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1． は じ め に

　 マ ス コ ミな どの 連目の 報道で も明 らか な よ うに ，

東京の ごみ問題 は
，

一刻 の猶予 も許 され な い 状態 に

な っ て い る とい っ て も過言 で は な い
。 しか も ， そ の

問題が少 々 の手直 し で は解決 で きそ うもな い よ うな

複雑 な 関連の なか に あ り， か っ て の 1970年代 の 第 1

次ごみ戦争 とは様相 を異に し て い る の で ある 。 現在

の 東京 に お け る ご み 問題 の 最 も緊急を要する 危機的

状況 をま とめ る と ，   ご み量 の 増大，   ご み 処分場

用地難 ，   清掃工 場用地難 とな る。また
， 東京 に限

っ た こ とでは な い 環境問題か らの 緊急を要する状況

と して は ，   ごみ焼却によ る排ガ ス ，   ごみ質 とご

み の捨 て 方の各問題が ある 。 以上 の 項目は ， 互 い に

複雑に 関連し た問題 で ， 総合的な解決策が不可欠で

あ る こ とを意味 し て い る。「ご み量 の 増大」 は 「ご

み処分場」 の 不足 を招き ， ごみ の 減容化を図 る た め

に は焼却が最適 。 し か し ， 焼却不適物 の混入に よ る

有毒ガ ス や炭酸 ガ ス 発生量増大に よ る 地球的規模の

環境に 及ぼす悪影響 ， しか も， ごみ量増大 の前 の連

鎖には OA 機器 の普及に よ る紙消費量 の 増大 ， さ ら

に 熱帯雨林 の 破壊， そ し て地球的規模 の 環境破壊 へ

とつ な が る の で あ る 。

　つ ま り，
ご み問題は東京だ け の 問題 で な い こ とは

明白で あ る が
， 巨大都市東京に最も先鋭的に 現れ て

い る こ と は間違 い な い 。そ の 原因が東京一極集中に

あ る こ とは もちろん で あ り， さらに ， ごみ が大量 に

発生 しやす い 現在の 社会 ・経済の シ ス テ ム に根差 し

て い る こ と が
， 根本 的な原因 で あ る。省資源や地球
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環境の 観点か ら ， よ うや く こ の 問題 に取 り掛か ろ う

とい う様 々 な形態 の 運動 が起 こ っ て い る が
， 社会全

体で さ らに本格的に取 り組 ま な い 限 り， 東京中が ご

み で あふ れ る の は 時間の問題で あり，よ り深刻 な状

況 に陥 る こ とは必 至 で あ ろ う。

　以上 の よ うな状況の も と で 出現す る ごみ埋立地 の

有効利用 を図る こ とは ， 地価 の 高い 東京に お い て は ，

特に意義が大きい とい わね ば な らな い
。 し か し ， 他

の 土砂系 の 埋 立地盤 の よ う に
， 十分に 実績の あ る し

か も地盤工 学的な特性がわ か っ て い る地盤で は な い

た めに，有効利用 とは い っ て もそ う簡単 で は な い 。

全国的 に み た場合で も ， そ れ ほ ど多 くな い の が現状

で あ る 。 こ の小文は ， 比較 的有効利用 が進 ん で い る

と思われ る ， 東京港 に お け るご み埋立地 の 現状を紹

介し た もの で あ る 。

2． 東京に おけるごみ 埋 立 の歴史

　東京付近 の軟弱地盤 の 主要構成層 で あ る
tt

沖積層
”

は ， 約 2万年前か らの 海水準 の 変動 と古利根川や古

荒川 な どか らの 堆積物供給 との相互作用 によ る，自

然現象で形成され た もの で あ るが
， 埋立地は人 工 的

に歴史時代 に造 られ た もの で あ る 。 そ の 中で ごみ埋

立地 は
， ひ ときわ人間 の 相 （facies）を示す地層か ら

成 る地盤 とい え る 。 こ こ で は ， ごみ埋立 の 歴史を縄

文時代 の 貝塚 に さか の ぼ る こ と は さ て お き， 江戸時

代以降の 東京 に お け る ごみ 埋立 の 歴史をた どっ て み

た い
。

　東京の ごみ埋立の 歴史は ， 江戸そ し て東京 の 都市

の 発達史と密接に関連 し て い る 。 そ れ は ， ご み の 質
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や量 ， 処分され る場所 の 自然条件な どが
，

各時代 の 社会 ・ 経済の 発展段階を示す都市

の 発達史を反映す るか ら で ある 。 まず ， 江

戸時代 の初期の 明暦元年（1655）， 隅田川沿 8号地

い の 各町 で 共同で ご み を集 め ， 船で永代浦

（隅国川河 口 左 岸）に運搬 し て砂洲 に捨て

た の が ， ごみ埋立の最初 とい わ れ て い る 。

そ し て 元禄年間に 至 る と ， 都市の 膨張 と と

もに ご み 発生量 の増大が あ り ， 幕府も本格

的 に捨揚 の 配慮 に迫 られ た。それ は
， 隅 田

川左岸 の 東南海上 に発達 し て い る大小 の 砂

洲 を利用 し
， 運河の 開削に よ る舟運 の確保

に よ っ て ， ごみ を砂洲 に捨て て新田を開発す る とい

う江東 デル タ地域 の 墾 田運輸 の 揚 と し て の 開発 で あ

っ た
。 した が っ て

， 当時の ごみ埋 立地盤 は ，
ご み の

ほ か に運河 の 浚渫土 も加わ っ た もの で あ り ， そ の 他

の 重要 な埋立素材 と して は，数10回 に及ぶ江戸大火

の 焼土や瓦礫 な ども無視で き な い 量で あ る 。 そ の よ

うに して 造成 された埋立地 は，現在の 江東 区越 中島

一
丁 目 ・牡丹町 ・古石揚 ・木場 ・東陽町 の ライ ン ま

で の 地域 で あ っ た 。

　海底の 浚渫土を主体に した埋 立 では ， 東京港整備

の 先駆 と し て 造成 され た ， 大正期 に入 っ て か らの 晴

海 ・豊洲 の 埋 立地が あ る
。

　昭和 4 年に建設 され た江東区枝川
一

丁 目の 塵芥焼

却揚か ら発生す る焼却灰 の
一

部は，同区 の 潮見 （8

号地）や辰 巳 （7号地）な ど に捨て られ た 。

　夢 の 島 （14号地 の 一部）付近は ， 砂洲 を利用 し て

埋 立 て飛行場を建設 しよ うとし て
， 昭和 14年（1939）

か ら土砂吹 き上げが行 われ た が， 太平洋戦争の 終結

に よ っ て 中断 され
， 寄 り洲 と な っ て い た地 区で あ っ

た 。 戦後 の 復興 も順調 に進 み ， 人 口 の 増加 と とも に

増大 し た ごみ の処分が昭和32年 （1957）頃 か ら開始

され ， 昭和42年に完了 するま で続 い

た 。 そ の間 は え騒動や広範な公害反

図
一 1　 ごみ地盤位置図

　そ れ ま で の ごみ処分場 が ，
い ずれ も砂洲の よ うな

自然 の条件 を生か した立地 で あ っ た の に対 して，若

洲 （15号地 の
一

部， 別名新 夢 の 島）は ， 水深数 m の

海底 に護岸を巡 ら し た ごみ埋立処分場 と し て
， 昭和

40年か ら稼働 し昭和 49年に 完了 した埋立地で ある。

こ こ で は ， 夢 の 島で の 貴重 な経験 を生 か し， は えや

鼠 の発生 ・ごみ の飛 散 ・悪 臭な ど の防止の た め に衛

生 埋立 工 法 （サ ン ドイ ッ チ 工法）が採用 され た 。

　昭和48年か ら昭和62年 ま で に埋立処分場 とな っ た

の は ， 中央防波堤内側埋立 地 （略 して ， 中防内側埋

立地）で ある 。 そ し て ， そ れ以降 は 中央防波堤外側

埋 立地 （中防外側埋 立地） に処分され て お り， 後数

年で 満杯に な る こ と は ご存 じ の とお りで あ る 。

　以上の うち で，現在の東 京港 に お ける ごみ埋立地

の 分布 とそ の 概要を ， 図一 1お よび表一 1に 示 す 。

3．　 ごみ地盤の 物性 と経年変化

　 ごみ地盤 の物性 とい っ た 揚合 ， 様 々 な相 をみせ る

ごみが ど の よ うな物性で あ る か を限定す る 必 要が あ

る 。 本来は ， 廃棄物や ご み に 関す る総合的な専 門分

野 を確立 し な い 限 り到底無理で あろ うが， とりあえ

表
一 1　 ごみ 地盤 の 概要

1）

対運動 ともあい ま っ て
， 第 1 次ごみ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　名

戦 争を引き起こ し た こ とは ， まだ記

憶 に新 しい
。

「夢 の 島」 が ごみ 問題

の 代名詞 と な っ て 定着 す る と 同時

に
， 東京港 の 埋 立地が全部ごみ で 埋

め立 て られ て い る とい う誤解 の 端緒

に な っ た の も こ の 時期 で あ る 。

　 　 　 埋 　立 　面　積
称

糎刷 鞭
・

埋 立 開 始
　 　 　 　 　 　 埋立 ごみ 量
埋 立 終 了
　 　 　 　 　 　 　 t

82

8　　　　号　　　　地　　　　502000　　　364000 昭和 2年 　1昭和 37年12副 ・7。58・5

・・号地（夢 ・ 島）1・・7溺 ・ 450810 昭和32年・2月 昭和4・年 ・周 1・33624・

15　 号 　 　地 808260711907 昭 和40年11月 昭和48年 11月
（昭和49年 5月 ）

18438658

中央 防波 堤内側 1060000780000 昭 和48年 12月
昭和61年 3月
　　　 （予 定）

12300000
　　 く予 定）「
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表
一 2　 ご み地盤 の 6 組成お よび 3成分分析結果

2）

6 組 　 　 成 分 析 3 成 分 分 析
．

調 　 査 　 地 1　紙 ・布類
H　 ビ ニ ール

　 ・ゴ ム 類
皿 　木 ・竹 類

IV　ち ゅ う芥
　 類

V ・vr 不燃
物 ・その 他

重量 比 　 体積 比 重量比　体積比 重 量比　体積比 鎚 比 1嬾 比 重量・・1鰍 ヒ
水 分 灰 　分 可 燃 分

15号地 埋立 前

中　防 　 〃

8　 号 　 地

14　 号 　 地

15　 号　 地

中 防 内 側

富 山 空 港

藤 前 団 地

34．428
．404

．28
．26
．05
．42
．3

34．827
．807

．210
．210
．61

  ，23
．6

4．65
．94
．019
．515
．417
．22
．65
．7

3，94
．810
．327
．815
．925
．34
．17
．4

8．115
．40
．87
．716
．95
．24
．810
．6

20．537
．76
．232
．952
．422
．922
．641
．2

3D．719
，40
．70
．90
．7000

．1

34．421
．12
．4

ユ．71
．OoOO

．2

22．230
．894
．567
．758
．871
．68

＆ 98L3

6．48
．781
．130
．420
．641
．263
．247
．7

：
39，443
．144
．343
．73

 ．731
．1

二
49，039
．931
．027
．660
．756
．0

：
11．617
．024
，728
．78
．612
．9

ず は土質 ・地盤工 学的手法を適用せ ざる を得な い 現

状 に あ る 。 有効利用 を考慮す る の で あれ ば， 当然そ

の よ うな 手 法 は意義が あ る とい え よ う。 ま た
，

ご み

地盤 の 物性に お け る経年変化は ， 土質工 学的 な特性

もさる こ とな が ら，メ タ ン ガ ス
・地中温度 ・浸 出水

な ど， ごみ地盤特有な指標 として重要な もの が あ る 。

それ らは ， ごみ埋 立処分揚 の 閉鎖時期を判断す る指

標 ともな り， 安定化指標 とい うこ ともあ る
。 こ こ で

は ， こ れ ま で あ き らか に な っ た こ との
一

部を紹介 し

た い
。

　土質試料 の よ うに ， 石 英粒子 や粘土鉱物 が主成分

の 素材か ら成 る も の と異 な り， ご み質 は種々 雑多な

材料か ら構成され る た め ， 組成 ・成分分析が重要 と

な る 。 ごみ質は ， 時代 の 生活様式や地域に よ る違い

の ほか ， 処分され て か ら の経過年数に よ っ て も異 な

る 。 表一 2は ， ごみ組成 ・成分分析 の 結果 の
一

例 を

示 した も の で あ る
。

　 ごみ地盤に お け る標準貫入試験で は ， ち ゅ う芥 を

中心 に し た 一般廃棄物地盤の揚合 ， 腐食分解に よ る

と思わ れ る N 値 の 低下 傾向が認 め られ て い る
2）

。

　乱 し た試料 に よ る再調整供試体の 三 軸圧縮試験 ・

一
面せ ん断試験 な どの 結果で は ， せ ん断強度の 指標

と は な りに く く， また圧密試験な ど の ほ か の 諸結果

も加えて総合す る と， ごみ地盤 は力学的 に は沖積粘

土 と似た よ うな特性をみ せ る も の の
， 強度よ りは変

形性を重点に し て 設計す る 必 要があ る こ とを示 し て

．い る。

　一方， 東京港に お け るごみ埋 立地 の 完了 し た時期

が明確で あ る た め，ごみ埋立処分完了か ら の経過年

数 を横軸に と っ て ， 各埋立地 の 指標測定値をプ ロ ッ

5 し て み る と
， そ の グラ フ は

一
応ごみ地盤の 経年変

March ，1992

化 を示す と考え て よ い
。 そ の よ うな方法に よ っ て ，

図一 2 に は ごみ層10m 当た りの 年間沈下量 を， 図一

3 に は メ タ ン ガ ス の 濃度の 平均値 を ， 図一 4 に は C

／N （炭素率）の 平均値 をそ れ ぞれ示 し た 。 こ れ ら
一

連 の 経年変化を表す図やそ の 他の 資料な どか らす る
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図
一2　 ごみ地盤 の 沈下量

3）

中防内側
33．0 15号地

32．6

14号地
8．8

20

8号地
1．7

25

0　 　 　　 　 　 　 　 　 10　 　 　 　 　 　 　　 　 2G

　 　　 　 　 埋 立 終 了後 経 過 年 数 （年〕

図
一 3　 ごみ 表層部メ タ ン ガス 濃度 の 経年変化

4）
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50

　 4e

垂3D

言2Q10oo

　 　 ユ0

埋立終了後経過年数

図一 4　 C
！
贋 の 経年変化

5）

、20

と，埋 立完了後20年以上 し て よ うや く安定期 に さ し

か か る とい っ て よ い 。

4．　 ごみ地 盤の 利用状況

　調査対象に した東京港にお け る ごみ埋立地 の うち，

有効利用 されて い る の は
，

8 号地 （潮見）， 夢の 島，

若洲 の 3 地区で あ る。 8 号地 は ， 市街地 の
一

部 と し

て 全 くご み 地 盤 を感 じ させ な い し ， 夢の 島は ，既に

述 べ た よ うに緑豊 か な総合運 動公 園 とし て
， 東京オ

リ ン ピ ッ ク （1964年）当時の す さま じ さをし の ば せ

る も の は ， 何 も見 い だ せ ない 環境に 変貌 し て しま っ

て い る。そ して ，
1990年12月 に 15号地 が若洲 ゴ ル フ

リ ン ク ス と し て オ ープ ン し ， ごみ地盤 の利用が にわ

か に脚光を浴び て い る 、

　ごみ地盤 の 有効利用 と し て の 主な施設にお け る ご

み地盤対策な ど を ま と め て み る と表一 3 の よ うに な

る。 こ れ ま で採用され た対策を み る と ，   ご み 層 を

除去 する ，   ご み 層 の変形 （主 と し て 沈下） の 影響

表一 3　 主 な施設の ごみ 地盤対策

を避 ける
，   メタ ン ガ ス の 対策な どが基本 とな っ て

い る
。 最 も重要で 多い   の 対策 と し て は 支持杭 が普

通で あ る が， 東京港 に 立地す る ご み埋立地 が い ずれ

も軟弱地盤地帯に位置す るた め ， 10〜20m の ごみ層

厚 の 載荷重 によ る沖積粘土の 圧密沈下 な どの 対策 を

兼ね る こ と に な る 。 夢の 島で は
， 共同溝 ・テ ニ ス コ

ー ト ・フ ェ ン ス な ど に も50皿 以上 の 支持杭が使用 さ

れ て い る 。 最近 の 若洲 ゴ ル フ リ ン ク ス に お け る総合

管理 セ ン タ ー
（ク ラブ ハ ウ ス ）や諸施設 で は ， 荷重

を分散 させ た り， な る べ く軽量 にな る よ うに鉄骨パ

イ プやテ ン ト張 りな ど の 工 夫 をして い る。また ， 基

礎 の 構造をお椀型に して ， ガス が 1箇所 に集中 し な

い で 縁の方 へ 逃 げる よ うに し て い る 。

5．　 あ と が き

施 設 　名 1 ご　み 　地 盤 　対 　策

　 ごみ地盤 の 有効利用は ， 時代の 要請 ともな っ て お

り， 東京 の よ うに地価 が高 い 地区で は特 に意義が深

い と い え る が
， もともと土砂系の 地盤 と異 な る こ と

は明 白で あ り， 施設 の 建設や メ ン テ ナ ン ス に対 し て

相応の リ ス ク を負 う必要が あろ う。また
，

こ れ ま で

の ごみ地盤は ， ほか の タイ プ の 土砂系の 埋立 地の よ

うに ， 当初か らごみ埋立地 を利用す る 目的で 造成 さ

れ た もの で はな い
。 こ れ は東京に限 っ た こ とで は な

い が ， 日々 大量発生す る ごみ を処分する こ との み に

追 わ れ
， 良好な 地盤 を造る と い うゆ と りが希薄 で あ

っ た か らで あ る 。当初か ら良好な ご み 地盤を造成す

　　　　 る た めには，ごみ の前処理や中間処理 を十

　　　　 分行 っ た うえ で 埋 立処分 をす る こ とが不 可

国　都立 夢の 島総合体育館

騒燃劉
圀　第 5 福龍丸展 示館

儂緬 罍：男辮
年 6 月

）

圈　江東区営い こ い の 家
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驫纛蹴 1月）

  建物 は 杭で支持，内側 に も相 当密 に打 設。
  梁 を通 しス ラ ブ構造に し床が落ち 込 まな

　 い よ うに して い る 。

  室 内は密室を設けない よ うに空 問 を広 く

　 取 り強制 換気 を実施 。

  屋外 にポイ ン ト式の ガス 抜き孔 を設置 。

  ガス 検知警報盤 に よ り集中管理 し メ タ ン

　 ガス 濃 度 が上 が る と自動的 に強 制換気 。

  埋設 管の 継手 は フ レ キ シ ブル な も の に 取

　 り換 えて い る。

（D 建物は杭 で 支持 （沈 下対策）。

  換 気は 電動式 で な く防暴 型の も の を 採用 。
  メ タ ン ガ ス 警報 器 の 設 置。

  二 重 ス ラ ブに 変更。   ピ ッ ト内の 防水。
  天 井 を有孔 ボ

ードに し換 気孔 の 設 置。
  換気ダ ク トの 設 置。　   貫通 部 は コ ー

キ ン

グ，ス リーブ の 設置。

  二 重 ス ラ ブ 。

  二 重 ス ラブ内に た ま っ たメ タ ン ガス は，
　 セ ン サーと コ ン ピ ュ ータ

ー
に よ る強 制換

　 気。

欠で あ る 。
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