務部 国際連合地域開発セ

ン ター

第 ２ 回中国西部地域における国土計画と農

村総合開発研修に出席 / 講義

16. 4.14 ～

16. 4.17

増井 　 利彦 社会環境システム研究領域 外務省総合外交政策

局

中国， 米国， 韓国共催によ る経済環境モデ

リ ング ワーク シ ョ ッ プに派遣

16. 5.19 ～

16. 5.22

森田 　 昌敏 統括研究官 国際連合大学

（UNU）

UNU International Symposium on Impacts of 

POPs from Urban Areas に参加

16. 5.22 ～

16. 5.26

柴田 　 康行 化学環境研究領域 国際連合大学

（UNU）

UNU International Symposium on Impacts of 

POPs from Urban Areas に参加

16. 5.22 ～

16. 5.26

徐 　 　 開欽 流域圏環境管理研究プロ

ジェ ク ト

中国環境与発展国際

合作委員会

（CCICED）

長江河口域保全ワーク シ ョ ッ プに参加 16. 6.24 ～

16. 6.30

伊藤 　 裕康 化学環境研究領域 （独） 国際協力機構

（JICA）

中華人民共和国日中友好環境保全セン ター

（フ ェーズ ３ ） 運営指導調査に係る調査団員

の派遣

16. 7.11 ～

16. 7.17

清水 　 英幸 国際共同研究官 鳥取大学乾燥地研究

セン ター

拠点大学方式学術交流事業に係る研究打合

せに参加

16. 8. 9 ～

16. 8.13

稲森 　 悠平 循環型社会形成推進 ・ 廃棄

物研究セン ター

（財） 国際科学振興

財団

蘇州河底泥の資源化技術の開発研究のため

の現地調査に派遣

16. 9. 5 ～

16. 9.11

西川 　 雅高 環境研究基盤技術ラ ボ ラ ト

リ ー

（社） 海外環境協力

セン ター

「黄砂問題検討会」 業務に係る第 ２ 回 ADB-

GEF 黄砂プロ ジェ ク ト SC/TC に出席

16. 9.16 ～

16. 9.19

西川 　 雅高 環境研究基盤技術ラ ボ ラ ト

リ ー

（独） 国際協力機構

（JICA）

中華人民共和国日中友好環境保全セン ター

（フ ェーズ ３ ） 短期派遣専門家 （黄砂研究の

総括的指導） の派遣

16.10.11 ～

16.11. 6

兜 　 　 眞徳 首席研究官 WHO 西太平洋支局 ECF シンポジウ ムに出席 16.10.26 ～

16.10.31

畠山 　 史郎 大気圏環境研究領域 中国環境保護総局 北東アジア長距離越境大気汚染 （LTP） に

関する専門家会合に出席

16.10.27 ～

16.10.31

杉本 　 伸夫 大気圏環境研究領域 （独） 国際協力機構

（JICA）

中華人民共和国日中友好環境保全セン ター

（フ ェーズ ３ ） 短期派遣専門家 （レーザーラ

イ ダー操作指導） の派遣

16.12. 1 ～

16.12.14

稲森 　 悠平 循環型社会形成推進 ・ 廃棄

物研究セン ター

（独） 国際協力機構

（JICA）

中華人民共和国太湖水環境修復モデルプロ

ジェ ク ト 運営指導 ( 中間評価 ) 調査に係る調

査団員の派遣

16.12. 4 ～

16.12. 8

清水 　 英幸 国際共同研究官 鳥取大学乾燥地研究

セン ター

拠点大学方式学術交流事業に係る研究打合

せに参加

16.12.25 ～

16.12.31

森口 　 祐一 社会環境システム研究領域 （独） 国際協力機構

（JICA）

中華人民共和国日中友好環境保全セン ター

（フ ェーズ ３ ） 短期派遣専門家 （循環経済構

築のための技術移転 （ １ ）） の派遣

17. 1. 9 ～

17. 1.12

酒井 　 伸一 循環型社会形成推進 ・ 廃棄

物研究セン ター

中国環境与発展国際

合作委員会

（CCICED）

China Council Circular Economy Task Force 第

３ 回会合に出席

17. 1.16 ～

17. 1.18
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中 　 　 　 国 稲森 　 悠平 循環型社会形成推進 ・ 廃棄

物研究セン ター

（独） 国際協力機構

（JICA）

中華人民共和国太湖水環境修復モデルプロ

ジェ ク ト 運営指導調査に係る調査団員の派

遣

17. 3. 8 ～

17. 3.16

中国 （台湾） 増井 　 利彦 社会環境システム研究領域 台湾経済省 気候政策と エネルギーモデルのワーク

シ ョ ッ プに出席

16.10.10 ～

16.10.13

ド 　 イ 　 ツ 相澤 　 智之 地球環境研究セン ター 環境省地球環境局 気候変動枠組条約第 20 回補助機関会合

（SBSTA/SBI） に出席

16. 6.15 ～

16. 6.26

久保田 　 泉 社会環境システム研究領域 環境省地球環境局 気候変動枠組条約第 20 回補助機関会合

（SBSTA/SBI） に出席

16. 6.15 ～

16. 6.27

甲斐沼美紀子 社会環境システム研究領域 （財） 地球 ・ 人間環

境フ ォーラ ム （GEF）

IPCC AR4 WG3 第 １ 回 LA 会合に出席 16.10.18 ～

16.10.23

酒井 　 伸一 循環型社会形成推進 ・ 廃棄

物研究セン ター

中国環境与発展国際

合作委員会

（CCICED）

China Council Circular Economy Task Force 第

2 回会合に出席

16.11.11 ～

16.11.14

ノ ルウ ェー 橋本 　 征二 循環型社会形成推進 ・ 廃棄

物研究セン ター

（株） UFJ 総合研究

所

UNFCCC 伐採木材に関する ワーク シ ョ ッ プ

に参加

16. 8.29 ～

16. 9. 3

中根 　 英昭 大気圏環境研究領域 （株） ダ イナッ ク ス

都市環境研究所

国際ネ ッ ト ワーク NDSC 運営委員会に出席 16. 9.12 ～

16. 9.18

フ ィ リ ピン 兜 　 　 眞徳 首席研究官 WHO 西太平洋支局 WHO/UNEP/ADB HIGH-LEVEL MEETING 

ON HEALTH AND ENVIRONMENT IN 

ASEAN AND EAST ASIAN COUNTRIES

16.11.23 ～

16.11.27

フ ィ ン ラ ン ド 橋本 　 征二 循環型社会形成推進 ・ 廃棄

物研究セン ター

環境省地球環境局 OECD WORKSHOP ON MATERIAL FLOWS 

AND RELATED INDICATORS に出席

16. 6.16 ～

16. 6.20

フ ラ ン ス 日引 　 　 聡 社会環境システム研究領域 経済協力開発機構

（OECD）

Environmental Policy Design and Firm-Level 

Management 環境政策デザイ ン と企業レベル

におけるマネジ メ ン ト に関する会合に出席

16. 8.28 ～

16. 9. 2

山崎 　 邦彦 循環型社会形成推進 ・ 廃棄

物研究セン ター

環境省総合環境政策

局環境保健部

OECD 化学品グループ既存化学物質タ ス ク

フ ォース第 13 回会合および OECD 化学品

グループ新規化学物質タ ス ク フ ォース会合

に出席

16. 9.20 ～

16. 9.24

鈴木 　 　 茂 循環型社会形成推進 ・ 廃棄

物研究セン ター

（社） 土壌環境セン

ター

ISO/TC190 （地盤環境） 国際会議に出席 16. 9.20 ～

16. 9.24

フ ラ ン ス

（ニューカレ ド ニア）

山野 　 博哉 社会環境システム研究領域 （独） 日本学術振興

会 （JSPS）

衛星データ を利用し たサンゴ州島の全球

マ ッ ピング と類型化に基づ く 形成維持要因

の解析に関する研究で派遣

17. 2.28 ～

19. 2.27

ベ ル ギ ー 遠山 　 千春 環境健康研究領域 欧州食品安全局 ダ イオキシン ・ フ ラ ン ・ PCB の耐容摂取量

の設定のための方法論の検討に参加

16. 6.26 ～

16. 7. 1

マレーシア 梁 　 　 乃申 地球環境研究セン ター （財） 自然環境研究

セン ター

熱帯林における土壌呼吸に関する現地調査

に派遣

16.10. 5 ～

16.10.15

メ  キ シ コ 志村 　 純子 環境研究基盤技術ラ ボ ラ ト

リ ー

GBIF （Global 

Biodiversity 

Information Facility)

GBIF 第 8 回理事会に出席 16.4.26 ～

16.4.29

若松 　 伸司 PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ

ク ト

（独） 国際協力機構

（JICA）

メ キシ コ国全国大気汚染モニ タ リ ングネ ッ

ト ワーク強化支援事前評価調査に係る調査

団員の派遣

16.11.17 ～

16.12. 1

若松 　 伸司 PM2.5 ・ DEP 研究プロ ジェ

ク ト

（独） 国際協力機構

（JICA）

メ キシ コ国全国大気汚染モニ タ リ ングネ ッ

ト ワーク強化支援第二次事前評価調査に係

る調査団員の派遣

17. 2. 3 ～

17. 2.12

モ ン ゴ ル 西川 　 雅高 環境研究基盤技術ラ ボ ラ ト

リ ー

（独） 国際協力機構

（JICA）

モンゴル国気象予測及びデータ解析のため

の人材育成プロ ジェ ク ト 運営指導調査に係

る団員の派遣

17. 3. 2 ～

17. 3.13

ロ 　 シ 　 ア 原島 　 　 省 水土壌圏環境研究領域 国連環境計画

（UNEP）

北西太平洋地域海行動計画海洋汚染モニ タ

リ ング地域活動セン ター作業グループ ２

（河川および直接流入によ る海洋汚染） 第 １

回会合に出席

16. 5.23 ～

16. 5.27

派遣国名 氏 　 　 名 所 　 　 属 依 　 頼 　 元 内 　 　 　 容 期 　 間
―  443  ―



国立環境研究所年報 （平成 16 年度）
（ ６ ） 表 　 彰 　 等

氏 　 　 名 所 　 　 属 賞 の 名 称 受 賞 内 容 受賞年月日

笹野 　 泰弘 大気圏環境研究領域 　 領域長 日本気象学会藤原賞 ADEOS 衛星搭載センサー， ILAS

の推進によ るわが国における大気

化学研究の発展に寄与し た功績

16.5.17

内山 　 政弘 大気圏環境研究領域大気動態

研究室 　 主任研究員

日本エア ロ ゾル学会

井伊谷賞

雪面における REA 法によ るエア ロ

ゾルのフ ラ ッ ク ス測定

16.8.5

松本 　 幸雄 大気中微小粒子状物質

（PM2.5） ・ デ ィ ーゼル排気粒

子 （DEP） 等の大気中粒子状

物質の動態解明と影響評価プ

ロ ジェ ク ト グループ

主任研究官

日本エア ロ ゾル学会

井伊谷賞

雪面における REA 法によ るエア ロ

ゾルのフ ラ ッ ク ス測定

16.8.5

大原 　 利眞 大気中微小粒子状物質

（PM2.5） ・ デ ィ ーゼル排気粒

子 （DEP） 等の大気中粒子状

物質の動態解明と影響評価プ

ロ ジェ ク ト グループ

主席研究官

日本エア ロ ゾル学会

井伊谷賞

雪面における REA 法によ るエア ロ

ゾルのフ ラ ッ ク ス測定

16.8.5

越川 　 昌美 水土壌圏環境研究領域土壌環

境研究室 　 研究員

日本陸水学会

第 ６ 回学会賞 （吉村賞）

論文 「調和型湖沼琵琶湖における

溶存アル ミ ニウ ム濃度の季節変

化」

16.9.19

上原 　 　 清 大気中微小粒子状物質

（PM2.5） ・ デ ィ ーゼル排気粒

子 （DEP） 等の大気中粒子状

物質の動態解明と影響評価プ

ロ ジェ ク ト グループ

都市大気保全研究チーム 　 主

任研究員

大気環境学会論文賞 論文 「都市内幹線道路を対象と し

た沿道大気質予測シ ミ ュ レーシ ョ

ンモデルの構築 （Ⅰ）， （Ⅱ）」

16.10.21

稲森 　 悠平 循環型社会形成推進 ・ 廃棄物

研究セン ター

バイオエコエンジニア リ ング

研究室 　 室長

第 ７ 回日本水処理生物学

会賞

水処理生物分野における多大な功

績に対する受賞

16.11.11

珠坪 　 一晃 水土壌圏環境研究領域水環境

質研究室 　 主任研究員

第 ４ １ 回環境工学研究

フ ォーラ ム優秀ポス ター

発表賞

低濃度有機性排水処理の メ タ ン発

酵処理特性

16.11.26
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（ ７ ） 主要プロジ ェ ク ト ・ プログラムのフ ォーカルポイ ン ト 等の担当状況

プロ グ ラ ム等の名称 UNEP GRID- つ く ば
※ GRID （Global Resources Information Database ： 地球資源情報データベース） のセン ターの一つ

発 　 足 　 年 　 度 1991 年 5 月， 地球環境研究セン ター内に設立。

概 　 　 　 　 　 　 　 要 　 GEMS が収集 ・ 加工し たデータや人工衛星によ る リ モー ト センシングデータ など環境に関する多種 ・
多様なデータ を統合し， 世界中の研究者や政策決定者へ提供する こ と ， 環境データ処理技術の開発途
上国への移転を目的 と し て， 1985 年， GEMS の一部 と し て設立。 1991 年 5 月には， 地球環境問題の深
刻化 と 情報整備の重要性増大に伴い， UNEP 管理理事会の決定によ って GRID は GEMS か ら独立し た
UNEP の独立機関 と なった。

国 環 研 の 役 割 　 GRID －つ く ばの設立に関し て， UNEP と 国立環境研究所 と の間に結ばれた覚え書きでは， 以下の役
割が期待されている。
○日本および近隣諸国において， GRID の地球環境データの仲介者 と し ての役割を果たすこ と 。
○国立環境研究所の環境研究やモニ タ リ ング計画によ って得られた環境データ を GRID データ と し て
提供する こ と 。 特に社会 ・ 経済データ を提供する こ と 。
○地理情報システムや リ モー ト センシング技術の開発 と環境への応用を行 う こ と 。 また， こ の分野に
おけ る GRID データの利用者への技術的な支援を行 う こ と 。
○地球環境研究および政策決定におけ る地球環境データの利用を促進する こ と 。

担 　 　 　 　 　 　 　 当 地球環境研究セン ター研究管理官 　 山形与志樹

プロ グ ラ ム等の名称 UNEP 　 GEMS/Water ： 地球環境監視計画／陸水監視プロ ジェ ク ト

発 　 足 　 年 　 度 1977 年度よ り 開始当初は国立公衆衛生院が担当 （1979 か らデータ提供） 　 NIES/CGER は 1994 年 （ リ
フ ァ レ ン ス ラ ボ ラ ト リ ー業務は 1993 年） か ら担当し ている。

概 　 　 　 　 　 　 　 要 　 国連環境計画 （UNEP） と 世界保健機関 （WHO） などの国連専門機関が中心と な り ， 地球環境監視
および人間の健康に影響を与え る因子を継続的に評価する ために， 1974 年に GEMS が設立され，
1976 年に環境汚染のひ とつであ る陸水 （淡水） 汚濁を対象と し た陸水監視計画 （GEMS/Water） が発
足し， 世界的な水質監視ネ ッ ト ワーク のも と にモニ タ リ ングを実施し ている。

国 環 研 の 役 割 　 地球環境研究セン ターが我が国の窓口 と な り ， ①ナシ ョ ナルセン ター業務， ② リ フ ァ レ ン ス ラ ボ ラ
ト リ ー事業， ③摩周湖ベース ラ イ ンモニ タ リ ング， ④霞ヶ浦 ト レ ン ド ステーシ ョ ンモニ タ リ ング等を
実施。

担 　 　 　 　 　 　 　 当 地球環境研究セン ター研究管理官 　 藤沼康実

プロ グ ラ ム等の名称 Species 2000 Asia Oceania

発 　 足 　 年 　 度 1999

概 　 　 　 　 　 　 　 要 　 アジアオセアニア地域の 11 ヵ 国 （経済地域を含む） の研究機関が協働で同地域の生物多様性研究 と
情報共有の機構構築に と り く むための研究ネ ッ ト ワーク。
各国の生物多様性ク リ ア リ ングハウ ス メ カニズム， 分類学 ・ 生態学研究機関， 博物館 ・ 大学 ・ 研究所
の生物多様性研究者によ り ， （ １ ） 生物種 ・ 生息地 ・ 分類群研究専門家のイ ンベン ト リ を構築する，
（ ２ ） 情報の電子化 と共有化を行 う ためのデータベース開発， ソ フ ト ウエア開発を行 う ， （ ３ ） 生物多
様性に関する総合的な解析を行 う ためソ フ ト ウエア開発と これを用いた研究活動の実施， 等を行 う 。

国 環 研 の 役 割 　 事務局を運営し， 国際プロ グ ラ ム （Species2000, GTI, GBI, DIVERSITAS 等） と 連携 ・ 調整しつつ，
年 1 回分類群または適時性のあ る課題について研究フ ォーラ ムを開催し， 研究内容の公表を促進する
ほか， データベース化に必要なツール開発， 微生物に関する標準学名情報データベースの構築 ・ 更
新， データサーバーな らびに公開用の WWW サーバーを構築し ている。

担 　 　 　 　 　 　 　 当 　 議長 　 生物圏環境研究領域長 　 渡邉 　 信
　 事務局 　 環境研究基盤技術ラ ボ ラ ト リ ー 　 志村 　 純子

プロ グ ラ ム等の名称 アジア ラ イ ダー観測ネ ッ ト ワーク （Asian Lidar Observation Network）

発 　 足 　 年 　 度 1999 年

概 　 　 　 　 　 　 　 要 　 ラ イ ダー （レーザーレーダー） によ る対流圏エア ロ ゾルのネ ッ ト ワーク観測。 IGAC の ACE-Asia 
（Asian-Pacific Regional Aerosol Characterization Experiment） のラ イ ダーワーキンググループを兼ねる。
観測情報， 観測データの交換および公開。 日本， 韓国， 中国の研究グループが参加。

国 環 研 の 役 割 　 ネ ッ ト ワーク観測および ACE-Asia ラ イ ダーワーキンググループの取 り ま と め。 リ アルタ イ ムデー
タの交換， 公開のための WWW ページの運用。
（http://info.nies.go.jp:8094/AsiaNet/）

担 　 　 　 　 　 　 　 当 大気圏環境研究領域 ・ 杉本伸夫，  
　 （清水 　 厚 ： WWW ページの運用）
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プロ グ ラ ム等の名称 IHDP ／ IDGEC 　 地球環境変動の制度的側面

発 　 足 　 年 　 度 2000 年

概 　 　 　 　 　 　 　 要 　 気候変動枠組み条約， 京都議定書などの地球環境変動レジームの形成に関する研究

国 環 研 の 役 割 国環研の役割
　 国際研究推進委員

担 　 　 　 　 　 　 　 当 地球環境研究セン ター 　 山形与志樹

プロ グ ラ ム等の名称 UNEP-Infoterra

発 　 足 　 年 　 度 1974 年

概 　 　 　 　 　 　 　 要 　 環境に関する情報の国際的な流通 ・ 交換を促進する目的で， 国連環境計画 （UNEP） によ って設立
され， 各国の協力の下に運営されている全世界的規模の情報ネ ッ ト ワーク システム

国 環 研 の 役 割 　 ナシ ョ ナルフ ォーカルポ イ ン ト （政策的な事項は環境省地球環境局と 密接に連絡）

担 　 　 　 　 　 　 　 当 Manager ： 環境情報セン ター長 　 岩田元一
Technical Staff （担当） ： 環境情報セン ター情報企画室

プロ グ ラ ム等の名称 日中韓三ヶ国環境大臣会合ホームページ （TEMM ウ ェブサイ ト ） 運営

発 　 足 　 年 　 度 2000 年度

概 　 　 　 　 　 　 　 要 　 日中韓三ヶ国環境大臣会合で合意し た各プロ ジェ ク ト の進捗状況に関する情報を WEB 上に掲載，
三カ国それぞれが自国でのプロ ジェ ク ト の進捗状況をア ッ プロー ド し， これらの情報をシェ アする。

国 環 研 の 役 割 　 フ ォーカルポ イ ン ト （実際の作業にあたっては環境省環境協力室 と密接に連絡）

担 　 　 　 　 　 　 　 当 環境情報セン ター情報整備室長 　 白井 　 邦彦

プロ グ ラ ム等の名称 Global Taxonomy Initiative （GTI）

発 　 足 　 年 　 度 2001

概 　 　 　 　 　 　 　 要 　 生物多様性条約締約国会議の決議に よ り ， 締約国は各国に分類学 イ ニ シ ア テ ィ ブのナシ ョ ナル
フ ォーカルポ イ ン ト を設置し， 国および地域の分類学の振興をはか り ， 分類学情報の構築 と 共有化を
実施する。 こ のために必要な， 国内， アジアオセアニア地域におけ る調査， データベース開発， ツー
ル開発， をはじめ， 国際協働を と り 行 う 。

国 環 研 の 役 割 　 ナシ ョ ナルフ ォーカルポ イ ン ト
　 研究活動を とおし て， GTI に必要な， 国内， アジアオセアニア地域における調査， データベース開
発， ツール開発， をはじめ， 国際協働を と り 行 う 。
　 GTI 調整機構会議， および関連する専門家会合等に出席し， 国際間の連携 と調整に協力する。

担 　 　 　 　 　 　 　 当 GTI 調整機構会議アジアオセアニア地域代表者
ナシ ョ ナルフ ォーカルポ イ ン ト
生物圏環境研究領域長 　 渡邉 　 信

プロ グ ラ ム等の名称 AsiaFlux ネ ッ ト ワーク

発 　 足 　 年 　 度 2000 年度

概 　 　 　 　 　 　 　 要 　 アジア地域における陸上生態系のフ ラ ッ ク ス観測に係わるネ ッ ト ワーク。 今後は， ネ ッ ト ワーク の
アジア地域への拡大を図る と と もに， 観測技術やデータベースの開発等を進め， アジア地域における
フ ラ ッ ク ス観測研究の連携を よ り 強めてい く こ と と し ている。

国 環 研 の 役 割 　 事務局と し て， 観測ネ ッ ト ワーク の運用と と もに， ホームページを開設し， 国内外の観測サイ ト 情
報やニ ュース レ ター等によ る情報発信を行 う 。 また， 苫小牧フ ラ ッ ク ス リ サーチサイ ト において， 技
術開発拠点 と し ての役割を担 う 。

担 　 　 　 　 　 　 　 当 地球環境研究セン ター総括研究管理官 　 井上 　 元
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 研究管理官 　 藤沼康実
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プロ グ ラ ム等の名称 有害紫外線モニ タ リ ングネ ッ ト ワーク

発 　 足 　 年 　 度 2000 年度

概 　 　 　 　 　 　 　 要 　 地上への紫外線到達量の全国的な把握や， 紫外線暴露によ る健康影響の評価など をはじめ， 様々な
形でその成果を広 く 活用する こ と を目指し， 各観測機関等の協力を得て国内の有害紫外線観測拠点を
ネ ッ ト ワーク化し， 有害紫外線に係わる観測情報の収集及び共有体制の整備を図る もの。
　 ネ ッ ト ワークは， 国立環境研究所地球環境研究セン ターの観測拠点 ６ ヵ 所を中心に， 14 機関の自発
的な参加を得て発足し， 現在データ収集， 精度確保のためのキ ャ リ ブレーシ ョ ンの実施， 運営委員会
及び担当者会議によ る技術検討を行っている。

国 環 研 の 役 割 ・ ネ ッ ト ワーク の事務局 と し ての役割
・ CGER の観測拠点が， ネ ッ ト ワーク のコ アサイ ト と し ての役割
・ データの解析， 評価に関し て， 技術的に先導し てい く 役割

担 　 　 　 　 　 　 　 当 環境健康研究領域 　 疫学 ・ 国際保健研究室長 　 小野雅司
地球環境研究セン ター研究管理官 　 藤沼康実

プロ グ ラ ム等の名称 温室効果ガス イ ンベン ト リ オフ ィ ス （GIO）
（Greenhouse Gas Inventory Office of Japan）

発 　 足 　 年 　 度 2002 年 ６ 月， 地球環境研究セン ター内に設立。

概 　 　 　 　 　 　 　 要 　 気候変動枠組条約第 4 条 1 項及び第 12 条に基づき， 各締約国は， 定期的に温室効果ガスの排出 ・
吸収量等に関する情報 （温室効果ガス イ ンベン ト リ ） を条約事務局へ提出する こ と と されている。 温
室効果ガス イ ンベン ト リ オフ ィ ス （GIO） では， 日本政府が気候変動枠組条約事務局に提出する温室
効果ガス イ ンベン ト リ の毎年の更新及び改善を行っている。 さ らに， 温室効果ガス排出量の増減の要
因分析を行い， 国内の地球温暖化対策に必要不可欠な情報を作成し ている。
　 また， 提出された各国の温室効果ガス イ ンベン ト リ については， 条約事務局担当者 と 専門家から な
る レ ビ ューチームが各国の温室効果ガス イ ンベン ト リ を レ ビ ュー （審査） する こ と と されている。 日
本の温室効果ガス イ ンベン ト リ に対する レ ビ ュー活動への対応や， 諸外国の温室効果ガス イ ンベン ト
リ のレ ビ ュー活動に日本の専門家を派遣する など， GIO ではレ ビ ュー関係の活動も行っている。

国 環 研 の 役 割 　 環境省と の請負契約に基づき， ①温室効果ガス イ ンベン ト リ の毎年の更新， ②日本の温室効果ガス
排出量の増減の解析， ③温室効果ガス イ ンベン ト リ の算定方法の改善， ④レ ビ ュー活動， ⑤気候変動
枠組条約 ・ IPCC 等が開催する国際会議への参画， ⑥温室効果ガス イ ンベン ト リ 作成に関する国際貢
献 （Capacity Building）， ⑦日本の温室効果ガス イ ンベン ト リ に関する情報の国内外への情報発信等の
業務を担当し ている。

担 　 　 　 　 　 　 　 当 地球環境研究セン ター 　 温室効果ガス イ ンベン ト リ オフ ィ ス （GIO） 　 マネジ ャー 　 中根英昭

プロ グ ラ ム等の名称 グ ローバルカーボンプロ ジェ ク ト つ く ば国際オフ ィ ス （GCP つ く ば国際オフ ィ ス）

発 　 足 　 年 　 度 2004 年 ４ 月， 地球環境セン ター内に設立。

概 　 　 　 　 　 　 　 要 　 本オフ ィ スの主たる業務は， GCP 国際研究計画の中心的な研究課題であ る， グ ローバルな炭素循環
の自然的側面 と人間的側面の総合化に関する国際共同研究の推進， および， アジア地域における GCP
関連研究のコーデ ィ ネーシ ョ ンの推進であ る。 GCP つ く ばオフ ィ スの運営の核は， GCP が実施し た
国際公募によ って選考された事務局長 （Executive Officer， 略称 EO） が担い， 組織上は CGER の総括
研究管理官の管理下に位置する もの と する。

国 環 研 の 役 割 　 本 GCP つ く ば国際オフ ィ スは， 日本におけ る初めての ICSU 関連の国際研究の国際オフ ィ ス と な る
だけではな く ， アジアにおいて も初めての国際オフ ィ スの設置と な る。 今後， 炭素循環に関する国際
共同研究の組織化に際し て， 日本がアジアにおける リ ーダシ ッ プを発揮する ために極めて重要な役割
を果たすこ と が期待される。 さ らには日本やアジアにおけ る炭素循環関連研究が， 本国際オフ ィ ス を
通じ て世界的によ り 認知度が高ま る こ と も期待される。 こ う し た こ と を通じ， CGER の地球環境研究
分野におけ る COE 的な機能の充実に資する。

担 　 　 　 　 　 　 　 当 地球環境研究セン ター研究管理官 　 山形与志樹
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プロ グ ラ ム等の名称 気候変動枠組条約締約国会合 (UNFCCC-COP) オブザーバー

発 　 足 　 年 　 度 2004 年 12 月

概 　 　 　 　 　 　 　 要 　 国立環境研究所は UNFCCC-COP の審査を経て， 2004 年 12 月よ り 気候変動枠組条約締約国会合
(UNFCCC-COP) オブザーバーステータ ス を取得し た。 公式オブザーバー と し て専用ブース等を COP
会場内に設置でき る よ う になった他， NGO オブザーバー と し て会合にも出席可能 と なった。

国 環 研 の 役 割 環境研究の専門家 と し て COP 及びサイ ド イベン ト への参画， 会場内ブース等における研究成果の積
極的発信， 関係者 と の意見交換等々， 研究所において得られた知見等を幅広 く COP 関係者にアピー
ルし てい く 。

担 　 　 　 　 　 　 　 当 国際室 　 広兼克憲

プロ グ ラ ム等の名称 日韓中三 ヵ 国環境研究機関長会合 (TPM)

発 　 足 　 年 　 度 2004 年 2 月

概 　 　 　 　 　 　 　 要 　 国立環境研究所 (NIES) は， 中国環境科学研究院 (CRAES)， 韓国国立環境研究院 (NIER) と の ３ 研究
機関間で定期的な ト ッ プ会合 ( 日韓中三 ヵ 国環境研究機関長会合 (TPM)) を開催し， アジアにおいて重
要な役割を有する ３ 研究機関の機関長が協力し て同地域の環境研究の推進を図る こ と に合意し た。 ３
機関で情報交換， 意見交換を行 う ほか， 関連ワーク シ ョ ッ プの開催， 分野を絞った共同研究の可能性
等々について議論を進める。 各研究機関持ち回 り で， 年に １ 度， 機関長会合等を開催する。

国 環 研 の 役 割 本年度国立環境研究所は第 ２ 回会合のための準備会合を 8 月に， 第 ２ 回機関長会合及び第 １ 回 TPM
ワーク シ ョ ッ プを 2004 年 10 月につ く ばで開催し た。

担 　 　 　 　 　 　 　 当 国際室 　 清水英幸
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（ ８ ） 知的財産権等の状況

　 １ ） 所有等の状況 （単位 ： 件）

区分 年度末現在 平成 10 平成 11 平成 12 平成 13 平成 14 平成 15 平成 16

外 　 国
特 　 許 　 権

出願中 2 2 2 2 2 2 4

所 　 有 2 3 4 4 4 4 4

国 　 内
特 　 許 　 権

出願中 28 26 34 40 40 28 32

所 　 有 36 37 35 37 36 40 41

実用新案権
出願中 6 5 1 1 1 0 0

所 　 有 6 6 6 4 3 3 3

意 　 匠 　 権
出願中 0 0 0 0 0 0 0

所 　 有 3 3 3 3 3 3 3

商 　 標 　 権
出願中 0 0 0 1 0 0 0

所 　 有 0 0 0 0 1 1 1
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８  ． 研究活動に関する成果普及， 広報啓発の状況

（ １ ） 研究所行事及び研究発表会， セ ミ ナー等活動状況

１ ） 研究所

１ ．研究所行事

国立環境研究所公開シンポジウ ム 2004 　 『国立環境研究所の 30 年－天 ・ 地 ・ 人 と向き合って－』

開催日 ： 平成 16 年 6 月 23 日 （水） 　 場所 ： 東京 メ ルパルク ホール （東京都港区芝公園 2-5-20）

　 　 　 ： 平成 16 年 6 月 30 日 （水） 　 場所 ： ぱる るプラザ京都 （京都府京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町 676-13）

２ ．国立環境研究所セ ミ ナー

　 1） 題 　 目 ： My Scientific Career Development in Japan and the United States: An Unusual Path

　 　 　 　 （日本 と米国における私の研究経歴の展開･･･ユニーク な歩み） 　

発表者 ： 楢橋敏夫教授 　 （ノース ウ ェ ス タ ン大学 　 医学部）

開催日 ： 平成 16 年 5 月 20 日 　 場所 ： 国立環境研究所 　 中会議室

　 2） 題 　 目 ： ブループラ ネ ッ ト 賞受賞者によ る国立環境研究所来所記念講演会 　

発表者 ： スーザン ・ ソ ロモン博士 （米国海洋大気庁 　 高層大気研究所 　 上級研究員）

　 　 　 　 グ ロ ・ ハルレ ム ・ ブルン ト ラ ン ト 博士 （｢環境と開発に関する世界委員会｣委員長

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 元ノ ルウ ェー首相／ WHO 名誉事務局長）

開催日 ： 平成 16 年 11 月 12 日 　 場所 ： 国立環境研究所 　 大山記念ホール

３ ．20 回全国環境研究所交流シンポジウム

題 　 目 ： 「生物指標 ・ モニ タ リ ング－生物を用いて環境を測る－」

開催日 ： 平成 17 年 2 月 16 日 （水） ～ 17 日 （木） 　 場所 ： 国立環境研究所大山記念ホール

題 　 　 　 　 　 　 目 発 　 表 　 者

開会挨拶

＜基調講演＞ 「環境研究－これから何が問題か－」 合志陽一 （理事長）

＜講 　 演 1 ＞ 「湖 ・ 沼 ・ 池の環境研究 30 年－アオコから生物多様性と
自然の再生へ－」

高村典子 （生物多様性プロ ジェ ク ト ）

＜講 　 演 2 ＞ 「飛行機を使って中国の大気汚染を探る－酸性雨 ・ 地球
温暖化 と のかかわ り －」

畠山史郎 （大気圏環境研究領域）

＜ポス ターセ ッ シ ョ ン＞

＜講 　 演 3 ＞ 「ごみ処理研究の 30 年－ごみ処理から循環型社会へ－」 井上雄三
（循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究セン ター）

＜講 　 演 4 ＞ 「化学物質に よ る 突然変異－魚を用いた新 し いバ イ オ
ア ッ セイ法の開発－」

青木康展
（化学物質環境 リ ス ク研究セン ター）

＜講 　 演 5 ＞ 「地球温暖化研究の最前線－わかっている こ と， いない
こ と－」

原沢英夫
（社会環境システム研究領域）

＜講 　 演 6 ＞ 「黄砂－時の流れ と砂の流れ と－」 西川雅高
（環境研究基盤技術ラ ボラ ト リ ー／
 黄砂研究チーム）

閉会挨拶

2 月 16 日 （水）

14:00-14:05 　 開会挨拶 国立環境研究所理事長 合志陽一

14:05-14:10 　 来賓挨拶 環境省総合環境政策局環境研究技術室長補佐 片山雅英

14:10-14:40 　 特別講演 「水と生物多様性」 （座長 ： 笠井文絵）

　 　 　 ○ 　 渡邉 　 信 （国立環境研究所 生物圏環境研究領域長）

セ ッ シ ョ ン １ ： 生物のモニタ リ ング （座長 ： 笠井文絵）

（ １ ） 14:40-15:00 「林床の下刈 り に と も な う ギフチ ョ ウによ る産卵密度の経年変化」

　 　 　 ○須賀 　 丈， 尾関雅章， 浜田 　 崇， 岸元良輔 （長野県環境保全研究所）

（ ２ ） 15:00-15:20 「ウニ卵発生法によ る豊島周辺海域環境モニタ リ ング」

　 　 　 ○白井康子 （香川県環境保健研究セン ター）

（ ３ ） 15:20-15:40 「福岡県下の河川源流部の大型底生動物相－酸性雨森林生態系影響調査よ り 」
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４ ．研究所施設公開

研究所本講において， 年 ２ 回， 市民を対象に研究施設の公開並びに講演会等の普及活動を実施し ている。

(1) 科学技術週間に伴 う 施設公開

開催日 ： 平成 16 年 4 月 17 日 ( 土 )

内容 ： 所内研究施設の公開， 電気自動車の展示等のイベン ト 開催。

参加者数 ： 667 名

(2) 国立環境研究所夏の大公開

内容 ： 所内研究施設の公開， 体験プロ グ ラ ムの実施， 夏休み環境講座の実施等

参加者数 ： 1,703 名

　 　 　 ○緒方 　 健， 山崎正敏 （福岡県保健環境研究所）

（ ４ ） 15:40-16:00 「長野県におけ る車軸藻類の分布と保全活動」

　 　 　 ○樋口澄男，北野 　 聡 （長野県環境保全研究所），近藤洋一 （野尻湖ナウマン象博物館），
　 酒井昌幸， 山川篤行， 酒井今朝重 （野尻湖水草復元研究会），
　 野崎久義， 坂山英俊 （東京大学）， 渡辺 　 信 （国立環境研究所）

（ ５ ） 16:00-16:20 「三重県志摩半島の海中構造物周辺の生物調査」

　 　 　 ○岩崎誠二， 高橋正昭 （三重県科学技術振興セン ター保健環境研究部）

16:20-16:30 　 休憩

セ ッ シ ョ ン ２ ： 内分泌攪乱物質 （座長 ： 白石不二雄）

（ ６ ） 16:30-16:50 「 メ ダカを用いた内分泌撹乱化学物質等の底質汚染調査法の提案と学校教育」

　 　 　 ○鑪迫典久 （国立環境研究所）

（ ７ ） 16:50-17:10 「東京湾におけ るマコガレ イ資源の減少要因の解明」

　 　 　 ○久米 　 元， 堀口敏宏， 後藤晃宏 ( 国立環境研究所）， 丸尾直子 （東ソー）， 原 　 彰彦

　 　 　 　 （北海道大学），白石寛明，柴田康行，森田昌敏（国立環境研究所），清水 　 誠（東京大学）

（ ８ ） 17:10-17:30 「野外におけ る環境ホルモンのク サガ メ に対する影響」

　 　 　 ○多田哲子， 坂 　 雅宏 （京都府保健環境研究所）

（ ９ ） 17:30-17:50 「酵母を用いた北海道全域河川のエス ト ロゲン活性モニタ リ ング」

　 　 　 ○永洞真一郎， 阿賀裕英， 村田清康， 坂田康一 （北海道環境科学研究セン ター）

18:30-20:00 　 懇親会 （国立環境研究所食堂）

2 月 17 日 （木）

セ ッ シ ョ ン ３ ： 生物多様性の保全 （座長 ： 高村典子）

（ １ ０ ） 9:30-9:50 「流域生態系の再生を目的と し た河川ネ ッ ト ワーク解析技術開発」

　 　 　 ○福島路生， 亀山 　 哲， 宮下 　 衛， 宮下七重 （国立環境研究所）

（ １ １ ） 9:50-10:10 　  「渡 り 鳥の生息地ネ ッ ト ワーク の連結性解析」

　 　 　 ○島崎彦人 （国立環境研究所）， 田村正行 （京都大学）， 樋口広芳 （東京大学）

（ １ ２ ） 10:10-10:30 「野生生物の生育 ・ 生息地と し ての湿原環境モニタ リ ングに関する取 り 組み」

　 　 　 ○高田雅之， 布和敖斯尓 （北海道環境科学研究セン ター）， 谷 　 宏， 郭 　 穎，
　 　 　 　 小野貴司 （北海道大学）， 齋藤健一， 加藤晃司 （㈱シン技術コ ンサル），
　 　 　 　 高橋英紀 （北海道水文気候研究所）

（ １ ３ ） 10:30-10:50 「生物多様性モニタ リ ング と その利用」

　 　 　 ○嶋田知英 （埼玉県環境科学国際セン ター）

10:50-11:00 　 休憩

セ ッ シ ョ ン ４ ： 生物指標 （座長 ： 河地正伸）

（ １ ４ ） 11:00-11:20 「地衣類の遺伝的多様性と大気汚染」

　 　 　 ○大村嘉人 （国立環境研究所）

（ １ ５ ） 11:20-11:40 「大阪平野の大気汚染と着生地衣類」

　 　 　 ○濱田信夫 （大阪市立環境科学研究所）

（ １ ６ ） 11:40-12:00 「藻類によ る河川の水環境評価」

　 　 　 ○福嶋 　 悟 （横浜市環境科学研究所）

12:00-12:20 　 閉会挨拶 国立環境研究所理事 西岡秀三

施設見学会 　 　 14:00-16:00
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（ ２ ） 委員会への出席

委 　 　 嘱 　 　 元 委 　 　 嘱 　 　 名 氏 　 　 　 名

環境省

大臣官房総務課 中央環境審議会専門委員 若松伸司， 渡邉信， 白石寛明，

原沢英夫， 高松武次郎，

木幡邦男， 甲斐沼美紀子，

亀山康子

中央環境審議会臨時委員 西岡秀三，森田昌敏，渡辺正孝，

酒井伸一， 白石寛明， 五箇公一

大臣官房廃棄物 ・ リ サイ クル対策部 中央環境審議会廃棄物 ・ リ サイ クル部会専門委員 酒井伸一

中央環境審議会廃棄物 ・ リ サイ クル部会廃棄物処理基準等専門委

員会委員

森田昌敏， 酒井伸一， 井上雄三

Ｐ Ｃ Ｂ 廃棄物処理事業評価検討会委員 酒井伸一

産業廃棄物行政と政策手段と し ての税の在 り 方に関する検討会 森口祐一

廃棄物処理等科学研究企画委員会 西岡秀三

廃棄物処理対策研究審査委員会 森田昌敏

次世代廃棄物処理技術基盤整備事業審査委員会 井上雄三

総合環境政策局 中央環境審議会総合政策部会環境研究技術専門委員会専門委員 西岡秀三

環境影響評価の基本的事項に関する技術検討委員会 森口祐一

環境基本問題懇談会委員会 酒井伸一

環境技術実証モデル事業検討会 森田昌敏， 白石寛明， 平野靖史

郎， 鈴木規之， 高橋慎司，

菅谷芳雄， 鑪迫典久

総合研究開発推進会議臨時分科会検討員 村野健太郎， 高松武次郎，

松本幸雄， 川本克也，

一ノ瀬俊明

独立行政法人国立環境研究所に出資 さ れた財産の評価に係る評

価委員

合志陽一

総合環境政策局環境保健部 ジフ ァ ニルアルシン酸に係る健康影響等についての臨床検討会 柴田康行

茨城県神栖町におけ る汚染土壌処理等の手法について検討調査

に係る業者選定委員会

森田昌敏

化学物質環境汚染実態調査物質選定検討会 白石寛明， 鈴木規之， 鈴木茂

環境保健サーベイ ラ ン ス ・ 局地的大気汚染健康影響検討会 小野雅司， 新田裕史， 森口祐一

環境ホルモン戦略計画 SPEED’ 98 改訂ワーキンググループ 森田昌敏

国内における毒ガス弾等にに関する総合調査検討会 森田昌敏

生態影響評価検討会 白石寛明， 菅谷芳雄， 鑪迫典久

生態毒性 Ｇ Ｌ Ｐ 適合性評価検討会 高橋慎司， 菅谷芳雄， 鑪迫典久

内分泌攪乱化学物質問題に関する国際シンポジ ウ ムプ ロ グ ラ ム

検討会

森田昌敏， 遠山千春

内分泌攪乱化学物質問題検討会 森田昌敏， 遠山千春

環境管理局 中央環境審議会大気部会排出抑制専門委員会専門委員 田邊潔

環境測定分析検討会 森田昌敏

湖沼対策検討会 高村典子， 今井章雄

ダ イオキシン類環境測定調査受注資格審査検討会 ・ ダ イオキシン

類環境測定調査精度管理状況の確認

鈴木規之， 橋本俊次， 櫻井健郎

ダ イオキシン類環境測定調査受注資格審査検討会 ・ ダ イオキシン

類測定調査精度管理状況の確認に際し ての助言

森田昌敏， 伊藤裕康

ダ イオキシン類簡易測定法技術評価検討会 森田昌敏， 酒井伸一， 伊藤裕康

ダ イオキシン類簡易測定法検討会 森田昌敏， 酒井伸一， 伊藤裕康

大気汚染物質に係る重金属等に よ る長期曝露影響調査検討会並

びに疫学 ワ ーキ ン グ グループ及び大気環境評価 ワ ーキ ン グ グ

ループ

森田昌敏， 田邊潔

環境管理局水環境部 ダ イオキシン類土壌汚染対策技術検討会 酒井伸一， 鈴木規之， 櫻井健郎

水産動植物登録保留基準設定検討会 白石寛明，五箇公一，菅谷芳雄，

鑪迫典久

低コ ス ト ・ 低負荷型土壌汚染調査対策技術検討会 川本克也

農薬登録保留基準設定技術検討会 白石寛明
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地球環境局 温室効果ガス排出量算定方法検討会 西岡秀三，酒井伸一，森口祐一，

山田正人

温室効果ガス排出量算定方法検討会森林等の吸収源分科会 山形与志樹， 橋本征二

酸性雨対策検討会 ( 生態影響分科会 ) 高松武次郎

酸性雨対策検討会 ( 大気分科会 ・ 生態影響分科会 ) 畠山史郎， 清水英幸

酸性雨対策検討会 ( 本会 ・ 大気分科会 ) 村野健太郎

地球温暖化対策後術検討会 森口祐一

地球温暖化対策技術検討会 ・ 地球温暖化対策技術検討会技術開発

小委員会

西岡秀三

地球環境研究企画委員会第 １ 研究分科会事前評価専門部会 井上元， 渡邉信

未査定液体物質査定検討会 森田昌敏

イ ン ド ネシア地方環境管理シ ス テム強化プ ロ ジ ェ ク ト 国内支援

委員会設置に係る国内委員

植弘崇嗣， 大坪國順

自然環境局 自然環境保全基礎調査検討会植生分科会検討委員会 奥田敏統

生物多様性影響評価検討会 岩崎一弘

絶滅のおそれのあ る野生生物の選定 ・ 評価検討会 渡邉信

内閣府

内閣官房副長官補付内閣審議官 油流出事故発生時における関係省庁等分析評価検討会 牧秀明

食品安全委員会 食品安全委員会専門委員 遠山千春

総合科学技術会議専門委員 西岡秀三

大臣官房遺棄化学兵器処理担当室 化学剤等分析検討チーム 森田昌敏， 白石寛明

総務省

日本学術会議事務局 運営審議会附置持続可能な社会のための科学 と 技術に関する国

際会議 2004 組織委員会

原沢英夫

化学物質の リ ス ク評価 ・ 管理技術検討小委員会 森田昌敏

環境保健学研究連絡委員会 　 小林隆弘

極地研究連絡委員会 横内陽子

荒廃し た生活環境の回復研究連絡委員会 森田昌敏

生態 ・ 環境生物学研究連絡委員会 原沢英夫， 高村典子

地球環境研究連絡委員会 Ｉ Ｇ Ｂ Ｐ 専門委員会 山形与志樹

農村計画学研究連絡委員会 青柳みど り

微生物学研究連絡委員会 渡邉信

つ く ば ＷＡ Ｎ 事務局研究交流セン ター つ く ば ＷＡ Ｎ 推進会議委員会 合志陽一

文部科学省

革新技術活性化委員会 合志陽一

科学技術 ・ 学術審議会専門委員 渡邉信， 水落元之， 貴田晶子

科学技術 ・ 学術審議会臨時委員 西岡秀三

科学技術 ・ 学術政策局 科学技術振興調整費 ( 総合研究 ) 「風送ダス ト の大気中への供給

量評価と 気候への影響に関する研究」 研究運営委員会

杉本伸夫

革新技術活性化委員会フ ォ ローア ッ プ部会委員 安原昭夫， 森口祐一

革新技術活性化委員会ワーキンググループ委員 森口祐一

研究開発局 宇宙開発委員会特別委員 井上元

成層圏プ ラ ッ ト フ ォーム開発協議会地球観測部会委員会 井上元

地球観測国際戦略策定検討会実施計画部会委員会 渡辺正孝， 井上元， 兜眞徳，

奥田敏統

南極地域観測事業外部評価委員会 西岡秀三

南極地域観測統合推進本部 「基本問題委員会」 横内陽子

科学技術 ・ 学術審議会専門委員会 合志陽一

高等教育局 大学設置 ・ 学校法人審議会 甲斐沼美紀子

高エネルギー加速器研究機構 環境安全審議委員会 土井妙子

高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所評議員 合志陽一

国立極地研究所 国立極地研究所プロ ジェ ク ト 研究 ・ 開発研究 「時系列観測によ る

南極海の生物生産過程と地球温暖化ガス生成過程の研究」

横内陽子

国立極地研究所プロ ジェ ク ト 研究 ・ 開発研究 ・ 萌芽研究への研究

協力 「極域大気 ・ 海洋 ・ 雪氷圏における物質循環の解明」

横内陽子， 町田敏暢
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国立極地研究所プロ ジェ ク ト 研究 ・ 開発研究 ・ 萌芽研究への研究

協力 「南極大型大気レーダの開発と これを用いた極域大気科学の

可能性」

菅田誠治

国立極地研究所プロ ジェ ク ト 研究 ・ 開発研究 ・ 萌芽研究への研究

協力 「氷床コ アによ る氷期サイ クルの気候 ・ 環境変動の研究」

柴田康行

国立極地研究所南極圏環境モニ タ リ ン グ研究セン ター運営委員

会委員

原島省

南極観測審議委員会 横内陽子

文部科学省科学技術政策研究所 科学技術政策研究所客員研究官 中根英昭， 新田裕史， 大迫政浩

総合地球環境学研究所 共同研究員 「大気中の物質循環に及ぼす人間活動の影響の解明」 杉本伸夫，松井一郎，高見昭憲，

日暮明子

共同研究員 「流域環境の質と 環境意識の関係解明」 五十嵐聖貴

総合地球環境学研究所共同研究員 大原利眞， 一 ノ瀬俊明，

江守正多

日本原子力研究所 環境科学研究委員会 柴田康行

環境科学研究委員会委員長 合志陽一

博士研究員研究業績評価委員会 稲葉一穂

放射線フ ロ ンテ ィ ア研究委員会専門委員 安原昭夫

国立遺伝学研究所 国立遺伝学研究所生物遺伝資源委員会 渡邉信

国土交通省

港湾局 海域利用技術開発懇談会 渡辺正孝

関東地方整備局 都市計画道路潮来鉾田線事業に係わ る環境影響評価技術検討委

員会

兜眞徳

さがみ縦貫危険物処理に関する有識者委員会 白石寛明

関東地方整備局 ・ 東京航空局 東京国際空港再拡張事業に係る環境影響評価技術検討委員会 渡辺正孝

気象庁 気候問題懇談会委員会 井上元

経済産業省

産業技術環境局 日本工業標準調査会臨時委員の就任依頼について 飯島孝

日本工業標準調査会臨時委員 （環境 ・ 資源循環専門委員会） 酒井伸一

審議会臨時委員 甲斐沼美紀子

製造産業局 化学物質審議会臨時委員 白石寛明， 中杉修身

産業構造審議会臨時委員 　 酒井伸一

産業構造審議会環境部会廃棄物 ・ リ サイ クル小委員会自動車 リ サ

イ ク ルワーキ ン グ グループ許可基準等関係検討タ ス ク フ ォース

臨時委員

酒井伸一

新エネルギー ・ 産業技術総合開発機構 Ｎ Ｅ Ｄ Ｏ 技術委員 近藤美則

Ｎ Ｅ Ｄ Ｏ 技術委員 「環境調和型技術審議委員会」 ・ 製品等ラ イ フ

サイ クル二酸化炭素排出評価実証等技術開発( Ｌ Ｃ Ａ)の ヒ ア リ ン

グ及び審査委員会

森口祐一

原子力安全 ・ 保安院 総合資源エネルギー調査会臨時委員会 酒井伸一

農林水産省

九州農政局 諫早湾干拓事業調整池等水質委員会 稲森悠平

厚生労働省

大臣官房厚生科学課 厚生科学審議会専門委員 渡邉信， 岩崎一弘

医薬食品局 薬事 ・ 食品衛生審議会臨時委員 森田昌敏， 渡邉信， 岩崎一弘

薬事 ・ 食品衛生審議会専門委員 岩崎一弘

内分泌か く 乱化学物質の健康影響に関する検討会 酒井伸一

労働基準局 安衛法 Ｇ Ｌ Ｐ 査察専門家 後藤純雄

安衛法 Ｇ Ｌ Ｐ 評価委員会 後藤純雄

国立保健医療科学院 研究評価委員会 兜眞徳

中央労働災害防止協会 職場における学物質の リ ス ク評価委員会 菅谷芳雄

国立大学法人

東北大学 非常勤講師 ( 太陽地球環境学 ) 中島英彰

非常勤講師 ( 地球環境変動学 ) 笹野泰弘

茨城大学 非常勤講師 ( 環境工学 ) 稲森悠平， 水落元之

埼玉大学 非常勤講師 ( 応用化学特別講義 ) 若松伸司
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非常勤講師 ( 環境アセス メ ン ト ・ 現代工学化学論 ) 水落元之

筑波大学 非常勤講師 ( 環境と 健康Ⅲ ) 黒河佳香

非常勤講師 ( 構造エネルギー工学特別講演Ⅰ ) 小熊宏之

非常勤講師 ( バイオシステム学特講Ⅰ ) 唐艶鴻

非常勤講師 （生態系利用工学） 稲森悠平

非常勤講師 ( 生物に学ぶ ) 青野光子

客員教授 （環境保健学演習） 持立克身

客員教授 （環境保健学特論， 環境保健学演習） 遠山千春， 小林隆弘

客員教授 （水圏環境生物学特論） 笠井文絵， 河地正伸

客員教授 （地域環境保健学） 野原惠子

客員教授 （地域大気汚染学） 畠山史郎， 菅田誠治

客員教授 （地球環境保健学） 高野裕久， 今井秀樹

筑波大学経営協議会委員会 合志陽一

筑波大学比較市民社会 ・ 国家 ・ 文化特別プロ ジェ ク ト 研究組織客

員研究員

亀山康子

筑波大学獲得性環境因子の生体応答シ ス テム特別プ ロ ジ ェ ク ト

研究組織客員研究員

遠山千春

千葉大学 兼任教員 ( 環境生体制御学 ) 青木康展， 平野靖史郎，

大迫誠一郎 　

非常勤講師 ( 公衆衛生学 ) 青木康展， 平野靖史郎，

今井秀樹

非常勤講師 ( 大気科学 ) 畠山史郎， 野沢徹

非常勤講師 ( 環境分析学 ) 高松武次郎

非常勤講師 ( 緑地システム学 ) 一ノ瀬俊明

非常勤講師 ( 地球環境の行方を探る ) 五箇公一

　 　 真菌医学研究セン ター 千葉大学真菌医学研究セン ター運営協議会 渡邉信

東京大学 兼任教員 （生圏システム学総論 ・ フ ィ ール ド化学総合演習 ・ 生圏

システム学実験， 研究）

椿宜高

兼任教員 （東京大学教授大学院医学系研究科附属疾患生命工学セ

ン ター）

遠山千春

兼任教員 ( 東京大学助教授大学院医学系研究科附属疾患生命工学

セン ター )

大迫誠一郎

兼任教員 ( 農学国際専攻連携併任講座 ) 渡辺正孝

非常勤講師 ( 自然環境保全論 ) 一ノ瀬俊明

非常勤講師 ( 衛生学 ) 森田昌敏

非常勤講師 ( 環境保健学 ) 新田裕史

非常勤講師 ( 環境システム学総論Ⅱ ) 森口祐一， 堀口敏宏

非常勤講師 ( システム科学特別講座Ⅲ ) 椿宜高

非常勤講師 ( 応用プロ ジェ ク ト ) 山形与志樹

非常勤講師 ( 人類学特別講義 ) 米田穣

非常勤講師 ( 人類生態学特論Ⅱ ) 兜眞徳

　 　 生産技術研究所 非常勤講師 上原清

　 　 気候シス テム研究センタ ー 共生プロ ジェ ク ト 第一課題 「高分解能大気海洋モデルを用いた地

球温暖化予測に関する研究」 運営委員会

江守正多， 野沢徹

東京大学気候システム研究セン ター運営委員会 中根英昭

東京農工大学 非常勤講師 ( 環境資源科学特別講義Ⅳ ) 多田満

非常勤講師 ( 環境資源科学特別講座Ⅴ ) 畠山史郎

非常勤講師 ( 大気環境学 ) 畠山史郎

非常勤講師 ( 公衆衛生学Ⅰ ) 鈴木明

東京工業大学 講師 ( エネルギー消費と地球温暖化 ) 井上元

常勤講師 ( 助教授 ) 大迫政浩

非常勤講師 ( 環境モニタ リ ング と 情報化 ２ ) 横田達也

非常勤講師 ( 環境経済 ・ 政策論Ⅱ ) 亀山康子， 高橋潔

非常勤講師 ( 環境数値シュ ミ レーシ ョ ン ２ ) 大原利眞， 永島達也

非常勤講師 ( 環境理工学創造専攻自然環境講座 ) 大迫政浩

連携助教授 （環境理工学創造専攻社会環境講座） 村田智吉

客員助教授 ( 社会工学専攻計画理論講座 ) 日引聡， 増井利彦
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　 　 原子炉工学研究所 客員教授 井上元

東京工業高等専門学校 非常勤講師 （環境化学） 刀正行

東京工芸大学 Ｃ Ｏ Ｅ 客員研究員 上原清

東京医科歯科大学 非常勤講師 ( 衛生学 ) 青木康展

山梨大学 非常勤講師 ( 環境毒性学概論 ) 遠山千春

信州大学 山地水環境教育研究セン ター教授 白石寛明

東海大学情報技術セン ター 地球環境変動観測 ミ ッ シ ョ ン (GCOM) 委員会 畠山史郎， 谷本浩志

名古屋大学 非常勤講師 ( 環境 リ ス ク論 ) 兜眞徳

非常勤講師 ( 流域圏管理学特論 ) 村上正吾

外部評価委員会 西岡秀三

　 　 太陽地球環境研究所 運営委員会 中根英昭

北陸先端科学技術大学院大学 客員教授 甲斐沼美紀子， 須賀伸介，

藤野純一

京都教育大学 非常勤講師 ( 地域環境学特講 ) 今井秀樹

京都大学 非常勤講師 ( 環境と 健康 ) 遠山千春

非常勤講師 ( 環境保全概論 ) 酒井伸一

非常勤講師 ( 有害廃棄物管理工学特論 ) 酒井伸一

非常勤講師 ( 大気光化学 ) 今村隆史

　 　 防災研究所 客員助教授 ( 附属水資源研究セン ター ) 野沢徹

京都大学防災研究所附属水資源研究セン ター運営協議会委員会 野沢徹

　 　 木質科学研究所 非常勤講師 ( 環境評価学 ) 橋本征二

　 　 生存圏研究所 生存圏データベース全国 ・ 国際共同利用専門委員会 中島英彰

大阪大学 招へい教員 ( 環境経済学 ) 増井利彦

神戸大学 非常勤講師 ( 環境基礎科学特論 ) 中島英彰

広島大学 非常勤講師 ( 応用生態系論 ) 奥田敏統

非常勤講師 ( 生命科学特論 Ａ) 山元恵

非常勤講師 ( 地球環境問題を考え る ) 井上元

島根大学汽水域研究セン ター 協力研究員 松永恒雄， 矢部徹

岡山大学 非常勤講師 ( 環境理工学部 ) 柏田祥策

愛媛大学沿岸環境科学研究セン ター 客員研究員 柴田康行， 原島省， 堀口敏宏，

刀正行， 中村泰男

徳島大学 非常勤講師 ( 環境科学概論 ) 安原昭夫

福岡大学 補助金研究に係わる研究委員会 井上雄三

熊本大学 非常勤講師 ( 生命環境情報科学 ) 桑名貴

地方公共団体

青森県 県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会委員会 川本克也

青森県， 岩手県 青森 ・ 岩手県境不法投棄次案に係る合同検討委員 川本克也

宮城県 村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場総合対策検討委員会 井上雄三

山形県 大樽川荒廃砂防事業計画検討会委員会 宮下衛

福島県 福島県環境審議会委員会 稲森悠平

福島県技術実証委員会 稲森悠平

　 　 南会津建設事務所 会津縦貫南道路環境検討会 上野隆平

　 　 福島県立医科大学 非常勤講師 ( 地球環境研究グループ ) 兜眞徳

茨城県 いばら きゼロ ・ エ ミ ッ シ ョ ン政策提言懸賞論文審査委員会 野馬幸生

つ く ばサイエン ス ツアー推進懇談会 合志陽一

茨城県環境ア ド バイザー 藤巻秀和， 稲森悠平

茨城県環境影響評価審査委員会 若松伸司， 兜眞徳

茨城県環境審議会委員 若松伸司， 井上元， 高村典子

茨城県自然環境保全審議会 高村典子

茨城県総合科学技術会議委員会 合志陽一

茨城県廃棄物処理施設設置等専門委員会委員 若松伸司， 兜眞徳

茨城県 リ サイ クル建設資材評価認定委員会 後藤純雄

霞ヶ浦環境セン ター調査研究課題等検討委員会 高村典子， 今井章雄

　 　 公害技術セン ター 茨城県公害技術セン ター業務評価委員会 森田昌敏

　 　 茨城県立農業大学校 非常勤講師 ( 環境保全と農業 ) 藤沼康実

土浦市 土浦市環境審議会委員会 稲森悠平

つ く ば市 つ く ば市一般廃棄物減量等推進審議会 井上雄三
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つ く ば市生活安全推進協議会委員会 植弘崇嗣

龍ヶ崎市 龍ヶ崎市環境審議会 須賀伸介

栃木県 栃木県環境審議会専門委員会会議委員会 若松伸司

埼玉県 埼玉県化学物質対策専門委員会 森田昌敏

埼玉県廃棄物処理施設専門委員会 井上雄三

　 　 環境科学国際セン ター 埼玉県技術実証委員会 稲森悠平

越谷市 越谷市環境審議会委員会 青木康展

千葉県 千葉県環境審議会委員 川本克也

千葉県試験研究機関評価委員会環境研究セン ター課題評価専門

部会

若松伸司

千葉県廃棄物処理施設設置等専門委員会 上原清， 川本克也

柏市 柏市環境審議会 青柳みど り

柏市市民ステーシ ョ ン検討委員会 山田正人

柏市第二清掃工場ダ イオキシン類健康影響調査検討会 遠山千春

柏市第二清掃工場委員会 米元純三

東京都 東京都環境保健対策専門委員会化学物質保健対策分科会 森田昌敏

東京都環境保健対策専門委員会大気汚染保健対策分科会委員会 新田裕史

お台場海浜公園におけ る海域浄化実験評価委員会 稲森悠平

光化学オキシダン ト 対策検討会 若松伸司， 大原利眞

大気汚染常時監視測定局適正配置検討会 松本幸雄

母乳中化学物質等検討委員会委員 森田昌敏

　 　 東京都立大学 非常勤講師 （生態学特論） 竹中明夫

　 　 環境科学研究所 東京都環境科学研究所運営委員会外部評価部会 松村隆， 井上雄三

世田谷区 世田谷区清掃 ・ リ サイ クル審議会 山田正人

板橋区 東京都板橋区資源環境審議会委員会 山田正人

三鷹市 ・ 調布市 新ごみ処理施設整備基本計画検討委員会委員 川本克也

神奈川県 環境審議会環境基本計画推進部会ワーキンググループ 原沢英夫

神奈川県科学技術会議研究推進委員会 川本克也

神奈川県環境影響審査会委員 若松伸司， 川本克也

神奈川県自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策

定協議会専門委員会

森口祐一

神奈川県廃棄物処理施設専門家委員会委員 川本克也

　 　 環境科学セン ター 神奈川県環境科学セン ター研究推進委員会 原沢英夫

　 　 環境審議会環境基本計画推進部会 神奈川県環境審議会環境基本計画推進部会ワーキンググループ 原沢英夫

川崎市 川崎市環境保全審議会 若松伸司

川崎市環境影響評価審議会 川本克也

川崎市 リ サ イ ク ルパー ク あ さ お建設事業に関する ごみ焼却方式

選定委員会

川本克也

川崎市廃棄物処理施設専門家会議委員会 川本克也， 大迫政浩

横浜市 横浜市廃棄物減量化 ・ 資源化等推進審議会委員 川本克也

横浜市廃棄物処理施設生活環境影響調査専門委員会 川本克也

鎌倉市 鎌倉市まちづ く り 審議会委員会 亀山康子

鎌倉市廃棄物減量化及び資源化推進審議会委員会 亀山康子

富山県 富山県環境審議会専門部会 木幡邦男， 鈴木規之

富山県環境審議会調査委員会 原沢英夫

富山県富岩運河等ダ イオキシン類対策検討会委員会 井上雄三

　 　 環境科学セン ター 研究課題評価外部委員会 西川雅高

福井県福祉環境部 敦賀市民間最終処分場環境保全対策協議会 井上雄三

　 　 衛生環境研究セン ター アオコ対策技術検討委員会委員 稲森悠平

山梨県環境科学研究所 山梨県環境科学研究所課題評価委員会 西岡秀三

長野県 長野県環境審議会野尻湖水質保全計画策定専門員会 青柳みど り

中信地区廃棄物検討委員会 大迫政浩

岐阜県 岐阜県県政顧問 西岡秀三

岐阜市 岐阜市産業廃棄物不法投棄対策検討委員会 井上雄三

静岡県 浜名湖浄化技術研究会ア ド バイザー会員 木幡邦男

愛知県豊橋技術科学大学 非常勤講師 ( エコ ロ ジー工学大学特別講義 ) 西村和之

三重県 三重県干潟等漁場環境改善検討委員会 木幡邦男
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滋賀県 生態学琵琶湖賞選考委員会 渡邉信

京都府立医科大学 客員講師 ( 生体機能制御学 ) 高野裕久

大阪府 ダ イ オキシン類に関する環境対策検討委員会汚染土壌浄化技術

専門部会

鈴木規之

　 大阪府立大学 非常勤講師 ( 環境汚染論 ) 藤沼康実

県立広島女子大学 非常勤講師 ( 環境動態学特論 ( 大学院 )) 野馬幸生

山口県 化学物質簡易モニ タ リ ング技術実証委員会 鑪迫典久

沖縄県 島し ょ 型ゼロ ミ ッ シ ョ ン推進実証事業検討委員会 井上雄三

独立行政法人

（独） 医薬品医療機器総合機構 専門委員会 岩崎一弘

（独） 宇宙航空研究開発機構 環境観測技術衛星みど り Ⅱ運用異常原因究明チーム会合 杉本伸夫， 横田達也

GOSAT 総合プロ ジェ ク ト 開発移行前審査委員会 井上元， 中根英昭

（独） 科学技術振興機構 科学技術振興審議会基礎研究部会先端計測技術評価委員会 合志陽一

科学技術振興調整費評価ワーキンググループ委員会 水落元之

研究開発戦略セン ター特任フ ェ ロー 渡辺正孝

戦略的国際科学技術協力推進事業 ・ 推進委員会 合志陽一

戦略的創造研究推進事業領域ア ド バイザー 安原昭夫

地域振興事業評価委員会 渡辺正孝

GBLF 技術専門委員会 渡邉 　 信， 清水英幸

（独） 海上技術安全研究所 海洋におけ る汚染物質の環境 リ ス ク 評価手法の研究に係わ る研

究委員会

森田昌敏

（独） 海洋研究開発機構 みらい運用検討委員会 渡辺正孝

機関評価会議委員会 西岡秀三

人 ・ 自然 ・ 地球共生プロ ジェ ク ト 課題 ２ 運営委員会 井上元

地球フ ィ ロ ンテ ィ ア研究システムサブ リ ーダー 大原利眞

地球フ ロ ンテ ィ ア研究システムグループ リ ーダー 江守正多

地球環境観測研究セン ター評価委員会 西岡秀三

（独） 環境再生保全機構 局地汚染地域におけ る各種自動車排出ガ ス抑制対策の評価手法

等に関する調査に係る検討委員会

森口祐一， 小林伸治

重金属等の健康影響に関する総合研究推進委員会 遠山千春

大気汚染の影響に よ る健康被害の予防に関する調査研究評価委

員会 「環境改善調査研究評価委員会」

若松伸司

大気環境基準等設定調査に係る検討委員会 藤巻秀和

大気環境基準等設定調査に係る検討委員会 「重金属評価作業小委

員会」

平野靖史郎

大気環境基準等設定調査に係る検討委員会 「有機塩素系化合物 ・

炭化水素類評価作業小委員会」 「有機塩素系化合物 ・ 炭化水素類

レ ビ ュー委員会」

後藤純雄

大気環境基準等設定調査検討委員会 「ガス状物質及びエア ロ ゾル

評価作業小委員会」

小林隆弘， 新田裕史

（独） 経済産業研究所 貿易と 環境委員会 日引聡

（独） 交通安全環境研究所 ナ ノ粒子検討会 小林伸治

（独） 国際協力機構 イ ン ド ネシア地方環境管理シ ス テム強化プ ロ ジ ェ ク ト に係る国

内委員会

大坪國順

日中友好環境保全セン タープロ ジェ ク ト ( フ ェーズⅢ ) に係る国

内委員会

伊藤裕康

（独） 産業技術総合研究所 （独） 産業技術総合研究所レ ビ ューボード委員会 中根英昭

国際計量研究連絡委員会 中根英昭

国際計量研究連絡委員会物質量標準分科会委員会 西川雅高

（独） 産業技術総合研究所ラ

イ フルサ イ ク ルアセス メ ン

ト 研究セン ター

Ｌ Ｃ Ａ ケース ス タデ ィ 推進委員会 森口祐一

（独） 新エネルギー ・ 産業技

術総合開発機構

Ｎ Ｅ Ｄ Ｏ 技術委員会 大迫政浩

（独） 森林総合研究所 （独） 森林総合研究所研究分野評価会議評価委員会 椿宜高， 奥田敏統

研究評議会委員会 合志陽一
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森林吸収量報告 ・ 検証体制緊急整備対策事業 「森林衰退状況調査

分科会」

村野健太郎

森林吸収量報告 ・ 検証体制緊急整備対策事業検討会森林吸収源計

測 ・ 活用体制整備分科会ア ド バイザー

山形与志樹

（独） 製品評価技術基盤機構 バイオテ ク ノ ロ ジー委員会 渡邉信

ビ ス フ ェ ノール Ａ リ ス ク評価管理研究委員会 山田正人

化学物質の リ ス ク 評価及び リ ス ク 評価手法の開発に係る研究開

発委員会

森口祐一

標準物資情報関係委員会 西川雅高

（独） 日本学術振興会 ２ １ 世紀 Ｃ Ｏ Ｅ プロ グ ラ ム委員会分野別審査 ・ 評価部会専門委

員会

合志陽一

科学技術研究費委員会専門委員会 森田昌敏，遠山千春，小林隆弘，

横内陽子，青木康信，笠井文絵，

野尻幸宏， 青柳みど り

特別研究員等審査専門委員会 椿宜高， 竹中明夫

特別研究委員等審査会専門委員 原沢英夫

（独） 日本貿易振興機構アジ

ア経済研究所

タ ス ク フ ォース委員会 寺園淳

（独） 農業生物資源研究所 農業生物資源ジーンバン ク事業評価委員会 渡邉信

（独） 放射線医学総合研究所 核磁気共鳴医学研究班班員 三森文行

（独） 防災科学技術研究所 研究開発課題外部評価委員 原沢英夫

（独） 理化学研究所 バイオ リ ソースセン ター リ ソース検討委員会 渡邉信

組換え Ｄ Ｎ Ａ 実験安全委員会 笠井文絵

私立大学

東京家政学院筑波女子大学 非常勤講師 ( 地球環境問題Ⅰ， Ⅱ ) 村野健太郎

自治医科大学 非常勤講師 ( 医学部保健科学講座 ) 平野靖史郎

東邦大学 薬学部客員講師 青木康展

非常勤講師 ( 生物分子科学特論Ⅱ ) 岩崎一弘

上智大学 非常勤講師 ( 総合科目 「地球環境学Ⅱ」 ) 日引聡

東海大学 将来計画検討委員会 中島英彰

東京理科大学 非常勤講師 ( エネルギー環境工学 ) 藤野純一

非常勤講師 ( 環境化学 ) 安原昭夫

日本女子大学 非常勤講師 ( 生活 ・ 環境 ) 刀正行

中央大学 非常勤講師 ( 環境化学物質特論 ) 森田昌敏

立教大学 非常勤講師 ( 生命理学特論 ) 永田尚志

早稲田大学 ２ １ 世紀 Ｃ Ｏ Ｅ 「企業社会の変容と法システムの創造」 プロ グ ラ

ム 「環境法における予防原則と企業」 研究会活動会議

久保田泉

非常勤講師 ( 総合講座人間科学 ( 地球環境 )) 伊藤智彦

関東学院大学 非常勤講師 ( 環境衛生工学 ・ 廃棄物工学 ・ 環境衛生工学特論 ・ 都

市衛生工学特殊講義 ・ 大気と 環境 )

川本克也

長岡技術科学大学 非常勤講師 ( エネルギー ・ 環境工学 ) 珠坪一晃

金沢医科大学 非常勤講師 ( 眼科学 ) 小野雅司

同志社大学 非常勤講師 ( 大気環境特論Ⅰ ) 畠山史郎

東亜大学 非常勤講師 ( 環境政策論 ) 西岡秀三

福岡大学大学院 ・ 埋立地再

生総合 技術研究会・（財） 日

本環境衛生    セン ター

埋立地再生総合技術研究会ア ド バイザー委員会 山田正人， Bulent Inanc

放送大学学園 客員教員 中嶋信美

委 　 　 嘱 　 　 元 委 　 　 嘱 　 　 名 氏 　 　 　 名
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（ ３ ） 研究所来訪者
年月日 事 　 　 　 　 　 項

16.4.08 環境省職員

4.19 小池環境大臣

4.22 社団法人日本技術士会 化学部会

4.23 友部町議会議員

5.10 東京バイオテ ク ノ ロ ジー専門学校 １ 年生

5.27 千葉県立沼南高柳高等学校 １ 年生

5.28 愛知県安城市安城北中学校 ３ 年生

5.28 自己処理型 ト イ レ研究会

6.09 磁気環境 WG の委員

6.14 JICA 持続的増養殖開発コース

6.14 JICA 環境負荷物質の分析技術及び リ ス ク評価

　 コース

6.16 環境省独立行政法人評価委員会

6.25 半導体環境安全専門委員会 ・ 化学物質 ＷＧ

6.29 財団法人鉄鋼業環境保全技術開発基金

6.30 筑波大学 　 環境科学研究科

7.01 福島県立相馬高等学校 １ ・ ２ 年生

7.22 福岡県立八幡高等学校理数科 ２ 年生

7.24 神奈川県立柏陽高等学校

7.28 JICA 地球地図作成技術コース

7.28 群馬県立太田高等学校 １ 年生

7.29 長崎県立長崎北陽台高等学校理数科 １ 年生

7.30 機器分析研究会 （127 会）

8.02 京都教育大学 　 産業技術科学科

8.03 つ く ば市内小学校 ５ 年生， 環境課職員 　 １ 班

8.03 ボーイ スカウ ト 日本連盟　 ベンチャ ースカウ ト 隊

　 １ 班

8.04 つ く ば市内小学校 ５ 年生， 環境課職員 　 ２ 班

8.04 新潟県立新潟高等学校理数科 ２ 年生

8.04 東北大学大学院 　 環境科学研究科・地球開発環境

　 学研究室

8.05 福岡県立修猷館高等学校 ２ 年生

8.05 立正大学 　 地球環境科学部環境システム学科

　 セ ミ ナー IＧ

8.06 ボーイ スカウ ト 日本連盟　 ベンチャ ースカウ ト 隊

　 ２ 班

8.10 岩手県立水沢高等学校理数科 ２ 年生

8.11 栃木県立小山高等学校

8.17 守谷市議会議員

8.23 ニュージーラ ン ド研究者 Dr Richard Gordon

8.24 ド イ ツ ・ ト リ ア工科大学環境学部

　 （ビルケンフ ェル ド校） 一行

8.25 環境省職員

8.26 茨城県立日立第一高等学校 １ ・ ２ 年生

9.10 神戸大学 　 発達科学部自然環境論コース

9.13 長崎大学 　 環境科学部環境科学科 ３ 年生

9.22 つ く ば市立吉沼小学校 ５ 年生

9.27 JICA フ ィ リ ピン Ｃ Ｐ 国家固形廃棄物処理委員会

年

― 
9.27 JICA フ ィ リ ピン Ｃ Ｐ 国家固形廃棄物処理委員会

9.27 中国環境監測総站一行

9.27 ド イ ツ ・ ト リ ア工科大学環境学部

　 （ビルケンフ ェル ド校） 一行

9.28 ス ウ ェーデン大使館科学技術担当課長ほか １ 名

9.28 福岡県立鞍手高等学校 ２ 年生

9.29 ASEAN 各国環境局長一行

10.01 放送大学東京文京学習セン ター

10.01 安全工学協会

10.05 JICA ハンガ リ ー CP 研修

10.07 JICA 閉鎖性水域環境保全コース 　

10.07 JICA 閉鎖性水域環境保全コース 　

10.07 鳥取県立八頭高等学校 ２ 年生

10.07 島根県立松江南高等学校理数科 ２ 年生

10.08 明野西部地区農業集落排水事業推進協議会

10.08 函館市議会議員

10.12 韓国国立環境研究院院長等一行及び

中国環境科学研究院院長等一行

10.13 鳥取県立鳥取東高等学校 ２ 年生

10.14 日本製薬工業協会 　 環境安全委員会

10.16 栃木県総合教育セン ター

10.19 JICA イ ン ド ネシア CP 研修

10.21 中国環境出版部研究者一行

10.25 マ リ ンフ ロー ト 推進機構

10.26 北海道立衛生研究所 　 健康科学部放射線科学科

10.28 JICA 水環境モニ タ リ ング コース

10.28 清瀬市役所環境課環境セ ミ ナー

11.02 茨城県立牛久栄進高等学校 １ 年生

11.05 西湘地区公害行政研究会

11.08 あ り あけ地球村代表

11.09 山形県立米沢興譲館高等学校 ２ 年生

11.11 山形県立山形南高等学校理数科 １ 年生

11.12 スーザン ソ ロモン博士及びブルン ト ラ ン ト 博士

　 ( ブループラ ネ ッ ト 受賞者 ) 来所

11.16 日韓共同研修 「淡水環境修復コース」

11.17 国立環境研究所友の会

11.18 茨城県立土浦第一高等学校 １ 年生

11.19 山形県環境保全協議会

11.22 フ ラ ン ス大使館科学技術部

11.26 UNCRD-JICA 都市環境と 交通にかかる 研修コ ース

11.26 フ ォーラ ム環境塾 （環境技術講座）

12.02 長崎県立佐世保西高等学校 ２ 年生

12.02 熊本県立済々黌高等学校 １ 年生

12.03 深谷保健所管内環境衛生推進連絡協議会

12.04 東京大学

12.06 JICA 東アジア酸性雨モニ タ リ ングネ ッ ト ワーク

　 研修コース

月日 事 　 　 　 　 　 項
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12.06 「東アジア酸性雨モニタ リ ングネ ッ ト ワーク研究

　 コース」 研修員

12.07 長崎県立長崎南高等学校 ２ 年生

12.16 日本経営合理化協会

12.17 高等学校理科教師の先端研究施設派遣研修

17.1.18 桜井大臣官房審議官

1.18 能勢環境大臣政務官

1.02 環境ビジネス議員連盟

1.21 筑波大学 　 生命環境科学研究科 ３ 年生

1.28 茨城県企画部企画科（ 科学技術振興担当グループ）

2.01 東京理科大学 　 生物学専攻 ２ ・ ３ 年生

2.08 日本経営技術懇話会

2.14 日本技術士会繊維部会

2.15 JICA 大気保全政策コース

2.17 JICA 湖沼水質保全コース

年月日 事 　 　 　 　 　 項 年
― 
2.22 つ く ば市立真瀬小学校 ５ 年生

2.25 環境実務研修生部局別研修

2.28 住み良い見川をつ く る会

3.07 社団法人 　 日本電機工業会原子力 PA 女性分科会

3.08 東京大学農学生命科学研究科教職員6名及び関係

　 留学生 30 名

3.08 東京大学大学院農学生命科学研究科留学生及び

　 大学職員

3.14 横浜市職員

3.16 会計実施検査員

3.22 北海道大学 　 工学部環境工学科

3.29 JICA ゼロエ ミ ッ シ ョ ン型農業農村環境システム

　 研修一行

12.06 JICA 東アジア酸性雨モニ タ リ ングネ ッ ト ワーク

　 研修コース

月日 事 　 　 　 　 　 項
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（視察 ・ 見学者）

区 　 分

年 　 度

国 　 　 　 　 　 内

国 　 　 外 合 　 　 計

環  境  省
研究機関
職  員  等

一 　 　 般
議  員  ・
官  公  庁

小 　 　 計

平成 10
件
8

件
2

件
58

件
9

件
77

件
41

件
118

11 7 4 58 16 85 50 135

12 5 2 55 9 71 53 124

13 11 5 56 10 82 47 129

14 12 7 58 5 82 43 125

15 12 1 72 9 94 47 141

16 7 1 66 7 81 24 105
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（ ４ ） 研究所関係新聞記事

年 　 月 　 日 タ 　 　 イ 　 　 ト 　 　 ル 新聞社名

2004. 4.14 つ く ばの研究機関で施設一般公開始ま る 　 １ ８ 日まで 読売

2004. 4.14 環境省， 宇宙航空研究開発機構， 国立環境研究所 　 ２ １ 日にシンポジウ ム 日刊工業

2004. 4.15 Ｊ Ａ Ｘ Ａ 　 環境省 　 国立環境研究所 　 温室効果ガス観測技術衛星 　 利用方策
検討へチーム 　 研究提案を集約

日刊工業

2004. 4.20 ロボ ッ ト 走行の低公害車に試乗 　 小池環境相が国立環境研視察 毎日

2004. 4.23 深層断面＝第 ２ 回地球観測サ ミ ッ ト 　 ２ ５ 日， 東京で開催 　 主導権争い思惑
様々

日刊工業

2004. 4.24 神栖井戸水汚染 　 土壌から も高濃度 ヒ 素 東京

2004. 4.30 この人＝ 「脳と セ ッ ク スの生物学」 を日本語で出版し た ローワ ン ・ フーパー
さ ん

東京

2004. 5.10 国立環境研究所公開シンポジウ ム 「国立環境研究所の ３ ０ 年」 産経

2004. 5.19 Ｊ Ａ 広島市 　 全廃決定農薬使用奨励 　 組合員に 「今年限 り 」 　 地球よ り も在
庫減ら し

毎日 （大阪）

2004. 5.23 温暖化が氷河期招 く ？ 　 北大西洋の変化が気候急変の引き金に 　 海洋循環に
変化 　 気候乱す恐れも

日経

2004. 5.29 茨城 ・ 神栖町 　 日本軍が埋めた？ 　 毒ガス謎の高濃度 　 井戸周辺 「深すぎ
る」 層で

読売

2004. 6.01 国立環境研究所 　 環境試料の冷凍保存施設 　 変化調べ， 汚染究明も 日経産業新聞
（日経テレ コ ン 21）

〃 環境資料タ イ ムカプセル棟 　 つ く ばに完成 　 絶滅前に凍結保存 読売

〃 京都議定書年度内に温暖化対策新大綱 　 ガス削減議論足踏み 　 ８ 審議会， 調
整がカギ 　 環境税早期導入で対立

朝日

〃 国立環境研究所で完成 　 「タ イ ムカプセル」 　 絶滅種の復元めざす 朝日

2004. 6.05 なぜなぞ科学＝紫外線量の予測方法は？ 毎日

2004. 6.09 産業春秋＝ナ ノ テ ク ロ ジー 日刊工業

2004. 6.10 環境省 と環境研が ２ ２ 日ワーク シ ョ ッ プ 　 環境技術にナ ノ テ ク適用 日刊工業

2004. 6.12 霞ケ浦で実験 　 湖水浄化へ外来魚除去 　 植物プラ ン ク ト ン減らす荒療治 読売 （夕）

2004. 6.12 よみ う り 寸評＝地球温暖化 読売 （夕）

2004. 6.17 尾瀬物語 （ ５ ） ＝富栄養化 　 湖沼の水質ワース ト ４ ４ 朝日 （夕）

2004. 6.13 ど く し ゃ とつ く る＝ク ワガタ を育てる 　 ケース一つに一つがい 　 外来種の交
雑に注意

朝日 （大阪）

2004. 6.15 国立環境研究所 　 東京 ・ 京都でシンポジウ ム開催 日刊工業

2004. 6.17 大気によ る発がん リ ス ク 　 化学物質原因 　 大阪府ワース ト １ 　 鳥取の ５ 倍以
上

読売 （大阪， 夕）

2004. 6.17 国立環境研究所 　 大気中の化学物質の発がん リ ス ク 　 大阪と鳥取 ５ 倍超す差 読売 （夕）

2004. 6.23 育てる野生生物 （ ３ ） ＝復帰訓練 　 コ ウ ノ ト リ の里を再び 朝日

2004. 6.24 Ｎ Ｉ Ｅ 特集 　 不思議たんけん （ ３ ） ＝私たちの星の行方 　 知恵絞 り Ｃ Ｏ ２

出さ ない生活へ
読売

2004. 7.03 挑む 　 研究者たちの素顔 （ ４ ７ ） ＝最高時速 ３ ７ ０ キ ロの電気自動車を開発
し た慶応大環境情報学部教授清水浩

毎日

2004. 7.05 国環研 　 水環境監視など実用化へ 　 化学物質によ る変異原性 　 遺伝子導入魚
で検出

日刊工業

〃 国立環境研究所 　 環境ホルモン 　 神経系にも悪影響か 　 実験のネズ ミ ， 異常
行動

日経

〃 環境省が調査 　 化学物質子ど もは敏感 　 アレルギー原因にも 毎日

〃 愛媛大調査 　 愛媛， 九州の ７ 人 　 使用禁止農薬母乳から検出 　 国内で未使用
　 輸入食品か飛散し降雨か

毎日 （大阪， 夕）

2004. 7.07 ２ ０ 大学 ・ 機関 　 大気汚染を共同観測 　 発生の仕組み研究 日経産業新聞
（日経テレ コ ン 21）

2004. 7.09 医薬品 　 生態系影響も審査 　 体外排出後も生物毒性， 厚労省が指針作 り 読売 （夕）

2004. 7.12 国環研がワーク シ ョ ッ プ 　 環境技術にナ ノ テ ク活用 　 産業界のシーズ積極導
入

日刊工業

2004. 7.27 首都圏 　 河川に医薬品成分 　 排泄後に下水経由 　 生態系への影響も 朝日

2004. 7.28 国立環境研究所など調査 　 テレ ビ内部のち り 　 高濃度の有害物質検出 日経
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2004. 8.05 産学連携拠点＝国立環境研究所 　 産業界と の連携推進 日経産業新聞
（日経テレ コ ン 21）

2004. 8.08 １ 分間人間 ド ッ ク＝紫外線， 色白の人ほど注意 日経

2004. 8.10 猛暑 と豪雨 　 世界各地で 「異常気象」 　 地球温暖化と関連の指摘も 読売

2004. 8.18 宇宙開発委員会が了承 　 温暖化ガス観測衛星開発へ 　 ２ ０ ０ ８ 年打ち上げ 日経産業新聞
（日経テレ コ ン 21）

2004. 8.18 宇宙開発委員会 　 温室効果ガス観測技術衛星 　 来年度からの開発了承 日刊工業

2004. 8.20 サンゴ五話＝その ５ 　 英知を集めて再生を！ 朝日

2004. 8.26 産業技術総合研究所と国立環境研究所 　 心の病の原因物質 　 特定手法を開発 日経産業新聞
（日経テレ コ ン 21）

〃 産業技術総合研究所と国立環境研究所 　 技術開発 　 心の病に関与 　 環境化学
物質を特定

日刊工業

〃 東京都 ・ 専門委 　 化学物質保健対策 　 ３ １ 日に初の分科会 日刊工業

〃 産業技術総合研究所など 　 環境ホルモン 　 脳神経の発達を阻害 　 動物実験で
確認

毎日

2004. 9.20 熱中症 　 北国ほど 「ご注意」 　 国立環境研究所が調査 茨城

2004. 9.06 国立環境研究所 　 環境ホルモンの影響 　 １ ０ ０ ０ 人分のデータ集積 　 高性能
ＭＲ Ｉ で脳測定

日刊工業

2004. 9.06 日中調査 　 中国の東シナ海沿岸 　 大気汚染が悪化 　 汚染物質， 日本流入も 日経

2004. 9.11 国立環境研 　 鶏から久連子鶏誕生へ 　 「多産の腹」 借 り る 　 病原体の除去も 朝日 （夕）

2004. 9.14 レーザー＝国立環境研究所総合研究官の三森文行さ ん 　 長期戦の構え 日刊工業

2004. 9.15 気象研究所ま と め 　 温暖化で集中豪雨増え る 　 今世紀末日本， 危険性を予測 東京 （夕）

2004. 9.16 集中豪雨， 洪水の危険増加 　 温暖化で今世紀末の日本 　 気象研予測 　 月間降
水量 500 ミ リ 超も 　 異常気象見据えた対策を

茨城

2004. 9.17 海洋研究開発機構と国立環境研究所の共同研究グループ 　 青森 ・ 下北半島沖
の海底で大量の メ タ ン流出か

日刊工業

〃 新米から有機 ヒ 素 　 神栖の ４ 農家 　 県， 出荷自粛を要請 「健康への影響少な
い」 　

茨城

2004. 9.17 3 日に 1 回は真夏日に 　 国立環境研と東大のチーム 　 今世紀末， 温暖化で予
測

茨城

〃 東大などのチーム， 気候予測 　 真夏日 　 今世紀末には年 １ ０ ０ 日以上に 朝日

〃 東大など予測 　 ２ ０ ５ ０ 年の日本 　 真夏日 １ ０ ０ 日 　 東南アジア並み 読売

〃 東大など スーパーコ ンピ ューターで予測 　 進む温暖化 　 ２ １ ０ ０ 年は真夏日
４ カ月

毎日

〃 神栖町， コ メ から ヒ 素 　 茨城県が出荷自粛要請 毎日

〃 国環研など予測 　 今世紀末， 温暖化進むと 　 真夏日国内で年 １ ２ ０ 日 　 降水
量 ２ 割増 「熱帯」 に近 く

日経

〃 茨城 ・ 神栖町産 　 新米から有機 ヒ 素 　 ４ 農家に出荷自粛要請 日経

〃 東大など試算 　 「日本の夏」 １ ０ ０ 年後今年超え る猛暑に 　 梅雨も長期化 産経

〃 東大気候システム研究セン ターと国立環境研究所などの研究チーム 　 世紀末
温暖化予測 　 ムシムシ真夏日 ３ カ月

東京

〃 茨城 ・ 神栖町産米から ヒ 素 　 県 「健康影響少ない」 　 ４ 農家に出荷自粛要請 東京

〃 東大など スーパーコ ンピ ューターで予測 　 ７ ０ 年後の地球平均気温 　 最悪 ４
度 Ｃ 上昇

日刊工業

2004. 9.21 東電， 省エネ支援事業強化 　 実態調査し設備効率化 　 国立環境研で受注 日経

2004. 9.21 大阪市で高濃度ダ イオキシン 　 河口数キ ロ上流に沈殿 　 緩流と塩分影響？ 朝日 （大阪）

2004. 9.22 春秋＝暑さ寒さ も彼岸まで 日経

2004. 9.23 メ コ ン川の環境監視プロ ジェ ク ト に取 り 組む 茨城

2004. 9.23 産業春秋＝基準地価 日刊工業

2004. 9.26 猛暑に豪雨 １ ０ ０ 年後は普通？ 　 今夏の日本列島温暖化を先取 り 日経

2004. 9.27 論点＝国立環境研究所理事 　 西岡秀三 　 地球温暖化防止 　 科学的知見政策に
生かせ

読売

2004. 9.30 台風 ・ ハ リ ケーン多発 　 気象異変日米覆 う 　 海水温上昇が原因 日経

2004.10.01 学楽サイ ト 探訪＝国立環境研究所 　 ゴ ミ や化学物質の問題解説 日経 （夕）

年 　 月 　 日 タ 　 　 イ 　 　 ト 　 　 ル 新聞社名
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2004.10.01 京都議定書発効見通し 　 排出量取引が活発化 　 商社が仲介 Ｃ Ｏ ２ 削減達成な
お困難

読売

2004.10.06 この人＝ メ コ ン川の環境監視プロ ジェ ク ト に取 り 組む 　 渡辺信さ ん 東京

2004.10.09 科学劇場記者席＝原油高騰 　 「オオカ ミ が来た」 が現実に 朝日 （夕）

2004.10.14 エネルギー と環境の共存 （ １ ８ ） ＝パー ト ３ 　 業界の実態 　 省エネ （中） 　
天然ガス使用拡大

日刊工業

2004.10.16 国立環境研究所調査 　 組み換え菜種 　 鹿島港から千葉へ拡散 　 国道沿い，
３ ０ キ ロ まで

東京 （夕）

2004.10.19 鉛汚染七話＝その ３ 　 水道水は大丈夫なのか 朝日

2004.10.22 社説＝台風ラ ッ シュ 　 地球が怒っているのか 朝日

2004.10.30 京都議定書来年 ２ 月発効へ 　 温暖化防止へ第一歩 　 ロ シア 　 Ｅ Ｕ 　 離脱の米
国 　 日本経済界 　

読売

2004.11.04 ナシ ョ ナル ・ ト ラ ス ト 運動 ４ ０ 年 　 失った 「鎮守の森」 と し て 産経 （大阪， 夕）

2004.11.07 千葉の国道沿いで確認 　 組み換えナタネ自生 日経

2004.11.09 東京大学や国立環境研究所， 海洋研究開発機構 　 ７ ０ 年以降の気温上昇解明
　 人間活動， 大き く 関与

日刊工業

2004.11.11 エネルギー と環境の共存 （ ２ ５ ） ＝パー ト ３ 　 業界の実態 　 電力業の需要開
拓 （下）

日刊工業

2004.11.16 温暖化 　 住明正 ・ 東大教授に聞 く 　 今夏の “異常” 気象常態化 　 社会イ ンフ
ラ， 通用せず

朝日

2004.11.20 里地里山の生態系守ろ う 　 茨城 ・ 土浦市でシンポジウ ム 　 ため池の水抜き
“実験”

読売

2004.11.20 遺伝子組み換え菜種 　 在来種や野菜と交雑も 　 ４ キ ロ離れ花粉飛散 東京 （夕）

2004.11.22 特定外来生物被害防止法 　 来春施行 　 課題は駆除方法 毎日

2004.11.26 ヤマ ト 　 温浴施設の衛生管理 　 電解水でレジオネラ対策 日経産業新聞
（日経テレ コ ン 21）

2004.11.28 ニュース入門＝温暖化ガスの排出権取引 　 排出量を権利化 　 温暖化に歯止め
　 企業が担い手に

日経

2004.11.29 国立環境研究所などのグループま と め 　 気温上昇は人間活動が影響 日経

2004.12.08 地球のカルテ 　 温暖化研究最前線 （ １ ） ＝ ２ １ ０ ０ 年の日本 　 ５ ， １ ０ 月で
も真夏日

読売

2004.12.17 ニュースの追跡 　 話題の発掘＝品川区脱 ヒ ー ト ア イ ラ ン ド 　 東京ウオール対
策 　 大崎で新たな試み

東京

2004.12.20 神栖 ヒ 素 「安全対策は万全」 　 検討会 メ ンバー 　 掘削調査現場を確認 茨城

〃 茨城経済特集 　 先端産業の育成加速 　 ナ ノ テ ク 　 中性子研究 　 次世代半導体
　 新エネルギー 　 医療 ・ バイオ

日経

〃 社説＝異常気象 　 無関係ではあ り 得ない 東京

2004.12.21 エネルギー ・ 価格攻防＝第 ２ 部 　 選別進む電力 ・ ガス （下） 　 「官」 も目覚め
る 　 「環境」 ・ 省エネ効果大

日経産業新聞
（日経テレ コ ン 21）

2004.12.23 デ ィ スポーザー野放し 　 処理槽な し タ イプ 　 下水管詰ま る ト ラブルも 　 自治
体の規制ばらばら

朝日

2004.12.26 フ ァ イ ンダー 　 つ く ば不思議散歩 （ ６ ） ＝命が眠る タ イ ムカプセル 日経

2004.12.29 地球のカルテ 　 温暖化研究最前線 （ ４ ） ＝ Ｃ Ｏ ２ 排出量 　 気候安定化には半
減必要

読売

2005. 1.01 京都議定書発効へ 　 温暖化防止へ一歩 　 国益衝突さ らに激化 朝日

2005. 1.01 ニュースで知る経済 　 ２ 位 　 京都議定書発効 　 進む温暖化 　 対策は足踏み 　
温暖化の影響予測いろいろ

日経

2005. 1.50 温室効果ガス空から観測へ 　 旅客機に発の自動装置 　 今夏から， 国立環境研
など 　 温暖化予測， 精密化に期待

茨城

2005. 1.15 有機 ヒ 素コ ン ク リ 塊発見 　 神栖 　 環境基準の ３ 万 ３ ０ ０ ０ 倍 茨城

2005. 1.15 茨城 　 神栖町 ・ 毒ガス調査 　 ヒ 素含むコ ン ク リ 　 地下 ２ メ ー ト ルから発見 毎日

2005. 1.15 茨城 ・ 神栖町 　 汚染源？ 　 高濃度 ヒ 素含む塊発見 　 比較的最近に埋設か 東京

2005. 1.16 未来を選ぶ 　 さ らば浪費社会 （ １ ） ＝環境と資源迫る危機 　 「地球が ２ 個
あって も足 り な く なる」

朝日

2005. 1.17 全国各地の港湾の周辺 　 自生相次ぐ ＧＭ 作物 　 荷揚げ時や搬送中こぼれた
種子発芽

毎日

年 　 月 　 日 タ 　 　 イ 　 　 ト 　 　 ル 新聞社名
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2005. 1.18 花粉情報の HP 拡充 　 環境省 茨城

2005. 1.18 文科省研究所 　 ナ ノ 新材料 　 「毒性研究強化を」 　 分野横断型訴え 日経産業新聞
（日経テレ コ ン 21）

2005. 1.20 関西経済連合会と大阪大学 　 地球温暖化問題研究会立ち上げ 日刊工業

2005. 1.21 コ ン ク リ 塊分析へ 　 神栖 ヒ 素汚染， 環境省調査 　 化合物自体を投棄か 茨城

2005. 1.24 外来生物規制指定で混乱 　 第 １ 弾， ３ ６ 種ど ま り に 　 オオ クチバス見送 り 一
転 　 基準あいまい

日経

2005. 1.27 条例で予防措置を 　 霞ヶ浦浄化技術研究会 　 研究者ら成果発表 　 つ く ば 茨城

2005. 1.28 細胞核内部の受容体関与 　 環境研 　 大阪大 　 環境ホルモン作用を解明 茨城

2005. 1.28 温暖化変わる日本 　 今世紀後半に 　 夏の気温 ４ ． ２ 度上昇 　 真夏日は ７ ０ 日
増加

読売

2005. 1.29 ０ ０ 年までの １ ０ ０ 年間 　 国内の気温 １ 度の上昇 朝日 （夕）

2005. 1.30 未来を選ぶ 　 さ らば浪費社会 （ ３ ） ＝ゴ ミ 資源のみ込む中国 　 減量 ・ 循環の
方策課題

朝日

2005. 2.07 国連， 初の評価報告書案 　 絶滅速度 １ ０ ０ ０ 倍， 人間が加速 　 森林 ４ ０ 年で
１ ４ ％消失サンゴ礁， ４ 分の ３ に

日経 （夕）

2005. 2.07 国連が初の評価報告書案 　 早ま る地球の生態系破壊 　 生物種絶滅速度， 自然
の １ ０ ０ ０ 倍に

東京 （夕）

2005. 2.09  Ｃ Ｏ Ｐ １ ０ 会場での報告から 　 温暖化私のまちでも 　 アルゼンチン 　 フ ィ
ジー 　 ネパール 　 イ ン ド

朝日

2005. 2.12 発効へ 　 京都議定書 （ ３ ） ＝ Ｃ Ｏ ２ 削減技術頼み限界 読売

2005. 2.16 時時刻刻＝京都議定書き ょ う 発効 　 迫られる Ｃ Ｏ ２ 削減 　 異常気象の危機感
共有 　 環境税対立解けず

朝日

〃 京都議定書き ょ う 発効 　 温室効果の予測精度向上へ 　 カギ握る森， 海， 雲 朝日

〃 地球温暖化 　 豪雨件数 １ ０ ０ 年後は倍 　 国立環境研究所など予測 　 最大で年
間 １ ０ 日

毎日

〃 記者の目＝京都議定書き ょ う 発効 　 地球を思いやる記念日に 　 一人一人が行
動し よ う

毎日

〃 救え るか地球 　 京都議定書発効 （上） ＝脱 ・ 温暖化 　 生活見直すき っかけ期
待

産経

〃 堀場製作所 　 愛知万博会場で Ｃ Ｏ ２ 濃度測定 日経産業新聞
（日経テレ コ ン 21）

2005. 2.20 未来を選ぶ 　 さ らば浪費社会 （ ６ ） ＝ 「Ｃ Ｏ ２ 削減 ２ 期目なお激論になる」
　 温暖化防止厚い壁

朝日

2005. 2.21 水辺の絶滅植物， 湖底から復活 　 土砂に眠る種子 「生き ていた」 　 東大など
グループ， 霞ケ浦で実験成功

東京

2005. 2.22 「植えません」 農業者が宣言 　 遺伝子組み換え作物の国内栽培拒否 朝日

2005. 2.22 地球環境特集 　 資源の節約今， こ こ から 　 エネルギー効率追求新たな技術も
登場

日刊工業

2005. 2.23 遺伝子組み換え作物の栽培 　 農家も Ｎ Ｏ！ 　 滋賀 「拒否地域」 看板で宣言 朝日 （大阪）

2005. 2.24 地球温暖化 　 兆候 （中） ＝暖ま る琵琶湖 　 人間の弱さ映す鏡 毎日 （大阪）

2005. 2.25 日本環境教育フ ォーラ ム と損保ジャパン環境財団， 損害保険ジ ャパン 　 異常
気象 リ ス クの公開講座開催

日経産業新聞
（日経テレ コ ン 21）

2005. 3.07 褐色雲 　 日中韓など き ょ う から集中観測 　 森林火災や排ガス原因 　 日差し遮
り 環境に影響

毎日

2005. 3.07 国立環境研究所 　 低炭素社会に向け ２ ４ 日会議 日刊工業

2005. 3.12 究極の ク リ ーンエネルギー 　 水素の実力は？ 　 「き ちん と使えば怖 く ない」 毎日

2005. 3.20 フ ァ イ ンダー 　 つ く ば不思議散歩 （ １ ７ ） ＝光の矢， 大気のゴ ミ が的 日経

2005. 3.24 Ｎ Ｅ Ｃ がシステム構築 　 万博会場で環境観測 日刊工業

2005. 3.26 地球温暖化防止シンポジウ ム 　 Ｃ Ｏ ２ 削減待ったな し 読売

2005. 3.27 今さ ら聞けない＝紫外線 　 Ａ Ｂ Ｃ ３ 種類， 最もお肌に怖いのは Ｂ 朝日

2005. 3.30 ナ ノ テ クに危険性は？ 　 毒性や環境影響， 技術独占 ・ ・ ・ 　 研究者が先手を
打ち議論

朝日

年 　 月 　 日 タ 　 　 イ 　 　 ト 　 　 ル 新聞社名
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９  ． 環境情報に関する業務の状況

（ １ ） 国立環境研究所ホームページの ヒ ッ ト 数

ページビ ュー 18,821,882 件

ページア ク セス 61,328,349 件

（ ２ ） 国立環境研究所ホームページへの照会件数

質 　 問 205 件

リ ン ク依頼 6 件

出版物掲載依頼 11 件

（ ３ ） 環境情報提供システム （Ｅ Ｉ Ｃ ネ ッ ト ） の ヒ ッ ト 数

30,177,968 件

（ ４ ） 環境情報提供システム （Ｅ Ｉ Ｃ ネ ッ ト ） への照会件数

329 件

（ ５ ） 環境データ フ ァ イル提供実績

貸 　 出 5,128 件

コ ピーサービ ス 259 件
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研究課題コード（予算区分）別研究課題一覧

予算区分 研究課題コード 研究課題 研究代表者 所属 分担者 頁

重点特別 0105AA165 Ⅳ.3.1 （1）内分泌かく乱化学物質の新たな計測手

法と環境動態に関する開発

白石寛明 リスク C 白石不二雄・高木博
夫・John S.Edmonds・
滝上英孝・鑪迫典久・
西川智浩・磯部友彦・
寺崎正紀・小松英司

121

0105AA166 Ⅳ.3.1 （2）野生生物の生殖に及ぼす内分泌かく乱

化学物質の影響に関する研究

森田昌敏 ホルモン 堀口敏宏・白石寛明・
白石不二雄・高木博
夫・高橋慎司・多田
満・菅谷芳雄・鑪迫
典久・Anke Buritt 
TREUNER・内田元・
児玉圭太・橋詰和慶・
平井慈恵・鎌田亮・
井関直政・小塩正朗・
小田重人

122

0105AA167 Ⅳ.3.1 （3）内分泌かく乱化学物質の脳・神経系へ

の影響評価に関する研究

三森文行 ホルモン 梅津豊司・石堂正美・
今井秀樹・渡邉英宏・
黒河佳香・川口真似
子

123

0105AA168 Ⅳ.3.1 （4）内分泌かく乱化学物質の分解処理技術

に関する研究

安原昭夫 ホルモン 橋本俊次・中宮邦近 124

0105AA169 Ⅳ.3.1 （5）内分泌撹乱化学物質等の管理と評価の

ための統合情報システムに関する研究

鈴木規之 ホルモン 櫻井健郎・田邊潔・
森口祐一・南齋規介

125

0005AA171 Ⅳ.3.2 （1）ダイオキシン類の体内負荷量および生

体影響評価に関する研究

米元純三 ホルモン 森田昌敏・曽根秀子・
遠山千春・青木康展・
大迫誠一郎・石村隆
太・西村典子

133

0105AA205 Ⅳ.4.1 （6）侵入生物による生物多様性影響機構に

関する研究

五箇公一 多様性 椿宜高・高村健二・
永田尚志

164

0105AA207 Ⅳ.4.1 （4）流域ランドスケープにおける生物多様

性の維持機構に関する研究

高村典子 多様性 福島路生 163

0105AA210 Ⅳ.4.1 （5）遺伝子組換え生物の生態系影響評価手

法に関する研究

中嶋信美 多様性 岩崎一弘・玉置雅紀・
冨岡典子

164

0105AA269 Ⅳ.5.3 （2）東アジアの流域圏における生態系機能

のモデル化と持続可能な環境管理 (1) 衛星

データを利用したアジア・太平洋地域の総

合的モニタリング

王勤学 流域 松永恒雄・山野博哉・
島崎彦人

207

0105AA270 Ⅳ.5.3 （3）東アジアの流域圏における生態系機能

のモデル化と持続可能な環境管理 (2) 流域

環境管理に関する研究

渡辺正孝 流域 徐開欽・林誠二・中
山忠暢・亀山哲・岡
寺智大

207

0105AA271 Ⅳ.5.4 （2）東アジアの流域圏における生態系機能

のモデル化と持続可能な環境管理 (3) 東シ

ナ海における長江経由の汚染・汚濁物質の

動態と生態系影響評価

村上正吾 流域 渡辺正孝・木幡邦男・
徐開欽・越川海・牧
秀明・島崎彦人

212

0105AA272 Ⅳ.5.3 （3）東アジアの流域圏における生態系機能

のモデル化と持続可能な環境管理プロジェ

クト (4) 沿岸域環境総合管理に関する研究

木幡邦男 流域 越川海・牧秀明・中
村泰男・樋渡武彦・
須賀伸介・矢部徹・
今井章雄

213

0105AA273 Ⅳ.3.2 （2）地球規模のダイオキシン類及び POPs

汚染に関する研究

森田昌敏 統括 橋本俊次・鈴木規之・
柴田康行・高澤嘉一

134

0105AA295 Ⅳ.5.1 （2）PM2.5・DEP 発生源の把握と対策評価に

関する研究

森口祐一 PM2.5 小林伸治・近藤美則・
松橋啓介・田邊潔・
工藤祐揮・伏見暁洋・
南齋規介

188

0105AA296 Ⅳ.5.1 （3）PM2.5・DEP の環境動態に関する研究 若松伸司 PM2.5 大原利眞・上原清・
菅田誠治・長谷川就
一・早崎将光・神田
勲

189

0105AA297 Ⅳ.5.1 （4）PM2.5・DEP の測定に関する研究 若松伸司 PM2.5 内山政弘・西川雅高・
上原清・松本幸雄・
須賀伸介・長谷川就
一

190

0105AA298 Ⅳ.5.1 （5）PM2.5・DEP の疫学・曝露評価に関する

研究

新田裕史 PM2.5 小野雅司・田村憲治・
村上義孝・山崎新

190

0105AA299 Ⅳ.5.1 （6）PM2.5・DEP の毒性・影響評価に関する

研究

小林隆弘 PM2.5 高野裕久・鈴木明・
古山昭子・小池英子・
井上健一郎・柳澤利
枝・藤巻秀和

190
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重点特別 0205AA340 Ⅳ.7.2 （2）ILAS-II データの処理・保存・提供の

ためのシステム開発・改訂及び運用

横田達也 社会 中島英彰・杉田考史・
笹野泰弘

227

0105AA354 Ⅳ.3.1 （6）ウズラでの環境ホルモン感受性試験の

国際標準化

高橋慎司 ホルモン 清水明・鎌田亮・井
関直政

125

0105AA378 Ⅳ.3.1 （7）内分泌かく乱化学物質の生殖系への影

響評価に関する研究

森田昌敏 ホルモン 高野裕久・米元純三・
梅津豊司・今井秀樹・
白石不二雄・石堂正
美・鎌田亮・寺崎正
紀・小宇田智子

126

0405AA416 Ⅳ.5.1 （15）都市大気汚染の年々変動に関する研

究

大原利眞 PM2.5 若松伸司・菅田誠治・
宮下七重

195

0305AA506 Ⅳ.4.1 （14）生物群集の多様性を支配するメカニ

ズムの解明に関する研究

竹中明夫 多様性 吉田勝彦 169

0307AA512 Ⅳ.5.1 （12）自動車排気中ナノ粒子の毒性・影響

評価および性状・環境動態把握に関する研

究

小林隆弘 PM2.5 若松伸司・高野裕久・
鈴木明・古山昭子・
小池英子・新田裕史・
森口祐一・近藤美則・
田邊潔・小林伸治・
西川雅高・内山政弘・
平野靖史郎・藤巻秀
和・山元昭二・森田
昌敏

193

政策対応型 0105AB397 Ⅳ.2.1 （1）産業連関表と連動したマテリアルフ

ロー分析手法に関する研究

森口祐一 循環 C 橋本征二・田崎智宏・
藤井実・平井康宏・
南齋規介・寺園淳

74

0105AB398 Ⅳ.2.1 （2）ライフサイクル的視点を考慮した資源

循環促進策の評価に関する研究

森口祐一 循環 C 橋本征二・田崎智宏・
藤井実・南齋規介・
村上進亮・阿部直也・
寺園淳・大迫政浩・
山田正人

75

0105AB399 Ⅳ.2.1 （3）循環システムの地域適合性診断手法に

関する研究

山田正人 循環 C 森口祐一・大迫政浩・
石垣智基・寺園淳・
橋本征二・藤井実・
田崎智宏・川畑隆常

76

0105AB400 Ⅳ.2.1 （4）リサイクル製品等の安全性評価及び有

効利用法に関する研究

後藤純雄 循環 C 中島大介・田崎智宏・
江副優香・大迫政浩・
貴田晶子・酒井伸一

77

0105AB401 Ⅳ.2.2 （2）循環廃棄過程における環境負荷の低減

技術開発に関する研究

川本克也 循環 C 西村和之・倉持秀敏 85

0105AB402 Ⅳ.2.2 （3）最終処分場容量増加技術の開発と適地

選定手法の確立に関する研究

井上雄三 循環 C 山田正人・Bulent 
Inanc・石垣智基・遠
藤和人・大河内由美
子

86

0105AB403 Ⅳ.2.2 （4）最終処分場安定化促進・リスク削減技

術の開発と評価手法の確立に関する研究

井上雄三 循環 C 山田正人・Bulent 
Inanc・石垣智基・遠
藤和人・大河内由美
子・朝倉宏・阿部誠・
鄭修貞

87

0105AB404 Ⅳ.2.2 （5）有機性廃棄物の資源化技術・システム

の開発に関する研究

井上雄三 循環 C 川本克也・山田正人・
大迫政浩・西村和之・
大河内由美子

88

0105AB405 Ⅳ.2.2 （1）バイオアッセイによる循環資源・廃棄

物の包括モニタリングに関する研究

酒井伸一 循環 C 井上雄三・山田正人・
大迫政浩・滝上英孝・
毛利紫乃

96

0105AB406 Ⅳ.2.3 （2）有機臭素化合物の発生と制御に関する

研究

酒井伸一 循環 C 橋本俊次・高橋真・
滝上英孝・大迫政浩・
田崎智宏・川本克也・
倉持秀敏・平井康宏

97

0105AB407 Ⅳ.2.3 （3）循環資源・廃棄物中有機成分の包括的

分析システムに関する研究

安原昭夫 循環 C 鈴木茂・山本貴士・
高橋真・松永充史

98

0105AB408 Ⅳ.2.3 （4）循環資源・廃棄物中ダイオキシン類・

PCB 等の分解技術の開発に関する研究

安原昭夫 循環 C 橋本俊次・野馬幸生・
松永充史・山本貴士・
川本克也・酒井伸一

99

0105AB409 Ⅳ.2.4 （3）窒素・リン除去・回収型技術システム

の開発に関する研究

稲森悠平 循環 C 水落元之・岩見徳雄・
板山朋聡・井上雄三・
山田正人・西村和之

110

0105AB410 Ⅳ.2.4 （4）浄化システム管理技術の簡易容易化手

法の開発に関する研究

稲森悠平 循環 C 水落元之・岩見徳雄・
板山朋聡

111

0105AB411 Ⅳ.2.4 （5）開発途上国の国情に適した省エネ・省

コスト・省維持管理浄化システムの開発に

関する研究

稲森悠平 循環 C 水落元之・岩見徳雄・
板山朋聡

112
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政策対応型 0105AB412 Ⅳ.2.4 （6）バイオ・エコと物理化学処理の組合せ

を含めた技術による環境改善システムの開

発に関する研究

稲森悠平 循環 C 水落元之・岩見徳雄・
板山朋聡

113

地球セン

ター

9205AC264 Ⅳ.7.1 （1）地球環境モニタリング 藤沼康実 地球 C 向井人史・中根英昭・
松井一郎・杉本伸夫・
小野雅司・遠嶋康徳・
横内陽子・谷本浩志・
野尻幸宏・町田敏暢・
高橋善幸・犬飼孔・
小熊宏之・田中敦・
今井章雄・稲葉一穂・
岩崎一弘・松重一夫・
上野隆平・高村典子・
冨岡典子・柴田康行・
西川雅高・勝本正之

224

0307AC523 Ⅵ. （6）地球環境モニタリングおよび地球環境

研究支援に係わるデータベース・データ提

供システムに関する基礎的研究

勝本正之 地球 C 藤沼康実・向井人史 259

基盤ラボ 0105AD249 Ⅵ. （2）化学形態分析のための環境標準試料の

作製と評価に関する研究

伊藤裕康 化学 西川雅高・田中敦・
白石寛明・柴田康行・
田邊潔・森田昌敏・
彼谷邦光

257

0004AD250 Ⅵ. （1）微生物系統保存施設に保存されている

微細藻類株の分類学的情報の収集とデータ

ベース化に関する研究

笠井文絵 基盤ラボ 河地正伸・広木幹也・
清水明

257

0105AD251 Ⅵ. （3）環境試料長期保存（スペシメンバン

ク）に関する研究

柴田康行 化学 向井人史・堀口敏宏・
田中敦・米田穣・植
弘崇嗣・森田昌敏

257

経常 0104AE012 Ⅳ.2.1 （5）環境配慮型ライフスタイルの形成要因

についての研究

青柳みどり 社会 77

0104AE013 Ⅳ.6.2 （1）アジア途上国における環境意識に関す

る研究

青柳みどり 社会 221

0105AE016 Ⅳ.2.1 （6）環境負荷の低減と自然資源の適正管理

のための施策とその評価手法に関する研究

森口祐一 社会 森保文・寺園淳 78

0105AE019 Ⅴ. （2）風景評価の人間社会的側面に関する研

究

青木陽二 社会 榊原映子 233

0105AE034 Ⅳ.1.2 （3）環境保全に係わる統合評価モデルの開

発に関する研究

甲斐沼美紀子 社会 増井利彦・藤野純一・
花岡達也

54

0004AE041 Ⅳ.3.3 （1）加速器質量分析法の環境研究への応用

に関する基礎研究

柴田康行 化学 瀬山春彦・田中敦・
米田穣・植弘崇嗣・
森田昌敏

139

0105AE042 Ⅳ.3.3 （2）環境中／生態系での元素のトレース

キャラクタリゼーション並びに動態に関す

る基礎研究

柴田康行 化学 瀬山春彦・田中敦・
米田穣・　刀正行

139

0105AE043 Ⅳ.3.1 （8）海産無脊椎動物の内分泌攪乱並びに生

殖機能障害に関する研究

堀口敏宏 化学 白石寛明 126

9804AE058 Ⅳ.3.5 （1）環境有害因子の健康影響に関する研究 遠山千春 健康 小林隆弘 152

0105AE071 Ⅳ.3.5 （4）環境変化が人の健康に及ぼす影響解明

に関する疫学的研究

小野雅司 健康 田村憲治・新垣たず
さ・村上義孝

153

0104AE089 Ⅳ.5.2 （1）インピンジングフロー法を用いたエア

ロゾル上での不均一反応の研究

高見昭憲 大気 199

0104AE102 Ⅳ.1.1 （1）大気中二酸化炭素の接地境界層から自

由対流圏にかけての輸送に関する基礎的研

究

町田敏暢 大気 井上元・遠嶋康徳・
高橋善幸

43

0105AE110 Ⅳ.5.4 （4）天然水系中における溶存フミン物質に

関する研究

今井章雄 水土壌 214

0004AE114 Ⅳ.5.6 （1）土壌生態系における土壌微生物群集構

造の解析

村田智吉 水土壌 220

0105AE120 Ⅴ. （3）土壌中における微生物の挙動に関する

研究

向井哲 水土壌 233

0105AE133 Ⅳ.4.1 （7）微細藻類の多様性に及ぼす環境ストレ

スの影響

笠井文絵 生物 166

0004AE136 Ⅳ.4.1 （2）環境指標生物としてのホタルの現況と

その保全に関する研究

宮下衛 生物 162

0004AE146 Ⅳ.4.2 （1）高山植物の実験植物化および生態的特

性解明に関する研究

名取俊樹 生物 178
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経常 0105AE148 Ⅳ.4.1 （8）円石藻の多様性研究と地球環境モニタ

リングへの適用

河地正伸 生物 166

0105AE155 Ⅳ.7.1 （2）気候変動と自然環境との相互作用に関

する研究

向井人史 地球 C 225

0105AE172 Ⅳ.3.2 （3）臭素化ダイオキシン類の環境影響評価

に関する研究

鈴木規之 ホルモン 橋本俊次 134

0105AE173 Ⅳ.3.2 （4）ダイオキシン類及び POPs の環境運命

予測に関する研究

鈴木規之 ホルモン 櫻井健郎 135

0105AE174 Ⅴ. （4）環境科学研究用に開発した実験動物の

有用性に関する研究

高橋慎司 ホルモン 清水明・鈴木明 234

0105AE176 Ⅳ.3.1 （9）淡水無脊椎動物の繁殖に及ぼす化学物

質の影響

多田満 ホルモン 127

0105AE181 Ⅳ.3.1 （10）酵母アッセイシステムを用いた S9 代

謝化内分泌かく乱物質の検出と化学構造の

決定

白石不二雄 ホルモン 白石寛明・John 
S.Edmonds

127

0105AE183 Ⅳ.3.5 （5）生体 NMR 分光法の高度化に関する研究 三森文行 ホルモン 渡邉英宏 153

0105AE184 Ⅳ.3.4 （2）環境化学物質の生体影響評価のための

行動試験法の体系の確立に関する研究

梅津豊司 ホルモン 145

0105AE185 Ⅳ.3.1 （11）環境ホルモンの呼吸器・免疫系に対

する影響

高野裕久 ホルモン 柳澤利枝・井上健一
郎

127

0105AE191 Ⅳ.3.1 （12）内分泌攪乱化学物質による脳機能障

害の分子機構の解明

石堂正美 ホルモン 128

0004AE192 Ⅳ.4.1 （3）昆虫の生活史・繁殖行動における集団

内変異性とその維持機構

椿宜高 多様性 162

9904AE193 Ⅳ.4.1 （1）河川敷に生息するスズメ目鳥類のハビ

タット選択と個体群動態に関する研究

永田尚志 多様性 162

0105AE195 Ⅳ.4.1 （9）流域スケールでの水生生物の生息環境

とその保全および管理に関する研究

福島路生 多様性 高村典子・亀山哲 166

0105AE200 Ⅳ.2.4 （7）環境浄化への微生物の利用およびその

影響評価に関する研究

岩崎一弘 多様性 114

0104AE202 Ⅳ.4.1 （10）シロイヌナズナのアスコルビン酸合

成遺伝子を導入した遺伝子組換え植物の開

発

玉置雅紀 多様性 167

9605AE211 Ⅳ.5.3 （1）流域水環境管理モデルに関する研究 村上正吾 流域 王勤学・徐開欽・林
誠二・亀山哲・中山
忠暢・岡寺智大

207

0105AE213 Ⅳ.5.4 （5）内湾域における底生生態系による物質

循環

木幡邦男 流域 中村泰男・牧秀明・
越川海

214

0105AE216 Ⅳ.5.1 （7）複雑市街地における局所高濃度大気汚

染の発生とその予測に関する研究

上原清 PM2.5 若松伸司・大原利眞・
神田勲

191

0105AE218 Ⅳ.5.1 （8）大気環境影響評価に関する基礎的研究 若松伸司 PM2.5 大原利眞・上原清・
菅田誠治・神田勲

191

0105AE243 Ⅳ.2.3 （5）廃棄物及び循環資源処理過程における

有機ハロゲンの簡易測定法の開発と毒性評

価

山本貴士 循環 C 中島大介・後藤純雄・
安原昭夫

100

0005AE245 Ⅳ.3.5 （2）粒子状物質が呼吸器に及ぼす影響 平野靖史郎 健康 崔星 152

0105AE252 Ⅳ.3.3 （3）藍藻が生産する新規生理活性物質に関

する研究

佐野友春 基盤ラボ 彼谷邦光・高木博夫 140

0105AE259 Ⅳ.7.2 （1）大気衛星観測データの放射伝達解析に

関する研究

横田達也 社会 中島英彰・杉田考史・
笹野泰弘・井上元

227

0004AE275 Ⅴ. （1）バイカル湖堆積物を用いた古環境復元

とバイカルスケールの構築に関する研究

高松武次郎 水土壌 柴田康行・　刀正行・
瀬山春彦・田中敦

233

0404AE320 Ⅳ.2.3 （17）ごみ固形燃料の発熱・発火メカニズ

ムの解明

安原昭夫 循環 C 井上雄三・山本貴士・
橋本俊次・松永充史・
Bulent Inanc・酒井伸
一

106

9906AE323 Ⅳ.2.4 （1）水質改善効果の評価手法に関する研究 稲森悠平 循環 C 水落元之・松重一夫・
徐開欽

109

9906AE324 Ⅳ.2.4 （2）生物・物理・化学的手法を活用した汚

水および汚泥処理に関する研究

稲森悠平 循環 C 水落元之・岩見徳雄・
板山朋聡・松重一夫・
徐開欽

110

9906AE325 Ⅳ.2.2 （1）埋立地浸出水の高度処理に関する研究 稲森悠平 循環 C 水落元之・徐開欽 84
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経常 0405AE327 Ⅳ.3.2 （9）母乳からのダイオキシン曝露がもたら

す水腎症の発症とそのメカニズムの検討

西村典子 ホルモン 竹内陽子・横井千沙
子

137

0205AE333 Ⅴ. （8）モニタリング手法の精査と測定技術の

開発に関する研究

西川雅高 基盤ラボ 森育子・的場澄人 235

0405AE334 Ⅴ. （28）環境文学にみられる有害汚染物質の

生態影響に関する研究

多田満 ホルモン 245

0204AE335 Ⅳ.1.1 （2）木製品における炭素蓄積に関する研究 橋本征二 循環 C 森口祐一 43

0404AE335 Ⅴ. （29）藻類の化学物質吸収能力に関する研

究

中嶋信美 多様性 245

0408AE338 Ⅴ. （30）質量分析法を用いたラジカルの検出

と反応に関する研究

猪俣敏 大気 246

0205AE341 Ⅳ.7.2 （3）ILAS-II データ処理運用システムの開

発に関する基礎的研究

横田達也 社会 中島英彰・杉田考史・
笹野泰弘

228

0405AE342 Ⅳ.1.1 （11）波照間・落石モニタリングステー

ションで観測される微量気体成分の短周期

変動に基づく東アジア地域の相対的発生源

強度の推定

遠嶋康徳 大気 向井人史・谷本浩志・
町田敏暢

48

0406AE344 Ⅳ.1.2 （18）二波長偏光ライダーのデータ解析手

法の研究

杉本伸夫 大気 63

0404AE347 Ⅳ.5.1 （16）沿道大気汚染に関する数値シミュ

レーションの研究

須賀伸介 社会 196

0204AE348 Ⅳ.2.1 （7）意思決定主体の態度・行動モデルを用

いた環境負荷低減施策の分析

寺園淳 社会 日引聡・森口祐一 78

0204AE355 Ⅳ.3.3 （4）水域汚染挙動の底質試料を用いた時

間・空間的解析の研究

稲葉一穂 水土壌 土井妙子・松重一夫 140

0405AE357 Ⅳ.2.1 （11）耐久財の適正循環・管理に関する研

究

森口祐一 循環 C 橋本征二・田崎智宏・
藤井実・寺園淳・平
井康宏

80

0204AE357 Ⅳ.3.4 （3）内分泌撹乱物質の健康影響発現機構に

関する研究

野原恵子 健康 大迫誠一郎・伊藤智
彦

146

0405AE358 Ⅳ.2.1 （12）環境管理・意思決定プロセスにおけ

る各種環境評価手法の有効活用に関する研

究

田崎智宏 循環 C 森口祐一・橋本征二・
寺園淳・平井康宏

81

0204AE359 Ⅳ.3.5 （6）多種類化学物質の過敏状態誘導に関す

る基礎的研究

藤巻秀和 健康 黒河佳香・山元昭二・
掛山正心

154

0405AE359 Ⅳ.5.4 （14）水土壌環境における微生物群集構造

と活性評価に関する基礎的研究

冨岡典子 水土壌 珠坪一晃・浦川秀敏 218

0404AE364 Ⅳ.3.4 （9）数理モデルと生物試験を併用したダイ

オキシンのヒト健康リスク評価

丸山若重 リスク C 青木康展 149

0205AE365 Ⅳ.4.1 （11）二次的自然環境における陸上 - 水中

にわたる生物生活史に関する研究

高村健二 多様性 167

0205AE370 Ⅴ. （7）河川等湿地に生息する底生動物の分類

及び生態に関する基礎的研究

佐竹潔 生物 235

0408AE373 Ⅳ.1.4 （2）3 次元モデルによる大気微量成分分布

の長期変動に関する研究

秋吉英治 成層圏 72

0406AE375 Ⅳ.4.2 （10）植物の生理生態機能の画像診断法に

関する研究

戸部和夫 基盤ラボ 183

0406AE376 Ⅳ.4.2 （11）中国の半乾燥地域に生育する植物の

生理生態機能に関する研究

戸部和夫 基盤ラボ 184

0404AE378 Ⅳ.5.1 （17）自動車排ガスの初期拡散に関する実

験的研究

上原清 PM2.5 神田勲・若松伸司・
大原利眞

196

0405AE386 Ⅳ.5.3 （8）改革開放後の中国国内における流動人

口の特性とそのモデル化

大坪國順 水土壌 劉晨・一ノ瀬俊明 210

0405AE388 Ⅳ.2.3 （18）不法投棄・不適正処理の効果的監視

及び発生防止対策に関する研究

大迫政浩 循環 C 田崎智宏・川畑隆常 107

0406AE392 Ⅳ 5.2 （11）ミー散乱ライダーにおける受光検出

部が測定誤差に及ぼす影響の検討

松井一郎 大気 杉本伸夫・清水厚 204

0406AE393 Ⅳ.5.2 （12）ライダーによるエアロゾル変動の検

出およびデータ提供手法に関する研究

清水厚 大気 杉本伸夫・松井一郎 204

0404AE395 Ⅴ. （31）大気中塩化メチルの動態解明に関す

る研究

横内陽子 化学 斉藤拓也 246
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経常 0405AE396 Ⅳ.3.5 （15）粒子状物質の酸化ストレス作用と免

疫系に及ぼす影響

小池英子 PM2.5 小林隆弘 158

0408AE397 Ⅳ.3.4 （10）有害化学物質に対する感受性要因と

薬物代謝系

青木康展 リスク C 松本理・丸山若重・
大迫誠一郎

149

0404AE406 Ⅴ. （32）勝連トラバーチン舗装工のヒートア

イランド現象抑制効果の定量化研究

一ノ瀬俊明 地球 C 新津潔 247

0404AE407 Ⅳ.5.3 （9）東京の暑熱緩和のための海洋深層水導

水による東京湾海水面冷却事業の FS に向

けた検討

一ノ瀬俊明 地球 C 211

0404AE408 Ⅳ.1.1 （12）環境低負荷型オフィスビルにおける

地球・地域環境負荷低減効果の検証

一ノ瀬俊明 地球 C 新津潔 48

0406AE413 Ⅳ.1.3 （6）地球環境問題に関連する国際法規範形

成過程に関する研究

久保田泉 社会 70

0408AE418 Ⅳ.5.2 （13）東アジアスケール大気汚染の動態解

明に関する研究

大原利眞 PM2.5 菅田誠治・畠山史郎・
谷本浩志・村野健太
郎・若松伸司

205

0405AE433 Ⅴ. （33）長大立坑で生成する雲粒の粒径を決

定する過程に関する研究

内山政弘 大気 247

0105AE446 Ⅳ.1.2 （4）数値気候モデルが持つ不確実性の評価

に関する研究

野沢徹 大気 55

0404AE447 Ⅳ.5.1 （18）大気汚染の健康影響モデルに関する

統計的研究

松本幸雄 PM2.5 197

0406AE449 Ⅳ.3.3 （11）環境モニタリングの手法と精度管理

に関する研究 (2) ダイオキシン類測定の高

度化に伴う精度管理における精度管理

伊藤裕康 化学 橋本俊次・森田昌敏・
田邊潔

144

0204AE461 Ⅳ.1.1 （3）大気・陸域生態系間の温暖化気体の交

換プロセス解明に関する基礎研究

高橋善幸 大気 43

0408AE467 Ⅳ.4.1 （24）ユスリカ類の多様性と環境要因との

関連に関する研究

上野隆平 生物 173

0204AE478 Ⅳ.3.1 （14）環境化学物質の計測法と評価に関す

る研究

森田昌敏 化学 129

0308AE486 Ⅳ.1.2 （13）気候影響評価のための全球エアロゾ

ル特性把握に関する研究

日暮明子 大気 61

0305AE487 Ⅳ.2.3 （8）資源循環・廃棄物処理過程における金

属類の排出係数と化学形態に関する研究

貴田晶子 循環 C 高橋真・酒井伸一 102

0304AE488 Ⅳ.2.3 （9）含窒素化合物の熱分解過程における有

害化学物質の生成と挙動

安原昭夫 循環 C 酒井伸一 102

0408AE494 Ⅳ.1.2 （19）気候変化と大気化学諸過程の相互作

用に関する数値的研究

永島達也 大気 64

0305AE496 Ⅳ.3.3 （6）有機微量汚染物質の環境中動態の環境

測定データに基づく解析

櫻井健郎 ホルモン 141

0304AE498 Ⅳ.3.5 （9）電磁界の生体影響評価に関する研究 石堂正美 ホルモン 155

0304AE502 Ⅳ.3.5 （10）環境因子による細胞死の分子機構の

解明

石堂正美 ホルモン 155

0307AE503 Ⅳ.4.1 （15）植物の環境ストレス耐性に関与する

遺伝子の探索と機能解析

佐治光 生物 久保明弘・青野光子 169

0205AE509 Ⅳ.3.4 （4）化学物質のハザードアセスメントのた

めの生態影響試験法の検討

菅谷芳雄 リスク C 柏田祥策 146

0308AE510 Ⅳ.5.2 （10）大気境界層における物質輸送の研究 菅田誠治 大気 204

0305AE516 Ⅴ. （13）空気汚染物質のモニタリングと発生

源解析に関する手法研究

田邊潔 化学 西川雅高・柴田康行 238

0305AE520 Ⅴ. （14）光化学チャンバーを用いた有機エア

ロゾル生成に関する研究

佐藤圭 大気 238

0305AE528 Ⅳ.7.2 （5）衛星データ等を利用した高緯度成層圏

の気温・気圧高度分布の比較研究およびそ

のトレンド解析

杉田考史 成層圏 中島英彰・横田達也 229

0304AE529 Ⅴ. （15）環境現象の統計的・物理的研究 松本幸雄 PM2.5 239

0307AE532 Ⅳ.3.3 （7）東アジアの環境中における放射性核種

の挙動に関する研究

土井妙子 水土壌 141

0305AE533 Ⅳ.1.3 （3）主要国の政治制度が地球環境政策決定

に与える影響に関する研究

亀山康子 社会 69
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経常 0308AE539 Ⅳ.1.1 （8）分光法を用いた遠隔計測に関する研究 森野勇 大気 杉本伸夫・中根英昭 46

0305AE544 Ⅳ.2.3 （12）資源循環・廃棄物処理過程における

PCN の挙動および分析法の開発に関する研

究

野馬幸生 循環 C 黄瑛・山本貴士・酒
井伸一

103

0304AE545 Ⅳ.2.3 （10）埋立場での非制御燃焼による残留性

化学物質の生成・挙動・曝露解析

平井康宏 循環 C 貴田晶子・酒井伸一 103

0304AE546 Ⅳ.2.3 （11）PCB の排出インベントリ作成とその検

証

平井康宏 循環 C 滝上英孝・野馬幸生・
酒井伸一

103

0305AE547 Ⅳ.2.3 （13）廃棄物焼却残渣中の有害金属と腐植

物質の相互作用に関する研究

大迫政浩 循環 C 104

0305AE549 Ⅳ.2.3 （14）残留性有機汚染物質の甲状腺ホルモ

ン撹乱活性を検出する新規なバイオアッセ

イの開発に関する研究

滝上英孝 循環 C 酒井伸一 104

0305AE578 Ⅳ.4.1 （16）発生工学を用いた生殖幹細胞の実験

研究

桑名貴 基盤ラボ 170

0305AE587 Ⅳ.4.1 （17）鳥類における生物遺伝資源の長期保

存に関する研究

川嶋貴治 基盤ラボ 170

0308AE591 Ⅳ.1.2 （14）大気海洋結合系の気候感度決定メカ

ニズムに関する研究

小倉知夫 大気 61

奨励 0105AF045 Ⅳ.1.2 （5）南北両半球における VOC（揮発性有機

化合物）のベースラインモニタリング

横内陽子 化学 55

0304AF345 Ⅳ.4.1 （18）釧路湿原達古武沼の自然再生に向け

ての調査研究

高村典子 多様性 五十嵐聖貴・上野隆
平・亀山哲

170

0304AF351 Ⅳ.3.4 （6）染色体構造変化が生じたサッポロフキ

バッタ集団の歴史性・遺伝的固有性の探索

立田晴記 リスク C 147

0304AF353 Ⅴ. （19）透明メダカ受精胚の生態毒性研究へ

の適用と生態リスク評価への応用

柏田祥策 リスク C 240

0404AF355 Ⅴ. （36）遠隔計測分光パラメータの精密取得・

評価に関する研究

森野勇 大気 杉本伸夫・中根英昭 248

0404AF360 Ⅳ.3.5 （16）RNAi 法を利用したダイオキシンによ

る免疫抑制に関わる原因遺伝子の同定

伊藤智彦 健康 159

0404AF361 Ⅳ.4.1 （25）植物のオゾン傷害機構における植物

ホルモンのシグナリング

青野光子 生物 174

0304AF367 Ⅳ.5.4 （11）東京湾での窒素循環に関わる微生物

群集に関する研究

浦川秀敏 水土壌 217

0404AF370 Ⅳ.2.3 （19）鉛バッテリーフロー推移の廃棄・収

集行動モデルによる再現解析

平井康宏 循環 C 酒井伸一・森口祐一 107

0404AF374 Ⅳ.2.1 （13）循環型社会のイメージに関する基礎

研究

橋本征二 循環 C 森口祐一・田崎智宏 81

0404AF377 Ⅴ. （37）鳥類における異種間生殖巣キメラの

作出に向けて

川嶋貴治 基盤ラボ 今里栄男 249

0404AF379 Ⅳ.3.2 （10）コプラナーポリ塩素化ビフェニルの

甲状腺ホルモンへの影響評価のための新た

な指標に関する研究

西村典子 ホルモン 竹内陽子・横井千沙
子

138

0206AF384 Ⅳ.5.4 （6）有明海等における高レベル栄養塩濃度

維持機構に関する研究：適正な浅海域管理

をめざして

中村泰男 水土壌 214

0404AF385 Ⅳ.2.3 （20）有機スズ化合物の一斉分析法開発と

循環利用過程における挙動に関する基礎的

研究

高橋真 循環 C 108

0406AF389 Ⅳ.4.2 （12）藻場根圏における酸化還元環境と再

生技術としての酸素管の活用

矢部徹 生物 184

0204AF391 Ⅴ. （9）ヨシ原管理が野生生物および生態系機

能に与える影響に関する研究

永田尚志 多様性 矢部徹 236

0404AF409 Ⅳ.3.5 （17）ヒ素代謝における新しい反応機構の

証明

小林弥生 健康 平野靖史郎 159

0304AF410 Ⅳ.2.1 （10）持続可能な消費に向けた家計消費に

おける財・サービスの環境負荷低減特性に

関する基礎分析

南齋規介 循環 C 80
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奨励 0304AF427 Ⅳ.1.1 （9）北東ユーラシアの森林を代表するカラ

マツ林生態系の大気二酸化炭素安定同位体

比分別効果の時間的変動とその環境応答に

関する研究

高橋善幸 大気 47

0404AF434 Ⅳ.3.2 （11）注意欠陥多動性障害（ADHD）検出の

ためのラット幼若期学習行動実験系の確立

北條理恵子 健康 138

0204AF438 Ⅳ.4.2 （3）レーザープロファイラーを用いた熱帯

陸域生態系の長期観測

奥田敏統 生物 沼田真也・近藤俊明・
小熊宏之・米康充・
Kenneth Parker・
Mazlan Hashim・
Zulkifli Yusop

179

0404AF440 Ⅳ.2.2 （8）有機性廃棄物と焼却灰の混合による水

素発生メカニズムの解明

石垣智基 循環 C 90

0304AF442 Ⅳ.4.1 （19）希少トンボ種の保全遺伝学的研究 宮下衛 生物 五箇公一 171

0404AF445 Ⅳ.3.4 （11）有害化学物質の毒性評価用の包括的

体内動態モデル開発

鈴木一寿 リスク C 149

0404AF468 Ⅴ. （34）高速液体クロマトグラフ－質量分析

法を用いたトルエンからの光化学エアロゾ

ル生成の反応メカニズムの検討

佐藤圭 大気 247

0405AF491 Ⅴ. （35）興奮性および抑制性神経伝達物質の

in vivo 同時濃度定量化法の研究

渡邉英宏 ホルモン 三森文行・高屋展宏 248

0405AF507 Ⅳ.3.1 （20）蛍光色素リポフスチンによる水生甲

殻類の年齢推定法の確立

児玉圭太 ホルモン 132

0307AF511 Ⅳ.5.4 （10）霞ヶ浦エコトーンにおける生物群集

と物質循環に関する長期モニタリング

冨岡典子 水土壌 今井章雄・松重一夫・
野原精一・浦川秀敏・
矢部徹

217

0304AF515 Ⅴ. （16）釧路湿原流入河川の再蛇行化による

湿地生態系の回復可能性評価

中山忠暢 流域 239

0304AF568 Ⅳ.3.5 （11）サル ES 細胞を用いた環境有害因子の

毒性評価法の開発

山元恵 健康 平野靖史郎・崔星 156

0304AF575 Ⅴ. （17）'H 磁気共鳴スペクトロスコピーを用

いた神経伝達物質の in vivo 計測法の研究

渡邉英宏 ホルモン 三森文行・高屋展宏 239

0304AF588 Ⅴ. （18）高頻度衛星観測によるヒートアイラ

ンド対策の広域直接評価に関する先駆的研

究

松永恒雄 社会 240

0405AF788 Ⅳ.3.3 （12）ヒ素の生体影響において DNA メチル

化率は分子マーカーとして使えるのか？

崔星 健康 平野靖史郎 144

特別研究 0004AG073 Ⅳ.5.1 （1）中国における都市大気汚染による健康

影響と予防対策に関する国際共同研究

田村憲治 健康 小野雅司・高野裕久・
新垣たずさ

188

0105AG108 Ⅳ.5.2 （2）大陸規模広域大気汚染に関する国際共

同研究

畠山史郎 大気 高見昭憲・谷本浩志・
菅田誠治・杉本伸夫・
松井一郎・清水厚・
村野健太郎・甲斐沼
美紀子・西川雅高

199

0406AG337 Ⅳ.3.4 （12）トキシコゲノミクスを利用した環境

汚染物質の健康・生物影響評価法の開発に

関する研究

野原恵子 健康 大迫誠一郎・伊藤智
彦・佐治光・玉置雅
紀・岩崎一弘・浦川
秀敏・青木康展

150

0204AG395 Ⅳ.3.1 （15）アレルギー反応を指標とした化学物

質のリスク評価と毒性メカニズムの解明に

関する研究―化学物質のヒトへの新たなリ

スクの提言と激増するアトピー疾患の抑圧

に向けて―

高野裕久 ホルモン 柳澤利枝・石堂正美・
白石不二雄・井上健
一郎

129

0406AG399 Ⅳ.5.4 （15）有機物リンケージに基づいた湖沼環

境の評価と改善シナリオ作成

今井章雄 水土壌 松重一夫・冨岡典子・
野原精一・佐野友春・
越川海

219

0305AG493 Ⅳ.3.5 （12）有害化学物質情報の生体内高次メモ

リー機能の解明とそれに基づくリスク評価

手法の開発に関する研究

藤巻秀和 健康 黒河佳香・山元昭二・
掛山正心・古山昭子・
後藤純雄・中島大介

156

0305AG494 Ⅳ.3.3 （8）有機フッ素化合物等 POPs 様汚染物質

の発生源評価・対策並びに汚染実態解明の

ための基盤技術開発に関する研究

柴田康行 化学 田邊潔・堀口敏宏・
John S.Edmonds・高澤
嘉一・青木康展・酒
井伸一・野馬幸生

142

0305AG597 Ⅳ.4.2 （7）湿地生態系の自然再生技術評価に関す

る研究

野原精一 生物 広木幹也・佐竹潔・
矢部徹・高村典子・
今井章雄・日引聡・
佐竹研一

181
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地環研 0105AH300 Ⅳ.5.1 （9）西日本地域を中心とした大気汚染の長

期的なトレンド解析

若松伸司 PM2.5 大原利眞・菅田誠治・
宮下七重・早崎将光

192

0304AH365 Ⅳ.2.4 （11）海面埋立廃棄物処分場における硝化

細菌群集の分子生物学的解析

浦川秀敏 水土壌 117

0406AH380 Ⅳ.5.1 （19）日本における光化学大気汚染の研究 若松伸司 PM2.5 大原利眞・菅田誠治・
宮下七重・早崎将光

197

0405AH390 Ⅳ.4.2 （13）フライウェイ中継湿地における水鳥

相と水生植物相の関係探索

矢部徹 生物 185

0405AH417 Ⅳ.5.1 （20）都市大気汚染予報システムの開発 大原利眞 PM2.5 菅田誠治・若松伸司・
宮下七重・早崎将光

197

0205AH753 Ⅳ.4.2 （4）北部九州におけるハンノキ群落および

ハマボウ群落の生態とその保全に関する研

究

清水英幸 国際共同

研究官

179

研究調整費 0406AI503 Ⅳ.3.5 （18）次世代光源を視野に入れた人工光環

境の脳神経・内分泌系影響研究

兜眞徳 首席 160

0304AI556 Ⅳ.5.3 （6）都市内大規模河川（ソウル市清渓川）

の復元による暑熱現象改善効果の実証

一ノ瀬俊明 地球 C 新津潔 209

環境 - 地球

推進

0004BA035 Ⅳ.1.2 （1）アジア太平洋地域統合モデル（AIM）

を基礎とした気候・経済発展統合政策の評

価手法に関する途上国等共同研究

甲斐沼美紀子 社会 増井利彦・藤野純一・
原沢英夫・高橋潔・
肱岡靖明・日引聡・
亀山康子・花岡達也

53

0004BA087 Ⅳ.6.1 （1）東アジアにおける民生用燃料からの酸

性雨原因物質排出対策技術の開発と様々な

環境への影響評価とその手法に関する研究

畠山史郎 大気 村野健太郎 221

0105BA331 Ⅳ.5.2 （3）中国北東地域で発生する黄砂の三次元

的輸送機構と環境負荷に関する研究

西川雅高 基盤ラボ 杉本伸夫・菅田誠治・
松井一郎・清水厚・
森育子・的場澄人・
早崎将光

200

0204BA337 Ⅳ.1.1 （5）市町村における温室効果ガス排出量推

計および温暖化防止政策立案手法に関する

研究 (2) 市町村における運輸部門温室効果

ガス排出量推計手法の開発および要因分析

松橋啓介 PM2.5 工藤祐揮 45

0204BA338 Ⅳ.1.1 （6）京都議定書吸収源としての森林機能評

価に関する研究 (2) 吸収量評価モデルの開

発と不確実性解析 1) 吸収量評価モデルの

開発 2) 吸収量評価モデルの不確実性解析

山形与志樹 温暖化 Georgii A. Alexandrov・
木下嗣基

45

0204BA342 Ⅳ.1.2 （6）高スペクトル分解ライダー等による

雲・エアロゾル観測の研究

杉本伸夫 大気 56

0204BA343 Ⅳ.1.2 （7）地球温暖化の生物圏への影響，適応，

脆弱性評価に関する研究

原沢英夫 社会 高橋潔・名取俊樹 56

0204BA344 Ⅳ.1.2 （8）東アジアにおけるハロカーボン排出実

態解明のためのモニタリングシステム構築

に関する研究

横内陽子 化学 遠嶋康徳・向井人史 57

0204BA346 Ⅳ.1.2 （9）有機エアロゾルの地域規模・地球規模

の気候影響に関する研究

畠山史郎 大気 高見昭憲・佐藤圭・
杉本伸夫・清水厚・
三好猛雄・李紅

58

0204BA347 Ⅳ.1.4 （1）オゾン層破壊の長期変動要因の解析と

将来予測に関する研究

今村隆史 成層圏 秋吉英治・永島達也 71

0406BA352 Ⅳ.1.4 （3）衛星観測データを利用した極域オゾン

層破壊の機構解明に関する研究

中島英彰 成層圏 72

0406BA354 Ⅳ.1.2 （20）温暖化対策の多面的評価クライテリ

ア設定に関する研究

亀山康子 社会 原沢英夫・高橋潔・
肱岡靖明・久保田泉

64

0204BA358 Ⅳ.1.3 （2）京都議定書の目標達成に向けた各種施

策（排出権取引，環境税，自主協定等）の

効果実証に関する計量経済学的研究

日引聡 社会 68

0204BA368 Ⅳ.4.1 （12）アジアオセアニア地域における生物

多様性の減少解決のための世界分類学イニ

シアティブに関する研究

志村純子 基盤ラボ 笠井文絵・Mary-
Helene Noel

168

0408BA369 Ⅳ.1.2 （21）温暖化対策評価のための長期シナリ

オ研究

甲斐沼美紀子 社会 増井利彦・藤野純一・
花岡達也

65

0404BA371 Ⅳ.1.1 （13）温暖化の危険な水準及び温室効果ガ

ス安定化レベル検討のための，温暖化影響

の総合的評価に関する予備的研究

原沢英夫 社会 高橋潔・肱岡靖明 48
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環境 - 地球

推進

0204BA372 Ⅳ.4.2 （5）熱帯域におけるエコシステムマネージ

メントに関する研究

奥田敏統 生物 沼田真也・近藤俊明・
鈴木万里子・Kenneth 
Parker・Mazlan 
Hashim・Zulkifli Yusop

180

0204BA380 Ⅳ.5.4 （7）陸域由来の環境負荷変動に対する東シ

ナ海の物質循環の応答に関する研究

渡辺正孝 水土壌 村上正吾・徐開欽・
木幡邦男・越川海・
牧秀明・高松武次郎・
越川昌美・河地正伸・
広木幹也

215

0204BA382 Ⅳ.5.2 （5）酸性雨汚染物質の陸水の水質と生物に

与える影響の実態解明に関する研究 (1) 酸

性汚染物質の渓流河川水の水質に与える影

響の実態解明 (2) 渓流河川の水質の魚類の

分布行動に与える影響の実態解明

佐竹研一 大気 高松武次郎・野原精
一

201

0204BA383 Ⅳ.5.3 （4）グローバル水循環系におけるリン・窒

素負荷増大とシリカ減少による海洋環境変

質に関する研究

原島省 水土壌 208

0204BA396 Ⅳ.5.2 （6）北半球における越境大気汚染の解明に

関する国際共同研究

村野健太郎 大気 大原利眞 201

0406BA405 Ⅳ.4.2 （14）北東アジアにおける砂漠化アセスメ

ント及び早期警戒体制（EWS）構築のため

のパイロットスタディ (3) 土壌・植生・水

文解析による土地脆弱性の評価

清水英幸 国際共同

研究官

陳利軍・于云江・戸
部和夫

185

0406BA411 Ⅳ.1.3 （7）中長期的な地球温暖化防止の国際制度

を規律する法原則に関する研究

久保田泉 社会 70

0305BA412 Ⅳ.3.3 （9）有害化学物質による地球規模海洋汚染

の動態解明と予測に関する研究

　刀正行 化学 142

0406BA414 Ⅳ.1.1 （14）温室効果ガス観測衛星データの解析

手法高度化と利用に関する研究

横田達也 社会 森野勇・小熊宏之・
町田敏暢・中根英昭・
日暮明子・井上元

49

0406BA421 Ⅳ.4.1 （26）侵入種生態リスクの評価手法と対策

に関する研究

五箇公一 多様性 174

0206BA423 Ⅳ.1.3 （1）21 世紀の炭素管理に向けたアジア陸域

生態系の統合的炭素収支研究～アジア陸域

生態系の炭素収支変動予測と 21 世紀の炭

素管理手法の検討 21 世紀の陸域炭素管理

オプションの総合評価と炭素収支の統合予

測モデルの開発

山形与志樹 温暖化 木下嗣基・Georgii A. 
Alexandrov・岡松暁
子・石井敦

67

0405BA463 Ⅳ.5.2 （14）日本におけるオゾンとその前駆物質

の季節内・年々変動に及ぼす地域気候変化

の影響に関する予備的研究

谷本浩志 大気 向井人史 205

0204BA475 Ⅳ.1.1 （4）トップダウン（大気観測）アプローチ

によるメソスケールの陸域炭素収支解析

井上元 地球 C 町田敏暢 44

0406BA488 Ⅳ.1.2 （22）極端な気象現象を含む高解像度気候

変化シナリオを用いた温暖化影響評価研究

江守正多 大気 野沢徹・小倉知夫・
原沢英夫・高橋潔・
肱岡靖明

66

0406BA499 Ⅳ.1.1 （15）脱温暖化社会に向けた中長期的政策

オプションの多面的かつ総合的な評価・予

測・立案手法の確立に関する総合研究プロ

ジェクト技術革新と需要変化を見据えた交

通部門の CO2 削減中長期戦略に関する研究

森口祐一 PM2.5 小林伸治・松橋啓介 50

0406BA501 Ⅳ.2.1 （14）物質フローモデルに基づく持続可能

な生産・消費の達成度評価手法に関する研

究

森口祐一 社会 橋本征二・南齋規介・
村上進亮

82

0406BA505 Ⅳ.4.1 （27）大型船舶のバラスト水・船体付着に

より越境移動する海洋生物がもたらす生態

系攪乱の動態把握とリスク管理に関する研

究

河地正伸 生物 　刀正行 175

0305BA534 Ⅳ.1.3 （4）2013 年以降の地球温暖化対策促進に向

けた国際合意のための方法に関する研究

亀山康子 社会 久保田泉 69

0305BA535 Ⅳ.1.2 （15）環礁州島からなる島嶼国の持続可能

な国土の維持に関する研究

松永恒雄 社会 山野博哉・島崎彦人 61

0305BA541 Ⅳ.1.2 （16）大気中の水・エネルギー循環の変化

予測を目的とした気候モデルの精度向上に

関する研究

野沢徹 大気 日暮明子・江守正多・
小倉知夫・永島達也

62
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環境 - 地球

推進

0305BA557 Ⅳ.5.4 （12）サンゴ礁生物多様性保全地域の選定

に関する研究

原島省 水土壌 217

0305BA558 Ⅳ.4.1 （20）野生生物の生息適地からみた生物多

様性の評価手法に関する研究

永田尚志 多様性 椿宜高・五箇公一・
辻宣行

171

0305BA585 Ⅳ.4.1 （21）遺伝子組換え生物の開放系利用によ

る遺伝子移行と生物多様性への影響評価に

関する研究

岩崎一弘 多様性 青木康展・佐治光・
久保明弘・青野光子・
中嶋信美・玉置雅紀

172

0206BA830 Ⅳ.1.1 （7）21 世紀の炭素管理に向けたアジア陸域

生態系の統合的炭素収支研究～ボトムアッ

プ（微気象・生態学的）アプローチによる

陸域生態系の炭素収支解析に関する研究

(1) 森林・草地生態系における炭素収支の

定量的評価に関する研究：熱帯森林生態系

における炭素収支

奥田敏統 生物 近藤俊明・沼田真也・
梁乃申・藤沼康実・
井上元

46

環境 - 地球

一括

0105BB049 Ⅴ. （5）サンゴ年輪気候学に基づく，アジアモ

ンスーン域における海水温上昇の解析に関

する研究 (2) 炭素 14 を用いた表層炭素リ

ザーバーの二酸化炭素交換に関する研究

柴田康行 化学 田中敦・米田穣 234

0408BB368 Ⅳ.1.1 （16）陸域・海洋による二酸化炭素吸収の

長期トレンド検出のための酸素および二酸

化炭素同位体に関する観測研究

向井人史 地球 C 遠嶋康徳・野尻幸宏・
町田敏暢・柴田康行・
北川浩之

50

0406BB384 Ⅳ.2.2 （9）アジア諸国の廃棄物埋立地における

CDM 事業に資する温室効果ガス排出削減量

予測および排出削減対策の評価に関する研

究

山田正人 循環 C 石垣智基・大迫政浩・
井上雄三

91

0406BB430 Ⅳ.1.1 （17）大気境界層の高頻度観測による大陸

上 CO2 の挙動と輸送に関する研究

町田敏暢 温暖化 高橋善幸 51

0408BB475 Ⅳ.1.2 （23）高山植生による温暖化影響検出のモ

ニタリングに関する研究

名取俊樹 生物 原沢英夫 66

環境 - 公害

一括

0004BC227 Ⅳ.3.4 （1）生物評価試験による浮遊粒子状物質の

長期曝露モニタリングに関する研究

後藤純雄 循環 C 中島大介・江副優香・
田邊潔

145

0104BC240 Ⅳ.2.3 （6）廃棄物の熱的処理における臭素化ダイ

オキシン類の長期的管理方策に関する研究

酒井伸一 循環 C 大迫政浩・貴田晶子・
田崎智宏・高橋真

100

0406BC319 Ⅳ.4.1 （28）ため池とその周辺環境を含む地域生

態系の水循環と公益的機能の評価

高村典子 多様性 宇田川弘勝 175

0305BC332 Ⅳ.5.5 （1）地下水汚染における科学的自然減衰

（MNA）に関する研究

西川雅高 基盤ラボ 小川裕美 219

0406BC339 Ⅳ.2.3 （21）再生建材の循環利用過程における長

期的な環境影響評価のための促進試験系の

開発及び標準化に関する研究

酒井伸一 循環 C 貴田晶子・大迫政浩・
田崎智宏

108

0204BC353 Ⅳ.3.2 （6）ダイオキシン類による地域環境汚染の

実態とその原因解明に関する研究

橋本俊次 ホルモン 伊藤裕康 135

0204BC377 Ⅳ.5.1 （10）ディーゼル車排出ガスを主因とした

局地汚染の改善に関する研究

松本幸雄 PM2.5 上原清・若松伸司・
森口祐一・近藤美則・
小林伸治・内山政弘・
西川雅高・田村憲治・
須賀伸介

192

0407BC381 Ⅳ.2.2 （10）埋立廃棄物の品質並びに埋立構造改

善による高規格最終処分システムに関する

研究

井上雄三 循環 C 山田正人・Bulent 
Inanc・石垣智基・遠
藤和人・朝倉宏

91

0305BC499 Ⅳ.3.3 （10）ガス状ほう素化合物による大気汚染

監視測定技術及び除外技術の開発

田中敦 化学 瀬山春彦・西川雅高 143

環境 - 環境

技術

0304BD328 Ⅳ.2.4 （13）ナノ反応場を活用した酵素活用生分

解水環境改善システム技術の開発

稲森悠平 循環 C 板山朋聡 118

0405BD464 Ⅳ.5.2 （15）新規質量分析法を用いた揮発性・半

揮発性有機化合物の実時間測定手法の開発

谷本浩志 大気 猪俣敏・定永靖宗 205

0407BD480 Ⅳ.4.1 （29）空間明示モデルによる大型哺乳類の

動態予測と生態系管理に関する研究

立田晴記 リスク C 176

0304BD550 Ⅳ.4.2 （8）水辺移行帯修復・再生技術の開発 高村典子 多様性 182

0305BD572 Ⅳ.3.2 （8）環境汚染物質に対する感受性決定遺伝

子の探索を介した新しい健康リスク評価法

の開発

大迫誠一郎 健康 遠山千春 136
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環境 - 環境

技術

0304BD582 Ⅳ.2.4 （12）豊かな生き物を育む湖沼の再生　- 汚

濁湖沼の底質改善技術開発による健全生態

系の構築 -

稲森悠平 循環 C 水落元之・板山朋聡・
岩見徳雄

117

環境 - 廃棄

物処理

0204BE420 Ⅳ.2.2 （6）バイオ指標導入による最終処分場の安

定化促進技術の評価

井上雄三 循環 C 山田正人・Bulent 
Inanc・石垣智基・遠
藤和人

88

0204BE428 Ⅳ.2.4 （8）生活排水処理システム浄化槽の窒素除

去の律速因子となる硝化細菌の迅速測定・

高度処理・維持管理技術の開発研究

稲森悠平 循環 C 水落元之・蛯江美孝 114

0204BE434 Ⅳ.2.1 （8）木材系廃棄物の利用法の拡大に関する

研究

後藤純雄 循環 C 中島大介・江副優香・
酒井伸一

79

0204BE436 Ⅳ.2.3 （7）不法投棄廃棄物等に含まれる化学物質

の包括的計測手法の開発に関する研究

鈴木茂 循環 C 安原昭夫・松永充史 101

0204BE481 Ⅳ.2.1 （9）アジア地域における資源循環・廃棄の

構造解析

寺園淳 循環 C 酒井伸一・森口祐一・
Bulent Inanc

79

0406BE493 Ⅳ.2.3 （22）循環資源・廃棄物中の有機臭素化合

物およびその代謝物管理のためのバイオ

アッセイ／モニタリング手法の開発

滝上英孝 循環 C 高橋真・酒井伸一 109

0305BE595 Ⅳ.2.3 （15）残留性化学物質の物質循環モデルの

構築とリサイクル・廃棄物政策評価への応

用

酒井伸一 循環 C 高橋真・平井康宏 105

0406BE817 Ⅳ.2.1 （15）地域資源循環に係る環境会計表の作

成とその適用

森口祐一 循環 C 橋本征二・田崎智宏 83

環境 - 石油

特会

0406BH474 Ⅳ.5.3 （10）低濃度生活排水からのエネルギー創

製技術開発委託業務

珠坪一晃 水土壌 浦川秀敏・牧秀明・
渡辺正孝

211

0406BH478 Ⅳ.1.1 （18）建築物における空調・照明等自動コ

ントロールシステムに関する技術開発

中根英昭 地球 C 小熊宏之・相澤智之・
吉田友紀子

51

0406BH483 Ⅳ.1.1 （19）情報通信機器の消費電力自動管理シ

ステムに関する技術開発

甲斐沼美紀子 社会 増井利彦・藤野純一・
花岡達也

53

0406BH508 Ⅳ.2.1 （16）微細藻類を利用したエネルギー再生

技術開発

渡邉信 生物 河地正伸・中嶋信美・
佐野友春

84

0307BH593 Ⅳ.2.2 （7）バイオ資源・廃棄物等からの水素製造

技術開発

酒井伸一 循環 C 川本克也・稲森悠平・
水落元之・倉持秀敏・
平井康宏・呉畏

89

0307BH598 Ⅴ. （20）洋上風力発電を利用した水素製造技

術開発

植弘崇嗣 化学 内山政弘 241

環境 - 委託

請負

0408BY387 Ⅴ. （38）環境汚染修復のための新規微生物の

迅速機能解析技術の開発

板山朋聡 循環 C 稲森悠平・水落元之・
岩見徳雄・久米博

249

0105BY439 Ⅳ.3.2 （5）魚類を用いた内分泌撹乱化学物質の影

響評価試験

森田昌敏 統括 鑪迫典久 135

0205BY441 Ⅳ.3.1 （16）甲殻類（ミジンコ）における内分泌

撹乱化学物質の研究

森田昌敏 統括 鑪迫典久 130

0404BY470 Ⅳ.5.1 （21）微小粒子状物質等曝露影響調査（解

析調査）業務

新田裕史 PM2.5 小野雅司・田村憲治・
村上義孝・山崎新・
豊柴博義

198

0304BY482 Ⅳ.4.1 （22）遺伝子組換え生物（ナタネ）による

影響監視調査

佐治光 生物 青野光子・中嶋信美 172

0404BY484 Ⅳ.6.2 （2）環境イノベーション戦略に関する戦略

的データベース構築

甲斐沼美紀子 社会 増井利彦・藤野純一・
花岡達也・高橋潔・
肱岡靖明

222

0206BY485 Ⅳ.1.2 （10）地球温暖化の影響と適応戦略に関す

る統合調査

原沢英夫 社会 高橋潔・兜眞徳 58

0204BY486 Ⅳ.3.5 （11）粒子状物質の粒子数等排出特性実態

に関する調査研究

小林伸治 PM2.5 近藤美則・長谷川就
一・伏見暁洋・田邊
潔・森口祐一・若松
伸司

193

0404BY495 Ⅳ.5.1 （22）局地的大気汚染の健康影響に係る疫

学調査のための曝露評価モデルの設計に関

する調査研究

新田裕史 PM2.5 大原利眞・上原清・
長谷川就一・神田勲・
小野雅司・山崎新・
豊柴博義 

198

0206BY530 Ⅳ.5.1 （11）地球温暖化の影響と適応戦略に関す

る統合調査：健康影響研究

兜眞徳 首席 高橋潔・小野雅司・
山元昭二・黒河佳香・
松本幸雄・一ノ瀬俊
明

59

0204BY531 Ⅳ.1.2 （45）生活環境中電磁界に係る調査 兜眞徳 首席 検討会委員者 15 名 252
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環境 - 委託

請負

0307BY576 Ⅴ. （21）新たな炭素材料を用いた環境計測機

器の開発

久米博 化学 241

0307BY577 Ⅴ. （22）有害物質除去用ナノ構造認識膜の開

発

佐野友春 基盤ラボ 高木博夫 242

0305BY590 Ⅴ. （5）温室効果ガスインベントリの作成，解

析及び地球温暖化対策への利用に関する研

究

中根英昭 地球 C 相澤智之・梅宮知佐 69

0307BY592 Ⅳ.1.3 （23）大気汚染物質等のパーソナルモニタ

リング技術の開発

内山政弘 大気 植弘崇嗣 243

0305BY594 Ⅴ. （16）臭素化ダイオキシン等削減対策調査 酒井伸一 循環 C 滝上英孝・平井康宏 106

0288BY599 Ⅳ.2.3 （4）絶滅危惧野生生物の細胞・遺伝子のタ

イムカプセルに関する研究

桑名貴 基盤ラボ 川嶋貴治・渡邉信 258

0307BY601 Ⅵ. （13）バイオナノ協調体による有害化学物

質の生体影響の高感度・迅速評価技術の開

発

持立克身 健康 久米博・中村宣篤 157

0406BY756 Ⅳ.2.2 （14）最終処分場の早期跡地利用を考慮し

た多機能型覆土の検討

遠藤和人 循環 C 石垣智基・山田正人・
井上雄三

94

0404BY757 Ⅳ.2.2 （13）最終処分場安定化実態調査 山田正人 循環 C 井上雄三・Bulent 
Inanc・石垣智基・遠
藤和人・阿部誠

94

0404BY758 Ⅳ.2.2 （12）最終処分場安定化監視手法検討調査 石垣智基 循環 C 井上雄三・山田正人・
遠藤和人

93

0406BY762 Ⅳ.2.2 （11）廃棄物処分場の有害物質の安全・安

心保障

井上雄三 循環 C 山田正人・Bulent 
Inanc・石垣智基・遠
藤和人・阿部誠・鄭
修貞

92

文科 - 原子

力

0004CA072 Ⅳ.3.5 （3）ガス交換能を有する肺胞モデルの開発

と健康影響評価への応用

持立克身 健康 古山昭子 152

0004CA130 Ⅳ.5.4 （1）陸水境界域における自然浄化プロセス

評価手法の開発に関する研究

冨岡典子 水土壌 越川海 212

0206CA364 Ⅳ.3.5 （7）低線量放射線の内分泌攪乱作用が配偶

子形成過程に及ぼす影響に関する研究

青木康展 リスク C 大迫誠一郎 154

文科 - 振興

調整

0305CB432 Ⅳ.1.1 （10）定期旅客便による温室効果気体観測

のグローバルスタンダード化

町田敏暢 温暖化 47

0406CB504 Ⅳ.7.1 （4）アジア国際河川生態系長期モニタリン

グ体制の構築

渡邉信 生物 椿宜高・今井章雄・
一ノ瀬俊明・五十嵐
聖貴・笠井文絵・河
地正伸・松重一夫・
佐野友春・高木博夫

226

0304CB569 Ⅳ.3.4 （7）抗菌殺菌薬品の環境微生物への生態影

響評価

岩根泰蔵 化学 148

文科 - 海地 0204CC389 Ⅳ.7.2 （4）温室効果気体観測用衛星搭載型差分吸

光ライダーに関する研究

中島英彰 成層圏 杉本伸夫・杉田考史 228

文科 - 科研

費

0104CD142 Ⅳ.4.2 （2）青海・チベット草原生態系における炭

素循環のプロセスとメカニズムの解明

唐艶鴻 生物 178

0304CD318 Ⅳ.3.1 （17）デイーゼル排気微粒子が糖尿病とそ

の合併症に及ぼす影響とメカニズム解明に

関する研究

高野裕久 ホルモン 柳澤利枝・井上健一
郎

131

0305CD329 Ⅳ.2.4 （15）中国湖沼をモデルとしたバイオ・エ

コシステム導入アオコ発生防止効果の調査

研究

稲森悠平 循環 C 水落元之・板山朋聡・
岩見徳雄

119

0205CD417 Ⅳ.5.2 （7）ライダーによるエアロゾル性状の空間

分布測定

杉本伸夫 大気 清水厚 202

0204CD419 Ⅳ.4.1 （13）オーストラリア産鳥類における協同

繁殖の多様な進化

永田尚志 多様性 168

0406CD419 Ⅳ.5.2 （16）アジア域における人間活動による大

気環境変動の将来予測　- 将来化学気候図

の作成 -

大原利眞 PM2.5 菅田誠治 206

0405CD420 Ⅳ.5.2 （17）エアロゾルの乾性沈着と大気環境イ

ンパクト

大原利眞 PM2.5 内山政弘 206

0204CD422 Ⅳ.3.5 （8）大気中有害化学物質に対する遺伝的感

受性要因の抽出法の確立

平野靖史郎 健康 崔星 154

予算区分 研究課題コード 研究課題 研究代表者 所属 分担者 頁
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文科 - 科研

費

0204CD430 Ⅳ.5.2 （8）山岳（八方尾根）降雪中の鉛同位体比

測定によるアジア大陸からの越境大気汚染

の定量化

村野健太郎 大気 向井人史 202

0204CD432 Ⅴ. （10）長期流出モデルの集中化及び物質輸

送特性の解明

中山忠暢 流域 236

0204CD437 Ⅳ.5.4 （8）流域の森林土壌が湖水に溶存するアル

ミニウムの濃度と形態に与える影響

越川昌美 水土壌 216

0406CD448 Ⅳ.4.2 （15）環境同位体を用いた干潟・湿地生態

系の自然再生事業の評価手法に関する研究

野原精一 生物 広木幹也 186

0408CD465 Ⅳ.1.3 （8）途上国における温暖化対策と持続可能

な発展－「京都」以後の国際制度設計をめ

ざして

亀山康子 社会 橋本征二 71

0406CD466 Ⅳ.1.4 （4）亜酸化窒素の濃度分布を用いた北極域

大気と中緯度大気の混合の年々変動に関す

る研究

秋吉英治 成層圏 73

0406CD469 Ⅳ.4.2 （16）泥炭湿地の環境変化が土壌微生物群

集の多様性および機能に及ぼす影響

広木幹也 生物 186

0304CD471 Ⅳ.2.4 （16）内分泌攪乱化学物質の植物による回

収技術の開発に関する研究

中嶋信美 多様性 120

0204CD472 Ⅳ.4.2 （6）風砂流が植物の生理生態に及ぼす影響

の機構解明および風砂流に対する植物の適

応能に関する研究

清水英幸 国際共同

研究官

于云江・陳利軍・戸
部和夫

180

0406CD473 Ⅳ.4.1 （30）鳥類の免疫能が配偶者選択に及ぼす

影響の研究

永田尚志 多様性 177

0405CD479 Ⅴ. （39）亜熱帯における塩化メチル放出植物

の検索と塩化メチル放出量を支配する環境

要因の解明

横内陽子 化学 250

0204CD480 Ⅴ. （11）環境汚染のタイムカプセル樹木入皮

を用いる越境大気汚染の検証に関する研究

佐竹研一 大気 高松武次郎・上原清 237

0407CD481 Ⅳ.4.1 （31）種の境界が不明瞭なフキバッタ亜科

昆虫の進化経路の探索

立田晴記 リスク C 177

0205CD484 Ⅳ.1.2 （12）地上観測と航空機観測によるエアロ

ゾル性状の空間分布測定

畠山史郎 大気 高見昭憲・佐藤圭・
猪俣敏

60

0406CD489 Ⅴ. （40）超高磁場多核種 MRS を用いる脳機能

発現の代謝機構の研究

三森文行 ホルモン 渡邉英宏・梅津豊司 250

0406CD492 Ⅴ. （41）超高磁場 MRI による人脳内の興奮性

及び抑制性神経伝達物質の無侵襲同時計測

法の研究

渡邉英宏 ホルモン 三森文行 251

0204CD495 Ⅳ.3.3 （5）遺伝子欠損マウスを用いた大気からの

変異原物質曝露の鋭敏な検出と影響評価

青木康展 リスク C 松本理 140

0406CD496 Ⅳ.3.4 （13）数理モデルと生物試験を併用したダ

イオキシンの人健康リスク評価

丸山若重 リスク C 青木康展 151

0405CD500 Ⅳ.3.5 （19）ナノ粒子の肺胞壁通過機構の解明と

細胞毒性評価法の開発

古山昭子 PM2.5 161

0306CD536 Ⅳ.2.4 （14）洗浄剤注入による土壌汚染のレメ

ディエーション技術の効率と安全性に関す

る基礎的研究

稲葉一穂 水土壌 119

0305CD537 Ⅴ. （24）釧路湿原の自然環境修復を目的とし

た生態系再生ポテンシャルの推定と最適地

抽出

亀山哲 流域 243

0304CD552 Ⅳ.4.2 （9）水生植物群落の機能的多様性と生態機

能

高村典子 多様性 宇田川弘勝 183

0306CD553 Ⅳ.5.1 （14）建物・街区・都市・地域の各規模に

またがる熱環境解析とアジアの巨大都市へ

の適用

一ノ瀬俊明 地球 C 195

0305CD554 Ⅳ.5.1 （13）山風が都市ヒートアイランドに及ぼ

す影響に関する研究

一ノ瀬俊明 地球 C 194

0304CD564 Ⅳ.5.4 （13）pH4 から自然に中性化した屈斜路湖の

将来予測：富栄養化か再酸性化か

田中敦 化学 瀬山春彦 218

0304CD566 Ⅳ.3.5 （14）ディーゼル排気粒子等の粒子状物質

が免疫系に及ぼす影響とその機構の解明

小池英子 PM2.5 158
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文科 - 科研

費

0304CD574 Ⅴ. （25）発生工学技術を用いた希少鳥類種の

維持・増殖法の開発に関する研究

川嶋貴治 基盤ラボ 244

0304CD596 Ⅳ.4.1 （23）淡水魚類生息環境のダムによる分断

と河道直線化による均質化の影響評価

福島路生 多様性 173

0405CD760 Ⅴ. （42）生物処理システム中の腐生食物網に

おける捕食微小動物類の機能解析

板山朋聡 循環 C 稲森悠平・岩見徳雄 251

0405CD763 Ⅳ.2.2 （15）最終処分場における環境汚染修復ポ

テンシャル評価のための DNA マイクロアレ

イ構築

石垣智基 循環 C 95

文科 - 振興

費

0206CE421 Ⅳ.5.3 （5）地下水利用の現状把握と将来予測手法

の開発研究

大坪國順 水土壌 一ノ瀬俊明 209

0206CE476 Ⅵ. （5）遺伝子資源としての藻類の収集・保

存・提供

渡邉信 生物 笠井文絵・河地正伸・
清水明・戸部和夫

258

0306CE525 Ⅳ.1.2 （17）高分解能大気海洋モデルを用いた地

球温暖化予測に関する研究

野沢徹 大気 江守正多・小倉知夫・
永島達也

63

文科 - 産官

学連携

0204CF426 Ⅳ.2.4 （9）新世紀枯渇化リン回収型の総量規制対

応システム技術開発

稲森悠平 循環 C 水落元之・岩見徳雄・
板山朋聡

115

文科 - 都市

エリア

0204CG580 Ⅳ.2.4 （10）霞ヶ浦バイオマスリサイクルシステ

ム開発事業

稲森悠平 循環 C 116

厚労 - 厚生

科学

0204DA433 Ⅳ.5.4 （9）溶存有機物（DOM）分画手法による水

道水源としての湖沼水質の評価およびモニ

タリング

今井章雄 水土壌 松重一夫 216

0404DA477 Ⅴ. （43）飲用井戸の合成有機ひ素汚染による

健康影響の低減化に関する研究

柴田康行 化学 252

0204DA490 Ⅳ.3.2 （7）コプラナー PCB の非ダイオキシン毒性

の識別によるダイオキシン耐容摂取量の設

定の在り方に関する研究

遠山千春 健康 野原恵子・大迫誠一
郎・掛山正心・米元
純三・西村典子

136

0204DA500 Ⅳ.3.4 （5）組換え胎盤培養細胞を用いた新規作用

を有する化合物のスクリーニングシステム

の構築および核内受容体の同定

石村隆太 健康 大迫誠一郎・遠山千
春

147

0305DA510 Ⅳ.3.4 （8）化学物質リスク評価における定量的構

造活性相関に関する研究－反復投与毒性試

験を指標にした３次元構造活性相関モデル

に関する研究

青木康展 リスク C 148

0404DA513 Ⅳ.3.4 （14）農薬等の一律基準と加工食品基準及

び急性暴露評価に関する研究；分担研究

「一律基準に係わる毒性データの解析に関

する研究」

白石寛明 リスク C 今泉圭隆 151

NEDO 0305KA600 Ⅳ.5.3 （7）嫌気性生物膜の高度利用による排水処

理技術

珠坪一晃 水土壌 浦川秀敏 210

JST 0104KB281 Ⅳ.5.2 （4）アジア域の広域大気汚染による大気粒

子環境の変調について

畠山史郎 大気 杉本伸夫・日暮明子 200

0105KB284 Ⅳ.3.1 （13）ディーゼル排気の内分泌撹乱作用と

生殖系への影響

高野裕久 ホルモン 柳澤利枝 128

0106KB392 Ⅴ. （6）高密度励起子状態を利用したダイヤモ

ンド紫外線ナノデバイスの開発

久米博 化学 小野雅司 234

0204KB459 Ⅴ. （12）新規環境・技術リスクの社会的ガバ

ナンスの国際比較

兜眞徳 首席 青柳みどり 237

0407KB498 Ⅳ.5.1 （23）都市域における PM2.5 大気汚染特性

と生成機構解明研究

若松伸司 PM2.5 小林伸治・松橋啓介・
伏見暁洋・大原利眞・
上原清・菅田誠治・
長谷川就一・神田勲・
早崎将光・足立幸穂・
西川雅高・的場澄人

198

0307KB571 Ⅴ. （26）可搬型超伝導ミリ波大気分子測定装

置の開発 (2) オゾン・ClO・水蒸気変動の

解析とモデル化

中根英昭 大気 秋吉英治 244

計算科学 0104KC387 Ⅳ.7.1 （3）環境・災害監視のためのアジア衛星観

測ネットワークの構築

田村正行 社会 松永恒雄・山野博哉 226

その他公募 0004KZ288 Ⅳ.1.2 （2）ALOS データ解析によるサンゴ礁白化現

象のモニタリング

山野博哉 社会 54

0404KZ509 Ⅴ. （44）環日本海地域における持続可能な観

光

Wolfgang Arlt 社会 青木陽二 252
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その他公募 0406KZ511 Ⅳ.3.5 （20）宇宙放射線被曝がゼブラフィッシュ

体内の突然変異発生に及ぼす影響

青木康展 リスク C 天沼喜美子 161

委託請負 0304MA316 Ⅳ.3.1 （18）環境中の βグルカンおよびエンドト

キシンの有害性評価系の確立とその応用

高野裕久 ホルモン 柳澤利枝・井上健一
郎

131

0304MA317 Ⅳ.3.1 （19）環境因子による健康影響の低減と低

減メカニズムに関する研究

高野裕久 ホルモン 柳澤利枝・井上健一
郎

132

0405MA394 Ⅳ.2.2 （16）埋立層内ガスに着目した海面埋立最

終処分場の安定化メカニズムに関する研究

井上雄三 循環 C 石垣智基・遠藤和人 95

寄付 0204NA754 Ⅳ.5.2 （9）モンゴル半乾燥地域における酸性・酸

化性物質に対する植物感受性に関する研究

清水英幸 国際共同

研究官

203

0307ZZ476 Ⅴ. （27）ジフェニルアルシン酸等の健康影響

に関する調査研究　（分析班）

柴田康行 化学 245

* 0105PR011 Ⅲ .2 .1.1 循環型社会への転換策の支援のための評価

手法開発と基盤システム整備に関する研究

酒井伸一 循環 C 32

0105PR012 Ⅲ .2 .1. 2 廃棄物の循環資源化技術，適正処理・処分

技術及びシステムに関する研究

酒井伸一 循環 C 33

0105PR013 Ⅲ .2 .1. 3 資源循環・廃棄物管理システムに対応した

総合リスク制御手法の開発に関する研究

酒井伸一 循環 C 34

0105PR014 Ⅲ .2 .1.4 液状廃棄物の環境低負荷・資源循環型環境

改善技術システムの開発に関する研究

酒井伸一 循環 C 35

0105PR021 Ⅲ .2 .2 化学物質環境リスクに関する研究―効率的

な化学物質環境リスク管理のための高精度

リスク評価手法等の開発に関する研究

白石寛明 リスク C 36

0105SP011 Ⅲ .1.1.1 炭素循環と吸収源変動要因の解明 井上元 温暖化 19

0105SP012 Ⅲ .1.1.2 統合評価モデルを用いた地球温暖化のシナ

リオ分析とアジアを中心とした総合対策研

究

井上元 温暖化 20

0105SP021 Ⅲ .1.2 成層圏オゾン層変動のモニタリングと機構

解明

今村隆史 成層圏 22

0105SP031 Ⅲ .1.3.1 内分泌かく乱化学物質の総合的対策に関す

る研究

森田昌敏 ホルモン 24

0105SP032 Ⅲ .1.3.2 ダイオキシン類の総合的対策の高度化に関

する研究

森田昌敏 ホルモン 26

0105SP041 Ⅲ .1.4 生物多様性の減少機構の解明と保全 椿宜高 多様性 26

0105SP051 Ⅲ .1.5 東アジアの流域圏における生態系機能のモ

デル化と持続可能な環境管理

村上正吾 流域 28

0105SP061 Ⅲ .1.6 大気中微小粒子状物質（PM2.5）・ディーゼ

ル排気粒子（DEP）等の大気中粒子状物質

の動態解明と影響評価

若松伸司 PM2.5 29

予算区分 研究課題コード 研究課題 研究代表者 所属 分担者 頁
―  483  ―



国立環境研究所年報 （平成 16 年度）

―  484  ―

所属については略称で記載し た。

略称 正式名称

統括 統括研究官

首席 首席研究官

社会 社会環境システム研究領域

化学 化学環境研究領域

健康 環境健康研究領域

大気 大気圏環境研究領域

水土壌 水土壌圏環境研究領域

生物 生物圏環境研究領域

温暖化 地球温暖化の影響評価と対策効果プロ ジェ ク ト グループ

成層圏 成層圏オゾ ン層変動のモニ タ リ ン グ と 機構解明プ ロ ジ ェ ク ト

グループ

ホルモン 内分泌か く 乱化学物質及びダ イ オキシン類の リ ス ク 評価 と 管

理プロ ジェ ク ト グループ

多様性 生物多様性の減少機構の解明 と保全プロ ジェ ク ト グループ

流域 東アジアの流域圏におけ る生態系機能のモデル化 と 持続可能

な環境管理プロ ジェ ク ト グループ

PM2.5 大気中微小粒子状物質 （PM2.5） ・ デ ィ ーゼル排気粒子 （DEP）

等の大気中粒子状物質の動態解明 と 影響評価プ ロ ジ ェ ク ト グ

ループ

循環 C 循環型社会形成推進 ・ 廃棄物研究セン ター

リ ス ク C 化学物質環境 リ ス ク研究セン ター

地球 C 地球環境研究セン ター

基盤ラ ボ 環境研究基盤技術ラ ボ ラ ト リ ー

国際共同研究官 国際共同研究官
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組織別研究課題一覧

所属 研究課題 研究代表者 研究課題コード 頁

統括研究官 Ⅳ.3.1 （16）甲殻類（ミジンコ）における内分泌撹乱化学物
質の研究

森田昌敏 0205BY441 130

Ⅳ.3.2 （2）地球規模のダイオキシン類及び POPs 汚染に関す
る研究

森田昌敏 0105AA273 134

Ⅳ.3.2 （5）魚類を用いた内分泌撹乱化学物質の影響評価試験 森田昌敏 0105BY439 135

首席研究官 Ⅳ.1.2 （11）地球温暖化の影響と適応戦略に関する統合調
査：健康影響研究

兜眞徳 0206BY530 59

Ⅳ.3.5 （18）次世代光源を視野に入れた人工光環境の脳神
経・内分泌系影響研究

兜眞徳 0406AI503 160

Ⅳ.3.5 （45）生活環境中電磁界に係る調査 兜眞徳 0204BY531 252

Ⅴ. （12）新規環境・技術リスクの社会的ガバナンスの国
際比較

兜眞徳 0204KB459 237

社会環境システム
研究領域

Ⅴ. （13）温暖化の危険な水準及び温室効果ガス安定化レ
ベル検討のための，温暖化影響の総合的評価に関する
予備的研究

原沢英夫 0404BA371 48

Ⅳ.1.1 （14）温室効果ガス観測衛星データの解析手法高度化
と利用に関する研究

横田達也 0406BA414 49

Ⅳ.1.1 （19）情報通信機器の消費電力自動管理システムに関
する技術開発

甲斐沼美紀子 0406BH483 53

Ⅳ.1.1 （1）アジア太平洋地域統合モデル（AIM）を基礎とし
た気候・経済発展統合政策の評価手法に関する途上国
等共同研究

甲斐沼美紀子 0004BA035 53

Ⅳ.1.2 （2）ALOS データ解析によるサンゴ礁白化現象のモニ
タリング

山野博哉 0004KZ288 54

Ⅳ.1.2 （3）環境保全に係わる統合評価モデルの開発に関する
研究

甲斐沼美紀子 0105AE034 54

Ⅳ.1.2 （7）地球温暖化の生物圏への影響，適応，脆弱性評価
に関する研究

原沢英夫 0204BA343 56

Ⅳ.1.2 （10）地球温暖化の影響と適応戦略に関する統合調査 原沢英夫 0206BY485 58

Ⅳ.1.2 （15）環礁州島からなる島嶼国の持続可能な国土の維
持に関する研究

松永恒雄 0305BA535 61

Ⅳ.1.2 （20）温暖化対策の多面的評価クライテリア設定に関
する研究

亀山康子 0406BA354 64

Ⅳ.1.2 （21）温暖化対策評価のための長期シナリオ研究 甲斐沼美紀子 0408BA369 65

Ⅳ.1.2 （2）京都議定書の目標達成に向けた各種施策（排出権
取引，環境税，自主協定等）の効果実証に関する計量
経済学的研究

日引聡 0204BA358 68

Ⅳ.1.3 （3）主要国の政治制度が地球環境政策決定に与える影
響に関する研究

亀山康子 0305AE533 69

Ⅳ.1.3 （4）2013 年以降の地球温暖化対策促進に向けた国際
合意のための方法に関する研究

亀山康子 0305BA534 69

Ⅳ.1.3 （6）地球環境問題に関連する国際法規範形成過程に関
する研究

久保田泉 0406AE413 70

Ⅳ.1.3 （7）中長期的な地球温暖化防止の国際制度を規律する
法原則に関する研究

久保田泉 0406BA411 70

Ⅳ.1.3 （8）途上国における温暖化対策と持続可能な発展－
「京都」以後の国際制度設計をめざして

亀山康子 0408CD465 71

Ⅳ.1.3 （5）環境配慮型ライフスタイルの形成要因についての
研究

青柳みどり 0104AE012 77

Ⅳ.2.1 （6）環境負荷の低減と自然資源の適正管理のための施
策とその評価手法に関する研究

森口祐一 0105AE016 78

Ⅳ.2.1 （7）意思決定主体の態度・行動モデルを用いた環境負
荷低減施策の分析

寺園淳 0204AE348 78
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社会環境システム
研究領域

Ⅳ.2.1 （14）物質フローモデルに基づく持続可能な生産・消
費の達成度評価手法に関する研究

森口祐一 0406BA501 82

Ⅳ.5.1 （16）沿道大気汚染に関する数値シミュレーションの
研究

須賀伸介 0404AE347 196

Ⅳ.6.2 （1）アジア途上国における環境意識に関する研究 青柳みどり 0104AE013 221

Ⅳ.6.2 （2）環境イノベーション戦略に関する戦略的データ
ベース構築

甲斐沼美紀子 0404BY484 222

Ⅳ.7.1 （3）環境・災害監視のためのアジア衛星観測ネット
ワークの構築

田村正行 0104KC387 226

Ⅳ.7.2 （1）大気衛星観測データの放射伝達解析に関する研究 横田達也 0105AE259 227

Ⅳ.7.2 （2）ILAS-II データの処理・保存・提供のためのシス
テム開発・改訂及び運用

横田達也 0205AA340 227

Ⅳ.7.2 （3）ILAS-II データ処理運用システムの開発に関する
基礎的研究

横田達也 0205AE341 228

Ⅴ. （44）環日本海地域における持続可能な観光 Wolfgang Arlt 0404KZ509 252

Ⅴ. （2）風景評価の人間社会的側面に関する研究 青木陽二 0105AE019 233

Ⅴ. （18）高頻度衛星観測によるヒートアイランド対策の
広域直接評価に関する先駆的研究

松永恒雄 0304AF588 240

化学環境研究領域 Ⅳ.1.2 （5）南北両半球における VOC（揮発性有機化合物）
のベースラインモニタリング

横内陽子 0105AF045 55

Ⅳ.1.2 （8）東アジアにおけるハロカーボン排出実態解明のた
めのモニタリングシステム構築に関する研究

横内陽子 0204BA344 57

Ⅳ.3.1 （8）海産無脊椎動物の内分泌攪乱並びに生殖機能障害
に関する研究

堀口敏宏 0105AE043 126

Ⅳ.3.1 （14）環境化学物質の計測法と評価に関する研究 森田昌敏 0204AE478 129

Ⅳ.3.3 （1）加速器質量分析法の環境研究への応用に関する基
礎研究

柴田康行 0004AE041 139

Ⅳ.3.3 （2）環境中／生態系での元素のトレースキャラクタリ
ゼーション並びに動態に関する基礎研究

柴田康行 0105AE042 139

Ⅳ.3.3 （8）有機フッ素化合物等 POPs 様汚染物質の発生源評
価・対策並びに汚染実態解明のための基盤技術開発に
関する研究

柴田康行 0305AG494 142

Ⅳ.3.3 （9）有害化学物質による地球規模海洋汚染の動態解明
と予測に関する研究

　刀正行 0305BA412 142

Ⅳ.3.3 （10）ガス状ほう素化合物による大気汚染監視測定技
術及び除外技術の開発

田中敦 0305BC499 143

Ⅳ.3.3 （11）環境モニタリングの手法と精度管理に関する研
究 (2) ダイオキシン類測定の高度化に伴う精度管理に
おける精度管理

伊藤裕康 0406AE449 144

Ⅳ.3.4 （7）抗菌殺菌薬品の環境微生物への生態影響評価 岩根泰蔵 0304CB569 148

Ⅳ.5.4 （13）pH4 から自然に中性化した屈斜路湖の将来予測：
富栄養化か再酸性化か

田中敦 0304CD564 218

Ⅴ. （27）ジフェニルアルシン酸等の健康影響に関する調
査研究　（分析班）

柴田康行 0307ZZ476 245

Ⅴ. （39）亜熱帯における塩化メチル放出植物の検索と塩
化メチル放出量を支配する環境要因の解明

横内陽子 0405CD479 250

Ⅴ. （43）飲用井戸の合成有機ひ素汚染による健康影響の
低減化に関する研究

柴田康行 0404DA477 252

Ⅴ. （5）サンゴ年輪気候学に基づく，アジアモンスーン域
における海水温上昇の解析に関する研究 (2) 炭素 14
を用いた表層炭素リザーバーの二酸化炭素交換に関す
る研究

柴田康行 0105BB049 234

Ⅴ. （6）高密度励起子状態を利用したダイヤモンド紫外線
ナノデバイスの開発

久米博 0106KB392 234

所属 研究課題 研究代表者 研究課題コード 頁
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化学環境研究領域 Ⅴ. （13）空気汚染物質のモニタリングと発生源解析に関
する手法研究

田邊潔 0305AE516 238

Ⅴ. （20）洋上風力発電を利用した水素製造技術開発 植弘崇嗣 0307BH598 241

Ⅴ. （21）新たな炭素材料を用いた環境計測機器の開発 久米博 0307BY576 241

Ⅴ. （31）大気中塩化メチルの動態解明に関する研究 横内陽子 0404AE395 246

Ⅵ. （2）化学形態分析のための環境標準試料の作製と評価
に関する研究

伊藤裕康 0105AD249 257

Ⅵ. （3）環境試料長期保存（スペシメンバンク）に関する
研究

柴田康行 0105AD251 257

環境健康研究領域 Ⅳ.3.2 （7）コプラナー PCB の非ダイオキシン毒性の識別に
よるダイオキシン耐容摂取量の設定の在り方に関する
研究

遠山千春 0204DA490 136

Ⅳ.3.2 （8）環境汚染物質に対する感受性決定遺伝子の探索を
介した新しい健康リスク評価法の開発

大迫誠一郎 0305BD572 136

Ⅳ.3.2 （11）注意欠陥多動性障害（ADHD）検出のための
ラット幼若期学習行動実験系の確立

北條理恵子 0404AF434 138

Ⅳ.3.3 （12）ヒ素の生体影響において DNA メチル化率は分
子マーカーとして使えるのか？

崔星 0405AF788 144

Ⅳ.3.4 （3）内分泌撹乱物質の健康影響発現機構に関する研究 野原恵子 0204AE357 146

Ⅳ.3.4 （5）組換え胎盤培養細胞を用いた新規作用を有する化
合物のスクリーニングシステムの構築および核内受容
体の同定

石村隆太 0204DA500 147

Ⅳ.3.4 （12）トキシコゲノミクスを利用した環境汚染物質の
健康・生物影響評価法の開発に関する研究

野原恵子 0406AG337 150

Ⅳ.3.5 （1）環境有害因子の健康影響に関する研究 遠山千春 9804AE058 152

Ⅳ.3.5 （2）粒子状物質が呼吸器に及ぼす影響 平野靖史郎 0005AE245 152

Ⅳ.3.5 （3）ガス交換能を有する肺胞モデルの開発と健康影響
評価への応用

持立克身 0004CA072 152

Ⅳ.3.5 （4）環境変化が人の健康に及ぼす影響解明に関する疫
学的研究

小野雅司 0105AE071 153

Ⅳ.3.5 （6）多種類化学物質の過敏状態誘導に関する基礎的研
究

藤巻秀和 0204AE359 154

Ⅳ.3.5 （8）大気中有害化学物質に対する遺伝的感受性要因の
抽出法の確立

平野靖史郎 0204CD422 154

Ⅳ.3.5 （11）サル ES 細胞を用いた環境有害因子の毒性評価
法の開発

山元恵 0304AF568 156

Ⅳ.3.5 （12）有害化学物質情報の生体内高次メモリー機能の
解明とそれに基づくリスク評価手法の開発に関する研
究

藤巻秀和 0305AG493 156

Ⅳ.3.5 （13）バイオナノ協調体による有害化学物質の生体影
響の高感度・迅速評価技術の開発

持立克身 0307BY601 157

Ⅳ.3.5 （16）RNAi 法を利用したダイオキシンによる免疫抑
制に関わる原因遺伝子の同定

伊藤智彦 0404AF360 159

Ⅳ.3.5 （17）ヒ素代謝における新しい反応機構の証明 小林弥生 0404AF409 159

Ⅳ.5.1 （1）中国における都市大気汚染による健康影響と予防
対策に関する国際共同研究

田村憲治 0004AG073 188

Ⅳ.1.1 （1）大気中二酸化炭素の接地境界層から自由対流圏に
かけての輸送に関する基礎的研究

町田敏暢 0104AE102 43

Ⅳ.1.1 （3）大気・陸域生態系間の温暖化気体の交換プロセス
解明に関する基礎研究

高橋善幸 0204AE461 43

Ⅳ.1.1 （8）分光法を用いた遠隔計測に関する研究 森野勇 0308AE539 46

Ⅳ.1.1 （9）北東ユーラシアの森林を代表するカラマツ林生態
系の大気二酸化炭素安定同位体比分別効果の時間的変
動とその環境応答に関する研究

高橋善幸 0304AF427 47

所属 研究課題 研究代表者 研究課題コード 頁
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大気圏環境研究領
域

Ⅳ.1.1 （11）波照間・落石モニタリングステーションで観測
される微量気体成分の短周期変動に基づく東アジア地
域の相対的発生源強度の推定

遠嶋康徳 0405AE342 48

Ⅳ.1.2 （4）数値気候モデルが持つ不確実性の評価に関する研
究

野沢徹 0105AE446 55

Ⅳ.1.2 （6）高スペクトル分解ライダー等による雲・エアロゾ
ル観測の研究

杉本伸夫 0204BA342 56

Ⅳ.1.2 （9）有機エアロゾルの地域規模・地球規模の気候影響
に関する研究

畠山史郎 0204BA346 58

Ⅳ.1.2 （12）地上観測と航空機観測によるエアロゾル性状の
空間分布測定

畠山史郎 0205CD484 60

Ⅳ.1.2 （13）気候影響評価のための全球エアロゾル特性把握
に関する研究

日暮明子 0308AE486 61

Ⅳ.1.2 （14）大気海洋結合系の気候感度決定メカニズムに関
する研究

小倉知夫 0308AE591 61

Ⅳ.1.2 （16）大気中の水・エネルギー循環の変化予測を目的
とした気候モデルの精度向上に関する研究

野沢徹 0305BA541 62

Ⅳ.1.2 （17）高分解能大気海洋モデルを用いた地球温暖化予
測に関する研究

野沢徹 0306CE525 63

Ⅳ.1.2 （18）二波長偏光ライダーのデータ解析手法の研究 杉本伸夫 0406AE344 63

Ⅳ.1.2 （19）気候変化と大気化学諸過程の相互作用に関する
数値的研究

永島達也 0408AE494 64

Ⅳ.1.2 （22）極端な気象現象を含む高解像度気候変化シナリ
オを用いた温暖化影響評価研究

江守正多 0406BA488 66

Ⅳ.5.2 （1）インピンジングフロー法を用いたエアロゾル上で
の不均一反応の研究

高見昭憲 0104AE089 199

Ⅳ.5.2 （2）大陸規模広域大気汚染に関する国際共同研究 畠山史郎 0105AG108 199

Ⅳ.5.2 （4）アジア域の広域大気汚染による大気粒子環境の変
調について

畠山史郎 0104KB281 200

Ⅳ.5.2 （5）酸性雨汚染物質の陸水の水質と生物に与える影響
の実態解明に関する研究 (1) 酸性汚染物質の渓流河川
水の水質に与える影響の実態解明 (2) 渓流河川の水質
の魚類の分布行動に与える影響の実態解明

佐竹研一 0204BA382 201

Ⅳ.5.2 （6）北半球における越境大気汚染の解明に関する国際
共同研究

村野健太郎 0204BA396 201

Ⅳ.5.2 （7）ライダーによるエアロゾル性状の空間分布測定 杉本伸夫 0205CD417 202

Ⅳ.5.2 （8）山岳（八方尾根）降雪中の鉛同位体比測定による
アジア大陸からの越境大気汚染の定量化

村野健太郎 0204CD430 202

Ⅳ.5.2 （10）大気境界層における物質輸送の研究 菅田誠治 0308AE510 204

Ⅳ.5.2 （11）ミー散乱ライダーにおける受光検出部が測定誤
差に及ぼす影響の検討

松井一郎 0406AE392 204

Ⅳ.5.2 （12）ライダーによるエアロゾル変動の検出および
データ提供手法に関する研究

清水厚 0406AE393 204

Ⅳ.5.2 （14）日本におけるオゾンとその前駆物質の季節内・
年々変動に及ぼす地域気候変化の影響に関する予備的
研究

谷本浩志 0405BA463 205

Ⅳ.5.2 （15）新規質量分析法を用いた揮発性・半揮発性有機
化合物の実時間測定手法の開発

谷本浩志 0405BD464 205

Ⅳ.6.1 （1）東アジアにおける民生用燃料からの酸性雨原因物
質排出対策技術の開発と様々な環境への影響評価とそ
の手法に関する研究

畠山史郎 0004BA087 221

Ⅴ. （34）高速液体クロマトグラフ－質量分析法を用いた
トルエンからの光化学エアロゾル生成の反応メカニズ
ムの検討

佐藤圭 0404AF468 247

Ⅴ. （11）環境汚染のタイムカプセル樹木入皮を用いる越
境大気汚染の検証に関する研究

佐竹研一 0204CD480 237

所属 研究課題 研究代表者 研究課題コード 頁
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大気圏環境研究領
域

Ⅴ. （14）光化学チャンバーを用いた有機エアロゾル生成
に関する研究

佐藤圭 0305AE520 238

Ⅴ. （23）大気汚染物質等のパーソナルモニタリング技術
の開発

内山政弘 0307BY592 243

Ⅴ. （26）可搬型超伝導ミリ波大気分子測定装置の開発 
(2) オゾン・ClO・水蒸気変動の解析とモデル化

中根英昭 0307KB571 244

Ⅴ. （30）質量分析法を用いたラジカルの検出と反応に関
する研究

猪俣敏 0408AE338 246

Ⅴ. （33）長大立坑で生成する雲粒の粒径を決定する過程
に関する研究

内山政弘 0405AE433 247

Ⅴ. （36）遠隔計測分光パラメータの精密取得・評価に関
する研究

森野勇 0404AF355 248

水土壌圏環境研究
領域

Ⅳ.2.4 （11）海面埋立廃棄物処分場における硝化細菌群集の
分子生物学的解析

浦川秀敏 0304AH365 117

Ⅳ.2.4 （14）洗浄剤注入による土壌汚染のレメディエーショ
ン技術の効率と安全性に関する基礎的研究

稲葉一穂 0306CD536 119

Ⅳ.3.3 （4）水域汚染挙動の底質試料を用いた時間・空間的解
析の研究

稲葉一穂 0204AE355 140

Ⅳ.3.3 （7）東アジアの環境中における放射性核種の挙動に関
する研究

土井妙子 0307AE532 141

Ⅳ.5.3 （4）グローバル水循環系におけるリン・窒素負荷増大
とシリカ減少による海洋環境変質に関する研究

原島省 0204BA383 208

Ⅳ.5.3 （5）地下水利用の現状把握と将来予測手法の開発研究 大坪國順 0206CE421 209

Ⅳ.5.3 （7）嫌気性生物膜の高度利用による排水処理技術 珠坪一晃 0305KA600 210

Ⅳ.5.3 （8）改革開放後の中国国内における流動人口の特性と
そのモデル化

大坪國順 0405AE386 210

Ⅳ.5.3 （10）低濃度生活排水からのエネルギー創製技術開発
委託業務

珠坪一晃 0406BH474 211

Ⅳ.5.4 （1）陸水境界域における自然浄化プロセス評価手法の
開発に関する研究

冨岡典子 0004CA130 212

Ⅳ.5.4 （4）天然水系中における溶存フミン物質に関する研究 今井章雄 0105AE110 214

Ⅳ.5.4 （6）有明海等における高レベル栄養塩濃度維持機構に
関する研究：適正な浅海域管理をめざして

中村泰男 0206AF384 214

Ⅳ.5.4 （7）陸域由来の環境負荷変動に対する東シナ海の物質
循環の応答に関する研究

渡辺正孝 0204BA380 215

Ⅳ.5.4 （8）流域の森林土壌が湖水に溶存するアルミニウムの
濃度と形態に与える影響

越川昌美 0204CD437 216

Ⅳ.5.4 （9）溶存有機物（DOM）分画手法による水道水源と
しての湖沼水質の評価およびモニタリング

今井章雄 0204DA433 216

Ⅳ.5.4 （10）霞ヶ浦エコトーンにおける生物群集と物質循環
に関する長期モニタリング

冨岡典子 0307AF511 217

Ⅳ.5.4 （11）東京湾での窒素循環に関わる微生物群集に関す
る研究

浦川秀敏 0304AF367 217

Ⅳ.5.4 （12）サンゴ礁生物多様性保全地域の選定に関する研
究

原島省 0305BA557 217

Ⅳ.5.4 （14）水土壌環境における微生物群集構造と活性評価
に関する基礎的研究

冨岡典子 0405AE359 218

Ⅳ.5.4 （15）有機物リンケージに基づいた湖沼環境の評価と
改善シナリオ作成

今井章雄 0406AG399 219

Ⅳ.5.6 （1）土壌生態系における土壌微生物群集構造の解析 村田智吉 0004AE114 220

Ⅴ. （1）バイカル湖堆積物を用いた古環境復元とバイカル
スケールの構築に関する研究

高松武次郎 0004AE275 233

Ⅴ. （3）土壌中における微生物の挙動に関する研究 向井哲 0105AE120 233

所属 研究課題 研究代表者 研究課題コード 頁
―  489  ―



国立環境研究所年報 （平成 16 年度）
生物圏環境研究領
域

Ⅳ.1.1 （7）21 世紀の炭素管理に向けたアジア陸域生態系の
統合的炭素収支研究～ボトムアップ（微気象・生態学
的）アプローチによる陸域生態系の炭素収支解析に関
する研究 (1) 森林・草地生態系における炭素収支の定
量的評価に関する研究：熱帯森林生態系における炭素
収支

奥田敏統 0206BA830 46

Ⅳ.1.2 （23）高山植生による温暖化影響検出のモニタリング
に関する研究

名取俊樹 0408BB475 66

Ⅳ.2.1 （16）微細藻類を利用したエネルギー再生技術開発 渡邉信 0406BH508 84

Ⅳ.4.1 （2）環境指標生物としてのホタルの現況とその保全に
関する研究

宮下衛 0004AE136 162

Ⅳ.4.1 （7）微細藻類の多様性に及ぼす環境ストレスの影響 笠井文絵 0105AE133 166

Ⅳ.4.1 （8）円石藻の多様性研究と地球環境モニタリングへの
適用

河地正伸 0105AE148 166

Ⅳ.4.1 （15）植物の環境ストレス耐性に関与する遺伝子の探
索と機能解析

佐治光 0307AE503 169

Ⅳ.4.1 （19）希少トンボ種の保全遺伝学的研究 宮下衛 0304AF442 171

Ⅳ.4.1 （22）遺伝子組換え生物（ナタネ）による影響監視調
査

佐治光 0304BY482 172

Ⅳ.4.1 （24）ユスリカ類の多様性と環境要因との関連に関す
る研究

上野隆平 0408AE467 173

Ⅳ.4.1 （25）植物のオゾン傷害機構における植物ホルモンの
シグナリング

青野光子 0404AF361 174

Ⅳ.4.1 （27）大型船舶のバラスト水・船体付着により越境移
動する海洋生物がもたらす生態系攪乱の動態把握とリ
スク管理に関する研究

河地正伸 0406BA505 175

Ⅳ.4.2 （1）高山植物の実験植物化および生態的特性解明に関
する研究

名取俊樹 0004AE146 178

Ⅳ.4.2 （2）青海・チベット草原生態系における炭素循環のプ
ロセスとメカニズムの解明

唐艶鴻 0104CD142 178

Ⅳ.4.2 （3）レーザープロファイラーを用いた熱帯陸域生態系
の長期観測

奥田敏統 0204AF438 179

Ⅳ.4.2 （5）熱帯域におけるエコシステムマネージメントに関
する研究

奥田敏統 0204BA372 180

Ⅳ.4.2 （7）湿地生態系の自然再生技術評価に関する研究 野原精一 0305AG597 181

Ⅳ.4.2 （12）藻場根圏における酸化還元環境と再生技術とし
ての酸素管の活用

矢部徹 0406AF389 184

Ⅳ.4.2 （13）フライウェイ中継湿地における水鳥相と水生植
物相の関係探索

矢部徹 0405AH390 185

Ⅳ.4.2 （15）環境同位体を用いた干潟・湿地生態系の自然再
生事業の評価手法に関する研究

野原精一 0406CD448 186

Ⅳ.4.2 （16）泥炭湿地の環境変化が土壌微生物群集の多様性
および機能に及ぼす影響

広木幹也 0406CD469 186

Ⅳ.7.1 （4）アジア国際河川生態系長期モニタリング体制の構
築

渡邉信 0406CB504 226

Ⅴ. （7）河川等湿地に生息する底生動物の分類及び生態に
関する基礎的研究

佐竹潔 0205AE370 235

Ⅵ. （5）遺伝子資源としての藻類の収集・保存・提供 渡邉信 0206CE476 258

地球温暖化研究プ
ロジェクト

Ⅲ .1.1.1 炭素循環と吸収源変動要因の解明 井上元 0105SP011 19

Ⅲ .1.1.2 統合評価モデルを用いた地球温暖化のシナリオ分析と
アジアを中心とした総合対策研究

井上元 0105SP012 20

Ⅳ.1.1 （6）京都議定書吸収源としての森林機能評価に関する
研究 (2) 吸収量評価モデルの開発と不確実性解析 1) 吸
収量評価モデルの開発 2) 吸収量評価モデルの不確実
性解析

山形与志樹 0204BA338 45
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地球温暖化研究プ
ロジェクト

Ⅳ.1.1 （10）定期旅客便による温室効果気体観測のグローバ
ルスタンダード化

町田敏暢 0305CB432 47

Ⅳ.1.1 （17）大気境界層の高頻度観測による大陸上 CO2 の挙
動と輸送に関する研究

町田敏暢 0406BB430 51

Ⅳ.1.3 （1）21 世紀の炭素管理に向けたアジア陸域生態系の
統合的炭素収支研究～アジア陸域生態系の炭素収支変
動予測と 21 世紀の炭素管理手法の検討 21 世紀の陸域
炭素管理オプションの総合評価と炭素収支の統合予測
モデルの開発

山形与志樹 0206BA423 67

成層圏オゾン層変
動研究プロジェク
ト

Ⅲ .1.2 成層圏オゾン層変動のモニタリングと機構解明 今村隆史 0105SP021 22

Ⅳ.1.4 （1）オゾン層破壊の長期変動要因の解析と将来予測に
関する研究

今村隆史 0204BA347 71

Ⅳ.1.4 （2）3 次元モデルによる大気微量成分分布の長期変動
に関する研究

秋吉英治 0408AE373 72

Ⅳ.1.4 （3）衛星観測データを利用した極域オゾン層破壊の機
構解明に関する研究

中島英彰 0406BA352 72

Ⅳ.1.4 （4）亜酸化窒素の濃度分布を用いた北極域大気と中緯
度大気の混合の年々変動に関する研究

秋吉英治 0406CD466 73

Ⅳ.7.2 （4）温室効果気体観測用衛星搭載型差分吸光ライダー
に関する研究

中島英彰 0204CC389 228

Ⅳ.7.2 （5）衛星データ等を利用した高緯度成層圏の気温・気
圧高度分布の比較研究およびそのトレンド解析

杉田考史 0305AE528 229

環境ホルモン・ダ
イオキシン研究プ
ロジェクト

Ⅲ .1.3.1 内分泌かく乱化学物質の総合的対策に関する研究 森田昌敏 0105SP031 24

Ⅲ .1.3.2 ダイオキシン類の総合的対策の高度化に関する研究 森田昌敏 0105SP032 26

Ⅳ 3.1 （2）野生生物の生殖に及ぼす内分泌かく乱化学物質の
影響に関する研究

森田昌敏 0105AA166 122

Ⅳ.3.1 （3）内分泌かく乱化学物質の脳・神経系への影響評価
に関する研究

三森文行 0105AA167 123

Ⅳ.3.1 （4）内分泌かく乱化学物質の分解処理技術に関する研
究

安原昭夫 0105AA168 124

Ⅳ.3.1 （5）内分泌撹乱化学物質等の管理と評価のための統合
情報システムに関する研究

鈴木規之 0105AA169 125

Ⅳ.3.1 （6）ウズラでの環境ホルモン感受性試験の国際標準化 高橋慎司 0105AA354 125

Ⅳ.3.1 （7）内分泌かく乱化学物質の生殖系への影響評価に関
する研究

森田昌敏 0105AA378 126

Ⅳ.3.1 （9）淡水無脊椎動物の繁殖に及ぼす化学物質の影響 多田満 0105AE176 127

Ⅳ.3.1 （10）酵母アッセイシステムを用いた S9 代謝化内分泌
かく乱物質の検出と化学構造の決定

白石不二雄 0105AE181 127

Ⅳ.3.1 （11）環境ホルモンの呼吸器・免疫系に対する影響 高野裕久 0105AE185 127

Ⅳ.3.1 （12）内分泌攪乱化学物質による脳機能障害の分子機
構の解明

石堂正美 0105AE191 128

Ⅳ.3.1 （13）ディーゼル排気の内分泌撹乱作用と生殖系への
影響

高野裕久 0105KB284 128

Ⅳ.3.1 （15）アレルギー反応を指標とした化学物質のリスク
評価と毒性メカニズムの解明に関する研究―化学物質
のヒトへの新たなリスクの提言と激増するアトピー疾
患の抑圧に向けて―

高野裕久 0204AG395 129

Ⅳ.3.1 （17）デイーゼル排気微粒子が糖尿病とその合併症に
及ぼす影響とメカニズム解明に関する研究

高野裕久 0304CD318 131

Ⅳ.3.1 （18）環境中の βグルカンおよびエンドトキシンの有
害性評価系の確立とその応用

高野裕久 0304MA316 131
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環境ホルモン・ダ
イオキシン研究プ
ロジェクト

Ⅳ.3.1 （19）環境因子による健康影響の低減と低減メカニズ
ムに関する研究

高野裕久 0304MA317 132

Ⅳ.3.1 （20）蛍光色素リポフスチンによる水生甲殻類の年齢
推定法の確立

児玉圭太 0405AF507 132

Ⅳ.3.2 （1）ダイオキシン類の体内負荷量および生体影響評価
に関する研究

米元純三 0005AA171 133

Ⅳ.3.2 （3）臭素化ダイオキシン類の環境影響評価に関する研
究

鈴木規之 0105AE172 134

Ⅳ.3.2 （4）ダイオキシン類及び POPs の環境運命予測に関す
る研究

鈴木規之 0105AE173 135

Ⅳ.3.2 （6）ダイオキシン類による地域環境汚染の実態とその
原因解明に関する研究

橋本俊次 0204BC353 135

Ⅳ.3.2 （9）母乳からのダイオキシン曝露がもたらす水腎症の
発症とそのメカニズムの検討

西村典子 0405AE327 137

Ⅳ.3.2 （10）コプラナーポリ塩素化ビフェニルの甲状腺ホル
モンへの影響評価のための新たな指標に関する研究

西村典子 0404AF379 138

Ⅳ.3.3 （6）有機微量汚染物質の環境中動態の環境測定データ
に基づく解析

櫻井健郎 0305AE496 141

Ⅳ.3.4 （2）環境化学物質の生体影響評価のための行動試験法
の体系の確立に関する研究

梅津豊司 0105AE184 145

Ⅳ.3.5 （5）生体 NMR 分光法の高度化に関する研究 三森文行 0105AE183 153

Ⅳ.3.5 （9）電磁界の生体影響評価に関する研究 石堂正美 0304AE498 155

Ⅳ.3.5 （10）環境因子による細胞死の分子機構の解明 石堂正美 0304AE502 155

Ⅴ. （35）興奮性および抑制性神経伝達物質の in vivo 同時
濃度定量化法の研究

渡邉英宏 0405AF491 248

Ⅴ. （40）超高磁場多核種 MRS を用いる脳機能発現の代
謝機構の研究

三森文行 0406CD489 250

Ⅴ. （41）超高磁場 MRI による人脳内の興奮性及び抑制性
神経伝達物質の無侵襲同時計測法の研究

渡邉英宏 0406CD492 251

Ⅴ. （4）環境科学研究用に開発した実験動物の有用性に関
する研究

高橋慎司 0105AE174 234

Ⅴ. （17）'H 磁気共鳴スペクトロスコピーを用いた神経伝
達物質の in vivo 計測法の研究

渡邉英宏 0304AF575 239

Ⅴ. （28）環境文学にみられる有害汚染物質の生態影響に
関する研究

多田満 0405AE334 245

生物多様性研究プ
ロジェクト

Ⅲ .1.4 生物多様性の減少機構の解明と保全 椿宜高 0105SP041 26

Ⅳ.2.4 （7）環境浄化への微生物の利用およびその影響評価に
関する研究

岩崎一弘 0105AE200 114

Ⅳ.2.4 （16）内分泌攪乱化学物質の植物による回収技術の開
発に関する研究

中嶋信美 0304CD471 120

Ⅳ.4.1 （1）河川敷に生息するスズメ目鳥類のハビタット選択
と個体群動態に関する研究

永田尚志 9904AE193 162

Ⅳ.4.1 （3）昆虫の生活史・繁殖行動における集団内変異性と
その維持機構

椿宜高 0004AE192 162

Ⅳ.4.1 （4）流域ランドスケープにおける生物多様性の維持機
構に関する研究

高村典子 0105AA207 163

Ⅳ.4.1 （5）遺伝子組換え生物の生態系影響評価手法に関する
研究

中嶋信美 0105AA210 164

Ⅳ.4.1 （6）侵入生物による生物多様性影響機構に関する研究 五箇公一 0105AA205 164

Ⅳ.4.1 （9）流域スケールでの水生生物の生息環境とその保全
および管理に関する研究

福島路生 0105AE195 166

Ⅳ.4.1 （10）シロイヌナズナのアスコルビン酸合成遺伝子を
導入した遺伝子組換え植物の開発

玉置雅紀 0104AE202 167
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生物多様性研究プ
ロジェクト

Ⅳ.4.1 （11）二次的自然環境における陸上 - 水中にわたる生
物生活史に関する研究

高村健二 0205AE365 167

Ⅳ.4.1 （13）オーストラリア産鳥類における協同繁殖の多様
な進化

永田尚志 0204CD419 168

Ⅳ.4.1 （14）生物群集の多様性を支配するメカニズムの解明
に関する研究

竹中明夫 0305AA506 169

Ⅳ.4.1 （18）釧路湿原達古武沼の自然再生に向けての調査研
究

高村典子 0304AF345 170

Ⅳ.4.1 （20）野生生物の生息適地からみた生物多様性の評価
手法に関する研究

永田尚志 0305BA558 171

Ⅳ.4.1 （21）遺伝子組換え生物の開放系利用による遺伝子移
行と生物多様性への影響評価に関する研究

岩崎一弘 0305BA585 172

Ⅳ.4.1 （23）淡水魚類生息環境のダムによる分断と河道直線
化による均質化の影響評価

福島路生 0304CD596 173

Ⅳ.4.1 （26）侵入種生態リスクの評価手法と対策に関する研
究

五箇公一 0406BA421 174

Ⅳ.4.1 （28）ため池とその周辺環境を含む地域生態系の水循
環と公益的機能の評価

高村典子 0406BC319 175

Ⅳ.4.1 （30）鳥類の免疫能が配偶者選択に及ぼす影響の研究 永田尚志 0406CD473 177

Ⅳ.4.2 （8）水辺移行帯修復・再生技術の開発 高村典子 0304BD550 182

Ⅳ.4.2 （9）水生植物群落の機能的多様性と生態機能 高村典子 0304CD552 183

Ⅴ. （9）ヨシ原管理が野生生物および生態系機能に与える
影響に関する研究

永田尚志 0204AF391 236

Ⅴ. （29）藻類の化学物質吸収能力に関する研究 中嶋信美 0404AE335 245

流域圏環境管理研
究プロジェクト

Ⅲ .1.5 東アジアの流域圏における生態系機能のモデル化と持
続可能な環境管理

村上正吾 0105SP051 28

Ⅳ.5.3 （1）流域水環境管理モデルに関する研究 村上正吾 9605AE211 207

Ⅳ.5.3 （2）東アジアの流域圏における生態系機能のモデル化
と持続可能な環境管理 (1) 衛星データを利用したアジ
ア・太平洋地域の総合的モニタリング

王勤学 0105AA269 207

Ⅳ.5.3 （3）東アジアの流域圏における生態系機能のモデル化
と持続可能な環境管理 (2) 流域環境管理に関する研究

渡辺正孝 0105AA270 207

Ⅳ.5.4 （2）東アジアの流域圏における生態系機能のモデル化
と持続可能な環境管理 (3) 東シナ海における長江経由
の汚染・汚濁物質の動態と生態系影響評価

村上正吾 0105AA271 212

Ⅳ.5.4 （3）東アジアの流域圏における生態系機能のモデル化
と持続可能な環境管理プロジェクト (4) 沿岸域環境総
合管理に関する研究

木幡邦男 0105AA272 213

Ⅳ.5.4 （5）内湾域における底生生態系による物質循環 木幡邦男 0105AE213 214

Ⅴ. （10）長期流出モデルの集中化及び物質輸送特性の解
明

中山忠暢 0204CD432 236

Ⅴ. （16）釧路湿原流入河川の再蛇行化による湿地生態系
の回復可能性評価

中山忠暢 0304AF515 239

Ⅴ. （24）釧路湿原の自然環境修復を目的とした生態系再
生ポテンシャルの推定と最適地抽出

亀山哲 0305CD537 243

PM2.5・DEP 研
究プロジェクト

Ⅲ .1.6 大気中微小粒子状物質（PM2.5）・ディーゼル排気粒
子（DEP）等の大気中粒子状物質の動態解明と影響評
価

若松伸司 0105SP061 29

Ⅳ.1.1 （5）市町村における温室効果ガス排出量推計および温
暖化防止政策立案手法に関する研究 (2) 市町村におけ
る運輸部門温室効果ガス排出量推計手法の開発および
要因分析

松橋啓介 0204BA337 45

Ⅳ.1.1 （15）脱温暖化社会に向けた中長期的政策オプション
の多面的かつ総合的な評価・予測・立案手法の確立に
関する総合研究プロジェクト技術革新と需要変化を見
据えた交通部門の CO2 削減中長期戦略に関する研究

森口祐一 0406BA499 50
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究プロジェクト

Ⅳ.3.5 （14）ディーゼル排気粒子等の粒子状物質が免疫系に
及ぼす影響とその機構の解明

小池英子 0304CD566 158

Ⅳ.3.5 （15）粒子状物質の酸化ストレス作用と免疫系に及ぼ
す影響

小池英子 0405AE396 158

Ⅳ.3.5 （19）ナノ粒子の肺胞壁通過機構の解明と細胞毒性評
価法の開発

古山昭子 0405CD500 161

Ⅳ.5.1 （2）PM2.5・DEP 発生源の把握と対策評価に関する研
究

森口祐一 0105AA295 188

Ⅳ.5.1 （3）PM2.5・DEP の環境動態に関する研究 若松伸司 0105AA296 189

Ⅳ.5.1 （4）PM2.5・DEP の測定に関する研究 若松伸司 0105AA297 190

Ⅳ.5.1 （5）PM2.5・DEP の疫学・曝露評価に関する研究 新田裕史 0105AA298 190

Ⅳ.5.1 （6）PM2.5・DEP の毒性・影響評価に関する研究 小林隆弘 0105AA299 190

Ⅳ.5.1 （7）複雑市街地における局所高濃度大気汚染の発生と
その予測に関する研究

上原清 0105AE216 191

Ⅳ.5.1 （8）大気環境影響評価に関する基礎的研究 若松伸司 0105AE218 191

Ⅳ.5.1 （9）西日本地域を中心とした大気汚染の長期的なトレ
ンド解析

若松伸司 0105AH300 192

Ⅳ.5.1 （10）ディーゼル車排出ガスを主因とした局地汚染の
改善に関する研究

松本幸雄 0204BC377 192

Ⅳ.5.1 （11）粒子状物質の粒子数等排出特性実態に関する調
査研究

小林伸治 0204BY486 193

Ⅳ.5.1 （12）自動車排気中ナノ粒子の毒性・影響評価および
性状・環境動態把握に関する研究

小林隆弘 0307AA512 193

Ⅳ.5.1 （15）都市大気汚染の年々変動に関する研究 大原利眞 0405AA416 195

Ⅳ.5.1 （17）自動車排ガスの初期拡散に関する実験的研究 上原清 0404AE378 196

Ⅳ.5.1 （18）大気汚染の健康影響モデルに関する統計的研究 松本幸雄 0404AE447 197

Ⅳ.5.1 （19）日本における光化学大気汚染の研究 若松伸司 0406AH380 197

Ⅳ.5.1 （20）都市大気汚染予報システムの開発 大原利眞 0405AH417 197

Ⅳ.5.1 （21）微小粒子状物質等曝露影響調査（解析調査）業
務

新田裕史 0404BY470 198

Ⅳ.5.1 （22）局地的大気汚染の健康影響に係る疫学調査のた
めの曝露評価モデルの設計に関する調査研究

新田裕史 0404BY495 198

Ⅳ.5.1 （23）都市域における PM2.5 大気汚染特性と生成機構
解明研究

若松伸司 0407KB498 198

Ⅳ.5.2 （13）東アジアスケール大気汚染の動態解明に関する
研究

大原利眞 0408AE418 205

Ⅳ.5.2 （16）アジア域における人間活動による大気環境変動
の将来予測　- 将来化学気候図の作成 -

大原利眞 0406CD419 206

Ⅳ.5.2 （17）エアロゾルの乾性沈着と大気環境インパクト 大原利眞 0405CD420 206

Ⅴ. （15）環境現象の統計的・物理的研究 松本幸雄 0304AE529 239

循環型社会形成推
進・廃棄物研究セ
ンター

Ⅲ .2 .1.1 循環型社会への転換策の支援のための評価手法開発と
基盤システム整備に関する研究

酒井伸一 0105PR011 32

Ⅲ .2 .1. 2 廃棄物の循環資源化技術，適正処理・処分技術及びシ
ステムに関する研究

酒井伸一 0105PR012 33

Ⅲ .2 .1. 3 資源循環・廃棄物管理システムに対応した総合リスク
制御手法の開発に関する研究

酒井伸一 0105PR013 34

Ⅲ .2 .1.4 液状廃棄物の環境低負荷・資源循環型環境改善技術シ
ステムの開発に関する研究

酒井伸一 0105PR014 35

Ⅳ.1.1 （2）木製品における炭素蓄積に関する研究 橋本征二 0204AE335 43

Ⅳ.2.1 （1）産業連関表と連動したマテリアルフロー分析手法
に関する研究

森口祐一 0105AB397 74

Ⅳ.2.1 （2）ライフサイクル的視点を考慮した資源循環促進策
の評価に関する研究

森口祐一 0105AB398 75

Ⅳ.2.1 （3）循環システムの地域適合性診断手法に関する研究 山田正人 0105AB399 76
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Ⅳ.2.1 （4）リサイクル製品等の安全性評価及び有効利用法に
関する研究

後藤純雄 0105AB400 77

Ⅳ.2.1 （8）木材系廃棄物の利用法の拡大に関する研究 後藤純雄 0204BE434 79

Ⅳ.2.1 （9）アジア地域における資源循環・廃棄の構造解析 寺園淳 0204BE481 79

Ⅳ.2.1 （10）持続可能な消費に向けた家計消費における財・
サービスの環境負荷低減特性に関する基礎分析

南齋規介 0304AF410 80

Ⅳ.2.1 （11）耐久財の適正循環・管理に関する研究 森口祐一 0405AE357 80

Ⅳ.2.1 （12）環境管理・意思決定プロセスにおける各種環境
評価手法の有効活用に関する研究

田崎智宏 0405AE358 81

Ⅳ.2.1 （13）循環型社会のイメージに関する基礎研究 橋本征二 0404AF374 81

Ⅳ.2.1 （15）地域資源循環に係る環境会計表の作成とその適
用

森口祐一 0406BE817 83

Ⅳ.2.2 （1）埋立地浸出水の高度処理に関する研究 稲森悠平 9906AE325 84

Ⅳ.2.2 （2）循環廃棄過程における環境負荷の低減技術開発に
関する研究

川本克也 0105AB401 85

Ⅳ.2.2 （3）最終処分場容量増加技術の開発と適地選定手法の
確立に関する研究

井上雄三 0105AB402 86

Ⅳ.2.2 （4）最終処分場安定化促進・リスク削減技術の開発と
評価手法の確立に関する研究

井上雄三 0105AB403 87

Ⅳ.2.2 （5）有機性廃棄物の資源化技術・システムの開発に関
する研究

井上雄三 0105AB404 88

Ⅳ.2.2 （6）バイオ指標導入による最終処分場の安定化促進技
術の評価

井上雄三 0204BE420 88

Ⅳ.2.2 （7）バイオ資源・廃棄物等からの水素製造技術開発 酒井伸一 0307BH593 89

Ⅳ.2.2 （8）有機性廃棄物と焼却灰の混合による水素発生メカ
ニズムの解明

石垣智基 0404AF440 90

Ⅳ.2.2 （9）アジア諸国の廃棄物埋立地における CDM 事業に
資する温室効果ガス排出削減量予測および排出削減対
策の評価に関する研究

山田正人 0406BB384 91

Ⅳ.2.2 （10）埋立廃棄物の品質並びに埋立構造改善による高
規格最終処分システムに関する研究

井上雄三 0407BC381 91

Ⅳ.2.2 （11）廃棄物処分場の有害物質の安全・安心保障 井上雄三 0406BY762 92

Ⅳ.2.2 （12）最終処分場安定化監視手法検討調査 石垣智基 0404BY758 93

Ⅳ.2.2 （13）最終処分場安定化実態調査 山田正人 0404BY757 94

Ⅳ.2.2 （14）最終処分場の早期跡地利用を考慮した多機能型
覆土の検討

遠藤和人 0406BY756 94

Ⅳ.2.2 （15）最終処分場における環境汚染修復ポテンシャル
評価のための DNA マイクロアレイ構築

石垣智基 0405CD763 95

Ⅳ.2.2 （16）埋立層内ガスに着目した海面埋立最終処分場の
安定化メカニズムに関する研究

井上雄三 0405MA394 95

Ⅳ.2.3 （1）バイオアッセイによる循環資源・廃棄物の包括モ
ニタリングに関する研究

酒井伸一 0105AB405 96

Ⅳ.2.3 （2）有機臭素化合物の発生と制御に関する研究 酒井伸一 0105AB406 97

Ⅳ.2.3 （3）循環資源・廃棄物中有機成分の包括的分析システ
ムに関する研究

安原昭夫 0105AB407 98

Ⅳ.2.3 （4）循環資源・廃棄物中ダイオキシン類・PCB 等の
分解技術の開発に関する研究

安原昭夫 0105AB408 99

Ⅳ.2.3 （5）廃棄物及び循環資源処理過程における有機ハロゲ
ンの簡易測定法の開発と毒性評価

山本貴士 0105AE243 100

Ⅳ.2.3 （6）廃棄物の熱的処理における臭素化ダイオキシン類
の長期的管理方策に関する研究

酒井伸一 0104BC240 100

Ⅳ.2.3 （7）不法投棄廃棄物等に含まれる化学物質の包括的計
測手法の開発に関する研究

鈴木茂 0204BE436 101
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Ⅳ.2.3 （8）資源循環・廃棄物処理過程における金属類の排出
係数と化学形態に関する研究

貴田晶子 0305AE487 102

Ⅳ.2.3 （9）含窒素化合物の熱分解過程における有害化学物質
の生成と挙動

安原昭夫 0304AE488 102

Ⅳ.2.3 （10）埋立場での非制御燃焼による残留性化学物質の
生成・挙動・曝露解析

平井康宏 0304AE545 103

Ⅳ.2.3 （11）PCB の排出インベントリ作成とその検証 平井康宏 0304AE546 103

Ⅳ.2.3 （12）資源循環・廃棄物処理過程における PCN の挙動
および分析法の開発に関する研究

野馬幸生 0305AE544 103

Ⅳ.2.3 （13）廃棄物焼却残渣中の有害金属と腐植物質の相互
作用に関する研究

大迫政浩 0305AE547 104

Ⅳ.2.3 （14）残留性有機汚染物質の甲状腺ホルモン撹乱活性
を検出する新規なバイオアッセイの開発に関する研究

滝上英孝 0305AE549 104

Ⅳ.2.3 （15）残留性化学物質の物質循環モデルの構築とリサ
イクル・廃棄物政策評価への応用

酒井伸一 0305BE595 105

Ⅳ.2.3 （16）臭素化ダイオキシン等削減対策調査 酒井伸一 0305BY594 106

Ⅳ.2.3 （17）ごみ固形燃料の発熱・発火メカニズムの解明 安原昭夫 0404AE320 106

Ⅳ.2.3 （18）不法投棄・不適正処理の効果的監視及び発生防
止対策に関する研究

大迫政浩 0405AE388 107

Ⅳ.2.3 （19）鉛バッテリーフロー推移の廃棄・収集行動モデ
ルによる再現解析

平井康宏 0404AF370 107

Ⅳ.2.3 （20）有機スズ化合物の一斉分析法開発と循環利用過
程における挙動に関する基礎的研究

高橋真 0404AF385 108

Ⅳ.2.3 （21）再生建材の循環利用過程における長期的な環境
影響評価のための促進試験系の開発及び標準化に関す
る研究

酒井伸一 0406BC339 108

Ⅳ.2.3 （22）循環資源・廃棄物中の有機臭素化合物およびそ
の代謝物管理のためのバイオアッセイ／モニタリング
手法の開発

滝上英孝 0406BE493 109

Ⅳ.2.4 （1）水質改善効果の評価手法に関する研究 稲森悠平 9906AE323 109

Ⅳ.2.4 （2）生物・物理・化学的手法を活用した汚水および汚
泥処理に関する研究

稲森悠平 9906AE324 110

Ⅳ.2.4 （3）窒素・リン除去・回収型技術システムの開発に関
する研究

稲森悠平 0105AB409 110

Ⅳ.2.4 （4）浄化システム管理技術の簡易容易化手法の開発に
関する研究

稲森悠平 0105AB410 111

Ⅳ.2.4 （5）開発途上国の国情に適した省エネ・省コスト・省
維持管理浄化システムの開発に関する研究

稲森悠平 0105AB411 112

Ⅳ.2.4 （6）バイオ・エコと物理化学処理の組合せを含めた技
術による環境改善システムの開発に関する研究

稲森悠平 0105AB412 113

Ⅳ.2.4 （8）生活排水処理システム浄化槽の窒素除去の律速因
子となる硝化細菌の迅速測定・高度処理・維持管理技
術の開発研究

稲森悠平 0204BE428 114

Ⅳ.2.4 （9）新世紀枯渇化リン回収型の総量規制対応システム
技術開発

稲森悠平 0204CF426 115

Ⅳ.2.4 （10）霞ヶ浦バイオマスリサイクルシステム開発事業 稲森悠平 0204CG580 116

Ⅳ.2.4 （12）豊かな生き物を育む湖沼の再生　- 汚濁湖沼の
底質改善技術開発による健全生態系の構築 -

稲森悠平 0304BD582 117

Ⅳ.2.4 （13）ナノ反応場を活用した酵素活用生分解水環境改
善システム技術の開発

稲森悠平 0304BD328 118

Ⅳ.2.4 （15）中国湖沼をモデルとしたバイオ・エコシステム
導入アオコ発生防止効果の調査研究

稲森悠平 0305CD329 119

Ⅳ.3.4 （1）生物評価試験による浮遊粒子状物質の長期曝露モ
ニタリングに関する研究

後藤純雄 0004BC227 145
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循環型社会形成推
進・廃棄物研究セ
ンター

Ⅴ. （42）生物処理システム中の腐生食物網における捕食
微小動物類の機能解析

板山朋聡 0405CD760 251

Ⅴ. （38）環境汚染修復のための新規微生物の迅速機能解
析技術の開発

板山朋聡 0408BY387 249

化学物質環境リス
ク研究センター

Ⅲ .2 .2 化学物質環境リスクに関する研究―効率的な化学物質
環境リスク管理のための高精度リスク評価手法等の開
発に関する研究

白石寛明 0105PR021 36

Ⅳ.3.1 （1）内分泌かく乱化学物質の新たな計測手法と環境動
態に関する開発

白石寛明 0105AA165 121

Ⅳ.3.3 （5）遺伝子欠損マウスを用いた大気からの変異原物質
曝露の鋭敏な検出と影響評価

青木康展 0204CD495 140

Ⅳ.3.4 （4）化学物質のハザードアセスメントのための生態影
響試験法の検討

菅谷芳雄 0205AE509 146

Ⅳ.3.4 （6）染色体構造変化が生じたサッポロフキバッタ集団
の歴史性・遺伝的固有性の探索

立田晴記 0304AF351 147

Ⅳ.3.4 （8）化学物質リスク評価における定量的構造活性相関
に関する研究－反復投与毒性試験を指標にした３次元
構造活性相関モデルに関する研究

青木康展 0305DA510 148

Ⅳ.3.4 （9）数理モデルと生物試験を併用したダイオキシンの
ヒト健康リスク評価

丸山若重 0404AE364 149

Ⅳ.3.4 （10）有害化学物質に対する感受性要因と薬物代謝系 青木康展 0408AE397 149

Ⅳ.3.4 （11）有害化学物質の毒性評価用の包括的体内動態モ
デル開発

鈴木一寿 0404AF445 149

Ⅳ.3.4 （13）数理モデルと生物試験を併用したダイオキシン
の人健康リスク評価

丸山若重 0406CD496 151

Ⅳ.3.4 （14）農薬等の一律基準と加工食品基準及び急性暴露
評価に関する研究；分担研究「一律基準に係わる毒性
データの解析に関する研究」

白石寛明 0404DA513 151

Ⅳ.3.5 （7）低線量放射線の内分泌攪乱作用が配偶子形成過程
に及ぼす影響に関する研究

青木康展 0206CA364 154

Ⅳ.3.5 （20）宇宙放射線被曝がゼブラフィッシュ体内の突然
変異発生に及ぼす影響

青木康展 0406KZ511 161

Ⅳ.4.1 （29）空間明示モデルによる大型哺乳類の動態予測と
生態系管理に関する研究

立田晴記 0407BD480 176

Ⅳ.4.1 （31）種の境界が不明瞭なフキバッタ亜科昆虫の進化
経路の探索

立田晴記 0407CD481 177

Ⅴ. （19）透明メダカ受精胚の生態毒性研究への適用と生
態リスク評価への応用

柏田祥策 0304AF353 240

環境研究基盤技術
ラボラトリー

Ⅳ.3.3 （3）藍藻が生産する新規生理活性物質に関する研究 佐野友春 0105AE252 140

Ⅳ.4.1 （12）アジアオセアニア地域における生物多様性の減
少解決のための世界分類学イニシアティブに関する研
究

志村純子 0204BA368 168

Ⅳ.4.1 （16）発生工学を用いた生殖幹細胞の実験研究 桑名貴 0305AE578 170

Ⅳ.4.1 （17）鳥類における生物遺伝資源の長期保存に関する
研究

川嶋貴治 0305AE587 170

Ⅳ.4.2 （10）植物の生理生態機能の画像診断法に関する研究 戸部和夫 0406AE375 183

Ⅳ.4.2 （11）中国の半乾燥地域に生育する植物の生理生態機
能に関する研究

戸部和夫 0406AE376 184

Ⅳ.5.2 （3）中国北東地域で発生する黄砂の三次元的輸送機構
と環境負荷に関する研究

西川雅高 0105BA331 200

Ⅳ.5.5 （1）地下水汚染における科学的自然減衰（MNA）に
関する研究

西川雅高 0305BC332 219

Ⅴ. （8）モニタリング手法の精査と測定技術の開発に関す
る研究

西川雅高 0205AE333 235
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環境研究基盤技術
ラボラトリー

Ⅴ. （22）有害物質除去用ナノ構造認識膜の開発 佐野友春 0307BY577 242

Ⅴ. （25）発生工学技術を用いた希少鳥類種の維持・増殖
法の開発に関する研究

川嶋貴治 0304CD574 244

Ⅴ. （37）鳥類における異種間生殖巣キメラの作出に向け
て

川嶋貴治 0404AF377 249

Ⅵ. （1）微生物系統保存施設に保存されている微細藻類株
の分類学的情報の収集とデータベース化に関する研究

笠井文絵 0004AD250 257

Ⅵ. （4）絶滅危惧野生生物の細胞・遺伝子のタイムカプセ
ルに関する研究

桑名貴 0288BY599 258

地球環境研究セン
ター

Ⅳ.1.1 （4）トップダウン（大気観測）アプローチによるメソ
スケールの陸域炭素収支解析

井上元 0204BA475 44

Ⅳ.1.1 （12）環境低負荷型オフィスビルにおける地球・地域
環境負荷低減効果の検証

一ノ瀬俊明 0404AE408 48

Ⅳ.1.1 （16）陸域・海洋による二酸化炭素吸収の長期トレン
ド検出のための酸素および二酸化炭素同位体に関する
観測研究

向井人史 0408BB368 50

Ⅳ.1.1 （18）建築物における空調・照明等自動コントロール
システムに関する技術開発

中根英昭 0406BH478 51

Ⅳ.1.3 （5）温室効果ガスインベントリの作成，解析及び地球
温暖化対策への利用に関する研究

中根英昭 0305BY590 69

Ⅳ.5.1 （13）山風が都市ヒートアイランドに及ぼす影響に関
する研究

一ノ瀬俊明 0305CD554 194

Ⅳ.5.1 （14）建物・街区・都市・地域の各規模にまたがる熱
環境解析とアジアの巨大都市への適用

一ノ瀬俊明 0306CD553 195

Ⅳ.5.3 （6）都市内大規模河川（ソウル市清渓川）の復元によ
る暑熱現象改善効果の実証

一ノ瀬俊明 0304AI556 209

Ⅳ.5.3 （9）東京の暑熱緩和のための海洋深層水導水による東
京湾海水面冷却事業の FS に向けた検討

一ノ瀬俊明 0404AE407 211

Ⅳ.7.1 （1）地球環境モニタリング 藤沼康実 9205AC264 224

Ⅳ.7.1 （2）気候変動と自然環境との相互作用に関する研究 向井人史 0105AE155 225

Ⅴ. （32）勝連トラバーチン舗装工のヒートアイランド現
象抑制効果の定量化研究

一ノ瀬俊明 0404AE406 247

Ⅵ. （6）地球環境モニタリングおよび地球環境研究支援に
係わるデータベース・データ提供システムに関する基
礎的研究

勝本正之 0307AC523 259

国際共同研究官 Ⅳ 4.2 （4）北部九州におけるハンノキ群落およびハマボウ群
落の生態とその保全に関する研究

清水英幸 0205AH753 179

Ⅳ 4.2 （6）風砂流が植物の生理生態に及ぼす影響の機構解明
および風砂流に対する植物の適応能に関する研究

清水英幸 0204CD472 180

Ⅳ 4.2 （14）北東アジアにおける砂漠化アセスメント及び早
期警戒体制（EWS）構築のためのパイロットスタ
ディ (3) 土壌・植生・水文解析による土地脆弱性の評
価

清水英幸 0406BA405 185

Ⅳ 5.2 （9）モンゴル半乾燥地域における酸性・酸化性物質に
対する植物感受性に関する研究

清水英幸 0204NA754 203
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