
相模原市一般廃棄物最終処分場 



  はじめに 
 

 本市では、平成３１年３月に「第３次相模原市一般廃棄物処理基本計画（循環

型社会形成さがみはらプラン２１）」を策定し、計画の基本理念である「ともに

つくる 資源循環都市 さがみはら」の実現に向け、廃棄物の発生・排出抑制か

ら最終処分までの計画目標を設定し、様々な取組みを行っています。 

 相模原市一般廃棄物最終処分場は、南区麻溝台の窪地に位置し、敷地面積約１

０万㎡、埋立容量約１２３万㎥を有しています。平成１９年度に現在廃棄物の埋

立てを行っている第２期整備地の整備が完了し、平成２０年度からは、第２期整

備地の埋立てを開始しました。施設整備後から現在まで継続して廃棄物の埋立て

作業や施設維持管理及び環境管理を行っています。 

  一般廃棄物最終処分場とは？ 
 

 市民の皆様のご家庭などから出るごみは、清掃工場で焼却し、残った灰等は

「一般廃棄物最終処分場」と呼ばれる施設で埋立てを行います。 

 しかし、埋立てできる量には限りがあり、将来、この施設が一杯になってしま

うと、現在のような衛生的な生活環境を保てなくなる可能性があります。 

 市では、市民の皆様が安心して暮らせるように日々の適正な維持管理のほか、

計画的な施設整備を進めています。現在の施設の埋立て状況に合わせ、延命化工

事や次の最終処分場整備を行っていきます。今後も将来にわたり安定的なごみ処

理を継続できるよう、市民の皆様には、ごみの分別、減量化に加え、計画的な施

設整備についてもご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

平成20年3月竣工時 令和3年2月時点 

約１３年後 

日々着実に埋立てが進行しています 







  各施設の機能 
 

 鉛直遮水工（ソイルセメント壁）：TRD工法  地下水流入防止工・浸出水集排水管・ガス抜き管・漏水検知システム 

 地下水揚水井・深井戸  雨水浸透抑制型最終覆土（キャピラリーバリア）：第１期整備地 

 

 遮水工は、最終処分場における重要な施設です。本最終処分場では、鉛直遮水工としてソイルセメント固化

壁（TRD工法）を採用し、埋立地を取り囲むように設置しています。この鉛直遮水工により、埋立て中のみな

らず、埋立て完了後も持続して周辺環境を保全します。 

【TRD工法】 

TRD工法とは、地中にチェーンソー状のカッターポストとカッターチェーンを差

し込み、それを一気に横引きすることで地盤を掘削し、掘削した土砂とカッター

ポスト下端部からセメントスラリーを攪拌しながらソイルセメント固化壁を構築

する工法です。 

鉛直遮水工 鉛直遮水工 

（不透水ラインから2.5ｍ根入れ 
 した位置が鉛直遮水工の底面） 

不透水層ライン 

鉛直遮水工（t=55cm） 

 地下水揚水井と深井戸は、地下水揚水井と共に埋立地内の地下水位を管理するために重要な施設です。 

  ① 鉛直遮水壁で囲まれた内部の地下水位を下げ、処分場内から場外への地下水の流出防止 

  ② 第１期整備地から第２期整備地への地下水の流入防止 

  ③ 第２期整備地内の地下水流入防止シートへの揚圧力低減 

地下水揚水井 浸出水を外部に流出させないための地下水の考え方 

第２期整備地 

第１期整備地 

地下揚水井    深井戸 

 第２期整備地に敷設されている地下流入防止工は、遮水シートと

不織布で構成されており、鉛直遮水壁内の地下水と浸出水の混合を

防止する目的で設置されています。 

 地下水揚水井等で汲み上げた地下水は、廃棄物に触れていないた

め処分場維持管理用水として有効利用しています。 

 埋立地内に降る雨は、廃棄物に触れているため、浸出水集排水管

で速やかに集められ、浸出水処理施設で処理しています。 

 埋立地内で発生するガスは、ガス抜き管を通じて排気されます。 

 埋立地底面と最下部の法面には、導電性のマットを敷設し、遮水

シートの損傷を検知するシステムを設置しています。 

キャピラリーバリア概念図 

ガス抜き管 

ガス抜き管 

浸出水集排水管（枝線） 

浸出水集排水管（幹線） 

遮光性長繊維不織布 

（下部に遮水シート） 

地下水流入防止工 漏水検知システム概要 

 キャピラリーバリアとは、毛管現象（水を吸い上げる力（保持する力））によって形成される遮水層のこと

です。下図に示すように、砂層を降下した浸透水は、礫層へは浸透せず、境界付近を下流方向に流れ、砂・礫

境界面が遮水層として機能します。キャピラリーバリアは、この現象を利用することにより、埋立地内に降っ

た雨の浸透水量を制御し、廃棄物層内に適量の水を浸透させ廃棄物の分解を促す働きをするものです。 

キャピラリーバリアの原理 

地下水流入防止工等 




