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アレルギー物質を含む食品の検査結果（その1） 
  
 

平成13年4月、食物アレルギーを持つ人の健康危害を未然に防止する観点から、アレルギー物質（特定

原材料）を含む食品に表示が義務付けられました。現在、特定原材料として卵、乳、小麦、そば、落花生、

えび、かにの7品目が指定されています。 

平成23年5月に、健康福祉局食品専門監視班が通信販売で買い取ったアレルギー患者用食品（ケーキ

など菓子類）7検体について小麦と乳の検査を行いました。 

 

1 小麦の検査 

菓子類7検体について、小麦の検査を行いました。 

ELISA法によるスクリーニング試験の結果、すべて陰性（10ppm未満）でした（表1）。 

 

表 1 小麦の検査結果（平成 23 年 5 月分） 

食品 
スクリーニング試験 確認試験 

検体数 陽性数 検体数 陽性数 

菓子類 7 0 0 0 

合計 7 0 0 0 

 

２ 乳の検査 

菓子類7検体について、乳の検査を行いました。 

ELISA法によるスクリーニング試験の結果、ケーキ1検体で陽性（10ppm以上）となりました。その他の6検

体は陰性（10ppm未満）でした（表2）。陽性となった検体について、クリーム部分とスポンジ部分に分けて検

査したところ、クリーム部分で陽性（10ppm以上）となり、スポンジ部分は陰性（10ppm未満）でした。 

スクリーニング試験で陽性となった1検体についてウエスタンブロット法による確認試験を行ったところ、

結果は陽性でした。この検体については、現在原因を調査中です。 

 

表 2 乳の検査結果（平成 23 年 5 月分） 

食品 
スクリーニング試験 確認試験 

検体数 陽性数 検体数 陽性数 

菓子類 7 1 1 1 

合計 7 1 1 1 

 

 

※  ELISA法によるスクリーニング試験は、抗原抗体反応を利用して食品中に含まれる特定のタンパク質

（アレルゲン）を検出する方法ですが、食品の加工度合いや使用原材料によっては、偽陽性となる場合が

あります。そのため、スクリーニング試験で陽性となった場合は確認試験を行っています。確認試験にはウ

ェスタンブロット法とPCR法の2種類があります。卵、乳については、電気泳動によりタンパク質を分子量で

分離して抗原抗体反応を行うウェスタンブロット法を、また、小麦、そば、落花生、えび、かにについては、

特異的なDNA領域を増幅して検出するPCR法を用いて確認しています。 

 

【 検査研究課 食品添加物担当 】 
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平成22年度 家庭用品検査結果 
  

 

家庭用品担当では日常の生活用品である下着、靴下、帽子、床敷物、カーテンなどの繊維製品および

家庭用の接着剤、塗料、エアゾル製品、洗浄剤などの家庭用化学製品について、「有害物質を含有する

家庭用品の規制に関する法律」に基づき検査を行っています。 

平成22年度に規格基準に関する検査で取り扱った検体数は76件、延検査項目数は196件でした。このう

ち規格基準を超えた検体はありませんでした（表1、表2参照）。 

表1のうち、かつら等接着剤に関するホルムアルデヒドの検査については、つけまつげ用接着剤8検体及

びつけまつげ用リムーバー1検体（規格検査対象外）の検査を行いましたが、いずれも不検出でした。 

 

表1 平成22年度 家庭用品検査検体内訳および検査結果 
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よだれ掛け 9 0 36 9  9 9 9     

下着 7 0 28 3 4 7 7 7     

中衣 10 0 12 10  1 1     

外衣 12 0 18 12  3 3     

手袋 1 0 6  1 1 1 1 1 1     

くつ下 3 0 12 2 1 3 3 3     

帽子 5 0 8 4  2 2     

寝衣 1 0 3 1  1 1     

寝具 1 0 3 1  1 1     

カーテン 1 0 2   1 1     

家庭用毛糸 2 0 4   2 2     

家
庭
用
化
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製
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家庭用接着剤 2 0 6   2 2 2     

かつら等接着剤 9 0 9  9     

家庭用塗料 3 0 9   3 3 3     

家庭用ワックス 2 0 6   2 2 2     

家庭用エアゾル

製品 
5 0 15   5 5 5  

住宅用洗浄剤 1 0 5   1    1 1 1 1

家庭用洗浄剤 2 0 14   2  2 2 2 2 2 2

合計 76 0 196 42 15 1 27 9 3 27 2 27 3 9 5 7 7 3 3 3 3
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表2 家庭用品検査項目および規格基準 

検査項目 用途 検査対象 規格基準 

ホルムアルデヒド 樹脂加工剤、 

防菌防カビ剤 

2歳以内の乳幼児用繊維製品 検出しないこと 

乳幼児用以外の繊維製品、 

かつら等接着剤 

75µg/g以下 

有機水銀化合物 防菌防カビ剤 家庭用塗料、靴墨、靴クリーム、 

ワックス、繊維製品 

検出しないこと 

トリフェニル錫化合物 防菌防カビ剤 家庭用塗料、靴墨、靴クリーム、 

ワックス、繊維製品 

検出しないこと 

トリブチル錫化合物 防菌防カビ剤 家庭用塗料、靴墨、靴クリーム、 

ワックス、繊維製品 

検出しないこと 

ディルドリン 

 

防虫加工剤 繊維製品 30µg/g以下 

TDBPP*1 

 

防炎加工剤 繊維製品 検出しないこと 

BDBPP*2 

 

防炎加工剤 繊維製品 検出しないこと 

DTTB*3 

 

防虫加工剤 繊維製品 30µg/g以下 

メタノール 

 

溶剤 家庭用エアゾル製品 5％以下 

テトラクロロエチレン 溶剤、汚れ落とし、 

シミ取り 

家庭用エアゾル製品 0.1％以下 

トリクロロエチレン 溶剤、汚れ落とし、 

シミ取り 

家庭用エアゾル製品 0.1％以下 

塩化水素 

硫酸 

洗浄剤 住宅用洗剤 10％以下 

水酸化ナトリウム 

水酸化カリウム 

洗浄剤 家庭用洗浄剤 5％以下 

容器試験 洗浄剤 住宅用・家庭用洗浄剤 各試験（漏水、落下、耐酸性・

耐アルカリ性、圧縮変形）によ

る容器強度を有すること 

ジベンゾ[a,h]アントラセン 木材防腐剤 

木材防虫剤 

クレオソート油 10µg/g以下 

ベンゾ[a]アントラセン 木材防腐剤 

木材防虫剤 

クレオソート油 10µg/g以下 

ベンゾ[a]ピレン 木材防腐剤 

木材防虫剤 

クレオソート油 10µg/g以下 

*1 TDBPP：トリス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト 
*2 BDBPP：ビス(2,3-ジブロムプロピル）ホスフェイト 
*3 DTTB：4,6-ジクロル-7-(2,4,5-トリクロロフェノキシ)-2-トリフルオルメチルベンズイミダゾール 

【 検査研究課 家庭用品担当 】 
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感染症発生動向調査委員会報告 5月 
 

 全数把握疾患  

 

＜細菌性赤痢＞ 

1件の報告がありました。菌種はShigella sonneiです。渡航先（カンボジア王国）での感染です。 

 

＜腸管出血性大腸菌感染症＞ 

7件の報告がありました。うち2件（1件は抗体でO111陽性、もう１件はO157 VT1VT2）は焼肉チェーン店

関連の食中毒です。また、他の5件では、10代男性2名、30代男性、60代女性からO157VT1VT2、60代男

性からO121（HUSを発症）がそれぞれ検出されています。感染経路については調査中です。 

 

＜A型肝炎＞ 

1件の報告がありました。国内経口感染例の9割は、魚介類によるものと言われています。ただ、手洗い

の不徹底による人から人への感染の恐れもあるので、十分な手洗いが予防には重要です。 

 

＜レジオネラ症＞ 

肺炎型2件の報告がありました。感染経路は不明です。 

 

＜後天性免疫不全症候群＞ 

4件（3件は無症候期）の報告があり、すべて国内の同性間接触によるものです。厚生労働省エイズ動向

委員会（5月23日）の年間報告（確定値）で、昨年1年間の全国における新たなAIDS患者報告数は469件で、

08年、09年の431件を上回り、過去最多を更新したことが明らかになりました。今後も、市内での推移を注視

するとともに、感染予防と検査による早期発見・治療が重要です。 

 

＜梅毒＞ 

1件（早期顕性梅毒1期）の報告がありました。国内の異性間接触によるものです。 

 

＜アメーバ赤痢＞ 

腸管アメーバ症2件の報告がありました。国内での性的接触が推定されています。 

 

＜劇症性溶血性レンサ球菌感染症＞ 

1件の報告がありました。 

≪今月のトピックス≫ 

 腸管出血性大腸菌感染症の食中毒がありました。 

 風しんの報告が増加しています。 

 麻しんの流行に注意が必要です。 

 伝染性紅斑で、栄区が警報レベルとなっています。 
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＜風しん＞ 

5月は5件の報告がありました。横浜市の4～5月の報告件数は計10件で、昨年度の報告総数3件をすで

に上回っています。東京都、川崎市等近隣地域での流行は見られません。風しんは、麻しんと非常によく

似た症状を呈する場合があります。10件のうち6件については、風しんと麻しんの両方の可能性が疑われた

ため、麻しんPCR検査を実施したところ、6件全例が陰性となりました。 

 

＜麻しん＞ 

7件の報告がありました。乳幼児2件の他は成人の感染でした。7件のうち、乳幼児2件と成人2件で予防

接種歴がありましたが、他は不明でした。6件について麻しんPCR検査を実施しており、うち3件は陰性、3件

は検査中です。東京都での流行は、17週20件、18週8件、19週12件、20週19件と推移しています。なお、

現在、ヨーロッパを中心に流行がみられ、輸入例についても注意が必要です。 

麻しん患者数の減少に伴って、全数検査が重要になっています。診察時に麻しんを強く疑った場合、横

浜市の検査診断フローに基づき、麻しんPCR検査の対応と、麻しん抗体検査をお願いします。また、できる

だけ早く発生届、患者連絡票の提出をお願いいたします。 

 

※各感染症については、横浜市衛生研究所HPをご参考ください。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/eiken/idsc/disease/ 

 

 

 定点把握疾患  

平成23年4月18日から5月22日まで（平成23年第16週から第

20週まで。ただし、性感染症については平成23年4月分）の横浜

市感染症発生動向評価を、標記委員会において行いましたの

でお知らせします。 

１ 患者定点からの情報 

市内の患者定点は、小児科定点：92か所、内科定点：60か所、眼科定点：19か所、性感染症定点：27か

所、基幹（病院）定点：3か所の計201か所です。なお、小児科定点は、インフルエンザと小児の11感染症を

報告します。内科定点はインフルエンザのみを報告します。従ってインフルエンザは、小児科と内科で、計

152定点から報告されます。 

 

＜インフルエンザ＞ 

今シーズンは、今年第11週にピーク（定点当り40.05）を示しましたが、その後漸減し、第18週0.54、第19

週0.31、第20週0.27で、流行の目安である1.0を下回り、ほぼ収束しています。 

 

＜水痘＞ 

第17週では瀬谷区で定点当り4.00、18週に緑区4.00、19週に旭区4.33、瀬谷区4.75と注意報レベルとな

りましたが、20週では各区とも注意報レベルの区はなく、市全体でも1.77と落ち着いています。20週では、

全国1.56、県域（横浜、川崎、相模原を除く神奈川県）1.35、川崎市0.94、東京都1.61でした。 

 

平成23年 週－月日対照表 

第16週 4月18日～24日 

第17週 4月25日～5月1日 

第18週 5月2日～8日 

第19週 5月9日～15日 

第20週 5月16日～22日 
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＜伝染性紅斑＞ 

第20週では、栄区で定点当り4.00と、警報レベルを上回りました。他に警報レベルの区は無く、市全体で

も0.65と落ち着いていますが、例年初夏から流行が見られる疾患ですので、今後の推移に注意が必要で

す。20週では、全国0.92、県域0.76、川崎市0.73、東京都0.88でした。 

 

＜性感染症＞ 

性感染症は、産婦人科系の10定点、および泌尿器科・皮膚科系の17定点からの報告に基づき、1か月

単位で集計されています。4月では、性器クラミジア感染症は男性が14件、女性が12件でした。性器ヘル

ペス感染症は、男性が6件、女性が14件です。尖圭コンジローマは、男性が11件、女性が2件でした。淋菌

感染症は、男性が8件でした。 

 

＜基幹定点週報＞ 

クラミジア肺炎の報告が1件（3歳女児）ありました。細菌性髄膜炎、無菌性髄膜炎の報告は今年に入って

1件もありません。マイコプラズマ肺炎は、第4～6週の計4件のみで、その後は報告されていません。 

 

＜基幹定点月報＞ 

4月は、メチシリン耐性ブドウ球菌感染症10件、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染

症、薬剤耐性アシネトバクター感染症の報告はありませんでした。 

 

 

表 警報・注意報レベルの基準値 

疾病 
警報 注意報 

開始基準値 終息基準値 基準値 

インフルエンザ 30 10 10 

咽頭結膜熱 3 1 - 

A群溶血性連鎖球菌咽頭炎 8 4 - 

感染性胃腸炎 20 12 - 

水痘 7 4 4 

手足口病 5 2 - 

伝染性紅斑 2 1 - 

百日咳 1 0.1 - 

ヘルパンギーナ 6 2 - 

流行性耳下腺炎 6 2 3 

急性出血性結膜炎 1 0.1 - 

流行性角結膜炎 8 4 - 

 

 

【 感染症・疫学情報課 】 



7 

２ 病原体定点からの情報 

市内の病原体定点は、小児科定点：9か所、インフルエンザ（内科）定点：3か所、眼科定点：1か所、基幹

（病院）定点：3か所の計16か所を設定しています。 

検体採取は、小児科定点とインフルエンザ定点では定期的に行っており、小児科定点は9か所を2グル

ープに分けて毎週1グループで実施しています。また、インフルエンザ定点では特に冬季のインフルエンザ

流行時に実施しています。 

眼科と基幹定点では、検体採取は対象疾患の患者から検体を採取できたときにのみ行っています。 

 

＜ウイルス検査＞ 

5月に病原体定点から搬入された検体は、小児科定点45件（鼻咽頭ぬぐい液43件、ふん便・直腸ぬぐい

液2件）、内科定点1件（鼻汁）、基幹定点4件（鼻汁1件、髄液3件）、眼科定点5件（眼脂5件）でした。患者

の臨床症状別内訳は、小児科定点は上気道炎25人、下気道炎７人、発疹症6人、インフルエンザ、手足口

病、胃腸炎各2人、流行性耳下腺炎1人、内科定点はインフルエンザ1人、眼科定点は流行性角結膜炎4

人、急性結膜炎1人、基幹定点は無菌性髄膜炎2人、熱性けいれん、不明熱各1人でした。 

6月10日現在、小児科定点のインフルエンザ患者2人と内科定点のインフルエンザ患者1人からインフル

エンザウイルスB型、小児科定点の上気道炎患者1人からインフルエンザウイルスAH3型、小児科定点の上

気道炎患者１人と眼科定点の流行性角結膜炎患者2人からアデノウイルス（型未同定）、小児科定点の上

気道炎患者1人からポリオウイルス2型、基幹定点の不明熱患者1人からインフルエンザAH1pdm型とアデノ

ウイルス6型が重複して分離されています。 

これ以外に遺伝子検査では、小児科定点の上気道炎患者3人と下気道炎患者2人からヒトメタニューモウ

イルス、発疹症患者3人からヒトパルボウイルスB19型、上気道炎患者1人からヒトコロナウイルスOC43型の

遺伝子が検出されています。 

その他の検体は引き続き検査中です。 

 

【 検査研究課 ウイルス担当 】 

 

 

＜細菌検査＞ 

5月の感染性胃腸炎関係の受付は小児科定点からの検体は1件で病原菌は検出されませんでした。 基

幹定点からは菌株受付が22件、定点以外の医療機関等からは7件あり、腸管出血性大腸菌、Salmonella

（Thompson、Amager)、黄色ブドウ球菌 が検出されました。 

溶血性レンサ球菌咽頭炎の検体受付は小児科定点から14件で、A群溶血性レンサ球菌、インフルエン

ザ菌、肺炎球菌が検出されました。A群溶血性レンサ球菌の血清型はＴ3、Ｔ12、Ｔ25、T型別不能でした。 
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表 感染症発生動向調査における病原体検査（5月） 

 

感染性胃腸炎 

 検 査 年 月 5月 2011年1月～5月 

 定点の区別 小児科 基幹 その他* 小児科 基幹 その他*

 件 数 1 22 7 2 38 14 

 菌種名       

赤痢菌  1   2 1 

腸管病原性大腸菌  2   2  

腸管出血性大腸菌   4   6 

腸管毒素原性大腸菌  1   1  

チフス菌       

パラチフスA菌     2  

サルモネラ   2   3 

カンピロバクター       

黄色ブドウ球菌  1 1  1 1 

コレラ菌      1 

 不検出 1 17 0 2 30 2 
 
その他の感染症 

 検 査 年 月 5月 2011年1月～5月 

 定点の区別 小児科 基幹 その他* 小児科 基幹 その他*

 件 数 14 0 3 34 4 24 

 菌種名       

A群溶血性レンサ球菌 T１    6   

 T3 1   1   

  T4    3   

  T6       

  T12 3   8   

  T13       

  T25 1   2   

  T28 4**  1 4**  1 

  T B3264    2   

  型別不能 2   2   

B群溶血性レンサ球菌      3 

G群溶血性レンサ球菌       

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌     4  

バンコマイシン耐性腸球菌      15 

髄膜炎菌       

Achinomyces   1   1 

Branhamella 1**   1**   

Legionella pneumophila   1   3 

インフルエンザ菌 2**   2**   

肺炎球菌 1**   1**   

 不検出 3 0 0 6 0 1 
 
＊：定点以外医療機関等（届出疾病の検査依頼） 

＊＊：同一検体から複数菌検出 

T（T型別）：A群溶血性レンサ球菌の菌体表面のトリプシン耐性T蛋白を用いた型別方法 

 

【 検査研究課 細菌担当 】 
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表1 平成23年4月 アクセス順位 

順位 タイトル 件数 

1 マイコプラズマ肺炎について 5,444

2 ロタウイルスによる感染性胃腸炎について 4,269

3 ポリオ（小児麻痺・急性灰白髄炎）について 3,996

4 衛生研究所トップページ 3,094

5 準備は万端？災害用保存水 3,084

6 横浜市感染症情報センター 2,404

7 サイトメガロウイルス感染症について 2,373

8 B群レンサ球菌（GBS）感染症について 2,227

9 手足口病について 2,108

10 クロストリジウム-ディフィシル感染症について 1,849

データ提供：総務局IT活用推進課

衛生研究所WEBページ情報 
（アクセス件数・順位 平成23年4月分、電子メールによる問い合わせ・追加・更新記事 平成23年5月分） 

横浜市衛生研究所ホームページ（衛生研究所WEBページ）は、平成10年3月に開設され、感染症情報、

保健情報、食品衛生情報、生活環境衛生情報等を提供しています。 

今回は、平成23年4月のアクセス件数、アクセス順位及び平成23年5月の電子メールによる問い合わせ、

WEB追加・更新記事について報告します。 

なお、アクセス件数については総務局IT活用推進課から提供されたデータを基に集計しました。 

1 利用状況 

(1) アクセス件数 (平成23年4月) 

平成23年4月の総アクセス数は、150,950件でした。主な内訳は、感染症60.2%、食品衛生13.5%、保健情

報8.8%、検査情報月報4.8 %、生活環境衛生3.8 %、薬事1.2%でした。 

(2) アクセス順位 (平成23年4月) 

4月のアクセス順位（表1）は、第1位が

「マイコプラズマ肺炎について」、第2位

が「ロタウイルスによる感染性胃腸炎に

ついて」、第3位が「ポリオ（小児麻痺・急

性灰白髄炎）について」でした。 

 

第1位の「マイコプラズマ肺炎につい

て」は、年間を通じて常にアクセス件数

が多く、毎月上位にランクインしていま

す。国立感染症情報センターの報告に

よりますと、マイコプラズマの定点当たり

報告数は、第15週から17週(4月11日～

5月1日）の3週間連続で増加しましたが、

第18週（5月2日～5月8日）には減少傾

向が見られました。 

 

第2位は、「ロタウイルスによる感染性胃腸炎について」でした。国立感染症情報センターの報告によりま

すと感染性胃腸炎の定点当たり報告数は、第12週（3月21日～3月27日）に7.14と減少しましたが、その後4

週連続増加し、第16週（4月18日～4月24日）には9.3となりましたが、第17週（4月25日～5月1日）以降、減

少傾向が見られました。 

 

第3位の「ポリオ（小児麻痺・急性灰白髄炎）について」は、春と秋（4月及び10月）のポリオの予防接種の

時期のためアクセス件数が増加したものと思われます。 

 

第4位は「衛生研究所トップページ」でした。 

第5位は、「準備は万端？災害用保存水」でした。福島原発事故の収束の目処が未だにたっておらず、
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水道水中の放射性物質の含有量について指標を超えるのではないかとの不安からアクセス件数が増加し

たものと考えられます。 

現在、本市では、３月19日より、市内の各浄水場の水道水について、１日１回放射性物質の測定を行い、

その結果を、水道局のWEB（http://www.city.yokohama.lg.jp/suidou/os/20110322153218.html） で公開

しています。 

 

(3) 電子メールによる問い合わせ （平成23年5月） 

平成23年5月の問い合わせは、2件でした（表2）。 

2 追加・更新記事 （平成23年5月） 

平成23年5月に追加・更新した主な記事は、6件でした（表3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 感染症・疫学情報課 】 

表3 平成23年5月 追加・更新記事 

掲載月日 内容 備考 

5月 2日 レジオネラ症について 更新 

5月 6日 感染症に気をつけよう（5月号） 追加 

5月 6日 衛研 Ｑ＆Ａ －梅毒編－ 追加 

5月 9日 猫ひっかき病について 更新 

5月 9日 英字略語集 更新 

5月11日 高病原性鳥インフルエンザの発生状況について 更新 

 

 

表2 平成23年5月 電子メールによる問い合わせ 

内容 件数 回答部署 

排水溝のヒビ割れとシロアリの発生について 1 感染症・疫学情報課 

粉ミルク中の異物について 1 感染症・疫学情報課 

 




