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第 19回教育研究技術支援室発表会 

研究開発技術等の概要 

 

学校名 仙台高専広瀬キャンパス ＮＯ．１ 

氏 名 佐々木 匠 職 名 技術職員 

研究開発 

技術等の題名 
 銀を用いたエレクトロケミカル素子の紹介 

１．はじめに 

 近代建築物において、多くの光を取り込むために開口の大きい窓の設置が増えてき

ており、それに伴い窓から出入りする光や熱の効率的利用が重要になってきている。

そこで近年、透明から不透明に可逆的に変化する調光ガラス(スマートウィンドウ)

に大きな注目が集まっている。このスマートウィンドウに関して小林ら[1]は透明、

鏡、黒面の 3 状態に可逆的に可変する銀折出型エレクトロケミカル(EC)素子の報告

をしている。このEC 素子は電極として表面形状が平坦面および粗面のスズ添加酸化

インジウム薄膜(Tin doped Indium Oxide, ITO)を使用している。基本状態は透明で

あるEC 素子に電圧を加え、平坦面を有する ITO 薄膜に銀を析出させることで鏡に、

粗面を有する ITO 薄膜に銀を析出させることで黒面に状態が変化する。小林らはス

パッタリング法で得た平坦面を有する ITO薄膜と、この表面に ITO微粒子を含む分

散液をスピンコート法で塗布・焼成した粗面を有する ITO 薄膜をそれぞれ用いてい

た。 

 本校の専攻研究[2][3]では、平坦および粗面の ITO薄膜の成膜方法としてスプレー

CVD(Chemical Vapor Deposition,化学気相成長)法を用いた研究をおこなっている。

この方法は従来のスパッタリング等と異なり真空系およびプラズマ発生用電源を必

要とせず、焼結体では困難な薄膜の形成制御を原料溶液の組成を変化させることで実

現可能としており、簡単かつ安価であるという特長がある。 

 本発表では、このスプレーCVD法による平坦面および粗面を有する ITO薄膜の作

製法並びにこれらを用いたEC 素子の紹介をおこなう。 

 

２．スプレーCVD法 

 本発表で紹介するスプレーCVD 法の模式図を図 1 に示す。ホットプレート上にガ

ラス基板を配置し、直上からスプレー噴霧器によりスプレー溶液を噴霧する。噴霧さ

れたスプレー溶液はホットプレートからの熱により気化し、ガラス基板表面に吸着す

る。吸着した原料は熱エネルギーを受けてマイグレーションし、やがて安定な場所に

移動して留まり酸化する。これを繰り返して薄膜が形成される。 

 スプレーCVD 法は大気中にて成膜をおこなうため真空系が不要であり、簡単かつ

安価な特徴を有している。また、原料を溶媒であるエタノールに溶解させてスプレー

溶液とするため添加濃度を容易に変化させることが可能である。 

 
図 1 スプレーCVD法の模式図 
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ＮＯ．２ 

学校名 仙台高専広瀬キャンパス 氏 名 佐々木 匠 

３．実験準備 

 EC 素子作製に必要なEC 素子用電解液と、ITO薄膜作製に必要なスプレー溶液の

調製法を以下に示す。 

３．１ EC 素子用電解液の調製 

 硝酸銀(Ⅰ)(AgNO3)を原料とした EC素子用電解液を調製した。溶質として硝酸銀

(Ⅰ)85 g、添加剤として塩化銅(Ⅱ)二水和物(CuCl2・2H2O)13 mg およびテトラブ

チルアンモニウムブロマイド(TBABr)806 mgを、溶媒であるジメチルスルホキシド

(DMSO)10 mL にそれぞれ溶かし込んだ。さらに、ホストポリマーとしてポリビニ

ルブチラール(PVB)を加えて 12 時間以上撹拌することでEC 素子用電解液とした。 

３．２ ITO薄膜作製用スプレー溶液の調製 

 主原料である塩化インジウム(Ⅲ)四水和物(InCl3·4H2O)と添加剤の塩化スズ(Ⅱ)

二水和物(SnCl2·2H2O)を用いて、スズの添加濃度が 6 at.%、総金属濃度が 0.1 mol/L

となるようエタノールで希釈し、12 時間以上撹拌することでスプレー溶液とした。 

 

４．ITO薄膜の作製 

 平坦面ならびに粗面を有する ITO薄膜の作製法を以下に示す。 

４．１ 平坦面を有する ITO薄膜の作製 

 予め加熱したホットプレート上にガラス基板を置き、基板表面温度が 430℃となる

ように設定し、スプレー溶液を直上 15 cm の高さから 5 秒間隔で 200 回噴霧した。 

４．２ 粗面を有する ITO 薄膜の作製 

 次に予め加熱したホットプレート上に ITO付きガラス基板(LT-G001 Luntec)を置

き、基板表面温度が 475℃となるよう設定し、スプレー溶液を直上 30 cmの高さから

1 秒間隔で 100 回噴霧した。 

 

５．EC 素子の作製 

 EC 素子の模式図を図 2 に示す。前述の平坦面および粗面を有する ITO 薄膜を厚さ

0.5 mmのシリコンスペーサを用いて挟み込み、その間にEC 素子用電解液を充填す

ることでEC 素子とした。 

 
図 2 EC 素子の模式図 

 

６．結果と考察 

 図 3 に作製した ITO 薄膜表面の FE-SEM 像を、図 4に ITO薄膜断面の FE-SEM

像をそれぞれ示す。図 3 より結晶の平均粒径は平坦な ITO 薄膜が 71.2 nm、粗面の

ITO薄膜が 433.6 nmであった。また、図 4 より算術平均粗さを計算したところ、平

坦な ITO薄膜の粗さが 6.5 nm、粗面の ITO薄膜の粗さが 74.6 nmであることから、

両薄膜の粗さに十分な差があるため EC 素子用の電極として有効であると推測され

る。 
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          (a)平坦面           (b)粗面 

図 3 ITO 薄膜表面のFE-SEM 像 

  
          (a)平坦面           (b)粗面 

図 4 ITO 薄膜断面のFE-SEM 像 

 次に、作製した ITO薄膜の電気特性を表 1 に記す。平坦な ITO 薄膜の抵抗率は

2.3×10-4 Ω·cm、移動度は 30 cm2·V-1·s-1、キャリア密度は 9.2×1020 cm-3と良好な導電

性を有していることがわかった。一方、粗面の ITO薄膜の抵抗率は 1.4×10-4 Ω·cm、

移動度は 35 cm2·V-1·s-1、キャリア密度は 1.3×1021 cm-3と平坦な ITO 薄膜より優れた

値となっていた。 

表 1 ITO 薄膜の電気特性 

 抵抗率[Ω·cm] 移動度[cm2·V-1·s-1] キャリア密度[cm-3] 

平坦な ITO薄膜 2.3×10-4 30 9.2×1020 

粗面の ITO薄膜 1.4×10-4 35 1.3×1021 

 

 ITO薄膜に銀を析出させた時のFE-SEM 像を図 5 に示す。平坦な ITO薄膜に析出

させた場合、銀は電極を埋め尽くすように析出している様子が確認できた。一方、粗

面の ITO薄膜に析出させた場合、粗面の ITO薄膜を形成する ITO 結晶の谷間に析出

していることが明らかとなった。 

  
         (a)平坦面          (b)粗面 

図 5 銀を析出させた ITO薄膜表面のFE-SEM 像 
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 図 6 に粗面の ITO薄膜に析出した銀粒子の粒度分布を、図 7 に作製した EC素子の

透過率および反射率をそれぞれ示す。平坦な ITO薄膜に－の端子を、粗面の ITO薄

膜に＋の端子を接続し、電極に±2.5 V を印加した時の透過率および反射率を測定し

た。 

 電圧を印加しない(0 V)場合、500 nm 付近では透過率は 40%と低い値を示してい

るが、長波長になるにつれて値が大きくなり、700 nm 付近では 80%を超える値を示

した。EC 素子用電解液に関して TBABr のみを除いて調製すると溶液は白濁し、塩

化銅のみを除いて調製すると溶液は透明となった。このことから短波長側における透

過率の低減はTBABr と塩化銅が混ざることにより何かしらの錯体を形成し、光を吸

収しているのではないかと推定される。 

 ＋2.5 V 印加時の反射率は 700 nm 付近では 100%に近い値を示していた。これは

銀鏡が形成されることによる光の反射であると推測される。－2.5 V 印加した場合は

可視光透過率(380～780 nm)がほぼ 0%で、反射率も約 10%であることから黒面が形

成されていることが考えられる。－2.5 V 印加では粗面の ITO薄膜に銀粒子が析出し

ている状態である。この場合の銀粒子は可視光の波長よりはるかに小さく、またその

大きさも 20～120 nmと不均一である。銀の微粒子はその粒径によってプラズモンの

吸収ピークが変化することが知られている。粗面の ITO 薄膜に析出した銀粒子は 10

～100 nm大の粒子が存在していることから、可視光波長を全て吸収し、黒色を呈し

ていると考えられる。 

    
 図 6 粗面の ITO 薄膜に析出した    図 7 EC 素子の透過率および反射率 

      銀の粒度分布 
 

７．結果、まとめ 

 本発表ではスプレーCVD 法により平坦面および粗面を有する ITO薄膜を堆積し、

これらを用いてEC 素子を作製する研究について紹介した。作製したEC 素子は電圧

の印加によって銀の析出の仕方に変化が見られ、平坦な ITO 薄膜に析出した場合は

鏡になり、粗面の ITO薄膜に析出した場合は黒面となったことから、EC 素子の作製

に成功したと言える。 
 

参考文献 

[1] K.Kobayashi, S.Araki, K.Nakamura, N.Kobayashi, Proc. IDW ’11, pp.395-398. 

[2] R. Onodera, Y. Seki, S. Seki, K. Yamada, Y. Sawada, T. Uchida, Proc. IDW/AD ’12, EPp-16L. 

[3] R. Onodera, Y. Seki, S. Seki, K. Yamada, Y. Sawada, T. Uchida, Appl. Phys. Express, 6 (2013) 

026503-1/3. 
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化学実験における動画を用いた新しい指導手法の試み 

山岡 靖明 

仙台高等専門学校 名取キャンパス 教育研究技術支援室 

 

 

１．背景 

 本校では今年度から時間割が改変され、報告者らが学生実験を担当している「化学

Ⅰ」（本科1年一般科目）および「化学Ⅱ」（本科2年一般科目）の授業については、1

週当たり110分から90分に減った。 

 この授業ではそれぞれ年間3回程度の実験を行っているが、学生が手を動かす時間を

確保するため、実験操作の指導に割く時間を短縮する必要がでてきた。  

 

２．問題点 

 学生実験では「どのような結果が得られるか」ということよりも「正しい操作で安

全に実験を行えるか」ということに主眼を置いて授業を進めている。これまでは実験

操作の説明を演示とホワイトボード上のイラストで行ってきたが、説明の時間を短縮

するために動画を用いて説明することとした。 

 指導書に付属しているDVD１）にも学生実験で行っているテーマの実験の動画が収録

されているが、注意点が網羅されていないこと、誤った実験操作で進めている箇所が

あることといった、いくつかの問題点が確認された。そのため、独自に制作した動画

で実験操作の説明をすることとした。 

 

３．撮影方法 

 撮影は化学実験室にて実施した。撮影機材は、カメラと三脚のみである。動画が実

験者の視点で見えるように、カメラの配置を調整した。（図１参照） 

 撮影する範囲については試薬を量り取る、試験管に移す、といった操作も省略せず

すべての手順を撮影した後、Windowsムービーメーカーを用い、字幕の挿入と単調な操

作を早送りにするといった編集を行った。 

 制作した動画は実験を行う授業時間の中で学生に見せ、注意点を強調しながら実験

操作の説明をした。（図２参照） 
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   図１：撮影時の機材等の配置      図２；動画を用いた説明の授業風景 

 

４．得られた効果 

 説明時間を短縮したことにより、学生が手を動かす時間を減らさずに実験を授業時

間内に終えることができた。特に試薬の計量や器具の洗浄といった基本的な部分の注

意事項の確認を短時間に済ませられたことで説明の時間を大幅に削減できた。 

 また、失敗例を盛り込むことによって、必要に応じて一時停止をして該当する箇所

に注目させながら、危険な点、失敗をしやすい点を理解させることができた。 

 

５．今後の展望 

 今年度は動画制作を始めたばかりで完成した動画には稚拙な点も多々あったため、

例えば、場面の切り替わりわかりやすくする、字幕の表示時間を調整するなどして、

ブラッシュアップを重ねていきたい。 

 また、実験テーマの動画の他にも、器具や試薬の基本的な取り扱い方や危険予知の

動画も制作し、それらの動画ライブラリーを作ることにより、学生たちの予習に役立

てられるようにしたいと考えている。 

 

 

参考文献 

１）東京書籍「化学基礎 指導資料」指導用DVD-ROM（2012） 
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高専低学年に向けた 

複合的な学習を目指した教材作成 
  （仙台高専 教育研究技術支援室 1，専攻科２） 

○田中ゆみ 1・本郷 哲２ 

 

キーワード：高専学生，複合的学習，学習教材，エンジニアリングデザイン 

 

１．はじめに 
 高専の各校には機械系，電気系，材料系，建築
系，情報系等の幅広い分野の学科が設置されてい
る。そのため，創造性教育 1)においては高度化・
多様化した複合課題に対応できる技術者養成に
最適な環境である。仙台高専名取キャンパスでは，
授業科目「創造実習」「専攻実験」「創造工学演習」
等で実践されてきている。 

ここで，これらの科目の実施方法・時期に着目し
てみると(平成 26 年度参照)，(1)創造実習：複数
分野の基礎的な融合テーマを学科混成グループ
で手掛ける(本科 2 年前期)，(2)専攻実験：関連学
科の体験的実験テーマにグループで取組む(専攻
科 1 年通年)，(3)創造工学演習：各学科の専門性
を持ち寄りグループで問題解決にあたる(専攻科
1 年後期)となっている。(1)と(2)(3)の間にレベル
としても期間としても開きがあると考えられ，こ
こに次ステップと成りうる科目があるとなお望
ましいと考えられる。 

２．目的 
本報告では，１．で述べた次ステップを担う科

目を想定した教材開発の構想を述べる。具体的に
は「複数の分野の技術が用いられた“ものづく
り”」教材とする。この教材での複合的な学習体
験から，今後，前述１．の(2)(3)のような課題に
取組む際，自分自身が学んだ分野の知識技術がど
う活かせるか・他分野の技術はどんなものが必要
そうか・協同して活動する際お互いのバックグラ
ウンドはどうであるか等が考慮できる，エンジニ
アリング能力向上のための支援を担うことを目
的とする。対象は本科 2，3 年生程度とする。 

３．複合的学習のための教材構想 

本教材は本校の体験教室 2)にて実績のある「簡
易エレキギター」を基本とし，機械・電気・情報
分野の単元を複合的に学習できるものとする。 

３．１．機械分野の学習単元(3DCAD作図) 

機械分野の学習単元は，簡易なパーツの 3D プ
リンタによる生成のための作図(図 1)とする。作
図は SketchUp にて行わせ，平面図を描きそこか
ら掃引体を作成する等の 3DCAD のごく基本的
な作図技能を習得する。また，”ものの機能”を
実現させる筐体設計や，作成パーツの役割(演奏
のし易さ，安定性等)，および 3D プリンタで用
いるレジン液の性質等を理解できるものとする。 

３．２．電気分野の学習単元(電磁誘導) 

電気分野の学習単元は，電磁誘導の原理を理解

するためのピックアップ(図 2)製作とする。製作
時には，かなりの巻き数が要されるので，前述３．
の体験教室で製作実績のある電動ミシン踏みに
よるコイル巻きとする。また，エレキギターの要
であるピックアップの役割を理解し，コイルの巻
き数や太さにより低高音の響きが変わることや，
補足として音階を決めるフレット位置の求め方
まで理解できるものとする。 

３．３．情報分野の学習単元(プログラミング) 

情報分野の学習単元は，簡易ギターの音色に変
化を与える簡易エフェクタソフト作成とする。作
成にはノート端末上で processing 言語を使用し，
プログラミングの変数や配列，制御構文(if/for
等)といった基礎文法を習得する。また，エフェ
クトに搭載するエコーやビブラート等の原理を
理解できるものとする。 
４．おわりに 
現在は配布パーツも含めた筐体について改良

を重ねながら考案中である。テキストも含めた各
学習単元の制作が完了し次第，対象学年の 2，3

年生に本教材での学習試行をお願いし，観察・ア
ンケート結果からフィードバックを行い，改善し
ていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1．簡易パーツ(手前が該当)  図 2．ピックアップ 
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