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概要 ＥＡ (600 字～800 字程度にまとめてください。) 
 

 家庭から排出されるごみを乾燥、固化して製造されるごみ固形燃料（RDF）には、多くの微生物が含まれ

ている。RDF が水分を含むと微生物の増殖が活発になり、嫌気条件下では水素ガスを効率よく生産するこ

とはすでに明らかにしてきた。RDF 化によるゴミ処理は、完全なゴミの分別、リサイクル化が不可能な現

状では、優れているゴミ処理法の一つであると考えられる。しかし、現在の RDF 製造方法のままでは、保

管中に RDF に水分が含まれれば、発熱および水素ガスが生産される危険性がある。そこで、RDF を製造時

の各工程での生ゴミに存在する菌叢の変化を DGGE 法を用いて調べ、水素ガスを生産する細菌の消長を確認

した。その結果、生ゴミの乾燥により生菌数は 109cfu/g から 105cfu/g まで減少したがその後の工程では大

幅な生菌数の減少は確認されなかった。また RDF 製造の各工程を通じて生ゴミには嫌気条件下で水素ガス

を生産する Clostrisium 属が存在した。 

 2003 年 8 月に三重県の RDF 貯蔵サイロで起きた爆発事故の原因は、RDF 貯蔵サイロの火事の消火にあた

って多量の水を RDF にかけたために、RDF に存在する嫌気性細菌により水素ガスが生産されこの水素ガス

がサイロにたまったためと推定された。RDF の将来にわたる使用を考えると、水素ガスを生産しない RDF

を製造することが望まれる。諸外国でも RDF は製造されているが、日本のような貯蔵タンクでの爆発事故

が起きたという報告はない。そこで、ドイツＨ社製の RDF を用いて発熱および発酵試験を行った結果、ド

イツＨ社の RDF はほとんど発熱せず水素ガスの生産もほとんどみられなかった。ドイツＨ社製 RDF と日本

の RDF 製造工程には前処理に大きな違いがあった。すなわち、ドイツＨ社では RDF 製造の前に一週間生ゴ

ミの好気的微生物分解処理を行っており、その結果としてドイツＨ社の RDF には水素ガスを生産する

Clostrisium 属がほとんど存在しなかった。このことから、生ゴミの好気的微生物処理により保管中の危

険性がおさえられた RDF 製造の可能性が示された。 
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欧文概要 ＥＺ 

Recently, we reported that refuse-derived fuel (RDF) pellets contain a relatively high number 

of viable bacterial cells and that these bacteria generate heat and hydrogen gas during 

fermentation under wet conditions. In this study we analyzed bacterial cell numbers of RDF samples 

manufactured with different concentrations of calcium hydroxide, which is usually added to waste 

materials for the prevention of rotting of food wastes and the acceleration of drying of solid 

wastes, and determined the amount of hydrogen gas produced by them under wet conditions. 

Furthermore, we analyzed microbiotas of the RDF samples before and during fermentation by 

denaturing gradient gel electrophoresis of 16S rRNA followed by sequencing. We found that the 

RDF samples contained various kinds of clostridia capable of producing hydrogen gas. 

 RDF pellets manufactured in Japan have been reported to contain a relatively high number 

of viable bacterial cells, and these bacteria generated a large amount of hydrogen gas during 

fermentation under wet conditions. In this study, we compared hydrogen gas generation from RDF 

pellets manufactured in Japan and in Germany and found that a large amount of hydrogen gas was 

generated from the Japanese RDF pellets but not from the German ones. This difference can be 

explained by the absence and presence of a biodegradation process before molding of raw garbage 

into RDF pellets. That is, the German process includes a biodegradation (or biological drying) 

process with forced aeration for a week, and this appears to reduce BOD in the garbage. Denaturing 

gradient gel electrophoresis analysis of 16S rRNA gene followed by DNA sequencing indicated that 

microbiotas of the RDF pellets manufactured in Japan and in Germany were very different.  

 These results strongly suggest that aerobic biodegradation process prior to RDF pelletization is a 

promising procedure for constraction of RDFsystem beyond hazard. 

 


