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第 �回（2018年）日本農芸化学会中四国支部技術賞受賞講演 

新しい水溶性食物繊維イソマルトデキストリン（ファイバリクサ 70）の開発 

渡邊� 光，谷口美文，井上紳一郎，石田有希（（株）林原） 

 

㔝⳯㸪ᯝ≀㸪ᾏ⸴ࡿࢀࡲྵ࡞ࡇࡢࡁࡸ㣗≀⧄⥔ࡣ➨භࡢᰤ㣴⣲ࡶࢀࡤ㸪⏕ά⩦័

ᐜࡣࡇࡿࡍᦤྲྀࢆ㔞ࡿࢀࡉ᪉࡛㸪᥎ዡ୍ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡀࡇࡍࡓᯝࢆᙺ࡞㔜せண㜵ࡢ

࡛᫆ࡃ࡞ࡣ㸪៏ᛶⓗ࡞㣗≀⧄⥔㊊ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ᚑ࡚ࡗ㸪㣗ရࡸ㣧ᩱࡃ࡞⌮↓㓄ྜࡋ㣗≀

୰㸪ࡢἣ≦࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࢀࡽ࠼⪄ࡿࡲ㧗௨ୖ࡛ࡲࢀࡇࡣࢬ࣮ࢽࡢ⣲ᮦࡿࡁ࡛⤥⿵ࢆ⥔⧅

ᡃࡣࠎᯘཎࡢᇶᖿᢏ⾡࡛ࡿ࠶ᚤ⏕≀㓝⣲࡚࠸⏝ࢆ㸪⃦⢊ࡽ㣗≀⧄⥔࡚ࡋᶵ⬟ࡿࡍ᪂࠸ࡋ⢾

㉁⣲ᮦࡢ㛤Ⓨࢆヨࠋࡓࡳ 
ᰴ⳦୍ࡢ≀⏕ᯝ㸪ᅵተ⏤᮶ᚤ⤖ࡢࡑ 3aenibacillus alJinolyicus PP710 㸪⃦⢊ᇵ㣴ୖΎ୰ࡢ

㸪Ș-1,6ࢁࡇࡓࡋỴᐃࢆᵓ㐀ࡢ⢾㉁ࡢࡇࠋࡓࡋぢฟࢆάᛶࡿࡍᡂ⏕ࢆ⢾㉁ࡢᾘ㓝⣲⪏ᛶࡽ
⤖ྜ㸪Ș-1,3 Ș-1,3,6ࡧࡼ࠾ྜ⤖ ࠋᡃࡓࡗࢃࡀࡇࡿ࠶࡛ࣥ࢝ࣝࢢ-Șࡢ㸪ከศᒱࡴྵࢆྜ⤖ ࠎ

IMDࠋࡓࡋྡ(IMD)ࣥࣜࢺࢫ࢟ࢹࢺ࣐ࣝࢯࢆᮏ⢾㉁ࡣ ࢀᯞศẚ⢊⃦ࡿ࠶ᇶ㉁࡛ࡣ

ᵓ㐀ࡀቑຍࡾ࠾࡚ࡋ㸪ࡵࡓࡢࡑᾘ㓝⣲⪏ᛶ࠾࡞ࠋࡓࢀࡽ࠼⪄ࡍ♧ࢆ㸪IMD ྵ⥔⧅≀㣗ࡢ

㔞ࡣ㓝⣲-HPLC ἲࡾࡼ⣙ 80㸣࡛ࠋࡓࡗ࠶PP710 ᰴࡢᇵ㣴ୖΎࡽ IMD 㓝ࡿࡍ㛵ᡂ⏕ࡢ

⣲ࢆ⢭〇ࢁࡇࡓࡋ㸪6-Ș-ࢮ࣮࢙ࣛࣇࢫࣥࣛࢺࣝࢩࢥࣝࢢȘ-ࡢࢮ࣮࣑ࣛ 2 ぢฟࡀ㓝⣲ࡢ✀

㸪IMDࢀࡉ ࡽࢀࡇࡣᡂ⏕ࡢ 2 ࠎᡃࠋࡓࡗศࡀࡇࡿ࠶ࡀᚲせࡿࡍ⏝స༠ྠⓗࡀ㓝⣲ࡢ✀

ࡽࢀࡇࡣ 2 ࡚ࡋ⏝ࢆ㓝⣲ࡢ✀ IMD ㈍ࡢ࡚ࡋ㸪㣗ရཎᩱ࠸⾜ࢆ㛤Ⓨࡢࢫࢭࣟࣉᕤᴗ〇㐀ࡢ

 ࠋࡓࡋᡂຌ㛤Ⓨࢫࢭࣟࣉࡿ࠺࠼⪏
IMD ࠶ᚩ࡛≉࡞ࡁࡀⅬ࠸㧗ࡀⓑᗘࡢ㸪〇ရ⢊ᮎࡵࡓࡿࢀࡉ㓝⣲ᛂ࡛〇㐀ࡢ௳᮲࡞ ࡣ

ࡢ㸦◁⢾ࡃ࡞ࢇࡣࡉ⏑㸪ࡓࡲࠋࡿ 20 ศࡢ 1 ⛬ᗘ㸧㸪ỈⰋࡢࡑࡶࡽࡀ࡞ࡅ⁐ࡃ⢓ᗘࡣప

ࡶ㸪Ᏻᐃᛶࡓࡲࠋ࠸ࡃ࠼ࢆᙳ㡪࣮ࣕࢳࢫࢡࢸࡢᮏ᮶ࡢ㣧ᩱࡸ㣗ရࡿࢀࡉ㸪㓄ྜࡵࡓ࠸

ඃࡾ࠾࡚ࢀ㸪⇕㸪㓟㸪ࣞࢺࣝࢺ㸪෭ࡢ࡞㣗ရຍᕤୖࡢᵝࢫࣞࢺࢫ࡞ࠎᑐࡶ࡚ࡋ㠀ᖖᏳ

ᐃ࡛ࡽࡉࠋࡿ࠶㸪⏕⌮స⏝㛵ࡶ࡚ࡋከ᳨ࡢࡃウࡾ࠾࡚ࢀࢃ⾜ࡀ㸪⭠ෆ⣽⳦ྀᨵၿస⏝㸪౽

㏻ᨵၿస⏝㸪⾑⢾ୖ᪼ᢚไస⏝㸪㣗ᚋ୰ᛶ⬡⫫ୖ᪼ᢚไస⏝ࡢ࡞▱ぢࡀ᫂ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡽ 
IMD ᥦࢆ౯್࠸࡞ࡣ⥔⧅≀Ỉ⁐ᛶ㣗ࡢࡽほⅬࡢ⏝స⌮⏕ࡸᛶ࣭Ᏻᐃᛶ≀ࡢ㣗ရຍᕤୖࡣ

౪࡛ࡿࡁ⣲ᮦ࡚ࡋ㸪2015 ᖺ 11 ᭶ࡾࡼ㈍ࢆ㛤ጞࡿ࠸࡚ࡋ(ၟရྡ㸸ࢧࢡࣜࣂࣇ ᅾ㸪⌧ࠋ(70

Ⰽ㸪࠸࠾㸪ࡢほⅬࡽ㣧ᩱ㸪〇Ⳬ㸪ங〇ရ㸪㣗㸪ㄪ⌮ຍᕤရࡿࡺࡽ࠶ࡢ࡞㣗ရ㣗≀

⢾㉁పῶ┠ⓗ࡛ࡸ⤥⿵⥔⧅ IMD ᗣッồࡓࡋ⏝άࢆ⏝㸪⏕⌮సࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉウ᳨ࡀ㓄ྜࡢ

┠ⓗ࡛ࡢ㓄ྜ࡞⬟ྍࡶ⣲ᮦࡾ࠾࡚࠼⪄㸪ࠕᶵ⬟ᛶ⾲♧㣗ရไᗘ 㗦࡚ࡋ⣲ᮦࡿࡁᑐᛂ࡛ࡶࠖ

ព㛤Ⓨࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ 
Ỉ⁐ᛶ㣗≀⧄⥔ࡢୡ⏺ᕷሙࡣᚋࡶᡂ㛗ࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋぢ㎸ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲ᪥ᮏ࡛ྠࡶᵝࡢᡂ

㛗ࡀぢ㎸ࡾ࠾࡚ࢀࡲ㸪ᑗ᮶ᛶࡢ㧗࠸ᕷሙ࡛ࢺࢫ࢟ࢹࢺ࣐ࣝࢯࡶࡽࢀࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡿ࠶

㣗ࡢࠎேࡢ㸪ୡ⏺୰ࡋ⌧ᐇࢆᕷሙᣑࡿ࡞㸪᭦࡛ࡇࡃ࠸࡚ࡋࡽ᫂ࢆ⬟ᶵ⮬⊃ࡢࣥࣜ

ᗣ㈉⊩ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ 
ᮏᡂᯝࡣᰴᘧ♫ᯘཎࡢከࡢࡃ᪉ࡈࡢࠎᣦᑟࡈ༠ຊ࡚ࡗࡼᚓࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡽ㸪㛵ಀࡋ

 ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦♩ᚚࡾࡼᚰⓙᵝࡢ࡚ࡍࡓ
 
 
 
 
 
�
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ศ㓝ẕࢆ⏝い࢚ࢥࡓンࢨイ࣒ Qのྜᡂᶵ⬟のゎ᫂ 

ᡄ⬟ᬛᏹ（ᓥ᰿࣭⏕㈨⛉） 

 

� ࣒ࢨ࢚ࣥࢥ Q㸦ࣘࣥࣀ࢟ࣅ㸪CoQ㸧ࡣ㸪ཎ᰾⏕≀ࡢཎᙧ㉁⭷ࡸ┿᰾⏕≀ࣜࢻࣥࢥࢺ࣑ࡢ

㸪ATPࡋ⬟㟁Ꮚఏ㐩⣔࡛ᶵࡢ CoQࠋࡿ࠶㉁࡛≀࡞㔜せ㠀ᖖࡿࡍ㛵⏘⏕ ࡋ㸪ᢠ㓟ࡣ

ࡢࡢࡶࡿ࡞␗࡚ࡗࡼ✀≀⏕ࡣ㸪㏆ᖺ࡛ࢀࡽ▱ࡶ࡛ࡇࡘᣢࢆ⬟ᶵࡢ࡚ CoQ ࡸ௦ㅰࡢ≀◲ࡀ

CoQࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ┠㸪ὀࢀࡉሗ࿌ࡶ⬟ᶵ࡞ࡓ᪂ࡢ࡞ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㛵ᡂྜࣥࢪ࣑ࣜࣆ ࢟ࡣ

ࡢ㦵᱁ࣥࣀ࢟ࡽࡃ㸪ྂࡾ࠶࡛≀ྜࡢᛶ⁐⬡ࡿࢀࡉᵓᡂࡽഃ㙐ࢻࣀࣞࣉࢯ㦵᱁ࣥࣀ

ྜᡂᇶ㉁ࡣ p-ࢩ࢟ࣟࢻࣄᏳᜥ㤶㓟㸦PHB㸧࡛ࡀࡓ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡀࡇࡿ࠶㸪ฟⱆ㓝ẕ S. cerevisiae
ࡣ࡛ p-ࣀ࣑Ᏻᜥ㤶㓟㸦pABA㸧ࡶᇶ㉁࡚ࡋ⏝ࡀࡇࡿࢀࡉሗ࿌ࡣࢺࣄࢀࢃࢀࢃࠋࡓࢀࡉ㸪

CoQ10 㸪㔜⠜ࡓࡲࠋࡿࡍῶᑡࡶຍ㱋ࡣ㔞ࡢࡑ㸪ࡀࡿฟ᮶ࡀࡇࡿࡍ⣽⬊࡛ྜᡂࡢ㌟⮬ࢆ

㸪CoQẼ࡞ ྜᡂ㓝⣲㑇ఏᏊࡢኚ␗ࡿࡼ CoQ 㔞ࡢῶᑡࡢ㛵ಀࡶከᩘሗ࿌࡞ࡿࢀࡉ㸪CoQ
⏕ྜᡂ㛵ࡿࡍᇶ♏◊✲ࡣ㠀ᖖ㔜せ࡛ࠋࡿ࠶ 
� ᮏㅮ₇࡛ࡣ㸪ศ㓝ẕ S. pombe ࡢ CoQ10ྜᡂ⤒㊰ࡢ୰㛫యᵝ≀㉁ྠࡢᐃ㛵✲◊ࡿࡍ㸪⣽

⬊ෆࡢ CoQ10㔞ࡀᴟᚤ㔞࡛࠺࠸ࡿ࠶ᴟ࡚ࡵ≉ᚩⓗ࡞ศ㓝ẕ S. japonicus ࡓ࠸⏝ࢆ CoQ ◊ࡢ

 ࠋ࠸ࡓࡋ⤂࡚࠸ࡘ✲
1.� ศ㓝ẕࡢ CoQ10ྜᡂ⤒㊰ࡢ୰㛫యᵝ≀㉁ྠࡢᐃ 
� ฟⱆ㓝ẕ࡛ࡣ㸪CoQ ⏕ྜᡂ⤒㊰ࡢ COQ1㸪COQ2 㸪ึᮇ୰㛫ࡶቯᰴ࡛◚ࡢ㑇ఏᏊࡢࡃ㝖ࢆ

య࡛ࡿ࠶ 3-hexaprenyl-4-hydroxybenzoate㸦HHB㸧ࡀ✚ࡀࡇࡿࡍሗ࿌ࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᑐ

㸪coq7ࡣᐇ㦂࡛ࡓ࠸⏝ࢆศ㓝ẕ࡚ࡋ ◚ቯᰴ࡚࠸࠾ CoQ ⏕ྜᡂࡢ୰㛫య࡛ࡿ࠶

5-demethoxy-ubiquinone10㸦DMQ10㸧ࡢ✚ࡀㄆࡵࡓࡿࢀࡽࡵ㸪CoQ ྜᡂ㓝⣲㑇ఏᏊࡢ◚ቯᰴࢆ

࡚࠸⏝ CoQ ྜᡂ୰㛫యྠࡢᐃࢆ LC-MS/MS ᯝ㸪coq5⤖ࡢࡑࠋࡓࡗ⾜࡛ ◚ቯᰴࡣ࡚࠸࠾ m/z 820 
[M+H]㸩ࡽࡉᛂࡀ㐍ࡔࢇ m/z 850 [M+H]㸩ࡢ୰㛫యᵝ≀㉁ࡀ㸪coq6 ◚ቯᰴࡣ࡚࠸࠾ m/z 
790 [M+H]㸩 m/z 792 [M+H]㸩ࡢ୰㛫యᵝ≀㉁ࢀࡒࢀࡑࡀ✚ࢆࡇࡿࡍぢฟࡓࡲࠋࡓࡋ㸪coq3㸪
coq4㸪coq6㸪coq8㸪coq9 㸪ᇵᆅࡣቯᰴ࡛◚ྛࡢ PHB ሙྜࡓࡋῧຍࢆ pABA ሙྜࡓࡋῧຍࢆ

㸪S. pombeࡽᯝ⤖ࡢ௨ୖࠋࡓࡋぢฟࢆࡇࡿ࠸࡚ࡋ✚ࡀ୰㛫యᵝ≀㉁ࡿ࡞␗㸪ࡣ࡛ ࡣ࡛

pABA 㸪PHB㊰⤒ࡿࡍᇶ㉁ࢆ ࡧࡼ࠾㸪ࡇࡿࡍᏑᅾࡀ㊰⤒ࡿࡍᇶ㉁ࢆ Coq5 ࡛ࡲᛂࡢ

 ࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡀࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ㊰࡛ྜᡂ⤒ࡢࠎูࡣ
2.�  S. japonicus ࡓ࠸⏝ࢆ CoQ  ✲◊ࡢ
� ศ㓝ẕ Schizosaccharomyces ᒓࡣ㸪ࣔ ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝ࡃࡼ࡚ࡋ≀⏕ࣝࢹ S. pombe ௨እ

S. cryophilus㸪S. octosporus㸪S. japonicus ࡢ 4 S. pombeࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡀ✀ ࡢ CoQ Ḟᦆᰴ࡛ࡣ㸪

᭱ᑡᇵᆅ࡛ࡢ⏕⫱㐜ᘏ㸪྾Ḟᦆ㸪㓟ࢫࣞࢺࢫឤཷᛶ㸪◲Ỉ⣲ࡢⓎ⏕࡞ከࡢࡃ⾲⌧ᆺࡀ

ぢࢆࡇࡿࢀࡽ᫂ࠋ୍ࡓࡁ࡚ࡋࡽ ᪉㸪S. japonicus ࡢ▱᪤ࡣୖ࣒ࣀࢤࡢ CoQ ྜᡂ㓝⣲㑇ఏ

Ꮚ࡚ࡍࡀಖᏑࡽࡀ࡞࠸࡚ࢀࡉ㸪CoQ 㸪ᐇ㝿࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉሗ࿌࠸࡞ࢀࡉฟ᳨ࡣ CoQ10

㔞ࢆ ᐃࡿࡍ S. pombe ⣙ࡢ 220 ศࡢ 1  㸪ᇵᆅࡓࡲࠋࡓࡋⓎぢࢆᛶ㉁࡞ᚩⓗ≉࡚ࡵᴟ࠺࠸
[Ring-13C6] PHB pABA [Ring-13C6]ࡸ ࡚ࡋᇶ㉁ࢆࡽࢀࡇࡿࡍῧຍࢆ CoQ10ྜࢆᡂ࡛ࡁ㸪ᇵᆅ

ᇶ㉁ࢆῧຍ࡛ࡇࡿࡍᑡࡶࡽࡀ࡞࠸࡞ CoQ10㔞ࡀቑຍࠋࡓࡋḟ㸪 S. japonicus ࡓㄪࢆᛶ㉁ࡢ

࠸࡞ᑡࡀ㸪◲Ỉ⣲Ⓨ⏕㔞ࡃࡼࡀ⫱⏕ࡢ࡛௳㸪᎘Ẽ᮲ࡾ࠶࡛ࡎࢃࡃࡈࡣ㸪㓟⣲ᾘ㈝㔞ࢁࡇ

࡚ࡋࡑ㸪ࡇ S. pombe ࡇࡢ௨ୖࠋࡓࡋぢฟࢆ࡞ࡇࡍ♧ࢆឤཷᛶࢫࣞࢺࢫ㓟ࡿẚ

㸪S. japonicusࡽ ࡢ⣽⬊ෆࡣ CoQ10㔞ࡀᴟᚤ㔞࡛ࡽࡀ࡞ࡾ࠶㸪S. pombe ࡢ CoQ Ḟᦆᰴ࡞␗ࡣ

 ࠋࡓࡗ࡞ࡽ᫂ࡀࡇࡍ♧ࢆᆺ⌧⾲ࡿ
� ᚋࡣ㸪ƫ ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉᐃྠࡀ⬟ CoQ ྜᡂ㓝⣲㑇ఏᏊࡢゎ᫂ CoQ10ࢆᴟᚤ㔞ྜࡋᡂ࡞ࡋ

࠸ S. japonicus  ࠋࡿ࠸࡚࠼⪄࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ✲◊ࡓࡅྥᐃ≉ࡢཎᅉࡢᛶ㉁ࡢ
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ᶵ⬟ᮍ▱ࢱンࣃク㉁の新つࣙࢩ࣮ࢸࣀンᡭἲの開発⏘ᴗᛂ⏝ 

渡㎶ㄔஓ（ឡ㝔࣭農） 

 

1950-1980 ᖺ௦ࡣ㸪ࣘ࡞ࢡ࣮ࢽ⾲⌧ᆺࢆᣢࡘᚤ⏕≀ࡢ↓⣽⬊ᢳฟᾮ୰ぢࡿࢀࡽάᛶࢆᣦᶆ

ከࡢࡃ㓝⣲ࡀ⢭〇ࢀࡉ⏕Ꮫⓗゎᯒࡀࡓࡁ࡚ࢀࡉ࡞ࡀ㸪ࡔࡲ࠸ṇయࡀศࡎࡽṧࡶࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗከ

ࡢࡋ↓㓟ࣥࣜࠕࠋ࠸ L-ࢫ࣮ࣀࣅࣛ௦ㅰ㓝⣲⩌୍ࠖࡢࡑࡶ࡛㸪ࡢࡇ௦ㅰᵝᘧࡣᚋ᫂࡞ࡽ

Ṧゎ⢾⤒㊰㸦Entner-Doudoroff≉ࡢ⣽⳦⏤᮶ྂࡿ ⤒㊰ࣥࣜࡢ㓟↓ࣥࣙࢪ࣮ࣂࡋ㸧ᛂࡀ㸦ᑡ࡞

ࡣ⪅⾲Ⓨࠋࡿ࠶࡛ྠ┦㒊㸧୍ࡶࡃ 2006 ᖺࡽ 2007 ᖺ࡚ࡅ㸪ࡢࡑ௦ㅰ㓝⣲㸦㑇ఏᏊ㸧ࢆୡ⏺

 .㸦-. %iol. Chem. 2006, 281, 2612-2623; -. %iol. Chem. 2006, 281, 28876-28888; -. %iolࡓࡋሗ࿌࡚ࡅඛ㥑
Chem. 2006, 281, 33521-33536; -. %iol. Chem. 2007, 282, 6685-6695㸧ࠋ⣽⳦ྂࡸ⣽⳦ࡽ L-࣮ࣀࣅࣛ

ࡸࢫ D-ࡢࢫ࣮ࣟࢩ࢟㢮ఝࡢ⤒㊰ࡢࡑࡀᚋぢࡀࡓࡗࡘ㸪⯆῝ࡇ࠸ձ┦ྠ࡞ᛂࢆゐ፹ࡿࡍ㓝

⣲࡛ࡶ㐍ⓗ㛵㐃ᛶࡣࡿ࠶ࡀ㝈ࢡࣃࣥࢱࡀ࠸࡞ࡽ㉁ࡣᩘࡢ࣮࣑ࣜࣇ㝈ᐃࡿ࠸࡚ࢀࡉ㸪ղ௦ㅰ

㑇ఏᏊ࣮ࢱࢫࣛࢡ࡛ୖ࣒ࣀࢤࡣࡿ࠸࡚ࡋ㸪ࡇẼ࡙ࢆࢀࡇࠋࡓࢀࡉ⏝࡛ࡇࡿࡍ㸪㓝ẕ⳦

ࡢࡋ↓㓟ࣥࣜࡓ࠸࡚ࢀࡉࡿ࠶ L-ࣛࢫ࣮ࣀ࣒௦ㅰ㑇ఏᏊ⩌㸪ࡽࡉሗ࿌ࡓࡗ࡞ࡽࡍ⣽⳦ࡢ

D-ࢫ࣮ࣀࣅࣛ௦ㅰ㑇ఏᏊ⩌ࢆ⡆༢ࢡࢵࢸ࣐࢛ࣇࣥ࢜ࣂ࡞ゎᯒྠ࡛ࡅࡔᐃࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ

ࣛࢥ㸪ࡶ⢾௦ㅰ㛵㐃௨እࡣᮏἲࠋ㸦-. %iol. Chem. 2008, 283, 20372-20382; Sci. 5ep. 2018, in press㸧ࡓ

ࡿࢀࡲྵⓗ␗≉⣔ᢠ⏕≀㉁ࢻࢳࣉ࣌ࡢ✀ࡿ࠶ࡸࣥࢤ࣮ L-ࡢࣥࣜࣟࣉࢩ࢟ࣟࢻࣄ⣽⳦ࡿࡼศ

ゎ㑇ఏᏊ⩌㸦-. %iol. Chem. 2012, 287, 32674-32688; %iosci. %iotechnol. %iochem. 2017, 82, 110-113㸧㸪᳜

 .㈨㓝⣲㸦3/oS One 2015, 10, e0138434; %iosci. %iotechnolࣥࣃ࢜ࡢ⳦ཎᅉࡢ᰿㢌⒴⭘ࡢ≀
%iochem. 2016, 80, 2371-2375㸧㸪ࣥࣜࣟࣉ L-ࡢࣥࣜࣟࣉࢩ࢟ࣟࢻࣄ୧᪉ࢆ␗ᛶྍ⬟ྂ࡞⣽⳦⏤᮶

 ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘࡶⓎぢࡢ࡞㓝⣲㸦3/oS One 2015, 10, e0120349㸧㸪࣑ࢭ㓟ࣛࣀ࣑᪂つࡢ
୍᪉࡛㸪ࡢࡽࢀࡇ㓝⣲ࡿࡍࢻ࣮ࢥࢆ㑇ఏᏊࡢ࡚ࡵึࡣ࡚ࡋሗ࿌࡛ࡀࡿ࠶ࡣ㸪ணࡿࢀࡉ⤒㊰ࡢ

ゐ፹࠸ࡋ᪂ࡃ㸪ࡾ࠶࡛⬟㒊ྍ୍ࡀ᥎ᐃࡢ⿵ᇶ㉁ೃࡸ⬟ᶵࡽᛶྠ┦ࡢ㓟㓄ิࣀ࣑ࢪ࣮࣓

ᛂࡢⓎぢࡣ㞴ࠋୖ࠸ࡋ グ࣮ࢱࢫࣛࢡ࠺ࡼࡢࡿ࠸࡚ࡋ㑇ఏᏊࡢᶵ⬟ࡣ┦㛵ࡀࡿ࠶ࡀ㸪ࡣࡇࡑ

୍ぢࡿࡍணࡿࢀࡉ⤒㊰ࡣᚲせ࡞㑇ఏᏊࡿࢀࡲྵࡀሙྜࠋࡿ࠶ࡀࡤ࠼㸪L-ࣟࣉࢩ࢟ࣟࢻࣄ

ࣜࣥ௦ㅰ㑇ఏᏊࡿ࠶࣮ࢱࢫࣛࢡᶵ⬟ᮍ▱㑇ఏᏊࢮ࣮ࢱࢽࢥX㸦AcnX㸧ࡢࡑࡣᆺ࡛ࠋࡿ࠶AcnX
ຍᚋ࣮࣑᭱ࣜࣇ࣮ࣃ࣮ࢫࢮ࣮ࢱࢽࢥࡽࡇࡓ࠸࡚ࢀࡉಖᣢࡀ㸪㸦᥎ᐃ㸧ḟᵓ㐀せ⣲ࡣ

ࡺࡽ࠶㸪࡛ࡇࡑࠋ࠸࡞ࡶάᛶࡢᵝࢮ࣮ࢱࢽࢥࡃ࡞ࡰࡀᛶྠ┦ࡣ࡛ࣝ࣋㸪୍ḟᵓ㐀ࣞࡀࡓࢀࡽ࠼

ᯝ㸪AcnX⤖ࡓ࠼࡚ࡋ⿵ᇶ㉁ೃࢆᛶయ␗ࣥࣜࣟࣉࢩ࢟ࣟࢻࣄࡿ ࡀ cis-3-ࢩ࢟ࣟࢻࣄ-L-ࣥࣜࣟࣉ

㸦C3LHyp㸧⬺Ỉ㓝⣲࡚ࡋᶵ⬟ࢆࡇࡿࡍୡ⏺࡛ึ࡚ࡵ᫂ࡓࡋࡽ㸦Sci. 5ep. 2016, 6, 38720, 
2016; -. %acteriol. 2017, 199, e00255㸧ࣀ࣑ࠋ㓟㓄ิᅛᇳࡤࡽ࡞ࡓ࠸࡚ࡋ㸪C3LHyp 㑅࡚ࡋᇶ㉁ࢆ

C3LHypࠋ࠸࡞ࡀ࠺ࡼ࠸ࡣࡇࡿ࠶࡛↓ⓙࡣᚲ↛ᛶࡪ ≀⏕ᢠ࠺࠸ࣥࢩ࣐ࣟࢸࡣ࡛⏺↛⮬㸪ࡣ

㉁ࡾ࠶࡛ࡳࡢࡿࢀࡲྵ㸪⏕≀Ꮫⓗ௦ㅰࡢከᵝᛶࡶ࡛࠼࠺ࡿ࠼⪄ࢆ⯆῝ࠋ᭱࠸ ㏆ᡂຌࡓࡋX ⥺⤖

ᬗᵓ㐀ゎᯒࡶࡽ㸪ᮏ㓝⣲ࡢ㦫ࡁࡃゐ፹ᛂᶵᵓࡀ᫂ࡿ࠶ࡘࡘࡾ࡞ࡽ㸦ཱྀ㢌Ⓨ⾲ཧ↷㸧ࠋin vivo
ྜࡳ⤌ࢆࢢࣥࢽ࣮ࣜࢡࢫࡢ≀ᇶ㉁ೃ⿵ྜࡃᇶ࡙యᵓ㐀❧ࡢ㉁ࢡࣃࣥࢱࢺࢵࢤ࣮ࢱࡎࡽ࡞ࡳࡢ

 ࠋ࠸࡞࠸㐪ࡿࡁⓎぢ࡛ࡀ㓝⣲࠸㠃ⓑࡽࡉ㸪࡛ࡇࡿࡏࢃ
ᇶ㉁≉␗ᛶࡀ㧗࠸㓝⣲ᛂࡣከࡢࡃศ㔝࡛ࡀࡿ࠸࡚ࢀࢃ㸪┠ⓗࡢᛂ࠺⾜ࢆ㓝⣲࠸࡞ࡀሙྜࡣ

ࡔࡲ࠸ࡀ㓝⣲࠺⾜ࢆᏛᛂ㸦⏝㏵㸧࠸㧗ࡀࢬ࣮ࢽ㸪ࡿࡍࢆ᪉࠸ゝࡢูࠋ࠸࡞ࡁ㐺ᛂ࡛ࡃࡓࡗࡲ

ᮍⓎぢ࡛ࡤࢀ࠶࡞ࡁᢏ⾡ࠋࡿ࠺ࡾ࡞ࢬ࣮ࢩࡤ࠼㸪๓㏙ࡢ L-ࡣࣥࣜࣟࣉࢩ࢟ࣟࢻࣄ㸪ࢤ࣮ࣛࢥ

ࣥ㔞ࢆぢ✚ࡿࡶᣦᶆ≀㉁࡛ࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿ࠶㸪⾑୰ࡸᒀ୰ࡿࡅ࠾㔜せࠋࡿ࠶ࡶ࡛࣮࣮࣐࢝࢜ࣂ࡞

ࡢ⳦㸪⣽࡛ࡇࡑ L-ࣥࣜࣟࣉࢩ࢟ࣟࢻࣄ௦ㅰ㛵ࡿࢃ㓝⣲㸦⩌㸧ࡢศගᏛⓗάᛶ ᐃἲࢆᛂ⏝ࡋ㸪↹

㞧࡞ HPLC ἲࡿࢃ᭰⡆౽࣭Ᏻ౯࣭ప⎔ቃ㈇Ⲵ࡞ᐃ㔞ἲࡓࡋ❧☜ࢆ㸦-. %iotechnol. 2015, 199, 9-16; 
PCT/JP2014/065019㸧ࠋ 
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ン࣑ࢱࣅ  ⏝物㛫┦స⏕ࡿࡄࡵࢆ%12

渡㑓文㞝（㫽ྲྀ࣭農）�  

 

࣑ࣥࢱࣅ  B12㸦B12㸧ࡢ⎔ࣥࣜࢥࡣ୰ᚰ

㸪ࡾ࠶࡛≀ྜࡓࡋ㓄ࢆࢺࣝࣂࢥ

ࣛࣂࢥࣝࢳ㸪࣓࣑ࣥࣛࣂࢥࣝࢩࣀࢹ

ࣀࢩ㸪࣑ࣥࣛࣂࢥࢯ࢟ࣟࢻࣄ㸪࣑ࣥ

⯡୍ࠋ㸦ᅗ㸯㸧ࡿ࠶ࡀ࡞࣑ࣥࣛࣂࢥ

 B12 ࡇࡢ࣑ࣥࣛࣂࢥࣀࢩࡤ࠼ゝ

㸪⏕యෆ࡛ࡀࡍᣦࢆ B12 ࡢ㓝⣲⿵ࡣ

ࣂࢥࣝࢳ࣓࣑ࣥࣛࣂࢥࣝࢩࣀࢹ

B12ࠋࡿࡍ⬟ᶵ࡚ࡋ࣑ࣥࣛ ✀ࡿ࠶ࡣ

ࢆ⬟ᡂྜ⏕ࡀࡳࡢ࣮࢟ࡸ⳦⣽ࡢ

᭷ࡾ࠾࡚ࡋ㸪ᴫ࡚ࡋ㣗≀㐃㙐ືࡾࡼ

㸪ࡵࡓࡿࢀࡉ✚྾࣭యෆࡢ≀

ᛶ㣗ရ≀ື࡚ࡋ B12 ࠸࡚ࢀࡲྵࡀ

ࡣ≀᳜➼㧗ࠋࡿ B12ࡢ⏕ྜᡂ⣔ࡶ B12

౫Ꮡᛶ㓝⣲ࡶᏑᅾࡵࡓ࠸࡞ࡋ㸪᳜≀ᛶ㣗ရࡣ B12 㸪ࡋࡋࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪄࠸࡞ࢀࡲྵࡀ

୍㒊ࡢ㣗⏝⸴㢮ྠ⮚⫢∵ࡣ⛬ᗘࡢ B12 ඹ㨶㢮ࡣ㣗⏝⸴㢮࡚ࡗ㸪᪥ᮏேࡾ࠾࡛ࢇྵࢆ

 B12࠸ࡼࡢ౪⤥※ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞㣗⏝⸴㢮ࡽ B12ྜ≀ࢆ༢㞳࣭ྠᐃࡓࡋ⤖ᯝ㸪୍㒊ࡢ⸴㢮

ࡢከ㔞ࡣ B12ࡀࡓ࠸࡚ࢀࡲྵࡀ㸪⸛⸴㢮့࡛ࡣஙື≀࡚࠸࠾⏕⌮ⓗάᛶࢻ࣮ࣗࢩ࡞ B12

࡚ࡋᴫࡣ㢮⸴⥳ࡸ⣚⸴㢮ࠋ㸦ᅗ㸯㸧ࡓ࠸࡚ࢀࡲྵࡀ B12せồᛶ࣭㠀せồᛶ㛵ࡎࡽࢃእ⏺㸦ࡿ࠶

ࡣ࠸ B12ྜᡂ⣽⳦ࡢඹ⏕㸧ࡽ B12ྲྀࢆ㎸ࡳ㸪࣓ྜࣥࢽ࢜ࢳᡂ㓝⣲ࡢ⿵㓝⣲࡚ࡋᶵ⬟ࠋࡿࡍ⸛

⸴㢮ࢻ࣮ࣗࢩࡣ B12ࡢ⏕ྜᡂ⬟ࢆ᭷ࡋ㸪࣓ྜࣥࢽ࢜ࢳᡂ㓝⣲ࡢ⿵㓝⣲ࠋࡿ࡞ 
� ㏆ᖺࡢศᯒᢏ⾡ࡢ㐍Ṍࡾࡼ㸪ᾏὒ⎔ቃ⛉Ꮫࡢศ㔝࡛ B12 ᭱ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ヰ㢟࡞ࢺࢵ࣍ࡀ

㏆ࡣ࡛✲◊ࡢ㸪⸛⸴㢮ࡀ᭷ගᒙ㸦ࠥ200 m㸧ࡢせࢻ࣮ࣗࢩ࡞ B12⏕⏘⪅࡛ࡾ࠶㸪࣒ྂ࢘ࢱ⣽⳦

࡞せࡢᾏᒙ῝ࡣ B12⏕⏘⪅࡛ࡀࡇࡿ࠶᫂ࡽࢀࡇࠋࡓࡗ࡞ࡽ⣽⳦ࡓࢀࡉ⏕⏘࡚ࡗࡼ B12

㸦㣫ᩱ㨶㸧ࢩ࣡㸪ࢀࡉ⦰⃰ᑠ㨶ࡸ㨶⛶࡚ࡋࢆࣥࢺࢡࣥࣛࣉ≀ືࡸࣥࢺࢡࣥࣛࣉ≀㸪᳜ࡣ

ࡶࠎ㸪ᡃ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࡞㣵ࡢᆺ㨶㢮ࡧࡽ࡞ᾏὒ့ங㢮ࡸ㸪ᾏ㫽ࢀࡉ✚యෆࡢ࡞

ࡓࡋ⏘⏕ࡀ⳦⣽࣒ྂ࢘ࢱࡢᾏ῝࡚ࡋࢆ㨶㢮ࡓࡲ B12౫Ꮡࠋࡿ࡞ࡇࡿ࠸࡚ࡋ 
� ୍᪉㸪すὒㅖᅜ࡛ࡣ㸪∵ஙࡶ᭱ࡀ㔜せ࡞ B12 ౪⤥※࡛ࡿ࠶ሗ࿌ࡣ⨺ࡸ∵ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ B12 ࢆ
ࡴఫࡀ㸧ࡴྵࢆ⳦ᚤ⏕≀㸦B12 ྜᡂ࡞ࠎᵝࡣ≀ືࡽࢀࡇ㸪ࡀࡿࡍ㣗㣵ࡿࡓࢆⲡ∾࠸࡞ࡲྵ

ⱄ⫶ࢆ᭷ࠋࡿ࠸࡚ࡋⱄ⫶࡛⣽⳦ྜࡾࡼᡂࡓࢀࡉ B12 ࡣ㸪⭠࡛྾ࢀࡉ㸪⾑ᾮࡋ⾜⛣㸪

࣮ࢳங࣭∵࣭⫗∵ࡿࡍᦤྲྀ᪥ᖖⓗࡀࡕࡓ⚾ࠋࡿࢀࡉศἪ㸪ஙỒࢀࡉ㈓ⶶ⫗➽ࡸ⮚⫢ࡢ∵

 ࠋ࠸ࡓࡋㄆ㆑ࢆࡇࡿࡍ᮶⏤⳦B12ྜᡂ⣽ࡿࡍᜥ⏕⫶ⱄࡀ B12ࡿࢀࡲྵங〇ရ࡞ࢬ
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食⏤᮶フࣛࣀ࣎イࢻの྾⤒㊰௦ㅰ物ศᕸ 

ᐊ田ెᜨᏊ（ᓥ᰿࣭⏕㈨⛉） 

 

� ᮇࡀ࡞⏝ண㜵సࡿࡍᑐ࡞ࠎ㸪ᵝࡾ࠾࡚ࢀࡲྵᐩ㇏ᛶ㣗ရ୰≀᳜ࡣࢻࣀ࣎ࣛࣇ

ᚅࡿࢀࡉᶵ⬟ᛶᡂศ࡛ࡀࢻࣀ࣎ࣛࣇࠋࡿ࠶ᦤྲྀᚋᶵ⬟ᛶࢆⓎࡣࡵࡓࡿࡍ㸪ᮇᚅࡿࡍά

ᛶࡀ྾௦ㅰᚋࡶ⥔ᣢࡀࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉᚲせ࡛ࡓࡲࠋࡿ࠶㸪ᶆⓗ㒊࡚࠸࠾స⏝Ⓨ༑

ศ⃰࡞ᗘ࡛Ꮡᅾࡶࡇࡿࡍᚲせ࡛ࡢࢻࣀ࣎ࣛࣇࠋࡿ࠶ᵓ㐀ࡣከᒱΏࡀࡿ㸪᭱ࡶ⏕య⏝ᛶ

ࢠࢿ࣐ࢱࡣࣥࢳࢭࣝࢣࠋࡿ࠶࡛ࣥࢳࢭࣝࢣࡿ࠶࡛✀୍ࡢ࣮ࣝࣀ࣎ࣛࣇ㸪ࡣࡢࡿ࠸࡛ࢇ㐍ࡀ✲◊

ࡋᦤྲྀࡃከࡶ᭱㸪᪥ᖖⓗࡾ࠾࡚ࡋᏑᅾࡶ≀ᯝࡸ㔝⳯ࡢࡃከࡢࡢࡑ㸪ࡀࡿࢀࡲྵᐩ㇏

ࡢࢻࣀ࣎ࣛࣇࡿ࠸࡚ 1 ࡢࢻࣀ࣎ࣛࣇ୰ᚰࢆࣥࢳࢭࣝࢣ㸪ࡶ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡢࠎᡃࠋࡿ࠶࡛ࡘ

⏕య⏝ᛶࡾ࠾࡚ࡋ✲◊࡚࠸ࡘ㸪ᚓࡿࢀࡽሗࡣᶵ⬟ᛶ㣗ရࡢ㛤Ⓨࡸస⏝ᶵᗎࡢゎ᫂ᙺ❧

 ࠋࡿࡁᮇᚅ࡛ࡀࡇࡘ
� ࢺࣄࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿࢀࡽぢࡀ࠸㐪࡞ࡁࡣ㸪྾ᛶࡿ࡞␗ࡀᇶᮏᵓ㐀ࡢࢻࣀ࣎ࣛࣇ

ᩘȣM᭱ࡣ࡛ࣥ࣎ࣛࣇࢯࡸࣥࢳࢭࣝࢣ㸪ࡣ୰⃰ᗘ⾑ࡢࢻࣀ࣎ࣛࣇࡿࡅ࠾ ሗࡀࡇࡿ࡞

࿌ࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ㸪௦⾲ⓗ࡞⥳Ⲕࡿ࠶࡛ࣥ࢟ࢸ࢝ EGCG 㸪0.1 ȣMࡣ㢮࡛ࣥࢽࢩࢺࣥࡸ ⛬ᗘ

ࡽ࠼⪄ࡢࡶࡿࡼ࠸㐪ࡢỈ⁐ᛶࡸᏳᐃᛶࡢࢻࣀ࣎ࣛࣇ㸪ࡣࢀࡇࠋ࠸ከࡀሗ࿌ࡢ௨ୗࢀࡑ

ሙྜ㸪ࡢࢇ㸪ࡀࡿࢀࢃ⾜ᐇ㦂࡛≀ື࡚ࡏࢃྜ㸪ᶵ⬟ᛶホ౯ࡣ✲◊య⏝ᛶ⏕ࠋࡿࢀ

ᐇ㦂ື≀ࡀࢺࣄࡣᦤྲྀࡾ࡞ࡶࡾࡼࡿࡍ㔞ࢆࢻࣀ࣎ࣛࣇࡢᢞࡾ࠾࡚ࢀࡉ㸪ື≀࡛ࣔࣝࢹ

ぢࡿࢀࡽᶵ⬟ᛶࡶ࡛ࢺࣄࡀᐇ㝿Ⓨࡁࡿ࠼⪄ࢆ࠺ࡿࢀࡉ㸪యෆ⃰ᗘ࠺࠸Ⅼ࡛ࡣከ

ࣝ࣋ࣞ⬊㸪⣽ࡾ࠶ศ㔝࡛ࡢ㏵ୖ✲◊ࡶᅾ࡛⌧ࡣస⏝ᶵᗎࡢࢻࣀ࣎ࣛࣇࠋ࠸࡞ࡋ⮴ሙྜ୍ࡢࡃ

࡞ࢀࡋࡶࡿࡍᏑᅾࡶ࡞ຠᯝࡿࡼ⏝స┦ࡸ≀௦ㅰ࠸࡞࠸࡚ࡁほᐹ࡛ࡣ࡛ࣝ࣋ࣞ≀ືࡸ

 ࠋ࠸
� 㣗ရࡢࡽᦤྲྀࡢ㝿㔜せࡀࡢࡿ࡞㓄⢾యࡢᵓ㐀࡛᳜ࡣࢻࣀ࣎ࣛࣇࠋࡿ࠶≀୰࡛ࡣ

ࡀሗ࿌ࢇࡣࡿࢀࡉ྾యෆࡲࡲࡢࡑࡀ㸪㓄⢾యࡀࡿ࠸࡚ࡋᏑᅾ࡚ࡋ㓄⢾యࡀࢇ

ୖ⭠ᑠࡣศᏊࡓࡋྜ⤖ࡀࢫ࣮ࢥࣝࢢ㸪ࡕ࠺ࡢ㸪㓄⢾యࡿࡼ✲◊ࡓ࠸⏝ࢆࣥࢳࢭࣝࢣࠋ࠸࡞

ࡿࡍᏑᅾ⓶ Lactase-phrorizin hydrolase㸦LPH㸧࡚ࡗࡼ⢾㙐ࡢຍỈศゎࡀ㉳ࡾࡇ㸪ࣥࢥࣜࢢ

㸪ᑠࡣ㒊୍ࡢ㓄⢾యࢫ࣮ࢥࣝࢢ㸪ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉሗ࿌ࡀࡇࡿࢀࡲ㎸ࡾྲྀ⬊⣽⟶⭠࡚ࡋ

șࡿࡍᏑᅾᚋ㸪⣽⬊㉁ࡓࢀࡲ㎸ࡾྲྀ⣽⬊ෆ࡚ࡗࡼ㏦ᢸయ㸦SGLT1㸧㍺ࢫ࣮ࢥࣝࢢࡢ⭠

-glucosidase 㸦CBG㸧࡚ࡗࡼ⢾㙐ࡢຍỈศゎࡀ㉳ࡿࡇሙྜࠋ୍ࡿ࠶ࡶ ᪉㸪ࣝ ࡇ⢾㢮㸦࡞ࣥࢳ

ྜ⤖ࡀ༢⢾㢮ࡢ௨እࢫ࣮ࢥࣝࢢࡢ࡞ࢫ࣮ࢺࢡࣛ࢞㸪ࡸ㓄⢾యࡓࡋྜ⤖ࡀ㸧ࢫ࣮ࣀࢳሙྜࣝࡢ

ሙྜ㸪LPHࡢ㓄⢾యࡓࡋ ⭠ᚋ㸪ࡓࡋ㞳⬺ࡀ⢾࡚ࡗࡼ⏝సࡢ⳦㸪⭠ෆ⣽ࡎࡽ࡞ࡣᇶ㉁ࡢ

㛤ࡢ㦵᱁ࢻࣀ࣎ࣛࣇ㸪࡚࠼ຍຍỈศゎࡢ㸪⢾㙐ࡿࡇ㉳ࡀෆ⣽⳦௦ㅰ⭠ࠋࡿࡇ㉳ࡀ྾ࡽ

ᛂࡶ࡞㉳ࡵࡓࡿࡇ㸪ᵝ࣮ࣝࣀ࢙ࣇ࡞ࠎ㓟ྜ≀ࡶ␗௦ㅰ≀ࢀࡽ▱ࡀࡇࡿࡌ⏕࡚ࡋ

࡚ࡋ≀㸪ᶵ⬟ᛶྜࢀࡉ྾ඹࣥࢥࣜࢢࢻࣀ࣎ࣛࣇࡶ≀௦ㅰ␗ࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚

యෆ࡛స⏝ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪄ࡿ࠸࡚ࡋ 
� ᡃࡣ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡢࠎ㸪ࣥࢳࢭࣝࢣ㓄⢾యࡢᶆရ㸪ࢠࢿ࣐ࢱࡣ࠸ࡿ࠶ຍᕤရ࡚࠸⏝ࢆ࡞㸪ࣛ

㓄ࣥࢳࢭࣝࢣ࡞ࠎ㸪ᵝࡣᮏㅮ₇࡛ࠋࡓࡁ࡚ࡗ⾜ࢆ྾ᛶホ౯ࡢ㓄⢾యࡿࡅ࠾ࢺࣄࡧࡼ࠾ࢺࢵ

⢾యࡢ྾ᛶ㛵ࡓࡁ࡚ࡗ⾜࡛ࡲࢀࡇ࡚ࡋ◊✲⤖ᯝ࡚࠸ࡘ⤂ࡿࡍணᐃ࡛ࠋࡿ࠶ 
 
 
�

�

�
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�講演࣒࢘ࢪ࣏ンࢩ

 ࡛ࡲ✲◊⏝ᛂࡽ✲◊♏ᇶࡓい⏝ࢆン㓟ㄏᑟయࣅルࢥス

田井❶༤（┴ᗈ࣭⏕⎔ቃ） 

 

� ࣑ࣥࢱࣅ Cࣥࣅࣝࢥࢫࡿࢀࡽ▱࡚ࡋ㓟㸦AA㸧ࡣᢠቯ⾑స⏝㸪ᢠ㓟స⏝࡞ከᵝ࡞⏕

⌮స⏝ࢆ᭷ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ㸪ࡢࡑከᵝ࡞⏕⌮స⏝ࡾࡼᗣ㣗ရ㸪་⸆ရ㸪⢝ရࡢ࡞ᡂศ

㸪AAࡋࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝ࡃᖜᗈ࡚ࡋ ࡉᏳᐃ࡛㸪ศゎ࡚ࡵᴟ࡚ࡋᑐ㸪ග㸪⇕㸪㓟ࡣ

Ᏻᐃᆺ࡚࠸࠾✲◊⏝ᛂࡽ♏㸪ᇶࡵࡓ࠺ࡲࡋ࡚ࢀ AA ㄏᑟయࡢ⏝ࡀ᭷ຠ࡛࠼⪄࠸࡞ࡣ

 ࠋࡿࢀࡽ
� AA ࡔᮍࡣ࣒ࢬࢽ࣓࢝⏝స⌮⏕ࡢࡑ㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࢆ⏝స⌮⏕࡞ከᵝ࡞⏝ᢠቯ⾑సࡣ

᫂࡞Ⅼࡀከࡣࡘ୍ࡢ⏤⌮ࡢࡑࠋ࠸㸪࣓࣒ࢬࢽ࢝ゎ᫂᭷⏝ࡿࢀࡉ⣽⬊ࡢ࡞ in vitro ホ౯⣔

࡚࠸࠾ AA 㸪AAࡤ࠼ࠋࡿ࠶࡛ࡇ࠸࡞ࡁ࡛⌧ࢆ⏝స⌮⏕ࡢ ࡀࡇࡍ♧ࢆ⏝ච㈿άసࡣ

㸪in vitroࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ ࡛㏻ᖖࡢච㈿άస⏝≀㉁ぢࡿࢀࡽᵝ࡞ᢠయ⏘⏕ቑᙉస⏝࡞ࡉ♧ࢆ

㸪Ᏻᐃᆺࡋࡋࠋ࠸ AAㄏᑟయ࡛ࣥࣅࣝࢥࢫࡿ࠶㓟 㸪in vitroࡣ㸦AA-2G㸧ࢻࢩࢥࣝࢢ-2 ࠾

ࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀሗ࿌࠺࠸ࡍ♧ࢆ⏝ᢠయ⏘⏕ቑᙉస࡚࠸ AA-2Gࡢᢠయ⏘⏕ቑᙉస⏝ࡣ AA-2G⮬

㌟ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡼ㸪AA-2GࡀȘ-ࡾࡼࢮ࣮ࢲࢩࢥࣝࢢຍỈศゎ࡚ࢀࡉᣢ⥆ⓗࡓࡌ⏕ AA
ࢆ⏝స⌮⏕ࡢ㸪AAࡾࡼࡇࡿ࠸⏝ࢆㄏᑟయ࡞ᵝࡢ㸪AA-2Gࡾࡲࡘࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ in 
vitro ࡛⌧ࡓࡲࠋࡓࡗ࡞⬟ྍࡀࡇࡿࡍ㸪AA ࢬࢽ࣓࢝⏝స⌮⏕ࡶࡇ࡞᫂ࡀᶆⓗศᏊࡢ

ࡣࠎ㏆㸪ᡃ᭱ࠋࡿ࠶࡛⏤⌮࠸࡞ࡽ⮳ゎ᫂ࡢ࣒ AA ᶆⓗࢡࣃࣥࢱ㉁ࢆ᥈⣴ࡵࡓࡿࡍ㸪Ᏻᐃ࡞

AA సࡓ᪂ࢆࣝࢤ࣮ࢸࢽࣇࡓࡋᅛᐃ࡚ࡋᣢ⥔ࢆᏛᵓ㐀࡞ᚩⓗ≉ࡢࡑࡘᏳᐃⓗࢆ

〇ࡋ㸪AA ᶆⓗࢡࣃࣥࢱ㉁ೃ⿵࡚ࡋ㓟ᆺ࣒ࣟࢡࢺࢩ c ࡗᚑࠋࡿ࠸࡚ࡋᡂຌࡇࡍぢฟࢆ

࡚㸪AAㄏᑟయࡣ AAࡢ⏕⌮స⏝࣓࣒ࢬࢽ࢝ゎ᫂⏝࡛ࠋࡿ࠼࠸ࡿࡁ 
� AA Ᏻᐃᆺࡾࡼࡃ㸪ྂࡵࡓࡿ࠶Ᏻᐃ࡛࡚ࡵᴟࡣ AA ㄏᑟయࡢ㛤Ⓨࡀヨࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡳ

୰࡛㸪AA-2Gࡣ㸪ᅜෆ࡛་⸆㒊እရࡸ㣗ရῧຍ≀࡚ࡋㄆྍࡓࢀࡉᏳᐃᆺ AAㄏᑟయ࡛ࡾ࠶㸪

⢝ရࡸᗣ㣗ရᗈࡃ⏝ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉAA-2Gࡣ㸪⏕యෆ࡛Ș-ࡾࡼࢮ࣮ࢲࢩࢥࣝࢢຍỈศ

ゎࢀࡉ㸪AAࢆ౪⤥࣑ࣥࢱࣅࣟࣉࡿࡍ C࡛ࡿ࠶ᡃࠋ ࡣࠎ AA-2G࣑ࣥࢱࣅࣟࣉࡢ Cࡢ࡚ࡋ

⏝ຠ⋡ࡓࡏࡉୖྥࢆぶἜᛶᏳᐃᆺ AAㄏᑟయ㸦6-Acyl-AA-2G㸧ྜࡢᡂࡢࡑ⏕⌮άᛶホ౯ࢆ

ࡢ㸪AA-2GࡣAcyl-AA-2G-6ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ⾜ AAഃ 6ࡢỈ㓟ᇶ C4ࡽ C18ࡢഅᩘࡢⅣ⣲

㙐ࢆᣢࡘ┤㙐㣬⬡⫫㓟ࡣࡓࡲ C6 ࡽ C16 ࢸࢫ࢚ࢆศᒱ㙐㣬⬡⫫㓟ࡘᣢࢆⅣ⣲㙐ࡢഅᩘࡢ

㸪ࡾ࡞AA࡚ࢀࡉຍỈศゎ㓝⣲ⓗࡣAcyl-AA-2G-6ࠋࡿ࠶࡛⛠⥲ࡢㄏᑟయࡢ㐃୍ࡓࡏࡉྜ⤖ࣝ

ᚑ᮶࣑ࣥࢱࣅࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡽ Cࡢస⏝ࢆຠ⋡ࡃࡼⓎࢆࡇࡿࡍ᫂ࡲࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋࡽ

࣑ࣥࢱࣅࣟࣉ࡛ Cࡣ㸪௦ㅰᚋࡢ AAࡢ࡚ࡋస⏝ࢆᮇᚅࡵࡓࡓࡁ࡚ࢀࡉ㸪ࢀࡑ⮬㌟ࡢస⏝

AA-2Gࠋࡓࡗ࡞࠸࡚ࢀࡉ✲◊ࢇ࡚࠸ࡘ ࡸ 6-Acyl-AA-2Gࡀ DPPH ࡸࣝ࢝ࢪࣛ ABTS
ࡣࠎ㸪ᡃࡅࡗࡁࢆⓎぢ࠺࠸ࡍ♧ࢆᤕᤊάᛶࣝ࢝ࢪࣛ࡞ᚩⓗ≉࡚ࡋᑐࣥ࢜ࢳ࢝ࣝ࢝ࢪࣛ

་⸆ရᛂ⏝ྍࡢ⬟ᛶࢆᶍ⣴ࡵࡓࡿࡍ AA ㄏᑟయ⮬యࡢᵝ࡞ࠎ⸆⌮స⏝ࡢホ౯࠸࡚ࡁ࡚ࡗ⾜ࢆ

ࡘᣢࢆᇶࣝࢩ㙐┤ࡢ㸪C16ࡕ࠺ࡢ㏆㸪6-Acyl-AA-2G᭱ࠋࡿ 6-sPalm-AA-2Gࡀ⬺㢛⢏ᢚไάᛶ

ࠋࡓࡋぢฟࢆࡇࡿࡍᢚไࢆᛂ࣮ࢩ࢟ࣛࣇࢼ⓶ືཷࢫ࣐࡚࢘࠸࠾㸪⤒⓶ᢞࡋⓎࢆ

࣑ࣥࢱࣅࣟࣉࡣ㸪AAㄏᑟయࡕࢃ࡞ࡍ Cࡢ࡚ࡋ⏝ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ㸪AAㄏᑟయ⮬㌟ࡍ♧ࡢ⏕

≀άᛶࡽ་⸆ရ࡚ࡋ⏝࡛ྍࡿࡁ⬟ᛶࠋࡿ࠶ࡀ 
� ௨ୖ࠺ࡼࡢ㸪Ᏻᐃᆺ AAㄏᑟయࡣᇶ♏◊✲ࡽᛂ⏝◊✲࡛ࡲᖜᗈࡃ⏝ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ

ᚋ㸪ࡽࡉඃࡓࢀ AAㄏᑟయࡀ㛤Ⓨࢀࡉ㸪ᵝ࡞ࠎ⏝㏵⏝ࡇࡿࢀࡉᮇᚅࠋ࠸ࡓࡋ 
�

�

�
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 ࡾࢃの㛵農芸化学会ルファ࣮食ရ

▮ఙ（ルファ࣮食ရ（株）） 

 

ᙜ♫ࡣᓥ᰿┴ฟ㞼ᕷ♫⏫ᮏ♫ࢆᵓ࠼㸪ᅜࡢᏛᰯ⤥㣗㛵㐃㸪࣮ࣃ࣮ࢫ㛵㐃㸪㠀ᖖ㣗㛵㐃ᕷ

ሙຍᕤ⡿ࢆ㈍ࡋ㸪ࡢࡑၟရࡣ⇱ࣇࣝ⡿࡛ࡢࡇࠋࡍຍᕤ⡿࠾ࡣ⡿ࢆㄪ⌮ᚋᛴ

ㄪ⌮ࡽࡿ࠸࡚ࡋᣢ⥔ࢆᵓ㐀ࣥࣉࣥࢹ࣮ࣇࣝࡶ㸪⇱ᚋ࡛ࡢࡍࡲࡋ〇㐀ࡏࡉ⇱㏿

㛫ࡃ▷ࡀ⡆༢ࡓࡲࠋࡍࡲࡅ⅕Ỉศάᛶࡀప࡛ࡢ࠸⣽⳦ࡢቑṪࢆ㜵ࡂ㸪㛗ᮇಖᏑࡲࡾ࡞⬟ྍࡀ

 ࠋࡍ
◊✲㛤Ⓨ㠃ࡣ࡚࠸࠾㸪ಖᏑ୰ࡢຍᕤ⡿ရ㉁ࡢኚࡋࢺ࣮ࢱࢫࡽࡿࡌ⏕࠺ࡼࡢࡀ㸪⡿㣤

ࡋຍࢆ㸪ᶵ⬟ᛶ✲◊ࡿࡍ㛵ࡉࡋ⨾ࡢ⡿࠾㛤Ⓨ㸪ࡢຍᕤ⡿ࡓࡌᛂ㸪ၟရ✲◊ࡢホ౯᪉ἲࡢ

ࡶ୰࡛ࡢࡑ≉ࠋࡓࡋࡲࡾ࠸ࡲ࡚ࡗ⾜ࢆ✲◊ࡢᶵ⬟ᛶࡘᣢࡀ㛤Ⓨ㸪⡿⮬యࡢຍᕤ⡿ࡓ 2002ᖺ

✲◊㛤Ⓨࡓࡋຍࢆ᪂つᶵ⬟ᛶࠕ ⋟ࡣᴫせࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡁ㡬࡚ࡏࡉ㈹ཷࢆ㎰ⱁᏛᢏ⾡㈹࡚ࠖ

⡿ࡢ୰ࡿࢀࡲྵ㸱ࡢࡘᶵ⬟ᛶᡂศ㸦Țࣀ࣑㓗㓟㸪࣮ࣝࢺࢩࣀ㸪࣮ࣝࣀࢨࣜ࢜㸧ࢆⓑ⡿྾

ࡏࡉຍᕤࡓࡋ⡿ࢆ㣗࡛ࡇࡍ㸪⥲ࡢ࣮ࣝࣟࢸࢫࣞࢥపῶຠᯝࢆሗ࿌ࡣࢺ࣏ࣥࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࡋ

ぢࡓ┠㸪ࡣⓑ⡿ࡋࡌྠ㸪᪥ࡈࡢࠎ㣤ᬑ㏻㣗ࢆࢀࡇࠋࡍ࡛ࡇࡓࡋ࠺ࡼࡿ࠼ࡽࡶ࡚

ᶵ㎰ⱁᏛࡣኚ࠾ୡヰࡾ࡞⌧ᅾࡓࡲࠋࡍࡲࡾ⮳┤㏆ࡣ㸪ዴఱ᪩ࡃඖ࡞ࡿࡍ

ࡲ࠸ክぢ࡚ࢆ⏕ရㄌၟ࡞ࡓ᪂ࡋ㏻ࢆ㸪㎰ⱁᏛࡾ࠾࡚ࡗ⾜ࢆရ㛤Ⓨၟࡋ┠╔ⓗᶵ⬟ᛶ⌮≀ࡢ

 ࠋࡍ
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ᑑ〇Ⳬ株ᘧ会♫農芸化学会の㛵ࡾࢃ 

石原᭸ᜨ（ᑑ〇Ⳬ（株）࣭ ◊✲開発部） 

 

ᘢ♫ࡣ㸪ほගཬࢺࣇࢠࡧᕷሙࡢ↝ⳫᏊ㸪㣰ⳫᏊཬࡧ⏕ⳫᏊࡢ〇㐀㈍ࡢࡽࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆ

ၟရࢆ㛤Ⓨ㸪〇㐀ࡋ㸪ὶ㏻ࡿࡍ㐣⛬࡛㸪ࠕ࡚ࡍ㎰ⱁᏛࠖࡀ㛵ࡾ࠾࡚ࡗࢃ㸪᪥ᮏ㎰ⱁᏛ

ᒙ㸪㎰ⱁ୍ࡾࡼ㸪ࡀ♫ᘢࠋࡍࡲࡾ࠶࡛┈᭷ࡣሗࡿࢀࡽㅮ₇࡛ᚓࡸࠖ≀⏕ᏛࠕᏛ⾡ㄅࡢ

Ꮫཧ⏬ࡣࡢࡓࡗ࡞࠺ࡼࡿࡍ 16 ᖺ๓ࠋࡍࡲࡾ࡞ᘢ♫࡛ࡣ㸪ຊၟရࡕࠕ࡚ࡋ㣰ࠖࢆ

〇㐀㈍ࡀࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ㸪ࡕࠕ㣰ࠖࡢཎᩱ࡛ࡿ࠶ᰣࡢᐇࡣ㸪ྂࡽࡃᗣⰋ࠸࡚ࢀࢃ࠸࠸

㸪2003ࡽࡇࡓ ᖺࡽᓥ᰿Ꮫඹྠ◊✲ࢆ㛤ጞࡋ㸪᪥࡚ࡋ⥆⥅࡛ࡲඹྠ◊✲࠾࡚ࡗ⾜ࢆ

2009ࠋࡍࡲࡾ ᖺࡣ㸪᪥ᮏ㎰ⱁᏛ୰ᅄᅜᨭ㒊➨ 12 ᅇᕷẸࠕ࣒࣮࢛ࣛࣇᾏࡢᖾ㺃ᒣࡢᖾ ᪂ࡓ

ᗣᶵ⬟㹼⏕ά⩦័ணࡢᐇࡢᰣࠕ㸪ࡁ㡬࡚ࡏࡉ⏬ཧሗⓎಙ㹼ࠖࡢࡽᶵ⬟ᛶⓎ᥀㹼ᒣ㝜࡞

㜵⣲ᮦྍࡢ࡚ࡋ⬟ᛶ㹼ࠖ㢟ࡓࡋㅮ₇࡚ࡏࡉࢆ㡬ࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡁᕷẸࡣ࡛࣒࣮࢛ࣛࣇ㸪୍⯡ࡢ

᪉ࠎᰣࡢᐇࡢᶵ⬟࠾࡚࠸ࡘヰࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍࡋ㸪㠀ᖖ᭷ព⩏࡛ࡓࡲࠋࡓࡋ㸪2013 ᖺࡽ

ཎᩱࡢࡵᰁ⸛㸪ࡣࢹࢱࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ✲◊ඹྠᓥ᰿Ꮫࡶ࡚࠸ࡘࢹࢱ㸪ࡣ

ᐇཬࡢ㸪ᰣࡣᅾ⌧ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ⏝࡚ࡋ㣗ရࡣᆅ᪉࡛ࡢ㸪୍㒊ࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ⏝࡚ࡋ

᪥ᮏࡣᡂᯝ✲◊ࡢࡽࢀࡇ㸪ࡾ࠾࡚ࡋ✲◊࡚࠸ࡘ⬟ᶵศᯒࡢᡂศ࣮ࣝࣀ࢙ࣇ࣏ࣜࡢࢹࢱࡧ

㎰ⱁᏛࡢㅮ₇࡛Ⓨ⾲࡚ࡏࡉ㡬ࡓࡲࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠸㸪㎰ⱁᏛࡢㅮ₇࡛ࡣ㸪ᵝ࡞ࠎ◊✲

ศ㔝ࡢᏛࡸᴗࡢ⪅✲◊ࡢ᪉ࡢࠎⓎ⾲ࢆᣏ⫈ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ㸪ᘢ♫ࡢ◊✲άື㠀ᖖᙺ❧ࡗ

ࢵࣛࣉ✲◊࡞㔜せࡢࡵࡓࡢሗ㞟ࡧⓎಙཬࡢ㸪◊✲ෆᐜࡣ㎰ⱁᏛ࡚ࡗ♫ᘢࠋࡍࡲ࠸࡚

 ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛࣒࣮࢛ࣇࢺ
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株ᘧ会♫サン࣭クࣟࣞࣛࡀ農芸化学会ᮇᚅࡇࡿࡍ 

⸨ᓥ㞞ᇶ（（株）サン࣭ク࣭ࣟࣞࣛ⏕⏘開発部） 

 

⥳⸴㢮ศ㢮ࡣࣛࣞࣟࢡࡿࢀࡉ㸪ࡃࡥࢇࡓ㉁㸪ⴥ㓟㸪࣑ࣥࢱࣅ B12㸪ࣝࣥࢸᐩࡳ㸪⏕య

᭷┈ᛶࡍ♧ࢆ㣗ရ࠙foodࡸࠚ㣗≀࠙diet࡚ࡋࠚ⏝ࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ㸪ᮍࡔᗣࡢ᭷┈ᛶࡢㇺ

ᡂศࡸᰤ㣴⣲ࡢࠎ✀ᵝྠ㣗ရࡢࡣࣛࣞࣟࢡ㸪࡚ࡋ᪉ἲࡿࡍࡽ᫂ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡽ᫂ࡣ

࡛ᵓᡂࡿࢀࡉከᡂศ⣔࡛ࡾ࠶㸪⏕య࡛♧ࡿࢀࡉ᭷┈ᛶࡣ⏕యෆእ࡛ࡢ≀⌮ⓗࡸ่⃭࡞ಶேࡢ㑇ఏ

Ꮚ≉ᛶ㸪㛫㍈࡞ከᅉᏊ⣔ࡢ⤖ᯝⓎ⌧ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᤊࠗࡓ࠼」㞧⣔ࡢゎᯒ࣭ゎ㔘࠘ࢆ

⌮⏕ࡿࢀࡲྵ≀㣗ရ࣭㣗ࡿ࠼⪄ࢆ㡿ᇦࡢ✲◊ࡢ㸪㎰ⱁᏛ࡛ࡇࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡀࡇࡿࡍ⏝

άᛶ≀㉁ྠࡢᐃ࣭ᶵ⬟ᛶ㸪㣗ရ࣭㣗≀ࡢᰤ㣴㸪ឤぬ㸦Ⴔዲ㸧㸪యㄪㄪ⠇ࡢᶵ⬟ᛶࡢ᥈✲௨እ㸪

㣗ᩥࡢࡸ㑅ᢥࡢࡵࡓࡢሗᥦ౪࡞⏕࣭㣗࣭⎔ቃࢆ⥲ྜⓗໟྵࡿࡍᇶ♏⛉Ꮫ࡛ࡾ࠶㸪」㞧

⣔ࡢゎᯒ࣭ゎ㔘ࡣ㎰ⱁᏛࡀᚓពࡢࡶࡿࡍീ࡛࡚ࡋࡑࠋࡿࡁ㸪㎰ⱁᏛࡢࢺࣄࡀᗣࡘ

ࠗࡿࢀࡉฟࡳ⏕ࡽゎᯒ࣭ゎ㔘ࡢ㞧⣔「࡛ࡇࡿࡍ㐃ᦠᏛ⸆ࡸ་ᖌ࠺ᢸࢆホ౯ࡽᗋ⮫࡚࠸ 㣗

ࡅඛ㥑⏺ୡࡣᚋ㸪᪥ᮏࠋࡿ࠼⪄ࡿ࠶ࡀ㐍ᒎ࠸ࡋࡲࡊࡵࡢ᭷┈ᛶ࠘ࡢᗣࡿࡼື⾜ࡢ

㉸㧗㱋♫ࢆ㏄࠼㸪ࡢࡑᑐᛂྛࡣᅜࡾ࡞ࢫ࣮ࢣࣝࢹࣔࡢᚓࡀࡇࡿண1993ࠋࡿࢀࡉ ᖺ

Nature ࡛᪥ᮏࡿ࠶࡛ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ Functional Food ⣙࡚ࢀࡉ⤂ࡀ 30 ᖺᚋ࡛ࡿ࠶⌧ᅾ㸪᪂࡞ࡓ㣗

ᴫᛕ࣭ࡢ᭷┈ᛶࡢᗣࡿࡼື⾜ࡢ ホ౯᪉ἲࢆᥦၐࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋᗣ㛗ᑑ♫ࡢᵓ⠏ࡅྥ

ᐁ⏘ࡸ་Ꮫ✀ྛࡀᮏ࠺ᢸࢆ㸪㎰ⱁᏛ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠼⪄ࡿ࠶࡛ࡘ㸯ࡢᑐᛂࡢ㉸㧗㱋♫ࡓ

ࡍⓎᒎ࣭ᣑ࡚ࡋయࡿࡍᥦၐᅜෆእࢆ᭷┈ᛶࡢᗣࡿࡼື⾜ࡢ㸪㣗ࡾࡼ㐃ᦠࡢ

 ࠋࡿࡍᮇᚅࢆࡇࡿ
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ụ田⢾化ᕤᴗ株ᘧ会♫農芸化学会の㛵ࡾࢃ 

➉中� ᾴ（ụ田⢾化ᕤᴗ（株）࣭ ◊✲ᐊ） 

 

ᙜ♫ࡢᴗࡣ 1904ᖺ㸦᫂ 37ᖺ㸧࡛ 㸪ᗈᓥ┴⚟ᒣᕷᮏ♫ࡿ࠶ࡀ 100ᖺᴗ࡛1922ࠋࡍᖺ㸪

ᅜෆእࡣ㸪⌧ᅾࡋ㛤ጞࢆ〇㐀࣭㈍ࡢ㸧࣓ࣝࣛ࢝Ⰽᩱ㸦╔ࡿࢀࡲ⏕ࡽ⾡↝ᢏࡢ⮬⊃ 2,000
ࢆ୰㛫ཎᩱࡢ㣗ရ࡞ࠎᵝ࡚ࡋࢶ࣮ࣃࡿࡍᵓᡂࢆ㸪᭱⤊〇ရᐈᵝ㸦㣗ရ♫㸧࠾ࡿ࠼㉸ࢆ♫

〇㐀࣭㈍ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ 
ᙜ♫ࡣ㸪㣧ᩱ㸪〇Ⳬ㸪እ㣗㸪࡞ࢽࣅࣥࢥ㸪㣗ရᴗ⏺ࡢⰍ࠾ࢬ࣮ࢽ࡞ࠎᛂࡵࡓࡿࡍ࠼㸪

⣙ 200 〇ရ࠸ᖜᗈ࡞㸪ㄪᩱ㸪⏑ᩱ㸪⇱㣗ရࡓࡲ㸪ࡾ࠾࡚ࡋ᧦ࢆࣇࢵࢱࢫ㛤Ⓨ✲◊ࡢྡ

ࢵࢸࣉࢭ㸪ࢺࣝࢺ㸪ࣞࣛࢻࢬ࣮ࣜࣇ㸪ࣛࢻ࣒ࣛࢻ㸪ࣛࢻ࣮ࣞࣉࢫ㸪ࡵࡓࡿࡍ〇㐀ࢆ

 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ᭷ࡶ࢘ࣁ࢘ࣀタഛ࡞ࡲࡊࡲࡉ㸪࡞ẅ⳦㸪ྛ✀ໟタഛࢡ
ᙜ♫ࡢ◊✲㒊㛛ࡣ㸪ᶵ⬟ᛶἜ⬡ࡸⓎ㓝㣗ရࡢ࡞ᮏᴗ㛵㐃ࡓࡋ㣗ရ⣲ᮦࡿࡍ࣐࣮ࢸࢆ㒊

㛛㸪⚾ࡀᡤᒓࡿࡍ㓝⣲ࡿࡍ࣐࣮ࢸࢆ㒊㛛ศࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀ㓝⣲㒊㛛࡛ࡣ㸪࡛ࡲࢀࡇ⢾

㢮㓟㑏ඖ㓝⣲ࣀ࣑ࡸ㓟㓟㓝⣲࡞㸪ࡣ⮫ᗋ᳨ᰝ⏝ࡢ㓝⣲〇ရࢆ㛤Ⓨࡋࡲࡾ࠸ࡲ࡚ࡋ

 ࠋࡓ
ᮏㅮ₇࡛ࡣ㸪ᙜ♫ࡈࡢ⤂ࡶࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆ㸪㎰ⱁᏛศ㔝ࡢඛ⏕᪉ࡈࡢᣦᑟࡶ㡬

⏝⢾ ᐃ⾑ࠕࡓࡋ㛤Ⓨࡀ♫㸪ᙜࡽࡀ࡞ࡁ FADࢫ࣮ࢥࣝࢢ⬺Ỉ⣲㓝⣲ࡢ㛤Ⓨࠖ࠾࡚࠸ࡘヰࡏࡉ

 ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚
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一 　 　 般 　 　 講 　 　 演

講 　 　 演 　 　 要 　 　 旨





Ａ－１� サンゴジュに含まれるビブサニン類のプロテインキナーゼ C 結合活性の評価と

結合様式の予測 

○植松紗和子，柳田� 亮 1，三宅翔太 1，川浪康弘 1，入江一浩 2
 

（香川大院・農，1香川大・農，2京大院・農） 

�

【目的】 Vibsanin A (VibA) はサンゴジュ (Viburnum odoratissimum) に含まれるビブサン型ジテルペノイ

ドの一種であり，最近プロテインキナーゼ C (PKC) 活性化剤であることが明らかにされた 1)。� PKC 活性

化剤は，がんやアルツハイマー等の難治性疾患に対する治療薬候補の一つとして注目されているが，多

くの天然 PKC 活性化剤は強力な炎症誘導活性を示す。一方，VibA はマウス皮膚において抗炎症活性を示

すことから 1)，副作用の少ない新規医薬品シードとして注目されている。しかし，VibA 以外のビブサニ

ン類縁体の PKC 活性化能は不明である。そこで本研究では，サンゴジュに含まれるビブサニン類縁体の

単離と PKC 結合能の評価を行った。 
【方法・結果】サンゴジュの葉 (乾燥重量: 1.0 kg) のメタノール抽出物を，PKC 結合能等を指標として分

画・精製を進め，既知化合物である VibA および vibsanol C 2) を単離した。Vibsanol C の PKC 結合能は，

VibA と比べて 100 倍以上低かった。この結果は，18 位水酸基の空間配置が PKC との水素結合に重要で

あることを示唆している。分子モデリングによ

るVibAとPKCG C1Bドメインとの推定結合様式

についても報告する。 
1) Yu, Z.-Y. et al., Cancer Res. 2016, 76, 2698-2709. 
2) He, J. et al., Fitoterapia 2016, 109, 224-229. 

 
 
 

Ａ－２� ミトコンドリア膜表在性リモデリング酵素タファジンにおけるエーテル型PCの

基質認識 

○安部真人，千ヶ崎修平 1，奥� 公秀 1，阪井能義 1，三芳秀人 1 

（愛媛大院・農，1京大院・農） 

�

【目的】ミトコンドリアは，中性リン脂質ホスファチジルコリン（PC）と陰性リン脂質カルジオリピン

（CL）から成るミトコンドリア膜を有している。ミトコンドリア膜では，絶え間ない脂質の代謝によっ

て脂質組成の恒常性が保たれると考えられているものの，その分子機構は不明である。CL の生合成では，

一旦は飽和脂肪酸を有する分子種が生成されたのちにタファジンによる PC とのリモデリングによって

不飽和脂肪酸を獲得する。本研究ではこのタファジンの分子認識を明らかにすることを目指した。 
【方法・結果】これまでに確立した CL 全合成の手法を応用してエーテル型 PC を含む一連の PC 類縁体

を合成し，タファジンのアシルドナーとして用いることとした。また，タファジンのアシルアクセプタ

ーとしては CL のアシル鎖を加水分解して得たリゾ CL を調製した。得られた PC 類縁体とリゾ CL を用

いてエクストルージョン法によってリポソームを調製することでミトコンドリア膜のモデル系とした。

別途，酵母由来タファジンを GST 融合タンパクとして大腸菌に発現させ，アフィニティ精製を行うこと

で精製タファジンを準備した。任意の脂質組成で調製したリポソームに対し，精製タファジンを添加し

て進行するトランスアシル化反応を生成 CL および PC 類縁体の定量によって評価した。脂質定量は ion 
pair HPLC-ELSD を用い，標品となる CL および PC 類縁体の検量線を作成して行った。その結果，エー

テル型 PC を用いた場合にはリゾ CL 同士のトランスアシル化が進行することが初めて分かった。 
�
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Ａ－㸱� アࢫコルビン㓟ᶆⓗタンࢡࣃ質の᥈⣴のࡵࡓのアフニテーࢤルの〇 

○ᒾᒸ⿱，す㔝⪔平 1，▼川Ꮥ༤ 1，ఀᮾ秀அ 2，⃝� 弘 1，田井❶༤ 

（┴ᗈ大・⏕⎔ቃ，1ᓥ᰿大・⏕㈨⛉，2ᒸᒣ┴大・ಖ⚟♴） 

 

�

【目的】アスコルビン酸(AA)は抗ቯ⾑作用，抗酸化作用な多種多様な生⌮作用を有するが，その生

⌮作用メカニࢬムは不明なⅬが多い。その一ᅉとして，化Ꮫ的に不Ᏻ定な AA をメカニࢬム解明に有ຠ

な in vitro 系で評価することがᅔ難であるためとされる。また，AA はその化Ꮫ構㐀を認識する種ࠎのタ

ンパク質と㛵連し，生⌮作用を発する場合があることから，in vitro 系におࡅる AA 標的タンパク質の

᥈⣴は AA の生⌮作用メカニࢬムの解明有ຠであると考える。本研究では，不Ᏻ定な AA をᏳ定的か

つその≉ᚩ的な化Ꮫ構㐀を⥔ᣢしてᅛ定化したアフィニティーࢤル(AA ル)を作製し，作製したࢤ AA ࢤ

ルを用いて，AA 標的タンパク質の᥈⣴を行った。 
【方法・結果】AA の≉ᚩ的な化Ꮫ構㐀をタンパク質から認識させるべく，誘導体化した AA を用いて，

ᅛ定化位置の␗なる 2 種の AA ルを作製した。ḟに，୧ࢤ AA ，ートを౪しࢿルにマウスの⬻ホモジࢤ

྾╔したタンパク質を nanoLC-MS/MS で解ᯒしたとこࢁ，୧ AA の≉␗的結合タンパク質としてルࢤ

シトクロム c (cyt c)が検出された。また，活性中ᚰの㕲イオンの酸化㑏ඖ≧ែの␗なる酸化型(Fe3+)ཬび㑏

ඖ型(Fe2+) cyt c のෆ，酸化型 cyt c にのࡳ୧ AA ルは結合した。そこで，酸化型ࢤ cyt c に対する㑏ඖຠ⋡

を AA とその㑏ඖ剤で比㍑した結果，AA が最も㧗いことから，AA は酸化型 cyt c と≉␗的に結合する

ことでຠ⋡的に㑏ඖすることが示唆された。以上から，本研究で新たに作製した 2 種の AA ルを用いࢤ

て，AA 標的タンパク質の候補として酸化型 cyt c を同定した。  
 
 
 

Ａ－㸲� リン࢝ーᵓ㐀の␗࡞る᪂つアࢫコルビン㓟ᅛᐃアフニテーࢤルのస〇と

タンࢡࣃ質結合性評価 

○➉ඖ� ⪽，ᒾᒸ⿱，ఀᮾ秀அ 1，田井❶༤ 

（┴ᗈ大・⏕⎔ቃ，1ᒸᒣ┴大・ಖ⚟♴） 

�

【目的】多様な生⌮作用を有するアスコルビン酸（AA）の作用機構を明らかにするために，ᡃࠎは AA
誘導体をᅛ定化したアフィニティーࢤル（AA ル）を用いて，AAࢤ の標的タンパク質の᥈⣴を行ってい

る。しかし，AA ルに㛵して，リンカー構㐀（結合様式やスペーサー㛗）の㐪いがタンパク質との結合ࢤ

性にえるᙳ㡪を検ウしていない。そこで，本研究ではこれまでに作製した AA ルのリンカー構㐀をࢤ

ኚ᭦した AA  。ルを作製し，リンカー構㐀の㐪いがタンパク質との結合性にえるᙳ㡪を検ウしたࢤ
【方法・結果】ඛ行研究で作製した結合様式がアミド結合である AA-N (11)-ࢤル（スペーサー: 11 ཎ子）

とは␗なるリンカー構㐀を有する AA ルの作製のために，新たにࢤ 2 種類の AA 誘導体を合成し，ࢤル

のᅛ定化を行った。これにより，結合様式がアミド結合でスペーサーをఙ㛗した AA-N (14)-ࢤル（ス

ペーサー: 14 ཎ子）および結合様式がエーテル結合でスペーサーをఙ㛗した AA-O (14)-ࢤル（スペーサー: 
14 ཎ子）を作製した。作製したࢤルに対して，ඛ行研究で AA-N (11)-ࢤルとの結合性が確認された酸化

型シトクロム c （酸化型 cyt c）を౪し，結合性を評価した。その結果， AA-N (14)-ࢤル，AA-O (14)-ࢤ
ルは酸化型 cyt c との結合性を示したが，ᚑ来の AA-N (11)-ࢤルより結合性が低くなった。また，AA-O 
ルはࢤ-(14) AA-N (14)-ࢤルよりも酸化型 cyt c との結合性が㧗かった。したがって，酸化型 cyt c に㛵して

は AA  。ルの結合様式やスペーサー㛗の㐪いが結合性にᙳ㡪をえることが明らかとなったࢤ
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Ａ－㸳� PC12⣽⬊にお࡚࠸⚄⤒✺㉳ᙧᡂಁ㐍స⏝ࡍ♧ࢆ㭜ෙຍỈศゎ≀⏤᮶≀質 

○ྂ㈡Ṋᑛ，ఀᮾ秀அ 1，ⱝᒣ⚈ኵ 2，田井❶༤�� �

（┴ᗈ大・⏕⎔ቃ，1ᒸᒣ┴大・ಖ⚟♴，2（ᰴ）ࡴ࠸ࡽ）�

�

�

【目的】近ᖺ，㧗㱋化にకいアルツハイマー型認知症なの認知症患⪅がቑ加ഴྥにある。アルツハイ

マー型認知症患⪅は，⚄⤒⣽⬊の生Ꮡ，分化，生をಁ進させる⚄⤒成㛗ᅉ子 nerve growth factor (NGF)
が不㊊している。そのため，NGF は治療薬の応用がᮇᚅされたが，㧗分子であるため，⾑ᾮ⬻㛵㛛を

㏻㐣でࡁない。そこで，NGF 様作用または NGF 作用のቑ強ຠ果を示す低分子化合物の᥈⣴研究が進めら

れている。本研究では㭜ෙを㣗物由来のプロテアーゼを含む酵素類によって分解ฎ⌮した㭜ෙ加水分解

物に╔目し，㭜ෙ加水分解物の脂⁐性画分に含まれる⚄⤒✺㉳ᙧ成ಁ進作用を示す化合物の単離，同定

を目的とした。�

【方法・結果】本研究では，NGF と同様に PC12 ⣽⬊の⚄⤒✺㉳分化をಁす dibutyryl-cAMP (Bt2cAMP)
を用いて，㭜ෙ加水分解物に含まれる⚄⤒✺㉳ᙧ成作用のቑ強ຠ果を示す化合物の᥈⣴を行った。まࡎ，

㭜ෙ加水分解物をエタノールỿẊさせ，得られた上Ύからエタノールを㝖ཤした。そのᚋ，㓑酸エチル

で分ᾮし，㓑酸エチルᒙをカラム精製した結果，Bt2cAMP 誘導ୗで⚄⤒✺㉳ᙧ成をಁ進する化合物を単

離した。活性化合物は NMR と MS による構㐀解ᯒの結果，E-sitosterol と同定された。また，E-sitosterol�
の⚄⤒✺㉳ᙧ成についてまで報告がないため，E-sitosterol 類ఝ体である，stigmasterol，cholesterol，
campesterol を用いて構㐀活性┦㛵を検ウした。その結果，22 位の重結合は活性にᙳ㡪しないことと，

24 位ഃ鎖の㛗さ౫Ꮡ的に活性がቑ強されることが明らかとなった。�

 
 
 

Ａ－㸴� 3-アルキルアࢫコルビン㓟の⬺㢛⢏ᢚไ活性 

○๓� ྐ⧊，大㔝ᮅ子，ఀᮾ秀அ 1，田井❶༤ 

（┴ᗈ大・⏕⎔ቃ，1ᒸᒣ┴大・ಖ⚟♴） 

 

�

【目的】アスコルビン酸はぶ水性であり，⇕やගに対して不Ᏻ定であるため，脂⁐化やᏳ定化を目的と

した様ࠎなアスコルビン酸誘導体の㛤発が行ࢃれている。アスコルビン酸誘導体の一つにアスコルビン

酸の 3 位にアルキル鎖を導ධした 3-アルキルアスコルビン酸がある。代⾲的な 3-アルキルアスコルビン

酸である 3-O-ethylascorbic acid (3-O-ethylAA)は⨾ⓑ剤として用されている。しかし，3-アルキルアスコ

ルビン酸の生物活性はとん研究されていない。そこで，3-アルキルアスコルビン酸の生物活性をぢ出

すことを目的として 3-アルキルアスコルビン酸の⬺㢛⢏ᢚไ活性評価を行った。 
【方法・結果】Ⅳ素ᩘ 4，8，12，16，18 のアルキル鎖を有する 3-O-アルキルアスコルビン酸の合成をし，

ラࢵトዲሷ基⌫性ⓑ⾑⣽⬊(RBL-2H3)を用いた⬺㢛⢏ᢚไ活性評価を行った。その結果，Ⅳ素ᩘ 12 の

3-O-dodecylAA と 16 の 3-O-hexadecylAA に有意な活性が認められ，3-O-dodecylAA が最も強い⬺㢛⢏ᢚไ

活性を有することが明らかになった。さらに，最も強い活性を示した 3-O-dodecylAA を用いてアスコル

ビン酸とアルキル鎖の結合をするཎ子が活性にཬࡰすᙳ㡪を明らかにすることにした。アスコルビン

酸とアルキル鎖の O ཎ子をした結合から N ཎ子をした結合にኚした 3-amino-N-dodecylAA を合成

し，⬺㢛⢏ᢚไ活性評価を行った。その結果，3-O-dodecylAA と 3-amino-N-dodecylAA は同等の活性を示

した。ᚑって，Ⅳ素ᩘ 12 の 3-dodecylAA が最も強い⬺㢛⢏ᢚไ活性を示し，アスコルビン酸とアルキル

鎖の結合をするཎ子は活性にᙳ㡪をཬࡰさないことが明らかとなった。 
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Ａ－㸵� Dracaena cambodiana ࡓれࡉ༢㞳ࡽ AChE 㜼ᐖ活性࣍ࡍ♧ࢆモイࢯフࣛࣂン 

ཬࡑࡧの類⦕యの合ᡂと⏕≀活性 

○⸨田太㑻，大ෆ秀一 1，㔝ୗಇᮁ 2， 

（┴ᗈ大院・⏕1，ࢩ㏆␥大・⸆，2┴ᗈ大・⏕⎔ቃ） 

�

【目的】Dracaena cambodiana から単離されたホモイソフラࣂン(1)はアセチルコリンエステラーゼ(AChE)
㜼ᐖ活性を示すことが報告されている 1)。本化合物と認知症治療薬ドࢿペジルとの構㐀の類ఝ性より，そ

の構㐀と活性との㛵連性は⯆がᣢたれる。そこで，ホモイソフラࣂン類の構㐀と AChE 㜼ᐖ活性の┦

㛵㛵ಀを明らかにすることを目的とし，化合物(1)とその類縁体を合成する。 
【方法・結果】2’,4’-Dihydroxyacetophenone と 3,4-dimethoxybenzaldehyde をཎᩱとし，Gan らの方法 2)を用

いてホモイソフラ࣎ンと導ࡁ，⥆く᥋ゐ水素添加反応と⬺メチル化反応により目的としたホモイソフ

ラࣂン(1)を合成した。同様の方法を用いて類縁体 2-6 の合成も行った。現ᅾ，得られたホモイソフラࣂ

ン類ཬびホモイソフラ࣎ン類を用いた生物活性ヨ㦂を検ウ中である。 

1) Fei-Xiang Li, et al., J. Asian Nat. Prod. Res., 20, 55-61, (2018) 
2) Li-She Gan, et al., Bioorg. Med. Chem. Lett., 2�, 1441-1445, (2017) 
 
 

 
 
 

Ａ－㸶� Bracteanolide A ཬࡑࡧの類⦕యの合ᡂと⏕≀活性 

○田㑓� ⪷，三ᾆ香⧊，大ෆ秀一１，田井❶༤ 2，㔝ୗಇᮁ 2 

（┴ᗈ大院・⏕1，ࢩ㏆␥大・⸆，2┴ᗈ大・⏕⎔ቃ） 

 

�

【目的】ムラサキオモト(Tradescantia spathacea)から単離された bracteanolide A(1)は PTP1B 㜼ᐖ活性を示

すことが報告 1)されている。Bracteanolide A と同ࡌ㦵᱁を有する hydroxybutenolide(2)はミࢬゴࢣの一種

(Sphagnum sp.)や㟋அ(Ganoderma lucidum)，クࣞマチス(Clematis aethusifolia))なᖜᗈい生物種から単離さ

れているが，その生物活性に㛵する報告は少ない。そこでᡃࠎはこれまでに合成のない 1 と 2 を合成

し，さらにその類縁体 �-6を用いて構㐀活性┦㛵を解明することとした。 
【方法・結果】オイࢤノールཬび 2-(4-hydroxyphenyl)ethanol からそれࡒれ調製したフ࢙ニチルアルデࣄド

を Tao らの方法 2)を用いてラクトン化し，目的とした 1 ཬび 2の合成を㐩成した。同様の方法を用いて類

縁体 ��6 の合成も行った。現ᅾ，得られた化合物を用いて PTP1B 㜼ᐖ活性ヨ㦂を検ウ中である。 
 
 
 
 
 
 

1) Hung et al., Fitoterapia, 10�, 113-121 (2015),  2) Tao et al., J.Med.Chem., ��, 414-423 (2013) 
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Ａ－㸷� ᕼᑡ⢾ D-アࣛビࣀーࢫの⥺ᡂ㛗㜼ᐖ࣓࢝ニ࣒ࢬのゎ᫂－⢾௦ㅰ酵素にᑐࡍる

㜼ᐖ活性 

○ᑠᒣ㯞⌮子，᪂㇂▱ஓ 1，బ⸨ṇ㈨（香川大・農，1愛媛大院・㐃農） 

 

�

【目的】₇⪅らは，ᕼ少⢾ D-アラビノース (D-Ara) が線 Cenorhabditis elegans の成㛗を強く㜼ᐖするこ

とを報告した。しかし，その作用メカニࢬムは明らかではない。線体ෆにྲྀ㎸まれた D-Ara はリン酸

化され D-アラビノース 5-リン酸（D-Ara-5P）となり，それが⢾代謝酵素を㜼ᐖし，その結果，成㛗㜼ᐖ

を示すと推 した。D-Ara 成㛗㜼ᐖ活性は，線ᇵᆅの D-フルクトース (D-Fru)，あるいは D-リ࣎ース

(D-Rib) 添加でᡴちᾘされることから，その㜼ᐖ活性は D-Fru と D-Rib 代謝に㛵連することがணされた。

そこで，D-Ara-5P の標的酵素として解⢾系のグルコースリン酸イソメラーゼ(GPI)およびペントースリン

酸⤒㊰のリ࣎ースリン酸イソメラーゼ(RPI)に注目し，それࡒれについて酵素㜼ᐖᐇ㦂を行なった。 
【方法・結果】⢒酵素⁐ᾮとして C. elegans 成のホモジࢿートを用した。ձGPI 㜼ᐖᐇ㦂㸸基質

D-Fru-6P，㜼ᐖ剤 D-Ara-5P と⢒酵素を Tris-HCl ⦆⾪ᾮ中で反応させた(pH 8.0, 30Υ)。生成した D-Glc-6P
を酵素的定量法で分ᯒし，反応を解ᯒした。その結果，D-Ara-5P は GPI をᙅく㜼ᐖすることがุ明した。

ղRPI㜼ᐖᐇ㦂㸸基質D-Rib-5P，㜼ᐖ剤D-Ara-5Pと⢒酵素をTris-HCl⦆⾪ᾮ中で反応させた (pH 7.5, 30Υ)。
生成した D-リブロース 5-リン酸をプࣞカラム⺯ග標識 HPLC 法により定量分ᯒし，反応を解ᯒした。そ

の結果，D-Ara-5P は RPI を㢧ⴭに㜼ᐖすることが明らかになった。D-Ara には GPI, RPI 㜼ᐖ活性はなか

った。D-Ara による成㛗㜼ᐖは，D-Ara-5P が GPI と RPI を㜼ᐖすることでエࢿルࢠー⏘生と D-Rib（᰾酸）

合成をᢚไすることにより㉳ࡁるྍ能性が示された。 
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㹀－１� トの合ᡂとᵓ㐀活性ࢫルモンアンタゴニ࣍るᗂⱝࡍ᭷ࢆ⎔キサン࢜ジࢰン࣋-1,4

┦㛵 

○ᮎྜྷṌክ，ᒣ田┤子，ྂ田㈼ḟ㑻（ᓥ᰿大・⏕㈨⛉） 

 

�

【目的】ᗂⱝホルモン（JH）は，᪻において⬺皮・ኚែや生Ṫ⭢成⇍な多様な生⌮作用に㛵する

重要なホルモンであり，そのཷᐜ体である Methoprene-tolerant は，JH のシグナルఏ㐩を≉␗的にไᚚす

ることから，新たな᪻成⫱ไᚚ剤の標的分子として注目されている。これまでにᙜ研究ᐊで合成され

た NY52 は，in vivo および in vitro において，㧗い JH アンタゴニスト活性を示すことをぢ出している。そ

こで，本研究では NY52 をリード化合物として誘導体の合成を行い，その生⌮活性を評価することで，

構㐀と生⌮活性の㛵ಀを検ウした。 
【方法・結果】NY52 の ⎔ンゾジオキサン࣋-1,4 7 位の࣋ンジルオキシ基に╔目して，様ࠎな置基に導

ධした誘導体を合成し，それらの in vivo におࡅる抗 JH 活性をカイコᗂに対する᪩⇍ኚែ誘導活性ヨ㦂

で評価した。その結果，NY52 の 4-メトキシカル࣎ニル基をメチル基，クロロ基，シアノ基，トリフルオ

ロメチル基にᨵኚしてもいࡎれも活性の低ୗがぢられ，置体では活性がさらに低ୗした。さらに，in 

vitro におࡅる JH アンタゴニスト活性を JH 応⟅配ิを用いたࣞポータージーンアࢵセイによって評価し

たとこࢁ，in vivo と同様の構㐀活性┦㛵が得られた。これらの結果から，NY-52 の࣋ンジルオキシ基の

置基は 4-メトキシカル࣎ニル基が最㐺であることが明らかになった。 
 
 

 
 
 

㹀－２� 㣬和結合ࢆ᭷ࡍる⨨基まࡣࡓ含フࢵ素⨨基ࡘࡶࢆイミࢡࢲロプリド類⦕

యのཷᐜయぶ和性とẅ活性との┦㛵㛵ಀ 

○松ཎ♸ె，㔥ᒇᩔ基，ᒣෆ� ⪽，す⬥� ᑑ（愛媛大院・農） 

 

�

【目的】� イミࢲクロプリドのニトロメチࣞン体 (CH-IMI) のイミࢲゾリジン⎔エチࣞン㒊位におࡅる

構㐀活性┦㛵を解ᯒするために，同㒊位に様ࠎな置基を立体㑅ᢥ的に導ධした類縁体が合成され，そ

れらのイエࣂエに対するཷᐜ体ぶ和性ならびにẅ活性が評価されてࡁた。その結果，置基の物⌮化

Ꮫ的性質により生物活性が大ࡁくኚືすることが明らかとなった。一方，モデルཷᐜ体との in silico 
docking study により，リ࢞ンド結合㡿ᇦにこれら置基と┦作用し得る空間がᏑᅾしていることが示唆

されている。本研究では，生物活性にᙳ㡪をおよࡰすこの置基に㛵する構㐀活性┦㛵をよりヲ⣽に解

明するために，不飽和結合を有する置基ならびに含フࢵ素置基を導ධした類縁体を不ᩧ合成し，そ

の生物活性を評価した。 
【方法・結果】� (S)-Garner’s aldehyde または(R)-N-glycidyl phthalimide をཎᩱとして，vinyl 基，1-propenyl
基，propargyl 基，methylthioethenyl 基なの不飽和結合を有する置基ならびに monofluoromethyl 基な

の含フࢵ素置基を導ධした CH-IMI 類縁体を合成した。得られたྛ種類縁体のཷᐜ体ぶ和性は，[3H]イ
ミࢲクロプリドを用いた➇合的結合㜼ᐖᐇ㦂により結合㜼ᐖ定ᩘ (Ki (nM)) を⟬出した。ẅ活性は，ඹ

力剤 (PBO，NIA16388) ฎ⌮ならびにᮍฎ⌮におࡅる 50㸣ຠ果薬量 (ED50 (pmol/fly)) を⟬出した。

本研究により得られた化合物を含む CH-IMI 類縁体のྛ生物活性間の┦㛵㛵ಀを解ᯒしたとこࢁ，不飽和

結合を有する置基をもつことは CH-IMI 類縁体のẅ活性において有となることが示唆された。 
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㹀－㸱� Bacillus subtilis ࡍ⏘⏕ࡀるẅᡂศの༢㞳 

○㕥ᮌ翔太，ⰼ㷂࿃ 1，す⬥� ᑑ 1（愛媛大・農，1愛媛大院・農） 

 

 

�

【目的】� ᐖを標的としたᚤ生物㎰薬は，ேや⎔ቃに対してᏳ全性が㧗く，抗性種が出現しにくい

Ⅼがあるものの，上ᕷしている種類は少なく，新規㛤ᣅがᛴົである。その中，新規ᚤ生物㎰薬の᥈

⣴※として⫗㣗性᪻のඹ生ᚤ生物に╔目した研究がすすめられ，ハスモンࣚトウに対してẅ活性を

示す Bacillus subtilis A1-3 ᰴが単離された。この菌ᰴが生⏘するẅ成分を≉定し，そのᏳ全性が確認で

る。本研究では，この菌ᰴが生⏘するẅ成分をࡁ新規ᚤ生物㎰薬としてᙺ立つことがᮇᚅで，ࡤれࡁ

単離し，その構㐀を解明することをヨࡳた。 
【方法・結果】� B. subtilis A1-3 ᰴを SCD ᇵᆅでとうᇵ㣴し，㐲ᚰ分離により菌体と上Ύに分画した。

アカイエカ 3 㱋ᗂおよびイエࣂエ成に対するẅ活性を評価したとこࢁ，୧画分にẅຠ果が認め

られた。なお，イエࣂエ成には༶ຠ的なຠ果が確認され，アカイエカ 3 㱋ᗂには 24 間以ෆにຠ果

が確認された。ḟに，上Ύから◲ᏳỿẊやྛ種カラムクロマトグラフィーを用いてẅ成分を精製する

ことをヨࡳた。その結果，イエࣂエ成とアカイエカ 3 㱋ᗂにຠ果を発するẅ活性成分は␗なる

分子量を有することが確認された。イエࣂエ成にẅ活性が認められた画分をᅇし，MALDI-TOF/MS
によりその質量を解ᯒしたとこࢁ，⣙ 3 kDa であることが明らかとなった。 
 
�

 
 
 

㹀－㸲�  リゴ⢾の合ᡂ࢜ン◲㓟ࢳド型コンドロイࢵイブリࣁ

○ୖᮧ᫂ᑑ⨾ 1，松ୗஓ 2，୰田᭷⨾ 3，Ṋ田-奥田ᑦ子 4，田ᮧ⣧一 1, 2, 3, 4
 

（1㫽ྲྀ大院・農，2㫽ྲྀ大院・ᕤ，3㫽ྲྀ大・ᆅᇦ⎔ቃ，4㫽ྲྀ大・農） 

 

�

【目的】コンドロイチン◲酸（CS）は，D-グルクロン酸（GlcA）と N-アセチル-D-࢞ラクトサミン（GalNAc）
で構成される⢾ࣘニࢵトが⧞㏉しからなる┤鎖≧多⢾であり，◲酸基の結合する位置やᩘによって

CS-O，-A，-D なの型に分類される。㏻常，単一な◲酸化パターンのࡳで構成される合成 CS オリゴ⢾

を用した生⌮活性分ᯒが行ࢃれる。しかし，生体ෆにᏑᅾする CS は様ࠎな◲酸化パターンをもつ⢾

ࣘニࢵトがランࢲムに結合しており，同一の型で構成されていない。そこで本研究では，より天然に近

い⢾鎖を研究するため，D 型と A 型からなる CS-DA ビオチン化ᅄ⢾の合成を行った。 
【方法・結果】ビオチン化 CS-DA ᅄ⢾を合成するには，3 かᡤの水酸基を◲酸化するᚲ要がある。ண備

ᐇ㦂から，CS-D オリゴ⢾の GalNAc 6 位水酸基と GlcA 2 位水酸基を同に◲酸化すると反応が途中で

Ṇすることがࢃかっている。そのため，化Ꮫ的にオルソゴナルな㛵ಀにある種の保ㆤ基をそれࡒれの

位置に用した CS-D ⢾ࣘニࢵトを合成した。得られた CS-D ⢾ࣘニࢵトは，ᩘᕤ⛬を⤒て CS-D 

⢾౪体と誘導し，別途合成した CS-A ⢾ཷᐜ体と⦰合した。その結果，ș㑅ᢥ的に CS-DA ᅄ⢾保

ㆤ体の合成に成ຌした。また，⢾同士の⦰合⋡をྥ上させるため検ウした保ㆤ基の組合せについて

もあࢃせて報告する。 
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㹀－㸳� O-࣐ンࢩࣀルグリ࢝ン部ศᵓ㐀Xylβ1-4Rbo5Pの合ᡂ�

○田ᮧᩗ⿱，田ᮧ⣧一1（㫽ྲྀ大院・農，1㫽ྲྀ大・農）�
�

�

�

【目的】ジストログリカン(DG)はジストロフィン-⢾タンパク質」合体の成分として㦵᱁➽にᏑᅾする。

DG はȘとșのつのサブࣘニࢵトからなり，Ș-DG は㧗ᗘに⢾鎖でಟ㣭されている。O-マンノシルグリ

カンはȘ-DG をಟ㣭する⢾鎖の一つであり，その⢾鎖ಟ㣭は➽ジストロフィー症とᐦ᥋な㛵ಀにある。

最近，O-マンノシルグリカンの core M3 の全体構㐀が報告された 1)。ᡃࠎは core M3 中に含まれる㑏ඖഃ

のキシロース(Xyl)ṧ基に╔目した。㑏ඖഃの Xyl はリビトール(Rbo)にș1-4 結合しており，GlcA はこの

Xyl にș1-4 結合している。そして，xylosyltransferase である TMEM5 は core M3 上に連⥆してつある

Rbo5P のうち㠀㑏ඖഃࡅࡔをཷᐜ体として認識する 2)。本研究では core M3 の構⠏による構㐀Ỵ定と

Xyl ㌿⛣酵素の基質≉␗性なの生合成機構の解明のため，core M3 の㒊分構㐀を精ᐦ化Ꮫ合成する。 
【方法・結果】Riboseから1位と4位水酸基が㐟離のRbo誘導体を7ẁ㝵で合成し，その1位水酸基をTBDPS
で保ㆤした。これにxylosyl chlorideをAgOTfとcollidineᏑᅾୗ，1,2-dichloroethane中で⦰合させることでș

㑅ᢥ的にXyl1-4Rboを㧗⋡で得た。保ㆤ⢾Xylș1-4RboのXylṧ基はᏳ定な1CとC1の配ᗙ␗性体で構成

されていた。そのᚋ，リン酸化および㐺ษに⬺保ㆤを行うことで標的化合物を得た。標的化合物のXylṧ
基はC1formのࡳで得られた。 
1) M. Kanagawa et al., Cell Rep., 2016, 14,�2209-2223. 2) H. Manya et al., J. Biol. Chem., 2016, 291, 99-111. 

 
 
 
 

㹀－㸴� アル㓟ࢩ 1⨨ㄏᑟయの合ᡂ◊✲ 

○松ᮏ㐩☻，Ṋ⸨千᫂，᳃ࡉおࡾ，Christopher J. Vavricka1， 

ⶈㄔஂ 1，Ἠ� ᐇ，Ύ田ὒṇ（ᒸᒣ大院・⎔ቃ⏕，1⚄ᡞ大院・イ࣋ࣀ） 

 

�

新規なインフルエンࢨ治療薬の㛤発はパンデミࢵクに備えるため重要なㄢ㢟である。これまで，ウイ

ルスの出ⱆẁ㝵で機能するシアリࢲーゼを標的とした薬ᒎ㛤の結果，リࣞンࢨ，タミフル等が上ᕷさ

れてࡁたが，抗性ᰴの出現や␗常行ືなの副作用がၥ㢟となっている。これらᕷ㈍薬を中ᚰに，酵

素基質であるシアル酸を㗪型とする構㐀ᨵኚが行ࢃれてࡁたが，1 位カル࣎キシ基に㛵しては，ホスホノ

基のኚが有ᮃと報告があるのࡳであった 1)。㟁子ồᘬ性の大ࡁいホスホノ基の置は，シアリࢲー

ゼの活性中ᚰにᏑᅾする୕つのアルࢠニンṧ基とのイオン結合性を㧗めるຠ果がある。ᡃࠎは，さらに

㟁子ồᘬ性の大ࡁいスルホ基置し，より強力な酵素㜼ᐖ活性を示すことを明らかにした 2)。そこで本

研究では，結合能のྥ上を目的にホスホン酸 1 とスルホンアミド 2をタィし，合成をヨࡳた。 
� シアル酸を出発物質としてアセチル化を行い, アセタート �を得た。� に対しホスホノ基を導ධするこ

とでホスホナート � に対するクロロ化をヨࡳている。また，�からスルフ࢙ンアミド のኚ2，ࡁ導�

を検ウ中である。 
1) J. J. Shie et al., J. Am. Chem. Soc. 
2011, 133, 17959. 
2) C. J. Vavricka et al. Sci. Rep.  
201�, 7, 8239.  
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㹀－㸵� እ部ᐤ⏕⸆フルࣛࣛࢿルの活性Ⓨ⌧に㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡍࡓGABAసື性Cl－ࢳ
 㓟ṧ基のྠᐃࣀルのアミࢿࣕ

○ᒣ⸨康平，᪫� ⨾✑ 1，ᑠᯘṇᶞ 1，ᑿῧᐩ⨾௦ 2，ᑿῧஂ 2 

（ᓥ᰿大院・⮬↛⛉Ꮫ， 1᪥⏘Ꮫ・⏕⛉◊，2ᓥ᰿大・⏕㈨⛉） 

�

【目的】フルララࢿルは，GABA 作ື性 Cl㸫チࣕࢿル（GABACl）に対して強いアンタゴニスト作用を示

すイソキサゾリン系外㒊ᐤ生薬である。この外㒊ᐤ生薬は，既Ꮡ GABACl アンタゴニストとは作用

Ⅼが␗なると考えられているが，ṇ確な結合㒊位は明らかになっていない。本研究では，フルララࢿル

が┦作用する GABACl のアミノ酸ṧ基を同定することを目的とした。 
【方法・結果】イエࣂエ（Musca domestica L.）GABACl サブࣘニࢵトቃ⏺㠃の➨ 1（TM1）および➨ 3（TM3）
膜㈏㏻㡿ᇦにᏑᅾするアミノ酸ṧ基に注目し，Q271L，I274A，I274F，D329G，G333S，G333M，および

F336L ኚ␗体をコードする cDNA を作製した。これらを㗪型として合成した cRNA をアフリカツメ࢞エ

ル༸母⣽⬊にインジ࢙クションし，㟁ᴟ膜㟁位ᅛ定法を用いて，発現したチࣕࢿルのアゴニスト（EC50

⃰ᗘ）応⟅㟁ὶを㜼ᐖするフルララࢿルの活性（IC50್）を 定した。 
Q271L ኚ␗体ではフルララࢿルឤཷ性が⣙ 60 倍低ୗした。I274A，I274F ኚ␗体は㔝生型と同⛬ᗘのフ

ルララࢿルឤཷ性を示した。D329G ኚ␗体は機能発現でࡁなかった。G333S，G333M ኚ␗体ではフルラ

ラࢿルឤཷ性がⴭしく低ୗし，IC50್がồめられなかった。F336L ኚ␗体は自然開口チャネルを形成し，解

析不能であった。以上の結果から，GABACl のサブࣘニࢵトቃ⏺㠃にᏑᅾする TM1 Q271 と TM3 G333 が

フルララࢿルの活性発現に重要なᙺを果たしていることが明らかになった。ᚋは，これらのアミノ

酸ṧ基がフルララࢿルの結合に┤᥋㛵ࢃっているか明確にするᚲ要がある。 
 
 
 

㹀－㸶� 㐃⥆ศᒱᵓ㐀ࢆ᭷ࡍる LPS ෆ部コア 6 ⢾の合ᡂ 

○一柳� ๛，ᡂᮏ⿱ᩥ，大㇂┤㍤（㫽ྲྀ大・農） 

 

 

�

【目的】リポ多⢾(LPS)はグラム陰性菌が⣽⬊外膜に⏘生する」合⢾脂質である。LPS は O 抗ཎ多⢾が構

㐀のኚ␗が少ないコア⢾鎖をして Lipid A に結合した構㐀である。LPS はචཎ性を示すが，このうち

コア⢾鎖を認識するࣄト抗体がぢいࡔされたことから，コア⢾鎖が࣡クチン㛤発の標的分子として注目

されている。ᡃࠎは Neisseria ᒓをモデルとしてコア⢾鎖のຠ⋡的合成法の㛤発にྲྀり組んでいる。本研

究では，3-deoxy-D-manno-oct-2-ulosonic acid (Kdo)の 2 ⢾ཷᐜ体と中性オリゴ⢾౪体とのブロࢵク⦰合

によるコア⢾鎖合成をヨࡳた。 
【方法・結果】オリゴ⢾౪体として Heptose 上の保ㆤ基が␗なる┤鎖型，および分ᒱ型⢾鎖を作成し，

Kdo㸰⢾ཷᐜ体との⦰合反応をヨࡳた。┤鎖オリゴ౪体では結合位置，保ㆤ基の種類をၥࡎࢃブロࢵク

⦰合がྍ能であった。加えて分ᒱオリゴ⢾౪体との⦰合もⰋዲな⋡で得られ，連⥆分ᒱしたオリゴ

⢾の合成が㐩成でࡁた。⢾水酸基の保ㆤ基の㝖ཤにおいては，イソプロピリデン基の酸加水分解，エス

テル保ㆤ基をアルカリ加水分解したのち，水素化分解による࣋ンジル保ㆤの㝖ཤを行うことがຠ⋡がⰋ

いことが分かった。 
 
 
�
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㹀－㸷� 植≀ࡍ⏘⏕ࡀる㔠ᒓ㍺㏦≀質 Nicotianamine のプロࢫࢭᏛ◊✲ 

○⬥ᆏᬡ，㧗▼ⱱᏹ，Ύ田ὒṇ，Ἠ� ᐇ（ᒸᒣ大院・⎔ቃ⏕） 

 

 

� �

【目的】タࣂコの葉から単離された nicotianamine (1) は，᳜物体ෆで㕲や㖡，ள㖄なの㔠ᒓイオンを

᳜物体ෆに㍺㏦するキࣞーターとしてാくことが分かっている。本研究では，1� のキࣞート様式や機能，

構㐀活性┦㛵の解明にྥࡅ，ヨᩱ౪⤥のための大量合成法の㛤発を目的とした。 
【方法・結果】1�の 3 つのアミン㒊位にඹ㏻なホモアラニン㦵᱁をඹ㏻の合成中間体から導くため，Ᏻ

価な L-Asp を出発物質に㑅んࡔ。L-Asp の㑅ᢥ的保ㆤと㑏ඖによって 2 とኚし，さらに O-Ts 化に⥆

くࣚウ素化を⤒て，合成中間体 � を得た。ḟに，� の Boc 基を Ts 基にか᭰ࡅえて � にኚᚋ，Cs2CO3

を作用させ，アゼチジン-2-カル࣎ン酸誘導体 �� を定量的に得た。Ts 基を⬺保ㆤした 6� に対し �� を㡰

ḟ N-アルキル化させ，⬺保ㆤを⤒て，1 の合成を㐩成した。この合成⤒㊰は単一の出発物質 (L-Asp) か
ら 1� を合成でࡁ，ᚑ来の合成法と比㍑して⡆౽な᧯作でコストを大ᖜに๐ῶでࡁた。 
 
 
 
 
 
� �  
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㹁－１� Saccharomyces cerevisiae ⏤᮶ alcohol dehydrogenase 6 ࡣ

3,4-dihydroxyphenylethanol-elenolic acid の㑏ඖࢆゐ፹ࡍる 

○松川ຍዉ，ᕳᑿἋ⧊，ோᡞ田↷ᙪ，Ᏺᒇኸ㑻 1，⚄崎� 浩 

（ᒸᒣ大院・⎔ቃ⏕，1ᒸᒣ大・␗ศ㔝コア） 

�

【目的】ᡃࠎは Saccharomyces cerevisiae がオリーブ葉抽出物中の 3,4-dihydroxyphenylethanol-elenolic acid 
(3,4-DHPEA-EA)の㑏ඖをゐ፹し，reduced 3,4-DHPEA-EA が生成することをぢ出した 1)。S. cerevisiae にᏑ

ᅾする多くの酸化㑏ඖ酵素のうちの酵素が本反応をゐ፹するのかプラスミド pTOW を用いてྛ候補酵

素を㧗発現させた菌体の反応により検ドしたとこࢁ，」ᩘの酵素が㑏ඖをゐ፹するྍ能性が示された 2)。

本研究ではその中で alcohol dehydrogenase 6 (Adh6)の精製を行い，目的の反応が確認されるか検ドした。 
【方法・結果】Adh6 を GST 融合タンパク質として㟁ẼὋື的に単一にまで精製した。また，3,4-DHPEA-EA
をオリーブ葉抽出物からᅛ┦抽出によって精製した。NADPH Ꮡᅾୗで 3,4-DHPEA-EA を基質とした反応

を行ったとこࢁ，NADPH のῶ少がほᐹされ，GST-Adh6 は NADPH ౫Ꮡ的に 3,4-DHPEA-EA の㑏ඖ反応

をゐ፹することが明らかとなった。このとࡁの㑏ඖ活性はⰾ㤶᪘アルデࣄドである cinnamaldehyde を基

質としたとࡁの⣙ 4㸣であった。この反応ᾮを HPLC 分ᯒに౪したとこࢁ，reduced 3,4-DHPEA-EA の生

成とそれにకう 3,4-DHPEA-EA のῶ少が確認された。以上のことから，GST-Adh6 は NADPH ౫Ꮡ的に

3,4-DHPEA-EA の㑏ඖをゐ፹して reduced 3,4-DHPEA-EA が生成することが初めて確認された。ᅇ，

GST-Adh6 が cinnamaldehyde や benzaldehyde の㑏ඖ反応に加えて，3,4-DHPEA-EA の㑏ඖもゐ፹すること

から，比㍑的かさ㧗い置基をᣢつアルデࣄドも基質として認識することがド明された。 
1)⚄ᓮ, ோᡞ⏣, Fragrance J., 63 (2008) 2) ᕳᑿら, ᪥本㎰ⱁ化Ꮫ中ᅄᅜᨭ㒊➨46ᅇㅮ₇要᪨㞟, p.54 (2016) 

 
 
 

㹁－２� ᢠ⭘⒆性酵素 L-リࢩン Į-࢜キࢲࢩーゼ活性୰ᚰṧ基のኚ␗ᑟ入にࡼる基質認

識ᶵᵓのゎᯒ 

○松ᮏౡஓ，ኳ㔝㔛，川㞝㍤ 1，田ᕭ 1，᰿ᮏ⌮子，᪥ୗ部ᆒ 2，田ᮧ� 㝯，

✄ᇉ㈼（ᒸᒣ大院・⎔ቃ⏕，1阪大院・⌮，2エンࢨイࢭ・࣒ンサ） 

�

【目的】L-リシン α-オキシࢲーゼ（LysOX）は L-リシン（L-Lys）の酸化的⬺アミノ化反応をゐ፹する L-
アミノ酸オキシࢲーゼ（LAO）の一種である。本酵素は抗⭘⒆性を有する上，基質≉␗性がཝ᱁である

ため L-Lys のᚤ量定量に有用であり，ࣂイオセンサー等としての活用がᮇᚅされている。本酵素につい

てはこれまでにᨺ線菌と大腸菌において␗種発現系が構⠏され，Native 酵素の X 線結ᬗ構㐀解ᯒに成ຌ

している 1)。また基質」合体の構㐀解ᯒから D212 および D315 ṧ基が基質と┦作用していることが明

らかになっている。ᅇは，基質認識に㛵していると考えられるこれら୧ṧ基にኚ␗導ධを行い，基

質認識機構の解ᯒを目指した。䛆᪉ἲ䛇㒊≉␗ⓗኚ␗䛿 D212, D315 ṧ基を Ala⨨したኚ␗ᑟධ䝥䝷䜲䝬
䞊を⏝䛔た䜽䜲䝑䜽チ䜵䞁䝆ἲで⾜った。άᛶ ᐃ䛿ᛂ⏘≀ H2O2䛾ᐃ㔞䛻䜘っ䛶⾜った。【結果】D212A，

D315A ኚ␗酵素では㔝性型 LysOX と比㍑して比活性や kcat/Km್のῶ少が確認されたものの，基質≉␗性

にはᴟ➃なኚ化が現れなかった。一方で, D212 および D315 ṧ基の୧方に Ala ኚ␗を導ධした重ኚ␗酵

素では∦方のኚ␗導ධ酵素よりも㢧ⴭな活性と kcat/Km್のῶ少が確認されたࡅࡔでなく，基質≉␗性が

大ࡁく低ୗし，ⰾ㤶᪘アミノ酸を中ᚰに種ࠎのアミノ酸に対する活性が検出された。D212 と D315 ṧ基

のኚ␗導ධにより活性と基質≉␗性に㢧ⴭなᙳ㡪が現れたことから୧ṧ基はLysOXの基質認識に㛵

しているṧ基であることが明らかとなった。現ᅾ，精製した重ኚ␗酵素の X 線結ᬗ構㐀解ᯒを行うと

ともに，のኚ␗導ධによる基質≉␗性のᙳ㡪を解ᯒ中である。1)  J. Biochem., 1��, 549-559 (2015). 
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㹁－㸱� Pseudomonas aeruginosa PAO1 ᰴ⏤᮶アࢳࢭルコリンエࣛࢫーゼࡀゐ፹ࡍるア

ミࣀリࢫࢩᛂとアルコリࢫࢩᛂ 

○井ୖ� ᑦ，⨾⸨༤ 1，ΎỈඞᙪ 2，᭷㤿ᮁ 1 

（㫽ྲྀ大院・農，1㫽ྲྀ大・農，2㫽ྲྀ大・CoRE） 

�

【目的】アミノリシス反応ཬびアルコリシス反応は，アミノ基もしくは水酸基がエステルのカル࣎ニル

Ⅳ素をồ᰾ᨷᧁし，アミド結合ᙧ成もしくはエステルが㉳こる反応である。ᡃࠎはこれまでに Ser
ṧ基を活性中ᚰにᣢつ Pseudomonas aeruginosa PAO1 ᰴ由来のアセチルコリンエステラーゼ（Pa-AChE）
が，加水分解の副反応としてアミノリシス反応やアルコリシス反応をゐ፹し，アミノ基と水酸基をアセ

チル化することをぢ出した。本研究では，Pa-AChE を化合物合成ツールとしての用にྥࡅ，本酵素が

ゐ፹するアミノリシス反応とアルコリシス反応のㅖ性質を評価した。 
【方法・結果】Pa-AChE の副反応は，⦆⾪ᾮ，酵素，Triton X-100，アシルཷᐜ体，アシル౪体のᏑᅾ

ୗで行った。生成物は TLC または LC/MS により確認した。アシルཷᐜ体には 1,6-Diaminohexane と

6-Amino-1-hexanol，アシル౪体には Pa-AChE の基質であるアセチルコリンとその類ఝ化合物である㓑

酸エチルを用いた。pH ᮲௳検ウの結果，アセチル化された 1,6-Diaminohexane の量は，pH 10 において最

大となったが，一方で 6-Amino-1-hexanol においては pH によるアセチル化⏘物量の大ࡁなኚ化はぢられ

なかった。また，6-Amino-1-hexanol では一ᗘቑえたアセチル化⏘物がῶ少していくഴྥがぢられ，アル

コリシス反応により生成したエステル結合を Pa-AChE が加水分解していることが考えられた。しかし，

アセチル化された 1,6-Diaminohexane はῶ少せࡎ，本酵素はアミノリシス反応によりᙧ成するアミド結合

を分解しないことが確認され，Pa-AChE のアミド結合ᙧ成ツールとしての用ྍ能性がぢ出された。 
 
 
 

㹁－㸲� Cellulosimicrobium sp. NTK2ᰴࡍ⏘⏕ࡀる Chitin-binding protein のキࢳナーゼ活

性のᙳ㡪 

○ோᮌ大㍜，ᮾ㇂Ὧ㔛 1，⨾⸨༤ 1，ΎỈඞᙪ 2，᭷㤿ᮁ 1 

（㫽ྲྀ大院・ᣢ♫⏕，1㫽ྲྀ大・農，2㫽ྲྀ大・CoRE） 

�

【目的】キチンはḟୡ代のࣂイオマス㈨※としての用に注目されているが，その分解には酸・アルカ

リฎ⌮や物⌮的◚○なの⦾㞧なᕤ⛬がᚲ要であり，⎔ቃの㈇Ⲵも大ࡁい。現ᅾ，酵素による結ᬗキ

チンの分解もヨࡳられているが，ຠ⋡的に分解でࡁる酵素はᮍࡔぢつかっていない。ᡃࠎはこれまでに，

カニẆやᗫ菌ᗋの⇍ሁ⫧から，Ș-キチンを┤᥋分解するᨺ線菌，Cellulosimicrobium sp. NTK2（NTK2
ᰴ）を単離した。本菌は，キチンᏑᅾに⣙ �� N'D の Chitin-binding protein（CBP）を菌体外に分Ἢす

る。本研究では，CBP の␗種発現系を構⠏し，そのキチン分解のᙺを検ドした。 
【方法ཬび結果】17.� ᰴのࢤノム報から，� 種の CBP と 8 種のキチナーゼが同定された。キチナー

ゼのうち，Cellulosimicrobium sp. NTK2 のᇵ㣴ᾮから同定されたものと，CBP を㑅ᢤし，それࡒれの組

えタンパク質を構⠏した。様ࠎな基質に対する組えタンパク質の分解活性を調べた結果，キチナーゼ

はキチンオリゴ⢾や GlcNAc2-pNP に対して分解活性を示したが，CBP は分解活性をᣢたないことが示唆

された。ḟに，CBP とキチナーゼをΰࡐて， GlcNAc2-pNP に対する活性を調べた結果，S+��� の᮲௳

でキチナーゼの GlcNAc2-pNP 分解活性が⣙ 1.5 倍ྥ上した。現ᅾ，のキチナーゼに対する CBP 添加の

ᙳ㡪を調べている。 
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㹁－㸳� Penicillium sp. KU-1 ᰴࡍ⏘⏕ࡀる࣏リ࢜ール㓟酵素のᅛᐃ᮲௳の᳨ウとᕼ

ᑡ⢾⏕⏘ 

○㯮▼川ᔞᖾ，Ώ㑓� ᙲ 1，ྜྷཎ᫂秀 2，ఱ᳃�  2，㯞田ᜤᙪ 1 

（愛媛大院・㐃農，1香川大・農，2香川大・ᅜ㝿ᕼᑡ⢾） 

�

【目的】ᕼ少⢾は⮬然⏺にᏑᅾ量が少ない単⢾とその誘導体と定⩏されている。近ᖺ，大量生⏘方法が

確立された一㒊のᕼ少⢾は，⾑⢾್㝆ୗ作用（D-Psicose）や⒴⣽⬊ቑṪᢚไ作用（D-Allose）なの有用

な生⌮活性を有することが明らかにされ，それら以外のᕼ少⢾においても大量生⏘方法の確立や生⌮活

性の解明がᮇᚅされている。ᚑ来，酵素を用するྛ種ᕼ少⢾の生⏘は，として␗性化酵素が用さ

れてࡁたが，␗性化酵素は，基質と生成物のᖹ⾮反応（ྍ㏫反応）をゐ፹するため，生⏘におࡅる⋡

の低さや基質と生成物の分離がᚲ要となることがၥ㢟となってࡁた。そこで，本研究では，不ྍ㏫反応

をゐ፹する Penicillium sp. KU-1 ᰴが生⏘するポリオール酸化酵素を用する新規のᕼ少⢾生⏘方法の確

立を目的として，本酵素のᅛ定化᮲௳の検ウおよび作製したᅛ定化酵素を用するᕼ少⢾生⏘について

検ウを行った。 
【方法・結果】本酵素の⢒酵素⁐ᾮは，本菌ᰴをᇵ㣴したᑠ㯏フスマᅛ体ᇵᆅから抽出した。ᅛ定化᮲

௳の検ウおよびᕼ少⢾の生⏘には，⢒酵素⁐ᾮを◲Ᏻ分画およびᾮ体クロマトグラフィーで精製するこ

とにより得られた㒊分精製酵素を用いた。また，本酵素のᅛ定化は，ྛ種イオンᶞ脂やグルタルア

ルデࣄドを用するᢸ体結合法や㔠ᒓイオンを用するໟᣓ法により検ウを行った。その結果，イオン

ᶞ脂を用いるᢸ体結合法により作製したᅛ定化酵素とྛ種ポリオールを基質とする反応において，9
種類のᕼ少⢾を生成することに成ຌした。 

 
 
 

㹁－㸴� Rhizobium.sp S10 ᰴ⏤᮶の D-グルコࢩド 3-デࣄドロࢤナーゼのኚ␗యస〇とᕼ

ᑡ⢾⏕⏘のᛂ⏝ 

○㛗㇂川ጁᜨ，Yotsombat Akkharapimon，㧗田ᝅ㑻（香川大・農） 

 

�

【目的】 
� D-グルコシド 3-デࣄドロࢤナーゼは，様ࠎな単⢾や⢾のⅣ素➨ 3 位を酸化し，3-ࢣト⢾や トࢣ-3

⢾を生成する酵素である。D-グルコシド 3-デࣄドロࢤナーゼによって酸化された⢾を㑏ඖすることでᕼ

少⢾の生⏘もྍ能である。本研究では，D-グルコシド 3-デࣄドロࢤナーゼによるᕼ少⢾生⏘を目的に，

反応に㛵するアミノ酸の᥈⣴とゐ፹機能のྥ上を行うべく，ኚ␗酵素の作製をヨࡳた。 
【方法・結果】 
まࡎ，Rhizobium.sp S10 ᰴ由来の D-グルコシド 3-デࣄドロࢤナーゼの㑇ఏ子を㗪型にし，D-グルコシド

3-デࣄドロࢤナーゼ㑇ఏ子上の 440bp の㡿ᇦにⅬኚ␗を導ධした合成 DNA を 5 種類タィした。⥆いて，

この合成 DNA を D-グルコシド 3̺デࣄドロࢤナーゼ㑇ఏ子と置させ，ኚ␗酵素を生⏘させた。これら

のうち，P199R ኚ␗酵素は活性をኻったⅭ，その 4 種類のኚ␗酵素を精製し，ㅖ性質の検ウを行った。

 ᗘと pH のᙳ㡪についてはオーセンティࢵクの酵素との㐪いはぢられࡎ，反応の最㐺 ᗘは 50Υ，最

㐺 pH は 6.5㹼7.5 であった。一方，基質≉␗性では D133ER134G ኚ␗酵素に㢧ⴭな㐪いがࡳられ，オー

センティࢵクの酵素に比べ，パラチノース，マルトース，スクロースのセロビオースに対する┦対活性

がそれࡒれ，27.7㸣，26㸣，23㸣ྥ上した。このኚ␗酵素を用いて，ᕼ少⢾の生⏘をヨࡳることにした。 
�

 

－49－



㹁－㸵� Komagataeibacterᒓ㓑㓟⳦の膜結合型アルコール⬺Ỉ素酵素のᶵ能ゎᯒ 

○⸩ᖌᑑ 1，ྥ井ድዉ，ニタ ルࢡタࣖࢵ࢘テࣆࣖ  2，松㇂ᓠஅ，࣏ーンࢳ

ープࢳー࢘タ ࢡࢵࣀࣕ 3，∦ᒸᑦஓ ーࣛグールンジࣕナ テ࢞，1 3，松ୗ一ಙ 1
 

（ᒣཱྀ大院・⛉，1ᒣཱྀ大・ ᚤ◊2ࣛ，ࢭジ࣐ࣕンࣛ࢞ᕤ大，3ࢭ࢝サート大） 

�

【目的】㓑酸発酵は，㓑酸菌が行うエタノールから㓑酸のẁ㝵の酸化反応によって行ࢃれる。一ẁ

㝵目の反応はアルコール⬺水素酵素 (ADH) によって行ࢃれる。本酵素はエタノール㸸ࣘビキノン酸化㑏

ඖ活性をもち，本菌のエタノール酸化系྾鎖の初発⬺水素酵素としてാく。Acetobacter ᒓと

Gluconobacter ᒓ㓑酸菌の ADH は㸱つのサブࣘニࢵト㸸PQQ と࣊ム C を㸯分子ࡎつ含む大サブࣘニࢵト，

㸱つの࣊ム C を含ࣘࡳビキノンとの反応をྖるシトクロムサブࣘニࢵト，大サブࣘニࢵトの成⇍㐣⛬で

ᚲ要となるᑠサブࣘニࢵトから構成される。一方，Komagataeibacter ᒓ㓑酸菌から精製された ADH は，

ᑠサブࣘニࢵトを含まないので，大サブࣘニࢵトとシトクロムサブࣘニࢵトのࡳから構成される。しか

し，Komagataeibacter medellinensis NBRC 3288 ᰴの全ࢤノムには，ᑠサブࣘニࢵトをコードする adhS

㑇ఏ子のホモログがᏑᅾする。本研究では，この adhS 㑇ఏ子ホモログの㑇ఏ子◚ቯᰴとシトクロムサブ

ࣘニࢵトの㑇ఏ子◚ቯᰴを作製し，これらの解ᯒを行った。 
【結果】NBRC 3288 ᰴには，adhS 㑇ఏ子ホモログが㸰つあったので，それࡒれの◚ቯᰴを作製したが，

いࡎれもエタノール酸化活性をᣢっていた。シトクロムサブࣘニࢵトの㑇ఏ子◚ቯᰴはエタノール酸化

活性をኻったが，ேᕤ㟁子ཷᐜ体を用いたエタノール⬺水素酵素活性を示した。この活性は酸化剤によ

ってⴭしくῶ少した。基質エタノールのᏑᅾୗにはこの不活性化はぢられなかった。この不活性化は㔝

生型酵素ではぢられࡎ，㑏ඖ剤ฎ⌮によってᅇした。 
 
 
 

㹁－㸶� Gluconacetobacterᒓ㓑㓟⳦のࣆロロキࣀリンキࣀン౫Ꮡ型ࢯルࢯ࣎ン⬺Ỉ素酵

素のゎᯒ 

○㧗ᶫ亮太，松㇂ᓠஅ，∦ᒸᑦஓ 1，⸩ᖌᑑ 1，松ୗ一ಙ 1㻌

（ᒣཱྀ大院・⛉，1ᒣཱྀ大・ ᚤ◊ࢭ） 

�

【⫼ᬒ・目的】ᕤᴗ的ビタミン C 生⏘において，D-ソルビトールは Gluconobacter ᒓ㓑酸菌によって L-
ソル࣎ース酸化される。新しいビタミン C 生⏘として，一㒊の㓑酸菌の膜結合型ソル࣎ース⬺水素酵

素による L-ソル࣎ースから L-ソル࣎ソンの酸化，さらに㓑酸菌 Gluconacetobacter liquefaciens の膜結合

型ソル࣎ソン⬺水素酵素（SNDH）を用いて L-ソル࣎ソンを，ビタミン C 生⏘の重要中間体 ト-L-グࢣ-2
ロン酸にኚすることがヨࡳられている（Shinjoh et al., 1995）。SNDH は N ᮎ➃に 1 ࣨᡤの推定膜㈏㏻㡿

ᇦをᣢつと考えられる膜タンパク質である。本研究では，ᮍࡔそのヲ⣽が明らかでない SNDH の解ᯒを

行った。 
【方法・結果】Ga. liquefaciens の sndh を発現する組え大腸菌ᰴを作製した。大腸菌はピロロキノリン

キノン（PQQ）を生合成でࡁないので，この組え大腸菌の膜画分を調製し，PQQ によるホロ酵素ᙧ成

ᚋに L-ソル࣎ソン酸化活性（酸素ᾘ㈝能）を調べた。組えᰴの膜画分は，PQQ ౫Ꮡ的に L-ソル࣎ソン

酸化活性をᣢっていた。すなࢃち，SNDH が PQQ ౫Ꮡ酵素であることが明らかとなった。また，大腸菌

はࣘビキノール酸化系のࡳをᣢつので，SNDH の㟁子ཷᐜ体がࣘビキノンであるが強く示唆された。

ᐇ㝿に膜画分と膜からྍ⁐化させた標品を用いて，ࣘビキノン類縁体の㑏ඖ活性が確認でࡁた。

Pseudomonas には SNDH の水⁐性ホモログ（同一性 63㸣）が知られており，膜結合能やࣘビキノン㑏ඖ

活性について比㍑研究を現ᅾ行っている。 
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㹁－㸷� Purification of two subunits from a peanut allergen, Ara h1. 
○Md. Asaduzzaman，๓田� ᜨ，ᮌᮧྜྷఙ（ᒸᒣ大院・⎔ቃ⏕） 

 

 

�

>,QWURGXFWLRQ@ Peanut allergy is one of the most severe food allergies, and many allergenic proteins have been 
identified from peanut seeds; Ara h 1~ Ara h 17. Most predominant species among these peanut allergens is 
Ara h 1 consisting of three subunits, which accounts for nearly 15㸣 of total proteins. Although the molecular 
characterization of Ara h 1 has almost been completed, several variant molecules of Ara h1 have been found and the 
molecular and immunoreactive differences between each variant remain to be clarified. As a first step to clarify 
these differences, in this study, we purified several variant molecules of Ara h1 and analyzed their partial amino 
acid sequences and N-glycan structures. >0HWKRGV@ Ara h1 was extracted from the defatted peanut powder in 50 
mM Tris-HCl buffer (pH 8.3), containing 0.2 M NaCl. From the crude proteins, several variants of Ara h 1 were 
purified by a combination of (NH4)2SO4 precipitation, anion exchange, gel-filtration, and hydrophobic interaction 
chromatography. The structural features of N-glycan linked to each variant were analyzed after hydrazinolysis and 
pyridylamination.�>5HVXOWV�DQG�GLVFXVVLRQ@�The�molecular mass of each subunit of Ara h 1 were estimated 68 kDa 
and 64 kDa and N-terminal amino acid sequence of each subunit was RS/HPPGER and EGREGEQ, respectively. 
These sequences were found in the deduced amino acid sequences of Ara h 1 (clone P41B), suggesting that a 
different processing mechanism by endogenous protease(s) produced two variant subunits. Furthermore, we found 
different degree of N-glycosylation on each variant, although Ara h1 has only one N-glycosylation site.  

 
 
 

㹁－��� ∐類༸ⓑにおける Ovalbumin-related protein X (OVAX) の᥈⣴ 

○㔝ࠎᮧ┤ᶞ，㉥⃝㝯ᚿ 1，బ⸨ຍዉᜨ 2，ᑠ川㞞ᘅ，Irma Isnafia Arief 3， 

Cahyo Budiman3 

（香川大院・農，1愛媛大院・㐃農，2香川大・農，3࣎ゴール農⛉大・␆⏘） 

�

【目的】ニ࣡トリ༸ⓑにᏑᅾする Ovalbumin-related protein X (OVAX) は，生⌮的機能が分かっていない

タンパク質の一つである。OVAX は in vitro で࣊パリンに結合すると最近報告されたことから 
(Réhault-Godbert et al. J. Biol. Chem., 2013) ，生⌮的機能をもつことが考えられる。ᖺᗘのᨭ㒊にお

いて，OVAX はニ࣡トリࡅࡔでなくウࢬラやࢲチョウの༸ⓑにおいてもᏑᅾすることを報告した。しか

し，㫽類以外の༸生生物に OVAX がᏑᅾするかうかは明らかとなっていない。そこで本研究では，∐

類の༸において OVAX 様タンパク質がᏑᅾするかうかを明らかにすることを目的とした。 
【方法・結果】࣊パリン結合ᶞ脂を用いて，࣡ニ，ウミ࢞メ，コブラの༸から࣊パリン結合タンパク質 
(HBP) をᅇした。精製したニ࣡トリ OVAX (cOVAX) をウサࢠにචして得られた cOVAX ポリクロー

ナル抗体を用いて，HBP を含む画分を Western blotting したとこࢁ，࣡ ニの画分の 50 kDa 近に発Ⰽがぢ

られた。一方，ウミ࢞メとコブラの画分においては，50 kDa 近に発Ⰽはぢられなかった。また，cOVAX
の࣊パリン結合㒊位に┦ᙜする 16 アミノ酸ṧ基のペプチドをウサࢠにචして得られた cOVAX 16AAポ

リクローナル抗体をって同様に Western blotting を行ったとこࢁ，いࡎれの画分においても発Ⰽがぢら

れなかった。cOVAX 16AA抗体ではいࡎれの∐類の画分からも発Ⰽはぢられなかったが，cOVAX 抗体で

は࣡ニの画分において，cOVAX の分子量 50 kDa とࡰ同ࡌ分子量に発Ⰽがࡳられたことから，本研究に

用した 3 種類の∐類の༸の中では，࣡ニのࡳに OVAX 様タンパク質がᏑᅾすることが示唆された。 
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㹁－��� Ỉⲡࡽ༢㞳ࡉれࢭࡓルࣛーゼ⏕⏘⳦のྠᐃとࡑの酵素Ꮫⓗ性質のỴᐃ 

○ᾆ田ྖ，Ώ㑔康⣖，Ώ㎶ㄔஓ 1（愛媛大院・農， 1愛媛大・CMES） 

 

 

�

【目的】リグノセルロース系（ᮌ質系）ࣂイオマスからのࣂイオエタノール生⏘には，ᮍࡔに様ࠎなㄢ

㢟がṧっている。本研究では，⍇⍈†をはࡌめとするῐ水†でẖᖺ␗常⦾ⱱし⎔ቃၥ㢟にもなっている

外来水ⲡをཎᩱとしエタノール生⏘を行うことを目的としている。ᅇは，水ⲡからセルラーゼ生⏘菌

を単離・同定し，生⏘されたセルラーゼについての性質を調べた。 
【方法・結果】これまでのᐇ㦂で用していた水ⲡの⢊ᮎを用いて，カル࣎キシメチルセルロース（以

ୗ CMC）を含むᇵᆅでᾮ体ᇵ㣴することで菌のスクリーニングを行なった。さらに，プࣞート上でコロ

ニーを単離し，抽出した DNA を㗪型に 16S rRNA を PCR でቑᖜさせሷ基配ิをㄞんࡔ。系⤫解ᯒの結果，

2 種類の菌が同定され，それࡒれ Paenibacillus elgii と Bacillus cereus に近かった。このうち，๓⪅を CMC
を含むᇵᆅでᇵ㣴しセルラーゼを生⏘させ，◲Ᏻ分画・結乾燥させた⢒精製酵素を調ᩚした。SDS-PAGE
でぢられた要なࣂンドを N ᮎ➃アミノ酸配ิ解ᯒに౪したとこࢁ，P. elgii の（推定）エンドグルカナ

ーゼと最も┦同性が㧗かった。AZCL-HE-セルロースを用いた活性 定では，ⴭྡなセルラーゼ生⏘⣒≧

菌である Trichoderma ressei のセルラーゼと最㐺 ᗘ・pH いࡎれも類ఝしていた。 
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㹂－１� ⏕య膜せリン⬡質の⏕合ᡂࢆᢸ࠺ PS ⬺Ⅳ㓟酵素のᵓ㐀ᶵ能ゎᯒ 

○Ώ㑔康⣖ 1，Ώ㎶ㄔஓ 1, 2（1愛媛大院・農，2愛媛大・CMES） 

 

 

�

【⫼ᬒ・目的】⣽⬊やオルࢿ࢞ラがṇ常に機能するには生体膜を構成するリン脂質組成がṇしく保たれ

ていることが重要である。えࡤ大腸菌の⣽⬊膜は⣙ 75㸣がホスファチジルエタノールアミン(PE)から

構成されており，ホスファチジルセリン（PS）から PE の生合成をᢸう PS ⬺Ⅳ酸酵素（EC 4.1.1.65; Psd）
をコードする psd㑇ఏ子は大腸菌の生⫱にᚲ㡲であることが知られている。Psd は⣽菌からࣄトに⮳るま

でᗈく保Ꮡされており，新規抗菌薬の㛤発やリン脂質代謝␗常による疾患の治療のための標的分子とし

て㐺していると考えられるが，これまでに Psd の立体構㐀の報告は↓い。そこで本研究では，Psd によ

る PE 生合成の分子メカニࢬムを明らかすることを目指し，Psd の X 線結ᬗ構㐀解ᯒを行った。 
【方法・結果】大腸菌由来 Psd を大腸菌の系を用いて調製し，結ᬗ化をヨࡳたがⰋ質な結ᬗを得ること

はでࡁなかった。そこでアフィニティータグの位置の検ウや，フࣞキシブルとண される㡿ᇦのษ㝖を

ヨࡳたとこࢁ，Ⰻ質な結ᬗを得ることに成ຌした。SPring-8 でᅇᢡデータを㞟し，セࣞノメチオニン置

体結ᬗを用いた SAD 法により位┦Ỵ定を行い，最⤊的に 3.1ύ分解能で構㐀をỴ定した。Psd はフ࢛ー

ルドの∦ഃにṇ㟁Ⲵがඃໃな❑ࡳをᙧ成しており，その࿘ᅖは水性アミノ酸ṧ基が多くᏑᅾしていた。

活性中ᚰをᙧ成すると考えられる Psd のȘサブࣘニࢵトの N ᮎ➃にᏑᅾするピル࣎イル基は❑ࡳのᗏ㒊

に位置していたことから，㈇㟁Ⲵをᣢつ PS 㢌㒊は❑ࡳにධり反応が㉳こることが示唆された。ᚋは，

PS との」合体構㐀の解明およびኚ␗体解ᯒにより PE 生合成メカニࢬムのさらなる知ぢを得たい。�

 
 
 

㹂－２� ア࣓フࣛࢩᾘᾮに含まれるフロロタンニン結合タンࢡࣃ質の性質 

○㎷� ᫂ᙪ，（※㈨≀⏕・大ᓥᚨ）㐀ᜨὸ 

 

 

�

【目的】アラメ等の〓⸴類には，フロロタンニンとࡤれるᾏ⸴ポリフ࢙ノールが含まれる。フロロタ

ンニンは，フロログルシノールが㸱から㸴ಶ結合した構㐀をᣢち，₻の‶ちᖸによるኴ㝧ග㟢ගの㜵ᚚ

作用やウニ，㈅類等のᦤ㣗ື物に対するᦤ㣗㜼ᐖ作用を果たしている。近ᖺ，フロロタンニンは抗酸化

作用に加えて，抗炎症作用や⾑⢾್低ୗ作用なの生⌮作用をᣢつことが報告され，㣗品機能成分とし

て注目されている。⚾たちは，ᾏ⸴を㣗とするアメフラシのᾘ化ᾮ中にフロロタンニンと≉␗的に結

合するタンパク質 (EHEP)を発ぢした。フロロタンニンはアメフラシᾘ化ᾮのșグルコシࢲーゼに対して

強い㜼ᐖ活性をᣢつが，EHEP はその㜼ᐖ作用をᢚไした。本研究では EHEP の応用を目指して，フロロ

タンニンとの作用機構と大腸菌による EHEP 発現について解ᯒを行った。 
【方法・結果】カジメよりアルコール抽出，TLC で精製したྛ種フロロタンニンと精製 EHEP と反応し，

生成したỿẊ物の量から EHEP の≉␗性について検ウした。EHEP は，フロロタンニンの中では eckol よ
り dieckol, bieckol がよく反応した。また pH 4-6 の間でよく反応し，フロロタンニンと EHEP 」合体は pH 
7 以上では解離した。GST-EHEP 融合タンパク質は大腸菌で不⁐性のタンパク質として発現されたが，8 M
ᒀ素で⁐解ᚋ，ᚎࠎにᒀ素⃰ᗘをῶࡌることにより，ྍ⁐性で活性のある EHEP を得ることがでࡁた。

現ᅾ，ኚ␗体のフロロタンニン結合活性を調べているので，フロロタンニンとの結合に重要なアミノ酸

ṧ基の同定についても報告したい。 
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㹂－㸱� cis-3-ࣄドロキࢩ-L-プロリン⬺Ỉ酵素の X ⥺結ᬗᵓ㐀ゎᯒ 

○ᮧ℩㝧，Ώ㑔康⣖ 1，Ώ㎶ㄔஓ 1, 2
 

（愛媛大・農，1愛媛大院・農，2愛媛大・CMES） 

 

�

【目的】2003 ᖺにアコニターゼスーパーファミリーにᒓする新規の酵素としてアコニターゼ X（AcnX）

がぢつかって以来，その機能は不明のままであったが，ᙜ研究ᐊの解ᯒにより AcnX は⣽菌のࣄドロキシ

プロリン代謝に㛵ࢃり，cis-3-ࣄドロキシ-L-プロリン（C3LHyp）からǼ1-ピロリン-2-カル࣎ン酸の反応

をゐ፹する C3LHyp ⬺水酵素であることが明らかになった。そこで，本研究ではさらなる AcnX の性質

や反応ゐ፹機構の解明を目的として，AcnX の X 線結ᬗ構㐀解ᯒを行った。 
【方法・結果】大腸菌の系を用いて調製した AcnX について結ᬗ化に成ຌし，得られた結ᬗから大型ᨺᑕ

ගタ SPring-8 にてᅇᢡデータを㞟した。セࣞノメチオニンを用した SAD 法により位┦をỴ定し，

最⤊的に 1.6Å 分解能での構㐀Ỵ定に成ຌした。アコニターゼスーパーファミリーにᒓするの酵素が活

性中ᚰに[4Fe-4S]クラスターを保ᣢしているのに対し，AcnX にはண外にも[2Fe-2S]クラスターがᏑᅾす

ることが明らかになった。また，のアコニターゼとの比㍑から AcnX の Ser70 がሷ基ゐ፹として C3LHyp
の α-プロトンをᘬࡁᢤくᙺをᢸうことが示唆された。さらに，AcnX の S70A 不活性ኚ␗体と C3LHyp
のඹ結ᬗを作製し，C3LHyp 結合型 AcnX の結ᬗ構㐀を 2.0Å 分解能でỴ定した。C3LHyp の α-Ⅳ素は Ala70
の近くに位置し，3 位ࣄドロキシ基は[2Fe-2S]クラスターの㕲ཎ子に配位していた。以上のことから，AcnX
の Ser70 により C3LHyp の α-プロトンがᘬࡁᢤかれ，3 位ࣄドロキシ基が[2Fe-2S]クラスターの㕲ཎ子の

一つに⛣る，という反応ゐ፹機構が示された。 
 
 
 

㹂－㸲� L-アࣛビࣀーࢫ 1-⬺Ỉ素酵素のᵓ㐀ゎᯒ 

○ఀ㈡千ኟ，Ώ㑔康⣖ 1，Ώ㎶ㄔஓ 1, 2
 

（愛媛大・農，1愛媛大院・農，2愛媛大・CMES） 

 

�

【⫼ᬒ・目的】❅素ᅛ定⣽菌 Azospirillum brasiliense の L-アラビノース代謝は，ྂ⣽菌のリン酸化をకࢃ

ない Entner-Doudroff ⤒㊰と┦同な⤒㊰でありその㑇ఏ子はオペロンをᙧ成するが，よく知られた araBAD

オペロンとは全く␗なる。araA 㑇ఏ子がコードする NAD(P)+౫Ꮡ性 L-アラビノース 1-⬺水素酵素（EC 
1.1.1.46）は，この代謝⤒㊰の最初の反応である L-アラビノースから L-アラビノ-Ȗ-ラクトンのኚをゐ

፹する（Watanabe et al. J. Biol. Chem. 2006, 281, 2612-2623）。⯆῝いことに，同ࡌⅣ⢾である D-キシロ

ースの kcat/Km್は，L-アラビノースの 790 倍も低い。本酵素の反応ゐ፹メカニࢬムཬび基質≉␗性の分子

基┙を明らかにするため，X 線結ᬗ構㐀解ᯒを行った。 
【方法・結果】ࣄスチジンタグを N ᮎ➃にした組ࡳえ AraA を大腸菌の系を用いて発現させ，精

製酵素を用いてリン酸アンモニウムをỿẊ剤とした᮲௳でⰋ質な結ᬗを得た。SPring-8 でᅇᢡデータを

㞟し，分子置法により 1.4Å 分解能でアポ構㐀のỴ定に成ຌした。さらに，NADP+をソーキングで導ධ

した」合体構㐀も 2.5Å 分解能でỴ定した。AraA の全体構㐀および NADP+との結合様式は，D-キシロー

スを基質とする Caulobacter crescentus 由来 aldose-aldose oxidoreductase とよくఝていた。この酵素の D-キ
シロースとの」合体構㐀と比㍑することで，AraA の E147 および H153 が L-アラビノースの認識に㛵す

ることが示唆され，ᐇ㝿に୧ṧ基のアラニンኚ␗体の活性は㢧ⴭに低ୗした。ᚋは，L-アラビノースと

の」合体構㐀を明らかにすることでさらにヲ⣽な基質認識の知ぢを得たい。�
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㹂－㸳� ㉸ዲ⇕ྂ⣽⳦⏤᮶プロリン࣐ࣛࢭーゼのᵓ㐀ᶵ能ゎᯒ 

○ఀ⸨愛香，Ώ㑔康⣖ 1，Ώ㎶ㄔஓ 1, 2
 

（愛媛大・農，1愛媛大院・農，2愛媛大・CMES） 

 

�

【⫼ᬒ・目的】プロリンラセマーゼ（EC 5.1.1.4; ProR）と  ;ドロキシプロリンエピメラーゼ（EC 5.1.1.8ࣄ-4
HypE）は，同ࡌピリドキサールリン酸㠀౫Ꮡ的ラセマーゼファミリーにᒓしている。反応機構はいࡎれ

も α-プロトンのᘬࡁᢤࡁཬびピロリジン⎔の反対㠃からの加ࡔが，୧⪅の基質≉␗性はࢃࡁめてཝ᱁

である。一方，OCC_00372 はྂ⣽菌（Thermococcus litoralis DSM 5473）から初めてぢ出された ProR-like 
protein（TlProR）ࡔが，既知酵素とは大ࡁく␗なりプロリン，4-ࣄドロキシプロリン，3-ࣄドロキシプロ

リンのすべてを基質にでࡁる（Watanabe et al., PLoS One 10� e0120349, 2015）。本研究では，TlProR のࣘニ

ークな基質認識メカニࢬムを明らかにするため X 線結ᬗ解ᯒによる構㐀Ỵ定を行った。 
【方法・結果】ࣄスチジンタグを N ᮎ➃にした組ࡳえ TlProR を大腸菌の系を用いて発現させ，ニ

ルℐ㐣で精製した酵素を用いてⰋ質な結ᬗを得ることに成ࢤルアフィニティクロマトグラフィーとࢣࢵ

ຌした。SPring-8 でᅇᢡデータを㞟し，分子置法により 2.7ύ分解能で構㐀をỴ定した。TlProR の活

性㒊位には大腸菌よりᣢち㎸まれたプロリンと考えられる㟁子ᐦᗘがぢられ，トリパノソーマ由来 ProR
の結合様式とよくఝていた。Asn169，Tyr171 のഃ鎖がプロリンの 3 位および 4 位Ⅳ素の近くに位置して

おり，୧アミノ酸ṧ基は既知の ProR や HypE には保Ꮡされていないことから基質≉␗性に㛵すること

が示唆された。 
�

 
 
 

㹂－㸴� ᪻⣽⬊Ⓨ⌧⣔ࣄࡓ࠸⏝ࢆト Formin ファミリータンࢡࣃ質に⏕ࡌるN-ミリࢫト

イルのゎᯒ 

○大ሯ� ⵇ，㇂川⥤㡢，Ᏺᒇ康子，ᑠᯘ� ῟，ෆᾏಇᙪ（ᒣཱྀ大院・⛉） 

 

�

【目的】ᡃࠎはこれまでに，ࣄト Formin ファミリータンパク質 FMNL2, FMNL3, FMN2 が N-ミリスト

イル化されること，このうち FMNL2, FMNL3 は N-ミリストイル化౫Ꮡ的に⣽⬊のᙧែኚ化を誘導するこ

とを明らかにした。本研究では，これら 3 つのタンパク質に生ࡎる N-ミリストイル化の機能の㐪いを明

らかにすることを目的として，⌫ᙧの╔⣽⬊であり，⣽⬊のᙧែኚ化のほᐹがᐜ᫆であるカイコ由来

BmN4 ⣽⬊を用いてこれらのタンパク質の発現にకい誘導されるᙧែኚ化の㐪いについて検ウを行った。 
【方法・結果】FMNL2, FMNL3, FMN2 の C ᮎ➃に GFP あるいは FLAG-tag を加した融合タンパク質

cDNA，およびその 2 位 Gly を Ala に置し N-ミリストイル化を㜼ᐖしたኚ␗体 cDNA を作製した。こ

れらの cDNA を BmN4 ⣽⬊あるいはサル由来 COS-1 ⣽⬊に㑇ఏ子導ධし，GFP ⺯ගほᐹ，චᰁⰍによ

り⣽⬊ᙧែኚ化を，ファロイジンᰁⰍによりアクチンフィラメントとの┦作用を検ウした。その結果，

COS-1 ⣽⬊では，FMNL2, FMNL3, FMN2 はいࡎれも N-ミリストイル化౫Ꮡ的に⣽⬊の㢧ⴭなఙᒎとアク

チンフィラメントとの┦作用によるⴭしい⣽⬊ᙧែኚ化を誘導し，3 つのタンパク質でᕪ␗が認められ

なかったのに対し，BmN4 ⣽⬊では FMN2 は⣽⬊ᙧែኚ化を誘導せࡎ，FMNL2, FMNL3 ではいࡎれも⣽

⬊ᙧែኚ化を誘導するもののそのパターンが␗なり，≉に FMNL3 が⣽⬊の㢧ⴭな進ᒎをకうᙧែኚ化を

誘導することが明らかになった。以上の結果から，ࣄトと␗なる生物由来の BmN4 ⣽⬊発現系を用いる

ことで，ࣄト N-ミリストイル化タンパク質の≉␗的な機能の解ᯒがྍ能であることが示された。 
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㹂－㸵� 㔜アࢩルࡌ⏕ࢆる膜㈏㏻タンࢡࣃ質 ANKRD22 の≉␗࡞膜ୖト࣏ロジーの

ゎᯒ 

○⣽川ᣅ㑻，㯤Ἴᡞளဢ，ྜྷ川♸ᕼ，Ᏺᒇ康子，ෆᾏಇᙪ（ᒣཱྀ大院・⛉） 

 

�

【目的】タンパク質 N-ミリストイル化は�一⯡に⣽⬊質タンパク質に生ࡌ，膜ᒁᅾ化に機能するが知ら

れている。最近ᡃࠎは，ࣄト N-ミリストイル化タンパク質の⥙⨶的同定を行った結果，多ᩘの N-ミリス

トイル化された膜㈏㏻タンパク質がᏑᅾするをぢ出した。これらの中に，N-ミリストイル化に加え S-
パルミトイル化を生ࡌた，一ᅇ膜㈏㏻型タンパク質と推定される ANKRD22 がᏑᅾした。本研究では，

この ANKRD22 の⣽⬊ෆᒁᅾ，膜ᒁᅾ化ཬび膜上トポロジーについて検ウを行った。�

【方法・結果】ANKRD22 ཬびそのྛ種ኚ␗体の C ᮎ➃に FLAG-tag，あるいは N-グリコシル化㒊位を�

導ධした TNF(GLC-TNF)を結合させた融合タンパク質 cDNA を作成した。これらを COS-1 ⣽⬊に㑇ఏ子

導ධし，චᰁⰍにより⣽⬊ෆᒁᅾを，膜タンパク質分画により膜ᤄධを，⢾鎖加により膜上トポロ

ジーを検ウした。その結果，ANKRD22 は，一つの水性㡿ᇦをしてᑠ⬊体膜に≉␗的にᒁᅾする膜タ

ンパク質であり，㏻常の一ᅇ膜㈏㏻型タンパク質とは␗なり，N ᮎ➃と C ᮎ➃をいࡎれも⣽⬊質ഃに�

�。アピン≧にᒅ᭤した一つの膜ᤄධ㡿ᇦをᣢつ膜タンパク質であることが明らかになった࣊，たࡅྥ

�

�

�

�

 
 
 

㹂－㸶� ࡓれࡉᵓ⠏ࡾࡼン͇のᶵ能にࢩ質͆グࣛࢡࣃ⢏子ᙧᡂಁ㐍タン࢝リࢩ GST࿊♧

 ⢏子の性質࢝リࢩ

○ᑠᯘ大㉳，す⨾ᬛె，⨾⸨༤ 1，ΎỈඞᙪ 2，᭷㤿ᮁ 1
 

（㫽ྲྀ大院・農，1㫽ྲྀ大・農，2㫽ྲྀ大・CoRE） 

�

【目的】グラシンは，࢞ラスカイメン類カイロウドウࢣツのシリカ㦵᱁からぢ出された水⁐性タンパク

質であり，ᐊ ・中性 pH ᮲௳ୗでࢣイ酸を添加すると，㏿やかにシリカ⢏子がᙧ成される。そのため，

㑇ఏ子ᕤᏛ的手法にグラシンを別のタンパク質と融合することにより，タンパク質のシリカ⢏子のᅛ

定化がྍ能であると考えられた。これまでに，GST とグラシンの融合タンパク質（GST-グラシン）にࢣ

イ酸を添加することで，GST ࿊示シリカ⢏子のᙧ成が認められた。本研究では，様ࠎなシリカ⢏子ᙧ成

反応の᮲௳ୗで得られた GST ࿊示シリカ⢏子の性質を検ウした。 
【方法・結果】組え GST-グラシンを大腸菌で発現ᚋ，Ni アフィニティーカラムを用して精製した。

シリカ⢏子ᙧ成の᮲௳は，pH・反応間・ࢣイ酸量について検ウした。また本検ウではࢣイ酸๓㥑体と

してテトラエトキシシラン（TEOS）の酸加水分解物，TEOS のሷ基加水分解物，そしてメタࢣイ酸ナト

リウム水⁐ᾮを用いた。その結果，pH 6.0 ~ 6.5，20 min，50 mM イ酸の᮲௳ୗでⰋዲなシリカ⢏子ᙧࢣ

成が確認された。また，ࢣイ酸๓㥑体として TEOS のሷ基加水分解物を用して得られた GST ࿊示シリ

カ⢏子は，のࢣイ酸๓㥑体を用して得られたものより GST 活性が㧗く，TEOS の酸加水分解物を

用したものとの質の㐪いもほᐹされた。この結果から，シリカ⢏子ᙧ成に用いるࢣイ酸๓㥑体を検ウす

ることで，様ࠎな性質をᣢつ GST ᅛ定シリカ⢏子の構⠏がྍ能であることが明らかとなった。 
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㹂－㸷� ῝ᾏཬࡧὸ℩⏤᮶Shewanellaᒓ⣽⳦の5’-ࢲࢳ࢜ࣞࢡࢾーゼの安ᐃ性に㛵ࡍるẚ

㍑◊✲ 

○⸨᳃㈗子，⸨井太㑻，ᰩᯘ㈗᫂，三ᮏᮌ⮳ᏹ（ᗈᓥ大院・⏕≀ᅪ） 

�

�

【目的】῝ᾏは，マン࢞ンや㕲，コࣂルトから構成されているマン࢞ンクラストながᏑᅾし，㔠ᒓイ

オンが㇏ᐩな⎔ቃࡔとゝえる。またᆅ上と比べて㐣㓞な⎔ቃである῝ᾏは，有機⁐፹⪏性ᚤ生物が多く

Ꮡᅾすることが調ᰝされている。すなࢃち῝ᾏに生ᜥするᚤ生物は，その⎔ቃに㡰応するために，㔠ᒓ

イオンや有機⁐፹に対してᏳ定な酵素をᣢつྍ能性が示唆されている。本研究の目的は，῝ᾏ性

Shewanella violacea とὸ℩由来 Shewanella amazonensis の ーゼ（NTase）の㔠ᒓイオンそしࢲクࣞオチࢾ-’5

て有機⁐፹に対するᏳ定性について機能と構㐀の㠃から比㍑する。 
【方法・結果】S.violacea と S.amazonensis の膜画分をྍ⁐化ᚋ，ྛ種カラムによりそれࡒれの NTase を精

製した。精製した NTase を用いて 10 mM の MgCl2Ꮡᅾୗで，様ࠎな㔠ᒓイオン（MnCl2，CaCl2，LiCl，
CoCl2，CsCl，NiCl2，CdCl2，CuCl2，ZnCl2）そして，有機⁐፹（DMSO，N-N ジメチルホルムアミド，エ

タノール，メタノール，2-プロパノール，アセトニトリル，アセトン）を加えて ATP 加水分解活性を 

定した。その結果 S.violacea 由来の NTase は，MgCl2，MnCl2，CaCl2，LiCl に対して S.amazonensis 由来の

ものよりもᏳ定であった。そのの㔠ᒓイオンに対しては，୧酵素とも同様に活性が㜼ᐖされた。また

有機⁐፹に対しては，S.amazonensis 由来の NTase の方が活性が㧗く⥔ᣢされ，Ᏻ定であった。構㐀㠃で

は，CD（೫ගⰍ性）スペクトルの 定により，有機⁐፹中でも S.amazonensis 由来 NTase はḟ構㐀

ᙧ成能が㧗いことが明らかになった。�

 
 
 

㹂－��� Ȣフࢫ࢛ファターゼඹⓎ⌧⣔ࡓ࠸⏝ࢆ㠀リン㓟㸭㧗活性型࢝ゼインキナーゼ 1
の⡆౽࡞ㄪ〇ἲの㛤Ⓨ 

○⛅᭶一㥴，㐲ᒣ� ᣅ，ᒣୗ㞞ྐ，ᮡᒣ康᠇，▼田ᩔᙪ 1，டୗ� ຬ，ᮎྜྷ⣖⾜ 
（香川大・農，1ᗈᓥ大院・⥲⛉） 

�

【⫼ᬒ・目的】� カゼインキナーゼ 1 (CK1) は┿᰾生物においてᖜᗈい組⧊で発現し，ᴫ᪥リࢬムやア

ポトーシス，DNA ᦆയ応⟅なの様ࠎな⣽⬊プロセスに㛵する Ser/Thr キナーゼである。そのため，

㧗活性な CK1 を大腸菌から調製し，in vitro で本酵素のㅖ性質をヲ⣽に解ᯒすることは，CK1 の㛵ࢃる生

現㇟を⌮解する上で㠀常に重要である。しかしながら，大腸菌で発現させたリコンビナント CK1 は，

菌体⣽⬊ෆでの㧗ᗘな⮬ᕫリン酸化により不活性化することから，㧗活性な CK1 の調製はこれまでᐜ᫆

でなかった。そこで本研究では，フ࢛スファターゼඹ発現系を用いて，㠀リン酸化㸭㧗活性型 CK1 の⡆

౽な調製法の㛤発をヨࡳた。 
【方法・結果】� CK1 の不㒔合な⮬ᕫリン酸化をᢚไするために，Ȣフ࢛スファターゼを恒常的に発現

する大腸菌ᰴ BL21(DE3)pȢPP を用いたタンパク発現システムを㛤発した。この系を用いてྛリコンビ

ナント CK1s (Ș,ț,Ȝ) を発現㸭精製したとこࡰ，ࢁ全に㠀リン酸化型のキナーゼとして⡆౽に調製

でࡁることが明らかになった。また，既Ꮡの大腸菌ᰴである BL21(DE3)を用いて調製した CK1s とキナー

ゼ活性を比㍑したとこࢁ，BL21(DE3)pȢPP を用いて調製した方が㠀常に㧗いキナーゼ活性（CK1țでは

27 倍）を有することが示された。このことから，BL21(DE3)pȢPP を用いたタンパク質発現系は㧗活性型

CK1s の調製に㠀常に有用であることが示された。また本発現システムは，リン酸化がཎᅉで大腸菌から

の調製が難しいのキナーゼの応用もᮇᚅでࡁる。� � Akizuki et al., Anal. Biochem., 549 (2018) 99–106 
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㹃－１� Ύ㓇〇㐀ሙにᏑ在ࡍる㔝⏕酵ẕの⏕⌮ⓗ性質 

○ఀ⸨一ᡂ，㇂㔝᭷ె，三宅๛ྐ（ᒸᒣ┴ᕤᢏࢭ） 

 

 

�

【目的】⾨生的にᩚ備された㣗品製㐀ᕤ場と比㍑してΎ㓇製㐀場はఏ⤫的な製㐀現場である場合が多く，

多種多様なᚤ生物が定╔していることが考えられる。またΎ㓇はࡰ全てのᕤ⛬が㛤ᨺ系で製㐀されて

いるため，ᚤ生物ởᰁの༴㝤性が常につࡁまとう。本研究グループではこれまでにᐇ㝿のΎ㓇製㐀現場

からᩘ種の㔝生酵母を単離・同定しており，その༴㝤性について考ᐹを行ってࡁた。ᅇは単離した㔝

生酵母がのような生⌮的性質を保ᣢしているのかᢕᥱすることを目的とし，ᇵ㣴中の⢾，アルコール，

酸の⃰ᗘがቑṪにཬࡰすᙳ㡪（⪏⢾性・⪏アルコール性・⪏酸性）について⤒的に調べたので報告す

る。 
【方法・結果】ᒸᒣ┴ෆの同一製㐀場から得られた㔝生酵母の中から㑅ᢥした代⾲ᰴについて，グルコ

ース，エタノール，ங酸を添加しᡤ定の⃰ᗘになるように YPD ᇵᆅを調製した。これに初発酵母⃰ᗘが

1�105ಶ/ml となるよう๓ᇵ㣴物を᳜菌し，30Υで㟼置ᇵ㣴した。ᡤ定᪥ᩘᇵ㣴したᇵ㣴ᾮをἼ㛗 600 nm
での྾ගᗘを 定しこれを生⫱ᗘとした。この結果，Ύ㓇酵母と同⛬ᗘの⪏⢾性や⪏アルコール性およ

び⪏酸性をᣢち⤒的な生⫱がよくఝた菌種と，生⫱が明らかに␗なる菌種の 2 つに大別でࡁ，Ύ㓇酵

母とは生⌮的性質が␗なると考えられる㔝生酵母のᏑᅾが確認でࡁた。さらに生⫱が␗なる菌種間でも

ቑṪプロファイルにⱝᖸの㐪いがぢられ，多種多様な菌種のᏑᅾがఛえた。  
 

 
 
 

㹃－２� Acidithiobacillus ferrooxidans の࢜ࢳ◲㓟௦ㅰに㛵ࡍる◊✲ 
○ụ田ࡳࡃ子，㔠ᑿᛅ芳，ୖᮧ一㞝（ᒸᒣ大院・⎔ቃ⏕） 

 

 

�

【⫼ᬒ・目的】㕲◲㯤酸化⣽菌 A. ferrooxidans は，㕲と㑏ඖ型↓機◲㯤化合物をエࢿルࢠー※としてቑṪ

でࡁる，ዲ酸性の⊂立ᰤ㣴⣽菌である。本菌の㕲代謝には aa3型シトクローム酸化酵素が，ඖ素◲㯤（S0）

代謝には bd 型ࣘビキノール酸化酵素が㛵している。一方，チオ◲酸は，チオ◲酸デࣄドロࢤナーゼ（Tsd）
で酸化されることを明らかにしているが，生体ෆの㟁子ཷᐜ体は不明である。チオ◲酸代謝では，613 nm
に྾ᴟ大をᣢつ新たなᮎ➃酸化酵素の㛵が示唆されたため，その性質を明らかにすることを目的と

した。【ᐇ㦂方法・結果】チオ◲酸生⫱⣽⬊の⣽⬊膜画分から，n-Dodecyl-ș-D-maltopyranoside（DM）を

用いてྍ⁐化画分を調製した。ᮎ➃酸化酵素活性 定にはேᕤ基質である TMPD を用いた。Q-Sepharose，
㐣，ハイドロキシアパタイトを用いたクロマトグラフィーによって，TMPDࢁルࢤ 酸化活性はྍ⁐化画

分から⣙ 7 倍に精製された。最⤊標品にはキノール酸化活性も検出され，その活性はྍ⁐化画分から⣙

56 倍に精製された。最⤊標品にཬࡰす㜼ᐖ剤のᙳ㡪を検ウしたとこࢁ，ࣘビキノール酸化酵素活性のࡳ

KCN と HQNO で㜼ᐖされた。最⤊標品のスペクトル解ᯒは 528 nm，560 nm，610 nm，630 nm 近に྾

ᴟ大を示し b 型と d 型の࣊ムのᏑᅾが示唆された。要タンパク質を LC/MS/MS で解ᯒした結果，bd-
型ࣘビキノール酸化酵素のサブࣘニࢵトと o 型シトクローム酸化酵素のサブࣘニࢵトが検出された。ま

た，最⤊標品には㕲酸化に㛵する aa3型シトクローム酸化酵素は検出されなかったが，㕲酸化酵素であ

る cytochrome c（Cyc2）が検出され，チオ◲酸代謝の㛵が示唆された。�
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㹃－㸱� CoQ10の⏕⏘性にᙳ㡪ࢆཬࡍࡰ㑇ఏ子の᥈⣴とゎᯒཬࡧᇵ㣴᮲௳の᳨ウ 

○㧗田ᑗః，ᡄ能ᬛᏹ 1，川ྥ� ㄔ 1（ᓥ᰿大院・⏕㈨⛉，1ᓥ᰿大・⏕㈨⛉） 

 

 

�

【目的】 
コエンࢨイム Q(ࣘビキノン，CoQ)は，生物⏺にᗈくᏑᅾする脂⁐性抗酸化物質であり，┿᰾生物では

ミトコンドリアで合成され，㟁子ఏ㐩系を構成し㟁子のᤵཷに㛵する重要な成分である。ࣄトは体ෆ

で CoQ10を合成でࡁるが⣽⬊ෆの CoQ10量は 20 ṓを㐣ࡂてから加㱋にకいῶ少するため， CoQ10をᦤྲྀ

することが大ኚ重要であると考えられており，近ᖺではサプリメントとしての㟂要が㧗まっている。 
� これまでにࣄトと同ࡌ CoQ10を生合成する分酵母 S. pombe を用いて，CoQ 合成酵素㑇ఏ子の㧗発現

なをヨࡳたが㢧ⴭな㧗生⏘菌の⫱種にはつながらなかった。そこで本研究では，別のアプローチで

CoQ10を㧗生⏘するᰴを⫱種することを目的とし，㑇ఏ子の㐣発現ཬびᇵᆅの᮲௳等を検ウした。 
【方法・結果】 
� プロテインフ࢛スファターゼ 2A のサブࣘニࢵトである ScTPD3 のホモログである Sppaa1 を S. pombe

の㔝生ᰴཬびǼpka1 ᰴで㧗発現させると CoQ10量はそれࡒれ，㔝生ᰴの 1.6 倍，2.8 倍にቑ加した。また，

全ᇵᆅにコハク酸ナトリウムを添加しᇵ㣴を行ったとこࢁ 0.5㸣コハク酸ナトリウム添加に 1.3 倍に

ቑ加することがࢃかった。ḟに，新たな CoQ 生⏘にᙳ㡪をཬࡰす㑇ఏ子の᥈⣴のために，Bioneer ♫の◚

ቯᰴライブラリーよりオートファジーに㛵ಀすることがணされる 35 ᰴの CoQ10量の 定を行ったとこ

㔝生ᰴに対し，ࢁ CoQ10量が 1.5 倍以上にቑ加したᰴが 2 ᰴ，0.5 倍以ୗにῶ少したᰴが 1 ᰴ得られた。�

 
 
 

㹃－㸲�  ⣽⳦のྠᐃࡓれࡉ༢㞳ࡽの᰿⢏≧ᵓ㐀ෆࣛࢡ࢜

○ᒣ᰿᪩⣖子，ᯘ� ᫀ平 1，ୖ㔝� ㄔ 1，井⸨和人 1，ᕢᒣ弘 1
 

（ᓥ᰿大院・⮬↛⛉Ꮫ� 1ᓥ᰿大・⏕㈨⛉） 

 

�

【目的】�  
᰿⢏は᰿⢏菌によりマメ⛉᳜物の᰿にᙧ成されることがよく知られているが，これまでにオクラでの

᰿⢏ᙧ成やෆ生菌に㛵する報告はない。しかしᓥ᰿大Ꮫのᅡ場で✭されたオクラの᰿に᰿⢏≧構㐀

が確認されたことから，マメ⛉᳜物と᰿⢏菌のようにオクラもఱらかのᚤ生物とඹ生㛵ಀにあるのでは

ないかと考えた。そこで本研究では，オクラの᰿⢏≧構㐀中の⣽菌の同定し，⣽菌とオクラとの㛵ಀを

明らかにすることを目的とした。 
【方法・結果】 
ᓥ᰿┴ෆで᱂ᇵされたオクラの᰿から᰿⢏≧構㐀を᥇ྲྀし，⾲㠃ẅ菌ᚋ YMA ᇵᆅにて⣽菌を単離し

た。得られた⣽菌について 16S rRNA を PCR ቑᖜさせ，ሷ基配ิをỴ定して近縁種を推定した。 
オクラの᰿の᰿⢏≧構㐀には多種多様なෆ生菌がᏑᅾしているということが分かった。それらにはマ

メ⛉᳜物の᰿⢏菌がᒓす Rhizobium ᒓ⣽菌，㠀᰿⢏菌種・㠀マメ⛉᳜物のෆ生菌と近縁な⣽菌が含まれた。

これらのことから，マメ⛉᳜物と᰿⢏菌のようにᅇ単離でࡁた⣽菌はオクラとඹ生㛵ಀにあり，さら

においにᰤ㣴や生⫱場ᡤ等をᥦ౪し合っているྍ能性が示唆された。 
 
 
 

－59－



㹃－㸳� ᕧ大⳦ࣞア࣓タル౫Ꮡⓗᛂ⟅ᅉ子の᥈⣴とᶵ能性ゎᯒ 

○ⓑ⡿ඃ一，松ᮧṌ，ⰱෆ� ㄔ（㧗▱大・農） 

 

 

�

【目的】͆ ⏘ᴗのビタミン͇ともࡤれるࣞアメタルは⏘ᴗとᐦ᥋な㛵ࢃりがある一方，ᚤ生物との㛵ࢃ

りについてᮍࡔに解明されていない㒊分を多くṧしている。最近，ࣞアメタル（≉にジスプロシウム）

をඹᏑさせることで，῝ᾏᗏからሁ⫧中に⮳るまで生⫱ྍ能なᕧ大菌にࣞアメタル౫Ꮡ的な応⟅現㇟が

発ぢされた。ල体的にはᕧ大菌の代謝⏘物であるポリȚグルタミン酸（PGA）のቑ⏘と対ᩘቑṪᮇにお

り方が知ࢃる生⫱㏿ᗘのቑ加である。これまでࣞアメタルを含めた重㔠ᒓ類では生物ẘ性としての㛵ࡅ

られている中で，代謝の活性をಁすヱ応⟅現㇟は新しい知ぢをもたらしうる。ᅇ，PGA ቑ⏘現㇟がほ

ᐹされたことをዎ機に，PGA合成オペロンとその࿘㎶㑇ఏ子配ิを中ᚰに解ᯒを行なった。 
【結果】ᕧ大菌 PGA合成オペロンと同ࡌく PGAを生⏘する⣡㇋菌の PGA合成オペロンを比㍑した。結

果，୧⪅の合成オペロンについては大ࡁなᕪを認められなかった。しかし，その上ὶにまで目をྥࡅた

とこࢁ，注目すべࡁ㐪いがあった。ᗈᇦ調⠇ᅉ子として知られる DegUの認識配ิが⣡㇋菌ではᏑᅾしな

かったのに対し，ᕧ大菌には」ᩘカᡤᏑᅾしていることが明らかとなった。そこでヱ上ὶᇦをさらに精

ᰝした。その結果，一ሷ基のቑῶでその構㐀を⃭しくኚ化させるリ࣎スイࢵチ様構㐀モチーフのᏑᅾが

示唆された。現ᅾ，これらの結果を㋃まえてヱ㡿ᇦ㒊分のቑᖜを行ない，ࣞアメタル応⟅性との㛵連を

調ᰝしている。 
�

 
 
 

㹃－㸴� グルコーࢫไ㝈ࣆࢫࡣンドル࣏ࢡࢵ࢙ࢳイントᅉ子࡛࠶るMad1のᶵ能పୗࡦࢆ

 ࡍࡇおࡁ

○田部༟☻，川ྥ� ㄔ，松ᑿ安浩（ᓥ᰿大・⏕㈨⛉） 

�

�

Ⅳ素※は生物においてᚲ要不ྍḞなᰤ㣴素である。単⣽⬊生物である分酵母は，⣽⬊外⎔ቃのᰤ㣴

≧ែを素᪩く認識し，応⟅するᚲ要がある。近ᖺᡃࠎは，ᇵᆅのⅣ素※であるグルコースを㏻常の 3㸣か

らグルコースไ㝈として用いる 0.1㸣にまで⃰ᗘをୗࡆた㝿，有⣒分ᮇ進行を㜼ᐖするᚤᑠ⟶重合㜼ᐖ

剤のឤཷ性がቑ加することをぢ出した。そこで，ᡃࠎは有⣒分ᮇのスピンドルチࢵ࢙クポイント

(SAC)に╔目した。SAC は有⣒分ᮇでጜጒᰁⰍ体分配を┘どするシステムである。ᡃࠎは，グルコース

ไ㝈ୗにおࡅる SAC のไᚚ系がᏑᅾすると考え，その㛵連性を明らかにする解ᯒを行なっている。 
� グルコースไ㝈ୗで，SAC ᅉ子を解ᯒした結果，Mad1 のタンパク質発現が≉␗的に低ୗしていた。グ

ルコースに応⟅する⤒㊰として，cAMP/PKA ⤒㊰がᏑᅾする。cAMP/PKA ⤒㊰は，ཷᐜ体タンパク質で

ある Git3 がグルコースを認識し，ୗὶとシグナルがఏ㐩する。それにより PKA 」合体のゐ፹サブࣘニ

トであるࢵ Pka1 が活性化され，グルコース⃰ᗘに౫Ꮡして様ࠎな調⠇をしている。そこで，ᡃ は， pka1ࠎ
◚ቯᰴでの Mad1 の発現量を解ᯒした。その結果，㏻常≧ែでもグルコースไ㝈ୗと同様に Mad1 のタン

パク質発現量が低ୗしていた。また，pka1 ◚ቯᰴでは，ᚤᑠ⟶重合㜼ᐖ剤ឤཷ性やᰁⰍ体分配␗常な

の Mad1 の発現低ୗによってᘬࡁ㉳こされたとᛮࢃれる⾲現型がぢられた。このことから，cAMP/PKA
⤒㊰が，Mad1 のタンパク質発現量調⠇に㛵しており，SAC がグルコース⃰ᗘに応⟅して機能している

ことが示唆された。 
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㹃－㸵� pka1Ǽの TBZ ឤཷ性ࢆᢚᅽࡍる㌿ᅉ子のゎᯒ 

○➉୰⯟平，㓇井ᬛ，田部༟☻，川ྥ� ㄔ，松ᑿ安浩（ᓥ᰿大・⏕㈨⛉） 

 

 

�

プロテインキナーゼ A(PKA)は，調⠇サブࣘニࢵトである Cgs1 とゐ፹サブࣘニࢵトである Pka1 からな

る࣊テロ 4 量体である。Ⅳ素※が㇏ᐩな᮲௳ୗでは，Cgs1 から Pka1 が解離して᰾ෆに⛣行することでୗ

ὶᅉ子をリン酸化ไᚚしている。これまでに分酵母では，⢾新生，ῶᩘ分㐣⛬の⛣行のไᚚ，ス

トࣞス応⟅，⤒的ᑑなの㛵が報告されている。ᡃࠎは，新たに pka1 㑇ఏ子Ḟᦆᰴがᚤᑠ⟶重

合㜼ᐖ剤に対してឤཷ性を示すことを発ぢした。そこで，本研究では，Pka1 のୗὶᅉ子の᥈⣴のために，

㌿ᅉ子に↔Ⅼをおいて，㛵ಀᅉ子の単離と解ᯒを目的とした。 
Pka1 のୗὶに位置する㌿ᅉ子を単離するために，㠀ᚲ㡲㑇ఏ子◚ቯᰴライブラリーから㌿ᅉ子Ḟᦆ

ᰴ 90 ᰴと pka1Δ ᰴとのࡅ合ࢃせを行い，重◚ቯᰴを作製した。そのᰴを用いて pka1Δ ᰴの TBZ ឤ

ཷ性をᢚᅽするᰴを㑅ᢤし，4 つの㌿ᅉ子Ḟᦆᰴをྲྀ得した。その中でも≉に TBZ ឤཷ性のᢚᅽが強

い Tfs1 と Mks1 に╔目した。この 2 つの㌿ᅉ子を解ᯒしたとこࢁ，それࡒれの単⊂Ḟᦆᰴは pka1Δᰴ

のሷ化カリウムឤཷ性もᢚᅽし，ሷ化カルシウムではさらにឤཷ性がቑす結果となった。このことから

㸰つの㌿ᅉ子は，」ᩘのストࣞスに応⟅する㝿に cAMP/PKA ⤒㊰に㛵しているྍ能性が示唆された。

現ᅾ，Tfs1 と Mks1 の㌿ᅉ子が，pka1ΔᰴのᰁⰍ体分配␗常をᢚᅽすることで，TBZ ឤཷ性をᢚᅽする

のではないかと考え，解ᯒを進めている。 
 

 
 
 

㹃－㸶� Analysis of coenzyme Q species from naturally isolated yeasts and the gene 
responsible for the isoprenoid side chain modification in Aureobasidium pullulans 
○Jomkwan Jumpathong, Ikuhisa Nishida, Kohei Nishino, Yasuhiro Matsuo,  

Tomohiro Kaino, Makoto Kawamukai (Fac. Life Environ. Sci. Shimane Univ.) 
�

【Purpose】Coenzyme Q (CoQ) is an electron transporter in the electron transport system of both prokaryotes and 
eukaryotes. The length of the isoprenoid side chain in its structure vary amongst organisms. In fungi, coenzyme Q 
with a partially reduced isoprenoid side chain is observed. This experiment aims to observe CoQ species in natural 
yeasts and yeast-like fungi, and analyze the gene responsible for the reduction in the side chain of CoQ in yeast-like 
fungi that belong to Aureobasidium species. 
【Methods and results】Multiple-alignment was done for A. pullulans proteins with other geranylgeranyl 
oxidoreductases from various organisms, and the genes were selected for cloning in Schizosaccharomyces pombe. 
The lipid extracts were separated for CoQ fraction by TLC and was analyzed by HPLC. CoQ extract from S. pombe 
harboring plasmid pREP1-aKEQ87278 was analyzed by mass spectrometry (LC/MS/MS). The peak corresponded 
to 883 m/z which resembles to CoQ10(H2) in A. pullulans type strain was identified, nevertheless with a large 
amount of CoQ10 production. Also, CoQ extracts from various strains of A. pullulans were analyzed by LC/MS/MS. 
Two types CoQ intermediates were found in a reduced and non-reduced forms; DMQ10 and DMQ10(H2), in the 
different strains, implying that the enzymatic step of the isoprenoid reduction vary amongst strains. 
Tetra-hydrogenated CoQ10 was found in A. namibiae for the first time. The quantitation by HPLC showed that 
CoQ10(H2) is converted to CoQ10(H4) in the later stages of growth and eventually becomes a dominant CoQ species.  
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㹃－㸷� ⳦⏘⏕ンࢠフンࢿࢩ Streptomyces incarnatus のḟ௦ㅰㄏᑟとࢫトࣞࢫᛂ⟅ 

○୰ᓥభ㔛子，ᑠ川Ἃ⧊，᰿ᮏ⌮子，✄ᇉ㈼，田ᮧ� 㝯  

（ᒸᒣ大院・⎔ቃ⏕） 

 

�

【目的】ᨺ線菌の抗生物質生⏘のಁ進のために，㌿ᅉ子やプロモータ解ᯒながྲྀり組まれてࡁた。

近ᖺ，補酵素を要ồする代謝系酵素は，立体構㐀のᙧ成や⥔ᣢに分子シࣕペロンなの品質⟶⌮システ

ムに強く౫Ꮡすることが解明されつつある。本研究では,᰾酸系抗生物質シࢿフンࢠンを生⏘する S. 

incarnatus を酸性ストࣞス，⇕ショࢵク，エタノールやሷの添加な様ࠎなストࣞスをえてシࢿフンࢠ

ンቑ⏘ຠ果を検ウした。【方法】ᨺ線菌 Streptomyces incarnatus をᾮ体ᇵᆅで 10 ᪥間ᇵ㣴して，ᇵ㣴 4-10
᪥目のᇵ㣴上Ύのシࢿフンࢠン生⏘量を HPLC を用いて 定した。HCl または NaOH を用いてᇵᆅ pH を

4.0, 6.0, 8.0 に調製して，ᇵᆅ pH のシࢿフンࢠン生⏘のᙳ㡪を検ウした。⇕ショࢵクฎ⌮は 50Υ, 60Υ, 
70Υにおいて菌体を 1 分間加⇕した。さらにエタノールやሷストࣞス᮲௳も検ウした。[結果・考ᐹ]中性，

ሷ基性ᇵᆅと比㍑して酸性ᇵᆅでのシࢿフンࢠン生⏘量が㧗く，◲酸で調製した酸性ᇵᆅにおいて生⏘

ቑ加が得られた。㧗 ストࣞスでは 60Υ，1 分間の加⇕ฎ⌮でコントロールと比㍑して⣙ 1.2 倍㧗生⏘

であった。そして，CaCl2を⤊⃰ᗘ 100 mM で添加してᇵ㣴した結果，コントロールと比㍑して⣙ 1.5 倍

㧗生⏘であった。本菌のドラフトࢤノム解ᯒ報から groES, groEL, dnaK, dnaJ なの品質⟶⌮システム

のホモログ㑇ఏ子⩌が同定されており，上グストࣞスの応⟅発現，または生合成系酵素⩌のᏳ定✌ാ

にᐤしているྍ能性に⯆がᣢたれる。 
 

 
 
 

㹃－��� ῝ᾏ性 Shewanella ᒓ⣽⳦⏤᮶ࢩトࢡロ࣒ cƍのアミࣀ㓟ࣞ࣋ル࡛の安ᐃᶵᵓの

ゎ᫂ 

○㡲㈡ᮅ子，ຍ⸨㞝基，⸨井太㑻，三ᮏᮌ⮳ᏹ（ᗈᓥ大院・⏕≀ᅪ） 

 

�

【⫼ᬒ・目的】῝ᾏは低 ，㧗ᅽ力というᴟ㝈⎔ቃのࡦとつである。῝ᾏに生ᜥするᚤ生物は，そのよ

うな生⫱⎔ቃに㐺応したタンパク質を有するとされる。⮳㐺生⫱⎔ቃ 8Υ，30 MPa の Shewanella violacea

と，⮳㐺生⫱⎔ቃ 10Υ，50 MPa の Shewanella benthica は，ඹに῝ᾏ由来でアミノ酸配ิが 92㸣一⮴する

シトクロム cƍ（SBCP，SVCP）を有する。より㧗ᅽ᮲௳ୗに生ࡁる⣽菌を由来とする SBCP は，SVCP に

比べ，⇕に対するᏳ定性が 9Υ㧗いことを明らかにしている。本研究では，SBCP の⇕Ᏻ定化にᐤする

要ᅉをアミノ酸ࣞ࣋ルで検ウした。 
【方法・結果】SBCP の⇕Ᏻ定化要ᅉを≉定するため，SBCP と SVCP の X 線結ᬗ構㐀をỴ定し，比㍑し

た。Pro-62 はループ上にᏑᅾするため，ループ構㐀をᏳ定化するྍ能性がある。Lys-87 は Asp-91 とሷᶫ

をᙧ成しているため，SBCP のᏳ定化要ᅉとなり得る。また，SVCP では，水性ṧ基である Val-87 が分

子⾲㠃をྥいているため，水性┦作用により不Ᏻ定化しているྍ能性がある。以上の⌮由から，

Pro-62，Lys-87 が SBCP の⇕Ᏻ定化にᐤし得ると考ᐹした。そこで，SBCP の 62，87 ␒アミノ酸を SVCP
の対応するṧ基にྲྀりえるኚ␗を導ධしたኚ␗体 SBCP P62Q，SBCP K87V を大腸菌による␗種発現に

より作製した。CD スペクトルの 222 nm を指標とした᪼  定ᐇ㦂の結果，SBCP P62Q では，SBCP Wt
のኚ性 ᗘより 2Υの低ୗ，また SBCP K87V では，4Υの低ୗがぢられた。よって，62，87 ␒アミノ酸

は SBCP の⇕Ᏻ定化にᐤしていることが明らかとなった。 
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㹄－１� 植≀ᐤ⏕⳦の⬡質ゎᯒ 

○大ሯᣅᐇ，阪ᮏ㮚⾜ 1，Ḉ㇂ⱥ 1（ᚨᓥ大院・ඛ➃ᢏ⾡，1ᚨᓥ大・⏕≀㈨※） 

 

 

�

【目的】� 近ᖺ，Ȧ3 や Ȧ6 のᚲ㡲脂肪酸がᗣ㣗品として，リシノール酸なの水酸化脂肪酸がポリマ

ーཎᩱとして用されることから，様ࠎな機能性脂質の౪⤥※㛤発がồめられている。これらの脂肪酸

は㧗等᳜物のに，ᚤ⣽⸴類やங酸菌，⣒≧菌なからもぢいࡔされており，ᚤ生物やその酵素を用い

た発酵生⏘プロセスの㛤発がᮇᚅされている。キノコやカビなを含む⣒≧菌は⮬然⏺に多種Ꮡᅾする

が，脂質生⏘性について研究されている種は㝈られており，≉に᳜物ཎ菌なの生物ᐤ生菌につい

てはᇵ㣴がᅔ難であり脂質に㛵する報もஈしい。そこで，本研究では᳜物ཎ菌に注目し，機能性脂

質の新たな౪⤥※の᥈⣴を目的として，脂質の定性分ᯒを行った。 
【方法・結果】� ⮬然⏺よりཎ菌に⨯患した᳜物組⧊を᥇ྲྀし，それࡒれの≉ᚩからឤᰁ菌を推定し

た。また，᳜物ཎ菌はその生活⎔においてኚ㒊や菌⣒体でᙧែが␗なるため，᥇ྲྀした 16 ᰴについ

てそれࡒれにおࡅる脂質組成の分ᯒをヨࡳた。さらに，ᮍ知の化合物に対しては࢞スクロマトグラフィ

ーマススペクトル分ᯒを行った。その結果，絶対ᐤ生菌にᒓするメࢣࢲ㉥⾰菌やビࣕクシンさび菌

等からⅣ素鎖中に水酸基を 2 つ有するࣘニークな水酸化脂肪酸が検出され，それら検出された水酸化脂

肪酸の構㐀Ỵ定をヨࡳた。 
 
�

 
 
 

㹄－２� ⸛ᰁᾮࡾࡼ༢㞳ࡓࡋᚤ⏕≀のゎᯒ 

○ከ田真ዉᕭ，୰川香，阪ᮏ㮚⾜ 1，Ύ⸨㕥ዉ 2，➉ෆ㐨ᶞ 2，ᑠ川� 㡰 2， 

Ḉ㇂ⱥ 1（ᚨᓥ大院・ඛ➃ᢏ⾡，ᚨᓥ大・⏕≀㈨※ 1，京大院農・ᛂ⏝⏕ 2） 

 

�

【目的】� ⸛ᰁは㟷ⰍⰍ素であるインジゴをᰁᩱとしたᰁ物であり，発酵ᘓてにより⊂≉のⰍ合いが⾲

現される。⸛ᰁᾮでは，タデアイをཎᩱとしたᰁᩱに含まれるインジゴがᚤ生物によって水⁐性のロイ

コインジゴと㑏ඖされ，セルロース系⧄⥔にぶ和性をᣢつようになる。ᰁᾮの中のᚤ生物ྀのಶࠎの

ᙺを解明し，応用することでᰁᾮの用ᮇ間のᘏ㛗やᰁまりのᏳ定化，⸛ᰁᾮ発酵㐣⛬の⡆౽化につ

ながると考えられる。本研究では，ᰁᾮ発酵㐣⛬に㛵連するᚤ生物を単離し，インジゴ㑏ඖ力を指標と

して，Ᏻ定した㑏ඖ力を示す菌ᰴの㑅定および㑏ඖ力ྥ上のための᮲௳検ウを行った。 
【方法・結果】� ᰁⰍに用いられるいくつかの⸛ᰁᾮより，ዲアルカリ性⣽菌を単離した。得られた菌

ᰴについて，インジゴ㑏ඖ力を評価した結果， 42 ᰴのインジゴ㑏ඖ菌を㑅ᢤした。また，㧗い㑏ඖ力を

示した菌ᰴについて 16S ribosomal DNA 㡿ᇦの㑇ఏ子配ิをỴ定し比㍑することにより，それらは

Enterococcus ᒓ，Alkalibacterium ᒓ，Chryseomicrobium ᒓの⣽菌であることが示唆された。インジゴ㑏ඖ

力を㧗めるとணされる 3 種類の酸化㑏ඖメディエーターを用いた㑏ඖ評価の結果，アントラキノンを

用いた場合にインジゴ㑏ඖ力が⣙ 1.5 倍にྥ上した。また，アントラキノンᏑᅾୗでのࡳインジゴを㑏ඖ

するᰴも確認した。さらに，アントラキノン類を生⏘する⣒≧菌 O5-9 ᰴの菌体抽出物を௬の酸化㑏ඖ

メディエーターとして用したとこࢁ，同様に㑏ඖ力のྥ上がほᐹされた。 
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㹄－㸱� Ἔ⣊ᚤ⏕≀ࣛビリンࢳュࣛにおける DHA⏕⏘᮲௳の᳨ウ 

○୰ᮧᝆႹ，阪ᮏ㮚⾜ 1，Ḉ㇂ⱥ 1（ᚨᓥ大院・ඛ➃ᢏ⾡，1ᚨᓥ大・⏕≀㈨※） 

 

 

�

【目的】� ドコサ࣊キサエン酸（DHA，22:6Ȱ3）やエイコサペンタエン酸（EPA，20:5Ȱ3）なのȰ3
脂肪酸は，ᚰ⾑⟶疾患のリスク㍍ῶやஙඣの⬻機能発㐩補ຓなの機能性があると報告されている。し

かし，ࣄトはȰ3 脂肪酸を de novo 合成でࡁないため，㣗なから⤒ཱྀᦤྲྀしなࡅれࡤならない。現ᅾ，

DHA のな౪⤥※はイ࣡シなの㨶Ἔであるが，1 ேᙜたりのᦤྲྀ量や⁺獲量そのものの低ῶから，㨶

に代ࢃる DHA ౪⤥※の確保がᕼồされている。ラビリンチュラ類はᾏ水ᇦやỶ水ᇦなᖜᗈいᾏᇦに生

ᜥするᚑᒓᰤ㣴性ᚤ⣽⸴類であり，DHA の生⏘性が㧗く，大量ᇵ㣴がᐜ᫆であるなの⌮由から新たな

DHA ౪⤥※として注目されている。そこで，本研究では DHA 㧗生⏘ラビリンチュラをスクリーニング

し，DHA 㧗生⏘᮲௳の検ウを行った。 
【方法・結果】� Ἀ⦖┴ᾏᇦのマングローブなのⴠ葉やᾏ水からᚤ生物を単離し，࢞スクロマトグラ

フィーを用いた脂肪酸組成分ᯒによって DHA 生⏘菌のスクリーニングを行った。その結果，339 ᰴにお

いて DHA の生⏘が確認され，その中でもᏳ定して㧗い DHA 生⏘性を示す SE-1U ᰴを㑅ᢤした。まࡎ，

本菌について DHA 生⏘に㐺したᇵᆅ᮲௳の検ウを行った。また，ᇵ㣴ᚋの菌体がᾋ㐟ᒙとỿẊᒙに分離

する現㇟が確認されたためᇵᆅ組成の検ウを行ったとこࢁ，この現㇟にはᇵᆅの C/N 比がᙳ㡪している

ことが示唆された。さらに，DHA のさらなる生⏘性ྥ上を目的として DHA 生⏘性ྥ上ኚ␗ᰴの⫱種を

ヨࡳている。�

 
 
 

㹄－㸲� ᯿ᶲ類ᯝ⓶࣏リ࣓トキࢩフࣛ࣎ン࡛࠶るࢳࢳࢲࢫンとࣀビࣞࢳン࡞␗，ࡣる⣽⬊

ᛂ⟅ࢆㄏᑟࡍる 

○安部ᗉ๛，ᘅ℩᪩ဏ，ྜྷ田一㑻 1，㎷� ᫂ᙪ 2，㐀ᜨὸ 2
 

（ᚨᓥ大院・ඛ➃ᢏ⾡，1ᅄᅜ大・▷大・㣗≀ᰤ㣴，2ᚨᓥ大・⏕≀㈨※） 

�

【目的】スࢲチチンは，ᚨᓥ≉⏘のスࢲチの果皮から単離されたポリメトキシフラ࣎ンである。スࢲチ

チンはまでに抗炎症活性を有することが報告されているが，の生⌮活性についてとん明らかに

されていない。本研究では，アポトーシスおよびオートファジーに↔Ⅼをᙜて，ࣄトࢣラチノサイト

HaCaT ⣽⬊に対するノビࣞチンおよび 3ƍ-デメトキシスࢲチチンを含めた 3 種類のポリメトキシフラ࣎ン

の新たな生⌮活性およびそのメカニࢬムの解明を目的とした。 
【方法・結果】まࡎ，ポリメトキシフラ࣎ンの⣽⬊ቑṪᢚไ能を MTT assay によって 定した。3 種類す

べてのポリメトキシフラ࣎ンが HaCaT ⣽⬊の⣽⬊ቑṪを㧗⃰ᗘ (100 ȝM) でᢚไし，≉にスࢲチチンお

よびノビࣞチンは 30 ȝM においてもቑṪをᢚไした。ḟに，ポリメトキシフラ࣎ンがアポトーシス誘導

またはオートファジー誘導を行うか検ドした。その結果，スࢲチチンのࡳが⃰ᗘおよび間౫Ꮡ的にア

ポトーシスを誘導することが分かった。これに対して，ノビࣞチンはオートファジーを誘導し，3 -̓デメ

トキシスࢲチチンはいࡎれの作用も示さなかった。アポトーシス・オートファジーとᐦ᥋に㛵連してい

る MAPK ファミリーに注目したとこࢁ，スࢲチチンでのࡳ p38 および JNK のリン酸化 (活性化) がぢら

れた。これらの結果は，ポリメトキシフラ࣎ンが構㐀の㐪いにより␗なる⤒㊰をして生⌮活性を発

することを示唆しており，構㐀活性┦㛵およびメカニࢬムを⌮解することによって副作用の少ない抗⒴

剤の㛤発に⧅がることがᮇᚅされる。 
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㹄－㸳� ビタミン B12Ḟஈࡀ⥺ (C .elegans) のコࣛーࢤン௦ㅰにཬࡍࡰᙳ㡪 

○ᒸᮏዉ✑，� 㣕 1，⨾⸨༤ 2，⸈田⾜ဴ 2，Ἑ㔝� ᙉ 2，Ώ㑓ᩥ㞝 2 

（㫽ྲྀ大院・㐃農，1ᮾ農ᴗ大・㣗ရᏛ院，2㫽ྲྀ大・農） 

 

�

【⫼ᬒ・目的】線 (C. elegans) は生⫱にビタミン B12 (B12) を要ồすることから，B12Ḟஈ≧ែでは体ෆ

の抗酸化力の低ୗによりⴭしい酸化ストࣞス㞀ᐖをᘬࡁ㉳こすことが明らかになっている。また，B12Ḟ

ஈ線では㢖ᗘは低いもののኴ▷いᙧែをしたコラーࢤン代謝␗常のኚ␗体がほᐹされている。そこで，

B12Ḟஈが線のコラーࢤンタンパク質にཬࡰすᙳ㡪を検ウした。 
【方法・結果】B12添加ᇵᆅ（コントロールᇵᆅ）と B12↓添加ᇵᆅで線を 5 ୡ代間生⫱させることで，

コントロール線と B12Ḟஈ線を調製した。コラーࢤンタンパク質の定量は比Ⰽ法およびアミノ酸分ᯒ

法により行った。B12Ḟஈが線のプロリル すᙳ㡪を検ウするたࡰドロキシラーゼの㑇ఏ子発現にཬࣄ-4

めに qPCR 法を用いた。線のコラーࢤンタンパク質を定量した結果，コントロール線と比㍑して B12

Ḟஈ線では㢧ⴭにコラーࢤン量がῶ少した。また，プロリル ドロキシラーゼの補酵素であるビタࣄ-4

ミン C を添加して調製した B12Ḟஈ線では，コラーࢤン量がコントロールのࣞ࣋ルにまでᅇしたこと

から，B12Ḟஈによる体ෆビタミン C 量のῶ少がコラーࢤン量のῶ少のཎᅉであることが推ᐹされた。さ

らに，コントロール線と B12Ḟஈ線におࡅるプロリル ドロキシラーゼの㑇ఏ子発現量を比㍑したࣄ-4

が，有意なᕪは示されなかった。現ᅾはコラーࢤンᯫᶫに╔目し，B12Ḟஈのコラーࢤンの質的ᙳ㡪に

ついて検ウしている。 
 

 
 
 

㹄－㸴� ビタミン B12Ḟஈにࡼる⥺の࢝ル࣎ニル合≀のቑຍ 

○⸭田⾜ဴ，ⴗ㔝� ౡ，井ୖ� 和，ྜྷ田ె௦子，⨾⸨༤，Ώ㑓ᩥ㞝 

（㫽ྲྀ大・農） 

 

�

【目的】ビタミン B12（B12）はにື物性㣗品に含まれており，生体ෆでは分ᒱ鎖アミノ酸に代謝㛵ࢃる

メチルマロニル CoA ムターゼとメチオニン合成酵素の補酵素として機能している。そのḞஈはメチルマ

ロン酸ᒀ症やホモシステイン⾑症の，手㊊のしびれや③ࡳなの⚄⤒㞀ᐖや認知症がᘬࡁ㉳こす。ま

たそのḞஈは⑵࿈症をᘬࡁ㉳こすཎᅉの一つであることが指されているが，そのヲ⣽は明らかではな

い。これまでにᡃࠎは B12Ḟஈの分子メカニࢬムを明らかにするために，線を用いて解ᯒを行ってࡁた。

その結果，⬨᳝ື物と同様に線でも B12Ḟஈによりメチルマロン酸およびホモシステインが✚するこ

と，グ᠈・Ꮫ⩦能が低ୗすることをぢ出した。とこࢁでアルツハイマー型認知症なの患⪅の⬻ෆで脂

肪酸の酸化により生ࡌるアクロࣞイン（AC）や ニル化合࣎のカルナール（HNE）なࢿドロキシノࣄ-4

物が✚することが報告されている。そこで B12Ḟஈ線のカル࣎ニル化合物ࣞ࣋ルを 定した。 
【方法・結果】B12Ḟஈᇵᆅで 5 ୡ代以上⥅代した線を B12線とした。AC および HNE を含む 24 種

類のアルデࣄドはジニトロフ࢙ニルࣄドラジン誘導体化し HPLC により 定した。その結果，HNE を含

むᗄつかのカル࣎ニル化合物が B12Ḟஈ線でቑ加していた。またカル࣎ニル化合物の✚によるᙳ㡪を

解ᯒするため，0.5 mM HNE で 24 間ฎ⌮した線の㑇ఏ子発現のኚ化を RNA-seq により解ᯒした。そ

の結果，HNE ฎ⌮により 181 㑇ఏ子の発現が上᪼し，15 㑇ఏ子の発現は低ୗした。 
�
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㹄－㸵� Up-regulation of adipogenesis program during the maturation phase of cultured 

adipocytes by the prostanoid DP receptors DP1 and CRTH2  
○Pinky K. Syeda, M. Shahidur Rahman, Michael N. N. Nartey, Nafisa Kabir, 

Kohji Nishimura, Hidehisa Shimizu, Mitsuo Jisaka, Fumiaki Shono1,  

Kazushige Yokota (Dept. Life Sci. Biotechnol., Shimane Univ.; 1Dept. Clin. 
Pharm., Tokushima Bunri Univ.) 

�

     Prostaglandin (PG) D2 exerts its biological activity through two types of cell-surface receptor subtypes, DP1 
and DP2 alternatively called chemoattractant receptor-homologous molecule expressed on Th2 cells (CRTH2) in 
certain mammalian cells. We have recently shown the gene expression of both DP1 and CRTH2 receptors during the 
maturation phase of cultured adipocytes. The expression of those receptors occurred earlier than that of 
lipocalin-type PGD synthase responsible for PGD2 biosynthesis. This study investigated the gene expression 
profiles of adipogenic markers in cultured adipocytes treated with selective agonist for either DP1 or CRTH2 along 
with indomethacin, a well-known inhibitor for cyclooxygenase, during the maturation phase. Treatment of cultured 
adipocytes with indomethacin alone suppressed the transcript levels of typical adipogenesis markers, indicating the 
involvement of endogenous pro-adipogenic prostanoids in promoting adipogenesis. The suppressed expression of 
the adipogenesis markers by indomethacin was rescued by the co-incubation with specific selective agonists for 
either DP1 or CRTH2. These findings implicate that both DP1 and CRTH2 receptors can be activated to induce 
adipocyte maturation through the positive regulation of adipogenesis program. 
 

 
 
 

㹄－㸶� ⱝ㱋ᮇアルキルไ⒴ブࢫルファンᭀ㟢にࡼる⢭ᕢẘ性の評価�

○ᱵ田ᣅᐇ 1，ᒸᮏᓫᚿ 2，ᵽཱྀ㞞ྖ 1, 2，ᆤ田ḟ㑻 3，ᒣ㔝ዲ❶ 1, 2 

（1㫽ྲྀ大・ඹྠ⋇་，2ᒣཱྀ大・㐃⋇，3アࢫテࣛࢫ・安性◊） 

 

�

【目的】ブスルファンは៏性㦵㧊性ⓑ⾑の治療薬として用されるアルキル化ไ࢞ン剤であり DNA 」

製㜼ᐖによる抗࢞ン作用を示す。一方でṇ常ᖿ⣽⬊にも重⠜な㞀ᐖをえ，≉に㞝性生Ṫ㞀ᐖの発症が

知られているが，その作用メカニࢬムは༑分に解明されていない。本研究ではᗂඣᮇにᢞされたブス

ルファンがᑗ来的に↓精子症を誘発するか，そのリスクを評価するマーカーをྲྀ得する目的でⱝ㱋ᮇ精

ᕢにᏑᅾする精ཎ⣽⬊由来の GC-1spg ⣽⬊およびື物をブスルファンᭀ㟢し，ᙧែおよび発現ኚືする

㑇ఏ子を解ᯒした。 
【方法・結果】10ȣg/mL ⃰ᗘのブスルファンᏑᅾୗで GC-1spg ⣽⬊を 72 間ᇵ㣴し，⣽⬊ᙧែほᐹお

よびマイクロアࣞイ法による発現ኚື㑇ఏ子のスクリーニングを行った。また，qRT-PCR により㑇ఏ子

発現を分ᯒした。ḟに，㸱㐌㱋 SD ラࢵトに 10 mg/kg あるいは 40 mg/kg のブスルファンを⭡⭍ෆに単ᅇ

ᢞし，㸲㐌㱋において精ᕢを出して HE ᰁⰍによる⌮ኚ化を評価した。 
GC1-spg ⣽⬊のブスルファンᭀ㟢により⭾₶した⣽⬊㦵᱁の␗常な⣽⬊，Ṛ⣽⬊の出現が認められた。

DNA マイクロアࣞイ法の結果，ブスルファンᭀ㟢により 20 の㑇ఏ子が୕倍以上発現上᪼した。また，

qRT-PCR によってもサイトカイン，⣽⬊࿘ᮇ㛵連㑇ఏ子の発現量が有意に上᪼することが確認された。

ブスルファンᭀ㟢ື物においても⃰ᗘ౫Ꮡ的に精ᕢኚを認めており，出精ᕢにおいて⣽⬊ᐇ㦂で検

ドした㑇ఏ子の発現ኚືが㉳こるのかうかを分ᯒ中である。 
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㹄－㸷� ศ酵ẕにおけるリン⬡質ࢫ࣍ファࢳジルイࢩࣀトール合ᡂ酵素 Pis1 のᶵ能ゎ

ᯒ 

○┤ሯẼ，川ྥ� ㄔ 1，松ᑿ安浩 1（ᓥ᰿大院・⮬↛⛉Ꮫ，1ᓥ᰿大・⏕㈨⛉） 

 

�

⣽⬊膜を構成するリン脂質はスフィンゴリン脂質とグリセロリン脂質の 2種類がᏑᅾする。分酵母

におࡅるグリセロリン脂質合成は，ホスファチジン酸(PA)から CDP-ジアシルグリセロール(CDP-DAG)が
合成され，そのᚋホスファチジルセリン(PS)とホスファチジルイノシトール(PI)に分ᒱする。PSはそのᚋ，

ホスファチジルエタノールアミン(PE)とホスファチジルコリン(PC)の合成に用いられる。これまでに分

酵母では，PS合成酵素 Pps1，PE合成酵素 Psd1，Psd2，Psd3，PC合成酵素 Cho1および Cho2に㛵しては

機能解ᯒが進んでおり，PEが分酵母の⣽⬊生⫱や⣽⬊ᙧែ⥔ᣢに重要であることが明らかになってい

る。一方，分酵母において，PI合成酵素である Pis1に㛵する報告はない。そこで，本研究では，⣽⬊

ෆでの PIのᙺを明らかにするため，Pis1の機能解明を目的とした。 
pis1㑇ఏ子はᚲ㡲であるため，全Ḟᦆᰴでの解ᯒが行えない。そこで，はࡌめに Pis1を㧗発現した

㝿の⣽⬊のᙳ㡪を解ᯒした。その結果，Pis1を㧗発現させた⣽⬊では，⣽⬊ቑṪにᙳ㡪をཬࡰし，⣽

⬊のඛ➃がしࡰんࡔり，⣽⬊がくなったり，マルチセプタムをᙧ成する␗常な⣽⬊がぢられた。また，

⣽⬊㦵᱁で重要なᚤᑠ⟶を解ᯒしたとこࢁ，ᚤᑠ⟶の‴᭤と本ᩘがቑ加した⾲現型がほᐹされた。さら

に，Pis1㧗発現に⣽⬊がᚤᑠ⟶重合㜼ᐖ剤にᙅいながらもឤཷ性を示した。以上のことから，Pis1の
㧗発現は，⣽⬊ෆでᚤᑠ⟶にᙳ㡪をཬࡰすことが示唆された。ᚋ，᮲௳的に pis1㑇ఏ子発現を低ୗさ

せるᰴの作製を行い，⣽⬊ෆでの Pis1の機能を解ᯒしていく。 
 
 
 

㹄－��� ศ酵ẕ pka1◚ቯᰴにお࡚࠸㧗Ⓨ⌧ࡍる Mug14のゎᯒ�

○✄ᮧ真一，田部༟☻，川ྥ� ㄔ，松ᑿ安浩（ᓥ᰿大・⏕㈨⛉）�

 

 

�

� 分酵母におࡅるプロテインキナーゼ A(PKA)は，⣽⬊外の㇏ᐩなⅣ素※に応⟅してゐ፹サブࣘニࢵト

が活性化し有性生Ṫ㐣⛬，⢾新生，様ࠎなストࣞス応⟅，⥅的ᑑなの生体ෆ反応を調⠇すること

が報告されている。分酵母の pka1Ḟᦆᰴは，様ࠎなストࣞスにឤཷ性を示すことが報告されているが，

そのཎᅉの解明には⮳っておらࡎ，ᮍ知のターࢵࢤトのᏑᅾは大いにᮇᚅされる。ᅇ，⚾㐩はナノ

LC-MS/MS解ᯒによって pka1◚ቯᰴにおいてMug14というᅉ子が㧗発現していることをぢ出した。そこ

で本研究ではMug14の㧗発現するメカニࢬムとそれがもたらすᙳ㡪について解ᯒした。Mug14-GFPタࢠ

ングᰴを作成しタンパク質発現解ᯒを行ったとこࢁ，Pka1のୗὶᅉ子である rst2◚ቯᰴでは発現のᢚᅽ

がぢられた。さらに Rst2 は㌿ᅉ子であるため，༙定量的 PCR によって mug14 の㌿ࣞ࣋ルを解ᯒし

たとこࢁ，タンパク質発現と同様に㔝生ᰴと rst2◚ቯᰴに比べて pka1◚ቯᰴで発現がቑ加していた。こ

れらの結果から㌿ᅉ子 Rst2 が Mug14 の発現をไᚚしていることが示唆された。また㔝生ᰴにおࡅる

mug14 プラスミドによる㧗発現，mug14 ◚ቯᰴによるストࣞスឤཷ性ヨ㦂を行い，Mug14 の⾲現型につ

いて現ᅾ解ᯒしている。 
 
 
�
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㹅－１� ⬡質௦ㅰ㛵㐃㑇ఏ子のⓎ⌧ไᚚにᑐࡍる ࢳࢯルイࢩキ࣊ニルルフࢫルࢳ࣓-6

�ートのᙳ㡪ࢿアࢩ࢜ ○Ώ㎶ඃ太，ⶶ田⯟一 1，Ἑཎ秀᫂ 1，，ዉెὸ 

すᮧ浩 2，ᆅ阪ග⏕ 2，ᶓ田一ᡂ 2，ΎỈⱥᑑ 2 

（ᓥ᰿大院・⮬↛⛉Ꮫ，1ᓥ᰿大院・⏕㈨⛉，2ᓥ᰿大・⏕㈨⛉） 

�

� 6-methylsulfinylhexil-isothiocyanate (6-MSITC) は，すὒ࣡サビには含有されていない本࣡サビ≉有の成

分の 1 つであり，これまでに抗酸化作用や抗炎症作用を有することが報告されている。本研究では，⫢

⣽⬊に対する 6-MSITC の新たな機能性をぢ出し，そのメカニࢬムを明らかにすることを目的としている。

解ᯒには，ᇵ㣴⫢⣽⬊である HepG2 ⣽⬊を用し，タンパク質量やそのリン酸化はウ࢙スタンブロࢵト

法で，mRNA 量は定量的 real-time PCR 法を用いた。6-MSITC で HepG2 ⣽⬊を่⃭したとこࢁ，⣽⬊ෆ

シグナルఏ㐩分子である 5’adenosine monophosphate-activated protein kinase（AMPK）のリン酸化 (活性化) 
が誘導された。さらに，そのୗὶにある Peroxisome proliferator-activated receptor-Ș (PPARȘ) のタンパク

質量が 6-MSITC ่⃭によって上᪼し，AMPK の㜼ᐖ剤である Compound C ฎ⌮によって，そのタンパク

質ቑ加はᢚไされた。ḟに，PPARȘの標的㑇ఏ子について調べたとこ6，ࢁ-MSITC ่⃭による PPARȘ
のタンパクቑ加にకって，その標的㑇ఏ子のタンパク質量も上᪼していた。加えて，6-MSITC で PPAR
Șのタンパク質量をቑ加させたᚋ，そのリ࢞ンドである㧗脂⾑症治療薬のフ࢙ノフィブラートで่⃭を

行なったとこࢁ，PPARȘ標的㑇ఏ子の mRNA 量ቑ加がቑ強された。以上の結果から，6-MSITC は AMPK
の活性化をして PPARȘの発現ቑ加を導ࡁ，脂質代謝㛵連㑇ఏ子の発現上᪼をไᚚすることがྍ能であ

ることが明らかとなった。したがって，6-MSITC の新たな機能性として，AMPK-PPARȘ⤒㊰をした脂

質代謝ஹ進にకう㧗脂⾑症・脂肪⫢発症ண㜵のᐤがᮇᚅされる。 
 
 
 

㹅－２� 㧗ᅽୗにおけるຍỈศゎ酵素ᛂにࡼる㓺Ἔ⢑のྍ⁐ 

○ᮧᯘ� ඃ，ⓑ井㈗ᗈ 1，Ώ㑓義அ，（㏆␥大院・ࢫࢩテ࣒ᕤ，1㏆␥大・ᕤ） 

 

 

�

【目的】㓺Ἔ⢑は㓺Ἔ製㐀にもࡳࢁから分離される副⏘物であり，᪥本ではᖺ間⣙ 10 トン発生して

いる。また，㓺Ἔ⢑はሷ分や水分を多く含むためその用途は㝈られており，⏘ᴗᗫᲠ物として↝༷ฎ分

されてࡁた。しかし，㓺Ἔ⢑にはྍ⁐↓❅素物，⢒タンパク質およびᚤ量成分としてポリフ࢙ノールの

一種であるࢲイゼインやࢤニステインなのᮍ用成分が㇏ᐩに含まれていることがࢃかっている。ま

た，㧗ᅽฎ⌮ᢏ⾡は有ຠ成分抽出量のቑ加，酵素反応のಁ進による低分子化やྍ⁐化ながᮇᚅでࡁる。

そのため本研究では，㓺Ἔ⢑の新たな有ຠ用法をᶍ⣴すべく㧗ᅽ酵素ฎ⌮をヨࡳ，その᧯作᮲௳がṧ

´量やฎ⌮ᾮの機能性にཬࡰすᙳ㡪について検ウした。 
【方法・結果】⢊○した㓺Ἔ⢑と加水分解酵素を␃水または⦆⾪ᾮに加え，ᡤ定のᅽ力（100㹼400 MPa）
を加えた。ℐ㐣ᚋのṧ´を乾燥させ，その重量を 定した。また， ⰍⰍᕪィを用いてℐᾮのⰍ調を 

定し，Lowry 法を用いて⥲タンパク質量を 定した。また，ℐᾮ中のポリフ࢙ノールおよびフラ࣎ノイ

ド量を 定し，さらにその SOD 様活性および DPPH ラジカルᾘཤ活性の評価を行った。 
酵素を加えࡎに㓺Ἔ⢑を加ᅽした場合，ฎ⌮ᅽ力が㧗くなるにつれて，ℐᾮ中のタンパク質，ポリフ࢙

ノールおよびフラ࣎ノイド量がいࡎれも㧗くなるഴྥが確認された。また，ℐᾮ中の SOD 様活性および

DPPH ラジカルᾘཤ⋡もฎ⌮ᅽ力のቑ加にకい，㧗くなった。また，酵素のゐ፹作用を用した㓺Ἔ⢑の

加水分解反応㏿ᗘには，加ᅽのᙳ㡪がⴭしく大ࡁいことが示された。 
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㹅－㸱� ビタミン B12Ḟஈࡀ➽⤌⧊にཬࡍࡰᙳ㡪とࡑのཎᅉに࡚࠸ࡘ 

○⨾⸨༤，ᚋ井ಇဢ，真㘠ⱝ⳯，ᒸᮏዉ✑ 1，⸭田⾜ဴ，Ἑ㔝� ᙉ，Ώ㑓ᩥ㞝 

（㫽ྲྀ大・農，1㫽ྲྀ大院・㐃農） 

 

�

【目的】ビタミン B12 (B12)Ḟஈでは㐠ື機能㞀ᐖをకう症が報告されるが，そのヲ⣽な発症メカニࢬム

に不明なⅬが多い。B12Ḟஈ線はࣞドࢵクスไᚚ機構の◚⥢でⴭしい酸化ストࣞス㞀ᐖを࿊することが

明らかになった。そこで，酸化ストࣞスが大ࡁな発症要ᅉとされる加㱋性➽⫗ῶᙅ症に╔目し，B12Ḟஈ

が線(Caenorhabditis elegans)の➽組⧊にཬࡰすᙳ㡪を検ウした。 
【方法】コントロール線と B12Ḟஈ線はそれࡒれ B12添加および B12↓添加ᇵᆅで 5 ୡ代間生⫱させ

調製した。線の㐠ື機能は，水中での 30 ⛊間のむちᡴち㐠ືをビデオᙳし評価した。B12 Ḟஈが線

の➽組⧊構⠏に㛵する㑇ఏ子の発現にཬࡰすᙳ㡪を qPCR 法で解ᯒした。➽組⧊の構成タンパク質

であるアクチンをアクチン抗体で⺯ග検出を行った。 
【結果・考ᐹ】水中でのむちᡴち㐠ືᅇᩘを比㍑した結果，コントロール線より B12Ḟஈ線の方が⣙

20㸣⛬ᗘの㐠ື機能の低ୗを示した。コントロール線と B12Ḟஈ線の➽組⧊の構⠏に㛵する 15 ಶ

の㑇ఏ子の発現を比㍑したが，㢧ⴭな発現量のᕪ␗は示さなれなかった。アクチンタンパク質の抗体ᰁ

Ⰽを行ったとこࢁ，コントロール線と比べ，B12Ḟஈ線では⪁化線(20 ᪥㱋)と同様な，アクチン⧄

⥔のṍࡳや⧄⥔間に間㝽が多くぢられるഴྥを示した。これらの結果から，B12Ḟஈ線は㍍ᗘな➽⫗ῶ

ᙅ症様の症≧を࿊したことが㐠ື機能の低ୗのཎᅉであることが推 された。アクチン⧄⥔のṍࡳや間

㝽のཎᅉとして，➽組⧊中の脂肪の✚が考えられ，現ᅾは脂肪の✚㒊位の≉定をヨࡳている。 
 
 
 

㹅－㸲� 㝜イ࢜ンᶞ⬡ࡓ࠸⏝ࢆ༢⢾のアル࢝リ␗性にཬࡍࡰᛂ᮲௳のᙳ㡪 

○田ཎ⿱，ᶓ⏫┤人，Ώ㑓義அ，ྥ井ඞஅ 1，安㐩修 2
 

（㏆␥大院・ࢫࢩテ࣒ᕤ，1（ᰴ）ࢲイࢭル，2京㒔Ꮫᅬ大） 

 

�

【目的】アルカリ⎔ቃୗで⢾が␗性化することはྂくから知られており，陰イオンᶞ脂を用いた⢾

の␗性化反応も一㒊でᕤᴗ的にᐇされている。しかしながら，D-フルクトースなをཎᩱとして，D-
マンノースや D-アルロースを得る場合，その⋡の低さがㄢ㢟となっている。そこで本研究では，ྛ種

の陰イオンᶞ脂を用いて D-フルクトースを基質としたᅇ分式反応によるアルカリ␗性化をᐇし，

ྛ種生成物の⋡にཬࡰす反応᮲௳のᙳ㡪について検ウした。 
【方法・結果】水酸化ナトリウム水⁐ᾮを用いて強ሷ基性イオンᶞ脂のコンディショニングを行い，

OH ᙧの‵₶ᶞ脂を得た。ᡤ定量の D-フルクトースと‵₶ᶞ脂を㉸⣧水に加えて，反応ᾮを調製した。反

応ᾮをᡤ定 ᗘのとう恒 ᵴෆにインキュ࣋ートした。⤒的に反応ᾮを᥇ྲྀし，反応ᾮ中の生成物

⃰ᗘを示ᕪᒅᢡ⋡検出ჾを用いた HPLC にて 定した。 
フルクトースのアルカリ␗性化反応では，生成物としてグルコース，アルロース，マンノースの㡰に

⋡が多く得られた。いࡎれも 4㹼24 間で反応ᖹ⾮に฿㐩した。また，ポーラス型ᶞ脂に比べてࢤル

型ᶞ脂の方が，ഹかながら生⏘性が㧗いഴྥがほᐹされた。さらに，␗性化反応中に⢾の分解により生

 。がᶞ脂に྾╔し，生⏘性を低ୗさせる一ᅉとなっていることが示唆されたた有機酸なࡌ
 
�
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㹅－㸳� グルコサミン࢜ࡣートファジーࢆㄏᑟ࡚ࡋ⥺ C.elegansのᑑࢆᘏఙࡍる 

○᪂㇂▱ஓ 1, 2，ᑠⳢ㞝平 3，బ⸨ṇ㈨ 4，ⰱ田� ஂ 5 

（1愛媛大院・㐃農，2松㇂Ꮫᕤᴗ（ᰴ），3京大院・⏕，4香川大・農， 

5㏆␥大・⏕≀⌮ᕤ） 

�

【目的】㛵⠇のᗣቑ進を目的として用されてࡁたグルコサミン(GlcN)は，近ᖺそのຠ果に的な報

告がある。 しかし， Ꮫ研究では᪥常的なᦤྲྀ⪅においてᑑが㛗いとの報告がある。ᡃࠎは，ᑑ

と㛵ಀするオートファジー（⣽⬊質成分の分解系）が種ࠎの単⢾によって誘導されるྍ能性に⯆をᣢ

ち，့ங類ᇵ㣴⣽⬊を用いてスクリーニングを行ったとこࢁ，GlcN に強い誘導活性をぢ出した。1) 本研

究では，モデル生物・線 C.elegansにおࡅるオートファジー誘導の有↓と，ᑑのᙳ㡪を検ウした。 
【方法】オートファジーのマーカータンパク質である့ங類 LC3 の線オーソログである LGG-1 に GFP
を融合させたトランスジ࢙ニࢵク線のウ࢙スタンブロࢵトを行った。また㢧ᚤ㙾ほᐹにて，⣽⬊中の

オートファジーを示すドࢵトをィ した。ḟにᑑ 定を行った。まࡎ，初㱋ᗂ 100 ༉に GlcN と生Ṫ

⣽⬊の分ᢚไ剤 FUdR を添加した。そのᚋ，2 ᪥おࡁに線の生Ṛをほᐹしᑑ᭤線を作成した。メカ

ニࢬム解ᯒのため，㔝生ᰴ N2 とᑑシグナルに㛵ࢃるኚ␗体 3 種 daf-16（インスリンシグナル㛵連㑇ఏ

子），sir-2.1（サーチュイン㑇ఏ子），atg-2 (オートファジー㛵連㑇ఏ子)Ḟᦆᰴを，ᑑ 定に౪した。 
【結果】GlcN ᢞによって，線においてもオートファジーを誘導した。GlcN は 20㸣の線ᑑをᘏ

㛗した。オートファジー౫Ꮡ的にᑑをᘏ㛗していると結ㄽ࡙ࡅた。2)� 本研究により，ᐇ㦂上のไ⣙は

あるものの，GlcN によるオートファジー誘導活性はᏛ研究の一㒊をㄝ明でࡁるྍ能性が考えられた。 
��%LRFKHP��%LRSK\V��5HV��&RPPXQ��������������������������� ���-��$SSO��*O\FRVFL������LQ�SUHVV����������

 
 
 

㹅－㸴� ア࣐ニ㣗≀⧄⥔ᦤྲྀにࡼるࣛࢵト⾑Ύおࡧࡼ⫢⮚⬡質⃰ᗘపୗと⫢⮚⬡質௦ㅰ

㛵㐃㑇ఏ子Ⓨ⌧のኚ᭦ 

○⃝ⴌ子，ෙ㔝⏤౫，ᒣ崎翔ᝅ，⚟田真子，川ཱྀ康平 1，⚟ග� ⪽ 1， 

⸨㇂⨾⳯，ᓊ田太㑻（愛媛大院・農，1᪥ᮏ〇⢊（ᰴ）） 

�

【⫼ᬒ・目的】アマニはȘ-リノࣞン酸やリグナン，㣗物⧄⥔を㇏ᐩに含ࡳ，そのᗣຠ果が注目されて

いるが，アマニ㣗物⧄⥔のຠ果に㛵する報告はࡎࢃかである。ᡃࠎは，水⁐性⧄⥔（SDF）と不⁐性⧄⥔

（IDF）の୧方を含むアマニᦢἜṧ´（」合型⧄⥔）をラࢵトにᦤྲྀさせると，⫢⮚および⾑Ύの脂質が

ῶ少することをぢ出した。このアマニ」合型⧄⥔から抽出した SDF をᦤྲྀさせた場合でも類ఝしたຠ果

がぢられたが，」合型⧄⥔と比㍑するとそのຠ果はᑠさかった。そこで，本研究では，アマニ SDF に加

え IDF ᦤྲྀによるຠ果についても検ウし，それらのຠ果を」合型⧄⥔ᦤྲྀによるຠ果と比㍑した。【方法】

アマニ」合型⧄⥔を 90Υの⇕で中 1 間ᨩᢾᚋ，㐲ᚰࢁ㐣し，SDF と IDF に分画した。SDF はエタノ

ールὙί，IDF は⇕で 3 ᅇὙίしたものを用いた。5 㐌㱋 SD 系㞝ラࢵトに↓⧄⥔㧗スクロース㣫ᩱま

たはアマニ」合型⧄⥔，SDF，IDF をྛࠎ添加した㣫ᩱを 2 㐌間ᦤྲྀさせた（ྛࠎ↓⧄⥔⩌，」合⩌，SDF
⩌，IDF ⩌）。SDF および IDF の添加⋡は，」合型⧄⥔ 10㸣添加の場合と等価になるようྛ3ࠎ㸣，4.1㸣
とした。【結果・考ᐹ】↓⧄⥔⩌と比㍑して，いࡎれの⧄⥔ᦤྲྀ⩌でも⫢⮚中性脂肪量が有意にῶ少し，

それらのຠ果に有意ᕪはなかった。⣅中脂質ἥ量は，↓⧄⥔⩌と比㍑していࡎれの⧄⥔ᦤྲྀ⩌でも有

意にቑ加したが，3㸣SDF ⩌より」合⩌で有意に多かった。⾑Ύ中性脂肪⃰ᗘは IDF ⩌，」合⩌で有意に

低ୗし，IDF ⩌より」合⩌で低いഴྥがぢられた。アマニ SDF ᦤྲྀと IDF ᦤྲྀはそれࡒれ脂質代謝ᨵၿ

ຠ果を示し，」合型⧄⥔ᦤྲྀのຠ果はそれらの┦加ຠ果であると推 される。 
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㹅－㸵� ビートファイࣂーᦤྲྀࡣᦤྲྀエࢿルࢠーࢆపୗࡏࡉ，どᗋୗ部ࣞプࢳン-Ob-Rb
 るࡍኚ᭦ࢆ⌧グナルのୗὶの㣗ḧㄪ⠇ᅉ子の㑇ఏ子Ⓨࢩ

○㉺ᬛ༤，⸨ཎၨኈ㑻，᐀ീ� ᕊ，ᅵ井� ᝅ，⸨㇂⨾⳯，ᓊ田太㑻 

（愛媛大院・農） 

�

【目的】ᡃ ーが低ୗし体脂肪✚がᢚࢠルࢿトにᦤྲྀさせると，ᦤྲྀエࢵは，ビート㣗物⧄⥔(BF)をラࠎ

ไされることをぢ出した。その㝿，どᗋୗ㒊ࣞプチンཷᐜ体(Ob-Rb)の㑇ఏ子発現が有意にቑ加していた。

さらに，Ob-Rb 機能Ḟᦆラࢵトに BF をᦤྲྀさせても有意なຠ果は確認されࡎ，BF のຠ果には Ob-Rb が

㛵することが示唆された。ࣞプチンはどᗋୗ㒊 Ob-Rb をして㣗ḧ調⠇ᅉ子の㑇ఏ子発現をኚ᭦する

ことにより㣗ḧを低ୗさせることから，本ᐇ㦂では，BF のᦤྲྀによって Ob-Rb の㑇ఏ子発現がቑ加し，

そのୗὶの㣗ḧ調⠇ᅉ子の㑇ఏ子発現がኚ化するのかについて，1 ᪥ 3 ᅇ(30 分/ᅇ)にᦤ㣗をไ㝈する 3
㣗ไによりᦤ㣗タイミングをᥞえたラࢵトを用いて検ウした。【方法・結果】3 㣗ไに័れさせた 6 㐌㱋

の㞝 SD 系ラࢵトを㧗脂肪㣫ᩱまたは BF 添加㣫ᩱで 28 ᪥間㣫⫱した(ྛࠎC ⩌，BF ⩌)。ᦤྲྀエࢿルࢠ

ーの低ୗが㢧ⴭであった 2 㣗目の๓ᚋでどᗋୗ㒊㣗ḧ調⠇ᅉ子の㑇ఏ子発現を 定した。Ob-Rb 㑇ఏ子

発現に⩌間で有意ᕪはࡳられࡎ，BF のຠ果に Ob-Rb のቑ加はᚲ㡲ではないことが示唆された。Ob-Rb 㑇

ఏ子発現は絶㣗によってቑ加し⤥㣵によって低ୗすることが報告されており，以๓ࡳられた BF ᦤྲྀに

よる Ob-Rb 㑇ఏ子発現のቑ加はᦤྲྀエࢿルࢠーの低ୗに対する反応であったのかもしれない。ୗὶの㣗

ḧ調⠇ᅉ子の㑇ఏ子発現では，2 㣗目 1 間๓に㣗ḧಁ進ᅉ子 galanin が BF ⩌で有意にቑ加したが，2 㣗

目┤๓では㣗ḧᢚไᅉ子 POMC のࡳが BF ⩌で有意にቑ加した。ࣞプチン-Ob-Rb シグナルୗὶの POMC
のቑ加がその┤ᚋのᦤྲྀエࢿルࢠーの低ୗに㛵していることが示唆された。 

 
 
 

㹅－㸶� ファインࣂブルࡓ࠸⏝ࢆΎ㓇㔊㐀 

○㐲⸨㊰子 1, 4，᪥㔝ⱥኍ 2，すෆᝆ♸ 3，ከ田ె⧊ 3，⸨井㞝三 4 

（1ᗈᓥ大院・⏕≀ᅪ，2⡿子㧗ᑓ・ᢏ3，ࢭ㧗▱㧗ᑓ・ࢯーࣕࢩルデࢨイン， 

4⡿子㧗ᑓ・≀質）�  

�

【目的】� ファインࣂブル（FB）とは⌫┦ᙜ┤ᚄが 100ȣm 以ୗのẼἻで，ẼἻ中の࢞スの種類，サイ

である。FBࠎᗘにより作用は様⃰，ࢬ ฎ⌮水はཎ᰾生物にはẅ菌作用を示し，┿᰾生物にはቑṪ活性作

用を示すこと，また FB ฎ⌮水を㎸水に用いて㔊㐀した↝㓅はまࢁやかであることがịᐊらにより明ら

かにされた。本研究では，FB ฎ⌮水に対するΎ㓇酵母のᣲືと FB ฎ⌮水を用いて㔊㐀したΎ㓇が㓇質

にᙳ㡪をえるかを調ᰝした。 
【方法・結果】� FB ฎ⌮水は H 型 FB 発生置を用いて調製された。FB ฎ⌮᮲௳はᐜ量 5L に対し，ὶ

量 10 mL/min とした。FB ฎ⌮をしていない水を対↷（FB ↓ฎ⌮༊）とし，FB ฎ⌮間による酵母のቑ

Ṫヨ㦂を行った。ྛヨ㦂༊ᇵᆅにࡻࡁうかい酵母 901 ྕを添加しᇵ㣴を行った。ᇵ㣴 12 間⛬ᗘで，FB
ฎ⌮༊において酵母ቑṪの活性化が確認された。Ύ㓇ᑠ㎸ࡳはȘ⡿を用いて一ẁ㎸ࡳにて同様のヨ

㦂༊でヨ㦂を行った。᪥本㓇ᗘ，酸ᗘ，アルコールᗘ，アミノ酸ᗘ，有機酸，アミノ酸，認識置に

より㓇質の評価を行った。その結果， FB ฎ⌮ 120 分においてアルコールᗘが㧗かったが，そのの㓇

質では㢧ⴭなᕪを示さなかった。 
 
�

�
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㹅－㸷� ග㞀ᐖୗにおけるトࣀࢳキ✀⓶࣏リフࣀ࢙ールとルテインの⥙膜ಖㆤຠᯝ 

○▼ཎ᭸ᜨ，ᮌᮧⱥ人，ᾏὠᖾ子 1，ᑠᒣὈⰋ 1，松ᒸ㝧太㑻 1，ᶓ田一ᡂ 2, 3， 

大平᫂弘 1�  

（ᑑ〇Ⳬ（ᰴ）・◊✲㛤Ⓨ部，1ᓥ᰿大・་，2ᓥ᰿大・⏕㈨⛉，3㫽ྲྀ大院・㐃農） 

�

【目的】� ⥙膜ග㞀ᐖモデルラࢵトを用いた加㱋㯤ᩬኚ性（AMD）研究において，抗酸化物質はග㞀ᐖ

をᢚไすることが明らかとなっている。以๓に，ᡃࠎの研究グループは，トチノキ種皮から抽出・分画

したポリフ࢙ノールはග㞀ᐖୗにおࡅる⥙膜保ㆤ作用を示すことを報告した。一方，ルテインは，ග่

⃭から⥙膜を保ㆤする素ᮦとしてすでに認知されている。ᅇ，トチノキ種皮ポリフ࢙ノールがリノー

ル酸ࣄドロペルオキシドによるルテインの㏥Ⰽをᢚไするかを評価した。さらに，トチノキ種皮ポリフ

 。ノールとルテインのΰ合物のග㞀ᐖに対する⥙膜保ㆤ作用について検ウした࢙
【方法・結果】� トチノキ種皮⇕水抽出物を DIAION HP-20 および Chromatorex ODS カラムで分画して，

ポリフ࢙ノールをᅇした。ルテインとリノール酸のエマルジョンを調製し，⮬ື酸化により生成した

リノール酸ࣄドロペルオキシドによるルテインの㏥Ⰽをトチノキ種皮ポリフ࢙ノールがᢚไするかを調

べた結果，ルテインの㏥Ⰽをᢚไした。トチノキ種皮ポリフ࢙ノール，ルテインおよびトチノキ種皮ポ

リフ࢙ノールとルテインのΰ合物を⤒ཱྀᢞし，ᢞ 4 ᪥目にග↷ᑕを 12 間行い，ග↷ᑕᚋ，⥙膜外

㢛⢏ᒙ（ONL）の⳼ⷧ化，⥙膜㟁位（ERG）を評価した。この結果，ONL の⳼ⷧ化および ERG の低ୗを

ᢚไしなかったᢞ量のトチノキ種皮ポリフ࢙ノールおよびルテインのΰ合物をᢞしたとこࢁ，有意

な⥙膜保ㆤຠ果が認められた。 
 

 
 
 

㹅－��� ⢊ᮎエゴ࣐Ἔのᦤྲྀにࡼるࣛࢵト⾑₢⬡⫫㓟⤌ᡂのᙳ㡪 

○ྜྷΎᜨ，㧗ᶫ⨾✑，ᮏ田ᶞ人，ᡂᐑ� ඃ，ΎỈⱥᑑ，ᒣᮏ㐩அ 

（ᓥ᰿大・⏕㈨⛉） 

 

�

【目的】� 㣗中の n-3 系と n-6 系脂肪酸の比⋡の重要性が明らかになって以来，n-3 系脂肪酸のᦤྲྀを

目的とした様ࠎなサプリメントや࣊ルシーオイルが注目を㞟めている。エゴマἜは，n-3 系脂肪酸の一種

であるȘ-リノࣞン酸を⣙㸴と㧗⃰ᗘで含む，᳜物由来の࣊ルシーオイルとして注目されている。ᡃࠎ

は，⎔≧オリゴ⢾の一種であるJ-シクロデキストリン (J-CD)を用いてᓥ᰿┴⏘のエゴマἜを⢊ᮎ化し，

その体ෆ྾性をラࢵトを用いて評価した。体ෆ྾の指標として，⾑₢中の⥲脂肪酸⃰ᗘを用いた。 
【方法・結果】� 本ᐇ㦂には，常な近系ラࢵトである Wistar-King Aptekman Hokkaido (WKAH)を用

した。ṇ常㣗である AIN93G を用いて WKAH を 5 ᪥間ண備㣫⫱したᚋに，ṇ常㣗(AIN93G)をえるࠕコ

ントロール⩌ ，ࠖAIN93G の㣗物⧄⥔をJ-CD で置ࡁえた㣗㣵をえたࠕCD 㣗⩌ ，ࠖAIN93G の大㇋Ἔの

一㒊をᾮ体のエゴマἜで置ࡁえた㣗をえたࠕᾮ体エゴマἜ㣗⩌ ，ࠖAIN93G の㣗物⧄⥔と大㇋Ἔの

一㒊をエゴマἜ⢊ᮎで置ࡁえた㣗㣵をえたࠕエゴマἜ⢊ᮎ㣗⩌ࠖの，全 4 ⩌に分ࡅ 2 ~ 6 㐌間㣫⫱し

た。⾑₢の脂肪酸分ᯒ結果から，ࠕᾮ体エゴマἜ㣗ࠖ⩌ཬびࠕエゴマἜ⢊ᮎ㣗ࠖ⩌において，D-リノࣞン

酸⃰ᗘの有意な上᪼が確認された。さらに，エゴマἜ⢊ᮎ㣗⩌のD-リノࣞン酸ཬびエイコサペンタエン

酸⃰ᗘは，ᾮ体エゴマἜ㣗⩌のそれらよりも㧗く，一方でアラキドン酸の⾑中⃰ᗘは低かった。これら

の結果から，J-CD により⢊ᮎ化したエゴマἜは，体ෆ྾性にඃれた n-3 脂肪酸※として，㣗品加ᕤ分

㔝での応用がᮇᚅされると考えられた。�
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㹆－１� タࣂコపศ子㔞࣍ࢫ࣍リࣃーゼ A2の㑇ఏ子Ⓨ⌧ᛂ⟅と⏕⌮ᶵ能 

○Ᏹ㔝㈗ಇ，ᐑ崎㍜，ᮎ川㯞㔛ዉ，Ọるࡳ，⸨川ទྜྷ，江ᆏ᐀ 

（ᗈᓥ大院・⏕≀ᅪ） 

 

�

【目的】ホスホリパーゼ A2（PLA2）はグリセロリン脂質の㸰位のエステル結合を加水分解する酵素であ

り，᳜物では低分子量と㧗分子量の 2 つに分類されている。低分子量 PLA2は᳜物の⣽⬊ఙ㛗や重力ᒅ性

に㛵していると考えられているが，そのヲ⣽はᮍࡔ不明である。そこで本研究では，タࣂコにおࡅる

㸰種の低分子量 PLA2（Nt1PLA2，Nt2PLA2）に╔目し，それらの生⌮機能の解明をヨࡳた。 
【方法・結果】まࡎ最初に，タࣂコの葉に，インドール㓑酸（IAA），サリチル酸（SA），およびジࣕス

モン酸（JA）をฎ⌮し，PLA2の発現応⟅を調べた。その結果，Nt1PLA2は JA によって mRNA の発現量

がቑ加したのに対して，Nt2PLA2は JA と SA によって mRNA 発現量が低ୗした。ḟいで，タࣂコ低分子

量 PLA2を㐣発現させた組えタࣂコᇵ㣴⣽⬊ BY-2 を解ᯒしたとこࢁ，Nt1PLA2または Nt2PLA2の㐣

発現によりയᐖ応⟅㑇ఏ子であるキチナーゼの mRNA 発現量がቑ加した。さらに⯆῝いことに，

Nt1PLA2 㐣発現組え体では Nt2PLA2 の mRNA，また，Nt2PLA2 㐣発現組え体では Nt1PLA2 の

mRNA の発現量がቑ加した。  
現ᅾ，タࣂコ低分子量 PLA2 によるയᐖ応⟅㑇ఏ子の㑇ఏ子発現や生㛗におࡅるᙺを評価するため

に，それら 2 種の低分子量 PLA2をそれࡒれ㐣発現させたシロイࢾナࢬナの作出を行っている。 
 
�

 
 
 

㹆－２� Genome wide expression pattern analysis of LRR-RLP genes 

○Sultana Mst Momtaz1, 2, Amit Kumar Dutta1, 2, Kohji Nishimura3,  

Tsuyoshi Nakagawa1 (1Int. Cen. Sci. Res. Shimane Univ., 2The UGSAS. Tottori 
Univ., 3Fac. Life Environ. Sci., Shimane Univ.) 

�

Leucine Rich Repeat-Receptor like Proteins (LRR-RLPs) are cell surface receptors that characteristically consist of 
an extracellular leucine-rich repeat domain, a transmembrane domain, and a short cytoplasmatic tail lacking kinase 
motifs. In order to search a novel gene like CLAVATA2 (CLV2) and TOO MANY MOUTHS (TMM) in signal 
transduction and information transmission process, in total, 70 LRR-5/3� JHQHV� KDYH� EHHQ� LGHQWL¿HG� LQ� WKH�
Arabidopsis genome. Phylogenetic analysis divided RP (Receptor Proteins) genes into 12 distinct clades, each 
having distinct  conserved domains and specific functions. To systematically investigate the roles of LRR-RLPs in 
regulating plant growth, development and stress adaptations, we generated promoter::GUS and promoter::GFP 
transgenic plants for all 70 LRR-RLP genes in A. thaliana and analyzed their detailed expression patterns at various 
developmental stages. Gene expression analysis in various tissues demonstrated that most of LRR-RLP genes 
exhibited a tissue- and development stage-VSHFL¿F�H[SUHVVLRQ�SDWWHUQ��H[SRVLQJ�WKHLU�LPPLQHQW�IXQFWLRQV�LQ�JURZWK�
and development. We have analyzed expression pattern in detail with promoter-NLS-GFP strategy for some RP 
genes and estimated a prospective fundamental function in plant development. Moreover, 70 LRR-RLP genes were 
differentially expressed under biotic, abiotic and hormone treatments and provides an impression of biological 
processes and presents valuable resources for future functional investigations.  
�
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㹆－㸱� SHABONDAMA1 regulates the G2/M transition in cell cycle of Arabidopsis  
thaliana� ○Amit Kumar Dutta

1, 2，Takuma Tanabe
3
, Yasuhiro Matsuo

3
,  

Tsuyoshi Nakagawa
1
 (1Int. Cen. Sci. Res. Shimane Univ., 2The UGSAS. Tottori 

Univ., 3 Fac. Life Environ. Sci. Shimane Univ.) 
�

Stomata play a pivotal role in the regulation of gas exchange between the aerial organs of plant and atmosphere, and 
their aperture and distribution were regulated by a number of factors, such as sunlight, humidity, temperature, and 
internal plant chemistry. In Arabidopsis thaliana EMS mutant shabondama1 (sha1), about one fourth of stomata 
showed single guard cell phenotype with spherical shape and larger area size compared with normal guard cell. 
SHA1 encodes a DEAD/DEAH box helicase family protein. In this study, we tried identifies the function of SHA1 
in cell cycle regulation. 
sha1 mutant showed reduced growth and less photosynthesis capacity compared with wild-type in optimum growth 
environment. Single guard cells of sha1 and chemically induced single guard cells arrested division in the M-phase 
by disrupting microtubules showed similar result in cell size and DNA content suggest that SHA1 promote G2/M 
transition in cell cycle. The flow cytometry results also showed abnormality in ploidy distribution of sha1 mutant. 
Loss of SHA1 function showed uninucleate and 4C single guard cells where plastid number are similar with WT 
paired guard cells (stoma) confirming that the mutation blocked guard mother cell division in the G2 to M phase of 
cell cycle. So, The Nucleus-localized SHABONDAMA1 regulates cell cycle progression in Arabidopsis thaliana. 
�

�

 
 
 

㹆－㸲� ගࢫトࣞࢫᛂ⟅における H2O2௦ㅰ酵素のࢡロࢫトーࢡ 

○⳥ᵹ香ዉ，三� ᘻ，ᑠ川㈗ኸ，⃝� 弘，▼川Ꮥ༤，田㝯 

（ᓥ᰿大・⏕㈨⛉） 

 

�

【目的】活性酸素種（ROS）のẘ性とシグナル機能のࣂランスไᚚはストࣞス㡰応に重要である。᳜物

では，ペルオキシソームのカタラーゼ（CAT）に加えて，アスコルビン酸ペルオキシࢲーゼ（APX）が

ྛ⣽⬊ෆコンパートメントに要H2O2ᾘཤ酵素として分ᕸしており，これらの༠調がROSの作用ࣂラン

スのỴ定にᐤすると考えられている。最近ᡃࠎは，⣽⬊質型APX1とCAT2の重Ḟᦆᰴ，そして葉⥳

体型sAPX，tAPX，CAT2の୕重ኚ␗ᰴを用いた解ᯒから，cat2のගストࣞスឤཷ性が葉⥳体型APXのḞᦆ

によりಁ進されるのに対し，⣽⬊質型APX1のḞᦆによりᅇすることをぢ出した。そこで，よりヲ⣽な

解ᯒのために，全てをḞᦆさせたᅄ重ኚ␗ᰴを作出し，ගストࣞスឤཷ性や⣽⬊ෆࣞドࢵクスパラメー

タをの多重ኚ␗ᰴと比㍑した。 
【方法・結果】重および୕重ኚ␗ᰴと比㍑して，apx1 sapx tapx cat2ᅄ重ኚ␗ᰴはⴭしく▸性であり，

ගストࣞスに対してもっとも㢧ⴭなឤཷ性を示した。したがって，⣽⬊質型APX1のḞᦆによるcat2のឤ

ཷ性のᅇは，葉⥳体型APXのḞᦆによりᡴちᾘされることがࢃかった。cat2の⣽⬊Ṛは酸化型グルタチ

オン（GSSG）の✚に㉳ᅉすることが知られている。ᐇ，GSSG✚はapx1 cat2で⦆和されており，

その⾲現型と一⮴したが，もっとも強い⣽⬊Ṛの⾲現型を示すᅄ重ኚ␗ᰴにおいてもGSSGの✚はᢚไ

されることがࢃかった。現ᅾ，ྛ多重ኚ␗ᰴにおࡅる酸化ᦆയᗘ合いについてタンパク質や脂質の酸化

のഃ㠃から調べている。 
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㹆－㸳� グルタ࢜ࢳン౫Ꮡⓗ࡞アࢫコルビン㓟⏕ࡣගࢫトࣞࢫ⪏性にᚲ㡲࡛࠶る 

○ୖ㔝♸⨾，ᑎ井భ，ᑠ川㈗ኸ，⃝� 弘，▼川Ꮥ༤，田㝯 

（ᓥ᰿大・⏕㈨⛉） 

 

�

【目的】᳜物において，アスコルビン酸（ASC）は要なࣞドࢵクスࢵࣂファーであり，ストࣞス応⟅・

⪏性を含む種ࠎの生⌮Ꮫ的プロセスに㛵する。ASC は酸化により不Ᏻ定なデࣄドロアスコルビン酸

（DHA）となるため，その生⌮作用を最大㝈に発するためには DHA から ASC の生が不ྍḞであ

る。᳜物にはグルタチオン（GSH）౫Ꮡ的な DHA 㑏ඖ酵素（DHAR）がᏑᅾし，さらに GSH そのもの

も DHA 㑏ඖ作用をᣢっているが，これらの酵素および㠀酵素反応の ASC 生のᐤはヲしく調べら

れていない。そこで本研究では，シロイࢾナࢬナにᏑᅾする全 DHAR をḞᦆさせた୕重ኚ␗ᰴ（¨dhar）

とグルタチオンḞஈኚ␗ᰴ（pad2）を用いて解ᯒした。 
【方法・結果】㔝生ᰴ，¨dhar および pad2 をᙅග᮲௳ୗで᱂ᇵしたᚋ，ASC 代謝が活発になる強ගスト

ࣞスをした。pad2 の GSH 量は㔝生ᰴの 20㸣⛬ᗘࡔったが，㦫くべࡁことに，pad2 ኚ␗はᙅගおよ

び強ග᮲௳の ASC 量およびࣞドࢵクス≧ែにとんᙳ㡪しなかった。一方，̈dhar では強ගにకう ASC
✚が有意にᢚไされたが，㔝生ᰴとのᕪはࡎࢃかであった。そこでḟに，¨dhar と pad2 をࡅ合ࢃせ

たᅄ重ኚ␗ᰴを作出したとこࢁ，強ග᮲௳での ASC ✚がとん全にᢚไされ，さらに¨dhar pad2

はⴭしい強ගឤཷ性を示した。これらのことから，GSH ౫Ꮡ的な酵素（DHAR）および㠀酵素反応の୧

方が ASC 生およびගストࣞス⪏性にᚲ㡲であることが明らかになった。また現ᅾ，GSH 㠀౫Ꮡ的な

DHA 㑏ඖ系についても調べており，最近の結果を合ࢃせて報告する。 
 
 
 

㹆－㸴� ト࣐トᑟ⟶ᾮにᏑ在ࡍる㐟㞳 N-グリ࢝ン (FNGs) のᵓ㐀≉性ཬࡧ FNGs と࢜ー

キࢩンの┦స⏝に࡚࠸ࡘ 

○㎷᳃♸太，部� ㄹ，๓田� ᜨ，ᮌᮧྜྷఙ（ᒸᒣ大院・⎔ቃ⏕） 

 

�

【目的】近ᖺ，⢾タンパク質⢾鎖の生合成や分解に㛵する酵素⩌が᳜物の分化・生㛗に重要なᐤを

有することが明らかになりつつある。ᡃࠎは᳜物」合型 N-グリカンの代謝分解機構を解明する研究の一

⎔として，トマト Ș1,3/4-Fuc’ase の㸰種㑇ఏ子の同定と␗種発現系を構⠏し，本酵素のࣘニークな基質

≉␗性を明らかにした[1,2]。᭦に，本酵素がᾮ⬊での㝈定ᒁᅾではなく，⣽⬊外に分Ἢされているྍ能

性をぢ出した。そこで，アポプラストᾮとしてᤊえられる導⟶ᾮに╔目し，導⟶ᾮ中のグリコシࢲーゼ

活性と㐟離 N-グリカン (FNGs) の構㐀≉性解ᯒを行った。【方法・結果】トマト導⟶ᾮを᥇ྲྀᚋ，導⟶ᾮ

中のȘ-Man’ase,Ș1,3/4-Fuc’ase,ș-GlcNAc’ase ཬびș-Gal’ase を N-グリカン基質を用いて解ᯒした結果，

いࡎれのグリコシࢲーゼ活性も検出されたがș-GlcNAc’ase 活性が㢧ⴭであった。FNGs の要構㐀はș

-GlcNAc’ase で分解をཷࡅた Man3Fuc1Xyl1GN2（M3FX）であった。一方，ᡃࠎは M3FX がኚ性タンパク

質中の Trp ṧ基に結合することをぢ出している。M3FX はフ࢛ールディングಁ進活性をᣢたないものの，

㐟離 Trp とも≉␗的┦作用することを明らかにした。そこで，FNGs がオーキシン類と≉␗的に┦作

用しオーキシンの᳜物⣽⬊間におࡅる㍺㏦に㛵するྍ能性を定し，ᅇはオーキシン類（3-インドー

ル㓑酸，3-インドール㓗酸）と᳜物」合型 N-グリカンཬびハイマンノース型 N-グリカンとの┦作用に

ついて，⺯ග 定法による解ᯒを進めている。 [1] Rahman, Md. Z., et al. J.Biochem., 161, 421-432 (2017) 
[2] Rahman, Md. Z., et al. J.Biochem., 16�, 53-63 (2018) 
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㹆－㸵� アフニテーࢤルにࡼる植≀アࢫコルビン㓟結合タンࢡࣃ質のໟᣓⓗ᥈⣴ 

○すཎዲ⨾，す㔝⪔平，ᒾᒸ⿱ 1，ᑠ川㈗ኸ，田㝯，田井❶༤ 1，▼川Ꮥ༤ 

（ᓥ᰿大・⏕㈨⛉，1┴ᗈ大・⏕⎔ቃ） 

 

�

᳜物組⧊は mM オーࢲーの㧗⃰ᗘでアスコルビン酸を含んでいるが，そのᚲ要性はまࡔ分にㄝ明で

はアスコルビン酸のࠎていない。最近，ᡃࡁ C2 位あるいは C6 位にᐁ能基を導ධしたᏳ定型アスコルビ

ン酸プローブ（2-amino-2-deoxy-L-ascorbic acid; 2-AsA および 6-amino-6-deoxy-2-O-methyl-L-ascorbic acid; 
6-AsA）を作出し，これらをᅛ定化したアフィニティーᶞ脂により新規アスコルビン酸結合タンパク質と

してシトクロム C を同定している。本研究では᳜物アスコルビン酸のᙺ解明を目的に，Ᏻ定型アスコ

ルビン酸プローブを用いて，シロイࢾナࢬナからアフィニティー精製したタンパク質の解ᯒを行うこと

で，᳜物アスコルビン酸結合タンパク質の᥈⣴をヨࡳた。 
ᐇ㦂ᮦᩱは，㔝生ᰴの⣙ 20㸣までアスコルビン酸量が低ୗした，アスコルビン酸Ḟஈኚ␗体 vtc2-4 を

用いた。vtc2-4 の葉，ⰼ，果ᐇのྛ組⧊から得られた⢒抽出ᾮに対し，㏱ᯒによりアスコルビン酸を㝖ཤ

ᚋ，2-AsA および 6-AsA カラムに౪した。カラムὙίᚋ，2-O-メチル-アスコルビン酸でྛ結合タンパク

質を⁐出した。ྛ ⁐出タンパク質画分をトリプシンฎ⌮ᚋ，得られたペプチド᩿∦を nano LC/MS を用い

て分ᯒし，Progenesis QI によりデータ解ᯒを行った。その結果，ð 脂のࡳの࢞ࢿティブコントロールに㍑

べ，2-AsA もしくは 6-AsA カラムで結合量のቑ加が認められたタンパク質として⥲ィ 45 タンパク質を得

た。葉から得られたタンパク質のうち 45㸣に┦ᙜする 13 タンパク質が葉⥳体ᒁᅾであり，⣽⬊ෆのアス

コルビン酸ࣞ࣋ルを反ᫎする結果であった。 
 
 
 

㹆－㸶� ᚤ⣽⸴類ࣘーグࣞナの࣡ࢫࢡࢵエࢫテル௦ㅰㄪ⠇に㛵ࢃるタンࢡࣃ質キナーゼ

の᥈⣴ 

○▼井ౡᶞ，ᮌᮧගᏹ，ᑠ川㈗ኸ，田㝯，᳃� 大 1, 2，▼川Ꮥ༤ 

（ᓥ᰿大・⏕㈨⛉，1ᛂ大・ඛ➃⏕◊，2ᛂ大・ᨻ⟇） 

�

ᚤ⣽⸴類ࣘーグࣞナ (Euglena gracilis)は，ዲẼ᮲௳ୗで㈓ⶶ多⢾パラミロンを✚する。᎘Ẽ᮲௳ୗに

おいてパラミロンはグルコース単位に分解され，⊂⮬の発酵⤒㊰によりミリスチルミリスチン酸（C28）
を成分とする࣡ࢵクスエステルと代謝ኚする。本研究は，᎘Ẽ᮲௳に応⟅した࣡ࢵクスエステル

代謝ไᚚ機構の解明を目的としており，これまでに発現㑇ఏ子およびタンパク質の⥙⨶的解ᯒにより࣡

クスエステル代謝ไᚚには，᎘Ẽに応⟅したタンパク質リン酸化調⠇が重要であるとの知ぢを得ていࢵ

る。そこでᅇ，᎘Ẽ応⟅の࣡ࢵクスエステル代謝調⠇をᢸうタンパク質キナーゼの同定をヨࡳた。�  
� ᎘Ẽฎ⌮๓ᚋのࣘーグࣞナ SM-ZK ᰴに対するリン酸化プロテオーム解ᯒにより，᎘Ẽ᮲௳に応⟅して

リン酸化ࣞ࣋ルが有意にኚືする 26 種類のプロテインキナーゼを㑅ᢤした。ྛプロテインキナーゼに対

して本鎖 RNA を合成し，ྛࠎの㑇ఏ子ノࢵクࢲウン (KD)⣽⬊を作出し，᎘Ẽฎ⌮ᚋの࣡ࢵクスエス

テル合成におよࡰすᙳ㡪を検ウした。その結果，あるプロテインキナーゼの KD ⣽⬊において࣡ࢵクス

エステルの✚がⴭしくᢚไされていたことから，このプロテインキナーゼを WSRK (Wax ester Synthesis 
Regulation Kinase)とྡした。WSRK ≉␗的抗リン酸化ペプチド抗体によるイムノブロࢵトの結果，

WSRK は᎘Ẽ᮲௳に応⟅してリン酸化ࣞ࣋ルがኚືすることが確認された。また WSRK_KD ⣽⬊のྛ種

代謝物を 定した結果，WSRK はパラミロン分解以㝆脂肪酸合成に⮳る⤒㊰のไᚚに㛵していること

が強く示唆された。 
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㹆－㸷� �る᪂つᅉ子の᥈⣴とゎᯒࡍナのフࣛビン合≀㍺㏦に㛵ࢬナࢾロイࢩ

○⳥ụᯫ，㞴Ἴ⣧ஓ，ᮡᮏ⌶㞙，田㝯，▼川Ꮥ༤，ྜྷᮧ和ஓ 1，�

㔜ᒸ� ᡂ 2，ᑠ川㈗ኸ（ᓥ᰿大・⏕㈨⛉，1୰部大・ᛂ⏕，2㏆␥大・農）�

�

�

【目的】リ࣎フラビン (RF)を๓㥑体とする FAD や FMN は，生体にとってᚲ㡲な化合物であり，᳜物に

おいてこれらのフラビン化合物は，ග合成・྾㟁子ఏ㐩系，DNA ಟなの要な代謝⤒㊰にᚲ要不

ྍḞな化合物であることから，⣽⬊ෆのフラビン化合物ࣞ࣋ルはཝᐦにไᚚされるᚲ要がある。しかし，

これらフラビン化合物の代謝調⠇機構や㍺㏦機構については不明なⅬが多くṧっている。そこで本研究

では，シロイࢾナࢬナ葉の FAD ฎ⌮により発現ኚືするトランスポーター㛵連㑇ఏ子 (FAD-responsive 
transporters: FRTP1ࠥ17)について解ᯒを行った。 
【方法・結果】出ⱆ酵母の RF 合成にᚲ㡲な㑇ఏ子を◚ቯすることで，㧗⃰ᗘの RF 添加ᇵᆅのࡳで生⫱

ྍ能なフラビン要ồᰴ (rib4Δ，rib5Δ)を作出した。得られたフラビン要ồᰴに FRTP1ࠥ17 を導ධし，低

⃰ᗘ RF 添加ᇵᆅでの生⫱能を評価した。その結果，FRTP4を導ධしたᰴのࡳが低⃰ᗘ RF 添加ᇵᆅで生

⫱ྍ能であった。また，FRTP4導ධᰴは低⃰ᗘ FMN および FAD 添加ᇵᆅにおいても生⫱ྍ能であった

ことから，FRTP4 はフラビン化合物の㍺㏦に㛵する新規ᅉ子であるྍ能性が示唆された。そこで現ᅾ，

FRTP4 の⣽⬊ෆᒁᅾ性やシロイࢾナࢬナの FRTP4 㑇ఏ子◚ቯᰴを用いた解ᯒを行っている。 
 
 
 

 
 
 

㹆－��� リンཷᐜయ࢙ナフࣛジࢬナࢾロイࢩ FLS2（Flagellin-sensing 2）の flg22 ㄏᑟ性

エンドサイトーࢫࢩᶵᵓのゎᯒ 

○ྜྷᮧᗉᝅ，ᖖ� 愛ⰼ，ΎỈⱥᑑ，ᆅ阪ග⏕，ᶓ田一ᡂ，୰川� ᙉ 1， 

すᮧ浩（ᓥ᰿大・⏕㈨⛉，1ᓥ᰿大・⥲⛉ࢭ） 

�

【⫼ᬒと目的】� シロイࢾナࢬナフラジ࢙リンཷᐜ体 FLS2 (Flagellin-sensing 2) は， PAMP
（Pathogen-associated molecular pattern）の一種である᳜物ཎ菌㠴ẟタンパク質フラジ࢙リンに対する⣽

⬊膜ཷᐜ体であり，᳜物ཎ菌の㜵ᚚ応⟅をᢸう᳜物චに㛵ࢃる。本研究では，᳜物ᐖ応⟅のࢲウ

ンࣞࢠュࣞーションと考えられる FLS2 の flg22 誘導性エンドサイトーシスに，クラスリン㍺㏦⤒㊰が

のように㛵ࢃっているのか明らかにすることを目的としている。 
【方法と結果】� FLS2 エンドサイトーシスのクラスリン౫Ꮡ性を調べるために，FLS2 の⣽⬊質ᑿ㒊

（FLS2-CT）とクラスリン AP2 」合体 ıサブࣘニࢵト（AP2S）との┦作用を分子⺯ග┦補（Bimolecular 
fluorescence complementation, BiFC）法で解ᯒした。FLS2-CT には，့ஙື物のクラスリン AP 」合体との

結合に㛵ࢃる酸性ジロイシンモチーフがᏑᅾする。そこで，このモチーフが FLS2 と AP2S との┦作用

に㛵ࢃっているかを調べた。その結果，FLS2 は AP2S と┦作用し，酸性ジロイシンモチーフኚ␗体で

は，AP2S との┦作用がᙅまったことから，FLS2 と AP2S との┦作用には，酸性ジロイシンモチー

フが㛵ࢃることが強く示唆された。また，FLS2 と酸性ジロイシンモチーフኚ␗体について，フラジ࢙リ

ンペプチド flg22 で誘導されるエンドサイトーシスのືែを⺯ගライブイメージングにより調べた結果，

㔝生型 FLS2 に比べ，ኚ␗体では，エンドサイトーシスがⴭしくᙅまった。したがって，FLS2 の flg22
誘導性エンドサイトーシスには，クラスリン AP2 」合体が㛵ࢃることが強く示唆された。 
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