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報 文

炎光分光分析法に よる極微量ナ トリウムの 定量

本間　中八郎 ，　川 島　 泉＊

（聖976 年 10 月 22 日 受理 ）

　本報告 は ， サ ブ ナ ノ グ ラ ム オ ーダ ーの ナ ト リ ウ ム を定量す る た め に ， 炎 光 分 析 法 に よ り，感度向上 を

中心 に 検討 し た も の で あ る．こ の た め ， 機 器 を 改良 し て か ら 分析条件 を決 定 し た ．こ れ と 並行 し て ，分

析操作 中に ま ぎれ 込 む じ ん あ い 中の ナ ト リウ 厶 を除去 す るた め に ， 測 定 系 を ク リーソ ル
ーム 内へ入 れ て

測定 した ．更 に ， 燃焼室 の 空 気 を ク リーン ル
ーム 内に 設置し た ク リー

ソ ベ ン チ か ら導入 す る こ と に よ り

大幅 に ノ イ ズ と な るバ
ッ ク グ ラ ウ ン ドを 低 減 さ せ た．そ の 結果 ，

0〜 lppb の 低 濃度 に お け る ナ ト リウ

ム の 検量線 を 作成 す る こ と が で き ， 装置 だ け の 検出限界 と し て ，
3ppt と い う値 を 得 た ．又 ， 実質 的 な

検 出 限 界 は
，

ベ ース と な る 水 及 び 薬 品 中 に 含 ま れ る ナ ト リ ウ ム の 量 に 左 右 され る の で ， ナ ト リ ウ ム の 分

析 の ベ ース とな る水 を可能 な 限 り精製 し て，分析操作上 の パ
ッ ク グ ラ ウ ン ドを 低滅 させ た．こ の 高純度

水 は ， 測 定 途 上 入 り込 む 汚染 ナ ト リ ウ ム の 量 を 含 め て も ， ナ ト リウ ム 濃度 で 0 ．06ppb とい う値 で あ っ

た．

1 緒 言

　半導体部品 の 製造工 程中1）2） に 入 り込む Na ＋
の 汚染

源を突き止 め る乎段と して ， サ ブ ナ ノ グ ラ ム オーダーの

ナ ト リウ ム を 定量する 必要 が あ っ た．極微量ナ トリウ ム

の分析法 と して は ， 放射化分析法
S｝， 質量分析法，原子

吸光法， 炎光分析法が考え られ る が ， 従来 の 方法で は ，

感度 ， 精度 ， 工程チ ェ ッ クの 容易さ ， 迅速性が 不十分で

あ る．そ こ で ， 比較的取 り扱 い が簡便で 感度 ， 精度の 良

い 炎光分析法4）5）を 改善す れ ば この 要求 に 沿 え る と考え ，

特に 感度 を良 くす る こ とに 重点をおき検討を行 っ た ，そ

の 中で ， 機器の 改良， 測定法の 検討，実験室，燃焼室 の

無 じん 化 を行 い ， 大幅 に SIN を向上 させ た・その 結果 ，

3　ppt と い う検出限界を得た の で報告す る．

2 分析の 準備

　2・1 分 析装置

　 分 析装置 は ， 島津製作所製 の MAF 形原子吸光 フ v 一

ム 分光光度計 を ナ ト リウ ム の 炎光分析専用 に 改良 した も

の で あ る．木 装置 は ，主 に ア セ チ レ ン ー酸素炎用 の 予 混

合 ガ ス バ ーナ ーと ， 主 に 水素
一
酸素炎用 の 全噴霧式 ガ ス

バ ・・’ナ ー
の ど ち ら も使用 で き る．ナ ト リウ ム の ス ベ ク ト

ル 波長 の と こ ろ で 感度 が 高 くな る よ う分光 器 の ブ レ ーズ

＊
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波長 が 500nm の も の を 使用 し た．装 置の 感度向上 に は ，

バ ーナ ー
， 光 学 系 ， 電 気 系 な ど 全 体 の s／N を改善 し な

け れ ば な ら な い が ， 電気系 の ノ イ ズ の 内光電子増倍管 に

よ る も の が か な り 大 き く，
SIN の 劣化 の 原 因 と な う て

い る・従 っ て ， 光 電 子 増倍 管 の 暗電 流 を 減少 さ せ る た め

に ， 電 子 冷凍装置 に よ り 一25° C に ま で 冷却 した．

　2・ 2 実験般備

　空気中の 浮遊 じん あ い は，数％前後 の ナ ト リウ ム を含

有す るの で，ナ トリウ厶 の 極微量分析を行 うに は ， 汚染

源 とな る じん あ い を十分 に除去 した部屋 に お い て 化学操

作や測定をす る の で なけれ ば分析感度 を向上 さ せ て も意

味が な い ．従 っ て ， 分析操作過程で の ナ ト リウ ム の 汚染

を極力防止す る た め 分析操作及 び 測定は，すべ て ク リー

ン ル
ーム 内で行 っ た． ク リーン ル ーム は ， 約 】3 皿

2
の

ス ペ ース に，じん あ い に対す る ろ過効率 80％ （O．5ivmdi

以 上 の 粒径に 対 して ）， 空気取 り入 れ 能力 10mS ／min を

持 つ セ ル ロ
ース エ ア フ ィ ル タ ー

を 5個取 り付けた・そ の

中に 化学操作用 の ク リーン ベ ン チ を取 り付け た．ク リ
ー

ン ベ ン チ 内の 空気 は，ク リーン ベ ン チ 自体の空気ろ過装

置 に よ り， ク リ叶 ン ル ーム 内 よ り更 に 清浄に な っ て お り，

こ の 空気を燃焼室内部 へ 導入する こ とに よ り， 後述す る

よ うに SIN 改善 に 役立 っ た・排気 は ， ク リーン ベ ン チ

と炎光装置の バ ーナ ー部の 上 に付けた フ
ードと をつ な い

だ排気管に よ っ て ク リーン ル ーム の 外へ 導い て化学実験
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室 の ダ ク トに 接続 した．又 ， 極微量物質を分析す る ため

に は ， 溶媒 とな る 水が高純度 で なければな らな い ．この

高純度水 は ， イ オ ン 交換水 を ク リーン ル ーム へ 配管する

よ うに して ， そ の 中で ス テ ン レ ス 製の 多段蒸留器 で 蒸 留

し て精製 した ．

3　分析条件の 検討

　 こ こ で は ナ トリウム の みを対象と した極微量分析法 の

確立が目的 で あ る か ら感度の 向上 を第
一

義的 に 考え ， そ

の 他は第 二 義的 に 取 り扱うこ とに し た ・分析 の 感度向上

とは ， 結局目的 とする 元素か らの 信号強度一信号 （S ）

と信号を妨害する原因一ノ イ ズ （N ）との 比 ， すな わ ち ，

S／N を大 き くす る こ と に 帰着す る ． 化学分析に おける

SIN は ， 分析機器 よ り生ず る ノ イ ズ と 操作過程な どに

お け る汚染 （ノ イ ズ ） の 程度に 左右され る・従 っ て ， ま

ず ， 機器 の S！N を最良の状態に した 後 に 操作過程で の

汚染の 問題を解決する の が順序で あ る・こ こ で ， ノ イ ズ

に つ い て 定義 して お く．理 想的 に は ， ナ トリ ウ ム を 全 く

含ま ない 試料溶液 を用 い た と きの ナ トリウ ム ス ペ ク トル

線位置で の バ ッ ク グ ラ ウ ン ドの ゆ らぎの 幅で ノ イ ズ を 規

定す るの が良 い が ， こ の よ うな試料溶液及 び 環境を作 る

こ とは困難で あ る か ら， 実際的な方法と 』て ， 分光器 の

波長を少 しず らした と こ ろ の ゆ らぎの 幅で 定義す る．

　3・1 機器の s／N 向上対策

　3 ・1。1 電 気系の s／N 　 電気 系の ノ イ ズ の 大半は受

光部 （光電子増倍管） の 暗電流 に よ る もの と考え ら れ る

の で こ れ を減少させ る 対策 と して ， 光電子 増倍管の 周囲

を冷却する こ と に した・Fig・1 がそ の 結果 で あ る．冷却

を行うと信号に関 して は ほ とん ど影響 しな い が ，
ノ
’
イ ズ

に つ い て は効 果が あ る． しか も Fig・1 は ノ イ ズ の 大部

分 が 電気系か ら の もの で あ る こ と を示 し て お り， 冷却効

果は顕著で あ る・燃焼 系を 最良状態に した と きは 光電子

増倍管を冷却する こ とに よ っ て ，機器全体の ノ イ ズ を冷

却 しな い場合の 1／3〜1／4 に 減少 させ る こ とが で き ， 検

出限界の 向上 に 役立 っ た．

　3 。1・2　燃焼系の s／N 　　燃焼系の 良否も S〆N に 大

きく影響す る の で，バ ーナーと燃料 の 組 み 合わ せ を互 い

に変えて 実験 し ，
SIN の 最良の 組み 合わせ を 求め た．

バ ーナ
ー

に は ， 予混合型と全噴霧型 ， 燃料に は ， ア セ チ

レ ン ー酸素と 水素
一
酸素を選ん だ．そ して ， （夏 ）予混合

型 とア セ チ レ ン
ー酸素系， （il）予混合型 と水素

一
酸素系 ，

（丗）全噴霧型 と水素
一
酸素系に っ い て検討 した ・各組 み

合わせ の 比較は ， それぞれ ， そ の 方法に最も良 い 条件で

行 う必要がある．そ こ で ，
ス リッ ト幅 ，

バ ーナ ー高さ ，
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燃焼 ガ ス の 流量 （圧 力）に つ い て ， 燃焼系 とし て の SIN

が最 も良い 条件を検討 した ・バ ーナ ー
の 高さは ， 炎の中

央部分を受光す る よ うな 位置 （4cm ）が 最適 で あ っ た・

ガス 混合比 ， ガ ス 流量 （圧 力） に つ い て は ， 正 常炎 で か

つ
， 炎光強度 が 最大 に な る 条件 で 測定 し た・

　次 に ， 燃焼系を上記 の 条件 に 固定して お きス リ・ソト幅

に つ い て検討 した， ス リ ッ ト幅は ，s／N の 外に ， 分解

能と関係 があ るの で ， 波長 （588 ・3〜590・1）nm の 間の

妨害線を調 べ た が ， 試料か ら想定され る共存元素 の 妨害

線 は な い こ とが分か っ た．

　各燃 焼 系 （i），（ii），（丗） に つ い て s／N とス リ…

ト幅との 関係を示 したの が Fig．2 で あ る，（i）の 予混

合型 と ア セ チ レ ン
ー酸素系で は， ス リッ ト幅 0〜 100　wm

ぐらい で は電気的 ノ イ ズ が大部分 で あ るが ，
200　pm 以

上 に な る とパ ッ ク グ ラ ウ ン ドの 上昇 ， 炎 の ゆ らぎな どが

大 きくな り，
s1N と して 悪 くな っ て い る． ス リ ッ ト幅

165pm の と き最高値を示 した ．（ii）の 予混合型 と水素
一

酸素系で は ， 信号は 弱い が ノ イ ズ もか な り弱 く な っ て お

り， 水素一酸素炎が安定して い る こ とが分か る．ス リ・・ ト

幅 500
μ
m の と き最高値を 示 した・（lii） の 全噴霧型 と水

素一酸素系で は ，
ス リ ッ ト幅と信号とが比例関係 に あ る ．

ス リ ッ トを 大幅に広げ て も直線性 が 良 く， 飽和状態に な

らない の は ， ス リ ッ ト幅を広げ る に 従 っ て 分解能が悪く

な り，
2本 の ナ ト リウ ム の 輝線，589．Onm と 589 ・6nm

を同時 に 測 る こ とに な る か らで あ る．

　又 ，
ノ イ ズ に 関して は ， 炎が安定 して い て ， ゆらぎが

非常に 少な い た め ，
ス リ ッ トを全開 した と きが 最も高い

S／N 値を示 した，
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　3・4　じんあいの影響

　2・2項 で 述 べ た と お り，浮遊 じ ん あい は ナ トリウ ム を

含ん で お り，こ れ が 炎光分析燃焼 系 に 取 り込 ま れ る と，

著 しい 誤差を 引き起こす・ Fig・3 （2） に そ の 実例を示

す．F三g・3 は ク リー
ン ル

ーム 内 で，高純度水 に つ い て 試

験 した もの で あ る．時折高 い ピークを示すが ， これ は ，

か な り大 きな じ ん あ い が炎の 中に 飛び込むた め で あ り，

肉眼 で も明らか に ナ トリウ ム の 輝 き を認 め る こ とが で き

た．こ の ピークが連続すれば バ ッ ク グラウ ン ドが 高くな

り， 検出限界は 悪化す る．又 ，
Fig・3 （1）は 更 に じん あ

い の 影響を少な くするた め に ， 燃焼室 の 空気を ク リーン

ドラ フ トか ら導 入 して得た ス ペ ク トル 強度で ある・Fig・

3 （り は ， じん あい の 影響が大幅に少な くな っ て い る こ

とが分か る．Fig．3 （2）で は ， 細 か い じん あ い が 影響し

て ， 見掛け上高 い 信号を示 して い たもの で あ り，
Fig・3

（1） と の 差 は ， じん あい に よ る も の で あ る．こ の ように

　3・2　分析最良条件の決定

　今ま で 述べ て きた 各組み合わせ に つ い て 総合比 較しな

が ら，
SIN が最大 に な る 組み合わ せ を選定 した．実験

結果 は，約 0・2ppb ナ ト リウ ム 濃度 の もの で・ 予混合

型 とア セ チ レ ン
ー
酸素系の S／N は 30， 予混合型 と水素一

酸素系 の s1N は 10
， 全噴霧型 と水素一酸素 系 の s／N

は 100 で あ っ た ． 全噴霧型 と 水 素一酸素系が 最も良 い

s／N を 示 した． こ の こ とを ノ イ ズ の 面 か ら 考え て み る

と，ア セ チ レ ン
ー
酸素炎 は OH ，

　 CH
，
　 Gt な どの分子 ス

ペ ク トル が （200〜 600）nm に か け て 多 く現 れ ， 全体 の

パ ッ ク グ ラ ウ ン ドを上げ る た め ノ イ ズ とな る変動を大 き

く し て い る も の と 思わ れ る．一方 ， 水素一酸素炎は，ゆ

ら ぎもな く分子 ス ペ ク トル も少な い ．従 っ て ， 炎が 安定

して お りバ ッ ク グ ラ ウ ン ドも少な い ．又 ， 信号の 面か ら

考えると
一

般 に ， ナ トリウム の よ うな イ オ ン 化電圧 の 低

い 元素は ， 高温 フ レ ーム 中で イ オ ン 化反応が起 こ り，中

性原子 の数が減少す る た め ， ス ペ ク トル 線 の 強度 は 低下

す る． こ の よ うに 考え る と ア セ チ レ ン
ー酸素の よ うな高

温 フ レ ーム よ り， 水素一酸素の よ うな 低温 フ レ ーム の ほ

うが有利で あ るか ら，
S／N の 向上に 対 して水素酸 素炎

が良い 結果を与え た もの と考え られ る．以後の実験 で は

全 噴霧型 と水素
一
酸素炎系 を 使用 した．
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　　　　（【）MeasUl ¢ d　in　c ］ean 　bench 　atmo 叩
here ； （2）Mcay

　 　 　 　 urcd 　in　dcan　匚
・
oom ；　　 （a），　（c）　BackgrOUtiCl｝　　 （b），

　 　 　 　 （d）　E 匸nissiun 　inLcnsity；　 （e）　Nois，e

Table 　 lParticle 　 numbers 　 of 　dust　in　 variQ 鵬

atmospheres 〔numbcr 　of 　parcicles／互）

Diametcrof
　dUSt

　 　 　 　 　 Atm 。 sphere
− −

Chemical 　　　　　　 C竃ean 　　　　 Ck 旦 n 　bonc卜

laboratory　　　　　 room 　　　 洫 clean 　 room

　3・3　有機溶媒添加の検討

　有機溶媒の うち ，
メ タ ノ ール ，

エ タ ノ ー
ル ， ア セ トン

に つ い て 実験した と こ ろ ， 信号は同程度 か 若干増加する

が ， それ に も増 して ノ イ ズ が 増加 し て ，
SIN の 改善は

認め られ なか っ た．
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ク リーン ドラ フ トか らの 空気 の 導入 に よ り， 大幅に s／N

を 改善す る こ とが で きた ・なお ， 参考まで に，種 々 の

実験場所 に お け る じ ん あ い の数 に つ い て 測定 した 値を

Table　1 に 示す．

4　検量線の 作成

　高純度水中の ナ ト リ ウ ム の 濃度を 0 と仮定 して ， こ の

水をベ ー
ス に 既知濃度 ナ ト リウ ム を添加 し， ナ ト リウ ム

0〜1　ppb 濃度の 溶液を作 り， 検量線を作成 した ・ こ れ

を Fig・4 の 破線 で 示す． しか し，こ の 検量線 は ， 厳密

に は ， 高純度水 に 最初か ら含まれ て い るナ トリウ ム の 分

だ け高い 値 とな っ て い る．高純度水中の ナ トリウ ム の 量

は ， 検量線を延長 して 濃度軸と交わ る と こ ろ の 値 （符号

は ＋ とする）よ り少な い ．それ は，Fig・3 （1） で の 高

純度水 の ナ ト リウ ム の 輝線 の 強度 は ， 高純度水 中に 含ま

れ る ナ ト リウ 厶 と燃焼に 伴 っ て ま ぎれ 込 む じん あい 中の

ナ トリウ ム の 和だ か らで ある．しか し， それ ぞ れ の 値を

分離して 検量線に 表す こ と は困難なの で，今回 は こ れを

含め て表すこ とに し ，
Fig・4 の実線で 定量す る こ とに し

た ．

ロ

コ

暫
祠」凵旧
』
」司V

首
目
B
・

；
。固
超
日
国

0．1　 0　　　　　0．2　　　　0．4　　　　0、6　　　　0．8　　　　1．0
0、06Concentration

　 of 　Na，　 ppb

Fjg．4　Calibratien　curves 　of 　sodium 　in　ultra 　pure
　 　 　 water

（DBy 山 e　 mcthod 　o 「 st：tndard 　 additi り n ； （2）S面 三u11 匹

a ⊂】ueous 　Standard

5 検 出 限 界

　Fig．3 （1）を模形的 に 書 き，
　 Fig・4 の 値を 入れ て表 し

た の が Fig・5 で あ る・Fig・5 よ り， 理 想的な場合の 検

出限界を求め て みる．Fig・5 で ナ トリウ ム o．1且ppb の

信号に相当する高さが 15 目盛 で あ り，
ノ イ ズ に 相当す

≧

蕊，
O

の

F鱈．　5　Schematic　illustration　 of 　 noise 　 and 　 signal

　 　 　 　（a ）　Ftuctuations　of 　background ；　　（b）　Ba匸kground ；

　 　 　 　（c ）Emissien　spectru 叫 （d）Sisna1

る バ ッ ク グ ラ ウ ン ドの 変動分の 高さが 0．2 目盛 で ある・

そ こで ， 単純に ノ イ ズ の幅に相当す る ナ ト リ ウ ム の 濃度

を計算す る と 2　ppt となる．こ の 値 か ら 2σ 値を推定す

る と 3ppt に相当す る もの で あ り， 十分検出 で き る と こ

ろ な の で ， 本法に お け る装置だ けの 検出限界を 3ppt と

定 め た．又 ， 検出限界を 絶対量で 表すと 次の よ うに な

る．分析所要時間は ， （CO〜 60）s で そ の 間 の 溶 液の 使

用量は （3〜5）ml な の で ， 実質的な絶対量は ，
15　pico

gram 程度で あ る．

　　　　　　　　 6 結　　 語

　以上 ，

一連の 実験 に よ っ て ，こ の 改良装置の 感度あ る

い は S／N は 非常 に 優れ て お り，そ の 検出限界 は 当所 に

お い て 可能な限 り注意を払 っ て 製造 した高純度水中の ナ

ト リウ ム量よ りは るか に 低く ， 周囲か らの 汚染に よ り制

約され て い る こ とが 分か っ た ．従 っ て 本装置を十分 に 駆

使す る た め に は ， ナ ト リ ウ ム 汚染源を 徹底的 に 排除す る

こ とが 最も重要 で ， 今後の課題は ，よ リナ ト リ ウ ム の 少

な い 高純度水，溶媒，試薬及 び 燃料ガ ス を精製する こ と

と浮遊じん あ い を除去す る こ とで あ る．

　終 わ りに ， 本実験 を行 うに 当た り， 御指導 い た だ い た

井 田一郎 前 工 務部長 ， 先崎茂夫元材料試験研究室長 に 深

’
謝 しま す．
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　Flurne　 emi 觚 ion　 spectrometri ¢ de重e洫 ation

of 　 micro 　 ameant 　 50diu 皿 ．　 Nakahachiro　 HoNMA

and 　 Izumi 　 KAwAsH 置MA 　（The　 Musashlno　 Electrical

Communication　Laboratories，　 Nippon　 Telegraph 　and

Telephone　 Pubric　 Corporation，3−9−11，　 Midori −ch6 ，
Musashino −shi，

　Tokyo）
　Less　than 且ng 　pollutant　sodium 　which 　diffuses　in

semiconductor 　 parts　 during 　it　manufacturing 　process
was 　 determined　fiame　 spectrometrically 　u8ing 　 an

improved 　equi 亘mcnt 　to　provide　 optimum 　analytical

c・nditi ・ns ・f・τ the　purp ・ sc ； electrical ・n ・ise　wa ・ ・ educ ・ d

to　 l／4　by　cooLillg 　a　photomultiplier　 in　 an 　 electronic

frcczcr．　Optimum 　analytical 　condit 三〇ns　were 　sought

for　the 　following　cases ； （1）CtHt −Ot　fuel　by　prcmix
type 　burner

， （2）Ht−’Oa　fuel　by　premix 　type　bumer ，

（3）H2 −03 　fuel　by　 total　 consumption 　type 　burner，

Gas・ （3） wa ・ b・・t　 a わqut　 it・ ・ignal−t・−n・ise　 rati ・ ・

The　measurcmcnt 　equipment 　was 　 placed　 in　 a　 com ．

pletely　clean 　room 　to　reduce 　the　interference　by　dust
and 　dirt　during　the 　analytical 　process，　and 　purified

air 　from　the　clean 　 bench 　 installed　 in　the　clean 　 room

was 　introduced　 into　the　combustion 　 chamber ．　 When
the　 above 　precaution　were 　taken ，　 liner　 relation 　was

obtained 　between　the 　emission 　intensity　and 　the

sodium 　content 　in　a　 range 　of 　O．O　to　 1．O　ppb　and 　the

detection　limit　 extended 　to　3　ppt； thi3　 value 　was

obtained 　by　 determining　the 　 sodium 　 concentrat 皇on

correspOnding 　to　noise 　level　Huctuation・　　For　the

sodium 　analysis ，
　 the 　 water 　 as　 the 　 sodium 　solvent

used 　in　 the 　above 　 procedurcs　had 　to　be　highly　was

puri丘ed ．　 The　 sodium 　 concentration 　 in　 it　 was 　 at

most 　O，06　ppb　take 　intG　account 　the 　pollutant　sQdium
during　the 　measur   g　process・

　　　　　　　　　　　　（Reccived 　Oct、22， 1976）

　 Keuwenls

Flame 　spectrometr γ

Sodium

レー ザー
ラマ ン スペ ク トル 法 に よる液体洗剤の分析

橋本．茂
＊

， 柳生不二 子 ， 樋 口精
一
郎 ，　田中誠之

＊ ＊

（1976 年 12 月 24 日 受理 ）

　ラ マ ン ス ベ ク トル を 用 い て
， 台所 用液体洗剤 の 迅 速 分 析 法 に つ い て 検 討 し た．種 々 の 代 表的 活 性 剤 及

び エ タ ノ
ール

， 尿 素 な どの 可 溶 化剤 な ど の 水溶液 に お け る ラ マ ソ ス ペ ク トル を 測定 し た と こ ろ，い ず れ

も特長 の あ る ス ベ ク ト ル を 示 し ， 定性分析 に 十 分 利 用 で き る こ と が 分 か っ た ．市販 台 所 用 液体洗剤 の 分

析 に 適 用 し た と こ ろ，原 液 の ス ベ ク ト ル か ら 容易に 主成 分 を定性分析す る こ とが で き た ．又 ， 従 来 ， 分

析 に 時 間 を 要 した エ タ ノール 及 び 尿素 は
，
882cm −1 と 1005　cm

−i に 鋭 く強 い ピ ーク を 持 ち ・ 容易 に 定

性 分析 を す る こ と が で き た．

　内部標準物質 と し て 過 塩素酸 カ リ ウ ム を 用 い て
， 液 体 洗剤中 の P タ ノ ール 及 び 尿 素 の 定量分析法 を検

討 し た と こ ろ ， 検量 線 は 原点 を 通 る 良 好 な 直線関係 を 示 し た ．市 販 液 体 洗 剤 に 適用 し た 結果 ， 変 動 係数

は エ タ ノ ール で 1．9％ ， 尿 素 で は 3 ．B％ で あ っ た ．

1 緒
．

百

　台所用液体洗剤は ， そ の 目的 に 応 じて種々 の 界面活性

剤が使川 さ れ る の み な らず ， 水に 対す る溶解性の 増加 ，

溶液安定性を改善させ る た め に エ タノ ール 及び尿素な ど

が配合された 複雑な 組成物 で ある
1｝・ これ らの 分析に

＊
ラ イ オ ン 油脂 （株）中央研究 所 ：東京都江 戸川 区 平 井

　 7一且3−12
林 東京大学工 学部 ； 東京都文京 区本郷 7−3一毘

は ， 赤外吸収 ス ペ ク トル 法2〕帥
及び ガ ス ク ロ マ トグラフ

ィ
ー ） な どが広く用 い られ て い た が ， 試料調製 に時間を

要 し必 ず し も簡便な方法 とは言 い 難 か っ た．

　著者らは ， 液体洗剤 に 使用 され る 代表的な 界面活性

剤，エ タ ノ ール ， 尿素及び硫酸 ナ トリウム の 水溶液の レ

ーザ ーラ マ ン ス ペ ク トル を測定 し， 市販台所用液体洗剤

の 分析に利用 で きる こ と を認め た．又，尿素及 び エ タ ノ

ー
ル の 定量分析法 に つ い て も検討した と こ ろ， 良好 な結

果を得， 迅述定量法と して利用で きる こ とが分 か っ た．
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