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はじめに 

 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構においては、被評価プロジェクト

ごとに当該技術の外部専門家、有識者等によって構成される研究評価分科会を研究評価委員

会によって設置し、同分科会にて被評価対象プロジェクトの研究評価を行い、評価報告書案

を策定の上、研究評価委員会において確定している。 

 

本書は、「革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発」の事後評価報告書であり、ＮＥＤＯ技

術委員・技術委員会等規程第３２条に基づき、研究評価委員会において設置された「革新型

蓄電池実用化促進基盤技術開発」（事後評価）分科会において評価報告書案を策定し、第６

７回研究評価委員会（２０２２年１月２６日）に諮り、確定されたものである。 

 

 

 

２０２２年１月 
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研究評価委員会 
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審議経過 

 

● 分科会（２０２１年８月１１日） 

公開セッション 

１．開会、資料の確認 

２．分科会の設置について 

３．分科会の公開について 

４．評価の実施方法について 

５．プロジェクトの概要説明 

非公開セッション 

６．プロジェクトの詳細説明 

７．全体を通しての質疑 

公開セッション 

８．まとめ・講評 

９．今後の予定、その他 

１０．閉会 

 

● 第６７回研究評価委員会（２０２２年１月２６日） 
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評価概要 

 
１．総合評価 
電気自動車用革新型二次電池の開発を目指して、高度な解析技術の開発とそれを利用した

革新型二次電池の要素技術の開発が連携して実施された当該プロジェクトは、日本の蓄電池

産業、自動車産業の競争力を維持するためにも重要なプロジェクトである。 
現行のリチウムイオン電池を凌駕するという高い目標を掲げ、中間評価後の体制変更によ

る革新型蓄電池の開発促進、企業との連携強化のための内部会議の在り方の工夫、また

SOLiD-EV(注１)や ALCA-SPRING(注２)など省庁横断でのプロジェクト連携による情報共有や

実験装置の相互利用など、適切かつ有効な研究開発マネジメントが機能していた。 
フッ化物電池や金属硫化物電池のような、日本オリジナルの蓄電池系の開発が進められて

おり、いずれの電池系でも重量エネルギー密度目標である 500Wh/kg を達成あるいは達成

の見通しがつけられた点は高く評価できる。 
また、研究開発成果の実用化に向けた取組として、事業終了後は、フッ化物電池、亜鉛空

気電池に関しては次期プロジェクト（RISING3）に引き継がれ、硫化物電池に関しては

SOLiD-EV(注１)プロジェクトに参画させ、高度解析技術に関しては解析コンソーシアムを立

ち上げ自立運営に向けた取り組みがなされているなど、今後の開発シナリオができている。 
一方、RISING 第一期から 12 年経ったが、開発のスピード感が不足しているように思わ

れる。第一期スタート時には 300Wh/kg、RISING2 では 500Wh/kg の重量エネルギー密度

目標が掲げられ、走行距離 500km が必須条件と考えられていたが、最近では低価格の LIB
（lithium ion battery）を大量に搭載することで 1 充電あたり 500km の走行が可能な

EV(Electric Vehicle)も市販され始めている状況にある。安価な他国製の LIB に市場を席巻

されないためにも、スピード感をもって開発、実用化を進めて欲しい。 
また、フッ化物電池、亜鉛負極電池を継続して開発していく次期プロジェクトに、今回得

られた知見・技術等の成果が効率的に継承されることを期待するとともに、目標達成に不可

欠な要素技術を広く公募して、外部の力も迅速に取り入れていく等の検討をお願いしたい。 
なお、本事業の波及効果は、オープンイノベーションの推進のみならず低炭素化社会の構

築に貢献する人材の育成にもあるとみている。成果が一部の関係者の寡占に留まることのな

いようしていただきたい。 
（注１） SOLiD-EV：NEDO 先進・革新蓄電池材料評価技術開発（第二期） 

（注２） ALCA-SPRING：科学技術振興機構（JST）事業「戦略的創造研究推進事業/先端

的低炭素化技術開発」（ALCA）の「次世代蓄電池研究加速プロジェクト」（SPRING） 

 
２．各論 
２．１ 事業の位置付け・必要性について 

2050 年のカーボンニュートラル達成に向けて、世界的に自動車の電動化が急速に進めら

れ、日本の基幹産業の一つである自動車産業の競争力を維持向上させつつ電動自動車の普及
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を促進させる上で、蓄電技術はその成否を決める重要技術である。また、各国がリチウムイ

オン電池を凌駕する革新型二次電池の開発にしのぎを削っている中、リチウムイオン電池の

開発に大きく貢献した日本が、革新型二次電池の研究開発においても主導権を握り、世界を

リードし産業競争力を発揮していくことは国策にも合致するため、本事業は、非常に重要な

取り組みである。 

従来のリチウムイオン電池を超える特性を持ち、自動車用として想定すべき性能、安全性、

コストなどすべてで満足する車載用蓄電池の開発は極めて重要性が高く、技術の開発に関し

て、民間企業単独での実施は困難である。産官学が連携して取組を進めることで実用化に繋

がる基盤技術を早期に確立することが求められており、様々なステークホルダーを取りまと

めて要点を押さえた技術開発を促進させ、重点的に資金を投入し、開発した成果を広く我が

国に裨益させるという観点から、本事業を NEDO で実施することは極めて妥当である。 
 
２．２ 研究開発マネジメントについて 
プロジェクト初期段階に設備投資をし、後半で人的資源確保に充当している点から、開発

スケジュール及び研究開発費の管理は妥当であったといえる。 

中間評価以前は、高度解析技術が革新型蓄電池開発に先行していたが、中間評価結果を反

映し、後半 2 年は PL、SPL の交代と、思い切った体制変更により、蓄電池開発に重点がお

かれ、解析技術開発が蓄電池開発のサポートにあたるという明確な体制ができ、この体制変

更が最終目標達成につながったと思われる。 

プロジェクト内の会議についても、企業との連携を強化する必要があるという事業実施者

側からの内発的アプローチにより、マネジメント会議を新設して企業側ニーズを適切に取り

込む体制を作るなど、各グループのリーダーが折に触れて現状のプロジェクト運営と成果を

俯瞰し、グループ間の調整と体制の改善に努めており、また SOLiD-EV(注１)や ALCA-
SPRING(注２)プロジェクトと連携した取組みによる情報共有や実験装置の相互利用などが

図られたことから、適切かつ有効な研究開発マネジメントが機能していたと評価できる。 

次のステップにおいては、ある程度共通のセル仕様や評価条件を設定し、用途を意識し、

各電池の特徴やリチウムイオン電池に対する得失を明確化し、それぞれの特徴に応じた目標

や課題設定ができることを期待する。 

（注１） SOLiD-EV：NEDO 先進・革新蓄電池材料評価技術開発（第二期） 

（注２） ALCA-SPRING：科学技術振興機構（JST）事業「戦略的創造研究推進事業/先端

的低炭素化技術開発」（ALCA）の「次世代蓄電池研究加速プロジェクト」（SPRING） 

 
２．３ 研究開発成果について 
開発が進められた高度解析技術を活用して、4 種類の革新型二次電池の要素技術開発が精

力的に進められ、産業界の意見を早い段階から取り入れ、実用化を意識し、より効率的に研

究開発を進められたことは評価できる。 

プロジェクト後期に論文発表件数が飛躍的に増加していること、また世界で最も参加者を

集める「電池討論会」でナショナルプロジェクト合同セッションを開催するなどしているこ
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とから、成果の普及に関しては、戦略的に行われているといえる。 

知財権に関しては、世界に先駆けて開発中のフッ化物電池に重点的に取り組みつつ、権利

化が難しい部分、特許に適さない部分で、ノウハウとして残すべき部分はノウハウ集を作製

するなど、オープン／クローズの考えによる情報管理ができていることは評価できる。 

一方、重量エネルギー密度目標は達成あるいは達成の見通しがつけられ、日本オリジナル

の蓄電池系において世界最高水準の成果が達成されている等の成果が得られているが、重量

エネルギー密度達成に追われて、その他の指標に関しては未達成な部分が有ったことから、

重量エネルギー密度以外の各電池の特徴を明確にし、課題の改良だけでなく、長所を利用し

た用途開発を期待したい。 

また、フッ化物電池、亜鉛負極電池を継続して開発していく次期プロジェクト（RISING3）
に、今回得られた知見・技術等の成果が効率的に継承されることを期待するとともに、目標

達成に不可欠な要素技術を広く公募して、外部の力も迅速に取り入れていく等の検討をお願

いしたい。 
 
２．４ 成果の実用化に向けた取組及び見通しについて 
フッ化物電池、亜鉛負極電池に関しては次期プロジェクト（RISING3）に引き継がれ、硫

化物電池に関してはSOLiD-EV(注１)プロジェクトに参画するなど、開発状況に応じて企業に

研究開発を移管する場合と、産学連携で研究開発を継続して将来の実用化を目指す場合に分

けられており、いずれの取り組みも現実的かつ妥当であるといえる。 

高度解析技術に関しては、産学・企業間連携の解析コンソーシアムを立ち上げるなど、開

発された世界最高・最先端レベルの解析プラットフォームを維持すると同時に、一般にも開

放する道筋が示されており、参画外企業への成果活用が期待できる。SOLiD-EV(注１)や

ALCA-SPRING(注２)の他プロジェクトとの連携についても、成果普及や実用化につなげる取

組みとして評価できる。 

一方、RISING 第一期から 12 年経ったが、開発のスピード感が不足しているように思

われる。第一期スタート時には 300Wh/kg、RISING2 では 500Wh/kg の重量エネルギー

密度目標が掲げられ、走行距離 500km が必須条件と考えられていたが、最近では低価格

の LIB（lithium ion battery）を大量に搭載することで 1 充電あたり 500km の走行が可能

な EV(Electric Vehicle)も市販され始めている状況にある。安価な他国製の LIB に市場を

席巻されないためにも、スピード感をもって開発、実用化を進めて欲しい。 

なお、本事業の波及効果は、オープンイノベーションの推進のみならず低炭素化社会の構

築に貢献する人材の育成にもあるとみている。成果が一部の関係者の寡占に留まることのな

いようしていただきたい。 

（注１） SOLiD-EV：NEDO 先進・革新蓄電池材料評価技術開発（第二期） 
（注２） ALCA-SPRING：科学技術振興機構（JST）事業「戦略的創造研究推進事業/先端

的低炭素化技術開発」（ALCA）の「次世代蓄電池研究加速プロジェクト」（SPRING） 
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研究評価委員会コメント 

 

第６７回研究評価委員会（２０２２年１月２６日開催）に諮り、以下のコメントを評価報

告書へ附記することで確定した。 

 

● 日本の基幹産業の一つである自動車産業の競争力を維持向上させつつ電動自動車の普及

を促進させる上で、本事業は極めて重要であり成果も上がっている。車載だけでなく、

定置用蓄電池など他用途への展開も期待でき、ビジネスチャンスも多いため、世界から

ファンドを集められる電池として発展させつつ、早期の実用化を目指してほしい。また、

後継プロジェクトでは、日本が先行する本技術の優位性を維持するために、海外メーカ

ーの量産技術、低コスト化に対抗できるようなオープン＆クローズドな知財戦略を、自

動車メーカー等とともに引き続き検討していただきたい。 
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第 1章 評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この章では、分科会の総意である評価結果を枠内に掲載している。なお、枠の下の箇条

書きは、評価委員の主な指摘事項を、参考として掲載したものである。 
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１．総合評価 

電気自動車用革新型二次電池の開発を目指して、高度な解析技術の開発とそれを利用した

革新型二次電池の要素技術の開発が連携して実施された当該プロジェクトは、日本の蓄電池

産業、自動車産業の競争力を維持するためにも重要なプロジェクトである。 

現行のリチウムイオン電池を凌駕するという高い目標を掲げ、中間評価後の体制変更によ

る革新型蓄電池の開発促進、企業との連携強化のための内部会議の在り方の工夫、また

SOLiD-EV(注１)や ALCA-SPRING(注２)など省庁横断でのプロジェクト連携による情報共有や

実験装置の相互利用など、適切かつ有効な研究開発マネジメントが機能していた。 

フッ化物電池や金属硫化物電池のような、日本オリジナルの蓄電池系の開発が進められて

おり、いずれの電池系でも重量エネルギー密度目標である 500Wh/kg を達成あるいは達成

の見通しがつけられた点は高く評価できる。 

また、研究開発成果の実用化に向けた取組として、事業終了後は、フッ化物電池、亜鉛空

気電池に関しては次期プロジェクト（RISING3）に引き継がれ、硫化物電池に関しては

SOLiD-EV(注１)プロジェクトに参画させ、高度解析技術に関しては解析コンソーシアムを立

ち上げ自立運営に向けた取り組みがなされているなど、今後の開発シナリオができている。 

一方、RISING 第一期から 12 年経ったが、開発のスピード感が不足しているように思わ

れる。第一期スタート時には 300Wh/kg、RISING2 では 500Wh/kg の重量エネルギー密度

目標が掲げられ、走行距離 500km が必須条件と考えられていたが、最近では低価格の LIB

（lithium ion battery）を大量に搭載することで 1 充電あたり 500km の走行が可能な

EV(Electric Vehicle)も市販され始めている状況にある。安価な他国製の LIB に市場を席巻

されないためにも、スピード感をもって開発、実用化を進めて欲しい。 

また、フッ化物電池、亜鉛負極電池を継続して開発していく次期プロジェクトに、今回得

られた知見・技術等の成果が効率的に継承されることを期待するとともに、目標達成に不可

欠な要素技術を広く公募して、外部の力も迅速に取り入れていく等の検討をお願いしたい。 

なお、本事業の波及効果は、オープンイノベーションの推進のみならず低炭素化社会の構

築に貢献する人材の育成にもあるとみている。成果が一部の関係者の寡占に留まることのな

いようしていただきたい。 

 

（注１） SOLiD-EV：先進・革新蓄電池材料評価技術開発（第二期） 

（注２） ALCA-SPRING：科学技術振興機構（JST）事業「戦略的創造研究推進事業/先端

的低炭素化技術開発」（ALCA）の「次世代蓄電池研究加速プロジェクト」

（SPRING） 

 

＜肯定的意見＞ 

・ 電動自動車の普及に向けて、500km 走行可能な革新型蓄電池の開発、実用化を目指す

プロジェクトであり、日本の蓄電池産業、自動車産業の競争力を維持するためにも重

要なプロジェクトである。フッ化物電池や金属硫化物電池のような日本のオリジナル

の蓄電池系の開発が進められており、いずれの電池系でもエネルギー密度目標である
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500Wh/kg を達成あるいは達成の見通しがつけられた点は高く評価できる。事業終了

後はフッ化物電池、空気電池（亜鉛負極電池）に関しては RISING3 に引き継がれ、金

属硫化物電池に関してはSOLiD-EVプロジェクトに参画するなど今後の開発シナリオ

ができている。高度解析技術に関しては、解析コンソーシアムを立ち上げるなど、自

立運営に向けた取り組みがなされている。 

・ 本プロジェクトの 2 本柱、高度解析技術、革新型電池開発ともに、前プロジェクトを

引き継ぎ適切な研究マネジメントの基、多くの成果を挙げ、対外発信された。高度解

析技術では早期に所定の目標を達成し、革新型電池開発の効率化に反映させ、科学的

論拠を示すツールとしての機能を十分に果たせた。これは中間評価結果を受け、実施

体制を再編された研究マネジメントに負うところが大きい。革新型電池開発では、机

上の原理をラボレベルではあるが構成セルで実証するとともに、机上では表出しない

課題を抽出、克服可能性を明らかにした。これにより次期プロジェクト（RISING3）

を、より効率的に戦略的に推進できる礎にされることを期待する。他の国プロジェク

トとの連携、高度解析技術のプロジェクト外からの活用枠組みの創成と成果の普及に

取り組む体制作りは評価したい。 

・ 現行のリチウムイオン電池を凌駕するという高い目標を掲げて、産学官連携により革

新型電池の開発に取り組み、適切な研究体制、研究開発マネジメントのもと、高度解

析技術と材料開発、電池技術開発を組み合わせて、概ね開発目標を見通せる成果を得

ることができている。研究開発成果の実用化に向けた取組として、産業界での成果の

引継ぎや、後継の研究事業の提案が適切になされている。 

・ 脱炭素の取組を推進するキーテクノロジーである蓄電技術を我が国がリードし産業競

争力を発揮していくため、産官学連携して基盤技術を早期に確立していくこと、技術

開発に留まらず経済産業省等とも連動して技術開発→実用化→市場での普及とつなげ

ていく一連の政策を実施して行くことが重要という観点から、本事業を NEDO で実施

することは極めて妥当である。 

・ 中間評価後の体制変更による革新型蓄電池の開発促進、企業との連携強化のための内

部会議の在り方の工夫、また SOLiD-EV や ALCA-SPRING など省庁横断でのプロジ

ェクト連携による情報共有や実験装置の相互利用など、適切かつ有効な研究開発マネ

ジメントが機能していた。 

・ いずれの電池系も世界トップ水準の技術開発レベルを達成しており、大いに評価でき

る。また、事業終了後の開発シナリオロードマップ、高度解析技術の普及・定着に向け

た取り組みも妥当である。 

・ 電気自動車用革新型二次電池の開発を目指して、高度な解析技術の開発とそれを利用

した革新型二次電池の要素技術の開発が連携して実施され、世界最高水準の研究成果

が得られたことは賞賛に値する。また、開発された高度な解析プラットフォームは今

後も維持・活用される見込みであり、様々な二次電池の研究開発のさらなる発展が期

待される。本プロジェクトを通じて高度な知識と技術を身につけた多くの人材を育成

した点も大きな成果と認められる。 
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・ 国内外の技術動向および国際競争力の状況に鑑みると、我が国が本事業で推進してき

た革新電池の開発を世界に先んじて実現することの必要性は明白です。エネルギー需

給動向や市場動向の観点においてもまたしかりであり、本事業の目的は極めて妥当で

す。次々に打ち出されている我が国のエネルギー、科学技術・環境イノベーション政

策にも合致しているため、本事業の目的の達成はそれらの施策の目標達成にも寄与す

ることは言うまでもありません。当然ながら多大な国際貢献にもつながることと思い

ます。また、NEDO が掲げた６つの事業の妥当性はいずれも納得できるものです。特

に、「関係者間の利害調整」や「国内の他のプロジェクトとの適正な棲み分けと連携強

化」への尽力については高く評価されるべきです。科学および技術の両面において世

界をリードしてきた日本の蓄電池分野が今こそ産官学が一体となってその優位性を保

つ必要がある中で、それらのデリケートな問題を克服せずして前進はありえないと思

えるからです。 

・ 研究開発目標の妥当性については、ガソリン車に置き換える車載用蓄電池を目標に掲

げる限りにおいては妥当であったと思います。志を高く持ったが故に、いずれの電池

においても世界最高水準の性能を達成できたものと思われます。また、開発スケジュ

ールに関しては、電池開発および解析技術開発のいずれにおいても概ね計画通りに進

められたとみなせます。他方、研究開発費に関しては、特に機械装置費および労務費

への年度毎の傾斜配分に妥当性が見て取れます。研究開発の実施体制についても、中

間評価や有識者会議の助言を生かし実施体制の見直しを大幅に図るなどしており、有

効に機能したとみなせます。研究開発目標の達成度ついては、電池開発においてはい

ずれの電池も、数値目標を達成したか、もしくは世界最高水準の性能を示しており、

最終目標を達成したとみなせます。他方、高度解析技術についても、他に類を見ない

多くの装置や解析方法を開発した点で最終目標を達成したと判定します。また、研究

開発費に関しては、既存のものとは一線を画した電池および高度解析技術を開発し、

さらに実用化への礎を築いた点において、得られた成果は投入された研究開発費に見

合ったものと判断します。本事業の成果が社会実装に結びつけば、市場の大幅な拡大

又は市場の創造につながりますし、その市場において我が国が優位に立てるものと思

います。成果の普及においては、特にプロジェクト後期の論文発表件数の飛躍的増加

が示すように、また、世界で最も参加者を集める「電池討論会」でナショナルプロジェ

クト合同セッションを開催するなどして、一般に向けての情報発信を積極的に行って

きたと判断します。さらに、実用化の担い手・ユーザーに向けた取り組みに関しても、

2019 年にマネジメント会議を新設し参画企業との意見交換の強化に努め、また、高度

解析技術の普及においてはコンソーシアム構築の方針を打ち出すなどしていることか

ら、適切に行われたと判断します。 

・ 本事業の波及効果は、オープンイノベーションの推進のみならず低炭素化社会の構築

に貢献する人材の育成にあるとみなせます。当該分野に係わるアカデミアの一人とし

て実感するのは、本事業を始めとしたいくつかのナショナルプロジェクトが若者たち

の高い関心を集め彼らの進路に大きな影響を与えていることです。この点も高く評価
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すべきと思います。 

・ 高度解析技術の進歩は目を見張るものがあり、高く評価します。また、これを活用し

たからこそ、これまで不可能と思われた革新型電池がモノになり始めている。素晴ら

しい成果だと高く評価します。 

 

＜改善すべき点＞ 

・ エネルギー密度目標は達成できたが、エネルギー密度達成に追われて、その他の指標

に関しては未達成な部分も多い。特にサイクル特性に関しては実用レベルには達して

いるとは言い難く、すべての電池系で今後さらにブレークスルーが必要と感じる。低

価格の LIB を大量に搭載することで 1 充電あたり 500km の走行が可能な EV も市販

され始めている状況にあり、安価な中国製の LIB に市場を席巻されないためにも、ス

ピード感をもって開発、実用化を進めて欲しい。 

注）LIB（lithium ion battery）、EV(Electric Vehicle) 

・ 革新型電池開発では、困難な高い目標に対する提案研究において、プロジェクト期間

中に柔軟な方向転換が可能であったか？プロジェクト目標に対する一義的な評価によ

る絞り込みに帰結しなかったか？など、次期プロジェクト（RISING3）に向けて改善

点を抽出し反映されることを期待する。 

・ 基本計画で設定された最終目標に対して、評価や考察が記載されていない、もしくは

不明瞭な点が見られる点（急速充電可能性や各最終目標達成の見通しの記載がないな

ど）。 

・ 開発された高度な解析プラットフォームは広く活用されることが望ましいが、より早

い段階でその利用範囲を広げることを検討すべきだった。  

・ 研究開発目標の妥当性についてですが、結果を見る限りでは、例えばエネルギー密度

の目標を達成できたものは 4 種の電池のうちで 1 種のみでした。車載といっても様々

な車両（自動運転車、トラック、バス、電車、飛行機、船舶など）があり、4 種の電池

が同じ用途である必要はないと思えるので、全ての項目の目標値を統一するのではな

く、用途を意識して電池系毎にそれらの設定を変えても良かったのではないかと考え

ます。要素技術についても電池の種類別に目標値を設定することが肝要かと思います。

研究開発目標の達成度においては、事情を察することはできますが、事業目標として

容量 5 Ah 級の実セルを前提にエネルギー密度等の項目の数値目標を定めていたわけ

ですから、その成果が一目してわかるような示し方（例えばレーダーチャートで）を

それぞれの電池系においてするべきであったと思います。 

・ RISING2 で対象となったアニオン移動型電池とカチオン移動型電池は、小型の基礎研

究段階のもので、これからが商用化に向けた大型化、長寿命化の段階に入ります。こ

の段階でユーザーサイドの経験と情報が生きてくる。これが本来の開発研究になりま

す。是非とも商用化を目指した体制で国のサポートのもとで、事業を展開してほしい

と思います。全固体電池ばかりでは選択肢が狭すぎます。複数の選択肢を用意してお

かないといけないと思います。 
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＜今後に対する提言＞ 

・ RISING3 ではフッ化物電池、亜鉛空気電池を継続して開発して行くこととなったが、

目標達成に不可欠な要素技術を広く公募して、外部（サテライト）の力も迅速に取り

入れていく工夫が必要と思われる。さらに SOLiD-EV で行っているような 2 年程度毎

のサテライトのステージゲートを通して、プロジェクト期間中でも入れ替えが可能な

体制とすることが好ましい。 

・ 益々激化する海外との開発競争に対応するため、本プロジェクトで得られた成果を活

用し、開発が加速化されることを期待する。特に高度解析技術の活用により、本質的

な反応解析、材料劣化による電池性能因子の解明が進むことを期待する。 

・ 本事業で開発された高度解析技術や革新型電池の技術は、今後の電池開発における日

本の競争力を維持、向上させるための有力なツールとなり得るため、適切な知財管理

のもと、有効に活用されることが望まれる。また、諸外国においても車載用蓄電池開

発に対して積極的な支援が行われていることから、車載用蓄電池及び電動車に関する

国内産業競争力維持強化のため、継続的かつ戦略的な支援が望まれる。 

・ 本プロジェクトで実施された SOLiD-EV や ALCA-SPRING との情報共有や実験装置

の相互利用などの取り組みを、今後のナショナルプロジェクトでも進めて頂き、国と

しての効率的なリソース活用を推進して頂きたい。 

・ 世界的な技術開発競争の中で、次代を担う若年層に蓄電技術への関心を持ってもらう

ことは重要であるため、オープンラボなどの機会を設けて広く一般の方に関心を持っ

てもらう機会を更に増やして頂くと良いのではないか。 

・ 実用化技術開発と合わせて、今後の社会でどのような特性を持った蓄電池が求められ

るのか、どのようにコストを下げながら普及させ市場を作っていくのか、政府がどの

ような支援・取り組みを行って行くのかといった制度・政策面の検討も重要であり、

今まで以上に行政機関（経済産業省等）と連携して取組を進めていって頂きたい。 

・ 高度解析技術と革新型二次電池の研究開発が連携することで優れた成果につながった

といえるが、高度解析技術については今後も高度化に向けた研究開発を進めると共に、

より独立性を高めて様々なデバイス開発に利活用できる体制を早期に構築することが

望ましい。 

・ 事業の目的・妥当性を考えるにあたって、本事業に関してというより後継事業におい

ては、今後刻一刻と変化するであろう国内外の情勢に対し、初期の目的に固執せずに

柔軟に対応することが肝要かと思われます。 

・ 研究開発目標の妥当性についてですが、車載用蓄電池開発といっても様々な車両があ

ります。例えば、スマートシティ内を自動で巡回するような車、トラック、バス、電

車、飛行機、船舶等です。全ての電池が同じ用途である必要はないと思えるので、全て

の項目の目標値を統一するのではなく、用途を意識して電池系毎にそれらの設定を変

えても良いのではないかと思っています。また、電池開発のスケジュールにおいては、

「課題の洗い出し」や「現象の理解と課題要因の究明」にはどうしても時間を要しま
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す。本事業でそれらが随分と明らかになったので、継続事業での開発の加速を期待し

ています。高度解析技術については、せっかく開発した技術ですので、それらが材料

開発にフィードバックされていることがもっと明瞭にわかるようにしていただきたい

と願っています。 

・ 研究開発目標の達成度の示し方については、事業目標として容量 5 Ah 級の実セルを前

提にエネルギー密度等の項目の数値目標を定めていたわけですから、その成果が一目

してわかるような示し方（例えばレーダーチャートで）をそれぞれの電池系において

するべきであると思います。この点は後継事業では留意していただきたいです。 

・ 本事業における実用化の定義は「成果が実用化開発に利活用され、ガソリン車並みの

走行距離を有する EV(Electric Vehicle)の実現に“資する”こと」ですのでその目的は概

ね達成できたと判断していますが、今後は成果を社会実装の形で結実させることを大

いに期待しています。本事業の波及効果は、オープンイノベーションの推進のみなら

ず低炭素化社会の構築に貢献する人材の育成にもあるとみています。成果が一部の関

係者の寡占に留まることのなきように願っています。 

・ 前プロジェクトと本プロジェクトを通して思うことですが、やはり日本はシミュレー

ション技術が弱い。シミュレーションでは仮定したモデル以上の結果は出ませんし、

パラメータの数を増やせば増やすほど、事実とは違っていてもデータの合わせこみが

できてしまう。肝心なのは、少ないパラメータで系を表現する正確な物理化学的なモ

デルの表現なのです。ここでも、日本の弱さが如実に表れているようで、情けない限

りです。個々の現場でも高度な装置を使わずに情報を引き出す技術に関して、もっと

考え直してほしい。インピーダンス測定は、活物質／電解質界面での現象を見る分に

は有効な手段の一つかもしれませんが、電池としての挙動を解析することには進歩が

見られません。いまだに CPE(Customer Premises Equipment)要素を加えてデータの

合わせこみができたかどうかのレベルのままです。また、電池全体の挙動に対するシ

ミュレーション技術が相も変わらず大量のパラメータを必要とするニューマンの方法

一点張りとしか思えません。活物質の反応速度以上の反応は、多孔質電極にしても無

理です。むしろ、活物質自体の反応速度は十分に早いのが実用電池として当たり前の

ことではないかと思います。これを前提の上で多孔質電極とした実用電極の電池とし

ての挙動を表現するモデルの提言が必要でしょう。いつまでもバトラー・フォルマー

式が電極反応速度式としてモデルに入っていることに大きな疑問を持っています。も

っとパラメータの数を減らす工夫をしてほしい。私は「真に機能的なものは単純で美

しい」と言葉を座右の銘にしています。これまでの電池系のシミュレーション技術に

美しさを感じないのはなぜでしょうかね？ 
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２．各論 

２．１ 事業の位置付け・必要性について 

2050 年のカーボンニュートラル達成に向けて、世界的に自動車の電動化が急速に進め

られ、日本の基幹産業の一つである自動車産業の競争力を維持向上させつつ電動自動車の

普及を促進させる上で、蓄電技術はその成否を決める重要技術である。また、各国がリチ

ウムイオン電池を凌駕する革新型二次電池の開発にしのぎを削っている中、リチウムイオ

ン電池の開発に大きく貢献した日本が、革新型二次電池の研究開発においても主導権を握

り、世界をリードし産業競争力を発揮していくことは国策にも合致するため、本事業は、

非常に重要な取り組みである。 

従来のリチウムイオン電池を超える特性を持ち、自動車用として想定すべき性能、安全

性、コストなどすべてで満足する車載用蓄電池の開発は極めて重要性が高く、技術の開発

に関して、民間企業単独での実施は困難である。産官学が連携して取組を進めることで実

用化に繋がる基盤技術を早期に確立することが求められており、様々なステークホルダー

を取りまとめて要点を押さえた技術開発を促進させ、重点的に資金を投入し、開発した成

果を広く我が国に裨益させるという観点から、本事業を NEDO で実施することは極めて

妥当である。 

 

＜肯定的意見＞ 

・ カーボンニュートラル達成に向けて電動自動車の普及は必須であり、現在の電動自動

車の課題である走行距離の短さを克服し、1 充電あたり 500km 走行可能な革新型蓄電

池の開発、実用化を目指すプロジェクトである。蓄電池開発はこれまでの中国、韓国

のみならず、米国、欧州でも多額の国家予算が投入され、開発競争が進められており、

日本の蓄電池産業、自動車産業の競争力を維持するためにも重要なプロジェクトであ

る。 

・ 2050 年カーボンニュートラルに向けて、車両電動化は大きく貢献する分野であり、普

及拡大のためのユーザー満足度を向上するためにも、現状のリチウムイオン電池の性

能を凌駕する電池の開発は、社会的要請が大きい。前プロジェクトに引き続き、ポテ

ンシャルを有する革新型電池の探索、課題の克服可能性を訴求する本プロジェクトは、

事業目的として妥当である。この目的のためには、大学・研究機関がそのポテンシャ

ルを有する基礎研究が必須であり、産業界と連携して進める必要があること、公共性

が高く、民間のみでの至近の直接投資回収が困難であることから、NEDO が関与し推

進する必要性を認める。 

・ 持続可能社会実現のためには自動車の電動化は必須であり、蓄電池はそのキーテクノ

ロジーの一つである。電動車の普及を促進し、日本の基幹産業の一つである自動車産

業の競争力を維持向上させるためには、従来のリチウムイオン電池を超える特性を持

つ車載用蓄電池の開発は極めて重要性が高い。新しい電池系で、自動車用として想定

すべき性能、安全性、コストなどをすべて満足する技術の開発は、民間企業単独での

実施は困難であるため、産学官連携で取り組むことが重要であり、NEDO の事業とし
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て実施すべきものである。 

・ 脱炭素の取組を進める上で蓄電技術はキーテクノロジーの 1 つであり、我が国が世界

をリードし産業競争力を発揮していくことは国策にも合致するため、本事業は非常に

重要な取り組みである。 

・ 産官学が連携して取組を進めることで実用化に繋がる基盤技術を早期に確立していく

ことは重要であり、様々なステークホルダーを取りまとめて要点を押さえた技術開発

を促進すること、そこに重点的に資金を投入すること、開発した成果を広く我が国に

裨益させること、および技術開発のみに留まらず経済産業省等とも連動して技術開発

→実用化→市場での普及へとつなげていく一連の政策を、整合性を担保して実施でき

るという観点から、本事業を NEDO で実施することは極めて妥当である。 

・ 世界的に自動車の電動化が急速に進められる中、高性能かつ低コストな二次電池の開

発は急務となっている。各国がリチウムイオン電池を凌駕する革新型二次電池の開発

に鎬を削っている中、リチウムイオン電池の開発に大きく貢献した日本が革新型二次

電池の研究開発においても主導権を握ることが望まれる。このような状況の下、高度

な解析技術を開発すると共に、それを活用した革新型二次電池の研究開発を目指す本

プロジェクトは日本における二次電池開発において極めて重要であるといえる。また、

実用的な二次電池の研究開発には産業界と学界のコラボレーションが必要であり、そ

の実現に NEDO が関与することは妥当であるといえる。 

・ 国内外の技術動向および国際競争力の状況に鑑みると、我が国が本事業で推進してき

た革新電池の開発を世界に先んじて実現することの必要性は明白です。エネルギー需

給動向や市場動向の観点においてもまたしかりであり、本事業の目的は極めて妥当で

す。次々に打ち出されている我が国のエネルギー、科学技術・環境イノベーション政

策にも合致しているため、本事業の目的の達成はそれらの施策の目標達成にも寄与す

ることは言うまでもありません。当然ながら多大な国際貢献にもつながることと思い

ます。 

・ NEDO が掲げた 6 つの妥当性はいずれも納得できるものです。特に、「関係者間の利

害調整」や「国内の他のプロジェクトとの適正な棲み分けと連携強化」への尽力につ

いては高く評価されるべきです。科学および技術の両面において世界をリードしてき

た日本の蓄電池分野が今こそ産官学が一体となってその優位性を保つ必要がある中で、

それらのデリケートな問題を克服せずして前進はありえないと思えるからです。 

・ 脱炭素社会の実現に向け、蓄電技術はその成否を決める重要技術であり、革新的蓄電

池の開発・実用化は急務である。ボルタによるガルバニ電池の発明以来、その実用化

に向けて数多の課題が解決されてきた。液系リチウムイオン二次電池は、電池開発の

歴史のなかで発明・改良されてきた技術の良いとこ取りをやり尽くした究極の電池だ

と私は評価している。これを日本がやり遂げ、実用化して世界に衝撃を与え、電池と

いえば日本という地位を確立したが、長くは続かず、韓国そして中国にキャッチアッ

プされ、コスト競争に負けて斜陽化している。これは、良いとこ取りをやり尽くした

電池のため、製造技術の少々の誤差を許容して一見まともに動作してしまうためであ
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る。しかしながら、液系リチウムイオン二次電池では、来るべき脱炭素社会の実現に

はエネルギー密度が不足しており、これまでの電池技術の延長上には解はないと考え

てよく、新たな発想による革新的電池の発明・開発が急務である。そのためには、電池

反応の学術的基礎を深く掘り下げ、これを合理的に技術に落とし込むとともに、これ

をスパイラルアップできる人材育成の仕組みが国家レベルで必須である。本事業は、

「事業としての妥当性」というレベルではなく、「国としての将来の明暗を賭けた」事

業であると評価している。 

 

＜改善すべき点＞ 

・ 高度解析技術や高純度環境・高精度計測、このための人的資源確保に多額の研究開発

費が必要であることは認める一方で、その活用のための柔軟な研究展開を期待したい。

公的資金による研究では、提案・計画・実行・進捗・結果・取り纏め段階が透明である

ことは必須であるが、海外との競争激化の今後の研究では、より柔軟性が求められる

ものと思慮する。 

・ 本プロジェクトでは高い性能が要求される自動車用二次電池の開発に特化しているが、

電気自動車による二酸化炭素排出量の削減を実現するためには、原子力や再生可能エ

ネルギーによる発電比率を高め、二酸化炭素排出係数を低くする必要がある。特に出

力が不安定な再生可能エネルギーを有効に利用するために、出力平準化や電力貯蔵用

途の二次電池の開発も必要とされている。また、高度な解析技術は革新型二次電池の

研究開発以外にも現行のリチウムイオン電池の高性能化や安全性向上にも活用できる。

従って、研究対象とする二次電池の種類や特性についてはある程度幅を持たせる方が

良いと思われる。 

・ 本事業に関してというより後継事業においては、今後刻一刻と変化するであろう国内

外の情勢に対し、初期の目的に固執せずに柔軟に対応することが肝要かと思われます。 
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２．２ 研究開発マネジメントについて 
プロジェクト初期段階に設備投資をし、後半で人的資源確保に充当している点から、開

発スケジュール及び研究開発費の管理は妥当であったといえる。 
中間評価以前は、高度解析技術が革新型蓄電池開発に先行していたが、中間評価結果を

反映し、後半 2 年は PL、SPL の交代と、思い切った体制変更により、蓄電池開発に重点

がおかれ、解析技術開発が蓄電池開発のサポートにあたるという明確な体制ができ、この

体制変更が最終目標達成につながったと思われる。 
プロジェクト内の会議についても、企業との連携を強化する必要があるという事業実施

者側からの内発的アプローチにより、マネジメント会議を新設して企業側ニーズを適切に

取り込む体制を作るなど、各グループのリーダーが折に触れて現状のプロジェクト運営と

成果を俯瞰し、グループ間の調整と体制の改善に努めており、また SOLiD-EV(注１)や

ALCA-SPRING(注２)プロジェクトと連携した取組みによる情報共有や実験装置の相互利

用などが図られたことから、適切かつ有効な研究開発マネジメントが機能していたと評価

できる。 
次のステップにおいては、ある程度共通のセル仕様や評価条件を設定し、用途を意識し、

各電池の特徴やリチウムイオン電池に対する得失を明確化し、それぞれの特徴に応じた目

標や課題設定ができることを期待する。 
 
（注１） SOLiD-EV：NEDO 先進・革新蓄電池材料評価技術開発（第二期） 
（注２） ALCA-SPRING：科学技術振興機構（JST）事業「戦略的創造研究推進事業/先

端的低炭素化技術開発」（ALCA）の「次世代蓄電池研究加速プロジェクト」

（SPRING） 
 
＜肯定的意見＞ 
・ 中間評価以前は高度解析技術が革新型蓄電池開発に先行していたが、後半 2 年は PL、

SPL の交代と思い切った組織変更により蓄電池開発に重点がおかれ、解析技術開発が

そのサポートにあたるという明確な体制ができた。この体制変更が最終目標達成につ

ながったと思われる。 
・ 高度解析技術、革新型電池開発ともに、プロジェクト開発目標を見極める上で、概ね

適切に目標が設定されている。プロジェクト初期段階に設備投資し、後半で人的資源

確保に充当している点も効率的プロジェクト推進から妥当である。中間評価結果を反

映して、前半で得られた高度解析技術を革新型電池開発に活用するため体制変更した

こと、マネジメント会議により有機的連携、現場への積極的反映が図られている点は

評価できる。多くの組織が関与する故に困難な知財管理について、オープン／クロー

ズによる運用、秘匿すべきノウハウについてのノウハウ集としての適切な継承は評価

できるが、その実現性（海外への流出防止、技術継承の有用性）については、現時点で

は評価困難で数年後の海外動向・発展を注視する必要がある。 
・ 既存のリチウムイオン電池の特性や今後電気自動車に求められる蓄電池のスペックを
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踏まえた適切な目標設定がなされている。自動車メーカー、電池メーカー、大学、研究

機関が連携した研究体制が構築され、それぞれ技術力、研究能力を有しており、実施

体制は妥当である。中間評価での指摘を踏まえて実施体制や会議体が適切に見直され

ており、産業界とアカデミアが連携して最終目標に向けて開発を進めることができて

いる。 

・ 中間評価後に体制を変更して革新型蓄電池開発が促進されたのは、研究開発マネジメ

ントが上手く機能した証左と言えよう。 

・ プロジェクト内の会議についても、企業との連携を強化する必要があるという事業実

施者側からの内発的アプローチにより、マネジメント会議を新設して企業側ニーズを

適切に取り込む体制を作るなど、適切かつ有効な研究開発マネジメントが機能してい

た。 

・ SOLiD-EV や ALCA-SPRING プロジェクトと連携した取組みによる情報共有や実験

装置の相互利用などが図られており、省庁横断的なナショナルプロジェクトを効果的

に推進する取り組みも進められている。 

・ 中間評価の結果を踏まえて適切な目標が設定されている。また、目標達成のために研

究組織や管理体制が見直され、開発された高度な解析技術を活用しつつ、革新型二次

電池の研究開発に研究資金が効果的に投入されている。 

・ 本事業がガソリン車に置き換える車載用蓄電池を目標に掲げる限りにおいては妥当な

研究開発目標であったと思います。志を高く持ったが故に、いずれの電池においても

世界最高水準の性能を達成できたものと思われます。 

・ 開発スケジュールに関しては、電池開発および解析技術開発のいずれにおいても概ね

計画通りに進められたとみなせます。他方、研究開発費に関しては、特に機械装置費

および労務費への年度毎の傾斜配分に妥当性が見て取れます。 

・ 目標達成に必要な要素技術の開発は網羅されていたかについては、それぞれの達成度

にはばらつきがあるものの、要素技術の開発は網羅されていたと思います。 

・ 現時点で事業化能力を査定するのは難しいですが、実施者は存分に技術力を発揮しま

した。 

・ 中間評価や有識者会議の助言を生かし実施体制の見直しを図るなどしており、有効に

機能したとみなせます。 

・ マネージメントスケジュールや会議体と運営の実施状況から、実施者間の連携は有効

に機能したものと判断します。 

・ 中間評価や有識者会議の助言を生かし実施体制の大幅な見直しを図ったことが、プロ

ジェクト後期の成果に結びついたと判断できます。 

・ 研究開発の進捗状況を常に把握し、遅れが生じた場合に適切に対応したかについては、

実施者の成果報告や質疑応答からは適切に対応したことが伺えました。 

・ 社会・経済の情勢変化、政策・技術の動向等を常に把握し、それらの影響を検討し、必

要に応じて適切に対応したかについては、この点においては適切に対応していること

に疑う余地はありません。 
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・ 知的財産に関する戦略は、3 つの基本方針を掲げていますが、個々に補足説明もされて

おり明確かつ妥当と判断します。また、知財運営委員会を設置し運用規定も定めてい

ることから適切と判断します。 

・ 本評価項目の要求項目に関しては、例えば電池のエネルギー密度に関する数値目標は

高すぎるかな…と思えるものであったが、社会としては「ここまでは実用化してほし

い」という要請レベルを実施者側が正しく認識し、全員が主体として共有するツール

にはなっていると評価する。各グループのリーダーが折に触れて現状の組織運営と成

果を俯瞰し、グループ間の調整と組織の改善に努めており、会議体の改変も合理的に

実施し、全体としてうまく機能したプロジェクトであったと評価している。 

 

＜改善すべき点＞ 

・ 非常に多くのサテライト（大学）を有しているが、目標達成に向けてどのように貢献

したかが必ずしも明確でないサテライトも多い。SOLiD-EV で行っているような 2 年

程度毎のサテライトのステージゲートを通して、プロジェクト期間中でも入れ替えが

可能な体制とした方が効率的に開発を進められるのではないかと感じた。 

・ 国プロの性質上明確な数値目標を掲げる必要性は認めるが、公開されることを踏まえ

ると、誤解を招く数値目標は避ける必要がある。具体的には重量出力密度を 100W/kg

以上と明記したが、最終目標 1500-2500W/kg を見通すために必要な数値ではなく、二

次電池としての一般的な機能を満足するための設定値と推量する。重量／体積エネル

ギー密度と併記されていることに違和感を覚える。 

・ プロジェクトの開始当初に設定された革新型二次電池の候補について、必ずしもすべ

ての研究開発を最後までそのまま継続する必要はなく、状況に応じて取捨選択すべき

である。そのような検討が実際に行われたか必ずしも明確ではない。 

・ 結果を見る限りでは、例えばエネルギー密度の目標を達成できたものは 4 種の電池の

うちで 1 種のみでした。車載といっても様々な車両（自動運転車、トラック、バス、

電車、飛行機、船舶など）があり、4 種の電池が同じ用途である必要はないと思えるの

で、全ての項目の目標値を統一するのではなく、用途を意識して電池系毎にそれらの

設定を変えても良かったのではないかと考えます。 

・ 電池開発のスケジュールにおいては、「課題の洗い出し」や「現象の理解と課題要因の

究明」に充てた期間に不足感を禁じえません。一方、高度解析技術開発においては、そ

の検証を十分に行えたとまでは言えません。 

・ 要素技術の開発は網羅されていたと考えますが、それぞれの達成度にばらつきが見ら

れます。要素技術についても電池の種類別に目標値を設定することが肝要かと思いま

す。 

・ 民間との連携、人材育成などの点は、成果報告書を見る限りはプロジェクト実施者で

はない評価委員としてはわかりにくい面があるが、非公開での説明を聞いて初めて内

実が分かる点はどうかな、と思う。オープン・クローズ戦略の中での判断であろうが、

対外的にアピールするという点ではクローズ側に偏りすぎていないだろうか？もしく
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は、隠すべきところは隠しながら成果をアピールする表現力が弱いということになる

か。こういう表現力の醸成も人材育成の点で重要項目ではないか？ 

 

＜今後に対する提言＞ 

・ 産官学連携プロジェクトではあるが、企業は出向研究員による研究が中心で、一般的

な産官学連携プロジェクトと比較して企業の関与が低いように思われる。後半 2 年は

会議体の見直しにより、企業からの提案が取り入れられるようになったということだ

が、今年度よりスタートした RISING3 プロジェクトではより強く企業の関与が望ま

れる。 

・ 知財管理については、本プロジェクト成果の海外流出、次期プロジェクトへの継承の

動向を注視する。 

・ 研究開発の初期段階では止むを得ないのかもしれないが、研究が進められていた 4 種

類の電池系でセルの仕様や評価条件が異なっており、各電池の特徴や課題がやや分か

りにくかった。次のステップにおいては、ある程度共通のセル仕様や評価条件を設定

し、各電池の特徴やリチウムイオン電池に対する得失を明確化し、それぞれの特徴に

応じた目標や課題設定ができると良いのではないか。 

・ 類似するナショナルプロジェクト間で、同様のデータ取得や装置購入などが重複して

行われるなど不効率な場面が見られることがあるが、本プロジェクトで実施された情

報共有や実験装置の相互利用などの取り組みを今後のナショナルプロジェクトでも進

めて頂き、国としての効率的なリソース活用を推進して頂きたい。 

・ 革新型二次電池の研究開発は試行錯誤的とならざるを得ないことを踏まえると、研究

対象とする電池系をより機動的かつ柔軟に変更できるような実施体制を構築する方が

良い。 

・ 車載用蓄電池開発といっても様々な車両があります。例えば、スマートシティ内を自

動で巡回するような車、トラック、バス、電車、飛行機、船舶等です。全ての電池が同

じ用途である必要はないと思えるので、全ての項目の目標値を統一するのではなく、

用途を意識して電池系毎にそれらの設定を変えても良いのではないかと考えます。 

・ 電池開発のスケジュールにおいては、「課題の洗い出し」や「現象の理解と課題要因の

究明」にはどうしても時間を要します。本事業でそれらが随分と明らかになったので、

継続事業での開発の加速を期待しています。高度解析技術については、せっかく開発

した技術ですので、それらが材料開発にフィードバックされていることがもっと明瞭

にわかるようにしていただきたいと願っています。 

・ 目標達成に必要な要素技術の開発は網羅されていたかについては、要素技術の開発は

網羅されていたと考えますが、それぞれの達成度にばらつきが見られます。研究開発

目標と同様に要素技術についても、電池の種類別に目標値を設定することが肝要かと

思います。 

・ コンバージョン電池や硫化物電池については後継事業を離れて事業化を進めることに

なるようですので、その実現を大いに期待しています。後継事業で取り組むフッ化物
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電池や亜鉛負極電池に関しては我が国の先行・独占開発が期待できるところですので、

一層精進されることを願っています。 

・ 人材育成の点では、適度な範囲の広さと深さの基礎力及び応用力を持った人材育成が

必要なようにも思います。最近の日本は基礎力も弱くなり、知識の範囲も狭い人材が

増えたように思う。それでもプライドは高く、他人の言葉を聞く耳が育っていないよ

うに思うのです。英語には Mr. Fix It.という敬称があります。これは、広範で深い知

識と基礎力及び応用力を持った人材がいて、彼に頼むと何でも問題が解決してしまう

という人への敬称です。以前の日本には、社内で一見プラプラしている人たちがいて、

トラブルが起こると 1 週間ぐらい居なくなり、戻ってくるとトラブルが解決している

という人たちです。そういう人材が日本にはたくさんいた。でも、近年では、経営の効

率化という旗印のもと、そういう人材が切り捨てられ、トラブル続きで経営効率も悪

くなり、弱体化している。しかも、切り捨てられた Mr. Fix It.たちが韓国や中国でそ

の技術を伝授・継承している。これでは日本は置いてきぼりの状態を深めるばかりで

す。本プロジェクトにおいて、Mr. Fix It.たる人材が多く育ってくれることを期待して

います。全固体電池もいいですが、本プロジェクトでのアニオン移動型フッ化物電池

やコンバージョン電池の成果を、大型化して実用化するプロジェクトを鋭意進めてほ

しいと思います。 
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２．３ 研究開発成果について 

開発が進められた高度解析技術を活用して、4 種類の革新型二次電池の要素技術開発が

精力的に進められ、産業界の意見を早い段階から取り入れ、実用化を意識し、より効率的

に研究開発を進められたことは評価できる。 

プロジェクト後期に論文発表件数が飛躍的に増加していること、また世界で最も参加者

を集める「電池討論会」でナショナルプロジェクト合同セッションを開催するなどしてい

ることから、成果の普及に関しては、戦略的に行われているといえる。 

知財権に関しては、世界に先駆けて開発中のフッ化物電池に重点的に取り組みつつ、権

利化が難しい部分、特許に適さない部分で、ノウハウとして残すべき部分はノウハウ集を

作製するなど、オープン／クローズの考えによる情報管理ができていることは評価でき

る。 

一方、重量エネルギー密度目標は達成あるいは達成の見通しがつけられ、日本オリジナ

ルの蓄電池系において世界最高水準の成果が達成されている等の成果が得られているが、

重量エネルギー密度達成に追われて、その他の指標に関しては未達成な部分が有ったこと

から、重量エネルギー密度以外の各電池の特徴を明確にし、課題の改良だけでなく、長所

を利用した用途開発を期待したい。 

また、フッ化物電池、亜鉛負極電池を継続して開発していく次期プロジェクト

（RISING3）に、今回得られた知見・技術等の成果が効率的に継承されることを期待する

とともに、目標達成に不可欠な要素技術を広く公募して、外部の力も迅速に取り入れてい

く等の検討をお願いしたい。 

 

＜肯定的意見＞ 

・ フッ化物電池や金属硫化物電池のような日本のオリジナルの蓄電池系の開発が進めら

れており、いずれの電池系でもエネルギー密度目標である 500Wh/kg を達成あるいは

達成の見通しがつけられた点は高く評価できる。 

・ 知財権に関しては、権利化が難しい部分、特許に適さない部分に関してはノウハウと

して残すべき部分はノウハウ集を作製するなど、オープン／クローズの考えによる情

報管理ができている。 

・ 他の国プロと連携して開発を進めたり、電池討論会等で他の国プロと共同でシンポジ

ウムを行ったりなど、成果の普及に関しても戦略的に行われている。 

・ 高度解析技術については、早期に目標を達成し革新型電池開発に反映して、所定の成

果を挙げている。革新型電池開発については、数値上の目標値をすべてクリアしてい

ないが、課題の克服可能性を訴求し、科学的根拠に基づくポテンシャルを明らかにし

ている。個々の研究に対して多くの論文発表、講演、特許出願がされており、新規性・

独創性の論拠となりうる。 

・ 高度解析技術に基づくメカニズム解析と、材料開発、電池技術開発が融合され、開発

が進められた 4 つの電池系において概ね開発目標を見通せる成果を得ることができて

いる。海外の研究と比較しても高い水準の研究成果が得られており、実用化に向けた
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課題も明確化できている。 

・ いずれの電池系も世界トップ水準の技術開発レベルを達成しており、大いに評価でき

る。 

・ 開発が進められた高度解析技術を活用して、4 種類の革新型二次電池の要素技術開発

が精力的に進められ、いずれも世界最高水準の成果が得られている。実用化にはさら

なる技術開発が必要ではあるが、設定された開発目標はほぼ達成されている。特にフ

ッ化物電池は新規性・独自性が高く、リチウムイオン電池を越える電池系となり得る

ポテンシャルがある。本プロジェクトで得られた成果は、学術雑誌や学会等で発表さ

れている他、特許として出願されており適切に成果の普及が図られている。 

・ 電池開発においてはいずれの電池も、数値目標を達成したか、もしくは世界最高水準

の性能を示しており、最終目標を達成したとみなせます。他方、高度解析技術につい

ても、他に類を見ない多くの装置や解析方法を開発した点で最終目標を達成したと判

定します。 

・ 既存のものとは一線を画した電池および高度解析技術を開発し、さらに実用化への礎

を築いた点において、得られた成果は投入された研究開発費に見合ったものと判断し

ます。 

・ 知財確保への取り組みや学会発表実績を見るにつけ、競合技術に対する優位性は高い

と考えます。本事業の成果が社会実装に結びつけば、市場の大幅な拡大又は市場の創

造につながりますし、その市場において我が国が優位に立てるものと思います。 

・ 特にプロジェクト後期の論文発表件数の飛躍的増加が示すように、また、世界で最も

参加者を集める「電池討論会」でナショナルプロジェクト合同セッションを開催する

などして、対外発表を適切に行ってきたと判断します。 

・ 成果を普及させる取組に関しては、2019 年にマネジメント会議を新設し参画企業との

意見交換の強化に努め、また、高度解析技術の普及においてはコンソーシアム構築の

方針を打ち出すなどしていることから、適切に行われたと判断します。 

・ 一般に向けて、情報を発信したかについては、本事業の取り組みを明確化したパンフ

レットを作成したり、世界で最も参加者を集める「電池討論会」でナショナルプロジ

ェクト合同セッションを開催したりして、一般に向けた情報発信に努めたものと理解

します。 

・ 知財確保への取り組みの実績が示すように、適切に行われたと判断します。特に、世

界に先駆けて開発中のフッ化物電池に関して重点的に取り組んだことは評価できます。 

・ Spring8 の高エネルギービーム等を使った高度解析技術の進歩には目を見張るものが

あり、これまで推測するしかなかった電池内部の状態を可視化して確認できる点は素

晴らしい進歩だと思います。アニオン移動型のフッ化物電池や(空気)亜鉛電池、カチオ

ン移動型のコンバージョン電池や硫化物電池の性能が格段に向上したのは、この高度

解析技術による成果の活用が非常に大きいと思います。これらの革新型電池では、数

値目標の一部(特にサイクル特性)を達成していないものがあるが、材料特性、電池反応、

析出形態などの情報をオペランドで得られ、各段の進歩がみられる。安全性に関して
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もリチウムイオン電池と比べるもなく安全で、資源的にも魅力的な電池系である。こ

こまで来たら、実用電池に向けて大型化、長寿命化を進め、全固体とは違う選択肢と

して魅力的な商品となると思います。商品化にむけた事業を是非にも展開してほしい。 

 

＜改善すべき点＞ 

・ エネルギー密度目標は達成できたが、エネルギー密度達成に追われて、その他の指標

に関しては未達成な部分も多い。特にサイクル特性に関しては実用レベルには達して

いるとは言い難く、すべての電池系で今後さらにブレークスルーが必要と思われる 

・ 中間評価で指摘された課題（過電圧、サイクル特性等）を解決できなかった電池系も

あり、結果論ではあるが中間評価段階で 4 つの電池系を 2 つ程度に絞った方がより効

率的に開発を進められたのではないかと感じる。 

・ エネルギー密度以外の各電池の特徴を明確にして、課題の改良だけでなく、長所を利

用した用途開発もあっても良かったのではないかと感じた。 

・ 多くの成果を対外発信している一方で、専門外の産業界の関連従事者からの認知度は

充分であったか？高度な基礎的内容とは言え、その有用性を平易に理解できる工夫に

努めてもらいたい。 

・ 運転温度や、エネルギー効率、耐久性などの個別の項目における開発課題に対して、

要素技術開発でそれぞれの課題解決の方向性は見えつつあるが、要素技術開発成果の

組み合わせによる課題解決までは至っていないところもあった。 

・ 基本計画で設定された最終目標に対して、評価や考察が記載されていない、もしくは

不明瞭な点が見られる点（急速充電可能性や各最終目標達成の見通しの記載がないな

ど）。 

・ 優れた成果が得られている一方で、中間評価から大幅な改善が実現しなかった要素技

術も見受けられる。研究自体は基礎科学の発展に寄与するが、実用化を目指す本プロ

ジェクトの目的には必ずしも合致しているとはいえない面もある。 

・ 事情を察することはできますが、事業目標として容量 5 Ah 級の実セルを前提にエネル

ギー密度等の項目の数値目標を定めていたわけですから、その成果が一目してわかる

ような示し方（例えばレーダーチャートで）をそれぞれの電池系においてするべきで

あったと思います。 

・ 高度解析技術の進歩には目を見張るものがありますが、シミュレーション技術に関し

ては当初と比べてもそれほど代わり映えしないな…という印象です。RISING2 での高

度解析技術の進歩には目を見張るものがありますが、それを踏まえて個々の現場でも

高度な装置を使わずに情報を引き出す技術に関して、もっと考え直してほしい。イン

ピーダンス測定は、活物質／電解質界面での現象を見る分には有効な手段の一つかも

しれませんが、電池としての挙動を解析することには進歩が見られません。また、電

池全体の挙動に対するシミュレーション技術が相も変わらず大量のパラメータを必要

とするニューマンの方法一点張りとしか思えません。活物質の反応速度以上の反応は、

多孔質電極にしても無理です。むしろ、活物質自体の反応速度は十分に早いのが前提
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の上で多孔質電極とした実用電極の電池としての挙動を表現するモデルの提言が必要

でしょう。いつまでもバトラー・フォルマー式が電極反応速度式としてモデルに入っ

ていることに大きな疑問を持っています。もっとパラメータの数を減らす工夫をして

ほしい。 

 

＜今後に対する提言＞ 

・ RISING3 ではフッ化物電池、亜鉛空気電池を継続して開発して行くこととなったが、

目標達成に不可欠な要素技術を広く公募して、外部（サテライト）の力も迅速に取り

入れていく工夫が必要と思われる。 

・ 得られた成果を、次期プロジェクト（RISING3）に効率的に知見・技術を継承される

ことを期待する。 

・ 産業界の意見を早い段階から取り入れ、実用化を意識した研究開発とすることで、よ

り効率的に研究開発を進められると考えられる。 

・ 世界的な技術開発競争の中で、次代を担う若年層に蓄電技術への関心を持ってもらう

ことは重要であるため、オープンラボなどの機会を設けて広く一般の方に関心を持っ

てもらう機会を更に増やして頂くと良いのではないか。 

・ 学術的な成果は論文として公表すべきだが、技術的知見は特許として登録することが

望ましくない場合もあり得る。本プロジェクトで得られたそのような技術的知見をど

のように管理し活用していくかについて検討する必要があると思われる。 

・ 研究開発目標の達成度の示し方については、事業目標として容量 5 Ah 級の実セルを前

提にエネルギー密度等の項目の数値目標を定めていたわけですから、その成果が一目

してわかるような示し方（例えばレーダーチャートで）をそれぞれの電池系において

するべきであると思います。 

・ 電池では電流の流れにくさ(抵抗)ではなく、電流の流れやすさ(コンダクタンス)の点で

現象を見たほうが良いと思います。コンダクタンスでデータを整理しなおせば、これ

まで見えてこなかった点に気づくことも多いように思います。例えば、集電体から活

物質への電子伝導にしろ、セパレータから活物質へのイオン伝導にしろ、これを単純

に物理的にモデル化すれば、コンダクタンスは活物質への電線の数に比例するが、抵

抗ではコンダクタンスの逆数になります。サイクル劣化が電解質の枯渇によるもので

あったり、電子伝導パスの断裂であったりしても、この電線の数はコンダクタンスに

比例するはずです。だとすれば、サイクル劣化が活物質の劣化によるものか、伝導パ

スの断裂によるものかの切り分けは、区別がつきそうにも思います。全固体電池では、

負極グラファイトへの金属 Li 析出がセパレータ側に集中するというのは、私からすれ

ば当たり前の現象です。特に電解質のイオン電導性が低いものでは、セパレータ側に

電流が集中し、集電体側でのイオン電流は小さくなります。電子伝導性の高いグラフ

ァイト粒子が扁平化すれば、グラファイト粒子自体が小さなシールド(遮蔽)板のように

なり、イオン電流がシールド板中央まで回り込むことなど、キルヒホッフの法則から

できないことは明白でしょう。等電位点間には電流は流れませんから。この視点で見
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れば、粒子形状の制御による課題解決の方向は正しいと評価します。一方、電極の厚

さ方向の電流分布の均一化は、活物質側の電子抵抗と電解質側のイオン抵抗のマッチ

ングが必要になります。これは、活物質の変更時にも考慮が必要で、気づかずに性能

アップしたと評価している例がありませんかね？視野を広く持って研究開発を効率的

に進めてほしいと思います。 
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２．４ 成果の実用化に向けた取組及び見通しについて 

フッ化物電池、亜鉛負極電池に関しては次期プロジェクト（RISING3）に引き継がれ、

硫化物電池に関してはSOLiD-EV(注１)プロジェクトに参画するなど、開発状況に応じて企

業に研究開発を移管する場合と、産学連携で研究開発を継続して将来の実用化を目指す場

合に分けられており、いずれの取り組みも現実的かつ妥当であるといえる。 

高度解析技術に関しては、産学・企業間連携の解析コンソーシアムを立ち上げるなど、

開発された世界最高・最先端レベルの解析プラットフォームを維持すると同時に、一般に

も開放する道筋が示されており、参画外企業への成果活用が期待できる。SOLiD-EV(注１)

や ALCA-SPRING(注２)の他プロジェクトとの連携についても、成果普及や実用化につなげ

る取組みとして評価できる。 

一方、RISING 第一期から 12 年経ったが、開発のスピード感が不足しているように思

われる。第一期スタート時には 300Wh/kg、RISING2 では 500Wh/kg の重量エネルギー

密度目標が掲げられ、走行距離 500km が必須条件と考えられていたが、最近では低価格

の LIB（lithium ion battery）を大量に搭載することで 1 充電あたり 500km の走行が可

能な EV(Electric Vehicle)も市販され始めている状況にある。安価な他国製の LIB に市

場を席巻されないためにも、スピード感をもって開発、実用化を進めて欲しい。 

なお、本事業の波及効果は、オープンイノベーションの推進のみならず低炭素化社会の

構築に貢献する人材の育成にもあるとみている。成果が一部の関係者の寡占に留まること

のないようしていただきたい。 

 

（注１） SOLiD-EV：NEDO 先進・革新蓄電池材料評価技術開発（第二期） 

（注２） ALCA-SPRING：科学技術振興機構（JST）事業「戦略的創造研究推進事業/先

端的低炭素化技術開発」（ALCA）の「次世代蓄電池研究加速プロジェクト」

（SPRING） 

 

＜肯定的意見＞ 

・ 事業終了後の開発シナリオはシナリオ 1（企業中心の開発体制）、シナリオ 2（引き続

き産学連携の開発体制）として進められ、フッ化物電池、空気電池（亜鉛負極電池）に

関しては RISING3 に引き継がれ、金属硫化物電池に関しては SOLiD-EV プロジェク

トに参画するなど今後の開発シナリオができている。 

・ 高度解析技術に関しては、解析コンソーシアムを立ち上げるなど、自立運営に向けた

取り組みがなされている。 

・ 開発成果を受け、企業へ Handover するシナリオ 1、ポテンシャルを確認しさらに性

能向上を目指すシナリオ 2 とメリハリをつけて、次ステップに進める方向性は評価で

きる。高度解析技術については、学内に分析コンソーシアムを開設することから、参

画外企業への成果活用が期待できる。Solid-EV、JST-ALCA の他プロジェクトとの連

携についても、成果普及の取組みとして評価する。 

・ 開発の状況や課題に応じて、成果を産業界で引き継ぐもの、次期研究事業で引き継ぐ
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ものに分類し、想定される市場、マイルストーンが設定され、実用化に向けて適切な

戦略が検討されている。また解析技術や評価技術についてのノウハウ集の作成や、コ

ンソーシアム方式の解析プラットフォームの設置など、プロジェクトの成果を今後に

引き継いで実用化につなげるための検討がなされている。 

・ 事業終了後の開発シナリオロードマップは妥当である。また、高度解析技術の普及・

定着に向けた取り組みも妥当である。 

・ 高度解析技術については産学・企業間連携のコンソーシアムを構築し、開発された世

界最高・最先端レベルの解析プラットフォームを維持すると同時に、一般にも開放す

る道筋が示されている。革新型二次電池の開発については、開発状況に応じて企業に

研究開発を移管する場合と、産学連携で研究開発を継続して将来の実用化を目指す場

合に分けられており、いずれの取り組みも現実的かつ妥当であるといえる。本プロジ

ェクトを通じて二次電池の研究開発に長けた多くの人材が育成された点は、今後の日

本における電池研究の発展に大きく寄与することが期待される。 

・ 2 種類の開発シナリオロードマップが提示されており、成果の実用化・事業化に向けた

戦略は、明確かつ妥当と判断します。 

・ 実用化に向けての取組に関しては、2019 年にマネジメント会議を新設し参画企業との

意見交換の強化に努め、また、高度解析技術の普及においてはコンソーシアム構築の

方針を打ち出すなどしていることから明確であると思います。 

・ 2 種類の開発シナリオロードマップや後継事業の提示を通じてある程度は明確にされ

ていると思います。 

・ 市場動向については現状では一般論としての蓄電池の将来を見通すことしかできない

と思いますが、技術動向については十分に把握していると判断できます。本事業の波

及効果は、オープンイノベーションの推進のみならず低炭素化社会の構築に貢献する

人材の育成にあるとみなせます。当該分野に係わるアカデミアの一人として実感する

のは、本事業を始めとしたいくつかのナショナルプロジェクトが若者たちの高い関心

を集め彼らの進路に大きな影響を与えていることです。この点も高く評価すべきと思

います。 

・ 電池技術の開発というと、電気化学者や材料化学者ばかりで使い方にまで目が届くよ

うなプロジェクトにならない傾向が強いと思いますが、本プロジェクトは実用化とい

う視点を踏まえ、ユーザー側が研究開発に最初から加わり、情報共有も含めて、以前

と比べれば優れたプロジェクトになったと思います。でも、これで十分だとは思いま

せん。常にフィードバックをかけて改善に心がけることが大切です。 

 

＜改善すべき点＞ 

・ RISING 第一期から 12 年経ったが開発のスピード感が不足しているように思われる。

第一期スタート時には 300Wh/kg、RISING2 では 500Wh/kg の重量エネルギー密度目

標が掲げられ、走行距離 500km が必須条件と考えられていたが、最近では低価格の

LIB（lithium ion battery）を大量に搭載することで 1 充電あたり 500km の走行が可
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能な EV(Electric Vehicle)も市販され始めている状況にある。 

・ 安価な中国製の LIB に市場を席巻されないためにも、スピード感をもって開発、実用

化を進めて欲しい。注）LIB（lithium ion battery）、EV(Electric Vehicle) 

・ コンバージョン電池に関しては企業中心に開発するステージに入ったとのことだが、

受入企業等不明瞭な部分がある。 

・ シナリオ 2 の企業への Handover について、知財管理、技術継承、ノウハウ伝承など

の課題が残される。十分なフォローアップ、適切な知財管理を期待する。 

・ 各電池系がそれぞれ個別の条件で評価されており、各電池系の特徴がやや分かりにく

かった。ある程度共通の条件で評価し、それぞれの電池系の特徴を明確化することで、

実用化に向けた戦略を検討しやすくなると考えられる。 

・ 結果的に実用化の道筋が示せない開発項目が生じることはやむを得ないが、早い段階

で継続の可否を検討し、実用化の可能性が高い開発項目に資金や人的資源を集中させ

ることを検討することが望ましい。 

・ 強いて言えば、4 つの電池系それぞれについての開発シナリオロードマップが明示さ

れればなお良いかと思います。 

・ 知財のオープン・クローズ戦略の実態は公開できないことはわかります。その戦略の

基本となる判断基準を信じるしかありません。情報は人から漏れます。技術者として

開発に苦労したものであるならば、自慢話の一つも酒の席で言ってしまいそうですよ

ね。これを防止するにはどうするか？その戦略は確認できませんでした。 

 

＜今後に対する提言＞ 

・ RISING3 では担当している企業の責任と関与をより明確化し、研究終了後迅速に実用

化が進められる体制として欲しい。 

・ 抽出された課題克服に向けて、時間制約の中、効率的に研究推進するため、戦略的な計

画を立案し進められることを期待する。 

・ 開発した電池技術の実用化に向けては、シミュレーション技術を活用し、車載時の大型

セル、パックでの特性を把握することにより、実用化に向けた課題を早期に得ることが

でき、研究開発を効率的に進めることができると考えられる。 

・ 今後、実用化の実現に向けた技術開発がなされていくが、技術的な側面以外にも、今後

の社会でどのような特性を持った蓄電池が求められるのか、どのようにコストを下げな

がら普及させ市場を作っていくのか、政府がどのような支援・取り組みを行って行くの

かといった制度・政策面の検討も重要であるため、今まで以上に行政機関（経済産業省

等）と連携して取組を進めていって頂きたい。 

・ 革新型二次電池の実用化にはさらなる技術開発が必要であり、その実施主体は企業が担

うことが望ましい。その際、大学の関与も必要であるが、知的財産の管理において学生

や博士研究員が関与することの是非について十分に検討する必要がある。 

・ 本事業の波及効果は、オープンイノベーションの推進のみならず低炭素化社会の構築に

貢献する人材の育成にあるとみています。成果が一部の関係者の寡占に留まることのな
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きように願っています。 

・ RISING2 で対象となったアニオン移動型電池とカチオン移動型電池は、小型の基礎研

究段階のもので、これからが商用化に向けた大型化、長寿命化の段階に入ります。この

段階でユーザーサイドの経験と情報が生きてくる。これが本来の開発研究になります。

是非とも商用化を目指した体制で国のサポートのもとで、事業を展開してほしいと思い

ます。 
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３．評点結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 3.0 A A A A A A A 

２．研究開発マネジメントについて 3.0 A A A A A A A 

３．研究開発成果について 2.6 A B B B A A A 

４．成果の実用化に向けた 

取組及び見通しについて 
2.6 B A B A A A B 

（注）素点：各委員の評価。平均値は A=3、B=2、C=1、D=0 として事務局が 

数値に換算し算出。 

〈判定基準〉  

１．事業の位置付け・必要性について ３．研究開発成果について 

・非常に重要         →A 

・重要            →B 

・概ね妥当          →C 

・妥当性がない、又は失われた →D 

・非常によい         →A 

・よい            →B 

・概ね妥当          →C 

・妥当とはいえない      →D 

２．研究開発マネジメントについて 

 

４．成果の実用化に向けた 

取組及び見通しについて 

・非常によい         →A 

・よい            →B 

・概ね適切          →C 

・適切とはいえない      →D 

・明確            →A 

・妥当            →B 

・概ね妥当          →C 

・見通しが不明        →D 

2.6 

2.6 

3.0 

3.0 

0.0 1.0 2.0 3.0

４．成果の実用化に向けた取

組及び見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

平均値 
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１．事業原簿 

次ページより、当該事業の事業原簿を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発」 

 

 

 

事業原簿【公開】 

 

担当部 
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

スマートコミュニティ・エネルギーシステム部 

 

 

 

「革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発」 

（事後評価）分科会 

資料７-１ 



I 

概 要 

最終更新日 2021 年 7 月 5 日 

プロジェクト名 革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発 プロジェクト番号 P16001 

担当推進部/担当

者 

スマートコミュニティ部 

 桜井 孝史（2016 年 4 月 1日～2018 年 3 月 30 日） 

細井 敬  （2016 年 4 月 1 日～2018 年 3 月 31 日） 

川本 浩二（2016 年 4 月 1 日～2016 年 10 月 31 日） 

大園 一也（2016 年 4 月 1 日～2018 年 3 月 31 日） 

巖 桂二郎 （2016 年 4 月 1日～2017 年 3 月 31 日） 

木内 幸浩（2016 年 4 月 1 日～2016 年 10 月 31 日） 

前信 潔  （2016 年 4 月 1 日～2016 年 12 月 31 日） 

古田土 克倫（2016 年 4 月 1日～2018 年 3 月 31 日） 

錦織 英孝（2016 年 11 月 1日～2018 年 3 月 31 日） 

 竹川 寿弘（2017 年 4 月 1日～2018 年 3 月 31 日） 

 近野 義人（2017 年 1 月 1日～2018 年 3 月 31 日） 

安井 あい（2016 年 4 月 1 日～2018 年 3 月 31 日） 

佐藤 恵太（2016 年 4 月 1 日～2018 年 3 月 31 日） 

 

次世代電池・水素部 

 細井 敬  （2018 年 4 月 1日～2021 年 3 月 31 日） 

 錦織 英孝（2018 年 4 月 1日～2021 年 3 月 31 日） 

竹川 寿弘（2018 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日） 

 近野 義人（2018 年 4 月 1日～2020 年 3 月 31 日） 

 井ノ上 雅次郎（2018 年 4月 1 日～2020 年 3 月 31 日） 

小井戸 哲也（2020 年 4 月 1日～2021 年 3 月 31 日） 

 西山 喜明（2020 年 4 月 1日～2021 年 3 月 31 日） 

安井 あい（2018 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日） 

佐藤 恵太（2018 年 4 月 1 日～2018 年 10 月 31 日） 

 中島 港人（2018 年 11 月 1 日～2021 年 3 月 31 日） 

 

スマートコミュニティ・エネルギーシステム部 

 古川 善規（2021 年 4 月 1日～現在） 

 錦織 英孝（2021 年 4 月 1日～現在） 

小井戸 哲也（2021 年 4 月 1日～現在） 

 西山 喜明（2021 年 4 月 1日～現在） 

 丹羽 勇介（2021 年 4 月 1日～現在） 

 中島 港人（2021 年 4 月 1日～現在） 

0．事業の概要 

本事業(RISING2)では、オリジナリティが高く、優位性のある電池を開発するために、RISING

の時と同様、世界ナンバーワン・オンリーワンの解析技術を開発する。特に、SPring8 の放射光

の分解能の向上に加えて、新しい Operando 解析技術を開発し、それらと J-PARC の中性子、NMR、

計算科学等の技術を融合し、作動状態での電池の反応現象をより精密に把握し、セル設計に反

映するなど、革新型蓄電池の課題解決のための世界最先端の解析プラットフォームを構築する。

さらには開発する革新型蓄電池の実用化・製品化の道筋をつけるために、RISING で目標として

きたエネルギー密度だけでなく、電極・電解質及びセル化技術の開発により、安全性・信頼性、

コスト等の車載用蓄電池として必要とされる諸性能についても両立できる蓄電池を目指す。 

1．事業の位置付

け・必要性に

ついて 

１．１ 事業目的の妥当性 

蓄電池は市場拡大が見込まれる成長産業であり、国内企業が国際競争力を有した製品を他国

に先駆けて開発、事業拡大することで、雇用確保をはじめ国益に資する期待が大きい。 

現在、国内自動車メーカーや蓄電池メーカー等は、国家プロジェクトあるいは自社開発にお

いて先進リチウムイオン電池や革新型蓄電池の技術開発を鋭意進めているが、実用化に向けて

解決すべき課題は多い。我が国のこれまでの「蓄電池の技術開発、市場開発」での競争優位を

活かして次世代の革新的な蓄電池技術を創出し、グローバルで持続的な地球環境の維持、エネ

ルギーセキュリティ・多様化への対応、および我が国の産業活性化に資することが期待される。

車載用の革新型蓄電池の実用化が期待される 2030 年に向けて、エネルギー密度のみならず、耐

久性や安全性等も実セルで技術確立する必要がある。しかしながら、自動車として想定すべき

様々な運転状態で求められる性能・条件を満足させるレベルでの技術確立となると、開発リス

クとハードルは極めて高く、民間企業単独の取組で実現することは困難である。 
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そのため、本事業「革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発」プロジェクト(RISING2)において

は、先端的な材料科学や高度な解析技術を得意とする大学・公的研究機関、車載用蓄電池の開

発・製品化で豊富な実績を有する蓄電池メーカー、さらにはエンドユーザーとなる自動車メー

カー等による緊密な産学官連携・協調(集中研方式)の体制を構築して、基礎科学に立脚した共

通基盤技術を開発し、リチウムイオン電池(LIB)の性能を凌駕する高エネルギー密度 500 Wh/kg

の革新型蓄電池を目指す。 

上記を踏まえ、本事業においては、①高度解析技術の研究開発、②革新型蓄電池としてアニ

オン移動型のフッ化物電池、亜鉛空気電池、カチオン移動型のコンバージョン電池、硫化物電

池の 4 つの蓄電池タイプを対象とした共通基盤技術開発を実施した。なお、これら 4 つの電池

系は、NEDO 事業「革新型蓄電池先端科学基礎研究事業」（RISING）において基礎・基盤的な知見

が得られているものである。 

 

１．２ 事業としての妥当性 

本プロジェクトは、下記①～⑥に示す理由から NEDO 事業として取り組むこと、あるいは NEDO

の関与が必要である。 

① 業界全体の競争力強化(公共性・汎用性) 

② 学術成果の産業技術への引き上げ 

③ 開発リスク・ハードルの高さ 

④ 関係者の利害調整 

⑤ 蓄電池開発の技術蓄積、マネジメント経験の活用 

⑥ 蓄電池開発プロジェクト間の連携促進、省庁間の連携 

本事業の実施の効果として、試算の結果、2030 年には約 2,715 万 t／年の CO2 削減効果が期

待できる。加えて、我が国の自動車メーカーは輸出や現地生産にも積極的に取り組んでいる。

輸出・海外生産の対象には EV・PHEV も含まれることから、世界全体の CO2削減にも大きく貢献

することが期待できる。 

次に「未来投資戦略 2017」等に掲げられた 2030 年における EV・PHEV の普及目標が達成され

た場合の経済効果について述べる。国内生産の EV・PHEV の売上と電池パックの売上はそれぞ

れ、0.7 兆円/年、4.8 兆円/年、海外生産の EV・PHEV の売上と電池パックの売り上げがそれぞ

れ、12 兆円/年、1.8 兆円/年と試算される。これに対して、本プロジェクトの 5 年間の予算総

額（NEDO 負担分）は約 166 億円であり、十分な費用対効果があると言える。 
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2．研究開発マネジメントについて 

                                                              

 

事業の目標 

研究開発項目① 高度解析技術開発 

【最終目標】（2020 年度末） 

革新型蓄電池の高性能化や高耐久化を実現する実セルおよび電極の設計・製造に活用可能な

新規の解析技術を開発する。 

 ・実セル作動条件下における電極活物質-電解質界面の反応解析技術 

 ・実セル作動条件下における電極活物質の反応解析技術 

 ・実セル作動条件下における電極合剤内の反応分布および劣化現象解析技術 

なお、上記の解析技術には、空間分解能で 10 マイクロメートル、時間分解能で 10 ミリ秒、

深さ分解能で 10 ナノメートルを超える技術が含まれるものとする。 

開発した解析技術を用いて、「研究開発項目② 革新型蓄電池開発」で開発する革新型蓄電池

の性能や耐久性等の支配因子とその影響度を提示する。 

 

 

研究開発項目② 革新型蓄電池開発 

【最終目標】（2020 年度末） 

開発した共通基盤技術を基に試作した実セル（容量 5 Ah 級）について、下記を満足すること

を確認する。 

 ・重量エネルギー密度：500 Wh/kg 以上 

 ・体積エネルギー密度：1,000 Wh/L 以上 

 ・重量出力密度：100 W/kg以上 

 ・サイクル寿命：100 回以上 

・環境性：カドミウム、水銀、六価クロム等の環境負荷物質をセル構成材料として 

大量に使用していないこと。 

 ・車両環境への対応：－30～60 ℃の動作環境温度において変質しないこと。 

 ・経済性：貴金属等、高コスト元素を大量に使用しないこと。 

・安全性：内部短絡、圧潰・過充電時の異常発熱、発火、熱暴走等に対する安全策を講 

じることが技術的に可能なこと。 

 ・充電性：普通充電（6 時間）が可能なこと。急速充電が可能なこと。 

 

 

事業の 

計画内容 

主な実施事項 2016 2017 2018 2019 2020  総額 

高度解析技術開発       

革新型蓄電池開発       

事業費推移 

（単位：百万

円） 
契約種類： 
委託（○） 

助成（ ） 

共同研究（ ） 

会計・勘定 2016 2017 2018 2019 2020 総額 

一般会計       

特別会計（電源）       

特別会計（需給） 2,880 2,900 3,100 3,400 3,400 (15,680) 

加速予算 

（成果普及費を含む） 
700 376 0 161 341 (1,578) 

        総予算額 3,580 3,276 3,100 3,561 3,741 (17,258) 

 

 

 

 

 

 

 

経産省担当原課 経済産業省 製造産業局 自動車課 電池・次世代技術室 

プロジェクトリーダ

(PL)、 

サブプロジェクトリーダ

ー(SPL)、 

PL  安部 武志 （国）京都大学 大学院工学研究科 教授 

SPL  森田 昌行 （国）京都大学産官学連携本部 特任教授 

※上記は中間評価による見直し後の体制である。 
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実施体制 

 

 

 

 

委託先（＊委託先が管理法

人の場合は参加企業数及

び参加企業名も記載） 

 

（国）京都大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、（国）大

阪大学、（国）神奈川大学、（学）関西大学、（国）九州大学、

（国）神戸大学、（国）東京工業大学、(国)東京大学、（国）東

京農工大学、（国）東北大学、（国）名古屋大学、（国）名古屋

工業大学、（公）兵庫県立大学、（国）北海道大学、（国）三重

大学、（学）立命館、（学）早稲田大学、大学共同利用機関法人

高エネルギー加速器研究機構、（財）ファインセラミックスセン

ター、昭和電工マテリアルズ（株）、トヨタ自動車（株）、（株）

豊田中央研究所、日産自動車（株）、パナソニック（株）、（株）

日立製作所、（株）本田技術研究所、マクセル（株）、三菱自動

車工業（株）、（株）村田製作所 

 

 

 

※中間評価での指摘事項を受けて、最終目標の達成に向け、本事

業全体でより効率的かつ効果的な革新型蓄電池研究を進めるた

め、研究実施体制を見直した。上記は見直し後の体制である。 
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研究開発の 

進捗管理 

NEDO による進捗管理 

各実施者の目標達成度、成果の技術的意義、実用化の可能性、産業への波及効果、産業界へ

の技術移転なども考慮しながらプロジェクト進捗を管理。主な特徴は以下のとおりである。 

➢ 京大拠点に常駐者を派遣。研究現場との密接なコミュニケーションを強化。 

➢ 毎月、全事業者に登録研究員の従事月報の提出を求め、登録研究員ベースでの研究開

発に遅滞が生じていないことを確認するとともに、プロジェクト運営に反映。 

➢ 毎月、全事業者に予算執行状況の報告を求め、研究設備の導入状況や消耗品の購入状

況から委託先単位での研究開発の遅延が発生していないことを確認。 

➢ 革新型蓄電池研究の研究グループ毎に NEDO 担当者を配置し、適宜開催される報告会

へ参加。研究進捗及び最新の技術情報を取り込み、プロジェクト運営に反映。 

➢ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言発出下での研究開発活動を

促進できるように、テレワーク及び on line 会議を積極的な導入を指導。 

➢ 第 60 回電池討論会（2019 年 11 月）の「ナショナルプロジェクト合同セッション」

にて、本事業の成果発表を支援し、広報活動を促進。 

加えて、技術動向の調査を行い、最新の動向を実施者と情報を共有し、プロジェクト運営に

反映した。 

有識者会議の設置・実施者による進捗管理 

研究開発実施者サイドでは、PL を頂点とする指揮命令系統の下、次のような進捗管理を行っ

た。 

 

①年に 1 回、「有識者会議」を開催し、研究の進捗状況について有識者の視点から意見・助言

を受け、プロジェクト運営に反映した。 

②年に 1 回、「運営会議」を開催し、参画企業の経営層（役員レベル）と集中研究拠点の運営

について議論を行い、大所高所から受けた意見をプロジェクト運営に反映した。 

③3 か月に 1 回程度、「企画会議」「推進会議」を開催。前者では、参画企業のマネージャーク

ラスの意見を吸い上げ、プロジェクトマネジメントに反映した。後者では、研究進捗や技術ト

ピックスを事業関係者で共有し、意見を交換した。なお事業後期において⑦「全体技術会議」

の新設に伴い、後期では「推進会議」は廃止した。 

④月に 1 回「GL 会議」を開催し、PL、SPL、GL、NEDO によりプロジェクトマネジメントについ

て議論を行い、マネジメント課題を事業運営に反映した。 

⑤年に 3 回程度「拡大会議」を電池研究グループ毎に開催し、各電池研究の関係者で研究進捗

について情報を共有するとともに議論を実施。本事業後期では、⑦「全体技術会議」の新設に

より廃止。 

⑥年に 3 回程度「高度解析技術拡大会議」を高度解析の関係者を集めて開催し、高度解析技術

の研究進捗について情報を共有するとともに議論を実施。本事業後期では、⑦「全体技術会議」

の新設により廃止した。 

⑦ ⑤と⑥の機能を集約した「全体技術会議」を事業後期で新設。年に 3 回程度開催し、関係

者で研究進捗について情報を共有するとともに議論を実施した。 

⑧各企業の意見を電池研究開発へダイレクトに反映させる「マネジメント会議」を事業後期で

新設。事業目標達成に向けた実セルを用いた実証検証を促進した。 

⑨年に 1 回（もしくは若しくは 2 回）、「内部シンポジウム」を開催し、本事業の関係者全員で

事業全体の研究進捗を共有。また、ポスターセッションを設けて、技術的交流を深めた。 
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知的財産等に

関する戦略 

基本的な戦略を以下に示す。 

➢ オープン／クローズ の考えに基づく情報管理と運営 

➢ 柔軟な出願形態 

➢ 戦略的な特許出願 

 第 1 の方針について説明する。まず留意している点は、オープン（論文・学会等による発表）

にする領域と、クローズ（秘匿すべき情報、特許権等による独占）にする領域を適切に使い分

けることである。そして、実施者個別のオープン／クローズ戦略を尊重しつつ、実用化・事業

化に際して根幹となるものは積極的に知財を確保するよう指導している。 

 第 2 の方針については、研究拠点、サテライト、参画企業について個別出願または共同出願

を適宜、柔軟に選択することが可能となるようにしている。 

 第 3 の方針については、各実施者の特許出願・権利化動向を把握しつつ、今後主要な市場形

成が見込まれる海外への出願を積極的に推進している。 

 実施者による知財管理については、下記に示す通りである。 

➢ 知財運営委員会の設置 

➢ RISING2 知財運用規定の整備 

➢ 特許に適さない情報を「ノウハウ」として運用・管理する制度の設置 

➢ 特許技術動向調査 

 

 

 事前評価 平成 27 年度実施 担当部 スマートコミュニティ部 
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評価に関する 

事項 

中間評価 

平成 30 年度 中間評価実施 担当部 次世代電池・水素部 

①研究開発マネジメント、②研究開発成果、③成果の実用化・事業化、の 3 項目

ついて A～Dの 4 段階で評価され、①は A：非常によい、②は B：良い、③は B：妥

当、の結果となった。以下に中間評価での指摘事項および実施した対応についてま

とめた。 

 

① 研究開発マネジメント 

研究開発の加速・重点化に関して３つの指摘があった。 

１．主目標である革新型蓄電池開発に重点を絞り込み 

２．革新型蓄電池開発と高度解析技術開発の連携強化を可能とする連携しやすい 

グループ編成の見直し 

３．プロジェクト終了後における効果的な資産運用 

 

１．については、革新型蓄電池開発にリソースを集中させることで参画企業 10 社

と合意し実施した。取り組みを強化するために追加公募を行い、大阪大学、九州大

学、工学院大学、名古屋大学、三重大学の 5 大学を新たに採択した。 

２．については、高度解析技術開発グループを革新型蓄電池開発グループに併合し

た新体制に再構築し、PL は解析技術の専門家から蓄電池の開発を主導している京

都大学の安部武志教授に交代した。 

３．については、プロジェクト終了後の資産運用・活用方法を議論する会議体を設

置した。 

 

②研究開発成果 

研究開発項目における取り組みの強化に関して、エネルギー密度の目標値達成に

固執した開発とならないように、サイクル特性、レート特性、ヒステリシスなど実

用化に向けた様々な課題にもより一層の重点を置き、性能・耐久性の支配因子を明

確化し、電池特性評価に際してパラメトリックスタディー強化が必要、との指摘が

あり、実セルの試作及びパラメトリックな特性評価を通じて、エネルギー密度以外

の諸特性を確認する取組みを強化した。 

 さらに、戦略的な特許出願を行うための特許ベンチマークの実施、社会への発信

を充実するために第 60 回電池討論会で成果を発表した。 

 

③成果の実用化・事業化 

高度解析技術では、解析プラットフォームの維持・運用スキーム明確化が重要で

ある、との指摘に対して、①で記載した体制の再構築により、高度解析技術の成果

を革新型蓄電池の成果をパッケージ化して企業に移転できるようにした。一方、革

新型蓄電池では、エネルギー密度の他に入出力特性、電流・温度依存性、安全性・

信頼性など実運用を想定した諸元の把握が重要になること、電池開発の市場導入に

ついては、材料メーカーとの早期協働による研究開発の加速するよう指摘があっ

た。これらに対しては、②で記載した諸特性のリストアップ作業に参画した企業も

関与し、実運用を想定した諸元が導出できる評価内容を実施した。 

 

 

事後評価 令和 3 年度 事後評価実施予定 担当部 ｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨ・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ部 

3．研究開発成果

について 

 

３．１ 中間評価目まで 

３．１－１ 高度解析技術開発 

放射光高度解析技術開発 

イメージング HAXPES 装置の導入、共焦点 XRD 装置の導入。X 線 CT による水系空気電池の

亜鉛負極断面観察手法を確立。 

軟 X 線高度解析技術開発  

超軟 X 線 XAFS 測定系の導入。硫化物電池およびハロゲン化物電池について新規負極材料

などの軟 X 線 XAFS 測定を実施し、軟 X 線 XAFS 革新型蓄電池材料評価技術を確立。 

中性子高度解析技術開発  

透過ビームモニタ、7 軸ゴニオメータなどの導入。中性子結晶構造解析から直接 MEM 解析

する手法を開発。このデータからハロゲン化物電池の固体電解質中のフッ素イオン伝導経路

を予測する解析法を確立。 

核磁気共鳴高度解析技術開発  

7Ｔ磁場用の新たな固体 NMR 測定システムの導入。19F NMR 測定によるハロゲン化物電池の

電極材料/固体電解質の構造解析を実施。 

電子顕微鏡測定技術  

世界最高の分解能を有する新規収差補正装置の導入。水系空気電池の亜鉛極での反応モデ
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ルの観察法を検討。 

電気化学測定技術開発  

放射光 operando 測定時に並行して測定可能である矩形波インピーダンス測定システムの

導入。コンバージョン電池の FeF3正極でインピーダンス測定を行い、低周波数領域に拡散に

起因する特徴的なインピーダンス挙動を確認。 

ラマン分光高度解析技術開発  

可動式電場素子実装セルの導入。水系空気電池の亜鉛負極表面における水酸化物イオンの

その場ラマン分光測定技術を確立。 

計算科学解析技術開発   

第一原理計算(電極+反応部分)と古典溶液論(反応周辺の溶質部分)とのハイブリッド計算

法の確立。コンバージョン電池の正極である FeF3について、Li 挿入・脱離状態での X 線吸収

端近傍微細構造（XANES）を、第一原理計算を用いて解明。 

 

３．１－２ 革新型蓄電池開発 

ハロゲン化物電池 

銅正極を初めとする材料を用いて、圧粉型電極を作製。世界トップレベルとなる性能を実

証。ただし、コイン電池において 100 Wh/kg とエネルギー密度目標は未達。金属と金属フッ

化物を複合化する、金属フッ化物から欠陥を作るなどにより、フッ化物イオン伝導性がほと

んどない活物質でも使用可能であることを示してきた。この成果は、今後の新しい電池開発

につながる大きな発見である。 

亜鉛空気電池 

単位面積当たり容量の高い厚膜亜鉛極及び新規な触媒を用いた長寿命炭素系空気極を開

発。結果として、8 Ah セルにおいて 311 Wh/kg を達成。亜鉛極、空気極及びセルに関して、

電極構成材料（触媒種、炭素、結着剤）、電極組成、電極構造が性能、耐久性に与える影響を

詳細に検討。特に亜鉛極については、高度解析を活用して断面 X 線 CT 観察法を確立。亜鉛

偏析が劣化要因であることを解明。 

コンバージョン電池 

FeF3活物質へのガラス混合により正極特性が大きく向上。結果として、6 Ah 級セルにおい

て 319 Wh/kg を達成。FeF3へのガラス混合による非晶質化が耐久性向上に寄与することを確

認した。また、充放電サイクルを重ねるごとに、FeF3 表面が Fe を含まない皮膜に覆われる

ことが劣化要因であることを解明。 

硫化物電池 

VS4活物質の非晶質化により正極特性が大きく向上。結果として、8 Ah 級セルにおいて 314 

Wh/kg を達成。VS4活物質の非晶質化が耐久に寄与することを確認した。また、活物質表面を

TiOx皮膜で保護することにより硫黄溶出を抑え耐久性が向上することも分かった。 

 

３．２ 事後評価 研究開発成果 

３．２－１ 高度解析技術開発 

革新型蓄電池への適用に係る研究開発が大きく進捗し、最終目標を達成した。 

以下に開発した主な新規解析技術を示す。 

・SPring-8 放射光において、実セル作動環境において活物質と固体電解質の界面反応を解析す

る技術を確立した。また、時間分解能 10 ミリ秒を達成。 

・SPring-8 放射光において、実セル作動環境において活物質の酸化還元反応を解析する技術を

確立した。 

次に、革新型電池開発において開発した解析技術の適用した成果を示す。 

フッ化物電池への適用 

 SPring-8 においてフッ化物電池のオペランド放射光解析技術を確認した。結果、エネルギー

密度と活物質利用率の関係を明確にした。 

 

亜鉛空気電池への適用 

 電池性能と深く関連する、電解液中の亜鉛水和構造を NMR で解析した。結果、電解液の水酸化

カリウム濃度は水和構造に影響を及ぼさないことを明確にした。 

 

コンバージョン電池への適用 

 サイクル劣化と正極内の鉄分散状態の関係を、X 線解析と精密充放電を組み合わせて明らか

にした。結果、サイクル劣化と鉄の不均一分散の相関を明確にした。 

 

 

硫化物電池 
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 サイクル劣化抑制に有効であるバナジウム硫化物へのリン添加について、X 線散乱により解

析した。結果、狙い通りに二硫化リチウム析出が抑制されたことを明確にした。 

 

３．２－２ 革新電池技術開発 

フッ化物電池 

 重量エネルギー密度は、コインセル（高容量マグネシウム負極のフルセル適用）で 360 Wh/kg

であった。体積エネルギー密度は同セルで 1400 Wh/L であった。重量出力密度は、目標出力に

おける電池動作を確認した。また銅とフッ化バリウムを複合した正極による室温動作を実証し

た。サイクル寿命は、20 サイクルまで急激な容量劣化がないことを確認した。環境性、車両環

境への適応、安全性、充電性については、問題は認められなかった。 

 

亜鉛空気電池 

重量エネルギー密度は、亜鉛負極構造改良等により、20.4 Ah のパウチセルで 476 Wh/kg で

あった。体積エネルギー密度は同セルで 662 Wh/L であった。重量出力密度は、メリライト型触

媒により過電圧低減により、目標出力における電池動作を確認した。またメリライト型触媒に

より過電圧低減できることがわかった。30 サイクルまで急激な劣化がないことを確認。 

添加剤による正極劣化抑制を確認。また環境性、車両環境への適応、安全性、問題は認められ

なかった。充電性については、6 時間で 50％程度の充電を確認した。 

 

コンバージョン電池 

重量エネルギー密度は、正極へのバナジン酸添加、負極利用率向上により単層ラミネートセ

ルで 477 Wh/kg であった。体積エネルギー密度は同セルで 750 Wh/L であった。重量出力密度

は、正極へのバナジン酸添加により過電圧低減し、目標出力における電池動作を確認した。サ

イクル寿命は、60 サイクルまで急激な劣化がないことを確認し、添加材による亜鉛負極のサイ

クル特性向上を確認した。また環境性、車両環境への適応、安全性、問題は認められなかった。

充電性については、6 時間で 50％程度の充電を確認した。 

 

硫化物電池 

重量エネルギー密度は、正極へのリン添加、負極利用率向上により、20 Ah 級積層ラミネー

トセルで 511 Wh/kg であった。体積エネルギー密度は同セルで 700 Wh/L であった。重量出力密

度は、正極へのリン添加により抵抗低減し、目標出力における電池動作を確認した。サイクル

寿命は、100 サイクルまで急激な劣化がないこと確認し、電解液濃度改良、添加剤による劣化抑

制を確認した。また環境性、車両環境への適応、安全性、問題は認められなかった。充電性に

ついては、6 時間以下での充電を確認した。 

 

 

投稿論文 154 件 

特許 「出願」137 件（うち国際出願 52 件） 

その他の外部発表 

（プレス発表等） 

「学会発表」691 件 

「プレス発表」15 件 

4．実用化・事業

化の見通し及

び取組につい

て 

４．１ 実用化に向けた戦略 

実用的な EV が市販されると考えられる 2030 年頃に、本事業で開発された基盤技術が利活用

されるためには、本事業終了後も本事業で得られた成果を活用した研究開発を継続することが

重要となる。まず、第 1 のシナリオ（シナリオ 1）においては、実用化に向け積み残された課

題が無いか、あるいは少ない蓄電池タイプについては、企業中心の開発体制（自動車-蓄電池-

材料メーカーによる垂直連携体制）を構築し、量産プロトタイプセル（大型セル）の開発ステ

ージに移行していく。第 2 のシナリオ（シナリオ 2）においては、期待どおりの性能ポテンシ

ャルが引き出せていない蓄電池タイプについては、引き続き、産学連携の開発体制で、材料改

良と実証セルの開発ステージを継続する。 

カチオン移動型電池については、本事業終了後はシナリオ 1 に沿って進め、アニオン移動型

電池については、シナリオ 2に沿って進めることとした。 

 

４．２ 成果の実用化・事業化に向けた具体的取組 

本事業における革新型蓄電池に係る成果の実用化の担い手は、本事業に参画している自動車

メーカー及び蓄電池メーカーであるため、本事業の成果をどのような形で移管していくのかを

検討した。特に 2019 年度以降は、各企業のキーパーソンが出席する「マネジメント会議」を
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新設し、要素技術のフルセル適用を中心に、四半期毎の頻度にて議論した。その結果として、

各革新型蓄電池の可能性をより正確に把握することができた。それらを踏まえ、「技術戦略」

を策定。後継事業において、継続して研究開発する革新型蓄電池を選定した。 

また本事業で開発中の解析プラットフォーム（技術・装置）は世界最高・最先端のレベルに

あり、革新型蓄電池の実用化を手戻り無く進めるための強力なツールとして、企業及びその企

業と連携するアカデミアによる活用が期待できる。事業終了後における解析プラットフォーム

の運用体制、運営（コスト負担を含む）・情報管理のルールについて本事業の関係者で議論を

深め、コンセンサスを得た。本事業終了後は、蓄電池に関わる解析技術の維持・管理・開発

を、蓄電池の課題毎に受益者が負担するコンソーシアム方式を検討している。 

 

 

４．３ 成果の実用化の見通し 

アニオン移動型電池の実用化検討にあたっては、後継事業として「電気自動車用革新型蓄電

池開発」（2021 年度から 2025年度までの 5 年間）を立案した。後継事業においては、以下に

示す 5 つの車載バッテリーの基本要件全てについて、現行の液系 LIB を凌駕する革新型蓄電池

を搭載した EV・PHEV を我が国自動車メーカーが世界に先駆け、グローバルに市場投入するこ

とにより、運輸部門における CO2排出量削減に貢献するとともに、我が国の自動車・蓄電池関

連産業の競争力を維持・向上することをねらいとした研究開発を実施する。 

・ 高エネルギー密度 

・ 高耐久・長寿命 

・ 発火リスク無し又は極少 

・ 構成材料が安価 （加えて、原材料調達リスクが無い） 

・ 製造プロセスがシンプル （加えて、タクトタイムが短い） 

後継事業の推進にあたっては、先端的な材料科学や高度な解析技術を得意とする大学・公的研

究機関、車載バッテリー及びその構成材料の開発・製品化で豊富な実績を有する蓄電池メーカ

ー及び材料メーカー、さらにはエンドユーザーとなる自動車メーカーで構成される産学連携・

企業間連携のコンソーシアム体制を構築する。そして、NEDO がこれらプレーヤーの英知を事

業内で好循環させるマネジメントを行い、電極・電解質等の材料開発～電池設計～電池試作～

評価解析までの共通基盤技術を一気通貫で構築することにより、革新的車載バッテリーの実用

化を実現する技術的ブレークスルーを獲得する。 

  

本事業の波及効果としては、以下があげられる。 

（１）オープンイノベーションの推進 

集中拠点においては、自動車・蓄電池メーカーの出向・出張研究員が競合・売買関係等の垣

根を取り払い、協働で研究開発に取り組んだ。これにより、「科学者（アカデミア）とエンジ

ニア（産業界）の交流」及び「蓄電池研究者と解析研究者の交流」を実現した。ニーズ・シー

ズの好循環や幅広い知・人材の交流が図られており、これまで垂直連携を基本として展開され

てきた我が国の蓄電池の研究開発において、オープンイノベーションを推進した。 

（２）人材育成 

本事業を経験した「蓄電池エンジニア」は、本事業を経験することにより、「サイエンスを

理解する蓄電池エンジニア」へレベルアップした。このように多面的な能力を得た人材は、本

事業の後継事業において引き続き活躍すると期待される。加えて、後継事業には含まれない

様々な電池の発展にも貢献することが期待される。 

（３）低炭素化社会の構築 

EV・PHEV および FCV の車載蓄電池は、車両運用時における低炭素化に大きく貢献する。の

みならず、車載蓄電池から系統へ電力供給することにより、効率的なエネルギー運用へ貢献す

ることもできる。つまり、蓄電池はモビリティの電動化と再生可能エネルギーの主力電源化に

向けたキーテクノロジーであり、本プロジェクトで創出される革新型蓄電池は、低炭素なエネ

ルギーネットワークの構築に貢献する。本プロジェクト参画企業は車載用蓄電池以外の分野で

もビジネスを展開しており、本プロジェクトの成果は様々な分野の世界市場に展開することが

できる。 
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5．基本計画に関

する事項 

作成時期 平成 28年 1 月 作成 

変更履歴 平成 30年 5 月 改訂 プロジェクトマネージャーの変更に伴う改訂 
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プロジェクト用語集 

用語 説明 

HAXPES hard X-ray photoemission spectroscopy の略。物質に光を当てたとき

に表面から放出される光電子の状態によって表面の化学状態を解析す

る手法の一つ。照射する光のエネルギーが高いため、元素の奥（内核）

に存在する電子の状態解析が可能となる。 

NMR nuclear magnetic resonance の略。磁場中の原子核に発生する核スピン

に特定のラジオ波を与えると共鳴現象が発生する。その現象を利用して

物質の化学構造を解析する手法。 

Operando 測定 電池作動上において測定すること。 

XAFS X 線を物質に照射すると、特定の波長で X 線が物質に吸収される。急激

な吸収挙動を示す吸収端の微細構造における波長と吸収されたエネル

ギーから物質の構造を解析する手法。 

SAXS SAXS は、X 線を物質に照射して散乱した X 線のうち、2θ ＜ 10°以下

の低角領域に現れるものを測定し、物質の構造を評価する分析手法。通

常、数 nm～数十 nm 程度の大きさの構造を評価できる。 

XRD X‐ray diffraction の略。X線が結晶格子で回折する特徴を生かし、回

折パターンから結晶構造を特定する解析方法。 

19F NMR では通常観測対象となる原子を特定するため質量数を左肩に添えた

表記を慣用的に用いている。フッ素 NMR においては、19F NMR という表

現を用いる。ただし、天然に存在するフッ素の 100％は 19Fであり、特殊

なフッ素を表す表現ではない。 

7T T はテスラであり、磁場強度の単位。 

インピーダンス特性 電池に交流電流（または電圧）を印加すると交流の周波数によって異な

る電圧を示す。この挙動は観測条件や環境に応じても変化することか

ら、この現象を利用して得られる電池の特性のこと 

活物質 電池において、電池動作に不可欠なイオンを貯蔵するための材料。 

過電圧 放電反応が進むにつれて、基本的な反応機構が変化しないにも関わらず

放電電圧が低下する場合がある。または充電反応が進むにつれて、上記

機構変化をともなわずに充電電圧が増加する場合がある。この増減した

電圧のこと。 

固体電解質 固体状態の電解質。なお、電池作動においては、電池内をイオンが移動

することが必要だが、電解質とはそのイオン（例 リチウムイオン）の

通り道として機能する媒体のこと。 

実セル ケース、集電箔、電解質、正極、セパレータ、負極により構成される構

造。それ単体で電池として機能する。なお、セパレータとは正極と負極

を短絡させないための膜状の材料である。 

全固体電池 電池に用いられる電解質が固体状態である電池。 

軟 X 線 エネルギーの弱い X 線。 
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プラトー 例えば放電反応が進んでも、放電電圧が殆ど変化しない領域が存在する

場合がある。充電反応においても同領域が存在する場合がある。これが

プラトー（領域）となる。 

放射光 高エネルギーの電子が磁場中でフレミングの法則により円弧を描く際

に円弧の接線方向に発生する光。この光は幅広い波長領域を含むため、

材料化学、物理学を初め様々な分野で利用されている。 

メカノケミカル処理 物質を粉砕する際に摩擦、圧縮の力が発生する。それを利用した化学合

成法のこと。 
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第１章 事業の位置づけ・必要性について 

１．１ 事業目的の妥当性 

１．１－１ 本事業のねらい 

主要各国で自動車の CO2排出・燃費規制が強化される方針であり、モビリティの電動化が世界

中で急進展することが予想される。一定比率以上の電気自動車（EV）・プラグインハイブリッド

自動車（PHEV）の販売を自動車メーカーに義務付ける政策の強化や、将来的なガソリン車の販

売禁止の政策が検討されており、それに対応するため、多くの自動車メーカーが、数百万台／

年規模での EV・PHEV販売を目標に掲げ、それを社会にアピールしている。また、中国は「自動

車強国化」を狙い、EV・PHEVの普及を図る補助金政策を進めており、今や世界の約半分の EV・

PHEVが中国で生産・販売されている。我が国も経済産業省の「自動車産業戦略 2014」において

「EV・PHEV の新車販売に占める割合を 2030 年までに 2 割から 3 割とする。」という目標を掲

げ、EV・PHEVの車両価格及び利便性（航続距離）の支配要因となっている車載用蓄電池のコス

ト低減と性能向上を図るため、産学が連携・協調して研究開発を進める重点分野の一つとして、

車載用蓄電池を選定している。 

現状では車載用蓄電池としてはリチウムイオン電池（LIB）が主に用いられているが、更なる

電動走行距離の延伸や車両価格の低減を図るために、国内自動車メーカーや蓄電池メーカー等

は、国家プロジェクトあるいは自社開発において先進 LIB※１や全固体電池、革新型蓄電池※２の

技術開発を鋭意進めている。 

EVでガソリン車並みの車両価格や利便性を実現しようとすると、電池パッケージのエネルギ

ー密度は 500Wh/kg 以上が必要である。LIB の理論エネルギー密度は 450～600Wh/kg であるが、

LIB のようにインサーション反応（トポケミカル反応）を利用する蓄電池では、イオンが出入

りする遷移金属酸化物や炭素等のホスト材料が正極・負極に必要であり、さらに自動車の主動

力源として求められる安全性や耐久性等をクリアしようとすると、セルで 350Wh/kg 程度、電

池パッケージで 250Wh/kg程度が限界と見られており、エネルギー密度 500Wh/kg の実現は困難

である。そのため、LIB とは電荷キャリア、材料及び構造等が全く異なった新原理の革新型蓄

電池（ポスト LIB）を開発する必要がある。世界各国において革新型蓄電池の研究開発が展開

されているが、実用化に向けて解決すべき課題は多く、またそのハードルも高いため、それら

のいずれもが現時点では基礎研究の領域を出ていない。エネルギー密度で LIBと同等の実験デ

ータが示された報告例もあるが、耐久性はまだ実用レベルにはほど遠い状況にある。 

実用化が期待される 2030年にはまだ期間があるが、実際の製品化までのリードタイムを考慮

すると、2020年代半ばにはセルの基本仕様を固め、企業による開発フェーズに移行する必要が

ある。そのためには、2020年代前半にはエネルギー密度のみならず、耐久性や安全性等も実際

の単電池（実セル）で技術確立する必要がある。しかしながら、自動車として想定すべき様々

な運転状態で求められる性能・条件を満足させるレベルでの技術確立となると、その開発リス

クとハードルは極めて高く、民間企業単独の取り組みで実現することは困難である。そのため、 

 

※１：先進 LIB：高電位・高容量正極材料、高容量負極材料、高電圧耐性を有する電解質材料等

を用いて、高性能化や高耐久化、低コスト化を図ったリチウムイオン電池。 

※２：革新型蓄電池：リチウムイオン電池のエネルギー密度の工業的な限界（250Wh/kg 程度）

を超えて実用化が期待できる電池。硫化物電池、多価カチオン電池、金属空気電池等。 
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先端的な材料科学や高度な解析技術を得意とする大学・公的研究機関、車載用蓄電池の開発・

製品化で豊富な実績を有する蓄電池メーカー、さらにはエンドユーザーとなる自動車メーカー

等による緊密な産学官連携の体制を構築し、産業界による革新型蓄電池の実用化を促進するた

めの科学技術の知見に立脚した共通基盤技術の開発に、我が国の総力を挙げて取り組むことが

必要であることから、産学が連携・協調して研究開発を行う場として本事業「革新型蓄電池実

用化促進基盤技術開発」（RISING2）の立案・実行が極めて重要である。 
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１．１－２ 各国の政策・市場動向 

（１）各国の規制・政策 

各国政府による各種規制や補助金、税制優遇制度等の政策は、EV・PHEV等の環境対応車市

場・産業動向に多大な影響を与える要因となっている。欧州主要国や中国では、政府主導で

ガソリン車やディーゼル車等の内燃機関のみで走行する自動車の販売終了に向けた動きが加

速している。また主要都市への内燃車乗り入れ禁止も拡大する傾向にある。このように政府

が自動車メーカーや消費者に環境対応車への移行を強く促す傾向が近年顕著になっている。 

主要各国は、運輸部門における環境・気候変動・エネルギー政策の一環として乗用車の燃費

規制を強化しており、CAFE（Corporate Average Fuel Economy：企業平均燃費）による規制

の導入がトレンドとなっている。CAFEは、自動車メーカー毎に企業平均の燃費を算定し、そ

の燃費が年毎に設定される基準値を下回らないように義務付ける規制である。CAFE規制のク

リアを義務付けることで、自動車メーカーはエンジン車だけでは目標を達成できないため、

EV・PHEV等を製品ラインナップに加えて一定台数以上売る必要が生じる。 

欧州では、2019年4月25日に2025年以降の乗用車及び小型商用車に対する非常に厳しいCO2排

出目標の法規が公布された。企業平均の新車1台当たりのCO2排出量を2021年に95g/km

（@NEDC）まで減らすという現在の規制に対して、2025年までに約81g/km（@WLTP）、2030年ま

でに約60 g/km（@WLTP）まで下げなければならない。これは2018年時点で欧州における最低

の平均CO2排出量101.2g/kmを達成しているトヨタ（Tesla等、EV専業メーカーは除く）が、全

車種をプリウス並み（94g/km: 24.4km/L @WLTP）の燃費にしても達成できない水準である。

すなわちこの規制は自動車メーカーに対し、2025年迄にEV・PHEVの車種を増やして一定台数

以上販売する必要性を迫るものとなっている。 

米国ではカリフォルニア州を中心としたZEV（Zero Emission Vehicle）規制があり、新車販

売台数に応じて決められたZEV（EV、FCVが該当）、TZEV（=Transient ZEV、PHEVが該当）を導

入する必要がある。例えば、2018年MY（モデルイヤー）は新車販売台数のうち4.5％分の

ZEV+TZEVを導入する必要があり、大規模メーカーではそのうち2.0％をZEVだけで達成しなけ

ればならない。ZEVの販売台数が一定比率を上回った場合「クレジット（CO2削減量/実績係

数）」が得られ、逆に下回った場合は罰金（5,000ドル/クレジット）を支払うか、クレジット

を多く保有する他メーカーからクレジットを購入する必要がある。 

中国では2019年から自動車メーカーに一定比率の新エネ車販売を義務付けるクレジット規制

（NEVクレジット）を設け、燃費向上のための企業平均燃費クレジットとのダブルクレジット

制度を開始した。生産及び輸入台数が3万台/年以上のメーカーが対象であり、販売台数に応

じたNEV(=EV・PHEV・FCV)の販売を2019年は10％、2020年は12％以上にする必要がある。条件

を満たさない場合は罰金、あるいは他社からNEVクレジット購入が必要な部分もZEV規制と同

様である。 

世界中のほとんどの国では燃料規制を実施済み若しくは検討中である。Global Fuel 

Economy Initiative（GFEI）の2016年度報告書によると、図1.1-2-1に示すように燃料規制採

用国は緑色、検討中の国はオレンジ色で示されている。なお、総合的なエネルギー効率やCO2

削減効果を表す指標には"Well to Wheel"と"Tank to Wheel"という考え方がある。例えば

"Well to Wheel"にてEVとHEVのCO2削減効果を比較した場合、石炭による火力発電を主電源と

する国では、EVよりもHEVの方が大きなCO2削減効果を得られるが、逆に水力発電や原子力発電
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を主電源とする国では、EVによるCO2削減効果は非常に大きくなる。どちらの指標を採用して

いるかはその国の政策による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.1-2-1 世界の燃料規制採用国 （出典:GFEI State of the world report 2016） 

 

（２）EV・PHEVの市場動向 

図 1.1-2-2 に示すように、EV・PHEV の世界販売台数は 2010 年頃から増加し続け、2017 年度

は 116 万台、2018 年度にはその約 1.7 倍となる 192 万台の販売台数を記録した。2018 年度の

販売台数の内、EVが約 128万台で PHEVが約 57 万台であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1-2-2  EV・PHEV 国別単年度販売推移 

出典：「MARKLINES 自動車産業ポータル」等の台数統計データによりNEDO作成 

 

地域別では、日本、中国、欧州、北米、韓国、東南アジアで世界の販売台数の約 98％を占め

る。日本は 2018 年度の時点で約 3％であり EV・PHEV の普及率は他国と比較して高くはない。

日本で EV・PHEVの普及率が低い理由として、HEV（ハイブリッド車）の普及率が他国に比べて

非常に高いことが挙げられる。傾向として EV普及率の高い国は HEVの普及率が低く、HEVの普

及率が高い国は EV普及率が低い。これは先述した"Well to Wheel"の概念では、石炭などの火

力発電に依存した国では EV よりも HEV の方が CO2の削減に有効であることから、敢えて EV を

優遇する必要は無いからである。それにも係わらず、環境対応車から HEV を外し EV・PHEV を

優遇する国も多い。国策として国内メーカー育成のため、技術的に難しい HEVを排除し、敢え



5 

 

て EV・PHEV 開発を後押しする場合があり、各国の事情により政策として誘導されていると思

われるケースが多くみられる。 

EV・PHEVの販売台数が最も多いのは中国である。購入補助金やナンバープレート発行の優遇

措置、国内産業の育成等の強力な国策により需要が増加した。2020年からは補助金が削減され

たが、2019 年度から始まった NEV 規制もあり、EV 化への流れは止まらない状況にある。とは

言え、補助金の大幅削減、米中貿易摩擦などによる景気減速、家計債務の積み上がりに伴う消

費意欲の減退などの影響もあり、2019 年度は自動車市場全体が縮小し、EV 販売にもブレーキ

がかかった状況になっている。しかし深刻な大気汚染への対策のため、中国政府は世界最高水

準の厳しい排気ガス規制を前倒しして上海や広州などの一部都市に適用開始するなど、政策に

よる後押しは続いている。 

欧州も EV 化には熱心である。主要国の EV・PHEV 保有台数を図 1.1-2-3 に記す。保有比率が

北欧、特にノルウェーで高く、オランダが後に続く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1-2-3 主要国の EV・PHEV保有台数（出典:IEA Global EV Outlook 2018） 

※BEV: Battery Electric Vehicle = EV 

 

EV の普及率が最も高いノルウェーは、2025 年までに EV 以外の車両販売を禁止することを決

定した。2019年上半期の新車販売は EVが 45％を占め、中でも Teslaの Model 3が 13.5％でト

ップシェアであった。ノルウェーで EV の普及率が高い要因として、政府による優遇制度が充

実しており、ユーザーメリットが大きいことが考えられる。補助金や減税だけでなく、駐車場

や有料道路の割引など、数々の優遇措置が講じられている。また、充電インフラも既に整備さ

れている。国として EV 化を推進する理由は、同国は産油国ではあるが発電電力の 95％を水力

発電でまかなっており、EV化すれば走行時の CO2をほとんど排出しないことがあり、さらに国

内で消費しない燃料は輸出に回すことができる。 

図 1.1-2-4 に示すように、グローバル OEM 各社は、世界の情勢を踏まえ、ユーザーの多様な

ニーズや生活スタイルに対応しつつ、地球温暖化を抑制する"MaaS"（Mobility as a Service）

や"CASE" （Connected，Autonomous，Shared/Service，Electric）と呼ばれる新たなモビリテ
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ィの道を開拓する中長期の経営戦略を競うように公表している。その戦略の基軸となるのが、

"電動化"であり、電池に求められる性能は更に高まっている。さらに、従来の走る機能を支え

るだけでなく、自動運転に必要なセンサーや通信機能など、１台の自動車あたりの消費電力は

増大する方向にあり、こうした側面からも蓄電池の高容量化等、性能向上は重要な課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1-2-4 将来のモビリティとグローバル OEM の動向 

 

（３）蓄電池の市場動向 

蓄電池市場の現況と将来予測を図1.1-2-5に示す。蓄電池の世界市場規模は2018年は約8.5兆

円である。今後、多用途に及ぶ需要開拓が想定され、2025年には約15兆円、2030年には約19

兆円への成長を予測している。用途別での市場成長率は次世代自動車用が最大で、2018年は

約2.3兆円、2025年に約6.5兆円、2030年に約10.3兆円への成長が見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1-2-5 蓄電池市場の現況と将来予測 

出典：「エネルギー・大型二次電池・材料の将来展望 2018」、「2019 電池関連市場実態総調査」 

（株式会社富士経済）等に基づきNEDO作成 
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（４） 車載用LIBの市場動向 

自動車業界は100年に一度の大変革時代に入ったと言われ、CASE（Connected：コネクティド

化、Autonomous：自動運転化、Shared/Service：シェア/サービス化、Electric：電動化）に

向けた活動に注力しており、各国・地域における政策の後押しもあって、世界的にxEV（電動

車：BEV，PHEV，HEV，FCEV）が増えている。xEV用のLIBについて、2018年の容量市場規模と

世界シェアを図1.1-2-6に示す。2018年の世界シェアは中国系メーカーが過半数の57％を占め

ており、日本・韓国を含めたアジア圏で全体の9割以上の市場を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1-2-6 車載用 LIB容量市場規模と世界シェア（2018年） 

出典：「2019電池関連市場実態総調査＜電池セル市場編＞」（株式会社富士経済） に基づきNEDO作成 

 

中国は次世代環境対応車向けの購入補助金（ホワイトリスト）政策やナンバープレート規制

によって自国のxEV用LIB産業の育成に力を入れることで、世界一の市場を形成した。補助金

政策は支給要件をホワイトリスト掲載企業の電池を使用したxEVと定め、自国企業のみを認定

し外資企業を排除するようにした。そのためパナソニックやLG Chem、Samsung SDIといった

世界有数の蓄電池メーカーは支給対象とされなかった。その後、補助金の支給要件として要

求される電池性能基準が段階的に引き上げられたことで、中国におけるメーカー間の競争が

激化し、統廃合による業界の再編が進んでいった。2019年にホワイトリストに韓国メーカー

が掲載されるなど規制緩和の動きがみられたが、当初2020年には補助金支給自体が終了する

予定であった。これはCATLやBYDといった自国蓄電池メーカーが世界レベルへと成長したこと

で政策の目的を達成したからとみられている。一方で、世界最大のxEV市場を持つ中国におい

て、補助金政策は延長されたものの、2020年からは補助金額が削減されて行くことによる関

連市場の冷え込みといった懸念もあり、今後も中国は車載用LIBの市場において大きな影響を

与えて行くとみられる。 

欧州においても補助金支給によってxEV市場を支えようという試みがあるが、これまでは現

地でLIBを生産する有力メーカー自体が無く、バッテリー調達も今までは中韓の電池メーカー

に頼ってきた。しかしながら、Volkswagenは、2019年9月に独ザルツギッター（Salzgitter）

工場にてセルのパイロットラインを稼働させた。その他にも、Northvoltとの折半出資の合弁

事業に9億ユーロを既に投資した。2020年にザルツギッターで16GWhのバッテリーセル工場の

建設に着工し、2023年から2024年初頭の稼働を計画している。 
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１．１－３ 我が国の上位施策・制度への寄与 

蓄電池に関しては、これまで我が国の様々な施策において研究開発の必要性・重要性が謳わ

れてきている。このうち、本事業が密接に関連し、その目標達成に寄与する上位施策を以下に

示す。 

 

（１）エネルギー基本計画（第 5次計画：2018年 7月、閣議決定） 

我が国は化石燃料に乏しく、その大半を輸入に頼るという脆弱性を抱え、エネルギーを巡る

国内外の状況変化に大きな影響を受けやすい構造を有している。エネルギーの安定確保は国の

安全保障には不可欠であり、我が国にとって常に大きな課題である。さらに、国際的な地政学

的構造の大きな変化に直面する中で、我が国のエネルギー安全保障を巡る環境は厳しさを増し

てきている。このような状況への対応には、長期的、総合的かつ計画的な視点に立ってエネル

ギー政策を遂行していく必要があり、その着実な遂行の確保を目的として、2002年に「エネル

ギー政策基本法」が制定された。この基本法では、政府が総合資源エネルギー調査会の意見を

聴き、エネルギー需給施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図るために「エネルギー基本

計画」を策定することを定め、少なくとも 3年に一度の頻度で内容を検討し、必要に応じて変

更を行うとしている。この法律に基づき、2003 年に最初の計画が策定されている。その後、第

二次計画が 2007年に、第三次計画が 2010年に策定され、東日本大震災以降では最初の計画と

なる第四次計画が 2014年に、そして第 5次計画が 2018年 7月に策定された。 

この第 5次計画における蓄電池に関係する主な記載は以下のとおりである。 

① 蓄電池の国際市場の規模が大きく拡大していくことが予想され、引き続き、技術開発、国

際標準化等により低コスト化・高性能化を図っていく。 

② 次世代自動車の新車販売に占める割合を 2030年までに 5割から 7割とすることを目指し、

電動化・自動化・サービス化等の制度環境・社会インフラの整備や次世代電池をはじめと

した基盤技術開発の抜本的強化等に向けた戦略を定め、官民一体でこれを進める。 

③ 定置用蓄電池や EV などの需要家側に設置される分散型エネルギーリソースを活用するバ

ーチャルパワープラント（VPP）、EV からの逆潮流を制御する Vehicle-to-Grid（V2G）、

蓄電池等の調整力を活用し、調整力の脱炭素化を進めていく。 

 

（２）科学技術イノベーション総合戦略 2017（2017 年 6月、閣議決定） 

我が国政府は、「第 4期科学技術基本計画」（2011年 8月、閣議決定）を指針とする科学イ

ノベーション政策の大きな方向性の下、短期の工程表を具備する「科学技術イノベーション

総合戦略」を毎年策定する枠組みを構築している。この枠組みに基づき、「科学技術イノベー

ション総合戦略 2017」が 2017年 6月に閣議決定されているが、この戦略の「第 3章 経済・

社会的解題への対応」の「（1）持続的な成長と地域社会の自律的な発展」において、次世代

蓄電技術の開発・実証等への取組が重点的課題として取り上げられている。さらに、科学技

術イノベーション総合戦略を抜本的に見直し、グローバルな視座に立ち、基礎研究から社会

実装まで一気通貫の戦略として 2018年に「統合イノベーション戦略」が新たに策定された。

2019年では「第 5章 特に取組を強化すべき主要分野」の「（4）環境エネルギー」にて蓄電池

が取り上げられている。 
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（３）自動車産業戦略 2014（2014年 11月、経済産業省策定） 

自動車産業全般を幅広く取扱い、自動車産業が「国民産業」として今後も永続的に発展する

ことを目指す戦略として、経済産業省は 2014 年 11 月、「自動車産業戦略 2014」を策定した。

この戦略において、次世代自動車の政府の普及目標を 2030年に 50～70％（うち EV・PHEVは 20

～30％）と定め、「この普及目標は、我が国の環境・エネルギー制約の克服と同時に、我が国の

自動車産業が永続的に発展していくためにも達成されなければならず、意欲ある多様な主体が

さらに幅広く大同団結し、取組をさらに強化する必要がある。」とした上で、蓄電池は産産・産

学で協調し、研究開発の効率化とより高度なすり合わせを実現すべき重点分野の一つとして選

定されている。 

 

（４）未来投資戦略 2017（2017 年 6 月、閣議決定）及び未来投資戦略 2018（2018 年 6 月、閣議

決定） 

我が国の経済を再興すべく、第二次安倍内閣の経済政策（アベノミクス）第一ステージにお

ける大胆な金融政策、機動的な財政政策に続く「第三の矢」として、「日本再興戦略」（2013年

6 月、閣議決定）が策定された。その後、成長戦略のギアを一段階シフトアップするための「日

本再興戦略 2014」（2014年 6月、閣議決定）、「未来投資による生産性革命の実現」と「ローカ

ルアベノミクスの推進」を両輪とした「日本再興戦略 2015」（2015年 6月、閣議決定）、同経済

政策第二ステージとして「新・3本の矢」に掲げた GDP600兆円の達成を目指した「日本再興戦

略 2016」（2016年 6月、閣議決定）が策定された。そして、2017年には世界に先駆けた「超ス

マート社会」（Society 5.0）の実現を目指した成長戦略として「未来投資戦略 2017」（2017年

6 月、閣議決定）が策定された。 

これら成長戦略には、達成すべき「成果目標（KPI：Key Performance Indicator）」が設定さ

れており、この KPIを実現するために必要な個別施策の方向性、手段、実施時期等が明記され

ている。「未来投資戦略 2017」の「エネルギー・環境制約の克服と投資の拡大」において記載

されている蓄電池に関する戦略と KPIは次のとおりである。 

① 車載用蓄電池については、現在の液系リチウムイオン電池よりも安全面等で性能が高い全

固体リチウムイオン電池等の開発・実用化を加速する。 

② 2030年までに乗用車の新車販売に占める次世代自動車の割合を 5～7割とすることを目指

す。 

③ EV・PHEVの普及台数を 2020年までに最大 100万台とすることを目指す。 

④ 2020年に国内企業による車載用・電力貯蔵用の先端蓄電池の市場で、年間 5,000億円(世

界市場の 5割程度)を獲得することを目指す。 

⑤ 2020 年までに系統用蓄電池のコストを半分以下（2.3 万円/kWh 以下）まで低減すること

を目指す。 

また、2018年6月に閣議決定された「未来投資戦略2018」では、Society 5.0を本格的に実現

するための新たに講ずべき具体的施策として、蓄電池関連では次のような施策が追加されて

いる。 

① 電動車の普及拡大に備え、EV を電力の需給バランス調整等に活用するVehicle to Grid 

技術の開発を進め、平成33年度(2021年度)の実用化を目指すとともに、電池の省資源技

術やリユース・リサイクルの技術の開発、電動車を活用したサービスモデル構築等を行



10 

 

う。また、電動車の車載用電池について、平成37年(2025年)の全固体蓄電池、平成42年

(2030年)の革新型蓄電池等の実用化を見据えた研究開発、鉱物の安定供給を進める。 

② 運輸部門の省エネを推進するため、電気自動車、燃料電池自動車等次世代自動車の普

及、新たな燃費基準などの自動車単体対策や、より高効率な車載用蓄電池の開発・実用

化を進める。 

 

（５）「自動車新時代戦略会議」（2018年8月、中間整理） 

自動車新時代戦略会議は、コネクテッド、自動化、シェア・サービス、電動化という大きな

技術革新の波を踏まえて、わが国の自動車産業が競争力を高め、世界のイノベーションをリ

ードするための戦略について検討している。2018年8月に同会議における検討を踏まえて、中

間整理を取りまとめている。自動車新時代戦略会議（中間整理）における電気自動車に関係

する主な記載は以下のとおりである。 

① 2℃シナリオを前提とした環境性能水準として 2050 年までに自動車1台、1kmあたりの温

室効果ガス排出量を 2010 年比で8割程度削減（乗用車については9割程度削減）するこ

とを目指す。 

② この水準が達成される場合、乗用車の電動車（xEV）率は100％に達することが想定され

る。戦略的な対応を加速し、電池等の技術革新、インフラや制度面での環境整備が進

み、電動車の性能や消費者にとっての魅力を十分に高めていくことが重要である。 

 

（６）「革新的環境イノベーション戦略」(2020年1月、統合イノベーション戦略推進会議決定) 

運輸部門において、2050年までに、世界で供給する日本車1台あたりの温室効果ガス排出量

を2010年比で8割程度削減することを長期ゴールと定めた上で、EV・PHEV等の電動車の普及拡

大に向け高性能蓄電池の技術開発に取り組むとしている。また、この開発に際しては、基礎

基盤研究を進めつつ、大学・ベンチャー等の知識を取り込みながら、国内外の研究機関との

連携体制を構築するとしている。さらに、電池特性の基礎的課題の解明に取り組む拠点を設

置し、電池設計から電池材料開発、電池作製・評価解析までを一気通貫で行う体制を整備す

るとしている。 
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１．１－４ 現行の液系 LIBの課題 

図 1.1-4-1 に、現行 LIB の課題を示す。世界規模での環境・エネルギー問題の解決という観

点において、EV・PHEV 及び車載用蓄電池は、高い確度で今後の市場成長が見込まれている。そ

の一方で自動車ユーザーの意識として、現在の EV・PHEV は、航続距離が短い、充電時間が長

い、充電インフラが少ない等の利便性や、車両価格がガソリン車と比べて割高感があり、中古

車としての下取り価格が低い等の経済性についてのマイナスイメージが存在する。さらに、ス

タイリング及び車内空間にも物足りなさを感じ、購入決断に踏み出せないとの声もある。これ

らの課題が解消されなければ、EV・PHEVの購入層は限定的なものとなるが、課題の支配的要因

となっているのが 車載蓄電池の性能とコストである。 

現在の EV・PHEVに用いられている液系 LIBのエネルギー密度は、セル重量エネルギー密度で

200～250Wh/kg、セル体積エネルギー密度で 400～700Wh/Lのレベルにある。しかしながら、液

系 LIBは一歩間違えると発火の危険性があり、また高レートの充放電による温度上昇で劣化が

進むため、電池パックには安全系や冷却系(熱マネジメント系)のシステム部品が数多く組み込

まれている。その結果、電池パックでは、重量エネルギー密度が 130～160Wh/kg程度、体積エ

ネルギー密度が 150～240Wh/L 程度 となっている。航続距離が 400km を超える EV に搭載され

る大型の電池パックであれば、重量で 300kg以上、体積で 250L以上と重く嵩張るものとなり、

車両デザインに大きな制約を与えている。また生産コストも高く、電池パックは車両コストの

約 1/3を占めるとも言われており、低価格帯の車両モデルではガソリン車と同レベルの収益性

を確保することが困難となっている。 

そのため、自動車ユーザーの EV購入意欲を掻き立てると同時に、自動車メーカーの EV・PHEV

ビジネスを加速させるには、車載用蓄電池について、信頼性・安全性を損ねることなくエネル

ギー密度を向上させることにより、低コスト化及び軽量・コンパクト化を図る必要がある。し

かしながら、この課題を液系 LIBで解決するのは難しい。 

この理由としては、LIBの充放電反応は Liイオンの活物質への挿入・脱離反応（トポケミカ

ル反応）を用いるため、Liを挿入・脱離するホスト材料が必要なこと、Liの挿入・脱離量はホ

スト材料の Li の結晶学的位置の数で決まること、Li の脱離量が多くなるとホスト材料に構造

相転移が起こって可逆性が低下すること等により、数倍レベルのエネルギー密度の向上は困難

であることによる。仮に数十％レベルの向上を図るにしても、例えば、NCM 系（三元系）正極

活物質の高容量化に有効な Ni 含有量の増加は、結晶構造の分解温度を低下させ、異常時の高

温熱分解による放出酸素と電解液の反応による発火リスクを高めることになる。また、高電位

の正極活物質を用いるにしても、有機溶媒電解液の酸化還元分解とガス発生の問題がある。難

燃性・不燃性の電解液も検討されているが、性能・経済性を損ねずに安全性を抜本的に改善す

るものはまだ見出されていない。 

また資源制約の観点からは、液系 LIB で使用されるリチウムやコバルトは採掘可能な地域に

偏りがあることから、EV大量普及時には使用量の増加に伴う高騰の可能性等のリスクも存在す

る。 
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図 1.1-4-1 現行リチウムイオン電池の課題 
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１．１－５ 本事業の取組の概要 

本事業「革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発」（RISING2）では、EVの大量普及に貢献する

蓄電池、言い換えれば EV の販売価格低減に寄与し、かつユーザーの利便性も向上させる車載

用蓄電池を開発目標とした。ユーザーに対してガソリン車から EV への乗り換えを訴求し、カ

ーボンニュートラルに貢献していくとともに、日系 OEM がグローバルな EV ビジネスを勝ち抜

けるようにしていくことが重要であるため、目標とする蓄電池の基本的な要件として、図 1.1-

5-1に示す 5点を掲げて、開発に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1-5-1  本事業で目標とする車載用蓄電池の基本的な要件 

 

図 1.1-5-2 に示すように、EV でガソリン車並みの車両価格や利便性を実現しようとすると、

電池パッケージのエネルギー密度は 500Wh/kg 以上が必要である。しかしながら、LIBのように

インサーション反応（トポケミカル反応）を利用する蓄電池では、イオンが出入りする遷移金

属酸化物や炭素等のホスト材料が正極・負極に必要となるため、エネルギー密度 500Wh/kg の

実現は困難である。そのため、LIB とは電荷キャリア、材料及び構造等が全く異なった新原理

の革新型蓄電池（ポスト LIB）を開発する必要がある。 

本事業では、2030 年にガソリン車並みの走行性能を有する普及価格帯の電気自動車（EV）等

を実現するため、リチウムイオン電池の性能を凌駕する革新型蓄電池の実用化を促進する共通

基盤技術を産学官の連携・協調による集中研方式で開発した。 
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図 1.1-5-2 革新型蓄電池によるガソリン車に匹敵する EVの実現 

 

図 1.1-5-3 に今後の車載用蓄電池に適用されていく蓄電池タイプの中長期的な技術シフトイ

メージを示す。当面は現行の液系 LIBが車載用蓄電池の主流であるが、現行 LIBに代わり、相

反関係にある高エネルギー密度と安全性の両立が可能な全固体 LIBへのシフトが始まり、次い

で LIBの性能限界を大きく超える革新型蓄電池の市場投入で常に世界の先手を取り続ける必要

がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1-5-3  車載用に適用される蓄電池の中長期的な技術シフトイメージ 

 

  



15 

 

（１）革新型蓄電池開発 

本事業においては、図 1.1-5-4 に示すように、アニオン移動型のフッ化物電池、亜鉛空気電

池、カチオン移動型のコンバージョン電池、硫化物電池の 4つの蓄電池タイプを対象として共

通基盤技術の研究開発を実施した。なお、これら 4つの電池系は、2009～2015年度に実施した

NEDO 事業「革新型蓄電池先端科学基礎研究事業」（RISING）において基礎・基盤的な知見が得

られているものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1-5-4 研究開発対象の蓄電池タイプ 

 

フッ化物電池は金属ハロゲン化物を活物質とし、1価のフッ化物イオン（F-）の移動で反応が

進行する蓄電池であり、多価イオンの移動が不要である。密閉系電池として最高の理論体積エ

ネルギー密度を有し、異常時にも酸素を放出しないため、高い安全性が得られる。新規の概念

であり、海外も含めて研究成果の報告例や障害となる特許が無いため、オープン・クローズの

知財戦略や標準化と特許の組合せにより、ビジネス段階での優位性を構築するには最適と考え

られる。 

亜鉛空気電池は水酸化物イオン（OH-）の移動で反応が進行する蓄電池であり、酸素を正極活

物質として利用するため、重量を小さく抑えることができ、高いエネルギー密度が得られる。

水系の電解液を使用するため、燃焼の危険性が無い。また、亜鉛は安価な金属であり、資源制

約も無い。研究の歴史が古く、研究成果の報告例が多いものの、高エネルギー密度電池として

の取組みは少ない。特許件数も多いが、期限切れが多く、ビジネス段階で障害となる特許は無

い。 

コンバージョン電池は FeF3、FeOF、FeS2等を正極活物質に用い、１電子反応分の Liがインサ

ーション（放電）した組成から、更に 2電子又は 3電子反応分、Liとのコンバージョン反応に
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よる放電が可能なものである。トータルで 3電子又は 4電子反応となるため、高容量が期待で

き、密閉系電池としてはリチウム硫黄電池に次いで高い理論エネルギー密度が得られる。また、

異常時にも酸素を放出しないため、高い安全性が得られる。 

金属硫化物電池はリチウムイオン（Li+）の移動で反応が進行する蓄電池であり、資源量が豊

富で高い理論容量を有する硫黄を正極とするため、高いエネルギー密度が得られる。資源量の

豊富な硫黄を利用することで低コスト化も期待できる。リチウム硫黄電池の研究開発の歴史は

古いが、硫黄の溶出が課題となって実用化に至っていない。前記した RISING プロジェクトに

おいて硫黄の溶出を抑制し、同時にエネルギー密度・出力等のバランスを取れる金属多硫化物

の正極材料を開発済みであり、基本特許を出願済みである。 
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①革新型蓄電池の特許動向 

(a)フッ化物電池の特許動向 

アニオン移動型フッ化物電池の2001年以降の特許出願件数の推移を図1.1-5-5に示す。

2017年までの全出願件数が35件と少ない。出願人国籍別では日本24件（内、RISING

事業で20件）と最も多く、米国9件、欧州2件の順。最初の優先権主張年は2005年

で、米国California Institute of TechnologyとアイルランドのPotanin Institute 

Limitedから出願されている。米国Rutgers大も2007年以降、3件出願している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1-5-5 フッ化物電池の特許出願件数推移、及び出願人国籍別出願件数の比率 

 

 

(b)亜鉛空気電池の特許動向 

亜鉛空気電池の出願件数を図1.1-5-6に示す。日本は2008年頃から出願件数が増加し、総数

は830件強（40％）でトップ。次いで中国、米国、韓国の順。2015年以降、日本は減少傾向

であるが、逆に中国は急増し、2016年に日本を追い抜いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1-5-6 亜鉛空気電池の特許出願件数推移、及び出願人国籍別出願件数の比率 
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(c)コンバージョン電池の特許動向 

コンバージョン電池（正極関連）の出願件数を図1.1-5-7に示す。2010年頃より出願件数が

大幅に増加しており、近年は中国籍による自国での出願件数が急増しており、次いで米国で

の出願件数が増えている。米国籍の出願人の特許では、金属フッ化物との複合化及び表面改

質の出願が多く、金属フッ化物のサイクル特性向上を主眼としたものが中心となっている。

一方、欧州国籍の出願人は、金属フッ化物とバインダーや導電助剤など電極作製法を出願す

る傾向にある。近年の全体的な傾向として、複合化や表面改質といった作製プロセスが多く

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1-5-7 コンバージョン電池の特許出願件数推移、及び出願人国籍別出願件数の比率 

 

 

(d)硫化物電池の特許動向 

硫化物電池（正極関連）の出願件数の推移を図 1.1-5-8 に示す。2010 年ごろより出

願件数が急増しており、中国籍の出願の伸びが著しい。硫黄正極材料の種類別では、

単体硫黄に関係した出願が全体の 6 割以上を占めている。また、炭素-硫黄複合体の多

硫化リチウムシャトル抑制に関する出願が 5割程度を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1-5-8 硫化物電池の特許出願件数推移、及び出願人国籍別出願件数の比率 
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②革新型蓄電池の論文発表動向   

(a)フッ化物電池の論文動向 

フッ化物電池の論文発表件数の推移を図1.1-5-9に示す。総数は30件と少ないが、2014年以

降、増加している。欧州（特に独、仏）が90％以上。近年、米国から論文投稿が出ており、

動向を注視する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1-5-9 フッ化物電池の論文発表件数推移及び論文著者所属機関国籍別の発表件数の比率 

（Derwent World Patents Indexに基づき NEDO作成） 

 

 

(b)亜鉛空気電池の論文発表動 

亜鉛空気電池の論文発表件数は2013年以降、急増している。中国籍の発表件数が多く、欧

州、米国、韓国の順。日本は全体の約4％で劣位である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1-5-10 亜鉛空気電池の論文発表件数推移及び論文著者所属機関国籍別の発表件数の比率 

（Derwent World Patents Indexに基づき NEDO作成） 
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(c)コンバージョン電池の論文発表動向 

コンバージョン電池の論文発表件数は2009年以降、急増したが、2015年からは横ばい。近

年は中国、米国の発表件数が多い。総数は中国、米国、欧州、日本、韓国の順。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1-5-11 コンバージョン電池の論文発表件数推移及び 

論文著者所属機関国籍別の発表件数の比率 

（Derwent World Patents Indexに基づき NEDO作成） 

 

 

(d)硫化物電池の論文発表動向 

硫化物電池の論文発表件数は2012年以降、急増している。近年は中国籍の発表件

数が非常に多い。総数は中国、米国、韓国、欧州、日本の順。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1-5-12 硫化物電池の論文発表件数推移及び論文著者所属機関国籍別の発表件数の比率 

（Derwent World Patents Indexに基づき NEDO作成） 
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③革新型蓄電池の学会発表動向 

2010年、2014年及び2018年のリチウム電池国際会議(International Meeting on Lithium 

Batteries：IMLB)における蓄電池タイプ別の発表件数を図1.1-5-13に示す。2010年はLIBが8

割程度を占めるが、2014年ではLIB以外の固体電池や革新型蓄電池に関する発表が増加した。 

IMLB2018ではLIB以外では、全固体電池の発表が目立つが、革新型蓄電池では、Naイオン電

池、硫化物電池が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.1-5-13 IMLBにおける蓄電池タイプ別発表件数 
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④日本における革新型蓄電池等の開発プロジェクト 

本事業で開発した 4 つの蓄電池タイプについて電極活物質の理論容量密度と標準電極電位を

プロットしたものを図 1.1-5-14 に示す（金属硫化物電池は、実測ベースの容量密度・作動電

圧をプロット）。各プロット点は点線で示した理論エネルギー密度 1,000Wh/kgのラインを超え

ており、本事業で開発対象としている蓄電池タイプは、EV 用電池パックとして 500Wh/kg の実

現が期待できるポテンシャルを有していると言える。 

なお、同図には参考として、科学技術振興機構（JST）事業「戦略的創造研究推進事業／先端

的低炭素化技術開発」（ALCA）の「次世代蓄電池研究加速プロジェクト」（SPRING）及び文部科

学省事業「元素戦略プロジェクト＜研究拠点型＞」で研究開発されている蓄電池タイプについ

ても併記した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1-5-14  日本における革新型蓄電池等の開発プロジェクト 
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（２）高度解析技術開発 

蓄電池の反応には、ナノオーダーの局所構造からミリオーダーの反応分布まで様々な空間・

時間分布を持つ階層構造が存在する。これら反応の階層構造において、電池の性能（容量・

出力）、耐久性、安全性等に及ぼす影響因子とその動的な挙動を最新の基礎科学を駆使して

定量的に解明することが、技術的な課題が多く、且つそのハードルも高い革新型蓄電池を過

酷な条件で使用される車載用蓄電池として開発する上で必須と考えられる。 

RISINGプロジェクトにおいては、理化学研究所の大型放射光施設「SPring-8」に「RISING放

射光ビームライン」を、高エネルギー加速器研究機構の大強度陽子加速器施設「J-PARC」に

「RISING中性子ビームライン」をそれぞれ建設した。これら2つの異なる特長を持つ世界で唯

一の電池専用ビームラインをフル活用し、実作動条件下における電池内部の動的挙動をリア

ルタイムで観察することが可能となった。その結果、フッ化物電池の正極活物質の酸化還元

挙動や固体電解質内のイオン導電パスの解析、亜鉛空気電池のデンドライト成長を抑制する

技術、多電子移動型金属化合物電極の酸化還元反応を円滑化する電解液等、新規のアイディ

アを導き出す等の実績を挙げた。また、核磁気共鳴、ラマン分光法、原子間力顕微鏡、電子

線ホログラフィー、交流インピーダンス、計算科学等を用いた先端的な解析技術を開発し

た。 

本事業においては、図1.1-5-15に示すように、2030年の革新型蓄電池の実用化には手戻りの

ない開発によって技術革新のスピードを加速する必要があるとの認識の下、上述したRISING

プロジェクトの解析技術を更に発展させるとともに、各種解析技術を統合した世界最高・最

先端の解析プラットフォームの構築に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1-5-15 高度解析技術開発の概要 
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１．１－６ 海外における革新型蓄電池の開発状況 

（１）米国 

米国においては、エネルギー省(DOE)のエネルギー効率・再生可能エネルギー・自動車技術局

（EERE-VTO）、エネルギー先端研究計画局（ARPA-E）、科学局（Office of Science）が、様々な

革新型蓄電池のプロジェクトを推進中である。 

 

① FERE-VTO 

2016～2021 年の 5 ケ年計画のコンソーシアム型プロジェクト「Battery500」を立ち上げて

いる。開発予算総額は 5,000万ドル（5年間）とされている。コンソーシアムのメンバー構成

は、Pacific Northwest国立研究所（リーダー）、Brookhaven国立研究所、Idaho国立研究所、

SLAC国立加速器研究所、Stanford大、Binghamton大、California San Diego 大、Texas 大

（Austin）、Washington大の 9 機関であり、IBM、Tesla、USABCがアドバイザーとして参加し

ている。開発目標はエネルギー密度が 500Wh/kg、サイクル寿命が 1,000サイクルとなってお

り、デンドライドフリーのリチウム金属負極と硫黄正極から構成されるリチウム硫黄電池、

及びリチウム金属負極と高ニッケル NMC 正極からなる次世代 LIB を開発している。何れもパ

ウチセルで試作、評価を進めており、リチウム硫黄電池は 372Wh/kgで 300サイクル達成、後

者の LIBは 350Wh/kg で 200サイクルを超え、継続中である。 

また、VTOのプログラム「Advanced Battery Materials Research」（BMR）には、Argonne国

立研究所をはじめ７つの国立研究所、23大学、2企業が参画し、液・ポリマー系固体電解質、

解析技術、モデリング、金属リチウム負極、硫黄正極、リチウム空気電池、ナトリウムイオ

ン電池の７つのカテゴリーで 46のテーマが実施されている。 

・液・ポリマー系固体電解質：ダイキンが LIB 用の高電圧電解液、West Virginia 大学が

LiLaAlZrO ナノファイバーとポリマーとの複合電解質、Lawrence Berkeley 国立研究所が

Li 金属負極用のブロック共重合体電解質、Argonne国立研究所がリチウム硫黄電池用の固

体電解質を開発している。 

・リチウム金属負極：Li デンドライト抑制を主眼として、Pacific Northwest 国立研究所、

Carnegie Mellon 大、Pittsburgh大学、Oak Ridge国立研究所、Texas大、Argonne国立研

究所が LLZO固体電解質やポリマーを添加したハイブリッド電解質などを研究している。 

・リチウム硫黄電池：リチウムポリスルフィドの溶解防止やシャトル効果抑制、硫黄カソー

ドの導電性付与のため、Argonne 国立研究所、Pacific Northwest 国立研究所、Stanford

大、Brookhaven 国立研究所、Pennsylvania州立大、Lawrence Berkley 国立研究所が、ポ

リマー硫黄複合電極、Li金属負極の保護層、ナノ構造硫黄カソード等の開発を進めている。 

・リチウム空気電池：充放電反応の安定化とサイクル寿命向上のため、Pacific Northwest

国立研究所、Argonne国立研究所、Illinois大が、空気極の過電圧低減、Li金属負極の保

護被膜形成、電解液の安定性向上等の開発に取り組んでいる。 

・ナトリウムイオン電池：Brookhaven 国立研究所、2019 年度からは Argonne 国立研究所、

Lawrence Berkeley国立研究所、Pacific Northwest国立研究所が参画して、重量エネル

ギー密度 200 Wh/kg、体積エネルギー密度 500 Wh/Lの目標を掲げ、遷移金属酸化物正極、

チタン系酸化物負極、高難燃性電解液等の研究を進めている。 
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2019年 10月、FERE-VTOは新たな Advanced vehicle technologies research として、蓄電

池、電動システム、高効率モビリティシステム等の開発に着手した。3年間で 5,900万ドルを

投下する。蓄電池は固体電池に特化し、1,500 万ドル（FY2020）の予算で材料、診断ツール、

モデリングに取組む。材料開発では企業、大学が種々の固体電解質の開発を担当する。 

開発テーマは以下の通り。 

・Maryland大：Liデンドライドフリー固体電解質 

・Solid Power,Inc：多機能電解質材料を用いた全固体電池 

・Iowa州立大：グラッシー固体電解質 

・Michigan大：Liセラミック電解質の薄膜形成 

・Virginia工科大：ポリマー電解質の複合材料 

・General Motors：硫化物ガラス化物電解質を用いた全固体電池のホットプレス 

・West Virginia 大：全固体電池用単一イオン伝導電解質 

・Pennsylvania州立大：全固体 Li-S電池の材料開発 

・Wisconsin大：Liデンドライド抑制のための動的保護層の開発 

・Wildcat Discovery 社：Li界面設計による固体イオン伝導体 

 

② ARPA-E 

2010～2016年に実施されたプロジェクト「BEEST」においては、480km 以上の走行を可能と

する車載用蓄電池の開発を目的として革新型蓄電池の研究開発が行われた。2010～2016年の

6年間の予算総額は約 3,900万ドルである。開発目標としては、重量エネルギー密度 200Wh/kg、

体積エネルギー密度 300Wh/L、コスト 250 ドル/kWh が設定された。Missouri 大学と

PolyPlusBattery がリチウム空気電池、 Sion Power がリチウム硫黄電池、 Pellion 

Technologiesがマグネシウムイオン電池、Revolt Technology が亜鉛空気電池、Stanford大

学が全量子型電池に取り組んだ。ARPA-Eとは別に、Sion Powerはリチウム金属負極とハイニ

ッケル正極で構成されたパウチセル（1.8Ah）で、エネルギー密度 420Wh/kg、700Wh/1,800サ

イクル後の容量維持率 70％を達成したと報告している。 

2010～2013年に実施されたグリッドスケールの貯蔵技術のプロジェクト「GRIDS」において、

Fluidc,Inc.（現 Nant Energy,Inc.）は亜鉛空気電池で参加していたが、プロジェクト終了後

も開発を進め、蓄電システムは途上国でのモバイル基地局や太陽光発電システム併設などの

用途に展開されてきた。定置用の亜鉛空気電池（定格容量 750Wh）と 40セルから構成される

蓄電システム（30kWh）、及び亜鉛空気電池と LIB のハイブリッドシステムの２タイプがライ

ンナップされている。 

2013～2017年に実施されたプロジェクト「RANGE」においては、車載用蓄電池及び電池シス

テムのロバスト性を向上させることによって、電池システム全体のオーバーヘッドを軽減し、

電池コンパクト化（230Wh/L）や低コスト化（100～125ドル/kWh）等の達成を目指した。開発

予算総額は 3,800万ドル（5年間）とされている。本プロジェクトには 12の企業、国立研究

所、大学等が参画したが、そのうち、企業 2社（Solid Power、Bettergy）、Oak Ridge国立研

究所、Maryland 大学が全固体電池の開発に取り組んだ。また、水系 LIB、亜鉛空気電池、リ

チウム硫黄電池等の研究開発が行われた。 

2016 年開始のプロジェクト「IONICS」では、車載用蓄電池、定置用蓄電池及び燃料電池へ
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の適用を想定し、イオン伝導性材料を用いた新規な電気化学デバイスの研究開発が行われて

いる。予算総額は 3,700 万ドル（5 年間）で計画されている。2019 年は大学・国立研究所・

企業等による 16テーマが採択されているが、内訳は蓄電池関係が 9テーマ、燃料電池関連が

6 テーマ、フロー電池が 1 テーマ。車載用蓄電池のコスト目標はセルで 100 ドル/kWh 以下、

電池パックで 175ドル/kWh以下が掲げられており、以下に示すような研究開発が行われてい

る。 

・Pennsylvania州立大学：独自の低温焼結技術を用いた複合構造の酸化物系固体電解質 

・Colorado大 Boulder校：全固体 LIBのセルの製造時間を短縮する瞬間焼結法 

・Iowa州立大：ガラス系電解質の低コスト製造プロセス 

・Oak Ridge国立研究所：ガラス系電解質及び低コストセル化技術 

・24M：ロール・ツー・ロール法で製造可能な有機・無機固体電解質の保護層を設置したリ

チウム金属負極電池 

・Sila Nanotechnologies：固体電解質を軟化させて正極とセパレータ―に接合する製造プ

ロセス 

・Ionic Materials：リチウム金属負極電池用のポリマー電解質及びポリマー複合体正極 

・PolyPlus Battery：リチウム金属薄膜とガラス系電解質薄膜で構成される電極・セパレー

タ―複合体 

・UC Sandiego校：サイクルによるダメージを修復し、デンドライト析出を抑制する自己修

復電解質 

 

③ Office of Science 

プログラム「Basic Energy Science」（BES）において、2012年 11月、次世代蓄電池（車載

用／定置用）の研究拠点として「Joint Center for Energy Storage Research」（JCESR）を

Argonne 国立研究所に設立した。開発予算総額は 1 億 2,500 万ドル（5 年間）とされている。 

開発目標は 5 年以内にエネルギー密度 5 倍、コスト 1/5 のポスト LIB を開発することであ

り、Argonne 国立研究所をリーダーとして 5 国立研究所、5 大学、5 企業（Dow Chemical、

Applied Materials、Johnson Controls、Clean Energy Trust、United Technologies Reseach 

Center）が参加した。革新型蓄電池の開発コンセプトは、多価イオンのインサーション反応

やリチウム-酸素、リチウム-硫黄、ナトリウム-硫黄等の化学反応、非水系レドックスフロー

をベースにしたものであった。 

JCESR は 2016 年 1 月に、目標達成のための蓄電池コンセプトとして、定置用ではフロー電

池を、車載用ではリチウム金属負極と硫黄正極を組み合わせたリチウム硫黄電池を選定した。

2017 年のプログラム終了までは他の電池系の研究も推進し、100 ドル/kWh（パックレベル）

目標の達成を目指すとしていた。2019年から 5年間（～2023年）延長され、開発予算総額は

12,000万ドルで、原子／分子レベルの材料分析を強化し、多価イオン電池（マグネシウム等）、

リチウム硫黄電池に注力するとしている。 

 

（２）欧州 

欧州においては、EU、欧州投資銀行、産業界等から官民パートナーシップ「欧州グリーンビ

ークル・イニシアティブ」（EGVI）に対して拠出される資金を使い、数多くの車載用蓄電池の技
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術開発プロジェクトを推進している。1つのプロジェクトに多数の EU加盟国の企業、大学・研

究機関が参加するコンソーシアム方式で実施されている。 

EGVI における革新型蓄電池関連のプロジェクトの概要を表 1.1-6-1 に示す。9 件のプロジェ

クトの蓄電池タイプの内訳はリチウム硫黄電池が 5件、リチウム空気電池が 2件、鉄空気電池

が 1件、全固体電池が 1件である。 

表 1.1-6-1に記載したプロジェクトのうち、「LISSEN」はリチウム金属負極を使用しないリチ

ウム硫黄電池を開発するものであり、イオン液体をベースとした電解液に、ハードカーボン担

持体に硫黄を分散させた正極、シリコン（又は錫）と黒鉛の混合負極の組み合わせで、1Ah 級

のセルを試作し、特性評価を行った。一方、「EUROLIS」はリチウム金属負極を使用しており、

リチウム金属のデンドライト成長対策として、ガラス繊維セラミック製セパレータの仕様を検

討した。「LISA」は Li 金属負極の保護とハイブリッド固体電解質を特長とする高エネルギー、

高安全な 20Ah級のリチウム硫黄電池の開発を進めている。 

「LISA」に参画している OXIS Energyは 2020年にエネルギー密度 500Wh/kgを目指している

が、現状、セルレベルで 400Wh/kg を達成している。セルの定格容量は 10～35Ah、電圧 2.1V。

また、ブラジルにリチウム硫黄電池の生産プラントを建築するとの報道（2019年 2月）がなさ

れた。 

2017年に開始された全固体電池の開発プロジェクトの「IMAGE」は、BMW（独）, VARTA（独）, 

Umicore（ベルギー）, Arkema（仏）, Hydro-Québec（加）等の 11企業が参画し、Li金属負極、

ゲルポリマー電解質を用いた全固体電池でエネルギー密度 300Wh/kg以上を目指す。 

 

表 1.1-6-1 EGVI の革新型蓄電池の開発プロジェクト 

プロジェクト 内 容 目標値 参加機関 

リ
チ
ウ
ム
硫
黄
電
池 

LISSEN 

（2012～2015） 

ポリサルファイド溶出を抑

制するイオン液体電解質と

カーボンコート・カーボン

中空体技術を開発 

定量目標無し 

Volkswagen(独)等 

3 企業、6 大学･研究所、 

1 コンソーシアム 

EUROLIS 

（2012～2016） 

材料改良と電極を開発し、

18650 プロトタイプセルを

試作し、EV 用評価試験を実

施 

エネルギー密度：

500Wh/kg、 

出力密度 1,000W/kg 

Renault(仏)、

Saft(仏)、

Fraunhofer(独)、

MaxPlanck (独)、

Volvo(スウェーデン) 等

4 企業、7 大学･研究所 

ALISE 

（2015～2019） 

各電極材料を改良して、電

池セルとパック評価が目標 
エネルギー密度：500Wh/kg  

Fraunhofer(独)、

DARAMIC(仏)等 

11 企業、5 大学･研究所 

HELIS 

（2015～2019） 

※EUROLIS 

後継 

EUROLIS の後続プログラム

で、リチウム硫黄電池のパ

イロット試作と電池特性評

価 

コスト： 

150 ユーロ/kWh 以下 

エネルギー密度：500Wh/kg 

PSA(仏)、SAFT (仏)等 

4 企業、9 大学･研究所 

LISA 

（2019～2022） 

ALISE プロジェクトで抽出

されたレート特性、体積エ

ネルギー密度、寿命等を改

善。Li 金属の保護と固体電

解質の開発を重点化。 

ハイブリッド固体電解質

を特長とする高エネルギ

ー、高安全な 20Ah 級の

LiS セル 

Oxis Energy(英)、

Renault(仏)、Varta(独)

等 9 企業、4 大学・研究

所 
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金
属
空
気
電
池 

LABOHR 

（2011～2014） 

循環式ドライ酸素収集デバ

イスを備えたリチウム空気

電池技術の開発のための新

コンセプトの確認 

定量目標無し 
Volkswagen(独)等 

3 企業、7 大学･研究所 

STABLE 

（2012～2015） 

空気極の改良と正極表面、

触媒改良で、1,200mAh/g、

サイクル寿命 151 回達成 

容量：2,000mAh/g 

サイクル寿命：100～150

回 

Politecnico di 

Torino(伊)、SWEAR IVF 

(スウェーデン)等 

1 企業、8 大学･研究所 

NECOBAUT 

（2012～2015） 

炭化鉄/ペロブスカイト構造

体の開発により、鉄空気セ

ルを開発し、電極面積も拡

大化（～400 cm2） 

エネルギー密度：400Wh/kg 

サイクル寿命：3,000 回 

コスト：100 ユーロ/kWh 

Saft Baterías(スペイ

ン)等 5 企業、3 大学･研

究所 

全
固
体
電
池 

IMAGE 

（2017～20121） 

Li 金属負極ベースの高エネ

ルギー密度電池の開発 

Li金属負極、ゲルポリマー電

解質を用いた全固体電池の開

発。エネルギー密度目標は

300wh/kg以上 

BMW (独), VARTA (独), 

Umicore (Belgium), 

Arkema (仏), Hydro-

Québec (加)等 11 企業 

 

なお、欧州連合ではフレームワークプログラム 「Horizon2020」においても定置用や宇宙用

等のアルミニウムイオン電池、マグネシウムイオン電池、ナトリウムイオン電池、亜鉛空気

電池等の研究開発が大学・研究機関中心で行われている。表 1.1-6-2 に革新型蓄電池の開

発プロジェクトの概要を示す。 

 

表 1.1-6-2 Horizon2020 の革新型蓄電池の開発プロジェクト 

プロジェクト 
電 池 

タイプ 
内 容 目 標 参加機関 

HS-GLASSion 

（2015～2017） 

All- 

Solid 

無機ガラス系固体電解質を用

いた全固体 LIB（薄膜型）の開

発。 

（定量目標無し） Interuniversitair Micro-

Electronicacentrum Imec 

VZW(Belgium) 

NAIADES 

（2015～2018） 
Na-ion 

Na イオン電池の実証試験。1kW

モジュールシステムの構築。 

（定量目標無し） Saft (仏)等 5 企業、1 大

学、3 研究所 

ALION 

（2015～2019） 
Al-ion 

定置用途の Al イオン電池の開

発。48V モジュールの開発。 

エネルギー密度：
400Wh/kg 
サイクル寿命：3,000 回 

Varta Microbattery(独)等
7 企業、3 大学、2 研究所 

ARTIST 

（2015～2018） 
Mg-ion 

Mg イオン電池の反応機構の解

明 

（定量目標無し） The Chancellor(英)、

CAMBRIDGE 大（英） 

ZAS 

（2015～2018） 
Zn-Air 

定置用途の亜鉛空気電池の開

発。亜鉛極の Shape-change、デ

ンドライド成長、溶解腐食、電

解液の劣化、空気極触媒の過電

圧等の課題を解決しながら、セ

ル・モジュールを開発。 

エネルギー密度：
160Wh/kg 
             260Wh/L 
サイクル寿命： 1,000 回 
            （80％DOD） 
コスト：300 ユーロ/Wh 

Varta Microbattery(独)等

4 企業、5 研究所、1 大学 
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ドイツ連邦政府は、EGVIや Horizon2020のプロジェクトとは別に、EV及び車載用蓄電池の分

野でドイツ企業を世界トップ水準に引き上げることを目指し、独自の技術開発政策を展開して

いる。2016年に連邦教育研究省（BMBF）主導で開始されたプログラム「Batterie 2020」プロ

グラムにおいては、車載用蓄電池及び定置用蓄電システムに適用する全固体電池、多価カチオ

ン電池、リチウム硫黄電池、金属空気電池等の研究開発が産学連携で行われている。 

2018年、BMBFは固体電池の基礎研究を促進するため、リサーチクラスター「FestBatt」を立

ち上げた。Gießen 大（JLU）のコーディネートの下、KIT、FZJ、German Aerospace Center（DLR）、

Helmholtz Institute Ulm、Max planck institute、Duisburg大、Marburg大、Darmstadt工科

大等、14の研究機関が参画。 予算は 16M EUR（2018-2021）。3つの材料系（リン酸化合物、酸

化物、ポリマー）、2 つのプロセスプラットフォーム（解析、理論・データプロッセッシング）

のプロジェクトから構成されている。 

ドイツの電池研究開発拠点として 2009年に活動を開始した Münster 大の蓄電技術研究セン

ター（MEET）には BMW、BOSCH等、30社以上の企業が参加し、基礎研究～製造技術～リサイク

ルまで広い範囲で研究開発を行っており、リチウム硫黄電池、金属空気電池、マグネシウム

硫黄電池の研究を行っている。 

フランスでは、2011 年に高等研究教育省によって産官学の連携促進と新規事業の創出を目

的に RS2E（Research Network on Electrochemical Energy Storage）が設立され、様々な蓄

電池の研究プロジェクトを推進中。プログラム期間は 10年間（2011～2020 年）、年間予算は

約 1,000万ユーロ。中心的な機関は国立科学研究所（CNRS）で、3政府系機関（CEA、IFPEN、

INERIS）、17大学・国研、15企業（RENAULT、SAFT、ALSTOM、AIRBUS、EDF、UMICORE等）が参

画している。次世代 LIB、キャパシターに加え、革新型蓄電池としてはリチウム硫黄電池、リ

チウム空気電池、ナトリウムイオン電池等の研究がおこなわれている。 

イギリスでは蓄電池開発事業「Faraday Battery Challenge」に 4年間で 24,600万ポンドを

投じる計画を進めている。この一環で 2017年に Faraday Institutionを設立し、第 1弾とし

て、蓄電池の基礎研究に 4,200万ポンドを供給すると発表した（2018年 1月）。EV用途での

固体電池の実証を目的とするプロジェクト「SOLVAT」は Oxford 大をリーダーに 7大学、9企

業が参画している。2019年 9月には第 2弾として、低コスト、長寿命な Naイオン電池の

「NEXGENNA」とリチウム硫黄電池の「LiSTAR」の産学連携プロジェクトが発足した。 

 

（３）中国 

中国においては、第 12次 5ケ年計画（2011～2015年）の「国家ハイテク研究発展計画」（863

計画）で LIB の研究開発が行われ、「中国国家重点基礎研究発展計画」（973 計画）で革新型蓄

電池の研究開発が行われたが、第 13次 5ケ年計画（2016～2020 年）においては、上記 2 つを

統合した「国家重点研究開発計画」で LIBと革新型蓄電池の研究開発が行われている。2020年

の LIBの開発目標は、エネルギー密度 300 Wh/kgと第 12次 5ケ年計画と同じである。しかし、

サイクル寿命は 1,500 回と目標値を下げる一方、コストは 800元/kWh （1万 3,000円/kWh）と

さらに厳しい目標設定を掲げた。また、革新型電池の開発目標はエネルギー密度 500Wh/kg と

なっている。 

この計画の中にある「新エネ車試行特別プロジェクト」において、LIBの正極では高 Ni系の

高電位・高容量化、負極では Si-黒鉛混合系等の高容量材料、電解液では耐高電圧電解液を開
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発する予定となっている。また、革新型蓄電池では全固体電池、リチウム硫黄電池、リチウム

空気電池を開発するとしている。5年間の総予算は約 3.55億元（60億円）で計画されている。 

中でも中国科学院（CAS）がリチウム硫黄電池、リチウム空気電池の研究開発を行っており、

サイクル寿命に課題はあるものの実セルで 300Wh/kg のエネルギー密度を達成するとともに、

1kWh級の電池パックを試作しているとの報告がある。 

 

表 1.1.6-3 新エネ車試行特別プロジェクトの車載用蓄電池技術の重点テーマ 

最先端の基礎研究 ① 車載用蓄電池の新材料、新システム 

重要技術 

② 高エネルギー密度 LIB開発 

③ 高出力、長寿命の LIB開発 

④ 車載用蓄電池のシステム技術開発 

⑤ 革新型高エネルギー密度電池技術 

評価プラットフォーム ⑥ 車載用蓄電池の評価及び試験方法開発 

 

2016年 4月に、中国・国家発展改革委員会、国家能源局の連名にて、「エネルギー技術革命に

向けたイノベーション行動計画（2016-2030年）」が通達され、高度なエネルギー貯蔵技術への

イノベーションのカテゴリーで、二次電池については、低コスト、長寿命、安全性の高い全固

体リチウムイオン電池の開発、次世代電池（ナトリウムイオン電池、フッ化物イオン電池、塩

化物イオン電池、マグネシウムイオン電池等）の開発によって、蓄電技術のブレークスルーを

目指すとされている。 

 

（４）韓国 

World Premier Materials（WPM）は 2010年に知識経済部（現在の産業通商資源部）が、2018

年までに主要素材分野で 30％以上の世界シェア確保を目指して立ち上げたプロジェクトであ

り、「高性能二次電池素材」が対象分野の 1つに含まれる。Samsung SDI をプロジェクトリーダ

ーとし、主要蓄電池・材料メーカーや研究機関が広く参画し、高ニッケル三元系正極や Si 合

金系負極の開発が推進された。 

また、「緑色産業先導型二次電池技術開発」は、2011年に産業通商資源省傘下の韓国産業技術

評価管理院が、蓄電池分野で 2018年に世界シェア 45％を達成し、2020年にグリーンエネルギ

ー供給において世界第 1位に跳躍することを目指して立ち上げたプロジェクトである。政府総

予算は 1,300億ウォンで、多様な大学・研究機関及び民間企業が参画し、ニッケル系正極、マ

ンガン系正極、シリコン合金系負極、バインダーのコーティング技術等の開発を推進している。 

2012年に韓国エネルギー技術評価院（KETEP）は、「二次電池の競争力強化に向けた統合ロー

ドマップ」を補完する位置づけで「EV用エネルギー貯蔵システムロードマップ」を発表してい

るが、その中でコア技術として改良型 LIBと全固体電池を挙げ、特に全固体電池に関しては短

期目標として 300 Wh/kg、中長期目標として 500 Wh/kgを掲げている。 

さらに、2014 年 7 月に蓄電池を含む 6 大コア技術分野の「気候変化対応コア技術開発戦略」

を策定した。2020年まで分野合計で毎年 4,300 億ウォンを投資すると発表した。韓国の蓄電池

生産は世界 1 位であるが、コア材料の国産化率は 41％と分析し、競争力強化が必要としてい

る。LIB のエネルギー密度の向上に加え、2020 年までにエネルギー密度 400Wh/kg の革新型蓄



31 

 

電池を実現するとし、全固体 LIB、リチウム硫黄電池、リチウム空気電池等の開発を推進して

いる。 

この戦略を受けて、群山大学が亜鉛空気電池に適用する多元空気極触媒を、韓国電気研究院

が亜鉛空気電池のセル化技術を開発している。なお現在、韓国電池研究組合が中心となり、2025 

年を見据えた「中大型二次電池国家戦略ロードマップ」を策定中である。 

 2018年、韓国電気技術研究院（KERI）を中心に韓国生産技術研究院（KEITECH）、韓国科学

技術院（KAIST）、韓国電子部品研究院（KETI）が参画し、電気自動車用次世代リチウム金属二

次電池の開発プロジェクトが発足した。2023 年までに 243 億ウォンを投資し、430Wh/kg の高

エネルギー密度を持つリチウム金属二次電池を開発する 

また、国家プロジェクトではないが、LG化学がリチウム硫黄電池及び金属空気電池を、SKイ

ノベーションがナトリウム二次電池及びリチウム空気電池の研究開発を推進しているとの報

告がある。2021 年 4 月には、漢陽大学から 460Wh/kg の 1Ah級全固体空気亜鉛パウチセルが報

告された。 
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１．２ NEDO事業としての妥当性 

１．２－１ NEDOの関与の必要性 

本プロジェクトは、下記①～⑥に示す理由からNEDO事業として取り組むこと、あるいはNEDO

の関与が必要である。 

① 業界全体の競争力強化(公共性・汎用性) 

低炭素化社会の構築に向けては、技術革新による蓄電池の高性能化・低コスト化が必須

であり、その実現に向けては革新型蓄電池の中・長期的な研究開発が必要である。加えて、

蓄電池及び蓄電池材料分野は日本メーカーが技術力で世界をリードしているものの、ビジ

ネス面での国際競争は激化している。さらに、主要各国も研究開発を精力的に推進し、キ

ャッチアップを目指している。そのため、日本メーカーによる競争力を有した革新型蓄電

池の早期市場投入を実現する研究開発を加速化あるいは効率化するためには、共通基盤技

術の開発が必須要素である。蓄電池自体の実用化開発は個別の事業者の負担で行うべきで

あるが、本事業で開発している技術は関連産業界全体の競争力強化を図るものであり、公

共性・汎用性を有する共通基盤技術である。 

② 学術成果の産業技術への引き上げ 

蓄電池及び蓄電池材料については、国内の大学・公的研究機関において学術的な基礎研

究が連綿として取り組まれており、また、その研究レベルも世界トップレベルにある。そ

のため、これら学術成果を産業技術として仕上げていく観点からも本事業における産学連

携の取組みが必要である。 

③ 開発リスク・ハードルの高さ 

本事業では、革新型蓄電池を車載用蓄電池として実用化するためには、トレードオフの

関係にある高エネルギー密度と耐久性・安全性等を高いレベルで両立させる必要があるが、

その開発リスクとハードルは極めて高いと言える。 

④ 関係者の利害調整 

共通基盤技術の開発に際しては、企業を競争させるのではなく、競合関係あるいは売り

手と買い手の関係にある複数の企業を連携・協調させる必要がある。特に技術情報の開示

／非開示の範囲に関して、説得性・納得性のあるルールをプロジェクト内で作る必要があ

る。この場合、関係者の利害得失を調整し、関係者のメリットを最大化させるのは、民間

活動だけでは困難であり、中立的な立場でマネジメントを行う機関の関与が必要である。 

また、本事業には多くの大学・公的研究機関が参加している。アカデミアにおける教育

研究は知識の普及と伝承・共有化を行う活動であり、秘密保持を行わない公開性が基本で

あるのに対して、本事業のような産学連携は知識の財産化と企業活用が目的であり、守秘

性が基本となる。この相反を理解した上で、アカデミア、産業界双方のモチベーションを

維持する妥協点を探索できるマネジメント機関の関与が必要である。 

⑤ 蓄電池開発の技術蓄積、マネジメント経験の活用 

NEDOでは共通基盤技術開発から応用・実用化開発までを戦略的かつ包括的にマネジメン

トしている。「安全・低コスト大規模蓄電システム技術開発」（2011～2015年）では、電力

系統用大型蓄電システムの開発とその実証試験を行った。「リチウムイオン電池応用・実

用化先端技術開発」（2012～2016年）では、EV・PHEV用 LIBの高性能化・低コスト化の技

術開発を推進した。また、「先進・革新蓄電池材料評価技術開発」（2013～2022年）では、
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蓄電池産業における共通的な基礎・基盤技術として、LIB 及び全固体 LIB 用材料の開発効

率を飛躍的に向上させるための材料評価技術の開発を推進中である。さらに、本事業推進

上の基礎・基盤的な知見を獲得した「革新型蓄電池先端科学基礎研究事業」（2009～2015

年）を実施し、世界最先端の解析プラットフォームの構築と、エネルギー密度 500 Wh/kg

を実現可能な革新型蓄電池のコンセプトを創出した。このように国プロの推進等を通じて

培われた蓄電池の技術及び産業・市場に関する知見や研究開発マネジメントの経験・ノウ

ハウ等を有効活用する観点において、本プロジェクトへの NEDOの関与は適切と言える。 

⑥ 蓄電池開発プロジェクト間の連携促進、省庁間の連携 

経済産業省と文部科学省では、蓄電池の研究開発において省庁の枠を越えた連携に取り

組み、両省が実施している蓄電池開発プロジェクトを一体的に運営するため、各事業に関

係している有識者から構成される「文部科学省・経済産業省ガバニングボード（蓄電池）」

（戦略コーディネーター：東京大学大学院工学研究科教授 橋本和仁）を設置している。 

NEDO蓄電技術開発室長は同ガバニングボードの構成員であり、図1.2-1-1に示すように、

本事業、NEDO「先進・革新蓄電池材料評価技術開発」、JST「戦略的創造研究推進事業／先

端的低炭素化技術開発」の「次世代蓄電池研究加速プロジェクト」及び文部科学省事業「元

素戦略プロジェクト」との連携関係を構築し、シナジー効果の獲得に取り組んでおり、こ

の点においてもNEDOの関与は適切である。 

 

 

図1.2-1-1 我が国の蓄電池開発プロジェクトの連携関係 
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１．２－２ 実施の効果 

（１）CO2削減効果 

 ガソリン車、EV、PHEV1台当たりの年間CO2排出量はそれぞれ以下のように試算される。 

 

● ガソリン車の年間 CO2排出量 

 ＝ 【年間走行距離】÷【燃費】×【ガソリン CO2排出係数】 

＝ 10,000km※1 ÷ 10.92km/L ※2 × 2.32kg-CO2/L 
※3 

＝ 2,125kg-CO2 
 

● EVの年間 CO2排出量 

＝ 【年間走行距離】×【電費】×【電力 CO２排出係数】 

＝ 10,000km × 0.171kWh/km※4 × 0.37kg-CO2/kWh
※5 

＝ 633kg-CO2 
 

● PHEVの年間 CO2排出量 

＝ 【年間 EV 走行距離】×【電費】×【電力 CO2排出係数】 

      ＋【年間 HEV走行距離】÷【燃費】×【ガソリン CO2排出係数】 

＝ 5,000km※6 ÷ 7.378km/kWh※7 × 0.370kg-CO2/kWh 

＋5,000km ÷ 26.04km/L※8 × 2.322kg-CO2/L 

＝ 251kg-CO2 ＋ 446kg-CO2 

＝ 697kg-CO2 

[注 記] 

※1：国土交通省「継続検査の際の整備前自動車不具合状況調査」 自家用車 10,575km/年を参考。 

※2：2,000cc クラスガソリン車(トヨタ：プレミオ)の燃費 15.6km/L(JC08 モード)の 0.7倍と仮定。 

※3: 環境省・令和元年「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度 説明会」資料 P53 （参考１） 

燃料の使用に関する排出係数（別表１×別表２×（44/12））に記載の値。 

※4：日産リーフ(2017 年発売)の電費カタログ値 0.120kWh/km（JC08 モード）の 1/0.7 倍と仮定。 

※5: 2015 年電気事業連合会「電気事業における低炭素社会実行計画」において、2030年度の長期エ

ネルギー需給見通しに基づき、定めた電力 CO2排出係数(使用端)の目標値。 

※6:EV 走行距離と HEV 走行距離の割合を 50：50 と仮定。 

※7：トヨタプリウス PHV(2017 年発売)の EV 走行時電力消費率 10.54km/kWh（JC08 モード）の 0.7 倍

と仮定。 

※8：トヨタプリウス PHV(2017 年発売)の HEV 走行時燃費 37.2km/L（JC08 モード）の 0.7倍と仮定。 

 

従って、EV･PHEV１台当たりの年間 CO2 削減効果は、以下のように算出され、それぞれ

1,492kg-CO2、1,428kg-CO2となる。よって EV・PHEV１台当たりの年間の平均 CO2削減効果は、

約 1.46t／年となる。 

次に、本プロジェクトの実施によって車載用 LIB の高性能化や低コスト化等が進展し、そ

の結果として、「未来投資戦略 2017」等に掲げられた 2030 年における EV・PHEV の普及目標

が達成された場合の CO2削減効果について述べる。 

「日本の自動車工業 2019」（日本自動車工業会、2019 年 7 月）によると、我が国の四輪車

保有台数は 2018年 12月末現在で約 7,829万台であり、うち乗用車(普通車、小型四輪車、軽

四輪車)は約 6,202万台である。本 CO2削減効果の検討においては、2030年代の乗用車保有台

数は 6,200万台で一定とし、そのうち 30％を EV・PHEV(EV:PHEV＝1:1)とすると、国内 CO2削

減量は約 2,715万 t／年となる。 
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● EVの年間 CO2削減効果 

＝ 【ガソリン車 CO2排出量】 － 【EV年間 CO2排出量】  

＝ 2,125kg-CO2 － 633kg-CO2 
＝ 1,492kg-CO2 
 

● PHEVの年間 CO2削減効果 

＝ 【ガソリン車 CO2排出量】 － 【PHEV年間 CO2排出量】  

＝ 2,125kg-CO2 － 697kg-CO2 
＝ 1,428kg-CO2 

 

  ● 国内 CO2削減量 

＝ 6,200万台×30％×1.46t／年 

＝ 2,715万 t／年 

 

今後、EV・PHEV、ガソリン車共に電費・燃費は更に向上すること等も想定され、本試算結

果は変動要素を含んだものであるが、2030 年には約 2,715 万 t／年の CO2削減効果が期待で

きる。加えて、我が国の自動車メーカーは 2018 年実績で約 482万台の乗用車を輸出するとと

もに、米国、欧州、東南アジア、中国等での現地生産にも積極的に取り組んでいる。輸出・海

外生産の対象には EV・PHEVも含まれることから、世界全体の CO2削減にも大きく貢献するこ

とが期待できる。 

 

（２）経済効果 

「未来投資戦略 2017」等に掲げられた 2030年における EV・PHEVの普及目標が達成された場

合の経済効果について述べる。 

「日本の自動車工業 2019」（日本自動車工業会、2019年 7月）における直近 10年間（2009年

～2018年）の国内乗用車生産平均台数 798万台、2018年実績で国内自動車メーカーの海外生

産台数 1,997万台とし、パック容量を EV：40kWh、PHEV：20kWh、EVと PHEVの販売比率を 1:1

とすると、国内生産及び海外生産の EV・PHEVの売上と電池パックの売上は以下のように計算

される。 

    ● 国内生産 EV・PHEVの売上 

           ＝【国内乗用車生産台数】×30％×【乗用車平均価格】  

           ＝ 798万台×30％×200万円／台 

           ＝ 4.8兆円／年 

 

    ● 国内生産 EV・PHEV用の電池パックの売上 

＝【国内乗用車生産台数】×30％×【電池パック容量】×【電池パックコスト】 

＝798万台×30％×30kWh×1.0万円／kWh 

＝0.72 兆円／年 

 

    ● 国内生産 EV・PHEV用の電池パックの容量 

           ＝【国内乗用車生産台数】×30％×【電池パック容量】 

           ＝798万台×30％×30kWh 

           ＝72GWh／年 
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    ● 海外生産 EV・PHEVの売上 

           ＝【国内自動車メーカーの海外生産台数】×30％×【乗用車平均価格】 

           ＝1,997万台×30％×200万円／台 

           ＝12兆円／年 

 

    ● 海外生産 EV・PHEV用の電池パックの売上 

           ＝【国内自動車メーカーの海外生産台数】×30％×【電池パック容量】

×【電池パックコスト】  

           ＝1,997万台×30％×30kWh×1.0万円／kWh 

           ＝1.8兆円／年 

 

    ● 海外生産 EV・PHEV用の電池パックの容量 

           ＝【国内自動車メーカーの海外生産台数】×30％×【電池パック容量】 

＝1,997万台×30％×30kWh 

                     ＝180GWh／年 

 

上記の売上見通し等に対して、本プロジェクトの5年間の予算総額（NEDO負担分）は約166億

円であり、十分な費用対効果があると言える。 
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第２章  研究究開発マネジメントについて 

２．１ 研究開発目標の妥当性 

本プロジェクトでは、以下に示す性能・諸元を有した EV および電池パックを 2030 年に実用

化するために革新型蓄電池の共通基盤技術の開発として、「研究開発項目① 高度解析技術開

発」および「研究開発項目② 革新型蓄電池開発」を実施した。 

  

2030年に実用化を目指す EVおよび電池パックの性能・諸元 

✓ 車両走行距離（1回充電あたり）：500km 

✓ 車両コスト：190万円（10万台/年/社 生産ケース） 

✓ 電池パックコスト：40万円（容量あたりコスト：1万円/kWh） 

✓ 電池パック容量：40kWh 

✓ 電池パック出力：120kW（重量あたり出力密度：1,500W/kg） 

✓ 電池パック重量：80kg（重量あたりエネルギー密度：500Wh/kg） 

✓ 電池パック体積：70L（体積あたりエネルギー密度：570Wh/L） 

✓ 車両環境温度：－30℃～60℃ 

✓ 電池パック寿命：カレンダー10年以上、サイクル 1,000～1,500回 

✓ 電池パック安全性：現行の車載用 LIBパックと同等以上のこと 

 

「研究開発項目① 高度解析技術開発」および「研究開発項目② 革新型蓄電池開発」の最

終目標は以下とした。 

 

研究開発項目① 「高度解析技術開発」 

【最終目標】（2020年度末） 

革新型蓄電池の高性能化や高耐久化を実現する実セルおよび電極の設計・製造に活用

可能な新規の解析技術を開発する。 

・実セル作動条件下における電極活物質-電解質界面の反応解析技術 

・実セル作動条件下における電極活物質の反応解析技術 

・実セル作動条件下における電極合剤内の反応分布および劣化現象解析技術 

なお、上記の解析技術には、空間分解能で 10μm、時間分解能で 10 ミリ秒、深さ分解

能で 10ナノメートルを超える技術が含まれるものとする。 

開発した解析技術を用いて、「研究開発項目② 革新型蓄電池開発」で開発する革新型

蓄電池の性能や耐久性等の支配因子とその影響度を提示する。 
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研究開発項目② 「革新型蓄電池開発」 

【最終目標】（2020年度末） 

開発した共通基盤技術を基に試作した実セル（容量 5Ah 級）注 1）について、下記を満足

することを確認する注 2）。 

 ・重量エネルギー密度：500Wh/kg以上 

 ・体積エネルギー密度：1,000Wh/L以上 

 ・重量出力密度：100W/kg以上注 3） 

 ・サイクル寿命：100回以上注 3） 

 ・環境性：カドミウム、水銀、六価クロム等の環境負荷物質をセル構成材料として

大量に使用していないこと。 

 ・車両環境への対応：－30～60℃の動作環境温度において変質しないこと。 

 ・経済性：貴金属等、高コスト元素を大量に使用しないこと。 

 ・安全性：内部短絡、圧潰・過充電時の異常発熱、発火、熱暴走等に対する安全策

を講じることが技術的に可能なこと。 

 ・充電性：普通充電（6時間）が可能なこと。急速充電が可能なこと注 3）。 

 

注 1） 一対の正極、負極、セパレータおよび電解質（電解液）で構成され、充放電

が可能な単電池の状態。ただし、端子や電子制御装置等は含まれない。 

注 2） 試作する実セルの容量と最終・中間目標は、開発する革新型蓄電池タイプの

特性、実用化課題、試作・評価に使用する研究開発設備および研究開発時の安全

性等を勘案した上で、提案者が公募時に提案し、採択決定後に NEDOと協議の上、

実施計画書において定めるものとする。 

注 3） プロジェクト終了後における更なるプロセスエンジニアリング開発等によっ

て、前記した 2030年実用化を想定する電池パックの出力、サイクル耐久性、充電

性まで向上する見通しがあること。 

 

これらの目標は本プロジェクトの企画、立案段階において主要な自動車、蓄電池メーカーお

よび有識者と意見交換して設定した。表 2.1-1 には、主要各国の車載用蓄電池の開発目標を示

した。表からわかる通り、RISING2 における各項目の目標値は世界トップレベルに設定した。

重要な目標の一つである電池パックエネルギー密度の目標値は 300～500Wh/kg と各国とも同様

なレベルであった。このことから、いかに早く目標を達成し、市場投入するかも革新型蓄電池

普及の点で重要であった。この点においても、早期実用化に向けて産官学連携の下で予算を投

入して研究開発を推進することは非常に意義があった。 
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表 2.1-1 主要各国の車載用蓄電池の開発目標 
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２．２ 研究開発計画の妥当性 

２．２－１ 研究開発内容 

研究開発項目①「高度解析技術開発」 

蓄電池内部では、ナノメートルオーダーの活物質/電解質界面から電極のマクロ配置のス

ケールに至る空間的な階層構造と、ミリ秒オーダーの電荷移動過程から時間以上のオーダーで

起こる劣化過程といった時間的な階層構造が複雑に関連した反応過程が存在し、これらが蓄電

池の耐久性（劣化挙動）、出力特性、安定性等の特性に大きな影響を及ぼす。本プロジェクト

の前身に当たる RISING では、これらの電池内部の反応に生じる時間と空間分布の階層構造を

実験的に解明する技術の開発を目的に、より早い反応を捉えるための計測技術やより微細な領

域を解析できる計測技術の開発を行った。この開発のため、理化学研究所の大型放射光施設

SPring-8 および高エネルギー加速器研究機構の大強度陽子加速器施設 J-PARC に、それぞれ蓄

電池研究専用の放射光Ｘ線ビームライン BL-28XU および中性子ビームライン SPICA を建設した。

このような大型施設以外にも電極/電解液表面のキャリアーイオンの化学状態や拡散挙動など

を解明するための核磁気共鳴（NMR）、電池内部反応を電気化学的に予測する精密充放電測定、

第一原理計算を用いた電極活物質の電子構造の解析のための計算科学、界面の微細構造を観察

するための高分解能電子顕微鏡観察技術なども整備した。 

本プロジェクトでは、RISINGで開発した蓄電池の解析技術を基盤として、電池特性の向上や

電池劣化の抑制の指針を得るために、蓄電池反応に伴う活物質や電極の構造や化学状態などの

時間変化を解析する、放射光、中性子、電子顕微鏡、核磁気共鳴、計算科学などの技術の開発

と、これらの技術を組み合わせた多面的な解析技術の開発に取り組んだ。 

 

研究開発項目②「革新型蓄電池開発」 

RISING では、ナノ界面制御電池（フッ化物電池、塩化物電池）、亜鉛空気電池、多価イオン

電池、Li 空気電池、硫化物電池の潜在的可能性を調査・探索し、リチウムイオン電池（LIB）

に替わる有望な革新型蓄電池候補として、ナノ界面制御電池、亜鉛空気電池および硫化物電池

に焦点を当てた。 

本プロジェクトでは、革新型蓄電池候補から 500 Wh/kgの重量エネルギー密度の可能性を有

する電池として、フッ化物電池、亜鉛空気電池、コンバージョン電池、及び硫化物電池を選出

し、研究開発項目①で示した高度解析技術を活用しつつ、これら 4 種の革新型蓄電池の開発を

進めた。キャリアーイオンの駆動形態からアニオン駆動形電池とカチオン駆動型電池に大別し、

キャリアーイオンの駆動形態毎に研究開発集中拠点を組織して研究開発を進める体制とした。

アニオン駆動型電池では、フッ化物電池及び亜鉛空気電池を研究対象とし京都大学に集中拠点

を設置した。カチオン駆動型電池では、コンバージョン電池及び硫化物電池を研究対象とし産

業技術総合研究所（産総研）に集中拠点を設置した。 

フッ化物電池の研究では、電解質及び活物質の材料探索、電池挙動反応を検証するとともに、

電池としての実証試験を進めた。特に電解質は有力な候補材料が少ないため、フッ化物イオン

伝導体の探索、開発は本テーマの重要な課題であった。そこで、多面的に新規電解質の調査、

材料開発を実施するため、大阪大学、九州大学、工学院大学、名古屋大学、三重大学の 5 事業

者を 2018 年度後半から新たに採択して研究体制の強化を図った。新規なフッ化物イオン導電

体の創出を試み、セルを用いた実証検証では数 mAh 級の薄膜電池から 500mAh 級の実セル（全

固体ペレット型セル）を試作し、 実セルによる充放電挙動の実証に取り組んだ。また、液系
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電解質についても電解質組成の最適化によりフッ化／脱フッ化反応の促進を図った。 

亜鉛空気電池では、サテライト拠点で創出された電極材料について数 Ah 級（□20×20mm サ

イズ）の実セルによる性能評価を進めるとともに、有望な材料技術を取り入れて 20Ah 級

（□50×50mm サイズ）の実セルを設計、試作し、重量エネルギー密度 500 Wh/kg以上の実証に

取り組んだ。また、OER 特性に優れた電極と ORR 特性に優れた電極のそれぞれ特性をより効果

的にするため、電極内での空間配置を検討することにより空気極電極の性能改善を図った。 

コンバージョン電池では、Fe系活物質を用いた実証セルで明確になったエネルギー効率の向

上に取り組み、高容量電極の構築及び電解液量の最適化により、重量エネルギー密度 500 

Wh/kgの実証に取り組んだ。 

硫化物電池では、ハーフセル（□50×50mmサイズ）の試作、評価を通じて、種々の電池特性

について多面的に評価を行い、V-S 系正極を第一優先候補材料に選定した。選定した材料を中

心にさらなる性能向上にむけた材料開発を進めるとともに、20Ah級積層実電池の設計・試作に

取り組み、重量エネルギー密度 500 Wh/kgの実証に取り組んだ。 
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２．２－２ 本プロジェクトの全体スケジュール 

本プロジェクトの全体スケジュールを図 2.2-2-1 に示した。高度解析技術開発では、革新型

蓄電池技術開発を加速するための革新的な解析技術、既存解析技術の高度化、革新型蓄電池内

でみられる独自の反応機構観測に必要となる周辺技術開発を推進した。２－４ 研究開発の進

捗管理の妥当性 で後述するように、高度解析技術研究者と畜電池開発研究者の間で成果を共

有、論議を行う会議体を新設し、開発した技術を蓄電池研究者と連携し、革新型蓄電池解析を

多元的に行う取り組みを推進した。 

革新型蓄電池開発においてはフルセルでの電池評価を軸とし、そこで明らかとなる要素技術

の組み合わせた効果を検証することで、電池本来の課題解決に向けた研究開発に取り組むこと

で実証試験に取り組んだ。 

このように革新型蓄電池および高度解析技術の年度毎の開発の進捗状況に応じ、技術の相互

連携について重点化を行いながら、最終目標である 500Wh/kg の検証とともに、プロジェクト

終了後の事業化に向けた実用化研究へのスムーズな移行を目指した。 

 

 
図 2.2-2-1 本プロジェクトの全体スケジュール 
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２．２－３ 研究開発費 

本プロジェクトの研究開発予算の内訳（経費別）を図 2.2-3-1 に示した。予算総額は、2016

年度から 2020 年度の 5 年間で 16,632 百万円、総予算の配分は機械装置費に 4,710 百万円、労

務費に 4,862百万円、消耗品費、その他に 7,060百万円と研究計画に沿って適切に配分した。 

機械装置費の年度推移を図 2.2-3-1(2)に示した。初年度には 1,500百万円を上回る予算を投

入した。早期に高度解析技術を確立するため、設備導入に多くの初期投資をした結果である。

設備導入が順調に進むにつれて機械装置費の負担が年々軽減した。ただし、2019年度はフッ化

物電池研究を促進すべく追加公募を実施した翌年にあたり、新規事業者の設備導入のため一時

的な増額により対応をした。 

労務費の年度推移を図 2.2-3-1(3)に示した。中間評価の指摘事項を反映して、革新型蓄電池

開発の加速、重点化にともない評価実験の負荷が増大し、これらに対応する労務費を増加した。 

拠点別、グループ別で整理した研究開発予算の内訳を図 2.2-3-2 にまとめた。拠点別では

（図 2.2-3-2（1））、京大拠点、サテライト、産総研拠点の順に配分した。また、グループ別で

は（図 2.2-3-2（2））、フッ化物電池、硫化物電池、亜鉛空気電池、コンバージョン電池の順に

配分した。これは京都大学が革新型蓄電池であるフッ化物電池研究、および、放射光を用いた

高度解析技術開発の中心となる拠点であったためであった。 
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図 2.2-3-1 研究開発予算の内訳（経費別） 

 

 

 

図 2.2-3-2 研究開発予算の内訳（拠点・グループ別） 
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２．２－４ 研究開発人員 

本プロジェクトにおける研究開発拠点は、集中拠点である京都大学拠点と産総研拠点及びサ

テライト拠点の 3 拠点とした。各拠点に従事する人員推移を図 2.2-4-1 に示した。300 名以上

の研究員が本プロジェクトに従事しており、中心的役割を担う京都大学集中拠点が半数を占め、

続いてサテライト拠点で約 1/3、産総研拠点で約 1/6 を占めた。2018 年度の追加公募によりサ

テライト拠点の従事者が 20 名程度増員した。産総研拠点でも 2018 年度に 10 名程増員し、研

究開発体制を強化した。 

研究開発拠点の中心となる京大拠点と産総研拠点での人員構成を図 2.2-4-2、図 2.2-4-3 に

示した。京大拠点での専任研究員は約 40 名、産総研拠点での専任職員は約 30 名の研究員が本

プロジェクトに従事した。企業出向者は、京大拠点で約 20名、産総研拠点でも約 5名となり、

いずれの場合も拠点に属する研究者、研究所職員が大多数を占めており、大学、公的研究機関

が得意とする先端的な材料科学、基礎的な反応挙動に関する理解、高度な解析技術と、企業が

得意とする電池開発、製品化に関する技術やノウハウの融合による革新型蓄電池開発が進めら

れた。 

京大拠点の従事者構成で特徴的な点は、参画企業からの登録研究員が 80 名以上と極めて多

いことであった（図 2.2-4-2）。このような観点からも革新型蓄電池に対する参画企業の関心の

高さがうかがえた。これらの登録研究員は直接本プロジェクトの研究に携わらないものの、研

究進捗や成果について適宜情報交換可能な立場であり、プロジェクト終了後において技術の移

管や実用化を促進する役割を担った。 
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図 2.2-4-1 研究開発人員の推移 

 

 

図 2.2-4-2 京大拠点における人員構成 

 

 

図 2.2-4-3 産総研拠点における人員構成 
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２．３ 研究開発実施体制の妥当性 

２．３－１ 研究実施体制 

本プロジェクトの 2016～2018 年度の前期 3 年間にわたるプロジェクト全体の実施体制を図

2.3-1-1に示した。前期 3年間は NEDOがプロジェクトリーダー（PL）として委託した国立大学

法人京都大学 大学院工学研究科 松原 英一郎 教授（当時）、およびサブプロジェクト

リーダー（SPL）として委託した国立研究開発法人産業技術総合研究所 エネルギー・環境領

域 電池技術研究部門 小林 弘典 総括研究主幹（当時）の下で実施した。集中拠点である

京都大学、および産総研で各々テーマを分担しており、それぞれの集中研究拠点が手がける研

究開発活動に貢献できる自動車、蓄電池、材料メーカー等 10 法人が研究者やエンジニアを積

極的に派遣し、相互にノウハウ、電池技術を持ち寄ることで研究開発を進める連携体制を構築

した。 

サテライト拠点では、当初 15 大学、3 研究機関でスタートし、体制を強化するため 2018 年

度の追加公募で工学院大学、名古屋大学、大阪大学の 3 大学が新たにサテライト拠点として加

え、総計 18大学・3 研究機関の構成となった。 

 

 

図 2.3-1-1  プロジェクト前期（2016-2018年度）の実施体制 

 

 

 

 

 

  

京都大学

集中拠点

サテライト

村田製作所、トヨタ自動車、豊田中央研究所、日産自動車、パナソニック、

昭和電工マテリアルズ、日立製作所、マクセル、本田技術研究所、三菱自動車工業

茨城大、神奈川大学、関西大学、九州大学、神戸大学、東京大学、東京工業大学、東京農工大学、

東北大学、名古屋工業大学、兵庫県立大学、北海道大学、三重大学、立命館大学、早稲田大学、

工学院大学、名古屋大学、大阪大学

ファインセラミックスセンター、高エネルギー加速器研究機構、理化学研究所

アニオン移動型
電池グループ

PL 松原 英一郎（京大）

SPL 小林弘典（産総研）

NEDO

カチオン移動型
電池グループ

ナノ界面制御電池
（ハロゲン化物）

水系空気電池

アニオン共通基盤

硫化物電池

カチオン共通基盤

ナノ界面制御電池
（コンバージョン）

高度解析技術開発
グループ

高度解析技術活用
グループ

放射光

中性子

電気化学精密計測

核磁気共鳴

電子顕微鏡

計算科学

京都大学 産業技術総合研究所

PL SPL

NEDOマネジメントグループ
（京都大学分室）

10企業

18大学
3研究機関

PM：細井統括研究員
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２．３－２ 研究実施体制の強化 

中間評価での指摘事項を受けて、より効率的かつ効果的な革新型蓄電池研究を進めるために

研究実施体制を大幅に変更した。革新型蓄電池の研究者として高い専門技術を有する国立大学

法人 京都大学工学研究科 安部 武志 教授を PL に、また、国立大学法人 京都大学 産官

学連携本部 森田 昌行 特任教授を SPL として委託し、参画企業・大学等への技術的指導・

助言等を適切に行うとともに、革新型蓄電池研究の加速を図った。 

高度解析技術開発は革新型蓄電池研究グループの直下に配置したことにより、それぞれの革

新型蓄電池開発に適した解析技術開発を行った。これにより、各革新型蓄電池開発では高度解

析技術適用により新たに得られた詳細な反応挙動に関する知見に基づき、材料開発及び実セル

での実証を加速することが可能となった。 

 

 

図 2.3-1-2  プロジェクト後期（2019-2020年度）の実施体制 
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２．４ 研究開発の進捗管理の妥当性 

２．４－１ NEDO・研究実施者による進捗管理 

NEDOのマネジメントの管理概要を図 2.4-1-1に示した。各研究実施者の目標達成度に加え、

実用化の可能性、産業への波及効果、産業界への技術移転なども考慮しながら、以下のように

プロジェクトの進捗を管理した。 

➢ 京大拠点に常駐者を派遣。研究現場との密接なコミュニケーションを強化。 

➢ 毎月、登録研究員の従事月報の提出を求め、登録研究員ベースでの研究開発に遅滞が生

じていないことを確認するとともに、プロジェクト運営に反映。 

➢ 毎月、予算執行状況の報告を求め、研究設備の導入状況や消耗品の購入状況から委託先

単位での研究開発の遅延が発生していないことを確認。 

➢ 革新型蓄電池研究の研究グループ毎に NEDO 担当者を配置し、適宜開催される報告会へ

参加。研究進捗及び最新の技術情報を取り込み、プロジェクト運営に反映。 

➢ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言発出下での研究開発活動を促進

できるように、テレワーク及び on line 会議を積極的な導入を指導。 

➢ 第 60回電池討論会（2019年 11月）の「ナショナルプロジェクト合同セッション」にて

成果発表を支援し、広報活動を促進。 

加えて、技術動向の調査を行い、最新の動向を実施者と情報を共有し、プロジェクト運営に

反映した。 

 

 

図 2.4-1-1 NEDOのマネジメント管理概要（2019年度～2020年度） 
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２．４－２ プロジェクトの会議体と運営 

マネジメントを行うにあたり設置した会議体とその運営を図 2.4-2-1に示した。 

① 有識者会議：年に1回開催し、有識者の視点から研究の進捗状況について意見・助言

を受け、プロジェクトマネジメントに反映した。 

② 運営会議：年に 1回開催し、参画企業の経営層と集中研究拠点の運営について議論を

行い、大所高所から受けた意見をプロジェクトマネジメントに反映した。 

③ 企画会議：年に４回程度開催し、参画企業のマネージャークラスの意見を吸い上げ、

プロジェクトマネジメントに反映した。 

④ GL 会議：毎月開催し、マネージャークラスの意見を日々のテクニカルマネージメン

トに反映した。 

⑤ 拡大会議：年に 3 回程度、電池研究グループ毎に開催し、情報共有と議論を実施し

た。本プロジェクト後期では、⑧全体技術会議の新設により廃止した。 

⑥ 高度解析技術拡大会議：年に3回程度、高度解析技術者を集めて開催し、情報共有と

議論を実施した。本プロジェクト後期では、⑧全体技術会議の新設により廃止した。 

⑦ 推進会議：年に４回程度開催し、進捗や技術トピックスを関係者で共有し、意見交

換を行った。本プロジェクト後期では、⑧全体技術会議の新設により廃止した。 

⑧ 全体技術会議：各々実施していた情報共有を加速するため、⑤⑥⑦を統合して全体

技術会議を新設した。年に 3回程度開催し、各電池開発者、解析技術者、参画企業の

関係者全員でタイムリーに情報を共有、開発に反映した。 

⑨ マネジメント会議：⑧の全体技術会議で共有した情報をもとに、各企業の意見を電

池開発へダイレクトに反映させるため、マネジメント会議を新設した。目標達成に

向けた実証試験を加速した。 

⑩ 内部シンポジウム：年に1回開催し、本プロジェクトの関係者全員でプロジェクト全

体の研究進捗を共有した。また、ポスターセッションを設けて技術的交流を深めた。 

 

 

図 2.4-2-1 プロジェクトの会議体と運営 
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２．４－３ 有識者会議の設置・運営 

前述した有識者会議は、電池技術に関する有識者 10 名で構成され（表 2.4-3-1）、技術的な

助言およびプロジェクト全体の運営管理等に関する助言を頂く目的で設置、運営した。2019年

10月には第 3回有識者会議を開催し、中間評価以降より強化した電池研究進捗に対する技術的

な助言や、中間評価を反映した本プロジェクトの活動方針に関する助言・指摘及び様々な評価

やコメントをいただいた。その内容と、各コメントに沿って対応した対処方針などを表 2.4-3-

2にまとめた。各コメントに対して対処方針を検討し、計画や運営などに反映した。 

 

表 2.4-3-1 有識者会議のメンバー構成 

 氏 名 所 属 

議 長 山地 憲治 
地球環境産業技術研究機構 

理事・研究所長 

副議長 横山 明彦 
東京大学大学院 

新領域創成科学研究科 先端エネルギー工学専攻 教授 

委 員 

武田 保雄 三重大学 参与 

竹田 美和 あいちシンクロトロン光センター 所長 

太田 健一郎 横浜国立大学大学院 名誉教授 

桑野 幸徳 太陽光発電技術研究組合 名誉顧問 

佐藤 祐一 神奈川大学 名誉教授 

太田 璋 
前 技術研究組合リチウムイオン電池材料評価研究センター 

専務理事 

秋田 調 電力中央研究所 常務理事 

松本 孝直 電池工業会 部長 

 

表 2.4-3-2 有識者会議での指摘事項とその対応 

開催日 指 摘 事 項 対  応 

第 3回 

有識者 

会議 

 

 

2019年 

10月 1日 

 

・活動方針について賛同をいた

だき、電池の実用化に向けて取

り組むようご意見を頂戴した。 

 

 

・残る期間はメリハリを意識し

て研究開発に取り組むよう助言

をいただいた。 

 

 

・蓄電池関連の他のプロジェク

トとの連携推進の強化について

ご意見を頂戴した。 

 

 

・実用化を意識して、運営会議等でいただい

た参画企業との意見も参考に今後の研究計画

に反映した。 

 

 

・今後の研究開発マネジメントに反映し、プ

ロジェクト運営を進めた。 

 

 

 

・他の蓄電池関連プロジェクトとの更なる連

携強化を進めた。 
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２．４－４ 中間評価結果への対応 

中間評価での指摘事項および実施した対応について表 2.4-4-1まとめた。 

 

表 2.4-4-1 中間評価での指摘事項とその対応 

 

 

① 研究開発マネジメント 

研究開発マネジメントでは研究開発の加速・重点化に関して３つの指摘があった。 

１．主目標の革新型蓄電池開発を重点化 

２．革新型蓄電池開発と高度解析技術開発の連携強化、連携しやすいグループ編成 

３．プロジェクト終了後における効果的な資産運用 

１．については、２．３－２ 研究実施体制の強化、で記載した通り、実施体制を大幅に変

更するとともに、革新型蓄電池開発にリソースを集中させることで参画企業 10 社と合意、大

阪大学、九州大学、工学院大学、名古屋大学、三重大学の 5大学を新たに採択した。 

２．については、実施体制変更にともない高度解析技術開発グループを革新型蓄電池開発グ

ループに併合し、PLは解析技術の専門家から蓄電池の開発を主導している京都大学の安部武志

教授に交代した。 

３．については、プロジェクト終了後の資産運用、活用方法を議論する会議体を設置した。 

 

② 研究開発成果研究  

開発成果では研究開発項目における取り組みの強化に関して、エネルギー密度の目標値達

成に固執した開発とならないように、サイクル特性、レート特性、ヒステリシスなど実用化

に向けた様々な課題にもより一層の重点を置き、性能・耐久性の支配因子を明確化し、電池

特性評価に際してパラメトリックスタディー強化が必要、との指摘があり、実セルの試作及

びパラメトリックな特性評価を通じて、エネルギー密度以外の諸特性を確認する取組みを強

化した。具体的には、以下の評価を実施した。 

 



 

53 

・入出力特性（レート特性、充電受入性） 

・サイクル寿命 

・環境性（高温、低温）  

・安全性（内部短絡、圧潰・過充電時の発熱・熱暴走） 

・経済性等 

 

さらに、戦略的な特許出願を行うための特許ベンチマークの実施、社会への発信を充実するた

めに国プロ合同セッション（第 60回電池討論会（2019年 11月）の「ナショナルプロジェクト合

同セッション」）で成果を発表した。 

 

③ 成果の実用化・事業化 

成果の実用化・事業化に関しては、高度解析技術と革新型蓄電池、それぞれについて指摘が

あった。高度解析技術では、解析プラットフォームの維持・運用スキーム明確化が重要である、

との指摘に対しては、①で記載した体制の再構築により、高度解析技術の成果を革新型蓄電池の

成果をパッケージ化して企業に移転できるようにした。一方、革新型蓄電池では、エネルギー密

度の他に入出力特性、電流・温度依存性、安全性・信頼性など実運用を想定した諸元の把握が重

要になること、電池開発の市場導入については、材料メーカーとの早期協働による研究開発の加

速するよう指摘があった。これらに対しては、②で記載した諸特性のリストアップ作業に参画し

た企業も関与し、実運用を想定した諸元が導出できる評価内容を実施した。 
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２．５ 知的財産に関する戦略の妥当性 

２．５－１ 知的財産戦略 

潜在的な技術ポテンシャルの高い革新型蓄電池が国際市場で競争力を獲得するためには、国

内外を含めて戦略的な出願の取り組みが求められる。その一方で、革新型蓄電池の実現に結び

付く基盤技術の成果を学会発表及び論文投稿等により幅広く社会にアピールをするためには、

計画的な特許出願とノウハウ等の秘匿すべき情報を適切に使い分ける戦略が必要であった。特

に基盤技術開発に携わる大学の先生方にとって、学会発表、論文投稿は重要な活動であり、実

用化に携わる企業も参加する本プロジェクトにおいて、実施者別にオープン／クローズの戦略

の優先順位が大きく異なっていた。そのため、実施者個別のオープン／クローズ戦略を尊重し

つつ、実用化・事業化に際して基本となる技術は積極的に知財を確保するよう指導した。また、

研究拠点、サテライト、参画企業について個別出願または共同出願を適宜、柔軟に選択するこ

とが可能となるようにした。さらに、各実施者の特許出願・権利化動向を把握しつつ、今後主

要な市場形成が見込まれる海外への出願を積極的に推進した。 

 

２．５－２ 知的財産マネジメント 

本プロジェクトでは、「NEDO プロジェクトにおける知財マネジメント基本方針」（2012 年策

定、2015 年改訂）及び「運用ガイドライン」（2013 年発行）に基づき、知的財産マネジメント

を推進している。研究開発実施者サイドでは、PLのリーダーシップの下、以下の管理を行った。 

・知財運営委員会の設置 

・RISING2知財運用規定の整備 

・特許に適さない知財情報 

「ノウハウ集」として管理・運用した。 

・特許技術動向調査 

 国内外の特許調査を実施した。 
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第３章 研究開発成果について 

３．１ 中間評価概要 

３．１‐１ 高度解析技術開発 

 成果まとめ及び中間目標に対する達成状況について下表に示す。 

表 3.1-1-1に記載するように、中間目標を達成した。また、表 3.1-1-2に示すように一部の最終

目標については既に前倒しで達成した。 

 

表 3.1-1-1 高度解析技術開発の成果まとめ 

 

表 3.1-1-2 高度解析技術成果まとめ 
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 次に、代表的な成果トピックスについて記述する。 

SPring-8 BL28XUに既設の HAXPES

装置に、軟 X線源を備えることで、

入射エネルギーを変えて深さ方向の

分析ができるようにした（図

3.1-1-1）。また、蓄電池分析のため

にグローブボックスから大気非暴露

で真空チャンバー内の測定槽まで試

料を搬送できるように、トランスフ

ァーベッセルを追加した。このトラ

ンスファーベッセル部分を従来の

SUS 製から高強度ガラスに変更して、

ユーザーが試料の移動を見ながらで

きるように改良した。 

電子顕微鏡測定技術開発において、図 3.1-1-2 に示すように、水系空気電池の負極である亜鉛

の析出過程のその場 TEM観察を実施した。それぞれ電圧印加から 1、2、4、6秒後の同一視野像で

ある。像中下部の暗い領域が Pt電極に相当し、視野全体が電解液中に浸漬された状態にある。図

中矢印で示す部分がデンドライト核に相当する微結晶で、時間が経つにつれ徐々に数が増え、か

つ各核が成長して樹状に伸びる様子が捉えられている。また核形成と同時に電極表面での層状の

析出も観察された（図 3.1-1-2の 1、 2秒後）。この後、印加電圧の極性を反転すると、電極上に

析出した亜鉛の溶出過程も観察された。さらに析出/溶解のサイクルを繰り返したところ、デンド

ライト核が発生する場所は毎回ほぼ同一であることが判明した。 

 

図 3.1-1-1 HAXPES装置外観 

 

図 3.1-1-2 電解液中での亜鉛デンドライト成長のその場 TEM 観察像 
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水系空気電池の耐久性向上に対して、亜鉛負極のサイクル特性向上が重要となる。具体的には、

電池または電極内における亜鉛金属、または亜鉛酸化物の分布状態を詳細に解明することが必要

である。そこで、高度解析技術グループと連携し、亜鉛負極断面の X線 CT観察技術を確立した。

タングステン管球 X線源を用いた X線 CT断面像により、電極端周辺および電極表面において X

線吸収係数が比較的高い物質の偏析が観察された（図 3.1-1-3）。これは亜鉛金属の偏析によるも

のと考えられる。従って劣化後において亜鉛金属が酸化亜鉛電極表面に緻密化し、放電反応にお

いても酸化亜鉛パッシベーションにより完全放電出来ないことが示された。 
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図 3.1-1-3 亜鉛負極断面の X線 CTによる観察結果 
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３．１－２ 革新型蓄電池開発 

 成果まとめ及び中間目標に対する達成状況について下表に示す。目標を大幅達成している項目

もあるが、それは 300Wh/kg という数値を、最終目標に示される 5Ahを超える容量のセルで達成し

たためである。 

 

 

次に、代表的な成果トピックスについて記述する。 

 

（１）ハロゲン化物電池 

ハロゲン化物電池は金属ハロゲン化物（金属フッ化物、金属塩化物他）を活物質として利用し、

塩化物イオン、フッ化物イオンをキャリアーとする電池である。層状活物質を利用する従来のリ

チウムイオン電池と比較して、理論容量は遥かに高い高エネルギー密度型電池として期待されて

いる。一方で、金属ハロゲン化物はイオン導電性が乏しい等の技術課題が存在する。 

本事業（RISING2）の前身である RISING事業においては、薄膜型電極および電池による評価を

進めた。結果として、銅正極において充放電挙動を確認するという成果を得た。しかしながら、

実セルの構築、それの大型化等、実用化を視野にいれた場合、薄膜型電極での取組には困難がと

表 3.1-2-1 革新型蓄電池開発の成果まとめ 

 



59 

 

もなう。それを踏まえ本事業においては、活物質及び導電助剤等を圧粉することにより電極を作

製することを試みた（圧粉型電極）。研究開発の結果、フッ化銅にイオン導電性を付与することに

成功した（詳細は後述）。その銅正極を初めとする材料を用いて、圧粉型電極を作製することに成

功し、その電極を利用したコイン電池を構築した。図 3.1-2-1に実セルの外観写真を示す。結果

として、世界トップレベルとなる性能を実証することができた（図 3.1-2-2）。ただし、コイン電

池において 100Wh/kgとエネルギー密度の目標は未達である。追加公募により増強した研究体制を

もって、更なる研究開発の加速を図っていく。 

 

 

 

 

 

（２）水系空気電池 

空気電池は、大気中の酸素を活物質として利用するため、つまり電池内の正極体積を削減でき

るため、高エネルギー密度型の電池として期待されている。特に水系空気電池は、非水系の空気

電池とは異なり、大気中に含まれる水分の影響を受け難いため、より実用化に適した電池となる。

一方、電極構造等が未だ十分に最適化されておらず、期待されるほど実セルのエネルギー密度が

高まっていない等、の技術課題がある。 

本事業の中間目標であるエネルギー密度 300Wh/kg 実現が可能となる亜鉛－空気電池のセル設

計を行った。また基本計画において最終目標（2020 年度）の実セル容量が 5 Ah 級とされている

ため、中間評価段階でも 5Ah以上の容量を持つセルを開発することを目標とした。 

実セル構造は扁平角形とし、亜鉛極を中心に、空気極を両面に配置する構造とした。セルサイ

ズとしては、5～10Ah の容量を持たせるために正負極対向部分を 5 cm×5 cm（25 cm2）とした。

このセルサイズの場合、亜鉛極の単位面積当たりの容量として、200～400mAh/cm2が必要となる。

亜鉛極は酸化亜鉛を活物質とし、短絡防止のため袋状のセパレータで包み込む構造とした。空気

極はガス拡散層と触媒層を一体化した 2層構造の空気極とした。ガス拡散層側に集電体のニッケ

ル網を圧着した。試験セルは各空気極の外気側を端板（アクリル製、厚み 20 mm）で両側から押

さえる構造のセルを組み立てた。図 3.1-2-3に亜鉛－空気電池実セルの外観写真を示す。 

上記の実セルについて、組み立て、性能評価を繰り返して構成の最適化を行った。図 3.1-2-4に

 

図 3.1-2-1 ハロゲン化物電池  

実セルの外観 

 

図 3.1-2-2 ハロゲン化物電池 実セルの充放電特性 



60 

 

亜鉛－空気電池実セルの充放電曲線の一例を示す。放電容量 8.53Ah、平均放電電圧 1.09V、重量

エネルギー密度 311Wh/kgが得られ、エネルギー密度に関しては中間評価の目標値を達成した。ま

た、セルサイズについては最終目標に示される 5Ahを、現時点において超えることができている。 

 

 

 

 

 

（３）コンバージョン電池 

コンバージョン電池では、正極活物質の構造自体が変化するコンバージョン領域まで充放電を

おこなう。結果、層状活物質の層間にリチウムイオンを挿入・脱離させる従来のリチウムイオン

電池より高い理論容量を得ることが可能となる。一方、正極活物質である FeF3の過電圧が大きい、

コンバージョン領域まで反応した活物質が元に戻らない、つまり反応可逆性が悪い 等の課題が

あった。 

エネルギー密度向上に向けて、本事業では、活物質の非晶質化による過電圧低減に取り組んだ。

具体的には、FeF3へバナジン酸ガラスを添加することにより非晶質化に成功し、活物質レベルで

の大幅な過電圧低減を確認した（図 3.1-2-6中 小図）。それらの活物質を利用して負極とも適合

する電解液や部材の選択によりラミネート型実セルを構築した。図 3.1-2-5に実セルの外観写真

を示す。結果として、6Ah級セルにおいて 319Wh/kgのエネルギー密度が得られ、中間目標を達成

することができた（図 3.1-2-6）。また、セルサイズについては最終目標に示される 5Ahを、現時

点において超えることができている。 

 

 

 

 

図 3.1-2-3 亜鉛－空気電池 実セル

の外観 

 

図 3.1-2-4 亜鉛－空気電池 実セルの充放電曲線 
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（４）硫化物電池 

硫黄原子に多数のリチウムを結合させる硫化物電池は、高エネルギー密度電池として期待され

ている。一方、電極から硫黄が離脱するという大きな課題があり、本事業では金属多硫化物とい

うアプローチで克服するべく研究開発を進めている。 

エネルギー密度向上に向けて、正極活物質である VS4の過電圧が大きいことが課題となっていた。

そこで、メカノケミカル処理により正極活物質である VS4の低結晶化を試みた。結果として、低

結晶性とすることにより、初期充放電特性の向上が認められた。すなわち、初期放電時において、

いずれの活物質を用いたセルもおよそ 950 mAh g-1の放電容量を示すものの、低結晶性 VS4を正極

として用いた場合、放電曲線のプラトーの電位がおよそ 0.1 V向上した。容量増加および過電圧

低下を確認した（図 3.1-2-8 中 小図）。この活物質を利用して、負極とも適合する電解液や部材

の選択によりラミネート型実セルを構築した。外観を図 3.1-2-7に示す。結果として、8 Ahセル

において 314 Wh/kgのエネルギー密度が得られ、中間目標を達成することができた（図 3.1-2-8）。

また、セルサイズについては最終目標に示される 5 Ahを、現時点において超えることができてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1-2-5 コンバージョ

ン電池 実セルの外観 

 

 

図 3.1-2-6 ハロゲン化物電池 実セルの充放電特性 
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図 3.1-2-7 硫化物電池 

実セルの外観 

 

図 3.1-2-8 硫化物電池 実セルの充放電特性 
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３．２ 事後評価 研究開発成果 

３．２‐１ 高度解析技術開発 

成果まとめ及び最終目標に対する達成状況について表 3.2-1-1に示す。表に記載するように、

最終目標を達成した。特に、革新型蓄電池への適用に係る研究開発が大きく進捗した。これが示

すように、中間評価以降の大半の成果は革新型蓄電池適用に係るものである。よって、成果トピ

ックスは３．２－２項にて記載する。 

 

 

 

 

 

表 3.2-1-1 高度解析技術開発の成果まとめ 
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３．２‐２ 革新型蓄電池開発 

成果まとめ及び最終目標に対する達成状況について表 3.2-2-1に示す。表に記載するように、

最終目標を達成した。 

 

 

 

表 3.2-2-1 革新型蓄電池開発の成果まとめ 
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次に、代表的な成果トピックスについて記述する。 

 

（１）ハロゲン化物電池 

高エネルギー密度の実証について検討した。特に理論容量が高い負極材料について、利用率を

高めることが課題となっていた。そこで、新たにマグネシウム系材料に着目した。純粋なマグネ

シウムのみを利用する場合、フッ化状態であるフッ化マグネシウムのフッ素イオン伝導が著しく

低い事が知られており、負極材料として機能させることは困難である。そこで、フッ化状態にお

けるイオン導電性増加を狙い、マグネシウムへの第 2および第 3金属の添加に取り組んだ。その

マグネシウム合金負極と銅合金正極を組み合わせて実セルを構築した（図 3.2-2-1）。カルシウム

とバリウムを含む固体電解質を用いた全固体電池となる。結果、重量エネルギー密度 360Wh/kg、

体積エネルギー密度 1,400Wh/Lを示した（図 3.2-2-2）。これは、同電池において世界トップレベ

ルである。 

 

 

 

第２の課題は、電池作動に高温を必要とすること、つまりは入出力に係る抵抗が大きいことで

ある。それを克服するべく、活物質主相への金属フッ化物複合化に取り組んだ。銅にフッ化バリ

ウムを複合化した正極について、鉛を対極とする単極評価を実施した。結果、図 3.2-2-3に示す

ように、充放電容量の大きな増加が確認された。次にセリウムを負極とした実セルを構築し、室

温における動作を試みた。結果、実セル動作を確認した（図 3.2-2-4）。この成果から、活物質と

金属フッ化物の複合化は、電池の高入出力化に有用であると示した。 

電池実用化に向けて、サイクル特性も重要な指標である。今回は銅正極について評価を実施し

た。図 3.2-2-5に充放電特性を示す。サイクルにともなう充放電極性の形態変化（例：プラトー

の消失、新規プラトーの出現等）はみられず、結果としてサイクルに伴う活物質の顕著な変質は

確認されなかった。図 3.2-2-6に容量維持率を示す。図に示すように、20サイクル程度までは急

 

図 3.2-2-1 ハロゲン化物

電池 実セルの外観 

 

図 3.2-2-2 ハロゲン化物電池 実セルの充放電特性 
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激な容量劣化はないことを確認した。 
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図 3.2-2-3 銅へのフッ化バリウム添加効果 

 

図 3.2-2-4  セリウム負極の室温における実

セル放電特性 

 

図 3.2-2-5 銅正極のサイクル特性 
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図 3.2-2-6 銅正極の容量維持率 
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次に、高度解析技術の適用について記述する。フッ化物電池の活物質開発において、活物質金

属の酸化還元反応を正確に把握することは大変重要である。そこで、SPring-8放射光施設におい

て、フッ化物電池の Operand 解析装置を構築した（図 3.2-2-7）。特徴は、様々な電池作動温度に

おいて解析可能とするべく、電極とヒーターをセットにした電池解析部を確立したことである。

銅正極の解析した図 3.2-2-8に示す。図に示すように、電池の充放電にともなう銅正極の酸化還

元反応を正確に捉えられることを確認した。 
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図 3.2-2-7 ハロゲン化物電池 Operand解析装置 
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図 3.2-2-8 ハロゲン化物電池 銅正極の酸化還元挙動の解析結果 
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（２）水系空気電池 

高エネルギー密度の実証について検討した。車載時における積層型電池を視野に入れたパウチ

型セルを構築した（図 3.2-2-9）。負極構造を工夫することにより、亜鉛負極の更なる厚膜化を可

能とした。測定条件は、図に示す通りである。結果、室温において 476Wh/kg のエネルギー密度を

実証した（図 3.2-2-10）。これは、同電池において世界トップレベルである。 

 

 

 

 

サイクル特性向上に向けて、亜鉛負極のシェイプチェンジ抑制が重要である。そこで、合剤電

極へのアルミ化合物添加による改良に取り組んだ。添加剤によるサイクル特性向上を確認した（図

3.2-2-11）。次に、そのメカニズムを推定した（図 3.2-2-12）。添加剤が無い状態では、サイクル

数が増加すると、負極の電解液側から亜鉛粒子の肥大化が進行する。肥大粒子は 200μm以上まで

到達し、このことにより亜鉛負極の可逆性は大きく低下する。加えて、この肥大粒子が負極の集

電体側への電解液拡散を阻害する。

これにより、サイクル数増加にとも

ない、負極の集電体側における亜鉛

金属の反応が低下する。上記の２つ

の現象が同時進行することより、サ

イクル劣化は顕著に進むことになる。

添加剤を加えることにより、亜鉛極

の肥大化を抑制できることを確認し

た。また、肥大化が顕著に進む箇所

を、電解液側から集電体側へシフト

することにも成功した。結果、サイ

クル特性の大幅向上を達成すること

ができた。 

 

図 3.2-2-9 水系空気電池 

実セルの外観 

 

図 3.2-2-10 水系空気電池 実セルの充放電特性 
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図 3.2-2-11 合剤電極へのアルミ化合物添加効果 
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次に、高度解析技術の適用について記述する。 

電解液中には亜鉛を含む反応中間体が溶存している。これの詳細な構造、ひいては水和構造を

把握することは、亜鉛負極の形状を制御し、シェイプチェンジを抑制する上で重要である。ここ

では NMRによる解析に取り組んだ。図 3.2-2-13から明らかなように、電解液中の亜鉛濃度によら

ず亜鉛ケミカルシフトは大きく変化しないことを確認した。また、図 3.2-2-14が示すように、電

解液中の水酸化カリウム濃度によらず、亜鉛ピーク値は殆ど一定であった。これは、電解液中の

亜鉛水和構造は、環境によらず変化し難いことを示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 μm 以下の亜鉛粒子析出
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制

（集電体側） （集電体側）

（電解液側） （電解液側）

ZnOZn

 

図 3.2-2-12 アルミ化合物添加効果の推定メカニズム 

 

図 3.2-2-13 液中亜鉛濃度と NMRスペクトル 

（8M KOH） 

 

図 3.2-2-14 液中 KOH濃度と NMRピーク 

シフト 
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（３）コンバージョン電池 

高エネルギー密度の実証について検討した。正極は過電圧低減（＝電池電圧増加）を狙いとし

た、バナジン酸を複合化したフッ化鉄を用いた（詳細後述）。負極については、その利用率を向上

させる改良を加えたリチウム金属負極である。これら材料による単層ラミネートセルを構築した

（図 3.2-2-15）。結果、477Wh/kgのエネルギー密度を実証した。これは、同電池において世界ト

ップレベルである。 

 

 

 

 

高出力化に向けて、正極の過電圧を低下させることが重要である。そこで中間評価から引き続

きとなるが、フッ化鉄へのバナジン酸複合化に取り組んだ。図 3.2-2-17に示すように、バナジン

酸の複合化割合が増加するほど、容量が低下する反面、過電圧は改善された。容量低下と過電圧

改善（＝正極電位増加）を比較したのものが表 3.2-2-2である。過電圧改善が、容量低下による

損失を上回ることが分かった。この結果は、バナジン酸複合化が高出力化および高エネルギー密

度化に寄与することを示すものである。 

 

 

 

 

 

図 3.2-2-15 コンバージョン

電池 実セルの外観 

  

図 3.2-2-16 コンバージョン電池 実セルの充放電特性 
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図 3.2-2-17 バナジン酸（VP）の添加効果 

 

表 3.2-2-2 バナジン酸添加有無の比較 

容量 平均電位

FeF3 約600 mA h g-1 約1.79 V

FVP(2:1) 約550 mA h g-1 約1.98 V
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サイクル劣化抑制に向けて、電解液への鉄原子溶解を抑制することが重要である。そこで、添

加剤による劣化抑制を試みた（図 3.2-2-18）。添加剤を加えない状態においては、15サイクル程

度から急激な容量低下が発生することが分かる。まず、正極のみに LiDFOB（図 3.2-2-19）を添加

剤として加えた。結果、急激な容量低下を抑制することができた。次に、負極のみに LiDFOBを加

えた場合、急激な容量劣化が確認された。よって、急激な容量劣化は正極で発生しており、添加

剤によりこれを抑制できると判明した。一方、正極および負極双方に添加剤を加えた場合、急激

な容量低下は発生しないが、サイクル特性は 1～20サイクルの範囲において全体的に悪化した。

これは、添加剤が負極に悪影響を及ぼしているためと考えられ、今後の検討課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、高度解析技術の適用について記述する。 

正極のサイクル特性を向上させるために、正極内の詳細な金属分布状態を把握することは重要

である。ここでは、オペランド X線解析と精密充放電を組み合わせた手法により検証をおこなっ

た（図 3.2-2-20）。放電初期において、正極内には Feが析出する。SAXS解析から、この Fe同士

の距離を示す d値は 4nm程度であった。放電反応の進行にともない、この距離は拡大した。つま

り、析出した Fe粒子の粗大化が発生した。充電反応においては、析出した Feが消失する。充電

反応の進行にともない、この距離は更に拡大した。これは、析出した Feについて、粗大化のみな

らず粒径が不均一であることを示している。上記から、結晶構造が不均一に分断されることが、

過電圧発生の要因であることが確認された。 

 

 

図 3.2-2-18 各電極に対する添加剤効果 

 

 

図 3.2-2-19 LiDFOBの構造 
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コンバージョン反応のモデル統合
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図 3.2-2-20 過電圧発生要因の解析 
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（４）硫化物電池 

高エネルギー密度の実証について検討した。正極は、低拘束における高出力維持、およびサイ

クル特性向上に寄与するリンを添加した硫化バナジウムを用いた。負極は、コンバージョン電池

と同様に、その利用率を高める改良を加えたリチウム金属負極である。これらを積層型のラミネ

ートセルに組み込んだ（図 3.2-2-21）。評価の結果、511Wh/kgを実証した（図 3.2-2-22）。これ

は、同電池において世界トップレベルである。 

 

 

 

正極のサイクル特性を向上させるために、反応中間体である硫化リチウムの電解液への溶解を

抑制することが重要である。そこで、溶媒和の基になる有機溶媒の活量減少、正極と電解液の接

触を抑制する被膜生成に着目した。

かつ、これらを低コストも視野に入

れたカーボネート系溶媒で実現する

ことが肝要である。今回は、EMC系

溶媒と高濃度 LiTFSI塩を組み合わ

せた。結果、サイクル特性は改善し

た（図 3.2-2-23）。次に、この電解

液に FECを添加し被膜形成を試みた。

結果、サイクル特性は更に良好とな

った。100サイクルにおけるサイク

ル初期に対する容量維持率は 95％

超となり、優れた成果をもたらした。 

 

 

 

 

 

図 3.2-2-21 硫化物電池 実

セルの外観 
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図 3.2-2-22 硫化物電池 実セルの充放電特性 

正極 VS4 composite／負極 Li metal

0.1C@25℃

● LiTFSI：EMC=1：2、FEC 10wt%

● LiTFSI：EMC=1：2

● LiTFSI：EMC=1：20

 

図 3.2-2-23 電解液塩濃度および添加剤の効果 
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高出力化については、高エネルギー密度および低コスト等の他の諸特性と両立させることが肝

要となる。今回は、低拘束圧における高出力化、具体的には抵抗低減に取り組んだ。なお、拘束

圧の低下は電池構造の簡略化に直結し、ひいては電池パック基準での高エネルギー密度および低

コスト化に貢献するものである。正極活物質としてリンを添加したバナジウム硫化物を用いた電

極の抵抗測定を実施した（図 3.2-2-24）。拘束圧が高い場合、サイクルに伴う抵抗減少が確認さ

れた。拘束圧が低い場合、初期の抵抗値は高いもののサイクルに伴う抵抗減少が大きく、2サイ

クル後の抵抗値は高拘束のそれと同等であった。つまり、従来の 1/20程度の拘束圧力においても、

同等の出力を確保できることを確認した。 

 

 

次に、高度解析技術の適用について記述する。 

前述のリン添加バナジウム硫化物は、抵抗低減のみならずサイクル特性向上に寄与することも

確認された。その要因を明確にするべく、X線全散乱手法によるオペランド解析を実施した（図

3.2-2-25）。リン添加がない場合、サイクル数が増加すると放電後に、電池容量に寄与しない 2

硫化リチウムが生成し、かつ充電後もそれは消失せず蓄積することが確認された。一方、リン添

加品においては、放電後の 2硫化リチウム生成は大きく抑制され、充電後には、それのピークは

検出されなかった。つまり、サイクル経過にともない 2硫化リチウムは蓄積しないことが確認さ

れた。 

20kgf
1.11MPa

0.5kgf
0.028MPa

 

図 3.2-2-24 電池拘束圧力とインピーダンス特性 
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３．３ 成果の普及 

３．３－１ 知的財産の確保、発表件数 

 図 3.3-1に中間評価以降および中間評価前の成果を示す。中間評価以降、革新型蓄電池開発に 

おいて特許出願数、論文および学会等の発表件数ともに加速した。特にハロゲン化物電池におい

て顕著である。なお、外国出願については、国内出願後に時間をおいて手続きとなるため、今後

更に件数が増加する見込みである。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-2-25 X線散乱手法による正極活物質の解析結果 
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３．３－２ 一般への情報発信 

 前述のように、2019年 4月から本事業の研究体制を変更した。結果、4種類の革新型蓄電池を

軸とした体制となった。パンフレットについて、新体制における取組を明確に伝えるべく刷新し

た（図 3.3-2-1）。このパンフレットについては、後述する「ナショナルプロジェクト合同セッシ

ョン」においても配布し、国内の電池関係者に本事業の活動を理解頂くようにした。 

 

特許出願

（うち外国出願）

論文

（査読つき）

研究発表

・講演（国際発表）

新聞・雑誌等

への掲載

高度解析技術開発 1 (0) 29 (28) 101 (23) 0

革新型

蓄電池

開発

ハロゲン化物電池 24 (24) 51 (46) 168 (36) 5

亜鉛空気電池 15（8) 14 (11) 57 (29) 1

コンバージョン電池 1 (3) 8 (8) 38 (13) 1

硫化物電池 13 (5) 13 (11) 58 (21) 2

中間評価以降

中間評価まで
特許出願

（同上）

論文

（同上）

研究発表

・講演（同上）

新聞・雑誌等

への掲載

高度解析技術開発 3 (2) 26 (22) 181 (67) 4

革新型

蓄電池

開発

ハロゲン化物電池 8 (6) 6 (6) 17 (5) 0

亜鉛空気電池 11 (0) 2 (2) 20 (3) 0

コンバージョン電池 2 (3) 1 (1) 24 (9) 1

硫化物電池 7 (1) 4 (4) 32 (12) 1
 

図 3.3-1 特許出願数および発表件数 

 

 

図 3.3-2-1 刷新した事業パンフレットの抜粋 
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また、文部科学省、JST と連携して、第 60 回電池討論会との共催にて「ナショナルプロジェク

ト合同セッション」を開催した。 

電池討論会は国内における最大規模の電池関連学会である。セッション当日は 1,200 名もの電

池研究者・技術者に聴講頂き、大変盛況であった。これにより、多くの方々に RISING2事業の成

果を紹介し、国内における本事業の存在感を高めることに成功した。また、各ナショナルプロジ

ェクト間の連携についても紹介することもできた。当日の会場の様子を図 3.3-2-2に示す。 

合同セッションは第 58回電池討論会においても実施したが、今回は演目について電池技術領域

毎にカテゴライズした（表 3.3-2）。これにより、各ナショナルプロジェクトの関連をより明確

に示すとともに、RISING2 を始めとする国プロの技術力をアピールすることに成功した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3-2-2 合同セッションの会場風景（2019年 11月、於：京都国際会館） 
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表 3.3-2 合同セッションの演目 
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第４章 成果の実用化・事業化に向けた取組及び見通しについて 

 

 本事業における成果の実用化定義は以下のように定めた。 

  定 義 

本事業で開発された共通基盤技術が、革新型蓄電池の実用化開発に利活用され、ガソ 

リン車並みの走行距離を有する EVの実現に資すること。 

 

４．１ 実用化に向けた戦略 

 基本的な戦略は次のとおりとしている。 

  革新型蓄電池 

 プロジェクト期間中より、参画企業と開発内容・状況等の情報をタイムリーに共有し、性

能ポテンシャル、実用化課題、改良の方向性等について議論し、開発内容にフィードバック

する。また、性能評価結果の取得だけでなく、何故、そのような結果が得られるのかの現象・

メカニズムの裏付けデータを取得する。 

 

  高度解析技術 

 プロジェクト期間中より、なるべく多くの企業の研究者・エンジニア（出向研究員以外）

を開発技術にアクセスさせるとともに、専門家（アカデミア）が解析データの解釈方法を丁

寧に指導し、「この技術で取得されたデータであれば信頼でき、革新型蓄電池の実用化開発

に活用できる。」という認識を浸透させる。また、技術面以外にも、装置の操作性、マニュ

アル類の分かり易さ、秘密漏洩・技術流出防止等に対しても配慮する。 

 

 次に、実用的な EVが市販されると考えられる 2030年頃に、本事業で開発された基盤技術を企

業が利活用し、2030年頃に EVに搭載するための研究開発に移行する場合の開発シナリオとロー

ドマップを図 4.1-1に示す。 

 まず、第 1 のシナリオ（シナリオ 1）であるが、実用化に向け積み残された課題が無いか、あ

るいは少ない蓄電池タイプについては、企業中心の開発体制（自動車-蓄電池-材料メーカーによ

る垂直連携体制）を構築し、量産プロトタイプセル（大型セル）の開発ステージに移行すること

が考えられる。本シナリオでは、本事業の成果を活用して、2021年より量産プロトタイプセルの

開発を中心に進め、2025年頃にはモジュール・システム開発へ移行し、2030年以降には車載評価、

量産へと移行することになる。また、これらと並行して、解析技術の高度化、試験評価法の開発、

国際標準化・基準化等も進めていくことになる。 

次に、第 2 のシナリオ（シナリオ 2）であるが、期待どおりの性能ポテンシャルが引き出せて

いない蓄電池タイプについては、引き続き、産学連携の開発体制で、材料改良と実証セルの開発

ステージを継続することが考えられる。ただし、この場合もセル大型化に向けた検討を含める必

要があり、開発体制への材料メーカーの取込みが必須と考えられる。このシナリオでは、2025年

頃までは材料改良および実証セル開発を進め、2025年頃を目途に次のステージへの移行判断をす

ることになる。移行可の判断がなされた後には、シナリオ 1と同様に量産プロトタイプセル開発

から量産までのプロセスを進めることになる。ただし、車載評価および量産の時期をシナリオ 1

から遅らせないために、量産プロトタイプセル開発およびモジュール・システム開発に対して、
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高度解析技術または計算シミュレーションを有効に活用し、開発期間の短縮を図る必要がある。

また、上記プロセスと並行して、解析技術の高度化等を進めていく必要性があることは、シナリ

オ 1と同様である。 

第 3章にて説明したカチオン移動型電池については、本事業終了後はシナリオ 1に沿って進め

る。 

アニオン移動型電池については、シナリオ 2に沿って進める。詳細は４．３－１項において説

明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1-1 革新型蓄電池 本事業終了後の戦略 

 

 

2030年以降2025年以降2021年以降

本プロジェクトの成果
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セル開発
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信頼性評価

車載評価 量産
材料改良
実証セル開発
（セル大型化の検討を含む）

高度解析技術や数値解析の

活用等による期間短縮

次のステージへの移行判断

量産プロトタイプセル開発

モジュール・システム開発
量産技術
信頼性評価

車載評価 量産

材料
改良

2030年以降2025年以降2021年以降

シナリオ１

シナリオ２

本プロジェクトの成果

実用化に向け積み残された課題が無いか、あるいは少ない蓄電池タイプについては、企業中心の開

発体制（自動車-蓄電池-材料メーカーによる垂直連携体制）を構築し、量産プロトタイプセル（大型セル）

の開発ステージに移行。

期待どおりの性能ポテンシャルが引き出せていない蓄電池タイプについては、引き続き、産学連携の

開発体制で、材料改良と実証セルの開発ステージを継続。ただし、この場合もセル大型化に向けた検討

を含める。そのため、開発体制への材料メーカーの参画が必須と考えられる。

解析技術の高度化、試験評価法の開発、国際標準化・基準化等

解析技術の高度化、試験評価法の開発、国際標準化・基準化等
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４．２ 成果の実用化・事業化に向けた具体的取組 

４．２－１ 革新型蓄電池の成果の実用化・事業化に取り組む者の検討 

 本事業における革新型蓄電池に係る成果の実用化の担い手は、本事業に参画している自動車メ

ーカー及び蓄電池メーカーである。そのため、NEDOは図 4.2-1-1に示すスケジュールに則り、本

事業の成果をどのような形で移管していくのかを検討した。 

 特に 2019年度以降は、各企業のキーパーソンが出席する「マネージメント会議」を新設し、要

素技術のフルセル適用を中心に、四半期毎の頻度にて議論した。その結果として、各革新型蓄電

池の可能性をより正確に把握することができた。それらを踏まえ、「技術戦略」を策定。後継事業

において、継続して研究開発する革新型蓄電池を選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'16 '17 '18 '19 '20

参画企業
個別訪問

ＮＥＤＯ
技術戦略策定

’21年度の
予算要求

参画企業
個別訪問

中間評価

検討委員会

拡大会議等における参画企業関係者との意見交換

マネージメント会議
（’19から新設）等における
参画企業関係者との
意見交換強化

 

 

図 4.2-1-1 実用化に向けた検討スケジュール 
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４．２－２ 高度解析技術の普及・定着に向けた検討の状況 

本事業で開発中の解析プラットフォーム（技術・装置）は世界最高・最先端のレベルにあり、

革新型蓄電池の実用化を手戻り無く進めるための強力なツールとして、企業及びその企業と連携

するアカデミアによる活用が期待できる。 

今後は、事業終了後における解析プラットフォームの運用体制、運営（コスト負担を含む）・情

報管理のルールについて本事業の関係者で議論を深め、コンセンサスを得た。 

概略となるが、図 4.2-2-1に本事業終了後におけるイメージ図 4.2-2-1を示す。現状は解析技

術の維持・管理・開発を全て公的資金で賄う方式にて進めている。それに対して、本事業終了後

は、蓄電池に関わる解析技術の維持・管理・開発を、蓄電池の課題毎に受益者が負担するコンソ

ーシアム方式を検討している。 

 

 

 

４．３ 成果の実用化の見通し 

４．３－１ アニオン移動型電池の実用化検討 

前述したように、後継事業として「電気自動車用革新型蓄電池開発」を立案した。 

本事業においては、以下に示す 5つの車載バッテリーの基本要件全てについて、現行の液系 LIB

を凌駕する革新型蓄電池を搭載した EV・PHEVを我が国自動車メーカーが世界に先駆け、グローバ

ルに市場投入することにより、運輸部門における CO2排出量削減に貢献するとともに、我が国の

自動車・蓄電池関連産業の競争力を維持・向上することをねらいとした研究開発を実施する。 

・ 高エネルギー密度 

・ 高耐久・長寿命 

集中拠点
（京大・産総研）

分散拠点 参画企業

出向研究員

出張研究員
出張研究

現状

解析技術の維持・管理・開発をすべて公的な資金
で賄う方式

蓄電池に関わる解析技術の維持・管理・開発
を課題毎の受益者負担で賄う方式

本プロジェクト終了後

蓄電池解析
技術ハブ

解析技術
保有機関

解析技術
利用企業

共同研究方式
コンソーシアム方式

解析技術情報 解析技術情報

• 解析技術・ノウハウ情報
• 解析技術開発戦略の策定

プロジェクト期間中 （現状）

解析技術の開発・維持管理のコストの全

額をプロジェクトが負担。

目的・課題に応じて解析技術の開発及び維

持管理のコストを受益者が負担。

プロジェクト終了後 （イメージの一例）

 

 

図 4.2-2-1 本事業終了後における解析プラットフォームの活用形態イメージ図 



83 

 

・ 発火リスク無し又は極少 

・ 構成材料が安価 （加えて、原材料調達リスクが無い） 

・ 製造プロセスがシンプル （加えて、タクトタイムが短い） 

本事業の推進にあたっては、先端的な材料科学や高度な解析技術を得意とする大学・公的研究

機関、車載バッテリー及びその構成材料の開発・製品化で豊富な実績を有する蓄電池メーカー及

び材料メーカー、さらにはエンドユーザーとなる自動車メーカーで構成される産学連携・企業間

連携のコンソーシアム体制を構築する。そして、NEDOがこれらプレーヤーの英知を事業内で好循

環させるマネージメントを行い、電極・電解質等の材料開発～電池設計～電池試作～評価解析ま

での共通基盤技術を一気通貫で構築することにより、革新的車載バッテリーの実用化を実現する

技術的ブレークスルーを獲得する。 

本研究開発の期間は、2021年度から 2025年度までの 5年間とした。 

フッ化物電池、亜鉛負極電池のそれぞれについて、下記（1）～（5）に示す研究開発を行う。 

（1）高性能・低コストな電極活物質・電解質の開発 

資源制約や調達リスクの無い元素を用いて、高容量の電極活物質、高イオン伝導性の電解質を

開発する。この際、マテリアルズ・インフォマティクスに基づいた新材料の探索手法も開発する。

また、開発した電極活物質及び電解質の性能発現や劣化・不安定化のメカニズムについて、量子

ビーム技術等の先端的な計測分析技術や計算科学を活用して解明する。さらに、開発した電極活

物質及び電解質を工業的手法で合成するプロセス技術を開発する。 

（2）合剤電極構造の開発 

上記（1）で開発した電極活物質及び電解質が高分散し、良好なイオン・電子伝導ネットワーク

が形成された合剤電極構造を開発する。また、開発した合剤電極構造の性能発現や劣化・不安定

化のメカニズムについて、量子ビーム技術等の先端的な計測分析技術や計算科学を活用して解明

する。さらに、開発した合剤電極について、スケーラビリティを有した工業的手法で形成するプ

ロセス技術を開発する。 

 （3） セルの設計・試作及び特性評価 

上記（1）及び（2）で開発した電極活物質、電解質及び合剤電極構造を適用したセルを設計・

試作し、充放電性能や耐久性、安全性等の諸特性を評価する。また、試作セルの耐久性評価を通

じて、セルの劣化・不安定化のメカニズム及び支配因子を明確化し、耐久性向上の方策を提示す

る。さらに、簡易な装置・システム構成でセルの劣化・不安定化の状態を把握する技術を開発す

る。 

 

（4） シミュレーション技術の開発 

 前記（1）及び（2）で述べたメカニズム解明の結果及び前記（3）で述べた試作セルの特性評価

の結果等を取り込んで、セルの充放電性能や劣化・不安定化及び熱的挙動を計算機シミュレーシ

ョンによって予測・把握する技術を開発する。 

（5） 総合評価 

前記（1）～（4）の開発成果に基づき、本事業終了後の実用化開発を経て実現されるセル及び

バッテリーパックの性能・コストを推定し、表-1に示した実用化目標を達成可能なことを確認す

る。また、セル及びバッテリーパックの LCA評価（革新型蓄電池の素材製造段階から使用段階に

至るエネルギー消費及び環境負荷の分析・考察）を行う。 
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４．３－２ 波及効果 

（１）オープンイノベーションの推進 

集中拠点においては、自動車・蓄電池メーカーの出向・出張研究員が競合・売買関係等の垣根

を取り払い、協働で研究開発に取り組んだ（図 4.3-2-1）。 

特に本事業の特徴として、メーカーからの出向研究員が集中拠点に常駐し、産学連携を更に促

進した。また、研究拠点がハブとなることにより、高効率かつ、より統合されたコミュニケーシ

ョンを可能とした。加えて、前述した 2019年度からの組織変更により、電池研究者と解析研究者

のコミュニケーションが、より活発となり協働が進んだ。 

上記する取組により、「科学者（アカデミア）とエンジニア（産業界）の交流」及び「蓄電池研

究者と解析研究者の交流」を実現した。 

ニーズ・シーズの好循環や幅広い知・人材の交流が図られており、これまで垂直連携を基本と

して展開されてきた我が国の蓄電池の研究開発において、オープンイノベーションを推進した。 

 

 

 

 

 

（２）人材育成 

本事業では、前述のように「科学者（アカデミア）とエンジニア（産業界）の交流」および「蓄

電池研究者と解析技術者の交流」を実現している。これは、本事業を経験した人材は多面的な能

力を得られたことに繋がる。例えば、「蓄電池エンジニア」は、本事業を経験することにより、「サ

イエンスを理解する蓄電池エンジニア」へレベルアップした（図 4.3-2-2）。 

 このように多面的な能力を得た人材は、本事業の後継事業において引き続き活躍すると期待さ

れる。加えて、後継事業には含まれない様々な電池の発展にも貢献することが期待される。 

  

集中拠点
（京大、産総研）

自動車メーカー

蓄電池メーカー

電池および材料の
研究開発に係るアカデミア

高度解析に係るアカデミア

出向研究員

出向研究員

 

 

図 4.3-2-1 本事業における参画者の連携 
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（３）低炭素化社会の構築 

地球温暖化防止には、輸送部門の低炭素化と電源の低炭素化をセットで対策する必要がある。 

図 4.3-2-3に輸送部門と電源、それに対する蓄電池関わりの関係を示す。具体的には、発電、

再エネ（再生エネルギー）、送配電、水素、需要家の関係を示している。再エネ→送配電→需要家

（ビル・工場、商店・事務所）へ至る過程では、様々な個所において蓄電池へ一旦エネルギー貯

蔵を行うことが重要である（図 4.3-2-3中 赤矢印）。これにより、効率的なエネルギー運用ひい

ては低炭素化の実現に貢献することができる。また、EV・PHEVおよび FCVの車載蓄電池は、車両

運用時における低炭素化に大きく貢献する。のみならず、車載蓄電池から系統へ電力供給するこ

とにより、効率的なエネルギー運用へ貢献することもできる。 

つまり、蓄電池はモビリティの電動化と再生可能エネルギーの主力電源化に向けたキーテクノ

ロジーであり、本プロジェクトで創出される革新型蓄電池は、低炭素なエネルギーネットワーク

の構築に貢献する。 

本プロジェクト参画企業は車載用蓄電池以外の分野でもビジネスを展開しており、本プロジェ

クトの成果は様々な分野の世界市場に展開することができる。 

 

蓄電池エンジニア アカデミア蓄電池研究者 アカデミア解析研究者

RISING2

サイエンスを理解する
蓄電池エンジニア

エンジニアリングおよび
解析を理解する

アカデミア蓄電池研究者

エンジニアリングおよび
蓄電池を理解する
アカデミア解析研究者

RISING2
後継事業

カチオン
移動型電池

全固体電池
リチウム
イオン電池

燃料電池

 

 

図 4.3-2-2 本事業における人材育成 
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熱

 

 

図 4.3-2-3 電源および輸送部門と蓄電池の関係図 



 

2-2 

２．分科会公開資料 

次ページより、プロジェクト推進部署・実施者が、分科会においてプロジェクトを説明す

る際に使用した資料を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料１ 分科会議事録及び書面による質疑応答 

 

 



 

研究評価委員会 

「革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発」（事後評価）分科会 

議事録及び書面による質疑応答 

 

日 時：2021年8月11日（水）10：00～16：20 

場 所：NEDO川崎 2301,2302 会議室（リモート会議併設） 

 

出席者（敬称略、順不同） 

＜分科会委員＞ 

分科会長   稲葉 稔  同志社大学 理工学部 機能分子・生命化学科 教授 

分科会長代理  竹井 勝仁 一般財団法人電力中央研究所 エネルギートランスフォーメーション研究本部 

研究統括室 研究参事  

委員     今村 大地 一般財団法人日本自動車研究所 環境研究部 主管 

委員     岩崎 裕典 PwCアドバイザリー合同会社 公共ｻｰﾋﾞｽ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｾｸﾀｰ ディレクター 

委員     片山 靖  慶應義塾大学 理工学部 応用化学科 教授 

委員     坂口 裕樹 鳥取大学大学院 工学研究科 化学・生物応用工学専攻 教授 

委員     仁科 辰夫 山形大学大学院 理工学研究科（工学系）化学・バイオ工学専攻 教授 

 

＜推進部署＞ 

古川 善規(PM) NEDO スマートコミュニティ・エネルギーシステム部 部長 

錦織 英孝 NEDO スマートコミュニティ・エネルギーシステム部 主任研究員 

臼田 浩幸 NEDO スマートコミュニティ・エネルギーシステム部 主任研究員 

小井戸 哲也 NEDO スマートコミュニティ・エネルギーシステム部 主査 

西山 喜明 NEDO スマートコミュニティ・エネルギーシステム部 主査 

丹羽 勇介 NEDO スマートコミュニティ・エネルギーシステム部 主査 

松下 智子 NEDO スマートコミュニティ・エネルギーシステム部 主査 

中島 港人 NEDO スマートコミュニティ・エネルギーシステム部 主任 

  

＜実施者＞ 

安部 武志(PL) 京都大学 大学院工学研究科 教授 

森田 昌行 京都大学 産官学連携本部 特任教授 

栄部 比夏里 産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 上級主任研究員 

射場 英紀 トヨタ自動車株式会社 先端材料技術部／電池材料技術・研究部 チーフプロフェッショナル 

        エンジニア 

秦野 正治 日産自動車株式会社 総合研究所 先端材料・プロセス研究所 技術参与 

坂本 良悟 株式会社本田技術研究所 先進技術研究所 材料・プロセス領域 チーフエンジニア 

 

＜評価事務局＞ 

森嶋 誠治 NEDO評価部 部長 

緒方 敦  NEDO評価部 主査 

佐倉 浩平 NEDO評価部 専門調査員 

木村 秀樹 NEDO評価部 専門調査員 

参考資料 1-1



 

内田 悠斗 NEDO評価部 職員 

 

議事次第 

（公開セッション） 

１．開会、資料の確認 

２．分科会の設置・公開、評価の実施方法について 

３．プロジェクトの概要説明 

3.1 事業の位置付け・必要性、研究開発マネジメント 

3.2 研究開発成果、成果の実用化に向けた取組及び見通し 

3.3 質疑応答 

 

（非公開セッション） 

５．プロジェクトの詳細説明 

5.1 研究開発マネジメント 

5.2 フッ化物電池の開発 

5.3 亜鉛空気電池の開発 

5.4 カチオン移動型電池の開発 

5.5 成果の普及について 

5.6 実用化に向けた取組及び見通し 

６．全体を通しての質疑 

 

（公開セッション） 

７．まとめ・講評 

８．閉会 
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議事内容 

（公開セッション） 

１．開会、資料の確認 

・開会宣言（評価事務局） 

・配布資料確認（評価事務局） 

２．分科会の設置・公開、評価の実施方法について 

・研究評価委員会分科会の設置等について、資料1に基づき事務局より説明。 

・出席者の紹介（評価事務局、推進部署） 

３．プロジェクトの概要説明 

3.1 事業の位置付け・必要性、研究開発マネジメント 

推進部署より資料5に基づき説明が行われ、その内容に対し質疑応答が行われた。 

3.2 研究開発成果、成果の実用化に向けた取組及び見通し 

引き続き推進部署より資料5に基づき説明が行われ、その内容に対し質疑応答が行われた。 

3.3 質疑応答 

 

【稲葉分科会長】 どうもありがとうございました。 

それでは、お手元に配りました資料及び今の説明を含め、プロジェクトの概要説明について、委員の

先生方からご意見、ご質問をいただきたいと思います。何かございますか。 

【今村委員】 JARIの今村ですが、よろしいでしょうか。 

【稲葉分科会長】 どうぞ。よろしくお願いします。 

【今村委員】 ご説明ありがとうございました。今回、開発の対象とされた電池の要件の一つとして「製造プ

ロセスがシンプル」という点を上げられていました。EVの環境性能を評価する上でも、最近ライフサ

イクルアセスメント等が非常に重要になってきています。今のリチウムイオン電池の場合、その製造

エネルギーが結構大きく、環境性能の点で課題が一つありますが、今回の開発対象となっている電池

の製造プロセスに関して、まだいろいろと開発途上ではあると思いますが、現状見込まれる状況とし

て、製造エネルギーについて何か「こういう利点がある」、もしくは「リチウムイオン電池と同等レベ

ルにはなるはずだ」等、そういった部分があれば、ご説明いただけないでしょうか。よろしくお願いし

ます。 

【NEDOスマエネ部_錦織】 錦織からお答えいたします。 

今村先生ありがとうございます。まず、プロセスがシンプルというところで、4つの電池とも安全性

が非常に高いと考えております。理由としては、例えば活物質に酸素を加えていないことや、もしくは

水系の電解液を使うといった点が上げられます。そして、製造プロセスというのを電池セルだけでなく

電池パックというところまで考えると、例えば安全機構の削除とは言わないまでも、安全機構をコンパ

クトにできる。これは、一つ製造プロセスのシンプル化につながるものと考えています。また、電池自

体が高エネルギー密度ということは、工程のライン長も短くなります。これはシンプル化とは少し違う

かもしれませんが、それも一つの効果だと思います。そして最後に、これは亜鉛系の電池に限りますが、

電解液が水系になると、例えばドライルームのような工程が不要になり、製造工程のコスト、電力移動

等、もしくは製造工程がただ単にシンプルになるといったメリットがあります。以上です。 

【今村委員】 ありがとうございました。亜鉛空気電池以外のフッ化物電池、コンバージョン電池、硫化物電

池の製造時は、今のリチウムイオン電池と同様にドライルーム等の中で製造するといった想定でよろ

しいでしょうか。 

参考資料 1-3



 

【NEDOスマエネ部_錦織】 今村先生ご指摘のとおり、今はドライルームでの想定となります。ただ、どれほ

どの露点が要るのか、少しでも露点を高くしよう、もしくは、ドライルームの中で、よりシンプルな電

極構造で、より短時間で製造できるようにしよう、そういったところは、企業にハンドオーバーした後

の課題、もしくは、フッ化物電池で言えばRISING3、後継事業で取り組むべき課題と考えています。以

上です。 

【今村委員】 どうもありがとうございました。 

【稲葉分科会長】 同志社大学の稲葉です。今の製造プロセスの点では、幾つかの電池系で活物質がメカニカ

ルミリングや低温合成でできるというのが一つ、CO2の排出削減に非常にメリットがあるのではないか

と考えています。その辺りは、材料合成という点ではいかがでしょうか。 

【NEDOスマエネ部_錦織】 今、稲葉先生からご指摘いただいたのは硫化物の正極材料のことかと思います。

そちらは非公開セッションのほうで、プロセスの条件等を栄部先生のほうから説明させていただきま

す。活物質につきましても、後ほどの非公開セッションの部分となってしまい大変恐縮ではございま

すが、例えば電極の厚みや、より製造しやすいものということで製造プロセスも含めて紹介いたしま

す。ですので、またそちらの中で議論をさせてください。答えとなっておらず申し訳ございませんが、

よろしくお願いします。以上です。 

【稲葉分科会長】 ありがとうございました。非公開の部分に入ってしまいすみませんでした。 

そのほか何か、委員の先生方からございますか。 

【竹井分科会長代理】 電中研の竹井ですが、よろしいでしょうか。 

【稲葉分科会長】 お願いします。 

【竹井分科会長代理】 説明ありがとうございました。スライド31ページ、32ページ辺りにある本事業の目

的の部分で「重量出力密度：100W/kg以上」と明記されていますが、ここの説明をいただいたときに、

「この数字自体をクリアするかどうかという話はともかく、将来克服できない課題がないということ

を確認するのが目的です」とおっしゃっていたかと思います。ですが、スライド 32 ページを見ると、

各国との目標値の比較という部分では、やはり EV・PHEV用を目指されています。3C、5Cでしょうか。

それらに相当するぐらい高い出力密度をターゲットにせざるを得ないという、この部分に乖離が見ら

れます。多分こういう経緯をかつて聞いたことがあったかと思うのですが、100という数字の根拠、こ

れが一つ将来克服できるか、できないかというポイントになり得るような目標値なのか。その辺りの

部分がちょっと私の頭の中で整合できていません。ですので、ここの部分について追加説明いただき

たいです。 

【NEDOスマエネ部_錦織】 竹井先生ありがとうございます。錦織のほうから説明いたします。まず100W/kg

という数値がEV・PHEVに対してどのようなインパクトを持つかという点ですが、正直に申し上げます

と、100W/kg という数値は中間のマイルストーンだと認識いただきたいです。RISING の事業で、ある

程度この 4 つの革新型電池につきましてコンセプト検証・実証というところまできました。その際の

成果も踏まえて、この 5年で達成できる目標、現実的かつチャレンジングな目標として 100W/kgが設

定されたものと認識しています。ですので、竹井先生ご指摘のとおり、EVに対してどれだけ今後サプ

ライしていくのか、貢献していくのかという意味では、当然この数値では全く足りていません。そこを

さらに向上させていくことが、ハンドオーバー後もしくは後継事業で注力していくべき点だと考えて

います。以上です。 

【竹井分科会長代理】 了解いたしました。今、最後におっしゃられたように、企業にハンドオーバーしてい

くとか、次の国プロに継続していくといったところで、より将来克服できるかどうかを見極められる

ようなターゲットをつくっていくというイメージでよろしいでしょうか。要は、ここでは RISING１の

ところで電池系としての概念がある程度見えたというものの中間位置づけとしてこの数字をつくらざ
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るを得なかった。そういった意味合いで設定されたということですね。 

【NEDOスマエネ部_錦織】 そのとおりです。 

【竹井分科会長代理】 分かりました。ありがとうございます。 

【岩崎委員】 PwC岩崎ですが、よろしいでしょうか。 

【稲葉分科会長】 どうぞ。 

【岩崎委員】 私も今の竹井先生と同じようなところを質問というよりも確認をさせてください。スライド

31ページの目標値の意味ですが、これは今回の5年間の中で、例えば、重量エネルギー密度が500Wh/kg

を超えなければいけないという絶対値的な目標値ではなく、500Wh/kgを達成することを見通すことが

本事業の目標であるという理解で正しいでしょうか。 

【NEDOスマエネ部_古川】 そのご理解で正しいです。非常に高い目標を掲げて4つの電池のコンセプトをつ

くってきていますので、必ずしもこの数値でないと駄目とは考えておりません。以上です。 

【岩崎委員】 分かりました。ありがとうございます。そういう意味で、スライド50ページも数値だけを見

れば目標値を下回っているものが幾つかありますが、評価としては、それを見通せるというところで

達成とされている。そういう理解でよろしいでしょうか。 

【NEDOスマエネ部_古川】 ご指摘のとおりです。 

【岩崎委員】 分かりました。ありがとうございます。 

【稲葉分科会長】 そのほかよろしいでしょうか。 

それでは、ここで質疑を終了とし、次の議題に移ります。 

 

（非公開セッション） 

５. プロジェクトの詳細説明 

  省略 

６．全体を通しての質疑 

  省略 

 

 

（公開セッション） 

７．まとめ・講評 

 

【緒方主査】 それでは、次は議題7「まとめ・講評」となります。以後の議題は、再び公開となります。

ここから先の皆様のご発言は、公開として議事録にも記載されますのでご留意ください。 

では分科会長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

 

【稲葉分科会長】 それでは、議題7に移ります。ここでは、各委員の先生方から、まとめ・講評をいただ

きます。最初に仁科委員から始まり、最後に私という順序で進めていきます。 

それでは、仁科委員からよろしくお願いします。 

 

【仁科委員】 山形大の仁科です。RISING2の成果として、特に高度解析技術の成果が非常に大きいと思い

ます。私自身は、電池の開発や発展の歴史からすると、リチウムイオン電池が究極の電池の形態だと

思っています。ただ、科学が発展してきている中で、高度解析技術が与えるインパクトはものすごく

大きいと思っています。特に、これまでほとんど難しいと言われていたような金属析出を伴なうよう
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な反応系、二次電池としてのサイクル数などが稼げないようなものでも、高度解析技術によって知見

が相当増えてくれば、それを実用化に向けて大きなブレークスルーが期待できることが今回の成果の

中でもまざまざと見えてきました。ぜひ水溶液系など、これまで難しいと思われていた亜鉛空気電池

のようなものも二次電池化して使いこなす、そういうところを期待したいです。どうもありがとうご

ざいました。皆様お疲れ様でした。 

 

【稲葉分科会長】 ありがとうございます。続きまして、坂口委員お願いします。 

 

【坂口委員】 鳥取大学の坂口です。まずは産官学が強力に連携してのRISING2において、いずれの電池も

世界最高水準の性能を発揮されたという点につきましては、実施者の皆様には大変なご苦労をされた

ことと思います。心より敬意を表します。ここで課題が浮き彫りになったことも大変良いところで、

次のRISING3に結びつける多大な成果が得られたという点においても高く評価されるべきだと思いま

す。また、大きな予算がつぎ込まれたとはいえ、試算にもありましたが、得られた成果からして費用

対効果は極めて大きなものであったとみなせると判断しています。近年の想像を絶するような災害等

で人類が試練に直面している中で、技術の発展も大事なところですが、このプロジェクトで進められ

てきているようなサイエンスも極めて重要で、それらは未来永劫残るものだと思います。また、将来

を担う人材の育成という意味でも、本プロジェクトは大きな価値のあるものとみなせるでしょう。さ

らに、先ほど仁科先生もおっしゃいましたが、高度解析技術はここまで来たのかと、これについても

感銘を受けております。ですが、質問でも申し上げたように、それが次の材料開発に直結するよう

な、そういうものを数多く今後生み出していってほしいです。と言いますのも、私もそれを使わせて

いただければと思う者の一人であるからです。最後に、どうも見ているといろいろな技術や製品の世

界基準や規格などを決める段階において日本がなかなか主導権を取れない、そういうところにもどか

しさを感じます。技術者、研究者が一生懸命努力したことがそこで覆されてしまう、そういった状況

は行政や政治が解決してくださることを切に願うところです。以上です。 

 

【稲葉分科会長】 ありがとうございました。続きまして、片山委員お願いします。 

 

【片山委員】 慶應の片山です。本日は非常に詳しい説明をお聞きすることができ、大変ありがたく思って

います。非常に勉強になりました。また、このプロジェクトに関わっている皆様のご苦労、ご努力は

とても大変だったのだろうなという印象を受けました。まず、このプロジェクトで開発された高度解

析技術については、仁科先生、坂口先生がおっしゃっているとおり、非常に高度な技術が実際にもう

開発されていて、電池の中の反応をリアルタイムまでとはいかずとも、かなり実動作の状態で解析で

きるようになってきていると。これは現状のリチウムイオン電池も含めて、材料評価あるいは電池の

評価というものにとても有用な技術なのではないかと思います。今後こういった技術が広く利用でき

るようにいろいろなことを考えていただいているようですが、ぜひ電池開発のみならず、様々な材料

科学の分野でこういった技術が利用できるように普及を進めていただければと思いました。また、革

新電池に関する研究につきましては、まだまだ実用化までには時間がかかる印象を受けましたが、い

ずれも新しい成果が得られていて、今後、現在のリチウムイオン電池を凌駕するような電池の開発と

いうのが少し見えてきた印象です。今後のRISING3において、それらの電池をより実用的に用いられ

るようなところまで高めていただければと思います。以上です。 

 

【稲葉分科会長】 ありがとうございました。続きまして、岩崎委員お願いします。 
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【岩崎委員】 まずは、本当に関係者の皆様のご努力に感謝を申し上げます。研究自体もそうですし、今日

の資料作成も非常に大変だったと思います。プレゼンのほうも分かりやすくご説明いただき本当にあ

りがとうございました。まず研究開発成果ですが、これまでもコメントにありましたように、世界的

に見てもトップの成果を出されているということで、本当にすばらしい成果が得られたように思いま

した。カチオン系につきましては、研究成果を活かして今後企業の研究開発の方に引き継ぐというこ

とで、実用化に近づくような成果が今回達成されたということの証左にもなるのかなと思いました。

アニオン系についても、RISING3でさらなる高みを目指して取り組むということで、引き続きのご尽

力に期待しています。それからSOLiD-EVや、ALCA-SPRINGとの横通しの連携というのも非常に柔軟に

対応する体制を構築されたのだなと、とても関心いたしました。本プロジェクトのみならず、日本全

体としての成果につながっていくものと思っています。また、研究開発マネジメントでは、中間評価

の後に体制をかなり大きく変更されたと思いますが、その成果もあって効率的・効果的な運営ができ

たという説明がありましたし、プロジェクト内の会議についても、マネジメント会議で企業側のニー

ズをうまく取り組むような体制を内発的につくられたというところで、関係者間の風通しが良いプロ

ジェクトだったようにも感じました。さらに成果の共有、情報発信の点においても研究者同士の交流

や本プロジェクトを通じた人材育成がかなり進んだプロジェクトだったことを理解いたしました。一

方、質問の中でも少し上げたように、学生の方やプロジェクトに携わっていない蓄電池関係の方、こ

れからを担っていく研究者の方向けの成果共有についても積極的に進めていっていただけるとさらに

良いと感じました。 

最後に、2030 年の実用化に向けた技術開発がこのプロジェクトの大きな目標だと思いますが、当然

技術を開発していくところもそうですが、その開発した技術を社会にどのように実装していくかも非

常に重要です。最後のほうでの議論にもあったように、今後の社会の中でどういった電池が求められて

いくのかが非常に重要なポイントになるでしょうし、そういったニーズをうまく汲み取り、それを社会

の中でどのように普及させて、かつコストも下げていくのか。政府がどういった支援・取組をしていく

のか。言うなれば、市場をどう作っていくかという観点も非常に重要だと思います。ですので、引き続

き技術開発とともに、NEDOさん、経産省さんが連携して取組を進めていっていただければと思います。

以上です。どうもありがとうございました。 

 

【稲葉分科会長】 ありがとうございました。続きまして、今村委員お願いします。 

 

【今村委員】 今村です。このプロジェクトでは、新しい電池系で、現状の理想的な電池系の一つであると

言えるリチウムイオン電池を超えるような高い目標を掲げられて開発を進められ、高度解析技術によ

るメカニズムの解析と材料開発や電池開発等を組み合わせて、エネルギー密度や耐久性等総合的な評

価をされ、目標達成につながるような成果を得られたものと思います。非常に難しい課題に対して取

り組まれ、成果を出された関係者の皆さんに敬意を表したいと思います。体制やマネジメントについ

ても、プロジェクトの後半で少し変更し、先ほども話に上がったように、会議体としてマネジメント

会議をつくられ、産業界の意見を取り入れてフルセル化に向けて取り組まれたというところで、学術

界と産業界との連携がうまくできて成果につながっているのではないかと思いました。また、いろい

ろな成果が出ていると思いますが、要素技術での成果を組み合わせて最適化というところまではでき

ていなかったなど、課題が明確化されたところもありました。ですので、その辺を今後産業界で引き

継がれて開発していただいたり、新しいRISING3のプロジェクトの中で取り組んでいただいて、今後

の実用化に向けて引き続き研究を進めていってほしいと思いました。以上です。ありがとうございま
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した。 

 

【稲葉分科会長】 ありがとうございました。それでは、竹井分科会長代理お願いします。 

 

【竹井分科会長代理】 竹井です。本日は1日ありがとうございました。十分にいろいろな角度から、多く

の資料を用いてご説明をいただき、本プロジェクトが5年間にわたって非常に大きな成果を出されて

きたことを理解できました。感謝申し上げます。このプロジェクトは前のRISING1からスタートされ

ていて、次のRISING3に引き継がれるということですので、なかなかNEDOプロの中でもこれほど長

いプロジェクトというのはそれほどないのではないかといった位置づけにされているものだと思いま

す。これまで非常に多くの機関の方が参画されて、多角的なところから可能性を求められ、また、あ

る部分では絞り込んでいかれて、さらに違う展開に持っていかれてRISING2のまとめの段階まで来た

ということで、その辺のご苦労が非常に表れた成果を今日しっかりと勉強させていただきました。そ

ういった意味では、経産省さん、NEDOさんのほうの研究マネジメントや事業の位置づけをどのように

保っていくか。ここでは当然ながら、次世代の自動車用の革新型の電池を開発するという大命題があ

りながら、電池というのは全て100％万能であるというものはなかなか造り上げられない。ここの部

分はデメリットがあるが、しかし、ここの部分はそれに比べて120％のものが出せる。そういった視

点も必要なので、この辺の展開を考えていく上でも、マネジメントは非常に重要になっていくと感じ

ました。 

特に、私ども電力会社のほうで、これからも電池というのは大きな役割を果たしていくものです。電

気事業の中で使うと言っても一義的に運用するのではなく、いろいろなところで様々な形で使われま

すので、そういうところも少し頭の中で思い巡らせながら今日の成果を伺っていた次第です。そういっ

たことも考えながら、今回の成果をうまく活用して次に進む。そういうことをぜひ進めていっていただ

きたいです。本日は長時間にわたり多くの知見を勉強させていただきました。大変ありがとうございま

す。以上です。 

 

【稲葉分科会長】 ありがとうございました。最後に私、稲葉ですが、まずは今日 1 日膨大なデータのご紹

介をいただきありがとうございました。ほとんどのことは既に先生方の話の中でいろいろと出てきま

したが、まずは世界トップレベルの高度解析技術の開発、それから500Wh/kgという非常に難しい目標

を達成できたこと、それをもってRISING3に引き継ぎができたことは非常に大きな成果だと思います。

関係者の皆様の努力に感謝申し上げます。 

 私からは 2点ありますが、1点目はマネジメントに関して、中間評価のときに評価委員会からは、

これまで高度解析が先行していたところを、今後 2 年間はもっと開発を中心に力を入れて進めてほし

いというお願いをさせていただきましたが、非常に思い切った組織変更までしていただき、正直これは

かなり驚きました。開発中心のプロジェクトの体制ができ上がって、それによって最後、非常に難しい

と思われていた 500Wh/kg の目標達成につながったのではないかと思っています。その点でも NEDO 様

に感謝いたします。それから2点目は、スピード感の部分です。LIB では EV 量産車に適応させる場

合の限界が 250～350Wh/kg とみられていたこともあり、12 年前に RISING が始まったときには

300Wh/kgという目標が立てられ、その当時、2030年の実用化には走行距離500km到達が絶対必要と思

われていましたけれど、その間に、これとは別の考えで、安い蓄電池を大量に積むことによって500km

を達成できるという考え方も出てきました。実際に市販の電動自動車では達成されて売られているも

のもあるという状況です。やはり高エネルギー密度（500Wh/kg）を目標にすることは重要に思いますが、

あまりゆっくり開発をしていると日本中の電気自動車が中国製の電池を積んで走るということにもな
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りかねません。ですので、RISING3はぜひスピード感も持って開発を進めてほしいと思います。その他

の部分はは既にほかの委員の先生が挙げていましたので、割愛させていただきます。以上、私の講評で

す。それでは、事務局お願いいたします。 

 

【緒方主査】 事務局です。評価委員の皆様ありがとうございました。それでは、ここでPLの安部先生のほ

うから本分科会を通して何か一言ございましたらお願いしたいのですが、いかがでしょうか。 

 

【京都大_安部PL】 ありがとうございます。まず、今日は長時間にわたり評価委員の先生方から的確なコメ

ントやご質疑をいただき大変参考になりました。それとともに、今後何を考えていく必要があるか

という部分が非常にクリアになりましたので、大変感謝しています。私は実は 2019年度から PLを

引き受けることになり、個人的には当研究室でこれまで非常に多くの電池系を研究してきていたも

のの、この RISING2の 4電池系のフッ化物、亜鉛空気、リチウム金属ベースの 2電池系といった少

し頭が痛くなるようなものを最後 2 年間でどのようにまとめていくかと非常に重く受け止めており

ました。ですが、この 4 電池系に関わっていただいた参画企業、それから参画企業からの出向研究

員、それからサテライト、また産総研拠点、京大拠点等多くの研究員の方々が非常に真摯に研究開発

に取り組んでいただきました。また、NEDOのマネジメントの方々に支えられて何とか最終成果とし

て非常に良い形で出していただいたのではないかと考えています。RISING3では、RISING2で培った

いろいろなノウハウとやり方等をベースに、さらにフッ化物電池、亜鉛負極電池を高度化し、世界に

先駆けて何とか日本で実用化にこぎ着けたいと考えていますので、これまで以上に皆様の的確なコ

メントなどをいただければと考えています。本日はどうもありがとうございました。 

 

【緒方主査】 続きまして、推進部署 PM のスマートコミュニティ・エネルギーシステム部 古川部長から何

かございましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

【NEDOスマエネ部_古川 PM】 スマエネ部の古川です。本日 1日、長時間にわたり真摯にご議論をいただい

た評価委員の先生方に厚くお礼を申し上げます。それから、この事業には本当に企業の方々、アカデ

ミアの方々、多様な方々に非常に多く関わっていただきました。安部PLからもお話があったとおり、

真摯に研究に取り組んでいただいた結果として、本日ご説明をさせていただいたようなプロジェク

トの成果を得ることができました。ご参加をいただいたプロジェクト実施者の皆様には、この場を

借りて私から本当にお礼を申し上げたいと考えております。後半には、プロジェクトの推進の体制

を変えさせていただき、自動車会社さんからも非常に忌憚のない意見をいただきながら、これまで

の前半の研究成果を取りまとめて電池系という形に結実ができたと思っています。私としても非常

にありがたかったです。単純にいろいろな方向に基礎研究を進めていたものを一つの電池系という

形の中で結実させて見えるようにしていったところが 2 年間の中では非常に大変であっただろうと

考えており、それがゆえに一つ分かりやすい指標として結果をお示しすることができたのではない

かと考えています。電池をめぐる世界の研究の状況はますます熾烈になっていますので、ここで手

足を休めることなく、RISING3 のプロジェクト並びに並走して走っている全固体リチウムイオン電

池のプロジェクト、双方のプロジェクトでしかるべく成果を出すために、参画企業の皆様、アカデミ

アの皆様と一緒になって鋭意努力をさせていただきたいと考えています。ですので、ぜひ様々な面

から忌憚のないご意見もいただきながら、皆様の意見を集約させていただいて、ぜひ良いプロジェ

クトになるように今後ともマネジメントを進めていきたいと思います。引き続きのご指導、ご鞭撻、

ご支援のほどお願いできましたら非常にありがたいです。本日は長い時間本当に真摯にご議論いた
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だきありがとうございました。重ねてお礼を申し上げます。 

【稲葉分科会長】  それでは、以上で議題 7 を終了いたします。 

 

８．閉会 
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資料 1 研究評価委員会分科会の設置について 
資料 2 研究評価委員会分科会の公開について 
資料 3 研究評価委員会分科会における秘密情報の守秘と非公開資料の取り扱いについて 
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以下、分科会前に実施した書面による公開情報に関する質疑応答について記載する。 

(事後評価)分科会 

  質問票  

 

資料番号 

・ご質問箇所 

ご質問の内容 回答 委員氏名 

公開可/

非公開 
説明 

資料7-1  

p.34-36 

実施の効果として CO2削減効果と経

済効果を算出頂いていますが、試算

された効果は本プロジェクトだけ

ではなく、RISINGや SOLiD-EVプロ

ジェクトなど、他のプロジェクトの

成果も含まれる効果と考えるのが

妥当と思慮します。そうしますと、

例えば p.36の最後の 2行の記載は

ミスリードとなるのではないかと

思いますが、如何お考えでしょう

か。 

公開 該当の 2行は、予想される市場規

模に対してプロジェクトの予算総

額が十分に小さく費用対効果が大

きいことを述べたものです。一方

で、御指摘の通り RISING2 は、

RISING や SOLiD-EV 等、他のプロ

ジェクトおよび研究開発の成果と

併せて、この市場形成に貢献する

ものです。 

岩崎 

委員 

資料7-1  

p.52-53 

中間評価でパラメトリックスタデ

ィーの強化を指摘されており、それ

に対応した評価として経済性の項

目を挙げて頂いていますが、各電池

系で経済性評価を行った結果が掲

載されている箇所を教えて頂けれ

ばと思います。 

公開 本事業における研究開発の結果、

比較的安価な金属元素による革新

型蓄電池成立の可能性を確認でき

ました。これは、本事業において

開発した電池が、経済的に高いポ

テンシャルを有することを示して

おります。 

岩崎 

委員 

資料7-1 

p.65 

車載電池として見た場合、作動温度

が 140℃または 200℃の電池を適用

できる見込みがあるのでしょうか。 

公開 御指摘の通り、作動温度が 140～

200℃に限定されますと、車載適用

の可能性は低下致します。よって、

p.65-66 に示しますように室温動

作に向けた活物質開発に取組み、

一定の成果を得たことを確認致し

ました。 

片山 

委員 

資料7-1 

p.70 

充放電に際して2 V以上のセル電圧

の変化があるのはなぜでしょうか。

また、このような電池系を組電池と

して車載することは可能でしょう

公開 FeF3 コンバージョン材料におい

て、鉄の広い価数範囲を使用する

ためにセル電圧の変化が大きくな

ります。またインターカレーショ

片山 

委員 
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か。 ン領域と比較しコンバージョン領

域の過電圧が大きいことも一因で

す。そこで過電圧を改善するため

材料の工夫を行いました。今回

p.70に示している複合後の材料で

は充放電条件において放電カット

オフ電圧と充電カットオフ電圧は

複合化前と変えていないので電圧

差に関しては同じに見えますが、

カーブを slopy にできたことか

ら、組電池とした際も電池の SOC

管理は可能と考えています。 

資料5 

p.46 

【高度解析技術開発】HAXPESの深さ

分解能を1 nmから10 nmに向上さ

せたとありますが、そのことにどの

ような意味があるのでしょうか。 

公開 表面より深い情報を得ることがで

きますので、 interface から

interphaseの測定が可能になった

と考えております。 

 

坂口 

委員 
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参考資料２ 評価の実施方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

本評価は、「技術評価実施規程」（平成 15 年 10 月制定）に基づいて実施する。 

 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）における研究評価では、

以下のように被評価プロジェクトごとに分科会を設置し、同分科会にて研究評価を行い、評

価報告書（案）を策定の上、研究評価委員会において確定している。 

● 「NEDO 技術委員・技術委員会等規程」に基づき研究評価委員会を設置 

● 研究評価委員会はその下に分科会を設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N E D O 

評価報告書(案)確定 

理事長 

報告 

国 民 

評価結果公開 

分科会Ａ 

研究評価委員会 

 

評価結果の事業等への反映 推 進 部 署 

評 価 部 

分科会 B 

評価報告書（案）作成 

分科会 C 

分科会 D 

推 進 部 署 

実 施 者 

事務局 

プロジェクトの説明 
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１．評価の目的 

 

評価の目的は「技術評価実施規程」において 

● 業務の高度化等の自己改革を促進する 

● 社会に対する説明責任を履行するとともに、経済・社会ニーズを取り込む 

● 評価結果を資源配分に反映させ、資源の重点化及び業務の効率化を促進する 

としている。 

本評価においては、この趣旨を踏まえ、本事業の意義、研究開発目標・計画の妥当性、計

画を比較した達成度、成果の意義、成果の実用化の可能性等について検討・評価した。 

 

２．評価者 

 

技術評価実施規程に基づき、事業の目的や態様に即した外部の専門家、有識者からなる委

員会方式により評価を行う。分科会委員は、以下のような観点から選定する。 

● 科学技術全般に知見のある専門家、有識者 

● 当該研究開発の分野の知見を有する専門家 

● 研究開発マネジメントの専門家、経済学、環境問題、国際標準、その他社会的ニー

ズ関連の専門家、有識者 

● 産業界の専門家、有識者 

 

また、評価に対する中立性確保の観点から事業の推進側関係者を選任対象から除外する。 

これらに基づき、委員を分科会委員名簿の通り選任した。 

なお、本分科会の事務局については、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発

機構評価部が担当した。 

 

３．評価対象 

 

「革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発」を評価対象とした。 

なお、分科会においては、当該事業の推進部署から提出された事業原簿、プロジェクトの

内容、成果に関する資料をもって評価した。 

 

 

  

参考資料 2-2



 

４．評価方法 

 

分科会においては、当該事業の推進部署及び実施者からのヒアリング及び実施者側等との

議論を行った。それを踏まえた分科会委員による評価コメント作成、評点法による評価によ

り評価作業を進めた。 

なお、評価の透明性確保の観点から、知的財産保護の上で支障が生じると認められる場合

等を除き、原則として分科会は公開とし、実施者と意見を交換する形で審議を行うこととし

た。 

 

５．評価項目・評価基準 

 

分科会においては、次に掲げる「評価項目・評価基準」で評価を行った。これは、NEDO

が定める「標準的評価項目・評価基準」をもとに、当該事業の特性を踏まえ、評価事務局が

カスタマイズしたものである。 

評価対象プロジェクトについて、主に事業の目的、計画、運営、達成度、成果の意義、実

用化に向けての取組や見通し等を評価した。 
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「革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発」 
に係る評価項目・評価基準 

 

１．事業の位置付け・必要性について 

 (1) 事業の目的の妥当性 

・ 内外の技術動向、国際競争力の状況、エネルギー需給動向、市場動向、政策動向、国

際貢献可能性等の観点から、事業の目的は妥当か。 

・ 上位の施策・制度の目標達成のために寄与しているか。 

 

 (2) ＮＥＤＯの事業としての妥当性 

・ 民間活動のみでは改善できないものであること又は公共性が高いことにより、NEDOの

関与が必要とされた事業か。 
・ 当該事業を実施することによりもたらされると期待される効果は、投じた研究開発費

との比較において十分であるか。 

 

２．研究開発マネジメントについて 

 (1) 研究開発目標の妥当性 

・ 内外の技術動向、市場動向等を踏まえて、適切な目標であったか。 

 

 (2) 研究開発計画の妥当性 

・ 開発スケジュール（実績）及び研究開発費（研究開発項目の配分を含む）は妥当であ

ったか。 

・ 目標達成に必要な要素技術の開発は網羅されていたか。 

 

 (3) 研究開発の実施体制の妥当性 

・ 実施者は技術力及び事業化能力を発揮したか。 

・ 指揮命令系統及び責任体制は、有効に機能したか。 

・ 目標達成及び効率的実施のために実施者間の連携が必要な場合、実施者間の連携は有

効に機能したか。 

・ 大学または公的研究機関が企業の開発を支援する体制となっている場合、その体制は

企業の取組に貢献したか。 

 

 (4) 研究開発の進捗管理の妥当性 

・ 研究開発の進捗に応じ、技術を評価し取捨選択や技術の融合、必要な実施体制の見直

し等を柔軟に図ったか。 

・ 研究開発の進捗状況を常に把握し、遅れが生じた場合に適切に対応したか。 

・ 社会・経済の情勢変化、政策・技術の動向等を常に把握し、それらの影響を検討し、

必要に応じて適切に対応したか。 

 

 (5) 知的財産等に関する戦略の妥当性 

・ 知的財産に関する戦略は、明確かつ妥当か。 

・ 知的財産や研究開発データに関する取扱についてのルールを整備し、かつ適切に運用

したか。 
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３．研究開発成果について 

 (1) 研究開発目標の達成度及び研究開発成果の意義 

・ 成果は、最終目標を達成したか。 

・ 最終目標未達成の場合、達成できなかった原因を明らかにして、最終目標達成までの

課題及び課題解決の方針を明確にしている等、研究開発成果として肯定的に評価でき

るか。 

・ 投入された研究開発費に見合った成果を得たか。 

・ 成果は、競合技術と比較して優位性があるか。 

・ 世界初、世界最高水準、新たな技術領域の開拓、汎用性等の顕著な成果がある場合、

積極的に評価する。 

・ 設定された目標以外の技術成果がある場合、積極的に評価する。 

・ 成果が将来における市場の大幅な拡大又は市場の創造につながると期待できる場合、

積極的に評価する。 

 

 (2) 成果の普及 

・ 論文等の対外的な発表を、実用化の戦略に沿って適切に行ったか。 

・ 成果の活用・実用化の担い手・ユーザーに向けて、成果を普及させる取組を実用化の

戦略に沿って適切に行ったか。 

・ 一般に向けて、情報を発信したか。 

 

 (3) 知的財産権等の確保に向けた取組 

・ 知的財産権の出願・審査請求・登録等を、実用化の戦略に沿って国内外で適切に行っ

たか。 

 

４．成果の実用化に向けた取組及び見通しについて 

 

「実用化」の考え方 

本事業で開発された共通基盤技術が、革新型蓄電池の実用化開発に利活用され、

ガソリン車並みの走行距離を有する EVの実現に資することをいう。 

 

 

 (1) 成果の実用化に向けた戦略 

・ 成果の実用化の戦略は、明確かつ妥当か。 

 

 (2) 成果の実用化に向けた具体的取組 

・ 実用化に向けて、引き続き、誰がどのように研究開発に取り組むのか明確にしてい

るか。 

・ 想定する製品・サービス等に基づき、課題及びマイルストーンを明確にしているか。 

 

 (3) 成果の実用化の見通し 

・ 想定する製品・サービス等に基づき、市場・技術動向等を把握しているか。 

・ 顕著な波及効果（技術的・経済的・社会的効果、人材育成等）を期待できる場合、積

極的に評価する。 
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 「プロジェクト」の事後評価に係る標準的評価項目・基準 

 

 

「実用化・事業化」の定義を「プロジェクト」毎に定める。以下に例示する。 

「実用化・事業化」の考え方 

当該研究開発に係る試作品、サービス等の社会的利用(顧客への提供等)が開始されることで

あり、さらに、当該研究開発に係る商品、製品、サービス等の販売や利用により、企業活動(売

り上げ等)に貢献することをいう。 

 

なお、「プロジェクト」が基礎的・基盤的研究開発に該当する場合は、以下のとおりとする。 

・「実用化・事業化」を「実用化」に変更する。 

 ・「4. 成果の実用化に向けた取組及び見通しについて」は該当するものを選択する。 

 ・「実用化」の定義を「プロジェクト」毎に定める。以下に例示する。 

「実用化」の考え方 

当該研究開発に係る試作品、サービス等の社会的利用(顧客への提供等)が開始されることを

いう。 

 

 

1. 事業の位置付け・必要性について 

(1) 事業の目的の妥当性 

 ・内外の技術動向、国際競争力の状況、エネルギー需給動向、市場動向、政策動向、国際貢献可能性等

の観点から、事業の目的は妥当か。 

 ・上位の施策・制度の目標達成のために寄与しているか。 

(2) NEDOの事業としての妥当性 

 ・民間活動のみでは改善できないものであること又は公共性が高いことにより、NEDO の関与が必要とさ

れた事業か。 

 ・当該事業を実施することによりもたらされると期待される効果は、投じた研究開発費との比較において

十分であるか。 

 

2. 研究開発マネジメントについて 

(1) 研究開発目標の妥当性 

 ・内外の技術動向、市場動向等を踏まえて、適切な目標であったか。 

(2) 研究開発計画の妥当性 

 ・開発スケジュール（実績）及び研究開発費（研究開発項目の配分を含む）は妥当であったか。 

 ・目標達成に必要な要素技術の開発は網羅されていたか。 

(3) 研究開発の実施体制の妥当性 

 ・実施者は技術力及び事業化能力を発揮したか。 

※「プロジェクト」の特徴に応じて、評価基準を見直すことができる。 
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 ・指揮命令系統及び責任体制は、有効に機能したか。 

 ・目標達成及び効率的実施のために実施者間の連携が必要な場合、実施者間の連携は有効に機能した

か。【該当しない場合、この条項を削除】 

 ・目標達成及び効率的実施のために実施者間の競争が必要な場合、競争の仕組みは有効に機能したか。

【該当しない場合、この条項を削除】 

 ・大学または公的研究機関が企業の開発を支援する体制となっている場合、その体制は企業の取組に

貢献したか。【該当しない場合、この条項を削除】 

(4) 研究開発の進捗管理の妥当性 

 ・研究開発の進捗状況を常に把握し、遅れが生じた場合に適切に対応したか。 

 ・社会・経済の情勢変化、政策・技術の動向等を常に把握し、それらの影響を検討し、必要に応じて適切

に対応したか。 

(5) 知的財産等に関する戦略の妥当性 

 ・知的財産に関する戦略は、明確かつ妥当か。 

 ・知的財産に関する取扱（実施者間の情報管理、秘密保持及び出願・活用ルールを含む）を整備し、かつ

適切に運用したか。 

 ・国際標準化に関する事項を計画している場合、その戦略及び計画は妥当か。【該当しない場合、この条

項を削除】 

 

3. 研究開発成果について 

(1) 研究開発目標の達成度及び研究開発成果の意義 

 ・成果は、最終目標を達成したか。 

 ・最終目標未達成の場合、達成できなかった原因を明らかにして、最終目標達成までの課題及び課題解

決の方針を明確にしている等、研究開発成果として肯定的に評価できるか。 

 ・投入された研究開発費に見合った成果を得たか。 

 ・成果は、競合技術と比較して優位性があるか。 

 ・世界初、世界最高水準、新たな技術領域の開拓、汎用性等の顕著な成果がある場合、積極的に評価す

る。 

 ・設定された目標以外の技術成果がある場合、積極的に評価する。 

 ・成果が将来における市場の大幅な拡大又は市場の創造につながると期待できる場合、積極的に評価

する。 

(2) 成果の普及 

 ・論文等の対外的な発表を、実用化・事業化の戦略に沿って適切に行ったか。 

 ・成果の活用・実用化の担い手・ユーザーに向けて、成果を普及させる取組を実用化・事業化の戦略に沿

って適切に行ったか。 

 ・一般に向けて、情報を発信したか。 

(3) 知的財産権等の確保に向けた取組 

 ・知的財産権の出願・審査請求・登録等を、実用化・事業化の戦略に沿って国内外に適切に行ったか。 

 ・国際標準化に関する事項を計画している場合、国際標準化に向けた見通しはあるか。【該当しない場合、
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この条項を削除】 

 

4. 成果の実用化・事業化に向けた取組及び見通しについて 【基礎的・基盤的研究開発の場合を除く】 

(1) 成果の実用化・事業化に向けた戦略 

 ・成果の実用化・事業化の戦略は、明確かつ妥当か。 

 ・想定する市場の規模・成長性等から、経済効果等を期待できるか。 

(2) 成果の実用化・事業化に向けた具体的取組 

 ・実用化・事業化に取り組む者が明確か。 

 ・実用化・事業化の計画及びマイルストーンは明確か。 

(3) 成果の実用化・事業化の見通し 

 ・産業技術として適用可能性は明確か。 

 ・実用化・事業化に向けての課題とその解決方針は明確か。 

 ・想定する製品・サービス等は、市場ニーズ・ユーザーニーズに合致しているか。 

 ・競合する製品・サービス等と比較して性能面・コスト面等で優位を確保する見通しはあるか。 

 ・量産化技術を確立する見通しはあるか。 

 ・顕著な波及効果（技術的・経済的・社会的効果、人材育成等）を期待できる場合、積極的に評価する。 

 

4. 成果の実用化に向けた取組及び見通しについて 【基礎的・基盤的研究開発の場合】 

(1) 成果の実用化に向けた戦略 

 ・成果の実用化の戦略は、明確かつ妥当か。 

(2) 成果の実用化に向けた具体的取組 

 ・実用化に向けて、引き続き、誰がどのように研究開発に取り組むのか明確にしているか。 

 ・想定する製品・サービス等に基づき、課題及びマイルストーンを明確にしているか。 

(3) 成果の実用化の見通し 

 ・想定する製品・サービス等に基づき、市場・技術動向等を把握しているか。 

 ・顕著な波及効果（技術的・経済的・社会的効果、人材育成等）を期待できる場合、積極的に評価する。 

 

  【基礎的・基盤的研究開発の場合のうち、知的基盤・標準整備等を目標としている場合】 

(1) 成果の実用化に向けた戦略 

 ・整備した知的基盤・標準の維持管理・活用推進等の計画は、明確かつ妥当か。 

(2) 成果の実用化に向けた具体的取組 

 ・知的基盤・標準を供給・維持するための体制を整備しているか、又は、整備の見通しはあるか。 

 ・実用化に向けて、引き続き研究開発が必要な場合、誰がどのように取り組むのか明確にしているか。

【該当しない場合、この条項を削除】 

(3) 成果の実用化の見通し 

 ・整備した知的基盤について、利用されているか。 

 ・顕著な波及効果（技術的・経済的・社会的効果、人材育成等）を期待できる場合、積極的に評価する。 
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本研究評価委員会報告は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技

術総合開発機構（NEDO）評価部が委員会の事務局として編集して

います。 

 

 

NEDO 評価部 

部長 森嶋 誠治 

担当 緒方 敦 

 

 

 

＊研究評価委員会に関する情報は NEDO のホームページに掲載しています。 

（https://www.nedo.go.jp/introducing/iinkai/kenkyuu_index.html） 
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