
 1

能代産廃センター土壌ガス調査及び処分場ボーリング調査について 

 

平 成 25 年 11 月 

秋田県環境整備課 

 

Ⅰ 事業の目的 

  能代産業廃棄物処理センターの処分場内の 1,4－ジオキサン等による汚染に対し、より効果的な

対策を早急に検討・実施するため、処分場内においてボーリング調査等を実施し、1,4－ジオキサン

等の汚染の範囲、原因及び程度を把握する。 

 

Ⅱ 調査の内容 

１ 土壌ガス調査 

1.1  調査目的 

    初期の処分場（No.3～7）における廃棄物の埋立状況等を確認するためのボーリング調査の

予備調査として土壌ガス調査を実施し、ＶＯＣ（揮発性有機化合物）ガスの面的分布を把握す

る。 

 

1.2  調査期間 

平成 25 年 10 月 9 日～10 月 15 日 

 

1.3  調査方法 

（１）調査地点数 

     15ｍメッシュ当たり 1 地点、計 71 地点（図 1 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ガス採取方法 

     「土壌汚染対策法」で定める「土壌中の気体の採取方法」による（図 2 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）分析対象項目 

     ＶＯＣガス 計 11 項目 

     ・四塩化炭素 ・1,2－ジクロロエタン ・1,1－ジクロロエチレン  

・シス－1,2－ジクロロエチレン ・1,3－ジクロロプロペン ・ジクロロメタン  

・テトラクロロエチレン ・1,1,1－トリクロロエタン ・1,1,2－トリクロロエタン  

・トリクロロエチレン ・ベンゼン 

     ※ 1,4－ジオキサンは、本調査の対象としない。 

 

1.4  調査結果 

    それぞれのＶＯＣガスが検出された地点は、図 3 のとおりであり、その概要は次のとおりで

ある。 

① ジクロロメタン 

・b2 地点（0.12volppm）、c2 地点（21volppm）の 2 箇所で検出された。 

② 1,2－ジクロロエタン 

・b1 地点（0.17volppm）でのみ検出された。 

③ テトラクロロエチレン 

・B15 地点（0.14volppm）でのみ検出された。 

④ 1,1,1－トリクロロエタン 

・B7 地点（1.5volppm）でのみ検出された。 

⑤ ベンゼン 

・B7 地点（1.9volppm）、B15 地点（1.0volppm）及び D1 地点（1.1volppm）の 3 箇所

で検出された。 

⑥ その他項目 

・その他項目は、いずれの地点においても不検出であった。 

     

    調査の結果、No.3、No.4 処分場以外の No.5～7 処分場ではそれぞれ 1～3 箇所、計 6 地点で

土壌ガスが検出されているが、平成 17 年度に実施した No.1、2 処分場でのガス濃度に比べ、

全体的には低い値となっており、ジクロロメタンが高濃度で検出された地点も局所的となって

いる。 

 

凡 例 

    土壌ガス調査位置 

土壌ガス調査単位 

（細線：15m グリッド） 

（太線：30m グリッド） 

  

  

図 1 土壌ガス調査地点図 

図 2 土壌ガスの採取方法 

地表面 

覆土層 

廃棄物層 

100cm 

（30 分放置） 

孔壁保護管 

（ステンレス管） 

ハンマードリルや 

ボーリングバーによる穿孔 

シリコン栓 

真空箱 

テドラ-バック 

吸引ポンプ 

排気 

①①①①                            ②②②②                        ③③③③    

採取管（テフロン製） 

※：覆土層の層厚は概ね 1m 程度。  

  場所によっては、厚さ 10cm 

  程度のコンクリート製床板＋ 

  砕石（路盤材）が地表部に 

  敷設されている。 

資料１ 
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図 3 土壌ガス調査結果（物質ごとの濃度分布） 

1
,
1
-
ｼ
ﾞ

ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

ｼ
ﾞ
ｸ
ﾛ
ﾛ

ﾒ
ﾀ
ﾝ

ｼ
ｽ

-
1
,
2
-
ｼ
ﾞ

ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

1
,
1
,
1
-
ﾄ
ﾘ

ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾀ
ﾝ

四
塩

化

炭
素

1
,
2
-
ｼ
ﾞ

ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾀ
ﾝ

ﾍ
ﾞ
ﾝ
ｾ

ﾞ
ﾝ

ﾄ
ﾘ
ｸ
ﾛ
ﾛ

ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

1
,
3
-
ｼ
ﾞ
ｸ
ﾛ
ﾛ

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ﾍ
ﾟ
ﾝ

1
,
1
,
2
-
ﾄ
ﾘ

ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾀ
ﾝ

ﾃ
ﾄ
ﾗ
ｸ
ﾛ
ﾛ

ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

A14 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

A15 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

B7 < 0.1 < 0.1 < 0.1 1.5 < 0.1 < 0.1 1.9 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

B8 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

B9 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

B10 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

B11 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

B12 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

B13 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

B14 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

B15 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 1.0 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.14

C1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

C2 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

C3 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

C4 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

C5 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

C6 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

C7 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

C8 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

C9 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

C10 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

C11 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

C12 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

C13 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

C14
< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

D1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 1.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

D2 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

D3 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

D4 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

D5 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

D6 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

D7 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

D8 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

D9 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

D10 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

D11 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

D12 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

D13
< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

E2 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

E3 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

E4 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

E5 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

E6 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

E7 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

E8 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

E9 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

E10 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

E11 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

E12 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

E13 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

F3 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

F4 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

F5 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

F6 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

F7 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

F8 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

F9 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

F10 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

F11 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

F12 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

F13
< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

a1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

b1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.17 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

b2 < 0.1 0.12 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

c1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

c2
< 0.1 21 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

d1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

d2 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

e1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

e2 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

f1
< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.05 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

（volppm）

凡例： 10以上

5-10

1-5

0.1-1（ﾍﾞﾝｾﾞﾝのみ0.05-1）

0.1未満（ﾍﾞﾝｾﾞﾝのみ0.05未満）

土壌ガス分析項目

調査地点
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表 1 土壌ガス調査結果一覧 
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【参考】平成 17 年度土壌ガス調査（No.1、2 処分場）結果の概要 

 

 ○ 平成 17 年度に No.1、2 処分場で実施した土壌ガス調査では、以下の 8 項目が検出されている。 

・1,1－ジクロロエチレン ・ジクロロメタン ・シス－1,2－ジクロロエチレン  

・1,1,1－トリクロロエタン ・1,2－ジクロロエタン ・ベンゼン  

・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 特に、ベンゼンについては、最高濃度が 59 volppm 検出された地点があるなど、高濃度で検出さ

れた地点が多かった。 

○ また、本調査後に実施した「重機試掘調査」における「液状物の入ったドラム缶」の発見箇所と

ベンゼンの調査結果は、高い相関性が見られた。 

図 4 平成 17 年度土壌ガス調査結果（物質毎の濃度分布） 

①１，１－ジクロロエチレン ②ジクロロメタン ④１，１，１－トリクロロエタン ③シス－１，２－ジクロロエチレン 

⑤１，２－ジクロロエタン ⑦トリクロロエチレン ⑧テトラクロロエチレン ⑥ベンゼン 

凡 例 

：重機試掘調査範囲 

：ドラム缶埋立確認範囲 
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２ ボーリング調査（計画） 

 2.1  調査目的 

ボーリング調査により、処分場内の廃棄物の埋立状況を確認し、1,4－ジオキサン等の汚染の

範囲、原因及び程度を把握する。 

 

 2.2  調査内容 

  （１）調査位置の選定 

     ボーリング調査の地点は、次の観点から 10 地点の配置を計画した（図 5 参照）。 

①  土壌ガス調査によりＶＯＣが検出された箇所又はその付近（SB-1～4） 

②  各処分場として想定されるエリアの代表地点としての中央部付近（SB-5～10） 

なお、上記のボーリング調査の結果を踏まえ、追加調査の必要性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）調査方法 

○ ボーリングは、φ66ｍｍのオールコアボーリングとし、ボーリングコアの性状を確認す

るとともにコアの分析試験を実施する（表 2 参照）。 

○ ボーリングした箇所のうち、地下水（保有水）が認められた 3 地点については、孔底～

水位間をストレーナー深度とした観測井戸を設置し、地下水（保有水）の分析試験を実施

する（表 2 参照）。 

 

表２ 分析試験概要 

試料名 分  析  項  目 

ボーリングコア 

（1 試料／5ｍ 10 地点） 
ＶＯＣ11 項目、1,4－ジオキサン、ｐＨ、Ｃｌ

－

、含水率 

地下水（保有水） 

（3 地点） 
ＶＯＣ11 項目、1,4－ジオキサン、ｐＨ、Ｃｌ

－ 

 

○ 掘削深度は、埋立廃棄物の下部の自然地盤を確認するまでとし、約 20ｍを想定している

（図 6 参照）。 

      なお、遮水シートが確認された場合には、掘削を中止し、ベントナイト等にて適切に補

修を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）調査期間 

平成 25 年 11 月下旬～平成 26 年 1 月末（予定） 

 

凡 例 

ボーリング調査計画位置 

 

土壌ガス調査位置 

 ■ 土壌ガス検出箇所 

    土壌ガス調査単位 

（細線：15m グリッド） 

（太線：30m グリッド） 

  

  

図 5 ボーリング調査計画位置図 
図 6 ボーリング調査模式断面図 

縮尺 1:2,000 
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