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榊

1。　 ま え が き

一 嵋｝．

　 地盤工 学関係者 の 問で は ， さすが に そ の よ うに考

え て い る方は少 な くな っ たが
， 大部分 の一般 の方 々

に は ， まだ 「東京港 の 埋 立地は全部ご み で 埋 め 立て

られ て い る 」 と思い 込 ま れ て い る 向きが多 い
。 こ れ

は ， 1960年代後半 の は え騒動を経て 第一次 ごみ戦争

に 至 る過程で ，・
．
ご み の 島 ・ ・Ptの 島＝東京港の 埋立地 ．

と い う図式が い か に強烈 に焼き付 け られ て い る か を

示す もの で あろ う。

　
一方 で ， 現在 の よ うな開発が進 ん で い な か っ た

1970年代後半 か ら1980年代に か け て 東京港 の 埋 立地

を 目 に され た 人 に と っ て は ， 地表面が陸上残土 で 覆

われ て い る広大 な更地 を前 に し て，「東京港 の 埋立

地は残土で 埋 め立 て られ て い る 」 と思われ た に違 い

な い 。 し たが っ て r

・
建設残土が現在 の よ うに様 々 な

観点か ら問題 に な る以前か ら，東京港の 埋立地 は残

土 とは 密接 な関係が あ っ た こ とを うか がわせ る 。 こ

の 小文 で は ， 東京港 の 埋立地造成 に お ける残土 の 意

義 と位置づ けを述 べ る こ とに
， そ の 第 1 の 目的があ

る
。

　 地球的規模 の 環境問題 の
一環 と し て の 廃棄物問題

や省資源問題 ， そ して 都市再開発や （大深度）地下

’
開発 に伴 う建設残土問題 の なか で ， 東京港の 埋 立地

も影響を受け ざる を得な い 昨今で あ る。 と くに
， 東

京港で は 臨海副都心 開発事業 とい う大プ ロ ジ ェ ク ト

が進 め られ て い る。 こ の大事業 で は ， 工 事中に発生

する い わゆ る建設残土 は ， そ の 大部分 が い ずれ元 の

場所 に もど る こ とにな っ て い る とは い うも の の
， か

っ て の 埋立素材 が一時的 に せ よ残土化 し た もの と し

て ， 他 の 場所に仮置さされ る こ とに な る
。 そ して ，

仮置 きされ た場所 の原地盤 へ の影響や ， 残土化 され
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た埋 立素材 の 土質特性 の 変化 な ど ， 地 盤工学的に も

無視 で きな い 課題 が生 じ て 来 よ う。 それ らの 東京港

に お け る建設残土の 現状 と課題 に触れ る こ とが ， こ

の 小文 の 第 2の 目的で ある 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
F
　　
’
，，

　2．　 東京港 に おける埋 立地 造成様式

　 ま ず，東京港 の 埋立地 は 全部 ごみ で で きて い る，

・とい う前述した よ うな誤解を解 く必 要が あ ろ う。

　 図一 1 は ， 東京港 の 埋 立地盤 に お ける模式的な地

質柱状図パ タ
ー

ン で あ る。 こ の デー
タは，1970年代

後半〜1980 年代前半 の 状 況に お ける もの で あ る た め
，

現在で は も っ と複雑 な パ タ ー
ン を示す と思わ れ る が ，

で き上 が っ た地盤 の 分類 とし て は基本的に は 変わ り

が な い とみ て よ い
。 また 図

一 2 は ， 図
一 1之お げる

各タイ プ の 地盤の 水平的 な分布図で あ る 。 こ れらの

図か らは ， ごみ に 関連す る地盤 タ イ プは  〜  の 各

地盤で あ り， 東京港の 大部分の 埋 立地 は  の 正 規型

（a）の 地盤で 占め られ そい る こ とがわ か る 。 ち な み に

こ の 正 規型（a）とい うの は ， 付近 の 海底土砂 （図
一 1

の 柱状図に お け る Ys ）をポ ン プ船で 吹き上 げた も の

（同様に し て H ） で で き た地盤 で あ る 。

　 さて 次は ，

“
残土

”

の 観点で 図
一1， 2 を見て み た

い
。 残土関連 の地盤が   の残土型地盤 で あ る ほ か ，

  ・  〜  の 柱状図 の 最上部に ある F ： 表土 とされ

る もの
， そ し て   ごみ型地盤 に お ける覆土材な どが

残土 と な っ て い る。 こ の F ： 表土に お ける 残土 は ，

  に お い て は 整地仕上 げ土で あ り ， 厚さ も
一
般的に

50cm 〜 2 血程度で，それ ほ ど厚 くは な い が，場所 に

よ っ て は数 皿 の 厚 さ の と こ ろ もあ り，残土型地盤 の

・範ち ゅ うに入れ た方が よ い 地 区もあ る 。 残土 の 種類

として は，整地仕上 げ材 で は 比較的均質で 良好な も

の が あ て られ た が， ある程度残上 の 処分的な捨て揚
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図一 1　 埋立地盤 に お け る模式柱状図
t）

図一 2　 埋立地盤種別分類 図
「）

と し て 形成 された埋立地盤で は ，
コ ン ク リ

ー ト塊や

破片な どの 建設廃材を多量 に含ん で い る こ とが多 い 。

なお ，   の残土型地盤 とされ る地区は ， 当初の 計画

法線が変更 され て埋立面積が拡張 された区域で ある 。

　 1960 年代後半か ら1970 年代に か け て
， 東京港 の 埋

立 地盤 が どの よ うな地層構成に な っ て い る か を調 べ

る た め に
， 深度10m 前後を中心 と し た約 500本 の ボ

ー
リン グ調査が， 100〜200m メ ッ シ ュ で実施され た

こ とが あ る 。 こ の結果 に よ る各埋立地の 表層残土の

平均厚 さ（m ）とそ の 平均下限標高（A ．P．，　m ）を示 し

た もの が表 一1 で あ る 。 こ れ は か な り古 い データ を

基 に し て い る が
， 埋 立竣功 が済ん で 本格 的開発が始

ま ろ うとす る時期の 表層の 残土状況 を表し て い る 。

各埋立地 によ っ て若干の ば らつ きが認 め られ る 。 ま

た ， 残土型地盤 とされ る 「大井ふ頭そ の 2 」 埋 立地

の 東半分の 資料は含まれ て い な い が
，

15号埋立地 の

残土型地盤で は ， 残土層 の 厚さが 9m に もな っ て い

る こ とが特徴 的で ある 。

　以上 の こ とな ど か ら総合す る と， 東京港の 埋立地

にお け る残土は ， 埋 立素材 と し て は主要部分で は な．

か っ た とは い え，面積的 に は ほ とん ど全 域の広範囲

に分布する こ とがわ か る 。

3． 残土地盤 に おける地盤工 学的諸問題

　3，1　残土地 盤に おける調査法 につ い て

　埋立地盤 に お け る地質調査 の ボー
リ ン グ柱状図で

は ， 図一 1の F ： 表土お よび 0 ： 覆土に 相当する地

質名 の記載 が ， 表土 ・ 残土 。 が らな どとされ て お り．

表 一1　 東京港埋立地 に お け る残土 の平均厚さお よ び平均下限標高

埋　　立 　　地 隣翻 大 櫞 …

ふ

の

井

そ
大
頭
2

13号
そ の 1 老潔 驟 麟 瓣 ・耀 潔 銑 15一

資 料 数 国 71g 巨93 ・1・ ・43 ・1 ・114「・・ 3gl ・gl ・・「・9 ・51411 ・・1 ・・巨 6
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残土 地盤 区域の み
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そ の 内容の 記載に は コ ン ク リ
ー ト塊（破片また は片）

・ア ス フ ァ ル ト塊（破片 または片）・ 陸上残土 ・m 一

ム （関東 ロ
ー ム ） と記 され る の が普通 で あ る

。
な か

に は ， 本来 F ； 表土に存在 し て は な らな い 「ご み ・

廃棄物」 な ど とい う記載もあ っ て ，不法投棄物 の存

在ま で 明 らか に な る こ とも多い
。

つ ま り， そ れ ほ ど

雑 多 な物質か ら成 り， 確定的な （定式化 され た）記

載法が な い こ とを示 し て い よ う。

　 さらに ， こ の 層で は標準貫入試験 は 必 ず実施 され

るが ， 土質試験 は ほ とん ど行われ な い こ とも特筆さ

れ る べ き で あ ろ う。そ の 原 因 と し て ，   あ ま り に も

雑多で どの 部分 を試験 の 対 象に し て い い か わ か らな

い
，   土質試験 に適 さな い

，   試料が採れ な い こ と

が 多い
， とく に乱 さな い 試料採取が ほ とん どで きな

い こ と な どが あげ られ る 。 こ れ まで土質試験 が実施

され た土質は ， 地 山の 掘削土 （自然堆積物の 移動さ

せ られ た土砂や ロ ーム な ど）で あ る 。

　 また地質断面図で は ， 残土層 ・表土 層な ど と一括

され ，そ の な か を さ らに 細分 し た 例は あ ま り な い と

い っ て よ い 。残土が運搬 され て ブル ドーザーな どで

巻 き出 さ れ て い く現場状況か ら類推 し て も ， それ 以

上詳細 な分類 は現実的に も無理 とい わ ざる を得 な い
。

　残土層 の 分布状況 を調査す る だ け の 目的で あれ ば，

以上 の よ うな現状 で も十 分で あ ろ うが ， 残土層にお

ける液状化の 判定 ， 残土 に よ る裏込め 材や埋 戻 し材

の 安定性 の モ ニ タ
ーと い っ た 目的に 際 し て は ， も っ

ときめ細か な調査法を適用す る 必要が あろ う。 そ の

た め に は ， サ ウ ン デ ィ ン グ ・ボ ー
リン グ ・土質試験

にお け る実施地点数や箇所数を増や し て 密 に行 うほ

か ， 他 の 効率的 な調査法 を考案 ・適用しな けれ ばな

らな い 。 とは い っ て も， 厚 さ10m に も及ぶ雑多な種

類か ら成る残土地盤 の 地 盤工学的特性 を把握す る の

は ， ま さに至 難 の 技で あ る 。

　 3．2　残土地 盤の地 盤工 学的特性 に つ い て

　 残土地盤 の 力学的な特性をつ か む に は，今 の と こ

ろ 標準貫入試験や コ
・一

ン 貫入試験な どの 既存の サ ウ

ン デ ィ ン グに頼 らざ るを得な い 。 礫や コ ン ク リ
ー ト

塊に当た っ た場合 な ど の状況を考慮 して ， そ の 適用

限界 をわ きま え て 利用す れ ばか な り有効で あ る 。 な

お ， それ らの サ ウン デ ィ ン グ は
， む し ろ残土層の 分

布 を詳細 に把握す る の に 最適で あ る こ とは い うま で

も な い
。 も ち ろ ん ， 残土層 の 乱 さな い 試料採取な ど

October ，　1994
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は， 特殊 な例 を除い て ほ とん ど試み られ な い た め
，

土質試験に お け る力学試験も行わ れ な い の が普通で

あ る 。

　残土地盤 の 地盤工学的に大きな特徴 と して ， 地 下

水 の 賦存状況が複雑に な っ て い る こ とが あげられ る 。

こ の こ と は ， 図一 1 ， 2 にお ける 正 規型地盤 を含 め

たす べ て の 埋立地盤 に もい え る こ とで ある が ， 残 土

地盤 に は特 に あて はま る
。 雑多な素材， 水平的垂 直

的に も複雑 な分布状況 と い っ た こ れ ま で 述べ た残 土

地盤 の 特性か らは当然 とい え よ う。 し た が っ て，地

下水 は宙水 的な分布の特徴を呈 す るほか ， 降雨時期

の 地表水 の排水状況な ど， 地震時の 液状化現象 に影

響す る こ とは確実で あ る 。 なお ， 不透水性層の 分布

に よ っ て は ， 若干 の被圧状態 も存在する こ とにな る 。

　ま た ， 埋 立素材 の 雑多性 ・不均質性か ら懸念 され

る こ と と し て ，   地盤 が安定する ま で の 不同沈下 ，

  が らに あた っ た場合の 浅 い 基礎杭の 打込 み 困難 ，

  必 要 に応じ て の 地盤改良工 法適用の 困難性 な どが

あ げられ よ う。  は，やや高含水比の 粘性土 の 部分

が混 じ っ て い る場合に著 し く，   で は ， 三 角杭 の 損

傷や ほ か の 杭打込 み時の 障害物の 除去 とい っ た思わ

ぬ作業を伴 うこ とに な る。ま た   は ， 地盤改良機械

の操作困難性に起因す るが ， 残土地 盤 の 高密度化 の

た め に は ， 重錘落下 に よ る圧密工 法 な どが効果が あ

ろ う。

　最近 の 東京港 にお い て は ， 工事の ため に既に で き

上 が っ た埋立地盤の 土砂 を掘削 し て 移動 し ， 仮置き

す る 際の 問題が ある 。 東京港 とい う立地場所 が有数

の 軟弱地盤地帯で あ る こ とか ら し て も， 仮 置き され

る場所 の 地盤工 学的な条件に 十分な配慮が必要 で あ

る こ とは い うま で もな い
。 何 よ D も原地盤 を破壊 さ

せ る こ とは さけ な けれ ば な ら な い
。 そ の うえ で盛 二E

高や仮置 き期間を決定 し ， さ らに そ れ らの 残土 を元

へ 戻す際に は，元来の 土質の 特性変化や原地盤 の 応

力履歴 な どを十 分考慮 し て対処 し な けれ ば な らな い
。

4， 建設残土 対策の 現状

　環境問題や省資源問題 の 視点か らの リサ イ ク ル 型

都市づ く りを進 め る うえ で ， 建設 残土 の 対策 は 重要

な課題 と し て 位置づ け られ て い る 。 こ れ まで ，

一定

の 基準 に適合 した残土 を受 け入れて い た が ， 今後は ，

再利用 の視点で さらに踏み込ん だ対策を意図す る 必
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要が あ る 。 東京都で も，具体的な 方策 と し て
，   発

生量 の 抑制，  再利用 の 促進，  処分地 の 確保，  

広 域利用 の 推進 ，   不法投棄 の 防止 な どを定 め ， そ

の 対策に取 り組ん で い る
2）

。　なお ， 東京港 の埋立地

が 関係する具体的な残土対策と し て は ，   再利用 の

促進 の た め の 「東京都建設残土再利用 セ ン タ
ー

」 （中

防内側埋 立地）の 活用 ，   処分地 の 確保の た め の 「新

海面処分場 の 整備」，   広域利用 の 促進の た め の 厂海

上 輸送積出 し施設 の 整備 」 な どが ある。

　 また ， 以上 の 諸方策実施の ため に ， 関係法令 との

調整 を図 り な が ら，「建設残土の 発生量抑制及び利

用促進等 に関する指針（案）」，

厂建設 残土 の 発生量 抑

制に 関す る技術標準（案）」，

「公共工 事 に お け る建設

残土 の 利用促進に関す る当面 の 運用基準」 な どが定

め られ て い る 。

　 と くに 「建設残土 の 発生量抑制に関す る技術標準

（案）」 に は ， 多 くの 内容が うた われ て い る が， 地盤

工 学的 に重要な もの と し て ，そ の まま で利用困難 な

残土を改良して 埋 戻 し土や盛土材 とし て活用す る こ

と が ，

“

土工
”

の な か に含 まれ て い る 。 そ の揚合の改

良目安を ，

一
軸圧縮強度卯

＝2〜4kgf ／cm2 や コ
ー

ン

ペ ネ ト ロ メータ ーに よ る コ ー ン 指数 q，
＝ 4kgf ／cm

’

程 度な ど が規定 され て い る 。 ま た ， 前述 し た よ うな

原地盤 （指針で は基礎地盤） の 安定確保 の ため の 改

良や植栽用客土 へ の改良な どに つ い て も触れ られ て

い る。そ の 他 の 工 種 と し て，舗装工 ・埋設工 。土留

め等仮設工 ・基礎工 な ど種々 の 項目が盛 り込まれ て

い る 。

5．　 あ と が き

以上 を ま と め る と次 の よ うに な る
。

  　東京港に お け る埋立地 は ， 付近 の 海底土砂を

　ポ ン プ船で 吹 き上 げ て造成し た地 盤が主体で あ

　るが， 残土 もほ とん ど全域に わ た っ て分布 し，

　重要 な構成部分 とな っ て い る こ と。

  残土地盤 に お け る確実 で有効 な地質調査法や
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　　 土質試験法が確立 し て い な い こ と。

　   　残土地盤の 雑多な材質特性か ら
， 地下 水や不

　　 同沈下 の 状況 など， 独特 な地盤工学的特性を有

　　 する こ と。

　   　
一度埋 め立 て られた埋立素材が ， 工 事 の た め

　　 の 掘削に よ っ て 残土化す る こ と。 さ らに そ の 残

　　 土 の 仮置き場所 に お ける原地盤 の 地盤条件お よ

　　び 埋戻 し土 と し て 利用す る 際の 土質特性 の 変化

　　 な どに ， 十分配慮す る 必 要があ る こ と。

　   リサ イ ク ル 型都市 を目指すた め の 残土対策 と

　　 して ， 残土 の 有効利用を種 々 の 指針に よ っ て促

　　進 し て い る こ と。

　 ま た，今後 の 課題 と して は ， 埋 立地造成 とし て の

残土管理 を も っ と効率的 に進 め る必 要があ る こ とが

あ げ られ る 。 本来，地盤 の 形成 とい う観点で は ， 残

土 の 材質特性 ・利用場所 ・利用時期 ・規模な ど が 明

確に把握され て い なけ れ ば な らな い の で あ る 。 そ し

て
， 当初か ら良質な埋立素材を選択する か ，ま た は

良質で な い 場合 は改良した うえ で 利用す る こ とが何

よ りも大事で あ る 。

　 こ れ ま で は ， 東京港にお け る埋 立地 は ， 残土 の 処

分地 （受け皿 ） とい う意味で か な りの 貢献 を果た し

て きた こ と は 間違い な い
。

し か し，東京港の 開発が

進めば こ れ ま で の よ うに そ う簡単に い か な い こ とは

明白で あ る 。 特 に ， 大深度開発が本格的に進ん だ場

合の処分地の 問題 は，以前か ら も提起 され て い る 。

ま た ，
い っ 起こ っ て もお か し くな い とされ て い る関

東大震災 に よ る瓦礫 の 処分地 は ど うする かな ど， 考

え て お か なけれ ばな らない 課題 もある 。
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