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In acute suppurative myositis, when the pathogenic staphylococcus invades the 

skeletal muscles, it does so in succession, and manifests the sign of polymyositis 

clinicall~·. Wh~’ does this staph,dococcus that has invaded the muscle once, form the 

metastasis in the muscle alone successivcb・ thereafter? Prof. Dr. Yo OzAwA (1927) 
has maintained that vitamin B1-de白ciency has a profound significance in the 

occurrence of myositis, as, in Japan, there are many cases of both beriberi and 
myositis, especially most of myositis cases show the beriberi-like clinical symptoms 

and the intravenous injection of the m~·ositis strain into ¥・itamin B，ーdeficientrabbit只
or pi酔 onsresults in a more frequent occurrence of muscle abscesses, as compared 

with the normal animals. 
The author, just like Masaki, one of our co-workers, basing our them・3・the

nature of the tissue-affinities is the phenomena of the adaptation of microorganisms 

to the tissue environment, examined whether the occurrence of myositis would be 
more frequent in the state of vitamin B1-de白ciency or not. Staphylococcus aureus 

F・D・A・209-Pof the same origin was subcultured successh・cly even’ 24 hours at 

37°C in such media (pH 7.0) as the skeletal muscles extract, the bone”marrow 

、extractand the skin extract. These strains were called the muscle-adapted strain, 

the bone-marro切 －adapted strain and the sl~in-adapted strain respectively. Besides 

them, the following strains ; the myositis strain, the osteomyelitis strain, the 

furuncle strain and the carbuncle strain isolated from the clinical cases, were 
used. 

Experimental results are summarized as follows：ー
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(1) For the vitamin Bi-deficient rats, myositis did occur following an intrave-

nous injection of the staphylococcus, but muscle abscesses developed following its 

intramuscular injection. In addition, the minimum amount of the staphylococcus 

required for this occurrence was lower, as compai℃d with the normal rats. 

(2) B~· the intravenous staphγlococcus injection, m.rnメitisoccurred in the rabbits 

and the pigeons, though not in the rats. And it was considered that the regional 

difference of abscess caused in the organ, following the intravenous injections of the 

staphylococcus for these animals, wa日 attributableto the sensitivit~· to the staphylo・

coccus of the organ of each animal. 
(3) The pyruvアicacid content in the muscles of vitamin Bi-deficient rats was 

great and the muscle extract of these rats accelerated the growth of staph~·lococci 

very much, as compared with that of the normal rats. 

( 4) In the examination of the remaining amount of staphylococci in the 

muscles after the intra＼官iousP12-labeled staphγlococcus in,iection, it ＇＇’加 knownthat 
these amounts in the vitamin B1-cle白eient rats had lJ仁en not叩 greatas those in 

the control rats, and that thc1℃＼＼＇山 little difference bet¥1ccn the sl、℃lctal muscle-

adapted strain and its parent strain in the corresponding amount. 

(5) Pyruvic acid, as well as glucose, accelerated the growth of each strain, 

especially in the skeletal muscle-adapted strain, the m~·ositis strain, the skin-adapted 

strain, the furuncle strain ancl the carbuncle strain. 

(6) In the sl¥cletal muscle-adapted strain and the mycsitis strain, the dissimi-

lation amount of p~-ruvic acid and the p~Tuvic clehydrngenase activity were both 
highly accelerated, and in the skin-adapted strain, the funmclc strain and the 

carbuncle strain, such activities m℃re moclcratcl>・ accelerated.人ndalthough there 

was no di庄町、enccin th℃ car¥Joligase activity of each adapted strain, tl1e accelera-

tion wa日 recognizedin the rn_¥・oメitis strain, the furuncle strain and t1てccarbuncle 
strain among the pathogenic strains. 

(7) In order to explain the acceleration in the dissimilation amount of pyruvic 

acid and the Jl.¥TUvic deh_¥'drogenase activitγ，the IJ.¥Tuvic acid content in the skeletal 
muscles was measured and i臼 content was found to be great. The skin-adapted 

strain showed a comparatively high m勾・maticactivit;,・, and the pyruvic acid content 

in the skin w山 approximatelyγthesame as that in the skeletal muscles. This fact 

indicated the possibility that the enzymatic 町・stemof the m・.ruvic acid metabolism 

is formed as an adaptive e11Zγme. 

(8）人fter the staph_¥・lococcus injections into muscle, skin and bone-marrow, 

the chang-e日 ofthe biochemical environment ol・thein日ammat01・yI℃日ions, especially 

the increase and elect℃ase in the JlHuvic acid content n℃re investigated. The 

pyruvic acid content exhibited a slight decrease one hour after the injections into 

the muscle and the skin, but it increased markedly 24 hours later in the injected 

regions and in these neighbouring ai℃as. The acceleration of the enzymatic activit；.・ of

the P.¥Tuvic acid metah：〕！ismin the myositis strain, the furuncle strain and the 

carbuncle strain, resulted possib!;.・ from the formation of an adapti1℃ enz_¥ me owing 

to the increase of the JJ;.・n1vic acid content in the growth environment of the 
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staphylococcus. 

(9）九 Inthe enzyme of the pyruvic acid metabolism the dissimilation amount 

of the substrate and the mァruvic deh~·drogena問 activit~ァ could be actually formed 

as an aaaptive enzyme, though the carboligase activity could not be. 

(10) In the pyruvic acid metabolism of staphylococci, the dissimilation amount 

of the substrate and the pyruvic dehydrogenase activity could be hereditarily fixed 

due toぬesuccessive subculturing in the environment containing the substrate of 

the high concentration, though the carboligase activity could not be. 

On the basis of the above-mentioned results, the author couJd examine enzy-

mologically the myositis vitamin Bi-deficiency theory from the standpoint of the 

“HOST~PARASITE RELATIONSHIPS (Dubos）” and could prove the propriety of 

this theory. 

緒
.=. 
＝ = 

急性化膿性筋炎においては，病原ブドウ球簡は，ー

たび横古文筋を侵すとp 相ついで横紋筋のみを侵して，

多発性筋炎の臨床像を呈する．なに故このようにーた

び筋を侵したブドウ球菌は引つづいて筋のみに転移巣

を形成するのか．この点に関して，従来，病原体側と

被感染個体側との両面より種々の研究が進められて来

た．病原体側の研究はpその原因を雨の筋組織に対ーする

親和性に求める考え方であって山、わゆる l¥Iyostrain

と呼ばれる菌株が好んで筋のみを侵し叉筋のみに転

移すると考えるのである．これには更に多元論と ~］じ

論とがあってP すなわち Martinotti(1898）は筋組織

に親和性の強い菌株を臨床例から分離しp Staphylo・

coccus polymyositicusと命名しP この菌の血行内注

入によって筋膿蕩の必発することを示し，石原(1955)

は筋炎p 骨髄炎などの起炎菌はp 遺伝的に固定された

強い組織親和性を有し，かつそれぞれ独自の化学的特

性を有することを実証しp 筋炎，骨髄炎などの起炎菌

の組綴親和性を多元論の立場から説明した．

最近の遺伝生化学研究によると，紙菌の代謝，更に

はその性格を決定する酵素構造は恒常的なものではな

し与えられた栄養分，その他の外因の条件によって

特異的に変化し，しかも遺伝的にもこの関係が固定化

されることが明らかとなっている．この観点から，さ

きに教室真先（まさき） (1956) I士，同一肉株より出発

したブドウ球菌をp家兎の横紋筋浸出液p骨髄浸出液を

含む培地に継代培養，務噂して得た各菌株がp それぞ

れいわゆる Myostrainまたは Osteostrainと酵素化

学的に相似た枠性を有するようになり，叉E乱物実験に

おいてもそれらの菌株が家兎に定型的な筋炎または骨

髄炎を惹起せしめることを明らかにした．すなわち菌

の組綜親和性を一元論的に適時酵素の立場から理解す

ることの合理性を強調した．

一方p 被感染個体側の研究としてはp 小沢（1927)

の筋炎ピタミンB1欠乏説がある．

この説はp 筋炎が脚気とともにわが国にとくに多く

発生する点p 実験的に白米病家兎または鳩に人筋炎起

炎粛を血行内注入するとp 対照に比して著明に筋膿疹

を多発する点，および臨床的に筋炎患者の性，年令，

職業についての関係、が，脚気のそれと一致しp かつ筋

炎患者に脚気症状を呈するものが多い点，の三点か

ら多発性筋炎の発症には被感染個体のピタミンB1欠

乏が重要な意義を有すると考えたものである．しかし

ながら，この説については賛否両論があって，西野

(I 933) I 奥田(I952）は統計的観察から筋炎とピタミン

B1欠乏との関係を否定し p また西脇 (1951)は筋炎患

者の血中ピタミン81量を測定してP 欠乏は認められな

かったと報告し，岩切（1955）も家兎においては筋炎

発症前後に血中ピタミンB1量の低下を認めなかったと

報告している．これに対して小沢はp ピタミンB1欠乏

は筋炎発症Lこいたる過程においてのみ，意義があると

反論している．さらに嶺 (1952）は腸チフス菌筋炎に

つきピタミンB1欠乏の影響を検討しP ピタミン81欠乏

はチフス伝i筋炎発症を促進することを示しp 荒木教授

(1952）はこの実験に闘して，おそらくブドウ球菌筋

炎においてもp ピタミンB1欠乏は筋炎発症促進の要因

であろうと述べられた．

ピタミンB1欠乏症に関連しも皮膚科領域において

はp 再発性化膿性皮膚疾患患者に，脚気様症状を呈す

るものが多しこれらの患者は潜在性ピタミンB1欠乏

状態にあることが認められており，斎藤(19521，藤垣
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(19531，高宮（1955）によってP ピタミンB1欠乏と化

膿性皮膚疾患との関係が指摘されている．

ピタミンB1は CocarboxylaseとしてP 焦性ブドウ

酸（以下焦イと略す）酸化酵素の重要な補降素であ

りp Peters (1936）はピタミンB1欠乏によってP 組織

焦プの酸化が障害されることを明らかにし， Platt

(1936）はピタミン B1欠乏に際してF お lfi~l1S に（t、ブの蓄

積がみられることを明らかにした．

ピタミンB1欠乏が筋炎発症をl)E進するとするなら

ば，被感染個体側においてはp ピタミンB1欠乏によっ

て筋組織にブドウ球菌をよりよく発育せしめる化学的

環境を生じなければならないわけでP この点に関して

はp Platt (1936）の示した，組織焦プ量の増加が意義

を有するものと考えられるコ、更に実験的に検討され

る必要がある．

一方p 病原体側についてはp 筋炎起炎菌がp 単にピ

タミンB1欠乏によるp 感染防禦力の低下によってP 元

来親和性を有する筋紅織に止着p 発症しやすし、のであ

ろうと推定するのはp 早計と三わねばならぬ．なぜな

ればp 伊藤（1948）が筋は皮鹿につし、で焦プ量の多い

組織であるとしている点，および百原（1955），真先

(1956）られ，筋炎起九品1，横紋筋適応菌は焦プによっ

てP発育促進をうけるとしている点などより考えるとp

前九市の筋組織に対する親和性に関与した酵素とし

てP 焦プ代謝酵素系が成立し，ピタミンll1欠乏lごよる

焦プの増量Lおかかる酵素系に対する基質の増量を来

たすことになりp 適応酵素系として成立しない場合よ

りも一層筋組織における菌の発育を促進するものとも

推定されるからである．

ピタミンB1欠乏状態において筋炎の発症は促進され

るか？促進されるとするならばp その本態はなにか？

私はp これらの問題を解明せんとしてp 以下の実験

を行った．

実験第1 黄色フドウ球菌F・D・A・209-P株を家兎横紋筋，骨髄

および皮膚に適応せしめるための培養上の基礎実験，な

らびにこれに附随した 2,3の実験

真先（1956)I t，ブドウ球繭を組織に1盈応させる方

法として，普e遇寒天培地にWi

え， 三j[らに菌を継代培養して各適応菌を作製し，実

験に供した．又土倉(1959），前回（1959）はこれを改

良し，寒天培地の代りに組成の明らかなアミノ酸合成

培地を用いて適応菌を作製した．私は，まずp ブドウ

球関のような heterotrophicの細菌による炎症の場合

には，組織にはその発育を支えるに十分な栄養源がな

ければならぬと考え，組織浸出液のみにおける培養の

可能性の有無じ組織浸出液のみに継代して得られた

蘭の組織に対する適応状態などをまず吟味しp 更に各

組織浸出液を培地とした場合の副知株の発育度をみる

ことによって，それらの組織親和性を直接比較検討し

た．

第 1章横紋筋，骨髄および皮膚浸出液を

培地とした際の，貰色ブドウ球菌

F・D・A・209層 P株増殖曲線

1 J) 実験材料

(i) j,}i紋iii11骨髄および皮肉UIL',i夜J(,J[r!

体重約2kg前後の家兎を脱血死せし九大腿，＇；（；横紋

筋p大腿骨骨髄p 剰j毛した躯幹部の皮膚をpそれぞれ採

取秤量し，同重量の海砂および30倍量の蒸溜水を加え

て乳鉢内で磨砕しp遠心沈澱して上清をとり p東洋鴻紙

pH ，よ~；；~~］~.I/JON NaOHをもって出 7.0に，：,r;J'11宅し，これ

らをSeitz滅過器でi減過川氏lし，予め乾熱滅的した試験

管にJOcc宛分注して培地とした．使用に際しては， 37°

c, 24時間勝置して無菌状態であることをたしかめた．

(ii) 標準プドウ球菌

本学微生物学教室保存の黄色ブドウ球菌 F・D・A・

209-P株．

121 実験方法

各浸出液培地に， F・D・A・209-P株を烏潟沈澱計に

よってP 菌0.2mgを蒸溜水JOccに懸濁したものを， 0.1

ccづっ接種し，一定時間毎に培地の一部を採取して，

ベツクマン分光光度計，波長660mμをもって比濁し，

予め作製した，鳥潟沈j殿計によって測定した菌量と濁

度との標準［I’q山こよって，菌宣に換算した．

131 実験成績および小括

組織浸出液のみを培地とした場合においても，菌11

よく発育した．横紋筋浸出液において11／もよく発育しp

骨髄p 皮膚のそれらがこれについだ（図 1）.菌増殖

が定常期に入るのはp ほぼ16時間であって，細菌の適

応現象においてp 酵素形成の最も盛んな時期はp 菌増
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図1 横紋筋，骨髄，皮膚30俗浸出液を培地とせ
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る黄色ブ ドウ球菌 F・D・A・209・P 株の増
嫡曲線
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殖の対数期に一致するとされている点からP I 世代24

時間の継代培養によってP 適応菌を作製した．

第 2章各適応菌の作製と，真先（まさき j

の方法による適応菌との適応度の

比較

(1）実験材料

( i) 継代矯養用組織浸出液培地

第 l宣言に記載した方法によってえた各組織の4倍浸

出液を 5CCづっ試験管に分沖．

(ii）適応度判定用組織20倍浸出液培地

(iii）組織浸出液加寒天培地

家兎横紋筋，骨髄および皮廟-if吾浸出液の各々0.5cc

を普通寒天培地4.5ccに加えたが， 普通寒天培地はp ポ

リベプトン（武田） lOg，肉エキス （極東）!Og, NaCl 

Zg，寒天（半井） 20gを蒸溜水 Il中に溶解してPpH7.0 

に調整し，試験管に 4.5cc宛分注し， オートクレープ

によって 2気圧， 120°C,15分間て’減関したもので，こ

れらが約50℃に冷却した時に，上記浸出液をそれぞれ

0.5ccづっ加え，よく混和してF 冷却凝厨せ、しめて 作

製した．

(iv）標準フ．ドウ球菌

F・D・A・209・P株．

(2），実験方法

(i）継代培養

各組織浸出液培地ならびに各組織浸出液加寒天培地

に， 同一菌株に出発したF・D・A・209・p株を接種， 37°

c, 24時間嶋置培養しP 各々40代継代培養した．

組織浸出液培地による継代培養に際してはp 雑l長lの

混入を防ぐためP 各代毎にp 継代培地から菌液 l白金

耳をとって，普通寒天培地上に培養してP l'.Ri集；：議を吟

味しp 更に塗抹鏡検した．以下横紋筋浸出液に継代し

て得た菌を横紋筋適応菌，骨髄浸出液のそれを骨髄適

応菌，皮膚浸出液のそれを皮膚適応菌と記載する．

(ii）各適応菌と真先の方法による適応蘭との適応度

の比較

横紋筋20fき浸出液培地に原料一p ;r先の方法による横

紋筋適応菌および機紋筋浸出液のみに継代した横紋筋

適応菌を接種しp 又一方骨髄20倍浸出液培地に原株，

真先の方法による骨鎚適応菌および骨髄浸出液のみに

継代した骨髄適応菌を接種し，他方皮膚20倍浸出液培

地に原株リ真先の方法による皮！脅迫応菌および皮！萄浸

出液のみに継代した皮婚適応菌を接種し， 37°C, 24時

間培養し，比濁法によって発育度を比較した．

(3）実験成績ならびに小指

各組織浸出液培地において，組織浸出液のみに継代

して得た適応菌は，真先の方法による適応菌よりも，

強い増殖を示した．

原株と各適応菌との発育度の比はp 各適応菌の，組

織に対する適応の程度を示すと考えられるものであっ

て，これを適応度と呼ぶことにした（図2). 

図2 黄色ブドウ隊旗 F・D・A・209』P 株を母菌

とせる各組織汁加寒天培地継代菌および各

組織浸出液矯地継代蔚の発育度の比較

乞苦処

Z 劇画・zolti;ts.:$. 骨位l岬れ或 虚構訓告が喰

LO 

晶

量

第3章各組織浸出液培地における各適応

菌および起炎菌の交叉培養による

菌発育度の比較

(I）実験材料

(i）各組織30倍浸出液培地

(ii) ~適応菌

(iii I包起炎菌

本院外科外来および入院慶者の膿から分離したp 筋

；；，と，骨髄炎，およびフルンケ Jj,, カルプンケルの起炎

附を，それぞれ 2株づっ使用したが，以下，筋炎起炎

菌 L L 骨髄炎記ん剥 I, Il，フルンケル起炎菌，

カルプンケル起炎筒と記載した．
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r2）実験方法

各組織浸出液士宮地に原株，各適応蘭p 各起炎菌を接

種し， 37。'C.24時間培養し，それらの発育度を比濁法

によって測定した．

131実験成績ならびに小括

横紋筋浸出液においては，横紋筋適応菌p 筋炎起炎

菌はよく発育し，皮膚適応菌， フルンケル・カルプン

年ル起炎菌はこれに近い発育を示した．骨髄浸出液に

おいては，骨髄適応菌，骨髄炎起炎菌がよく発育し，

横紋筋および皮膚適応繭p 筋炎起炎粛，フルンケル・

カルプンケル起炎菌などの発育は不良であった．皮肉

浸出液ではp 皮j脅適応菌，フルンケル・カルプンケル

起炎菌p 筋炎起炎蘭がよく発育しp 骨髄炎超炎菌は発

育が不良であった（図3). 

以上の成績から，横紋筋適応菌，筋炎起炎菌は筋組

織lこおいてP 一方皮！脅および骨髄適応菌，起炎菌はそ

れぞれ皮膚および骨髄において良好な発育を示すもの

と考えられ，又横紋筋適応菌と皮膚適応菌は比較的中日

似の性格を示しており， これは培地の側よりみれば，

横紋筋および皮膚組織はp 横紋筋および皮膚適応菌・

起炎菌をともに比較的よく発育せしめることを下して

し、る．

第28巻日本外科宝函

横紋筋，骨髄および皮騎浸出液培地におけ

る九適正：内；i，起炎菌の発育度の比較（交叉

培養）

J脅絞店； ~吾.:Ii .kit絶
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ビタミンBi欠乏白鼠を用いた筋炎発症実験，およびビタ

ミンB1欠乏白嵐横紋筋はブドウ球菌の発育に対して有利

か否かの吟味

実験第2

ビタミン Bi欠乏白鼠における筋

炎発症実験

第 1章

幼若白鼠をピタミンB1欠乏立砕｝をもって飼育しも

これにピタミンB1欠乏症状を発現せしめた上，黄色ブ

ドウ球菌F・D・A・209・P株l京株，白鼠横紋筋適応蘭な

らびに各起炎菌を血行内に注入して筋炎発症の有無を

検した．

又ピタ ミンB1欠乏白鼠大腿屈筋に原株および白鼠横

主’刊行法応l主lを．主人して，筋自主疹を発症するに要する忘i

一般にピタミンB1欠乏実験に用いられる動物は白鼠

および鳩である．家兎においては腸管内細菌によるB1

合成があるためか，典型的なB1欠乏症状をみることは

少ないとされておりp 千秋 (1930）も50%にしか症状

をあらわさないと述べている. fr鳴も又羽毛の色p 季凶

によって欠乏症状をあらわす率が異なり p 典型的な霊童

祭発作をみるのは藤田（1948）によると40～：＞0<＇＆，中

川（1955）によると 1/3であるという．したがって私は

白鼠を試獣にえらぴ以下の実験を試みた．
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量を比絞しp ピタミンB1欠之白鼠筋が筋店長蕩をきたし

易いかどうかを検討した．

(1）実験材料

(i) 白鼠： Wister系P 60～90g. 

(ii）被検菌

③ 原株，各起炎菌

＠ 白鼠横紋筋適応菌

実験第 lにおける家兎横紋筋浸出液核地に準じて作

製した白鼠横紋筋浸出液培地での20代継代菌を使用し

た．

121実験方法

(i）ピタミンB1欠乏白鼠の作製

白鼠雌雄10匹を 2匹宛糞食防止のため二重金網底と

した金網籍に入れp ↑互温室において（表 1）に示した

表 1

ビタミンB1欠乏基礎飼料組成

澱 粉 68 g 

カゼイン 18 

大豆油 8 

混合塩 4 

肝 f由 2 

混合塩組成

NaCl 20 g 

MgS04・7Hz0 64 

KH2P04 112 

Ca-lactate 29 

Na2HP04• !2H20 52 

CaHP04・2Hz0 112 

Fe-citrate 14 

ピタミン混合組成（ 1日1匹量）

ピタミンB2
ピタミンBs
ニコチン酸

20y 

20y 

500y 

パントテン酸Ca 150y 

ピタミンB1欠乏飼料をもって約30日間飼育しP 対照群

には 1日20γ のピタミンB1を上記飼料に添加したが，

飼料は加熱しp 団子として与え，自由飽食せしめた．

ビタミンB1欠乏の判定は最も簡便でしかも比較的正

確とされる体重測定法によった〔図4I. ピYミンB1欠

乏食投与後約10日で発育は停止し，後漸次体重は下降

した．ところが欠乏食投与後20日目にp ピタミンB15y

宛 5日間投与すると，著明な体重の増加を来たしPこの

体重の減少はピタミンB1欠乏によることを確め得た．

又裁物の性によっては欠乏症状発現に大差のないこと

図 4
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を知った．

(ii）菌血行内注入実験

’f原’＋

z.1. If 

3。
相 d•y•

ピタミンB1欠乏群p 対照群各27匹を用いp それぞれ

原株p 白鼠横紋筋適応菌＇ Zr起炎I苅をp白鼠体重 lOOg

あたり， lmg,2mg, 4mg宛昆静脈から注入し， 72時間

後剖検した．

(iii）菌筋肉内注入実験

ピタミンB1欠乏群，対照群の 6匹宛を一群とし，大

腿屈筋に原株および白鼠横紋筋適応菌を0.5mg,0.25mg, 

0.125mg, 0.06mg, 0.03mg, 0.015凹gのそれぞれを0.5ccの

蒸溜水に懸濁して注入し， 48時間後剖検し，筋膿蕩の

発症に要する最小菌量および筋膿蕩容積を測定した．

I 31実験成績ならびに小括

Ci）菌血行内注入実験では，どの菌種を注入した場

合においてt，遂に全例筋炎の発症をみることが出来

なかった（表2). 

(ii）菌筋肉内注入実験ではp 筋膿湯の発症に要する

最小菌量について有意の差を認めた．すなわち F・D・
A・209-P株原株注入群ではp 対照群は0.03mg以下の菌

量では膿療を発生しなかったのに反してP ピタミンB1
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対 照 群｜ 膿場jそ竺空竺－
r~；~丁瓦株［菌量！審判骨髄庁一｜腎 l 肺 l関節
1 F・D・A・：りC) 1 I _l_ I 

P原料ミ ' ' ! 

2 2 + + 
3 4 

4 R-;¥I 1 

5 2 i 

6 4 

7 I i I 

8 ' I 2 

9 4 

10 MI 1 

11 ! I 2 

12 • 4 

13 I M][ 1 

14 • z 
I i“｜ 

15 ! i 4 

16 QI 1 1 

11 I I z 
18 • i 4 ! 

19 I o. 1 

20 I i 2 : 

21 ' 4 

22 [ Hr 1 

23 2 

24 ! 4 

25 Hu 1 

26 2 

27 4 

計 I ! 0 I 0 : 0 

R-M：白鼠横紋筋適応菌，

Or, o, ：骨髄炎起炎菌p

欠乏群はO心15mgの菌量ですでに筋膿疹を発生した

（表3), I図5). 

白鼠横紋筋適応菌注入群でtあ対照群は 0.015mg以

下の菌量では筋IJ~l ；与を発生しなかったのに反してP ピ

タミンB1欠乏群は 0.015mgの菌量ですでに筋膿湯を発

生した（表31, （図 5). 

このように，ピ干ミンおい、乏群においては対照群に

比して少量の菌量でも筋民！！~：を発生したのであって，

筋炎ピタミンB1欠乏説を白鼠実験においても追試確認

し得たものと考えられる．

又白鼠横放筋適応菌が対照群において原株に比して

原株p 横紋筋適応菌および各起炎菌の白鼠血行内注入成績
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Mr, Mu ．筋炎起炎菌

Hr, H E：フルンケル・カルプンケル起炎菌

半量の0.03mgでもなお膿蕩を発現し得たことはp 試験

管内で円fT(横紋筋没出被に20代培養して誘導しだ筋適

応、繭ぶ筋l句中において11;(f'｛＜より強く発育することを示

しており，一元論的な立場から Myostrainを説明；す

ることの合理性を裏書きしているものと考えられる．

ビタミン B1欠乏白昼の横紋筋，

皮膚の焦性ブドウ酸，手L酸および

ブドウ糖含有量の定量，ならびに

ビタミン B1欠乏白鼠横紋筋，皮

膚浸出液中における貰色ブドウ球

第 2章



多発性筋炎の成因に関する実験的研究
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、 1:1 1は j])~ j語形成部1立 を示す

菌 F・D・A・209・P株の発育度

第 1章においてピタミンB1欠乏白鼠横紋筋において

は対照白鼠横紋筋におけるよりも筋駿疹を発症しやす

いことを示したが，その本態を追求するためp 以下の

実験を試みた．

(1）実験材料

(i）ピタミンB1欠乏白鼠および対照白鼠各5匹

(ii）焦性ブドウ酸定量用試薬

④ 100；；三塩化館酸溶液

＠ キシロール ：濃硫酸とともに振塗した後，

国型アルカリを加えて蒸溜したもの．

令 2,4-dinitrophenylhydrazin (DNP試薬）

: 2N HCI lOOcc lこ2,4-dinitrophenylhydrazin0.5g 

を加え，還流冷却擦をつけて加熱溶解したもの．

<3 10%炭酸ソーダ溶液

¥ill 4='1' NaOH 

6 lNHCI 

＠ 焦性ブドウ酸ソーダ

(iii）乳酸定量用試薬

③ 209五硫酸銅溶液

@ 4%硫酸銅溶液

の化学用消石灰

＠ 濃硫酸

@ l.5°op－ヒドロキシ・ジフェニル溶液

＠乳酸iffi鉛

(ivJブドウ糖定量用試薬

④ 5%硫酸亜鉛溶液

@ 0.3N 水酸化パリウム溶液

2333 

図 5 対照群

幹事

•", 

。Somogyi氏試薬

@ Nelson氏試薬

＠ ブドウ糖

(2J実験方法

(i）焦性ブドウ酸定量法

Friedmann-Haugen (1942），清水（1950）の方法

によった．また島薗(1953）＇伊藤（ 1948),Lu (1939〕p

井本（1957）らの報告を参考とした．

試料 lgを手早く氷冷三塩化酷酸溶液20ccに投じ，

細切磨砕しP 遠心分離して除蛋白を fji,＂上清Secを

内容約25ccの遠沈管にとり， 25c水浴中で DNP試薬

0.7ccを加えて 5分間反応せしよう，キシロール Secを加

えP毛細管で空気を送入し 3分間はげしく撹持した｛えp

遠心分l縫で2層に分離しp 下Jrnを除き，上層キ シロー

ル層を水で3凶北j悠し，さらに水 3ccを加えp 水層の

pHを2～3とするため lNHCI2滴を添加し＇ 24時間

氷室に放置，しかる後y刈冒を除去しF 10%炭酸ソーダ

溶液6ccを加えp 毛細管から空気を送入して 3分間強

く撹砕い遠心機で2層に分総，水層 5ccをとって，

これに』NNaOH 2ccを添加しP 発色する色を 5分な

いし90分i刈守：ご， 470mμでベックマン比色計に より比

色した． 基準溶液作製にあたってはp 正確な濃度を

Clift”Cook (1932）の方法で滴定法により定めた．

(ii）乳酸定量法

Barker-Summerson (1941)，石井 (1950）の方法

により F さらに島薗（1953）および Lu(f939）の報

告を参考とした．

焦性ブドウ酸定量用に除蛋白した上清 leeを共栓沈

澱管にとり＇ 20%硫酸銅溶液 leeを加え，更に水を加
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30℃， 30分間欽置p 次に沸騰水，；－，：中で90秒間加熱し過

剰の？ヒドロキ シ・ジフ ェエ 1しを溶解せしめた後p

冷水で室温に冷却し， 2時間以内に560mμでベッグマ

ン比色計によって比色した．

riii1ブドウ糖定量法

Somogyi (1945）の方法によった．

試料200mgを氷冷水7cc中で細切磨砕し， 0:3:-,r水酸化

パリウム溶液0.4CC,5 %硫酸亜鉛溶液O目4ccを混和しP

毎分2000回転， 5分間遠心沈澱し， 15cc目盛りっき試

験管に上清2ccをとり p これに Somogyi氏試薬leeお

よび水leeを加え＇ 20分間煮沸し，冷却後 Nelson氏試

薬leer添加，水で！Seeまでうすめ， 660mμ でベツク

マン比色計によって比色した．

（、iv）ピタミ ンB1欠乏白鼠ならびに対照白鼠を脱広明ニ

せしめ，大腿屈筋，剃毛した脊ョ；皮膚を各200略づ h

とりブドウ糖定量に供し，更に lg宛とり焦性ブドウ

酸および乳酸の定量に供した．

えピタミ ンB1欠乏群ならびに対照苦手の横紋筋および

皮膚の10倍浸出液培地を作製し， これに F・D・A・209

-P原体を接種し＇ 37・c, 24時間解置後p 比渇して，

それらの発育度を検した．

131実験成績ならび！こ小括

ピタミン81＇ •よ乏併においては対照群に比べて，横紋

筋，皮脂ともに焦i'とブ ドウ殴含量の著明な増加が認め

られ， .Jlr（｛：土横紋筋， 広日jにおいてP ブドウ糖は皮局

においてp 増量していた．また一方，ピタミンB1欠乏

m’の依紋江I］または皮脂浸出液は，対照群のそれらに比

べて， F・D・A・209・P原妹に対して著明な発育促進作

用を有することが明らかとなった（表4). 
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F・D・A・209p原株および白鼠横紋筋適応

菌の白鼠横紋筋内注入による筋膿疹形成に

要する最小菌量の比較

」竺立重~：~.~；~竺空竺竺二
! I IF・D・A・209・； mm  mm  mm  

ピiI I 1101 I 0.5 2 x 2× 10 
タ！ I I P原株 i
、12 I 1001 // 1 o.2s 1 2 x 1 x 10 

ン 3I 1301 // I o.12s 1 x 1 x 10 

空4I losl // I 0.06 ! l× l x 10 

乏 5I 115/ // I O.Q3 I I x 4 x 8 

在己 旦11 グ ー lo吋 1×ヤ 2

膿疹形成最小菌量くO.Dl5略

I 1 176 

対I2 191 

iffi! 3 185 

I 4 188 

群Is 178 

I 6 1801 

膿疹形成最小菌量＝0.06mg

I r¥o.体重 菌 株｜零 ｜鵬容積叫

ん ，i130白鼠横紋筋lQ.5 l~I~ Ilf 0 mt 140 
タ1 I 適応蘭 ｜ 

2’i I 35 // I o.2s 2× 7× 4 56 

ン~ 3' I 135 // I 0.125 I 2 x 3× 5 初

号~ i 4' I 102 // i 0.06 [ 1× 3× 6 : 18 

J三I 5’1 117 ,, I o.o3 i l× 3× 8 24 
Ii下i [ : 

I 61 i l ~O - ~ I o.o同l× lx 2 2 -

股場形成以小雨量＜0.015mg
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p3！標識糞色ブドウ球菌 F・D・A・

209-P原株ならびに白鼠横紋筋適

第3章
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応菌の血行内注入法による，ビタ

ミン B1欠乏白鼠横紋筋における

菌止着度の検討

0.5 ! 2× 6× 

0.25 . 2× 7× 

0.125 I 2× 10× 

0.06 ' 3 x 3× 

0.03 

O.Dl5 

0.5 i 2× 7× 

0.25 2 x 12 x 

0.125' 2 x 14 x 

0.06 I I× 7× 

0.03 I× Ix 

O.Dl5 

11 205 

対 21! 205 

照 3'i 200 
/ 

4’1110 
群 5’i205 

6’180 

膿蕩形成最小菌量＝0.03回g

// 

II 

// 

// 

，， 
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表 3

// 

ii 

，， 

// 

，， 

// 

/ 1 J 実験材料

(j）ピタミンB1欠乏白鼠および対照白鼠各6匹

1 iiJ P32 5mc 

1iii1半合成培地

Kni広ht(1931 ）の半合成培地を参考とし，

カザミノ酸（エツサン） 5.0g 

KHz P04 5.0g 

トリプトファン 10 mg 

えてIOeeとして， これに；fHil・J(t:'-Jlgを加えて強く振

透混和し＇ 30分間放置した後，遠心沈澱しP その上清

leeを試験管にとり，こjlに4%硫酸銅溶液0.05eeを

加え，更に硫酸6ecを静かに混和し’〉つ＇111えp 加え終

ってからよ く 混和して， rr:1：ちに沸騰4、』 ；：，－，－1~ で 5 分間加

熱しp ついで冷水中で20c以下に冷却しp冷却後 1.5%

pーヒドロキ シ・ジフェーjレ溶液 O.Ieeを加えP 折出す

るpヒドロキ シ・ジフェニルを一様に分散せしめて，
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表4 ピタミンB1欠乏白鼠横主主筋の焦性ブドウ酸，ブドウ結および乳酸値ならびにビタミン

B1欠乏白鼠横紋簡浸出液を培地とする F・D・A・209-P原株の発育度

臓 t器 ！ 焦性~~：：？酸値｜ プ ~~ioJM値 ｜ 乳田良i値 ｜菌あZ－ 
横紋筋｜ 4.s I 40 I 96 I 0.22 

皮膚 I 2.0 I 30 I 44 I 0.11 

横紋筋 i 2.s I 40 I 66 I 
皮膚 l 1.s I 20 I 38 I 

群
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群
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0.09 

O.Dl5 

表5 p32標織F・D・A・209-P原株および白鼠横紋筋適応菌のピタミン81欠乏白鼠横紋筋止着度の比較

F・D・A・209-P原森注入群

一戸g［吋P~.Og）止~ー
ピ欠 , I Q~ I 1A I ~ 
タ｜ぺ… I • • I y 

ミ乏 2 I 112 I o I so 
ン I ., I nn  I n i c 

. 81群 u I 山 I J I u 

h均「下 I 1.1 I s2 

対
照
群
一
物

p
n
v
p
h
V
内
叫

υ

c
o
p
O

究
ν

c
u
n
u
η
4
 

1
 

6 55 

Natural count 33 cpm 

シスチン

ピタミン81

10 mg 

.JO mg 

ニコチ ン酸 10 mg 

ウラ シール 10 mg (!I) 

のような培地処方を用いた. pH 7.0に調整し，オート

クレープによって 2気圧， 120°c, 15分間滅菌．

(2）実験方法

半合成培地 500ccにp322.5mc宛を添加して燐酸塩

の一部をp32で置換し，これにF・D・A・209・p原株およ

び白鼠横紋筋適応菌を接種しP 37°C, 24時間培養の

後p 遠心沈澱によって集萌しP 蒸溜水を加えて遠心沈

澱，洗機を 3回行って，上清に放射能のないことを確

めた後，萄量 Img/ccの割合の懸濁液を作製し， 各自

鼠にlee宛尾静脈から注入，48時間後脱血死せしめp 横

紋筋および肝臓を lg宛採取し，軟膏錐中で電気炉に

よって灰化した後，カウントを測定した．

(3）実験成績ならびに小括

F・D・A・209・P原株および白鼠横紋筋適応菌のいず

れを血行内に注入した場合でもP 横紋筋におけ る止着

は極めて小であったがp 原株においてはp ビタ ミン81

欠乏群と対照群における止着率に差異が認められなか

白鼠横紋筋適応繭注入群

-=-I 山石関孟~~
ピ欠 Il' I 77 I 7 I 41 

ミ乏 12’ i 110 I s I 33 

品I3' I 80 I 1 / 38 

平均｜ I _1 7.3 J 37 

l’ 154 。 49 

対群照 i ~’ ’ 
146 5 41 

161 42 

2 44 

Natural count 33 cpm 

った'15に反してP 適応菌においてはピタミン81欠乏群

における止着率が誤差範囲ながらや、大であった（表

5 ). 

これによってP ビタミン81欠乏筋に筋炎が発生じや

すいのは，止着後の菌発育に好適な筋の化学的環境を

重視すべきであってp 止着菌数の大小は大した役割を

演じておらないことが明らかとなった．

第4章正常家兎，鳩および白鼠の筋炎発

症度，および各動物横紋筋浸出液

における貰色ブドウ球菌F・D・A・

209・P原株および各動物横紋筋適

応菌の発育度

小沢 (1927）は正常家兎や鳩に筋炎起炎菌を血行感

染せしめて筋膿疹を発症せしめている．しかし私はp

第 l章において述べたようにp 白鼠を実験動物として

使用したときはp たとえピタミン81欠乏症状を起さし

めても，菌の血行内注入によっては筋炎を発症せしめ

得なかった．

この点に関L,私は動物の種類によってP 同一臓器



第6号

20代継代して作製した．家兎横紋筋適応菌は20代菌を

用u、た．

121実験方法

第28巻日本外科宝函

についてもP 菌に対する感受性が異るのではないかと

考えp 以下の実験でこれを匡した．

2336 

(ii 家兎には体重 500gにつきl日1g,3皿g,Smg，鳩に

は同300gにつきl皿1g,3皿g,Smg，白鼠には同 IOOgにつ

きIr『rg,3mg, Smgの上記各菌ふ 家兎においては耳静脈

から3 鳩においては翼下静脈から，白鼠においては尾

静脈から注入した．

(ii) ＇ ~dL I鳴p 白鼠各横紋筋10倍浸出液培地を作製

してP F・D・A・209-P原株および各動物横紋筋適応菌

( 1 i実験材料

(i）家兎 !kg前後雄性家兎16匹

(ii) f鳴 12羽

(iii J白鼠 12匹

(iv）被検菌

F・D・A・209-P原株， ’4、兎＇ fl鳴， 白鼠横紋筋適応菌p

筋炎起炎菌．

鳩横紋筋適応菌は家兎横紋筋適応閣と同様の方法で

正常家兎，鳩および白鼠の筋炎発症度の比絞

関節

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

横紋筋

腹疹形成部位

＋ 

＋ 

＋ 

肺’b 腎

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

菌量 mg・1肝

3 -

5 

3 

5 

0.25 

0.5 

3 

5 

0.25 

0.5 

3 

5 

体重 g

! 730 

860 

600 

800 

880 

780 

900 

800 

900 

800 

910 

760 

850 

900 

900 

910 

＋

＋

＋

＋

＋

＋
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動物種

兎家

4 

。 。

3 

＋ 

＋ 

2 

。

。

。

)[!;,,,, .. 

。

＋ 

5 

。

F・D・A・209・P i I 

3 

5 

3 

5 

3 

5 

3 

5 

P-M 

l¥I I 

M1 

計 ｜ ｜
I I 310 

2 ' 305 

3 I 320 

4 i 320 

5 ~ 290 

6 360 

7 i 310 

8 I 305 

9 i 300 

10 I 310 

11 : 305 

12 320 

計 ｜

鳩
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R-M 

Mr 

Mn 

1 . 145 

2 ! 150 

3 156 

4ι150  

5 156 

6 151 

7 121 

8 130 

9 145 

10 132 

11 135 

12 148 

鼠自

0 1 

R-M：白鼠横紋筋適応菌p Mr, Mn ：筋炎起炎菌 LII 

。。12 。
M：家兎横紋筋適応菌p

言十

(1) 血行感染によって正常家兎や鳩が筋炎を発症す

るにもか》わらずp 白鼠においてはp たとえピタミン

B1欠乏を起させてもP 筋炎を発症させることができな

かった．叉家兎では肝膿場p 鳩では筋膿蕩p 白鼠では

腎膿疹を発生しやすかったが，この事実は動物の種類

によって各臓器のブドウ球繭に対する感受性が異って

いる’ことを示しており p 白鼠横紋筋の低い感受性は，

ピタミンB1欠乏による発症促進をもってしでもP なお

筋膿疹発生』こいたらなかったものと考えられる．

(2) p32標識蘭の筋止着度測定によるとP ピタミン

B1欠乏筋に菌が特に多く止着するということはなし

又筋適応菌も筋に多く止着しないことを確めた．しか

し筋肉内注入実験によるとP ピタミンB1欠乏筋は筋膿

蕩発生を促進する傾向を示していた．このことからP

ピタミンB1欠乏筋においてはp一定菌童が止着した際p

対照の筋に比べて菌が発育しやすいため，筋E農疹が発

生しやすいものと考えられp 筋浸出液における菌の発

育度の状態もこれを裏ずける成績を示した．そしてそ

の原因としては，被感染個体の感染防禦力の低下，筋

組織の変性 L間島1941）による局所抵抗力の減弱など

も考えられるがp ピタミン81欠乏筋浸出液によって菌

発育が促進されるという事実はp ピタミンB1欠乏筋に s

おける代謝異常，とくに焦性ブドウ酸の増量が無視令

べからぎる要因であることを示唆している．

(3) ピタミンB1欠乏時の皮膚浸出液による菌発育の

促進U：，筋炎と同様にp 皮膚焦性ブドウ酸の増量が再

発性化膿性皮膚疾患発症に対する促進因子となること

論討第 5章を接種し， 37°C,24時間瞬置後比濁して菌発育を検し

た．

t3J実験成績ならびに小括

(i）家兎では 3例／16例p 鳩では2例／12例p 白鼠で

はO例／12例の筋炎発症をみた．

(ii）膿蕩発現部をみるとP 家兎では肝臓，鳩では横

紋筋，白鼠では腎臓に最も多かったがp これは臓器の

黄色ブドウ球菌に対する感受性が動物の種類によって

異ることを示しており，白鼠に筋炎の発症しない理由

も，こ〉にあると考えられる（表ら）．

(iiiJF・D・A・209-P原株は鳩横紋筋浸出液に最もよ

く発育しp家兎横紋筋浸出液がこれにつぎ，白鼠横紋筋

浸出液中ではほとんど発育しなかった．適応度℃l土家

兎横紋筋適応菌が最も強く適応しており p鳩横紋筋適

応菌これにつぎp白鼠のそれは比較的弱かった（図 6J. 

を示している．

1鳴，家兎，白鼠横紋筋浸出液培地における

原株および各横紋筋適応菌の発育度の比較
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実験第3 各適応、菌および起炎薗の発育に及ぼす焦性ブドウ酸，ブ

トウ糖，乳酸および 2,3 TCA cycle メンバーの影響，な

らびに各適応菌および起炎菌の焦性ブドウ酸代謝酵素能

笹川I0%7）によれば，微生物の解糖系p TCA 

cycleの諸酵素がi自応酵素であるか否かの解析には，

① growing cellの培養において， 器質ぶ的発育を促

進するか否かの牧討， ② resting cellによる粗酵素

児島（：，逐次適応（須田）による適応閣の粗酵素実験，

③ dry cellによ る酵素実験などが順次行われるべき

であるとされているが，この中の適応現象な らびに遺

伝的固定についてはp 実験第4において述べる．

黄色ブドウ球菌の焦性ブドウ酸代謝経路としてはp

次の4経路が明らかにされている．

〔lI酸化経路

CH3COCOOH + I /202 = CH3COOH + C02 

Lipmann (1937）によって見出されたものである．

ブドウ球菌についてはp Barron, Lymann(1939) 

が好気条件ドにおいてこの反応が行われることを明ら

かにした．本反応に与る酵素は焦性ブドワ酸酸化（脱

水素） （脱炭酸）酵素である．

121 Dismutation経路

2CH3COCOOH + H20 = CH3COOH + C02 + CH3CH 

OHCOOH 

Krebs (1937）によって見出され，ブドウ球菌につ

いては，Barron,Lymann〔1939）が嫌気条件下にお

いてこの反応が起ることを明らかにしたがy 本反応の

一部に焦性ブドウ酸酸化酵素が関与すると考えられて

し、る．

(3) A・M・C・経路

2CHaCOCOOH = CH3CHOHCOCH3 + 2C02 

Neuberg (1921）によって見出されF ブドウ涼菌に

ついてはp Watt, Werkmann (1951）が嫌気条件下p

低いpHでプドウ糖を含む培地においてこの反応が行わ

れることを明らかにした．本反応にあずかる酵素はカ

ルポリガーゼと呼ばれ， Strecker,Ochoa (1954 lによ

れば脱ぬ揮を防止j；戸一部関与すると考えられている．

1 4 ; TCA cycle経路

Stedmann, Kravitz (1955）によって，ブドウ球菌

の焦性ブ ドウ酸代謝の一般的な経路としてTCAcycle 

の関与することがほぼ実証された．

(!), (2), (3）の酵索系においてはjピタミンB1が補酵

素として重要な意義を有していることはp いうまでも

ないことである．

第 1章焦性ブドウ酸，ブドウ糖，凱酸な

らびに 2,3 TCA cycle メンバー

の菌発育に及ぼす影響

(l 1実験材料

(i）半合成培地実験第2第3章記載のもの．

(ii）’焦性ブドウ酸ソーダ，焦性ブドウ酸， ブ ドウ

札＇f，乳酸ソーダp 鴎酸ソーダP コハク酸ソーダp クエ

ン酸ソーダ＇ '7ロン酸ソーダ

(21実験方法

半合成培地を基礎培地として，焦性ブドウ酸ソーダp

ブドウ粉，乳酸ソーダはそれぞれ 0.025M,O.OSM, 0.1 

M が最終濃度となるよう3また焦性ブドウ酸は 0.006

M, 0.0121¥1, 0.025M, 0.051¥1, O.IMとなるよう，またコ

ハク酸ソーダ，クエン酸ソーダp 酷酸ソーダp マロン

酸ソーダは 0.0251¥1となるよう添加して， Seitz諸過

器で浦過滅菌し，これらの培地に各菌株を 0.002昭宛

接種して， 37Cに24時間1存置した後，菌発育度を比濁

測定した．

131実験成績ならびに小指

焦性ブドウ酸ソーダ，ブドウ糖は全菌株の発育を著

明に促進した．したがって実験第2においてのべたよ

うにピタミンB1欠乏白鼠横紋筋浸出液が菌発育を促

進しp 一方ピタミ ンB1欠乏筋が筋膿場発生を促進する

本態としてP B1欠乏筋における焦性ブドウ酸の増量が

重要な意味をもっていることが考えられる．

焦性ブドウ酸ソーダ 0.025M,0.05M，焦性ブドウ酸

0.0061¥1, 0.0 12M添加各培地ではp 横紋筋適応菌，皮

膚適応菌p 筋炎起炎菌p フルンケル・カ•［，プンケル起

炎菌は原株および骨髄適応菌，骨髄炎起炎菌に比べて

軽度の発育促進を示した．石原（1955），真先 (1956)

は焦性ブドウ酸によって筋炎起炎菌p カルブンケル起

炎!'ii，および横紋筋適応的l主発育促進をうけることを

示したが，私の成績もこれらの成績とほぼ一致した．

こ叫らの成績によってp ピタミンB1欠乏筋における

焦性ブドウ酸の増量は，ブドウ球菌各菌株の発育を促

進するが，中でも横紋筋および皮膚適応菌，筋炎また

はフルンケル・カ 1レプンケ ，，起炎菌などの発育をとく

に促進することが推定される．

乳酸ソーダ，コハク星空ソーダp 百昔酸ソーダ，マロン
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図 7

焦性ア ドウ酸分解度基礎実験（図 7～11)

図 8 図 9
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lCC，反応時間2時間p 温度37°C ソーダ50;/cclcc, pH7‘0, 50;'/cc-Jcc, pH7 .o 
反応時間2時間

図 10
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s暫 l 崎川

蘭量6mg，焦性ブドウ酸ソーダ'[JOy/cc

lee, pH7.0，反応時間2時間p混反37℃

( j）焦性ブドウ酸ソーダ O.lM溶液

(ii) ＂チレンプラウ 0.001%溶液

(iii）被検菌 F・D・A・209-P原株p および各適応

菌ならびに各起炎商．

12 J実験方法

加藤，須田（1953）， 石本 （1957）の記載を 参考と

し， Thunberg：管によるメチレ ンプラウ脱色時間測定

によった．

原株菌をルー培養管普通寒天培地において一定時間

培養しp これを蒸溜水によってあつめp 遠心沈澱を 2

固くりかえした後p 減圧デシケーター中で乾燥せしめ

てP dry cellとした.Thunber広管の主室に1/JOi¥I燐

図 11
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H 1'：附 向 （ 0・ι）

菌量6mg，焦性ブドウ酸ソーダ50y/ee

Jee, pH7.0，反応時間 2時間，温度37°C

酸塩緩衝液2ec，および drycellの一定量を入れP 側

室；こ0Ji¥1焦性プドウ酸ソーダlceと0.001%メチレンプ

ラウ Jee~入れ， 真空ポ ン プによって減圧脱気 3分間

の後，定温水浴中に 3分間浸し，温度平衡を来たさし

めた後，転倒して側室、液を主室液と混和せしめ，メチ

レンプラウの脱色時間壬測定した．

c3）実験成績

(i) iよi礎’実験によって F・D・A・209・P原株の本酵索

能の至適pHはpH7.J～7ふ 至適温度は37cであり，菌室

5～10皿g，菌令 12～18時間菌を使用するのがよいこと

を知った．又減圧貯蔵によって酵素能の著明な低下を

みないことが明らかとなった（図13～171

1iiJ上記の条件において3 各適応菌ならびに起炎菌
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図12 原株p 各適応，＇点および各起炎菌の焦性プド

ウ酸分解度
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第4章 各適応菌ならびに起炎菌の

11）実験材料

dry cellのカルボリガーゼ
ムk
円E

(i；焦性ブドウ酸ソーダ 50y/cc溶液

(ii）被検菌 F・D・A・209-P原株p 各適応菌なら

びに起炎菌の drycell. 

(iii J ION Hz S04 

<iY)30% FeClz溶液

(v) Fe S04 

!vi）飽和クレアチン溶液

I vii I o:－ナフトール・アルカリ液

(viii）ジアセチル

lixJブドウ糖加半合成培地

12J実験方法

<iJ drycellを基質（焦性ブドウ酸ソーダ）に加

えP 反応せしめP 生じたアセチルメチルカルピノール

(A ・ ~I ・℃ j をジアセチルとしてF クレアチン， rナフ

トールによって発色せしめP A・;u.c生成量をカルボ

の脱水素酵素能を測定したところ，横紋筋適応雨，皮 リガーゼ能となした．而して E宮宮leton(1943), Wes-

膚適応繭ともに高い酵素能を示しp 筋炎起炎菌p フル terfeld(1945），山村（1952）の方法によってジアセチ

ンケル・カルプンケル起炎簡が起炎菌の中では高い酵 ルの定量を行った．

素能を示し，骨髄適応I*i，骨髄丸記：だl込［［士Jじfイドj弱い 焦性プトウ酸ソーダ50J/cc, secおよび一定pH燐酸塩

酵素能を示した（図18). 緩衝液5ccに一定量《h・ycellを混和懸濁せしめP37°C, 

焦性ブドウ酸脱水素酵素能基礎実験（図13～17〕
図 13 図 14 図 15
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。

できる所からP 実験第3第 l章の実験に附髄してV.P

反応を行いp 叉別に Watt,Werkmann (1951）の嫌

気条件下における培地pHとA・M・℃経路との関係につ

いての成績を補足するため，ブドウ糖存在下，好気条

件下での V.P反応を検査した． ブドウ糖加半合成培

地をpH6ふ 7.0,7.5に調整し，各菌株を接種＇ 24時間37cc

にJ(ii釘も l宮（司u只（） I・ill（）を 40cc濃アンモニア水中

に溶解しP これに10%KOH 960ccを加えて作製した

試薬を加え＇ 30分後の呈色をみた．

131実験成績

(i）基礎実験・ジアセチ·~回収実験によると，回

収率は95.4%であった．この操作によると焦性ブドウ

酸ソーダもわずかに分解し， 1661焦性ブドウ酸ソーダ

より0.3γ ジアセチルを生成した（表8). 

至適条件としてP pH6：~附近，菌量lOOmg が適当であ

ることを知った（図19～20I. 

原株，各適応菌ならびに起炎菌の焦性ブド

ウ酸脱水素酵素能

図18
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再検量

Diacetyl回収率

26.5; 

58.0y 

I 10.0y 

190.0y 

表8

添加量＊

27.5〕

61.0y 

115.0γ 

200.01 

Diacetyl 

24時閥解置した後p !ONH2 S04 5ccを加えて反応停止

ならびに除蛋白を行いp 遠心沈澱の後p 上清!Occを内

容50ccのナス型蒸溜コルベンにとり， 30% FeC[z溶液

5cc，結晶 FeS040.5g，および蒸溜水を加えて全容を

25ccとなしP 密栓のま h沸騰水浴中で20分間加熱した

偽 油i浴中で 130°C附近までりLI内蒸溜し，初溜!Occ

をとり p これに飽和クレアチンlee，使用直前に作製し

たrナフトールアルカリ液3eeを加え， 20分開放置し

て発色せしめp ベツクマン比色計1 530ffi/Lで 比 色 し

。目3y

＊添加量はその都度溌度を測定した．

166 I 

平 均

焦性ブドウ酸

た．別に予めp精溜ジアセチルを同様操作によって発色

せしめて作製した標準直線よりジアセチルの量を求め

た．これによって A・M・「生成量を知ることができる．

1ii1 A・M・Cが V.P反応として簡単に発色定性
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カルボリガーゼ基礎実験（図19～20)

図 19 20 図
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との関係をみると，基質ではブドウ糖，焦性ブドウ酸

ソーダにおいて陽性， pHでは6ふ7.0においては陽性で

あったつり高いpHでは陰性であった（表7), （表9). 

V.P反応と培地 PH

F

M

 

菌

－
j

E

I

E

I

E

 

O

H

M

M

O

O

H

H

 

PH 7.5 PH 7.0 

＋ 

＋ 

＋

＋

件

＋

＋

＋

件

＋

表9

PH 6.5 

＋＋ 

＋ 
H

廿
＋
件
特
＋
十
件
＋

株 l

liiJ上記条件において，各適応粛ならびに起炎菌

のA・M・℃生成度をみるとP 横紋筋，皮肉，骨髄各適

応菌の問には A・：u・C生成量にほとんど差異を認めな

かったぷ，起炎菌ではp筋炎起炎菌が著しく多量のA・

M・Cを生成した．生成 A・M・C量は計算値166）焦性

ブドウ酸より 100皿gの drycell によって生成される

量を示した（図21).
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実験第4 ブドウ球菌の焦性フドウ酸代謝酵素が組織親和性に関与し

た適応酵素として成立しうるか否かの検討，更に遺伝的に

固定されうるか否かの検討

実験第 3 にのべたように， j,'1'1 ~：·（ i'1h . 111'i lι1 '.dならびに筋
炎起炎菌においては焦性ブ ドウ酸代謝鮮素活性が冗進

してお り3 皮！詣適応菌2 フルンケル・ カルプンケル起

炎的がこれにつき，骨髄適応菌，骨髄炎起炎菌におい

ては酵素，,r，性；j；低下していた．同一繭株に出発して，

各組織浸出液に継代培養しp 適応せしめた各適応菌の

間にp なに故このような酵素能の差異をもたらすので

あろうか．この点を解明する手がかりとしてP 適応酵

素p 適応的変異（適応酵素が遺伝的に固定される）と

いう考え方p すなわち基質量が多ければp その基質を

代謝する酵素能は冗進しp このような環境が何代も続

くことによってP この酵素能の元進が遺伝的に固定さ

れるという考え方が妥当か否かを検討するためp 以下

の実験を行った．

第 1章家兎の横紋筋，骨髄および皮膚に

おける焦性ブドウ酸，ブドウ糟，

および字L酸の含有量

(1）実験材料

京兎 Zkg前後の雄性家兎 14匹

I 2J実験方法

家兎を約12時間絶食せしめた（え，主E動脈切断によっ

7・1ク純量

？’13% 
100 

オ
.2.0 

50 

。 。

1.0 

待
状
節

骨
値

I( 

／官

品
佃

t
A
w
h剛

て脱J（［死せしめた脱血死lI干，および同様絶食の 1~；.，耳

静脈より空’＜H:'・J3ccを注入して空気栓塞死せしめた空

~I(!;全塞死群の 2群に分けp それぞれ大腿周筋，大腿骨
骨髄，剃毛したi'f;';j;1支局をZg宛採取し，秤量しp 内

I gを糖定量に用い，他の lgを焦性ブドウ酸および

乳酸定量用に供した．ブドウ糖は Somogyi法p 焦性

ブドウ酸は Friedmann丑augen－清水法p 乳酸は

Barker-Summerson－石井法によって定量した．

131実験成績ならびに小搭

焦性プドウ酸量l土横紋筋に最も多く 1.32皿g%，皮膚

ではL!mgqoとこれにつぎp 骨髄では0.84mg%で比較的

少なかった．この成績は伊藤（1948）がモルモットの

各臓器について測定した値，すなわち皮膚 L33mg0,;,

横紋筋0.5さmg0oにくらべると，皮！均についてti，や》

低値であったが，筋では逆に高値を示している．しか

しLu(I939〕の家兎筋における測定値0.84～2.1田gには

よく一致した．井本(1957〕は家兎の皮膚焦性ブドウ酸

量を平均5.17mg%としているが，私の実測でははるか

に低値を示した．

ブドウ椋：，；ーは横紋筋にM：も多く 95.7mg% 皮1~7L7略

%でこれにつき二骨髄は37.0mg0oで比較的少なかった．

家兎筋ブドウ糖量についてt:;:, Lu (1939lは103～129

図 22 
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凹1g%と報告しており，犬P 鼠についてl.t, 勧告kin(19-

56）は，犬筋40～60mg弘犬皮膚38～71皿g弘鼠筋50～

70mg弘 鼠皮膚39～77mg%と報告している．

乳酸量については Lu(1939）は家兎筋について19

～28.Smg %と報告している．

私の成績では横紋筋27.5皿1g%で最も高く，皮膚18.0

mg弘骨髄 15.5mg0~ とこれにつぐ値を示した．

以上の成績によってp 各適応菌の焦性ブドウ酸代謝

酵素能の差はp 各組織の基質濃度の差の関係とよく一

致していることが明らかとなった（図22).

第 2章 ブドウ球菌性炎症における組織化

学的環境の時間的変化，と《に焦

性ブドウ酸および凱酸含有量の変

化と組織コハク酸脱水素酵素能

炎症巣での組織の化学的環境は炎症の進展とともに

時々刻々に変化するものであろうことは怨像に難くな

い．無萄炎症（テレビン泊注入による筋の炎症）につ

いてはp 田坂（1958），荒木（1957）の綜合的な研究があ

るがp 細菌性炎症についての生理化学的研究は極めて

少ない．

そこで私は家兎の横紋筋p 皮膚および骨髄内にプド

ウ球菌を注入してP 細菌性炎症を惹起せしめp 化学的

環境の変化，とくに焦性プドウ酸，孔断J含有量につ

いて時間的消長を検索してF 炎症を生起しつ》ある細

菌においてP 焦性ブドウ酸代謝酵素活性の充進を来た

すような基質の増量を招来するか否かを検討した．叉

同時にp チトクロムCとならんで重要な呼吸酵素であ

るコハク酸脱水素階素能の炎症巣における変動をも検

討した．

(1）実験材料

( i) 家兎 2同前後の雄性家兎 30匹

(ii）コハク酸ソーダ O.lM溶液

riiilメチレンプラウ 0.005%溶液

(iv) 1/lOM 燐酸塩緩衝液

(2）実験方法

F・D・A・209-P原株 10田gを含む菌懸濁液leeをp 菌

注入部を明らかにするために墨汗O.leeとともにp 家

兎大腿筋p 背部皮膚皮内，下腿骨メタフィーゼに注入

しp 一定時間後に脱血死せしめp 菌注入部（墨汁着色

部），そのlcm周辺部， 2cm周辺部および対側健常部か

ら骨髄のみにおいては菌注入部，対側健常部からp

各組織を lg宛採取して焦性ブドウ酸および乳酸含有

量の定量に供した．又横紋筋から各部位500mgをとり p

コハク酸脱水素酵素能測定に用いた．

コハク酸脱水素酵素能測定は荒谷 (1957）の記載に

よってP Thunberg管を用いて行った．すなわち組織

500mgに氷冷蒸溜水5eeを加えP Potter-Elvehjemの

ホモゲナイザーによって氷冷しつ》ホモゲナイズしF

内2eeをpH7.0の燐酸塩緩衝液2eeとともに Thunberg

管の主室に入れ，側室には0.005%メチレンブラウ Jee

およびO.!Mコハク酸ソーダleeを入れP 以後焦性ブド

ウ酸脱水素酵素能測定と同様操作の下に脱色時聞を測

定した．

(3 I実験成績ならびに小括

焦性ブドウ酸量：は時間的にみるとP 繭注入 1時間後

ではp 前it入部において健側に比べて僅かに減少し

た．これは 1時間後の菌注入部のコハク酸脱水素酵素

能が僅かに冗進することよりするとp 好気解療が促進

されたためと理解される. 12時間後ではp 菌注入部お

よび！cm周辺部の焦性ブドウ酸量は著明に増量した．

これは同部においてコハク酸脱水素酵素能の著明な阻

害のみられたことよりp 同部においては嫌気解糖が営

まれP これによって焦性ブドウ酸の増量をきたしたも

のと理解される．ところが24時間後ではp 菌注入部に

おいては，健側よりはなお高値ではあるが焦性ブドウ

酸の減量をきたした．コハク酸脱水素酵素能は菌注入

部および lcm周辺部では依然阿害されており，この部

分は嫌気解糖が営まれているものと考えられp 普通な

ら焦性ブドウ酸の騎量は持続する筈である．すなわち

1時間， 12時間伐の所見は無菌炎症の場合とよく一致

していたが， 24時間後では異った様相を呈した．これ

は生菌による焦性ブドウ酸の代謝によるものと理解さ

れる．

乳酸の含有量についても焦性プドウ酸とほぼ一致し

た傾向かみられた．

横紋筋および皮膚については焦性ブドウ酸，乳酸の

分布p および時間的推移による変化の Patternはほ

ぼ一致していたがp 骨髄では著明な差を認めなかった

（図23～25).

以上の成績から，横紋筋および皮膚においてはp 菌

注入後の炎症巣に焦性ブドウ酸の増量がみられること

が明らかとなった．すなわち起炎菌が同一菌株に出発

すると仮定しても，横紋筋，皮膚p 骨髄の聞では起炎

時の発育環境における焦性ブドウ酸量が異っており，

横紋筋においてi誌も多いため，筋炎起炎菌は（＇I；おにこ

れに適応しp 焦性ブドウ酸代謝酵素の活性がたかま

り，遂にはこれが遺伝的に固定されうる可能性が大で

あることを示している．

又筋炎が多発する条件としてF 菌が一つの筋炎巣か

ら血中に入る場合には，血管閉塞を起した中心部より

入るものと考えるよりは，や》周辺のp 焦性ブドウ酸
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図 23

菌注入後の組織化学環境の変動（ I時間後）
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繭注入後のm純化学環境の変動（12持間後）
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が著明に増量し，血管が閉塞の途次にある部分から侵

入すると考える方が合理的であろう．このように考え

ると，筋炎病巣から血中に入る細菌は焦性ブ ドウ酸代

謝酵素を適応酵素としているものと考えられ，一方こ

れが血行を介して他の組織に止着した際には，焦性ブ

ドウ酸の多い横紋筋において， とくに良好な発育を示

すものと考えられる ． 又フルンケル・ カルプ ン ケ•！..起

炎菌が血行を介して筋に止着する際にも同様の機転が

成立するものと考えられる．

四回 一。，z i1 0 ,- r 、
司＋

JO 

，・
10 

。
”ヲ・•I•

JO 

且。

‘。
。
’＂＇・－，． 

B・,. 
3骨・』J干zヲ

第3章焦性ブドウ酸代謝酵素が適応酵素

として成立しうるか否かの検討

焦性ブドウ酸代謝M素が適応鮮素として成立するか

否かは未だ確認されていない．このことは基礎培地に

基質焦性ブドウ酸を一定量入れ，これに培養した菌が

原株よ り高い代謝隊索能を示すか否かを検討すること

によって確められる．基質分解度，脱水素酵素首E，力

ルポリガーゼ能について検討した．

( 11実験材料
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図 25

箇注入後の組織化学環境の変動（24時間後）
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表

培地組成｜基質分解度｜器管草案富！Z＇~;j; l~~瓦
I % I sec. [C.生成 7

B I 66.0 I 105 i 2.5 

B+Go・25 65.8 I 75 

B+Go・5 ! 65.9 : 90 

B + G1.o I 55.0 I 105 

B+Po・2s I 73.8 

B+Pa・5 I 73.4 

B+P1・o I 72.9 

B+Lo・25 I 71.9 

B+LJ.5 71.9 

B+L1・0 i 71.9 

10 

1.5 

5例平均

B ：ブイヨン寒天200cc

B+Go・25：ブイヨン寒天200cc＋ブドウ糖0.25g

B+Po・5 ブイヨン霊祭天200cc＋焦性ブドウ酸ソーダ

0.5g 

B+L1・o ブイヨン寒天200cc＋乳酸ソーダl.Og

えられる．ブドウ糖加培地培養菌ではA・M・C経路が

焦性ブドウ酸代謝の主路となるものと思われ，このこ

とは嫌気条件下P 低pH，ブドウ糖含有培地発育菌は焦

性ブドウ酸異化に際し A・M・C唱経路をとることを示し

た Watt,Werkmann (1950）の成績にかんがみ興味

深いものである．

一方 Seveg, Swart (1947) らはブドウ糖加培地

に生育した黄色プドウ球菌は，無ブドウ糖培地生育菌

(i）普通寒天培地（ルー管）

(ii）焦性ブドウ酸加寒天培地

乳酸加寒天培地

ブドウ糖加寒天培地

培地に添加する焦性ブドウ酸ソーダp 乳酸ソーダp

ブドウ糖は溶液としてpH7.0に調整し， Seitz鴻過器に

よって鴻過滅菌しp 寒天培地を加熱溶解し50℃に冷却

後P 寒天プィヨン 200ccについてP それぞれ 0.25g,

0.5g, 1.0g相当量を混和した．

(iii)F・D・A・209幽P原株

(2）実験方法

各培地に F・D・A・209・p原株を接種し， 18時間培養

菌を集菌してP 蒸溜水をもって 2回遠心沈澱，洗糠後

resting cellのIOmgをとり基質分解度の測定に用いp

残りを drycellとして，そのIO皿gを脱水素酵素能測定

に用い＇ 100皿Eをカルボリガーゼ能測定実験に用いた．

(3）実験成績

基質分解度についてはp 焦性ブドウ酸および乳酸加

培地における培養菌はともに対照菌より允進してい

た．

脱水素酵素能では，焦性ブドウ酸加培地培養菌が最

も強し乳酸加培地培養菌がこれにつぎp ブドウ糖加

培地培養菌では対照菌と変らない酵素能を示した．

A・M・C生成度ではp 焦性ブドウ酸およU乳酸加培

地培養菌は生成量少なしブドウ糖加培地培養繭では

生成量が多かった（表IO).

この成績から，焦性ブドウ酸代謝諸酵素のうち，カ

ルボリガーゼは適応酵素として成立しがたいことが考
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が2～8時間で完全に焦性ブドウ酸を代謝するのに対

して＇ 20時間を要し，又 Dismutation能も20°0に低

下していると述べている．この Seveg等の成績はp

基質分解度，脱水素酵素能に関する私の実験成忠実とも

よく符合している．

以上の成績によって，焦性ブドウ酸脱水再三酵素など

は適応酵素として成立するがp カルポリガーゼではそ

れが成立しないことが明らかとなった．

第 4章 焦性ブドウ酸代謝酵素における適

応現象が更に遺伝的に固定されう

るか否かの検討

(1）実験材料

(i）焦性ブドウ酸ソーダp 乳酸ソーダP ブドウ糖

加半合成培地

半合成培地に焦性ブドウ酸ソーダp 乳酸ソーダp ブ

ドウ糖を出7.0に補正し鴻過滅菌の上，それぞれO.IM

濃度となるよう添加した．

(ii）普通寒天培地（ルー管）

(iii) F・D・A・209-Pl~f:f'j' 

(21実験方法

F・D・A・209-P原株を半合成培地y 焦性ブドウ酸ソ

ーダp 乳酸ソーダp ブドウ糖加半合成培地にそれぞれ

20代継代培養しp 継代に際しての操作は実験第 l記載

のように行った．このようにして得られたがIを普通寒

天培地でW11'i可しP 更にルー管普通寒天培地に培養して

得た菌につきp 各自孝素能をt~~定した. 2代普通寒天培

地を経過することによってP 遺伝的に固定されている

酵素系の変動のみが残存していると考えられる．ルー

管から蒸溜水をもって集菌しp 2回遠心沈澱p 洗糠

1 ＇~， resting cellを基質分解度測定に用いp 残りを

dry cellとして脱水素酵素能p カルボリガーゼ能測定

に用いた．

I 3 I実験成績ならびに小指

基質分解度ではp 焦性ブドウ酸加培地継代前， .fl般

加培地継代的l土や〉元進しておりp ブドウ糖加培地継

1t菌では阻害されていた．脱水素酵素能についてもp

焦性ブドウ酸ソーダおよび乳酸ソーダ加培地継代菌は

ともに活性がたかまっていた．

A・l¥H‘生成度すなわちカルボリガーゼ能について

はp ブドウ糖および焦性ブドウ酸加培地継代菌におい

てはともにい行性が低下していた；）；， 乳酸ソーダ加培地

継代菌では活性は対照繭と変らなかった（表11).

以上の成績からP カルポリガーゼ能はプドウ糖存在

下においてのみ充進するボp 遺伝的には固定されない

表 11

＼＼  ｜ ｜ カルボ l)

＼ 酵素能｜基質分解 l脱水素酵 l ガーゼ能
菌 株 -..__ I I変 i素能 'A.M.C. 

~I 0o sec. 生成 I 

対 照菌｜川 I 95 I 2.0 

ブドウ糖添加日培｜ 印円 ハ
地継代菌 I 69.0 I 105 : 1.5 

焦全プドウ酸添｜ ｜ ー 一

_110型地イ＇tiC_l~2-l~，一二L
乳酸添加培地継 1 16.1 I 65 I 
代菌 , I I 

5例平均

ことが理解されP 又基質分解度および脱水素酵素能は

いずれも遺伝的に固定されることが明らかとなった．

総括ならびに結語

）ピタミンB1欠乏状態において多発性筋炎が発生しや

すい（小沢）か否かについて，まず被感染個体側の要

約としてP ピタミンB1欠乏白鼠を用い，ブドウ球菌に

よる筋銭湯発症の促進の有無p 同一動物の横紋筋浸出

液における菌発育促進のいかんおよび焦性プドウ酸の

増量の有無などを検討し，一方病原体側の要約としてp

同一菌株に出発したブドウ球菌を横紋筋，骨髄，皮膚

浸出液にそれぞれ続代培養してP その結果得られた各

組織親和性獲得菌（適応菌）および臨床例から得られた

筋炎p 骨髄炎およびフルンケル・カルプンケル起炎菌

についてP それらの発育に及ぼす焦性プドウ酸の~：；智

およびそれらの菌の焦性ブドウ酸代謝酵素能を吟味そ

し，換の感績を待先．

(1) ピタミンB1欠乏白鼠は11'1の血行内注入によって

必ずしも筋炎を発症しない点、菌の筋肉内注入によっ

て他の対照白鼠よりも筋膿疹ーを発症し易ししかもそ

の発症に要する最小自主量は対照動物のそれに比べて低

い値を示した．

(2) 菌の血行内注入によってF 家兎p 鳩においては

筋炎を発症したがp 白鼠では筋炎を発症しなかった．

これは動物によって臓器のブドウ球菌に対する感受性

が異っているためと考えられる．

(3) ピタミンB1欠乏白鼠筋においては焦性ブドウ酸

の含有量が大であって，又その浸出液は対照白鼠筋の

浸出液に比べてブドウ球繭に対する発育促進作用が大

であった．

(4) pi~ 標識菌を用いて，繭の血行内注入による筋

止着度を検討するとP ピタミン B1欠乏白鼠筋では対照

に比べて，とくに著明に多量に菌が止着はしなかった

しF 白鼠横紋筋適応菌と原株との聞に筋止着度に大差
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がなかった．

(5) 焦性ブドウ酸はブドウ糖とともに各菌株の発育

を著明に促進し，中でも横紋筋適応菌p 筋炎起炎菌p

皮膚適応繭，フルンケル・カルプンケル起炎菌などの

発育を比較的強く促進した．

(6) 横紋筋適応菌p 筋炎起；たl宕においては焦性ブド

ウ駿分解度，焦性ブドウ酸脱水素酵素能がともに充進

しており，皮蔚適応菌p フルンケル・カルプンケル起

炎前がこれについだが，カルボリガーゼ能は各適応菌

の聞に差異がなく，起炎菌では筋炎およびフ ルンケル

．カルブンケル起炎菌において充進を認めた．

(7) 横紋筋適応菌における焦性ブドウ酸分解度およ

び焦性ブドウ酸脱水素酵素能の冗進を説明するためP

横紋筋の焦性ブドウ酸の含有量を測定し，その含有量

が大であることを知った．皮膚適応菌も比較的高い酵

素能を示しP 皮店街焦性ブドウ酸含有量も横紋筋のそれ

に近い値を示した．このことはすなわち焦性ブドウ酸

代謝酵素が適応酵素として成立することの可能性を示

唆したものである．

(8) ブドウ球菌を横紋筋，皮膚および骨髄内に注入

して炎症を惹起せしめ，時間的に炎症巣の化学的環境

の推移，とくに焦性ブドウ酸含有量の消長を追求する

とP その合有量U：横紋筋および皮騎においては 11尋問

後にや h 低下したが， l~ . 24時間後には菌注入部p 周

辺部においてともに増量した．筋炎起炎菌p フルンケ

ル・カルプンケル起炎菌における焦性プドウ酸代謝酵

素能の充進も菌発育環境における基質量の増加による

適応解案の生成にもとずく可能性のあるととが判明し

た．

(9）菌の焦性ブドウ酸代謝酵素の中でp 基質分解度

（絵、代謝酵素能），脱水素酵素は実際に適応酵素と して

成立するが，カルボリガーゼは適応酵素として成立し

ないことを示した．

側菌の焦性ブドウ酸代謝酵素の中でp 基質分解度

（総代謝酵素能）＇脱水素酵素は p 基質を高濃度に含有

する環境における継代培養によってP その高い活性を

遺伝的に固定されうるが，カルボリガーゼ能の変動は

遺伝的に固定されないことが実証された．

ーすなわち以上p 私は筋炎ピタミンB1欠乏説を”host-

p~rasi~e relationships (Dubos）”の立場か以酵素化

学的に検討して， ーその妥当性を有することを実証した

わけである．

潤筆するにあたり，終始御指導を賜った講師石上浩

一博士p 並びに御助言を戴いた京大公衆衛生学教室西

尾教授p 実験上種々便宜をはかつて下さった公衆衛生

学教室諸兄姉に心から感謝の意を表します．
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