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1．　 は じ め に

　敗戦直後 の 食生活は飢 えを満 た す こ と で あ り，食べ られ

る もの は 何 で も食べ て い た ，そ れ か ら 65年，日本人 は 「食

べ る もの に は不 自由 しな い 」 と い う恵 ま れ た 豊 か さ を享 受

して い る 。 阯界 の 中に 占め る 凵本 の 国上 ，人 口 の 割合 は ，

そ れ ぞれ 0 ，3％ 及 び 1．9％ に 過 ぎない
。

一・
方，世界経済 の

中 に 占め る 日本 経済 を国内総生産 （GDP ）比 で 見 る と．

中国，イ ン ド等 の 台頭 に よ り年 々 大 きく減少傾向を辿 っ て

い る が ，2008年現 在，阯 界第二 位 （世 界 GDP に 占め る 割

合 ，　1996 年；17．9％ ，　2000 年＝14，5％，　2005 年 ；10．2％，

2008 年 ＝8．1％ ） を 占め て い る。こ の 大 き な 経済力 を背景

に して ，多 くの 食料 品を海外から輸入す る こ と に よ り私 た

ちの 食生活 は，質，量とも豊か さを保 っ て い る と 言える 。

　食生活の 内容を見 る と，戦後 65年の 間に 大 きく変化 し，

米 を 中心 と した 日本型 食事か ら，畜産 食品 の 摂取 量 の 多い

欧米型食事へ と tg 々 変化 を遂げて き た。凵 木 人が 摂取す る

エ ネル ギ ーを 食品群別 で み る と，昭和 30（1955）年 に は 穀

類 か ら の 摂取 が 75％ を 占め て い た が ．年 々 減 少 し，平成

17（2005）年で は約 36％ まで 減少 して い る 。 こ れ に 代わ っ

て，豚 肉 や 牛肉 な ど の 動物性食品 の 占め る割 合 は，昭 和

30年 に 7％ 程度で あ っ た もの が ，平 成 17年で は 約 30％

を 占め る まで 増加 して きた。

　今 団紹介す る 抗 生 物質 を は じめ と す る 動物用医薬品 は，

今 H の 畜水産業 に 無 くて は な らな い もの で あ り，豚 肉や 牛

肉等の 生 産性向 上 に 大きく寄 7 して きた 化学物質 で あ る 。

な お，既 に食品 中 に残留す る抗生物質等 に つ い て は，幾つ

か の 総 説，解説等
鳳

が あ る の で 参照 され た い 。

2．　 勳物用医薬品 と飼料添加物

　牛，豚 な どの 畜産動物 や ブ リ，マ ダ イな ど の 養殖魚 も牛

き物 で あ り，生 理 に 反 した 過 密 飼 育 下 で は 病 気 に か か り易

くな っ て い る。従 っ て ，高 い 生 産 性 を得 る た め に は 畜 水 産

動 物 を疾病 か ら守 る 必 要 が あ り，こ の た め に 川 い られ る 医

薬 品 を 「動 物 用 医 薬 品 」と 呼 ん で い る。動 物用 医薬．品 は 「薬

事法」 に よ り規制 さ れ て お り，使 川 目的 に よ り次の 三 つ に

分 類 さ れ る。

’
大 妻 女子 大 学 家 政 学 部

　 （Faculty　Qf 　IIQme　Econ 〔｝mics ，〔）ts廴lma 　Wom 巳n
’
s　Univ： rsity ）

（1）　抗菌性物質 （抗生物質と合成抗菌剤）

　微 生 物 の 発育 を 阻害す る物質 で あ り，グ ラ ム 陽性薗，グ

ラ ム 陰性菌，マ イコ プ ラ ズマ な どの 細菌 に よ る感染症 の 治

療 薬 と して 用 い ら れ て い る。動 物用 医 薬品 と して 最 も重 要

で ，E つ 製 造 承 認 数 の 多い 医 薬 品 で あ 7” ，，抗 菌 性 物 質 は，

更に 微生 物 の 産生 す る抗 生 物質 と化学的合成 品で あ る 合成

抗菌剤 （サ ル フ ァ 剤，キ ノ ロ ン 剤等） に 大別され る ．

（2） ホ ル モ ン 剤

　 肉牛 の 成長促進 や 肉質及 び 飼料効率改善 を同的 と して 利

用 さ れ て い る。例えば，雄牛 は筋肉 の 筋繊維 が 荒 く肉質 が

良 く な い こ と か ら，3・− 4 ケ 月 で
．
去 勢 して ホ ル モ ン 剤 を投

与す る と柔 らか な 肉 質 に 改 善 さ れ る と 言う。米国 で は ，エ

ス トラ ジ オ
ー

ル や プロ ゲ ス テ ロ ン な どの 天然型 3種 と ゼ ラ

ノ
ー

ル や メ レ ン ゲ ス テ ロ ー
ル な ど の 合成型 3種 が 肥育用 ホ

ル モ ン 剤 と して 用い ら れ て い る D

−一
方．冂本 で は 過去 に エ

ス ト ラ ジ オ
ー

ル とプ ロ ゲ ス テ ロ ン の 2種 が 使 用 さ れ た 経緯

が あ る が ，今E で は使 用 され て い な い 。

（3＞　 寄生 虫 用剤

　 線虫，回虫 や 吸虫 な どの 寄 生 虫 に よ る 畜産動物 の 被害も

ノ〈きく，こ れ を治療す る た め 用 い られ る医薬品を寄生虫用

剤 と言 う．＝動物用医薬品 の 中 で 最 も利 用 され て い る 薬剤 は，

寄生虫用剤イ ベ ル メ ク チ ン で あ る。イ ベ ル メ ク チ ン は マ ク

ロ ラ イ ド系の 抗生 物 質で あ る が 細 菌 に 対 す る 抗菌作用 は ほ

とん ど な く，強 い 駆虫作用 の み を 示す薬物 で ある 。

　
一

方，治療 を 冂的 と し た もの で は な く，飼料効率 の 改善

や 成長促進を 目的 に飼料に 混ぜ て 用 い られ る薬 剤 を 「飼料

添加物」 と呼び．「飼料の 安全性の 碑保及 び 品質の 改善に

関 す る 法 律 （飼料安全 法）」に よ り規 制 さ れ て い る。例 え ば，

テ トラサ イ ク リ ン 系抗生物 質オ キ シ テ トラ サ イ ク リ ン は，

動物用医薬品 と し て ，ま た 飼料添加物 と し て 用 い ら れ て い

る が ，一
般 に 動物用医薬品 と して 用 い られ る 場合 は ．短期

間，高 用 量 投 与で 用 い ら れ，飼 料添加物 と し て 用 い ら れ る

時 は，疾 病 の 治療
・
予 防 を li的 と した もの で は な い こ とか

ら、長期間，低用量 投与 され て い る （表 D 。

3．　 食品 衛生法に よ る 残留規制

（1）　抗菌性 物 質の 無残留規 制

　我 が 田 で は安全 な 畜水産食品 を確保す る た め，食品衛 生

法 に よ り抗生物質 や 合成抗菌剤 な どが 畜水産 物 巾 に 残留す
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表 1．動物用 医薬 品 と飼 料添力1［物の 比較 施行前 の 規制 ポジティ ブリス ト制度導入後（H18．5．29）

i×　 分 飼料添 加 物　　 　　　 　 動物用 医 薬品

使用 B的

使 用 期 間

使 用 薬 剤

投与量

（例 OTcz ，
）

当該法律

幼齢 期の 発育促 進

2− 3か 月 間 の 長 期 間投
f
ナ

動 物専用 薬 剤 が 多い

微 量 投与

5−50Ppm
飼料安全法

感染症の 予防及び 治療

短 期 間 の 投 与

旧 薬
1，，低 廉 の 医 薬 品

比 較的大量 投与

50〜40〔｝ppm
薬事法

1）旧 薬 ： 開発 さ れ て か らか な り年数が 経過 し た 医薬 品

2）OTC ：抗生 物 質 オ キ シ テ トラサ イク リ ン

る こ とが な い よ う強 く規制 さ れ て きた 。 そ れ で は，日本 に

おける 抗生 物質や 合成抗菌斉「」等 の 規制 は い つ 頃か ら行 わ れ

た の か，その 変遷を見 る こ と に す る 。

　動物用医薬品，特 に 抗生物質 に関 して は ．昭和 31年 の 食

品 衛生法改 正 に よ り食 品 中 に は 含 まれ て は な ら な い と さ れ

た。本 規 制 は保 存等 を 目的 に 食 品 に 抗 生 物 質 を直 接 添 加 す

る こ と を 禁止 す る 措置 で あ り，今日の 残留規制 と は 目的が

異 な っ た もの と 言 え る 。 畜水産動物の 疾病治療等 に 川 い た

薬剤 の 残留規制 は，「食肉，食鳥卵 及 び 魚介類 は合成抗菌

剤 を含有 して は な ら ない 」 と された 昭和 54 年以降で ある 。

（2）　無残留規制 か ら残留規制へ

　我が 国 で は 長 い 間抗 生 物質 と合成抗菌剤 に つ い て は 「無

残 倒 」 規 制 が と ら れ て き た。無 残 留 規 制 は，薬物 の 残留 し

た 食品 を摂取す る こ と に よ る 人体へ の 影響 を考慮 して の 措

置で あ っ た 。 しか し，最近，科学的な安全性評価が国内外

で 確 立 され，こ れ ら薬物が含 まれ て い る食品を摂取 して も，

人の 健康 に 影響が ない レ ベ ル を把握 で きる よ うに な っ た。

また，ガ ッ トウ ル グ ア イ ・ラ ウ ン ドの 合意 に よ り，加 盟 国

は 原 則 と して 各 国 の 食 品 規 格 を 国 1祭基 準 で あ る Codex 基

準 （Codex 委 員 会 （Joint　FAO ／WHO 　Codex 　Alimentarius

Commission） が 定 め る 基準） に 整合性 を図 る こ とが求 め

られた 。 こ の 様な経緯か ら，我が国 に お い て も 「無残留規

制」か ら「基準値設定」に 移行す る こ ととな り，平成 7（1995）
年 12月 に抗生物質 オ キ シ テ トラ サ イ ク リ ン な ど 6品 目 に

つ い て 残留基準値が 設定さ れ，ポ ジ テ ィ ブ リ ス ト制 度 が 導

人 され る 平 成 18（2006）年 5 月 まで 合 計 33 品 日 に つ い て 残

留 基 準 値 が 設定 さ れ た。

（3）　 ポ ジテ ィ ブリス ト制度

　 平成 18年 5月 29 日，残留基 準値が設定され て い ない 農

薬 ・動物用医薬品を含む食品の 流通を禁止す る 「ポジテ ィ

ブ リ ス ト制度」 が 施行 さ れ た。ポ ジ テ ィ ブ リ ス ト制 度 と

は，原則的 に 全 て の 農薬 ・動物用医薬品を規制対 象と した

上 で ，食 晶 に 含 ま れ て も許 容 さ れ る量 を リス ト （残 留 基 準

値 ） と して 示 す 方 式 で あ る。こ れ に対 比 され る 方 式 と して

ネ ガ テ ィ ブ リ ス ト制 が あ る。ネ ガ テ ィ ブ リス ト制 と は，原

則 的 に 規 制 され る も の だ け が リス トと して 示 され る 方式 で

あ る。従 っ て，リ ス トに載 っ て い な い 農薬 ・動物用医薬品

が 検出 さ れ て も規制対象 とは な らず，問題 と さ れ て い たも

図 t．　 ポ ジ テ ィ ブ リ ス ト制 度導 入前 と導 入 後の 規 制 概 要

の で あ る 。

　す な わ ち，ポ ジ テ ィ ブ リス ト制度施行前まで は基準が 設

定 さ れ て い る 農薬 250．動 物 用 医薬 品 33品 目，計 283品

目 に 関 して は規 制 対 象 とな る が．国内 で 承認使 用 さ れ て い

る もの を含め ，国際的 に 使用 され て い る 多 くの 晶目は 規制

の 対象外 とな っ て い た （図 ユ）。 平成 18年 5 月 に施行 され

たポジテ ィ ブ リス ト制度で は，こ れ まで に残留基準 の あ る

もの を含 め 799品 ［1の 農薬 ・動物用医薬品等 に 残留基準が

設 定 さ れ た。な お ，ポ ジ テ ィ ブ リ ス ト制度施行 以 降 も基準

設定 品 目 数 は 増加 して お り，平 成 22 年 1 月現在，821 品

目の 農薬，動物用 医薬 品 に 基 準が 設定 さ れ て い る。

（4） 暫定基準

　 ポ ジ テ ィ ブ リス ト制度 の 導入 に 当た っ て は，食品健康影

響評価 を行 う時間が なか っ た こ とか ら．先 に 「暫定基準」

が 設定 さ れ た。通 常 は，食品安全基本法 に基 づ き食品安全

委員会 に お い て 食品 健康影響評価が 行 わ れ，そ の 結果 に 基

づ き厚生 労働 省 で 残留基 準が 設定 さ れ る 。しか し，「人 の

健康 に 悪 影響が 及 ぶ こ と を防 止 し，又 は 抑制す る た め 緊急

を要す る場合 で，あらか じめ 食 ［Fn健康影響評仙を行 うい と

まが ない と き」 に お い て は，こ の 限 りで ない こ とが 食品安

全基本法第 ll条 に謳われ て い る。

　厚生労働省 は．暫定基準を 適切 且 つ 速 や か に 設定す る に

当 た り，（1）Codex 国際 基 準 （2）国内 で 承認 さ れ て い

る動 物 用 医 薬 品 に あ っ て は，薬事法 に よ る 承 認 時 の 定量 限

界，（3）FAO ／WHO 合 1司食 品 添 加 物 専 門 家 委 員 会

（JECFA） に準拠 して 残留基準 を設定 して い る 米国，カ ナ

ダ，EU ，オ
ー

ス トラ リ ア 及 び ニ ュ
ージー

ラ ン ドの 基準値

などを参考値 と して 基準を設定す る こ とと した。すなわち，

Codex 基準 が あ る動物用医薬品 に つ い て は Codex 基準 を

暫定基準 の 参考
「
値 とす る。次 に ，Codex 基準 は ない が 国

内 で 承 認 使 川 され て い る 薬 物 に 関 し て は 承 認 時 の 定 量 限 界

値 を 参 考 と す る。更 に，国 内 で 承 認 使 用 さ れ て い な い が

米 国，カ ナ ダ，EU ，オ ース トラ リ ア及 び ニ ュ
ージ ーラ ン

ドに お い て 残留基準が 設定 され て い る もの は そ れ ら の 国 の

基準 を参考 と し，こ れ らの 国 に お い て も基準 の ない 動物用

医薬晶 に つ い て は 「
一

律基準値 （O．Ol　ppm ）」を適用す る
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こ とで 暫定基準を設定 した。

　なお，暫定基準 が 設定 され た 動物 用 医薬品等 に つ い て は ，

暫 定 基 準 の 妥 当性 に つ い て 平 成 18年度 か ら 5乍 間 を め ど

に 食 品 安 全 委 員 会 に よ り食 品 健 康 影 響 評 価 （リ ス ク 評仙 ）

が 精力的 に 行 わ れて い る と こ ろ で ある
6）

。

4．　 生産段階 に お け る規制

　我 が 国で は，畜水産動物 に用 い られ る 動物用 医薬品が ，

生産 さ れ る畜水産物 中 に残留す る こ とが な い ように 薬 事法

に よ り規 制 され て い る。す な わ ち ，抗 生 物質，ホ ル モ ン 剤

な ど，副作用の 強い も の ，病原菌 に 対 して 耐性 を 生 じ易い

もの などは薬事法 に よ り「要指示医薬品」と して 指定 さ れ，

使 用 に 当た っ て は 獣医師 の 処方 せ ん の 交付又 は 指示 が 必要

とさ れ て い る n こ の 様 に，畜産動物 に 使 川 され る 抗生 物質

や ホ ル モ ン 製剤の 多 くは 要指示 医薬品 に指定さ れ，使川方

法が 強 く規 制 さ れ て い る。更 に，動物用 医 薬品 の 中 で も使

用頻度の 高 い 薬剤 は 「動物用医薬品の 使用 の 規制 に 関す る

省令」 に よ り，使用対象動物，用法，用 量 ，使用禁 止 期間

等 の 使用基準が 定 め られ，畜水産物 中 に薬物が残留 し ない

よ うに 強 く規制 さ れ て い る。

　ま た，安 全性の 高い 畜産 物 を生 産す る た め に は，飼料 が

安全 で なけれ ば な ら な い
。 そ こ で ，飼料 に 関す る 法規制 と

し て 飼料安 全 法 が あ る 。 本法 に よ り．抗菌性物質や ビ タ ミ

ン ，ミ ネ ラ ル な どが 「飼料添加物」 と して 定 め られ て い る ．

指定さ れ た 飼料添加物 の 中 に 23 品 「」の 抗 生 物質 と 6 品 凵

の 合成抗菌剤が含まれ て い る。こ れ ら の抗菌性物質に関し

て は，畜産物 中 へ の 残留 を 防止 す る た め，添加 で きる対象

飼料 （例 え ば，豚 用 で は 哺 乳 期用 と子 豚 用 が あ る），添加

濃度，休薬期聞 な どが 定 め ら れ，動物刑医薬 品 と 同様 に 生

産 され る 畜水産物 に 薬物 が 残留す る こ とが な い よ う規制 さ

れ て い る 。 図 2 に 示す よ うに わ が 国で は 畜水産食品中に 動

物 川 医薬品等 の 薬剤 が 基準 を超 えて 残溜す る こ とが な い よ

う，生産段階か ら流通 ・消費段階 に 至 る まで 規制 を行 っ て

い る。

5． 残留基準値設定プロ セ ス

動物用医薬品の 残留基 準値設定 に 当た っ て は，動物 を用

い た 急性毒性試験，慢性毒性試験，発癌性試験 や 変異原性

試験，更に微生物 （腸 内常在細菌叢）に 対す 影響や 生体内

運 命 （吸 収，分 布，代 謝，排 泄）等 の 様 々 な 安全 性 に 閾す

る情 報 が 用 い ら れ て い る （図 3）。こ れ ら の 試 験 デ
ー一

タ を

基 に 許容
・一

日 摂取量 （Acceptable　Daily　Intake，　ADI ） を

設定 し，H 本人 の 平均的な畜水産物 の
一

日摂取量 （厚生労

働省 国 民健康 ・栄養調査成績） か ら試算 さ れ る理 論最 大摂

取 量が ADI を超え る こ とが な い よ う残留基準値が 設定さ

れ て い る。す な わ ち，各畜水産物 に 設定 され た残留基 準値

と 各畜水 産 物 の 日本人 の 平均 な 摂取量 を か け る こ と に よ

り，そ れ ぞ れ の 畜水産物 か ら の 理 論最大摂取量 が算 出 さ れ

る。こ の よ うに して 求 め られ た 各畜水産物 の 理 論最大摂取

量 の 合計値 が ADI を越 える こ とが な い よ うに 残留基準値

は 設 定さ れ て い る （図 4）fi な お，　 ADI を 設定す る こ と が

で きな い 発 が ん物質等 に つ い て は，原則使用禁止措置が と

ら れ て い る。

　 ADI は，各種毒性試験 結呆 を基 に 動物 が 一生 涯 に わ た

っ て 毎 日食べ 続け て も，何 ら影響 の 出な い 最大 の 摂取量（無

影響量 （No　Observed　Effect　Level，　NOEL ）を求め．こ れ

を根拠 に ヒ トが 生涯 に わ た り毎 日摂 取 し続 け て も危害 を受

け な い 量 と して算出 さ れ る。す な わ ち，動物実験 で得られ

た NOEL を ヒ トに 外挿す る た め，安全係数 （不確実係数）

と して 多 くの ±a合 1／IOO を か け て 算 出 さ れ る．な お，通

常用 い ら れ て い る 安 全 係数 （1／100） は， ヒ トと実験動物

の 種差 の 相違 に よ る 影響 （1／1G） と，ヒ トに お い て も個

毒性 　試 験

働 物実験 ）

’‘
そ の 時点で知 り得た全 て の 事実を基 に と

”
言う限定条件で 設定

化学 物質の安 全 性 に つ いて 絶対安 全 と言 う保証 はな く　 新しい

毒性情報が提出 されれぱ 　→　ADI は変わ る。
　 畢

最大 鮓 用量 ・ ［安全　係数］丑亜辱褒垂］
　 mg ／  〆day　 　 　 ↓ 1／100 ＜ に二＝＝二＝− ADI 設定 されず

　 x　平 均 　体重 　　　　　　1
　 　 　 日本人 50kg
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 基準値≡ND
day

　　　　　　　　
一一

函

　　　　　　壷 璽覊蘿覊癖華 i
　 　 　 図 3． 動 物用 医薬 品 の 残留 基 準値設定プ ロ セ ス

　 　 　 　 　 図 2．畜水産物 の 安全性確保 の 概要

動 物 用 医 薬 品 ：抗 生 物 質．合 成 抗 菌 剤，寄 生 虫 用 剤 ，ホ ル モ ン剤

推定

　

絹

図 4．残留 基 準値設定 の 考 え方
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食肉中に 含 まれる抗生物質

人差が あ り，感受性が 異 な る こ とか ら，固体差 に よ る影響

（1／10）を考慮 した もの で あ る。

6， 輸入食品の 安全性確保

　我 が 国 の 食料 自給率は年 々 低下 の
一

途を辿 っ て お り，現

在 カ ロ リーベ ース で 60％ を輸 入 品 に依存 し て い る。こ の

こ と か ら輸 入 食品の 安 全性確保 も極 め て ．重 要で あ る。輸 入

食品 の 検査 は，全 国 に 31 ヵ 所ある検疫所 で行 わ れ て い る c，

先ず 「食品等輸入届出書」の 審査が 行 わ れ，食 品衛 生 法違

反の 可 能性 が 低 い 食晶等 に つ い て は ，品目毎 の 年間輸入量

及 び 過 去 の 違反 事例 を勘案 した 年 間 計 画 に 基づ き 「モ ニ タ

リ ン グ検査 」が 実 施 さ れ て い る。モ ニ タ リ ン グ 検査 制 度 は，

多種多様 な輸入 食 品 の 衛 生 上 の 状 況 を把 握 す る と 共 に，円

滑 な 輸人品 の 流 通 を 目的 と して い る こ とか ら，試験結果 の

判定 を待 た ず に 輸入手続 きが 行 わ れ る 。 表 2 に 輸人届出，

検査，違反件数等 の 年次別推移 を 示 した 。 2007 年 （平成

19 年） は 約 182万件 の 輸入届出 が あ り，そ の 中 で モ ニ タ

リ ン グ検査 及 び 命令検査併せ て 約 20 万件 （検査率 11，2％ ）

が 検査 さ れ て い る。

　 な お，2005年 （平成 17年）に 比 べ て ，ZOO6年 （平 成

18年）は 違反件数 が 約 500件増加 して い る が ，そ の 多 く

は 平成 18年 5 月 に導人 され た ポ ジ テ ィ ブ リ ス ト制度 に よ

る違反が 原因 と さ れ て い る 。 図 5 に ポ ジ テ イ ブ リ ス 1・制度

導入前後 の 検疫所 に お る 動物用 医薬品 に 関 す る 食品衛生法

違反 件数 を 示 し た 。ポ ジ テ ィ ブ リス ト制 度 の 導 入 直後 に は ，

裹 2．　 輸入 届 出，検査，違 反 件数等の 年次別推 移

年次　届 出件数 　輸 入重 量 検 査件数 検査割合 違 反件数 違 反率

動物用医薬品 の 違反件数が 急増 した が，最近 で は 増加傾向

も落ち着い た 傾向が 伺 え る
S／，

。

　　・方，検査命令 と は，「生 産地 の 事情 そ の 他 の 事情 か ら

み て 不適格 の r1∫能性 が 高 い と判断 さ れ る 食品等 を輸 入 し よ

うとす る 者 に 対 して 」取 られ る 検査制度で あ る 。 通常，モ

ニ タ リ ン グ 検査で 違 反 が 2 回 出た 場合，検査命令 が 出 さ れ

る。検査命令が 出 され た 場合 ，輸 入 業者 は登 録検査機 関 に

よ る 該当す る検査 を受け，合格 し な けれ ば輸入する こ とが

で きな い こ と と な っ て い る 。

1965　　　 94，986
1975　　　246，507
1985　　　384，728
199〔｝　　　678，965
1995　 1．D52．030
2000 　 1、550 ，925
2005　1，864，412
2006　1，859，281
2007　1、821、172

12、76520
，77522

．66521
、73128
，26830

，〔｝3433
，78234
、09632
，358

　5，57421
，46139

，817119

，34514
／．128112

．281189

，362198
，936204
，578

5．98
．710
．317
．6

／3．47
．210
．210
．711
．2

　 6791

，634
　 308

　 993

　 9481

、037
　 9351

，5301
，223

12．27
．60
．80
．80
．70
，90
、50
．80
．6

7． 残留分析法

　残留動物 用 医 薬品 の 分析法を大別 す る と微牛 物学 的 試験

法 と 理 化学 的 試験法 に 大別 され る
9
−13 〕

。微 牛 物学的試験法

と は，抗 生 物質 が 有 す る微 生 物 の 増殖 を抑制 す る作用 （抗

菌作用）を利用 し た 分析法 で あ り，阻止 P亅の 有無及 び その

大 きさを観測す る こ と に よ り，試料 中の 抗菌性物質 の 有無

とそ の 量 を測 る こ とが で きる。凵常検査法 と して は，平成

6 年 に 示 さ れ た 「畜水産食 品 中 の 残留抗生 物質簡易 検査法

及 び分 別推定法」が 汎用 さ れ て い る。本法は試験箘に多く

の 抗 生 物 質 に 対 し て 感 受性 を 示 す 3 菌株．B．　 subt ？；lis

ATCC 　6633，　 M ，　lu．teus　ATCC 　9341，　 B ，　mycoides 　ATCC

L1778 を採川 して い る 。 微 生 物学的試験法 は 試料 の 前処理

が簡便 で あり，且 つ 多数 の 検体 を
一

度 に 検査で きる こ とか

ら，抗蔔性物質 の 残留 の 有無をス ク リ
ー

ニ ン グ す る 手法 と

して 有 用 と 考え られ る。しか し，微 生 物学 的 試験 法 は，感

度的 に検出 され な い 薬物 が多い こ とが 課題 と さ れ て い る 。

　一
方，今 H で は 残留動物用医薬品の 測定 に は，分析機器

を用 い た 理化学的試験法が汎川されて い る 。 分析機器 の 中

で は，高速液体 ク ロ マ トグ ラ フ （HPLC ） に 関す る 技術 の

進 歩が 目ざ ま しく，UV 検 出器 や 蛍光 検 出器 を用 い た

HPLC 法が 多川 され て い る。最 近 で は検 出 器 に 質量 分 析 計

（MS ）を 用 い た 高 速液 体 ク ロ マ トグ ラ フ f質量 分 析 計 （LCf

MS ）が 最 も汎用 さ れ て お り，現在，残留動物用 医薬品 の

公 定法 と して 3 通 りの LC ／MS を 用 い た一
斉試験法が 示さ

れて い る 。

違 反率 ＝達反件数 ÷ 検査 件数 （輸入重 量 X 千 トン ）

50403Q2010o

ズ 評 評 評 評ズ ズ ズ 評 贈 譜ズ
図 5、 輸 入 食 品 違 反事 例 （動 物 用 医 薬 品 ）

8．　 薬剤耐性菌 の 問題

　抗菌 性物質 は 人 類 及 び 家 畜類 と細 菌 の 闘 い に 素晴 ら しい

成 果 を 上 げ て きた。しか し，1960年 代 以 降 MRSA （メ チ

シ リ ン 耐性黄色 ブ ドウ球菌）と呼 ば れ る耐性菌が 現 れ，院

内 感染症 の 元 凶 の よ うに 恐 れ ら れ て い る （表 3）。MRSA

の 出現 は，感染症 の 治療あ る い は予防対策に 抗菌性物質 を

乱用 し続けた こ とが 原因 と さ れ て い る 。 す な わ ち，抗菌性

物質 を常時投与す る こ と に よ り，抗菌性物質が 効 か な い 病

原 菌 が 出 現 して く る。米 国 ・疾 病管理 セ ン タ ー （CDC ）

の ホ ル ム バ ーク博 士 らは，抗 生 物質 の 効か な い 耐性 サ ル モ

ネ ラ 菌 に 汚 染 さ れ た 肉 を食べ た ヒ トに 治 療 困 難 な 腸 の 病 気

が 発 生 した と 報告 して い る。こ の よ うに ヒ ト医 療 に お い て
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表 3．動物用抗 菌性物 質 と薬 剤耐 性 菌 問題

1940 年代 ； 抗菌性物質 （抗生 物質 と合成抗菌剤）が 開発 され る

・1960 年代 ： 病 院で の 耐性菌問題が 大 きくなる

・1960 年代 ： 動物用 抗菌性物 質の 使 用が 広が る

・1969 年 ： 英 国 ス ワ ン報告 書 ： 動物 の 耐性 菌が ヒ トに 感染す る の

　 で，ヒ ト用 の 抗 菌性 物 質 を動 物 に投 与 しな い よ う勧 告

・1980年頃 ： 日本で は MRS 八 院 内 感染が 大 きな 問題 に な る

・1985年頃 ： ロ 本で は食 の 安全 へ の 関心 が 高ま り，「薬濆 け畜産 」

　 が 問 題 に な る

・1986年 ： ス ウー一　一一デ ン が 1

一
自然 同帰 」の 思 想 で 抗 菌 性成 長 促 進

　 剤の 使用 を禁止

1997 年 ： 日本に おい て もバ ン コ マ イシ ン 耐性腸球 菌 （VRE ）の

　 原 因 と され る ア ボパ ル シ ン の 飼 料 添 力rl禁 止

・2006 年 ； EU に お い て ヒ ト用抗 生 物 質の 飼 料へ の 使用全 面禁 止

耐性菌 が 大 きな 問題 と な り，1969年，英 国議会 は，ヒ ト

Jlj抗生 物質 の 家畜 へ の 使用 を 制限すべ き との ス ワ ン 報告書

を勧告 した 。

　また 近年，薬剤耐性菌 MRSA に 対 して 特効薬 と さ れ て

きた バ ン コ マ イ シ ン も効 か な い 耐性 菌 （VRE ，バ ン コ マ

イ シ ン 耐性腸球菌）が 現 れ ，医療現場 で非常に恐 れ られ て

い る 。
こ の 原閃 の

一つ と して バ ン コ マ イ シ ン に 類 似 した化

学構造 を有
’
す る ア ボ パ ル シ ン の 動物 へ の 投与 が 指摘 され

た．： こ れ を受け て ，デ ン マ
ー

ク （1995年），ドイ ツ （1996 年）

等が飼料へ の ア ボ パ ル シ ン の 使用 を禁止 し．わ が国に お い

て も 1997年，飼料添加物 と し て の 指定 が 取 り消 さ れ て い

る，そ の 後 ．EU で は 2006年 1 月 か ら ヒ ト用 抗生 物 質 の

飼料 へ の 添加 を全面禁止 措置 に踏み 切 っ て お り，米国 に お

い て も家畜飼料 へ の 抗 生 物質添加 を 禁止 すべ き とす る動 き

が 出て い る
］
’t．151

。

され る 畜水産食品，海外 か ら輸入 され る 畜水産食品 に つ い

て も．こ れ らの 薬物 が 適切 に 使用 され て い る か否かを検査

し，安全性 の 高 い 食品が 生産 ・流 通
・
消費 され る よ う図 ら

れ て い る。安全性 の 高い 畜水産 食 品 が 生産 ，流 通．消 費 さ

れ る よ う今後も継続的 に監 視 ・検査 を 実施す る こ とが 最 も

適 切 な方法 と 考え る。

9．　 お わ りに

　食の 安 全 性 を確保 す る 上 で 食 品中 に残留す る動物用 医 薬

品 も重 要 な 問 題 の ．一つ で あ る。畜水 産 食品 巾 に含 ま れ る動

物用医薬品 に つ い て は ，リ ス ク評価 を 経 た ヒで ，残留基準

や 使用基準 が 設定 さ れ，人 に対す る健康被害 が 生 じる こ と

が ない よ うに 法的規制 が と られ て い る 。 更 に ，国内 で 生 産
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