
流域水質の総合的な保全・改善のための連携方策検討調査（厚生労働省）

調査内容

１．汚染源からの流出水の現状把握・課題等の整理

２．汚濁負荷による水道の供給及び都市生活への影響の検討

３．リスク対策の検討

４．モデル地域におけるケーススタディ

５．緊急時の水質リスクに対応した連携方策（案）のとりまとめ

６．今後の課題の整理
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流域水質の総合的な保全・改善のための連携方策検討調査（厚生労働省）

　汚染源からの流出水の現状把握・課題等の整理　

　水道水源への影響検討　 　都市生活・活動への影響検討　

水質汚染リスクの回避・
低減方策の検討　

23水道事業者への
アンケート調査　

都市域における水利用に関する
リスクの回避・低減方策の検討　

調査
フロー

　淀川ケーススタディ　 　東京都ケーススタディ　
・取排水系統等の整理

・地震発生後の被害想定

・水質汚染リスクの回避・低減方策　
　の検討

・水道施設の現状等の整理

・地震発生後の被害及び水需要の
　想定

・水需要に関するリスクの回避・低減
　方策の検討
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１．汚染源からの流出水の現状把握・課題等の整理

○代表的な水道施設の被害事例
区分 時期 件名 主な水道施設の被害状況等

S53.1 1978年伊豆大島近海地震 ・シアンを含んだ鉱さいが河川に流
出したことによる取水停止。

S62.12 千葉県東方沖地震 ・重油が河川に流出したことによる
取水停止

H7.1 阪神・淡路大震災 ・膨大な管路被害による長期間の断
水。
・復旧用水が一時的に不足する事態
の発生
・漏水による水圧低下で多くの消火
栓については使用不能

H16.10 新潟県中越地震 ・周辺地盤の崩壊等による小規模施
設の機能停止
・上流の下水処理場の被災による未
処理水の流入

S57.7 長崎大水害 ・河川の氾濫等による浄水場の水没
H17.9 H17台風14号による洪水 ・河川の氾濫による浄水場の水没

水質事故等H8.6 埼玉県越生町・大規模感染・クリプトスポリジウムによる水道
水の汚染

地震

洪水
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１．汚染源からの流出水の現状把握・課題等の整理

阪神・淡路大震災による水道施設の完全復旧までの期間

市町村名 期　　間

大阪府等７府県の３５市町村、兵庫県三木市 １週間以内

兵庫県川西市、東浦町、淡路町 １週間～１０日間以内

　　〃　津名町、一宮町、尼崎市、明石市 １０日間～２週間以内

　　〃　伊丹市 １６日間

　　〃　宝塚市　 ２１日間

　　〃　北淡町　 ２５日間

　　〃　神戸市、西宮市、芦屋市 ２ヶ月超※
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１．汚染源からの流出水の現状把握・課題等の整理
水道産業新聞　2005年（平成17年）5月16日（月）版

滑落した中継ポンプ場

（旧山古志村簡易水道）
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１．汚染源からの流出水の現状把握・課題等の整理

洪水によって冠水した富吉浄水場（宮崎市上下水道局）

（Ｈ１７台風第１４号による洪水）
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２．汚濁負荷による水道の供給及び都市生活への影響の検討
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３．リスク対策の検討

実施主体別にみた緊急時の水に関するリスク回避・低減対策の分類

施設、体制の整備

施設、体制の整備

被害想定・状況把握

施設耐震化

被害想定・状況把握

停電対策

施設耐震化

水道事業者

民間
水道以外の
水循環に関わ
る事業者

水の確保

水の確保

停電対策

停電対策

原水監視

バックアップ対策

浸水防止対策

高濁水対策
処理による対応

施設、体制の整備

住民への広報

停電対策

被害想定・状況把握

他機関による対策
（水道からの依頼）

施設、体制の整備

処理による対応

被害想定・状況把握

施設耐震化

水の確保

凡例

　　　　　あり　　　　　連携が必要な対策

　　　　　　なし　　　　　各々が行うべき対策

※囲みで示したものは、水循環に
関わる事業者等が連携して行う
必要がある対策
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４．モデル地域におけるケーススタディ（淀川ケーススタディ）

　　　　　　　　　凡　　例
　　　取水口 （上水など）
　　　排水口 （下水処理場，工場等）
　　　浄水場 （地下水取水を除く）
　　　下水処理場

淀川流域の主な取・排水口の位置等

淀川下流域で取水している浄水
場への影響検討

回避・低減方策の検討

河川水の再利用度が高い地域、上流・下
流に大都市が存在する地域、取排水系統
が複雑な地域等を考慮し淀川流域をモデ
ル流域として選定 ・大規模地震発生（京都市内）

・下水処理場、工場等が被災

・下水未処理水等が河川に流出

○シナリオ
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４．モデル地域におけるケーススタディ（東京都ケーススタディ）

都市機能が集積し、かつ人口が集中し
ている東京23区内のうち、業務集積地
として千代田区を、住宅地として江戸
川区をモデル地区として選定

 自然的土地利用（山林・農地・公園等）

人工的土地利用（住宅，道路等）

都市的土地利用（商業地区）

水部

千代田区と江戸川区の位置

回避・低減方策の検討

・大規模地震発生（東京直下）

○シナリオ

・水道施設等が被災

地震発生後の被害及び水需要の
想定についての検討
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５．緊急時の水質リスクに対応した連携方策（案）

ケーススタディに基づく連携を必要とする対策の評価

公共用
水域

都市域

連携して行うべき被害想定と状況把握 ◎ ◎
消防用水等の用途別必要水量の算定 ◎
水道以外の水源からの取水・運搬体制整備 ○
資機材の保有 ◎
緊急連絡体制の整備 ◎ ◎

原水監視 他機関からの情報収集による原水水質把握 ◎ ◎
応急給水・復旧に関する状況 ◎
水質に関する状況 ○ ○
河川管理者による対策（水道からの依頼） ◎
下水道管理者による対策（水道からの依頼） ○

処理によ
る対応

オイルフェンス等の設置（水道からの依頼） ○ ○

Ａ・Ｃ 停電対策 関係機関による停電対策の強化 ○ ○
水道以外の代替水源の確保 ○
水の運搬管理 ○

（凡例）　◎：より連携の必要性が高い対策，○：連携が行われることが望ましい対策
（実施主体）　Ａ：水道，Ｂ：水道以外の水循環に関わる機関，Ｃ：民間　

Ａ・Ｂ・Ｃ

◎

◎

ケーススタディに
よる評価実施主

体
大項目 小項目

被害想定・
状況把握

評価

総合
評価

施設・体制
の整備

リスク対策

○

Ａ・Ｂ

住民への
広報

◎

他機関に
よる対策

◎

水の確保Ｂ・Ｃ
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５．緊急時の水質リスクに対応した連携方策（案）

緊急時における連絡体制のイメージ
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６．今後の課題の整理

①　リスク論の観点からみた平常時と緊急時の供給水質のあり方

（緊急時における水質リスクの回避・低減方策に関する課題）

②　浄水場でのリスク評価

③　非常時における浄水処理能力の見きわめ

④　水質の監視、管理に関する関係機関の連携

⑤　水源河川への有害物質流出における河川管理者との連携

（都市域における水利用リスクの回避・低減方策に関する課題）

⑥　地震被害想定及び状況把握等に関する関係機関との連携

⑦　社会生活を踏まえた総合的なシナリオの想定と対策の検討　

⑧　重要施設の耐震化と予備力の確保　

⑨　応急給水体制の整備　

⑩　水道以外の代替水源確保及び取水方法の検討　


