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Ｐ１２００４ 

 

2023年度実施方針 

 

省エネルギー部 

 

１．件 名：戦略的省エネルギー技術革新プログラム 

 

２．根拠法 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第三号及び第九号 

 

３．背景及び目的 

我が国は、2020年 10月に「2050年カーボンニュートラル」を宣言するとともに、2021年 4月

には、2030年度の新たな温室効果ガス削減目標として、2013年度から 46％削減することを目指

し、さらに 50％の高みに向けて挑戦を続けるとの新たな方針を示した。 

気候変動問題へのこうした対応に加え、我が国のエネルギー需給構造の抱える課題の克服のた

め、第６次｢エネルギー基本計画｣（2021年 10月閣議決定）が策定され、2050年カーボンニュー

トラルに向けた長期展望と、それを踏まえた 2030年に向けた政策対応により構成された、今後

のエネルギー政策の進むべき道筋が示された。 

以上の観点から、経済成長と両立する持続可能な省エネルギーの実現が重要課題であるが、

省エネルギー技術は多分野かつ広範に跨るため、これらの着実な実現には、「省エネルギー技

術戦略」に掲げる産業・民生・運輸部門等の省エネルギーに資する重要技術を軸に、戦略的に

省エネルギー技術の技術開発を強力に推進することが必要である。 

さらに、新型コロナウイルス感染拡大により、医療、行政、都市、仕事、家族等で様々な社

会や産業構造が変化しており、それに伴うエネルギー消費構造も変化している。これらの急激

なエネルギー消費構造の変化に対応するための早急な技術開発が必要である。そこで、経済成

長と両立する持続可能な省エネルギーの実現を目指し、省エネルギー技術の技術革新に向けた

取組を戦略的に推進することで、我が国における省エネルギー型経済社会の構築及び我が国の

産業競争力の強化に寄与するものとする。また、本事業を通じて中小・ベンチャー企業の支援

にも寄与するものとする。 

 

４．制度内容 

４．１ 制度概要 

 (1) 技術開発 

「省エネルギー技術戦略」に掲げる産業・民生・運輸部門等の省エネルギーに資する重要技術

に係る分野を中心に、以下に掲げる基本スキーム及びテーマ設定型事業者連携スキームを通じ

て、原則として１件あたり原油換算で１０万ｋｌ以上のエネルギー消費量削減が見込める過去

に採択を行ったテーマを引き続き助成する。但し、コロナショック後の社会変化に資する省エネ
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ルギー関連技術を対象とした「緊急追加公募」においては、新型コロナウイルス感染拡大に伴う

社会変化への対応の緊急性を鑑み、対象事業者は中小企業、応募対象は基本スキームの実用化開

発フェーズのみとし、省エネルギー効果量は１件あたり５万 kl以上とする。 

 

ⅰ）基本スキーム 

ⅰ-a)インキュベーション研究開発フェーズ 

 ・内容 有望な省エネルギー技術について、大学等の技術シーズや、企業のポテンシャル

を活用し、課題解決への具体的手法や、事業化の見通しの明確化を図るなど、開

発・導入シナリオの策定等を行うために、実用化開発又は実証開発の事前研究を

行う。 

 ・実施方法 助成（助成率：２／３以内）  

 ・事業規模 １件あたり年間２千万円程度 

 

ⅰ-b)実用化開発フェーズ 

 ・内容 省エネルギー型社会の実現に向け、既に企業や大学等が有している技術やノウハ

ウ等をベースとして、省エネルギーに資する応用、転用を図る技術開発であって、

本開発終了後、原則として、３年以内に製品化を目指す実用化開発を行う。  

 ・実施方法 助成（助成率：２／３又は１／２以内）  

 ・事業規模 １件あたり年間３億円程度 

 

ⅰ-c)実証開発フェーズ 

 ・内容 事業化前段階にある省エネルギー技術について、実証データを取得するといった

技術開発など、事業化を阻害している要因の克服又はより着実な事業化を実現す

る一助となるものであって、本開発終了後、原則として、速やかに製品化を目指

す実証等を行う。 

・実施方法 助成（助成率：１／２又は１／３以内） 

 ・事業規模 １件あたり年間１０億円程度 

 

 ⅱ）テーマ設定型事業者連携スキーム 

・内容 業界の共通課題及び異業種に跨る課題の解決に繋げる革新的な技術開発や新技術

に関する統一的な評価手法の開発等、複数の事業者が相互に連携・協力して取り

組むべきテーマ（技術開発課題）を設定し、技術開発の実施とその成果の着実な

普及によって省エネルギーを実現するものであって、本開発終了後、原則として

３年以内に製品化を目指す事業者に対して助成金を交付する。 

・実施方法 助成（助成率：２／３以内） 

・事業規模 １件あたり年間１０億円程度 

 

 (2) 将来の革新的な省エネルギー技術に係る検討等 

必要に応じ、新たな切り口や着想に基づいた省エネルギーに係る技術の発掘、将来の革新
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的な省エネルギー技術開発に資するための検討や制度の効果評価のための調査等を行う。 

・実施方法 必要に応じ、外部機関等に技術動向等調査など当該業務の一部を委託 

   ・事業規模 委託１件あたり２千万円程度 

 

４．２ 制度の事業方針 

(1) 対象事業者 

① 技術開発においては、原則として、日本国内に開発拠点を有している企業、大学等の法

人であって、開発終了後、当該技術に係る事業化を主体的に実施する者とする。基本スキ

ームにおいて複数者で構成する体制の場合、事業化能力を有する者が体制内に存在するこ

とでも可。テーマ設定型事業者連携スキームにおいては、設定された技術開発課題に取り

組む複数の企業等とし、開発成果の普及を促す体制を構築の上、連携して普及に取り組む

者とする。 

② 将来の革新的な省エネルギー技術に係る検討等においては、個別の検討テーマについて

知見を有し、受託実績等を有する調査機関等とする。 

 

(2) 対象テーマ 

① 技術開発の基本スキームにおいては、「省エネルギー技術戦略」において、省エネルギー

技術開発及び開発支援の重点化を図ることが必要として設定した「重要技術」に係る課題

のテーマを中心に、過去に採択を行ったテーマを引き続き助成する。 

テーマ設定型事業者連携スキームにおいては、技術開発課題について意見募集（以下「Ｒ

ＦＩ：Request for Information」という。）を行う他、資源エネルギー庁から政策的に必要

があるとして別途指示があったものについて設定し、過去に採択を行ったテーマを引き続

き助成する。 

また、別紙１「継続テーマ一覧」に記載するテーマに対し、助成を行う。 

② 将来の革新的な省エネルギー技術に係る検討等においては、新たな切り口や着想に基づ

いた省エネルギーに係る技術の発掘や、将来の革新的な省エネルギー技術開発に資するた

め等の検討を実施する。 

 

 (3) 実施条件 

  ① 技術開発 

ⅰ）実施期間 

インキュベーション研究開発フェーズ：２年以内 

（インキュベーション研究開発フェーズ単独での応募は不可とする。）。 

実用化開発フェーズ、実証開発フェーズ：３年以内 

(他の開発フェーズと組み合わせて実施する場合は、１年以内を可とする。) 

テーマ設定型事業者連携スキーム：５年以内 

 

   ⅱ）規模・助成率 

インキュベーション研究開発フェーズ：１件あたり年間２千万円程度（助成率２／３） 
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実用化開発フェーズ：１件あたり年間３億円程度（助成率：２／３又は１／２） 

実証開発フェーズ：１件あたり年間１０億円程度（助成率：１／２又は１／３） 

テーマ設定型事業者連携スキーム: １件あたり年間１０億円程度（助成率２／３) 

 

② 将来の革新的な省エネルギー技術に係る検討等 

 ⅰ）実施期間 

原則１年間 

   ⅱ）規模等 

１件あたり年間２千万円程度（委託：１／１）  

 

 (4) 本年度事業規模   

約６,５００百万円 

事業規模については、変動があり得る。(「脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の

研究開発・社会実装促進プログラム」実施分を含む。) 

 

４．３これまでの制度実施状況 

(1) 実績額推移 

     （単位：百万円）  

 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 

需給勘定 8,560 8,091 6,539 10,322 8,558 5,997 

 

   （単位：百万円） 

 2018年度 2019年度 2020年度※1 2021年度※1,2 2022年度※1,2 

需給勘定 5,729 6,869 7,417 7,392 4021.8 

 

※1 2020年度,2021年度,2022年度の実績額は、中小・ベンチャー企業を対象とした「戦略的

省エネルギー技術革新プログラム」緊急追加公募実施分を含む。 

※2 2021 年度, 2022 年度の実績額は、「脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の研究開

発・社会実装促進プログラム」実施分を除く。 

※3  2022年度実績額は、2022年 12月 13日現在（契約額） 
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 (2) 応募件数及び採択件数の推移 

 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 

 応募 採択 倍率 応募 採択 倍率 応募 採択 倍率 応募 採択 倍率 

ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ 

研究開発※ 
38 13 2.9 11 2 5.5 20 11 1.8 14 6 2.3 

実用化開発 86 31 2.8 35 4 8.8 82 32 2.6 57 28 2.0 

実証開発 10 3 3.3 2 2 1.0 12 7 1.7 8 4 2.0 

合計 134 47 2.9 48 8 6.0 114 50 2.3 79 38 2.1 

 

 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 

 応募 採択 倍率 応募 採択 倍率 応募 採択 倍率 応募 採択 倍率 

ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ 

研究開発※ 
18 3 6.0 8 5 1.6 11 8 1.4 13 7 1.9 

実用化開発 41 5 8.2 44 17 2.6 30 14 2.1 34 18 1.9 

実証開発 7 1 7.0 9 7 1.3 2 2 1.0 5 3 1.7 

テーマ設定型 - - - 6 2 3.0 4 2 2.0 3 2 1.5 

合計 66 9 7.3 67 31 2.2 47 26 1.8 55 30 1.8 

 

 2020年度 

 応募 採択 倍率 

ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ 

研究開発※ 
7 4 1.8 

実用化開発 52 12 4.3 

実証開発 6 3 2.0 

テーマ設定型 2 0 - 

合計 77 19 4.1 

 

※インキュベーション研究開発フェーズは、他フェーズとの一体提案によるもの。 

また、実用化開発フェーズは、実証開発フェーズとの一体提案によるものも含む。 

提案時点のフェーズでカウント。 
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(3) 継続・終了実績  

 戦略的省エネルギー技術革新プログラム  

 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 

 継続 終了 継続 終了 継続 終了 継続 終了 継続 終了 

ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ 

研究開発 
7 3 2 7 6 4 7 3 6 3 

実用化開発 30 0 28 9 38 22 57 10 33 32 

実証開発 4 0 3 3 11 1 10 5 10 3 

合計 41 3 33 19 55 27 74 18 49 38 

 

 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 

 継続 終了 継続 終了 継続 終了 継続 終了 継続 終了 

ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ 

研究開発 
7 1 7 5 6 2 7 0 2 1 

実用化開発 30 18 30 17 35 15 42 7 17 23 

実証開発 10 8 7 6 7 6 8 3 7 7 

テーマ設定型 2 0 4 0 6 0 5 1 3 2 

合計 49 27 48 28 54 23 62 11 29 33 

 

 2022年度 

 継続 終了 

ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ 

研究開発 
0 0 

実用化開発 2 15 

実証開発 3 1 

テーマ設定型 1 2 

合計 6 25 

 

 

５．制度の実施方式 

５．１ 実施スキーム（別紙２参照） 

 

５．２ 研究開発テーマ評価に関する事項 

インキュベーション研究開発フェーズ、実用化開発フェーズにおいては、テーマ終了年度に

おいてステージゲート審査を実施し、次フェーズへの移行の可否を判定する。 

実用化開発フェーズ、実証開発フェーズにおいて３年間の技術開発期間を予定する場合には、

２年目に中間評価を実施し、３年目への延長の可否を判定するものとする。 
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テーマ設定型事業者連携スキームにおいて４年以上の技術開発期間を予定する場合には、原

則３年目に中間評価を実施し、４年目以降への延長の可否を判定するものとする。 

 

①  評価項目 

ⅰ）中間評価 

a.技術評価 

b.事業化等評価 

 

ⅱ）ステージゲート審査 

a.技術評価 

b.事業化等評価 

 

② 評価実施時期  

ⅰ）中間評価 

 予定なし。 

（本審査で非継続となったテーマは、本審査を前倒し事後評価と見なすこととする。） 

 

ⅱ）ステージゲート審査 

予定なし。  

（本評価で非継続となったテーマは、本評価を前倒し事後評価と見なすこととする。） 

 

ⅲ）事後評価 

2023年 9月頃 

（2023年度に終了したテーマを、2023年度中に事後評価する場合があり、実施時期や件数等   

の変更の可能性がある。） 

 

６．改定履歴 

 (1) 2023年 1月制定 



（別紙１）

No フェーズ テーマ名 助成先 委託先又は共同研究先 採択年度
2023年度中の

評価実施

1 実用化2年+実証2年 新しい低コスト省エネルギー型チタン製造技術の開発 東邦チタニウム株式会社
日本製鉄株式会社
国立大学法人京都大学

2019

2 実用化3年+実証3年 長距離・広視野角・高解像度・車載用LiDARの開発 株式会社SteraVision

国立研究開発法人産業技術総合研究所
学校法人福岡工業大学
学校法人中村産業学園 九州産業大学
国立大学法人金沢大学
国立大学法人北見工業大学

2019 中間評価

3 テーマ設定5年
鉄鉱石の劣質化に向けた高級鋼材料創生のための
革新的省エネプロセスの開発

日本製鉄株式会社
JFEスチール株式会社
株式会社神戸製鋼所
一般財団法人金属系材料研究開
発センター

国立大学法人東京大学
国立大学法人東北大学
国立大学法人九州大学
国立大学法人秋田大学
国立大学法人北海道大学
国立大学法人大阪大学
公立大学法人大阪大阪府立大学
国立大学法人広島大学
学校法人東海大学
学校法人福岡工業大学

2019

4 インキュ1年+実用化3年
ハイブリッド車向け高効率過給ガソリン用超希薄プレ
チャンバ―燃焼技術の開発

株式会社サステナブル・エンジン・
リサーチセンター

国立大学法人千葉大学
国立大学法人北海道大学触媒科学研究所
株式会社IHI
日産自動車株式会社

2020

5 インキュ2年+実用化2年
製紙用蒸解工程からのクラフトリグニンを利用したバ
イオアスファルト混合物の開発

大成ロテック株式会社
日本製紙株式会社

出光興産株式会社 2020

6 実証3年
新規絶縁材料を用いた高効率送配電ケーブルの開
発

住友電気工業株式会社 2020

2023年度継続テーマ一覧
（戦略的省エネルギー技術革新プログラム）



 

（別紙 2） 

 

実施スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

但し、将来の革新的な省エネルギー技術の検討等については委託にて実施する。 

企業、大学等の法人 

ＮＥＤＯ 

経済産業省 

(５)交付決定 (３)採択／ 

不採択通知 

(４)交付申請 

(１)公募 

(２)提案 

(７)外部有識者による

指導・助言／評価 
(６)進捗・実績報告 

運営費交付金 


