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CSCL REACH

1-1 化審法とREACH

届出の範囲とリスク評価の主体

CSCL
(Chemical Substances Control Low)

REACH
(Registration, Evaluation, Authorization, 

and Restriction of Chemicals)

Annual reporting of exposure information

(Production, import and usage) of all 

chemicals.

Registration of hazard and exposure 

information of all chemicals.

Risk assessment  by the government. Risk assessment by industry.
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1-2 化審法の対象とする暴露評価

暴露評価の対象範囲

Exposure target

(Receptor)

Japan

CSCL

EU

REACH

Humans 

via environment ○○○○ ○○○○
(Part D, R12,R16)

(EUSES)
Environment

(EUSES)

Worker ー ○ (R14)

Consumer ー ○ (R15)
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Low risk

Low risk
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2-1 化審法におけるリスク評価体系
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chemicals 

etc.)

evaluation

Priority 

Assessment 
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改正化審法における規制措置の判断のためのリスク評価は、国が責任をもって行い、
そのための情報提供は、基本的には事業者が行う。

Manufacture/

Import volume, 

Manufacture/

Import volume, 

Detailed UC
SIDS data, 

exposure 
Toxicity data Manufacture/

2-2 官民の役割

R
isk

 a
sse

ssm
e

n
t

(II) 

S
cre

e
n

in
g

 a
sse

ssm
e

n
t 

P
rio

rity
 A

sse
ssm

e
n

t

C
h

e
m

ica
l S

u
b

sta
n

ce
(P

A
C

S
)

R
isk

 a
sse

ssm
e

n
t 

(I)

C
la

ss II S
p

e
cifie

d

C
h

e
m

ica
l S

u
b

sta
n

ce

Direction 

of toxicity 

study

G
e

n
e

ric C
h

e
m

ica
ls

Low risk
Low risk

Low risk

Import volume, 

Use Category
Industry

Detailed UC

Fraction of tonnage 

to  region

exposure 

information of DU
(long-term 

toxicity test)

import etc. 

regulated

UC: Use Category

DU: Down stream user

R
isk

 a
sse

ssm
e

n
t

S
cre

e
n

in
g

 a
sse

ssm
e

n
t 

P
rio

rity
 A

sse
ssm

e
n

t

C
h

e
m

ica
l S

u
b

sta
n

ce
(P

A
C

S
)

R
isk

 a
sse

ssm
e

n
t 

C
h

e
m

ica
l S

u
b

sta
n

ce

G
e

n
e

ric C
h

e
m

ica
ls

Government

DU: Down stream user

2010/07/02



目的 求められる
スペックGeneric Chemicals

2-3 スクリーニング評価とリスク評価
の段階的な評価(Tiered approach)

目的
スペック

リスク評価で
リスク懸念となる

物質の選定漏れがな
いこと

効率的効率的効率的効率的にににに行行行行えることえることえることえること
WSSD2020年目標年目標年目標年目標

Generic Chemicals

Screening Assessment

Priority Assessment 

Chemical Substances

優先的に
リスク評価を

すべき物質の選定

判断の根拠
としうること

・・・・判断判断判断判断のののの物差物差物差物差しししし
・・・・信頼性信頼性信頼性信頼性

Class II Specified Chemicals

Risk Assessment

Chemical Substances
第二種特定化学
物質該当性の

判断
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2-4 リスク評価(一次)における
段階的な評価

Generic Chemicals
物質数物質数物質数物質数

評価評価評価評価にににに使使使使うううう

情報量情報量情報量情報量

Screening Assessment

Risk Assessment（（（（I））））
Tier 1

Tier 2

Priority Assessment 

Chemical Substances
多多多多

し
ぼ
り

し
ぼ
り

し
ぼ
り

し
ぼ
り
込込込込
みみみみ

少少少少

収収収収
集集集集
・・・・

追追追追
加加加加

Class II Specified Chemicals

Tier 2

Tier 3

Risk Assessment （（（（II））））
少少少少

みみみみ

多多多多

加加加加
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3-1 基本的な考え方
-リスクスコアリング-

• ECETOC TRA Tier 0 risk matrix (TR93, 

p.18 table7)p.18 table7)

Hazard

potential
Exposure potential

Minimal Low Medium High

Low

No 

immediate 

concern

No 

immediate 

concern

High tier 

RA

High tier 

RA

No 
High tier High tier High tier 

Medium

No 

immediate 

concern

High tier 

RA

High tier 

RA

High tier 

RA

High
High tier 

RA

High tier 

RA

High tier 

RA
High tier 

RA
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Persistency Human health Environment

•Repeated Dose Toxicity

•Reproductive Toxicity
•Ecotoxicity (Algae, 

Daphnia, fish)•Biodegradability

Information for CSCL screening assessment

3-2 優先度マトリックス
(risk matrix)

•Reproductive Toxicity

•Mutagenicity

•Carcinogenicity

Daphnia, fish)

Production/import 

volume, Use 

category

•Biodegradability

Emission in Japan

Hazard class

1 2 3 4 5

R-phrase

Main use 

category

TRA

TRA

(Estimated)
1 2 3 4 5

E
x
p
o
s
u
re
 c
la
s
s

1 H H H H

2 H H H M

3 H H M L

4 H M L L

5 No need for assessment

Vapor 

pressure, 

physical form
Annual 

production 

volume

H: High

M: Medium

L: Low
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Assessment expressing 

評価評価評価評価にににに使使使使うううう

情報量情報量情報量情報量
物質数物質数物質数物質数概概概概 要要要要評価段階評価段階評価段階評価段階

4-1 i) リスク評価(I)(Tier 1)
の位置づけ

The Assessment

& Environmental 

distribution 

(EF + PRTR data + 

measured environmental 

data )

Assessment expressing 

the risks on geographical 

basis (using Emission 

Factor)

Tier 1

Tier 2

多多多多

し
ぼ
り

し
ぼ
り

し
ぼ
り

し
ぼ
り
込込込込
みみみみ

少少少少

収収収収
集集集集
・・・・

追追追追
加加加加

data )

Tier 3
少少少少

みみみみ

多多多多

加加加加

The Assessment

& Environmental 

distribution

(EF + PRTR data + 

measured data + 

RMM/OC data from DU) 
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環境汚染を地理的に表現する
Assessment expressing the risks on geographical basis

Production UC 0１１１１ UC 01 UC 02 UC 02

ＳＳＳＳAf1

Region A

ＳＳＳＳAu1

ＳＳＳＳAu2

ＳＳＳＳAf2

Region B

ＳＳＳＳAp

ＳＳＳＳBu2

ＳＳＳＳBf2

ＳＳＳＳCu2

Region C

ＳＳＳＳBp

→：サプライチェーン
円：リスクが懸念される面積
p: production

f: formulation

u: Industrial use ＳＳＳＳCf2

2010/07/02



4-2 暴露評価

製造数量等製造数量等製造数量等製造数量等
のののの届出情報届出情報届出情報届出情報 • Life-cycle, -stages

• Use descriptors

• Emission factors
E

m
issio

n
 S

ce
n

a
rio

• Identified use

• Tonnage

排出量排出量排出量排出量のののの推計推計推計推計

環境中濃度環境中濃度環境中濃度環境中濃度

• Emission factors

• N. of release days

• Target

• Scale

• Exposure route

• Model

• Dillution

E
m

issio
n

 S
ce

n
a

rio

E
x

p
o

su
re

 S
ce

n
a

rio

人人人人のののの摂取量摂取量摂取量摂取量のののの
推計推計推計推計

環境中濃度環境中濃度環境中濃度環境中濃度
(PEC)のののの推計推計推計推計

• Exposure factor
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4-3 排出シナリオ
i) 用途の届出・記述 (Use Descriptors)

用途
処理

Use

(Product) RMM

従来の化審法での製造数量届出書の項目
SIDS項目

ﾗｲﾌ
ｻｲｸﾙ

工程

製品

排出量

物性

業種

処理
設備

取扱い
規模

Life-cycle

,-stage

Process

Article

Emission 

(Product) 

Physico-Chem

Sector

RMM

/OC

Tonnage

リスク評価手法で仮定

図 暴露評価に用いる排出量推計に必要な情報

物性
規模Physico-Chem

Properties 
リスク評価者が収集・推計
SIDS項目
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4-3 ii) 日本版用途分類の作り方

Use for the Monitoring chemicals

(approx. 1,600 use pattern)網
羅
性

CSCL

Inventory for the Exiting chemicals

網
羅
性

OECD  

HPV program  

Canada, CEPA, CMP 
Functional Use code 整

合
性

利
便
性

Glossaries for Japan Industrial Standard

Technical term for Industries

Japanese

Use Category

49 Use categories

HPV: High Production Volume

CEPA: Canadian Environmental Protection Act, CMP: Chemical Management Plan, 

TSCA: Toxic Substances Control Act, IUR: Inventory Update Rule

HPV program  
EU Use category 

U.S. ChemUSES 
U.S., TSCA, IUR 

Industrial Function Category 

整
合
性

49 Use categories

280 Sub Use categories
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4-3 iii) ライフサイクル、ライフステージの設定
(Life-cycle, Life cycle stages)

合成合成合成合成・・・・重合重合重合重合合成合成合成合成・・・・重合重合重合重合

Intermediates

合成合成合成合成・・・・重合重合重合重合Industrial Use

製造製造製造製造Production
①①①①

合成合成合成合成・・・・重合重合重合重合合成合成合成合成・・・・重合重合重合重合合成合成合成合成・・・・重合重合重合重合Industrial Use

調合調合調合調合Formulation

工業的使用工業的使用工業的使用工業的使用 (加工加工加工加工／／／／成形成形成形成形））））Industrial Use ( Processing ））））

工程内で使用し、
製品に含有しない

Processing Aids 製品に含有Onto/into Articles

家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの使用使用使用使用Private Use
②②②②

③③③③

④④④④

(Wide dispersive  Use)

Service-life

廃棄処理Waste Treatment

③③③③
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4-3-iv) 用途分類とライフサイクルの関係
Relationship between UC and Life-cycle

Production 

Formulation 

「染料」の機能を持つ物質Aの製造

物質Aを溶剤（水）などと混ぜ、Formulation 

Service life

Industrial Use

onto/into 
Articles

物質Aを含んだ調剤を
使用目的である「繊維」の
染色に使用、製品にする

物質Aを溶剤（水）などと混ぜ、
繊維用の調剤として調合

物質Aを含んだ繊維製品
を使用、洗濯する

Waste Treatment 物質Aを含んだ繊維製品を
廃棄

化学物質の用途を「機能(sub category)」と「使用目的(category)」で捉えることで、
ライフサイクルを仮定することが可能になる

2010/07/02



4-3-v) 排出係数一覧表
Japanese Emission factor table

Air Water Use/Sub Use 

Category

蒸気圧VP 水溶解度WS

Production  

Formulation  

Industrial Use
or  

Private Use

L
ife

 c
yc

le
 stage

s 

21

Service life

Waste Treatment

L
ife

 c
yc

le
 stage

s 

Water Solubility (mg/L)

UC Sub

UC

≦10 10～
100

100～
1,000

1000～
10,000

≧10,000

01

a 0.02 0.02 0.05 0.05 0.05

b 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

02 a 0.5 0.5 0.75 0.75 0.9
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NITE案

4-3-v) a. 排出係数一覧表の設定フロー

用途分類別用途分類別用途分類別用途分類別
排出係数一覧表排出係数一覧表排出係数一覧表排出係数一覧表

TGD

A-table（（（（改改改改））））

用途分類別
物性別
に簡易化

TGD

A-table

EUの
排出係数一覧表

PRTR等等等等データデータデータデータ、、、、
産業界産業界産業界産業界からのからのからのからの情報情報情報情報
わが国の排出係数
で補正

ESD 

ESD: Emission Scenario Document

ESD 

REACH R.16 
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詳細詳細詳細詳細

用途用途用途用途
用途用途用途用途
分類分類分類分類
コードコードコードコード

用用用用　　　　途途途途　　　　分分分分　　　　類類類類 詳詳詳詳　　　　細細細細　　　　用用用用　　　　途途途途　　　　分分分分　　　　類類類類

 EU TGD A EU TGD A EU TGD A EU TGD A----tabletabletabletable((((改改改改))))
　水域への 排出係数 （使用）

  水溶解度　　（ｍｇ／L）

EU-TGDEU-TGDEU-TGDEU-TGD
ＡＡＡＡ----tabletabletabletable
該当箇所該当箇所該当箇所該当箇所

4-3-v) b. EU-TGD A-tableからの改良

分類分類分類分類

コードコードコードコード Table MC/Type Conditions <10 10-100 100-1,000
1,000-
10,000

≧10,000

コードコードコードコード
(#)(# )(# )(# )

27272727 Ａ3.11 Ⅰ A 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005

Ａ3.11 Ⅰ A 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005

A3.11 ⅡA 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

A3.11 ⅠA 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005

A3.11 ⅠA 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005

A3.11 ⅠA Additives 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005

A3.11 ⅠA 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005

d 安定化剤（酸化防止剤等）

f 結晶核剤

g 内部滑剤、内部離型剤

e 充填剤、希釈剤、ポリマー分解促進剤

プラスチック、プラスチック添加剤、プラスチッ
ク加工助剤

a 成形品基材 (プラスチック、合成皮革､合成紙､発泡体）

b 高吸水性材料

可塑剤、分散剤c

Additives

UC=47

UC=49

UC=20

A3.11 ⅠA 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005

A3.11 ⅠA 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005

A3.11  Ⅳ A 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005

A3.11 ⅠA 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005

A3.11 V B 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005

A3.11 V B 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005

A3.11 V B 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005

k 発泡剤、ラジカル発生剤

m
硬化剤、架橋剤（ＦＲＰ用モノマー等）、架橋助剤、増感
剤、重合開始剤

n 硬化促進剤

i 難燃剤、帯電防止剤、波長変換剤

h 防曇剤、流滴剤

j 外部滑剤、外部離型剤

l 注型用・注型発泡用材料（モノマー、プレポリマー等）

g 内部滑剤、内部離型剤

UC=6

Additives

UC=43

UC=43

UC=43

Additives

UC=22,7
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18,19fy PRTR届出届出届出届出（（（（化管法化管法化管法化管法））））
約 450,000 事業所
（事業所×物質数：のべ数）

18,19fy 取扱量調査取扱量調査取扱量調査取扱量調査※※※※（（（（アンケートアンケートアンケートアンケート））））
約61,000事業所
（事業所×物質数：のべ数）

4-3-v) c. PRTRデータから算出した排出係数の反映

� 長所

わが国の実態を反映

更新が可能

（事業所×物質数：のべ数） （事業所×物質数：のべ数）

共通共通共通共通するするするする事業所数事業所数事業所数事業所数
約 17,000 件
（のべ数）

排出係数排出係数排出係数排出係数のののの数数数数

用途も同時に
アンケート

更新が可能

� 短所

対象物質数、用途数が限定的

排出係数排出係数排出係数排出係数のののの数数数数
約 9,000 件
×
2 環境媒体（大気・水域）
（のべ数）

排出係数＝
PRTR届出排出量

取扱量

※NITE 平成１９年度ＰＲＴＲ対象物質の取扱い等に関する調査
（URL：http://www.prtr.nite.go.jp/data/other.html）
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4-3-v) d.産業界からの情報の反映

日本界面活性剤工業会 日本火薬工業会 潤滑油協会 日本化学繊維協会 日本ビニル工業会

印刷インキ工業会 可塑剤工業会 全国工作油剤工業組合 日本染色協会 日本弗素樹脂工業会

日本ゴム工業会 日本接着剤工業会 日本グリース協会 日本絹人繊織物工業会 日本プラスチック板協会日本ゴム工業会 日本接着剤工業会 日本グリース協会 日本絹人繊織物工業会 日本プラスチック板協会

日本自動車タイヤ協会 日本石鹸洗剤工業会 電機・電子４団体 日本ジーンズ協議会 日本ポリエチレン製品
工業連合会

日本オートケミカル工業
会

日本建材・住宅設備産
業協会

石油連盟 日本繊維染色連合会 発泡スチレンシート工業
会

日本産業・医療ガス協
会

日本難燃剤協会 日本産業洗浄協議会 日本毛整理協会 日本化学工業協会

日本フロアポリッシュ工
業会

日本フルオロカーボン
協会

日本自動車工業会 ウレタン原料工業会（日
本ウレタン工業会）

日本プラスチック工業連
盟

日本シーリング工業会 日本繊維製品防虫剤工 日本表面処理機材工業 エンプラ技術連合会
業会 会

写真感光材料工業会 日本香料工業会 全国鍍金工業組合連合
会

発泡スチレン工業会

日本塗料工業会 一般社団法人抗菌製品
技術協議会

日本製紙連合会 高発泡ポリエチレン工
業会

化成品工業協会 ガラス産業連合会（６団
体）

漁網防汚剤安全使用協
議会

日本バイオプラスチック
協会
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4-3-v) e. 長期使用製品の使用段階の排出係数

Emission factor for Service life stage

5月末に更新

http://www.oecd.org/document/46/0,3343,en_2649_34373_2412462_1_1_1_1,00.html

http://guidance.echa.europa.eu/guidance4_en.htm
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4-3-vi) 仮想的排出源という考え方

Hypothetical emission source
Manufacturers

/Importers
M/I (1) M/I (2) M/I (3)

Total tonnage 

Region A

Use Category01

Sub UC #a

Hypothetical

Emission

Sources 

Total tonnage 

for UC#01-a in Region A

Formulation

Number of actual down stream users

Industrial Use

「「「「仮想的排出源仮想的排出源仮想的排出源仮想的排出源」」」」でリスクがでリスクがでリスクがでリスクが懸念懸念懸念懸念されなければされなければされなければされなければ、、、、
実在実在実在実在するするするする排出源排出源排出源排出源ではリスクはではリスクはではリスクはではリスクは懸念懸念懸念懸念されないとされないとされないとされないと判断判断判断判断してよいしてよいしてよいしてよい

（（（（実在実在実在実在するするするする排出源排出源排出源排出源のののの排出量排出量排出量排出量はははは仮想的排出源仮想的排出源仮想的排出源仮想的排出源のののの排出量排出量排出量排出量よりよりよりより小小小小さくなるためさくなるためさくなるためさくなるため））））

Number of actual down stream users

is unknown under amended CSCL (Tier 1)
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4-3-vii) 排出量の推計方法 (EU-TGD)

EU全域での出荷量

×10%

EU域内のある地域での出荷量

EU域内にある地域での排出量

IC,UC別出荷割合

A-table：：：：排出係数排出係数排出係数排出係数

×10%

2828

局所的な排出源からの排出量

B-table：寄与割合

regional assessment

local assessment
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4-3-vii) 排出量の推計方法(CSCL)

日本全国での出荷量 製造事業所ごとの製造量

国内の都道府県別 詳細用途別 出荷量

仮想的仮想的仮想的仮想的なななな排出源排出源排出源排出源

【【【【排出係数一覧表排出係数一覧表排出係数一覧表排出係数一覧表】】】】
詳細用途分類別排出係数詳細用途分類別排出係数詳細用途分類別排出係数詳細用途分類別排出係数

都道府県別 詳細用途別 出荷割合

国内の製造事業所別

【【【【排出係数一覧表排出係数一覧表排出係数一覧表排出係数一覧表】】】】
製造段階製造段階製造段階製造段階のののの排出係数排出係数排出係数排出係数

2929

仮想的仮想的仮想的仮想的なななな排出源排出源排出源排出源
国内の都道府県別 詳細用途別 排出量

国内の製造事業所別
排出量
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4-3-viii) 排出係数の検証
(Validation)

1000

10000

100000

PRTR排出量(届出+届出外-移動体)

化審法届出排出量_平均値法

0.01

0.1

1

10

100

排
出

量
（
ト

ン
/
年

）

PRTR排出量を下回らない排出量（排出係数）とすること
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1
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8
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1
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1

1
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8
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6
3

1
-
1
9

1
-
3
3
9

1
-
3
4
4

PRTR対象物質　兼　第二種又は第三種監視化学物質

PRTR排出量を下回らない排出量（排出係数）とすること
EUと同様に1～1,000倍程度の精度に収まる（排出係数）とすること

図 排出係数（平均）での推計排出量とPRTR排出量の比較
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�欧米欧米欧米欧米のののの化学物質管理制度化学物質管理制度化学物質管理制度化学物質管理制度におけるリスクにおけるリスクにおけるリスクにおけるリスク評価評価評価評価にににに係係係係るるるる手法手法手法手法がベースがベースがベースがベース

�EUのリスクのリスクのリスクのリスク評価技術評価技術評価技術評価技術ガイダンスガイダンスガイダンスガイダンス文書文書文書文書(モデルはモデルはモデルはモデルはEUSES））））
�米国米国米国米国TSCAのののの新規化学物質新規化学物質新規化学物質新規化学物質のののの製造前届出製造前届出製造前届出製造前届出のののの審査審査審査審査におけるにおけるにおけるにおける

リスクリスクリスクリスク評価手法評価手法評価手法評価手法(モデルはモデルはモデルはモデルはE-FAST）））） などなどなどなど

�日本日本日本日本でででで開発開発開発開発されたされたされたされた環境中濃度推計環境中濃度推計環境中濃度推計環境中濃度推計モデルのモデルのモデルのモデルの利用利用利用利用

�METI-LIS:日本版日本版日本版日本版プルーム・プルーム・プルーム・プルーム・パフモデルパフモデルパフモデルパフモデル Plume and Puff Models 

4-4-i) 暴露評価のベースとなるもの

�化審法化審法化審法化審法のののの届出情報届出情報届出情報届出情報でででで推計推計推計推計をををを可能可能可能可能にするためにするためにするためにするため

�排出量推計手法排出量推計手法排出量推計手法排出量推計手法→EUのののの手法手法手法手法をををを簡略化簡略化簡略化簡略化
�環境環境環境環境パラメータパラメータパラメータパラメータ等等等等はすべてデフォルトはすべてデフォルトはすべてデフォルトはすべてデフォルト化化化化

�化審法化審法化審法化審法のののの思想思想思想思想にににに合合合合わせるためわせるためわせるためわせるため

�大気中濃度推計手法大気中濃度推計手法大気中濃度推計手法大気中濃度推計手法

改改改改 良良良良

�METI-LIS:日本版日本版日本版日本版プルーム・プルーム・プルーム・プルーム・パフモデルパフモデルパフモデルパフモデル Plume and Puff Models 

�MNSEM2：：：：日本版日本版日本版日本版レベルレベルレベルレベルIIIタイプマルチメディアモデルタイプマルチメディアモデルタイプマルチメディアモデルタイプマルチメディアモデル Level-III multimedia models 

�日本日本日本日本のののの実情実情実情実情にににに近近近近づけるためづけるためづけるためづけるため

�気象条件気象条件気象条件気象条件 ●●●●河川流量河川流量河川流量河川流量 ●●●●農作物農作物農作物農作物にににに米米米米、、、、摂食量摂食量摂食量摂食量にににに食料自給率食料自給率食料自給率食料自給率をををを加味加味加味加味

�大気中濃度推計手法大気中濃度推計手法大気中濃度推計手法大気中濃度推計手法

排出源排出源排出源排出源からからからから100100100100ｍｍｍｍのののの敷地境界濃度敷地境界濃度敷地境界濃度敷地境界濃度のののの推計推計推計推計
排出源排出源排出源排出源からからからから半径半径半径半径1111～～～～10101010ｋｍｋｍｋｍｋｍのエリアのエリアのエリアのエリア内平均内平均内平均内平均
濃度濃度濃度濃度のののの推計推計推計推計
→→→→リスクリスクリスクリスク評価結果評価結果評価結果評価結果をををを面積表示面積表示面積表示面積表示へへへへ

点点点点からからからから面面面面へへへへ

�多数多数多数多数のののの物質物質物質物質（（（（のののの排出源毎排出源毎排出源毎排出源毎））））のののの推計推計推計推計をするためをするためをするためをするため

�単位排出量単位排出量単位排出量単位排出量当当当当たりのたりのたりのたりの濃度換算係数濃度換算係数濃度換算係数濃度換算係数をあらかじめをあらかじめをあらかじめをあらかじめシミュレーションでシミュレーションでシミュレーションでシミュレーションで設定設定設定設定
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大気 大気

排出源
排出先
媒体

環境運命 摂取媒体 暴露集団

吸入

4-4-ii) 暴露経路（人健康）
Exposure route（Humans）

製造又は
調合又は
工業的使用
段階の
排出源

大
気

製造又は
調合又は
工業的使用段階の
排出源周辺の
住民

大気 大気

牛肉

乳製品

地上部農作物

地下部農作物

土壌

土壌間隙水

家畜

牧草

沈着

分配

住民

河
川

河川 飲料水

淡水魚

海水魚

海域

淡水魚

海水魚

希釈
濃縮

濃縮
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推計手法推計手法推計手法推計手法 ベースにしたベースにしたベースにしたベースにした手法手法手法手法 ベースにしたベースにしたベースにしたベースにした手法手法手法手法のののの概要概要概要概要 本本本本スキームでスキームでスキームでスキームで変更変更変更変更したしたしたした点点点点

排出量推計排出量推計排出量推計排出量推計 EUEUEUEU----TGDTGDTGDTGDののののAAAA----tabletabletabletable
ICICICIC、、、、LifeLifeLifeLife----stagestagestagestage、、、、UCUCUCUC、、、、MCMCMCMC、、、、物理化学的性状等物理化学的性状等物理化学的性状等物理化学的性状等のののの化学化学化学化学
物質物質物質物質のののの属性別属性別属性別属性別のののの排出係数排出係数排出係数排出係数デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト値一覧表値一覧表値一覧表値一覧表(A(A(A(A----
table)table)table)table)

優先評価化学物質優先評価化学物質優先評価化学物質優先評価化学物質のののの限定的限定的限定的限定的なななな属性属性属性属性（（（（ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ、、、、用途用途用途用途、、、、物理物理物理物理
化学的性状化学的性状化学的性状化学的性状））））のみでのみでのみでのみで排出係数排出係数排出係数排出係数をををを選択選択選択選択できるできるできるできる表表表表にににに簡略化簡略化簡略化簡略化

大気中濃度推計大気中濃度推計大気中濃度推計大気中濃度推計 EUEUEUEU----TGDTGDTGDTGD、、、、EEEE----FASTFASTFASTFAST
大気拡散大気拡散大気拡散大気拡散モデルであるプルームモデルのパラメータモデルであるプルームモデルのパラメータモデルであるプルームモデルのパラメータモデルであるプルームモデルのパラメータ
のデフォルトのデフォルトのデフォルトのデフォルト設定設定設定設定によるによるによるによる排出源排出源排出源排出源からからからから100m100m100m100m地点地点地点地点のののの濃度濃度濃度濃度
推計簡略式推計簡略式推計簡略式推計簡略式

単位排出量単位排出量単位排出量単位排出量をををを排出源排出源排出源排出源からからからから半径半径半径半径1111～～～～10km(1km10km(1km10km(1km10km(1km刻刻刻刻みみみみ))))ｴﾘｱｴﾘｱｴﾘｱｴﾘｱ平均平均平均平均
濃度濃度濃度濃度にににに換算換算換算換算するするするする係数係数係数係数をををを日本日本日本日本のののの気象条件気象条件気象条件気象条件(10(10(10(10年分約年分約年分約年分約800800800800地点地点地点地点
分分分分))))のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝによりのｼﾐｭﾚｰｼｮﾝによりのｼﾐｭﾚｰｼｮﾝによりのｼﾐｭﾚｰｼｮﾝにより導出導出導出導出

大気大気大気大気からのからのからのからの
METI-LIS(粒子態粒子態粒子態粒子態のののの乾性沈乾性沈乾性沈乾性沈
着着着着)、、、、

粒子態粒子態粒子態粒子態のののの乾性沈着乾性沈着乾性沈着乾性沈着：：：：重力沈降重力沈降重力沈降重力沈降とととと風速風速風速風速によるによるによるによる影響影響影響影響のののの式式式式
ガスガスガスガス態態態態のののの乾性沈着乾性沈着乾性沈着乾性沈着：：：：土壌土壌土壌土壌とととと大気境界大気境界大気境界大気境界のののの二薄膜理論二薄膜理論二薄膜理論二薄膜理論にににに

• 左欄左欄左欄左欄のののの粒子径粒子径粒子径粒子径とととと風速風速風速風速のののの設定設定設定設定
• ガスガスガスガス態及態及態及態及びびびび粒子態粒子態粒子態粒子態のののの湿性沈着量湿性沈着量湿性沈着量湿性沈着量をををを、、、、排出源排出源排出源排出源からからからから半径半径半径半径1

10km(1km )

4-4-iv) 環境中濃度の推計

暴露暴露暴露暴露
評価評価評価評価

大気大気大気大気からのからのからのからの
沈着量推計沈着量推計沈着量推計沈着量推計

着着着着)、、、、
MNSEM2(ガスガスガスガス態態態態のののの乾性沈乾性沈乾性沈乾性沈
着着着着)等等等等のののの手法手法手法手法

よるよるよるよる速度式速度式速度式速度式
• 1
～～～～10km(1km刻刻刻刻みみみみ)ｴﾘｱｴﾘｱｴﾘｱｴﾘｱ平均沈着量平均沈着量平均沈着量平均沈着量にににに換算換算換算換算するするするする係数係数係数係数をををを日日日日
本本本本のののの気象条件気象条件気象条件気象条件(10年分約年分約年分約年分約800地点分地点分地点分地点分)のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝによりのｼﾐｭﾚｰｼｮﾝによりのｼﾐｭﾚｰｼｮﾝによりのｼﾐｭﾚｰｼｮﾝにより導導導導
出出出出

土壌中濃度推計土壌中濃度推計土壌中濃度推計土壌中濃度推計 EUEUEUEU----TGDTGDTGDTGD
局所局所局所局所でのでのでのでの大気排出大気排出大気排出大気排出→→→→拡散拡散拡散拡散→→→→土壌沈着土壌沈着土壌沈着土壌沈着→→→→土壌間隙水土壌間隙水土壌間隙水土壌間隙水
でででで、、、、農作物農作物農作物農作物とととと畜産物濃度推計畜産物濃度推計畜産物濃度推計畜産物濃度推計にににに繋繋繋繋がるものがるものがるものがるもの

排出源排出源排出源排出源からのからのからのからの距離距離距離距離やややや範囲範囲範囲範囲、、、、排出年数排出年数排出年数排出年数のののの設定等設定等設定等設定等

河川水中濃度河川水中濃度河川水中濃度河川水中濃度
推計推計推計推計

EUEUEUEU----TGDTGDTGDTGD、、、、EEEE----FASTFASTFASTFAST
基本的基本的基本的基本的にはにはにはには化学物質排出量化学物質排出量化学物質排出量化学物質排出量をををを流量流量流量流量でででで除除除除すすすす単純希釈単純希釈単純希釈単純希釈
式式式式でででで、、、、EUEUEUEU----TGDTGDTGDTGDではではではでは懸濁態懸濁態懸濁態懸濁態へのへのへのへの吸着吸着吸着吸着とととと排水量排水量排水量排水量をををを加味加味加味加味

日本日本日本日本のののの河川流量河川流量河川流量河川流量のののの長期的長期的長期的長期的なななな統計量統計量統計量統計量からからからから流量流量流量流量デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト値値値値をををを
設定設定設定設定

下水処理場経由下水処理場経由下水処理場経由下水処理場経由
河川水中濃度河川水中濃度河川水中濃度河川水中濃度

EEEE----FASTFASTFASTFAST
消費者製品消費者製品消費者製品消費者製品→→→→下水処理場下水処理場下水処理場下水処理場→→→→河川河川河川河川というというというという経路経路経路経路でのでのでのでの河川河川河川河川
水中濃度水中濃度水中濃度水中濃度をををを原単位原単位原単位原単位ﾍﾞｰｽでﾍﾞｰｽでﾍﾞｰｽでﾍﾞｰｽで推計推計推計推計するするするする簡易式簡易式簡易式簡易式

人口人口人口人口、、、、排水量原単位排水量原単位排水量原単位排水量原単位、、、、下水処理場下水処理場下水処理場下水処理場からのからのからのからの河川希釈率河川希釈率河川希釈率河川希釈率をををを日本日本日本日本
のののの値値値値にににに置換置換置換置換

海域中濃度推計海域中濃度推計海域中濃度推計海域中濃度推計 EUEUEUEU----TGDTGDTGDTGD
化学物質排出量化学物質排出量化学物質排出量化学物質排出量をををを希釈率希釈率希釈率希釈率でででで除除除除すすすす単純希釈式単純希釈式単純希釈式単純希釈式ででででEUEUEUEUのののの
デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト希釈率希釈率希釈率希釈率はははは100100100100

河川河川河川河川→→→→海域海域海域海域のののの希釈率希釈率希釈率希釈率をををを10101010としてとしてとしてとして（（（（EUEUEUEUとととと同同同同））））上記上記上記上記デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト流流流流
量量量量××××10101010とととと設定設定設定設定

底質中濃度底質中濃度底質中濃度底質中濃度 EUEUEUEU----TGDTGDTGDTGD
水中水中水中水中とととと底質中有機炭素底質中有機炭素底質中有機炭素底質中有機炭素とのとのとのとの分配分配分配分配でででで計算計算計算計算 底質底質底質底質のののの有機炭素含有率等有機炭素含有率等有機炭素含有率等有機炭素含有率等のののの数値数値数値数値をををを日本日本日本日本のデフォルトのデフォルトのデフォルトのデフォルト値値値値にににに変変変変

更更更更

地上部地上部地上部地上部のののの
農作物中濃度農作物中濃度農作物中濃度農作物中濃度

BriggsBriggsBriggsBriggsらのらのらのらの方法方法方法方法((((土壌経由土壌経由土壌経由土壌経由))))
TrappTrappTrappTrappらのらのらのらの方法方法方法方法(大気大気大気大気ガスガスガスガス態態態態
経由経由経由経由)
McKoneMcKoneMcKoneMcKoneらのらのらのらの方法方法方法方法
((((大気粒子態経由大気粒子態経由大気粒子態経由大気粒子態経由))))
(EU(EU(EU(EU----TGDTGDTGDTGD等採用等採用等採用等採用））））

土壌経由土壌経由土壌経由土壌経由：：：：蒸散流蒸散流蒸散流蒸散流によるによるによるによる根根根根からのからのからのからの転流係数転流係数転流係数転流係数TSCFTSCFTSCFTSCFとととと茎茎茎茎
へのへのへのへの濃縮係数濃縮係数濃縮係数濃縮係数SCFSCFSCFSCF（（（（いずれもいずれもいずれもいずれもlogKowlogKowlogKowlogKowとのとのとのとの相関式相関式相関式相関式からからからから
推算推算推算推算））））をををを掛掛掛掛けけけけ合合合合わせるものわせるものわせるものわせるもの

大気経由大気経由大気経由大気経由：：：：大気中大気中大気中大気中のガスのガスのガスのガス態及態及態及態及びびびび粒子態粒子態粒子態粒子態からのからのからのからの濃縮係濃縮係濃縮係濃縮係
数数数数からからからから推算推算推算推算するものするものするものするもの

土壌経由土壌経由土壌経由土壌経由：：：：TSCFTSCFTSCFTSCFののののlogKowlogKowlogKowlogKowのののの定義域定義域定義域定義域でででで制限制限制限制限
大気大気大気大気ガスガスガスガス態経由態経由態経由態経由：：：：TrappTrappTrappTrappらのらのらのらの速度式速度式速度式速度式によるによるによるによる上限値上限値上限値上限値をををを設定設定設定設定((((農農農農

作物作物作物作物のののの栽培期間栽培期間栽培期間栽培期間をををを考慮考慮考慮考慮))))

地下部地下部地下部地下部のののの
農作物農作物農作物農作物中濃度中濃度中濃度中濃度

BriggsBriggsBriggsBriggsらのらのらのらの方法方法方法方法
(MNSEM(MNSEM(MNSEM(MNSEM採用採用採用採用））））

土壌間隙水土壌間隙水土壌間隙水土壌間隙水からからからから地下部植物農作物地下部植物農作物地下部植物農作物地下部植物農作物へのへのへのへの濃縮係数濃縮係数濃縮係数濃縮係数
(RCF) (RCF) (RCF) (RCF) ををををlogKowlogKowlogKowlogKowとのとのとのとの相関式相関式相関式相関式からからからから推算推算推算推算するものするものするものするもの

・・・・相関式相関式相関式相関式ののののlogKowlogKowlogKowlogKowのののの定義域定義域定義域定義域でででで制限制限制限制限
・・・・農作物表皮農作物表皮農作物表皮農作物表皮へのへのへのへの分配分配分配分配をををを考慮考慮考慮考慮

畜産物中濃度畜産物中濃度畜産物中濃度畜産物中濃度
TravisTravisTravisTravisらのらのらのらの方法方法方法方法
(EU(EU(EU(EU----TGD, MNSEMTGD, MNSEMTGD, MNSEMTGD, MNSEM採用採用採用採用））））

牧草牧草牧草牧草・・・・大気大気大気大気・・・・土壌土壌土壌土壌からからからから畜産物畜産物畜産物畜産物へのへのへのへの濃縮係数濃縮係数濃縮係数濃縮係数BTFBTFBTFBTF（（（（魚魚魚魚
ののののBCFにににに相当相当相当相当））））ををををLogKowLogKowLogKowLogKowとのとのとのとの相関式相関式相関式相関式からからからから推算推算推算推算するもするもするもするも
のののの

相関式相関式相関式相関式ののののlogKowlogKowlogKowlogKowのののの定義域定義域定義域定義域でででで制限制限制限制限

魚類中濃度魚類中濃度魚類中濃度魚類中濃度 EUEUEUEU----TGDTGDTGDTGD等等等等
水中濃度水中濃度水中濃度水中濃度にににに生物濃縮倍率生物濃縮倍率生物濃縮倍率生物濃縮倍率をををを掛掛掛掛けるものけるものけるものけるもの なしなしなしなし



4-4-v) 暴露係数
(Exposure factor)

説明説明説明説明 単位単位単位単位 CSCL

(Tier 1)

REACH 

(EUSES)

人の体重 (Body weight) kg 50 70

大気 (Inhalation) m3/d 20 20

飲料水 (Drinking water) L/d 2 2

魚類 (Fish) kg/d 0.0014 (fresh water)

0.0439 (sea water)

0.115

地上部農作物(Leaf crops) kg/d 0.0188 (protected)

0.0159 (exposed)

1.2

地下部農作物 (Root crops) kg/d 0.0073 0.384

乳製品 (Dairy products) kg/d 0.0006 0.561

牛肉 (Meat) kg/d 0.0003 0.301

•淡水域と海水域の魚類の摂取を区分 (遠洋沖合の魚類の摂取量は除かれている）
•葉菜類（CSCLでは地上部農作物という)について、表皮は食さない米などをprotectedと区分
•国内自給率を加味
•自家消費の割合(intake rates for home-produced products)を近郊生産物摂取割合として利用
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4-4-vi) 暴露量推計
物
理
化
学
的
性
状
等

沸点 融点

蒸気圧

ヘンリー則
定数

水溶解度

logKow

排出係数の選択基準 排出係数の選択基準

魚類の
生物濃縮係数

有機炭素補正
土壌吸着係数

排
出
量
推
計

分子量

環
境
中
濃
度
推
計

大気中濃度 水中濃度
大気からの

沈着量

大気への
排出量

排出係数の選択基準 排出係数の選択基準

土壌中濃度

土壌間隙水中
濃度

地上部農作物

植物への
濃縮係数

畜産物(牛肉)

への移行係数

畜産物（牛乳）
への移行係数

排
出
量
推
計

地下部農作物
中濃度

水域への
排出量

底質中濃度

環
境
中
濃
度
推
計

吸入暴露量

魚介類中濃度

中濃度
牛肉中濃度

牛乳中濃度

根菜経由の
摂取量

葉菜経由の
摂取量

牛肉経由の
摂取量

牛乳経由の
摂取量

魚介類経由の
摂取量

飲水経由の
摂取量

人
の

摂
取
量
推
計

水
生
生
物

の

暴
露
濃
度

水中濃度底質中濃度



５ まとめ

改正化審法におけるリスク評価では、

� 環境経由の長期的な人健康リスク、生態リスクを評価する
� 段階的評価手法を採用し、暴露評価に用いる情報は徐々に増える
� 暴露評価に用いるUse descriptorは、Use categoryのみである� 暴露評価に用いるUse descriptorは、Use categoryのみである
� 1社ではなく、1化合物のサプライチェーンを評価する
�サプライチェーンの川下までの暴露情報を追うかどうかは段階的な評価の結果で決まる
�用いる数理モデルの基本的な式は同じだが、気象など日本特有の値が用いられている
�暴露経路はほとんど同じだが、摂食量などは日本特有の値が用いられている

今年度の課題
• 排出係数の精査
• 下水処理場（STP)経由のシナリオの精査、生分解性試験結果と下水処理率の関連づけ• 下水処理場（STP)経由のシナリオの精査、生分解性試験結果と下水処理率の関連づけ
• 湾内(Off shore)の暴露シナリオ、暴露評価手法の精査

Use descriptorsの国際整合化に向けた取組み
� 用途分類・詳細用途分類の英語化
� EU, 北米の用途分類との関連づけ

2010/07/02



ご静聴ありがとうございました

NITEでは、消費者暴露、消費者製品のリスク評価についても

化審法のリスク評価とは別途検討をしています。
http://www.safe.nite.go.jp/risk/consumer_products.html
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