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　さらに，原因菌が 砂糖以外か ら も来 る場合を考 え ，

こ の 問題発生当初か ら一部で 言わ れて い た シ ョ 糖脂肪

酸 エ ス テ ル （乳化剤 として 当初から
一
部で 使用 され て

い たらしい）の添加効果 につ い て 検討 さ れ た結果，培

地中で は 100ppm 以上 で 発芽お よ び増殖が阻害 され ，

300　ppm 以上含む コ ーヒ ー
で は 変敗 は み ら れ なか っ

た．5｝した が っ て ，
こ の種 の 乳化剤 の添加は 当変敗対策

と して 十分使用 で きる と考えられた．

　現在，当変敗事例 は 当初に比較して ， 非常 に 少 な く

な っ て お りほ とん ど み られ ない ．こ れは各 メ
ーカー

の

前述の 対策な どの 努力の 結果が表われて い る もの と思

われ る．

　最後IC，原因菌の 主な性状を示すと，グ ラ ム 陰性，

胞子形成，偏性嫌気性 ， 好熱性， そ して ，硫化水素産生

で あ る．こ れらの 性状か ら，原因菌は Desulfotemaculum

nignfcans と考 え られ るが ， 著者が 実験を行 っ た範囲 で

は， 亜硫酸塩の 還元能は示すが，硫酸塩の 還元能 は示

さず ， 当原因菌の 完全な同定は今後 の 研究を 待た なけ

れ ば な らな い ．こ の 同定上の 問題 とは 別 ｝こ，非常 に高

い耐熱性を示す当原因菌胞子は ， 細菌胞子 の 耐熱性機

構研究の 好材料 としても興味深 い．

1） Fields
，
　M 。　L ．： Adv．　in　Foed　Research，（Chichester，

　　 C，0 ．
，
Mra 馬 E ．　M ．

，
　 Stewart，　G．　F．），18，163

，

　　 Academic 　Press，　New 　York （1970）．

　2）　Nakayama ，
　A ．

，
　Samo

，
　S．： Bull．　JaPan

．
　Soc．　Sci．

　　 FtSh．
，
46

，
　l　l　17 （1980）．

　3）　Nakayama ，
　A ．

，
　Shinya

，
　R ．：　J．　Food 砂 g．　Soc．

　　 JaPan
，
22

，
30

，
37　（1981）・

　4）　Nakayama ，　A ．，　Shinya，　R ．： J．　Feod　HJ9 ，　Soc．

　　　JaPan
，
22

，
415

，
421　（1981）．

　5）　Nakayama
，
　A ．，　sonobc，J．，　sh三nya ，　R ・；　・ゐ F加4

　　　HJ9．　SOC．　JaPon．　ln　preSS・

　　　　　　　　　　　（東洋食品研究所 ・中山昭彦）

匝・還 元 蹴 行・・ イオ ・ア クター£l！
　Dehydrogenases に よ る酸化還元反 応 を 工 業 的 に 利

用 す る た め に は，補酵素 の NAD （ま た は NADP ）と

ア ポ酵素とを同時 に固定化して 繰り返 し使用す る こ と

が 経済的見地か らは不 可欠の 条件とされて い る．こ の

解決策 と して は，NAD を 水溶性高分子 に 結合させ て

酵素と共 に，限外ろ過膜を有す る反 応 器 に 入れ て使用

す る方法が最 も有望で あり， 多 くの 研究例 が あ る．1）こ

の 他，水溶性高分子結合型 NAD と酵素 とを 同時 に マ

イ ク ロ カ プ セ ル 化 した り，
コ ラーゲ ン 膜内に 包括 した

りす る方法 も発表 され て い る．こ れ らの 方法の うち ，

限外ろ 過法で は膜面 へ の 高分子物質 の 吸着とい う ト ラ

ブル の 起 こ る可能性が 指摘されて お り，また後二 者 の

方法は ，
NAD の 固定化な い しは高分子化 と ， 酵素系

として の 固定化 とを別 々 に 行わね ば な らな い 点が 煩雑

で あ る，山崎 らは第 4 の 方法として ， 重合性官能基を

有す る NAD の 誘導体をまず調製 し ，
こ れ を他の 重合

性 モ ノ マ ー，架橋剤 ， お よ び 互 い に 共 役 す る dehydr（’

genases と混合 し ， ラ ジ カ ル 重合に よ っ て ゲ ル 化 させ

て NAD と dehydrogenasesを同時 に 固定化す る方法

を最近開発 した． こ の 方法 に よ れ ば，NAD を 含む共

役酵素系が ， ただ 1 回 の 反応操作で簡単 に 固定化され

る．具体的 に は， NAD モ ノ マ
ーと し て N6・［N−（6一

皿 ethacrylamidohexyl ）carbamoyl 皿 ethyl ］−NAD を用

い ，共役酵素 として alcohQ1 　dehydrogenaseと diapho −

rase を 用い て 調製 され た polyacrylamide　gel　rbS，　matrix

に結合された NAD を利用 して ethanol か ら resazu 「in

へ の 電子伝 達 を 触 媒す る機能 を有す る こ とが 明 らか に

さ れ，こ れを原理 とす る ethanol の 分析用バ イ オ リア

ク タ
ー

が組み立て られた．2｝また ， 共 役 酵素 と し て

formate　dehydrogenase（FDH ）と malate 　dehydroge −

nase （MDH ）を用 い て 調製 され た ゲル を カ ラ ム に充 て

ん し，formateと oxalacetate の 含有液を 通 した とこ ろ，

レ malate が 連続的 に 生産 され，合成用バ イ オ リア ク タ

ーへ も応 用で き る こ とが 示 さ れ た （山崎，前 田 ；未発

表）．　さ ら に興味深 い こ とに は，NAD
，
　FDH

， お よ び

MDH の 同時固定化ゲル を種 々 の polyacrylamide 濃

度 （T ％）で 調製 したと こ ろ，T が 15〜25％の 場合に

は， こ れらの ゲル に よ る L −malate の 生産速度の 方が，

対応す る遊離 の NAD −FDH −MDH の系に よ る生産速

度よ りも高か っ た． こ の 結果 は ， 共 役酵素が固 定化

NAD 分子 の 近傍 に 局部的 に 封鎖 な い しは 濃縮さ れ て

い る こ とに よ り，ス ム
ーズ な 電子伝達 が 達成さ れ るた

め で は な い か と考 え られ る．固定化 共役 酵素系に お い

て は，共役反応 の 速度 は対応 す る遊 離の酵素系 に よる

速度 よ りも大きい こ とが 他 に も報告 され て い る．S・4｝ こ

れらの 場合，NAD は遊 離 ま た は 水 溶性 高 分 子結合型

の 状態で 用 い られ て い る，一方，固相 に 結合固定化 さ

れ た NAD は，恐 らく立体障害の た め に ， 補酵素活性

が 極端 に 低下す る こ とが 知 られて い る．上述 の 同時固

定化 ゲ ル に おける結果は ， そ の よ うな 活性低下 を，酵
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素を NAD と同時 に 固定化する こ とに よ っ て克服で き

る こ とを 示すもの で ある．従 っ て こ の 点か らも ， 今回

の 同時固定化法は，dehydrogenasesの 工 業的利用 の た

め の 有望 な方法の 1 つ に な る と思 わ れ る．
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ば っ 気槽排ガ ス 分析 に よ

る 活性汚 泥処 理 自動 管理

　活性汚泥処理 に おける ば っ 気槽か らの 排ガ ス 中の 成

分を分析 して そ の 情報を負荷変動の 予測 に 役立て よ う

と い う発想 は，1963年 に本多 に よ っ て 提案 され た ．1）し

かしなが ら当時は，比較的低濃度の 炭酸 ガ ス や 酸素ガ

ス を 安定 して 連続的に 測定で き る機器 は 開発さ れて お

らず，こ の 提案 も顧み られ な か っ た、最近 に な っ て こ

の よ うな 計器が 普及するに つ れ ， ぱ っ 気槽排ガ ス を測

定 して ，そ れを瀁性汚泥処理 と関連 づ けて 解析する研

究が始ま っ た．そ れらは排ガ ス 成分 と して 主 に 炭酸 ガ

ス と酸素 ガ ス を測定 し，有機物負荷と の 関係 ， 溶存酸

素 （DO ）制御指標 ， 生物量指標 ， 放流水質予測指標，

汚泥内蓄積物質 と の 関連 お よ び 脱窒指標 として M 究さ

れ て い る．有 機物負荷 との 関係 は，野北ら，Z＞高見澤

らS）が 検討し．炭酸 ガ ス 発生速度と有機物負荷との 間

に は明確な一次式の 関係が あるこ とが判明して い る．

田沼 ら
4，は 酸 素ガ ス を 指 標 と して ，実 プ ラ ン トに お け

る DO 制御 に成功 して い る．また高見澤 ら，5》Kubota

ら
6）は放流水質予測指標 と して炭酸ガ ス に注目 し，各

々 所期 の 目的を達成 して お り，さ らに 高見澤 ら
7）は生

物量 指標 として 炭酸ガ ス を 提案して い る．一
方 ， 脱窒

と関連 させ て 斉藤 ら
S｝は 亜 酸化窒素の 測定 を検討 して

い る．以上 の 研究 は ，活性汚 泥 に よ る溶解性有機物 の

浄化 に 関係 した 報告 で あ るが ， 活性汚泥法 の 成否 は 最

終沈殿池 に お ける活性汚泥と処理水 の 固液分離 に左右

され る とい っ て も過言で は な い ．田 沼 ら
9 ）は，こ の 汚

泥 の 沈降性 に 影響を及 ぼ す細胞内蓄積物質含有率を 炭

酸 ガ ス 測定値か ら推定 しよ う， と提案 して い る．

　 こ こ で 排 ガ ス 分析の特徴を考え る と，
DO メ

ーター

や MLSS （混合液浮遊 物質濃度）計な ど の 水中か ら直

接 情報を 得 よ うとす る測定機器 は水没型で ある ためセ

ン サ ー
の 汚れは避けがた く，そ の維持管理は繁雑 で あ

る。こ れ に 対して 排ガ ス 分析 は，セ ン サ
ー

の 汚 れ は ほ

とん ど無 く，機器 の 保守点検はほ と ん ど不要で ある．

したが っ て，維持管理用 の 計器として は水中浸漬型 に

比べ て は るか に優れ て い る．また ガ ス ク ロ マ トグラ フ

に 接続すれ ば さ らに 細 か な 情報も得 る こ と が で きる．
一

方欠点 として は，得 られる情報が 測定対象の 水か ら

直接入手され る もの で はなく，二 次情報で ある こ とお

よ び 情報が限定され る こ とで ，pH ，電気伝導度 あ るい

は金属含有量な どが 排 ガ ス 分析で 測定で きない の は自

明で あ る．

　ば っ 気槽排 ガ ス 分析の 研究 は，末だ 日 も浅 く， 研究

例 も少 な い が ， 数少な い 日本独自開発の 技術で もある、

排 ガ ス 分析 に よ っ て 活性汚泥や他 の生物処理法の情報

が ど こ まで 得 られ る か今後の 研究が期待され る．
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　 米国環境保護庁の 廃水

　 処理 研 究計画 の 動向

　1977年に米国政府は水質法 （PL −92−500）を大幅に 改

正 した． こ れ は ク リー
ン ウ ォ

ー
タ
ー
法 （Clean　Water

Act
，　PL −95−217）と呼 ばれ る もの で ， 画期的な 内容を

い くつ かも っ て い る．そ の 中で もと くに注 目すべ きは

革新的技術 （lnovative／Alternative　Technology）の 採

用を促進す る こ とを 意 図 して 財源を用意 した 点で あ る．

市町 村 が 下水処理 の た め 革新技術を採用す る場合，国

庫補助金 を10％ 上 乗せ して 85％ まで補助率を 高め る と

して い る，在来技術 に比較して ， 建設費が 15％低 い

トピ ッ ク ス
ー

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


