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微生物 の 発見と性質につ い ℃ （1）

角 野　 猛
Takcshi　SUMillO

は じめ に

　今 を遡 る こ と 74年前 の 昭 和 1L年 5 月 に，静岡県 の 中学

校 （旧 制中 学校）の 運動会 で 提供 さ れ た 大福餅 を食べ ，約

2．200人 が 食 中毒に罹 り，44 人が 死 亡 した大福餅 中毒事件

が 発 生 した
D
。本事件の 病因物質 はサ ル モ ネラ で あ り，大福

餅 が ネズ ミ の 排泄物 に よ っ て 汚染 され た と考 え ら れ た。多

くの 前途有能 な若者 を 失 っ た 本事件 は，食中毒 の 怖 さ を 認

識 させ る もの で あ り，以来，「大福餅事件を忘れ る な」が合

言葉 に な っ た 。 そ して，そ の 60年後 の 1996年 に は 学校給

食 を原 閃 と し た 腸管出！flL性大 腸菌 0 −157の 集 団 食中毒 が

発生 し た
2〕
。そ の 年 の 患者数 は 1万人 を超え，死 亡者 は 12

人 で あ り，食 中毒の 恐 ろ し さ を再 認 識 させ た事件 と な っ た n

　微生 物 を原 囚 とす る食中毒予 防 に つ い て は，本誌 3 号
・
の

木欄 で 記 され て い る よ うに ，近 年 は．カ ン ピ ロ バ ク タ
ー

や

ノ ロ ウ イル ス を病因 と す る 食中毒が多発 して い て．後者の

場合，そ の 発生時期が冬季 に 集中 して い る こ とに 特黴 が あ

る
4〕
。ま た，「

．1本 で は．従来，発生件数 患者数 とも多か

っ た 腸炎 ビ ブ リ オ 中毒 が 減少す る な ど，食中毒 の 発 生状況

は様変 わ り して きた 。そ の 背景 に は．食生 活 の 多様化，食

嗜好 の 変化，輸入 食 品 の 増加 な どの 要因が 考 え ら れ る。し

か し，衛生 状 態が 改善 さ れ た に もか か わ らず，食中毒 の 発

生件数，患者数 の 著しい 減少が見 られない の は危険性 に 関

す る認識 の 甘 さが ある の で は ない か と考え る 。

　本稿 で は，調理 と衛生 の 観点か ら，食品 と関連 の あ る微

生物 の 性質な どを理 解す る こ とを 目的 と した。

1． 微生物 の 発見

　微 生 物 と は 肉眼 で 観察す る こ と が 出来 な い よ うな小 さ な

生物 をい い ，カ ビ，酵母，原生動物，粘菌．藻類，細菌，

ウ イ ル ス な どが 含 ま れ る。こ の 微 生 物 の 発 見 は，オ ラ ン ダ

の デ ル フ ト生 まれの ア ン トニ
ー・

フ ァ ン
・

レ
ー

ウ コ ．ン フ ッ

ク （Antoni　van 　Leeuwenhoek ，1632〜1723 年 ） に よ る と

され る。彼 は，1665年 に
一

枚 の レ ン ズ で 顕微鏡を作製 し，

雨水，下 水，尿な どの あ らゆ る もの を観察 し，そ の 中 に小

さ な 生 物，す な わ ち 微生物が存在す る こ とを発 見 し，そ の

観察結果 を イ ギ リ ス の 王 立 協会誌 に 投稿 して い る。こ れ が

微 生 物 の 発見 と さ れ て い る が ，こ の 微 牛 物 の 発 見 は 食 品発

酵学，病原微生物学の 発展 に は結 び つ かず，単な る微生物

の 発見 に ［ヒま っ た 。 微生物学 の 進展 は，そ の 約 200年後 の

ロ ベ ル ト ・コ ッ ホ （Robcrt　Koch，1843・一’1910年）や ル イ ・

パ ス ッ
ー

ル （Louis　Pasteurc，1822〜1895年〉 の 時代 に 人

っ て か ら で あ る。

2， 微生物 の 種類

　生物 は，真核生物 と原核生物 に分類 さ れ る。真核生物 に

分類 され る 原虫及 び真菌，原 核生物 に分類 さ れ る細菌，マ

イ コ プ ラ ズ マ ，リケ ッ チ ア，ク ラ ミジ ア 及 びウ イ ル ス が ．

い わ ゆ る 微生物 の 範躊 に 入 る。そ こ で ，こ れ ら微 生 物 の 構

造，増殖方法 な ど を 纏 め た もの が 表 1 で あ る 。

　細 爾 と ウ イ ル ス の 相違 は，細胞 壁，細胞膜 の 有無，増殖

方法 と生 育形態 に あ る 。ウ イ ル ス は ，核膜，細胞壁，細胞

膜が無 く，遺伝子 の 核酸 は DNA 又 は RNA で あ り，細胞

内 で 複製 に よ っ て増殖す る微生物 で あ る。

　 また，細菌，リケ ッ チ ア，ク ラ ミジ ア及び ウ イ ル ス の 大

きさ を図 示 した もの が 図 1で あ る。

3．　 主 な病原性微 生 物 の 発見

　上 述 の ご と く，1665年 に ，レ
ー

ウ ェ ン フ ッ ク が 顕微鏡

を発明 し，微生物 の 世界 を発見 した 。 しか し，そ の 後 の 約

表 1．微生 物 の 種類 と分 類
．一 一　　　 ． ． 一一． ．．．． 一 ．． 一．

種 類 大 き さ 〔μ m ） 核 膜 細 胞壁 細胞 膜 代 謝 機 能 核 酸 増 殖 方 法 生 育形 態
　　・一

原虫 〔Pr。tQZ。a〕 4〔ト ・400 十 一 十 十 DNA 有糸分裂 独 立栄 養

真 菌 （Fu ロgi） 10・一・1QO 十 十 十 十 DNA 有糸分 裂 独立栄 養

細菌 （Bacteria） 0．5− 10 一 十 十 十 DNA 分裂 独 ウ栄 養

マ イ コ プ ラ ズマ 〔Mycoplasma） 0．4〜1．0 一 一
十 十 DNA 分 裂 独立 栄 養

リ ケ ッ チ ア （Rl。ketτsia ） 0．5〜2．O 一
十 十 十 DNA 分 裂 組 胞 内 寄生

ク ラ ミ ジ ア （C田alnydia ） O．3−0．4 一 i 十 十 DNA 複製 細 胞 内寄 生

ウ イル ス （Virus） 0．02− 0．3 一 一 一
十 DNA 又 は RNA 複 製 細 胞 内寄生

s
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RNA ウイルス

ウイ ル ス 〔22nm ）　　   　 ピ コ ル ナ ウ イ ル ス （27nm 〕

ウイ ル ス 〔50nm ｝　　囈　レオ ウイ ル ス 〔60nm ｝

　V イ 。 ． C、D．。］
  ト 脚 ス ｛7 °”m ）

　　　　　嬉 ・ ・ ナ ・… c12・・m ！

　 魎 、

鰐 靭

一

　 ラブ ド ウ イ ル ス 〔70x1 アOnm ｝

窿）， ク ． ，， ＿

％ ∵四
チ ア 〔500rm ）

図 1．細菌，リケ ッ チ ア，ク ラ ミジア及 びウ イル ス の 大 きさ

　 　 　 　 （看護微生 物学，今西 他，医歯薬 出版 ，2008 引用 ）

200年間は 微 生 物 の 自然 発 生説 と外来
．
説 に 関 して の 論争 で

あ っ た。微 生 物 は 自然 発 生 で は な い こ と をパ ．ス ッ
ー

ル が 白

鳥 の 首 フ ラ ス コ な ど で 証明 した。そ の 後，微 生 物学 に 関 す

る 様 々 な研究方法が 開発 さ れ た e

　 パ ス ッ
ー

ル は 当時家畜 の 感染症 と して 重 要 な位置 を 占め

て い た炭疽 の ワ ク チ ン を，更 に ，狂犬病 の ワ ク チ ン を 作 る

の に成功 した 。コ ッ ホ は ，コ ッ ホ の 法則 に 基 づ い て 病気 と

微 生 物 と の 関連 を 明 らか に した
5丿。そ こ で ，主 な病 原 微生

物 の 発 見者 を表 2 に 示 した。1900年 の 当初 ま で に，細菌

を病 原体 とす る 病原 菌の 多くが 発 見 さ れ た。

4． 1980年以 降に 発 見 さ れ た ウ イ ル ス を 原 因 と す る 感染 症

　ウ イ ル ス の 存在 は、電子 顕微鏡 の 開発に よ っ て lij
’
能 と な

っ た。

　 1980 年以 降発 見 され た ウ イル ス を原 因 とす る 主 な 感染

症 を表 3 に 示 し た。

5． 各種微生物の 特徴

（1） 細 菌 （bacteria）

1） 形態

　細 菌 は そ の 形 態 か ら桿茵，球菌，ラ セ ン 函 に 大別 さ れ る。

そ の 増殖方法 は 分裂で あ る。また，そ の 構 造 を 図 2 に 示す 。

　運動器官 と して の 鞭毛，夾膜，細胞壁，細胞膜，線毛，

リ ボ ゾ
ー

ム ，メ ソ ソ
ーム ，プ ラス ミ ド，核様体か ら な る。

2） グ ラ ム 染色

　グ ラ ム が 考案 した 細菌 の 分類 の た め の 検査法で あ り，そ

の 細胞壁 の 構．造の 違 い か ら，グ ラ ム 陽性菌とグ ラ ム 陰性菌

に 分け られ る 。代表的 な 食中 毒菌 な どの 形 態 とグ ラ ム 染色

性 を表 4 に 示 した 。

（2）　 リケ ッ チ ア （Rickettia）

　分類学 上細菌 とウ イル ス の 中 間 に 位揖す る 微生物 で あ

る 。 動物細胞 内で 2分裂増殖す る 。 ノ ミ．ダ ニ な どの 節足

動 物 に よ っ て 媒介 さ れ る。発疹 チ フ ス リ ケ ッ チ ア，ッ ッ ガ

ム シ 病リ ケ ッ チ ア が 知られ る。

（3）　ク ラ ミジア （Chlamydia ）

　分類学 ヒ細菌 と ウ イ ル ス の 中間に 位置す る 。そ の 増殖環

に 基本小体 と初期小体 と呼称 さ れ る 粒子 を もち，2 分裂増

殖す る。トラ コ
ー

マ ・ク ラ ミジ ア，人 獣共通感染症 で あ る

オ ウ ム 病 ク ラ ミジ ア が 知 られ る。

（4）　ウイ ル ス

　ウ イル ス は、ヒ述 の 如 く細胞内 に寄生す る。そ の 細胞が 動

表 2． 主 な 病原 微生 物 の 発 見
．
者

一．．
西暦

　　　　．．一
人　 　名 事　 　項 西暦 人　 名　　「 事　 　唄

1665 レ
ー

ウ」、ン フ ッ ク 顕微 鏡 の 発 見 1891 イ ェ エ ル サ ン ，北 世 ペ ス ト菌 発 見

1798 ジ ェ ン ナ
ー 種痘法発明 志 賀 赤痢 菌発見

1861 パ ス ツ
ー

ル 微生 物の 自然 発 牛 説の 否定 1898 エ ル メ ン ゲ ン ボ ツ リヌ ス 菌発見

1876 ハ ンセ ン らい 菌発見 1900 ブ フ ア イ ヤ
ー

イ ン フ ル エ ン ザ 菌 発 見

1879 コ ツ ボ 炭 そ 菌 発 見 1909 リ ケ ッ チ ア 、プ ロ ワ ツ エ ク リ ケ ッ チ ァ 発 見

細菌の 培養方法確立 1910 エ ール リ ッ ヒ ，秦 サ ル バ ル サ ン に よ る梅 毒治療

1880 パ ス ツ ール ニ ワ トリ コ レ ラ 菌発見 1915 稲 円，井戸 ワ イ ル 病 ス ピ ロ へ 一夕 発見

】882 コ ッ ホ 結 核菌発 見 二 木，高 木，矢 口，大 角 鼠 咬 症 ス ピ ロ ヘ
ータ 発 見

パ ス ツ
ー

ル 炭そ 菌，狂犬病 ワ ク チ ン 発 明 1925 大原 野 兎病菌発 見

1883 コ ッ ホ コ レ ラ菌 発 見 1929 フ レ ミ ン グ ペ ニ シ リ ン 発 見

ガ フ キ
ー

チ フ ス 菌発 見 1930 長．与他 ッ ツ ガ ム シ 病 リ ケ ッ チ ア 発 見

レ フ ラ
ー

ヂ フ テ リ ア菌発 見 1949 ワ ク ス マ ン ス トレ プ トマ イ シ ン 発 見

グラ ム グ ラ ム 染 色法 の 発 見 1951 藤 野 腸 炎 ビブ リ オ発 見
エ シ ．r、リ キ ア 大腸 菌発見 1957 梅沢 カ ナ マ イ シ ン発 見

1885 北里 破 傷 風 菌 培 養 1974 パ ーカ ー
他 メ チ シシ リ ン 耐性黄色 ブ ドウ球菌発見

1889 コ ッ ホ ッ ベ ル ク リ ン発 明 1979 ブ レ ン ナ
ー

レ ジ オ ネラ菌発 見

1890 北里 ，ベ ー
リ ン グ ジ フ テ リア抗 毒 素 発 見 1980 世．界保 健 機 構 天 然痘 撲 減 宵言
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表 3．　 ウ イル ス を原 因 とす る 主な 感染症

西暦

】98019831984

ユ988198819891993

／994199719992002

　 　 E200320082009

一 一一一 ．．
病 原 微牛 物 ・病因閃 子 主 た る 疾患 症状 な ど

ヒ ト T 細 胞 自血病 ウ イル ス （HTLV −1） 成人 T 細 胞 自血 病 母乳 が伝 播 経 路

ヒ ト免疫不全 ウ イル ス 　（H 工V −1） エ イズ （AIDS ） Montagnier ，　Barre −Sinoussi ノ ーベ ル 賞受賞

ヒ トパ ル ボ ウ イル ス B−19 伝 染性 赤 斑

E 型肝 炎ウ イル ス （HVE ） E 型 肝．炎 ワ ク チ ン を開発

ヒ トヘ ル ペ ス ウ イル ス 〔HIIV　6） 突発性発疹

C 型肝 炎 ウ イル ス C 型 肝 炎 イ ン タ ー
フ ェ ロ ン に よ る治 療 の 開 発

シ ン ノ ン プ レ ウ イル ス 成 人 呼吸 窮 迫 症 候 群

シ ビ ア ウ イ ル ス ブ ラ ジ ル 出血 熱

ト リ型 イ ン フ ル エ ンザ ウ イル ス ：AII5Nl 重症 イ ン フ ル エ ン ザ

ニ パ ウ イル ス マ レーシ ア で 脳．炎 オ オコ ウモ リ
ー

ブ タ ーヒ ト感染

ノ ロ ウ イ ル ス 下 痢 ノ
ー

ウ ォ
ー

ク ウ イ ル ス か ら改名

SARS ウ イ ル ス　（コ ロ ナ ウ イ ル ス 科） 重症呼吸器症候群 （SARS ） 人獣共通感染症

ヒ トパ ピ ロ
ー

マ ウ イル ス （HPV ） 子 宮頸が ん Hausen ノ ー
ベ ル 賞受賞

新型 イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル ス AHINI イ ン フ ル エ ンザ

8・ 　 驪 　＿

〔譱轟

　図 2．細 薗の 模 式図

〔叢、黒〕　 謡鯔

表 4．　 主 な 食 中毒細 薦の 形態 とグ ラ ム 染色

グ ラ ム 染色 性 　 　形 態 　　胞
．
r一の 有 無

r

　   　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 

菷 ・贈 一 ・ ・ 蠶 一 ・

1

ヌクレオカプシ ド

エ ン ペ ロ
ー

ブ

a．立方対称型ヌク レオカ プシ ド

 

細 菌名

スパ イク

ヌク レオカブシ ド

エン ベ ロ
ープ

　 　 b．らせん対称型 ヌク レオカ プシ ド

ウイル スの 基本構造

大腸 菌

ブ ドウ球菌

サ ル モ ネ ラ

．腸 炎 ビ プ リ オ

ボ ツ リヌ ス 菌

カ ン ピ ロ バ ク タ
ー

腸管出 血性大腸 菌

セ レ ウ ス 菌

コ レ ラ菌

赤痢 菌

瞠

瞠

匪

性

性

性

性

性

吐

駐

陰

陽

陰

陰

陽

陰

陰

陰

陰

陰

菌

薗

菌

菌

菌

菌

菌

菌

菌

菌

捍

球

桿

桿

桿

桿

桿

桿

桿

桿

無

無

無

無

有

無

無

有

無

無

物 の 場合は動物 ウ イル ス ，植物 の 場合は植物 ウ イル ス ，そ

し て ，細菌 の 場合 は 細 菌 ウ イ ル ス （バ ク テ リ オ フ ァ
ー

ジ）

に 分 け ら れ る。ま た，核 酸 は DNA ，又 は RNA の ど ち ら

か で あ り，そ れ ぞ れ，DNA ウ イ ル ス ，　 RNA ウ イ ル ス と

呼 ば れ る 。

1） 基本構造

　 ウ イ ル ス の 基本構造 は，核酸 に カ プ シ ド （ウ イル ス タ ン

パ ク 質）が結合 して で きる ヌ ク レ オ カ プ シ ドを構成 して い

る 。立 体構 造 が 正 20 面 体型 と ら せ ん 型 の もの が あ る。ヌ

ク レ オ カ プ シ ドが 脂 質二 重層 と 糖 タ ン パ ク 質 で 構 成 さ れ て

い る エ ン ベ ロ ープ で 囲 まれ て い る も の と そ うで な い もの と

が あ る 。

　そ の 大 き さ は，パ ル ボ ウ イ ル ス の 22nm か ら大 きな ポ

ッ ク ス ウ イ ル ス の 250n皿 で あ り．細菌の 大 きさ と比較す

る と，極 め て 小 さい 。

図 3． ウ イ ル ス の 基本構造 （林，他、微 生 物学．建帛社，2010 引 用 ）

2）　 ウ イ ル ス の 分類

　 ウ イ ル ス の 遺
．
伝 情 報 は，核 酸 に あ る。核 酸 は DNA か

RNA の どち らか か らな る。

　そ の 分
．
類を表 5 に 示 した c

表 5．　 ウ イ ル ス の 分類

（以下，次 号に ）
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