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　　　　　　　　　　　　　　　 微細藻類の 光合成 に お け る カ ーボニ ッ ク ア ン ヒ ドラーゼ と CO 膿 縮機概

　　　　　　　　　　　　　　　 の 働き

　　　 　　　　　　　　　　　　 窟地 璽 遠 （東 束 大 学 応 用微生 物 研 究 所 ）

　 ク ロ レ ラ そ の 他 の 微細藻類 に お い て、 ま〜5 ％ CO ？ を含 む 空気を逋 気 しな が ら 自養的条件下 で 培養 した 細

胞 （高 CO ？細胞 ）は、遍常 の 空気 （01，04 ％ CO2 ）を 通気 し な が ら自養的 に 培養した 細胞 （低CO2 細胞 ）

と は 異な っ た 光合成特蟶を示 す。即 ち、最大光合成速度 に は 高、SkCO2 細胞聞 に 殆 ど 差 が な い が、低 CO2 条

件下 に お け る 光合 成速 度 は 、 低 CO2 細胞 に お け る 方 が 、 高 CO ，細胞 に お け る よ り高 く、こ の 結 果 、 CO2 濃

度 に 対す る み か け ヒの Km 一
値 （Kl ／2 ［CO2 〕笹）が、低 COp 細胞 に お い て は 、 満 CO2 細胞 に お ける よ り

著 し く小 さ い 。 従 っ て 、微 細 藻類 は 、 G3 植 物 で あ る に も かかわ ら ず s 通常 の 空気下 に お け る 最大光合成速度

は 、低 CO 　7ma 胞 に お い て は 、 陸 上 の q 植物 と 同 じ位高 く、一一
方 高 CO2 細 胞 に お い て は、そ の 速 度 は 陸 上の

C3 植物 と 同 じ位 低 い 。　 C 、 植物 の 光合成 は、葉肉細胞 と継管束鞘細胞 の 協同 に よ っ て 、そ の 高 い 効率 を 得 て い

る。一方 ク ロ レ ラ そ の 他 の 微細藻類 の 多 く は 単細胞 で あ り、細胞 間 の 機能分 化 を行 う こ と が 出来 な い 。そ れ で

は 、 微細藻類 は 、 ど の よ うな機構 で 効率 を 高 め て い る の で あ ろ うか 。

　 低 CO ，細胞 の Kl ／ ， ［CO ， コ値を低下 さ せ る た め に 必要な条件の ．一
っ は 、 カ ーボニ ッ ク ア ン ヒ ドラーゼ

（CA ）で ある 。
　 CA は 、 液中 に 溶存 して い る CO ？ と 、

　 HCO3
’
間 の 平衡を触媒す る 酵素 で あ る 。 緑藻 、 紅

藻、ら ん 藻を含 む 多 くの 微細藻類 に っ い て 、低 GO2 細胞 は 比 較的高い CA 活 性を持 っ が 、 高 CO2 細胞 は、全

く活 性を示 さ な い か 、あ る い は 弱 い CA 活 性を示 す こ と が 知 られ て い る。又 ク ロ レ ラ、ドナ リエ ラ 、ポ ル フ ィ

リデ ィ ウ ム な ど に っ い て 、 低 CO2 細胞 の CA 活 性を 隙 害 す る と 、 光合成 に 関 す る K1 ／ 2 ［〔）02 ］値 が 、高 C

Ot 細胞 に お け る と 同 じ 位高 くな る こ と が 知 られ て い る 。 こ れ ら の 事実 は 、　 CA が、光合成 に お い て 、
　 CO ， に

対す る 親和性を高 め る ため に 重要な働 きを して い る こ と を示す。

　 CA の 細胞内存在部位 は、種類 に よ っ て 事な る 。 例え ば、Chlorella 　 vu ！ 9a
・
ris 　 llh 、

£一臥 こ 亘 彑葺 ＿t頂 ＿隻理、£ Z ．．堕 慮 坦 な ど に お い て は 、 CA は 細胞内 （恐 ら く葉緑体内）に 存在す る

が、Chlamydomonas 　 reinhardtii 、Dunalie11a 　 tertio −一

．Le．£ 賦 など は、細胞表層 に 強 い CA 活瞥を示す。細胞表層 に CA 活性を示 さ な い 種 に お い て は 、細 胞 は 主

と して CO ， deと り こ む。COe の 吸 収促進 は 、葉緑体 ス トロ マ に お け る GA の 　Indirect

Supply 　 Qf 　 CO2 （Tsuzuki 　 et 　 al ．　 Plant 　 Ce 監 I　 Physio1 。

21 （1980 ） 677 − 688 ） に よ っ て ひ きお こ され る もの と考え られ て い る．…一方紳晦夷屑zこ cA を も

っ 種 に お い て は 、 HCO3
’
は 、

　 CA に よ っ て COI に 変換 され た後 に 吸 収 さ れ る F 従 っ て こ れ ら の種に お い て

は 、
CA は

、 培地巾 の HCO ，

’
の CO ，

へ の 変換を促進 す る こ とlcよ っ て 光合成 に お け る K 二／ 2 ［CO2 ］値を

低 下 さ せ て い る。

　 一．t方 、 微細 藻 類 の 低CO 飆 胞 は、無機炭素 （Ci ）を 、 細胞 内に 濃縮 し 、 そ の 濃度 は 外液申 の Ci 濃 度 の

数十倍 か ら一
万倍以 上 に 達 す る こ と が 知 ら れ て い る 。 こ の 能力 は 、 高 CO2 細胞 で は 比較的小 さ く、低 CO2 細

胞 の 、光合成 に お け るKv2 ［COt ］を低下 させ るた め に 、 必要 な 第 2 の 条件 とな っ て い る。又 こ の 能ヵ は 、

緑藻類よ り も らん 藻類に顕著で あ る 。 今 ま で に 偲 ら れ た 結果 は、緑藻 の 低 CO2 細胞 は CO2 を 、 ら ん 藻 の そ れ

は HCOa
一
を 能動 輸 送 す る働 きを 持 っ こ と を示 唆 す る。　（GEP61 − H − ！一 ！ 3 ）
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