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MIT

量子科学技術研究開発機構.
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アイエス東西.

インソンモーターズ

TES

SK エコプラント（旧 SK建設）

江門市長優

佛山市邦普循環科技

3 電池メーカー

① CATL

② LG Group

③ サムスン SDI

④ Posco Group

⑤ 華友鈷業

⑥ SK Innovation

⑦ FREYR Battery

⑧ Northvolt

⑨ パナソニック

⑩ プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ

（PPES），パナソニック，豊田通商，東京大学

⑪ Ultium Cells

⑫ 国軒高科

⑬ 創明電池技術

4 自動車メーカー

① Tesla

② Volkswagen

③ Toyota Motor North America

④ Ford Motors

⑤ GM

⑥ Daimler

⑦ Audi

⑧ Volkswagen Group Components.

⑨ Stellantis

⑩ Chrysler

⑪ Renault Group

⑫ 日産自動車

⑬ 現代自動車グループ

⑭ BMW Group

⑮ 本田技研工業

⑯ Honda Motor Europe

⑰ スズキ

⑱ Volvo Cars

⑲ 伊藤忠商事

⑳ BYD


