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　親水性 ・疎水性を指標に して細菌を評価す る とい う概

念 は 多 くの 人 に とっ て 馴染 み が薄 い か もしれ な い．しか

し，バ イ オ フ ィ ル ム形成 や 活性汚泥槽 に お け る ス カ ム

（活性汚泥 の 異常浮．L．汚泥内 で 生じた 気泡 へ の菌塊 の 吸

着が 主因とさ れ る）発生な ど菌体の 固 （気）相表面 へ の

吸着 の 強弱を決 め る 主 な要因 とな る た め， こ れ ら の 研 究

に お い て は細菌の疎水度 が 重要なパ ラメ
ー

タ
ー

の ひ とつ

とな る．で は，細菌 の 疎水性 を 定量 す る に は 具体的 に ど

うすればよ い の だろ うか ？

　厳密な定義 は さ て お き，便宜 上，「水 （極性溶媒）に 濡

れ に くい 一ある い は逆 に 「油 （非極性溶媒） に な じ み や

す い 」 とい う性質を もっ て 「疎水性 」 の 指標 と言 い 換え

る こ とが で きよ う．化学物質な どの 場合 n 一オ ク タ ノー

ル ー水間の 分配係数で あ る P。h、が そ の 指標 と して 用 い ら

れ る こ と も多 い ，こ れ をそ の ま ま細菌に適用 した と もい

え る の が ，BA1
「
H （bactcrial　adhesion 　to　hydrocarbon）

法 で あ る i）．菌体 け ん 濁液 に 有機 溶 媒 を 重層
・振 と う 混

和後，水相 中に 残 っ た菌体量を測定する．有機溶媒相 に

吸 着 した 菌体 の 割 合 が 高 い ほ ど
“
mrk水性 が 高い

”
と判断

され る．特別な装置 を必要 とせ ず，操作 も容易なた め 汎

用 され る 方法 で ある．

　 しか し，よ く知 られ る よ うに，あ る 種 の 細菌は界面活

性剤様物質を生産す る．こ れらは水 ・有機溶媒混液を エ

マ ル ジ ョ ン 化 す る た め，菌体が これ に 巻 き込 ま れ た 場合

に は見かけ上の 吸着率は上昇す る．

　HIC （hydrophobic　interaction　chromatography ）法は

疎水性官能基 で 修飾 した セ フ ァ ロ ース 担体を充て ん した

カ ラ ム に 細胞けん 濁液 を通過 さ せ，その 吸着率か ら疎水

性 を評価す る方法 で あ る 2）．これ ま た 簡便な 方法 で は あ

るが ，吸着度すな わ ち 疎水度 の 高い 細菌 は カ ラ ム を通過

で きず，しばしば 目詰 ま り を起 こ す．測 定 の 団的か ら い っ

て疎水度 の高い 細菌を 対象 に す る こ とが 多 い だ けに，こ

れは大きな欠点で あ る．

　測定範囲が 広 く，正 確 に疎水性を定量 で き る とされ て

い る の が 接触角 法 で あ る 3）．固 体表 画 の 濡 れ 性 を 測 定 す

る方法 と して 広 く普及 して い た もの を，細菌 に も適用し

た の が 本法 で あ る，具体的 に は，ろ 過集菌 な どに よ り均

一
な細菌 の 層 （bacterial　lawn ）を作製し，その 表面 に

一

定量 の 水滴を滴下す る．菌体表面が 疎水的 で あれば水滴

はは じかれて球形 に近 い 形 を保ち，親水的な らば平坦 に

ひ ろ が る．自動 車の フ ロ ン トグ ラ ス の 撥水 コ ー トを イ

メ
ージ するとわか りやす い だ ろ う．水滴 とbacterial　lawn

の 接線 の角度 を測定す る こ とで 疎水性を定量 で き る，た

だ し，接触角法は 測 定対象の表面 の微小な 凹凸 に 左右 さ

れ る た め，そ の 均
一

性を保 つ こ とが重要 とな る．対象が

微生物の 場合，この 均
一

性 をい か に して 保障す るか が正

確な測定 の 鍵 とな ろ うが， こ の 点 に つ い て 詳論 され た 例

は な い ．ま た，専用 の 測定装置が 必要な こ と もネ ッ ク で

あ る，

　稿末 に は，そ れ ぞ れ の 手法 に つ い て基本 とな っ て い る

代表的な文献 の み を記 したが，い ずれ もこ れまで に 種 々

の 改 良 ・改変 が 試 み られ，多 くの 細菌 に 適用 さ れ て い る ．

その 他 に も，塩析の 原理 を利用 し，菌体を凝集させ る最

少塩 濃度 を測定す る 塩析法，表面を シ ラ ン コ ートした ス

ラ イ ドガラ ス を け ん 濁 液 に 浸 し，吸着さ れ た 細菌 数 を 顕

微鏡観察下 で計測す る 方法 こ れ を さ ら に 発展 さ せ 水

晶振動子 マ イ ク ロ バ ラ ン ス 法 に よ り微量 の 吸着細菌量 を

定量 する方法 な ど，創意工 夫 に富ん だ 手法 が数多 く提唱

さ れて い る．

　しか し これ は，細菌の疎水度測定 に お い て未だ ス タ ン

ダードと呼 ぶ べ き手法が 確立 され て い ない こ との裏返し

で もあ る．
“
疎水性

”
と い う言葉の 意味す る と こ ろ が い か

に も曖昧 で あ り，細胞 の 表層 とい う数多 くの 構成 因 子 か

ら な る もの を対象 と す る 以上 　そ れ ぞ れが
一

長
一

短 とな

る こ とは や む を え な い か も しれ な い が，各手 法 を体系的

か つ 客観的 に 比較検討 した 研究の 必要性が感 じ られ る．
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