
医薬発第 0 2 0 7 0 0 2号

平成１４年 ２月 ７日

都道府県知事

各 政 令 市 市 長 殿

特 別 区 区 長

厚生労働省医薬局長

室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法等

について

厚生労働省では、関係省庁と連携して、シックハウス対策の総合的な推進に取り

組んでいるところであり、これまでに、平成１２年６月３０日付生衛発第１０９３

号生活衛生局長通知（厚生省当時、以下「第１０９３号通知」という。）、平成１

２年１２月２２日付生衛発第１８５２号生活衛生局長通知（厚生省当時、以下「第

１８５２号通知」という。）及び平成１３年７月２５日付医薬発８２８号医薬局長

通知（以下「第８２８号通知」という。）により、ホルムアルデヒド等１１種類の

室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的な測定方法等について、貴職あて

通知したところである。

今般、「シックハウス（室内空気汚染）問題に関する検討会」（座長：林 裕造

元国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター長）において、新たに中

間報告書が取りまとめられたことを受け、下記の通り、室内空気中化学物質の室内

濃度指針値及び標準的測定方法等について定めたので、貴職におかれては、建築物

衛生その他の生活環境対策の推進に活用するとともに、市町村、関係団体、住民等

への周知を図るようお願いする。

なお、引き続き、その他の個々の室内空気中化学物質及び総揮発性有機化合物の

室内濃度指針値の検討並びに空気質に関する情報開示及びモニタリング体制の検討

等を行う予定であることを申し添える。



記

１．個別の揮発性有機化合物(VOC)の指針値等について

（１）指針値について

今般、室内空気汚染に係るガイドラインとして、新たにアセトアルデヒド、フェ

ノブカルブの室内濃度に関する指針値を定めたので、既に指針値を定めた物質とと

もに下表に示す。

ここに示した指針値は、現状において入手可能な科学的知見に基づき、人がその

化学物質の示された濃度以下の暴露を一生涯受けたとしても、健康への有害な影響

を受けないであろうとの判断により設定された値である。これらは、今後集積され

る新たな知見や、それらに基づく国際的な評価作業の進捗に伴い、将来必要があれ

ば変更され得るものである。

揮発性有機化合物 毒性指標 室内濃度指針値＊ 参照通知

ホルムアルデヒド ヒト吸入暴露における鼻咽頭粘膜への １００ μg／ m3
第1093号通知

刺激 (０．０８ ppm）
トルエン ヒト吸入暴露における神経行動機能及 ２６０ μg／ m3

第1093号通知
び生殖発生への影響 (０．０７ ppm）

キシレン 妊娠ラット吸入暴露における出生児の ８７０ μg／ m3
第1093号通知

中枢神経系発達への影響 (０．２０ ppm）
パラジクロロベンゼン ビーグル犬経口暴露における肝臓及び ２４０ μg／ m3

第1093号通知
腎臓等への影響 (０．０４ ppm）

エチルベンゼン マウス及びラット吸入暴露における肝 ３８００ μg／ m3
第1852号通知

臓及び腎臓への影響 (０．８８ ppm）
スチレン ラット吸入暴露における脳や肝臓への ２２０ μg／ m3

第1852号通知
影響 (０．０５ ppm）

クロルピリホス 母ラット経口暴露における新生児の神 １ μg／ m3
第1852号通知

経発達への影響及び新生児脳への形態 (０．０７ ppb）
学的影響 但し、小児の場合は

０．１ μg／ m3

(０．００７ ppb）
フタル酸ジ-n-ブチル 母ラット経口暴露における新生児の生 ２２０ μg／ m3

第1852号通知
殖器の構造異常等の影響 (０．０２ ppm）

テトラデカン C8-C16 混合物のラット経口暴露におけ ３３０ μg／ m3
第828号通知

る肝臓への影響 (０．０４ ppm）
フタル酸ジ-2-エチ ラット経口暴露における精巣への病理 １２０ μg／ m3

第828号通知
ルヘキシル 組織学的影響 (７．６ ppb）**

ダイアジノン ラット吸入暴露における血漿及び赤血 ０．２９ μg／ m3
第828号通知

球コリンエステラーゼ活性への影響 (０．０２ ppb）
アセトアルデヒド ラットの経気道暴露における鼻腔嗅覚 ４８ μg／ m3

新規策定
上皮への影響 (０．０３ ppm）

フェノブカルブ ラットの経口暴露におけるコリンエス ３３ μg／ m3
新規策定

テラーゼ活性などへの影響 (３．８ ppb）
＊ 両単位の換算は、25℃の場合による
** フタル酸ジ-2-エチルヘキシルの蒸気圧については 1.3×10 －５ Pa（25 ℃）～ 8.6×10 －４ Pa（20
℃）など多数の文献値があり、これらの換算濃度はそれぞれ 0.12～ 8.5ppb相当である。



各物質のリスク評価の詳細は別添１に示すとおりである。

（２）採取方法及び測定方法について

アセトアルデヒド、フェノブカルブの採取及び測定方法については、第８２８号

通知に基本的に従うものとする。これらの測定質量数等については別添２にまとめ

て示す。なお、各測定法については、同等以上の信頼性が確保できる方法であれば、

設定した標準的方法に代えて用いても差し支えない。

また、スクリーニングの目的で簡易な方法を用いる場合には、化学物質濃度の過

小評価が行われないよう配慮するとともに、指針値に適合しているか否かの最終的

判定は、標準的方法と同等以上の信頼性が確保できる方法により行うよう留意すべ

きである。

２．相談マニュアル作成の手引きについて

相談マニュアル作成の手引きについては、第８２８号通知により貴職あて通知し

たところであるが、今回新たに指針値が追加されたこと等を受けて、追補を作成し

たので（別添３）、あわせて居住環境の指針や対策書をまとめるための手引き書と

して、また参考資料集として活用されたい。



  

（別添１） 

                                              2002年 1月 22日 

                                    厚生労働省医薬局審査管理課 

化 学 物 質 安 全 対 策 室 

                         シックハウス（室内空気汚染）問題に関する検討会事務局 

                             

 

室内空気汚染に係るガイドラインについて 

―室内濃度に関する指針値― 

 

 

 

 

 

 

１ アセトアルデヒドについては、ラットに対する経気道暴露に関する知見から、鼻腔嗅覚

上皮に影響を及ぼさないと考えられる無毒性量を基に算出し、室内濃度指針値を 48μg/m3  

（0.03ppm）と設定した。 

 

 

 

２ フェノブカルブについては、ラットに対する経口混餌反復投与毒性に関する知見から、

コリンエステラーゼ(ChE)活性阻害をはじめとする各種異常を認めないと判断される無毒

性量を基に算出し、室内濃度指針値を 33μg/m3（3.8ppb）と設定した。 

 

 



  

１．アセトアルデヒドの室内濃度に関する指針値  

 

  ごく最近までのアセトアルデヒドに関する毒性研究報告について調査したところ、以下

のような結論を得た。 

 

（１）  遺伝毒性については、細菌（Salmonella typhimurium （TA1535、TA1538、TA98、

TA100）を用いた復帰突然変異試験においては、代謝活性化の有無にかかわらず、結

果は陰性であったが、CHO細胞を用いた in vitro試験において、染色体異常や姉妹染

色分体交換(SCE)の頻度上昇を起こすなどの結果が報告されている 1）-4)。   

また、ヒトリンパ球を用いた in vitro試験においてはDNA鎖への影響が認められる

との報告があるが、ヒト気管上皮細胞やヒト白血球においてはそのような影響は認め

られていない 5)。 

    in vivo試験は利用可能な報告が少ないものの、マウスとハムスターにおける SCEの

頻度上昇や、吸入暴露によるラットの鼻腔粘膜におけるDNAとたん白のクロスリン

クが生じるとの報告や、マウスの小核試験結果は陰性であるとの報告がある。生殖細

胞に対する遺伝子障害性については報告されていない 1), 2), 5)。 

 

（２）  発がん性に関して、ラットに対して 1350、2700及び 5400 mg/m3（750、1500及び

3000 ppm、後半１年は毒性発現のため 1800mg/m3（1000 ppm）に変更）のアセトアル

デヒドを１日６時間、週５日、28ヶ月間にわたって暴露させた結果、雌雄とも用量依

存的に鼻腔に扁平上皮がん、腺がんの発生が認められた。また、ハムスターに対して

アセトアルデヒドを 4500mg/m3（2500 ppm）から 2970 mg/m3（1650ppm）まで漸減さ

せつつ、１日７時間、週５日、52週間にわたって暴露させた結果、雌雄とも喉頭がん

が有意に増加したとの報告があるが、2700mg/m3（1500ppm）のアセトアルデヒドを同

一の試験条件で暴露させた結果、呼吸器系のがんの発生は見られなかったとの別の報

告もある。なお、いずれの報告においてもがん病変の認められる領域には上皮の過形

成及び化生が同時に認められている 1）-5)。 

    ヒトに対する影響については、アセトアルデヒドの他にアクロレイン、ブチルアル

デヒド、クロトンアルデヒドなど種々の化学物質とともに暴露される作業環境に従事

していた作業者に係る疫学調査があり、９例の腫瘍（肺がん５例（気管支由来）、口

腔がん２例、胃がん及び大腸がん各１例）の発生が報告されているが、対象者数が 150

名と少ないこと、腫瘍を発生した群は全て喫煙者であるなど、評価に当たって十分な

内容ではない。当該調査以外にはヒトに係る疫学調査結果については報告がないこと

から、ヒトでのアセトアルデヒドの暴露と癌発生との関連性に関する十分な証拠はな

いと判断されている 1）-5)。 

 

（３）  これらのことから、現在の知見においては、アセトアルデヒドの発がん性を示唆す

る証拠は、極めて高濃度の暴露群を設定した一部の動物実験に限られている。また、

ヒトでの調査においても発がん性を明確に示唆する証拠は得られておらず、IARC（国

際がん研究機関）における発がん性の分類においてもアセトアルデヒドは「2B」に分



  

類されており 5)、アセトアルデヒドがヒトに対する発がん性を明確に有するものでは

ないとされていることなどを勘案し、アセトアルデヒドの指針値の策定には、閾値の

ある発がん性以外の毒性を指標とし、耐容一日摂取量を求める方法で算出することが

適当と判断した。 

 

（４）  急性毒性に関して、ラットの LD50値は経口で 660～1930mg/kg、皮下で 640mg/kg、

ラットの吸入 LC50値は４時間暴露で 24000 mg/m3（13300 ppm）であった 1）-4)。 

    麻酔したラットに 1～40mg/kgを静注した場合、心臓における交感神経興奮作用とと

もに、20mg/kg以下では高血圧が、高濃度では徐脈及び低血圧が認められている 1）。 

    また、ウサギの眼刺激性試験において 40mgの注入により著明な刺激性を示すこと

が報告されている 1）。 

 

（５）  亜急性及び慢性毒性について、ラットに対して720、1800、3950及び9000mg/m3（400、

1000、2200及び 5000 ppm）のアセトアルデヒドを１日６時間、週５日、４週間にわた

って経気道暴露させた結果として、1800 mg/m3（1000ppm）以上の暴露群で成長遅延、

雄の尿量増加、鼻腔上皮の過形成などが認められている。また、720mg/ m3（400ppm）

暴露群においても嗅覚器上皮の変性がわずかに認められており、NOELは決定されな

かった 1)-6)。 

    ラットに対して、アセトアルデヒドを１日６時間、週５日、４週間にわたって次に

掲げる３通りの方法で経気道暴露した報告がある。 

1) １日１回６時間：0、270、900mg/ m3（0、150及び 500ppm） 

2) １日２回３時間：0、270、900mg/ m3、休憩 1.5時間 

3)  １日２回３時間：0、200、900mg/ m3、休憩 1.5時間 

２回３時間の暴露中に５分間×８回にわたり通常の６倍の濃度

（400及び 1800 mg/ m3）を投与することにより、６時間加重平均暴

露値として、0、255、1050mg/kgの投与と同等であるとした方法 

    それぞれの投与形態における最高用量においては、鼻腔嗅覚上皮の変化が認められ

た。本報告におけるNOELは 270mg/m3（150ppm）とされている 1)-3),7)。 

 ラットに対して、25、125及び 675mg/kgのアセトアルデヒドを４週間経口投与した

結果、675mg/kg投与群において前胃における角化亢進がみられた。また、雄の腎臓相

対重量の増加や様々な血液生化学検査値の変化などが認められたが、これらは飲水量

の減少が主原因であるとされている。125mg/kg以下の投与群では何ら影響が認められ

なかったことから、ラットの経口投与に係るNOELは125mg/kgと報告されている 1)2)。 

 ラットに対して、0.05%のアセトアルデヒドを飲用水とともに６ヶ月間与えた結果

（約 40mg/kgの投与量に相当）、肝臓におけるコラーゲン合成が亢進したとの報告が

あるが、他の毒性発現に関する詳細は不明である 2)。 

    ハムスターに対して 700、2400及び 8200 mg/m3（390、1340及び 4560 ppm）のアセ

トアルデヒドを１日６時間、週５日、90日間にわたって暴露させた結果として、8200 

mg/m3（4560 ppm）投与群において、成長遅延、眼及び鼻の炎症、気道の著明な組織

学的変化などが認められた。なお、無作用量（NOAEL）は 700 mg/m3（390 ppm）と報



  

告されている 1)-4)。 

    ハムスターに対して 2700 mg/m3（1500 ppm）のアセトアルデヒドを 52週間にわたっ

て暴露させた結果として、成長遅延や鼻腔粘膜の異常等の報告がある 1)-3)。 

 

（６）  生殖発生毒性に関して、ラットの妊娠 10～12日にアセトアルデヒド 50、75及び

100mg/kgを腹腔内投与した結果、成長遅延、奇形発生が認められたとの報告があるが、

用量依存性は認められていない。ラットの妊娠８～15日にアセトアルデヒドを 50、75、

100及び 150mg/kgを腹腔内投与した結果、用量依存的に胎仔死亡の増加が認められた

との報告がある。また、妊娠 13日に１～10％のアセトアルデヒドを 0.02ml羊水内投

与した場合、胎仔死亡率が増加し、アセトアルデヒド投与群の生存例においては奇形

発生率が増加したと報告されている 1)-3)。 

一方、マウスについて５つの報告があるが、催奇形性及び胎仔毒性に関しての結果

の統一性がなく、アセトアルデヒドの生殖発生毒性に対する影響は明らかではない 1)-3)。 

 

（７）  ヒトへの暴露について、アセトアルデヒドを 241mg/m3（134ppm）、30分間暴露し

たところ、上気道に中程度の刺激を生じるとの報告がある 1)-4)。 

また、90mg/m3（50 ppm）、15分暴露により眼刺激性を生じ、感受性の高い被験者

では 45mg/m3（25 ppm）、15分暴露でも生じることが報告されている。本報告におい

ては 360 mg/m3（200 ppm）を暴露した際には、全ての被験者において目の充血、一過

性の結膜炎が起こり、多数に鼻やのどの刺激が生じるとされている 1)-4)。若い男子学生

に 5%溶液を静注した場合、心拍数及び呼吸数の増加や肺胞内二酸化炭素濃度の減少な

どが報告されている 1), 2), 4)。 

 

（８）  作業環境中の許容限度としては、ACGIHの TLV-CEILINGとして 45mg/m3（25ppm）
8)、日本産業衛生学会の最大許容濃度として 90mg/m3（50ppm）3)が勧告されている。 

 

（９）  以上より、アセトアルデヒドの室内濃度指針値の算出については、入手した毒性に

係る知見から科学的にみて最も安全サイドにたった数値が得られるデータを採用する

こととした。アセトアルデヒドについては経気道暴露した際、眼や気道に対する刺激

性が生じることがよく知られており、指針値の算出については（５）のラットに４週

間の経気道暴露を行った実験で求められたNOEL = 270mg/m3を用いて耐容濃度を求め

ることとした。 

 NOEL = 270mg/m3として耐容濃度を計算するに当たり、不確実係数としては、種差

10、個体間差 10の他、遺伝子障害性の懸念があること、当該試験が４週間という比較

的短い試験系であること、動物を用いた発がん性試験で上皮の過形成及び化生など刺

激による発がんが生じていることなどを考慮してさらに 10をかけることとし 2)、合計

で 1000を用いることとした。 

また、当該試験は１日６時間（加重平均）、週５日投与であることから１日 24時間、

週７日に換算すると、アセトアルデヒドの室内濃度指針値は、 

270mg/m3×1/1000×6/24×5/7 = 48μg/m3 （0.03ppm） となる。
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２．フェノブカルブの室内濃度に関する指針値 

 

  ごく最近までのフェノブカルブに関する毒性研究報告について調査したところ、以下の

ような結論を得た。 

 

（１）  フェノブカルブは殺虫剤であり、他のカーバメート系殺虫剤と同様にコリンエステ

ラーゼ（ChE）活性阻害作用を有する 1)。 

 

（２）  遺伝子障害性については、ヒスチジン要求性のサルモネラ菌（TA1535、TA1536、

TA1537、TA1538）及びトリプトファン要求性大腸菌（WP2hcr+、WP2hcr-）を用いた

復帰突然変異試験においては、代謝活性化の有無にかかわらず、結果は陰性であった。

また、マウスを用いた小核試験の結果も陰性であった 2)。 

 

（３）  発がん性に関して、ラットに 10、30及び 100ppmのフェノブカルブを２年間混餌投

与したところ発がん性は認められなかった。また、マウスに 0.3及び 3ppmのフェノブ

カルブを２年間混餌投与したところ発がん性は認められなかった 1), 2)。 

 

（４）  このことから、現在の知見においてはフェノブカルブに関して、動物実験の結果か

ら発がん性は認められず、ヒトでの発がん性を示唆する証拠はないことから、フェノ

ブカルブの指針値の策定には、非発がん性の毒性を指標とし、耐容一日摂取量を求め

る方法で算出することが適当と判断した。 

 

（５）  急性毒性に関して、ラットの LD50値は経口で雄が 524mg/kg、雌が 425mg/kg、経皮

で 5000mg/kg以上であった。また、マウスの LD50値は経口で雄が 505mg/kg、雌が

333mg/kgであった。また、ラットに 23.1、69.3及び 208mg/kgのフェノブカルブを経

口投与したところ、208mg/kgではChE活性阻害が生じたが、69.3mg/kg以下では観察

されなかった。 

 ラットの吸入 LC50値はフェノブカルブの４時間１回吸入暴露で 2500mg/m3以上、

50%乳剤の４時間１回吸入暴露で雄が約 2700mg/m3、雌が 2290mg/m3であった 1), 2)。 

 

（６）  刺激性については、フェノブカルブ原体0.1mlをウサギの下眼瞼内に投与した結果、

非洗眼群では角膜、虹彩および結膜に、洗眼群では虹彩および結膜に刺激性変化を示

したが、非洗眼群は投与 72時間後、洗眼群では 24時間後に消失したとの報告がある。 

フェノブカルブ原体 0.5mlをウサギの正常な皮膚及び傷ついた皮膚に塗布したとこ

ろ、両者に紅斑がみられたが、塗布 48時間後には消失したとの報告がある。また、モ

ルモットに対する皮膚感作性試験の結果は陰性であった 2)。    

 

（７）  亜急性及び慢性毒性について、ラットに対して 30、90、270、810及び 1620 ppmの

フェノブカルブを 90日間にわたって混餌投与させた結果、90ppm（雄 9.3kg/mg/day、

雌 14.5kg/mg/day）以下では ChE活性阻害は見られず、血液学的、病理組織学的な異常



  

も認められなかった。また、ラットに対して 10、30、100及び 300ppmのフェノブカ

ルブを２年間にわたって混餌投与した結果、300ppm群において白血球の減少が見られ

たが、100ppm（雄 4.1mg/kg/day、雌 4.9mg/kg/day）以下ではChE活性阻害をはじめと

する各種異常は認められなかった。なお、慢性経口投与のNOELがラット２年間投与

の実験で 1.2mg/kg/dayとされているが、その詳細は公表されていない 3)。 

    イヌに対して 400ppm（雄 10.7mg/kg/day、雌 10.6mg/kg/day）のフェノブカルブを２

年間混餌投与した結果、ChE活性阻害をはじめとする変化は認められなかった 1), 2)。 

 

（８）  生殖発生毒性に関して、ラットの妊娠６～16日目にフェノブカルブを 500、1500及

び 3000ppmで混餌投与した結果、催奇形性は認められなかった。また、ウサギの妊娠

６～16日目にかけてフェノブカルブを 5、20及び 80mg/kg/day経口投与した結果、催

奇形性は認められなかった 1), 2)。 

 

（９）  ヒトへの暴露について、スミバッサ乳剤 75®（フェノブカルブ 30%、フェニトロチ

オン 45%）の航空機散布における散布直下での測定では、フェノブカルブの気中濃度

は散布直後に最も高く（1.64mg/m3）、３分後には 0.47mg/m3、60分後には 0.03mg/m3

に低下した。このとき調査に従事した 10名の被験者において、血漿及び血中の ChE

阻害は認められなかった 1)。 

 

（１０）  作業環境中の許容限度としては、日本産業衛生学会の許容濃度として 5mg/m3 、

ACGIH及びWHOにおいてフェノブカルブと生体作用類似物質であるカルバリルにつ

いて許容濃度として 5mg/m3 がそれぞれ勧告されている。1), 4)  

フェノブカルブの残留農薬基準設定に関しては、許容一日摂取量（ADI）が

0.012mg/kg/dayと設定されているが、その設定の詳細については公表されていない 5)。 

 

（１１）  以上より、フェノブカルブの室内濃度指針値の算出については、入手した毒性に

係る知見より、設定の根拠となった試験の詳細が公表されているもののうち、最も安

全サイドにたった数値が得られるデータを採用することとした。 

試験結果が公表されている（７）の２年間混餌投与の結果から、経口投与による

無作用量としての 4.1mg/kg/dayを採用し、耐容一日摂取量を求めることにより室内濃

度指針値を求めた場合、不確実係数として、種差 10、個体差 10を用い、さらに経口

投与による ChEへの影響を指標としていることから、室内濃度指針値の設定に際し、

発現する毒性が吸入時の吸収率に影響されることを考慮することとした。フェニトロ

チオン（MEP）について吸入毒性が経口毒性に比較して約４倍であると推察されるこ

と 3)や経口投与の結果を吸入暴露の値とする場合の不確実計数として４が用いられて

いる事例 6)などを勘案し、さらに不確実係数として４を用いることとすると、耐容一

日摂取量（TDI）は 0.01mg/kg/dayとなる。日本人の平均体重を 50kg、一日当たりの呼

吸量を 15m3とすると 7)、フェノブカルブの室内濃度指針値は、 

0.01（mg/kg/day）×50（kg）／15（m3/day）= 0.033 mg/m3 =  33μg/m3（気体換算す

ると 3.8ppb）となる。 
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（別添２）

採取方法と測定方法について

○アセトアルデヒド測定法

ホルムアルデヒドの標準的測定法を用いて測定する。以下を追補事項として加える。

・標準物質として、アセトアルデヒド 2,4-ジニトロフェニルヒドラゾンを用いる。
・標準原液、標準溶液、検量線作成用標準系列はアセトアルデヒドも同時に混合してよ

い。

・紫外線吸収検出器の検出波長は 360nm を使用する。

・必要に応じて標準物質とリテンションタイムや吸収スペクトルを確認し、定性、定量

を行う。

注）アセトアルデヒドは人体からも発生する可能性があるので、新築住宅の測定法にお

いては閉鎖中及び採取時の入室を特に極力制限し、測定開始及び停止時以外に入室し

た場合は備考に記載すること。

○フェノブカルブの測定法

クロルピリホスの暫定測定法を用いて測定する。測定対象物質と測定用質量数は以下

の表による。

測定対象物質 測定質量数

フェノブカルブ 121, 150

・標準物質としては残留農薬測定用レベルのフェノブカルブを用いる。

・リテンションタイム、測定質量数を用いて定性、定量を行う。

注)フェノブカルブの測定においては炎光光度検出器(FPD)は使用できないが、精度が

保証されているならば検出器としてアルカリ熱イオン化検出器(FTD)あるいは高感度

窒素リン検出器(NPD)を用いることも可能である。物質の同定はリテンションタイム

によることになるが、検出感度はこちらのほうが高い。この場合内標準物質は窒素

を含んだ物質を利用する。



（別添３） 

 

 相談マニュアル作成の手引き追補(020122版)について 

 

○相談マニュアル作成の手引き１６ページに以下の文章を追加する 

 

(12)アセトアルデヒド 

 

＜一般的性質＞ 

 純品は無色の液体で刺激臭があり、薄い溶液では果実様の芳香がある。その臭気の閾

値は90μg/m3との報告がある。分子量は44.1で、常温における蒸気密度は約1.5、蒸気圧

は98.6kPaであり、揮発性は高い。空気より重いが、対流等により拡散した空気との混合

気体は相対的に空気と同じ密度になる。 

 

＜主な家庭内における用途と推定される発生源＞ 

  アセトアルデヒドはエタノールの酸化により生成され、ヒト及び高等植物における中

間代謝物でもあるため、様々な食物やアルコールを含むもの、またヒトそのものも発生

源になり得る。また、喫煙により発生することも知られている。ホルムアルデヒド同様

一部の接着剤や防腐剤に使用されている他、写真現像用の薬品としても使用される。 

 

＜健康影響＞ 

 いわゆる二日酔いの原因物質の一つとして知られる。蒸気は目、鼻、のどに刺激があ

る。目に侵入すると結膜炎や目のかすみを起こす。長期間の直接接触により発赤、皮膚炎

を起こすことがある。高濃度蒸気の吸入による中毒症状として、麻酔作用、意識混濁、気

管支炎、肺浮腫等があり、初期症状は慢性アルコール中毒に似ている。 

 

 ＜現在の指針値＞ 

現在の指針値案は、48μg/m3(0.03ppm)で、安全性の観点から影響が認められる可能性

がある濃度のうち最も低い濃度を与える実験として、ラットに対する経気道暴露試験に

関する知見から、鼻腔嗅覚上皮に影響を及ぼさないと考えられる無毒性量を基に、不確

実計数を加味して設定している。 

 

 

(13)フェノブカルブ 

 

＜一般的性質＞ 

 純品は無色の結晶でわずかな芳香臭がある。分子量は207.3で、常温における蒸気密度

は約7.1、蒸気圧は1.6mPaであり、揮発性は低い。蒸気は空気より重く、底部に滞留する

性質があると考えられるが、対流等により拡散した空気との混合気体は相対的に空気と

同じ密度になる。 



 

 

＜主な家庭内における用途と推定される発生源＞ 

 水稲、野菜などの害虫駆除に用いられるが、家庭内では防蟻剤として用いられている。 

 防蟻剤用として特化した製品は、高濃度で揮発しないようマイクロカプセル化されて

おり、土壌に適切に処理された場合、室内への放散は低いものと思われる。 

 

＜健康影響＞ 

 カーバーメート系の殺虫剤であり、有機リン系と同様にアセチルコリンエステラーゼ

を阻害する。ただし、作用機序は異なっており、非可逆的な抑制剤である有機リン系と

異なりコリンエステラーゼの阻害作用は可逆的である。 

高濃度蒸気や粉塵の吸入による中毒症状として、倦怠感、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、

腹痛などを起こし、重症の場合は縮瞳、意識混濁等を起こす。皮膚に付着すると、紅斑、

浮腫を起こすことがある。 

 

 ＜現在の指針値＞ 

現在の指針値案は、33μg/m3(3.8ppb)で、安全性の観点から影響が認められる可能性

がある濃度のうち最も低い濃度を与える実験として、ラットに対する２年間混餌投与試

験に関する無作用量を基に、不確実計数を加味して設定している。 

 

 

○２７ページのＳＶ規格の規格値概要表及び注を以下のように修正 

 

試験項目   紙系壁紙  ビニル壁紙  ｵﾚﾌｨﾝ系等壁紙 

ホルムアルデヒド(ppm)   0.01以下＊    同左    同左 

 

＊壁紙100g中のホルムアルデヒド1.2mgが0.01ppmに相当。 

 

 

○２８ページに以下の項を新設 

 

５-2「住宅の品質確保の促進等に関する法律」について 

 

平成１２年４月１日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「住

宅性能表示制度」は平成１２年１０月より本格的な運用が始まっている。この中で、「空

気環境に関すること」として、どのような内装材が使用されているかを大まかに区分した

上で、これらのうち特定木質建材(ＪＩＳ・ＪＡＳでホルムアルデヒドの放散量について等

級が定められている木質建材)に関してはホルムアルデヒド放散量の大小を４つの等級で

評価し、表示することとしている。(「空気環境に関すること」としてはこの他にも、全般

換気対策、局所換気設備について評価・表示基準が定められている。)これら建材の等級表

示や換気対策は、設計段階で住宅を選択するための目安として有効な手段である。 



 

しかしながら、実際の空気質の状態を知りたいという要望が根強いこと、一部の自主的

な測定の評価方法や情報開示のあり方に混乱もあったこと等に配慮して、平成１３年８月

に基準の改正がなされ、室内空気中の特定測定物質＊の濃度等の測定結果についても選択

表示事項として表示できることとされた。この制度を選択した際に表示される内容は以下

の通りである。 

 

(1) 特定測定物質の名称 

(2) 特定測定物質の濃度 

(3) 測定器具の名称 

(4) 採取を行った年月日、時刻 

(5) 内装仕上げ工事の完了日 

(6) 採取条件(空気を採取した居室の名称、採取中の室温又は平均の室温、採取中の相対

湿度又は平均の相対湿度、採取中の天候及び日照の状況、採取前及び採取中の換気

及び冷暖房の実施状況、その他測定濃度に著しい影響を及ぼすもの 

(7) 分析したものの氏名又は名称 

 

なお、この制度に基づいて測定された物質の濃度は「建設住宅性能評価書」に表示される

が、これはあくまでも測定時点の濃度を開示したものであり、その濃度が将来変化しないも

のであること等を保証もしくは約束したものではないことに留意する必要がある。 

 

＊特定測定物質：「住宅性能表示制度」の「選択表示事項」として「空気中の化学物質の濃度等」とし

て表示できる物質。現在ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの５物質

が指定されている。このうちホルムアルデヒドの濃度については、当制度を利用する際には必ず表示す

ることとされている。他の４物質については測定の対象として申請されたものの濃度を表示する。 


