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Duetomyinterestindepelopmentofadvancedfunctionalmolecules,theincorporationof

biologicalfunction(suchasreceptor,transportercatalyst,etc.)intomaterialsforelectr0-

0pticalapplicationwouldbeofgreatvaluebecausethecooperationofthosefunctionscould

produce new types ofsupramoleculardevices.Recently.Ihavedesignedchromogenic.

receptorwhichisdefinedadyemoleculebeingcapableofbindingaguesti】1itsantenna

segment.Thebindingoftheguestshouldinduceachangeinthephysical propertyofthe

opticalsensorysitewhichcanbemonitered.Indeed,thetitlecompoundshowsaselective

Ca乞+-induced pronounced colorchange(wavelengthchange>100mm)withanassociation

constantoftheorderof1061n99%EtOH;wereporttheresultsofthestudy.

機能性材料の開発における究極の目標はインテ

リジェント(知能)材料の創製である｡すなわち､

外部刺激 (情報)を特異的に受容し､これを変換

処理して的確な応答を引き起こす機能を分子レベ

ルで発現する材料である｡そしてこれらを高次に

組織化することによって優れた複合機能と調節機

能を有する超分子デバイスが構築される｡このよ

うな材料が最先端技術分野の中心的存在になるこ

とは明らかである｡一方､近年のエレクトロニク

スやフォトニクス分野の急速な進歩に伴って外部

からの刺激に対して敏感に応答できる色素が機能

性色素材料 (情報の高密度記録､表示材料やエネ

ルギー変換材料､あるいは医療用分析試薬)とし

て注目されている｡ J)著者は色素のこれら性質と

生体の持つ特殊な機能 (たとえばレセプター､物

質輸送､触媒作用等)を抽出し､それらをうまく

システム化することによって多機能な分子デバイ

スあるいは超分子デバイスの構築に結びっくと考

えた｡この概念に基づいて､著者はSchemelの

様な色素レセプターを提案している｡すなわち色

素レセプターとは外部刺激を認識できるアンテナ

部位をもち､その部位で捕捉した情報を光学信号
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として増幅､発信し､モニターできる物質と定義

される｡その具体的実施例としてゲス ト認識部位

にカリックスアレーン､ 2)光学的センシング部位

にインドアニリン系色素を合わせ持つ色素レセプ

ターの合成を展開している0 3)このレセプターは

化学修飾に対して柔軟性を持っカリックスアレー

ン基休にインドアニリン色素を容易に導入できる

利点を持つことからゲス トに応じた様々なレセプ

ターの分子設計が可能である｡本稿ではCa2十イ

オン選択的に認識し､大幅な色調の変化を引き起

こす標題化合物 1について報告する｡

合成はScheme2のようにアルカリ条件下､カ

リックス[4]アレーン24)と16倍モル比の置換ア

ニリン塩酸塩とのフェリシアン化か ノウム添加に

よる酸化的縮合反応は3を35%収率で与えた｡そ

のほかにカリックス[4]アレーンの複数の反応部

位に帰属する種々の関連体の生成も兄いだしたが

カラムクロマ トグラフィーによって分離すること

ができた｡ついで3のフェノール性水酸基はエチ

ルアセテー ト基に変換され､目的の1を62%収率

Sch

eme2で得た｡同定は各種スペス トルデータに基づいて

行った｡次に色素レセプターとしての機能を評価

する目的で､各種金属イオン添加に伴う吸収スペクトル変化を調べた｡その結果を

Fig.1に示す｡使用した金属イオンは血焚中の重要電解質イオンであ

るNa+,氏+,Mg2+,Ca乞+5)を用いた｡色素1は99%EtOH中､609nmに吸収を持ち青紫色で

ある
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Fig.2 Spertcalchangesuponadditionof

Ca(SCN)2･4H20toasolutionoH in

99%EtOH;[1]-1.5×10-5moldm~3.

キノンの両カルボニル基の低波数シフ ト(34-35

cm~1)を兄いだした｡以上の結果から､キノンと

エチルアセテー ト基によって形成されるcavityに

Ca2十イオンが包接されていると考えられるOさ

らに溶液中での挙動はNMRによる解析が有効で

ある｡重クロロホルム中24℃で､色素 1のlH

NMRを測定するそのシグナルはブロー ドになり､

NMRタイムスケールに対してゆっくりとした配

座変化が生 じている｡ しかしながら､Ca2+イオ

ンが包装した錯体のスペクトルはその構造が固定

されるためにシグナルが鋭くなり､∂3.1-3.2と

∂4.1-4.3付近にか ノックス [4]アレーン骨格

の架橋メチレンに特徴的なABdoubledoublet

が見られ､高磁場側からHcIO､Hendoと帰属さ

れた｡また､その差(H… -H" do)が約 1ppm

であることから､この錯体においてカリックス[4]

アレーン基体はcone構造をとっているものと思

われる.2a)そして色素 1のNMRスペクトルとの

比較から錯形成によってHendoシグナルは高磁場

シフトを起こし､エチルアセテー ト基に帰属する

プロトンは低磁場シフ トすることを兄いだした

(Fig.3)｡以上の現象についてさらにlHJH

COSYスペクトルを用いて検討を行った｡まず､

架橋メチレンは4種類のABdoubledoubletに分

裂していることが明らかになり各シグナルがどの

ように相関しているかがわかった｡そして興味あ

ることに二つあるエチルアセテー ト基の一方のメ

チレンプロントが他方のそれと比較して著しく低

磁場シフ トし､ABdoubledoublt(6A･4.53;

6̂4.81)として観測された｡これらのことから

Ca2+イオンはcone型配位子のLowerrimで中心

からそれたところ､すなわち一方のエチルアセ

テート基に近接して包接されていると考えられる｡

このことについてさらにⅩ一線結晶構造解析を用

いた詳細な検討を計画している｡
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3O rpmFig.4 1H-1HCOSYspectrum ortheCa2

十一lcomplexinCDCl｡.

色素1のゲス トイオンに対する選択性はその会合定数か

ら評価された｡Tablelの結果から色素1は

Ca2+>K'>Na+>>Mg2+という順で選択性を示し､CaZ+イ

オンに対し高い親和性を持つに至った(K-7.6×106

dm3m01-I,△G--9,39Kcalmol-1)｡これはLehnらのクリブタンド47)と

よい相関性が認められ､1はCaZ+イオンに

対するレセプターであると示唆されるOまたこの

認識能と変色性との関係について､各金属塩の混

合による競争条件下での吸収スペクトル変化はCa2

+イオン単独添加の場合のそれとはぼ一致するこ

とがわかった｡よって色素 1はCa2+イオン

を認識し､それを光学的情報として発信する色素レセプ

ターであると考えられ､光ファイバを用いた医

療分析8)などへの応用が大いに期待される｡
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