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緒　　言

方　　法
１．試料

２．試薬

３．標準溶液

４．装置および測定条件



５．試験溶液の調製方法

結果及び考察
１．イオンクロマトグラフ（検出器：EC，UV）による測定
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図1　検量線（イオンクロマトグラフ法）
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図2　試験溶液のみ
　　（二酸化硫黄標準原液無添加）
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図3　0.6μg/mLの試験溶液
　　（二酸化硫黄標準原液を添加）
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図4　20μg/mLの試験溶液
　　（二酸化硫黄標準原液を添加）
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２．高速液体クロマトグラフ（HPLC）による測定

図13　検量線（HPLC法）
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図15　20μg/mL添加試験溶液中の
　　　亜硫酸イオンの安定性
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図16　0.6μg/mL添加試験溶液中の
　　　亜硫酸イオンの安定性

図17　杉、柳に1％になるようTEAを添加したときの
　　　亜硫酸イオンの安定性



図18　HPLCによる添加回収試験結果
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奈良県の地下水質の概況について

General Situation of Underground Water Quality in Nara Prefecture

緒　　言

方　　法

結果および考察
１．概況調査の集計表



２．濃度マップ ３．主成分分析











４．井戸の深さ別による濃度頻度 ５．継続して汚染物質を検出している井戸の事例

図2　主成分分析の結果
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図3　20mより浅い井戸と深い井戸別の濃度別頻度分布
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図4-2　「硝酸性窒素および亜硝酸性窒素」の経時変化（C-16）
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図4-3　クロロホルムの経時変化（E-21）
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図4-4　シス-1,2-ジクロロエチレンおよびテトラクロロエチレンの経時変化（D-22）
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ポジティブリスト制度施行後の農作物中の残留農薬調査

緒　　言 　　　　　　　　　方　　法
１．試料及び使用データ

２．検査対象農薬
１）検査項目数



３．検査方法

結果及び考察
１．残留農薬検出率
１）ポジティブリスト制度施行後の残留農薬検出率

２）ポジティブリスト制度施行前後の比較

図1　測定農薬および入替農薬数
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３）検出農薬の検出回数
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４）作物別の農薬検出回数

５）新基準のみが適用された事例
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平成20年度奈良県水道水質外部精度管理調査結果について

緒　　言

方　　法
１．参加機関

２．調査日程

３．分析対象項目

４．試料の調製 ５．指示事項

結果及び考察
１．濁度



２．カドミウム

文　　献



図1　各機関の濁度　5回併行試験結果
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図1　各機関のカドミウム　5回併行試験結果
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感染症発生動向調査による奈良県の患者発生状況:2008年

Cases Reports of Infectious Diseases Surveillance in Nara Prefecture,2008

Takako YOSHIDA Yoshihiro NAKAYAMA and Kiyoshi ISHIKURA

緒　言

方　法

結果及び考察

図１　感染性胃腸炎

図2　インフルエンザ

図3　水痘

図4　Ａ群溶連菌咽頭炎

図5　手足口病






