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もつ
P
） を つ くる。結果的に 虫歯菌

一
グル カ ン ー食物 の

カ ス か らなる 複合体，い わゆ る歯垢 が 形成 されて ス ベ

ス ベ と した エ ナ メ ル 質の 歯 の 表面 に 付着す る．こ の 酵

素を何かで 阻害して 働 けな い よ うに したら歯垢は形成

されず，従 っ て 虫歯 も起 こ りに くくな る と考 え られる．

　実際 に，ヒ ト虫歯菌 か ら GTF を 取り出 して ，こ の

酵素を阻害す る物質を広 く微生物の 培養液からス ク リ

ーニ ン グ して ， 放線菌 の 仲間の ミク ロ モ ノ ス ポ ラ属 の

1菌株が強力な GTF イ ン ヒ ビ ターを産生す る こ とを

見出 し，M −GTFI と名づ け
2’

目下精製中で あ る．

　M −GTFI を 実際に 虫歯菌 の 培養液 に 添加 す る と，菌

そ の もの の 生育は大して影響されない が ， 粘着性の 強

い グル カ ン の 生成は 阻止され る．酵素阻害機構の 解析

か ら，本 イ ン ヒ ビ ターは シ ョ 糖 と何 ら拮抗 しな い 非 拮

抗型 の 阻害型式を示す分子量 10，　OOO前後の 酸性物質で ，

か つ 唾 液等 に よ る 消化 に もきわ め て 安 定な 物質 で ある．

　虫歯菌 に もい ろい ろ の種類（血清型 で a から g まで）

が あ る が，
M −GTFI は ， す べ て の タ イ プ の 虫歯菌か ら

得 られ た GTF を も阻害 で きる こ とが 分 か っ て お り，

適用範囲が広 く今後 の 応 用が期待され る．

　 エ ン ザ イ ム 　 イ ン ヒ ビ タ
ー

とい う概念 か らの ，こ の

種 の 阻害剤 と して は ， 1 放線菌 が つ く る リボ シ ト リ

ン
3）

（ホ モ ク エ ン 酸に リボース が 3分子結合 した もの ）

や ア ス ペ ル ギ ル ス 属かびがつ くる糖 タ ン パ ク質，ム タ

ス テ イ ン
，

4》

そ の 他公開特許公報 に 二 ，三 認 め られ る．

　 フ ラ ボ ノ イ ド類 が ，
こ の 種 の 酵素を 阻害する こ と も
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駈 ・ 貯蔵・・ 不 活性ガ ・ の ・弼
　ワ イ ン を タ ン ク 等 に 貯蔵 して い る 間 に 生起する 事故

の うち ， 酸素の 存在が誘因ま た は原因 とな る もの に ，

過度の 酸化現象およ as　SaCtharomalces　bayanus 　agの 産

膜性酵母 に代表され る好気性微生物 の 繁殖があ る．こ

れ らの 事故 を 防止す るた め に は亜硫酸 の 添加が一
般的

で あ る が ， 添加 した 亜硫酸 は ワ イ ン 中の カ ル ボ ニ ル 化

合物や フ ェ ノ
ー

ル 性化合物 に 結合するこ とに よ り遊離

型か ら結合型 の 亜硫酸 に変化 した り，ワ イ ン 中に 溶存

す る酸素と結合す る こ とに よ り硫酸塩等 に 変化 す る．

　 こ の た め，貯蔵容器の 上部に 大きな空間を有す る，

い わゆる 端桶 （はお け） の 状態で は ， 空 間 に 存在す る

酸素 の 影響を 著 し く受ける こ と とな る．また，亜硫酸

耐性の 著しく強 い 産膜性酵母が貯蔵中の ワ イ ン に生存

して い る ときに は ， 全亜 硫酸 として 150mg ／1 以上 の

亜硫酸が ワ イ ン に 含有されて い て も，表面 に 被膜 を 形

成 し， 酒質の 劣化を招 く．

　タ ン ク貯蔵中の ワ イ ン に つ い て は ， 月に一回の 頻度

で 亜 硫酸濃度 を 測定 し，減少分を補て ん す る こ とが望

ま しい が，こ の 場合無水亜硫酸を使用 しな い で メ タ重

亜硫酸 カ リウム を用い て 繰 り返 し亜硫酸 を補 て ん す る

と，ワ イ ン 中に 残存す る カ リウ ム 量が増大 し， 苦味の

原因 と な る．

　端桶 で ワ イ ン を貯蔵す る際に窒素ガス 等 の 不活性 ガ

ス で 上部空間を 充満 させ る こ と が酒質劣化防止 に 有効

で あるこ とは，
Mondavi 　P ．（1960）お よ び Rib6「eau ・

Gayon 　J．，Peynaud 　E．（1961）に よ り認 め られて い る．

フ ラ ン ス で は，1969年 10月 6 日付農務省通達 に よ り，

果醪 お よ び ワ イ ン の 入 っ た タ ン ク の 上 部空間を 不 活 性

ガ ス で 置換す る こ とを 許可 した．不活性ガ ス として は

二 酸化炭素，窒素 お よ びア ル ゴ ン を認 可 したが，ア ル

ゴ ン ガ ス は経済性等 の理由か ら使用 されて い な い ．

　 本邦 に お t）て も， 不 活性ガ ス に よ る ワ イ ン 貯蔵管 理

が 近年 よ うや く実施される よ うに な っ た，た だ し， 酒

税法 基 本通 達 に よ り 20℃ に お ける ガ ス 圧が 0・5kg／

cm2 以上 の 二 酸 化炭素を 含有す る 酒類 は，発 泡性を有

す る もの として 酒税が 加算 され る の で ， 窒素 ガ ス の 使

用 が賢 明 で あ る ，な お，用 い る 窒素ガス の 品質は必ず

チ ェ ッ ク し，異臭を付与す る こ との な い 高純度の もの

で あ る こ とを確認 する こ とが 重要で ある．

　 貯蔵 タ ン ク の 上部空聞 の 窒素 ガス 圧 は，0．1〜0．2

kg／cm2 を 保持すれ ば十分で あ る．した が っ て ，特 に

耐圧性の 優れ た タ ン クで な くと も，密閉性の 良 い 清潔

なもの で あれば 目的を達す る．貯蔵時の 不活性 ガ ス の

使用 は，あくまで もワ イ ン に 接触す る酸素量を減少さ

せ る こ と に あ るた め ， 乳 酸 菌 の 汚染 を 防 ぐた め に は貯

蔵当初 に 亜硫酸を 使用す る こ と は不可欠で あ る こ とを

申し添えて お く．

　 本法 は，酸化を 忌避する 酒類 ・食品等に は普遍 的な

方法で あるが，特 に 詰 口 数量の 関係 か ら端桶 に なりや
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す い 清酒や 焼酎 の 貯蔵 に も応用 を 検討 して は ど うで あ

ろうか．

1）Rib6reau−Gayon，　J．　et　aL ：Sciences　et　7ecltniettes

　　 aru 　Jlin，　Tome 　3
，
81

，
　 Bordas

，
　Paris （1976）．

　　　　　　　　　　　　　　 （醸造 試 ・戸塚　昭 ）

i・ ク ・ デ キ ・ トリ・ の 　 i
iバ イ オ テ ク・ ・ ジー

へ の 応 蜀
　百 日咳菌 （BordetellaPertussis）は ， 1906年に Bordet

に よ り患者喀痰 よ り分離さ れ た グ ラ ム 陰性 の 短槹菌で

あ り， 以来 ， 医学細菌学の 分野 で は盛ん に研究 されて

い る細菌で あ る．本菌は 血 液 を 含む・Bordet−Geng。 u

（BG ）培地上で は生育する が ， 合成培地上 で の 生育は

難 し く，しば しば
“

相変化
”

と称す る 変異 を 起 こ し，

そ の 病原性，す な わち毒素産生能等 を欠失す る．合成

培地上 で の 生育 が 困難 な理由 は ， peptone，　 surfur
，

peroxide ，　manganase や fatty　acids 等 が増殖阻害因子

と して 働 くた め と報告されて い る．

　 さて ，本菌 の 産 生する 百 日 咳毒素 （Pertussis　Toxin ；

PT ） は イ ン シ ュ リ ン 分泌促進活性， リ ン パ 球増多活

性，ア ジ ュ バ ン ト活性等を示 し，近年細菌学者の み な

らず薬理学者等から注目 されて い る タ ン パ ク質で あ る．

ま た世界 に 先がけて 日 本で 開発された改良百H 咳ワ ク

チ ン の 主要な成分で あり，百 日咳菌 が 産生する 繊維状

赤血 球 凝 集素 （Filamenteus　 Hemagglutinin ； F・HA ＞

とともに，予防医学上きわめ て 重要 な タ ン パ ク質で あ

る こ とが 知 られ て い る．PT お よ び F−HA を 従 来 ， か

く拌培養で 効率よ く得る こ と は 困難 とされて お り，特

に F−HA はたとえ静置培養で 産生さぜ て もか く拝条件

に する とす ぐに活性が 消失 して しま う
1）

こ とか ら， 上

述の ワ ク チ ン は多数の 培養瓶 に よ る静置培養法に よ り

製造 されて お り，効率 の よ い か く拝培養系で の ワ ク チ

ン の 製造が望 ま れて い た．

　今泉 らは ， 百日咳菌の 培養 に包接能を有す る シ ク ロ

デ キ ス ト リン （CD ）類の 添加を企図 した．血 液を含

まな い 合成固型 培地 （ス テ ナ
ー・シ ョ テ ィ

ー
； SS 培

地）で の 生育促進能の 比較を ， 各種 （D 類 を 用 い て

行 っ た．そ の 結果，2
，
6−o −dimethア1 β

一cyclodextrin

（Me βCD ）を培地 に 0，1％添加す る こ とに よ り，合成固

型 培地 上 で BG 培 地 と同 等 の 生 育 が 観 察 され た．2，

さ

らに PT と F−HA の 産生 に 及ぼす Me βCD の 効果を

500ml 容坂 ロ フ ラス コ を 用い t 液量 200　m1 の SS 培

地を用 い て 振 と う培養下検討 した．PT 産生 に つ い て

は，無添加系に比 し 1％の Me βCD の添加 は約 100倍

の 産生量 の 増大をもた らした．また最適培養条件 の 検

討を 行 う こ と に よ り， 従来の 静 置 培養法（5 日間培養）

の 約10倍 の 産生量が 約40時間の 振 と う培養で 得 ら れ

た．　3）
ま た F−HA の 産生 に つ い て も，

　 Me βCD の 添加

は無 添加系と比 し約1，
　OOO倍の 産生量 の 増大が得 られ ，

こ れ らも従来の 静置法の 2〜 4 倍ほ どの 産生量 の 増大

が 認められた．4 ） Me βCD 添加か く拝培養より得 られ

た PT お よ び F−HA は，　 Me βCD 非存在 下 静置培養

で 産 生 さ れ た もの と電 気泳動的 ， 免疫化学的お よ び 形

態学的差異は認 め られな か っ た．さらに 300 〜容発酵

槽を用 い た ス ケ
ー

ル ア ッ プ に 成功 し，効率 的 で か つ 高

力価 の ワ クチ ン 製造 が達 成で きた．

　 シ ク ロ デキ ス ト リン 類を病原微生物の培養 ， 特に ワ

ク チ ン 製造 に 応用 し， 成功 した例を示 した が ， 今後

Me βCD の 作用 機作の 解明 と と もに，培養 が 困 難 な 種

々 の 微生物 の 培養系へ の Me βCD の 応用が期待され る．
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匪 ・・ よ・ 石 油 三 次亟
　既往の 採油技術 に よ っ て

一，二 次回収が終了 した 油

層に は な お 大量 の 原油が 残 さ れて お り，そ の 回収率 は

平均30〜35％とい われて い る．この残留油を強制的に

回収しようとす る の が EOR （Enhanced 　Oil　Rec 。 very ＞

と呼ばれて い る三 次回収で ，石油 シ ョ ッ ク以 降 ，

一
，

二 次回収が終わり， 捨て られて い た油 田 の 再生が注目

を集め るよ うに なり， 種 々 の 三 次 回収技術が開発され

て きて い る，こ れ らは主 に 物理化学的な EOR 技術で

あるが ， 最近 ， 微生物を石油三 次回収に 利用する （Mi −

crobial 　EOR ： MEOR ）試みが注 目 されて い る．こ れ

は ， 既往の物理 化学的 EOR 諸法 ほ ど に は技術的に 確

立されて い な い が，操作 コ ス トが安 い こ とや 回収効率

改良 の 可能性 な どか ら ， そ の 開発 が期待 されて い る ．・

　石油三 次回収へ の 微生物の 利用 に は い くっ か の ア プ

ロ
ー

チが 試み られて い る が，こ こ で は ， 選 択 さ れ た 微
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