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࡚㸪⎔᪥ᮏᾏᇦࡿࡅ࠾᭷ᐖᏛ≀㉁➼ࡢ⥲ྜⓗ࡞≀㉁ືែゎᯒᑗ᮶ண ࢆᐇࠋࡿࡍ  
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⥲࡚࠼㉸ࢆᯟࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀ⏺㝈ࡣಶู研究࡛ࡓࡗ࠸Ẽ⎔ቃ㸪ᾏὒ⎔ቃ㸪㝣ᇦ⎔ቃࡢ㸪ᚑ᮶ࡣ
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2-1-1. ⬟Ⓩ༙ᓥࡿࡅ࠾⤫ྜ⎔ቃ研究 
ᮏタࡢᡤᒓࡿࡍ⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究ࡣ࡛࣮ࢱࣥࢭ㸪ᑡᏊ㧗㱋㛵ಀࡓࡋ♫࣭⮬↛⎔ቃၥ㢟ࡀ

Ⓨ⏕ࡿ࠸࡚ࡋ⬟Ⓩ༙ᓥ࡚࠸࠾㸪Ẽ—㝣ᇦ—ἢᓊᾏὒࡄ⧄ࢆほ ࢆ⌔Ὢᕷᑿᕷᪧ୰ᓥ⏫ࡢ⇃ᮌ
ᕝ—ᑿす‴࡛ࡢほ ࢆᐇࠋࡿ࠸࡚ࡋ୰ᓥᆅᇦࡢ⇃ᮌᕝୖࡢὶ࣭୰ὶ࣭ୗὶࡢほ Ⅼ࡛᥇ྲྀࡓࡋἙ
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ࡲࠋࡓࡋῶᑡࡣ14C' ,ࡋቑຍࡣG13Cࡢ≀᭷ᶵࡢᠱ⃮⢏Ꮚ࡚ࡅྥୗὶࡽὶୖ ,ࡣᯝ, ὶୗ᪉ྥ࡛⤖ࡢ
ࡢ‴㸪ᑿࡾࡼᯝ⤖ࡢࡇࠋࡓࡋቑຍࡣ14C' ,ࡋῶᑡࡣG13Cࡢ≀᭷ᶵ ,ࡣ࡚ࡋᑐቑຍࡢἙᕝὶ㔞 ,ࡓ
ᠱ⃮ែ᭷ᶵ≀ࡢ౪⤥ࡣ, ᖹỈࡣ୰ὶࡽୗὶᇦᣑࡿࡀỈ⏣, 㝆㞵ࡣୗὶᇦࡢ᳃ᯘᅵተ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ၀♧ࢆࡿࡍቑຍࡀᐤࡢ
୍᪉㸪⬟Ⓩ༙ᓥ⨨ࡿࡍ㈓Ỉụ㸦⌔Ὢᕷ㸧ࡢࡑ㞟Ỉᇦࢆᑐ㇟㸪Ẽ⏤᮶ᨺᑕᛶ᰾✀ 7Be㸪210Pb

ࢆ᥇ྲྀࡢ≀Ẽ㝆ୗࡿࡼ┙Ỉỿ㝆⢏Ꮚࡿࡼࣉࢵࣛࢺࢺ࣓ࣥࢹࢭࠋࡓࡗ⾜ࢆウ᳨ࡢὶฟᣲືࡢ

ྠ࠸⾜㸪㈓Ỉụ̿㞟Ỉᇦ⣔ෆࡿࡅ࠾ 7Be 210Pbexࡢᨭᇶ࡙࡚࠸㞟Ỉᇦࡢࡽὶධ㔞ࢆ᥎ᐃ

ࡽࡳࡀ㐠ᦙࡳࡢᏘࡣ㸪7Beࡋᑐࡢࡓࢀࡽࡳࡀ㐠ᦙࡢࡽ㏻ᖺ࡛㞟Ỉᇦࡣᯝ㸪210Pbex⤖ࡢࡑࠋࡓࡋ
ࡢࡇࠋࡓࢀ 7Be 210Pbexࡢᣲືࡢ㐪ࡣ࠸㸪1㸧ኟᏘࡣ㝆ୗ㔞ࡢῶᑡᶞෙࡿࡼ㐽᩿ຠᯝࡾࡼ㞟Ỉ
ᇦᅵተࡢ 7BeᏑᅾ㔞ࡀῶᑡࡇࡓࡋ㸪2㸧㐠ᦙ୰ࡢᅵተ⢏Ꮚⴠⴥࡽᨺᑕᛶ᰾✀ࡀ౪⤥ࢭࣟࣉࡿࢀࡉ
ࡢࡇࡿ࠶ࡀࢫ ࡢ㈓Ỉụࡽ㞟Ỉᇦࠋࡓࢀࡉ᥎ᐃࡀࡇࡿ࠸࡚ࡋ㉳ᅉࡘ2 7Be 210Pbexࡢ㐠ᦙ㔞

ὶࡢỈࡢࡽỈὶฟ㔞㸦Ҹ㞟Ỉᇦ†ࡧࡼ࠾᭶㛫㝆㞵᪥ᩘࡢᏘࡣࢀࡇ㸪ࡋ♧ࢆኚືࡿࡍቑຍᏘࡣ

ฟ㔞㸧ࡢኚືഴྥᴫࡡᑐᛂࡽࡇࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋ㸪ࡢࡇᆅᇦ࡛ࡣᏘࡢ㝆㞵㢖ᗘࡢቑຍࡀ㸪㞟Ỉ

ᇦࡢỈࡢὶฟ㸪ࡧࡼ࠾Ẽ⏤᮶ᨺᑕᛶ᰾✀ࡢὶฟᣲືࡃࡁᙳ㡪ࡀࡇࡿ࠸࡚ࡋ♧၀ࠋࡓࢀࡉ 
 

2-1-2. ᑠᯇᕷᮌሙ₲ࡿࡅ࠾᭷ᶵở⃮ࡢཎᅉゎ᫂研究 
ᮏ研究࡛ࡣ㸪ࡢ⚝ࢼࣟࢥᙳ㡪2020 ,ࡾࡼᖺ 6᭶ࡽ 2021ᖺ 3᭶࡛ࡲ 1ࣨ᭶ 1ᅇࡢỈ㉁ほ ࢆ

5 Ⅼ࡛ᐇࡋ㸪2020ᖺ 1᭶ࡽ 3᭶ࡢ࡛ࡲほ ࡶࢱ࣮ࢹຍ࡚࠼†ෆࡢ᭷ᶵ≀⃰ᗘࡢኚືືࡢࡑែ
᭷ࡢࡽ㞟Ỉᇦࡍࡰཬ⏘⏕ෆ†ࡢ₲ᯝ㸪ᮌሙ⤖ࡢࡑࠋࡓࡋẚ㍑᳨ウᐃ⤖ᯝ ࡢὶධἙᕝ࡚࠸ࡘ

ᶵ≀ࡢ౪⤥ࡣ㝆㞵ࢆ㝖ࡃ㝈ᐃⓗ࡛ࡓࡲࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡿ࠶, †ෆ⾲ᒙᗏᒙ࡛ࡣ㸪⁐Ꮡែᠱ⃮

ែࡢ᭷ᶵⅣ⣲⃰ᗘࡣ 2020ᖺ 9᭶ࡽ 10᭶࡛㧗ࡃ, ⾲ᒙ࡛ࡣ᭷ᶵⅣ⣲ྵ᭷㔞G13C್ṇࡢ┦㛵ᛶࡀ

ㄆࡽࡇࡿࢀࡽࡵ, †ෆࡢࣥࢺࢡࣥࣛࣉ≀᳜ࡢቑṪࡿࡼ᭷ᶵ≀ࡢ㈇Ⲵ㸪౪⤥ࡀ㉳ࢆࡇࡿ࠸࡚ࡁ

♧၀ࠋࡿ࠸࡚ࡋ 
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ࢆ᥇ྲྀࡢ≀Ẽ㝆ୗࡿࡼ┙Ỉỿ㝆⢏Ꮚࡿࡼࣉࢵࣛࢺࢺ࣓ࣥࢹࢭࠋࡓࡗ⾜ࢆウ᳨ࡢὶฟᣲືࡢ

ྠ࠸⾜㸪㈓Ỉụ̿㞟Ỉᇦ⣔ෆࡿࡅ࠾ 7Be 210Pbexࡢᨭᇶ࡙࡚࠸㞟Ỉᇦࡢࡽὶධ㔞ࢆ᥎ᐃ

ࡽࡳࡀ㐠ᦙࡳࡢᏘࡣ㸪7Beࡋᑐࡢࡓࢀࡽࡳࡀ㐠ᦙࡢࡽ㏻ᖺ࡛㞟Ỉᇦࡣᯝ㸪210Pbex⤖ࡢࡑࠋࡓࡋ
ࡢࡇࠋࡓࢀ 7Be 210Pbexࡢᣲືࡢ㐪ࡣ࠸㸪1㸧ኟᏘࡣ㝆ୗ㔞ࡢῶᑡᶞෙࡿࡼ㐽᩿ຠᯝࡾࡼ㞟Ỉ
ᇦᅵተࡢ 7BeᏑᅾ㔞ࡀῶᑡࡇࡓࡋ㸪2㸧㐠ᦙ୰ࡢᅵተ⢏Ꮚⴠⴥࡽᨺᑕᛶ᰾✀ࡀ౪⤥ࢭࣟࣉࡿࢀࡉ
ࡢࡇࡿ࠶ࡀࢫ ࡢ㈓Ỉụࡽ㞟Ỉᇦࠋࡓࢀࡉ᥎ᐃࡀࡇࡿ࠸࡚ࡋ㉳ᅉࡘ2 7Be 210Pbexࡢ㐠ᦙ㔞

ὶࡢỈࡢࡽỈὶฟ㔞㸦Ҹ㞟Ỉᇦ†ࡧࡼ࠾᭶㛫㝆㞵᪥ᩘࡢᏘࡣࢀࡇ㸪ࡋ♧ࢆኚືࡿࡍቑຍᏘࡣ

ฟ㔞㸧ࡢኚືഴྥᴫࡡᑐᛂࡽࡇࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋ㸪ࡢࡇᆅᇦ࡛ࡣᏘࡢ㝆㞵㢖ᗘࡢቑຍࡀ㸪㞟Ỉ

ᇦࡢỈࡢὶฟ㸪ࡧࡼ࠾Ẽ⏤᮶ᨺᑕᛶ᰾✀ࡢὶฟᣲືࡃࡁᙳ㡪ࡀࡇࡿ࠸࡚ࡋ♧၀ࠋࡓࢀࡉ 
 

2-1-2. ᑠᯇᕷᮌሙ₲ࡿࡅ࠾᭷ᶵở⃮ࡢཎᅉゎ᫂研究 
ᮏ研究࡛ࡣ㸪ࡢ⚝ࢼࣟࢥᙳ㡪2020 ,ࡾࡼᖺ 6᭶ࡽ 2021ᖺ 3᭶࡛ࡲ 1ࣨ᭶ 1ᅇࡢỈ㉁ほ ࢆ

5 Ⅼ࡛ᐇࡋ㸪2020ᖺ 1᭶ࡽ 3᭶ࡢ࡛ࡲほ ࡶࢱ࣮ࢹຍ࡚࠼†ෆࡢ᭷ᶵ≀⃰ᗘࡢኚືືࡢࡑែ
᭷ࡢࡽ㞟Ỉᇦࡍࡰཬ⏘⏕ෆ†ࡢ₲ᯝ㸪ᮌሙ⤖ࡢࡑࠋࡓࡋẚ㍑᳨ウᐃ⤖ᯝ ࡢὶධἙᕝ࡚࠸ࡘ

ᶵ≀ࡢ౪⤥ࡣ㝆㞵ࢆ㝖ࡃ㝈ᐃⓗ࡛ࡓࡲࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡿ࠶, †ෆ⾲ᒙᗏᒙ࡛ࡣ㸪⁐Ꮡែᠱ⃮

ែࡢ᭷ᶵⅣ⣲⃰ᗘࡣ 2020ᖺ 9᭶ࡽ 10᭶࡛㧗ࡃ, ⾲ᒙ࡛ࡣ᭷ᶵⅣ⣲ྵ᭷㔞G13C್ṇࡢ┦㛵ᛶࡀ

ㄆࡽࡇࡿࢀࡽࡵ, †ෆࡢࣥࢺࢡࣥࣛࣉ≀᳜ࡢቑṪࡿࡼ᭷ᶵ≀ࡢ㈇Ⲵ㸪౪⤥ࡀ㉳ࢆࡇࡿ࠸࡚ࡁ

♧၀ࠋࡿ࠸࡚ࡋ 
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2-1-3. ᮾࡿࡅ࠾ࢪ᭷ᐖᏛ≀㉁ືࡢែゎᯒ研究 
1) ᪥ᮏ㏆ᾏࡿࡅ࠾ከ⎔ⰾ㤶᪘ⅣỈ⣲㢮ࡢỈᖹศᕸ⤒ᖺኚືゎᯒ 
ᮏ研究ࡣ㸪2019 ᖺ 2020 ᖺࡿࡅ࠾᪥ᮏ㏆ᾏࢆ୰ᚰࡓࡋኴᖹὒࡿࡅ࠾᭷ᐖ᭷ᶵ≀㸦ከ⎔ⰾ

㤶᪘ⅣỈ⣲, polycyclic aromatic hydrocarbons: PAHs㸧ࡢ㉺ቃởᰁࡢᐇែࢆᢕᥱ8ࠋࡓࡋᾏᇦ㸦ձす㒊
ኴᖹὒ⇕ᖏᇦ㸪ղ༡ࢼࢩᾏ㸪ճᮾࢼࢩᾏ㸪մ᪥ᮏᾏ㸪յኴᖹὒ᪥ᮏ㏆ᾏ㸪նࢡࢶ࣮࣍࢜ᾏ㸪շ࣋

ࡿࡅ࠾ᾏ㸪ոᴟᾏ㸧ࢢ࣮ࣥࣜ PAHs㸦⢏Ꮚែ㸩⁐Ꮡែ㸧ࡣ㸪୰⦋ᗘᇦ࡛㧗ࡃ㸪㧗⦋ᗘᇦ࡛ప࡞ࡃ
ࡢࢪ㸪ᮾࡽࡇࡓࡋ♧ࢆഴྥࡿ PAHs ฟࡀప࣭୰⦋ᗘᇦࡢᾏỈ୰ PAHs ࠸࡚ࡋᐤࡃࡁ
᪉㸪2020୍ࠋࡓࡗศࡀࡇࡓ ᖺࡿࡅ࠾᪥ᮏᾏࡢ PAHs 㸪2019ࡣ ᖺẚ᭷ពపୗࡋ㸪PAHs
⃰ᗘࡢ㧗࠸ὸᒙᾏỈࡢᐤపୗᮾࢼࢩᾏࡿࡅ࠾㯮₻⣔ᾏỈࡢ PAHs ⃰ᗘపୗ࡚ࡗࡼᘬࡁ㉳ࡉࡇ
 ࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡀᛶ⬟ྍࡓࢀ
2) ἙᕝỈ୰ࡢከ⎔ⰾ㤶᪘ⅣỈ⣲㢮ࡢ⁐Ꮡᙧែูศ㞳ᡭἲࡢ㛤Ⓨ 
 ᮏ研究࡛ࡣ㸪⎔ቃỈ୰ࡢ PAHs ℐࢢࣥࢸ࣮ࢥ࣮࣐࣏ࣜᛶࣥ࢜ࢳ࢝㸪ࡋⓗ┠ࢆᢕᥱࡢᏑᙧែ⁐ࡢ
⣬㸦PcGF㸧࡚࠸⏝ࢆぶỈᛶ⏬ศ࠺ࡲࡿࡩ࡚ࡋ PAHsࡢศ㞳ᡭἲࢆ㛤Ⓨࠋࡓࡋᑿ㏆㎶ࡢἙᕝ㸦⇃ᮌ
ᕝ㸪ᐑᕝ㸪ཬࡧὠᕝ㸧ࢆᑐ㇟࡚ࡋ㸪⢏Ꮚែ㸦> 0.5 ȝm㸧㸪⁐Ꮡែ㸦Empore C18 disk ྾╔⏬ศ㸧ཬ
ࡢぶỈᛶ⁐Ꮡ✀㸦PcGF྾╔⏬ศ㸧ࡧ PAHsࢆศᯒ3ࠋࡓࡋἙᕝỈ୰ࡢ PAHs⃰ᗘࡣ㸪⢏Ꮚែཬࡧ⁐Ꮡ
ែࢀࡒࢀࡑࡀ⣙ 5 ng L-1ཬࡧ 10-15 ng L-1࡛ࡾ࠶㸪ぶỈᛶ⁐Ꮡ✀ࡣ⣙ 5-8 ng L-1࡛ࡀࡇࡿ࠶ศࠋࡓࡗ

ᚑ᮶ᡭἲ㸦Empore C18 disk㸧᳨࡛ฟࡓࡗ࡞ࢀࡉ⁐Ꮡែ 5⎔ PAHsࡀ㸪PcGFἲ᳨࡛ࡣฟࡾ࠾࡚ࢀࡉ㸪
⎔ቃỈ୰ࡿࡅ࠾ PAHsࡢᏑᅾᙧែඹᏑࡿࡍぶỈᛶ⁐Ꮡ᭷ᶵ≀ࡀᙳ㡪ࢆཬࠋࡓࢀࡉ♧ࡀࡇࡍࡰ 

 
2-1-4. ⚟ᓥ➨୍ཎⓎᨾࡴ⤡ᨺᑕ⬟ởᰁࡢㄪᰝ࣭研究 
1) ⚟ᓥ┴ෆἙᕝᾏᓊᇦ࡛ࡢᨺᑕ⏕ືࡢ࣒࢘ࢩࢭែ 
⚟ᓥ┴ෆࡢ㜿Ṋ㝰ᕝ࣭ኟᕝ࣭᪂⏣ᕝ㸪⩌㤿┴ෆࡢ᰿ᕝୖὶ࡛ࡣ⚟ᓥᾏὒ⛉Ꮫ㤋࣭⩌㤿Ỉヨࡢ༠

ຊࡢୗࡓࡋ⥆⥅ㄪᰝࠋࡓࡗ⾜ࢆἙᕝỈ୰ࡢᨺᑕ⬟⃰ᗘࡣᖹᡂ 28 ᖺᗘࡰࡽᶓ࡛࠸ࡤ᥎⛣࠸࡚ࡋ
 ࠋࡓ
2) 134Cs⃰ᗘࡓࡳࡽᮾࢼࢩᾏᮾ㒊ࡢᾏỈᚠ⎔ 
㛗ᓮᏛᏛ㝔Ỉ⏘࣭⎔ቃ⛉Ꮫ⥲ྜ研究⛉ࡢ༠ຊࡾࡼ㸪2019 ᖺ 6-12 ᭶ࡢ 4 ᗘࡿࡓࢃㄪᰝ⯟ᾏ

ᮾࢼࢩᾏᮾ㒊࡛ᾏỈヨᩱ (≉ᕞἈྜࡢ㖄┤᥇Ỉ) ࢆ᥇ྲྀࠋࡓࡋᴟపࢻࣥ࢘ࣛࢢࢡࢵࣂ Ȗ ⥺ ᐃἲ
ࣝ࣋㸪పࣞࡾࡼ⏝㐺ࡢ 134Cs ⃰ᗘࡢ㖄┤ศᕸࢆồࡢࡑࠋࡓࡵ⤖ᯝ㸪2019 ᖺᮾࢼࢩᾏᮾ㒊࡚࠸࠾
῝㸪Ỉࡣ 200 m㏆࡛ 134Cs ⃰ᗘࡀ㸪ᴟ್ࡀࡇࡍ♧ࢆ᫂ࠋࡓࡗ࡞ࡽኴᖹὒഃࡽᮾࢼࢩᾏ
ࡢ 134Cs ㄪᰝ㸪研究ࡢᗈ⠊ᅖࡾࡼࡣ᮶ᖺᗘࠋࡓࢀࡉ ᥎࠸ࡁࡀᐤࡢள⾲ᒙᾏỈࡢࡇࡣὶධࡢ
ࢆ࣒ࢬࢽ࢝ὶධ࣓ࡢ᪥ᮏᾏࡽኴᖹὒࡤ࠼᮶㸪⏤ࡢᾏỈࡢ㸪᪥ᮏᾏࡣᮏᡂᯝࠋࡿ࠶ணᐃ࡛࠺⾜ࢆ

᥈࡛࠼࠺ࡿ㔜せ࡞▱ぢࠋࡍࡽࡓࡶࢆ 
3) 134Cs⃰ᗘࡓࡳࡽᾏ㐨㐨ᮾἈࡢᾏỈᚠ⎔ 

Ỉ⏘㈨※研究ᡤ (㔲㊰ศᐊ) ࡢ༠ຊࡾࡼ㸪2018-2019ᖺ᥇ྲྀࡓࡋ⾲ᒙᾏỈࡢ 134Cs⃰ᗘศᕸࢆồ
ࡋ᥋ὶฟ┤ࡽ㸪FDNPPࡣࢀࡇࠋ(mBq/L 0.5-1) ࡓࢀࡽࡳࡀቑຍഴྥᮏ᥇ྲྀᮇ㛫ࡣ134Cs⃰ᗘࠋࡓࡵ
࢝ࡣᾏỈࡢ㐨ᮾᾏᇦࠋࡿࡍពࢆࡇࡓࡋὶධ㐨ᮾᾏᇦ࡚ࡗࡼ⎔ளᐮᖏᚠࡀ࣒࢘ࢩࢭᨺᑕᛶࡓ

3ࠋࡿ࠸࡚ࡅཷࢆᙳ㡪ࡢᒙᾏỈ⾲ࢡࢶ࣮࣍࢜ᾏὶỈ㸪᐀㇂ᬮὶỈ㸪࢝ࢶࣕࢳ࣒ ሷศ㸪134CsࡢỈሢࡢࡘ
⃰ᗘࢆ࣮ࣂ࣓ࣥࢻ࢚ࣥࡢタᐃ࡚ࡗࡼࡇࡿࡍ㸪⛅Ꮨࡢ㐨ᮾᾏᇦྛࡿࡅ࠾Ỉሢࡢΰྜẚࢆぢ✚ࡗࡶ

ࡣ⋠ᐤࡢぶ₻Ỉࡿࡅ࠾᪉㸪Ἀྜ୍ࡿࡍศᕸࡀᬮὶኚ㉁Ỉ㇂᐀ࡣ㐨ᮾᾏᇦἢᓊᇦࠋࡓ ࠼㉸ࢆ% 30
 ࠋࡓࢀࡉ♧ࡀࡇࡿ࠸࡚

 
 

4) ⚟ᓥཎⓎ㏆ࡢἢᓊᇦࡿࡅ࠾ᨺᑕ⏕ືࡢ࣒࢘ࢩࢭែ研究 
ᮏ研究࡛ࡣ㸪ᮾி㟁ຊᰴᘧ♫⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡽᨺฟࡓࢀࡉᨺᑕᛶ≀㉁࡚࠸ࡘ㸪Ἑཱྀ࣭

ἢᓊᇦືࡿࡅ࠾ែࢆᢕᥱࡵࡓࡿࡍ㸪ᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁ㸱ᆅⅬ࡛⣔ิᘧࢆࣉࢵࣛࢺࢺ࣓ࣥࢪࢭタ⨨

≀㸪᭷ᶵࢫࢡࢵࣛࣇࡢ࣒࢘ࢩࢭᨺᑕᛶࡢ㸪ᠱ⃮≀㉁ࡋᤕ㞟ࢆỿ㝆⢏Ꮚࡢ㸯᪥㛫㸧ࡣ㸪7ᮇ㛫㸦1ᮇ㛫ࡋ
᪉ྥ, ༡ື⛣ࡢࡑ(ᾏᗏᅵἙᕝᠱ⃮⢏Ꮚ)※㉳ࡢᯝ㸪ỿ㝆⢏Ꮚ⤖ࡢࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆศᯒࡢ➼యẚྠࡢ
ࡢᾏὶࡀ➼ࡁືࡢᐦ᥋㛵ࡋ, ௧ඖᖺᗘ࣭2 ᖺᗘ2 ࡢ ᖺ㛫ࡢほ 6 ,ࡽ ᭶12 ࡽ ᭶ࡢ࡛ࡲ
ᮇ㛫࡛ࡌྠࡣᨭ㓄せᅉࡀస⏝ࡀࡇࡿ࠸࡚ࡋ᫂ࠋࡓࡗ࡞ࡽ ᮏ研究ࡣ JAEA ࡋク研究ཷࡢࡽ
࡚ᐇࠋࡓࡋ 

 

2-2. 研究ᴗ⦼ 

(1) Ꮫ⾡ㄽᩥ 
1) Inoue, M., Takehara, R., Hanaki, S., Kameyama, H., Nishioka, J. and Nagao, S., 2020. Distributions of 

radiocesium and radium isotopes in the western Bering Sea in 2018. Marine Chemistry, 225, 103843. 
2) Inoue, M., Takehara, R., Takikawa, T., Shirotani, Y., Morita, T., Honda, N. and Nagao, S., 2020. Circulation 

paths of 134Cs in seawater southwest of Japan in 2018 and 2019. Journal of Environmental Radioactivity, 
223-224, 106382. 

3) Inoue, M., Shirotani, Y., Morokado, T., Hanaki, S., Ito, M., Kameyama, H., Kofuji, H., Okino, A., Shikata, 
T., Yoshida, M. and Nagao, S., 2021, Kuroshio fractions in the southwestern Sea of Japan; implications 
from radium isotopes. Continental Shelf Research, 214, 104328. 

4) Itono, T., Kashiwaya, K. and Ochiai, S., 2020, A Study of Sedimentary Environments Based on Long-term 
Observation in a Small Lake-catchment System in Central Japan. Environmental Processes, 7, 615-630. 

5) Iwai, H., Yamamoto, M., Matsuo, M., Liu, D. and Fukushima, M., 2021, Biodegradation and structural 
modification of humic acids in a compost induced by fertilization with steelmaking slag under coastal 
seawater, as detected by TMAH-py-GC/MS, EEM and HPSEC analyses. Aanlytical Sciences, in press. 

6) Kaeriyama, H. Fujimoto, K., Inoue, M. and Minakawa, M., 2020, Radiocesium in Japan Sea associated with 
sinking particles from Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant accident. Journal of Environmental 
Radioactivity, 222, 106348.  

7) Katsumi, N., Kusube, T., Nagao, S. and Okochi, H., 2020, The role of coated fertilizer used in paddy fields 
as a source of microplastics in the marine environment. Marine Pollution Bulletin, 161, 111727.  

8) Katsumi, N., Kusube, T., Nagao, S. and Okochi, H., 2021, Accumulation of microcapsules derived from 
coated fertilizer in paddy fields. Chemosphere, 267, 129185. 

9) Katsuta, N., Naito, S., Ikeda, H., Tanaka, K., Murakami, T., Ochiai, S., Miyata, Y., Shimizu, M., Hayano, 
A., Fukui, K., Hasegawa, H., Nagao, S., Nakagawa, M., Nagashima, K., Niwa, M., Murayamai, M., Kagawa, 
M. and Kawakami, S., 2020, Sedimentary rhythm of Mn-carbonate laminae induced by East Asian summer 
monsoon variability and human activity in Lake Ohnuma, southwest Hokkaido, northern Japan, Quaternary 
Science Reviews, 248, 106576. 

10) Matsumura, M., Sasa, K., Matsunaka, T., Sueki, K., Takahashi, T. and Matsuzaki, H., 2020, Contamination 
assessment of chemical preparation rooms for I-129 AMS, Analytical Science, 36, 631-636.  
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2-1-3. ᮾࡿࡅ࠾ࢪ᭷ᐖᏛ≀㉁ືࡢែゎᯒ研究 
1) ᪥ᮏ㏆ᾏࡿࡅ࠾ከ⎔ⰾ㤶᪘ⅣỈ⣲㢮ࡢỈᖹศᕸ⤒ᖺኚືゎᯒ 
ᮏ研究ࡣ㸪2019 ᖺ 2020 ᖺࡿࡅ࠾᪥ᮏ㏆ᾏࢆ୰ᚰࡓࡋኴᖹὒࡿࡅ࠾᭷ᐖ᭷ᶵ≀㸦ከ⎔ⰾ

㤶᪘ⅣỈ⣲, polycyclic aromatic hydrocarbons: PAHs㸧ࡢ㉺ቃởᰁࡢᐇែࢆᢕᥱ8ࠋࡓࡋᾏᇦ㸦ձす㒊
ኴᖹὒ⇕ᖏᇦ㸪ղ༡ࢼࢩᾏ㸪ճᮾࢼࢩᾏ㸪մ᪥ᮏᾏ㸪յኴᖹὒ᪥ᮏ㏆ᾏ㸪նࢡࢶ࣮࣍࢜ᾏ㸪շ࣋

ࡿࡅ࠾ᾏ㸪ոᴟᾏ㸧ࢢ࣮ࣥࣜ PAHs㸦⢏Ꮚែ㸩⁐Ꮡែ㸧ࡣ㸪୰⦋ᗘᇦ࡛㧗ࡃ㸪㧗⦋ᗘᇦ࡛ప࡞ࡃ
ࡢࢪ㸪ᮾࡽࡇࡓࡋ♧ࢆഴྥࡿ PAHs ฟࡀప࣭୰⦋ᗘᇦࡢᾏỈ୰ PAHs ࠸࡚ࡋᐤࡃࡁ
᪉㸪2020୍ࠋࡓࡗศࡀࡇࡓ ᖺࡿࡅ࠾᪥ᮏᾏࡢ PAHs 㸪2019ࡣ ᖺẚ᭷ពపୗࡋ㸪PAHs
⃰ᗘࡢ㧗࠸ὸᒙᾏỈࡢᐤపୗᮾࢼࢩᾏࡿࡅ࠾㯮₻⣔ᾏỈࡢ PAHs ⃰ᗘపୗ࡚ࡗࡼᘬࡁ㉳ࡉࡇ
 ࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡀᛶ⬟ྍࡓࢀ
2) ἙᕝỈ୰ࡢከ⎔ⰾ㤶᪘ⅣỈ⣲㢮ࡢ⁐Ꮡᙧែูศ㞳ᡭἲࡢ㛤Ⓨ 
 ᮏ研究࡛ࡣ㸪⎔ቃỈ୰ࡢ PAHs ℐࢢࣥࢸ࣮ࢥ࣮࣐࣏ࣜᛶࣥ࢜ࢳ࢝㸪ࡋⓗ┠ࢆᢕᥱࡢᏑᙧែ⁐ࡢ
⣬㸦PcGF㸧࡚࠸⏝ࢆぶỈᛶ⏬ศ࠺ࡲࡿࡩ࡚ࡋ PAHsࡢศ㞳ᡭἲࢆ㛤Ⓨࠋࡓࡋᑿ㏆㎶ࡢἙᕝ㸦⇃ᮌ
ᕝ㸪ᐑᕝ㸪ཬࡧὠᕝ㸧ࢆᑐ㇟࡚ࡋ㸪⢏Ꮚែ㸦> 0.5 ȝm㸧㸪⁐Ꮡែ㸦Empore C18 disk ྾╔⏬ศ㸧ཬ
ࡢぶỈᛶ⁐Ꮡ✀㸦PcGF྾╔⏬ศ㸧ࡧ PAHsࢆศᯒ3ࠋࡓࡋἙᕝỈ୰ࡢ PAHs⃰ᗘࡣ㸪⢏Ꮚែཬࡧ⁐Ꮡ
ែࢀࡒࢀࡑࡀ⣙ 5 ng L-1ཬࡧ 10-15 ng L-1࡛ࡾ࠶㸪ぶỈᛶ⁐Ꮡ✀ࡣ⣙ 5-8 ng L-1࡛ࡀࡇࡿ࠶ศࠋࡓࡗ

ᚑ᮶ᡭἲ㸦Empore C18 disk㸧᳨࡛ฟࡓࡗ࡞ࢀࡉ⁐Ꮡែ 5⎔ PAHsࡀ㸪PcGFἲ᳨࡛ࡣฟࡾ࠾࡚ࢀࡉ㸪
⎔ቃỈ୰ࡿࡅ࠾ PAHsࡢᏑᅾᙧែඹᏑࡿࡍぶỈᛶ⁐Ꮡ᭷ᶵ≀ࡀᙳ㡪ࢆཬࠋࡓࢀࡉ♧ࡀࡇࡍࡰ 

 
2-1-4. ⚟ᓥ➨୍ཎⓎᨾࡴ⤡ᨺᑕ⬟ởᰁࡢㄪᰝ࣭研究 
1) ⚟ᓥ┴ෆἙᕝᾏᓊᇦ࡛ࡢᨺᑕ⏕ືࡢ࣒࢘ࢩࢭែ 
⚟ᓥ┴ෆࡢ㜿Ṋ㝰ᕝ࣭ኟᕝ࣭᪂⏣ᕝ㸪⩌㤿┴ෆࡢ᰿ᕝୖὶ࡛ࡣ⚟ᓥᾏὒ⛉Ꮫ㤋࣭⩌㤿Ỉヨࡢ༠

ຊࡢୗࡓࡋ⥆⥅ㄪᰝࠋࡓࡗ⾜ࢆἙᕝỈ୰ࡢᨺᑕ⬟⃰ᗘࡣᖹᡂ 28 ᖺᗘࡰࡽᶓ࡛࠸ࡤ᥎⛣࠸࡚ࡋ
 ࠋࡓ
2) 134Cs⃰ᗘࡓࡳࡽᮾࢼࢩᾏᮾ㒊ࡢᾏỈᚠ⎔ 
㛗ᓮᏛᏛ㝔Ỉ⏘࣭⎔ቃ⛉Ꮫ⥲ྜ研究⛉ࡢ༠ຊࡾࡼ㸪2019 ᖺ 6-12 ᭶ࡢ 4 ᗘࡿࡓࢃㄪᰝ⯟ᾏ

ᮾࢼࢩᾏᮾ㒊࡛ᾏỈヨᩱ (≉ᕞἈྜࡢ㖄┤᥇Ỉ) ࢆ᥇ྲྀࠋࡓࡋᴟపࢻࣥ࢘ࣛࢢࢡࢵࣂ Ȗ ⥺ ᐃἲ
ࣝ࣋㸪పࣞࡾࡼ⏝㐺ࡢ 134Cs ⃰ᗘࡢ㖄┤ศᕸࢆồࡢࡑࠋࡓࡵ⤖ᯝ㸪2019 ᖺᮾࢼࢩᾏᮾ㒊࡚࠸࠾
῝㸪Ỉࡣ 200 m㏆࡛ 134Cs ⃰ᗘࡀ㸪ᴟ್ࡀࡇࡍ♧ࢆ᫂ࠋࡓࡗ࡞ࡽኴᖹὒഃࡽᮾࢼࢩᾏ
ࡢ 134Cs ㄪᰝ㸪研究ࡢᗈ⠊ᅖࡾࡼࡣ᮶ᖺᗘࠋࡓࢀࡉ ᥎࠸ࡁࡀᐤࡢள⾲ᒙᾏỈࡢࡇࡣὶධࡢ
ࢆ࣒ࢬࢽ࢝ὶධ࣓ࡢ᪥ᮏᾏࡽኴᖹὒࡤ࠼᮶㸪⏤ࡢᾏỈࡢ㸪᪥ᮏᾏࡣᮏᡂᯝࠋࡿ࠶ணᐃ࡛࠺⾜ࢆ

᥈࡛࠼࠺ࡿ㔜せ࡞▱ぢࠋࡍࡽࡓࡶࢆ 
3) 134Cs⃰ᗘࡓࡳࡽᾏ㐨㐨ᮾἈࡢᾏỈᚠ⎔ 

Ỉ⏘㈨※研究ᡤ (㔲㊰ศᐊ) ࡢ༠ຊࡾࡼ㸪2018-2019ᖺ᥇ྲྀࡓࡋ⾲ᒙᾏỈࡢ 134Cs⃰ᗘศᕸࢆồ
ࡋ᥋ὶฟ┤ࡽ㸪FDNPPࡣࢀࡇࠋ(mBq/L 0.5-1) ࡓࢀࡽࡳࡀቑຍഴྥᮏ᥇ྲྀᮇ㛫ࡣ134Cs⃰ᗘࠋࡓࡵ
࢝ࡣᾏỈࡢ㐨ᮾᾏᇦࠋࡿࡍពࢆࡇࡓࡋὶධ㐨ᮾᾏᇦ࡚ࡗࡼ⎔ளᐮᖏᚠࡀ࣒࢘ࢩࢭᨺᑕᛶࡓ

3ࠋࡿ࠸࡚ࡅཷࢆᙳ㡪ࡢᒙᾏỈ⾲ࢡࢶ࣮࣍࢜ᾏὶỈ㸪᐀㇂ᬮὶỈ㸪࢝ࢶࣕࢳ࣒ ሷศ㸪134CsࡢỈሢࡢࡘ
⃰ᗘࢆ࣮ࣂ࣓ࣥࢻ࢚ࣥࡢタᐃ࡚ࡗࡼࡇࡿࡍ㸪⛅Ꮨࡢ㐨ᮾᾏᇦྛࡿࡅ࠾Ỉሢࡢΰྜẚࢆぢ✚ࡗࡶ

ࡣ⋠ᐤࡢぶ₻Ỉࡿࡅ࠾᪉㸪Ἀྜ୍ࡿࡍศᕸࡀᬮὶኚ㉁Ỉ㇂᐀ࡣ㐨ᮾᾏᇦἢᓊᇦࠋࡓ ࠼㉸ࢆ% 30
 ࠋࡓࢀࡉ♧ࡀࡇࡿ࠸࡚

 
 

4) ⚟ᓥཎⓎ㏆ࡢἢᓊᇦࡿࡅ࠾ᨺᑕ⏕ືࡢ࣒࢘ࢩࢭែ研究 
ᮏ研究࡛ࡣ㸪ᮾி㟁ຊᰴᘧ♫⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡽᨺฟࡓࢀࡉᨺᑕᛶ≀㉁࡚࠸ࡘ㸪Ἑཱྀ࣭

ἢᓊᇦືࡿࡅ࠾ែࢆᢕᥱࡵࡓࡿࡍ㸪ᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁ㸱ᆅⅬ࡛⣔ิᘧࢆࣉࢵࣛࢺࢺ࣓ࣥࢪࢭタ⨨

≀㸪᭷ᶵࢫࢡࢵࣛࣇࡢ࣒࢘ࢩࢭᨺᑕᛶࡢ㸪ᠱ⃮≀㉁ࡋᤕ㞟ࢆỿ㝆⢏Ꮚࡢ㸯᪥㛫㸧ࡣ㸪7ᮇ㛫㸦1ᮇ㛫ࡋ
᪉ྥ, ༡ື⛣ࡢࡑ(ᾏᗏᅵἙᕝᠱ⃮⢏Ꮚ)※㉳ࡢᯝ㸪ỿ㝆⢏Ꮚ⤖ࡢࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆศᯒࡢ➼యẚྠࡢ
ࡢᾏὶࡀ➼ࡁືࡢᐦ᥋㛵ࡋ, ௧ඖᖺᗘ࣭2 ᖺᗘ2 ࡢ ᖺ㛫ࡢほ 6 ,ࡽ ᭶12 ࡽ ᭶ࡢ࡛ࡲ
ᮇ㛫࡛ࡌྠࡣᨭ㓄せᅉࡀస⏝ࡀࡇࡿ࠸࡚ࡋ᫂ࠋࡓࡗ࡞ࡽ ᮏ研究ࡣ JAEA ࡋク研究ཷࡢࡽ
࡚ᐇࠋࡓࡋ 

 

2-2. 研究ᴗ⦼ 

(1) Ꮫ⾡ㄽᩥ 
1) Inoue, M., Takehara, R., Hanaki, S., Kameyama, H., Nishioka, J. and Nagao, S., 2020. Distributions of 

radiocesium and radium isotopes in the western Bering Sea in 2018. Marine Chemistry, 225, 103843. 
2) Inoue, M., Takehara, R., Takikawa, T., Shirotani, Y., Morita, T., Honda, N. and Nagao, S., 2020. Circulation 

paths of 134Cs in seawater southwest of Japan in 2018 and 2019. Journal of Environmental Radioactivity, 
223-224, 106382. 

3) Inoue, M., Shirotani, Y., Morokado, T., Hanaki, S., Ito, M., Kameyama, H., Kofuji, H., Okino, A., Shikata, 
T., Yoshida, M. and Nagao, S., 2021, Kuroshio fractions in the southwestern Sea of Japan; implications 
from radium isotopes. Continental Shelf Research, 214, 104328. 

4) Itono, T., Kashiwaya, K. and Ochiai, S., 2020, A Study of Sedimentary Environments Based on Long-term 
Observation in a Small Lake-catchment System in Central Japan. Environmental Processes, 7, 615-630. 

5) Iwai, H., Yamamoto, M., Matsuo, M., Liu, D. and Fukushima, M., 2021, Biodegradation and structural 
modification of humic acids in a compost induced by fertilization with steelmaking slag under coastal 
seawater, as detected by TMAH-py-GC/MS, EEM and HPSEC analyses. Aanlytical Sciences, in press. 

6) Kaeriyama, H. Fujimoto, K., Inoue, M. and Minakawa, M., 2020, Radiocesium in Japan Sea associated with 
sinking particles from Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant accident. Journal of Environmental 
Radioactivity, 222, 106348.  

7) Katsumi, N., Kusube, T., Nagao, S. and Okochi, H., 2020, The role of coated fertilizer used in paddy fields 
as a source of microplastics in the marine environment. Marine Pollution Bulletin, 161, 111727.  

8) Katsumi, N., Kusube, T., Nagao, S. and Okochi, H., 2021, Accumulation of microcapsules derived from 
coated fertilizer in paddy fields. Chemosphere, 267, 129185. 

9) Katsuta, N., Naito, S., Ikeda, H., Tanaka, K., Murakami, T., Ochiai, S., Miyata, Y., Shimizu, M., Hayano, 
A., Fukui, K., Hasegawa, H., Nagao, S., Nakagawa, M., Nagashima, K., Niwa, M., Murayamai, M., Kagawa, 
M. and Kawakami, S., 2020, Sedimentary rhythm of Mn-carbonate laminae induced by East Asian summer 
monsoon variability and human activity in Lake Ohnuma, southwest Hokkaido, northern Japan, Quaternary 
Science Reviews, 248, 106576. 

10) Matsumura, M., Sasa, K., Matsunaka, T., Sueki, K., Takahashi, T. and Matsuzaki, H., 2020, Contamination 
assessment of chemical preparation rooms for I-129 AMS, Analytical Science, 36, 631-636.  
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11) Munemoto, T., Solongo, T., Okuyama, A., Fukushi, K., Yunden, A., Batbold, T., Altansukh, O., Takahashi, 
Y., Iwai, H. and Nagao, S., 2020, Rare earth element distributions in rivers and sediments from the Erdenet 
Cu–Mo mining area, Mongolia. Applied Geochemistry, 123, 104800. 

12) Nagao, S., Terasaki, S., Ochiai, S., Fukushi, K., Tomihara, S., Charette, M.A. and Buesseler, K.O., 2020, 
Desorption behavior of fukushima-derived radiocesium in sand collected from yotsukura beach in Fukushima 
Prefecture. Analytical Sciences, 36, 569-575. 

13) 㛗ᑿㄔஓ࣭㔠᳃ṇᶞ࣭ⴠྜఙஓ㸪2020㸪㢌❳ᕝỈ⣔ἙᕝỈࡿࡅ࠾㢌❳ᕝỈ⣔ἙᕝỈࡅ࠾
 .ኚືせᅉ㸬ศᯒᏛ㸪69㸪707-714ࡢࡑⅣ⣲ྠయ⤌ᡂࡢ≀ᠱ⃮ែ᭷ᶵࡿ

14) Nishimura, M., Matsunaka, T., Wang, J., Matoba, S., Tsushima, A., Zhu, L. and Izutsu, Y., 2020, Sources and 
behavior of monsoon air masses in the lowest-latitude region on the Tibetan Plateau, and their paleoclimatic 
implications, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 554, 109750.  

15) Ochiai, S., Tokunari, T., Suzuki, T. and Nagao, S., 2020, Transport processes of suspended and riverbed 
sediments inferred from atmospheric radionuclides in the Kumaki River, Transactions, Japanese 
Geomorphological Union, 41, 313-326. 

16) Takata, H., Aono, T., Aoyama, M., Inoue, M., Kaeriyama, H., Suzuki, S., Tsuruta, T., Wada, T. and 
:DNL\DPD��<��� ������ 6XVSHQGHG� 3DUWLFOHí:DWHU� ,QWHUDFWLRQV� ,QFUHDVH�'LVVROYHG� 137Cs Activities in the 
Nearshore Seawater during Typhoon Hagibis. Environmental Science and Technology. in press. 

17) Yamamoto, S., Hubert-Ferrari, A., Lamair, L., Miyata, Y., Ochiai, S., Nagao, S., Miyauchi, N., Yoshida, 
K., Fujiwara, O., Yokoyama, Y., Heyvaert, V.M.A, De Batist, M. and the QuakeRecNankai Team, 2020, 
Organic carbon accumulation and productivity over the past 130 years in Lake Kawaguchi (central Japan) 
reconstructed using organic geochemical proxies, Journal of Paleolimnology, 64, 365-377. 

18) Yamamoto, M., Iwai, H., Matsuo, M., Liu, D. and Fukushima, M., 2020, Mechanism of the elution of iron 
from a slag-compost fertilizer for restoring seaweed beds in coastal areas — Characteristic changes of 
steelmaking slag and humic acids derived from the fertilizer during the elution process. Aanlytical Sciences, 
36, 545-551.  
 

(2) ᮏ࣭⥲ㄝ࣭㈨ᩱ࣭報告᭩ 

1) Matsumura, M., Sasa, K., Takahashi, T., Ochiai, Y., Matsunaka, T., Yokoyama, Y., Gao, Y., Hashimoto, 
M., Sakaguchi, A. and Sueki, K., 2020, The Performance of Iodine-129 AMS measurements at the 
University of Tsukuba in FY 2019. UTTAC ANNUAL REPORT 2019, UTTAC-89, 16-17. 

2) Matsunaka, T., Nagao, S., Ochiai, S., Takahashi, T., Matsumura, M., Sueki, K. and Sasa, K., 2020, 
Anthropogenic iodine-129 depositions at the Japan Sea and Pacific sides of the archipelago, during 2017-
2018. UTTAC ANNUAL REPORT 2019, UTTAC-89, 18-19.  

3) 㛗ᑿㄔஓ࣭၈ ᑀ㸪2021㸪ඛ➃ⓗᢏ⾡ࡿࡼ⎔᪥ᮏᾏᇦࡢ⎔ቃゎᯒ㸸ᆅᇦึࡢศᯒᏛ㸬ࡏࢇࡪ
 㸪2㸪64-65㸬ࡁ

4) 㛗ᑿㄔஓ㸪2020㸪ศගᏛⓗᣦᶆࡿࡼ⁐Ꮡ⭉᳜≀㉁ࡢ㉳※᥎ᐃ㸬᪥ᮏỈ⎔ቃᏛㄅ㸪43 (9)㸪317-
320㸬 

5) Ochiai, Y., Sasa, K., Tosaki, Y., Matsunaka, T., Takahashi, T., Matsumura, M. and Sueki, K., 2020, 
Regional dependences of 10Be and 36Cl concentrations in rainwater. UTTAC ANNUAL REPORT 2019, 
UTTAC-89, 14-15. 

 
 

6) ⴠྜఙஓ࣭㓇ⱥ⏨࣭᯽㇂࣭㛗ᑿㄔஓ࣭ಖಇဢ࣭㣤⏣ ⫕㸪2020㸪ሁ✚≀ࡢᨺᑕᛶ᰾✀࣭
☢≉ᛶ ≀࣭⌮≉ᛶᇶ࡙ࡃ㐣ཤࡢὥỈࢺࣥ࣋᥎ᐃࡢヨࡳ㸬ᐩᒣ┴❧ᒣࣛࢹࣝ࢝研究⣖せ㸪17㸪
7-12㸬 
 

(3) ᏛⓎ⾲ 

1) Bat-Erdene Ariunsanaa, Nagao, S., Fukushi, K., Sakaguchi, K., Matsunaka, T., Seasonal variation of 
dissolved trace elements in Lake Kiba-gata. The JpGU-AGU Joint Meeting 2020, On-line meeting
䠄2020.7.16䠅． 

2) ⰼᮌ⚈ኴᮁ࣭ୖ╬ኵ࣭➉ཎுᡂ࣭ㅖゅᏘ⏕࣭ᇛ㇂ຬ㝎࣭ᕝဴኴ㑻࣭ྜྷ⏣┿࣭᫂Ἀ㔝 ࣭୕ᮌ

ᚿὠᕹ࣭㛗ᑿㄔஓ㸪Ra-228/Ra-226ẚ Cs-134⃰ᗘࡓࡳࡽ᪥ᮏᾏ༡すᇦ⾲ᒙࡢ≀㉁ືែ㸪 ᪥ᮏ
ᨺᑕᏛ➨ 64ᅇウㄽ㸪㜰㸪ࣥࣛࣥ࢜㸦2020.9.9-11㸧㸬 

3) Inoue, M., Migration of Cs-134 in the northwestern North Pacific Ocean; implications for water circulations. 
Joint International Symposium: Challenging the Research Development and Collaboration, Kanazawa 
(2020.11.30-12.3). 

4) ᒾஂ࣭ᒣᮏගኵ࣭ᯇᑿᇶஅ࣭ 㸪ᾏỈ୰⫧ࡿࡼ〇㗰ࢢࣛࢫሁ⫧ΰྜ≀୰ࡢ⭉᳜㓟ࡢ

ᵓ㐀ኚ㸸EEMཬࡧ⺯ග᳨ฟ HPSEC᳨ࡿࡼウ㸬᪥ᮏศᯒᏛ➨ 69ᖺ㸪ྡྂᒇ㸪ࣛࣥ࢜
 㸦2020.9-16-18㸧㸬ࣥ

5) ᒾஂ㸪㏲ḟᢳฟࡓࢀࡉሁ⫧ࡢᾏỈྍ⁐᭷ᶵ≀ศ⏬ࡢ⺯ග≉ᛶཬࡧศᏊ㔞≉ᛶࡢኚ㸬᪥ᮏศ
ᯒᏛ➨ 69ᖺ㸪ྡྂᒇ㸪ࣥࣛࣥ࢜㸦2020.9-16-18㸧 

6) ᒾஂ㸪ࣥࢠࣝ㓟ࢢࣥࢸ࣮ࢥ GF/Fࡓ࠸⏝ࢆ⁐Ꮡ㕲ࡢ⭷ศ㞳〓⸴ᡂ⇍ࡿࡅ࠾㕲⏕≀
⏝ᛶ㸬᪥ᮏศᯒᏛ➨ 69ᖺ㸪ྡྂᒇ㸪ࣥࣛࣥ࢜㸦2020.9-16-18㸧㸬 

7) ᒾஂ࣭ᒣᮏගኵ࣭ᯇᑿᇶஅ࣭ 㸪〇㗰ࢢࣛࢫΰྜࡿࡼሁ⫧⏤᮶⭉᳜㓟ࡢᾏỈᾐₕక

 㸦2020.11.28㸧㸬ࣥࣛࣥ࢜ග≉ᛶኚ㸬᪥ᮏ⭉᳜≀㉁Ꮫ㸪㜰㸪⺯࠺
8) ᒾஂ࣭Rodrigo Mundo࣭㛗ᑿㄔஓ㸪ἙᕝỈ୰ࡢከ⎔ⰾ㤶᪘ⅣỈ⣲㢮㸦PAHs㸧ࡢᏑᅾ≧ែཬ
 㸦2020.11.28㸧㸬ࣥࣛࣥ࢜ᙳ㡪㸬᪥ᮏ⭉᳜≀㉁Ꮫ㸪㜰㸪ࡢ≀Ꮡ᭷ᶵ⁐ࡍࡰ

9) Iwai, H., Separation of polycyclic aromatic hydrocarbon associated with humic substances. "Chozen 
International Symposium on Understanding the Transboundary Pollution along North-South Transect in 
western Pacific region", Kanazawa, Japan (2020.12.2-3). 

10) ᒾஂ㸪㕲㓟≀ࡢࡽ㕲㑏ඖ⁐ฟࡿࡅ࠾⭉᳜㓟ࡢຠᯝ㸬᪥ᮏ㕲㗰༠➨ 181 ᅇᏘㅮ₇
㸪ࣥࣛࣥ࢜㸦2021.3.17-19㸧㸬 

11) ᒾஂ࣭ᒣᮏගኵ࣭ᯇᑿᇶஅ࣭ 㸪〇㗰ࢢࣛࢫሁ⫧ࢆ⏝ࡓࡋ⸴ሙ⏕ᢏ⾡㸫ሁ⫧⭉᳜㓟

㸸ホ౯࣭ศᯒ࣭ゎᯒ㒊࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ㕲⁐ฟ㸫㸬᪥ᮏ㕲㗰༠⬟ᶵࡢࢢࣛࢫ〇㗰ࡿ࠼ࡳࡽኚࡢ

ࠕᏛⓗࡣࡓࡲ⏕≀Ꮫⓗฎ⌮ࡢࢢࣛࢫࡿࡼᶵ⬟ኚࡢࡑホ౯࣭ ศᯒ 㸪ࠖࣛࣥ࢜ 㸦ࣥ2021.3.18㸧㸬 
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ᡂᯝ報告㸪ࣥࣛࣥ࢜㸦2021.2.27㸧㸬 

35) ⴠྜఙஓ࣭㛗ᑿㄔஓ࣭୰す㈗ᏹ࣭㭯⏣ᛅᙪ࣭ᚚᅬ⏕ᩄ࣭Ώ㎶ ᓧ࣭㕥ᮌ究┿࣭ᐩཎ⪷୍㸪⚟ᓥ┴

ࢵࢿែ㸬ᨺᑕ⬟⎔ቃືែ࣭ᙳ㡪ホ౯ື⾜⛣ࡢ࣒࢘ࢩࢭᨺᑕᛶࡿࡅ࠾ἙᕝỈ⣔ࡢ࿘㎶ᆅᇦࡧࡼ࠾

ඹྠ研究ᣐⅬࢡ࣮࣡ࢺ 2020 ᖺᗘࣥࣛࣥ࢜ᖺḟ報告㸪ࣥࣛࣥ࢜㸦2021.3.15㸧㸬 
36) ᒸ⏣ Ꮚ࣭⇃㇂ᑦே࣭ᯇᾆ࣭᫂Ώ㎶ ಇ࣭㔝ཎ⢭୍࣭ᮌᕝ⏣႐୍࣭᳃ ఙ࣭⸆⿄ెᏕ࣭㛗ᑿㄔ

ஓ㸪㉥ᇛࡿࡅ࠾ᨺᑕᛶືࡢ࣒࢘ࢩࢭែゎ᫂㸬᪥ᮏཎᏊຊᏛ 2021ᖺࡢᖺ㸪ࣥࣛࣥ࢜
㛤ദ㸦2021.3.19㸧㸬 

37) ➉ཎுᡂ࣭ୖ╬ኵ࣭ⰼᮌ⚈ኴᮁ࣭ᯇ୰ဴஓ࣭᳃⏣㈗ᕫ࣭୕ᮌᚿὠᕹ࣭㯮⏣ ᐶ࣭㇂ෆ⏤㈗Ꮚ࣭ⴱ

すᗈᾏ࣭㛗ᑿㄔஓ㸪134Csࡢ✵㛫ศᕸࡓࡳࡽኴᖹὒす㒊ࡿࡅ࠾ᾏỈᚠ⎔㸬᪥ᮏᨺᑕᏛ
➨ 64ᅇウㄽ㸪㜰㸪ࣥࣛࣥ࢜㸦2020.9.9-11㸧㸬 

38) ➉ཎுᡂ࣭ୖ╬ኵ࣭ᯇ୰ဴஓ࣭㛗ᑿㄔஓ࣭㯮⏣ ᐶ࣭㇂ෆ⏤㈗࣭ⴱすᗈᾏ࣭᳃⏣ ㈗࣭୕ᮌᚿὠ

ᕹ࣭すᒸ ⣧㸪Cs-134 ᾏỈᚠ⎔㸬᪥ᮏᾏὒᏛࡿࡅ࠾ᾏ㐨ᮾ㒊ኴᖹὒᾏᇦࡓࡳࡽỈᖹศᕸࡢ
⛅Ꮨ㸪ᮾி㸪ࣥࣛࣥ࢜㸦2020.11.27-29㸧㸬 

39) 㭯ᒸᖿ▮࣭ⴠྜఙஓ࣭ᯇᮌ ⠜࣭㛗ᑿㄔஓ㸪Ẽ⏤᮶ᨺᑕᛶ᰾✀ 7Be 210Pbࡓ࠸⏝ࢆ㈓Ỉụ-㞟Ỉ
ᇦ⣔ࡿࡅ࠾ᅵተ⢏Ꮚືࡢែᢕᥱ㸬᪥ᮏᨺᑕᏛ➨ 64ᅇウㄽ㸪ࣥࣛࣥ࢜㸦2020.9.9-11㸧㸬 

 
(4) 研究ὶ 
• ඹྠ研究 
1) 㛗ᑿㄔஓ㸸ᶵ⬟ᙉᴗᨭ⤒㈝㸸ඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸪௧ඖᖺᗘ㸪ᮾࡢࢪẼ࣭㝣ᇦ࣭ᾏᇦࡢ
ᅜ㝿⤫ྜ⎔ቃඹྠ研究ᣐⅬࡢᐇ㸬పࣞࣝ࣋ᨺᑕ⬟ᐇ㦂タ㸪1,000༓. 
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㸰㸧ࠖࡢࡑᙳ㡪ホ౯㸦ࡍ ᾏ㐨Ꮫ 㸪ࣥࣛࣥ࢜㸦2021.1.18㸧㸬 
15) Matsunaka, T., Temporal and spatial distributions of polycyclic aromatic hydrocarbons in the Sea of Japan. 

"Kick-off for opening for Alumni Association & Japan-Russia Joint Symposium 2020: Inter-University 
Exchange Project", Kanazawa, Online (2020.9.29).  

16) Matsunaka, T., Nagao, S., Mundo, R., Tanaka, S., Inoue, M., Tang, N., Suzuki, N., Ogiso, S., Yoshida, M., 
Hirohashi, N., Ando, H., Morita, M., Hayakawa, K., Environmental behavior of polycyclic aromatic 
hydrocarbons in the East Asian marginal seas. "Chozen International Symposium on Understanding the 
Transboundary Pollution along North-South Transect in western Pacific region", Kanazawa, Online 
(2020.12.2-3).  

17) Matsunaka, T., Seasonal variations of PAHs in the coastal region on the Japanese side of Japan Sea. 
"Understanding Present Environmental Situation of Marginal Sea (III)", Kanazawa, Online (2021.3.10).  

18) ᯇ୰ဴஓ࣭ᖹᑿⱱ୍࣭⬥ᒣ⩏ྐ࣭➲ බ࣭ᮎᮌၨ㸪ᖺ㍯୰ࡢཎⓎᨾ⏤᮶ C-14 ࡢศᕸ⠊ᅖ
ᐇຠ⥺㔞ホ౯㸬ᨺᑕ⬟⎔ቃືែ࣭ᙳ㡪ホ౯ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿඹྠ研究ᣐⅬ 2020 ᖺᗘࣥࣛࣥ࢜ᖺḟ報
告㸪ࡤࡃࡘ㸪ࣥࣛࣥ࢜㸦2021.3.15㸧㸬 

19) ᐑᕝ࣭㛗ᑿㄔஓ࣭ⰾᮧ Ẏ࣭ຍ⸨ᐶᕭ࣭ఀబ⏣ᬛつ㸪Ἑᕝ࣭ỶỈ࣭ἢᓊᇦࡿࡅ࠾⁐Ꮡ᭷ᶵ≀

 㸦2020.11.20㸧㸬ࣥࣛࣥ࢜ᛶ㸪2020ᖺ᪥ᮏᆅ⌫Ꮫ㸪≉ࡢ
20) Mundo, R., Matsunaka, T., Iwai, H., Inoue, M., Morita, T., Nagao, S., Surface distribution of dissolved 

polycyclic aromatic hydrocarbons along northeastern Japan Sea and Okhotsk Sea. ᪥ᮏᆅ⌫Ꮫ➨ 67
ᅇࣥࣛࣥ࢜ᖺ㸪ࣥࣛࣥ࢜䠄2020.11.12-21䠅． 

21) Mundo, R., Matsunaka, T., Iwai, H., Ochiai, S., Nagao, S., Spatial-temporal distribution of polycyclic 
aromatic hydrocarbons in seawater at West Nanao Bay, Noto Peninsula. ᪥ᮏᆅ⌫Ꮫ➨ 67ᅇࣛࣥ࢜
 ．䠄2020.11.12-21䠅ࣥࣛࣥ࢜ᖺ䠈ࣥ

22) Mundo, R., Matsunaka, T., Iwai, H., Ochiai, S., Nagao, S., Spatial-temporal distribution of polycyclic 
aromatic hydrocarbons in seawater at West Nanao Bay, Noto Peninsula. ᪥ᮏᏛ㏆␥ᨭ㒊 2020ᖺᗘ
㝣ᆅ༊ㅮ₇研究Ⓨ⾲㸪ࣥࣛࣥ࢜䠄2020.11.20䠅． 

23) Mundo, R., Matsunaka, T., Iwai, H., Inoue, M., Morita, T., Nagao, S., Oceanic currents driven PAHs surface 
distribution differences in 2017 and 2019 at northeast Japan Sea. "Chozen International Symposium on 
Understanding the Transboundary Pollution along North-South Transect in western Pacific region", 
Kanazawa, Online (2020.12.2-3). 

24) Mundo, R., Matsunaka, T., Iwai, H., Ochiai, S., Nagao, S., Spatial-temporal distribution of polycyclic 
DURPDWLF�K\GURFDUERQV�LQ�VXUIDFH�ZDWHU�DW�:HVW�1DQDR�%D\��1RWR�3HQLQVXOD��GXULQJ�����í�������&KR]HQ�
International Symposium on Understanding the Transboundary Pollution along North-South Transect in 
western Pacific region", Kanazawa, Online (2020.12.2-3). 

25) Nagao, S., Tahara, R., Goto, A., Hasegawa, T., Ochiai, S., Downward variation of G13C and '14C in riverine 
particulate organic matter at Kumaki River, a small river in Noto Peninsula. The JpGU-AGU Joint Meeting 
2020, Online (2020.7.14). 

26) Nagao, S., Sakaguchi, K., Matsunaka, T., Ochiai, S., Katsumi, N., Variaiton of carbon isotope (G13C and 
'14C) of organic matter in suspended solids at Lake Kiba-gata. The JpGU-AGU Joint Meeting 2020, Online 
(2020.7.16).  

27) 㛗ᑿㄔஓ㸪⬟Ⓩ༙ᓥࡢᑠἙᕝࡿࡅ࠾ᠱ⃮ែ᭷ᶵ≀ࡢ⛣⾜ᣲື㸬᪥ᮏᅵተ⫧ᩱᏛ୰㒊ᨭ㒊➨ 100

 
 

ᅇཬࡧ୰㒊ᅵተ⫧ᩱ研究➨ 110ᅇ㸦2020.11.16㸧㸬㸦ᣍᚅㅮ₇㸧 
28) Nagao, S., The outline of chozen project and science under the COVID-19 pandemic. Joint International 

Symposium: Challenging the Research Development and Collaboration, Kanazawa (2020.11.30-12.3). 
29) 㛗ᑿㄔஓ࣭⏣ཎ㱟அ࣭ᚋ⸨ᬗᏊ࣭㛗㇂ᕝ༟࣭ⴠྜఙஓ㸪⬟Ⓩ༙ᓥᑠἙᕝࡢᠱ⃮ែ᭷ᶵ≀ࡢὶฟᣲ
ື㸬㔠ἑᏛඹྠ研究㞟ࠕ㝣㉳※≀㉁ࡀἢᓊᾏὒཬࡍࡰᙳ㡪ホ౯㸦ࡢࡑ㸰㸧ࠖᾏ㐨Ꮫ 㸪
  㸦2021.1.18㸧㸬ࣥࣛࣥ࢜

30) 㛗ᑿㄔஓ࣭ᐑᕝ࣭ᒾஂ๎࣭ⰾᮧ Ẏ࣭ఀబ⏣ᬛつ㸪Ἑᕝὶᇦ—ᾏὒἢᓊᇦࢆὶᇦᅪࡓࡋ≀
㉁ືែ研究㸬研究㞟ࠕ㝣ᾏ⤖ྜࡢ࣒ࢸࢫࢩゎ࣮᫂̿ࣝࢣࢫࢳ࣐ࣝ研究⤫ྜⓗ⌮ゎ 㸪ࠖᾏ㐨

Ꮫప ⛉Ꮫ研究ᡤ㸪ࣥࣛࣥ࢜㸦2021.1.26㸧㸬 
31) 㛗ᑿㄔஓ㸪ᑿ‴᳨࡛ฟࡿࢀࡉᆅ⌫ ᬮࣝࢼࢢࢩ㸬➨㸲ᅇᐩᒣ‴研究㸪㔠ἑᏛ㸦2021.3.2㸧㸬
㸦≉ูㅮ₇㸧 

32) Nagao, S., Charkin, A., Semkin, P., Tischenko, T., Lobanov, V., Fujita, A., Sugimoto, R., Ochiai, S., 
Sunmarine groundwater at Nanao Bay: Field research results during 2018-2020. "Understanding Present 
Environmental Situation of Marginal Sea (III)", Kanazawa, Japan (2021.3.10).  

33) Nagao, S., Research activities of Institute of Nature and Environmental Technology, Kanazawa University. 
"Workshop on Environmental Issures: Latest Advances on Public health and Environmental Pollution", 
Kanazawa, Japan (2021.3.29). 

34) ⴠྜఙஓ࣭㓇ⱥ⏨࣭༦㒊ཌᚿ࣭ಖಇဢ࣭㣤⏣ ⫕࣭㭯ᒸᖿ▮࣭㛗ᑿㄔஓ㸪ሁ✚≀ࡢᨺᑕᛶ᰾✀࣭

☢≉ᛶࡓ࠸⏝ࢆὥỈࢺࣥ࣋ᒚṔࡢඖ㸪2020 ᖺᗘ ᪂₲Ꮫ⅏ᐖ࣭⯆⛉Ꮫ研究ᡤ ඹྠ研究
ᡂᯝ報告㸪ࣥࣛࣥ࢜㸦2021.2.27㸧㸬 

35) ⴠྜఙஓ࣭㛗ᑿㄔஓ࣭୰す㈗ᏹ࣭㭯⏣ᛅᙪ࣭ᚚᅬ⏕ᩄ࣭Ώ㎶ ᓧ࣭㕥ᮌ究┿࣭ᐩཎ⪷୍㸪⚟ᓥ┴

ࢵࢿែ㸬ᨺᑕ⬟⎔ቃືែ࣭ᙳ㡪ホ౯ື⾜⛣ࡢ࣒࢘ࢩࢭᨺᑕᛶࡿࡅ࠾ἙᕝỈ⣔ࡢ࿘㎶ᆅᇦࡧࡼ࠾

ඹྠ研究ᣐⅬࢡ࣮࣡ࢺ 2020 ᖺᗘࣥࣛࣥ࢜ᖺḟ報告㸪ࣥࣛࣥ࢜㸦2021.3.15㸧㸬 
36) ᒸ⏣ Ꮚ࣭⇃㇂ᑦே࣭ᯇᾆ࣭᫂Ώ㎶ ಇ࣭㔝ཎ⢭୍࣭ᮌᕝ⏣႐୍࣭᳃ ఙ࣭⸆⿄ెᏕ࣭㛗ᑿㄔ

ஓ㸪㉥ᇛࡿࡅ࠾ᨺᑕᛶືࡢ࣒࢘ࢩࢭែゎ᫂㸬᪥ᮏཎᏊຊᏛ 2021ᖺࡢᖺ㸪ࣥࣛࣥ࢜
㛤ദ㸦2021.3.19㸧㸬 

37) ➉ཎுᡂ࣭ୖ╬ኵ࣭ⰼᮌ⚈ኴᮁ࣭ᯇ୰ဴஓ࣭᳃⏣㈗ᕫ࣭୕ᮌᚿὠᕹ࣭㯮⏣ ᐶ࣭㇂ෆ⏤㈗Ꮚ࣭ⴱ

すᗈᾏ࣭㛗ᑿㄔஓ㸪134Csࡢ✵㛫ศᕸࡓࡳࡽኴᖹὒす㒊ࡿࡅ࠾ᾏỈᚠ⎔㸬᪥ᮏᨺᑕᏛ
➨ 64ᅇウㄽ㸪㜰㸪ࣥࣛࣥ࢜㸦2020.9.9-11㸧㸬 

38) ➉ཎுᡂ࣭ୖ╬ኵ࣭ᯇ୰ဴஓ࣭㛗ᑿㄔஓ࣭㯮⏣ ᐶ࣭㇂ෆ⏤㈗࣭ⴱすᗈᾏ࣭᳃⏣ ㈗࣭୕ᮌᚿὠ

ᕹ࣭すᒸ ⣧㸪Cs-134 ᾏỈᚠ⎔㸬᪥ᮏᾏὒᏛࡿࡅ࠾ᾏ㐨ᮾ㒊ኴᖹὒᾏᇦࡓࡳࡽỈᖹศᕸࡢ
⛅Ꮨ㸪ᮾி㸪ࣥࣛࣥ࢜㸦2020.11.27-29㸧㸬 

39) 㭯ᒸᖿ▮࣭ⴠྜఙஓ࣭ᯇᮌ ⠜࣭㛗ᑿㄔஓ㸪Ẽ⏤᮶ᨺᑕᛶ᰾✀ 7Be 210Pbࡓ࠸⏝ࢆ㈓Ỉụ-㞟Ỉ
ᇦ⣔ࡿࡅ࠾ᅵተ⢏Ꮚືࡢែᢕᥱ㸬᪥ᮏᨺᑕᏛ➨ 64ᅇウㄽ㸪ࣥࣛࣥ࢜㸦2020.9.9-11㸧㸬 

 
(4) 研究ὶ 
• ඹྠ研究 
1) 㛗ᑿㄔஓ㸸ᶵ⬟ᙉᴗᨭ⤒㈝㸸ඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸪௧ඖᖺᗘ㸪ᮾࡢࢪẼ࣭㝣ᇦ࣭ᾏᇦࡢ
ᅜ㝿⤫ྜ⎔ቃඹྠ研究ᣐⅬࡢᐇ㸬పࣞࣝ࣋ᨺᑕ⬟ᐇ㦂タ㸪1,000༓. 
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2) 㛗ᑿㄔஓ㸪ୖ╬ኵ㸸᪥ᮏ㏆ᾏࡿࡅ࠾పࣞࡢ࣒࢘ࢩࢭࣝ࣋ởᰁㄪᰝࡧࡼ࠾ởᰁ≀㉁ᚠ⎔ࡢゎᯒ㸬
Ỉ⏘研究࣭ᩍ⫱ᶵᵓ 

3) ୖ╬ኵ㸸ᨺᑕᛶ᰾✀ࡓࡳࡽ᪥ᮏᾏࡢ≀㉁ᚠ⎔㸬Ỉ⏘研究࣭ᩍ⫱ᶵᵓ㸦ᮏከ┤ே 
4) ᯇ୰ဴஓ㸸ᖺ㍯୰ࡢཎⓎᨾ⏤᮶ C-14ࡢศᕸ⠊ᅖᐇຠ⥺㔞ホ౯㸬⟃ἼᏛ㸦ᮎᮌၨ㸧 
5) ᯇ୰ဴஓ㸸᪥ᮏᾏኴᖹὒࡿࡅ࠾ 129I㝆ୗ㔞ࡢኚື㸬⟃ἼᏛ㸦➲ බ㸧 
6) ᯇ୰ဴஓ㸸ฟỈࡢἙᕝỈࡢ Cs-137ࡧࡼ࠾ I-129⃰ᗘࡢ⣔ิኚ㸬⚟ᓥᏛ㸦⬥ᒣ⩏ྐ㸧 
7) ᯇ୰ဴஓ㸸ⶶ⋤ᒣ࣭ᚚ㔩ⅆཱྀࡢάືㄪᰝ㸬ᮾᏛ㸦ᚋ⸨❶ኵ㸧 

 
• ඹྠ研究࣭ඹྠ⏝㸦ᩥ⛉┬㸧 
1) 㛗ᑿㄔஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦㔜Ⅼ㸸ࣟࢩ
⛉Ꮫ࣮࣑ࢹ࢝ᴟᮾᨭ㒊㸪A. Charkin㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪⎔᪥ᮏᾏᇦἢᓊᇦࡿࡅ࠾ᾏᗏỈࡢᐇ
ែᢕᥱ㸬1,190༓㸬 

2) 㛗ᑿㄔஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸ࣟࢩ
ᴟᮾ㐃㑥Ꮫ㸪Olga. V. Nesterova㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪⎔᪥ᮏᾏᇦᾏᗏሁ✚≀ࡿࡅ࠾㔜㔠ᒓࡢศᕸ
≧ἣ㸬210༓㸬 

3) 㛗ᑿㄔஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸Quaid-
i-Azam University, Riffat N. Malik㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪࣐ࣖࣛࣄࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃᆅᇦࡢ†ሁ✚≀ࡅ࠾
 Ṕྐⓗᘓ．210༓㸬ࡢṧ␃᭷ᶵởᰁ≀㉁(POPs)ࡿ

4) 㛗ᑿㄔஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸ࣔࣥࢦ
ࣝᅜ❧Ꮫ㸪Ochir Altansukh㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪ὶᇦࡢே㛫άືࣝࢦࣥࣔࡀ†Ỉ㉁ཬࡍࡰᙳ㡪
ホ౯．210༓㸬 

5) 㛗ᑿㄔஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸▼ᕝ┴
❧Ꮫ㸪ぢᑦஓ㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪㎰⪔ᆅࡢࢡࢵࢳࢫࣛࣉࣟࢡ࣐ࡿࡅ࠾ศᯒ᪉ἲື❧☜ࡢ
ែᢕᥱ．200༓㸬 

6) 㛗ᑿㄔஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸ᮾி
Ꮫ㸪எᆏ㔜㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪ኳ↛ᨺᑕᛶ᰾✀ࡓ࠸⏝ࢆᾏὒࡿࡅ࠾⢏Ꮚࢫࢡࢵࣛࣇศᕸゎ᫂．

200༓㸬 
7) 㛗ᑿㄔஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸ᐩᒣ
Ꮫ㸪ᙇ ວ㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪」ᩘࡢᏛࡓ࠸⏝ࢆ࣮ࢧ࣮ࣞࢺᮾࢼࢩᾏࡢỈሢᙧᡂ≀㉁㍺㏦㐣⛬
 ᢕᥱ．200༓㸬ࡢ

8) 㛗ᑿㄔஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸୰ኸ
Ꮫ㸪ᒣᮧ ᐶ㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪NOMࡢᅛయບ㉳-⺯ගࡢࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࣝࢺࢡ࣌ࢫᣑ．190༓㸬  

9) 㛗ᑿㄔஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦ⱝᡭ㸸ᗈᓥ
Ꮫ㸪㎷ ᾈ᫂㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪℩ᡞෆᾏ࣭ఀໃ‴ࡢᾏᗏሁ✚≀୰ከ⎔ⰾ㤶᪘ⅣỈ⣲(PAH)ࡢศ
ᕸ．140༓㸬 

10) 㛗ᑿㄔஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦研究㞟㸸ࣟ
ᴟᮾᨭ㒊㸪V. B. Lobanov㸧㸪௧࣮࣑ࢹ࢝Ꮫ⛉ࢩ 2ᖺᗘ㸪᪥ᮏᾏࡿࡅ࠾㉺ቃởᰁࡢᐇែᢕ
ᥱ．540༓㸬 

 
 

11) 㛗ᑿㄔஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦研究㞟㸸
ᾏ㐨Ꮫ㸪ⓑᒾᏕ⾜㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪㝣㉳※≀㉁ࡀἢᓊᾏὒཬࡍࡰᙳ㡪ホ౯㸦ࡢࡑ㸰㸧．540
༓㸬 

12) ୖ╬ኵ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸
Auckland University of Technology, Stephen Archer㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪ᨺᑕᛶ᰾✀ࡓࡳࡽ᪥ᮏᾏ―ࢽ
 ㉁ᚠ⎔．210༓㸬≀ࡢἈྜᇦࢻ࣮ࣥࣛࢪ࣮ࣗ

13) ୖ╬ኵ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸⚟ᓥ
Ꮫ㸪㧗⏣ර⾨㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪᪥ᮏࡢᮾすἢᓊᾏỈࡿࡅ࠾ᨺᑕᛶ Cs⃰ᗘࢆᨭ㓄ࡿࡍせᅉࡢᐃ
㔞ⓗホ౯．200༓㸬 

14) ୖ╬ኵ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸ᒱ㜧
Ꮫ㸪୰ᮧ ⌶㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪༡ᴟ࣒࢘ࣜࣜ࣋ࡿࡅ࠾ ẚ㍑研究．200ࡢ᪥ᮏᾏᇦ ほࡢ7
༓㸬 

15) ୖ╬ኵ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸ᅜ❧研
究㛤Ⓨἲேᾏὒ研究㛤Ⓨᶵᵓ㸪⇃ᮏ㞝୍㑻㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪࣒࢘ࢩࢭ ᪥ᮏᾏ῝ᒙỈࡓ࠸⏝ࢆ137
 研究．200༓ࡿࡍ㛵⎔ᚠࡢ

16) ୖ╬ኵ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸බ┈㈈
ᅋἲேᾏὒ⏕≀⎔ቃ研究ᡤ㸪ᇛ㇂ຬ㝎㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪あ　ᓁ࿘㎶ᾏᇦ᳨࡚࠸࠾ฟࡓࢀࡉ⚟ᓥ
➨୍ཎⓎᨾ⏤᮶ᨺᑕᛶࡢ࣒࢘ࢩࢭ᪥ᮏᾏཬࡧኴᖹὒࡢࡽᐤࡢ᥎ᐃ．99༓㸬 

17) ⴠྜఙஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸ᅜ❧ྎ
‴Ꮫ㸪㯤 ㄅᕝ㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪ྎ‴᪥ᮏࡢᒣᆅᑠἙᕝࡿࡅ࠾ᆅ⾲ỈᆅୗỈࡢ┦స⏝
 ὶฟᣲື．210༓㸬ࡢ≀Ꮡ᭷ᶵ⁐

18) ᯇ୰ဴஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸⟃Ἴ
Ꮫ㸪➲ බ㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪⬟Ⓩ༙ᓥࡿࡅ࠾ 1950ᖺ௨㝆ࡢཎᏊຊタ⏤᮶ᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ 129
 ỿ╔㔞ኚື．200༓㸬ࡢ

19) ᯇ୰ဴஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸୰ி
Ꮫ㸪ዉⰋ㑳Ꮚ㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪†ᗏሁ✚≀୰ࡢᚤ㔞ඖ⣲ศᕸᇶ࡙ࡃ 1950 ᖺ௨㝆ࡢ⬟Ⓩ࿘㎶
 ᙳ㡪ホ౯．200༓㸬ࡢ◁㯤㔜㔠ᒓởᰁࡿࡅ࠾

 
• 研究㞟 
1) ⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究2020࣮ࢱࣥࢭᖺᗘ研究㞟㸦ࣟࢩ⛉Ꮫ࣮࣑ࢹ࢝ᴟᮾᨭ㒊 V.I.II’ichevኴ
ᖹὒᾏὒ研究ᡤ࣭V. Lobanovᡤ㛗㸧ࠕUnderstanding Present Environmental Situation of Marginal Sea 
(III)ࠖ㸪2021ᖺ 3᭶ 10᪥㸪㔠ἑᏛ⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭపࣞࣝ࣋ᨺᑕ⬟ᐇ㦂タ
㸦Online㸧13ே 

 
(5) ྛ✀άື 
• Ꮫάື 

1) 㛗ᑿㄔஓ㸸᪥ᮏ⭉᳜≀㉁Ꮫ⌮㸦2015㹼⌧ᅾ) 
2) 㛗ᑿㄔஓ㸸᪥ᮏ⭉᳜≀㉁Ꮫ⦅㞟ጤဨ㸦2011㹼⌧ᅾ) 
3) 㛗ᑿㄔஓ㸸ᅜ㝿⭉᳜≀㉁Ꮫ᪥ᮏᨭ㒊㛗㸦2012-⌧ᅾ) 
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2) 㛗ᑿㄔஓ㸪ୖ╬ኵ㸸᪥ᮏ㏆ᾏࡿࡅ࠾పࣞࡢ࣒࢘ࢩࢭࣝ࣋ởᰁㄪᰝࡧࡼ࠾ởᰁ≀㉁ᚠ⎔ࡢゎᯒ㸬
Ỉ⏘研究࣭ᩍ⫱ᶵᵓ 

3) ୖ╬ኵ㸸ᨺᑕᛶ᰾✀ࡓࡳࡽ᪥ᮏᾏࡢ≀㉁ᚠ⎔㸬Ỉ⏘研究࣭ᩍ⫱ᶵᵓ㸦ᮏከ┤ே 
4) ᯇ୰ဴஓ㸸ᖺ㍯୰ࡢཎⓎᨾ⏤᮶ C-14ࡢศᕸ⠊ᅖᐇຠ⥺㔞ホ౯㸬⟃ἼᏛ㸦ᮎᮌၨ㸧 
5) ᯇ୰ဴஓ㸸᪥ᮏᾏኴᖹὒࡿࡅ࠾ 129I㝆ୗ㔞ࡢኚື㸬⟃ἼᏛ㸦➲ බ㸧 
6) ᯇ୰ဴஓ㸸ฟỈࡢἙᕝỈࡢ Cs-137ࡧࡼ࠾ I-129⃰ᗘࡢ⣔ิኚ㸬⚟ᓥᏛ㸦⬥ᒣ⩏ྐ㸧 
7) ᯇ୰ဴஓ㸸ⶶ⋤ᒣ࣭ᚚ㔩ⅆཱྀࡢάືㄪᰝ㸬ᮾᏛ㸦ᚋ⸨❶ኵ㸧 

 
• ඹྠ研究࣭ඹྠ⏝㸦ᩥ⛉┬㸧 
1) 㛗ᑿㄔஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦㔜Ⅼ㸸ࣟࢩ
⛉Ꮫ࣮࣑ࢹ࢝ᴟᮾᨭ㒊㸪A. Charkin㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪⎔᪥ᮏᾏᇦἢᓊᇦࡿࡅ࠾ᾏᗏỈࡢᐇ
ែᢕᥱ㸬1,190༓㸬 

2) 㛗ᑿㄔஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸ࣟࢩ
ᴟᮾ㐃㑥Ꮫ㸪Olga. V. Nesterova㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪⎔᪥ᮏᾏᇦᾏᗏሁ✚≀ࡿࡅ࠾㔜㔠ᒓࡢศᕸ
≧ἣ㸬210༓㸬 

3) 㛗ᑿㄔஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸Quaid-
i-Azam University, Riffat N. Malik㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪࣐ࣖࣛࣄࡢࣥࢱࢫ࢟ࣃᆅᇦࡢ†ሁ✚≀ࡅ࠾
 Ṕྐⓗᘓ．210༓㸬ࡢṧ␃᭷ᶵởᰁ≀㉁(POPs)ࡿ

4) 㛗ᑿㄔஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸ࣔࣥࢦ
ࣝᅜ❧Ꮫ㸪Ochir Altansukh㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪ὶᇦࡢே㛫άືࣝࢦࣥࣔࡀ†Ỉ㉁ཬࡍࡰᙳ㡪
ホ౯．210༓㸬 

5) 㛗ᑿㄔஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸▼ᕝ┴
❧Ꮫ㸪ぢᑦஓ㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪㎰⪔ᆅࡢࢡࢵࢳࢫࣛࣉࣟࢡ࣐ࡿࡅ࠾ศᯒ᪉ἲື❧☜ࡢ
ែᢕᥱ．200༓㸬 

6) 㛗ᑿㄔஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸ᮾி
Ꮫ㸪எᆏ㔜㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪ኳ↛ᨺᑕᛶ᰾✀ࡓ࠸⏝ࢆᾏὒࡿࡅ࠾⢏Ꮚࢫࢡࢵࣛࣇศᕸゎ᫂．

200༓㸬 
7) 㛗ᑿㄔஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸ᐩᒣ
Ꮫ㸪ᙇ ວ㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪」ᩘࡢᏛࡓ࠸⏝ࢆ࣮ࢧ࣮ࣞࢺᮾࢼࢩᾏࡢỈሢᙧᡂ≀㉁㍺㏦㐣⛬
 ᢕᥱ．200༓㸬ࡢ

8) 㛗ᑿㄔஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸୰ኸ
Ꮫ㸪ᒣᮧ ᐶ㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪NOMࡢᅛయບ㉳-⺯ගࡢࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࣝࢺࢡ࣌ࢫᣑ．190༓㸬  

9) 㛗ᑿㄔஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦ⱝᡭ㸸ᗈᓥ
Ꮫ㸪㎷ ᾈ᫂㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪℩ᡞෆᾏ࣭ఀໃ‴ࡢᾏᗏሁ✚≀୰ከ⎔ⰾ㤶᪘ⅣỈ⣲(PAH)ࡢศ
ᕸ．140༓㸬 

10) 㛗ᑿㄔஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦研究㞟㸸ࣟ
ᴟᮾᨭ㒊㸪V. B. Lobanov㸧㸪௧࣮࣑ࢹ࢝Ꮫ⛉ࢩ 2ᖺᗘ㸪᪥ᮏᾏࡿࡅ࠾㉺ቃởᰁࡢᐇែᢕ
ᥱ．540༓㸬 

 
 

11) 㛗ᑿㄔஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦研究㞟㸸
ᾏ㐨Ꮫ㸪ⓑᒾᏕ⾜㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪㝣㉳※≀㉁ࡀἢᓊᾏὒཬࡍࡰᙳ㡪ホ౯㸦ࡢࡑ㸰㸧．540
༓㸬 

12) ୖ╬ኵ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸
Auckland University of Technology, Stephen Archer㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪ᨺᑕᛶ᰾✀ࡓࡳࡽ᪥ᮏᾏ―ࢽ
 ㉁ᚠ⎔．210༓㸬≀ࡢἈྜᇦࢻ࣮ࣥࣛࢪ࣮ࣗ

13) ୖ╬ኵ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸⚟ᓥ
Ꮫ㸪㧗⏣ර⾨㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪᪥ᮏࡢᮾすἢᓊᾏỈࡿࡅ࠾ᨺᑕᛶ Cs⃰ᗘࢆᨭ㓄ࡿࡍせᅉࡢᐃ
㔞ⓗホ౯．200༓㸬 

14) ୖ╬ኵ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸ᒱ㜧
Ꮫ㸪୰ᮧ ⌶㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪༡ᴟ࣒࢘ࣜࣜ࣋ࡿࡅ࠾ ẚ㍑研究．200ࡢ᪥ᮏᾏᇦ ほࡢ7
༓㸬 

15) ୖ╬ኵ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸ᅜ❧研
究㛤Ⓨἲேᾏὒ研究㛤Ⓨᶵᵓ㸪⇃ᮏ㞝୍㑻㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪࣒࢘ࢩࢭ ᪥ᮏᾏ῝ᒙỈࡓ࠸⏝ࢆ137
 研究．200༓ࡿࡍ㛵⎔ᚠࡢ

16) ୖ╬ኵ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸බ┈㈈
ᅋἲேᾏὒ⏕≀⎔ቃ研究ᡤ㸪ᇛ㇂ຬ㝎㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪あ　ᓁ࿘㎶ᾏᇦ᳨࡚࠸࠾ฟࡓࢀࡉ⚟ᓥ
➨୍ཎⓎᨾ⏤᮶ᨺᑕᛶࡢ࣒࢘ࢩࢭ᪥ᮏᾏཬࡧኴᖹὒࡢࡽᐤࡢ᥎ᐃ．99༓㸬 

17) ⴠྜఙஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸ᅜ❧ྎ
‴Ꮫ㸪㯤 ㄅᕝ㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪ྎ‴᪥ᮏࡢᒣᆅᑠἙᕝࡿࡅ࠾ᆅ⾲ỈᆅୗỈࡢ┦స⏝
 ὶฟᣲື．210༓㸬ࡢ≀Ꮡ᭷ᶵ⁐

18) ᯇ୰ဴஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸⟃Ἴ
Ꮫ㸪➲ බ㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪⬟Ⓩ༙ᓥࡿࡅ࠾ 1950ᖺ௨㝆ࡢཎᏊຊタ⏤᮶ᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ 129
 ỿ╔㔞ኚື．200༓㸬ࡢ

19) ᯇ୰ဴஓ㸸⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸸㉺ቃởᰁ࣭ඹྠ研究 02㸦୍⯡㸸୰ி
Ꮫ㸪ዉⰋ㑳Ꮚ㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪†ᗏሁ✚≀୰ࡢᚤ㔞ඖ⣲ศᕸᇶ࡙ࡃ 1950 ᖺ௨㝆ࡢ⬟Ⓩ࿘㎶
 ᙳ㡪ホ౯．200༓㸬ࡢ◁㯤㔜㔠ᒓởᰁࡿࡅ࠾

 
• 研究㞟 
1) ⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究2020࣮ࢱࣥࢭᖺᗘ研究㞟㸦ࣟࢩ⛉Ꮫ࣮࣑ࢹ࢝ᴟᮾᨭ㒊 V.I.II’ichevኴ
ᖹὒᾏὒ研究ᡤ࣭V. Lobanovᡤ㛗㸧ࠕUnderstanding Present Environmental Situation of Marginal Sea 
(III)ࠖ㸪2021ᖺ 3᭶ 10᪥㸪㔠ἑᏛ⎔᪥ᮏᾏᇦ⎔ቃ研究࣮ࢱࣥࢭపࣞࣝ࣋ᨺᑕ⬟ᐇ㦂タ
㸦Online㸧13ே 

 
(5) ྛ✀άື 
• Ꮫάື 

1) 㛗ᑿㄔஓ㸸᪥ᮏ⭉᳜≀㉁Ꮫ⌮㸦2015㹼⌧ᅾ) 
2) 㛗ᑿㄔஓ㸸᪥ᮏ⭉᳜≀㉁Ꮫ⦅㞟ጤဨ㸦2011㹼⌧ᅾ) 
3) 㛗ᑿㄔஓ㸸ᅜ㝿⭉᳜≀㉁Ꮫ᪥ᮏᨭ㒊㛗㸦2012-⌧ᅾ) 
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4) 㛗ᑿㄔஓ㸸᪥ᮏᨺᑕᏛࠕJournal of Nuclear and Radiocehmical Sciencesࠖ⦅㞟ጤဨ㸦2016㹼⌧
ᅾ) 

5) ୖ╬ኵ㸸᪥ᮏᨺᑕᏛࠕᨺᑕᏛࠖ⦅㞟ጤဨ㸦2019㹼⌧ᅾ) 
 

• ♫άື 
1) 㛗ᑿㄔஓ㸸ᑠᯇ㧗ᰯ SSH㐠Ⴀጤဨጤဨ㸦2011㹼⌧ᅾ㸧 
2) 㛗ᑿㄔஓ㸸⎔ቃᢏ⾡研究ᡤฟᨺᑕ⬟⎔ቃືែㄪᰝ᳨ウጤဨጤဨ㸦2013㹼⌧ᅾ㸧 
3) 㛗ᑿㄔஓ㸸ᾏὒ⏕≀⎔ቃ研究ᡤᾏὒᨺᑕ⬟᳨ウጤဨጤဨ㸦2019㹼⌧ᅾ㸧 
4) 㛗ᑿㄔஓ㸸Ꮫ㐃ᦠࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ㐃ᦠ༠ຊ᥎㐍༠㆟ጤဨ㸦2016㹼⌧ᅾ㸧 
5) 㛗ᑿㄔஓ㸸ᘯ๓Ꮫ⿕ࡃࡤ་⒪⥲ྜ研究ᡤᡓ␎㆟ጤဨ㸦2019㹼⌧ᅾ㸧 
6) 㛗ᑿㄔஓ㸸ᮾிᏛẼᾏὒ研究ᡤ༠㆟ጤဨ㸦2019㹼⌧ᅾ㸧 
7) 㛗ᑿㄔஓ㸸ᓥ᰿Ꮫᾏὒ⛉Ꮫ㒊㛛㞃ᒱ⮫ᾏᐇ㦂᭩ඹྠ⏝㐠Ⴀጤဨጤဨ㸦2019㹼⌧ᅾ㸧 
8) 㛗ᑿㄔஓ㸸⟃ἼᏛᨺᑕ⬟⎔ቃືែ࣭ᙳ㡪ホ౯ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿඹྠᣐⅬ㐠Ⴀጤဨጤဨ㸦2019㹼⌧
ᅾ㸧 

9) 㛗ᑿㄔஓ㸸᪂₲ᏛబΏ⮬↛ඹ⏕⛉Ꮫࢻ࣮࣮࣎ࣜࢨࣂࢻ ࣮ࢱࣥࢭጤဨ㸦2019-㹼⌧ᅾ㸧 
10) 㛗ᑿㄔஓ㸸ᮾிᏛẼᾏὒ研究ᡤ 㐠Ⴀጤဨጤဨ㸦2019㹼⌧ᅾ㸧 
11) 㛗ᑿㄔஓ㸸ᾏ㐨ᏛᏛ㝔ᆅ⌫⎔ቃ⛉Ꮫ研究㝔࣭Ꮫ㝔⎔ቃ⛉Ꮫ㝔እ㒊ホ౯ጤဨጤဨ  
12) 㛗ᑿㄔஓ㸸⥲ྜᆅ⌫⎔ቃᏛ研究ᡤ 㐠Ⴀጤဨጤဨ  
13) 㛗ᑿㄔஓ㸸⥲ྜᆅ⌫⎔ቃᏛ研究ᡤ ேጤဨጤဨ  
14) 㛗ᑿㄔஓ㸸▼ᕝ┴ཎᏊຊ⎔ቃᏳ⟶⌮༠㆟ጤဨ 
15) 㛗ᑿㄔஓ㸸▼ᕝ┴⎔ቃᨺᑕ⥺ ᐃᢏ⾡ጤဨጤဨ 
16) 㛗ᑿㄔஓ㸸▼ᕝ┴ Ỉᙳ㡪᳨ウጤဨጤဨ 
17) ୖ╬ኵ㸸▼ᕝ┴ࠕ⎔ቃ୰ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᐇែཬࡧᣲືㄪᰝ研究᳨ウࠖ㸦2018㹼⌧ᅾ㸧 
 
• ᣍᚅㅮ₇ࡧࡼ࠾≉ูㅮ₇㸪౫㢗ㅮ₇ 
1) ⬟Ⓩ༙ᓥࡢᑠἙᕝࡿࡅ࠾ᠱ⃮ែ᭷ᶵ≀ࡢ⛣⾜ᣲື㸪㛗ᑿㄔஓ㸪᪥ᮏᅵተ⫧ᩱᏛ୰㒊ᨭ㒊➨ 100
ᅇཬࡧ୰㒊ᅵተ⫧ᩱ研究➨ 110ᅇ㸪2020ᖺ 11᭶ 16᪥ 

2) 㛗ᑿㄔஓ㸸≉ูㅮ₇ࠕᑿ‴᳨࡛ฟࡿࢀࡉᆅ⌫ ᬮࠖࣝࢼࢢࢩ➨㸲ᅇᐩᒣ‴研究, 㔠ἑᏛ
㸦2021.3.2㸧 

 
2-3. 研究㈝ 
(1) ⛉Ꮫ研究㈝➼ 
1㸧 㛗ᑿㄔஓ㸪ᇶ┙研究㸦C㸧㸦ᇶ㔠㸧㸪㉥ᇛࡿࡅ࠾ᨺᑕᛶࣥࣙࢩ࣮࢚ࢩ࣌ࢫࡢ࣒࢘ࢩࢭศᯒ
ែゎ᫂㸦௦⾲㸸ᒸ⏣ Ꮚ㸧㸪ศᢸ⪅㸪ᖹᡂືࡿࡼ 30㹼௧ 2ᖺᗘ㸪20༓㸬 

2㸧 㛗ᑿㄔஓ㸪ᇶ┙研究㸦C㸧㸦ᇶ㔠㸧㸪⁐Ꮡᛶࡧࡼ࠾྾╔ᛶᨺᑕᛶ᰾✀ࢆ⏝ࡓࡋ᪥ᮏิᓥ㏆ᾏࡢở
ᰁ≀㉁ᚠ⎔ࡢゎᯒ㸦௦⾲㸸ୖ╬ኵ㸧㸪ศᢸ⪅㸪ᖹᡂ 30㹼௧ 2ᖺᗘ㸪100༓㸬 

3㸧 ୖ╬ኵ㸪ᇶ┙研究㸦C㸧㸦ᇶ㔠㸧㸪⁐Ꮡᛶࡧࡼ࠾྾╔ᛶᨺᑕᛶ᰾✀ࢆ⏝ࡓࡋ᪥ᮏิᓥ㏆ᾏࡢở
ᰁ≀㉁ᚠ⎔ࡢゎᯒ㸪௦⾲⪅㸪ᖹᡂ 30㹼௧ 2ᖺᗘ㸪1,136༓㸬 

4㸧 ⴠྜఙஓ㸪ᇶ┙研究㸦C㸧㸦ᇶ㔠㸧㸪ሁ✚≀ࡢᨺᑕᛶ᰾✀࣭☢≉ᛶࡿࡼἙᕝὶᇦࡢᅵ◁ὶฟ
㛤Ⓨ㸪௦⾲⪅㸪ᖹᡂࡢᒚṔඖᡭἲࢺࣥ࣋ 31㹼௧ 3ᖺᗘ㸪1,123༓㸬 

 
 

5㸧 ⴠྜఙஓ㸪ᇶ┙研究㸦B㸧㸦⿵ຓ㔠㸧㸪༡୧༙⌫ࡢሁ✚≀ࡓ࠸⏝ࢆᖺࣞࡢࣝ࣋೫す㢼⤒㊰ඖ
ᆅ⌫ ᬮᙳ㡪᳨ࡢฟ㸦௦⾲㸸㛗ᓥె⳯㸧㸪ศᢸ⪅㸪ᖹᡂ 30㹼௧ 3ᖺᗘ㸪600༓㸬 

6㸧 ᯇ୰ဴஓ㸪ⱝᡭ研究㸦ᇶ㔠㸧㸪ᆅ⌫ ᬮᛂ⟅ࡿࡍ᪥ᮏᾏ῝ᒙᚠ⎔ࡢホ౯ἲ㸸ᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ 129
㸪௦⾲⪅㸪௧࡚ࡋ࣮ࢧ࣮ࣞࢺࢆ 2㹼5ᖺᗘ㸪1,200༓㸬 

7㸧 ᒾஂ㸪ⱝᡭ研究㸦ᇶ㔠㸧㸪〓⸴ᑐࡿࡍ㕲ࡢ⣽⬊ቨ྾╔ᛶཬࡧ⏕≀⏝ᛶࡢ⭉᳜≀㉁ࡢᐤ
㸪௦⾲⪅㸪ᖹᡂ 30㹼௧ 2ᖺᗘ㸪1,167༓㸬 

  
 (2) ඹྠ研究㈝ 
1) 㛗ᑿㄔஓ㸪ओKANSOࢫࣀࢡࢸ㸪ᚤᙅᨺᑕ⬟ ᐃࡢࡵࡓࡢヨ⸆㛤Ⓨ㐽ⶸయᮦᩱ㛤Ⓨࡧࡼ࠾⎔ቃヨ
ᩱ ᐃ㸪௧ 2㹼4ᖺᗘ㸪300༓㸬 

 
(3) ཷク研究㈝ 
1) 㛗ᑿㄔஓ㸪ᅜ❧研究㛤Ⓨἲே᪥ᮏཎᏊຊ研究㛤Ⓨᶵᵓ㸪⚟ᓥἢᓊᇦࡿࡅ࠾ᨺᑕᛶࡢ࣒࢘ࢩࢭ⛣
ືᣲືࡢゎ᫂ࢆ┠ⓗࡓࡋಀ␃ㄪᰝヨᩱࡢศᯒཬືࡧែ研究㸪௧ 2ᖺᗘ㸪4,075༓. 

2) 㛗ᑿㄔஓ㸪ओKANSOࢫࣀࢡࢸ㸪ᴟᚤ㔞ᨺᑕ⬟ࡢศᕸ㛵ࡿࡍ研究㸪௧ 2ᖺᗘ㸪2,730༓㸬 
3) 㛗ᑿㄔஓ㸪ᑠᯇᕷ㸪ᮌሙ₲ࡢỈ㉁ᨵၿㄪᰝ㸪௧ 2ᖺᗘ㸪1,800༓㸬 
 

 ࡢࡑ (4)
1㸧 㛗ᑿㄔஓ㸪ᶵ⬟ᙉ⤒㈝㸸ඹ㏻ᨻ⟇ㄢ㢟ศ㸪ᮾࡢࢪẼ࣭㝣ᇦ࣭ᾏᇦࡢᅜ㝿⤫ྜ⎔ቃඹྠ研究
ᣐⅬࡢᐇ㸪పࣞࣝ࣋ᨺᑕ⬟ᐇ㦂タ㸪௧ 2ᖺᗘ㸪1,000༓㸬 

2㸧 ᯇ୰ဴஓ㸪ᨺᑕ⬟⎔ቃືែ࣭ᙳ㡪ホ౯ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿඹྠ研究ᣐⅬ㸦㔜Ⅼඹྠ研究㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪
ᖺ㍯୰ࡢཎⓎᨾ⏤᮶ C-14ࡢศᕸ⠊ᅖᐇຠ⥺㔞ホ౯㸪2020ᖺᗘ㸪150༓㸬 

3㸧 ᯇ୰ဴஓ㸪࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࢺࣥࣙࢪ➼Ⓨ⾲㸪DDP ␃Ꮫ⏕ཷධక࠺ᅜ㝿ඹྠ研究ࣥࢸ࢘ࣛࣉࢫ
研究㸪௧ࡿࡍ㛵౪⤥⤒㊰ࡢከ⎔ⰾ㤶᪘ⅣỈ⣲㢮ࡿࡅ࠾ᨭ㸪᪥ᮏᾏࢢ 2ᖺᗘ㸪500༓㸬 

4㸧 ⴠྜఙஓ㸪2020ᖺᗘ ᪂₲Ꮫ⅏ᐖ࣭⯆⛉Ꮫ研究ᡤඹྠ研究㸪ሁ✚≀ࡢᨺᑕᛶ᰾✀࣭☢≉ᛶࢆ
ඖ㸪௧ࡢᒚṔࢺࣥ࣋ὥỈࡓ࠸⏝ 2ᖺᗘ㸪300༓㸬 

5㸧 ⴠྜఙஓ㸪ᨺᑕ⬟⎔ቃືែ࣭ᙳ㡪ホ౯ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿඹྠ研究ᣐⅬ㸦㔜Ⅼඹྠ研究㸧㸪௧ 2ᖺᗘ㸪
⚟ᓥ┴ࡧࡼ࠾࿘㎶ᆅᇦࡢἙᕝỈ⣔ࡿࡅ࠾ᨺᑕᛶࡢ࣒࢘ࢩࢭ⛣⾜ືែ㸪2020ᖺᗘ㸪150༓㸬 

 

2-4. 研究ᣦᑟ 
(1) ಟኈㄽᩥ 
1) ➉ཎுᡂ㸪134Cs⃰ᗘࡢ✵㛫ศᕸࡓࡳࡽᾏ㐨ᮾ㒊ኴᖹὒᾏᇦࡿࡅ࠾ᾏỈᚠ⎔㸬⮬↛⛉Ꮫ研

究⛉≀㉁Ꮫᑓᨷ㸪ಟኈ㸦⌮Ꮫ㸧㸪ୖ╬ኵ 

2) ⰼᮌ⚈ኴᮁ㸪ࣛྠ࣒࢘ࢪయࡓࡳࡽ᪥ᮏิᓥࡃࡲࡾࢆ⾲ᒙᾏỈᚠ⎔㸬⮬↛⛉Ꮫ研究⛉≀㉁
Ꮫᑓᨷ㸪ಟኈ㸦⌮Ꮫ㸧㸪ୖ╬ኵ 

3) 㭯ᒸᖿ▮㸪ᨺᑕᛶ᰾✀࣭≀⌮≉ᛶࡓ࠸⏝ࢆ㈓Ỉụ-㞟Ỉᇦ⣔ࡿࡅ࠾ᆅ⾲≀㉁ࡢ㣗࣭㐠ᦙࣉ
 ゎ᫂㸬⮬↛⛉Ꮫ研究⛉≀㉁Ꮫᑓᨷ㸪ಟኈ㸦⌮Ꮫ㸧㸪ⴠྜఙஓࡢࢫࢭࣟ

4) ᐑᕝ㸪ὶᇦ⎔ቃࡿ࡞␗ࡀ㝣ᇦࡽᾏὒࡢ⁐Ꮡ᭷ᶵ≀ືࡢែ研究㸬⮬↛⛉Ꮫ研究⛉≀㉁
Ꮫᑓᨷ㸪ಟኈ㸦⌮Ꮫ㸧㸪㛗ᑿㄔஓ 
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4) 㛗ᑿㄔஓ㸸᪥ᮏᨺᑕᏛࠕJournal of Nuclear and Radiocehmical Sciencesࠖ⦅㞟ጤဨ㸦2016㹼⌧
ᅾ) 

5) ୖ╬ኵ㸸᪥ᮏᨺᑕᏛࠕᨺᑕᏛࠖ⦅㞟ጤဨ㸦2019㹼⌧ᅾ) 
 

• ♫άື 
1) 㛗ᑿㄔஓ㸸ᑠᯇ㧗ᰯ SSH㐠Ⴀጤဨጤဨ㸦2011㹼⌧ᅾ㸧 
2) 㛗ᑿㄔஓ㸸⎔ቃᢏ⾡研究ᡤฟᨺᑕ⬟⎔ቃືែㄪᰝ᳨ウጤဨጤဨ㸦2013㹼⌧ᅾ㸧 
3) 㛗ᑿㄔஓ㸸ᾏὒ⏕≀⎔ቃ研究ᡤᾏὒᨺᑕ⬟᳨ウጤဨጤဨ㸦2019㹼⌧ᅾ㸧 
4) 㛗ᑿㄔஓ㸸Ꮫ㐃ᦠࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ㐃ᦠ༠ຊ᥎㐍༠㆟ጤဨ㸦2016㹼⌧ᅾ㸧 
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1��&V 濃度の✵㛫分布からࡳた北海道東㒊太平洋海域における海水循環 

➉原ுᡂ 1、ୖ╬ኵ 1、ᯇ中ဴஓ 1、㯮⏣ᐶ 2、谷ෆ⏤㈗Ꮚ 2、ⴱ西ᗈ海 2、西ᒸ⣧ 3、 

᳃⏣㈗ᕫ 2、୕ᮌᚿὠᕹ 2、㛗ᑿㄔஓ 1 

1ࠛ923-1224  ▼ᕝ┴能⨾ᕷᏱẼオ 24 㔠ἑᏛ 環日本海域環ቃ研究センࢱー  

 పࣞベࣝ放射能ᐇ㦂タ 

2ࠛ236-8648  ⚄ዉᕝ┴ᶓᕷ㔠ἑ༊⚟ᾆ 2-12-4 水⏘ᶵᵓ࣭㈨※研 

3ࠛ060-0819  北海道ᮐᖠᕷ北༊北 19 ᮲西 8 ┠ 北海道Ꮫ ప ⛉Ꮫ研究ᡤ  

 環オホーツクほ 研究センࢱー 

 

【はࡌめに】 北海道東部太平洋海域 (以下、道東海域と記す) では生物生産性が非常に高く、
世界でも有数の漁場が形成される。それら水産資源は海域の水塊分布に大きく影響を受けるため、

それら海水循環を明らかにすることは重要である。しかし、一般的に用いられる水温、塩分による水

塊の区分は難しく、それを行うためには、観測が行われた時期の海洋学的な情報を頼りにする方

法、ほかのパラメーターを用いた分類を行う方法が有効であると考えられる [1]。 
134Cs は 2011 年 3 ᭶の⚟ᓥ➨一原ᏊຊⓎ㟁ᡤ事故 (௨ୗ、FDNPP とグす) により海洋環

ቃ中に放出された⁐Ꮡ性のேᕤ放射性᰾✀である。これは༙ῶᮇが 2.06 年と▷いことから

⌧ᅾ海水中で᳨出されるものはすて FDNPP 事故⏤᮶のものであり、海洋環ቃ中の≀質

循環のᏛⓗࣞࢺーࢧーとして㠀ᖖにඃれている。 
本研究ではᑿᑠᒇᆅୗ ᐃᐊを⏝いたᴟపバࢵクグࣛウンドȚ⥺ ᐃἲを㐺⏝するこ

とで、道東海域のࡳならࡎ、東日本近海、ベーリング海における 134Cs、137Cs 濃度を ᐃ

した。そして、134Cs を環ቃࣞࢺーࢧーとして⏝することで道東海域の水塊ᵓ㐀をㄪた。 
 

【ᐇ㦂】 2018-2020 年の㮚、ⱝ㮚、

北ග、࠺しお、R/V Multanovsky によ

るㄪᰝ⯟海において、道東海域をྵࡴ東

日本近海とベーリング海で表層海水試

料を 15-120 L ᥇ྲྀした。本研究で㐺⏝し

たᐇ㦂࢟ࢫームを図 1 に示す。リンࣔリ

ウムࢽンࣔン㓟ࢹࣈ  (AMP) ỿẊに

より Cs をᅇした。すての AMP/Cs
試料は▼ᕝ┴ᑠᯇᕷのᑿᑠᒇᆅୗ ᐃ

ᐊにタ⨨されたࢽ࣐ࣝࢤウム༙ᑟయ᳨

出ჾを⏝いた、ᴟపバࢵクグࣛウンド γ
⥺ ᐃを⏝し、134Cs、137Cs 濃度を ᐃ

した。 

 

  図㸯 ᐇ㦂࢟ࢫーム 

  

【結果と考察】 本研究では放射性セシウム濃度を事故日に壊変補正して議論を進める。

2018-2020 年の日本海北東域、太平洋側沿岸域、オホーツク海南西域、道東海域の 134Cs 濃
度の平均値はそれぞれ 0.68 ± 0.17, 0.88 ± 0.13, 0.42 ± 0.17, 0.67 ± 0.16 mBq/L であり、海域ご

とに異なる濃度を示した。また 2018 年のベーリング海における 134Cs 濃度の平均値は 1.43 
± 0.41 mBq/L と、東日本近海と比較して高い値を示した。これは FDNPP から直接流出した

放射性セシウムがベーリング海に到達

したことを示している[2]。 
道東海域における表層海水試料中の

134Cs 濃度の経時変動を図 2 に示す。134Cs
濃度は 2018 年から 2020 年にかけて増

加傾向にある。この原因として、東カム

チャツカ海流水中の放射性セシウム濃

度が増加した可能性が挙げられる。これ

は、FDNPP から直接流出した放射性セ

シウムが亜寒帯循環によって道東海域

に再流入したことを意味する。 
道東海域の海水は、東カムチャツカ海流水、 

宗谷暖流水、オホーツク表層海水 の   図 2 道東海域における 134Cs 濃度の経時変動 
影響を受けている。3 つの水塊の塩分、 
134Cs 濃度のエンドメンバーとすることに

より、2018-2019 年秋季の道東海域にお

ける各水塊の混合比を見積もった。道東

海域における東カムチャツカ海流水の混

合比を図 3 に示す。道東海域沿岸域には

宗谷暖流変質水が分布する一方、沖合に

おける親潮水の寄与率は少なくとも

30 %を超えていることが示された。   
                
               図 3 道東海域における東カムチャツカ海流水の混合比 
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【はࡵࡌに】 

 ラࢪウムྠ体 (226Ra, 半減ᮇ 1600 ᖺ㸸228Ra, 半減ᮇ 5.75 ᖺ) は海ὒ環ቃにおいて溶存

ᛶ᰾✀であり、海水と共に循環している。な供給源はἢᓊሁ✚物ࡸ浅層大陸Ჴで、228Ra
の▷い半減ᮇを反映して、ἢᓊᇦの表層海水では、228Ra/226Ra 放射能比が高くなる。ୡ⏺

᭱大⣭の大陸Ჴを᭷するᮾࢼࢩ海では、228Ra/226Ra 放射能比が 㹼4 と高いが、長ᮇ間の循

環によࡗて大部分の 228Ra がቯ変した黒潮海水では 0.1-0.4 と低い [1]。これらがΰྜして

対馬海ᓙから日本海へ流入するたࡵ、海水循環のᣦᶆとして 228Ra/226Ra 放射能比を用いる

ことができる [2]。ᮾࢼࢩ海ᮾ部においては、夏ᮇに 228Ra/226Ra 放射能比がୖ᪼し、冬ᮇ

に減ᑡする季節変動がሗ࿌されている [3]。対馬ᮾ水㐨を㏻㐣した海流は対馬ᬮ流第一分

枝として日本ิᓥのἢᓊを流れ、対馬す水㐨を㏻㐣した海流はᮅ㩭半ᓥにἢࡗてୖした

のࡕ第二分枝と第୕分枝に分ᒱする [4]。第二分枝をྵࡴ日本海༡すᇦ表層の海水循環は

ᮍࡔ明らかではない。さらに、2011 ᖺ 3 月に⚟ᓥ第一ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾ⏤᮶の放射ᛶࢩࢭ

ウムの循環に㛵する᭱㏆の◊✲では、2016 ᖺ 7 月と 2018 ᖺ 7 月の日本海༡す部表層水は、

の対馬ᬮ流ᇦに比べて低い放射ᛶࢩࢭウム濃度を示すな、海流の≉␗ᛶが示၀された 
[5, 6]。 
 本◊✲では、ラࢪウムྠ体を࣮ࢧ࣮ࣞࢺとし、対馬ᬮ流第二分枝の流㊰と、日本海༡

す部における溶存ᛶ物質の動ែにࡘいて㆟ㄽし

た。ࡲた、日本海༡す部対馬ᬮ流第二分枝ᇦにお

ける 228Ra/226Ra 放射能比と放射ᛶࢩࢭウムの⛣

動࣮ࢱࣃンを比較した。 
【試料とฎ⌮】  
 2015–2019 ᖺに季節変動のほ測定点とし

て、ᓥ᰿┴⏣ἢᓊからἈྜにかけての 4 地

点 (HM 1-4)と㞃ᒱᓥἢᓊ (OK) で、1-2 か月

図 1. քਭࢾྋࡀखஏ఼ 

に一度の頻度で表層海水 20  L をバケツ採

水した。BaSO4 共沈法により、海水から 228Ra
および 226Ra を分離・回収した。すべての試

料に尾小屋地下測定室に設置したゲルマニ

ウム半導体検出器を用いた低バックグラ

ウンド γ 線測定法を適用し、228Ra 及び
226Ra の放射能濃度を計測した。 
 
【結果と考察】  
 塩分は冬から春に 34-35 と高く、夏から秋にかけ

て 32-33 と低いという明瞭な季節変動を示し

た（図. 3 a）。これは、夏に低塩分の大陸側浅

層海水および長江河川水の寄与が大きいことが

要因である [7]。228Ra/226Ra 放射能比は、塩分と

は逆の傾向を示し、冬から春に比が 0.5 - 1.5 と低

く、夏から秋に 1.5 - 2.5 と高い。（図. 3b）。さら

に HM 試料では OK 試料と比較して、6-8 月に
228Ra/226Ra 比が高くなる。これは HM 地点への浅

層海水の寄与が大きい対馬第二分枝の影響によ

ると推測される。 
日本海における 134Cs の供給源は、黒潮海水と

考えられる。部分的 (HM2 と HM3 の中間地点) 
な 134Cs 濃度の低減は、この対馬第二分枝の流入

を反映する。228Ra/226Ra 放射能比は、日本海表

層の溶存汚染物質循環に重要な知見をもたら

す。 
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図 2. 実験スキーム 

図 3. (a). 塩分 

(b). 228Ra/226Ra 放射能比の季節変動 
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【はࡌめに】 

 腐植物質は溶Ꮡ態᭷ᶵ物(D20)の要成分であり、」㞧で化Ꮫᵓ㐀が特定できない高分

子᭷ᶵ化合物の総⛠である。腐植物質は㕲との㘒ᙧ成や᭷ᐖ᭷ᶵ物との水性相స用に

よって、河川から沿岸海ὒへの様ࠎな化Ꮫ成分の㍺㏦に㔜要なᙺを果たしている。河川

水୰の腐植物質の特性はその供給※と考えら

れる湿原や᳃ᯘといった河川流域の違いが関

係し、河口域における凝集沈殿により変化する

ことが᫂らかになっている。そのため、㝣域か

ら海ὒへの物質⛣動を⌮ゎするには、腐植物質

の供給※と特性との関係、河口域・海ὒ沿岸域

における濃度と特性の変化を⌮ゎすることが

㔜要である。ᮏ研究では水⏣や᳃ᯘを流れる熊

木川と熊木川が流入する七尾湾、およࡧ、湿原

を流れる別寒辺牛川と別寒辺牛川が流入する

厚岸湖、㞄᥋する厚岸湾を対㇟に、␗なる流域

特性をᣢつ河川水୰の腐植物質の河口から沿

岸域までの動態を検ウした。 
 
【ᐇ㦂】  

熊木川の河川水は 2017 年 12 ᭶から 2019 年

8 ᭶の᭶ 1 ᅇのㄪᰝと 2020 年 9 ᭶、2020 年 10
᭶のㄪᰝを⾜い、上流から下流にかけての 3 地

点で採水した。2020 年 9 ᭶には熊木川河口と

七尾湾でも採水を⾜った(Fig. 1)。別寒辺牛川と

厚岸湖・厚岸湾の採水は 2017 年 10 ᭶、2018 年

10 ᭶、2019 年 9 ᭶の 3 ᅇ⾜った(Fig. 2)。ẖᅇ

のㄪᰝでከ㡯目水質計もしくは C7D を用い

て観測に水質を測定した。ヨ水はຍ⇕ฎ⌮し

た WKaWmanGF/F ラス⧄⥔ℐ⣬でℐ㐣したの࢞

Ⰽ⎼に入れて-30ႏで෭ಖᏑした。日〓、ࡕ

立 F-7100 蛍光分光光度計により三次元蛍光ス

Fig. 1 熊木川と七尾湾のㄪᰝ地点 

Fig. 2 別寒辺牛川・厚岸湖・厚岸湾のㄪ
ᰝ地点 

ペクトル測定で検出される腐植物質の蛍光成分の波長位置、励起波長:Ex(nm)と蛍光波

長:Em(nm)を特定し、各ピークについて 10 µg/L の硫酸キニーネ溶液を基準とした相対蛍光

強度を求めた。分子量分布は日立 GL-W530(サイズ排除限界分子量:50,000Da)GPC カラムを

用いた高速サイズ排除クロマトグラフィー(HPSEC)蛍光検出(河川:Ex/Em=320nm/430nm、湖

水・海水:Ex/Em=300nm/430nm)と紫外(280nm)検出で計測した。 
 

【結果と考察】  
 Fig.3 には塩分と腐植物質の相対蛍光強度の関係を示した。相対蛍光強度の変動は、別寒

辺牛川から厚岸湖、厚岸湾にかけて 2 段階の単純 2 成分混合を示している。1 段階目は河

川水と厚岸湖水の混合、2 段階目は河川水・厚岸湖水と厚岸湾の海水の混合と考えられる。

また、厚岸湖内の混合の変換点は、上げ潮で海水が流入した 2017 年で河口に近く、下げ潮

と降雨で河川の流入が強い 2019 年には河口から遠い地点となった。HPSEC の結果より、

採水日前に降雨が観測された 2017 年と 2019 年では、塩分の上昇に伴う高分子画分の優先

的な除去が、塩分 5.0 以下の低塩分の領域からみられた。これは、降雨によって湿原から

高分子量の腐植物質が流出することと関係している。 
三次元蛍光スペクトルで検出された腐植物

質のピークは熊木川から七尾湾にかけて短波

長側へシフトし、同様の結果が別寒辺牛川か

ら厚岸湖でも認められた(Fig.4)。塩分 15.0 で

あった熊木川河口では河川に近い波長位置に

腐植物質のピークが検出されたが、塩分 11.8
であった厚岸湖では腐植物質のピークが河川

よりも短波長側へシフトした。これらの結果

は、別寒辺牛川河川水の腐植物質が熊木川と

比べて高分子であり、厚岸湖に流入した際の

高分子画分の凝集沈殿により全体的な特性が

より大きく変化したためと考えられる。 
以上の結果より、河川流域から供給される

腐植物質の濃度と特性の違いが熊木川と別寒

辺牛川汽水域での腐植物質の動

態の違いに反映したことを示唆

している。また、河川から沿岸に

かけての腐植物質の動態には、

河川水や海水の流動と河川流域

における降雨状況が関与してい

ると考えられる。今後の研究で

はそれらの状況を総合的に判断

し、考慮する必要がある。 

Fig. 3 塩分と腐植物質の相対蛍光強度の
変動 

Fig. 4 三次元蛍光スペクトルで検出された腐植物質のピ
ークの波長位置 
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M. Tsuruoka1, S. Ochiai1, H. Sakai2, A. Matsuki3, S. Nagao1: Erosion and transport processes of earth surface 
materials in the reservoir-catchment system revealed by using fallout radionuclides and physical properties 

 

࠙はࡵࡌにࠚ  

Ἑᕝ流域におけるᅵተ粒子の侵食・運搬స⏝は、流域における地ᙧのᙧ成や㝣域からᾏ域への物質の流

出に㛵ಀしており、流域の⎔ቃ変動のண や影響ホ౯にはᅵተ粒子の流出ᣲ動のᢕᥱがᚲせである。大

Ẽ⏤᮶ኳ↛放射性核種の 7Be（༙ῶᮇ㸸53 日）と 210Pbex（༙ῶᮇ㸸22.3 ᖺ）は、ᅵተ粒子の࣮ࢧ࣮ࣞࢺ

としてᗈく⏝いられてきたが、᳜⏕の多い大つ模なἙᕝ流域では、᳜⏕による㐽᩿ຠ果なのㄢ㢟点が

ᣦされている。ᮏ◊✲ではこのၥ㢟点をඞ᭹ࡍるたࡵに、物質のᨭをᢕᥱしやࡍい貯水池㸫集水域

系に╔┠した。貯水池㸫集水域系における 7Be と 210Pbexのᨭから、集水域におけるᅵተ粒子の侵食・

運搬ࢫࢭࣟࣉをゎ᫂ࡍることを┠的とした。また、侵食・運搬力の強さを反ᫎࡍるࢱ࣮࣓ࣛࣃの一種で

ある沈降粒子の粒径・帯磁率を ᐃし、ᨭィ⟬でᚓられた結果とẚ㍑した。 

 

࠙ᐇ㦂ࠚ  

2016 ᖺ 6 月からẖ月 1 ᅇ、▼ᕝ┴⌔Ὢᕷに位置ࡍる㔠ἑ大Ꮫ能ⓏᏛ⯋のᒇୖに水┙をタ置し 7Be と

210Pbexの降下量をほ した。2018 ᖺ 5 月から㏆ഐの貯水池である新池にࣉࢵࣛࢺࢺ࣓ࣥࢹࢭを 1 ⟠ᡤ

タ置し、降水試料とྠࢢ࣑ࣥࢱࡌで沈降粒子を採取して 7Be と 210Pbexのሁ✚量をồࡵた。また、池の

流出ཱྀにタ置した水位ィによる水の流量と、水中の 7Be と 210Pbex の⃰度から 7Be と 210Pbex の流出量を

ồࡵた。7Be と 210Pbex の貯水池へのሁ✚量と系እへの流出量とቯ変量の合ィは、貯水池への降下量と集

水域からの運搬量の合ィと等しいと௬ᐃし、ᨭィ⟬にᇶ࡙いて集水域からの運搬量をồࡵた。また、

沈降粒子の帯磁率を ᐃࡍるとともに、沈降粒子中の鉱物成分の粒径 ᐃを⾜った。 

 

࠙結果と考ᐹࠚ  

貯水池内における 7Be と 210Pbexのᮇ間中のᨭから、集水域からの運搬量を᥎ᐃしたとこ210、ࢁPbexは

㏻ᖺで運搬がみられたのに対し、7Be は冬季にのみ運搬がみられた。7Be と 210Pbex のᣲ動の㐪いは、1）

夏季は 7Be の降下量がῶᑡし、ᶞෙによる㐽᩿ຠ果をཷけ、集水域ᅵተの 7Be Ꮡᅾ量がᴟ➃にῶᑡした

こと 2）運搬中のᅵተ粒子にⴠⴥから放射性核種が౪⤥されるࢫࢭࣟࣉがあることの 2 に㉳ᅉしていࡘ

ることが᥎ᐃされた。集水域から貯水池への 7Be と 210Pbexの運搬量は冬季に増ຍࡍる変動を示した。こ

のことは、地表物質の運搬力が冬季に大きくなったことを示ࡍ。また、7Be と 210Pbexの運搬量の変動は、

月間降雨日数および湖水流出量（≒集水域からの水の流出量）の変動傾向に概ね対応していた。このこ

とから、この地域では、系内における水の動きが降雨頻度に影響されており、その増大によって冬季の

地表物質の運搬力が大きくなったと考えられる。沈降粒子中の鉱物成分の粒径は冬季に大きくなる傾向

がみられた。このことは、冬季は集水域から貯水池への地表物質の侵食・運搬力が大きいことを示して

おり、放射性核種で示された結果と整合的であった。一方で、帯磁率は冬季よりも夏季のほうが高い傾

向がみられた。このことから、強磁性鉱物（磁鉄鉱等）は主に細粒粒子に多く含まれており、冬季には

粒径の大きい常磁性や反磁性の物質が集水域 から貯水池へ運搬された結果、強磁性鉱物の含有率が低

下した可能性が示された。 

 

 Fig. 1 貯水池-集水域系における放射性核種

の動きの模式図 

Fig. 2 新池の位置と試料採取地点 

Fig. 3 (a) 集水域からの 7Be と 210Pbex の運搬量

と湖水流出量の経時変動 (b) 月間の降雨日数

と月間降水量の経時変動 
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放射性核種・物⌮≉性を⏝いた貯水池-集水域系における 
地表物質の侵食・運搬ࢫࢭࣟࣉのゎ᫂ 
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M. Tsuruoka1, S. Ochiai1, H. Sakai2, A. Matsuki3, S. Nagao1: Erosion and transport processes of earth surface 
materials in the reservoir-catchment system revealed by using fallout radionuclides and physical properties 

 

࠙はࡵࡌにࠚ  

Ἑᕝ流域におけるᅵተ粒子の侵食・運搬స⏝は、流域における地ᙧのᙧ成や㝣域からᾏ域への物質の流

出に㛵ಀしており、流域の⎔ቃ変動のண や影響ホ౯にはᅵተ粒子の流出ᣲ動のᢕᥱがᚲせである。大

Ẽ⏤᮶ኳ↛放射性核種の 7Be（༙ῶᮇ㸸53 日）と 210Pbex（༙ῶᮇ㸸22.3 ᖺ）は、ᅵተ粒子の࣮ࢧ࣮ࣞࢺ

としてᗈく⏝いられてきたが、᳜⏕の多い大つ模なἙᕝ流域では、᳜⏕による㐽᩿ຠ果なのㄢ㢟点が

ᣦされている。ᮏ◊✲ではこのၥ㢟点をඞ᭹ࡍるたࡵに、物質のᨭをᢕᥱしやࡍい貯水池㸫集水域

系に╔┠した。貯水池㸫集水域系における 7Be と 210Pbexのᨭから、集水域におけるᅵተ粒子の侵食・

運搬ࢫࢭࣟࣉをゎ᫂ࡍることを┠的とした。また、侵食・運搬力の強さを反ᫎࡍるࢱ࣮࣓ࣛࣃの一種で

ある沈降粒子の粒径・帯磁率を ᐃし、ᨭィ⟬でᚓられた結果とẚ㍑した。 

 

࠙ᐇ㦂ࠚ  

2016 ᖺ 6 月からẖ月 1 ᅇ、▼ᕝ┴⌔Ὢᕷに位置ࡍる㔠ἑ大Ꮫ能ⓏᏛ⯋のᒇୖに水┙をタ置し 7Be と

210Pbexの降下量をほ した。2018 ᖺ 5 月から㏆ഐの貯水池である新池にࣉࢵࣛࢺࢺ࣓ࣥࢹࢭを 1 ⟠ᡤ

タ置し、降水試料とྠࢢ࣑ࣥࢱࡌで沈降粒子を採取して 7Be と 210Pbexのሁ✚量をồࡵた。また、池の

流出ཱྀにタ置した水位ィによる水の流量と、水中の 7Be と 210Pbex の⃰度から 7Be と 210Pbex の流出量を

ồࡵた。7Be と 210Pbex の貯水池へのሁ✚量と系እへの流出量とቯ変量の合ィは、貯水池への降下量と集

水域からの運搬量の合ィと等しいと௬ᐃし、ᨭィ⟬にᇶ࡙いて集水域からの運搬量をồࡵた。また、

沈降粒子の帯磁率を ᐃࡍるとともに、沈降粒子中の鉱物成分の粒径 ᐃを⾜った。 

 

࠙結果と考ᐹࠚ  

貯水池内における 7Be と 210Pbexのᮇ間中のᨭから、集水域からの運搬量を᥎ᐃしたとこ210、ࢁPbexは

㏻ᖺで運搬がみられたのに対し、7Be は冬季にのみ運搬がみられた。7Be と 210Pbex のᣲ動の㐪いは、1）

夏季は 7Be の降下量がῶᑡし、ᶞෙによる㐽᩿ຠ果をཷけ、集水域ᅵተの 7Be Ꮡᅾ量がᴟ➃にῶᑡした

こと 2）運搬中のᅵተ粒子にⴠⴥから放射性核種が౪⤥されるࢫࢭࣟࣉがあることの 2 に㉳ᅉしていࡘ

ることが᥎ᐃされた。集水域から貯水池への 7Be と 210Pbexの運搬量は冬季に増ຍࡍる変動を示した。こ

のことは、地表物質の運搬力が冬季に大きくなったことを示ࡍ。また、7Be と 210Pbexの運搬量の変動は、

月間降雨日数および湖水流出量（≒集水域からの水の流出量）の変動傾向に概ね対応していた。このこ

とから、この地域では、系内における水の動きが降雨頻度に影響されており、その増大によって冬季の

地表物質の運搬力が大きくなったと考えられる。沈降粒子中の鉱物成分の粒径は冬季に大きくなる傾向

がみられた。このことは、冬季は集水域から貯水池への地表物質の侵食・運搬力が大きいことを示して

おり、放射性核種で示された結果と整合的であった。一方で、帯磁率は冬季よりも夏季のほうが高い傾

向がみられた。このことから、強磁性鉱物（磁鉄鉱等）は主に細粒粒子に多く含まれており、冬季には

粒径の大きい常磁性や反磁性の物質が集水域 から貯水池へ運搬された結果、強磁性鉱物の含有率が低

下した可能性が示された。 

 

 Fig. 1 貯水池-集水域系における放射性核種

の動きの模式図 

Fig. 2 新池の位置と試料採取地点 

Fig. 3 (a) 集水域からの 7Be と 210Pbex の運搬量

と湖水流出量の経時変動 (b) 月間の降雨日数

と月間降水量の経時変動 
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令和２年度見学来訪・出張の記録 
     4.9 金沢大学 教授 福士 圭介 氏,木場潟研究打ち合わせのため来所 

6.23 岐阜大学 准教授 勝田 長貴 氏,堆積物コア分取法について研究打ち合わせ 
（6.29 小松市役所エコロジー推進課 参事 嘉官 功賀 氏, 課長 山口 和博 氏, 木場潟水質 
    浄化 打合せ） 
（7.1 石川県工業試験場 宗本 隆志 博士,モンゴルの環境水調査に関する共同研究打ち合

わせおよび化学分析のため来所） 
7.1 金沢大学 教授 福士 圭介 氏,共同研究打ち合わせのため来所      
7.31 理工学域物質化学系３年生３３名実習、低レベル放射能実験施設、尾小屋地下実験

室見学 

（8.5 ハーバード大学 大学院生 徳成 武勇 氏, 明和工業株式会社 社員 ソブダ 氏,木酢
液の分析のため来所） 

8.13 金沢大学 助教 本田 匡人 氏, PAH分析の打ち合わせ等のため来所 
9.14 金沢大学 助教 本田 匡人 氏, PAH分析の打ち合わせ等のため来所 

     9.17 富山大学 教授 張 勁 氏, 博士課程 3年 片境 紗希 氏, 全国共同利用研究 打合せ 
     9.18 島根大学 助教 長門 豪 氏, PAH分析および研究打ち合わせのため来所 
    （10.12 石川県保健環境センター 主任研究員 内田 賢吾 氏,能登半島の放射能分布に関する

研究打ち合わせ） 
     10.19 茨城大学 准教授 嶌田 敏行 氏, 全国共同利用研究 研究打ち合わせ 
     11.18-11.19 筑波大学 技術職員 松村 万寿美 氏, 全国共同利用研究に際した実験のため 

来所 
     12.9-12.10 岐阜大学 准教授 中村 琢 氏,全国共同利用研究に際した実験および研究打

ち合わせのため来所 
12.14 金沢大学 助教 本田 匡人 氏, PAH分析等の研究打ち合わせのため来所 

     12.16 東北大学ニュートリノ科学研究センター 助教 市村 晃一 氏,助教 池田 晴雄 氏, 
低レベル放射能実験施設、尾小屋地下実験室見学 

     12.17 株式会社 KANSO テクノス 計測分析所 先進領域グループ チーフマネージャー 
富田 正利 氏, 執行役員 東京支店長 後藤 浩一 氏, 計測分析所長 北尾 隆 氏, 
東京支店 顧問 原田 晃 氏, 東京支店 事業開発グループ マネージャー 山野 伸
一 氏, 低レベル放射能実験施設、尾小屋地下実験室見学 

     12.17 岐阜大学 准教授 中村 琢 氏,全国共同利用研究に際した実験のため来所 
1.6 金沢大学 助教 本田 匡人 氏, PAH分析等の研究打ち合わせのため来所 

     3.22-3.23 岐阜大学 准教授 中村 琢 氏,学部 3 年 安田 悠人 氏,全国共同利用研究に際
した打ち合わせのため来所 

     3.22 国立極地研究所 助教 平沢 尚彦 氏,研究打ち合わせのため来所 
     3.30 金沢大学 教授 福士 圭介 氏,木場潟研究打ち合わせのため来所 
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