
 
 

別紙１ 対象物質別の調査結果 

 

※ 別紙表中の GHS 分類欄の「区分外」の表記は、JIS Z 7252:2019（GHS に

基づく化学品の分類方法）における「区分に該当しない」に相当する。 

 

No は、別表１－１及び１－２の対象物質リストの No に対応 

No. CAS RN 物質名称  

R5_2 55-63-0 ニトログリセリン  

R5_3 56-35-9 トリブチルスズオキシド  

R5_4 56-36-0 トリブチルスズアセテート  

R5_5 56-38-2 ジエチルーパラーニトロフェニルチオホスフェイト（別名

パラチオン） 

 

R5_6 57-74-9 クロルデン  

R5_7 58-89-9 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン（別名：リンデ

ン） 

 

R5_8 61-82-5 3-アミノ-1H-1, 2, 4-トリアゾール（別名アミトロール）  

R5_10 64-19-7 酢酸  

R5_11 67-72-1 ヘキサクロロエタン  

R5_12 72-20-8 1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-

1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エンド-1,4-エンド-5,8-

ジメタノナフタレン（別名エンドリン） 

 

R5_13 72-43-5 1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス（4-メトキシフェニル）エタン

（別名：メトキシクロル） 

 

R5_14 74-89-5 メチルアミン  

R5_15 74-93-1 メチルメルカプタン (別名：メタンチオール)  

R5_16 75-04-7 エチルアミン  

R5_17 75-08-1 エタンチオール  

R5_18 75-25-2 トリブロモメタン  

R5_19 75-31-0 イソプロピルアミン  

R5_20 75-34-3 1,1-ジクロロエタン   

R5_21 75-43-4 ジクロロフルオロメタン  

R5_22 75-45-6 クロロジフルオロメタン  

R5_23 75-50-3 トリメチルアミン  

R4_11 75-52-5 ニトロメタン  

R5_24 75-63-8 ブロモ（トリフルオロ）メタン  

R5_25 75-65-0 tert-ブタノール  

R5_26 75-71-8 ジクロロジフルオロメタン  

R5_27 76-12-0 テトラクロロジフルオロエタン（別名：CFC-112）  
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R5_28 76-13-1 1,1,2-トリクロロ-1,2,2-トリフルオロエタン（別名：トリ

クロロトリフルオロエタン・CFC-113） 

 

R5_29 76-14-2 1,2-ジクロロ-1,1,2,2-テトラフルオロエタン 

 （CFC-114） 

 

R5_31 76-87-9 水酸化トリフェニルスズ  

R5_32 77-58-7 ジブチルスズ=ジラウラート  

R5_33 77-73-6 ジシクロペンタジエン  

R5_34 78-04-6 マレイン酸ジブチルスズ  

R5_35 78-10-4 テトラエトキシシラン  

R5_38 79-00-5 1,1,2-トリクロロエタン  

R5_39 79-09-4 プロピオン酸  

R5_40 79-10-7 アクリル酸  

R5_41 79-11-8 クロロ酢酸  

R5_42 79-24-3 ニトロエタン  

R4_19 79-41-4 メタクリル酸  

R4_20 80-62-6 メタクリル酸メチル  

R5_43 81-81-2 3-(アルファ-アセトニルベンジル)-4-ヒドロキシクマリン

（別名：ワルファリン） 

 

R5_44 84-66-2 フタル酸ジエチル  

R5_45 84-74-2 フタル酸ジ-n-ブチル (DBP)  

R5_46 85-44-9 無水フタル酸  

R5_47 86-50-0 ジチオりん酸 O, O-ジメチル-S-[(4-オキソ-1, 2, 3-ベン

ゾトリアジン-3(4H)-イル)メチル]（別名アジンホスメチ

ル） 

 

R5_48 87-68-3 六塩化ブタジエン  

R5_49 88-12-0 N-ビニル-2-ピロリドン  

R4_24 92‐84‐2 フェノチアジン  

R5_50 93-76-5 2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸  

R5_51 94-36-0 ジベンゾイルペルオキシド  

R5_52 100-01-6 p-ニトロアニリン  

R4_40 100-37-8 2-ジエチルアミノエタノール（DEAE）  

R4_42 100-44-7 塩化ベンジル  

R5_53 100-61-8 N-メチルアニリン  

R4_46 101-72-4 N‐イソプロピル‐N'‐フェニル‐p‐フェニレンジアミン  

R5_54 101-84-8 ジフェニルエーテル  

R5_55 102-71-6 トリエタノールアミン  

R5_56 104-94-9 p-アニシジン  

R5_57 106-35-4 ノルマル-ブチルエチルケトン  

2



 
 

R5_58 106-50-3 p-フェニレンジアミン  

R4_51 106-91-2 メタクリル酸 2,3-エポキシプロピル  

R5_59 107-15-3 エチレンジアミン  

R5_60 107-18-6 アリルアルコール  

R5_62 107-31-3 ぎ酸メチル  

R5_63 107-41-5 2-メチル-2,4-ペンタンジオール（別名：ヘキシレングリコ

ール） 

 

R5_64 107-49-3 テトラエチルピロホスフェイト（別名 TEPP）  

R5_66 107-98-2 プロピレングリコールモノメチルエーテル  

R5_67 108-03-2 1-ニトロプロパン  

R5_69 108-20-3 イソプロピルエーテル  

R5_70 108-24-7 無水酢酸  

R5_71 108-31-6 無水マレイン酸  

R5_72 108-45-2 m-フェニレンジアミン  

R5_74 109-66-0 n-ペンタン  

R5_76 109-87-5 メチラール  

R5_77 109-89-7 ジエチルアミン  

R5_78 110-12-3 5-メチル-2-ヘキサノン  

R5_79 110-49-6 エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート  

R5_80 110-82-7 シクロヘキサン  

R5_82 111-84-2 n-ノナン  

R5_83 112-07-2 エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、

(EGBEA) 

 

R5_84 112-34-5 2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール  

R5_85 114-26-1 プロポキスル  

R5_86 115-86-6 りん酸トリフェニル  

R4_68 117-81-7 フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）(DEHP)  

R5_87 118-96-7 2,4,6-トリニトロトルエン  

R5_88 121-69-7 N,N-ジメチルアニリン  

R4_72 122-14-5 チオリン酸 O,O-ジメチル-O-(3-メチル-4-ニトロフェニル) 

（別名：フェニトロチオン） 

 

R4_74 122-60-1 2,3-エポキシプロピル＝フェニルエーテル（別名：フェニ

ルグリシジルエーテル） 

 

R5_89 123-42-2 ジアセトンアルコール  

R5_91 126-73-8 りん酸トリ-n-ブチル  

R5_92 137-05-3 2-シアノアクリル酸メチル  

R5_93 141-32-2 アクリル酸ノルマル-ブチル  

R4_85 141-43-5 2-アミノエタノール  
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R5_94 141-79-7 酸化メシチル（別名：メシチルオキシド）  

R5_95 142-82-5 ノルマル-ヘプタン  

R4_87 298-04-4 ジチオリン酸 O,O-ジエチル-S-(2-エチルチオエチル) （別

名：ジスルホトン）     

 

R4_90 409-21-2 炭化けい素  

R5_97 309-00-2 1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-1,4,4a,5,8,8a-ヘキサヒドロ

-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン（別名：アル

ドリン） 

 

R5_98 379-52-2 フッ化トリフェニルスズ  

R5_100 540-88-5 酢酸ターシャリ-ブチル  

R5_101 541-85-5 エチルーセカンダリーペンチルケトン  

R5_102 552-30-7 1,2,4-ベンゼントリカルボン酸 1,2-無水物  

R5_103 624-83-9 イソシアン酸メチル  

R5_104 626-38-0 酢酸 sec-ペンチル  

R5_105 639-58-7 塩化トリフェニルスズ  

R5_106 683-18-1 ジブチルスズジクロリド  

R5_107 818-08-6 ジブチルスズオキサイド  

R5_108 822-06-0 ヘキサメチレン=ジイソシアネート（HDI）  

R5_109 900-95-8 酢酸トリフェニルスズ  

R5_110 1067-33-0 ジブチルスズ二酢酸  

R5_111 1118-46-3 ブチルトリクロロスズ  

R5_112 1305-62-0 水酸化カルシウム  

R5_113 1305-78-8 生石灰（別名：酸化カルシウム）  

R5_114 1314-13-2 酸化亜鉛  

R4_96 1333-86-4 カーボンブラック  

R5_116 1461-22-9 トリブチルスズクロリド  

R5_117 1461-25-2 テトラブチルスズ  

R5_119 1912-24-9 2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1,3,5-ト

リアジン（別名アトラジン） 

 

R5_120 1983-10-4 トリブチルスズフルオリド  

R5_121 2104-64-5 O-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアー

ト（別名：EPN） 

 

R5_122 2155-70-6 トリブチルスズ=メタクリラート  

R5_123 2179-59-1 アリル-ノルマル-プロピルジスルフィド  

R5_124 2551-62-4 六弗化硫黄  

R5_125 4098-71-9 3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=

イソシアネート (イソホロンジイソシアネート, IPDI) 
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R4_100 5124-30-1 メチレンビス(4,1-シクロヘキシレン) =ジイソシアネート  

R5_126 7429-90-5 アルミニウム  

R5_127 7440-06-4 白金  

R5_128 7440-22-4 銀  

R5_129 7440-36-0 アンチモン  

R5_131 7440-47-3 クロム  

R5_133 7553-56-2 沃素  

R5_134 7637-07-2 三フッ化ほう素  

R5_135 7664-38-2 りん酸  

R5_136 7719-12-2 三塩化りん  

R5_137 7782-49-2 セレン  

R5_138 7783-00-8 亜セレン酸  

R5_139 7783-07-5 セレン化水素  

R5_140 7783-08-6 セレン酸  

R5_141 7784-42-1 アルシン（別名：ヒ化水素）  

R5_142 7786-34-7 メビンホス  

R4_113 10025-87-3 塩化ホスホリル  

R5_144 10028-15-6 オゾン  

R5_145 10102-18-8 亜セレン酸ナトリウム  

R5_147 10102-44-0 二酸化窒素  

R5_148 10584-98-2 ジブチルスズビス(2-エチルヘキシルチオグリコレート)  

R5_149 13410-01-0 セレン酸ナトリウム  

R4_114 13463-67-7 酸化チタン  

R5_150 13838-16-9 2-クロロ-1,1,2-トリフルオロエチルジフルオロメチルエー

テル（別名：エンフルラン） 

 

R4_118 25013-15-4 ビニルトルエン（異性体混合物）  

R5_151 25168-24-5 ジブチルスズビス(イソオクチル=チオグリコレート)  

R5_152 25551-13-7 トリメチルベンゼン  

R5_153 34590-94-8 ジプロピレングリコールメチルエーテル  

R4_108 77722-84-1 過酸化水素  

R5_154 85409-17-2 トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの

類縁化合物の混合物（トリブチルスズ=ナフテナート） 
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別紙２ 令和４年度濃度基準値設定物質に係る測定法の個票 
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別紙３     確認測定を行う必要性の判断に関する指針等 

 
はじめに 
 
 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針（令和

５年４月 27 日付け技術上の指針公示第 24 号。以下「技術上の指針」という。）において

確認測定（ばく露される程度が濃度基準値以下であることを確認するための測定をいう。

以下同じ。）を行う必要があるとされる「ばく露される程度が濃度基準値を超えるおそ

れ」の有無の判断基準について、その運用について明確にするため、関係指針等をレビュ

ーした。 
 
第１ 確認測定の趣旨等に関する関係指針の規定 

 
１ 確認測定の趣旨等に関する技術上の指針の規定 

(1)  技術上の指針の１－２の「実施内容」は、事業者が実施する内容を包括的に規定し

ている。具体的には、１－２(1)で「事業場で使用する全てのリスクアセスメント対象

物について、危険性又は有害性を特定し、労働者が当該物にばく露される程度を把握

した上で、リスクを見積もる」ことを求め、(2)において、「濃度基準値が設定されて

いる物質について、リスクの見積りの過程において、労働者が当該物質にばく露され

る程度が濃度基準値を超えるおそれがある屋内作業を把握した場合は、ばく露される

程度が濃度基準値以下であることを確認するための測定（以下「確認測定」という。）

を実施する」としている。さらに、(3)として、「(1)及び(2)の結果に基づき、危険性又

は有害性の低い物質への代替、工学的対策、管理的対策、有効な保護具の使用という

優先順位に従い、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度

とすることを含め、必要なリスク低減措置（リスクアセスメントの結果に基づいて労

働者の危険又は健康障害を防止するための措置をいう。以下同じ。）を実施する」とし

ている。 
(2)  リスク低減措置の基本的考え方については、技術上の指針７－１において、「化学

物質リスクアセスメント指針に規定されているように、危険性又は有害性の低い物質

への代替、工学的対策、管理的対策、有効な保護具の使用という優先順位に従い、対

策を検討し、労働者のばく露の程度を濃度基準値以下とすることを含めたリスク低減

措置を実施する」とされており、さらに、「その際、保護具については、適切に選択さ

れ、使用されなければ効果を発揮しないことを踏まえ、本質安全化、工学的対策等の

信頼性と比較し、最も低い優先順位が設定されていることに留意する」とされている。 
(3)  呼吸用保護具の使用については、７－２(1)において、「労働者の呼吸域における物

質の濃度が、保護具の使用を除くリスク低減措置を講じてもなお、当該物質の濃度基

準値を超えること等、リスクが高いことを把握した場合」に、有効な呼吸用保護具を

選択し、労働者に適切に使用させる、としており、その際、呼吸用保護具は、「選択及
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び装着が適切に実施されなければ、所期の性能が発揮されないことに留意し、７－３

及び７－４に定める呼吸用保護具の選択及び適切な使用の確認を行う」としている。 
(4)  これらの技術上の指針の規定から、確認測定は、リスク見積りを行うための手段で

あることは明らかであり、確認測定を含めたリスク見積りの結果に応じ、リスク低減

措置を検討することになる。同様に、「当該物質にばく露される程度が濃度基準値を

超えるおそれ」の判断もリスク見積りの一環であり、材料等の代替、工学的対策、管

理的対策、保護具の使用という優先順位に基づいてリスク低減措置を検討するより前

の段階に行われるものである。リスク見積りの趣旨は、材料等の代替、局所排気装置

等の設置や、呼吸用保護具の使用等のリスク低減措置を検討するに足る材料を提示す

ることであり、これらのリスク低減措置は、すべて、労働者の呼吸域の濃度が濃度基

準値を超えることを前提としていることから、「当該物質にばく露される程度が濃度

基準値を超えるおそれ」の判断は、労働者の呼吸域の濃度によってなされる必要があ

る。 
(5)  この考え方は、リスクアセスメント及びその結果に基づくリスク低減措置の「基本

的考え方」を規定する技術上の指針のフローチャートにおいて、「濃度基準値を超え

るおそれのある屋内作業がありますか（指針２－１(2)）」の結果により「確認測定の

実施（指針３～４）」があり、その結果を踏まえて「リスク低減措置の実施（指針２－

１(1)及び７）という一連の過程で規定されている。 
(6)  ここで、仮に、リスク見積りの段階で、優先順位に基づくリスク低減措置の検討を

しないまま、その結果を先取りして、最も優先順位の低い保護具をリスク低減措置と

することを前提として、数理モデルでばく露の程度を推計するとした場合、呼吸用保

護具より優先度の高いリスク低減措置を検討する余地がなくなってしまう。このよう

な考え方は、化学物質リスクアセスメント指針（化学物質等による危険性又は有害性

等の調査等に関する指針（平成 27 年９月 18 日付け危険性又は有害性等の調査等に

関する指針公示第３号）をいう。）や技術上の指針に基づくリスク低減措置の優先順

位の考え方と合致せず、適切でない。 
(7)  なお、指針７－２(1)に明記されているように、保護具の使用を除くリスク低減措置

を検討した後に、呼吸用保護具の使用によりリスクを低減せざるを得ない場合には、

指針７－３及び７－４に定めるところにより、呼吸用保護具をリスク低減措置として

採用することができる。また、リスク低減措置の検討に資するため、数理モデルを活

用し、工学的対策や呼吸用保護具の使用等のリスク低減措置を実施した場合のばく露

の推定を行うことも差し支えない。 
 

２ 確認測定の対象者の選定に関する技術上の指針の規定 
(1)  確認測定の対象者の選定については、技術上の指針３－１(1)において、「労働者の

ばく露の程度が八時間濃度基準値の２分の１程度を超えると評価された場合は、確認

測定を実施」することが規定されている。さらに、八時間濃度基準値の２分の１程度

を採用する趣旨として、(6)アにおいて、「数理モデルや場の測定による労働者の呼吸
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域における物質の濃度の推定は、濃度が高くなると、ばらつきが大きくなり、推定の

信頼性が低くなることを踏まえた」としており、このような状態においては、「労働者

がばく露される物質の濃度を低くするため、必要なリスク低減措置を実施することが

重要となる」としている。 
(2)  これら規定からも、１で述べたように、リスク見積りにおいて、「ばく露の程度が八

時間濃度基準値の２分の１程度を超える」と評価するために用いる数理モデル等によ

る推計値は、「労働者の呼吸域の濃度の推計値」を前提としていることがわかる。  
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第２ 呼吸用保護具に関する法令及び指針の規定 
 

１ 呼吸用保護具に関する関係法令の規定 
(1)  特定化学物質障害予防規則（昭和 47 年労働省令第 39 号。以下「特化則」という。）

第 38 条の 21 第６項においては、金属アーク溶接等を継続して行う屋内作業場につ

いては、溶接ヒューム測定告示（金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に

係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等（令和２年厚生労働省告示第 286 号）をいう。

以下同じ。）で定める個人ばく露測定の結果に応じて、要求防護係数を算出し、それを

上回る指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用させることを義務付けている。 
(2)  溶接ヒューム測定告示においては、「労働者の呼吸する空気中の溶接ヒュームの濃

度を測定するために最も適切な部位」に試料採取機器の吸気口を装着することを求め、

施行通達（令和２年７月 31 日付け基発 0731 第１号）において、当該部位を「労働者

の呼吸域」とし、具体的には、「当該労働者が使用する呼吸用保護具の外側であって、

両耳を結んだ直線の中央を中心とした、半径 30 センチメートルの顔の前方に広がっ

た半球の内側」としている。 
(3)  特化則第 36 条の３の２第４項等においては、改善が困難な第三管理区分作業場に

おいては、第三管理区分測定告示（第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等

の測定の方法等（令和４年厚生労働省告示第 341 号）をいう。以下同じ。）で定める

個人サンプリング測定等により濃度を測定し、その結果に応じて、要求防護係数を算

出し、それを上回る指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用させることを義務付け

ている。 
(4)  以上から、(1)及び(3)に規定する屋内作業場においては、正確な要求防護係数を算

出する観点から溶接ヒューム測定告示又は第三管理区分測定告示の規定による個人

ばく露測定を実施し、その結果に応じ、有効な呼吸用保護具を使用させることが義務

付けられており、数理モデル等による呼吸域の濃度や呼吸用保護具の内側濃度の推定

で代えることはできないことに留意が必要である。 
 

２ 呼吸用保護具に関する技術上の指針の規定 
(1)  技術上の指針７－２(1)においては、「確認測定により、労働者の呼吸域における物

質の濃度が、保護具の使用を除くリスク低減措置を講じてもなお、当該物質の濃度基

準値を超えること等、リスクが高いことを把握した場合、有効な呼吸用保護具を選択

し、労働者に適切に使用させる」としている。また、７－３(1)、(2)及び(8)において

は、「化学物質の濃度の測定の結果得られた値」を用いて要求防護係数を算出し、当該

要求防護係数を上回る指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用させること、物質の

種類に応じて十分な徐毒能力を有する吸収缶を備えた防毒マスクを使用させること

が定められている。さらに、(4)に「要求防護係数の決定及び適切な保護具の選択は、

化学物質管理者の管理のもと、保護具着用管理責任者が確認測定を行った者と連携し

つつ行う」ことが定められている。 
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(2)  確認測定の方法への留意事項として、技術上の指針３－２(3)アにおいては、「確認

測定は、最初の測定は呼吸用保護具の要求防護係数を算出するため個人ばく露測定が

必要であるが、定期的に行う測定はばく露状況に大きな変動がないことを確認する趣

旨であるため、定点の連続モニタリングや場の測定といった方法も認められる」とし

ている。 
(3)  以上から、個人用保護具を労働者に使用させる場合には、正確な要求防護係数を算

出する観点から、個人ばく露測定による確認測定の結果に基づく要求防護係数を上回

る指定防護係数を有し、物質の種類に応じて十分な徐毒能力を有する吸収缶を備えた

呼吸用保護具を使用させる必要があり、個人ばく露測定による確認測定を数理モデル

による呼吸域の濃度や呼吸用保護具の内側の濃度の推定で代えることはできないこ

とに留意が必要である。 
 

第３ 技術上の指針の改正について 
  第１及び第２を踏まえ、リスク見積りの趣旨をよりわかりやすくするため、次に掲げる

点について、技術上の指針で明確にする。 
１ 確認測定の測定者の選定基準の明確化 

(1)  技術上の指針３－１(1)の規定について、事業者は、リスクアセスメントによる作業

内容の調査、場の測定の結果及び数理モデルによる解析の結果等を踏まえ、労働者の

呼吸域における物質の濃度が八時間濃度基準値の２分の１程度を超えると評価され

た場合は、確認測定を実施することを明確にする。 
(2)  (1)の趣旨は、リスク見積りの一環として、労働者が当該物質にばく露される程度が

濃度基準値を超えるおそれのある屋内作業の有無を判断するために、確認測定を実施

する基準であることを明確にする。 
２ 労働者の呼吸域の定義の明確化 

(1)  「労働者の呼吸域」の定義として、溶接ヒューム告示の施行通達に合わせる形で、

当該労働者が使用する呼吸用保護具の外側であって、両耳を結んだ直線の中央を中心

とした半径 30 センチメートルの顔の前方に広がった半球の内側ということを技術上

の指針にも明記する。 
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別紙４ 皮膚から吸収・侵入して健康障害を生ずるおそれが明らかな物質の特定 
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【
別
紙
５
】

個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
法
に
お
け
る
測
定
手
法
の
検
討
対
象
（
表
１
）

現
時
点
で
実
施
が
不
可
と
な
っ
て
い
る
特
定
化
学
物
質
は
以
下
の
と
お
り
。

特
定
化
学
物
質
の
名
称

試
料
採
取
方
法

分
析
方
法

管
理
濃
度

今
回
検
討
対
象

ジ
ク
ロ
ル
ベ
ン
ジ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩

ろ
過
捕
集
方
法

高
速
液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
分
析
方
法

―
○

ア
ル
フ
ァ
―
ナ
フ
チ
ル
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩

固
体
捕
集
方
法

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
分
析
方
法

―

オ
ル
ト
―
ト
リ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩

固
体
捕
集
方
法

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
分
析
方
法

―
○

ジ
ア
ニ
シ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩

固
体
捕
集
方
法

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
分
析
方
法

―
○

塩
化
ビ
ニ
ル

固
体
捕
集
方
法

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
分
析
方
法

2 
pp

m
○

塩
素

固
体
捕
集
方
法

高
速
液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
分
析
方
法

0.
5

pp
m

○

沃
（
よ
う
）
化
メ
チ
ル

固
体
捕
集
方
法

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
分
析
方
法

2 
pp

m

現
行
の
作
業
環
境
測
定
基
準
に
な
い
測
定
法
（
N
IO
S
H
法
）
を
取
り
入
れ
る
こ
と
等
で
可
能
【
７
物
質
（
管
理
濃
度
が
な
い
化
学
物
質
を
含
む
）
】

引
き
続
き
検
討
が
必
要
な
物
質
【

19
 物
質
（
管
理
濃
度
が
な
い
化
学
物
質
を
含
む
）
】

特
定
化
学
物
質
の
名
称

管
理
濃
度

理
由

今
回
検
討
対
象

特
定
化
学
物
質
の
名
称

管
理
濃
度

理
由

今
回
検
討
対
象

塩
素
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
（
別
名
Ｐ
Ｃ
Ｂ
）

0.
01

m
g/

m
3

②
⑤

○
1,

1-
ジ
メ
チ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ
ン

0.
01

pp
m

④
○

ベ
ン
ゾ
ト
リ
ク
ロ
リ
ド

0.
05

pp
m

⑤
⑥

ニ
ッ
ケ
ル
化
合
物

0.
1m

g/
m

3
④

○

ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド

0.
1m

g/
m

3
②

④
○

ニ
ッ
ケ
ル
カ
ル
ボ
ニ
ル

0.
00

1
pp

m
⑤

ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物

0.
01

m
g/

m
3

①
⑥

ニ
ト
ロ
グ
リ
コ
ー
ル

0.
05

pp
m

①
②

④
○

エ
チ
レ
ン
イ
ミ
ン

0.
05

pp
m

①
②
※
１

パ
ラ
―
ニ
ト
ロ
ク
ロ
ル
ベ
ン
ゼ
ン

0.
6m

g/
m

3
④

○

ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル

―
①

⑥
弗
（
ふ
つ
）
化
水
素

0.
5

pp
m

①
②

④

コ
ー
ル
タ
ー
ル

※
２

③
⑤

ベ
ー
タ
―
プ
ロ
ピ
オ
ラ
ク
ト
ン

0.
5

pp
m

⑤

シ
ア
ン
化
カ
リ
ウ
ム

3m
g/

m
3

①
②
※
１

○
ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル
及
び
そ
の
ナ
ト
リ
ウ
ム
塩

0.
5m

g/
m

3
①

②
※
１

シ
ア
ン
化
水
素

3 
pp

m
①

②
④

○
硫
化
水
素

1 
pp

m
①

②
④

シ
ア
ン
化
ナ
ト
リ
ウ
ム

3m
g/

m
3

①
②
※
１

○

（
理
由
）

①
：
現
行
の
作
業
環
境
測
定
基
準
で
試
料
採
取
方
法
が
直
接
捕
集
方
法
又
は
液
体
捕
集
方
法
。
②
：
現
行
の
作
業
環
境
測
定
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
な
い
方
法
（
O
S
H
A
法
や
N
IO
S
H
法
）
を
検
討
し
て

い
る
。
③
：
高
精
度
の
測
定
機
器
に
よ
れ
ば
測
定
が
で
き
う
る
。
④
：
D
測
定
は
1
5
分
間
の
サ
ン
プ
リ
ン
グ
で
管
理
濃
度
の
1
/1
0
の
濃
度
を
測
定
で
き
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

通
達
（
令
和
2
年
基
発
0
1
2
7
第
1
2
号
）
に
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
精
度
に
は
達
し
て
い
な
い
が
、
管
理
濃
度
と
同
じ
有
効
桁
で
足
り
る
と
す
れ
ば
、
実
施
可
能
で
あ
る
。
⑤
：
④
の
レ
ベ
ル
に
は
達

し
て
い
な
い
。
⑥
：
定
量
下
限
値
の
情
報
が
な
く
、
判
断
で
き
な
い
。
（
※
１
：
代
替
法
も
液
体
捕
集
方
法
。
※
２
：
ベ
ン
ゼ
ン
可
溶
性
成
分
と
し
て

0.
2m

g/
m

3
）
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個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
法
に
お
け
る
測
定
手
法
の
検
討
対
象
（
表
２
）

現
行
の
作
業
環
境
測
定
基
準
に
な
い
測
定
方
法
（
Ｎ
Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｈ
法
）
を
取
り
入
れ
る
こ
と
等
で
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
の
測
定
対
象
物
質
に
追
加
可
能
で
あ
る
か
の
検
討
を
行
っ
た
結
果
は
以
下
の
と
お
り
。

Ｎ
o.

物
質
名
（
法

令
上
の
名

称
）
、

CA
S№
等

作
業
環
境
測
定
基
準

文
献
名
（
※

１
）

捕
集
法

分
析
法

管
理
濃
度

精
度

評
価
結
果

C・
D測

定
実
施

の
可
否

（
※

３
）

試
料
採

取
方
法
分
析
方
法

試
料
採
取

方
法

試
料
捕
取
機
器

吸
引
流
量

/吸
引
量

（
※
２
）

分
析
方
法

前
処
理
方
法

定
量
下

限
（
１
試

料
当

り
）

C測
定
下
限
濃
度

（
8時
間
測
定
）

D測
定
下
限
濃
度

（
15
分
測
定
）

1

ジ
ク
ロ
ル
ベ

ン
ジ
ジ
ン
及

び
そ
の
塩

91
-9

4-
1他

液
体
捕

集
方
法
吸
光
光
度

分
析
方
法

N
IO

SH
 

N
M

AM
 

M
et

ho
d 

№
55
09

（
評
価
済
）

ろ
過
捕
集

方
法

グ
ラ
ス
フ
ァ
イ
バ
ー

ろ
紙
13
m
m
φ

0.
2L

/m
in

最
大

10
0L

高
速
液
体
ク
ロ

マ
ト
グ
ラ
フ
分

析
方
法

0.
5ｍ
Ｌ
の

0.
17
％
ト
リ

メ
チ
ル
ア
ミ
ン

/メ
タ

ノ
ー
ル
で
１
時
間
振
と

う
し
抽
出
す
る
。
そ
の

後
、

10
分
間
遠
心
分
離

を
行
う
。

な
し

0.
05

µg
0.

00
05

0m
g/

m
3

（
0.

2L
/m

in
 x

 
50

0m
in

 
: 1

00
L採
気
）

0.
01

7m
g/

m
3

（
0.

2Ｌ
/m

in
 x

 
15

m
in

 
: 3

L採
気
）

Ｔ
Ｌ
Ｖ
－
Ｔ
Ｗ
Ａ
：

L（
ば
く
露
の

レ
ベ
ル
を
可
能
な
限
り
低
く
す
る

様
に
管
理
す
る
）

管
理
濃
度
が
設
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

O
SH

A、
DF

G等
の
基
準
値
も
存
在

し
な
い
。

試
料
採
取
方
法
、
分
析
方
法
が
作

業
環
境
測
定
基
準
と
合
致
し
な
い

が
、

N
IO

SH
で
測
定
手
法
の
自
己

評
価
済
み

〇

2

オ
ル
ト
－
ト

リ
ジ
ン
及
び

そ
の
塩

11
9-

93
-7

61
2-

82
-8

液
体
捕

集
方
法
吸
光
光
度

分
析
方
法

O
SH

A 
M

et
ho

d 
N

o.
71

（
評
価
済
）

固
体
捕
集

方
法

硫
酸
含
浸
フ
ィ
ル

タ
ー

１
L/

m
in

最
大

10
0L

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト

グ
ラ
フ

/E
CD
方

法

0.
5N

-N
aO

H１
ｍ

Lと
ト

ル
エ
ン
２

m
Lを
加
え
、

20
分
間
振
と
う
し
抽
出
。

こ
れ
よ
り
ト
ル
エ
ン
層

１
m

Lを
分
取
し
、

HF
AA

を
加
え
誘
導
体
化
す
る
。

な
し

1.
1n

g
0.

00
00

11
m

g/
m

3

（
1.

0L
/m

in
 x

 
10

0m
in

 
: 1

00
L採
気
）

0.
00

00
73

m
g/

m
3

（
1.

0L
/m

in
 x

 
15

m
in

 
:

15
L採
気
）

Ｔ
Ｌ
Ｖ
－
Ｔ
Ｗ
Ａ
：
な
し

管
理
濃
度
が
設
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

O
SH

A、
DF

G等
の
基
準
値
も
存
在

し
な
い
。

試
料
採
取
方
法
、
分
析
方
法
が
作

業
環
境
測
定
基
準
と
合
致
し
な
い

が
、

O
SH

Aで
測
定
手
法
の
自
己

評
価
済
み

〇

3

ジ
ア
ニ
シ
ジ

ン
及
び
そ
の

塩 11
9-

90
-4

20
32

5-
40

-0

液
体
捕

集
方
法
吸
光
光
度

分
析
方
法

O
SH

A 
M

et
ho

d 
N

o.
71

（
評
価
済
）

固
体
捕
集

方
法

硫
酸
含
浸
フ
ィ
ル

タ
ー

１
L/

m
in

最
大

10
0L

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト

グ
ラ
フ

/E
CD
方

法

0.
5N

-N
aO

H１
ｍ

Lと
ト

ル
エ
ン
２

m
Lを
加
え
、

20
分
間
振
と
う
し
抽
出
。

こ
れ
よ
り
ト
ル
エ
ン
層

１
m

Lを
分
取
し
、

HF
AA

を
加
え
誘
導
体
化
す
る
。

な
し

1.
2n

g
0.

00
00

12
m

g/
m

3

（
1.

0L
/m

in
 x

 
10

0m
in

 
: 1

00
L採
気
）

0.
00

00
8m

g/
m

3

（
1.

0L
/m

in
 x

 
15

m
in

 
: 1

5L
採
気
）

Ｔ
Ｌ
Ｖ
－
Ｔ
Ｗ
Ａ
：
な
し

管
理
濃
度
が
設
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

O
SH

A、
DF

G等
の
基
準
値
も
存
在

し
な
い
。

試
料
採
取
方
法
、
分
析
方
法
が
作

業
環
境
測
定
基
準
と
合
致
し
な
い

が
、

O
SH

Aで
測
定
手
法
の
自
己

評
価
済
み

〇

4
塩
化
ビ
ニ
ル

75
-0

1-
4

直
接
捕

集
方
法

ガ
ス
ク
ロ

マ
ト
グ
ラ

フ
分
析
方

法

N
IO

SH
 

N
M

AM
 

M
et

ho
d 

№
10
07

（
評
価
済
）

固
体
捕
集

方
法

活
性
炭
管

15
0m

g
(1

00
m

g/
50

m
g)

２
連
結

0.
05

L/
分

最
大
５

L

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト

グ
ラ
フ

/F
ID
方

法

二
硫
化
炭
素
１
ｍ

Lに
よ

る
溶
媒
脱
着
（

30
分

間
）
を
行
う
。

2p
pm

0.
04

µg
0.

00
31

pp
m

（
0.

05
L/

m
in

 x
 

10
0m

in
 

: ５
L採
気
）

0.
02

1p
pm

（
0.

05
L/

m
in

 x
 

15
m

in
 

: 0
.7

5L
採
気
）

試
料
採
取
方
法
が
作
業
環
境
測
定

基
準
と
合
致
し
な
い
が
、

N
IO

SH
で
測
定
手
法
の
自
己
評
価
済
み

C測
定
が
管
理
濃
度
の

1/
10
ま
で

測
定
可
能

D測
定
が
管
理
濃
度
の

1/
10
ま
で

測
定
可
能

〇

5
塩
素

77
82

-5
0-

5
液
体
捕

集
方
法
吸
光
光
度

分
析
方
法

N
IO

SH
 

N
M

AM
 

M
et

ho
d 

N
o.

60
11

（
評
価
済
）

ろ
過
捕
集

方
法

プ
レ
フ
ィ
ル
タ
ー

(P
TF

E, 
0.

5µ
m

) +
 

フ
ィ
ル
タ
ー

(銀
メ

ン
ブ
レ
ン

,2
5m

m
, 

0.
45

µm
)

0.
3-

1.
0L

/m
in

最
大

45
L

高
速
液
体
ク
ロ

マ
ト
グ
ラ
フ
分

析
方
法

(電
気
伝
導
度
検

出
器

)

銀
メ
ン
ブ
レ
ン
フ
ィ
ル

タ
ー
に
６

m
M
チ
オ
硫
酸

ナ
ト
リ
ウ
ム
３

m
Lを
加

え
、
キ
ャ
ッ
プ
を
す
る
。

時
々
振
り
混
ぜ
な
が
ら
、

試
料
を
最
低

10
分
間
静

置
し
、
脱
イ
オ
ン
水

7m
L

を
加
え
、
溶
液
の
総
量

を
10

m
Lと
す
る
。

0.
5p

pm
0.

6µ
g

0.
00

46
pp

m
（

0.
3L

/m
in

 x
 

15
0m

in
 

: 4
5L
採
気
）

0.
01

4p
pm

（
1.

0L
/m

in
 x

 
15

m
in

 
: 1

5L
 採
気
）

試
料
採
取
方
法
、
分
析
方
法
が
作

業
環
境
測
定
基
準
と
合
致
し
な
い

が
、

N
IO

SH
で
測
定
手
法
の
自
己

評
価
済
み

C測
定
が
管
理
濃
度
の

1/
10
ま
で

測
定
可
能

D測
定
が
管
理
濃
度
の

1/
10
ま
で

測
定
可
能

〇
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個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
法
に
お
け
る
測
定
手
法
の
検
討
対
象
（
表
３
）

Ｄ
測
定
の
定
量
下
限
値
の
検
討
等
を
踏
ま
え
、
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
の
測
定
対
象
物
質
に
追
加
可
能
で
あ
る
か
の
検
討
を
行
っ
た
結
果
は
以
下
の
と
お
り
。

Ｎ o.
物
質
名
（
法

令
上
の
名

称
）
、

CA
S№
等

作
業
環
境
測
定
基

準
文
献
名
（
※

１
）

捕
集
法

分
析
法

管
理
濃
度

精
度

引
き
続

き
検
討

が
必
要

な
理
由

（
※

３
）

評
価
結
果

備
考

C・
D

測
定

実
施

の
可 否 （
※

４
）

試
料
採
取

方
法

分
析

方
法

試
料
採
取
方

法
試
料
採
取
機

器
吸
引
流
量

/吸
引
量

（
※
２
）

分
析
方

法
前
処
理
方
法

定
量

下
限

（
１

試
料 当 り
）

C測
定
下
限

濃
度

（
8時
間
測

定
）

D測
定
下

限
濃
度

（
15
分
測

定
）

1
塩
素
化
ビ

フ
ェ
ニ
ル

（
別
名
Ｐ
Ｃ

Ｂ
）

13
36

-3
6-

3
11

09
7-

69
-

1
53

46
9-

21
-9

液
体
捕
集

方
法
又
は

固
体
捕
集

方
法

ガ
ス

ク
ロ

マ
ト

グ
ラ

フ
分

析
方

法

令
和
２
年
度

職
場
に
お
け

る
化
学
物
質

の
リ
ス
ク
評

価
推
進
事
業

（
ば
く
露
実

態
調
査
）
実

施
結
果
報
告

書
第

4部
. 中

央
労
働
災
害

防
止
協
会

固
体
捕
集
方

法
及
び
ろ
過

捕
集
方
法

グ
ラ
ス
フ
ァ

イ
バ
ー
ろ
紙

13
m
m
φ＋

フ
ロ
リ
ジ
ル

管
10

0m
g/

50
m

g
（
フ
ロ
リ
ジ

ル
管

40
0m

g/
20

0m
g）

0.
2-

1.
0L

/m
in

最
大

50
L

ガ
ス
ク

ロ
マ
ト

グ
ラ
フ

/
高
分
解

能
質
量

分
析
法

グ
ラ
ス
フ
ァ
イ
バ
ー
ろ
紙
と
フ
ロ
リ
ジ
ル
１
層
目

（
10

0m
g）
を
併
せ
て
５

m
Lの
ヘ
キ
サ
ン
で

20
分
間
振
と

う
し
抽
出
。
フ
ロ
リ
ジ
ル
２
層
目
（

50
m

g）
は
２

m
Lの
ヘ

キ
サ
ン
で
同
様
に
抽
出
を
行
う
。

0.
01

m
g/

m
3

0.
02

µ
m

0.
00

04
m

g/
m

3

（
0.

2 
L/

m
in

 x
 

25
0 

m
in

 
: 5

0L
採

気
）

0.
00

13
m

g/
m

3

（
1.

0 
L/

m
in

 x
 

15
 m

in
 

: 1
5L
採

気
）

②
、
⑤
・
②
に
つ
い
て
、
令
和
２
年

度
職
場
に
お
け
る
化
学
物
質

の
リ
ス
ク
評
価
推
進
事
業

（
ば
く
露
実
態
調
査
）
実
施

結
果
報
告
書
で
は
１

L/
m

in
ま
で
の
採
気
が
可
能
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
報
告
書
記

載
の
分
析
精
度
（
定
量
下

限
：

0.
02

µg
）
を
用
い
た
。

・
⑤
に
つ
い
て
、

C測
定
が

管
理
濃
度
の
１

/1
0ま
で
測

定
可
能
、

D測
定
が
管
理
濃

度
の
１

/２
ま
で
測
定
可
能
。

・
ガ
ス

ク
ロ
マ

ト
グ
ラ

フ
/高

分
解
能

質
量
分

析
装
置

の
普
及

率
は
低

い
。

〇

2
ア
ク
リ
ル
ア

ミ
ド

79
-0

6-
1

固
体
捕
集

方
法
及
び

ろ
過
捕
集

方
法

ガ
ス

ク
ロ

マ
ト

グ
ラ

フ
分

析
方

法

作
業
環
境
測

定
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク

固
体
捕
集
方

法
及
び
ろ
過

捕
集
方
法

グ
ラ
ス
フ
ァ

イ
バ
ー
ろ
紙

47
m
m
φ

活
性
炭
フ
ェ

ル
ト

47
m
m
φ

2.
0L

/m
in
ガ
ス
ク

ロ
マ
ト

グ
ラ
フ

/
質
量
分

析
法

内
部
標
準
物
質
入
り
（
プ
ロ
ピ
オ
ン
ア
ミ
ド
）
メ
タ
ノ
ー
ル

10
m

Lに
よ
る
溶
媒
抽
出
を
行
う
。

0.
1m

g/
m

3
1.

0µ
m

0.
00

33
m

g/
m

3

（
2.

0 
L/

m
in

 x
 

15
0m

in
 

: 3
00

L採
気
）

0.
03

3m
g

/m
3

（
2.

0 
L/

m
in

 x
 

15
 m

in
 

: 3
0L
採

気
）

②
、
④
・
②
に
つ
い
て
、
ガ
ス
ク
ロ

マ
ト
グ
ラ
フ

/質
量
分
析
方

法
の
使
用
で
精
度
を
向
上

(定
量
下
限
値
：

1.
0µ

g）
さ
せ

た
。
ま
た
、
採
気
流
量
を
２

L/
m

in
で
行
う
こ
と
が
可
能

な
事
を
中
災
防
で
確
認
済
。

・
④
に
つ
い
て
、
Ｄ
測
定
が

管
理
濃
度
の
１

/1
0で
あ
る

と
測
定
で
き
な
い
が
、
管
理

濃
度
の
１

/２
で
あ
れ
ば
測

定
可
能
。

〇

3
シ
ア
ン
化
カ

リ
ウ
ム

15
1-

50
-8

液
体
捕
集

方
法

吸
光

光
度

分
析

方
法

N
IO

SH
 

N
M

AM
 

M
et

ho
d 

N
o.

79
04

（
評
価
済
）

液
体
捕
集
方

法
及
び
ろ
過

捕
集
方
法

メ
ン
ブ
レ
ン

フ
ィ
ル
タ
ー

(P
VC

,孔
径

0.
8µ

m
) +

 
ミ
ゼ
ッ
ト
イ

ン
ピ
ン

ジ
ャ
ー

(水
酸
化
ナ
ト
リ

ウ
ム
溶
液

)

0.
5-

1.
0L

/m
in

最
大

18
0L

イ
オ
ン

選
択
電

極
分
析

法

0.
1M
水
酸
化
カ
リ
ウ
ム

25
m

Lを
ジ
ャ
ー
に
注
ぎ
入
れ
、
蓋

を
し
て

30
分
間
以
上
放
置
し
、
時
々
振
っ
て
抽
出
を
行
う

(抽
出
後
２
時
間
以
内
に
分
析
を
行
う
。

)。
抽
出
物
を

25
m

L
の
メ
ス
フ
ラ
ス
コ
に
移
し
、

0.
１

M
水
酸
化
カ
リ
ウ
ム
で
す

す
ぎ
、
希
釈
す
る
。
酢
酸
鉛
紙
に
試
料
を
滴
下
し
、
硫
化
物

イ
オ
ン
の
存
在
を
確
認
す
る
。
も
し
、
硫
化
物
イ
オ
ン
が
存

在
す
る
場
合
は
、

A又
は

Bの
方
法
で
硫
化
物
を
除
去
す
る
。

A：
試
料
溶
液
に

1.
0m

Lの
１

M
過
酸
化
水
素
と

1.
0m

Lの
１

M
亜
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
加
え
て
か
ら
、
容
量
に
合
わ
せ
て

希
釈
す
る
。

Ｂ
：
粉
末
状
の
炭
酸
カ
ド
ミ
ウ
ム
を
少
量
試
料
に
加
え
、
渦

巻
き
状
に
し
て
固
体
を
分
散
さ
せ
、
酢
酸
鉛
紙
で
液
体
を
再

確
認
し
、
酢
酸
鉛
紙
が
液
滴
に
よ
り
変
色
し
な
く
な
っ
た
ら
、

ガ
ラ
ス
ウ
ー
ル
で
試
料
を
ろ
過
す
る
。

シ
ア

ン
と

し
て 3m

g/
m

3

2.
5µ

m
0.

01
4m

g/
m

3

（
0.

5 
L/

m
in

 x
 

36
0 

m
in

: 1
80

L採
気
）

0.
17

m
g/

m
3

（
1.

0 
L/

m
in

 x
 

15
 m

in
: 1

5L
採

気
）

①
、
②

※
A
・
①
、
②
に
つ
い
て
、
試
料

採
取
方
法
・
分
析
方
法
が
作

業
環
境
測
定
基
準
と
合
致
し

な
い
が
、

N
IO

SH
で
測
定
手

法
の
自
己
評
価
済
み
。

・
C測
定
、
Ｄ
測
定
と
も
に

管
理
濃
度
の
１

/1
0ま
で
測

定
可
能
。

〇
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個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
法
に
お
け
る
測
定
手
法
の
検
討
対
象
（
表
３
）

Ｎ
o.

物
質
名
（
法

令
上
の
名

称
）
、

CA
S№
等

作
業
環
境
測
定
基
準

文
献
名

（
※
１
）

捕
集
法

分
析
法

管
理
濃

度

精
度

引
き
続

き
検
討

が
必
要

な
理
由

（
※

３
）

評
価
結
果

備 考

C・
D

測
定
実

施
の
可

否 （
※

４
）

試
料
採

取
方
法
分
析
方
法

試
料
採
取
方

法
試
料
採
取
機
器
吸
引
流
量

/吸
引

量
（
※
２
）

分
析
方
法

前
処
理
方
法

定
量
下

限
（
１
試

料
当

り
）

C測
定
下

限
濃
度

（
8時
間

測
定
）

D測
定
下

限
濃
度

（
15
分

測
定
）

4
シ
ア
ン
化
水

素 74
-9

0-
8

液
体
捕

集
方
法
吸
光
光
度

分
析
方
法

N
IO

SH
 

N
M

AM
 

M
et

ho
d 

N
o.

60
10

（
評
価

済
）

固
体
捕
集
方

法

捕
集
管

(ソ
ー

ダ
石

灰
,6

00
/2

00
m

g)

0.
02

5-
0.

05
L/

m
in

最
大

90
L

吸
光
光
度
分
析

法
(5

80
nm

)

吸
着
剤
の
表
裏
を
別
々
の

15
m

Lバ
イ
ア
ル
に

移
す
。
脱
イ
オ
ン
水

10
m

Lを
加
え
、
時
々
攪

拌
し
な
が
ら

60
分
間
放
置
す
る
。

0.
45

µm
の

PT
FE
フ
ィ
ル
タ
ー
を
装
着
し
た

10
ｍ

Lの
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
シ
リ
ン
ジ
に
移
し
、
き
れ
い
な
バ
イ

ア
ル
に
ろ
液
を
回
収
す
る
。

3pp m
１

µm

0.
03

8 
pp

m
（

0.
05

L/
m

in
 x

 4
80

 
m

in
 :2

4L
採
気
）

1.
21

pp
m
（

0.
05

 
L/

m
in

 x
 

15
 m

in
 

: 0
.7

5L
採
気
）

①
、
②
、

④

・
①
、
②
に
つ
い
て
、
試
料

採
取
方
法
が
作
業
環
境
測
定

基
準
と
合
致
し
な
い
が
、

N
IO

SH
で
測
定
手
法
の
自
己

評
価
済
み
。

・
④
に
つ
い
て
、

C測
定
が

管
理
濃
度
の
１

/1
0ま
で
測

定
可
能
、

D測
定
が
管
理
濃

度
の
１

/２
ま
で
測
定
可
能
。

〇

N
IO

SH
 

N
M

AM
 

M
et

ho
d 

N
o.

79
04

（
評
価

済
）

液
体
捕
集
方

法
及
び
ろ
過

捕
集
方
法

メ
ン
ブ
レ
ン

フ
ィ
ル
タ
ー

(P
VC

,孔
径

0.
8µ

m
) +

 ミ
ゼ
ッ
ト
イ
ン
ピ

ン
ジ
ャ
ー

(水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ

ム
溶
液

)

0.
5-

1.
0L

/m
in

最
大

18
0L

イ
オ
ン
選
択
電

極
分
析
法

0.
1M
水
酸
化
カ
リ
ウ
ム

25
m

Lを
ジ
ャ
ー
に
注

ぎ
入
れ
、
蓋
を
し
て

30
分
間
以
上
放
置
し
、

時
々
振
っ
て
抽
出
を
行
う

(抽
出
後
２
時
間
以

内
に
分
析
を
行
う
。

)。
抽
出
物
を

25
m

Lの
メ

ス
フ
ラ
ス
コ
に
移
し
、

0.
１

M
水
酸
化
カ
リ
ウ

ム
で
す
す
ぎ
、
希
釈
す
る
。
酢
酸
鉛
紙
に
試
料

を
滴
下
し
、
硫
化
物
イ
オ
ン
の
存
在
を
確
認
す

る
。
も
し
、
硫
化
物
イ
オ
ン
が
存
在
す
る
場
合

は
、

A又
は

Bの
方
法
で
硫
化
物
を
除
去
す
る
。

A：
試
料
溶
液
に

1.
0m

Lの
１

M
過
酸
化
水
素
と

1.
0m

Lの
１

M
亜
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
加
え
て

か
ら
、
容
量
に
合
わ
せ
て
希
釈
す
る
。

Ｂ
：
粉
末
状
の
炭
酸
カ
ド
ミ
ウ
ム
を
少
量
試
料

に
加
え
、
渦
巻
き
状
に
し
て
固
体
を
分
散
さ
せ
、

酢
酸
鉛
紙
で
液
体
を
再
確
認
し
、
酢
酸
鉛
紙
が

液
滴
に
よ
り
変
色
し
な
く
な
っ
た
ら
、
ガ
ラ
ス

ウ
ー
ル
で
試
料
を
ろ
過
す
る
。

3pp m

2.
5µ

m
（
シ
ア

ン
と
し

て
）

0.
01

3p
p

m
（

0.
5 

L/
m

in
 x

 
36

0 
m

in
: 1

80
L

採
気
）

0.
16

pp
m
（

1.
0 

L/
m

in
 x

 
15

 m
in

 
: 1

5L
採

気
）

①
、
②

・
①
、
②
に
つ
い
て
、
試
料

採
取
方
法
・
分
析
方
法
が
作

業
環
境
測
定
基
準
と
合
致
し

な
い
が
、

N
IO

SH
で
測
定
手

法
の
自
己
評
価
済
み
。

・
C測
定
、
Ｄ
測
定
と
も
に

管
理
濃
度
の
１

/1
0ま
で
測

定
可
能
。

5
シ
ア
ン
化
ナ

ト
リ
ウ
ム

14
3-

33
-9

液
体
捕

集
方
法
吸
光
光
度

分
析
方
法

N
IO

SH
 

N
M

AM
 

M
et

ho
d 

N
o.

79
04

（
評
価

済
）

液
体
捕
集
方

法
及
び
ろ
過

捕
集
方
法

メ
ン
ブ
レ
ン

フ
ィ
ル
タ
ー

(P
VC

,孔
径

0.
8µ

m
) +

 ミ
ゼ
ッ
ト
イ
ン
ピ

ン
ジ
ャ
ー

(水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ

ム
溶
液

)

0.
5-

1.
0L

/m
in

最
大

18
0L

イ
オ
ン
選
択
電

極
分
析
法

0.
1M
水
酸
化
カ
リ
ウ
ム

25
m

Lを
ジ
ャ
ー
に
注

ぎ
入
れ
、
蓋
を
し
て

30
分
間
以
上
放
置
し
、

時
々
振
っ
て
抽
出
を
行
う

(抽
出
後

2時
間
以
内

に
分
析
を
行
う
。

)。
抽
出
物
を

25
m

Lの
メ
ス

フ
ラ
ス
コ
に
移
し
、

0.
１

M
水
酸
化
カ
リ
ウ
ム

で
す
す
ぎ
、
希
釈
す
る
。
酢
酸
鉛
紙
に
試
料
を

滴
下
し
、
硫
化
物
イ
オ
ン
の
存
在
を
確
認
す
る
。

も
し
、
硫
化
物
イ
オ
ン
が
存
在
す
る
場
合
は
、

A又
は

Bの
方
法
で
硫
化
物
を
除
去
す
る
。

A：
試
料
溶
液
に

1.
0m

Lの
１

M
過
酸
化
水
素
と

1.
0m

Lの
１

M
亜
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
加
え
て

か
ら
、
容
量
に
合
わ
せ
て
希
釈
す
る
。

Ｂ
：
粉
末
状
の
炭
酸
カ
ド
ミ
ウ
ム
を
少
量
試
料

に
加
え
、
渦
巻
き
状
に
し
て
固
体
を
分
散
さ
せ
、

酢
酸
鉛
紙
で
液
体
を
再
確
認
し
、
酢
酸
鉛
紙
が

液
滴
に
よ
り
変
色
し
な
く
な
っ
た
ら
、
ガ
ラ
ス

ウ
ー
ル
で
試
料
を
ろ
過
す
る
。

シ ア ン と し て 3m
g

/m
3

2.
5µ

m

0.
01

4m
g/

m
3

（
0.

5 
L/

m
in

 x
 

36
0 

m
in

: 1
80

L
採
気
）

0.
16

m
g/

m
3

（
1.

0 
L/

m
in

 x
 

15
 m

in
 

: 1
5L
採

気
）

①
、
②

※
A

・
①
、
②
に
つ
い
て
、
試
料

採
取
方
法
・
分
析
方
法
が
作

業
環
境
測
定
基
準
と
合
致
し

な
い
が
、

N
IO

SH
で
測
定
手

法
の
自
己
評
価
済
み
。

・
C測
定
、
Ｄ
測
定
と
も
に

管
理
濃
度
の
１

/1
0ま
で
測

定
可
能
。

〇
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個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
法
に
お
け
る
測
定
手
法
の
検
討
対
象
（
表
３
）

Ｄ
測
定
の
定
量
下
限
値
の
検
討
等
を
踏
ま
え
、
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
の
測
定
対
象
物
質
に
追
加
可
能
で
あ
る
か
の
検
討
を
行
っ
た
結
果
は
以
下
の
と
お
り
。

Ｎ
o.

物
質
名

（
法
令
上

の
名
称
）
、

CA
S№
等

作
業
環
境
測
定
基
準

文
献
名
（
※

１
）

捕
集
法

分
析
法

管
理
濃

度

精
度

引
き

続
き

検
討

が
必

要
な

理
由

（
※

３
）

評
価
結
果

備 考

C・
D

測
定

実
施

の
可 否 （
※

４
）

試
料
採
取

方
法

分
析
方
法

試
料
採
取

方
法

試
料
採
取
機
器

吸
引
流

量
/吸
引

量 （
※

２
）

分
析
方
法

前
処
理
方
法

定
量

下
限

（
１

試
料 当 り
）

C測
定
下
限

濃
度

（
8時
間
測

定
）

D測
定
下

限
濃
度

（
15
分

測
定
）

6

一
・
一

－
ジ
メ
チ

ル
ヒ
ド
ラ

ジ
ン

57
-1

4-
7

固
体
捕
集

方
法

高
速
液
体
ク
ロ

マ
ト
グ
ラ
フ
分

析
方
法

平
成

21
年
度

化
学
物
質
の

リ
ス
ク
評
価

書
, 2

01
0年

6
月

. N
,N

-ジ
メ
チ
ル
ヒ
ド

ラ
ジ
ン
測
定

分
析
手
法

. 
厚
生
労
働
省

固
体
捕
集

方
法

硫
酸
含
浸
グ
ラ
ス

フ
ァ
イ
バ
ー
フ
ィ

ル
タ
ー

1.
0L

/m
i

n

高
速
液
体
ク
ロ
マ
ト
グ

ラ
フ
分
析
法

(3
00

nm
)

フ
ィ
ル
タ
ー
に
純
水
５

m
Lを
加
え
、
振
と
う
器

に
て

30
分
程
度
攪
拌
し
、

20
00

rp
m
程
度
で

10
分
間
遠
心
分
離
を
行
う
。
こ
の
抽
出
液
の
１

m
L

に
フ
ル
フ
ラ
ー
ル
水
溶
液

(４
％

V/
V)

0.
5m

Lを
加
え
て
混
合
し
、
温
室
に
て

12
0分
間
以
上
放

置
し
て
、
こ
れ
を
最
終
試
料
液
と
す
る
。

0.
01

pp m
0.

13
µ

m

0.
00

01
1p

p
m

（
1.

0 
L/

m
in

 
x 4

80
 m

in
: 4

80
L採
気

)0.
00

35
p

pm （
1.

0 
L/

m
in

 x
 

15
 m

in
: 1

5L
採

気
)

④

・
④
に
つ
い
て
、

C測
定
が
管
理
濃
度
の
１

/1
0ま
で
測
定
可
能
、

D測
定
が
管
理
濃
度
の

１
/２
ま
で
測
定
可
能
。

〇

7

ニ
ッ
ケ
ル

化
合
物

(ニ
ッ
ケ

ル
カ
ル
ボ

ニ
ル
を
除

き
、
粉
状

の
物
に
限

る
。

)

ろ
過
捕
集

方
法

原
子
吸
光
分
析

方
法

平
成

18
年
度

職
場
に
お
け

る
化
学
物
質

の
リ
ス
ク
評

価
推
進
事
業

実
施
結
果
報

告
書

. 中
央

労
働
災
害
防

止
協
会

ろ
過
捕
集

方
法

メ
ン
ブ
レ
ン
フ
ィ

ル
タ
ー

(セ
ル
ロ
ー

ス
エ
ス
テ
ル

,孔
径

0.
8µ
m
,φ
47
m
m
)

2.
0L

/m
i

n
誘
導
結
合
プ
ラ
ズ
マ
質

量
分
析
法

捕
集
し
た
フ
ィ
ル
タ
ー
を
テ
フ
ロ
ン
製
ビ
ー

カ
ー
に
入
れ
、
超
純
水
５

m
L・
硝
酸
９

m
L・

過
塩
素
酸
１

m
Lを
加
え
た
後
、
ホ
ッ
ト
プ
レ
ー

ト
上

(2
30
℃

)で
30
分
間
加
温
し
、
そ
の
後
、

弗
化
水
素
酸
１

m
Lを
加
え
、
過
塩
素
酸
の
白
煙

が
出
る
ま
で
ホ
ッ
ト
プ
レ
ー
ト
上

(2
30
℃

)で
加

温
す
る
。
冷
却
後
、
酸
溶
液

(９
％
硝
酸
・
１
％

過
塩
素
酸

)で
20

m
Lに
定
容
す
る
。

ニ
ッ

ケ
ル

と
し て 0.
1m g/ m

3

0.
00

6
6µ

m

0.
00

00
07

m
g/

m
3

（
2.

0 
L/

m
in

 
x 4

80
 m

in
: 9

60
L採
気

)0.
00

02
2

m
g/

m
3

（
2.

0 
L/

m
in

 x
 

15
 m

in
: 3

0L
採

気
）

④

・
④
に
つ
い
て
、

C測
定
が
管
理
濃
度
の
１

/1
0ま
で
測
定
可
能
、

D測
定
が
管
理
濃
度
の

１
/1

0ま
で
測
定
可
能
。

〇

8
ニ
ト
ロ
グ

リ
コ
ー
ル

62
8-

96
-6

液
体
捕
集

方
法

吸
光
光
度
分
析

方
法

N
IO

SH
 

N
M

AM
 

M
et

ho
d 

N
o.

25
07

（
評
価
済
）

固
体
捕
集

方
法

Te
na

x管
（

Te
na

xG
C 

10
0/

50
m

g）

0.
2-

1.
0L

/m
i

n
最
大

10
0L

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ

/E
CD
法

エ
タ
ノ
ー
ル
２
ｍ

Lに
よ
る
溶
媒
抽
出
を
行
う
。

0.
05

pp m
0.

6µ m

0.
00

1p
pm

（
0.

2 
L/

m
in

 
x 5

00
 m

in
: 1

00
L採
気

)0.
00

6p
p

m
（

1.
0 

L/
m

in
 x

 
15

 m
in

: 1
5L
採

気
）

①
、

②
、 ④

・
①
、
②
に
つ
い
て
、

試
料
採
取
方
法
、
分
析

方
法
が
作
業
環
境
測
定

基
準
と
合
致
し
な
い
が
、

N
IO

SH
で
測
定
手
法
の

自
己
評
価
済
み
。

・
④
に
つ
い
て

C測
定

が
管
理
濃
度
の
１

/1
0

ま
で
測
定
可
能
、

D測
定
が
管
理
濃
度
の
１

/
２
ま
で
測
定
可
能
。

〇

9

パ
ラ
－
ニ

ト
ロ
ク
ロ

ル
ベ
ン
ゼ

ン 10
0-

00
-5

液
体
捕
集

方
法
又
は

固
体
捕
集

方
法

液
体
捕
集
方

法
：
吸
光
光
度

分
析
方
法
又
は

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト

グ
ラ
フ
分
析
方

法 固
体
捕
集
方

法
：
ガ
ス
ク
ロ

マ
ト
グ
ラ
フ
分

析
方
法

作
業
環
境
測

定
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク

固
体
捕
集

方
法

シ
リ
カ
ゲ
ル
管

(5
20

/2
60

m
g)

0.
5-

1L
/m

in
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ

/F
ID
法

メ
タ
ノ
ー
ル
２
ｍ

Lで
溶
媒
脱
着
、
超
音
波
処

理
を

20
分
間
行
う
。

0.
6m g/ m

3３
µm

0.
01

3m
g/

m
3

（
0.

5 
L/

m
in

 
x 1

25
 m

in
: 2

40
L採
気

)0.
20

m
g/

m
3

（
1.

0 
L/

m
in

 x
 

15
 m

in
: 1

5L
採

気
)

④

・
④
に
つ
い
て
、

C測
定
が
管
理
濃
度
の
１

/1
0ま
で
測
定
可
能
、

D測
定
が
管
理
濃
度
の

１
/２
ま
で
測
定
可
能
。

〇
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作
業
環
境
測
定
の
分
析
方
法
の
追
加
（
表
４
）

誘
導
結
合
プ
ラ
ズ
マ
質
量
分
析
方
法
（

IC
P-

M
S）
に
係
る
実
証
確
認
試
験
等
を
行
っ
た
結
果
は
以
下
の
と
お
り
。

Ｎ
o.
物
質
名
（
法
令

上
の
名
称
）
、

CA
S№
等

作
業
環
境

測
定
基
準

で
示
さ
れ

た
試
料
採

取
方
法

作
業
環
境

測
定
基
準

で
示
さ
れ

た
分
析
方

法

文
献
・
政

府
機
関
名

捕
集
法

分
析
法

管
理
濃 度
検
出
下

限
値
定
量
下
限

値

管
理
濃
度

の
1/

10
以

下
（
○

or
×
）

※
２

保
存
安

定
性

※
３

IC
P-

M
S

導
入
可

否
※
４

備
考

試
料
採
取
方

法
試
料
捕
取
機

器
吸
引
流

量
捕
集
量

分
析
機
器
等

前
処
理
方
法

1
鉛
及
び
そ
の
化

合
物

ろ
過
捕
集

方
法

吸
光
光
度

分
析
方
法

EP
A 

IO
-

3.
5

ろ
過
捕
集
方

法
シ
リ
カ
ろ
紙

φ2
5m

m
４

L/
m

in
40

L
IC

P-
M

S
Ag

ile
nt

79
00

（
ア
ジ
レ
ン
ト
・
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
社
製
）

2.
5M
硝
酸
を

10
m

l添
加
し
、

ウ
ォ
ー
タ
ー
バ
ス

（
60
℃
）
で
２
時
間
保
っ

た
後
（
時
々
激
し
く
振
と

う
す
る
）
、
ろ
過
を
し
て

50
m

Lに
定
容
す
る
（
最
終

硝
酸
濃
度
：

0.
5M
）
。

鉛
と
し て

0.
05

m
g/

m
3

0.
00

01
39

m
g/

m
3

0.
00

04
63

m
g/

m
3

〇
〇 (５
日

間
）

〇

2
ベ
リ
リ
ウ
ム
及

び
そ
の
化
合
物
ろ
過
捕
集

方
法

吸
光
光
度

分
析
方
法
、

原
子
吸
光

分
析
方
法

又
は
蛍
光

光
度
分
析

方
法

国
立
環
境

研
究
所

（
環
境
省

水
・
大
気

環
境
局
）

＜
※
１
＞

ろ
過
捕
集
方

法

メ
ン
ブ
レ
ン

フ
ィ
ル
タ
ー

47
m

m
10

L/
m

i
n

10
0L

IC
P-

M
S

Ag
ile

nt
75

00
（
ア
ジ
レ
ン
ト
・
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
社
製
）

硝
酸
で
分
解
し
、
硝
酸
溶

液
（

1＋
11
）
で

50
m

Lに
定
容
す
る
。

ベ
リ
リ

ウ
ム
と

し
て

0.
00

1m
g/

m
3

0.
00

00
25

5m
g/

m
3

0.
00

00
85

m
g/

m
3

〇
〇 (５
日

間
）

〇

3
カ
ド
ミ
ウ
ム
及

び
そ
の
化
合
物
ろ
過
捕
集

方
法

吸
光
光
度

分
析
方
法

又
は
原
子

吸
光
分
析

方
法

EP
A 

IO
-

3.
1及
び

IO
-3

.5

ろ
過
捕
集
方

法

グ
ラ
ス
フ
ァ

イ
バ
ー
フ
ィ

ル
タ
ー

φ4
7m

m

11
L/

m
i

n
11

0L
iC

AP
 R

Q
 IC

P-
M

S（
Th

er
m

o 
Fis

he
r 

SC
IE

N
TI

FI
C）

ろ
紙
に
硝
酸
（

60
％
）
を

10
m

L加
え
、

18
0℃
の

ホ
ッ
ト
プ
レ
ー
ト
で

30
分

間
加
熱
す
る
。
放
冷
後
、

超
純
水
で

50
m

Lに
定
容
後
、

シ
リ
ン
ジ
フ
ィ
ル
タ
ー
で

ろ
過
す
る
。
こ
の
溶
液
を

1.
5m

L分
取
し
、
超
純
水

を
用
い
て

15
m

Lに
定
容
す

る
。
試
料
液
の
硝
酸
濃
度

は
1.

2％
。

カ
ド
ミ

ウ
ム
と

し
て

0.
05

m
g/

m
3

0.
00

02
2m

g/
m

3

0.
00

07
2

m
g/

m
3

〇
〇 (７
日

間
）

〇

4
五
酸
化
バ
ナ
ジ

ウ
ム

ろ
過
捕
集

方
法

吸
光
光
度

分
析
方
法

又
は
原
子

吸
光
分
析

方
法

EP
A 

IO
-

3.
1及
び

IO
-3

.5

ろ
過
捕
集
方

法

グ
ラ
ス
フ
ァ

イ
バ
ー
フ
ィ

ル
タ
ー
φ4
7㎜

10
L/

m
i

n
10

0L
IC

P-
M

S
（

Br
uk

er
製

Au
ro

ra
 M

90
）

ろ
紙
に
硝
酸

10
m

Lを
加
え
、

18
0℃
の
ホ
ッ
ト
プ
レ
ー

ト
で

30
分
間
加
熱
す
る
。

放
冷
後
、
ろ
過
し
硝
酸

0.
5m

L及
び
内
部
標
準
物

質
を
添
加
し
、
純
水
を
加

え
50

m
Lに
定
容
す
る
。

バ
ナ
ジ

ウ
ム
と

し
て

0.
03

m
g/

m
3

0.
00

00
7m

g/
m

3

0.
00

02
3

m
g/

m
3

〇
〇 (５
日

間
）

〇

5

コ
バ
ル
ト
及
び

そ
の
無
機
化
合

物

ろ
過
捕
集

方
法

原
子
吸
光

分
析
方
法

EP
A 

IO
-

3.
1及
び

IO
-3

.5

ろ
過
捕
集
方

法

グ
ラ
ス
フ
ァ

イ
バ
ー
フ
ィ

ル
タ
ー
φ4
7㎜

11
L/

m
i

n
11

0L
iC

AP
RQ

 IC
P-

M
S（

Th
er

m
o

Fis
he

r 
SC

IE
N

TI
FI

C）

ろ
紙
に
硝
酸
（

60
％
）
を

10
m

L加
え
、

18
0℃
の

ホ
ッ
ト
プ
レ
ー
ト
で

30
分

間
加
熱
す
る
。
放
冷
後
、

超
純
水
で

50
m

Lに
定
容
後
、

シ
リ
ン
ジ
フ
ィ
ル
タ
ー
で

ろ
過
す
る
。
こ
の
溶
液
を

1.
5m

L分
取
し
、
超
純
水

を
用
い
て

15
m

Lに
定
容
す

る
。
試
料
液
の
硝
酸
濃
度

は
1.

2％
。

コ
バ
ル

ト
と
し て

0.
02

m
g/

m
3

0.
00

00
5m

g/
m

3

0.
00

01
6

m
g/

m
3

〇
〇 (６
日

間
）

〇
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作
業
環
境
測
定
の
分
析
方
法
の
追
加
（
表
４
）

Ｎ
o.
物
質
名
（
法
令

上
の
名
称
）
、

CA
S№
等

作
業
環
境

測
定
基
準

で
示
さ
れ

た
試
料
採

取
方
法

作
業
環
境

測
定
基
準

で
示
さ
れ

た
分
析
方

法

文
献
・
政

府
機
関
名

捕
集
法

分
析
法

管
理
濃 度
検
出
下

限
値
定
量
下
限

値

管
理
濃
度

の
1/

10
以

下
（
○

or
×
）

※
２

保
存
安

定
性

※
３

IC
P-

M
S

導
入
可

否
※
４

備
考

試
料
採
取
方

法
試
料
捕
取
機

器
吸
引
流

量
捕
集
量

分
析
機
器
等

前
処
理
方
法

6

ニ
ッ
ケ
ル
化
合

物
（
ニ
ッ
ケ
ル

カ
ル
ボ
ニ
ル
を

除
き
、
粉
状
の

物
に
限
る
。
）

ろ
過
捕
集

方
法

原
子
吸
光

分
析
方
法

EP
A 

IO
-

3.
1及
び

IO
-3

.5

ろ
過
捕
集
方

法

グ
ラ
ス
フ
ァ

イ
バ
ー
フ
ィ

ル
タ
ー

φ4
7m

m

11
L/

m
i

n
11

0L
iC

AP
 R

Q
 IC

P-
M

S（
Th

er
m

o 
Fis

he
r 

SC
IE

N
TI

FI
C）

ろ
紙
に
硝
酸
（

60
％
）
を

10
m

L加
え
、

18
0℃
の
ホ
ッ
ト

プ
レ
ー
ト
で

30
分
間
加
熱
す
る
。

放
冷
後
、
超
純
水
で

50
m

Lに
定

容
後
、
シ
リ
ン
ジ
フ
ィ
ル
タ
ー

で
ろ
過
す
る
。
こ
の
溶
液
を

1.
5m

L分
取
し
、
超
純
水
を
用

い
て

15
m

Lに
定
容
す
る
。
試
料

液
の
硝
酸
濃
度
は

1.
2％
。

ニ
ッ
ケ

ル
と
し て 0.
1m

g/
m

3

0.
00

02
7m

g/
m

3

0.
00

09
1

m
g/

m
3

〇
〇 (６
日

間
）

〇

7

砒
(ひ

)素
及
び

そ
の
化
合
物

（
ア
ル
シ
ン
及

び
砒

(ひ
)化
ガ

リ
ウ
ム
を
除

く
。
）

ろ
過
捕
集

方
法

吸
光
光
度

分
析
方
法

又
は
原
子

吸
光
分
析

方
法

EP
A 

IO
-

3.
1及
び

IO
-3

.5

ろ
過
捕
集
方

法

グ
ラ
ス
フ
ァ

イ
バ
ー
フ
ィ

ル
タ
ー

φ4
7m

m

11
L/

m
i

n
11

0L
iC

AP
 R

Q
 IC

P-
M

S（
Th

er
m

o 
Fis

he
r 

SC
IE

N
TI

FI
C）

ろ
紙
に
硝
酸
（

60
％
）
を

10
m

L加
え
、

18
0℃
の
ホ
ッ
ト

プ
レ
ー
ト
で

30
分
間
加
熱
す
る
。

放
冷
後
、
超
純
水
で

50
m

Lに
定

容
後
、
シ
リ
ン
ジ
フ
ィ
ル
タ
ー

で
ろ
過
す
る
。
こ
の
溶
液
を

1.
5m

L分
取
し
、
超
純
水
を
用

い
て

15
m

Lに
定
容
す
る
。
試
料

液
の
硝
酸
濃
度
は

1.
2％
。

砒
素

(ひ
)と
し
て

0.
00

3m
g/

m
3

0.
00

00
4m

g/
m

3

0.
00

01
3

m
g/

m
3

〇
〇 (６
日

間
）

〇

※
１
：
国
立
環
境
研
究
所
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
の
で
（

）
内
に
開
発
機
関
名
を
記
載
し
て
い
る
。

※
２
：
誘
導
結
合
プ
ラ
ズ
マ
質
量
分
析
方
法
（

IC
P-

M
S）
を
用
い
て
管
理
濃
度
の

1/
10
以
下
ま
で
測
定
が
可
能
で
あ
っ
た
も
の
を
「
○
」
、
不
可
能
で
あ
っ
た
も
の
を
「
×
」
と
し
た
。

※
３
：
「
保
存
安
定
性
」
に
つ
い
て

：
目
的
と
な
る
期
間
に
お
い
て
保
存
率
が

90
％
以
上
で
あ
っ
た
も
の
を
「
○
」
、

90
％
を
下
回
っ
た
も
の
を
「
×
」
と
し
た
。
（
）
内
は
目
標
と
す
る
期
間
。

※
４
：
「

IC
P-

M
S導
入
可
否
」
に
つ
い
て

：
分
析
法
に
誘
導
結
合
プ
ラ
ズ
マ
質
量
分
析
方
法
（

IC
P-

M
S）
を
追
加
で
き
る
と
判
断
し
た
も
の
を
「
○
」
、
現
時
点
で
は
追
加
で
き
な
い
が
、
今
後
、
判
断
し
た
も
の
は
「
×
」
と
し
た
。

25




