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第1章 序 言

恒温動物 ノ體温調節作用 ハ温 ノ放棄 及ビ温生成

ニヨリテ營マ レ前者ハ理學的調節 ト呼 バレ,後 考

ハ化學的調筋 ト云 ハル.然 レ ドモ恒温動物 ト雖 モ

英 ノ調節能力ニ限度 ア リテ,外 界 ノ温度變化ガ之

ヲ超 ス時ハ體温 ノ變化 ヲ來 シ,又 内部 ヨ リノ原因

ニヨ リテ温調筋 ノ障碍 ヲ起 シテ所謂發熱 ヲ來 ス.

外界 ノ温度 上昇時ハ理學的調節 ガ主 トシテ其 ノ

任 ニ當 リ,下 降時ハ化學的調節 ガ主 トナ リ,理 學

的調節之ニ加ハル ト稱 セラルル ガ,何 レノ場合 ニ

於テモ生體内新陳 代謝就 中酸鹽基平衡ニ變調 ヲ及

ボスベク,之 ニ關 スル先入 ノ業績 少ナカラズ,殊

ニ發熱 ノ場合ハ其 ノ原因 ガ内部 ニ存 スル爲,新 陳

代謝 ノ蒙ル變 化ハ甚 ダ大ナ リトセ ラルル モ細部 ニ

至 リテハ疑義 少ナカラズ,例 ヘバBarach, Means,

Woodwell, Ehrismann, Beck,大 里教授,原 田等

ハ發熱時 ニAcidosis樣 新陳 代謝障碍 ヲ招來 スベ

キ ヲ唱 ヘ,Koehler,神 林,Cajori, Crouter及 ビ

Pemberton, Kroetz等 諸氏ハ發熱時ニ屡 々Alka-

losis樣傾向 ヲ來ス事 ヲ指摘 スル等 ノ如 シ.

生體 内 ノ有機 酸ハ一部ハ食物 ヨ リ來 リ,又 腸内

腐敗醗酵 ヨリ來 ルモ ノモアレ ドモ,其 ノ多 クハ中

間新陳 代謝 ノ産物 ニシテ,第1報 ニ於テ述 ベタル

ガ如 ク,其 ノ尿 中排泄 ヨ リヨク其 ノ生成状態 ヲ推

察 シ得 ルモ ノニシテ,之 ヲ以テ新陳 代謝殊 ニ酸鹽

基平衡 ノ状態 ヲモ想見 シ得 ラルベ ケレバ,余 ハ此

方 面 ヨリ如上體温調節障碍時 ニ於 ケル酸鹽基平衡

ノ變調 ニ就キ一 小解 釋 ヲ下サン ト企 テタ リ.

第2章 實 驗 方 法 竝 ニ 實 驗 材 料

尿 中 有 機酸 ノ定 量 ニ ハ第1報 ニ述 ベ タル方 法 ニ

ヨレ リ.即 チVan Slyke及 ビPalmer1)氏 法 ヲ改

良 セルJoffe, Mainzer2)等 ノ法 ニ ヨ リ,尚 ホPal-

mer3), Widmark及 ビLjungberg4)ニ ヨ リテ提

案 セ ラ レ タル 炭 酸 鹽 竝 ニ蛋 白 ニ ヨル 過 誤 ヲ除去 ス

ベ ク努 メ タ リ.有 機 酸 量 ニハ 滴 定 ニ費 ヤ サ レ タル

N/4 HClノ 量 ニテ 現 ハ シ,又 實 驗 ノ一部 分 ニ於 テ

ハFaliu5)法 ニ ヨ リ總Kreatininヲ 定 量 シ テ所 謂

"Korrigierte Werte"ヲ 求 メ タ リ.

尿pHハ 板 野 式 「水 素 イオ ン濃度 」測 定器 竝 ニ東

洋 濾紙 會 社 製Toyo pH Testpaperヲ 適 時使 用 シ

タ リ.血 漿 「豫 備 アル カ リ」量 ハVan Slyke及 ビ

Cullen6)法 ニ ヨレ リ.體 温 ハ 動 物 體 温 計 ヲ 用 ヒ

直 腸内 ニ一 定 深 サ ニ挿 入 シ テ 測 定 セ リ.採 尿 ニ ハ

「カ テ ー テル 」ヲ用 ヒ,實 驗 開 始 直 前 ニ體 温 ニ温 メ

タル蒸 溜 水 ヲ以 テ數 囘 膀 胱 ヲ洗 滌 シ前 尿 ノ殘 存 ヲ

防 ギ タ リ.而 シ テ1-2時 間 ヲ單 位 トシタ ル實 驗 ニ

ハ尿 量 小 ナル 爲,探 尿 ニ ヨル 誤 差 ヲサ ケン ガ爲 ニ

毎 囘 體 温 ニ温 メタル 蒸 溜 水20ccニ テ 膀 胱 中 ノ尿

ヲ洗 ヒ 出 シ此 液 中 ニ含 有 セ ラ レ タル 有 機 酸 量 ヲ測
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定シ タリ.カカル場合ハ尿pHモ 從 ツテ此洗液 ニテ

稀釋セ ラレタル尿 ニ就テ測定 シタル事 ヲ記 ス.24

時間 ヲ單位 トセル時ハ毎朝9時 ニ「カテーテル」ヲ

以テ導尿 シ,其 ノ他 ノ一般注意事項ハ第1囘 報告

ト同樣ナ リ.

第3章 寒 冷 ノ影 響

第1節 實 驗 成績

家 兎 ヲ背 位 ニ固定 シ,冷 水 ニテ 充 分 濕 シ タル後

電 氣 扇 ニテ 風 ヲ送 リテ冷 却 シ タル ニ,7例 ニ於 テ

體 温 ハ38.6°-39.2℃ ヨ リ漸 次 下降 シテ37°-36℃,

甚 シキ ハ34.5℃ ニ及 ベ リ.動 物 ハ此 際 耳 靜脈 ハ收

縮 シ四 肢 ハ震 顫 シ,初 メ溷 濁 セ ル尿 ハ冷 却 ニ ヨ リ

テ何 レモ 透 明 トナ リ,且 殆 ド總 テ ノ場 合 「ズル ホ

サル チ ール酸」 試 驗 ニテ 蛋 白 ヲ輕 度 ニ證 明 シ タ リ.

7時 間 毎 ニ採 尿 シ タル1例(Nr. 24)ニ 於 テハ 體 温

ハ38.8℃ ヨ リ37.0℃ ニ下 降 シ,尿 量 ハ稍 々増 加 ヲ

示 ス.尿pHハ6.9ヨ リ6.0ニ マ デ 下降 シ,血 漿「豫

備 アル カ リ」量 ハ減 少 ヲ示 ス.此 際 有機 酸 量 ハ 相

對 的,絶 對 的 共 ニ増 量 ノ傾 向 ヲ示 ス.

次 ニ家 兎2例 ニ於 テ1畫 夜 ヲ4分 シテ6時 間 毎

ニ採 尿 シ3時 間 冷却 シ タル ニ(Nr. 26及 ビ28).體

温 ハ何 レモ 著明 ニ下 降 シ,又 顯 著 ナル 利 尿 ヲ示 セ

リ.尿pHハ7.3ヨ リ5.6ニ,6.8ヨ リ5.4ニ 夫 々下

降 セ リ.血 漿「豫備 アル カ リ」量 モ減 少セ リ.有 機

酸絶 對 量 ハ 増 加 ヲ示 シ,相 對 量 ハ尿 量 ノ増 加 ト共

ニ稀 釋 サ ル ル關 係 上 ヨ リカ減 少 ヲ來 シ,冷 却 後室

温 ニ放 置 シテ 尿量 ノ著 明 ニ減 少 スル ニ及 ンデ 増加

ヲ示 セ リ.次 ニ2時 間 毎 ニ採 尿 シ タル 例(Nr. 25)

ニ於 テハ體 温 ハ38.6℃ ヨ リ36.5℃ ニ下降 シ,尿 量

モ多 少 増 加 シ,尿pHモ 下降 セ リ.有 機 酸 量 ハ絶 對

的 ニハ 冷却 中増 量 シ,室 温 ニ放置 シタル 次 ノ時間

ニハ 舊 値 ニ復 ス.相 對 量 ハ 冷 却 中多 少減 少 シ,次

ノ2時 間 ニ於 テ多 少増 量 ス.尚 ホ家 兎3例 ニ於 テ

6時 間 毎 ニ採 尿 シテ 試 驗 シ タル ニ(Nr. 23, 29, 51)

體 温 ハ悉 ク下 降 シ,尿 量 ハ1例 ヲ除 イ テ 増 量 セ リ.

尿pHハ 表 示 ノ如 ク下 降 セ リ.有 機 酸 量 ハ 利 尿 ヲ

示サザ リシ1例 ニ於テハ相對的,絶 對的共 ニ増 量

シ,他 ノ2例 ニテハ絶對的 ニハ増量 シ相對的 ニハ

減 少セ リ.

第2節 小 括 及 ビ考 按

以 上 ノ實 驗 成績 ヲ概 見 スル ニ尿 中 有機 酸 ノ絶 對

價 ハ 冷却 ニ ヨ リ全 例 トモ増 量 シ,相 對 値 ハ アル 者

ハ増 シ,ア ル 者 ハ減 少 セ リ.殊 ニ利 尿著 シ キ モ ノ

ニ於 テ甚 シ キ ガ如 ク,又 斯 ル 者 ハ 冷 却 中 止 後 ニ於

テ 尿 量減 少 ト共 ニ其 ノ相 對 値 ハ著 明 ニ上 昇 ス.而

シテ7例 中6例 ニ於 テハ 著 明 ノ利 尿 ヲ來 シ,尿pH

ハ其 ノ總 テ ニ於 テ 下 降 シ,血 漿 「豫 備 アル カ リ」量

ハ2例 ニ於 テ 測定 シ タル ニ減 少 ヲ示 セ リ.

生體 ニ寒 冷 ヲ作 用 セ シ メ タル場 合 ノ新 陳 代 謝 殊

ニ呼 吸瓦 斯 代 謝 ニハ古 來 多 ク ノ業 績 ア リ.Caraw-

ford (1788), Lavoisder (1789), Spallanzani (1793)

等 ハ 初 メテ 外界 氣 温 ノ呼 吸瓦 斯 代 謝 ニ及 ボ ス影 響

ニ就 テ研 究 シ,其 ノ後Delarosche, Treviranns,

Latellier, Vierordt, Lehmann, Moleschott,

Liebermeister7), Senator8)等 ニ ヨ リテ追 試 サ レ,

恒 温 動 物 ノ呼吸 代 謝 ハ 外 界 温 度 ノ上 昇 ニ ヨ リテ減

退 シ,寒 冷 ニ ヨ リテ増 進 セ ラルル 事 明 カ トナ レ リ.

就 中Pfluger9) (1878)ハ 健 康 動 物 ノ體 温 下降 スル

事8°-10℃ 以 内 ナ ル 時 ハ 體 内 酸 化作 用 亢進 スル

モ,體 温28°-26℃ ヨ リ以 下 ニ下 レ バ,調 節 機 能 ノ

失 調 麻痺 ニ ヨ リテ 其 ノ關 係 ハー 變 シ,酸 化 作 用 著

シ ク低 下 スル ヲ認 メタ リ.Rubner10)ハ 外界 温 度

ヲ34.9℃ ヨ リ0℃ ニ下 ス時 ハ 炭 酸 瓦 斯 排 出量 ハ

2倍 半 ニ 達 ス ル ト云 ヒ,Martin11), Colasant12),

後 藤13,吉 永14)氏 等 モ以 上 ノ事 實 ヲ確 認 セ リ.又

Boehm及 ビHoffmann15)等 ニ ヨレ バ寒 冷 ニ ヨ リ

テ多 クハ 糖 尿 ノ發 見 ト血 糖 ノ上 昇 ヲ來 シ,竹 内 ニ

ヨレバ 同 時 ニ肝Glykogenノ 減 少 ア リ.之 等 ハ 副

腎 及 ビAdrenalinト 關 係深 シ ト云 フ.

Esin, Floward (1880)及 ビFormanek等 ニ ヨ

レ バ體 温 降 下 セ ザ ハ範 圍 内 ニ於 ケル 寒 冷 刺戟 ハ 含

水 炭 素 其 ノ他 ノ非窒 素 化 合物 ノ分 解 亢 進 シテ呼 吸

代謝 旺 盛 トナ ル モ,體 温漸 次 下降 ス レ バ遂 ニ蛋 白
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質 ノ分解増進 ヲ招來 スルナ リト云 フ.

其 ノ後 柳壮一16)教授 及 ビ 其 ノ門 下ニヨ リテ特

別 ナル冷陳裝置ニ ヨル研究發表 セラレタ リ.夫 レ

ー ヨレバ ー30℃ ヨ リー45℃ ノ低温 ニ於テハ血液

ノ理 化學的 性状ニ關 シテハ血色素量 ノ減少,赤 血

球抵抗 ノ減弱 其 ノ他 ト共 ニ血漿Ca量 ノ増加,血

漿pHノ 低下 ヲ來 シ,又 血糖 ノ減 少,血 清沃度酸値

ノ増加,乳 酸 ノ減 少,血 清蛋白量 ノ減 少,肝 臟「グ

リコーゲン」ノ著明 ノ減 少,血液殘餘窒素 ノ著明 ノ

増加 等ヲ證 シ,生 活機能 ノ低下 ヲ示 ス ト爲セ リ.

而 シテカク寒冷 ニヨリテ新陳代謝 ノ變調 ヲ來 ス

時ハ酸 鹽基平衡 ニモ又變化 ヲ來 シ得 ベキハ明 カー

シテ,此 方面 ニ關 スル業績 モ亦多 シ.例 ヘ バ竹山,

田谷17兩 氏ハ寒冷 ニヨリ其 ノ血液炭酸瓦斯結合量

ノ著明ナル下降 ヲ認 メ,大 森18)モ同樣 ノ事實 ヲ承

認 シ,小 澤,愛 川及 ビ荒川19)3氏 モ血漿炭酸瓦斯

結合 ノ著シキ低下 トAmino酸 ノ増量 ヲ述ベ タ リ.

竹内20)ハ凍 互ノ實驗 ニ於テ 血 漿豫備Alkali量 ガ

正常體温 ニテ平均55.6ニ シテ30℃ ニ下降セル時

ハ平均41.6, 25℃ ノ時ハ23.3, 20℃ ノ時 ハ21.2ナ

ル事 ヲ報ゼ リ.神林21)ハ家兎 ニ體 温 ヲ下降セ シメ

タル ニ血液 ノ炭酸瓦斯 含量竝 ニ血漿炭酸瓦期 含量

及 ビ血漿「水素 イオ ン」指數減 ズル ヲ見,寒 冷 ハ代

償 失調性Acidosisヲ 惹起 ス ト述ベ タ リ.

即 チ生體 ニ寒冷 ヲ作用 セ シ ム ル 時 ハAcidosis

ヲ招來 スベキ事 ハ 諸家成績 ノ一致 セル所 ニシテ,

Mayer, Audre及 ビNichita22)ハ 寒冷 ニヨ リテ血

液 中 ノ乳酸量ガ 正常時 ノ3-5倍 ニ達 スルヲ認 メ

タルニ ヨレバ,此際有機酸 生成 ノ増強 アルベ ク,又

荒 木23)ニヨレバ化學的 温熱調節作用 ト筋肉運 動 ノ

増進 ト相俟 チテ物質代謝 ノ増進 ヲ來 シ,爲 ニ異常

酸 ノ發生 ヲ來 スベ ク,他 方筋肉攣縮 ノ増加 ニ伴 フ

酸 素需要 ノ増加,Acidosisノ 爲 ニ血 液 酸 素解 離

曲線 下降 スル爲 メノ酸素供給不良 ヲ招來 シ,酸 素

供給不良 ハ從 ツテ乳酸發生 ヲ増 強 シ,カ クテ原因

結 果循環 シテ遂 ニ高度 ノAcidosisハ 惹起 セラル

ベ シ.

余 ノ實驗 ニ於 テ全例 トモ有機酸排 泄量 ノ増大 ヲ

來 シ タル ハ以上 ノ考察 ニヨ リテ ヨク解釋セラルベ

シ.即 チ寒冷ハ尿pHノ 下降,血 漿「豫備 アルカ リ」

ノ減 少等 ト共 ニ 有機酸 發生 ノ増強 アルヤ 必 セ リ.

竹内 及 ビ 柳教授門下 伊藤 ニヨレバ 寒 冷 ニヨリテ

肝Glykogenノ 著明ナル減少ア リ.且 諸家(Emb-

den24), Boger, Richter, Umber及 ビVerse, Kee-

ser, Bockelmann, Bock & Rotber, Seeling25)

Meyenburg26), Raper及 ビSchmidt27))ニ 依 レバ

肝 障 碍 時,肝Glykogen減 少 時 ニ有 機酸 生 成増 強

アル 事 等 ヨ リ考 フル モ,如 上ノ見 解 ハ妥 當 ナ リ ト

ス ル モ不 可 ナ カル ベ シ.

第4章 温 熱 ノ影 響

第1節 實 驗 成 績

家 兎 ヲ2例 宛3群 ニ分 チ テ 加 温 シ タ リ.即 チ第

1群 ハ室 温(8°-10℃)ヨ リ 「ス トー ブ」 ヲ燃 シテ

38℃ ニ,第2群 ニ於 テ ハ 同 樣 ニ シテ40°-42℃ ニ,

第3群 ハErgos孵 卵 器 ニ テ55℃ 附 近 マ デ加 温 シ

テ其 ノ變 化 ヲ檢 シ タル ニ,第1群 ニ於 テハ 體 温 ハ

夫 々38.0°, 37.6℃ ヨ リ38.7°, 38.6℃ ニ上 昇 シ,尿

量 ハ減 少 ノ傾 向 ヲ示 ス如 シ.尿pHハ7.3ヨ リ7.4

ニ,次 デ7.6ニ,7,8ヨ リ8.0ニ 夫 々上昇 シ,有 機

酸 量 ハ 相 對的,絶 對 的 共 ニ 減 少 セ リ.血 漿 豫 備

Alkali量 ハ1例 ニ於 テ 測 定 シ タル ニ明 カ ニ増 加 ヲ

示 シ タ リ.

第2群 ニ於 テ40°-42℃ ニ マデ 加 温 シ タル時 ハ

體 温 ハ37.2℃ ヨ リ39.8℃ ニ,38.1℃ ヨ リ40.2℃ ニ

夫 々 上昇 シ,尿 量 ハ1例 ニ於 テハ 減 少 シ,1例 ニハ

不 變 ナ リキ.尿pHハ7.5ヨ リ7.8ニ,6.5ヨ リ7.1

ニ 夫 々上 昇 セ リ.有 機 酸 量 ハ何 レ ニ於 テ モ相 對 量,

絶 對 量共 ニ明 カ ニ増 加 ヲ示 ス.血 漿 豫 備Alkali量

ハ1例 ニ於 テ檢 シ タル ニ減 少 スル ガ如 シ.

第3群 ノ家 兎 ハ 著明 ナル呼 吸 促 迫 ト頻 脈 ヲ呈 シ

構 臥 シ四 肢 ノ麻 痺 状 ヲ呈 ス.1例 ハ後 ニ囘 復 シ タ

ル モ,1例 ハ3時 間 後 ニ死 亡 ス.體 温 ハ 夫 々著 明 ニ

上 昇 シ,尿 量 ハ減 少 セ リ.尿pHハ7.2ヨ リ6.2ニ,
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7.2ヨ リ5.4ニ 下降 シ,有 機酸 量 ハ何 レ ニ於 テ モ著

明 ニ増 加 ヲ示 ス.血 漿「豫 備 アル カ リ」ハ1例 ニ於

テ 檢 シ タル ニ著 明 ニ減 少 ス.

43℃ ノ温 浴 ヲ爲 シタル 人體 實驗 デ ハ,體 温 ハ

37.7℃ マ デ上 昇 シ尿 ハ 減 ジ,尿pHハ5.7ヨ リ6.0

マ デ 上 昇 セ リ.此 際 有 機 酸 量 ノ"Korrigierte

Werte"ハ 相對 的,絶 對 的 共 ニ多 少減 少 ヲ示 ス.

又 同 ジ ク人間 ニ於 テ43°-44℃ ノ温浴 ニ於 テ,時 々

中休 ミヲ取 リツ ツモ耐 ヘ 得 ラル ル限 リ湯 中 ニ入 リ

テ,カ クテ1時 間 加 温 シ タル ニ,甚 シキ發 汗,呼 吸

促 迫,疲 勞感 ア リ.此 際 體 温 ハ36.4℃ ヨ リ39.0℃

マ デ上 昇 シ,尿 量 ハ加 温 前 半 ニハ増 加 シ,後 半 ニ

ハ減 少 シ,加 温 中 止後 稍 著 明 ナ ル 利 尿 ヲ 見 タ リ.

尿pHハ5.8ヨ リ6.2マ デ上 昇 ス.有 機 酸 量 ハ相 對

的 ニハ加 温 時 ノ前 半多 少 減 少,後 半増 加 ヲ示 シ,絶

對 的 ニハ 前 半多 少増 加,後 半 多 少減 少 ヲ示 シ,尚

ホ加 温 中 止 後2時 間 迄 増 量 セ リ.

第2節 小括 及 ビ考 按

以 上 ヲ小 括 ス レ バ38℃ ノ輕 度 加温 ニ於 テハ 有

機 酸 排 泄 ハ減 少 シ,40°-43℃ 及 ビ55℃ ノ加 温 ニ

於 テ ハ増 加 ス.尿pHハ38℃ 及 ビ40℃ ノ加 温 ニテ

ハ「ア ル カ リ」性 ニ移 行 シ,50°-55℃ ノ加 温 ニテ ハ

著明ニ酸性 ニ移行 ス.血 漿 「豫備 アル カ リ」量 ハ

38℃ 加温 ニテハ増加シ,40℃ 加温 ニテハ多少減少

シ,50℃ 加温 ニテハ著明 ニ減少ス.

動物 ヲ外部 ヨリ加温 スレバ,寒 冷ヲ作用セシ メ

タル場合 ト反對 ノ現象 ヲ起スベキハ想像 スル ニ難

カラズ.即 チ加温 ニヨ リテ新陳 代謝 ハ低下 シテ温

熱發生ハ抑制セ ラレ,同 時 ニ温熱放出ハ増強 セラ

レ,以 テ恒温 ヲ維持セ ン トスル モ,ヤ ガテ該調節

作用 ノ失調 ニヨ リテ體 温 ノ上昇 ヲ來 ス.Voit28),

Rubner, Winternitz及 ビTraube29)氏 等ハ 人工

的加温 ニヨ リテ新陳代謝 ハ減少シ,呼 出炭酸瓦斯

量 モ減少ス トナシ,柿 沼教授ハ或 ル一定條件 下 ニ

ハ加温ハ温生成抑 制 ヲ來 スベキ事 ヲ大體承認セ ラ

レシガ,之 ヨリ中間代謝産物 タル有機酸生成減少

モ考ヘ得ラルルナル ベシ.而 シテ前述 ノ諸家 ニヨ

レバ外界温度35℃ ナル場 合新陳代謝ハ最 少限 ニ

ア リ,加 温 ヲ漸次増強 スル時 ハ呼 出炭酸瓦斯量ハ

却 ツテ増加 ヲ來 スナ リ.教 室 ノ吉永14)モ同樣 ノ現

象 ヲ認 メ,此 増加 ヲ體温 ノ強度上昇 ニヨル新陳代

謝 ノ増強 ニ歸 シ,尚 ホ同永山30)ハ呼吸瓦 期代謝 ハ

低温 時 増強 ア リ,25°-35℃ ニ於テ減少 シ,30°-

35℃ ニ於テ最低 ヲ示 シ,更 ニ加温 ヲ行 フ時 ハ再 ビ

増加 ス ト云ヘ リ.Linser及 ビSchmidt81)ハ 人體

加温實驗 ニテ體温39℃ 迄 ハ蛋 白質分解 ハ正 常ナ

リト云 ヒ,Grafeモ40℃ 以 上ニテ始 メテ蛋 白崩壊

ノ亢進 ヲ認 メ,濱 田82),本間83)モ試獸 ヲ麻 痺状態

迄加温 スル時ハ著明 ナル體蛋 白崩壞 ノ來 ルベキ ヲ

云ヘ リ.

余 ノ實驗 ニテモ加温 シテ體温40℃ 前後 ニ上昇

シタル例 ニテハ既 ニ體蛋 白崩壞 ヲ來 シ,從 ツテ有

機酸生成増加 モ來ルベシ.更 ニ強度加温 ノ例 ニ於

テハ此傾向ハ益 々増 強セラレ.有 機酸増量 モ從 ツ

テ著明 ナ リ.即 チ余 ノ實驗 ニ於テ40°-42°, 55℃ ノ

加温 ニ於テ有機酸排泄 量 ノ増大アルハ,即 チ生體

内 ニ於テ有機酸生成増加 ニ歸因 ス ト解 スル ヲ得 ベ

キカ.

飜 ツテ カカル場合 ニ於 ケル酸鹽基平衡 ハ如何 ナ

ル變調 ヲ來 スベキカ ヲ考 フル ニ,Marthien及 ビ

Urbain31)兩 氏ハ 加温 ニヨ リテ 呼吸量 増加 ト共 ニ

血 液 炭 酸 瓦期量 ノ減 少スル事 ヲ述ベ,Wittkow-

sky32)氏 モ之 ニ賛 シ,Haggard及 ビHenderson33)

ハ高温浴後肺胞炭酸瓦斯壓著 シク減少 スルモ,血

漿 炭酸瓦斯結 合量ハ之 ニ相當 シテ減 少セズ.血 液

ノ「水素 イオン」濃度 ハ減 少シテ「アル カ リ性」ニ移

行 スルナラン ト説キ,Bazett及 ビHaldane34)ハ

呼 吸量 ノ増加,肺 胞炭酸瓦斯張力 ノ減少及 ビ尿中

安 門最 ノ減 少 及 ビ尿 「アル カ リ性」ル増 加 ヲ主

張 シ,Haldane及 ビKennaway35), Collip及 ビ

Backus36), Grant及 ビGoldman37)等 モ稍同樣 ノ

見解 ヲ述 ベ タリ.Cajori及 ビCrouter38)氏 等 ハ

電光浴及 ビ温湯浴ニ ヨリテ肺胞炭酸瓦斯張力 ノ減

少,血 液炭酸瓦斯含有量 ノ減 少,血液pHノ 増加 ト
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共 ニ血 漿 「豫 備 ア ル カ リ」 量 ノ輕 度 ノ増 加 ト尿 ノ

「アル カ リ性 」移 行 ヲ認 メ,加 温 ガ 「アル カ ロ ー ジ

ス 」 ヲ惹起 スベ キ 事 ヲ述 ベ タ リ.

即 チ加 温 ニ ヨ リテ「ア ル カ ロ ー ジス 」ノ招 來 セ ラ

ル ル 事 ハ以 上 諸 家 ノ一致 セル 所 ニシ テ,余 ノ實 驗

ニ於 テハ 輕度 加温 時 ニ於 テ 尿pHガ 「ア ル カ リ性 」

ニ移 行 シ 且血 漿「豫 備 アル カ リ」量 ガ増 加 スル如 ク

思 ハル ル ハ 如 上諸 家 ニ ヨ ク一致 スル 所 ニ シテ,此

際 新 陳 代 謝 減 退 ト共 ニ 酸 生 成 ノ減 退 ヲ來 スベ ク,

尿 中有 機 酸 排 泄 量 モ減 退 スベ キ ハ 明 カ ニ シテ余 ノ

成 績 又 ヨ ク之 ニ一 致 セ リ.而 シテ第1報 ニ於 テ 余

ガ述 ベ タル ガ如 ク,「 アル カ リ」ヲ外部 ヨ リ投 與 シ

テ 「アル カ ロ ー ジ ス」 ヲ惹 起 セル時,有 機 酸 ハ「ア

ル カ リ」ト結 合 シテ多 量 ニ尿 中 ニ排 泄 セ ラ レ,以 テ

「ア ル カ リ」排 泄 者 ノ役 目 ヲ營 ム ガ如 キ場 合 ト,此

輕 度 加温 ニ ヨル「ア ル カ ロ ー ジ ス」ノ場 合 トハ 自 カ

ラ其 ノ趣 ヲ異 ニ スル ヲ見 ル ベ シ.

次 ニ40°-42℃ ニテ 加 温 シ タル 場 合 ヲ考 フル ニ,

前 述 セル 如 ク外界 温 度30°-35℃ ナ ル 時 呼 吸 代謝

ハ最 低 ナ レバ,此 場 合 ニ於 テ ハ既 ニ著 明 ノ呼 吸 代

謝 ノ亢 進 存 スベ キ モ諸 説 未 ダ歸 一 セザ ル ナ リ.

Henderson及 ビHaggardニ ヨレ バ呼 吸 代 謝 亢

進 ニ ヨ リテ炭 酸瓦 斯呼 出量 ノ増 大 ヲ來 ス時 ハ血 中

炭酸 量減 少 シ,爲 ニ 之 ト恒 率 ヲ保 ツベ キ 「アル カ

リ」量 ハ過 剰 トナ リ,腎 ニ ヨ リテ 此 過剰 「アル カ リ」

ハ排 泄 セ ラル ル ナ リ.而 シテ 余 ガ前報 セル 如 ク有

機 酸 ハ「アル カ リ」排 泄者 トシテ ノ役 目 ヲ有 スル ト

ス ル ナ ラ バ,此 方 面 ヨ リシ テ有 機 酸 排 泄 増 量 ヲ理

解 シ得 ベ カ ラ ン モ,外 界 温 度 ガ體 温 ヲ超 ヘ タル 時

ノ新陳 代謝 ハ或 ハ 増 加,或 ハ減 少 ト云 ヒ,諸 説 未

ダ 歸 一 セザ レ ドモ,田 邊氏 ニ ヨレ バ無 風 ナ レバ 上

昇 ス ト云 ヘ リ.果 シテ 然 リ トス ル ナ ラ バ,體 内 有

機 酸 生成 ノ増 進 之 有 ベ ク,代 償 失調 性 増 加 モ 又 否

定 シ得 ザ ル ベ シ.

神 林 氏 モ 尿pHノ 「アル カ リ性 」移 行 ト共 ニ 血漿

pHノ 輕 度 ノ増 加 ヲ認 メ,カ カル 状態 ヲ所 謂 「ア カ

ブ ニ ア性 ア チ ドー ジ ス」 ト云 ヘ リシ ガ,余 ノ場 合

ハ之 ニ該當 スベ ク未ダ眞性「アテ ドージス」ニハ非

ザルベ シ.

次ニ55℃ ニテ動物 ニ麻痺症状 ヲ呈 スル迄 加温

シタル場合ハ,濱 田氏等 ノ云 ヘル如 ク體温上昇 ニ

基 ク體蛋 白分解増進 ト共 ニ,呼 吸障 碍 ノタ メ酸素

不足ニ 基 ク體蛋白 分解 亢進 モ加 重 スルナルベ ク,

有機酸排 泄 ノ著明増加ハ此觀點 ヨ リ理解 シ得 ラル

ル ト共 ニ,又 尿pHノ 酸性移行,血 漿「豫備 アル カ

リ」量 ノ著明減 少 ヨリ見 レバ 體内新陳代謝異常 ニ

基因 スル眞性「アチ ドージス」ナ リト解 スル ヲ得ベ

シ.

第5章 發 熱 ノ影 響

第1節 温刺熱 ニヨル發熱

1884年Aronsohn-Sachs39)ガ 始 メテ温刺熱 ニ就

テ發表 シテ以來温中樞 ニ關 シテ多數 ノ業績發表セ

ラ レ,其 ノ部 位 ニ關 シ北 山 教 授 ニ ヨ リ精 細 ナル 發

表 ア リタ リ.

温 刺 熱 ノ時 ノ新 陳 代謝 ニ 關 シAronsohn及 ビ

Sachsハ 酸 素消 費量 竝 ニ炭 酸 瓦 斯 排 出 量 ノ増量 ヲ

認 メ,Richt, Kraus40), Odaira42)モ 同 樣 ノ成 績 ヲ

得,Schultze41)ハ 温 刺動 物 ニ於 テ温 熱 生 成 ト其 ノ

放 出 ト共 ニ増 加 スル モ,後 者 ノ變 化 ガ前 者 ノ夫 レ

ニ相 當 セザ ル 事 ヲ見 出 シ,之 ニ温 刺熱 ノ原 因 ヲ歸

シ タ リ.稻 田43)教 授 ハ種 々 ノ報 告 ヲ總 括 シテ温 刺

後 新 陳 代謝 ハ20-30%亢 進 シ,O2消 費 量 ハ11-

22%上 昇 シ,窒 素 ノ排 泄 ハ約20%ノ 割 ニ増 加 シ,

時 ニ70%ニ 達 ス ト云 ヘ リ.即 チ 温 刺 熱 ニ於 テ 酸

素 消 費 ノ増 加,温 生成 ノ亢 進,新 陳 代 謝 亢 進 アル

ハ 今 日一 般 ニ承認 セ ラレ タル所 ナ リ.

温 刺 ノ術 式 ハ 大 體Aronsohn-Sachsニ 從 ヒ穿 刺

點 ハBaginsky-Lehmann83)ノ 術 式(冠 状 縫 合線 ト

矢 状縫 合線 ト ノ交 叉 ニ ヨ リテ作 ラ レタ ル 直 角 ノ2

等 分線 上 ニ於 テ交 叉 點 ヨ リ2.5-3mmノ 部 位)ヲ

選 ベ リ.

余 ハ 家 兎5例 ニ ツキ温 刺 フ施 シ,其 ノ總 テ ニ於

テ 幸 ニ發 熱 セ シ メ得 タ リ.其 ノ内2例 ニ於 テ ハ 毎
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24時 間 ニ,3例 ニ於 テ ハ 毎2時 間 ニ採 尿 檢査 シ タ

リ.

今 其 ノ成 績 ヲ略 述 ス レバ 毎24時 間 ニ 採尿 シ タ

ル2例 中 ノ1例(第4表Nr. 42)ニ 於 テ ハ 前 日

38.8℃ ヨ リ温 刺 當 日8時 間 後 ニ最 高41.4℃ ニ發 熱

シ翌 日最 高40.4℃,翌 々日39.2℃ ニ下 降 セ リ.但

シLeschke81), Cavns-Koussy, Hansay等 ノ認 メ

タル間 腦 刺戟 ニ ヨル 利 尿 ハ此 例 ニ於 テハ 認 メザ リ

キ.尿pHハ 温 刺 當 日7.2ヨ リ6.8ニ 下 降 シ翌 日

6.7ニ 下降 シ第3日 ニ7.0マ デ囘 復 セ リ.有 機 酸量

ハpro L.ノ 相 對 値 ニ於 テハ 當 日殆 ド倍 量 ニ増 シ

2日 間 ニ亙 リ高 値 ヲ示 ス.絶 對 量 ニ於 テモ 多 少増

量 ノ傾 向 ヲ呈 シ,血 漿 「豫備 アル カ リ」量 ハ多 少減

少ヲ 示 ス.又 他 ノ1例(第4表Nr. 45)ニ 於 テ ハ體

温 ハ38.6°-39.0℃ ヨ リ5時 間 後 ニ最 高40.8℃ ニ上

昇 シ翌 日39.8℃ ニ,翌 々 日38.2℃ ニ下 降 セ リ.此

例 ニ於 テ モ利 尿 ハ認 メズ,尿pHハ6.9-7.4ヨ リ

當 日6.3ニ 下 降 シ翌 日6.2ニ,翌 々日6.1ニ 下降 セ

リ.又 有 機 酸相 對 量 ハ温 刺 當 日多 少増 加 ス ル如 ク

翌 日,翌 々 日 ト漸 次 増 加 セ シ モ絶 對 量 ハ 増 サ ズ.血

漿 「豫 備 アル カ リ」量 モ 變動 ヲ示 サザ リキ.

次 ニ毎2時 間 ニ採尿 シ タル 物3例 ノ中2例(Nr.

32, Nr. 33)ヲ 一括 シテ 述 ブ ル ナ ラバ,體 温 ハ4-

5時 間 後既 ニ上 昇 シ,24時 間 後 モ尚 ホ高 ク2日 後

ニ舊 ニ復 ス1例 ト,他 ハ2時 間 後 ニ上昇 シ8時 間

後 最 高 ニ達 シ,48時 間 後 尚 ホ 持續 シ,72時 間後

39.2℃ ニ下 降 セ リ.尿 量 ハ何 レ ニ於 テ モ温 刺 後著

明 ニ増 量(約4倍)シ 漸 次 減 量 セ リ.尿pHハ1例

ニテ ハ7.4ヨ リ一時7.6ニ 上 昇 シ後 漸 次 下降 ヲ來

シ8時 間 後 ニ最 低 ニ達 シ,24時 間 ハ5.8-5.4ノ 値

ヲ保 チ後 次 第 ニ恢 復 セ リ.他 ノ1例 ニテ ハ温 刺後

6.7ヨ リ7.0ニ 一時 上昇 シ 直 チ ニ下 降 ヲ始 メ24時

間 後 最低5.4ニ 達 シ,後 次 第 ニ6.8迄 上 昇 セ リ.有

機 酸 絶 對 量 ハ1例 ニ於 テ ハ種 々 ノ變動 アル モ最 初

多 少減 少 ヲ示 シ後 温 刺前 ヨ リ増 量 スル ヲ認 メ,相

對 値 ニ於 テ ハ 温 刺 後2-6時 間 ニ 多 少減 量 スル 如

ク,次 ノ時 間 ニ於 テ ハ稍 著 明 ノ増 量 ヲ見ル.他 ノ

1例 ニ於テハ相對的 ニハ初 メ多 少減少 シテ 後 ニ漸

次増 量シ絶對的 ニハ減 少ナ クシテ漸次増量 スル ガ

如 シ,血 漿「豫備 アルカ リ」量 ハ温刺後2時 間 ニ於

テ2例 共 稍増 シ10時 間後 ノ發熱高 度ナル 時期 ニ

ハ何 レニモ可 ナ リ著明 ノ減 少ヲ示セ リ.而 シテ此

時期 ハ恰 モ尿pHノ 酸性 ニ移行セル時 期 ニ相 當 ス.

最後 ニ1例 ニ於テ(第6表)有 機 酸 ノ"Korri-

gierte Werte"フ 見 タル ニ絶對量 ニ於テハ温刺直

後 ニ著明 ニ増 シ,24時 間後マデ概シテ増量 ヲ示 ス.

相對量 モ温刺直後 一時減量 スルガ如 ギモ他 ハ一般

ニ増量 ヲ示シ タリ.此 例 ニ於テハ體温 上昇 ハ6時

間後41.3℃ ノ最高 ニ達セ リ.且 利尿 ヲ示 シ前 ノ3

倍ニ達 セ リ.尿pHハ 温刺後6時 間マデハ 却 ツテ

「アルカ リ性」ニ移行 シ,其 ノ後漸次下降 ヲ來 シ22

時間後 ニハ5.0ニ 下降セ リ.總 「クレアチ ニン」量

ハ温刺直後多少減量 スルモ概 シテ増加セ リ.

要之,毎24時 間探尿檢査 例2例 共 ニ有機酸量ハ

増量 シ尿pHハ 下降セ リ.且 血漿 「豫備アルカ リ」

量 ハ1例 ニ於テ減少せ リ.即 チ「アチ ドージス」ト

考 フル ヲ得ベク,又 有機酸増量ハ前述文獻 ノ示ス

ガ如 ク新陳代謝亢進,物 質分解亢進 ニ伴 フ有機酸

生成増加ニ歸因 スルモ ノト爲 スヲ得ベ シ.次 ニ毎

2時 間探尿檢査 ニ於テ尿pHハ3例 共 一時 「アルカ

リ性」ニ移 行シ後 下降 ヲ示シ タ リ.殊 ニ最後 ノ1

例 ニ於テ然 リ.血 漿「豫備 アル カ リ」量ハ發熱初期

ニ増量 ヲ示シ 發熱極期 ニテ尿pHノ 酸性 ニ移 行セ

ル時期 ニハ稍著明 ニ減少 ヲ示 ス.而 シテ何 レノ場

合 ニ於 テモ有機酸ハ一時減 少スル カ又ハ減少 ノ氣

配 ヲ示 シタル後何 レモ増量 ヲ示 スガ如 シ.秋 谷44)

氏ガ「チ フス」患者 ニ就キ發熱 ノ初期及 ビ下熱期 ニ

尿反應 ノ 「アル カ リ化」 ヲ認 メ,此 時期 ニ 「アル

カロージス」ノ招來 セラルル事 ヲ述 べ,藤 卷45)氏

モ同樣 ノ見解 ヲ主張シ タ リシガ,余 ノ温刺實驗 ニ

於テモ平熱 ヨリ發熱 ニ移行セ ントスル時期 ニ於テ

「アルカロージス」ノ存 スル コトヲ想 像セシ メ
,著

明ナル發熱時期 ニ於テハ既 ニ明 カニ 「アチ ドー ジ

ス」 ニ移行スル ガ如 シ.
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第2節 「チ フスワクチン」ニヨル發熱

傳研製 腸「チ フスワクチン」ヲ體重pro kg 1.0-

1.5ccm宛 家兎靜脈内 ニ注射 シテ發熱 セシメタ リ.

動物 ハ注射後稍不安状 ヲ呈 シ暫時 ニシテ耳殻血管

ノ收縮,瞳 孔散大,呼 吸促迫 ヲ來 ス.

今毎2時 間 ニ採尿檢査シ タル例(Nr. 19)ニ於 テ

ハ,體 温ハ漸次上昇 シ2時 間後 ニ40.0℃ ニ達 シ,8

時間後 ニハ39.9℃,20時 間後 ニ漸 ク下降セ リ.尿

ハ注 入直後 ニ多少増 スモ以後減量 シ,熱 下降期 ニ

多 少増加 スモ 尚 ホ注入前 ヨリ少 シ.尿pHハ4時

間後 ニハ最高7.4ニ 上昇シ,20時 間後 ニハ6.5ニ

下降 セ リ.有 機酸量 ノ"Korrigierte Werte"ハ

6時 間後マデハ絶對的,相 對的 共 ニ減量 ヲ示 シ7-

8時 間 ニ一旦増 シ後減量 ヲ示 ス.血 漿「豫備アル カ

リ」量ハ注 入後1時 間増量 ヲ示 セ リ.總 「クレアチ

ニン」ハ漸 次増量 ス.

次 ニ毎6時 間 採尿檢査シ タル ニ,3例 ノ家兎 中

尿量 ハ第1,第2例 ニテハ漸次減 少シ,他 ノ1例 ニ

テ ハ下熱期 ニ多 少増加 ス.尿pHハ 第1例 ニテハ一

旦上昇 シ後 漸次下降 シ18時 間後 ニハ6.9ニ 下 リ,

第2例 ハ上昇 ナク漸次下降 セ リ.第3例 ニテハ先

ヅ上昇 シ後18時 間マデ不變 ナ リキ.

有機 酸量ハ第1例 デハ相對的 ニハ注射後減 少シ

幾ハ 多少増加 シ 絶對的 ニハ多少 ノ減 少 ヲ持續 ス.

第2例 ニテハ相對的 ニハ多 少 ノ増量アル如 ク絶對

的 ニハ多少増量後減 少セ リ.第3例 ニテハ相對的

ニハ注射後多少 ノ増 量アル ガ如キモ一般 ニ減少 シ

絶對的 ニハ漸次減 量 ス.血 漿「豫備アルカ リ」量 ハ

2例 トモ増量セ リ.

次 ニ「ワクチ ン」連續注入(第9表)ノ 成績 ハ,體

温ハ表示 ノ如 ク注 入毎 ニ上昇 シ,翌 日下降 ヲ反覆

セ リ.尿pHハ 第1,第2囘 注入 ニヨ リ 「アル カ リ

性」ニ移 行 シ,第3,第4囘 注入 ニテ稍酸性 ニ移行

スルガ如 シ.早 朝尿ハ第1,第2囘 注 入ニテ稍著明

ニ「アル カ リ性」ニ移行 シ,第3,第4囘 注 入ニ ヨリ

テ酸性 ニ移 行 シ(殊 ニ第4囘 注 入ニヨ リ5.8マ デ

ト降 シ)後 漸次 ニ 上昇シ第4囘 注入後第4日 ニハ

稍「アルカ リ性」ニ移行セ リ.有 機 酸量ハ第1囘 注

入當 日多 少減少 スル ガ如 ク翌 日ハ多少増量 スル如

ク,第2囘 注 入ニテ モ多少増加 スル ノ感 ア リ.第3

囘注 入ニヨ リテ緬對的 ニハ減 少 スル モ相對的 ニハ

増量 シ第4囘 注 入 ニテ稍著明ニ増量 シ,後5日 マ

デモ稍増量 ノ状態 ヲ示 ス.總 「クレアチ ニン」ハ

第1囘 第2囘 注 入 ニテ多少,第3囘 注 人ニテ稍著

明 ニ増量 スル如 シ.尿 量ハ發熱當 日ハ概 シテ減少

スル ガ如 シ.

以上 ノ成績 ニ就 ギ考按 ヲ加 フル ナラバ,諸 種細

菌ハ其 ノ生菌 タル ト死菌 タル トヲ問 ハ ズ血 中 ニ

移 入 スル 時 ハ發熱 ヲ來 ス.死 菌 ノ場 合ニ於 テハ

Buchner82), Kolle-Hetsche46)等 ニヨレバ直 接 之

ガ發熱 ヲ誘起 スル ノミナラズ,其 ノ菌體 ヨ リ遊離

シタル諸 種蛋白質或 ハ毒素 モ亦發熱 ニ關聯 セル ナ

リ.教 室市村17)ハ尿分析 ニ ヨリテ中間代謝障 碍 ノ

存 スル事 ヲ述 ベ此障碍ハ發熱 ガ必須 條件ニ非 ズシ

テ注 入サ レタル物質 ノ毒性 ニヨルモ ノナル ヲ云ヘ

リ.而 シテ 「チ フス」發熱 ト酸鹽基平衡 ノ關係 ニ

就テハ秋 谷44)氏 ノ精細ナル研究ア リ.即 チ同氏ハ

「チ フス」患者 ニ就 キ發熱 時血液 「水素 イオ ン」濃

度ハ正 常ナル モ炭酸結合力ハ低 ク,熱 弛張 期ニハ

「水素 イオ ン」濃度減 ジテ「アル カ リ性」ニ傾キ炭酸

結 合力モ増加 ス.即 チ熱稽留 期ニ「アチ ドージス」

發熱及 ビ熱弛張 期ニ「アル カロージス」ヲ證明 シタ

リ.藤 卷氏モ同樣 ノ見解 ヲ述ベ タ リ.

又尾 河48)ハ 「チ フス ワクチン」發熱時組織pHハ

酸 性 ニ傾キ,「 テル ミン」ニ ヨル モ ノ5例 中3例 ニ

テ「アルカ リ性」ニ移行 スル モ ノアル ヲ認 メ其 ノ解

釋ハ不明ナ リトセ リ.余 ノ「チ フスワクチン」例ニ

テ一時 尿pHガ 「アルカ リ性」ニ移 行シ又血漿「豫備

アル カ リ」量 ノ増 加 ヲ認 ムル ヲ以 テ此場合 ニ「アル

カロー ジス」樣 トナル事 アルハ疑 ヒナ カルベ ク,此

際有機酸排泄 ガ一時減 少スル事 アルハ興味深キ事

實 ナ リトス.

次 ニ連 續的「チ フス ワクチン」注 入ニヨ リテ一時

的 ニ「アル カ リ性」ニ移行 シタル 尿pHハ 漸次 ニ下
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降 ヲ來 シ,同 時 ニ一時 減 量 セ ル 有機 酸 排 泄 量 ハ 漸

次 稍著 明 ニ増 シ,總 「クレ アチ ニ ン」モ稍 増 量 ヲ示

セル1例 ハ甚 ダ興 味 ア ル モ ノナ リ.

v. Bergmann49), Burger50), Beckmann, Stroebe

等 ニ ヨ レバ,「 チ フス」其 ノ他 ノ急 性傳 染 性 發 熱 ニ

於 テハ 發 熱及 ビ細 菌毒 ニ ヨル新 陳 代謝 障 碍 ヲ來 シ

又 殊 ニ肝機 能 障 碍 ヲ來 スベ ク,市 村 氏 モ 「チ フ ス

ワクチ ン」注 入 ニ ヨ リテ體 内 物 質破壞 ノ亢進 スベ

キ事 ヲ云 ヘ リシ如 ク,「 チ フ ス ワ クチ ン」連續 注 人

ハ 新陳 代謝 亢 進 ト共 ニ異 常 酸 ノ生成 増 加 ヲ招 來 ス

ベ キハ 明 カニ シテ 從 ツテ有機 酸 排泄 増 量 ヲ來 スベ

ク,「 ア チ ドー ジス」 ヲ惹起 シテ尿pHノ 酸 性 ニ移

行 スベ キ ハ見 易 キ理 ニ シテ,發 熱 ニ ヨ リテ 「アチ

ドー ジ ス」 ヲ惹起 スベ シ ト爲 ス在 來 多 數 ノ學 者 ノ

設 ニ ヨク一 致 スル 所 ナ リ トス.

第3節 「テル ミ ン」ニ ヨル 發熱

「テル ミン」ノ發 熱 作 用 ハStern51)以 來 諸 家 ニ ヨ

リテ 或 ハ 中 樞性 トナ シ或 ハ末 梢 性 トナ シ種 々 ノ異

論 アル 所 ナ リ.Citron-Leschke52), Airila84), Ha-

shimoto53),蓮 池54)等 ハ 中樞 性 トナ シ,末 梢 性 トナ

スモ ノハStern, Pick55), Isenschmidt, Takahashi,

阿 南56)ノ 諸 氏 ニ シテ,稻 田85)教 授 ハ此 物 質ハ 間腦

ニ於 ケル 温 中樞 及 ビ他 ノ交 感 神經 核 ヲ著 シ ク興 奮

セ シ メ中樞 性 ニ作 用 シ テ發 熱 ヲ來 シ尚 ホ末 梢 ニ働

キ テ温 生 成 ヲ亢進 セ シ ム ト云 ヘ リ.即 チ主 トシテ

中樞 性 ニ,一 部 末 梢 的 作 用 ニ ヨ リ又 直 接 新陳 代謝

増 進 ニ ヨ リ體温 上昇 ヲ來 ス ト考 フル ヲ得 ベ シ.

本 實驗 ニ供 セル「テ ル ミ ン」ハ2%ノ 溶 液 トシ家

兎 體 重毎kg 0.03g宛 皮 下 ニ注射 シ,常 ニ新 鮮 ナル

モ ノ ヲ用 ヒ タ リ.家 兎 ハ「テル ミン」注 射後 暫 時 ニ

シテ 瞳孔 擴 大,不 安 状 態,耳 殻 血 管 收縮,呼 吸 促 迫

ヲ呈 ス.體 温 ハ 注 射 後直 チ ニ上 昇 シ初 メ2-3時 間

後 ニ極 期 ニ達 ス.

家 兎5例 中 發熱 セ シ メ得 タル3例 ニ就 キ述 ブル

ナ ラ バ,第1例 ニテ ハ 體 温 ハ38.6℃ ヨ リ40.5℃ ニ,

第2例 ニテ ハ38.8℃ ヨ リ40.8℃ ニ,第3例 ニテ ハ

38.9℃ ヨ リ40.4℃ニ 夫 々上 昇 シ何 レモ12時 間 後

ニ ハ大 約 舊 ニ復 セ リ.尿 量 ハ總 テ 注 入 ニ ヨ リ著 明

ニ増 加 ス.尿pHハ 第1例 ニ於 テ ハ 多 少「ア ル カ リ

性 」ニ,第2例 ニ テ ハ多 少酸 性 ニ移 行 シ,第3例 ニ

テ ハ最 初 多 少「アル カ リ性 」ニ,24時 間後 ニハ酸 性

ニ移 行 セ リ.有 機 酸 量 ハ第1例 ニテ ハ増加 シ,第

2,第3例 ニテ ハ漸 次 減 少 ヲ示 ス.

即 チ以 上 ヨ リ考 フル ニ「テ ル ミン」發熱 ニ於 テ モ

最 初「アル カ ロー ジス」ノ状 態 存 スル ガ如 シ.

第4節 小 括 及 ビ考 按

發 熱 時 ニ於 テ新 陳 代 謝 亢 進 アル ベ キ事 ハMay57),

Nebelthau, Krehl及 ビMatthes62), Stahelin57)等

ニ ヨ リテ 初 メテ證 明 セ ラ レ タ ル 所 ニ シ テ,Ley-

den58), Liebermeistei59), Kraus等 ハ 人體 ニ就 テ

同 樣 ノ事 實 ヲ證 セ リ.Barr及 ビDu Bois59)ニ ヨ

レ バMalariaノ 熱 上 昇 期 ニハ 熱放 出 ハ不 變 ニ シテ

温 熱 生 成 ハ20%上 昇 ス.又 發 熱 ニハ 新 陳 代謝 亢

進 ト共 ニ分 解 サ レル燃 焼 物 質 ノ間 ニ量 的 ノ差 ヲ生

ジ,Raab及 ビWertheimer59)ニ ヨ レバ 之 ハ 神經

系 統 ニテ 調節 テ ル ル モ ノニ シテ 主 トシテ脂 肪 ナ リ

トス.又 含水 炭 素 ニ於 テ モ肝「グ リコー ゲ ン」減 少

ト血 糖 ノ上昇 ヲ來 シ,Grafe60)ニ ヨレバ 蛋 白 質 ノ

分 解 亢 進 モ來 ルベ ク,Muller59), Kocher63), Kraus

ニ ヨ レバ 傳染 性 發 熱 ニ於 テ ハ亢 進 セル 全 新 陳 代 謝

ニ於 テ 夫 レ ニ該 當 スル 以 上 ノ蛋 白 分 解 ガ招 來 セ ラ

ル ル モ ノニ シ テ之 ヲ中 毒性 蛋 白質 分 解 ト命 名 セ

リ.又Strieck及 ビWilson61)ハ 接 種 「マ ラ リア 」

ノ潜伏 無 熱 期 ニ既 ニ著 明 ノ蛋 白新 陳 代 謝 亢 進 ア ル

ヲ發見 シBahn及 ビLanghans兩 氏 モ之 ヲ確 認 シ

タ リ.H. Freund及 ビE. Grafe85)ハ1ツ ノ假 説

ヲ樹 テ,新 陳 代 謝 及 ビ蛋 白新 陳 代 謝 中樞 ハ間 腦 ニ

ア リ,傳 染 ニ ヨ リテ 同 ジ ク間 腦 ニ存 スル 温 熱 中 樞

ガ侵 襲 セ ラ レテ 發 熱 スル時 ハ之 等 ノ中樞 ガ同 時 ニ

侵 サ レ テ早 ク既 ニ新 陳 代謝 亢 進竝 ニ障 碍 ヲ來 スナ

ラン ト云 ヘ リ.

他 方 又 發熱 時 ニ「アチ ドー ジス 」ノ來 ル ベ ギ事 ハ

古 ク ヨ リ知 ラ レ タル 所 ニ シテ,例 ヘ バGeppert64),

Minkowski65)等 ハ發 熱 時 血 液CO2含 量 ノ下降 ス
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ル 事 ヲ認 メ之 ヲ發 熱 ニヨ ル 過 剰 加 温 ニ其 ノ原 因 ヲ

求 メズ シテ 發 熱 ノ爲 ニ亢 進 セル 蛋 白組 織 ノ崩壞 ニ

ヨル酸 生 成 ノ増 加 ト完 全 酸 化 ニ對 スル分 解 ノ超 出

ト又 非 窒 素 含 有性 酸 性 中 間 物 質 ノ生 成 増 加 トニ其

ノ主因 ヲ求 メ タ リ.

Fridericia及 ビOlsen66)ハ 發熱 ノアル 場 合 ニ肺

胞 炭 酸 瓦 斯張 力 ノ下降 ヲ,他 ノ場 合 ニハ 其 ノ然 ラ

ザ ル 事 ヲ認 メ,Porges67)モ 同 樣 ノ事 實 ヲ 認 メ タ

リ.Rassi68)ハ 發 熱 時 尿酸 性 度 ノ亢 進 スル 事 ヲ見,

Bonacarsi98)ハ 尿pHノ 下降 ス ル 事 ヲ認 メ,Pin-

kussen68)ハ 之 ニ數 値 ヲ與 ヘ タ リ.其 ノ他 發 熱 時

ニ「ア チ ドー ジ ス」樣 新 陳 代 謝 障 碍 ヲ證 明 シ タル ニ

Barack69), Means68), Woodwell68), Ehrismann70),

Beck71), Walinski68),我 國 ニ 於 テ ハ 多 田72),大

里73),川 井72),林,山 北,菅 沼,平 井,武 山72),神 林21)

ノ諸 家 ア リ.

又 反 之 發 熱 時 ニ屡 々 「ア ル カ ロ ー ジ ス」 樣 状態

ノ來 ル 事 ハKoehler74),神 林21),Cajori, Crouter

及 ビPemberton75), Kroetz76)等 ノ云 ヘル 所 ナ リ.

又Satke及 ビRaltolomey77)ハ 尿pHガ 熱 稽留 時

ニハ 低 ク,下 熱 ト共 ニ上 昇 シ,新 浸 潤 竈 ノ形 成 ニ ヨ

リテ再 ビ下 降 スル 事 實 ヲ肺 炎患 者 ニ 就 テ 證 明 シ,

且 尿 酸 度 ヲ測 定 シテ アル 例 ニ於 テハ 本 質 上 大 ナ ル

變 化 ナ キ事 ヲ見,他 ノ例 ニ於 テハ 其 ノ疾 患 極 期 ニ

於 テ 多 少「アチ ドー ジス」ニ傾 ケル 事 ヲ云 ヘ リ.

今余 ノ成 績 ヲ總 括 シ テ考 フル ニ,温 刺 ニ於 テハ

其 ノ發 熱 初 期 ニ「ア ル カ ロ ー ジ ス」ノ時期 存 スル モ

ノ ノ如 クナ ル モ,此 時期 ハ極 ク 一過性 ニ シテ24時

間 ヲ單 位 トシテ觀 察 シ タル 例 ニテ ハ認 ムル 事 能 ハ

ズ シテ,却 ツテ「ア チ ドー ジ ス」ヲ示 セ リ.「 チ フ ス

ワ クチ ン」注 入 ニ於 テ モ 其 ノ初 期 ニ「アル カ ロ ー ジ

ス 」ト思 ハル ル 時 期 ヲ有 スル モ ノア リ.此 「アル カ

ロ ー ジ ス」ハ 温 刺 ニ於 ケル ヨ リモ長 ク24時 間 ヲ單

位 トシ テ 觀 察 シ タル 例 ニテ モ 明 瞭 ニ 現 ハ レ タ リ.

併 シ之 ハ同 注射 ヲ連 續 スレ バ「ア チ ドー ジ ス」ニ移

行 ス.「 テ ル ミ ン」注 入 ニ於 テ モ「アル カ ロ ー ジ ス」

ヲ思 ハ ノムル モ ノ存 スル ガ如 シ.

前 述 ノ如 ク發 熱 時 ニ 「アチ ドー ジ ス」 ヲ唱 フル

學 者 ト 「アル カ ロ ー ジ ス」 ノ存在 ヲ云 フ學 者 トア

レ ドモ,余 ノ小 實 驗 ニテ ハ 發 熱 ノ初 期 ニ於 テ先 ヅ

「ア ル カ ロ ー ジ ス」樣 態 度 ヲ示 スモ ノ尠 シ トセ ズ.

又 他 方H. Straub78), Ehrismann70)ハ 發 熱 時 ニ

ハ 「ク ロー ル」竝 ニ炭 酸 ノ減 少,「 ナ トリウ ム」ハ

不 變 又 ハ増 加 セル 點 ヨ リ 「ア チ ドー ジ ス」ヲ認 メ,

未 知 ノ「ア ニ オ ン」 ノ存 セザ ル ベ カ ラザ ル ヲ云 ヒ,

Pincus, Kraemer, Gollwitzer-Meier等 ハ 未知 ノ

「ア ニオ ン」ハ有 機 酸 ニ ヨル ナ ラ ン ト云 ヘ リ.秋 谷

氏 ハ發 熱 初期 ト解 熱 期 ニ於 テ ハ 血液 中 ノ 「ア ニオ

ン」總 和 ガ増 加 シ,熱 稽留 期 ニ於 テ ハ 「ア ニ オ ン」

總 和 ハ減 少 シテ「カチ オ ン」總 和 ノ増 加 スル 事 實 ヲ

認 メ,之 ハ 發 熱 初 期 及 ビ解熱 期 ニ於 テ ハ既 知 「ア

ニ オ ン」増 加 ハ即 チ 未 知「ア ニ オ ン」ノ減 少 ト解 シ,

又 熱 稽 留 期 ニ於 ケル「ア ニ オ ン」減 少 ハ未 知 「ア ニ

オ ン」 ノ増 加 ト解 ス ル ヲ得 ベ シ ト述 ベ タ リ.此 未

知 「ア ニ オ ン」ガ 有機 酸 ナ リト考 フル 事 ヲ得 ル ナ ラ

バ 即 チ 發 熱 初 期 ニ於 テ ハ「アル カ ロ ー ジ ス」ト共 ニ

未 知「ア ニオ ン」ノ減 少即 チ有 機 酸 生 成 減 少 ヲ招 來

シ,熱 稽留 期 ニハ 「ア チ ドー ジ ス」ト共 ニ未 知 「ア

ニ オ ン」ノ増 加 即 チ有 機 酸 生 成 増 加 ヲ來 スベ シ ト

解 スル ヲ得 ベ シ.果 シテ 然 ル ナ ラバ余 ノ實 驗 例 ニ

於 テ 發熱 初 期 ニ於 ケル「アル カ ロ ー ジス」ト共 ニ有

機 酸 排 泄 ノ減 少 セル 場 合 ハ之 ニテ ヨ ク解 スル ヲ得

ベ シ.而 シ テ發 熱 ニ ヨル 「ア チ ドー ジ ス」 ノ場 合

ニ於 ケル 尿 中有 機 酸 排 泄 増 大 ハ此 方 面 ヨ リ考 フル

モ,其 ノ生 成 増 加 ニ歸 因 スベ キ事 ハ 明 カナ ル事 ナ

リ トス.

飜 ツテ 「テル ミン」 發 熱 侵 襲 點 ニ關 シテ ハ既 ニ

述 ベ タ リ.即 チ「テ ル ミン」ハ 中 樞 性 又 ハ末 梢 性 温

熱 調 節機 能 ノ變 調 ニ ヨ リ殊 ニ温 熱 生 成 ノ増 加 ヨ リ

モ,寧 ロ温 熱 放 散 ノ抑 制 ニ存 スル ガ如 シ.今 余 ノ

實 驗 ニ 於 テ「テ ル ミン」發 熱 ト輕 度 加 温 時 トヲ試 ミ

ニ比 較 スル ニ何 レ ニ於 テ モ尿pHノ 「アル カ リ性」

移 行,有 機酸排泄 ノ減 少 ヲ認 ム.即 チ兩者 ニハ何

等 カ相似 タル點アル ニハ非ザル ヤ,而 シテ輕度加
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温時 ニ於 テ呼 吸 代謝 減 退 ノ存 スル事 ハ先 進諸 家 成

績 ノ 一致 セ ル所 ナ ル モ,「 テル ミ ン」發 熱 時 ニ於 テ

ハG. Dadolcz et Koskowski80)ハ 一 時 減退 シテ

次 デ増 加 スル事 ヲ云 ヘ ル モ 教 室福 田87),永 山 兩 氏

ハ一 致 シテ 其 ノ呼 吸 代謝 亢 進 ア ル事 ヲ報 ゼ ル ヲ見

レバ此 兩 者 ヲ今直 チ ニ同一 視 スル事 ハ如何 ニ ヤ ト

考 ヘ ラレ,又 尿 所 見 ノ ミヨ リシ テ直 チ ニ 「テ ル ミ

ン」發 熱 ノ本質 ヲ云 々ス ル事 ハ到 底 不 可 能 ナル モ,

強 ヒテ想 像 ヲ許 サ ル ル ナ ラバ,諸 家 ガ「テ ル ミン 」

發 熱 ノ本態 ハ主 トシ テ温 放 散 抑 制 ニ存 スル ト云 ヒ

シ如 ク,余 ノ場 合 ニ於 テモ 温 放散 抑 制 ニ ヨル温 鬱

積 ガ存 シ,之 ガ外部 ヨ リノ加 温 ニ ヨル 温鬱 積 ノ場

合 ト相 似 ノ状 態 ヲ示 ス時 期 ニシ テ,又 「アル カ ロー

ジ ス」ヲ思 ハ シムル 時 期 ハ 即 チ此時 期 ニ該 當 スル

ナ リ ト解 スル モ敢 テ 不 合理 ニハ 非 ザル ベ シ.

温 刺 熱 ノ本 態 ニ 就 テ ハ 古 クTraube, Lowy,

Walbaum38),近 ク ハGottlieb89)ノ 説 アル モ,一 般

ニ温 生 成 ノ増強 ニ ア リ トセ ラル.即 チAronsohn

及 ビSachsハ 呼 吸 代 謝 ノ 亢 進 ヲ云 ヒ,Richet,

Richter, Schultze等 モ同 樣 温 生 成 ノ増 強 ヲ 述 ベ,

Hirsch90)ハ 「ト リバ ノ ゾーマ」熱 ニ テ ハ強 度 ノ温

生成 増 進 ア リ,「 ア ナ フイ ラ トキ シ ン」熱 ニハ 却 ツ

テ温 生成 減 退 ア リ,温 刺 熱 ハ此 中間 ニア リテ輕 度

ノ温 生 成増 加 アル 事 ヲ云 ヘ リ.末 岡91)氏 ハ温刺 熱

ノ本 態 ハ温 生成 ノ亢 進 ニア リ,殊 ニ筋 肉 内呼 吸 代

謝 亢 進 ガ著 シ キ事 ヲ證 シ,教 室 永 山 氏 ハ温 生 成,温

放 散 共 ニ充 進 シ此 兩 者間 ノ均 合 ヒ ノ不 一 致 ニ主 因

ヲ求 メタル ガ如 シ.

余 ノ實 驗 ニ ヨ レバ 尿 中 有 機 酸 排 泄 増 加 ト尿pH

ノ下 降 トノ來 ル ヲ見 レバ新 陳 代 謝 亢進 從 ツテ温 熱

生成 ノ増 強 アル ベ キハ想 像 ニ難 カ ラザ ル 所 ナ リ ト

雖 モ,而 モ其 ノ發 熱 初期 ニ於 テア ル 場 合 ニ ハ有 機

酸排 泄 減 少 ト尿pHノ 上 昇 即 チ 「テ ル ミン」發 熱

ノ初 期 及 ビ輕 度加 温 時 ニ見 タル ト相 似 タル 時 期 ノ

存 スル 事 ハ注 目 スベ キ事 ナ リ トス.是 ヨ リ考 フル

ナ ラバGottliebノ 云 ヘ ル如 ク温 刺 熱 ニ テ モ 其 ノ

發 熱 初 期 ニ於 テ アル 場 合 ニハ 或 ハ 温 放散 抑 制 ニ ヨ

ル温鬱積 ガ主 タル ベキヤ トモ考ヘ ラルルナ リ.

「チ フスワクチン 」發熱 ニ於テハ 前述 ノ如 ク 秋

谷,藤 卷ハ初期 ニ「アル カロー ジス」ヲ認 メ,教 室

永山 ハ其 ノ發熱期 ニ於テ不感蒸泄竝 ニ呼吸瓦斯代

謝 ノ減退 ヲ認 メ,「チ フス ワクチン」ニヨル發熟 ヲ

温放散 ノ抑制 ニ求 メタ サシガ,余 ノ場合ニ於テモ

其 ノ發熱初期 ニ於 テ「アル カロージス」ヲ認 メ,同

時ニ有機酸 排泄減退 ノ存 スル場合 ヲ認 メタル ニ鑑

ムレバ コノ發熱 ニ於 テモ亦アル場 合ニハ其 ノ初期

ニ於テ温生成増強 ガ其 ノ主因 タラザル事 モアル ナ

ラン ト考 フル ヲ得ベ シ.

サ レ ド余 ハ發熱 ニ來 ル「アルカロージス」樣状態

ノ總テ ヲ,殊 ニ發熱極初期 ヨリ發熱 ノ進 行 シタル

場合 ニ於 ケル夫 レヲ,如 上 ノ見解 ヲ以テ律 シ去 ラ

ントスルモ ノニハ非 ズ.關93)氏 ガ疫痢及 ビ赤痢患

者 ニ於テ尿pHガ 其 ノ經過中 「アル カリ性」ニ移行

シ殊 ニ疾患極 期ニ其 ノ最高 ニ達 シタル事 ヲ報告 シ

タル事等ア リ,嘗 テParlow, Fischler94)ガ ヱツク

ノ「フイ ステル」犬ニ於テ其 ノ肉中毒 ノ際,蛋 白質

ノ不完全燃焼 ニヨ リ「アルカロージス」ヲ招來 スル

事 ヲ證明 シタリ.蛋 白質 ノ分解 ニ際 シテハCO2乳

酸,H3PO4,H2SO4,「 アセ トン體」其 ノ他 ノ酸 性

分解物 ヲ生 ジ蛋白質分解亢進 ニヨ リ之等酸性 産物

ノ生成増加アルベキ事 ハ一般 ニ認 メラレ タル 所ナ

リト雖 モ,蛋 白質分解異常 ノ著明 ナル發熱 ニ於 テ

ハ 此方面 ノ事實モ亦 度外視 スル事 能ハザルベ シ.

殊 ニ「チフスワクチ ン」發熱 ノ場合ハ尿pHノ 「アル

カ リ性」移行ガ發熱初期 ヨリ稍長時間繼續 シ 且細

菌毒素 ニヨル體蛋 白 ノ異常分解モ亦 他 ノ發熱 ニ比

シテ高度 ナルベ ケレバ,「テ フス」發熱 ノ際等 ハ殊

ニ然 リトスベシ.

而 シテ發熱極期 ニ於テハ呼 吸代謝 亢進 ト 「アチ

ドー ジス」 ノ來ル事 ヲ上述諸家 ハ證明 セシガ,余

ノ「チフス ワクチ ン」連續 注入ニ ヨリテ尿pHガ 漸

次酸性 ニ移行 シ有機 酸 ガ漸次増 量セル例 ハ發熱極

期 ニ於テ生體内物質崩壞 亢進,「 アチ ドージス」等

ノ招來セ ラルル事 ヲ暗 示スル モ ノナ リトス.
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第6章 總 括及 ビ考 按

以 上環境温度竝 ニ體温 ノ變化 ヲ伴フ種 々ナノ場.

合 ニ就 キ生體内新陳代謝 ノ状態 ヲ有機酸等 ノ方面

ヨリ究明セ ント努 メタ リシガ,今 茲 ニ其 ノ結 果 ヲ

一括 セバ,

寒冷 ヲ生體 ニ作用 セシムル時 ハアル範圍内 ニ於

テハ生體 ノ體 温 ノ下降 ト共 ニ代 償的温放散抑制 ト

共 ニ温生成 ノ著明 ノ亢進 ヲ示 シ,又 酸鹽基平衡 ニ

於 テハ「アチ ドージス」ヲ來 ス.コ ハ先進諸家 ノ齊

シ ク一致セル所 ニシテ,余 ノ場合 モ亦 ヨク之ニ符

合 シ尿中有機酸排泄増加 ハ新陳代謝亢進竝ニ異常

酸發生 ノ増強 ヲ物語ルモ ノナ リ.

温熱 ヲ生體 ニ作用セ シムル時 ハ加温 ノ強度ニ ヨ

リ變化 ヲ異ニシ,輕 度加 温 ニ於テ ハ生體ハ温放 散

ノ亢進,温 生成 ノ抑制 ニヨリ之 ヲ代償セ ン トシテ

茲 ニ新 陳代謝 ノ減退來ルベ ク,余 ノ檢査ニ ヨル有

機酸排泄減少 ト「アル カロージス」之 ニヨ リ之 ヲ實

證 ス.強 度加温 ノ場合 ニハ,強 度 ノ温鬱 積 ヲ來 シ

爲 ニ却 ツテ新陳代謝 ノ亢進 ヲ來 シ,強 度 ノ體蛋 白

崩壞 ヲ招來 スベ ク(濱田),余 ノ場合 ニ於 テモ有機

酸排 泄 ノ著明 ナル増加 ト「アチ ドージス」トハ ヨク

此間 ノ消息 ヲ語ルモ ノナ リ.中 等度加温 ヲナセ バ

其 ノ變化ハ此兩者 ノ中間 ニ位 シ,余 ノ例ニ於テ ハ

體温 上昇ハ39.0℃ ヲ超 ユル ガ 故 ニ 既ニ體蛋 白 分

解 ノ亢進(Grafe)ア ル事ハ 確 カナルベ ケレ ドモ,

尿pHノ 尚 ホ「アル カリ性」ニ移行 スル ヲ見 レバ眞

性 「アチ ドー ジス」ニハ 非ザル ベシ.Henderson

及 ビHaggardノ 云ヘル如 ク著明 ナル炭酸瓦斯 呼

出 ノ起ル時 ハ之 ト恒率 ヲ保 ツベキ「アル カ リ」比較

的 ニ過剩 トナ リ,此 過剩「アル カ リ」ハ有機酸 ト結

合 シテ腎 ヨリ排泄セ ラルルモ ノナルガ,此 中等度

加 温 ニ於 テハ稍高度 ナル温鬱 積ハ呼 吸中樞 ニ作用

シテ以 テ強盛 ナル過呼吸 ヲ招 來シ遂 ニ上述 ノ機轉

ニヨ リテ尿 中有機酸増量 ヲ來 スベシ.

如 上 ノ見解 ヲ若 シ許 スナ ラバ中等度加温時 ニ於

ケル状態 ハ所謂 「アカブニア性 アチ ドージス」ニ

シテ,此 際 ニ於 ケル尿中有機酸増量 ハFasold92)ノ

所謂「アル カ リ」排泄者 トシテ ノ有機酸増量 ナルベ

ク,又 一方前述 ノ如 ク新陳 代謝 亢進 ニ ヨル異常酸

生成増強 ニモ一部歸因 スベキ事 ハ否定 シ得ザルベ

シ.

發熱 ニ於 テハ或 ハ「アチ ドージス」ト云 ヒ,或 ハ

「アル カロー ジス」ト云 ヒテ先進諸家 ノ議論區 々タ

ルモ ノア レ ドモ,温 刺,「チ フス ワクチ ン」,「テル

ミン」ニ ヨル發熱 ニ於 ケル 余 ノ實驗 ヨ リ考 フル ナ

ラバ,發 熱 ノ最初 ヨリ「アチ ドージス」ヲ示スモ ノ

モアレ ドモ其 ノ多 クノ物 ニ於テハ程度 ノ差,時 期

ノ長短 ハアレ ドモ尠 ク トモ其 ノ初期 ニ於テ 「アル

カロージス」樣 ヲ示 ス事 ヲ認 メタ リ.

稻田教授 ハ其 ノ著「發熱論」ニ於テ發熱 ノ機構 ヲ

綜説 シテ,熱 ノ發生 ニハ理學的 調節 ヨ リモ温 生成

亢進 ガ 主要 ナル役 目ヲ 演 ズル由 ヲ 述ベ タリシガ,

余 ノ實驗 ニ於 テ「アル カロージス」ヲ示ス時期 ニ於

テハ 尿 中有機酸排泄状態,尿pH,血 漿 「豫備 アル

カ リ」量 ノ變 化ニ就テ前述 輕度加温時 ト其 ノ趣 ヲ

一 ニスル ヲ認 ムルモ ノニシテ,是 ヲ以 テ直 チニ同

一 視スル事 ハ不可ナ ランモ,或 ハカカル時期 ニ於

テハ温生成亢進 ヨ リモ寧ロ温放散抑 制ニ ヨル温鬱

積 ニ其 ノ發熱機轉 ノ尠ナカ ラザル要因 ヲ求 ムベシ

トナスモ敢 テ荒唐無稽 ノ説ニハ非ザル ベシ.

又一方之等新陳代謝障碍時 ニ於 ケル尿中有機酸

排 泄 ノ状態 ヲ一括 シテヨク考 フル ニ,余 ガ既報 ゼ

ル如キ外部 ヨリ酸及 ビ「アル カ リ」ヲ注 入シテ惹起

シタル「アチ ドージス」及 ビ「アル カロー ジス」ノ場

合 ニ於 ケル ト多少 其 ノ趣 ヲ異 ニセル ヲ見ル ベシ.

例ヘバ輕 度加温時 ニ於 テハ「アル カロージス」ノ症

状 ト共 ニ有機酸排泄 ノ減 少ヲ來 シ,此 場合 ノ 「ア

ル カロー ジス」ハ新陳代謝減退 ニ ヨル異常酸 生成

減少 ニ歸因スル ト解 シ得ベ ク,有 機酸排泄減少モ

同樣 ニ解 シ得 ベキモ,外 部 ヨリ「アル カ リ」ヲ注入

シテ來 レル「アル カロー ジス」ニ於 テハ然 ラズ.前

報 ニ於 テ余ガ考按セル ガ如 クコノ場 合ニ於 テハ生

體 ノ「アル カ リ」ヲ出來得ル限 リ排 出セン ト努 ムル

モ ノニシテ,一 時的酸生成増強竝 ニ新陳代謝亢進
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モ來 リ得ルモ ノナ リトス.即 チ正常新陳代謝 状態

ニ於 ケル外因 ニ ヨル「アル カロージス」ト新陳 代謝

變調ニ基 ク内因性 ノ夫レ トハ多少異ル點 ノ存スル

事 ハ認 メザルベ カラズ.又「 アチ ドージス」ニ關 シ

テ寒冷及 ビ進行セル發熱状態ニ 招來セラルル夫 レ

ニ於 テハ,尿 中有機酸量 ハ増 量スルモ ノニシテ コ

ノ場 合新陳代謝障碍 ニヨル異常酸發生増加ニ 「ア

チ ドージス」 ノ原因 ヲ求 ムベ ク,又 有機酸排泄増

量モ同樣ニ解 スル ヲ得 ベシ.正 常新陳代謝状態 ニ

於 テ外部 ヨ リ酸 ヲ投與シタル時ハ生體ハ先ヅ之 ニ

極 力對應セ ント努ムベ ク,一 時的酸生成抑制 ノ來

リ得ベキハ既報 セル如 クニシテ此時期 ニ於テハ即

チ新陳代謝 自體 ニ歸因 スル内因性「アチ ドージス」

トハ多少異ル所 アルベ シ.然 レ ドモ酸投與ハヤ ガ

テ生體内新陳代謝障碍 ヲ招來 シ異常酸生成増加 ヲ

來 スベ ク,之 ハ既報 ノ如 ク連續的酸投與 ニヨリテ

殊ニ明瞭ニ 認 メラレタル事實 ニシテ此時期ニ於テ

ハ内因性「アチ ドージス」ト其 ノ軌 ヲ一 ニスル ヲ認

ムベシ.即 チ之等 ノ場合 ニ於 ケル増加ハ代償失調

性 増 量 ト云 フ ヲ得 ベ キナ リ.

結 論

生體ニ 對シテ外部 ヨ リ寒 冷及ビ温熱 ヲ作用セ シ

メタル腸合竝ニ發熱時ニ 於 ケル新陳代謝殊ニ酸鹽

基平衡 ノ状態 ヲ尿 中有機酸,尿pH,血 漿「豫備 アル

カ リ」量 ノ測定ニ ヨ リテ追求 シ次 ノ結果 ヲ得 タ リ.

1) 生體 ニ外部 ヨ リ寒冷 ヲ作用セシムル時ハ尿

中 有機酸ハ 増量シ尿pHハ 酸性側ニ移 行シ,血 漿

「豫備アルカ リ」量ハ減 少ス.即 チ寒冷ハ代償失調

性「アチ ドージス」ヲ惹起 ス ト解 スベシ.

2) 生體ニ 加温 ヲ行 フ時ハ其 ノ度 ニヨリテ3樣

ニ解 ス ベ シ.

(a) 輕度加温時ニ於 テハ尿中有機酸 ハ減少 シ

尿pHハ 「アル カ リ」側ニ移行 シ血漿 「豫 備アル カ

リ」量 ハ増加 ス.即 チ輕度加温ハ生體ニ代 償性「ア

ルカロージス」ヲ招來 ス.

(b) 中等度加温時ニ 於テハ尿中有機酸 ハ増加

シ尿pHハ 「アル カ リ」側 ニ移 行 シ血 漿 「豫 備 アル

カ リ」 量 ハ減 少 ス.即 チ此 場 合 ハ 「ア カ ブ ニ ア性

アチ ドー ジ ス」 ト解 スベ シ.

(c) 強度加温時ニ於 テハ尿中有機酸 ハ著明 ニ

増大 シ尿pHハ 酸性側ニ 移 行 シ血 漿 「豫備 アル カ

リ」量ハ減 少ス.即 チ強 度加温 ハ生體 ニ對 シ 代償

失調性「アチ ドージス」ヲ招 來 ス.

3) 温 刺,「 チ フ ス ワ クチ ン」及 ビ「テル ミン」ニ

テ發 熱 セ シ メ タル ニ 次 ノ如 シ.

(a) 温 刺 ニ ヨル 發 熱 ニ於 テ ハ,尿 中 有 機 酸 量

ハ毎2時 間檢 査 例ニ テ ハ ア ル 者 ハ一 過 性 減 少 ノ後

増 加 シ,ア ル者 ハ 一過 性 減 少 ヲ示 サ ズ シ テ増 量 ス.

毎24時 間 檢 査例 ニテハ 何 レモ 増量 ヲ示 ス.尿pH

ハ毎2時 間 檢 査 例 ニ テ ハ「アル カ リ」側ニ 移 行 スル

モ ノ多 ク,毎24時 間 檢 査 側 ニテ ハ何 レ モ酸 性ニ 移

行 ス.血 漿「豫備 アル カ リ」量 ハ前 者 ニ於 テハ 初 メ

増 量 シ後 減 少 ヲ來 シ後 者 ノ場 合 ハ減 少ヲ 示 ス.即

チ温 刺 熱 ノ初 期ニ 於 テ ハ「ア ル カ ロ ー ジ ス」ノ存 在

ヲ示 ス ガ如 ク,之 ハ次 イデ「ア チ ドー ジ ス」ニ移 行

ス ト解 スベ シ.

(b) 「チ フス ワ クチ ン」ニ ヨル 發熱 ノ場 合ニ 於

テ ハ尿 中有機 酸 量 ハ減 少 スル モ ノ ト増加 スル モ ノ

トア レ ドモ概 シテ一 過 性ニ 減 少 シ漸 次増 加 ヲ來 ス

ガ如 シ.殊ニ 連 續注 入 ニ於 テ ハ 此 傾 向 ハ明 カ ナ リ.

尿pHハ 何 レモ 「ア ル カ リ性 」側 ニ移 行 スル モ,連

續 注 入ニ 於 テ ハ 遂 ニ酸 性 側 ニ 著 明ニ 移 行 ヲ來 ス.

血漿 「豫 備 アル カ リ」量 ハ初 メ増 量 ヲ示 ス.

(c) 「テル ミン」ニ ヨル 發 熱ニ 於 テ ハ 尿 中 有機

酸 量 ハ概 シテ減 少 ス.尿pHハ 「アル カ リ性 」側 ニ

移 行 スル モ ノア リ.

即 チ以 上 ヨ リ温 刺,「 チ フス ワ クチ ン」及 ビ 「テ

ル ミ ン」ニ ヨル 發 熱ニ 於 テ 其 ノ初 期ニ 「ア ル カ ロ ー

ジ ス」ノ時 期 ノ存 スル 事 竝ニ 之 ハ漸 次 「ア チ ドー ジ

ス」ニ移 行 シ得 ル 事 ヲ考 フル ヲ得 ベ シ.

終 リニ臨 ミ御指導 ヲ賜 ハ リタル恩師柿沼教

授ニ 深謝 スル ト共ニ,御 懇篤ナル御校閲 ヲ辱

ウセシ北 山教授ニ 對 シ滿腔 ノ謝意 ヲ表 ス.
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Aus der medizinischen Klinik der medizinischen Fakultat Okayama.

(Direktoren: Prof. Dr. K. Kakinuma u. Prof. Dr. K. Kitayama)

Untersuchungen uber die organischen Sauren im Harn.

(2. Mitteilung)

Uber den Einfluss von Kalte, Hitze und Fieberung

anf die organischen Sauren im Harn.

Von

Dr. Sizuma Sato.

Eingegangen am 9. Mai 1938.

Wenn die Schwankungen der Aussenwelttemperatur die Grenze des Warmeregula-

tionsvermogens der Warmbluter uberschreiten, so kommt es sowohl zu Veranderungen 

der Korpertemperatur als auch zu Storungen des Stoffwechsels, besonders des Saure-

basengleichgewichtes. Dies gilt auch von den im eigenen Korper eintretenden Storun-

gen der Warmeregulation, bei der Fieberung. Im letzteren Falle sind die Stoffwechsel-
veranderungen als besond. hochgradig anerkannt; jedoch sind sich die Autoren daruber

im einzelnen noch nicht ganz einig. Nach Barach u.a. besteht dabei Acidosis, wahrend

Koehler u.a. behaupten, dass dabei haufig eine Neigung zur Alkalosis besteht.

Wie der Verfasser schon in der 1. Mitteilung angegeben hat, sind die meisten 

organischen Sauren im Korper als intermediare Stoffwechselprodukte anzusehen und 

man kann aufgrund ihrer Beschaffenheit nach der Ausscheidung in den Harn das 

Saurebasengleichgewicht des Organismusses beurteilen. Von diesem Standpunkte beo-

bachtete der Verfasser die Zustande des Stoffwechsels bei den Warmeregulationsstorun-

gen, wovon die vorliegende Mitteilung berichtet.

Ergebnisse:

1) Um den Einfluss der Kalte zu prufen, wurden die Versuchstiere (Kaninchen) in 

kaltes Wasser getaucht und unter einem Ventilator abgekuhlt. Die Korpertemperatur

sank von 38.6°-39.2℃ bis auf 37°-36℃,  bei einigen Fallen auch auf  34.5℃ herab. Dabei

verminderten sich sowohl die org. Sauren als auch die Wasserstoffionenkonzentration 

des Harns. Die Alkalireserve des Blutserums nahm gleichfalls ab. Aus diesem Er-

gebnis schliesst der Verfasser, dass die Kalte im Organismus dekompensatorische 

acidotische Zustande hervorruft.

2) Bei Erwarmung der Tiere liessen sich 3 Formen feststellen.

a) Bei einer Erwarmung leichten  Grades (38℃)  wurde eine verminderte Aus-

scheidung der org. Sauren, eine Steigerung der Wasserstoffionenkonzentration des

Harns und eine Vermehrung der Alkalireserve des Serums nachgewiesen . Eine Reihe

von Autoren haben fruher schon das Entstehen einer dekompensatorischen Acidosis bei

157



334

Erwarmen nachgewiesen; der Verfasser halt die Verminderung der org. Sauren fur eine 

Folgeerscheinung der bei leicht erhohter Aussenwelttemperatur auftretenden Herab-

setzung des Stoffwechsels.

b) Bei einer Erwarmung mittleren Grades  (40°-42℃)  steigerte sich sowohl die

Ausscheidung der org. Sauren als auch die Wasserstoffionenkonzentration des Harns.

Dabei verminderte sich die Alkalireserve des Serums. Aufgrund dieses Ergebnisses

lasst sich wohl schliessen,  dass eine sog. akapniaischen Acidosis hervorgerufen wird und

damit die Bildung der org. Sauren im Organismus sich vermehrte.

c) Bei einer Erhitzung starken Grades  (55℃) zeigten  die Tiere Muskellahmungen

sowie eine deutliche Vermehrung der org. Sauren im Harn. Senkung der Wasserstoff-

ionenkonzentration des Harns und eine deutliche Verminderung der Alkalireserve des 

Serums liessen sick ebenfalls nachweisen. Dies konnte man leicht mit der Annahme 

erklaren, dass durch die Steigerung der Korpereiweisszerlegung echte Acidosis hervor-

gerufen wird.

3) Bei der Fieberung durch Warmestich, Typhusvaccininjektion oder Thermin-

injektion wurde im allgemeinen nach einer vorubergehenden Verminderung der org.

Sauren eine  deutliche Vermehrung derselben nachgewiesen. Die Wasserstoffionen-

konzentration des Harns steigerte zuerst, sank dann aber ab. Desgleichen verminderte 

sich die Alkalireserve des Serums nach vorubergehender Zunahme. Aufgrund dieser 

Experimente scheint es dem Verfasser als hochst wahrscheinlich, dass im Anfangs-

stadium der Fieberung ein alkalosisches Stadium vorliegt, welches alsdann allmahlich 

zum acidotischen Stadium ubergeht. (Autoreferat)
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