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Overview 

Taking measures for changes in electric power condition after the Great East Japan Earthquake and for 
global environmental issues are urgent tasks at the present day. Under such situation, the importance of 
using and promoting autonomous distributed energy has been increasing. Waste incinerators, which are 
installed in each local government throughout Japan to collect distributed energy, are expected to work as a 
local energy center having functions to supply emergency power in case of disaster and to be a disaster 
prevention facility, from the viewpoint of disaster measures and carbon reduction in the region. 

In the entrusted project to support advancement of waste power generation in FY 2014 (hereinafter referred 
to as the “Project last fiscal year”), an investigation and consideration on measures to enhance and increase 
in efficiency of waste power generation were performed according to each waste incinerator and an 
examination on advantages to build a network of waste power generation was conducted to figure out 
issues toward the use of waste energy. However, it is necessary to support activities of local governments 
and related organizations toward further promotion of using waste energy through continuous validation of 
advancement measures as well as by simply arranging and providing information contributing to the 
examination of using waste energy including information on advanced domestic and international cases of 
using waste energy as electricity or heat. 

In addition, with the launch of full liberalization of entry to electricity retail business in April 2016, local 
governments and organizations involved are required to select and build a system of energy supply and 
demand at their own discretion. However, at the present moment, an impact on waste power generation has 
not been confirmed. Therefore, both local governments and retail electric utility companies do not have a 
clear vision for the future. For smooth use of waste energy under the electricity system reform, it is 
considered that continuous collection and arrangement of information on related systems and creation of a 
Q&A document are required so that a simple description on such systems can be provided to local 
governments and related organizations. 

Based on the above, the following investigations and examinations were conducted in this project for the 
purpose of promoting the use of waste energy to local governments across the country: 

(1) Understanding the situation of the use of waste energy inside and outside Japan 

1) Situation of the use of waste energy in Japan
To comprehensively figure out the current situation of waste power generation and heat utilization in
Japan, past investigation reports were compiled and a questionnaire survey on information not
obtained through literature research was conducted for all municipalities and some administration
associations in Japan. Items in the questionnaire survey were: the breakdown and supply volume of



external power suppliers and external heat suppliers, supply methods, reasons of selecting the 
suppliers, and issues related to power and heat supply, etc. In addition, in order to accelerate the use of 
waste energy in the future, a questionnaire survey on the positioning of waste energy under the 
energy-related policies was conducted for departments and bureaus in charge of waste as well as 
departments related to renewable energy and global warming. 

2) Situation of the use of waste energy outside Japan
Information on the situation of waste power generation and effective heat utilization at waste
incinerators outside Japan was collected based on the past investigation reports. In collecting
information on power generation, the scale of waste power generation facilities, power generation
efficiency, treatment methods, and power generation methods, etc. were focused on. In collecting
information on heat utilization, the utilization forms, utilization purposes, utilization volume, and
local heat supply infrastructures, etc. were focused on. The collected information was organized in
terms of the regional characteristics and the relationship with social systems of each country, and
comparison with the situation in Japan was made.

(2) Examination on measures for enhancing waste power generation 

1) Demonstration on measures for enhancing waste power generation
With reference to advanced three cases where measures for enhancing waste power generation
through combined treatment (incineration with methane fermentation and incineration with other heat
resources such as wood biomass, etc.) have been taken, the effect of combined treatment (energy use
efficiency, economic efficiency, and carbon dioxide (CO2) reduction effect, etc.) was evaluated and
validated based on the operation data and other data at waste treatment facilities. Enhancement
measures of advanced cases to be evaluated and validated were selected through receiving advice
from the examination committee. Variations of combined treatment were determined based on
domestic cases, and methods to select the combined treatment system according to the condition of
facilities were determined in terms of the scale and location of the facilities and regional
characteristics.

2) Examination toward the building of a waste power generation network
Based on the investigation report of the Project last fiscal year, necessary measures for building a
waste power generation network were examined. In particular, the establishment of a system
according to the network form, the scale and economic efficiency of the network, effects through
collaboration with other renewable energy, and the initial operation of the network operation
management organization were examined. In examining measures, contract methods of power
generation facilities and users as well as examination systems and contents for regional energy
business were considered with the cooperation of municipalities. The measures were sorted out



according to the network form. In addition, based on the report of waste power generation network 
feasibility study implemented separately, the scale and economic efficiency of the network including 
characteristics of variation in configuration power and economic efficiency in network operation were 
examined to figure out issues toward the promotion of the network in the future. 

 
(3) Examination toward the promotion for utilizing heat of waste energy 

 
1) Examination on the promotion of heat supply to local communities 

Toward the promotion for utilizing heat of waste incinerators, one of the methods to efficiently use 
waste energy, proposals and issues of heat supply promotion measures taken to local communities 
were examined based on the result of the investigation in item (1)-1). In addition, an appropriate 
balance in case of integrated performance of high efficiency power generation and heat supply was 
examined in terms of economic effects on local communities and CO2 emission reduction. 
Furthermore, facilities that consider introducing heat supply were selected and support was provided 
to the facilities in developing their business plans. 

 
2) Examination on the heat utilization promotion using RDF 

RDF is an effective method to collect energy from waste and reduce greenhouse gas emissions in 
small local governments. Toward the heat utilization promotion using RDF, the process from the 
introduction of RDF to the present status was summarized to find out issues that interfere with the 
promotion of RDF and countermeasures against the issues. In addition, a proposal on future direction 
was made and an examination on measures for heat utilization promotion using RDF was performed 
by making a comparison with the utilization status of industrial waste-derived RPF. 

 
(4) Creation of a draft of the manual for advanced use of waste energy 
 

Based on the results of the examinations in items from (1) to (3) as well as the result of the Project last 
fiscal year, measures necessary for the promotion and acceleration of advanced use of waste energy were 
developed. With reference to the measures, a document targeting local governments that compiles 
advanced cases and points of attention in using waste energy called the “Manual for advanced use of 
waste energy (draft)” (hereinafter referred to as the “Manual”) was created. A summary of the Manual 
was also created to inform local governments and other related organizations about the information 
provided in the Manual. The summary of the Manual is used as a draft of the website. 

 
(5) Response to the trend of reviewing the Electricity Business Act and other law systems (Creation 

of a Q&A document for local governments) 
 
Concerning the revision, etc. of the Electricity Business Act, information on trends of laws and systems 



that are considered to have an effect on waste power generation, such as laws and systems examined at 
the Electricity System Reform Subcommittee of the Basic Policy Subcommittee of the Advisory 
Committee on Natural Resources and Energy, and the Organization for Cross-regional Coordination of 
Transmission Operators, Japan, etc., was collected and summarized to examine countermeasures. In 
addition, collected and summarized information was reflected to the examination contents in items from 
(1) to (4) as necessary and compiled in a Q&A document for local governments. 

 
(6) Establishment and management of the examination committee 

 
In implementing this project, the examination committee consisting of academic experts and other 
members was established. The committee provided necessary advice on matters in items from (1) to (5). 
The number of the members of the examination committee is 11, and the committee was held three times. 
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表 I-1-(1)-2)-1 特徴的な廃棄物エネルギーの利活用の取り組み（１） 

武蔵野市
新武蔵野クリーン
センター（仮称）

処理能力：120t/日（60t/日×2炉）
発電能力：4150kW（蒸気タービン2650kW、ガス・コジェネ
レーション設備1500kW）、熱供給能力：7.5GJ/時
周辺施設へのエネルギー供給の方法：電力供給はごみ焼
却施設の自家発自家消費扱い。バックアップ体制としては、
ガス・コジェネレーション設備の使用により、電力、蒸気の供
給不足分を補う。
実施主体：東京都武蔵野市

敷地の内部：境啓発施
設（エコプラザ（仮称））
（電力（熱は未定））、敷
地の外部：武蔵野市役
所、武蔵野総合体育館
（電力・熱（蒸気））、緑町
コミュニティーセンター
（電力）
電気事業者への売電：
実施予定

ふじみ野市
ふじみ野市・三芳
町環境センター

処理能力：142t/日（71t/日×2炉）
発電能力：3200kW、熱供給能力：4.2GJ/時
周辺施設へのエネルギー供給の方法：電力供給はごみ焼
却施設の自家発自家消費扱い。バックアップ体制としては、
温水の供給に関し、ごみ焼却施設の休止時は、余熱利用施
設に設置しているボイラーで対応する。
実施主体：ふじみ野市

敷地の内部（余熱利用
施設（プール、浴室、大
広間など）（電力・熱（温
水））、管理啓発施設（電
力））
電気事業者への売電：
実施予定

ふじみ衛生組合
（東京都三鷹
市、調布市）

クリーンプラザふじ
み

処理能力：288t/日（144t/日×2炉）
発電能力：9700kW、熱供給能力：5GJ/時
周辺施設へのエネルギー供給の方法：電力供給はごみ焼
却施設の自家発自家消費扱い。バックアップ体制としては、
電力供給先の防災公園内に設置される非常用発電設備で
の対応。
実施主体：ふじみ衛生組合

施設の内部：リサイクル
センター（電力）、施設の
外部：防災公園、多機能
防災施設（電力・熱（温
水））
電気事業者への売電：
あり

世田谷区 世田谷清掃工場

処理能力：ごみ焼却設備　300t/日（150t/日×2炉）、灰溶
融設備　120t/日（60t/日×2炉）
発電能力：6750kW、熱供給能力：0.8MPa
周辺施設へのエネルギー供給の方法：バックアップ体制とし
ては、蒸気の供給先の施設で補助ボイラを設置して対応。
実施主体：東京二十三区清掃一部事務組合

敷地の外部：美術館（熱
（蒸気））
電気事業者への売電：
あり

横浜市 横浜市都筑工場

処理能力：1200t/日（400t/日×3炉）
発電能力：12000kW、熱供給能力：31.6GJ/時
周辺施設へのエネルギー供給の方法：電力供給はごみ焼
却施設の自家発自家消費扱い。バックアップ体制としては、
電力については、供給先の施設に自家発電設備を設置。ま
た、供給先の施設には予備の電力回線あり。
実施主体：神奈川県横浜市

敷地の内部：収集事務所
（都筑事務所）（電力・熱（蒸
気））、敷地の外部：プール
（都筑プール）、老人福祉施
設（老人福祉センター）、障
害者施設（横浜あゆみ荘）、
地区センター（都筑地区セン
ター）（電力・熱（蒸気））
電気事業者への売電：あり

練馬区光が丘 光が丘清掃工場

処理能力：300t/日（150t/日×2炉）
発電能力：4000kW、余熱利用量（仕様値・公称値）：
263500000MJ
背景・目的：1972年に国の施策として公害防止と省エネル
ギーに寄与する公益事業を発展させるために制定された
「熱供給事業法」の基に、東京都は「地域暖冷房計画区域
の指定等に関する要綱（1977年）」を制定した。1981年には
光が丘、品川八潮の両団地地区に地域冷暖房事業の導入
を図り、東京電力、東京ガスの協力のもとに東京熱供給㈱
が設立された。1983年に光が丘団地に熱供給事業が開始
され、これまで安定的に事業を継続実施している。
方法：清掃工場の復水排熱（55℃）を熱源とし、高効率電動
ターボ冷凍機とヒートポンプにより45℃の温水と7℃の冷水
を供給している。
実施主体：東京二十三区清掃一部事務組合・東京熱供給
㈱

赤塚光が丘一団地の住
宅団地

市町村名 施設名
有効利用の特徴

（目的、方法、規模、実施主体等）
有効利用先

 

出典）平成 25 年度地域の防災拠点となる廃棄物処理施設におけるエネルギー供給方策検討業務報告書、平成 25 年度廃棄物処理シス

テムにおける創エネルギーポテンシャル調査委託業務報告書（ともに環境省）より 

 

※施設更新・
見直し中 
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表 I-1-(1)-2)-2 特徴的な廃棄物エネルギーの利活用の取り組み（２） 

金沢市
金沢市西部環境エ
ネルギーセンター

処理能力：340t/日（170t/日×2基）
目的：エネルギー供給、環境に関する啓発への貢献
方法：ボイラーで4MPa、400℃の高温・高圧蒸気を発生。蒸
気タービン発電機で最大7000kWを発電。さらに余熱も利用
する。
実施主体：石川県金沢市

電力：場内で使用し、余
剰分は電力会社へ売電
熱：場内の給湯、下水汚
泥乾燥熱源に利用、また
近隣の公共スポーツ施
設や老人施設で温水とし
て利用

千葉ニュータウ
ン都心地区

印西クリーンセン
ター

処理能力：可燃ごみ300t/日（100t/日×3基）、粗大・不燃
ごみ50t/5h
余熱利用量（仕様値・公称値）：423357083MJ
目的：ごみ焼却施設の高度利用
印西クリーンセンターは平成7年度から千葉ニュータウン都
心地区の業務・商業施設への冷暖房用熱源を供給する㈱
千葉ニュータウンセンター熱供給事業本部（CNC熱供給事
業）に対して、約1kmに渡り地下の共同溝に往環配管を通し
て、蒸気の供給を行っている。CNC熱供給事業は、当該地
区の約83.5haに立地する業務・商業施設等に必要とされる
冷暖房用熱源を集中管理し、都心東地区の中心にあるエネ
ルギーセンターにおいて、ごみ焼却廃熱と電気・都市ガスを
熱源として冷温水を製造し供給している。現在は冷温水製
造に必要なエネルギーの約4分の1がごみ焼却廃熱で賄わ
れている。
また、復水に反映される「未利用エネルギー」は平成20年度
では5.1%まで減少しているが、タービン発電（定格出力
850kW）で利用する量を抑え、CNC熱供給事業への供給量
が増えている。
実施主体：印西地区環境整備事業組合・㈱千葉ニュータウ
ンセンター熱供給事業本部

発電：場内利用
余熱：温水センター、千
葉ニュータウン都心地区
の13の業務・商業施設
（供給面積52.4ha）（平成
21年11月時点）

札幌市 駒岡清掃工場

処理能力：600t/日（300t/日×2炉）
発電能力：4960MJ
方法：清掃工場のごみ焼却廃熱を利用して作られた蒸気
（255℃）は、まず蒸気タービンに導入され、タービンの中間
から取り出された抽気蒸気（158℃）が熱供給施設に送られ
る。駒岡清掃工場内熱供給プラントにおいて、熱交換器によ
り清掃工場の抽気蒸気から熱源水（145℃）が作られる。メ
インプラントで熱交換器により熱源水の熱から高温水が作ら
れ、この高温水はさらにボイラによる加熱によって140℃を
維持される。五輪団地地域ではメインプラントで作られた高
温水を冷暖房・給湯に利用する。サブステーションで熱交換
器によりメインプラントで生産された高温水から温水
（115℃）が作られ、柏丘サブプラントでその温水をボイラで
加熱することにより115℃を維持する。柏丘地域ではサブプ
ラントで作られた温水を暖房・給湯に利用し、保養センター
駒岡ではメインプラント熱交換後の戻り熱源水を冷暖房・給
湯・融雪に利用する。
駒岡清掃工場の地域熱供給量：蒸気供給量で25802t、熱
換算量で60808GJ（平成20年度）
実施主体：北海道地域暖房株式会社

元オリンピック選手村等
の住宅・商業施設・区役
所等及び市有の保養施
設
平成20年2月時点での
供給先は、公団住宅22
棟（830戸）、分譲住宅26
棟（923戸）、個人住宅10
戸、社宅等1棟（30戸）、
商業・業務施設等（区役
所含む）9件

岡山市
当新田環境セン
ター

処理能力：300t/日（150t/日×2基）
発電能力：1960MJ、余熱利用量：100357639MJ
実施主体：岡山市・PFI岡山当新田株式会社

隣接する屋内温水プー
ルを中心としたスポーツ
健康増進施設

有効利用の特徴
（目的、方法、規模、実施主体等）

有効利用先市町村名 施設名

 

出典）月刊廃棄物 2013年 12月号、都市清掃 第 62巻 第 292号（平成 21年 11月）より 
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表 I-1-(1)-2)-3 特徴的な廃棄物エネルギーの利活用の取り組み（３） 

東京臨海副都
心
（江東区、港区、
品川区）

有明清掃工場

処理能力：400t/日（200t/日×2基）
発電能力：5600kW
熱供給能力：台場プラント　冷熱296GJ/h、温熱193GJ/h
　　　　　　 　 有明南プラント　冷熱302GJ/h、温熱201GJ/h
方法：ボイラーにより生成された蒸気は、蒸気タービンにより
発電に利用している。蒸気タービンは抽気背圧タービンが採
用されており、地域冷暖房への必要量に応じて抽気蒸気量
を制御している。抽気された蒸気は東京臨海熱供給株式会
社の台場地区及び有明南地区の供給プラントへ排熱され、
また抽気蒸気の一部は工場内に設置された熱交換器によ
り高温水に変換され隣接している江東区有明スポーツセン
ターに熱供給している。平成20年度におけるボイラーで発生
した蒸気の排熱利用状況は、発電用蒸気が39.7%、熱供給
（蒸気）が22.1%、熱供給（高温水）が3.0%である。平成20年
度の東京臨海熱供給株式会社への供給量は225000GJ程
度。
実施主体：東京臨海熱供給株式会社

台場地区・有明南地区
江東区有明スポーツセ
ンター

品川八潮パーク
タウン（品川区）

品川清掃工場

処理能力：ごみ焼却炉600t/日（300t/日×2基）、灰溶融炉
180t/日（90t/日×2基）
余熱利用量：456100000MJ
方法：熱供給設備は130℃の高温水をつくり東京熱供給株
式会社へ熱供給している。ごみ焼却炉で生じた熱は廃熱ボ
イラにより蒸気として回収され、高圧蒸気だめから蒸気ター
ビンへ供給され発電に利用されるが、発電に利用された蒸
気の一部を抽気ラインから引き抜き、高温水熱交換器で
130℃の高温水をつくり東京熱供給株式会社へ熱供給して
いる。品川清掃工場から東京熱供給株式会社へは年間で
約15万GJの熱供給をしている。また、発電機の定格出力は
15000kW。
実施主体：東京二十三区清掃一部事務組合・東京熱供給
株式会社

品川八潮団地地区の住
宅や施設群

大阪市森之宮
地区

森之宮清掃工場

処理能力：900t/日
余熱利用量（仕様値・公称値）：1329816940MJ
ごみ焼却排熱（高圧生蒸気）を活用し、地区内の各住宅に
対して暖房・給湯を行っている。また、一部商業施設の暖房
やプールの加熱などにも利用されている。

集合住宅、商業施設、
プール、他

浜松市 西部清掃工場

処理能力：450t/d（150t/24h×3炉）
余熱利用量（H22年度）：
蒸気－清掃工場使用　52344t、発電：230305t、水泳場供
給　10700t
電気－発電　40208990kWh（発電能力：9600kW）、売電
5509010kWh、清掃工場使用　33101817kWh、水泳場供給
4837813kWh
方法：清掃工場から水泳場までの約400mにボックスカル
バートを配置し、蒸気管と電線で供給
実施主体：浜松市からSPC（浜松グリーンウェーブ株式会社
（三井造船㈱、セントラルスポーツ㈱、三井住友建設㈱、㈱
楠山設計を株主とする））へ運営・維持管理を委託

場内使用、古橋廣之進
記念浜松市総合水泳
場、売電

市町村名 施設名
有効利用の特徴

（目的、方法、規模、実施主体等）
有効利用先

 

出典）都市清掃 第 62巻 第 292号（平成 21年 11月）、第 64巻 第 302号（平成 23年 7月）、第 66巻 第 316号（平成 25年 11

月）より 
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表 I-1-(1)-2)-4 特徴的な廃棄物エネルギーの利活用の取り組み（４） 

北九州市
日明工場、皇后崎
工場、新門司工場

日明工場
旧工場：昭和47年稼働開始、新工場：平成3年稼働開始
処理能力：450t/日→600t/日
発電能力：0kW→6000kW、H23年度総発電量：30600千kWh

皇后崎工場
旧工場：昭和50年稼働開始、新工場：平成10年稼働開始
処理能力：600t/日→810t/日
発電能力：3000kW→36340kW、H23年度総発電量：78000千kWh
新工場には、発電能力36340kW、発電効率が約26%となる「スーパー
ごみ発電システム」を採用した。しかしその後都市ガスの価格高騰に
よりガスタービンの運転を停止したため、現在では蒸気タービン単独
運転となっている。
東折尾地区への熱供給事業開始はH13年4月で、飽和蒸気を
20.93GJ/h供給している。供給先の実施主体は東折尾地区余熱活
用事業者で、温浴施設・複合型マンションに供給されていたが、H20
年1月末から温浴施設への熱供給は休止している。H22年度の蒸気
使用量は1413t、使用熱量は3618693MJである。

新門司工場
旧工場：昭和52年稼働開始、新工場：平成19年稼働開始
処理能力：600t/日→720t/日
発電能力：1500kW→23500kW、H23年度総発電量：45400千kWh
新工場には、高温高圧（400℃、41ata）蒸気を発生するボイラと復水
に水冷方式を採用したことから、発電能力23500kW、発電効率20%以
上となった。

日明工場
【旧工場】熱：所内給湯・冷
暖房、隣接する中央卸売市
場への蒸気供給
【新工場】熱：旧工場と同様
箇所、粗大ごみ資源化セン
ター、電気：所内負荷、粗大
ごみ資源化センター、下水
処理場、売電

皇后崎工場
【旧工場】電気：所内負荷、
隣接する下水処理場、熱：所
内給湯・冷暖房
【新工場】熱：所内給湯・冷
暖房、隣接環境関連施設へ
の給湯、東折尾地区への蒸
気供給、電気：所内負荷、隣
接環境関連施設、売電

新門司工場
【旧工場】電気：所内負荷、
売電（昭和57年～）、熱：所
内給湯・冷暖房
【新工場】熱：所内給湯、隣
接環境関連施設への蒸気供
給、電気：所内負荷、隣接環
境関連施設、売電

有効利用の特徴
（目的、方法、規模、実施主体等）

市町村名 施設名 有効利用先

 

出典）都市清掃 第 65巻 第 310号（平成 24年 11月）より 

 

 上記のほか、廃棄物焼却施設の廃熱を農業利用している例として下記の事例がある。 

表 I-1-(1)-2)-5 特徴的な廃棄物エネルギーの利活用の取り組み－農業利用－ 

市町村名 施設名 有効利用の特徴 有効利用先 

Ａ市 クリーンセン
ター 

処理能力 300t/日（100t/日×3基） 
余熱利用量 143,600GJ（H25年度） 
・地元の農事組合法人が経営する園芸施設（トマ
ト栽培）に、毎年冬季の間、温水を供給してい
る。供給した温水は、各ハウスに設置された熱
交換器で温風に変換され、冬季の間、ハウス内
を保温する。 

・園芸施設への温水供給の他、堆肥製造用家畜糞
尿乾燥施設や、農業関連の研修センターへの温
水供給を行っている。 

園芸施設（トマト栽
培）、農業研修センタ
ー 
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2  
Waste-to-Energy, State-of-the-Art-Report, Statistics, 6th Edition 

 http://www.cewep.eu/information/data/iswawtestateoftheartreport/index.html 

Renewable municipal waste barometers 2014 
 http://www.eurobserv-er.org/renewable-municipal-waste-barometers-2014/ 

(t/h)
(MJ/kg) ( )

( ) ( )



 

01:  12 696 294,457 7,502 34.9% 24.6% 36.5% 4.0% 
02:  16 416 128,753 7,879 44.4% 34.4% 20.3% 0.9% 
03:  3 864 163,661 7,970 19.5% 21.2% 2.9% 56.4% 
04:  29 487 150,560 6,501 54.2% 27.7% 16.5% 1.6% 
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図Ⅱ-1-(3)-2 バイオガス過熱前後の熱風発生炉の運転状況 

（第 25回廃棄物資源循環学会研究発表会発表より） 

 

④発電増強内容 

実証の対象技術となる A 市クリーンセンターの設備仕様と、従来設計による設備仕様との比較

を表Ⅱ-1-(3)-2に示す。 

比較対象となる従来設計には、焼却＋ガスエンジンと、全量焼却の 2種類を設定した。 

焼却＋ガスエンジンでは、発酵系で生成したバイオガスをガスエンジンによる発電に活用する

場合であり、ガスエンジンの導入と、発酵槽の保温にはガスエンジンの排熱を利用することのほ

かは、対象技術とほぼ同様の仕様である。 

一方の全量焼却の場合は、対象技術の処理対象ごみを全量焼却し、発電する場合を想定した。

従来発酵に回っていた選別ごみや、隣接する下水処理施設、し尿処理施設からの脱水汚泥を受け

入れることを想定し、施設規模を 190t/日とした。タービン出力は、対象技術よりもタービン入口

蒸気が低温となることを考慮し、3,200kWと設定した。 

 

表Ⅱ-1-(3)-2 設備仕様の比較 

 

焼却系 発酵系 焼却系 発酵系
処理能力 t/日 150 ― （対象技術と同じ） ― 190
燃焼温度 ℃ 850℃以上 ― （対象技術と同じ） ― （対象技術と同じ）
①蒸気条件（圧力） MPaG 4.0 ― （対象技術と同じ） ― （対象技術と同じ）
　　　　　　　 （温度） ℃ 365 ― （対象技術と同じ） ― （対象技術と同じ）
②最大蒸発量 t/h（1炉あたり） 10.9 ― （対象技術と同じ） ― 11.5
③出口排ガス温度 ℃ 170 ― （対象技術と同じ） ― （対象技術と同じ）
①設備種類 （乾式、湿式） ― 乾式 ― （対象技術と同じ） ―
②形式 （縦型、横型） ― 横型 ― （対象技術と同じ） ―
③処理能力 t/日 ― 25.75t/日×2槽 ― （対象技術と同じ） ―

④槽の加温方法
（焼却排熱、ガスエンジン
コジェネ、別置ボイラ） ― 余剰ガス燃焼ボイラ ― ガスエンジンコジェネ ―

⑤メタンガス回収率 Nm3dry-CH450%/t ― 150以上 ― （対象技術と同じ） ―

⑤メタンガス回収量 Nm3dry-CH450%/日 ― 3,000以上 ― （対象技術と同じ） ―

独立過熱器 ― ― ―
①蒸気条件（圧力） MPaG 4.0 ― 4.0
　　　　　　　 （温度） ℃ 365 ― 365
①設備種類 （対象技術と同じ） ガスエンジン （対象技術と同じ）
②形式 （背圧、抽気復水） （対象技術と同じ） （対象技術と同じ）
③定格出力 kW 3,100 540 3,200
④設計排気圧 kPaG （対象技術と同じ） （対象技術と同じ）
①処理方式 （湿式、乾式） 乾式 ― （対象技術と同じ） ― （対象技術と同じ）
②使用薬品 （消石灰、苛性ソーダ等） 消石灰＋活性炭 ― （対象技術と同じ） ― （対象技術と同じ）
③設計温度 ℃ 170（入口） ― （対象技術と同じ） ― （対象技術と同じ）
①処理方式 （触媒、無触媒、燃焼制御） 無触媒脱硝 ― （対象技術と同じ） ― （対象技術と同じ）
②使用薬品 （アンモニア、尿素） 尿素水 ― （対象技術と同じ） ― （対象技術と同じ）
③設計温度 ℃ - ― （対象技術と同じ） ― （対象技術と同じ）

有無 有 ― （対象技術と同じ） ― （対象技術と同じ）
有無（有の場
合℃、％）

無 ― （対象技術と同じ） ― （対象技術と同じ）

プラント排水 （対象技術と同じ）
洗煙排水 - ― （対象技術と同じ） ― （対象技術と同じ）
生活排水 （対象技術と同じ）

抽気復水式
3,600

排ガス処理
（HCｌ、SOx除去）

排ガス循環
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燃焼設備
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表Ⅱ-1-(3)-6 設備仕様の比較 

 

 

 

⑤発電量・送電量・熱利用量 

B クリーンセンターの処理量当たりのバイオガス回収量は 190m3N/t、1 日当たりでは

3,149m3N/日（いずれも平成 26年度実績）であり、高効率原燃料回収施設の要件を満足して運転

されている。また、バイオガスによる熱利用率は 413kWh/t（平成 26年度実績）であり、メタン

ガス化施設の熱利用率条件を上回っている。 

Bクリーンセンターにおける発電量及び送電量実績と、従来設計との比較を図Ⅱ-1-(3)-10に示

す。 

B クリーンセンターのような単独では発電が困難な小規模施設においても、バイオガス化設備

を導入することにより、発電及び送電量を確保することが可能となっている。 

熱利用量については、B クリーンセンターでは所内給湯の他、冬場のロードヒーティング等利

用されているが、利用量が把握されていないため、グラフ上ではイメージを示した。従来設計の

全量焼却においても、焼却量はやや増加するものの、同じ水噴霧式の排ガス冷却処理を想定した

場合、熱利用量はほぼ同等であり、バイオガス化設備とのコンバインドによって発電のみがプラ

スされるかたちとなる。 

従来設計（仮定）

焼却系 発酵系
処理能力 t/日 43 ― 50
炉数 t/日×炉 43t/日×1炉 ― 25t/日×2炉
①蒸気条件（圧力） MPaG ― ― ―
　　　　　　　 （温度） ℃ ― ― ―
②最大蒸発量 t/h（1炉あたり） ― ― ―
③出口排ガス温度 ℃ ― ― ―
①設備種類 （乾式、湿式） ― 乾式 ―
②形式 （縦型、横型） ― 横型 ―
③処理能力 t/日 ― 36 ―

④槽の加温方法
（焼却排熱、ガスエンジン
コジェネ、別置ボイラ）

― ガスエンジンコジェネ ―

⑤メタンガス回収率 Nm3dry-CH450%/t ― 150以上 ―

⑤メタンガス回収量 Nm3dry-CH450%/日 ― 3000以上 ―

①設備種類 ― ガスエンジン ―
③定格出力 kW ― 191kW×2基 ―
①処理方式 （湿式、乾式） 乾式 ― （対象技術と同じ）
②使用薬品 （消石灰、苛性ソーダ等） 消石灰＋助剤 ― （対象技術と同じ）
③設計温度 ℃ 入口185℃ ― （対象技術と同じ）
①処理方式 （触媒、無触媒、燃焼制御） 無触媒脱硝＋燃焼制御 ― （対象技術と同じ）
②使用薬品 （アンモニア、尿素） 尿素 ― （対象技術と同じ）

有無 無 ― （対象技術と同じ）
有無（有の場
合℃、％）

有
（0℃×50%）

― （対象技術と同じ）

プラント排水 無放流 無放流 （対象技術と同じ）
生活排水 無放流 ― （対象技術と同じ）

（クローズド、再利用、下水放

流、公共用水域放流）

排ガス処理
（NOx除去）
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設
備
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施設整備コスト及び維持管理コストは、バイオガス化設備の導入により増加となる一方で、従

来設計では得られなかった売電収入が確保できることにより、投資回収期間 12年程度での方策導

入が可能との試算が得られた。 

表Ⅱ-1-(3)-7 経済性評価 

(小規模施設における焼却＋バイオガス発電と、従来設計（全量焼却）との比較試算) 

 

 

⑦CO2削減量 

Bクリーンセンターの平成 26年度実績から、バイオガスを熱源とする独立過熱器によるボイラ

蒸気の高温化を行った場合の CO2 排出量と、従来設計時の CO2 排出量との比較評価を表Ⅱ

-1-(3)-8 に示す。従来設計の全量焼却と比較して、発電及び外部への送電を実現することによる

CO2削減効果が得られている。 

 

表Ⅱ-1-(3)-8 CO2削減量(小規模施設における焼却＋バイオガス発電と従来設計との比較試算) 

 

単位
全量焼却
との比較

増強方策導入による費用 施設整備費（A）　注１） 億円 4.1

維持管理費（B）　注２） 億円/年 0.2

増強方策導入による収入 売電収入（C）　注３） 億円/年 0.6

億円/20年 11

億円/20年 9

1.3

12.4

注１）市町村負担分

注２）用役費、人件費、維持補修費等

注４）施設整備コスト、ランニングコストのうち、対象技術の導入によって経済的負担が減少する（収入増含む）項目の合計

注５）施設整備コスト、ランニングコストのうち、対象技術の導入によって経済的負担が増加する（収入減含む）項目の合計

注６）投資額（施設整備コスト）がマイナスの場合は「-」と表示

項目

投資回収年数　（A）／{（C）-（B）}　注６）

経済的負担減少額（D）　注４）

経済的負担増加額（E）　注５）

経済的メリットα ：　（D）／（E）

注３）売電単価は、FIT価格39円/kWhと設定。

従来設計（試算値）

全量焼却
① ごみ処理量（焼却） t/日 32.7 38.5
② ごみ処理量（発酵） t/日 32.9 0
③ 発電電力量 kWh/日 4,790 0
④ 売電電力量 kWh/日 3,600 0
⑤ 買電電力量 kWh/日 10,120 11,915
⑥ 　電力使用に係るCO2排出係数 t-CO2/kWh 0.000579 0.000579 代替値
⑦ 燃料使用量 kL/日 0.004 0.005
⑧ 燃料使用量（立上下げ時） kL/年 12.4 14.4
⑨ 　燃料使用に係るCO2排出係数 t-CO2/kL 2.71 2.71 A重油
⑩ 熱利用量 GJ/日 不明
⑪ 　熱利用に係るCO2排出係数 t-CO2/GJ 0.057 0.057 蒸気、温水、冷水
⑫ 年間稼働日数 日/年 310 310 設定
⑬ CO2排出量

｛（⑤×⑥＋⑦×⑨－④×⑥－⑩×⑪）
×⑫＋⑧×⑨｝／｛（①＋②）×⑫｝

t-CO2/ごみt 0.06 0.18

⑭ CO2削減率
　（対象技術/全量焼却）

％ 68% ―

項目 単位 対象技術 備考
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