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脂肪酸低資化性 を利用 した清酒酵母 か らの

高香気生産性酵母 の 取得

高野　光生

　　 辰馬本家酒造株式会社 ＊

〒 662−0943 兵庫県西宮市建石 町 2−6

（平成 14年 3月29 日受付　平成 14年5月 27 日受理）

　　　　　　Breeding　of 　High 　Aroma −Producing　Sake　Yeasts　from

　　　　　　　　 Low 　Fatty　Acid−Utilizing　Mutants − Note　−

MITSUO　KOHNO （TatSuuma−honhe　Brewing　Coり
Ltd．

，
2−67魏 貌 1−6んo，　NtShinomiya，的 ogo 　662−0943）

Seibutsu−kogaku　80；291−295， 2002．

　 Low 　fattソacid −utilizing 　mutants 　were 　isolated　from　the　industrial　sake 　yeasts　K −7　and 　K −701to　selec し

high　aroma ・producing　yeasts　resulting 　from　defective　fatly　acid β一〇 xidation ．　In　a 　sake 　brewing　tesら
mutant 　strain 　l6−5　produced　one 　and 　a　half　times 　as　much 　isoamyl　acetate 　as ［he　parent　strain ，whereas

m 臙 mt 　strain 　25・8　produced　only 　70　percent　isoamアl　acetate 　but　one 　and 　a　half　times 　as 　much 　ethyl

caproate 　and 　ethyl 　butyrate　as 　the　parcnt　strain．　Because　strain 　25 −8　was 　isolated　frorn　a　low　fat【y　add ・

utilizing 　yeast，　it　is　thought 　that　the 　accumulation 　of 　fatty　acid 　or 　acyl
−CoA 　and しhe　decrease　oface 【yレCoA

was 　caused 　by　defective　fi・oxidation 　in　the　stage 　prior　to　the 　producしion　ofthese 　aroma 　componen ［s，　Like

K−701，the 　sake 　mash 　of　s【rain 　25・8　had　no 　bubbles　duringしhe　fermentation　period　even 　though 　the

parent　strain　was 　K −7，　which 　does　cause 　bubbles．

［Key 　words ： sake 　yeast，　fatty　acid ，　high　aroma ，β一〇 xidadon ］

　清酒 の 品質上重要な香気成分で ある吟醸香は，エ ス テ

ル を主体 とした果実様 の 香 りで ， 清酒に華やか さを与え

る香気 で ある，こ の 吟醸香の 主成分は酢酸イ ソ ア ミル と

カ プ ロ ン酸エ チル で あると考え られ てい る．こ の うちカ

プ ロ ン 酸エ チ ル は ，清酒発酵系中 で は酵母 に より脂肪酸

合成系を経て 生産され ると推定 され て い る．1）こ の 酵母

菌体内に お けるカ プ ロ ン 酸エ チル 生成の 際に脂肪酸合成

系などで生 じた カ プ ロ イル ーCoA とカプ ロ ン 酸がβ酸化系

（Fig，1）など脂肪酸分解系に よ り代謝 され て い るな ら

ば，こ の 系を欠損 させた ときカプ ロ イ ル ーCoAお よびカプ

ロ ン酸は代謝されな い で蓄積 し，
こ れ らをもとに生成す

る カプ ロ ン 酸 エ チル の 生産量 が 多くなると推測され る．

ホ現在，退祉．連絡先〒655−0039 神戸市垂水区霞 ヶ 丘 3・3・4

また同様 の 理 由で こ の ときカプ ロ ン 酸エ チ ル 以外の脂肪

酸エ チル エ ス テ ル も高生産 され る可能性 が ある，

　現時点 で は清酒発酵系 中 の 酵母 にお い て脂肪酸分解系

が誘導し て い るとい う報告はな く ， 誘導 して い た と して

もこ の 系の どの よ うな変異が高香気生成につ なが る の か

不 明である，そ こ で まず脂肪酸低資化性株を分離後 ， 脂

肪酸分解系欠損株に絞 らずに こ れ らの 中か ら脂肪酸エ チ

ル エ ス テ ル 高生産性株を選択し ， あ とで 取得 した株 が β

酸化系な ど脂肪酸分解系の どの よ うな変異株 で あるかを

検討する こ とに した．今の とこ ろ脂肪 酸低資化性株 の 中

か ら総米50g の 発酵試験に お い て 香気成分 に 特徴 の あ る

株を取得する こ とが で きた の で報告す る．

　脂肪酸低資化性株取得の ため の 親株 と し て，清酒酵母
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協会 7号 （K −7＞お よび協会 701号 （K −701）を用 い た．また

清酒酵母は ，すで に β酸化系を誘導すると報告されて い

る Sα cch αromyces 　cerevdSiae 　
S）に属す るとされて い るの で ，

脂肪 酸資化性 が あ る株 の 標 準株 と して 実験室酵母 S．

cereviSiae　X2 　1　80−IA を使用 した，

　脂肪酸低資化性株の分離は 以下の よ うに 二段階の ス ク

リ
ーニ ン グで 行 っ た．K −7お よ び K −701 は 二倍体で ある

とい われ て い る の で 取得効率を上 げるた め，一次 ス ク

リ
ーニ ン グは Leijら 4）の ポジテ ィ ブセ レ クシ ョ ン 法を も

とに して 行 っ た ，本分離法にお い て 親株はカタラ
ーゼ を

3一ア ミノ ー1，2，4一トリア ゾー
ル によ り阻害す る こ とで ，β

酸化系 で 発生する過酸化水 素 （Fig．1）が細胞 内に蓄積

し死滅する．したが っ て こ の 選択法を用 い る こ とで ，脂

肪酸分解系に お い て β酸化系が欠損し て い る株を取得で

き る 率が高く な る こ と が 予想 され る．ポジ テ ィ ブ セ レ ク

シ ョ ン 培地は Yeast　 Nitrogen　 Base　 w ／o 　 amino 　 acids

O．67％，ラ フ ィ ノース 0．5％，ミ リス チ ン 酸 0，02％，
Brij35

04 ％，L一ヒス チジ ン （塩酸塩）0．002％ ，
75mM 　3一ア ミ

ノ ー1，2，4一トリア ゾ
ー

ル の 寒 天 2％ を含む平板培地を用 い

た．こ の 培 地 で 糖源 を ラ フ ィ ノ
ー

ス と した の は グル コ
ー

ス に比 べ β酸化系の カタボライ トリプ レ ッ シ ョ ン が起こ

りに くい と考 えた か らで あ る．上述 の培地 に お い て親株

はβ酸化系に よ り過酸化水素が発生 して い る た め か増殖

が阻害され るが，糖源をグル コ ース とした ときはβ酸化

系の カタボライ トリプ レ ッ シ ョ ン に よ り ミ リス チ ン 酸が

代謝され なくな り過 酸化水素が発生 しな くな っ たためか

増殖阻害が起 こ らなくなる．原報 の 通 りマ ル ト
ー

ス を用

　 　 0
　 　 11H3C− C

R− CH2− CH2− COOH

　　　  1　 　 　 　 　 ATP
　 　 　 　 　 CoASH

　　　　　曾
R− CH2 −−CH2 − C− S｝CeA

診 』 職
二廴』 ご貯

4 ，

Flg・L　 Fatty　 acid βY−oxidat 弖on ・2｝Symbo 置s；   ，acy ］−CoA 　 syn −

　　thetase；  ，ac ア1−CoA 　oxidase ；  ，
enoyl −CoA 　hydratase；  ，

　　3−hydroxyacyl−GoA 　dehydrogenase；  ，3−oxoacyl −CoA 　thio −

　　1ase；  ，catalase ．（altered 　the　reference 　2）

い なか っ た の は，もし清酒酵母か ら目的の株を分離で き

なか っ たときマ ル トース 資化性の ない X2180 −IA か ら取

得で きるか を確認する時の た め で ある．また 3一ア ミ ノ ー

1，2，4一トリアゾー
ル の 濃度も原報 と異な るが，こ れ は親

株で ある K −7 お よび K −701 が上記の ポ ジテ ィ ブ セ レ ク

シ ョ ン 培地で ミ リス チ ン 酸が存在 し て い る ときに増殖阻

害が起こ る最小 の 濃度で ある．二 次ス ク リ
ーニ ン グとし

て の 脂肪酸資化性試験は，液体培地による振と う培養で

以下 の ように行 っ た．SD 培地 （Yeast　Nitrogen　Base　w ！o

amino 　acids 　O．67％ ， グル コ
ー

ス 0，5％）に お い て 27° C で

対数増殖期ま で培養 した菌体を滅 菌水 で 洗浄後，脂肪酸

資化性検定液体培地 （Yeast　Nitrogen　Base　w ！o 　amino

acids 　O．67％ ミ リス チ ン 酸 0，02％，　 Brij35　O．4％，酵母エ

キ ス O．019・）に lx105 　cells ！ml とな る よ うに 接種 し，

30°G で 4 〜 6 日間振 と う培養を行 っ た 後，培養液 の 吸光

度 （波長 660nm ）を測定する こ とで増殖を判定した．

　発酵試験は精米歩合 70％ の 白米 を用 い
， 総米 50g ， 麹

歩合 20％，汲水歩合 130％，品温 を 15°C 一定の 条件下 で

行 っ た．酵母 は SD 培地にお い て 27°C で対数増殖期ま で

培養 した 菌体を滅菌水 で 洗浄後，汲 み水あ た り lxlO6

cells ！ml となるよ うに 添加 し た．発酵性に つ い て は，親株

の炭酸ガ ス に よ る重量減が約 15g となっ た と き ， 親株 の

95％以上 に 達し て い た株を良好 と した，また炭酸ガ ス 重

量減が約 15g とな っ た とき遠心分離に よ り上槽 し， 香気

に特徴の ある株を選択するために香気成分の 測定をヘ ソ

ドス ペ ー
ス 法 5＞によ り行 っ た，

　小仕込試験 は難波ら6）の 方法に準 じ， 精米歩合 70％ の

白米を用 い ，総米 lkg ，麹歩合 20％，汲水歩合 130％ の

三段仕込 で 行 っ た．最高品温 を 17°C と し，炭酸ガ ス 重量

減が約 300g とな っ た とき遠心分離に よ り上槽 し た．製

成酒に っ い て
一
般分析は国税庁所定分析法7）に従い，香

気成分 の 測定は ヘ
ッ ドス ペ ー

ス 法に よ り行っ た ．

　まず脂肪酸低資化性株 を取得するためには親株 とする

K −7お よび K −701が X2180 −lA と同様 に脂肪 酸を資化 して

い る と考え られる培養条件 が必要で あるの で ， 前述 の 脂

肪 酸資化性 試験にお ける培地 を以下 の よ うに検討 した．

ただ し増殖 は吸光度で はな く血球計算盤 によ り菌数を測

定する こ とで調べ た，脂肪酸エ チ ル エ ス テ ル の うち吟醸

香で あ る カ プ ロ ン酸エ チ ル を高生産させ る こ と を 目的と

し たの で まず脂肪酸資化性検定液体培地の脂肪酸をカ プ

ロ ン酸と して 検討し た と こ ろ，3 株 と も脂肪 酸を抜 い た

培地と比較 し て増殖が阻害 され，ま っ た く生育 しなか っ

た ．こ の結果は炭素数 6の カ プ ロ ン 酸よ り長鎖で炭素数

8，10 の 脂肪酸 で あるカプ リル 酸 とカ プ リン酸で も同様
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Fig．2．　 Growth 　ofK −7，　K −701，and 　X2180 ・IA　in　liquid　mcdium

　 for　 fatty　 acid −utilization ［esL 　 Symbols； （十 myristic 　acid ）

　 ○，K −7；△，K−701；口，X2180 ・1A．（− myris 【ic　acid ）● ，K−7；

　 　▲ ，K・701；■，X2180 −IA．

であ っ た，また炭素数 12 の脂肪酸で あるラウリン酸で

は，脂肪酸を抜い た ときと比 べ X2180 −1A は増殖 したが

K −7お よび K −701 は増殖が阻害 され た ，しか し炭素数 14

の脂肪酸であるミ リス チ ン 酸では ， X2180 −lA は ラウリ

ン 酸の ときよ りも強い 増殖を示 し ，
K −7 お よび K−701 も

x2180 ・IA と同程度の 増殖 を示 した （Fig，2），以 上 の結

果 か ら脂肪酸資化性検定液体培地 の 脂肪酸 に は ミ リ ス チ

ン 酸 を用 い ，前述 の脂肪酸資化性試験の 条件を親株が脂

肪酸を資化する条件 と して 用い る こ とに した，しか し実

際に β酸化系の ような脂肪酸分解系に よ り資化 し て い る

か に つ い て は 今後 の 検討課題 で ある．また脂肪酸資化性

検定液体培地に寒天 2％ を加 えた培地 で 上述と同様 に検

討 した と こ ろ液体培養の 時と同様 の 結果とな っ たが，ミ

リス チ ン 酸を脂肪酸と した場合で も増殖が微弱で あっ た

た め判定が難 しい と考え，寒天平板培地 で は脂肪酸資化

性試験を行わな い こ とに した．しか し一次ス ク リ
ー

ニ ン

グ の 寒天平板培地で は ，増殖が微弱で もミリス チ ン 酸の

存在に よ り親株の増殖が阻害されればよい の で こ の 脂肪

酸 で培地 の検討を行っ た ．

　脂肪酸低資化性株の 分離は以下 の よ うに して行 っ た．
一次ス ク リー

ニ ン グは ，エ チ ル メ タ ン ス ル フ ォ ネイ ト

（EMS ）に よ り突然変異処理 を行 っ た酵 母 を前述 の ポジ

テ ィ ブセ レ ク シ ョ ン 培地 で 増殖 させた後，大 きい コ ロ

ニ
ー

を釣菌する こ とによ り行 っ た．まず K −7 を親株 と し

て選択 した．SD培 地にお い て ， 30°C で 17時間対数増殖

期まで振 と う培養後，50mM の リン 酸 カ リウム 緩 衝液

（pH 　7．O）で洗浄 した菌体に変異処理 を施 した．変異処理

は菌体を上述 の 緩衝液に懸濁後，EMS を 0．3％ になるよ

うに 添加 し 30°C で 10分間振と うする こ とで 行 っ た．処

理菌体を10％チオ硫酸ナ トリウム に懸濁 し滅菌水 で 洗浄

後 ， 滅菌水に懸濁 した菌体をポジテ ィ ブ セ レ ク シ ョ ン培

地 に lxlO7 　cellsずつ 塗布 し，30°C で 7 目間培養後大き

め の コ ロ ニ ーを370株単菌分離した．EMS 処理 による生

存率は 70％ で あ っ た ．二 次 ス ク リ
ー

ニ ン グは ， こ れ らの

中か ら脂肪酸低資化性株を選択す るために前記 の 脂肪酸

資化性試験 を行 っ た．培養液 の 吸光度が親株の 0．60〜

0．65に対 し 020 〜0．40 と低 くな っ た株が 11株得 られ た

の で ， これ らを脂肪酸低資化性株 と し た．また K −701を

親株 と し て も同様に 選 択 し た．た だ し変異 処 理 は EMS を

3％ に な る よ うに 添加 し45分間振と うする こ とで行 っ た．

こ の と き の EMS 処理に よる生存率は 50％ で あ っ た．一次

ス クリ
ー

ニ ン グで 1000株選択 し，二次 ス ク リ
ー

ニ ン グ に

よ り7株に絞 っ た．

　次に こ れ らの脂肪酸低資化性株か ら清酒醸造の 系にお

い て発酵性の 不良な株を除き香気に特徴の ある株 を選択

す るために ， 総米 50g で発酵試験を行 い 上槽酒の 香気成

分を測定 した．K −7由来 で あ る 11株の すべ て とK −701由

来で あ る 7株中 4 株は，親株の炭酸ガ ス に よる重量減が

15g とな っ た と き親株の 95％ 以上 に達 して い た た め 発酵

性は 良好と考え た ．また こ れ ら発酵性の 良好 であ っ た株

に つ い て 上槽酒 の 香気成分 を測定 した ．まず K −7 由来 で

脂肪酸資化性試験におけ る吸光度が 025であ っ た株 16−5

は，酢酸イ ソア ミル を親株 20mg 〃の L6 倍生産 し， 吟醸

酒 の 香 りの 強さお よび官能評価 と相関が高 い 酢酸 イ ソ ア

ミル （E）とイ ソ ア ミル ア ル コ
ー

ル （A）の含有比 （E／A 比）

が親株 の値で あ る 7．3の 2倍で あ っ た，また同 じ く K −7由

来で脂肪酸資化性試験に お ける吸光度が O．30 で あっ た 2

株は，親株に対 し酢酸イ ソ ア ミル が 0．6 〜 0，7倍 と少 な い

が脂肪酸エ チ ル エ ス テ ル で あるカプ ロ ン 酸エ チ ル と酪酸

エ チ ル を 1．4倍以上生産 した．こ の 中で 25−8株は ， 酢酸

イ ソ ア ミル が親株20mg1 」の 0．7倍と少 な い がカプ ロ ン 酸

エ チ ル を親株 1．3　m9 ！1の 1．6 倍お よび酪酸 エ チル を親株

O．8　mgrl の L7 倍生産 し た．また K −701由来で脂肪酸資化

性試 験にお ける吸光度が 035 で あ っ た 1株 は，カプ ロ ン

酸 エ チル と酢酸イ ソ ア ミル の 両方を前述の株と同程度高

生産 した．

　また取得 した株の香気生産性をよ り実際の 清酒醸造に

近 い 条件で検討す る た め に ，酢酸イ ソア ミル 高生産性株

と して 16−5お よび脂肪酸エ チ ル エ ス テ ル 高生産性株 とし

て 25−8に つ い て は こ れ らの親株で あ る K −7 と と も に総米

1kg で 小仕込試験を行 っ た ．そ の結果 18 日目の 炭酸ガス

減量お よび ア ル コ
ー

ル 度数 は親株 と同様の 値 を示 し
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Fig．3．　 Time　course　of　fermentation　in　a　small
−scale 　brewing

　 tesし Symbols：O ，K −7；△ ，16−5；口 ，25・8．

Table　L　Analysis　of 　sake 　brewed　by　 K−7　 and 　low　fatty　 acid −

　　utilizing 　mutants 　in　a　small −scale 　brewing　tesし

Strain

K −7 16−5 25−8

Brewing　time （d＞
AmountofCO2 　produced （9）

Sake　meter

Alcohol（％）

AcidityArnino

　acidity

Isoamyl 　alcohol （mg 〃）

Isoamyl　acetate （mg ！t）

Ethyl　caproate （mg 〃＞

Ethyl　butyrate（mg 〃）

EIA　x 　100

18298

＋4，018

．8

　 2．85

　 2，1533812

．3

　 0．89

　 L23

　 3．6

18302

十 1．Ol8

．4

　 2．50

　 2．4034317

．6

　 0．90

　 L22

　 5．1

18301

十 1．Ol8

．7

　 2．75

　 2．65324

　 8．8

　 L34

　 L81

　 2．7

田AxlOO ： （lsoamyl 　acetate ！lsoamyl 　alcohol ）× 100・

（
「
rable　l）， 炭酸ガ ス 減量 の 推移 （Fig．3）も親株 と同様

で あ っ た こ とか ら，取得株 の 発酵能は親株 と遜色がない

と考えた．一
方香気成分は 50g 発酵試験 と同様の傾向を

示 した．16−5は酢酸イ ソ ア ミル を親株 の 1．5倍生産 し，E！

A 比 も1．4 倍となっ た （Table　l）．また上槽酒は果実様の

す っ き りと した華やか な香 りを呈 して い た，一方25−8は

カ プ ロ ン 酸エ チ ル お よび酪酸 エ チル で親株 の 1．5 倍 と

なっ たが 酢酸イ ソア ミル は 7割位 と低か っ た （Table　l＞．

そ の た め か 25−8の 醪および 上 槽酒は親株 とは
一

風変わ っ

た香 りを放 っ て お り，カ プ ロ ン 酸エ チル だけで なくこ れ

よ り鎖長の 長 い カ プ リル 酸エ チ ル や カ プ リン 酸エ チ ル 系

の香 りが立 っ て い た．また 25−8の 醪は親株が K・7で ある

にもか か わ らず発酵期間中K −701並の 泡なし性を示 した．

　以上 の 結果か ら本分離法に お い て脂肪酸低資化性酵母

か ら親株よ りも吟醸香成分 の 高 い 株が 少 なくとも 3 パ

タ
ー

ン得られ る こ とがわか っ た．こ こ で はβ酸化系が働

か な い こ とに よ り過酸化水素が発生 し ない ため カ タ ラー

ゼ を阻害し て も増殖が抑制 されない と考えられる株を取

得 し， さらに これ らの 中か ら脂肪酸資化性 の 低 い 株 を選

択 した．し たが っ て こ の 分離法 で は 脂肪酸 を酵母 内に 取

り込 めない ため に資化で きない株 と，取 り込め て も脂肪

酸分解系 に お い て β酸化系 が 欠損し て い るた め に代謝で

きない 株 の 両方を選択できると考え られ る．16−5で 酢酸

イ ソア ミル が高生産 して い る理由にっ い て は不明で ある

が ，25−8で 脂肪酸 エ チル エ ス テ ル で あるカプ ロ ン 酸 エ チ

ル お よび酪酸エ チ ル を多 く生産 し同時 に酢酸イ ソア ミル

の 生産が低 く抑 えられ て い る の は ，こ れ らの 香気成分 の

生成の 前段階 として β酸化系欠損によ り脂肪酸 また はア

シ ル ーCoA が 蓄積 し同時に こ れ らが代謝され る こ とで発

生するア セ チル ーCoA の 生成が少なくなっ たためか もし

れ ない ．現在カプ ロ ン 酸エ チ ル の 高生産は脂肪酸合成系

の 制御によ り進め られ て お り，た とえば脂肪酸合成酵素

の 変異によ り小仕込清酒 で親株 の 5 倍の カプロ ン 酸エ チ

ル が生産で きるよ うになっ た．8）実際に 比較 したわ けで

は ない が これらの株よ り本分離法で 今回取得 した株は カ

プ ロ ン 酸エ チル の 生産量が低い と考えられ る の で ，さら

に取得株数を増やす こ とや脂肪酸資化性 の よ り低い 株 の

取得な どで香気生成能の よ り高い 株を分離できるかが検

討課題 で ある．し か し今回取得 した 株 が β酸化系な ど脂

肪酸合成系以外 の 変異 で あれ ば，本法はカ プロ ン 酸エ チ

ル を高生産 させ る新たな育種法 として期待 され る．また

こ の 変異株 は ミリス チ ン 酸 の 低資化性株か ら取得 して い

るにもかかわ らず こ の 脂肪酸 の エ チル エ ス テ ル よ りかな

り短鎖 で あ る カプ ロ ン 酸 エ チ ル と酪酸 エ チ ル を高生産 し

て い る こ とか ら， カプ リル 酸 エ チル 以上 の 鎖長の 脂肪酸

エ チ ル エ ス テル も高生産 して い る可能性が あ りこ れ らの

成分に つ い て も分析する こ とが課題で あ る，また 25−8が

K −701 と同様の 泡な し性を示 した の は興味深 い 結果 で

あ っ たが，こ の 理由は酵母 の 細胞表層に 変異が起 こ っ た

た め か ，あるい は発酵期間 中に泡の 出に くい 酒質とな っ

たため か につ い ては不 明で ある の で今後 の 検討 を要す

る，一方K −701を親株 として酢酸イ ソ ア ミル が 16−5並で

か つ カ プ ロ ン 酸 エ チル が 25−8 並に高生産 した 株 を 1株選

択で きたが，本分離法で は脂肪酸を酵母内に取 り込 め な

い 株 の 取得 も可能 と考え られ るの で ，こ の 株が 吉沢 ら 9）

に よ り脂肪酸を酵母 内に取 り込 めない株か ら取得された

酢酸イ ソ ア ミル とカ プロ ン 酸エ チル の 両方を高生産する

株と同様 の もの か検討が必要で ある．

　現在，上述の変異株が 清酒発酵系 中にお い て どの よ う
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な変異に よ り吟醸香成分を高生産 して い るか検討 して い

る とこ ろで ある，

要 勺糸

　清酒酵母協会 7号お よ び 701号か ら脂肪酸β酸化系欠損

による高香気生産性株を選択するた めに，脂肪酸低資化

性変異株を多数取得 した．

　得られた脂肪酸低資化性株につ い て醸造試験を行 っ た

とこ ろ ， 親株 で ある K −7に対 し酢酸イ ソ ア ミル を L5 倍生

産 した株 16−5 と酢酸イ ソア ミル は 0．7倍 であるがカプ ロ

ン 酸エ チル と酪酸エ チル を L5 倍生産 し た株 25−8を取得

した，脂肪酸エ チ ル エ ス テ ル を多く生産する と同時に酢

酸イ ソ ア ミル の生産量が抑え られた 25−8は，脂肪酸低資

化性株か ら取得 した こ とか ら ，
こ れ らの 香気成分の 生成

の 前段階として β酸化系欠損によ り脂肪酸またはア シ ル ー

CoA が蓄積 しア セ チル ーCoA の 生成が少なくな っ た株で

あ る こ とが予想され る．また 25・8の醪は親株が K−7で あ

る に もか か わ らず発酵期間中 K −701 と同様の 泡なし性を

示 した ．

　本研 究の 機会 と発 表 の 承認 を い た だ き ま した 辰 馬 本 家酒 造株

式 会社辰 馬 章夫 代表 取締役 祉長，研 究遂行 の 上 で 急逝ま で 終始

適切 なご指導 と温 か い こ激励 を賜 っ た 故今村武司取 締役醸造部

長 に 深 甚 な る感 謝 の 意 を表 します．また こ討論 い ただ い た広 島

大 学教授上 領達之先生 に深 く感謝 い た します．さ らに 退社後本

論 文 を完成 させ る に あた り，開放型 試 験 分析室 を 利用 さ せ て い

た だ き ま した 兵庫県 立先端 科学技術支援セ ン タ
ー，お よ び 酵母

SaccharomJces　cerevisine 　X2180 −1A株を分 与 して い た だ きま した 大

阪 大 学大 学 院 工 学研 究 科 金 子 嘉 信 先 生 に厚 く お 礼 申 し上 げ ま

す．最後に 研 究 を進め る に あた り ご助 力 い た だ き ま した すべ て

の 方々 に感謝い た しま す．
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