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１．研究実施の概要 

本 CREST プロジェクトの目的は、第三世代放射光を用いたＸ線ピンポイント構造計測装置を構

築し、物質現象の解明と応用に資する新しい構造ダイナミクス・構造プロセス計測技術を提供する

ことである。ここで言う「ピンポイント」とは、 

１）空間的に限られた領域 

２）時間的に限られた領域 

３）デバイスの動作状態でのその場観察を含む様々な環境下 

を意味している。 

プロジェクト三年目である平成 18 年度は、これまで独立のビームラインで開発研究を行っていた

５つのグループ（高田 G、木村 G、田中 G、守友Ｇ、鳥海 G）が、開発技術を BL40XU の新設ハッチ

内に導入した「ピンポイント構造計測装置」に移植した。また、DVD 結晶成長過程の時間分解Ｘ線

回折測定にも成功した。本年度成果をさらに発展させるため、平成 19 年度は、時分割計測技術と

マイクロビーム(空間)技術を個別に確立させることを 優先目標として集中的に取り組む予定であ

る。そして、応用研究テーマについては、「時分割実験によるＤＶＤ材料の結晶アモルファス相変

化の機構解明」を 優先テーマとし、チーム全体として実施する。 

 

２．研究実施内容 

プロジェクト三年目である平成 18 年度は、これまで独立のビームラインで開発研究を行っていた

５つのグループ（高田 G、木村 G、田中 G、守友Ｇ、鳥海 G）が、開発技術を BL40XU の新設ハッチ

内に導入した「ピンポイント構造計測装置」に移植した。また、応用研究として DVD 結晶成長過程

の時間分解Ｘ線回折実験にチーム全体で取り組んだ。以下に各研究グループの研究実施内容を

記す。 

 高田研究グループは、Ｘ線ピンポイント構造計測の実用材料への応用を担当した。具体的には、

DVD-RAM として高速動作する Ge2Sb2Te5と高速動作しない GeTe の結晶・液体・アモルファス相の

回折パターンを測定し、得られた結果を解析した。その結果、アモルファス Ge2Sb2Te5 は結晶に存

在する 4 員環（４つの原子が隣の原子と２本の手で結合した正方形ユニット）の秩序が大きな偶数



員環ユニット（6、8、10 員環）として保持されていることを明らかにした。この特徴は Ge2Sb2Te5 固有

のもので、DVD-RAM として高速動作しないアモルファス GeTe では結晶に存在する４員環の多く

は奇数員環ユニット（3、5、7員環）に変化していた。このことは、アモルファスGe2Sb2Te5はわずかな

結合の組み替えによって、容易に小さな 4 員環へと変化でき、アモルファスから結晶へと高速に変

化（消去）することができることを示唆するものである。本研究成果は Applied Physics Letters に掲

載され、科学新聞(2006 年 10 月 27 日)、科学雑誌ニュートン(2007 年 1 月号)でも紹介された。 

木村研究グループは、昨年度に導入した高精度回折計で利用する X 線マイクロビームの形成

を実施した。高精度回折計で利用できるＸ線マイクロビームを形成するため、2 種類のゾーンプレ

ート(ZP1, ZP2)を設計し、導入した。ZP1 は 15keV での回折効率を重視して作成したもので、吸収

体に Ta を使用した場合の 大の回折効率 26%が得られる仕様になっている。ただし、 外周ゾー

ン幅が広いので、得られるビームサイズは 1µm 程度である。したがって、鳥海チームが中心となっ

て進めるサブミクロンサイズの単結晶構造解析に主に利用する。一方、ZP2 は 100 nm を切るマイク

ロビームを実現するために作成した。Ｔa 厚さが薄いので、8keV で 12%の回折効率しか得られない

が、空間分解の必要な実験に利用する。ZP1 で形成したＸ線マイクロビーム(15keV)のビームサイズ

は、垂直方向 1.4 µm、水平方向 2.4 µm が達成されている。また、集光ビームのフラックス密度は 3

×1014 pts/s/mm2 であり、本集光光学系の利用によって約 1000 倍のフラックスが得られた。 一方、

ZP2 による集光実験では、現状約 300 nm まで集光できることを確認した。しかし、予定した 100 nm

以下は、まだ達成されていない。原因は熱的な問題などいくつか考えられる。原因特定には放射

光を用いたさらなる試験測定が必要であるが、限られたビームタイムを、本問題解決に割り当てるこ

とができていない。これは、平成 16 年 12 月に行われたサイトビジットにおける研究進捗状況報告

会において、当初計画の見直しを検討することとなり主たる研究目標である DVD の時分割実験を

優先して行う事になったためである。この計画変更によりマイクロビーム技術開発の完了時期を

半年程度、後ろにずらすこととし、平成 19 年度中に 100 nm を切るビームサイズを実証する。 

田中研究グループは、田中研究グループは、ピンポイント構造計測装置における時間分解測定

技術および手法の開発と、その有用性を示すための実験を行った。 

・レーザーポンプ・放射光プローブ測定系の開発、整備を進めた。BL40XU に設置したフェムト秒レ

ーザーの出力パルスと放射光パルスの間の時間遅延を高精度で制御するための高周波遅延回路

を開発した。ヒ化ガリウムの単結晶表面にレーザーパルスを照射したときに起こる過渡的な膨張を

ブラッグ反射強度の変化としてとらえ、時間同期精度の評価を行った。結果、十ピコ秒以内の時間

精度で同期が達成されていることがわかった。また、ヒ化ガリウム単結晶基板の裏面で反射して現

れるパルスエコーの時間間隔を評価し、その遅延時間精度の高さを示した。 

・光刺激により永続的に相転移を起こす現象に対して時間分解測定が行えるよう、測定試料をレー

ザーショットごとに移動させる回転試料台を製作した。高田研究グループと共同で、DVD 媒体であ

るGe2Sb2Te5とAIST(Ag, In, Sb, Teの化合物) の結晶化過程について時間分解Ｘ線回折測定を行

い、この手法の有用性を示した。その際、マルチチャンネルスケーラー(H18 年度振替予算)を用い

て時間特性を把握した上で、ねらった遅延時間でスナップショットをとる測定手順を確立した。これ



らの結晶化過程には結晶成長過程の前に、核形成過程に対応すると思われる約 100 ns の回折ピ

ークの現れない時間帯が存在すること、結晶成長にも数 100 ns 程度の時間を要していることがわ

かった。 

・守友研究グループと共同で、時間分解Ｘ線回折測定と光の反射率(吸収率)を同時に測定するシ

ステムを構築し、DVD 媒体に対して実行、反射率変化に対応した構造変化を観測した。 

・高繰り返し測定により、放射光Ｘ線を効率よく利用するための技術開発を進めた。H17 年度で行

われた加速器での大電流バンチ運転に対応したレーザーパルスの時間制御を達成した。 

・H18 年度追加予算で、高精度高周波遅延器の製品化(19 インチラック組み込み型)を行った。 

守友研究グループは、ピンポイント構造計測装置を用いた時間分解実験の有用性を示すため

の試料探索を行った。 

・Fe-Co シアノ錯体の時間分解分光：光誘起磁性を示す Fe-Co シアノ錯体を時間分解構造解析

の有力研究対象と考え、筑波大学におけるナノ秒時間分解分光、および、SPring-8 におけるフェ

ムト秒時間分解分光を行った。ナノ秒分光により、中間状態の存在が明確になった。この中間状態

の寿命は 300ns 程度で、その後、過渡的な光誘起相へと変化する。光誘起相の寿命は試料温度

(150K 以上)で制御可能である。フェムト秒分光を行ったところ、中間状態の生成効率が二桁ほど

小さくなることが明らかとなった。この実験結果は、励起パルス長で光誘起相を割合を制御できるこ

とを示唆している。次年度も引き続き、この現象を探求する。 

・Fe-Co シアノ錯体の光誘起相転移：これまで、Fe-Co シアノ錯体では、150K 以下の低温での永

続的光誘起素転移が報告されてきた。我々は、室温で光誘起相転移が起こることを見出した。光

誘起の結果できた相を明らかにするために、BL02B2 ビームラインで精密構造解析を行った。現在、

構造解析中であるが、おそらくは結晶水の抜けた相であると思われる。なお、光励起前と後とでは、

格子定数/磁化率/透過率が大きく変化するので、本現象を利用して光による物性加工をおこなう

ことができる。一通りのデーターを揃えて、特許申請を計画している。なお、本相転移は、強い X 線

を照射しても誘起することが可能である。 

・Co-W シアノ錯体：Co-W シアノ錯体は、光励起により相転移を起こすことが知られている。

BL02B2 ビームラインで精密構造解析を行い、光誘起相の構造を明らかにした。また、光誘起相の

緩和時間と活性化エネルギーを決定した。 

H18 年度追加予算で、励起レーザーシステムを整備した。波長の異なった半導体レーザーの光

を、光ファイバーで試料に照射することができる。本システムとピンポイント構造計測装置を組み合

わせることにより、数十μm 程度の微小結晶に光照射を行い、光誘起相の単結晶構造解析が可能

となると考えられる。特に、微小単結晶を用いることにより、モザイクや試料のクラック等の問題を回

避できる。また、単一結晶の振る舞いを観測することによりアンザンブル平均から開放され、相転移

の振る舞いが明確になる。錯体は、光励起により相転移を起こすことが知られている。BL02B2 ビー

ムラインで精密構造解析を行い、光誘起相の構造を明らかにした。また、光誘起相の緩和時間と

活性化エネルギーを決定した。 

鳥海研究グループは、Ｘ線マイクロビームと精密回折計を使用した未知物質の極微小単結晶の



構造解析の実現と構造解析の高精度化に向けて、バックグラウンドＸ線の低減や測定法の検討を

行った。この結果、２ミクロン角の有機化合物（シチジン）について、信頼度因子 R1=0.064 という高

精度な単結晶構造解析に成功した。また、500 nm サイズの BaTiO3 の無機粉末結晶の１粒を使っ

た単結晶構造解析にも成功した。さらに、一般に単結晶が崩壊して構造解析が困難な結晶相熱

反応を起こす有機結晶（methyl 4-(dimethylamino)benzenesulfonate）について、結晶相反応後の

良質な部分にマイクロビームを照射することにより単結晶構造解析に成功し、これまで未解明であ

った結晶相での化学反応機構を明らかにすることができた。準単色Ｘ線（ピンクビーム）を利用した

反射強度測定も行い、単構造解析が可能であることを明らかにした。サブミクロンサイズの結晶試

料の取り扱いについても検討し、原子間力顕微鏡（AFM）と高分解能マニピュレータを組み合わせ

た微小単結晶試料計測・ハンドリングシステムを製作した。 

 

３．研究実施体制 

（１）「ＪＡＳＲＩ」グループ 

①研究分担グループ長：高田 昌樹（ＪＡＳＲＩ 主席研究員） 

②研究項目 

・反応現象のＸ線ピンポイント構造計測 

第三世代放射光を用いたＸ線ピンポイント構造計測装置を構築し、物質現象の解明と応用

に資する新しい構造ダイナミクス・構造プロセス計測技術を提供すること。 

 

（２）「理研」グループ 

①研究分担グループ長：高田 昌樹（理研 主任研究員） 

②研究項目 

・超高速時間分解回折法の開発 

光記録メカニズム解明を目的とし、ピンポイント構造計測装置を用いた超高速時間分解回

折実験法の探索を行う。 
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