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はじめに

弊社は群馬県前橋市に本社を置く、主に空調・衛生，冷凍冷蔵，

上下水道設備，建築デザイン等の企画・提案，設計・施工，メンテナンスの

ワンストップサービスを提供している会社です。

群馬県は草津温泉，富岡製糸場で有名な県でもあります。

私が所属しております温浴事業部は発足後10年が経過し、今までに

約100施設の空調・衛生設備の設計・施工およびろ過器・消毒装置の

設置実績があります。

また、群馬県衛生環境研究所とレジオネラ属菌、およびその対策の

共同研究を継続しております。

その過程で苦い経験もあり、その経験等をお話しすることで少しでも

皆様のお役に立てれば幸いです。
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浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 前段(1)全国のレジオネラ症届出件数
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浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 前段(2)言葉の説明
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pH（水素イオン濃度）

中性はpH=7ですが、pHによる塩素系薬剤の消毒効果は、殺菌力の強い

次亜塩素酸（HCLO）と、殺菌力がその1/100程度に過ぎない次亜塩素

酸イオン（CLO－）の比率により異なります。pH7〜8の間でこの比率

は大きく異なり、塩素の中の次亜塩素酸の占める比率はpH=7で76％あ

るものが、pH=8で24％にも落ちてしまいます。すなわちプール水、浴

槽水がアルカリ性に傾くほど、消毒効果は弱くなります。ちなみに

pH=6では次亜塩素酸が96.6％を占めますので、酸性に傾くほど消毒効

果は高まります。

過マンガン酸カリウム消費量

過マンガン酸カリウムを試薬とした水中の有機物量の指標です。

有機物等水中の被酸化物質によって消費されるろ過マンガン酸カ

リウムの消費量で示されます。このため、かりに有機物が少なく

とも、被酸化物質が多く含まれる温泉水等では大きな数値を示し

ます。

濁 度

濁度は外観による汚染の指標として使用され、濁度が小さい

プール水・浴槽水は見た目にも清潔感があり、衛生的に管理されている

ことを伺わせます。

濁度に影響を与える懸濁物質（水中に浮遊し、水に溶けない個体粒子）

に微生物が付着、埋棲すると消毒作用が妨害、低下されます。このことは、

微生物的安全性を消毒操作だけに頼ることはできなことを示し、

懸濁物質をできるだけ少なくしてから消毒をするのがのぞましい、

と言えます。

大腸菌群

大腸菌群は、微生物学的汚染、特に糞便による汚染の指標として

用いられてます。浴槽水においては、汚水の流入等がない限り、

大腸菌群の検出は入浴者による持ち込みを反映しているものと

考えられます。

SS（浮遊物質量）
水中に懸濁している不溶解性の粒子状物質

一般細菌
水の一般清浄度を示す指標として使用されます。一般細菌として検出

される細菌の多くは、病原菌とは直接関連しませんが、

汚染された水ほど多く検出されます。



浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 前段(3)レジオネラ属菌の増殖
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浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 前段(4)文献内容の紹介
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■遊離残留塩素濃度0.7mg/Lとなっていた施設でもレジオネラが検出された。

■このことは、レジオネラが水中の有機固形物に付着した状態で浮遊しており、塩素の殺菌効果が妨害されたものと考える。
厚生労働省が遊離塩素濃度のガイドラインとしている0.2mg/Lから0.4mg/Lの濃度で管理されていた施設は45施設（17.0
％）であったが、レジオネラ属菌は17施設（37.8％）から検出された。さらには、0.5mg/Lから1.5mg/Lを保っていた71施
設でも19施設（26.8％）からレジオネラ属菌が検出された。

東京都健康安全センター多摩支所微生物研究科 水処理技術Vol.45No.2(2004)より抜粋



浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 循環式浴槽の危険部位と対策（ろ過器①）
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浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 循環式浴槽の危険部位と対策（ろ過器②）
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積層ろ過器の致命的欠点ろ材の構成



浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 循環式浴槽の危険部位と対策（ろ過器③-1）
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宮崎県条例
ろ過器は1週間に1回以上、逆洗浄等の適切な方法で汚濁物質等を排除すること
1週間に1回の逆洗浄でＯＫ？

上表の施設は1日3回逆洗浄



浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 循環式浴槽の危険部位と対策（ろ過器③-2）
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浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 循環式浴槽の危険部位と対策（ろ過器④-1）
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レジオネラ問題の本質（オピニオンリーダーの見解）



浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 循環式浴槽の危険部位と対策（ろ過器④-2）
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レジオネラ問題の本質（オピニオンリーダーの見解）



浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 循環式浴槽の危険部位と対策（ろ過器⑤）
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浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 循環式浴槽の危険部位と対策（ろ過器⑥）
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施設でできるろ過器の消毒・洗浄方法

（ろ過器内を50mg/lの塩素とエアレーションによる攪拌効果により消毒洗浄）

※鉄製のろ過器等、腐食の恐れがあるときは塩素濃度を下げて実施してください

※次亜塩素酸ナトリウム(12%)投入量の計算
50mg/l（g/㎥) × ろ過器内水量(㎥) × 100/12

= 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ投入量(g≒ml）

① ろ過器を停止。

② ヘアキャッチャー前後のバルブ（ﾊﾞﾙﾌﾞ1、ﾊﾞﾙﾌﾞ2）を閉

③ ヘアーキャッチャーに次亜塩素酸ナトリウムをろ過器内が

塩素濃度20mg/になる量を投入

④ ろ過器五方弁ポジションを逆洗ポジションとする。

⑤ 排水バルブ3を開け、ろ過器内の水を若干排水する。

⑥ ヘアーキャッチャー前後のバルブ（ﾊﾞﾙﾌﾞ1、ﾊﾞﾙﾌﾞ2）を開

⑦ ろ過ポンプを10秒程度稼動して塩素をろ過器内に移送

⑧ ヘアーキャッチャー手前（ろ過戻り管）のバルブ２を閉

⑨ ブロアーポンプをろ過ポンプ〜ろ過器までの配管にあるタッピングに接続

⑩ ブロアーポンプ接続タッピングからろ過器までの配管にあるバルブ（ﾊﾞﾙﾌﾞ1)を開

※ヘアキャッチャー手前のバルブ（ﾊﾞﾙﾌﾞ2）が閉まっているのを確認

⑪ ブロアーポンプを稼動。ろ過器内にエアーを吹き込み、ろ過器内をエアー撹拌。

（30分程度） ※バルブ4の調整必要

⑫ ブロアーポンプを停止。

⑬ ヘアキャッチャー手前（ろ過戻り管）のバルブ２を開け、

通常の逆洗・洗浄を行って終了。



浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 循環式浴槽の危険部位と対策（連通管①）
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浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 循環式浴槽の危険部位と対策（連通管②）
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男・女浴槽を別々に洗浄するのが理想。

※ゆっくりした流量だと洗浄効果が劣るため

「連通管に水抜バルブを設けて、排水できる

ようにしておく。」といった指導も聞くが、

経験的には殆ど効果はない。



浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 循環式浴槽の危険部位と対策（回収槽）
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浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 循環式浴槽の危険部位と対策（配管洗浄）
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宮崎県条例：循環配管は、1週間に1回以上、適切な消毒方法で生物膜を除去すること。

では、どうやって？

＜参考：静岡県条例＞

1週間に1回以上、浴槽水の遊離残留塩素濃度を1Ｌ中10ｍｇ以上50ｍｇ以下とし、2時間以上循環させた後、
中和処理して排出する。

＜弊社のおすすめ＞

遊離残留塩素濃度10ｍｇ/L（汚れが多い時は20ｍｇ/L）で2時間循環させた後、中和処理して排水



浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 消毒剤とｐＨの関係①
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浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 その他の危険部位（ジェットノズルプレート）
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5連ジェットノズル内面



浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 その他の危険部位（自動残留塩素濃度計）
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浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 その他の危険部位（吐水口）
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事例1

事例2 事例3（設計上の問題）

吐水口内の清掃が

できない

バイオフィルムの

堆積が防げない

湯溜りが

できないように

すること



浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 浴槽のコンクリート躯体と石との間の隙間処理
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経験のない施工会社は隙間処理を行わない

「す」ができた状態で死水ゾーンとなる

大量のレジオネラ属菌が発生

消毒では手の打ちようがなくなる



浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 その他の危険部位（掛流し浴槽-1）
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浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 その他の危険部位（掛流し浴槽-2）

―24―



浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 その他の危険部位（掛流し浴槽-3）
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浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 アンモニアを含む浴槽水の消毒

―26―

弊社が行っていること

所轄保健所担当者に総塩素管理の了解を
いただく

しばらく継続して菌（レジオネラ属菌，大腸菌群，
一般細菌）の発生状況を監視し、最も適した
総残留塩素濃度を確定する。



浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 拭取り検査でわかる危険部位①
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浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 拭取り検査でわかる危険部位②

―28―

男

女

男

女

男

女

男

女

男

女

男

女

陰性

陰性

框 ｼﾙｸの湯

陰性

陽性（   100）

陽性（   100）

陽性（   100）

陰性

陰性

壺湯

うたた寝湯

ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｽ①

ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｽ②

ｵｰﾊﾞｰ側溝 ｼﾙｸの湯

陽性（ 4,100）

陽性（ 2,100）

陽性（20,000）

陽性（ 1,800）



浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 拭取り検査でわかる危険部位③

―29―

（※1・・・部位により拭き取り面積が異なりますので、レジオネラ属菌数はあくまでも参考値とお考えください。

ｼｪｲﾌﾟｱｯﾌﾟﾊﾞｽ
（男）

オーバー側溝

陽性
（200000CFU以上）

ｼｪｲﾌﾟｱｯﾌﾟﾊﾞｽ
（女）

陽性
（1000CFU）

ｼｪｲﾌﾟｱｯﾌﾟﾊﾞｽ
（男）

ジェットノズル
化粧ｶﾊﾞｰ裏

陽性
（800CFU）

ｼｪｲﾌﾟｱｯﾌﾟﾊﾞｽ
（女）

陽性
（300CFU）

ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｽ
（男） 浴槽壁面

水際
（ｺｰｷﾝｸﾞ部分）

陰性

ｼﾞｪｯﾄﾟﾊﾞｽ
（女）

陽性
（2000CFU以上）

ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｽ
（男）

ジェットノズル
化粧ｶﾊﾞｰ裏

陽性
（11000CFU）

ｼﾞｪｯﾄﾟﾊﾞｽ
（女）

陽性
（2000CFU）

ｺｰｷﾝｸﾞ



浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 拭取り検査でわかる危険部位④
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WF-2
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ水槽

塩ビﾎﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ
陽性

（200000CFU以上）

WF-2
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ水槽

陰性

WF-2
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ水槽

陰性

内壁面

水位電極

電気風呂
（男）

電極板裏

陰性

電気風呂
（女）

陽性
（200CFU）

WF-6
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ水槽 温泉流入口

陽性
（2000CFU）



浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 拭取り検査でわかる危険部位⑤
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（1）浴槽水レジオネラ検査結果

10未満

10未満

10未満 10 10未満

採水箇所

10未満 10未満 10未満

2013/3/11

ｱﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞｽ（男）

レジオネラ属菌　(CFU/100ml)

ｱﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞｽ（女）

2013/5/20 2013/6/24 2013/7/17 2013/7/23

10未満 10未満

10未満

2013/7/1

10未満

10未満10未満

2013/7/30

（2）拭取り検査結果

2013/7/302013/3/12 2013/5/21 2013/6/25 2013/7/2 2013/7/17 2013/7/23

- -

陰性 - 陰性 陰性

ｱﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞｽ
（女）

陰性 陰性 - - -

ｱﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞｽ
（男）

ｴｱｰ吸込み

陰性 陰性 陰性

陰性 陰性

ｱﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞｽ
（女）

陰性 陰性 - - - - -

- -

ｱﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞｽ
（男）

水位計

陰性 陰性 陰性 陰性 -

陰性 - 陰性
陽性

（100CFU）

ｱﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞｽ
（女）

陰性 陰性 - - -

ｱﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞｽ
（男）

浴槽框下部

陰性 陰性 陰性

陰性
陽性

（100CFU）

ｱﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞｽ
（女）

陰性 陰性 - - - - -

- -

ｱﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞｽ
（男）

ｵｰﾊﾞｰ側溝
蓋

陰性 陰性 陰性 陰性 -

陰性
陽性

（12100CFU）
陽性

（4600CFU）

陽性
（20000CFU
以上）

ｱﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞｽ
（女）

陰性
陽性

（20000CFU
以上）

- - -

ｱﾄﾗｸｼｮﾝﾊﾞｽ
（男）

ｼﾞｪｯﾄﾉｽﾞﾙ

陽性
（10000CFU
以上）

陽性
（5500CFU）

陰性

拭取り箇所
拭取り状況

レジオネラ属菌

箇所 部位



浴槽ろ過設備の衛生管理上の危険部位・注意点と安全対策 拭取り検査でわかる危険部位⑥
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（2）拭取り検査結果

（1）浴槽水レジオネラ検査結果

10未満 10未満ｼﾙｸ風呂（女） 10未満 10 10未満 10未満 10未満

2013/7/23 2013/7/30

ｼﾙｸ風呂（男） 10未満 10未満 10未満 10未満 10未満 10未満 10未満

採水箇所
レジオネラ属菌　(CFU/100ml)

2013/3/11 2013/5/20 2013/6/24 2013/7/1 2013/7/17

- -

陽性
（4100CFU）

- 陰性 陰性

ｼﾙｸ風呂
（女）

陰性
陽性

（100CFU）
-

陰性
1CFU

-

ｼﾙｸ風呂
（男）

ｵｰﾊﾞｰ側溝
蓋

陽性
（1900CFU）

陽性
（300CFU）

陰性

陰性 陰性

ｼﾙｸ風呂
（女）

陰性 陰性 -
陰性
0CFU

- - -

- -

ｼﾙｸ風呂
（男）

ｵｰﾊﾞｰ側溝

陰性 陰性 陰性
陽性

（20000CFU
以上）

-

陽性
（20000CFU
以上）

- 陰性
陽性

（400CFU）

ｼﾙｸ風呂
（女）

陰性
陽性

（20000CFU
以上）

- - -

ｼﾙｸ風呂
（男）

踏み台裏

陽性
（9400CFU）

陽性
（2100CFU）

陰性

2013/7/23 2013/7/30

拭取り箇所
拭取り状況

レジオネラ属菌

箇所 部位 2013/3/12 2013/5/21 2013/6/25 2013/7/2 2013/7/17
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弱酸性の塩素剤のため肌への刺激が

少なく、老人保護施設のお風呂には

良いのかもしれません。
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新店計画時のオーナー，設計事務所，施工会社との打合わせに際して

＜設計前もしくは設計中＞

● レジオネラ症患者数（届出件数）の実態を知らせていただきたい。

誰も実態がわかっていない

●条例中のあいまいな文言に対し、具体的な指示をお願いしたい。

●本日の内容も含めて、できればマニュアル化していただき

施工上の注意点として渡していただきたい。

＜オープン前＞

●施設従業員，設計事務所，施工会社に対し

運営上の注意点の講習会を開いていただきたい。
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消毒システム ろ過システム

産官学連携による発想の異なるろ過システムの開発

平成27年度中

根本的対策

消毒頼みでなくレジオネラ属菌の出現しづらい

浴槽水技術の開発


