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【はじめに】単接合理論限界を超える高効率化に向けて、量子ドット中間バンド型太陽電池は有

力候補の一つである。量子ドット層の作製には、自己形成量子ドットの気相成長法と、コロイド

量子ドット[1]による液相法が用いられる。詳細平衡理論による予測では、非集光下(1 sun)ではホ

スト半導体の最適バンドギャップは EBG=2.4 eV であり[2]、臭化鉛ペロブスカイト(CH3NH3PbBr3)

のバルク EBG=2.3 eV に近い値をとる。今回、PbS コロイド量子ドット(QD)を CH3NH3PbBr3に高

密度に分散させた光吸収層を有する太陽電池を、スピンコート法により作製した[3]。本論文では

光学特性評価により、中間バンド型太陽電池の室温での動作確認を行った結果を報告する。 

【実験と結果】ガラス基板上に作製した PbS QD/ペロブスカイト薄膜の光吸収スペクトルとフォ

トルミネッセンス(PL)の測定結果を Fig. (a)に示す。CH3NH3PbBr3による 530 nm (2.3 eV)の吸収ピ

ークと共に、PbS QD (平均粒径 4 nm)による 1210 nm (1.0 eV)の PL ピークを観測した。FTO 基板

上に作製した PbS QD/ペロブスカイトを活性層とする太陽電池は、近赤外域に量子ドットによる

外部量子効率(EQE: Fig. (b))を示す。赤外バイアス光照射下における差分外部量子効率

(EQE=EQEw/ IR-EQEw/o IR)測定の結果、Fig. (c)に示すように PbS QD を含む試料でのみ近赤外域に

おける室温での EQE 増大が得られた。以上より、液相法により作製した PbS QD /CH3NH3PbBr3

ペロブスカイト太陽電池において、２段階光吸収による室温での電流増大を確認した。 
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Fig. (a) Optical absorption, photoluminescence, (b) EQE, and (c) IR-biased EQE spectra of PbS QD/ 

CH3NH3PbBr3 perovskite thin-films and solar cells at room temperature. 
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