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本部開催年会に寄せて 

～その意義と将来への展望～ 
 

日本分析化学会会長 山本 博之 
（量子科学技術研究開発機構） 

 

これまで日本分析化学会年会，討論会はその多くが各支部の担当により開催されていますが，

今回の第 73 年会は本部による開催となっています。これは 10 年ほど前，学会の財政状況などが

ひっ迫していたことなどにも伴い，本部会計の収入増なども視野に入れつつ行われた施策による

ものと理解しています。この本部開催年会は 2017 年，東京理科大学金町キャンパスにて第 66 年

会として初めて行われ，今回は 2 回目となります。 

前回，実行委員会（実行委員長：宮村一夫先生）の中核には関東支部所属の会員が多く入り，年

会の運営を支えていました。今回も同様の傾向はありますが，会場を前会長，大谷肇先生のおら

れた名古屋工業大学とすることで現地，中部支部の会員も加わり準備が進められました。本部開

催では開催場所や運営に支部単位の制限はありませんから，自由な発想で年会をデザインできる

ことが本来の長所であるのでしょう。もちろん，現実的には様々な制約があり必ずしも理想通り

には進まないことも数多くあるように感じます。今回，2 回の本部開催を経て学会としてあるべき

年会・討論会としての姿も踏まえ，収支の点も考慮しながら，次回以降のよりよい年会・討論会

の運営に結び付くようさらに議論を進めたく考えています。会員の皆さまには忌憚のないご意見

をいただければと思います。 

この「展望とトピックス」は，毎回各年会・討論会において発表が予定されている講演の中か

ら，学術的に優れるだけでなく社会的にも関心が高いと考えられる発表を厳選し，それらについ

て平易に紹介，解説したものがまとめられています。以前は独自の冊子として作成されていまし

たが，2022 年の第 82 回分析化学討論会（茨城大学・水戸）より講演プログラム集と合本となり，

参加登録者全員に配布されて，より皆さまの目に触れる機会が多くなったものと思います。さら

に web 上ではどなたでも閲覧できるようになっていますので，より専門性の高い方から一般の

方々まで，幅広く情報に接していただくことができるようになりました。「分析」における最新

技術，学術的成果に触れる一端となれば幸いです。 

21 世紀もいつのまにか第一四半期の区切りが近づいています。今年生まれた子供たちは，22 世

紀へと多くの命をつなぐことでしょう。2100 年の世界など遠い将来はおろか，10 年後すら予測は

困難である，といったことはいつの時代にも言われることかもしれません。それでも，「分析」は

どのような将来にあっても，物質や現象から必要な情報を引き出し，広く社会に不変の価値をも

たらすものと信じます。そしてその未来を描きつつ，分析にかかる技術，学術が重要であること

を主張し続けることは私たちの責務でしょう。百人百様の未来でかまいませんし，些末なものと

笑われることを恐れる必要もありません。それぞれの「展望」を掲げ，そのもとに得られた「トピ

ックス」を挙げ続けてゆけば，それが将来への道すじと明るい未来への希望につながるものと思

います。年会・討論会などでの議論を通じ，皆さまの成果がさらに発展することを期待していま

す。 
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ð�� ƯM NŪƕ·ýL 
Ƭ°� wq LUBE Ň¥pñ*I-K 
ƛž¶}¢ LïGE%K.*I-K 
ò� � űś LïGE%K.*I-K 
ƑW� jY ïŤ34�3E&(L 
ņg� ÉŶ DOWA 0!4E%K.L 
ĵQ� śĀ DOWA 0!4E%K.L 
üí� Ŝ½ MHI +EBK&CI0!4H'K)L  
�í� śƫ L��pñE%K. 
ZƖ� Ąƣ âƙ0!4H'KL 
ÅÒđqr âƙ0!4H'KL 
�ĵ� äÃ âƙ0!4H'KL 



�

� - 6 -�

������ 
        

 
 
ML.:8:9E)C'HI$9;JBK�<A��5&3�?�����2/ 0  
� � =@7!),%�"+�#B�������*4� ��G������� 
 
9Þ 13ÚťŕŦ 13:00Ū15:30� Sn� 
5_7H4=_ũ� �� Łťåi¥ªŦ 
 
îĴ 
� âªĳ¢ŞŠ�đė�" ��� ��� ��©�^įĖ�-��� ĆÁě ��!

*
��¼ş0b�-!0?:_Zñ×Č Ļë�-�'!�ËČ��ªA]<!«Ą0

čČ ��	%��âAD>W]�" S8\�Ĝħ+R8\�ą ö Ī-ğĢČ�ª

¿�!�½0čÍ���,Ğ& �	�ĝk�%�� 
 
ršľĀ 
�Ńz¨ãÖ^FK4?!?:_Zñ×zæ$!²Ř� 
  � � Łťåi¥ªŦ 
 
�öą cİ~VIBY]9!�'!z¨řĎgqĈĺs�K45A]>]9¾Ĉ� 
�   ĊŤ ü�ťĭûµì¥ªŦ 
 
�R48\úp2N\_C *-¤Åzzæ>?ET!Řċ� 
  � ŕ Ĕāťåi¥ªŦ 
 
�Ćp�¾Ĺÿ0Í���K45REY2Z!Řċ� 
     åýç Õťåiİĕ¥ªŦ 
 
�íśą �TASÇĳ!Ą�õĬzæ^A]<Ĺÿ$!²Ř� 
     ē� ŇøťýøđėŘċòïŦ 
 
�?:_Zñ× ���ýcĄ��ú.zæÆ÷!Řċ� 
     œ� ÉŐťţď¥ªŦ 
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9Þ 12ÚťàŦ 9:30Ū11:30� An� 
5_7H4=_ũ� Đĉ ¸Ĳťcő¥ªŦŧ�´ Âeť��±µì¥ªŦŧ 
� � � � � � � � � oı udťå[Y<_CA]B_Ŧ 
 
îĴ 
� âªn!nŖ0�'+.%��¥ŀĦwĆť��±µì¥ª^ÔÏŦ�ŧ2023¶ 8Þ 1Ú
 �ŋ��.%���¥ŀwĆ"âªn!�nŖť2020Ū2022¶·ŦŧcőÒőŖť2013¶
·Ŧ)ţz¨zæđėÄļn!Ŏ�§�Ŗť2008Ū2009¶·Ŧ��!Œĥ0óm�.%���
ă �nŖ�¯mlŚ"ŧâªn�ō'���ÓŞ!tō Ì�}!«Ĳ�0ŏÃ��ċÐ

���°��.��%���%�ŧ«Ĳ§�Ŗ0Èº�.�ę 69¶nť2020¶Ŧ�"ŧØ�
;\HÀéÊ¥!�'Řv��#%.-cŧ	�Û�5]X4]Řv ī0{,ŧ��Ĥř!

hú0Œĵ��n0«Ą�.%���̀ Ù�đėŝ�"ŧ�ŗ��-ţz¨!Ăzķzæ÷

0ŧQYR_!ĂzķU6I@T!ķÜ)Ăzķl£!¤»�zķ�!ïĚ��(Ġ���ŧ

`¥ª�pě %�ţ'+.%����+ ŧÝwĘ!łŔzæ÷!ÇĳŘċ (Ñ/,��

+ŧ�y£!ţz¨zæ!zœ0Ŗ¶�1¹�.%��� 
� âAD>W]�"¥ŀwĆ!�ìġ0ŧ6j!ĀĤ *-ľĀ0Ŋ��ð��Ķ·+Î,
ŉ,%��wĆ!�ġ)�jè0xß�-�x ŧţz¨zæ!zœ)âªn!®ä0ĿĽ�

-� (��	�ģ��	%�� 
 
ršľĀ 
�L4\9XT "áď!¿��ô�.�	- Ũ¥ŀĦwĆ!�jè�ìġ0Î,ŉ-Ũ� 
� � Đĉ ¸Ĳťcő¥ªŦ 
 
�¥ŀwĆ!¼ş�¦'�ţz¨zæ Ũ¥ŀwĆ�!đė¬Ŏ�Ũ� 
� � �´ Âeť��±µì¥ªŦ� 
 
�łŔzæ÷0Ĉ	�ŜĒ��ŢĈãÖ!ïŌķæ Ũ¥ŀwĆ�!đė¬Ćù0Î,ŉ-Ũ� 
� � }œ �Ĕť��±µì¥ªŧJYB:6]LI_YSEGŦ 
 
�ţz¨zæđėÄļn�¥ŀĦwĆ Ũ¥ŀwĆ!O_T9X]G����ţz¨zæđė 
� ÄļnŨ� 
� � oı udťå[Y<_CA]B_Ŧ 
 
�Úâzæ�ªn�!¥ŀwĆ!�ùŅ ŨnŖ���, ĸĮ"ê+�, |×"���Ũ� 
� � ³â �dťŔ¨ĕªÇĳđėŘċòïŦ 
 
�¤òĨ�Ăzķ GC/MS>?ET Ũ¥ŀwĆ�!ćªfjaĩ!ņńŨ� 
� � þň ¡ťM\]E32^XPŧå�¥ªŦ 
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M_� �§cªg�XÄ¬É1G@2(BWÈðq}pXHÓ 73�X�Þ}pX 
 
9¤ 11�Ă¯ă 14:00Ć17:00� SXw 
*I,:'0Ią� ô¥ ÌÇÚĂ�y='EBă 
 
ê� 
� 21KÕvW¬��ĄR¬´f%í��ÏXäÿ�â²�l"×�Ą/39:>EÏX��
¿�é¼�#���°�!$��#�Us�ĄÓ 71�X�Ø	ĄW¬�cªòõ�ÂxH^
�H)<E-I�� SDGs�á¹��l×�R[%ÖV�#�U���ö�äÿ����çå
���	��� 
 
\þæ¶ 
 {øûaº� #¯�ºcâã~i�k�r�öÊ� 
� � b½ ÒQĂ�·z�ă 
 
 cª&?FI7� #A'.F?D378.Ã�C+;4Bâ¡�l×� 
� � ○«÷ ¢� 1, zN] Á� 1, �§ � 1, Îë Ô 2Ă1. �g�Ą2. P�z�ă 
 
 ©Û��
#cª�ßöÊR[����� 
� � ○³ `µĄË§ ���ĄìÝ SóĄYÝ jĀĄo¥  �Ă©Û ÍÑöÊ5G6Iă 
 
 L��%dÅ�tZāc�v»�ü±ã~��ù�îâª� 
� � ○hÆ úm 1ĄāÆ �J 2Ą�¸ à� 3Ąý¥ àO 2Ą�Æ �m 4Ă1. èÆL|ÍÑ�,  
� � 2. h�e®, 3. ÙnÐ�ÍÑ®, 4. ā)<®ă 
 
 ¦¨����Ą�����uÀĄ�ñ�£!%�#���ĆESG�ï�é¼�#cªg 
� �Ć� 
� � �± TĂÜ¾ă 
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�ú¿Ít�H1003�ú¿¥©�9« 11¥Ď¶ď09 : 45 � 10 : 00 

�ú¿?3BQ�þý�dÂ� :VN8OG2�*-HO=@A7¯ü ÂÌcij 

� �  

� K37SHO=@A7(MPs) ij!ĐðzfÇ��GVP4� ý�hd¸�*,ñ0.�

�- � ¤¸!h°©ą�ăĐ
�Áĉ��,Đßb�h°¸ ĄÏ�%.��- ®

ÖÜ�!Đd1xr��Äü ¼�Y¦1ÂÌc���²g�-HO=@A7 ij¸1²ö

�� 4Û HO=@A7Ã(PET, PS, PP, PVC)�ªā�¹ă þý�é1 20ÚąÀ����Đ

uø¢ ¼��m1:VN8OG25MO�½�����/ĐÂÌc��� 4 Ûč HO=@

A71ij��� d¾)5MO�í��1²ö�ĐMPsij¸ ×Ý1'��  

 

�ÏòìĎ�ĒÐ�ìđZéĒĀæ��ìď�\�ĆèÇ� 

�ï� �»UØË ëáUÕ� �ĈUoË § 

Ù�Ó¨¥�¨¥e| 6-1ĐĊù 092-538-7552Đharata.akira.571@m.kyushu-u.ac.jp 

� µ�â 1000XBT HO=@A7�&�»#�g�.��- HO=@A7!ã�éÞ�å©

lm��ä
�,ĐÒ�� 5 mm ^Z à���-�K37SHO=@A7(MPs)�y".- 

MPs !Đ»ºÉÄ)]_���ċ1q$�������.��- �ċ÷a��ó�:THQ 

h°�!ĐðzfÇ�*,¬³Ä1ćp���ĐGVP4� ý�hd¸�*-hdh°�Wî

Ñ��- ��Đ� �Č!©ą�

,Đßb��

´�- ®ÖÜ�!Đd1xr��Äü ¼�Y¦1

kÊ��HO=@A7 £ôûj¸1�±���-  

� %�Đn� 0.5 mm 4Ûč ÿ§HO=@A7G

2QL(PETĐPSĐPPĐPVC) þý�xr=I7BQ

1½��� uHO=@A7Å¬ þý�xrFV7

�Æ
+Đûj�ªā�¹ă1 PET ! 1662 nmĐPS

! 1681 nmĐPVC! 1716 nmĐPP! 1725 nm�·�

�� ç��Đ{ 1(a) *	�Ăê��HO=@A7

Ã 4ÛčĎ3.5 mmõĐn� 1 mmď�CEÚ¹ăs�

RV;V1À��� { 1(b)-(e)!Đu¹ăĐv��

�1 20 ÚąÀ�� ¼��m1J9AB:3>}

 :VN8OG25MO�¡���ÂÌc��- À

�¹ă�Y¦¼��Î�,Đ4Ûč HO=@A7Ã

1Ìc3MV<���ûj����-  

� [ý�d¾ `Ê)5MO�íwY�*,Đ*,�

�� MPs �(Ô©ûj3MV<T8�sí����

.-  

	 1 (a) ����� (b)-(e) ���

�	����� 20��
�� 

1 cm 


���1662 nm 1681 nm 

1716 nm 1725 nm 

PET PVC 

PS PP 

PET 

PS 

PVC 

PP 

(b) (c) 

(d) (e) 

��� � �� 
26.2 

(a) 

 25.5 
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土壌中の養分を紙製デバイスで迅速・簡便に測定 

【講演番号】Y1042【講演日時】9 月 11 日（水）10 : 45 ～ 12 : 15 

【講演タイトル】土壌中マグネシウムイオン定量のためのペーパー分析デバイスの開発 
   

持続可能な農業を実現するため，農地の養分状態に応じた適正量の施肥が重要となっている。

しかし，専門機関による土壌分析と診断では，結果の取得に 1 カ月程度の日数と高い費用がか

かる。そこで本研究では，土壌中養分濃度を簡便かつ迅速に測定できる紙製の安価なデバイス

の開発を行った。開発したデバイスを用いると，土壌中の Mg2+濃度を約 3 分で測定することが

可能となる。今後は，多数の養分を 1 枚で測定可能なデバイスの開発を予定している。多成分

測定可能なデバイスが完成すれば，土壌診断を農家自身で簡便に実施できるようになることか

ら，施肥に関する農業問題の解決に貢献できる。 
 
【発表者（○：登壇者／下線：連絡担当者）】北大院総合化学 1・北大院工 2 

○永瀬 望 1・石田 晃彦 2・日比野 光恵 2・真栄城 正寿 2・渡慶次 学 2 

北海道札幌市北区北 13 条西 8 丁目，電話 011-706-6746，ishida-a@eng.hokudai.ac.jp 

農作物の種まき前に行われる農地の土壌診断に必要な土壌中養分濃度を簡便かつ迅速に測定で

きる紙製の安価なデバイスを開発した。本デバイスは，１枚の紙の中に分析反応を自動的に行う

ための流路と試薬を組み込んでおり，養分（本研究では Mg2+）を抽出した溶液１滴をデバイスに

導入すれば，約３分で分析反応の結果として呈色が現れる。養分濃度は呈色を画像解析すること

で得られる。現在，画像解析用のスマートフォンアプリを開発中であり，アプリの完成によって

分析操作が大幅に簡便化され，迅速な土壌診断が可能になる。 

わが国は，これまで環境汚染や土壌劣化につながる，化学肥料の過剰な施肥が行われてきたこ

とから，持続可能な農業のため農地の養分状態に基づいた適正量の施肥を目指している。従来，

土壌分析と診断は専門機関に依頼して行われていたが，結果の取得に 1 カ月程度の日数と高い費

用がかかるため，結果が施肥に反映されにくかった。また，自分で分析できるキットが市販され

ているが，多項目を分析するには操作が煩雑で，利用には知識が必要であった。 

本デバイスは，液が外に染み出さない加工をした紙繊維でできた流路があり，そこに分析試薬

が配置されている。そのため，紙繊維による毛管現象によ

ってサンプル液が自動的に流れ，反応が進行することで分

析操作が自動化される。また，流路の下流には Mg2+濃度と

ともに面積が増加する呈色領域が現れ，この面積を画像解

析により測定することで Mg2+濃度が得られる。 

今後は，多数の養分分析を 1 枚で行えるデバイスの開発

を目指す予定である。これにより，簡便かつ迅速に土壌診

断が農家自身で実施できるようになり，施肥に関する農業

問題の解決に貢献できると期待される。 
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�ÿÉÕw�P3038�ÿÉ°�9 ± 13 Ĝčĝ10 : 15 	 11 : 45 

�ÿÉ?6BM�ALPS gÑ½U&BL@7Gt(¹�Č·á&i´ 
� �  
� 2011�&³n�«��Â¿�Ę%/1Ó��ÃÁ%/1��$ó�4v��³Xėkà�ä

Rq�k×ė !'ĞY$��Ë%y��u1è*�ą,03 (2��&u1è*&U!�

§��·á4z+¾¶½'Ğ�·áĕrúaĜALPSĝ!gÑ�3�BL@7G[�&·á�ĕ

r�3 (2��&gÑ½%z)32¹�Č·á&Ê�4�e�&ô©&»đ!i´�2�"

!Ğ�&i´ç�&ě��ß�3���0%ĞBL@7G4ĕ�·á%�( Ğ�&Ê��Ò

�§h&�Ç4T|� (2�"�Þý�3�� 
 
�×òìĜ�ĠØ�ìğTëĠĄê£�ìĝ�q�k»º�  

��Ô W^�Pćö bP�� ®�PĚÔ îV 

ï�ÜĈÐĉ³Æ²Ù« 2-4Ğėü 029-282-6759Ğshimada.asako@jaea.go.jp 

 

� ³Xėk�³ė à�äRq�k×ė !'ĞÈ�ð��Îª&fp.�T½&Äc$#%/1Ğ

§��·á4ěÊ�%z+¾¶½�×Ó� (2��&¾¶½4�·áĕrúa(ALPS)!Åmg

Ñ�ĞBL@7G[�&·áÊ�4oi%]T���½4 ALPS gÑ½"((ĞBL@7G%�

( -�Ç4oiT|2/)%Æ½!�ċ���ĞÆÂ%§h�3 (2��& ALPS gÑ½&

·áÊ�i´%�( Ğ¨�«Ď!ß�3 (2�ø�.ă¯�&£_"()ÛÚ%ď*Ğq�

k÷j�{\"� Ïã��IC?LO;4�¬�2�õ�
2�,Ğq�k÷j��0&�ù

4v�Ğ¢ñ¦¥»đ!
2q�k»ºP�dÝâ>O?Q%�( ALPS gÑ½U&BL@7

Gt(¹�Č·á(C-14ĞCo-60ĞSr-90ĞTc-99ĞRu-106ĞSb-125ĞI-129ĞCs-134 t( Cs-137)&i

´4�¬����&éµ'³ė%/2i´`"i´þ�æ~e!Rí�Ği´»đ.i´¡À&

Ć(%ā}�2�'Ì(�"�Þ�,03�� 

� xå& ALPS gÑ½ûª'Ğq�k»º�dÝâ>O?Qt(³ėå&�e»đ&ZĞ�Ėq

�k»đ(IAEA)%/� -i´�3��IAEA 'ĞIAEA & 3 �&Ýâ %lĞäSì»đ"�

 =6=&<JEQAÝâ ĞFKO=&§�ëĒĀPq�k�dÝâ Ğ5HL9&N=5K

I=�ãÝâ Ğę�&ę�q�k�d¢ñĔ% ALPS gÑ½ûª4iĊ�Ğ�3�3&i´`

4¼Ă� sÍ`4¤ß� (2�q�k»º�dÝâ>O?Qt(³ė&i´`' IAEA %/

2i´»đĐ¼Ă�0�03�sÍ`"i´þ�æ~e!Rí�Ğ�ĖÚ%-�Ö&Ì(�"�

Þ�,03��)�ĞBL@7G4ĕ�·á&Ê�'Ò�§h&�Ç4T|� (2�"4Þý

���$�Ģ̆ h�3$���·á%��2¸hTē`'ĞÒ�§h&�Ç& 1/100 4oiT|2

`!
��� 
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������ �� ������
�ì½Ço�Y1117�ì½¨«�9¬ 11¨Ă·ă13 : 15 	 14 : 45 

�ì½;3=B�·Ötâpöþ²1Ä�� pH _�8:<@$³Ô� ć?A94@�÷þ² 

� � � � � � � � $·Ötâñ�#j&�LX[Á$�Āć 
� �  
� FáÊ# pH 1_��.ü%Üä¹1TÄ�.�Ąi�"¼¹$¾�éU1ã�}p#%Ü

ä`$TÄ�_ú�/.� �
.����Ą·Ötâö�%ô^"þR$hc#+��·Ö

36C$tâ £\�nà�
.� �,ĄÈåÞ,$ÏÒ��%·Ötâö�1Ä�� pH

_�8:<@$øÈ#l-Ø2��.�?A94@�÷pöþ²#���Ą́ �"¯PH�LX

Ê"·ÖtâD£\1Ý-ð�� �0Ą¿�$¯P�·Ö$tâñ�1Vó�.þ²åÿ#

¢î�/.� �©,� "����$LX[Á%Ą·Ötâ#ùò�.N$ÏÒ#���)

¦�"Îç1I.nà�1Ñ(��.� 
 
�ÈåÞĂ ĆÉ�ÞąHÛĆòÚ��Þă�q��û��  

��Å W¥Dºï Õ�D�M �� 

�ÎÌqm��ªug�v�ÆĄþê 052-735-5248Ąyasui.takashi@nitech.ac.jp 

� ¼¹$ pH %µf�*×ß$Oí"!Ąf�*ÃS#��.´�"}ÿ�õæ"�b1��

��.����� pH1_��.FáÊ"§¸ ��Üä¹�¡�,/.����Ąx$�¤$

Ó\"!Ąi�"éU1ã�}p#%ĄKk�1³��.�] ak�1Ã�.nà�$
.Ü

ä`$TÄ�_ú�/.� �
.�®ÏÒ��%ĄÜä`1s'"�¼¹�$ pH _��wý

�
.J�ć�~|�ā{ (pH 7-10) #ÍË�Ą·Ötâö�1Ä�� pH _�8:<@$øÈ

#l-Ø2��.�·Ötâö�%Ąô^"þR$hc#+-·Ö36C1tâ'�%£\�.

� �nà�
.� �#OåÊ"·Ötâö��
.?A94@ (Pd) %Ą�»�y�·Ö1t

âD£\��.ö��
-Ą��*�Z�#)Y/��.�'�Ą�/'�$ÏÒ�,Ą·Öt

âD£\#Q� Pd$df1�_�.#%Ą÷ (Ag)  $pöf�e�
.� �Ð�/����

ÀzĄPd-Agpö$åÿ1¢î�.� #+-Ą�,".·Ötâñ�$rG1Ë ���.� 

®ÏÒ�%Ąþ¶f�Ê"LX[Á�·Ö

tâñ�#j&��Ā#���±è���

´�"¯PH�LXÊ"·ÖtâD£\1

Ý-ð��Ù°Ą
.¿�$¯P�Ą·Ö

$tâñ�1Vó�.þ²åÿ#¢î�/

.� �©,� "����,".ë×"

±è��æ�
.�Ą®LX[Á%Ą® pH

_�8:<@���"�Ą·Ötâ#ùò

�.N$ÏÒ#���)¦�"Îç1I

.nà�1Ñ(��.� 

pH �
 
Pd-Ag
�
�

Fig. ��	
� Fig. pH 8����� 

�

�

 �

� � �

��

����	�


����� ����������

pH����	���������� 
������ ��� 

!#$"%�������

�� pH���

0 

5 

10 

2 4 
Time [h] 

0 

pH
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	 ����

�îºÄk�Y2025�îº£¦�9§ 12£ă©Ą11 : 00 � 12 : 30 

�îº<.=G��Ø¯²¹é�'*°¹µ�»¿g}q{�a��±�ËÓ 
� �  
� i�t����°¹µ���* pH& ORP�a� ąi��ñ�ą8:=AB1JDH:�

nM��$�%÷ç��* ö&usąögb&ó\b���êâ,·e�*���ą�+(

�B-6<J,í¡��*ą3/H<J.2H&cÁ�»%e
(+*�$ąi�!��þ

%���+* ªÊÑ� ąB-.H@CG���f¾'�4:�`,¹é�]�*���ą

áö×I°×·e�'��ögó\üT(ORP), �$��*¹µÀv,a��*¢±ËÓ

�+� R�ą�°Où�.2H�ögó\_¿!��ú�n�+*  
 
�Ååàă�ćÆwàĆNÞćòÛ��àĄ�ĂÉxûð¬ 1IĂÉxÝmÌ}Õ 2 

��N �yô 1Iøj �ô 2I^Ã L¨ß 2I�« � 2 

ĂÉÈhr�»õP 200ąüë 088-864-6750ąnoguchitk@kochi-u.ac.jp 

 

B-.H@CG 1Ĉ100 µm"���Ø¯²��)ąµV!�[+�¯V¹éWÂ&ąx��

@CGåýÐ���¼�,��ą�®`ø&ð®`ø���³Â�+��* ªÊÑ ąÒ×4

:ą°×4:Ô,¶m��4:,Â�ąB-.H@CG�'*°¹µO�»¿g}q{ă¼� pHI

ORPĄ�a��±�ËÓ,Ç �ìÿ��* ~ā� ąÖ°&Q�´°Ô�¹z 120 mL���ą

K¤ÖÒ×4:�áö×���ąS��dm�¶m��Ö°×4:�ÖÒ×4:, 100 `Î�X

Ü�ąlÏ»¿g};H9ăpHIORPI°¸��Ą�'*E><FH7,ã	���ą¯VĀp

¦�°¹µO�»¿g}½�,¥(����  

~ā�Úą¶m4:XÜ�ąpHIORP �% 2000 ÍÎ��Āp½����� pH Z °×

�¶mdm�Y|�����ą°×�¶mdmx���*"�ąORPZ�UNè��+� 

R� ą�+(�~āÚ,%��ąS��Ù��í¡��¶m4:,�Ø¯²���XÜ��

°¹µ,íæ�

*���')ą°

¹µ�Àva�

�ä,ËÓ�* 

�(� ą�t�

°Ô�o#+*

¹|¨�ù��

ögó\_¿`

ø!��Â�ï

�*�äúÅ,

Ç �  

水
素
ガ
ス

窒
素
ガ
ス

吸
引
口
排
出
口

ガス混合器

ガス流量計

ファインバブル発生器

送液ポンプ

各種計測器
P

pH

・O
RP

混合ガスB

混合ガスAガス平衡

任意のガス組成で微細気泡供給

平衡化

水溶液を任意の物性に制御

・微細気泡の長所
→安定性（中長期的な保存）

・試薬フリーの水溶液の物性調整
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�ăÐÝ}�P3130�ăÐ¸¹�9 º 13 ¸ĜĎĝ12 : 45 	 14 : 15 

�ăÐF9J]�s�9_R\_J>YO[\a5Û(2Ù�w�ÔĆ&Ċ²à�áV9@^ 

� � � � � � � � ³r 

� �  

� ÚÎÙ�&ÊÁēÆ"m�ù�&½ÒēÆ5�2�,%'Ğ¥č&ÊÁÔĆ5Ċ²à%Ñï

� Ě«�s¿�2§ü�
2�¾äè!'ĞÜn&�ªw.ÜªÚÇÅòhb$#�©�

3 (2Ù�S]X_ÔĆ5ď�s�"� �âĊ²ª5Ě,�U\Va5đÞ�Ğÿ¶&Ñ

ï�0ĞsĕĞÂrĞIaFý¿+!5óv!ö2CDHW5åê���¾CDHW'Ğď

�%kÛ��s��/(ÃĈ�Ęg��Õ�&w~Ôð5s�āĄ�2Õ¦5»�ĞÚis¿

.ę�s¿)&�đ-¼£�32� 

 

�ÞøñĜ�Ġß�ñğbîĠĉí´ ñĝ����ô�  

�Ó� Ìö`ã� y`ěõ �� 

���cxû�z 1-6-1ĞĖĀ 086-271-8342Ğhkataoka@shujitsu.ac.jp 

¯�&ÚÎÙ�c%'ĞÚ¬ë.d&m�%¢ė5{*�Ä�$w�ÔĆ�µr�3Ğ�ÈĞ

ÉĆĞ��$#5ÊÁ� (2�¤� ĞÊÁēÆ"m�ù�&½ÒēÆ5�2�,%'ĞÙ�

ÿ¶�0¥č&ÊÁÔĆ5Ċ²à%³r� Ě«�s¿�2§ü�
2�¾äè!'Ğ�ªS]

X_ÄjÛ5æ�Ù�w�ÔĆĜÙ�S]X_ĝ%/� ĞÜn&�ªw.ÜªÚÇÅòhb$

#Ä�$m�¢ė�©�3 (2�"�0Ğs�9_R\_J�MI ËĜ� 1ĝ%���Ğ�ª

S]X_5ď�"� Ù�S]X_Ę5Ċ²à%�â!�2s�9_R\_JU\Va�MIP &

Ăú5Âþ���MI Ë's�&ď�5|2±÷!Ğ�ą"�2ď�s�5|1ć6�Ö¬!Ěs

�5Č~��Ğď�s�5Í(r��"!ď�"��¡"���&éĔ5¡®��2�"�!�

2��$4�Ğ=?"Đç&Ēl&/)$-&!ĞĐç!
2 MIP '=?"$2ď�s���!

$�Ęg��ÃĈ&w~Ô-�%',2�"�!�2�¾äè!'Ğ�&U\Va5>YO[\

ap%BaH8_A�2�"!Ğ»ÅÏ�5Û(�%>YO[\ap!³rÑï�!�2Ù�%

.��(9_GZaQ�áV9@^³rË 1)%�35¨Û�ĞHPLC "&<_[9_ĉì%/1

ÿ¶&³r�0ĞsĕĞÂrĞIaFý¿+!5oóv!ö2·�(s¿CDHW5đÞ��� 

� e�&CDHW'Ğ�Ò{(~®�ªS]X_Ę.NDP:M

a] AĞ9EP[T_Ę%�� Ě(s�āĄò"ÑïuÀ�ā

,03ĞÜªS]X_$#f&DH^9KS]X_.PF]ċ;

DH]ĘĞ7]>]P:Ma]Ę$#%�� 's�āĄò�h

(�"�4����MI >YO[\a5Û(2u×à$ÿ¶tqØ

°Ë'ĞÙ�s¿��!$�Úis¿.ę�s¿)&�đ-¼£

!�2� 

1) H. Kataoka, J. Chromatogr. A, 2021, 1636: 461787 (Review). 
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必須かつ有毒なセレンの高感度分析に新たな吸着剤で挑む 

【講演番号】E2001【講演日時】9 月 12 日（木）09 : 00 〜 09 : 15 

【講演タイトル】固相抽出を併用する 2,3-ジアミノナフタレンによる Se(IV)の蛍光光度定量と

流れ分析技術を用いる Se(VI)の還元 
   
 セレン(Se)は必須元素だが有毒元素でもあり，適正量の範囲が非常に狭い。Se の簡便な定量

法として，Se(IV)と 2,3-ジアミノナフタレン(DANH+，水素イオンが付加した陽イオン状態)との

反応で生じる錯体(Se-DAN)の蛍光をはかる方法が知られているが，未反応の DANH+が高感度

定量の阻害要因となる。そこで本研究では，自作の多機能吸着剤を用いて Se-DAN と DANH+を

捕集した後，Se-DAN のみを効率よく溶離することで，DANH+除去と Se-DAN 濃縮の効果によ

り従来よりも微量の Se(IV)を定量可能となった。本法と流れ分析法を組み合わせることにより，

さらなる研究の進展が期待される。 
 
【発表者（○：登壇者／下線：連絡担当者）】愛知工大工 I・東薬大生命科学 2 

○岩月 琳哉 1・村上 博哉 1・梅村 知也 2・井上 嘉則 1・手嶋 紀雄 1 

愛知県豊田市八草町八千草 1247，電話 0565-48-8121，teshima@aitech.ac.jp 

セレン（Se）はヒトにとって必須元素であり，抗酸化酵素の合成に寄与している。Se は欠乏量

と中毒量との間の適正量の幅が非常に狭いとされるが，自然界に広く分布し，多くの食品中にも

含まれているため，特定地域を除き欠乏症はみられない。また，環境影響としては，水質汚濁，

土壌汚染に係る環境基準指定項目となっており，水質汚濁に係る環境基準は 0.01 mg/L である。 

Se の簡便な測定法として，2,3-ジアミノナフタレン（DANH+）を用いる蛍光光度法が知られて

いる。この方法では，Se(IV)と DANH+との反応で生成する錯体（Se-DAN）を検出するが，未反応

DANH+を除去することができれば，定量下限をさらに低下させることができる。そこで本研究で

は，DANH+に対して特徴的捕捉能を示す自作の逆相/陽イオン交換（RP/SCX）型吸着剤を用いて

Se-DAN と未反応 DANH+との分離を行うことにより，Se(IV)の蛍光光度法の高感度化を目指した。 

Se-DAN と未反応の DANH⁺を含む反応溶液を RP/SCX 型吸着剤充填カートリッジに通液し，水

で洗浄後，メタノールを通液した。溶出液中からは Se-DAN のみが検出され，DANH+は RP/SCX

型吸着剤に保持されたままであった。すなわち，RP/SCX 型吸着剤を用いる前処理により DANH+

の大部分が除去され，ブランク強度が低減さ

れたことにより定量下限が改善された。 

本法のさらなる展開として，図 1 に示すよ

うな SIA を始めとする流れ分析法への導入

を検討している。今後，試料前処理や前処理

デバイスの開発・改良の重要性はますます高

まり，このような取り組みは環境保全などの

分野に大きく貢献するものと考えられる。 
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�ęÓße	P3115�ęÓ¯	9² 13ĹĪĺ12 : 45 
 14 : 15 

�ęÓ;5=B	Ùsà�MĚ&alò®4æã"��^|Y·på&�^ –]¥Y·ÊD 

� � � � � � � � @C;E8<=Y·Ê%ĭ�2WhY·&ĕ+– 
� �  
� �r%ÎĠ� �2^|Ôě' 35Gñ4Ĝ�2"§~�3 �2�ĻÊ!ĐZ�3ÙsJ&

{nĩ�äđ�3 �2^|Ôě'��Fĥ%ģ�$��w¿$^|Ôě%/2ÙsÈº��

4¢¨�2�,%'Ļ]¥ã$ÙsĒÑ Ê&Ĭá��ď!�2���!µëò!'ĻĝĈ.

ÞıÍ�[%/2ÅěÈº4�~��ÐfÀÒÏ4ĘĎ�Ļ11Âĭ%/2WhY·4�¬���

čĀ&ñĵ.Ñ~A:<>&Ĥ�%/2ü¹&(0��ö4ĔQ�ĻØÖ&]¥Y·ÊD@C

;E8<=Y·Ê%��2ėĴ4£XD¼ē����Üã$^|Y·på¡ċ��^�32�

"!ĻÙsà�M��áÚ��į&Ğġ$alò®%�$�2"´��32� 
 
�áČĂĹ ĽâuĂļHÿĽĢý¤�Ăĺ	mÙë 1D� èÙsSTëò9 2Dī�èÙsSTë

ò9 3D`ćx 4DxĮ�óÙsĝ¸ÅÛþë 5DÛþë 6Dq×èÙsð|mį9 7DxĮT�

}Upåë 8Dî��STÙsë 9D_L��x 10DVóķbÙsx 11Dí��T�ð|ë 12 

 �Ý ±I 1D¶í ï� 1DNĉ ³z 2DÉ� é« 3DÉc jd 4D 

�Ĩ úz 5DĲv ÌK 6Dô� ïì 7DÆg °y 8D�ĸ �z 9D 

�ă � 10D�µ ©d 11DgĨ W� 12DÁµ RÃ 1 

Ćoè��(��Ĩ� 16�2ĻİĖ 029-850-2326Ļieda.teruyo@nies.go.jp 

� ğ�Ļ^|Ôě&ª'¦ªĭªã%t\� �1Ļ�r%ÎĠ� �2^|Ôě&ª'IÞ!

35 Gñ4Ĝ�2"§Ē�3 �2(1)�ĐZ�3 �2^|Ôě%�� 'äđOZ�¾ø�3 

�2-&&Ļ�ĚÔě'��Fĥ%ģ��Ļµ!Ùs��Ę»4�¬��Ôěª&ûĒ'Ļù

1,500!�2(2)�w¿$^|Ôě%/2ÙsÈº��4¢¨�2�,%'Ļ]¥ã$ÙsĒÑ Ê

&Ĭá�ħď!�1ĻÕ%Ķ&)�ÄĻàĄĻÅ&êą.Ëó�$#&Ùsà�MĚ�áÚ��

į%'ĻĞġ$alò®"�÷�Ç,032���'ĻÙ

sà�MĚ&alò®4æã"��^|Y·på4�^

�*�Ļ]¥Y·ÊD@C;E8<=Y·Ê%ĭ�2Wh

Y·4Ċ� �2�õ 1k'ĻĝĈ.ÞıÍ�[ö%/2

ÅěÈº4�~��ÐfÀÒÏĹ22ñĺ4 11Âĭ%Ħ�

�ĻLC/MS. GC/MS%/2Ñ~4Pĳ���áČ!'Ļ

čĀ&ñĵ.Ñ~A:<>&Ĥ�%/2ü¹&(0��

ö4ĔQ�ĻØÖ&]¥Y·ÊD@C;E8<=Y·Ê%

��2ėĴ4£X�2�"!�Ü^%i��ā�4Ċ� 

(1) Z. Wang et al., Environ. Sci. Technol., 54, 2575−2584 (2020) 

(2) Ùsç�^|Ôě"Ùs�2020 ��^|ÔěÙs��Ę»ü¹&½ď 
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�î³Ân�Y1152�î³���9� 11�Ď«ď13 : 15 ē 14 : 45 

�î³92<I�ÐÿA1I9/¿
4ċ��p`±�;?27�),9J@4ï�ü 
� �  
� p``�!Đ�WÓZ�±���ċ�ĐV´� ²¯/�ümÛ�	,����Đl

�`(�R`�� ó` �Ĉ�)+Ô�VO�,��ĐáØ|w�»z� ±�uą

����� ëĊ	,�����ËÏ�!Đ�-* ëĊ/æ¬�,��/ÇÆ���Đ»

z�òõ��ċ����üèYmÛ�� "*528 p`±�;?27/þÄ�4��;

?27�!ĐºÜ ÐÿA1I9/�¿�,���)+Đċ��±� ă���,ó` �e

/�»�Đ��áØ�ª$9J@4ï ±���/Õ �]�oN��,����4� 
 
�ÄàÚĎ�ĒÅ{ÚđO×Ē÷Ö��Úď�·�|āÜ¶ 1KQ|ā 2K·�|ā_Ñ 3K 

·�|¾¤=>E:H0IË 4K·�| IROAST5KJST gÄ 6�  

�Àk Ê¨ 1K¢À ý� 2Kã  ®M 3KPã Ù� 3,4KP� Ą} 3,4,5,6 

·�É·��P�ičČ 2-39-1ĐĆé 096-342-3743Đyuta-n@mech.kumamoto-u.ac.jp 

 

� p``�!Đh�(jÃ��§��cû�X¿�-,

²¯ ´�c¡��	,�¸ï# a�`�ôø` �

�/±��ĐGJDI<KDLI f/¿
�p`�/

Òb�,���¸ï ´�/�ü��,�� �!ÓZ

�±���ċ�ĐV´� ²¯/�ümÛ�
�dµ

	,����Đ� ±�áØ�	,p`±�;?27�!Đ

l�`(�R`�� ó` �Ĉ�)+Ô�VO�,�

�ĐáØ|w�	,4&»z� ±�uą�����

 ëĊ	,��ËÏ�!Đ�-* ëĊ/æ¬�,��/ÇÆ�Đ»z�òõ��ċ����

üèYmÛ�� "*528 p`±�;?27/þÄ�4Ďv 1ď�ċ��±� ă���,

ó`/�e�,4&�Đ�;?27 �`ðú�!¦ö/�~�4ºÜ ÐÿA1I9/�¿�

4�Tt!ĐþÄ�4;?27��� áØ/¿
�9J@4ï �ü/ß
Đ��(Ô���

 yÍÆ¹�/èY�4�±�5JCI���Đ5©Ă ´��ìâ�436Þ°0IBFJĎBSAď

²¯/¿
4�må`x�p`�/±��,4&�ĐBradford �)+ BSA ²¯/qÝ��4�

�;?27��� áØ�5JCI p`�/±��Đ��(Ô�/ªñèY�4��.Đ�;

?27�!¬�[� 0.99 UN ċÔ�±���4�%4Đ�� áØ)+��Õ 4 ]ċ�Đ

ċ��±���,��'�ç�4��*�Đ50 µg/mL V´�ĉx�*È×�/\�4±�

mÛ�	+Đ3 �)��Òb�4¼íÆ�£bĀÁ 1.1 ng/mL�ć��V
��/Ìê�4�

T�!Đ�±^��� £bĀÁ/èY�,S��	,��-�)+Đ�;?27!9J@4ï

 �ü/!�&��4§��¸ï �ü�ù¿��,��Îs�-4� 

 
v 1� þÄ�4;?27 ¥ä 
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� 1�����������
�ĈÇÒm�F3003�ĈÇ¨ª�9¬ 13¨ĩĝĪ09 : 30 � 09 :45 

�ĈÇ<4=F�èóv�ó" 1æzā³!+.÷�ZÔÕ�"·_ 
� �  
� èóv�ó#�%�"èó�,`¿�/.�æz��-īö<I@5č* microRNA  �"

�ó^"�``³!+-É×"Tð*ÕÖ"Ì�2�¡lô��. Ö½"ď©®Ă¥!#ī

ÕÖ!Ġ1.èóv�ó2Ĩ��!·_�.��)!īĭæzGCF�ìñÛ!ā³�.�À

�&/��. ¯âä�#ī÷�ZÔÕ��ò"üÈ�,�_��èóv�ó!���īÉ

×!ËÓÛ ö<I@5č� microRNA2�ċ!BHK84=D=EK!+- 1æzCK;�

"ā³2ă'� �"ê´ī�óþħ"ö<I@5č�^Ě" microRNA "oª·_�lô�

�-īèóv�ó�÷�ZÔÕ��"ÝĠ2Ā_������  
 
�Ùþòĩ�ĮÚuòĬMîĮĕë �òĪ�²�w 1Jã�ùw 2Jew 3Jġw 4 

��j �x 1JĢ� wĥ 1JãĊ Ðçz 2Jß¶s »� 3J 

Å�º | 3JkČ w� 4J°L »« 3J}Q ģĤ 1 

� ãy�Þ¹Ã�ífĞÁÏÑ 4259īĦĄ 045-924-5520īyasuit@bio.titech.ac.jp 

÷�ZÔÕ�#īZÔ�÷đ"éï2ÓÊ�b¥�£¢��É×2�Ď����&	Õ��

�-ī~¾�.¦À#R"��0{r� � ÷�ZÔÕ�"Ù×2©®!·á�īęa ¾Ø

!+��ÖÌ27I=HKF�.���ěÿ��. ÷�ZÔÕ�"ď©®·á2Ę��.!#ī

É×éï!Ð±�.èó�,"�t2ā³�.�ÿ��. èó"�t���#īéï"Tð*

W�Ì���-ī�/,2åh��U2X���ć%,/.Êč���īèóv�ó�Ē�àÜ

�/��. èóv�ó�#ī\�"èó�,`¿�/.�æz��-īþħ"ö<I@5č!

+-ÕÖ"Tðī^Ě" microRNA !+-ÕÖ"Ėý��Ć'i/.��/. ď©®Ă¥$"

�Î!
��#īÉ×éï!Ð±�.���¤"èóv�ó2·_�.�ÿ��.�(īUÄP

"èóv�ó2 1 æzGCF�ìñÛ!ā³�.�À�&/��. ¯âä�#īèóv�ó

" 1æzā³�À2ğÙ�ī÷�ZÔÕ�"·á2�§��  

èóv�ó" 1 æzā³#īþħ"ö<I@5č�^Ě" microRNA 2]µø�īBHK84

=D=EKÀ!+-�§�� BHK84=D=EKÀ�#īæz2p3�ÄU2ÂĐ!Ĕ�ī

GK9K"c2Ĕė��.���īæz!¸ĉ��úYÊč2·_JÆ��.¦À��. úY

Êč"¸ĉ!#ī̧ Û�ËÓÛ!ên�.`z2VÎ�īö<I@5č#�UīmicroRNA#`z

AK7I!+-¸ĉ�� `zAK7I#èóv�ó"ö2ēė� ��(īõč>?æz!

�[�īõč>?æz�èóv�ó"æzûn!+�� microRNA"¸ĉd2ý�� čĜ`³ī

ºNS:K6I8!+-Ë���īÉ×ËÓÛ ö<I@5čīmicroRNA2�ċ!ī÷�ZÔÕ

��ò"üÈ�,�_��èóv�ó" 1 æzā³2ý����0īO`z2oª!·_�.�

��ī÷�ZÔÕ�"·á2Ę��� èóv�ó2 1 æz¼ąè!ā³�.��!+-īÉ×

�èóv�ó�"ÝĠ2Ā_��  
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�ç±»w	J3101�ç±¢£	9 ¤ 13 ¢Ă÷ă14 : 15 
 14 : 30 
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光濃縮を使って PCR法よりも高感度・迅速に DNAを分析 

【講演番号】J3105【講演日時】9 月 13 日（金）15 : 15 〜 15 : 30 

【講演タイトル】光濃縮による新規 PCR フリーDNA 分析法の開発 
   
 簡単な光照射だけで超高感度かつ迅速に DNA を分析できる「ヘテロプローブ光濃縮法」が

開発された。レーザー照射によって生じる光の力と光熱効果による対流により，標的 DNA と，

それと選択的に結合する一本鎖 DNA を修飾したプローブ粒子が局所的に濃縮され，二重鎖形

成が加速される。標的 DNA は，わずか５分間の照射で濃縮・捕捉されており，従来法であるデ

ジタル PCR 法よりも 10 倍以上高感度な「その場」検出法として期待される。 
 
【発表者（○：登壇者／下線：連絡担当者）】大阪公立大 LAC-SYS 研 1・大阪公立大院理 2・ 

                          大阪公立大院工 3・阪大院基礎工 4 

○豊内 秀一 1,2・長谷川 龍馬 1,2,3・林 康太 1,2・高木 裕美子 1,2・ 

田村 守 1,4・床波 志保 3,1・飯田 琢也 2,1 

大阪府堺市中区学園町 1-2，電話 072-254-8132，t-iida@omu.ac.jp 

 

がんは日本人の死因の第 1 位で，多くの命を救うには早期発見が重要な課題である。近年，が

ん患者の血液中に細胞から流れ出た血中遊離 DNA には，遺伝子変異を有する循環腫瘍 DNA が含

まれることが分かり，がん診断マーカーとして注目を集めている。従来の DNA 分析法は，PCR 法

などの増幅法が主流だが，一般的に工程が複雑で検査時間が長く，装置が高額，検出したい DNA

以外も増幅してしまうなどの問題があった。そこで我々は，一切の増幅過程を省略し，簡単な光

照射だけで超高感度かつ迅速に DNA を分析する「ヘテロプローブ光濃縮法」を提案した。具体的

には，蛍光染色した一本鎖の標的 DNA と選択的に結合する一本鎖 DNA を修飾したサイズや材質

が異なるプローブ粒子(Probe1, 2)を用いる。これらを含む溶液にレーザー照射したときに生じる光

の力と光熱効果による対流を効果的に使い，標的 DNA

とプローブ粒子を局所濃縮して二重鎖形成を加速した。

このとき，標的 DNA がわずか 5 分間の光照射によって

Probe1,2 の間隙に濃縮・捕捉され，強く結合する相補性

の高い DNA ほど強い蛍光信号を示した。この機構を利

用して，高感度な従来法であるデジタル PCR 法よりも

10 倍以上高感度に DNA を検出でき，高い塩基配列特異

性を有することも分かった。本成果は，微量検体から変

異遺伝子を「その場」検出できる可能性を示しており，

がんの早期診断や食品・環境中の遺伝子検査を革新する

ものと期待される。 
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迅速，高感度な遺伝子分析法による多項目病原体同定 

【講演番号】D1104【講演日時】9 月 11 日（水）15 : 30 〜 15 : 45 

【講演タイトル】微小集積化した CRISPR/Cas12 に基づく多項目核酸増幅検査 

   

 遺伝子増幅法である PCR 法や，複数の変異株の迅速同定の意義は一般にも知られるところと

なった。本研究では，CRISPR/Cas12 システムをアレイ(集積)化し，標的二本鎖 DNA の高効率

同時分析への適用を試みた。同システムでは，標的が存在するときにのみ，アレイの同じスポ

ット内に固定化された蛍光ラベル化一本鎖 DNA を繰り返し切断し，蛍光強度が触媒的に減少

する。発表者らは，３種類のコロナ関係遺伝子等を CRISPR/Cas12 アレイを用いて同時分析し，

さらに PCR との統合で高感度遺伝子検出(≧10-16 M)も実証した。迅速，かつ網羅的な手法であ

り，病原体同定・薬剤耐性変異解析や，治療法選択，術中病理診断などへの適用が期待できる。 

 

【発表者（○：登壇者／下線：連絡担当者）】産総研 1・阪大産研 2 

○繁森 弘基 1・藤田 聡史 1・民谷 栄一 1,2・永井 秀典 1 

大阪府池田市緑丘 1-8-31，電話 072-751-9601，h.shigemori@aist.go.jp 

 感染症における病原菌・ウイルスの判別や癌検査において，複数種類の遺伝子配列・変異を同

時に検出する手法の 1 つとして DNA マイクロアレイが利用されている。しかし，その分析プロセ

スには，標的遺伝子の一本鎖化や信号素子の標識等の煩雑な操作が必要で汎用性に課題があった。 

 このプロセスを簡略化させる手段として，我々は標的遺伝子を二本鎖 DNA(dsDNA)のまま認識

して瞬時に信号応答を示す CRISPR/Cas12 の酵素反応機構に注目し，本機構を微小集積化した新

規マイクロアレイを考案した(図)。本アレイのスポットには，CRISPR RNA (crRNA)と複合化した

Cas12 酵素と予め蛍光標識された一本鎖 DNA(蛍光 ssDNA)基質が固定化されており，crRNA 配列

に相補的な標的 dsDNA と反応すると，Cas12 の活性化により周囲の蛍光 ssDNA が切断される。

この反応により，蛍光強度が減少したスポットから標的 dsDNA 配列の判別を可能とした。また，

PCR 増幅との統合により，極微量(10-16 M)の標的 dsDNA の検出にも成功した。 

 今後，多項目核酸増幅検査における更なるプロセスの簡略化に着手し，敗血症診断における迅

速な病原体同定・薬剤耐性変異解析や癌患者の手術中における迅速病理診断への応用を目指す。 

 



káHÛy 

 - 22 - 

���� ���	�����������


�ĐÏÞr�P3149�ĐÏ®�9 ° 13 Ĭğĭ12 : 45 	 14 : 15 

�ĐÏ:2=F�ýheaÙą÷0Ü(�āËM" PFAS " LC-MS/MS c¶ 

� �  

� PFAS #įÑðn��B<ðn�0x(i�Öē"ôé�
-įúÿz�įĦÔ�įóö� 

�"×��,ĕ"{-�ÆÜ�/�(.�J¬�įPFAS "\�%"�Ĩ�¨ª�/.+)! 

-įÚ�M
.(#V`!��. PFAS "cĥc¶£Ä"Ġ¦�²'/�(.�´èì�#į

~` 3 èìÁĢ"_v�ě)�(. PFAS "\�E75ß�Ď¹"�)!įç®ġ��Ğ"»

V0c¶�.�)"eaÙ¤Ă0Ġâ���T�"�ć¿\�E75ß�Ď¹"ě��³��

/.� 

 

�âăùĬ�ĳã�ùİLõĳĚò¥�ùĭ�?23:I6H6D@G�º 1H 

� � � � � � �JĒ µSZ\U àVÛÙèì¢ Ú�â�1èì8G:I 2H�º �ÅĆW¢ 3 

� � �uÝ Ĝ  1H�Ā ]æ 1HQl� Ë� 2HM� mO 2HÌė È 3 

� µSĝÃµjP¡ 1-14-4įħČ 03-5627-3123, Tatsunari.Yoshida@biotage.com 

 

Ę�įperfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFAS)#~`��ćd"�đ� -į½� ċ

«M" PFAS Ð��Ď¹�/�(.�î~ National Academy # 2022 � 8 °įāÇM" 7 ëĪ"

PFASĬPFOA, PFHxS, PFNA, NMeFOSSA, PFDA, PFOS, PFUnAĭ"tĈ[� 20 ng/mL 0Ĕ.�

\�Ą�"�/�ī'.���42;G70^ă��(.� 

T{įàVÛÙèì¢ Ú�â�1èì8G:I!�įāÇM" PFAS Ð�0»b��ć¿ \

�E75ß�Ď¹0Ġ��.��� ���A=āËM"KĊ 7 ëĪ" PFAS " LC/MS/MS c¶

C9<>0Ġâ����/#âăùĊĖ"ę-ıÁĢ_v"èì ·�
.�?23:I6H6

D@G# PFAS eaÙ0N¥���� 

Ú�Â �"ċ«!�(�# EPA533, 537.1, 1633 �ęæ�/�(.C9<>�
.��"_v

èì�#į�/,!Î§p$oø!�įāËM" PFAS eaÙ�ê0»ĉ����"c¶!#įċ

«�
.āË�,"ď�¸E75įċ«!x±�/. PFAS �"*""ĄÕįPFAS eaÙ�ê"

ÓĤ�Įc¶ï�"wKį" 3 Ò"čĩ�
.��" 3 Ò0c¶�&�įeaÙ�ê!#ýhe

aÙą÷(Extrahera)0Ü(��¯!»VaÙaÙûf0ī).�)įJ�! 96 ċ«�eaÙ��

.�ģ23GR©Àü�}å EVOLUTE® EXPRESS WAX 10 mg Fixed Well Plate (96well)0XÜ�

��eaÙ®ġ#��+� 90 c�
���c¶#ī�� LCMS-8060NX 0XÜ� SRM, ESI 

negative �Í���� 

ñ·���įPFAS 7 ë"s�Ğí|#�đÖē 0.02 ng/mLĴ20 ng/mL � -įþ� äõĢY

��,/��'�įāË!¾ÎÉtÖ0 1 ng/mL � .+)!Êg��ċ«"Ĳë��{qØ#

107%, 10 ng/mL "�t# 111%�¼)�þ� ñ·��,/�� 



医療・生命 

 - 23 - 

ウェアラブルなエタノールの皮膚ガスバイオセンサ 

【講演番号】D2004【講演日時】9 月 12 日（木）09 : 45 〜 10 : 00 

【講演タイトル】ゲル電解質を用いた印刷型エタノールガスバイオセンサの作製と評価 
   
 皮膚の表面へと放出される皮膚ガスは，多くの生体情報を含んでおり，非侵襲なサンプリン

グが可能であることから，医療診断における活用が期待されている。ガスセンサを皮膚に貼り

付けて検出することで，サンプリングも不要であり，リアルタイムなモニタリングが可能とな

る。電極表面に固定化した酵素とゲル電解質，ガス透過性の多孔質膜を用いることで，ウェア

ラブルで高い感度と選択性を有するエタノールガスセンサが開発された。本センサにより，飲

酒によって皮膚ガス中エタノール濃度が ppb レベルで変動することが示された。 
 
【発表者（○：登壇者／下線：連絡担当者）】東理大 

○地曳 勇斗・Loew Noya・渡辺 日香里・四反田 功・板垣 昌幸 

千葉県野田市山崎 2641，電話 04-7124-1501，shitanda@rs.tus.ac.jp 

 

 血液中から皮膚表面へと放出される皮膚ガスは生体ガス

の一種であり，採血を伴わない非侵襲サンプルとして注目を

集めている。生体ガスは個人差が反映された生体情報を数多

く含んでいるため，非侵襲的に被験者の代謝評価や病気の診

断を行うのに有効な方法とされている。これまでに報告され

ているガスセンサは感度が良好で測定可能な濃度域が広い

一方で，ガス選択性，ウェアラブル性に課題があった。    

そこでまず我々は，酵素の生体認識機能を利用することに

より高いガス選択性を示すガスバイオセンサを，スクリーン

印刷を用いて作製した。本バイオセンサは，多孔質ポリイミ

ドフィルム内をガスが透過し，多孔質炭素に酵素を固定化し

た作用極上で酵素反応が起きることで，ガスを検出すること

ができる。 

また，ウェアラブル化のためには，ヒトの皮膚上に貼り付

けた際に液漏れを防ぐ必要がある。そこで，電解液をゲル化

させることで，液漏れを防止した安全性の高いバイオセンサ

とした。 

本研究では，エタノールを皮膚ガスレベルでモニタリングすることを目的とした。測定原理と

しては，アルコール脱水素酵素を触媒とした酸化還元反応を利用した。酵素の基質特異性から，

エタノールのみ特異的に反応が進行する。作製したセンサでは ppb レベルの濃度域のエタノール

ガスを検知でき，皮膚ガスを検出するのに十分高い感度であることが示唆された。 
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プラントデバイスチップで植物のストレスを計測 

【講演番号】J2007【講演日時】9 月 12 日（木）10 : 30 〜 10 : 45 

【講演タイトル】植物根における細胞外活性酸素種のモニタリング手法の開発 
   
 微細流路上に植物を導入したプラントデバイスチップを作製し，ストレスを与えた植物から

発生する活性酸素種（ROS）の連続測定に成功した。ダイズの幼根を用いて，根の周囲の溶液

環境を変えてストレスを与えると，ROS の放出パターンが変わることが観測された。ROS は，

過剰に生成されると毒性を示すが，根の伸長など生育に必要不可欠な物質でもあり，植物のス

トレス応答を制御する物質とされている。開発されたプラントデバイスチップは，植物体にお

けるストレス応答機構の解明に有効な手法として期待される。 
 
【発表者（○：登壇者／下線：連絡担当者）】明大院農 1・明大農化 2・産総研物質計測標準 3 

○稲葉 雄哉 1・神保 紀之 2・牧 晋太郎 2・藤井 紳一郎 3・安保 充 2 

神奈川県川崎市多摩区東三田 1-1-1，電話 044-934-7839，abo@meiji.ac.jp 

 

 活性酸素種(ROS)は反応性の高い酸素種であり，過剰に生成されると生物に対して毒性を発揮す

る一方，根の伸長など生育に必要不可欠な物質でもあり，中でも細胞外で発生する ROS はシグナ

ル伝達やストレスの初期応答においてその量を巧みに調節することにより，植物のストレスに対

する応答機構を制御しているとされている。そこで，植物根の細胞外 ROS の時間的な量的変化を

分析することで，植物体の状態把握やストレス応答時の機能解析に有効であると考えた。 

 従来，細胞外 ROS を分析する手法は侵襲的なものが多い。経時的に細胞外 ROS を分析し，ス

トレス応答時における量的変化を観測するためにはより非侵襲的な手法が必要とされる。そこで

本研究では，微細流路上(ex. 1/16 inch)で植物体の応答を観察可能なプラントチップデバイス(図)

に着目した。このデバイスには溶液切替機構を付与しており，流路上に異なる試薬を導入するこ

とが可能で，植物の根圏環境を容易に変化させることができる。さらに，反応場と観測場が近接

しているため，反応を即時的に観測できる。 

今回はポリジメチルシロキサン(PDMS)を

素材としたプラントチップを独自に作製し，

そこにダイズ幼根を接続し，蛍光プローブを

送液したところ，経時的な ROS 観測に成功

した。また，ストレスの種類や濃度によって

異なる ROS 放出パターンがあることが確認

された。 

結果として，本手法が従来手法より非侵襲的な細胞外 ROS の経時的モニタリングに有効である

ことが示唆された。また，環境変化を容易に設定することができる実験手法でもあり，植物体に

おけるストレス応答機構の解明に有効な手法として期待される。 

図 プラントチップデバイスによる ROS 検出 
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食品中のトランス脂肪酸の迅速簡便な測定方法の開発 

【講演番号】C1108【講演日時】9 月 11 日（水）17 : 00 〜 17 : 15 

【講演タイトル】銀イオン相互作用を利用したトランス脂肪酸の電気化学的分析法の開発 
   
 トランス脂肪酸の摂取は心臓病のリスクを高めることが知られており，食品中のトランス脂

肪酸の簡便かつ迅速な測定方法が求められている。しかし，今回着目した電気化学分析法では，

トランス脂肪酸を直接検出することが難しいという課題があった。本研究では，トランス脂肪

酸に銀イオンを結合させて間接的に測定する方法を検討し，一般に食品に含まれるシス型の脂

肪酸とも識別して測定できることを証明した。現在，その場測定を可能とするセンサー開発を

進めている。 
 
【発表者（○：登壇者／下線：連絡担当者）】熊本大院自然１・熊本大産業ナノマテリアル研 2  

○張 越 1・國武 雅司 2 

熊本県熊本市中央区黒髪 2-39-1，電話 096-342-3673，kunitake@kumamoto-u.ac.jp 

 

 食品中の不飽和脂肪酸に微量含まれるトランス脂

肪酸の摂取が心臓病のリスクを高めることが知られ

ている。そのため，食品中のトランス脂肪酸の含有量

を正確にかつ簡便に測定することは非常に重要であ

る。現在，トランス脂肪酸の検出には液体クロマトグ

ラフィーが一般的に用いられている。しかし，この方

法は時間と手間がかかるため，もっと簡単で迅速な分

析法が求められている。 

我々は，簡便かつ迅速な分析法として電気化学分析

および電気化学センサーの可能性に注目した。一般的

に，不飽和脂肪酸は安定した化学構造を持っており，

電気化学的に直接酸化還元することは難しい。一方で，銀イオンがトランス脂肪酸の二重結合と

相互作用をすることが知られている。そこで，水相に銀イオンを，非水系電解質を含むジクロロ

メタン（DCM）油相にトランス脂肪酸を配置した二層分離溶液を使った電気化学分析を検討した。

トランス脂肪酸に配位した銀イオンが油相に抽出され，DCM 相で電気化学反応をモニターする

と，水相および DCM 相中のフリーの銀イオンの還元電位と比べて，より低い電位でトランス脂

肪酸にトラップされた銀イオンが還元されることがわかった。一方，シス脂肪酸も同様に銀イオ

ンを DCM 相に抽出するが，その際の銀イオンの還元電位はさらに低く，両者を区別可能であっ

た。以上から，本手法がトランス脂肪酸の分析法となりうることを証明した。さらに，その場測

定を可能とする電気化学トランス脂肪酸センサーの開発を進めている。 
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重金属イオンを手早く簡単に計測するケモセンサ 

【講演番号】D1105【講演日時】9 月 11 日（水）15 : 45 〜 16 : 00 

【講演タイトル】レシオメトリック性自己集合型蛍光ケモセンサによる金属イオン種の同時 

        判別 
   
 環境中あるいは体内には膨大な化学物質が存在するが，特定の化学物質のみを簡便に検出す

る試薬としてケモセンサの開発が進められている。本研究では，自己集合という化学プロセス

に基づく蛍光色変化を利用して，鉛(II)，亜鉛(II)，銅(II)イオンの簡易分析システムの開発を行

った。これら金属イオンを標的とする分析システムを実証しており，開発したシステムの環境

試料などへの適用が期待される。 
 
【発表者（○：登壇者／下線：連絡担当者）】東大先端研 1・東大生研 2・JST さきがけ 3・ 

                                  東大院総合文化 4 

○佐々木 由比 1,2,3・大代 晃平 2・呂 暁俊 2・滝沢 進也 4・南 豪 2 

東京都目黒区駒場 4-6-1，電話 03-5452-6364，sayui@iis.u-tokyo.ac.jp 

 

 イオンはとても小さく目で見ることはできない。地球とピンポン玉のサイズ比は，ピンポン玉

と水素イオンのサイズ比と同じであることを鑑みれば，地球から見てピンポン玉を探すようなも

のであり，そのサイズ感はお分かりいただけるであろう。その極小のイオンを目視で検出できる

ようにするアイテムがケモセンサである。ケモセンサは，イオンを捕まえるレセプター部位と比

色や蛍光変化としてその信号を目視情報に変換するレポーター部位から構成される物質であり，

精力的に研究されている。とりわけ有毒な重金属イオンを蛍光色の変化で検出できれば，簡単に

水の汚染状況を確認することができる。しかし，このようなケモセンサは，有機合成化学という

専門知識と技術を駆使して作り上げる必要があり，またその際には大量の有機溶剤も必要となっ

てしまうので環境負荷も大きい。そのような背景のもと，発表者らは，専門知識を持たずとも，

市販されている安価な試薬をただ水中で混ぜるだけでケモセンサが勝手に組み上がり，重金属イ

オンを蛍光色の変化として目視で検出できる方法を提案した。写真は RoHS（特定有害物質使用制

限）指令で規制されている鉛(II)イオンを検出した例であり，その蛍光色の変化が見て取れる。本

ケモセンサは，河川水中に含まれる鉛(II)イオンについて分離や精製をすることなく，そのまま検

出することができる。このよう

な専門知識を要さない，混ぜる

だけの蛍光比色センサは，誰も

が作製・使用可能であり，SDGs

で求められている誰もが皆安

心して安全に暮らせる世界の

実現に貢献すると期待される。 
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加熱による有機フッ素化合物の構造変化を赤外分光法から探る 

【講演番号】A3001【講演日時】9 月 13 日（金）09 : 00 〜 09 : 15 

【講演タイトル】パーフルオロアルカンの加熱に伴うコンフォメーション変化の解析 
   
 有機フッ素化合物（PFAS）は半導体生産に欠かせない材料群であるが，一部の PFAS の毒性

懸念から製造・使用の規制が検討されている。従来の PFAS に関する毒性の議論は官能基の区

別なしに展開されてきたが，撥水撥油などの特異な物性を導くパーフルオロアルキル（Rf）基

と他の置換基と区別して検討する必要がある。本研究では，Rf 基を主骨格とする n-C15F32 を分

析対象とし，赤外分光法により加熱に伴うコンフォメーション変化の解析を行った。その結果，

加熱によって CF2 対称伸縮振動由来のピーク群に変化が見られ，この様子が Rf 基のねじれた構

造がほどけていく変化を反映したものであることを突き止めた。 
 
【発表者（○：登壇者／下線：連絡担当者）】京大化研  

○荒木 泰介・森 泰蔵・岡 昂徹・塩谷 暢貴・長谷川 健 

京都府宇治市五ケ庄，電話 0774-38-3070，htakeshi@scl.kyoto-u.ac.jp 

有機フッ素化合物（PFAS）は，半導体生産に欠かせない材料群であるにも関わらず，近年，製

造および使用を一括規制する政策が検討されている。その背景には，一部の PFAS に対する毒性

の懸念がある．毒性懸念がある PFAS は，主に図 1 の上部に示すような分子一次構造をもってい

る。すなわち，①パーフルオロアルキル（Rf）基に

②酸性官能基がついた構造である。従来の毒性の

議論は，これら官能基の区別をせずに展開されて

きた。しかし，①は撥水撥油など PFAS の特異な

物性を導く 1) という点において②とは大きく異な

る性質を持つため，本来は個別に考える必要があ

る。とくに①については，今まで注目されておら

ず，十分な理解が進んでいない。そこで本研究で

は，①Rf 基を主骨格にもつパーフルオロアルカン

n-C15F32 を分析対象とし，加熱に伴う Rf 基のコン

フォメーション変化の解析を行った。解析には赤

外（IR）ATR 分光法を用いた。 

その結果，試料の加熱に伴って，スペクトルに現れる CF2 対称伸縮振動由来の小さなピーク群

について吸収強度の減衰が引き起こされることを見出した（図 1 下部）。私たちは，この様子が Rf

基のコンフォメーション変化を反映していることを突き止め 2)，構造変化の様子を分光学的な手

法によって明瞭に捉えられることを明らかにした。 

1) T. Hasegawa, Chem. Rec., 2017, 17, 903. 

2) T. Araki, T. Oka, N. Shioya, and T. Hasegawa, Anal. Sci., in press. 

図 1 研究の概要と n-C15F32の IR ATRスペクトル 
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[1] Y. Saijo et al., J. Non. Cryst. Solids, 571 (2021) 121072. 
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糖に対して膨潤収縮するセンシングフィルムの開発 

【講演番号】D1002【講演日時】9 月 11 日（水）09 : 15 〜 09 : 30 

【講演タイトル】糖に対して膨潤収縮応答するセンシングフィルムの開発 －フィルム組成の 

        検討－ 
   
 糖を認識する部位（フェニルボロン酸）とレセプター（正電荷）を併せ持つフィルムは，糖

が無い時にレセプター間の静電的反発によりフィルムは膨潤するが，糖がある時にはレセプタ

ーと糖の電荷の中和に基づきフィルムは収縮する。様々な種類のモノマーを用いたセンシング

フィルムを作製したところ，モノマー別に膨潤収縮状態は大きく変化し，特に Acrylamide (AA)

で最も高い応答を得た。目的物質の濃度に対して体積が変化するフィルムは，センサ用途だけ

でなく，ドラッグデリバリーやアクチュエーター等への利用が期待される。 
 
【発表者（○：登壇者／下線：連絡担当者）】富山大院理工（工）1・富山大学術研究部工学系 2  

○伊藤 大輝 1・遠田 浩司 2・菅野 憲 2 

富山県富山市五福 3190 工学部化学棟 3302，電話 076-445-6864，tohda@eng.u-toyama.ac.jp 

 

グルコースに対して膨潤/収縮応答を示すセンシングフィルムの開発において，糖濃度に応じた

フィルム内の電荷密度変化に伴う静電的反発が利用可能である。すなわち，糖認識部位としての

フェニルボロン酸と正電荷を併せ持つレセプター1 共重合フィルムでは，糖非存在下ではレセプ

ター間の静電的反発によりフィルムは膨潤するが，レセプターと糖が錯

形成すると電荷が中和されフィルムは収縮する。本研究では，様々な種

類のモノマーを用いてレセプター1 共重合フィルムを作製し，グルコー

ス添加に伴う膨潤/収縮応答の評価を行った。 

 モノマーとして 2-Hydroxyethyl Methacrylate (HEMA)，

N,N-Dimethylacrylamide (DMAA)，Acrylamide (AA)，2-

Hydroxypropyl Methacrylate (HPMA)をそれぞれ用い，光重

合によりセンシングフィルムを作製した。作製したフィ

ルムに異なる濃度のグルコース溶液を送液しフィルム

の膨潤収縮率を測定した結果（図 1），AA を用いたセン

シングフィルムが使用したモノマーの中では最大の収

縮応答を示した（図 2）。この結果は，センシングフィル

ムを構成するモノマーによって応答挙動に大きな影響を

及ぼすことを示している。目的物質の濃度に応じてフィ

ルムの体積が変化する機構は，センサだけでなくドラッ

グデリバリーシステムやアクチュエーター等への利用も

期待される。 

 
図 2  AA を用いたセンシングフィルムの 

 グルコース溶液送液前後の画像 
（右）0 mM（左）16.8 mM 

1 m m 1 m m

グルコース 0 m M グルコース 16.8 m M

 
レセプター1 

 
図 1 各モノマーを用いたセンシングフィルムの 
     グルコース溶液に対する収縮応答 
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光応答性ポリマーによるレアメタルの回収 

【講演番号】Y1151【講演日時】9 月 11 日（水）13 : 15 〜 14 : 45 

【講演タイトル】光応答性ポリマーの創製とレアメタル選択的分離への適用性検討 
   
 資源セキュリティを確保するための一環として，使用済み製品からのレアメタルの迅速・簡

便な分離技術の開発が望まれている。本研究では，創製したスピロピラン骨格を有する新規ポ

リマーをレアメタルイオンが存在する水溶液に加え，紫外線を照射するとレアメタルイオンが

ポリマーに吸着されることを見出した。紫外光の代わりに可視光を照射するとレアメタルイオ

ンが脱着すること，イオンの吸脱着に伴い水溶液の色も変化することが併せて確認された。本

法に基づく安全で簡易なレアメタル回収方法の実用化が期待される。 
 
【発表者（○：登壇者／下線：連絡担当者）】東工大物質理工 1・東工大 ZC 研 2 

○伴 遥 1・井戸田 直和 2・塚原 剛彦 1,2 

東京都目黒区大岡山 2-12-1-N1-6, 電話 03-5734-3067，tsukahara.t.ab@m.titech.ac.jp 

 レアメタルはハイテク機器に欠かせない鉱物資源であり，例えば，希土類元素は自動車のモー

ターや液晶ディスプレイ，白金族元素は排ガス触媒や HD 材料等に用いられている。これらの元

素は中国，ロシア，南アフリカ等の特定の国からの輸入に依存していることに加え，採掘時に発

生する放射性物質や有害物による環境汚染等の問題がある。このことから，使用済製品からのレ

アメタルリサイクルにより，安定的な供給及び品質保証体制を構築し、我が国の資源セキュリテ

ィを確保する必要性が高まっている。しかし，汎用的なレアメタル分離技術は長時間の化学操作

や二次廃棄物生成等の課題があるため，迅速・簡便な分離技術の開発が不可欠となっている。 

そこで本研究では，光の切り替えだけで目的のレアメタルを迅速かつ選択的に分離できる手法

を確立するため，光応答性を持つスピロピラン骨格を有する親水性の新規ポリマー吸着材を創製

した。これを金属イオン存在下の水溶液中に投入し，紫外光を照射すると金属イオンを吸着，可

視光を照射すると脱離することが可能である。また，金属イオンの吸脱着に伴って吸着材の色が

有色から無色に変化することも確認できており，金属イオンの吸脱着を目視で確認できることも

特徴的である。 

今後は，本吸着材の各金属イオンの吸脱着能及び選択性についての更なる検討を行い，実用化

へ向けた取り組みを進めていく計画である。 
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２日目　2024年9月12日(木)　　会場別講演区分
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

A会場
2311

B会場
2312

C会場
2323

D会場
2321

E会場
2331

F会場
0211

G会場
0221

H会場
0222

J会場
0232

K会場
0231

S会場
大会議室

SS会場
名古屋市公会堂
大ホール

P会場
NITech Hall

Y会場
NITech Hall

学会賞-3 (藤浪)
16:50-17:30

高分子分析

研究懇談会

9:00-9:30

電気分析化学研究懇談会

10:00-11:00

ナノ・マイク

ロ分析化学研

究懇談会

10:30-11:00

9：マイクロ分析-1
9:00-9:45

15：反応基礎論-2
10:00-11:00

15：反応基礎論-1
9:00-10:00

表示・起源分析技術研

究懇談会
10:00-11:00

フローインジ

ェクション分

析研究懇談会

10:30-11:00

10：FIA-2
9:45-10:30

10：FIA-1
9:00-9:45

授賞式
13:50-15:05

18：微粒⼦分析-1
9:15-10:00

6：電気化学分析-5
9:00-10:00

19：環境分析-4
9:15-10:00

9：マイクロ分析-2
9:45-10:30

18：微粒⼦分析-2
10:00-11:00

7：センサー-5
10:00-11:00

学会賞-1 (井原)
15:20-16:00

22：バイオ-J5
9:00-10:00

22：バイオ-J6
10:00-10:45

22：バイオ-K4
9:15-10:00

22：バイオ-K5
10:00-10:45

みんなのキャリア

デザイン交流会
12:35-13:25

7：センサー-4
9:00-10:00

学会賞-2 (坪井)
16:05-16:45

ものつくり技術交流会
9:30-14:00

大谷先生の業績を振り返って
9:30-11:30

若手ポスター-3
11:00-12:30
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