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第1章 緒論竝ニ文獻

外的因子 ノ血清反應ニ 及 ボス影響ニ 關 シテハ其

ノ研 究 實 ニ枚 擧 ニ遑 ナ シ ト云 ヒ得 ベ シ.斯 ル外 的

因子 ノ中近時急速 ノ進歩 ヲ遂 ゲ,治 療的方面ニ於

テモ興味深 キ長短各種 波長 光線 ノ血清反應 ニ及ボ

ス影響 ニ關 シテモ亦其 ノ例ニ 洩 レズ.然 レ共其 ノ

業 績 ノ多 クハ 生 體 照射 ノ抗 體 産 生ニ 及 ボ ス影 響 ト,

産 生抗 體 ノ受 クル影 響 トニ關 スル モ ノ ニ シ テ,抗

原照射 ノ血清反應竝 ニ免疫 ニ及ボ ス影響ニ 關 シテ

ハ誠ニ 寥 々 タ リ.是 レ抗 原 ノ前 處 置ニ 關 シ テハ物

理 的 温 熱 ト化 學 的殺 菌 劑ニ 歸 スル所 多 ク,抗 體 ノ

如 ク變 化 ノ少 キニ ヨル モ ノナ ラ ンカ.然 リ ト雖 モ

血清學 上抗原抗體ハ共ニ密接 不離 ノ關係 ニアリ,

反應時ニ於 ケル抗原 ノ状態 ハ反應ニ 影響 スル事ナ

シ トシ難 シ.故ニ 抗原 ノ態度 ヲ無視 シ以 テ反應 ノ

如何 ヲ判定 セ ン カ重大 ナル誤 謬 ヲ見 ンモ計 リ難

シ.茲 ニ各種照射 ノ抗原ニ 及ボ ス影響 ニ就 テ檢索

シ,特 殊 處置免疫原 ニヨル抗體産生 ノ問題 ヲ研究

セ ン トシ,長 短各種波長 ノ光線 ヲ以テ照射 セル抗

原 ヲ使 用 シ タ ル血 清 反應 ニ就 キ其 ノ結 果 ヲ章 ヲ追

テ報告 セ ン トス.

照射 ノ細菌凝集反應ニ 及ボ ス影響ニ 關 スル研究

ハ 之 ヲ3ツ ニ區 分 ス ルコ トヲ得.即 チ

(1) 生體照射 ノ凝集 素産 生ニ及ボ ス影響

(2) 抗血清照 射ニ ヨリ凝集 索ノ受 クル影響

(3) 凝集原照射 ニ ヨル凝集價 ノ受 クル影響

是 ナ リ.之 等照 射 ニ依 ル 敍 上 ノ影 響 ニ關 シ テ先 賢

ノ報 告 ヲ見 ル ニ,大 熊1),阿 部2)ハ 日光 々線ニ 就

キ.三 浦3),Izar, Morithi4)ハ 超 短 波 ヲ,小 笠

原5),中 村6),唐 津 ・松 村7),Lustztig8), Hempel9),

Kamekura10)ハ 紫 外線 竝 ニ レ線 ヲ各 々生 體ニ 照

射 シ,其 ノ結 果 大 ナ リ小 ナ リ影 響 ヲ及 ボ セ リ トシ,

Hempelヲ 除 キ テ ハ凝 集 素 産 生 ヲ助長 セ シ ムル ト

ス ル ニ 一 致 セ リ.Alfans, Ruchner11)ハ レ線 及 ビ

紫外線ハ抗生産 生ニ影響ナ シ ト云 ヘルモ概 シテ試

獸 ヲ各種波長 ノ光線 ヲ以 テ照射 スルニ於 テハ凝集

素 ノ産生 ヲ助長 スル ト云 フニ傾 ケ リ.他 方産生凝

集 素ニ 對 シ テ ハ 如 何 ナ ル 影 響 ア リ ヤ ト云 フ ニ,

Lawen12), Fiorini u. Zironi13), Konrich14),

Lustig,長 橋 及 ビ 野 中15)ハ レ線 照 射 ハ 其 ノ 凝 集 價

ニ變 化 ヲ與 フル コ トナ シ ト云 フモ 上野16),小 南17),

野 上18),竹 内19),Hauer20)等 ハ レ線 及 ビ紫 外 線 照

射 ニ依 リテ多 少 トモ凝 集 價 ノ低 下 ヲ來 セ リ ト報 告

セ リ即チ抗體ハ レ線ニ 對 シテ相當大ナル抵抗 ア リ

ト雖 モ其 ノ照射方法 ニ ヨリテハ凝集素 イ破壞 ヲ來

シ得 ル モ ノナ リ トセ リ.紫 外 線 モ亦 レ線 ト同樣 ノ

態 度 ヲ採 ル モ ノ ノ如 シ.

飜 テ抗 原 照射 ノ文 獻 ヲ探 ル ニ 長橋 ・野 中15)ノ 報

告 ニ依 レバ 「チ フス生 菌 」及 ビ死 菌 ニ レ線 ヲ照 射 シ

細 菌 凝 集 反 應 ヲ檢 シタ ル モ其 ノ被 凝性 ニ聊 カ ノ變

化 モ 認メ ザ リキ ト云 ヒ,渡 邊21)ハ 紫 外 線 ヲ 「チ フ

ス菌」,「パ ラチ フ ス菌 」ニ照 射 セ シ ニ10分,30分
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デハ變化 ナタ,60分 照射 ニ於 テ凝集價僅 ニ低下 シ

タル モ是 ハ 「チ フス菌 」 ヲ使 用 セ ル モ ノノ ミニ シ

テ,「 パ ラ チ フス菌 」及 ビ「コ レ ラ弧菌 」ニ於 テハ 變

化 ヲ認 ム ル事 能 ハザ リキ ト云 ヘ リ.Kamekura10)

ハ 紫 外 線60分 間照 射 細 菌 ハ 被 凝 性 ノ低 下 ヲ來 ス

トシ,上 野11)ノ レ線 照 射 ニ ヨル實 驗ニ 於 テハ30分,

60分,90分,120分 照 射 セ ル モ 「チ フス」及 ビ 「パ

ラチ フ ス菌 」ニ 何等 ノ影 響 ヲ及 ボ シ得 ザ リキ ト.

是 ハ細菌 ノ形態學 的構造 ニ基クモノナルカ,或 ハ

凝集 原及 ビ細菌 ノ化學 的成分 ノ抵抗力 ニ關 スルモ

ノ ナ ル カ明 カナ ラザ レ共,恐 ラク 更 ニ濃 度 ガ是 ニ

關 シ テ重 要 ノ意 義 ヲ有 スル モ ノ ト推 定 ス ト述 ベ タ

リ.以 上凝 集 原 照 射 ノ實 驗報 告 ニ就 テ余 ノ得 タル

文 獻 ハ僅 少 ニ シ テ而 モ歸 一 スル所 ナ ク,且 多 ク ハ

「チ フ ス菌 」ヲ使 用 シ タル モ ノナ ル ヲ以 テ余 ハ 大腸

菌 ヲ使用シ單一波長 ノ光線 ノミニ止 ラズ各種波長

ノ光線 ヲ照射 シ其 ノ及ボ ス影響 ヲ比較觀察セ ン ト

ス.是 レ光線 ノ種類及 ビ照射 法.被 照射細菌 ノ種

類 ニ ヨリテハ其 ノ影響モ亦異ナル所 ア リト想像サ

ル ル ヲ以 テ ナ リ.

第2章 實驗材料及ビ實驗方法

第1節 免疫血清ノ獲得

實驗動 物 トシテハ健 康ナル成熟家兎 ヲ選 ビ,教

室所藏 ノ普通大腸菌(3號 株)ヲ 寒天斜面培養基 ニ

18時 間培養 セルノモ ヲ以 テ生理 的食鹽水浮游液 ヲ

作 リ,少 量 ヨリ家兎耳靜脈 内 ニ反覆注射 シ最終 注

射後9日 目ニ頸動脈 ヨ リ採血 シ,析 出セル血 清 ヲ

56℃ 30分 間加熱 非働 性 トナシ其 ノ儘氷室 ニ保存

セ リ.抗 體産 生 ノ比較竝ニ 状態特異性 ノ檢査 ニ用

ヒタル免疫血清 ハ同一大腸菌 生理的食鹽水浮游液

ヲ所望 ノ光線 ニテ前處置 ヲ行 ヒ,照 射後一定 ノ時

間 ヲ置 キ之 ヲ家兎耳靜脈ニ 注射 スルコ ト3囘 ニシ

テ最終注射後7日 目ニ全採血 ヲ行 ヒ血清 ヲ分離 シ

非 働性 トナ シ實驗 ニ供 シタ リ.正 常凝集素 ハ健康

ナ ル2KG内 外 ノ家 兎 ヨ リ心 臟 穿 刺 ニ ヨ リテ採 血

シ タ ル モ ノ ヲ用 ヒ タ リ.

第2節 菌浮游液作製法

免疫ニ 使用セル同株大腸菌 ヲ同樣條件下 ニ培養

シ,3 Oseヲ10ccノ 生 理 的食 鹽 水 ニ可 及 的平 等

ニ浮 游 セ シ メタル モ ノ ヲ生 菌 抗 原 ト稱 シ,60℃ 2

時間加熱殺菌セルモ ノヲ死菌 抗原 ト稱 シタ リ.其

ノ他 特 別 ノ處 量 ヲ施 シ タ ル モ ノ及 ビ菌 株 ノ異 ナ レ

ル モ ノ ヲ抗 原 トセ ル場 合 ハ其 ノ都 度 附 記 説 明 スル

コ ト トセ リ.

第3節 細 菌凝集反應

免疫血清ヲ遞降 的ニ生理的食鹽水 ヲ以 テ稀釋 シ

各 試驗 管 ニ反 應 元0.5cc宛 ヲ加 ヘ 全量 ヲ1ccト ナ

ス.各 試驗管列毎 ニ食鹽水加菌液 ノ對 照 ヲ置 ケル

ハ法 ニ從ヘ リ.之 ヲ攝氏37度 ノ孵 卵器 内 ニ2時 間

納 メ次 デ室温ニ 放置 シ翌 日其 ノ結果 ヲ判定 セ リ.

反應判 定ニ當 リテハ同一 人工光線 ノ下ニ 肉眼 ヲ以

テ スル事 トシ,凝 集 塊 ノ著 明 ニ シ テ管 底 ニ沈 澱 シ

上 清全 ク澄 明 トナ レル モ ノ ヲ(++++)トシ,上 記 ノ状

態 ナ ル モ上 清 稍 々溷 溷 セ ル 程度 ノモ ノ ヲ(+++)ト 肉

眼的 ニ判然 ト凝集塊 ヲ認 ムルモ ノヲ(++)稀 薄且微

細 ナ ル モ ノ ヲ(+)ト シ タ リ.

第4節 各種波長光線照射法

第1項 日光 々線照射法

大腸菌生理的食鹽水浮游液 ヲ滅 菌硝子 「シヤー

レー 」ニ5cc宛 分 注 シ(層 高 約0.5mm)一 ハ 菲 薄

ナ ル硝 子 ヲ蓋 ヒ,一 ハ「アル コー ル」ヲ以 テ拭 掃 セ

ル「セ ロ フア ン紙 」(無 色)ヲ 以 テ蓋 シ,10月 快 晴 ノ

日ヲ選 ビ,午 後1時 ヨリ2時 間 日光光線 ヲ直射セ

シ メタ リ.照 射中温度 ノ影響 ヲ可 及的除外セ ン爲

メ「シ ヤー レー」ヲ冷 水 中ニ 浸 シ置 キ タ リ.

第2項 赤外線 照射法

大腸菌生理的食鹽水浮游 液 ヲ滅菌「シヤー レー」

ニ5cc宛 分 法 シ,「 ア ル コ ール」 ヲ以 テ拭 掃 セ ル

無 色「セ ロ フア ン紙 」ヲ蓋 ヒ之 ヲ日本理 化 學 電 氣 製

作 所製 「ハ ナ ビア」ヲ使 用 赤 色「フ イル タ ー」ヲ裝置

シ30cmノ 距離 ヨ リ30分 間 照射 セ リ.照 射 中 ハ

同樣 「シヤ ー レー」ヲ冷 水 中ニ 置 キ タル ハ前 項ニ 述

ベ タル ト同樣 ナ リ.
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第3項 紫外線照射法

紫外 線發生裝置 ハHanau製 「スタン ド式」紫外

線 發 生 裝 置器 ヲ使 用 シ,實 驗 當 時 ノ紫 外線 發 生状

態 ハAcme Reizbarkeitmeterヲ 以 テ 人體 皮 膚

ヲ照射 シタ ル ニ第1表 ニ示 ス ガ如 ク概 ネ4分 ニ シ

テ第1度 紅斑 ヲ得 ル程 度 ナ リ.

第1表 使用當時 ノ紫外線發生裝置 ノ

紫外線發生量

照射法 ハ點 火後10分 間放置 シタル後 距離30cm

ヨ 大腸 菌浮 游 液 ヲ「シヤ ー レー」ニ入 レタ ル モ ノ

ヲ照射 セ リ.照 射 時 間ハ15分,30分,60分,120

分 ニ4區 分 シタ リ.照 射 時 間 長 期 ニ互 ル モ ノハ 温

度 ノ影 響 ヲ考 慮 シ 冷 水 中 ニ容器 ヲ浸 シ メ 置 キ タ

リ.從 來 紫 外線 照 射 ノ條 件 ヲ單 ニ時 間 ト距 離 ノ ミ

ヲ以 テ表 サ レ タル モ 同一 裝 置 ニ於 テ モ其 ノ發 生 量

ニ差 異 ヲ認 ム ル コ ト多 キ ヲ以 テ實驗 當 時 ニ於 ケル

發 生 量 ニ ハ何等 カノ標 準 ヲ示 サ ザ ル ベ カ ラザ ルモ

ノ ト思 惟 シ,上 述 ノ如 ク之 ヲ附 記 スル コ ト トシ タ

リ.

第4項 超短波照射法

使用超短波發生裝 置ハSiemens製 治療用超短

波發 振 管 球GRiニ シ テ波 長6m非 減 衰振 動 ニ シ

テ,電 極 ハSchliephake電 極(「 シ ヤ ー レー導 子 」

ノ 直徑13cm)ヲ 用 ヒ タ リ.被 照 射 大 腸 菌 生 理 的

食鹽 水 浮游 液 ハ培 養 直 後 ノモ ノ ヨ リ製 シ可 及 的 薄

キ試驗管 ニ入 レタリ.一 方可及的薄キ試驗管 ニ寒

天培養基 ヲ作製 シ之 ニ植菌18時 間培養 セ ル モノ

ヲ用 ヒ,是 等 ヲ薄 キ硝 子 箱 中 ニ直 立 セシ メ箱 中ハ

冷 水 ヲ常 ニ灌 流 セ シ ムベ ク裝 置 ヲ行 ヒ,兩 電 極 間

ノ距 離13cmニ テ30分 間 照 射 シタ リ.箱 中 ノ温

度 ハ水銀寒 暖計 ヲ以テ測定 セ シ ニ常 ニ20℃ 内外

ナ リシモ本 計 測 ニ依 リテ ハ多 少 ノ誤 差 ヲ生 ズ ル モ

ノナ ラ ン ト推 測 スル モ本 實 驗 ニハ何 等 ノ影 響 ヲ與

フル コ トナ キ モノ ト思 惟 セ リ.照 射 大 腸 菌 浮 游 液

ハ 其 ノ儘,培 養 基 ト共 ニ照射 セ ル モ ノ ハ照 射後 生

理 的 食鹽 水 ニ浮 游 セ シ メタ ル後 抗 原 トシ テ使 用 シ

タ リ.

第5項 レ線 照射法

(イ) 軟 レ線照射法 抗原 タル大腸 菌浮 游液 ヲ

滅 菌 「セル ロ イ ド,シ ヤ ー レー」ニ分注 シ其 ノ層 高

ヲ2mm程 度 ヲ限 度 トセ シ メCoulidge U型 管 球

ヲ使 用 シ2次 電 流2mA, 2次 電壓60K.V.照 射

距 離23cm,照 射 時 間10分30秒 ニ テ1 H.E.D.ノ

照 射 量 トナ ル條 件 下 ニ1 H.E.D., 1/2 H.E.D., 1/4

H.E.D.ヲ 照 射 シ タ リ.

(ロ) 硬 レ線 照射 法 使 用 機 ハSiemens Sta-

bilivoltニ テ管球 ハCoulidge H型,2次 電 壓

150K.V., 2次 電 流2mA,濾 過 ニ0.5mm Znト

3mm Alヲ 使 用 シ 波 長0.08A,距 離26cm(以 上.

ノ 條 件 ニ テ1分 間 ノr量12.7rナ リ)ニ テ500rヲ

1 H.E.D.ト シ1 H.E.D., 1/2 H.E.D., 1/4 H.E.D

ヲ照射 シ タ リ.レ 線 照射 中 ニ於 テハ温 度 ノ影 響 ヲ

顧 慮 スル ニ足 ラズ.

第5節 抗原 ノ照射 ヨリ反應迄 ノ時間

照射抗原 ヲ反應 ニ使用 スル ニ當 リ照射 ヨリ使 用

迄 ノ時間的關係 ヲ顧慮 スベキ モ ノ ナ ラ ン ト思惟

シ,豫 メ照射後 ヨ リ一定 ノ間隔 ヲ置 キテ反應 ヲ實

施 シ之 ガ凝集價 ヲ比較セルニ第2表 ノ如 キ結果 ヲ

得 タ リ.即 チ照射 サレタル抗原 タル大腸菌浮游液

ハ照射 ニ ヨリテ惹起サルベキ變化ハ其 ノ直後 ヨリ

既ニ 證 明シ得ルモ ノナル ヲ知 レリ.換 言セバ光線

照射直後 ヨリ證明サルル凝集價 ノ變化 ハ3時 間5
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時間,7時 間,10時 間ニ於 テモ尚ホ變化 スルモ ノ

ニ非 ザ ル ヲ知 レル ヲ以 テ本實驗ニ 於 テハ照射後

10時 間以 内ニ於 テ反應 原 トシテ使用 シタ リ.

第2表 被 照 射 抗 原 ニ ヨ ル 凝 集 反 應

第3章 實驗成績

第1節 日光照射抗原 ノ被凝性ニ 及ボ ス

影響

日光 々線 ガ細菌ニ 對 シ直接的 ナル カ或ハ間接的

ナ ル カハ 不 明 ナ レ ドモ或 種 ノ影 響 ヲ與 フル モ ノナ

ル コ トハ既 ニ知 ラ レタ リ.大 腸 菌 浮 游 液 ヲ前 述 セ

ル 方 法ニ テ1時 間 照 射 シ タル モ ノ ヲ凝 集 原 トシ生

菌免疫血清A及 ビBノ 間ニ 營 マル ベ キ凝集反應

ヲ檢査 セル結果 ハ第3表ニ 示 スガ如 シ.即 チ凝集

素價ノ高低,凝 集塊 ノ大小,反 應發現 ノ遲速等 ニ

關シ觀察 セル トコロアリタルモ,余 ノ實驗成績 ニ

於 テハ何等 ノ影響 アルヲ認 ムル能 ハズ.日 光々線

ニ殺菌作用 ナルハ明 カナル トコロナ レ ドモ斯ル生

理的食鹽水ニ 浮游液 トシタル大腸菌ニ於 テ1時 間

照射ニ テハ之 ヲ死滅セ シムル コ ト能 ハズ シテ照射

抗原 ヨ リ再培養 セルニ 著明ナル集落 ヲ證 明シ得タ

リ.
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第3表 日光々線照射凝集原 ヲ以テセル細菌凝集反應

第2節 赤外線照射抗原 ノ被凝性 ニ及 ボ

ス影響

赤外線 ヲ以テ照射 セル凝集原 ヲ生菌免疫血清A

及ビBノ2種 ニ作 用セシ メ其 ノ凝集反應 ニ就 テ無

照射當該生菌 ヲ凝集原 トセルモノ ト比較 シタル結

果 ハ第4表 ニ示 スガ如 ク赤外線ハ直接 ニ大腸菌 ニ

變化 ヲ與ヘ ズ凝集反應 ヲ抑制又ハ促進 スル作用 ヲ

有 セズ.本 照射 抗原 中ノ大腸菌モ亦良 ク再培養 ヲ

ナ スニ發育セ リ.

第4表 赤外線照射凝集原ヲ以テセル細菌凝集反應

第3節 紫外線照射抗原ノ被凝性 ニ及ボ

ス影響

紫 外 線 ヲ 人體 ニ 照射 シAcme Reizbarkeit-

meterニ 依 リ測 定 セ ル ニ,30cmノ 距 離 ヨ リ第1

度 紅 斑 ヲ得 ル ニ平 均4分 ヲ要シ タ ル ガ如 キ發 生 量

ヲ有 セ ル紫 外 線 發 生 器 ヲ以 テ大 腸 菌 浮 游 液 ヲ照射

シ,之 ヲ抗 原 トシテ 生 菌免 疫 血 清A及 ビBノ 凝 集

反 應 ヲ試 ミタル ニ其 ノ成績 ハ第5表 ニ示 シ タ リ.

即 チ1:1000ノ 凝 集 價 ヲ有 スル免 疫 血 清Aニ 對 シ

テ15分 間照 射 抗 原 ハ 同 價 ヲ示 セ ル モ,30分 間 照
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射 ニ 至 リ テ ハ 輕 度 ノ被 凝 性 ノ減 弱 ヲ認 メ其 ノ價

1:800ト ナ リ,60分 間 照 射 ニ至 リテハ 更 ニ凝 集 價

ノ低 下 ヲ示 シ1:400ト ナ レ リ.照 射 時 間 ヲ更 ニ延

長 シ120分 間 照射 セ ル 抗 原 ハ1:200ニ シ テ60分

間照 射 ノ凝 集 價 ニ比 シ半 價 ヲ示 セ リ.免 疫 血 清B

ニ對 シ テ モ同 樣 ノ成績 ヲ認 メタ リ.斯 ル事 實 ヨ リ

紫 外線 照 射 抗 原 ハ 他 ノ光 線 ヲ以 テ照 射 セ シ抗 原 ト

ハ反對 ニ免疫血清 ニ對 シ反應 ヲ阻止スルガ如キ状

態 ヲ招來 セシモ ノ ト言ハザル ヲ得 ズ.而 シテ照射

量大 ナ レバ大 ナル程其 ノ阻止作 用強度 ナ リ.照 射

抗原 ノ再培養 ニ於 テ ハ15分 照射菌液 ハ尚ホ培養

可能 ナ ル モ30分 以上 照射菌液 ハ培養 不能 ニ シ

テ恐 ラク菌 ノ死 滅 ヲ來 セ ル モ ノ ナ ラ ン ト認 メタ

リ.

第5表 紫外線照射抗原ヲ以テセル細菌凝集反應

第4節 超短波照射抗 原ノ被凝性 ニ及ボ

ス影響

超 短波 ガ細菌 ニ對 シ如何ナル影響 ヲ及ボ スモノ

ナ リ ヤ ノ研 究 ハ 他 ニ讓 ル トス ル モ其 ノ波 長 ノ如

何,細 菌 ノ種 類,照 射 時 ノ被 照 射 物 質 ノ温 度 如何

ハ 其 ノ影 響 ニ重 大 ナル 關 係 ア リ ト云 スル.即 チ其

第6表 超短波照射(30分 間)凝 集原ヲ以テセル細菌凝集反應
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ノ條件 ノ如 何 ニ ヨ リテハ 細菌 ヲ死滅 セ シ メ,或 ハ

何 等 ノ影 響 ヲ與 ヘザ ル コ トア リ,或 ハ 反對 ニ發 育

ヲ 刺戟 スル コ トア ルハ 幾 多 ノ實 驗 ニ ヨ リテ示 サ レ

タ リ.故 ニ余 ハ是 等 ノ點 ニ就 キ 顧慮 シ 一定 條 件 下

ニ於 ケル是 ガ影 響 ニ就 キ論 ズ ル コ ト トシ タ リ.即

チ波長6m,非 減衰 振 動 ノSiemens製 超 短 波發 生

機 ニヨ リ冷水灌流裝置 ヲ施 シ被照射 物質ノ温度 ヲ

一程度迄 ニ止 メシ メタル上大腸菌 ヲ照射 シタリ.

斯 ル照射抗 原 ヲ使 用シタル細菌凝集反應ノ成績 ハ

第6表(前 頁)ニ 示 スガ如 シ.

生菌免疫血 清Aハ 當該 生菌 ニ對 シ テ反應直後

1:400ノ 凝 集 價 ヲ示 シ24時 間後 ノ觀 察ニ 於 テ ハ

1:1000ナ ル 凝 集 價 ナ ル モ 是 ノ血 清 ニ對 シ超 短波

照 射 抗 原 ヲ以 テ セ ル 場 合 ハ反 應 直 後 ニ於 テ既 ニ

1:4000ノ 凝 集 價 ヲ示 シ24時 間 後 ノ觀 察ニ 於 テモ

同樣 ナ リ.免 疫 血 清Bニ 對 シ テ モ 同樣 迅 速 ニ凝集

シ且亦著 シキ被 凝性ノ上昇 セル ヲ見ル.寒 天培養

基 ト共 ニ同一條件下 ニ照射 セル大腸菌 ヲ照射後 同

一 稀 釋 ノ 浮游 液 トシ之 ヲ抗 原 トシテ 使 用 セ ル場 合

ハ單ニ 浮 游 液 トシ テ照 射 セ ル モ ノ ニ反 シテ約1/4ノ

凝 集 價 ヲ示 ス ニ過 ギ ズ.免 疫 血清Bニ 於 ケ ル成 績

ハAニ 於 ケル モ ノ ヨ リ被 凝 性 ノ低 下更 ニ甚 大 ナ リ.

是 ヲ要 スル ニ同 一照射 條 件 下 ニ照 射 シ タ ル犬 腸 菌

モ,浮 游液 トシタルモ ノニ於テハ凝集反應迅速且

著明 ナル ニ反シ,培 養基 ト共ニ照射 シタル場合 ハ

之ニ反 シ凝集價 ノ下降 ト共 ニ反應遲鈍 且微弱 ナ リ

何 レヲ以 テ超短波 ノ眞 ノ影響ナ リヤハ測 リ難 ケ レ

ドモLentzノ 研 究 ニ ヨル培 養 基 ヲ離 レテハ 細 菌

ノ超 短 波 ニ對 スル影 響 ハ 不 定 トナ ル トイフ ニ一 致

セ リ.斯 ル實 驗 成 績 ヨ リ觀 レバ 同 一照 射 條 件 下 ニ

同 一菌 ヲ照 射 スル モ其 ノ被 照射 物 質 タ ル菌 ノ状 態

如 何 ニ ヨ リテハ 異 ナ レル 物 理化 學 的作 用 ヲ受 ク ル

モ ノナ ラ ン ト想 像 サル.尚 ホ被 照射 菌 ノ培養 ハ 可

能 ニシテ 多 少 ノ影響 ア リタ リ トスルモ 斯 ル 照射 條

件下 ニ於 テハ 全 ク死 滅 セ シ メ得 ズ.大 腸 菌 ハ 比 較

的超 短 波 ニ對 シテ抵 抗 大 ナ リ ト云 ハル ル 處 ナ リ.

第7表 軟 レ線照射凝集原 ヲ以テセル細菌凝集反應
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第5節 レ線照射 ノ被凝性ニ 及ボ ス影響

レ線 ノ〓 微 生體 ニ及 ボ ス作 用 ニ關 スル先 賢 ノ業

績 ハ一 括 シ テ甚 ダ反 抗 的 デ ア リ,或 ハ個 々 ノ菌 種

ニ多 少 ノ感 受 性 ア リタ リ トスル モ之 ガ變 化 ヲ期 待

スル ニハ極 メテ大 量 ヲ與 ヘザ ル ベ カ ラ ズ ト云 ハ

ル.余 ハ斯 ル菌 ノ死 滅 ヲ問 題 トセ ズ,凝 集 原 タ ル

ベキ 細 菌蛋 白 質 ニ對 シ テ輕 度 ノ照射 ヲ行 フ時 血 清

反 應 ニ如 何 ナ ル變 化 ヲ及 ボ スモ ノナ リヤ ヲ知 ラ ン

トセ リ.

第1項 軟 レ線照射 ノ被凝性ニ 及ボス

影響

既述 ノ照射 條件下ニ 照射 サ レタル大腸 菌浮游液

ヲ照射後6時 間 ノ後ニ 細菌凝集反應ニ凝集 原 トシ

テ使用 シ,生 菌免疫血清A及 ビBニ 對 スル凝集

價 ヲ反應直後及 ビ24時 間後ニ 觀察 シ 生菌 ヲ對照

トシ比 較 セ ル ニ第7表(前 頁)ノ 如 キ結 果 ヲ得 タ

リ.即 チ 反應 直後 ノ觀 察ニ 於 テ1:400ナ ル 對照 ニ

對 シ1 H.E.D,照 射 抗 原 ハ1:1000, 1/2 H.E.D.照

射ニ 於 テ ハ1:1000, 1/4 H.E.D.照 射 ハ對 照 ト同 樣

1:400ナ リ.24時 間後ニ 觀 察 セ ル 凝集 價 ハ1 H.E.D.

ニ於 テ1:2000, 1/2 H.E.D.ニ 於 テ モ同 ジク1:2000

1/4 H .E.D.ニ 於 テ1:1000ニ シ テ 對 照 ノ1:1000ニ

比 ス レバ1及 ビ1/2 H.E.D.照 射 ハ倍 價 ヲ示 セ リ.

免 疫 血 清Bニ 於 テハ其 ノ反 應 直後ニ 於 テ ハ照 射抗

原 モ非 照 射 對 照 抗原 ヲ使 用 セ ル 場 合 モ 同價 ナ ル

モ24時 間後 ノ觀 察 ニ テハ 其 ノ凝集 價 ハ1及 ビ1/2

H.E.D.照 射 抗 原 倍 價 セ リ.

第2項 硬 レ線照射 ノ被凝性ニ及 ボス

影響

前項 ト同樣硬 レ線 ヲ以 テ照射 セル抗原ニ就 キ得

タ ル成績 ハ第8表ニ 示 スガ如 シ.

第8表 硬 レ線照射凝集原ヲ以テセル細菌凝集反應

硬 レ線照射抗 原ハ軟 レ線照射抗原 ノ被凝性 ノ上

昇 ヲ見 タル ト同ジク細菌凝集 反應ニ 於 テ著 シク凝

集 價 ヲ上昇 セ シ メ得 タ リ.而 シ テ其 ノ反應 ハ 前者

ヨ リ尚 ホ 著 明 ニ シ テ前 者 ニ於 テハ1/4 H .E.D.照 射
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ニテ反應直後 ノ變化 ヲ認 メザ リシモ硬 レ線 ニ於 テ

ハ斯ル少量 ニテモ尚ホ變化 ヲ認 メ得 タ リ.

敍上實驗成績概括

生菌 ヲ各種波長 ハ光線 ヲ以テ照射 シ之ヲ抗原 ト

シテ2種 ノ生菌免疫 血清 ノ凝集反應 ヲ行 ヒ,其 ノ

凝集價 ヨリ是 ガ被凝性 ニ關 シテ觀察セ シ結 果ハ上

述 セルガ如シ.即 チ日光 々線 ノ赤外線照射(30分

間)ニ於 テハ被凝性 ノ變 化 ヲ認 ムル能 ハズ,紫 外線

照射ニ 於 テハ30分 迄 ハ變化 ヲ認 メザ ル モ夫 レ以

上 ノ照射ハ被凝性 ヲ減 弱セシムルガ如 ク作用セ リ.

超 短波30分 間照射及 ビ レ線1 H.E.D.迄 ノ照射 ニ

於 テハ却 ツテ被凝性 ノ上昇 スル ヲ觀 タ リ.照 射 光

線 ト菌 ノ死滅 トヲ比較觀察 セルニ被凝性 ニ變化 ヲ

認 メザ ル日光 々線及 ビ赤外 線及 ビ被凝性 ヲ上昇 セ

シメタル超短波及 ビ レ線ニ於 テハ再培養尚 ホ可能

ニシテ被凝性 ノ減弱 ヲ認 メタル紫 外線照射 ニ於 テ

ハ照射 ニ依 ツテ菌 ノ死滅 ヲ招 ケルモノ ト言 ヒ得 ベ

シ.

是等 各種 光線 ノ大腸菌 ニ及ボ ス影響ニ 關 シテ其

ノ光線 ノ波長 ノ長短 ガ質的又 ハ量的 ニ差異 ヲ來 セ

ルモ ノナ リヤ否 ヤ,即 チ波長依存性ア リヤ ト云 フ

ニ,余 ノ實驗成績 ヨリ之 ヲ觀 レバ,可 視線 ヲ中心

トシ之 ニ近接 セル紫外線 ハ菌 ヲ速ニ 死滅 セシ メ被

凝性 ヲ減退 セ シメ,之 ヨリ波長著 シク短 キレ線及

ビ著 シキ長キ超短波 ノ一定照射量ニ於 テハ菌 ハ死

滅セ ズ且又被凝性 ハ上昇 セシ メラ レタ リ.赤 外線

ハ超短波 ト同樣一種 ノ熱線 ヲ主 トスルモ本實驗 ニ

於 テハ超短波 ヨリ微 力ナ リ.之 ヲ要 スルニ大腸菌

ヲ死ニ 到 ラシムルガ如 キ光線照射ハ被 凝性 ヲ減退

セシ メ然 ラズ シテ或種 ノ刺戟 トナルガ如 キ光線照

射 ハ 被 凝 性 ヲ上昇 セ シ メ得 タ リ.

第6節 照射 抗原ノ類屬凝集反應ニ 及 ボ

ス影響

Bacillus coli communisヲ 以 テ免 疫 シ タル 免

疫血 清ハ菌株特 異性甚 シク當該菌株 ヲ以テナセル

免疫 反應ニ 於 テノミ著 明ニ反應 シ菌株 ノ異 ナ レル

抗原ニ對 シテハ甚 ダ反應弱 キハ既知 ノ事實 タ リ.

余 ハ教室所藏 ノ3株 ノ菌 中3號 菌 ヲ以 テ免疫 シタ

第9表 照射抗原ノ類屬凝集反應ニ及ボス影響
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ル抗血清ニ 對 シ,15及 ビ18號 菌 ヲ抗原 トシテ行

ヘル凝集反應 ニ於 テ敍 上實驗 ニ於 テ證 明シタル被

凝性 ノ上昇 ヲ來 セル超短 波及 ビレ線 フ以 テ抗原 ヲ

照射 シ副凝集素 トノ間 ニ如何 ナル影響 ヲ與 フルモ

ノナ リヤ ヲ檢 セル ニ第9表(前 頁)ノ如 キ成績 ヲ得

タ リ.

即チ3號 菌 ノ免疫血清 ニ 對 シ15號 菌 ノ表 セ ル

凝 集 價 ハ1:20, 18號 菌 モ亦 同樣 ナ ル モ 超 短波,

レ線1 H.E.D.照 射 抗 原 ハ 何 レモ15號 菌ニ 於 テ

1:40, 18號 菌 ニ於 テ1:80ノ 凝 集 價 ヲ見 タ リ.免

疫 血 清Bニ 於 テモ 各 々對 照 ニ 比 シ テ 倍 價 ノ成 績

ヲ見 ル.即 チ 照射 抗 原 ハ 副 凝 集 素ニ 對 シ テ モ主 凝

集 素ニ 對 スル ト同樣 ノ態 度 ヲ採 ル モ ノナ ル ヲ知 レ

リ.

第7節 死菌ニ 光學的處置 ヲ行 ヘル場合

ノ被凝性 ノ變動ニ 就テ

細 菌凝集反應 ニ際 シ抗原ニ 生菌 ヲ用 フルハ最 モ

適 切 ナ ル モ 菌 ニ ヨ リテハ 危 險 ヲ伴 フ ヲ以 テ死 菌 ヲ

使 用 サ レタ リ.死 菌 ノ集 凝 價 ニ及 ボ ス影 響 ハ 生 菌

ニ比 シ何 等 ノ遜 色 ナ シ ト云 ハ ル ル モ 余 ガ本 實 驗 ニ

使 用 セ ル材 料 ヲ以 テ豫 メ檢 索 セ ル 成績 ヨ リス レバ

60℃ 2時 間 加熱 殺 菌 ハ 明 カ ニ生 菌ニ 比 シ凝 集 價 低

ク且 反 應 著 明 ナ ラザ リキ.一ニ 死 菌 ト稱 スル モ其

ノ死 滅 ニ到 ラ シ ムル 方法 ニ ヨ リテ ハ之 ヲ同一ニ 解

釋 スベ キモ ノ ニ非 ズ シテ,本 實 驗ニ 使 用 セル 「ヱ

ーテル」殺 菌ハ其 ノ被凝性 生菌 ト異 ナル所 ナク,

80℃ 加熱1時 間及 ビ50%「 アル コール」殺 菌抗原

ノ如キハ著 明ナル被凝性 ノ減退 ヲ認 メタリ.前 節

迄ニ 生 菌ニ對 シテ各種光線 ノ及ボ ス影響 ニ關シ檢

スル所 アル所ア リタル ヲ以 テ本節 ニ於 テ斯ル物理

化學的方法 ニ ヨリ殺 菌セル死菌 ニ對 シ各種光線ノ

及 ボ ス影 響 ニ就 キ檢 セ ン トス.

死菌 ヲ便宜上物理化學 的處置 ニヨリ被凝性 ニ著

シ キ變 化 ナ キモ ノ ト,前 處 置 ニ ヨ リ著 シ キ減 退 ヲ

來 セル モ ノ トニ區別 シ,各 々是 等 抗 原 ニ超 短 波及

ビ レ線1 H.E.D.ヲ 照 射 シ其 ノ被 凝 性 ノ變 動 ヲ見

タ ル ニ第10表 及 ビ第11表 ニ示 ス ガ如 キ 成績 ヲ得

タ リ.

第10表 同株死菌ニ光學的處置 ヲ行 ヒタル凝集原ヲ以テセル細菌凝集反應(其 ノ1)
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第11表 同株死菌ニ 光學的處置ヲ行 ヒタル凝集原ヲ以テセル細菌凝集反應(其 ノ2)

生菌免疫血 清Aニ 對シ テ60℃ 2時 間加熱殺菌

抗 原 ハ1:400ノ 凝 集 價 ヲ示 セ ル モ,是 ニ超 短 波 ヲ

照射 シ タル モ ノ及 ビ軟 レ線1 H.E.D.ヲ 照 射 シタ

ル モ ノハ1:1000ノ 凝 集 價 ヲ示 シ,硬 レ線 照 射 抗 原

ハ更ニ 上 昇 シ1:2000ノ 價 ヲ示 セ リ.「 ヱ ー テル」

殺菌抗原ハ對照ニ於 テ1:1000ナ ル モ 超短波照射

ニ於 テハ1:2000軟 レ線 ニ於 テ1:4000硬 レ線 ニ於

テ ハ1:8000ト 被凝 性 ノ上昇 ス ル ヲ見 ル.免 疫 血

清Bニ 於 ケル成績ハ 生菌照射 ノ場合 ト同樣 ニ上昇

ヲ見 ル モAニ 比 シ テ顯 著 ナ ラズ.

他方 前處置 ニ於 テ著 シキ被凝性 ノ低下 ヲ來 セル

80℃ 1時 間 加熱 抗原 及 ビ50%「 アル コ ール 」處置

抗原 ニ於 ケル照射 ノ影響 ヲ見 ルニ對照抗原 ヲ以テ

行 ヘル反應 ノ凝集價 ト何等異 ナル所ナク.換 言 ス

レバ照射ハ斯ル抗原ニ對 シテハ何等 ノ影響 ヲ與 ヘ

ザ ルモ ノ ノ如 シ.

小 括

敍 上ノ成績 ヨリ之 ヲ小括觀察 スルニ既ニ 前處置

ニ ヨ リ凝 集 原 タル細 菌 ヲ死滅 セ シム ル爲ニ 用 ヒ ラ

レ タ ル 加 熱,「 ヱ ー テ ル 」,「 ア ル コ ホ ル 」ハ 菌 體 ニ

對 シ各々異 ナ レル變化 ヲ與 ヘ以 テ再處置 トシテ與

ヘ タル照 射 ニ對 シ又異 ナ レル態 度 ヲ示 セ ル モ ノ ト

思惟 ス.即 チ其 ノ被 凝 性 既ニ 著 シク 低 下 セ シ メラ

レタ ル菌 ハ照射 ニ ヨ リ被 凝 性 ノ恢 復 ヲ望 メズ,然

ラザル抗原ハ之 ニ反 シ其 ノ被凝性 ヲ上昇 セシ メ得

タ リ.斯 ル被凝性 ノ變動 ノ本態 ハ如何 ナル點ニ 存

スル ヤ ハ不 明 ナ レ ドモPorges22)ノ 設 ニ ヨル ガ如

ク 細 菌體 ノProteinノ 變 化 ニ ヨ リ尚 ホ反 應 可能 ナ

ル 状態 ニ於 ケル モ ノ ニ於 テハ 之 ヲ助 長 シ,然 ラズ

シ テ 一旦 蛋 白體 ノ反應 ニ不 適 ノ状 態 トナ リ タル モ

ノ ニ於 テハ 斯 ル變 化 ヲ與 ヘザ ル モ ノナ ラ ン カ トノ

推 論 ヲ得 タ リ.

第8節 照射抗原 ノ正常凝集素ニ 對 スル

影響

健康 家兎 ヨリ採血 セ ル血 清A及 ビBニ 對 シ照

射抗原ガ如何 ナル態度 ヲ トルモノナ リヤニ就キ凝
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集 反 應 ヲ試 ミタ ル ニ次 ノ如 キ成績 ヲ得 タ リ.即 チ

第12表 ニ示 セ ル ガ 如 ク3號 大腸 菌 浮 游 液 ヲ抗 原

トセル ニ其 ノ生 菌 ニ於 テ ハ1:4, 60℃ 1時 間 加熱

死 菌 ヲ以 テ シ テ1:2迄 ノ凝 集 價 ヲ示 セ ル血 清Aハ

紫 外線15分 照 射 ニ於 テ ハ 加 熱 死 菌 ト同價 ナ ル モ

60分 照 射 ニ テハ 半 減 シ120分 照射 ニテハ 反 應 不

明 ナ リ.然 ル ニ超 短 波30分 間 照射 抗原 ニ於 テ ハ

生 菌 ヲ使 用 セ ル場 合 ニ比 シ反 應 稍 々 著 明 ニ シ テ レ

線ニ 於 テ ハ 軟線 ニ テハ1:8,硬 線 ニ テ1:10ト 其 ノ

被 凝 性 ハ 上 昇 スル ヲ見 タ リ.血 清Bニ 於 テ モ是 ト

同 樣 ノ成 績 ヲ見 ル.斯 ク觀 ズ ル ニ抗 原 照射 ニ ヨ リ

テ其 ノ被凝性 ノ變化 ヲ來 サシ メタルモ ノハ抗體 ガ

免疫血清 ノ主凝集素 タル ト副凝集素 タル ト將亦正

常 凝集素 タル トヲ問ハズ 同樣 ナル成績 ヲ現 スモノ

ナ ル ヲ 知 レ リ.

第12表 照射抗原 ノ正常凝集素ニ對スル影響

第9節 照射抗原 ヲ以テセル凝集反應 ニ

於 ケル結合帶 ノ移動 ニ就 テ

曩ニ緒方教授23),21)ハ兎疫反應ニ於 ケル抗 原抗體

ノ量 的 關係 ヲ明 カ ニセ ラ レ,最 少 抗 體 量 ト反應 シ

得 ル抗 原 至 適 量 ノ存 在 スル ヲ認 メラ レ之 ヲ結合 帶

ト命 名 サ レタ リ.爾 後 教 室ニ 於 テ桑 名25),26)ハ 細

菌凝集反應 ニ於 テモ免疫血清ハ各 々至適濃度 ノ細

菌浮游液 ト最 モ良 ク反應 スルモノナル事 ヲ實證 シ

タ リ.斯 ル結合帶 ハ免疫 血清ニ 依 リ各 々異 ナル モ

ノ ナ レ ドモ同 一 血 清 ニ ア リテハ之 ニ理 化 學 的 處 置

ヲ加 フル モ移 行 セ ズ.是レ 抗 原 ノ結 合帶 ハ 免 疫 血

清 ノ定性 的表 現 ヲナ スモ ノ ナ レバ ナ リ.余 ハ10cc

ノ生 理 的 食鹽 水 ニ20 Oseノ 菌 ヲ平 等ニ 浮 游 セ シ

メタル モノヲ原液 トシ,各 種波長 ニテ照射 シタル

浮游液 ヲ生理的食鹽水 ヲ以 テ順次稀釋 シ凝集 反應

ヲ行 ヒタルニ第13表 ニ示 スガ如 ク1:10ノ 菌液濃

度 ニ於 テ最 モ良 ク反 應 セ ル ヲ知 レ リ.而 シ テ照射

ニ ヨ リ或 ハ被 凝 性 ノ上 昇 ヲ見,或 ハ 下降 ヲ見 タル

モ ノ アル モ斯 ル被 凝 性 ノ變 動 ニ際 シ テモ結 合 帶 ハ

常 ニ1:10ヲ 示 セ リ.
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第13表 照 射 抗 原 結 合 帶 ノ 移 動

第10節 照射抗原 ノ特 異的被 凝性變化 ノ

囘復ニ就 テ

諸種光線中 ニハ其 ノ照射 ニヨリテ抗原 タル大腸

菌ニ各 々特異的ナル作 用 ヲ及 ボシ其 ノ被凝 性ニ變

化 ヲ來 サシムルモ ノナル事 ハ以上 ノ實驗 ニ於 テ證

明 シ タ リ.斯 ル被 凝 性 ノ變 化 ハ 一時 的 ノモ ノナ リ

ヤ 將 亦 永 續 的 ノモ ノナ リヤ ニ就 テハ 疑 問 ナ シ トセ

ズ.茲 ニ於 テ ハ余 ハ照 射 抗 原 ヲ試 驗 管 ニ密 閉 シ氷

室 ニ貯 ヘ 一 定 期 間 ノ後 同 一免 疫 血 清 ニ就 キ凝 集 反

應 ヲ行 ヒ其 ノ 凝集 價 ヲ比較 觀 察 セル 所 ア リタ リ.
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即 チ被 凝 性 ノ上昇 ヲ招 來 セ シ メタル 超 短 波及 ビ レ

線 ト其 ノ減 弱 ヲ來 サ シ メ タル紫 外 線 ヲ生 菌 ニ,加

熱 死菌 及 ビ「ヱ ー テル 」死 菌 ニハ レ線 ヲ照 射 シ テ其

ノ凝 集 價 ノ 日時 的 變 動 ヲ見 タ リ.第14表 ハ 生菌

ニ照射 シ タ ル モ ノ ノ 日時 的變 動 ヲ示 セル モ ノ ニシ

テ紫 外線60分 照射 ニ ヨ リ被 凝 性 ノ低 下 ヲ來 シ タ

ル モ ノハ 囘復 ノ見込 ナ ク,超 短 波照 射 ニ ヨ リ被 凝

性 ノ上 昇 セ シ メ ラ レ タ ル モ ノハ照 射 後5日 目 ニ

於 テハ 既 ニ復歸 シ.軟 レ線 照 射 ニ於 テ ハ照 射 當 日

1:4000ナ リシ モ ノ5日 目ニハ1:2000ニ 半 減 シ10

日目ニ於 テハ原價 ニ復歸 シ居ル ヲ見 タ リ,硬 レ線

ニ於 テハ其 ノ囘復 極 メテ緩徐 ナルモノ ノ如タ5日

目ニ於 テ凝 集價半減 シ10日 亦半 減セ ル モ 其 ノ後

ニ於 ケル囘復ハ當初 ニ於 ケル ヨリモ著 シク緩 漫ナ

ル モ ノ ノ如 ク30日 目 尚 ホ1:2000ヲ 示 シ50日 後

ニ於 テ姶 メテ原價ニ復歸 セル ヲ見 タ リ.免 疫血清

Bニ 於 ケ ル モ ノ モ略 ボ 同 一 ノ成 績 ヲ示 セ リ.

第14表 各種光線處置抗原ノ被凝性變化ノ日時的變動

第15表 加熱及ビ「ヱーテル」前處置抗原 ノレ線照射 ニヨル上昇凝集價 ノ日時的變動
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次ニ60℃ 2時 間 加熱 及 ビ 「ヱ ー テ ル」前 處 置 ヲ

行 ヒ大 腸 菌 ヲ殺 菌 セ ル モ ノ ニ レ線 ヲ照射 シ,其 ノ

被 凝 性 ヲ上昇 セ シ メタ ルモ ノ ニ就 キ囘 復 状 況 ヲ檢

索 セ ル ニ第15表(前 頁)ニ 示 セ ル ガ如 キ結 果 ヲ得

タ リ.

60℃ 加熱 死菌 ヲ抗 原 トセ ル凝 集 價1:400ナ ル免

疫 血 清Aニ 對 シ軟 レ線 ヲ照 射 シ1:1000ト 凝 集 價

ヲ上 昇 セ シ メ得 タル モ照 射 後5日 目 ニ於 テ ハ1:800

トナ リ10日 後ニ 於 テ ハ1:400ノ 元 價ニ 復 歸 シ タ

ル ヲ見 ル.「 ヱ ーテ ル死 菌 」ハ1:1000ノ 凝 集 價 ヲ

有 スル モ軟 レ線 照 射ニ 依 リ1:4000ニ 上 昇 セ シ メ

得 ル モ照 射後5日 目 ニハ1:2000ト 半 減 シ10日 目

ニ於 テ ハ元 價ニ 復 歸 スル ヲ知 レ リ.硬 レ線 照 射抗

原 ハ加 熱 死 菌 ニ於 テ ハ20日 後 尚 ホ完 全ニ 囘復 セ

リ ト云 ヒ得 ザ ル モ 「ヱ ー テル 死 菌」 ニ於 テ ハ既 ニ

20日 後ニ 於 テ元 價 ニ復 歸 セ ル ヲ見 タ リ.免 疫 血 清

Bニ 於 ケル 反 應 ニ テハ 加熱 及 ビ「ヱ ー テル 死 菌 」ノ

軟 レ線照射 ノ被凝性囘復ハ免疫血清Aニ 等 シキモ,

硬 レ線 照射 ニ於 テ ハ加 熱 死 菌 ヨ リモ 「ヱ ー テル 死

菌」ノ方 速 ナ ル モ ノ ノ如 シ.何 レニ セ ヨ硬 レ線 照 射

抗 原 ノ被 凝 性 ノ囘復 ハ 生菌 ヨ リ死 菌 ノ方稍 々迅 速

ナル ガ如 シ.

小 括

敍上 ノ成績 ヲ小括 シテ考 フルニ照射ガ細菌ニ 過

度 ニ作 用 セ シ メラ レ タル モ ノニ於 テハ被 凝 性 ノ減

弱 ヲ來 シ是 ハ 日時 ノ經 過 ニ ヨル モ 囘 復 ノ見 込 ナ キ

ニ反 シ少量 照 射 ハ被 凝 性 ノ増 強 ヲ招 來 シ,照 射 ニ

依 リ異 ナル ト雖 モ 一定 期 間 後ニ 於 テハ無 照 射 對 照

抗 原 ノ示 ス凝 集 價 ニ一 致 スル ニ到 ル.之 ガ原 因 ニ

關 シ テハ 單ニ 推 測 ニ止 ル モ過 度 ノ照 射 ハ 菌 ノ死 滅

ヲ來 サ シ メ從 ツテ斯 ル照 射 ハ菌 體蛋 白 ノ變 性 ヲ招

キ被 凝 性 減 弱 シ又一 且 減 弱 セル 被 凝 性 ハ之 ガ 囘復

不 能 トナル モ ノナ ル ベ シ.反 之 少 量 ニ シテ 臨牀 上

治療ニ 使用サルベキ程度 ノ照射 ニ於 テハ菌ハ死滅

ニ到 ラザル ノミナ ラズ,或 程度 ノ刺戟状態 ニ置 カ

レ,其 ノ程 度ニ 於 テハ 菌體 蛋 白 ノ變 性 モ強 固 ノモ

ノニ非 ズ シ テヤ ガ テハ 囘 復ニ 到 リ無 照 射 對 照 抗 原

ノ示 ス凝 集 價 ニ 一致 スル ニ至 ル モ ノ ナ ラ ンカ ト推

察 セ リ.而 シ テ其 ノ 日時 的 關係 ニ就 テ之 ヲ觀 レバ

同 一 細菌 ヲ使 用 セル余 ノ實 驗 ニ於 テ ハ夫 レハ 照 射

線 ノ量 及 ビ質ニ 關係 スル モ ノナ ル ベ シ.即 チ照 射

量 大 ナ レバ大 ナル ホ ド囘 復 困 難 トナ リ,照 射 ノ種

類 カ ラ言 ヘ バ其 ノ破 壞 作 用 強 大 ナ ル モ ノ程 囘 復 困

難 ナル ハ 又 當然 ナ リ.然 ル ニ上 述 ノ如 ク死 菌 照 射

ノ硬 レ線 使 用 ニ當 リテ ハ生 菌 ノ夫 レニ比 シ テ比 較

的 速 ナル 囘 復 ラ來 セ ル事 ニ シ テ余 ノ説 明 ニ反 シ異

ト スル 所 ナ リ.細 菌體 ノ細 胞ニ 尚 ホ 生命 ア リテ増

殖 力 ノ殘 存 セ ル ト見做 サ ル ベ キ モ ノニ於 テ ハ然 ラ

ズ シ テ死 滅 シ タル モ ノ ヨ リ却 ツテ囘 復 速 ナ ル ベ キ

筈 ナ ル モ是 ハ 照 射 時ニ 於 ケ ル細 菌 蛋 白體 ガ前 處置

ニ ヨ リテ或 程 度 ノ變 化 ヲ受 ケ,同 量 照射 サ ル ル モ

其 ノ感受 力ニ於 テ劣 リ以テ受 クルベ キ變化 ガ少量

ナル爲 ナ ラン カ ト思惟 セ リ.斯 ル被凝性囘復 ノ事

實ハ吾 人ガ照射 ヲ人體 ニ施 スニ當 リ皮膚障碍 ヲ考

慮 シ先 賢 ノ訓 ニ從 ヒ一 定 ノ期 間 ヲ置 キ再 照射 スル

ト類 ヲ等 シ ク ス ル モ ノナ ラ ン カ ト考 ヘ タ リ.

第11節 照射 菌免 疫血清 ノ状態特異性 ニ

就 テ

理化學 的處置 ヲ施 シタル菌 ヲ以テ免疫 シタル抗

血清ハ施 サ レタル處置ニ從 ヒ夫 々常該處置抗原 ニ

對 シテ状 態特異性 ヲ亨有 スルモノナル事ハ先賢 ノ

業績ニ 見 ラルル所 ナ リ.又 斯 ル處置免疫原 ニヨル

凝集素産生能 力 ニ關シテモ多 々論議 サ レタ リ.各

種 光波 ヲ以 テ照射 サ レタル大腸菌免疫 血清ニ 關シ

テ其 ノ状態特異性 ヲ論 ジタル文獻 ヲ探 索シ得 ザ リ

シ ヲ以 テ茲 ニ教室先輩 白玖27)ノ大腸菌ニ就 キ論 ジ

タルモノヲ引用 シ他 ハ是 ヲ省略 セ ントス.同 氏 ハ

大腸菌 ヲ加熱 シ之 ヲ以 テ免疫 シ得 タル抗血 清 ニ各

温度 ヲ異 ニセル加熱抗 原 ヲ以 テ細菌 凝集反應 及 ビ

沈 降反應 ヲ實施 シ,其 ノ結論 トシテ細菌性抗 原ハ
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血清 ニ比 シ其 ノ抵抗強大ナル爲状態特異性 ヲ得 ル

コ ト至難 ナ レドモ細菌性抗 原ニ依 ル免疫血清 モ亦

絶對ニ 状態特異性ナキ ニ非ズ,極 メテ輕度ニ 之 ヲ

有 スルモノ ト認 メザルベ カラズ.而 シテ種 々ノ高

温度 ニ ヨル抗原 ノ一部性状變化 ハ各温度ニ 於 テ全

然 異ナルモ ノニ非 ズシテ殆 ド共 通セルモノ ト認 ム

ト云 ヘ リ.余 ハ各種波長 ヲ以 テ照射 シタル大腸菌

ヲ以 テ免疫 セル抗血清 モ亦斯 ル状態特異性 ヲ有 ス

ル モ ノナ リヤ否 ヤ ヲ檢 セ ン トシ,大 腸 菌 ニ所 定 ノ

光線 ヲ照射 シ之 ヲ體 重 略 ボ一 定 セル 家 兎 ヲ選 ビテ

同一量 ヲ3囘ニ 互 リ同一 日ニ注射 シ,最 終注射後

7日 目採血 シ其 ノ抗體産生能力及 ビ状態特異性 ニ

就 キ 檢 シ タ リ.即 チ第16表 ニ示 ス ガ 如 ク免 疫 血

清ニ 對 シ無 照 射 生 菌 ヲ抗 原 トシ テ行 ヘル 反應 ニ ヨ

第16表 照 射 免 疫 原 ノ 免 疫 體 産 生 度

リテ其 ノ抗 體 産生 度 ヲ比較 セル ニ超 短 波,軟 レ線

照 射 免 疫 原 ニ ヨ ル モ ノハ 生 菌 ト同 ジク1:1000ノ

凝 集 價 ヲ示 セ ル モ,紫 外 線,硬 レ線 照射 ニ於 テハ

1:250ナ リ.斯 ル程 度 ノ差 異 ハ 恐 ラ ク試 獸 ノ個 性

ニ ヨル モ ノナ ラ ン カ.次 テ得 タル 抗血 清 ニ對 シ各

種 照 射 抗 原 ヲ以 テ行 ヘ ル凝集 反應 ヲ比較 セ ルニ 第

17表 ニ示セルガ如 シ.是 ニ就 テ觀 レバ生菌無照射

免疫血 清 ニア リテハ硬 レ線照射抗原 ノ示 ス凝集價

ヲ最高 トシ,軟 レ線超短波照射 抗原之ニ次 ギ紫外

線照射抗 原最低位 ニア リ.之 ニ反 シ紫 外線照射免

疫 血清ニ 於 テハ 當該紫 外線照射抗原最 モ 反應強

シ.レ 線 照射 抗 原 稍 々之 ニ比 シ低 價 ヲ示 シ生 菌,

超短波照射抗 原更ニ 低位 ヲ示セ リ.超 短波照射抗

原 ヲ以テ免疫 シタル抗血清 ヲ觀 ル ニ當該抗原竝 ニ

生菌,紫 外線照射抗原ハ同一凝集價 ヲ示 シ,レ 線

照 射 抗 原 ヲ以 テセ ル モ ノ ヨ リ稍 々低 價 ヲ示 セ リ.

軟 レ線 照射 抗 血清 ハ 當 該 抗 原ニ 對 シ1:2500ノ 凝

集價 ヲ示 シ超短波硬 レ線照射抗原亦同 ジ.生 菌之

ヨリ稍 々低 ク紫外線照射抗原最 モ低位 ナ リ.硬 レ

線照射抗血清 ニ於 テハ當該硬 レ線照射抗原ニ對 シ

最 モ強 ク反應 シ,軟 レ線超短波照射抗 原之ニ次 ギ

生菌及 ビ紫外線照射抗原ハ反應弱 キヲ知ル.

以上 ノ實驗成績 ヨリ之 ヲ觀 レバ照射ニ 依 リ菌 ノ

死滅 ヲ來セル紫外線60分 間照射免疫原ニ ヨル 抗

血 清 ニ於 テ ハ 明 カニ状 態 特 異 性 ヲ亨 有 セ ル モ ノ ト

斷定 シ得ルモ其 ノ他 ノ抗血清ハ之 ヲ以 テ直チニ状

態状異性 ア リト云 ヒ難 キモ亦其 ノ存在 ヲ否定シ能

ハザ ルノ状態 ト云 ヒ得 ベシ.是 ハ 白玖 ノ抗加熱大

腸菌免疫血 清ニ於 ケル成績 ト略ボ一致 スル所 ニシ

テ細菌ハ血清 ニ比 シ抵抗強 キ爲斯ル處置 ニ對 シテ

反應 シ離 ク從 ツテ其ノ状態特異性 ヲ亨有 スル コト

少 キ モ ノナ ラ ン ト思惟 ス.
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第17表 各 種 照 射 抗 原 ノ状 態 特 異 性 檢 査
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第4章 總括竝ニ結論

敍 上ノ實驗成績 ヲ總 括 シテ之 ニ多少 ノ考按 ヲ加

ヘ 且結 論 ヲ述 ベ ン トス.

細菌凝集反應 ニ與ルベキ抗 原タル菌液 ニ理化學

的處 置 ヲ施 シ タル場 合 ハ 之 ニ ヨ リテ惹 起 セ ラル ル

状 態變 化 ガ其 ノ被 凝 性 ニ大 ナ リ小 ナ リ影響 ヲ及 ボ

ス モ ノ ナル 事 ハ 既 ニ幾 多先 賢 ノ業績 ニ見 ヱ タ リ.

長 短 各種 ノ波 長 ヲ以 テ照 射 シ タル 菌液 モ亦 同樣 ニ

被 凝 性 ノ變 化 ヲ招來 セ シ ムル モ ノナ ラ ン ト推 察 サ

ル.照 射 ノ細 菌 ニ及 ボ ス生 物 學 的作 用 ニ關 シ テ ハ

之 ヲ他 ニ讓 リ余 ハ斯 ル 被 照射 抗 原 ノ細 菌凝 集 反 應

ニ及 ボ ス影 響 ニ關 シ上 記 實 驗 成績 ヲ基 礎 トシ聊 カ

論 ズ ル 所 ア ラ ン トス.既 述 照射 條 件 ニ ヨ リテ得 タ

ル 照 射抗 原 中 ニハ免 疫 主副 各凝 集 素 ハ 勿 論 正 常 凝

集 素 ニ對 シ テ モ其 ノ凝集 性 ニ變 化 ヲ認 メタ リ.即

チ 日光 々線 及 ビ紫 外線 ヲ以 テ照 射 シ タル 抗 原 ハ 何

等 ノ影 響 ヲ受 ケザ リシモ,一 程 度 以 上 ノ紫 外線 照

射 ニ於 テハ被凝性 ノ減弱 ヲ來 シ,超 短波,レ 線照

射 ニ於 テハ之 ガ増強 スル ヲ見 タリ.就 中硬 レ線照

射抗原ハ被凝性最モ著明 ニ増強 サ レ凝集 價ノ上昇

凝集塊 ノ粗大及 ビ反應 ノ迅速等凝集反應 ニ最 モ好

適 條 件 トナ レ リ.斯 ル 變 化 ハ 勿論 照射 量,照 射 時

ニ於 ケル 温 度 ノ差 異,其 ノ他 ノ條 件 ニ依 リ盡 ク異

ナ レル 状 態 ヲ惹 起 スルヤ モ計 リ難 シ ト雖 モ單 ニ之

ヲ波 長 ノ長 短 ト照 合 觀 察 ス レバ,可 視 光 線 ヲ中 心

トシ是 ヨ リ著 シ キ長 キ超 短波 及 ビ著 シ キ短 キ レ線

ニ於 テ其 ノ少 量 照 射 ハ被 凝性 ノ増 強 ヲ見,波 長 レ

線 ヨ リ可 視 線 ニ近接 セ ル紫 外 線 ノ少 量 ハ變 化 ヲ認

メザ ル モ稍 々大量 ニ於 テ ハ之 ト異 ナ リ却 ツテ被 凝

性 ノ減 弱 ヲ來 セ リ.熱 線 ヲ主 トセル 赤外 線 ノ少 量

ハ 何 等 ノ變 化 ヲ認 メ得 ズ,斯 ル 被 凝 性 ノ變 化 ニ波

長從 屬 性 ア リヤ ト云 フ問 題 ニ關 シ テ ハ 尚 ホ嚴 密 ヲ

期 スベ キ點 ア リ ト考 ヘ ラル ル ヲ以 テ單 ニ余 ハ上 記

照 射 法 ニ ヨ リ得 タル 結 果 ノ ミニ就 テ之 ヲ論 ズ ル コ

ト トシ タ リ.

被凝性變化 ノ本態 ニ就 テハ尚 ホ不明 ト云 フニ止

ル.然 レ ドモ余 ハ 先 ヅ各種 光 波 ノ細菌 ニ及ボ ス影

響 ヲ考 察 シ然 ル 後 之 ニ關 シテ推 論 ヲ下 サ ン トス.

或種 ノ波長 ヲ以 テ菌體 ヲ照射 スルニ於 テハ菌體蛋

白ハ 必 ズ ヤ 或 程度 ノ光化 學 的 反應 ヲ惹 起 スル モ ノ

ナ ラ ン トハ推 察 シ得 ベ シ.是 ハ既 ニ先 賢 ノ業 績 ニ

ヨ リ テ實證 サ レタル ガ如 ク蛋 白溶 液 ニ紫 外線,レ

線,「 ラヂ ウ ム線 」ヲ放 射 スル ニ凝 固 反應 ヲ起 ス コ

トニ ヨ リテ モ證 明 シ得 ベ シ.而 シテ其 ノ程 度 ニ關

シテハ細菌 ハ他 ノ物理化學 的處置 ニ對 スルガ如 ク

各種 光波 ニ對 シテモ各 々異ナ レル程度ノ感受性 ヲ

有シ,其 ノ照射條件 ノ如何 ニ ヨリテモ亦異ナ レル

態度 ヲ現 スベ シ.即 チ被照射物質 タル細菌自己 ノ

内的條件 タル放射線感受性 ト光波 ノ外的條件 タル

波 長 ノ大 小,吸 收 ノ多寡,照 射 量 及 ビ其 ノ時 間的 分

配 等 ニ ヨ リテ左 右 セ ラル ル モ ノナ ラ ン.然 レ ドモ

一 般 ニ是 等 光波 ノ細 菌 ニ及 ボ ス影 響 ハ生 物學 的 作

用 ノ一般 原則 ニ ヨ リテ説 明 サル ベ タ,即 チArndt

Schulzノ 輕 度 ノ刺 戟 ハ生 活 力 ヲ促進 シ,中 等度

ノ刺 戟 ハ之 ヲ抑 制 シ,高 度 ノ刺戟 ハ之 ヲ絶 滅 セ シ

ム トノ説 ニ左 袒 セ ル モ ノ多 シ.サ ア レ生 活 體 ニハ

種 々ナル不明 ノ生物學 的現象 アル ヲ以 テ必ズ シモ

實驗的研究ハ統 一サ レズシテ矛盾 ヲ生ズルモ亦首

肯 シ得 ベキナ リ.余 ノ實驗成績中同一大腸菌 ニ同

一條件下 ニ光波 ヲ照射 シタ リト雖 モ之 ガ浮游液 ト

培養基上 ニア リタルモノ ニ於 テハ全ク反對 ノ成績

ヲ示セルガ如 キモ亦 コノ間 ノ事項 ヲ補言 スルニ足

ラ ン.

此處 ニ菌 ノ生死 ト被凝性變化 ノ關係 ヲ按ズル

ニ,照 射 ニ依 リ被 凝 性 増 強 サ レ タル モ ノ及 ビ是 ニ

變 化 ヲ認 メラ レザ リシモ ノハ 菌 ノ再 培 養 ニ於 テ尚

ホ 強 力 ナ ル繁 殖 力 アル ヲ認 メ,下 降 減 弱 ヲ來 セ ル

モ ノ ニ於 テハ菌 ハ培 養 不能 ナ リ.既 ニ前 處 置 ニ ヨ

リテ死 滅 セ シ メタ ル菌 ニ對 シ テハ 尚 ホ被 凝 性 ノ比

較 的 ニ保 有 サ レ タル モ ノ ニ於 テ ハ生 菌 ト同 樣 光學
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的處置 ニ反慮 シ得 ルモ既ニ 著 シキ被凝性ノ減退 ヲ

來 セルモノニ於 テハ照射ニ 對 シ反應 ノ餘力ナキモ

ノノ如 シ.斯 ル成績 ヨリ觀 レバ菌 ノ生死ハ直接 關

係 ナキモ菌 ノ死滅 ヲ來 スガ如 キ處置 ハ他 ノ物理化

學的處置 モ亦照射 モ共 ニ菌體蛋 白ニ強度ノ侵襲 ヲ

加 ヘ被凝性 ニ重大ナル影響 ヲ與 フル モノノ如 シ.

之 即 チ上 述 引 用 セ ルArndt Schulzノ 原 則ニ 順應

スベ キ事 タ ラ ン カ.然 ラバ斯 ル光 學 的 處 置 ヲ受 ケ

タ ル抗 原 ハ 何 故ニ 凝集 反應 ヲ抑 制 又 ハ 促 進 セ シ ム

ル モ ノ ナル ヤ ト言 フ ニ,是 ハ説 明 ニ困 難 ナ レ ドモ

Porgesノ 言 フ ガ如 ク 「細 菌 プ ロテ イ ン」ノ或種 ノ

物 理 化 學 的 變 化 ニ ヨル モ ノ ト推 論 スル ノ他 ナ シ.

次 ニ光學 的處 置 ヲ受 ケ タル抗 原 ノ被 凝 性變 化 ハ一

定 不變 ノ モ ノ ナ リヤ ト云 フ ニ照 射 後 時 日 ノ經 過 ト

共 ニ囘 復 スル モ ノア リ,又 然 ラザ ル モ ノア レ ドモ

コノ間 自ラ區別 アル ヲ認 メタリ.即 チ菌體 ノ死滅

ト共ニ 被凝性 ノ減弱 ヲ來 セル紫外線照射抗原ニ於

テハ容易 ニ囘復 ノ徴 ナク,超 短波 レ線照射抗 原ノ

如 ク被 凝 性 ノ上昇 ヲ來 シ菌 ノ死 滅 ヲ見 ザ ル モ ノ ニ

於 テハ 其 ノ照射 ノ種 類 ニ ヨ リテ異 ナ ル經 過 ヲ採 ル

ト雖 モ良 ク 囘 復 シ得 タ リ.其 ノ囘 復 状 況 ハ照 射後

時 間 ノ經 過 ノ増 ス毎 ニ緩 漫 トナ ル,換 言 スル ニ放

射 後 始 メ ノ間 ハ比 較 的 迅 速 ナ ル經 過 ヲ トル モ ノ ノ

如 シ.斯 ル成 績 ハ恰 モ各 種波 長 ヲ人體 ニ照 射 スル

ニ當 リ治療的效果 ト併 セ考 フベキ副障碍ニ就 キ吾

人 ノ注意 スベキ生物學的變化 ト類似 シ興味 ヲ感 ジ

タル事 項 タ リ.

照射免疫原 ニ就 テハ著明ナル變化 ヲ來 シタル ヲ

見 ズ.其 ノ状態特異性モ反應 上被凝性 ノ下降 ヲ見

タル紫外線照射 ニ於 テ比較的判然 トセル ヲ知 リタ

ル ノ ミニシテ他 ハ之 ガ亨有 ヲ否 定シ能ハザル程度

ナ リ.是 細菌ハ血清ニ 比 シ抵抗 強ク斯 ル照射量 ニ

ヨリテハ状態特異性 ヲ得 ル ニ到 ル迄 ノ菌體 ノ變化

ヲ受 ケ ザ ル ニ ヨルモ ノ ナラ ン カ.

以 上 ノ實 驗 成 績 ヨ リ次 ノ如 ク結 論 セ ン トス,

1) 大腸菌ニ 長短各種波長 ヲ以テ照射シ細菌凝

集 反 應ニ 使 用 シ タ ル ニ超 短 波(30分 間 照 射),レ 線

(1 H.E.D.及 ビ1/2 H.E.D.照 射)ニ 於 テハ被 凝 性

ノ増 強サ レタル ヲ知 リ,太 陽 光 線(2時 間照 射)及

ビ赤 外 線(30分 間照 射)ニ 於 テハ 變 化 ヲ認 メズ,

紫 外 線(30分 以上 照 射)ハ 之 ガ減 弱 ヲ來 ス ヲ知 レ

リ.

2) 理 化學的前處置 ヲ施 シ菌 ヲ死滅 セシ メタル

モ ノ ニ照 射 セ ル ニ既ニ 被 凝 性 著 シ ク減 退 セ シ メラ

レタル モ ノハ 之 ニ影 響 ヲ及 サ ザ ル モ尚 ホ被 凝 性 ヲ

一 程 度保 有 セ ル モ ノ ハ 生 菌 ト同 樣 照射 ニ反 應 セ

リ.

3) 照射抗原ハ免疫主凝集素ニ 對 シテノミナラ

ズ同時 ニ副凝集素竝ニ正常凝集素ニ 對 シテモ同樣

ノ態 度 ヲ採 レ リ.

4) 被 凝 性 ノ變 化 ハ 一 定期 間 内ニ 囘復 ス.但 シ

紫 外線 照 射 ニ ヨ リ其 ノ減 弱 ヲ招 來 サ レ タル モ ノハ

囘復 ノ徴 ヲ見 ズ.

5) 被凝性 ノ變化 ハ細菌蛋白 ニ對 スル特殊 ノ光

化 學 的作 用 ニヨル モ ノナ ラ ン.

6) 被凝性 ノ上昇 ヲ見 タル凝集原モ結合帶ニ 移

動 ヲ認 メザ リキ.

7) 被照射免疫 原ニ ヨル抗血清ハ輕度 ナガ ラ状

態特異性 ヲ亨有 ス.

(本論 文要 旨ノ一部ハ昭和15年2月 岡山醫

學會第51囘 總會 ニ於 テ發表 セ リ.)

稿 ヲ終 ルニ臨 ミ終始御懇篤 ナル御指導 ト御

校閲 ヲ賜 リタル恩師緒方教授 ニ對 シ謹 ミテ感

謝 ノ意 ヲ表 ス.

本 研究 ハ一部文部省科學研究費ニ 負 フ所 ア

リ,記 シテ謝 意 ヲ表 ス.
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Aus dem Hygienischen Institut der Medizinischen Fakultat Okayama.

(Vorstand: Prof. Dr. M. Ogata)

Serologische Studien uber die bestrahlten Antige ne.

(I. Mitteilung)

Uber den Einfluss der bestrahlten Antigene auf die

Bakterienagglutination.

Von

Tsutomu Sekida.

Eingegangen am 28. September 1943.

Wahrend die Einflusse der kunstlichen Strablen und des Sonnenlichtes auf die

Im munkorperbildung oder auf Antikorper genau untersucht wurden, gibt es nur vereinze lte

Un tersuchungen uber die Einflusse auf Antigen. Daher untersuchte Verfasser mit Bac.

coli den Einfluss der Ultrakurzwellen, Ultrarot-, Ultraviolett-, Rontgenstrahlen oder des

So n nenlichtes auf die Antigenitat.
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Dabei wurde die Bakterienemulsion oder Bakterienkultur mit Wasser abgekuhlt, um

die Warmewirkung der Strahlen moglichst auszuschalt en.

Die Bestrahlungsdosis der Strahlen wurde genau nach Starke und Zeitdauer gemess en,

Ul trakurzwellen und Ultrarotstrahlen wurden je 30 Min. lang, Sonnenlicht 2 St. lang, Ul tra-

vio lettstrahlen 15-120Min. lang und Rontgenstrahlen 1 H.E.D. je nach der therape uti-

schen Dosrs angewan dt.

Das Kaninchen wurde mit abgetotetem Koli mehrmals immunisiert und das Im m un-

serum  abgetrennt. Mit diesem Immunserum wurde vorbehandeltes Koliantigen durch

Agg lutininversuch gepruft und die Titerveranderung dadurch genau festgest ellt.

Das  Ergebnis lasst sich folgenderweise kurz zusammenfas sen:

1) Die Agglutinierbarkeit der lebendigen Kolibazillen wurde durch die Wirk ung

der Ultrakurzwellen oder Rontgenstrahlen bis zu einem gewissen Grad gesteigert, dage gen

durch Ultraviolettstrahlen gehemmt. Bei ultraroter oder Sonnenlichtbestrahlung kon nte

Ver fasser keinen grossen Unterschied in bezug auf die Agglutinierbarkeit beobach ten.

2) Diese Veranderung der Agglutinierbarkeit durch Bestrahlung gilt auch fur  einen

and eren Kolistamm oder bei Normalagglutinine.

3) Diese Veranderung der Agglutinierbarkeit wurde auch teilweise beiabgetote ten

Baz illen beobachtet. Dabei beobachtete Verfaaser, dass bei den durch Aether abgetot eten

Vac cin en eine sehr starke, bei den. mit Hitze oder Alkohol abgetoteten Vaccinen jedoch

keine  Veranderung durch Bestrahlung in bezug auf Agglutinierbarkeit eintrat.

4) Die erhohte Agglutinierbarkeit kehrte nach einem gewissen Zeitabstand zur

Norm  zuruck, dagegen die erniedrigte Agglutinabilitat nicht.

5) Das Immunserum, das durch bestrahlte Kolibazillen hergestellt wurde, zeigte

eine der Bestrahlungsweise entsprechende Zustandsspezifitat, wie harte und weiche

Ron tgenstrahlung, Ultrakurzwellen; die Zustandsspezifitat der Ultraviolettbestrahl ung

liegt am niedrigsten. Als ganzes jst dieser Zustand schwacher als bei Serumverander ung.

6) In Anbetracht des Wesens oder obengenannten Veranderungen, kann man

ann ehmen, dass der Kolloidalzustand des Bakterieneiweisses durch photochemische Ein-

wir kung der Strahlen verandert und dass die Agglutinationsfahigkeit teils verstarkt oder

teils abgeschwacht wurde. (Autoreferat)

45


