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は じ め に

　 サ メ とい う 言葉 は
．．
般 に は ジ ョ

ー・ズ に 代表 さ れ る
“
人

1食ザ メ
”

を連想 さ せ る が ，口本 に お い て は古 くか ら知 ら

れ た食 材 で あ り，今尚，ハ ン ペ ン ，竹 輪 や蒲 鉾な ど
．
の 練

り製品の 原料 と L て 珍重 され，ヒ レ は い わ ゆ る 7 カ ヒ レ

と して 中華料理 に は 欠かす こ との で きな い 食材 とな っ て

い る、，サ メ と 一
言 で 言 っ て も，そ の 種 類 は 「1本近海で も

50 種 類 に 及び，大型 の ホ ポ ジ ロ ザ メ，ア オ ザ メ ，ヨ シ

キ リザ メ，シ ュ モ ク ザ メ，ネ ズ ミザ メか ら小 型 の ア ブ ラ

ッ ノ ザ メ，メ ジ ロ ザ メ．ホ ン ザ メ，ヘ ラ ザ メ，ヘ ラ ツ ノ

ザ メな とな ど，多種に 渡 っ て い る。サ メ の 生 体 構 成成 分

は 魚 類 の 中で は 特徴的で ，そ の 代表 例 とL て 炭 化水素 の

ス ク ワ レ ン と ム コ 多糖 の コ ン ドロ イチ ン 硫 酸 が よ く知 ら

れ て お り，物理化学的，或 い は薬理 学 的 有用 性 が 多 々 報

告 さ れ て い る。こ こ で は ，ス クワ レ ン や コ ン ド冂 イチ ン

硫酸 に つ い て の 最新 の 知見，さ らに最近 注 冖を集 め て い

る ス ク ア ラ ミン ，ジ ア ン Jレグ リセ リ Jレエ
ー

テ ル に つ い て

糸召∫トし．t二L丶。

ス ク ワ レ ン

　 ス ク ワ レ ン は 1916年 に 辻 本 満 丸 が ク ロ コ ザ メ の 肝 油

中 か ら世 界 で 初 め て 発見D し た 不 飽和 炭 化 水素 で ，ビ タ

ミ ノ 油 製 造 の 副 産 物 と L て 商業化 され て 以 来、そ れ 自身

は 1深海鮫 〔肝油 ）エ キ ス 1と呼ば れ る健 康食品 と して ，
水 素 添 加 を施 した ス ク ワ ラ ン は 化粧品原 料 と して 汎 用 さ

れ て い る。製造 原料は 主 に 深海に 棲息す る ッ ノ ザ メ 科 の

ア イザ メ，ア ブ ラ ツ ノザ メ及 び タ ［ ウ ザ メ が 多 く利用 さ

れ て お り，悽息 地 域 に よ る が，肝油巾の 40〜70％ が ス

ク ワ レ
．
ン で あ る，，漁場 は，以 前 は イ ン ドネ シ ア か らフ f

リ ピ ン に か け て が一ヒ流 で あ・．・た が ，資源 の 減少 に よ り現

仕は ヨ
・一

卩
ッ

パ か ら ア フ リ カ沖 の k 西 洋 と オ
ー

ス トラ リ

ア とな っ て い る、、日 本 に お け る ス ク ワ レ ン の 年 問 生 産 量

は ，則 務 省 貿易統計 の 魚肝 油 輸 入 量 か ら推 察 し て ．約

1000〜1200 トン 程 度 で あ る と 考 え ら れ る 。そ の 内，9

割以 一Lは 化 粧 品 原 料 の ス ク ワ ラ ン と して 用 い られ て お

り，ス ク ワ レ ン と し て の 利 用 は約 100〜150 ト ン 程度で

あ ろ う。

　 ス ク ワ レ ン の 生 埋 作用は，免疫力増強 作 用，　211
，
抗 ガ ン

作冊
1−7 ／

　ftび 肝 機能改善作用
8．9；な どが 古 くか ら知 られ て

い る が，近 年，脂質代謝改善作用，1［L ［ド．
ラ ジ カル ス カ ベ

ン ジ ャ
ー

作 用，12・13：．放 射線障害軽滅作用，［’1’1・
並び に ワ ク

チ ン 効果増 強 作 用 15；な ど新 た な 報告 が ．見受 け られ る。

以 下 に ，ス ク ワ レ ン の 脂質代謝改善作 用 に つ い て 紹 介す

る。

　 ス ク ワ レ ン は 肝 臓 に お け る コ レ ス テ ロ ール 合 成 経

路 恩
の 中 間 体 （図 1） で あ り，ス ク ワ レ ン 摂取 に よ る休

内蓄積は コ レ ス テ ロ ー
ル 合成 の 亢進 を予 想 させ る。しか

ユ ビ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 アセ チル CoA

　　　　　　　　　　　　　　壷
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ア セ トア セチ ル CoA

　　　　　　　　　　　　　　サ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 HMG −CoA

　　　踊 蜻
元 一一b ・ v

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 メ バ ロ ン 酸

　　　　　　　　　　　　　　サ
　　　　　　　　　　　　　　壷
　　　　　　　　　　　　　　ウ

　　　　　　　　　　
フ ァ ル ネシ

寺
ピ゜ リン 酸

　　　ス ク ワ レ ン

　　　　　寺
　 2，3一エ ポキ シ スク ワ レン

　　　　　寺
… ネ ・ル 化 蛋 ・質 　 　壷
　　　　　　　　　　　コ レ ス テ ロ

ー
ル

　 図 1 　 コ レ ス ）
’

［
’
1．．ル 合 成 経路
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表 1　対 象患 者 の 群 分 け と背 景

群 の 構成

月　@トftt　）　I　i　　カ　
　
　ー
ノ　ーヒ　　，

レ ス ク

レソ 430m

J プ セ ヅ

スタチン
．
一一一

一 T − 一 一 　 　 　 　　 ス

ワ レ ン と プ ラ 　 　 　 　　

ス タ チン の併用 　　　

1 1 　

丶 ， 　 女 L鶏

　 　　

　　 6

プセル

ﾂ 参加

平均年齢

平均心
拍
数 1

i82 ， 　

． 15 ノ丶
　（

25人 ） コン 1 ．・

ーノレ 430mg

プセル2
個 1 mgヵプ セ ル

@　

一 85 歳）<TAB>7『・

ﾎ 〔 <TAB>

^2 男11人，女15 人 　 〔

26 人 ） 72

， ft 　〔65 〜 8

D 歳） プラ

ポカプ セル男12人，女 13

　 （計

人） 7 歳　i165

− 82歳 ） 　　　67 ．［

．巳

／27〆84
3

．8
歳C

− ・

・86 歳）

68131 ， ， 83 一ト＝ 一驫

表
2

イ

洋 の構成
ﾕ 床 検 査 成 績 （ 試

験
開
始

時

20 週後
〕

翌

・
・ン、劉 ラ三

罷
謁 　 　　

総
コレスうニロ

ル 開始時■一亙17．284 ．・4．2学9・ ・7．
283

・2020 期週彳麦　　 　　

231 ±13 　　217±15
　旨　　1

77
±9　

　

　 274 ± 13 哥 纛 唖 ・ 痢 一
il

・ 5

・ ・ ［

−
36．61 −・・ U− 　　

　　
　　　LD し

レス テ卩・一ル値 開 始時． 1・・5 郵・ 7・ ・6「瘢 ・21 ．・・8・ 24

20 週後　 　　1 5
9

±／ 6
148 ± 16 ． 　108 士 11 　

　20e

13
膳
祠2221 ， 亙適 一 31 「 　 　　　　　　HDL コレ

テ ロ ・一ル 値
J 始Hl − 457 ．79464 ・ 81T 「癇、

45 ．6 ・8 ． 8欝
託 气聳

笥壁 　 　　　 　　
中

性脂肪値

トリグリセ リ ド 値 ） 蝶 覊 1 訓 譫 露 凱 ll ： 評 麻

・ ：・．1 ⊃「［」． 9 − 「 ≡璽 ： し 最近 ，スクワレン を 高

の 高 脂 血 症患者に投 与 し た時 の脂 質代 謝 改 善f 乍 用 が 報告

れた 10 ）〔表ユ，2 ） 。 スク ワ レ ン 1H860 　 m
  0 週間摂取し た 患 者26 人 の 血中脂 質 を分 析し た

果，開始 時に比べ ，総コレステ ロー．ル値 が 約 17 ％ ，

たトリグ リ セ リ ド 値が 約 5 ％低 下し て い た。 し かも

高 脂［血症 改 善 薬 （ HMG − CoA 還
元酵素阻 害剤）

プ ラ バ ス タ チ
ン
と 併 用 し た 場含に そ の効果を増 強 し た 。

の作 用 機序 に つ い て 著者ら 10 ） は，

内 蓄 積 し たスク ワレ ．ン及びそ の 代 謝 物が HMG −

A 還 元 酵 素 活 性 を阻 害 し た た め と考察し て い る 。

　スクワ レ ン は ， 今 まで 免 疫 増 強 及び ガ ン予防 と い う 観

点 が中心 であ っ た

， こ こに きて 生 活習

病 の 予 防な ど ，新 た なコソセプ ト が 加 わ
っ
て き

た
。 今 後

研 究 の進 展 に期待 したい 。 コ ン ドロ イチン
硫
酸

　 コ ン ド ロ イ チ
ン
硫 酸 は 1861 隼 に 7 イヅ ． ン ヤ ーら に

っ て 軟 骨組 織 か ら 抽 出・精製され た ム コ 多糖 で， D

グ ル ク ロ ン
酸と N 一 ア セ チ ルー D 一 ガ ラ ク トサ ミ ソ の2

と 硫 酸 残墓で 構 成 さ れており ， 通 常 ， 生体 内 で は蛋白質と

牛  ｵたコン「． ごロイチ ン 硫 酸 蛋 白 複合 体と して 存 在 して い

。 コ ン ド 「」 イ チ ン硫酸 は 硫 酸基 の結 合 位
置
によ ・ ．・

， A ， C ，　 D ， 　E， 　 K など のタ イ プ
に
分けら れ

おり，コンド ロイ チ ン硫酸 Aは D 一 ガ ラ ク トサ ミン

C − 4 位 に ，コ ン ドロ イ チ ン 硫
酸C は D 一

ガラ グ ト サ

ン の C − 6位に 硫 酸 基が 結合 し てい る 。 また， ポ リ 硫

類 の コ ン ドロイ チ
ン
硫酸 D はD 一 ガラ ク ト サ ミン の C

6 位と D 一 グル ク ロ
ン
酸の C −

2
位に ， コ

ン
ド ロ イ チ ン 硫

E はD一 ガ ラ クト サ ミ ン の C − 4 位 と C − 6 位に ，

ソ ド ロイ チ ン硫酸Kは D 一 ガ ラ ク ト サ ミ ン
のC − 4 位

C − 6 位と D 一グルク ロ ン酸 のC − 2 位 に 硫 酸 基 が

合
し
て いる 。なお ， コ ン ド ロイ チン 硫 酸B は， D 一グ

クロ ン 酸 の 代 わり にL 一 イ ズ ロ ン 酸 が階成 糖で，

学 的 に 異 な るこ とか ら ，現 在 は デ ル マ タ ．ン硫

と呼ば れてい る 。 　 般 に ， 牛 など の高 等 な脊 椎 動

で は コ ン ド ロイ チン 硫 酸 A が 多 く ，ド 等 な脊椎 動

では コ ン ド 冂 イ チ ン 硫 酸 C が 多い。 サ メ では，頭 骨

中骨 ，ヒ レ の 軟 骨 に コ ン ド ロ イチ ン 硫 酸 C とポ リ 硫

の コ ン ド ロイ チン硫 酸 D が 多 く 含 まれ ， コ ン ド ロ イ

ン 硫 酸 A は比較的 少 ない 。 1 η ま た ， 紐織 中 のコ ン

ロイ チ ン 硫 酸 含量 は サメ の 種類 に よ っ て 変 動 し ， 乾 燥

重 量 当 たり約 10 ％
前後であ る が，

量 の 多 いヨ シキ
リ

ザ メ では，20 ％に達 す る。ちなみに

コ γド ロ イ チ ン 硫酸Eはイカ軟 骨 に，コ ンド ロ イチ

硫酸 K はカ ブ ト ガ ニ に 特 徴 的な成 分18 〕である 。

　 コン ド ロ イチ． ソ 硫酸は 1960 年 代初 期 に 医 療用 医

品 と
し

て 認 可さ れ て 以来，内服 薬 ， 注射 薬， 点 眼 薬

して 幅広 く 使 用 さ れ て いる 。適応症 は ， 関 節痛，肩 関 節 周開
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とな っ て い る。とこ ろ が 最近，コ ン F ロ イチ ン 硫 酸は 新

た な 展開 を 迎 え つ つ あ る、，ヒ ト脳 内の 神経細胞は，胎 児

期 か ら幼 児期に 細胞数 が 最 大 C140憶個 1 とな り，そ の

後 は 日 々 　〔数 万 個 ！日 ） 減 少 す る と言 わ れ て い る。す な

わ ち 神経細胞に は増殖能 力 が無 い 事を 示 し て お り，痴 呆

な どの 神経疾患 で 神経 縄 胞 が 脱落 した 場 合，そ の 復元 は

困難 で あ る。た だ し，生 き残 っ て い る神経細胞が 成長 L

て 失 われ た細胞の 代わ りを努 め る こ とが 出来れ ば，疾 患

の 治療 に 繋 が る と考 え られ，各種成長因 子の 研究が 盛ん

に な さ れ て い る。最近 ，コ ン ドロ イ チ ン 硫酸 が神経細胞

の 突起 の 伸展に 関 わ って い る こ と が 示 さ れた。菅原 と

Faissnerの グ ル
ー一プ TP］

は ラ ッ ト胎 1巳の 脳 海馬 神経細 胞

の 初代培養系 を用 い て ，コ ン ド凵 イ チ ン 硫酸 の A か ら

E タ イ プ を添加 し た時 の 軸索突 起 の 伸長 を 比 較 し た。そ

の 結果，コ ン ド凵 イチ ン 硫 酸 D と E で は 統計的 に 有 意

に 軸索突起 の 伸展 を 認 め た が，コ ン ドロ イチ ノ 硫酸 A

〜C は著明で は な か・った （図 2）。ま た，Rradl〕ury ら
2〔）．

は 脊髄脊柱 に 損傷 を加 えた ラ ヅ トに お い て ，コ ン ドロ イ

チ ン 硫酸 プ ロ テ オ グ リ カ ノ （多分 コ ン ドロ イ チ ン 硫酸

A ，C） で は 損傷の 修 復 を阻 害す るが ，コ ン ドロ イチ ナー

ゼ ABC で コ ン ドロ イチ ン 硫 酸 プ 凵 テ オ グ リ カ ン を 分解

し た と きに 損 傷神 経 細 胞の 再生 が 進 ん だ こ と を 報告 して

い る。以 ヒの 結果 は，コ ン トロ イ チ ン 硫 酸の 種 類 に よ っ

て 神経再生 を 調節 で きる可 能性 を 小 し て お り，将 来 ，治

療 に 役立 つ 可能 性 が で て きた。

　 コ ン ド冂 イチ ン 硫酸 は通 常，生体内で は蛋自複合体 と

して 存在 す る こ とは 先に 述べ た が，サ メ軟骨 か ら粗精製

物 と し て 得 られ る コ ン ドV イチ ン 硫酸蛋 白複合 体が健 康

食品 と して 利 用 さ れ 始め て い る。こ の 蛋白成 分は軟骨巾

来で あ る こ とか ら コ ラ
ー一

ゲ ン 成 分 に 近い ア ミ ノ 酸 組 成 を

示 し，実 際 ，ラ ッ トに 6 週 間経 口 投与 し た 場 合，皮 膚

貞皮層の コ ラ
ーゲ ン 層が 増 加 した 〔図 3）。ま た ，コ ン

ドロ イチ ノ硫酸は グ 1レコ サ ミ ン と共 に．用 い た 時 に変形性

関 節症 に 有効で あ る と報告 され た が，その 信憑 性 に つ い

て の 論 争
211

が現在 ア メ リ カ で 起 き て お り，今 後 の 展 開

が 興味 深 い じ

ス ク ワ ラ ミ ン

　 ス ク ワ ラ ．ミン は 1993 ’［1一に ZasloH
’
ら

22・21／，・．に よ 一
っ て ツ

ノザ メ 〔Squaitts　acanth ’ilas） の 胃組 織 か ら発 見され た ア

ミ ノス テ ロ
ー．

ル （図 4 ）で ，当初，広 範開 ス ペ ク トル を

小 す 抗生物質 とL て ス グ
1ト ーニ ン グ され た

。
サ メ組 織中

の 分 布は，肝 臓，胆嚢の 組織で 約 4〜7μg ガg と多 く，冑

は 1μgtg ，　：匚
こ
ラ 1よ0．5μ9i

’

g，　E昜｝よ〔〕．02 μgtg
『
（〒浅5る D

そ の 後，強力な 血 管新 生 抑制作用 241が ，VEGF ，　bFGF

な どの マ イ トジ ⊥ ン を 用 い た 内皮 細 胞 の 増 殖 試験及 び ，

ウ サ ギ 角膜 を 用 い た 血 管新生 試験 （図 5） な どで 確認 さ

れ，ア メ リ カ で 抗 ガ ン 剤 と し て 開発 が ス タ
ー

トした rt 現

在 ，フ ェ
ーズ 1 を 終 r し，肺ガ ン を 対 象 と した 7 エ

・一ズ

皿の 臨 床 試 験 に 入 っ て い ln。Z51／

ジ ア シ ル グ リセ リル エ
ー

テ ル

　 ジア ン ル グ リ セ リ ル エ
ー

テ ル は ア ノ［／キ ル ジア シ Jレグ リ

セ ロ
ー

ル と ！lri’rばれ ，1−0一ア ル キ ル
ー2，3

一
ジ ア ン 1レグ IJ

セ ロ
ー一

ル て 小 さ れ る よ うに ，1t’）の ア ル キ ル 基 と 2 個 の

ア シ ル 基 を 有 す る エ
ー

テ ル 脂
ltt2tili

で あ る。ジア ン ル グ

リ セ リル エ
ー一

ラ
．
ル は ス ク

17

レ ン と1司様 に サ メ の 肝油 に 含

ま れ，月
．
1油 中の 含量 は サ メ の 種 類 に もよる が，5〜40％

に 及 ぶ。以 前 は ア ン ル 基 を加 水 分解 した後 に得 られ た 不

ケ ン 化物 が，キ ミル ア ル コ
・一

ル ，バ チ ル ア ル コ
ー

ル や セ

ラ キ ル ア ル コ
ー

ル と して 化粧原料 な どに利 用 さ れ て い た

が，現在 は 合成品が 出回 っ て い る 。

　 ジア ン ル グ リ セ リ ル エ
ー

テ ル の ，［理 作 用 に 関す る研究

は 比 較的古 く，1960年代に 遡 る。ガ ン 治 療 の 手段 に 放

（
ミ
ー

ロ

⊥

八
冂

較
决）

褂

嵋
暈
齶
癖
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’
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E

図 2 　各種 コ ン ドロ イ チ ン 硫酸 の 神経細胞軸 索仲 長 に 及

　 ぼ す影響
19臆

　
＊ ＊

p く 0．〔且 VS コ ン トロ ー厂レ

400

　
∈

） 　　30Q

9 　200

八

　 　 10011

「丶

冂

　 　 　 O

コ ン トロ
ー

ル 　 コ ン ドロ イ チ ン

　　　　　　　 硫 酸 蛋 白複合体

図 3 　サ メ 由 来 コ ン ド 凵 イチ ン 硫 酸 蛋 白複 合 体 の 皮膚 コ

　 ラ
・一

ゲ ン 層 に 及 ぼ す 影響 （n ＝8）
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図 5 　ウ サ ギ 角膜 に お け る ス ク ワ ラ ミ ン OP　rfn管新 生 に及

　 ぼ す 影 響
闘

射線療法 が あ る が，治療中 に 血 中の．［虹小 板や 白血 球 の 減

少 を 招 くな ど の 強 い 副作 用 が 知 られ て い る 。
Brohult

ら 27：1
の 研 究 で は ，放 射線治療 を 受 け て い る 子宮 頚 部 ガ

ン の 患 者 255 人 の 内 122 人の グ ル
・一

プ に ジア シ ル グ リ

セ リル エ ー
テ ル を 1 日 0，3〜2．6g を 3 週 間摂取 させ ，

123 人 の非 摂 取 の コ ン トロ ー
ル グ ル

ー
プ と 白血 球数 を比

較 した。そ の 結 果，開 始 時，両 グ ル
ー

プ と も平均白血 球

数 が 59001mm3 で あ っ た の に対 し，試 験途 中 で は，コ

ン トロ ー
ル グ ル

ー
プ が 4000　

，
／　mm3 ，摂 取 グ ル

ープ が

4600fmm3 ，試 験終 r時 に は，コ ン トロ
ー・一

ル グ ル
ー

プ が

3200／mm3 ，摂 取 グ ル
ープ が 3900fmm3 と，統 計 的 に有

意 に 摂取 グ ル
ー

プの 白血球 数 の 減少 が コ ン ］
一

ロ
ー

ル グ

ル
ー

プに 比 べ 抑 制 され て い た。そ の 後，ジ ア シ ル グ リセ

リ ル エ
ー

テ ル の 不 ケ ン 化物 成 分 を 用 い た 同 様 の 試 験 が

1970年 代 に か け て 多 数 報 告 さ れ た 。28・29〕 ま た ，こ れ に

関連 し て ，1986 年 に ソ 連 で 起 き た チ ェ ル ノ ブ イ リ 原 発

事故 の 際，ジア
．
ン ル グ リ セ リル エ

ー
テ ル を 含む 肝 油 の 消

費が 増 加 した 。

　 1979 年 に 炎 症 の ケ ミ カ ル メ デ ィ エ
ー一

タ
ー

の
一

つ と し

て 血 小板 活件 化 囚 子 （PAF ）が 発．見 ・同定 さ れ た。／10・3／）

PAF は 1−0 ア ル キ ルー2一ア セ チ ル
ーグ リセ ロ

ー3一ホ ス ホ

コ リン の 構造 で 示 され る よ う に ，ジ ア シ ル グ リ セ リル

エ
ー

テ ル と同様 に エ
ー

テ ル 結合を 有す る 類似構造 体 で あ

る こ とか ら，PAF 類 縁 体 や そ の ア ン タ ゴ ニ ス トの 合 成

材料 に ジ ア シ ル グ リセ リ ル エ
ー

テ ル が 使 用 され た 。ま

た ，エ
ー

テ ル 結 合 を リード と し た 抗ガ ソ 剤 の 合成
：玉21

も

盛 ん に 行 わ れ，エ …
テ ル 脂質 とい う研究分野を確立 す る

に 至 っ た。

　 ジ ア シル グ リセ リル エ
ー

テ ル の ヒ記作用 の メ カ ニ ズム

に つ い て は 未だ 不 明 な 点 が 多い が，経 口 投与 した 場合，

比較的容易に 吸 収 され，ホ ス ホ グ リ セ リ ド で エ
ー

テ ル 結

合 を持つ ア ル キ Jレア シ ル グ リ セ ロ ボ ス ホ コ リ ン と して 生

体内で 増 加 す る こ と，　33 〕

類 似 構 造 体 の α，β不 飽和 工
一

テ ル 結合を 有す る ホ ス ホ グ リセ リ ドの プ ラ ズマ ロ ー
ゲ ン

は，細胞膜 の 構成 成分 と して広 く分布 して い る が，欠損

した 細胞で は ，紫外線照 射 に よ る活性酸素種 の影響 を受

け や す い こ と
34：；な どの報 告 か ら推察 し て ，エ

ー
テ ル 結

合部分が ラ ジカ ル ス カベ ン ジ ャ
ー的 に作 用 し，様 々 な生

理 作用 を発揮 して い る hT能性 が 高 い 。

　実際，我 々 の 研究で も，ジア シ ル グ リ セ リル エ
ー

テ ル

を摂取 させ た ヘ ア レ ス マ ウ ス の 皮膚 に 紫 外 線 を定 期的 に

照 射 し，紫外線 に よ っ て 誘 発 され るシ ワ形 成 に 及 ぼ す 試

験 を実施 した と こ ろ，ジ ア シ ル グ リ セ リ ル ェ ーテ ル を摂

取 した 群 で は，シ ワの 形 成 が コ ン トロ ー
ル に 比 べ て 抑 制

さ れ る 傾向 を示 した 35〕 （図 6）。こ の こ とは，オ ゾ ン 層

の 破 壊に よ っ て 今後益 々 重 要 に な る と予想 され る 紫外線

の 防御 （サ ソ プ ロ テ ク ト） に，こ の ジ ア ン ル グ リセ リル

エ ー一テ ル が役立 つ 口∫能性 を示 唆 して い る。

　最近 ，ジ ア シ ル グ リセ リ ル エ
ー

テ ル を 含む健康食品 が

オース ト ラ 「1ア や 韓 国 で 上 市 さ れ た。日本 で は，1999
年 の 6 月 に 長野県，同 10 月に 友阪 府 で ゴ マ シ ズ，ホ シ
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フ ロトコ
ー
ル

動物種 ：HR −1ヘア以マウス（雌，9週齢）

ジ アシんグ iJセリル1
一
テル

ewmrdl ；IZIIWtlarmli混 鍛 与

0　（週 ）

結果

一10 一4

蝋
　 　

　　　　　　UVB を3回1週 上 記条件で 照 射

降 3nK2

b1
，；

0
コン衵一

ル ジ アシルグ リセリルエーテル

図 6　 ジア シ ル グ リセ リ ’レエ
ー

テ ルの 紫外線誘発皺 形 成 に 及ぼ す 影響

　　 評 価方法 は，Bissett，　D ．　L ら 〔Photochem．　Photobio1．46，367 −378，1987 ）の 基準 に 従い ，以 卜
．
，4 段階 で 評価 した v

　　O ： 数 多 くの きめ の 細か な ミ ゾが 背中 お よ び両脇 を 覆い ．休の 縦方向 〔頭 か ら尾 へ 〕 に広 が る．，動物の 勤静 に よ．：，て 見えた り

　　　 消 えた りす る。
　　1 ： 背 部に 細か な ミ ゾが 正 中 線 に 沿 っ て 広 が る。ほ ん の 少 数の 浅 くて 粗 い 皺 が 背中 を横 切 り （体軸 に 直 角に L て 広が る1）　／動

　　　 物の 動 静 に よって 見 え た り消え た りす る 。
　 2 ； きめ の 細かな ミゾが背部全 体に 広が る。一

部の 皺が 背中 を横 切って （体 軸 に 直 角 に して 広 が る 〕走行 す る 、
　 3 ： きめ の 細 か な ミ ゾが 背部 全体に 広 が る。深 い 皺が そ れ ぞ れ 背 中 を 横切 っ て 〔体軸 に 直角に して 広 が る）走 行す る。

ゴ マ シ ズの 食 中毒が 発生 し，そ の 原因 の
・
つ に 脂 質成 分

の ジ ア シ ル グ リセ リル エ
ー・

テ ル が考 え られ て い る。36 ／我

々 が 実施 した ジア シ ル グ リセ リル エ
ー一

テ ル の 急 性 及 び 亜

急性 の 動 物 試 験 で は，特に 畏 常は 認 め られ な か っ た が，

本物 質 の 製 品 化 に あ た っ て は 慎重に 進 め る必 要 が あ る と

考 え られ る。

お わ り に

　 サ メ由 来 有 効 成 分の 最新情報 に つ い て 雑駁 に述 べ て き

た が ，そ れ ら 有効 成 分 に 対 す る 期待度 は 高 い。そ の
一

方，サ メ の 資 源量 は 確実に 減少 して い る、、今後益 々 ，人

口 の増 加 は 食糧 問題 を 引 き起 こ し，科学 の進歩 は環境 を

汚染 す る。人類 に と・．・て 有用 な 水 産 資源を ，量 ，質 と も

に 維持 して い くこ とが ，21 世 紀の 水 産 学 と水 産 業 の 使

命で は な い だ ろ う か。
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