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日本農芸化学会中四国支部第54回講演会（例会） 

プログラム 
会場：岡山理科大学 岡山キャンパス 

日時：2019年 6月 1日（土） 

 

11:00～12:00 幹事打合会 （A1号館3階 A0131セミナー室） 

12:10～13:00 支部参与会 （A1号館2階 A0122講義室） 

 

13:10～13:25 中四国支部奨励賞 授賞式 （C1号館8階理大ホール） 

 

13:25〜14:30 受賞講演 （C1号館8階理大ホール） 

中四国支部奨励賞受賞講演  

   「極限環境生物由来タンパク質の構造および安定化機構に関する研究」 

  藤井創太郎（広島大院・統合生命） 

座長：羽倉義雄（広島大院・統合生命） 

   「分裂酵母のストレス応答経路に関する研究」 

  松尾安浩（島根大・生資科） 

  座長：石川孝博（島根大・生資科） 

農芸化学奨励賞受賞講演 

   「正常な細胞機能を保証する細胞構造の制御機構に関する研究」 

  久米一規（広島大院・統合生命） 

  座長：羽倉義雄（広島大院・統合生命） 

 

14:30〜15:40 ミニシンポジウム・特別講演 （C1号館8階理大ホール） 

ミニシンポジウム「企業研究者による乳酸菌研究の最前線」  

「植物成分を活かす乳酸菌によるモノづくり」 

  西谷洋輔（丸善製薬（株）・研究開発本部） 

「乳酸菌Lactobacillus caseiシロタ株の酸化ストレス耐性機構」 

  世良田雅紀（ヤクルト中研） 

  座長：三井亮司（岡山理大・理） 

特別講演 

「植物ホルモン・オーキシンのケミカルバイオロジー」 

  林謙一郎（岡山理大・理） 

  座長：南 善子（岡山理大・理） 

 

15:50～17:50   一般講演 （A1号館 A〜G会場） 

 

18:00～19:45   情報交換会 （A1号館11階ラウンジ（大会議室））  
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一般講演プログラム 

 

㸿会場（A0122 講義室）「ᚤ⏕≀-1」 

 

A-1 15:50 分裂酵母᰾⭷タンパク質による᰾ෆᅉ子のືែ制御機構のゎᯒ 

 藤⯟ᕼ㸪㧗山雄㸪⢖ὠᬡ紀㸪ୖ㔝 ఀۑ  

  （広島大院・統合生命） 

 

A-2 16:02 分裂酵母の᰾ᑠయືែのゎᯒ 

 井謙࿃㸪㧗山雄㸪⢖ὠᬡ紀㸪ୖ㔝 ⃝ۑ  

  （広島大院・統合生命） 

 

A-3 16:14 Effects of DIM (3, 3′-Diindolylmethane) on chromosome function in fission yeast 

 Parvaneh Emami㸪Masaru Uenoۑ  

  （Hiroshima Univ. Grad. Sch. Int. Sci.） 

 

A-4 16:26 分裂酵母 Pka1 のᶆⓗᅉ子の᥈⣴およびゎᯒ 

 ᮧ┿一 1㸪田部༟☻ 2㸪川ྥ ㄔ 1,2㸪松尾安浩 1,2✄ۑ  

  （1 島根大院・⮬↛科Ꮫ㸪2 島根大・生資科） 

 

A-5 16:38 分裂酵母 S. japonicus  S. pombe の CoQ Ḟᦆ株を⏝ࡓ࠸⾲⌧ᆺのẚ㍑ 

 ᴍཎᣅஅ㸪Ώ子 開 1㸪西田㑳久 1㸪ᡄ能ᬛᏹ 1,2 川ྥ ㄔ 1,2ۑ  

  （島根大院・⮬↛科Ꮫ㸪1島根大・生資科㸪2島根大・㎰生命⣔） 

 

A-6 16:50 酵母の COPII ᑠ胞㍺㏦㑇ఏᏛⓗに┦స⏝するキࢼーࢮ㑇ఏ子の᥈⣴ 

 㔝᭷雅㸪ຍ藤ⴌఀ㸪⯪ᡞ⪔一᐀ۑ  

  （広島大院・生物ᅪ） 

 

A-7 17:02 酵母細胞⭷にᒁᅾ化するཎ菌࢙ࣇ࢚クターRipAA の機能ゎᯒ 

 ᖹ田⠜司㸪ᅝႛᩯ㸪ⓑ井Ἃᶞ㸪藤ཎ⚈子㸪田中┤孝㸪田ῡගۑ  

  （㤶川大・㎰） 

 

A-8 17:14 酵母およびタバࢥ発⌧⣔を⏝ࡓ࠸㟷ᯤ菌のཎ性ᅉ子 RipAA の機能ゎᯒ 

 ,ⓑ井Ἃᶞ㸪ᖹ田⠜司㸪ᅝႛᩯ㸪藤ཎ⚈子㸪田中┤孝㸪Marc Valls 1ۑ  

  田ῡග 

  （㤶川大院・㎰㸪1 Universitat de Barcelona） 
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A-9 17:26 Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar 3 におࡅるཎᅉ子のゎᯒ 

 ,ዉ⥴⨾㸪生ဏ ᕘ 1㸪⛅ගஓࠎ㰺藤⨾ᱜ㸪藤ཎ⚈子㸪ᖹ田⠜司㸪బۑ  

  㸪ᮡ田（ᑠ西）ᕥỤ子㸪℈㔝ᗣᖹ 1㸪田中┤孝㸪大谷 ⾨ 1㸪∦岡㑳雄, 

  田ῡග 

  （㤶川大・㎰㸪1 㤶川┴ᗓ中ᯝᶞ研） 
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㹀会場（A0123 講義室）「ᚤ⏕≀-2」 

 

B-1 15:50 Characterization of membrane-bound aldehyde dehydrogenase activity in Frateuria sp. 

 ,Roni Miah, Minenosuke Matsutani, Takeru Murate, Naoya Kataoka, Kazunobu Matsushitaۑ  

  Toshiharu Yakushi 

  （Yamaguchi Univ.） 

 

B-2 16:02 Glucose metabolism in the Gluconobacter mutant strain that lost the glucose-oxidation ability 

 ,Feronika Heppy Sriherfyna, Kensuke Hirano, Hisashi Koike, Minenosuke Matsutaniۑ  

  Naoya Kataoka, Tetsuo Yamashita 1, Eiko Nakamura-Ogiso 2, Kazunobu Matsushita, 

  Toshiharu Yakushi 

  （Yamaguchi Univ., 1 Kagawa Univ., 2 Univ. Pennsylvania） 

 

B-3 16:14 Characterization of the 5-keto-fructose reductase derivatives of Gluconobacter sp. 

 ,Nguyen Minh Thuy, Masaru Goto 1, Shohei Noda 1, Naoya Kataoka, Osao Adachiۑ  

  Kazunobu Matsushita, Toshiharu Yakushi 

  （Yamaguchi Univ., 1 Toho Univ.） 

 

B-4 16:26 Acidomonas ᒓ㓑酸菌のレースࡀ制御する࢚タノール酸化 

  Ᏹ㒔ᐑ大㈗㸪⛳田Ⳁዉ㸪西Ụⓒຍ㸪ۑ㜿㔝孝 

  （ឡ大院・㎰） 

 

B-5 16:38 Analysis of indigenous soybean-nodulating rhizobia in Japan in relation to climate and soil 

 Md Hafizur Rahman Hafiz㸪Ahsanul Salehin㸪Shohei Hayashi 1㸪Kazuhito itoh 1ۑ  

  （UGSAS㸪Tottori Univ.㸪1 Fac. Life Environ. Sci., Shimane Univ.） 

 

B-6 16:50 Effects of the biofertilizer ‘OYK’ inoculation on plant growth promotion 

 Ahsanul Salehin㸪Md Hafizur Rahman Hafiz㸪Shohei Hayashi 1㸪Kousuke Suyama 1㸪ۑ  

  Kazuhito Itoh 1 

  （UGSAS㸪Tottori Univ.㸪1 Fac. Life Environ. Sci., Shimane Univ.） 

 

B-7 17:02 ࢲイࢬ根⢏菌 Bradyrhizobium japonicum USDA135 におࡅるクオࣛࢭ࣒ンシンࢢのㄪ

ᰝ 

 ᑠ川ᬛஅ㸪ᮾ ㈗司 1㸪井藤ே 1㸪ᕢ山ᘯ 1㸪林 ᫀᖹ 1ۑ  

  （⟃Ἴ大院・生命環境㸪1 島根大・生資科） 
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B-8 17:14 ࢲイࢬ根⢏菌 Bradyrhizobium japonicum USDA4 におࡅるクオࣛࢭ࣒ンシン࡛ࢢのオ

ートインࣗࢹーࢧーの応性のㄪᰝ 

ᮾ ㈗司㸪井藤ேۑ   1㸪ᕢ山ᘯ 1㸪林 ᫀᖹ 1㸪ᑠ川ᬛஅ 2 

  （島根大院・⮬↛科Ꮫ㸪1島根大・生資科㸪2⟃Ἴ大院・生命環境） 

 

B-9 17:26 Isovaleric acid production as the response to acid stress in Shewanella violacea 

 Lisa Lisdiana㸪Hisashi Ômura㸪Sotaro Fujii㸪Yoshihiro Sambongiۑ  

  （Grad. Sch. Integr. Sci. for Life, Hiroshima Univ.） 

 

B-10 17:38 㧗⃰ᗘ MgCl2 ࡀ Shewanella violacea の生⫱ཬび る࠼の活性にࢮーࢲࢳクレオࢾ-'5

ᙳ㡪 

 ཎ雅司㸪 藤᳃㈗子 1㸪 藤井創太郎 1㸪 三本ᮌ⮳ᏹ 1⫞ۑ  

  （広島大・生物生⏘㸪1 広島大院・統合生命） 
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㹁会場（A0126 講義室）「㓝⣲・ࢱンパࢡ㉁㸪ᚤ⏕≀-3」 

 

C-1 15:50 ῝ᾏ性細菌 Shewanella benthica DB6705 由来シトクロ࣒ c’の安定化機構のゎ᫂ 

 ᆏཱྀ 㝣㸪㡲㈡ᮅ子 1㸪藤井創太郎 1㸪三本ᮌ⮳ᏹ 1ۑ  

  （広島大・生物生⏘㸪1 広島大院・統合生命） 

 

C-2 16:02 ᾏ洋由来 Luteolibacter algae H18 のࢥࣇイࢲン⬺◲酸化酵⣲の⢭製クローࢽンࢢ 

 倉本ᘺᰤ㸪 ᑠ谷ᝆ輔 1㸪 山岡⨾ⰼ 2㸪 長尾㐩ᙪ 2, 3㸪 ඵᮌᑑᱻ 2, 㕥ᮌᏹ 2㸪ۑ  

  大ᇛ 㝯 2 

  （㫽ྲྀ大院・ᣢ♫創生㸪1 㫽ྲྀ大・ᕤ㸪2 㫽ྲྀ大院・ᕤ㸪3᪥本ジ࢘ࢥࢵ） 

 

C-3 16:14 Geobacillus ᒓዲ⇕菌をᐟࡓࡋ␗✀タンパク質㧗生⏘のࡵࡓの࣋クター開発 

 倉ᩜ太㸪 大ᇛ 㝯 1㸪 㕥ᮌᏹ 1ۑ  

  （㫽ྲྀ大院・ᣢ♫創生㸪1 㫽ྲྀ大・ᕤ） 

 

C-4 16:26 VHH ᢠయᥦ♧ᆺ分子ㄆ㆑⣲子を⏝ࡓ࠸ AuNP の࣡ンスࣉࢵࢸ機能化 

 ụ田 㸪ᮧ⥔ඞ㸪石田ᑦஅ㸪中洋⾜ۑ  

  （岡山大院・⮬↛科Ꮫ） 

 

C-5 16:38 ࣌ーパー࣋ース㐣酸化Ỉ⣲ࢭンࢧの開発 

 Ọ谷ᑦ紀ۑ  

  （岡山理大・ᕤ） 

 

C-6 16:50 L-࣓ࢳオࢽン Ȗ-ࣜーࢮᇶ質≉␗性ᨵኚ酵⣲ᇶ質」合యの⤖ᬗ構造ゎᯒ 

 大川ᩔ司㸪༙田ᬮᑦ㸪安田Ụ㔛㸪ᐊ田ᫀ㍤ 1㸪ཎ田⦾ 1㸪ᚿἼᬛ生 1㸪ۑ  

  根本理子㸪田ᮧ 㝯㸪✄ᇉ㈼ 

  （岡山大院・環境生命㸪1 ிᕤ⧄大院・応生） 

 

C-7 17:02 オートࣇジーㄏᑟ᮲௳ࡀᢸ子菌 Coprinopsis cinerea の生⫱に࠼るᙳ㡪 

 ᮧ紀㸪ᑠ川┤紀㸪㯞田ᜤᙪ㸪Ώ㑓 ᙲۑ  

  （㤶川大・㎰） 

 

C-8 17:14 Methylobacterium aquaticum 22A 株におࡅるࣛンタノイࢻスイࢳࢵの࣓カ࣒ࢬࢽ 

 ᐑ本⛶子㸪 谷 ᫂生ۑ  

  （岡山大・植物研） 
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C-9 17:26 Lactobacillus plantarum 22A-3 のࢽ࢙ࣇルࣉロ࣌ン酸௦ㅰ酵⣲のㄏᑟに関する研究 

 ⱝᵳኊဢ㸪西谷洋輔 1㸪川ୖ⚽ 1㸪᱓ཎ浩ㄔ 1㸪▮㔝ᔞ㸪三井亮司ۑ  

  （岡山理大・理㸪1 丸善製薬（株）・研究開発本部） 

 

C-10 17:38 ᱜⰼおよび࢘ࢻࣈかࡽ分㞳ࡓࢀࡉ酵母のྠ定発酵≉性 

 ᪼ ⃝ ᖹ松 Ṍ㸪ۑ  

  （岡山理大院・ᕤ）  
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㹂会場（A0125 講義室）「᭷ᶵ化学・ኳ↛≀化学-1」 

 

D-1 15:50 ⥺におࡅるᕼᑡ⢾ D-ࣉシࢥースのࢢルࢥースྲྀり㎸ࡳ㜼ᐖ活性 

 Ἴ大㈗㸪 ᪂谷▱ஓ 1㸪 బ藤正資⟶ۑ  

  （㤶川大・㎰㸪 1 ឡ大院・㐃㎰） 

 

D-2 16:02 Aspergillus ustus  Penicillium aurantiogriseum の⤌ࡳ合ࡏࢃᇵ㣴により生⏘ࢀࡉる᪂

規ࣇロイࢯキノࣜンルカロイࢻの⤯ᑐ❧య㓄⨨のỴ定 

 山田ග௦㸪 㰺藤太ᶞ㸪 ᑠ川太㸪 ோᡞ田↷ᙪ㸪 ⚄ᓮ 浩ۑ  

  （岡山大院・環境生命） 

 

D-3 16:14 ࣁタケシ࣓ジにྵࢀࡲるࢳロシࢼーࢮ㜼ᐖ物質 

  㡲㈅┤⨾㸪 ⨾藤博㸪 Ᏹ部ᑦᶞ 1 㸪 ୖ㔝⍆ᕭ㸪 ዟ田ᗣோ 2㸪 

  ⚟島（స㔝）2 ࡳ࠼㸪ۑ石ཎ  

  （㫽ྲྀ大・㎰㸪 1 㫽ྲྀ大院・㐃㎰㸪 2 ᪥本ࡁのࢭࡇンター・菌研） 

 

D-4 16:26 ᢠ⭘⒆物質 Maoecrystal 㹔のࣛクトン環モࢹルの合成研究 

 山ᓧᶞ㸪 井田浩㸪 బ藤ຬẼ㸪 Ἠ ᐇ㸪 Ύ田洋正∦ۑ  

  （岡山大院・環境生命） 

 

D-5 16:38 ᢠ⭘⒆物質 Sanctolide A の 14 ဨ環モࢹルの合成研究 

 ᒾᓮ⪽⨾㸪 田中善ᑘ㸪 ᖹ田ᬛ大㸪 長尾ᐇె㸪 林 ᘓ太㸪 Ἠ ᐇ㸪 Ύ田洋正ۑ  

  （岡山大院・環境生命） 

 

D-6 16:50 ᾏ洋環ᙧື物かࡽ༢㞳ࡓࢀࡉ Thelepamide のオキࣜࢰࢧジン環モࢹルの合成研究 

 ⰱ田┤ᶞ㸪井田浩㸪Ἠ ᐇ㸪Ύ田洋正ۑ  

  （岡山大院・環境生命） 

 

D-7 17:02 Herbicidal effects and chemical constituents of essential oils from Piper cubeba and Piper 

nigrum 

 Yusuf Andriana, Tran Ngoc Quy, Tran Dang Xuanۑ  

  （IDEC, Hiroshima Univ.） 

 

D-8 17:14 Phenolic Contents, Antioxidant, Antibacterial and Pharmaceutical Potentials of Celastrus 

hindsii 

 Tran Duc Viet, Tran Dang Xuanۑ  

  （IDEC, Hiroshima Univ.） 
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D-9 17:26 Inhibitory activities of momilactones A, B, E, and 7-ketostigmasterol isolated from rice husk 

on paddy and invasive weeds 

 Nguyen Van Quan, Tran Dang Xuanۑ  

  （IDEC, Hiroshima Univ.） 
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㹃会場（A0124 講義室）「᭷ᶵ化学・ኳ↛≀化学-2㸪㣗ရ-1」 

 

E-1 15:50 Effect of different solvents on the antioxidant and xanthine oxidase inhibitory activities of 

Agrimonia pilosa Ldb. extracts 

 Yang Anhao, Tran Dang Xuanۑ  

  （IDEC, Hiroshima Univ.） 

 

E-2 16:02 Allelopathic activity and identification of allelochemicals from fruiting body of Cordyceps 

mililatis (L.) Link 

 Tran Ngoc Quy, Yusuf Andriana, Tran Dang Xuanۑ  

  （IDEC, Hiroshima Univ.） 

 

E-3 16:14 Environmental Interactions of Momilactones and Phytochemicals Between Rice and Weeds in 

Paddy Fields 

 Truong Mai Van, Tran Dang Xuanۑ  

  （IDEC, Hiroshima Univ.） 

 

E-4 16:26 Effects of music on phytochemical interactions in rice 

 Kifayatullah Kakar, Tran Dang Xuan, Nguyen Van Quanۑ  

  （IDEC, Hiroshima Univ.） 

 

E-5 16:38 Identification of phenolics and antioxidant properties of a white rice mutant 

 Can Thu Huong, Nguyen Van Quan, Tran Dang Xuanۑ  

  （IDEC, Hiroshima Univ.） 

 

E-6 16:50 㦵᱁➽におࡅるホモカルノシンの生合成をㄏᑟする㣗ရᅉ子の᥈⣴ 

 బ藤ྍዉ子㸪᭷㤿ᓅᚿ 1㸪ᑠ丸ᣅᾏ 2㸪▮中規அ㸪Thanutchaporn KUMRUNGSEEۑ  

  （広島大院・統合生命㸪1 広島大院・生物ᅪ㸪2 広島大・生物生⏘） 

 

E-7 17:02 ࢳࣁミࢶのᇵ㣴細胞におよࡰすᙳ㡪    

 Ἑ㔝浩ஓ 1㸪山田ⱆ྿ 2㸪山本ᙪ 1, 2ۑ  

  （1 ㏆␥大・ᕤ㸪2 ㏆␥大院・シス࣒ࢸᕤ） 

 

E-8 17:14 ࢘ンシࣗ࢘ミカンⴥỈ⁐性ᢳฟ物のᢠ⅖ຠᯝに関する研究 

 藤子㸪石田ⴌ子㸪㛛田 Ṍ 1㸪西 ⏥ఀۑ  

  （ឡ大院・㎰㸪1 ఀ᪉ࢧーࣅス（株）） 
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E-9 17:26 㣗ရ由来࢙ࣇ࣏ࣜノール㢮ࢭࡀトルࢻࣄࢹの⓶⾲⓶細胞のẘ性に࠼るᙳ

㡪 

 ╩᫂⚄ 㸪 Xu Wensi㸪 中ᮧಇஅ㸪 ᐀正太郎㸪 ᮧ田ⰾ⾜㸪 中ᮧᐅۑ  

  （岡山大院・環境生命）  
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㹄会場（A0132 講義室）「㣗ရ-2㸪ື≀」 

 

F-1 15:50 ࡲࡘࡉ◁⢾ₕࡅ㪉製ἲにおࡅるჯ◁⢾のₕࡅ㎸ࡳຠᯝ 

 田 ⩼㸪 ᔞៅ太郎㸪 ᑠ林⪽子㸪 ㎮㔝❳ᖹ㸪 ྂୗ Ꮫ⚟ۑ  

  （Ỉ⏘機構・Ỉ大ᰯ） 

 

F-2 16:02 ⭈⮚㏆ᒀ細⟶細胞にᑐする本࣡ࣅࢧ成分 6-MSITC のຠᯝに関する᳨証 

 ᱓田㤿㸪 ὠᫍዉ子 1㸪 ụ㔝 ▖ 1㸪 西ᮧ浩 1㸪 ᆅ㜰ග生 1㸪ᶓ田一成 1㸪ۑ  

  ΎỈⱥᑑ 1 

  （島根大院・⮬↛科Ꮫ㸪1 島根大・生資科） 

 

F-3 16:14 レスࣛ࣋トロールによるపᰤ㣴㸪ప酸⣲≧ែのࣛࢵト➽ⱆ細胞生Ꮡ⋡のྥୖ 

 太࠸ࡅྜྷ⚄ෆ藤ᜤ子㸪ۑ  

  （岡山理大・ᕤ） 

 

F-4 16:26 ่胞ື物ミࢬクࣛࢤのኚែに関する⤌⧊化Ꮫⓗ研究 

 藤井ኟ㕥㸪ᅜྜྷ久ே 1ۑ  

  （広島大院・生物ᅪ㸪1 広島大院・統合生命） 

 

F-5 16:38 ࢼト࣒ࣜ࢘ᒀཷࢻࢳࣉ࣌ᐜయ NPR-C の᪂ࡓなシࢼࢢルఏ㐩機構 

 1 造ᜨὸ 西田ⰾ㸪 ᐑ本㈼㸪 ΎỈ紀㸪 ㎷ ᫂ᙪ 1㸪ۑ  

  （ᚨ島大院・ඛ➃ᢏ⾡㸪 1 ᚨ島大・生物資※） 

 

F-6 16:50 ᯿ᶲ㢮ᯝ⓶࣓࣏ࣜトキシ࣎ࣛࣇン࡛࠶るスࢳࢳࢲンࡣ㸪MAPK 経路を࣏࡚ࡋト

ーシスをㄏᑟする 

 1 造ᜨὸ 安部ᗉ๛㸪 西谷┿⨾㸪 ㎷ ᫂ᙪ 1㸪ۑ  

  （ᚨ島大院・ඛ➃ᢏ⾡㸪 1 ᚨ島大・生物資※） 

 

F-7 17:02 㐣酸化Ỉ⣲のⓗな᭚㟢ࡣ┿⓶⥺⥔ⱆ細胞の㯤ኚ化をಁ㐍する 

Ụཱྀ⍆㡢㸪 ྜྷ本 ⪷㸪 ྜྷ田ⴌ生㸪 ඵᮌᨻᖾۑ   1㸪 山ୗ⿱司 2㸪 ᖹ尾ဴ 3㸪 

  ᕷᶫ正ග 4㸪 安藤⚽ဢ 

  （岡山理大院・ᕤ㸪1 ロࢵࢮト（株）㸪2 ༓ⴥ科Ꮫ大・薬㸪3 Ṋᗜ川ዪ子大・薬 

  4 ྠᚿ♫大・生命་科） 

 

F-8 17:14 細胞の⮬ᕫจ㞟化ᢏ⾡を⏝ࡓ࠸⾑⟶ẘ性ヨ㦂⏝のẟ細⾑⟶⌫యのస製 

 ᶫ本┿ᝅ 1, 2㸪 ⃝ ᪼ 1㸪 ᒾ井良輔 2ۑ  

  （1 岡山理大院・ᕤ㸪 2 岡山理大・ࣇロンࢸ） 
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F-9 17:26 ㎰་薬スクࣜーࢽンࢢ⏝㏵をᣦྥࡓࡋ細胞の⮬ᕫจ㞟化ᢏ⾡を⏝ࡓ࠸᪂規の❧య細

胞⤌⧊యస製ἲの開発 

 ⲡຍ┤ᖾ㸪安部⳯᭶ 1㸪㕥ᮌᗣᖹ 2㸪広井ె⮧ 2㸪西㔝Ὀᩯ 1㸪ᒾ井良輔ۑ  

  （岡山理大院・ᕤ㸪1 ᪥⏘化Ꮫ・生物研㸪2 ᪥⏘化Ꮫ・ᮦᩱ研） 

 

F-10 17:38 DNA ト࣏イ࣓ࣛࢯーࢮ IIĮ の᰾ᑠయᒁᅾ酵⣲活性制御機構のゎᯒ 

 安田ྐ㸪ụ田正㸪Ἑ㔝┿ۑ  

  （岡山理大・理） 
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㹅会場（A0133 講義室）「᳜≀」 

 

G-1 15:50 タࢹイの生⫱㐣⛬におࡅる࣎ࣛࣇノイࢻ㓄⢾యの成分ኚ化 

 中井⩧太 1, 2㸪ᮌᮧⱥே 2㸪ᖹ林 ౡ 2㸪石ཎ᭸ᜨ 2㸪ᆅ㜰ග生 1, 3㸪ᶓ田一成 1, 3ۑ  

  （1 㫽ྲྀ大院・㐃㎰㸪 2 ᑑ製Ⳬ（株）㸪 3 島根大・生資科） 

 

G-2 16:02 ࢦࢽࢮケἜయ≉␗ⓗࢸル࣌ン㞟✚機構 

 㑈, ⏿田⌔ᕼ, ᳃⬥భ太, ⫧ሯᓫ⏨, 松井⃝ۑ  

  （山ཱྀ大院・創科） 

 

G-3 16:14 ẼᏍ開ᗘのㄪ⠇にかかࢃるᏍ㎶細胞カルシ࣒࢘イオンࢿࣕࢳルの機能ゎᯒ 

 ⾜正太郎㸪中ᮧᐅ╩㸪ᮧ田ⰾ᐀ۑ  

  （岡山大院・環境生命） 

 

G-4 16:26 Mechanisms of Reactive Carbonyl Species Mediated Stomatal Closure in Arabidopsis Guard 

Cells 

 ⾜Mohammad Saidur Rhaman㸪᐀正太郎㸪中ᮧᐅ╩㸪ᮧ田ⰾۑ  

  （Grad. Sch. Environ. Life Sci., Okayama Univ.） 

 

G-5 16:38 ࣜンࢦ酸ㄏᑟẼᏍ㛢ཱྀにおࡅるシࢼࢢル分子のྠ定 

 ⾜三ಛዲ௧㸪᐀正太郎㸪中ᮧಇஅ㸪中ᮧᐅ╩㸪ᮧ田ⰾۑ  

  （岡山大院・環境生命） 

 

G-6 16:50 ࣈシシン酸によるᏍ㎶細胞ෆࢢルタࢳオン㔞ㄪ⠇機構のゎ᫂ 

 ⾜石ཎឿᚰ㸪 長ᶫ大ᶞ㸪 ᶓ井㝯ᚿ㸪 ᐀正太郎㸪 中ᮧᐅ╩㸪 ᮧ田ⰾۑ  

  （岡山大院・環境生命） 

 

G-7 17:02 植物生Ṫჾᐁ発㐩におࡅる COPϩᑠ胞㍺㏦ᅉ子の機能ゎᯒ 

 ᰘཎ ⵇ 1,2㸪Aboulela Mostafa 1㸪田中ඃྐ 1㸪⻏谷༟ኈ 1,2㸪中川 ᙉ 1,2ۑ  

  （1 島根大・⥲科ࢭ㸪2島根大院・⮬↛科Ꮫ） 

 

G-8 17:14 植物ホルモン・オーキシンの活性化酵⣲に関する研究 

 ᮧୖᑑᇶ㸪 ᪂井一司㸪 川ῲ ᣅ㸪 ➟ཎ博ᖾ 1㸪 ⚟井ᗣ♸㸪 林謙一郎ۑ  

  （岡山理大・理㸪 1 ᮾி㎰ᕤ大院・ࢢローバルイノ࣋ーシࣙン） 

 

G-9 17:26 オーキシン௦ㅰ酵⣲ GH3 にᑐする㜼ᐖの㏿ᗘㄽⓗゎᯒ 

 ᪂井一司㸪 ㉥ᕊ孝太㸪⚟井ᗣ♸㸪 ➟ཎ博ᖾ 1㸪 林謙一郎ۑ  

  （岡山理大・理㸪 1 ᮾி㎰ᕤ大院・ࢢローバルイノ࣋ーシࣙン） 
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G-10 17:38 ᪂規 HTL/KAI㸰ࢽࢦストの創製研究 

 井ᗣ♸㸪ὸぢᛅ⏨ 1㸪林謙一郎⚟ۑ  

  （岡山理大・理㸪1 ᮾ大院・応生化） 
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2019 年度日本農芸化学会中四国支部奨励賞受賞講演 

極限環境生物由来タンパク質の構造および安定化機構に関する研究 

藤井創太郎（広島大院・統合生命） 

 

高温や酸性など，通常の生物が生育できない環境は「極限環境」と総称される。極限環境は

タンパク質を変性・失活させる要因となりうるが，そこに生息する生物は熱や酸に対して安定

なタンパク質を持つことで，特殊な環境下でも生命を維持できる。本研究では，高温や酸性環

境に生息する微生物やユスリカについて，それらを由来とする二原子ガス結合ヘムタンパク質

に着目し，分子レベルでの環境適応機構を探った。 

 

好熱菌由来シトクロム c′の NO 親和性と熱安定性の関係 

シトクロム c′は一酸化窒素（NO）結合能を有するヘムタンパク質である。好熱菌

Hydrogenophilus thermoluteolus 由来のシトクロム c′（PHCP）について，NO 結合に伴う吸収スペ

クトル変化から NO 親和性を解析した。その結果，常温条件下では，PHCP の NO 親和性が常

温菌 Allochromatium vinosum 由来のシトクロム c′（AVCP）よりも 100 倍程度低いことを明らか

にした。さらに，CD スペクトル変化を指標として各シトクロム c′の熱安定性を測定すると，変

性中点温度が PHCP では 87ºC，AVCP では 53ºC であった。よって，PHCP の NO 親和性の低さ

は，その熱安定性の高さに起因する可能性が示唆された。 

シトクロム c′の熱安定性の高さと NO 親和性の関係性を明らかにするために，X 線結晶構造

解析により PHCP の立体構造を決定した。PHCP と AVCP のヘム周辺環境を比較すると，PHCP
の Thr-17 とヘムが水素結合を形成しており，これは AVCP の Glu-17 には見られない相互作用

であった。さらに PHCP の Ala-20 は，AVCP の Gly-20 と比べてメチル基がひとつ増えることで，

ヘムとの疎水性度が向上していた。変異導入実験により，これら PHCP でのヘム周りの相互作

用形成が，NO 親和性の低さ，そして PHCP の高い熱安定性に寄与することを明らかにした。

すなわち，PHCP のヘム周辺の構造が，高温環境適応に重要な役割を果たす可能性を見出した。 

 

酸耐性ユスリカの酸性条件下で誘導されるヘモグロビンの解析とその特徴 

ヘモグロビン（Hb）は O2 輸送体として機能するヘムタンパク質である。霧島山の河川から

採集されたフトゲユスリカ Chironomus sulfurosus の幼虫は，pH 3.1 の酸性水域に生息する酸耐

性ユスリカの 1 種であり，1 個体あたり 10 種類以上の多様な Hb を有する。Hb の O2親和性は

酸性条件により低下してしまうことから，C. sulfurosus 幼虫の持つ多様な Hb の中には酸性環境

適応に特化した Hb が存在する可能性があった。そこで本研究では，酸性環境に必要となる Hb
を C. sulfurosus 幼虫から探索し，それが酸性環境へ適応するための分子機構を明らかにする。 

酸性および中性で C. sulfurosus 幼虫を飼育し，RNA-seq により全トランスクリプトームの発

現量を解析することで，酸性環境で発現誘導される Hb があるか調査した。34,964 種類のうち

の Hb 遺伝子が 21 種類同定でき，そのうち約 11 種の Hb 遺伝子の発現量が酸性条件で上昇して

いた。それら Hb のアミノ酸配列を用いた三次構造予測を行うことで，発現量が上昇した Hb は

ヘム周辺がより疎水的であることが明らかになった。つまり C. sulfurosus 幼虫は，酸性環境に

適応するために，ヘム周辺の疎水性度を上げた Hb を発現誘導することにより，酸性環境に適

応していることが示唆された。 

 

以上の研究成果から，極限生物の持つヘムタンパク質は，高温や酸性環境への適応のためにヘム

周辺に疎水性度の高いアミノ酸残基を選択しており，それによって高温や酸性での機能性を獲得

していることを見出した。 
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2019 年度日本農芸化学会中四国支部奨励賞受賞講演 

ศ㓝ẕのࢫࣞࢺࢫᛂ⟅⤒㊰に関する研究 

ᯇᑿ安ᾈ（島᰿大・生㈨⛉） 

 

 ⣽⬊はストレスや⸆，ᰤ㣴※のᯤῬなどの環境にさらされた㝿，それに適応するために種ࠎ

のシグࢼル伝㐩⤒㊰を活性化させる。ストレスやᰤ㣴※などの環境条件に応⟅する要なシグ

ル伝㐩⤒㊰として，MAPࢼ ㊰，TOR⤒ࢮーࢼ࢟ ⤒㊰および cAMP/PKA ⤒㊰が▱られている。

MAP ㊰および⤒ࢮーࢼ࢟ TOR ⤒㊰に関しては，これまでに多種のモࢹル生物を用いて，多ࡃ

の研究が行われてきた。しかしながら，cAMP/PKA ⤒㊰に関しては，グルࢥース応⟅⤒㊰とし

ての研究は行われてきたが，ストレス応⟅⤒㊰としての▱見は㠀常にᑡない。ࣄトや࣐࢘スに

は PKA のゐ፹ࣈࢧユࢵࢽトが」ᩘ存在しており，解析がᅔ㞴である。また，出ⱆ㓝ẕは PKA
のゐ፹ࣈࢧユࢵࢽトが 3 つ存在し，全Ḟᦆᰴは⮴Ṛであるため，全な機能Ḟᦆ≧ែでの解

析ができない。一᪉で，分㓝ẕは PKA のゐ፹ࣈࢧユࢵࢽトが 1 つしか存在しておらࡎ，遺伝

子のḞᦆᰴはṇ常に生育でき，全な機能Ḟᦆᰴで解析が行える。そのため，分㓝ẕの pka1
Ḟᦆᰴを用いて研究を行った。 

 cAMP/PKA ⤒㊰は，ストレス応⟅に関する▱見がᑡない。そのため，どのストレスに応⟅し

ているのかを明らかにするために，分㓝ẕ pka1 Ḟᦆᰴを用いて様ࠎな⸆やሷストレスに対

するឤཷ性を解析した。結果として，᪂たにいࡃつかの条件下でឤཷ性を示した。その中で，

ᅇሷ化カルシ࢘ムへのឤཷ性に↔点をおいた。ሷ化カルシ࢘ムへのឤཷ性に対して，遺伝Ꮫ

的解析を行ったとこࢁ，PKA の活性に౫存してሷ化カルシ࢘ムឤཷ性を示していることを明ら

かにした。ሷ化カルシ࢘ム存在下では，Pka1 の᰾ᒁ在がᚎࠎに⣽⬊質ᒁ在に変化していたが，

タンパク質発現にはきな変化はなࡃ，Pka1 の⣽⬊ෆᒁ在変化によってሷ化カルシ࢘ムへの応

⟅をしていることが示唆された。次に，PKA の標的としてカルシ࢘ムシグࢼル⤒㊰の要な㌿

因子である Prz1 にὀ目した。pka1 Ḟᦆᰴで，Prz1 の⣽⬊ෆᒁ在は変化はなかったが，prz1 
mRNA 発現が㢧ⴭに増ຍしていた。また，㔝生ᰴで Prz1 を高発現させるとሷ化カルシ࢘ムឤཷ

性を示したことから，pka1 Ḟᦆᰴでは Prz1 の発現増ຍがሷ化カルシ࢘ムឤཷ性の原因であると

結ㄽ࡙ࡅた。また，Pka1 ⤒㊰によって，prz1 mRNA の発現がไᚚされていたため，グルࢥース

ไ限下で prz1 mRNA の発現が変化するのかを解析した。結果として，グルࢥースไ限下で prz1 
mRNA 発現が上昇していた。以上のことから，カルシ࢘ムシグࢼル⤒㊰の Prz1 は Pka1 ⤒㊰と

グルࢥースไ限によって㌿レベルで発現ไᚚされることを明らかにした。 

 Pka1 の標的因子の㸯つとして㌿因子 Rst2 があり，これまでに有性生Ṫ㐣程への⛣行と⢾᪂

生でそれࡒれ Ste11（有性生Ṫ㐣程誘導㌿因子）と Fbp1（フルクトース 1,6-ビス࣍スフター

する遺伝子のࢻーࢥを（ࢮ mRNA 発現をไᚚしていることがሗ࿌されている。しかしながら，

それ以እの機能は，とࢇど解析されていない。⥙⨶的な解析では Rst2 高発現が⣽⬊生育にᙳ

㡪をཬࡰすことがሗ࿌されているが，そのヲ⣽は解明されていない。そこで，Rst2 高発現下で

の⣽⬊へのᙳ㡪を解析することで Rst2 の機能を明らかにすることをヨࡳた。㔝生ᰴで Rst2 を

高発現させたとこࢁ，⣽⬊増Ṫ㜼ᐖ，⣽⬊形ែの異常，ῶᩘ分㐣程の誘導，᰾の᩿∦化，微

ᑠ⟶の‴᭤およびሷストレスឤཷ性を示した。また，pka1 Ḟᦆᰴでの Rst2 高発現は，㔝生ᰴよ

りも⣽⬊増Ṫが㜼ᐖされたため，Pka1 ⤒㊰をしていることが明らかになった。次に，Rst2 高

発現の⾲現ᆺが，㌿ไᚚによるものかを DNA 結合ࢻメンをḞᦆさせた Rst2(C2H2∆)を用い

て解析した。結果として，ῶᩘ分ㄢ程への⛣行と᰾の᩿∦化の一㒊は，㌿をしたไᚚで

あり，それ以እは㌿以እのᙳ㡪であることが示唆された。 

 以上のことから，分㓝ẕにおいて，cAMP/PKA ⤒㊰がカルシ࢘ムシグࢼル⤒㊰に関係して

おり，㌿因子 Rst2 が様ࠎな⣽⬊ෆไᚚ機構に関与することを明らかにした。 
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2019 年度日本農芸化学会農芸化学奨励賞受賞講演 

ṇᖖ࡞⣽⬊機⬟ࢆಖドする⣽⬊構造のไᚚ機構に関する研究 

ஂ⡿୍つ（広島大院・統合生命） 

 

 生命の基本༢である⣽⬊が，ṇ常な機能を発するためには，⣽⬊増Ṫと㐃ືした⣽⬊構

造のไᚚが必㡲である。つまり，ṇ常な⣽⬊機能をಖドする⣽⬊構造のไᚚ機構（以ᚋ，本機

構）の存在が示唆される。実㝿，⣽⬊機能に異常を示す⒴⣽⬊や⪁化した⣽⬊では，᰾ࢬࢧ

や⣽⬊極性など，⣽⬊を構成する⣽⬊構造にも異常を示すことから，本機構の◚⥢が，⣽⬊の

⒴化や⪁化を誘導・ಁ㐍する要因となることが示唆されている。それࡺえ，本機構の解明は，

⣽⬊の⒴化や⪁化を⌮解するうえで重要であるが，その実ែについては，ᮍࡔ明な点が多い。 

 ⚾は，⣽⬊の⒴化や⪁化の解明をᛕ㢌に，┿᰾⣽⬊のモࢹル生物である㓝ẕを用いて，⣽⬊

構造の中でも特に，᰾ࢬࢧと⣽⬊極性に↔点をあて，本機構の解明を目指し，研究にྲྀり⤌

のไᚚ機構，⣽⬊増Ṫと㐃ືする⣽⬊極性のࢬࢧできた。そして，⣽⬊増Ṫと㐃ືする᰾ࢇ

ไᚚ機構，それࡒれの機構の解明につながる重要な研究成果を得た。以下にそのᴫ要をグす。 

 1. ⣽⬊増Ṫと㐃ືする᰾ࢬࢧのไᚚ機構の解明 
，と比関係にあり，᰾と⣽⬊の体✚比（以ᚋࢬࢧ⬊は，⣽ࢬࢧどの┿᰾⣽⬊の᰾ࢇと 

N/C ratio）は一定に維持されている。しかし，⣽⬊がいかにして᰾ࢬࢧを決定し，ไᚚして

いるのか，その実ែについては明な点が多い。また，⒴⣽⬊や⪁化した⣽⬊では，᰾ࢬࢧ

や᰾形ែに異常を示すことから，᰾ࢬࢧไᚚ機構の解明は，⣽⬊の⒴化や⪁化を⌮解するう

えで重要である。 

 ⚾は，┿᰾⣽⬊にᬑ㐢的な᰾ࢬࢧไᚚ機構を解明するために，分㓝ẕの遺伝子◚ቯᰴラ

ラリー（約ࣈ 3,000 ᰴ）を用い，᰾ࢬࢧ異常変異体の⥙⨶的スクリーࢽングを実した。

そして，N/C ratio に異常を示す変異体の選ᢤに成ຌした。さらに，選ᢤした N/C ratio 変異体の

解析から，᰾ࢬࢧไᚚには，᰾と⣽⬊質㛫の輸送と᰾⭷౪⤥に関わる⬡質௦ㅰの୧プロࢭス

の適ษなไᚚが重要であることを明らかにした。 

 2. ⣽⬊増Ṫと㐃ືする⣽⬊極性のไᚚ機構の解明 
 分㓝ẕは，⣽⬊増Ṫと㐃ືして⣽⬊極性をࢼࢲミࢵクに変化させる。⚾は，⣽⬊増Ṫと

㐃ືする⣽⬊極性のไᚚ機構を⌮解するため，高温で増ṪṆし，かつ⣽⬊極性に異常を示す

2 つの変異体にὀ目し，その解析を行った。 

 1 つめの変異体は，分㓝ẕにおࡅる⣽⬊極性の変点，NETO（new end take off）のไᚚが

◚⥢する変異体（原因遺伝子㸸DNA ࢮリメラー࣏ alpha）で，ᙜヱ変異体の解析から，DNA 」

〇チࢵ࢙ク࣏ント⤒㊰が，⣽⬊極性の変点をไᚚする，CCT ⤒㊰（Cds1-Calcineurin-Tip1㸸
Cds1，DNA 」〇チࢵ࢙ク࣏ントࢼ࢟ーࢮ㸹Calcineurin，Ca2+/カルモࣗࢹリン౫存性プロࢸ

ン࣍スフターࢮ㸹Tip1，微ᑠ⟶結合因子）を発見した。さらに，CCT ⤒㊰の᪂つ関㐃因子を

多ᩘ同定するとともに，Calcineurin 活性を㜼ᐖする生⌮活性物質探索⣔の㛤発に成ຌした。 

 2 つめの変異体は，⣽⬊極性を全に失い（アクチンが⣽⬊全体に分ᩓ），㔝生ᰴが示す⟄

形の⣽⬊形ែから⌫形となる⣽⬊極性異常変異体で，ᙜヱ変異体の解析から，⣽⬊極性の☜立

と維持に重要な，⣽⬊形ែ形成ࢵࢿト࣡ーク・MOR ⤒㊰（Morphogenesis Orb6 network ⤒㊰）

を発見した。さらに，MOR ⤒㊰の᪂つ関㐃因子を同定し，その機能を明らかにした。 

 ᰾ࢬࢧと⣽⬊極性に↔点をあてた本研究から，それࡒれのไᚚに関わる⣽⬊ෆプロࢭスや

因子を同定し，ไᚚメカࢬࢽムの一➃を解明してきた。同定した因子は，㐍化上ಖ存されてい

ることから，本研究成果は，ᬑ㐢的な⣽⬊構造のไᚚ機構の基┙となる基♏的▱見であり，⣽

⬊の⒴化や⪁化の⌮解に㈉⊩しうるものである。 

 

 －27－



 
  



ミ ニ シ ン ポ ジ ウ ム

講 　 　 演 　 　 要 　 　 旨





 講演࣒࢘ࢪ࣏ンࢩࢽ࣑

᳜物ᡂศࢆάすங㓟⳦によるࣔࡾࡃ࡙ࣀ 

す㇂ὒ㍜（ၿ〇⸆（ᰴ）・研究㛤Ⓨ本部） 

 

 Lactobacillus plantarum は，ୡ⏺中の᳜物性発㓝㣗ရから高㢖度に分㞳されるங酸菌である。

᳜物の種類や環境が異なるにもかかわらࡎ発㓝できるのは，᳜物にྵまれる成分を用できる

ためにならない。ᙜ♫ၿ〇⸆は，᳜物のᢳ出࢚࢟ス〇造メーカーである。ᡃࠎは，この᳜

物発㓝に特化したங酸菌の性質を用し，よりຍ౯್の高い᳜物由来成分の研究㛤発を㐍め

ており，その一を⤂したい。 

 ᳜物にྵまれる機能性成分として࣏リフ࢙ノール化合物（⥳Ⲕにྵまれるカ࢟ࢸン，ࢥーࣄ

ーにྵまれるクロロゲン酸，ࢥ࢘ンにྵまれるクルクミン➼）が▱られている。ࣄトに対して

様ࠎな作用がሗ࿌されているこれらの成分は，㣗ရとしてᦤྲྀしたሙ合，⭠へ฿㐩すると㣗

物⧄維などと同様に⭠ෆ⣽菌のᙳ㡪をཷࡅる。一⯡的にはより低分子の化合物へと௦ㅰされ，

一㒊はᾘ化⟶から吸収されたり，または౽中へとἥされたりする。えࣄ，ࡤトヨ験による

ሗ࿌から，ࢥーࣄーをᦤྲྀしたሙ合，クロロゲン酸類の㒊分は⭠へとὶれ㎸ࡳ，⭠ෆ⣽菌

による௦ㅰをཷࡅたᚋに吸収されて⾑ᾮ中に入り，᭱⤊的にはᒀとして出されることが▱ら

れている。⾑中にあるクロロゲン酸類の௦ㅰ⏘物を分析したとこࢁ，᭱も多い化合物のひとつ

に 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid（以下，HMPA）がሗ࿌されている。クルクミン

においては，ࣄトの⣅౽にྵまれる⣽菌とΰࡐて一定㛫ᇵ㣴したとき，ᇵ㣴ᾮ中に⏘生され

る要な化合物の一つに HMPA がሗ࿌されている。これら以እにも，機能性が▱られている」

ᩘの࣏リフ࢙ノール化合物について，⾑中やᒀ中にඹ通する௦ㅰ⏘物として HMPA がㄆめられ

ること，さらに生体への作用には⾑ὶにのり作用点へと㐠ࡤれる必要があることから，ᡃࠎは

HMPA が活性本体の一つではないかとὀ目した。⭠ෆ⣽菌ྀの構成は個ேによって異なること

が▱られているため，HMPA としてᦤྲྀすれࡤ，作用に個ேᕪのない㣗ရ素ᮦの㛤発が可能に

なるのではないかと着し，研究㛤発を行っている。 

 ᡃࠎはこの HMPA について，L. plantarum の有する࣏リフ࢙ノール௦ㅰ能を用して，その

๓㥑物質である 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid（以下，HMCA）から発㓝生⏘する᳨ウを行

っている。L. plantarum には，࣏リフ࢙ノール௦ㅰ能として，ຍ水分解ᆺタンࢽンを௦ㅰするタ

ンࢼーࢮ活性，またフ࢙ノール酸を⬺Ⅳ酸するフ࢙ノール酸⬺Ⅳ酸活性などがሗ࿌されている。

ᙜ♫⊂⮬ᰴである L. plantarum 22A-3 を用いたこれまでの研究により，本菌ᰴには HMCA から

HMPA へと㑏ඖする௦ㅰ⤒㊰と，4-vinylguaiacol へと⬺Ⅳ酸する௦ㅰ⤒㊰があることが明らかに

なった。また，この㑏ඖ応および⬺Ⅳ酸応には，生育する環境の酸素条件が関係している

ことが明らかになった。現在，ຠ⋡的な発㓝生⏘を目指し，ྲྀり⤌ࡳを⥆ࡅている。 

 HMPA の生体におࡅる作用としては，これまでのとこࢁሗ࿌がᑡなࡃ明な点が多い。ᡃࠎ

は現在，ᢠ⫧‶作用にὀ目して研究を㐍めている。⫧‶モࢹル࣐࢘スを用いた᳨ウから，⫧‶

≧ែにおࡅる⾑中ࢥレスࢸロール್などを有ពにᨵၿする作用がㄆめられた。 

 本研究㛤発は，ங酸菌を用いた᳜物からの高ຍ౯್成分の発㓝生⏘，およびその成分の機

能性を解明することを目指している。その要となる HMCA の㑏ඖ㓝素については，㓝素Ꮫ的な

性質や生物Ꮫ的なព⩏などは明である。また，ᢠ⫧‶作用についてもメカࢬࢽムが明らかに

なっていない。ᚋ，発㓝生⏘および成分の機能性研究を㐍めることにより，モノ࡙ࡃりを成

ຌさせるとともに，⛉Ꮫ的にも᪂たな▱見が得られることをᮇᚅしている。 
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ங㓟⳦ Lactobacillus caseiࣟࢩ�タᰴの㓟化ࢫࣞࢺࢫ⪏ᛶ機構 

ୡⰋ⏣㞞⣖（ࣖクࣝࢺ中研）  

 

᎘Ẽ性菌に分類されるங酸菌は，一⯡的な生育環境下においては吸㙐が機能していないた

め，酸素は生育に要であるが，好Ẽ的な条件下でも生育することが可能である。これまでに

酸素や活性酸素をᾘཤする種ࠎの因子がሗ࿌されているが，菌種や菌ᰴに特異的であり，個ࠎ

の菌ᰴのᾘཤ機構は異なっている。そして，このᾘཤ機構の㐪いが，ங酸菌の菌ᰴ㛫で酸素や

活性酸素耐性にᕪが生ࡌている原因であると⪃えられている。 

 Lactobacillus casei シロタᰴは，ྂࡃから発㓝ஙの〇造に用されており，⏘ᴗ上において㠀

常に有用な菌ᰴである。本菌ᰴは，好Ẽ的な環境での発㓝ஙの〇造が可能で，そのᚋのὶ通や

㈹ᮇ限᪥までのಖ存の㐣程で常に好Ẽ的な環境に⨨かれているにもかかわらࡎ，〇ရ中の高

い生菌ᩘの維持が可能である。このことから，本菌ᰴはいࡃつもの酸化ストレス耐性の機構が

機能していることが予された。そこで，ᡃࠎは L. casei シロタᰴが持つ酸化ストレス耐性に

関与する遺伝子を同定し，その耐性機構について明らかにすべࡃ，研究を行ってきた。本ㅮ₇

では，それらの研究成果を中ᚰに⤂する。 

L. casei シロタᰴのゲノム上にはスーパー࢟࢜シࢪࢻスムターࢮ (SOD) 遺伝子がࢥーࢻさ

れているが，この遺伝子は機能していなかった。そして，」ᩘの࣐ンガントランス࣏ーターに

よって⣽⬊ෆに✚した࣐ンガンがスーパー࢟࢜シࢻ耐性に関わっていることを明らかにした
(1)。また，酸化㑏ඖ調⠇に関与するチ࢜レ࢟ࢻシンの遺伝子が 4 つ，チ࢜レ࢟ࢻシンレࢲクタ

ーࢮの遺伝子が 1 つゲノム上にࢥーࢻされていた。遺伝子◚ቯᰴの解析から，これらの遺伝子

が L. casei シロタᰴの酸化㑏ඖ≧ែを維持する要なシスࢸムであり，好Ẽ条件下での生育に

必㡲であることが示唆された(2)。さらに，酸化ストレス下で高発現する遺伝子として᪂たに見

出した hprA1 遺伝子 (hydrogen peroxide resistance gene) ◚ቯᰴは㐣酸化水素ストレスに対する

ឤཷ性が㔝生ᰴよりも増ຍした。また，この遺伝子にࢥーࢻされるタンパク質は，⣽⬊ෆで㕲

と結合しࢻࣄロ࢟シルラࢪカルの生成をᢚไする可能性を示した(3)。これらの▱見や᭦なる酸

化ストレス耐性のメカࢬࢽムの解明は，〇造ᢏ⾡のᨵⰋや生⌮機能の向上に役立てるために

用できるものとᮇᚅされる。 

 

ཧ⪃ᩥ⊩ 

(1) Serata, M. et al., Biosci Microbiota Food Health, ��, 31-38 (2018). 
(2) Serata, M. et al., Microbiology, 1��, 953-962 (2012). 
(3) Serata, M. et al., Microbiology, 1�2, 1885-1894 (2016). 
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≉ู講演 

᳜物ࣔࣝ࣍ン・ࢩ࣮࢟࢜ンの࣮ࢪࣟ࢜ࣂ࣑ࣝ࢝ࢣ 

ᯘㅬ୍郎（ᒸᒣ⌮大・⌮） 

 

᳜物࣍ルモンである࢜ー࢟シンは⬇発生，ⰼⱆ形成，ഃ᰿形成，㡬ⱆඃໃ，ග・重ຊᒅ性な

ど，᳜物の分化・成㛗のあらࡺるᒁ㠃でാࡃ。᳜物の」㞧な形ែ形成や多様な環境応⟅には，

⤌⧊・⣽⬊の࢜ー࢟シン⃰度のື的ไᚚが重要とされている。࢜ー࢟シン⃰度の調⠇には，その

生合成・輸送および活性化の㸱つの⤒㊰が関わるとされている。その中でも⤌⧊や⣽⬊㛫の࢜ー

シンの能ື的輸送で形成される。この࢟ー࢜れるࡤシン分ᕸ（⃰度໙配）は，極性輸送とよ࢟

輸送により生ࡌる࢜ー࢟シン分ᕸの変化を可ど化するᢏ⾡は，㛗ᖺᚅちᮃまれている。タンパ

ク質の体ෆ分ᕸの可ど化では，GFP⼥合タンパク質の in vivo ⺯ගメーࢪングᢏ⾡が基┙ᢏ⾡

としてᖜᗈࡃ活用されている。一᪉，低分子有機化合物の可ど化については，14Cのようなᨺᑕ

線同体やࢪ࣏トロン᰾種でラベル化した化合物の᳨出によって解析可能であるが，高度な᳨

出機ჾを要し，また✵㛫分解能が低ືࡃ的な解析はいまࡔ㞴しい。一᪉，低分子の生⌮活性物

質を⺯ග基で標㆑し，ඹ↔点㢧微㙾などで可ど化するがこれまで多ࡃሗ࿌されているが，ඖ

の活性物質の分ᕸを本ᙜにᫎしているのかについては常にၥが残る。本ㅮ₇では，࢜ー࢟

シン⃰度分ᕸを可ど化・ไᚚするࢣミカル࢜ࣂロࢪーによる 2つのアプローチを⤂する。 

࠙㸯ࠚ᪂しいࢥンࢭプトに基࡙いた⺯ගラベル化࢜ー࢟シン 
᳜物࣍ルモンに⺯ග基を導入し，その⺯ගീから᳜物体ෆでの分ᕸを解析するという着はྂ

ールࢻンシンである࢟ー࢜からあった。しかしながらࡃ 3-㓑酸（IAA）に⺯ග基を導入する

と，その࢜ー࢟シン活性がᾘ失する。࢜ー࢟シンཷᐜ体 TIR1と IAAのඹ結晶構造からも，そ

の活性をಖ持したまま，IAAに⺯ග基を導入することは可能であることが分かった。ᡃ ，はࠎ

ルモン活࣍が本ᙜに（シン࢟ー࢜ග⺯）シン࢟ー࢜シン分ᕸの解析には，⺯ගラベル化࢟ー࢜

性をಖ持する必要があるのか㸽と⪃し，⺯ග࢜ー࢟シンに必要な特性はཷᐜ体への結合活性

ではなࡃ，極性輸送タンパクにより⣽⬊ෆእへ࢜ー࢟シンと同様に輸送されることであると᥎

定した。この௬ㄝに基࡙き，࢜ー࢟シンと同様に輸送タンパク質 PINなどによりㄆ㆑・輸送さ

れる⺯ග࢜ー࢟シンの分子タィを行い，生⌮活性を᳨ウした。᪂たなࢥンࢭプトのもとタィし

た⺯ග࢜ー࢟シンは，これまで᥎測されてきた࢜ー࢟シンの⤌⧊・⣽⬊分ᕸと一⮴し，さらに

⣽⬊ෆでは ER に೫ᕪ分ᕸすることが示された。また，下➼᳜物である⹊類での࢜ー࢟シン分

ᕸ解析への適用なども⤂する。 

࠙㸰ࠚ⣽⬊ෆ࢜ー࢟シン⃰度分ᕸの能ື的ไᚚ 

シン量を⮬在にไ࢟ー࢜シン⃰度ไᚚと分化ไᚚ・生⌮応⟅の関係を⌮解するためには࢟ー࢜

ᚚするᢏ⾡がḞかせない。࣡ࢭリンやᐮኳなどに࢜ー࢟シンをΰ合し᳜物に微量をሬᕸする᪉

ἲがᗈࡃ用いられている。しかしながら，これらの᪉ἲは⡆౽な㠃，✵㛫的な分解能にஈ

しࡃ，ཝᐦな࢜ー࢟シン⃰度のไᚚもᅔ㞴である。ᅇ，⣽⬊レベルの分解能をもつ᪂しいࢥ

ンࢭプトの࢜ー࢟シンᢞ与シスࢸムを⤂する。ᡃࠎは᳜物体ෆで安定な࢜ー࢟シンのプロࢻ

ラࢵグをタィ・合成するとともに，そのプロࢻラࢵグのࡳを選択的に分解して࢜ー࢟シンを㐟

㞳する活性化㓝素をᅵተ微生物からスクリーࢽングした。同定した分解㓝素遺伝子をクローࢽ

ングし，᳜物体ෆで⣽⬊特異的プロモーターのไᚚ下で GFP⼥合㓝素として発現させた。この

形質㌿体に࢜ー࢟シンプロࢻラࢵグを作用させると，GFP⼥合㓝素が発現する⣽⬊のࡳで選

択的に࢜ー࢟シン⃰度を増ຍさせることができた。またᚑ来可能であった，ERや᰾に┤᥋か

つ選択的に࢜ー࢟シンをᢞ与することに成ຌした。 
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Ａ－１ 分裂酵母核膜タンパク質による核内因子の動態制御機構の解析 

○伊藤航希，高山雄揮，粟津暁紀，上野 勝（広島大院・統合生命） 

 

 

 

【目的】核膜や核小体は人々の健康に大きく関わっているが，これらの動態制御機構は未解明な部分も

多い。本研究では，モデル生物として分裂酵母を用いて核膜に存在するタンパク質が核小体や SPBなど

の核内因子の動態への影響を解明することを試みた。 

【方法】核膜と SPB に局在する Lem2 や，核膜全体に局在してテロメアを核膜に繋ぎ止める働きを持つ

Bqt4，テロメアの DNA リピートに結合する Taz1 などのタンパク質を破壊した株を作製し，核膜を

Cut11-GFP，SPB を Sid4-mCherry，核小体は Gar2-mCherry で可視化した。標識した株を用いて生細胞蛍

光顕微鏡によるライブイメージングを行い，それぞれの核内因子の輝度中心の 3次元座標を数値化して，

核の中心を基準とした距離を算出し，核内の動態を定量化した。 

【結果】bqt4 破壊株では SPBや核小体の動きは，野生株と比べて大きく変わらなかったが，lem2 破壊株

では SPBの動きが大きくなった。これらの結果から Lem2には SPBの動きを抑制する働きがあると考え

られる。我々は，核小体の体積が周期的に変動することを発見した。さらに，lem2 破壊株，taz1 破壊株，

bqt4 破壊株，taz1 bqt4 二重破壊株では，野生型と比べて核小体の体積変化の周期的が変化することを発

見した。今後は Lem2，Bqt4，Taz1が核小体の体積変化にどのように関与するのかを解析していく。 

 

 

 
 
 

Ａ－２ 分裂酵母の核小体動態の解析 

○澤井謙吾，高山雄揮，粟津暁紀，上野 勝（広島大院・統合生命） 

 

 

 

【目的】当研究室では，分裂酵母の核小体には動きが見られ，それは様々な条件によって変化すること

を発見しているが，その重要性や役割は未だに解明されていない。そこで本研究では様々な条件かにお

ける核小体動態変化の解析を試みる。 

【方法】核小体(Gar2-mCherry)，RNA ポリメラーゼのサブユニット(Nuc1-GFP)，核膜(Cut11-GFP)などを

標識とした株を用いて生細胞蛍光顕微鏡観察を行い，観測データをトラッキング解析することによって

核小体内の核内動態を定量化した。 

【結果】まず，DNA複製阻害剤を添加し核小体の動態変化を観測した。すると核小体全体の動きが大き

くなることが分かった。また同様にタンパク合成阻害剤や核小体の相分離を阻害する薬剤を加えること

でも核小体の動きは大きくなった。また Nuc1の体積変化を定量化した時核小体が正常に機能している際

には RNA ポリメラーゼⅠ複合体が周期的に膨張と縮小を繰り返していることが分かったが，DNA 複製

阻害剤や転写阻害剤を加えることにより規則的な膨張と縮小ができなることを発見した。また核小体も

同様に周期的に膨張と縮小を繰り返しているが，その周期性は転写阻害剤を加えることにより崩れるが

DNA複製阻害剤では変化しないことが分かった。今後はこれらの動きや周期的な膨張と縮小の生物的意

義を明らかにしていきたい。 
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Ａ－㸱 Effects of DIM (3, 3’-Diindolylmethane) on chromosome function in fission yeast 
○Parvaneh Emami, Masaru Ueno (Hiroshima Univ. Grad. Sch. Int. Sci.) 
 

 

 

DIM (3, 3’-Diindolylmethane) is considered as a promising anticancer agent derived from the digestion of 
indole-3-carbinol, found in broccoli family. DIM inhibits human mitochondrial H

+
-ATPase and COX1/2 protein 

kinase activities in vitro. It induces proteasome-mediated degradation of class I histone deacetylases and decreases 
the aromatase expression. However, the direct target of DIM in human cells not fully understood. Recent studies 
mentioned that DIM can extend lifespan in fission yeast. However, the mechanism of DIM in life extension is still 
unknown. In this study we studied the effect of DIM on the growth of fission yeast.  

Surprisingly, we showed that during the first day of the drug usage, most of the cells were killed by DIM. We 
also found that DIM induces nuclear condensation even after 10 minutes. It reduced the cytoplasmic microtubules 
length. DIM did not inhibit entering mitosis, but it induced degradation of mitotic spindle probably at anaphase. In 
contrast, microtubule inhibitor, carbendazim, inhibited entering mitosis, suggesting that DIM does not work as just 
microtubule inhibitor. DIM also changed mitochondrial morphology, possibly by inhibiting mitochondrial 

H
+
-ATPase.  

In conclusion DIM is a powerful compound that may have the different targets to change chromosome function 
and cell cycle process in fission yeast. More studies are required to find the exact functional mechanism for this 
compound. 

 
 
 

Ａ－㸲 分裂酵母 Pka1 のᶆⓗ因子の᥈⣴࠾よࡧ解析 

○✄ᮧ┿୍ 1, ⏣㒊༟☻ 2, ᕝྥ ㄔ 1,2, ᯇᑿᏳᾈ 1,2
 

（1島᰿大院・⮬↛⛉Ꮫ, 2島᰿大・生㈨⛉） 

 

 

ーゼࢼロテインキࣉ A(PKA)は，細胞እの㇏ᐩなⅣ⣲※にᛂ⟅してゐ፹サブユニットがά性化され，様々

な生体内ᛂをㄪ⠇することがሗ࿌されている。分裂酵母で pka1 Ḟᦆ株は，いくつかのࢫトࣞࢫにឤཷ

性を♧すが，そのヲ細なメ࢝ニ࣒ࢬは明らかになっていない。そこで本研究では，⥙⨶的解析によって，

Pka1 の標的因子を同定し，そのヲ細な制御機構を解析することで，細胞内での機能を明らかにすること

を目的とした。 

Pka1 ⤒㊰のୗὶ因子を同定するために，野生株と pka1 Ḟᦆ株からタンパク質をᢳ出し，ࣀࢼ LC-MS/MS
解析によって発⌧量の変化を解析した。その結果，野生株に比べ，pka1 Ḟᦆ株で発⌧量が変化している

複数のタンパク質を同定した。その中で，顕ⴭに発⌧量がቑ加していた Mug14 に↔Ⅼを⨨いた。まず，

Mug14-GFP 株を作製し，局在解析を行ったとこࢁ，野生株に比べ pka1 Ḟᦆ株は細胞全体でᙉい蛍光が観

察された。次に，タンパク質発⌧およࡧ mRNA 発⌧の解析をしたとこࢁ，pka1 Ḟᦆ株でቑ加していた。

Pka1 のୗὶには，転写因子 Rst2 があり，Pka1 によって㈇に制御されているため，pka1 rst2 二重Ḟᦆ株を

解析したとこࢁ Mug14 は Rst2 によって転写ࣞ࣋ルで制御されていることが明らかになった。また，分裂

酵母では Mug14 の࣍モログ Add2 が存在していたため，発⌧解析を行ったとこࢁ，Mug14 と同様に pka1
Ḟᦆ株で発⌧がቑ加していた。⌧在，pka1 Ḟᦆ株で Mug14 およࡧ Add2 の発⌧がቑ加している意義を明

らかにするために，༢⊂Ḟᦆ株，二重Ḟᦆ株およ୕ࡧ重Ḟᦆ株の⾲⌧型解析を行っている。 
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Ａ－㸳 分裂酵母 S. japonicus  S. pombe の CoQḞᦆᰴࡓ࠸⏝ࢆ⾲⌧ᆺのẚ㍑ 

○ᴍཎᣅஅ，Ώ子 㛤 1，す⏣㑳ஂ 1，ᡄ⬟ᬛᏹ 1，ᕝྥ ㄔ 1
 

（島᰿大院・⮬↛⛉Ꮫ，1島᰿大・生㈨⛉） 

 

 

【⫼ᬒ࣭目的】࢚ࢥンࢨイ࣒ Q(CoQ)は，࣑トࢥンࢻリア㟁子ఏ㐩⣔のᚲ㡲因子であり，ᢠ㓟化能をもつ

物質である。モデル生物として▱られている分裂酵母 S. pombe において，CoQ を生合成することのでき

ない CoQ Ḟᦆ株は，྾Ḟᦆ，㧗⃰度の◲化Ỉ⣲の発生，᭱ᑡᇵᆅでの生⫱㐜ᘏ，㓟化ࢫトࣞࢫឤཷ性

といった≉ᚩ的な⾲⌧型を♧す。CoQ は྾を行う生物にとってᴟめて重要な物質であるが，S. japonicus
は CoQ 生合成㑇ఏ子がୖ࣒ࣀࢤにあるにもかかわらず，細胞内の CoQ10量が S. pombe の⣙ 220 分の 1 と

ᴟ微量であることが明らかとなっている。そこで，S. japonicus において，ᴟ微量の CoQ10がどのような

機能を持っているかをㄪべるために，全 CoQ Ḟᦆ株を作製し，⾲⌧型の解析を行った。 

【方法࣭結果】S. japonicus のࣞࣉニル基転⛣酵⣲㑇ఏ子を破壊することで，CoQ10 を全にḞᦆさࡏた 

ǼSjppt1 株を作製し，CoQ10がᴟ微量である野生株と⾲⌧型の比㍑を行った。㠀発酵性Ⅳ⣲※ᇵᆅ，H2O2

またはパラࢥート添加ᇵᆅ，᭱ᑡᇵᆅにて生⫱試㦂を行ったとこࢁ，いずれのᇵᆅにおいても，ǼSjppt1
株は野生株とࡰ同様の⾲⌧型を♧した。H2O2またはパラࢥート添加ᇵᆅでは，S. pombe の CoQ Ḟᦆ株

よりも，ᙉいឤཷ性を♧した。また，全ᇵᆅで 48 時㛫ᇵ㣴し，⤒時的に◲化Ỉ⣲の発生量を測定した

とこࢁ，ǼSjppt1 株では S. pombe の CoQ Ḟᦆ株とは␗なり，㧗⃰度の◲化Ỉ⣲の発生はみられず，野生

株と同⛬度であった。これらの結果から，S. japonicus の野生株とǼSjppt1 株の⾲⌧型にᕪは見られなか

ったが，S. pombe の CoQ Ḟᦆ株とは␗なる⾲⌧型を♧した。 

 
 
 

Ａ－㸴 酵母の COPII小⬊㍺㏦㑇ఏᏛⓗに┦స⏝ࡍるࢮ࣮ࢼ࢟㑇ఏ子の᥈⣴ 

○᐀野᭷㞞，ຍ藤ⴌ伊，⯪ᡞ⪔୍（広島大院・生≀ᅪ） 

 

 

 

【目的】 

細胞や࢜ルࢿ࢞ラの機能や⥔持に小胞㍺㏦はᚲ要可Ḟであり，その出発Ⅼである COPII 小胞のᙧ成は

重要なࢫテッࣉである。⌧在，COPII 小胞のᙧ成に関与するタンパク質とその⩻ヂ後ಟ㣭が明らかにされ

ているが，COPII 小胞のᙧ成のㄪ⠇機構は明である。Sec12 と Sec13 を㝖いたの COPII 小胞ᙧ成に関

与するタンパク質 Sar1, Sec16, Sec23, Sec24, Sec31 は全てリン㓟化されることから，それらのタンパク質

はリン㓟化によってά性化あるいはㄪ⠇されていると考えられるが，それらをᢸうタンパク質キࢼーゼ

は未だ同定さࡏていない。そこで本研究では，SEC 㑇ఏ子と㑇ఏᏛ的に相作用するキࢼーゼ㑇ఏ子の

᥈⣴を行った。 

【方法࣭結果】 

出ⱆ酵母のキࢼーゼ㑇ఏ子⩌を㐣発⌧用࣋クターにᤄධしたࣉラࢻ࣑ࢫライブラリーを 度ឤཷ性変

␗株 sec12-4 にᙧ質転し，sec12-4 変␗株の生⫱に影響を与えるキࢼーゼ㑇ఏ子を᥈⣴した。その結果，

変␗株の 度ឤཷ性を抑ᅽする㑇ఏ子が 7 ✀㢮ྲྀᚓされた。それら 7 ✀㢮のキࢼーゼが COPII 小胞ᙧ成

のㄪ⠇に関与しているかどうかについて，⌧在解析中である。 
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Ａ－㸵 酵母⣽⬊膜にᒁᅾࡍるཎ⳦࢙ࣇ࢚クタ࣮RipAA の機⬟解析 

○ᖹ⏣⠜ྖ，ᅝႛᩯ，ⓑ井Ἃᶞ，藤ཎ⚈子，⏣୰┤Ꮥ，⏣ῡග 

（㤶ᕝ大・㎰） 

 

 

᳜物やࣄトにឤᰁするཎ性のグラ࣒㝜性細⳦は，Ϫ型分Ἢ⨨とࡤれるὀᑕ㔪様の構㐀物をして

れるタンパク質をᐟ細胞内に┤᥋ὀධすることで，ᐟ内の様々な機能を᧠すࡤクターと࢙ࣇ࢚

ることによってឤᰁを成❧さࡏている。࢙ࣇ࢚クターの分子機能を解明することは，ཎ⳦のឤᰁᡓ␎

を⌮解するୖで㠀常に重要であるが，未だに多くの࢙ࣇ࢚クターの分子機能については明らかになって

いない。そこで，┿核生物のモデル生物である出ⱆ酵母 Saccharomyces cerevisiae 発⌧⣔を用いて，㟷ᯤ

⳦機能未▱࢙ࣇ࢚クターRipAA のヲ細な機能解析を行った。RipAA を酵母に㐣発⌧さࡏると，ቑṪ

阻害をᘬき㉳こすことを見いだした。GFP をᣦ標として RipAA の細胞内局在を観察した結果，RipAA は

酵母のፉ細胞膜にᴟ性㍺㏦されており，ࢫ࢚࢘タンブロット解析の結果から RipAA は酵母内で㧗度にリ

ン㓟化されていることが明らかになった。そのため，これらの観Ⅼから RipAA の機能解析を試みた。 

まず，これまでの結果から RipAA は細胞膜に局在することで同ࡌく細胞膜に局在する酵母࢝ゼインキ

ーゼ㸯(CK1)にリン㓟化されることによってά性化し，酵母にቑṪ阻害をᘬき㉳こしているという௬ㄝࢼ

を❧てた。この௬ㄝをド明するために，Rapamycin の᭷↓で局在を変化さࡏることができるࢫࢩテ࣒を構

⠏した。このࢫࢩテ࣒において，RipAA の細胞膜に局在化しなくなったά性型変␗体を，Rapamycin
でฎ⌮することでࡧ細胞膜に局在化さࡏた。Rapamycin によって膜局在化さࡏた RipAA がࡧリン㓟

化され，ቑṪ阻害をᘬき㉳こすかについてヲ細な解析を行っている。  

 
 
 

Ａ－㸶 酵母࠾よࡧタࢥࣂⓎ⌧⣔ࡓ࠸⏝ࢆ㟷ᯤ⳦のཎᛶ因子 RipAA の機⬟解析 

○ⓑ井Ἃᶞ，ᖹ⏣⠜ྖ，ᅝႛᩯ，藤ཎ⚈子，⏣୰┤Ꮥ，Marc Valls1，⏣ῡග 

（㤶ᕝ大院・㎰，1Universitat de Barcelona） 

 

 

多くの᳜物やࣄトにឤᰁするグラ࣒㝜性⳦は，Ϫ型分Ἢ⨨とࡤれる構㐀物をして，࢙ࣇ࢚クタ

ーとࡤれるタンパク質をᐟ細胞内に┤᥋ὀධし，ឤᰁを成❧さࡏている。これまで我々は，᳜物

ཎ性細⳦である㟷ᯤ⳦が᭷する࢙ࣇ࢚クターについて酵母発⌧⣔を用いて解析してきた。そして機能

未▱な࢙ࣇ࢚クターRipAA を酵母で㐣発⌧さࡏると，酵母にቑṪ阻害をᘬき㉳こすことを見出した。

また，RipAA は，ある✀のࣉロテアーゼとᙅい相同性を᭷することを見出し，相同性に基࡙いて作製し

た᥎定ά性中心変␗体㸦C183S㸧はቑṪ阻害ά性をኻった。本研究では，酵母発⌧⣔でᚓられた結果をも

とに，㟷ᯤ⳦の㠀ᐟ᳜物 Nicotiana benthamiana を用いてさらに RipAA の機能の解明を試みた。 

RipAA は㠀ཎຊ㑇ఏ子であり，㠀ᐟ᳜物において㐣ᩄឤᛂをᘬき㉳こすことがሗ࿌されている。

酵母のቑṪ阻害ά性と㠀ᐟ᳜物の㐣ᩄឤᛂの相関性を明らかにするために，酵母でቑṪ阻害ά性の

᭷↓を☜ㄆしたྛ✀変␗体をアグロࣂクテリ࣒࢘発⌧⣔により㠀ᐟ᳜物である N. benthamiana で発⌧

さࡏ，㐣ᩄឤᛂを観察した。その結果，野生型 (WT)では㐣ᩄឤᛂが見られ，᥎定ά性中心変␗体で

は見られなかった。さらに㟷ᯤ⳦の RipAA Ḟᦆ株を作製し，ᐇ際の㟷ᯤ⳦ឤᰁ⣔における RipAA の

分子機能解析を行った。その結果アグロࣂクテリ࣒࢘発⌧⣔と同様に，WT では㐣ᩄឤᛂが見られ，᥎

定ά性中心変␗体では見られなかった。このことから RipAA の 183 ␒目のࢫࢩテインがά性に関与して

いると考えられ，酵母のቑṪ阻害や᳜物の㐣ᩄឤᛂにおいて重要であることが♧၀された。 
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Ａ－㸷 Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar 3 にࡅ࠾るཎ因子の解析 

○㰺藤⨾ᱜ，藤ཎ⚈子，ᖹ⏣⠜ྖ，బࠎዉ⥴⨾，生ဏ ᕘ１，⛅ගஓ， 

，ᮡ⏣（小す）ᕥỤ子，℈野ᗣᖹ１，⏣୰┤Ꮥ，大㇂ ⾨１，∦ᒸ㑳雄，

⏣ῡග（㤶ᕝ大・㎰，1㤶ᕝ┴ᗓ୰ᯝᶞ◊） 

 

キ࢘イࣇルーࢶかいよう⳦(Pseudomonas syringae pv. actinidiae:Psa)は⾲⌧性や㑇ఏ型の㐪いに基࡙き，

⌧在 5 ✀㢮に分㢮されており，その中でも≉に biovar 3 (Psa3)はᙉいཎຊを持つとされているが，その

ཎ因子は未だ明らかになっていない。多くのグラ࣒㝜性細⳦はϪ型分Ἢ⨨(T3SS)を᭷し，ᐟ細胞内

に࢙ࣇ࢚クターをὀධすることでឤᰁを成❧ることが▱られており，࢙ࣇ࢚クターはཎ性にᚲ㡲な因

子であると考えられている。Psa3 も࢙ࣇ࢚クターを持ࡕ，その数は 40 ✀㢮௨ୖにのࡰる。本研究では，

Psa3 のཎ性に関ಀする因子が࢙ࣇ࢚クターであると考え，T3SS Ḟᦆ株と Psa3 ≉␗的な࢙ࣇ࢚クター

をḞᦆした株を作製した。T3SS Ḟᦆ株を㠀ᐟ᳜物であるタࢥࣂに᥋✀したとこࢁ，野生株で見られる

㐣ᩄឤᛂ㸦HR㸧は見られなかった。これより T3SS Ḟᦆ株は，࢙ࣇ࢚クターのᐟ細胞への分Ἢ能を

Ḟᦆしていることが考えられた。次に，T3SS Ḟᦆ株についてキ࢘イࣇルーࢶのⴥへのᄇ㟝᥋✀をおこな

い，ⴥの中での⳦体ቑṪからཎ性をホ౯した。その結果，T3SS Ḟᦆ株は野生株に比べ，⳦体のቑṪが

10,000 分の 1 ⛬度しか見られなかった。㑇ఏ子をᅇさࡏた株を᥋✀したሙ合の結果と比㍑しても，ឤ

ᰁには࢙ࣇ࢚クターが重要であることが♧၀された。 

本ᴗは生研ᨭࢭンターࠕ㠉᪂的ᢏ⾡㛤発࣭⥭ᛴᒎ㛤ᴗ㸦うࡕᆅᇦᡓ␎ࣉロジ࢙クト㸧ㄢ㢟␒ྕ

16822474㸸野生✀㑇ఏ㈨※を用したキ࢘イࣇルーࢶ Psa3 ⣔⤫⪏性加による➇தຊᙉ化ᡓ␎ࠖのᨭ

をཷけて行われた。 
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㹀－１ Characterization of membrane-bound aldehyde dehydrogenase activity in 
Frateuria sp. 
○Roni Miah, Minenosuke Matsutani, Takeru Murate, Naoya Kataoka,  

Kazunobu Matsushita, Toshiharu Yakushi (Yamaguchi Univ.) 
 

Acetic acid fermentation is carried out by two-step oxidation of ethanol to acetic acid with the membrane-bound 
alcohol and aldehyde dehydrogenases (ADH and ALDH) of acetic acid bacteria. The genus Frateuria that is 
taxonomically distant from acetic acid bacteria has ADH. This study is aimed at purification and characterization of 
ALDH of Frateuria aurantia. Acetobacter sp. has two different ALDH genes aldFGH and aldSLC that 
phylogenetically different from each other (Yakushi et al., 2018). We retrieved ALDH homologs from the genome 
data open to public and examined their phylogenetic relationships. According to the phylogenetic analyses, we 
proposed four subgroups for ALDH homologs: aldFGH, aldSLC1, aldSLC2, aldXYZ. Frateuria aurantia LMG1558 
the type strain possesses the aldXYZ genes. The growth of the LMG1558 strain was strongly inhibited by ethanol 
even at the concentrations of 0.06%(v/v). Specific activity of ALDH and ADH was 0.9 U/mg and 0.7 U/mg, 
respectively in the membrane suspension when cultured without ethanol. Addition of ethanol did not dramatically 
increase the both activities. ALDH was stable against heat treatment up to 50°C where ADH lost its activity in the 
membrane suspension. These data clearly indicate that the LMG1558 strain produces ALDH of independent 
molecular species from ADH. ALDH was solubilized with Mydol-10 or Mydol-12 and 0.3 M KCl. We attempt to 
purify ALDH to characterize the properties.  

Yakushi et al. (2018), Appl Microbiol Biotechnol., 102: 4549. 
 
 
 

㹀－２ Glucose metabolism in the Gluconobacter mutant strain that lost the glucose- 

oxidation ability 

○Feronika Heppy Sriherfyna, Kensuke Hirano, Hisashi Koike,  

Minenosuke Matsutani, Naoya Kataoka, Tetsuo Yamashita1,  

Eiko Nakamura-Ogiso2, Kazunobu Matsushita, Toshiharu Yakushi 
(Yamaguchi Univ., 1Kagawa Univ., 2Univ. Pennsylvania) 

 

Gluconobacter oxydans is an obligate aerobe, and used in oxidative biotransformation to produce L-sorbose, 
gluconic acid, and 2-ketogluconic acid. The oxidation of glucose is catalyzed by the membrane-bound glucose 
dehydrogenase, encoded in the gdhM gene, located on outer surface of the cytoplasmic membrane. Wild-type G. 
oxydans takes gluconic acid into the cell as well as glucose, but the ∆gdhM mutant takes only glucose. As to the 
cytoplasmic metabolism, G. oxydans utilizes pentose phosphate pathway or Entner–Doudoroff pathway as the 
central metabolism due to a deficiency of enzyme in Embdem-Myerehof-Parnas pathway. Oxidation of NADH but 
also NADPH is most likely important for the central metabolism. G. oxydans strain NBRC3293 has two type-II 
NADH dehydrogenases (NDH) that are phylogenetically distinct from each other. We constructed mutant stains lost 
the gene (ndhS) for one of NDHs, s-NDH that can also oxidizes NADPH. The ∆ndhS strain grew similarly to the 
wild-type strain on glucose, but the ∆gdhM ∆ndhS double mutant strain grew worse on glucose than the ∆gdhM 
stain. We suggest that cell-surface oxidation of glucose may skip over production of one molecule of NADPH, 
which should be reoxidized. Thus, the loss of NADPH-oxidizing enzyme s-NDH under the ∆gdhM background 
showed a more severe impact to the growth on glucose than that under the gdhM+ background. 
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㹀－㸱 Characterization of the 5-keto-fructose reductase derivatives of Gluconobacter sp. 
○Nguyen Minh Thuy, Masaru Goto1, Shohei Noda1, Naoya Kataoka,  

Osao Adachi, Kazunobu Matsushita, Toshiharu Yakushi 
(Yamaguchi Univ., 1Toho Univ.) 

 

[Background] Acetic acid bacteria oxidize various sugars and alcohols incompletely to produce corresponding 
ketones and acids on the cell surface. Gluconobacter frateurii strain CHM43 oxidizes mannitol to fructose and does 
fructose to 5-keto-fructose (5KF). We identified GLF_2050 as the gene for NADPH-dependent 5KF reductase 
(KFR). In this study, we attempted to characterize the structure and function of KFR. 
[Methods & Results] We constructed over expression strain for KFR, which showed specific activity about 
40-times higher than wild type. KFR activity in the mutant strain defective of the GLF_2050 gene �∆GLF_2050) 
was lower than that of wild type but still remained activity at approx. 29% of wild type. The results indicate that the 
GLF_2050 gene encodes one of the KFR genes in the CHM43 genome. We purified the recombinant KFR. 
Molecular mass of the purified KFR in the native state was determined by gel filtration to be approx. 71 kDa, i.e. 
KFR is dimer of approx. 30-kDa protomer in solution. The crystal structure revealed that KFR is similar to 
NADP+

-dependent shikimate dehydrogenase, which catalyzes the reversible NADP+
-dependent oxidation of 

shikimate. We found that two amino acid residues Asn21 and Pro227 in the putative substrate-binding site are the 
major differences between the two enzymes. We constructed several KFR derivatives with amino acid substitution 
including the two residues. The mutagenesis study suggested that Asn21 is important for the substrate binding.  

 

 
 
 

㹀－㸲 Acidomonasᒓ㓑㓟⳦のࣞࡀࢫ࣮制御ࡍる࢚タ࣮ࣝࣀ㓟 

Ᏹ㒔ᐑ大㈗，⛳⏣Ⳁዉ，すỤⓒຍ，○㜿野Ꮥ（ឡ大院・㎰） 

 

 

 

【目的】㓑㓟⳦にとって，࢚タࣀールの㓟化は㓑㓟の生成とともにࢿ࢚ルࢠー⋓ᚓにかかわる重要な

ᛂである。そこには，細胞膜の PQQ ౫存性アルࢥール⬺Ỉ⣲酵⣲ (PQQ-ADH) が྾㙐のึ発酵⣲とし

て機能している。我々は，メタࣀール㈨化性能をもつ㓑㓟⳦ Acidomonas methanolica が，ࣞ アアーࢫ㸦La3+㸧

にᛂ⟅してメタࣀール㓟化⣔をษり᭰えているが，La3+の存在ୗでは PQQ-ADH ά性が大きくపୗするこ

とをሗ࿌している。㸯㸧しかし，࢚タࣀールᇵᆅでの生⫱にᨭ㞀がないことから，本⳦は複㞧な࢚タࣀー

ル㓟化⣔を᭷していると考えられる。本研究では，La3+存在ୗで機能する࢚タࣀール㓟化⣔を明らかにす

ることを目的とした。 

【方法࣭結果】La3+の᭷↓で࢚タࣀールᇵᆅで生⫱さࡏた細胞をㄪ製し，࢚タࣀールを྾基質とした㓟

⣲ᾘ㈝ά性を比㍑したとこࢁ，細胞膜⏬分ではά性がపୗしていたものの，細胞ᠱ⃮ᾮではとࢇど変

化が見られなかった。細胞内 NAD ౫存性 ADH のά性も大きな変化が見られなかったことから，未▱の

細胞⾲ᒙの࢚タࣀール㓟化⣔の関与が♧၀された。そこに関与する酵⣲として XoxF およࡧ Pqq6 に╔目

しḞᦆ株を作製して᳨ウしたとこࢁ，୍㑇ఏ子破壊では生⫱に全く影響が見られなかったものの，二重

およ୕ࡧ重破壊株でึめて影響が☜ㄆできた。これらの結果から，La3+存在ୗで本⳦は，PQQ-ADH, XoxF, 
Pqq6 のᑡなくとも㸱つの酵⣲で機能を相⿵しながらࢿ࢚ルࢠーを⋓ᚓしていることが明らかとなった。 

㸯㸧Ᏹ㒔ᐑら，᪥本㎰ⱁ化Ꮫ 2017 ᖺ度大 2C24a08 
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㹀－㸳 Analysis of indigenous soybean-nodulating rhizobia in Japan in relation to climate 
and soil 
○Md Hafizur Rahman Hafiz, Ahsanul Salehin, Shohei Hayashi1, Kazuhito Itoh1

 

(UGSAS, Tottori Univ., 1Fac. Life Environ. Sci., Shimane Univ.) 
 

To examine the isolated indigenous soybean rhizobia from root nodules, the experiment was conducted in two 
successive years in 2016 and 2017. The soybean plants were cultivated in three different soils (like Fukagawa, 
Matsue, and Miyazaki) and locations (like Fukagawa, Matsue, and Miyazaki) combinations. Bacterial isolates were 
characterized based on their morphologies and the representative colonies were purified for identification by 
analysing the partial 16S rRNA gene sequences. Nodule occupancy was measured based on the presence of 
Bradyrhizobium japonicum (Bj) or Bardyrhizobium elkanii (Be). About 700 nodules were studied from different 
soils and locations for both the year 2016 and 2017. Fukagawa soil strongly maintained the occupancy of Bj in the 
soil in Fukagawa location but reduced in Matsue and Miyazaki location. When Matsue soil used in Matsue and 
Miyazaki location the dominance of Be was higher than Bj in 2016 but, in Fukagawa locations the abundances of 
Be was lower than Bj. However, in 2017 Be has maintained its dominance in all locations. Almost similar results 
were observed in Miyazaki soil except in Matsue location in 2016 where the abundance of Bj was higher than Be. 
The overall results we observed that All the soils behaved differently in the cooler environment like Fukagawa 
location. In conclusion, the occupancy of Bj and Be of different soil in the cooler environment may be due to the 
temperature or the strains. How these stains behave in different soil is needed to confirm by further experiment. 
 

 
 
 

㹀－㸴 Effects of the biofertilizer `OYK` inoculation on plant growth promotion 

○Ahsanul Salehin, Md Hafizur Rahman Hafiz, Shohei Hayashi1, Kousuke 
Suyama1, Kazuhito Itoh1. 
(UGSAS, Tottori Univ., 1Fac. Life Environ. Sci., Shimane Univ.) 

 

The use of microbial inoculants containing plant growth-promoting rhizobacteria as a promoter of plant fitness and 
health is becoming increasingly popular in agriculture. OYK is a biofertilizer, an important member of plant growth 
promoting bacteria (PGPB) and consists mainly of Bacillus subtilis, a group of which induces plants to tolerate 
abiotic and/or biotic stresses in a comprehensive manner. In 2010, OYK was applied approximately 80 different 
types of crops across Japan to prevent continues cropping injuries, increased in yield, removed infecting bacteria, 
and enhanced crops quality. During the course of study, it was found that OYK consisted of a mixture of two 
different strains, a bacterial Bacillus sp. and a fungus Candida sp. Among two strains, Bacillus sp. exhibited neither 
cellulase nor pectinase activities, and was neither able to produce auxin nor solubilize phosphate. On the other hand, 
Candida sp. produced auxin and had phosphate solubilizing ability. Then, inoculation experiments were conducted 
at several times using this two isolates to confirm its plant growth promotion. Among measured plant growth 
parameters, inoculated plants showed statistically superior growth performance and significant difference over 
control. Bacillus sp. was re-isolated from its rhizosphere and root interior parts, while Candida sp. was only from its 
rhizosphere. Bacillus sp. and Candida sp. both might be a potential isolates for plant growth promotion. After 
confirming the mechanisms, these isolates will be applied in field condition to confirm in plant growth 
improvement. 
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㹀－㸵 ࢬࢲ᰿⢏⳦Bradyrhizobium japonicum USDA135にࡅ࠾るクࢭ࣒ࣛ࢜ンࢩンࢢ

のㄪᰝ 

○小ᕝᬛஅ，ᮾ ㈗ྖ 1，井藤ே 1，ᕢ山ᘯ 1，ᯘ ᫀᖹ 1 

（⟃Ἴ大院・生命⎔ቃ，1島᰿大・生㈨⛉） 

 

【目的】ク࢜ラࢭ࣒ンࢩングとは，細⳦がアࢩル࣍モࢭリンラクトン(AHL)などの࢜ートインデࣗーサー

を生⏘࣭分Ἢ࣭ឤ▱することで⮬らのᐦ度をឤ▱し，≉定のᙧ質を制御する⤌みである。ࢲイࢬ᰿⢏

⳦Bradyrhizobium japonicum USDA135の࣒ࣀࢤには，AHL生合成㑇ఏ子と᥎定される3つの㑇ఏ子㑇bjaI，
luxI，traI がある。本研究では，B. japonicum USDA135 はどの㑇ఏ子を用いてク࢜ラࢭ࣒ンࢩングを行っ

ているか，AHL の⃰度はどの時期に᭱も⃰くなるのか，同✀株が生⏘した AHL をཷᐜすることが出᮶

るかをㄪべるためにᐇ㦂を行った。 

【方法࣭結果】bjaI，luxI，traI を lacZ に⨨したࣂイࣞ࢜ポーター株を作成した。B. japonicum USDA135，
B. japonicum USDA110，B. japonicum USDA4 を 7 ᪥㛫ᇵ㣴し，1 ᪥ẖにࣂイࣞ࢜ポーターとΰ合して，野

生株が生⏘した AHL によってࣂイࣞ࢜ポーター株の lacZ がㄏᑟされ，㟷Ⰽに࿊Ⰽするかをㄪべた。ᇵ㣴

4 ᪥目の B. japonicum USDA135 とΰ合すると，traI を⨨したࣂイࣞ࢜ポーター株のみ㟷Ⰽに࿊Ⰽした。

ᇵ㣴 5 ᪥目の B. japonicum USDA135 とΰ合したሙ合は࿊Ⰽしなかった。いずれのᇵ㣴᪥数でも bjaI か luxI
を⨨したࣂイࣞ࢜ポーター株とΰ合したሙ合は࿊Ⰽしなかった。ᇵ㣴 4，5 ᪥目の B. japonicum 
USDA110，B. japonicum USDA4 とΰ合すると，traI を⨨したࣂイࣞ࢜ポーター株のみ㟷Ⰽに࿊Ⰽした。

これらの結果から，B. japonicum USDA135 は，traI を用いてク࢜ラࢭ࣒ンࢩングを行っていること，ᇵ㣴

4 ᪥目௨㝆に AHL を分解すること，同✀ู株が生⏘した AHL をཷᐜできることが♧၀された。 
 
 
 

㹀－㸶 ࢬࢲ᰿⢏⳦ Bradyrhizobium japonicum USDA4 にࡅ࠾るクࢭ࣒ࣛ࢜ンࢩン࡛ࢢ

のࢺ࣮࢜ン࣮ࢧ࣮ࣗࢹのᛂᛶのㄪᰝ 

○ᮾ ㈗ྖ，井藤ே 1，ᕢ山ᘯ 1，ᯘ ᫀᖹ 1，小ᕝᬛஅ 2
 

（島᰿大院・⮬↛⛉Ꮫ，1島᰿大・生㈨⛉，2⟃Ἴ大院・生命⎔ቃ） 

 

【目的】細⳦が⮬㌟の⳦ᐦ度にᛂࡌて生⌮機能の発⌧をㄪᩚする⤌みをク࢜ラࢭ࣒ンࢩングという。

れる物質を生⏘࣭分Ἢし，それをឤ▱する㢖度により≉定の㑇ఏ子の発ࡤートインデࣗーサー(AI)と࢜

⌧がษり᭰わる。ࢲイࢬ᰿⢏⳦ Bradyrhizobium japonicum USDA4 の࣒ࣀࢤには，᪤▱の AI 合成酵⣲㑇ఏ

子と相同性の㧗い 2 つの㑇ఏ子 4bjaI15，4luxI81 がある。本研究では，それら 2 つの㑇ఏ子のク࢜ラࢭ࣒

ンࢩングへの関与の᭷↓や，AHL への⃰度や時㛫によるᛂの㐪いをㄪᰝした。 

【方法࣭結果】4bjaI15，4luxI81 を lacZ に⨨したࣂイࣞ࢜ポーター株をそれぞれ作成した。B. japonicum 
USDA4 を 6 ᪥㛫ᇵ㣴し，そこから 1 ᪥ẖに㓑㓟ࢳ࢚ルでᢳ出物を作成した。1 ᪥๓ᇵ㣴した後に྾光度

をㄪᩚしたࣂイࣞ࢜ポーターと，㓑㓟ࢳ࢚ルを発さࡏたᢳ出物をΰ合し，X-gal を加えてᇵ㣴を行い，

AI により lacZ がㄏᑟされ㟷Ⰽに࿊Ⰽするかをㄪべた。4bjaI15 のࣂイࣞ࢜ポーターでは，野生株の๓ᇵ

㣴᪥数などは結果に影響が見られず，いずれもᇵ㣴 2 ᪥目で࿊Ⰽが☜ㄆされた。また，ࣂイࣞ࢜ポータ

ーと X-gal のみでも࿊Ⰽは☜ㄆされたが，ᢳ出物とΰ合したሙ合よりも࿊Ⰽまでの時㛫が㛗かった。

4luxI81 のࣂイࣞ࢜ポーターでは，࿊Ⰽが☜ㄆされたのは 1 㐌㛫のᇵ㣴後に 3 㐌㛫㟼⨨された後であり，

野生株の๓ᇵ㣴が 1~3 ᪥のሙ合のみ࿊Ⰽが☜ㄆされた。これらの結果から，4bjaI15 が AI によるಁ㐍が

なくともᜏ常的に発⌧している㑇ఏ子であること，4luxI81 の発⌧が 4bjaI15 と比㍑してとても小さいこ

と，そして 4luxI81 により合成される AI は，ᇵ㣴の 1~3 ᪥目にのみ存在していることが♧၀された。 

 

－41－



㹀－㸷 Isovaleric acid production as the response to acid stress in Shewanella violacea 
○Lisa Lisdiana, Hisashi Ômura, Sotaro Fujii, Yoshihiro Sambongi 
(Grad. Sch. Integr. Sci. for Life, Hiroshima Univ.) 

 

 

Neutrophilic Shewanella violacea is isolated from deep-sea sediments. Its response to high-pressure and 
high-salinity has been investigated but nothing is known about the response of this bacterium to acid stress. Here, 
the pure effects of acidic pH on S. violacea physiology were examined, aiming at further understanding of its stress 
response mechanism. S. violacea could grow at initial pHs of 5.0 – 7.0 without pH adjustment during the test at 
atmospheric pressure, and the lowest growth rate was obtained at pH 5.0. The pH of the same growth culture with 
an initial pH of 5.0 rose toward a neutral pH of ~7.0 at the exponential growth phase, indicating that S. violacea has 
a mechanism for acid neutralization. When S. violacea cells were grown at the fixed pH of 5.0, about six times 
higher concentrations of isovaleric acid was produced than at pH 7.0. The expression level of the genes encoding 
three enzymes for isovaleric acid synthesis from L-leucine were also found to be upregulated in S. violacea cells 
grown at the fixed pH of 5.0 compared with at pH 7.0 through RNA-seq analysis. Therefore, S. violacea at least 
produces isovaleric acid in its response to acid stress, which may contribute to acid neutralization through a 
chemical decrease in acidity during the conversion of L-leucine (pKa of the carboxyl group = 2.36) to isovaleric 
acid (pKa = 4.77) and an NADH production leading to proton pumping across the membrane by membrane-bound 
NADH dehydrogenase.   

 

 
 
 

㹀－10 高⃰ᗘ MgCl2ࡀ Shewanella violaceaの生⫱ཬࡧ のάᛶにࢮ࣮ࢲࢳ࢜クࣞࢾ-5′

 るᙳ㡪࠼

○⊦ཎ㞞ྖ，藤᳃㈗子 1，藤井ኴ㑻 1，୕ᮏᮌ⮳ᏹ 1 

（広島大・生≀生⏘，1広島大院・統合生命） 

 

【⫼ᬒと目的】我々のこれまでの研究で，ዲ෭中度ዲሷ⳦である Shewanella violacea ཬࡧ常 㠀ዲሷ⳦で

ある Shewanella amazonensis の ーゼ㸦それぞれࢲࢳ࢜クࣞࢾ-'5 SVNTase ཬࡧ SANTase㸧のά性の 度と

NaCl ⃰度にᑐする౫存性は，⏤᮶する⳦の生⫱条件の㐪いにᑐᛂすることが分かっている。さらに，

SVNTase ཬࡧ SANTase のアࣀ࣑㓟㓄ิが 70%୍⮴しているにもかかわらず，ሷや᭷機⁐፹存在ୗで୧⪅

のά性が大きく␗なり，≉に 500 mM MgCl2存在ୗで SVNTase ά性は 2 ಸにୖ᪼するが，SANTase ά性

は༙分にపୗすることを見い出している。本研究では，㧗⃰度 MgCl2 の୧酵⣲の構㐀ཬࡧ⏤᮶する細⳦

の生⫱への影響について，分子と細胞の観Ⅼからㄪべた。 

【方法と結果】S.violacea と S.amazonensis の膜⏬分から SVNTase ཬࡧ SANTase を⢭製し，500 mM MgCl2
存在ୗでそれぞれの CD リ࣊量を見積もった。その結果，୧酵⣲のྵࢫリック࣊クトルを測定し，D࣌ࢫ

ックྵࢫ量は୍様にపୗしていた。つまり，500 mM MgCl2存在ୗでの୧酵⣲のά性のᕪは，࣊リックࢫ

構㐀のᏳ定性のᕪとは関ಀないことが分かった。୍ 方，Marine Brothᾮ体ᇵᆅに 100から 500 mMの MgCl2
を加えて，S. violacea と S. amazonensis の生⫱試㦂を行ったとこࢁ，୧⪅とも 300 mM MgCl2添加でも同

様に生⫱することが分かった。௨ୖの結果から，㧗⃰度 MgCl2は，S. violacea と S. amazonensis の生⫱≉

性に㐪いをもたらさないが，SVNTase と SANTase の࣊リックྵࢫ量をపୗさࡏるものの SVNTase にᑐし

ては≉␗なά性ୖ᪼ຠ果があることが明らかになった。 
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㹁－１ ῝ᾏᛶ⣽⳦ Shewanella benthica DB6705 ⏤᮶ࢺࢩク࣒ࣟ c͛のᏳᐃ機構の解

᫂ 

○ᆏཱྀ 㝣，㡲㈡ᮅ子 1，藤井ኴ㑻 1，୕ᮏᮌ⮳ᏹ 1
 

（広島大・生≀生⏘，1広島大院・統合生命） 

 

【目的】 ⮳㐺生⫱⎔ቃ 4Υ，50 MPa の Shewanella benthica DB6705 と⮳㐺生⫱⎔ቃ 8Υ，30 MPa の

Shewanella violacea DSS12 は，アࣀ࣑㓟㓄ิが 92%୍⮴するࢩトクロ࣒ c͛㸦それぞれ SBCP，SVCP㸧を

持つ。SBCP は SVCP に比べ，変性 度㸦Tm㸧が 7Υ㧗い。本研究では，SBCP の⇕Ᏻ定化にᐤ与する要

因をアࣀ࣑㓟ࣞ࣋ルで᳨ウした。 

【方法】 SBCP と SVCP の結ᬗ構㐀を比㍑したとこࢁ，ルーୖࣉにある SBCP の Pro-62 がルーࣉ構㐀を

ᙉᅛにしていること，また SBCP の Lys-87 が⾲㠃でሷᶫをᙧ成することで⇕Ᏻ定化していると考えた。

そこで，SBCP の Pro-62，Lys-87 を SVCP でᑐᛂする Gln，Val にそれぞれ⨨した変␗，㏫に SVCP の

Gln-62，Val-87 を SBCP でᑐᛂする Pro，Lys に⨨した変␗体を作製した。CD クトルの࣌ࢫ 222 nm を

ᣦ標とした 25㸫100Υの᪼ 測定ᐇ㦂を行い，SBCP と SVCP の変␗体の Tmを測定した。 

【結果࣭考察】 SBCP 変␗体は野生型と比べて Tm のపୗが見られた。また SVCP 変␗体は野生型と比

べて Tmのୖ᪼が見られた。௨ୖの結果から Pro-62，Lys-87 が SBCP の⇕Ᏻ定化にᐤ与していることが明

らかとなった。SBCP と SVCP が⏤᮶する⳦は，いずれもప かつ㧗ᅽのᴟ㝈⎔ቃである῝ᾏから༢離さ

れたዲ෭ዲᅽ⳦である。ࢩトクロ࣒ c͛の⇕Ᏻ定性と⳦のᅽຊ㐺ᛂとの関ಀ性は分からないが，̔̀ ᾏ⏤᮶

の Shewanella ᒓ細⳦の持つこれらのࢩトクロ࣒ c͛は，複㞧で多㠃的なᏳ定化機構を持つ可能性がある。 

 

 
 
 

㹁－２ ᾏὒ⏤᮶Luteolibacter algae H18のࢲࢥࣇン⬺◲㓟酵⣲の⢭〇ク࣮ࣟࢽン

 ࢢ

○ᮏᘺᰤ，小㇂ᝆ㍜ 1，山ᒸ⨾ⰼ 2，㛗ᑿ㐩ᙪ 2, 3，ඵᮌᑑᱻ 2，㕥ᮌᏹ 2， 

大ᇛ 㝯 2（㫽ྲྀ大院・ᣢ♫生，1㫽ྲྀ大・ᕤ，2㫽ྲྀ大院・ᕤ，3᪥ᮏ࢘ࢥࢵࢪ） 

 

【目的】ࢥࣇイࢲンは，モࢬク，ࢥンブ，ア࢝モクなどの〓⸴㢮の⢓質物にྵまれる࣊テロ◲㓟化多⢾

で，ᖹᆒ分子量⣙ 200,000 の㧗分子とᥦၐされており，ᢠ࢞ン作用やᢠ࢘イルࢫ作用などの様々な生⌮ά

性を᭷するとሗ࿌されている。しかしながら，ࢥࣇイࢲンが関与するこれら生⌮ά性がࢥࣇイࢲン分子

中のどの構㐀に㉳因するかについては明なⅬが多いのが⌧≧である。そのために当研究室では，酵⣲

的なࢥࣇイࢲンの分解についての᳨ウを行っている。࢜キ࣡ࢼモࢬクࢥࣇイࢲン㈨化性⳦ Luteolibacter 
algae H18 は，ࢥࣇイࢲンの分解㐣⛬において⬺◲㓟化ᛂが㐍行する。この酵⣲を用すれࡤ，⬺◲㓟

化ࢥࣇイࢲンをㄪ製することができ，ࢥࣇイࢲンの◲㓟基が生⌮ά性にཬࡰす影響を᳨ウすることがで

きる。そこで今ᅇ，࢜キ࣡ࢼモࢬクࢥࣇイࢲンࢫルࣇターゼを H18 株から⢭製し，その酵⣲㑇ఏ子の

≉定を行った。 

【方法࣭結果】H18 株をࢥࣇイࢲンを༢୍Ⅳ⣲※とする合成ᇵᆅで大量ᇵ㣴してᚓられた↓細胞ᢳ出ᾮ

から，ࢥࣇイࢲンࢫルࣇターゼをྛ✀クロ࣐トグラࣇーにより，㧗度に⢭製した。ά性測定はࣂリ

ỿẊ法で行った。⢭製酵⣲タンパク質の N࣒࢘ ᮎ➃ 10 ṧ基のアࣀ࣑㓟㓄ิをỴ定後， H18 株のࢻラࣇ

ト࣒ࣀࢤሗから目的酵⣲㑇ఏ子 fsut107㸦1512 bp㸧を同定した。本酵⣲㑇ఏ子᩿∦を PCR ቑᖜして pCold 

I ࣋クターにクローニングし，大⭠⳦にᑟධ後，␗✀発⌧⏘物のά性をㄪべたとこࢥࣇ，ࢁイࢲンを基質

としたࢫルࣇターゼά性を☜ㄆすることができた。 
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㹁－㸱 Geobacillus ᒓዲ⇕⳦ࢆᐟࡓࡋ␗✀タンパク質高生⏘のࡵࡓの࣋クタ࣮㛤Ⓨ 

○ᩜኴ，大ᇛ 㝯 1，㕥ᮌᏹ 1（㫽ྲྀ大院・ᣢ♫生，1㫽ྲྀ大・ᕤ） 

 

 

 

【目的】Geobacillus ᒓ細⳦はඃれたቑṪ≉性やタンパク質生⏘能をもつዲ⇕⳦で，その㑇ఏ子ᨵ変ࢶー

ルの㛤発がᗈく㐍められている。本ዲ⇕⳦をᐟとした㑇ఏ子㧗発⌧࣋クターは☜❧されていないが，

それは当ヱዲ⇕⳦⩌のᨵ変のみならず，タンパク質生⏘ᐟのᣑ張にもつながると期ᚅできる。本研究

では，Geobacillus kaustophilus で機能する㑇ఏ子㧗発⌧࣋クターの㛤発を目的とした。 

【方法】࣐ルトーࢫㄏᑟ型ࣉロモーター㸦Pgk704㸧，lacZȘ㑇ఏ子，およࡧ T7 ターࢿ࣑ーター㓄ิを大⭠

⳦–Geobacillus ࢻ࣑ࢫラࣉにᑟධした。ᚓられたࢻ࣑ࢫラࣉトルࣕࢩ pKR01 の Pgk704のୗὶに，さらに㯤

Ⰽ蛍光タンパク質㸦Venus㸧の㑇ఏ子をᤄධし，HTA426 のὴ生株㸦MK244㸧にᑟධした。ᚓられたᙧ質

転体中で生⏘された Venus 量を分析することで，pKR01 の᭷用性をホ౯した。 

【結果】Pgk704は，G. kaustophilus HTA426 ⏤᮶の࣐ルトーࢫㄏᑟ型のࣉロモーターで，大⭠⳦内でも機能

する。௵意 DNA のᤄධをࢫクリーニングしやすいように，Pgk704 のୗὶに lacZȘ㑇ఏ子と࣐ルࢳクロー

ニングサイトを㓄⨨した。pKR01 をもつ大⭠⳦は X-gal を分解し，㟷Ⰽのࢥロニーを࿊したが，当サイ

ト中に Venus 㑇ఏ子がᤄධされたሙ合は，࿊Ⰽしなかった。リーࢫࢻルーの抑制を目的とし，そのୗὶ

には T7 ターࢿ࣑ーター㓄ิを㓄⨨した。これによりᚓられたࣉラࢻ࣑ࢫを MK244 株にᑟධし，60Υで

ᇵ㣴したとこࢁ，Venus の生⏘がしっかりと☜ㄆできた。T7 ターࢿ࣑ーター㓄ิがないሙ合は，Venus
生⏘がとࢇど見られなかった。 

 
 
 

㹁－㸲 VHHᢠ体ᥦ♧ᆺ分子ㄆ㆑⣲子ࡓ࠸⏝ࢆ AuNPの࣡ンࣉࢵࢸࢫ機⬟ 

○ụ⏣ ，ᮧ⥔ඞ，▼⏣ᑦஅ，୰ὒ⾜（ᒸ山大院・⮬↛⛉Ꮫ） 

 

 

 

【目的】 
 㔠ࣀࢼ⢏子㸦AuNP㸧は LSPR㸦局在⾲㠃ࣉラࢬモンඹ㬆㸧という≉ᚩ的な光Ꮫ≉性を᭷し，この性質

を生かして，体እデ᩿薬や細胞内ࣉローブなどࣂイ࢜，་Ꮫ分野でᖜᗈく用されている。本研究では，

AuNP の分ᩓᏳ定性を⥔持しつつ⾲㠃を生体分子で機能的にಟ㣭する⡆౽なᡭ法の㛤発を≺い，㊊ሙとし

て㉸ዲ⇕⳦⏤᮶タンパク質 CutA1，リ࢞ンࢻ分子として VHH ᢠ体，そして⊂⮬にྲྀᚓした㔠⾲㠃ぶ性

 。にそれらのホ౯を目的としたࡧインならࢨタグを用いた標的分子ㄆ識⣲子の分子デࢻࢳࣉ࣌

 

【方法࣭結果】 

  まず VHH ᢠ体を CutA1 にᤄධする際の࣌ࢫーサー㛗が発⌧にཬࡰす影響をㄪべ，༑分に可⁐化が可能

な࣌ࢫーサー㛗を見出した。⥆いてCutA1を㊊ሙとしてデࢨインしたྛ✀VHHᢠ体ᥦ♧型分子ㄆ識⣲子，

あるいは VHH ᢠ体でಟ㣭した AuNP のᠱ⃮ᾮと標的分子である⥳Ⰽ蛍光タンパク質 EGFP をΰ合し，蛍

光ᙉ度のᕪ␗をᣦ標に相作用をホ౯した。その結果，クッࣙࢩン性㊊ሙとして CutA1 を用い，VHH ᢠ

体をᤄධあるいは㐃結することによって，相作用量の顕ⴭなቑ加がみられた。したがって，デࢨイン

した分子を用いることで，VHH ᢠ体を㔠ࣀࢼ⢏子⾲㠃に機能的に࣡ンࢫテッࣉでಟ㣭することができた

と考えられた。 
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㹁－㸳 ࣮࣌パ࣮ࢫ࣮࣋㐣㓟Ỉ⣲ࢭンࢧの㛤Ⓨ 

○Ọ㇂ᑦ紀（ᒸ山⌮大・ᕤ） 

 

 

 

【目的】⣬を࣋ーࢫとしたࢭンサはインࣇル࢚ンࢨの⡆᳨᫆ᰝ，ᒀ⢾試㦂⣬など᪤にᗈく用されてい

る。これらの方法は測定機などを用するᚲ要がなく目視で⡆༢に測定可能な方法である。今ᅇのሗ࿌

では，⣬を࣋ーࢫとした࢜キࢲࢩーゼ⣔酵⣲ࢭンサの㛤発の目的で᳨ウを行ったὶ㊰を持った㐣㓟化Ỉ

⣲ࢭンに関してሗ࿌する。【方法࣭結果】ࢁ⣬を B5 サイࢬに࢝ットしࢯリッࣉࢻリンターにて࣌ル࢜キ

ーゼ㸦POD㸧，発Ⰽ試薬㸦TMBZ-HCl㸧を⇱ᅛ定できる⟠ᡤと発ⰍⰍ⣲がᒎ㛤可能なὶ㊰㸦3 mm㸧ࢲࢩ

を持った試㦂⣬㸦81 mm× 11 mm㸧を༳ๅした。༳ๅしたࢁ⣬は 100Υで 3 分㛫加⇕することでインクを

ࢿ࣑ーターで試㦂⣬の部分௨እをラࢿ࣑ラ，ࡏ⣬にᰁみ㎸まࢁ

ートした。試㦂⣬に POD㸦1000 U/mL㸧を 1.5ȣL，TMBZ-HCl
㸦10 mg/mL㸧を 1.5ȣL ୗし୍ᬌ㸲Υで⇱さࡏ㐣㓟化Ỉ⣲

ンサとした。ྛ✀⃰度の㐣㓟化Ỉ⣲Ỉをࢭ 50 ȣL ୗしたと

こࢁ，TMBZ-HCl を⇱した部分がⲔⰍに発Ⰽし，ὶ㊰中を発

ⰍしたⰍ⣲がὶれて行くのが観察された。㐣㓟化Ỉ⣲Ỉをୗ

後 30 分後にὶ㊰をὶれたⰍ⣲の㛗さを測定したとこࢁ，⃰度

にᛂࡌてⰍ⣲の㛗さが変化し 0.1 ࠥ1 mM の㐣㓟化Ỉ⣲が測定

可能であった㸦ᅗ㸧。 

 
 
 

㹁－㸴 L-࣓ࢽ࢜ࢳン Ȗ-ࣜࢮ࣮ᇶ質≉␗ᛶᨵኚ酵⣲ᇶ質」合体の⤖ᬗ構㐀解析 

○大ᕝᩔྖ，༙⏣ᬮᑦ，Ᏻ⏣Ụ㔛，ᐊ⏣ᫀ㍤ 1，ཎ⏣⦾ 1，ᚿἼᬛ生 1， 

᰿ᮏ⌮子，⏣ᮧ 㝯，✄ᇉ㈼ 

（ᒸ山大院・⎔ቃ生命，1ிᕤ⧄大院・ᛂ生） 

 

【目的】L-メ࢜ࢳニン Ȗ-リアーゼ(MGL)はピリࢻキサール 5’リン㓟(PLP)౫存性の酵⣲であり，に L-Met 
とそのㄏᑟ体の Į，Ȗ-⬺離ᛂをゐ፹する。L-Met ௨እに L-࣍モࢫࢩテイン(L-Hcy)をⰋい基質とする。本

研究室では MGL ά性中心に存在するアࣀ࣑㓟ṧ基の機能解析ཬࡧ基質≉␗性のᨵ変を行ってきた。Q349
ṧ基は基質と PLP のእ部アルジ࣑ンᙧ成時に⣙ 4ύ 離れたとこࢁにあり，┤᥋基質とỈ⣲結合はᙧ成し

ないが，MGL で重要なỈ⣲結合ࢿット࣡ークᙧ成に関与していることが᥎測された。このṧ基を Ser ṧ
基に⨨した MGL_Q349S 変␗酵⣲は L-Met へのά性がῶᑡし，L-Hcy へのά性がቑ加した。この基質≉

␗性変化の要因を解明することを目的として基質複合体の X ⥺結ᬗ構㐀解析を行った。【方法】結ᬗ化

は PEG6000 をỿẊ剤として行い，ᚓられた結ᬗに基質㸦L-Met, L-Hcy ཬࡧ L-Cys㸧をࢯーキングした。 

X ⥺ᅇᢡᙉ度測定は KEK-PF BL17A と SPring-8 BL44XU にて行った。【結果】MGL_Q349S 基質複合体の 
構㐀解析から，Thr355 が Ser349 とỈ⣲結合がᙧ成できないことがわかった。そのため，Thr355 のഃ㙐が

ᅇ転して，PLP-Met 中㛫体の࢝ル࣎キࢩ基との㛫でỈ⣲結合をᙧ成していた。また， L-Met を基質に用

いたሙ合には，Asn161 と PLP-中㛫体の࢝ル࣎キࢩ基がỈ⣲結合をᙧ成ࡏず，L-Hcy を基質に用いたሙ合

には，Asn161 と PLP-中㛫体の࢝ル࣎キࢩ基がỈ⣲結合をᙧ成することが分かった。よって，MGL_Q349S 
の L-Hcy 複合体では PLP-Hcy と MGL との㛫のỈ⣲結合が多くᙧ成されるため，ᛂ中㛫体と酵⣲タン

パク質の相作用がᙉくなり，野生型 MGL と比㍑して L-Hcy にᑐするά性がቑ加したと考えられる。 
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㹁－㸵 ࣮ࢪࣇࢺ࣮࢜ㄏᑟ᮲௳ࡀᢸ子⳦ Coprinopsis cinerea の生⫱に࠼るᙳ㡪 

○ᮧ紀，小ᕝ┤紀，㯞⏣ᜤᙪ，Ώ㑓 ᙲ（㤶ᕝ大・㎰） 

 

 

 

【目的】┿核生物細胞内のࣂルクな分解⣔である࢜ートࣇジーは，ྛ✀㣚㣹≧態にᛂ⟅するだけでな

く，㏆ᖺの解析から，分化などの様々な生⌧㇟にもᐦ᥋に関与することが明らかとなってきている。

୍方，ᢸ子⳦は，ᰤ㣴㣚㣹などのእ的要因が与されることにより，⳦⣒生㛗から子ᐇ体ᙧ成へとその

生⫱様ᘧを変化さࡏる。௨ୖのことから，本研究では，ᢸ子⳦ Coprinopsis cinerea㸦ࢩ࢘グࣄࢯトࣚタࢣ㸧

を用いて，࢜ートࣇジーのㄏᑟ条件が同⳦の生⫱に与える影響について解析を行った。 

【方法࣭結果】まず，C. cinerea を，ᰤ㣴合成ᇵᆅで⳦⣒が༑分に生㛗するまでᇵ㣴を行い，その後，同

条件のᰤ㣴合成ᇵᆅの，C. cinerea において࢜ートࣇジーをㄏᑟする❅⣲※㣚㣹ᇵᆅ，⢾※㣚㣹ᇵᆅ，

およࡧリン㓟※㣚㣹ᇵᆅへと⛣し᭰え，これらの条件への変化が C. cinerea の生⫱にཬࡰす影響について

解析を行った。その結果，ᰤ㣴合成ᇵᆅに⛣し᭰えたሙ合では，その後の⳦⣒生㛗にᕪはなく，子ᐇ体

はᙧ成されなかった。それにᑐして，❅⣲※㣚㣹ᇵᆅ，⢾※㣚㣹ᇵᆅ，およࡧリン㓟※㣚㣹ᇵᆅへと⛣

し᭰えたሙ合では，それぞれの㣚㣹条件ୗで，その後の⳦⣒生㛗や子ᐇ体ᙧ成までの時㛫にᕪは見られ

るものの，いずれの条件ୗでも子ᐇ体のᙧ成が観察された。また，C. cinerea では，ୖグ㣚㣹条件の，

EDTAの添加条件においても࢜ートࣇジーのㄏᑟが観察される。そこで⌧在，ᰤ㣴合成ᇵᆅ中にྵまれ

る㔠ᒓイ࢜ンに╔目し，それら㔠ᒓイ࢜ンが C. cinerea の生⫱にཬࡰす影響について解析を㐍めているの

であわࡏてሗ࿌する。 

 
 
 

㹁－㸶 Methylobacterium aquaticum 22A ᰴにࡅ࠾るࣛンタࢳࢵࢫࢻࣀの࣓ࢬࢽ࢝

 ࣒

○ᐑᮏ⛶子，㇂ ᫂生（ᒸ山大・᳜≀◊） 

 

 

【目的】Methylobacterium ᒓ細⳦は Ca2+に౫存するMxaFIとランタࣀイࢻ㸦Ln㸧に౫存する XoxFという

二✀㢮のメタࣀール⬺Ỉ⣲酵⣲㸦MDH㸧を持っている。本ᒓ細⳦は Ln存在ୗでは XoxFを用し，㠀存

在ୗではMxaFIを用する。この発⌧ษり᭰えは Lnࢫイッࢳとࡤれているが，その作用機構は明で

あるため，本研究では M. aquaticum 22A株をモデルとしてその解明を試みた。 

【方法࣭結果】mxaF の発⌧は xoxF の存在に౫存しており，ǻxoxF 株は mxaF が存在するにもかかわらず

メタࣀールで生⫱しないが，生⫱がᅇした✺↛変␗株 ǻxoxF1Sup 株の࣒ࣀࢤリࢩーࢣンࢫにより，膜

局在型ࢳࢫࣄジンキࢼーゼをࢥーࢻする mxbD に変␗が見つかった。ǻmxbD 株は mxaF の発⌧がపく，

xoxF が La3+㠀存在ୗでも㧗発⌧することから，mxbD は mxaF 発⌧およࡧ xoxF 抑制に関わっている。ま

た ǻmxbD 株に変␗型 mxbD をᑟධすると La3+㠀存在ୗでの生⫱がᅇしたことから，Lnࢫイッࢳをྖる

のは MxbD である。MxbD は転写ㄪ⠇因子 MxbM とඹに二成分⣔ࢩグࢼルఏ㐩⤒㊰を構成する。MxbM
は La㠀存在ୗでリン㓟化されること，xoxF Ḟኻ株ではリン㓟化されないこと，ǻxoxF1Sup株では Laの
存在にかかわらずリン㓟化されることが分かった。このことから，MxbD/Mは，Laが存在しないことを

ឤ▱してMxaFを正に制御していると考えられた。また，野生株，ǻmxaF，ǻxoxF1Sup株を㑇ఏ的⫼ᬒと

した mxbM Ḟኻ株は，La の存在にかかわらずメタࣀールに生⫱しないことから，mxbM は୧ MDH の発

⌧にᚲ要であることがわかった。 
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㹁－㸷 Lactobacillus plantarum 22A-3の࣌ࣟࣉࣝࢽ࢙ࣇン㓟௦ㅰ酵⣲のㄏᑟに㛵ࡍる◊

✲ 

○ⱝᵳኊဢ，す㇂ὒ㍜ 1，ᕝ上⚽ 1，᱓ཎᾈㄔ 1，▮野ᔞ，୕井ுྖ 

（ᒸ山⌮大・⌮，1ၿ〇⸆（ᰴ）・◊✲㛤Ⓨᮏ㒊） 

 

【目的】᳜物性の発酵㣗ရより分離されたங㓟⳦ L. plantarum 22A-3 はࣇイト࣑࢝ࢣルである࢙ࣇルラ

㓟などの࢙ࣇニルࣉロ࣌ン㓟を㑏元して࢙ࣇニルࣉロパン㓟を᭱⤊⏘物として生成する⤒㊰と，⬺Ⅳ㓟

を⤒て分解する 2 つの⣔を᭷している。࢙ࣇルラ㓟を基質とした際に㑏元⏘物として生成するジࢻࣄロ

ᐇ㦂などにおいてྛ✀の生⌮ά性を発⌧することから，᪂たな機能性㣗ရࢫ࣐࢘，ルラ㓟 (DFA) は࢙ࣇ

⣲ᮦとしてὀ目している。L. plantarum 22A-3 においてᇵ㣴ᾮ中に࢙ࣇルラ㓟を基質として添加したሙ合

には୧⤒㊰がㄏᑟされ，DFA と⬺Ⅳ㓟された ール (4-VG) の生成が見られた。そこでࢥニルグアࣖࣅ-4

本研究では，この 2 つの⤒㊰へᑟく㘽酵⣲である࢙ࣇニルࣉロ࣌ン㓟㑏元酵⣲と⬺Ⅳ㓟酵⣲のㄏᑟ条件

を明らかにすることを目的として，様々な࢙ࣇニルࣉロ࣌ン㓟を用して᳨ウした。 

【方法と結果】L. plantarum 22A-3 を用いて MRS ᇵᆅでᇵ㣴した。このとき基質として࢙ࣇルラ㓟の添加

と㠀添加でㄏᑟされる㑇ఏ子を RNA-seq 解析で比㍑したとこ࢙ࣇ，ࢁニルࣉロ࣌ン㓟㑏元酵⣲，⬺Ⅳ㓟

酵⣲，およࡧ㟁子ఏ㐩に関わると考えられる FMN クターゼのࢲࣞ 3 つの㑇ఏ子のみが≉␗的にㄏᑟされ

ることが明らかとなった。そこで p-ク࣐ル㓟やイ࢙ࣇࢯルラ㓟など࢙ࣇニル基のഃ㙐構㐀の␗なるྛ✀

の࢙ࣇニルࣉロ࣌ン㓟を加えてᇵ㣴し，ᚓられた⳦体の⢒酵⣲ᾮ中の㑏元ά性と⬺Ⅳ㓟ά性を比㍑した。

その結果，㑏元酵⣲と⬺Ⅳ㓟酵⣲のά性比は࢙ࣇニル基のഃ㙐構㐀により大きく変化することが明らか

になった。 

 
 
 

㹁－10 ᱜⰼ࠾よࡽ࢘ࢻࣈࡧ分㞳ࡓࢀࡉ酵母のྠᐃⓎ酵≉ᛶ 

○ᖹᯇ Ṍ，澤 ᪼（ᒸ山⌮大院・ᕤ） 

 

 

 

【目的】 ㏆ᖺ，ᆅᇦおこしの୍つとして，ྛᆅᇦで᥇ྲྀしたⰼや果物⏤᮶のኳ↛酵母を用したパン作

りや㓇㐀りがὀ目されている。酵母は⮬↛⏺にᗈく分ᕸし，発酵による㧗いࢫ࢞生⏘能࣭࢚タࣀール生

⏘能といった᭷用な≉性をഛえているものも存在する。中でも，௦⾲✀の Saccharomyces cerevisiae はア

ルࢥール㢮からパンの製㐀まで多✀の用㏵に用いられる。本研究では，රᗜ┴⏘のᱜ，ᒸᒣ┴⏘のブࢻ

 。から༢離した酵母の≉性解析を行い，発酵㣗ရへのᛂ用が可能か᳨ウした࢘

【方法࣭結果】 はࡌめに，⢾㈨化性試㦂により，ᱜ⏤᮶酵母⩌とブ࢘ࢻ⏤᮶酵母⩌ともにグルࢥーࢫ，

をⅣ⣲※として用することを☜ㄆした。しかࢫラクトー࢞，ࢫルトー࣐，ࢫクローࢫ，ࢫルクトーࣇ

し，ブ࢘ࢻ⏤᮶酵母⩌ではグリࢭロール，キࢩローࢯ，ࢫルࣅトールもⅣ⣲※として用していた。⥆

いて，ᇵ㣴ᾮにグルࢥーࢫなどの⢾を添加した条件において，48 時㛫ᇵ㣴中の⤒時的なⅣ㓟ࢫ࢞生成量

およࡧ 7 ᪥㛫ᇵ㣴中の⤒時的なアルࢥール生成量を測定した。ᱜ⏤᮶酵母⩌はブ࢘ࢻ⏤᮶酵母⩌と比㍑

して，多量のⅣ㓟ࢫ࢞およ࢚ࡧタࣀールを生成した。また，DNA ンサーによる࢚ークࢩ 18S rRNA ሷ基

㓄ิ≉定と相同性ホ౯の結果より，ᱜ⏤᮶酵母⩌のみ Saccharomyces cerevisiae であった。⌧在，ᱜ⏤᮶

酵母を用した発酵㣗ရへのᛂ用を目ᣦして，パン生ᆅの膨張ຊ試㦂およࡧ，アルࢥール⪏性やள◲㓟

⪏性の᳨ウを㐍めている。 
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㹂－１ ⥺にࡅ࠾る希ᑡ⢾ D-ࢫ࣮ࢥࢩࣉのࡾྲྀࢫ࣮ࢥࣝࢢ㎸ࡳ㜼ᐖάᛶ 

○⟶Ἴ大㈗，᪂㇂▱ஓ 1，బ藤ṇ㈨（㤶ᕝ大・㎰，1ឡ大院・㐃㎰） 

 

 

 

【目的】ᕼᑡ⢾ D-ࢥࢩࣉーࢫ(D-ࣇルクトーࢫの C3 ー，D-Psi)は，⥺࣐ピ࢚ Caenorhabditis elegans のᑑ

をᘏ㛗し，㧗⃰度ではその成㛗を抑制するά性をもつ。しかし，その作用メ࢝ニ࣒ࢬは明かではない。

本研究では，C.elegans において D-Psi が⥺の D-グルࢥーࢫ(D-Glc)ྲྀり㎸みを阻害するかホ౯した。 

【方法】D-Glc ྲྀり㎸み阻害ά性のホ౯は，⥺に౪試⢾と 2-デ࢜キࢩ-D-グルࢥーࢫ (2-DG)を同時にฎ

⌮し，⥺ᢳ出物中の 2-DG ௦ㅰ⏘物㸦2-デ࢜キࢩ-D-グルࢥー6 ࢫ-リン㓟，2-DG6P㸧を定量することで

行なった。試㦂法㸸2 ᪥㱋のⱝ成を，2-DG (50 mM)と D-Psi (10~200 mM)をྵࡴᾮ体ᇵᆅ中で 6 時㛫ᇵ

㣴した。ᅇした⥺はࣅーࢬ破○法によりᢳ出を行い，ᢳ出ᾮにྵまれる༢⢾㢮を蛍光標識し，㏫相

HPLC 分析を行った。比㍑のため，ᕼᑡ⢾ D-アローࢫ(D-Glc の C3 ー，D-All)も同様の方法でᐇ㦂࣐ピ࢚

を行った。 

【結果ཬࡧ考察】D-Psi ฎ⌮⃰度౫存的に⥺ᢳ出物中の 2-DG6P のῶᑡが☜ㄆされたため，C.elegans に
おいて D-Psi はグルࢥーྲྀࢫり㎸み阻害ຠ果があるとุ᩿できた。D-Glc と D-Psi は，ᑡなくとも୍部は同

。⢾㍺㏦体を㏻㐣していると考えられた。このことがD-Psiの生物ά性のཎ因になっている可能性があるࡌ

୍方，D-All には D-Glc ྲྀり㎸み阻害はㄆめられなかった。⌧在，⥺⢾㍺㏦体 fgt-1 のḞᦆ࣑ࣗータント

を用いて同様のᐇ㦂を行っている。 

 

 
 
 

㹂－２ Aspergillus ustus  Penicillium aurantiogriseum の⤌ࡳ合ࡏࢃᇵ㣴によࡾ生⏘ࡉ

 の⤯ᑐ❧体㓄⨨のỴᐃࢻࣟ࢝ࣝンࣜࣀ࢟ࢯࣟࣇる᪂つࢀ

○山⏣ග௦，㰺藤ኴᶞ，小ᕝኴ，ோᡞ⏣↷ᙪ，⚄ᓮ ᾈ 

（ᒸ山大院・⎔ቃ生命） 

 

【目的】我々は Aspergillus ustus と Penicillium aurantiogriseum の⤌み合わࡏᇵ㣴でึめて生⏘される化合

物 TS-1 1) とその㢮⦕体 TS-2 2), TS-3, TS-4 を༢離し，それらのᖹ㠃構㐀について全てࣇロイࢯキࣀリンア

ル࢝ロイࢻであり，᭦に TS-1, TS-2 は᪂規，TS-3, TS-4 は᪤▱化合物であるとሗ࿌してきた。᭦に TS-1
は P. aurantiogriseum によって A. ustus ௦ㅰ物 TS-2, TS-3, TS-4 からこれらの㡰で変生成されると᥎測し

てきた 3)。本研究ではᩧ中心を持つ TS-1, TS-2, TS-3 の⤯ᑐ❧体㓄⨨のỴ定を行うことを目的とした。 

【方法࣭結果】೫光二Ⰽ性 (CD) ࣌ࢫクトル測定法を用い，TS-1, TS-2, TS-3 が持つȘ-ș㣬ࢣトン

構㐀の nЍȧ*㑄⛣に基࡙く 350 nm ㏆でのࢥットンຠ果の➢ྕから，⤒㦂則である࢜クタント則を㐺用

することで⤯ᑐ❧体㓄⨨のỴ定を行った。TS-1 は A. ustus と P. aurantiogriseum の⤌み合わࡏᇵ㣴のᇵ㣴

ᾮを，TS-2, TS-3 は A. ustus ༢⊂ᇵ㣴のᇵ㣴ᾮを㓑㓟ࢳ࢚ルᢳ出し分ྲྀ HPLC により⢭製した。まず TS-3
は，A.ustus から⢭製され X ⥺結ᬗ構㐀解析により S 体とሗ࿌されている TMC-120A と比᪕光度が୍⮴し

ため，ᖹ㠃構㐀に加え❧体㓄⨨も TMC-120A と同ࡌ S 体と᥎測してきたが，今ᅇの CD クトル測定࣌ࢫ

で㈇のࢥットンຠ果を♧したことから S 体であるとỴ定できた。次に TS-1, TS-2 にもこの CD クトル࣌ࢫ

測定法を㐺用したとこࢁ，ඹに㈇のࢥットンຠ果を♧したことから TS-1, TS-2 は S 体であるとỴ定した。

この結果より TS-2 から TS-1 への変ᛂにおいて❧体がಖ持されていることがわかった。 

1) 2016 ㎰化大 (ᮐᖠ) 4B002 2) 2015 ㎰化大 (ᒸᒣ) 4E23a13 3) 2017 ㎰化合同ᨭ部大 (大㜰) D-p04 
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㹂－㸱 ࣁタࢪ࣓ࢩࢣにྵࢀࡲるࢮ࣮ࢼࢩࣟࢳ㜼ᐖ≀質 

㡲㈅┤⨾，⨾藤༤，Ᏹ㒊ᑦᶞ 1，上野⍆ᕭ，ዟ⏣ᗣோ 2，⚟島（స野）ࡳ࠼ 2，

○▼ཎ （㫽ྲྀ大・㎰，1㫽ྲྀ大院・㐃㎰，2᪥ᮏࡁのࢭࡇンタ࣮・⳦◊） 

 

 

【目的】࣑ࢩやそࡤかすなど⓶のⰍ⣲ỿ╔はメラニンの㐣生⏘により生ࡌる。メラニン生成にはࢳ

ロࢼࢩーゼが関与している。そのため，ࢳロࢼࢩーゼ阻害剤は多くの⨾ⓑ化⢝ရで用されているが，

さらにᏳ全でຠ果的な化合物がồめられている。㣗用きのこのࣁタࢩࢣメジ子ᐇ体のᢳ出物には，ࢳロ

メジ㸦Lyophyllum decastes㸧子ᐇ体にྵまれࢩࢣタࣁ，ーゼ阻害ά性の存在が▱られていた。そこでࢼࢩ

るࢳロࢼࢩーゼ阻害ά性物質の༢離࣭同定を目的として研究をおこなった。 

【方法࣭結果】結⇱したࣁタࢩࢣメジ子ᐇ体を⢊○し，␃Ỉを加えて⇕Ỉでᢳ出した。ᢳ出物存

在ୗ L-DOPA を基質として࣐ッࣗࢩルー࣒⏤᮶のࢳロࢼࢩーゼによる酵⣲ᛂを行った。୍定時㛫後に

DOPA chrome の生成量を྾光度により測定し，ࢳロࢼࢩーゼ阻害ά性をホ౯した。ࣁタࢩࢣメジᢳ出物

を ODS ーと，ODSࣇトグラ࣐クロ࣒ラ࢝ およࡧ HILIC を用いた分ྲྀ࣒ラ࢝ HPLC により分⏬した。

その結果，ࢳロࢼࢩーゼ阻害ά性物質 2.4 mg をᚓた。化Ꮫ構㐀を NMR およ࣌ࢫࢫ࣐ࡧクトルを用いて

解析したとこ6，ࢁ-hydroxytryptophan であった。さらに，Fenton ᛂにより，6-hydroxytryptophan の L-

体 2.9 mg と D-体 5.8 mg をㄪ製した。CD クトルの比㍑とㄏᑟ体の࣌ࢫ HPLC 分析により，ά性化合物を

6-hydroxy-L-tryptophan と同定した。6-hydroxy-L-tryptophan のࢳロࢼࢩーゼにᑐする IC50は 0.23 mM であ

り，阻害様ᘧはᣕᢠ阻害であった。 

 

 
 
 

㹂－㸲 ᢠ⭘⒆≀質 Maoecrystal V のࣛクࢺン⎔ࣔࣝࢹの合ᡂ◊✲ 

○∦山ᓧᶞ，井⏣ᾈ，బ藤ຬẼ，Ἠ ᐇ，Ύ⏣ὒṇ（ᒸ山大院・⎔ቃ生命） 

 

 

 

中ᅜ⏘ࣁーブ Isodon eriocalyx から༢離された，複㞧な⎔性㦵᱁を᭷する maoecrystal V (1) は，HeLa 
細胞にᑐして㑅ᢥ的にᙉいቑṪ阻害ά性を♧すことから，᪂規ᢠがࢇ剤リーࢻとして期ᚅされている[1]。

我々は，1 の全合成を目的に合成研究を行っている。 

ラクトン 2 に 1,3-dithiane ༢を加さࡏた後，LiAlH4 で㑏元してトリ࢜ール 4 をㄪ製した。4 を
PhI(OCOCF3)2 (PIFA) によって⬺ಖㆤし，භဨ⎔࣑࣊アࢭタール中㛫体 5 にᑟいた。5 は目的とするⅣ

⣲㦵᱁をഛえており，㓟化によりモデル 6 へ変可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] S. H. Li et al., Org. Lett. 2004, 6, 4327. 
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㹂－㸳 ᢠ⭘⒆≀質 Sanctolide A の 14 ဨ⎔ࣔࣝࢹの合ᡂ◊✲ 

○ᒾᓮ⪽⨾，⏣୰ၿᑘ，ᖹ⏣ᬛ大，㛗ᑿᐇె，ᯘ ᘓኴ，Ἠ ᐇ，Ύ⏣ὒṇ 

（ᒸ山大院・⎔ቃ生命） 

 

 

【目的】Sanctolide A はユࣞモᒓ⸛⸴㢮 Oscillatoria sancta から༢離された14ဨ⎔࣐クロリࢻである。ᢠ⭘

⒆ά性㸦ẅブラインࣗࢩリンࣉ㸸LD50 23.5 µM㸧を♧す㹙1㹛ことから་薬リーࢻとして期ᚅされる。 
Sanctolide A の構㐀ά性相関の解明を目的とし，14ဨ⎔ࢥア構㐀を᭷するㄏᑟ体 E の合成研究を行った。 

【結果】Jasminlactone の㛤⎔と二重結合の㑏元でᚓたアルࢥール  A から  L-valine ㄏᑟ体  B と
butyrolactone からㄏᑟした C との二度の縮合を⤒てジࢫ࢚テル D を合成した。 D の㓟ゐ፹を用いた

⎔化ᛂにより目的物 E の合成を☜ㄆした。 

 

 

 

 

 

 

 

㹙1㹛H. S. Kang et al., Tetrahedron Lett. 2012, 53, 3563. 
 

 
 
 

㹂－㸴 ᾏὒ⎔ᙧ動≀ࡽ༢㞳ࡓࢀࡉ Thelepamide のࢪࣜࢰࢧ࢟࢜ン⎔ࣔࣝࢹの合ᡂ◊

✲ 

○ⰱ⏣┤ᶞ，井⏣ᾈ，Ἠ ᐇ，Ύ⏣ὒṇ（ᒸ山大院・⎔ቃ生命） 

 

 

【目的】ᾏὒ⎔ᙧ動物の୍✀ࣇサ࢝ࢦイ Thelepus crispus から༢離された thelepamide (1) はᢠⓑ⾑細

胞ά性を♧す[1]。我々は，ኳ↛物に㢮のない 5-hydroxyoxazolidin-4-one ⎔㦵᱁の合成を目的とした。 
【結果】Phenethylamine と㓟クロリ3 ࢻ との縮合より 4 をᚓた。4 のアࢭタール⎔化により生ࡌた 5
に Grignard ᛂで i-Pr基を㑅ᢥ的にᑟධし，2 の合成を㐩成した。୍方，ணめ i-Pr基をもつ L-Val を出

発物質に用いる⤒㊰も᳨ウした。7 の分子内࣑࣊アࢭタール化ᛂは，㓟ゐ፹存在ୗで㐍行し 2 をᚓた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] J. Rodriguez et al., Org. Lett. 2014, 16, 464 
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㹂－㸵 Herbicidal effects and chemical constituents of essential oils from Piper cubeba 
and Piper nigrum 
○Yusuf Andriana, Tran Ngoc Quy, Tran Dang Xuan (IDEC, Hiroshima Univ.) 
 

 

Objectives  

The objectives of this study were to evaluate herbicidal effects of essential oils (EOs) from Piper cubeba and Piper 
nigrum, two pepper species widely distribute in tropics and examine their chemical compositions. 
Methods and Results  

Dried berries of P. cubeba and P. nigrum were hydro-distillated to yield essential oil of 1.23 and 1.11% dry weight, 
respectively. These EOs were then assayed on germination and growth of Bidens pilosa and Echinochloa crus-galli. 
The results showed that P. cubeba EO exhibited more inhibitory effects on germination and growth of the two 
indicator plants than P. nigrum. P. cubeba EO decreased photosynthesis pigments and electrolyte leakages of B. 
pilosa and E. crus-galli, while lipid peroxidations, prolines, phenolics, and flavonoids accumulations were 
increased. Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and liquid chromatography–electrospray 
inonization-mass spectrometry (LC-ESI-MS) analyses revealed that terpinen-4-ol (42.41%), alpha-copaene 
(20.04%), and Ȗ-elemene (17.68%) were the major compounds of P. cubeba EO, whereas ȕ-caryophyllene (51.12%) 
and ȕ-thujene (20.58%) were the dominant components of P. nigrum EO. Findings of this study suggest that P. 
cubeba and P. nigrum EOs may be useful to control B. pilosa and E. crus-galli, two of invasive and problematic 
weeds in agriculture. 

 
 
 

㹂－㸶 Phenolic Contents, Antioxidant, Antibacterial and Pharmaceutical Potentials of 
Celastrus hindsii 
○Tran Duc Viet, Tran Dang Xuan (IDEC, Hiroshima Univ.)  

 

 

Objective  

This study aims to examine total phenolic and flavonoid contents, antioxidant, and antibacterial activities of C. 
hindsii.  

Methods and Results 
Dry powder of C. hindsii. leaves were extracted by methanol and fractionated using hexane, chloroform, ethyl 
acetate (EtOAc), and water. EtOAc extract, the most active extract in a preliminary assay, was separated in several 
fractions. The results showed P12 fraction (C: M = 1:1) exhibited the highest total phenolic, flavonoid contents, and 
antioxidant activities. In antibacterial activity, P10 (C: M = 8:2) fraction presented the most effective inhibition on 
the growth of some bacteria. Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and electrospray ionization-mass 
spectrometry (ESI-MS) results revealed that bioactive components identified in C. hindsii have been reported to 
wide spectrum of pharmaceutical properties such as anticancer, antitumor, antimicrobial, anti-inflammatory, 
antinociceptive, antihyperglycemic, antifungal, biproduct, therapeutic value, antidiabetic, diuretic and laxative and 
antimalarial activities. This plant is promising potential source to treat oxidative stress, bacterial infections, and 
development pharmaceutical.  
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㹂－㸷 Inhibitory activities of momilactones A, B, E, and 7-ketostigmasterol isolated from 
rice husk on paddy and invasive weeds  

○Nguyen Van Quan, Tran Dang Xuan (IDEC, Hiroshima Univ.) 

 

 

Objectives  

This study aims to isolate and purify four bioactive compounds including orizaterpenoid or momilactone E (ME), 
7-ketostigmasterol (7KS), momilactone A (MA), and momilactone B (MB) from rice husk; and to evaluate their 
inhibitory activities on growths of paddy weed Echinochloa crus-galli (barnyard grass) and invasive species 
Solidago altissima (tall goldenrod). 
Methods and Results  

By column chromatography, ME, 7KS, MA, and MB were obtained with yields of 2.7, 0.3, 11.7, and 8.3 mg/kg rice 
husk, respectively. The structures of isolated compounds were identified and confirmed by various reliable 
spectroscopic techniques. The inhibitory activity of isolated compounds was examined on indicators plants by in 
vitro bioassays. Results showed that both MA and MB exhibited stronger inhibitory activity than ME and 7KS. MB 
exerted greater inhibition than MA but the mixture of MA and MB (1:1, v/v) possessed a similar level of inhibition 
with MB. On the other hand, although ME and 7KS presented non-significant inhibition, but their mixture of 
ME-7KS (1:1, v/v) displayed a remarkable inhibition on growth of tall goldenrod. Findings of this study revealed 
that MA, MB, and the mixture ME-7KS were potential to control the invasive goldenrod S. altissima and the 
noxious paddy weed E. crus-galli in vitro, but their mode of actions should be further investigated. 
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㹃－１ Effect of different solvents on the antioxidant and xanthine oxidase inhibitory 
activities of Agrimonia pilosa Ldb. extracts 

○Yang Anhao, Tran Dang Xuan (IDEC, Hiroshima Univ.) 
  

 

Objectives 
In this study, total phenolic content, flavonoid content, in vitro xanthine oxidase (XOD) inhibitory activity and 
antioxidant activities of Agrimonia pilosa Ldb (AP) extracts by five solvents including petroleum ether (PET), 
chloroform (CHCl3), ethyl acetate (EtOAc), ethanol (EtOH) and water were investigated.  
Methods and Results 
The antioxidant activity investigations included DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) assay, ABTS (2,2'-azino-bis 
(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) radical scavenging assay and reduce power test. The results showed the 
total phenolic contents and DPPH radical scavenging activity of EtOAc, EtOH, CHCl3 and water extract were no 
significant difference. In contrast, EtOAc extract showed the highest contents of total flavonoids (195±17.27 mg 
RE/10g dry sample), ABTS radical scavenging activity (IC50= 94.06±2.00 ug/ml) and the strongest XOD 
inhibitory activity (IC50 = 81.25 µg/mL). Except PET extract solution, other extract solutions with the same 
concentration (0.6mg/ml and 1mg/ml) showed stronger reducing power than BHT (Butylated hydroxytoluene), a 
positive control group. This study suggested the solution by EtOAc extract contains more major compounds which 
contribute to antioxidant activities, XOD inhibitory activity and can be purified and identified for the future study. 
  

 
 
 

㹃－２ Allelopathic activity and identification of allelochemicals from fruiting body of 
Cordyceps mililatis (L.) Link 

○Tran Ngoc Quy, Yusuf Andriana, Tran Dang Xuan (IDEC, Hiroshima Univ.) 
 

 

Objectives  

The current study investigates the inhibitory potential of Cordyceps militaris on the germination and growth of 
Raphanus sativus, and isolates bioactive components from this mushroom. 
Methods and results 
The aqueous residue of this mushroom was extracted by methanol and then subsequently fractionated by hexane, 
chloroform, ethyl acetate and water. The ethyl acetate extract, an extract possessed the highest inhibition against R. 
sativus, was separated to different fractions by column chromatography. Each fraction was evaluated for 
allelopathic activity in comparison with benzoic acid and cordycepin standard solution. The results showed that the 
CM4 fraction presented the strongest inhibitory level on the germination, root length and shoot height of R. sativus 
(IC50 = 0.078, 0.043 and 0.036 mg/mL, respectively). Furthermore, herbicidal activity of this fraction was reflected 
five-fold greater than that of benzoic acid, but it was statistically similar to those of cordycepin. Among identified 
compounds from the CM4 fraction, cordycepin (0.23 g/gfraction) was the major bioactive compound, so it 
explained why inhibitory level of this fraction was close to that of cordycepin standard. According to these results, 
our study undoubtedly confirmed that cordycepin possessed a strong allelochemical against R. sativus. This is the 
first study revealed that fruiting body of C. militaris possessed remarkable allelopathic capacity. 
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㹃－㸱 Environmental Interactions of Momilactones and Phytochemicals Between  

Rice and Weeds in Paddy Fields 

○Truong Mai Van, Tran Dang Xuan (IDEC, Hiroshima Univ.) 

 

 

Objectives  The purposes of this study were to investigate the signaling chemicals responsible for rice-weed 
communication in Japanese paddy fields and the mode of action of two putative rice-derived allelochemicals, 
momilactones A (MA) and B (MB), in field experiments. 
Methods and Results  The determination of total phenolic and flavonoid contents generated from rice Oryza sativa 
(cv. Koshihikari) and weed (Monochoria vaginalis and Eleocharis acicularis) plants in single and coexistence species 
system, revealed that competitive stress led to the modification of endogenous allelochemical concentrations of plants. 
Under limited resources, the allelochemical production of plants might be affected by their morphology characteristics. 
The toxicity of rhizome soil derived extracts against the growth of indicator plants in bioassays suggests that non and 
less polar chemicals might be more involved in plant defense systems than polar constituents. By using GC-MS 
analysis, two fatty acids were tentatively found as chemical mediators of rice-weed communication in soils. The 
mobility of MA and MB from rice plants to M. vaginalis via soils was determined using UPLC/MS method. The results 
showed that 72.96% - 87.68% of phytoalexins released into soils were absorbed by M. vaginalis plants, suggesting that 
these compounds exerted allelopathic effects on the target plants mostly via the direct way. This research enhances the 
current understanding of the chemical-mediated communication between rice and weed under natural conditions, 
which Pay be useIul Ior de¿ning sustainable weed management strategies.  

 
 
 

㹃－㸲 Effects of music on phytochemical interactions in rice 

○Kifayatullah Kakar, Tran Dang Xuan, Nguyen Van Quan 

(IDEC, Hiroshima Univ.) 
 

 

Objective 
This experiment was conducted to find out the communication behavior among rice seedlings by influence of music 
on the production of phytochemicals in rice seedlings. 
Methods and Results 
Koshihikari rice variety was selected as a test crop and pre-germinated seeds were sown on agar media (5%). Sound 
(Symphony No. 9 Beethoven) was applied on seedlings with three-days interval for 1 h at 1 m distance. Treatments 
were (1) music as a control, (2) music + leaf cut, and (3) music + nutrient application. Yoshida solution was used for 
music + nutrient application treatments. Growth parameters (plant length, root length, seedling fresh and dry 
weights) and biological activities including antioxidant activities and total phenolic content were measured. The 
results revealed that the seedlings in music + leaf cut treatment faced with stress and the seedlings were thinned as 
well as they decreased their fresh and dry weights compare to other treatments. Antioxidant activities (DPPH and 
ABTS) and total phenolic content were higher in music + leaf cut treatment. It is reported that stresses from music 
incorporated with physical affect induced the increase of antioxidant activities and production of phenolic content in 
plants. 
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㹃－㸳 Identification of phenolics and antioxidant properties of a white rice mutant 
○Can Thu Huong, Nguyen Van Quan, Tran Dang Xuan 

 (IDEC, Hiroshima Univ.) 
 

 

Objective  This study was conducted to investigate the differences in total phenolic content (TPC), total flavonoid 
content (TFC), and antioxidant activity of mutant line TBR1/KD18 and its parents with nutrient and without 
nutritional condition.  

Methods and Results  TPC and TFC of rice at seedling stage were estimated using Folin-Ciocalteu and 
Aluminium chloride methods, respectively; and their antioxidant capacities were determined by DPPH 
(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl), ABTS�� (2,2'-azino-bis radical cation), and NO (Nitric Oxide) scavenging assays 
(IC50 values). The results showed that the TPC, TFC, and the antioxidant activities of rice grown in Yoshida solution 
was higher than those of rice in normal condition (with distilled water only). Significantly, the TPC of mutant 
progeny (4.26 mg GAE g-1 DW) was much greater than that of parental cultivars (1.49 mg GAE g-1 DW) in the 
medium with Yoshida solution. It continuously performed stronger inhibitory values of DPPH, ABTS, and NO 
methods compared to their parents. In which, the IC50 values of DPPH, ABTS, and NO for the mutant line with 
Yoshida nutrient were 0.29, 0.45, and 0.70, respectively. The outcomes confirmed that phenolics and their relevant 
antioxidants of rice improved in the nutrient medium rather than in normal condition. Furthermore, created 
mutation may enhance the biological activities of rice at the seedling stage through secondary metabolite pathways. 
 

 
 
 

㹃－㸴 㦵᱁➽にࡅ࠾るࢩࣀࣝ࢝ࣔ࣍ンの生合ᡂࢆㄏᑟࡍる㣗ရ因子の᥈⣴ 

○బ藤ྍዉ子，᭷㤿ᓅᚿ 1，小ᣅᾏ 2，▮୰つஅ， 

Thanutchaporn KUMRUNGSEE 

（広島大院・統合生命，１広島大院・生≀ᅪ，２広島大・生≀生⏘） 

 

【目的】࢝ルࢩࣀン(ș-alanine-histidine)は㦵᱁➽において㧗⃰度で存在し，ᢠ㓟化作用や pH ⦆⾪作用な

ど㦵᱁➽の機能に重要な役割を果たす。そこで㏆ᖺ，㐠動機能のྥୖを目的とした࢝ルࢩࣀンやș-alanine
のᢞ与試㦂がᗈく行われているが，⾑中でのᏳ定性などがၥ㢟となっている。本研究では࢝ルࢩࣀン

と㢮ఝの構㐀を持つ࣍モ࢝ルࢩࣀン(GABA-histidine)に╔目し，GABA のような㣗ရ因子を用いて㦵᱁➽

の࣍モ࢝ルࢩࣀンの生合成をㄏᑟすることで࢝ルࢩࣀンの௦᭰成分としてᥦすることを目的とした。 

【方法࣭ 結果】5㐌㱋の㞝性 ICRࢫ࣐࢘に1㐌㛫標準㣗与え，その後AIN93標準㣗⩌，およ5 ,2 ,0.5ࡧ%GABA
添加㣗⩌の 4 ⩌に分けた。6 㐌㛫⮬⏤ᦤྲྀさࡏた後，㦵᱁➽⤌⧊よりᢳ出した࣍モ࢝ルࢩࣀンなどࢳࣉ࣌

量をࢻ LC-MS/MS 法により測定した。さらに内在性の GABA 分解酵⣲が࣍モ࢝ルࢩࣀン合成量に関㐃す

るのかを᳨ウするために GABA 分解酵⣲阻害剤である vigabatrin(250 mg/ kg body weight)を㞝性 ICR ࣐࢘

にࢫ 2 㐌㛫⓶ୗᢞ与した。標準㣗⩌では GABA，およ࣍ࡧモ࢝ルࢩࣀンはともにప⃰度で存在していた

が，GABA 添加㣗⩌では，㦵᱁➽の GABA，およ࣍ࡧモ࢝ルࢩࣀン量は᭷意にቑ加した。୍方，2%およ

ࡧ 5%GABA ᦤ㣗によるのイࢰࢲ࣑ールࢻࢳࣉ࣌量の変化はㄆめられなかった。さらに GABA 分解酵

⣲阻害剤と GABA ᦤྲྀのే用は㦵᱁➽の࣍モ࢝ルࢩࣀン量を相的にቑ加さࡏた。௨ୖの結果から，㦵

᱁➽においてప⃰度に存在する࣍モ࢝ルࢩࣀンは⤌⧊内 GABA 量のୖ᪼によってⴭしくቑ加さࡏること

が可能であると考えられ，GABA ᦤྲྀによる㦵᱁➽機能をྥୖさࡏる可能性が♧された。 
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㹃－㸵 ࢶ࣑ࢳࣁのᇵ㣴⣽⬊に࠾よࡍࡰᙳ㡪 

○Ἑ野ᾈஓ 1，山⏣ⱆ྿ 2，山ᮏᙪ 1,2（1㏆␥大・ᕤ，2㏆␥大院・࣒ࢸࢫࢩᕤ） 

 

 

 

【目的】 ㏆ᖺ，ඛ㐍ᅜでは⢾ᒀや㧗⾑ᅽなどをཎ因とするメタ࣎リックࢩンࢻロー࣒が་⒪㠃だけ

でなく♫的なၥ㢟となっている。これらのᝈはࢿ࢚ルࢠー௦ㅰや物質௦ㅰが健康≧態から㐓⬺して

おり，そのண㜵のためにも㣗生άを見┤すことが重要であると考えられている。⢾ᒀᝈ⪅は◁⢾や果

⢾をྵめ，⢾質の制㝈がồめられている。しかし，ࢶ࣑ࢳࣁは 80㸣と㧗い⢾ྵ量にಀわらず，同量の⢾

ᦤྲྀと比㍑しᝏ影響が出ないと，୍⯡にゝわれている。また，Ύᾴ㣧ᩱỈにྵまれるࣇルクトーࢫがᝏ

影響をཬࡰすことが多くሗ࿌されているが，ࣇルクトーࢫをྵࢶ࣑ࢳࣁࡴではᝏ影響はㄆめられないな

どとされている。୍見すると▩┪するこの様なことがᐇなのか☜ㄆし，ࢶ࣑ࢳࣁにྵまれる⢾あるい

はそれ௨እの物質による，௦ㅰ制御など細胞にཬࡰす影響などを明らかにすることを目的とする。 

【方法࣭結果】 ࣕࢳイニーࢫ࣒ࣁࢬター༸ᕢ⏤᮶細胞株

(CHO) 細胞を用い，ࢶ࣑ࢳࣁやグルࢥーࣇ，ࢫルクトーࢫ，

すかㄪべた。結ࡰが胞ቑṪにどのような影響をཬࢫクローࢫ

果，グルࢥーࢫはప⃰度で用いたሙ合に，の⢾に比べቑṪが

抑えられるഴྥが見られた。また，二⢾㢮のࢫクローࢫもの

グルࢥーࢫ௨እの༢⢾と同様のቑṪパターンを♧し，⢾の膜㍺

㏦に⯆が持たれる。 

 

 

 
㹃－㸶 ࢘ン࣑࢝࢘ࣗࢩンⴥỈ⁐ᛶᢳฟ≀のᢠ⅖ຠᯝに㛵ࡍる◊✲ 

○伊藤子，▼⏣ⴌ子，㛛⏣ Ṍ 1，す ⏥（ឡ大院・㎰，1伊᪉ࢫࣅ࣮ࢧ（ᰴ）） 

 

 

 

【目的】ᅜ内で᭱も生⏘量の多い᯿ᶲである࢘ン࣑࢝࢘ࣗࢩンは，ȕ クリࣉトキサンࢳンをはࡌめとする

様々なಖ健機能成分をྵࢇでいる。これら᭷ຠ成分の多くは，果⫗よりも果⓶に多くྵまれていること

が▱られているが，ࣇラࣀ࣎イࢻ㢮などは，ⴥにも多くྵまれている。そこで本研究ではⴥの機能性に

╔目し，࢘ン࣑࢝࢘ࣗࢩンⴥのỈ⁐性ᢳ出物が㐣⅖≧態の࣐クロࣇージにཬࡰすຠ果について᳨

ウした。 

【方法】結⇱し，⢊ᮎ化した࢘ン࣑࢝࢘ࣗࢩンⴥを 0.1 g/mL となるように␃Ỉにᠱ⃮し，Ỉ⁐性

成分をᢳ出した。㐲心ฎ⌮によりᢳ出ᾮをᅇし，pH を 7.4 にㄪᩚした後，分⏬分子量 1,000 の膜で㝈

እࢁ㐣してᚓられたࢁᾮを，࢘ン࣑࢝࢘ࣗࢩンⴥỈ⁐性ᢳ出物㸦UCLE㸧とした。リポ多⢾㸦LPS㸧で⅖

ㄏᑟした࣐ࢫ࣐࢘クロࣇージ様細胞株 RAW264.7 細胞にᑐする UCLE のᢠ⅖ຠ果を᳨ウした。 

【結果】UCLE は細胞ẘ性を♧すことなく，RAW264.7 細胞のインターロイキン(IL)-6 およ୍ࡧ㓟化❅⣲

の⏘生量を᭷意に抑制した。また，UCLE の IL-6 ⏘生抑制ຠ果は㑇ఏ子発⌧の抑制によるものであるこ

とが明らかになった。そこで，ࢩグࢼルఏ㐩因子に与える影響について᳨ウしたとこࢁ，MAPK ⤒㊰の

ERK と JNK のリン㓟化を抑制することが明らかになった。௨ୖの結果から，UCLE は Toll 様ཷᐜ体から

MAPK ⤒㊰をした細胞内ࢩグࢼルఏ㐩をୗ方制御することによって，RAW264.7 細胞の⅖性ᛂ⟅を

抑制すると考えられる。 
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㹃－㸷 㣗ရ⏤᮶࣮ࣝࣀ࢙ࣇ࣏ࣜ㢮ࢻࣄࢹࣝࢺࢭࡀの⓶⾲⓶⣽⬊のẘᛶに࠼

るᙳ㡪 

○᫂⚄ ，Xu Wensi，୰ᮧಇஅ，᐀ṇኴ㑻，ᮧ⏣ⰾ⾜，୰ᮧᐅ╩ 

（ᒸ山大院・⎔ቃ生命） 

 

【目的】アルデࢻࣄデࢻࣄロࢼࢤーゼ㸦ALDH㸧は，࢚タࣀールの௦ㅰで生成する᭷ẘなアࢭトアルデࣄ

の㓑㓟への変をゐ፹する。ALDHࢻ の㑇ఏ子多型は㣧㓇などによるアࢭトアルデࢻࣄ㸦AA㸧の積を

ಁ㐍し，⫢⮚だけでなく，㣗㐨や⓶のᦆയをቑᝏさࡏることが♧၀されている。我々はこれまでに，

ン㓟㸦CGA㸧が⫢細胞においてࢤクロロࡧンཬࢳࢭルࢣ ALDH やᢠ㓟化酵⣲の発⌧をቑᙉし，AA にᑐ

するಖㆤຠ果を発することを明らかにした。しかし，AA の⓶⾲⓶細胞へのẘ性にᑐしてಖㆤ作用を

♧す㣗ရ成分についてはとࢇどㄪᰝされていない。そこで本研究では，ࢣルࢳࢭンや CGA が⓶⾲⓶

細胞での AA ẘ性に与える影響をㄪᰝし，その分子機構について考察した。 

【方法࣭結果】ࢣルࢳࢭンཬࡧ CGAをࣄト⾲⓶ゅ化細胞株 HaCaTに 24時㛫๓ฎ⌮した後，AAをฎ⌮

し，MTT 法により細胞生存⋡を測定した。その結果，ࢣルࢳࢭンと CGA は AA の細胞ẘ性を⦆する

ഴྥを♧した。そこでࢣルࢳࢭンを HaCaT細胞にฎ⌮し，ALDH分子✀㸦ALDH1a1，ALDH2，ALDH3a1㸧
の㑇ఏ子発⌧を測定したとこࢣ，ࢁルࢳࢭンはどの分子✀の発⌧もቑᙉしなかった。AAは細胞内の㓟化

➨の㍍ῶにᐤ与するࢫトࣞࢫをஹ㐍することで細胞ẘ性をㄏᑟすることから，次に細胞内㓟化ࢫトࣞࢫ 2
相薬物௦ㅰ酵⣲⩌の㑇ఏ子発⌧への影響をㄪᰝした。その結果，ࢣルࢳࢭンཬࡧ CGA は➨ 2 相薬物௦ㅰ

酵⣲⩌の㑇ఏ子発⌧をቑᙉした。௨ୖの結果から，ࢣルࢳࢭンཬࡧ CGA は㓟化ࢫトࣞࢫの㍍ῶをして，

HaCaT細胞での AAẘ性にᑐしಖㆤ作用を♧すことが♧၀された。 
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㹄－１ ࡲࡘࡉ◁⢾ₕࡅ㪉〇ἲにࡅ࠾るჯ◁⢾のₕࡅ㎸ࡳຠᯝ 

○⚟⏣ ⩼，ᔞៅኴ㑻，小ᯘ⪽子，㎮野❳ᖹ，ྂୗ Ꮫ（Ỉ⏘機構・Ỉ大ᰯ） 

 

 

 

【目的】さつま◁⢾ₕけ㪉は，Ụᡞ時௦のᩱ⌮㞟ࠕ㪉ⓒ⌋ᩱ⌮⛎ᐦ⟽ 㸦ࠖ1785 ᖺ㸧にグ㍕されている⸃ᦶ

ᆅ方のಖ存㣗である。さつま◁⢾ₕけ㪉は，୕ᖺ㛫発酵さࡏたჯ㸦௨ୗ，୕ᖺჯ㸧へのₕけ㎸みと，

◁⢾へのₕけ㎸みの二ẁ㝵により製㐀される。本研究では，さつま◁⢾ₕけにおけるჯの✀㢮およࡧ

◁⢾添加割合がᐁ能ホ౯にཬࡰす影響を明らかとし，⬡質㓟化へཬࡰす影響をホ౯した。 

【方法࣭結果】さつま◁⢾ₕけ㪉は，ࠕ㪉ⓒ⌋ᩱ⌮⛎ᐦ⟽ࠖをཧ考にして製㐀した。すなわࡕ，୕ᯛおࢁ

しにしたࢲ࣐イ㨶⫗に㣗ሷをり，4ÛC で୍ኪಖ存した。その㨶⫗を 1 cm ᖜにษ᩿した後，⁛⳦࢞ー

ゼにໟみ，4ÛC で 48 時㛫ჯにₕけ㎸ࢇだ。さらに，◁⢾を㨶⫗にᥣみ㎸み，20ÛC でಖ存した。ჯは，

୕ᖺჯ，㏿㔊⣔ჯ，加⇕ẅ⳦した୕ᖺჯ㸦௨ୗ，ẅ⳦୕ᖺჯ㸧とした。比㍑ᑐ㇟として，ჯ

ₕけしていない試ᩱ㸦௨ୗ，未ฎ⌮㸧を用いた。◁⢾添加割合は，ჯₕけ後の㨶⫗重量にᑐして 20%
とした。◁⢾ₕけへのₕけ㎸みຠ果をㄪᰝするሙ合，◁⢾添加割合は㨶⫗重量にᑐして 0，10，20，40%
とした。␗なるჯを用いたさつま◁⢾ₕけ㪉のᐁ能ホ౯を行った結果，୕ᖺჯ，㏿㔊⣔ჯおよࡧ

ẅ⳦ჯの㤶りおよࡧは，未ฎ⌮よりもྥୖした。㓟౯およࡧ TBARS 値をㄪᰝした結果，ᕪは見られ

なかった。୕ᖺჯₕけ条件ୗにて␗なる◁⢾添加割合のさつま◁⢾ₕけ㪉のᐁ能ホ౯を行った結果，

◁⢾添加により㤶りおよࡧはྥୖした。未ฎ⌮条件ୗの㓟౯は，◁⢾添加割合が㧗い⛬，㓟౯のୖ᪼

が抑制された。୍方，୕ᖺჯₕけ条件ୗの㓟౯は，◁⢾添加割合による影響は見られなかった。 

 
 
 

㹄－２ ⭈⮚㏆ᒀ⣽⟶⣽⬊にᑐࡍるᮏ࣡ࣅࢧᡂ分 6-MSITC のຠᯝに㛵ࡍる᳨ド 

○᱓⏣㤿，津ᫍዉ子 1，ụ野 ▖ 1，すᮧᾈ 1，ᆅ㜰ග生 1，ᶓ⏣୍ᡂ 1， 

ΎỈⱥᑑ 1（島᰿大院・⮬↛⛉Ꮫ，1島᰿大・生㈨⛉） 

 

 

៏性⭈全ᝈ⪅には㣗⒪法がㄢされるが，そのㄪ⌮の際にῶሷの目的として，㤶㎞ᩱである本࣡サࣅ

も用いられる。しかし，៏性⭈全の㐍行抑制にᑐする本࣡サࣅのྵ᭷成分のຠ果は明である。そこ

で本研究では，本࣡サࣅ成分の 1 つである 6-Methylsulfinylhexyl Isothiocyanate (6-MSITC)に╔目し，៏性

⭈全の㐍行と関わりのある㏆ᒀ細⟶細胞の細胞株である HK-2 細胞にᑐする 6-MSITC のຠ果につい

て解析を行った。まず，の細胞と同様に 6-MSITC ฎ⌮で Nrf-2-HO-1 ⤒㊰がά性化するのか☜かめたと

こ5，ࢁ ȣM の 12 時㛫ฎ⌮で同様の結果がᚓられた。さらに，㏆ᒀ細⟶細胞の機能㞀害に関与する

ERK，p38，JNK，Akt のά性化についてㄪべたとこࢁ，JNK のά性化ཬࡧそのୗὶの c-Jun のリン㓟化の

み，5 ȣM の 30 分ฎ⌮で抑制した。また，細胞内のࢿ࢚ルࢠーࢭンサーとして働く AMPK のά性化に

ついても☜かめた。5 ȣM で 5 分ฎ⌮後から時㛫౫存的にそのά性化が観察された。AMPK は࢜ートࣇ

ーである࢝ー࣐ジーに関与しているため，その LC3B についてㄪべたとこ6，ࢁ-MSITC ฎ⌮により࢜

ート࢛ࣇジーのㄏᑟが♧၀された。⥆いて，細胞ቑṪ能に関して᳨ウしたとこ48，ࢁ 時㛫ฎ⌮後，⃰度

にᛂࡌて HK-2 細胞のቑṪがㄆめられ，≉に 2.5 ȣM ฎ⌮で細胞ቑṪのピークが観察された。௨ୖの結

果より，6-MSITC は⭈⮚㏆ᒀ細⟶細胞において，HO-1 の発⌧ቑ加によるᢠ㓟化作用のஹ㐍，JNK-c-Jun
⤒㊰のά性పୗによる細胞機能㞀害の抑制，࢜ートࣇジーのច㉳，細胞ቑṪのㄏᑟ，これら 4 Ⅼをᑟ

くことで，៏性⭈全の㐍行にᑐして抑制的に働く可能性が♧၀された。 

 

－58－



㹄－㸱 ࣮ࣞࣝࣟࢺࣛ࣋ࢫによるపᰤ㣴，ప㓟⣲≧態のࣛࢺࢵ➽ⱆ⣽⬊生Ꮡ⋡のྥ上 

○内藤ᜤ子，⚄ྜྷ࠸ࡅኴ（ᒸ山⌮大・ᕤ） 

 

 

 

【目的】⌧在生་⒪分野において体⤌⧊の機能を⌧した❧体⤌⧊の構⠏が試みられている。しかし

ᐇ質細胞をจ㞟さࡏた❧体⤌⧊ではẟ細⾑⟶⣔が↓いため，⤌⧊内部がపᰤ㣴，ప㓟⣲≧態に㝗りᛴ㏿

に細胞Ṛを㉳こしてしまう。したがって❧体⤌⧊構⠏時の細胞Ṛをᅇ㑊するᡭ法がᚲ要とされる。ࣞࢫ

。ールであるࣀ࢙ࣇラトロールは解⢾⣔抑制や細胞分化ಁ㐍ຠ果などのຠ果が▱られる᳜物⏤᮶ポリ࣋

そこでࣞ࣋ࢫラトロールの機能を❧体⤌⧊ᇵ㣴法へᛂ用することを考え，పᰤ㣴，ప㓟⣲にした➽ⱆ

細胞の生存に与える影響について᳨ウを行った。【方法】ラット➽ⱆ細胞 H9C2 を用い，పᰤ㣴モデルと

してグルࢥー⃰ࢫ度を 0~4.5 mg/mL ᇵᆅでࡴྵ 3 ᪥㛫ᇵ㣴を行った。またప㓟⣲モデルとして㓟⣲྾

剤を用い 0.1㸣㓟⣲条件で 2 ᪥㛫ᇵ㣴を行った。ྛ ᐇ㦂において DMSO およ࣋ࢫࣞࡧラトロール 100 ȣM
のฎ⌮を行い，WST アッࢭイにより細胞生存⋡をồめた。【結果】0.5 mg/ml グルࢥーࢫᇵᆅでは細胞生

存⋡のపୗがㄆめられたが，ࣞ࣋ࢫラトロールฎ⌮することによりこれはᅇ㑊された。ࣞ࣋ࢫラトロー

ルฎ⌮により➽ⱆ細胞のቑṪは抑制ഴྥがㄆめられた。またప㓟⣲，పᰤ㣴≧態では細胞生存⋡は 2 ᪥

目までに⣙ 20㸣にపୗしたが，ࣞ࣋ࢫラトロールฎ⌮することで生存⋡は⣙ 70㸣に⥔持された。【結ㄽ】

⌮ラトロールฎ࣋ࢫࣞ。ラトロールฎ⌮によりపᰤ㣴，ప㓟⣲≧態の➽ⱆ細胞生存⋡がྥୖした࣋ࢫࣞ

により➽ⱆ細胞のᰤ㣴要ồ性がᙅめられ，細胞Ṛがᅇ㑊されたと考えられる。今後，࢙ࣇࢫロイࢻなど

❧体⤌⧊において⤌⧊内部の細胞Ṛを㍍ῶできるかどうか᳨ウを行う。 

 
 
 

㹄－㸲 ่⬊動≀ࢬ࣑クࣛࢤのኚ態に㛵ࡍる⤌⧊Ꮫⓗ◊✲ 

○藤井ኟ㕥，ᅜྜྷஂே 1（広島大院・生≀ᅪ，1広島大院・統合生命） 

 

 

 

【⫼ᬒ】่胞動物ࢬ࣑クラࢤ Aurelia coerulea の生ά⎔は，㞤㞝␗体でᾋ㐟性の成体クラࢤが᭷性生Ṫを

行う᭷性ୡ௦とᅛ╔性のポリࣉが出ⱆや分裂によって↓性的にቑṪする↓性ୡ௦から成る。ᾏỈ がప

ୗするとポリࣉの⬗体部分にくࡧれができ，分⠇を持ったࢫトロࣅラへと変態する。分⠇はཱྀഃから

ཱྀഃにྥかって数をቑやし㸦分⠇ᙧ成㸧，その後，それぞれの分⠇は 8 ಶのᘚを持ったデࢫクに変化す

る㸦ᙧ態ᙧ成㸧。ྛデࢫクは 1 ᯛずつ㐟離してᾋ㐟生άをጞめる。この㐟離したデࢫクはࣇ࢚ラと

ࡤれ，成㛗して成体クラࢤとなる。本研究では，ྛ✀の⤌⧊ᰁⰍ法によりࢬ࣑クラࢤの変態中のᙧ態

Ꮫ的変化を明らかにすることを目的とした。 

【方法】ポリࣉからࣇ࢚ラへの変態のྛࢫテージでษ∦標本を作製し，ձ࣐࣊トキࢩリン࣭ࢩ࢚࢜ン

ᰁⰍによる内部ᙧ態の観察，ղ内在性アル࢝リࣇࢫ࣍ターゼのά性ᰁⰍによる内⬇ⴥ性細胞ᒙのᰁⰍ，

ճBrdU ラ࣋ル法による細胞ቑṪの可視化を行った。 

【結果】ձղ全てのࢫテージでእ⬇ⴥと内⬇ⴥの二ᒙからなり，その㛫にゼリー≧の⤌⧊である中⭺が

あることを☜ㄆした。ࢫトロࣅラのくࡧれは，二ᒙ構㐀を⥔持したまま⫶⭍ഃへ㝗ධしていることを明

らかにした。ճポリࣉではとࢇど細胞ቑṪが᳨出されなかった。分⠇ᙧ成期では，すでにᙧ成された

分⠇部分で細胞ቑṪは┒ࢇに㉳きており，次の分⠇がᙧ成される㡿ᇦでも細胞ቑṪが観察された。ᙧ態

ᙧ成期では，すでにࣇ࢚ラへのᙧ態ᙧ成がした部分では細胞ቑṪはとࢇど観察されなかった。 
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㹄－㸳 ࣒࢘ࣜࢺࢼᒀཷࢻࢳࣉ࣌ᐜ体 NPR-Cの᪂ࣝࢼࢢࢩ࡞ࡓఏ㐩機構 

○す⏣ⰾ，ᐑᮏ㈼，ΎỈ紀，㎷ ᫂ᙪ 1，㐀ᜨὸ 1
 

（ᚨ島大院・ඛ➃ᢏ⾡，1ᚨ島大・生≀㈨※） 

 

 

【目的】ࢼトリ࣒࢘ᒀࢻࢳࣉ࣌㸦natriuretic peptide; NP㸧࣑ࣇリーのཷᐜ体の୍つである natriuretic 
peptide receptor C㸦NPR-C㸧は⾑中 NP クリアランࢫの役割をᢸっているが，それ௨እの生⌮機能も᭷す

る可能性が♧၀されている。また，㏆ᖺでは，NPR-C ≉␗的リ࢞ンࢻとして osteocrin㸭musclin が同定さ

れ，᪂たな NPR-C の機能の解明が期ᚅされている。本研究では，NPR-C の相作用タンパク質の᥈⣴お

よࡧそのタンパク質との相作用のヲ細の解明を目ᣦした。 

【方法࣭ 結果】はࡌめに NPR-C と相作用するタンパク質の᥈⣴を行った。Strep タグ NPR-C を HEK293T
細胞に㑇ఏ子ᑟධし，Strep について質量分析法により解ࢻンࣂイを行った。≉␗的なࢭンアッ࢘ࢲルࣉ

析した結果，guanine nucleotide exchange factor㸦GEF㸧の୍つである GEF-H1 を同定した。GEF-H1 は NPR-C
と⣙ 70%のアࣀ࣑㓟相同性を♧す NPR-A には結合を♧さず，NPR-C と≉␗的に相作用した。また，

NPR-C と GEF-H1 の㡿ᇦḞᦆ変␗体を作製し，それぞれの相作用㡿ᇦをㄪべた結果，NPR-C は細胞内

の⣙ 40 アࣀ࣑㓟をして相作用した。次に，リ࢞ンࢻฎ⌮による相作用への影響をㄪべた。NPR-C
とGEF-H1をඹ発⌧さࡏたHEK293T細胞を，NPR-Cのリ࢞ンࢻであるANP，CNP，osteocrinおよࡧosteocrin
の C ᮎ➃㡿ᇦにಖ存された NP モࢳーࣇ㸦NM㸧と㢮ఝした 2 ✀㢮の㓄ิをそれぞれྵࡴ NM1，NM2 ࣌

ฎ⌮においてもࢻン࢞イにより，いずれのリࢭンアッ࢘ࢲルࣉ。でそれぞれฎ⌮したࢻࢳࣉ GEF-H1 が

NPR-C から解離することが明らかとなった。 

 
 
 

㹄－㸴 ᯿ᶲ㢮ᯝ⓶࣎ࣛࣇࢩ࢟ࢺ࣓࣏ࣜン࡛࠶るࢳࢳࢲࢫンࡣ，MAPK⤒㊰ࢆ࣏࡚ࡋ

 るࡍㄏᑟࢆࢫࢩ࣮ࢺ

○Ᏻ㒊ᗉ๛，す㇂┿⨾，㎷ ᫂ᙪ 1，㐀ᜨὸ 1
 

（ᚨ島大院・ඛ➃ᢏ⾡，1ᚨ島大・生≀㈨※） 

 

【目的】多✀多様なポリࣀ࢙ࣇールが᳜物から同定されており，それらの多くがᢠ㓟化ά性やᢠ⒴作用

などの生⌮ά性を♧すことがሗ࿌されている。ポリࣀ࢙ࣇールの୍✀であるࢳࢳࢲࢫンは，ᚨᓥ≉⏘の

。ンであり，ᢠ⅖性を᭷することがሗ࿌されている࣎ラࣇࢩの果⓶から༢離されたポリメトキࢳࢲࢫ

これまでに我々は，ࢳࢳࢲࢫンがࣄトࢣラࣀࢳサイト HaCaT 細胞にᑐしてアポトーࢫࢩをㄏᑟすること

を見出しており，本研究ではࢳࢳࢲࢫンによるアポトーࢫࢩㄏᑟ機構を解明することを目的とした。  

【結果】多くの化合物がά性㓟⣲✀㸦ROS㸧をしてアポトーࢫࢩをㄏᑟしていることから，まずࢲࢫ

ンがࢳࢳ ROS ⏘生をಁ㐍するか᳨ドした。その結果，ࢳࢳࢲࢫンは ROS ⏘生を⃰度࣭時㛫౫存的にಁ

㐍した。ROSがMAPKをしてアポトーࢫࢩをㄏᑟしている可能性があるため，ࢳࢳࢲࢫンによるMAPK
のリン㓟化ࣞ࣋ルの変化を定量化した。ࢳࢳࢲࢫンฎ⌮により p38 MAPK のリン㓟化はୖ᪼し，ୗὶの

HSP27 のリン㓟化も☜ㄆされた。ࢳࢳࢲࢫンによってㄏᑟされた HSP27 のリン㓟化およࡧアポトーࢫࢩ

のᣦ標である PARP ษ᩿はいずれも p38 阻害剤である SB203580 によって抑制された。୍方，ERK1/2 は

୍時的にά性化され，24 時㛫後にはฎ⌮๓ࣞ࣋ルまでᅇした。ERK1/2 は，EGF などのቑṪ因子が

細胞膜に存在するཷᐜ体に結合することでά性化される。ࢳࢳࢲࢫンは，⾑Ύ㣚㣹後の FBS ฎ⌮およࡧ

EGF ฎ⌮による ERK1/2 ά性化を抑制した。これらの結果より，ࢳࢳࢲࢫンが ROS-MAPK ⤒㊰，≉に p38
⤒㊰ά性化およࡧ ERK1/2 ⤒㊰ά性化をしてアポトーࢫࢩを制御していることが♧၀された。 
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㹄－㸵 㐣㓟Ỉ⣲のⓗ࡞᭚㟢ࡣ┿⓶⥺⥔ⱆ⣽⬊の㯤ኚಁࢆ㐍ࡍる 

○Ụཱྀ⍆㡢，ྜྷᮏ ⪷，ྜྷ⏣ⴌ生，ඵᮌᨻᖾ 1，山ୗ⿱ྖ 2，ᖹᑿဴ 3， 

ᕷᶫṇග 4，Ᏻ藤⚽ဢ（ᒸ山⌮大院・ᕤ，1ࣟࢺࢵࢮ（ᰴ），2༓ⴥ⛉Ꮫ大・⸆， 

3Ṋᗜᕝዪ子大・⸆，4ྠᚿ♫大・生命་⛉） 

 

【目的】⨾ᐜୖのၥ㢟の୍つである⓶の㯤くすみは，┿⓶⤌⧊が࢝ル࣎ニル化をཷけて㯤変化するこ

とで生ࡌるとሗ࿌されているが，我々は㛗期⥅௦ᇵ㣴により⪁化した┿⓶⥺⥔ⱆ細胞，ཬࡧ㐣㓟化Ỉ⣲

ฎ⌮による▷期ㄏᑟ⪁化モデル細胞が㯤変化するという⌧㇟を見出した。今ᅇ，細胞㯤変化のメ࢝ニࢬ

などの㯤変化をಁ㐍する物質を⏘生している可能性についࢻࣄ解析を目的として，⪁化細胞がアルデ࣒

て᳨ウを行った。 

【方法࣭結果】↓Ⰽの正常細胞，㯤変化が生ࡌた複製⪁化細胞，ཬࡧ㐣㓟化Ỉ⣲ㄏᑟ⪁化細胞において，

Dihydrorhodamine123 ᰁⰍによって細胞内 ROS の᳨出を行ったとこࢁ，正常細胞と比㍑して二✀の⪁化細

胞では細胞内 ROS がቑ加した。㯤変化をಁ㐍する物質として，࣐ロンジアルデࢻࣄなどのᛂ性の㧗い

⬡質㐣㓟化生成物ཬࡧアクロࣞインの細胞内⏘生量を，TBARS Assay ཬࡧ AcroleinRED による蛍光ᰁⰍ

法で᳨出して比㍑すると，㯤変化した細胞では࣐ロンジアルデ࣭ࢻࣄアクロࣞイン量ともにቑ加が☜ㄆ

された。≉に，▷期㛫で㯤変化が生ࡌる㐣㓟化Ỉ⣲ㄏᑟ⪁化細胞では，顕ⴭなቑ加がㄆめられた。また，

㐣㓟化Ỉ⣲ㄏᑟ⪁化細胞作製の㐣⛬で，正常細胞に㐣㓟化Ỉ⣲とᢠ㓟化剤の同時ฎ⌮を行ったとこࢁ，

㐣㓟化Ỉ⣲のみをฎ⌮した細胞と比㍑して細胞㯤変化が抑制された。これらの結果から，⪁化細胞では

㯤変化ᛂの中㛫生成物であるアルデࢻࣄを⮬ら⏘生し，㯤変化がಁ㐍されると考えられた。さらに，

ᢠ㓟化剤ฎ⌮によって㓟化ࢫトࣞࢫが㍍ῶされることで，細胞㯤変化が抑制される可能性が♧၀された。 

 
 
 

㹄－㸶 ⣽⬊の⮬ᕫจ㞟ᢏ⾡ࡓ࠸⏝ࢆ⾑⟶ẘᛶヨ㦂⏝のẟ⣽⾑⟶⌫体のస〇 

○ᶫᮏ┿ᝅ 1, 2，澤 ᪼ 1，ᒾ井Ⰻ㍜ 2 

（1ᒸ山⌮大院・ᕤ，2ᒸ山⌮大・ࣟࣇンࢸ） 

 

 

【⫼ᬒ࣭目的】㎰་薬の⾑⟶ẘ性ホ౯においては，⌮㠃，✀ᕪやಶ体ᕪのၥ㢟からᐇ㦂動物を用いず

細胞ᇵ㣴による多剤ࢫクリーニング試㦂⣔の㛤発がᮃまれているが，ᇵ㣴─ୖでᖹ㠃ᇵ㣴した細胞では

細胞機能の変化はホ౯できるが，❧体的な⟶⭍構㐀の変化まではホ౯できない。我々は細胞の⮬ᕫจ㞟

化ᢏ⾡㸦CAT㸧として，❧体的な細胞⤌⧊体を௵意サイࢬでᆒ୍かつ大量に作製することに成ຌした。本

研究では，CAT を用いた⤌⧊作製を⟶⭍構㐀を᭷するẟ細⾑⟶体の作製にᛂ用することを目的とした。 

【方法࣭結果】96 ートのᗏ㠃全体にࣞࣉ✰ CAT 用ポリ࣐ーを༳ๅした後，ࣄト⾑⟶内⓶細胞を 5-160×
104 cells/cm2の␗なるᐦ度で，ࣄト⾑⟶周⓶細胞を 50×104 cells/cm2の୍定ᐦ度で✀した。細胞⩌はい

ずれの✀ᐦ度においてもᇵ㣴─⾲㠃への᥋╔を⤒て離，จ㞟化し，内⓶細胞のྵ᭷⋡がᴫࡡ 20%よ

りపいと✀ 2 ᪥௨内に⌫≧のจ㞟ሢがᙧ成し，40%より㧗いとจ㞟化に要する時㛫が 3 ᪥௨ୖに㐜ᘏし

┙≧のจ㞟ሢがᙧ成した。ここで，これらのจ㞟ሢのⷧษ∦を作製し⤌⧊分析を行ったとこࢁ，┙

≧จ㞟ሢにおいてはẟ細⾑⟶の⟶⭍構㐀はとࢇど見られなかったが，⌫≧จ㞟ሢにおいては全体に⦓

ᐦなẟ細⾑⟶様の⟶⭍構㐀がㄆめられた。 

【結ㄽ࣭ᒎᮃ】CAT を用いた⤌⧊作製において，内⓶細胞と周⓶細胞を✀するだけでẟ細⾑⟶様の❧

体⟶⭍構㐀を᭷するẟ細⾑⟶⌫体を作製することに成ຌした。動物ᐇ㦂を௦᭰しᚓるᇵ㣴による㎰་薬

の⾑⟶ẘ性試㦂⣔㛤発へのᛂ用が期ᚅされる。 
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㹄－㸷 ㎰་⸆ࢫク࣮ࣜࢽンࢢ⏝㏵ࢆᣦྥࡓࡋ⣽⬊の⮬ᕫจ㞟ᢏ⾡ࡓ࠸⏝ࢆ᪂つの❧

体⣽⬊⤌⧊体స〇ἲの㛤Ⓨ 

○ⲡຍ┤ᖾ，Ᏻ㒊⳯᭶ 1，㕥ᮌᗣᖹ 2，広井ె⮧ 2，す野Ὀᩯ 1，ᒾ井Ⰻ㍜ 

（ᒸ山⌮大院・ᕤ，1᪥⏘Ꮫ・生≀◊，2᪥⏘Ꮫ・ᮦᩱ◊） 

 

【⫼ᬒと目的】㎰་薬の薬ຠ࣭ẘ性の多剤ࢫクリーニング試㦂においては，生体の⮚ჾや⤌⧊に㏆ఝし

た細胞⤌⧊体を用いたᇵ㣴試㦂⣔の㛤発がᮃまれているが，細胞をจ㞟化さࡏた❧体的な⤌⧊体をᆒ୍

かつ大量にᚓられる方法は☜❧されていない。本研究では，我々が㛤発した細胞の⮬ᕫจ㞟化ᢏ⾡㸦Cell 
self-Aggregation Technology: CAT㸧を用いることで，薬ຠ࣭ẘ性ࢫクリーニング試㦂へのᛂ用をᣦྥした

㧗いサイࢬᆒ୍性㸦㧗⢭度㸧と量⏘性にඃれた❧体細胞⤌⧊体の作製法を㛤発することを目的とした。 

【方法と結果】⊂⮬に合成した CAT 用のポリ࣐ーを細胞㠀᥋╔性のᇵ㣴─に 0.4-2.5 mm2の㠃積でࢻット

༳ๅし，ࣄト㦵㧊⏤᮶㛫ⴥ⣔ᖿ細胞を 30×104 cells/cm2のᐦ度で✀した。細胞は 1 時㛫௨内に CAT ポリ

ット༳ๅ⾲㠃にのみ᥋╔し，1ࢻーの࣐ ᬌのᇵ㣴の㛫に୍体จ㞟化することで，༳ๅ㠃積にᛂࡌて⣙

250-500 µm の௵意の␗なるサイࢬの❧体的な⌫ᙧの細胞⤌⧊体をᙧ成した。ここで，それらの┤ᚄにᑐ

するサイࢬㄗᕪをィ測したとこࢁ，⣙ 2-7㸣とࣂラつきが生ࡌ，ᚑ᮶法の⣙ 6㸣と比べて⢭度がపい条件

もあった。そこで，10-30×104 cells/cm2 の␗なる✀ᐦ度において細胞を✀すると，ᴫࡡ 20±2×104 
cells/cm2の✀ᐦ度ᖏでᚑ᮶法より㧗い 6㸣௨ୗの⢭度で細胞⤌⧊体を作製できることが分かった。 

【結ㄽ】我々が⊂⮬に㛤発した細胞の⮬ᕫจ㞟化ᢏ⾡において，✀ᐦ度を⮳㐺化することで，ᚑ᮶法

より㧗い⢭度で❧体細胞⤌⧊体を量⏘可能であることが♧された。Ᏻ定で㧗ຠ⋡な㎰་薬ࢫクリーニン

グのᐇ⌧にྥけた細胞⤌⧊体の作製法として᭷用であると考えている。 

 
 
 

㹄－10 DNAࢮ࣮࣓ࣛࢯ࣏ࢺ IIȘの核小体ᒁᅾ酵⣲άᛶ制御機構の解析 

○Ᏻ⏣ྐ，ụ⏣ṇ，Ἑ野┿（ᒸ山⌮大・⌮） 

 

 

 

 DNA トポイࢯメラーゼ IIȘ㸦トポ IIȘ㸧は，二重㙐 DNA のษ᩿と結合をゐ፹することで，DNA を

基┙とした௦ㅰᛂによって生ࡌる DNA のࡌࡡれやよࡌれを解ᾘする酵⣲である。これまでに，トポ II
Șの細胞核内動態についていくつかሗ࿌がなされており，㛫期の細胞核内では核小体と核質に局在し，

୧⪅の㛫を⤯えずࣕࢩトリングしていることが明らかにされている。核小体に局在しているトポ IIȘの

酵⣲ά性は抑制された≧態にあることが♧၀されているが，そのヲ細な分子メ࢝ニ࣒ࢬについては明

なままである。我々は，㛫期細胞核内におけるトポ IIȘの核小体局在と酵⣲ά性制御機構を明らかにす

ることを目的として解析を行った。EGFP タグを⼥合したラットのトポ IIȘのྛḞ質変␗体をった細胞

核内局在の解析結果から，1192-1289 㡿ᇦが核小体局在にᚲ要であることを見出した。試㦂⟶内酵⣲ᛂ

では，RNA 存在ୗで酵⣲ά性が抑制されること，C ᮎ➃㡿ᇦ㸦CTD㸧をḞくことで RNA による抑制か

らචれることが明らかになった。さらに，試㦂⟶内での RNA 結合ᛂの結果から，トポ IIȘの CTD に

RNA が結合することが♧された。これらの結果から，㛫期細胞核内におけるトポ IIȘの核小体局在と酵

⣲ά性の抑制にトポ IIȘの CTD と RNA との相作用が関わっていると考えられる。 
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㹅－１ タࢹの生⫱㐣⛬にࡅ࠾るࢻࣀ࣎ࣛࣇ㓄⢾体のᡂ分ኚ 

○୰井⩧ኴ 1,2，ᮌᮧⱥே 2，ᖹᯘ ౡ 2，▼ཎ᭸ᜨ 2，ᆅ㜰ග生 1,3，ᶓ⏣୍ᡂ 1,3  

（1㫽ྲྀ大院・㐃㎰，2ᑑ〇Ⳬ（ᰴ），3島᰿大・生㈨⛉） 

 

 

 タデアイ(Polygonum tinctorium Lour.)は，ᮾ༡アジアཎ⏘の୍ᖺ生᳜物で，ྂくから⸛ᰁめのᰁᩱཎᩱ

や解ẘ，解⇕，ᾘ⅖などの目的で用されてきた。᭱ ㏆，我々の研究グルーࣉではタデアイⴥに，quercetin，
kaempferol，isorhamnetin，3,5,4'-trihydroxy-6,7-methylenedioxyflavone(TMF)をアグリࢥンとするࣇラࣀ࣎イ

㓄⢾体がྵまれることを☜ㄆした。TMFࢻ の㓄⢾体は，タデアイⴥに≉ᚩ的にྵまれる物質⩌で，これ

らが✀子にも存在するのか，あるいは生⫱㐣⛬で生合成されているのかは明である。そこで，タデア

イ✀子，ࣉࢫラ࢘トおよࡧ生⫱後のᆅୖ部のᢳ出物を成分分析した。また，それぞれのᢠ㓟化能をホ౯

した。【方法】タデアイ✀子，ࣉࢫラ࢘ト，生⫱後のᆅୖ部の⇱物に 80%メタࣀールを加え，㉸㡢Ἴ破

○機内で 30 分㛫ᢳ出した。ᢳ出ᾮのࢁᾮを 40Υでῶᅽ⃰縮後，DIAION HP-20 ࣀで␃Ỉ，メタ࣒ラ࢝

ールの㡰に⢭製し，メタࣀール⁐出⏬分をᅛさࡏた。ྛᅛ物に 80%メタࣀールと内部標準として

hesperetin を加え，3000 rpm で 5 分㛫㐲心分離後のୖΎを UPLC-ESI-TOF/MSE または HPLC にて分析し

た。また，ᢠ㓟化能は AWA ⁐ᾮでᢳ出したサンࣉルを H-ORAC 法でホ౯した。【結果】✀子では quercetin
と kaempferol のアࢳࢭルラࣀ࣒ーࢫ㓄⢾体が成分であるが，生⫱が㐍ࡴにつれ TMF の㓄⢾体が成分

となることが分かった。⥲ポリࣀ࢙ࣇール量は生⫱ẁ㝵が㐍ࡴにつれてቑ加し，これと相関して H-ORAC
値も㧗くなった。௨ୖより，ᢠ㓟化物質のࢯーࢫとして生⫱後のᆅୖ部を用するのが㐺ษと考えられ

る。 

 
 
 

㹅－２ ࢣࢦࢽࢮἜ体≉␗ⓗ࣌ࣝࢸン㞟✚機構 

○澤㑈, ⏿⏣⌔希, ᳃⬥భኴ, ⫧ሯᓫ⏨, ᯇ井（山ཱྀ大院・⛉） 

 

 

 

【目的】ⱏ㢮は㐍化の㐣⛬で᭱ึに㝣ୖ化した᳜物と⣔⤫的に㏆い᳜物⩌で，㝣ୖ᳜物ึ期の化Ꮫ㜵御

機構のྡṧを᭷していると考えられ，㝣ᇦ生態⣔における㐺ᛂ㐍化機構の解明に㐺した研究ᑐ㇟である。

ゼニࢣࢦள⥘を௦⾲に，多くのⱏ㢮のⴥ≧体にはἜ体とࡤれる細胞小ჾᐁを㧗度に積したἜ体細胞

がᩓ在している。このἜ体内には，ᢠ⳦ά性，᳜㣗⪅ᚷ㑊ά性をもつࢫࢭキテル࣌ン㢮や࣋ࣅࢫࣅンジ

ル㢮が局在しているが，Ἔ体細胞の発生機構やἜ体細胞≉␗的化Ꮫ㜵御物質の生成࣭㞟積機構はまだ解

明されていない。そこで，本研究ではゼニࢣࢦἜ体へのࢫࢭキテル࣌ン㞟積機構の解明を㐍めた。 

【方法࣭結果】ゼニ࣒ࣀࢤࢣࢦにはᑡなくとも 30 ಶのテル࣌ン合成酵⣲㑇ఏ子が存在し，そのうࡕ 10
ಶはࢫࢭキテル࣌ン合成酵⣲と考えられる。そのうࡕ 8 ಶは➨ 6 ᰁⰍ体ୖで㏆᥋して存在し，その୍部

は DNA ルで࣋ࣞ 99%相同で，比㍑的㏆い㐣ཤに㧗度に重複したことが♧၀された。また，定量的 RT-PCR
でこれらࢫࢭキテル࣌ン合成酵⣲㑇ఏ子は㈋ᰤ㣴ᇵᆅでㄏᑟされることが明らかとなっており，そのㄏ

ᑟ様ᘧはἜ体分化とそれにకうࢫࢭキテル࣌ン量ቑ加と正の相関を♧した。その中の 1 つである

MpFTPS1 のࣉロモーターά性を蛍光タンパク質 [TdTomato (NLS)]をᣦ標に⢭ᰝしたとこࢁ，Ἔ体≉␗的

に㧗いࣉロモーターά性を見いだした。௨ୖの結果から，ゼニࢣࢦでは༑分な化Ꮫ㜵⾨のためにࢫࢭキ

テル࣌ン生合成能をᛴ㏿に㧗めた時期があり，ࢫࢭキテル࣌ン合成⣔をἜ体細胞≉␗的に持つことで，

Ἔ体細胞௨እの細胞ά動にᨭ㞀を与えずに༑分な化Ꮫ㜵⾨ࢫࢩテ࣒を構⠏したことが♧၀された。 
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㹅－㸱 ẼᏍ㛤ᗘのㄪ⠇にࢃるᏍ㎶⣽⬊࣒࢜࢘ࢩࣝ࢝ンࣝࢿࣕࢳの機⬟解析 

○᐀ṇኴ㑻，୰ᮧᐅ╩，ᮧ⏣ⰾ⾜（ᒸ山大院・⎔ቃ生命） 

 

 

 

᳜物のⴥの⾲⓶に存在するẼᏍは，୍ᑐのᏍ㎶細胞から成る㏻ẼᏍであり，㛤㛢㐠動を行うことで㓟

⣲と二㓟化Ⅳ⣲のࢫ࢞やᩓをㄪ⠇する重要なሙである。Ꮝ㎶細胞は，⇱ࢫトࣞࢫや光，ཎ⳦

ឤᰁ，大Ẽ中の二㓟化Ⅳ⣲の⃰度変化など，周ᅖの⎔ቃからの様々な่⃭にᛂ⟅してẼᏍの㛤度を᭱㐺

化し，᳜物が⎔ቃ変動に㐺ᛂするᡭຓけをしている。ẼᏍ㛢ཱྀを制御するᏍ㎶細胞ࢩグࢼルఏ㐩におい

て，࢝ル࣒࢘ࢩイ࢜ン㸦Ca2+㸧が重要な࢝ࢭンࢻメッࢭンジࣕーとして機能していることがྂくから▱ら

れている。Ꮝ㎶細胞[Ca2+]cytୖ᪼は，ẼᏍ㛢ཱྀをㄪ⠇するࢩグࢼルఏ㐩において，重要なイ࣋ントの୍つ

であり，Ꮝ㎶細胞[Ca2+]cytୖ᪼の抑制やᏍ㎶細胞[Ca2+]cytࢭンサータンパク質の機能Ḟᦆが，ẼᏍ㛢ཱྀᛂ⟅

を阻害することが数多くの研究で明らかとなっている。しかしながら，Ꮝ㎶細胞[Ca2+]cytのㄪ⠇機構のヲ

細は，⌧在明である。我々は，ẼᏍ㛤㛢㐠動のㄪ⠇に関わる Ca2+㍺㏦体の᥈⣴を㐍めている。本発⾲

では，これまでの研究によって同定したཎᙧ質膜࢝ル࣒࢘ࢩイ࢜ンࢿࣕࢳルೃ⿵㑇ఏ子の୍つに関して，

その解析結果を⤂する。 

 

 

 

 

 
 
 

㹅－㸲 Mechanisms of Reactive Carbonyl Species Mediated Stomatal Closure in 
Arabidopsis Guard Cells 

○Mohammad Saidur Rhaman，᐀ṇኴ㑻，୰ᮧᐅ╩，ᮧ⏣ⰾ⾜ 

(Grad. Sch. of Environ. Life Sci., Okayama Univ.) 
 

【Objective】Stomatal pores, which are surrounded by a pair of specialized guard cells, serve as major gateways for 
regulating gas exchange and transpirational water loss. Abscisic acid (ABA) is the most important hormone in 
stimulating stomatal closure. Reactive carbonyl species (RCS) have been reported to be involved in ABA-induced 
stomatal closure in Arabidopsis. However, the mechanism by which RCS mediates ABA signaling in Arabidopsis 
guard cells remains to be clarified. 
【Methods and Results】Arabidopsis thaliana ecotype Columbia-0 was used as a wild-type plant and its Yellow 
Cameleon 3.6 (YC3.6)-expressing plant was used for [Ca2+]cyt measurement. We used a pH-sensitive fluorescent 
dye, BCECF-AM, to observe a change in cytosolic pH in guard cells. Acrolein induced stomatal closure in the 
wild-type plants and triggered cytosolic alkalization and [Ca2+]cyt oscillation in their guard cells. These results 
indicate that RCS functions upstream of cytosolic alkalization and [Ca2+]cyt oscillation in ABA signaling in 
Arabidopsis guard cells. We also used certain types of ABA signaling-related mutants to further investigate the roles 
of RCS.  
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㹅－㸳 ࣜンࢦ㓟ㄏᑟẼᏍ㛢ཱྀにࡅ࠾るࣝࢼࢢࢩ分子のྠᐃ 

○୕ಛዲ௧，᐀ṇኴ㑻，୰ᮧಇஅ，୰ᮧᐅ╩，ᮧ⏣ⰾ⾜（ᒸ山大院・⎔ቃ生命） 

 

 

 

【目的】᳜物は，⇱にᛂ⟅してⴥの⾲⓶に存在するẼᏍを㛢ཱྀし，Ỉ分ᦆኻをㄪ⠇する。ẼᏍは，୍

ᑐのᏍ㎶細胞によりᙧ成され，Ꮝ㎶細胞が膨張࣭縮することで㛤㛢する。ẼᏍ㛤㛢は௦ㅰ変動をకい，

リンࢦ㓟量はⴭしく変化する。ẼᏍ㛤ཱྀ時には，デンࣉン分解や CO2 ᅛ定によるリンࢦ㓟生成，㍺㏦体

をしたリンࢦ㓟ྲྀり㎸みの結果，Ꮝ㎶細胞内にリンࢦ㓟が積する。୍方で，ẼᏍ㛢ཱྀ時には，デン

ン合成やࣉ TCA ᅇ㊰によるリンࢦ㓟௦ㅰ，ࢿࣕࢳルをしたリンࢦ㓟出の結果，細胞内のリンࢦ㓟が

ῶᑡする。リンࢦ㓟添加はẼᏍ㛢ཱྀをㄏᑟすることから，ẼᏍ㛢ཱྀにおけるリンࢦ㓟の重要性はᗈくㄆ

識されているにも関わらず，リンࢦ㓟ㄏᑟẼᏍ㛢ཱྀのࢩグࢼルఏ㐩機構は明である。そこで，本研究

ではࢩグࢼル分子を同定し，リンࢦ㓟がࢿࣕࢳルά性を制御するかをホ౯した。 

【方法࣭結果】モデル᳜物であるࢩロイࢼࢬࢼࢾを用い，リンࢦ㓟ᛂ⟅に関わる㑇ఏ子を㡰㑇ఏᏛ的に

㑅ᢤし，ࢩグࢼル分子を᥈⣴した。その結果，アニ࢜ンࢿࣕࢳルである SLAC1 を同定した。␗✀発⌧⣔

としてアࣇリࢶ࢝メ࢚࢞ル༸母細胞を用い，ࢩロイࢼࢬࢼࢾ⏤᮶ SLAC1 を༸母細胞に発⌧さࡏた。その

後，༸母細胞にリンࢦ㓟をฎ⌮し，SLAC1 ά性を㟁Ẽ生⌮Ꮫ的ᡭ法により解析した。その結果，SLAC1
༢⊂発⌧では，リンࢦ㓟は SLAC1 ά性へ影響をཬࡰさなかったのにᑐし，SLAC1 リン㓟化キࢼーゼであ

る OST1 をඹ発⌧さࡏると，SLAC1 ά性がリンࢦ㓟によりቑ加した。さらに，OST1 㠀౫存的にά性型と

なる SLAC1 リン㓟化࣑࣑ック変␗体を༢⊂発⌧さࡏたとこࢁ，SLAC1 ά性がリンࢦ㓟によりቑ加した。 

 
 
 

㹅－㸴 ࢩࢩࣈン㓟によるᏍ㎶⣽⬊内ࣝࢢタ࢜ࢳン㔞ㄪ⠇機構の解᫂ 

○▼ཎឿᚰ，㛗ᶫ大ᶞ，ᶓ井㝯ᚿ，᐀ṇኴ㑻，୰ᮧᐅ╩，ᮧ⏣ⰾ⾜ 

（ᒸ山大院・⎔ቃ生命） 

 

 

【目的】᳜物⾲⓶に存在するẼᏍは，୍ᑐのᏍ㎶細胞にᅖまれた小Ꮝである。⇱ࢫトࣞࢫにᛂ⟅して

生合成される᳜物࣍ルモンのアブࢩࢩン㓟 (ABA) は，ࢩグࢼルఏ㐩⤒㊰をしてẼᏍ㛢ཱྀをㄏᑟし，

ᩓによるỈ分ᦆኻを抑制する。⎔ቃ่⃭によるᏍ㎶細胞の㓟化㑏元≧態の制御は，ẼᏍの㛤㛢㐠動のㄪ

⠇に関わっている。グルタ࢜ࢳンは，細胞内に㇏ᐩに存在する࢜ࢳール化合物であり，㑏元型グルタࢳ

て，GSHࡌン (GSSG) が存在する。細胞内の㓟化㑏元≧態の変化にᛂ࢜ࢳン (GSH) と㓟化型グルタ࢜
と GSSG の⃰度比 (GSH/GSSG) が変化する。また，ࢩロイࢼࢬࢼࢾのᏍ㎶細胞には周ᅖの⾲⓶細胞と比

㍑して㧗⃰度の GSH が存在する。当研究室の研究より，ࢩロイࢼࢬࢼࢾにおける ABA ㄏᑟẼᏍ㛢ཱྀが，

Ꮝ㎶細胞内の GSH 量のῶᑡをకい，また，Ꮝ㎶細胞内 GSH 量の人Ⅽ的なῶᑡによってಁ㐍されること

から，GSH はᏍ㎶細胞 ABA ಙྕఏ㐩において㈇の制御因子として働くことが♧された (Okuma et al., 
2011)。しかし，ABA が GSH 量をῶᑡさࡏるメ࢝ニ࣒ࢬ，そして GSH 量のῶᑡが ABA ㄏᑟẼᏍ㛢ཱྀを

ᙉめるメ࢝ニ࣒ࢬは明である。本研究ではこれらのメ࢝ニ࣒ࢬを明らかにすることを目的とした。 

【方法࣭結果】ࢩロイࢼࢬࢼࢾの野生株と ABA ，ル因子の㑇ఏ子を破壊した変␗᳜物体を用いてࢼグࢩ

ABA がㄏᑟするẼᏍ㛢ཱྀおよࡧᏍ㎶細胞における ABA がཬࡰす GSH 量への影響をㄪᰝした。さらに，

細胞内 GSH/GSSG 比の測定を可能にする㸰ບ㉳㸯蛍光のࣉローブ (GRX1-roGFP2) を発⌧さࡏた株を用

いて，ABA によるᏍ㎶細胞内 GSH/GSSG 比への影響をㄪᰝした。 
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㹅－㸵 ᳜≀生ṪჾᐁⓎ㐩にࡅ࠾る COPϩ小⬊㍺㏦因子の機⬟解析 

○ᰘཎ ⵇ 1,2，Aboulela Mostafa1，⏣୰ඃྐ 1，⻏㇂༟ኈ 1,2，୰ᕝ ᙉ 1,2
 

（1島᰿大・⥲⛉2，ࢭ島᰿大院・⮬↛⛉Ꮫ） 

 

 

【⫼ᬒ࣭目的】᳜物の生Ṫჾᐁ，≉にⰼ⢊の発㐩において小胞㍺㏦が重要な役割を果たしていることが

明らか機能解析を行うことにした。ࢩロイࢼࢬࢼࢾには，7 ✀㢮の Sec23 モログ㸦AtSec23A~G㸧が存࣍

在しており，当研究室において AtSec23A ༢⊂破壊株およࡧ AtSec23D ༢⊂破壊株でⰼ⢊の⾲ᒙ構㐀であ

る࢚キࢩンの⥙目パターンが␗常になること，また atsec23ad二重破壊株では࢚キࢩンやタ࣌ート細胞㸦ⵂ

の᭱内ᒙに⨨し，ⰼ⢊ᙧ成に働く㸧の発㐩が大きく阻害されることが見いだされ，AtSec23A およࡧ

AtSec23D がⰼ⢊ቨᙧ成にᚲ要な⬡質およࡧタンパク質の ER 出をㄪ⠇することによってⰼ⢊ቨの発㐩

およ࢚ࡧキࢩンのパターンᙧ成の役割をᢸっていることが♧၀された。本研究ではの Sec23 モログ࣍

である AtSec23F について，༢⊂あるいは二重破壊株を用いてⰼ⢊ᙧ成への影響をㄪべることにした。 

【方法࣭結果】AtSec23F の༢⊂破壊では⾲⌧型が観察されなかった。次に AtSec23A との二重破壊株

atsec23af およࡧ AtSec23D との二重破壊株 atsec23df を作製して観察した。atsec23af 二重破壊株では

atsec23a に㉳因する࢚キࢩンパターン␗常(⥙目がⲨい)に加え，᪂しい⾲⌧型としてⰼ⢊がつࡪれⵂから

のᨺ出がపୗすること，⛱性がపୗすることが見いだされた。atsec23df 二重破壊株ではⰼ⢊の発㐩が大

きく阻害され，⛱性が大きくపୗすることが見いだされた。 

 

 

 
 
 

㹅－㸶 ᳜≀ࣔࣝ࣍ン・ࢩ࣮࢟࢜ンのάᛶ酵⣲に㛵ࡍる◊✲ 

○ᮧ上ᑑᇶ，᪂井୍ྖ，ᕝῲ ᣅ，➟ཎ༤ᖾ 1，⚟井ᗣ♸，ᯘ謙୍㑻 

（ᒸ山⌮大・⌮，1ᮾி㎰ᕤ大院・ࣙࢩ࣮࣋ࣀࣝࣂ࣮ࣟࢢン） 

 

 

【目的】࢜ーキࢩンであるインࢻール 3-㓑㓟㸦IAA㸧は⬇発生，ⰼⱆᙧ成，ഃ᰿ᙧ成，㡬ⱆඃໃ，光࣭

重ຊᒅ性など，᳜物の分化࣭成㛗のあらࡺる局㠃に関与する。࢜ーキࢩンの⤌⧊࣭細胞⃰度のㄪ⠇には，

生合成とともにά性化による制御が重要であることが♧၀されている。IAA のά性化については，

㓟化，アࣀ࣑㓟複合体化，㓄⢾体化，ࢫ࢚テル化など複数⤒㊰の存在が♧၀されている。また୍時的な

IAA のά性化㸦㈓ⶶ体化㸧と可㏫的な分解では，その生⌮的意義が全く␗なると᥎測されるが，こ

れまで，IAA ㈓ⶶ体のά性化については明らかでなかった。我々は，これまで࢜ーキࢩンの可㏫的

なά性化体であると考えられてきた IAA-アࣀ࣑㓟複合体㸦IAA-Asp࣭IAA-Glu㸧が୍時的な IAA の

ά性化による㈓ⶶ体として機能している結果をᚓた。また，それらの IAA-アࣀ࣑㓟複合体の᳜物体内で

のά性化に ILR1/ILL ⩌の酵⣲㑇ఏ子が関与していることを☜ㄆした。 

【方法࣭結果】ILR1/ILL 酵⣲㑇ఏ子のḞኻ変␗体にᑐして，IAA-アࣀ࣑㓟複合体のㄏᑟ体をᢞ与したと

こࢁ，ilr1 ill2 iar3 ୕重変␗体は，ឤཷ性を♧さなかった。その中で ILR1 酵⣲が IAA-アࣀ࣑㓟複合体の

ά性化の要な役割を果たしていると考えられた。そこで，ILR1 酵⣲の大⭠⳦での発⌧を試みたが，

ᑒධ体としての発⌧はㄆめられたものの可⁐性酵⣲としてはᚓられなかった。᭱ ⤊的に ILR1 酵⣲を࣒ࢥ

㓟複合体にᑐするࣀ࣑ることに成ຌした。この⤌え酵⣲を用いて，IAA-アࡏ細胞発⌧⣔で発⌧さ↓ࢠ

 。をỴ定したࢫクテࢿイ࢝
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㹅－㸷 ࢩ࣮࢟࢜ン௦ㅰ酵⣲ GH3にᑐࡍる㜼ᐖの㏿ᗘㄽⓗ解析 

○᪂井୍ྖ，㉥ᕊᏕኴ，⚟井ᗣ♸，➟ཎ༤ᖾ 1，ᯘ謙୍㑻 

（ᒸ山⌮大・⌮，1ᮾி㎰ᕤ大院・ࣙࢩ࣮࣋ࣀࣝࣂ࣮ࣟࢢン） 

 

 

【目的】᳜物࣍ルモンの୍✀である࢜ーキࢩンは，᳜物の様々なᙧ態ᙧ成や⎔ቃᛂ⟅の制御に関与する。

ンά性化ࢩーキ࢜，ンの⃰度ㄪ⠇には，生合成とともにά性化⤒㊰が重要と考えられるがࢩーキ࢜

⤒㊰はいまだ明らかとされていない。GH3 㑇ఏ子は IAA-アࣀ࣑㓟複合体の合成酵⣲をࢥーࢻしており，

IAA の௦ㅰά性化に重要であることが♧၀されている。GH3 は 20 ௨ୖの相同性の㧗い㑇ఏ子からなり

いに機能を相⿵するため，Ḟኻ変␗による㑇ఏ子Ꮫ的アࣉローࢳでは，GH3 の生⌮的機能の解析はᅔ

㞴であった。我々は GH3 酵⣲にᑐして≉␗的できわめてᙉຊなά性を♧す阻害剤を製した。今ᅇ，GH3
阻害剤の作用機ᗎを明らかにするため，数✀㢮の GH3 についてྛ基質㸦IAA,ATP，Amino acid㸧にᑐす

る阻害剤の阻害様ᘧを᳨ウした。 

【方法࣭結果】大⭠⳦で発⌧さࡏたࢩロイࢼࢬࢼࢾの GH3-5, GH3-6, GH3-17 について，酵⣲ᛂを行い，

ᛂ生成物である IAA-アࣀ࣑㓟複合体を蛍光 HPLC で定量し，酵⣲ᛂの㏿度ㄽ的解析を行った。阻害

剤の⃰度を 200-800 nM の⃰度で加え，それぞれの基質にᑐする阻害剤存在ୗでのᛂ㏿度を測定し，

Sigma Plot で解析した。その結果，GH3 阻害剤は，基質である IAA にᑐしてᣕᢠ阻害を♧し，ATP にᑐ

してᣕᢠ阻害を♧した。 

 

 

 
 
 

㹅－10 ᪂つ HTL/KAI2ࢺࢫࢽࢦの〇◊✲ 

○⚟井ᗣ♸，ὸぢᛅ⏨ 1，ᯘ謙୍㑻（ᒸ山⌮大・⌮，1ᮾ大院・ᛂ生） 

 

 

 

【⫼ᬒ࣭目的】 
HTL/KAI2 加Ỉ分解酵⣲は，↮⏤᮶の物質である Karrikin をཷᐜし，✀子発ⱆをㄏᑟする。また，㉥Ⰽ光

ୗや㐲㉥Ⰽ光ୗでの⬇㍈ఙ㛗を抑制するなど，光ᙧ態ᙧ成に関わっていることもሗ࿌されてきた。しか

しながら，内在性の HTL/KAI2 ά性化物質はこれまで明らかとされておらず，HTL/KAI2 の生⌮的な意義

は未解明な部分が多い。ᚑって，さらに研究を㐍ᒎさࡏていくୖで，関㐃する変␗体のྲྀᚓを目的とし

たࢫクリーニングや，分子生物Ꮫ的に HTL/KAI2 の機能を解析することが可Ḟである。そこで，大量

に౪⤥可能な合成 HTL/KAI2 アࢦニࢫトの㛤発が᭷用であると考え，製を試みた。 
【方法࣭結果】 
HTL/KAI2 タンパク質は，᳜物࣍ルモン࣭ࢫトリࢦラクトンのཷᐜ体である D14 のパラログであり，こ

れまでに合成ࢫトリࢦラクトンの୍✀によってά性化されることが明らかにされている。しかしながら，

この化合物をᚓるためには光Ꮫ分割やࢼ࢚ン࢜ࢳ㑅ᢥ的な合成法をᚲ要とするため，ධᡭにᅔ㞴がకう。

また，Karrikin もᑡ量で㠀常に㧗౯なため多量に用いることはᅔ㞴である。我々の研究グルーࣉでは，こ

れまでに D14 㑅ᢥ的に作用する化合物の㛤発を目的とした合成研究を行い，デブラࣀン㢮とྡけた୍

㐃の化合物⩌をྲྀᚓしてきた。本研究ではこれまでにᚓられてきた▱見をもとに，HTL/KAI2 㑅ᢥ的に作

用する化合物の᥈⣴を行い，目的とする HTL/KAI2 㑅ᢥ的合成アࢦニࢫトの製を㐩成した。 
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