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　Sprouts　of　broccoli，　watercress ，　mustard ，　red 　cabbage ，　radish 　and 　toumyo ｛pea　seedlings ）contained

higher　levels　of　tota量vitamin 　C （VC ）and 　had　greater　1，1−diphenyレ2−picrylhydrazyl（DPPH 〕radical・

scavenging 　activity 　than 　green　bean　and 　alfalfa 　sprouts ．　Broccoli　and 　red 　cabbage 　contained 　more 　total

VC 　and 　ascorbic 　acid ｛AsA ）in　mature 　vegetables 　than　in　sprouts ，　but　there　was 　no 　difference　in　these
levels　in　watercress 　and 　mustard 　between 　the　mature 　vegetables 　and 　sprouts ．　Toumyo 　contained 　the

highest　level　of　total　VC 　and 　greatest　DPPH 　radical・scavenging 　activity　4−5　days　after　germinatien，
The 　level　of　L−galactonolactone　dehydrogenase 　 was 　positively　correlated 　with 　the　total　VC 　 content ，
while 　that　of 　ascorbate 　oxidase 　was 　a 　negatively 　correlated 　with 　the　total　VC 　content ，　Cotyledons　of
tournyo　that　contained 　a　high　level　of 　DPPH 　radical ・scavenging 　activity 　could 　be　eaten 　by　frying　after
boiling，　although 　the　cotyledons 　are　usually 　wasted ．

　　　　　　　　　　 （Received　February 　19，2003；Accepted 　in　revised 　form　December 　22，2003）
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activity 　ラ ジ カル 捕捉活性，　L・galactonolactone　dehydrogenase　ガ ラ ク トノ ラ ク トン デ ヒ ドロ

ゲ ナ
ーゼ

，
ascorbate 　oxidase 　ア ス コ ル ビ ン 酸オ キ シ ダーゼ ．

　1．緒　　言

　近年，日本に古 くか ら伝わ る新鮮野菜に加えて ，西

欧野菜や中国野菜，新鮮 ハ
ー

ブな ど新 しい 食材が店頭

に並 べ られ て い る，それ らの 野菜は健康増進や医食同

源 の 食材 と し て 注 目 さ れ て い る もの もあ る．最近食材

として 出回 り始めたブ ロ ッ コ リ
ー

の ス プ ラ ウ トはガ ン

抑制作用が ある とい う研究報告が 出 て
1］：）

，注目を浴

びて い る．ブロ ッ コ リ
ー

とほぼ同時に出回 り始めたク

レ ソ ン，マ ス タ
ー

ド，レ ッ ドキ ャ ベ ッ などの新種の ス

プラ ウ トが 市販され て い る．また，豆苗 （とうみ ょ う；

エ ン ドウ 豆 の発芽幼植物〉は比較的新 しい 食材で あり，

以前から市販され て い る かい われ大根，緑豆 もや しお

よ び ア ル フ ァ ル フ ァ もや しとともに，年中安定 して供

給さ れ る 野菜 と して 重視 され て きて い る，新 しい 食材

と し て の ス プ ラ ウ ト類 の 栄養特性，特 に 抗酸化性 に 注

目して ビ タ ミ ン C （VC ）量お よ び 1，1一ジ フ ェ ニ ルー2一

ピク リル ヒ ドラ ジ ル （DPPH ）ラ ジ カ ル 捕 捉活性 を分

析 した．豆苗は栽培日数が 長い の で VC 量に関与する

と考え ら れ る VC 合成酵素，酸化酵素活性 の 変化 に つ

い て も分析 した．また
一

般に，豆苗は一
般に子葉の 上

部の 幼植物部位を食し て い る が ，廃棄 さ れ て い る子 葉

の 機能性 ， 嗜好性 を分析 した結果，有効 な食材と して

利用可能 で あ る事が示唆 されたの で報告する，

　2．実験方法

　（1） 実験材料

　 ブ ロ ッ コ リ
ー，レ ッ ドキ ャ ベ ツ ，マ ス タ

ー
ド，ク レ

ソ ン の 4種の ス プ ラ ウ トお よび豆苗は栽培業者 よ り直

接冷蔵宅配便 に て 入手 した．ア ル フ ァ ル フ ァ ，緑豆 も

や しと ブ ロ ッ コ リー，レ ッ ドキ ャ ベ ツ，マ ス ター ド，
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ク レ ソ ン の 生長野菜 （8 月，ブ ロ ッ コ リー，レ ッ ドキ ャ

ベ ツ ，マ ス タードは愛知産，ク レ ソ ン は 岐阜産〉は 名

古屋市内の 市場 で購入 した。い ずれ の 材料も入手当日

に分析 した，4種の ス プ ラ ウ トお よ びか い わ れ大根，

豆苗の 実験材料として 用 い た部位は播 種して あ る ス ポ

ン ジ表面か ら 1cm 上 の 胚軸上 で 切断し，そ の 上 部

（幼植物部位 と呼ぶ ） とした．緑豆 もや しお よ び ア ル

フ ァ ル フ ァ もや し，生長野菜は通常 の 可食部全 て を用

い た．

　（2） ビタ ミ ン C の 定量方法

　試料の 調製お よび定量は森山と大羽の前報
3】

に従 い ，

総 VC 量，デ ヒ ドロ ァ ス コ ル ビ ン 酸 （DHA ：酸化 型

VC ）量を DNP 比色法で定量 し，総 VC 量か ら DHA

量を差 し引 い て ア ス コ ル ビ ン 酸 （AsA ：還元型 VC ）

量 を求め，mg ／100　g 新鮮重に 換算 し た．また，　 VC

の うち還元型の AsA は DPPH ラジ カ ル捕捉活性 を示

す が，酸化型 で あ る DHA は活性 を示 さない ため
‘｝

野

菜中の AsA が どれ くらい DPPH ラ ジ カ ル捕捉活性 に

寄 与す る か を換算す る た め に AsA 量 を μmoi ／100　g
で も表示 した．

　（3｝ DPPH ラ ジ カ ル捕捉活性の測定

　試料液の 調製お よび DPPH ラ ジ カ ル 捕捉活性 の 測

定は藤江ら
51

の方法に従 っ た．標準抗酸化物質 と して ，

AsA を用 い て検量線 を作成 した．こ の 検量線よ りラ

ジ カ ル 捕捉活性 を試料 の 新鮮重 量 100g 当た りの

AsA （μmol ＞当量 で 表 した．　 DPPH ラ ジ カ ル 捕捉活

性 の うち AsA が寄与する 割合は ，野菜 に含 まれ る

AsA （μmol ）／ラ ジ カ ル 捕捉活性 （AsA μ mol 当量）

で 算出 した，

　（4） L
一ガ ラ ク ト ノ ラ ク ト ン デ ヒ ド ロ ゲ ナ

ー
ゼ

　　　（GLDH ）
6｝71

活性 の 測定

　粗酵素液の 調製お よび酵素活性の 測定方法は Oba

et　al．　’i
の 方法に従 っ た．　 i分間に 2nmol の シ トク ロ ー

ム C を還元す る，す な わ ち AsA を 1nmol 生 成す る

酵素量 を 1 ユ ニ ッ トと した，GLDH は ミ トコ ン ドリ

ア膜に存在する タ ン パ ク質で あ る の で，ミ トコ ン ドリ

ア （Mt ，〉タ ン パ ク 質 mg 当た りの ユ ニ ッ トで示 した，

　（5〕　ア ス コ ル ビ ン 酸オ キ シ ダーゼ （AAO ）
呂）

，ア ス

　　　コ ル ビ ン 酸 ペ ル オ キ シ ダ ーゼ （APX ）
舳 D

活性

　　　の 測定

　粗 酵素 液 の 調製 お よ び AAO ，　 APX 活性 の 測定 は

森 と 大羽
31

お よ び Miyake　 et　al．の 方法
10

に 従 っ た ．

APX 抽出時 に AsA を添加 して も活性 に変化 がな か っ

た た め ，こ こ で 測定 した 酵素活性 は 葉緑体型 で は な く，

細胞 質型 の APX で あ ると考えられ る．1 分間に AsA

を ユμmol 酸化す る酵素量 を 1 ユ ニ ッ トとした．　 AAO ，

APX は 可 溶性総 タ ン パ ク質 mg 当 た りの 活性 で 示 し

た。

　（6〕 タ ン パ ク質の定量

　タ ン パ ク質の 定 量 は Bradford］2）の 方法に従 っ た．

日本 バ イ オ ラ ッ ドラ ボ ラ トリ
ー

  社 の Protein

Assay キ ッ ト を使用 し，標準 タ ン パ ク質と して は 子

牛血清 ア ル ブ ミ ン を用 い た．

　  　官能検査

　豆苗の官能検査は豆苗 の 幼植物部位 20g を 10倍量

の 水 と共 に沸騰 して か ら 2分間茹で たもの ，2 分間 バ

ターで炒め た もの，2分 間茹で 後 2分間炒 め た もの を

それぞれ A，B，　 C とし，子葉部は幼植物 と同じ条件

で水か ら 12分間茹で た もの ，12分間茹で た後 2分間

炒 め た もの を D ，E と して 5種類 を試料 とした．外観

風味，味，食感の 4 項目 に つ い て 5 点評点法を用い て

官能検査を行 っ た．パ ネラ
ーは栄養士養成施設 の 学生

34 名 で ，官能検査 は食後，2 時間程度経た時間で 試料

と試料の 間に は 口 をゆ すぐこ とを指示 した，

　〔8） 統計処理

　VC 量，酵素活性，　 DPPH ラ ジカ ル 捕捉活性は得 ら

れ た結果に つ い て有意差検定 （t検定）を行 っ た ，官

能検杢結果 は ，外観，風味，味，食感 に つ い て 二 元配

置分散分析法に より，試料間の有意差検定を行 っ た．

　3．結果と考察

　〔1） ス プ ラ ウ ト類の VC 量お よ び DPPH ラ ジ カ ル

　　　捕捉活性

　新 しい ス プ ラ ウ トは 5訂食品成分表に数値が記載さ

れ て い ない た め 各々 の VC 量を測定 した．　 VC は水溶

性抗酸化剤と して，活性酸素 ・ラ ジカ ル 類 の 消去 に優

れた特性を持 つ
13｝

ため指標の
一

つ として ラ ジカ ル捕捉

活性 に つ い て も測定 し，
ス プ ラ ウ トと生 長野菜 の VC

含量 ，ラ ジ カ ル 捕捉活性 を Table　l に 示 した．新種 の

ス プ ラ ウ ト4種 の 総 VC 量はブロ ッ コ リ
ー

≧ レ ッ ドキ ャ

ベ ツ ≧ マ ス タード〉 ク レ ソ ン の 順 に少な くなりク レ ソ

ン の 総 VC 量が他の 3種の総 VC 量 と比較して有意 に

（ρ＜ 0．Ol）少な か っ た，マ ス タ
ー

ドの ス プ ラ ウ トの 総

VC 量 とか い われ 大根の 問 に有意差は無 く，マ ス ター

ド と豆苗間 で は 豆苗が 有意に （p 〈 O．05）少な か っ た

が ，ク レ ソ ン よ りこ れ ら 2 種 の 総 VC 量 が有意 に （p

＜ O．Ol）多か っ た ，緑 豆 もや しや ア ル フ ァ ル フ ァ もや

しの 総 VC 量は 顕著に少なか っ た．光の 当たる 量 と総

44 （154）
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Table　1，　VC 　content 　and 　DPPH 　rad 正cal−scavenging 　activity　of　sprouts　and 　vegetables

Vitamin　C　content （mg ／100　g　fr．　wt ．）

Total AsA DHA

　 AsA 　content 　　 DPPH 　radical −scavenging 　activity

艇mo レ 100　g　fr．　wt ．）　　（μmot 　AsA 　eq ．〆100　g　fr．　wt ．）

Sprouts

　Broccoli

　Red　cabbage

　 Mustard

　 Watercress

　 Radish

　Toumyo

　 Bean

　 Alfalfa

Vegetables

　 Broccoli

58．2：ヒ4．99a　　49．2±4．69a　　　6、53± 0．98

51．9± 2．21a　　42．3± 1．18b　　g．62：ヒユ．15

50．5± 4，22ab　　42．4 ：ヒ3．48abc　　8．15± 0．80

32．6：ヒ2．68c　　27．4± 2．23　d　　　5．20 ：ヒ0．45

44．6±2．12bd　　37．6± 1．75ce　　7．03± 0．47

41．4± L62　d　　35．2± 1．36e　　6．11± 0．27

8．18±0．15e　　5．62±0．39f　　2．55：ヒ0．30

5．49± O．ユ7f　　3．08士 0．159　　2．42± 0．24

　　　　　 　 74，9±4．11a

Red　cabbage 　63．2± 2．19b
’

Mustard　　　53．3±3．35c

Watercress　 32．2±2，10d
’

62．9± 2．56a　　　l！．7± 0．96

57．4± 1．27b
「
　　5．81± 0．93

43．4：ヒ3．59c　　　IO．0± 0．83

27．1±2．01d
’
　　5．10± 0．IO

279．5240

．3240

．9155

．7213

．62003Lgl7

．5

357．3326

．ユ

246．3154

626．8± 46．2a

957．8± 13D．4b

564．3± 178．2ac

720．1士 54．6ac

545．0± 6．5c

374，4± 74．Od

56．4± 3，ge

ll1．1± 10．gf

729．9± 93．2a

1，152．7± 151．3b
’

648．8：ヒ283．oa

863．0：ヒ117．8a

Each　value 　represents 　the 　mean ± SD　of　4　samples ．　a’b’ad ’e’f’　9’　a：　bfcfd
厂
Different　letters　ln　the　same 　column 　show 　sig−

ni且cant 　difference（ρ＜ 0．05）．

VC 量 に は 正 の 相関関係が ある と報告もされ て お り
14）
，

緑豆 ・ア ル フ ァ ル フ ァ もや しは光が当た っ て い ない た

め，総 VC 量が他の もの に比べ 少なか っ たと考えられ

る．また，総 VC 量 に 占め る AsA の 割合は新種 の ス

プ ラ ウ ト4 種 と，か い わ れ大根，豆苗で は 81〜89％

で あっ た が ，緑豆 もや しで は 69％ ，ア ル フ ァ ル フ ァ

もや しで は 56％ と低か っ た．

　新種の ス プラ ウ トの DPPH ラ ジカ ル 捕捉活性は レ ッ

ドキ ャ ベ ツ 〉 ク レ ソ ン ≧ ブ ロ ッ コ リ
ー≧ マ ス タードの

順 に低 くな り，レ ッ ドキ ャ ベ ッ の ラ ジカル 捕捉活性は

ク レ ソ ン
・ブ ロ ッ コ リー ・マ ス タードよ り （p 〈 O．05）

有意 に高か っ た．か い われ大根 の ラジ カ ル 捕捉活性は

レ ッ ドキ ャ ベ ツ
・ク レ ソ ン （p〈 0．Ol），ブロ ッ コ リ

ー・

マ ス タード （p ＜ 0．05） よ り有意に低 く，豆苗 の ラ ジ

カ ル 捕捉活性 もレ ッ ドキ ャ ベ ツ ・ク レ ソ ン ・プ ロ ッ

コ リ
ー

（p＜ 0．Ol），マ ス タ
ー

ド ・か い われ大根 （p 〈

O．05）よ り有意に低か っ た．緑豆 もや しとア ル フ ァ ル

フ ァ もや しの ラ ジ カ ル 捕捉活性 は新種 の 4 ス プ ラ ウ ト

お よ び，かい わ れ大根や 豆苗と比較 して も顕著に低か っ

た，

　 ス プ ラ ウ ト類が持 つ DPPH ラ ジカ ル 捕捉活性 に寄

与する物質として 還元型 VC で ある AsA お よ びポ リ

フ ェ ノール が あげら れ て い る．そ こ で，ス プ ラ ウ ト類

に含まれ て い る AsA が DPPH ラ ジ カ ル 捕捉活性に し

め る割合が どれ くらい で ある か を分析 した．そ の結果，

緑豆 もや しの DPPH ラ ジ カ ル 捕捉 活性 に 対す る AsA

の 寄与率は 57％ で あ っ たが，ア ル フ ァ ル フ ァ もや し

で は 16％ と低 く，野菜に よ っ て 異な っ た．

　プ ロ ッ コ リz レ ッ ドキ ャ ベ ツ，マ ス タ
ー

ド， ク レ

ソ ン は生長野菜 も市場に 出回っ て い る の で ，こ の 4種

に つ い て は ス プ ラ ウ ト と 生 長 野 菜 の VC 量 お よ び

DPPH ラ ジカ ル 捕捉活性が高 い の か を比較 した．

　市販 の 生 長野菜の 総 VC 量は ブ ロ ッ コ リー〉 レ ッ ド

キ ャ ベ ッ ≧ マ ス タ
ー

ド〉ク レ ソ ン の 川頁に少 な くな っ て

お り，ク レ ソ ン の 総 VC 量が他の 3 種の野菜の 総 VC

量 と比較 して有意に （p＜O．Oユ）少 な くな り，
ス プ ラ

ウ ト4 種の VC 量 の関係 と類似 して い た．ス プ ラ ウ ト

と生 長野菜の 総 VC 量を比較する と，ブ ロ ッ コ リー ・

レ ッ ドキ ャ ベ ッ で は 生長野菜 の 総 VC 量 の 方が有意に

（p ＜ O．01＞多 く，マ ス タ
ー

ド ・ク レ ソ ン の総 VC 量は

ス プラウ トと生長野菜の 間に有意差は 見られなか っ た，

AsA 量 はブ ロ ッ コ リ
ー ・レ ッ ドキ ャ ベ ツ で は生 長野

菜 の 方が ス プ ラ ウ トよ り有意 に （p〈 0．Ol）多か っ た

が，マ ス タ
ー

ド ・ク レ ソ ン で は両者の 問に 差が無か っ

た．ブロ ッ コ リーの ス プ ラ ウ トはガ ン 予防の 効果があ

る との報告
1〕2｝

が ある が ，VC 摂取の 点か らは，生長

野菜の花蕾 よ り優れ て い る とは言えない 結果 で あ っ た ，

　 ス プ ラ ウ ト と生 長野菜の DPPH ラ ジ カ ル 捕捉活性
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Table　2．Changes　in　the　VC 　content ，　activities　of　GLDH ，　AAO 　and 　APX ，　and 　DPPH 　radical −scavenging 　 ac −

tivity　of　pea　seedlings （toumyo ＞during　germination

Days　after
germinationVitamin

　C　content （mg ／100　g　fr．　wt ．）

AsA DHA Tota1

　 GLDH

（unitfmg 　ef

Mt．　protein｝

　 AAO 　 　 　 　 　 APX

（unit ／mg 　　　（unit ／mg

of　protein）　　　 of　protein）

　 　 DPPH

　 （μ mol 　AsA

eq ．／100　g 　fr．　wt ，）

234

厂
D67

44，9士6，31　　　　　5．6± O」0
45．9± 3．37　　　　　6．8± 0．89
50．2土 1．14　　　　　　7．6± 0，63

ii芸圭！三i］：宰

　i耆主i：ii

50，5± 6．39　　　　81．9±8．78
52．7±3．16　　　83，2±10．42
57．8± 1．76　　　 78．9± 4，47

繋暑lii1：
＊ii難ii｝

35．0±8，49　　　　176、2士 20，35　　　　　　617．3± 120．2

1隷 ：il　 lli

：麗 12］・・ 1銘：1謝 9

飜lllii1：
躍 ii雛il］． 壌羅 1

Each　value 　represents 　the　mean ± SD 　of　4　samples ．‘p＜ 0．05　and 　
”
pく 0．01：significant 　differences　between　beth　respective 　days．

Mt．　Protein：mitochondria 且protein，
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Fig，1．　 Distribution　of　vitamin 　C　and 　DPPH 　radical −

　　　　scavenging 　activity 　in　the　different　organs 　of

　　　　pea　seedlings （toumyo ）

Each 　value 　is　the　mean ± SD （n
＝8｝．

を比較す る と，生長野菜 の 方が全般 に 高 い 傾向 に あ っ

たが，DPPH ラ ジ カ ル 捕捉活性 に対す る VC の 寄 与率

はス プ ラ ウ トと同様 に 4種 間 で バ ラ ツ キがあ っ た．ス

プ ラ ウ ト，生長野菜と もに ラ ジ カ ル 捕捉活性 に対す る

VC の 寄与率はブ ロ ッ コ リー〉マ ス ター
ド〉 レ ッ ドキ ャ

ベ ツ 〉 ク レ ソ ン の順に小 さくな っ た．

　（2） 豆苗 の 機能性お よび調理性

　 1）　豆苗の発芽生育に ともなう総 VC 量お よ びそ の

　　　合成，酸化酵素活性 の 変動

　豆 苗 は 発 芽後 7〜8 日後に 出荷 され て い る が ，何 日

後に収穫する と VC 量が多い かを明 らか にする た め に

VC 量 お よ び VC の 合成 お よ び 酸化 に 関与す る酵素

GLDH と AAO ，　 APX 活性の経 日的変化 を測定 し，

結果を Table　2 に示 した．発芽 1 日後に お い て は幼根

の みが出現す るため ， 幼植物部が出現す る発芽 2 日後

か ら分析を行 っ た．新鮮重 100g 当た りの 総 VC 量は

2− 5 日 後 ま で 多か っ た が 6 日後 か ら 有意 に （p＜

O．Ol）減少 した．

　幼植物部の GLDH 活性は 2〜6 日後 まで殆ど変わ ら

ず，7 日後に有意に （p〈 O．05）減少 した．AAO 活性

は 2〜5 日後 まで は余 り変化 しなか っ たが，6 日以後

に増加 した ．6．7 日後に DHA の割合が 高 くな っ た

こ と と矛盾 しな い ．GLDH 活性が 2〜6 日後 まで 殆 ど

変化 がな く，AAO 活性 が 6 日後に 増加 した こ とと，

6 日後か ら総 VC 量が 減少 した こ とも矛盾 しな い ．

　APX 活性は 発芽 2 日後に 最 も高か っ た が成長 と と

も に減少 し続 け，4 日後 に 有 意 に （p 〈 0．0ユ）減少 し
，

さらに 7 日後 に も減少 した．こ れ は グリ ン ピー
ス が発

芽 する 際 に 生 成 され る H ，0 、 と そ の 消去 に 関与す る

APX 活性 が 発 芽直後 に 高 い こ と
ls：1’］71

と関係 が あ る と

考え られる．

　2）　豆苗 の 発芽 生育に と もな う DPPH ラ ジ カ ル 捕

　　　捉活性 の 変化

　 Table　2 に 示す よう に，豆苗 の DPPH ラ ジ カ ル 捕捉
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ス プ ラ ウ ト類の ビタ ミ ン C 量，ラ ジ カル捕捉活性お よ び豆苗子葉部の 調理性
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　 Fig，2，　 Sensory　evaluation 　of　the　desirabil正ty　of　pea　seedlings （toumyo ｝after　cooking

O，△ and 匚：boiled，　fried　and 　fried　after 　boiling　the　seedlings ，　respec 廿vely ．● and ■：boiled　and 　fried
after　boiling　the　cotyledons ．

’

p く0．05，料

ρく0．Ol．　Each　value 　is　the　mean ± SD （n
＝34）．

活性は発芽 2 日後以 降増加 し，5 日後に最大に な り，

6，7 日後 に大きく滅少 した ．DPPH ラ ジ カ ル捕捉活

性に対する AsA の 寄与率は茶飲料中では 20％程度 と

い う報告
IS］

や，新鮮 ハ ーブ にお い て も低 い とい う報告

もある
5 ）

が，豆苗で は ，AsA の 寄与 率が高 く，30〜

45％ で あ っ た，DPPH ラ ジ カ ル 捕捉活性が 発 芽 5 日

後に最大に な っ た こ とと総 VC 量，　 AsA 量共に発芽

4，5 日後が 最 も多か っ た こ とと矛盾 しない ．

　3）　 豆苗 の VC お よび DPPH ラ ジ カ ル 捕捉活性 の

　　　局在性

　Fig．1 に 示す よ うに，総 VC 量 は 100　g 新鮮重 当た

り幼植物部に は 28　mg ，幼根部に は 16mg ，子葉部に

は 6mg 含有された の で 幼植物部位 の 総 VC 量が幼根

部，子葉部 よ り有意 に （p〈 0．01）多か っ た が、幼根

部，子葉部に も VC が含有 され る こ とが明らか に な っ

た．DPPH ラ ジ カ ル捕捉活性 は，100　g 新鮮 重当 た り

幼植物部で は 374μmo ［（AsA 当量），幼根部で は 278

μmol （AsA 当量），子葉部に は 256μmol （AsA 当量）

で あ っ た が，総 VC 量が少なか っ た 子葉部 や幼根部 に

も，比較的高い DPPH ラジ カ ル 捕捉活性が存在 した．

　4）　 豆苗子葉部の調理性

　豆苗の子葉部は
．一
般 に廃棄 さ れ て い る が ，エ ン ドウ

豆が水浸漬された もの で あ る．本研究の 結果 VC も含

有さ れ て お りラ ジ カ ル捕捉活性 も比較的高 か っ た の で
，

廃棄 しな い で摂取 する こ とが で きない か と考 え，幼植

物部位 と子葉部 を別 々 に 調理 して 嗜好検査 を行 い ，結

果 を Fig．2に示 した ，幼植物部位 で は，バ タ
ー

で炒

め た B や茹で後炒め た C が 茹で ただけの A よ り風味，

味にお い て有意 に （p ＜ 0．05＞好まれ ，外観にお い て

は茹でた A や炒 めた B が茹で後炒めた C より有意に

（p ＜ O．01）好まれ た ，C は加熱時間が長 く，一番 しん

なりとしてい たため外観で は好 まれなか っ たが，食す

る と B 同様炒め 調理 が加わ っ た た め 好ま れ る結果 と

な っ た ，

　子 葉部 に つ い て は茹で た D と茹で て か らバ タ
ー

で

炒め た E の 間に食感，外観 風味で は有意差 は み ら

れ なか っ た が ，味で は E が有意に （p 〈 0．05）好 まれ

た．したが っ て ，廃棄され て い る子葉部は茹で て か ら

バ ターで 炒め る と，十分お い し く食する こ とが で きる

と考えられ た，又，今回嗜好検査は行わ なか っ たが，

油で揚げた フ ラ イ ビー
ン ズ も好 まれ る傾向にあ っ た．

エ コ ク ッ キ ン グ の 観点からも，可食部分を無駄なく利

用 し，廃棄量 を少な くす る こ とが で きる子葉部の 利用

を推奨 したい ．

　 4．要 　 　約

　新種 ス プ ラ ウ トで あるブ ロ ッ コ リ
ー
，レ ッ ドキ ャ ベ

ッ ，マ ス ター
ド，ク レ ソ ン ，か い われ大根お よび豆苗

の 総 VC ：量お よ び DPPH ラ ジ カ ル 捕捉 活性 は 緑豆 も

や しや ア ル フ ァ ル フ ァ もや しに 比 べ る と高か っ た．4

種 の 新 ス プ ラ ウ トの うちブ ロ ッ コ リ
ー ・レ ッ ドキ ャ ベ

ツ の 総 VC 量，　 AsA 量は，生長野菜 より少なか っ た

が，マ ス タード・ク レ ソ ン で は 差 が なか っ た．豆苗は

発芽 4，5 日後に総 VC 含量が最も多 くなり，AsA 合
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成酵素活性 と正 の ，AsA 酸化酵素活性 とは負 の 相 関

性が見 られた．また，総 VC 量の多い 発芽 5 日後に は

DPPH ラ ジ カ ル捕捉活性 も高 く，現在市販 さ れ て い

る 生育日数 （7〜8 日） よ りも 2 日程早い 時期 の 方が

機能性が高い こ とが示唆さ れ た．また，廃棄され て い

る 豆 苗の 子葉部 に は，可食部の 68％ の DPPH ラ ジ カ

ル 捕捉活性 と 21％ の VC 量が存在 した．茹で て バ タ
ー

で炒め る など調理法次第で美味しく食する こ とが で き

た の で ，子葉の 利用 を提案 した い ．
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