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１．前提｜化学分野の技術ロードマップの必要性

¸ ṕ ṖCO2

¸

¸ CO2

¸

CO2

2050

¸ 2020 3,500
(35 Ḳ Ṗ ESG

¸



4

１．前提｜技術ロードマップの目的・位置づけ②

¸ ṕ2021 5
Ṗ 我が国化学産業における企業が、トランジション・ファイナン

ス（注）を活用した気候変動対策を検討するにあたり参照することができるもの

¸ 企業が行う資金調達において、脱炭素に向けた移行の
戦略・取組がトランジション・ファインナンスとして適格かどうかを判断する際の一助

¸ 2050
2050

¸ ṕNDCṖẑể
ẑỄ ẑ3

¸ 脱炭素
技術の確立を待つことなく、本技術ロードマップも参考としつつ、2030 2040 トラ
ンジション期間においては、脱炭素に向けた省エネやエネルギー転換などの「移行」を進めていくことに
加え、2050 CN

ṕ Ṗ
ẑểḲhttps://www.kantei.go.jp/jp/singi/ondanka/kaisai/dai41/siryou1.pdf
ẑỄḲhttps://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210618005/20210618005 -3.pdf
ẑễḲhttps://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/green_innovation/energy_structure/pdf/006_06_00.pdf

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ondanka/kaisai/dai41/siryou1.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210618005/20210618005-3.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/green_innovation/energy_structure/pdf/006_06_00.pdf
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１．前提｜技術ロードマップの目的・位置づけ②
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ṕ
Ṗ
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２．化学産業について｜化学産業の産業規模

ṕ Ṗ HP

¸ 国内総出荷額は約46 兆円 従業員数は約94 万人

¸ あらゆる分野における部素材や最終製品を製造

川上：

川中：

川下：

広義の化学工業

自動車 航空機 建設・土木 電機・電子

化粧品・
医薬品

印刷・出版 一般消費財
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出荷額（2018 年、兆円）

従業員数（2018 年、万人）

約46 兆円

約94 万人



48%

2%
8%

19%

77%

18%

5%
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２．化学産業について｜CO2排出量

¸ 2019 CO2 産業部門のCO2排出は35 ％

¸ 約15 ％を占める化学産業 CO2排出量の削減は喫緊の課題

¸ 化学産業ではエネルギー排出に加え 原料利用による潜在的な排出も存在

ṕ2019 Ṗ

ṕ2019 Ṗ

35%

19%
17%

14%

8%

0%
産業

3%

4%

ṕ Ṗ ṕ2019 Ṗ

Å ナフサ
を年間約4,300 万KL

Å

、潜
在的な排出

Å

約1,600 万t
CO2

約10 億tCO2

Å

Å

約1,000 万t CO2

15%

42%12%

8%

化学

5%
2%

5%

4%

6%

ṕ Ṗ
ṕ2019 Ṗ

ṕ2019 Ṗ

約3.8 億tCO2

約5,600 万tCO2



（1）石油化学
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２．化学産業について｜技術ロードマップの対象とする化学産業の範囲

ṕ Ṗ

¸ 上工程から誘導品・最終製品・処理・リサイクルまで
の一連を対象として策定

Ḳ594 t
Ḳ500 t
Ḳ325 t
Ḳ145 t
Ḳ520 t

PEḲ 225 t
PPḲ 225 t
PSḲ 106 t
PVCḲ 163 t

1000 t
Ḳ 4000 t

Ḳ238 t
Ḳ 70 t
Ḳ 303 t

110 t

Ḳ 393 t
Ḳ 395 t

900 t

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å

17.5 t

（４）無機化学

（２）最終製品採掘・精製等 ( ３) 処理・リサイクル

Ḳ 97
Ḳ 141
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２．化学産業について｜（１）石油化学 ①CNに向けた動向

¸ ナフサ分解に代表される製造プロセスの熱利用が大きく、また原料利用による
CO2排出も存在するため、燃料・原料いずれにおいてもCNに向けた対応が必要

¸ IEA のNet Zero by 2050 のシナリオ
2050 9割以上をCCUS

革新的手法に転換

ṖIEA Net Zero by 2050
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バイオマス
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原子力
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世界のエネルギー需要予測
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２．化学産業について｜（１）石油化学②日本における石油化学産業の特徴

Ṗ

¸ C2~C8 バランスよく製造できる強み

¸ CTO
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２．化学産業について｜（１）石油化学③製造プロセス詳細

¸ ḭ ḭ צּ ḭ850ṹ
︣ ︡ אל ךּ כḭֿצּ CO2צּ ךּ
ḭ ṇ ṇ ḭ Ḯ

ナフサ

熱分解炉
(850 ℃)

蒸留

C2
エチレン

C3
プロピレン

C4
ブタジエン

C5
イソプレン

C6-8
BTX

メタン
LPG

PE
PP

PVC
PMMA

：

ゴム
PS

PET
ABS

：

マテリアルリサイクル

オフガス

CO2

4290 万kL

12.3%

10.5%

14.7%

4.6%

2.4%
7.1%

22.6%

17.6%

8.3%

6018 万トン

(2019 年)

C2エチレン

C3プロピレン

中間原料

C6ベンゼン

C7トルエン

樹脂・ゴム

合成繊維

C4ブチレン

ブタジエン

その他

C8キシレン

C2~C8

基礎化学品

51.5%
3100 万トン/ 年

重合
酸化
等

重合時にも熱・エネルギーを要する

ṕ ṖḲṕ Ṗ 2020 IDEA v.2.3 CO2 CO2

ṕ Ṗ 2020 2.77kg -CO2/kg -

CO2

廃プラ

23.3%

4.4%

56.5%

8.2%
7.6%

891 万トン

(2018 年)

サーマルリサイクル

単純焼却 マテリアル

リサイクル

ケミカル

リサイクル

埋立

未利用

NH 3,H 2 原料化
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２．化学産業について｜（１）石油化学④原料転換に向けた動き

¸ 2050 CN CO2を資源として捉えて、原
料の転換にも取り組む必要

¸ 人工光合成による水素製造 ṇ ḭ
ṇ ︢ ḭ ︣
ṕMTOḭETOṖ Ḯ

発電所、工場等

H2O H2 /O 2
H2

O2

CO2

人工光合成等

他の水素PJ等との連携

メタノール
エタノール

C2
エチレン

C3
プロピレン

C4
ブテン

C4
ブタジエン

MTO

合成ガス
H2 /CO

ETO

機能性化学品
ポリカーボネート，ポリウレタン等

CO2

Ṗ

原料転換のイメージ
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２．化学産業について｜（２）最終製品 （製造プロセスと方向性）

ṕ Ṗ HP

¸ 様々な成形機械で加熱等によりプラスチック製品
やゴム製品などの最終製品を製造

¸ 加工時において電力や蒸気を中心にエネルギー利用 2050 CN 徹
底した省エネによる高効率化 再エネへの調達
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２．化学産業について｜（３）処理・リサイクル①CNに向けた動向

¸ 891 אל 84% צּ אל ךּ כḭֿצּ Ỉ
פֿצּ ︡ ṕ ṇ Ṗאל ךּ Ḯ

ḭ︡פּ︡¸ 1600 CO2 ︡ אל ךּ
ḭ 資源循環が重要

ṕ Ṗ

(LCA)https://www.nikkakyo.org/system
/files/Summary_JaIME LCA report.pdf

CO2

1,600 万t ／年
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56.5%

8.2%
7.6%

891 万トン
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リサイクル
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ṖGI Ṩ
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２．化学産業について｜（３）処理・リサイクル②脱炭素化への方向性

¸ 循環型CR（ケミカルリサイク
ル）やMR（マテリアルリサイクル）を拡大

CO2 低炭素化にも取り組む必要

Ṗ

廃プラスチック、廃ゴムリサイクルのトランジションイメージ

プラスチック製品

廃プラスチック 固形燃料(RPT)

熱源利用

CO2

ゴム製品・タイヤ 廃タイヤ タイヤチップ

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
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２．化学産業について｜石油化学 日本における脱炭素化への方向性

ṖGI -

¸ ①熱源転換 原料転換、③原料循環
CCUS

太陽エネルギー

プラスチック
ゴム製品

廃プラ・廃ゴム
リサイクル

NH 3,H 2PJ
との連携

①熱源転換

CO2

削減

②原料転換

基礎化学品
C2Ṍ5 

1200

C6Ṍ8 BTX

CO2

原料化

③原料循環 CO2

削減

グリーン水素等

基礎化学品製造
トランジションイメージ（国内）

機能性化学品

バイオマス等

PJ内
連携

CO2分離・回収
PJとの連携
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転換

バイオ、リサイ
クルナフサ等の

活用を含む
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２．化学産業について｜（４- 1）苛性ソーダ①製造プロセス

¸ 幅広い産業分野の原料・副原料、反応剤などに使われる化学薬品

¸ （製造原価の約５割が
電気代）。そのため、エネルギー課税に大きな影響を受けやすいビジネスモデル。

¸ EV ṕ Ṗ
今後、世界的なEV市場活性化・本格普及のフェーズにおいて正極材メー

カーでの中和剤として需要が高まることが見込まれる。

2NaCl
（塩）

2H 2O
（水）

+

2NaOH
（苛性ソーダ）

Cl2 （塩素）

H2 （水素）

工業塩 ＞ 溶解 ＞ 電気分解 ＞ 様々な製造工程 ＞ 最終製品



ṕ Ṗ 2020ṕ Ṗ 19

２．化学産業について｜（４- 1）苛性ソーダ②日本のソーダ工業の特徴

¸ エネルギーコストが企業競争力に直結 自家発電による電力消費が使
用電力全体の７割を超え 製造業全体平均の2割を大きく超えている

¸ イオン交換膜法の導入 研究
開発の推進により電力原単位は年々改善

CO2

¸ 原料塩は100 ％（メキシコ・オーストラリア・インド）輸入

Ṯ ṯ

ṕ Ṗ 2020ṕ Ṗ

Ṯ ṕ Ṗṯ

Ṯ ṯ

0 2000 4000 6000 8000ṕ Ṗ

ṕ2019 Ṗ
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２．化学産業について｜（４- 2）産業ガス①製造プロセス

¸ モノづくりのインフラ

¸

¸

圧縮・熱交換で電力を消費し、製造コストの大半を電力が占める。

Ṯ ṯ

ṕ Ṗ ( )HP

（- 183 ℃）

（- 186 ℃）

（- 196 ℃）

Ṯ ṯ

主な電力消費
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２．化学産業について｜（４- 2）産業ガス②日本の産業ガスの特徴

¸ Ṅ 供給量等に応じてオンサイト・バルク・パッケージ供給

¸ CO2 計画配送等の導入による配送時の走行距離を短く
CO2

78Ṿ
21%

1Ṿ

ṕ Ṗ

ṕ Ṗ

ṕ Ṗṕ Ṗ

ṕ Ṗ

ṕ Ṗ
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２．化学産業について｜（４）産業ガス・苛性ソーダ脱炭素に向けた方向性

¸ 電力多消費産業 2050
徹底した省エネ 調達電源の非化石化及び自家発電の

燃料転換 物流も含めたサプライチェーン全体でのCO2排出削減

Å

CO2

Å

CO2

＜国内大手メーカーのCNに向けた動向＞

Å

Å

CO2

Å

CO2

●苛性ソーダ

●産業ガス

①徹底した省エネ技術の導入

②調達電源の非化石化及び自家発電の
燃料転換による脱・低炭素化

③物流も含めたサプライチェーン全体での
CO2排出削減

＜脱炭素化に向けた方向性＞

Ṗ
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２．化学産業について｜（５）主要な排出源・脱炭素への手法まとめ

分野

ṕ Ṗ

主な排出源

Åナフサ熱分解時における熱及びエネルギー
利用

脱炭素への手法

Å省エネ技術等の活用
Åナフサ分解炉の熱源脱炭素化
Å人工光合成等の活用による原料の転換

Å基礎化学製品からの重合等による熱及び
エネルギー利用

Å熱及びエネルギー利用時の燃料転換・電化

Å製品成形時の熱及びエネルギー利用
Å省エネ技術等の活用
Å熱及びエネルギー利用時の燃料転換・電化

Å廃プラ等燃焼時による排出
Åリサイクル時のエネルギー使用

Åケミカル・マテリアルリサイクルの拡大
Åケミカル・マテリアルリサイクルの効率向上、

低炭素化プロセスの開発

Å苛性ソーダ、産業ガス製造時における電解
等よる熱及びエネルギー利用

Å省エネ技術等の活用
Å熱及びエネルギー利用時の燃料転換・電化



¸ 日本化学工業協会は本年5月、「カーボンニュートラルへの化学産業としてのスタンス」を発表
大手化学メーカー各社 2050 年カーボンニュートラルを宣言

２．化学産業について｜（参考）化学産業における自主的な取組

カーボンニュートラルへの化学産業としてのスタンス（日本化学工業協会、R3. 5）（一部抜粋）

ểḰ ṕ CN Ṗ ( )
2017 5

2050

ỄḰ CN

(1) GHG

GHG

GHG

Å ṕ Ṗ

Å ṕ BAT DX Ṗ

Å Ḳ

Å ṕ Ṗ

Å

Å

Å CO2 ṕCCU Ṗ

Å

(2) GHG

(3) CN

Ṗ ṕ2021Ṗ 24
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３．カーボンニュートラルへの技術の道筋
①- 1 CNに向けた低炭素・脱炭素技術「ナフサ分解炉」

技術名 概要 排出係数/ 削減幅̞ 実装年̞ 参照先̞

BPT

ˢ ˣ

ᵔ

V ֫ ᵠ ᵕ

› ᴟ ṐṀ῟ ᵠ
39 t⌡ᾚ̞ Ṍ V ὓᵊ“םᵓזּ

Ḋ
V Ⱳ

Ḋ
- ̞ Ṍ V ὓᵊ“םᵓזּ

Ḋ

V

Ḋ

V

0.35 2030 V GIṁỲ-ּזᵓם ὓᵊ

ᾖ ᴟ
V ᵔ

ΰ ᾖ ᴟ
0˙0.35 2040 V GIṁỲ-ּזᵓם ὓᵊ

26

ẑ1Ḳ
ẑ2Ḳ IEA Available Year
ẑ3Ḳ
ẑ4Ḳ
ẑ5Ḳ



３．カーボンニュートラルへの技術の道筋
①- 2 CNに向けた低炭素・脱炭素技術「原料転換」

技術名 概要

CO2 ᾖ

Ṑ ᴟᶘ

V ᾖDMC

CO2 ▀

0.95 0.45tCO2/t

⌡ᾚ(DRC MDI)

0.35 CO2ᾖ ᴟ

2030 V GIṁỲ-ּזᵓם ὓᵊ

ᾖ

Ḋ

ᾖ Ḋ

ᾖ Ḋ

˴CO2ᴗ

V

ᴟᶘ ᾖ

BTX ṁ ᴟᶘ ▀

V ᴟᶘ ∑CCS ☼ם

ˢBECCS ḯ ˣ

0~2.0̞

CO2Ẋ ʿ3.14
Ṍ

V IEA

ETP2020 Material

Economics DECHEMA

- 2020 V IEA ETP2020

CO2 ▀
V CO2 ᾖ ᴟᶘ ᾖ

▀

0.6~

CO2 ʿ1.373t
2030

V Ṫ

V IEA ETP2020 

V DECHEMA

V CO2 ṓ ᵔ › ᴟ

▀
- 2030

V ἷᾆẕᵫ ⱧỘ

V IEAETP2020

V DECHEMA

CO2

ᴟ ▀

V ẉ

ᾖ ▀

V ᾖ Ӿ

- 2030
V ᾝם ᴥ

▀Ṫ ᵫ

ṁ

ᴟᶘ

ẉ ᾖ

ẑ1Ḳ
ẑ2Ḳ IEA Available Year
ẑ3Ḳ

排出係数/ 削減幅̞ 実装年̞ 参照先̞

ῬΊ›
V ῬΊ› ᴟᶘᾖ 0.0

ˢ™ ˣ
2040 V GIṁỲ-ּזᵓם ὓᵊ

MTO ETO
V ˢ

ˣ ▀

0.0

ˢ™ ˣ
2030

V GIṁỲ-ּזᵓם ὓᵊ

Material Economics

V - 2020

V ͍ᵕ Ḃ

Ẹṳᵓˢ2021.6.28x

V IEAETP2020
CO2 ▀
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３．カーボンニュートラルへの技術の道筋
①- 3 CNに向けた低炭素・脱炭素技術「最終製品・リサイクル」

技術名 概要 排出係数/ 削減幅̞ 実装年̞ 参照先̞

‰῟ ▀Ṫ
V Ṑ ᴟᶘ ▀ ∑

▀ “

2030:491 t/

2050:1,170 t/
2020

V ᶗ ḕẽ

NEDOⱢ

Ω ὖ ếᴟ ∙

ˢ ˣ

V CNF ›Ṫ ꜛ כּ

ὖ ếᴟ∙ ∙ ⌡ᾚ

Ɫ Ṫ

373 tCO2

/ ⌡ᾚ̞4
2020 V NEDOⱢ ̞

N2O Ṫ
V ױ/ / ṏ /

Ộ N2O Ṫ
- 2035 V NEDOⱢ ̞

V ᴟ ᴟ ᵔ

▀
0.8 2030

V GIṁỲ םᵓזּ ὓᵊ

V Material Economics

V ᴟ ᴟ ᵔ

▀
1.2 2040

V GIṁỲ םᵓזּ ὓᵊ

V Material Economics

V ▀ 0˙1.0 ԁ Ṍ

V ᶗ ḕẽ

V IEAETP2020

V Material Economics

ẑ1Ḳ
ẑ2Ḳ IEA Available Year
ẑ3Ḳ
ẑ4ḲNEDO 12
ẑ5ḲNEDO N2O Vol. 105 2021 6 
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３．カーボンニュートラルへの技術の道筋
①- 4 CNに向けた低炭素・脱炭素技術「無機化学・自家用」

技術名 概要

BPT
▀
Ộ

V ‰῟ ᴟṪ ʿ‰῟

ӊ Ṑ

ᴟ ṁ ᾋ

Ṍ V JIMGA Ⱨ

BPT
ᵔ

V ‰῟ ᴟṪ ʿ‰ Ὲ/  

‰῟ ᴟ/ ᵔ / ớ

꜠ ᵔ / ᵕ

78 t⌡ᾚ Ṍ V ὓᵊ“םᵓזּ

排出係数/ 削減幅̞ 実装年̞ 参照先̞

ẑ1Ḳ
ẑ2Ḳ IEA Available Year
ẑ3Ḳ
ẑ4Ḳ ṕ LNG GTCCṖ CO2
ẑ5Ḳ
ẑ6ḲDECHEMAṕ2017Ṗ TRL7

Ṑ
ᴟ
ᶘ

Ḋ
V ꜛᴪ ṓ

Ḋ

0.32~0.415 ̞

ˢkgCO2/kwhˣ
Ṍ

V ὓᵊ“םᵓזּ

V

V BAT ╥― ̞

Ḋ
V ₤

Ṫ
Ω 100%⌡ᾚ 2020 ӟ

V GIṁỲ םᵓזּ ὓᵊ

V

V IEAETP2020

ꜛ
ᴪ

ṓ

ꜛ
ᴪ

BPT
V ἷᴟ ֫ Ḛ Ṫ

ἷ Ӥᶈ 78 t⌡ᾚ Ṍ V ὓᵊ“םᵓזּ

ᴟ
V ṓ

V ™ ˢ ˣ

Ω 100%⌡ᾚ

ˢ™ ›ˣ
̞

V DECHEMA

CO2 ᵕ

V ᴲ ᴟᶘ CO2ᴗ

V ᴟᶘẊ ᴟᶘẊ Ẋ

V CCS

Ω 100%⌡ᾚ 2030

V

V GIṁỲ םᵓזּ ὓᵊ

V IEA ETP 2020

Ḋ V ₤ Ṍ V IEAETP2020



３．カーボンニュートラルへの技術の道筋

②- 1 技術ロードマップ（ナフサ分解、原料転換、最終製品）
2025 2030 2040 20502020

ᵔ

Å ῟

ᴟ Ḋ

CO2 ⌡

ᾚ ◙

ÅCO2ᴗ

―

Ḋ

CO2 ›

MTO ETO

ῬΊ›

CO2 ᾖ Ṑ ᴟᶘ

+CCUS

+

ᾛ

/CCUS

‰῟ ᴟʿ֫ ᵠ ᵕ › ᴟ ṐṀ῟ ᵠ

ÅCO2

ᾖ

▀Ṫ

ᶎ ™

30

CO2 ᴟ ▀

ᾖ Ḋ

ᴟᶘ

ṁ

ᾖ ṁ ᴟᶘ ▀

ᾖ ▀

Ḋ

ᾖ ᴟ

ᴟ ΰ

ˢ ὀ   ˣ

Ω

N2O Ṫ

Åᶆ ῟ ᴟ

GHG ⌡

ᾚṪ
‰῟ ▀Ṫ

+

ᾛ

/CCUS

ὖ ếᴟ ∙ˢ ˣ

CO2 ▀
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３．カーボンニュートラルへの技術の道筋

（参考）実用化までのフロー（ナフサ分解、原料転換、最終製品）
2025 2030 2040 2050

ם ᴟ

ם

ᾆẕᵫ

Ḋ

‰῟ ᴟ

ᵫ t/ ♯ᾓ ם Ṍ ם

ᾖ

ṁ ᴟᶘ ▀

CO2s › ˣ

ῬΊ› Ί Ḋ῟ 7̋ 100 ẘ Ί ם ▀ ‰ Ί Ḋ῟ 10̋ ha~ k Ί ם ᵤᵰ ᵫ ṛ CNᴟ

MTO ETO

CO2 ᾖ

Ṑ ᴟᶘ
˙ / ṁ Ṫ ᶎ CO2 ᾚᵫ ṛ ם ▀ᴟᾁ

ᾖ Ḋ

ẉ ᾖ
ᾆẕᵫ ם

CO2

ᴟ ▀
ᾆẕᵫ ם

ᾖ ᴟ

‰῟ ᴟ

ὖ ếᴟ ∙

ˢ ˣ

‰῟ ▀Ṫ ᵫ ם Ⱳּזᵓם

N2O Ṫ

ᾚ ᵫ

CO2 ▀ ᾆẕᵫ ם

ᵔ Ṍ ᵠ 2035 ӟ ᾛ ᴟ

Ω ‰῟ ᴟ ™ Ḋ

ᾖ Ḋ Ṍ ᵠ 2035 ӟ ᾛ ᴟ

ᾖ

ṁ ᴟᶘ ▀ C˴CUS

Ṫ ᵫ ם ᴟ

‰ ᵫ ˙ / ם

ᴟ

ᴟ

˙ / ם

ᴟ

ᴟ

ᴟם

ᾆẕᵫ ם ᴟ

ᴟ



３．カーボンニュートラルへの技術の道筋

②- 2 技術ロードマップ（リサイクル、無機化学、自家用）

32

ˢ ˣ

ˢ ˣ

CO2 ᵕ

Å

ᶈ

+

ᾛ

/CCUS

ꜛᴪ ṓ

ꜛᴪ
Ḋ

ᶆ ‰῟ ᴟʿ ἷᴟ ֫ Ḛ ԍ Ṑ ᴟ ἷ Ӥ

ᶈ

Å ῟ ᴟ

Ḋ

CO2 ⌡ᾚ

◙

ÅCO2ᴗ

ᴟ ―

CO2 ᵕ ˢᴟᶘ ˣ

2025 2030 2040 20502020

ᴟ ΰ

ˢ ὀ   ˣ

Å ῟ ᴟ

™ Ḋ

ᵔ
ᶆ ‰῟ ᴟʿ‰ Ὲ/   ‰῟ ᴟ/ ᵔ / ớ꜠ ᵔ /

ᵕ

▀Ộ ᶆ ‰῟ ᴟ‰ʿ῟ ӊ Ṑ ᴟ ṁ ᾋ

+

ᾛ

/CCUS

Ṑ

ᴟᶘ

˴ꜛᴪ

ṓ

ᴟ

+

ᾛ

+

ᾛ

ḩ Ṫ

Ḋ

Ḋ

ᴟ
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2025 2030 2040 2050
ם ᴟ

ם

ᾆẕᵫ

ˢ ˣ

ˢ ˣ

ᶈ Ṫ ‰῟ ᴟ ᴟ

ꜛᴪ ṓ Ḋ CCUS ᴟ ᴟ

῟ ᴟ

ᴟ

ᾆẕᵫ ם ₤ ᵫ◐ ₤ ᶈ

CO2 ᵕ ᾚ ṛ ם ᾚ ᶈ

Ṑᴟᶘ ‰῟ ᴟ ™ Ḋ

‰῟ ᴟˢ ˣ

‰῟ ᴟˢ▀Ộ ˣ

∙ ᶈ ‰ Ṫ ᶎ ṛ ם ᴟ

ᾆẕᵫ ˢ ᴟ ᴟ ᴟˣ ṛ ם ᴟ

ᾆẕᵫ ˢ ᴟ ᴟ ᴟˣ ṛ ם ᴟ

３．カーボンニュートラルへの技術の道筋

（参考）実用化までのフロー（リサイクル、無機化学、自家用）



内容

ểḰ

ỄḰ

ễḰ

４．脱炭素化及びパリ協定の実現に向けて
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４．脱炭素化及びパリ協定の実現に向けて

¸

¸

¸ CCUS

¸

¸

¸
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