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海面処分場の現状 と将来性
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8．1 本講座 を振 り返 っ て

　本 講 座 は，2013年 4 月 か ら 9 月 ま で の 半年 間 に わ た

っ て ，海面処分場 の 現状 とその将来性に つ い て とりまと

め た。各章 の構成は以下 の通 りで ある。

　第 1 章 講座を 始め る にあた っ て

　第 2 章 海面 処 分 場 の 原 理

　第 3 章　海面処 分場の 地 盤工 学上 の 課題

　　　　　 そ の 1　遮水性 と構造安定性

　第4 章 海面 処 分場 の 地 盤 工 学 上 の 課 題

　　　　　 そ の 2　汚濁物質の 挙動 と環箋評価

　第 5章 海面処分場の 事例

　　　　　その 1　東京都新海面処分場の 例 に つ い て

　第 6 章 海 面 処 分 場 の 事例

　 　 　 　 　 そ の 2　 大 阪 湾 フ ェ ニ ッ ク ス の 例 につ い て

　第 7 章 海面処分場の 今後の 発展性

　第 8 章　講座を終 え るに あた っ て

　本講座 を終 え る に あた っ て，各章 に記述 さ れ た 内容か

ら，海面 処 分場 の 現 状 とそ の 将来性 に つ い て 簡単 に振 り

返 る と と もに ，著 者 の 考 え る と こ ろ を追 記 した い と思 う。

　本講座 を読 ん で ，海面処 分場 の 設 計
・施 工

・
管理 に は，

実務者 に と っ て 非常 に 難 し い 判断が必 要 で あ る こ とを ご

理 解 い た だ け たの で は な い だ ろ うか。海面 処 分 場 に適用

され る法 律や 基 準類 は，海面 処 分場 を主 目的 と して制定

され た もの で は な い。処 分場 と して の 遮水 に 関す る構造

基 準や 排出水 の 処 理 とい う点 に つ い て は陸上 処 分 場 が念

頭 に 置 か れ て 書 か れ て お り，そ れ に ，埋 め立 て に 関す る

法律や 海洋汚染防止 に 関す る 法律，更に 港湾施設 と し て

の 技術基準 が 重 ね られ て い る の で 複雑 に な っ て い る。こ

れ らを海面処 分場 に適用 す る に あ た っ て は解釈 が難 しい

部分が 多 く，その 難 しい 解釈 を助 け る解説書 と して ， 廃

棄物埋立 護岸設計
・
施工

・
管理 マ ニ ュ ア ル が発刊 さ れ て

い る。もち ろ ん，マ ニ ュ アル の 説 明 に 基 づ い て や れ ば誰

で も簡単 に設計 で きる と い うもの で もな い 。港湾内に 建

設 され る海 面処 分場 は，施 設 の
一

つ
一

つ に お い て ，地 盤

条件 ， 水 深，波浪条件 ，地 震 力 な どの 諸条 件 が 異 な る た

め，限 られ た予算 の 中で ， 各種法律 や基 準類 を満足 す る

処分場を建設す る た めに ，適切な地盤改良工 法や 遮水工

を 選択す る技術者 の 判断力が不 可 欠 となる。加 え て，安

全 性 を追 求 して フ ェ イル セー
フ の 概 念 を導 入 す る こ とが

謳わ れ て い る が，どの よ う な フ ェ イ ル セ ー
フ 機 能 を付 加

す る か は，技術者 の判断 に任されて い る。さ らに 言 え ば ，

September ，2013

採用す る工 法や設計断面に つ い て，技術者 の 独 り よが り

で は，た とえ 法 律や 基 準類 を 満足 し，マ ニ ュ ア ル の 主 旨

に 合致 して い た と して も不 十分 な こ と もある。周辺住民

や漁業組合などの 関係者が納得 し，合意 で きる よ うな設

計の概念 と信頼性 を し っ か り と説 明 しな け れ ばな らな い

の で あ る。

　海面処 分場 を位 置 づ け る法 体 系，設 計 の 概念，法 律 に

基 づ い た 各種手続 き に つ い て は 第 2 章 に と りま と め ら

れ て い る。ま た ，処分場 と い う施設 を特徴 づ け る遮 水工

に つ い て は ，第3 章に代表例 が 紹 介 さ れ て い る 。 陸 上

処 分場 とは違 う と 言 う意味で 海面処 分場 な らで は の 技術

も多い が ， こ れ らを取捨選択 して 使 え ば，と りあえ ず，

海面処分場 とい う施設を建設する こ とはで きる で あろう。

しか し，処 分 場 の 中 に埋 め立 て られ る廃棄 物 は，遮 水 層

や 遮 水工 に 囲 ま れ た器 の 中 に埋 め立 て れ ば 良 い とい う も

の で は な い 。処分場 か らの 排出水処理 を続 け な が ら，埋

め立て られた廃棄物が浄化
・
安定化する過程まで を考 え

な け れ ば，将来利用 で きる土 地 とは な らな い。こ れ らを

考 え る上 で 重要 に な る 汚濁物質 の 挙動 に 関 す る研 究 は，

第 4 章に と りま とめ られ て い る。

　第 5 章 と第 6章 に は ，我 が 国 を 代 表 す る海 面 処 分場

と し て ，東京湾新海面処 分場 と大 阪湾 フ ェ ニ
ッ ク ス の 事

例 がそ れ ぞ れ紹介さ れ て い る。東京湾 も大阪湾 も，と も

に軟弱粘土 層 が海底 に厚 く堆積 して お り，こ れ らが処 分

場 の底面 遮 水 層 と して機能 して い る こ と，湾内で も比較

的沖 合 に 位 置 して 水 深 が あ る こ とな ど，共 通 点 も多 い 。

　
一

方 で ，廃棄 物埋 立 護 岸 の 断 面 が違 うな ど，採用 さ れ

た側面 の 遮水 工 法 に 違 い が見 られ る。特 に 大 き な違 い は

埋 立 の手順 に ある。全国 の 他 の 海面処分場 と比較す る と，

東京湾新海面 処 分場 の や り方 は他 に あ ま り例 が な く，大

阪湾 フ ェ ニ ッ ク ス の もの の 方 が
一

般的 で類似例 が多 い 。

多 くの 処 分場 で は，底面遮水 は海底 の 粘土 層 が その ま ま

使 わ れ て お り，管理 型廃棄物 の 埋 立 て は，仕切 られ た海

水中に 投 入 さ れ ，陸地 化後 は 護岸 の 高 さ 以 上 に 埋 め 立 て

る こ と は な い。し か し，東京湾新海面処分場 で は ，処 分

場 内に 初 め に 浚渫土 を埋 め立 て て 陸地 化 して か ら，管理

型 廃棄物 を受 け入 れ る手 順 が特筆す べ き特徴 とし て挙 げ

られ る 。 計画高 さ ま で の 廃棄物 の 受 け入 れ をす る場合 ，

原地盤 の粘土層や浚渫粘土 の圧密 に時間を要す るた めに

廃 棄 物 の 受 け入 れ容 量 が減 っ て し ま うの は もっ た い な い 。

そ こ で，真 空 圧 密 に よっ て原 地 盤 と浚 渫 粘 土 の 圧 密 を先

行 さ せ，廃棄物 の 受 け 入 れ容 量 を増 や す工 夫 が行 わ れ て
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い る。圧 密促進 の た め に 鉛直 ドレ
ー

ン が打設 さ れ る が ，

底部の 遮水性能を損なわ ない よ うに ，原地盤の 粘土層下

部に ドレ
ー

ン の 未貫通部分を残 さ なけ れば な らない。

　海面処分場で は，遮水工 を構築 し，管理 型廃棄物を埋

め 立 て た 後，廃棄物 の 浄化 ・安定化 を期待 して排 出 さ れ

る余水 の 処 理 が 続け られ て い る。こ れ を促 進 して よ り早

く処 分場 と して の 廃 止 を迎 え る こ とを 目指 し て ，大阪湾

フ ェ ニ
ッ ク ス を 始め と す る

一・
部 の処 分 場 で は，廃棄物層

の 中 に水 平 暗渠を設 け て 積極 的 に排 水 を促 し，暗渠 よ り

も上 部 の 廃棄物層の 浄化を 促進 す る試 み が な さ れ て い る 。

そ の 有効性 に つ い て は 議論 の 残 る と こ ろ で は ある が，一

つ の 試み と し て 注 目 し た い。

　そ して 第 7 章 で は ，海 面 処 分 場 を 土 地 と して 積 極 的

に使 う こ とを 目指 して，跡地 利用 の こ とが ま とめ られ て

い る 。 海面処分場は，処分場 と して 機能 す る こ とが最終

目的 とはされて い ない 。港湾計画で の位置づ け は処分場

として で は な く，物流用 地 や 緑地 と して の 跡地 利 用 を埋

立 て 目的 として 埋 立 て 許 可 を取得して い る 。 廃棄 物処 分

場 は，排 出 され る 余 水 が 排水 基 準を 満足 す る よ うに な れ

ば 廃止 で き る が，こ の 状態は ，処分場の 保有水 ま で 全 部

を浄化 ・安定化 した こ とに は な っ て い な い 。大 阪湾 フ ェ

ニ ッ ク スで の 試 み の よ うに，廃 棄物 上 部に 暗渠を設 け る

場 合 には，特に そ の 傾向が 強 く現れ る可能性 もある。一

方で ，跡地 を 利用 す る 人が 接す る表層部分 の 浄化
・
安定

化が 実現で きれ ば，土 地 を 安心 して 使 え る よ うに な る と

い う考 え も あ る。極 端 な 例 に な っ て しま うが ，温 泉街 に

お い て ，地 中 は 硫化 物や 火 山 性 ガ ス な どの 有害物質 を た

くさ ん含ん だ 土 地 か も知れ な い が ， 地表面は安全な土 地

とし て 活用され て い る こ とは 想像に 難 くない 。しか し，

現時点で は，地盤表面か らどの 深 さま で の廃棄物層 を 浄

化
・
安定化す れ ば 土 地 利 用 す る上 で 安 全 な の か な どの 指

標 は 提示 され て い な い 。な お，海 面 処 分 場 は，管 理 型廃

棄 物 に分 類 され る程 度 に しか 有害物質を 含ま な い 廃棄物

の み を受 け 入 れ て お り，保有水 の 流れ や 土 粒子へ の 吸着

に よ っ て 浄化
・
安定化 を期待で きる材料で 埋め立て られ

た土地 と して 理解され る こ とが前提 とな っ て い る。

　廃棄物層の 浄化 ・安定化 には 時間 が か か り，か つ ，余

水 と して排 出す る水 が排 水 基 準 を 満 足 す る よ うに な っ て

処 分 場 を廃 止 して も，内部 の 保 有水 の
一

部は ま だ ま だ 排

出基 準 を満足 して い な い 状態で あ る。こ の こ とか ら，処

分場 とし て の 廃止 後，すなわち，排出水を処理 せ ずに そ

の ま ま排水 で きる 程度 に まで 浄化
・
安定化が進ん だ状態

に 達 した後も，将来 に わた っ て 遮水 工 の 維持管理 と地 下

水 位 の 管理 を続 け る必 要 があ る と言 わ れ て い る。こ の 点

に つ い て は，本稿 を執筆 し て い る 時点で は ，ま だ 議論 が

続 け ら れ て い て 結論 を 得 る に 至 っ て い な い 。海面 処 分 場

の土 地 を将来的 に有効 利 用 す る上 で は 重 要 な ポ イン トで

あ る。

　処分 場 の跡地 を利用 す る際 には，杭 の 打 設 や 掘削な ど

の 形質変更 を伴 う こ とに な るが，こ れ らの 行為は知 事 へ
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の 届出 が 必 要 に な る。こ の よ うに ，処 分場 廃 止 後の 土 地

は
一

般の 土地で は な く，廃棄物で で きた 土地 として その

後も管理 され 続け る こ と に な る。掘削な どの 工 事は，廃

棄物層内に部分的 に 溜ま っ て い る濃度の 高 い 汚濁物質の

流 出 に繋が る可 能性が あ る こ とを常 に念頭 に置 くべ きで

あ る。形質変更で は な い として も，地 下 水 位の 上 昇 も排

出水の 水質 を悪化 させ る 可 能性が 懸念 され る。

　処 分 場 の 廃止 の 前提の
一

つ に，遮水 構造が機能 して い

る こ とが挙 げ られ て い る 。 廃棄 物埋 立 護岸 に組み 込 まれ

た遮水 矢板 な どの 遮水 工 が機能 し続け る こ とを意味す る

が，圧 密や 側方流動，台風や 地 震
・
津波 に よ る大規模災

害 な ど に よ っ て 地 盤 に 変状 が 生 じれ ば ，遮水 機能 が 損 な

われ る可 能性 が あ る。また ，遮 水 工 そ の もの の 経 年 劣 化

の 可能性 も考 え られ る 。 そ こ で ，長期的 な安全性 を実現

する た め に ，廃棄物埋立護岸を取 り巻 くよ うに安定型処

分 場 を設置 す る な ど し て，処 分場 周 りの 埋 立地 を拡張 し，

廃棄物埋 立 護岸の 遮 水 工 を 内護岸化 し た方 が 良 い とい う

の が著者 の 長 年の 主 張 で もあ る。海岸 の 最前線 に 遮水 工

が位置 す る の で は な く，緩衝地 帯 を設 け た 内側 に 位置 す

る よ うに す る と い っ た 考 え 方 を フ ェ イル セー
フ の概念 の

一
部 と して もっ と積極 的 に取 り入 れ る べ き だ と考 え て い

る 。

8．2　おわ り｛こ

　 遮 水 工 の 構 築 に つ い て は，様 々 な工 法 が 開発 さ れ て お

り，更 に，第 3章 で も触 れ た よ う に ，施 工 管 理 デー
タ

を使 っ て 品質管理 を行 う技術 も実用化 さ れ て お り，十分

な機能 を期待 で きる で あろ う。今後は，遮水機能 の長期

的な安定性 や劣化 に つ い て，もっ と研究 を進 め る べ きで

あ る。

　跡 地 利 用 とい う点 に つ い て は，海面 処 分場 が廃棄物 を

排 出 す る 大都市 の 港 湾 内 に 設 置 さ れ て い る 場合が 多 く，

物流用地 ， 工 業用地，レ ジ ャ
ー
施設等 と して 利用価値 の

高い 場所 に ある の で ，もっ と有効 に活用 す べ きで ある。

しか しなが ら，実際 に は，土 地 利用 に伴 う遮 水工 へ の影

響 が懸念さ れ る な どに よ り，土 地 利 用 が ほ とん ど行 わ れ

て い な い 実情 が あ る。処 分場跡地 の 有効利用 （廃 止前 の

暫定利用 も 含む ） を 進 め る た め に ，遮水 層 や遮 水 工 の 機

能を 損 な わ な い 杭基礎 の 施工 法 な ど を 技術 開発 して い く

こ とが重要 で あ る。

　海面 処 分場 が真 の意味で機能 す る に は，安全 な廃棄物

処 分 か ら，安全 ・安 心 な土 地 利 用 に至 る ま で ，短期的な

視 点 と長 期的な視点 を 合わ せ た総合的 な技術が必 要 で あ

る 。本講座 の タ イ トル に あ る 「将来性」 や 第 7 章の タ

イ トル に あ る 「発展性 」 を考 え る た め に も，海面処 分場

に 関す る技術 開発 が 更に発展的 に 進 む こ とを期待 し，本

講座 の 結 び と した い 。

　最後 に ， 本講座 を担当い た だ い た執筆委員並びに講座

編集委員の 各位 に 深 く感謝申し上 げ ま す。
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