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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、「アルミニウム素材高度資源循環システム構築事業」の中間評価報告書であり、

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

「アルミニウム素材高度資源循環システム構築事業」（中間評価）分科会において評価報告

書案を策定し、第 74 回研究評価委員会（2023 年 8 月 8 日）に諮り、確定されたものであ

る。 
 
 
 

2023 年 8 月 
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

研究評価委員会 
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審議経過 

 
● 分科会（2023 年 6 月 22 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 
１０．閉会 

 
● 現地調査会（2023 年 5 月 18 日） 

  株式会社 UACJ 名古屋製造所（愛知県名古屋市） 
 

● 第 74 回研究評価委員会（2023 年 8 月 8 日） 
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第１章 評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

１．評価コメント 
１．１ 意義・アウトカム（社会実装）達成までの道筋 

アルミニウム合金は有用な金属材料であるが、精錬時に大きなエネルギーを消費すると

いう課題がある。そのため、アップグレードリサイクルに関わる本プロジェクトは、国際

的な地球温暖化防止及び 2050 年カーボンニュートラルに向けて CO2 排出量削減に大き

く貢献する事業であるといえる。また、国内のみならず世界的にも大きな波及効果が期待

でき、自動車のパワートレイン構成の変化や循環経済への移行などの重要な政策を支える

事業内容であるため、社会的・経済的意義も大きいと考えられる。 
不純物元素の低減技術から鋳造･加工熱処理による無害化技術などの研究開発項目が盛

り込まれ、産学双方が研究開発項目ごとに効果的に参画することで、大学や研究機関等が

持つ研究シーズや成果を民間企業とともに活用しつつ事業化を目指す体制が整っている

など、アウトカム達成までの道筋も明確に示されている。 
一方、アウトカム達成のためには、再生材使用に関する製品開発・設計部門の意識を高

めるための再生材活用のインセンティブを組み合わせ実施する国の政策的なアプローチ

も重要と考える。 
知的財産戦略に関しては、再生材の性状をオープン領域、開発技術をクローズ領域とす

る線引きは合理的であるが、今後、日本が世界を牽引していくために、今一度、知的財産

として押さえるべき核心技術を整理し、研究の進捗に合わせ、周辺領域も含めた堅固な知

的財産網の構築と、日本国内のアルミ展伸材メーカーへの技術展開のため、技術ライセン

スをどのように管理するかについて道筋を示していただくことを期待する。また、再生展

伸材の標準化に関しては、ユーザー企業側の意見も取り込んだ規格化に向けた取り組みが

行われている点で評価できるが、循環型社会を形成するためのユーザー企業を巻き込んだ

より簡素な製品規格の立案、関連産業の保護のため ISO 等の国際標準化の活動を可能な

限り早い時期にスタートさせることを望む。 
 
１．２ 目標及び達成状況 

アウトカム指標・目標値は、中長期的にアルミ需要が拡大する想定に基づき、再生地金

のアップグレードリサイクルがもたらす CO2 削減効果が算定され、また、国内のアルミ

ニウム製造規模に準じ、プロジェクトの成果が大きく波及するとしている点において、適

切であるといえる。またアウトプット目標および達成状況に関しても、中間目標は、ほぼ

達成されていると判断できる。一部未達成の研究開発項目はあるが、半導体不足に由来す

るものであり、ラボ実験等の適切な代替研究の実施あるいは妥当な研究計画の見直しによ

って対応がなされており、大きな問題はないものと考える。また、加工熱処理による不純

物無害化技術については、中間目標を大きく上回って達成しているといえる。 
一方、固体溶融塩電解による高純度アルミ精製技術においては、電析物への溶融塩の巻

き込み及び電析物の適切な回収、また、電析物アルミの由来についての検証は中間目標に

達しておらず、引き続き対応が必要と考える。 
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今後、アウトカム目標は、世界情勢や今後の技術開発の状況にも左右される。世界の動

向を常にキャッチアップし、研究開発や再生展伸材の合金規格の策定に随時反映させるこ

とが必要と考える。また、成果の普及活動においては、社会的認知度を高めるため、国内

外へ向けた論文発表やシンポジウム開催、メディア発表等の定期的な訴求活動を実施する

ことを期待する。 
 
１．３ マネジメント 

アップグレードリサイクルは、コスト増要因となるため民間企業のみで取り組むのは困

難である一方、世界的に波及効果の大きい重要な課題であることから、NEDO 事業とし

てふさわしいと考える。また、オールジャパン体制で取り組むべきテーマであることから、

国の戦略等に基づき、マネジメントを NEDO が担い、研究開発を産学で行う体制は最適

と考える。 
さらに、実施者はアルミの当該研究に関して知見の深い研究者、企業で構成されており、

管理体制、実施体制、連携、ユーザー関与において妥当であると判断できる。 
本プロジェクトに期待される波及効果を含んだインパクトの大きさ、技術的な難易度を

鑑みれば、本プロジェクトの受益者負担率は妥当であると考える。 
開発スケジュールについても適切であり、不純物元素低減技術及び無害化加工技術と

も、テーマ毎に助成先、共同研究先間の連携が図られている。また半導体不足のため設備

導入が遅れたが、現有設備を用いた検討をすすめることにより設備導入後の時間短縮を図

るなど、柔軟な対応を実施していることも評価できる。 
一方、固体溶融塩電解の研究開発は、プロジェクトでの統合技術の中での位置づけにお

いて不明確に感じられることがあるため、産業的な展開をより具体的にする必要があると

考えられる。 
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（参考）分科会委員の評価コメント 
１．１ 意義・アウトカム（社会実装）達成までの道筋 

＜肯定的意見＞ 
・ アルミニウムは鉱石の還元に最もエネルギーを要するため、スクラップのリサイク

ルは製造時のエネルギー消費量を大幅に削減できる非常に重要な課題であり、本事

業の意義は高い。アルミ鉱石の還元は C 還元に頼らざるを得ないため、リサイクル

材の活用はアルミ生産時における CO2排出削減のためのコア技術となる。アルミニ

ウムスクラップを展伸材へリサイクルする技術は、現在不純物の問題で実現してい

ないが、地金使用量を削減するためには、必ず必要となる技術である。アップグレ

ードリサイクル技術の確立は、国内のみならず世界的にも大きな波及効果が期待で

きる。 
・ 不純物元素の低減技術から鋳造･加工熱処理による無害化技術につながる各研究項

目に対してアウトカム達成までの道筋が明確に示されている。 
・ 再生展伸材の標準化を推進するべく、合金の規格化に向けた取り組みが示されてい

る。 
・ スクラップ発生量と鋳造材の使用量など、将来の需給バランスの考察に基づき、よ

り高付加価値の展伸材へのアップグレードを図ることで循環社会や環境に関する

政策の具体化を目指したもの。我が国の強みも意識し、諸外国とは異なるアプロー

チで利得を得ようとするのは、妥当なアプローチと言える。 
・ 世界的な権威者を含む各分野のエキスパートが必要技術の上流から下流まで、各人

が専門とする個別技術を担当し、それを NEDO が強力に指導して目標を達成しよ

うとするもので、その組織構成や年次的開発プロセスは極めて妥当である。また、

我が国では、当該技術の開発に対してこれ以上有効、かつ実効的な実施体制は望め

ないと言える。 
・ 素材という対象物を充分に考慮し、クローズ領域とオープン領域が適切に設定され

ており、その戦略に関しても妥当と言える。特に、我が国が遅れている国内外の標

準化戦略に関して、規格化や合金登録申請も視野に入れており、我が国が素材で諸

外国に対してイニシアチブを取れる可能性を感じさせるものとなっている。 
・ 喫緊の課題であるカーボンニュートラル技術の研究開発というテーマ設定は時期

的に考えても適切である。Al 合金は有用な金属材料ではあるが、精錬時に大きなエ

ネルギーを消費するという致命的な欠点がある。それをブレークスルーするために

アップグレードリサイクルの進化を目指すという着眼点は素晴らしい。 
・ アウトカム達成に向けて上位戦略を分析し、本テーマの位置付けを明確化し、社会

実装に向けての標準化および知財化戦略をしっかりと策定している。2050 年カー

ボンニュートラル実現に貢献する技術として、2030 年をアウトカム（実用化）の時

期と設定し、2025 年度にテーマを完了する目標設定は妥当である。 
・ 実施者の権利保護も含めてオープン、クローズ領域が定められており、それをベー

スに知財・標準化戦略が立案されている。 
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・ わが国の展伸材生産量 185 万 t の内、2040 年にその約 70%を再生展伸材へと転換

できる可能性がある技術革新をねらう事業であり、実現すれば日本のサーキュラー

エコノミーを大きく躍進させるものと期待できる。 
・ 循環経済の観点から、ベースメタルの一つであるアルミニウムに対して資源循環の

仕組みをつくるという本事業の社会的な意義は非常に大きいと考えられる。さらに、

現在、自動車全体へのアルミニウムの使用量の多くを担っているエンジン材料の生

産が、今後エンジン車から電気自動車への置換が進んでいくにしたがって減ってい

くことが予想されており、このような社会変動を加味したアルミニウム素材の資源

循環システムを早急に構築する必要がある。ベースメタルの中でも、軽量性の観点

ではアルミニウムに圧倒的な優位性があり、アルミニウムの使用の加速は、輸送機

器の車両重量の低減に繋がり、結果として CO2排出量削減が期待できる。以上のこ

とから、本事業は、世界的にも重要なアルミニウム素材メーカーがある、大きな自

動車市場を持つ日本において実施する意義のある事業である。 
・ アウトカム達成に対して必要な要素技術の開発がすべて盛り込まれており、かつ、

適切な実施体制が敷かれている。また、本事業には産学双方が研究実施項目ごとに

効果的に参画しており、大学や研究機関等が持つ研究シーズや成果を民間企業とと

もに活用して事業化を目指すための技術開発を進める体制が整っている。本事業終

了後の道筋も、内容ならびに時期ともに妥当である。 
・ 知的財産の観点では、本事業の実施に関わる基本特許（バックグラウンド特許）が

十分に整備されており、事業開始後も特許出願がなされている。今後は、本事業の

社会実装を意識した知的財産戦略を立て、着実に進めていただきたい。再生展伸材

の合金規格の策定においては、理念や方針ならびに達成への道筋ともに妥当である。

特に、本事業において先行的に作製した合金に対して、実施体制内のユーザー企業

による特性評価がなされており、ユーザー企業側の意見も取り込んで規格の策定を

進める方針は評価できる。さらに、新規格の導入に対する障壁や課題の調査も本事

業中に実施することで、確実なアウトカム達成を目指していただきたい。 
・ 2050 年 CN に向けた自動車のパワートレイン構成の変化や CE への移行など、重

要な政策を支える事業内容であり、期待される社会的・経済的意義も大きい。 
・ 再生地金をカスケードリサイクルからアップグレードリサイクルに転換するうえ

での制約を克服するべく、①不純物元素低減（前工程）と②高度加工技術（後工程）

を適切に組み合わせるための役割分担、スケールアップの時間軸などが明確である

ことや、ISO 化など将来展開の方向性でも一点のコンセンサスが得られており、高

く評価できる。 
・ 再生材の性状をオープン領域、開発技術をクローズド領域とする線引きは合理的。

非独占的通常実施権とすることにより、関連事業者による事業化を促す効果も期待

できる。CE に係る ISO 化が進展している状況に照らし、標準化戦略として ISO 化

を志向する戦略も適切である。 
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・ 国際的な地球温暖化防止、また政府施策である 2050 年カーボンニュートラルに向

けてアルミ高度資源循環は CO2削減に大きく貢献する事業である。また地政学的に

アルミの調達リスクも高まる中、本件は意義のある事業である。 
・ 採択当初に対し地政学的リスクにより、更にアルミ資源循環は重要な意義を持つよ

うになってきており、国内製造企業への展開を含め評価基準に適合している事業で

ある。 
・ 知的財産の海外流出リスクを考慮した上で、国内アルミニウム関連事業者への特許

実施許諾も考慮されており、国家プロジェクトとしての戦略は妥当である。 
 

＜問題点・改善点・今後への提言＞ 
・ 国内外の動向との比較もなされているが、個別の企業、大学等の情報で、かつ 10 年

弱前の動向と古いデータも多い。各国の経済戦略上、タイムリーな情報が得られな

いことを考慮しても、今後は国際会議やプレス報道など最新の情報で個別技術の先

進性を確認し、もし必要があればその検討もすべき。 
・ 要素技術は優れた研究、開発が散見される。個別技術での想定以上の成果や予想外

の発見の段階から、積極的にその成果を内外に発信（論文投稿、国際会議講演、プ

レスリリース、新聞報道など）し、開発技術が国内外の社会、産業に受け入れられ

る素地を形成し、産業化を自らたぐり寄せる取組が必要。固体溶融塩電解のパート

では、産業化の成否が国際的な経済動向次第としており、心許ない。固体溶融塩電

解技術に限っては、外部環境が逆風であった場合に講じる手立てを準備し、ある程

度産業化の確立を担保することが必要。 
・ 中核となる電磁撹拌、縦型双ロール鋳造機や IF-HPS 装置などに関し、今後長きに

わたり他国がキャッチアップできない様な特許戦略が必要。しかし、知財として押

さえるべき核心技術が不明瞭で、他国の模倣をブロックでき開発技術が我が国の産

業発展に資するのか、今のところ明らかではない。標準化戦略もより具体的なアプ

ローチや、その具体的な準備が乏しい。 
・ 上位戦略に対する本テーマの貢献度を定量化できると良い。Al 再生材利用により生

産時の CO2排出量を 96%削減可能としたロジック（算出根拠、前提）を明示するべ

きである。また、CO2 LCA としての目標設定が必要である。 
・ 社会的インパクト（全体像）と本テーマで得られる価値（アウトカム）の関連性を

もう少し具体的に定量化できると本テーマの貢献度が明確になる。あたかもこのテ

ーマのみで全ての数字が達成されるような表現は誤解を招くので避けるべきであ

る。 
・ 標準化は様々な利害関係があり、特に ISO 等の国際標準化には時間を要するので、

関連する産業を守れるように可能な限り早い時期に標準化対応をスタートさせる

と良い。また、知財についても研究の進捗に合わせ周辺領域も含めて堅固な知財網

を構築できることを期待する。 

1-5



 

 
 

・ ユーザー企業が新しい再生材を実際に採用するハードルは高く、現場レベルで認め

られる結果が得られても、調達部門の製品規格やわずかなコスト面での差で採用さ

れないことが多い。また、再生材を使おうとする製品開発・設計部門の意識も高め

なければならない。このような変化はよい再生アルミニウム製品ができただけでス

ムーズに進むとは限らない。これらを推進する政策的なアプローチも重要であり、

それはハードロー・ソフトローに加えアメとムチといったインセンティブを組み合

わせて実施されることが肝要であり、EU ではすでにそうした手法がかなり巧みに

実施されている。日本においてもそのような施策の実施を政府・行政に提言して再

生展伸材の利用が現実のものとなるよう働きかけていくことを提案したい。 
・ 各技術要素の目標達成に合わせて、再生材製造の場合、サプライチェーン管理は、

製造コストと GHG （Green House Gas: 温室効果ガス）排出量の低減、および品質

管理の向上につながり、環境・経済の両面で競争力の高い製品となる。スクラップ

材の発生源から投入までの一連のサプライチェーン管理に対して視野を広げて対

応することが、今後の社会実装の成功に資する重要な要素であることを意識して進

められたい。特に投入されるスクラップを発生源・グレードなどで管理できれば、

双ロールキャスター投入前にどの程度の前処理が必要なのかが判断しやすくなり、

必要でないスクラップと必要なスクラップと混合させないような材料管理も徹底

できる。 
・ 現行のアルミ規格は細分化されすぎており、再生アルミの利用機会の喪失につなが

っていると思われる。今後、再生展伸材が多くのユーザー企業に受け入れられるに

は、ユーザー企業を巻き込んだより簡素な製品規格にすることが望ましい。循環型

社会を形成することにはそのような簡素化が必要であることを論理的に説明し、①

現行規格の再評価、②再生アルミの合金規格をデザインするプロセスを、ユーザー

企業を巻き込んで進める必要があろう。ISO に提案する前に国内でこのようなプロ

セスを関係者間で擦り合わせながら実施・検討されたい。EU のエコデザイン規則

法案の公表に合わせて EU が示した DPP （デジタルプロダクトパスポート）の優先

対象にアルミが含まれている。欧州では、日本よりも高性能な LIBS 選別機（欧州

の LIBS ソータはかなり細分化された合金種レベルまで選別可能との情報あり）に

より資源循環する方式を狙ってくる可能性があるかもしれない。EU におけるアル

ミ製品への DPP 導入はこのような技術的背景もリンクしているのかもしれない。

こうした外部情報も収集され、戦略的な再生アルミの規格策定におけるイニシアチ

ブを握っていただきたい。 
・ 国外においても、アルミニウムの資源循環に関する事業が本事業に先駆けて進めら

れているが、これらの事業に対する本事業の優位性ならびに弱点の分析が十分にさ

れていないように感じる。本事業後半では、他事業を分析した上で、棲み分けも考

慮した上で、本事業の強みをさらに強化していただきたい。 
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・ 本事業は、世間一般のみならず学術界においても認知が十分に進んでおらず、ビジ

ビリティは極めて低い状態である。広い普及を目指すのであれば、論文研究発表は

もちろんのこと、国内外学会におけるシンポジウムの継続的な設置、プレスリリー

スの配信等を積極的に進めるべきである。 
・ 特許戦略としては、オープンイノベーションを目指していくとの見解であったが、

アルミニウムの資源リサイクルの分野においてこの先日本が世界を牽引していく

立場に立つためには、オープン&クローズ戦略が重要である。そこで、本事業にお

いて創出される知的財産を、オープン領域とすべき内容、クローズ領域とすべき内

容にそれぞれ分類した上で、今一度パテントマップを作成し、特許戦略を見直すべ

きである。標準化戦略に関しては、合金企画の策定に必要な基礎実験が不足してい

る印象がある。合金元素の種類、添加量の上限、下限を決定するための十分な実験

データの整備が期待される。 
・ 本事業の成果がアルミ製品の 50%に適用されるには、日本国内のアルミ展伸材メー

カーへの技術展開が必要であることから、技術ライセンスをどのように管理するか

の道筋を示していただきたい。 
・ アウトカムとして再生地金使用率 50%を達成するには、アルミ産業を下支えしてい

る中小リサイクル・二次合金メーカーへの国内限定での実施権が必要であり、助成

先に帰属する知的財産権の実施許諾の検討を望む。 
 
１．２ 目標及び達成状況 

＜肯定的意見＞ 
・ 将来の国内展伸材の需要増加に伴う生産量の増加予測ならびにそれに対して再生

地金を利用できた場合の CO2 削減量の算出は適切である。本事業の成果の実用化、

アウトカム目標の達成に向けて、ユーザー企業も参画した十分な研究開発体制が敷

かれている。アウトカム目標の達成に向けて必要となる戦略的な目標が立てられて

いる。 
・ 全ての項目において、概ね中間目標を達成している。装置導入の遅れによる中間目

標の一部未達があるが、大幅に見直しが必要な項目はない。 
・ 加工熱処理による不純物無害化技術については、中間目標を大きく上回って達成し

ている。 
・ 現在の国内のアルミニウム製造規模に比し、プロジェクトの成果がその大きな割合

に波及するとしており、アウトカム指標・目標値は適切と言える。経済性を考え、

企業競争力の向上を伴い技術を波及させる計画で、アウトカム目標の達成見込みも

問題ない。実用化された場合の費用対効果の試算も優れている。また、エネルギー・

CO2削減量も妥当で充分にインパクトのあるものと言える。さらに、その達成時期

も適切に設定されている。この他、アウトカムが実現した場合の国際競争力、環境

問題解決などに与える効果も優れていると言える。 
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・ アウトプット指標・目標値は、技術的に達成可能で、しかも研究開発により見込ま

れる社会的影響が充分に大きくなるよう、適切に設定されている。中間目標はほぼ

達成されており、国際的な状況により不可避的に一部未達成のものもあるが、小型

機を用いた代替実験で同等の成果を得ていると判断される。副次的成果や波及効果

等の成果で評価できるものもある。また、論文発表、特許出願等も行われている。 
・ 各種 DATA を活用し、現状考え得る妥当なアウトカム指標・目標が設定されている。 
・ 素材ユーザーの立場も理解したアウトプット目標が設定されている。不可避な要因

により設備導入が遅れ、中間目標迄の DATA が取り切れていない部分もあるが、実

施者は最大限の努力をし、技術の確からしさを確認し、基本的な方向性が間違って

いないことを検証している。 
・ 本事業で規格化を目指す再生展伸材に対し、アウトカム目標として 2050 年に 1.29

兆円/年の売り上げを見込んでいることから、計画通りに実現すれば非常に大きな費

用対効果が期待できる。さらに、CO2 排出量の大きな削減も見込まれることから、

本事業が目指す将来像に対するアウトカム目標は適正であると考えられる。 
・ アウトプット目標の達成状況は良好である。一部未達成の研究開発項目はいずれも

物流遅延に由来するものであり、研究自体は順調に進んでいるものと評価できる。

また、未達成の研究開発項目に対しては、ラボ実験等の適切な代替研究の実施ある

いは妥当な研究計画の見直しによって対応がなされており、大きな問題はないもの

と考えられる。 
・ 脱炭素化の進展などを背景に、今後、中長期的にアルミ需要が拡大する想定に基づ

き再生地金のアップグレードリサイクルがもたらすアウトカム（CO2削減効果）が

算定されており、想定目標は妥当かつ技術の実装による達成見通しは妥当である。 
・ 不純物元素低減技術では、いずれも Si 濃度に関してラボレベルで中間目標達成の

見込みが立ち、クリアすべき課題も特定できている。後工程に関しては、長時間安

定操業に向けた長尺実験機の完成が外部要因で遅れた影響があるものの、小型機を

用いた実証により、目指す特性を達成したほか、最適鋳造条件を確立するなど、実

用化に向けた進展が確認できた。 
・ 日本アルミニウム協会の VISION2050 に掲げている循環アルミ使用率 50%(2050

年)とそれに伴うカーボンニュートラル達成と整合しており、アウトカム目標・達成

見込みは妥当である。費用対効果は展伸材価格 500 円/kg で試算しているが地政学

リスクにより価格上昇しており、費用対効果はさらに大きくなると想定され、国費

投入に対するアウトカムは妥当である。 
・ ①溶解技術による不純物低減技術について、ラボ装置での事業遂行、数値目標を達

成している。また、新規スクラップへの検討拡大も実施しており、副次的効果にお

いても評価できる。②縦型双ロール事業について、小型実験機、ユーザー企業試作

評価で目標を達成しているとともに、機械的性質については目標を上回る成果を上

げていると評価する。長尺実験機導入遅延については不可避的外部要因によること
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が説明されており、今後の挽回に期待する。③加工熱処理技術においては、何れの

検討課題も目標数値を達成しており、計画通りの進捗であると評価する。 
 

＜問題点・改善点・今後への提言＞ 
・ 市場規模は、再生展伸材価格により大きく左右されるため、随時見直しが必要であ

る。再生展伸材が、地金と比較して市場に受け入れられる価格であるか、十分に検

討が必要である。(固体溶融塩電解における)アルミ回収率の定義が不明確である。

アウトプット目標設定の根拠として、新地金との価格競争力を持つため収率 70％が

必要とあるが、収率と価格との関係が不明確である。 
・ 固体溶融塩電解のアルミ回収率が当初上がらず、その後大きく向上しているが目標

には届いていない。今後、回収率向上を図る新たな施策については、注視が必要で

ある。中間目標を上回って達成している項目もあるが、目標達成に留まらずに、他

の研究開発項目と連携した取り組みにも期待する。無害化技術においては、不純物

低減技術の研究開発目標を緩和する成果を期待する。スクラップは原料により不純

物濃度の大きなばらつきが予想される。それに対応できるようベース合金に留まら

ない成果を期待する。不純物の許容範囲の拡大と明確化につながる取り組みとその

成果を期待する。 
・ 今後、主軸となる普及合金に関し、鋳造や新規圧延技術など、量産を律速する装置

に関してどのような製造装置をどの程度導入すれば良いか、現時点で得られている

ベンチスケール装置での実績や知見から予め見積もっておくことも、今後の実現可

能性を担保する上で重要と言える。また、高性能化された開発合金が従来の高性能

合金を凌駕する事が期待されるような場合、その用途や使用量などを検討し、「再生

展伸材の普及」のより具体的なイメージを持つことが重要である。 
・ 副次的成果の掘り出しがやや甘く、開発目標の達成に重きを置きすぎているきらい

がある。実験や解析による新たな学術的発見とその産業的な応用など、もう少し意

識してプロジェクトを実施すれば、より多くの有益な副次的効果が得られると期待

される。おそらく最大の副次的成果は、各要素技術を単独、ないしはいくつかのみ

組み合わせて慣用技術に応用すること。その考慮やアピールが足りない。論文発表

数が、実施内容、実施者数に比して控えめであり、今後はより活発な学会発表、国

際会議発表、投稿論文発表、プレス報道などが期待される。 
・ 今後、カーボンニュートラル達成技術が登場する（例えば EV の普及加速等）可能

性があるため、そういった変化点を反映し、より現実的なアウトカム目標に逐次改

訂し、実現につなげる事を期待する。達成見込みに関しては、小規模実験の結果か

ら規模を拡大できる見通しを明確にすると良い。パイロットスケールの研究に移行

する際にはそういった観点で判断を行うゲート設定が必要である。 
・ 固体溶融塩電解のテーマは純度向上を図る上で非常に重要ではあるが、学理追求型

になっているので、社会実装を意識した研究に進化することを期待する。 
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・ 各テーマとも、中間目標はほぼ達成していると考えるが、様々な課題も残っている

ため、課題の原因解明と社会実装に向けた現実的な対策手法の提示が必要である。 
・ 固体溶融塩電解による高純度アルミ精製技術では、電析物への溶融塩の巻き込み、

電析物の適切な回収など残された課題に引き続き対応されたい。 
・ 本事業のアウトカム目標は、世界情勢や今後の技術開発の状況にも左右されること

から、世界の動向を常にキャッチアップし、研究開発や再生展伸材の合金規格の策

定に随時反映させることが期待される。 
・ 本事業の中間目標はおおよそ達成しているものの、スケールアップした際に顕在化

した課題に対する対応が不足している研究開発項目が見受けられる。事業化には、

さらなるスケールアップが必要であることから、適切な対処が期待される。また、

本事業においては、成果の公表実績および本事業のビジビリティを高めるための戦

略が不足している。オープン&クローズ戦略や、再生展伸材の販売といった事業化

計画を踏まえて、成果の公表に関する目標値、本事業のビジビリティを高めるため

のシナリオを策定し、これらに沿って進めていくことが期待される。再生展伸材の

合金規格の策定、ならびに再生展伸材の販売や使用量の増加に対して、本事業のビ

ジビリティの向上は極めて重要であると考えられる。 
・ 本事業に直結するアウトカムとしては、現在算出されている CO2削減量でも十分だ

が、潜在的なインパクトで考えれば、製品使用段階（Scope3）を織り込むことで、

本事業のアウトカムや問題解決効果をより強調できると考える。 
・ 後工程の縦型高速双ロール鋳造の長尺実験機が、半導体部品の納期遅れという外部

要因の影響を受けた影響の早期に解消され、想定された中間目標達成を確認するこ

とを期待。 
・ ①溶融塩事業について、小規模ベンチプラントで回収率目標に達成しておらず、ま

た電析物アルミがターゲットであるダイカスト由来であるか溶融塩中アルミイオ

ン由来であるかの検証ができておらず、中間目標に達していないと判断する。故に

大規模ベンチプラントへの移行は時期尚早であり小規模実験での検証を望む。②

LIBS 選別技術について、中間目標は達成しているが数値目標の設定に乏しく、分

類不可の unknown 比率の設定が必要である。 
 
１．３ マネジメント 

＜肯定的意見＞ 
・ アップグレードリサイクルは、コスト増要因となるため民間企業のみで取り組むの

は困難である一方、世界的に波及効果の大きい重要な課題であるため、NEDO 事業

としてふさわしい。NEDO 先導研究プログラムでの実績や他の各種素材のリサイク

ル技術の開発で得た知見や成果を活用し、中長期的な技術開発を行うことが可能な

面で NEDO 事業として適切である。アルミのアップグレードリサイクルは、前例

がなく、新プロセス構築に必要な研究開発と実用化へのハードルが高く、民間企業
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だけでは不可能である。技術力および事業化能力の観点から、十分な研究開発実施

体制がとられている。 
・ 1/2 助成となっており、受益者負担は適切である。研究開発内容を踏まえて、その

開発スケジュールは適切である。各テーマ毎に、十分な会議が行われ、進捗管理が

なされている。半導体不足のため設備導入が遅れたが、現有設備を用いた検討をす

すめることにより設備導入後の時間短縮を図るなど、可能な対応を実施している。 
・ 執行機関は適切であり、実施者は、充分に技術力及び実用化・事業化能力を発揮し

ている。UACJ や東京工業大学を中心とした指揮命令系統及び責任体制も有効に機

能している。実施者間での連携、成果のユーザーによる関与など、実用化を目指し

た体制であることが理解できる。個別事業の採択プロセス（公募の周知方法、交付

条件・対象者、採択審査の体制等）も適切で、研究データの利活用・提供方針等も

オープン・クローズ戦略等に沿った適切なものと言える。 
・ 本事業は補助率 1/2 の助成事業であり、事業期間 5 年でほぼ 15 億円の予算規模で

推進されており、このまま継続することが妥当と判断される 
・ 2021 年度初頭より半導体不足が顕在化し、設備導入が遅れるなど影響が認められ、

保有済みの小型実験機により製造条件の検討を進め、未導入設備の導入後の製造条

件最適化などを先行して進め、予算もそれに合わせて遅滞なく変更するなど、研究

開発の進捗を管理する手法では適切な対応が見られる。 
・ All Japan 体制で取り組むべきテーマであるので、最上位戦略を METI が構築し、

実施マネジメントを NEDO が担い、産学での研究を行う体制は最適である。Al 素
材ユーザーも取り込んだ体制で、早い時期から社会実装時の要求や予想される課題

への対応も含めて推進する体制からは高い成果が出ると期待する。 
・ 必要に応じて受益者負担を増やすという考え方はあるが、難度の高いテーマである

ため現状の 1/2 補助は妥当である。 
・ 各テーマおよび知財・標準化を含めて研究開発計画が立案されている。 
・ これまでのところ、中間目標に対する成果は、概ね達成されており、残された課題

の成就・解決を着実に進めていただきたい。 
・ 本事業は、本事業の実施者が持つ研究シーズや終了済の先導研究による成果を利用

して、アルミニウムの資源循環システムを構築し、事業化を目指す取り組みである

ことから、執行機関（NEDO）は最適であると考えられる。実施者は十分な技術力

を有しており、事業化を目指すために十分な研究体制を敷いている。 
・ 委託事業として継続することが適切である。また、現状の補助率の設定を続けてい

くことが適切であると考えられる。 
・ 本事業は、オールジャパンのものづくりを実現させるべく、スクラップの選別（上

流）から再生展伸材の製造（下流）までの一貫したプロセスを扱う事業であること

が大きな特徴である。本事業の実施者は、各プロセスに必要な要素技術を着実に開

発してきている。また、主に物流遅延に伴う研究計画のやむを得ない変更に対して

も、適切な代替研究の実施あるいは妥当な研究計画の見直しによって対応している。 
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・ カスケード利用で静脈も固定化していたアルミ材に関して、日本の強みを活かして

アップサイクル・リサイクルを実現しようという技術的にも社会システム的にもハ

ードルの高い事業であり、これを社会実装まで見据えて執行するには NEDO の関

与が不可欠と考えられる。産学の専門的知見が集約されており、実施体制、連携等

も適切である。非独占的通常実施権を用いることで幅広い関連事業者を通じた事業

化が意識されている。 
・ 本事業に期待されるインパクトの大きさ（波及効果を含む）、技術的な難易度、ユー

ザー産業を含めた多様な関係者を糾合するマネジメントの負荷等に鑑みれば、5 年

間の事業期間に亘り、安定した 1/2 補助率の助成とする受益者負担は妥当である。 
・ 不純物元素低減技術、無害化加工技術とも、テーマ毎に助成先、共同研究先間の連

携が図られ、スケジュールも適切に管理されている。その実効性は、多くの面での

中間目標クリア（達成見込みと一部の早期達成）及び、外部要因で遅れた後工程長

尺化に係る検証に関する代替措置のより確認できる。 
・ CO2 排出量削減、資源リサイクルの観点から執行機関として NEDO が適切である

と判断する。実施者はアルミの当該研究に関して知見の深い研究者、企業で構成さ

れており事業化に向けての推進力があると判断する。着実に成果を上げており、実

施体制、連携、ユーザー関与、管理体制において妥当である。 
・ 本事業における技術検討課題はこれまでも研究レベルでの報告はなされていたが、

スケールアップにおける不確実性により民間企業での事業化判断ができなかった

ものであり、委託事業として継続することは妥当と判断する。 
・ 本事業関係者のみならず、日本アルミニウム協会発信で外部有識者、ユーザー企業、

オブザーバーも取り込んだ研究開発推進委員会にて進捗報告、意見の収集を行い、

適切な管理、連携を図っていると評価する。 
 

＜問題点・改善点・今後への提言＞ 
・ 固体溶融塩電解の本事業における役割の明確化が必要である。 
・ 固体溶融塩電解部分のみ、他の要素技術と独立しており、他の部分と比べ、実用化・

事業化能力が劣っている。また、LCA 解析の対象からも外れている。プロジェクト

での統合技術の中での位置づけを明確にし、産業的な展開をより具体的にする必要

がある。実施者間の連携が、研究成果など、より具体的に目に見える形になれば、

なお良い。現状では、個別に研究開発を強力に推進している様子は見えるが、実施

者間の連携の効果はよく見えない。全ての実施者間の連携効果は必要ないが、1,2 の

顕著な連携効果例でも示されれば分かり易い。 
・ 固体溶融塩電解部分とその他の技術開発項目は、排他的ではなく、相補的であるべ

き。それぞれの経済・産業予測があたかもお互いの存在を無視しているがごとくな

されている。その他の技術開発項目が固体溶融塩電解部分を取り込む形とすれば、

固体溶融塩電解技術で扱うべき量的、質的な内容が明確化し限定され、産業化の具

体像が見えてくると期待される。 
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・ 自動車産業のみならず、より多くのユーザーから意見を聞けるような場を作り、そ

の意見を反映して研究を進化させ、成果の活用につなげることを期待する。 
・ 最先端の難度の高い技術研究は個別の大学・研究期間や企業で実施するにはリスク

が高い反面、実現した際のインパクトは非常に大きいので、国による必要にして十

分なバックアップを期待する。 
・ より具体的な計画を立案し、遅滞の無いように PDCA を回すマネジメント体制に

期待する。成果の社会的な認知度を強めるため、論文発表やシンポジウム開催、メ

ディア発表等の定期的な訴求活動を計画に加えることを望む。 
・ 本事業のアウトカム達成には、各研究項目（要素技術）を有機的に融合させること

が重要であるが、個々の技術開発は着実に進んでいるものの、連携体制の構築が不

十分であり縦割り組織にとどまっている印象がある。特に、研究開発項目①と②の

連携が見えない。事業者リーダーには、各要素技術を融合させることでいかに本事

業のアウトカム達成を目指すかのロードマップを示した上で、統率ならびに協力体

制の強化を期待する。研究データの利活用の観点では、再生展伸材という新材料を

創出するのであるから、オープン&クローズ戦略に基づいた上で、適宜、組織解析

データや特性評価結果の提供を検討いただきたい。 
・ アウトプット目標が未達成の研究開発項目においては、今後一層研究を加速させる

ことが期待される。 
・ 本事業は、アルミニウムの資源循環を目指すものであることから、上流から下流ま

での要素技術間の連携が特に重要になる。一方で、連携が不十分な箇所が見受けら

れることから、とりわけ連続したプロセス間での緊密な協力体制を構築いただきた

い。互いに研究結果のフィードバックを行いながら、独立した要素技術開発ではな

く、資源循環という目標を達成するための一貫した技術開発を意識した上で、本事

業を進めていただきたい。 
・ 固体溶融塩電解に関しては上述のとおり、小規模ベンチプラントでの検証を継続す

べきであり、大規模ベンチプラントに対する補助は中断すべきと判断する。（提言）

いずれの研究開発テーマも実装化に向けては更なる設備投資が予想されるが、本事

業の目標を達成し、社会実装を成し遂げることを期待する。 
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２．評点結果 
 

評価項目・評価結果 各委員の評価 評点 

1. 意義・アウトカム（社会実装）達成までの道筋 

 (1)本事業の位置付け・意義 A A A A A A A 3.0 

(2)アウトカム達成までの道筋 A A B B B A A 2.6 

(3)知的財産・標準化戦略 A A B A B A A 2.7 

2．目標及び達成状況 

 (1)アウトカム目標及び達成見込み B A B A A A A 2.7 

(2)アウトプット目標及び達成状況 B A B B B B B 2.1 

3．マネジメント 

 (1)実施体制 A A A A B A A 2.9 

(2)受益者負担の考え方 A A B A A A B 2.7 

(3)研究開発計画 B A B A B A A 2.6 

 

≪判定基準≫ 

A：評価基準に適合し、非常に優れている。  

B：評価基準に適合しているが、より望ましくするための改善点もある。 

C：評価基準に一部適合しておらず、改善が必要である。  

D：評価基準に適合しておらず、抜本的な改善が必要である。  

（注）評点は A=3、B=2、C=1、D=0 として事務局が数値に換算・平均して算出。 
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第２章 評価対象事業に係る資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

１．事業原簿 
次ページより、当該事業の事業原簿を示す。 
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概要 

最終更新日 2023 年 6 月 13 日 

プロジェクト名 アルミニウム素材高度資源循環システム構築事業 プロジェクト番号 P21003 

担当推進部/ 

ＰＭまたは担当者 

及び METI 担当課 

環境部 

PM 伊東 賢宏（2021 年 8 月～2021 年 11 月） 

PM 今西 大介（2021 年 12 月～現在） 

０．事業の概要 

アルミニウム素材の高度資源循環を実現するため、溶解工程高度化による不純物元素軽減技術、鋳造・加

工・成形技術高度化による微量不純物無害化技術などを組み合わせることにより、アルミニウムスクラップから

高性能な再生展伸材を開発する。 

１．意義・アウトカム（社会実装）達成までの道筋 

 

1.1 本事業の位置

付け・意義 

アルミニウムは、資源循環向上の取組が特に期待される素材であり、輸送機器の軽量化等、CO2 排出量削

減を目的とする用途において需要の大きな伸びが予測されているが、電解製錬により新地金を製造するため、

製造時の CO2 排出量原単位が 11.1 kg-CO2eq/kg と大きいという課題がある。一方、再生地金は、再

生のためのエネルギー消費が小さく、その排出原単位が新地金の 1/20 以下と少ないことから、SDGs、CSR、

ESG 投資などの影響により需要が増大しつつある低環境負荷のアルミニウム素材として活用が期待されてい

る。ただし、アルミニウムスクラップのリサイクル過程で混入する不純物により、再生地金は一部の用途に使用が

限定される状況にある。従って、低環境負荷型の再生地金の使用用途を拡大するための高度なリサイクル技

術の開発は、アルミニウム素材を利用する国内製造企業における製品の環境性能向上を可能とし、資源制

約の克服や地球環境問題の解決に貢献すると同時に、わが国企業の競争力向上につなげることができる。 

1.2 アウトカム達成

までの道筋 

本研究開発事業では、アルミニウムスクラップを再生展伸材として資源循環するために２つの研究開発項目を

実施する。不純物元素低減技術の開発、微量不純物元素を無害化する高度加工技術の２つの開発の研

究開発により、自動車への利用も可能なアルミニウム再生展伸材のリサイクルシステム設備を完成する。その

成果を基に実操業による動作実証を行い、製造設備としてのリサイクルシステム装置を完成し上梓する。アル

ミニウムスクラップリサイクルを可能とする設備を日本全国のアルミニウム製造事業所に展開し、2040 年に年間

約 130 万トン/年の再生展伸材を市場へ供給する。 

1.3 知的財産・標

準化戦略 

知的財産に関する戦略は、アルミニウム再生展伸材についての含有不純物元素や性状を公開することでオー

プン戦略とする。詳細な製造技術等について国内アルミニウム関連事業者への特許の許諾を行う事で国内で

のアルミニウム製造事業の活性化を図ることでクローズ戦略とする。また、標準化に関しては、再生アルミニウム

展伸材料を新規合金種登録するための材料選定を進める。 

２．目標及び達成状況 

 

2.1 アウトカム目標

及び達成見込

み 

【アウトカム目標】2040 年度までにアルミニウム圧延業界を中心に再生展伸材の製造技術を確立し、普及

率 30%に当たる再生展伸材生産量 130 万トン/年、CO2 削減量 968 万ｔ/年を達成する。さらに、

2050 年度までに中長期アウトカム再生展伸材生産量 257 万トン/年、CO2 削減量 1,914 万 t/年を達

成する。これにより、アルミニウム素材の高度資源循環システムの社会実装へと展開する。その結果として、国

内企業における製品の環境性能向上による国際競争力強化、及び幅広い産業における温室効果ガス排出

量削減を実現する。 

【達成状況】本事業が終了する 2025 年度末に 200kg/day のベンチスケール機を事業成果として達成する

予定であり、その後実証を進め 2026 年からは 2t/hour の装置開発を進め、2030 年からはさらにスケール

アップを行い 40t/hour の実用装置開発を進める。2040 年にはこの実用装置の複数台稼働を想定し 130

万 t/year を見込む。 

 
2.2 アウトプット目標

及び達成状況 

研究開発項目 中間目標 計画との差異 

①不純物元素

低減技術の開

発 

Si：5%以上を含むアルミニウムスクラップから Si：3%以下の再生アル

ミニウムを 70％以上回収可能とする技術を開発する。 

○ 

2024 年 3 月 

中間目標 

達成見込み 
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②微量不純物
元素を無害化
する高度加工
技術の開発 

Si： 3%を含む再生材を使用した Al-Mg-Si 系（6000 系）合金
で、以下の特性を有する材料を得るための技術を開発する。 
・従来の新地金ベース Al-Mg-Si 系（6000 系）成形用板材と引張
強度同等で、伸び 0.8 倍 
・従来の新地金ベース 6000 系構造用材料と伸び同等で、引張強度
1.2 倍 

○ 
2024 年 3 月 

中間目標 
達成見込み 

3．マネジメント 

  3.1 実施体制 

経産省担当 
原課 

製造産業局 金属技術室 
産業技術環境局 資源循環経済課 

プロジェクト 
マネージャー 

NEDO 環境部 ３R グループ 主任研究員 今西 大介 

委託先 

• 研究開発項目①不純物元素低減技術の開発 
【助成先】（株）豊栄商会、（株）UACJ、（株）大紀アルミニウム工業所、 
トヨタ自動車（株）、本田技研工業（株）、（株）デンソー、 
東洋製罐ホールディングス（株）、東洋製罐（株）、日本軽金属（株） 
【共同研究先】東北大学、（国研）産業技術総合研究所 
• 研究開発項目②微量不純物元素を無害化する高度加工技術の開発 
【助成先】（株）UACJ、本田技研工業（株）、（株）デンソー、 
東洋製罐ホールディングス（株）、東洋製罐（株）、（株）神戸製鋼所、 
（株）エイゾス、（一社）日本アルミニウム協会 
【共同研究先】東京工業大学、千葉工業大学、九州工業大学、東京農工大学、 
静岡大学、東京電機大学、大阪工業大学、日本工業大学、東京大学、 
（国研）国立環境研究所、総合地球環境学研究所 

 

3.2 受益者負担の
考え方 
 
事業計画内容 

事業費推移 
（単位：百万円） 

研究開発項目 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

①不純物元素
低減技術の開
発 

      

 

②微量不純物
元素を無害化
する高度加工
技術の開発 

      

   中間評価   事後評価 

会計・勘定 2021 2022 2023 2024 2025 総額  

一般会計        

特別会計 
（需給） 

300 312 260 (300) (300) 1,472  

開発成果 
促進財源 

       

総 NEDO 
負担額 

300 312 260 (300) (300) 1,472  

助成(1/2) 300 312 260 (300) (300) 1,472  

3.3 研究開発計画  



概要-3 

 

 

情 勢 変 化 へ の 
対応 

2021 年度初頭より半導体不足が顕在化し、IT 向け半導体と異なり、産業機器向け半導体不足が続いて
おり、設備導入が遅れるなど影響が認められたため、以下の対応を行った。 
• 保有済みの小型実験機により製造条件の検討を進め、本検討結果を活用により、設備導入後の製造条

件最適化の時間短縮を図る 
• 技術推進委員会による計画変更の妥当性の確認／了承 
• 計画の変更へ対応した予算の変更 

評 価 に 関 す る 
事項 

事前評価 2020 年度 事前評価実施 担当部 環境部 

中間評価 2023 年度 中間評価実施 担当部 環境部 

終了時評価 2026 年度 終了時評価実施 担当部 環境部 

別添  

 投稿論文 「査読付き」3 件 

 特 許 「出願済」2 件 

 
その他の外部発表 
（プレス発表等） 

「外部講演」16 件 
「展示会への出展」1 件 
「プレスリリース」2 件 

６．基本計画に 
関する事項 

作成時期 2021 年 2 月の作成 

変更履歴 2021 年 12 月に改訂（PM の変更） 
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プロジェクト用語集 

 
研究開発項目① 不純物元素低減技術の開発 
「溶融塩使用固体電解によるアルミ合金スクラップからの高純度アルミ精製技術の開発 」 

用語 説明 
AC2A Al-Cu-Si 系の鋳物用アルミニウム合金の一種。 

Cu:3.0～4.5％ , Si:4.0～6.0％を含む。Cu を含むことから耐食性にはやや劣るが引張り強さには優れ
ている。 

AC2B Al-Cu-Si 系の鋳物用アルミニウム合金の一種。 
Cu:2.0～4.5% , Si:5.0～7.0％を含む。AC2A より Cu が若干多く、高強度で耐熱性が良好。 

AC3A Al-Si 系の鋳物用アルミニウム合金の一種。 
Si:10.0～13.0％を含む。流動性に優れるとともに耐食性にも長けた材種であるが、耐力が低いという難点
もある。 

AC4C Al-Si-Mg 系の鋳物用アルミニウム合金の一種。 
Si:6.5～7.5％ , Mg:0.2～0.4%を含む。Cu を含まないため耐食性に優れ、耐圧性もある。 

ADC12 Al-Si-Cu 系のダイカスト用のアルミニウム合金の一種。 
Si:9.6～12% , Cu:1.5～3.5%を含む。機械的性質、被削性、鋳造性が良くバランスの整っている合
金。 

Al 回収率 アノードから溶解した Al の量に対して、カソードに電析した Al の量の百分率。 
Hall-Héroult 法 アルミニウムを溶融塩電解により製錬する方法。ボーキサイトから製造した無水純アルミナ Al2O3 を 1100℃

前後の溶融氷晶石中に溶かし込み、炭素電極で電気分解することで陰極にアルミニウムが析出する。 
SPCC 材 最も一般的な鋼板で熱間圧延軟鋼板を、常温状態で圧延した冷間圧延鋼板です。炭素鋼の一つであり、

炭素鋼の中でも炭素含有量が 0.1%未満と少ない。 
流通量が多く加工性が良いことから、工業製品から建築資材まで様々な箇所に使用されている。 

アノード 外部回路から電流が流れ込む電極（外部回路へ電子が流れ出す電極）。 
インゴット 金属を精製して一塊としたもの。 
インピーダンス測定 交流信号を回路に印加したときの電圧と電流の比を取った値(インピーダンス:単位Ω)の測定には､バッテリー

に交流信号(電圧もしくは電流)を印加し､電圧と電流を同時に測定し､得られた信号の比(電流/電圧)から
求める。周波数応答アナライザ(FRA：Frequency Response Analyzer)が幅広く用いられている。 
実験で得られた結果を､ガウス関数を用いてインピーダンス解析を行うと､イオンの電気化学反応の電位と電
子数を求めることができる。 

カソード 外部回路へ電流が流れ出す電極（外部回路から電子が流れ込む電極）。 
共晶 冷却の過程で、一つの融液から二つ以上の固相が密に混合した組織への変化、またはその反応で生じた組

織。 
矩形波ボルタンメトリ-
(Square Wave 
Voltammetry:SW
V) 

非常に低濃度のイオン(10-6～10-9mol/L)の検出に使用する電解分析の測定法。容量(充電)電流を最
小化し､ファラデー電流を最大化することにより低濃度のイオン検出が可能となる。波形は大きな振幅の矩形
波と階段波形を組み合わせたもので､パルス電圧の印加直前点と終了点の 2 点の電流値を測定。このデー
タを使用してインピーダンス解析ができる。 

固体溶融塩電解 固体（アルミニウムスクラップ）を溶融塩中で電気分解する手法（造語）。 
サイクリックボルタンメト
リー(CV) 

電極の電位を特定の範囲で掃引させそれに応じて流れる反応電流を測定する。電位をプラス方向に振った
後に､ある値から折り返してマイナス方向に振る。イオンの電気化学反応の酸化および還元反応の電位を求
めることができる。 
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作用電極 電気化学実験系のうち、対象としている反応が実際にその表面上で起こっている電極をいう。本法では､アル
ミ電析が起こるカソードを指す。 

製錬(Smelting) 広義には､鉱石中に含まれる目的の金属を脈石や不純物から分離して､純金属または合金として取り出す
操作。狭義には､鉱石から金属を取り出す操作をいう。高温処理を伴う乾式製錬と溶液中で化学処理を行
う湿式製錬に分類される。 

精錬(Refining) 製錬(Smelting)で得られた金属を電解製錬等で純度の高い金属にする操作。今回の固体溶融塩電気
分解は精錬(Refining)に分類される。 

耐圧性 圧力に耐えることのできる性質、またはその度合いを意味する。 
耐力 材料が耐えうる力のこと。耐力を超えた力をかけた時その材料は塑性変形を始める。 
ダイカスト材 ダイカストは鋳造に分類される加工法の一つであり、溶湯を型に圧入する鋳造方法である。ダイカスト材とは

ダイカストにて鋳造することを前提にした材料。 
鋳造材 鋳造とは溶湯を金型に入れて冷やして固めていく加工法であり、鋳造材とはこれに使用することを前提にした

材料。 
展伸材 展伸材とは、金属を圧延・鍛造・引抜き・押出し等によって形状を作り出した材料。 
電解浴 溶融塩がるつぼに装入されて溶解している状態を電解浴と称する。 
電析 金属が電気化学的に析出する現象あるいは機構に関する表現。無機非金属の析出をも含める。金属の電

析は､金属イオンの溶液内拡散を無視すると､電荷移動過程(放電)と放電により生成した吸着原子の結晶
化過程に分けられる。 

電流効率 電気化学反応において､通過電気量から計算される理論生成量に対する目的生成物量の実測値の百分
率。ファラデーの法則によると､電気化学反応による生成物の量は通過電気量に比例し､同一電気量による
反応生成物の量はその化学当量に比例する。金属のカソードへの析出を考えると､金属の析出以外に､水
素の発生､溶存酸素の還元､析出金属の脱落など､目的とする電析物の量を減少させるいくつかの要因があ
る。 

電流密度 単位面積に垂直な方向に単位時間に流れる電気量(電荷)であり、電気量についての流束である。 
被削性 切削加工のしやすさのこと。 
引張り強さ 材料の強度を示すパラメーターの一つ。材料に引張り荷重を加えて破断するまでに生ずる最大の力のこと。 
品質のマップ化 色々な組成のアルミスクラップを本法を適用したときのカソード付着物の組成と量を一覧できるマップとするこ

と。 
陽極泥 陽極においてイオン化することなく、極板から離れて電解層の底に沈む沈殿物。 
溶融塩電解 高温で溶融状態の金属塩を電解浴とし、これに目的金属の化合物を溶かし込んで、電解分解により金属

を陰極に析出させる方法。 
リニアスイープボルタンメ
トリー(LSV) 

電極電位を連続的に変化させ流れる電流値を測定する電気化学測定の基本。電極の電位を特定の範囲
で掃引させ､それに応じて流れる反応電流を測定する。片方向のみに電位を振る。イオンの電気化学反応の
酸化あるいは還元反応の電位を求めることができる。 
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研究開発項目① 不純物元素低減技術の開発 
「資源循環社会構築に向けたアルミニウム資源のアップグレードリサイクル技術開発 」 
①-1 溶解技術による不純物元素低減技術 

用語 説明 
AC4C 合金 金型鋳造において使われることが多い合金。シリコン 6.5～7.5%、マグネシウム 0.25～0.45%を含む一

方、銅は含まないため、耐食性に優れ、耐圧性もある。 
α-Al 相  溶融状態にあるアルミニウムが凝固する際、先に凝固する純度の高い相。 
EDX 電子線照射により発生する特性 X 線を検出し、エネルギーで分光することによって、元素分析や組成分

析を行う手法。電子顕微鏡に付属する。 
ICP 高周波誘導結合プラズマ（Inductively Coupled Plasma）を用いた発光分光分析法の一つ。分析

試料にプラズマのエネルギーを外部から与えることにより成分元素を励起し、その励起された原子が低いエネ
ルギー準位に戻るときに放出される発光線（スペクトル線）を測定する。 

SEM 走査電子顕微鏡（Scanning Electron Microscope）。電子線を試料に当てて表面を観察する装
置。 

押出 固体状態で成形を行う塑性加工の一種であり、素材を圧縮してダイスと呼ばれる金型から押し出し、必要
な形状の断面を形成する。非常に複雑な断面形状を形成できる。 

共晶 液体から同時に 2 種類以上の結晶の混合物が析出する現象。 
サッシスクラップ アルミサッシから発生するスクラップ。マグネシウムとシリコンが含まれる 6000 系合金が用いられているが、ビ

スに起因する鉄が混入することがある。 
収率 供給原料の量に対する製品量の比率。 
ダイカスト 鋳造法の一種で、金型に溶融した金属を高速・高圧で流し込むことにより、高い寸法精度の鋳物を短時

間に大量生産する方法。 
ダイカスト用合金 ダイカストによって成形するのに適した合金。型の中に充填した後、高い圧力を加えることによって鋳巣の発

生を抑えるため、凝固しにくいことが求められる。アルミニウム用としてはシリコンの含有量が多い ADC12 合
金が多く用いられている。 

鍛造 金属の塑性加工法の一種。金属をハンマーや金型で叩いて圧力を加えて変形させる手法。組織が緻密と
なり、鋳造に比べて鋳巣（空洞）ができにくいので引張強度・硬さに優れた粗形材をつくることができる。 

鋳造用合金 溶融した金属を型の中に流し込み、成形する合金。シリコンを添加することによって融点を下げ、凝固潜熱
を高くすることにより型の中を流れやすくしている。 

展伸用合金 圧延、鍛造など固体状態で成形する合金。一般に含まれる合金元素量は低く抑えられている。 
電磁撹拌 電磁誘導により非接触で撹拌を行う方法。導体に対し移動する磁場が加わると、それを打ち消す方向に

誘導電流が流れ、この誘導電流と磁場により発生するローレンツ力により、磁場の移動方向に力が加わ
る。 

ドロス アルミニウムを溶解する際、溶けたアルミニウムの上に発生する不純物。アルミニウムを含む酸化物や塩化
物であり、圧搾などによりアルミニウムを回収した後、鉄鋼の脱酸剤などに再利用される。 

熱交換器由来スクラップ 熱交換器から発生するスクラップ。3000 系合金と分類されるマンガンを含む合金が用いられている。 
分別結晶法 溶解度の差を用いることによって物質を精製する手法。合金の場合、凝固の際に液体と固体で元素の溶

解度が異なるため、これを利用して純度を向上させることが可能。 
熱交換器由来スクラップ 熱交換器から発生するスクラップ。3000 系合金と分類されるマンガンを含む合金が用いられている。 
平衡分配係数 平衡状態に達したとき、溶質が二つの溶媒の間で分配される割合。本研究では、固体と液体の間で溶質

元素分配される割合を示しており、低いほど分離が容易。 
包晶 ２成分からなる液体のなかに一方の成分の結晶が共存している場合に、液体がこの結晶と反応して別の

結晶をつくり、もとの１成分の結晶を包み込んだ状態の結晶。 
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①-2 溶解前処理によるスクラップ組成制御技術の開発 
用語 説明 

2D/3D 画像情報 二次元画像（RGB カラー画像）及び三次元画像（グレースケールで物体高さを表現した画像）から得ら
れる情報。 

2D/3D 画像センサー 本研究における 2D 画像センサーとは、ライン式の RGB カラーカメラを意味する。また、3Ｄ画像センサーと
は、光切断法を用いたレーザースキャナーを意味し、帯状のレーザー光を対象物表面に照射し、その反射光
の変化を受光することで、非接触で高さ・段差・幅などのプロファイル（断面形状）を測定し、連続的に得た
プロファイルデータを画像処理することで対象物の三次元画像を取得する。 

2000 系合金 銅を主要な添加元素とする Al-Cu 系合金。強度は高い。使用量は少ない。 
3000 系合金 マンガンを主要な添加元素とする Al-Mn 系合金。主な用途は缶胴材。 
5000 系合金 マグネシウムを主要な添加元素とする Al-Mg 系合金。一般材として広く使用される。 
6000 系合金 ケイ素とマグネシウムを主要な添加元素とする Al-Si-Mg 系合金。建材等で広く利用される。展伸材の中で

は最も多く使用される。 
7000 系合金 亜鉛を主要な添加元素とする Al-Zn-Mg 系合金。アルミニウム合金の中で最も強度が高い。使用量は少

ない。航空機などに用いられる。 
BEADS 法 グラフデータのバックグラウンド補正（ベースライン処理）の一手法。Baseline Estimation And 

Denoising using Sparsity の略。 
IoU 画像認識の評価指標として広く使用される値。0 から 1 までの値を取り、1 に近いほど予測領域が正解領

域に一致していることを示す。Intersection Over Union の略。 
LIBS Laser-Induced Breakdown Spectroscopy（レーザー誘起ブレイクダウン分光法）。レーザーを照射

し発生するプラズマの発光スペクトルを分析することで元素含有量を測定する。 
LIBS ソータ LIBS を利用した選別機。 
鋳物 溶湯を型に入れて凝固させた製品。塑性加工を行っていないので延性、靭性は低い。 
渦電流選別 アルミ等の非磁性金属が磁界を通過すると内部に生じる渦電流と、磁石の磁界との反発作用を利用した選

別方法。鉄と非鉄金属をより精密に分別する。 
画像認識ソータ
（ARENNA ソータ） 

産総研が過去に開発した画像認識による廃棄物ソータ。ベルトコンベヤ上に設置したレーザースキャナーで計
測した対象物の 3D 特徴量（体積、投影面積、縦長、横長、最大高、重心点高、周囲長、表面凹凸度
等）を全結合型ニューラルネットワークに入力して選別する。AREENA とは Apparent Recognition 
with Neural Network Analysis の略。 

教師データセット 深層学習において、AI モデルの学習に用いるデータの集合。画像データとアノテーションデータ（対象物の位
置とクラスを記述したデータ）で構成される。 

固体発光分光分析 金属試料をスパーク放電により励起し、発光スペクトルを観察することで、成分分析を行う分析方法。アルミ
ニウムメーカーでは、一般的な成分分析の方法として用いられている。 

重液選別 比重が 1 より重い液を使って選別する方法。アルミニウムと銅、亜鉛、ステンレス等の重金属を分別する。 
磁力選別 磁石の磁力を利用して選別する方法。主に鉄と非鉄金属を分別する。 
セマンティックセグメン
テーション 

深層学習の一手法で、AI モデルに入力する画像を構成する各画素に対して、その画素が属するクラスを予
測する手法。 

走査型 LIBS ソータ ベルトコンベヤの幅方向位置によらずに対象物の三次元形状を検知し、LIBS 分析用レーザー光の焦点位
置を三次元的に制御することで、対象物の表面上において元素分析を行うポイントを能動的に選択可能な
LIBS ソータ。「走査型分光ソータ」とは同義。 

走査型分光ソータ ベルトコンベヤの幅方向位置によらずに対象物の三次元形状を検知し、LIBS 分析用レーザー光の焦点位
置を三次元的に制御することで、対象物の表面上において元素分析を行うポイントを能動的に選択可能な
LIBS ソータ。「走査型 LIBS ソータ」とは同義。 
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風力選別 風の力や性質を利用して選別する方法。主に金属等の重量物と紙、塵、プラスチック等の軽量物を分別す
る。 

プラズマ発光スペクトル 原子がイオンと電子に分離した際に見られる発光現象における光の波長毎の強度分布。 
 
研究開発項目② 微量不純物を無害化する高度加工技術等の開発 
「資源循環社会構築に向けたアルニムニウ資源のアップグレードリサイクル技術開発 」 
②-1 縦型高速双ロール鋳造を用いた不純物無害化技術 

用語 説明 
ＣＣ 薄板連続鋳造のこと。Continuous Casting の略。 
DC 鋳造 現在アル三ニウムの量産に使われている厚い鋳塊を鋳造する技術。DC は Direct Chill の略。 
延性 材料を引張った際に切れずに伸びる特性。 
晶出物 溶湯中に含まれる元素が凝固時に母相と異なる第二相として生成したもの。 
靭性 材料の脆さのこと。硬さ（強度）とは相反し、硬い材料ほど脆い（靭性が低い）。 
塑性加工 金属の塑性（荷重を加えると割れずに永久変形する特性）を利用した加工法。 
縦型高速双ロ－ル鋳造 一対の回転するロ－ルの上から溶湯を流し込み、薄肉の板材に鋳造する製造法。冷却速度が早く、生産

性も高いが、板表面性状、組織の均一性、板厚などの制御が難しくアルミニウムでは実用例がない。 
展伸材 圧延、押出、鍛造等の塑性加工を施した材料で、延性、靭性に優れている。 
転造加工 工具を回転している加工対象物に押し当て、盛り上げることで加工すること。 
溶湯湯面高さ ノズル内の湯面とロ－ルまでの距離。高さが変動するとロ－ル面にかかる溶湯の圧力が変動し、品質に影

響する。 
ロール荷重 双ロ－ルで材料がロ－ルを押し拡げようとする力。凝固完了点がロール最近接部より手前にあるほど大きく

なる。 
ローレット加工 施したい凹凸と同じ模様の工具を棒また円筒状の被加工物に押し付けて転動させ、工具の形状を転写

することで成形する加工法。雄ネジの加工や歯車などの加工に広く使われている。 
 
②-2 加工熱処理による不純物無害化技術 

用語 説明 
5083 代表的な構造用アルミニウム材料。代表組成は Al-4.5％Mg-0.8％Mn。 
6022 代表的な自動車ボディ材用アルミニウム合金。代表組成は Al-1％Si-0.5％Mg。 
6061 代表的な構造材用アルミニウム合金。代表組成は Al-0.6％Si-1％Mg-0.3％Cu。 
ARB 繰り返し重ね圧延 Accumulative Roll Bonding の略。50％圧延後、二等分し重ねて再度 50％

の圧延をする。これを繰り返すことで板厚の変化なしで大きな歪み量が得られる。 
ASTMG85A1 ASTM は American Society for Testing and Materials の略で、米国試験材料協会のこと。

G8A1 は腐食試験の規格で、酢酸塩噴霧試験を示す。 
HPS 高圧スライド加工。High Pressure Slide の略。板面に圧力を加えつつ、スライドさせてせん断歪みを導

入する。 
HPT 高圧ねじり加工。High Pressure Torsion の略。 板面に圧力を加えつつ、ねじってせん断歪みを導入

する。 
IF-HPS 逐次繰り出し高圧スライド加工。Incremental Feeding High Pressure Slide の略。 板を少しず

つ繰り出して HPS を行うことで大面積を加工する。 
T4、O、H19 アルミニウムの調質記号。T4 は溶体化焼入れ後常温で保持。O は焼鈍した軟質材。H19 は冷間圧延

で硬くした硬質材で通常の H18 よりさらに高い冷間加工を加えたもの。 
巨大歪み加工 圧延や鍛造などの通常の加工法では導入が困難な歪みを与える加工法。 
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高力アルミニウム合金 熱処理によって高強度が得られるアルミニウム Al 合金の総称。Al-Cu 合金、Al-Mg-Zn 合金などが代表
例。 

時効 所定の温度に保持することで時間と共に硬くなる現象。室温で保持することを自然時効、炉中で 150～
200℃程度の温度で保持することを人工時効と呼ぶ。 

焼鈍 焼きなましのこと。高温で保持して柔らかくした後、徐冷することで軟化した状態に保つ処理。 
せん断歪み 物体の内部の任意の面に関して面に平行方向に力が作用することで導入される歪みのこと。 
調質 材料の熱処理、冷間加工などの最終仕上げ状態のこと。 
ハイテン 高張力鋼材のこと。近年では引張強さ 1.5GPa 程度の材料が実用化されている。 
ビッカース硬さ 最もよく使用される硬さ試験法。ダイヤモンドでできた剛体（圧子）を被試験物に対して押込み、そのとき

にできるくぼみ（圧痕）の面積で硬さを測る。 
焼入れ 溶体化処理後、急冷することで固溶した元素を溶け込んだままにすること。 
溶体化 添加した元素をアルミニウム固相中に溶かし込むこと（固溶）。高温で保持する。 

 
②-3 計算科学による再生アルミニウム材の高精度成形性予測技術 

用語 説明 
A5083-O 輸送機器の部品など、様々な用途に使用されている構造用 5000 系アルミニウム合金。テーマ②-3 にお

いて、成形シミュレーション技術整備の共通試験材として使用した。 
ｒ値 単軸引張試験における、試験材の幅方向対数歪みを板厚方向対数歪みで除した値。同じ素材でも引

張り方向によってこの値が大きく変化する場合が有り、そのような素材は不均一な変形挙動を示し、前述
の耳が拡大する傾向にある。 

圧延方向 金属板を薄くする圧延工程において、板が２本のロールの間を通過し延ばされる方向。ロール目とも呼ば
れる。 

穴広げ成形試験 中央に円形の穴を空けた試験片に対し、円筒パンチを用いた張出成形を行い、試験片の穴縁近傍に発
生する歪みを測定する試験方法。 

液圧バルジ成形試験 円盤形状の金属板の端部を拘束した状態で、板中央に液圧を負荷して球状に変形させる成形試験。こ
こでは、変形中の液圧と球面頂点の変形（歪み）を測定し、素材の多軸応力特性を測定する試験方
法。 

外接多角形による降伏
関数 

特殊な試験機を必要としない３種の材料試験（単軸引張試験、平面歪み引張試験、液圧バルジ試
験）を行い、異方性降伏曲面を同定する方法。なお、降伏曲面の同定においては、関連流れ則（降伏
曲面の法線方向と塑性歪み速度が一致する事）を仮定する。 

缶胴 飲料缶の側壁部。 
結晶塑性有限要素法 金属材料の結晶構造や結晶の向き、すなわち結晶方位に依存した弾塑性変形挙動の数値シミュレーショ

ン方法。アルミニウム合金の集合組織の違いによる弾塑性変形挙動を解析することができる。 
降伏関数 素材の多軸応力特性を、数式で表現したもの。高次でパラメータが多い関数ほど、実際の特性を精度良く

表現できるが、パラメータを同定するために高度な評価試験を多数実施する必要が有る。 
降伏曲面 単軸および多軸応力下で、材料に塑性変形が生じる限界となる応力値を結んだ曲面。 
再絞り成形 上記の円筒絞りを行った成形品に対し、径のより小さな円筒パンチを使って再度絞り成形を行い、小径の

円筒型カップ形状に成形する事。 
絞り成形 加工対象である金属板の外周をダイス・ホルダーと呼ばれる一対の金型にて挟んで把持しつつ、金属板の

中央にパンチと呼ばれる金型を押し当てる事で、カップ状や箱状の形状に成形する事を意味する。ここで
は、円筒形状のパンチで対象の金属板を加工し、円筒型カップ形状に成形する事を指す。 

スプリングバック 金属板を曲げた後、材料の弾性回復によって曲げ角度が少し戻ること。 
多軸応力特性 素材に対して、2 軸以上の方向の応力を加えた条件での、素材の変形抵抗力などの特性。 
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単純せん断試験 試験片に対して純粋なせん断変形を与え、その際の応力－歪み関係を採取する。 
チャック 単軸引張試験において、引張試験片の両端を把持する冶具。 
等塑性仕事面 多軸応力下で材料に変形を与えた際、材料に与えた塑性仕事（塑性変形によるエネルギー）が等しい

応力値を結んだ曲面。材料に与えた変形が小さい場合には、降伏曲面に等しいとみなされる。 
二軸引張試験 評価材を十字形に切断した試験片（十字引張試験片）に対し、それぞれの軸方向に試験力を負荷し、

試験力と応力測定部に生じる歪みを測定する事で、素材の多軸応力特性を測定する材料試験方法。 
バウシンガ効果 前の負荷と逆方向に負荷を与える（ある方向へ引張変形を与えた後に圧縮変形を与えた場合など）と、

降伏応力が減少すること。 
パンチ肩 R 成形品の円筒形状のうち、平坦な底面と、筒状の側壁部をつなぐ、円弧断面部位を指す。 
平面歪み引張試験 一般的な引張試験は試験片が引張り直交方向へ縮み変形を起こすのに対し、当試験法は試験片が引

張り直交方向に変形しない状態（平面歪み状態）で引張変形を与える。本研究では、引張試験片の
幅を広く、引張り方向寸法を短く設定するなどして、この状態を実現した。 

耳 板をカップ形状に絞り成形すると、成形品のエッジが波打った形状になる場合がある。その波の形状、もしく
は、波の高低差を耳と呼ぶ。 

 
②-4 LCA・戦略策定支援 

用語 説明 

PS 所定（一般的に 0.2%）の歪みが生じた時点での応力を 0.2%耐力（proof stress）と呼び、降伏
点とみなす。 

TS 引張強さ（tensile strength）。物質の引張力に対する最大の強度。 
インベントリデータ LCA 評価のもととなる、評価対象の製品・サービスのライフサイクル全体における各ステージの投入・生産・

廃棄される物量をまとめたデータ。 
延性 材料を引張った際に切れずに伸びる特性 
温室効果学ガス
（GHG） 

二酸化炭素やメタン、フロン類など、地球温暖化に寄与する物質の総称。二酸化炭素を基準単位とし
て、排出量を計算する。 

強度 物質表面の機械的性質の一つであり、異物によって変形や傷を与えられようとする時の変形しにくさ、傷つ
きにくさ。 

ソーシャルネットワーク
サービス（SNS） 

Twitter や Facebook をはじめとしたユーザー間でコミュニケーションを行うためのサービスの総称。 

ライフサイクルアセスメント
（LCA） 

製品やサービスの環境負荷を、ライフサイクル全体で評価するための方法論。 

 
②-5 運営・規格 

用語 説明 

ISO 化 ISO（International Organization for Standardization の略；国際標準化機関）が制定する
国際的な材料規格に登録すること。登録することで認知度がアップすると共に利活用が活発になる。 

JIS 化 JIS（Japanese Industrial Standards の略；日本産業規格）が制定する材料規格に登録するこ
と。登録することで認知度がアップすると共に利活用が活発になる。一般に JIS 規格に合金を追加するため
にはある程度、普及されて使用実績があることが求められる。 

規格化 開発した合金を広く、普及させるために JIS 規格や ISO 規格に落し込むこと。ここでは、国際合金登録、
JIS 化、ISO 化の流れを指している。 

合金の標準化 開発した合金の化学組成、機械的性質などの物性値等の諸特性を公知させることで広く活用を図るため
に、JIS や ISO 等の規格に落し込むことを指す。 
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合金番号 アルミニウム材料は一般には、４桁の番号でその材料を示す。（既存の合金に極めて組成が近い場合
は、4 桁の番号の後にアルファベット記号を付け、5 桁表記する事も有る） 

国際合金登録 AA（米国アルミニウム協会）が管理するアルミニウム合金の国際合金登録制度のリスト（Teal 
Sheet）にアップされること。これにより、合金番号でその組成範囲などが公開されることとなる。合金の標
準化の最初のステップ。商業的な需要またはニーズがあり、継続的に生産販売されるもので、実験室規模
の量ではないことが必要である。 
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1. 意義・アウトカム（社会実装）達成までの道筋 
1.1. 事業の位置付け・意義 
1.1.1. 背景 
近年、人口増加とそれに伴う資源・エネルギー需要の拡大、廃棄物量の増加、温暖化をはじめとする環境問題の深

刻化が予測され、あらゆる経済活動において“循環経済（Circular Economy:CE）”への転換が求められている。
アルミニウムは、資源循環向上の取組が特に期待される素材であり、輸送機器の軽量化等、CO2 排出量削減を目
的とする用途において需要の大きな伸びが予測されているが、電解製錬により新地金を製造するため、製造時の CO2

排出量原単位が 11.1kg- CO2eq/kg と大きいという課題がある。一方、再生地金は、再生のためのエネルギー消
費が小さく、その排出原単位が新地金の 1/20 以下と少ないことから、SDGs、CSR、ESG 投資などの影響により需
要が増大しつつある低環境負荷のアルミニウム素材として活用が期待されている。ただし、アルミニウムスクラップのリサイ
クル過程で混入する不純物により、再生地金は一部の用途に使用が限定される状況にある。従って、低環境負荷型
の再生地金の使用用途を拡大するための高度なリサイクル技術の開発は、アルミニウム素材を利用する国内製造企
業における製品の環境性能向上を可能とし、資源制約の克服や地球環境問題の解決に貢献すると同時に、わが国
企業の競争力向上につなげることができる。 
なお、アルミニウムのバリューチェーンには、リサイクル産業、合金メーカー、圧延メーカー、自動車メーカー等のユーザー

企業と、多くの業界が関わっており、単一の企業・業界での研究開発は限界がある。バリューチェーンの一体的な取り組
みが必要であるため、国が橋渡し役として各ステークホルダー間を繋ぐ必要がある。さらに、市場形成の不確実性が高
い分野であることから、国の主導の下、循環システムの構築の方向性を示す必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.1 アルミニウムのリサイクルシステム 
出典：NEDO TSC Foresight Vol.35 より 

 
• 市場の状況 
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「NEDO」という。）技術戦略研究センター（以

下「TSC」という。）の世界のアルミニウム市場規模・予測の調査によると、軽量性、耐食性、熱・電気伝導性、加工
性等、優れた性質を有するアルミニウムの需要は右肩上がりで増加している。図 1.2 に示すように、世界のアルミニウム
需要は 2017 年に 9,000 万トン/ 年を超え、中国を中心に 2040 年までに 1 億 6,000 万トン/ 年に増加すると
予測されている。 
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図 1.2 世界におけるアルミニウム需要の推移と将来予測 
出典：NEDO TSC Foresight Vol.35 より 

 
また、用途別のアルミニウム中間製品需要量の予測を図 1.2 に示す。これまでのアルミニウム需要は建築・構造用

途と自動車等運輸用途が牽引しており、将来的にも建築・構造及び運輸用途の需要の伸びは大きく、2040 年では
それぞれ約 5,000 万トン/ 年程度の需要へ成長すると予測されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.3 世界におけるアルミニウム中間製品の出荷量の推移と将来予測 
出典：NEDO TSC Foresight Vol.35 より 

 
• 国内における現状 

2016 年の日本におけるアルミニウムの年間需要量は 381 万トン/ 年である。材料として利用されるアルミニウムのう
ち、251 万トン/ 年が新地金由来であり、主に高付加価値な展伸材向けに利用されている。 
国内では新地金の製造は行われておらず、ほぼ全量を海外からの輸入に頼っている残りの 130 万トン/年は二次地

金（いわゆるリサイクル材料）である。そのほとんどは鋳造材として用いられており、エンジンブロックが主な用途として挙
げられる。また、130 万トン/ 年が国内で回収されたスクラップとして回っており、アルミニウムのリサイクル率としては世界
トップレベルであるといえる。 
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今後、自動車用エンジンの小型化、パワートレインの電化の進展により、国内における鋳造材需要の減少が見込ま
れる一方で、軽量化の要求から自動車向け展伸材需要の増加が想定されている。また、アルミニウムの需要量は増加
しており、今後排出されるスクラップも増加することが予想されるため、需給バランスが将来的に崩れる可能性が高い。 
 
1.1.2. 本事業の目的 
本事業は、アルミニウム素材の高度資源循環を実現するため、溶解工程高度化による不純物元素軽減技術、鋳

造・加工・成形技術高度化による微量不純物無害化技術などを組み合わせることにより、アルミニウムスクラップから高
性能な再生展伸材を開発する。図 1.4 に本事業に関わる経済産業省予算の PR 資料を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.4 資源循環システム高度化促進事業 経済産業省予算の PR 資料 
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2022/pr/en/sangi_taka_25.pdf 

 
この資料に記載されている様に、本事業の社会背景と事業の目的は、 
• 社会背景 

アルミニウムは軽量材料として優れた特性を持ち、今後、自動車等での需要が急増する見込みだが、製錬時に電
力を大量に消費し、CO2 を大量に排出する。 
アルミニウム再生材の使用により、生産時の CO2 排出量を 96%削減が可能だが、再生材には不純物が含まれ
るため、現状では用途が限られ、自動車の車体等には利用できないことが課題である。 

• 事業の目的 
本事業では、アルミスクラップを、自動車の車体等にも使用可能な素材(展伸材)へとアップグレードする基盤技術
（①不純物元素低減、②微量不純物を無害化する高度加工技術）を開発し、アルミニウムの高度な循環利
用を実現するものである。 

 
1.1.3. 本事業の将来像 
アルミニウムは、特長となる軽量・高強度な材料として今後大きな需要の伸び（国内での使用量、蓄積量の増加）

が予想されることから、国内において高効率、低コストなアルミニウムリサイクル技術の開発が期待されている。しかし、資
源採掘から製造、利用、廃棄に至る全ての段階の CO2 排出（ライフサイクル CO2）が重要視される製品にとって、
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新地金製造時の CO2 排出量の大きさがアルミニウム利用拡大の課題となっている。この抑制のため、新地金製造プロ
セスの低炭素化、リユースシステム、リサイクル利用に関する新しい技術開発が欧米を中心に行われている。国内では、
新地金製造プロセスを担う産業が存在しないことから、循環によるライフサイクル CO2 排出の抑制が、主なユーザーで
ある自動車産業、容器利用産業等によって行われることを想定する。 
 
1.1.4. 政策・施策における位置づけ 
2018 年 7 月に閣議決定された「エネルギー基本計画」においては、鉱物資源の自給率の目標が示されている。

2030 年にベースメタル（銅・亜鉛）の自給率を 80％以上、戦略レアメタル（レアアース・リチウム・タングステン等）
については 50％以上とすることを目指している。また、戦略レアメタルについては備蓄を着実に進め、供給途絶等の緊
急時に需要家のニーズに応じて機動的に放出等できるよう備蓄体制の整備を進めていくとされている。さらに、日本再
興戦略 2016（2016 年 6 月）では、「『都市鉱山』の利用を促進し、リサイクル業者や非鉄製錬業者等の成長を
図るため、情報技術等を活用し、動静脈連携によりレアメタルなどの金属資源を効率的にリサイクルする革新技術・シ
ステムを開発する。」という方針が定められている。 
また、第四次循環社会形成推進基本計画（2018 年 6 月）によれば、「鉄、アルニミウム、銅等ベースメタルのリサ

イクルを一層促進するため、高度破砕設備や合金成分も加味できる高度選別設備の開発・導入を支援するととも
に、二次原料利用量拡大に資する基準等の検討を行う。」という記載、革新的環境イノベーション戦略（2020 年 1
月）では、「金属等（アルミニウムを含む）の循環利用を進めることで原料からの一次製錬が不要となり CO2 の大幅
な削減が記載される。」の記載、循環経済ビジョン 2020（2020 年 5 月）では、「リサイクル技術の高度化・多角化
を検討していくにあたっては、ベースメタル（鉄、アルミニウム、銅等）、セメント、紙、ガラス、プラスチック等の主要素材
について、改めて今後の需給見通しや再生材の利用可能性についての評価・分析をしていくことが重要である。」の記
載があり、これら政策の下で本事業は推進されている。 
 
1.1.5. 技術戦略上の位置付け 
本研究開発を実施する上での技術戦略上の位置付けとして、図 1.5 に NEDO 技術戦略研究センターが作成し

た、NEDO TSC Foresight Vol.35 に記載されている日本におけるアルミニウムのマテリアルフローを示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.5 日本におけるアルミニウムのマテリアルフロー 
出典：NEDO TSC Foresight Vol.35 より 

 
国内でのアルミニウムのマテリアルフローでは、新地金は電気代の安価な海外から 141 万トンが、それ以外にもアルミ

ニウム合金地金として 110 万トン輸入され、また国内のリサイクルアルミニウム材 130 万トンが材料となる。これらを基
にアルミニウム材料の展伸材として 185 万トン程度、鋳造材として 143 万トン程度が中間品として製造され、この後
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製品に加工される。国内では再生地金として 130 万トンのアルミニウムがリサイクルされるが、水平リサイクルループが確
立されている 3000 番系のアルミニウムからなるアルミニウム缶を除き、現状ではアルミニウム材料としてクオリティが低い
鋳造材としてカスケードリサイクルされる。 
この様な中、図 1.6 に示すように、アルミニウム材料に関しては、展伸材の需要は大幅に伸び、それに対して鋳造材

の需要の伸びは緩やかであることが予想されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.6 世界におけるアルミニウム素材の生産予測 
出典：Regional Aluminum Flow 2017 

 
そのため、現状の鋳造材での利用を想定したカスケードリサイクルを続けると、将来発生するスクラップ量が鋳造材の

需要を超えることが予測され、アルミニウムの水平リサイクル技術の開発が強く望まれる。また先にも述べた様に、アルミニ
ウムの再生地金は、再生のためのエネルギー消費が小さいため、製造時の CO2 排出量を大きく削減できる。 
リサイクルの工程としては、自動車や飲料缶、建材、家電等に材料として利用されたアルミニウムは、それぞれの廃棄

処理ルートを経て収集され、スクラップとして静脈産業にてリサイクル処理が行われる。最初に中間処理業にて再生処
理に適した原料となるよう解体・破砕・選別等の前処理が行われ、次いでアルミニウム合金業にて再生処理として溶
解・不純物除去等の成分調整を行い、二次地金として動脈産業に供給される。 
動脈産業では、二次地金と新地金から材料・製品に求められる性能に応じた材料加工・製品加工を行い、市場に

供給する。表 1.1 に各処理工程における要素技術とその内容についてまとめた。 
 

表 1.1 アルミニウムリサイクル技術の体系 
工程 要素技術 具体的な技術例 

中間処理 
解体 廃製品を部材に分離 
破砕 部材を素材単位に分離 
選別 素材ごとの分離・濃縮 

再生処理 
溶解 リサイクル材の溶解 

不純物低減 ガス成分、不純物元素の除去、低減 

加工処理 
材料加工 不純物の存在下でも物性を確保 
成型加工 低物性材料の使いこなし、水平リサイクル 
製品設計 中間処理効率化のための製品形態・構造設計 
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1.1.6. 国内外の動向との比較 
• EU の動向 
EU は従来の資源消費型の線形経済から、資源効率を最大化する循環経済への転換を図り、2015 年に CE パッ

ケージをビジョンとして策定した。EU は「EU 域外の資源産出国から供給される天然資源に依存しない、いわゆる EU 
域内で完結する循環資源利用の社会を目指し、再生品の品質が市場を決定する（リサイクル業者のための）市場
を作りたい」と考えている。これは「バージン資源使用製品に対してリサイクル資源使用製品の競争力を強化する」という
ことを意味している。この CE（Circular Economy：循環経済）パッケージの中で、アルミニウム製容器包装につい
て、2025 年には 50％、2030 年には 60％のリサイクルを目標と設定している。 
また、フィンランドのシンクタンクである SITRA のレポートでは、アルミニウムの循環において重要なポイントを次のように

挙げている。 
• 再使用： 直接再使用の推奨 
• 水平リサイクル： 現状のカスケードリサイクルの防止 
• 新たな製品解体プロセス： 自動化、素材混合の防止 
• 分離∙選別の向上: 安価なセンサー、自動化による低コスト化 
• 洗練されたスクラップ市場：フローの把握 
• 新たな製造プロセス： 不純物除去・精製 

EU では CE に関するビジョンや分析に基づき、Horizon2020 の中で研究開発プロジェクトを進めている。CE は
Horizon2020 の中で横断的活動として焦点領域に設定されており、各産業分野（建設、自動車、家電、住宅、
太陽光発電、紙・パルプ産業等）から廃棄される製品中の鋼材、銅、アルミニウム、チタン、プラスチック、ガラス、複合
材料など、経済的に回収するための技術開発・システム開発・制度設計を 2013 年から 2019 年にかけて総額 120
億円程度支援している。 
その中で、アルミニウムの循環に関連する主要なプロジェクトについて表 1.2 にまとめた。EU では、製錬、地金製造、

材料加工、スクラップ選別等、バリューチェーンを網羅するように研究開発プロジェクトが進められている。 
 

表 1.2 EU における主要なアルミニウム循環の研究開発プロジェクト 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

期間
EU予算（PJ予算）

概要コーディネーター名称

2017/10～2021/9
9.0億円（11.2億円）

改良Pedersen法を用いて低品質のボーキサイトからのアルミナ精製を行うことで、
EU領域内での持続的なアルミニウムバリューチェーンを構築する。

SINTEF

（ノルウェー）
ENSUREAL

2015/9～2017/8
0.6億円（0.6億円）

鉄不純物を含むアルミニウムスクラップ合金を使用して、高価値アルミニウム製品
を製造することを可能にする方法を、固化挙動や結晶生成挙動を解析することによ
り開発する。

BRUNEL UNIVERSITY 

LONDON（イギリス）

Aluminium

ScrapDbase

2014/1～2016/12

3.0億円（4.0億円）

アルミニウムスクラップを鍛造材に適用するため、高剪断加工（HSP）技術

を用いた溶融調整プロセスにより、機械的特性を改善する微細構造を実現した。

LENZ INSTRUMENTS SL

（スペイン）
Recycal

2013/2～2015/7

0.7億円（0.7億円）

使用済アルミニウムを使用して、低コストでエネルギー効率良く、5000番台のアル

ミニウムを使用して、軽量の車体構造を構築するための技術開発を行なった

Jaguar Land Rover 

Limited（イギリス）
REALCAR2

2017/6～2020/3

2.0億円（3.0億円）

アルミニウム合金を分離し、その後展伸アルミニウム合金を合金種別毎に、さらに

分離するための、センサーベースのスクラップソーティング技術の開発および産業

展開を目指してスケールアップを行なった。

Jaguar Land Rover 

Limited（イギリス）
REALITY

2014/1～2016/12

4.2億円（5.6億円）

自動車スクラップからの非鉄金属を選別し、二次アルミの品質を向上させるため、

LIBS等のセンサーによる鋳造/展伸アルミ合金の選別技術の開発を行う。

LENZ INSTRUMENTS SL

（スペイン）

SHREDDER

SORT

2018/12～2022/5

8.8億円（8.8億円）

WEEEをリサイクルするための前処理における人間とロボットの協働によるソーティ

ングプラントシステムを開発する。

Ethniko Kentro Erevnas

Kai Technologikis

Anaptyxis（ギリシャ）

HR-

Recycler
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• 米国の動向 
米国では、資源循環に関する取組は、製造業のエネルギー効率と経済性を向上させ、産業の競争力を強化する目

的で行われている。米国エネルギー省（DOE）のエネルギー効率・再生可能エネルギー局（EERE） が 2017 年 5
月に Reducing Embodied-Energy and Decreasing Emissions (REMADE)として、リサイクルやリユース全
般に関する総額 75 億円、5 年間の資金提供プログラムを開始した。REMADE プログラムの技術的達成指標とし
て、主に以下のような目標が掲げられている。 

• 製造プロセスにおけるバージン材料投入量を 30％削減 
• 製造プロセスにおける二次材料投入量を 30％増加 
• エネルギー集約型材料のリサイクルを 30％増加 
• 二次材料のコストをバージン材料と同等程度にする 
• 5 年以内に二次原料処理エネルギーを 30％削減 
• 10 年以内に 50％削減 

REMADE プログラム及びエネルギー高等研究計画局（ARPA-E） のプログラムを表 1.3 に示す。ARPA-E では
エネルギー消費低減を目的に、次世代の自動車や構造材として需要が高まることが予想される軽金属（Al、Mg、
Ti）をターゲットに、省エネルギー・低コストなアルミニウム精錬技術と廃製品からのリサイクル技術を開発している。特
に、自動車スクラップからの軽金属合金の選別を目的としたソーティング技術の開発が行われており、REMADE プログ
ラムに繋がっていると考えられる。 
 

表 1.3 REMADE、ARPA-E プログラムにおけるアルミニウムリサイクル関連技術開発プロジェクト 
プログラム名 名称 コーディネーター 概要 

REMADE 

Rapid Sorting of Scrap 
Metals with Solid State 
Device 

The 
University of 

Utah 

非鉄金属スクラップからアルミニウムを EDX（electro-
dynamic sorting）技術により高選別効率・ハイスルー
プットで選別する技術の開発。1t/h の処理速度、90％の
回収率を目指す。 

Increasing Melt Efficiency 
and Secondary Alloy Usage 
In Aluminum Die Casting 

Ohio State 
University 

アルミダイキャスト製造における、溶融プロセスの熱力学モデ
リングにより機構を解明し、高効率な溶融プロセスのための
新たな添加剤、耐火材の開発や、より不純物許容度の高
い二次アルミニウム合金の製造プロセスの設計を行う。
North America Die Casting Association, Alcoa
が参加。 

ARPA-E 

ALUMINUM ELECTROLYTIC 
CELL WITH HEAT 
RECOVERY 

Alcoa アルミニウム精錬の効率向上、コスト低減を目的に、電解
セルの高効率化と熱回収に関する技術を開発した。 

ALUMINUM PRODUCTION 
USING ZIRCONIA SOLID 
ELECTROLYTE 

INFINIUM 
アルミニウム精錬の効率向上、CO2 排出抑制を目的に、
電解精錬において従来の炭素電極からジルコニア電極へと
転換するための技術を開発した。 

ELECTROMAGNETIC LIGHT 
METAL SORTING 

University of 
Utah 

自動車からのアルミニウムスクラップを複数グレードに選別す
るため、可変電磁力による選別技術を開発した。 

ELECTROCHEMICAL PROBE 
FOR RAPID SCRAP METAL 
SORTING 

Palo Alto 
Research 
Center 

自動車からのアルミニウムスクラップを複数グレードに選別す
るため、イオン液体を用いた高速な電気化学分析による選
別技術を開発した。 

X-RAY DIAGNOSTICS FOR 
SCRAP METAL SORTING 

UHV 
Technologies 

自動車からのアルミニウムスクラップを複数グレードに選別す
るため、線形 XRF（蛍光 X 線)を用いたソーターによる選
別技術を開発した。 
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• 中国の動向 
中国は国家戦略として循環経済体制の構築を行っている。第 13 次 5 か年計画や中国製造 2025 の中で、製造

業の強化方針の一つにグリーン製造の発展を挙げており、その主要目標として工業固形廃棄物の再利用率を 2013
年の 63％から、2020 年までに 73％、2025 年までに 79％に引き上げようとしている。また、国家発展改革委員会
は、「循環発展牽引行動」の中で資源循環産業市場は 2020 年に 50 兆円規模に拡大すると予測しており、それを
実現させるため十大行動として、資源循環利用産業モデル地区の建設、鉱業資源総合利用産業蓄の建設、「イン
ターネット＋」資源循環の取組、再生製品普及の取組、技術革新の取組などを挙げている。 
アルミニウムの循環に関しては、2011 年から 5 年間、廃アルミニウム缶のリサイクル技術の開発プロジェクトが国家科

学技術支援プログラムの支援の下中国再生可能資源産業技術革新戦略同盟及び北京科学技術大学、中北大
学、Zhaoqing Dazheng Aluminium Co.,Ltd. が共同し、CAN to CAN のグリーンリサイクル技術を開発し、社
会実装している。 
 
• 日本の動向 
2018 年 7 月に閣議決定された「エネルギー基本計画」においては、鉱物資源の自給率の目標が示されている。

2030 年にベースメタル（銅・亜鉛）の自給率を 80％以上、戦略レアメタル（レアアース・リチウム・タングステン等）
については 50％以上とすることを目指している。また、戦略レアメタルについては備蓄を着実に進め、供給途絶等の緊
急時に需要家のニーズに応じて機動的に放出等できるよう備蓄体制の整備を進めていくとされている。さらに、日本再
興戦略 2016（2016 年 6 月）では、「『都市鉱山』の利用を促進し、リサイクル業者や非鉄製錬業者等の成長 
を図るため、情報技術等を活用し、動静脈連携によりレアメタルなどの金属資源を効率的にリサイクルする革新技術・
システムを開発する。」という方針が定められている。 
 
1.2. アウトカム達成までの道筋 
本事業は２つの研究開発項目から構成され、それぞれに中間目標、最終目標を設け研究開発を実施した。最終

目標はこののち表 2.1 に示すが、本事業の各研究開発成果とアウトカム達成までの道筋を図 1.7 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.7 本事業のアウトカム達成までの道筋 
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この図に示す通り、2 つの研究開発項目を実施し、最終目標を 2025 年度末に達成する事で全体システム実証技
術開発のフェーズに移行し、数年このフェーズで実証を行った後、2030 年に２つの研究成果の実用化により実際の事
業所等への設備導入を進める。実用化の後 2040 年には生産設備としての事業化を進め、130 万トン/年の再生
展伸材を市場に供給し、新地金の使用量を削減することで、968 万トン/年の二酸化炭素排出の削減に繋げること
を計画した。 
 
1.3. 知的財産・標準化戦略 
本事業を始めるにあたり、注目する分野、知財創出のキーワード等を実施者が決め、知的財産の創出に取り組んで

いる。 
• 知的財産に関する戦略 

オープン領域：再生展伸材の規格（不純物元素含量）、性状 
クローズ領域：各種開発技術（助成事業参画企業間は自由に利用） 

国内アルミニウム関連事業者には特許の実施を許諾（非独占的通常実施権） 
基本特許（バックグラウンド特許）を基とした知財創出活動 

（①不純物元素低減技術 5 件、②微量不純物を無害化する高度加工技術等 5 件） 
• 知的財産や研究開発データに関する取扱いルール 

再生展伸材のリサイクル（製造含む）に関連する特許は積極的に取得 
• 国際標準化戦略・計画 

再生展伸材の標準化を推進 
• 各プロセスでの試作結果に基づき、再生合金の規格化に向けて登録する材料を選定 
• 開発材料とその周辺特許を出願し特許網を構築した後、合金登録申請が出来る準備を整える 
• プレス発表、国内外の学会、展示会等で開発材料の PR を実施 

 
また、知的財産の管理に関しては、 

• 知的財産権の帰属 
助成事業の実施によって得られた知的財産権等の研究成果は、助成先に帰属 

• 届出 
助成事業の実施期間中または助成事業年度の終了後５年以内に、助成事業の成果を学術誌等で発表した
場合、助成事業に基づく発明、考案等に関して、産業財産権等を出願または取得した場合及びそれらを譲渡し
若しくは実施権を設定した場合には、「産業財産権等届出書」を提出（交付規定 第９条第１項第十六
号） 

• 助成先（事業者）における管理 
• 知財合意書の締結（助成先 11 社、共同研究先 12 機関） 
• 知財運営委員会において情報を管理（審議案件受理後、関係者に資料を送付し書面審議） 

6 回の書面審議（15 案件）を実施 
とし、発明委員会、知財運営委員会の開催にて管理を行っている。
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2. 目標及び達成状況 
2.1. アウトカム目標及び達成見込み 
2.1.1. アウトカム目標の設定及び根拠 
本事業は基本計画にアウトカム目標を記載している。アウトカム目標はアウトプット目標を達成する事により、事業終

了後実証期間を経てアウトカムへとつなげていくものであり、本事業のアウトカム目標は以下となる。 
 
【アウトカム目標】 
2040 年度までにアルミニウム圧延業界を中心に再生展伸材の製造技術を確立し、普及率 30%に当たる再生展
伸材生産量 130 万トン/年、CO2 削減量 968 万トン/年を達成する。さらに、2050 年度までに中長期アウトカム
再生展伸材生産量 257 万トン/年、CO2 削減量 1,914 万トン/年を達成する。これにより、アルミニウム素材の高
度資源循環システムの社会実装へと展開する。その結果として、国内企業における製品の環境性能向上による国際
競争力強化、及び幅広い産業における温室効果ガス排出量削減を実現する。 
 
このアウトカム目標の根拠は以下になる。 
• International Aluminium Institute の需要予測によれば日本国内におけるアルミニウム展伸材生産量は、
2019 年 269 万トン、2040 年 432 万トン、2050 年 513 万トンと今後大幅に増加。 

• 本研究開発によって再生展伸材を利用可能とし、その普及率を 2040 年に 30%、2050 年 50%とすると、削減
される新地金輸入量 2040 年 130 万トン、2050 年 257 万トンとなる。再生展伸材単価を 500 円/kg とする
と、相当する市場規模は 2040 年 6,500 億円、2050 年 1 兆 2,900 億円程度となる。また、本技術での再生
展伸材の利用によって、2040 年 968 万トン、2050 年 1,914 万トンという温室効果ガス排出量削減効果が得
られる。 

このアウトカム目標へ向けて、本事業でのアウトカム達成の見通しを図 2.1 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.1 アウトカム目標の達成見込み 
 
本事業を終了する 2026 年 3 月時点では、ベンチスケール実証試験機で 200 ㎏/day の製造能力を有すること

が研究開発の成果目標であるが、以降実証試験機の改良・能力向上に取り組むことによって 2030 年までに
2t/hour に製造能力を向上させ、2040 年には 40t/hour の能力を有する実用製造装置を複数台導入することを
想定しており、その結果としてアウトカム目標である 130 万トン/年の再生展伸材アルミニウム製造を見込んでいる。 



2-2 
 

2.1.2. 波及効果 
この事業では、再生展伸材の利用先の一つとして自動車分野を想定している。再生したアルミニウム展伸材を自動

車車体に使用することによる自動車の軽量化（１台当たり 71kg）を波及効果と想定する。 
国土交通書の車両重量と燃費の関係から、71kg の軽量化は燃費改善効果として 0.75km/L と見込むことが出

来、自動車の標準的な燃費を 23.1km/L、ガソリン１L 当たりの CO2 排出量を 2.7kg- CO2/L、１台が年間に走
行する距離を 11,840km と仮定すると、 
• 2040 年に想定される展伸材アルミニウム使用自動車約 2500 万台 

11,840km ÷ 23.1km/L × 2.7kg- CO2/L × 2500 万台 ≒ 35 百万 t- CO2 
11,840km ÷ (23.1 + 0.75)km/L × 2.7kg- CO2/L × 2500 万台 ≒ 34 百万 t- CO2 
この差から CO2 排出量の削減は約 112 万 t- CO2 

• 2050 年に想定される展伸材アルミニウム使用自動車約 4600 万台 
11,840km ÷ 23.1km/L × 2.7kg- CO2/L × 4600 万台 ≒ 63 百万 t- CO2 
11,840km ÷ (23.1 + 0.75)km/L × 2.7kg- CO2/L × 4600 万台 ≒ 61 百万 t- CO2 
この差から CO2 排出量の削減は約 205 万 t- CO2 

この様に、2040 年、2050 年においてアルミニウム展伸材が利用されることで、自動車の走行時における CO2 の排
出量削減の効果を想定する。 
 
2.1.3. 本事業における実用化の考え方及び見込み 
本事業は、不純物元素低減技術の開発と微量不純物を無害化する高度加工技術等の開発の目標を達成するこ

とで、アルミニウムの資源循環に資するものである。市中で発生する数多くのアルミニウム合金種が混在したまま鋳造材
量としてカスケードリサイクルされている中、本技術開発で水平リサイクルのためのパイロットプラントスケールでの実証を終
了し、アルミニウムに関する事業者等が、これらの技術を用いてアルミニウムの再生展伸材の製造を開始することを実用
化と定義する。 
本事業では各技術の基礎検討は順調に進んでおり、2023 年度以降の実証設備の導入による、製造技術確立の

ための検討を着実に行うことでアウトカム目標を達成する見込みである。 
 

2.1.4. 費用対効果 
後の表 3.2 本事業の研究開発項目別の研究開発費用にも掲載するように、2021～2025 年度までの本事業の

研究開発の総費用見込みは補助率 1/2 の助成事業で 15 億円程度である。これに対し、アウトカムで想定している
再生展伸材売り上げ予測は 2040 年度で 6,500 億円を見込んでいることから、十分な費用対効果があると想定す
る。 
 
2.2. アウトプット目標及び達成状況 
2.2.1. アウトプット目標の設定及び根拠 
• 研究開発項目①不純物元素低減技術の開発 
スクラップ鋳造材には Si が多く添加され、展伸材への再生を阻害する要因となっており、Si 除去をメインターゲットとす

る。再生対象のアルミニウムと再生後のアルミニウム地金に関しては以下の条件とする。 
• Si 濃度:自動車スクラップの Si 濃度より上限は Si 7% 
• 目標値:後工程において適用可能な値として Si 3% 
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• 回収率:新地金との価格競争力を持つため収率 70%程度が必要 
これより、以下の様に中間目標、最終目標を設定。 

【中間目標】2024 年 3 月 
Si:5%以上を含むアルミニウムスクラップから Si:3%以下の再生アルミニウムを 70％以上回収可能とする技術を開
発する。 

【最終目標】2026 年３月 
Si:7%以上を含むアルミニウムスクラップから Si:3%以下の再生アルミニウムを 70％以上回収可能とする技術を開
発する。 

 
• 研究開発項目②廃微量不純物を無害化する高度加工技術等の開発 
Al-Mg-Si 系合金は展伸材中、最も多く Si を含み、Mg の添加量、熱処理条件によって強度レベルを広く振ること

が可能なため、再生材使用展伸材に最適であり、微量不純物無害化の検討対象とした。この時、以下の条件を満た
すことが再生展伸材として必要である。 

• 伸び 0.9 倍程度を確保できれば、成形シミュレーション技術を使うことで、殆どのプレス成形が可能 
• 引張強度 1.5 倍を達成できれば、最高強度のアルミニウム合金 7050 や、1.5GPa 級超ハイテンを代替でき、

自動車用途など広く再生材への展開が可能 
これより、Si:3%を含む再生材を使用した Al-Mg-Si 系（6000 系）合金で、以下の特性を有する材料を得るた

め、アルミニウム展伸材と構造材に対して以下の様に中間目標、最終目標を設定。 
 
成形用板材 
【中間目標】2024 年 3 月 
従来の新地金ベース Al-Mg-Si 系（6000 系）成形用板材（引張強度 250 MPa、伸び 30%）と引張強度
同等で、伸び 0.8 倍。 

【最終目標】2026 年 3 月 
従来の新地金ベース Al-Mg-Si 系（6000 系）成形用板材と引張強度同等で、伸び 0.9 倍。 

 
構造用材料 
【中間目標】2024 年３月 
従来の新地金ベース Al-Mg-Si 系（6000 系）構造用材料（引張強度 333 MPa、伸び 15%）と伸び同等
で、引張強度 1.2 倍。 

【最終目標】2026 年３月 
従来の新地金ベース Al-Mg-Si 系（6000 系）構造用材料と伸び同等で、引張強度 1.5 倍。 
 
 
 
 
 
 
 



2-4 
 

2.2.2. アウトプット目標の達成状況 
本事業の研究開発項目 2 つのアウトプット目標（中間目標）の達成状況、今後の課題等を表 2.1 に示す。 
 

表 2.1 最終目標に対する成果と今後の課題 
研究開発 

項目 中間目標 成果 計画との 
差異 今後の課題と解決方針 

①不純物元
素低減技術

の開発 

Si:5%以上を含むアルミニウム
スクラップから 
Si:3%以下の再生アルミニウム
を 70％以上回収可能とする技
術を開発する 

溶融塩電解小規模ベンチプラント 
（処理量：0.03 kg/h） 

Si:10.8%⇒0.2％  
アルミ回収率 58.7% 

○ 
2024 年 3 月 

 目標達成 
見込み 

溶融塩混入に影響を与える､
下記因子の条件を変更し、回
収率向上を図る 
①溶融塩中 Al3+濃度 
②電流密度 
③電極板面積 

電磁撹拌ラボ装置（溶湯:100g 程度） 
Si:7％⇒3.3％ アルミ回収率 60％ 
Si:5％⇒3％   アルミ回収率 70％ 

○ 
2024 年 3 月 

 目標達成 
見込み 

先行して Si 以外の不純物元
素除去などの課題解決に向け
ラボレベルでの実験を実施する 

②微量不純
物を無害化
する高度加
工技術等の

開発 

Si:3%を
含む再生
材を使用
した Al-
Mg-Si
系
（6000
系）合
金で、以
下の特性
を有する
材料を得
るための
技術を開
発する。 

従来の新地金
ベース Al-Mg-Si
系（6000 系）
成形用板材（引
張強度
250MPa、伸び
30%）と引張強
度同等で、伸び
0.8 倍 

ロール荷重・ロール周速・ロール形状・ノズル形
態を工夫し T4 材にて 

引張強度同等（250MPa） 
伸び 0.8 倍（24%）を達成し 
目標をクリアした（小型実験機） 

△ 
一部未達  

縦型高速双ロール鋳造: 
長尺実験機完成後、速やかに
最適操業条件を確立し中間
目標（従来材の引張強度同
等で 0.8 倍の伸び）を達成す
るため、小型実験機、広幅短
尺実験機を活用し、特性改善
のための鋳造条件を確立する 

従来の新地金
ベース Al-Mg-Si
系（6000 系）
構造用材料（引
張強度 333 
MPa、伸び
15%）と伸び同
等で、引張強度 
1.2 倍 

HPS 加工:伸び同等（14％） 
       引張強度 1.4 倍（473MPa) 
IF-HPS による大型化(幅 200mm)達成 
ARB 加工:伸び同等（17％） 
       引張強度 1.2 倍（399MPa) 

○ 
2024 年 3 月

目標達成 
見込み 

加工熱処理： 
IF-HPS 加工または ARB 加
工と熱処理条件の組合せによ
り、最適なプロセスと加工方法
について条件を選定し、板幅
200mm 以上で中間目標
（従来材と同等の伸びで引張
強度 1.2 倍）を達成する 

 
本研究での２つの研究開発項目において、②微量不純物を無害化する高度加工技術等の開発に関して計画の

一部未達となった。縦型高速双ロール鋳造技術の開発では、世界的な半導体不足により制御装置等の導入遅延が
発生し、装置の導入が遅れている。遅延のリカバリーとして小型実験機や広幅短尺実験機での検討により基礎データ
の取得を進め目標値の達成を確認した。縦型高速双ロール装置の完成後、これらの基礎データを用いて迅速に装置
稼働を進める予定である。 
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2.2.3. 研究開発成果の意義 
本事業の研究開発項目２つの研究開発成果とその意義を表 2.2 に示す。 
 

表 2.2 研究開発成果と意義 
研究開発 

項目 研究開発による具体的な成果物 成果物の意義 

①不純物元素
低減技術の開

発 

・本法(アルミニウム合金スクラップ中元素の殆どを除去し高純
度アルミニウムを得る技術)に関する 

(1)製造装置 
(2)製造方法 
(3)装置運転方法 
(4)製造システム(対象とするアルミ合金スクラップの配合方
法､用途開拓方法) 
・本法のライセンス供与 

現在のアルミニウムリサイクルは、アルミニウム以外の元素含有率が
高い鋳造･ダイカスト材へのカスケードリサイクルとなっており、リサイ
クル回数が増加するほどアルミニウム以外の元素属含有率が上が
る。スクラップからアルミニウム以外の元素を除去する技術が確立さ
れていないことから、再利用できないアルミニウムスクラップ量が必
然的に増加することになる。本法によって、世界で初めて、スクラッ
プ中のアルミニウム以外の元素(Si､Cu､Zn､Fe､Mg､Mn 等) の
ほとんどを除去して高純度 Al(>99%)が得られることになる。 

溶解工程では、テストプラントにおいて圧搾及び電磁撹拌に
よるα-Al 相分離技術を確立。 
実験室レベルでの結果を基に、テストプラントにおける操業条
件を改善。 
テストプラントで作製したリサイクルアルミニウムについて、自動
車用途の評価、熱交換材用途の評価、缶材用途の評価と
いった基本的な評価結果をまとめる。 
プラント化においては、他者侵害立証の困難な製造プロセス
のノウハウ化。 
溶解前処理では、走査型分光ソータを用いた大量処理によ
る元素組成制御の限界と必要なコスト（費用・時間）の明
確化。 
2D/3D 画像情報に基づいて分光用レーザーの集光照射ポ
イントを自律的に決定する走査型分光ソータ用の制御システ
ムの開発。 
各種スクラップの溶解前処理における再生材アルミニウムの評
価指標。 
また、2023 年 6 月までに、知財権確保のための特許出願
1 件、社会的アピールとして対外発表 3 件の成果がある。 

従来技術である連続分別結晶法では、Si 濃度 1.5%程度まで
のスクラップをターゲットとしており、展伸材由来のアルミスクラップの
みが対象であった。これに対し、本技術では、共晶組成である
Si12.6%以下のスクラップに対して適用が可能となる。これは、既
存の鋳造用アルミニウム合金の大半を対象とすることができることを
示している。これにより、スクラップの供給量不足や、スクラップの価
格変動に対して柔軟に対応できるようになるなど実操業上の課題
が解決でき、従来技術において実用化に向けた問題点を解消す
ることが可能となる。 
さらに、溶解前処理では、従来の走査型分光ソータは、表面分
析に基づく選別のため、表面の平滑性が高く、ある程度浄化され
た無垢材料に対象が限定され、表面の形状が不規則な破砕片
や表面に異物が付着したスクラップに対して判定不能や誤認率が
高くなるという問題があった。これに対し、本技術では、分光セン
サーの前段に配置した 2D/3D 画像センサーによりスクラップの外
観と形状を検知し、深層学習を活用した AI 画像認識によって表
面に付着している鉄製ボルト、ビス、塗膜等を瞬時に検出して、
分析用レーザーの集光照射ポイントを自律的に選択する 3D 位
置制御システムを開発する。 
従来技術での展伸材へのリサイクルは、展伸材由来のアルミスク
ラップのみが対象であった。しかし溶解前処理を含むこの不純物低
減技術は、展伸材由来のみならず鋳造材由来のスクラップの大
半を対象として展伸材へリサイクルできる。これにより、スクラップの
供給量不足や価格変動に対して柔軟に対応できるなど、実操業
上の課題を解決でき、従来技術において実用化に向けた問題点
を解消することが可能となる。 

②微量不純物
を無害化する
高度加工技術

等の開発 

200ｍｍ幅の長尺縦型高速双ロール鋳造実験機（長尺
縦型実験機）を導入し、定常状態における鋳造条件を最
適化。600ｍｍ幅短尺縦型高速双ロール実験機（広幅短
尺縦型実験機）の成果を合わせて、広幅長尺連続操業時
の設備仕様、製造条件を確立。 
さらに、HPT（高圧ねじり加工）、HPS（高圧スライド加
工）、ARB（繰り返し重ね接合圧延）の巨大ひずみ加工
を施し、その後時効処理を行うプロセスで高強度、高延性化
が可能であることを実証し、本プロセスが、Si 含有量の多い
鋳物材を含むスクラップからのアップグレードリサイクルに適して
いることを実証。大型化は IF-HPS と ARB を適用（最終
的な実用化にあたっては、両者で用途に応じて使い分ける
か、どちらか一方の選択を行う）。 
さらに、成形シミュレーションにより再生アルミニウム材の材料モ
デルを構築することで、実成形試験結果と成形予測結果との
整合性を検証し、成形限界線図を測定することで、実成形
部品への適用の可能性を見極めることが可能となる。 
さらには、研究開発項目①②の各テーマの中で、準備の整っ
たテーマに関して、LCA、AI 解析を実施。また将来需要推
計については、モデルの開発やモデル検証に向けたケーススタ
ディを実施。 
さらには、国際規格化による標準化を実施。 
また、2023 年 6 月までに、知財権確保のための特許出願
1 件、社会的アピールとして対外発表 12 件の成果がある。 

研究開発項目①「不純物元素低減技術開発」において、鋳物
屑を含む多様なアルミニウムスクラップの不純物元素を減らすことを
目指しているが、従来の展伸材レベルまで低減するには、ソースと
なるアルミニウムスクラップを厳しく選別する必要があり、必要な量
の確保や、コスト的に現実的でない。従って低品位屑を大量に使
用してアップグレードリサイクルを実現するには、ある程度の不純物
が存在しても、展伸材としての特性、特に延性を保つことが可能
な製造プロセスが必須である。不純物による延性低下の原因は
主に凝固時に生成する粗大な晶出物であり、これを微細に分散
することができれば延性の低下を抑制することが可能となる。 
さらに、再生展伸材は、Si や Fe などの不純物元素を多量に含
み、延性・靭性が低下する傾向にある。したがって、プレス加工に
おいて、割れやしわといった成形不具合を生じやすくなり、実用・普
及の障害となる。そこで、再生展伸材の成形不具合を成形シミュ
レーションで予知し、成形不具合が発生しないための最適な加工
条件を決定する手法が有効となる。 
従来技術は、個々の研究開発テーマを単独で行っているが、本プ
ロジェクトは、溶解工程から鋳造・加工・熱処理及びユーザー評
価まで一貫したプロセスを構築でき、さらには成形予測や LCA 解
析まで行うことから、実証試験を効率よく行え、実用化のスピード
が格段にアップする。さらには、国際規格化により広範囲な普及が
図れるとともに国際競争力も向上する。 
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2.2.4. 副次的成果及び波及効果 
本事業の研究開発項目２つとプロジェクト全体を通した副次的成果を表 2.3 に示す。 
 

表 2.3 副次的成果 
研究開発項目 副次的成果 

①不純物元素低減技術の
開発 

開発装置（電磁撹拌装置）の従来合金（リサイクル合金以外）への展開 
・電磁撹拌装置による組織微細化などの展伸材用アルミニウム素材の特性向上 
・Fe、Mn などの除去による、鋳造用アルミニウム合金の特性向上 

②微量不純物を無害化す
る高度加工技術等の開発 

開発装置（縦型高速双ロール鋳造機）の従来合金（リサイクル合金以外）への展開 
従来合金の製造に適用することで、均質化処理及び熱間圧延といった鋳造後工程の省略が可能 

・製品製造時間の短縮 
・消費エネルギー、CO2 発生量の削減（板材製造全エネルギーの約 1/4 ） 
・増産体制構築に有効（同程度の製造能力で価格 1/5、設置面積 1/10） 

プロジェクト全体 
OJT を通じた当該分野における技術者の育成 

・溶融塩電解によるアルミニウム精錬技術者 
・総合的な材料設計技術の習得 
・異業種、異分野連携の重要性認識 

 
本研究開発による副次的な成果としては、①不純物元素低減技術の開発では、研究開発の基盤技術である金属

溶湯の電磁攪拌によって金属組織の微細化が期待されることから、新品の展伸材アルミニウム素材の特性向上につな
がる可能性があり、また、②微量不純物を無害化する高度加工技術等の開発では、この技術開発の基盤技術であ
る縦型高速双ロール鋳造によって従来の展伸材アルミニウム製造工程に必要な均質化処理工程、熱間圧延等が不
要になり、製品製造時間の短縮や、製造に必要なエネルギーの削減、製造工程が簡略化されることから、設備設置
面積を小さくすることが出来、設備増設を行う場合のメリットとなる。 
 
2.2.5. 特許出願及び論文発表 
本事業の 2023 年 5 月 23 日時点での特許出願数、論文発表数、新聞雑誌等への掲載の結果を表 2.4 に示

す。 
 

表 2.4 特許出願及び論文発表等の件数 

 
2021 

年度 

2022 

年度 

2023 

年度 

2024 

年度 

2025 

年度 
計 

特許出願 

（うち外国出願） 

0 

(0) 

2 

(0) 

0 

(0) 

- 

(-) 

- 

(-) 

2 

(0) 

論文 0 3 3 - - 6 

研究発表・講演 1 9 6 - - 16 

受賞実績 0 0 0 - - 0 

新聞・雑誌等への掲載 0 2 0 - - 2 

展示会への出展 0 1 0 - - 1 

 
本事業では、事業実施者のバックグラウンド特許を基に、知財の創出等を行い、2 件の特許出願、それ以外にも学

会誌への論文投稿も精力的に行っている。
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3. マネジメント 
3.1. 実施体制 
• NEDO が実施する意義 
本研究開発は以下に示す 3 つの観点からも NEDO がもつこれまでの知識、実績を活かして推進すべき事業である

と考えられる。 
• アルミニウムのリサイクルに関わる問題の解決は国の方針に沿った重要課題であり、本事業によるアルミニウム再生

材の展伸材への利用ならびに CO2 排出量の削減は社会的必要性が高い。 
• NEDO ではこれまでに培ってきた各種素材のリサイクル技術の開発で得た知見や成果、ネットワークを活用し中

長期的な技術開発を行うことが可能。 
• 研究開発の難易度が高く、必要な投資規模が大きく、また実用化までのリードタイムが長いことから、民間企業だ

けではリスクが高い。 
表 3.1 に示す資源循環関連事業を示すように、他機関でも複数のアルミニウムリサイクルに関する研究開発が行わ

れていることがわかる。この表の中の項目４は、NEDO で行われた先導研究事業であり、この事業でアルミニウムスク
ラップの不純物を低減する技術と微量不純物存在下での材料特性向上技術の基盤技術の検討を実施した。この研
究成果を基に国研、大学、企業が結集し、共通基盤技術から実用化を目指すための研究開発を本事業として開始
したものである。 
 

表 3.1 アルミニウムリサイクル関連事業 
項
目 

実施 
機関 

プロジェクト名 期間 
事業 
タイプ 

事業内容 

1 
経済 

産業省 

省エネ型アルミ水平リサイ
クルの LIBS ソーティング実
証事業 

2014 
~2015 

補助事業 
リサイクル工程の高度化に資する、金属スクラップ（アルミニウム、
銅）の高効率・高度選別技術等の実証を行う。 

2 NEDO 
「動静脈一体車両リサイク
ルシステム」の実現による
省エネ実証事業 

2016 
~2018 

補助事業 
鉄道車両のアルミニウム材料を水平リサイクルすることを目的に、
LIBS ソーティング技術によるアルミニウム合金選別システムの開
発および実証を行う。 

3 環境省 
省 CO

2
型リサイクル等高

度化設備 
導入促進事業 

2018 
~2020 

補助事業 

使用済製品等のリサイクルプロセス全体のエネルギー起源二酸
化炭素の排出の抑制及び再生資源の回収効率の向上を図る
ための省 CO

2
 型リサイクル等高度化設備を導入する経費の一

部を補助する。 

４ NEDO 
アルミニウム素材の高度資
源 
循環システム構築 

2019 
~2021 

委託事業 
（先導研究） 

アルミニウムスクラップから不純物元素を低減する技術を開発する
とともに、微量不純物存在下で材料特性を向上させる技術を開
発し、両者の組み合わせで、再生アルミニウムが展伸材として利
用可能となるか検証する。 

５ JST 
共創の場 形成支援プロ
グラム 

2022 
～ 

基盤研究 

不純物を含むアルミニウムスクラップからの再生地金の利用を可
能とする研究開発を行う。また、資源循環社会モデルを地域
（富山）の産官学民の全ステークホルダーと共に構築し、新市
場への進出を支援する。さらに、持続的・自立的な産学官の共
創システムを構築し、富山で資源循環社会モデルを創成する。 
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• 実施体制 
(1)実施体制の決定 
本プロジェクトは、NEDO 先導研究である「アルミニウム素材の高度資源循環システム構築」事業を基に開始された

ものである。この成果を活用し産学官の叡智を集結し、2021 年度に公募を行い、事業を開始した。 
 (2)実施体制及び役割分担 
プロジェクトマネージャーに NEDO 環境部 主任研究員 今西大介を任命して、事業全体の企画・管理を行うととも

に、そのプロジェクトに求められる技術的成果及び政策的効果を最大化した。また、本事業では社会実装を想定し
ユーザー企業の参画により、市場で求められている再生アルミニウム材の物性等の情報を共有しつつ事業を進めること
とした。 
 
3.2. 受益者負担の考え方 
 

表 3.2 本事業の研究開発費用（百万円） 

 2021 

年度 

2022 

年度 

2023 

年度 

2024 

年度 

2025 

年度 
合計 

アルミニウム素材高度 

資源循環システム構築事業 
300 312 260 (300) (300) 1,472 

 
本事業は補助率 1/2 の助成事業であり、事業期間５年でほぼ 15 億円の予算規模で推進しているものである。 
 

3.3. 研究開発計画 
先に述べた様に、本研究開発は２つの研究開発項目から構成されている。２つの研究開発項目を推進するもので

あり、再生アルミニウム材の品質を維持するためのアルミニウム合金に含まれる金属不純物を低減するもの、またリサイク
ルアルミニウム合金に微量不純物が含まれる場合に高度な加工熱処理を行う事で不純物の影響を無害化するもの
で、この両技術の達成によりアルミニウムの水平リサイクルを実現するものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1 本研究開発の研究計画 

2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度研究開発項目
①不純物元素低減技術

固体溶融塩電解

電磁撹拌によるα-Al相晶出量制御

溶解前処理によるスクラップ組成制御

②微量不純物を無害化する高度加工技術等
縦型高速双ロール鋳造を用いた不純物無害化

加工熱処理による不純物無害化

高精度成形予測技術（成形シミュレーション）

LCA/規格化

既存材を用いた多軸応力データベース構築
高精度材料モデリング手法確立

試作開発機

表面品質と材料特性が優れた鋳造条件確立
長尺実験機の設計と設置

リサイクル材を用いたHPSとARBによる
材料特性改善手法の確立

各プロセスに対しLCA評価、経済性評価、
再生合金の規格化に向け登録する材料選定

スケール効果を加味したLCA評価、経済性評価、
再生合金の登録申請準備

長尺実験機による
長時間安定操業技術確立

リサイクル材を用いた
高強度板材の大型化実証

リサイクル材の高精度材料
モデリングと予測精度向上

対象合金拡大
組成情報を元に試作

試作材供給

ラボスケールによる条件検討

走査型分光ソータ処理試験
走査型分光ソータと

組み合わせ３D位置制御システム開発

大規模ベンチプラント
設計・製作
生産速度への

各因子影響調査

小規模ベンチプラントによる
運転方法確立・生産性評価

大規模ベンチプラントによる
運転方法確立・生産性評価

中
間
目
標

最
終
目
標
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• 研究開発体制 
本事業は図 3.2 に示す実施者により構成され、UACJ を代表とする研究開発体制は、アルミニウム製造技術研究

に関する世界的な第一人者である東京工業大学の熊井真次特任教授を事業者リーダーとし、研究開発を推進して
いる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2 本事業の実施事業者詳細 
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4. 目標及び達成状況の詳細 
4.1 研究開発項目①不純物元素低減技術の開発 
「溶融塩使用固体電解によるアルミ合金スクラップからの高純度アルミ精製技術の開発 」 
実施者名、実施体制 
本研究開発は､東北大学の研究シーズ（固体溶融塩電解）を､スケールアップしたベンチプラント実験で再現し、実

機設計ができる運転データを得ることを目的とする。ベンチプラント実験は株式会社豊栄商会と東北大学が共同で実
施し､課題解決のための基礎的検討およびアルミニウムスクラップの需給バランス解析を東北大学が実施する。実施体
制は図 4-１-1 のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-1-1 研究開発体制 
 
期間、予算 
 期間：2021 年 9 月 16 日～2024 年 3 月 31 日 
 予算：p3-2 参照 
 
実用化への道筋 
（1）研究開発を行う製品・サービス等の概要 
アルミニウム新地金を代用可能な品質の再生地金を製造可能とする技術及び設備の開発と、それら商用提供を目

指す。 
➀再生高純度アルミニウムの提供 

アルミニウム製品回収事業者から使用済みアルミニウム（スクラップ）を仕入れ､これを元に再生高純度アルミニウ
ム地金を製造して圧延メーカーに供給する。 
現行の技術では将来、アルミニウムスクラップ発生量は、リサイクルした後に鋳造系材料として供給可能な数量を

上回ると推定されている。また、アルミニウムスクラップは再利用を重ねる中で､合金元素の蓄積が進むため商品価
値は下落することになり、現状のアルミニウムリサイクルは破綻することになる。本研究開発で得られる技術は、余剰
アルミニウムの再生供給量を大きく増加させることができ､高度なアルミニウムリサイクルの構築に資することができる。 

　【助成先】株式会社豊栄商会
　　➀－2　研究シーズのベンチプラントを用いた評価ならびにスケールアップ時の課題抽出
　　　➀－2－1　小規模ベンチプラントによる評価
　　　➀－2－2　大規模ベンチプラントによる評価

NEDO

　【共同研究先】国立大学法人東北大学
　　➀ー1　各種アルミスクラップに対する電極反応機工の解明と最適電解条件の提示
　　➀－2　研究シーズのベンチプラントを用いた評価ならびにスケールアップ時の課題抽出
　　　➀－2－1　小規模ベンチプラントによる評価
　　　➀－2－2　大規模ベンチプラントによる評価
　　➀ー3　本技術を適用した場合のアルミの需給バランス最適化解明
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②技術のライセンス／アルミニウム精錬設備の提供 
開発した技術及び設備を､高純度アルミニウム地金の調達を必要とするアルミニウム圧延メーカー､アルミニウム 2

次合金メーカーに提供する。 
 
（2）実用化・事業化の制約 

（a）事業開始時期 
事業の成立には､アルミニウム新地金とアルミニウムスクラップにある程度の価格差が必要。アルミニウムスクラップ

価格の下落はスクラップ量が過剰になるタイミングから始まると想定され､この時点から事業開始が可能となる。 
（b）電力単価 

本法は電力を使用するプロセスなので､電力単価が海外より高額になり過ぎると国内での実施が難しくなる。 
 
（3）事業化のスケジュール 

表 4-1-1 に事業化までのスケジュールを示す。小規模ベンチプラントから大規模ベンチプラントへと段階的にスケール
アップをしてプロセスの確立を図る。その後、アルミニウムスクラップの種類、量、価格から事業性を評価し、事業化の続
行か中断の判断をする。 

表 4-1-1 事業化までのスケジュール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
アウトプット目標の達成状況  
本研究開発では、東北大学の研究シーズ（固体溶融塩電解）を､スケールアップしたベンチプラント実験で再現し、

実機設計ができる運転データを得ることを目的とする。 
各研究開発項目の現状の達成状況は、下記のとおりとなる。 

 
➀－1 各種アルミスクラップに対する電極反応機構の解明と最適電解条件の提示（東北大学） 
5 種類の Si 濃度の異なるアルミニウムスクラップを用いた基礎実験を実施し、本技術が適用可能なアルミニウムスクラ

ップ組成を基にした品質マップ作成に取り組む。 
基礎実験の結果、Si 濃度=5～11%､Cu 濃度=0～4%の範囲では､付着 Al 中の Si 濃度は最大 0.27%であ

り､Si､Cu 濃度に依らないことが判明し、本技術が広範囲なアルミニウムスクラップに適用可能であることが分かった。 

項目 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年

小規模ベンチプラントによる評価

大規模ベンチプラントによる評価

客先との製品仕様確認

製品設計（品質・形状）

調達可能スクラップの評価

事業性評価

設備投資

生産・販売

◇続行/中断を判断
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最適電解条件の提示に関しては溶融塩中の Al3+量を上昇させることにより Al 回収率を向上させる可能性を提示
した。引き続き、溶融塩中の Al3+量、カソード面積、電流密度、電解時間の要因の影響の解析により最適電解条件
を提示する。 
 
➀－2 研究シーズのベンチプラントを用いた評価ならびにスケールアップ時の課題抽出 

（豊栄商会、東北大学） 
➀－2－1 小規模ベンチプラントによる評価 
実機サイズの 1/10 の小規模ベンチプラントの設計・製作及び評価を実施する。小規模ベンチプラントの設計・製作

を終え、電解試験を実施した。電解試験では、Si 濃度 10％以上のアルミニウムスクラップから Si 濃度 0.2%以下の
電析物を得た。アルミニウム回収率に関しては、槽内の AlF3+濃度を上げることで 10％未満であったものを 58.7%ま
で向上させることができた。更なるアルミニウム回収率の向上のために､電極板面積､電流密度､電解時間の最適組み
合わせ条件を探り､これら要因の影響を調査する。 
電析されたアルニウムは殆ど不純物を含まないことを確認したが、電極からの剥離物ではアルミニウム純度が 88%程

度であった。電析物に溶融塩を巻き込んだためと推定されることから溶融塩分離が課題であることを確認した。この対
策として、溶融塩を含有する電析物を高温で溶解し、溶融塩とアルミニウムの比重分離を試みることとした。 
 
➀－2－2 大規模ベンチプラントによる評価 
実機サイズの 1/5 の大規模ベンチプラント（小規模ベンチプラントの 2 倍）による評価を実施する。 
現在、基本設備スペックの検討は完了。プラントの設計･製作･試運転完了後､運転方法の確立､アルミニウム生産

性評価を実施する予定である。小規模ベンチプラントで探った最適組み合わせ条件をさらに拡大した実験を行う。 
 
➀－3 本技術を適用した場合のアルミの需給バランス最適化解析（東北大学） 
電気自動車へのシフトに着目した輸送部門およびその他製品部門にわたる世界の Al 需要量の分析 
2020 年の世界のアルミニウム新地金需要量は 7,250 万 t であったが､2040 年には 54 万 t 減少して 7,200 万

t となると推定されている。このとき､電気自動車へのシフトに伴って発生するアルミ鋳造品の余剰量は 364 万 t に達す
る見通しである。本技術導入により､この余剰量を新地金と同等品質にすることができるので､新地金の供給量は
6,830 万 t に減少させることが可能となる。 
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表 4-1-2 各研究開発項目の目標と達成状況 

 
 
成果の意義 

本法（図 4-1-2）は、アルミニウム合金スクラップを固体のまま溶融塩に装入して電解する技術であり､合金元
素の Si、Cu は溶解させずに陽極泥として分離する。現在の新地金製造法であるボーキサイトからの製造法に比べ
て、金属物質を出発物質とすること、電解温度が低くて済むこと等から総エネルギー消費量は少ない。 

表 4-1-3 に､本法と既存方法の操業温度､エネルギー消費量､合金元素低減量の比較を示す。本法のエネル
ギー使用量は 58.4～79.8MJ/kg-Al（内訳を表 4-1-3 に示す）と推算され､アルミニウム新地金製造法（既
存実用法である Hall-Héroult 法;162.0MJ/kg-Al）の 35～50%程度で済む。この差は電気使用量であり､
CO2 削減に大きく貢献する。 

本法では、世界で初めて、スクラップ中のアルミニウム以外の元素（Si､Cu､Zn､Fe､Mg､Mn 等） の殆どを除
去して高純度 Al（>99%）を得ることが可能である。 
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アノードを溶製するためのエネルギー 5.2

電解をするためのエネルギー 48.4～69.8

電解で採取された電析物を再溶解するためのエネルギー 4.8

合計 58.4～79.8

項目
消費エネルギー
(MJ/Kg-Al)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 4-1-3 本法のエネルギー消費量の内訳 
 
 
 
 
 
 
 
 
現在のアルミニウムリサイクルは、アルミニウム以外の元素含有率が高い鋳造･ダイカスト材へのカスケードリサイクルとな

っており、リサイクル回数が増加するほどアルミニウム以外の元素属含有率が上がる。スクラップからアルミニウム以外の元
素を除去する技術が確立されていないことから、再利用できないアルミニウムスクラップ量が必然的に増加することにな
る。 
今後､環境問題や電気自動車の普及により､軽量化のためアルミニウム展伸材の需要は増えるが､鋳造･ダイカスト

材の需要に大きな伸びはなく､再利用できないアルミニウムスクラップ量増加に拍車をかける。本技術が実用化されると､
我が国のアルミニウムの循環構造が表 4-1-4 に示すように根本的に変わることが期待される。すわわち､展伸材同士
の水平リサイクル､鋳造･ダイカスト材から展伸材へのアップグレードリサイクルが可能となる。 
 

表 4-1-4 本法の実現によるアルミのリサイクル形態の変化 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-1-2 本法の概略図 

リサイクルパターン
現状技術
での可否

現状技術に関する問題点等
本研究結果より
期待される成果

　Ｗ材＋Ｃ材＋Ｄ材⇒Ｃ材、Ｄ材 〇
現状の基本的パターン。アルミホイールやエンジンブロック等、形状からおお
よその組成がわかる一部のスクラップ以外は、一般的には分類せずにまとめて
溶解するため、新地金で希釈する等の成分調整が必要。

－

　Ｗ材⇒Ｗ材 ×
展伸材は30種類以上の厳密な組成規格があるので、展伸材スクラップ同士で
あっても展伸材として再生することは困難。

〇

　Ｗ材⇒Ｃ材、Ｄ材 △
もうひとつの基本的現状パターン。一般的に鋳造材は展伸材よりCu、Siの規格
濃度が遥かに高いので、Cu、Siの追加が必要。他方、展伸材は鋳造材に比べて
Mgが高いため、脱Mgまたは新地金による希釈等による成分調整が必要。

〇

　Ｃ材＋Ｄ材⇒Ｗ材 ×
鋳造材中に大量に含まれるCu、Si等の合金元素除去・濃度制御が必要であるた
め、現行技術では不可能なアップグレードリサイクル。

〇

　Ｃ材＋Ｄ材⇒Ｃ材、Ｄ材 △
現状パターンのひとつであるが、展伸材混合による希釈効果がないと、成分調
整が必要になる場合がある。エンジンブロック等の大口の鋳造材用途が減少す
ると、鋳造材のリサイクル需要がタイトになる。

－

※　Ｗ材：展伸材、Ｃ材：鋳造材、Ｄ材：ダイカスト材

本研究開発より 
期待される効果 
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表 4-1-5 に国内外他社における関連技術に関して述べるが､合金中元素を効率的に除去する競合技術は未だ実
用化されていない。今後本プロジェクトから生まれた知財を積極的に権利化し､その使用実施権の譲渡を含めて検討
する。 

表 4-1-5 国内外における関連技術 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以下､具体的に関連技術に関して述べる。 
 
（a）実用化されているアルミ合金精製技術 
①三層電解法 

アルミニウム合金､溶融塩､純アルミを比重差で液体の三
層構造として電解すると､中間層の溶融塩を介して陽極側
から陰極側へアルミニウムが移行し､純アルミが得られる。原
理的にアルミニウムから Mg､Si を除去することはできない。 

 
②偏析法 

アルミニウム合金を溶融させた後に非常に遅い冷却速度で凝固させ､合
金元素の固液間の溶解度差を利用して最終凝固部へ合金元素を濃縮
させる。 ダイカスト材を精製した場合､精製アルミニウムとして回収できる
量は 6 割以下であり､合金元素を数 10％含む｢使えないアルミニウム合
金｣が大量に残る。一般的アルミニウム合金スクラップの精製に適用するこ
とは難しい。 

 
 
 
 

図 7．三層電解法 
図 4-1-3 三層電解法 

図 8．偏析法 図 4-1-4 偏析法 

技術の内容 技術の評価 本法との比較

三層電解法

ｱﾙﾐ合金､溶融塩､純ｱﾙﾐを比重
差で液体の三層構造として電
解。中間層の溶融塩を介して陽
極側から陰極側へｱﾙﾐが移行し
純ｱﾙﾐが得られる。

ｱﾙﾐ新地金をさらに精製し99.9％以上の高純
度ｱﾙﾐを得るための方法。原理的にｱﾙﾐから
Mg､Siを除去することは不可能。
大規模に三層を維持することが難しく広い電
極面積を確保できないために電力消費が非
常に大きい。

ｱﾙﾐ合金よりMg､Si除去
不可能のため現状では
実現が難しい

偏析法

ｱﾙﾐ合金を溶融させた後に非常
に遅い冷却速度で凝固させ､合
金元素の固液間の溶解度差を
利用して最終凝固部へ合金元
素を濃縮させる。

最終凝固部を切り離すためｱﾙﾐ純度は上が
るが､溶融→徐冷の操作を繰り返す必要が
あるため非常に効率が悪い。ﾀﾞｲｶｽﾄ材を精
製した場合､精製ｱﾙﾐとして回収できる量は6
割以下であり､合金元素を数10％含む｢使え
ないアルミ合金｣が大量に残る。

一般的ｱﾙﾐ合金ｽｸﾗｯﾌﾟ
の精製に適用すること
は不可能で現状では実
現が難しい

特許検索
(1件のみ)

特開昭
58-93883:

｢ｱﾙﾐﾆｳﾑの
精製方法｣

溶融塩電解浴を吸収した多孔
質体の片側に溶融不純ｱﾙﾐを
配置し､不純ｱﾙﾐを陽極､他の片
側に陰極を配置して電解する。

Mg除去は可能であるが､Fe､Cu､Si､Mnは除
去できない。

Fe､Cu､Si､Mnが除去で
きないため現状では実
現が難しい

溶融ｱﾙﾐ
合金の

精製電解

Schwarzら:J.Appl.Electrochem.
,25(1995),p.34.
隔膜を用いた溶融ｱﾙﾐ合金の精
製電解ｾﾙ

工業生産に耐える適当な隔膜が未だ見つ
かっていない。

本法の競合技術となる
ためには装置が未開発

ｲｵﾝ液体を
用いた
電解法

Kamavaramら:
J.Min.Metall.,39(2003),p.43..
AlCl3系EtMeImｲｵﾝ液体を用い

た電解法

ｲｵﾝ液体は電気伝導度が本法で用いる溶融
塩より2桁以上低く低温で電解できる長所は
あるが､電解ｴﾈﾙｷﾞｰは非常に大きくなる。

本法の競合技術となる
ためにはｺｽﾄ低下策が
必要

実用化
されている
ｱﾙﾐ合金
精製技術

実験室
規模での

研究
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（b）特許検索で見出された唯一の方法:特開昭 58-93883:｢アルミニウムの精製方法｣ 
溶融塩電解浴を吸収した多孔質体の片側に溶融不純アルミニウムを配置し、不純アルミニウムを陽極､他の片

側に陰極を配置して電解する。Mg 除去は可能であるが､Fe､Cu､Si､Mn はほとんど除去できない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（c）実験室規模での研究例 
①隔膜を用いた溶融アルミ合金の精製電解セル 
 （Schwarz ら:J.Appl.Electrochem.,25

（1995）,p.34） 
工業生産に耐える適当な隔膜が未だ見つかっていない。 

②AlCl3 系 EtMeIm イオン液体を用いた電解法 
（Kamavaram ら:J.Min.Metall.,39（2003）,p.43） 

イオン液体は電気伝導度が本法で用いる溶融塩より 2 桁
以上低く低温で電解できる長所はあるが､電解エネルギーは非
常に大きくなる。 

 
アルミニウム資源と製錬インフラを持たない我が国にとっては､新地金輸入をしないとダウングレードであってもアルミニウ

ムの循環利用は成立しない。本法により新たなアルミニウム精製技術が実現すれば､新地金相当の再生アルミニウム
製造が可能となり、新地金の輸入量低減､海外依存率低減が図れ、我が国のアルミニウムの循環構造が変わる。 
我が国は、世界の先進諸国に対して、アルミニウムのサステナビリティ分野におけるイニシアチブ獲得につながる。 
また、若手研究者の参画は､アルミニウムの製造･販売･リサイクルの総合的な知見等が身に付くとともに､アノードイン

ゴットの製造・カソードの製品化のための溶解･鋳造及び改善技術を得ることにつながり、各種のスキル向上といった副
次的な効果がある。 

  

図 9．アルミニウムの精製方法 

 

1 槽 

5 電解浴を吸収した多孔質体 

6 不純溶融アルミ 

7 溶融アルミ 

8 黒鉛板 

 

図 4-1-5 アルミニウムの精製方法 

図 10．イオン液体を用いた電解法 図 4-1-6  イオン液体を用いた電解法 
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特許出願件数、論文発表数 
論文発表等は下表（表 4-1-6）のとおり。 
 
表 4-1-6 特許出願件数、論文発表数 
 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 計 

特許出願（うち外国出願） ０（０） ０（０） ０（０） - - ０ 
論文 ０ １ ０ - - １ 
研究発表・講演 ０ ０ １ - - １ 
受賞実績 ０ ０ ０ - - ０ 
新聞・雑誌等への掲載 ０ １ ０ - - １ 
展時会への出典 ０ ０ ０ - - ０ 
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研究開発成果の詳細 
研究開発の内容 

本研究開発では、東北大学（共同研究先）における研究シーズ（予備実験結果）を実用化可能な技術として
開発するため、ベンチプラントのサイズを段階的に拡大することでスケールアップ時に想定される技術課題の解決を図
る。これによって、実機へのスケールアップに必要な具備すべき設備スペックを抽出し、実機における最適運転条件を導
出するとともに、事業化時の採算性評価に資するデータを算出する。 
そのため、同研究シーズは原理的に通常のアルミ合金に含まれる元素はすべて除去可能と考えられるが、アルミスクラ

ップには多くの種類の元素が幅広い濃度幅で含まれるため、まずは、除去可能なアルミスクラップ組成等の範囲の確認
を進める。この際、電極界面反応の解明についても検討を進め、基礎研究結果を蓄積し、ベンチプラントの運転最適
化に資する電解条件の探索に取り組む。 
まずは大学実験室に、人手作業が可能な最大サイズであり、実機の 1/10 サイズの電極面積を有する小規模ベン

チプラントを設計・製作し、基礎実験との比較及びスケールアップ時の課題を明らかにする。さらに Si 濃度 5％以上の
アルミスクラップから Si 濃度 3％以下、アルミ回収率 70％以上を得ることができる運転条件を確立する。 
その後、電極板を多段に配置することでより実機に近い、実機の 1/5 サイズの電極面積を有する（小規模ベンチプ

ラントの 2 倍）大規模ベンチプラントを設計・製作し、アルミ生産性評価及び運転条件を確立する。 
さらに、世界あるいは日本におけるスクラップの需給状況を調査し､今後の自動車産業の行方をシナリオ化して､その

シナリオに基づいて､本技術が対象とするアルミスクラップ量の導出についても取り組む。 
 
①ｰ 1 各種アルミスクラップに対する電極反応機構の解明と最適電解条件の提示（東北大学） 
溶融塩電解の Al 合金スクラップへの適用 

図 4-1-7 に示す装置を用いて電解実験を行った。実験条件としては、真ん中にアノード（Al 合金）1 枚を置き､
両側にカソード（純 Al）1 枚ずつ配置し､電流密度=0.2A/cm2､電解時間=2h､電解温度=500℃として、溶融
塩には LiCl-KCl 共晶組成＋AlF3 を使用した。また、アノードに用いた Al 合金スクラップとして表 4-1-7 に示す化学
組成の異なる 5 種類の Al 合金スクラップを用いた同一条件で実験を実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-1-7 基礎実験概略図 
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図 4-1-8 に示すように、カソードには Al が付着した。アノードとして用いた Al 合金組成（Si､Cu）に対して､付着
Al 中の Si、Cu 濃度測定結果を図 4-1-9 に示す。Al 合金組成（Si 濃度=5～11%､Cu 濃度=0～4%）の範
囲では､付着 Al 中の Si 濃度は 0.27%以下、Cu 濃度は 0.1％以下であり､Si､Cu 濃度に拠らないことが判明し
た。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
アルミ合金主要成分の溶解挙動 

リニアスリープボルタンメトリー（LSV）では､図 4-1-10 に示す装置を用いて､電極電位を一方向に連続的に変化
させ､流れる電流値を測定する。電解浴として共晶 LiCl-KCl を用い､500℃で測定した結果を図 4-1-11 に示す。
Al の電極電位は Fe､Cu に比べて低く（－2.35V）､Si は溶解しない。すなわち､純 Al をアノードとして電気分解す
る場合､Al が優先的に溶解し､Fe､Cu､Si 等の含有元素はアノードスライムとして残るという本法の原理が確認され
た。 

図 4-1-8 実験結果概
実験後 実験前 Al 付着状

表 4-1-7 東北大学で使用した Al 合金スクラップの化学組成（重量%） 

Cu Si Fe Zn Mg Mn Ni Ti Cr Sn Pb Al
AC3A 0.01 10.76 0.2 0.01 0.12 0.01 0.01 0.08 0 0 0 88.8
AC2B 2.54 6.23 0.25 0.17 0.33 0.29 0 0.04 0.01 0.01 0.01 90.11
AC4C 0.02 7.08 0.15 0.06 0.31 0.01 0.01 0.12 0 0.01 0 92.21
AC2A 3.75 5.05 <0.8 <0.5 <0.2 <0.55 <0.3 <0.2 <0.1 <0.0 <0.15 90.18

ADC12 1.74 10.84 0.81 0.77 0.22 0.21 0.07 0.04 0.28 0.02 0.04 85.0

図 4-1-9 付着 Al 中 Si,Cu 濃度の測定結
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電極界面反応の解析 
矩形波ボルタンメトリー（Square Wave Voltammetry、SWV）を利用し、合金元素である Al と Si のイオンの

電気化学的挙動を調査した。電解浴として共晶 LiCl-KCl を用い､500℃で測定した。作用電極としてφ2 のガラス
状炭素棒（GC）とモリブデン丸棒（Mo）を､対極としてφ10 のグラファイト棒を用いた。また、Al と Si のイオン源とし
て AlCl3 あるいは K2SiF6 を添加した。 
0.5mol%AlCl3 を添加したときの測定結果を図 4-1-12 に示す。 
SWV 結果より、アルミニウムイオンの電解電位は-2.31 V であることが分かる。また 0.5mol%AlCl3 を添加したとき

の周波数 10Hz での SWV 結果を用いて、ガウス関数に基づいたフィッティング結果を図 4-1-13 に示す。 
反応電子数を求める式は下記で示される。 

W1/2=3.52RT/nF 
ここで、n:反応電子数、F:ファラデー定数（96485C）、T:温度（K）、R:気体定数（8.314J/K）、W1/2:電

位幅の半分（V）である。 
反応電子数は 3.10 と求められ、アルミニウムイオンの反応は 3 電子反応の 1 段階反応（Al3++3e=Al）である

ことが検証されたことになり､東北大学基礎実験､小規模ベンチプラントの反応解析はこの値を用いている。 

図 4-1-10 LSV 解析のための装置概略図 図 4-1-11 LSV 測定によるイオン酸化電位 
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同様に Si の反応電子数は 3.40 と求められ､シリコンイオンの反応は 4 電子反応であり、1 段階反応（Si4+ 

+4e=Si）であることも検証されたことになる。 
 
今後の計画 
今後は東北大学が実施した 5 種類の異なるスクラップを用いた基礎実験の結果を踏まえて、再溶解アルミスクラップ

の組成範囲をとりまとめ、本技術適用後の品質のマップ化、ならびに最適電解条件の提示に取り組む。なお最適電解
条件の提示に関しては、基礎実験を基に小規模ベンチプラントで実施する溶融塩中の Al3+量、カソード面積、電流
密度、電解時間の要因の影響の解析により最適電解条件を提示する。 
 
 
 
 

図 4-1-12 Al イオンの電極電位に及ぼす周波数の影響 図 4-1-13 SWV 結果のフィッティング状況 
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➀－2 研究シーズのベンチプラントを用いた評価ならびにスケールアップ時の課題抽出（㈱豊栄商会､東北大
学） 
➀－2－1 小規模ベンチプラによる評価 
小規模ベンチプラントの設計・製作 
小規模ベンチプラントでは､電極板サイズが 20cm×30cm×1cm のカソードを真ん中に 1 枚､アノードを両側に 1

枚ずつ配置した。図 4-1-14 に概略図を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        図 4-1-14 小規模ベンチプラント 
 
基礎実験との比較 
実験条件を表 4-1-8 に示す。溶融塩は基礎実験と同様の LiCl-KCl 共晶組成＋AlF3 を使用した。実験条件とし

ては､電解温度=500℃､電流密度=0.1A/cm2､電解時間=2h からスタートした。 
カソード電極板の材質については、基礎実験ではアルミを使用していたが、電析物の剥がしやすさの観点から鉄からス

タートをした。 
表 4-1-8  実験条件 

 
 
 
 
 

 
 
第 1 回、第 2 回実験ではカソードの材質を鉄（SPCC 材）で実施したが、カソード板に電析物が付着しておらず回

収が出来なかった（図 4-1-15）。鉄へのアルミニウムの拡散・侵入速度が遅く、境界のブリッジングが弱かったために
電析物が付着できずに落下してしまうものと推定する。 
そこで、基礎実験と同様に第 3 回実験ではカソードにアルミ（展伸材）を使用した。電解後のカソードを図 4-1-16

に示す。少量ではあるが電析物の付着が確認できた。 

カソード

（℃） Al Si
SPCC 0.1 2

1 SPCC 0.1 5
2 SPCC 0.1 7
1 展伸材 0.1 5
2 展伸材 0.2 2

1

実験回数
溶融塩中

のAl3+量
（ｇ）

2095

材質
電流密度
（A/cm2）

電解時間
（H）

溶融塩
溶融塩
温度

LiCl-KCl共晶組成
+AlF3

2

3

約500

アノード

ADC12 85.2

材質
含有率（％）

10.84
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実験結果一覧を表 4-1-9 に示す。第 3 回実験結果で採取した電析物の Si 濃度は 0.13%であったが、溶融塩
の巻き込みもあり、水洗いをした後でもアルミ純度は 88％程度に留まった。Al 回収率も 1.5% 、11.3%とかなり低い
結果となった。カソード材質を変更したがそれほど Al 回収率が上がらず、材質以外にも原因があることが判った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 4-1-15 電解後カソード表面（SPCC 材） 図 4-1-16 電解後カソード表面（アルミ展伸材） 
 

表 4-1-9 実験結果一覧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
運転方法の検討  
Al 回収率向上を目的とした実験を実施した。実験条件を表 4-1-10 に示す。 
Al 回収率が著しく低い理由としては、①小規模実験では基礎実験に比べて取扱う塩化物が顕著に多く水分除去

が容易でない、②溶融塩中の Al3+イオンと水分が反応して固体のフッ化酸化物等を形成し、塩化物中で沈降し炉底
に溜まり、溶融塩中の Al3+濃度が下がってしまった等が推測される。 
よって有効な Al3+濃度にするために溶融塩に AlF3 を投入して Al3+量を段階的に増やした。 

 
表 4-1-10 実験条件 

 
 
 
 
 

Al Si Cu K Li Cl F

1
2
1 133 13.7 88.0 0.11 0.15 0.88 1.01 2.64 7.18 12.1 11.3
2 30 2.1 82.7 0.13 0.14 1.8 1.54 4.04 8.83 1.7 1.5

カソード電極板に電析物付着しておらず回収不可

カソード電極板に電析物付着しておらず回収不可

含有率(%)
重量
（ｇ）

カソード電析物
電析物水洗後

Al含有量
（ｇ）

Al回収率
（％）

重量
（ｇ）

1

2

3

実験回数

カソード

（℃） Al Si
4017 0.2 7

1 0.2 12
2 0.25 12

10.84
5 5045

展伸材

電解時間
（H）材質

含有率（％）
材質

4
LiCl-KCl共晶組成

+AlF3
約500 ADC12 85.2

実験回数 溶融塩
溶融塩中

のAl3+量
（ｇ）

溶融塩
温度

アノード
電流密度
（A/cm2）
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実験結果一覧を表 4-1-11 に示す。溶融塩中の Al3+濃度を段階的に上昇させたところ、Al 回収率もそれに伴って
向上する結果となった。電析物中の Si 濃度は 0.18％と溶融塩中の Al3+濃度を増やしたことによる影響はなく、かな
り低い水準であった。 
以上の結果から、水分の影響により溶融塩中の Al3+イオン量が少なくなり、電析しにくい状況になっていたと考えられ

る。塩化物は吸湿性が高いため、吸湿防止及び水分除去の対策が必要なので、吸湿防止としては塩化物の保管に
湿気を極力除去した雰囲気、例えば真空中で保管する。また水分除去として溶解前の事前乾燥を十分に行う等の
対策を実施する。 

表 4-1-11 実験結果一覧 
 
 
 
 
 
 
 
今後の計画 
今後の計画として、アルミ回収率向上のために、電極面積、電流密度、電解時間、溶融塩中の Al3+濃度を変化

させて、これらの要因の影響を調査する。なお、カソード付着物から溶融塩を分離除去する必要もある。まずはその方
策の一つとして塩化物混じりの電析物を高温で溶解して塩とアルミを分離除去する。 
また、これら LiCl 系溶融塩を用いた実験に引き続き､新たに MgCl2 系溶融塩を用いた実験を開始し､両溶融塩の

実験結果の比較も含めて､小規模ベンチプラント実験における事業目標達成に向けて開発を継続する。 
 
➀－2－2 大規模ベンチプラントによる評価 
実機プラントの装置構造は電極板の多段配置と考えており､Al 生産性向上は電極板の設置枚数増加により対処

できる。小規模ベンチプラントの装置構造も当初計画では多段配置を予定していたが､東北大学基礎実験結果を再
現しスケールアップ時の課題抽出を図るためには､図 4-1-14 に示すようにカソードを真ん中に 1 枚､アノードを両側に
1 枚ずつ配置する最少配置の方が､効率的実験ができると判断して計画を変更した。従って大規模ベンチプラントでは
実機を想定した多段配置とする。 
電解槽を角型､電極板を（陽極板 3 枚+陰極板 2 枚）とし､実機で多段設置する陽極板､陰極板の最少数配

置とする。生産速度を上昇させるためには､真中に 1 セット（陽極板 1 枚+陰極板 1 枚）ずつ追加するという方法を
採る（図 4-1-17）。 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-1-17 大規模ベンチプラント基本構造 

Al Si Cu K Li Cl F
249 54.5 87.2 0.13 ＜0.01 1.82 2.98 4.16 3.00 48 26.7

1 682 214.8 88.2 0.12 0.01 3.06 1.1 4.56 1.50 189 58.7

2 563 157.6 88.0 0.18 0.05 2.18 3.08 4.00 1.70 139 56.1

4

5

実験回数

カソード電析物

重量
（ｇ）

電析物水洗後
重量
（ｇ）

含有率(%) Al含有量
（ｇ）

Al回収率
（％）
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現在基本設備スペック検討を完了した。設計･製作･試運転完了後､運転方法の確立､アルミ生産性評価を実施
するが､小規模ベンチプラントで課題となっているカソード面積､電流密度､電解時間の 3 要因の単独の影響､組合せ
の影響の検討は､実機プラントを想定して大規模ベンチプラントでも実験を行う。 
 
➀－3 本技術を適用した場合のアルミの需給バランス最適化解析（東北大学） 
（a）東北大学の検討結果 

現状では、新地金を輸入してアルミスクラップのダウングレードリサイクルを行っている我が国が､新地金を輸入すること
なくアップグレードリサイクルを目指すためには､海外におけるアルミニウムのマテリアルフローならびに電気自動車へのシフト
によって利用不能となった鋳造スクラップの発生状況等の分析が必要である。特に世界のアルミニウム需要の半分以上
を占める中国及び全世界のアルミニウムマテリアルフローをマクロ的に把握することは極めて重要である。 

最終的には､海外で発生する利用不可能な鋳造スクラップの数量と取引価格ならびに国内のアルミニウムマテリアルフ
ローから国内でのアップグレードリサイクル事業の評価を行う。 
 
電気自動車へのシフトに着目した輸送部門およびその他製品部門にわたる世界の Al 需要量の分析 
本技術の導入によるアルミニウム需給バランスの最適化に向けて､全世界のアルミニウム産業に与えるインパクトという

観点から､世界で進む電気自動車へのシフトに着目し､輸送部門から容器包装､機械設備､土木建築､電子機器､
耐久消費財､その他製品部門にわたる世界のアルミニウム需要量を分析し､需給バランスの最適解を求めた。 
分析に際し､世界における一定期間内の物質の流れを系統的にかつ定量的に示すマテリアルフロー分析を用いて、

国際アルミニウム協会の「アルミニウム統計」､国際エネルギー機関の「世界の電気自動車の見通し」報告書、既存研
究を基に、現行の再溶融プロセスによるアルミニウムリサイクルの下で、ガソリン自動車中心の世界の自動車産業構造
におけるアルミニウム需給シナリオ 2020 および電気自動車の普及が進んだときのアルミニウム需給シナリオ 2040、本
技術（固体溶融塩電解）導入時のアルミニウム需給シナリオ 2040 SSE を設定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-1-18 現行のアルミスクラップリサイクルを踏まえた 2020 年と 2040 年の世界のアルミニウム需給状況 
および固体アルミニウム電解精製技術を用いた場合の世界のアルミニウム予測 

 
図 4-1-18 において､円の直径は Al の総流量､円の高さは Al 蓄積量を表す（数字は表 4-1-10 参照）。 
図 4-1-18 に示すように、2020 年に世界のアルミニウム新地金の需要量は 7250 万 t（a1）であるが､2040 年

には 54 万 t 減少して 7200 万 t（b1）となる。このとき､電気自動車へのシフトに伴うアルミ鋳造品の余剰量は
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364 万 t に達する（b12）。本技術を導入することにより､この余剰量を新地金と同等の品質に戻すことができるの
で､新地金の需要量は 6830 万 t（C1）に減少させることができることがわかった。 
 なお､本成果の基礎的な部分はシナリオに基づいた 2020 年および 2040 年のアルミのマクロ的な需要バランスで

あり(Lu ら:Nature,606(2022) ,p511)､それを具体的な各部門の数字として詳細に検討した結果が今回の成果
である(表 4-1-12)。 
 

表 4-1-12 図 4-1-18 に示す英数字（単位：百万 t） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今後の計画 

 日本のアルミスクラップ量の導出についての分析をし、国内のアップグレードリサイクル事業の評価を行う。 
世界で発生した利用不可能な鋳造スクラップ(価格と量)が決まったときに､国内の利用不可能な鋳造スクラップ量､

自動車用アルミ鍛造品必要量等の算出を行い､コストを加味したアップグレードリサイクル事業の成立可否を提示す
る。 
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4.2 研究開発項目①、② 
「資源循環型社会構築に向けたアルミニウム資源のアップグレードリサイクル技術開発」概要 
 

研究開発項目①と②はアルミニウム資源のアップグレードリサイクルを実現するために連携し、支援する関係に
ある。この関係を図 4.2 に示す。 

 
 

① 不純物元素低減技術開発 
スクラップから再生展伸材の原料として使用可能な地金を製造できる不純物元素低減技術（溶解技術）を

開発するものであり、次の①-1 と①-2 で構成されている。 
①-1 溶解技術は、高度化した分別結晶法（流動付与）により高純度固体を高い収率で回収し、再生展

伸材用原料として使用可能な新たな合金（再生地金）を製造するものである。①-2 溶解前処理は、固相選
別によりスクラップ組成を制御し、①-1 で開発する溶解技術に適したスクラップの安定供給を図ることを目的として
いる。 
② 微量不純物を無害化する高度加工技術等の開発 

本研究開発は、開発する高度加工技術によって微量不純物を無害化することにより、①-1 で開発された再
生地金を原料として、既存の新地金を原料とする展伸材と同等の特性を有する再生展伸材を製造することを目
的としている。併せて開発した再生展伸材が多くの製品に使用され、アルミニウムの製造時、使用時の GHG 排
出量の大幅削減に貢献できるようにするため、各種支援技術開発や戦略策定を実施する。 
本技術開発は、次の②-1～②-5 で構成されている。 

②-1 縦型高速双ロール鋳造を用いた不純物無害化技術では、①-1 で製造される再生地金として想定され
る微量不純物含有合金を原料として、急冷能に優れた縦型高速双ロール鋳造法により不純物の悪影響を低
減し、再生展伸材の出発材となる成形性に富む薄板材を製造する技術を開発する。 

図 4.2 研究開発項目①と②の連携、支援関係図 
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②-2 加工熱処理による不純物無害化技術では、①-1 の再生地金や②-1 の縦型高速双ロール鋳造で製
造した薄板を巨大ひずみ加工することにより高強度の再生展伸材を製造する技術を開発する。 

②-3 計算科学による再生アルミニウム材の高精度成形性予測技術では、計算科学を活用し、②-1 や②-2
で製造される展伸材の機械的特性を予測、成形性向上のための組織制御、加工プロセスへフィードバックするこ
とによって、再生展伸材開発を支援する。 

②-4 LCA・戦略策定支援では、①-1、①-2、②-1、②-2 の各開発技術の LCA 解析や操業条件と特性
に関する AI 解析等を実施し、循環プロセスが有効に機能するための方策を検討して、将来の実用化に向けての
戦略策定を支援する。 

②-5 運営・規格では、研究開発推進委員会等の運営、知財関係の情報管理を担当し、研究開発項目
①、②全体を通して再生地金・再生展伸材の国内・国際規格化を推進する。 
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4.3 研究開発項目① 不純物元素低減技術の開発 
「資源循環型社会構築に向けたアルミニウム資源のアップグレードリサイクル技術開発」 

 
実施者名、実施体制 
 本事業においては、図 3.2（p3-3）に示す NEDO 環境部が全体をマネジメントする体制の中、「研究開発項目
①不純物元素低減術開発」に示す研究開発体制で実施している。研究開発項目①は、①-1 溶解工程における不
純物元素除去技術 ①-2 溶解前処理によるスクラップ組成制御技術の 2 テーマからなっており、図 4.3.1 にそれらの
研究体制を示す。 
 

 
図 4.3.1 研究開発項目① 「不純物元素低減術開発」の研究開発項目詳細 

 
期間、予算 
 期間：2021 年 8 月 30 日～2024 年 3 月 31 日 
 予算：p3-2 参照 
 
実用化への道筋 

本件は研究開発項目② 不純物元素無害化技術の開発（p4-38）にまとめて示す。 
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アウトプット目標の達成状況 
 本研究開発項目では、溶融プロセスを中心に資源循環の阻害要因となる不純物元素を低減する技術を開発し、
展伸材として利用可能な再生アルミニウム合金の製造を可能とすることを目的としている。NEDO 基本計画では中間
目標を Si5%以上のアルミニウムスクラップから Si3%以下のアルミニウムを回収、収率 70%以上としているが、現状
発生するスクラップの状況から、自主的な中間目標として、Si7%程度のスクラップ模擬材から Si3%以下のアルミニウ
ムを回収、収率 60%と、技術的に難易度の高い設定としている。最終目標としては NEDO 基本計画と同様の
Si7%程度のスクラップ模擬材から Si3%以下のアルミニウムを回収、収率 70%の達成を掲げている。Si は鋳造材由
来のスクラップに多く含まれており、現状の自動車由来のスクラップでは 7%程度となっている。一方、本事業の前身と
なる先導研究において、後工程の不純物無害化技術と組み合わせることにより Si3%程度まで除去することができれ
ば、展伸材としての用途に用いることができる見込みがある。これに加え、収率を 60%程度とすることができれば実用
化に向けコスト面でも優位性が見込まれることから、このような目標設定としている 
 本研究開発項目には 3 つのサブテーマがあり、①-1-1 では電磁撹拌による流動付与技術により固液共存状態に
おける純度の高いα-Al 相の晶出量を制御する技術を、①-1-2 では晶出したα-Al 相の分離回収技術を開発してい
る。また、①-2 では溶解前の固相状態でのスクラップ選別技術開発により①-1 における不純物元素低減が容易な組
成に制御する開発を行っている。①-1 と①-2 の技術を組み合わせることにより、今後発生する多様な種類のスクラップ
を再生可能とする。 
 現状の達成状況としては、①-1 においてはラボレベルによる試験において中間目標である Si7%程度のスクラップ模
擬材から Si3%以下のアルミニウムを回収、収率 60%は概ね達成できている。また、NEDO 基本計画の中間目標で
ある Si5%程度のスクラップ模擬材から Si3%以下のアルミニウムを回収、収率 70%は達成している。一方、①-1-1
においては半導体不足の影響があり電磁撹拌装置用の電源に納入遅れが発生しており、テストプラントの構築が予定
より遅れているものの、①-1-2 に関わる溶解炉、プレス機などは導入済みであり、電磁撹拌を加えない条件での実験
を先行して行う予定である。①-2 においては現行機で元素毎の精度検証と市中スクラップの選別検証を完了し、新
規開発機ではレーザー照射好適域を出力する AI の開発を完了し、スクラップを静置した状態での LIBS 分析が可能
となっており、計画通り今年度で開発が完了する予定である。 
 
 

表 4.3.1 研究開発項目①-1 アウトプット達成状況 

大分類 中分類 小分類（要素技術） 目標と達成状況（当初計画との差異） 

①-1 溶解技
術による不
純物元素低
減技術 

①-1-1 電磁撹
拌を用いた流動
付与によるα-Al
相晶出量制御
技術の開発 

ラボレベルにおけるα-Al 相晶
出量制御の最適化 

中間目標： 
Si7%程度のスクラップ模擬材から Si3%以下のアルミニウムを回収、
収率 60%するための電磁撹拌付与条件を調査する。実際のスクラッ
プへの適用を考慮し基本計画に比べ高い目標を設定。 
達成状況：○ 
100g 程度のラボレベル試験にて 7%Si から 3%程度への純化を確
認。計画どおり 2023 年６月に中間目標達成見込み（当初計画と
の差異なし）。 

テストプラントを用いたα-Al 相
晶出量制御技術の実証 

中間目標： 
テストプラントを導入し、α-Al 相制御技術を確立する。 
達成状況：○ 
電磁撹拌装置、および溶湯の取り回しを含めた設備全般の設計を完
了。半導体不足の影響により装置の導入が遅れているが、2023 年
12 月に達成見込み（当初計画との差異なし）。 
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①-1-2 α-Al
相の分離回収技
術の開発 

ラボレベルにおけるα-Al 相分
離技術の確立 

中間目標： 
Si7%程度のスクラップ模擬材から Si3%以下のアルミニウムを回収、
収率 60% 
達成状況：○ 
100g 程度のラボレベル試験にて 7%Si から 3%程度への純化、収
率 60%以上を確認。計画どおり 2023 年６月に中間目標達成見
込み（当初計画との差異なし）。 

テストプラントによるα-Al 相分
離技術の実証 

中間目標： 
テストプラントを導入し、α-Al 相の分離によるアルミニウムの純化を確
認する。 
達成状況：○ 
溶湯の取り回しを含めた設備全般の設計を完了、溶解炉・プレス機を
導入。電磁撹拌装置の納入遅れはあるが、2023 年 12 月に達成
見込み（当初計画との差異なし）。 

スクラップ組成調査と実証対象
とする組成の決定 

中間目標： 
今後のアルミニウム需要の変化を想定し、不純物除去が必要となる組
成の調査、対象とする合金系を決定する。 
達成状況：○ 
今後必要となる技術として、低 Si 材料や ADC12 などのモデル材料
を決定、一部に対してはラボレベルの試験を実施しており、計画どおり
2023 年６月に中間目標達成見込み（当初計画との差異なし）。
低 Si 材などはラボレベルで試験を実施。 

①-2 溶解前処
理によるスクラッ
プ組成制御技術
の開発 

 

走査型分光ソータによる大量
処理の制御限界ならびに使用
コスト把握 

中間目標： 
LIBS の分析精度とコストの限界検証完了。 
達成状況：〇 
各元素の分析精度を検証完了。今後、表面状態、形状の影響を調
査し、精度、処理効率を検証することにより、計画通り 2024 年 3 月
に中間目標達成見込み（当初計画との差異なし）。 

走査型分光ソータ用制御シス
テム開発 

中間目標： 
2D/3D 併用走査型 LIBS ソータの試作完了。 
達成状況：〇 
2D/3D データ解析システム、レーザー集光ポイント自立制御システム
を開発し、スペクトル解析方法を確立することにより、計画通り 2024
年 3 月達成見込み（当初計画との差異なし）。 

 
成果の意義 

本件は研究開発項目② 微量不純物を無害化する高度加工技術等の開発（p4-42）にまとめて示す。 
 
研究開発成果の詳細 
①-1 溶解技術による不純物元素低減技術 
研究開発の内容 
本事業の前身である先導研究において、分別結晶法による不純物元素低減技術の適用範囲拡大を目的とし、鋳

造材を含むアルミニウムスクラップを模擬した組成のアルミニウム合金に対し電磁力による流動を付与、α-Al 相粒子の
晶出量が増加することを明らかとした。一方、先導研究では 100g 程度の合金に対する試験であり、実用化に向けて
は大型化を進める必要がある。このため、実用化に向け最大 10kg 程度の溶湯を対象としたテストプラントを製作し、
大型化に向けた課題抽出を行う。たとえば、電磁撹拌の径方向を大型化する場合、撹拌の回転数が一定であれば
外周側と内周側での流速差が大きくなる。このため、流動の効果を最大化するため、一定間隔で回転方向を反転す
るなど、条件の最適化が必要になると考えられる。 

対象とするスクラップ組成については、当初は先導研究から引き続き、現在再生材が利用されている鋳造用合金
AC4C（7％Si）および将来展伸材由来のスクラップが増えることを想定した Al-5%Si 材料を用いる。一方、実用化
に向けユーザー企業と協力し将来発生するスクラップの評価を行い、その結果に応じて本技術の適用範囲を広げるほ
か、後述の溶解前処理工程と組み合わせることにより実用化に向けた技術の安定性を確保する。特に、低 Si のスク
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ラップが一定量得られる場合を想定し、熱交換器材料、缶用材料など、より高純度のアルミニウムが必要とされる領域
へリサイクルする技術についても検討を行う。 

晶出した高純度のα-Al 相粒子を分離する方法としては圧搾による方法を試みる。固液共存状態のアルミニウム
（スラリー）に適したフィルター形状、材質の選定や圧下力の最適化、温度変化の管理などを検討し、大型化した際
においても適切に分離できる技術を開発する。大型化に向け、10kg 程度の溶湯を用いたテストプラントにおいて検証
を行うと同時に、抽出した課題を解決するため、先導研究に引き続き小型装置を用いた試験を行う。晶出したα-Al
相粒子と液相をそれぞれ分離・回収することにより、高純度のα-Al 相粒子は展伸材用途へ、液相は Si 量が鋳造
材、特にダイカスト用合金に近い組成となるため、ダイカスト用合金として再生することができる。 
 各社の分担としては以下の通りである。UACJ では大型化に向けた研究を行う。産業技術総合研究所との共同研
究としてテストプラントの設備設計および実験の進捗に応じた改良を行う。また、過去のプロジェクト経験に基づき溶解
炉、圧搾装置などを導入する。産業技術総合研究所ではこれまでの研究結果に基づき基本仕様の提示と設備の設
計指針を示すほか、産業技術総合研究所の技術シーズである電磁撹拌装置を導入する。また、圧搾技術に関してプ
レス機などの装置を導入する。 
 大紀アルミニウム工業所ではテストプラントの操業条件の最適化に向けた研究を行う。産業技術総合研究所では共
同研究として、ラボレベルにおける実験を実施、温度制御や圧搾条件などの条件最適化を行い、大型化に向けフィー
ドバックを行う。また、研究開発項目②微量不純物を無害化する高度加工技術等の開発と連携し、本技術によって
作製した再生地金の最終的な Si ほか不純物元素量が適切な値となるよう、制御する技術を開発する。 
 トヨタ自動車、デンソー、本田技研工業、東洋製罐 GHD、東洋製罐と協力し、ユーザー企業各社の基準に基づき
耐食性や塗装性といった特性を評価する。純度に応じて押出成形（デンソー）や鍛造（トヨタ自動車）などへの適
用可能性についても検討を行う。 
 
大型化に向けた装置導入 
 これまでに 100g 程度の溶湯量の試料に対しては電磁撹拌による α-Al 相晶出量の増加、および晶出した α-Al
相分離の可能性があることが示されていた。一方、実用化に向けては大型化を進める必要がある。このため、実用化に
向け、大型化における課題抽出を行うため最大 10kg 程度の溶湯を対象としたテストプラントの製作を進めている。 
大型化に向けたプロセスの概要を図 4.3.2 に示す。 
 

 
図 4.3.2 大型化に向けたプロセスの概要 
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 主な導入予定の装置としては、100kg 溶解炉、電磁撹拌装置および圧搾プレスがある。また、これらの装置に対し
溶融したアルミニウムスクラップの溶湯を適切に運搬、処理をするための取り回しを検討する必要がある。これに対して、
溶湯の取り回しを考慮した上での装置のレイアウトを図 4.3.3 のように決定した。溶湯の入ったコンテナは台車を用い
て運搬することとした。各装置内へ移設する際、位置合わせを容易に行うため、台車を固定するためのストッパーを床
面に設置することとした。 

図 4.3.3 テストプラント装置レイアウト 
 
装置に関しては溶解炉、プレス機は 2023 年 3 月半ばに納入済み、コンテナ予熱炉やスタンプ予熱炉、溶湯コンテ

ナ搬送用の台車等もすでに納入済みである。一方、電磁撹拌装置はコイルに関しては納入済みであるものの、半導
体不足の影響により駆動用インバータが長納期化しており、納期は 2023 年 9 月頃となる見込みである。現時点で
は溶湯の取り回しを確認した上で位置合わせ、レイアウトの最終決定を完了しており、電磁撹拌を付与しない場合の
実験を実施している。大型化に向けた導入装置を図 4.3.4 に示す。 

図 4.3.4 大型化に向けた導入装置 
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ラボレベル試験での条件最適化 
 除去効率の最適化に向け、100g 程度のラボレベル試験において分離条件の検討を行った。電磁撹拌条件は先導
研究において最もα-Al 相の晶出量が多かった 160Hz、交互撹拌の条件で付与した。また、圧搾はハンドプレスを用
い、φ1mm のパンチングシートを用いて分離を試みた。分離前後の組織写真を図 4.3.5 に示す。 
 

 
図 4.3.5 分離前後の組織写真 

 
 フィルターを通過した不純物濃化部分と、残留した高純度部分では組織が大きく異なっている。α-Al 相は高純度部
分に多く存在し、不純物濃化部分は Si の多い共晶組織となっている。EDX により組成分析を行ったところ、Si7%ス
クラップ模擬材からは Si3.3%まで、Si5%スクラップ模擬材からは Si1.4%まで純化することが可能であった。Si 純度
は圧搾温度によっても変化し、Si5%スクラップに対して 620℃で圧搾を行った場合は Si1.4%となる。一方、より低温
である 615℃で圧搾した場合は Si3.0%と除去率は悪化した。また、収率と Si 濃度についてもまとめたグラフを図
4.3.6 に示す。 
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図 4.3.6 収率と Si 濃度についてまとめたグラフ 

 
 収率と Si 除去率はトレードオフの関係にあり、Si5%のスクラップ模擬材では 615℃で圧搾した場合収率は 70%に
達した。NEDO 基本計画の中間目標では Si5%以上のアルミニウムスクラップから Si3%以下の再生材を収率 70%
以上回収することを目標としており、本結果ではこの目標は達成された。 
 
低 Si 材料に対する適用検討 
 本プロジェクトでは、メインターゲットとして自動車由来スクラップのような Si 量の比較的大きいスクラップを対象としてい
る。これは、このような Si 量の多いスクラップは低品位と分類されるため、安価であり調達が容易になると考えられる一
方、リサイクルが難しいことが想定され、技術開発による利点が大きいためである。一方、今回参加したユーザー企業側
のニーズとして、今回のメインターゲットとしている材料の他、より Si 量の少ないスクラップ（熱交換器由来、サッシ由来
など）、Si 量が多いダイカスト材料由来スクラップが挙げられた。そこで、熱交換器由来スクラップおよびサッシスクラップを
用いて試験を行った。両者の外観写真を図 4.3.7 に示す。なお、実際の屑を使用する場合は表面積が大きいためド
ロス（表面酸化物）の発生が多くなり、回収量の正確な評価が行えないため、今回は模擬材を用いて試験を行った。 
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 図 4.3.7 熱交換器屑とサッシ屑の外観写真 

 
 サッシスクラップを用いた際の実験結果を図 4.3.8 に示す。SEM 写真を比較すると、純化部分ではα-Al 相組織が
見られる一方、不純物濃化部では微細な結晶組織となっている。SEM-EDX により組成分析を行ったところ、純化部
分では元の素材に多く含まれている Mg、Si、Fe といった元素の濃度は低下しており、純度は Al 99.1%程度まで向
上している。このように、比較的純度の高いサッシスクラップに対しても本手法が有効であることが示された。 

 
図 4.3.8 サッシスクラップを対象として行ったラボレベル試験結果 

 
 熱交換器スクラップを用いた際の実験結果を図 4.3.9 に示す。組織写真を比較すると、純化部分ではα-Al 相組織
が多く、粒界に共晶組織が見られる。一方、不純物濃化部では共晶組成が多くなっており、α-Al 相組織も純化部に
比べ微細となっている。 
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図 4.3.9 熱交換器スクラップを用いた際の実験結果 

 
 ICP により組成分析を行った結果を図 4.3.10 および表 4.3.2 に示す。圧搾温度が低いほど収率は向上する。Si
量はいずれの条件も 1.5%程度まで低下しており、不純物の除去が可能であることが分かる。一方、Si 以外の元素に
ついてみると、Cu に関しては Si 同様、全ての条件で 30%程度の除去が可能であり、640℃と高圧搾温度では
38%程度の除去が可能であった。Fe に関しては 640℃と高圧搾温度の条件のみ除去が可能であった。Mn について
も 640℃の条件で濃度が低下したものの、除去率は 20%程度である。Ti に関しては圧搾後において濃度が増加し
ているが、これは Ti は包晶系の凝固形態をとり、平衡分配係数が 1 を上回るためである。このように、合金元素によっ
ては除去が難しいものがあるが、不純物元素として除去の必要性の高い Si や Fe については本手法が有効であること
が示された。 

 
図 4.3.10 熱交換器スクラップの分離試験結果・Si 量の変化と収率 
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表 4.3.2 熱交換器スクラップの分離試験結果・各種元素量の変化 

 
 以上のように、比較的 Si の少ない展伸材由来のスクラップに対しても本技術の有用性が示された。今後、このような
展伸材由来のスクラップを有効に再利用する技術も求められていることから、実用化に向けた大型化試験においてはこ
れら展伸材由来のスクラップに対しても検証を進めていく予定である。 
 
①-2 溶解前処理によるスクラップ組成制御技術の開発 

本研究項目では、溶解前工程において不純物元素の混入量を制御する技術を開発することにより、溶解工程に
投入するスクラップに含まれる諸元素の成分を安定させ、後工程の効率化を図るとともに、不純物を多く含むスクラップ
の除去、および有用添加元素を多く含むスクラップについてはそれぞれに適した合金へ再生することにより、マテリアルフ
ローの全体を最適化することを目的として、以下の検討を実施した。 
 
a. 走査型分光ソータによる大量処理の制御限界ならびに使用コスト把握 
■目標 

現行 LIBS の分析精度とコストの限界を検証し、現行機が実用で成立する条件を明らかにする。 
■研究開発の成果 
(ⅰ)市中スクラップの LIBS 選別試験 
 現在、アルミニウムを合金系または合金種別に選別する方法として最も有力なのは LIBS を用いた選別機である。す
でにアルミニウムスクラップ選別用に LIBS が販売されている。そこでまずは市販の LIBS がどの程度有効なのかを検証
するため、スクラップメーカーより入手した市中スクラップを原料に LIBS 選別試験を行った。市中老廃屑から風力、磁
力、電流、重液の各選別を経て得られたアルミニウムスクラップを供試材として用いた。供試材の外観を図 4.3.11 に
示す。これを 20mm アンダー、20-30mm、30mm オーバーに分級し、20-30mm と 30mm オーバーを LIBS 選
別ラインに供した。合金の分類は 2000 系、3000 系、5000 系、6000 系、7000 系、Al other とした。Al other
はケイ素含有量がおおよそ 7％以上である鋳物・ダイカスト合金を想定した分類である。LIBS でこれらに分類できな
かったものや、排出部でうまく排出できなかったものが unknown となる。30mm オーバーの選別結果を表 4.3.3 に
示す。unknown が最も多く、50％を占める結果となった。unknown 以外では、6000 系が 32％、Al other が
8％と続いた。unknown は LIBS で判別できなかったものがほとんどであると考えられる。判別不能となるのはスクラップ
の表面様態や形状の影響が大きいと考えられ、今後検証を行い適切なスクラップ前処理条件を明らかにする。 

Si Mg Ti Fe Mn Cu Zn

% % % % % % %

640℃ 1.4 0.11 0.25 0.19 0.74 0.31 0.65

635℃ 1.4 0.14 0.19 0.35 0.98 0.37 0.71

630℃ 1.5 0.13 0.17 0.36 0.95 0.35 0.72

元材 2.5 0.15 0.14 0.35 0.94 0.50 0.79

圧搾温度
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図 4.3.11 供試材としたアルミニウムスクラップ 

 
表 4.3.3 現行 LIBS での選別結果 

 
(ⅱ)分析精度検証試験 

各元素の分析精度を検証するために、表 4.3.4 に示す各合金種のクリーンサンプルを用意し LIBS での精度検証
を実施した。各サンプルについて固体発光分光分析を実施し、その分析値と LIBS での分析値を比較した。固体発光
分光分析値と LIBS 分析値を元素毎に比較した結果を図 4.3.12 に示す。図中の点線上にプロットされるのが最も
精度が良いと言える。結果としては、ケイ素、マグネシウム、マンガンは精度が良いことがわかった。銅は 0.5%以下の低
濃度領域では若干高めに出ているが、全体的には精度は良かった。一方で鉄はばらつきが大きく、精度が低いことがわ
かった。また亜鉛は実組成に比べ大幅に低く出ており乖離が大きかった。この原因は LIBS 内部で設定されている検量
線の問題であると推測される。亜鉛の精度が低く、7000 系の選別には疑念が持たれるものの、他の合金系は比較的
高い精度で選別されると考えられた。 
 また今回のクリーンサンプルでは形状は平坦であり、選別対象物の形状の影響は考慮できていない。それの影響がど
の程度あるのかはわかっておらず、今後検証を行う予定である。 

分類 個数 重量(kg) 重量割合

2000系 31 0.87 0%

3000系 345 4.80 2%

5000系 768 18.25 7%

6000系 2355 78.00 32%

7000系 8 0.59 0%

Al other 464 20.70 8%

unknown 566 122.50 50%

合計 4537 245.7
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表 4.3.4 精度検証用サンプル 

 
図 4.3.12  LIBS による各元素の分析精度検証結果 

 
本研究項目では、2023 年度中にスクラップの表面状態、形状の影響を調査し分析精度、処理効率を検証するこ

とにより現行 LIBS が実用で成立する条件を明らかにする。現在まで特段の遅れは無く、2023 年度末に予定通り目
標達成の見込みである。 
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b. 走査型分光ソータ用制御システムの開発 
■目標  

コンベヤ上を移動する物体に対して 2D/3D 画像情報を併用して分光用レーザーの集光照射ポイントを自律的に
決定する制御システムを開発し、これを搭載した簡易な走査型 LIBS ソータを試作して、その性能を明らかにする。 
■研究開発の成果 
 現行のLIBSソータでは、表面の平滑性が高く、ある程度浄化された無垢材料に対象が限定され、表面の形状が不
規則な破砕片や表面に異物が付着したスクラップに対して判定不能や誤認率が高くなるという問題がある。本研究で
は、LIBS ソータのこのような欠点を克服するために、分光センサーの前段に配置した 2D/3D 画像センサーによりスク
ラップの外観と形状を認識し、深層学習を活用した AI 画像認識によって表面に付着している異物（鉄製ボルト、ビス、
塗膜等）を瞬時に検出し、異物が存在せず表面形状が平滑な領域（LIBS分析好適域）を推定して、LIBS分析
用レーザーの集光照射ポイントを自律的に選択する 3D 位置制御システムの開発を目指した。 
 
(i) AI モデル高精度化、2D カラー画像データ拡充 

 先導研究の段階で、2D カラー画像の、セマンティックセグメンテーション型の AI 画像認識によって自動車由来のアル
ミニウム破砕スクラップに付着したボルト、ビス、塗装膜などの異物の検知が可能であることを確認している。本研究で
は、この AI の検知性能をさらに向上させるため、まず AI に学習させる教師データセットの効果的な構築方法について
検討した。産総研所有の画像認識ソータ(ARENNA ソータ)を用いて収集した塗膜付のアルミ破砕片の 2D カラー画
像約 8000 枚から、約 1000 枚を抽出して AI 画像認識モデルに学習させる際に、教師画像の選定基準やセグメン
トの囲い方（屈折点の数と連結のルール、傾斜面及び平滑面の扱い方等）を変化させた 4 通りの AI モデルを作成
し、推論結果を比較した。その結果の一例を図 4.3.13 に示す。ここに、上段の 4 枚の画像は、各 AI が未学習の検
証用画像であり、赤色の折れ線は、各モデルにおいて学習用データセットを構築する際のルールに従って、「LIBS 分析
好適域」を手作業（目視の判断）で明示したもので、折れ線の内側が推論の「正解」領域を示している（AI 入力
画像にはこれらの折れ線は存在しない）。下段の 4 枚の画像は推論結果(出力画像)であり、AI が予測した「LIBS
分析好適域」が薄赤色で示されている。これらの領域が一致する割合が大きな程、無理のない学習が可能な優れた
データセットの構築方法であると考えられ、IoU(Intersection Over Union)値を用いて評価した。各モデルの検証
用画像約 1000 枚の IoU の平均値(mean)を mIoU 値として最下段に記載した。本図より、これらの中で AI モデ
ル 4 が最も高い mIoU 値となり、モデル 1 に対して約 2 倍の値となることが分かる。このように、教師データの与え方の
工夫によって IoU 値は大幅に向上し、AI の予測が目視による判断に概ね一致するモデルを構築することが可能となっ
た。 

 

positive: 予測した領域(画素数) 

true: 正解の領域(画素数) 

true_positive: 予測が当たっている領域(画素数) 

 
 

図 4.3.13 学習条件が異なる 4 通りの AI モデルによる「LIBS 分析好適域」の予測 
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実際に廃棄される自動車由来のアルミニウム破砕スクラップの塗装色は多様であり、AI の予測(汎化)性能を向上さ
せるために、そのすべてについて実サンプルを収集することは多大な手間を有するため現実的ではない。そこで 1 枚の実
物画像の塗装領域を AI で検知して、その塗装色を 12 通りに変化させた画像ファイルを一括生成して保存可能なプ
ログラムを開発した。図 4.3.14 に塗装色が黒色のアルミニウム破砕スクラップの実物画像を使って、12 通りに色変換
した画像の例を示す。表面の光沢感を維持しつつリアルな色変換がなされていることが分かる。現時点では、プログラム
に入力する実物画像の塗装色として黒、青、赤の 3 色に対応しており、いずれかの色の実サンプルがあれば、直ちにこ
うした画像データの拡充が可能である。  
 

図 4.3.14 塗装色変換による 2D 画像データ拡充 
 
 このような塗装色変換による 2D カラー画像のデータ拡充が AI の予測性能の改善に及ぼす効果を図 4.3.15 に示
す。図中の左半分には、実物画像（塗装色：黒、青、赤）のみ約 1000 枚を学習させた AI モデルを用いて LIBS
分析好適域を予測した結果を示している。実物にある青色の塗装色のスクラップについては、AI が LIBS 分析好適域
（薄赤色の領域）を出力するが、実物にない黄色、白、緑の塗装色のスクラップについては、AI は LIBS 分析好適
域を予測できない。一方、図の右半分に示すように、塗装色変換画像 163 枚を追加して再学習させた AI モデルを
用いた場合は、実物にない黄色、白、緑の塗装色のスクラップに対しても実物画像と同等かそれ以上の IoU 値で
LIBS 分析好適域を予測可能であることが分かる。これにより、こうした 2D カラー画像のデータ拡充が AI モデルの予
測性能の向上につながることが確認できた。 
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図 4.3.15 塗装色変換による 2D 画像データ拡充の効果 

 
(ii) 3D 位置検知システムの試作、分光データの収集 

  本研究では、コンベヤ上を移動する物体に対して 2D/3D 画像情報を併用して分光用レーザーの集光照射ポイン
トを自律的に決定する制御システムの開発、並びに、これを搭載した簡易な走査型分光ソータ実験機の試作を進め
ている。現時点(2023 年 3 月末)で、3D/2D 撮影光学系と LIBS 分析用レーザー照射/採光/分光光学系の設
計と構成部品の調達を完了し、図 4.3.16 に示すように、ベルトコンベヤ(機長 4.0m、ベルト幅 0.3m)に組付けを
行っている。3D カメラ、2D カラーカメラは共に、制御 PC へのデータ転送時にデータ欠損の発生が少ないライン式カメラ
を採用した。LIBS 分析部は、コンベヤ上に設置(2 層構造)した金属盤上に、ビームエキスパンダ、集光レンズ、レー
ザースキャナーを固定したものである。写真にはないが、制御部として高性能 PC(Linux)を調達し、これらの機器を制
御する各種プログラム開発を遂行中である。3D 画像データ解析と 2D カラー画像解析については、過去に開発実績
があるので、それをベースにプログラム改良を進めている。 
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図 4.3.16 試作中の走査型分光ソータ実験機 
 
 現状の試作機においても測定サンプルを静置した状態でレーザーを集光照射してプラズマ発光スペクトルを計測可能
なことから、成分元素組成が既知のアルミニウム合金 24 種の標準試料を入手し、プラズマ発光スペクトルデータの収
集を進めるとともに、データ解析方法と検量線作成について検討した。図 4.3.17 にその一例を示す。本図の左側の
波形グラフは 7204 合金標準試料で計測した発光スペクトル(上段)、ノイズ分離とベースライン補正後の発光スペクト
ルデータ（中段）、分離したノイズ成分（下段）を示している。ノイズ分離とベースライン補正は BEADS（Baseline 
Estimation And Denoising using Sparsity）法を用いた。このような波形前処理を行った後、アルミニウムのス
ペクトル線 Al 396.1nm に対する合金添加元素のスペクトル線（Cu 324.7nm、Si 288.1nm、Zn 
334.5nm、Mg 383.8nm、Mn 403nm）のピーク強度比を算出し、各元素濃度（既知）に対してプロットするこ
とで、添加元素の検量線を作成した。本図の右側に示すように、各元素の検量線は概ね直線近似が可能で、％の
オーダで元素濃度を算出可能であることを確認した。しかし、濃度が 0.1～0.5％付近のスペクトル強度比にはばらつ
きがみられることから、0.1％のオーダでの測定については、現状では難しいことが示唆された。今後、さらに光学系の改
良と標準試料を追加測定することで定量分析の精緻化を進め、実サンプルの合金種判定精度について検証を行う予
定である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.3.17 試作機で測定した発光スペクトル、合金成分元素の検量線の例 
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本研究項目では、2023 年度中に「2D 及び 3D 画像データを統合したデータ解析システムの開発」、「レーザー集
光照射ポイント自立制御システムの開発」を進め、走査型 LIBS ソータ実験機の試作を完了し、性能を明らかにする
予定である。現状において特段の問題はなく、2023 年度末に予定通り目標達成の見込みである。 
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4.4 研究開発項目② 微量不純物を無害化する高度加工技術等の開発 
「資源循環型社会構築に向けたアルミニウム資源のアップグレードリサイクル技術開発」 
実施者名、実施体制 

本事業においては、図 3.2（p3-3）に示す NEDO 環境部が全体をマネジメントする体制の中、「研究開発項目
②微量不純物を無害化する高度加工技術等の開発」に示す研究開発体制で実施している。研究開発項目②は、
②-1 縦型高速双ロール鋳造を用いた不純物無害化技術 ②-2 加工熱処理による不純物無害化技術 ②-3 
計算科学による再生アルミニウム材の高精度成形性予測技術 ②-4 LCA・戦略策定支援 ②-5 運営・規格化の
５テ-マから成り立っており、図 4.4.1 にそれらの研究体制を示す。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4.4.1 研究開発項目② 「微量不純物を無害化する高度加工技術等の開発」 の研究開発体制詳細 
 
期間、予算 . 
 期間：2021 年 8 月 30 日～2024 年 3 月 31 日 
 予算：p3-2 参照 
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実用化への道筋 
 本プロジェクトでは ①不純物元素低減技術の開発 と ②微量不純物を無害化する高度加工技術等の開発の
2 項目を連携させ、アルミリサイクルのマテリアルフロー完成を目指している。このリサイクルを実現するために最も重要な
要素は、不純物元素の許容範囲が広い、多用途に使用可能な汎用展伸材用合金を新たに設定することである。今
回の成果で鋳物スクラップから展開可能な汎用展伸材用合金組成への精製が可能であることと、その合金がプレス成
形可能な一般材および高強度構造材のいずれにも適用できることが確認でき、本プロジェクトのコンセプトの正しさを実
証することができた。 
 今後、本プロジェクトで量産化に必要な基礎技術を確立させた後、小規模量産が可能なパイロットプラントを経て、
本格的な量産設備への移行を予定している。 全体のスケジュ-ルを図 4.4.2 に示す。 
 
 
 
 
 
 
                 

図 4.4.2 実用化への道筋 
 
 この 2 つの研究開発項目は、基本的にはシ-ケンシャルに繋がっているが、設備特有のライン規模があるため、実用化
に向けたパイロットプラントの規模なども異なっている。以下にそれぞれの実用化に向けての道筋を示す。 
 
研究開発項目① 不純物元素低減技術の開発 

現在導入を進めている 1 回当たり 10kg 程度の装置において実証試験を進め、大型化に伴い生じる課題解決を
行う。助成事業終了後、次のステップとなるパイロットプラントを素材メーカーに設置し、小規模量産する。そこで材料の
認証、標準化を進め、その後量産設備を導入する。不純物除去においては、1 回の処理量 100Kg 程度で 500t/
年規模の生産能力を有する設備を 2027 年までに完成させる。本パイロットプラントにおいて生産される純化側素材
を軽圧メーカーへ、不純物元素濃縮側の素材は鋳造用合金としてダイカストメーカーへ販売する。このパイロットプラント
による小規模量産で設備、条件改良を進め、2030 年ごろから 1 ライン当たり 1 万 t/年規模の量産設備を設置、
幅広い普及を狙う。 
 
研究開発項目② 微量不純物を無害化する高度加工技術等の開発 
 本研究開発項目で開発する 2 種の材料の実用化に対する道筋を以下に示す。 
 縦型高速双ロ－ル鋳造機を用いる汎用成形用材料は、鋳造機の完成度を高めることが重要で、新規に導入する
長尺実験機は溶湯供給、荷重制御、速度制御などの主要な機構は実機と同様であり、板幅が狭い以外は実用材
相当の品質、特性が得られると予想している。この長尺実験機を使用して 2024 年度中に最適条件を確立し、
2025 年度に最終目標を満足する材料の製造を可能にする。この材料をユーザー企業で評価するとともに、それぞれ
の製品に合わせたチュ-ニングを行い、量産材レベルまで品質を向上させる。ユーザー企業での評価に当たっては高度成
形シミュレ－ション技術の提供も実施し、プレス成形へのアシストを行う。 
 2026 年度以降、パイロットスケ－ルに設備を拡大し、小規模な量産を行い、各ユーザー企業での認証試験を受 
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け、2030 年度前後に、幅広（1.5～2ｍ）の実機を完成させ、量産に移行する。 
 加工熱処理を用いる高強度構造材は 2025 年度までに IF-HPS および ARB の条件を確定し、最終目標を満足
する材料の製造を可能とする。この段階で、製造可能サイズ、特性、コストを考慮するとともに、ユーザー企業の意見も
取り入れて実用化に進めるプロセスを決定する。2026 年度以降、広く各ユーザー企業へのサンプルワ－クを進め、
2030 年度以降、少量量産に移行する。ARB の場合、２サイクルまでは通常の冷間圧延で対応可能であり、大型
化に対する障害は少ない。IF-HPS の場合、必要に応じて広幅金型を導入する。 
 これらの材料の社会実装のドライビングフォ－スを大きくするために LCA 評価による CO2 排出量削減効果を明確に
提示する。また合金登録、ISO、JIS 規格化を進め、新規ユ－ザ－の参入を容易にすることで普及を加速させる。 
 
アウトプット目標の達成状況  
 各研究開発項目にアウトプット目標を設定している。以下に項目別に達成状況を示す。 
 
研究開発項目②-1 縦型高速双ロール鋳造を用いた不純物無害化技術  
 本研究開発項目では縦型高速双ロ-ルの急冷効果を利用して、不純物が多く、鋳物組成に近いリサイクル想定合
金の機械的特性を汎用成形用展伸材として使用できるレベルに向上させることを目指している。具体的な目標値とし
て、代表的な自動車ボディ材である 6022-T4 材（引張強さ 250MPa、伸び 30％）を基準に、引張強さ同等、
伸び 0.8 倍(中間)、0.9 倍(最終)を設定した。目標値を従来材より落としているのは、従来の展伸材は機械的特
性を最優先としているのに対し、本開発材は、リサイクル性を優先して材料設計したためである。すなわち、機械的特
性をやや犠牲にしてでもリサイクル性を向上させるという従来とは発想から変えている。この伸びの低下に対して成形性
を確保するために研究開発項目②-3 で高度成形シミュレ-ションに取り組んでいる。 
 本開発項目には 3 件のサブテ-マがあり、②-1-1 では実機同様の機能を備えた長尺実験機の製作、②-1-2 では 
小回りが利く小型実験機を用いて鋳造条件を最適化し、目標値のクリアを目指すとともに、長尺実験の設計、および
後述の短尺広幅実験機の鋳造条件改善にも反映させる。②-1-3 では短尺広幅実験機を用いてユーザー企業の評
価が可能な広幅材料の試作を行う。 
 現在の達成状況は、②-1-1 の長尺実験機の導入が、半導体不足等の影響等で、本体完成予定が 23 年度末
と予定より遅れているものの、②-1-2 の小型実験機ではチャンピオンデ-タではあるが、既に中間目標を上回る引張強
さ 310MPa、伸び 24.7％を達成し、予定より大幅に早まっている。また②-1-3 の広幅短尺実験機による試作とユー
ザー評価は予定通り始まっており、まだ安定した性能を有する材料供給が出来ていないものの、小型実験機の成果を
取り入れた改良材の試作、評価も進んでいる。これらの状況をまとめて表 4.4.1 に示す。小型実験機、広幅短尺実
験機による研究開発を促進させ、長尺実験機の完成度を高め、完成後早期に条件最適化を図ることで、長尺実験
機導入の遅れは十分挽回可能である。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4-40 
 

 
表 4.4.1 研究開発項目②-1 縦型高速双ロ－ル鋳造を用いた不純物無害化技術のアウトプット達成状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研究開発項目②-2 加工熱処理による不純物無害化技術 
 本研究開発項目では鋳物組成に近いリサイクル想定合金を巨大ひずみ加工と熱処理を組み合わせることで、高強
度構造部材用材料として使用することを目指している。具体的な目標値として、代表的な構造用材料である 6061-
T6（引張強さ 333MPa、伸び 15％）を基準として、伸び同等で、引張強さを 1.2 倍（中間）、1.5 倍（最
終）を設定した。この目標値は従来材より高いが、この目標値を達成できれば 2000 系、7000 系の高力アルミニウ
ム合金や、1.5GPa クラスのハイテンにも十分対抗でき、巨大ひずみ加工等の追加工程によるコストアップを吸収でき
る。 

実用可能な大型の板材（目標：幅 200mm、長さ 300mm の A4 サイズ）を製造できる巨大ひずみ加工法と
しては逐次繰り出し高圧スライド加工（IF-HPS）、および繰り返し重ね圧延（ARB）の 2 種を選定した。また、性
能確認のための基礎研究では、小型ではあるが小回りが利く HPS 加工、および高圧ねじり加工（HPT）を用いた。
②-2-1 の IF-HPS では、一回のスライド量、スライド回数を適正化することで、幅 200ｍｍの A4 サイズの板の製造
を既に達成しており、小型の HPS ではあるが、板厚 0.9ｍｍ、スライド量 15ｍｍの条件で、Cu を含まない Si 量
3％のリサイクル想定合金を加工することで引張強さ 473MPa、伸び 14％と中間目標をほぼ達成することができた。
②-2-2 の ARB では、3％Si リサイクル想定合金を溶体化後に時効処理することで引張強さ 399MPa、伸び 17％
と、これもほぼ目標値を達成することができた。これらはいずれも中間目標に対して予定より早い進捗状況である。これ
らの状況をまとめて表 4.4.2 に示す。 
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表 4.4.2 研究開発項目②-2 加工熱処理による不純物無害化技術のアウトプット達成状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研究開発項目②-3 計算科学による再生アルミニウム材の高精度成形性予測技術  
 本研究開発項目では、従来の一般的な展伸材と異なった特性を有する再生展伸材を使用してプレス成形品を作
製する際の形状設計、型設計、成形条件などをサポートすることで普及を促進することを目指している。そのためには、
アルミニウム板材の成形シミュレ－ションをより高度化し、精度を向上させる必要がある。②-3-1 では、そのために材料
の多軸応力特性を実測し、精度の高い材料モデルの構築を行った。予定通り、従来材である 5083-Ｏを用いた材料
モデル構築に続き、②-1-3 で製造したリサイクル想定材についても測定を実施した。今後、自動車部品を想定したモ
デル金型での実際のプレス成形結果と対比させることで、より精度を向上させる。②-3-2 では手間と時間がかかる多
軸応力特性の測定をごく短時間で取得できるバ－チャル材料試験法の確立を目指しており、従来材である 5083-Ｏ
を用いて予定通りシステムを確立することができた。今後リサイクル想定材についてもバ－チャル試験法を確立する。こ
れらの状況をまとめて表 4.4.3 に示す。 
 

表 4.4.3 研究開発項目②-3 計算科学による再生アルミニウム材の高精度成形性予測技術のアウトプット達成状況 
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研究開発項目②-4 LCA・戦略策定支援  
 本研究開発項目は本助成事業の目的である GHG 削減効果について把握し、将来を予想することで、社会実装し
た際の成果を評価する。さらに AI を用いて製造プロセス最適化を促進する。現在は小型実験機のデ－タを用いて
LCA 評価を予定通り実施している。今後、新規設備導入後にアップデ-トを行う。 
 
研究開発項目②-5 運営・規格 
 本研究開発項目は多くの項目間の情報を共有化し、方向性を保つことを目的としており、研究開発推進会議、実
務者会議を定期的に開催した。また、情報管理を一元化し、知財合意書の作成も完了した。研究開発がある程度
進んだところで、ISO、JIS 等の規格化を進め、開発するリサイクル材の普及に寄与する。②-4、②-5 の達成状況を
表 4.4.4 に示す。 
 

表 4.4.4 研究開発項目②-4 LCA・戦略策定支援、 ②-5 運営・規格 のアウトプット達成状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
成果の意義  

本プロジェクトではアルミニウム鋳物を含む、不純物元素が多いスクラップを展伸材に展開するアップグレ-ドリサイクル
を目指している。そのために不純物元素の低減と無害化技術を開発しているが、このリサイクルを実現するために最も重
要な要素は、不純物元素の許容範囲が広い、多用途に使用可能な汎用展伸材用合金を新たに設定することであ
る。今回の成果で鋳物スクラップから展開可能な汎用展伸材用合金組成への精製が可能であることと、その合金がプ
レス成形可能な一般材および高強度構造材のいずれにも適用できることが確認でき、本プロジェクトのコンセプトの正し
さを実証することができた。本プロジェクトの二つの研究開発項目 ①不純物元素低減技術の開発 と ②微量不純
物を無害化する高度加工技術等の開発について、以下にそれぞれの意義を示す。 
 
研究開発項目① 不純物元素低減技術の開発 

本プロジェクト開始以前に、Si4%～11％を含むアルミスクラップ模擬材において、電磁撹拌による α-Al 相晶出量
の増加を確認している。本プロジェクトにおいては、溶湯量 100g 程度の小規模試験において Al-7%Si 程度のスク
ラップから Si3%程度までの純化、収率 60%、Al-5%Si 程度のスクラップから Si2%以下までの純化、収率 60%を
達成した。また、温度の条件などにより収率や Si 除去率を変化させることができることが可能となった。また、先行してよ
り低 Si のスクラップ（熱交換器由来、サッシ由来など）についても試験を行い、不純物除去が可能であることを確認し
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た。これらの成果により、本手法による不純物元素低減が可能であることが実証され、今後実施する一回当たり
10Kg 程度のスケ－ルアップ実験のための有用なデ-タが得られた。 

副次的な成果としては開発装置（電磁撹拌装置）の従来合金（リサイクル合金以外）への展開、電磁撹拌装
置による組織微細化などの展伸材用アルミニウム素材の特性向上、Fe、Mn などの除去による、鋳造用アルミニウム合
金の特性向上等も期待できる。 

 
研究開発項目② 微量不純物を無害化する高度加工技術等の開発 

本技術の実用化に向けて、研究開発項目①で精製された組成を想定したリサイクル合金を用いて縦型高速双ロ
－ル鋳造機の小型実験機を用いて一般展伸材の試作を行った。その結果、中間目標である引張強さ 250MPa、伸
び 24％をクリアすることができた。さらに HPS、ARB 等の巨大ひずみ加工を利用したプロセスで、中間目標である引張
強さ 400MPa、伸び 15％もほぼ達成することができた。さらに試作の過程で、材料の表面品質や強度、伸びなどの
特性に影響を与えるプロセス条件やそのメカニズムに関する知見が得られた。これらの結果は今後のスケ-ルアップ実験
や実用化のための有用なデ－タとなっている。 

副次的な成果として、縦型高速双ロール法をリサイクル材だけではなく、従来の展伸材アルミニウムにも展開できるこ
とが挙げられる。本手法を使うことで、製造工程に必要な均質化処理工程、熱間圧延特が不要になり、製品製造時
時間の短縮や、製造に必要なエネルギーの削減、製造工程が簡略化されることにより設備設置面積を小さくすることが
出来、設備増設を行う場合のメリットとなる。さらに加工熱処理法を 3000 系などの耐食性が優れた合金に展開する
ことで、中強度かつ高耐食性の材料を製造したり、2000 系などの高力系合金であれば 1GPa クラスのハイテンに匹
敵する超高強度材を得ることも可能となる。このようにリサイクル材以外のアルミニウム合金への適用が期待できる。 
 

両研究開発項目共通の副次的成果として人事育成に注目すると、新たな展伸材を一から設計する今回のプロジェ
クトを通じて総合的なプロセス設計技術の習得に極めて有効ある。さらにマテリアルフローの各業界との交流を通じて、
異業種交流の重要性を認識することができた。 
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研究開発成果の詳細 
②-1-1 縦型高速双ロール鋳造の連続操業技術開発（UACJ）（共同研究先：東京工業大学） 
  鋳造材を含むスクラップを想定した不純物が多いアルミニウム合金を、縦型高速双ロール鋳造を用いて急冷凝固さ
せることで、晶出物を微細化し、延性低下の抑制を目指している。縦型高速双ロ－ル鋳造の小型ラボ実験機の概略
を図 4.4.3 に示す。本手法では一対の水冷された銅合金製のロールの上に、サイドダムとノズルで溶湯プールを形成
し、ロ－ルを高速で回転させることで一気に薄板を鋳造する。従来の横型双ロール鋳造と異なり、ロール荷重が小さい
ことが特徴である。荷重が小さいために、熱伝導性に優れた銅合金製のロ－ルの使用が可能となった。熱伝導性の高
いロール材質に加え、溶湯プ－ルによる長い溶湯とロールとの接触長さのために、高速かつ急冷凝固となる鋳造可能と
なる。鋳造速度は 30～80m/min と横型双ロール鋳造の 20 倍程度あり、1 台で年間 20 万トンの生産能力とな
る。これは大型熱間圧延機に近い生産性であり、省エネルギー、設置面積、設備費用の面でのアドバンテージが大き
い。また凝固時の冷却速度は 1000K/sec に達し、横型双ロール鋳造の 10 倍以上、従来の DC 鋳造の 500-
1000 倍にもなる。図 4.4.4 にスクラップから混入する Fe を 1.0％まで増やした 6022 合金を、金型鋳造と縦型高
速双ロール鋳造で製造した時の晶出物分布を示す。冷却速度を反映して縦型高速双ロ－ル鋳造のほうが著しく晶
出物が微細化しており、延性改善に有効なことが判る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
図 4.4.3 縦型高速双ロ－ル鋳造機の概要        図 4.4.4 6022+１.0Fe の晶出物  
  
 これはラボスケールの小型実験機で実施したものであり、少量の溶湯を用いて短時間（数秒～十数秒）で製造し
た。この条件では、実際の操業とは異なり、ロール温度、冷却速度、溶湯湯面高さが一定となる定常状態に達する前
に製造が終了していた。従って実用化を目指す場合、これらの条件が一定となる定常状態での試作・評価を行う必要
がある。図 4.4.5 にロール各部の鋳造開始からの温度変化のシミュレーション結果を示す。この例のように、ロールは溶
湯と接する表層付近が最も高温となり、ロール回転 1 周ごとのサイクリックな温度変化を示す。鋳造開始から時間が経
つにつれて各部の温度が上昇し、この例では鋳造開始から 90 秒で各部の温度が一定になり、熱収支バランスが取れ
た定常状態となっていることが解る。従って、定常状態での操業を実現するためには、少なくとも数分間の連続稼働が
可能な溶湯量と、製造した材料を蓄える後面設備が必須である。さらに長時間の安定した操業を行うためにはノズル
内の溶湯液面高さを一定に保つことが重要となる。そこで、200ｍｍ幅の長尺縦型高速双ロール鋳造実験機（略称 
長尺実験機）を新たに導入する。本長尺縦型実験機には大容量（200kg 程度）の溶解設備、溶湯湯面高さを
自動的に一定に保つ溶湯供給装置、短時間で熱的平衡に達するための強力なロール水冷装置、任意の長手位置
のサンプルを得ることが可能な後面設備を設ける。図 4.4.6 に導入する長尺縦型実験機のレイアウトを示す。鋳造機
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本体（双ロ－ル部）を床面に配置し、後面設備は地下に設置することで、溶解炉及び溶湯供給部の高さを下げ、
安全性を高めている。この長尺実験機を用い、②-1-2 の結果も取り入れて定常状態における実機鋳造を再現し、
実用化に繋げる。本実験機導入にあたり、鋳造機本体の設計、導入は、以前から縦型高速双ロール鋳造実験機を
用いて研究開発を実施してきた実績があり、多くのノウハウを有する東京工業大学が担当する。ただし、長尺化するた
めには大量の溶湯を扱う必要があり、冷却水、電力、高圧空気などのインフラや後面設備設置のためのスペースなども
欠かせない。また、安全にオペレーションするためには、大量の溶湯を取り扱う専門の作業者が必用であるが、これらは
大学の研究室では対応が困難である。そこで溶解炉、溶湯供給部、後面設備等の鋳造機本体以外の周辺設備を
UACJ に設置し、そこに鋳造機本体を組み込む。入札による設備メーカーの選定、発注が終了し、本体および周辺設
備の設計が完了した。半導体不足などの影響で、当初の予定より遅れたものの、23 年度末に鋳造機本体が完成
し、24 年度から稼働開始の予定である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図 4.4.5 ロール各部の鋳造開始からの温度変化（シミュレーション） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.4.6 長尺実験機のレイアウト 
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本プロジェクトでは、新たに導入する長尺実験機と大学にある小型実験機および外注の広幅短尺実験機の 3 種
類の縦型高速双ロ－ル鋳造機を使用する。長尺実験機は前述の通り、定常条件での鋳造を実現することで実機を
再現し、実用化を目指すことが目的で、小型実験機はロール荷重、速度、ロ-ル表面形態、溶湯湯面高さ、ノズル形
状等の鋳造条件の最適化を目指し、長尺実験機の改良、条件設定に役立てる。広幅短尺実験機は各ユーザー企
業で評価する試験材を作製することが目的であり、鋳造条件は小型実験機の成果を盛り込んで最適化する。これら
の 3 種の実験機の仕様、目的をまとめて表 4.4.5 に示す。 
 

表 4.4.5 3 種の縦型高速双ロ－ル鋳造実験機の概略仕様と目的 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②-1-2 縦型高速双ロール鋳造材の表面、内部組織改善（神戸製鋼所）（共同研究先：東京電機大学、 
大阪工業大学） 
（１）鋳造条件の適正化による改善 
 適切な鋳造条件を調べるため、ロール周速、凝固距離、初期ロール荷重の組み合わせにより鋳造条件を変更して
鋳造板を作製、表面割れへの影響を調べた。また、それらを冷間圧延後に熱処理をした T4 材の引張特性を調べた。 
試験方法 

鋳造試験は、表 4.4.6 に示すプロジェクトのベース合金である 3%Si 材（Al-3％Si-1％Fe-0.8％Cu-0.5％
Mg）で行った。鋳造は幅 50mm の板を鋳造する縦型高速双ロール鋳造機（小型実験機）で行った。鋳造機の
仕様を表 4.4.7 に、鋳造機の写真を図 4.4.7 に示す。鋳造試験は、表 4.4.8 に示す条件にて実施した。鋳造板
の表面割れの評価はカラーチェックと断面観察により行った。また、各鋳造条件で得られた薄板連鋳板を 1mm まで冷
間圧延後に熱処理し T4 材を作製、引張試験を行った。1mm 厚さの T4 材作製までの工程を表 4.4.9 に示す。
引張試験は圧延平行方向を引張軸とし、評点間距離 25 ㎜、幅 12.5mm の小型試験片（図 4.4.8）を用いて
行った。 
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結果 
 鋳造条件を変更した鋳造板のカラーチェックによる表面評価の例を図 4.4.9 に示す。高荷重条件で作製した鋳造
板で割れが顕著に見られる。また、各鋳造板の断面観察の結果から評価した表面割れの状況を表 4.4.10 に示す。
〇は、割れが認められなかったもの、△は表面から長さ 200μm 以下の割れが見られたもの、×は明瞭な割れが見られ
たものである。高荷重条件で割れが顕著に見られ、低荷重、ロールとの接触時間が短い（ロール周速が速く、凝固距
離が短い）条件で、割れのない表面が得られる傾向が得られた。 
 厚さ 1mm の T4 材の引張試験より最大伸びが得られた試験での機械的特性を図 4.4.10 に示す。また、各条件
の最大伸びを整理した結果を表 4.4.11 に示す。中間目標値である引張強さ 250MPa、伸び 24%を上回る引張
強さ 310MPa、伸び 24.7%を達成した。図 4.4.11 に低荷重条件、高荷重条件それぞれで鋳造した板から作製し
た T4 材の応力―ひずみ曲線とそれらの引張試験片の外観を示す。伸びが低い高荷重条件で作製した鋳造板から
作製した試料では加工硬化の途中で破断が発生、試験片表面には割れ欠陥が多く見られた。 これらの結果から、
低い荷重条件で鋳造するのが良いと考えられる。 
 
試験条件 

合金組成：  
表 4.4.6  試験材の成分組成             （mass%） 

元素 Si Fe Cu Mn Mg Zn Al 

組成 3.0 1.0 0.8 0.2 0.5 0.4 Bal. 

 
鋳造：  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

表 4.4.7  鋳造機の仕様と鋳造条件 

ロール寸法 直径：300mm 
幅：50mm 

ロール材質 銅 
ロール周速（m/min.） 20-80 

凝固距離（mm） 60、 100、 150 
ロール荷重（バネ）（N/mm） 2 ～ 420 

ロール冷却 無し 

表 4.4.8 鋳造条件と試験材記号 
30 150 E-1 E-2     
30 100 C-1   C-2  C-3 
60 150 F-1     F-2 
30 60 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 
60 100 D-1   D-2  D-3 
60 60 B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 

ロール周速 
(m/min.) 

凝固距離 
(mm) 

5 20 50 100 210 420 
ロール荷重（N/mm） 

図 4.4.7 
  縦型双ロール鋳造機（板幅 50ｍｍ） 
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表 4.4.9  鋳造以後、T4 材作製までの工程 
項目 諸元 

熱処理（焼きなまし） 380℃× 4 時間 
冷間圧延 3mm →  １mm まで 
熱処理 硝石炉 530℃ 30Sec  → 水冷→ レベラー矯正 → 80℃×５ｈ 
評価 引張試験 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 4.4.10 断面観察による表面割れ評価結果 
30 150 △ ×     
30 100 〇   △  △ 
60 150 〇     △ 
30 60 △ △ × × △ × 
60 100 〇   ×  × 
60 60 〇 △ 〇 〇 △ × 

ロール周速 
(m/min.) 

凝固距離 
(mm) 

5 20 50 100 210 420 
ロール荷重（N/mm） 

   

引張試験 
形状   GL=25.0、 W=12.5mm 
引張試験片方向  圧延平行方向 
クロスヘッド速度  10mm/分 

図 4.4.8  引張試験条件と試験片形状 

図 4.4.9 鋳造板表面カラーチェックによる割れ評価 
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表 4.4.11 各試験条件での最大伸び 
30 150 24.5  20.1      
30 100 24.7    12.8   19.7  
60 150 23.5      14.1  
30 60 19.2  14.6  17.6  21.3  11.2  10.3  
60 100 23.3    13.2   13.7  
60 60 19.0  17.8  24.6  24.2  11.3  10.6  

ロール周速 
(m/min.) 

凝固距離 
(mm) 

5 20 50 100 210 420 
ロール荷重（N/mm） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 4.4.10 各条件で作製した鋳造板から作製した T4 材の機械的特性 
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C1-3

C2-2

C1-3 ロール荷重     5N/mm ロール周速 30m/min. 凝固距離 30mm 
C2-2 ロール荷重 100N/mm ロール周速 30m/min. 凝固距離 30mm 

(a)   C1-3  伸び 24.7% 引張試験片               破断部近傍の外観 

(b)    C2-2  伸び 12.8% 引張試験片              破断部近傍の外観 

図 4.4.11 各条件で作製した鋳造板から作製した T4 材の応力―ひずみ線図と引張試験の外観 



 

4-50 
 

（２）鋳造ロール表面模様による改善 
  ロール表面に溝を付与したロールで鋳造することにより、熱伝達の不均一が改善され、鋳造板の表面不良が改善さ
れると考えられている。鋳造ロール表面に綾目（クロスハッチ）、平目（ロール回転軸に平行方向）のそれぞれの溝を
転造加工により付与したロールを作製し、表面割れに及ぼす影響を調べた。 
試験方法 
 試験は、小型実験機を使用して、転造により溝をつけた鋳造ロールを用いて鋳造を行った。鋳造条件を表 4.4.12
に示す。表面模様には、綾目、平目の２種類を選び、ローレット山高さなど３条件変更した鋳造ロールを作製した。表
4.4.13 に転造に用いたローレットの仕様を、図 4.4.12 にロール表面の模様を示す。 
 得られた鋳造板をカラーチェックにより、表面の割れを調べた。また、鋳造板に熱処理を行い O 材化した板で絞り成
形を行い、絞りカップのコーナー部の割れの状況を観察することによる表面割れを評価した。絞り成形は、φ32mm、
絞り比 1.6、しわ抑え荷重 3.4kN で行った。 
結果 
カラーチェックによる表面の評価結果を図 4.4.13 に示す。フラットな鋳造ロールで作製した板では割れが見られたが、
溝を付与したロールにより作製した鋳造板では割れが改善された。また絞り試験の結果を図 4.4.14 に示す。通常の
フラットロールで鋳造した板を成形したカップには割れが見られたが、溝を付与したロールで鋳造した板を成形したカップで
は表面割れの改善が認められた。そして、平目模様をつけたロールで作製した板は綾目模様のロールから作製した板よ
りも割れが抑制される結果が得られた。このとから、平目模様の方が綾目模様よりも割れ抑制効果が優れると考えられ
る。 
 

 

 
 
 
 

 
 

  

表 4.4.12 鋳造機の仕様と鋳造条件 

ロール寸法(mm) 
直径：フラットロール 300 
     溝付きロール 250 

幅：50 
ロール材質 銅 

ロール周速（m/min.） 30 
凝固距離（mm） 100 

ロール荷重（バネ）（N/mm） 20 
ロール冷却 無し 

表 4.4.13 転造用ローレットの仕様 
 P ピッチ（ｍｍ） H 山高さ（mm） 

荒目 1.81 0.91 
中目 1.27 0.63 
細目 0.91 0.47 

図 4.4.12 溝をつけたロール 

40
°

H
P 

図 4.4.13 溝付きロールにより作製した鋳造板表面のカラーチェック評価 
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(3)溶湯ノズル先端形状による改善 

縦型高速双ロール鋳造により作製した板の表面には、周期的な筋模様が現れることが知られており、このプロジェクト
のモデル合金でも鋳造条件により現れる。周期的な筋模様が発生する要因として、ノズルとロールの接触点近傍におけ
る溶湯の振動によるものと考えられており、溶湯の静水圧やロール周速などの鋳造条件の他に、ノズルの形状や熱伝導
が影響すると考えられる。そこで、表面品質向上につながるノズル条件の調査検討を行った。 

試験は、幅 100mm の板が鋳造できる縦型高速双ロール鋳造機（小型実験機）を使用し、様々なノズル形状
で鋳造試験を行い、鋳造板表面の観察、および表面と内部の組織観察を実施した。 図 4.4.15 に検討したノズル
形状の代表例と、各ノズルにより得られた鋳造板の表面を示す。①通常のノズル形状、②離型剤を塗布したノズルで
は、周期的な模様が見られ、離型剤の塗布により白濁部が減少した。③屈折形状では、全面が白濁部であるが、ま
だらな模様が認められた。④反転ノズルでは、周期模様が消え光沢部が多い板が鋳造された。これは、通常よりも薄い
断熱材を使用したことでノズルとロールの接触点近傍における隙間が小さくなり、隙間での溶湯の振動が抑制されたた
めと考えられる。一方で、④反転ノズルで用いた薄い断熱材は脆く、鋳造中に一部破損していた。このように、ノズルの
形状やノズルに用いる断熱材の違いにより、鋳造板表面は大きく変化し、ノズル先端部の寄与がとても大きいことが明
らかとなった。これまでの知見から、ノズルに求められる条件として、離型剤の塗布、薄型（ノズルとロールの接触点近傍
における隙間を小さくする）、耐久性が重要であり、今後これらを満たすようなノズルを作製し、鋳造板表面への影響を
調査する。 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

フラットロール 

図 4.4.14 溝付きロールにより作製した鋳造板 O 材の深絞り成形による表面割れ評価 

図 4.4.15  検討したノズルの代表例と得られた鋳造板の表面模様 
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②-1-3 広幅試作材の製造と各種評価（UACJ、神戸製鋼所、本田技研工業、デンソー、東洋製罐 GHD、 
東洋製罐）  
  幅 600mm の縦型双ロール鋳造板を、広幅短尺実験機を有する外注で試作した。幅 50mm の小型実験機に
よる鋳造試験結果を受けて、鋳造荷重の低減を進めた。試作材の成分を表 4.4.14 に示す。図 4.4.16 に高荷
重で作製した鋳造板と低荷重で作製した鋳造板、それぞれの鋳造板の外観写真と、それらを冷間圧延した後の表面
の外観写真を示す。高荷重で作製した鋳造板では、光沢の強い表面が得られるが、拡大して観察すると割れを容易
に見つけることができた。一方、低荷重で鋳造した板は光沢の弱い表面が得られ、高荷重で鋳造した板に見られた割
れは見つけ難いものであった。低荷重で鋳造することにより、広幅材でも割れが抑制される傾向が認められた。それぞれ
の板を冷延した結果、高荷重鋳造した板を冷間圧延した板では、板全体に割れが多く見られ、低荷重鋳造した板を
冷間圧延した板では、明瞭な割れは認めらなかった。 

低荷重条件で作製した鋳造板より、T4 材、O 材、H19 材、それぞれを試作し、ユーザーに提供した。それぞれの
試作工程を表 4.4.15、および材料特性を表 4.4.16 に示す。また、それぞれの応力―ひずみ曲線を図 4.4.17 に
示す。 
 

表 4.4.14  試験材の成分組成             （mass%） 
元素 Si Fe Cu Mn Mg Zn Al 

組成 3.0 1.0 0.8 0.2 0.5 0.4 Bal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.4.16 鋳造荷重の違いによる鋳造板表面と冷間圧延板表面の違い 
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 ユーザー企業での評価にはサイズの関係で、縦型高速双ロール鋳造（略称 縦型ＣＣ）材は、外注の広幅短尺
実験機を使用する。また、比較用として従来法であるＤＣ鋳造、熱間圧延を行った材料もラボで試作した。縦型ＣＣ

表 4.4.15  試作工程 
項目 条件 
鋳造板厚 3.4mm 
冷間圧延 ↓ 2.0 
熱処理 360℃×４ｈ 
冷間圧延 1mm まで冷間圧延 0.3 
調質 T4 O H19 
 熱処理 硝石炉 530℃×3 秒 →水冷 

（水冷後レベラー矯正） 
400℃×2h  

自然時効 １週間  

表 4.4.16 機械的特性 

 
T4 O H19 

引張強さ 
（N/mm2） 

耐力 
（N/mm2） 

伸び 
（%） 

引張強さ 
（N/mm2） 

耐力 
（N/mm2） 

伸び 
（%） 

引張強さ 
（N/mm2） 

耐力 
（N/mm2） 

伸び 
（%） 

圧延平行方向 309 166 23.3 187 81 25.1 317 290 2.3 
圧延直角方向 288 167 12.0 181 82 18.2 325 297 2.1 

AB（平行方向） 348 259 19.5       

備考 n 数：As 材各５、 AB 材２ 
最大伸び材  24.7% 

ｎ数 各３ 
最大伸び 26.8% ｎ数 各３ 
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図 4.4.17 応力―ひずみ線図（a）T4 材、(b) o 材、 (C) H19 材 

(a)  T4 材 (b) O 材 

(c) H19 材 
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材は、現在、初期に試作した材料の味見評価の段階で、表面クラック等によって本来の材料特性自体の評価に至っ
ていない。そのため、晶出物は粗大ではあるが、欠陥の少ない DC 鋳造材の方が成形性は上回っているケースが多
い。また、調質もまだ最適化していない状況である。従って成形試験はまだ味見段階ではあるが、耐食性試験等は実
機を再現出来ていると考えられる。従来材と比較するとリサイクル想定材は晶出物が多いこと等で腐食量が多い傾向
にあるが、従来法である DC 鋳造材と縦型 CC 材では腐食挙動が異なっている。図 4.4.18 に ASTMG85A1 腐食
試験を実施した際の断面を示す。DC 鋳造材は一般的な孔食形態であるが、縦型 CC 材は中央層に腐食が広がっ
ている。図 4.4.19 にそれぞれの断面の光顕写真、SEM-EDS の Fe と Cu のマッピング写真を示す。DC 材は板厚
方向に均一であるのに対し、縦型 CC 材は中央部の晶出物が大きく、徐冷されていると推測される。また中央層の
Fe、 Cu が少なくなっている。これが腐食形態の差の原因になっている可能性がある。組織と組成の分布はそのメカニ
ズムとともに今後の課題である。 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.4.18 縦型 CC 材と DC 材の腐食形態 
 

       光顕      Fe     Cu                 光顕      Fe     Cu 
 
 
 
 
                縦型 CC 材                            DC 材 
 

図 4.4.19 縦型 CC 材と DC 材の断面組織と組成分布 
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研究開発成果の詳細 ②-2 加工熱処理による不純物無害化技術 
研究開発項目②-2-1（UACJ、九州工業大学） 

研究開発項目②-2 では鋳物組成に近いリサイクル想定合金を巨大ひずみ加工と熱処理を組み合わせることで、
高強度構造部材用材料として使用することを目指している。巨大ひずみ加工としては本研究開発項目②-2-1 では、
高圧スライド加工（HPS）および大型化可能な逐次繰り出し高圧スライド加工（IF-HPS）を用いた。図 4.4.20
に HPS、図 4.4.21 に IF-HPS の模式図を示す。HPS は上下面から高圧をかけながらスライドさせることで大きなせん
断ひずみを与える手法であり、そのひずみ量は板幅に関わらず、板厚とスライド量のみで決定される。従って原理的には
板サイズの限界は無いが、サイズが大きくなると圧縮力、スライド力共に増大し、実現が難しくなる。そこで一回のスライ
ドさせる面積を少なくし、それを逐次繰り出すことで大型化を可能としたものが IF-HPS である。図 4.4.22 に IF-HPS
加工を施したサンプルの外観を示す。逐次繰り出し部が明瞭に見えるが、表面状態を反映した模様であり、大きな段
差はない。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.4.20  HPS の模式図 
 
 

 
図 4.4.21  IF-HPS の模式図 
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図 4.4.22  IF-HPS で製造した板材外観 
 
調査サンプルの作製条件 

研究開発項目②-2 では共通サンプルとして、表 4.4.17 に示す 9 種の組成のアルミニウム合金を作製した。ベース
合金はリサイクル原料として、鋳物として使われる ADC12 と展伸材として使われる 6022 の混合品を想定し、それを
溶解後、研究開発項目①-1 の不純物低減技術によって精製した際に想定される組成を定めた。残りの 8 種の合金
についてはベース合金から Si、Fe、Cu、Mg について、リサイクル合金を作製する際に変動しうる組成の範囲で作製し、
各種元素の添加量の影響を調査することとした。ベース合金は、アルミニウムで従来使用されている DC 鋳造で製造し
たものに加え、研究開発項目②-1 で実施している広幅短尺実験機を使用した縦型 CC 材の評価を実施した。 
 

表 4.4.17 調査した合金の化学組成  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図 4.4.23 に DC 鋳造で製造した合金について、先述の HPS や ARB といった巨大ひずみ加工に供する前段階
となる冷間圧延板の工程を示す。DC 鋳造後、520℃、4h の均質化処理を実施した。均質化処理後の鋳塊を
480℃に加熱し、圧延機に通すことで熱間圧延を実施し、板厚を 30mm から 5mm まで減じた。その後、室温まで
冷えた板厚 5mm の板材を圧延機に通して冷間圧延を実施した。HPS に供するものについては、板厚が 0.9mm に
なるまで圧延し、ARB に供するものに対して板厚が 2.0mm になるまで冷間圧延を行った。 
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図 4.4.23 DC 鋳造材の冷間圧延板の製造工程 
 
 図 4.4.24 に縦型/横型高速双ロール(以降、縦型/横型 CC)で製造した材料の巨大ひずみ加工前の冷間圧延板
の製造工程を示す。鋳造のままの段階で縦型 CC は板厚が 3~4mm、横型 CC は板厚が 6mm となっている。また、
縦型/横型 CC 材の鋳造での冷却速度が DC 鋳造材と比べて速いことから、各種元素の固溶度が高くなっている。板
厚が DC 鋳造材と比べて薄く、また、高い固溶度を維持するため、DC 鋳造材と異なり、均質化処理、熱間圧延は行
わずに冷間圧延のみ実施した。冷間圧延後の板厚は DC 材での冷間圧延板と同等とした。 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.4.24  CC 鋳造材の冷間圧延板の製造工程 
 

図 4.4.25 に冷間圧延板からの加工熱処理条件を示す。溶体化処理は 540℃、30 分の熱処理後、水冷を標
準条件とした。水冷後の材料は室温時効により特性が変わるため、原則冷凍庫にて保管し、材料温度を低温に保っ
た。しかし、HPS、IF-HPS の加工時には材料温度が室温となり、自然時効条件の管理が難しくなることから、水冷後、
冷凍庫への保管の前に、7 日間室温におき、自然時効を進めておくことで、HPS、IF-HPS の工程において材料が室
温に晒される時間の差による影響を軽減させた。縦型/横型 CC 材は冷却速度が DC 材より速いことから、各種元素
の固溶量が多いことが見込まれるので、溶体化処理を行わない条件での HPS 加工も実施した。また各種高ひずみ加
工の後に時効処理を行うことでの機械的特性の向上も試みた。 

 
 
 
 
 
 
 

図 4.4.25 冷間圧延後の加工・熱処理条件 
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調査結果 
②-2-1 IF-HPS を用いた大型化技術 
 IF-HPS の調査の前段階として HPS 材での機械的特性を調査した。図 4.4.26 に DC 鋳造したベース合金におけ
る冷間圧延板、溶体化処理後、HPS でスライド量 5mm とした場合と、スライド量を 15mm とした場合の引張試験
の結果を示す。溶体化処理後の材料は水冷後約 7 日後に引張試験を実施し、HPS 材は溶体化処理での水冷後
室温時効を 7 日間行ったものに加工を実施した材料で引張試験を実施した。溶体化処理後の状態から HPS のスラ
イド量増加に伴い、耐力、引張強さが上昇し、HPS15mm では引張強度が 635MPa に達した。また、HPS 材は冷
間圧延材と比べて強度増大だけでなく延性の増加も見られ、スライド量 15ｍｍの方がスライド量 5ｍｍより強度も伸
びも増大した。このように HPS はリサイクル想定組成アルミニウム合金の高強度・高延性化を見込めるプロセスであると
考えられた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.4.26 ベース合金の各種加工熱処理条件での材料の引張試験の結果 
 
 図 4.4.27 に各種合金の HPS15mm の材料の引張試験の結果を示す。いずれの材料も溶体化処理での水冷後
室温時効を 7 日行ったものに加工を施した材料で引張試験を実施した。今回調査した合金の中では Cu レス合金の
HPS15mm 材での引張試験結果(引張強さ 473MPa、伸び 14%)が中間目標(引張強さ 400MPa、伸び 15%)
をほぼ達成した結果となった。 
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図 4.4.27 各種合金の HPS15mm 材の引張試験結果 
 

図 4.4.28 に縦型/横型 CC で製造したベース合金の HPS15mm 材料の引張試験の結果を DC 鋳造のベース
合金と比較して表した結果を示す。縦型 CC、横型 CC の条件ともに、HPS 加工前に溶体化処理を行った材料の方
が溶体化処理を行わなかった材料と比べて引張強度が高く、溶体化処理を行った材料はいずれも DC 鋳造の HPS
材と同等の引張強度となった。一方で縦型/横型 CC で製造したベース合金の HPS 材の伸びは、いずれも DC 鋳造
のベース合金の HPS 材よりも低くなった。これは CC 材表面の欠陥に由来するものと考えられ、今後、CC 材で欠陥を
生じない条件の合金が作製できれば、伸びは DC 鋳造材と同等以上の値になることが期待される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.4.28 DC 鋳造及び縦型/横型 CC のベース合金の HPS 15mm 材の引張試験結果 
 

HPS による材料の高強度・高延性化を確認することができたので、材料の大型化のための IF-HPS での加工を試
みた。IF-HPS では材料を逐送する機構のため、加工部と未加工部の境で材料の割れが発生することがあり、大型化
達成のために、割れなく加工できる条件探索が必要となる。図 4.4.29 に 15mm-1P の条件で加工したベース合金
(DC 鋳造)、板幅 200mm の IF-HPS サンプルの外観写真を示す。IF-HPS までの条件は HPS 材と同じである。
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15mm-1P とは 1 か所あたりの HPS を一度に 15mm スライドさせた条件で加工したことを意味する。15mm-1P の
条件では材料の端部に割れが多く発生していた。HPS 材の場合、材料全体を拘束させて加工させたもののため、割れ
なく加工できたが、IF-HPS で HPS と同様の条件で加工を実施すると、加工中に拘束されている箇所と拘束されてい
ない箇所とのズレで割れが発生する。図 4.4.30 に 3mm-5R の条件で加工したベース合金(DC 鋳造)、板幅
200mm の IF-HPS サンプルの外観を示す。3mm-5R とは 1 か所あたり、片道 3mm のスライドを 5 パス(2 往復
半)の加工、総スライド量 15mm の HPS を行ったことを表す。なお、加工条件の R は往復でスライドを実施したことを
意味する。この加工によって材料の加工中に拘束される箇所と拘束されない箇所のズレが小さくなり、割れなく加工す
ることができた。DC 鋳造した合金についてはベース合金以外の合金についても 3mm-5R の条件で IF-HPS を行うこ
とで、割れのない板幅 200mm の材料を作製することでできた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.4.29 DC 鋳造したベース合金の IF-HPS 材の外観(加工条件:15mm-1P) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.4.30 DC 鋳造したベース合金の IF-HPS 材の外観(加工条件:3mm-5R) 
 



 

4-61 
 

図 4.4.31 に縦型/横型 CC で製造し、冷間圧延後溶体化処理を行ったベース合金の板幅 200mm の IF-HPS
材の外観写真を示す。DC 鋳造の材料と同じく、3mm-5R の条件で割れなく加工できた。なお、横型 CC の IF-HPS
材で見られる割れは冷間圧延の段階で生じており、IF-HPS で生じたものではない。 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
図 4.4.31 縦型/横型 CC で製造したベース合金の IF-HPS 材の外観(加工条件:3mm-5R) 

 
②-2-2 ARB を用いた大型化技術（UACJ、千葉工業大学） 
  本研究開発項目②-2-2 では巨大ひずみ加工として繰り返し重ね圧延（ARB）を用いた。ARB 加工は圧下率
50％で圧延した板を切断、重ね合わせて再度 50％の圧下を加える手法であり、この１セットを繰り返すことで、板厚
の変化なく巨大ひずみを導入することができる。図 4.4.32 に ARB の模式図を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.4.32 ARB の模式図 
 
 図 4.4.33 にベース合金の溶体化まま及び溶体化処理直後に時効処理を実施した材料の引張試験の S-S カーブ
を示す。100℃と 170℃の時効時間はいずれも、予備実験として行ったビッカース硬さ試験で最も高い硬さを示した時
効時間とした。人工時効によって引張強度は上昇し、また、時効温度 170℃の方が 100℃と比べて引張強度が高く
なる一方、引張強度の高い材料の方が伸びは低くなる傾向にあった。170℃、5 時間時効した材料は引張強さ
399MPa、伸び 17%となり、中間目標(引張強さ 400MPa、伸び 15%)をほぼ達成した特性を得られた。 
 
 
 
 

縦型 CC 横型 CC 
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図 4.4.33 ベース合金の溶体化まま及び時効処理後の材料の応力ひずみ曲線 
 
 図 4.4.34 にベース合金について最適な加工熱処理条件を探索するため、さらに様々な条件で作製した板材の引
張試験結果を、縦軸に引張強さ、横軸に伸びとしてプロットしたものを示す。ARB はいずれも 1 パス(冷間圧延率
50%)であった。また、自然時効は 7 日間もしくはなしで行った。強度と伸びのプロットでまとめると、概ね強度・伸びがト
レードオフの関係になっており、その中では、前述した溶体化処理を行った直後に 170℃、5 時間の人工時効を行った
ベース合金が最も目標達成に近く、引張強さ 399MPa、伸び 17%であった。効果発現のために必要な ARB は 1 パ
スで十分であり、熱処理条件によっては ARB なしでも効果を発現することを確認した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.4.34 ベース合金の各種加工熱処理条件での引張強さと伸びの相関 
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研究開発成果の詳細 ②-3 計算科学による再生アルミニウム材の高精度成形性予測技術 
Si や Fe などの不純物元素を多量に含み、かつ、縦型高速双ロール鋳造など既存材とは大きく異なる組成、製法で

生産される再生アルミニウム材は、強度や延性、変形挙動の異方性などの特性が大きく異なる。このような素材のプレ
ス成形性を正確に予測するには、素材の変形挙動を高精度に再現するための数学モデル（以下、材料モデル）の確
立が必須となる。中でも、素材の多軸応力特性を表現する材料モデル（以下、降伏関数）は、プレス成形における
応力・ひずみの予測に多大な影響を及ぼす重要な要素である。 
プレス成形シミュレーションに広く使用されている降伏関数としては、古典的な Hill’48 式が知られているが、特にアル

ミニウム材の多軸応力特性の再現精度が低いことが知られている。Hill’48 に代わる高次降伏関数として提案された
Yld2000-2d は、アルミニウム材の特性の再現精度が高いとされているものの、関数パラメータを同定するためには、素
材の多軸応力状態を測定する必要が有る。当チームは、テーマ②-1 で試作されたモデル再生合金材の多軸応力特
性を採取するため、一般的な単軸引張試験に加え、十字引張試験片を用いた二軸引張試験を行った（図
4.4.35）。モデル再生合金材は、延性の面でばらつきが見られたものの、その他耐力や加工硬化特性などの試験結
果バラつきは小さく、安定した多軸応力特性が採取できたと考える。採取した多軸応力特性を元に、各降伏関数
（von-Mises、Hill’48、Yld2000-2d）のパラメータを同定したところ、Yld2000-2d は、実験により得た等塑性仕
事面の応力点を最も精度良く再現できていることが確認できた。 
 

 
図 4.4.35 単軸、二軸引張試験による、モデル合金材の多軸応力特性採取とモデル化 

 
上記の単軸引張試験、二軸引張試験を通じて構築した高精度材料モデルの妥当性を検証するため、実際のプレス

成形と成形シミュレーションの比較を行う。取組の一つとして、素材の穴広げ成形試験を行い、穴縁のひずみを比較対
象とすることを計画している。現在、事前評価として、既存合金である A5083-O 材を対象に、穴広げ成形の実機試
験とシミュレーションを行い、高精度材料モデルの適用効果検証を行った（図 4.4.36）。シミュレーション結果を比較
すると、古典的な Hill’48 降伏関数を用いたシミュレーションより、高次降伏関数である Yld2000-2d を用いたシミュ
レーションの方が、実機で発生した穴縁の最大主ひずみをよく再現できており、予測精度が高いことが確認できる。今
後、モデル再生合金材に対しても同様の評価を行い、高次降伏関数適用によるプレス成形シミュレーションの予測精
度改善効果が、再生アルミニウム材に対しても得られることを確認する。 
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図 4.4.36 A5083-O 材の穴広げ成形 実機試験とシミュレーションの穴縁ひずみ比較 
 
金属材の多軸応力特性を採取する手法として、上記の十字引張試験片を用いた二軸引張試験は、ISO や JIS と

して規格化されていることもあり、最もよく知られた試験法である。一方で、試験を実施するには専用の二軸引張試験
機を必要とするなど、単軸引張試験と比べて実施コストが高いことが難点とされ、産業界のプレス成形シミュレーションの
現場では、まだ十分に普及していない。より簡便に多軸応力特性を採取する手法として、液圧バルジ成形試験と平面
ひずみ引張試験を組み合わせた「外接多角形による降伏関数簡易同定法」が提案されており、これを再生アルミニウ
ム材の評価に適用することを計画している。 
この手法の課題として、平面ひずみ引張試験で採取できる荷重特性が不安定であること、また、採取可能なひずみ

範囲が狭いことが挙げられる。平面ひずみ引張試験は、試験片の幅方向変形を拘束した状態で引っ張るために、引
張試験片の寸法は、幅広かつ引張方向長さを短く設定している。そして、試験片の変形をチャック間に集中させるた
め、試験片のチャック掴み部に補強板を接着剤で貼り付ける。しかし、試験途中で接着剤の剥がれが生じるため、試
験荷重が不安定になり、また、素材の破断強度に達する前に接着剤が完全にはがれて試験が終了してしまう。再生ア
ルミニウム材は既存の自動車パネル材より強度が高いため、この問題は更に深刻である。 
この問題を解決するため、試験片チャック掴み部を補強するのではなく、試験片変形部の板厚を減肉させて弱体化さ

せる手法を検討した。試験片中央の表層片面に切削加工を施し、板厚を半分にした状態で、引張試験を行った。そ
の結果、従来の接着剤を貼り付けた条件と比べ、試験荷重を安定的に測定できるようになり、また、従来法より大ひず
み域の特性を採取できるようになった（図 4.4.37）。今後、当試験法で採取したモデル再生合金材の多軸応力特
性で材料モデルを構築し、成形シミュレーション予測精度の改善効果を検証する。 

 

 
図 4.4.37 平面ひずみ引張試験 荷重－変位関係 

ひずみ測定

高精度モデルは
試験結果をよく再現
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再生アルミニウム材の適用評価を行うにあたり、その事前検討として、既存合金である A5083-O 材を対象に絞り
成形（絞り比 1.89）および再絞り成形（絞り比 1.38）を実施した。また、板厚および調質は異なるものの、現行
品との比較のため、アルミニウム缶の缶胴材である A3004-H12 材の成形も行った。 

絞り成形したカップに大きな耳は生じておらず、r 値の周方向のばらつきが小さいことが示唆された。絞り成形中の最
大パンチ荷重は缶胴材の倍程度であった（図 4.4.38）。次工程の再絞り成形では、加工後期にパンチ肩 R で底
抜けが発生し成形することができなかった（図 4.4.39）。原因調査のため絞りカップ断面のビッカース硬さを測定し、
加工硬化性を比較したところ、O 材は元板に対しフランジ近傍の側壁硬さが大きく上昇し加工硬化していることが分
かった（図 4.4.40）。以上より、缶胴成形のような多工程成形では材料の加工硬化性が成形性に影響するため、
再生アルミニウム材では適切な調質の元、評価を実施する。 

  図 4.4.38 絞り荷重   図 4.4.39 絞り・再絞り結果(A5083)  図 4.4.40 絞りカップ硬さ分布 
 

再生アルミニウム材の組織制御とそれによるプレス加工特性の改善のためには、 再生アルミニウム材の組織と基礎
力学特性の関係を迅速に予測できる技術が必要である。そこで本研究では、 二軸引張試験の実験結果や数値シ
ミュレーション（結晶塑性有限要素法）を用いたバーチャル二軸引張試験の計算結果を訓練データとする深層学習
技術を用いる。 これにより、 再生アルミニウム材の組織情報から基礎力学特性や材料モデルを高速推定するシステム
を開発することを目標とする。 さらに、 このシステムのアウトプットとして得られる材料モデルを用いた成形シミュレーション
を行うことで、 再生アルミニウム材の内部にどのような組織を作り込めば、 所望のプレス加工特性を実現できるのかを示
唆できる材料設計支援システムの開発を目指している。  

現時点で、 当初計画通り、 既存展伸材である A5083-O 材を対象に上記システムの開発を行っている。 はじめ
に、当該合金の集合組織（結晶方位）を測定（図 4.4.41 左）し、 それを入力データとするバーチャル二軸引張
試験を実施（図 4.4.41 中央）した。その結果、上記の二軸引張試験で得られた応力–ひずみ曲線や等塑性仕事
面（降伏曲面とみなせる）を概ね再現することを示した（図 4.4.41 右）。 このように精度検証されたバーチャル二
軸引張試験を、 様々な集合組織を持つアルミニウム合金（仮想的なアルミニウム合金）に対して実施することで、 
ニューラルネットワークを用いた深層学習のための訓練データを蓄積した。 さらに、 その訓練データを A5182-O アルミニ
ウム合金について学習したニューラルネットワークに転移学習することで、 A5083-O 材にも対応できる深層学習モデル
を構築した。  
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図 4.4.41 バーチャル二軸引張試験による素材の多軸応力特性の推定 

 
 板成形シミュレーションを高精度に実施する上で、アルミニウム材の塑性変形特性を精密に測定し、再現することが
肝要である。本研究では、あらゆるプレス成形の予測において重要となる塑性異方性、プレス成形後のスプリングバック
の予測に重大な影響を及ぼすバウシンガ効果、多段階のプレス成形において重要となる交差効果を測定する技術を
開発した。これら種々の負荷における塑性変形特性を取得するために、単軸引張試験、二軸応力試験、単純せん断
試験、単純せん断を利用した反転負荷試験、単軸引張と単純せん断を組み合わせた交差負荷試験の実験手法を
構築した。現在までは事前評価として既存の A5083-O 材を対象として実験手法の検証を行った。 

単軸引張、単純せん断試験を圧延方向から 0、45、90 度方向に実施して、流動応力および r 値を測定すること
で板材が有する強度および変形の異方性を測定した。また、二軸応力試験を行って複合応力状態の強度の変形の
異方性も測定した。これらの実験で測定した塑性変形特性はプレス加工シミュレーション全般の精度向上に役立つ。
次に、図 4.4.42（左）に示すようにせん断試験の途中で負荷方向（せん断の方向）を逆転させる反転負荷試験
を実施した。反転負荷を与えることで再降伏後の流動応力は最大で 10%程度低下し、その後の変形が進行するに
伴って、単調負荷の応力ひずみ曲線に漸近した。反転負荷するひずみ量が大きくなるほど、再降伏応力の低下は減
少した。このように本供試材のバウシンガ効果を定量的に明らかにした。図 4.4.42（右）には、単軸引張の後に単
純せん断を与える交差負荷の応力－ひずみ曲線を示す。負荷経路が変化した後に流動応力が 2～4％上昇し、そ
の後、流動応力は単調負荷の結果より一定量上昇したまま変形が進んだ。このように負荷経路が変化する際の交差
効果を定量的に明らかにした。 
 

 
図 4.4.42 A5083-O 材の反転負荷試験、交差負荷試験結果 
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研究開発成果の詳細 ②-4 LCA・戦略策定支援（エイゾス、東京大学、国立環境研究所、総合地球環境学研
究所） 

研究開発項目②-4 では、各研究開発項目のチームと連携して、再生アルミニウム材の環境影響を推計するととも
に、AI 解析を実施する。また、得られた成果を各チームにフィードバックすることで、他の研究開発項目の研究開発を
支援することを目的とする。具体的な研究内容として、再生アルミニウム材１kg あたりの環境影響を評価する LCA
評価、再生アルミニウム材の将来需要推計、製造条件を最適化するための AI 解析を実施する（図 4.4.43）。 

 

 
図 4.4.43 LCA・戦略策定支援の概要 

 
LCA 評価については、ラボスケールのインベントリデータをもとに、大規模実用化時のコスト・環境負荷の推計を行う

とともに、手法の精緻化や結果のレビューを行い、解析精度を向上させた（図 4.4.44）。現在は、実証スケールのイ
ンベントリデータを元に大規模実用化時のコスト・環境負荷の推計を行うため、電磁撹拌および縦型高速双ロール鋳
造の実証スケールのインベントリデータを収集している。 

また、従来の LCA 評価では、各プロセスの実験条件における一つのモデルケースを元に解析を行うが、後述する AI
解析との連携（図 4.4.45 参照）を行うために、加工熱処理プロセス（HPS）のラボスケールの個々の実験データを
元に、大規模実用化時のコスト・環境負荷を推計するための手法を開発し、AI 解析との連携を図った。 

今後は、得られた電磁撹拌、縦型高速双ロール鋳造の実証スケールのインベントリデータを元に、大規模実用化時
のコスト・環境負荷を推計する。 



 

4-68 
 

 

図 4.4.44  LCA 評価結果 
 

AI 解析については、加工熱処理プロセス（HPS）の実験データを元に、不純物濃度（Si、 Fe、 Mg）、高圧ス
ライド加工のスライド量、時効熱処理の温度と時間の 6 つの説明変数を Input、強度、TS、PS、延性の 4 つの目的
変数と、実験条件から推計された大規模実用化時の GHG・コストの 2 つの目的変数の合計 6 つの目的変数を
Output として、ニューラルネットワークで学習し、要因分析を行うとともに、強度、TS、PS、延性を最大化し、かつ
GHG とコストを最小化する説明変数の条件を探索した（図 4.4.45）。探索された条件では、強度、TS、PS は同
時に最大化可能であるが、延性は前述の３項目とトレードオフの関係にあり、延性を増加すると、強度、TS、PS が減
少することが明らかになった。また、GHG とコストは、与えられた実験条件の範囲においてはほぼ変化しないため、GHG
とコストについては条件を探索する必要がないことが明らかになった。この原因は、GHG とコストは、溶体化処理におけ
る温度や時間の影響が大きいものの、今回の実験では溶体化処理の温度と時間が一定であったため、Input から除
外されたためである（図 4.4.45 のグレー領域）。今回の試算では、延性 15％以上を達成するためには、TS の最
大値の役 8 割程度の 370MPa に抑える必要があることが明らかになった。 

現在、電磁攪拌の実験データを収集しており、今後は、HPS と同様の解析作業を実行できるよう、スケールアップ解
析と LCA 評価、AI 解析を実施する予定である。また、高速縦型双ロール鋳造に関するデータの収集についても検討
を進めていく予定である。 
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図 4.4.45. AI 解析結果 
 

将来需要推計については、日本の経済統計等と AI 解析を用いて、日本における 2050 年までの自動車需要の
推計を行うとともに、アルミニウムに関する型番別のマテリアルフロー解析を行い、型番別に用途と使用量の関係を明ら
かにした（図 4.4.46）。今後は、両成果を元に、将来の自動車需要を前提に、将来の日本における再生アルミニウ
ム材の需要と、アルミ廃材の供給量について推計を行う予定である。また、得られた将来の再生アルミニウム材の需要
と、LCA 評価による再生アルミニウム材 1kg あたりの環境負荷より、将来の日本における再生アルミニウム材の普及に
伴う環境負荷削減効果を推計する予定である。 

図 4.4.46 将来需要推計（マクロ） 
 

最後に、将来需要推計について、よりミクロな解析を行うことを目的に、空間情報解析と SNS 情報解析を用いた
需要推計手法の開発を行っている（図 4.4.47）。空間情報解析により、日本における様々な空間情報と AI 解析
を組合せ、アルミニウムの需要とアルミ廃材の供給について、地理的な解析を行うことが可能である。現在、神戸地区を
事例として、将来の住宅の解体に伴うアルミ廃材の供給量について地理的な解析を行い、手法の開発を行っている
（図 4.4.47 左）。また、SNS 情報解析により、アルミニウム使用製品のブランドレベルまでの需要の解析を行うこと
が可能である。現在、POS データによる日本全国の缶ビールの需要データと Twitter 社のデータベースによる缶ビール
に関するツイート情報の整備を行うとともに、SNS 情報の解析手法の検討を行い、今後実際の事例に基づいた SNS
情報解析を行うための研究基盤を整備している（図 4.4.47 右）。今後は、空間情報解析について、より広い範囲
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への手法の適用を目指すとともに、SNS 情報解析については、実際に缶ビールに関する需要推計を行い、推計精度
の検証を行う予定である。 

図 4.4.47  需要推計（ミクロ） 
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研究開発成果の詳細 ②-5 運営・規格化（一般社団法人日本アルミニウム協会） 
 
 一般社団法人日本アルミニウム協会（以下アルミ協会と記す）は、本事業では運営および規格化を担当しており、
現時点では運営に重点を置いた活動をしている。参加機関数が 23 機関と多く、工程も上流の選別・製錬から素材
加工・製品への加工に至る一貫した工程によって形成されている。そのため、各研究課題間の連携が全体の進捗に影
響を与える恐れがあった。第 2 年度からは第 1 年目以上に課題間の連携を強化するため、新たに「研究開発実務者
会議」を開催し。研究分野の前後の進捗も共有化しつつ、直接求められる要求品質を聞くことで、互いが実用品質を
意識した活動ができている。これは、従来のサプライヤーとユーザーの関係から一歩踏み込んだものとなっている。表
4.4.18 に現在実施している事業者主体で開催している会議を示す。 

 

表 4.4.18 事業者主体の進捗共有を図る会議一覧 
 

会議名 主要出席者 目的 頻度 

研究開発推進委員会 
外部有識者、ＵＡＣＪ他、 

NEDO、オブザーバー 
事業の進捗等を外部有識者と共有し、アドバイス、意見を得る。
オブザーバーの意見を収集しニーズ把握に繋げる。 

3 回/年程度 

研究開発実務者会議 ＵＡＣＪ他 
一気通貫の事業運営を円滑に図るため、各研究課題の進捗、 
供試材への要求を直接聞き、連携強化に繋げる。 

4 回/年程度 

知財運営委員会 ＵＡＣＪ他 
特許出願、研究発表、論文投稿等の研究成果の情報公開前に
関係事業者間で討議し円滑な事業運営を図る。 

6 回/年程度 

テーマ①-1 
不純物元素除去進捗会議 

ＵＡＣＪ他 
溶解炉、電磁撹拌装置など設備に関する設計案作成、各担当
の進捗状況確認 

5 回/年程度 

テ-マ②-1 縦型高速双ロ－
ル鋳造機設計/進捗会議 

ＵＡＣＪ他 
縦型高速双ロ－ル鋳造機に関する設備詳細設計案作成 
各担当の進捗状況確認、詳細実験計画立案 

12 回/年程度 

テ-マ②-2 
加工熱処理 進捗会議 

ＵＡＣＪ他 各担当の進捗状況確認、詳細実験計画立案 6 回/年程度 

テ-マ②-3 成形シミュレ－ショ
ン進捗会議 

ＵＡＣＪ他 各担当の進捗状況確認、詳細実験計画立案 3 回/年程度 

 
 
 運営においては、参加機関間で知財合意書を締結し、開発項目に関する出願・論文投稿・研究発表・講演・ 
展示等が発生した場合には、速やかに、申請書を発行の上、当該の研究開発項目に関係する各機関に対して 
書面で連絡し、異議の有無を確認している。表 4.4.19 にその申請の実績を示す。プロジェクト開始から 2 年という 
こともあり、出願数は 2 件であり、何れも公開前の状態である。2023 年度については、研究が進んでいる研究開発 
項目について、研究発表・講演の依頼が多く見込まれる。 
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表 4.4.19 知財に係る申請書の件数 

 

 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 計 

特許出願（うち外国出願） ０ ２ ０ ー ー ２ 

論文 ０ 2 ３ ー ー 5 

研究発表・講演 1 9 5 ー ー １5 

受賞実績 ０ ０ ０ ー ー ０ 

新聞・雑誌等への掲載 ０ 1 ０ ー ー 1 

展示会への出展 ０ １ ０ ー ー １ 

         （注意：2023 年 5 月 23 日現在。2023 年度は第一四半期に計画中のものを一部計画含む） 

 

 一方、規格化については、ラボ試作から小ロット試作へとステップアップする中で、実績を積みながら特性評価を重ね

ることが必要である。十分なデータとユーザーでの評価を得た時点で、特許出願等の権利確保し、本プロジェクトで開

発したリサイクル由来の合金の標準化を進める。先ずは合金番号を固定化するために、国際合金登録からスタートす

ることになる。その後の ISO 化、JIS 化においては、使用実績が問われる場合が多いため、開発合金を普及させる必

要がある。新合金の用途としては、自動車材以外の鉄道、航空機等の輸送用機器材、建材、缶材等の包装材など

多くの成形用材料および構造用材料への普及を進める。図 4.4.48 に標準化のスケジュールを示す。 

図 4.4.48 国際標準化までのタイムスケジュール 
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技術戦略研究センターレポート

1 資源循環分野の概要章

1 -1 資源循環に関する世界の動き

　2015年9月の国連サミットでは2016年から2030年ま

での国際目標としてSDGs（Sustainable Development 

Goals）が採択された。これに基づき、各国はSDGsに向

けた取組の具体化や支える政策の立案が求められてい

る。なかでも、資源効率性の向上を目指す資源循環は、

図1に示すように、温暖化対策や海洋プラスチック問題な

ど、地球規模の様々な課題解決につながることに加え、産

業を支えるサプライチェーンに変化をもたらす重要な概念と

なっている。

　特に、循環経済（CE：Circular Economy）や資源効

率（RE：Resource Efficiency）等の概念をビジョンとし

て掲げる欧州が、国際的な議論を先導しており、欧州委

員会（EC：European Commission）が戦略方針を示し、

各国の具体的な政策につなげている。

図 1   SDGs に関連するグローバル課題に対する資源循環分野の位置付け
出所 ：NEDO 技術戦略研究センター作成（2018）
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資源循環(プラスチック、アルミニウム)分野の技術戦略策定に向けて

　再生可能エネルギー導入など、エネルギー分野におけ

るCO2削減が急速に進む中、産業分野では、高コストな

どの理由から、その進展は相対的に遅くなっている※1。省

エネが進む先進国ほど産業分野のCO2削減には多くのコ

ストがかかる傾向にある。このような中、資源循環は、CO2

1 -2 資源循環の CO2 排出削減への寄与
排出削減への寄与も期待されている。図2は、EUでは

CEの推進にあたり、鉄、プラスチック、アルミニウム、セメン

トと、主要な素材ごとのCO2排出抑制のインパクトについ

て、スウェーデンのSITRAが分析した結果を示している。

CEに関する対策で最もCO2排出抑制のインパクトが大き

いのは素材のリサイクルであり、CO2総排出量の約3割が

抑制できると報告している。

図 2   CE 進展による素材ごとの CO2 排出削減効果
出所 ：MATERIAL ECONOMICS 2018, The Circular Economy a Powerful Force for Climate 
　　　Mitigation（SITRA, 2018） ※ 2 を基に NEDO 技術戦略研究センター作成（2018）

　 ※ 2  MATERIAL ECONOMICS 2018, The Circular Economy a Powerful Force 
for Climate Mitigation （SITRA, 2018）
https://materialeconomics.com/publications/the-circular-economy-a-
powerful-force-for-climate-mitigation-1

　※ 1  World Energy Outlook 2018（IEA, 2018）

Renewables 2018（IEA, 2018）
https://www.iea.org/media/presentations/Renewables2018-Launch-
Presentation.pdf

Energy Efficiency 2018（IEA, 2018）
https://www.iea.org/efficiency2018/
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　日本における代表的な素材について俯瞰的な分析を

行った結果を図3に示す※3。図の縦軸は素材生産に係る

CO2排出量、横軸は資源調達リスク※4、円の大きさは素材

産業の売上を示している。

　希少金属，いわゆるレアメタル、レアアースは素材生産に

係るCO2排出量は少ないが、調達リスクが大きく、国内産

業への影響も大きいため、2017年度に技術戦略を策定し、

NEDOは「高効率な資源循環システムを構築するためのリサ

イクル技術の研究開発事業」にて技術開発を実施している。

　一方、CO2排出量が多く、調達リスクもある程度大きい

ものとして、プラスチック、アルミニウム、鉄鋼、銅等が挙げ

られる。これらは、図2にて示したSITRAの検討でも循

環によるCO2排出抑制ポテンシャルが大きい素材として挙

げられていたものである。また、売上高、CO2排出量が最

も多い素材が鉄鋼であるが、日本においては、既に電炉に

よるリサイクルの仕組みが出来上がっており、回収可能な

ほとんどの二次材が生産の中に組み込まれている※5,6。こ

のような状況を踏まえて、本書ではアルミニウムとプラスチッ

クを対象素材とした。

　資源循環を進展させるためには、現行の3R（Reduce・

Reuse・Recycle）に新たな価値を付加する技術やそれ

に合わせたシステム、制度設計などの取組が必要である。

高度化された技術、システムや制度等の社会実装は、再

生品が備えるCO2フットプリントや資源利用率などの環境

価値の浸透も加わり、今後、循環産業の自立・成長を促し、

経済成長と環境負荷低減を両立した、持続可能な社会の

発展に貢献すると考えられる。なお、本書では、高度化さ

れた資源循環の取組を「3R+（プラス）」と名付けた。

紙 ニウム

,

,

図 3   日本における主要素材に関するCO2 排出、調達リスク、経済規模
出所 ：各種資料※ 4 を基に NEDO 技術戦略研究センター作成 ※ 5,6（2018）

　※ 4  資源調達における調達安定性は「ハーフィンダール指数（HHI）」という統計的
な指標を活用することで評価でき、調達先の供給リスクを考慮した値を「重み
付 HHI」と呼ぶ。本評価では権益分、開発輸入、リサイクルを考慮している。

　※ 3  鉱物資源マテリアルフロー（JOGMEC, 2017）

CFP プログラム「CO2 換算量共通原単位データベース」
（産業環境管理協会 , 2018-11-13 参照）

https://www.cfp-japan.jp/calculate/verify/database2012-2.html

金属鉱物資源の安定供給に関する一考察（JOGMEC, 2015）

The Ci rcular Economy a Powerfu l Force for C l imate Mit igat ion 
Transformative innovation for prosperous and low-carbon industry

（SITRA, 2018）

鉱物資源をめぐる現状と課題（経済産業省 , 2014）

　※ 5  CO2排出量は排出原単位×生産量を元にリサイクル率を考慮、プラスチックは焼却
含む。市場規模は単価×生産量、HHI 算出で権益分、開発輸入、リサイクルを考
慮。バイオマス（林業）の売上、CO2排出量は産業連関表から抽出（2018年7月）。

　※ 6   リサイクルデータブック（産業環境管理協会 , 2018）

ゼロカーボン・スチールへの挑戦（日本鉄鋼連盟 , 2018）
http://www.jisf.or.jp/news/topics/documents/zerocarbon_steel_
honbun_JISF.pdf
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資源循環︵プラスチック、アルミニウム︶分野の技術戦略策定に向けて

　欧米では民間企業による大規模、一括収集・自動選

別により大規模なリサイクルが推進されており、フランスの

VEOLIAや米国のWMなどは、リサイクルメジャーと呼ば

れ、中国や東南アジアなどへ海外進出し、廃棄物処理を

行っている。図4に欧米のリサイクルメジャーと日本の廃棄

1 -3 国内外のリサイクルメジャー
物処理業の売上比較を示す。国内企業に比べて、欧米

企業の売り上げは10倍以上になっている。国内では、旧

態から地元企業志向が強く、全国的に地場企業による処

理が行われてきており、数多くの中小企業、及び排出者の

分別処理により質の高いリサイクルが推進されてきた。国

ごとに異なるこのような環境は、リサイクルを推進する上で

重要な視点となる。

図 4   日米欧における廃棄物処理業の売上比較 ⎝2015 年）
出所 ：各種資料※ 7を基に NEDO 技術戦略研究センター作成 （2018）

　※ 7  SPEEDA を使った情報検索等
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　プラスチックは、生活用品、住宅、自動車等、さまざま

な分野で利用され、今後、世界の生活水準が向上すると

ともに、世界のプラスチック需要の急拡大が予想される。

IEA（International Energy Agency）によるプラスチッ

2 プラスチックリサイクル章

2 -1 市場規模・予測

クの生産量予測によると、2017年の3億5,000万トン/ 年

に対し、2050年には6億トン/ 年弱までの増加が予想され

ている※8。生活水準の向上によって、一人当たりに換算し

た生産量においても、2017年の47kg /人が2050年には

60 ～ 75kg /人まで増加すると予測されている。

　日本におけるプラスチックの生産実績の推移を表1に示

す※9。2012年から微増傾向にあり、2017年の生産量は

約1,100万トン/ 年と、世界全体の約3％を占める。一方、

一人当たりの消費量は75kg /人と米国、西欧に次いで

多い※10。

2012年 2013年 2014年

9,326

1,194

10,520

9,424

1,156

10,579

9,458

1,150

10,608

9,757

1,081

10,838

9,599

1,153

10,753

9,866

1,154

11,020

熱可塑性樹脂

その他の樹脂

合計

2015年 2016年 2017年

表 1   日本のプラスチック生産実績（単位 : 千トン / 年）

出所：プラスチック工業連盟 Web サイトを基に技術戦略研究センター作成（2018）

   ※10  プラスチック原材料生産実績（確定値）（プラスチック工業連盟, 2012年～ 2017年）
http://www.jpif.gr.jp/3toukei/conts/nenji/y_genryou_c_2.htm 

　 ※ 8  The Future of Petrochemicals, Towards more sustainable plastics and 
fertilisers（IEA, 2018）

　 ※9  プラスチックリサイクルの基礎知識（プラスチック循環利用協会 , 2019）
https://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf
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資源循環(プラスチック、アルミニウム)分野の技術戦略策定に向けて

　2017年の日本におけるプラスチックリサイクルの状況を

図5に示す。輸入品を除く国内のプラスチック供給量は、

1,128万トン/ 年で、このうち廃プラスチックの再生品への

利用は53万トン/ 年で約5％を占める。輸出分を除き国内

で消費される正味の需要は980万トン/ 年で、約4割を容

器・包装用途が占める。一般廃棄物として407万トン/ 年、

産業廃棄物として492万トン/ 年、合計899万トン/ 年の

プラスチックが廃棄されている。消費に対するプラスチック

回収の割合は92％と高く、この高い回収率は世界の動向

と比較して、高い消費者意識、回収システム等が日本の

特長となっている※11。

　マテリアルリサイクルとして再利用されている廃プラス

チックの量は、輸出も含めると、206万トン/ 年であるが、

昨今の中国の輸入禁止措置などにより、輸出分153万ト

ン/ 年の処理が課題となっている。コークス炉やガス化

の原料（ケミカルリサイクル）として36万トン/ 年、固形燃

料、発電、熱利用の熱エネルギー回収（サーマルリサイク

ル）に516万トン/ 年が利用されている。廃プラスチックの

84％が何らかの形で処理されているが、一方で、輸出分

を除くマテリアルリサイクル、ケミカルリサイクルの割合は極

めて低いといえる。

2 -2 国内における現状

輸入
2,660

国内生産
10,750

再生品 530

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

輸出
3,960

その他
2,780

容器
4,010

一般
4,070

輸送 1,180

電気 1,830

産廃
4,920 発電

2,810
コークス炉・
ガス化
360

再生品 530

熱利用 790

輸出 1,530

固形燃料等 1,560

供給 需要 廃棄 処理

埋立 600

単純焼却 800

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

量
(千

ト
ン

／
年

)

図 5   日本におけるプラスチックリサイクルの現状（2017 年）
出所 ：各種資料※ 11 を基に NEDO 技術戦略研究センター作成 （2018）

 　※ 11 リサイクルデータブック（産業環境管理協会 , 2018）

プラスチックリサイクルの基礎知識（プラスチック循環利用協会 , 2019）
 https://www.pwmi.or.jp/pdf/panf1.pdf （2018-11-06 参照）
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（1）EU

　EUが2018年に発表した「欧州プラスチック戦略」で

は、バリューチェーン全体でプラスチックがもたらす課題に

対処する戦略を提案した。このなかで、2030年までに、1）

全てのプラスチック包装をリユース又はリサイクル可能にす

ること、2）欧州で発生するプラスチック廃棄物の半分以

上をリサイクルすること、3）欧州のリサイクル能力を2015

年比で4倍にする、というビジョンを掲げており、リサイクル

を促進するため、以下の取組を進めるとしている。

 ● リサイクル性を高めるための製品設計の改善

 ● リサイクルされたプラスチックの需要促進

 ● より優れ、かつ調和した分別収集と選別

　EUではCEに関するビジョンや欧州プラスチック戦略に

基づき、2014年から2020年までの7か年計画である科

学技術計画（Horizon2020）の中で研究開発プロジェク

トが進行中である。CEはHorizon2020の横断的活動の

中の重点領域に設定されており、各産業分野（建設、自

動車、家電、住宅、太陽光発電、紙・パルプ産業等）か

ら廃棄される製品中の鋼材、銅、アルミニウム、チタン、プ

ラスチック、ガラス、複合材料など、経済的に回収するた

めの技術開発・システム開発・制度設計を2013年から

2019年にかけて総額120億円程度を支援している。

　その中で、プラスチックの循環に関連する主要なプロ

ジェクトについて表2にまとめた。EUでは、ケミカルリサイ

クルやマテリアルリサイクルに関する萌芽期の研究開発プ

ロジェクトから、バリューチェーンを網羅したプラットフォーム

を構築するための実証プロジェクトまで、幅広く進められて

おり、併せてシステム分析やデータベース構築を進めるこ

2 -3 国内外の政策動向

期間EU予算（PJ予算）概要名称 コーディネーター

cPET

CRNPE

POLYMARK

RUBSEE

HR-Recycler

PlastiCircle

ECOBULK

難リサイクルの廃プラスチックを低硫黄燃料油へリサイクル
するため、染料等の添加剤由来の汚染物質を除去するガス
ろ過システムを開発した。

着色された容器、トレイ、繊維製品等を経済的にケミカルリ
サイクルするためのマイクロ波利用解重合技術を開発した。

食品接触承認プラスチックと非承認プラスチックの分離を
可能とするプラスチック自体をコード化したマーキングおよ
び識別システムを開発した。

廃棄物処理施設における高付加価値物選別の高度化のた
めの、コンピュータビジョンと人工知能を使用したリアルタ
イム監視システムを開発した。

WEEE（Waste Electrical and Electronic Equipment）をリサ
イクルするための前処理における人間とロボットの協働に
よるソーティングプラントシステムを開発する。

ヨーロッパにおけるプラスチック廃棄物のリサイクル率を高
めるための総合的なプロセスを開発し実行する。自動車部
品、家具、ごみ袋等の回収、輸送、選別の高度化を行う。

自動車、家具、建築分野の複合プラスチック製品の再利用、
アップグレード、修理、リサイクルを促進するため、プロセス、
技術、ビジネスモデルを開発し、プラットフォーム化する。

GR3N SAGL
（スイス）

RECYCLING TECHNOLOGIES LTD.
（イギリス）

PETCORE EUROPE AISBL
（ベルギー）

SADAKO TECHNOLOGIES SL
（スペイン）

2018/9～2019/2
0.07億円（0.09億円）

2017/9～2018/8
0.1億円（0.1億円）

2014/1～2017/3
1.9億円（3.0億円）

2017/2～2019/1
1.7億円（2.4億円）

2018/12～2022/5
8.8億円（8.8億円）

2017/6～2021/5
10.3億円（11.4億円）

2017/6～2021/5
12.8億円（16.0億円）

Ethniko Kentro Erevnas 
Kai Technologikis Anaptyxis

（ギリシャ）

INSTITUTO TECNOLOGICO 
DEL EMBALAJE

（スペイン）

EXERGY LTD
（イギリス）

表 2   EU における主要なプラスチック循環の研究開発プロジェクト

出所：CORDIS ※ 12, InnovateUK を基に NEDO 技術戦略研究センター作成（2019）

 　※ 12  European Commission. “Project information - CORDIS”
 https://cordis.europa.eu/projects/en

835

資源循環(プラスチック、アルミニウム)分野の技術戦略策定に向けて



技術戦略研究センターレポート

資源循環(プラスチック、アルミニウム)分野の技術戦略策定に向けて

とで、社会への実装を促進している。

（2）米国

　DOE（アメリカ合衆国エネルギー省）のエネルギー効率・再

生可能エネルギー局（EERE：Office of Energy Efficiency 

and Renewable Energy） が2017年 5月 にREMADE

（Reducing EMbodied-energy And Decreasing 

Emissions）として、リサイクルやリユース全般に関する

総額75億円、5年間の資金提供プログラムを開始した。

　REMADEでは、金属・ポリマー・繊維・E-waste（電

気・電子機器廃棄物）を対象とし、1）二次原料や再生材

料利用における材料のトレーサビリティ確保、2）廃棄物削

減、予測を行うための情報収集、標準化、及び設計ツール、

3）廃棄物の迅速な採取・識別・ソーティング、4）混合材

料の分離、指定有害物質の除去、5）強靭でコスト効率の

高い処理・処分法の5つを重点領域としている。

　REMADEプログラムの技術的達成指標として、主に以

下のような目標が掲げられている。REMADEプログラムの

中で、プラスチックの循環に関する技術開発を表3に示す。

 ● 製造プロセスにおけるバージン材料投入量を30％削減

 ● 製造プロセスにおける二次材料投入量を30％増加

 ● エネルギー集約型材料のリサイクルを30％増加

 ● 二次材料のコストをバージン材料と同等程度にする

　米国では、複雑なプラスチック含有廃棄物や多層フィル

ム等リサイクル困難なものに関する技術開発が進められて

おり、EUと同様に、システム分析やデータベース構築を併

せて行うことで、スムーズな社会実装を目指している。

表 3   REMADEプログラムにおけるプラスチックリサイクル関連技術開発プロジェクト

出所：REMADE Web サイト（REMADE Institute, 2019）を基に NEDO 技術戦略研究センター作成（2019）

概要名称 コーディネーター

ボトル、カーペット等の廃PET（ポリエチレンテレフタレート）と
他の材料を複合させ、新たな強化リサイクルプラスチックとす
ることで、高付加価値化を狙う。Niagara Bottling LLC, Shaw 
Industriesが参加。

電子廃棄物やその他の複雑なプラスチック含有廃棄物から
ABS(合成樹脂)、PS(ポリスチレン等)、PC（ポリカーボネート）、
ABS/PCアロイを回収することができる選択的材料分離技術
のプラットフォームを構築する。二次プラスチック材料供給を
年間350万トン増加させることを目指す。

Platform Technology for Selective 
Recovery of Polymers and 
Residual Metals from Complex 
Polymeric Content Waste Streams, 
including e-Waste

包装やラップ等フレキシブルプラスチックの選別とリサイクル
技術の開発とビジネスモデル検討、環境・コスト分析を行う。
Resource Recycling Systems, Idaho National Laboratory
が参加。

多層プラスチックフィルムを対象とした費用対効果の高いケミ
カルリサイクルに関する触媒会重合手法を検討する。
Michigan State, Unilever, ACC, National Renewable Energy 
Laboratoryが参加。

ポリオレフィンとPETに関する回収とリサイクルを促進する技
術等のシステム分析を可能にする枠組を開発する。
American Chemistry Council, Idaho National Laboratory
が参加。

Determining Material, 
Environmental and Economic 
Efficiency of Sorting and 
Recycling Mixed Flexible 
Packaging and Plastic Wrap

Scalable High Shear Catalyzed 
Depolymerization of Multilayer 
Plastic Packaging

Systems Analysis for PET and 
Olefin Polymers in a Global 
Circular Economy

Argonne National Lab.

Ohio State University

American Chemistry 
Council

Reinforced Recycled Polymer 
Composites

University of 
Massachusetts-Lowell

Michigan Technological 
University
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（3）中国

　プラスチックのリサイクルに関して、第13次5か年計画

（工业绿色发展规划、2016 ～ 2020）の中で、プラスチッ

クの国内循環量を2016年の1,878万トン/ 年から2020

年までに2,300万トン/ 年へ増加させる目標を掲げている。

その目標達成のために、主要な廃プラスチックの選別、再

生、造粒に関する技術実証を行い、多様な品質の再生プ

ラスチックの高付加価値化を支援し、大規模で高効率なリ

サイクルシステムの構築を推進している。研究開発の方針

としては、廃プラスチックの自動識別選別技術の開発、紙、

アルミニウム、鉄等とプラスチックの複合材料の分離技術、

廃プラスチック改質などの高価値利用技術、廃プラスチッ

クリサイクルの二次汚染防止技術、特殊機器の開発に注

力する目標が掲げられている。

 ● 廃プラスチックの機械的選別技術

 ● 廃プラスチック活性化無機フィラー改良、

　  繊維増強改良、弾性体増靭改良、樹脂合金改良、

　  分子鎖構造改良などの化学再生利用技術

 ● 廃ペットボトルを利用してポリエステルチップを生産

　  する技術

 ● 廃プラスチック、廃木質材料を利用して

　  ウッドプラスチック材料及び関連製品を生産する技術

（4）日本

　2018年 6月閣議決定の第四次循環型社会形成推

進基本計画を踏まえ、資源・廃棄物制約、海洋プラス

チックごみ問題等の幅広い課題に対応するための3Rと

Renewable（再生可能資源への代替）を基本原則とした

「プラスチック資源循環戦略」（2019年5月）では、廃プ

ラスチック有効利用率の低さ、海洋プラスチック等による環

境汚染が世界的課題を解決するために、国内で適正処

理・3Rを率先し、国際貢献も実施するとされている。一方、

世界で2番目の1人当たりの容器包装廃棄量、アジア各国

での輸入規制等の課題も併せて、解決するとしている。そ

のことにより、資源、環境問題を解決するばかりでなく、経

済成長、雇用創出により、持続可能な発展を目指すことを

目指している。また、世界的な協業により、必要な投資やイ

ノベーション（技術、制度）の促進を図ろうとしている。
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資源循環︵プラスチック、アルミニウム︶分野の技術戦略策定に向けて

（1）特許出願

　プラスチックリサイクルに関する特許（実用新案を除く）

を抽出し、分析を行った。5年毎の出願件数の推移（図6）

では、総出願件数は2,200件程度と変化が小さいものの、

2 -4 特許・論文の動向
日本からの出願件数は減少傾向にあるのに対し、中国か

らの出願数は増加し続けている。

　技術分類別（マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、

サーマルリサイクル）の出願件数を比較すると（図7）、ケミ

カルリサイクルに関する特許出願が7割近くを占めており、

研究開発が活発な技術領域である。

図 6   プラスチックリサイクル技術に関する出願件数の推移（5 年毎）
出所 ：Derwent World Patents IndexTM の検索結果を基に NEDO 技術戦略研究センター作成（2019）

図 7   プラスチックリサイクル技術別の出願件数（2002 年～ 2016 年累積数）
出所 ：Derwent World Patents IndexTM の検索結果を基に NEDO 技術戦略研究センター作成（2019）

サーマル
リサイクル
1,603件

ケミカル
リサイクル
5,077件

マテリアル
リサイクル
771件
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（2）論文発表

　プラスチックリサイクルに関する技術論文（発行年：2002

～ 2016年）を抽出し、分析を行った。国別の掲載件数に

ついて、5年毎の掲載件数の推移の分析（図8）からは、

直近5年間ではおよそ3,000件に達しており、前期間（2007

～ 2011年）に比べ1.4倍に増加していることが分かった。

特に、中国からは929件（期間：2012 ～ 2016年）に達し、

前期間に比べ2.4倍となっていた。

　技術分野別（マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、

サーマルリサイクル）の件数を比較すると（図9）、特許出願

動向と同様にケミカルリサイクルに関する件数が多く、全体

の8割を超えており、学術研究も活発な技術領域である。

図 8   プラスチックリサイクル技術に関する掲載件数の推移（5 年毎）
出所 ：Web of ScienceTM の検索結果を基に NEDO 技術戦略研究センター作成（2019）

図 9   プラスチックリサイクル技術別の掲載件数（2002 年～ 2016 年累積数）
出所 ：Web of ScienceTM の検索結果を基に NEDO 技術戦略研究センター作成（2019）

サーマル
リサイクル
413件

ケミカル
リサイクル
6,559件

マテリアル
リサイクル
765件
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資源循環(プラスチック、アルミニウム)分野の技術戦略策定に向けて

　プラスチックリサイクルに関する標準化は、プラスチック

の規格であるISO/TC61に包含されるように制定されて

きた。リサイクル関連のISO 15270:2008（プラスチック－

プラスチック廃棄物の回収及びリサイクルの指針）は、日

本が提案し、2008年に制定されたものである。この規格

に付随し、PET、ポリエチレン（PE）やポリプロピレン（PP）

の再生材の規格が制定されている。更に、マテリアルリサ

イクルによる再生材を用いた種々の製品規格（JIS）も併

せて多数制定されてきた。これの規格群は、世界に先駆

けて日本がリサイクルを推進してきたことを示している※13。

　2013年になると、ISO 15270：2008を包含する新た

なISO 規格としてISO 18601：2013が制定された。本

規格は全般規格として位置づけられ、環境配慮包装に

関するものである。さらに、リユース（ISO 180603）とマ

テリアルリサイクル（ISO 18604）、エネルギー回収（ISO 

18605）、及び 生 分 解などの有 機 的リサイクル（ISO 

18606）も併せて制定されている。特に、マテリアルリサイ

クル、ケミカルリサイクルが促進された場合は、前述のISO 

15270及び ISO 18601規格への対応が必要になる※14。

　プラスチックの製造、利用、リサイクルに係る工程と、本

書で扱うプラスチックリサイクル技術を図10に、中間処理

工程における要素技術とその内容について表4に示す。

2 -5 標準化の動向
容器包装や自動車、家電や、玩具、日用品等様々な製品

に材料として利用されたプラスチックは、それぞれの廃棄

処理ルートを経て収集され、静脈産業にてリサイクル処理

が行われる。

　最初に中間処理業にて再生処理に適した原料となるよ

う解体・破砕・選別等の前処理が行われ、次いでリサイ

クル処理としてマテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、

サーマルリサイクル処理が行われる。マテリアルリサイクル

では、不純物の除去や重合・解重合等が行われ、物性

を向上させた再生樹脂として動脈産業に供給される。ケミ

カルリサイクルでは、熱や薬剤を用いて分解し、有用物の

分離・精製が行われ、樹脂原料や化学原料として動脈

産業に供給される。動脈産業では、コンパウンダーが製品

加工等で求められる材料を新規樹脂や再生樹脂、添加

剤等で成分調整し、製品加工業に供給する。製品加工

業は、製品に求められる性能に応じた製品設計・成形加

工を行い、市場に供給する。サーマルリサイクルでは、プ

ラスチックはごみ発電施設等で燃焼・熱回収され、熱や

電気等のエネルギーとして社会に供給される。

　国内のプラスチックのリサイクルに関わる業者は、中小

企業だけで約3万社程度と推定され、中間処理、再生処

理、コンパウンドの工程を担っている。特に、主として廃棄

物処理を実施している事業者は、処理コストの低減を優

先して進展してきたため、最適な処理プロセスになってい

るとは言い難い。また、静脈産業間で情報連携が少ない、

各市町村のごみ収集のルールが異なっている等の課題が

ある。そのため、今後の技術開発では、新たな制度設計

や事業形態の高度化の検討が重要となっている。※15。

2 -6 技術体系と課題

 　※ 13  容器包装リサイクルワーキンググループの活動状況について
（経済産業省 産業構造審議会 産業技術環境分科会 , 2018）

 https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/
haikibutsu_recycle/pdf/032_03_01.pdf

 　※ 14  3R連絡会､ 環境配慮包装に関する新規国際規格の開発・発行
（ISO 18600シリーズ）（日本包装技術協会 , 2014）

 http://www.3r-suishinkyogikai.jp/data/event/H25R32.pdf

 　※ 15  循環経済ビジョン研究会（第 2回）､ リサイクル事業者へのヒアリング調査結果
（経済産業省, 2018）

http://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/junkai_
keizai/pdf/002_06_00.pdf

プラスチックを取り巻く国内外の状況 ＜第 4 回資料集＞（環境省, 2018）

13 35



技術戦略研究センターレポート

　現在、廃製品としての回収率は98％以上として高いも

のの、国内の人件費が高いことや人手不足もあり、最近

では、付加価値が高い廃製品までもが海外に流出してい

るケースも多い。その一方で、原料となる資源やプラスチッ

ク原料を海外から輸入している状況である。国内の資源

効率を向上させるには、処理コストを拡大させずに、廃プ

ラスチックのリサイクルがより高効率に実現できる革新的な

研究開発を行う必要がある。

図 10   プラスチックリサイクルシステムと要素技術
出所 ：NEDO 技術戦略研究センター作成（2019）

表 4   プラスチックリサイクル技術の体系

出所：NEDO 技術戦略研究センター作成（2019）

各種リサイクル法等
にのっとり
収集・運搬

具体的な技術例要素技術工程

中間処理

マテリアルリサイクル

ケミカルリサイクル

サーマルリサイクル
コンパウンド

製品加工

廃製品を部材に分離
部材を素材単体に分離
素材ごとの分離・濃縮
添加剤・染料など不純物の除去
プラスチックの重合度の制御
熱・化学反応を用いた有用物への分解
有用物の分離・精製
熱交換器等による熱の回収、電気などへの変換
製品に求められる性能となるよう素材成分を調整
低物性材料の使いこなし、アップグレード
中間処理効率化のための商品形態・構造設計

解体
破砕
選別
不純物除去
重合・解重合
熱・化学分解
分離・精製
熱回収
成分調整
成形加工
製品設計
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資源循環︵プラスチック、アルミニウム︶分野の技術戦略策定に向けて

　軽量性、耐食性、熱・電気伝導性、加工性等、優れ

た性質を有するアルミニウムの需要は右肩上がりで増加

している。図11に示すように、世界のアルミニウム需要は

3 アルミニウムリサイクル章

3 -1 市場規模・予測

2017年に9,000万トン/ 年を超え、中国を中心に2040年

までに1億6,000万トン/ 年に増加すると予測されている。

　また、用途別のアルミニウム中間製品需要量の予測を

図12に示す。これまでのアルミニウム需要は建築・構造

用途と自動車等運輸用途が牽引しており、将来的にも建

築・構造及び運輸用途の需要の伸びは大きく、2040年

ではそれぞれ約5,000万トン/ 年程度の需要へ成長する

と予測されている。

■
■
■
■
■

中国
日本
中東
アジア（除く中国）
製錬以外

■
■
■
■

ヨーロッパ
南アメリカ
北アメリカ
その他

■
■
■
■

建築・構造
容器包装
電気（ケーブル等）
その他

■
■
機器
耐久消費財

自動車・航空・
船舶

■

図 12   世界におけるアルミニウム中間製品の出荷量の推移と将来予測
出所 ：Regional Aluminium Flow Model 2017（International Aluminium Institute, 2019）
　　　を基に NEDO 技術戦略研究センター作成（2019）

図 11   世界におけるアルミニウム需要の推移と将来予測
出所 ：Regional Aluminium Flow Model 2017（International Aluminium Institute, 2019）
　　　を基に NEDO 技術戦略研究センター作成（2019）
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　2016年の日本におけるアルミニウムリサイクルの状況を

図13を示す。年間需要量は約400万トン/ 年である。材

料として利用されるアルミニウムのうち、251万トン/ 年が

新地金由来であり、主に高付加価値な展伸材向けに利用

されている。

　国内では新地金の製造は行われておらず、ほぼ全量を

海外からの輸入に頼っている。残りの130万トン/ 年は二

次地金（いわゆるリサイクル材料）である。そのほとんどは

3 -2 国内における現状
鋳造材として用いられており、エンジンブロックが主な用途

として挙げられる。また、130万トン/ 年が国内で回収され

たスクラップとして回っており、アルミニウムのリサイクル率と

しては世界トップレベルであるといえる。

　今後、自動車用エンジンの小型化、パワートレインの電

化の進展により、国内における鋳造材需要の減少が見込

まれる一方で、軽量化の要求から自動車向け展伸材需

要の増加が想定されている。また、アルミニウムの需要量

は増加しており、将来的に排出されるスクラップも増加する

ことが予想されるため、需給バランスが将来的に崩れる可

能性が高い。

図 13   日本におけるアルミニウムのマテリアルフロー（2016）
出所 ：公開資料※16 を基に NEDO 技術戦略研究センター作成（2018）

約700円/kg
輸送用

うち 展伸材  31万トン
うち 鋳造材  133万トン

国内リサイクル

鋳造材
143万トン

展進材
185万トン

エンジンブロック等
約300円/kg

168万トン

製品中間品材料

輸入

その他 219万トン

新地金
141万トン

110万トン

130万トン

 　※ 16  鉱物資源マテリアルフロー 2017（JOGMEC, 2018）
輸入 110万トンは二次地金と二次合金地金を含む。これらのスクラップ使用
率は不明。ストック品や中間製品の輸出のデータは含まれていない。
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資源循環(プラスチック、アルミニウム)分野の技術戦略策定に向けて

（1）EU
　EUは従来の資源消費型の線形経済から、REを最大化

する循環経済への転換を図り、2015年にCEパッケージを

ビジョンとして策定した。EUは「EU 域外の資源産出国か

ら供給される天然資源に依存しない、いわゆるEU域内で

完結する循環資源利用の社会を目指し、再生品の品質が

市場を決定する（リサイクル業者のための）市場を作りたい」

と考えている。これは「バージン資源使用製品に対してリサ

イクル資源使用製品の競争力を強化する」ということを意味

している。このCE（Circular Economy：循環経済）パッケー

ジの中で、アルミニウム製容器包装について、2025年には

50％、2030年には60％のリサイクルを目標と設定している。

　また、先述したSITRAのレポートでは、アルミニウムの循

環において重要なポイントを次のように挙げている。

 ● 製品設計の改善：分離・選別の複雑化の防止

 ● 材料の仕様：合金組成ベースから機能ベースの仕様へ

 ● 再使用：直接再使用の推奨

 ● 水平リサイクル：現状のカスケードリサイクルの防止

 ● 新たな製品解体プロセス：自動化、素材混合の防止

 ● 分離·選別の向上:安価なセンサー、自動化による低コスト化

 ● 洗練されたスクラップ市場：フローの把握

 ● 新たな製造プロセス：不純物除去・精製

　EUで は CEに 関 す るビジョンや 分 析 に 基 づき、

Horizon2020の中で研究開発プロジェクトを進めている。

CEはHorizon2020の中で横断的活動として焦点領域に

設定されており、各産業分野（建設、自動車、家電、住宅、

太陽光発電、紙・パルプ産業等）から廃棄される製品中

の鋼材、銅、アルミニウム、チタン、プラスチック、ガラス、

複合材料など、経済的に回収するための技術開発・シス

テム開発・制度設計を2013年から2019年にかけて総額

120億円程度支援している。

　その中で、アルミニウムの循環に関連する主要なプロジェ

クトについて表5にまとめた。EUでは、製錬、地金製造、

材料加工、スクラップ選別等、バリューチェーンを網羅する

ように研究開発プロジェクトが進められている。

3 -3 国内外の政策動向

表 5   EU における主要なアルミニウム循環の研究開発プロジェクト

出所：CORDIS ※12, InnovateUK を基に NEDO 技術戦略研究センター作成（2019）

概要 期間EU予算(PJ予算）名称 コーディネーター

ENSUREAL

Recycal

Aluminium 
ScrapDbase

REALCAR2

REALITY

SHREDDERSORT

HR-Recycler

SINTEF
（ノルウェー）

BRUNEL 
UNIVERSITY 
LONDON

（イギリス）

LENZ 
INSTRUMENTS SL

（スペイン）

Jaguar Land 
Rover Limited

（イギリス）

Jaguar Land 
Rover Limited

（イギリス）

LENZ 
INSTRUMENTS SL, 

（スペイン）

Ethniko Kentro 
Erevnas Kai 
Technologikis 
Anaptyxis

（ギリシャ）

2017/10～2021/9
9.0億円(11.2億円）

2015/9～2017/8
0.6億円(0.6億円）

2014/1～2016/12
3.0億円(4.0億円）

2013/2～2015/7
0.7億円(0.7億円）

2017/6～2020/3
2.0億円(3.0億円）

2014/1～2016/12
4.2億円(5.6億円）

2018/12～2022/5
8.8億円(8.8億円）

改良Pedersen法を用いて低品質のボーキサイトからのアルミナ製錬を行うこ
とで、EU領域内での持続可能なアルミニウムバリューチェーンを構築する。

WEEEをリサイクルするための前処理における人間とロボットの協働による
ソーティングプラントシステムを開発する。

鉄不純物を含むアルミニウムスクラップ合金を使用して、高価値アルミニウ
ム製品を製造することを可能にする方法を、固化挙動や結晶生成挙動を解
析した。

アルミニウムスクラップを鍛造材に適用するため、高剪断加工（HSP）技術
を用いた溶融調整プロセスにより、機械的特性を改善する微細構造を実
現した。

使用済アルミニウムを使用して、低コストでエネルギー効率良く、5000番台のア
ルミニウムを使用して、軽量の車体構造を構築するための技術開発を行なった。

アルミニウム合金を分離し、その後展伸アルミニウム合金を合金種別毎に
さらに分離するための、センサーベースのスクラップソーティング技術の開
発および産業展開を目指してスケールアップを行なった。

自動車スクラップからの非鉄金属を選別し、二次アルミニウムの品質を向上
させるため、LIBS(Laser Induced breakdown Spectroscopy )等のセンサー
による鋳造/展伸アルミニウム合金の選別技術を開発した。
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（2）米国
　米国では、資源循環に関する取組は、製造業のエネルギー

効率と経済性を向上させ、産業の競争力を強化する目的で行

われている。DOEのEEREが2017年5月にREMADEとし

て、リサイクルやリユース全般に関する総額75億円、5年間の

資金提供プログラムを開始した。REMADEプログラムの技術

的達成指標として、主に以下のような目標が掲げられている。

 ● 製造プロセスにおけるバージン材料投入量を30％削減

 ● 製造プロセスにおける二次材料投入量を30％増加

 ● エネルギー集約型材料のリサイクルを30％増加

 ● 二次材料のコストをバージン材料と同等程度にする

 ● 5年以内に二次原料処理エネルギーを30％削減

 ● 10年以内に50％削減

　REMADEプログラムの中で、アルミニウムの循環に関

する技術の開発は、表6に示すような研究開発プロジェク

トが実施されている。

　また、ARPA-E（Advanced Research. Projects Agency-

Energy：エネルギー高等研究計画局）ではエネルギー消

費低減を目的に、次世代の自動車や構造材として需要が

高まることが予想される軽金属（Al、Mg、Ti）をターゲット

に、省エネルギー・低コストなアルミニウム精錬技術と廃製

品からのリサイクル技術を開発している。表7にARPA-E

の製品からの金属リサイクル関連プロジェクトを示す。特

に、自動車スクラップからの軽金属合金の選別を目的とした

ソーティング技術の開発が行われており、REMADEプロ

グラムに繋がっていると考えられる。

表 6   REMADEプログラムにおけるアルミニウムリサイクル関連技術開発プロジェクト

表 7   ARPA-E のアルミニウム精錬、リサイクル関連プロジェクト

出所：REMADE Web サイト（REMADE Institute, 2019）を基に NEDO 技術戦略研究センター作成（2019）

出所：ARPA-E Web サイトを基に NEDO 技術戦略研究センター作成（2016）

概要名称 コーディネーター

Rapid Sorting of 
Scrap Metals with 
Solid State Device

Increasing Melt Efficiency and 
Secondary Alloy 
Usage In Aluminum 
Die Casting

The University of Utah

Ohio State University

アルミダイキャスト製造における、溶融プロセスの熱力学モデリングにより
機構を解明し、高効率な溶融プロセスのための新たな添加剤、耐火材の開
発や、より不純物許容度の高い二次アルミニウム合金の製造プロセスの設計
を行う。North America Die Casting Association, Alcoaが参加。

非鉄金属スクラップからアルミニウムをEDX（electro-dynamic sorting）
技術により高選別効率・ハイスループットで選別する技術の開発。1t/hの
処理速度、90％の回収率を目指す。

概要 期間名称 コーディネーター

ALUMINUM ELECTROLYTIC 
CELL WITH HEAT RECOVERY

ALUMINUM PRODUCTION 
USING ZIRCONIA SOLID 
ELECTROLYTE

ELECTROMAGNETIC 
LIGHT METAL SORTING

ELECTROCHEMICAL 
PROBE FOR RAPID 
SCRAP METAL SORTING

X-RAY DIAGNOSTICS FOR 
SCRAP METAL SORTING

Alcoa

INFINIUM

University of Utah

Palo Alto Research 
Center （PARC）

UHV Technologies

アルミニウム精錬の効率向上、CO2排出抑制を目的に、電解
精錬において従来の炭素電極からジルコニア電極へと転
換するための技術を開発した。

アルミニウム精錬の効率向上、コスト低減を目的に、電解セ
ルの高効率化と熱回収に関する技術を開発した。

自動車からのアルミニウムスクラップを複数グレードに選
別するため、イオン液体を用いた高速な電気化学分析によ
る選別技術を開発した。

自動車からのアルミニウムスクラップを複数グレードに選
別するため、線形XRF（蛍光X線)を用いたソーターによる選
別技術を開発した。

自動車からのアルミニウムスクラップを複数グレードに選
別するため、可変電磁力による選別技術を開発した。

2014～2018
4.52億円

2013～2016
4.21億円

2014～2017
2.95億円

2013～2016
1.58億円

2014～2016
2.14億円
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資源循環(プラスチック、アルミニウム)分野の技術戦略策定に向けて

（3）中国
　中国は国家戦略として循環経済体制の構築を行ってい

る。第13次5か年計画や中国製造2025の中で、製造業

の強化方針の一つにグリーン製造の発展を挙げており、

その主要目標として工業固形廃棄物の再利用率を2013

年の63％から、2020年までに73％、2025年までに79％

に引き上げようとしている。また、国家発展改革委員会

は、「循環発展牽引行動」の中で資源循環産業市場は

2020年に50兆円規模に拡大すると予測しており、それ

を実現させるため十大行動として、資源循環利用産業モ

デル地区の建設、鉱業資源総合利用産業蓄の建設、「イ

ンターネット＋」資源循環の取組、再生製品普及の取組、

技術革新の取組などを挙げている。

　アルミニウムの循環に関しては、2011年から5年間、廃アル

ミ缶のリサイクル技術の開発プロジェクトが国家科学技術支

援プログラムの支援の下、中国再生可能資源産業技術革新

戦略同盟、北京科学技術大学、中北大学、及びZhaoqing 

Dazheng Aluminium Co.、Ltd.が共同し、CAN to CAN

のグリーンリサイクル技術を開発し、社会実装している。

（4）日本
　2018年7月に閣議決定された「エネルギー基本計画」

においては、鉱物資源の自給率の目標が示されている。

2030年にベースメタル（銅・亜鉛）の自給率を80％以上、

戦略レアメタル（レアアース・リチウム・タングステン等）に

ついては50％以上とすることを目指している。また、戦略

レアメタルについては備蓄を着実に進め、供給途絶等の

緊急時に需要家のニーズに応じて機動的に放出等できる

よう備蓄体制の整備を進めていくとされている。さらに、日

本再興戦略2016（2016年6月）では、「『都市鉱山』の

利用を促進し、リサイクル業者や非鉄製錬業者等の成長

を図るため、情報技術等を活用し、動静脈連携によりレア

メタルなどの金属資源を効率的にリサイクルする革新技

術・システムを開発する。」という方針が定められている。

　政府方針に対応し、これまでに国内で行われてきたアル

ミニウムのリサイクルに関する技術開発プロジェクトを表8

に整理した。

表 8   日本における主なアルミニウムリサイクル関連技術開発プロジェクト

出所：各種資料を基に NEDO 技術戦略研究センター作成（2018）

概要 期間PJ予算名称 参加企業

非鉄金属系素材
リサイクル促進技術
研究開発（3Rプログラム）

アルミニウム系
メゾスコピック組織制御材料
創製技術（スーパーメタル）

JRCM、住友軽金属工業、
神戸製鋼所、スカイアルミニウム、
日軽金、古河電気工業、
三菱アルミニウム、昭和電工

JRCM、住友軽金属工業、神戸製鋼所、
スカイアルミニウム、日軽金、
古河電気工業、三菱アルミニウム

従来のアルミニウム材の1.5倍程度の材料性能（強度、
耐食性、延性、加工性）向上を目的に、大型板材の金属
結晶粒の極微細化（数μm）加工技術の開発を行った。

アルミニウムの不純物無害化
・マテリアルリサイクル
技術開発（3Rプログラム）

JRCM、住友軽金属工業
廃自動車から回収されたアルミニウムの自動車への
水平リサイクルを目的に、再生材中の除去困難な鉄を
急冷凝固法により無害化する技術の開発を行った。

「動静脈一体車両リサイクル
システム」の実現による
省エネ実証事業

ハリタ金属、
日本アルミニウム協会、
早稲田大学、AIST、中部大学

鉄道車両のアルミニウム材を水平リサイクルすること
を目的に、LIBSソーティング技術によるアルミニウム
合金選別システムの開発及び実証を行なう。

廃自動車、廃家電等からの非鉄スクラップからアルミ
ニウム、銅、亜鉛等有用金属を回収するリサイクルプ
ロセスの開発を目的とし、アルミニウムに関しては、内
部ろ過フィルタによる非金属介在物除去や、真空蒸
留法による亜鉛除去等の要素技術開発を行った。

1993～2002
56.9億円
（委託・助成）
（全体）

1997～2001
8.6億円
（委託）

2002～2004
4.8億円
（委託）

2016～2020
2.0億円
（2/3助成）
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（1）特許出願
　アルミニウムリサイクルに関する特許（2002年～ 2016

年）について、国別、及び5年間ごとに出願件数の推移

の分析を行った。

　国別の出願件数について、5年毎の出願件数の推移の

分析（図14）より、中国では2007 ～ 2011年の出願数が

1,300件であったが、直近5年間では4,800件以上と急増

しており、当分野での研究開発が活発に行われている。

一方、日本の出願件数は各期間でおおむね900件程度

の出願となっており、研究開発は継続的に行われている。

3 -4 特許・論文の動向 （2）論文発表
　2002年～ 2016年（期間15年）間に掲載されたアルミ

ニウムリサイクルに関する論文について、国別、5年間ごと

に掲載件数の推移の分析を行った。5年毎の件数の推移

の分析（図15）からは、論文数はおおむね微増となって

いることが明らかになった。

　日本の件数は減少傾向にあり、直近5年間ではシェア

を落としている。特許出願動向に比べ論文掲載数の伸び

は小さく、実用化研究に移行していることが推定される。

図 14   アルミニウムリサイクルに関する出願件数の推移（5 年毎）
出所 ：Derwent InnovationTM での検索結果を基に NEDO 技術戦略研究センター作成（2019）

図 15   アルミニウムリサイクルに関する論文掲載数の推移（5 年毎）
出所 ：Web of ScienceTM での検索結果を基に NEDO 技術戦略研究センター作成（2019）
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資源循環(プラスチック、アルミニウム)分野の技術戦略策定に向けて

　EU 等では、アルミニウムの国際的な持続可能性基準

を策定する動きがあり、ASI（Aluminum Stewardship 

Initiative）などは、アルミニウムのボーキサイト採掘から

製品使用、リサイクルまでのバリューチェーンの全てを企

業統治、環境、社会的責任等の観点から評価する基

準であり、「アルミニウムの価値を最大限に高め、かつ環

境・社会等への負の影響を最小限にすること」を目的に、

2012年10月から標準化草案作成が進められている。参

加主体は地金メーカー、板材メーカー、自動車・家電・

食品などのユーザー企業、環境系 NGO 等であり、2019

年2月現在79団体が加盟している。ASIから公表され

た基準は現時点で2点である。2014年 12月に企業統

治、環境、社会的責任等について11項目を定めた「ASI 

Performance Standard Version 1」（原則及び基準）

が公表、続いて2015年1月に加工・流通における管理、

情報流通の形式について12項目を定めた「Chain of 

Custody（CoC）Standard」（加工・流通過程の管理基

準）が公表された。

　これらISOやASI 等の国際的標準化活動に関して、

国内では日本アルミニウム協会が窓口団体となっており、

規格制定・改正、それに向けた国内委員会の取りまとめ、

国際会議への参加、JIS規格との適合性の検討、関連す

る調査研究等を行っている。アルミニウムに関する標準化

はこれまで、材料の性能を元素成分組成から規定し、広

く材料として利用できるよう標準化されてきたが、持続可

能性等の新たな評価軸が重視されるようになってきたた

め、ライフサイクルでの低CO2排出評価や、サプライチェー

ン全体での管理等に関する標準化も進められている状況

である。

3 -5 標準化の動向
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　アルミニウムの製造、利用、リサイクルに係る工程の概

観と本書で扱うアルミニウムリサイクル技術を図16に示す。

自動車や飲料缶、建材、家電等に材料として利用された

アルミニウムは、それぞれの廃棄処理ルートを経て収集さ

れ、スクラップとして静脈産業にてリサイクル処理が行われ

る。最初に中間処理業にて再生処理に適した原料となる

よう解体・破砕・選別等の前処理が行われ、次いでアルミ

ニウム合金業にて再生処理として溶解・不純物除去等の

成分調整を行い、二次地金として動脈産業に供給される。

　動脈産業では、二次地金と新地金から材料・製品に

求められる性能に応じた材料加工・製品加工を行い、市

場に供給する。表9に各処理工程における要素技術とそ

の内容についてまとめた。

3 -6 技術体系と課題

図 16   アルミニウムリサイクルシステムと要素技術
出所 ：NEDO 技術戦略研究センター作成（2018）

表 9   アルミニウムリサイクル技術の体系

出所：NEDO 技術戦略研究センター作成（2019）

具体的な技術例要素技術工程

中間処理

再生処理

加工処理

廃製品を部材に分離
部材を素材単体に分離
素材ごとの分離・濃縮
リサイクル材の溶解
ガス成分、不純物元素の除去、低減
不純物の存在下でも物性を確保
低物性材料の使いこなし、水平リサイクル
中間処理効率化のための商品形態・構造設計

解体
破砕
選別
溶解
不純物低減
材料加工
成形加工
製品設計
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資源循環(プラスチック、アルミニウム)分野の技術戦略策定に向けて

　国際的な持続可能な開発の実現へ向けた流れの中で

資源循環は重要であり、今後、産業活動の中で資源循環

への取組をいっそう推進する必要がある。なかでもプラス

チックやアルミニウムのリサイクルは、今後発展途上国の大

幅な需要増に加え、資源の有効利用、CO2対策、海洋プ

ラスチックごみ問題への対応から、リサイクルの促進は喫

緊の課題であり、そのための関連技術の高度化が求めら

れる。これまで日本では、世界をリードするリサイクル関連

技術の開発・実装に加え、関連する制度や高い排出者

の意識から、金属類を中心に比較的価値の高い資源に

おいてはリサイクル先進国の位置にある。

　プラスチックリサイクルでは、新しい固相重合技術により

高度なペットボトルリサイクルが既に実用化されている。一

方、汎用プラスチックに関するリサイクルの状況を見ると、

サーマルリサイクルが主流となっており、マテリアルリサイク

ルやケミカルリサイクルの割合は5 ～ 6％に留まっている。

これまでの日本のプラスチック産業は高い品質を持つ多く

の品種をそろえることを一つの強みとしており、リサイクル

促進のために再生プラスチックの受入れ品質を落とすこと

は産業競争力強化の点から、好ましい選択とはいえない。

このような現状を踏まえ、国内の約900万トン/ 年の廃プ

ラスチックを総合的にリサイクル処理するための有効な技

術開発を行うばかりでなく、技術の進展に併せた新しい標

準化等を含むビジネスエコシステムの構築や市場獲得の

方策についても検討する必要がある。

　一方、アルミニウムは、特長となる軽量・高強度な材料

として今後大きな需要の伸び（国内での使用量、蓄積量

の増加）が予想されることから、国内において高効率、低

コストなアルミニウムリサイクル技術の開発が期待されてい

る。しかし、資源採掘から製造、利用、廃棄に至る全ての

段階のCO2排出（ライフサイクルCO2）が重要視される製

品にとって、新地金製造時のCO2排出量の大きさがアルミ

ニウム利用拡大の課題となっている。この抑制のため、新

地金製造プロセスの低炭素化、リユースシステム、リサイ

クル利用に関する新しい技術開発が欧米を中心に行われ

ている。国内では、新地金製造プロセスを担う産業が存

在しないことから、循環によるライフサイクルCO2排出の抑

制が、主なユーザである自動車産業、容器利用産業等に

よって行われることが期待される。

　特に、再生したプラスチックやアルミニウムを継続して利

用するためのQCD（Quallity・Cost・Delivery）の確

保が困難であり、バージン材料との競争力が小さく、循環

システムが成立しないことが多い。そのため、技術開発の

みならず、技術の進展に合わせた標準化と制度化等を検

討し、周辺ビジネス支援や時流情勢なども含め、社会的

に受容可能な循環システムの構築を早急に進めていく必

要がある。

4 おわりに章
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特許論文等リスト-1 
 

●特許論文等リスト 
 
研究開発項目① 不純物元素低減技術の開発 
「溶融塩使用固体電解によるアルミ合金スクラップからの高純度アルミ精製技術の開発」 
 
【論文】リスト 

番号 発表者 所属 タイトル 発表誌名、ページ番号 査読 発表年月 

１ 

Xin Lu、張政
陽、平木岳人、
竹田修、朱鴻
民、松八重一
代、長坂徹也 

 東北大学 
A solid-state electrolysis 
process for upcycling 
aluminium scrap 

Nature, 606(2022) 
511-515 

有り 2022/4/13 

 
【外部発表】リスト 
(a)学会発表・講演 

番号 発表者 所属 タイトル 会議名 発表年月 

１ 朱 鴻民 東北大学 溶融塩電解を用いたアルミニウムの 
リサイクルプロセス 

自動車技術会 
2023 年春季大会 2023/5/26 

 
(b)新聞・雑誌等への掲載 

番号 所属 タイトル 掲載誌名 発表年月 

１ 東北大学 アルミニウムのサステナブルリサイクル新技術開発 
東北大学ウェブサイト 
東北大学工学部ウェブサイト 

2022/4/26 

 

  



特許論文等リスト-2 
 

研究開発項目① 不純物元素低減技術の開発 
「資源循環社会構築に向けたアルミニウム資源のアップグレードリサイクル技術開発」 
 
【特許】 
出願件数：1 件 
 
【論文】 

番号 発表者 所属 タイトル 発表誌名、ページ 査読 発表年月 

1 
志賀敬次、 
村上雄一朗、 
尾村直紀 

産業技術
総合研究
所 

Effect of 
Electromagnetic 
Stirring on the Shape 
of β-Al9Fe2Si2 
Intermetallic 
Compound During the 
Solidification of Al-Si-
Fe Alloys 

MATERIALS 
TRANSACTIONS 
 64(2023)3 
 p. 650-656 

有り 2022/9/30 

 
【外部発表】 
(a) 学会発表・講演 

番号 発表者 所属 タイトル 会議名 発表年月 

1 
志賀敬次、 
村上雄一朗、 
尾村直紀 

産業技術
総合研究
所 

Al-Si-Fe 系合金中の金属
間化合物の形状に及ぼす電
磁撹拌の影響 

日本鋳造工学会 第
180 回全国講演大会 

2022/9/30 

2 村上雄一朗 
産業技術
総合研究
所 

低環境負荷社会構築に向け
たアルミニウムの資源循環技
術開発 

日本化学会秋季事業 
第 12 回 CSJ 化学フェ
スタ 2022 

2022/10/18 

3 村上雄一朗 
産業技術
総合研究
所 

アルミニウムの高度資源循環
社会構築にむけて ~不純物
元素の除去技術~ 

第 22 回 国際ナノテクノ
ロジー総合展・技術会議
（nano tech 2023） 

2022/12/1、
2023/2/1～3 

 
(b) 展示会への出展 

番号 発表者 所属 タイトル 会議名 発表年月 

1 村上雄一朗 
産業技術総
合研究所 

アルミニウムの高度資源
循環社会構築にむけて 
~不純物元素の除去技
術~ 

第 22 回 国際ナノテクノ
ロジー総合展・技術会議
（nano tech 2023） 

2023/2/1～3 

 
  



特許論文等リスト-3 
 

研究開発項目② 微量不純物を無害化する高度加工技術等の開発 
「資源循環社会構築に向けたアルミニウム資源のアップグレードリサイクル技術開発」 
 
【特許】 
出願件数：1 件 
 
【論文】 

番号 発表者 所属 タイトル 発表誌名、ページ 査読 発表年月 

1 

梶村真吾、 
黒龍星七、 
Thai Ha 
Nguyen、 
原田陽平、 
村石信二、 
熊井真次 

東京電機大、 
東京工業大 

Effect of nozzle shape 
on periodic surface 
patterns of Al-
3mass%Si alloy strips 
fabricated by vertical-
type high-speed twin-
roll casting 

Materials 
Transactions, 
Special Issue on 
Aluminium and Its 
Alloys for Zero 
Carbon Society, 
ICAA18, In press. 

有り 2023/2 

 
【外部発表】 
(a) 学会発表・講演 

番号 発表者 所属 タイトル 会議名 発表年月 

1 河尻耕太郎 エイゾス 

「AI による革新的実験計画
法と将来技術の LCA 評価
の組合せによる多目的エコデ
ザイン最適化：アルミニウム
のアップグレードリサイクルプロ
セスの事例」 

第 17 回日本 LCA 学
会研究発表会 

2022/3/4 

2 

梶村真吾、 
黒龍星七、Thai 
Ha Nguyen、 
原田陽平、 
村石信二、 
熊井真次 

東京電機大、 
東京工業大 

Effect of nozzle shape 
on periodic surface 
patterns of Al-
3mass%Si alloy strips 
fabricated by vertical-
type high-speed twin-
roll casting 

The 18th 
International 
Conference on 
Aluminium Alloys 
(ICAA18) 

2022/9/6 

3 

黒龍星七、 
梶村慎吾、 
原田陽平、 
村石信二、 
熊井真次 

東京電機大、 
東京工業大 

縦型高速双ロール鋳造法で
作製した Al-3%Si 合金板
の表面品質に及ぼすノズル
先端形状の影響 

軽金属学会 第 143 回
秋期大会 

2022/11/12 

4 
波多野滉也、 
瀧澤英男 

日本工業大 
「板厚半減加工を用いた平
面ひずみ引張試験法の検
討」 

第 73 回塑性加工連合
講演会（仙台）、日本
塑性加工学 

2022/11/19 

 
 



特許論文等リスト-4 
 

番号 発表者 所属 タイトル 会議名 発表年月 

５ 河尻耕太郎 エイゾス 
次世代に求められる鋳造材
料および接合技術 

公益社団法人 日本鋳
造工学会 東海支部 
第 145 回非鉄鋳物研
究部会 

2023/3/6 

６ 
角省吾、 
羽賀俊雄 

大阪工業大 
溝を有するロールを使用した
双ロール鋳造の特性 

日本機械学会関西学
生会 2022 年度学生
員卒業研究発表会 

2023/3/15 

７ 
大谷芳次、 
羽賀俊雄 

大阪工業大 
双ロールキャスターで鋳造した
板表面に対するロール面の
影響 

日本機械学会関西学
生会 2022 年度学生
員卒業研究発表会 

2023/3/15 

８ 

池田航、 
桑原利彦、 
市川武志、 
櫻井健夫 

東京農工大、
神戸製鋼所 

M-K 法による 5000 系アル
ミニウム合金板の成形性予
測 

 
軽金属学会第 144 回
春期大会 2023/5/13 

９ 

関谷航輝、 
桑原利彦、 
市川武志、 
櫻井健夫 

東京農工大、
神戸製鋼所 

5000 系アルミニウム合金板
の穴広げ成形シミュレーション
と成形限界予測法 

軽金属学会第 144 回
春期大会 

2023/5/13 

10 
原聡宏、 
一谷幸司、 
戸次洋一郎 

UACJ 
高圧スライド加工を施したリ
サイクル想定組成アルミニウ
ム合金の機械的特性 

軽金属学会第 144 回
春期大会 

2023/5/13 

11 

黒龍星七、梶村
慎吾、原田陽平、 
村石信二、熊井
真次 

東京電機大、
東京工業大 

Al-Si 合金双ロール鋳造板
の表面模様に及ぼすノズル
先端厚さと合金組成の影響 

軽金属学会第 144 回
春期大会 

2023/5/14 

12 河尻耕太郎 エイゾス 

人工知能を活用した革新的
実験計画法と Ex-ante 
LCA によるアルミニウムアップ
グレードリサイクルプロセスの
最適化 

軽金属学会第 128 回
シンポジウム 
「アルミニウムのアップグ
レードリサイクル技術」 

2023/5/31 

 
(b)新聞・雑誌等への掲載 

番号 所属 タイトル 掲載誌名 発表年月 

１ エイゾス アルミニウムのサステナブルリサイクル新技術開発 株式会社エイゾス ウェブサイト 2022/4/1 

 



 

２．分科会公開資料 
次ページより、推進部署・実施者が、分科会において事業を説明する際に使用した資料を

示す。 
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プロジェクトの概要（公開版）

環境部

2023年6月22日

「アルミニウム素材高度資源循環システム構築事業」
（中間評価）

2021年度～2025年度 ５年間

資料5



2

2019年度 エネ・環先導研究：アルミニウム素材の高度資源循環システム構築
既存プロジェクトとの関係

アルミニウム素材高度資源循環システム構築事業

研究開発項目①不純物元素低減技術の開発：
Si:7%以上のスクラップから、Si:3%以下の再生アルミニウムを70%以上回収

研究開発項目②微量不純物を無害化する高度加工技術等の開発：
急冷凝固プロセスや加工熱処理による、従来の展伸材と同等以上の特性
（引張強度、伸び）を持つ再生展伸材の創製

アウトプット
目標

本技術開発成果により、2040年度までにアルミニウム圧延業界を中心に再生
展伸材の製造技術を確立、普及率30%に当たる再生展伸材生産量130万
トン/年、CO2排出量968万トン/年削減を達成し、国内企業における製品の環
境性能向上による国際競争力強化、及び幅広い産業における温室効果ガス排
出量削減を実現する。

アウトカム
目標

近年、環境問題の深刻化が予測され、“循環経済（CE）”への転換が求められている。アル
ミニウムは、資源循環向上の取組が期待される素材であり、輸送用機器の軽量化等、CO2排
出量削減を目的とする用途において需要の大きな伸びが予測されているが、電解製錬により新
地金を製造するため、製造時のCO2排出
原単位が11.1kg-CO2eq/Kgと大きい
ことが課題である。一方、再生地金は
アルミニウムの融点が低く、再生のための
エネルギーが新地金製造の1/20程度と
少ないことから、需要が増大しつつある。
ただし、アルミニウムスクラップのリサイクル
過程で混入する不純物により、再生地
金は一部の用途に使用が限定される
状況にある。そこで、本事業はアルミニウ
ム素材の高度資源循環システム構築
のため、不純物元素低減技術、微量不
純物を無害化する高度加工技術等を開
発する（右図）。

プロジェクトの概要

＜全体プロセスイメージ＞

想定する出口イメージ等

期間：2021～2025年度（5年間）
総事業費（NEDO負担分）：15.0億円（予定）（助成）

事業計画

＜研究開発スケジュール・評価時期・想定する予算規模＞

環境部
ＰＭ：今西大介 主任研究員
関連する技術戦略：資源循環（アルミニウム）分野の技術戦略
プロジェクト類型：基礎的・基盤的研究開発



報告内容

３．マネジメント

２．目標及び達成状況（概要）

1．意義・アウトカム（社会実装）達成までの道筋 (1)本事業の位置づけ・意義
(2)アウトカム達成までの道筋
(3)知的財産・標準化戦略

(1)アウトカム目標と達成見込み
(2)アウトプット目標と達成状況

(1)実施体制
(2)受益者負担の考え方
(3)研究開発計画

２．目標及び達成状況（詳細） アウトプット目標と達成状況

3



＜評価項目１＞意義・アウトカム（社会実装）達成までの道筋
（１）本事業の位置づけ・意義
（２）アウトカム（社会実装）達成までの道筋
（３）知的財産・標準化戦略
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報告内容

３．マネジメント

２．目標及び達成状況（概要）

1．意義・アウトカム（社会実装）達成までの道筋 (1)本事業の位置づけ・意義
(2)アウトカム達成までの道筋
(3)知的財産・標準化戦略

(1)アウトカム目標と達成見込み
(2)アウトプット目標と達成状況

(1)実施体制
(2)受益者負担の考え方
(3)研究開発計画

２．目標及び達成状況（詳細） アウトプット目標と達成状況

5



1. 意義・アウトカム（社会実装）までの道筋 (1) 本事業の位置づけ・意義

事業の背景・目的・将来像

アルミニウムは軽量材料として優れた特性を持ち、今後、自動車等での需要が急増する
見込みだが、製錬時に電力を大量に消費し、CO2を大量に排出する

アルミニウム再生材の使用により、生産時のCO2排出量の96%が削減可能だが、再生
材には不純物が含まれるため、現状では用途が限られ、自動車の車体等に利用できない
ことが課題となる

本事業では、アルミニウムスクラップを、自動車の車体等にも使用可能な素材(展伸材)へ
とアップグレードする基盤技術（①不純物元素低減、②微量不純物を無害化する高度
加工技術等）を開発し、アルミニウムの高度な循環利用を実現する

6



1. 意義・アウトカム（社会実装）までの道筋 (1) 本事業の位置づけ・意義

政策・施策における位置づけ
■ 第四次循環社会形成推進基本計画（2018年6月）

鉄、アルニミウム、銅等ベースメタルのリサイクルを一層促進するため、高度破砕設備や合金成分も加味できる高度
選別設備の開発・導入を支援するとともに、二次原料利用量拡大に資する基準等の検討を行う。

■ 革新的環境イノベーション戦略（2020年1月）
金属等（アルミニウムを含む）の循環利用を進めることで原料からの一次製錬が不要となりCO2の大幅な削減が
期待される。

■ 循環経済ビジョン2020（2020年5月）
リサイクル技術の高度化・多角化を検討していくにあたっては、ベースメタル（鉄、アルミニウム、銅等）、セメント、紙、
ガラス、プラスチック等の主要素材について、改めて今後の需給見通しや再生材の利用可能性についの評価・分析
をしていくことが重要である。

7

本プロジェクトにおいて政策上重要な位置づけにあるアルミニウム
の循環再利用実現へ重要となる技術開発を実施する



1. 意義・アウトカム（社会実装）までの道筋 (1) 本事業の位置づけ・意義

技術戦略上の位置づけ
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出典：Regional Aluminium Flow Model 2017（International Aluminium Institute, 2017）
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出典：鉱物資源マテリアルフロー 2017 25.アルミニウム (Al)（JOGMEC, 2017）等資料

を基にNEDO技術戦略研究センター作成（2018）

展伸材
185万トン

鋳造材
143万トン

需要増加が予想される展伸材に再生地金を利用可能とし、CO2発生量の大幅な削減を図る

出典：The Circular Economy, A Powerful Force for Climate Mitigation (Material Economics, 2018)

を基にNEDO技術戦略研究センター作成（2018）

見通し百万トン
CO2/年



1. 意義・アウトカム（社会実装）までの道筋 (1) 本事業の位置づけ・意義

国内外の動向と比較

出所；CORDIS, InnovateUKを基にNEDO技術戦略センター作成（2019）

期間
EU予算（PJ予算）概要コーディネーター名称

2017/10～2021/9
9.0億円（11.2億円）

改良Pedersen法を用いて低品質のボーキサイトからのアルミナ精製を行うことで、EU領域内での
持続的なアルミニウムバリューチェーンを構築する。

SINTEF
（ノルウェー）

ENSUREAL

2015/9～2017/8
0.6億円（0.6億円）

鉄不純物を含むアルミニウムスクラップ合金を使用して、高価値アルミニウム製品を製造することを
可能にする方法を、固化挙動や結晶生成挙動を解析することにより開発する。

BRUNEL UNIVERSITY 
LONDON（イギリス）

Aluminium
ScrapDbase

2014/1～2016/12
3.0億円（4.0億円）

アルミニウムスクラップを鍛造材に適用するため、高剪断加工（HSP）技術
を用いた溶融調整プロセスにより、機械的特性を改善する微細構造を実現した。

LENZ INSTRUMENTS SL
（スペイン）

Recycal

2013/2～2015/7
0.7億円（0.7億円）

使用済アルミニウムを使用して、低コストでエネルギー効率良く、5000番台のアルミニウムを使用し
て、軽量の車体構造を構築するための技術開発を行なった

Jaguar Land Rover 
Limited（イギリス）

REALCAR2

2017/6～2020/3
2.0億円（3.0億円）

アルミニウム合金を分離し、その後展伸アルミニウム合金を合金種別毎に、さらに分離するための、
センサーベースのスクラップソーティング技術の開発および産業展開を目指してスケールアップを行
なった。

Jaguar Land Rover 
Limited（イギリス）

REALITY

2014/1～2016/12
4.2億円（5.6億円）

自動車スクラップからの非鉄金属を選別し、二次アルミの品質を向上させるため、LIBS等のセン
サーによる鋳造/展伸アルミ合金の選別技術の開発を行う。

LENZ INSTRUMENTS SL
（スペイン）

SHREDDER
SORT

2018/12～2022/5
8.8億円（8.8億円）

WEEEをリサイクルするための前処理における人間とロボットの協働によるソーティングプラントシステ
ムを開発する。

Ethniko Kentro Erevnas
Kai Technologikis
Anaptyxis（ギリシャ）

HR-
Recycler

マルチマテリアル化の進展によりスクラップが多様化
グローバル化により生産地・消費地が多様化、回収も困難に
展伸材屑を含むスクラップからのアップグレードを含めた資源循環システム構築の実現が理想
日本の強みである結晶分別純化精製技術、鋳造板製造技術を組み合わせ、アップグレードリサイクルを推進

Apple
MacBook Airに100%リサイクルアルミを使用

• リサイクル作業ロボットを開発
• 下取りによる使用済み製品回収

→自社製品の回収によるクローズドループを構築

航空機のリサイクル
• PAMELAプロジェクト（エアバス）
• AFRAプログラム（ボーイング）

解体技術の高度化により水平リサイクルを目指す

ＥＵにおける主要なアルミニウムの循環の研究開発プロジェクト

JAGUAR LAND ROVER
一部に市場屑を用いるが、プレス端材と廃車の
クローズドリサイクルが基本

国際的には水平リサイクルや
クローズドループの構築が主流

9



1. 意義・アウトカム（社会実装）までの道筋 (1) 本事業の位置づけ・意義

他事業との関係
事業内容事業

タイプ期間プロジェクト名実施
機関

項
目

リサイクル工程の高度化に資する、金属スクラップ（アルミニウム、銅）
の高効率・高度選別技術等の実証を行う。補助事業2014

~2015
省エネ型アルミ水平リサイクルのLIBS
ソーティング実証事業

経済
産業省1

鉄道車両のアルミニウム材料を水平リサイクルすることを目的に、LIBS
ソーティング技術によるアルミニウム合金選別システムの開発および実証
を行う。

補助事業2016
~2018

「動静脈一体車両リサイクルシステム」
の実現による省エネ実証事業NEDO2

使用済製品等のリサイクルプロセス全体のエネルギー起源二酸化炭素
の排出の抑制及び再生資源の回収効率の向上を図るための省CO2
型リサイクル等高度化設備を導入する経費の一部を補助する。

補助事業2018
~2020

省CO2型リサイクル等高度化設備
導入促進事業環境省3

アルミニウムスクラップから不純物元素を低減する技術を開発するととも
に、微量不純物存在下で材料特性を向上させる技術を開発し、両者
の組み合わせで、再生アルミニウムが展伸材として利用可能となるか検
証する。

委託事業
（先導研究）

2019
~2021

アルミニウム素材の高度資源
循環システム構築NEDO４

不純物を含むアルミニウムスクラップからの再生地金の利用を可能とする
研究開発を行う。また、資源循環社会モデルを地域（富山）の産官
学民の全ステークホルダーと共に構築し、新市場への進出を支援する。
さらに、持続的・自立的な産学官の共創システムを構築し、富山で資
源循環社会モデルを創成する。

基盤研究2022
～共創の場 形成支援プログラムJST５

項目４のNEDO先導研究を基にして本研究開発をナショナルプロジェクトとして開始
10



1. 意義・アウトカム（社会実装）までの道筋 (2)アウトカム達成までの道筋

アウトカム（社会実装）達成までの道筋

本事業における技術開発を通じ、高度なリサイクル技術を獲得することで、アルミニウム素材を利用する国内製造企業における
製品の環境性能向上を可能とし、資源制約の克服やCO2排出量削減等、地球環境問題の解決に貢献する。

20252020 2026

本研究終了

溶解技術による
不純物元素
低減技術

縦型高速双ロール
鋳造を用いた
不純物無害化技術

溶解前処理による
スクラップ組成
制御技術

アルミニウムスクラップか
らの再生展伸材の利用

開発技術を用いた再生
展伸材生産量

［2040年度見込み］
130万トン

普及率：30%
開発材料を用いた

リサイクルによる
CO2排出量抑制

［2040年度見込み］
968万トン-CO2

2040（年度）
研究成果

AI画像認識と走査型分光ソータを組み合わせた基本
システム構築（2023年度で本事業での開発終了）
処理速度324 kg/h

アウトカム目標

ベンチプラントスケールにおけるSi:7%のアルミニウムス
クラップからSi:3%以下のアルミニウムを70％以上回
収可能な技術の確立
電磁撹拌による結晶分離装置 10 kg/バッチ/min
溶融塩電解装置 0.4 kg/h
連続鋳造が可能な縦型高速双ロール鋳造装置
（200 kg/バッチ）による従来の新地金ベースAl-
Mg-Si系（6000系）成形用板材と引張強度同等、
伸び0.9倍を満たす鋳造板の作製

2030

加工熱処理による
不純物無害化技術

上記鋳造板に従来の新地金ベース6000系構造用
材料と伸び同等、強度1.5倍の材料を得るための巨
大ひずみ加工の量産仕様の確定

実
証
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
パ
イ
ロ
ッ
ト
ス
ケ
ー
ル
）

計算科学による
再生アルミニウム材の
高精度成形予測技術

アルミニウム成形シミュレーションの破断近傍板厚ひず
み予測誤差1/5以下のシミュレーションの構築

LCA・戦略策定支援
運営・規格化

スケールアップ効果を考慮したGHG排出量、コストの
想定値導出
合金登録申請の準備完了

高
度
加
工
技
術
等
の
開
発

②
微
量
不
純
物
を
無
害
化
す
る

実
用
化

低
減
技
術
の
開
発

①
不
純
物
元
素
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1. 意義・アウトカム（社会実装）までの道筋 (3) 知的財産・標準化戦略

知的財産・標準化戦略
知的財産に関する戦略

オープン領域：再生展伸材の規格（不純物元素含量）、性状
クローズ領域：各種開発技術（助成事業参画企業間は自由に利用）

国内アルミニウム関連事業者には特許の実施を許諾（非独占的通常実施権）
基本特許（バックグラウンド特許）を基とした知財創出活動
（①不純物元素低減技術6件、②微量不純物を無害化する高度加工技術等5件）

知的財産や研究開発データに関する取扱いルール
再生展伸材のリサイクル（製造含む）に関連する特許は積極的に取得

国際標準化戦略・計画
再生展伸材の標準化を推進
• 各プロセスでの試作結果に基づき、再生合金の規格化に向けて登録する材料を選定
• 開発材料とその周辺特許を出願し特許網を構築した後、合金登録申請が出来る準備を整える
• プレス発表、国内外の学会、展示会等で開発材料のPR を実施

12



1. 意義・アウトカム（社会実装）までの道筋 (3) 知的財産・標準化戦略

知的財産権の帰属
助成事業の実施によって得られた知的財産権等の研究成果は、助成先に帰属

届出
助成事業の実施期間中または助成事業年度の終了後５年以内に、助成事業の成果を学術誌等で発表し
た場合、助成事業に基づく発明、考案等に関して、産業財産権等を出願または取得した場合およびそれらを
譲渡し若しくは実施権を設定した場合には、「産業財産権等届出書」を提出（交付規定 第９条第１項第
十六号）

助成先（事業者）における管理
• 発明委員会において情報を管理（豊栄商会、東北大学）
• 知財運営委員会において情報を管理（11助成先（ＵＡＣＪ他）、12共同研究先（産総研他））

審議案件受理後、関係者に資料を送付し書面審議

知的財産管理

13



＜評価項目２＞目標及び達成状況

（１）アウトカム目標及び達成見込み
（２）アウトプット目標及び達成状況

14



報告内容

３．マネジメント

２．目標及び達成状況（概要）

1．意義・アウトカム（社会実装）達成までの道筋 (1)本事業の位置づけ・意義
(2)アウトカム達成までの道筋
(3)知的財産・標準化戦略

(1)アウトカム目標と達成見込み
(2)アウトプット目標と達成状況

(1)実施体制
(2)受益者負担の考え方
(3)研究開発計画

２．目標及び達成状況（詳細） アウトプット目標と達成状況
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2. 目標及び達成状況 (1) アウトカム目標及び達成見込み

アウトカム目標の設定及び根拠
CO2削減量（万t）国内展伸材生産量（万t）

総量再生地金新地金合計

9681303024322040年

1,9142572565132050年

アウトカムの算出前提
International Aluminium Instituteの需要予測によれば日本国内におけるアルミニウム展伸材生産量は、
2019年269万トン、2040年432万トン、2050年513万トンと今後大幅に増加
本研究開発によって再生展伸材を利用可能とし、その普及率を2040年に30%、2050年50%とすると、削減さ
れる新地金輸入量2040年130万トン、2050年257万トン
相当する市場規模は2040年6,500億円、2050年 1兆2,900億円程度（再生展伸材価格¥500/kgで計算）
温室効果ガス排出量削減規模は2040年 968万トン、2050年 1,914万トンとなり、大幅な効果が得られる
その他、製品使用段階における削減効果（自動車軽量化による削減効果）も期待できる

16



2. 目標及び達成状況 (1) アウトカム目標及び達成見込み

本事業における「実用化」の考え方

実用化とは
本研究開発成果を適用したパイロットプラントスケールでの実証を終了し、アルミニウム
に関係する事業者等が、これらの技術を用いて再生展伸材の製造を開始すること。

17



2. 目標及び達成状況 (1) アウトカム目標及び達成見込み

アウトカム目標の達成見込み

本事業の成果の実用化を踏まえ、2040年、2050年のアウトカム目標の達成を見込む。

自動車、鉄道、食品、トイ
レタリー、住宅、印刷等

ユーザー

2019～2021年度
先駆的研究

・原理検証
・コンセプト実証

・アルミニウム協会、産業環境管理
協会、エンジニアリング振興協会等

標準化等に向けた公的機関の支援

精錬メーカー、合金メーカー
エンジニアリグメーカー等

産業界のバックアップ体制

研究機関
・国内の大学、国研、企業を中心としたコンソーシアム

2030年～
実用化

実証プロジェクト
2026年～

本事業
2021～2025年

・再生材性能向上
・ベンチスケール実証 200 kg/d

・パイロットスケール実証試験
2 t/h

・実用装置
40 t/h

18

再生展伸材130万t/y(2040年)



2. 目標及び達成状況 (1) アウトカム目標及び達成見込み

波及効果
【再生展伸材の普及によるCO2削減量】
展伸材を新地金から再生地金に置き換えることで達成されるCO2発生量削減の他に、
再生展伸材が自動車の車体等に使用されることで車体が軽量化され、走行時のCO2
発生量も削減される。
• 自動車の車体等の軽量化による走行時のCO2削減

2040年：112万トン/年（再生アルミ使用車の走行台数約2,500万台）
2050年：205万トン/年（再生アルミ使用車の走行台数約4,600万台）

※再生展伸材が自動車に利用されることにより、71kg/台程度の軽量化が可能
軽量化による燃費改善効果を+0.75 km/Lと想定（基準：ハイブリッド車23.1 km/L）
年間走行距離11,840km/年、ガソリンのCO2負荷2.7kgCO2/Lで計算

【再生展伸材の普及による貢献】
• 資源制約克服
• 地球環境問題の解決への貢献
• 企業競争力向上
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2. 目標及び達成状況 (1) アウトカム目標及び達成見込み

費用対効果
【投資コストと効果】

プロジェクト費用の総額
15億円

(2021-2025年度）

経済効果:再生展伸材売り上げ予測
2040年： 6,500億円/年
2050年：12,900億円/年

＜

◆計算根拠
再生展伸材価格：￥500/kgと仮定
再生展伸材売上量 2040年 130万t × ￥500/kg = 6,500億円

2050年 257万t × ￥500/kg = 12,900億円
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2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況

アウトプット目標の設定及び根拠 (先導研究)
取組の成果とその評価（事後評価）前身プロジェクトや先導研究等

総合評価：優れている
コメント：
・アルミニウムリサイクルに関する多岐に渡る研究開発を、様々なユーザーを巻き込み
ながら推進し、大規模実用化される可能性の基礎を築いたこ とは高く評価できる。
実用化に耐えうるシステムを構築することを期待する。

・社会実装を目指すには、最終的には顧客、設計・製造部門等に受け入れられるこ
とが重要であるため、規格面や使いこなしのノウハウ等、 その実現のために必要な活
動にも合わせて取り組んでいただきたい。

NEDO先導研究プログラム／
エネルギー・環境新技術先導研究
プログラム／
アルミニウム素材の高度資源循環
システム構築

（2019-2021年）

21

先導研究の事後評価を踏まえ、本事業では、再生展伸材の成形性を予測する
シミュレーション技術の確立等、再生展伸材の利用が進むよう、ユーザーとの取り
組みも実施中



1. 意義・アウトカム（社会実装）までの道筋 (2)アウトカム達成までの道筋

非連続ナショナルプロジェクトに該当する根拠

22

事前評価において、非連続ナショナルプロジェクトに該当することを確認済
理由該当選定基準

不純物元素低減技術、微量不純物を無害化する高度加工技術等、これらの技術を実装することで、これ
まで二次合金メーカーから鋳造材メーカーへの供給に限定されていたサプライチェーンが展伸材メーカーにも繋
がり、アルミニウム素材のCircular Economy（循環経済）への転換が可能となる。また、アルミニウムは、
融点が低く、再生材の利用によりCO2削減に大きく寄与することから、今後必要とされる持続可能な社会の
実現に近づけることができる。

該当①非連続的な価値
の創造

①不純物元素低減技術の開発：
鋳造材を含むスクラップにおける不純物元素の低減には、従来の結晶分別法の適用が理論的に難しいと

される中、それを克服する新たな技術を開発するため、不確実性が高い。
②微量不純物を無害化する高度加工技術等の開発：

不純物元素を含むスクラップの溶湯から製造する材料中の粗大な晶出物の生成を抑制し、材料の展延
性を確保するには、不純物元素由来の晶出物を合金中に微細に分散させる必要がある。これには、冷却
速度を大きくし、合金板を急冷凝固させ晶出物を微細化させる方法が考えられるが、世界で実用例はなく、
実用化するには高度な溶湯制御技術と連続鋳造プロセス設計が必要なため、不確実性が高い。

また、固相に巨大ひずみを加え、不純物由来の晶出物を機械的に粉砕し不純物元素を微細化する方
法が考えられるが、強加工技術の実用例はなく、再生材の不純物を強化元素として用い、従来の高力アル
ミニウム合金に匹敵する特性を得ることも世界初の試みであり、不確実性が高い。

該当②技術の不確実性



2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況

アウトプット（研究開発成果）のイメージ

①不純物元素低減技術、②微量不純物を無害化する高度加工技術等の開発により、
再生地金を展伸材に利用可能とし、アップグレードリサイクルを実現する
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2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況

アウトプット(中間)目標の設定及び根拠
根拠最終目標（2026年3月）中間目標（2024年3月）研究開発項目

スクラップ鋳造材にはSiが多く添加され、展伸材への再生を
阻害する要因となっており、Si除去をメインターゲットとする
・Si濃度:自動車スクラップのSi濃度より上限はSi 7%
・目標値:後工程において適用可能な値としてSi 3%
・回収率:新地金との価格競争力を持つため収率70%程
度が必要

Si:7%以上を含むアルミニウムスクラップから
Si:3%以下の再生アルミニウムを70％以上回収可
能とする技術を開発する

Si:5%以上を含むアルミニウムスクラップから
Si:3%以下の再生アルミニウムを70％以上回収
可能とする技術を開発する

①不純物元素
低減技術の開発

Al-Mg-Si系合金は展伸材中、最も多くSi を含み、Mgの
添加量、熱処理条件によって強度レベルを広く振ることが可
能なため、再生材使用展伸材に最適
・伸び0.9倍程度を確保できれば、成形シミュレーション技術
を使うことで、殆どのプレス成形が可能

・従来の新地金ベースAl-Mg-Si系（6000系）成
形用板材と引張強度同等で、伸び0.9倍

Si:3%を含む再生材を使用したAl-Mg-Si系
（6000系）合金で、以下の特性を有する材料を
得るための技術を開発する
・従来の新地金ベースAl-Mg-Si系（6000系）
成形用板材（引張強度250 MPa、伸び
30%）と引張強度同等で、伸び0.8倍

②微量不純物を無害
化する高度加工技
術等の開発

・引張強度1.5倍を達成できれば、最高強度のアルミニウム
合金7050や、1.5GPa級超ハイテンを代替でき、自動車
用途など広く再生材の展開が可能

・従来の新地金ベース Al-Mg-Si系（6000 系）
構造用材料と引張強度1.5倍で、伸び同等

Si:3%を含む再生材を使用したAl-Mg-Si系
（6000系）合金で、以下の特性を有する材料
を得るための技術を開発する

・従来の新地金ベース Al-Mg-Si系（6000 
系）構造用材料（引張強度333 MPa、伸び
15%）と引張強度1.2倍で、伸び同等
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2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況

アウトプット目標の達成状況
今後の課題と解決方針計画との差異成果

（2023年4月）
中間目標

（2024年３月）
研究開発

項目
溶融塩混入に影響を与える､下記因子の条件を
変更し、回収率向上を図る
①溶融塩中Al3+濃度
②電流密度
③電極板面積

○
2024年3月達成見込み

溶融塩電解小規模ベンチプラント
（処理量：0.03 kg/h）
Si:10.8%⇒0.2％
アルミ回収率58.7%Si:5%以上を含むアルミニウムスクラップから

Si:3%以下の再生アルミニウムを70％以上回
収可能とする技術を開発する

①不純物元素
低減技術の
開発

先行してSi以外の不純物元素除去などの課題
解決に向けラボレベルでの実験を実施する

○
2024年3月達成見込み

電磁撹拌ラボ装置（溶湯:100g程度）
Si:7％⇒3.3％ アルミ回収率60％
Si:5％⇒3％ アルミ回収率70％

縦型高速双ロール鋳造:
長尺実験機完成後、速やかに最適操業条件を
確立し中間目標（従来材の引張強度同等で
0.8倍の伸び）を達成するため、小型実験機、
広幅短尺実験機を活用し、特性改善のための
鋳造条件を確立する

△
一部未達

ロール荷重・ロール周速・ロール形状・ノズル
形態を工夫しT4材にて
引張強度同等（250MPa）
伸び0.8倍（24%）を達成し

目標をクリアした（小型実験機）

Si:3%を含む再生材を使用したAl-Mg-Si系
（6000系）合金で、以下の特性を有する材
料を得るための技術を開発する
・従来の新地金ベースAl-Mg-Si系（6000
系）成形用板材（引張強度250MPa、伸
び30%）と引張強度同等で、伸び0.8 倍②微量不純物

を無害化する
高度加工技
術等の開発 加工熱処理：

IF-HPS加工またはARB加工と熱処理条件の組
合せにより、最適なプロセスと加工方法について
条件を選定し、板幅200mm以上で中間目標
（従来材と同等の伸びで引張強度1.2倍）を
達成する

○
2024年3月達成見込み

HPS加工:伸び同等（14％）
引張強度1.4倍（473MPa)

IF-HPSによる大型化(幅200mm)達成
ARB加工:伸び同等（17％）

引張強度1.2倍（399MPa)

Si:3%を含む再生材を使用したAl-Mg-Si系
（6000系）合金で、以下の特性を有する材
料を得るための技術を開発する
・従来の新地金ベースAl-Mg-Si系（6000 
系）構造用材料（引張強度333 MPa、伸
び15%）と伸び同等で、引張強度 1.2 倍

◎ 大きく上回って達成、○達成、達成見込み（中間）、△一部達成、 ☓未達
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2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況

研究開発成果の意義（副次的成果）
①不純物元素低減技術の開発
開発装置（電磁撹拌装置）の従来合金（リサイクル合金以外）への展開

電磁撹拌装置による組織微細化などの展伸材用アルミニウム素材の特性向上
Fe、Mnなどの除去による、鋳造用アルミニウム合金の特性向上

②微量不純物を無害化する高度加工技術等の開発
開発装置（縦型高速双ロール鋳造機）の従来合金（リサイクル合金以外）への展開

従来合金の製造に適用することで、均質化処理及び熱間圧延といった鋳造後工程の省略が可能
• 製品製造時間の短縮
• 消費エネルギー、CO2発生量の削減（板材製造全エネルギーの約1/4 ）
• 増産体制構築に有効（同程度の製造能力で価格1/5、設置面積1/10）

③その他
OJTを通じた当該分野における技術者の育成

• 溶融塩電解によるアルミニウム精錬技術者
• 総合的な材料設計技術の習得

異業種、異分野連携の重要性認識
26



2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況

特許出願及び論文発表
計2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度

２（０）ーー０（０）２（０）０（０）特許出願（うち外国出願）

６ーー３3０論文

１６ーー6９１研究発表・講演

０ーー０００受賞実績

２ーー０２０新聞・雑誌等への掲載

１ーー０１０展示会への出展

※2023年5月23日現在（2023年度は計画含む）
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＜評価項目３＞マネジメント
（１）実施体制
（２）受益者負担の考え方
（３）研究開発計画
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報告内容

３．マネジメント

２．目標及び達成状況（概要）

1．意義・アウトカム（社会実装）達成までの道筋 (1)本事業の位置づけ・意義
(2)アウトカム達成までの道筋
(3)知的財産・標準化戦略

(1)アウトカム目標と達成見込み
(2)アウトプット目標と達成状況

(1)実施体制
(2)受益者負担の考え方
(3)研究開発計画

２．目標及び達成状況（詳細） アウトプット目標と達成状況
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3. マネジメント (1) 実施体制

NEDOが実施する意義

アルミニウムのリサイクルに関わる問題の解決は国の方針に沿った重要課題であり、本事業による
アルミニウム再生材の展伸材への利用ならびにCO2排出量の削減は社会的必要性が高い。

NEDOではこれまでに培ってきた各種素材のリサイクル技術の開発で得た知見や成果、ネット
ワークを活用し中長期的な技術開発を行うことが可能。

研究開発の難易度が高く、必要な投資規模が大きく、また実用化までのリードタイムが長いこと
から、民間企業だけではリスクが高い。

NEDOが持つ知識、実績を活かして推進すべき事業
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3. マネジメント (1) 実施体制

実施体制（実施者間での連携）

研究開発項目①不純物元素低減技術の開発 研究開発項目②微量不純物を無害化する高度加工技術等の開発

株
式
会
社
豊
栄
商
会

東
北
大
学

東
洋
製
罐
株
式
会
社

株
式
会
社
エ
イ
ゾ
ス

株
式
会
社
神
戸
製
鋼
所

一
般
社
団
法
人
日
本
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
協
会

株
式
会
社
Ｕ
Ａ
Ｃ
Ｊ

株
式
会
社
デ
ン
ソ
ー

本
田
技
研
工
業
株
式
会
社

株
式
会
社
デ
ン
ソ
ー

東
洋
製
罐
株
式
会
社

株
式
会
社

東
洋
製
罐
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

株
式
会
社
Ｕ
Ａ
Ｃ
Ｊ

ト
ヨ
タ
自
動
車
株
式
会
社

株
式
会
社
大
紀
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
工
業
所

本
田
技
研
工
業
株
式
会
社

東
京
工
業
大
学

九
州
工
業
大
学

静
岡
大
学

大
阪
工
業
大
学

東
京
農
工
大
学

日
本
工
業
大
学

国
立
環
境
研
究
所

総
合
地
球
環
境
学
研
究
所

東
京
大
学

東
京
電
機
大
学

千
葉
工
業
大
学

東
京
農
工
大
学

産
業
技
術
総
合
研
究
所

産
業
技
術
総
合
研
究
所

産
業
技
術
総
合
研
究
所

日
本
軽
金
属
株
式
会
社

株
式
会
社

東
洋
製
罐
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

NEDO
PM 今西大介

事業者リーダー
東工大・熊井特任教授

ユーザー企業も参画した体制で研究開発を実施
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3. マネジメント (1) 実施体制

個別事業の採択プロセス
【公募】
公募予告（2021年1月15日）
⇒公募（2021年4月23日）⇒公募〆切（2021年5月24日）
【採択】
採択審査委員会（2021月6日9日）
採択審査項目：NEDOの標準的採択審査項目にて実施

役職所属氏名区分
エコ・マネジメント・センター長公益財団法人日本生産性本部喜多川 和典委員長

専務理事一般社団法人軽金属溶接協会相浦 直委員
教授学校法人早稲田大学小野田 弘士委員

准教授国立大学法人神戸大学田畑 智博委員
教授国立大学法人京都大学辻 伸泰委員

【採択審査委員】
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3. マネジメント (2) 受益者負担の考え方

予算及び受益者負担

合計2025
年度

2024
年度

2023
年度

2022
年度

2021
年度事業名

（1,472）（300）（300）260  312300
アルミニウム素材

高度資源循環システム
構築事業
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2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況

アウトプット（研究開発成果）のイメージ
●現状

新
地
金

再
生
地
金

展伸材

鋳造材

ｴﾝｼﾞﾝﾌﾞﾛｯｸ等

車パネル 等

輸入

●将来像（2040年頃）

新
地
金

再
生
地
金

展伸材

鋳造材

ｴﾝｼﾞﾝﾌﾞﾛｯｸ等

車パネル 等

リサイクル
量拡大

リサイクル
品質向上

輸入量
抑制

①不純物元素低減技術、②微量不純物を無害化する高度加工技術等の開発により、
再生地金を展伸材に利用可能とし、アップグレードリサイクルを実現する

再掲
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詳細：2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況

目標達成に必要な要素技術

薄板（固体）

自動車パネル、フィン等
（汎用材）

自動車骨格、電気等
（高強度材）

溶融塩
電解

電磁
撹拌
分離

アルミニウム
スクラップ 溶解前処理 不純物元素低減 高度加工

不純物濃度・高
⇒ 鋳造用に利用

固相液相

既存手法で再資源化
（展伸材由来スクラップ）

その他素材
（鉄・樹脂等）

• ミックススクラップ
-雑屑を含むもの
成分が不明確なもの

新手法で再資源化
（鋳造材由来スクラップ、

混合スクラップ）

再生地金：合金種として新たに規格化

• 展伸材由来スクラップ
• 鋳造材由来スクラップ
• 混合スクラップ

高精度成形性予測

縦型高速双ロール鋳造

加工熱処理
LCA・戦略策定支援／運営・規格化

• 非ミックススクラップ
-ある程度成分が明確なもの

• 輸入再生塊（成分が不明確）

固相選別
破砕片
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3. マネジメント (3) 研究開発計画

研究開発のスケジュール

2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度研究開発項目
①不純物元素低減技術

固体溶融塩電解

電磁撹拌によるα-Al相晶出量制御

溶解前処理によるスクラップ組成制御

②微量不純物を無害化する高度加工技術等
縦型高速双ロール鋳造を用いた不純物無害化

加工熱処理による不純物無害化

高精度成形予測技術（成形シミュレーション）

LCA/規格化

既存材を用いた多軸応力データベース構築
高精度材料モデリング手法確立

試作開発機

表面品質と材料特性が優れた鋳造条件確立
長尺実験機の設計と設置

リサイクル材を用いたHPSとARBによる
材料特性改善手法の確立

各プロセスに対しLCA評価、経済性評価、
再生合金の規格化に向け登録する材料選定

スケール効果を加味したLCA評価、経済性評価、
再生合金の登録申請準備

長尺実験機による
長時間安定操業技術確立

リサイクル材を用いた
高強度板材の大型化実証

リサイクル材の高精度材料
モデリングと予測精度向上

対象合金拡大
組成情報を元に試作

試作材供給

ラボスケールによる条件検討

走査型分光ソータ処理試験
走査型分光ソータと

組み合わせ３D位置制御システム開発

2030年実用化によるアウトカムを達成すべく、2025年度末までに必要技術を獲得することを目指し、スケジュールを設定

36

大規模ベンチプラント
設計・製作
生産速度への

各因子影響調査

小規模ベンチプラントによる
運転方法確立・生産性評価

大規模ベンチプラントによる
運転方法確立・生産性評価

中
間
目
標

最
終
目
標



3. マネジメント (3) 研究開発計画

進捗管理

頻度目的主要出席者会議名
2回/年程度本事業の進捗状況、方針の確認等を第三者である外部有識者からアドバイス、指導を得る外部有識者、事業者、NEDONEDO技術推進委員会

頻度目的主要出席者会議名
1～2回/月(1)ベンチプラントの設計･製作･試運転

(2)ベンチプラント運転､結果の解析､次回運転計画の作成豊栄商会、東北大学共同研究進捗連絡会

数回/年程度本プロジェクトから生まれた知財を積極的に権利化し､その使用実施権の譲渡を含めた検討を行う（現在ま
では未開催）豊栄商会、東北大学発明委員会

3回/年程度事業の進捗等を外部有識者と共有し、アドバイス、意見を得る。オブザーバーの意見を収集しニーズ把握に
繋げる。

外部有識者、UACJ他、NEDO、オブ
ザーバー研究開発推進委員会

4回/年程度一気通貫の事業運営を円滑に図るため、各研究課題の進捗、供試材への要求を直接聞き、連携強化に
繋げる。UACJ 他研究開発実務者会議

6回/年程度特許出願、研究発表、論文投稿等の研究成果の情報公開前に関係事業者間で討議し円滑な事業運
営を図る。UACJ 他知財運営委員会

5回/年程度溶解炉、電磁撹拌装置など設備に関する設計案作成、各担当の進捗状況確認UACJ 他テーマ①-1
不純物元素除去進捗会議

12回/年程度縦型高速双ロ－ル鋳造機に関する設備詳細設計案作成
各担当の進捗状況確認、詳細実験計画立案UACJ 他テ-マ②-1 縦型高速双ロ－ル

鋳造機設計/進捗会議

6回/年程度各担当の進捗状況確認、詳細実験計画立案UACJ 他テ-マ②-2
加工熱処理 進捗会議

3回/年程度各担当の進捗状況確認、詳細実験計画立案UACJ 他テ-マ②-3 成形シミュレ－ション
進捗会議

【NEDO主催】

【事業者主催】
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p31の通り、関係者数が多いため、進捗管理や情報共有を円滑にするために、各種会議体などでの連携促進を図っている。



3. マネジメント (3) 研究開発計画

進捗管理：動向・情勢変化への対応
対応状況

• 保有済みの小型実験機により製造条件の検討を進め、
本検討結果の活用により、設備導入後の製造条件最適
化の時間短縮を図る（事業者対応策）

• 技術推進委員会（NEDO主催）による本研究開発の
計画変更の妥当性の確認／了承

• 計画の変更へ対応した予算の変更

2021年度初頭より半導体不足が顕在化
IT向け半導体と異なり、産業機器向け半導体不足が続い
ており、設備導入が遅れるなど影響が認められる
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報告内容

３．マネジメント

２．目標及び達成状況（概要）

1．意義・アウトカム（社会実装）達成までの道筋 (1)本事業の位置づけ・意義
(2)アウトカム達成までの道筋
(3)知的財産・標準化戦略

(1)アウトカム目標と達成見込み
(2)アウトプット目標と達成状況

(1)実施体制
(2)受益者負担の考え方
(3)研究開発計画

２．目標及び達成状況（詳細） アウトプット目標と達成状況

39



詳細：2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況

目標および達成状況（詳細）

薄板（固体）

自動車パネル、フィン等
（汎用材）

自動車骨格、電気等
（高強度材）

溶融塩
電解

電磁
撹拌
分離

アルミニウム
スクラップ 溶解前処理 不純物元素低減 高度加工

不純物濃度・高
⇒ 鋳造用に利用

固相液相

既存手法で再資源化
（展伸材由来スクラップ）

その他素材
（鉄・樹脂等）

• ミックススクラップ
-雑屑を含むもの
成分が不明確なもの

新手法で再資源化
（鋳造材由来スクラップ、

混合スクラップ）

再生地金：合金種として新たに規格化

• 展伸材由来スクラップ
• 鋳造材由来スクラップ
• 混合スクラップ

高精度成形性予測

縦型高速双ロール鋳造

加工熱処理
LCA・戦略策定支援／運営・規格化

• 非ミックススクラップ
-ある程度成分が明確なもの

• 輸入再生塊（成分が不明確）

固相選別
破砕片
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概要・進捗 p41～45

概要・進捗 p46～48

概要・進捗 p49、50

概要・進捗
p51～53

概要・進捗
p54、55 概要・進捗

p56、57

概要・進捗 p58～60



● 固体溶融塩電解（東北大学研究シーズ）の概要

■ 予備実験結果■ 固体溶融塩電解の実験装置

■ 固体溶融塩電解の特徴

Al Si Cu その他

AD12.1合金（電解前） 84.36 11.48 1.91 2.20

陰極電析物 （電解後） 99.90 0.005 0.002 0.07

AC2A合金  （電解前） 90.18 5.05 3.75 1.00

陰極電析物 （電解後） 100 検出せず 検出せず 検出せず

実験例1

実験例2

成分濃度（質量％）

アルミスクラップから作成した陽極板と陰極（純アルミ）
を溶融塩中に浸漬し電解する

固体のまま電解することによってSi,Cu,Fe等の元素を電析Alに
混入させることなくスライムとして沈降・分離することができる

・ 純度99.9％以上のAlが得られた
・ 高濃度で含まれていたSi , Cuは陽極下にスライムとして堆積

溶融塩：LiCl-KCl共晶組成+AlF3

電極板：AD12.1及びAC2Aを陽極、純アルミを陰極に配置
電流密度：0.2A/cm2

電解時間：2H
電解温度：500℃

・アルミスクラップ中のSi , Cu等の不純物が陽極泥として分離できる
・新地金製造よりエネルギー消費量が低い

→既存実用化法であるHall-Heroult法の35～50％程度

カソードに付着したAl

41
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● 事業の概要

➀－１ 各種アルミスクラップに対する電極反応機構の解明と最適電解条件の提示
アルミスクラップには多くの種類の元素が幅広い濃度幅で含まれるため、除去可能なアルミスクラップ組成等の範囲の確認を進める。

この際、電極界面反応の解明についても検討を進め、基礎研究結果を蓄積し、ベンチプラントの運転最適化に資する電解条件の探
索に取り組む。

➀－2 研究シーズのベンチプラントを用いた評価ならびにスケールアップ時の課題抽出
ベンチプラントサイズを段階的に拡大し、スケールアップ時の課題を抽出する。また、Si濃度5％以上のアルミスクラップからSi濃度

3％以下、アルミ回収率70％以上の運転条件を確立する。

➀－3 本技術を適用した場合のアルミ需給バランス最適化解析
世界あるいは国内におけるスクラップの需給状況を調査し､今後の自動車産業の行方をシナリオ化して､そのシナリオに基づいて､本技

術が対象とするアルミスクラップ量の導出について取り組む。



①-2 研究シーズのベンチプラントを用いた評価ならびにスケールアップ時の課題抽出
（担当：株式会社豊栄商会、東北大学）

【 小規模ベンチプラントの設計・製作】

【 小規模ベンチプラントによる評価】

【大規模ベンチプラントの設計・製作】
■成果
現在基本設備スペック検討完了。設計・製作・試運転完了後、運転方法の確立、

アルミ生産性評価を実施予定。

電極サイズが20cm×30cm×1cmの陽極と陰極を溶融塩に配設した小規
模ベンチプラントの設計・製作をした。

■ 研究成果

①-3 本技術を適用した場合のアルミの需給バランス最適化解析
（担当：東北大学）

➀-1 各種アルミスクラップに対する電極反応機構の解明と最適電解条件の提示
（担当：東北大学）

■成果

■成果

【再溶解アルミスクラップの組成範囲取りまとめ、本技術適用後の品質のマップ化】

【最適電解条件提示】

5種類のAl合金の電解実験を実施し､電析物中Si濃度は0.27%以下と極めて
低いことが分かった。

■成果
・Si濃度：Si:10%以上の合金からSi:0.2%以下の電析物を取得した
・アルミ回収率：槽内のAlF3+濃度を向上させることで、10%未満であった
Al回収率を58.7％まで向上させることができた。

■成果
・Al回収率：58.7%
・電析物中のSi含有率：0.2%以下 、Al純度：88.0％（溶融塩の巻き込みあり）

■課題
・Al回収率の向上
・電析物への溶融塩の混入

■実施項目
・電気自動車へのシフトに着目した輸送部門およびその他製品部門にわたる世界の

Al需給量の分析
・国内の利用不可能な鋳造な鋳造スクラップ量、自動車用アルミ鍛造品必要量等の

算出。

■成果
世界のアルミニウム新地金の需給量は2040年には54万t減少して7200万tとなる。

このとき電気自動車へのシフトに伴うアルミ鋳造品の余剰量は364万tに達し､本技術
導入によりこの余剰量を新地金と同等の品質に戻すことができるので､新地金の需給
量は6830万tに減少できる。
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2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況

アウトプット目標の達成状況

44

◎ 大きく上回って達成、○達成、達成見込み（中間）、△一部達成、 ☓未達

目標と達成状況（当初計画との差異）小分類（要素技術）中分類大分類
中間目標：
本技術が適用可能なアルミスクラップ組成と適用後の品質のマップを作成する
達成状況：○
5種類のSi濃度の異なるスクラップを用いた基礎実験実施し、Si濃度=5～11%､Cu濃度=0～
4%の範囲では､付着Al中のSi濃度は最大0.27%であり､電析物のアルミ純度は、Si､Cu濃度に
依らないことを確認した（当初計画との差異無し）。

再溶解アルミスクラップの組成範囲取りま
とめ、本技術適用後の品質のマップ化

①-1
各種アルミスクラップに対する電極反
応機構の解明と最適電解条件の提
示

中間目標：
本技術の最適化された電解条件を提示する
達成状況：○
Si濃度：Si:10%以上の合金からSi:0.2%以下の電析物を取得した
アルミ回収率：槽内のAlF3+濃度を向上させることで、10%未満であったAl回収率を58.7％
まで向上させることができた（当初計画との差異なし）。

最適電解条件提示



2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況

アウトプット目標の達成状況
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◎ 大きく上回って達成、○達成、達成見込み（中間）、△一部達成、 ☓未達

目標と達成状況（当初計画との差異）小分類（要素技術）中分類大分類
中間目標：
東北大学の基礎実験結果と比較が可能な小規模ベンチプラントを設計、製作し、スケール
アップ時の課題を明らかにする。
達成状況：○
実機サイズ1/10の小規模ベンチプラントを設計・作製を完了した。電解試験により、ほとんど
不純物を含まないアルミが電析されることを確認したが、想定より電析量が少なく、電析物に
巻き込まれる溶融塩の分離・除去が必要なことを確認した（当初計画との差異なし）。

小規模ベンチプラントの設計・製作／基
礎実験結果との比較

①-2-1
小規模ベン
チプラントに
よる評価

①-2 
研究シーズのベンチプ
ラントを用いた評価な
らびにスケールアップ
時の課題抽出

中間目標：
Si:5%以上のアルミスクラップを用い、Si3%以下、アルミ回収率70%以上を達成する。
達成状況：○
Si濃度：Si:10%以上の合金からSi:0.2%以下の電析物を取得した。
アルミ回収率：槽内のAlF3+濃度を向上させることで、10%未満であったAl回収率を
58.7％まで向上させることができた（当初計画との差異なし）。

運転方法の確立

中間目標：
設計･製作･試運転を完了する。
達成状況：○
基本設備スペックの検討を進めており、2023年10月にプラントを完成、試運転開始の予定
（当初計画との差異なし）。

実機1/5サイズ(小規模ベンチプラントの2
倍)の電極面積を有する大規模ベンチプラ
ントの設計、製作の完了ならびに試運転
の開始

①-2-2
大規模ベン
チプラントに
よる評価

中間目標：
アルミ需給バランスに及ぼす波及効果の定量的解析を実施し、世界あるいは国内において本
技術が対象とするアルミスクラップ量の導出をする。
達成状況：〇
全世界において2040年には電気自動車へのシフトに伴うアルミ鋳造品の余剰量は364万t
に達することを把握した（当初計画との差異なし）。

アルミスクラップの具体的な市場推定
①-3
本技術を適用した場合のアルミの需
給バランス最適化解析
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【従来の技術】分別結晶法

流動付与により非平衡α-Al相が晶出

ADC12合金（11%Si）
➩本来α-Al相は10%程度し
か得られないが，40%程度
晶出可能

電磁撹拌などによる流動付与
100mm

流動なし 流動付与

高純度固体側を回収、
リサイクル可能

⇨不純物元素濃度が高い場
合には収率が低下

展伸材由来スクラップにのみ
適用が可能

各研究開発テーマの達成状況（詳細）の補足（①-1 溶解技術による不純物元素低減技術）
最終目標 Si:7%以上を含むアルミニウムスクラップから Si:3%以下の再生アルミニウムを 70％以上回収可能と

する技術を開発

流動付与により高純度固体の晶出量が増加、収率の改善が可能

溶融プロセス・圧搾による
不純物元素分離
ラボレベル試験

（100g程度）

自動車スクラップを想定し、Si:7%（現状のスクラップ相当）、Si:5%
（NEDO基本計画組成・将来の自動車スクラップ想定）を対象に試験

フィルター

• ラボレベルでは展伸材へ再生可能なレベルまでSi除去が可能
• NEDO基本計画の中間目標は達成
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• 溶湯の取り回しなども考慮し設
備全体のレイアウトを決定

• 電磁撹拌装置用電源の納入が
遅れているものの、それ以外の
設備については完成

• 電磁撹拌を加えない条件での
実験を先行して行う予定

各研究開発テーマの達成状況（詳細）の補足（①-1 溶解技術による不純物元素低減技術）

大型化に向けた検討 これまでに100g程度のサンプルで試験を実施 ⇨大型化に向け想定される課題を解決することが必要
固液分離用プレス機電磁撹拌装置

制御用電源に用いるインバータが半導
体不足の影響で入手困難
→納期は9月頃

100kg溶解炉

10kg精製容器
（φ180×h300）

容器挿入・搬出装置

電磁撹拌装置

精製物
→展伸材へ

50ｔ 圧搾プレス
（長ストローク）

スタンプ
高純度固体と
不純物濃化液体の
混合スラリー

大型化への対応
流速分布制御、温度制御など フィルタ形状や材質の検討

圧下力の最適化

①-1-1 電磁撹拌を用いた流動付与による
α-Al 相晶出量制御技術の開発

①-1-2 α-Al 相の分離回収技術の開発

不純物濃化部
→鋳造材へ

溶解炉（100kg）

• 大型化に向けた課題の抽出・解
決や、実用化に向け圧搾部品な
どの最適化を検討する予定

• 実用化に向けては、不純物濃化
部も有効に使うことが必要。不
純物濃化部は鋳造材で適した
濃度になることが期待されるため、
最適な温度制御を行えるよう技
術開発を進める



2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況

アウトプット目標の達成状況
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目標と達成状況（当初計画との差異）小分類（要素技術）中分類大分類
中間目標：Si:7%程度のスクラップ模擬材からSi:3%以下のアルミニウムを回収、収率60%にするための電
磁撹拌付与条件を調査する。実際のスクラップへの適用を考慮し基本計画に比べ高い目標を設定。
達成状況：○
100g程度のラボレベル試験にて7%Siから3%程度への純化を確認。計画どおり2023年６月に中間目標達
成見込み（当初計画との差異なし）。

ラボレベルにおけるα-Al相晶出量制御
の最適化①-1-1 電磁撹

拌を用いた流動
付与によるα-Al
相晶出量制御技
術の開発

①-1 溶解技術
による不純物元
素低減技術

中間目標：テストプラントを導入し、α-Al相制御技術を確立する。
達成状況：〇
電磁撹拌装置、および溶湯の取り回しを含めた設備全般の設計を完了。半導体不足の影響により装置の導
入が遅れているが、2023年12月に達成見込み（当初計画との差異なし）。

テストプラントを用いたα-Al相晶出量
制御技術の実証

中間目標：Si:7%程度のスクラップ模擬材からSi:3%以下のアルミニウムを回収、収率60%
達成状況：○
100g程度のラボレベル試験にて7%Siから3%程度への純化、収率60%以上を確認。計画どおり2023年
６月に中間目標達成見込み（当初計画との差異なし）。

ラボレベルにおけるα-Al相分離技術の
確立

①-1-2 α-Al相
の分離回収技術
の開発

中間目標：テストプラントを導入し、α-Al相の分離によるアルミニウムの純化を確認する
達成状況：〇
溶湯の取り回しを含めた設備全般の設計を完了、溶解炉・プレス機を導入。電磁撹拌装置の納入遅れはあ
るが、2023年12月に達成見込み（当初計画との差異なし）。

テストプラントによるα-Al相分離技術の
実証

中間目標：今後のアルミニウム需要の変化を想定し、不純物除去が必要となる組成の調査、対象とする合
金系を決定する。
達成状況：○
今後必要となる技術として、低Si材料やADC12などのモデル材料を決定、一部に対してはラボレベルの試験を
実施しており、計画どおり2023年６月に中間目標達成見込み（当初計画との差異なし）。低Si材などはラ
ボレベルで試験を実施。

スクラップ組成調査と実証対象とする
組成の決定

◎ 大きく上回って達成、○達成、達成見込み（中間）、△一部達成、 ☓未達



49

各研究開発テーマの達成状況（詳細）の補足（①-2 溶解前処理による不純物元素低減技術）

走査型分光ソータ
■現行機

元素組成制御の限界，経済性の検証

■開発機
2D/3D 画像情報より分光用レーザーの集光照射ポイントを自律的に決定する制御システム

⇒これを搭載した簡易な走査型分光ソータを試作

AI学習によりレーザー照射好適位置検出が
可能となった

正解位置

AI推論結果
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分析精度低下の原因追究と
スクラップ前処理条件を最適化を
進める

市中スクラップの選別結果

判別不能が多い

分類

2000系
3000系
5000系
6000系
7000系
Al other
unknown

割合重量(kg)

0.87 0%
4.80 2%

18.25 7%
78.00 32%
0.59 0%

20.70 8%
122.50 50%

スペクトルから元素含有量を算出
⇒合金毎の選別可能



2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況

アウトプット目標の達成状況

50

目標と達成状況（当初計画との差異）小分類（要素技術）中分類大分類

中間目標：
LIBSの分析精度とコストの限界検証完了し、現行機が実用で成立する条件を明らかにする。
達成状況：〇
各元素の分析精度を検証完了。今後、表面状態、形状の影響を調査し、精度、処理効率を検証することにより、
計画通り2024年3月に中間目標達成見込み（当初計画との差異なし）。

走査型分光ソータによる大量処理の制
御限界ならびに使用コスト把握

①-2 溶解前処理によるスクラップ
組成制御技術の開発 中間目標：

2D/3D併用走査型LIBSソータの試作完了。
達成状況：〇
2D/3Dデータ解析システム、レーザー集光ポイント自立制御システムを開発し、スペクトル解析方法を確立すること
により、計画通り2024年3月達成見込み（当初計画との差異なし）。

走査型分光ソータ用制御システム開
発

◎ 大きく上回って達成、○達成、達成見込み（中間）、△一部達成、 ☓未達



各研究開発テーマの達成状況（詳細）の補足（②-1 縦型高速双ロール鋳造を用いた不純物無害化技術）

【 縦型高速双ロール鋳造法 】
合金溶湯から薄板材を高速で製造する新規な手法
溶湯プールの形成により、従来の横型双ロール鋳造法と比べ、

高冷却能（約1000℃/s、横型の数10倍 ⇒ 晶出物微細化）
鋳造速度の向上（約1m/s、横型の10～20倍）
高生産能力(10-20万t/年、横型の10～20倍で熱間圧延に匹敵）

6022+1.0Feの晶出物

金型鋳造
（従来）

縦型高速
双ロール鋳造

縦型高速双ロール鋳造により
不純物が多い鋳物合金Ａ
356であっても6000系展伸
材に近い強度/延性特性を有
する材料が得られる

３種の実験機を使用して実用化の目途建てを目指す

51



小型実験機を使用した表面品質・材料特性改善検討

ロ－ル荷重低減による改善 溶湯ノズル先端形状による改善
ロ－ル表面模様よる改善

ロ－ル荷重低減により、伸びが改善され、中間目標（UTS 250MPa,伸び24％）を上回る
UTS 310MPa,伸び 24.7％ を達成した。

広幅短尺実験機を使用したユーザ－企業評価材試作

小型実験機での知見を展開した長尺実験機の設計
耐食性評価の例
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2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況

アウトプット目標の達成状況

53

目標と達成状況（当初計画との差異）小分類（要素技術）中分類大分類

中間目標：
長時間安定操業技術確立を目的とした板材の長尺化に対応可能な長尺実験機を完成させ、引張強
さ250MPa,伸び24％を有する板材を製造する。
達成状況：△ 設備導入遅れにより、材料特性目標は小型実験機で達成する。
東工大で長尺実験機本体の入札を実施した。落札した設備メ－カ－に設計・製造を発注し、基礎設
計が完了した。
2024年３月に長尺実験機本体完成見込み（当初計画より遅れ）。

長尺縦型高速双ロール鋳造機（長尺
実験機）による長時間安定操業技術
確立

②-1-1 縦型高速双ロー
ル鋳造の連続操業技術
開発

②-1 縦型高
速双ロール鋳
造を用いた不
純物無害化
技術

中間目標：
鋳造条件、ノズル材質・形状、ロール材質・表面溝形状等を最適化し、引張強さ250MPa、伸び24％
を有する板材を製造する。
達成状況：◎
鋳造の低荷重化・高速化で大きく特性が改善され、中間目標値を超える引張強さ310MPa、伸び
24.7％を予定の2024年3月より早い2023年2月に達成した。
割れが少ない表面が得られるノズル形状、ロ-ル表面テクスチャ－を見出した。
2024年３月に性能安定化の方策確定見込み（当初計画より大幅に短い期間で達成）。

小型実験機を用いた最適鋳造条件の
確立

②-1-2 縦型高速双ロー
ル鋳造板の表面、内部
組織の改善

中間目標：
広幅短尺実験機で製造した板材を製品用途ごとに評価し、実用化に向けた課題を抽出する。
達成状況：〇
小型実験機の結果に基づき、低荷重化・高速化で広幅短尺実験機材の表面状態を大きく改善できた。
ばらつきは大きいものの、中間目標を超える特性が得られた。早期課題把握のため、改善前ではあるが、
板材サンプルを各ユーザ－企業で評価した。
2024年３月に実用化を目指す製品の絞り込みまで進む見込み（当初計画との差異なし）。

対象製品毎の個別条件・基準による
評価②-1-3 広幅試作材の

製造と各種評価

◎ 大きく上回って達成、○達成、達成見込み（中間）、△一部達成、 ☓未達



各研究開発テーマの達成状況（詳細）の補足（②-2 加工熱処理による不純物無害化技術）

HPS加工 IF-HPS加工 ※広幅短尺実験機 ARB加工 ※広幅短尺実験機

ベース合金の成分の考え方
リサイクル原料：ADC12＋6022
不純物元素低減技術による精製

ベース合金: DC鋳造⇒圧延材

※加工条件：
3mm-5R（1GPa）

ベース合金: 縦型CC⇒圧延材 ベース合金: 横型CC⇒圧延材

DC鋳造⇒圧延材 CC⇒圧延材

※加工条件：
3mm-5R
（1GPa）Cuレス材で中間目標をほぼ達成した特性（引張

強さ473MPa,伸び14％）が得られた。

IF-HPS加工により割れなく板幅
200mmの大型材を製造できた。

人工時効（170℃×5時間）を行うことにより中間目標をほぼ
達成した特性（引張強さ 399MPa,伸び17％）が得られた。

中間目標とする機械的特性を達成するための最小加工ひずみ
を明確化した。
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2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況

アウトプット目標の達成状況

55

目標と達成状況（当初計画との差異）小分類（要素技術）中分類大分類

中間目標：
(1)IF-HPSの大型化、広幅短尺実験機材を用いて幅200mm材の作製
(2)引張強さ：400MPa以上、伸び：15%以上
達成状況：(1)(2)ともに◎
・IF-HPSの1パスあたりのスライド加工量を3mmとして、5パスの加工での加工を行うこと
で、割れなく板幅200mmの大型材を製造できた。
・Cuレス材を用いHPSスライド量を15ｍｍとすることで、中間目標をほぼ達成した特性
（引張強さ473MPa,伸び14％）が得られた。
2023年2月に中間目標を達成（当初計画より大幅に短い期間で達成）。

・広幅化のためのIF-HPS加工
条件（加工量・加工パス・加
工圧力）の最適化
・機械的特性向上のための、
HPT加工による、加工条件
（加工量・加工圧力・加工温
度）の最適化

②-2-1 IF-HPSを用
いた大型化技術

②-2 加工熱
処理による不
純物無害化
技術

中間目標：
(1)広幅短尺実験機材を用いて、効果発現ための最小加工ひずみ（圧延パス数）を
明確化する
(2)引張強さ：400MPa以上、伸び：15%以上
達成状況：(1)(2)ともに◎
・ARB加工において、中間目標とする機械的特性（引張強さ：400MPa以上、伸び：
15%以上）を達成するための最小加工ひずみを明確化した。
・溶体化、自然時効後に、人工時効（170℃×5時間）を行うことにより中間目標をほ
ぼ達成した特性（引張強さ 399MPa,伸び17％）が得られた。
2023年2月に中間目標を達成（当初計画より大幅に短い期間で達成）。

・機械的特性に及ぼすARB圧
延パス数の影響評価
・ARB加工と、その前後での熱
処理の影響評価

②-2-2 ARBを用いた
大型化技術

◎ 大きく上回って達成、○達成、達成見込み（中間）、△一部達成、 ☓未達
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各研究開発テーマの達成状況（詳細）の補足（②-3 計算科学による再生アルミニウム材の高精度成形性予測技術）
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A5083-O材
結晶方位分布 バーチャル二軸引張試験

■バーチャル材料試験による材料モデル構築

多軸応力特性

■結晶塑性モデルを検討するための力学的試験方法の整備

■実試験によるモデル合金材の材料モデル構築 ■多軸応力特性の簡易取得法の整備

単軸・二軸引張試験

■高精度材料モデルの検証

交差負荷試験：単軸引張→単純せん断反転負荷試験：単純せん断

ひずみ測定

高精度モデルは
試験結果をよく再現

多軸応力特性をモデル化

②-3 計算科学による再生アルミニウム材の高精度成形性予測技術

平面ひずみ引張試験 荷重-変位関係

大ひずみ域の多軸応力特性採取を実現

改善前
改善後

実験結果を概ね再現 大ひずみ域のバウシンガ特性等を採取



2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況

アウトプット目標の達成状況
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目標と達成状況（当初計画との差異）小分類（要素技術）中分類大分類

中間目標：
・試作再生材の多軸応力特性などを実験により直接測定し、高精度材料モデルを構築する。
また、このモデルを活用し、成形シミュレーションの破断近傍板厚ひずみ予測誤差を従来手法
より1/2以下に低減する。
達成状況：○
・試作再生材の材料特性を採取し、高精度材料モデルの構築完了。
・素材の多軸応力特性の測定について、十字引張試験片による厳密な測定法に加え、簡易
な「外接多角形による降伏関数同定法」を整備した。
・自動車部品の金型モデルを作成中。上記構築モデルを用いて試作再生材の評価を実施し、
計画通り2024年3月に中間目標を達成見込み（当初計画との差異なし）。

・高精度材料モデル構築
・試作モデル材の成形性評価
とフィードバック

②-3-1 多軸応力試
験による再生アルミニ
ウム材の高精度材料
モデルの構築と実験
検証

②-3 計算
科学による
再生アルミニ
ウム材の高
精度成形性
予測技術

中間目標：
・バーチャル材料試験により構築した材料モデルを用い、成形シミュレーションの破断近傍板厚
ひずみ予測誤差を従来手法より1/2以下に低減する(精度評価は②-3-1で一括実施)
達成状況：○
・多軸応力試験結果を高精度に再現可能な材料モデルをバーチャル材料試験から構築する
手法の整備を完了した。
・材料の組織情報と基礎力学特性から材料モデルを高速に推定可能なシステムを整備した。
・交差負荷試験法およびその結果を高精度に再現可能な結晶塑性有限要素モデルによる
バーチャル材料試験方法を整備した。
・バーチャル材料試験および高速推定システムによって構築した試作再生材の材料モデルの評
価を実施し、計画通り2024年3月に中間目標を達成見込み（当初計画との差異なし）。

・高精度、高速推定システム
開発

②-3-2 結晶性モデ
ルおよび機械学習に
よる再生アルミニウム
材の材料モデル高速
推定システムの開発

◎ 大きく上回って達成、○達成、達成見込み（中間）、△一部達成、 ☓未達
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各研究開発テーマの達成状況（詳細）の補足（②-4 LCA・戦略策定支援）
LCA：
• プロセス全体のLCA評価・レビュー。
• 電磁撹拌および縦型高速双ロール鋳造の実証ス

ケールのインベントリデータ収集。

将来需要推計：
• AIを用いた人口・経済統計データによる2050

年における自動車販売台数推計
• アルミニウムの型番別マテリアルフローデータの

整備
• 国際産業連関表解析の準備
• 空間情報解析手法の検討・データの整備
• SNS情報解析手法の検討・データの整備

AI解析：
• 加工熱処理についてLCA評価×AI解析を実施。
• 電磁攪拌についてLCA評価×AI解析を実施中。



×ISO国際規格化
による標準化 デファクト化(＊)

・ビジネスベースでの普及
・認証スキームの構築・認証機関による普及・推進

（＊）例えば、ユーザーとの取り決め（仕様書、ミルシート）に、リサイクル材使用比率等の環境負荷条件が
入ることで、再生アルミ展伸材が標準材として位置づけられる。

ISO国際規格の2030年度以降策定を計画。デファクト化し、普及させることで初めて大きなビジネスインパクト
を発揮するとともに、認証スキームの構築により粗悪品を排除できる。

自動車材のみならず、鉄道、航空機等の輸送用機器材、建材、缶材等の包装材など 多くの成形用材料およ
び構造用材料への普及を進める。

各研究開発テーマの達成状況（詳細）の補足（②-５ 規格化の方針と国際標準化までのタイムスケジュール）
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2. 目標及び達成状況 (２) アウトプット目標及び達成状況

アウトプット目標の達成状況
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目標と達成状況（当初計画との差異）小分類（要素技術）中分類大分類
中間目標：
・実証スケールにおけるインベントリデータの収集と、コスト・環境影響評価を行う。
・AIを用いたプロセス最適化手法を、研究開発項目①②の技術に適用する。
・国内外のアルミニウム使用製品の将来需要を推計するための手法の開発を行う。
達成状況：○
仮の実証機データに対してLCA評価を実施し、実データ入手後に推計内容をアッ
プデートする。さらに、将来需要推計については、特定のアルミニウム使用製品(飲
料缶)について、空間情報、ウェブ情報、統計情報、技術情報等を活用したケース
スタディを実施することで、計画どおり2024年3月に中間目標達成見込み（当初
計画との差異なし）。

LCA・AI解析
将来需要推計②-4 LCA・戦略策定支援

中間目標：
委員会設置によるテーマをまたいだ横ぐし情報交換での研究開発推進、情報管
理体制構築、文献・特許・市場調査結果の反映、環境負荷・コスト削減(②-4
テーマ)の将来的技術課題明確化連携及びISO国際規格化のための準備。
達成状況：〇
年数回の研究開発推進委員会及び実務者会議開催で研究開発推進、知財
合意書運用による情報管理、②-4へのデータ協力、委員会の場での調査共有
化及び文献調査のなかで国内外規格の現状把握により、計画通り2024年3月
に中間目標達成見込み（当初計画との差異なし）。

委員会運営、情報管理、調査結果反映、
②-4との連携及び規格化準備②-5 運営・規格化



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

「アルミニウム素材高度資源循環システム構築事業」（中間評価）分科会 

議事録及び書面による質疑応答 

 

日 時：2023 年 6 月 22 日（木）9：30～16：20 
場 所：NEDO 川崎本部 2301～2303 会議室（オンラインあり） 

 
出席者（敬称略、順不同） 

＜分科会委員＞ 
分科会長 小野 英樹  富山大学 学術研究部都市デザイン学系 教授 
分科会長代理 戸田 裕之  九州大学 大学院工学研究院  機械工学部門 教授 
委員  東 雄一   公益社団法人 自動車技術会 常務理事 
委員  喜多川 和典 公益財団法人 日本生産性本部  コンサルティング部 

エコ・マネジメント・センター長 
委員  芹澤 愛   芝浦工業大学 工学部材料工学科 教授 
委員  竹ケ原 啓介 株式会社日本政策投資銀行 設備投資研究所 

エグゼクティブフェロー 
委員  橋本 清春  三協立山株式会社 三協マテリアル社  技術開発統括室 

基盤技術部 部長 
＜推進部署＞ 
上原 英司 NEDO 環境部 アドバイザー 
今西 大介(PMgr) NEDO 環境部 主任研究員 
田平 貴広 NEDO 環境部 主査 
須藤 俊吉 NEDO 環境部 主査 
上村 毅 NEDO 環境部 主査 
石井 聖士 NEDO 環境部 主査 
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NEDO 評価部  部長 
NEDO 評価部  主幹 
NEDO 評価部  専門調査員 
NEDO 評価部  専門調査員 
NEDO 評価部  主査 

 
 

＜実施者＞ 
水野 等 株式会社豊栄商会 開発研究室 室長・執行役員 
長谷川 慎哉 株式会社豊栄商会 開発研究室 開発グループ 係長 
長坂 徹也 東北大学 未来科学技術共同研究センター（NICHe） 副学長・センター長 
兒島 洋一 株式会社 UACJ マーケティング・技術本部 R&D センター フェロー 
戸次 洋一郎 株式会社 UACJ マーケティング・技術本部 R&D センター 第一研究部 上席主幹 
田中 宏樹 株式会社 UACJ マーケティング・技術本部 R&D センター 第一研究部 主幹 
白井 孝太 日本軽金属株式会社 グループ技術センター 鋳造グループ 主任研究員 
市川 武志  株式会社神戸製鋼所 技術開発本部 ソリューション技術センター 

成形加工研究室 主任研究員 
河尻 耕太郎 株式会社エイゾス 研究開発部 部長 
森山 勉 一般社団法人日本アルミニウム協会 技術・開発部 参与 
岩丸 弘 一般社団法人日本アルミニウム協会 技術・開発部 特別技師長 
熊井 真次 東京工業大学 物質理工学院 特任教授 
古屋仲 茂樹 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 環境創生研究部門 上級主任研究員 
村上 雄一朗 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 マルチマテリアル研究部門 

軽量金属プロセスグループ 主任研究員 
 

＜オブザーバー＞ 
富永 和也 経済産業省 製造産業局 金属課 金属技術室 総括課長補佐 
岡田 周祐 経済産業省 製造産業局 金属課 金属技術室 産業技術企画調査員 

 
＜評価事務局＞ 
森嶋 誠治 
山本 佳子 
佐倉 浩平 
對馬 敬生 
日野 武久 
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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 

5.1 意義・社会実装までの道筋 
5.2 目標及び達成度 
5.3 マネジメント 
5.4 事業全体像の具体的説明 
5.5 質疑応答 

 

（非公開セッション） 

６．プロジェクトの詳細説明 

6.1 研究開発項目①不純物元素低減技術の開発 
溶融塩使用固体電解によるアルミ合金スクラップからの高純度アルミ精製技術の開発 

6.2 研究開発項目①不純物元素低減技術の開発 
資源循環型社会構築に向けたアルミニウム資源のアップグレードリサイクル技術開発 

6.3 研究開発項目②微量不純物を無害化する高度加工技術等の開発 
資源循環型社会構築に向けたアルミニウム資源のアップグレードリサイクル技術開発 

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 

１０．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．分科会の設置について 

・研究評価委員会分科会の設置について、資料1に基づき事務局より説明。 

・出席者の紹介（評価委員、評価事務局、推進部署） 

 

【小野分科会長】 富山大学の小野です。金属で最もエネルギーが必要なのは酸化物を還元して金属にする

工程ですが、それに関わる鉄やアルミなどの精錬、リサイクルの研究をしております。本日はよろしく

お願いいたします。 
【戸田分科会長代理】九州大学の戸田です。材料力学が専門で、アルミの強度評価などの研究をしておりま

す。本日はよろしくお願いいたします。 
【東委員】自動車技術会の東です。前職では自動車メーカーに勤務しており、金属の研究をしていました。自

動車へのニーズなどについてコメントできればと思います。本日はよろしくお願いいたします。 
【喜多川委員】日本生産性本部 喜多川です。資源循環ビジネスの政策が専門で、本件は採択委員としても参

加しておりました。本日はよろしくお願いいたします。 
【芹澤委員】芝浦工業大学の芹澤です。専門は材料工学の中でも非鉄金属材料や組織制御で、特にアルミニウ

ムの高強度化や高耐食化に関わる研究をしております。本日はよろしくお願いいたします。 
【竹ケ原委員】日本政策投資銀行 竹ケ原です。サスティナブルファイナンスが専門で、リサイクル関連の

プロジェクトの評価に主に参画しております。本日はよろしくお願いいたします。 
【橋本委員】 三協立山株式会社の橋本です。アルミの押出加工が専門で、以前、鉄道関連のアルミリサイク

ルのNEDOプロジェクトの社会実装に携わっておりました。本日はよろしくお願いいたします。 
 
３．分科会の公開について 

評価事務局より資料2及び3に基づき説明し、議題6.「プロジェクトの詳細説明」と議題7.「全体を通

しての質疑」を非公開とした。 
４．評価の実施方法について 

評価の手順を評価事務局より資料4-1から4-5に基づき説明した。 
５．プロジェクトの概要説明 

5.1 意義・社会実装までの道筋 
5.2 目標及び達成度 
5.3 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。 

5.4 事業全体像の具体的説明 
実施者より資料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。 

5.5 質疑応答 
 
【小野分科会長】 ご説明ありがとうございました。これから質疑応答に入りますが、技術の詳細は次の議題

6での取扱いとなるため、ここでは主に事業の位置づけ、アウトカム達成の道筋、マネジメントについ
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て議論を行います。それでは、事前に行った質問票の内容も踏まえまして、何かご意見、ご質問等はご

ざいますか。戸田分科会長代理、お願いいたします。 
【戸田分科会長代理】 九州大学の戸田です。長尺縦型高速双ロール鋳造機について複数回コメントされて

いたかと思います。こちらの装置自体の納入に非常な遅延があり、そのために立ち上げられないとい

った状態ではあるものの、目標としては技術確立、技術開発であると理解いたします。そういったとこ

ろでは、小型機を使いながらこの技術開発自体は順調に推移しているといった認識でよろしいでしょ

うか。 
【東京工業大学_熊井】 東工大の熊井がお答えいたします。小型機においては、非常に溶湯量が少なく、鋳

造速度も速いため数秒間で実験が終わってしまうのですが、その数秒の中で出来た板の特性や組織は、

長尺機と比肩し得るものだと考えております。ですので、小型試験機を使った実験でも十分長尺機の

設計に生かせるような知見は得られているものと考えております。 
【戸田分科会長代理】 逆に言えば、この遅れがなかったときに、小型実験機で実験せずに長尺実験機を立ち

上げた場合と比べて、長尺実験機の設計自体がかなりリファインされているというところでしょうか。 
【東京工業大学_熊井】 そのように考えております。長尺材を得るために長時間鋳造するということになれ

ば、装置の中のノズルの耐久性であるとか、ロール表面のダメージの具合といったいろいろな要素に

ついても考える必要があります。それらについて事前に小型実験機でいろいろな検討を行えていると

いうことで、長尺機への反映が非常によくできると考えております。 
【戸田分科会長代理】 そうすると、ハードはつくれなかったものの、技術開発はできている。そして、むし

ろ最終的な装置としてはいい方向に進んでいるという理解になるでしょうか。 
【東京工業大学_熊井】 おっしゃるとおりです。むしろ長尺実験機ができた暁に、順調に実験実施するため

の体制をつくることができていると捉えております。 
【戸田分科会長代理】 分かりました。では、達成状況としては「△」になっているものの、技術開発という

ことですから、丸に近い三角であると。 
【東京工業大学_熊井】 技術開発という観点では、丸もしくは二重丸をつけられるのではないかと思ってお

ります。 
【戸田分科会長代理】 ご回答ありがとうございました。 
【東京工業大学_熊井】 ありがとうございます。 
【小野分科会長】 それでは、ほかにございますか。芹澤委員、お願いいたします。 
【芹澤委員】芝浦工大の芹澤です。再生展伸材の規格について伺います。知財戦略のところで、今後の展開の

一つとして規格を策定していくというお話でしたが、この戦略としては、まずは国内の規格、JIS規格

の取得を目指すのか、それとも、いきなり国際規格を目指すのかといった点も含め、どのような展望を

持たれているのかを教えてください。 
【日本アルミニウム協会_森山】 アルミニウム協会の森山がお答えいたします。JIS規格からということも

考えたのですが、やはり時間が相当かかるので、まず国際規格を狙おうという計画であります。ですか

ら、ISO からいきなり入ろうというところで、今そちらの勉強及び準備をしているところです。 
【芹澤委員】 分かりました。その上で、この再生展伸材の適用として自動車の車体を挙げられていたかと思

いますが、新しい規格の再生展伸材を実際に今後の自動車に実装できそうであるかの展望について教

えてください。事業者の中に自動車会社も含まれていたかと思いますので、これらの会社との対話の

状況や実用の可能性についてご説明いただけたら幸いです。 
【日本アルミニウム協会_森山】 まず自動車というのが一番インパクトの大きいところですのでターゲット

にしていますが、いきなりアウターのボディーとなると非常にハードルが高いということもございま

す。ですので、まずはインナーといいますか、強度部材的なところ、表面品質等がそれほど厳しくない

参考資料1-5



 
 

ところから製品化を考えております。 
【東京工業大学_熊井】 熊井からも追加で回答をいたします。実際に研究開発グループの中に自動車メーカ

ーに多数入っていただいており、その方々には短尺実験機を使って製造した実際の板材を送り、それ

ぞれの特性評価をお願いしております。そしてそのフィードバックとして、このあたりの組織の改善

や特性の改善が必要だといったご助言をいただいている次第です。その上で、それを満たすような材

料が長尺実験機で製造できればといった方向で動いております。 
【芹澤委員】 どうもありがとうございました。実装に向けた取組が進んでいるということですので、ぜひ実

用化が実現するよう期待しております。 
【東京工業大学_熊井】 ありがとうございます。 
【日本アルミニウム協会_森山】 ありがとうございます。 
【小野分科会長】 それでは、ほかにございますか。東委員、お願いいたします。 
【東委員】 自動車技術会の東でございます。非常に楽しみな技術だと思いながら聞いておりました。今も少

し話に出ていた規格化のところに関連して伺いますが、規格を新しくするということは、いろいろな

特性等が、今の材料とは変わってくることになると考えます。そういった場合に、ユーザー側としては

何か特殊な成型方法等の準備必要があるかどうかを教えて下さい。 
【株式会社 UACJ_戸次】 UACJ の戸次がお答えいたします。今、この規格合金というのは、合金を数種

類にしようと思っているのですが、それをプロセスによって一般のプレス成形用であるとか、高強度

構造材などいろいろなものにつくり分けることを考えています。また、今までのプレス成形ですと、一

般成形用という観点で、縦型双ロールで造ったものを母材として、冷間圧延で薄くした材料が対象に

なろうかと思いますが、今のところ特殊な異方性というのはあまり認められていません。また、伸びが

若干不足するということはあるので、プレス成形においては金型設計など若干工夫が必要とも思いま

すが、大きな変更はなく使えるものと考えております。そして、それを補完する意味でプレス成形の高

精度予測といったこともやっておりますので、それをユーザー様に展開することによって、この材料

の普及を進めていきたいと思っている次第です。 
【東委員】 そういった下流側まで考えていただきながら研究を進められているというのは、将来的にも非

常によい取組であると思います。ありがとうございました。 
【株式会社 UACJ_戸次】 ありがとうございました。 
【小野分科会長】 それでは、ほかにございますか。橋本委員、お願いいたします。 
【橋本委員】 三協立山の橋本です。本プロジェクトのアウトカムについて、2050年までに再生地金使用率

を 50%まで引き上げるということを考えると、本技術というのを国内に広く普及させる必要があるか

と思います。そうしたところで、日本のアルミ産業を支えている中小企業、二次合金メーカー様などと

いったところに対する、この実施権のロイヤリティーといった観点ではどのように考えておられるの

でしょうか。 
【NEDO環境部_今西PMgr】 最初にNEDOからお答えをいたしまして、その後に企業様のほうからもお

答えをいただけたらと思います。まず、先ほども説明したように、この事業に関しては、創出された特

許は実施者の方たちが所有するものとなります。その中で、NEDOといたしましては、この事業の中

で培ってきた知財権等を広く日本のアルミ産業の中で広げていただきたいと思っており、適切な知財

のライセンスを企業様にぜひご検討いただけたらと考えている次第です。 
【株式会社UACJ_戸次】 続きまして、戸次より回答をいたします。我々としては、これを独占するのでは

なく、非常に広げていきたいと思っております。また、本当に主要な展伸材として、ダイカストで言え

ば、ADC12に相当するような多くのものに使える合金にしていきたいと。そういう意味でいくと、特

許で縛るというよりも広く、もちろん投資した分という若干のロイヤリティーはいただくかもしれま
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せんが、とにかく普及して広く使ってもらうといった方向性で考えております。 
【橋本委員】 ありがとうございました。ぜひとも国内にこの技術を広めていただきたいと思います。 
【小野分科会長】 それでは、ほかにございますか。喜多川委員、お願いいたします。 
【喜多川委員】 日本生産性本部の喜多川です。大変わくわくするような技術開発が進んでいると思ってお

り、頼もしく拝聴しておりました。展伸材の生産量が現在185万トンほどであるというところで、2040
年にそのうちの 130 万トンを再生展伸材にしていこうといったところを考えると、70%ぐらいの展伸

材が再生材へと移るということですから、大変野心的な目標の下、進められているものと感じます。そ

ういったところで、戦略的な発想の下で考えると、今回開発されている縦型高速双ロール装置ですけ

れども、そちらに投入するときに、必ずしも事前に不純物除去のプロセスを要するということばかり

ではないのではないかと。特にソータ等の開発も併せてやられているところを考えると、そうしたと

ころを事前処理せずに受け取りができるところのスペックというのはどんなところであるのか、要す

るに、不純物除去プロセスをやらないことによってCO2の発生を抑制するといったこともあるのでは

ないかと考え、そのあたりの規格やスペックといったところをどのように今見定めていらっしゃるの

かと。もしそういったところでのご見解をお持ちであれば、教えていただきたく思います。 
【東京工業大学_熊井】 まず熊井から回答いたします。おっしゃるとおり、例えば回収した展伸材スクラッ

プを集めて、それを再溶解して高速双ロール鋳造をするというのも可能です。これは以前別なプロジ

ェクトで、現在の展伸用 6000 系合金に例えば不純物鉄が何パーセント加わっても大丈夫かといった

調査研究をやっておりました。そういったところから、展伸材スクラップを非常にうまく集めること

ができれば、この高速双ロール鋳造法によって特性を上げるといったところも可能だと考えます。し

かし、現在展伸材スクラップの量は必ずしも多くありません。ですので、それよりも、もっと多量にあ

るミックススクラップや鋳造用のスクラップを含んだ多様な大量のスクラップを展伸材として利用で

きるようにする方策として、今回の装置の導入を考えているということになります。 
【株式会社UACJ_戸次】 UACJの戸次です。プラスアルファになりますが、この縦型双ロールは非常に無

害化するという状況もあるのですけれども、生産性等も非常に高いといったところがございます。例

えば、従来の既存合金でももちろん使うことができますし、また、3%シリコンあたりを狙っていると

いうのは、実はその純化精製をしたときに濃縮側とのバランスが取れるということでやっております。

この組成というのは、実は今まで展伸材で使えなかった熱交換器用のブレージング材といったような

ものもそのまま使うことができますし、例えば展伸材と鋳物のくずを集めたときの配分で、展伸材が

多ければ最初から大体そのクラスの組成になるということも予想できます。その3%クラスのシリコン

をベース合金とすることにより、純化して使うルート、あるいは集めてくるだけのルート、今まで使え

なかった展伸材を使うといったいろいろなルートが使えるという意味で、リサイクルの幅が非常に広

がるのではないかと考えている次第です。 
【喜多川委員】 よく分かりました。そのあたりのところをしっかり見極めていっていただければと思いま

す。また、規格をつくっていかれるということで、そちらも非常に重要な課題であると捉えておりま

す。その規格づくりのところで、現行の6000系など、幾つもの合金種別等があるような、かなり細か

い規格というところができているわけですが、そのあたりを取りまとめていく、少し単純化といいま

すか、簡素化していくという方向で進められるのではないかと思うところですが、現時点としてどの

ような考えを持たれているか伺いたく思います。 
【日本アルミニウム協会_森山】 アルミニウム協会の森山です。確かに今のコンベンショナルな合金は数百

種類もあると思いますが、この再生材由来の展伸材ということになると、かなり簡素化であるとか、少

ない合金でできるのではないかと考えます。しかしながら、まだそこまで研究が熟していないところ

もありまして、かなり想像が混ざるところですが、例えばシリコンリッチ、鉄リッチ、マンガン、カッ
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パー等といった通常の不純物レベルよりも多い合金系というところ、これを展伸材に使うという形と

して、新しい再生材由来の展伸材用合金というものの規格を構築するといったイメージとして今描い

ている次第です。 
【喜多川委員】 そのように規格も変えていき、今までとは違った顧客側のニーズといいますか、そうしたと

ころのすり合わせというところも、新しい規格の下では非常に重要になってくるのではないかと思い

ます。それぞれに造られた製品を各メーカー様といいますか、利用者側のほうで現場実証等をやられ

ていくと思うのですが、その現場実証の中ではそこそこよい成果や結果が確認された場合においても、

なかなか企業の中に入っていくというところでは、また一つ大きな関門がございます。特に調達部門

等の規格の変更などといったところが、なかなか現場実証の結果を反映しないといったようなことも

あるでしょうか。こういったところの大きな壁を乗り越えていくというのは非常に重要な問題であり、

この再生展伸材を使っていくところの「あめとむち」といいますか、そういったところをうまく使って

いくというのが大事かと思います。また、「むち」とは何かというと、やはりある程度再生材を使って

いきましょうといったようなことを、例えば EU なんかではかなり強制的な目標値を設定しており、

その目標値を達成しなければペナルティーがあるといったように、法的な拘束力みたいなものを醸し

出すところもございます。やはり日本もそういったあたりで少し強めの政策というのを考えていくと

いうのも一つではないかと。不純物除去等の処理においては、かなりのエネルギーも使っていくわけ

ですが、やはりバージンのアルミ材と比べたときの差分で考えれば、そうしたところもある意味 CO2

のインセンティブを使えるようなところも出てくるかも分かりません。それというのが「あめ」みたい

な要素にもなるかと思いますが、そうしたところをうまく組み合わせて、今言ったような、現場から調

達部門がきちんと折り合って、新しい企画の下で再生の展伸材を使っていくというように、そういう

社会全体のいろいろな政策を組み合わせて乗り越えていくといったような観点でも、少し情報発信を

していただけたらと思うところです。今申し上げたようなところで、何かご見解がございましたら伺

いたく思います。 
【NEDO環境部_今西PMgr】 まずNEDOよりお答えいたします。今、喜多川先生がおっしゃいましたよ

うに、こういうリサイクル品をうまく市場の中で循環させるといった取組を普及させるために、国が

そういう政策をつくっていくというというのは非常に重要だと思っております。そこに関しましては、

本日オブザーバーとして参加されている経済産業省の金属課様と共に、ぜひ今後とも強く密に協議を

していけたらと考えます。残念ながらNEDO自体は政策をつくることはできない組織ですので、金属

課様や経産省様がつくられた政策に基づいて、我々はその技術支援をしていくことになりますが、十

分に意識をしながら連携していけたらと考える次第です。アルミ協会様から、もし何かございました

ら、よろしくお願いいたします。 
【日本アルミニウム協会_森山】 アルミニウム協会の森山です。確かに「あめとむち」という両面があろう

かと思いますが、私としては、この再生展伸材を使うことで夢のある社会が描けるということを強く

アピールしたいと考えておりますし、使って喜ばれる材料、そして環境面としても今後のいろいろな

気候変動等々に大きく貢献できる材料として我々は取り組んでいるところです。以上になります。 
【喜多川委員】 ありがとうございます。ヨーロッパも含め、今、日本でもかなりプラスチック分野というの

は、再生材を求めて非常に困っているといいますか、苦労している状況ではないでしょうか。そういっ

たところで、このアルミについては日本が非常に強みを生かせる再生材になるのではないかと考えま

すので、その辺の政策も併せて進められていくような、そういう工夫を関係省庁と共に考えていって

いただけたらと思います。 
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【株式会社 UACJ_戸次】 UACJ の戸次です。今おっしゃられたのは非常に重要な点だと思います。規制

という点もありますが、今市場からの要求というところでは、やはりCO2をどれだけ減らすかという

のが非常に大きな新しい商品価値であると考えます。実はリサイクルを20数年前からいろいろとやっ

ていますが、その当時は、本音のところではコストダウンといったところが目標でありました。しか

し、近年は、ユーザー様にいろいろ話を聞くと「CO2 をとにかく下げなければいけない」という全く

新しいニーズが出てきております。そういたところで、今回のリサイクルというのは、CO2 を下げる

という非常にドライビングフォースとしても大きなものがあると考えますし、いろいろなプロセスを

加えても、新地金を考えると圧倒的にCO2が下がります。従来の展伸材というのは、性能に特化して

おり非常に尖がった組成であるとも言えますが、今回はむしろ、そちらはある程度妥協してでも CO2

をどれだけ下げられるかということの観点で造っていった合金系であり、組成範囲も広く、ロバスト

性も高い合金ということで規格することにより、とにかくCO2を下げる価値を全面に打ち出すことで

普及が進むのではないかと期待する次第です。 
【小野分科会長】 それでは、ほかにございますか。竹ケ原委員、お願いいたします。 
【竹ケ原委員】 竹ケ原です。ご説明ありがとうございました。本当に非連続なイノベーションが実装され

ているプロセスを見させていただき、大変感銘を受けております。また、本件のアウトカムの見せ方に

関して、今まさにおっしゃられていたCO2の話では、ヨーロッパのバッテリー規則なんかでも、最終

的にはもうライフサイクルCO2が要件に加わっていると。やはり、どうしてもCO2が全面に出てくる

中で、本事業についてもアウトカムとしてCO2削減というのを全面に打ち出していらっしゃることは

非常に賛同するところです。その上で、資料19ページになりますが、アルミ産業あるいは自動車産業

のScope1との貢献もさることながら、多分、本事業が一番効いてくるのは使用段階のScope3 でない

かと考えます。今回は、この想定としてハイブリッド車にこの技術が適用されるということで推計を

されており、これはアウターも含めてフルに入れた場合と理解していますが、先ほどアウターまで一

気にいくかどうか、幾つか段階もあるという話でしたので、実際にフルに適用されるまでの見込みを

教えて下さい。また、ハイブリッドという前提ですが、2050年という時点かつ世界中に輸出するとい

うことを考えれば、現在の国際的な自動車の車種構成から、PureEV も含めてかなり変化してくるよ

うな気がいたします。こういった変化を踏まえると、この技術というのはもっと大きなアウトカムを

見せられるのではないかという印象を持ちました。加えて、今回は入れられていませんが、自動車以外

にも鉄道などといったいろいろな分野にも適用ができるように思いますし、先ほど「夢のある」という

お話があったように、本当にこの技術が適用されて、標準化されて世の中にいったときに、中長期

Scope3も含めたすさまじいCO2削減効果が生まれそうな思いもございます。ですので、このあたりの

見せ方として、まずは再現性のあるところから着実にという趣旨はよく分かりますけれども、もう少

し風呂敷を広げられてもよいのではないかと考えるのですが、いかがでしょうか。 
【NEDO環境部_今西PMgr】 まずNEDOからお答えいたします。今、竹ケ原先生からご指摘があったよ

うに、Scope3は、この事業の中で非常に強く見込めるものだと思っております。車の軽量化というの

を一例として挙げておりますが、この事業が立案された当時の状況と現状では、また少しずつ変わっ

てきているところがございます。電動化の波というのが非常に加速されている状況であり、車の造り

方自体も今後変わっていく、アルミニウムというのは非常に可能性の高い材料だと考えます。今のお

話にあったように、例えば車だけではなくて当然鉄道も考えられますし、当然航空機にもいっぱい使

われているといった中で適用される部位が広がっていく、それによりScope3で見込まれる範囲という

のは広がっていくと思いますので、今後この事業の中においても、実施者も含めてScope3に関する見

方といったところの見識をもう少し広めていけたらと思っております。実施者の方から、何かござい

ますか。 
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【株式会社UACJ_戸次】 UACJの戸次です。今おっしゃられたとおり、最初はいろいろな用途を広げるこ

とによってScope3に広がるという観点だったのですが、この時点ではなかなか計算自体が難しいとい

うことがございました。それにより、分かりやすく自動車だけにしてしまったのですけれども、当然お

っしゃられるように、全ての分野で改善されるといったことをうまく表現できるようにしていけたら

と思います。 
【竹ケ原委員】 ありがとうございます。釈迦に説法になりますが、先ほどの「むち」といったところでは、

金融側がまさにそういう情報に着目して、TCFD もそうですが、そういうデータをしっかり開示され

る企業に、よりファイナンスをつけていこうという動きが出ています。まさにこの技術を実装された

ユーザー企業が、開示を通じて自社の脱炭素経営みたいなものをうまく促進できるようになってくる

と、また強力な武器になるのではないかという気がいたしますので、ぜひ進めていただければと思い

ます。 
【小野分科会長】 それでは、ほかにございますか。では、私のほうから少し質問をいたします。ご説明にも

あったように、やはり金属というのは、鉱石を還元するときに一番エネルギーを要するということで、

スクラップを利用するというのはCO2の排出量削減に非常に効果が大きい重要な課題であり、かつ全

ての金属で共通の課題であるという認識です。ただし、これも金属共通ですが、リサイクルのときには

不純物の問題が必ず出てくるというところで、今回ご提案をいただいているのが電解処理と晶出分離

であると思います。その2点を用いるということで、これらの技術というのは、基本的にはこれまで、

どちらかというと非常に高級アルミであるとか、アルミのさらに二次精錬といいますか、純度を高め

て高負荷価値化するといったところに使われてきた技術かと思います。今回は、環境問題等を考えて

というところですが、やはりコスト面が気になるところですので、もし試算がございましたら少し教

えてください。 
【NEDO 環境部_今西PMgr】 コストに関しまして、非常にざっくりとした記載ではあるものの、資料 20

ページに 500 円/kg という形で示しておりました。この点に関しては、委員の皆様からの事前質問と

してもいただいたところであり、それに対する回答もさしあげたところですが、この事業が想定され

たタイミングでの市場価格を基にして算出しているものとなっておりました。この事業といたしまし

ては、市場での競争力がなければいけない、実施者の皆様からもご発言がありましたように、この金属

が魅力的なものになっていくということが非常に望まれるところでありますが、やはりその中でも再

生展伸材としての利用者の感触というのがどういうものになるのかというところがあるでしょうか。

これから市場での競争力を持っていくためには、この金額をちゃんと念頭に置いて適正な金額で市場

に出していくということは必要ですし、こちらに関しましては事業戦略等もございます。できれば金

額、コストストラクチャーに関しましては、非公開セッションで事業者の方からお話をいただければ

と思っておりますので、その際に改めてよろしくお願いいたします。 
【小野分科会長】 ありがとうございました。それからもう一点、資料35ページに全体の要素技術を示され

ているところに関して伺います。こちらの不純物低減技術に関しては、一応電解と晶出分離が並行し

て走っている図になっており、電解のほうはそのまま製品に、晶出分離のほうは高度加工につながっ

ている図になっているかと思います。一方で目標として、例えば25ページなどに中間目標が書かれて

いますけれども、こちらが同じ目標になっています。ここに関して、例えばこの中間目標というのは、

おそらく高度加工につながるアルミを製造することを目標とされていると思うのですが、一方で、電

解のほうはこれを使わないので、目標設定というのは本来少し違うべきなのではないか、そうである

ならば、電解のほうは電解に適した目標を設定するべきかと思いました。例えば電解の方は、競合する

技術として三層電解法でアルミスクラップを電解するという方法もあると思いますから、それに対す

る優位性を示すような目標設定をしていただくと非常に成果が見やすくなるのではないかと思うので
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すが、そのあたりはいかがでしょうか。 
【NEDO環境部_今西PMgr】 まずNEDOからお答えいたします。この中間目標に関しては、この事業を

構想している段階で、経済産業省とも話をしながら、目標はこうあるべきだというものを設定したも

のでございます。この中間目標、最終目標を設定した基本計画というものを基にいたしまして、本件の

事業公募を行っており、そうした中で、UACJ 様のグループと豊栄商会様のグループがこの提案をさ

れてきたという過程がございます。ですので、この中間目標や最終目標というのは、皆様が持っている

技術にフィッティングし、それらに対して設定したというものではございません。しかしながら、特に

精錬の目標値の設定が緩いのではないかといったご意見をいただいたことは、私たちも強く受け止め

る次第です。この中間目標及び最終目標という設定は今後もこのままの形で進めていく予定ではあり

ますが、NEDOと実施者の方々での実施計画書という契約文書がございまして、その中で、実際には

どういう値を目指していくべきであるとか、電解精錬に関して例えばこういう純度が得られるであろ

うといったことを想定して研究開発を進めていただこうと思っておりますので、実際には、この目標

を上回るような結果を出していただける、そういう成果が出てくることを意識しながら進めてまいる

所存です。実施者様から、もし何かございましたら、よろしくお願いいたします。 
【東北大学_長坂】 東北大学の長坂です。私から答えるのもあまり適切ではないような気がいたしますが、

今 NEDO よりお答えがあったように、熊井先生のほうのオールジャパン的なプロジェクトに比べる

と、我々のほうは非常に貧弱なフォーメーションでやっているとも見えるでしょうか。しかしながら、

こういう電解法でスクラップの全部を処理しようとは全く思っていないわけです。ただ、この方法を

使うと本当に厄介なものは取れますので、最終的に補完的な役割を果たせればよいのではないかなと、

私自身は思っております。そして、このプロジェクトが走るときに、熊井先生と我々の 2 つを組み合

わせてゴールを目指すといった設定にはなっていませんので、私としては今目先にある目標達成に向

かって、そこを考えながら進めているところです。 
【小野分科会長】 分かりました。この両方の技術を合わせてみたときに、例えば一部のスクラップアルミか

ら非常に高純度なアルミを造り出せば、晶出分離と組み合わせて、希釈効果により不純物濃度を下げ

た後、高度加工に持っていくというような組み合わせも見えてくるのではないかという形になってい

ましたので、初期設定としてはこうなっているということで理解しましたけれども、出口としてはそ

のあたりも考えてもいいのではないかと、この全体を見て感じた次第です。それでは、予定の時間とな

りましたので、以上で議題5 を終了といたします。 
 
（非公開セッション） 
６.プロジェクトの詳細説明 
  省略 
７.全体を通しての質疑 
  省略 
 
（公開セッション） 
８.まとめ・講評 
 
【小野分科会長】 議題8 に移ります。 

これから講評を行いますが、その発言順序につきましては、最初に橋本委員にお願いをしまして、最後

に私、小野という流れで進めてまいります。それでは、橋本委員、よろしくお願いいたします。 
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【橋本委員】 橋本です。今回伺った内容というのは、いずれも一企業では実施困難であり挑戦的な目標を掲

げられています。そして、それら目標をおおむね達成されているということで、非常によいものであり

ました。またNEDOが実施を行う妥当性としても把握いたしましたが、これを社会実装する、アウト

カム目標を達成するにおいては、やはり日本全国にこの技術を普及させる必要があります。2050年に

50%の再生アルミの使用というところを目標にされているのですから、ぜひともそれを達成できるよ

うに、アルミ産業全体でやっていっていただけたらと思います。本日は、どうもありがとうございまし

た。 
【小野分科会長】 ありがとうございました。続きまして、竹ケ原委員、よろしくお願いいたします。 
【竹ケ原委員】 竹ケ原です。本日はどうもありがとうございました。非連続なイノベーションを実現して

いくということで本当にNEDOらしいプロジェクトであります。着実に各パートにおける技術も進捗

しており、そして中間目標を達成していらっしゃるということを確認いたしました。また、これまでカ

スケード利用をされていた材をアップサイクルのほうに回していかれるという、本当にチャレンジン

グな取組ですので、これが無事に実装されたときのアウトカムといいますか、インパクトの大きさと

いうのは恐らく現状推計されているもの以上になるのだろうと実感している次第です。NEDOが率先

して取り組まれている意義というのも非常にクリアに伝わるものでしたので、このまま成果を上げて

いかれることを祈念しております。 
【小野分科会長】 ありがとうございました。続きまして、芹澤委員、よろしくお願いいたします。 
【芹澤委員】 芹澤です。本日は一日ご説明をお伺いして、アルミニウムの研究者という観点からも、非常に

面白い技術が多く、期待が持てる内容であると感じました。また、「オールジャパン」というキーワー

ドが何回か出てきたかと思いますが、オールジャパンのものづくりであるとか、再生展伸材の規格を

策定していくという点で、日本が世界をリードできる技術というのが最近あまり多くない中において、

非常に期待できる、夢が持てるような技術だと考えます。各グループとしての技術、実用化に向けた取

組というのはもちろんすばらしいでのすが、ぜひチーム全体で一貫してその実現に向かっていただけ

るとよりよいものとなるではないでしょうか。実用化の壁というのは非常に大きく、私も何度も感じ

たことがあります。そういった点からも、大学と企業の連携を引き続き密に取りながら進めていって

いただけたらと思います。ぜひよろしくお願いいたします。 
【小野分科会長】 ありがとうございました。続きまして、喜多川委員、よろしくお願いいたします。 
【喜多川委員】 日本生産性本部の喜多川です。本日は、長い時間、それぞれの研究成果について非常に詳し

く伺うことができて、大変有意義でありました。そして、今、芹澤先生がおっしゃられたように、日本

でなかなか国際競争力が上がるような分野というのが非常に少なくなってきている状況の中、今回の

研究の成果というのは、大きく日本のアルミ産業の競争力あるいは有意性を高めることに寄与する可

能性のある技術ですので、大変期待を寄せる次第です。また、それぞれの研究分野ごとに、それぞれの

研究者が自分の役割に非常に集中する一方で、全体的、俯瞰的な視野といったところに思いをはせる

のも、また今後の社会実装を進める上で非常に重要なポイントになるのではないでしょうか。ヨーロ

ッパなどを見ると、アルミというのは、いわゆる「エコデザイン規則」という法案も出てきています

が、その中に含まれる「Digital Product Passport(DPP)」と呼ばれるツールをデジタル的に適応して、

トレーサビリティ、トラッキングというところもしっかりやっていこうという動きが出てきています。

特にアルミは、優先的に適応する製品の一つとして具体的にノミネートされているという状況であり、

特に今後ユーザー側からすれば、そうしたトレーサビリティ、あるいは原料素材がどうだったのか、組

成がどうだったのかといったような部分も大変気にするところだと考えます。また、最終的に投入さ

れる材料が、どの程度の選別処理、あるいは不純物除去といったような処理を必要とするかというこ

とを情報として捉えるのも、そうしたサプライチェーンの中では重要になってくるものと思います。

参考資料1-12



 
 

そのようなことも含めて配慮をしていただくと、今後の社会実装に向けた動きの中で有効な取組が出

てくるのではないかと思いますので、そのように取り組んでいっていただけたら幸いです。 
【小野分科会長】 ありがとうございました。続きまして、東委員、よろしくお願いいたします。 
【東委員】 自動車技術会の東です。まずは、実施者の皆様、非常に高いハードルの研究を推進され、本日の

報告会の準備をしていただきましたことに感謝を申し上げます。大変お疲れさまでございました。本

日の報告をお聞きし、CO2-LCA の観点、そして材料の技術進化の観点でいろいろと楽しみな成果が

続々と出てきていると思いました。また、中間目標を皆様達成されて着実に進捗されていることも理

解した次第です。そのように非常によい進展がなされているところではありますが、まだ原理的に少

し明確でない部分やいろいろな課題もまだあるかと思いますので、今後そういった課題の解決に向け

て研究がより深まっていくことに期待しております。そして、社会実装に当たっては、委員の皆様もお

っしゃっていたように、「死の谷」といいますか、厚い壁があるのも事実かと思いますので、ユーザー

エンドの皆様の意見を聞いていただきながら、それをフィードフォワードしながら研究を進めていた

だくということがとても大切になると感じます。実際にものづくりの現場レベルになると、ささいな

課題も多く出てくると思いますので、ぜひそういったことにも耳を傾けていただけたらと思います。

幸いにもユーザー企業の皆様がたくさん入られていますので、そういった方との連携も深めていただ

き、実学連携を強めて、よりよい成果につなげていただければと思っております。今後の研究の深化を

楽しみにしております。本日は、どうもありがとうございました。 
【小野分科会長】 ありがとうございました。続きまして、戸田分科会長代理、よろしくお願いいたします。 
【戸田分科会長代理】 九州大学の戸田です。本日は、一日どうもありがとうございました。下工程から上工

程まで様々な研究テーマについて、その分野の第一人者の方々が取り組んでおられ、全体的にも中間

目標を達成していますし、個別に見ても非常に興味深い学術的な成果であるとか、工業技術が出てき

ているということを確認できました。ありがとうございました。その上で、一つ申し上げたいのは、そ

の割には社会的なビジビリティがまだ低いのではないかという点です。興味深い成果が出ているので、

すから、ぜひ皆様どんどん論文を書いていただいて、国際会議にも出ていただいて、プレスリリースも

打っていただいて、新聞でも報道を増やしていただく。そういった活動をすることで、この技術が2040
年や 2050 年に我が国で、あるいは世界的に受け入れられるような土壌として築いていっていただけ

たらと思いました。以上です。 
【小野分科会長】 ありがとうございました。それでは最後に、本日の分科会長を仰せつかりました富山大学

の小野より講評をいたします。まず、本日は一日ご説明をどうもありがとうございました。これまでの

進捗について状況を把握いたしまして、中間目標に向けて大変努力され、おおむね達成されている状

況にあることを理解いたしました。本課題である金属の生産は、やはり鉱石の還元というのが非常に

多くのエネルギーを使うものであり、これをできるだけ減らす必要がございます。その意味で、老廃ス

クラップを原料として新地金をつくり出すというのは、アルミに限らず全金属の精錬プロセスの重要

課題となっていますし、種々の金属に対して、新しい精錬プロセスを構築していく必要がある、今はそ

ういう時代かつ状況にあると考えております。今回アルミを題材として、そのテーマに取り組んでい

る、循環システムの構築を目指しているということで非常に期待を持つ次第です。しかしながら、必ず

このリサイクルのときに問題となるのが、工業的かつ経済的に成り立つ手法で不純物を除去する必要

があるというところで、今回、電解や結晶分別法などを使って取り組んでおられますが、このあたりの

経済性の確立に向けては、今後もきちんと精査していただいて、実用に向けて努力していただきたい

と願っております。それから、概ねスクラップのリサイクルというのは、原料の側から不純物を除去で

きるものとできないものというのが決まっており、スクラップを使うとこういう組成になる、それを

どう使うかという話の流れで進むことが多いのですが、今回、鋳造法であるとか、それから加工、熱処
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理法といった様々な技術がありますので、そういう下工程側からもどんどん発信をしていただいて、

上工程のほうに意見いただく。そしてスクラップを使って新しく造る製品の組成というのを全体で考

えていくのが良いのではないかと非常に感じたところです。繰り返しになりますが、こういった老廃

スクラップを原料として新地金をつくり出すという金属資源全般における課題について、今回のアル

ミニウムのプロジェクトがその模範となり、新たなプロセスをぜひ実現して実用していただきたい。

そのように考えますので、今後の研究開発の進捗に非常に期待しております。本日は、どうもありがと

うございました。 
【日野主査】 委員の皆様、ありがとうございました。続きまして、経済産業省 製造産業局 金属課 金属技

術室の富永統括課長補佐より、一言よろしくお願いいたします。 
【経済産業省_富永】  

経済産業省金属課 金属技術室の富永です。本日は、長時間ご議論いただきまして誠にありがとうござ

いました。皆様から、頂戴したご意見というのは私の思いとも非常に重なるものであります。経済産業

省としても、この事業を本当に重要性が高いものだと思ってございます。まさしく、分科会長がおっし

ゃられたように、カーボンニュートラル対応が求められているという中で、産業としては生産プロセ

スの転換というのも求められております。そして、これもまた議論があったところですが、資源循環と

いいますか、最近ではサーキュラーエコノミーというところがございます。こういった側面からもこ

の事業は両面大事だというところで、我々も非常に注力している次第です。また、芹澤委員がおっしゃ

られた「実用化の壁」というご指摘というのも、我々も本当に感じている点で、この事業は研究開発も

のではございますが、やはりNEDOとも思いを同じくして、社会実装が本当のゴールであるという面

から考えれば、今日は中間評価として一定の成果が出ていることを皆様に見ていただいたものの、ま

だまだ乗り越えるべき壁、取り組むべき課題というのは多々あるものと考えます。その中には、今日ご

指摘いただいた我々の政策的な取組の部分というのもありますし、社会実装というのは、民間だけで

できていくものではありません。しかしながら、今この瞬間どのような打ち手があるのかといったと

ころでは、我々も正解にたどり着けてはいないところでもあるのですが、いずれにしても、世の中にし

っかり出していくということとミッションを同じゴールに定めながら取り組んでまいる所存です。少

し長くなってしまいましたが、本当にこれを成功に導くために、引き続き皆様からのご指導をお願い

できればと思っております。最後になりますが、NEDO推進部の皆様、事業者の皆様、本当に今日の

ご準備をありがとうございました。また、長時間のご議論をいただきました委員の皆様も、改めまして

ありがとうございました。引き続きどうぞよろしくお願いします。 
【小野分科会長】 ありがとうございました。それでは、以上で議題8を終了といたします。 
 
９．今後の予定 
１０．閉会 
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配布資料 
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 
資料4-1 NEDOにおける技術評価について 
資料4-2 評価項目・評価基準 
資料4-3 評点法の実施について 
資料4-4 評価コメント及び評点票 
資料4-5 評価報告書の構成について 
資料5  プロジェクトの概要説明資料（公開） 
資料6  プロジェクトの詳細説明資料（非公開） 
資料7  事業原簿（公開） 
資料8  評価スケジュール 
番号なし 質問票（公開 及び 非公開） 

 
 
 

以上 
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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。 

 

「アルミニウム素材高度資源循環システム構築事業」（中間評価）分科会 

 ご質問への回答（公開分） 

 

資料番号・ 

ご質問箇所 
ご質問の内容 委員名 

回答 

説明 
資料 5  
P.18 

実用化時の量的目標が示されている

が、普及材と高力合金を置換する高性

能材の比率などの目途はあるか？ 

戸田 

委員 
普及材と、高力合金を置換する高性能材の比率等に関する目途

は、現時点で設けておりません。 

資料 5  
P.18 

固相分別のみとか、電磁攪拌のみと

か、本開発のメインとなる双ロール鋳

造を含まない成果活用に関しては、ア

ウトカムの見積もりに含まれているの

か？ 

戸田 

委員 
アルミニウムスクラップから展伸材に至るまでのルートから外

れるものに関しては、アウトカムの見積もりに含んでおりませ

ん。 

資料 5  
P.20 

実用化時の展伸材価格の仮定が示され

ているが、普及材と高力合金を置換す

る高性能材とで価格の想定はあるか？ 

戸田 

委員 
普及材と、高力合金を置換する高性能材の価格は、それぞれ代

替する材料と競争力を持てる価格を想定しています。 

資料 5．P19
波及効果 

の前提 
事業原簿 4-
69 で言及さ

れているシナ

リオ 

新地金のダウングレードリサイクルか

ら再生地金のアップグレードリサイク

ルへの転換に伴う GHG 排出量削減と

いうメインのアウトカムに加えて、再

生展伸材による自動車の軽量化がもた

らす波及効果（燃費改善による GHG 
排出削減）は、本事業の社会的インパ

クトを評価するうえで重要な要素と考

竹ケ原 

委員 

ご質問①HV 車について、アルミ展伸材適用の CO2削減 
量を計算しております。 
ご質問②再生展伸材の適用範囲はボディ外装を含む利用可能最

大量としております。 

参
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資料番号・ 

ご質問箇所 
ご質問の内容 委員名 

回答 
説明 

えます。波及効果として 2040 年、

2050 年時点での走行時 CO2 削減が推

計されていますが、この前提（資料

P42 の「今後のシナリオ」）を教えて下

さい。具体的には、①想定される車種

構成（BEV、HV 等の比率）、②再生展

伸材の適用範囲（ボディ外装を含む利

用可能な最大量か、何らかの線引きを

行っているか）の想定をご教示くださ

い。 

資料 5  P59、
事業原簿 
4-72 

標準化戦略として、再生展伸材を新規

合金種に登録することを目指すとあり

ますが、登録に向けてラボスケールか

ら小ロット試作等へとステップアップ

していく過程で想定されるボトルネッ

クがあればご教示ください。 

竹ケ原 

委員 
設備額が大きくなることで、各社の投資が可能かどうかが課題

です。また本 PJ を通じて需要をある程度明確にできれば投資の

リスクが減り、スムースにステップアップできると思います。 

資料 7  1-9 
1.3  
知的財産・ 

標準化戦略 

アルミリサイクルを支えている中小二

次合金メーカに対する実施権のロイヤ

リティについて、どのようにお考えで

すか？（資料 5P12 「国内アルミニウ

ム関連事業者には特許の実施を許諾」

の内容についてもご教示ください） 

橋本 

委員 
NEDO としては、アルミ再生展伸材の普及を促すため、国内ア

ルミ関連事業者に対し、適切な特許のライセンスを進めて頂き

たいと考えています。 

資料 6.3 
P31  図 

濃度のカラースケールが無いと一般の

方にはわかりづらいと思うので、カラ

ースケールの追記をお願いします。 

橋本 

委員 
当日の投影資料に追記対応します。 
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資料番号・ 

ご質問箇所 
ご質問の内容 委員名 

回答 
説明 

資料 5 P.11 
アウトカム達

成までの道筋 

CO2 抑制 968 万トン-CO2 とあります

が、LCA 的にCO2排出量は考慮されて

いますか。また、考慮されている場合

には電力源の比率（火力、水力、原子

力等の比率）はどうなっているかを教

えて下さい。 

東 

委員 
新地金生産に係る「アウトカム達成までの道筋」における CO2
排出削減量については、新地金生産時の CO2 排出量から再生地

金生産時の CO2 排出量を引いた値に、再生展伸材の導入量をか

けて算出しており、電力源の比率は変わらない前提で、算出し

ております。 

結果全般 実験結果は N 数を明記し、バラツキを

明確にした標記（グラフにエラーバー

を付ける等）を望みます（一部には表

記があります）。 

東 

委員 
ご指摘頂き、ありがとうございます。今後の資料作成の参考と

させて頂きます。 

全般 資料中の仮定や予測の値についてはそ

の根拠とした情報源（参照論文や情報

サイト等）を明示した方が良いと考え

ます。 

東 

委員 
ご指摘頂き、ありがとうございます。今後の資料作成に反映す

るように致します。 
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参考資料２ 評価の実施方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
NEDO における技術評価について 

 
 
1. NEDO における技術評価の位置付けについて 

NEDO の研究開発の評価は、事業の実施時期毎に事前評価、中間評価、終了時評価及び

追跡評価が行われ、研究開発のマネジメントにおける PDCA サイクル（図 1）の一角と位置

づけられています。さらに情勢変化の激しい今日においては、OODA ループを構築し、評

価結果を計画や資源配分へ適時反映させることが必要です。 
評価結果は、被評価事業等の資源配分、事業計画等に適切に反映させることにより、事業

の加速化、縮小、中止、見直し等を的確に実施し、技術開発内容やマネジメント等の改善、

見直しを的確に行っていきます。 

    
図 1 研究開発マネジメント PDCA サイクルと OODA ループ組み合わせ例 

 
2. 技術評価の目的 

NEDO では、次の 3 つの目的のために技術評価を実施しています。 
(1) 業務の高度化等の自己改革を促進する。 
(2) 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。 
(3) 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。 
 

 
 
 

Plan
企画

Do
実施

Check
評価

Act
反映・実行

Observe
観察

Orient
判断

Decide
決断

Act
実行

計画作成のため
に対象を観察する

計画の方向性を
判断する

計画の方向性を
決める

計画を実行する

実行のプロセスと
結果を観察する
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計画への反映
内容を決める

アップデートした
計画を実行する
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サイクル
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3. 技術評価の共通原則 

技術評価の実施に当たっては、次の 5 つの共通原則に従って行います。 

(1) 評価の透明性を確保するため、評価結果のみならず評価方法及び評価結果の反映状況

を可能な限り被評価者及び社会に公表する。なお、評価結果については可能な限り計

量的な指標で示すものとする。 
(2) 評価の明示性を確保するため、可能な限り被評価者と評価者の討議を奨励する。 

(3) 評価の実効性を確保するため、資源配分及び自己改革に反映しやすい評価方法を採用

する。 

(4) 評価の中立性を確保するため、可能な限り外部評価又は第三者評価のいずれかによっ

て行う。 

(5) 評価の効率性を確保するため、研究開発等の必要な書類の整備及び不必要な評価作業

の重複の排除等に務める。 

 
4. プロジェクト評価の実施体制 
プロジェクト評価については、図 2 に示す実施体制で評価を実施しています。 
(1) 研究開発プロジェクトの技術評価を統括する研究評価委員会を NEDO 内に設置。 
(2) 評価対象プロジェクト毎に当該技術の外部の専門家、有識者等を委員とした分科会を

研究評価委員会の下に設置。 
(3) 同分科会にて評価対象プロジェクトの技術評価を行い、評価報告書（案）を取りまと

めた上、研究評価委員会に諮る。 
(4) 研究評価委員会の審議を経て評価報告書が確定され、理事長に報告。 

図 2 評価の実施体制 

国 民

NEDO
評価結果公開

評価結果のプロジェクト等への反映理事長

推進部署

実施者プロジェクトの説明

評価報告書（案）確定

研究評価委員会

分科会A

分科会D

分科会C

分科会B

報告

評価報告書（案）作成

事務局
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5. 分科会委員 
分科会は、研究開発成果の技術的、経済的、社会的意義について評価できる NEDO 外部

の専門家、有識者で構成する。 
 
6. 評価手順 
 
 

 
図 3 評価作業フロー 

 
 
 
 

 

評価（案）に対する意見書作成 

現地調査会の開催 
【必要に応じて】 

分科会の開催 

評価（案）の作成 

評価（案）の確定 

研究評価委員会で 
評価（案）の承認 

評価報告書の公開 

分科会委員との調整 

現地調査会の準備 
現地調査会での説明・応答 

分科会資料の作成 
分科会での説明・応答 

評価部 推進部署 実施者 
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「アルミニウム素材高度資源循環システム構築事業」（中間評価）分科会に係る 

評価項目・評価基準 

 

１．意義・アウトカム（社会実装）達成までの道筋  

(1) 本事業の位置づけ・意義 

 本事業が目指す将来像（ビジョン・目標）や上位のプログラム及び関連する政策・施

策における位置づけが明確に示された上で、それらの目的達成にどのように寄与する

かが明確に示されているか。 

 外部環境（内外の技術・市場動向、制度環境、政策動向等）の変化を踏まえてもなお、

本事業は真に社会課題の解決に貢献し、経済的価値が高いものであり、国において実

施する意義があるか。 

 

(2) アウトカム達成までの道筋 

 「アウトカム達成までの道筋」※の見直しの工程において、外部環境の変化及び当該

研究開発により見込まれる社会的影響等を考慮しているか。 

 

※ 「アウトカム達成までの道筋」を示す上で考慮すべき事項 

 将来像（ビジョン・目標）の実現に向けて、安全性基準の作成、規制緩和、実証、

標準化、規制の認証・承認、国際連携、広報など、必要な取組が網羅されているこ

と。 

 官民の役割分担を含め、誰が何をどのように実施するのか、時間軸も含めて明確で

あること。 

 本事業終了後の自立化を見据えていること。 

 幅広いステークホルダーに情報発信するための具体的な取組が行われているこ

と。 

 

(3) 知的財産・標準化戦略 

 オープン・クローズ戦略は、実用化・事業化を見据えた上で、研究データを含め、ク

ローズ領域とオープン領域が適切に設定されており、外部環境の変化等を踏まえても

なお、妥当か。 

 本事業の参加者間での知的財産の取扱い（知的財産の帰属及び実施許諾、体制変更へ

の対応、事業終了後の権利・義務等）や市場展開が見込まれる国での権利化の考え方

は、オープン・クローズ戦略及び標準化戦略に整合し、研究開発成果の事業化に資す

る適切なものであるか。 

 標準化戦略は、事業化段階や外部環境の変化に応じて、最適な手法・視点（デジュー

ル、フォーラム、デファクト）で取り組んでいるか。 

  

参考資料2-4



 

 

２．目標及び達成状況  

(1) アウトカム目標及び達成見込み 

 外部環境の変化及び当該研究開発により見込まれる社会的影響等を踏まえてアウト

カム指標・目標値を適切に※見直しているか。 

 アウトカム目標の達成の見込みはあるか（見込めない場合は原因と今後の見通しは妥

当か）。 

 費用対効果の試算（国費投入総額に対するアウトカム）は妥当か。 

 

※ アウトカム目標を設定する上で考慮すべき事項 

 本事業が目指す将来像（ビジョン・目標）と関係のあるアウトカム指標・目標値（市

場規模・シェア、エネルギー・CO2 削減量など）及びその達成時期が適切に設定

されていること。 

 アウトカムが実現した場合の日本経済や国際競争力、問題解決に与える効果が優

れていること。 

 アウトカム目標の設定根拠は明確かつ妥当であること。 

 達成状況の計測が可能な指標が設定されていること。 

 

(2) アウトプット目標及び達成状況 

 外部環境の変化及び当該研究開発により見込まれる社会的影響等を踏まえてアウト

プット指標・目標値を適切に※見直しているか。 

 中間目標は達成しているか。未達成の場合の根本原因分析や今後の見通しの説明は適

切か。 

 副次的成果や波及効果等の成果で評価できるものがあるか。 

 オープン・クローズ戦略や実用化・事業化の計画を踏まえて、必要な論文発表、特許

出願等が行われているか。 

 

※ アウトプット目標を設定する上で考慮すべき事項 

 アウトカム達成のために必要なアウトプット指標・目標値及びその達成時期が設

定されていること。 

 技術的優位性、経済的優位性を確保できるアウトプット指標・目標値が設定されて

いること。 

 アウトプット指標・目標値の設定根拠が明確かつ妥当であること。 

 達成状況の計測が可能な指標（技術スペックと TRL※の併用）により設定されてい

ること。 

※TRL：技術成熟度レベル（Technology Readiness Levels）の略。 
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３．マネジメント  

(1) 実施体制 

 執行機関（METI/NEDO/AMED 等）は適切か。効果的・効率的な事業執行の観点か

ら、他に適切な機関は存在しないか 

 実施者は技術力及び実用化・事業化能力を発揮しているか。 

 指揮命令系統及び責任体制は有効に機能しているか。 

 実施者間での連携、成果のユーザーによる関与など、実用化を目指した体制となって

いるか。 

 個別事業の採択プロセス（公募の周知方法、交付条件・対象者、採択審査の体制等）

は適切か。 

 本事業として、研究データの利活用・提供方針等は、オープン・クローズ戦略等に沿

った適切なものか。また、研究者による適切な情報開示やその所属機関における管理

体制整備といった研究の健全性・公平性（研究インテグリティ）の確保に係る取組を

しているか。 

 

(2) 受益者負担の考え方 

 委託事業の場合、委託事業として継続することが適切※か。補助事業の場合、現状の

補助率の設定を続けていくことが適切※か。 

 

※ 適切な受益者負担の考え方 

 委託事業は、「事業化のために長期間の研究開発が必要かつ事業性が予測できない
※、又は、海外の政策動向の影響を大きく受けるために民間企業では事業化の成否

の判断が困難な場合において、民間企業が自主的に実施しない研究開発・実証研

究」、「法令の執行又は国の政策の実施のために必要なデータ等を取得、分析及び提

供することを目的とした研究開発・実証研究」に限られていること。 

※「長期間」とは、技術特性等によって異なるものの「研究開発事業の開始から事

業化まで 10 年以上かかるもの」を目安とする。「事業性が予測できない」とは、

開発成果の収益性が予測不可能であり、民間企業の経営戦略に明確に記載されて

いないものとする。 

 補助事業は、事業化リスク（事業化までの期間等）に応じて、段階的に補助率を低

減させていくなど、補助率が適切に設計されているものであること。 

 

(3) 研究開発計画 

 外部環境の変化及び当該研究開発により見込まれる社会的影響等を踏まえ、アウト

プット目標達成に必要な要素技術、要素技術間での連携、スケジュールを適切に見

直しているか。 

 研究開発の進捗を管理する手法は適切か（WBS※等）。進捗状況を常に関係者が把握

しており、遅れが生じた場合、適切に対応しているか。 

※WBS：作業分解構造(Work Breakdown Structure)の略。 
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参考資料３ 評価結果の反映について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

「アルミニウム素材高度資源循環システム構築事業」（中間評価）の評価結果の反映について 

評価のポイント 反映（対処方針）のポイント 

【1】アウトカム達成のためには、再生材使用に関する製品開
発・設計部門の意識を高めるための再生材活用のインセンティ

ブを組み合わせ実施する国の政策的なアプローチも重要と考

える。 
 
 
【2】知的財産戦略に関しては、再生材の性状をオープン領域、
開発技術をクローズ領域とする線引きは合理的であるが、今

後、日本が世界を牽引していくために、今一度、知的財産とし

て押さえるべき核心技術を整理し、研究の進捗に合わせ、周辺

領域も含めた堅固な知的財産網の構築と、日本国内のアルミ展

伸材メーカーへの技術展開のため、技術ライセンスをどのよう

に管理するかについて道筋を示していただくことを期待する。 
 
【3】再生展伸材の標準化に関しては、ユーザー企業側の意見
も取り込んだ規格化に向けた取り組みが行われている点で評

価できるが、循環型社会を形成するためのユーザー企業を巻き

込んだより簡素な製品規格の立案、関連産業の保護のため ISO
等の国際標準化の活動を可能な限り早い時期にスタートさせ

ることを望む。 
 
 
 

【1】ユーザーニーズの醸成のため、事業者等に対して本事業へ
の取組み・成果を、これまで以上に積極的にアピールすること

を求める。 
また、経済産業省金属課との間に於いて、本事業に係る情報共

有を密にして、政策立案等への貢献を図る。 
 
【2】堅固な知的財産網の構築のため事業実施者の知財合意書
の下、知財戦略の窓口となる組織を定め、ライセンス管理およ

び本事業終了後の取扱いについての事業者方針の整理を求め

る。 
 
 
 
 
【3】国際標準化に向けては、日本アルミニウム協会が既に情報
収集に着手している。経済産業省金属課と日本アルミニウム協

会等の間で活動情報を共有することにより、国際標準化の活動

を支援する。 
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評価のポイント 反映（対処方針）のポイント 

【4】固体溶融塩電解による高純度アルミ精製技術においては、
電析物への溶融塩の巻き込み及び電析物の適切な回収、また、

電析物アルミの由来についての検証は中間目標に達しておら

ず、引き続き対応が必要と考える。 
 
【5】アウトカム目標は、世界情勢や今後の技術開発の状況に
も左右される。世界の動向を常にキャッチアップし、研究開発

や再生展伸材の合金規格の策定に随時反映させることが必要

と考える。 
 
【6】成果の普及活動においては、社会的認知度を高めるため、
国内外へ向けた論文発表やシンポジウム開催、メディア発表等

の定期的な訴求活動を実施することを期待する。 
 
【7】固体溶融塩電解の研究開発は、プロジェクトでの統合技
術の中での位置づけにおいて不明確に感じられることがある

ため、産業的な展開をより具体的にする必要があると考えられ

る。 
 

【4】固体溶融塩電解の研究開発においては、中間目標を見据
え、技術推進委員会での有識者意見を踏まえ、方針を確定する。 
 
 
 
【5】日本アルミニウム協会に対して、事業者等から定期的かつ
タイムリーに情報集約ができる仕組みづくり等を求める。 
 
 
 
【6】事業者等に対して、成果報告や本事業への取組み・技術成
果のプレスリリース・学会発表等をこれまで以上に丁寧に実施

することを求め、アルミリサイクルのプレゼンス向上を図る。 
 
【7】固体溶融塩電解の研究開発においては、その位置付けにつ
いて技術推進委員会での有識者意見を踏まえ、方針を確定する。 
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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。 
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部長 三代川 洋一郎 
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＊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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