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脂肪酸お よ び そ の エ ス テ ル の 抗菌作用

芝 崎 勲

大阪大学工学部醸酵工 学科

　脂肪酸は天然 に 広 く分布 して い るが ， 多 くは ト リグ

リセ ラ イ ド【δ形 で 動植物油脂の 主成分 と して ，ま た ろ

う， リン 脂質 ， 糖脂質の成分と して も存在して い る・

こ の よ うな脂肪酸は 石 けん を は じめ多くの 工 業用材料

としで利用 さ れ る一方，古 くよ り種・V の 微生物 に 対 し

て 抗菌作用を有するζとが認め られ，酢酸，二 酢酸ソ

ーダ，プロ ピ オ ン 酸，ソ ル ビ ン 酸，カ プ リル 酸が食品

を 中心 とす る分 野 の 防腐 荊 と して 利用 され て い る・脂

肪酸 お よび そ の 誘導体は一
般 に 毒牲の 低 い も の が 多

い の で，近年抗菌性物質と して 再認識せ ら れ つ つ あ

る． こ の こ と は 1978年 5 月15〜16日，American 　 Oil

Chemist ，
　Society の 第 69回年会 に お い て ，“Phar・

maco1ogical 　Role　of　Lipids ”

と題す る シ ン ポ ジ ウ ム

が 米国セ ン トル イ ス で 開催 さ れ た こ とか ら もうか が わ

れ る．

　 こ の 総説で は，著者の 研究室 で 行 っ て きた 最近 の 研

究成果 を 中心 と して ，そ の 周辺 の 研究動向 を ま と めて

紹介す る予定で ある （脂肪酸 ， そ の エ ス テル は次 の 略

号を用い て 記述する・C ・ 脂肪酸 ， MC 。 脂肪酸 モ ノ グ

リセ ラ イ ド，SC 。 脂肪酸 シ ョ 糖 エ ス テ ル ）．

1． 脂肪酸 の 抗菌作用

　脂肪酸の 抗菌作用 につ い て の 文献は 1899年の ClarkV

に さか の ぼ らね ばな ら な い が，1911年 Lamar 　
2】 が

pReumococci に対 して ，　 Cls、1，　 Cls：2，　 Cisteが 40　ppm

の 低濃度で 発育阻害効果を示す こ とを報告 して い るの

が初期の 研究 の 代表的なもの の
一

つ とい え る．

＊ Antimicrobial　Activity　of 　Fatty　Acidsand　Their

　Esters − AReview − Shibasaki，1，（DePar 吻 en’

　げ Fermen ’覦 0 π Technoleg 丿，　F σ翩 砂 0Lr 劭 9’・

　” 8 〃 伽 9 ， 038初 σ擁 び〃 5吻 ，Ya 〃；adaka 〃ti，　 S解吻

　ε形
， Osaka　565）

　Niernan 　
S） は微生物 の 増殖 に 対す る 脂肪酸 の 影響 に

つ い て ，阻害 と促進 との 両面か ら詳細 に総説 して い る．

Hassinen ら
4レ
は C4 か ら C18の 偶数炭素鎖 の飽和脂

肪酸 お よ び CiS，1 の 乳酸菌 お よ び グ ラ ム 陰性細菌 に 対

す る抗菌作用を検討し， 乳酸菌 に 対 し て は ．Cll，　 C14

が強い 抗菌作用を示すが ， グラ ム 陰性 細菌 に 対 し て

は い ずれ も作用力は 微弱で あ る と 述 べ て い る．そ の

後 Camien ＆ Dunn 　
5，

も隅じ く乳酸菌に対す る C7

か ら C21 の 飽和脂肪酸の 抗菌作用を 検討 し，　 C14，

Cle，　 C18、o が ほ ぼ 同程度 の 強 い 抗菌作用力 を も っ て

い る こ とを報告しtc．　 Kodicek 　6
囮8， は グ ラム 陽性細菌

（lactobacilli，
　streptococci

，
　staphylococci ）1こ対す る不

飽湘脂肪酸 の 抗菌 作 用 に つ い て 検討 し，そ れ らの 化学

構造と抗菌力との 関係につ い て 考察 して い る．Borick

ら
e，

は脂肪酸とア ミン の 抗菌性に 着目して ， C2 か ら

Cls の 飽 和 お よ び 不飽 和脂肪酸 とテ トラ デ シ ル ア ミ ン

との 塩を調製し，グ ラ ム 陽性 ， 陰性細菌そ の 他を含め

て20菌株に対す る抗菌力を 比較検討しt ，不飽釉脂肪

酸で は Ci 、1，　 Cll，1，　 C6、2 と の 塩が高 い 抗菌力を示し，

Clg：1 塩は弱 く．飽和脂肪酸で は菌株 に よ り作用力に か

な りの 変動が 見出 さ れ る が ， C2，　 Cs，　 C ，，　 Cs，　 Cg，

Clo，　 C12と の 塩は ほ ぼ 同程度 の 高い 活性を示し，　 Cls、e

はか なり低い 結果を得 て い る・

　Tongei°｝は不飽和脂肪酸 の 細菌胞 子 阻害機構を調べ

る た め，β而 ”欝 liehem／formis胞子 を対象と して ，

Cls、a を用い て 検討を加えた・C 旦g 、2 の溶液に ク ロ ロ フ

a
一

ル を加 え ， 光をあて なが ら酸素通気を行 う実験に

よ り，胞子発芽阻害作用 は 脂肪酸 の フ リーラ ジ カ ル の

生成 に よ っ て 起 こ る こ とを確かめ， さらに Cls、2 を 自

動酸化す る と抗菌力が上昇す る こ と，発芽胞子 に よ っ

て こ の 酸 が 脱炭酸 され る こ とも認 め て い る． Willett

＆ MorseM は ， 合 成培 地 中で StrePtococcus　 agal ・
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は pH ，　 cholesterol な どの 保護物質の 影響を うけ，

C12
，
　 Cls，2 の 濃度 に 依存 して 260　nm 吸収物質 の漏洩

がみ られ た，

　 さ らに脂肪酸 の 作用機溝を明確にするため，細菌の

呼吸， 基質透過性に対する 影響を 調 べ た．B ．　 mega ・

terium の 生細胞の 酸素取 り込 み に対し， こ れ ら脂肪

酸は そ の 殺菌な い しは プ ロ トプ ラス ト溶解濃度 で は促

進し，阻害の た め に は よ り高濃度を 必要と した・「しか

し プ ロ トプ ラ ス トで は 促進効果は な く，よ り低濃度で

阻害をうけた．Psettdomonas 　PhaseeJicela細胞 に対

して は阻害作用はわずかで あ っ たが ， こ の ス フ ＝ロ プ

ラ ス トで は強 く阻害をうけ た ．生細胞 ， プ ロ ト プ ラ ス

ト の 酸素取り込 み の 阻害に 対して は Ca ＋＋
な どは部分

的 に 保護効果 を示した．グ ル タ ミ ン 酸，リジ ン の 取 り

込み に対す る 脂肪酸の 阻害効果は殺菌力 と同 じ く，

Cls，t＞ C14、o＞ Cls＞ CI5＞ Cle＞ CI8 の 順 で あ る こ とを

B ．megaterium ，
　 Clostridi” m 　 wetcki で 確かめ ，

　 PS．

Phaεeolicela につ い て は Cls あ るい は Cls、2 の 濃度

を約10倍に 上昇させ て よ うや く酸素取り込 み の 阻害が

みられ た が ， ス フ ェ ロ プ ラス トで は著し く感受性を増

加 し た・こ れ らの 結果よ り脂肪酸の 作用機構と して は，
一般の 細胞膜活性抗菌物質と類似する点が多 く， 細胞

内で の エ ネ ル ギー代謝系の 阻害が 主 た る機構で あ る と

考えて い る．

　 Sheu ＆ Freese2M）は ，
　 Cl〜Clo，　Cls、2 の β．　subtilis

に 対す る抗菌作用を検討 し，CIs、s＞ Clo＞ Ce＞ …… と

い う抗菌力の 順 に 酸素消費，ATP 生産 も阻害され る

こ とを 認 め ， 細胞膜画分 の タ ン パ クA が脂肪酸に よ る

増殖阻害過程中 に 増加す る こ とを見出 した・こ れ らの

結果 か ら，脂肪酸が可導的 に 細胞膜ある い は膜中の タ

ン パ ク質と反応して ，膜構造を変化させ た り， あ るい

は電子伝達系と 二 つ の 型の タン パ ク質 （ATP 再生産

の た め に用い られ る もの と細胞内へ ある化合物を伝達

す る もの ）との 連けい を脱共役 させ る もの と考 え て い

る．次い で 生細胞お よび 膜画分 へ の ア ミノ 酸取り込 み

が Ci〜（k に よ り阻害 され る こ と を 示 し，こ の 阻害 は

後者の 方が顕著 に 起 こ る こ と， 炭素鎖が畏い ほ ど低濃

度 で 阻害す る こ とを示した・しか し，α
一メ チル グル コ

シ ド，フ ラ ク ト
ース の 取 り込 み や NADH の 酸化 に 対

して は 何 ら阻害効果 の ない こ とを確か め る と共 に ， ア

ミノ酸取り込み阻害が非拮抗的で あ る こ とな どの 結果

も得て い る．そ して 長鎖脂肪酸 は電子 伝達系を 阻害せ

ず に ア ミ ノ 酸取 り込 み を阻害す る こ と に よ り， ア ミ ノ

勲 醸酵工学　第57巻

酸運搬タ ンパ クを サ イ ク ロ ーム 連動電子伝達系より脱

共役す る働きを な すもの と結論 した．ms）

　Freese ら
a4J

は食品防腐剤と して の C2〜Clo， そ の

関連化合物の 作用機構を B ．subtilis の 生細胞 と膜胞

を用い，増殖， 酸素摂取，ATP 生成阻害 に つ い て比

較検討 し，飽和脂肪酸は DNP と同じく脱共役剤 と し

て 働 くが ， 不飽和脂肪酸で は一
部電子伝達系自体を も

阻害して い る と考 え て い る，一方 ， E ，　celi に 薄 して

は C2〜Ce で は B ．　subtitis の 場合と大体同程度 の 濃

度で ， 増殖 ， セ リン 取り込みを阻害する が，Cs，
　 Clo

で は 高濃度を必要と した．しか し E 。celi の膜胞で は

す べ て B ．sesbtilis の場合とほぼ同 じ濃度で セ リン 取

り込 み が 阻害 され る こ と を認 め た ．こ の 事実 の 説明と

して ，  E ．　coli 膜に分配 した脂肪酸が速か に代謝 さ

れ る ため ， 高濃度の と き の み 阻害現象が見出され る

（B ．subtilis は Cs 以外の もの は代謝で きな い ）J  

E ．coli の 細胞壁 に存在する リポ多糖層が大きい 分子

を通さない ， の 二 つ を 挙げた．

　Sheu ＆ Freese　ss， は，長鎖脂肪酸を代謝で き な

い E ．celi　Apt株 とリポ多糖類を欠落す る変異株 を用

い て ， E．　coli の 脂肪酸抵抗性が い ず れ の 機構に よ る

か につ い て検討した・長鎖脂肪酸を代謝で き る株も代

謝 で きない もの も，と もに 同じ阻害 パ ターン が 示 され ，

リボ 多糖欠落株 は 脂肪酸感受性 の 高 い こ と，EDTA

処理 に よ っ て E ．coli の 抵抗性が著し く低下す る こ と

よ り，グ ラ ム 陰性細菌 の 長鎖脂肪酸に 対す る抵抗性は

リボ多糖層 の 存在 に よ っ て細胞内の 作用点 （ア ミ ノ酸

取り込 み ） に到達で きない た め と結論 した．

　Sheu ら
te）は C2〜CiO，　 Cle，　 Cl，1 ，　Ce、s，　 Clo、s の 外，

多数 の 鎮痛剤，解熱剤，食品防腐剤の B ．　subtilis
，
　E．

eoli，　 mammalian 　 cell　lこ対す る 増殖阻害効果を検討

す る とともに，膜胞を用 い て ATP 生成量，グ リシ ン

取り込 み ， 酸素消費に 対す る影響に つ い て も比較 して

い る．

　Kulshrestha＆ Marth27 ｝
は ， 牛乳成分に 関連 あ

る 揮発性あ るい は不揮発性物質 の 細菌に対す る発育阻

害作用 につ いて検討 した．そ の うち脂肪酸 に つ い て は

C1’vCte を用い て おり，E 。　celi
，
　Salmanella砂ρ潺 挧 ％

・

ri” m に 対 して は 短鎖の もの が作用強 く， ギ酸が最高

の 活性を示 し，StaPkyloceCCUS　aure πS ，　StrePtoceCCUS

laetis，　Leueenestoe　citrovoram
，
　StrePtecOCC＃S　ther・

mePin
’
1＃s に対して は逆 に Cloが最大活性を もつ こ と

を認めて い る・Gutteridge ら
2s，

は 4種の 不飽和脂肪
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酸を自動酸化 させ て ，StaPh ．　aure ＃S，　E ．　celi，　Clost・

ガ4伽溺 勘 プ吻 8 劭 3
・
Bacte 「oides 　SP ．に対す る抗菌

力を 試験 し，発育阻害作用 は不飽和度，自動酸化の 程

度に依存 して 変化す る こ と を示 し た．Woolford 　
29j は

飼料用添加物として の 脂肪酸 の 34種の 細菌 ， かび ， 酵

母 に 対す る 抗菌作用 を Cl か ら C・a の 脂肪酸を用い

て 検討 した・そ の 結果，グ ラ ム 陽性細菌 に 対 して は炭

素鎖 の 増加と共に作用力は 上 昇す るが ， グ ラム 陰性細

菌 に 対 して は C8，　 C6，　 Cv が 有効で C8 以 上 に な る

と作用力の 低下 す る こ と を 見出 し て い る・Fay ＆

Fariass°， は ，
　E ．　coli に対す る C4 か ら Clfi，　 C18，1 の

抗菌作用に つ い て 検討 し，Cg，　 Cte が最大 の 活性を も

ち， 炭素鎖 ，．、濃度 の 外に 培地組成 （細胞の代謝活性），

発育相などが影響を及 ぼ す こ とを見出 して い る．加藤

お よび 芝崎
en

は q か ら CtS の 飽和脂肪酸を 用い ，

液体お よ び固体培地 で の ，
B ．　 subtilis

， ．B ・‘ereWS
，

Mic 「o’砂ε04 厩襯 0欝 ，　 StaPh．　 au 「ee「s に対す る抗菌

作用力を比較 し， C ・D が最も強 く作用す る こ とを，　E ．

celi ，　Ps ．　aerteginosa に 対して は 2mM 濃度 で ほ とん

ど阻害効果 は認め られな い こ とを示 した ．Gutteridge

ら
SSj

は Cls、s の 自動酸化処理を行 い ， こ れ よ り抽出し

た物質の抗細菌活性を調べ
， こ れは

一
部 ア ル デ ヒ ド中

間体の 作用 に依存 して い る と考 え て い る．Butcher

ら aSlは StaPh．　 a”rews に 対す る Cls不飽和脂肪酸の

抗菌力に対する二 重結合数 ， そ の構造などの 関連性を

検討 した・

　 Kondo ＆ Kanaiai｝は，　 Cs〜 Cls の Myee 。　bevis に

対する抗菌活性と膜結合酸性 ボ ス フ ァ タ ーゼ 活性の

阻害，溶血性，細胞へ の 取 り込 み と の 関係 を検討し，

長鎖脂肪酸の 抗菌作用は細胞膜に対す る界面活性に起

因す る もの と考え て い る．Altenber 皿
s5， は StaPh．

awre ”S の 膜変 異株 を 用 い ，飽 和 お よ び不飽和 の

C12〜 CN の 菌増殖と エ ン テ ロ トキ シ ン B 生産へ の 影

響に つ い て検討 した．

　Kabara ら as｝ は Brassylic　acid ， そ の 他の 直鎖の

ジ カ ル ボ ン 酸 の ポ リエ ス テ ル ，
エ ピ イ ミ ノ 誘導体

　　 ／
N

＼

（R 置
一C − C −R2） の グ ラ ム 陽性細菌 ， 酵母に 対す る抗

　 　 H 　 H

菌力を調 べ て い るが ， みるべ きもの は見 出されて い な

い ．また Selena鷹換体 （C14，　 C15，　 CIT） に つ い て も

同様検討 して い る が，こ の う ち 10−selena −pe 猷 ade −

canoic 　acid が最 も作用力が強 く， そ の 構成脂肪酸 よ り

上昇して い る こ と を認め た・また C ・1 の 不飽和脂肪酸

に つ い て ， そ の 抗菌力 に対 して 二 重結合 の 位置 は あ ま

り関係が な く，三 重結合が顕著に 影響す る こ とを示 し

た・Levin ＆ Freeseeo」 は，　 hexachlerophene と

Cloの B ．　subtilis 　X 対す る発育，呼吸 ，
　 ATP 合成 の

阻害効果を比較 し， こ れ らの もの の主た る作用機構は

プ ロ ト ン 移 動 力 の 破壊 で あ る と結論して い る・Fay

＆ Fariases｝ は ，　E ．　 coli ｝こ対す る Ct。 の 抗菌作用

機構 に つ い て ， リポ多糖 正常株と欠落株とを 用 い て 検

討 した，まず Clo の 抗菌活性は 細胞代謝 の 旺 盛な 培

地で は著し く低下する こ と， グル コ
ース 飢餓細胞や

NaNs 処理細胞に 対 して は 溶菌 を起 こ す こ と，メ チ ル

Clo は殺菌効果を示さな い が NaNs 処理細胞に対し

て は効果 の ある こ とを示 した・次 い で リボ多糖欠落株

に 対 して は Clo　O．　03％ で完全に 発育は 阻害 され（正常

株で は Clo　O．4％で も無効な条件下で ），メ チ ル エ ス テ

ル で は代謝 の 旺 盛な対数期 に 加え て も効果な い が定常

期 に な っ て はじめて 発育低下が起 こ る こ と，グル コ
ー

ス 飢餓あ るい は NaNs 処理細胞 に 対 して は・Clo もメ

チ ル Clo も有効に 働 くこ とを 認め た． リボ多糖正 常

株 ， 欠落株 の ス フ ェ
ロ プ ラス トに対して は メ チル Cle

は 0．01 ％ で 溶菌す る こ とを 認め， こ れ らの 結果 よ り

E．coli に 対する C ・・， メ チ ル C1。 の 阻害作用は細胞

外層構造に依存す る ばか りで な く，細胞の 代謝活性 と

も密接 に 関係す る もの と結論して い る ・

　脂肪酸の かび ， 酵母 に対す る抗菌作用に つ い て の 研

究 は 少な く， Nieman8 ，
の 総説で あげて い る の は Wyss

など  の 研究に すぎな い ・

　Huppert4e ｝はパ ラ オ キ シ 安息香酸 エ ス テ ル 同族休の

抗 か び 作用を調ぺ る こ とを目的とす る研究に お い て ，

そ の ア ル キ ル 側鎖 の 影響を調べ る ため，Ctか ら Czaの

飽和脂肪酸の Candida 　alin
’
eans に 対す る発育阻害作

用を試験した・その 結果 ， C7，
　C8，　Cgが最高で 0，8mM

程度 の MIC を示 し，　Cfi，　Cte，　Cltが こ れ に 次 ぐこ とを

認め て い る・そ して Cs の 病源性か び28菌株 に対す る

作用力を パ ラ ヒ ドロ キ シ 安息香酸ヘ キシ ル お よびオク

チ ル エ ス テ ル と比 較 して い る・fll城 ら川 に よれ ば，　 Cl

か ら Clo の 飽私 不飽和脂肪酸の Picin
’
a 　 membrane −

faciensに対して pH 　3．5， 6．0 で の 抗菌力を比較 し，

炭素数 の 増加と共 に 活性 は 上昇し Cn が 最高で あ る

結果をえた・Kabara　
17，

は Can 。　 albieans に 対す る

15種 の 脂肪酸の MIC を 求 め ，
　 C14、1，　 Cle：1，　 Cls；2 が

最 も強 く 0．5mM の 値 を 示 し，　 CIA　2．5，　 CtO　2．9，

Cll　4．
　37　mM ， 他は供試濃度 で は無効で あ る こ と を認
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め て い る一’L’indeberg ＆．　Lindeberg42 ） は，　 Belet”s

variegatus に 対する Ct か ら Cse の 飽和脂肪酸の 抗

菌作用を検討 し， Cs，
　 C4 が強い 増殖阻害作用を示す

が ， Marasmites　foetidusで は炭素数の 増加と共に 作

用力が上昇す る こ とを認めた・Teh4S 」
は航空機燃料の

汚染菌で あ る CladOsPori＃in　’resinae ｝Cつ い て C5〜Cls

の 飽和脂肪酸お よび アル コ ール の 資化性を検討 し，Cls

から C18の化合物は 炭豪源として 利用され るが ，
　 C5

から Cla の もの は 阻害作用の ある こ とを認めた・ こ

れ ら短鎖 の 化合物の 存在 す る場合，速 か に 多量の カ リ

ウ ム や タ ン パ ク質の漏洩が あり，自家呼吸の 阻害も観

察され，細胞膜構造の 変化の 起 こ っ て い る こ とが示唆

され る・Woolford29 ｝は Cl 〜 Cls の か び，酵母 に 対す

る抗菌作用を 比較 して い る・

　加藤 お よ び 芝崎
Slj

は ，
　

ICe か ら Cla の 飽和脂肪酸 に

つ いて Asp・ni・ger，　 Pen・citrinum
，　 Canl　 Pttilis，

84c爾 ．　cerevisiae に対する抗菌力を比較 し，　 Cloが最

も強力な こ とを示した．Larssonら
ld）は種々 の分岐型

  脂防酸 （iso，　 neo ，　cycloprppaine 型）の Fusarium

fσε翩 叨 に対する抗菌作用 に つ い て 検討し て い る・

Buchanan ＆ AyresdVは，ア ブ．ラ ト キ シ ン 生 産

菌で ある AsP．　 ParaSitic＃ s の発育を Cs　1．0 ％ ，　 Ce

O。2％ で完全に 阻止で き る こ とを報告した・

　Hunkova ＆ Fenc146・4n は ， 炭化 水素 を基 質 と

する 酵母菌体生産 に 閨連 して 脂肪酸の 酵母増殖 に 対す

る影響を知 る た め ， Saceh．　 cerevisiae ，　 Can．　 Utilis，

Can ．　 liPolPtticaを用い て 検討を加え て い る．そ の 結

果，酵母 は脂肪酸の 低濃度に よ っ て 発育 ， リン 酸取り

込み を阻害され，よ り高い濃度で は基質酸化 も阻害さ

れ る こ と を認め，炭化水素を基質とす る菌体収率 の 低

下の 原因の
一

つ として ， 中間体として 生成する C12あ

るい は こ れ 以 下 の 脂 肪酸 を挙 げ て い る・さ らに
・Cah ．

ectilisを供試して，脂肪酸に よ っ て RQ 増大，　 COa 固

定阻害 ， エ タ ノール の生成 ， ア ミ ノ酸透過の 阻害の 起

こ る こ と よ り，脂肪酸 の 作用点と して ミ トコ ン ド リア

膜を飯定して い る・

　Gershon ＆ Shank48， は ， 13種の 2−alkynoicacid

（R−C≡ C −COOH ） お よ び そ の メ チ ル エ ス テ ル の

Asp．　 m
’
ger ，

　 Tricoderma　viride ， 1吻 ノo伽 σ伽 〃霧

verrcaria ，　Can．　albicans ，　 TrieoPbJton　 mentagro −

Phytes，　 M π cor 　 mueedo に対す る抗菌力を検討 し ， そ

の 結果，炭素数，培 地 pH ，吸着剤 の 影響が認 め られ

たが ，酸で は長鎖の もの が ，
エ ス テ ル で は短鎖 の もの

勲 醸酵工学　第57巻

が 比較的強い 阻害活性が示され たが ， 試験菌に よ っ て

か な りの 変動があ っ た．抗かび活性 を他の脂肪酸系の

もの と比較す る と， 次 の 順 に 低下す る傾向に あ る と し

て い る．

　2−・alkynoic 　acid 　＞　2−alkenoic 　acid 　＞ 　alkanoic

acid 　＞　2−bromoalkanoic　acid 　＞　2−fluoroalkanoic

acid

　以上脂肪酸の抗菌作用に つ い て の 研究動向に つ い て

記述 した の で あ るが，・グ ラ ム 陽性細菌 ， か び，酵母 に

対 して ，飽 和 脂 肪酸 で は Cs〜Clst不飽和脂肪酸で は

Ctl，　 Cle，　 Clsが，　 Clgで は Cls：2 が最も強力に働 く

もの と一般的に い うこ とがで きよ う・グ ラ ム 陰 性細

菌 に 対 し て は Cs 以下 の 短鎖長 の もの が有効で あり，

Cle 以上 に な る と無効 とみられ る。しか し過去の研究

で は ， 使用薬剤の 純度 ， 培地の 種類，供試菌種，試験

方法な ど の 影響因子が 強 く脂肪酸の 抗菌作用に対 し影

響を及ぼす こ とに よ り， 結果の
一
致 しない場合も多く

見出す こ と が で きる．

2． 脂肪酸エ ス テ ル の抗菌作用

　脂肪酸 エ ス テ ル の う ち，モ ノ グ リセ ラ イ ドの 抗菌作

用に つ い て 報告された の は上田 ， 徳永tg，
が最初で あ っ

て ， 醤油か ら分離 さ れ た 産膜酵母 ， Zygosaccharo−

myces 　 salsscs，　 Zygosaecharomsces 　J
’
aPoniews に

対 して MCiO が Clo と ほ ぼ 同程度の 発育阻害作用 を

有す る こ とを示 した・

　著者は MCs ，　 MCie ，　 MCn ，プ ロ ピ レ ン グリコ ー

ル エ ス テル （P（渇　PCs ，　 PC ユo ，
　 PCn ） の 細菌 （Ps ．

aeruginos α，　 E ．　 cali
，
　 Serratia　marcesens ，　 B．

Stcbtilis），か び （Asp ．　 niger ，　Penici〃伽 〃2　eitriptum
，

Asp ．　 ory2ae
，　Asp 　usam の ， 酵母 （Saccha／emyces

ronxii
，　Hansenula 　anomala ，　 Can．＃tilis

，
　 Sacch ．

cerevisia の に 対す る 抗菌作用力を 比較 し，細菌 に 対

して はみるべ き効果を認めなか っ た が ， か び，酵母に

対 して はかなりの 活性を有す る こ とを示 し，MC 鼠・ が

最高 の 阻害作用の あ る こ とを見出 した （芝崎 ，
1967

，

未発表），

　古賀お よび 渡辺
SOj

は Cs か ら Cs の 飽和な らび に 不

飽和脂肪酸の モ ノ グ リセ ラ イ ドを合成し， 水 へ の 溶解

度 ， 臭気 界面張力 ， 呈味最低濃度 を調べ る と と もに，

醤油よ り分離した 産膜酵母 に 対する抗菌力を希釈醤油

を用 い ， 構成脂肪酸およ び モ ノ グ リセ ラ イ ドの ア セ ト

ン ァ セ タール と比較検討 した・そ の結果 ， モ ノグ リセ
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ラ イ ドは 構成脂肪酸 と ほ ぼ 同程度 か そ れ 以上 の 抗菌力

を有し，供試薬剤 の うちで は MCs が最高 の 作用力を

もつ こ とを示した ．さ らに 乳酸飲料よ り分離 した野生

酵母 ， Asp．　orsxae ，　B ．　subtilis に対す る抗菌性につ

い て も試験し， い ずれの菌に対して も炭素数の増加と

と もに抗菌活性は 上昇す る こ と を，同炭素数で は不飽

和脂肪酸の モ ノ グ リセ ライ ドの 方が よ り大 きい こ とを

確か め た・

　Ando ら
51 “ss ］，　 Kato ら 5SU ま，　 Penicillium な ど数

種の 糸状菌菌糸の ア セ トン 抽出物 よ り mice の エ ール

リ ッ ヒ 腹水ガ ン に対し有効な物質と して ， あ る種 の 脂

肪酸お よ び モ ノ グ リセ ラ イ ド （Cle，　 Cls・e，　 Cls、s の 1一

モ ノ グリセ ラ イ ド）を同定 した・さらに Kato ら
fil］

は ，

Clo〜Clsとメ タノ ール ジプ ロ ピ レ ン グ リコ ール ，ソ ル

ビ ッ ト ， グ リセ リン ， シ ョ 糖との エ ス テ ル を供試して，

in、　vivO で の 試験を行 い ，
　 MC 夏2 が す ぐれ た制ガ ン 活

性を有す るこ とを確かめて い る．シ ョ 糖 エ ス テ ル で は

C16
，
C ；4

，
　C ：2 が ，

プ 卩 ピ レ ン グリコ ール で は CH が有

効で あ ワ て ， メ チ ル ， ソル ビ ッ トの エ ス テ ル で は メ

チ ル Cls以外は効果が 見出され な か っ た．　 Kato ＆

Arimai5 ｝ は ，

「
E ．　 coli の 発fflC対す る脂肪酸の 抗菌作

用を検討する と共に，種々 の ラ ウ リル エ ス テル に つ い

て合成培地 を用い て C12と比較検討を加え た．そ の 結

果，SCIt の 方が は るか に作用が強 く， 種 々 の 発育相

に お い て 添加した 場合に も，200μg／m1 濃度で 直 ちに

増殖の 停止す る こ と を観察 して い る ．Kabara ら
17 ，は，

グ リセ ロ ール エ ス テ ル の うちモ ノ グ リセ ラ イ ドが グラ

ム 陽性細菌に 対 し強 い 発育阻害作用を有す る こ とを 示

し，MCiO よ り　MC12 の 方が は る か に MIC の 小 さ

い こ とを確かめた，Conley ＆ Kabara55｝ は， さ ら

に 多価ア ル コ ール の 脂肪酸 エ ス テ ル の 抗菌力を比較検

討 し， EL　 celi
，
　Ps ．　 aerwginosa ，　 Sat．　 tyPhimuri ＃ m

な ど 8 種の グ ラ ム 陰性細菌に は無効で あ らたが， グラ

ム 陽性細菌に 対して は モ ノ グ リセ ラ イ ドの うち MC1t

が最高の 活性を示 し，2一モ ノ ラウ リン よ り1一モ ノ ラ、ウ

リン の 方が作用力は強 く，
MC2

，
　 MC4 ，

　 MCtS は効果

の な い こ とを 示 した・さ らに ， ト リ，
ヘ キサ ， デ カ グ

リセ ロ ール エ ス テ ル に つ い て も試験 し ， 菌種 に よ っ て

活性 の 変動が見出 され るが ， 炭素鎖長 の長い もの が 高

い 活性が認められ た・シ ョ 糖エ ス テル （Cl。〜 C1の に

つ い て は，C12以外の もの で は 構成脂肪酸よ り活性 は

大で あ っ た．しかし
一

般的な傾向と して い え るこ とは ，

これ ら エ ス テル 類の 抗菌 ス ペ ク トラ ム は構成脂肪酸 よ

り狭 くなる こ とで あ る．

　加藤および芝崎
al）は ， 99％以上の 高純度の Ce〜CtS

モ ノ グリセ ライ ドに つ い て ，細菌， かび， 酵 母 に対す

る抗菌作用力を 比較 し，Table 　2 に 示す結果を得た．

い ずれ の 供試菌に対して も MCn が最高の 活性を 示 し，

MCIo ，　 MC8 ，　 MC14 ，　 SDC8 （シ

』
ヨ 糖 ジ カ プ リ レ ーD

が これ に つ い で 高 い 抗菌力を 見出 した．し か し E ．

celi，　P3．仞 餾 g伽 38 に 対 して は ， グラ ム 陽性細菌に

対す る MIC の 4 〜30倍 の 高濃度を 用 い て も阻害効果

は 認 め られ な か っ た．シ ョ 糖 エ ス テル につ い て は カ ラ

ム ク ロ マ トグ ラ フ に よ っ て モ ノ体 ， ジ体に分離して 試

験に 供し た が．酸基 の 炭素数 と抗菌力 との 間 に は何 ら

一
定の 相関関係は見出す こ と は で きな か っ た．（tsか

ら CiSの シ ョ 糖 エ ス テ ル の うち で は SDCs が グラ ム ・

陽性細菌 に対 し最高 の 作用力 を 示 した が ， さ らに こ の

もの の 異性体を分離して 作用力を調べ
，

エ ス テ ル 化の

位置は こ の もの の抗菌力に影響を及ぼ さな い こ とを見

』Table　2よ　Mitiimtim 　inhibitory　concentrations 　of　fatty　acids 　and

　 　 　 　 　 their 　esters ．

Microorganism Cs MC8Clo MCie C12 MCi2

・43カθノ9 〃」麗3niger

Penicillium　eitrinum

Candida　 u だ1づ3

SaCC加 70 跏 ン08 ε eer 召visiae

β¢ o ゴ〃囎 5幼 蕗1ゴ3

Baci〃us 　oθ厂餌 ε

M 伽 0ω 6 〔脚 ε ’yε0 伽 駕 げ‘US

S’妙 乃丿Jo‘OCCtes α％プeUS

E ε‘herioin
’
4 　 ceii

Pseκdemonas 　aeruginosa

4221222222

＞

＞

〉

〉

〉

〉

　 4
　 2

　 4
　 4

　 2
　 2

　 1

　 2

＞ 2

＞2

　 1

　 1
　 1

　 0．5

　 2

　 2
　 2

＞ 2
＞ 2

＞ 2

　 0，5

　 0，5

　 0．5

　 0．5

　 0．5
　 0。5

　 0．5
　 0．5

＞ 2

＞ 2

4444222222＞

　

　

＞

〉

〉

＞

〉

〉

〉

　 0．5

　 0，25

　0．25

　 0．5

　0．063

　 0．063

　0．063
　 0。063

＞ 2

＞ 2
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出した ．MCia ，
　 MCi ・，　 SDCs は そ れ ぞ れ の 構成脂肪

酸 よ り抗菌作用力が強い が ， 汎用 され る防腐剤 ，
パ ラ

オ キ シ 安 息 香酸 ブチ ル ，ソ ル ビ ン 酸 ， デ ヒ ドロ 酢酸よ

りも作用力の す ぐれ て い る こ とも明 らかに した・しか

し ， こ れ ら エ ス テ ル 類 の抗菌作用は ， デ ン プン ， ゼ ラ

チ ン ，ア ル ブ ミ ン な ど の 添加に よ っ て 著し く低下す る

と と もに，Tween 　20， モ ノパ ル ミチ ン の よ うな 同系

列の 化合物の 添加に よ っ て も作用力の 低下を き た し，

こ の 場合 と くに MCn で は 影響は は な は だ しか っ た．

　Akedo ら
tifi1は ， チーズ や 肉類の 防腐剤 と して ali −

phatic　 dio1 とそ の エ ス テル に つ い て 検討を加え て い

る が，B ．　secbtilis に対 す る 抗菌力 は diol の 鎖長が長 く

な る につ れ て 増加 し， そ の OH 基 の 位置 も作用力 に

影響の あるこ とも認め る と ともに ， 1，3rbutanediol，

1，3−heptanediol ，
1，3−nonanedio1 の 脂肪酸エ ス テル

7 種につ い て も検討 を加え た．そ の結果 ， エ ス テル 化

iCよ っ て diol の 抗菌力は低下した が，脂肪酸 の 炭素

数が多い ほ ど抗菌力は 上昇し ，
diol の 両方の OH 基

を エ ス テ ル 化す る と低下 す る こ とを見出 した．供試し

た 1，3−heptanediol の エ ス テ ル の うち で は，1，3−

hePtanediol−1−mono −octanoate が最高の 活性を示し

た．

　Kabara ら
Sfi）は Ctl，　 Cla，　 Cll の 飽和，不飽和の 脂

肪酸とそ の エ ス テ ル に つ い て 抗菌力を比較 し，
エ ス テ

ル 化に よ っ て 活性 の 上昇 す る こ と ， MCn が最高の

作用力を示す こ とを再確認 した・村田 ら
5Sl

は MC8 ，

MCI ， の Laetebacillus　easei 　J．1 フ ァ
ージ系に 対す

る作用を検討 し， L．　easei に対 して は そ れ ぞ れ 5．　O，

0．6 皿 M 以 上 の 濃度で 殺菌 的に働 くが，フ ァ
ージ は 何

ら不活性化 され ない こ とを 示 した．

3． 脂 肪酸 お よ び そ の エ ス テル の

　　微生物熱死 滅 に対する影響

　微生物の 熱死滅 に 対す る環境物質の 影響に つ い て は

多 くの 研究があ り， 死滅 に 対 して 保護的に 働 く物質が

存在する
一

方 ， 死滅を促進す る物質も多数見出されて

い る・後者 に つ い て は ， すで に 土戸
5S｝

が総説した が，脂

肪酸 で は C2，　 Cs が Sal，　 tyPhimurium に 対 し s9，
， ソ

ル ビ ン 酸が Sat．　tyPhim 銘ノium59｝， E ．　coli，
　Can．πtilis，

Han ．　 anomata
，
　 Saceh．　 ro ”xii，

　 Sacch．　 cerevisiae

な ど 60⊃
に つ い て 併用効果が認 め られて い る・長鎖 の 脂

肪酸 に つ い て は わずか に Michener ら
61｝

の Clostri・

di”m 　 sp 。　PA 　3679 の 胞子 に 対す る報告が見出される

勲 醸酵工学　第57巻

に す ぎな い ・す な わ ち C2 か ら C20’の 飽和脂肪酸の

うち で は ， Cl2，　 C14，　 C16，　 C18（500　ppm ） の 存在 に よ

っ て 20〜45％の D 値低下 （113℃ ，pH 　7．0）が あ り，

21種 の 脂肪酸 エ ス テ ル 1 グ リセ ライ ドで は 20％以下 の

D 値低下ない しは無効で ある こ とを示して い る．

　加藤 お よ び 芝崎
e2 ｝

は，脂肪 酸，モ ノ グ リセ ラ イ ド，

シ ョ 糖エ ス テ ル 15試料を 用い て E ．coli
，
　Ps ．　 aeragi −

nosa に対する 加熱併用効果を 検討 した・そ の 結果 ，

Cle，　 C12，　 C14，　 MCs ，　MCIo ，　 MCn ，
　 MCta に 併用効果

の あ る こ と を見出 した．　Table　3 に は ， 比較的低濃度で

効果の 大きか っ た Cls，　MClo，　MC ，2 の 2菌株 に対する

結果を 示 した ．50℃ ，5 分処理 で は せ い ぜ い 10
−1

〜 10
−2

程度の 死滅効果があるに すぎない が ， こ れ ら薬剤の存

在 に よ っ て 10−i・vlOrE の 低下が認められた． さ らに

こ れ ら 3 つ の 薬剤を用い て E ．coli の 熱死滅 に対す る

諸条件 の 影響を検討 し，Ci2，　 MCta は 0．25　mM 以上，

MCi2 は O．025mM 以上 の 濃度で ，47℃以上 の 温度処

理 の 場合に併用効果を示し，蒸留水 に細胞を浮遊さし

た ときにもま た nutrient 　brothを 用 い た場合 に も見

出され，定常期 よ り対数期細胞の 方が よ り併用効果は

大 で あ っ た・こ の よ うな薬剤 の 加熱併用効果 の 機構 に

つ い て は，温和な加熱処理 に よ っ て 起 こ る細胞外表層

の 損傷 に よ っ て ，こ れ ら薬剤 の 細胞内へ の 透過が促進

され る こ と に よ り死 IC導 くもの と推定 され る．

Table　 3．　 Effect　of　monocaprin ，  uric 　 acid 　 and

　 　 monolaurin 　on 　the　thermal 　 destruction　of

　　Eschericnta　ceti 　and 　Pseudomonas　aer ”ginosa．

a ）Esckerichia 　celi （lnitial　v ｛able 　 counts ：

　 1．4x108 ／m1 ）

Drug （mM ） Reduction　 in　 viable 　 counts

MCIo（0曾25）

Clo（0．25）

MCia（0．1）

2．5× 10｝．i

5．7× 10
−1

2．1× 10旧6

0喞7× 10
−s

b）Pseudomonas　 aer πginosa

　 （Initial　 viable 　 counts ：L8 × 108／ml ）

MC 且o（0．5）

C12（0．5）
MC12 （0．1）

3．7× 10−2

1．7x10 一5

0r　6× 10−6

399 × 10−s

Heating　conditions ： 50℃ ， 5min ．
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Table 　4．　 Lethal　effect 　of 　freezing　with 　 various

　　chemical 　agents 　againSt 　E36 ゐβガ o艇 σ　coli ．　 or

　　Salmenella 砂助 珈 解 如 π診．一

… m ・cal ・gen ・ 謙 鑑曵鴇舗
i
畿論

‘

EDTASLSTego

　51
Tween 　 20

Span　20
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Table 　6．　Eff  t　of 　citr葦c　acid 　and 　polyphosphoric 　acid 　o 且 the　antibacterial

　　activities 　of 　monola1 ユrin ．and 　monocaPrin 　agains 彙Eseheric〃a ω ’ゴ．

Combination　of 　drug（conc ．） V 泊ble　 counts 　per　 ml

Monolaurin（0．25mM ）十 citric　acid （1％ ）

Monolaurin（0．125mM ）十citric 　acid （1％）

Monolaurin （0．063mM ）十citric　acid （1％ ）

Mon   aprin （0．5mM ）十 citric　acid （1％）

Monocaprin（O．・25mM ）＋ citric　acid （1％）

Menolaurin（0．25mM ）十 polyphosphoric 　acid （1％）

9．0× IO2

7．1XlO3
4．5× los

　10＞

9．0× IOT

　 10＞

111it始l　viable 　cou 口 ts ；1．2x10s 　per　ml ．

Treat血en 虚c6nditions ： 30℃ for　60　mi 皿 ．

Table 　7．　 Effect　of 　 successive 　treatments 　 with 　menolaurin 　 and 　 citric 　 acid

　　on 　the　antibacterial 　activity 　 agalnst 　Eschericbia 　 oo 露．

　MC12 （0．25mM ）

Citric　ac圭d（0．05M）

　　 Viable　counts （cells 　per　 m1 ）

　 MC12　　 Citric　acid 　　 MCm 十 citric 　acid

（0．25mM ）　　 （0．　G5M ）　　 （0．25mM ）　（0．05M ）

6．1× 106

7．0× 106

6．8 × los

2．0× 1028

．0× los

1．OX102

墨 ， The 　cells　were 　treated 　 with 　 a　drug 　in　distilled　water （pH 　7，0） at 　30℃ for　60　min ．
bユ The 　treated　 cells 　were 　in  ulated 　 iエ1to 皿utrient 　broth　with 　 or 　 w 圭thout　 a　drug 　and

　 incubated　 at　 37℃ for　 60　mi 洫 ．

り， 両者 の 細胞壁 で の 作用点が 岡じで な い こ とを示唆

して い る．MC ，e の クエ ン 酸添加 に よ っ て 生ず る 殺菌

作用は ， 細胞内へ 透過す る MC 五2 量の増加に よ る もの

と予想 され る が ， SH −MCiS の 取り込み 試験 で は，　E ．

coli 細胞 109 当たり，
　 MCI2 単独で は 1．3　nmol で あ

り， クエ ン 酸 ， ポリザン 酸ま た は EDTA を加え た場

合 ， そ れ ぞ れ 3．9， 3．7，4．1nmo1 と約3 倍程度増加

す る結果が 得 られた．しか しこ の 事実 よ り，生菌数の

10“，〜10−e の 低下を説明する こ とは困難である・細胞

に 取 り込まれ だとこ ろの
SH −MCi2 は，先に 述べ た脂

肪酸の場合と同 じ よ うに た だ 1 回の 洗浄 に よ っ て 大部

分除虫す る こ とが で きる こ とか ら， MC12 は細胞質内

部深 くま で 透過 して お らず．細胞 の 表層部に 存在して

い る とみ るべ きで あろう．脂肪酸 の 抗菌作用機構と し

て 細胞膜の 構造 ， 機能の 破壊が考え られ ，そ の 現 れ の

一
つ として ア ミノ 酸の 取り込 み の 阻害が認められて い

る．モ ノ グリセ ラ イ ドに つ い て は こ の よ うな研究発表

はないが ， 次に MCn と ク エ ン 酸との 組み合わせ の

StaPh．　a ”reus お よ CS　E ．　oo κ の ア ミノ 酸取 り込み に

対す る影響を 検討し た．そ の 結果は Table 　8 に 示 し

た よ うに ，Cl2 と同様 に MCls もそ の MIC に お い て ，

StaPh．　 aureus に よ る L−phenylalanine の 取り込み

を約90％随害す る こ とがわか っ た．E ．　coli 対 して は

MC ，2 ， クエ ン 酸 と も単独 で は 阻害効果は な か っ た が ，

MC12 の StaPh．　 aurezas に 対 す る MIC で ，クエ ン

酸を 0。5 ％加え る こ と に よ りア ミノ酸取り込みは90％

程度阻害 され る こ とが明らか とな っ た ；

　グラム 陰性細菌 に 対す る EDTA の 効果は，細胞外

層 よ りリボ多糖 の
一

部を除去す る こ と に起因する とさ

れ て い るが，クエ ン 酸ある い は ポ リリン 酸 で処理 す る

場合に も同様 リポ多糖類 の 漏出が認 め られた．こ れ ら

の 結果よ り，クエ ン 酸やポ リリン 酸 は
・E ．coli な どの

グ ラ ム 陰性細菌 の 細胞外表層の 薬剤 の 透過 を規制 して

い る障壁を排除す る作用 を示 し，MC12 の 抗菌作用の

第 1次作用点 で ある細胞膜へ の透過 を容易な ら しめて

い る もの と推定 され 叡 その 結果 B．εubtilis な どグ

ラム 陽匿細菌 に 対す る作用機構と同じ く細胞膜構造変

化を起 こ し ， 機能的に酸化的 リン 酸化阻害 ， ア ミン酸
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　 Tab 且e　8。　Effect　of 　lauric　acid 　a皿d　monolaurin 　on 　L −PhenylaIani ロ e　uPtake
　　　 by　StaPh丿！060 α聯 ε 翩 瀦 3　and 　E50ゐ〃 ゴ‘物 eoti 。

a）StaPhy ’0σ00‘US 　a＃re ” S

Chemical　agent Inhibition　of 　uptake （％ ）

Lauric　acid

Monolaurin

0．125mM
O．2500

，500＊

0．032mM
O．0630

．125＊

20．046

．186

。320

。650

。890

．2

b）」日ε 0乃θハ f‘ゐda　OO〃

Mono   urin 　　　 O．125　mM

Citric　acid 　　　　　O．5％
Monolaurin 　O．　032　inM 十 citric 　acid 　O．5％
　 　 　 　 　 　0．063　　　十　　　 〃

　 　 　 　 　 　0．125　　　十　　　　〃

3．80

．010

．947

。888

．3

＊ Minimum 　inhibitory　concentration 　of　chemical 　agent 　against 　Staphツlececcus　aw ／eus ．

取り込 み 阻害などが起 こ り，細胞を死 に 至 らしめ る も

の と考え られ る．

　加藤 お よ び芝崎
70r

は，クエ ン 酸 や ポ リリン 酸 の 添加

に よ る MCIo の StaPh。　 aureus
，
　 Sal．　tyPhim＃「iUm

に対す る抗菌作用 に つ い て 検討し，Sal．　tyPhimurittm

に対 して MCiO は 抗菌作用 力 を もた な い が ， ポ リ リン

酸や クエ ン 酸 の 添加に よ っ て 強 い 抗菌力を示 したが ，
StaPh．　 ascre μS に 対す る作用力に は何ら添加効果 の な

い こ とを報告した．

　Sabeb ら
TS⊃

は ， 酸化防止剤で ある BHT は種々 の微

生物に対 して 抗菌作用 を もっ て い る が ， こ れ と脂肪酸

（Ct・ C2・ Cet　C4，．Clx，　Cle，　Cl6a，　Cle，　Cle、s） との

併用効果 に つ い て検討 し， Cltあるい は Cle，1 の 組み

合わ せ に よ り殺菌効果の 増加があ る と述べ て い るが，

必ずしも相乗的な 組み 合わ せ とは い え な い．

6． 脂肪酸 お よび そ のエ ス テ ル の

　　防腐剤と し て の 利用

　脂肪酸およ び そ の エ ス テル は上述の よ うに かな り広

い 抗菌ス ペ ク トル を もち，一
般 に 防腐 剤 と して 利用 さ

れ て い るパ ラ オ キ シ 安息香酸 エ ス テ ル ，安息香酸 ， デ

ヒ ドロ 酢酸と同率な い しは そ れ以上 の活性を示し， か

つ よ り安全性の 高 い 抗菌物質とい う こ とが で き る．・脂

肪酸で は 酢酸 ， 二 酢酸 ソーダ ， プ ロ ピ オ ン 酸，ソ ル ビ

ン 酸 ， カ プ リル 酸が古くより食品防腐剤と して利用さ

れ て い る の で ，長鎖脂肪酸あ る い は モ ノ グ リセ ラ イ ド

もそ れ らの 抗菌作用力か らみて 利用 の 可能性があ る．

しかも， 近年の よ り安全性の 高い 薬剤を使用しよ うと

す る傾向 に 関連 して ，こ こ 数年再検討 され て い る こ と

も事実で ある．

　 そ して モ ノ グ リセ ラ イ ドに つ い て は，戸 田 ，

78｝
川

合 ，
　
T9｝

松田，so｝ な どの 食品防腐剤として 有効性 に つ い

て の 解説を あげる こ とがで きるが ， そ の 抗菌ス ペ ク ト

ラ ム の 比較的狭い こ と ， 種 々 の 食品成分に よ る 抗菌作

用 の 低下，臭気 呈 味などの 制限因子が 多い と い う点

を考慮す る とき， 単独使用とい うよ り他 の 防腐剤 ， 例

えばグ リシ ン ，ソ ル ビ ン酸 ， エ タ ノ
ー

ル などとの 合剤

として の 利用が 主とな る で あ ろ う．Sl）

　最近，食肉製品で の 硝酸 ソーダ の 利用 に 関連 して，

ソル ビ ン 酸な どの 抗ボ ツ リヌ ス 薬剤の 研究が な され て

い るが ，　S2・8S，
モ ノ グ リセ ライ ドな どの 脂肪酸誘導体に

つ い て も検討 の 余地 が あ る・また ， シ ョ 糖 エ ス テ ル の

抗菌剤 と して の 利勵 あ るい は 凍結との 併用 に よ る殺

菌効果に つ い て も検討 す る価値があ る と考え られ る．

　以上 は，食品を対象とした防腐剤 として の 利用 の動

向を示した の で あるが ， 化粧品，医薬品の 分野 へ の こ

れ ら脂肪酸お よび エ ス テ ル の 利用 に つ い て は KabaraS “

が 考察して い るし， また AOCS の 第69回年会の シ ン

ポ ジ ウ ム で も討論 され た （こ の と き の proceeding は

近 々 発刊 され る予定で ある）．
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