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アーカイブ検討ＷＧでの検討状況について

東日本大震災の発災直後から処理完了までの事象や災害廃棄物処理への取組（国や各自治体・地域ブロック等）を事例として
確実に整理・記録すること。

今後発生が想定される巨大災害に備え、災害廃棄物処理を経験していない地方公共団体の職員等に対して有用な資料として
整理・記録し、情報発信を行うこと。
アーカイブスの作成手法を確立し、その他激甚災害に関しても、継続的に災害廃棄物処理の情報を蓄積していくこと。 等

目的

検討の流れ

②時系列取組表の作成と重点項目の抽出

①優先的に分析する重点地区の抽出

③課題と対応（フロー整理）

④個別課題における詳細整理

東日本大震災における災害廃棄物の処
理上の課題やその課題が生じるに至った
背景（例：発災前の処理計画の未策定や
備蓄の不足などの行政面での律速ポイン
ト）について詳細に整理・分析することで、
今後の災害廃棄物対策に活用可能な情
報の抽出のほか、今後の対策に際し取り
組むべき課題の整理を行う。

第４回 巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会 資料５-１
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①優先的に分析する重点地区の抽出

出典1：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）について（第150報） 平成26年9月10日（水）14時 消防庁災害対策本部
2：津波による浸水範囲の面積（概略値）について（第5報） 平成23年4月18日 国土地理院
3：東日本大震災における災害廃棄物処理について（避難区域を除く） 平成26年4月25日 環境省廃棄物・リサイクル対策部

東日本大震災では13道県239市町村において災害廃棄物が約2,000万トン、津波堆積物が約1,100万トン発生。
平成26年3月末までに、12道県、231市町村において災害廃棄物等の処理が完了。（※福島県は継続して処理を実施中）
ここでは災害廃棄物等の発生量が特に多い岩手県・宮城県の市町村の中から、優先的に分析する地域として、災害廃棄物
の処理体制や処理方法等の特徴を踏まえ以下の４地区について、時系列取組表を作成。

岩手県宮古地区・・・処理を県へ事務委託。県が仮設焼却炉を設置。

岩手県大船渡市・・・太平洋セメントでの処理を中心とした処理を実施。
宮城県石巻ブロック・・・災害廃棄物の発生量が最大。処理を県へ事務委託。県が仮設焼却炉を設置。
宮城県仙台市・・・政令指定都市。発災直後から地元事業者と連携した処理を実施。市が仮設焼却炉を設置。

宮古地区
(宮古市・岩泉町・田野畑村)

大船渡市 石巻ブロック
(石巻市・東松島市・女川町)

仙台市 出典

人的被害
上段：死亡者数
下段：行方不明者数

500名
（109名）

417名
（79名）

5,269名
（722名）

914名
（30名）

1

住家被害
上段：全壊
下段：半壊

3,169棟
（1,399棟）

2,789棟
（1,148棟）

28,474棟
（18,952棟）

30,034棟
（109,609棟）

1

浸水被害
上段：浸水面積
下段：全体に対する割合

1,200ha
（0.5％）

800ha
（2.5％）

11,300ha
（15.6％）

4,523ha
（5.8％）

2

災害廃棄物量 67万t 62万t 492万t 136万t 3

津波堆積物量 25万t 23万t 302万t 136万t 3

処理体制や処理方法等
の特徴

県へ事務委託
県が仮設焼却炉を設置

太平洋セメントでの
処理を中心とした処
理を実施

県内最大の発生量
県への事務委託
県が仮設焼却炉を設置

政令指定都市
発災直後から地元
事業者と連携
市が仮設焼却炉を
設置

－
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②時系列取組表の作成と重点項目の抽出

情報の入手状況 ◎：概ね入手、○：情報が一部不足、△：情報の入手が困難、※：時間情報なし

大分類 実施項目等
宮古

地区

大船

渡市

仙台

市

石巻

ﾌﾞﾛｯｸ

① 処理の前提条件 平時の廃棄物処理能力、被害状況、事前準備 ○ ○ ◎ ○

② 各種実績 一般廃棄物処理量、がれき処理量、地元経済貢献 ◎ ◎ ◎ ○

③ 災害廃棄物関連業務の体制 基本処理体制、民間事業者との連携、応援、県・市町村間 ○ ◎ ◎ ○

④ 処理計画の策定、見直し 処理計画、発生量推定、推計方法、見直し方法 ◎ ◎ ○ ○

⑤ 運用／運行管理 実施行程、処理量モニタリング、運行管理、搬出入管理 ○※ ◎ ◎ ○

⑥ 渉外：住民への広報等 住民への広報、各種相談・申請窓口、視察対応 ◎ ○※ ◎ △

⑦ 仮置場等施設の設置と解体 名称・定義、仮置選定プロセス、一次／二次集積所ほか ○ ○ ○ ○

⑧ 発注・契約関連 処理業務の発注、施工管理業務の発注、焼却処理施設 ○ △ ○※ ○※

⑨ 財政面の対応 国、自治体内調整・手続など ○※ △ ◎ ○

⑩ 一般廃棄物等（し尿処理他） 生活ごみ・避難所ごみ・し尿の収集運搬、仮設トイレ ○※ ◎ ◎ ○※

⑪ 解体/撤去 散乱がれき・被災自動車・家屋等の撤去・解体、公共施設 ○※ △ ◎ ○

⑫ 環境配慮・適正保管・管理 衛生管理、環境への配慮、火災、安全管理、分別指導 ◎ ◎ ◎ ○

⑬ 中間処理 破砕・選別処理、焼却処理 ○ ○ ◎ ○

⑭ 最終処分 埋立最終処分、再生資材の利用、売却 ○※ ○※ ○ ○

⑮ 広域処理 交渉、調整プロセス、品質要求 ○※ ◎ ○ ○

⑯ 製品：津波堆積物 リサイクル方法、要求品質 ◎ ◎ ○ ○

⑰ 製品：混合廃棄物 混合可燃物、混合不燃物 ◎ ◎ ○ ○

⑱ 製品：災害時特有廃棄物 水産物、自動車、船舶、石膏ボードなど ◎ ○ ○ ○
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全国の自治体が聞きたいことリスト

１ 災害廃棄物処理計画について

２ 仮置場の選定について

３ 災害廃棄物の発生量の推計・見直しについて

４ 発災後のし尿の収集・運搬・処理について

５ 発災後に必要と思われる組織・体制・人材等について

６ 一般廃棄物処理施設の減災・早期の再稼働について

７ 仮置場の管理について

８ 仮設トイレについて

９ 災害廃棄物処理実行計画について

１０ 広域処理の実施にかかる判断について

実施事項総括表及び時系列取組表は、災害廃棄物処理に係る詳細情報をできるだけ正確に収集するた
め、幅広い情報を収集。
災害廃棄物処理に関わる関心事は多岐にわたる。

「③課題と対応（フロー整理）、④個別課題に係る詳細整理」については、プライオリティをつけて重点項目
に焦点。

重点項目は東北地方以外の全国の自治体が災害廃棄物対策の検討・取組を進めていくうえで「聞きたい
こと」、東北地方の被災自治体が全国の自治体へ「伝えたいこと」をもとに選定。

環境省では、東北地域以外の主な自治体に対して、
災害廃棄物対策の検討・取組を進めていく上で、東
北地方の被災自治体に質問したい事項いついてア
ンケートを実施。
アンケートは、東北地方を除く北海道、関東、中部、
近畿、中四国、九州の６つのブロック、93の自治体
に対して実施。
重点項目としては、東日本大震災の被災自治体で
問題となった初動体制に係る事項として、特に自治
体の関心が高い、「仮置場」と「し尿」を選定。これら
について課題と対応フローを作成した上で、個別課
題に係る詳細整理を行う。

東北地域以外の全国自治体の災害廃棄物処
理に係る関心事（上位10項目）

②時系列取組表の作成と重点項目の抽出
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③課題と対応（フロー整理）及び④個別課題に係る詳細整理

時系列取組表をもとに、重点項目について、災害廃棄物の処理上の課題と、その課題に対する国、県、市町村、事業者の
対応についてフローを作成。

物資の不足、処理施設の被災などの個別課題が生じるに至った要因等（例：発災前の処理計画の未策定や備蓄の不足
などの律速ポイント）について詳細を整理。

重点事項１：一次仮置場

方針検討 一次仮置場の選定 整備・供用 現状復旧

具
体
的
な
対
応

2013年12月までに原
状復旧完了

基準値を超過する仮
置場あり

2011年4月、仮置
場が満杯の危機

浸水域内の公有地を活用
不足分は民有地を借用

2011年5月、仮置
場における一次
分別作業の開始

公有地で十分な面積を確
保できる土地
農地は避ける
仮設住宅用地等と重複し
ないように連携
可能な限り遮水シート等
を設置。土壌汚染防止措
置をとる

順次対策工を実施
（掘削除去）

課
題

埋立による一時保管を
実施

2011年6月17日「緊急
的な海洋投入処分に
関する告示」（環境省）

残りの水産廃棄物等は
海洋投棄処分

一時保管したものを掘
削・除去

【課 題】

残渣の臭気や塩分濃度等の
特性により、処理施設での受
け入れが困難で、処分・運送
事業者の選定に時間を要した。

【補 足】

地権者等と特にもめるなどの
問題はなかった。

発災前の処理計画はなく設置場所は想定していなかった
土地は平坦な土地が少なく、確保に難儀

仮置場確保に向け市建設
課の職員が現地調査を実
施

水産廃棄物等の腐敗

2011年3月：岩手県や
水産加工業者と処理方
法等について協議

民有地を借用するにあた
り、建設課主導で動いて
いたことで、地権者交渉
や契約手続きがスムーズ
に行えた

平時の用地補償業務での留意点
を交渉に活かすことができた。

地権者の同意を得た。（口頭で同
意を得た後、書面での同意を得
た。）なお、地元自治会への説明
は実施していない。

2012年12月搬出
終了

2011年7月から本
格的に二次仮置
場への搬出開始

【背 景】

事前に遮水工を行う必要性は
認識しながらも、市・事業者と
も時間的余裕がなかった。

【ポイント】

汚染が災害廃棄物由来であ
ることの立証のためには事前
の土地履歴調査等も必要
か？

現状復旧にあたっての技術的
な事項を国が事前に検討して
おくことが必要か？

【補 足】

分別は太平洋セメントへ
の持込を想定した分別。
搬出先を想定した分別を
行っている。

【ポイント】

収集だけでなく、選別や
処理をする体制を早期に
整えることが重要。

大規模災害時に、仮置場
の候補地の情報提供や
整備・供用にあたっての
協力について、事業者と
事前協定を結んでおくこと
も必要か？

【原 因】
ライフラインの被災

【ポイント】

水産物等の状況について、県
及び市町村も事前に把握して
おくことが必要か？

【課 題】
被災した6,000本超の被災消火
器が発生。保管場所が課題に
も。事業所倉庫を借用して保管。
その他、化学物質なども発生。
保管場所にて廃棄物の種別の
分析を行った上で、県内外の
施設で保管。

【ポイント】
処理困難物等の状況について、
県及び市町村も事前に把握し
ておくことが必要か？

消臭、害虫モニタリング
及び殺虫を実施

【理 由】

周辺住民からの苦情や
要請。

国・県の動き

【補 足】

仮置場における火災は確認
されていない。

行政プロセスの律速 発生事象としての律速 発生事象としての律速 発生事象としての律速 発生事象としての律速

グッドプラクティス
グッドプラクティス

2013年6月27日「仮置場の
返却に伴う原状復旧に係
る土壌汚染確認のための
技術的事項について」（環
境省）

2013年7月「災害廃棄物仮
置場の返還に係る土壌調
査要領」（岩手県）

2011年5月16日、「東日本
大震災に係る災害廃棄物
の処理指針（マスタープラ
ン）」（環境省）

【補足】
学校以外は民有地

【理 由】
水産加工業者で処理ができない。
一部事務組合では処理ができない。
焼却施設がなく、焼却処分は不可。

行政プロセスの律速

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

【補 足】
2011年4月末時点で
15haの仮置場（11箇
所）

大船渡市の事例における課題及び対応のフロー図（イメージ）
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【方針検討、一次仮置場の選定】
●仮置場候補地の事前リストアップ、発災後に仮置場が不足する場合の対応の重要性
発災前の処理計画はなく、仮置場の設置場所を想定していなかった。発災前の候補地の事前リスト
アップが重要。候補地のリストアップは全国自治体の共通の課題。発災後は仮置場が不足する場合
にどう対応するかが重要。
上記の事例では、選定にあたり、民有地を仮置場として選定しているが、借用するにあたっての交渉
がポイント。平時の業務の経験が活かされている。公有地・民有地を問わず、借用にあたっては関
係者の役割や手続き方法等を事前に決めておくことが重要か？

【整備・供用、現状復旧】
● 事業者との事前協定の必要性
災害廃棄物の収集だけでなく、選別や処理をする体制を早期に整えることが重要。大規模災害に備
え、災害廃棄物処理に関する事項についても事業者と事前協定を締結しておく必要があるか？
（例：仙台市では発災後すぐに支援要請に基づき、仙台建設業協会が搬入場隊を組織し、仮置場の
整備に着手。）

● 水産廃棄物・処理困難物等の状況把握の重要性
国、県、市町村、事業者とも水産廃棄物等の処理方法を事前に決めていなかった（発災後、国にお
いて対応済）。県、市、水産加工業者で協議を行った結果、緊急的に埋立を実施。埋立後は悪臭な
どが発生したこともあり、周辺住民から苦情が発生。今後は大規模災害に備え、水産廃棄物等の処
理方針を事前に国が検討しておく必要があるか？
また水産廃棄物等の腐敗性廃棄物や処理困難物等の状況について、県及び市町村が事前に把握
しておく必要があるか？そのためには平時に取り扱っている関係各課との連携が重要。

●仮置場の現状復旧を見据えた初動対応の重要性
上記の事例では、一次仮置場に可能な限り遮水シートを設置して土壌汚染防止措置をとる方針を立
てたが、汚染が確認された一次仮置場も。仮置場を設置する際は最終的な現状復旧も見据え、遮水
シートの設置が重要（発災後、国では災害廃棄物対策指針へ記載）。また汚染が災害廃棄物由来で
あることの立証のためには事前の土地履歴調査等が必要か？現状復旧にあたっての技術的な事
項を国が事前に検討しておくことが必要か？

大船渡市の事例における個別課題の発生要因等（例）
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③課題と対応（フロー整理）及び④個別課題に係る詳細整理

施設等の被災 仮設トイレの手配・設置 し尿の収集・運搬 し尿の処理

具
体
的
な
対
応

課
題

仮設トイレの不足し尿収集、運搬委託するバ
キューム車の大半が流出
処理施設が被災

3月18日、岩手県や銀河
連邦友好都市から提供さ
れた仮設トイレを避難所
などに設置

バキューム車の不足

3月18日、岩手県環境整
備事業協同組合の支援
によりバキューム車が３
台配置され、被災を免れ
た２台とともに一般家庭
のし尿の汲み取りを再開

処理施設が被災
施設の利用不可

3月21日、岩手県内陸部のし
尿処理施設に運搬して処理
を開始

中継作戦の実施（小型バキ
ューム車→中間貯蔵→大型
バキューム車）

県保健所と協議し、緊急
的に埋設処理

仮設トイレについては支
援物資の一環として岩手
県へ要望

3月13日、緊急的に浄化
槽清掃業者（市内）にし
尿の汲み取りへの協力
を依頼（２台）

岩手県と今後の対応を協議

3月14日、避難所のし尿
の汲み取り開始

【補 足】

空間上の制限のため、大型車が進入
できなかったため、小型車を用いて中
継作戦。

【背 景】

産業廃棄物協会や建設業協会
以外で災害協定の締結はなかっ
た。

【エピソード】

県と被災地の要望の伝達に苦
労し、伝言ゲームとなった地域
もあった。

【補 足】

マンホールトイレは現実的に
は使えなかった。

【背 景】
発災前に備蓄はなかった。

【補 足】
その他消毒液なども必要。

発生事象としての律速 発生事象としての律速

行政プロセスの律速

行政プロセスの律速

発生事象としての律速 発生事象としての律速

行政プロセスの律速

発生事象としての律速

グッドプラクティス

グッドプラクティス

グッドプラクティス

【ポイント】

遠方の他自治体や関係事業
者団体と事前に協定を締結し
ておくことが必要か？

ポイント

【ポイント】

高台への配備等の減災対策や平時
からの事業者等との連携を強化（協
定等）しておくことが必要か？

ポイント

【ポイント】

被災側・支援側の体制を事前に決め
ておく（ルール化）ことが必要か？

ポイント

大船渡市の事例における課題及び対応のフロー図（イメージ）

重点事項２：し尿
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仮設トイレの備蓄 仮設トイレの手配・設置 し尿の収集・運搬 し尿の処理

宮古市 発災前に事前の備蓄が
あったが不足
緊急的に埋設

市内リース業者へ手配
国交省の支援物資として確
保

道路が被災し通行が不可
（※収集運搬業者の被災は
少ない。）

処理施設に被害はなかっ
たが、1週間搬入なし

大船渡市 発災前に事前の備蓄はな
かった
緊急的に埋設

支援物資の一貫として岩手
県へ要望。友好都市等から
支援。

バキューム車を事業者へ
協力依頼

処理施設が被災。岩手県
との協議の結果、内陸部
へ運搬して処理

石巻市 発災前に仮設トイレの備蓄
はなかった

リース会社の在庫不足。全
国都市清掃会議を通じてレ
ンタル会社から借り入れ

石巻環境保全組合へ協定
に基づきし尿等の汲み取り
を依頼

処理施設が被災。石巻地
区行政事務組合として宮
城県登米市、栗原市に依
頼

仙台市 発災前から指定避難所に
各5基の仮設トイレを備蓄

要請を受け、指定避難所以
外の避難所にレンタルトイ
レを確保して設置

20大都市災害時相互応援
協定に基づき、他の政令市
に応援を要請

処理施設が被災。中間貯
留層に一時貯留し、下水
道終末処理場で処理。そ
の後、仮設処理施設を設
置し処理

協定

事前の備え

協定
事前の備え

（参考）し尿に係る各地域の状況一覧

【仮設トイレの備蓄、仮設トイレの設置】
●事前の備えの重要性、仮設トイレが不足する場合の対応

当然ながら事前の備蓄は重要である。しかしながら、発災後に不足する場合は他自治体や関係事業者団体等から
の迅速な支援が重要である。遠方の他自治体や関係事業者団体と事前に協定を締結しておく必要があるか？

【し尿の収集・運搬、処理】
●減災対策の重要性、資材や施設が被災した場合の対応

バキューム車の不足は大半が流出したことが原因。高台への配備等の減災対策や平時からの事業者等との連携を
強化（協定等）しておくことが必要か？

岩手県との協議を早期に行ったため迅速な処理が実現。処理施設等の被災した場合に備え、被災側・支援側の体制
を事前に決めておく（ルール化）ことが必要か？

大船渡市の事例における個別課題の発生要因等（例）
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仮置場に求められる機能の整理：（P5)
• 必要面積の想定

仮置場の用途別利用情報の整理
処理能力と仮置場面積との関係 等

• 廃棄物の受入・搬出を効率的に行うための施設
• 周辺環境への影響防止対策 等

技術・システム検討ＷＧでの検討状況について

■東日本大震災における災害廃棄物の処理システムや技術情報を整理・分析する。
■現在自治体により進められている災害廃棄物処理計画や、来年度以降順次取り組ま
れる地域ブロック単位での行動計画の策定に活用するための基礎情報を作成する。

WG設置の目的

検討項目１．発災後の処理の進捗に応じた要処理量を把握するための一連の手法
検討項目２．混合廃棄物の選別技術・システムに関する検討
検討項目３．仮置場情報の整理

３つの検討項目

検討方法：
• 東日本大震災において災害廃棄物処理を行った
処理区のうち、データの提供を受けた14の処理区
についての事例を整理・分析

その他の検討項目：
①廃棄物選別技術（処理装置等）の基礎情報の整理（リスト化・カタログ化）
②受入先の基準・品質に関する事例整理

検討項目３．仮置場情報の整理

検討項目１．発災後の処理の進捗に応じた要処理量を把握するための一連の手法 検討項目２．混合廃棄物の選別技術・システムに関する検討

主な検討事例：
要処理量把握手法（マテリアルバランス）の検討：（P2）
東日本大震災での処理実績から廃棄物毎・処理段階毎の「選別率」を整理
各処理段階における廃棄物毎の要処理量の算定方法の検討
地域特性の整理：(P2)
災害廃棄物の発生量や質等に影響を与える「地域特性」について整理し、チェック
シートを作成

主な検討事例：
仮置場の分類・定義：（P5)
• 仮置場の種類、定義、主な機能等について検討した

技術的な検討を加え、
仮置場に関する知見
を「行動指針」に反映

要処理量把握手法（マテリアルバランス）の考え方の例

東日本大震災の実績
に基づいた選別率を
算定し、計画段階で
の要処理量算定のた
めの基礎情報とした。

各地域ブロックは、
チェックシートに記載
される項目を参考に
廃棄物の特性や処理
困難性等の特性を把
握し、処理計画に反
映する必要がある。

各処理区からの提供データ

1．基礎情報
①災害廃棄物の組成変化
■単位体積重量
■三成分
■種類組成・等

②受入先の基準･品質
■受入先
■混入禁止物
■状態（受入寸法･性状)等

2．処理に係る特記事項
3．処理フロー
4．その他

混合廃棄物の選別技術・システムに関する検討フロー

廃棄物の性状や選別
後の受入先を考慮し
て、自治体職員等が
災害廃棄物の処理フ
ローや使用機械等の
検討・計画に活用でき
るように整理する。

主な検討事例：
混合廃棄物の選別処理フローの分析：（P3）
混合廃棄物の選別処理フローの変更に繋がる要因の
分析：(P3)
処理方法毎の標準処理フローの設定：（P4)
核となる機材に係るスペック情報の整理：(P4)
全体標準処理フロー（案）の設定：（P4)

第４回 巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会 資料５-２

11



技術・システム検討ＷＧ ： 検討項目１．発災後の処理の進捗に応じた要処理量を把握するための一連の手法

要処理量把握手法（マテリアルバランス）の検討

災害廃棄物の発生量や質等に影響を与える要因（地域特性）のチェック項目を整理
• 地域の「社会環境システム」に関連する情報を５つの視点で整理 （①～⑤）
• 発災後の「被害の地域特性」に関連する要因を６つの視点で整理 （A～F）

東日本大震災の実績から算出した選別率
（岩手県の選別実績）各地域の被害想定（計画）から要処理量を算定する、5つのSTEPからなる手法を検討

選別率は処理先の品質や
計画段階での変数となる。

選別率 選別率

■被害想定から要処理量算定までの一連の流れ

東日本大震災の選別実績を反映

（災害廃棄物の発生量や質等に影響を与える地域特性）

・廃棄物処理の課題・留意点を抽出
・災害廃棄物処理計画を策定する際の
基礎情報を作成

マテリアルバランス、及び
処理計画に反映

チェックリスト化

地域特性の整理
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技術・システム検討ＷＧ ： 検討項目２．混合廃棄物の選別技術・システムに関する検討（１）

混合廃棄物の選別処理フローの分析

東日本大震災における14処理区の選別処理フローの分析
• 混合廃棄物の選別処理フローについて、各工程（粗選別工程、選別前処理工
程、選別工程、細選別・調整工程）を構成する設備や機材を抽出

• 抽出した設備や機材について、処理の機能毎に分類を実施し、各処理区の
工程で共通なフローを整理

①選別処理フローの変更事例分析
• 受入条件や処理対象物の質・量の変化等を踏まえて行われた、処理フローの変更を要因毎に分析

混合廃棄物の選別処理フローの変更に繋がる要因の分析

②受入先の基準・要求品質の分析

• 選別処理フローの変更に繋がると考えられる受入先
の基準や要求品質を搬出先毎に抽出し整理●：破砕 ▲：選別 ■：その他

処理区 変更理由 対応 時期 粗選別 前処理 選別 細選別他 工程数 対策事例

気
仙
沼

可燃物の連携処
理先の受入基準
が仮設炉と異な
る

回転篩及び破砕
機を追加

変更前 ▲ ▲ ■ ▲ ▲ ▲ 6

変更後 ▲ ▲ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ● 8

名
取

可燃物に多量の
土砂付着があり、
これらの除去力
の強化が必要。

粗選別工程に、
改質作業、回転
篩及び振動篩等
を追加

変更前 ● ▲ ▲ ▲ 4

変更後 ■ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 8

処理区 変更理由 対応 時期 粗選別 前処理 選別 細選別他 工程数 対策事例

釜石
選別品中への可
燃物の混入防止
及び寸法調整

手選別ライン及
び破砕機を追加

変更前 ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ 6

変更後 ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ● 7

○ 焼却処理を行うための処理フローの変更事例

○ セメント原料化を行うための処理フローの変更事例

追加

追加

追加

追加

種類 対象物 基準例

原料化

不燃物
75ｍｍ以下・塩素濃度3,000ppm以下
30ｍｍ以下・塩素濃度1,000ppm以下

不燃系混合物
ふるい下くず
不燃50mmアンダー
分別土B種 等

※その他、混入禁止物として、爆発物、金属等不燃物、硬質プラスチック、

発泡スチロール、土分等が挙げられており、粗選別及び選別工程にて

取り除く必要がある。

○ 焼却施設（既設・仮設・セメント工場）の受入基準の例：

○ セメント工場（原料化）の受入基準の例：

→　可燃物

土砂

→　金属 →　可燃物

→　木くず →　不燃物

→　コンがら不燃物

→　可燃物

振
動
篩

風
力
選
別

手
選
別

手
選
別

回
転
篩

計
量

重
機
選
別

粗
破
砕

混
合
廃
棄
物

展
開
選
別

混合物の処理フローの分析例（釜石処理区）

凡例：
●：破砕工程 ●▲：粗選別工程
▲：選別工程 ●▲：前処理工程

●▲：選別工程
●▲：細選別･調整工程

▲ ● ▲ ▲

▲▲

▲▲

受入先毎の抽出結果一覧 （焼却処理を行う場合の分析例）

搬出先毎に同様の分析を行い「処理フローの標準化」を行うための
基礎資料として利用

①焼却処理 破砕：●、選別：▲

　該当地区/処理区_受入先受入基準 備考

▲ ⇒ ▲ ⇒ ▲ ⇒ ● ⇒ ▲ ⇒ ▲ ⇒ ▲ 　山元_仮設炉 -150mm

▲ ⇒ ▲ ⇒ ● ⇒ ▲ ⇒ ▲ ⇒ ▲ 　石巻_仮設炉,既設焼却,広域 -300mm 可燃

▲ ⇒ ▲ ⇒ ● ⇒ ▲ ⇒ ▲ ⇒ ▲ ⇒ ● 　亘理_仮設炉 -150mm 可燃

▲ ⇒ ▲ ⇒ ▲ ⇒ ▲ ⇒ ▲ ⇒ ▲ ⇒ ● 　南三陸_仮設炉 -150mm

▲ ⇒ ▲ ⇒ ▲ ⇒ ▲ ⇒ ▲ ⇒ ● 　気仙沼_仮設炉 -300mm

▲ ⇒ ▲ ⇒ ● ⇒ ▲ ⇒ ▲ ⇒ ▲ ⇒ ▲ 　釜石_既設焼却 -500,600mm

・
・
・

・
・
・

・
・
・

▲ ⇒ ▲ ⇒ ● ⇒ ▲ ⇒ ▲ ⇒ ▲

粗選別、選別前処理、選別、細選別・調整

・
・
・

各処理区で共通する
工程を抽出

焼却炉 対象物 基準例 平均受入量 備考

既設炉 可燃物 500 mm以下 約 10t/日 最頻値

仮設炉 可燃物 150 mm以下 約350t/日 最頻値

既設炉（広域） 可燃物 150 mm以下 約 30t/日 最頻値

セメント工場 可燃物 50 mm以下 約 30t/日
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技術・システム検討ＷＧ ： 検討項目２．混合廃棄物の選別技術・システムに関する検討（２）

処理方法毎の標準処理フローの設定

○標準処理フローを構成する核となる設備・機材に
ついて、東日本大震災における各処理区の事例を
元に、使用・利用条件、調達先、実際の処理におけ
る選別実績等のスペック情報を整理

核となる機材に係るスペック情報の整理

スペック情報シート（記載例）

今後の検討内容

■「全体標準処理フロー」の確定（第5回WGで最
終確認）

■核となる機材に関するスペック情報の収集及び
リスト化・カタログ整備

各処理区の分析結果を、受入先条件に合わせて組合せ、搬出先毎に標準処理フローを設定

機材リストの例（分析結果）

使用工程
核となる
設備・機材

主要仕様 採用処理区

前処理 粗破砕機 破砕粒径：
150～300mm

山田、宮古、
釜石、石巻 等

一次処理 振動式篩 篩目：
40～50㎜

気仙沼、山元、
釜石 等

二次処理 回転式篩 篩目：20mm 釜石、名取、
山元 等

調整 破砕機 破砕粒径：
40～50mm

久慈、山田､
名取、山元 等

○ 焼却処理を行う場合の標準処理フロー

NO NO NO

OK OK OK

場所

工程

標
準
処
理
フ
ロ
ー

（
案

）

一次仮置場（二次仮置場での実施例も有る）

粗選別

二次仮置場

前処理・選別 細選別・調整

受入先

受入れ

重
機
選
別

一
次
処
理

二
次
処
理

柱材・角材、金属くず、ｺﾝｸﾘくず・石、硬質プラ、

畳、タイヤ、漁網類、布・シート類、その他

焼却施設

広域処理

搬
入

三
次
処
理

※廃棄物の種類・性状によりオプション処理を追加

※廃棄物の種類・性状により複数次の選別を実施
※選別品の品質が悪い場合、前段の処理の設備の何れかに再投入す

※廃棄物の種類・性状により
オプション処理を追加

品質

確認
品質

確認

品質

確認

4
OPTION

5
OPTION OPTION

6 [選別品]

可燃物

土砂等

1
OPTION

7
OPTION

機
械
選
別

2
OPTION

3
OPTION

破
砕
処
理

再生等

全体標準処理フロー（案）の設定

複数の標準処理フローを集約し、「全体標準処理フロー」を提案

○「全体標準処理フロー」のイメージを以下に示す

標準処理フローで共通に使用されている

機械を「核」となる機械として抽出

切り揃えを実施

受入基準によ

り破砕を行う

場合もある

NO NO NO

OK OK OK

場所

工程

標
準
処
理
フ
ロ
ー

（
案

）

一次仮置場（二次仮置場での実施例も有る）

粗選別

二次仮置場

前処理・選別 細選別・調整

受入先

受入れ

重

機

選

別

一

次

処

理

二

次

処

理

柱材・角材、金属くず、ｺﾝｸﾘくず・石、硬質プラ、

畳、タイヤ、漁網類、布・シート類、その他

セメント工場

搬

入

三

次

処

理

※廃棄物の種類・性状によりオプション処理を追加

※廃棄物の種類・性状により複数次の選別を実施

※選別品の品質が悪い場合、前段の処理の設備の何れかに再投入する

※廃棄物の種類・

性状によりオプ

ション処理を追加 品質

確認
品質

確認

品質

確認

4
OPTION

5
OPTION OPTION

6
[選別
品]

不燃物

可燃等

1
OPTION

7
OPTION

機

械

選

別

2
OPTION

3
OPTION

破

砕

処

理

再生等

展

開

選

別

○ セメント工場へ原料として搬出する場合の標準処理フロー

○ 他受入先等についても同様に分析を行い、標準処理フローを作成

塩化物量が多い場合

セメント工場で洗浄

設備を設け、洗浄を

行った事例がある

標準処理フローで共通に使用されている

機械を「核」となる機械として抽出

大

小

重

大

小

軽

場所

工程

標
準
処
理
フ
ロ
ー

（
案

）

一次仮置場（二次仮置場での実施例も有る）

粗選別

二次仮置場

前処理・選別 細選別・調整

受入先

受入れ

重

機

選

粗

破

砕

手

選

別

柱材・角材、金属くず、コンクリくず・石、硬質プラ、
畳、タイヤ、漁網類、布・シート類、その他

搬

入

二
次
ふ
る
い

※廃棄物の種類・性状によりオプション処理を追加

※廃棄物の種類・性状により複数次の選別を実施

※選別品の品質が悪い場合、前段の処理の設備の何れかに再投入する

※廃棄物の種類・性状により

4
OPTION

不燃物

（残渣）

1
OPTION展

開

選

2
OPTION

一
次
ふ
る
い

再生等

精

選

別

可燃物

土砂等

6
OPTION

金属くず、コンクリくず・石、その他

5
OPTION

OPTION

7

OPTION

8

OPTION

9 焼却施設

再生利用

[選別品]

最終処分場

セメント工場

セメント工場
3

OPTION 10

OPTION

11

OPTION

12

OPTION

13

OPTION
可燃物

提案された「全体標準処理フロー（案）」と各処

理区で実際に採用された処理フローとを比較

して検証を行う
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技術・システム検討ＷＧ ： 検討項目３．仮置場情報の整理

仮置場の分類・定義

仮置場に求められる機能の整理 ：例 （東日本大震災の事例分析）

種類 定義 主な機能

一次
仮置場

災害廃棄物の一次的な仮置きや、分別、
粗破砕、粗選別を行うための施設

○人命救助や道路啓開等により、移動した災害廃棄物を一時的に貯留する
○被災した住民が自ら搬入する用途を持たせる
○災害廃棄物の分別や粗選別を行い、一時的に貯留する
○コンクリートくずや木くず等の粗破砕を行う 等

二次
仮置場

災害廃棄物の中間処理（破砕・選別・焼
却）を行うための施設で、地域ブロック単
位、都道府県、政令指定都市の災害廃
棄物処理計画で位置づけた施設

○災害廃棄物の受入・仮置、選別品を一時的に貯留する
○中間処理（高度な破砕・選別・焼却処理）を行う
○上記作業、保管に必要な面積を確保する
○処理及び保管期間中に周辺環境に影響を与えることを防止する 等

二次仮置場

①災害廃棄物の受入や処理、選別品の貯留に必要な面積を確保する
⇒ 各処理区の仮置場情報を整理し、必要面積の推計方法を検討

二次仮置場の用途別面積内訳調査（例）

y = 0.012x - 0.1986
R² = 0.7942

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

二次仮置場面積（焼却施設を除く）（ha）

日平均処理量（t/日）

廃棄物の処理能力と仮置場面積の相関図

②災害廃棄物の受入・搬出を効率的に行う事ができる
⇒ 対策事例の整理

飛散防止ネット

周辺環境対策の事例

③廃棄物の処理及び保管期間中に、周辺環境に影響を
与えることを防止する ⇒ 対策事例の整理

防音シート
水処理施設

嵩上状況

一次仮置場

場内道路

計量設備

主な項目 対策事例

土壌汚染防止 遮水シート、アスファルト舗装 等

騒音・振動対策 低騒音・低振動型建設機械、遮音壁、吸音材、防音シート 等

粉じん対策 散水、ミストファン、タイヤ洗浄設備、粉じん防止剤、集塵機 等

飛散防止 仮囲い、飛散防止ネット、門扉 等

濁水対策 排水溝、水処理施設 等

廃棄物流出防止 保管ヤードの嵩上げ 等

地盤沈下対策 地盤改良工 等

仮置場候補地において、 処
理ヤード、貯留ヤードに 使用
できる面積を想定

東日本大震災での各処理区で整
備した仮置場用途を整理し、敷地
用途比率の概略を算出

主な項目 調査項目

計量設備 計量台数、最大計量値・車体寸法 等

通門管理 交通誘導員の配置、転回道路の設置 等

場内道路 一方通行の実施、場内誘導員の配置 等

運行管理 運行システムによる管理 等

仮置場候補地において、 処
理施設の計画能力に見合う大
きさの仮置場の目安となる資料
を作成

各処理区における仮置場の 面
積と、仮設処理施設の処理能力
とを整理し、両者の相関関係を算
出

粗選別状況
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平成26年度巨大地震発生時における災害廃棄物対策
検討委員会

今後のスケジュール（案）
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・各ワーキンググループの検討結果報告


