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研究要旨 

貯水槽水道の給水栓を対象として，塩素の残留状況が異なる給水栓から初流水を採取し，レジ

オネラ属による汚染状況と残留塩素濃度を調査した。レジオネラ属は遊離残留塩素が 0.1 mg/L を

越えて残留している給水栓からはすべて不検出であった。以前の対象施設は蛇口のレジオネラ汚

染に苦慮していたが、自己水源の井戸水への切り替えに伴って追加の遊離塩素消毒が徹底され、

汚染は大きく改善した。 

ウイルス指標として期待されるトウガラシ微斑ウイルスは、実際の浄水処理における挙動

に関心が寄せられている。急速ろ過の凝集沈澱–砂ろ過処理を実施している国内浄水場 A に

おいて、トウガラシ微斑ウイルスの処理性を通年で評価した。PCR 法にて評価した凝集沈澱

–砂ろ過処理によるトウガラシ微斑ウイルスの除去率は、1.3～2.0-Log であり、除去率の季

節的な変動は小さかった。除去率は凝集沈澱–砂ろ過処理の室内実験と同程度であり、再現
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A．研究目的 

微生物分科会では水道の微生物汚染に係る

問題として細菌、腸管系ウイルス、そして耐塩素

性病原微生物を検討し、水道の微生物学的な

安全性向上を目指している。 

 

A1 貯水槽水道の蛇口のレジオネラ汚染 

水道水は、塩素消毒が消失すると雑菌が増殖

するが、このことにあまり注意が払われてこなか

った。この雑菌を捕食増殖する自由生活性アメ

ーバが存在し、さらにヒトに重篤な肺炎やポンテ

ィ ア ッ ク 熱 を 引 き 起 こ す レ ジ オ ネ ラ 属 菌

（Legionella）が増殖することから、問題となる。こ

の汚染は塩素消毒が無くなると生じてしまい、途

中配管、貯水槽、末端給水栓等の衛生的な管

理が必要である 1）。以前から蛇口のレジオネラ属

菌汚染に苦慮していた貯水槽水道の給水栓を

対象として，塩素の残留状況が異なる初流水を

採取し，レジオネラ属菌と残留塩素濃度の調査

を企図した。 

 

A2 凝集沈澱–砂ろ過処理を実施している実

浄水場におけるトウガラシ微斑ウイルスの処

理性評価 

ウイルスによる水系感染症の制御に資する

ため、浄水工程におけるウイルス除去率を検

討している。米国環境保護局（USEPA）は、

汚染物質の候補（Contaminant Candidate 

List 4: CCL4）として、アデノウイルス、エ

ンテロウイルス（ポリオウイルス，コクサッ

キーウイルス，エコーウイルスを含む）、A 型

肝炎ウイルス、カリシウイルス（ノロウイル

ス，サポウイルスを含む）の 4 種のウイルス

を挙げている 2）。しかし培養・定量の難しさ

等の理由から、これらの水系感染症ウイルス

の特に凝集やろ過といった物理的な処理性に

関する知見は少ないのが現状である 3-6）。実浄

水場における水系感染症ウイルスの処理性を

評価した事例が見られるものの 7，8）、処理水

中のウイルス濃度は非常に低く、数百～数千

L の処理水を濃縮した場合であっても不検出

/定量下限以下となることが少なくない。その

ため、浄水場におけるウイルスの処理性を、

水系感染症ウイルスを直接定量することによ

り正確に把握することは事実上困難な現状に

ある。 

このような状況の中、植物ウイルスである

トウガラシ微斑ウイルスが着目されている。

同ウイルスは、ヒトの糞便中に最も多量に存

在する RNA ウイルスで 9）、水道原水を含む

性が得られた。トウガラシ微斑ウイルスが凝集沈澱–砂ろ過処理により 1.6-Log 除去される

浄水場 A においては、各種水系感染症ウイルスも 1.6-Log 程度除去されるものと推察され

た。浄水場における凝集沈澱–砂ろ過処理によるウイルスの除去率は 2-Log 未満であり、ウ

イルス対策は後段の塩素処理に大きく依存していることが改めて確認された。 

クリプトスポリジウムは塩素消毒に抵抗性があることから、水道を介した散発的な感染が懸念され

る。1 個のクリプトスポリジウムで感染する確率は、かつて 165 個で 50％（1 個で 0.4％程度）と計算

されていた。ところが感染しやすい種と株が存在し、今では USEPA で 1 個が 10％程度の感染確

率、WHO が 20％と計算の前提が更新され、桁違いに感染確率が大きいことが想定されている。

10-6 DALYs（障害調整生存年数）の目標維持には、従来の 2-Log 除去ではなく、3-Log 以上の徹

底が必要であった。微生物許容感染リスク 10-4/年の目標には、4-Log 以上が必要であった。対策

としては、2 ないし 3-Log の除去率が期待される凝集沈殿ろ過の急速ろ過によるシングルバリアだ

けでなく、マルチプルバリアとして紫外線処理や膜処理に、当面の対策として二段凝集の導入、集

水域の管理にモニタリングや排水処理の徹底など、水質の維持向上が将来の方向と考えられた。 
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水環境中において、他の水系感染症ウイルス

よりも大幅に高い濃度で存在し 10-12）、そのほ

とんどがヒト糞便由来とされていることから
10，11）、水道のウイルス指標として期待されて

いる。これまでに水系感染症ウイルスとトウ

ガラシ微斑ウイルスの凝集沈殿−砂ろ過処理

における除去率は、同程度との結果が得られ

ている 13）。ウイルス指標として活用するにあ

たって、実際の浄水処理におけるトウガラシ

微斑ウイルスの挙動に関心が持たれる。そこ

で本研究では、国内浄水場におけるトウガラ

シ微斑ウイルスの処理性を通年で評価し、季

節変動の有無を確認することとした。 

また、感染価を有するウイルスを選択的に

検出する Viability PCR 法が開発されてきて

いるが、水道におけるウイルス測定法として

の適用可能性を評価するため、水道水を対象

とした Viability PCR 法を試みた。 

 

A3 散発的なクリプトスポリジウム感染を防

止するための対策 

非血性の水様下痢を呈するクリプトスポリジウ

ム症は、糞口感染し、塩素消毒に抵抗性がある

ことから、水道を介して大規模な集団感染が発

生した。一方、大きな集団感染だけでなく、低濃

度の汚染から散発的な感染が生じてしまうことも

問題になる。10L 中に 0.08 個のクリプトスポリジ

ウム濃度の水道水を給水人口 6 万人に対して供

給し、218 人の患者発生が英国で報告されてい

る 14）。 

1 個のクリプトスポリジウム（オーシスト）で感染

する確率は、かつて165個で50％（1個で0.4％

程度）と計算されていた 15, 16)。ところが感染しや

すい種と株が存在し、今では USEPA（米国環

境保護庁）で 1 個が 10％程度（4 から 16％）の

感染確率 17, 18)、WHO（世界保健機関）が 20％

と計算の前提が更新され 19, 20)、桁違いに感染

確率が大きいと想定されている。現在の国内に

おけるクリプトスポリジウム対策を目的とした浄水

処理は、前提が桁違いに変化した結果、除去率

も桁違いに必要な状態に陥っている。そこで本

研究では新しい感染確率を前提として、水道を

介した感染症抑止の目標である 10-6DALYs（障

害 調 整 生 存 年 数 、 disability-adjusted life 

year(s)）、あるいは微生物許容感染リスク 10-4/

年（年間、1 万人に 1 人）を達成するのに必要な

除去率を改めて算出した。平成 15 年の厚生科

学審議会では 1 個で 0.4％の感染確率と 1 個

/10L の原水汚染を仮定し、凝集沈殿ろ過による

2-Log の除去率で、概ね 10-6DALYs の目標を

達成できると想定されていた 21)。3-Log の除去

率なら、微生物許容感染リスク 10-4/年も概ね達

成できていた。国内で多く行われているポリ塩化

アルミニウム（PAC）を用いた凝集沈殿ろ過（急

速ろ過）は、2 ないし 3-Log のクリプトスポリジウム

除去が得られるとされる。そして平成 19 年の水

道におけるクリプトスポリジウム等対策指針に従

い、ろ過池出口の濁度を 0.1 度以下とすることで、

除去率の維持が徹底されている 22）。 

 

B．研究方法 

B1 貯水槽水道の蛇口のレジオネラ汚染 

  給水栓のレジオネラ汚染と残留塩素濃度の

関係を明らかにすることを目的として，大学構内

の給水栓 20 カ所から初流水約 4 L の採水を 12

回行った。今年度は遊離塩素 が微量（〜0.2 

mg/L）に残留している給水栓を対象として重点

的に調査を実施した。残留塩素濃度は HACH

社残留塩素測定用試薬を用いて，開栓直後，採

水中，採水後の各濃度を測定した。レジオネラ

測定は，試料 1 L を Isopore メンブレンフィルタ

ー(孔径 0.2 µm，メルクミリポア社製)でろ過した

後，酸処理を行い 10 mL に濃縮し，GVPN 培

地を用いて 37 ̊ C で 7〜10 日間培養した。生育

したレジオネラ様コロニーは斜光法による実体顕

微鏡観察，L(+)-システイン要求性試験を行った

後に，LEG228-LEG858 プライマー対を用いて

レジオネラ確定試験を行った 23)。自由生活性ア

メーバは、試料 1 L を孔径 8 µm のメンブレンフ

ィルター（ザルトリウス社製）を用いてろ過捕集し

た。20 mL の PSA バッファーに再懸濁した後，

さらに 1,000×g, 5 分間の遠心分離により得た 1 
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mL の濃縮液を，熱不活化大腸菌を塗布した無

栄養寒天培地を用いて 30 ˚C で培養した。 

2017（H29）年度末に大学内の複数の建物に

おいて，水道事業体からの受水から、ほとんどを

自家水源の井水でまかなう水供給システムへの

切り替えがあった。処理フローは、原水（地下

水）→前塩素処理（鉄・マンガン対策と消毒）→ 

砂ろ過処理→ 軟水化（イオン交換処理）→ 

UF 膜処理（孔径 0.005 µm）→次亜塩素酸ナト

リウム注入であった。 

 

B2 凝集沈澱–砂ろ過処理を実施している実

浄水場におけるトウガラシ微斑ウイルスの処

理性評価 

実浄水場におけるトウガラシ微斑ウイルス

の処理性を評価するため、浄水場 A の原水、

あるいは浄水処理工程水 80～1,500 L におけ

るトウガラシ微斑ウイルスの濃度を定量した。

昨年度報告した 2017 年 10 月、11 月、12 月

の採水に引き続き、今年は2018年5月、7月、

11 月に採水を実施した。 

 大容量試料水に適用可能なウイルス濃縮法

として、当該研究で開発したナノセラム陽電

荷膜を用いたウイルス濃縮法を使用した。す

なわち、浄水場 A 内において原水 80～250 L、

沈澱水 100～550 L、チオ硫酸ナトリウムのイ

ンライン添加により残留塩素を中和した砂ろ

過水 100～1,000 L、あるいは浄水 100～1,500 

L を、ポンプを用いて 3～7 L/min の初期流

束にてナノセラム陽電荷膜（膜孔径: 2 m）

に通水した。 

膜に吸着したウイルスを脱着させるウイル

ス溶出液として pH 9.5 の 1.5%（w/w）ビー

フエキス溶液（0.05 M グリシン含有）350 mL

を添加し、1 分間浸漬させた。未使用のビー

フエキス溶液 150 mL を膜に通水することに

より、ビーフエキス溶液と共に、ウイルスを

回収した。浸漬時間を増しながらこの溶出操

作を 3 回繰り返し、合計 2 L のビーフエキス

溶液にウイルスを濃縮した（一次濃縮）。ウイ

ルス溶液の pH を HCl にて 3.5 に調整した

後、30 分間攪拌することにより、溶液中のビ

ーフエキスを凝集した。これを 2,500 × g に

て 15 分間遠心分離することにより、上澄水

と凝集フロックを分離した。 

上澄水については、タンジェンタルフロー

UF 膜（分画分子量: 300 kDa）を用いて 20 

mL まで濃縮し、更にメンブレンフィルター

（膜孔径: 0.45 m）にてろ過した（二次濃縮

[上澄み]）。一方、凝集フロックについては、

pH 9 の 0.15 M リン酸バッファーを添加し、

160 rpm にて 10 分間振とうすることにより、

凝集フロックを溶解した。これを 4,000 × g に

て 10 分間遠心回収した後、pH を HCl にて

7.0 に調整することにより 20 mL まで精製・

濃縮し、更にメンブレンフィルター（膜孔径: 

0.45 m）にてろ過した（二次濃縮[フロック]）。 

以上の二次濃縮[上澄み]及び二次濃縮[フロ

ック]より、リアルタイム定量 PCR 法を用い

て、トウガラシ微斑ウイルス濃度を定量した。

QIAamp MinElute Virus Spin Kit（Qiagen）

を用いて RNA を抽出し、High Capacity 

cDNA Reverse Transcription Kit with 

RNase Inhibitor（Applied Biosystems）を用

いた逆転写により cDNA を合成した。合成し

た cDNA を TaqMan Universal Master Mix 

II, no UNG（Applied Biosystems）、Distilled 

water、トウガラシ微斑ウイルスに特異的な

プライマー（最終濃度: 400 nM，タカラバイ

オ）及びプローブ（最終濃度: 250 nM，Applied 

Biosystems）と混合した後、リアルタイム定

量 PCR 装置（Applied Biosystems 7,300，

Applied Biosystems）に供することにより、

トウガラシ微斑ウイルス濃度を定量した。ト

ウガラシ微斑ウイルスの Log 除去率

（Log[C0/C]；C0: 原水のトウガラシ微斑ウイ

ルス濃度，C: 処理後のトウガラシ微斑ウイル

ス濃度）を算出した。 

Viablity PCR 法の評価方法として、高温不活

化したウイルスおよび塩素消毒したウイルスを対

象に、プラック法との乖離がより少ない方法が優

れていることとして評価した。また、浄水試料へ
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の適用性評価としては、浄水場において原水及

び緩速ろ過水、凝集沈殿砂ろ過・オゾン生物活

性炭処理・休息砂ろ過水、凝集沈殿砂ろ過水の

処理水を濃縮したもの（20L-560L）に、アイチウ

イルス（AiV）をモデルウイルスとして添加したも

のを用いた。ethidium monoazide (EMA)、 

propidium monoazide (PMA) お よ び cis- 

dichlorodiammineplatinum （CDDP）を用い

た前処理によりカプシドで保護されていないウイ

ルスゲノムを不活化し、その後に定量的 PCR 法

により測定した。また、前処理の効果を高めるた

め、界面活性剤 SD を添加した処理についても

有効性を実験的に比較した。 

 

B3 散発的なクリプトスポリジウム感染を防

止するための対策 

感染確率は前述の通り、従来が 165 個で

50％（1 個で 0.4％程度、すなわち感染確率 P、

摂取数 N、パラメータ k=238.6 のとき、P＝1－

exp(－N / k)で感染確率が計算され、N=1 の時

は P＝1－exp(－1 / 238.6)＝0.0042）とされて

いた 15, 16, 21)。USEPA では新しく 4 から 16％と

されることから、中間で 10％を代表とした 17, 18)。

WHO は 20％とした 19, 20)。飲水量は、従来の非

加熱飲水量は 1L とされたが 21)、実際はずっと

少ないとされ、200mL での計算を加えた 24）。ク

リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 症 の DALY は 、 従 来 は

0.00103、現在は 0.0015 とした 19-21)。原水のク

リプトスポリジウム汚染については、当時の状況

から大きく変化せず、1 個/10L の前提をそのまま

とした。検出数の多い河川ではブタ型が多かっ

た一方で 1）、家庭排水を多く含む下水からクリプ

トスポリジウム等の検出が指摘されていた 25）。ク

リプトスポリジウムは 5 類感染症の全数届出疾患

だが、未だに特効薬がなく、一般病院での検査

もされていない 26 ）。感染確率の計算には、

Excel（Microsoft）を使用した。 

 

C．研究結果および考察 

C1 貯水槽水道の蛇口のレジオネラ汚染 

 遊離残留塩素濃度とレジオネラ濃度の関係を、

井水切り替え前の結果と、井水切り替え後の

2018（H30）年度の結果を合わせて、図 1 に示

した。2018（H30）年度の採水試料の遊離残留

塩素濃度は、不検出〜0.65 mg/L に分布してい

たが，遊離残留塩素が 0.04 mg/L に低下してい

た 2 試料からのみレジオネラ属菌が検出され，そ

の濃度は 70 および 4.7×103 CFU/L であった。

井水切り替え前は多くの給水栓で遊離塩素濃度

の低下とレジオネラ属菌の検出があったが、井

水切り替え後は残留塩素の消費が進んだ給水

栓のみからレジオネラが検出され、多くの給水栓

では不検出となった（図１）。適切に管理された

給水栓水の残留塩素濃度が 0.7 mg/L 前後に

達し，切替前の 0.5 mg/L 前後より向上があり、

塩素消毒の徹底がレジオネラ減少の理由と考え

られた。なお，レジオネラが検出された給水栓か

らは自由生活性アメーバも少ないながらも継続し

て検出されていた（〜10 PFU/L）。 

 

C2 凝集沈澱–砂ろ過処理を実施している実

浄水場におけるトウガラシ微斑ウイルスの処

理性評価 

浄水場 A において、トウガラシ微斑ウイル

スの処理性を評価した（図 2）。PCR 法にて評

価した原水におけるトウガラシ微斑ウイルス

濃度は 100.7～1.6 copies/mL となり、定量可能

な程度に高い濃度で存在した。また、季節的

な濃度変動も小さかった。 

凝集沈澱処理水及び砂ろ過処理水における

トウガラシ微斑ウイルス濃度はそれぞれ 10-

0.7～0.7 copies/mL、10-0.9～-0.1 copies/mL とな

り、原水に比べて濃度の低減が確認された（図

2）。従って、凝集沈澱–砂ろ過処理はウイルス

の除去に有効であることが示された。除去率

は、1.3～2.0-Log（平均 1.6-Log）であり、除

去率の季節的な変動は小さかった（図 2）。 

細かく見ると、凝集沈澱単独で平均1.2-Log

の除去率であった（図 3）。凝集沈澱と砂ろ過

の間に、統計的な有意差が認められ（P < 

0.05）、後段の砂ろ過処理も、ウイルス除去に

寄与していることが示された（砂ろ過単独で
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平均 0.4-Log）。 

塩素処理後の浄水におけるトウガラシ微斑

ウイルス濃度は 10-1.4～0.3 copies/mL となり、

砂ろ過後に比べて濃度が低減した場合もあっ

た。しかしながら、凝集沈澱–砂ろ過の除去率

と塩素処理の除去率（低減率）の間に有意差

はなかった（P > 0.05）。本研究でトウガラシ

微斑ウイルスの定量に用いた PCR 法は、消

毒効果の過小評価に繋がる懸念があり、除去

率（低減率）の解釈には注意が必要であった。 

以上の通り、浄水場 A において得られた除

去率は、これまで実施した凝集沈澱–砂ろ過処

理の室内実験の除去率（水質の異なる全国 8

カ所の水道原水を用いた場合に得られた除去

率；範囲: 0.3～2.5-Log，平均: 1.5-Log）13)と

同程度であった。すなわち、実浄水場におけ

るウイルスの除去率は、室内実験により再現

可能と示唆された。加えて、各種水系感染症

ウイルスも同程度除去されるものと推察され

た。一方で、浄水場における物理的処理（凝

集沈澱–砂ろ過処理）によるウイルスの除去率

は 2-Log 未満であり、ウイルス対策は後段の

塩素処理に大きく依存していることが改めて

確認された。 

Viability PCR については、SD を用いたほう

が高温不活化したウイルスの誤陽性が少なくな

ることが分かった。また、EMA, PMA および

CDDP では、CDDP が最も誤陽性が少なくなる

という結果が得られた。塩素消毒に対しても同様

の結果が得られた。このことから、SD を併用した

CDDP が Viability PCR の前処理として最も優

れていることが分かった。 

 浄水場における試料からの阻害については、

PCR に対する阻害のほうが SD-CDDP 前処理

に対する阻害よりも大きく、浄水試料においては

SD-CDDP 処理は問題なく行えることが分かっ

た。 

 

C3 散発的なクリプトスポリジウム感染を防

止するための対策 

クリプトスポリジウムの感染確率が 0.4％から

10 ないし 20％に高まった分、浄水場における除

去率を、+1.4 ないし+1.7-Log 高めたら良いと単

純計算できた（＝Log10（10 / 0.4）、あるいは＝

Log10（20 / 0.4））。それだけでは理解しづらい、

理解が得られにくいので、もう少し具体的な数値

を当てて以下の通り計算をした。 

従来に想定されていた、水道を介したクリプト

スポリジウム感染確率を表 1 に再掲した（厚生科

学審議会資料、平成 15 年）。当時は 2-Log 除

去で、目標の 10-6DALYs が概ね達成される計

算であった（表１）。3-Log 除去率の感染確率は

1.5×10-4 となり、微生物許容感染リスク 10-4/年の

目標にも概ね届く計算であった（表１）。非加熱

飲水量や曝露量は仮定に過ぎず、Log 除去率

に厳密な数字を求める意味はあまりないが、10-

6DALYs ならびに微生物許容感染リスク 10-4/年

から逆算すると、2.2 ないし 3.2-Log が必要との

計算であった（表 1、右 2 列）。2 ないし 3-Log の

除去率が想定される凝集沈殿ろ過以外にも、汚

染のモニタリングや集水域の管理といった対策

もあって、実質 2.2 ないし 3.2-Log に達すること

が期待されたであろう。 

 新しい感染確率として 10％を仮定して先述

と同様に計算した場合、3-Log の除去が徹底さ

れれば 3.8×10-6 DALYs となり、（その他の対策

を含め 3.6-Log に達すれば）何とか目標が達成

できることとなった（表 2A）。ただ微生物許容感

染リスク 10-4/年は守れず、これを達成するには

逆算で 4.6-Log の除去が必要であった。感染確

率に 20％を仮定した場合、目標の 10-6DALYs

と微生物許容感染リスク 10-4/年を守るには、そ

れぞれ逆算で 3.9-Log、4.9-Log が必要であっ

た（表 2B）。感染確率の 10％と 20％の違いは

少なく、求められる Log 除去率は 0.3-Log 程の

増加に留まった。すなわち、感染確率 0.4％から

は桁違いであったが、10％と 20％の間は大差な

かった。 

近年は非加熱の水道水の飲用が減っている

ことから 1L ではなく 200mL を仮定し、併せてク

リプトスポリジウム感染の健康影響度を更新して

みた（従来の 0.00103 から 0.0015DALYs とし
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た）。ちなみに単純計算で浄水処理に必要な処

理能力は、飲水量の低下で 0.7-Log 下がり

（=Log10(0.2 / 1)）、健康影響度が上がることで

0.16-Log 上がる（=Log10(0.0015 / 0.00103)）。 

具体的には、感染確率が 10％の場合は、3-

Log の除去が徹底されれば 1.1×10-6 DALYs と

なり、目標は概ね達成できる計算であった（表

3A）。ただし微生物許容感染リスク 10-4/年は守

れず、これを達成するには逆算で 3.9-Log の除

去が必要であった。感染確率が 20％の場合、3-

Log の除去が徹底されれば 2.2×10-6 DALYs と

なり、（その他の対策を含め 3.3-Log で）目標が

達成できる計算であった（表 3A）。微生物許容

感染リスク 10-4/年を達成するには、逆算で 4.2-

Log の除去が必要であった。 

以上の計算により、10-6 DALYs の維持には、

従来の 2-Log 除去ではなく、3-Log 以上の徹底

が必要であった。微生物許容感染リスク 10-4/年

を目標とする場合は、4-Log 以上の除去率が必

要であった。総合すると、必要な除去率は 3 ない

し 5-Log の範囲にあると計算された。凝集沈殿

ろ過による急速ろ過はクリプトスポリジウムを 2 な

いし 3-Log の除去が可能とされるが、現状は処

理能力の不足が懸念された。加えてシングルバ

リアでは心もとないので、マルチプルバリアとして

紫外線処理や膜処理、当面の対策として二段凝

集などが追加の処理として考えられた。本研究

で求めた 3 ないし 5-Log の除去率は、患者数か

ら計算した、大規模集団感染を未然に防ぐのに

必要な 3 ないし 5-Log とも対応する結果であっ

た 27）。 

 

D．結論 

D1 貯水槽水道の蛇口のレジオネラ汚染 

 蛇口のレジオネラ汚染に苦慮していた貯水槽

水道の給水栓を対象として，塩素の残留状況が

異なる給水栓から初流水を採取し，レジオネラ

属と自由生活性アメーバを測定した。レジオネラ

属は遊離残留塩素が 0.1 mg/L を越えて残留し

ている給水栓からはすべて不検出となり、井水

切り替えに伴う塩素消毒の徹底により、レジオネ

ラ汚染は大きく改善していた。 

  

D2 凝集沈澱–砂ろ過処理を実施している実

浄水場におけるトウガラシ微斑ウイルスの処

理性評価 

浄水場 A における凝集沈澱–砂ろ過処理によ

るトウガラシ微斑ウイルスの除去率は、1.3～2.0-

Log であり、季節変動は小さかった。室内実験と

同程度の除去率であり、実浄水場におけるウイ

ルスの除去率を、室内実験により再現できると示

唆された。トウガラシ微斑ウイルスが凝集沈澱–

砂ろ過処理により 1.6-Log 除去される浄水場 A

においては、各種の水系感染症ウイルスも 1.6-

Log 程度除去されると推察された。浄水場にお

ける物理的処理（凝集沈澱–砂ろ過処理）によ

るウイルスの除去率は 2-Log 未満であり、ウ

イルス対策は後段の塩素処理に大きく依存し

ていることが改めて確認された。 

浄水試料を対象として、0.1%SD を併用した

CDDP 前処理により、選択的に感染価を有する

ウイルスを検出する PCR 法が可能であることが

分かった。 

 

D3 散発的なクリプトスポリジウム感染を防

止するための対策 

感染確率を従来の 0.4％ではなく 10 ないし

20％に増加、かつ非加熱飲水量を従来の 1L か

ら 200mL へ減少を仮定した。10-6 DALYs の目

標維持には、従来の 2-Log 除去ではなく、3-

Log 以上の徹底が必要であった。微生物許容感

染リスク 10-4/年の目標には、4-Log 以上が必要

であった。総合すると 3 ないし 5-Log の除去率

が必要と考えられた。対策としては、2 ないし 3-

Log の除去率が期待される凝集沈殿ろ過の急

速ろ過によるシングルバリアだけでなく、マルチ

プルバリアとして紫外線処理や膜処理に、当面

の対策として二段凝集の導入、集水域の管理に

モニタリングや排水処理の徹底など、水質の維

持向上が将来の方向と考えられた。 
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