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　D −ribulose の いずれかに っ い で異な っ た ご つ の報告が

　な され て い る．そ こ で 今囘は D−Xylulose の 発酵 の 場

　合 の型 と比較する 目的で D −ribulose の 代謝 に つ い て

　観察 した．

　　方法　各種属 の酵
「
母につ い て D−ribulose 　 5％ を含

　む培地を 用 い て 30℃に て 振盪培養 し ， そ ゐ発酵液に つ

　 い て 消費 した D−ribulose を cysteime −carbazole 法 ，

　生成 しtc　polyalcoholを Neish の 方法に て 定量 し，

　生 成 した pentitolは ethylacetate ：pyridine：水＝一・10 ：

　4 ：3 （v ／v ）の 溶剤 で二 重 展開す る こ と に よ り b−ara −

　bitolと ribitol を分別 し発酵の 型を観察 した．さ らに

　代表菌株に つ い て は 発酵液 よ り生産物 を 結昂状 に 単離

　 し確認 した。 D −ribulose は D −arabinase を pryidine

　 に て 異性化 し足立 らの 方法 に より精製 した．

　　結果　供試 した 酵母は い ずれ も D−ribulose 培地 に

　良好な生育を示 し ， 発酵生産物と して polyalcoho1の

　生成を 観察 した と こ ろ 生成 した polyalcohol は ほ と

　 ん どが pentitol で あり，　 D−−arabitol が生成 される こ

　 とが明らか にな っ た．D−ribul（＞se よ り生成 され る可能

　性 の あ る pentitolと して は D −arabito ］の 他 に ribitol

’
が あ るが ， 現在まで に ス ク リ

ーニ ン グを 行な っ た範囲

　 で はそ の 生成は認め られなか っ た．

　　酵母 に よ る D−xylulose と D −ribulose の 好気発酵を

　比較 し，また glucose からの D−arabitol の 生成 に関

　 連 して 若午 の 考察を行な っ た，

2G4． 酵母に よ る二 成分系糖混合物醸酵

　　一diauxie 現象に関 す る二
， 三 の知見一

広大 ， 工 ， 醸酵 　○南波　　章 ， 松尾　義之

　目的　糖混合物の 微生物に よ る醸酵過程に 関す る情

報 は い まだ 十分で な い ．特 に 二 種 の 制限基質 を段階的

に資化 して 増殖す る ， い わ ゆ る diauxie現象を示す培

養系に つ い て は若干 の 考察覆 な された に 過 ぎ な い．先

に 演者 らが 報告 した酵 母 の 休止細胞 に よ る二 種 の 醗酵

性糖混合物の 糖消費に関す る反痞速度モ デ ル の 概念が

dlauxie現象を示す微生物培養系に 適用 され うるかど

うか を検討 した．

　方法　使用菌株は Candida 　ortilis
， 培地 と して キ

シ ロ
ー

ス ，グル コ ース そ れぞ れ 2 ％をふ くむ合成培地

を 用 い て 28℃で 往復振蠱培養を行な っ た．培養中随時
一定量を採取して 菌体を遠心 沈澱に よ り除去 ， 上澄液

を分析 に 供 した．菌体量 は比濁法 ， 培地中の キ シ ロ
ース ，

グル コ
ース は p

一
ア ミノ 安息香酸，チ オ 尿素試薬 に よ

る 同時分 別 定量 法，全糖は Somogyi 法を用 い て時問

約変化を測定した．

　結果　培養過程はグル コ ース の みの消費区間 ， 両糖

が 同時 に消費され る 区間 お よ び キ シ ロ
ース の み が 消費

される 区間の 3 期に見か け上区分され る．第 2期に お

い て ， い かな る時間を と っ て も，キ シ ロ
ース とグル コ

ース の 相対的消費速 度 の 比 は一
定で あ っ た，そ の 期 間

を は さん で 菌休増殖 の パ ターン は 2 段を な し，い わ ゆ

る diauxie現象を示 した．

　第 3 期 に お い て
，

キ シ ロ ース がすで に 約半量消費さ

れグル コ
ース がほ とん ど消失 した時点で 培養液に グル

コ
ー

ス を加え る と．キ シ ロ
ー

ス の 消費 は た だ ちに 抑制

され て
， ほ とん ど減少 しない ．グル コ

マ ス が 消費され

て後，再 びキ シ ロ ース の 消費が始まる．そ の 際の lag

時間は 添加グル コ ース の 量 に 関係 して い る．こ の 場合

に も菌体の 増殖は わずか に diauxie現象を示 した．

　diauxie現象は単に 誘導時間の み に よ っ て 起る もの

で な く，二 種 の 制限基質間 の 梢互作用 に よ っ て ，一方

の 基質の 消費 が 他方 に よ り強 く制 御 され て い て 起 る も

の と考え られ る．

20S． 炭化水素か ら 有機酸を 生成 する 酵母 の

　　分 類学的研 究

　　　　　　　　　　　（財）発酵観　坂野　　勲

　目的　近時有機酸を多量に 生成する酵母が 報告 され

て い る． こ の よ うな 性質は こ れまで Br’ettanomblces

属 の 特徴 と され て い た の で
， 今回分類学的見地か らこ

れ ら酵母 の 検索を 行 な っ た．

　方法　n パ ラ フ ィ ン か ら藩量 の有機酸を生成蓄積す

る 新分離酵母50株を，当 研究所に 保存する Candid α

属およ び Brettanomyces属の 各種標準株に加え ， 従

来 の 方法で こ れ らの 形態 な らび に生 理 的性質を調べ る

と ともに ，糖質 ま た はパ ラ フ ィ ン を基質に した 時生成

され る有機酸 を ， 薄層 ク ロ マ トおよ び ガ ス ク ロ マ ト法

で 分析調査 した．

　結果 　形態学的観察に よ れば，分離 された酵母は い

ずれも Candida 属 に含め られ る。

Candida 属 の 標準株 に も糖から多量の 酸を生成す る

もの が 認 められ，顕著な生酸性 は BrettanomyeeS 属

の 酵母 に かぎられ る もの で は な い ．

n パ ラ フ ィ ン から有機酸 を生成す る菌株が 必 ず しも，

糖質か ら酸 を 生成す る と は か ぎ らな い ．

2鴎。 麹酸醗酵に関 する研究

（第 7報） 麹酸 生産菌の グル コ ース 代謝 に つ い て

理 研 ・醸 工 　○北田　 牧夫，蜜金原　孝
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　　目的　先 に 演者らは麹酸生産 と代謝系との 関連を検

　討す る 目的 で 種 々 の薬剤 の 麹酸生産 へ の 影響を検討 し

　た．そ の うち解糖系の 阻害剤とされ て い る 弗化 ソーダ，

モ ノ ヨ ード酢酸 は 置換培養 に対 して は 60・）−100％ の麹

酸生産阻害を示 した．さ らに モ ノ ヨ ード酢酸 の 隣害 は

　コ ハ ク酸 また は ピル ビ ン 酸 を添加す る こ と に よ っ て 阿

復 され た．こ れ ら2 つ の 事実から麹酸生饌 と グ ル コ ー

ス の 代言射系とは 密接 な関連 が ある と推定され麹酸の 生

産を解明す る に は こ の 相関をよ り詳細に 知 る 必要 が あ

　る と考 え る．今回 は菌体内酵素 の 測定およ び Cl4 グル

　コ ース を用い て使用菌株の グル コ ース の 代謝を検討 し

た結果に つ い て 報告す る．

　 方 法 C14一グル コ ース として は第 1化学製の 1−14C 一

お よ び 6』 C一グル コ ース を用 い 測定は　跏 ガ ス フ ロ

ーカ ウ ン ターお よ び液体 シ ン チ レーシ ョ ン カ ウ ン ター

を 併用 した．培養は 炭酸 ガ ス トラ ッ プをつ け た 100　ml
三 角 フ ラ ス コ で 8〜10時間培養 し炭酸ガス は40％苛性

ソーダに吸収 させ た．脱水素酵素 は TPN の 還 元 を

340m μ の 変化か ら活性 を求め た．

　 結果　弗化 ソーダに よ る麹酸生産阻害はモ ノ ヨ
ー

ド

酢酸同様 コ ハ ク酸 ，
ピル ビ ン 酸で 回 復 した が ヒ酸 ソー

ダの 阻害 に は 効果が な か っ た．次に 培養時間に よ る菌

体 の グル コ ース 代謝の 変化を み るため 1，3 日培養菌

体の 菌体内グル コ ース ー6−P お よび 6−P一グル コ ン 酸脱
』
水累酵素活性を調 べ た と こ ろ 3 日目で 両者 とも約30％

減少 して い た。 こ の傾向は 14C 一
グル コ・b一ス を用 い た

実験 か らも認め られ菌体の 増殖期で は ペ ン トース サ イ

クル が か な り強く働い て い る もの と推定 され た．

29T． 酵酸菌の醸酵促進 因子に関する研究

　　　 （第 5報）

阪大 ， エ ， 醗酵　○土方　康世 ， 照井　発造

　目的　 Acetobaeter　rαmcens に よ る 酢酸醗酵 に お い

て は 酵母エ キ ス 中に 未知の 促進因子 が 含まれ，こ の 因

子 は セ ロ フ ァ
ン 膜透過性 で 96％ エ タノー

ル 抽出液か ら

酢酸エ チ ル 添加で 沈澱 され る 。 （YEE 区 分 ），
YEE の 有

効成分 は ，O．2M 酢酸溶液中適当量 の 活性炭に よ る処

理 沖液中に回収 される．こ の 区分 （工）は陰イ オ ン 交

換樹脂 カ ラ ム 処 理 に お い て水 で 流出 して くる 区分 Ia

と適当な酢酸濃度 で 流出 して くる区 分 Id と に 分れ ，

Ia
，
　Id は相乗的 に作用する こ とを前回ま で に 報告 した．

今回は Ia
，
　Id に つ い て さ らに 分画を試 み た。 こ れ ら

は 既知発育因子 と異 なる もの で あ る が 酢酸 醸酵に お け

る．その作用 の仕方に つ い て 検討 した．

　方法　使用菌株基礎培地 は舸報に準ずる．植菌は P
GY （1％），エ タ ノ

ー
ル 5 ％，試験管振盪 した もの を

0．6mg／ml 皿 ed 付近 で集菌し， 基礎培地 に 懸濁 して ，

30℃ に て振盪 し，最大増殖とな っ た時期に 集菌し， そ

の一
定量を棊礎培地 に接種した．

　結果　Ia 区分 を 陽イ オ ン 交換樹脂で ， また Ib 区分

を DEAE 　Sephadex で そ れ ぞ れ分画 した が，有効性

分布の 巾が著 し く広か っ たe しか し Ia
，
　Id に つ い て

各小 区分をと っ て も Ia，　Id の 相乗性が 成立す る こ と

を 認め た．

な お 撫 鷹 跚 が 長 い

．
1・g の 後 に ea 生産 する有

効因子との 関係 に つ い て は 目下 検討中で あ る，

　Ia
，
　ld の 作用は比生酸速度を高め る が，対酸素菌体

収率 （YD）を低め る とい う興味 あ る事実 が確認 された．

2面6．　ア フ ラ トキ シ ン の 醗酵に よる分解

農林省食研　○ 真鍋 　　勝 ， 松浦　慎治

　　　　　　　佐藤友太郎

　 目的　AsPergillor．Sj7α vus の ある 種の 菌 に よりア フ

ラ トキ シ ン （以下 AF と略す） が 生産 され る こ とが

発見 され て 以来，カ ビ を 利用する 醗酵 食 品特に 麹菌 を

利用 す る わ が 国の 醸酵食 品が 注目 され る に い た っ た．
そ こ で 演者 らはわが 国で 現在使用 されて い る 麹菌約

200株の AF 生産性の 有無，み そ 試料約 IOO 点 の AF

汚染の 存否 に つ い て 試験 し， い ずれも AF を認 あ な

か っ た．また増 田 ，
Hesseltine，票飯原，横塚，村上

らも同様本邦産麹菌 か ら AF の 生産を 認 め て い な い．

しか しみ そ に お け る 製麹 ，仕 込 ，熟成は 半ば 開放的 に

行な わ れて おり，外部よりAF 生産菌が混入 して AF

を生産する危険性 も考え られ る．そ こ で み そ醸酵中に

おけ る AF 生産菌汚染およ び AF 混 入 の 場合を想定

して ，
AF の 醗酵に よ る 分解に つ い て 検討を加えた．

　方法 （1 ）AF 生産菌 の 耐塩 性お よ び み そ中で の生

存試験

　 （2）pH ， 温度などに よ る AF の 分解試験

　 （3 ＞み そ醸酵中の AF の 分 解試 験

　結果 （1）AF 生産 菌 は ， 食塩 12％の 麹汁培地 に 生

育 し，18％で もわずか に 生育した，み そ醗酵中で は 菌

数 は 次第に減少 して 行くが完全 に は死滅しな か っ た．

　 （2）pH の 違 い に よ る AF の 分解試験 （40℃）で

は．pH 　4 〜6 が最 も安定 して お り，　 pH 　9 以 上 で 分解

が 激 しく，pH 　1 で は 6 日 類に AF 　B ユ
，
　 G ， が 消失 し

て お り代 りに
，
B2。，　G ，e が生成 して い た．・
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