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い を用い て ア ミ ノ 系 化 合物 の 挙動に 就 き襯察 し 汝際巨

大分子生長の様相が 察知冊来 た．尚之等を組成的 に 検

討 す れ は遵 常清酒中に は asp ．　glu，　gly．1ys．を 中心 と

す る 低級 ペ プ チ ドが 存在 し 分子 量の 増大 に 伴 つ て 之 等

に 他の ア ミ ノ 酸が結合 した 型 態の もの が 存在す る もの

の 如 く之等の 現 象は酵素系に 基 く逆合成反応の 一型態

で あろ うと推定 して い る．従 つ て 白ぼ け生 成 の 最 大 の

因子 として 醪最終期 に 於 け る液組成特に ア ル コ ール 濃

度 と醸 造 微生 物 よ りの 酵素溶出或い は 代謝状態 と の 関

係 を取 り上 け 研 究 を進 め て い る が之等 に 就 い て 報告す

る．

23．清酒釀蓮中に於ける各 成分の 変化

　　（第 8 報 ） 清 酒 の 所 謂 蛋 白 潰遷に 就 い て （2 ）濾

　　 紙 電 気 泳 動法 に よ る混濁物 質及 び 混濁母 物 質

、　　 の 検 索

　　山邑酒造研

　　　　　 杉田　僭，○水本邦彦 ， 蔭 山公 雄

　第 7 報 に 於 て 演者等 は，混 濁 物質 と混濁母物質 との

若干の 性質 の 差異 に っ い て 述べ これ らが 全 く異つ た も

の で あ ろ うと推輪 した．こ れ を確 め る た め安藤氏の 万

法 に 準拠 し て ， 生 酒 及 び 火 入 酒 中の 高分子物質 を 減圧

濃縮及 び ア ル コ
ー

ル 沈澱法 を併用 して 粉末化し， こ れ

らを 濾紙 電 気泳動 法 に よ りそ の 泳動図を求 め た．この

結果，生酒 と火 入 酒 とで は そ の 高 分 子 物 質 は 全 く異 り，

泳動 蓬生 酒 の そ れ で は pH 　4．O− 5・2
， 火 入 酒で は 微 ア

ル カ リ側で 行 うの が 適 当で あ る事を知つ た．生酒で は

B ．P．　B．に よ り発 色 され る Band が 3〜 4 本 あ り， こ

れ らは pH 　4．2 及び pH 　7・8 です べ て 陽極側 に 泳動 し

た．火 入 酒で は pH 　7．8で 1〜 2本 の Band が あ り・

こ れ らは すべ て 陰極 側 に泳動 した．混濁 を除去 し た 火

入 酒 で は 例外な くこ の Band が極端 に 少 くなつ て い る

事 か ら， これ が 混 濁物質で ある 事 は 略 々 間 違 い な い ．

夊 生 酒中の
一つ の Band が タ カ ア ミ ラ ーゼ A の そ れ と

全 く
一

致す る事 か ら， 酵素蛋白が混濁母物質の 一つ で

あ る 事を 確 め た．

24．清酒醸造中に楚け る各成分の 変化

　　　（第 9 報 ） 清 酒 の 所 謂蛋白混濁 に 就 い て （3 ）

　　 蛋 白混濁 の 生 因 並 び に ご．れ の 沈 停酵繁 の 作 用

　　 機 作 に就 い て

　　　山 邑 酒 造 研 　○杉1日　脩 ， 蔭山　公雄

堵漂か ら調製した葺分子甥質｝ま・ こPtを綽命醸潭又

は 殆 ど完全 に 除混濁 を し ＃火入酒 （酵素剤を用い ず）

に 混合し60℃ に 火入 す る事に より， 混濁物質 に 変化し

白ぼ け潤 とな る．こ の 際大部分は 酒 の pH 及 び ア ル コ

ール の 共 存 に よ る熱 変 盤 と思 わ れ る が ， 変惟 さ れ た混

濁 母 物質 が な お残 存す る プ 1コ テ ア ーゼ （サ ケ ， キ モ シ

ン ）に よ つ て 凝集 作 用 を うけ，混濁 を増加せ し め る傾

向 もあ る．混 濁 物質 19酒質 に よ り溶解度 を 異 に す るが

一
部 は 必ず溶解 して teり， こ れ が 火入 後 貯 蔵 申に僅か

に 残存す る サ ケ
・

キ モ シ ン に よ り，或 い は 溢 度 の 変化

な どに よ つ て 不溶 と な り， 混 濁 増加 の
一

因 とな る．従

つ て 渋下げ等 に よ り除混 濁 し た清酒中に は 混 濁 物質を

な お 保持 し て い る 事が 多い ． これ に 対 し 沈停酵 素 を

用 い た 時 は ， 溶1生の 混 濁 物質 に 文寸し凝集作用 を 呈 す る

の で ，処 理 酒 に 混 濯 物質 を 含む事 が 少 い ．混濁物質 と

酵素剤 に よつ て 沈 停 した もの とは 前者の 凝 集 物が 後者

で ある の で 構成成分に は あ ま り差は 認 め られ な い が ，

溶解度 に は 著 し い 差が あ る もの と思 われ る．但 し酵素

蛋 白が 混濁母物質 の
一

つ で あ る 以 上 ， 再 火 入 に よ る白

ぼ けの 起 る危険 は免がれない ．

25．清酒 中の 涯溜成分にttLsて

　　　（濡 酒 中 の 戌分 に 関 す る研 究　第 8 報）

　　　　大倉 酒 造 研 　安藤　智雄，粟 山　
一秀 ，

　　　　　　　　　0 今 安　 聰 ， 口 垣内泰夫

　先 に 演者等 は 濾過法及 び 超遠心 法 に 依つ て採取 した

清酒 の 溷 濁 成分の 性質並び に 主要成分 に 就 い て 検討 し

たが ， 本報 で は 同様に し て 採取 した 溷 濁成 分 中の 微量

未知成分 を主 に
！1

フ ラ ッ シ ユ エ バ ボ レ ーターク

，
P．P．C ．

法 に 依 り検索 し 更に
ク
白ぼ け

ク
の 成因 との 関聯に 就い

て 検討した．

26．滴酒の澄明度に つ い て　（第 2 報）

　　　清酒溷濁 の 予 知 法

　　　　 本 嘉 納 商 店研　○森　太 郎，嘉納芳治

　清酒 の 溷濁予知法 と し て ， 加 熱法，ア ル コ ール 法 ，

其他 の 方 法 で 行 つ た ．加 熱予 知 法 が 実 用 的 に 適 して お

る と思 わ れ る．

　然 し，清酒 溷 濁に は種 々 の 形が あ るの で 全 部 に適用

す る こ とは 出 来 な い ．

2ア．清酒 火落菌に対する各種脂肪酸の 作用
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　 火落菌 の 増殖 は Tween 　80に よ り著 し く促進 され る

が ， こ れ は オ レ イ ン 酸 と Tween 　40の 如きオ レ イ ン 酸

を含 ま Ut表面活性剤 に よ り代用され る もの で あ り，レ

シ チ ン の 如 き オ レ イ ン 酸 を含 む 天 然物 も有効で あ る こ

とを 既に 報告した．

　今同 は 各種
…

塩基性飽和脂肪酸の 効果を試験 し た．

そ の 結果 は 多くの 酸 は 何等の 影 響を 及ぼ きなか つ たが

ラ ウ リン 酸 は 5− 10r！cc で 著しい 抑制作用 を示 し た．

カ プ リン 酸 も抑制す る が ラ ウ リ ン 酸 よ り微弱で 45r！cc

で 作用が 現 われ る程度で あつ た．

　 ラ ウ リン 酸 の 抑制作 用 は オ レ イ ン 酸 に より消却 され

る もの で ，こ の 両者聞 に は 拮抗作用 が あ る様 で あ る．

　 ラ ウ リン 酸 は 微量 で も清酒 の 香味に 影響す るの で，

実用的見地 か ら各種誘導体 の 防腐効果を試験 し た 結

果 ， ラ ウ リル ス ル フ t ン 酸 ソーダ が 最 も有効で ，
20〜

40r！cc で サ ル チ ル 酸 規定 量 に相当す る効果を示 し ， 且

消酒 の 品質 に異常を 認 め な か つ た．

28．火落菌 に対するビオチ ン及 びその拮抗体

　　 の 作用

京 大 工 化　○谷　喜雄 ，異 　俊
一一

s 福井三 郎

　　　　　　　　　　 谷 酒 造 本店　岸部 　忠信

　 火落菌が 発育 に ビ ォ ヂ ン 及 び オ レ イ ン 酸 を必 要 とす

る こ とは既 に 報告 した が，今回 は ビ オ チ ン と オ レ イ ン

酸 の 相 互 関係並 び に ビ オ チ ン 拮抗体の 作用 を述 べ る．

　 供試 火 落菌 （真正 3 株，火落性乳酸菌 3 株） は ビ オ

チ ン 除去 清 酒に ビ オ チ ン を 補足 し な くて も相 当の 発育

を示し，
ビ オ チ ン 補足は 増殖促進効果が あつ たがTw −

een 　80の 効果よりも低かつ た．

　 火 落性 乳酸 菌 は 合成培地 に ビ オ チ ン な し で は 発育せ

ず ， ビ オ チ ン を添加すれ 峠繁殖す るが ， こ の 場合 も

Tween 　80の 方が有効 で あつ た．

　 ビ オ チ ン 拮抗体として Biotin　 sulfbne
，
　Homobiotin

，

Norbiotin を用L、
， 加水清酒培地 （ビ オ チ ン 6m γ1cc含

有） に 添加 して 火落菌抑制効果 を試験 した と こ ろ，

、Homobiotin と Biotin　 sulfone は 0．2r／cc で 若
：Fの 抑

制作 用 を 示 したが ， 量 を 増 して も抑制効果 は増加せ ず ，

ま た Norbiotinは殆 ん ど無効 で あ つ た．ビ チ オ ン 拮抗

体 の 効果 が低 い の は，清酒 申 に レ シ チ ン の 如 きオ レ ．イ

ン 酸 を含む火落菌増殖促進物質が存在して い る 為で あ

ら う．

2S。清 酒火落菌 の 発育に対する葉酸拮抗物質

　　の 麹制

（そ の 1 ） 2
，
4−Dicminepyrfmidine顛 4 種 に 就

　 　 　 　 い て

　　　阪大 ， エ
， 醗酵

　　　　　　　芍本四郎，橋田 　度 ， ○向井穣

　火落菌 TIO2
，　 TIO7 嬬菌等は 葉酸 を 必 須 と して要求

す る．私達 は 葉酸の 拮抗物質に よ っ て 火落菌の発育を

抑制出来 な い か と考 え，4種 の 2，4diaminopyrimidine

響の 阻害姓 を試験 した，合成培養基 で は 4 種 の 内 で

5−chloropbcroxy 談導体 （物質 48− 122）が 最 も効果 あ

り，　10μgfml で 発育を 阻止 し た．な ほ こ の 物質の 阻害は

Pyrimidine，　Purine 夊 は 葉酸 に よ つ て は 回 復 され な い

が・1．eucovorin に よ つ て は 若干 回 復 され る，物質48−

122を 防腐剤不 含の 淆 酒 に 添 加 し iTlO7 弓菌 を接 種 し

25℃ に 於け る保存性 を し らべ た 処 ，
45μ9！ml で は火落

菌の 発育 は阻 ［ヒ出来なか つ た．

30．清酒 火落菌の 発育 に対する葉酸拮抗物質

　　の 抑制

（そ の 2 ）　4−omine ．Nlo．methyNolic 　acfd 等

　 　 　 　 　 3 種 に 就 い て

　　　阪大 ， エ ， 醗 酵

　　　　　　寺本四郎，○橋 田　度 。向井 　穣

　4−amine −Nlo −methyl 　folic　acid （AMFA ），
4−amino −

folic　aCid （AFA ），　Pteroyl　aspartlc 　acid （PAA ）計 3

種 に つ い て ， 合成培 養基 に於 け る火落菌T 　102，T107

号株に 対 す る阻 害 を試験 した 処，AMFA は O．OOOO5Pt9

／ml ，　AFA は0・005μ9／ml で発育を阻止 したが ，
　 PAA

は 10μ9！ml で も阻止出来な か つ た．　 AFA の 阻害は 葉

酸及 び Leucovorin に より回復 きれ るが ，
　 AMFA の

は 回復 され に くい ．防腐剤不含 の 清酒に 於て もAMFA
の 阻害 は 瀧 成分の 影 響綬 けず0．  25μg ！m1 （サ リ

テ ル 酸許容量 の 100万分 の D の 濃度で 2！日間の 防魔 に

成功 した．

51．Pullularia 属 の 分 類に つ い て

　 　 　 1汳ブく，　ユニ，　醗 酵

　　　　　　　　　箕浦久兵衛，○高田　信 男

　近 時酒造方 法 の 変遷に 伴い ， 清酒 粕の 褐 変現象 い わ

ゆ る黒 粕 の 発 生 を み る よ うに なり， その 原因の 1 つ は

Pullutaria属菌の 繁殖 に よ る もの と され て い る．

　従来 Pullutaria属菌種 と して は BERKHOUT に よ り

1’．PuUutansお よび P．ω erneekii の み が認 め られ ， い

ずれも燦水化蜘よ り酸を造らな い と されてい疼が 亀 最
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