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研究成果の概要（和文）：本研究はβ型Ti-Mo系合金において、Moの元素偏析に起因した渦状組織（VGS組織）を現出さ
せ、機械的性質の向上を図るとともにその機構を解明することを目的としたものである。本研究期間内では、適切な熱
処理によってVGS組織に沿った局所的な硬さ分布を与えることで室温引張試験中の局部変形が抑制され破断伸びが向上
すること、Feを添加したTi-10Mo-Fe合金においてもVGS組織付与によって室温破断伸びが向上すること、鍛造・圧延前
の初期インゴットサイズを変化させることでVGS組織の形態や室温引張特性が変化すること、などの成果が得られた。

研究成果の概要（英文）：This study aimed at improving the mechanical properties of beta type Ti-Mo alloys 
using swirly segregation of Mo (VGS structure) and investing the property improvement mechanism. Applying 
local hardness distribution corresponding to the VGS structure through appropriate heat treatment restrict
ed the local deformation (necking) during room temperature tensile testing and enhanced the total elongati
on values. Giving the VGS structure also improved the room temperature total elongation values in Fe added
 Ti-10Mo-Fe alloys. Changing the initial ingot size before forging and rolling affected the morphology of 
VGS structure and room temperature tensile properties.
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