
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

１２６０５

研究活動スタート支援

2016～2015

リン酸塩系カーボン複合電極材料における高速電極反応の解明と高性能化

Investigation of electrochemical kinetics for phosphate type cathode composited 
with nano carbon material

８０７５５６４５研究者番号：

木須　一彰（Kisu, Kazuaki）

東京農工大学・工学（系）研究科（研究院）・助教

研究期間：

１５Ｈ０６１９３

平成 年 月 日現在２９   ６   ９

円     2,300,000

研究成果の概要（和文）：高出力密度を有する新規リチウムイオン二次電池の作製に向け、安全性・安定性に優
れるリン酸鉄リチウム正極材料に高速充放電特性を与える要因を明らかにし、さらなる高速充放電化を目指し
た。本研究ではモデル材料として、グラファイト結晶子/非結晶性LFP/結晶性LFPの三層コアシェル構造を有する
LFP/カーボン複合体を作製し、LFPの結晶化度が高速充放電特性に与える影響等について検討した。in-situ 
XAFS・XRD解析、電流休止法を用いた解析から、非結晶性LFPのリチウムイオン拡散係数が結晶性LFPに比べて大
幅に向上していることが確認され、これが高速充放電反応の一因であることが明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：To fabricate high power lithium ion battery, the electrochemical reaction 
mechanism during high rate charge and discharge process of lithium iron phosphate cathode material 
with high stability and reliability was evaluated using LFP/KB composite. The structure has double 
cores that contain a crystalline LFP (core 1) covered by an amorphous LFP (core 2), which are 
encapsulated by KB (shell). In the crystalline and amorphous LFP phase, different reaction 
mechanisms were observed and characterized by in-situ XAFS, in-situ XRD and GITT measurement. The 
diffusion coefficient of diffusivity of the amorphous LFP phase has up to 2 orders of magnitude 
higher than that of the crystalline LFP phase. These features explain the ultrafast performance of 
the material which offers interesting opportunities as a positive electrode for assembling high 
power and high energy hybrid supercapacitors.

研究分野： 化学、電気化学

キーワード： リチウムイオン二次電池　高出力エネルギーデバイス　リン酸鉄リチウム　ナノコンポジット
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