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This paper outlines the preparation methods and feasible applications of new nano-carbon materials; helical carbon nanoˆber
(HCNF), carbon nanohorn (CNH), and carbon nanoballoon (CNB). The HCNF is ˆbrilliform carbon materials with spiral and twisted
shapes. The HCNF is divided into the groups of carbon nanocoil (CNC) and nanotwist (CNTw). They are synthesized by means of
catalytic chemical vapor deposition (catalytic-CVD) with diŠerent catalysts. One of their applications is ˆeld emitter for next-genera-
tion plat panel display. The CNH is a particulate-form material and is produced by the evaporation of graphite with a laser or an arc dis-
charge. The one of possible applications is the catalyst-supported electrode for fuel cell. The CNB is synthesized from an arc soot (or
called arc black) and also from a particular-type acetylene black by means of high-temperature treatment under inert gas. Its potential
applications are mentioned.

. は じ め に

フラーレン1)やカーボンナノチューブ（CNT; carbon

nanotube)2)の発見以来，炭素物質から成る新しい素材とし

て，ナノオーダーサイズのスケールを有するカーボン材料

（ナノカーボン材料）に大きな期待が寄せられている．フラー

レンは球状の分子構造を呈し，特定の原子数を有するのに対

し，CNT は繊維状の構造を呈し，繊維軸方向の制限はない

ので，特定の分子数はない．フラーレンや CNT に関する研

究は国内外の多くの大学・研究所や企業において活発に行わ

れ，基礎物性解明が進むほか，応用も徐々に実用化されつつ

ある．

フラーレンや CNT の主な合成方法は，アーク放電法3)，

レーザ蒸発法1)，および触媒 CVD 法4)である．フラーレン

については燃焼法5)もある．これらの中でも，アーク放電法

と触媒 CVD 法は，レーザなどの特に高価な装置が必要でな

いことから，ラボ実験用手法としては好適である．例えば，

溶接用 TIG 装置（アーク溶接の一種）を用いれば，少量で

はあるものの，大気中において極めて簡単に多層 CNT や単

層 CNT を合成することができる68)．筆者らの研究室で

は，アーク放電法と触媒 CVD 法を用いて，ナノカーボン材

料の合成実験を進める中，ヘリカルカーボンナノファイバ

（HCNF; Helical carbon nanoˆber），カーボンナノホーン

（CNH; carbon nanohorn），カーボンナノバルーン（CNB;

carbon nanoballoon）などの他ではあまり見られない形状の

素材を見出した．現在，それらの量産技術や応用に関する研

究を推進している913)．ここでは，それらの合成方法や応用

について紹介・概説する．

. ヘリカルカーボンナノファイバ（HCNF）

. 触媒 CVD 法

HCNF の合成法は触媒 CVD 法である．触媒 CVD 法に

は，大別して基板法と流動法とがある．基板法とは，一般に

横型の高温炉（電気炉）を用い，その中に触媒を載せた基板

を配置し，基板上に炭素ナノ繊維を合成する方法である．工

業プロセス的にはバッチ方式様である．これに対し，流動法

とは，縦型炉を用い，上方から触媒と原料とを投入し，それ

らが炉を通過する過程において炭素ナノ繊維を合成する方法

である．後者は連続プロセスが可能で，言うまでも無く量産

に向いている．しかし，残念ながら現状では HCNF の合成

には基板法が利用されており，流動法による合成の成功例は

見られない．

Fig. 1 に筆者らが用いている基板法触媒 CVD 装置を示

す14)．高温炉は，直径45 mm，長さ500 mm の石英管の中央

部に長さ300 mm の管状電気炉を配置したものである．石英

管の一端から原料ガスと希釈ガスとを供給し，石英管中心部

に配置した触媒基板上に炭素ナノ繊維を合成し，石英管の他

端から排気する．排気ガスは水や油のバブラーを介して排出

する．原料ガスにはアセチレンやエチレンなどの炭化水素ガ

スを用い，希釈ガスにはヘリウムやアルゴンなどの不活性ガ

スを用いるのが通常である．また，原料ガスの分解を促進す

るため，上流に熱フィラメントを配置する方法や，原料ガス

をプラズマで分解する方法もある．

CNT の合成には基本的に Fe や Ni の単体を用いるのが一

般的であるが，HCNF の場合には複合触媒を用いる．例え

ば，大阪府大の中山ら（現 大阪大学）は Fe/ITO（鉄/イン

ジウムスズ酸化物）を用いており15,16)，岐阜大の元島らはス

テンレス系物質などを触媒として用いている17)．筆者らは

様々な種類の触媒を調査し1820)，第 1 触媒として，Fe, Ni,

Co あるいはそれらの酸化物，第 2 触媒として Cu, In, Sn,
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Fig. 1 Catalytic CVD apparatus with hot-ˆlament.

Fig. 2 Semi-automatic catalytic-CVD system with substrate
convey.

Fig. 3 Helical carbon nanoˆbers.
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Zn, Cr あるいはそれらの酸化物など，を組み合わせれば

HCNF の合成が可能であることを確認している．更に，Sb

などの第 3 触媒を添加する，あるいは第 2 触媒を 2 種添加

することで HCNF の形成が促進可能である．触媒基板の作

製法は様々である．真空蒸着，スピンコート・ディップコー

ト，めっきなどで基板上に膜を形成したものが利用可能であ

る．また，微粉末触媒自体を使用することもできる．

基板法を用いてできるだけ量産を進めるため，基板搬送式

CVD 装置を作製した．その概観を Fig. 2 に示す．同装置は，

3 個のロボットアームを有し，搬入チャンバ内の基板カセッ

トにセットした複数の基板を順次縦型電気炉へ送り，HCNF

製造後，回収（冷却）チャンバへ輸送するものである．同装

置を用いることで，基板のセット・取り出しのために電気炉

の昇温・降温を繰り返す必要がなく，また，炉のクリーニン

グも基板の冷却と平行して行え，また基板サイズも大きいた

め，従来の約25～1,500倍の速度で HCNF が合成できる．

. カーボンナノコイル（CNC）

HCNF には，スパイラル形状（スプリング形状）のカー

ボンナノコイル（CNC; carbon nanocoil），捻れ形状のカー

ボンナノツイスト（CNTw; carbon nanotwist），複数繊維が

共に捻れたような形状のカーボンナノロープ（CNR; carbon

nanorope）がある．これらの HCNF の SEM 写真を Fig. 3
に示す．なお，CNR は比較的繊維径が太く，また，再現良

く合成できるには至っていない．

我々の研究室では CNC の合成には，Fe/Sn 系触媒を用い

ている．この触媒の場合，平均的に，生成物の約40が繊

維状物質（残りは非繊維状不定形炭素物質）であり，その内，

繊維状物質に対し，約90が CNC，約 5が CNTw，約 5

が非 HCNF である．更に，CNC の純度を上げることが望

まれる．

. カーボンナノツイスト（CNTw）

CNTw の合成には，従来，Ni/Cu 系触媒を用いていた．

この場合，CNTw は膜状にしか形成できず，そのため，生

産性は極めて少量であった．しかしながら，最近では，Ni/

Sn 系触媒を用いると，CNTw を粉末状に形成できることが

わかり，従来の約1,500倍の速度で合成できるようになった．

CNTw は，CNC と異なり，純度100で合成できる．現在

の生産速度は650 mg/hour である．

. 応用

HCNF の応用としては，Table 1 に示すような応用が考え

られる．研究室では特に電界放出素子への応用を手がけてい

る．CVD 法は，基板上に直接薄膜状にナノカーボン材料を

形成できるという利点もあるが，合成温度が500°Cを超える

高温であるため，安価な基板が使えない．また，ディスプレ

イの組立工程においても，大気中でできることが，製造コス

トの関係上望ましい．従って，ナノカーボン材料を粉末状に

得て，ペースト化あるいはインク化して，スクリーン印刷法

やインクジェット法で形成することが望ましい．Fig. 4 に

スキージ法で印刷した CNTw の二極管 FED (Field Emis-

sion Display）の発光の様子を示す．陰極陽極は共に半径 2

mm の円である．同図では，2 点でしか発光していないよう

に見える．今後，全面光に向けて印刷方法などの改良が必要



8242

Table 1 Applications of HCNF

Category Applications

Electronic
& Electric

Filed emitter, Nano inductance, Antenna, EM
shield, Sensor

Energy Converter (EM wave→Induced current→Heat)

Chemical Gas storage, Filter, Electrode for butteries, Addi-
tives for composite, Sensor

Bio Sensor, Substrate or template for DNA

Mechanical Nanospring, Nanomachine, Sensor

Fig. 4 Light emission of printed-CNTw FED.

Fig. 5 Arc discharge apparatus for arc-soot production with
twin arc torch placed with 90 degree.

Fig. 6 Nano-carbons in arc-soot (arc black).
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である．

. カーボンナノホーン（CNH）

. アーク放電法

CNH21)は CNT の変形種ともみなされる．CNT はグラフ

ェンシート（炭素の六員環ネットワークシート）が円筒状に

丸まった構造を呈し，チューブ先端には 6 個の五員環が存

在するのに対し，CNH はグラフェンシートを円筒状ではな

く，円錐状に丸めた構造を呈し，先端には 5 個の五員環し

か存在しない．通常，CNH は単独で得られるのではなく，

多くの CNH が凝集し，50～100 nm の微粒子として得られ

る．外観的には，栗のイガ状，あるいは，ダリアの花状であ

る．CNH 自体を 1 次粒子とすれば，凝集した CNH 粒子は

2 次粒子であると見なせる．CNH 粒子の内部は融合してお

り，明確な構造はなかなか観察できない22)．CNH 粒子は極

めて表面積が大きいという特徴を呈し23)，燃料電池の触媒

担持電極24)への応用の可能性が示されつつある．

CNH は当初黒鉛のレーザ蒸発で得られたが，その後，

アーク放電でも合成できることを明らかにした25,26)．従来の

対向電極アーク放電方式では量産が困難であるため，電極を

溶接トーチに似た構造とし，電極間を90°の角度で配置した

連続合成機を試作している．試作機の写真を Fig. 5 に示

す．上方から見たもので，Y 字形状をしており，上部の 2

軸にアークトーチが仕込んであり，下部は冷却および回収部

である．

. アークスート（アークブラック）

レーザ蒸発法の場合，均一な CNH を合成できるが，アー

ク法の場合，生成物中には様々なナノカーボンが含まれてい

る．アーク放電法で作製したナノカーボンを，以下，アーク

スート（あるいはアークブラック）と呼ぶ．例えば，80

kPa の窒素雰囲気中で合成したアークスート中には，Fig. 6
に示すような様々なナノカーボン材料が含まれている．

. 燃料電池電極への応用

レーザ蒸発法で作製された CNH を燃料電池電極へ応用し

ようとする取り組みがなされていることから，アークスート

も燃料電池電極へ応用できる可能性は高い．そこで，アーク

スートを用いた直接メタノール型燃料電池（DMFC; Direct

Methanol Fuel Cell）の開発を進めている27)．Fig. 7 に燃料

電池反応のための触媒である金属（Pt/Ru）粒子を担持した

アークスートの TEM 写真を示す．黒く写っている小さな点

が触媒金属粒子である．触媒金属粒子が小さく，かつ，凝集

せずにたくさん分散しているものが，触媒反応が高い．同図

から，アークスートは燃料電池反応触媒の担持材として好適

であることがわかる．

. カーボンナノバルーン（CNB）

. 合成法

CNB は，アークスートを不活性雰囲気で加熱し，どのよ

うな変化が生じるかを観察している過程で見出した．Fig. 6
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Fig. 7 Catalyst (Pt/Ru) dispersed arc-soot for electrode of
DMFC.

Fig. 8 TEM micrographs of arc-soot after heat-treatment. (b) to (d) show CNB.

Fig. 9 CNB with pinhole.
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で示したアークスートを，不活性ガス中で高温加熱した結果

を Fig. 8 に示す．加熱温度が高くなると，外周に徐々にシ

ェルが形成され出し，内部が中空になる様子がわかる．

2400°C以上に加熱すると，完全に中空となり，外周のシェ

ルは明確なグラファイト構造を呈する．これが CNB であ

る．シェルはグラファイト面の張り合わせで構成されている

ため，フラーレンのように完全な球体構造ではなく，概略は

球形であるものの，角張っている部分を持ち，多少いびつで

ある．

CNB は中空状であるため，その内部空間を利用するため

には，ピンホールを開けることも要求される．Fig. 9 に，ピ

ンホールを形成した CNB の TEM 写真とモデル図を示す．

これは，CNB を空気中625°Cで酸化処理したものである．グ

ラファイト面の接合箇所には五員環が存在すると考えられ，

そこが酸化してピンホールが形成されると考えている．

. 応用と課題

CNB は，ナノカーボン材料の新しい仲間である．その構

造（グラファイトシェルの中空構造）と性状から，予想され

る用途・応用の一例を以下に列挙する．

機械的応用摺動材，強化材，熱伝導材，放熱部材，ブ

レーキ素材，タイヤ充填材

電気電子的応用各種電池電極，電磁波遮蔽材

医療医薬応用ドラッグデリバリシステム用カプセル，

生体培養活性剤

物理化学的応用物理・化学反応のためのナノスペース

その他にも多くの応用が考えられる．これらの用途への応用

を実現するためには量産化が必要であるが，実は，市販され

ているある種のアセチレンブラックを不活性ガス中で加熱す

ると同等の CNB を合成できる．従って，需要さえあればト

ンオーダーの供給も容易である．CNB は最も安価に供給で

きるナノカーボン材料と見てよいであろう．ただし，現在製

造可能な CNB は，CNB の全てが個々に分離しているわけ

ではない．従って，独立・孤立した粒子として利用したい場

合には，分離・単離技術の開発が必要である．

. お わ り に

本稿では，ユニークな形状を呈する HCNF, CNH を含む

アークスート（アークブラック），および CNB について，

合成法と応用に関し概説した．これらの材料は，フラーレン

や CNT とは異なり，基礎研究や応用開発研究がまだまだ盛

んではない．しかしながら，ポテンシャルを秘めている素材

であり，今後の機能解明や用途開発に期待したい．
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