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LING (1962)" ilIustrated only tubular cysts. The present. writer noticed that tubular 

cysts were rather commonly encountered. 
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藻類i乙於ける Acrylicaciclの生化学的

存在意義について

片山輝久*

T. KATAYAMA: Biochemical Significance of the 

Existence of Acrylic acid in Algae 

著者は海謀の揮発成分の化学的研究の途上 acrylicacidの存在を確認し

て報告した1・.)。

一方 CHALLE陥 ERら町は Polys糾 oniafastigiata中!と dimethylpropio-

thetinの存在を確認した。 dimethylpropiothetinは他の 2，3の海藻中にも見

出されている的。亦 CHALLENGERら7)はdimethylpropiothetinを冷アルカリ

で処理すると dimethylsulfideとacrylicacidを生ずる乙とをみている。

ANDER釦 N ら8) は Polysiphonialanosa (P. fastigi'ata)より酵素を単離

し，合成した dimethylpropiothetinIこpH5.1で作用せしめ dimethylsulfide

* 広島大学水畜護学部水産化学教室
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と acrylicacidを生ずる ζ とを明らかにした。

然し dimethylpropiothetinより生じた dimethylsulfid巴と acrylicacidの

生化学的立義については未だ明らかにされていない。 2広字;は実験平内{ζ於て

acrylic acidより ammonwを添加する ことによりrriiJpに alanineを介成し行
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第 1図 純 acetic，propionic， acrylic， Il-blllyriじ， iso¥'aleric aciclの分離

Colllmn: 1st. Colllmn， 2 m silicone DC Containing 10% (w/w) stearic 

acid was adclecl to celeit 545 (1: 2)， 2nd Colllmn 2 m reoplex 200・

celeit 545 (20: 80). Carrier He， flow rate 40， Press 0.45/cm2， Bridge 
cllrr. 12 V 80 mA. Colllmn temp. 160oC， Chart speed 10 mmfmin 
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た。広>，休内lζ!l:ても acrylicacidは ammonia，ammonium J];~の存在lζ於て簡

単IC:alanineになると とを推定した。

実験方法並びに実験結果

1. 部~mrll !c: j/~ ける acrylic acidのH(1i認

iぬ誌を水蒸気蒸溜iして符られた沼!被を巴ther!ζて11111-1:し， ether ~11 i11\物

は amine類を除去する目的で平和塩般にて洗携した後，飽和軍宙71<.，ζて洗総 し

て脂肪酸区を分取した。脂肪酸区は更に低級脂肪酸と高級脂肪酸に分つ1=1的

で'71<.溶性区分と水lζ不溶区分に分別した。水溶性区分(低級脂肪酸区)は gas

chromatography にかけ acrylicacidの存在をlj'((;t忍した。

，......， h...~恥山問、山岬…，-り

第2図 Ull'O j)('rtusaアオサのjijI発成分の低級脂肪酸区の gaschromatography 
Columnその他の条件は第 1図と全く同じ
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第 1表 Acryliじ acidの脊在を確認した

海藻 (dimethyls111fide，Hydrogens111fideを含む)

Chloroplyceae Phaeophyceae Rhodophyceae 

Ulva Entero-Codul/JI. 
Lα1/11-

SGrgd5-Fucus Ds海tfSJJ人IWρM事Jedぷ l~or. 
ρertusa II/.oltlla ji-agde 

lIarta SWJI. SP.IVどsicuLa- ρ11)リ 叫

コン 7sp. 
ウミ sllsl ':~"r :~，，'.- 1 tCllera 

アオサ アオノ リ ミ Jレ
トラノオヒノミマタ アサ クサノリ

Dim巴thyl
十 + + + 土 + 斗ー + 

s111fide 

l-lydrogen 
+ + + 十 + sulfide 

Acrylic acid + + + + + + + + 

保i考 +多iil，:t少量

2. Acrylic acidよりalanineの生成

Acrylic acid IC濃ア ンモニア水を加え pI-I7.0とし，約 3li寺間巡流冷却君主

6・〈

第 3図 Fucus vesiculoslIsヒノママタの主u発成分の低級脂肪磁区の

gas chromatography 

Columllその他の条件は第 l凶と全く同じ
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18 藻類第12巻 第1号昭和39年4月

をつけ加熱し後， Duolite A4の columnchromatography にかけJ濃縮後，

But OH : Acetic acid : H20 (4 : 5 : 1)を展開剤として paperchromatography 

にかけると acrylicacidの約 95%は alanineになっている乙とを明らかにし

た。従って謀体内l乙於て dimethylpropiothetinより生じた acry1icacidは海

水中の硝酸塩 ammonium塩より alanineになり得る乙とを推定する。

論議

dimethylpropiothetinの前駆物質は methionineである乙とが G郎副E的

により明らかにされた。即ち

_ decarboxvlation 
CH3SCH2CH2CH (CοOH 

A---¥ 
NH. 

methionine 
deamination 

lωati叩

CHaSCH2CHzCH3 - >  CH，.S.CHzCH.COOH 
一一→
CcUnit CHa¥ゲCHzCHzCOOHCH3/ 

dimethy lpropiothetin 

更に AND四回Nら町は

CH3¥ じH¥S+CH2CHzCOOH - >  ~f}3;S+CH2=CHCOOH CHa/ 一一・ CH;; 

〆F ・・事

GSSG 2GSH 
dimethylsulfide acrylic acid 

乙の acrylicacidは

f 官 -8 -Il~..町、

CHz=CHCOOH手CHz=CHCOOH
T T T T 

NH2 H a'- HNz 
↓ 

CHzCH2COOH +CHaCHCOOH 
NH2 NH2 

β-alanine a-alanine 

即ち alanineが生成される。従って藻類採収後硝酸塩， ammonium塩に

浸演するととにより acrylicacidの臭気を減じ，香気を改良すると共にアミ

ノ酸増加に役立つものと考えられる。
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SummaI'y 

The author images that alanine wilI be synthesized from acrylic acid whieh 

comes from dimethylpropiothetin. 

Alanine was synthesized Jrom acrylicacid and ammonia solution and about 95 

per cent of ac.ry.Iic acid was converted to alanine in the laboratory. 

It should be noted that acrylic acid， which has been detected in Chlorophyceae， 

Phaeophyceae and Rhodophyceae by gas chromatography technique may be derived 

to alanine by algae in the process of .assimilating ammonium nitrate or nitrite. 
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Genus MOJlostromaヒトヱグサ属の生活史

広瀬弘幸*・吉田啓正林

H. HIROSE and K. YOSHIDA: A Review of the Life 

History of the Genus MOllostrollla 

H. KUNIEDAI5) が 1934年にヒトエグサ属 Monosl1'omaをアオサ科 Ul.

vaceaeから分離してヒトヱグサ科 Monostromaceaeを新設したのは，ヒトエ

グサ属の 1務の生活史に基づいていたものであった。同校の報告した積では

その本体は配偶子を形成する体だけがあって，配偶子が合体して生じた接合

子は決して多細胞体に生育することなし単細胞の cystの姿で長日月存続

し，やがて cystの内容の全部が波定子になり，放出された瀞走子が発芽して

本体になるの乙のような生活史の型がヒトエグサ属内のすべての種に共通し

キ 神戸大学理学部生物学教室 Instituteof Biology， Faculty of Science， Kobe. 
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