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はじめに 

 

環境技術実証モデル事業は、既に適用可能な段階にありながら、環境保全効果等についての

客観的な評価が行われていないために普及が進んでいない先進的環境技術について、その環境

保全効果等を第三者が客観的に実証する事業をモデル的に実施することにより、環境技術実証

の手法・体制の確立を図るとともに、環境技術の普及を促進し、環境保全と環境産業の発展に

資することを目的とするものである。 

本実証試験は、平成１６年８月３１日 環境省総合環境政策局が策定した実証試験要領に基

づいて選定された実証対象技術について、同実証試験要領に準拠して実証試験を実施すること

で、製品性能の信頼性等を客観的に実証するものである。 

 

（実証項目） 

 製品性能の信頼性 

 一般環境モニタリングでの実用性 

 製品操作等の簡便性 

 

本報告書は、その結果を取りまとめたものである。 

 

 

（実証機関） 

愛知県環境調査センター 

所長 近藤 徳雄 
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製品名称 アトラジン ELISA キット（マイクロプレート） 

環境技術開発者 日本エンバイロケミカルズ(株)  

実証機関 愛知県 

対象物質 アトラジン 

実証試験の実施期間 平成 17 年 12 月 13 日～平成 17 年 2月 28 日 

 

１．実証対象技術の概要 

この実証対象製品は、Abraxis LLC 社が製造し申請者が輸入元となる、アトラジンに対す

る特異的な抗体を応用したアトラジン測定 ELISA キットである。 
ELISA の原理は、競合反応（測定対象物質濃度が高い試料では吸光度が低く、濃度が低い

試料では吸光度が高い）で、マイクロプレート（96 ウェル）を使用したキットである。 

 

２．実証試験の概要 
実証試験項目の内容は、次のとおりである。 

項   目 内      容 

１．基本的な性能 

(1)測定範囲 

市販標準品で調製した指定濃度系列の試験用試料（濃度既知）を用

いた ELISA 測定値の変動等に基づき、数値的な設定の妥当性を実証

する。 

(2)検出下限及び定量下限 

市販標準品で調製した指定濃度系列の試験用試料（濃度既知）を用

いて同一条件での同一操作の繰返しによる ELISA測定値の標準偏差

に基づき、数値的な設定の妥当性を実証する。 

(3)繰返し再現性 

市販標準品で調製した指定濃度系列の中央付近の試験用試料（濃度

既知）を用いて同一条件での同一操作の繰返しによる ELISA 測定値

の変動等に基づき、再現性の妥当性を実証する。 

(4)日間再現性 

同一測定者が市販標準品で調製した試験用試料（濃度既知）を用い

て異なる条件（日付）での同一操作による ELISA 測定値の変動等に

基づき、再現性の妥当性を実証する。 

(5)期間再現性 

市販標準品で調製した試験用試料（濃度既知）を用いて製造後一定

期間経過した製品の操作による ELISA 測定値の変動等に基づき、再

現性の妥当性を実証する。 

(6)プレート間再現性 

市販標準品で調製した試験用試料（濃度既知）を用いて異なるロッ

トや異なるプレート間での ELISA 測定値の変動等に基づき、再現性

の妥当性を実証する。 

(7)交差反応性 

市販標準物質及び類似物質を用い調製した指定濃度系列の試験用

試料（濃度既知）を用いて類似物質別の ELISA 測定値の相違等に基

づき、交差反応性を実証する。 
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２．実用的な性能 

(1)回収特性 

環境試料を模擬し市販標準品で指定濃度範囲の中央付近の１濃度

に混合調製した試験用試料（濃度既知）を用いた ELISA 測定値の比

較に基づき、回収特性を実証する。 

(2)測定精度 

複数の河川地点から得られた河川水の環境試料（濃度未知）を用い

た ELISA 測定値の変動や操作手順・操作方法の特徴等に基づき、測

定精度、前処理妥当性、操作簡便性等による環境試料への適用性を

実証する。 

 

３．実証対象製品のデータ 
環境技術開発者より提出された実証対象製品のデータは、次のとおりである。 

項目 記 入 欄 

製品名 アトラジン ELISA キット（マイクロプレート） 

型番 ≪販売元コード≫未定 

販売・製造元  ≪販売≫和光純薬（株） ≪輸入≫日本エンバイロケミカルズ（株）

≪製造≫Abraxis LLC（米国） 
重量（キット一式、g） 454g 

価格（円）  

分析対象物質 アトラジン 

対象環境媒体 水質・底質・生物・その他（土壌・穀物）    

利用用途 環境水を始め、各種サンプル中のアトラジン濃度の測定 

標準試薬・種類  
付属（調製済／調製要）アトラジン 0.05, 0.1, 0.25, 1, 2.5, 5ppb 各水

溶液 
操作環境（室温） 10℃～30℃  

製品保管条件 2℃～8℃ 

製品保証期間 製造後 18 ヶ月間 

同時測定数（最多） 41 試料（n=2 で 1 キット使用時） 

測定時間 1 時間（固相抽出等の前処理時間を除く） 
 注) 実証対象製品の基本的な性能及び実用的な性能は、次表の製品データのとおり。 
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４．実証試験結果の概要 

項目 結果概要 

実証機関 愛知県 

製品名称 アトラジンＥＬＩＳＡキット（マイクロプレート） 

環境技術開発者 日本エンバイロケミカルズ(株) 

対象物質 アトラジン 

実証試験計画書の策定 平成 16年 12 月 3日 

実証試験の実施期間 平成 17年 12 月 13 日～平成 17年 2月 28 日 

1) 基本的な性能 実験データ 【参考：製品データ】 

 ①測定範囲 
測定濃度 0.1～5.0μg/L での相対値：79 
～120％、CV：3.8～14.5% 
0.05μg/L では相対値 380%、CV93.7% 

0.05～5μg/L 

 ②検出下限及び定量下限 
測定濃度 0.2μg/Lの SDから求めた検出下
限（3SD）：0.07μg/L、定量下限（10SD）：
0.23μg/L 

検出下限：0.02μg/L 
定量下限：0.05μg/L 

 ③繰返し再現性 測定濃度 0.8μg/L での CV：16.2％ 
測定濃度 2.0μg/L での 
CV：17.7％ 

 ④日間再現性 
測定濃度 0.25～5.0μg/L での CV：7.2～
12.4％ 
0.1μg/L では CV：34.5％ 

測定濃度 2.0μg/L での 
CV：8.3％（3日間） 

 ⑤期間再現性 
開封一部使用後、冷蔵庫内で密封保存１ヶ
月後の測定濃度 0.1～5.0μg/L での CV：
6.8～14.5％ 

測定濃度 4.0μg/L での 
CV：13.7％（１年間保存） 

 ⑥プレート間再現性 
測定濃度 0.25～5.0μg/L での CV：7.4～
23.3％ 
0.1μg/L では CV：61.1％ 

測定濃度 2.0μg/L での 
CV：16.4％ 

 ⑦交差反応性 
交差反応率： 

プロパジン（79.5％） 
シマジン（6.8％） 

交差反応率： 
プロパジン（116％） 
シマジン（11.6％） 

 ⑧その他 － － 

2) 実用的な性能   

 ①回収特性 
回収率 79 ～ 102 ％ 
（試料：河川水、添加妨害物質：ﾌﾐﾝ酸ﾅﾄﾘ
ｳﾑ） 

回収率 86 ～ 105 ％ 
（試料：地下水、添加妨害物

質：なし） 

 ②測定精度等 

実試料（河川水）３試料はいずれもＮＤ（機
器分析値もいずれもＮＤ） 
実試料へのアトラジン添加回収試験（添加
濃度 0.5μg/L）結果：回収率 72～111％、
CV 2.5～24.4％ 

機器分析との相関： 
EPA Method (525.2 GC/MS) 
との相関 R=0.906 

 ③その他 － － 
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結果の検討と考察 

1) 製品性能の信頼性 

実証試験で実施した基本性能７項目の全ての結果から、0.25～5.0 µg/L の濃度範囲においては、ほぼ妥当

な製品性能の信頼性を確認した。 

2) 一般環境モニタリングでの実用性 

 実試料として河川水試料を用いた実証試験の結果から、0.25～5.0 µg/L の濃度範囲においては、実用に耐

えうると考えられた。今後、交差反応物質に主眼を置いたマトリックスの異なる環境試料に対するデータを

集積することにより、環境モニタリングへの実用化が可能と考えられた。 

3) 製品操作等の簡便性 

一般環境モニタリングでの使用を想定した場合、試料の前処理から測定結果が得られるまで約５時間で、同

時に約２５試料（３重測定）の測定が可能となる。なお、本試験でのＧＣ/ＭＳ－ＳＩＭ法では、３試料（３

重測定）の測定に約３日が必要であった。 

 

 



 

 

 

 

 

 

（ 本     編 ） 
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1.  実証試験の概要 

1.1 実証対象製品のデータ 

環境技術開発者より提出された実証対象製品のデータは、下表に示すとおりである。 

表 1.1.1 実証対象製品のデータ 

項目 記 入 欄 

技術・製品の名称 アトラジン ELISA キット（マイクロプレート） 

実証申請者 日本エンバイロケミカルズ株式会社 

実証試験実施者 愛知県環境調査センター 

実証試験実施場所  〒462-0032 名古屋市北区辻町字流 7-6 

実証試験実施期間 平成１６年１２月１３日 ～ 平成１７年２月２８日 

製品名 アトラジン ELISA キット（マイクロプレート） 

型番 ≪販売元コード≫未定 

販売・製造元 
≪販売≫和光純薬（株） ≪輸入≫日本エンバイロケミカルズ（株） 

≪製造≫Abraxis LLC（米国） 

重量（g）   ４５４g 

価格（円）   

分析対象物質 アトラジン 

対象環境媒体 水質・底質・生物・その他（農産物） 

利用用途 環境水を始め、各種サンプル中のアトラジン濃度の測定 

標準試薬・種類 付属（調製済／調製要）アトラジン 0.05, 0.1, 0.25, 1, 2.5, 5ppb 各水溶液 

操作環境（室温）  10℃～30℃ 

製品保管条件  2℃～8℃ 

製品保証期間 製造後 18 ヶ月間 

同時測定数（最多）  41 試料（n=2 で 1 キット使用時） 

全体測定時間 1 時間（固相抽出等の前処理時間を除く） 
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1.2 実証試験結果 

基本的な性能及び実用的な性能に関する実証試験の結果から、実証対象技術は実証申

請書に示されたものとほぼ同等の基本性能及び実用性能を有していることを確認した。 

しかし、0.05～0.1μg/L の低濃度域においては基本的な性能のバラツキが大きく、測

定精度上の問題が認められた。 

 

(1) 基本的な性能 

① 測定範囲 

   申請データ：0.05 ～5 μg/L  

  実証データ：0.1 ～ 5.0 μg/L（0.1～5.0μg/L における変動係数は 3.8～14.5%

で相対値％は79～120%であったが、0.05μg/Lでは変動係数が93.7%

で相対値％は 380%となり、測定範囲外となった。) 

② 検出下限及び定量下限 

  申請データ：検出下限 0.02 μg/L、定量下限 0.05 μg/L 

   実証データ：検出下限 0.07 μg/L、定量下限 0.23 μg/L 

③ 繰返し再現性 

   申請データ：測定濃度 2.0 μg/L における変動係数 17.7 ％ 

   実証データ：測定濃度 0.8 μg/L における変動係数 16.2 ％ 

④ 日間再現性 

   申請データ：測定濃度 2.0 μg/L における変動係数 8.3 ％ 

   実証データ：測定濃度 0.25～5.0μg/L における変動係数は 7.2～12.4 ％であ 

         ったが、0.1μg/L では変動係数が 34.5％と低濃度領域で再現性が 

低下した。 

⑤ 期間再現性 

   申請データ：測定濃度 4.0μg/L における変動係数 13.7 ％ 

  実証データ：開封し一部使用後、冷蔵庫内で１ヶ月間密閉保存したキットに 
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        対し、測定濃度 0.1～5.0μg/L における変動係数 6.8～14.5％ 

⑥ プレート間再現性 

   申請データ：測定濃度 2.0μg/L における変動係数 16.4 ％ 

   実証データ：測定濃度 0.25～5.0μg/L における変動係数は 7.4～23.3 ％であ

ったが、測定濃度 0.1μg/L では変動係数が 61.1％となり、低濃        

度領域で再現性が低下した。 

⑦ 交差反応性 

申請データ：プロパジン 116 ％、シマジン 11.6 ％ 

   実証データ：プロパジン 75.9 ％、シマジン 6.8 ％ 

 

(2) 実用的な性能 

① 回収特性 

申請データ：回収率 86 ～ 105 ％（妨害物質：添加せず（試料は地下水）） 

  実証データ：回収率 79 ～ 102％ (妨害物質:フミン酸ナトリウム) 

② 測定精度等 

  申請データ：機器分析との相関：EPA Method(525.2 GC/MS)との相関性 R=0.906 

  実証データ：実試料（河川水）３試料について、前処理を行わないもの（未処理） 

        とガラス繊維ろ紙でろ過したもの（ろ液）を、それぞれ３回測定し

た。１試料のみについて、未処理の３回測定のうち１回だけ 

0.17μg/L（定量下限 0.23μg/L）となったが、その他は全て検出下

限(0.07μg/L)未満であった。ＧＣ/ＭＳによる測定結果も、いずれ

の試料とも検出下限（MDL=0.005μg/L）未満で、MDL>PDL であった。 

        一方、実試料（河川水）３試料にアトラジン標準品を添加し、アト

ラジン濃度を 0.5μg/L とした試料を測定した結果、添加回収率 72

～111%で、測定値の変動係数は 2.5～24.4%であった。 
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2. 実証対象技術及び実証対象製品の特性と説明 

2.1 実証申請者 

企 業 名：日本エンバイロケミカルズ株式会社 

担当者所属・氏名：事業 開発室 室長 道正 伸 

住  所 ：〒105-0023 東京都港区芝浦一丁目 2 番 1 号シーバンス N 館 9 階 

電話番号 ：03-5444-9891 

ＦＡＸ番号：03-5444-9860 

e-mail アドレス：eco＠jechem.co.jp 

 

2.2 実証対象技術の原理 

この実証対象製品は、Abraxis LLC 社が製造し申請者が輸入元となる、アトラジンに対す

る特異的な抗体を応用したアトラジン測定 ELISA キットである。 

ELISA の原理は、競合反応（測定対象物質濃度が高い試料では吸光度が低く、濃度が低い

試料では吸光度が高い）で、マイクロプレート（96 ウェル）を使用したキットである。 

 

2.3 実証対象製品のデータ（性能、製品製造者、製品番号等） 

実証対象製品のデータは、下表に示すとおりである。 
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表 2.3.1 製品データ 

項目 記 入 欄 

製品名 アトラジン ELISA キット（マイクロプレート） 

型番 ≪販売元コード≫未定 

販売・製造元 日本エンバイロケミカルズ株式会社 

重量（g）  ４５４ g 

価格（円）   

分析対象物質 アトラジン 

対象環境媒体 水質・底質・生物・その他（農産物） 

利用用途 環境水を始め、各種サンプル中のアトラジン濃度の測定 

標準試薬・種類 付属（調製済／調製要）アトラジン 0.05, 0.1, 0.25, 1, 2.5, 5ppb 各水溶液 

操作環境（室温）  10℃～30℃ 

製品保管条件  2℃～8℃ 

製品保証期間 製造後 18 ヶ月間 

同時測定数（最多）  41 試料（n=2 で 1 キット使用時） 

測定時間 1 時間（固相抽出等の前処理時間を除く） 

 

 

3.  実証試験実施体制 

3.1 実証試験申請者 

所属部署 ：愛知県環境部水環境課 

担当者氏名：柴田 明司  小園 康之 

住  所 ：〒460-8501 名古屋市中区三の丸３－１－２ 

電話番号 ：052-954-6221 

ＦＡＸ番号：052-961-4025 

e-mail アドレス：akiji_shibata@pref.aichi.lg.jp 

                  yasushi_kozono@pref.aichi.lg.jp 
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3.2 実証試験実施者 

所属部署 ：愛知県環境調査センター 応用化学部 

担当者氏名：角脇 怜  小川 敏幸 

住  所 ：〒462-0032 名古屋市北区辻町流７－６ 

電話番号 ：052-910-5494 

ＦＡＸ番号：052-991-6241 

e-mail アドレス：satoshi_kadowaki@pref.aichi.lg.jp 

           toshiyuki_ogawa@pref.aichi.lg.jp 

 

3.3 実証試験実施場所 

(1) ＥＬＩＳＡ法 

愛知県環境調査センター 応用化学部 

(2) 機器分析法 

愛知県環境調査センター 応用化学部 

 

3.4 実証試験実施期間 

平成１６年１２月１３日～平成１７年２月２８日 
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4. 試験方法 

 
4.1 共通して行う試験操作 

｢4.2 基本的な性能｣及び「4.3 実用的な性能」において、以下の方法は共通である。 

(1) 製品の操作 

製品の操作にあたっては、製品の取扱説明書を遵守するとともに、ＥＬＩＳＡに係

わる品質管理システムの試験操作手順（一般的な事項）に従って行った。 

 

(2) 検量線作成用標準溶液の調製 

製品に付属している調製済みの検量線用標準溶液（６濃度）をそのまま使用した。 

 

(3) 吸光度の測定 

吸光度は、マイクロプレートリーダー（TECAN 社製サンライズリモート）で測定し、

検量線作成用標準溶液及び各試験用試料溶液の吸光度とした。 

 

(4) 検量線の作成 

プレート毎に同時に波長 450nm で測定した標準溶液指定濃度系列の吸光度（３重測定の

平均値）から、4-parameter logistic fitting 後、検量線を作成した（検量線作成用の

解析ソフト：和光純薬（株）製 LS-PLATEmanager 2004）。 

 

(5) 実測濃度の算出 

｢(4)検量線の作成｣で作成した検量線を用いて、各試験用試料溶液の吸光度から各実

測濃度を算出した。 
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4.2 基本的な性能 

(1) 測定範囲 

① 試験条件 

本製品の測定範囲における試験条件は、下表に示すとおりである。 

表 4.2.1 測定範囲の試験条件 

項目 内容 

実証項目  基本的な性能・測定範囲(標準試料試験) 

対象物質  アトラジン 

対象製品名  アトラジン ELISA キット 

製品番号 ロット番号 4L1315 

製造年月日  平成 16 年 12 月 8 日 

測定範囲（製品仕様）  0.05 ～ 5.0μg/L 

試験日時  平成 17 年 1 月 24 日 14：30～16：00 

試験場所  愛知県環境調査センター 応用化学部 

試験時室内温度  20.5℃ 

使用した市販標準品  ｱﾄﾗｼﾞﾝ標準品 和光純薬㈱製 製品番号 010-15631 ロット番号 RWE9943 

検量線用ソフト名  LS-PLATEmanager 2004 （和光純薬㈱製）      

試験機関・担当者  愛知県環境調査センター  小川敏幸   

 

② 試験操作 

  実証試験計画書に従い試験を実施した。 
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(2) 検出下限及び定量下限 

① 試験条件 

本製品の検出下限及び定量下限における試験条件は、下表に示すとおりである。 

表 4.2.2 検出下限及び定量下限の試験条件 

項目 内容 

実証項目  基本的な性能・検出下限及び定量下限(標準試料試験) 

対象物質  アトラジン 

対象製品名  アトラジン ELISA キット 

製品番号 ロット番号 4L1315 

製造年月日  平成 16 年 12 月 8 日 

測定範囲（製品仕様）  0.05 ～ 5.0μg/L 

試験日時  平成 17 年 1 月 28 日 13：30～15：00 

試験場所  愛知県環境調査センター 応用化学部 

試験時室内温度  21.0℃ 

使用した市販標準品  ｱﾄﾗｼﾞﾝ標準品 和光純薬㈱製 製品番号 010-15631 ロット番号 RWE9943 

検量線用ソフト名  LS-PLATEmanager 2004 （和光純薬㈱製）      

試験機関・担当者  愛知県環境調査センター  小川敏幸   

 

② 試験操作 

  実証試験計画書に従い試験を実施した。 

 



 

 

 
10

(3) 繰返し再現性 

① 試験条件 

本製品の繰返し再現性における試験条件は、下表に示すとおりである。 

 

表 4.2.3 繰返し再現性の試験条件 

項目 内容 

実証項目  基本的な性能・繰返し再現性(標準試料試験) 

対象物質  アトラジン 

対象製品名  アトラジン ELISA キット 

製品番号 ロット番号 4L1315 

製造年月日  平成 16 年 12 月 8 日 

測定範囲（製品仕様）  0.05 ～ 5.0μg/L 

試験日時  平成 16 年 2 月 28 日 15：00～17：00 

試験場所  愛知県環境調査センター 応用化学部 

試験時室内温度  20.0℃ 

使用した市販標準品  ｱﾄﾗｼﾞﾝ標準品 和光純薬㈱製 製品番号 010-15631 ロット番号 RWE9943 

検量線用ソフト名  LS-PLATEmanager 2004 （和光純薬㈱製）      

試験機関・担当者  愛知県環境調査センター  小川敏幸   

 

② 試験操作 

  実証試験計画書に従い試験を実施した。 
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(4) 日間再現性 

① 試験条件 

本製品の日間再現性における試験条件は、下表に示すとおりである。 

表 4.2.4 日間再現性の試験条件 

項目 内容 

実証項目  基本的な性能・日間再現性(標準試料試験) 

対象物質  アトラジン 

対象製品名  アトラジン ELISA キット 

製品番号 ロット番号 4L1315 

製造年月日  平成 16 年 12 月 8 日 

測定範囲（製品仕様）  0.05 ～ 5.0μg/L 

試験日時 

 平成 17 年 1 月 24 日 14：30～16：00 

 平成 17 年 1 月 26 日 13：00～14：30 

 平成 17 年 1 月 28 日 13：30～15：00 

試験場所  愛知県環境調査センター 応用化学部 

試験時室内温度  20.5℃(1/24), 21.0℃(1/26), 21.0℃(1/28) 

使用した市販標準品  ｱﾄﾗｼﾞﾝ標準品 和光純薬㈱製 製品番号 010-15631 ロット番号 RWE9943 

検量線用ソフト名  LS-PLATEmanager 2004 （和光純薬㈱製）      

試験機関・担当者  愛知県環境調査センター  小川敏幸   

 

② 試験操作 

  実証試験計画書に従い試験を実施した。 
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(5) 期間再現性 

① 試験条件 

本製品の期間再現性における試験条件は、下表に示すとおりである。 

表 4.2.5 期間再現性の試験条件 

項目 内容 

実証項目  基本的な性能・期間再現性(標準試料試験) 

対象物質  アトラジン 

対象製品名  アトラジン ELISA キット 

製品番号 ロット番号 4L1315 

製造年月日  平成 16 年 12 月 8 日 

測定範囲（製品仕様）  0.05 ～ 5.0μg/L 

試験日時 
 平成 17 年 1 月 26 日  13:00～14:30 

 平成 17 年 2 月 28 日   13:30～15:00 

試験場所  愛知県環境調査センター 応用化学部 

試験時室内温度  21.0℃(1/26),  20.0℃(2/28) 

使用した市販標準品  ｱﾄﾗｼﾞﾝ標準品 和光純薬㈱製 製品番号 010-15631 ロット番号 RWE9943 

検量線用ソフト名  LS-PLATEmanager 2004 （和光純薬㈱製）      

試験機関・担当者  愛知県環境調査センター  小川敏幸   

 

② 試験操作 

  実証試験計画書に従い試験を実施した。 
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(6) プレート間再現性 

① 試験条件 

本製品のプレート間再現性における試験条件は、下表に示すとおりである。 

表 4.2.6 プレート間再現性の試験条件 

項目 内容 

実証項目  基本的な性能・プレート間再現性(標準試料試験) 

対象物質  アトラジン 

対象製品名  アトラジン ELISA キット 

製品番号 ロット番号 4L1315, 4L1318 

製造年月日 
 平成 16 年 12 月 8 日(4L1315) 

平成 16 年 12 月 20 日(4L1318) 

測定範囲（製品仕様）  0.05 ～ 5.0μg/L 

試験日時  平成 17 年 1 月 26 日 13：00～18：00 

試験場所  愛知県環境調査センター 応用化学部 

試験時室内温度  21.0℃ 

使用した市販標準品  ｱﾄﾗｼﾞﾝ標準品 和光純薬㈱製 製品番号 010-15631 ロット番号 RWE9943 

検量線用ソフト名  LS-PLATEmanager 2004 （和光純薬㈱製）      

試験機関・担当者  愛知県環境調査センター  小川敏幸   

 

② 試験操作 

  実証試験計画書に従い試験を実施した。 
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(7) 交差反応性 

① 試験条件 

本製品の交差反応性における試験条件は、下表に示すとおりである。 

表 4.2.7 交差反応性の試験条件 

項目 内容 

実証項目  基本的な性能・交差反応性(標準試料試験) 

対象物質  アトラジン 

対象製品名  アトラジン ELISA キット 

製品番号 ロット番号 4L1315 

製造年月日  平成 16 年 12 月 8 日 

測定範囲（製品仕様）  0.05 ～ 5.0μg/L 

試験日時  平成 17 年 2 月 1 日 15：00～17：00 

試験場所  愛知県環境調査センター 応用化学部 

試験時室内温度  20.0℃ 

検量線用ソフト名  LS-PLATEmanager 2004 （和光純薬㈱製） 

試験機関・担当者  愛知県環境調査センター  小川敏幸      

 

表 4.2.8 使用した市販標準品 

物質名（標準品） 試薬会社名 規格 含量 製品番号 ロット番号

対象物質 ｱﾄﾗｼﾞﾝ標準品 和光純薬㈱製 残留農薬試験用 200mg 010-15631 RWE9943 

ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞﾝ標準品 和光純薬㈱製 残留農薬試験用 200mg 167-18271 RWQ9611 
類似物質 

CAT(ｼﾏｼﾞﾝ)標準品 和光純薬㈱製 残留農薬試験用 200mg 031-08311 YPN9071 

 

② 試験操作 

  実証試験計画書に従い試験を実施した。 
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4.3 実用的な性能 

(1) 回収特性 

① 試験条件 

本製品の回収特性における試験条件は、下表に示すとおりである。 

表 4.3.1 回収特性の試験条件 

項目 内容 

実証項目  実用的な性能・回収特性(模擬環境試料試験) 

対象物質  アトラジン 

対象製品名  アトラジン ELISA キット 

製品番号 ロット番号 4L1315 

製造年月日  平成 16 年 12 月 8 日 

測定範囲（製品仕様）  0.05 ～ 5.0μg/L 

試験日時  平成 17 年 2 月 2 日 15：00～17：00 

試験場所  愛知県環境調査センター 応用化学部 

試験時室内温度  19.0℃ 

使用した市販標準品  ｱﾄﾗｼﾞﾝ標準品 和光純薬㈱製 製品番号 010-15631 ロット番号 RWE9943 

使用した模擬環境試料  ﾌﾐﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ ｱｸﾛｽ社製 製品番号 120860050 ロット番号 A019444301 

検量線用ソフト名  LS-PLATEmanager 2004 （和光純薬㈱製） 

試験機関・担当者  愛知県環境調査センター  小川敏幸      

 

表 4.3.2 使用した河川水 

試料番号 地点名 採水日 採水量 備考 

S1 待合橋（五条川） 平成 16 年 12 月 10 日 4L PH 7.0 COD 6.7 mgO/L 

 

② 試験操作 

  実証試験計画書に従い試験を実施した。 
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(2) 測定精度等 

① 試験条件 

本製品の測定精度等における試験条件は、下表に示すとおりである。 

表 4.3.2 測定精度等の試験条件 

項目 内容 

実証項目  実用的な性能・測定精度等(環境試料試験) 

対象物質  アトラジン 

対象製品名  アトラジン ELISA キット 

製品番号 ロット番号 4L1315 

製造年月日  平成 16 年 12 月 8 日 

測定範囲（製品仕様）  0.05 ～ 5.0μg/L 

試験日時  平成 17 年 2 月 4 日 14：00～16：00 

試験場所  愛知県環境調査センター 応用化学部 

試験時室内温度  19.0℃ 

検量線用ソフト名  LS-PLATEmanager 2004 （和光純薬㈱製） 

試験機関・担当者  愛知県環境調査センター  小川敏幸      

 

表 4.3.3 使用した環境試料 

試料番号 地点名 採水日 採水量 備考 

S1 待合橋（五条川） 平成 16 年 12 月 10 日 4L PH 7.0 COD 6.7 mgO/L 

S2 萱津橋（新川） 平成 16 年 12 月 10 日 4L PH 6.9 COD 8.9 mgO/L 

S3 十三塚橋（合瀬川） 平成 16 年 12 月 10 日 4L PH 7.6 COD 5.8 mgO/L 

 

② 試験操作 

  実証試験計画書に従い試験を実施した。 
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5. 試験結果 

5.1 基本的な性能 

(1) 測定範囲 

① 検量線作成記録 

本製品における検量線の作成記録は、以下に示すとおりである。 

表5.1.1 検量線用標準溶液の測定データ 

検量線用標準溶液 
項目 単位 

ﾌﾞﾗﾝｸ 溶液 STD1 溶液 STD2 溶液 STD3 溶液 STD4 溶液 STD5 溶液 STD6

所定濃度 μg/L 0 0.05 0.1 0.25 1.0 2.5 5.0 

実測回数 回 2 3 3 2 3 3 3 

１ － 1.278 1.384 1.313 0.997 0.619 0.406 0.239 

２ － 1.295 1.263 1.292 1.064 0.603 0.364 0.232 

ELISA 

実測* 

（吸光度） 
３ － － 1.356 1.262 － 0.625 0.375 0.221 

 

表 5.1.2 採用した回帰式係数[ Y = D + ( A - D )/(1 + ( X / C )^B ] 

回帰式の係数 A B C D R^2 

値 1.35 1.25 0.684 0.160 0.990 

 

図 5.1.1 検量線 
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A B C D R^2Y = D + (A - D) / (1 + (X / C)^B)
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② 試験結果記録 

本製品における対象物質の測定データは、以下に示すとおりである。 

表 5.1.3 対象物質試料溶液の測定データ 

試験用試料溶液 
項目 単位 

溶液 S1 溶液 S2 溶液 S3 溶液 S4 溶液 S5 溶液 S6 

調製濃度 μg/L 0.05 0.1 0.25 1.0 2.5 5.0 

実測回数 回 2 3 3 3 3 3 

１ － 1.289 1.248 1.023 0.659 0.412 0.248 

２ － 1.020 1.236 1.030 0.656 0.389 0.235 

３ － － 1.211 1.056 0.634 0.424 0.265 

吸
光
度 

平均 － 1.154 1.231 1.036 0.649 0.408 0.249 

ELISA 

実測 

換算値 μg/L 0.190 0.116 0.300 0.908 1.983 5.143 

標準偏差 μg/L 0.179 0.017 0.018 0.035 0.146 0.744 

変動係数 % 93.7 14.5 6.0 3.8 7.4 14.5 

相対値** % 380 116 120 91 79 103 

** 調整濃度を 100%としたときの各実測濃度（3 重測定の平均値）との割合（%） 

 

(2) 検出下限及び定量下限 

① 検量線作成記録 

本製品における検量線の作成記録は、以下に示すとおりである。 

表 5.1.4 検量線用標準溶液の測定データ 

検量線用標準溶液 
項目 単位 

ﾌﾞﾗﾝｸ 溶液 STD1 溶液 STD2 溶液 STD3 溶液 STD4 溶液 STD5 溶液 STD6

所定濃度 μg/L 0 0.05 0.1 0.25 1.0 2.5 5.0 

実測回数 回 3 3 3 2 3 3 3 

１ － 1.830 1.625 1.593 1.291 0.762 0.416 0.259 

２ － 1.620 1.539 1.442 1.200 0.754 0.465 0.260 

ELISA 

実測* 

（吸光度） 
３ － 1.705 1.447 1.472 1.152 0.674 0.412 0.231 

 

表 5.1.5 採用した回帰式係数[ Y = D + ( A - D )/(1 + ( X / C )^B ] 
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回帰式の係数 A B C D R^2 

値 1.72 0.873 0.721 -0.011 0.988 

 

図 5.1.2 検量線 

 
 

② 試験結果記録 

本製品における対象物質の測定データは、以下に示すとおりである。 

表 5.1.6 対象物質試料溶液の測定データ 

試験用試料溶液 
項目 単位 

溶液 S7 

調製濃度 μg/L 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

実測回数 回 1 2 3 4 5 6 7 8 

１ － 1.302 1.164 1.302 1.261 1.252 1.295 1.277 1.377

２ － 1.364 1.316 1.371 1.299 1.360 1.328 1.308 1.388

３ － 1.403 1.289 1.288 1.267 1.299 1.315 1.323 1.273

吸
光
度 

平均 － 1.356 1.256 1.320 1.276 1.304 1.313 1.303 1.346

ELISA 

実測 

換算値 μg/L 0.157 0.229 0.180 0.211 0.192 0.185 0.192 0.164

標準偏差 μg/L 0.023 

 

検出下限（３ＳＤ）＝0.07μg/L 

定量下限（１０ＳＤ）＝0.23μg/L 
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A B C D R^2Y = D + (A - D) / (1 + (X / C)^B)
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(3) 繰返し再現性 

① 検量線作成記録 

本製品における検量線の作成記録は、以下に示すとおりである。 

表 5.1.7 検量線用標準溶液の測定データ 

 

検量線用標準溶液 
項目 単位 

ﾌﾞﾗﾝｸ 溶液 STD1 溶液 STD2 溶液 STD3 溶液 STD4 溶液 STD5 溶液 STD6

所定濃度 μg/L 0 0.05 0.1 0.25 1.0 2.5 5.0 

実測回数 回 3 3 3 3 3 3 3 

１ － 1.040 1.068 0.988 1.062 0.617 0.351 0.220 

２ － 1.200 1.128 0.921 1.058 0.576 0.336 0.194 

ELISA 

実測* 

（吸光度） 
３ － 1.240 1.181 0.958 1.018 0.585 0.399 0.230 

 

表 5.1.8 採用した回帰式係数[ Y = D + ( A - D )/(1 + ( X / C )^B ] 

回帰式の係数 A B C D R^2 

値 1.36 0.923 0.086 -0.039 0.974 

 

図 5.1.3 検量線 

 
 

② 試験結果記録 

本製品における対象物質の測定データは、以下に示すとおりである。 
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表 5.1.9 対象物質試料溶液の測定データ 

試験用試料溶液 
項目 単位 

溶液 S8 

調製濃度 μg/L 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

実測回数 回 1 2 3 4 5 6 7 8 

１ － 0.724 0.632 0.759 0.718 0.873 0.801 0.766 0.803

２ － 0.668 0.712 0.808 0.746 0.828 0.869 0.795 0.784

３ － 0.787 0.811 0.742 0.764 0.809 0.806 0.795 0.813

吸
光
度 

平均 － 0.726 0.718 0.770 0.743 0.837 0.825 0.785 0.800

ELISA 

実測 

換算値 μg/L 0.727 0.755 0.629 0.684 0.506 0.526 0.597 0.570

標準偏差 μg/L 0.092 

変動係数 % 16.2 

 

(4) 日間再現性 

① 検量線作成記録 

本製品における検量線の作成記録は、以下に示すとおりである。 

表 5.1.10 検量線用標準溶液の測定データ 

検量線用標準溶液 
項目 単位 

ﾌﾞﾗﾝｸ 溶液 STD1 溶液 STD2 溶液 STD3 溶液 STD4 溶液 STD5 溶液 STD6

所定濃度 μg/L 0 0.05 0.1 0.25 1.0 2.5 5.0 

実測回数 回 2 3 3 2 3 3 3 

１ － 1.278 1.384 1.313 0.997 0.619 0.406 0.239 

２ － 1.295 1.263 1.292 1.064 0.603 0.364 0.232 

ELISA 

実測* 

（吸光度） 
３ － － 1.356 1.262 － 0.625 0.375 0.221 

 
表 5.1.11 採用した回帰式係数[ Y = D + ( A - D )/(1 + ( X / C )^B] 

回帰式の係数 A B C D R^2 

値 1.35 1.25 0.684 0.160 0.990 
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図 5.1.4 検量線 

 

② 試験結果記録 

本製品における対象物質の測定データは、以下に示すとおりである。 

表 5.1.12 対象物質試料溶液の測定データ 

試験用試料溶液 

溶液 S1 溶液 S2 溶液 S3 溶液 S4 項目 
単

位 
1 

日 

3 

日 

5 

日 

1 

日 

3 

日 

5 

日 

1 

日 

3 

日

5 

日

1 

日 

3 

日 

5 

日 

調製濃度 
μ

g/L 
0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.25 0.25 0.25 1.0 1.0 1.0 

実測回数 回 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

１ － 1.289 1.296 1.506 1.248 1.268 1.497 1.023 1.014 1.242 0.659 0.661 0.828 

２ － 1.020 1.234 1.500 1.236 1.199 1.603 1.03 0.976 1.267 0.656 0.599 0.806 

３ － － 1.255 1.553 1.211 1.214 1.490 1.056 0.938 1.142 0.634 0.592 0.792 

吸
光
度 

平

均 
－ 1.155 1.262 1.520 1.232 1.227 1.530 1.036 0.976 1.217 0.650 0.617 0.809 

Ｅ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
Ａ
実
測 

換算値 
μ

g/L 0.190 0.046 0.069 0.116 0.068 0.065 0.300 0.285 0.259 0.908 0.979 0.811 

標準偏差 
μ

g/L 0.077 0.029 0.021 0.084 

変動係数 % 76.1 34.5 7.4 9.4 
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A B C D R^2Y = D + (A - D) / (1 + (X / C)^B)
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試験用試料溶液 

溶液 S5 溶液 S6 項目 単位

1 

日

3 

日

5 

日

1 

日

3 

日

5 

日 

調製濃度 
μ

g/L
2.5 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0

実測回数 回 3 3 3 3 3 3 

１ － 0.412 0.402 0.501 0.248 0.264 0.307

２ － 0.389 0.379 0.457 0.235 0.235 0.289

３ － 0.424 0.380 0.443 0.265 0.212 0.294

吸
光
度 

平

均 
－ 0.408 0.387 0.467 0.249 0.237 0.297

Ｅ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
Ａ
実
測 

換算値 
μ

g/L 1.983 2.288 2.177 5.143 5.253 4.163

標準偏差 
μ

g/L 0.154 0.600 

変動係数 % 7.2 12.4 

 

(5) 期間再現性 

① 検量線作成記録 

本製品における検量線の作成記録は、以下に示すとおりである。 

表 5.1.13 検量線用標準溶液の測定データ 

 

検量線用標準溶液 
項目 単位 

ﾌﾞﾗﾝｸ 溶液 STD1 溶液 STD2 溶液 STD3 溶液 STD4 溶液 STD5 溶液 STD6

所定濃度 μg/L 0 0.05 0.1 0.25 1.0 2.5 5.0 

実測回数 回 3 3 3 3 3 3 3 

１ － 1.410 1.367 1.281 1.034 0.652 0.402 0.236

２ － 1.277 1.170 1.194 0.916 0.582 0.368 0.219

ELISA 

実測* 

（吸光度） 
３ － 1.323 1.210 1.179 0.972 0.603 0.379 0.233

 
表 5.1.14 採用した回帰式係数[ Y = D + ( A - D )/(1 + ( X / C )^B ] 

回帰式の係数 A B C D R^2 

値 1.35 0.957 0.726 0.067 0.985 
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図 5.1.5 検量線 

 
 

② 試験結果記録 

本製品における対象物質の測定データは、以下に示すとおりである。 

表 5.1.15 対象物質試料溶液の測定データ 

試験用試料溶液 

溶液 S1 溶液 S2 溶液 S3 溶液 S4 溶液 S5 溶液 S6 項目 単位 

0 1 ヶ月 0 1 ヶ月 0 1 ヶ月 0 1 ヶ月 0 1 ヶ月 0 1 ヶ月

調製濃度 
μ

g/L 
0.05 0.05 0.1 0.1 0.25 0.25 1.0 1.0 2.5 2.5 5.0 5.0

実測回数 回 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

１ － 1.296 1.068 1.268 1.062 1.014 0.988 0.661 0.617 0.402 0.351 0.264 0.220

２ － 1.234 1.128 1.199 1.058 0.976 0.921 0.599 0.576 0.379 0.336 0.235 0.194

３ － 1.255 1.181 1.214 1.018 0.938 0.958 0.592 0.585 0.380 0.399 0.212 0.230

吸
光
度 

平

均 
－ 1.262 1.126 1.227 1.046 0.976 0.956 0.617 0.593 0.387 0.362 0.237 0.215

Ｅ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
Ａ
実
測 

換算値 
μ

g/L 0.046 0.100 0.068 0.170 0.285 0.264 0.979 0.930 2.288 2.136 5.253 4.630

標準偏差 
μ

g/L 0.019 0.048 0.023 0.024 0.043 0.038 0.119 0.064 0.127 0.282 0.963 0.625

変動係数 % 41.2 47.8 34.3 13.8 15.1 14.5 12.1 6.8 5.5 13.2 18.3 13.5

* 実測は 3重測定以上とする 
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(6) プレート間再現性 

① 検量線作成記録 

 

表 5.1.16 検量線用標準溶液の測定データ 

検量線用標準溶液 
項目 単位 

ﾌﾞﾗﾝｸ 溶液 STD1 溶液 STD2 溶液 STD3 溶液 STD4 溶液 STD5 溶液 STD6

所定濃度 μg/L 0 0.05 0.1 0.25 1.0 2.5 5.0 

実測回数 回 3 3 3 3 3 3 3 

１ － 1.410 1.367 1.281 1.034 0.652 0.402 0.236

２ － 1.277 1.170 1.194 0.916 0.582 0.368 0.219

ELISA 

実測* 

（吸光度） 
３ － 1.323 1.210 1.179 0.972 0.603 0.379 0.233

 
表 5.1.17 採用した回帰式係数[ Y = D + ( A - D )/(1 + ( X / C )^B] 

回帰式の係数 A B C D R^2 

値 1.35 0.957 0.726 0.067 0.985 

 

 

図 5.1.6 検量線 
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② 試験結果記録 

本製品における対象物質の測定データは、以下に示すとおりである。 

表 5.1.18 対象物質試料溶液の測定データ 

試験用試料溶液 

溶液 S1 溶液 S2 溶液 S3 溶液 S4 項目 
単

位 
ﾌﾟﾚｰﾄ

A 

ﾌﾟﾚｰﾄ

B 

ﾌﾟﾚｰﾄ

C 

ﾌﾟﾚｰﾄ

A 

ﾌﾟﾚｰﾄ

B 

ﾌﾟﾚｰﾄ

C 

ﾌﾟﾚｰﾄ

A 

ﾌﾟﾚｰﾄ

B 

ﾌﾟﾚｰﾄ

C 

ﾌﾟﾚｰﾄ

A 

ﾌﾟﾚｰﾄ

B 

ﾌﾟﾚｰﾄ

C 

調製濃度 
μ

g/L 
0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.25 0.25 0.25 1.0 1.0 1.0 

実測回数 回 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

１ － 1.296 1.481 1.435 1.268 1.435 1.473 1.014 1.174 1.244 0.661 0.770 0.714 

２ － 1.234 1.514 1.479 1.199 1.445 1.423 0.976 1.187 1.188 0.599 0.789 0.696 

３ － 1.255 1.554 1.416 1.214 1.480 1.463 0.938 1.215 1.221 0.592 0.768 0.765 

吸
光
度 

平

均 
－ 1.262 1.516 1.443 1.227 1.453 1.453 0.976 1.192 1.218 0.617 0.776 0.725 

Ｅ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
Ａ
実
測 

換算

値 

μ

g/L 
0.046 － 0.036 0.068 0.023 0.029 0.285 0.192 0.197 0.979 0.811 0.882 

標準偏差 
μ

g/L 
－ 0.024 0.052 0.084 

変動係数 % － 61.1 23.3 9.5 

 

試験用試料溶液 

溶液 S5 溶液 S6 項目 単位

ﾌﾟﾚｰﾄ

A 

ﾌﾟﾚｰﾄ

B 

ﾌﾟﾚｰﾄ

C 

ﾌﾟﾚｰﾄ

A 

ﾌﾟﾚｰﾄ

B 

ﾌﾟﾚｰﾄ

C 

調製濃度 
μ

g/L
2.5 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0

実測回数 回 3 3 3 3 3 3 

１ － 0.402 0.465 0.439 0.264 0.268 0.262

２ － 0.379 0.494 0.436 0.235 0.318 0.242

３ － 0.380 0.490 0.448 0.212 0.307 0.280

吸
光
度 

平

均 
－ 0.387 0.483 0.441 0.237 0.298 0.261

Ｅ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
Ａ
実
測 

換算値 
μ

g/L 2.288 1.997 2.044 5.253 4.014 4.548

標準偏差 
μ

g/L 0.156 0.621 

変動係数 % 7.4 13.5 



 27 

 

* プレート A,B は同一ロット、プレート C は異ロット。 

 

(7) 交差反応性 

① 検量線作成記録 

表 5.1.19 検量線用標準溶液の測定データ 

検量線用標準溶液 
項目 単位 

ﾌﾞﾗﾝｸ 溶液 STD1 溶液 STD2 溶液 STD3 溶液 STD4 溶液 STD5 溶液 STD6

所定濃度 μg/L 0 0.05 0.1 0.25 1.0 2.5 5.0 

実測回数 回 3 3 3 3 3 3 3 

１ － 1.542 1.464 1.081 1.156 0.662 0.409 0.220 

２ － 1.584 1.453 1.313 1.099 0.646 0.392 0.217 

ELISA 

実測* 

（吸光度） 
３ － 1.523 1.269 1.323 1.115 0.645 0.421 0.215 

 
表 5.1.20 採用した回帰式係数[ Y = D + ( A - D )/(1 + ( X / C )^B ] 

回帰式の係数 A B C D R^2 

値 1.549 0.755 0.919 -0.149 0.984 

 

図 5.1.7 検量線 

 

② 試験結果記録 

 ｱﾄﾗｼﾞﾝ ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞﾝ ｼﾏｼﾞﾝ 

50%阻害濃度(µg/L) 0.85 1.12 12.5 

交差率(%) 100 75.9 6.8 
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A B C D R^2Y = D + (A - D) / (1 + (X / C)^B)
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アトラジン  ブランク 溶液 S1 溶液 S2 溶液 S3 溶液 S4 溶液 S5 溶液 S6 

所定濃度 μg/L 0 0.05 0.1 0.25 1.0 2.5 5.0 

実測回数 回 3 3 3 3 3 3 3 

１ － 1.483 1.360 1.258 1.119 0.682 0.422 0.259 

２ － 1.545 1.471 1.344 1.092 0.710 0.422 0.262 

ELISA 

実測 

（吸光度） ３ － 1.510 1.368 1.326 1.124 0.737 0.426 0.263 

 

プロパジン  ブランク 溶液 S1 溶液 S2 溶液 S3 溶液 S4 溶液 S5 

所定濃度 μg/L 0 0.1 0.25 1.0 2.5 5.0 

実測回数 回 3 3 3 3 3 3 

１ － 1.368 1.311 1.252 0.733 0.499 0.354 

２ － 1.499 1.358 1.138 0.760 0.518 0.355 

ELISA 

実測 

（吸光度） ３ － 1.440 1.220 1.170 0.717 0.497 0.357 

 

シマジン  ブランク 溶液 S1 溶液 S2 溶液 S3 溶液 S4 溶液 S5 

所定濃度 μg/L 0 1.0 2.5 10 25 50 

実測回数 回 3 3 3 3 3 3 

１ － 1.511 1.207 1.142 0.845 0.611 0.443 

２ － 1.436 1.186 1.094 0.817 0.552 0.419 

ELISA 

実測 

（吸光度） ３ － 1.577 1.231 1.099 0.773 0.538 0.413 
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実用的な性能 

(8) 回収特性 

① 検量線作成記録 

表 5.2.1 検量線用標準溶液の測定データ 

検量線用標準溶液 
項目 単位 

ﾌﾞﾗﾝｸ 溶液 STD1 溶液 STD2 溶液 STD3 溶液 STD4 溶液 STD5 溶液 STD6

所定濃度 μg/L 0 0.05 0.1 0.25 1.0 2.5 5.0 

実測回数 回 3 3 3 3 3 3 3 

１ － 1.258 1.136 1.103 0.939 0.511 0.314 0.183 

２ － 1.166 1.069 1.000 0.839 0.504 0.302 0.169 

ELISA 

実測* 

（吸光度） 
３ － 1.201 1.128 1.063 0.902 0.500 0.291 0.181 

 
表 5.2.2 採用した回帰式係数[ Y = D + ( A - D )/(1 + ( X / C )^B ] 

回帰式の係数 A B C D R^2 

値 1.205 0.976 0.688 0.034 0.994 

 

図 5.2.1 検量線 
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② 試験結果記録 

項目 単位 試験用試料溶液（ｱﾄﾗｼﾞﾝ 0.5µg/L 添加） 

フミン酸 Na 添加量 mg/L 0 1 5 10 50 

実測回数 回 3 3 3 3 3 

１ － 0.790 0.770 0.749 0.755 0.726 

２ － 0.779 0.742 0.763 0.731 0.703 

３ － 0.752 0.739 0.793 0.703 0.690 

吸
光
度 

平均 － 0.774 0.750 0.768 0.730 0.706 

換算値 μg/L 0.397 0.433 0.405 0.467 0.508 

変動係数 % 7.4 6.2 8.3 9.5 6.5 

ELISA 

実測 

回収率 % 79 87 81 93 102 

* ｱﾄﾗｼﾞﾝ添加濃度は 0.5ppb 

(9) 測定精度等 

① 検量線作成記録 

表 5.2.3 検量線用標準溶液の測定データ 

検量線用標準溶液 
項目 単位 

ﾌﾞﾗﾝｸ 溶液 STD1 溶液 STD2 溶液 STD3 溶液 STD4 溶液 STD5 溶液 STD6

所定濃度 μg/L 0 0.05 0.1 0.25 1.0 2.5 5.0 

実測回数 回 3 3 3 3 3 3 3 

１ － 1.319 1.206 1.117 1.055 0.623 0.361 0.210 

２ － 1.417 1.452 1.310 1.046 0.615 0.377 0.199 

ELISA 

実測* 

（吸光度） 
３ － 1.417 1.395 1.386 0.988 0.717 0.361 0.229 

 

表 5.2.4 採用した回帰式係数[ Y = D + ( A - D )/(1 + ( X / C )^B ] 

回帰式の係数 A B C D R^2 

値 1.412 0.925 0.825 -0.016 0.977 
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図 5.2.2 検量線 

 
 

 

② 試験結果記録 

未 処 理 ろ 液
測 定 濃 度 １ 0 .1 7 N D N D
測 定 濃 度 ２ N D N D N D
測 定 濃 度 ３ N D N D N D
平 均 濃 度 - - -

変 動 係 数 (% ) - - -
測 定 濃 度 １ N D N D N D
測 定 濃 度 ２ N D N D N D
測 定 濃 度 ３ N D N D N D
平 均 濃 度 - - -

変 動 係 数 (% ) - - -
測 定 濃 度 １ N D N D N D
測 定 濃 度 ２ N D N D N D
測 定 濃 度 ３ N D N D N D
平 均 濃 度 - - -

変 動 係 数 (% ) - - -

G C / M S

待 合 橋

萱 津 橋

十 三 塚 橋

EL IS A

 

*  濃度の単位はµg/L、ELISA の検出下限は 0.07 µg/L、定量下限は 0.23 µg/L。 ＧＣ/ＭＳの検出下限(MDL) 

は 0.005 µg/L、定量下限(MQL)は 0.015 µg/L で、試料測定時の検出下限(PDL)は 0.003～0.004 µg/L。 
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A B C D R^2Y = D + (A - D) / (1 + (X / C)^B)
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③実試料に標準品を添加しアトラジン濃度 0.5µg/L とした場合の試験結果記録 

未 処 理 ろ 液
測 定 濃 度 １ 0 .4 0 0 . 3 7
測 定 濃 度 ２ 0 .4 8 0 . 4 7
測 定 濃 度 ３ 0 .3 3 0 . 4 0
平 均 濃 度 0 .4 0 0 . 4 1

変 動 係 数 ( % ) 1 8 .1 1 1 . 9
平 均 回 収 率 8 1 8 3
測 定 濃 度 １ 0 .3 7 0 . 5 2
測 定 濃 度 ２ 0 .3 6 0 . 7 0
測 定 濃 度 ３ 0 .3 6 0 . 4 4
平 均 濃 度 0 .3 6 0 . 5 6

変 動 係 数 ( % ) 2 . 5 2 4 . 4
平 均 回 収 率 7 2 1 1 1
測 定 濃 度 １ 0 .5 7 0 . 3 8
測 定 濃 度 ２ 0 .5 4 0 . 4 2
測 定 濃 度 ３ 0 .4 0 0 . 3 8
平 均 濃 度 0 .5 0 0 . 3 9

変 動 係 数 ( % ) 1 8 .4 6 . 1
平 均 回 収 率 1 0 0 7 8

E L I S A

待 合 橋

萱 津 橋

十 三 塚 橋

 

*  濃度の単位はµg/L 
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6.  実証試験結果の検討と考察 

    

(1) 製品性能の信頼性 

    実証試験で実施した基本性能７項目の全ての結果から、0.25～5.0 µg/L の濃度範囲に

おいては、ほぼ妥当な製品性能の信頼性を確認した。 
 

(2) 一般環境モニタリングでの実用性 

   実試料として河川水試料を用いた実証試験の結果から、0.25～5.0 µg/L の濃度範囲に

おいては、実用に耐えうると考えられた。今後、交差反応物質に主眼を置いたマトリッ

クスの異なる環境試料に対するデータを集積することにより、環境モニタリングへの実

用化が可能と考えられた。 
 
(3) 製品操作等の簡便性 

    一般環境モニタリングでの使用を想定した場合、試料の前処理から測定結果が得られ 
るまで約５時間で、同時に約２５試料（３重測定）の測定が可能となる。なお、本試験

でのＧＣ/ＭＳ－ＳＩＭ法では、３試料（３重測定）の測定に約３日が必要であった。 
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本実証試験計画書は、「化学物質に関する簡易モニタリング技術 実証試験要領（平成１６年８月

３１日 環境省総合環境政策局）｣（以下、｢実証試験要領｣という。）に基づいて選定された実証対

象技術について、実証機関及び環境技術開発者の２者が協議、合意の上、実証試験要領に準じて策定
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１．実証試験の概要と目的 
１.1 実証試験の概要と目的 

既に適用可能な段階にありながら、環境保全効果等についての客観的な評価が行われてい

ないために普及が進んでいない先進的環境技術について、その環境保全効果等を第三者が客

観的に実証する事業をモデル的に実施することにより、環境技術実証の手法・体制の確立を

図るとともに、環境技術の普及を促進し、環境保全と環境産業の発展に資することを目的と

するものである。 
本実証試験は、平成１６年８月３１日 環境省総合環境政策局が策定した実証試験要領に

基づいて選定された実証対象技術について、同実証試験要領に準拠して実証試験を実施する

ことで、製品性能の信頼性等を客観的に実証するものである。 
本実証試験の化学物質簡易モニタリング技術とは、操作・管理の容易性や定量の高感度化

などの特徴をもったもので、スクリーニング的な活用や簡易な方法で異常値を監視できるこ

となどへの有用性が期待できるものを指すものとする。 
対象とする技術は、一般環境モニタリングでの利活用の可能性を念頭に、以下の条件に該

当するものとして、抗原抗体反応を応用した酵素標識免疫測定法（ＥＬＩＳＡ法）による簡

易分析技術とする。 
ここでは、対象とする化学物質から、環境省で別途検討が進められているダイオキシン類

を除外するものとする。 
 

1.2 実証試験の種類 

本実証試験では、以下の視点から実証を行うものとする。 
● 製品性能の信頼性 
● 一般環境モニタリングでの実用性 
● 製品操作等の簡便性 
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2．実証試験参加組織と実証試験参加者の責任分掌 

2.1 実証試験参加組織 

 
実証試験に参加する組織は、下表に示すとおりである。 

表2.1.1 実証試験参加組織 

団体名 愛知県環境調査センター 

住所 〒462-0032 名古屋市北区辻町字流 7-6 

担当者所属・氏名 応用化学部 部長 角脇 怜 

電話番号 052-910-5494 

FAX 番号 052-991-6241 

実証機関 

E-mail アドレス satoshi_kadowaki@pref.aichi.lg.jp 

企業名 日本エンバイロケミカルズ株式会社 

住所 
〒105-0023 東京都港区芝浦一丁目 2 番 1 号 

シーバンス N 館 9 階 

担当者所属・氏名 事業開発室 室長 道正 伸 

電話番号 03-5444-9891 

FAX 番号 03-5444-9860 

環境技術開発者 

E-mail アドレス eco＠jechem.co.jp 

 

2.2 実施体制 

実証試験の実施体制は、下図に示すとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.2 実証試験の実施体制 

〈環境省〉 
総合環境政策局環境保健部環境安全課 

〈実証機関〉 
愛知県環境調査センター 

〈技術実証委員会〉 
 

〈環境技術開発者〉 
日本エンバイロケミカルズ（株） 
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2.3 実証試験参加者の責任分掌 

実証試験参加者とその責任分掌は、下表に示すとおりである。 

 

表2.3 実証試験参加者の責任分掌 

参加者 実証試験 

参加機関 
責任分掌 

部署 氏名 

実証試験の全体の総括責任者 応用化学部長 角脇 怜 

実証試験における ELISA 法の総括責任者 技師 小川 敏幸 

実証試験における ELISA 法担当者 技師 岩田 杉夫 

実証試験における ELISA 法担当者 技師 中根 知康 

実証試験における機器分析の総括責任者 主任研究員 宇佐見 義博 

実証試験における機器分析担当者 技師 岩田 杉夫 

実証試験における機器分析担当者 技師 小川 敏幸 

実証試験における機器分析担当者 技師 中根 知康 

実証試験における精度管理の総括責任者 応用化学部長 角脇 怜 

実証試験における精度管理担当者 主任研究員 宇佐見 義博 

実証試験における精度管理担当者 技師 小川 敏幸 

実証機関 

実証試験品質管理者 
環境調査セン

ター 研究監 
高橋 邦夫 

実証対象製品の提供 事業開発室長 道正 伸 

実証対象製品の取扱説明書等の提供 
研究開発部 

ﾘｻｰﾁﾏﾈｼﾞｬｰ 
藤本 茂 

環境技術開発者 

実証試験実施上の参考情報の提供 
研究開発部 

ﾘｻｰﾁﾏﾈｼﾞｬｰ 
藤本 茂 
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３．実証試験の対象とする化学物質簡易モニタリング技術の概要 

3.1 実証対象技術の原理 

この実証対象製品は、Abraxis LLC 社が製造し申請者が輸入元となる、アトラジンに対す

る特異的な抗体を応用したアトラジン測定 ELISA キットである。 
ELISA の原理は、競合反応（測定対象物質濃度が高い試料では吸光度が低く、濃度が低

い試料では吸光度が高い）で、マイクロプレート（96 ウェル）を使用したキットである。 

 
3.2 実証対象製品のデータ 

環境技術開発者より提出された実証対象製品のデータは、下表に示すとおりである。 
表 3.2 実証対象製品のデータ 

項目 記 入 欄 

製品名 アトラジン ELISA キット（マイクロプレート） 

型番 ≪販売元コード≫未定 

販売・製造元  
≪販売≫和光純薬（株） ≪輸入≫日本エンバイロケミカルズ（株） 
≪製造≫Abraxis LLC（米国） 

重量（キット一式、g） 454g 

価格（円）  

分析対象物質 アトラジン 

対象環境媒体 水質・底質・生物・その他（土壌・ 穀物）    

利用用途 環境水を始め、各種サンプル中のアトラジン濃度の測定 

標準試薬・種類  付属（調製済／調製要）アトラジン 0.05, 0.1, 0.25, 1, 2.5, 5ppb 各水溶液 

操作環境（室温） 10℃～30℃  

製品保管条件 2℃～8℃ 

製品保証期間 製造後 18 ヶ月間 

同時測定数（最多） 41 試料（n=2 で 1 キット使用時） 

測定時間 1 時間（固相抽出等の前処理時間を除く） 
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項目 記 入 欄 

１．基本的な性能  

①測定範囲 0.05～5μg/L 

②検出下限及び定量下限 検出下限：0.03μg/L  定量下限：0.05μg/L  

③繰返し再現性 標準偏差：0.27 変動係数：12.7% 

④日間再現性 標準偏差：0.18 変動係数：8.3% 

⑤期間再現性 標準偏差：0.54 変動係数：13.7% 

⑥プレート間再現性 標準偏差：0.35 変動係数：16.4% 

⑦交差反応性 類縁体等との交差反応性（付録 1） 

⑧その他 （記載なし） 

２．実用的な性能  

①回収特性 環境水（地下水）への添加回収実験結果（付録 1） 

②測定精度等 機器分析との相関：EPA Method(525.2 GC/MS)との相関性 R=0.906

③その他   （記載なし） 

試験責任者 Barbara Hughes (QA Manager) 

試験年月日 平成１６年１１月８日 

 
以下の項目については、付録 0～2 に添付する。 
● 付録 0：取扱説明書（申請書類における添付資料） 
● 付録 1：自社による性能試験結果（申請書類における添付資料） 
● 付録 2：参考となるその他の文書やデータ等（申請書類における【4】、【5】の項目） 
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４．実証試験のデザイン 
4.1 実証試験の期間 

実証試験の期間は、平成 16 年 11 月 29 日～平成 17 年 2 月第 2 週とする。また、その期

間のスケジュールは、下表に示すとおりである。 
 

表 2.1.1 実証試験のスケジュール（予定） 

 11 月 12 月 １月 2 月 
 5 週 1 週 3 週 4 週 1 週 ２週

実証試験計画の策定   
 対象技術の選定、計画書案作成 ○ ○     
 実証試験計画書策定、承認  ○     

実証試験の実施  
 測定範囲の検討   ○    
 検出限界及び定量限界の検討   ○    
 繰返し再現性の検討   ○    
 日間再現性の検討   ○    
 期間再現性の検討   ○    
 プレート間再現性の検討   ○    
 交差反応性の検討    ○   
 回収特性の検討    ○ ○  
 測定精度の検討    ○ ○  
内部監査の実施     ○  
実証試験結果報告      ○ 
技術実証委員会の実施 ○     ３月
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4.2 実証試験の内容 

実証試験項目の内容は、表 4.2 のとおりである。 

表 4.2 実証項目の内容 

項目 内容 

１．基本的な性能 

(1)測定範囲 
提出書類の内容、市販標準品で調製した試験用試料（濃度既知）を用い

た ELISA 測定値の変動等に基づき、数値的な設定の妥当性を実証する。

(2)検出下限及び定量下限 

提出書類の内容、市販標準品で調製した試験用試料（濃度既知）を用い

て同一条件での同一操作の繰返しによる ELISA 測定値の標準偏差に基づ

き、数値的な設定の妥当性を実証する。 

(3)繰返し再現性 

提出書類の内容、市販標準品で調製した試験用試料（濃度既知）を用い

て同一条件での同一操作の繰返しによる ELISA 測定値の変動等に基づ

き、再現性の妥当性を実証する。 

(4)日間再現性 

提出書類の内容、市販標準品で調製した試験用試料（濃度既知）を用い

て異なる条件（日付）での同一操作による ELISA 測定値の変動等に基づ

き、再現性の妥当性を実証する。 

(5)期間再現性 

提出書類の内容、市販標準品で調製した試験用試料（濃度既知）を用い

て製造後一定期間経過した製品の操作による ELISA 測定値の変動等に基

づき、再現性の妥当性を実証する。 

(6)プレート間再現性 

提出書類の内容、市販標準品で調製した試験用試料（濃度既知）を用い

て異なるロットや異なるプレート間での ELISA 測定値の変動等に基づ

き、再現性の妥当性を実証する。 

(7)交差反応性 
提出書類の内容、市販標準品で調製した試験用試料（濃度既知）を用い

て類似物質別の ELISA 測定値の相違等に基づき、交差反応性を実証する。

２．実用的な性能 

(1)回収特性 

提出書類の内容、環境試料を模擬し市販標準品で混合調製した試験用試

料（濃度既知）を用いた ELISA 測定値の比較に基づき、回収特性を実証

する。 

(2)測定精度 

環境試料（濃度未知）を用いた ELISA 測定値の変動や操作手順・操作方

法の特徴等に基づき、測定精度、前処理妥当性、操作簡便性等による環

境試料への適用性を実証する。 
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4.3 実証対象製品の受け入れと管理 

（1）実証対象製品（ELISA キット）の受け入れ 

ELISA キット受領時の状態について、搬入者の立ち会いの元に、受領の記録を ELISA キ

ット管理表（様式 4.3）に記入し、以下の事項を確認する。 

○管理表と ELISA キットの品名、数量が一致していること。 

○ELISA キットの搬送が適切に取り扱われていること。 

○ELISA キットに不適合又は疑義を発見したときは、搬入者と協議し適切な処置をとる。 

（2）ELISA キットの管理 

○ELISA キットは、変質しないように、取扱説明書に記載された保管条件で適切に保管・

管理する。 

○ELISA キットの分轄を行う場合は、汚染や品質低下のない方法で行い、識別番号等必要

な表示を行うとともに、分轄の年月日その他必要な事項を管理表に記録する。 
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ELISA キット管理表（様式 4.3） 

 

受領年月日     時  分        搬入者         

 

番号（管理番号）   －    

メーカー名           

品名              

Lot．No.            

  搬入時確認事項 

    □ 包装等に破損がない        保管場所       

    □ 保管温度（  ℃）        保管温度    ℃ 

    □ 搬入時の温度管理 

    □ 使用期限 

    □ その他異常なし 

                      受領者         

 （移動・分轄等の記録） 

 

 

番号（管理番号）   －    

メーカー名           

品名              

Lot．No.            

  搬入時確認事項 

    □ 包装等に破損がない       保管場所       

    □ 保管温度（  ℃）       保管温度    ℃ 

    □ 搬入時の温度管理 

    □ 使用期限 

    □ その他異常なし 

                      受領者         

 （移動・分轄等の記録） 
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4.4 実証試験の方法 

基本的な性能試験及び実用的な性能試験において、以下の操作は共通である。 

ア．製品の操作 

製品の操作にあたっては、製品の取扱説明書を遵守するとともに、「品質管理システム」

（付録 3）の試験操作手順（一般的な事項）に従って行う。 

 

イ．検量線作成用標準溶液の調製 

調製済み 

ウ．吸光度の測定 

吸光度は、マイクロプレートリーダー（TECAN 社製マイクロプレートリーダー サンライ

ズリモート）で測定し、指定濃度系列及び各試験用試料溶液の吸光度とする。 

 

エ．検量線の作成 

波長 450nm で測定した標準溶液指定濃度系列の吸光度（３重測定の平均値）から、４

-parameter logistic fitting 後、検量線を作成する。 

（検量線作成用の解析ソフト：和光純薬（株）製 LS-PLATEmanager 2004） 

 

オ．実測濃度の算出 

エ．で作成した検量線を用いて、各試験用試料溶液の吸光度から各実測濃度を算出する。 
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（１）基本的な性能試験 

実証対象製品の基本的な性能を検討するため、製品仕様の信頼性等の観点から市販標準

品（以下、市販標準物質）で調製した試験用試料溶液を用いた実証試験を行う。 

 

○試験用試料溶液の調製 

アトラジンの市販標準物質（和光純薬製 アトラジン標準品残留農薬試験用）を用いて、

水溶液として、試験用試料溶液を作成する。 

標準溶液指定濃度系列及び試験用試料溶液の調製濃度は、表 4.4.1 のとおりである。 

 

表 4.4.1 標準溶液指定系列及び試験用試料溶液 

試験項目 物質名 試料名及び試料溶液調製濃度（μg/L） 

標準溶液指定濃度系列（既調製済） ｱﾄﾗｼﾞﾝ 0, 0.05, 0.1, 0.25, 1, 2.5, 5 

①測定範囲 

④日間再現性 

⑤期間再現性 

⑥プレート間再現性 

ｱﾄﾗｼﾞﾝ 0, 0.05, 0.1, 0.25, 1, 2.5, 5 

②検出下限及び定量下限 ｱﾄﾗｼﾞﾝ 0.2 

③繰返し再現性 ｱﾄﾗｼﾞﾝ 0.8 

⑦交差反応性 
ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞﾝ 

ｼﾏｼﾞﾝ 

 0.1  0.25  1  2.5  5 

 1.0    2.5     10  25     50 

 

 

 

① 測定範囲 

調製した指定濃度範囲の試験用試料溶液を用いて、各調製濃度につき３重測定を行い、3

個の吸光度それぞれから求めた実測濃度より、平均値、標準偏差、変動係数を求める。 

これを基に、調製濃度と実測濃度との比較、指定された測定範囲の妥当性などについて検

討する。 

 

② 検出下限及び定量下限試験 

調製した指定濃度系列の下限付近の 1 濃度を 8 回測定し、3 回測定の平均吸光度から算出

した 8 個の実測濃度より標準偏差（SD）を求める。求めた SD から得られた 3SD 及び 10SD を

それぞれ検出下限及び定量下限とし、申請データと比較検討する。 

 

③ 繰返し再現性試験 

調製した指定濃度系列の中央付近の１濃度を 3 重測定で 8 回測定し、3 重測定の平均吸光

度から算出した 8個の実測濃度より平均値、標準偏差、変動係数(CV)を求める。 

求めた変動係数（CV、n=8）から、繰返し再現性について製品仕様の妥当性を検討する。 
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④ 日間再現性試験 

（同一測定者が）1 週間の異なる 3 日間において、同一ロットの異なるプレートを用いて

「①測定範囲試験」と同じ測定操作・検討を行う。各調製濃度について得られたプレート毎

の実測濃度の平均値、変動係数を求め、3日間の結果の比較から製品仕様の妥当性を検討する。 

 

⑤ 期間再現性試験 

1 ヶ月以上離れた製造年月日の 2枚のプレートを用いて、（同一測定者が）同時に「①測定

範囲試験」と同じ測定操作・検討を行う。各調製濃度について得られた各プレートの実測濃

度の平均値、変動係数を求め、その結果の比較から製品仕様の期間再現性の妥当性を検討す

る。 

 

⑥ プレート間再現性試験 

同一ロット 2 プレート及び異なるロット 1 プレートの 3 プレートを用いて、（同一測定者

が）同時に「①測定範囲試験」と同じ測定操作・検討を行う。各調製濃度について得られた

3 プレートの実測濃度の平均値及び変動係数の比較から、同一ロット及び異なるロットでの

プレート間再現性について製品仕様の妥当性を検討する。 

 

⑦ 交差反応性試験 

アトラジン及び類似物質（プロパジン、シマジン）を用いて、指定濃度系列で吸光度曲線

（実測値は 3 重測定の平均値から求める）を描き、吸光度曲線から類似物質（プロパジン、

シマジン）の 50％発色阻害濃度を求める。（アトラジンの 50％阻害濃度/類似物質の 50％阻害

濃度）×100（％）で交差率を求め、類似物質の交差反応性を検討する。 

類似物質に関して、指定濃度系列のみでは 50％発色阻害濃度が求められない場合は、50％

発色阻害濃度が得られるように高濃度側を加えた濃度系列を作り、試験をやり直す。予想さ

れる高濃度側の濃度範囲が実用的でない場合には、20 または 10％阻害濃度で代用する。 
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（２）実用的な性能試験 

実証対象製品の実用的な性能を検討するため、環境試料への適用性等の観点から環境試

料試験による実証試験を行う。 

① 回収特性試験 

グラスファイバーフィルター（GFC：孔径 1.2μm）を用いて、河川水をろ過したろ

液を原水とし、それに指定濃度範囲の中央付近の 1 濃度となるように市販標準物質

（アトラジン）を添加するとともに、妨害物質として標準フミン質を一定濃度添加し

て、試験用試料溶液を調製する。試験用試料溶液の調製濃度は、表 4.4.2 のとおりで

ある。 

調製した試験用試料溶液について、３重測定した実測濃度から平均値、標準偏差、

変動係数、回収率を求め、フミン質に対する製品の回収特性を検討する。 

 

表 4.4.2 試験用試料溶液 

物質名 試料名及び調製濃度 

分析対象物質：アトラジン 0.5 μg/L 

妨害物質：フミン酸  １, 5, 10, 50 mg/L 

 

 

② 測定精度試験 

複数の河川地点から得られた河川水について、アトラジンを測定する。但し、必要に応じ

て固層抽出等による前処理操作を行う。 

同一試料について、所定のマニュアル（前処理法を含む）に従って機器分析を行い、ELISA

と機器分析の実測値を比較し（相関係数及び回帰式）、検討する。 

また、製品仕様の前処理の妥当性（操作時間、操作ステップ数、操作の難易）及び操作簡便

性（測定時間、操作ステップ数、標準溶液・反応液の調製の難易）について、環境試料への適

用性の観点から検討する。 
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５．データの品質管理 

（１）測定操作の記録 

ア．実証試験過程で入手、作成した文書（デジタル画像を含む）及び記録については適切に

管理・保管する。 

イ．実証項目の試験は、「品質管理システム」（付録 3）に従って行い、その分析作業台帳及

び分析機器の点検事項等は、記録に残す。 

（２）データ処理の管理 

ア．試験データの計算や転記について、当該実施者以外の監督者によるチェックを行い、記

録を残す。 

イ．試験データをコンピュータにデータファイルとして保存する場合には、関係のない者が

データファイルにアクセスしないように制限する。データ入力の記録を残し、無許可のデ

ータ修正を予防する。 

ウ．データファイルの紛失の可能性があるときは、バックアップを取りデータを保護する。 

 

６．データの管理、分析、表示 

6.1 データ管理 

(1)データの管理とその方法 

本実証試験から得られる以下のデータは、「品質管理システム」に従って管理するものと

する。 

また、本実証試験の品質管理者は、環境調査センター 研究監 高橋 邦夫とする。 

 

6.2 データ分析と表示 

本実証試験で得られたデータについては、必要に応じ統計分析の処理を実施するとともに、

使用した数式を実証試験結果報告書に記載する。 

実証項目の測定結果の分析・表示方法は以下のとおりである。  
(1)基本的な性能試験 
①測定範囲 
・調製濃度と実測濃度との相対値、実測濃度の変動係数  

②測定下限及び定量下限 
・実測濃度の標準偏差  

③繰返し再現性 
・実測濃度の変動係数  

④日間再現性 
・実測濃度の変動係数  

⑤プレート間再現性 
・実測濃度の変動係数  

⑥期間再現性 
・調製濃度と実測濃度との相対値、実測濃度の変動係数  

⑦交差反応性 
・類似物質の交差反応率  
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(2)実用的な性能試験 
①回収特性 
・調製濃度と実測濃度の比率（回収率）  

②測定精度 
・ ELISA の実測濃度と機器分析の実測濃度との相関係数及び回帰式 

 

７．評価 

本実証試験で得られたデータの品質監査は、「品質管理システム」（付録 3）に従って行うも

のとする。 

実証試験が適切に実施されていることを確認するために実証試験の期間中に１回内部監査

を実施する。 

この内部監査は、大気圏部長 高梨 俊治を内部監査員として任命し実施する。 

内部監査員は、内部監査の結果を品質管理責任者及び愛知県環境調査センター所長に報告す

る。 
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付録０：取扱説明書（アトラジン） 
   
Atrazine ELISA (Microtiter Plate) 
       Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for the Determination of Atrazine in Water Samples  

                              Product No. 520005 

1. General Description  
 
The Atrazine ELISA is an immunoassay for the quantitative and sensitive detection of atrazine, a triazine herbicide. This 
test is suitable for the quantitative and/or qualitative detection of atrazine in water samples. A previous sample preparation 
is not required. If necessary, positive samples can be confirmed by HPLC, GC/MS, or other conventional methods.  
 

2.  Safety Instructions  

 
The standard solutions of the test kit contain the herbicide atrazine. In addition the substrate solution contains 
tetramethylbenzidine and the stop solution contains diluted sulfuric acid. Avoid contact of stopping solution with skin and 
mucous membranes.  If these reagents come in contact with the skin, wash with water. 
 
3. Storage and Stability  
 
The atrazine ELISA should to be stored in the refrigerator (4–8°C). The solutions have to be allowed to reach room 
temperature (20-25°C) before use. Reagents may be used until the expiration date on the box. 
 
4. Test Principle  
 
The test is based on the recognition of atrazine by specific antibodies. Atrazine present in the sample and a 
triazine-enzyme-conjugate compete for the binding sites of the antibodies immobilized on the plate. After a washing step 
and addition of the substrate solution a color signal is produced. The intensity of the blue color is inversely proportional to 
the concentration of the atrazine present in the sample. The color reaction is stopped after a specified time and the color is 
evaluated using an ELISA reader. 
 
5. Limitations of the Atrazine ELISA, Possible Test Interference  
 
Numerous organic and inorganic compounds commonly found in water samples have been tested and found not to 
interfere with this test. However, due to the high variability of compounds that might be found in water samples, test 
interferences caused by matrix effects can’t be completely excluded. Mistakes in handling the test also can cause errors. 
Possible sources for such errors can be: 
 
Inadequate storage conditions of the test kit, wrong pipetting sequence or inaccurate volumes of the reagents, too long or 
too short incubation times during the immune and/or substrate reaction, extreme outside temperatures during the test 
performance (lower than 10°C or higher than 30°C). 
 
The Abraxis Atrazine ELISA kit provides screening results.  As with any analytical technique (GC, HPLC, etc.) positive 
samples requiring some action should be confirmed by an alternative method. 
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Importance of the Atrazine Determination 
Pesticides are frequently applied in agriculture to protect crops from pests, and to protect the yield of the harvest. However, 
a part of the active substance does not reach the target plant but evaporates during application or remains in the soil. 
According to their wide application and the relatively high persistence they can be detected in rain, surface water, and in 
ground water. The application of the herbicide atrazine is prohibited in several countries, e.g. Germany. In the U.S., 
according to the USEPA SWDA drinking water guidelines, the MCL for atrazine in drinking water is not allowed to exceed 3 
ppb.  It is desirable, to check water samples or food for possible residues of triazines as these herbicides frequently occur 
in water and soil. 
 
The atrazine ELISA allows the determination of 40 samples in duplicate determination. Only few mL of sample are required. 
The test can be performed in less than 1 hour. 
 

Performance Data 
Test sensitivity: The detection limit for atrazine is 0.03µg/L (mean of 6 blank determinations minus 3 standard 

deviations). The middle of the test (50% B/B0) is at approximately  
0.8 µg/L. Determinations close to the middle of the tests give the most accurate results.  

 

Test reproducibility:   Coefficients of variation (CVs) for standards: <10%, CVs for samples: <15%. 

 

Selectivity:  The ELISA for atrazine recognizes beside atrazine also propazine. 

 
Cross-reactivities: atrazine  100% (per definition) 
 Propazine  115% 
 ametryn  1.4% 
 deethylatrazine 2.5% 
 hydroxyatrazine 0.01% 
 cyanazine  3.3% 
 simazine  11.6% 
 prometon  2.2% 
 prometryn  0.9% 
 

Cross-reactivities with pesticide classes other than triazines have not been observed.  

 
Samples: Drinking water, ground water, and surface water were tested for matrix effects in the ELISA. No 

matrix effects were determined. Parallel determinations using HPLC and GC/MS methods showed a 
good correlation in the atrazine concentrations found.  

 
General Limited Warranty: Abraxis LLC warrants the products manufactured by the Company, against defectsand 

workmanship when used in accordance with the applicable instructions for a period not to extend 
beyond the product’s printed expiration date.  Abraxis makes no other warranty, expressed or 
implied.  There is no warranty of merchantability or fitness for a particular purpose 

 

For ordering or technical assistance contact:  Abraxis LLC 
    54 Steamwhistle Drive 
    Warminster, PA 18974 
    Tel.: (215) 357-3911 
    Fax: (215) 357-5232 
    Email: info@abraxiskits.com 
     WEB:  WWW.abraxiskits.com 
 
         R112304 
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Working Instructions  

 

A. Test Preparation 
 
Micro-pipetting equipment and pipette tips for pipetting the standards and the samples are necessary. We recommend 
using a multi-channel pipette or a stepping pipette for adding the enzyme conjugate, the substrate solution and the stop 
solution in order to equalize the incubations periods of the standard solutions and the samples on the entire microtiter plate. 
Please only use the reagents and standards from one package lot in one test, as they have been adjusted in combination.  
 
1. Adjust the microtiter plate and the reagents to room temperature before use. 
2. Remove the number of microtiter plate strips required from the aluminum foil. The remaining strips are stored back in 

the aluminum foil and closed again using the white plastic clip. Store the remaining kit in the refrigerator (4-8°C). 
3. The standard solutions, positive and negative controls, enzyme conjugate, substrate and stop solution are ready to 

use and do not require any further dilutions. 
4. Dilute the wash buffer at a ratio of 1:5.  If using the entire bottle (100 mL) then add to 400 mL of deionized or distilled 

water. 
5. The stop solution has to be handled with care as it contains diluted H2SO4.  
 

B. Assay Procedure 
 

1. Add 50 µL of the assay buffer into each individual well using a multi-channel or stepping pipet 
2. Add 25 µL of the standard solutions, the controls or the samples into the wells of the test strips according to the 

working scheme given. We recommend using duplicates or triplicates.  
3. Add 50 µL of enzyme conjugate solution to the individual wells successively using a multi- channel pipette or a 

stepping pipette. 
4. Incubate the strips for 30 min at room temperature (if possible use an orbital shaker). 
5. Wash the strips three times using the washing buffer solution. Please use at least a volume of 300 µL of washing 

buffer for each well and each washing step. Remaining buffer in the wells should be removed by patting the plate dry 
on a stock of paper.  

6. Add 100 µL of substrate solution to the wells. The strips are incubated for 15 min at room temperature in the 
darkness, if possible on a shaker. Protect the strips from light. 

7. Add 50 µL of stop solution to the wells in the same sequence as for the substrate solution. 
8. Read the absorbance at 450 nm using a microplate ELISA photometer.  
 

・ C. Evaluation 

 
The evaluation of the ELISA can be performed using commercial ELISA evaluation programs (Logit/Log or 4-Parameter). 
For a manual evaluation calculate the mean absorbance value for each of the standards. Calculate the %B/B0 for each 
standard by dividing the mean absorbance value for the Zero Standard (Standard 0). Construct a standard curve by plotting 
the %B/B0 for each standard on a vertical linear (y) axis versus the corresponding atrazine concentration on horizontal 
logarithmic (x) axis on graph paper. %B/B0 for controls and samples will then yield levels in ppb of atrazine by interpolation 
using the standard curve. 
The concentrations of the samples are determined using this standard curve. Samples showing a lower concentrations of 
atrazine compared to standard 1 (0.05 µg/L) are considered as negative. Samples showing a higher concentration than 
standard 6 (5 µg/L) must be diluted further to obtain more accurate results. The concentration of the negative and positive 
controls should be in the range given in the test instructions (±15%). 
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D. Additional Materials (not delivered with the test kit) 
 

1. Micro-pipettes with disposable plastic tips (10-100 µL, 100-1000 µL) 
2. Multi-channel pipette (10-200 µL) or stepper pipette with plastic tips (10-200 µL) 
3. Microtiter plate washer  
4. Microtiter plate reader (wave length 450 nm) 
5. Shaker for microtiter plates (optional) 
 

・ E. Working Scheme 
 

The microtiter plate consists of 6 double strips, which can be used individually for the test. The standards have to be run 
with each test. Never use the values of standards, which have been determined in a test performed previously. 
 
 
St0-St6: Standards  
0; 0.05; 0.1; 0.25; 1.0; 2.5; 5.0 ppb 

 
NC (Negative Control): <0.03 ppb  

PC (Positive Control): 3.0 ppb 

Sa1, Sa2, Sa3, etc.: Samples 
F. Standard Curve (These values are used for demonstration purposes; do not use these values for your determinations) 
 
 
 
 
 
 
 

References 
(1) A. Dankwardt, E.M. Thurman, B. Hock, Terbuthylazine and deethylterbuthylazine in rain and surface 

water – Determination by enzyme immunoassay and gas chromatography/mass spectrometry, Acta 
hydrochim. hydrobiol. 25, 1997, 5-10. 

(2) A. Dankwardt, S. Pullen, S. Rauchalles, K. Kramer, F. Just, B. Hock, Atrazine residues in soil two years after the atrazine ban 
– A comparison of enzyme immunoassay with HPLC, Anal. Lett. 28, 1995, 621-63 

(3) S. Wüst, B. Hock, A sensitive enzyme immunoassay for the detection of atrazine based upon sheep antibodies, Anal. Lett. 25, 
1992, 1025-1037. 

(4) B. Hock, T. Giiersch, A. Dankwardt, K. Kramer, S. Pullen, Toxixity Assessment and On-  line monitoring:  Immunoassays, 
Environ. Toxicol. Water Qual. 9, 1994, 243-262. 
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1-⑦ 交差反応性 

アトラジンに対する交差反応性を、B/B0=90%時の濃度（LLD）及び B/B0=50%時の

濃度で示す。 

          
      LDD   50% B/Bo 
Compound      (ppb) (ppb) 
_____________________________________ 
Atrazine  0.02  0.52 
Propazine  0.01  0.45 
Ametryn  0.11  50 
Prometryn  0.35  60 
Prometon  0.08  24 
Desethyl Atrazine  2.0  21 
Terbutryn  1.5  100 
Simazine  0.28  4.5 
Desisopropyl Atrazine 10.8  250 
Cyanazine  0.21  16 
2-Hydroxy Atrazine  0.36  680 

定量範囲：0.05 ～ 5μg/L 

付録１：自社による性能試験結果（アトラジン） 

1-① 測定範囲 
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2-① 回収特性 

環境水（地下水）への添加回収実験 

 

Five (5) groundwater samples, were spiked with various levels of atrazine and then assayed 
using the Abraxis Atrazine Assay.  The following results were obtained: 
 

 

回収実験 Amount of Atrazine 
Added (ppb) 平均値 (ppb) 回収率（%） 

0.5 0.52 105 
1.0 1.02 102 
2.0 1.98 99 
4.0 3.45 86 

Average  98 
 



  

付録２：参考となるその他の文書やデータ（アトラジン） 

１．技術の先進性について 

技術の先進性、特許・実用新案等の申請・取得状況、論文発表、受賞歴等があれば記入して下さい。 

技術の先進性 

抗原抗体反応を応用した本技術は、迅速で経済的なオンサイトでの半定量キットとして、あるいはラボで

の精密な定量キットとして使い分けることができる。 

この技術は簡便な前処理で多数のサンプルを同時に測定でき、有害な有機溶媒も使用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．その他 

環境モニタリングへの適用性、将来の発展性、今後の取組等を記入して下さい。 

今後の取り組み 

生体試料（魚類や両生類の血清/血漿）への適用を検討中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

品質管理システム（ＥＬＩＳＡ測定用） 

 

目次 

１．機器・器具保守管理標準作業手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

１－１ マイクロプレートリーダー保守管理標準作業手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

（１）使用時点検マニュアル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

（２）定期点検マニュアル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

１－２ マイクロプレートウォッシャー保守管理標準作業手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 
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１ 機器・器具保守管理標準作業手順 

 

使用する機器・器具類は、以下の管理番号を付し、保守管理標準作業手順（SOP）に従って保守

管理を行う。 

 

機械・機具類                SOP．No    管理番号          

マイクロプレートリーダー（TECAN 社製サンライズリモート） SOP-1     SOP-1-1 

マイクロプレートウォッシャー（TECAN 社製 ｺﾛﾝﾊﾞｽｳｫｯｼｬｰ）  SOP-2     SOP-2-1 

マイクロピペット（10-100μL）（エッペンドルフ社製）    SOP-3     SOP-3-1 

マイクロピペット（20-200μL）（エッペンドルフ社製）     〃      SOP-3-2 

マイクロピペット（100-1000μL）（エッペンドルフ社製）    〃      SOP-3-3 

マルチチャンネルマイクロピペット（エッペンドルフ社製）   〃      SOP-3-4    

冷蔵庫（ナショナル NR-B43A-W）               SOP-4     SOP-4-1 
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１－１ マイクロプレートリーダー保守管理標準作業手順（SOP-1） 

マイクロプレートリーダーは、定期的な校正を行って適正な測定精度が担保されたものを使用

する。 

通常の使用にあたっては、以下の使用時点検を実施し、正常であることを確認した後使用する。 

（１）使用時点検マニュアル 

使用者は使用時点検マニュアルに従って点検し、使用時点検記録簿（様式１）に記入する。 

 

【使用時点検マニュアル】 

点検項目 点検方法 管理基準等 処置等 

①外観・プレー

ト設置台 

目視により外観・プレート設置

台の汚れ・ほこりがないことを

確認する 

外観・プレート台に汚

れ・ほこりがないこと 

清掃 

 

②光源ランプ 光源ランプの光量は十分か 

 

光源ランプの光量（立

ち上げ時自動診断） 

修理・交換 

③フィルター フィルターの劣化はないか 

 

フィルターの劣化がな

いこと（立ち上げ時自

動診断） 

修理・交換 

【使用時点検記録簿記入方法】 

判定には、良好を○、不良を×と記入する。 

不良の場合は正常な状態になるように処置し、処置内容を記す。 

 

（２）定期点検マニュアル 

 定期的に点検を業者に依頼し、機器の校正を行う。 

【定期点検記録簿記入方法】 

業者の点検項目・修理箇所を記録簿（様式２）に記入する。 

バリデーション結果報告書は、記録簿とともに保存する。 
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１－２ マイクロプレートウォッシャー標準保守管理作業書（SOP-2） 

使用にあたっては、以下の使用時点検を実施し、正常であることを確認した後使用する。 

（１）使用時点検マニュアル 

使用者は使用時点検マニュアルに従って点検し、使用時点検記録簿（様式１）に記入する。 

 

【使用時点検マニュアル】 

点検項目 点 検 方 法 管理基準等 処置等 

①外観・プレー

ト設置台 

目視で損傷・汚れがないことを

確認する 

目視で損傷・汚れがな

いこと 

清掃 

②配管 配管チューブ・ノズルに塩類の

結晶等の詰まり・汚れがないか

 

 

配管チューブからの液漏れはな

いか 

 

結晶等の詰まり・汚れ

がないこと 

 

 

液漏れがないこと 

洗浄・交換 

 

 

 

修理・交換 

③動作確認 

 

空のマイクロプレートを設置し

て動作確認をする 

洗浄液がウェルに均等

に分注されること 

点検修理 

 

【使用時点検記録簿記入方法】 

判定には、良好を○、不良を×と記入する。 

不良の場合は正常な状態になるように処置し、処置内容を記す。 

 

（２）定期点検マニュアル 

定期的に業者による点検を受ける。 

【定期点検記録簿記入方法】 

業者の報告書により点検項目・修理箇所を記録簿（様式２）に記入する。 

バリデーション結果報告書は、記録簿とともに保存する。 
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１－３ マイクロピペット標準保守管理作業書（SOP-3） 

マイクロピペットは、定期的に校正を行って適正な測定精度が担保されているものを使用する。 

通常の使用にあたっては、以下の使用時点検を実施し、正常であることを確認した後使用する。 

（１）使用時点検マニュアル 

使用者は、使用時点検マニュアルに従って点検し、使用時点検記録簿に記入する。 

 

【使用時点検マニュアル】 

点検項目 点 検 方 法 管理基準等 処置等 

①外観 ノーズコーンに汚れ、詰まりは

ないか 

汚れ・詰まりがないこ

と 

清掃 

②ピストンの動

き 

ピストンの動きはスムーズか ピストンの動きはス

ムーズであること 

ピストンの

清掃及びグ

リースの塗

布 

③チップからの

液漏れ 

チップからの液漏れはないか チップからの液漏れが

ないこと 

ピストンと

ピ ス ト ン

シールの点

検・交換 

 

【使用時点検記録簿記入方法】 

判定には、良好を○、不良を×と記入する。 

不良の場合は正常な状態になるように処置し、処置内容を記す。 

 

（２）定期点検マニュアル 

定期的にバリデーションをうける。 

【定期点検記録簿記入方法】 

定期点検簿（様式３）に記入するとともにバリデーション証明書を保存する。 
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１－４ 冷蔵庫の標準保守管理作業書（SOP-4） 

（１）使用時点検マニュアル 

使用者は使用時点検マニュアルに従って点検し、使用時点検記録簿に記入する。 

 

【使用時点検マニュアル】 

点検項目 点検方法 管理基準等 処置等 

①外観・庫内の

汚れ 

目視により損傷・汚れはないか 目視により損傷汚れが

ないことを確認する 

汚染→清掃 

損傷→修理 

②温度表示 目視と温度測定 

（温度測定装置） 

設定温度と表示温度が

±2.5℃以内であるこ

と 

不良の場合

は調製、修理

を依頼する 

③扉 開閉を行う 完全に開閉でき、異物

等により妨げられてい

ないこと 

異物等を取

り除く 

 

【使用時点検記録簿記入方法】 

判定には、良好を○、不良を×と記入する。 

不良の場合は正常な状態になるように処置し、処置内容を記す。 
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機器・器具等使用時点検記録簿（様式１） 

   年 月 日 

マイクロプレートリーダー     管理番号 SOP-1-1       機種・形式      

  □ 外観に汚れがない         

  □ プレート台に汚れ・ほこりがない      

  □ 光源ランプの光量不足がない（自己診断）   

  □ フィルターの劣化がない（自己診断）   

不良箇所の処置内容 

 

                            点検者       

 

マイクロプレートウォッシャー  管理番号 SOP-2-1       機種・形式      

  □ 目視で汚れ・損傷がない 

  □ 配管チューブ・ノズルに詰まり・汚れがない 

  □ 配管チューブからの液漏れがない 

  □ 空プレートによる動作確認 

不良箇所の処置内容 

 

                            点検者       

 

マイクロピペット 

管理番号 SOP-3-1      □ ノーズコーンに汚れ・詰まりがない 

（10-100μL）       □ ピストンの動きはスムーズか 

             □ チップからの液漏れがない 

管理番号 SOP-3-2      □ ノーズコーンに汚れ・詰まりがない 

（20-200μL）       □ ピストンの動きはスムーズか 

             □ チップからの液漏れがない 

管理番号 SOP-3-3      □ ノーズコーンに汚れ・詰まりがない 

（100-1000μL）      □ ピストンの動きはスムーズか 

             □ チップからの液漏れがない 

管理番号 SOP-3-4      □ ノーズコーンに汚れ・詰まりがない 

（30-300μL）       □ ピストンの動きはスムーズか 

             □ チップからの液漏れがない 

不良箇所の処置内容 

 

                            点検者           
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冷蔵庫          管理番号        

             機種・形式               

 

  □ 外観・庫内の汚れはないか 

  □ ファンの作動は正常か 

  □ 温度表示は設定範囲内か 

  □ 扉の開閉は正常か 

 

不良箇所の処置内容 

 

                            点検者       

 

 

冷蔵庫          管理番号          

             機種・形式         

 

  □ 外観・庫内の汚れはないか 

  □ ファンの作動は正常か 

  □ 温度表示は設定範囲内か 

  □ 扉の開閉は正常か 

 

不良箇所の処置内容 

 

                            点検者       
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機器・器具等定期点検記録簿（様式２） 

 

管理番号： 

機種・形式：              管理担当者              

 

点検年月日 点検事項 

 

 

 

 

 

 

 

点検者： 

確認者： 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検者： 

確認者： 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検者： 

確認者： 

 

（注）点検報告書及び校正証明書を綴じ込んで保存すること。 
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２ マイクロプレートリーダーの標準操作手順 

２－１ 分析システム 

対象化学物質の測定には、以下の ELISA 測定システムを使用する。 

 

マイクロプレートリーダー： サンライズリモート 

（TECAN 社製） 

解析ソフトウェアー： LS-PLATEmanager 2004 

（和光純薬（株）製） 

 

２－２ マイクロプレートリーダーの操作 

 

本体起動 

↓ 

LS-PLATEmanager 起動 

↓ 

ファイルの新規作成 

↓ 

測定パラメータの設定 

↓ 

検体の配置 

↓ 

測定開始（マイクロプレートをセット） 

↓ 

測定終了 

↓ 

レポート印刷 

↓ 

データに名前を付けて保存 

 

 

 



10 

３ 試験操作手順 

３－１ 一般的な事項 

（１）試験室の管理 

・室温は、試験品の取扱説明書の指示に従って管理する。 

・試料の前処理を行う室は、試験品の測定を行う室とは別の室で行う。 

 

（２）試験方法 

・試験品の取扱説明書の試験方法を習熟し、取扱説明書指定の方法を厳守する。 

・取扱説明書の特記事項には、十分注意して操作する。 

 

（３）試験時の注意 

ア．試験品の有効期限 

・有効期限には十分注意し、有効期限を過ぎたものは使用しない。 

イ．試薬温度の管理 

・保管していた温度から室温に戻すときは、確実に室温に戻っていることを確認する。 

・試薬の温度管理は、取扱説明書の指示に従って管理する。 

ウ．マイクロピペットの取扱い 

・チップは確実に取り付ける。 

・マイクロピペットの取扱いは慎重に行い、試料の持ち越しがないように十分注意する。 

・試料を替える際は、試料毎に確実にチップを交換する。 

エ．汚染防止措置 

・汚染を防止するために、ディスポーザブル・グローブを使用する。 

・グローブは、高濃度の標準溶液（原液）を取り扱った時又は汚染の可能性があるときは、必

ず新しいグローブに替えて次の操作に移る。 

エ．反応時間の厳守 

・反応時間・発色時間は、 取扱説明書の時間を厳守し、試料によってばらつきが生じないよう、

ストップウォッチ等を用いて計測する。 

・反応溶液と反応停止溶液を加えるときは、加えるウェルの順番を同じにし、作業手順を一定

にする。 

オ．標準液の取扱い 

・標準溶液系列を取り扱う時は、低濃度域から順次取り扱う。 

カ．分析作業台帳 

・分析作業にあたっては、分析作業台帳（様式３）により、分析条件及び標準溶液・分析試料

の数及び配置を記録・管理する。 

キ．その他 

・異なるキットの試薬を組み合わせて使用しない。 
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分 析 作 業 台 帳（様式３） 

分析作業名：                             

実施者：          

  年  月  日 開始時刻     室温    、終了時刻     室温    

 

使用機器等（管理番号を記入する） 

マイクロプレートリーダー：     、 プレートウォッシャー：       

マイクロピペット：     、     、     、     、     、 

冷蔵庫：       

 

使用した ELISA キット・試薬 

識別 No：     、ELISA キット名：       Lot.No.:       

 

 

 

 

 

サンプル 

 

 

 

 

 

 

配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試薬： 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A             

B             

C             

D             

E             

F             

G             

H             
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３－２ 試験標準作業書 

（ELISA キットによって、使用する試薬、器具並びに装置は異なっている。市販キットの１例に

ついて示す。） 

 

アトラジン 

１ 試薬 

メタノール 残留農薬試験用（和光純薬工業） 

アトラジン標準品（和光純薬工業） 

試薬（キット） 

 

２ 器具及び装置 

（１）マイクロピペット及びチップ 

  設定した容量を精度良く分取できるもの。 

（２）マルチチャンネルピペット（300μL） 

  設定した容量を精度良く分取できるもの。 

（３）試薬リザーバー 

（４）ディスポーザブルガラス試験管 

（５）マイクロプレートシール 

（６）混合用マイクロプレート 

（７）ディスプーザブル滅菌シャーレ 

（８）SPC 栓ガラス瓶（100mL、250mL） 

（９）ペーパータオル 

（10）マイクロプレートウォッシャー 

  96 ウェルマイクロプレートの各ウェルの洗浄ができるもの。 

（11）マイクロプレートリーダー 

  96 ウェルマイクロプレートの各ウェルの吸光度を測定できるもの。 

（12）データ解析用コンピューター及び解析ソフトウェア 

  検量線の回帰式（４パラメーター、多項式等）の作成及び試料の濃度を算出できるもの。 

 

３ 操作 

フローチャート  測定時間約 3時間（試薬を室温に戻す時間含む） 

         定量範囲：0.05－5.0μg／L 

 

①準備         試験用プレート及び試薬類を室温に戻す 

 ↓ 

②アッセイバッファー  抗体固相化プレートにアッセイバッファー50μL を加える 

 の添加 

 ↓ 

②混合液の調製     酵素標識物 60μL、ついで試薬試料溶液またはアトラジン標準液 30μL 
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 ↓          を混合用マイクロプレートに入れ、混合 

③抗原抗体反応     抗体固相化プレートに④で調製した混合液 75μL を加え、 

 ↓          室温（18～25℃）で 30分間反応 

⑥洗浄液の調製・洗浄  濃縮洗浄液を精製水で 5倍に希釈する（最終液量：500mL） 

 ↓          洗浄液 300μL でウェルを 3回洗浄する 

                        洗浄後はペーパータオル上で充分水分を除去する。 

⑦発色反応       発色試薬 100μL をウェルに加え、室温（18～25℃）で 20 分間反応さ

↓          せる           

⑧反応停止       反応停止液 50μL をウェルに加える 

 ↓ 

⑨比色・濃度計算    マイクロプレートリーダーを用い、波長 450nm で吸光度を測定し、 

            標準曲線から試料中の濃度を計算 

（解析ソフトは使用説明書に従う） 

 

注意事項：取扱説明書の特記事項を遵守する。 

 

 



  

付録３ 

品 質 管 理 シ ス テ ム 
機器分析（アトラジン） 
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 ２－１ 前処理操作と機器測定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６  
２－２ 測定値の品質管理と評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９  

３ 水試料中アトラジンの測定に関する 

標準作業手順書（ＳＯＰ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

 ３－１ 分析法の概要、試薬類、器具および装置・・・・・・・・・・・・・１５  
 ３－２ 水質試料の抽出法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５  
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 ３－５ 標準液の調製・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６  
 ３－６ ＧＣ／ＭＳ測定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６  
４ 品質管理報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７  
 ＊ 分析精度管理総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８  
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 はじめに 

機器分析は、一般環境における試料採取、運搬、保存処理、機器分析のための

抽出、濃縮、精製等の前処理、測定機器の調整、標準試料測定、試料測定、デー

タ処理及び結果報告までの一連の作業、操作から成っており、これらについて表

１に示す手法により、分析精度管理を実施する。 
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１．一般的規定（その１） 
 
  水質試料の採取、運搬及び調製に係る一般的な考え方、手順、方法について示す。

これらに留意し、適切な地点と時期を選定し、代表性のある試料採取を行い、調査媒

体と測定対象物質に変質がないように運搬、調製する。 
 
１－１  試料採取地点の選定 
  試料採取にあたっては、特定の発生源の影響を受けない一般的な環境を対象として

地点を選定する。この際、測定結果を評価する上で参考となる水文、気象、土地利用

等のデータが利用できる地点があれば、それを優先する。 
 
１－２  水質試料採取 
（１）採水時期 
    原則として、比較的晴天が続き、水質が安定している日を選定する。感潮域の場

合には、海水の影響の少ない干潮時を採水時間帯とする。 
（２）採水部位 
    表層水の採取を基本とし、河川では原則として流心で採水する。表層は水深の１

／５程度までの層であり、通常、水面下０～数１０ｃｍを採取する。水深がごく浅

い地点においては底泥の巻き上げによる混入がないよう注意深く採水する。また、

水面に浮遊ごみや浮遊油脂類が目視される場合には、これらが混入しないように、

０～２ｃｍ層を避けて採水する。 
（３）採水器具 

  採水器具は、地点の状況に応じ、バケツ、柄付きの採水器（ひしゃく）、ハイロー 
ト採水器、バンドーン採水器を用いる。器具の材質としては、ステンレス製、合成

樹脂製があるが、測定対象物質や測定を妨害する物質が溶出しない材質で、かつ、

測定対象物質が内壁に付着しにくい材質のものを使用する。 
  当実証事業では、測定対象物質が有機物質であるため、採水器具は合成樹脂製で 
ないステンレス製のバケツまたはひしゃくを使用する。採水器具は事前に洗剤で洗

浄後、十分に水道水で水洗しておく。また、バケツにつけるロープは麻製のものを

使用する。 
  なお、現地で採取する水面に容易に近づける場合は、試料容器を素手で持ち、直 
接、試料水を採取する。 

（４）試料容器 
    試料容器は、運搬・保管時の汚染や損失がないようなものを、測定対象物質ごと

に準備する。 
  当実証事業では、容量４Ｌで四フッ化エチレン樹脂フィルムで密閉できる褐色の 
ガラス製ネジ口瓶を使用する。容器は使用の当日までに水洗、乾燥を済ませ、清浄 
な保管庫に保管しておいたものを、当日、残留農薬測定用のアセトン及びヘキサン 
で洗浄し、乾燥させたのち、密栓したものを使用する。 
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  なお、一般項目測定用の試料容器はポリエチレン製の容器で、事前に水道水で水 
洗後、精製水でゆすいだものを使用する。 

（５）採水操作 
    採取場所の状況から、測定対象物質に適した採水器具、または試料容器そのもの 
を用いて表層水を採取する。採水器具は、表層水で３回共洗いした後、採水し、試 
料とする表層水を試料容器に移し入れ、満水にして密栓する。 

    なお、試料容器の内壁への吸着が想定される疎水性有機物質（水溶解度：１ｍｇ 
／Ｌ以下）等が測定対象となる場合には、試料容器の共洗いは行わない。 
  測定対象物質の安定化のために、還元剤や酸の添加、あるいはサロゲート標準物 
質の添加が必要な場合には、各物質の分析に係る標準作業手順（ＳＯＰ）に従って、 
適切に処理する。 農薬を測定対象とする試料については、残留塩素が存在する場合、

残留塩素１ｍｇ当たりＬ(+)－アスコルビン酸溶液(40 g/L) 0.1 ｍｌの割合で添加す

る。採水操作に併せて、水温、気温、外観、色相、臭気、夾雑物、油膜の有無等の

水質に係る基本事項を記録する。 
 

１－３  運搬・保存方法  
 採取した試料は、汚染のない適切な運搬容器に入れて、遮光・保冷状態で試験施設

まで運搬する。 
 試験施設に到着後、できるだけ速やかに試料の調製を行い、分析に供する。やむを

得ず保存が必要な場合は、試料を汚染することのない冷暗所（４℃以下）で保存する。 
 

１－４  試料調製 
   水質試料は、原則として懸濁物質を含む試料を分析する。 
 
１－５  野外及び試料に関するデータの記録 
    試料採取の際には野外データを、試験施設に搬入時には試料データを測定し、表

２の「現地調査（試料採取）記録表」に記録する。 
（１）野外データ 

試料採取の際には、野帳に次の野外データを記録する。 
・採取日時、採取担当者名  

    ・採取地点の名称、正確な位置（地図）、一般環境状態、周辺施設（略図） 
    ・気象条件（気温、天候）  
    ・外観（濁り、臭気、色相、夾雑物）  

・現場測定を行った項目の結果（水温、ｐＨなど）  
    ・試料の安定化処理の方法  
    ・運搬・保存の条件  
 （２）試料データ（一般項目） 
    試料の一般的性状を示す試料データは、測定の目的に応じて分析結果の評価に必

要となる項目について、試験施設に持ち帰った直後またはできるだけ速やかに、ポ

リエチレン製容器の試料を用いて測定し、記録する。 
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段階 事項 主な精度管理の方法

品質管理のた
めの書面によ
る記録

試料採取地点の選定
試料採取時期
試料採取部位
採取器具の準備
容器の準備
試料採取操作
運搬・保存方法
野外データの記録
試料データ（一般項目）の記録
分析用試薬及び器具の準備
標準溶液の調製
サロゲート溶液の調製
クリーンアップ・スパイクの調製
シリンジ・スパイクの調製
サロゲート溶液添加
クリーンアップ・スパイクの添加
抽出操作
クリーンアップ操作
濃縮操作
シリンジ・スパイクの添加
ＧＣ／ＭＳの最適化
測定条件の検討
検量線の作成
ＩＤＬ
ＭＤＬ
定量下限値
空試験
添加回収試験
二重測定による試料測定
トラベルブランク測定
操作ブランク測定
データ処理
定量計算
分析結果報告
品質管理報告

一般的規定（その
１）に従い実施

現地調査記録表

試料の前処理

標準物質（標
準溶液）記録
表       分析
精度管理総括
表

表１  試料採取から分析結果報告までのフローと品質管理

ＳＯＰに従い実施

ＧＣ／ＭＳ測定

分析結果

品質管理報告書

一般的規定（その
２）及びＳＯＰに従

い実施

ＳＯＰに従い実施

装置検出下限
値(IDL)の算定
記録表
検出下限値
(MDL)及び定量
下限値(MQL)の
算定記録表
分析精度管理
総括表

分析精度管理
総括表

事前準備及び
試料採取
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褐色ガラス試薬瓶（容量    Ｌ）

有り（      回）・  無し
有り   ・  無し

トラベルブランク操作 有り   ・  無し

（            ℃）

（            ℃）

（            ｍ）

濁り
臭気
色相
夾雑物
油膜の有無 有り   ・  無し

ｐＨ
ＤＯ
残留塩素
ＳＳ
ＢＯＤ
ＣＯＤ

クーラーボックス（氷冷）
その他（                    ）
（      時         分）
試料庫（        ℃）                 そ
の他（                    ）

略図 有り   ・  無し

周辺写真 有り   ・  無し

地形図 有り   ・  無し

潮汐表 有り   ・  無し

表２  現地調査（試料採取）記録表

分析対象物質名
採取日時      年   月    日（   時   分～   時   分）

採水河川名等
採取地点名
採水部位 表層      ・      その他（                ）

採水担当者名

採取器具の材質 ステンレス・プラスチック・その他（           ）

試料容器

採水担当者所属
採水器具 バケツ・ヒシャク・バンドーン採水器・試料容器直接・その他（             ）

試料容器本数 分析用（         本）・予備（         本）・トラベルブランク用（        本）

共洗い操作
安定化処理の有無
安定化処理操作 添加物質名（                     ）添加量（                ｇ）

一般項目用試料容器 ポリ瓶（容量     Ｌ）×（       本）

天候
気温
水温
水深

（現場略図）

現場測定

水質

試料運搬方法

試料運搬時の保存方法

試料搬入時刻

分析までの保管方法

現場記録

現場情報

流速

外観
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２．一般的規定（その２） 
 
    測定データの品質を維持するため、使用する器具類、試薬類等を適切に管理し、

細心の注意をはらって使用することにより、操作ブランクを可能な限り低減させる

よう配慮する。また、測定機器を適正に維持管理し、性能評価を行った上で、測定

条件を決定し、再現性のある測定を確保する。 
 
２－１  前処理操作と機器測定 
（１）標準溶液 
    測定値は、採取試料と標準物質の分析結果を比較することにより得られるが、そ

の結果の信頼性を確保するため、可能な限りトレーサビリティーの保証された標準

物質を使用する。これらの標準物質、標準溶液については、メーカー名、規格、容

量、ＬＯＴ番号、有効期限、開封年月日、使用の経歴、使用者名を表３の「標準物

質（標準溶液）記録表」に記録しておく。 
標準物質の保存方法は、メーカー指定の条件により行い、標準溶液の調製方法、

調製した標準溶液の保存方法は各物質の分析に係る標準作業手順（ＳＯＰ）に従う。 
（２）前処理操作 
    試料を分析するに際して、抽出、精製、濃縮等の適切な前処理操作が必要であり、

これらの操作の出来不出来が分析結果に大きく影響するので、予め、各物質の分析

に係る標準作業手順（ＳＯＰ）に記載された添加回収試験液を用いて試験を行い、

回収率とその再現性を確認しておく。 
    添加回収試験における許容限度は回収率で８０～１２０％、サロゲート標準物質

の回収率で５０～１２０％とし、これを逸脱している場合はその原因を究明し、許

容限度内に収まるように前処理操作の改善を行う。 
    また、操作ブランクの有無と程度を確認し、有の場合には、それが極力小さくな

るように前処理操作の改善を行う。 
 （３）分析装置の最適化 
    使用する分析機器は、試料の測定が可能になるよう測定条件を設定し、調整して

おく。この際、感度とその直線性、安定性等の他、測定の誤差となる干渉の有無や

大きさ、その補正機能等について、信頼できる分析が可能かどうか確認しておく。 
    分析機器の最適化及び測定条件は、各物質の分析に係る標準作業手順（ＳＯＰ）

に従い設定する。 
    分析機器の感度は装置検出下限値（ＩＤＬ；Instrument Detection Limit）で評

価する。検量線作成用標準液の最低濃度のもの、または、シグナル／ノイズ（Ｓ／

Ｎ）比で５～１５程度の濃度の標準液を５回以上（通常７回とする）繰り返して測

定し、得られた測定値から標準偏差を求め、ＩＤＬを算定する。 
    さらに、試料量、最終前処理液量、分析装置導入量等から、ＩＤＬの試料換算値

を求め、この値が目標とする検出下限値以下であることを確認する。 
    ＩＤＬ算定は以下に示す手順により行い、結果を表４の「装置検出下限値（ＩＤ

Ｌ）の算定記録表」に記録する。 
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なお、測定データ等ＩＤＬ算定に係るデータはすべて記録、保管しておく。 
 

・ 水質における装置検出限界（ＩＤＬ）の算定手順  
 
Step-1  装置の最適化 
        測定装置（分析システム）を対象物質の分析に最も適した条件に設定及び調

整する。 
＜設定及び調整項目の例＞ 
ＭＳのチューニング、カラム条件、昇温条件、注入口圧力等各物質の分析

に係る標準作業手順に従い設定及び調整する。 
Step-2  検量線の作成 
        検量線を以下の手順で作成する。 
        ＜検量線作成の例＞ 
          １μg/ml 標準溶液を作成し、内標準添加→測定→ピーク検出→５～１０倍

に標準溶液を希釈し、内標準添加→測定→ピーク検出→５～１０倍に標準溶

液を希釈し、内標準添加→測定→  の順に操作を繰り返す。ピークが観察で

きなくなるか（Ｓ／Ｎ比＜５）、または、対象物質を添加していない溶液（検

量線ブランク溶液）とピーク強度（ピーク比）が等しくなった時点で操作を

終了する。ピーク比を縦軸、注入量又は濃度を横軸にプロットして、検量線

を作成する。 
Step-3  繰り返し試験用標準溶液の作成 

Step-2で測定したクロマトグラムを参考にして、Ｓ／Ｎ比５～１５（ＩＤＬ

の５倍以下）程度の濃度の標準溶液を作成する。 
＜注＞Ｓ／Ｎ比５以下ではベースライン補正にノイズの影響を強く受け、Ｓ

／Ｎ比１５以上では相対標準偏差が小さくなりすぎるため、濃度とＳ／Ｎ比

との関係はこの範囲内に収める。 
Step-4  標準偏差（Sd）の算出（母集団標準偏差ではなく標本標準偏差であり、Sd 

は偏差平方和を（ｎ－１）で除した値の平方根） 
Step-3で作成した繰り返し試験用標準溶液を測定し、検量線から注入量又 
は濃度を求める。これを５回以上繰り返して標準偏差（Sd-s）を計算する。 
検量線ブランク溶液に対象物質のピークが観察されない場合は、前述のSd-s 
を繰り返し試験の標準偏差（Sd）とする。 
検量線ブランク溶液に明瞭な対象物質のピークが観察された場合には、検量 
線ブランク溶液を５回以上繰り返し測定し、その標準偏差（Sd-b）を計算す 
る。この場合には、Sd-s とSd-bを比べ大きい方をSdとする。 

Step-5  装置検出限界（ＩＤＬ）の算定 
        ｎ回繰り返し試験を行った時のＩＤＬ（pgまたはpg／μL）は、次式により 
        算定する。 
          ＩＤＬ＝ｔ（n－1，α）×Sd 
            ここで、α：危険率で１％または５％のいずれかを採用する。 
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ｔ（n－1，α）：危険率１％（α=0.01）または危険率 5％（α

=0.05）、自由度 n－1におけるｔ値（片側） 
Sd：Step-4で計算した繰り返し試験の標準偏差 

          
 
                                  ｔ分布表 

 
Step-6  試料濃度への換算 
        試料量、最終液量、装置注入容量等を勘案し、ＩＤＬを試料濃度に換算した 

値（試料濃度換算値）を求める。ＩＤＬを pg の単位で算出したときの計算

式を以下に示す。 
試料濃度換算値(ng／Ｌ) 

＝｛（ＩＤＬ(pg)÷試料注入容量(μＬ)）×最終液量(mL)｝÷試料量(Ｌ) 
Step-7  記録及び保存 
        ＩＤＬの算定に係る項目としては、対象物質名、注入量、繰り返し試験の１ 

回ごとの結果、繰り返し試験平均値、標準偏差、ＩＤＬ及び試料濃度換算値 
等を記録する。また、くり返し試験のクロマトグラム及びワークステーショ 
ン内の測定生データ、解析データをファイルとして保存しておく。 

 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

繰り返し 
回数(ｎ) 

自由度(ｎ－１) 危険率５％（片側） 危険率１％（片側） 

5 ４ ２．１３２ ３．７４７ 
6 ５ ２．０１５ ３．３６５ 
7 ６ １．９４３ ３．１４３ 
8 ７ １．８９５ ２．９９８ 
9 ８ １．８６０ ２．８９６ 

１０ ９ １．８３３ ２．８２１ 
１１ １０ １．８１２ ２．７６４ 
１２ １１ １．７９６ ２．７１８ 
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２－２  測定値の品質管理と評価 
（１）検出下限値（ＭＤＬ） 
    試料の分析に先立ち、次の試験を行い分析法の検出下限値（ＭＤＬ：Method 

Detection Limit）を求め、各分析法の目標とするＭＤＬが達成できることを確認

しておく。達成できない場合には、試料量を増やしたり、測定用試料液をより濃

縮すること等で対応するが、その場合には手順を記録しておく。 
 ①空試験において対象物質が検出されない場合 
  検量線の最低濃度の２～５倍（又は、ＩＤＬの２～５倍）になるように精製水に

各分析法に記載の抽出溶媒に対象物質を添加して、所定の前処理、試料液の調製、

測定の操作を行い、個々の測定値を求める。これらの値を試料中濃度に換算し、

標準偏差(ｓ)から、次式によりＭＤＬを算出する。 
      ＭＤＬ＝ｔ（n－1，α）×ｓ 
  ここで、ｔ（n－1，α）は自由度 n－1 の危険率α（片側）のｔ値であり、次の

ｔ分布表の値を使用する。 

 
 ②空試験において対象物質が検出される場合 
  各分析法に示した空試験を５回以上繰り返す。個々の測定値を試料中濃度に換算

し、標準偏差(ｓ)から、次式によりＭＤＬを算出する。 
      ＭＤＬ＝ｔ（n－1，α）×ｓ 
  ここで、ｔ（n－1，α）は自由度n－1の危険率α（片側）のｔ値である。 
  算定したＩＤＬは、表５の「検出下限値（ＭＤＬ）及び定量下限値（ＭＱＬ）の

算定記録表」に記録する。 
ただし、空試験の測定値が高すぎたり、バラツキが大きければ、適切なＭＤＬが

算出できない。このため、本法によるＭＤＬの算出は次の事項の確認が前提とな

るので注意が必要である。 
   ・対象物質の検出原因が分析操作上の汚染と考えられる場合には、汚染の原因

を究明し、操作ブランク値を可能な限り低減させておくこと。 
   ・操作ブランク試験の繰り返し測定において、各測定値間のバラツキを十分に

繰り返し 
回数(ｎ) 

自由度(ｎ－１) 危険率５％（片側） 危険率１％（片側） 

5 ４ ２．１３２ ３．７４７ 
6 ５ ２．０１５ ３．３６５ 
7 ６ １．９４３ ３．１４３ 
8 ７ １．８９５ ２．９９８ 
9 ８ １．８６０ ２．８９６ 

１０ ９ １．８３３ ２．８２１ 
１１ １０ １．８１２ ２．７６４ 
１２ １１ １．７９６ ２．７１８ 
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小さくし安定させておくこと。許容できるバラツキの目安は、「操作ブランク

値の平均値±(目標ＭＤＬの１／２)」以内である。    
（２）定量下限値（ＭＱＬ） 
      ＭＤＬの３倍値をその分析法の定量下限値（ＭＱＬ：Method Quantification 

Limit）とする。 
      算定した定量下限値は、表５の「検出下限値（ＭＤＬ）及び定量下限値（ＭＱ

Ｌ）の算定記録表」に記録する。 
（３）装置の感度変動の日常チェック 
      １日に１回以上、または、１０試料に１回以上、定期的に検量線の中間程度の

標準液を測定し、装置感度が検量線作成時に比べて±２０％以内であることを確

認する。これを超えて変動する場合にはその原因を究明し取り除いた後、それ以

前の試料について再測定する。 
（４）操作ブランク試験 
      操作ブランク試験は、試験液の調製または分析機器への導入操作等に起因する

汚染を確認し、試料の分析に支障がない測定環境に設定するために行うものであ

る。 
      操作ブランク値が大きいと測定感度が悪くなるばかりでなく、定量下限値が大

きくなり測定値の信頼性が低下する。したがって、操作ブランク値は極力低減を

図り、試料濃度への換算値が目標定量限界値以下になるよう管理する。試験頻度

は、１０試料ごとに１回、または１日に１回（測定試料が１０試料以下）行う。 
（５）添加回収試験 
      添加回収試験では、試料液中の濃度が定量下限値の１０倍量程度となるように

測定対象の標準物質を試料マトリックスに添加して、所定の前処理、試料液の調

製、測定の操作を行い、回収率が８０～１２０％の範囲にあることを確認する。 
    同位体希釈法を用いた方法では、サロゲート標準物質の回収率は５０～１２０％

の範囲にあることを確認する。ただし、操作ブランク値が大きかったり、試料中

に対象物質が含まれる場合は、その濃度が回収率に影響しない程度に標準物質の

濃度を増やして試験を行う。 
      回収率が許容できる範囲を大きく逸脱する場合は、その原因を究明した後、試

料の再採取または粗抽出液から測定をやり直す。 
      回収率の測定は実試料の測定に先立ち行う。また、一連の試料の測定にあって、

前処理や試料液の調製に用いる試薬の製造メーカーあるいはロットが異なるなど、 
    回収率が変化する可能性があるときには、回収率の再確認を行う必要がある。 
（６）二重測定 
      試料採取、前処理操作及び機器分析における総合的な信頼性を確保するために、

同一条件で採取した２つ以上（原則として３つ）の試料について同様に分析する。 
    頻度は１０試料ごとに１回を目安とする。 

定量下限値以上の濃度の試料で２つ以上（３つ）の測定値の差が平均値に比べ

て３０％以下であることを確認する。測定値の差が大きい場合は、その原因を究

明して取り除き、再測定を行う。 
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（７）トラベルブランク値の測定 
      トラベルブランク試験は、試料採取準備時から試料測定時までの汚染の有無を 

確認するためのものであり、採取操作以外は試料と全く同様に扱い、持ち運んだ

ものを測定し、トラベルブランク値とする。 
移送中に汚染が考えられる場合には、一連の試料採取において試料数の１０％

程度の頻度で、少なくとも３試料以上行う。 
ただし、トラベルブランク値を管理しておけば、毎回行う必要はないが、試料

採取における信頼性を確保するため、前もってトラベルブランク値について十分

検討しておき、必要に応じそのデータが提示できるようにしておく。 
（８）異常値、欠測値の取り扱い 
      分析機器の感度の変動が大きい場合、二重測定の結果が大きく異なる場合、ト

ラベルブランク値が大きく試料の汚染の可能性がある場合などには、測定値の信

頼性に問題があるため、再測定を行ったり、そのデータは欠測扱いとして再測定

を行う。 
      このような問題は、多大な労力、時間、コストがかかるだけでなく、異常値や

欠測値が多くなると、調査結果全体の評価に影響するため、事前のチェックを十

分に行い、異常値や欠測値を出さないように注意する。また、異常値や欠測値が

出現した経緯を十分に検討し、記録に残しておき、以後の再発防止に役立てるこ

とが重要である。 
（９）測定操作の記録 
      以下の情報を記録し、整理・保管しておく。  
      ・試料採取に使用する装置や器具の調整、校正及び操作  
      ・容器等の取り扱い及び保管の状況  
      ・採取対象の条件及び状況（採取方法、採取地点、採取日時）  
      ・試料に関する調査項目（水質：ｐＨ、有機物濃度、懸濁物質量など）  
      ・試料調製条件  
      ・分析装置の校正及び操作  
      ・測定値を得るまでの各種の数値  
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分析対象物質名

標準物質名
メーカー名
規格
容量
ＬＯＴ番号
含有量
濃度
購入年月日
有効年月日
開封年月日
保管場所

使用年月日 使用量 使用者名
   年   月   日
   年   月   日
   年   月   日
   年   月   日
   年   月   日
   年   月   日
   年   月   日
   年   月   日
   年   月   日
   年   月   日
   年   月   日
   年   月   日
   年   月   日
   年   月   日
   年   月   日

備考

      年      月      日

表３  標準物質（標準溶液）記録表

使用履歴
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

表４  装置検出下限値（ＩＤＬ）の算定記録表

分析対象物質名
抽出試料量（ｍｌ）
最終液量（ｍｌ）
注入液濃度（μｇ／ｍｌ）
ＧＣ／ＭＳ注入液量（μｌ

ＩＤＬ試料濃度換算値
（μｇ／ｌ）

検量線ブランクの有無

11
12

繰り返し回数（ｎ）
自由度（ｎ－１）

10

標準偏差（Ｓｄ－ｓ）

ＧＣ／ＭＳ注入量（ｎｇ）

ＩＤＬ（ｎｇ）

6
7
8
9

有り  ・  無し
有りの場合、ブランク値無しの場合

標準偏差（Ｓｄ－ｂ）
採用した標準偏差（Ｓｄ）

測定結果測定結果

1
2
3
4
5
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

表５  検出下限値（ＭＤＬ）及び定量下限値（ＭＱＬ）の算定記録表

ＭＱＬ（μｇ／ｌ）
＝ＭＤＬ×３

ＭＱＬ（μｇ／ｌ）
＝ＭＤＬ×３

繰り返し回数（ｎ）
自由度（ｎ－１）

ＭＤＬ（μｇ／ｌ）ＭＤＬ（μｇ／ｌ）

繰り返し回数（ｎ）
自由度（ｎ－１）

標準偏差（Ｓ） 標準偏差（Ｓ）

9
10
11
12

測定結果

1

測定結果

2
3
4
5
6
7
8

空試験での対象物質の有無 有り  ・  無し
有りの場合、空試験値（試料中濃度換算値）無しの場合（試料中濃度換算値）

ＧＣ／ＭＳ注入液量（μｌ）
ＧＣ／ＭＳ注入量（ｎｇ）

最終液量（ｍｌ）
注入液濃度（μｇ／ｍｌ）

分析対象物質名
抽出試料量（ｍｌ）
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３．水試料中アトラジンの測定に関する標準作業手順書（ＳＯＰ） 

 

３－１ 分析法の概要、試薬類、器具および装置 

（１）分析法の概要 

試料中のアトラジンは、ジクロロメタンによる溶媒抽出し、脱水・濃縮、内標準

物質を添加した後、ＧＣ／ＭＳ（ＳＩＭ）で定量する。検出限界値は 0.01～0.05 μ

g/L程度を目標とする。 

（２）試薬類 

・標準品：アトラジン標準品（残留農薬試験用 和光純薬工業） 

・内標準物質：フェナンスレン－ｄ 10標準品（環境分析用 和光純薬工業） 

・ジクロロメタン、ヘキサン、アセトン、無水硫酸ナトリウム：残留農薬試験用（和

光純薬工業）  

・塩化ナトリウム 残留農薬試験用（和光純薬工業）を600℃で４時間加熱 

・無水硫酸ナトリウム 残留農薬試験用（和光純薬工業） 

・窒素ガス：高純度窒素１級（純度99.999％以上） 

・精製水：測定の妨害となる物質を含有しない超純水 

（３）器具および装置 

・分液ロート、共栓付試験管、メスフラスコなどのガラス器具 

・振とう機 

・ロータリーエバポレータ 

・ガラス繊維ろ紙：孔径１μｍであって測定の妨害となる物質を含まないもの 

・超音波抽出器：超音波洗浄器または同等品 

・ガスクロマトグラフ/質量分析計（ＧＣ／ＭＳ） 

 

３－２ 水質試料の抽出法 

懸濁物質量の多い試料水（目安としてＳＳ濃度50μg/mL以上）は予めガラス繊維

ろ紙によるろ過を行い、懸濁物質とろ液を個別に抽出する。懸濁物質中のアトラジ

ンは、アセトンによる超音波抽出を行い、抽出液はろ液試料に移す。抽出と洗浄に

用いるアセトンの量は、ろ液量の５％程度にとどめる。 

懸濁物質量の少ない試料水またはろ液は、その500 mLを分液ロートにとり、塩化

ナトリウム 25 gおよびジクロロメタン50 mLを加え、振とう機で１０分間抽出し、

静置してジクロロメタン層を分取する。同様の抽出操作を繰り返し、ジクロロメタ

ン抽出液は300 mL容の分液ロートに合わせ、ヘキサン 100 mLを加えて、無水硫酸

ナトリウムで脱水する。ジクロロメタンとヘキサンの混合抽出液は、ロータリーエ

バポレータを用いて 2 mL まで濃縮する。 

 

３－３ 測定用試料溶液の調整 

水質試料の濃縮した抽出液に、窒素ガスを穏やかに吹き付けて溶媒を留去し、直

ちに測定用内標準溶液を 1.0 mL添加し、ＧＣ／ＭＳの試験液とする。 
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３－４ 空試験液の調製 

試料と同量の精製水をもちいて、３－２および３－３の操作を行い、空試料液を

調製する。 

 

３－５ 標準液の調製 

  標準物質 100μg/mL アセトン溶液を標準原液とする。標準原液をアセトンで希釈

し 1.0 μg/mL の標準溶液を調製する。測定用内標準溶液は、フェナンスレン－ｄ

10をアセトンに溶解して5 nｇ/mLに調製する。 

 

３－６ ＧＣ／ＭＳ測定 

（１）測定条件 

①ガスクロマトグラフ（ＧＣ） 

・カラム：ＨＰ－５ＭＳ（0.25mm×30m、0.25μm） 

・液相：5%フェニルメチルシリコン 

・カラム温度：50℃（1分）－20℃/分－200℃－5℃/分－280℃（5分） 

・注入口温度：250℃ 

・注入法：スプリットレス（パージオフ時間1分） 

・キャリアガス：ヘリウム（流量 2mL/min、線速度 42～51 cm/sec） 

②質量分析計（ＭＳ） 

・インターフェイス温度： 280℃ 

  ・イオン化エネルギー：70eV 

・イオン源温度：250℃ 

  ・イオン化電流： 300μA 

・イオン化法：電子衝撃イオン化（ＥＩ）法 

・質量校正：ＭＳに質量校正用標準物質のＰＦＫを導入して、ＭＳの質量校正プ

ログラムによりフラグメントパターンおよび分解能（５００以上）等の校正を

行うと共に、装置の感度等の基本的なチェックを行い、これらの結果は測定結

果と共に記録に残す。 

・モニターイオン： 

アトラジン；（定量用）200.07 

         （確認用）215.09、202.07 

フェナンスレン－ｄ10 ；188.14 

 

（２）検量線 

検量線作成用の試験液２μL をＧＣ／ＭＳに注入し、得られたクロマトグラムの

標準物質と内標準物質のピーク面積比および濃度比から検量線を作成する。 

（３）定量 

試料液２μL をＧＣ／ＭＳに注入し、得られたクロマトグラムの被検物質と内標

準物質のピーク面積比により、検量線から定量する。 
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（４）計算 

      
     C（μ/L） = Sabs(ng) × Vconc(mL) × 1,000 ／ (Vinj(μL) ×Vspl(mL)) 
 
       ここで、C ： 試料水中のアトラジン濃度（μ/L） 
        Sabs ： 検量線から求めた試料液中アトラジン量(ng) 
               Vconc ：試料液の最終液量(mL) 
               Vinj：  ＧＣ／ＭＳへの注入量(μL) 
             Vspl： 試料水量(mL) 
 
４．品質管理報告書 
 
    分析は各対象物質ごとに定めた標準作業手順書（ＳＯＰ）に基づいて適正に行い、

かつ、分析精度管理に関する以下の情報を記録し、分析データとともに報告する。 
    ①現地調査及び試料採取に関すること 
    ②標準物質及び内部標準物質に関すること 
    ③装置検出下限値（ＩＤＬ）、検出下限値（ＭＤＬ）及び定量下限値（ＭＱＬ）に

関すること 
    ④ＧＣ／ＭＳのチューニングに関すること 

⑤精度管理全般に関すること 
  ・分析結果  
  ・標準物質  
  ・分析機器（ＧＣ／ＭＳ）の設定   

      ・分析機器（ＧＣ／ＭＳ）の日常的点検  
      ・検量線の作成等  

・検出下限値等  
・操作ブランク試験等  
 

      なお、分析データは、生データのチャート打ち出しだけでなく、ワークステー

ション内のデータファイル、データ処理ファイル（検量線、定量計算）等もファ

イル名をリストとして整理して保存しておく。 
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分析精度管理総括表 
（１）分析結果 

 
試料番号 試料名 採取年月日 
  年     月     日
  年     月     日
  年     月     日
  年     月     日
  年     月     日
  年     月     日
  年     月     日
  年     月     日
  年     月     日
  年     月     日
 
試料番号 分析結果 

(μｇ／L) 
標準偏差 
(μｇ／L) 

定量限界 
(μｇ／L) 

測定回数 
(回) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

物  質  名  

分  析  法  

分析開始日 年     月     日分析担当者  
分析終了日 年     月     日
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（２）標準物質及び内部標準物質 

 
標準物質名 規格 容量 メーカー名 ＬＯＴ番号 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

内部標準物質名 規格 容量 メーカー名 ＬＯＴ番号 
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 （３）分析機器（ＧＣ／ＭＳ）の設定 

 
 

 

使用機器 名     称 
ＧＣ部  

ＭＳ部  

使用機器 分析条件 
ＧＣ部 カラム 

カラム温度 
 
注入口温度 
注入法 
ヘッド圧 
 

ＭＳ部 インターフェース温度 
イオン源温度 
イオン化電圧 
イオン化電流 
イオン化法 
検出モード 
モニターイオン 

  

物質名 定量イオン 参照イオン 
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（４）分析機器（ＧＣ／ＭＳ）の日常的点検 
 
管理項目 設定値 応答値 判定 判定基準 備考 

オーブン温度    設定値に対し

て正常に作動

するか 

 

注入口温度    設定値に対し

て正常に作動

するか 

 

イオン源温度    設定値に対し

て正常に作動

するか 

 

インターフェ

ース温度 
   設定値に対し

て正常に作動

するか 

 

ヘッド圧    設定値に対し

て正常に作動

するか 

 

ＭＳチューニ

ング 
   質量校正プロ

グラムにより

調整されてい

るか 

チューニン

グ・レポート

に記録 

保持時間 
物質名 
(           ) 

   標準物質の保

持時間が５％

の範囲内にあ

ること 

 

保持時間 
物質名 
(           ) 

   同上  

保持時間 
物質名 
(           ) 

   同上  

保持時間 
物質名 
(           ) 

   同上  

保持時間 
物質名 
(           ) 

   同上  
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  （５）検量線の作成等 
 
対象物質名  

内部標準物質 
種類 添加量 

サロゲート物質 

定量方法： 
内部標準法 

種類 添加量 

１．購入  
  濃度（                 ） 
溶媒の種類（              ） 
メーカー名（              ） 

標準原液 

２．自作 
濃度（                 ） 
溶媒の種類（                 ） 

作成点数（        ） 
検量線範囲（ＧＣ／ＭＳ注入量）及び測定値 
範囲 
(単位：   ) 

標準物質

面積 
内部標準

面積 
サロゲート

面積 
 
面積比 

     

検量線 
(代表例) 

検量線の回帰式 
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（６）検出下限値等 
 

 装置検出下限値 
(装置検出限界値) 

（ＩＤＬ） 

検出下限値 
(検出限界値) 
（ＭＤＬ） 

定量下限値 
（定量限界値） 
（ＭＱＬ） 

 単位（           ） 単位（           ） 単位（           ）
１   
２   
３   
４   
５   
６   
７   
８   
９   
１０   
１１   

 
 
 
 
測

定  
回  
数 

１２   
平均値   
標準偏差Sd   
ｎ   
自由度(n-1)   
ｔ(n-1, α)   
Sd×ｔ(n-1)   
ＩＤＬ  ――― 
ＭＤＬ ―――  

 

ＭＱＬ ――― ―――  
ＳＯＰによる目標値   
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（７）操作ブランク試験等 
 

 

 

 
 
 
 

操作ブランク試験結果（対象物質名：                                      ） 

測定値 媒体 試料量 

１回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 平均値 

水質        

     検出限界値  

添加回収試験結果（対象物質名：                                      ） 

添加濃度（水質：             μｇ／L） 

測定値 媒体 

無添加 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目 

       

７回目 ８回目 ９回目 平均値 回収率（％） 
 

変動係数（％）

水質 

      

    検出限界値  

トラベルブランク試験結果（対象物質名：                                      ）

測定値 媒体 試料量 

１回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 平均値 

水質        

     検出限界値  




