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抄　　録

微粒子・ナノ粒子の分子からナノレベルの階層的な界面構造と相互作用の関係を独自の手法を開発しな
がら評価・解析し，粒子間相互作用の設計法の確立を試みてきた。様々な分野で，微粒子・ナノ粒子を
各種素材等に応用する際に重要な障害となる付着・凝集現象の制御法を，様々な粒子材質，大きさなど
粒子側の条件と溶媒等との組合せを対象とした液中での粒子分散，集合状態制御のための界面設計法を
ナノとサブミクロン粒子を対象に概観する。さらに，主にエネルギー・環境システムを対象とした高温
の気中場での微粒子付着性増加現象を対象に，独自に開発した様々な付着性評価，解析装置と純物質粒
子を基材にして付着性増加因子予測成分を添加，熱処理したモデル灰粒子を用いた手法で増加機構を解
明し，ナノ界面構造等の設計による付着性制御に取り組んだ研究を紹介する。

ABSTRACT

In order to design and control the surface interaction between fine and nanoparticles in liquid and gas phases, we 
have been developing our original methods for characterization of molecular and nanometer-scale structure at 
interface, as well as the interaction between particles. In various application fields, since the control of adhesion 
and aggregation behaviors of nano and fine particles are one of the most important technologies, surface molecular 
structure design by organic ligands with different molecular structures for nanoparticles dispersion stability control 
in various organic solvents. For fine particle adhesion behavior control at high temperatures in energy and 
environmental systems is overviewed, the original characterization systems were developed to analyze the 
mechanisms of adhesion increase behaviors. New original method for preparation of model ash particles from pure 
silica and metal oxide particles was also developed by the addition of small amounts of elements, such as alkali 
metals and phosphates. Based on the analyzing results, the adhesion behavior of fine particles was controlled by 
the addition of various materials.
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1　はじめに

ナノ粒子の実用化において，重要な課題の一つで
あった低コスト量産化技術は，気相，液相における
合成法で，多様な材質，粒子径，組成，結晶性，形
状などの制御技術も併せ，近年，著しく進展してい
る。液相合成法によりナノ粒子は，表面修飾剤の発
展により合成と同時に分散制御も可能で，界面構造
設計に必要な界面の評価・解析技術も進展してい
る [1]。シリカ等の金属酸化物や金属ナノ粒子を対象
に古くから量産・実用化している気相合成法でも，
カーボンナノチューブなどの炭素系ナノ材料が，流
動層 [2]で量産され，多様な材質で低コスト・量産化
に寄与している。ナノ粒子製造法の発展に伴い，付
着・凝集挙動制御に加えナノ粒子機能発現のための
表面修飾・界面設計法は，近年，基礎科学系の研究
も増加し，基礎科学として多様な発展を遂げている。
粒子径 100 nmを超えるサブミクロン以上の微粒子

の付着・凝集性の制御法も，ナノ界面構造設計によ
り進展し，実用化も著しく進んでいる。一例として
電子写真用トナー表面へのナノ粒子外添剤が，付着・
流動性を向上し，写真画質の飛躍的向上を達成した。
材料・素材以外でも，高温場での微粒子の付着性増
加現象は，プラントの安定運転，高効率発電の阻害
要因になっており重要な技術課題となっている。
本報では，第一に，ナノ粒子の界面構造の特異性
などナノ粒子特性を概観した上で，凝集現象の制御
を目的とした液相での有機分子表面修飾による界面
構造設計法に関し，合成分散同時操作と，修飾剤交
換法など界面設計に関する研究事例を紹介する。次
に，微粒子の気相中での付着現象について，特に，
高温場での付着性増加現象を対象に，評価・解析法
とその制御法を概観する。

2　ナノ粒子の界面設計・凝集制御

2.1　無機ナノ粒子の界面特性

ナノ粒子は，高い表面エネルギーにより表面密度
がバルク体より低く，曲率が小さいため表面分子間
距離が長くなる傾向がある。その結果，反応性の高
い表面基密度の低下，表面分子間相互作用が弱くな
る等の特異的な性質も発現する。例えば，SiO2では，
表面シラノール基間の水素結合性が低下し，Freeの

シラノール基の IR信号が増加，水素結合した水に
よる水和斥力の低下，などが現れる [3]。シランカッ
プリング剤（図 2（f）参照）などの表面修飾剤の修
飾密度が，大きな粒子より低くなることも報告され
ている [4]。この他，バンドギャップの変化，融点・
沸点の低下などナノ粒子固有の特性もある。ナノ粒
子では，van der Waals力などの粒子間相互作用が，
攪拌や超音波分散などの慣性力の作用より大きくな
るため，大きな凝集体を形成し易く [5]，粒子充填性
が悪く高空隙率になり，粒子分散もサブミクロン以
粒子に比べ困難とされてきた。

2.2　無極性溶媒中でのナノ粒子合成・分散同時設計

金属オレイン酸錯体を原料に，高沸点無極性溶液
中で，高温高圧条件下で液相合成したナノ粒子は，
表面をオレイル基で修飾され，トルエンなど，無極
性溶媒に分散安定化し，塗布，乾燥すると自己組織
化して最密充填構造が形成されることが示された [1]。
合成条件により粒子径や化合物形態を制御できる。
金属錯体以外でも，通常の水熱合成過程で，オレイ
ル鎖を有する界面活性剤の添加で，同様に粒子表面
へのオレイル基の生成と無極性溶媒中での高分散性
が確認されている。オレイン酸とオレイルアミンの
比率を変えて添加すると，酸化チタン [6]や，酸化
鉄 [7]のナノ粒子の粒子径や形態制御も成功し，体系
的総説 [8]もある。吸着基により特定の結晶面への吸
着性が高くなり，吸着性が低い特定の結晶面が成長
して特定の面が強調された形状になると考えられ
る。表面修飾剤の存在下での合成は，ナノ粒子の構
造・機能設計と溶媒中への分散性維持が両立でき，
酸化物の他，硫化物や金属ナノ粒子の合成も可能で
ある。
しかし，表面修飾したオレイル基は，トルエンな
ど無極性溶媒中でのナノ粒子分散には有効だが，溶
液の物性が，例えば，メタノールなど親水性溶媒が
微量混入して変化すると分散能力が減退し，凝集が
促進される。例えば，高屈折率材質のナノ粒子を光
学用ポリマーレンズ用樹脂に分散させて，屈折率を
上昇させる応用では，樹脂モノマーを無極性溶媒に
溶かした際に，溶液物性が変化しオレイル基の分散
機能が低下し，凝集による白濁が発生する。粒子合
成時に使用されるオレイル基では，分散性を維持で
きない溶媒，溶液，固体を用いる場合，以下の二種
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類の対応策が考えられる。
①多様な特性の溶媒，溶液に高い分散安定性を有す
る万能表面修飾剤の開発
②表面修飾有機鎖構造の交換：ナノ粒子合成時に使
用した表面修飾剤を，目的とする溶媒，溶液に高
い分散安定性を有する表面修飾鎖に置換
次に，各視点での関連研究を紹介する。

2.3　多様な溶媒に分散可能な表面修飾剤の開発

溶媒の物性が変化しても分散安定性を維持できる
ナノ粒子の界面分子構造として，一分子中に親水性，
疎水性構造が存在する表面修飾剤が有効でないかと
いう仮説から，多数の修飾剤を試験し，Iijimaらは，
図 1（a）に示す市販界面活性剤（Ligand）が，メタノー
ルからトルエンまで幅広い溶媒に分散効果があるこ
とを発見し，この修飾剤を吸着した TiO2ナノ粒子
は，PMMA樹脂に分散でき温度変化に対する形状
記憶性を示した [9]。この修飾剤は，吸着基がホスホ
ン基で，TiO2, Al2O3等の金属酸化物は吸着できるが，
金，銀などの貴金属ナノ粒子やシリカは吸着できな
い。そこで，アミン系高分子分散剤を最初に貴金属
やシリカナノ粒子に吸着させた上で，この界面活性
剤を吸着させる手法を開発した。アミン系高分子分
散剤は，一分子に複数のカチオン性のアミノ基を有
するため，表面を +に帯電させ，図 1（a）のアニオ
ン修飾剤の吸着が可能となり，貴金属やシリカナノ
粒子の多様な溶媒への万能分散性を発現させた [10]。

しかし，この多層吸着法は，表面修飾する有機分
子量が増え，ナノ粒子の高い比表面積のため，修飾
剤の吸着量が粒子に対し 10～30 wt%程度になる。
見方を変えると，有機無機複合粒子である。そこで，
Okadaらは後述する吸着基と粒子材質の組合せによ
る吸着力評価法を用いて吸着基を選択するととも
に，有機鎖をより単純な構造に設計して万能分散性
機能が発現する修飾剤構造設計を試みた。図 1（a）

の市販修飾剤のどの構造が，万能分散性に寄与して
いるかを解明し，図 1（b）の単純なアルキル鎖と
PEG鎖の直列構造が，同じ機能を発現させること
を発見した [11]。ホスホン基が吸着しないシリカや
貴金属ナノ粒子には，アミノ基を吸着基とする修飾
剤を合成することで分散性を発現できた [12]。後述
するナノ粒子材質により最も強い吸着性を発現する
吸着基の探索法により，粒子材質が変わっても多様
な溶媒に分散安定性を発現する手法が確立できた。
今後は，ナノ粒子の粒子径や形状により最適な鎖長
が異なることも予測され，ナノ粒子特性による適切
な分散剤の設計法の体系化が，ナノ粒子の実用化に
重要な基盤技術として発展が望まれる。
得られた分散性ナノ粒子の応用例として，凝集性
の高いアラミドナノファイバー表面に，この分散性
銀ナノ粒子を被覆することで，ナノファイバーが分
散でき，ポリマー中に分散したナノファイバーを複
合化した結果，ポリマーの透明性を維持しながら帯
電防止，導電性の付与が期待される [13]。
ナノ粒子は，高比表面積のため，前述したように
修飾剤の吸着量は，粒子の質量に対し高い割合にな
るので，高分子樹脂に複合する際には，異種の有機
物質がナノ粒子の界面に介在する。防止策としてシ
リカナノ粒子の表面にシリコーン樹脂モノマーを表
面被覆した後，さらにモノマーを添加，重合させて
シリカナノ粒子分散シリコーン樹脂シートを作製す
る手法がある。このシリコーン樹脂シートは，高分
子単独より柔軟性が発現するなど，樹脂特性を変化
させる機能が現れる事例も報告されている [14]。

2.4　表面修飾鎖の交換法（Ligand exchange）

表面修飾鎖の交換を行うには，合成時の修飾剤吸
着基よりも，交換する修飾剤の吸着基が，ナノ粒子
表面への親和性，吸着力が高いことが必要である。
そのため，ナノ粒子の材質による，吸着基の強さを

R1 : H, R2 : CnH2n+1, n =10, 12
or combination in which R1, R2 was reversed.

Hydrophobic 
hydrocarbon chain

Hydrophilic PEG chain

(a)

(b)
HO

O
O

O
3P

OH

図 1　 様々な溶媒に万能分散性を有する表面修飾剤構造 
（a）市販分散剤 [9]　（b）合成分散剤 [11]

Fig. 1  Molecular structure of dispersant with universal dis
persibility in various solvents.  
(a) Commercial ligand [9]  (b) Synthesis ligand [11]
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評価する手法が検討されている。無機ナノ粒子への
吸着基として，代表例を図 2に示した。これらの
吸着基と修飾する有機鎖構造を組合せ，界面活性剤
的な修飾剤（Ligand）を合成する。最終的な溶媒や
固体への分散に最適な構造を持つ修飾鎖は，粒子材
質に対し，最も吸着力の高い吸着基を用いた修飾剤
により粒子表面修飾鎖の交換を行う手法である [15]。
吸着性の評価法として，目視による簡易的な方法
から，NMRを用いた機器分析法などがある。目視
法の一例として，無極性溶媒のシクロヘキサンと極
性溶媒のメタノールの混合溶液は，室温では分離，
40°C以上に加熱すると均一混合，室温に戻すと再
分離という性質を利用した方法がある [16]。例えば，
図 3に示したように最初，親水性の有機鎖から成る
修飾剤を最初に粒子に修飾すると，修飾されたナノ
粒子はメタノールに分散する。次に，疎水性の有機
鎖とより吸着力の強い吸着基の修飾剤を加え，40°C

まで温度を上げ，均一状態にしてから冷却すると，
強い吸着力により疎水性の有機鎖にナノ粒子表面が
置換されるため，温度を下げて二層に分離するとシ
クロヘキサンにナノ粒子は移動する。こうした手法
で，最終的に粒子が移動した方の修飾剤に付けた吸
着基の吸着力が強いことが立証される。この手法を，
複数の組合せで実施し，対象とする粒子材質に対し，
どの吸着基の吸着力が強いか判断できる。
機器分析法の利用も，吸着性の評価に有効である。

NMRは近年，ナノ粒子の表面修飾状態などの評価
に用いられる [17–20]。例えば，溶媒中に溶けている
Freeの修飾剤の NMR信号に比べ，粒子の表面に吸
着した修飾剤は，ピークが広がる。異なる修飾剤を
ナノ粒子分散液に添加し，ピークが広がった修飾剤
が，より高い吸着能であることが決定できる。この
方法は，分子量が揃った高純度の表面修飾剤の合成
が必要であるが，吸着力など修飾剤の作用を評価・
解析する上で重要な手法である。

2.5　 ナノ粒子表面修飾剤の分散機構の解析法の展開

先に述べたオレイル基，アルキルと PEG鎖の構
造が，何故，特定，あるいは様々な溶媒に対し分散
安定性が発現するのか，その機構は明確ではない。
修飾剤構造による分散作用について，例えば，分岐
型と直鎖型修飾剤の効果の熱力学的解析 [21,22]や，界
面での粒子表面の修飾剤と溶媒分子の作用と形態の
分子動力学的解析法 [23]など，様々なアプローチが
提案されている。様々な解析法，分析法の発展によ
り修飾剤の作用機構が解明され，より設計的に界面

R NH2

(a) Phosphonate  (c) Catechol (e) Thiol

(b) Carboxylate     (d) Amines   (f) Silane  coupling

Anion

Cation R
Si(OR’)3

R’ = CH3, C2H5
R

R
R

P
OH

OH

OH

OH

図 2　代表的な吸着基構造の一例
Fig. 2 Examples of adsorption group.

① hydrophilic ligand adsorption

cooled

3 h

heated

1 min.

Room temp.          40℃ Room temp.

Upper phase : 
Cyclohexane

Lower : methanol

② hydrophobic ligand addition

Uniform mixing

③ hydrophilic ligand 
adsorption, particles moved
in cyclohexane 

図 3　目視による酸化鉄への吸着力評価法 [15]

Fig. 3 Direct ordering anchoring event on iron oxide [15].
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構造が制御できる学理の構築が望まれる。
また，表面修飾したナノ粒子の分散挙動の温度依
存性も新たな特性として注目される [24]。溶液への
溶解度と同様，高い温度ほど表面修飾したナノ粒子
の分散性が向上し，低温になると分散性が低下する。
この凝集と分散の境界となる温度は，表面修飾剤の
分子鎖長や構造により変化することが確認されてい
る。単純な直鎖型の飽和炭化水素の修飾剤を対象に
炭素数を変化させた場合，トルエン中で最も広い温
度範囲で分散が維持される鎖長の最適値があること
などが示された。
こうした様々な表面修飾剤で界面設計したナノ粒
子の液中，及び固体内挙動の制御は，今後のナノ粒
子の実用化に於いて重要な基盤要素となると考えら
れる。

3　 サブミクロン以上の微粒子の付着・凝集性
の評価と制御

粒子径 100 nm以上のサブミクロン粒子，ミクロ
ンサイズの微粒子は，セラミックス材料，電池材料，
顔料，塗料，医薬品，化粧品等，様々な分野で原料
や製品として実用化し，普及している。また，エネ
ルギー・環境分野では，特に，高温場での微粒子の
付着性増加現象が，石炭，バイオマス，廃棄物を燃
焼・ガス化して発電するプロセス等において，高温
高圧蒸気を生成する過熱器表面付着による熱効率，
発電効率の低下，炉や配管の閉塞によるプラント停
止の事態に至る。評価法は極めて重要な基盤技術
で，様々な測定法が気中，液中問わず開発されてい
る。気中では高温場も含め粉体層強度から粒子間相
互作用を評価する方法も発展している。
ここでは，気中，液中，それぞれに分けて，相互
作用評価法と関連する微粒子の界面を含む評価解析
法を概観する。その上で，付着，凝集挙動の制御法
の展開事例を紹介する。

3.1　 気相中，高温場での微粒子間相互作用の評価・

解析

3.1.1　一個粒子法による付着力の評価

付着・凝集性の原因となる一個粒子間，粒子・平
板間の相互作用の代表的評価法として，市販チップ
の先端に球形微粒子を付着させたコロイドプローブ

を用いた原子間力顕微鏡法がある [25]。プローブ作
製には高分解能光学ビデオシステムとマイクロマ
ニュピレーターを組み合わせたシステムも開発され
ている [26]。サブミクロン以下の微粒子では，光学
系では作製が困難なため，噴霧乾燥法で数 μmの球
形粒子化して焼結する方法や，球形樹脂粒子の表面
に微粒子を機械的複合化法で被覆する手法などで作
製し，図 4で示したように表面に微粒子が集合し
たプローブを用いている [4]。
気相中の室温条件では，コロイドプローブ AFM

法により化粧品用粒子 [27]や電子写真用トナー [28]を
対象にした付着力測定が行われている。電子写真で
使用されるトナー粒子の付着性制御には，表面を疎
水化処理した酸化物ナノ粒子を外添剤としてトナー
表面に被覆している。この表面複合法によりトナー
の付着性が低減し，流動性，飛散性が飛躍的に向上
し，乾式電子写真の画質が飛躍的に向上した。この
現象を確認するため，コロイドプローブ AFM法に
よりナノ粒子の介在が，分離時の Force curveから
付着力が実際に低減していることを実験的に確認し
ている [26–28]。
原子間力顕微鏡の Force curve測定原理を応用し
て，図 5に概念を示した高温場での一個粒子付着
力測定法を開発した [29]。高温耐久性のある高純度
石英ガラス製の板バネ上に接着した過熱器材質の基
板に対し，高純度アルミナ製ロッド先端に接着した
付着力測定用の一個粒子を所定圧力まで押し付け，
反転する。ロッドは，0.1 nm/stepの精度のステップ
モーターで駆動を制御する。分離時に基板と粒子間

図 4　 ナノ粒子を噴霧乾燥，焼結して作製したコロイド
プローブ [4]

Fig. 4  Colloid probe prepared from spray dried and sin
tered granule [4].
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に付着力が働くと，板バネが図 5に示したように
引力側に変形する。板バネの変位量を板バネ先端で
非接触式変位計により測定し，板バネの弾性係数と
の積から付着力を求める。粒子と基板は 900°Cまで
スポット的に昇温可能である。温度，最大圧縮力を
変化させて測定した付着力は，高温になるほど最大
圧縮力依存性が増加した。高温になるほど，粒子が
壁面に衝突する際の圧縮力で，接触点での塑性変形
が進み付着力が増加することを，定量的に解析して
いる。
3.1.2　粉体層法による高温付着性の評価

高精度に粉体層の引張強度を測定できる室温用の
吊り下げ式引張強度測定装置の原理を利用し，数
100°C以上の高温での測定を可能とする装置が開発
され [30]，石炭，バイオマス，廃棄物燃焼灰等，様々
なプラントで採取した燃焼飛灰の高温付着性が評価
されている。金属製の粉体充填セルは無機粒子の粉
体層に比べ熱膨張係数が高く，昇温時に粉体層がセ
ルの熱膨張で破壊するため，低熱膨張係数の石英ガ
ラス製のセルが用いられた。いずれの灰も，ある温
度から急激に引張破断強度が増加する現象が観察さ
れ，高温での付着性増加が，プラントでの様々なト

ラブルの原因であることが示された。
灰層が付着・堆積する過熱器，伝熱管表面との相
互作用を評価するため，引張法による測定事例 [31]

もあるが，金属表面と粉体層の間の破断力の測定は
困難である。そこで，上記の吊り下げ式の原理を用
いた，灰層と金属表面のせん断強度の測定装置も開
発された [32,33]。過熱器等の内部は，流体が流れるた
め内部から表面まで温度が複雑に変化する。この装
置の金属板の下部に流速を変えて空気を流通させ，
空冷により実機で予測される温度分布を再現して，
灰粒子層が剥離する際のせん断強度や金属面の腐食
状態等の観察を可能としている。
3.1.3　高温付着性増加機構の解析とその制御

高温場での付着性増加現象は，低融点の共晶化合
物により極微量の液相生成によると考えられてき
た。実際に液相生成挙動を観察するため，高分解能
の FE-SEM内で加熱ステージにより灰粒子を高温
場に置き，液相生成の観察を試みたが，高真空の
FE-SEM内では液相が揮発するため，液相原因元素
の分析等が困難であった。そこで，FE-SEMに別室
を接続し，高真空で灰粒子を観察後，別室に試料を
移動して，常圧に戻して加熱処理し，常温に降温後，
SEM室に戻し，高真空にして熱処理前後の粒子形
態変化を観察できるシステムを作製した [34]。一例
として，微粉炭燃焼灰を対象に観察した結果を，図

6に示したが，加熱前後で形態変化が観察された箇
所と，変化しない箇所があり，変化した箇所を，
EDSにより元素分析した結果，アルカリ金属の濃
縮と，Al相が多いと液相生成による変形が促進さ
れることを明らかにした [35]。下水汚泥燃焼灰では
リンが液相生成成分である [36]ことが求められ，付
着性増加の防止法が検討されている。
こうした装置開発とともに，実際の燃焼灰は多様
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図 5　高温一個粒子付着力測定システム [29]

Fig. 5  Single particle adhesion behavior measurement 
system at high temperature [29].

before after

図 6　850°C 加熱前後の形態変化の FESEM 観察結果
Fig. 6  FESEM observation before and after heat treat

ment at 850°C.
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な元素成分を含む複雑な組成であり，原因成分の特
定が困難である。そこで，高純度シリカ微粒子を基
材に，原因成分と予測されたアルカリ金属シュウ酸
塩を微量添加して熱処理，粉砕・分級してモデル灰
粒子を合成する手法が開発された [37]。シリカに微
量のアルカリ成分を添加したモデル粒子で実灰の高
温付着性増加現象がほぼ再現できたことから，シリ
カとアルカリ金属の低融点共晶物が，高温付着性増
加の原因化合物であることを実証した。この結果に
基づき，下水汚泥など廃棄物燃焼灰でも同様の手法
でリンを添加したモデル灰を作製し，実灰と同様の
付着性増加現象を再現している [38]。
近年，灰の溶融温度より数百度低い過熱器，熱交
換器表面等での温度域での灰付着問題が顕在化し，
高温付着性増加防止・抑制法として，石炭・バイオ
マス燃焼ではカオリナイト，ドロマイトなど，下水
汚泥燃焼では酸化鉄など，様々な添加剤が，検討さ
れている。付着性低減機構の解析法として熱力学的
計算による組成による液相，スラグ相の生成温度変
化 [39]や，高温付着性の評価法の発展で，高温付着
性増加機構に基づく添加剤の選択も進んできた。
添加剤による化学組成の変化で，低融点共晶物の
生成抑制，液相生成温度の上昇効果の他，アルミナ
などのナノ粒子の添加が効果的であることが，実灰
に加え，モデル粒子に対しても，報告されてい
る [40,41]。ナノ粒子は反応性に優れるので，低融点共
晶成分の生成抑制に効果的であることに加え，ナノ
粒子が粒子間に介在することで，灰の充填性が低下
し空隙が増加する物理的作用も期待されている。

3.2　液中微粒子凝集性の評価と制御

サブミクロン以上の微粒子は，セラミックス分野
等では原料として広範に利用されている。セラミッ
クス製造プロセスでは，固体粒子濃度が体積基準で
60%以上の流動性のある高濃度スラリーを製造し，
塗布や乾燥・顆粒化し金型成型等のプロセスで成形
し，焼結操作により製品を得ている。高濃度スラリー
は，粒子表面に高分子分散剤を修飾して，粒子間に
van der Waals力に打ち勝つ反発作用を働かせ，凝集
を防いで流動性を維持している。粒子凝集原因とな
る van der Waals引力は，粒子径に比例して作用距
離が長くなるため，サブミクロン粒子では分子量
10,000程度の高分子分散剤を用いる [42]。液中での

様々な材質の微粒子への高分子分散剤吸着や，シラ
ンカップリング剤等による表面改質効果，作用機構
の解明のため，コロイドプローブ AFM法による粒
子表面間相互作用の変化から立体障害効果による斥
力発現や，van der Waals引力の消失による分散に最
適な表面修飾剤構造や修飾条件の決定に用いられて
いる [43,44]。
分散剤は，一般に高粒子濃度のスラリーの流動性
を高めるのに使用されるが，造粒や鋳込み成形する
過程では，一定の強度を持たせるため，保形剤も使
用される。近年，スラリー調整時は分散剤として働
き，高濃度スラリーの流動性を高めるが，成形後に
時間の経過とともに，ゲル化剤として固化させる複
合的な機能を有する高分子も発見されている [45]。
こうした高分子分散剤の作用機構の解明にも，コロ
イドプローブ原子間力顕微鏡法により機構の解明も
進められている [46]。
材料以外の分野でも，医薬品分野での医薬品搬送
システム（DDS）用のナノ，マイクロカプセルの界
面構造や特性が，生体粘膜層との相互作用の制御に
効果的に設計されているか，評価法としてこの方法
は利用されている。例えば，酸性の胃ではカプセル
が収縮し，内部の薬剤を守り，小腸で中性になると
カプセルが膨張して薬剤を徐放する効果など，模擬
粘膜との作用で評価がされている [47,48]。
界面構造設計したナノ粒子，ナノ材料は，物質の
界面設計構造，相互作用の制御に活用可能性が拓け
ており，今後の展開が期待される。

4　おわりに

ナノ粒子・微粒子の付着・凝集を制御する観点か
ら，粒子界面の分子からナノレベルの構造設計につ
いて概説した。凝集現象など粒子の集合状態の制御
は，粒子の機能を発現するために不可欠な技術であ
るが，経験的な要素も多いのが実状である。近年，
粒子の製造法の発展とともに界面設計，制御法も界
面の構造評価法とともに発展しており，研究の蓄積
により粒子の材質，大きさ，界面状態といった粒子
側の特性と，粒子を分散，複合化する溶媒や固体と
の組合せによる体系的な界面設計法の確立が期待さ
れる。高濃度化や修飾剤量の低減など，実用化に向
け越えなければいけないハードルは多いが，こうし
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た壁を越える新たな手法が開発されることが，特に
ナノ粒子の実用化に於いて重要である。また，高温
場など気相中での微粒子付着特性も，界面構造設計
が重要な因子であり，環境・エネルギー，医薬・健
康分野への微粒子の工学の展開領域は広い。
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