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１．実証試験の概要と目的 

 
 本実証試験は、既に適用可能な段階にありながら環境保全効果等についての客観的

な評価が行われていないために普及が進んでいない山岳トイレし尿処理技術につい

て、その環境保全効果等を第三者が客観的に実証する事業をモデル的に実施する。山

岳トイレし尿処理技術の実証手法･体制の確立を図るとともに、山岳トイレし尿処理

技術の普及を促進し、山岳地及び流域の環境保全と環境産業の発展に資することを目

的とする。 
 

２．実証試験参加組織と実証試験参加者の役割分担、 

実施体制 
 
実証試験実施に関わる各機関の役割を以下に示す。また、山岳トイレ技術分野にお

ける実証試験実施体制を図１に示す。また、参加組織連絡先を表１に示す。 
 
（１）環境省 
① モデル事業全体の運営管理及び実証手法・体制の確立に向けた総合的な検討を

行う。 
② 環境省総合環境政策局長の委嘱により「環境技術実証モデル事業検討会」を設

置する。 
③ 実証対象技術分野を選定する。 
④ 実証運営機関を選定する。 
⑤ 実証機関を承認する。 
⑥ 実証試験結果報告書を承認する。 
⑦ 実証試験方法の技術開発を行う。 
⑧ 実証試験結果等、関連情報をデータベースにより公表する。 
⑨ 試験結果報告書を承認後、ロゴマーク及び実証番号を申請者に交付する。 

 
（２）環境技術実証モデル事業検討会(以下、「モデル事業検討会」という。) 
① 環境省が行う事務をはじめとして、モデル事業の実施に関する基本的事項につ
いて、専門的知見に基づき検討・助言を行う。 

② モデル事業の実施状況、成果について評価を行う。 
 
（３）実証運営機関（NPO法人山の ECHO） 
① 山岳トイレし尿処理技術ワーキンググループ(有識者(学識経験者、ユーザー代

表等)により構成。原則公開で実施)を設置する。 
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② 実証試験要領を作成・改訂する。 

③ 実証機関を選定する。(予算の範囲内において、複数設置することができる) 

④ 実証機関が審査した技術を承認する。 

⑤ 実証機関に実証試験を委託する。 

⑥ 実証申請者から実証試験にかかる手数料の項目の設定と徴収を行う。 

⑦ 必要に応じ、実証機関に対して実証試験計画の内容についての意見を述べる。 

⑧ 実証試験結果報告書を環境省に報告し、承認を得る。 

⑨ 必要に応じ、実証試験方法の技術開発を、環境省に代わり行うことができる。 

⑩ 環境技術実証モデル事業実施要領(第４版)第２部第５章２．の当該技術分野に

おける実証機関の選定の観点に照らし適切と認められた場合に限り、自ら実証

機関の機能を兼ねることができる。 

 
（４）山岳トイレし尿処理技術ワーキンググループ(以下、「WG」という。) 

① 実証運営機関が行う事務のうち、実証試験要領の作成、実証機関の選定等につい

て、専門的知見に基づき検討・助言を行う。 
② 山岳トイレし尿処理技術分野に関するモデル事業の運営及び実証試験結果報告書

に関して助言を行う。 
③ 当該分野に関する専門的知見に基づき、モデル事業検討会を補佐する。 
④ より効果的な制度の構築のため、必要に応じ、ベンダー代表団体等も含めた拡大

WG(ステークホルダー会議)を開催することができる。 
 

（５）実証機関（秩父市） 
① 環境省及び実証運営機関からの委託・請負により、実証試験を管理・運営する。 

② 有識者(学識経験者、ユーザー代表等)で構成する技術実証委員会を設置し、運

営する。 

③ 実証手数料の詳細額を設定する。 

④ 企業等から実証対象となる技術を公募する。 

⑤ 技術実証委員会の助言を得つつ、申請技術の実証可能性を審査し、審査結果に

ついて、実証運営機関の承認を得る。 

⑥ 申請技術の審査結果は、当該技術の申請者に通知する。 

⑦ 実証試験要領に基づき、実証申請者と協議を行い、技術実証委員会で検討し、

実証試験計画を作成する。 

⑧ 実証試験要領及び実証試験計画に基づき、実証試験を実施する。そのための、

各種法令申請や土地の確保等の手続きについての業務を行う。 

⑨ 実証申請者の作成した「取扱説明書及び維持管理要領書」等に基づき、実証装

置の維持管理を行う。 
⑩ 実証試験の一部を外部機関に委託する際は、外部機関の指導・監督を行う。 
⑪ 技術実証委員会での検討を経た上で、実証試験結果報告書を取りまとめ、実証

運営機関に報告する。 
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⑫ 装置の継続調査が必要と判断した場合、実証申請者の責任において調査を継続

するよう実証申請者に助言することができる。 
 

（６）技術実証委員会 
実証機関が行う「対象技術の審査」、「実証試験計画の作成」、「実証試験の過

程で発生した問題の対処」、「実証試験結果報告書の作成」、などについて、専

門的知見に基づき検討・助言を行う。 
 

（７）実証申請者（株式会社 豊南コーポレーション） 
① 実証機関に、実証試験に参加するための申請を行う。 
② 実証試験にかかる手数料を実証運営機関に納付する。 
③ 既存の試験データがある場合は、実証機関に提出する。 
④ 実証試験計画の策定にあたり、実証機関と協議する。 
⑤ 実証機関に対し、実証試験計画の内容について承諾した旨の文書を提出する。 
⑥ 「専門管理者への維持管理要領書」、「日常管理者への取扱説明書」等を実証機

関に提出する。 
⑦ 実証試験実施場所に実証装置を設置する。 
⑧ 原則として、実証対象装置の運搬、設置、運転及び維持管理、撤去に要する費

用を負担する。また薬剤、消耗品、電力等の費用も負担する。 
⑨ 既に設置してある装置については、必要に応じて、実証試験に必要な付帯機

器・装置を設置する。 
⑩ 実証試験計画に基づき、または実証機関の了承を得て、実証試験中に装置の操

作や測定における補助を行う。 
⑪ 機器の操作、維持管理に関し必要な訓練を受けた技術者を提供する。 
⑫ 運転トラブルが発生した際は速やかに実証機関に報告し、実証機関の承認を得

て、できれば立ち会いの上で、迅速に対処するとともに、対処状況を実証機関

に報告する。 
⑬ 実証試験結果報告書の作成において、実証機関の求めに応じて協力する。 
 

（８）日常的な運転・維持管理者（秩父市） 
実証試験期間中の運転・維持管理は、実証申請者が作成する「日常管理者への取扱

説明書」をもとに原則として実証機関が行う。ただし、既に供用開始している施設で

は、その施設管理者に、日常的に把握すべき稼働条件・状況や維持管理性能に関する

データ調査協力を依頼することが出来る。 
その場合、実証データの信頼性・中立性を保持するために、施設管理者はトラブル

等の異常時を除いて、実証申請者に連絡を取る場合はすべて実証機関を介することと

する。 
実証機関は、異常が発生した際には速やかに実証申請者に連絡をとり、実証申請者

の示した定常運転状態に復帰させるように対処する。不測の事態の際には、実証機関
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は実証申請者とともに対応する。 
異常時中の試料採取結果は、実証試験結果報告書に掲載する分析有効数値としては

用いないが、実証試験結果報告書内での試料採取結果については検討しなければなら

ない。 
 

（９）専門的な運転・維持管理者（秩父市） 
実証試験期間中、適正に運転・維持管理するための定期的な保守点検、特殊清掃等

の運転・維持管理は、実証申請者が作成する「専門管理者への維持管理要領書」をも

とに実証機関が行う。専門的な運転・維持管理は、し尿処理に精通し、これら作業に

慣れた組織・担当者が担当することとする。実証機関は必要に応じて、本業務を外部

に委託することができる。 
実証申請者は、運転及び維持管理内容について、実際に作業する人と十分打合せを

行い、作業方法を指導する必要がある。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

図 1：実施体制図 
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特定非営利活動法人 山の ECHO 

実証運営機関   〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-11-7 第 2 文成ビル 3F 

              TEL:03-3580-7179 FAX:03-3580-7176  

秩父市 （環境農林部） 

実証機関 〒368-8686 埼玉県秩父市熊木町 8 番 15 号 

             TEL:0494-22-2211(内線 2101) FAX:0494-22-2309    

財団法人 日本環境整備教育センター 

実証試験実施機関 〒130-0024 東京都墨田区菊川 2-23-3 

          TEL03-3635-4885 FAX03-3635-4886   

株式会社豊南コーポレーション 

実証申請者 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 3 丁目 4 番 34 号 

           TEL06-6380-7347  FAX06-6380-7382 

 

表２：技術実証委員 

名 前 所 属 

委員長 

寺沢  実 
北海道大学大学院 名誉教授 

副委員長 

大瀧 雅寛 
お茶の水女子大学大学院 准教授 

小川  武  造建築設計事務所 所長 

加藤裕之  財団法人 日本環境整備教育センター 主任研究員 

鈴木敏資 特定非営利活動法人 環境サポート埼玉 理事 

（敬称略） 

 

表 1：参加組織連絡先
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３．実証試験の対象となる 

山岳トイレし尿処理技術の概要 
 

（１）生物処理方式の一般的特徴と技術概要 
生物処理循環方式は、汚水を微生物等を用いて浄化し、処理水を洗浄水として再利用す

る方式である。洗浄方式としては、一般的な水洗トイレと同様に使用ごとに洗浄水を流す

タイプである。初期に一定量の水を投入すれば、一定回数は給水せずに使用できる。非放

流式であるため、山岳地などの自然地域において汚濁負荷削減効果が期待できる。 

生物処理には好気性処理と嫌気性処理があり、好気性処理は活性汚泥法や生物膜法等、

嫌気性処理は消化法や生物膜法等がある。また、固液分離にはスクリーニング、沈殿方式、

ろ過方式、膜分離方式などがある。後者になるほど処理水は良好となるが、良好な水質を

求めるほどコストアップや設備管理に専門性が必要となる。なかには、既存の浄化槽をベ

ースに処理システムを構築し、処理水を循環させているものもある。嫌気性処理と好気性

処理の組み合わせ次第によっては、窒素除去が可能になることや、活性炭やオゾン処理技

術を取り入れることで脱臭や脱色効果が得られる。いずれのタイプも汚泥や汚水等の発生

物は、使用回数に応じて、部分的に引き抜きをする必要があり、また、洗浄水を循環した

り、ばっ気するため電力が必要となる。 

実証対象となる処理技術は、杉の切削塊に汚水を間欠散布する技術であり、後処理に活

性炭を接触剤として充填した接触ろ過器を用いて脱色を図ったうえで、処理水を循環水と

して活用する。 

 

（２）実証対象技術の特徴 
処理槽本体のホーラ槽に汚水が注入され、ホーラ剤と接触すると固液分離が行われる。

汚水中のＢＯＤはホーラ剤に吸着され、ホーラ剤の平均水分 65％の中で醗酵条件が作られ
消化が進む。 
処理水は杉のタール系の色が薄い黄色となって見えるが、水質にはまったく問題ない。

さらに、活性炭で脱色し便器の洗浄水として再利用する。 
 本装置は、浄化槽のように毎日一定の使用人数を前提として処理が安定する装置と違い、

平日は使用者が無くて週末、花の開花期等集客時期には多くのの使用者があっても処理の

安定に影響の無いところが特徴である。 
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図２にし尿処理フローを示す。また、技術資料を表３に示す。 

 
 
 
                       図２：し尿処理フロー 

 
  
沈殿分離槽 

 市販のタンク浄化槽を活用して流入汚水中の夾雑物を沈殿分離し、ばっ気により

好気性を保ちながら汚水を貯留する。 
ポンプ槽Ａ 

ホーラ槽に汚水を間欠に定量供給する。 
ホーラ槽 

 杉を破砕したチップを充填したタンクに汚水を間欠に供給することで空気の入れ

替えを促進して好気性浄化を図る部位と、空気の入れ替えの発生しない嫌気性部

位により汚水浄化を図る。 
沈殿槽Ａ  

 ホーラ槽から出てきた処理水中に混入する杉の粉等汚泥を沈殿させ、上澄み水と

沈殿物に分離する。 
ポンプ槽Ｂ 

 沈殿槽にて分離された上澄み水を活性炭槽に送る。 
活性炭槽  

 杉チップから溶け出した色素を吸着しトイレ洗浄水の印象を整える。 
沈殿槽Ｂ 

活性炭槽から出てきた活性炭の微粉末を沈殿分離する。 
貯水槽  

 トイレ便器の汚物洗浄水として貯留する。 
 

沈
殿
分
離
槽(

市
販
浄
化
槽
タ
ン
ク
活
用) 

ポ
ン
プ
槽
Ａ 

ホ
ー
ラ
槽 

沈
殿
槽
Ａ 

ポ
ン
プ
槽
Ｂ 

活
性
炭
槽 

沈
殿
槽
Ｂ 

貯
水
槽 

公衆トイレ 

※沈殿分離槽：沈殿分離槽第 1室、沈殿分離槽第 2室、 
接触ばっ気槽、沈殿槽で構成 



 

8  

表３：技術仕様 
企業名 株式会社 豊南コーポレーション 

技術名 空気自然活用型汚水処理装置(循環利用) 

装置名称 ホーラークリーンシステム（無放流型） 
し尿処理方式 生物処理 
型番 サンコウ 909型 
製造企業名 有田クリーン設備 

住所 大阪府 吹田市 江坂町 3丁目 4番 34号
担当者 代表 石田通夫 
連絡先 06-6380-7347 

連絡先 

E-mail  
標準価格（円）（於 和歌山県内） ¥9,000,000円 

水 初期水（19.5t）補給水（0.1t/月） 
電気 必要（ 50kＷh/day） 

設置条件 

道路 必要 
燃料の種類 不要 使用燃料 
消費量  ＿ 

資材の種類 杉チップ・活性炭 使用資材 
設置時投入量 杉チップ 14.5ｍ3（1年毎に 1.8ｍ3補充） 

活性炭 40kg（1年後 40kg交換） 
温度 適正稼働が可能な気温 0～40℃ 
装置タイプ  トイレと処理装置が隣接型 

一体型の場合  ＿ サイズ 
隣接型の場合 W4,500mm×D101,000mm×H2,500mm 
一体型の場合  ＿ 重量 
隣接型の場合 5t（処理装置のみ） 

処理能力 閑散時 0人回／日 （  0Ｌ／日） 
利用集中時 160人回／日 （1,600Ｌ／日） 
※し尿原単位 10 Ｌ／回と想定して算定（洗浄水含む） 

0.25Ｌ／回（し尿のみ） 

 
 
 
 処理水質 BOD 10ｍｇ/l  以下 

最終処分方法 汚泥 し尿処理施設へ搬入。 
保障期間 1年 
耐用年数 30年 
ランニングコスト 21,750円／月 
納入実績 全国に 170ヶ所以上 
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表 ブロワ及びポンプの仕様 

 

 

［トイレ全景写真］

使用、設置場所 単 位 沈殿分離槽 ポンプ槽 A ポンプ槽 B 循環水供給

名称 - ブロワ 水中ポンプ 水中ポンプ ポンプ 

メーカー - 東浜工業 KK KK 鶴見製作所 KK 鶴見製作所 サンソー 

形式 - SD-200S 40PNW2.15S-51A OMA2 PAP-4011A 

消費電力 kW 0.25 0.15 0.15 0.40  

電圧 V 100 100 100 100 

AC,DC - AC AC AC AC 

一日あたりの 平常時 24 0.1 0.1 0.1 

稼働時間 集中時 24 1.0  1.0  1.1 

圧力 Mpa 0.02  -  - -  

容量 m3/分 0.2 0.1 0.08 0.049 

設置台数 台 1 2 1 2 
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沈殿分離槽 
 
 

 

ホーラ槽 
 
 

 

貯水槽 
 

［実証対象技術の写真］ 
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４．実証試験実施場所の概要 
 
秩父盆地内奥座の山麓に位置する旧営林署苗畑場は、荒川上流で東京湾河口より

190km で、近くには浦山ダムがあり春には青雲寺の枝垂れ桜、秋には蕎麦の花や紅葉

が素晴らしい。 
以下に【そば処「ちちぶ花見の里」】周辺の自然・社会条件を示す。 
 
① 標   高：266ｍ 
② 所 在 地：埼玉県秩父市荒川上田野字森の西４２１－１番地 
③ 平 均 気 温：13℃ 
④ 平年降水量：1,252 mm／年 
⑤ 平年積雪量：数回  0～20 cm 
⑥ 商 用 電 源：有り 
⑦ 水  ：市営水道使用 
⑧ そば処「ちちぶ花見の里」公衆トイレ供用開始日：平成１９年８月下旬 
⑨ そば処「ちちぶ花見の里」公衆トイレの使用期間：通年使用 
⑩ そば処「ちちぶ花見の里」公衆トイレの利用者数：  

平成１９年度予想 ２,000人/年 
平成１９年度ピーク予想 1,000人/月（１０・１１月） 

 
 

 
 

表４：秩父市の平均気温、最低・最高気温の平均 (2006) 

 （気象庁ホームページより） 

 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月

平均最高気温 

（単位：℃） 
１4.8 21.2 19.0 24.7 30.5 31.7 34.9 37.0 34.3 26.0 23.4 17.0

平均最低気温 

（単位：℃） 
-7.9 -8.9 -5.6 -1.8 3.8 11.3 17.8 17.4 13.2 8.6 -1.3 -3.5 

平均気温 

（単位：℃） 
1.2 3.3 6.2 11.1 16.5 20.7 23.5 25.7 20.8 16.7 10.0 4.8 
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図 3：そば処「ちちぶ花見の里」公衆トイレへのルートと周辺環境 

そば処「ちちぶ花見の里」（実証試験地）

関越自動車道 花園インターより国道

140号で山梨方面に向かい約 50分 
西武鉄道 西武秩父駅より車で 15分
秩父鉄道 武州中川駅より車で 5分
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５．実証試験の方法 
 
実証試験準備及び実証試験の開始にあたっては、事前に、実証機関、日常的・専門

的維持管理者、実証申請者等との打合せ及び現状把握を行う。なお、本実証試験にお

いては、実証試験期間は平成 19年 8月から平成 20年 1月までとする。 
生物処理方式の視点は表５のとおりとする。 
なお、ここに示されていない項目についても、実証機関の判断で追加して実証項目

とすることができることとし、その結果についても実証試験結果報告書に記載する。 
 

表５：生物処理方式の実証視点 

実証視点 参照表 調査者 

(1) 稼働条件・状況 表６ 

(2) 維持管理性能 表７～８ 

(3) 室内環境 表９ 

(4) 処理性能 表 10～11 

秩父市 

（財）日本環境整備教育センター 

 
 

（１）稼働条件・状況 
対象技術となる装置が適正に稼働するための前提条件として想定される項目を表

６に示す。実証データの算定にあたっては、日常管理者が把握するデータを基礎とす

る。 
 

表６：稼働条件・状況実証に関する項目の測定方法と頻度 

分類項目 実証項目 測定方法 頻度 調査者 

処理能力 トイレ利用人数 係数カウンターを設置し

て測定 

１回／週

必要初期水量（t） 初期水投入段階に記録 始動時 水 

増加（補充）水量（L） 補充前後の水道メーター

の読みを記録 

都度 

汚泥 引き抜き量（m3，kg-DB） 引き抜き時に記録 都度 

電力 消費電力量（kWh/日） 電力計を設置して測定 １回／週

設置場所の気温 自動計測器を設置して測

定 

1 時間毎気温 

秩父市の気温 測候所の記録を転用 一日毎 

秩父市 
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（２）維持管理性能 
実証申請者が提出する日常管理者用の取扱説明書及び専門管理者用の維持管理要

領書に沿って運転・管理を行い、管理作業全般について、その実施状況、実施の難易

性、作業性、作業量等を総括的に判断し、報告書の作成を行うものとする。維持管理

性能実証項目の記録方法と頻度を表７、スケジュールを表８に示す。 
 

表７：維持管理性能に関する実証項目の記録方法と頻度 

分類項目 実証項目 記録方法 頻度 調査者 

日常管理全般 日常管理チェックシートに記

録    [資料（１）] 

１回／週   秩父市 

1 回／週 秩父市 専門管理全般 専門管理チェックシートに記

録  [資料（２）] 専門管理

実施時 

(財)日本環境整備

教育センター 

汚泥の搬出及び処

理・処分 

発生汚泥処理・処分チェック

シートに記録  [資料（３）] 

汚泥の 

搬出時 

(財）日本環境整備

教育センター 

トラブル対応 

作業内容、 

所要人員、 

所要時間、 

作業性等 

トラブル対応チェックシートに

記録  [資料（４）] 

発生時 秩父市 

信頼性 読みやすさ 

理 解 の し や す

さ、正確性等 

マニュアルチェックシートに記

録   [資料（５）] 

試験 

終了時 

（財）日本環境整備

教育センター 

 
表８：維持管理性能実証スケジュール 

平成 1９年度 専門管理調査 日常管理調査 

閑散時１回目 10 月上旬 

集中時※ 11 月中旬 

閑散時３回目 12 月中旬 

閑散時４回目 1 月下旬 

1 回／週 

（平成 19 年 8 月下旬～ 

平成 20 年１月下旬） 

 

※ 集中時： 10月下旬～11月中旬を利用集中期間として想定する 

 

 

（３）室内環境 
トイレを使用する利用者にとって、トイレブース内の空間が快適であることを実証

する。室内環境に関する実証項目を表９に示す。 
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表９：室内環境に関する実証項目 

実証項目 方法 頻度 調査者 

温度 ※ 自動計測器を建屋内の天井付近に設置し、気温を測

定・記録 

1 時間間隔 

湿度 ※ 自動計測器を建屋内の天井付近に設置し、湿度を測

定・記録 

1 時間間隔 

臭気  日中の使用が考えられる時間に建屋内の臭気を調

査者の感覚により記録 

１回／月 

許容範囲 利用者へのアンケート調査により室内環境に対する

快適性・操作性に関する許容範囲を把握。 

（資料２） 

合計 50 人以上

（サンプル数） 

  

 

 

 

 秩父市 

※計測器には「実証試験機材」であることを明示する。 

 

 

（４）処理性能 
処理性能は、各単位装置が適正に稼働しているかをみる稼働状況、処理が適正に進

んでいるかをチェックする処理状況、及び、運転にともない何がどれだけ発生したか

をみる発生物状況とに分けられる。 
表１２に単位装置の稼働状況と処理状況、発生物状況を実証するための項目、及び

試料分析の標準的な方法を示す。ただし、設置環境等により実証が困難な場合は、現

場の状況にあわせて項目等を変更することができる。これら実証項目により、装置が

適正に運転されているか、し尿処理が順調に進んでいるかを把握する。 
 
１）試料採取場所 
試料採取場所を表１０に示す。 
 

表１０:試料採取場所 

試料 採取場所 

循環水 貯水槽（またはロータンク内） 

処理工程水（流出水） 沈殿分離槽（沈殿分離槽第一室、沈殿槽）、沈殿槽 A、沈殿槽 B

汚泥（スカム、堆積汚泥、清掃

汚泥） 

ホーラ剤（槽内混合、槽壁部

分） 

沈殿分離槽（沈殿分離槽第一室、第二室）、ホーラ槽 

※ 詳細を図：5に示す。 
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２）試料採取者 
環境計量証明事業所、または、それと同等の品質管理が確保できる機関が担当し、

装置の構造・機能を理解し、試料採取に関する知識を有する担当者が試料採取、単位

装置の稼働状況調査を行う。 
 
３）試料採取頻度、体制 
 調査実施時期は、図４に示すとおり、調査期間を集中時と閑散時に分類し、以下の

３つの視点で処理性能を把握する。 
視点１：閑散時の比較的負荷が少ない場合の処理性能を調査する。 
視点２：集中時における負荷が高い場合の処理性能を調査する。 
視点３：集中時が終えたあとの処理性能を調査する。 
調査回数は、集中時前、集中時、集中時後、低温期の計 4回程度とし、実証装置の特徴
や申請者が提出するデータをもとに、性能を適切に把握できる回数とする。 
ただし、発生物の搬出を行う場合は、その時点でも処理性能の調査を行う。集中時

とは設置場所において、1 年間で最もトイレ利用者が多いと見込まれる期間を指し、
具体的な期間については、実証試験機関が実証試験場所の利用条件を踏まえ設定する。

また、閑散時とは、集中時以外の期間を指す。 
試料採取時点は、表１１で示した日程とし、可能な限り定刻とする。集中時につい

ても測定時間は閑散時と同様とする。いずれも、最終決定は気象状況等を踏まえて判

断する。 
 

 

図４：試料採取頻度 

平成19年 平成20年
8月 9月 10月 11月 12月 1月

↑ ↑ ↑ ↑
閑散時1回目 集中時 閑散時2回目 閑散時3回

実　　　証　　　試　　　験　　　期　　　間

集中時閑散時① 閑散時② 閑散時③
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図５：試料採取場所 
 
 
 

表１１：試料採取時点 

 平成 19年度 採取試料 

閑散時 1回目 10月上旬 循環水及び処理工程水 

集中時 11月中旬 循環水及び処理工程水 

閑散時 2回目 12月中旬 循環水及び処理工程水 

閑散時 3回目 1月下旬 循環水及び処理工程水、汚泥、ホーラ剤 
※集中時：10 月下旬～11 月中旬を利用集中期間として想定し、原則として表１１の日程で試料採取を
行うが、最終決定は使用状況、気象状況等を踏まえて判断する。 
※表１１以外においても、循環水や汚泥を搬出する必要性が生じた場合は、試料を採取し、表１２に示
す実証項目について分析することとする。 

 
 

貯水槽 

沈殿分離槽 

現場測定 
 【処理工程水】沈殿分離槽（沈殿分離槽第一室、沈殿槽）流出水 
Ｆ：色相、臭気、水温、透視度、pH、EC、DO 
 【汚泥】沈殿分離槽槽内汚泥 
Ｆ：色相、臭気、汚泥蓄積状況 
 
試料採取 
 【処理工程水】沈殿分離槽（沈殿分離槽第一室、沈殿槽）流出水 
Ｌ：色度、BOD、Cl－、SS、T-N、NH4-N、NO2-N、NO3-N、TOC、

T-P、大腸菌（集中時、閑散時 3回目のみ）、大腸菌群（集中時、閑
散時 3回目のみ） 

 【汚泥】沈殿分離槽槽内汚泥（スカム、堆積汚泥、清掃汚泥） 
Ｌ：TS、VS、SS、Cl－、T-P 

ポンプ槽 A

現場測定 
 【処理工程水】沈殿槽 A、沈殿槽 B、貯水槽 
Ｆ：色相、臭気、水温、透視度、pH、DO、EC 
 【汚泥】 
Ｆ：色相、臭気、汚泥蓄積状況 
 
試料採取 
 【処理工程水】沈殿槽 A流出水、沈殿槽 B流出水 
Ｌ：色度、BOD、Cl－、SS、T-N、NH4-N、NO2-N、NO3-N、TOC、

T-P、大腸菌（集中時、閑散時 3回目のみ）、大腸菌群（集中時、閑
散時 3回目のみ） 

公衆トイレ 

現場測定 
 【ホーラ剤】ホーラ槽 
Ｆ：色相、臭気、残高高さ測定 
 
試料採取 
 【ホーラ剤】ホーラ槽（槽内混合、槽壁部分） 
Ｌ：TS、VS、SS、Cl－、T-P 

ホーラ槽 

沈殿槽 A 

ポンプ槽 B 

活性炭槽 

沈殿槽 B 

試料採取 
 【処理工程水】貯水槽（またはロータンク内） 
Ｌ：色度、BOD、Cl－、SS、T-N、NH4-N、NO2-N、NO3-N、TOC、

T-P、大腸菌、大腸菌群 
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４）試料採取手法 
試料採取方法は、基本的に JIS K 0094または下水試験方法に沿って行う。 

 
５）試料採取用具 
① 液状試料：状況に応じ柄杓、スポイト採水器等（細菌試験は滅菌器具を用いる） 
② 汚泥試料：柄杓等 

 
６）試料の保存方法 

保冷容器輸送（保冷剤入り）後、冷暗所（冷蔵庫等）にて保存する。 
 
７）試料採取時の記録事項 

試料採取時の記録事項については、JIS K 0094「6.採取時の記録事項」を参考に、
以下の項目を記録する。 

① 試料の名称及び試料番号 
② 採取場所の名称及び採取位置(表層または、採取深度等)  
③ 採取年月日、時刻 
④ 採取者の氏名 
⑤ 採取時の試料温度 
⑥ その他、採取時の状況，特記事項等 

 
８）分析の種類 
分析の種類は、正常な水の流れや機器設備の稼働状況等を把握する単位装置の稼働

状況調査、各単位装置流出水の性状を把握するための循環水質調査、及び汚泥の蓄積

状況等を把握するための汚泥調査とする。これらは、機能の判断のため試料採取時に

その場で行う分析と、試験室に持ち帰ったのち行う分析に分かれる。 
現地で行う調査は、稼働状況調査として装置の稼働状況や汚泥生成量等を確認する

とともに、感応試験、化学分析、機器測定により必要な項目を現地で表１２に従って

測定する。試験室で行う分析項目は、その他の機器分析、化学分析などとする。 
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表１２：処理性能に関する実証項目 

分類項日 実証項目 調査・分析方法 
実施

場所

1 単位装置の 

稼働状況 
－ 

構造・機能説明書、維持管理要領書をもとに確認 

（専門管理シートに記入） 
F

2 循環水及び 増加（補充）水量 貯水槽水位、水道メーターにより把握 F

処理工程水 色度 下水試験方法第 2 編第 2 章第 4 節.2 透過光測定法 L

 色相 下水試験方法第 2 編第 2 章第 3 節 F

 臭気 
下水試験方法第 2 編第 2 章第 7 節の「臭気の分類と 

種類の一例」参照 
F

 透視度 下水試験方法第 2 編第 2 章第 6 節 F

 水温 試料採取時に計測 F

 pH JIS K 0102 12 F＆L

 電気伝導率（EC） JIS K 0102 13 F

 溶存酸素（DO） JIS K 0102 21 F

 全有機炭素（TOC） JIS K 0102 22 L

 生物化学的酸素消費量（BOD） JIS K 0102 21 L

 塩化物イオン（Cl－） JIS K 0102 35 L

 浮遊物質（SS） 下水試験方法第 2 編第 2 章第 12 節 L

 全窒素（T－N） 下水試験方法第 3 編第 2 章第 29 節 L

 アンモニア性窒素(NH4－N) 下水試験方法第 3 編第 2 章第 25 節 L

 亜硝酸性窒素(NO2－N) 下水試験方法第 3 編第 2 章第 26 節 L

 硝酸性窒素(NO3－N) 下水試験方法第 3 編第 2 章第 27 節 L

 全リン（T－P） JIS K 0102 46.3 L

 大腸菌 MMO-MUG 法 L

 大腸菌群 下水試験方法第 3 編第 3 章第 7 節 L

3 汚泥、ホーラ剤 色相 下水試験方法第 2 編第 4 章第 3 節 F

 汚泥蓄積状況 スカム厚及び堆積汚泥厚測定用具により測定 F

 臭気 下水試験方法第 2 編第 4 章第 3 節 F

 蒸発残留物（TS） 下水試験方法第 2 編第 4 章第 6 節 L

 強熱減量（VS） 下水試験方法第 2 編第 4 章第 8 節 L

 浮遊物質（SS） 下水試験方法第 2 編第 4 章第 9 節 L

 塩化物イオン（Cl－） 下水試験方法第 2 編第 4 章第 20 節 L

 全リン（T－P） 下水試験方法第 2 編第 4 章第 18 節 L

 

※ 実施場所記載欄の、Ｆ（Field）は現地測定、L（Laboratory） は試験室で測定するこ
とを表す。 
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（５）周辺環境への影響 
対象技術は、非放流式であるが周辺環境に何らかの影響を与える可能性も否定でき

ない。ここでは、土地改変状況について検討する。想定される実証項目を表１３に示

す。 
 

表１３：周辺環境への影響に関する実証項目 

分類項目 実証項目 測定方法 頻度 調査者 

土地改変状況 設置面積、地形変更、伐

採、土工量等 

図面及び現場判断

により記録 

1 回/設置時 調査機関 

 
 

（６）関連事項 
 
１）分析を実施する体制・場所の詳細 
本実証試験では、現地での調査、確認事項が多く、これらの判断が実証結果に大き

な影響を与える。これは、一般の水質検査、分析による評価方法と大きく異なるとこ

ろである。このため、相応の知識、技術、経験を有し、かつ、装置の構造・機能を十

分に理解した担当者が単位装置の稼働状況調査、試料採取を行う必要がある。 
 

２）分析手法・装置 
JIS K 0102（工場排水試験方法）または下水試験方法等に従い実施する。 

 
３）分析スケジュール 
輸送に要する日数を除き、できる限り速やかに前処理・分析に着手する。JIS K 0102 

3.3（試料の保存方法）や下水試験方法第 2編第 2章第 1節、同第 3章第 1節、同第
4章第 1節等に従い実施する。 

 
４）文書化方法 
処理方式別によらず、統一書式を用いることを基本とする。担当者は分析結果等を踏

まえ、正確かつ明瞭、客観的に記録を行う。文書はなるべく分かりやすい表現を用いる

こととし、専門用語を用いる場合は、その意味や内容等の解説を付け加える。 
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６．衛生・安全管理計画 

 
（１）衛生･安全対策の考え方 

衛生･安全対策は、衛生対策と安全対策に分けられる。衛生対策は屋内と屋外とがあ

り、安全対策はトイレ現場への往復とトイレの現場での対策に分けられる。 
生物処理方式では、処理装置の調査や保守点検など現場の作業において、循環水や汚

泥などに直接触れる可能性があることから、し尿の危険性に留意しながら衛生対策を講

じる必要がある。し尿には感染性の病原体が存在する可能性がある。処理過程で循環水

や汚泥に流入するおそれがあることから、流出水や飛沫に触れたり、浴びたりする危険

性が伴う。その対応策として実証試験や保守点検を行う前に、し尿が危険物であるとの

認識を十分もって、衛生上の知識や安全作業に関する予防対策を予め修得しておく必要

がある。また、実証試験や保守点検を行った後の手洗いや作業衣の着替えなど、経口感

染を防ぐための予防衛生対応策が重要となる。 
 安全面ではトイレが山麓地に設置されていることから、天候の急変なども考慮に入れ

て調査業務に伴う緊急時の連絡体制などの安全対策についても十分配慮する必要があ

る。 
 衛生・安全管理計画は、ここの衛生・安全対策に添って計画を立案することになる。 

 
 
 
 

図６：衛生・安全対策 

  

            

 
 

       

衛生・ 
              安全対策 

              

屋内       

安全対策               

衛生対策               
     

現場への往復時     

屋外       

現場作業時       

建屋、トイレブース内、便器、    
処理装置、便槽などで衛生状況    
に配慮する        

循環水、汚泥、処理槽などで衛    
生状況に配慮する               

   
   
     

調査、保守点検、調査業務に

伴う安全確保。とくに、天候の

急変や自然災害にも配慮す

る。 

調査業務や保守点検時に、 

事故防止に配慮する。 
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（２）衛生対策 
１） 感染症 
 病原体が体内に侵入することを感染という。感染してから症状を表すまで、すなわち

発病するまでの期間を潜伏期という。感染症には、①一般的な発病にいたる感染のほか、

②体調などの理由により発病したり発病しない場合がある日和見感染、③感染しても症

状を表さない不顕性感染、④感染しても典型的な症状を表さない不全型などのタイプが

ある。こうした予備知識を予めもっておく必要がある。 
 
２） 水系による主な感染症の種類 
 病原微生物の侵入による水系感染症を分類すると、①病原細菌による感染症、②病原

ウイルスによる感染症、③寄生虫による感染症がある。これらの発生の多くは、生水の

飲用に伴うものだが、実証試験や保守点検との関わりでは、循環水や汚泥からの経口感

染や作業着などからの感染が考えられる。感染症の例としては、①赤痢、②腸チフス、

③病原大腸菌感染症、④流行性肝炎、⑤伝染性下痢症などがある。 
 
３） 予防対策 
 予防措置としては、トイレ建屋やブース内の清掃や衛生管理をきちんとすることが基

本である。実証実験や保守点検時には、循環水や汚泥などに接触することが十分考えら

れることから、石鹸や消毒液の使用も含めた手洗いの励行、作業着や手袋などの移動前

の着替えや洗濯の励行などが基本的に必要になる。 
 
（３）安全対策 
１） 硫化水素中毒 
 沈殿分離槽が嫌気的な条件になっていた場合、換気が悪いと硫化水素が発生する恐れ

がある。槽内を点検・調査する際に注意を要する。 
 
２） 感電 
 トイレ内での感電の配慮が必要になる．特に、水と電気を併用して使う場合、電気の

漏洩、感電に十分配慮する。屋外では配慮要件はない。 
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（１）日常管理チェックシート［資料１-①］ 

組織名  点検日 ２００７年    月    日 

管理担当者  点検時間    ：   ～   ：   （   ｈ） 

管理人数 人 天候  

   

判定 
 点検項目 確認事項 

男子 多目的 女子 

対処内容（処理された時間、方法） 

（例：ドアの破損、業者に連絡し翌日修理） 

便器本体 破損・汚れ等を確認 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無  

便器の処理水 
汚物が流れる水質・水量 

（色・におい） 
良・普通・不良 良・普通・不良 良・普通・不良  

ト
イ
レ
室
内 

内壁・床・ドア 
破損・汚れ、キズ、落書き等 

がないか確認 
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無  

制御盤の満水警報ブザー音 

確認 
有 ・ 無 

 

有の場合、スイッチを切にした後、以下の確認を行う  

正常 ・ 異常 
 

機
械
室 

警報ブザー 

 

貯水槽の水位を確認 
水位異常（満水）の場合は、引抜が必要です。 

管理業者に連絡願います。 

 

利用者カウンター カウンター数値を記録 人 人 人  

電力量計 電力量計数値を記録 ｋWh  

ポンプ槽の稼働時間（回数） カウンター数値を記録  

給水量 水道メーターの読みを記録 読み： ㎥ （手洗場、蒸発水分量の補給分の水量） 

特記事項（上記以外の処置内容等を詳しく記載） 
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（２）専門管理チェックシート［資料１-②］ 

組織名  点検日  

管理担当者  点検時間  

管理人数  天候  気温  

 

１．全般的な点検事項 

作 業 項 目 点 検 結 果 等 備 考 

・し尿臭・腐敗臭・どぶ臭 

・その他（               ） 

 (1)臭気  1)処理装置設置 

場所周辺 

有・無 

程度 強・弱 周囲からの苦情 有・無  

(2)騒音・振動 1)ブロワ・処理装置 良・不良 騒音 

振動 

強・弱 

強・弱 

周囲からの苦情 

周囲からの苦情 

有・無 

有・無 

 

1)ﾌﾞﾙｰﾚｯﾄ等の使用 有・無 種類（     ） 程度（     ）  (3)使用状況 

2)異物等の流入 有・無 種類（     ） 程度（     ）  

1)処理装置周辺 良・不良 ・陥没 ・盛上り 程度（     ）  (4)水平の保持 

2)処理装置 良・不良 程度（             ）  

発生部位 害虫の種類 程度 (5)蚊・ハエ等 

害虫の発生状況 

1)処理装置 有・無 

   
 

２．水質に関する現場測定 

測定項目 測 定 箇 所 測 定 結 果 

(1)透視度 1) 沈殿分離槽第1室 透視度 ㎝ 臭気 有・無 臭 外観 色 

色相 2) 接触ばっ気槽 透視度 ― ㎝ 臭気 有・無 臭 外観 色 

臭気 3) 沈殿槽 透視度 ㎝ 臭気 有・無 臭 外観 色 

 4) ホーラ槽 透視度 ― ㎝ 臭気 有・無 臭 外観 色 

 5) 沈殿槽Ａ 透視度 ㎝ 臭気 有・無 臭 外観 色 

 6) 沈殿槽Ｂ 透視度 ㎝ 臭気 有・無 臭 外観 色 

 7) 循環水 透視度 ㎝ 臭気 有・無 臭 外観 色 

(2)ＤＯ 1) 接触ばっ気槽 mg/L 

 2）沈殿槽 mg/L 

 3）貯水槽 mg/L 

1) 沈殿分離槽第1室 水温 ℃ pH 電気伝導率 μS/cm 

2）沈殿槽 水温 ℃ pH 電気伝導率 μS/cm 

3) 沈殿槽Ａ 水温 ℃ pH 電気伝導率 μS/cm 

4) 沈殿槽Ｂ 水温 ℃ pH 電気伝導率 μS/cm 

(3)水温 

pH 

電気伝導率 

5) 循環水 水温 ℃ pH 電気伝導率 μS/cm 

(4)増加水量 1) 貯水槽 水位      ㎝    

 2）水道ﾒｰﾀの読み 目盛          

  ※ 沈殿分離槽第 1室、接触ばっ気槽、沈殿槽 ： フローシートの沈殿分離槽内 
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３．単位装置の点検 

単位装置 点 検 項 目  点  検  結  果  等 備考 

流入管路 1)異物等の付着 有・無 種類       程度         

1)異常な水位の上昇 有・無    mm 上昇  

2)ばっ気の状況 良・不良 ばっ気の偏り・停止・閉塞  

3)発泡の有無 有・無 程度  

沈殿分離槽 

4)生物膜の状況 良・不良 色相     程度（量）  

ポンプ槽Ａ 1)ポンプの稼動状況 良・不良 不良の原因（           ）  

 2)異常な水位の上昇 有・無    mm 上昇  

ホーラ槽 1)ホーラ剤の状況 良・不良 不良の原因（           ）  

 2)短経路水 有・無   

沈殿槽Ａ 1)沈殿物・浮上物の有無 有・無 種類       程度         

 2)異常な水位の上昇 有・無    mm 上昇  

ポンプ槽Ｂ 1)ポンプの稼動状況 良・不良 不良の原因（           ）  

 2)異常な水位の上昇 有・無    mm 上昇  

活性炭槽 1)目詰まりの状況 有・無   

 2)交換の要否 要・否   

沈殿槽Ｂ 1)沈殿物・浮上物の有無 有・無 種類       程度         

 2)異常な水位の上昇 有・無    mm 上昇  

貯水槽 1)ポンプの稼働状況 良・不良 不良の原因（           ）  

 2)沈殿物・浮上物の有無 有・無 種類       程度         

 3)異常な水位の上昇 有・無    mm 上昇  

ブロワ 1)エアフィルタ 良・不良   

特記・指示・改良事項 

 

   

  ４．汚泥の蓄積状況に関する現場測定 

 測   定   結   果 

単 位 装 置 スカム 堆積汚泥 

1)沈殿分離槽第 1室   

2)沈殿分離槽第 2室   

3)沈殿槽   

4)沈殿槽Ａ   

5)沈殿槽Ｂ   

6)貯水槽   

  ※ 沈殿分離槽第 1室、沈殿分離槽第 2室、沈殿槽 ： フローシートの沈殿分離槽内
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（３）発生汚泥処理・処分チェックシート［資料１-③］ 

 

組織名  搬出日     年    月    日 

処理・処分担当者名  搬出時間  

処理・処分人数  天候  気温 ℃

       

項目 記入欄 

搬出残渣の種類  

搬出量  

搬出方法  

最終処理・処分方法  

作業を実施する上での問題

点 
 

その他  
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（４）トラブル対応チェックシート［資料１-④］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

トラブルの内容・経過

客先はどういう対応を望んでいるか 報告までにどのような応急処置をとったか

トラブルの原因 今後、どのような対応をとるべきか

§関係部署への申し送り§

殿

要望事項

上記の件　　　　月　　　　日　までに処理願います。

部署名 担当者名

　　　年　　　　月　　　　日

連 絡 先 ＦＡＸ

　　初　回　　（　　　　　　）回目　　　

製品名

製品製造日

回答期限

製品番号

納品日

過去同じクレーム
はあったか

担当者

平成　　　年　　　月　　　日

物 件 名

トラブル発生日

住 所

トラブル
先

会社名

トラブル対応日

トラブル対応担当者

住　所

ＴＥＬ

平成　　　年　　　月　　　日

都道
府県
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（５）マニュアルチェックシート［資料１-⑤］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊あなたが使用したマニュアルの使い勝手や信頼性について以下の項目ごとにそれぞれ該当
するものに○印をして下さい。

その他、気づいた点や要望等自由んい記入してください

記入者名
担当作業内容
使用したマニュアル名

項　　　目 記　　入　　欄
①とてもよい 　　②よい 　　③ふつう 　　④あまりよくない
⑤よくない　　　　⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

読みやすさ

情報量
①とてもよい 　　②よい 　　③ふつう 　　④あまりよくない
⑤よくない　　　　⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

理解しやすさ
①とてもよい 　　②よい 　　③ふつう 　　④あまりよくない
⑤よくない　　　　⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

正確性
①とてもよい 　　②よい 　　③ふつう 　　④あまりよくない
⑤よくない　　　　⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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［資料２］ 

室内環境アンケートのお願い 

 

秩父市 環境農林部    

 

秩父市では、そば処「ちちぶ花見の里」公衆トイレの調査を実施しています。 

ここでは、通常の生活の場と同じような機能や快適性を要求するのではなく、山麓地のトイレと 

して、室内の環境が必要最小限の条件が満たされているか、許容範囲内であるかについて、以下 

のアンケートにご協力ください。 

（該当する欄に○印を付けてください。） 

 

1. トイレ室内のにおいはどうでしたか？ 
 ① 快適である  ② 許容範囲内である  ③ 不快である  ④ どちらともいえない 

 

ご意見（                                 ） 

  

2. 洗浄水の色やにごりはどうでしたか？  
 ① 綺麗である  ② 許容範囲内である  ③ 不快である  ④ どちらともいえない 

 

ご意見（                                 ） 

 

3. その他、気付いたことなどを自由に記入してください。 
                                       

                                       

                                       

 

トイレ使用日     年   月   日  

性別（男・女） 年代（１０代未満・１０代・２０代・３０代・４０代・５０代・６０代以上） 

男性の場合は使用した便器の種類をご記入ください。（大便器・小便器） 

 

※ ご協力ありがとうございました。 

 

 
 
 
 

連絡先  秩父市 環境農林部 

〒368-8686 埼玉県秩父市熊木町 8番 15 号 歴史文化伝承館 1階 

TEL：0494-22-2211(内線 2101)  FAX：0494-22-2309 


