
07 研究・調査事業

08 国際協調

食品健康影響評価技術研究及び食品安全確保総合調査の課題（2023年度分）
食品安全委員会は、リスク評価の実施又は評価方法の指針等の策定に必要なデータ及び知見等を得ることを目的と

して、研究・調査事業を行っています。
2023年度に新たに実施する研究・調査課題については、研究・調査企画会議事前・中間評価部会での審議を経て、

食品安全委員会において決定しました。

食品健康影響評価技術研究成果発表会（2021年度終了分）
2021年度に終了した研究課題について、その研究の成果の普及及び活用を

促進することを目的として、2023年１月12日に、成果発表会をオンラインで開
催しました。

食品関連化学物質のリスク評価におけるリードアクロス手法の適用と信頼性評価に関する研究 （国立医薬品食品衛生研究所  山田  隆志）
国際動向に鑑みた食品中の残留農薬に係る発達神経毒性学分野のリスク評価手法に関する研究 （国立医薬品食品衛生研究所  桒形  麻樹子）
養殖水産動物における薬剤耐性指標細菌の設定及びモニタリングの試行 （酪農学園大学　臼井　優）
アレルギー誘発性を有する植物に由来するタンパク質の網羅的消化性評価 （千葉大学　児玉　浩明）

■研究課題

家畜由来薬剤耐性菌の水圏・土壌環境を介した野菜汚染の定量評価およびヒトへの伝播に関する研究 （酪農学園大学　臼井　優）

ベイズ統計学に基づく推定手法を活用したアレルギー症状誘発確率の推計に関する研究 （国立成育医療研究センター　福家　辰樹）

アニサキス汚染実態調査およびリスク低減策の評価に関する研究 （国立医薬品食品衛生研究所　大西　貴弘）

アレルゲンを含む食品のファクトシート（そば類、えび・かに）の作成に向けた科学的知見の調査
パーフルオロ化合物に係る国際機関等の評価及び科学的知見の情報収集並びに整理
農薬リスク評価に関する海外状況調査
食品安全委員会が地方自治体等と連携して行う食品安全に関する情報発信・リスクコミュニケーションの強化に関する調査
新たな育種技術を活用した新規食品の安全性評価手法等に関する調査

■調査課題

委員、専門委員又は事務局職員が、以下の国際会議等に参加し、各国の専門家・関係機関との意見・情報交換等を行いまし
た。新型コロナウイルス感染症の影響を脱しつつあることから、出張での参加（国名の記載のあるもの）も可能となりました。

５月 FAO/WHO合同食品添加物専門家会議（JECFA、動物用医薬品）

７月 食品安全に関する国際食品保全学会（IAFP）

９月 Prion 2022（ドイツ）、Eurotox 2022（オランダ）

10月 レギュラトリーサイエンスに関する国際会議（GSRS22）（シンガポール）

12月 第22回国際栄養学会議（日本）

２月 EFSA（欧州食品安全機関）　BMDワークショップ（ベルギー）

３月 第62回米国毒性学会（SOT 62nd Annual Meeting and ToxExpo）（米国）

経済協力開発機構（OECD）農薬作業部会（６月：第
37 回、２月：第 38 回）、コーデックス委員会各部会：
第 26 回残留農薬部会 CCPR（７月）、第 26 回食品
残留動物用医薬品部会 CCRVDF（２月）、第 53 回
食品添加物部会（３月）（中国・香港※）

その他

※準備段階の電子作業部会では食品安全委員会事務局職
員が副議長として作業文書の作成に貢献した

https://www.fsc.go.jp/ chousa/
kenkyu/kenkyu_happyo.html

食品安全モニターになりませんか？

食品安全委員会は、市民の皆様が日常生活
で感じている食品安全に関するさまざまな課
題や疑問を聞き、運営の改善に役立てるため、
発足当初から毎年度、「食品安全モニター」を
公募し、協力していただいています。

鈴木 祐子さん
（神奈川県）

活動内容と応募要項
●毎年度、12月～１月に130人程度を募集、任期は１年間（最長５年まで延長可）。
●応募資格は、大学等で食品に関連した分野を学んだ方、食品安全に関する業務に携わっていた方など。
●食品の安全で気づいたこと、当委員会へのご意見などを、自分

からいつでも何回でも提案できます。
●食品安全モニター専用のeラーニング（計13回の講義を３か月間

いつでも受講可）と、モニターを対象としたセミナーを無料で受
講できます（2022年度は添加物とかび毒、2021年度は食の安全
に関する国際動向とアレルゲンについて実施）。見逃し配信もあ
り、わからない点等はいつでも当委員会に質問できます。

●上記で学んだこと等を周囲の方に情報提供していただきます。  

https://www.fsc.
go.jp/monitor/

食品安全委員会
ウェブサイト
食品安全モニター

普段食べているものの安全性をより詳しく知ることができるのではないかと思い、

2021年に応募しました。e-ラーニングでの基礎的な知識やセミナーでの最新の情報が

大変勉強になり、周りの方へのアドバイスや情報の紹介もできるようになりました。ぜひ

一緒に活動しましょう。

土谷 啓文さん
（東京都）

中村裕行さん
（兵庫県）

村上 恵さん
（東京都）

食中毒の事案やそれによる重症化の話題に触れ、食中毒をもっと減らすことはでき

ないかという思いがあり、2018年に食品安全モニターに応募しました。食品安全の基

礎知識や、充実した最新の情報を得られ理解が深まっています。食品の安全に関して

は正しい情報と間違った情報が混在していると思いますが、ここで得られた正確な情

報を良好なコミュニケーションを通じて広げていただくことで、我が国の食品の安全

性の維持・向上が図られると思っています。

https://www.fsc.go.jp/chousa/kenkyu/kenkyu_ichiran.html

https://www.fsc.go.jp/chousa/sougouchousa/chousa_kadai.html

研究 :

調査 :

これまでの食品健康影響評価技術研究
及び食品安全確保総合調査の報告書等は
こちらをご覧ください。

自治体で食品衛生監視員として勤務し、退職後も意義ある人生を送りたいと思い応募し

ました。食品安全に関する最新情報が得られ、随時報告した自分の意見などを聞いてもら

えるのが嬉しいです。退職された、専門知識をお持ちの皆さん、仲間内で盛り上がってい

ても現状は変わりません。「もの言う消費者」として、ともに食品の安全に貢献しましょう。

食品系の企業で産休に入る際に食品安全モニターを知り、休みの間も最新の情報を知

ることで知識や意識を深め、それを社内外に伝えることで食品安全の裾野を広げたいと

思い応募しました。食品安全モニターを対象としたアンケート調査の結果を拝見し、他の

皆様の関心事、自身との共通点や相違点に気付きを得ています。行政と消費者の皆様を

繋ぐ大切な役割、また自分自身のアンテナの一つとして楽しく活動していきたいです。
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