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LC-CollectIR
インターフェースFT-IR PyroGC/MS高性能 LC/GPC

LC-CollectIRは、高い効率でHPLCやGPCで分離された成分から移動相溶媒を蒸発させ
溶質成分のみをFTIR用の「Geディスク」またはPyroGC/MS用の「熱分解試料カップ」へ
捕集するシステムです。
クロマトグラフィーにより分離された混合物の各成分についてオフラインでの測定が可能
になります。FT-IR分光測定により簡単で迅速な分子量分布における共重合体の組成変化
解析や、PGC/MSによる構造解析の研究に最適です。
従来の分取法と比べ、大幅な時間短縮とコストの削減が可能になります。

BPA型エポキシ樹脂のFTIRによる組成分析
本システムでは、GPCフラクション毎の赤外スペクトルを測定可能です。
得られたスペクトルから官能基の比等をクロマトグラムにオーバーラッ
プさせた解析も可能です。

ポリマーブレンドと添加剤の測定
GPCからのフラクションを熱分解装置用試料カップにトラップする事で、
GPCの溶出時間ゾーン毎にPyroGC/MS測定が可能となります。得られた
スペクトルの解析により、使用されているポリマーの種類や割合が解ります。
また、数％程しか使用されていない添加剤の特定も可能です。

●混合物の分離と各成分の簡単で迅速な構造解析
●分子量分布における、共重合体の組成変化 
●微細構造解析および樹脂の混合系の判別 

●樹脂の末端や内部構造の推定 
●分子量が近似した物質の分子構造の区別
●簡易分取装置としての利用

応用例

GPC-IR測定

GPC-PyroGC/MS測定

RIのクロマトグラムとフラクションゾーン 各分取フラクションの熱分解GC/MS結果

各ピークのFT-IRスペクトル

ピーク①

ピーク③

ピーク④

ピーク⑤

ピーク②

芳香環
エポキシ基
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Cap No. Cat No. Polymer
51 184 Polyethylene, chlorinated, 25% chlorine
52 185 Polyethylene, chlorinated, 36% chlorine
53 186 Polyethylene, 42% chlorine
54 107 Polyethylene, chlorosulfonated
55 041 Polyethylene, high density
56 042 Polyethylene, low density
57 405 Polyethylene, oxidized, Acid number 16 mg KOH/g
58 136A Poly(ethylene oxide)
59 138 Poly(ethylene terephthalate)
60 414 Poly(2-hydroxyethyl methacrylate)
61 112 Poly(isobutyl methacrylate)
62 106 Polyisoprene, chlorinated
63 037A Poly(methyl methacrylate)
64 382 Poly(4-methyl-1-pentene)
65 391 Poly(p-phenylene ether-sulphone)
66 090 Poly(phenylene sulfide)
67 130 Polypropylene, isotactic
68 1024 Polystyrene, Mw 1,200
69 400 Polystyrene, Mw 45,000
70 039A Polystyrene, Mw 260,000
71 046 Polysulfone
72 203 Poly(tetrafluoroethylene)
73 166 Poly(2,4,6-tribromostyrene)
74 1019 Poly(vinyl acetate)
75 002 Poly(vinyl alcohol), 99.7% hydrolyzed
76 352 Poly(vinyl alcohol), 98% hydrolyzed
77 043 Poly(vinyl butyral)
78 038 Poly(vinyl chloride)
79 353 Poly(vinyl chloride), carboxylated, 1.8% carboxyl
80 012 Poly(vinyl formal)
81 102 Poly(vinylidene fluoride)
82 132 Polyvinylpyrrolidone
83 103 Poly(vinyl stearate)
84 494 Styrene/acrylonitrile copolymer, 25% acrylonitrile
85 495 Styrene/acrylonitrile copolymer, 32% acrylonitrile
86 393 Styrene/allyl alcohol copolymer, 5.4-6.-0% hydroxyl
87 057 Styrene/butadiene copolymer, ABA block copolymer, 30% styrene
88 595 Styrene/butyl methacrylate copolymer
89 452 Styrene/ethylene-butylene copolymer, ABA block, 29% styrene
90 178 Styrene/isoprene copolymer, ABA block
91 049 Styrene/maleic anhydride copolymer, 50/50 copolymer
92 068 Vinyl chloride/vinyl acetate copolymer, 10% vinyl acetate
93 063 Vinyl chloride/vinyl acetate copolymer, 12% vinyl acetate
94 070 Vinyl chloride/vinyl acetate copolymer, 17% vinyl acetate
95 422 Vinyl chloride/vinyl acetate/maleic acid terpolymer
96 911 Vinyl chloride/vinyl acetate/hydroxylpropyl acrylate, 80% vinyl 
  chloride, 5% vinyl acetate
97 395 Vinylidene chloride/acrylonitrile copolymer, 20% acrylonitrile
98 058 Vinylidene chloride/vinyl chloride copolymer, 5% vinylidene  
  chloride
99 369 n-Vinylpyrrolidone/vinyl acetate copolymer, 60/40 copolymer
100 021 Zein, purified

株式会社  ゼネラル サイエンス コーポレーション
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ポリマーサンプルキット205
＜1セット 100本入・10-20g／1本＞　

ポリマー分析用試料キット

100本の構成ポリマーは汎用性ポリマー試料だけでなくエンプラ試料も含まれて
おりますのでIR分析等のライブラリーへの収録にご利用いただけるポリマー
分析試料キットです。
スペックとして：引火点・平均重量分子量・屈折率・ガラス転移点・融解
温度等の情報がございます。
100種類の試料の一部試料については入れ替えも可能です。
詳しくはお問い合わせ下さい。

GSC

Cap No. Cat No. Polymer
1  032 Alginic acid, sodium salt
2 209 Butyl methacrylate/isobutyl methacrylate copolymer
3 660 Cellulose
4 083 Cellulose acetate
5 077 Cellulose acetate butyrate
6 321 Cellulose propionate
7 031 Cellulose triacetate
8 142 Ethyl cellulose
9 534 Ethylene/acrylic acid copolymer, 15% acrylic acid
10 454 Ethylene/ethyl acrylate copolymer, 18% ethyl acrylate
11 939 Ethylene/methacrylic acid copolymer, 12% methacrylic acid
12 358 Ethylene/propylene copolymer, 60% ethylene
13 506 Ethylene/vinyl acetate copolymer, 9% vinyl acetate
14 243 Ethylene/vinyl acetate copolymer, 14% vinyl acetate
15 244 Ethylene/vinyl acetate copolymer, 18% vinyl acetate
16 316 Ethylene/vinyl acetate copolymer, 28% vinyl acetate
17 246 Ethylene/vinyl acetate copolymer, 33% vinyl acetate
18 326 Ethylene/vinyl acetate copolymer, 40% vinyl acetate
19 959 Ethylene/vinyl alcohol copolymer, 38% ethylene
20 143 Hydroxyethyl cellulose
21 401 Hydroxypropyl cellulose
22 423 Hydroxypropyl methyl cellulose, 10% hydroxypropyl, 30%  
  methoxyl 
23 144 Methyl cellulose
24 374 Methyl vinyl ether/maleic acid copolymer, 50/50 copolymer
25 317 Methyl vinyl ether/maleic anhydride, 50/50 copolymer
26 034 Nylon 6 [Poly(caprolactam)]
27 331 Nylon 6(3)T [Poly(trimethylhexamethylene terephthalamide)]
28 033 Nylon 6/6 [Poly(hexamethylene adipamide)]
29 156 Nylon 6/9 [Poly(hexamethylene azelamide)]
30 139 Nylon 6/10 [Poly(hexamethylene sebacamide)]
31 313 Nylon 6/12 [Poly(hexamethylene dodecanediamide)]
32 006 Nylon 11 [Poly(undecanoamide)]
33 045A Phenoxy resin
34 009 Polyacetal
35 001 Polyacrylamide
36 376 Polyacrylamide, carboxyl modified, low carboxyl modified
37 1036 Polyacrylamide, carboxyl modified, high carboxyl modified
38 026 Poly(acrylic acid)
39 385 Polyamide resin 
40 688 1,2-Polybutadiene
41 128 Poly(1-butene), isotactic
42 961 Poly(butylene terephthalate)
43 111 Poly(n-butyl methacrylate)
44 1031 Polycaprolactone
45 035 Polycarbonate
46 196 Polychloroprene
47 010 Poly(diallyl phthalate)
48 126 Poly(2,6-dimethyl-p-phenylene oxide)
49 324 Poly(4,4’ -dipropoxy-2,2’ -diphenyl propane fumarate)
50 113 Poly(ethyl methacrylate)

ト

100本の構成ポリマーは汎用性ポリマー試料だけでなくエンプラ試料も含まれて
IR分析等のライブラリーへの収録にご利用いただけるポリマー

スペックとして：引火点・平均重量分子量・屈折率・ガラス転移点・融解

•ここに記されている他にも数千種類のポリマー試料を取り揃えております。 　カタログ・資料ご希望およびお問い合わせ等は下記へご連絡下さい。

Fourier Transform Infrared Spectrometer

フーリエ変換赤外分光光度計

Palmtop Raman Spectrometer
パームトップラマン分光光度計

New

日本分光HP日本分光の最新情報はこちらから

https://www.jasco.co.jp

ラマン測定を、手の中に。

FT/IR-4Xは、高い拡張性とS/N 比・分解能を保持したまま、従来比40 ％のサイズ ダウンを実現したリサーチ
グレードの赤外分光光度計です。大型機同等の20 cm 幅の試料室は、サードパーティ製を含む各種大型付属
品を使用 することが可能で、赤外顕微鏡接続、検出器拡張、近中赤外・中遠赤外への波数拡張にも対応可能
です。モノコック構造の干渉計は高い密閉性と堅牢性を誇り、NISTトレーサブルフィル ムによる自動バリデー
ション機構内蔵により、永きに渡る信頼性を担保いたします。 

リサーチグレードでありながら、
ダウンサイジングを追求

PR-1s/PR-1w は、手のひらに収まる超小型ラマン分光光度
計です。測定波数範囲とレーザー出力の異なる２つのモデ
ルをラインアップしています。測定対象の自由度が高く、
専用試料室やバイアルホルダーも用意しており、シンプル
で手軽なラマン測定を実現します。
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安全な水の供給と浄水処理
1　はじめに

2015 年の国連サミットにおいて，世界が目指す 17

の国際目標「持続可能な開発のための 2030 アジェン

ダ」が採択された．その中で，6番目の目標として「安

全な水とトイレを世界中に」というゴール目標があり，

国際的にも水環境の安全性が明確にされている．また，

世界に着目すると，日常的に安全な水が供給されておら

ずコレラやロタウイルスによる乳児下痢症などの感染症

によって命が奪われているケースがある．さらに，洪水

やハリケーンなどの自然災害後に水系感染症が蔓延する

ことがある．特に，1854 年ロンドンでコレラが大流行

し，600 名以上の死者を出すこととなり，その原因は

井戸の水であることが明らかにされている．

地球上における環境水には，海水，湖沼水，河川水，

地下水などがあるが，わが国では経済成長を優先したた

めに世界的にも稀
まれ

な公害を経験している．例えば，熊本

県水俣市においてアセトアルデヒドの製造に用いられて

いた触媒の水銀が，水環境中でメチル水銀へと生物学的

変換され発生した“水俣病”がある．また，同様の事件

が新潟県でも発生し“新潟水俣病”とも呼ばれている．

これらは国際的な水銀の使用を禁止した水俣条約が締結

されたことからも，重大な事件であったことが理解でき

る．さらに，富山県の神通川河口で起こった“イタイイ

タイ病”はカドミウムが原因である．これらの事件は，

すべて水環境が関与しており，ヒトの健康には安全な上

水道の供給と下水道の処理は不可欠である．

2　わが国の浄水プロセス

わが国の上水道の処理プロセスは，図 1に示す様に

沈殿→ろ過→消毒という段階で処理されている．水道水

は，必ず最後に塩素消毒が行われて各家庭にも供給され

ている．もし，水系感染症の蔓延が想定される場合に

は，残留塩素濃度を高くするなどの措置も取られる．ま

た，水質の良い水を供給するために高度浄水処理される

ことがあり，オゾンや紫外線を用いた酸化処理や吸着剤

を用いた物理化学的処理も併用されており，オゾン処理

時に炭素材料を添加する技術などもある1）．上水道の処

理プロセスにおいて，普通沈殿と緩速ろ過の組合せで処

理された浄水は水質が良いが，広大な処理施設が必要で

処理できる水量にも限りがあるため都市部で適用するこ

とは難しい．一方，薬品沈殿と急速ろ過の組合せで処理

された浄水の水質は前者に比べて劣るが，処理速度は速

いのが特徴である．安全な水道水を供給するため，塩素

消毒が最後に行われており，蛇口からいつでも安全な水

が供給されている．

わが国の下水道の処理プロセスは，図 2に示す様に

標準活性汚泥法が最も汎用されている．通常，一次処理

→二次処理という段階で処理されており，二次処理では

生物学的処理として一般的に “活性汚泥”が用いられて
いる．活性汚泥には酸素を好む微生物の集合体や酸素を

嫌う微生物の集合体からなるものがある．つまり，好気

性微生物と嫌気性微生物の両者を適切に用いることによ

り，有害物質を効果的に除去できる．活性汚泥は，返送

汚泥（図中の白矢印）として曝気槽で再利用されたり，

余剰汚泥として埋立処分されたりしている．しかし，栄

養塩類であるリンは，一次処理や二次処理で除去されに

くい．

一般的に，閉鎖性水域において富栄養化の原因となる

リンは，吸着法やイオン交換法などによる高度処理によ

り除去されている．吸着法で用いられている吸着剤には

大きく有機性吸着剤と無機性吸着剤の二種類があり，有

害物質を効果的に除去できる．これらの水浄化剤による

除去機構は，吸着剤表面との親和性や細孔による分子ふ

るいが関係しており，カラムの充填剤と同じ機能によ

る．

3　有機性水浄化剤による処理

近年，有機性の吸着剤としては，カーボンナノチュー

ブやグラフェンなどの新材料が用いられており，種々の

報告がなされている2）．一方で，脱臭や脱色をはじめ多

くの有機物質，重金属，色素などの除去には，吸着性能

が高い活性炭が用いられてきた．活性炭の原材料とし

て，石炭や木質などが用いられ，賦活には水蒸気賦活や

衛生と安全

図 1　上水道の処理プロセス

図 2　下水道の処理プロセス



152� ぶんせき　2022　4

リン酸賦活などが良く知られている．製造原料として食

品業，農業や水産業から排出される廃棄物を用いること

により，植物性バイオマスの有効利用にもつながる．

活性炭の物理化学的性質としては，表面の官能基

（フェノール性水酸基，カルボキシ基，アミノ基など）

に基づく極性と細孔構造が吸着挙動に寄与することにな

る．これらの物理化学的性質は，原料や賦活方法に依存

し詳細に研究されているが，表面官能基量の測定法とし

ては Boehmら3）4）による酸塩基滴定法が主流である．ま
た，細孔径分布の算出には窒素吸着等温線による BJH
法5）や DH法6）が，さらに，比表面積の算出には窒素吸
着等温線による BET法7）が用いられている．
水環境において吸着法を適用する場合，カラムへ吸着

剤を充填し水を流通する方法や反応槽において吸着剤を

分散した後に固液分離する方法がある．例えば，固液分

離にはアミノ酸の高分子架橋化合物であるポリグルタミ

ン酸が有益である8）．

4　無機性水浄化剤による処理

無機性の吸着剤としては，アルミニウム，鉄，カルシ

ウムやマグネシウムなどの水酸化物や酸化物が広く知ら

れている．これらの吸着剤は重金属や染料などの吸着能

を有する．著者はこれまでに酸化水酸化アルミニウム

（ベーマイト）は，アモルファスの状態で高いリン酸の

吸着能を示し9），アルミニウム系水酸化物は焼成により

脱水反応が進行するため，特徴のある物理化学的性質を

有する吸着剤へと変換できることを明らかにした10）．

これらの単一の金属から構成される水酸化物や酸化物

は，吸着剤をはじめ消化器系の医薬品としても幅広く利

用されている．

二種類以上の金属から構成される水酸化物や酸化物

は，電池などにも利用されており，それぞれ特徴のある

素材となりうる．著者は鉄とマグネシウムから成る複合

水酸化物（ハイドロタルサイト）がこれまでに知られて

いたアルミニウムとマグネシウムから構成されるハイド

ロタルサイトに比べて，特徴のある吸着性能を示すこと

を明らかにしている11）．複合水酸化物は二種類の金属

から構成されるもの以外に，三種類の金属から構成され

る複合水酸化物が開発され，種々の機能を保持した吸着

剤として今後期待できるところである．無機系の吸着剤

はコストがかかるため，環境水の処理剤として適用する

には，経済的かつ処理したい場所で得ることができなけ

れば使用が困難であり，いくつかの解決しなければなら

ない課題もある．

5　おわりに

世界人口は増加しており，ヒトの健康保持といった視

点から安全な水の安定供給は非常に重要である．わが国

では戦後水道水が整備され安全な水が使用できている

が，少子高齢化により水道水の処理設備や供給設備の改

修保全に費用を要するため，自治体による水道事業の維

持が困難になるかもしれない．しかし，安全な水を供給

するための新しい水処理技術を開発していくことは重要

な課題であるといえる．
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