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化学工業日報

“有機/無機半導体ナノ界面制御”
のテーマが紹介されました

1998年8月10日



星野勝義、久保恵子（アナウンサー）

『NHK教育テレビ スクール五輪の書
科学の巻 発想ミュージアム （コ
ピー機 ～一瞬の丸写し～』

千代田放送会館, 1999年9月27日

NHK教育テレビ

“静電気とコピー”に関す
る講義をしました

http://www4.big.or.jp/~ikkan/IKKAN/GORIN/MUSEUM1999.html



 

英国一般新聞
Guardian

“有機/無機半導体接合を用いた新規空中窒素固定”
のテーマが紹介されました

http//www.guardianunlimited.co.uk/

spacedocumentary/story/0,2763,34

9715,00.html

2000年8月3日



 

英国科学雑誌
Nature Web

“有機/無機半導体接合を用いた新規空中窒素固定”
のテーマが紹介されました

http://helix.nature.com/nsu/000720/000720-7.html

2000年7月19日



 

アメリカ化学会
Chemical & Engineering News

“有機/無機半導体接合を用いた新規空中窒素固定”
のテーマが紹介されました

2000年7月17日



Angewandte Chemie International Edition

Press-Releases

Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39 (14), 2509 - 2512
No. 14/2000

Needles of Nitrogen

A new method

of nitrogen fixation
Our air consists of 78% nitrogen. Despite this abundance, nitrogen from the air can’t be used just like that. Even plants have to get 

necessary nitrogen compounds from the soil, or depend on the farmer to turn up with some liquid manure or artificial fertilizer.

On a large scale, nitrogen is usually bound into ammonia by the Haber-Bosch process. Most of the ammonia is then converted to fertilizers; 

the rest is used by the chemical industry as a starting material for nitrogen-containing products.

The Haber-Bosch process is expensive, because it requires very high pressures and temperatures. However, a Japanese research group 

working with Katsuyoshi Hoshino has developed a new, distinctly unconventional method of nitrogen fixation that works under mild

conditions - room temperature and atmospheric pressure. A titanium electrode is electrochemically coated with a layer of titanium dioxide, 

onto which is then deposited a further layer of electrically conductive polymer. The layers are infused with perchlorate ions. This array of 

layers is then set out in a moist nitrogen atmosphere and irradiated with white light. The astonishing result: depending on the strength of 

the irradiation, needle-shaped crystals grow out of the polymer matrix after a few days or weeks. The needles were identified as

ammonium perchlorate, a nitrogen compound already known as a rocket propellant.

"The mechanism of needle formation and nitrogen fixation is not yet understood in detail," explains Hoshino. This much seems clear: the 

light produces a charge at the interface between the titanium dioxide and polymer layers, which makes possible the reaction of nitrogen 

with adsorbed water to form ammonia. At the same time hydrogen ions are formed, which react with perchlorate ions from the polymer 

matrix to form perchloric acid. An acid-base reaction between the perchloric acid and ammonia results in a salt - the observed ammonium 

perchlorate needles.

"The current process of nitrogen fixation requires harsh conditions. Our mild method could develop into an interesting alternative," 

Hoshino says optimistically.

ドイツ化学会
Angewandte Chemie Press-Releases
“有機/無機半導体接合を用いた新規空中窒素固定”

のテーマが紹介されました

http//www.wiley-vch.de/vch/journals/2002/press/index.html



David Bradley

A flash fix for nitrogen
A flash of light on a plastic plate turns nitrogen from the air into solid rocket fuel, according to Japanese scientists. The discovery could 

lead to a new way of making nitrogen-containing compounds.

While the Haber-Bosch process for ammonia production is not expensive and, despite its high temperatures and pressures, is very safe, 

nature clearly does things very differently and chemists have been curious to find alternatives for many years.

Nature, of course, beat the chemists to nitrogen fixation aeons ago. Leguminous plants such as clover evolved in parallel with legions of 

bacteria that live in their root nodules. These microbes do the job of a whole chemical plant with little more than a selection of enzymes 

and metal ions and operate at everyday temperatures and atmospheric pressure.

An accidental discovery by Katsuyoshi Hoshino and his team at Chiba University may have taken chemists a step closer to an alternative 

nitrogen fixation method without having to copy nature or use high temperatures and pressures. 

One of Hoshino's students was working on the electrical properties of composite plastic materials containing titanium dioxide and 

perchlorate. He had left a sample on a bench at the back of the lab by mistake and forgotten about it. "One day I happened to find the 

sample and realised its surface glittered slightly," explains Hoshino, "so I asked my student to do a chemical analysis, which showed the 

glitter was due to ammonium perchlorate crystals, solid rocket fuel!" 

The nitrogen could only have come from the air but how did it get fixed into the crystals? The team prepared a new sample by coating a 

titanium plate with a layer of titanium dioxide, or titania, familiar as the whiter than white pigment in household paints. They then covered 

this with a layer of electrically conducting polymer. Reactive "perchlorate" ions were then infused into this coating. The plate was sealed 

in a box moist nitrogen fed in. 

Nothing happened at first but when they suddenly realised that the reaction had been driven by the overhead fluorescent light, which is 

left on twenty-four hours a day, they gave the plate a blast of light and sure enough glittering crystals began to form. 

"We are not sure exactly how the nitrogen needles form," explains Hoshino, "but we believe the light produces a charge at the interface 

between the titanium dioxide and polymer layers, which allows the nitrogen to react with the moisture to form ammonia." Simultaneously, 

hydrogen ions are produced, which react with the perchlorate ions making perchloric acid. The perchloric acid then neutralises the alkali 

ammonia forming crystals of ammonium perchlorate salt. The longer they exposed the plate to light the bigger the needles got.

"The current process of nitrogen fixation requires harsh conditions," explains Hoshino, "our mild method could develop into an interesting 

alternative." This, he adds, is the first time a solid material has been produced synthetically using nitrogen fixation. 

Reference:

Angew. Chem. Int. Ed., 2000, 39, 2509.

Katsuyoshi 
Hoshino

Chemistry WebMagazine
“有機/無機半導体接合を用いた新規空中窒素固定”

のテーマが紹介されました

http://www.acdlabs.com/webzine/10/10_4.html

http://www.wiley-vch.de/home/angewandte/index.html


日刊工業新聞
“ナノワイヤーの新規大量合成法”
のテーマが紹介されました

2005年10月25日



日刊工業新聞 2005年12月8日

日刊工業新聞
“研究室”

が紹介されました



星野勝義、室山哲也（NHK解説委員）、中山エミリ（タレント）
『NHK教育テレビ 科学大好き土曜塾
どうして静電気は冬におきるの？』
東京渋谷NHKスタジオ, ２００５年１１月２６日収録、１２月１０日放送

NHK教育テレビ

“静電気とコピー”に関す
る講義をしました



朝日新聞社： 2006年1月29日発行

朝日新聞社発行の
子供向け科学雑誌
「かがくる」（小柴昌
俊総監修）2006年
45巻において、静電
気現象の解説記事
執筆に協力しました



化学工業日報
“有機無色透明導電材料”
のテーマが紹介されました

化学工業日報 2007年5月7日



チバテレビニュース

“有機無色透明導電材料”のテーマが紹介されました

『チバテレビ ９時のニュース』“革新的な有機無色透明導電材料の開発”
星野 勝義
2008年4月11日



千葉日報
“有機無色透明導電材料”
のテーマが紹介されました

千葉日報 2008年4月12日



日本経済新聞
“有機無色透明導電材料”
のテーマが紹介されました

千葉日報 2008年4月12日



17

日本経済新聞
2010年3月27日版



テレビ朝日

“静電気”に関する話をし
ました

羽鳥 慎一 、赤江 珠緒 、石原良純
『テレビ朝日 モーニングバード アカデミヨシズミ・・・星野研究室提唱の静電気の発生メカニズム』
研究室にて収録, ２０１１年１１月７日収録、１１月１４日放送



テレビ朝日： 知っとく！なっ得！毎週日曜午後5:55～

2012年1月22日放映（星野監修）
☆☆☆☆☆
なぜ冬になると、セーターをぬぐとき、パチパチするの？
出演：カンニング竹山氏

テレビ朝日

“静電気”に関する番組監修
を行いました

http://www.tv-asahi.co.jp/shittoku/index.html


日本テレビ

“静電気”に関する話をしました

所ジョージ、ユージ、佐藤良子
『日本テレビ 所さんの目がテン』
研究室にて収録, ２０１２年１１月５日
収録、１２月２２日放送

ＢＳジャパン
地球・アステク
2013年1月17日（木）夜10:00〜10:30放映
出演：伊藤洋一氏、蒼 あんな・れいなさん

BSジャパンテレビ

“空中窒素固定”の紹介をしました

http://www.ntv.co.jp/megaten/right.html
http://www.ntv.co.jp/megaten/right.html


２０１３年１１月１０日（日）１６：００～１７：３０に、関西テレビで放送された特別番組
「ひつじオオカミ」において（http://www.ktv.jp/hitsujiookami/index.html）、静電気現象
及び静電気予防に関する内容をわかりやすく解説した。

関西テレビ

“静電気”に関する取材協力
を行いました



日刊工業新聞（第1面）
“金色調有機膜の開発”
のテーマが紹介されました

「週アスPLUS」(週刊アスキーの
ウェブ媒体)

“金色調有機膜の開発”
のテーマが紹介されました

日刊工業新聞2014年3月26日 週刊アスキープラス2014年4月9日



塗料報知 2014年4月27日

塗料報知新聞（第1面トップ）
“金色調有機膜の開発”
のテーマが紹介されました



２０１５年２月２日（月）１８：３０～に、フジテレビ系列福島テレビで放送された「FTV

スーパーニュース」において、静電気現象・静電気対策をわかりやすく解説しました。取材は
番組内の電話インタビューの形で行われました。

福島テレビ

“静電気”に関する取材協力
を行いました



２０１６年２月３日（水）１６：００～１６：５２に、テレビ東京で放送された番組「L4You!」において、静電気現
象をわかりやすく解説しました。研究室で行った実験のロケの様子がおおよそ10分間放映されました。

テレビ東京

“静電気”に関する取材協力を行いました


