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研究成果の概要（和文）：粗大な砒酸鉄水水和物およびリン酸鉄水和物の粒子をアルカリ溶液に浸漬することにより、
maghemiteの多孔質酸化鉄粒子が得られる。この粒子は、大きな比表面積および優れたろ過性を示すため、砒素吸着材
料への応用が期待できる。異なるpHの溶液で砒素吸着特性を調べた結果、本多孔質酸化鉄粒子の砒素吸着量はpHの低下
に伴い増大することが明らかになった。また、砒素が吸着した粒子をアルカリ溶液に浸漬することにより、砒素は脱着
した。金属鉄の板を浸漬した水溶液では、砒素の脱着が促進された。水溶液の電位の低下が砒素の脱着を促進させたと
推察される。

研究成果の概要（英文）：The porous particles of maghemite are synthesized from hydrated iron arsenite and 
hydrated iron phosphate particles such as scorodite, strengite and metastrengite. Such particles are candi
dates of arsenic adsorbents, because these exhibit large specific surface and superior filterability. In t
his study, arsenic adsorption and arsenic desorption properties were investigated under different solution
 conditions. The arsenic adsorption capacity was increased with decreasing pH. The arsenic adsorbed on por
ous particles was desorbed by the immersion in an alkaline solution. In addition, the arsenic desorption w
as accelerated by the immersion of a metallic iron plate. Such behavior is attributable to the decrease of
 electrical potential in the solution.
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実験を行った。砒素の吸着量に対する脱着量
の割合として見積もった脱着率のNaOH濃度
依存性を図 5 に示す。砒素の脱着量は NaOH
濃度の増加に伴い増加する。同じ NaOH 濃度
で比較すると浸漬時間が 12 時間の脱着率は
浸漬時間 4 時間よりも高いが、NaOH 濃度が
高いほどその差は小さい。NaOH 濃度が高い
ほど砒素の脱着速度は早くなることが示唆
される。多孔質酸化鉄粒子に吸着した砒素を
脱着させるには、比較的高濃度のアルカリ溶
液で長時間の浸漬が必要となることが明ら
かになった。 
 
(3) 熱処理による多孔質酸化鉄粒子の形態お

よび砒素脱着特性の制御 
  多孔質酸化鉄粒子の砒素脱着特性は、そ
の形態と密接に関連すると予測される。そこ
で、形態を制御する目的で strengite から作製

した多孔質酸化鉄粒子に熱処理を施した。高
温で熱処理を施すと maghemite から hematite
に変態が生じるため、250℃以下で熱処理を
行った。熱処理後の多孔質酸化鉄粒子の窒素
ガスの吸着等温線を図 6 に示す。比較のため

 
図 5 砒素を吸着させた多孔質酸化鉄粒子
をアルカリ(NaOH)溶液に浸漬して行った
砒素脱着実験において、砒素の吸着量に対
する脱着量の割合として見積もった脱着
率の NaOH 濃度依存性. 
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図 6 異なる温度で熱処理を施した多孔質
酸化鉄粒子の窒素ガスの吸着等温線.  比
較のために熱処理を施していない粒子の
結果も示す. 
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図 8 200℃で 6 時間の熱処理を施した多
孔質酸化鉄粒子の脱着測定結果.  比較の
ために熱処理を施していない粒子の結果
も示す. 
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に熱処理を施していない粒子の結果も示し
た。熱処理を施すことにより吸着等温線は顕
著に変化し、粒子形態が大きく変化したこと
が示唆される。吸着等温線から求めた多孔質
酸化鉄粒子の比表面積の熱処理温度依存性
を図 7(a)に示す。また、BJH 法で求めた細孔
分布を図 7(b)に示す。200℃程度までの熱処理
温度の増加に伴い比表面積は減少する。また、
図 7(b)に示すように、熱処理温度の増加に伴
い細孔分布におけるピークは高半径側へシ
フトする。従って、熱処理を施すことにより、
多孔質酸化鉄粒子の細孔は大きくなる。 
  200℃で 6 時間の熱処理を施した多孔質
酸化鉄粒子を pH10 の溶液に浸漬して、砒素
脱着特性を調べた。溶液中の砒素濃度と浸漬
時間の関係を、熱処理を施していない多孔質
酸化鉄粒子の結果と比較して図 8 に示す。比
表面積が減少したにも関わらず、熱処理を施
した多孔質酸化鉄粒子からの砒素の脱着量
は、熱処理を施していない粒子よりも多い。

さらに、熱処理を施した多孔質酸化鉄粒子の
脱着率は 29 %であり、熱処理を施していない
粒子よりも高い値を示した。熱処理を施すこ
とにより多孔質酸化鉄粒子の砒素脱着率は
向上することが明らかになった。 
 
(4) 多孔質酸化鉄粒子の砒素脱着特性におよ

ぼす電位の影響 
  砒素の電位-pH 図に基づくと、低電位で
は砒素が 5 価の砒酸よりも、3 価の亜砒酸が
安定となる。従って、砒酸イオンが吸着した
多孔質酸化鉄粒子の砒素脱着特性は、水溶液
の電位の低下の影響を受けると予測される。
そこで、鉄片を浸漬した水溶液を用いて多孔
質酸化鉄粒子の砒素脱着実験を行った。この
実験では、strengite から作製した多孔質酸化
鉄粒子に、水素濃度が 5%のアルゴンガス雰
囲気下において 150℃で 5 時間の熱処理を施
して用いた。鉄片から溶解した鉄イオンの酸
化および砒素との反応を抑制するために、実
験はアルゴンガスを溶液に吹き込みながら
行った。溶液に浸漬する鉄片の面積は 12 cm2

とした。図 9 に、水溶液の電位と pH の変化
を示す。横軸は、鉄片を溶液に浸漬してから
の時間を表わす。また、比較のために、本多
孔質酸化鉄粒子を pH の異なる水溶液に浸漬
して行った砒素脱着実験における pH と脱着
率の関係を図 10 に示す。図 9 に示すように、
鉄片を浸漬することにより水溶液の電位は
-350 mV 程度まで減少し、pH は 8.4 程度まで
上昇する。矢印で示したように、電位および
pH がほぼ定常状態に落ち着いてから砒素を
吸着させた多孔質酸化鉄を溶液に約 240 分浸
漬した。試料浸漬直後、pH は急激に減少し、
電位は急激に上昇する。その後、pH は緩や
かに増加し、電位は緩やかに減少する。240
分の浸漬による砒素の脱着率は 21 %程度で
あった。この値は、図 10 から明らかなよう
に、pH6.5 程度における 10～15%程度の脱着
率よりも大きい。また、溶液に浸漬する鉄片
の面積を 8 cm2と減らして同様の実験を行っ
た結果、脱着率は 4～10 %程度であった。こ
れらの結果より、水溶液の電位低下に伴い砒
素の脱着が促進することが示唆される。 
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図 10 多孔質酸化鉄粒子の砒素脱着実験
における、水溶液の pH と脱着率の関係. 
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