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f．　 ま え が き

　土砂は
， 物 ， 施設 を支持す る地盤 を形成す る材料

と し て ， ま たそれ らを築造する 材料 と し て 建設工事

で利用 され る。通常，利用に よ っ て 消滅 し た り極度

に 品質劣化す る こ とは少 な く， 何度も繰 り返 して利

用 で きる 。 ただ し工 事の 都合で ， 土砂はた び たび移

動させ られ る。そ の 工事現揚内で の 移動 に と どま ら

ず ， 外 へ 運び 出 され る こ ともある 。 こ れが 「建設発

生土 」 で あ る。

　そ の 現場で は利用 されずに残 っ た土砂 とい う意味

で ， 従来 「建設残土」 あ る い は 掘削に よ っ て 発生す

る こ とか ら 「掘 削残土 」 と呼ん で い たが，1991 年10

月 の 建設省令で ， こ れ を 「建設工事に伴い 副次的に

得 られた土砂 」 と定義 し て 利用可能な副産物で あ る

と意味付け ， 最近 は 「残土」 とい う語 を用い ず．「建

設発生土」 と呼 ぶ よ うにな っ た
1）

。

　以下 ，
こ の 建設発生土 の 再利用に つ い て

， 詳し く

は本号 の 報文等 で述べ られ よ うが ， 筆者な り に現状

と課題 をま とめ て み た 。

2．　 建設発生土の種類 と量

　通常， 建設発生土 とされる もの は ， 次の よ うな も

の で あ る
。

  ず り （ト ンネル 掘削な どに伴 う岩の 破砕物）

　  　掘 削土砂 （土質地盤 の 掘削， 切土な どに伴 っ

　　て 発生す る 土砂）

　  浚渫土砂 （港湾 ， 河川な ど の 浚渫に伴 っ て発

　　生す る土砂）

　  　現場内改良処 理後の 土砂 （場所打ち杭 ， 地 下

　　連続壁 な ど の 工 事 に伴 っ て発生する高含水比 土

　　を現場内で脱水 ， 固化， 乾燥 な どをし ， 土砂 と

　　し て 利用で き る状態に し た も の）
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　 い ずれ も， 工 事現場外 へ 搬出す る揚合で ， 運搬途

上 で も流動化の お それ が な い もの に限る 。 高含水比

で流動化する もの は汚泥 とみ なされ ， 産業廃棄物扱

い と な る
。

　建設発生土 の量は ， 建設省 が実施 し た 1990年度分

の 調査
2）・e）

に よ る と， 1 年間 で 地山換算で 37500万

m3
， ほ ぐした量 ｝こ して 45000 万 m3 程度で あ る 。 た

だ し港湾の 浚渫土砂 は調査外 で含 ん で い な い
。 ま た

掘 削土砂 に は ， 最大粒径 30cm 未満 の コ ン ク リー ト

塊やア ス フ ァ ル ト塊が 30％未満混入 し た土砂 も含 め

て い る 。 さ ら に河川， 湖 沼 の 浚渫土砂は対象にな っ

て い る が
， そ こ に は汚泥 とみ な され る よ うな高含水

比 の も の も含め て い る 。

　なお調査 され た 発生土量 の うち ， 約74％が道路や

河川 な どの 公共 の 土木工事 ， 約18％が建築工 事，残

りの約 8 ％が民間 の 土木 工事 に よる も の で あ っ た 。

　港湾の 浚渫土砂 は ， 現在の と こ ろ ， ほ とん どが港

湾整備 を目的に し た臨海部土地造成 の た め の 海面埋

立材と し て 利用 され て い る
。 そ の 量 は定か で な い

が ， 港湾機能の 維持の た めに今後 も発生す る もの で

ある 。 それ に対 し ， 海面埋立予定地 は なくな っ て き

て お り，そ の 対策が必 要で あ る 。

　建設発生土は法律上廃棄物 で はな い が， コ ン ク リ

ー
ト塊やア ス フ ァ ル ト塊は廃 棄物処理 法で建設廃材

と呼ばれ る産業廃棄物で あ り， 処分 の仕方が規制 さ

れ て い る 。 こ れ らが建設発生 土に ど の 程度混入すれ

ば全体が廃棄物 と し て 取 り扱われ る かに つ い て は ，

一応前記 の よ うに最大粒径 30cm
， 混入率 30％ とい

う数字が ある が ， そ の 根拠は 明確で はな い
。 土砂 と

廃棄物の 区分け の た め の
， 具体的な基準 に っ い て

，

詳 し い 検討 を必要 とす る 。

　現在 ， 怯 律上廃棄物 とされ るも の の 中に も， 工 学

上土砂 と同様 に利用 で き る も の が ある 。 と きに は清
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浄に見 える土砂も，分析 し て み る と有害物質を含む

揚合 が ある 。 また過去 に廃棄物で埋 め立てた地盤 を

掘削 した揚合 は ど うな る の か 。 掘 削物 を通常の 建設

発生 土 と同様に扱 うの か。それ らを従来の土砂 の 概

念 で はな く， 環境 へ の 影響な どを考えた科学的根拠

で もっ て 判別 ， 評価 し な けれ ば な らな い
。

3， 建設発生土 問題 とその対策の 経緯

　3．1　 問題の深刻化

　現 在， 建設副産物対策が問題 とな っ て い るが ， 中

で も建設発生土 は ， そ の 量が膨大で ある が ゆえ に対

策が最も必 要か つ 重要 で あ る と い え る
。

　前記 の建設省の 調査
2）

によれ ば ， 公共工 事等で 購

入 して 使 っ て い る 山土な どの 採取土 の 量は年 間 ， 全

国 で 13300万 皿
s
， 建設発生土量 の 約 35％ と推計 さ

れ ， 仮に こ れ に 代 え てす べ て 建設発生土 を再利用 し

た とす る と， 公 共工 事等 で の 再 利用率 は ， 現在 の 26

％か ら61％ に増加する 。 こ の こ とは ， 公共工 事で の

発生割合が高い 建設発生土 を公共工事 で再利用す る

こ との 必要性 と有効性を示 して い る
。 しか し同時に

，

そ れ で も再利用率 は 61％に し か達 し な い わ け で ，
い

か に建設発生土が多 く， 問題 が深刻 か を語 っ て い る

こ とに もな る 。

　1950年代 の後半 か ら1960年代 の い わゆる経済の高

度成長時代に は， 各 自治体は臨海部 を埋 め立て
， 競

っ て臨海性工 業 の 企業誘致に っ とめ た 。 そ の た め に

大量 の 土砂 を必 要 と し ， 建設発生土 は 埋 立 材料 と し

て 歓迎 され た 。 そ の 後，1967 年 の
「公害対策基本法 」

の 制定が示す よ うに ， 環境保全 が重視され る よ うに

な っ て
， 公害源 とな りやす い 工 場団地の 建設が困難

とな り， また 自然景観の 破壊や 自然災害 の 原因 とな

る 土砂採取工 事 が制限 され る よ うに な っ て ， そ れ ま

で の よ うな土地造成を第
一の 目的 とした埋立は激減

した 。

　ただ し ， 同時 に 1970年に 「廃棄物 の 処理及び 清掃

に 関す る法律 」 が制定 され，廃棄物 を集め て 処理 し

て 処分す るよ うに な り， 深刻化した廃棄物問題 へ の

対応 と し て ， すな わ ち都市か ら大量 に出 る廃棄物の

処分とい う目的で 埋立 は続け られ て きた 。 こ の 埋 立

で も， 埋 立完 了後 の 土地利用 を容易 にす る た めに覆

土 と し て大量 の土砂 を必要 と し
， 建設発生土が受け

入 れ られ た。
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　 しか し， 廃棄物 の 埋 立 が許 され る と こ ろは限 られ

て い て ， 次第に新 た な埋立予定地 を確保する こ とが

困難 とな り， 埋立可能容量が少 な くな っ て きた 。 そ

こ で廃棄物 の 処分量 を少 な くす る た め ， 1991年に

「廃棄物 の 処理及び 清掃に 関す る法律」 の 改正 と 「
再

生資源 の 利用の 促進に 関す る法律」 の 制定が行わ れ

た 。 廃棄物 を処理 し て 処分すれ ば よ い とい う方式か

ら， そ れ らを再生資源 と み て 再利用な ど し て処分量

を極力減 らす とい う方式 へ の 転換で ある 。

　 そ し て 現在 ， 各種廃棄物 に つ い て再利用等 に よ る

処分量 の 減少策が進め ら れ て い る
。

コ ン ク リ
ー

ト塊

や ア ス フ ァ ル ト塊 な ども， 従来大量 に廃棄処分 され

て い たが，次第 に再利用率 を高め つ つ ある。ごみや

下 水汚泥 な ども ， 焼却あるい は加熱溶融処理 に よ っ

て極度に減量する こ とが で きる。 し か し ， そ の よ う

に廃棄物 の 処分量が減少す る こ と に伴い
， 処分場で

の 土砂の 受入れ量 も減少する こ とに な る が ， それ に

対応 で きる よ うに建設発生土 の 処分量 を減少 させ る

こ とが で き る か ど うか が問題 で あ る 。

　都市 に お ける地下鉄 ， 地下街 ， 下水道等の 建設 は

まだ ま だ 必要 と考え られ て い る。今 ま で 以上 の 大深

度 の地下利用 も計画 され て い る 。 そ れ らは地下 の土

砂 を構造物 と置き換 えよ うとする もの で あり， 埋戻

しを極力， 現揚発生土 で行 う とし て も ， 現場外 へ の

土砂 の 持 出し は生 じ る 。 それ ゆえ ， それ らの 他工 事

で の 積極的な再利用を考え ね ば な ら な い
。

　 3．2　公 共工 事における対策

　建設省 は まず 1981年 に ， 特 に急 がれる 大都市地域

を対象 として ， 処分地 の 確保 ， 発生 の 抑制お よび再

利用の 促進 を骨子 とする建設事務次官通達 「建設残

土に関す る当面 の 措置方針 」 を出 し， さ らに1988年

に 「総合的建設残土対策研究会」 を設置 して情報シ

ス テ ム
， 基準 ， プラ ン ト ・ ス ト ッ ク ヤ

ー ド， 残土利

用工 事に つ い て 検討し ，
1990年に 検討結果をま とめ

た
4）

。 そ し て 1993年 1 月 に ， 建設工 事 の 副産物で あ

る建設発生土 と建設廃棄物 を発注者お よび施工 者が

適正 に処理す るため に必要な 基準を示す こ と に よ り，

建設工事の 円滑 な施工 の 確保お よ び生活環境 の 保全

を図る た め ，

「建設副産物適正処理推進要綱 」
4）

を制

定し ， こ れ を建設事務次官か ら各主要発注機関お よ

び 建設業団体に通知し た 。

　 関東で は1979年に首都圏の 自治体，関係公団 と建

土 と基礎， 42− 10（441）
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設省 が 「建設発生土処理計画検討会」 を組織 し， 公

共工 事に お け る土砂 の 搬出 ・搬入 に 関す る情報 の 収

集 と提供を行 い
， 建設発生土 の 流用 を推進す る た め

の 取組み に着手 し て い る
。

こ の 会 は 1990年に名称 を

「首都圏建設残 ：ヒ利用促進協議会J と変更 し， 検討

会機能 に加 え ， 利用調整機能 を持 たせ て 強化 し た 。

さ ら に 1992年に ， こ の 協議会 と先 の 研究会が 「関東

地方建設副産物再利用方策等連絡協議会 」 と し て統

合 し ， 現在そ の 「首都圏利用促進部会 」 に お い て 公

共工事土量調査 の 実施，

「公共工 事土量調査 リ ス ト」，

「利用相手工 事 検索表」 の 作成 ， 提供 を行 っ て い る 。

　 こ の 土量調査 は各構成機関に対 し，毎年10月 と 1

月 の 2回 ， 次年度の 土砂 が発生 または土砂 を必 要 と

す る 工 事予定 を調べ る も の で
， 調査対象地域 は現在

1 都 8県に及 ん で い る 。 調査項目は工 事担当機関名，

工 事箇所 ， 工 事担当連絡者， 工期 ， 搬 出 ・ 搬入時期

お よ び 土量 ， 土質， 搬出 ・調達先決定 の 有無な ど で

あ る 。 電算機に よ る デ ータ ーベ ー
ス 化 も進 め られ て

い る
5）・6）。ま た関東だ け で な くほ か の 地域 で も，1981

年 の 建設事務次官通達に基づ い て 取組みが始ま り，

現在 ， 全国10地域 に そ れ ぞれ連絡協議会 を設立 し ，

建設発生土 を中心 とす る建設副産物問題 に対す る広

域 的取組 みが行わ れ て い る
4）

。

　 こ う し た 建設省主導に よ る対策 と並行 し
， と りわ

け処分地不足 に もか か わ らず膨大な量 の 建設発生 土

を排出す る大都市 を抱え る 自治体 にお い て は ， 独 自

の 対策が講じ られ て きた 。

　東京都で は ， 1978年に 「東京都

残土対策 プ ロ ジ ェ ク トチ ーム 」，　　　 発生土の区分

1987年に 「建設 残 土 対策 連絡 会
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
議 」 を設置し て具体的施策の 検討
　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　

を進 め ，
1989 年 に 厂東京都 に お け

る建設残土対策に つ い て 」 を発表 ，

1992年に 情報 セ ン タ
ー

，
ス ト ッ ク

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

ヤ ー ドお よび 土質改良プ ラ ン トの　　

三 つ の 機能 を持 つ 「建設残土再 利

用 セ ン タ
ー

」 の 中央 セ ン タ
ー

を開

設 した
7）

。 さら に それ を補完す る　　

駆 セ ン ・一
の 讖 を緬 ・ て い

る 。

　横浜市で は ， 1975年に 「残土処

理対策協議会 」 を設置 し， 翌年に

（）ctober ，　1994

「道路工 事お よ び 下水道工事 か ら排出す る残土等 の

処分要領」， さ ら に 1982年 に 「本市工 事に伴 い 排出

す る残土等 の 処分要領」 を示 し た
e）

。 現在， 建設発

生土 の 再利用施設 と し て ，同市指定 の 民間 の ：ヒ質改

良プ ラ ン トと下水道局 の 実験的プラ ン トがある 。

　大阪市で は ， 道路工 事 に お ける建設廃材が混入 し

た建設発生土 の 有効利用を図 るた め ， 1976年度よ り

調査研究を開始 し ， 1982年に 「大阪市土質改良プ ラ

ン ト」 を建設 し た
9）・10）

。

　名古屋 市で は ， 1988年に 「名古屋市建設廃棄物処

理実施計両」 を策定 ， そ の達成 の ため に残土情報シ

ス テ ム の導入，用途別土質基準お よ び施丁管理基準

等 を施行 し て有効利用 の 促進 を図 っ て い る
11）

。

　札幌市で も， 1992年 に道路 に お ける建設副産物 を

再利用する機関 とし て 「札幌道路維持公社」 を設立

し， 建設発生土等 ， 道路か らの発生材 の 再利用 を開

始 し た
1” ・13）

。

4．　 再 利用方法 に つ い て

　 4．1 発 生土 の区 分

　現在，実施 あ る い は検討 され て い る建設発生土 の

再利用方法 を図
一 1 の よ うに ま とめ る こ とが で き る 。

　再利用方法 を考 え る に 当た り， まずそ の 発生土は

コ ン ク リ
ー

ト塊や ア ス フ ァ ル ト塊な どの 建設廃材を

含む か 否か ， また そ の ま ま で は汚泥 とみ な され る よ

うな高含水比 の 土砂か に 区分 しなければな らな い 。

それ は建設廃材を含ん で い た り， 泥状であ っ た りす

処理方法 利用屠途

　

　
　

　

＼ 水硬性材料と して

　 　　 　 地盤改良材など

固化 土と して

埋戻 し材など

図一 1　 建設発生土の再利用方法
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る と ， 単に廃棄物処理 法の適用 を受 け る とい うこ と

だ け で は な し に ， 再利用 の ため に何 らか の 処理 を必

要 とす る か ら で あ る 。

　建設廃材は ， それを大量 に排 出す るよ うな大きな

工事 で は，分別収集 され て 再生プ ラ ン ト に運 ばれ ，

建設材料 として再生利用 され る よ うに な っ て きて い

る 。 し か し小工事で排出量の 少 ない もの を分別 し て

運搬す る こ とは不経済で あ り， ま た 建設工 事 の 少な

い 地方部で は
， 再生 プ ラ ン トの 建設 は経営上 か ら難

し く， ま だまだ多 くの 建設廃材 は再生利用 され ずに

処分 され続 ける 。 それ らは建設発生土 に混入 し て 排

出 され る可能性が高い 。

　た だ し既述 し た よ うに ， 建設廃材 を含 むた め産業

廃棄物で あ る と判断す る基準は明確で は な い 。 土砂

と し て 利用するた め に 支障と な る 塊の 大き さ， 含有

量 と い う こ とにな る と思われ るが，そ の限界 は利用

用途 に よ り異な る 。 良質な建設廃材は ， む し ろ土 よ

り再利用 しやす く有用 か もし れ な い
。 現場 か ら排出

の 際に建設材料 と し て 売却で き る か 否か で 判断 し て ，

売却で きる もの は廃棄物扱 い か らはずすべ きで あろ

うと思われる 。 工場か らの 排出物で も法律上 ， 有価

物 は廃棄物で はな い
。

　廃棄物 に該当す る汚泥 と み なす基準につ い て は ，

1990年 5 月の 厚生省通達で ，

「標準仕様ダ ン プ トラ

ッ ク に 山積み で きず，またそ の 上 を入が歩けな い 状

態 で ， また そ の 状態を土 の 強度を示 す指標 で示す と ，

コ
ー

ン 指数が お お む ね 2 以下 また は
L

軸圧 縮強度が

お おむ ね 0．5kgf／cm2 以下 で あ る 。」 と し て い る
エ4）

。

こ れ は処分の しやす さか らみ た基準で あ る が ， 今後

は再利用を前提 と し た基準の 再検討が必要で あろ う。

　 4．2 処理方 法と利用用途

　 建設廃材を含まな い 土砂の うち ， 良質土は含水比

調整 な どをす る だけで，そ の まま通常の 土砂 と同様

に利用 され る 。 路床土 の 混入 の 少な い 砕石状 の路盤

発生材な どは ， 粒状材料 と し て も利用で き る 。 現萄

建 設省 を中心 として行 っ て い る建設発生土情報シ ス

テ ム
5）・6） の利用な どに よ っ て ，

20％程度は内陸部の

公 共工 事 に再利用 され て い る
2）

。

　 そ の ま まで は利用で きな い 不 良質土に つ い て は ，

安定処理材に よ る土質改良が必 要 とい う こ とに な る
。

良質か不良質か の区別は ， 用途 によ り異 なる 。 1991

年10月の 建設省令
1）

で は ， 建設発生土を簡単 な土質

4

区分 によ り第 1種か ら第 4 種 に分け ， 主な利用用途

を指示 して い る。各用途 に つ い て ， さらに具体的に

必 要条件が示 されれ ば ， 土質改良 の 目標 が定ま る 。

　土質改良の た め の安定処理 材 と し て は ，
セ メ ン ト

系， 石灰系 の ほ か ， 高分子 系 の もの が あ る が ， 建設

発生土 の 改良に は生石灰を用 い る こ とが多い 。 な お

セ メ ン ト系な ど の 固化材 と ともに ， 短繊維を混合 し

て靱性や侵食抵抗 の 向上 を図 っ た り，発泡 ス チ ロ
ー

ル 粒 な どを混合 して 軽量化を図る工法 の 開発研究も

行われ て い る
t5）’16）

。

　 コ ン ク リー ト塊な ど の 建設廃材を含む土砂は ， 用

途に応 じ た適度な大き さに 破砕され ， 土砂 ま た は 粒

状材料 として 利用 され る
。 土部分が不 良質な場合は ，，

土質改良処理 も行 う。 良質な揚合で も ， 破砕と同時

に安定処理材を混合すれ ば，道路 の 路盤材にな る可

能性 もある
1T〕

。 なお建設廃材を含む場合に は，木 く

ずな ど ， 他 の異物 が混入 し て い る場合が多い の で，

破砕処理 の 際に 除去す る必要 が あ る 。 それ らの除去

技術 ， 含有量 の 評価法 につ い て 検討 され ね ばな らな

い o

　 土質改良処理お よ び 破砕処理 を行 うに は プ ラ ン ト

が必要で ，

一
般に土質改良プ ラ ン トと呼ん で い る 。

そ れ に は現在 の と こ ろ ，建設廃材 を含ま な い 建設発

生土の み を引き受け るプ ラ ン トと建設廃材を含む建

設発生土 も引き受 け る プ ラ ン トがあ る 。 東京都
7）

の

建設残土再利用セ ン タ
ー内の 土質改良プ ラ ン トは前

者 ， 大阪市
9）・1°）

の も の は 後 者で あ る。後者の 場合

に は中間処理 業 と し て の許可 を得 る 必要があ る。 コ

ン ク リ
ー ト塊を適度な粒度に 破砕 し て混合する と，

粒度が調整 され ， 有効な土性 の 改良とな る こ とが多

い の で ， それ を臨機 に行 え る よ うにす べ き で ある 。

　 そ の まま で は汚泥 とみ な され る よ うな高含水比 の

土砂 に つ い て は ， 脱水 ， 安定処理 材の 添加 ・ 混合な

どの 土質改良処理を して 土砂 と し て利用で きるが
，

ほ か に焼成 また は 溶 融 処 理
t6）・18）・19）

や 流 動 化 処

理
15）’2°）

に よ る再利用が試み られ て い る。

　 土質改良処理 で は，多量 の 添加材 を必 要 とするな

ど で，処理費が高 くなる場合が多 く， 経済的な処理

工法 の 開発が望まれ る 。 高温履歴型粉体廃棄物の 活

用な どが検討 され る べ き で あ る
21）

。 ま た ，
い っ た ん

汚泥 として 現場外 に排出 した後に改良処理 され る場

合は ， 処理物は売却できな けれ ば廃棄物で あ り，一

　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 土 と基礎 42− 10 （441）
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般 の 土砂 と同等 に扱われ ない とい う悩 みが ある。法

改 正の 検討 ある い は現場内で改良処理 して汚泥 に し

な い 方法 の 開発 が必 要 とい え る 。

　 付加価値 を高 くし て 売却で きる よ うにす る方法 と

し て 焼成ま た は 溶融処理 があ る 。 汚泥 を造粒後 ， 焼

成 し て 軽量 骨材に ， ま た は焼成 ・ 急冷後 ， 微粉砕し

て 水硬性材料 に，あ る い は高温 溶融後 ， 冷却 し て 固

化 ・破砕 して粒状材料 に し て利用 し よ うとす る な ど

で ある 。 建設汚泥 は下水汚泥 と違 っ て 無機質で可燃

物を含ま な い の で ， 焼成 ・溶融 の た め に油な ど の燃

料を多 く必 要 とす る 。 しか し産業廃棄物 として の 中

間処理費が高騰 し て い る こ とか ら， 採算性が ある と

され て い る
22）

。

　流動化処理 は
， 水 と固化材を用 い て 充嗔性 と自硬

性 を高 めた後 ， 構造物 と土留め壁 と の 空隙や埋 設物

の 下 など の通常 の 土砂 で は締め固め に くい 箇所に 充

填 す る埋戻 し材 とす る再利用方法で あ る 。 現在，建

設省 の リ サイ ク ル モ デ ル 事業
23）

と して も採用 され ，

適用性が検討 され て い る 。 汚泥 を発生する 工 事側 と

こ うした 埋戻 し を必 要 とす る工 事側 とが うま く連携

が と れれ ば有効な 工 法 で あ る が
， 埋 戻 し材に は ， こ

れ ま で砂 あ る い は砂質土 を用い て きた 。 それ ら と こ

の 工 法で で き る 固化土 とが施工 後 どの よ うな供用性

の違 い を示すか
， 興味の ある と こ ろ で あ る 。

　前記 した よ うに ， 建設発生土 の量 は膨大で あ り，

公共工 事で 現在使用 し て い る山土な ど の 採取土 の量

をは るか に超え る量 で ある 。 それ ゆ え種 々 の有効な

処理方法を開発 し
， 利用用途の 拡大を図 らね ばな ら

な い
。 土砂 とし て は ， 建設用土 の みな らず ， 農耕 ・

植栽用土 と し て の 利用 もあ る
。 そ の た め に は ， 締 固

め 後 の 荷重支持機能 だ け で な く， 水分保持機能， 排

水 ・通気機能， さ らに有機物分解機能 の 改善な ど，

環境地盤工 学
Z4）

的あ る い は環境土壌学
2S）
的な視点で

の 処理方法 の 開発を必 要 とする 。

　粒状材料 と し て も， 現在年間約 1億 5000万 t程

度の供給量 と な っ て い る ク ラ ッ シ ャ
ー

ラ ン の 用途 へ

の 利用が考え られ る が， こ れ に つ い て も環境保全 的

機能な ど， 砕石 よ り優れ た特徴 の 付与が望 まれ る で

あろ う。 建設発生土 の 再利用率 IOOfe6を実現させ る

ため に は ， 少 々 汚染物 が混 ざっ て もや む を得ぬ ，な

ど とす る の で は な く， む しろ建設工 事で 土砂を掘 り

起 こ し ， そ して 再利用す る ， そ の機 を捕 らえて ， 都
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市 の 地盤土 の す べ て を浄化， 改善し て い くの だ ， と

い う意気込み が必 要 とい え る。

5．　 あ と が き

　以上述 べ て きたよ うに ， 建設発生土の 再利用は 時

代 の 要請を受け て 実施 され つ つ ある が
， それ をさ ら

に進め る に 当た り
， 土質工 学的に も多 くの 検討す べ

き課題 が ある。

　建 設発生土の み な らず ， 他 の建設副産物 ， さらに

は各種産業廃棄物，家庭 ごみや 下水汚泥に つ い て も ，

それ ぞれ再利用あ る い は再資源化 へ の努力が行わ れ

て い る 。 し か し い ずれ の場合 も， す べ て を高付加価

値化す る こ とは不 可能で ある 。 かな りの 部分 は土砂

あ る い は粒状材料 に近 い 状態で ， 多 くの建設発生土

と同様な用途に利用され る こ と が期待され て い る と

思わ れ る。

　それ ゆえ建設発生土 の 再利用が ど う進 む か は ， 各

種廃棄物対策 の 方向を も左 右する関心事とい え る 。

’

筆者 の 浅学ゆ えに誤 っ た認識に よ る部分 もあ る か も

しれ な い が ， 本文が批判 ， 参考 され る こ とに なれ ば

幸い で あ る 。
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