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   The follQwing・ results were obtained frem the statistical studies and drug sensitivity tests

・fb・・teri・1 fl・・ae i・pl…d fr・m中・uゆ・・y・・a・・i・1981・・d 1982・

   Of the 2，029 strains isolated from out－patients， 627 （30．9％） were gram positive cocci，

24．1600 were E． coli， 9．4％ were Proteus spp．， ．9．2 ％O． were ］E’nterococci，． 8．9 ％ were S． ePidermidis， 7．0

600 were ’K． Pneumoniae， 5．7％．were・ P． 4－eritginosa and the rest were others． Of the 754 strains

isg！ated． froin hospital’i．zed pqtierits， ’276 （36．6％） were grani positive ’cocci， 168％ were

左窺♂o∂o厩．、11．4％were 8． epidermidis．，1L1タ6 were P． aeruginosa，8．8％．were Proteus spp，7．2％

were E：coi4’ @6．5％．wvere K，Pnq4． moeia，’e apd Fhe rest WeTe others． ．The number of Proteus sPp．，

P． aeruginosa and E’ 氏f狽?窒盾モ盾モモ?detected’ 奄窒堰h 狽??isolates’ froni the’ out－patients and that of E．coti，

K．，Pneumeni．ae and PrOteus spp．，’detectecl in the’isolates from the in－patients were smaller’than

in preVious tep6ttS．’ Morg．． npn－ferment’ative gram－negative bacilli and S． ePlde・rmidis were

detected in the isolates fro血both patiepts werc than in previohs years． The major isolates

i．e．，． 9 species， from out－patients were more susceptible to the antimicrobial agents tested．

The susceptibility of TC and ・SBPC to major isolates was iQwer than in previous years．’

   Puring the past two years， we have been r．outinely using on inpatients the so－called third

generation cefem antibiotics to treat urinary tract infections． This might be why the number

of isolates of gram positive cocci has increased especially isolates from inpatients．

Key words： UTI， Bacteriuria， Disk sensitivity ．test
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は じ め に

 尿路感染症起炎菌の変遷については多数の報告があ

り，グラム陰性桿菌が主体であるという認識が定着し

ている．しかしながらつぎつぎと新しい抗菌薬が使用

されるにしたがい，これら菌種にも消長がみられ，薬

剤感受性の変化も認められたため，このような報告が

継続して報告されることは有意義であると考えられ

る．

 われわれはすでe・ 1976年～1978年，1979年～1980年

の集計を第1，2報1・2）として報告し，第3世代セフェ

ムの使用による影響についてのべた．

 当院における薬剤感受性ディスクは，1976～1977年

は Penicillin－G （PCG）， ampicillin （ABPC），

carbenicillin （CBP（］）， sulbenicillin （SBPC），

cephaloridine （CER）， cefazolin （CEZ）， kana－

mYcin （1〈M）， streptomycin （SM）， gentamicin

（GM）， chrolamphenicol （CP）， tetracycline （TC），

erythromycin （EM）， lincomycin （LCM）， jo：

samycin （JM）， colistin （CL）， nalidixic acid

（NA）が用いられ，1978年から1982年はCBPC， SM，

JM が除かれ， cephalexin （cEx）， dibecacin

（DKB）が加えられた． さらに1983年度より， clox－

acillin （by｛CIPC）， piperacil・liii （PI？C）， cefmeta－

zole （CMZ）， cefotiam （CTM）， cefoperazone

（CPZ）， tobramycin （TOB）， clindamycin （CL－

DM）， fosfbmycin（FOM）が追加され， SBPC，

CER， KM， LCM， DKBが削除された．

 今回の変更は大巾なものであるため，二二までと．同

一薬剤についてまとめられる1981年～1982年度分につ

いて集計し，それ以降については稿を改めて報告す

る．また第1，2報と同様，泌尿器科領域で使用され

ない薬剤もあるが，割合せず報告することとした，

方法および材料

 1981年1月から1982年12月までの2年間に，外来，

入院患者尿中より105コ／ml以上の細菌を検出したも

のを対象とした．

 尿採取法は，女性では導尿，男性では中間尿を原則

とした．

 これらの細菌につき，1濃度ディスク（昭和）によ

り薬剤感受性をしらべ，（措）と（升）を感性，（＋）

と（一）を耐性とし紅

 使用薬剤ディスクは前記のものであるが，第1，2

報にあわせるためABPC， SBPC，（〕EX， CER．

CEZ， KM， DKB， GM， CP， TC， NA，と菌種によ

E｝s

器

二

諮

9
v
s
田

き

慧

零

乙

川・

．se

憩

 
庫

R

望

2
ぢ

9
e ’奮
di g

虐 終

章幕

   磐
   e
di 濤

   m

§錘

5  es
」     m
o    o
ロ    に
a：  。6

 。ぎ
至§§

65層
雪

2
e
店

き

E
co

白

s
di

s
窪

9
x

も

畠

g
切

2
8
g

奇

糞

g・

超

g
E

貫貫G
§塗塗
M ｝ご K
9 ］蜀

G翁Fs 卜 一
型 冨 こご
．鎗 N 9

翁GQo「 こ 2
と「1ご 冨
。 噌 Ω

霧ll

電：li『
二 ε s
巴 巴 8

QGQm  e  m

蔦董15

Gq若書毫量

ir『1翁
e e e
δ 9 窯

てミβ

e eg
8 R

てミQ
e e
e e

倉Qe e
！こ ≧

電
ee

2

電

s
斜

需

s
蕊

・Q臼安
e s e
＄ Ω 羽

蕊6
 s一

 窯

 慧

 焉
 e・

 s

宣β

器
  N

二月

Z 8

蒙

GaG
§旦旦
暮9言

？翁i｝

曇量

爾Q一
基書萎

β含Fco 9 co
冨 M こご
co 寸 望

翁 1質
量＄青

GR爾竺 Ω Ω

冨 M Y
曽 ⑩ 8

β需

瀦
的弓
ε 巴
B 鴇

需
st

8

s
g

Q
s
R

G
9
尋

G
讐

F
e
R

aG
e じ
st狽秩D o

≠

需F
舘 o
冨 K
苺 。o

冨

慧
e・

6

蓄

慧
f’一

Z

羽

2

翁

卜

這

？

e
8

毎

e
壁

翁

言

N
需

e
＄

翁

じ
雲

爾

望

と
翁

西

g
房

β翁貫
量登室
冨 u 冨
き 津 巽
N       pa

GGR
糞蝿

翁翁Kl

碁盤
   co

翁（ミ¢

塁毒拳

蟹G爾
言量器

GF爾
毒羅
N       【》り

倉

頃

董

爾

e
鎚

gi

e
8

Q
Ei？

N
i？

s
專

G
じ
窪

含

葛

6
零

蓄

焉
ei

6

9
三

誌

三

巴
9

Q
se

8

翁

se
寓

翁

e
薯

毎

e
專

翁

こ

苫

爾

こ
OO．

爾

e
鍵

Q
e
z

i？

言
の

勾

se
e．

爾

e
墾

早

月

U
誌

基

鷺

1）’西

Z L．

2
5
一



ってはPCGを加えて示した．

成

D 細菌分離頻度

岡田・ほか：尿中分離細菌・薬剤感受性試験

績

 1981，1982年度に外来では995株，1，034株，入院患

者のほうからはおのおの277株，477株が検出された．

これらはTable lに示した．主要菌種について図示

したものがFjg．ユ，2である．外来のほうではP．

aeruginosa以外の上山醸酵グラム陰性菌の増加が目に

つくが，入院のほうでもブドウ糖非醗酵グラム陰性菌

の増加があきらかであり，1（．Pneumoniaeの増加，

S．ma2’cescensの減少も目につく．

1729

 外来のほうではE．coliが24．1％ともっとも多く，

P． aeru，ginasa以外のブドウ糖非醗酵菌エL6％， Proteus

sPP 9・4％， Enterococci 9．2％， S． epidermidis 8．9％と続

き，． ?@のほうではEnterococci 16．8％カ’：もっとも多

く，S． epidermidis l l．4％， P． aeruginosαll．1％，そ

れ以外のブドウ糖非醗酵グラム陰性菌10．7％，Proteus

sp 8．8％と続く．また入院のほうでは＆aureusが4

％を占めているのが注目される．

 Tablc 2にProteus spの詳細を示した．

 従来のインドール陽性proteusを含めたが，これ

ら．はMorganella morganii， Providencia rettgeri，と

なり P．inconstansはProuidencia alcalt［faciensと

 YEAR
（No．of ＄trains）

1981

C995）

1982
（1 ，034）

Teta［

（2，029）

E．coli
K．pneu－

高盾獅撃≠

Proteus

rPP

P，aeru－

X1nosa

S，marc－

?唐モ?≠r

Otller

mFGNB
Other

fNB
Entero－

bQGC1

S．epid－

?窒高奄р奄

Others

1．6

24．6 6．9 9．σ 5．4 9．8 8．了 9．2 9．9 15．5

0 9

23．7 7．2 9．7 6．0 13．3 9．1 9，2    8．0 12．9

1．2

24．1 7．0 9．4 5．7 11．6 8．7 9．2 8，9     14．2

。 20

Fig． 1．
 40 60
1solation rate （out－patient）

80 1000／o

 YEAR
（No．of strainsi）

1981

（277）

・1・982

（477）

Total

（754）

E．coIi
K．pneu－

高盾獅hae

Protθus

rPP

P，aeru－

X｝nQsa

S．marc－

?唐モ?獅

Other

mFGNB
Other

fNB
Entero－

bOCCI

S．epid－
@           Othersermidis

7．9  4．7 8．3 11．2 5．8 6．5 1τ．6 1フ．0 13．7 13．3

6．ア   7．5 9．0        11r1    2．3     13．2 11．6      16。8 10．1    科．7

7．2   6．5 8．8    11．1 3．6 10．7 11．5 16．8 11．4     12。4

o 20

Fig． 2．
 40 60
1solation rate （in－patient）

80 100e／e
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Table 2． Distribution of Proteus spp

proteus spp

P． P． ，M． P． P．
mirabilis vulgaris morganii rettgeri inconstans total

    out－patient

1 9 8 1 in－patient

    tota1

24 （2．4）X 22 （2．2）

5 （1．8） 2 （O．7）

29 （2．3） 24 （1．9）

15 （L5） 26 （2．6） 3 （O．3）

12 （4．3） 3（1．1） 1（O．4）

27 （2．1） 29 （2．3） 4 （O．3）

90 （9．0）

23 （8．3）

113 （8．9）

    out－patient

1982 in－patient
    tota1

30 （2．9） 32 （3．1）

24 （5．0） 8 （1．7）

54 （3．6） 40 （2．7）

14 （1．4） 24 （2．3） O （O．O）

6 （L 3） 5 （L O） O （O． O）

20 （1．3） 29 （1．9） O （O．O）

100 （9．7）

43 （9．0）

143 （9．5）

    out－patient

total in－patient
    tota1

54 （2．7） 54 （2．7）

29 （3．8） 10 （1．3）

83 （3．0） 64 （2．3）

29 （1．4） 50 （2．5） 3 （O．1）

18 （2．4） 8〈1．1） 1（O．1）

47 （1．7） 58 （2．1） 4（O．1）

19e （9．4）

66 （8．8）

256 （9．2）

Provideitcia stttartiiとなったが従来通りの取り扱いか

たをした．

 もっとも多いのはP．mirabilisであるが，入院の

ほうではP．vulgaris， P． rettgeriが少なく，外来で

はP．mor．ganiiが少ない．

 2） 分離菌の薬剤感受性

 外来および入院患者由来の細菌の薬剤感受性率を菌

種別，年度別に示したものがFig．3～iiで，傘下に

示す数字が2年間の平均感受性率である．上段は外来

からのもの，下段は入院患者からのものを示してい

る．

 （1） E． eoli （Fig． 3）

 下剤に比し，外来入院ともABPC， SBPCの感受

性率が低く，とくに入院側では低い．

 （2） K． Pneumoniae （Fig． Ll）

 ABPC， SBPCの感受性率が低く，ほとんどが耐性

菌と考えてよい状態である．CEX， NA， CLを除き

入院患者由来細菌の感受性率が外来のものに比し著明

に低下している．

 （3） P． mirabilis 〈Fig． 5）

 TCを除きどの薬剤も比較的良好な感受性率を示し「

ている．

 （4）Indol陽性Proteus （Fig．6）

 外来入院ともにSBPCを除くβ一lactam系薬剤は

ほとんど無効と考えてよく，アミノ糖系，NAの感受
｛生率カミ良し・．

 （5） 1’． aeruginosa （Fig． 7）

 外来ではCL， DKB， GM， SBPC，入院ではCL，

GM， DKBが80％以上の感受性率を示しているが，

これら以外に対してはほとんど無効と考え．られる．

 （6） S， marcescens （Fig． 8）

 菌株数は少ないが，全体に感受性率が悪く，外来で

はGM， NA， CPが比較的よく70％前後の感受性率

を示し，入院のほうではもっともよいGMでも66．7

％の感受性率しか示さない．

 （7） E． Enterobacter sp （Fig． 9）

 外来ではCL， DKB， KM，入院のほうではCL，

NAが80％以上の感受性率を示している． SBPCは

外来のほうでは65，9％の感受性率を示したが，入院で

は9．1％と低下し，CL， NAを除き入院のほうで感受

性率が著明に低下している．

 （8） Enterococcus （Fig． rO）

 外来入院ともにペニシリン系薬剤，とくにABPC

がよい感受性率を示している．

 （9） S． ePidermidis （Fig． 11）

 外来ではNAを除きどの薬剤でも比較的良好な感

受性率を示しているが，入院のほうではGER， CEZ，

GPが80％以上の感受性率を示している．

考 察

 尿路感染症分離細菌に対する報告は多数あり，継続

して報告を出している施設もいくつかある．われわれ

もすでに第1，2報を発表し，これが第3報となるわ

けである．

 前回の報告では球菌系が外来26．7％，入院29．0％で

あったが，今回の調査ではおのおの30．9％o，36．6％と

球菌系の増加傾向がみられた．安増ら3）は1981～1982

年の集計を報告しているが，外来23．6％，入院18．5～

ユ9．1％と入院患者由来のグラム陽性菌の検出が少ない

としている．岡所ら4）の報告では入院のほうで球菌系



岡田・ほか：尿中分離細菌・薬剤感受性試験．

froM outpatient （245十245 strains）

98．B99・2 99・298．8 98．．899・2

95．596・3
  95．5

X2．2
91．4

92．2

．83．384・5

88．6
89．8

6611
65．フ

83．3

@ フ9．2
76．7

フ4．7

合。β 63．3

100

W0

U0

S0

Q0

Average囑． ．63。ら．． 64．．6 ．95．9
8宇・9

．93．b
90．0 、99・0 99．0 81．2 75．5． 9LO 99．0

D「ug ム母pc SBPG CE．X CER ：GEZ ．KM DKB GM CP TG NA C．L

Ave・a66％． 4を．6． ．4を．6 88．白 8L5 ．含。．7

79．6
   ．
X8．1 100 66．フ 57．4 96．3 94．4

3L8 31．8

50．0 50．0

20

S0

U0

W0．

P00

．53．1

87．5

81．881・2

71．9

63．6．

@ 68．7

63．6

90．9 90．990・6 90．9 90．6

95．5
95．596．、．

100 100 100                   100

     from inpatient （22十32 strtiin’s） ’

Fig． 3． Susceptibility of E． coli
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from．6utpatient（69十74 Strains）

             100 TOO

95．フ
9ア．1

94．2
93・睾 ．91．β

91．3 91．3 91．9

85．．1

8ア」0 8ア．0
85．5

81．2
82．4

81．1
79．7

100

W0

U0

S0

Q0

．21・ア

28．4
  27．026．1

74．3

．75．7．

Average． 25．．1 26．．6 8δ．1 ．77．6 84．6 ．93．7 9ブ．9 98．6 86．o． 85．3 81．1 86．8

Drug． ABPC． SBPC GEX CεR CEZ KM D．KB GM   ． OP TO NA C」

Ave・a白・％．
10．2 12．2 87．8

4を．9
69．4．

53．1 ナ1．4．
77．6．

75．5．
β5．3 77．6 87．．β

8．3 8．3

u
書5．4

23．1

38．5

41．7

44．1

20

S0

U0

W0

P00

66．7

53．B

69・26914 69．4 69．4

86」
84．6 84．6 84．6

75．O
72．2

84．6

86．9

92．3 92．3 923

        from inpatient （13十36 strains）

Fig． 4． Susceptibility of K． pneumoniae
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from outpatient （24十30 strains）

100   10D

  96，795．8 95．8． 95．8
  白3．391．7

  96．7

X1．7 9L7  9D．0

  93．39L7

91．フ  90．O
  93．3

W7．5

  93．3

W7．5

フ5．0

100

W0．

U0

S0

Q0
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Fig． 5． Susceptibility of P． mirabilis
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from 6utpatient （66十70一 strains）
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frpm outpatient （54十62 strains）
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Fig． 7． Susceptibility of P． aerugii osa

ts2

1735



1736 泌．尿紀要31巻 10号 1985年

隣

．from outpatient （16十9 strains）
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frQrn．’outpatjeni （1フ十29．strains）
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from gutpatient （91十95 strains）
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from outpatient 〈98十83 strains）
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Table 3

E．coli K．pneumoniae Proteus sbp P．aeruginosa S．raarcescens S．epidermidis Enterococci

OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN

1976， ％
一一 ，37．5 12．0 7．7 7．1 10．8 12．0 7．3 16．3 1．3 6．2 7．1 3．6 10．9 14．7

1978

1979

，N．

1980

25．2 ’ 11．7’ 6．9 ’ 10．3，， IL7 12．7 7．2 11．4 L6 4．9 5．8 ・8．9 13．4 16．6

1981

t’‘’

1982

24．1 7．2 7．0 6．5 9．4 8．8 5．7 ， 11．1 1．2 3．6 8．9 IL4 9．2 16．8

OUT ： from out－patient 1 IN ： from in－patient

が多いとしているが，松本1）の報告でも球菌系は外来

28．1％，入院33．8％とわれわれの成績に近い．天野ら6）

は9年間の成績をまとめグラム陽性球菌が19，5劣，山

口ら7）も10年間の成績から19．2％と報告しており，球

菌系は20％程度としている．

 われわれの施設では球菌系が多く，したがってグラ

ム陰性桿菌の比率も外来63．9％，入院56．6％であった．

 分離頻度の多いものをみてみると，外来ではE．

coli 24．6％， P． aeruginosa以外の非醸酵グラム陰性菌

ll．6％， Proteus sPP． 9．4／Oo／， Enterococci 9．2％， S． ePider－

midis 8．9％と続いており，入院めほうではEnllerococci

I6，8％，3． epideimidis I L4％， P． aeプuginosa l 1．1％と．

上位にグラム陽性球菌が出ている．

 これを他施設の報告と比較すると，外来のほうでは

九大3），高知医大5）でE．coliが20．2～24．4％ともっ

とも多く，つぎec Enteroceceiあるいは＆ノ認fαJf5が

おのおの15．5％，12．6％と続き，さらにP．aeruginosa

の10．6～12．6％が続いている．

 このほか，九大ではP．御α磁，S．卿θτ‘5がいずれ

も5％台，高知医大では＆’epidcrmidis l L 1％， S．

maTeescens 8．9％があげられている．このうちP． ce－

PaciaとS． marcescensはわれわれの施設では非常に．

少ないのが特徴である．

 つぎに入院患老由来菌では，九大3）でEnterobacter’

sp・，・P． aeruginosa， P． cePaciaが多く， Enterococci，

S・aureUSがこれらに続いている．いっぽう高知医大5，）

ではS． ．faecalis 21．8％，＆marcescens 19．7％，．P。 aer一

π8fπ05α13． ．4％，3． epidermidis 9。2％となっており，

外来と同様P．cePacia， S． marcescensが目立つ．また

九大でEnterobacter spの多いのも目につく。

 われわれの施設での第1，2報と今回の成績を主要

菌種について比較したのがTable 3である．外来で

はE．coli， P． aeruginosaの減少傾向がみられ，入院

のほうでもE．coti， P・αeruginosa， s・marcescensの

減少傾向がみられる．またS．epidermidisが急増して

いる．

 これらの差は患者構成や合併症などにも．関係すると

思われるが，前報でも述べたように，第3世代セフェ

ムの汎用や，新しい合成抗菌薬を重篤な患者に積極的

に使用した結果と考えられる．とくに第3世代セフェ

ムはグラム陽性球菌に弱く，その特徴が入院患者由来

菌に出た結果と思われる．．

 つぎに薬剤感受性であるが，前額および他施設の成

績と比較してみた．

 （1） E． coli

 外来では学報とほとんど差がないが，入院のほうで

はABPC， SBPC，．TCの感受性率が低下しており，

おのおの42．6，42・6，57．4％であった．九大3）報告で

はABPCに45 ％，・CBPCに73％， TCに67％と

CBPCが比較的良く，高知医大5）でも同様の感受性

率であった．

 （2） K． Pneumoniae

 外来，入院とも．NAの感受性率が前報より良化し

ているものの，PG．系薬剤はあいかわらず低感受性率

であった，この成績は高知医大5）のものとよく一致し

ている．また金沢大4）の成績ともよく一致していた．

 （3） P． mirabiis

 外来ではTCの感受性率が53．7％と低下したが他

の薬剤は変らず，良好な感受性率を示した．入院のほ

うではNAを除き全体的に感受性率の低下がみられ，
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ほとんど60～80％であった．

 （4＞インドール陽性．Proteas

 前報ではM．morganiiだけを示したが，今回は従

来インドール陽性Proteusとして扱われた， M． mor－

gα纏，P．γ観8爾， P．ηπ1g姻∫などを一括した，外来

ではアミノ糖系，NAの成績が90％以上で良く， TC

は55．1％，CEX， CER， CEZ， ABPCは低感受性

率であった．入院のほうではやはりアミノ糖系とNA

が良好な成績で，PC系，セフェム系は低感受性であ

った．これらの成績は前罪でのP．mor．ganiiとほぼ同

様の成績であった．

 （5） P， aertt．oinosa

外来ではDKB， GM， Cしが良く， SBPCがこれ

に続いており，前報に比しTCが48．3％に低下して

いる．入院ではCしがもっとも良く， GM， DKB，

SBPCと続き， TCは36．9％と感受性率の低下がみ

られた．九大3）の成績は外来ではあまり差がなかった

が，入院のほうではSBPC 34％， DKB 6290， GM

64％でわれわれの施設の成績のほうが良かった．高知

医大5）の成績もわれわれの成績と差がないように思わ

れた．

 （6） S． marcescens

 外来ではSBPC， DKB， GMフTCの感受性率低

下がみられ，入院のほうでも SBPC， TCの感受性

率低下が著明である．金沢大4）の報告ではSBPC，

GMの感受性率がもっとも悪い．

 （7） En．terobacter sp

 警報ではE’．cloacaeだけ集計したが、これとE，

aerogenesが外来で41株と5株，入院で39株と5株で

あり，薬剤感受性パ．ターンもそれほど差がなかったの

でまとめて集計した．外来のほうではSBPCの感受

性率が35％から63％へ上昇したほかは前門と変らず，

入院のほうでは逆にSBPCの成績が23．5％から9．1％

に低下した．この威績は九大3）でのものとNAを除

き差がないといえる．しかし金沢大の成績は入院のほ

うでSBPC 9．1％と悪い成績であるが，それ以外はそ

れほどの差がないと思われた．

 （8） Enterococcus

 外来ではCER， TCに対する感受性率の低下（77．5

→61．8％，77．1→62．4％）とGMの上昇が（36，6→

57．0％）認められた．

 入院のほうではCER（73．5→57．5％）， CP（80．9

→60．6％），TG（57．7→48．0％）の感受性率低下と

GM（24．3→42．5％）の上昇がみられた．

 九大3）の外来ではGMの感受性率が74％と良く，

金沢大4）め入院のほうではGM 83．3％， CEZ 86．2

1741

％と良好な成績であった．しかし高知医大5）の成績は

外来入院の区別はないものの，ほぼわれわれの成績と

同様と考えられた．

 （9） S． ePidermidis

 外来の感受性率は前報と変らず，NA以外は良好な

感受性を示す，入院のほうはSBPG（88．9→70．9％），

CEX （84．7一｝72．1％）， TC （90．3－74．4％） NA （84．7

→34．9％）と感受性率の低下がみられ，GM（54．2→

73．3丁目DKB（52，8→62．8％）の上昇がみられた．外

来での成績は金沢大4）と差がなく，入院のほうでも

PGGの成績が良い以外われわれの成績と差がなかっ

た。また高知医大での成績もわれわれのものと変らな

いように思われた．

 以上前山および他施設からの報告と比較して分離菌

の検出頻度，ディスク感受性試験の結果についてのべ

た．もとより，各施設における細菌同定法に多少差が

あり，同じディスク感受性といっても1濃度，3以下

と相違があるため厳密な意味での比較は困難であり，

また報告される菌種，ディスクの種類もおのおのの施

設で異なるがおおよその傾向の比較は可能と思われる

のであえて比較した．前報に比較して球菌系とくに

s．epid・・midi・の増加カミ目につくが，これは第3世代

セフェムの汎用と無関係とは思えない。また全体に

TC， SBPCの感受性率低下が目につくが，これらの

薬剤は現在あまり使われることがなく，原因は不明で

ある．

結 語

 1981年1月から1982年12月までの間に東海大学病院

泌尿器科外来および入院患者尿中から10sコ！ml以上

の細菌を検出したものについて検討した．

 外来患者からは2，029株，入院患者からは754株検出

し，外来ではE．coli 24．1％， Proteus sPP．9。4 ％，

Enterococci 9．2％， S． ePidermidis 8．8％， P． aeru．ginosa

以外の非醗酵菌11．6％，KPneumoniae 7．0 ％の川頂に

多く，入院のほうではEnterococci I l．6％， S． epider一

磁跳1L4％， P． aeruginosa H．1％， P。 aeruginosa以

外の非醸酵菌10．7％，1’roteus spp・8．8％の順であっ

た．

 9菌種について薬剤ディスク感受性をみたが，全体

的にTC， SBPCに対する感受性率の低下， Enter－

ococcus， s・6ρ娩潮祓∫に対するアミノ興野薬剤の感

受性率向上が認められた．入院患者由来菌種にグラム

陽性球菌の増加が見られたことは，第3世代セフェム

の汎用に関係すると思われた．
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 祥＝東海大学病院泌尿器科における尿中分離細菌

 について（第2報；1979～1980年の分離細菌とデ

 ィスク感受性について）．泌尿器要28：1081～

 1098， 1982

3）安増哲生・河野博巳・中牟田誠一・妹尾康平・熊

 澤浄一・竹森紘一：尿路感染分離菌の年次的変遷

 （第11報）．西日泌尿46＝1273～1282，1984

4）岡所 明・徳永周二・庄田良中・池田彰良・島村

 正喜・平野章治・大川光央・久住治男：金沢大学

 泌尿器科における最近2年間（1980～1981年）の

 尿路感染症患者尿中分離菌について．西日泌尿

 45：1163”s・1176， 1983

5）松本 茂・近藤捷嘉・平野 学。山本志雄・大橋

 洋三・亀井i義広・森岡政明・藤田幸利・杉原重喜

  ・森田珠恵＝高知医科大学泌尿器科における尿路

 感染分離菌の年次的変遷（第1報）．西日泌尿46：

  ：1255”v1260， 1984

6）山口隆正・後藤 甫・竹中生昌・石田陪玲。宮川

 征男・西本和彦・福田和夫・濱本隆一：尿路分離

 菌とその薬剤感受性について一鳥取大学附属病院

 泌尿器科における過去10年間の年次的変遷一．

 西日泌尿44：1355～1361，1982

7）天野正道・黒川幸徳・内田昌宏：尿路分離菌の年

 次的変遷第1報：開院以降9年間（1974～1982年）

 の分析．西日泌尿46 ；1245～1253，1984

             （1985年2月25日受付）


