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研究成果の概要（和文）：　本研究では、太陽光を有効に吸収する人工光捕集系の構築を行った。人工光捕集系
の構築には、高密度に集約された色素構造が必要であるが、本研究では粘土鉱物ナノシートをホスト材料とした
高密度無会合集合構造を用いた検討を行った。それぞれ吸収波長の異なる２種、または、３種の色素を混在させ
ることにより、効率の良いフェルスター型エネルギー移動に基づく人工光捕集系の構築に成功した。また、これ
まで人工光捕集系の標準的性能評価方法が存在しなかったが、論文中でその評価方法の提案も行った。
　以上の成果より、物質変換系と組み合わせるべき人工光捕集系の構築に対し大きな足がかりを得たと言える。

研究成果の概要（英文）：　In this study, artificial light harvesting systems to absorb sunlight 
efficiently was investigated.  Nanosheet such as clay minerals and functional materials such as 
porphyrin were used as host materials and guest dye molecules.  Saponite was used as typical 
synthetic clay minerals.  By combing more than two dyes, efficient light harvesting systems were 
successfully constructed.  In addition, new methodology to evaluate light harvesting performance was
 proposed. Like these, the clue to construct artificial photosynthesis was obtained.  

研究分野： 光化学、界面化学、超分子化学
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１．研究開始当初の背景 
 近年、自己組織化をはじめとする分子配列
技術がさかんに研究されている。一方、申請
者は全く異なるアプローチにより分子の配
列技術を開拓してきた。自ら水熱法により合
成した粘土鉱物をホスト材料として用い、機
能性色素との複合化について検討してきた。
これまでに、粘土鉱物上におけるポルフィリ
ン 分 子 の 吸 着 配 列 制 御 を 達 成 し た
(Langmuir(2011)など)。この複合体において
はポルフィリン分子が高密度に吸着しなが
ら、一定の分子間距離(2.4 nm)を保ち配列す
る（図 1）。これらの複合体において、色素分
子間での光エネルギー移動反応が可能であ
ることを見い出した (J. Am. Chem. Soc. 
(2011) など) 。この特異な高密度無会合複合
体形成挙動の原理を明らかとしており、粘土
鉱物粒子上の負電荷間距離と、ポルフィリン
分子内正電荷間距離の一致が重要である事
を見い出した。この原理を “Size-Matching 
Rule（サイズマッチング則）” と名付け、広
く提唱している。この原理を用いる事で、
様々な色素の高密度な分子配列制御が可能
であることから、本研究課題である “新規
な人工光捕集システムの構築” の着想に至
った。 

 

 
２．研究の目的 
 本研究では、申請者がこれまでに見い出し
てきた独自の分子配列技術を基に、粘土鉱物
をホスト材料として用いた新規な人工光捕
集システムを構築する。異なる吸収波長を持
つ複数の色素（ポルフィリン、ピレン、フタ
ロシアニン誘導体など）を同時に用いること
で、広い範囲の可視光を吸収し、かつ、後続
反応と連結し得る人工光捕集系の構築を目
指す。高効率な人工光捕集システムを用いる
ことで、色素増感型太陽電池をはじめとする
太陽光エネルギー変換技術の高効率化に寄
与し、環境問題、エネルギー問題に貢献する
ことが可能となる。具体的には以下の目的を
定めた。 
（１）高効率人工光捕集システムの確立 
 これまでに、特定の電荷密度を有するナノ
クレイ粒子上でのポルフィリン分子の配列
挙動、および光エネルギー移動について検討
してきた。これまでに得られているエネルギ
ー移動効率は十分ではなかったが、最近の研
究よりほぼ 100%の効率でエネルギー移動が
可能であることが解ってきた。研究期間前半
では、異なる複数の種類の色素を混在させた

系におけるエネルギー移動反応について検
討し、太陽光波長分布の大半を利用できる
“従来に無い人工光捕集システム”を構築す
る。この時、短波長域を吸収する色素 A、中
波長域を吸収する色素 B、長波長域を吸収す
る色素 C、近赤外域を吸収する色素 D など、
３〜５種類の色素を含む複合体を作成する。
このことにより、サイズマッチング則を駆使
した、太陽光波長分布の大半を利用できる従
来に無い人工光捕集システムを構築する。 
（２）色素増感型太陽電池など、他の太陽光
利用技術との連結 
 本人工光捕集システムは、堅牢なホスト材
料の上に極めて安定な色素配列構造が形成
されるので、他の系との連結を容易に検討す
ることが出来る。得られた人工光捕集システ
ムを太陽エネルギー変換系と連結し、そのエ
ネルギー変換効率向上を実現する。太陽エネ
ルギー変換系としては、申請者らが開発した
人工光合成型物質変換反応(J. Am. Chem. 
Soc.等)や、昨今の重要な研究対象となってい
る色素増感型太陽電池系を想定した。 
 
３．研究の方法 
 本研究課題は、（１）高効率人工光捕集シ
ステムの確立、（２）人工光合成型物質変換
反応などの太陽光利用技術との連結、の２段
階にわけて実施した。研究期間前半は、（１）
に集中的に取り組み、３種類程度の色素の組
み込みに成功した後に、応用展開として（２）
に取り組んだ。具体的には以下のとおりであ
る。 
高効率な人工光捕集システムを確立するた
めの光捕集用色素を５〜７種類程度、設計、
合成した。これまでに、２〜３種類のポルフ
ィリン色素において極めて高効率なエネル
ギー移動が可能なことを見い出している。ポ
ルフィリン分子内正電荷間距離がナノクレ
イ上の負電荷間距離と一致していることが
重要であるという指針を得ている。このよう
な指針のもと、短波長吸収用色素として、ピ
レン、ペリレン誘導体を、長波長吸収用色素
として、フタロシアニン、シアニン色素誘導
体などを設計し、合成した。吸収波長と同時
に、それらの酸化還元電位にも留意して色素
を選択、設計する。得られた色素とナノクレ
イを複合化し、可視域、近赤外域全域で効率
よく光吸収する複合体を作成した。ピレン誘
導体は、鈴木カップリングにより合成し、フ
タロシアニン誘導体はフタロニトリルの縮
合により合成した。これらの色素を個別に粘
土鉱物と複合化することにより、その吸収波
長、励起寿命等のキャラクタリゼーションを
行った。検討を試みた色素の中から、光捕集
系に好適な色素を選択し、それらを同時に粘
土鉱物上に複合化した人工光捕集システム
の構築を試みた。さらに続いては、得られた
複合体における光エネルギー移動について
詳細に検討する。複合体の調製条件として以
下の項目に着目する。➀ナノクレイと色素の



混合方法、➁各種色素の組み合わせ方、➂各
色素の吸着密度、④各色素の存在比、などの
条件を調整し、エネルギー移動反応に対して
最適な構造を有するナノクレイ複合体の作
成を行う。エネルギー移動反応の解析は、蛍
光分光光度計による定常光測定、レーザーを
用いた時間分解蛍光測定により行う。必要に
応じて、更に数種類の光捕集系色素の設計・
合成を行い、高効率、かつ耐久性の高いナノ
クレイ型人工光捕集システムを確立する。 

 

図２ 粘土-色素複合体のイメージ図 

 
 ひきつづき、研究前半により得られた人工
光捕集システムと光物質変換系の連結につ
いて検討するために、ナノシート上における
光物質変換反応について検討を行った。 
 
４．研究成果 
（１）フルオロン誘導体を用いた高効率エネ
ルギー移動系の構築 
 ナノシート上におけるカチオン性キサン
テン誘導体とカチオン性ポルフィリンの間
のエネルギー移動反応について検討した。そ
の際に、キサンテン誘導体分子間でのエネル
ギーマイグレーションが起きうるようにキ
サンテン誘導体の分子設計を行った。すなわ
ち、キサンテン誘導体の吸収と蛍光のストー
クスシフトを小さくなるようにした。その結
果、エネルギーアクセプターであるポルフィ
リン誘導体の存在比が非常に低い場合にお
いても高効率なエネルギー移動が進行し、本
系が人工光捕集系として優れていることが
明らかとなった。また、エネルギー移動のメ
カニズムについても蛍光異方性の検討など
から詳細に検討し、実際にエネルギーマイグ
レーションが起きていることを見い出した。 
 
 

 
図 3 エネルギーマイグレーション機能を有
する高効率エネルギー移動系 

 

図４ 吸着密度とエネルギー移動効率の関
係 

 

図５ ドナー-アクセプター比とエネルギー
移動効率の関係 

 

（２）三種混合型エネルギー移動系の構築 

   ナノシート上に三種の色素が混在したエ
ネルギー移動系について検討した。三種の色
素 は 、 p-2,4,5,7-tetrakis 
(N-methylpyridinium-4-yl)-6-potassium-o
xy-3-fluorone (Fluorone), meso-tetra(N- 
methyl-3-pyridyl) porphine (m-TMPyP), 
meso-tetra(N-methyl-4-pyridyl)porphine 
(p-TMPyP)を用いた。三種の色素を同時に用
いることで、太陽光の幅広い波長域を吸収可
能となる。その吸収効率を評価する指標とし
て本研究では、the enhancement ratio of the 
excitation frequency (Γ380−780 nm)とい
う指標を定義、提案した。その結果、光捕集
系の効果によってエネルギー受容体のレイ
キ頻度は、2.4 にも達することが明らかとな
った。 

 



 

図６ 三成分系光捕集システム 

 

（３）光捕集-物質変換連結系の検討 

 人工光合成系は、光捕集系と実際の光物質
変換系とから構成される。本研究では、人工
光合成モデルとして、両者が連結した系につ
いて検討を行った。具体的には、ナノシート
上 に 、 光 捕 集 系 と 設 計 ・ 合 成 し た
Gallium(III) porphyrinを共存させた系の光
反 応 に つ い て 検 討 し た 。 Gallium(III) 
porphyrin 単独の場合には著しい分解が起き、
生成物はほとんど得られなかった。一方、ナ
ノシート上ではその分解が抑制され、反応効
率が上がるという興味深い現象が観察され
た。実際に、光捕集系と混在させたところ、
Gallium(III) porphyrinが吸収を持たない波
長の光照射によっても生成物が得られ、光捕
集系と光物質系の連結に成功したことがわ
かった。 

 

 
図７ ナノシート上における光物質変換反
応 
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