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　Trsnsposable 　Genetie　Element （転移可能遺伝

　因子）

　最海 Trafispesable．　genetic　element が詣題に な

o て い る。こ れ は，大腸菌で 見出され た IS　（insertieロ

sequence ）elernent ，抗生物質酎性形質を担 う trans・

poson ，あ るい は Mu フ ァ
ージ など ． 細菌染色体やプ

ラ ズ ミッ ドの不特定多数の 個所 に 挿入され ， 付近の 遺

伝子発現に影響し ， 欠失 ， 変異 ， 逆位を生ず るこ とか

ら認識され た の が 始まりで ある．最も興味あ る こ と

は，これ らの 因子 に よ り，染色体 とプ ラ ズ ミ ッ ドなど，

異な る レ プ リコ ン 間で ， DNA 断片の 転送が行われる

こ とである．従来 DNA の 厳密な相同性を要求するた

あ，遣 伝子組 換 え は同種 の 個休間で の 性的 ， あ る い は

transformatioD，　transductionなどの 過程を通 して の

み可能で あっ た．こ の tTanspasable　genetic　elernent

の 介在 に よ り，自然界 で 異種間で も遣伝的組換えが 行

われ る可能性が示され は じめ た．1）

　真核生物で も，こ の transposable　genetic 　element

が 闘係す る 現象が 少 しずづ 明 るみ に 出 され て い る．

そ の最初 の例は，約 20年前に カーネギー研究所の B ．

Mcclint   k が ト ウ モ ロ コ シ 穀粒の 青紫着色 の 遣伝で ，

移動可能 な τ  eptor 　element と，そ こ に挿入可能な

regulator 　element な どの ◎ontrol 　element を提唱 し

た と きか らで あ る．Sl ア フ リカ の 睡眠病原虫で あ る ト

リパ ノ ゾーマ は，そ の 体表面の糖 タ ン パ ク組成を変え

る こ とに より， 宿主 の 免疫活性 か ら遡避 して い る．S，

こ の 変化 は ， そ れ ぞ れ の タ ンパ クを コ
ー

ドす る遺伝子

が染色体上 の 種々 な場所 に あり，移動可能な プ ロ モ ー

ターが挿入され る こ とに より， 特定の 遣伝子 の み が発

現 す る た め と考え られ て い る。さ らに ，よ り明碯な例

が 酵母で 示され て い る．Saccharomyces　 cerevisiae

の接合型は ， ホモ タ リズ ム 遺伝子の 働 きで ata 両接

合型 の 間で 変換可能で あ る．ζ れは，接合型遣伝子 と

同一染色体上 の 2 つ の 遺伝子座 HMR と π ML に コ

ードされて い る 情報 コ ピーが ， 接合型 遺伝子 に 挿入

され る こ とに よ っ て い る．1・S｝ そ の 転送 の メ カ ニ ズ ム

は全く不明 である が ， 損合型遺伝子 と HMR あ るい

は HML 　M伝子座に共通核酸配列があ る こ とは確かめ

られ て い る．6・「， こ れ ら真核生物で の 例は，先述の 細菌

の 場合 と若干趣 きを異に し た現象 で あ り ， 機構もまた

達 っ て い る と考えられ るが，最近酵母で ， 細菌の IS

element が 付近 の 遺伝子発現 に 及ぼ す と 同様な 効果

をもつ 多種類の 核酸配列 ， Ty ， が発見 され た．（G．　R ．

Fink，私信）．　 Ty か ら読みとられ る メ ッ
セ ージ量は ，

全メ ッ セ ージの 5〜 10％ との 計算もあり驚 い て い る．

　 こ れ らの 因子は， 形質改変 の 新 しい メ カ ニ ズ ム と し

て ，、また 遣伝子発現量 に関係す るもの として ， 微生物

育種に無視で きな い ．
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　蒸 し米上 に おける麹菌の 増殖測定法

　並行復発酵を特徴とする清酒醸造の 内容が次第に明

らか に され，また最近清酒の 多様化が進ん で くる に つ

れ ， 麹 の 持 つ 意義を こ れらの 面から見直す必要性が 生

じて い る．麹を考 え る場合， 麹菌の 増殖との 関連で 酵

素生成等を と らえ る こ とが必要な た め，蒸し米上で の

麹菌の 増殖を定量的に 扱 う方法を検討した．

　最 も簡単に測定で きる生育 に伴う変化量として ， 呼

吸 に よ る災酸ガ ス発生量に 着目し ， 菌体増殖量との 関

係を調べ た結果 ， 対数増殖期 に おい て は菌体増殖量と

炭酸ガス 発生量 の 比が培養条件 ICかかわ らず ほ ぱ一
定

とな っ た．1， 一方 ， 清酒用麹 の 全製麹期間を通 じて 呼

吸商が ほ ぼ 1．0 とみなせ る こ とか ら， 酸素吸収量も増

殖の 良い 指標 となるこ とが明らかとな っ た の で ， 麹菌

の 増殖に伴う酸棄吸収を圧力変化 に よ っ て 検出し， 吸

収量に等しい酸素を電気分解 に よ り供給 し， 常に
一

定

の 酸棄濃度下で 培羞を続け る．電解 に 要 した 電気量か

ら酸素供給量を 求め， 経時的 に 記録する 自動増殖測定

装置t｝ を考案 。試作した．

　ζの装置を用い て増殖と酸素吸収 との 闘係に つ い て

検討 した給果，菌体増殖と酵素生成の 経過は ほ ぼ完全
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に
一

致す る こ と， 酸素吸収速度 と菌体増殖は同
一

傾向

で 経過す る が ， 両者間に 数時間の 時間 の ずれが ある こ

とが認められた．こ の関係を 理論的に説明す る た め，

酸素吸収速度が 菌体増殖量 に 比例す る吸収速度 と ， 時

間 t に お い て 存在す る菌体量 に 比 例す る 内生 呼吸 に 必

要な吸収速度 の合計 で 示 され る と仮定 し，また 増殖の

様式 に logistic曲線を 導入した モ デ ル 式を導い た・t｝

こ の モ デ ル 式が 測定結果 とよ く一一ikす る こ とか ら，上

記の 仮定が成立 して い る と推定 し， 以上に よ っ て 蒸し

米上 の 麹菌の 増殖 を 定量的 に 扱 うこ と が 可能とな っ た．

　環境要因 に 関 し て ， 培養温度 ， 蒸 し米水分，酸素濃

度 ， 胞子接種量などの 増殖 と酵素生成へ の 影響 につ い

て 調べ ，の

清酒 醸 造 に は 特 に 培養温 度 と 蒸 し米水 分 の

影響が大 き い こ と， 原料白米成分 の うち ， リン 酸が 酵

素生成の バ ラ ン ス に 影響を与えて い る
5｝

こ となどを明

らか に し た、他方 ， 増殖 の 特性 を有効に 利用した 製麹

管理 法 に つ い て も検討を加え て い る ．

　1）Sugama ，　S．，　Okazaki，　N　： ノ．　Ferment．　Techttol．，57，
　　 408　（1979）．

　2）Okazaki，　N ．，　Sugama ，　S．： ノ．　Ferntent．　Techmot．，57，
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　根粒菌の 多 糖類と植物共 生 との 関係

　豆科植物と共生す る根粒菌の ほ とん どは 細胞外多糖

類 を つ くる．こ の 細胞外多糖類は根粒菌が 植物と共生

す る際に 重要な役割を持 っ て い る の で は とい う推測は

古 くか らな されて い た．根粒菌の 多糖類が植物の ポ リ

ガ ラ ク チ ュロ ナ
ーゼ の 生産を誘導 し，そ の 結果，植 物

の 根毛 の 細胞壁が弱 くな り細菌 の 侵入を容易 に させ る

とか ， また 植物の レ クチ ン に 根粒菌が吸着す る とい う

現象が 見 られ る が，吸着部位 は細菌細胞壁の リボ多糖

類 で ある とか ， 水溶性多糖類で あ る な ど種 々 の 報告が

な され て い る．こ れ ら多糖類が宿主 の 特異性を決 め る

の に 決定的役割を 持 っ て い る か ど うか は 良 くわ か っ て

い ない ．宿主を選別す る の が 多糖類 で あ るな らば，

根粒菌の 同 じ種は 同 じ多糖類を作る と考え られ る が，

火豆 を 宿主 とす る Rin
’
zσbisc，n 　jaPonicscmや ア ル フ ァ

ル フ ァ を宿主 とす る R ．meliloti
，
　 R ．　trifeliiに は， 同

じ種で も種 々 異な る水溶性多糖類をつ くる もの が見出

され た・IJ　 R．　legzaminesarum は え ん ど う豆 を 宿主と

するが ， こ の もの の 水溶性多糖類の 生産が著し く悪 く

な っ た 変異株 は，宿主 ；C 対 す る感 染力，根 粒 形 成能が

著しく減少する とい う報告S｝ が あ る．根粒菌の み な ら

ず植物病原菌で ある Agrobaeteriumや Xanthomonas

も多糖類 を つ く り， こ れが 植 物 との 相互作用 に 重 要

な役割 を演じて い る こ と に は疑い がな い ．Rhizobium

もた だ 1 種の 細胞外多糖類をつ くる の で はなく， R．

trifoliiは 水溶性多糖類以外に カード ラ ン （β一1，3一グ

ル カ ン ）をつ くるもの もあ る．t］ また セ ル ロ ース （R．

tri］『olii），β
一1，2一グル カ ン

tJ
（R ．　leguminosarum ，　R ．

trifolii）を作る もの も知られ て い る．こ れ らの 多糖類

は生理的に どの よ うな意味を持 っ て い るの で あろうか・

細胞内多糖類 は 貯蔵 エ ネル ギ ー
物質 と して の 意味を持

つ が ， 細胞外多糖類は毒性を示 した り，抗原 とな っ た

り、 あ る い は フ ァ
ージ に 対す る抵抗性，他細胞 の 認識

な ど 多様な 役割が 知 られ て い る．根粒菌の 場合 も細胞

外多糖類の 生理的意味，植物 と の 相互作用 に お け る分

子的 メ カ ニ ズ ム に 多大 の 興味が持 た れ る，
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　最 近 の ペ ク チ ン 1ご関する研究　　ペ クチ ン の 新 しい

　利用法とプ ロ トペ クチナ ーゼ

　ペ ク チ ン は ガ ラ クチ ュ ロ ン 酸を主構成成分とす る 直

鎖状 の 酸性多糖体で ，特異的な ゲル 化能を も っ て い る

が ， そ の メ トキ シ基 の 含量 に よ っ て ゲル 化す る条件が

異な る た め ， 種 々 の 食品 の 固型化 に利用 され て い る・

　ペ ク チ ン は 主 と して 高等植物の 細胞壁部分に 分布

し， 植物組織中で は CaS ＋，　 Mg2 ＋

な ど の 金属イ オ ン と

の 結合 や，そ の カル ボキ シ ル 基が セ ル ロ
ース や ヘ ミセ

ル ロ ース な ど の 水酸基と エ ス テ ル 結合，リン 酸を仲立

ちにす る結合な どで結合 した 水溶性の プ ロ トペ クチ ン

（protopectin ）と して 細胞を膠着させ る 役割を 担 っ て

い る．プ ロ トペ クチ ン は高温下に 酸 で 処理す る と可溶

化して ペ クチ ン を 遊離す る の で，こ の方法で レ モ ン 果

皮 ， りん ご果実などを原料 に して 工業規模で ペ クチ ン

が製造 さ れ て い る．

　プ ロ h ペ クチ ン の 分解 に 関与する酵素と して プ ロ ト

ペ クチ ナ
ー

ゼ の 存在が 想定 され て い る・1， こ の 酵素は，

「細胞を 崩壌 させ ，ペ ク チ ン を 遊離 さ せ る」作用 を も
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