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　　　　　　　　　　緒　　言

　嫌気性菌の 抗生物質に対す る感受性 に っ い て の 研究は

少 く， 嫌気性桿菌に っ い て は厳田 ， 波邊 ， 安田，伊藤，

塚原 ， 上 田 及 び Newton 等の 最近の 業績 が 報告 さ れて

い るの であ るが ， 産婦人科領域 に お い て 儉出率 か ら屯，

亦病原性の 点 からも重要覗 されて い る嫌気性球菌 に っ い

て は，真柄教授指導 の 下 に な され た 高瀬等の 研究 が あ る

に過ぎ な い ．

　高瀬の PE ，
　 SM ，

　 CM ，
　 TC 等 に っ い て 調べ た結果

に よ る と ， 嫌気性菌 の 抗生物質に対す る醐 生獲得の 程度

は抗生剤 の 種類に よっ て難易は ある が，実驗的に 試驗管

内で 耐性 を獲得 し， 特 に SM に対して ぽ短期間内に 高度

の 耐性を獲得す る．こ れ に 次 い で は TC 系 抗生 物質で あ

り， CM に 対す る耐性 の獲得 が 最も軽度で あ っ た と して

い る．しか し，新たに 婦人性器内 か ら分離した嫌気性菌 は

抗 生 物質，特に CM や TC に対して は何 れ も強 い 感 受性

を 有す る もの であ る が gPE ， 特 に SM に対して は 抵抗

悗 の菌が認め られ ， こ れ らはブ ドウ球菌 とグ ヲ ム 陽性の

稈菌 に 多 い と して い る．更 に 抗生物質投翼前後 に お け る

膣内嫌気性菌 の 変動 と， こ れ の 抗生物質に対す る感受性

に っ い て 檢 した 結果，治療後，な お 膣内に 残存す る嫌気

性菌で感受性 の 低下 した もの も認め られ た が ， こ れ の 程

度 隊軽度で あ り，ま た，耐性嫌気性菌 の 交代性出現も認

め られ ず ， 從 っ て 嫌気性菌 に よ る感染症 に 抗生物質療法

を行 うならぱ比較的容易に治療の 臼的が達 せ られ る の で

は な か ろ うか と して い る が，実驗結 果 と臨床効果 とが 必

ず しも平行す る もの で な い こ と を指摘 ， 注意して い る．

　し かし， 抗生物質療法 を 行 うに 当っ て は，起炎繭の 抗

生物質に対す る感受性に っ い て 檢 した績果 か ら最 も有効

な る治療剤を選澤使用す る こ と は抗生 物 質療 法 の 常識で

あ る．

　從 つ て 著者 は今 囘真柄教授指導 の 下に 嫌気性菌 に 対す

る抗生物質 の 感受性臉査法の 基礎的な事項 に っ い て 檢討

し，更に 婦人性器内嫌気牲菌 の 抗生物質に対す る感受性

の 年次的推移等 に っ い て強 した 結 果，い さ X か の 知見 を

得た の で こ X に 報告 し， 御批判を得た い と思う，

　　　　　 1　実験材料並 び に 実験方法

　 1） 実驗材料

　 昭和31年12月 か ら昭和32年 6月 に 至 る問 の 日本医科大

学附屬医院産婦 人 科 を 訪れ た新患 の 中 ， 無選揮 に 130名

の 腟内容 を採取 し，ま た ， 昭和34年 丁月 か ら同年12月に

至 る間 の 日本医科大学附屬医院産婦人科及 び私立学校教

職員共濟組合下 谷 病院産婦入 科 を訪れ た新患の 中 525名

か ら膣内容 を採取 し，こ れ らか ら嫌気性菌 の 分離 を行 っ

た．

　 2） 実驗方法

　 i）　 嫌気性菌 の 分離並びに 同定基準

　内診 に 先立 っ て 消毒 した 腟鏡を膣内 に 插入 して 移開

し， 後腟円蓋部の 腟内容を滅菌線棒で採取 す る。こ れ を

Ha11 の 試驗管に 盛 っ た vf ブイ 訂 ン に 接種し，3T℃ に 2
〜4 日間培養 して 増菌す る．次で，こ れを vf 高層寒天に

移植 し 4 〜 6 口閲培養し，発育 した 集落 を分離採取 して

新しい 培地に 移す．こ の 操作 を純培養とな る ま で繰返 す

の であるが ， 著者ぽ分離菌株の抗生物質 に 対する感受性

を檢す る こ とを 目的 とした x め に單に 1囘の 分離操作 に

よっ て 純培養とな っ た もの 丶 み を 対象 と した。純培養 と

な っ た 菌株は 高層寒天中に繼代 して 保存す る．

　菌種 の 同定 に 必要な生物学的性状に っ い て は檢索せ

ず．主 と して グ ラ ム 染色に よ る 菌 の 形態に っ い て 檢 し，

球菌 は Diploceccen ，　Streptococc611，　Staphylococcen

に ，ま た ，桿菌 は グ ラ ム 染色性 に よっ て陽性及び陰性に

区分 して 記載 した．
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　ii）　感受性檢査法

　 a ） 液体培地 に よ る 方法

　培地 は vf プ イ ヨ ン を使用 し，試驗管は Hall の 試験管

を使用 した．即 ち，pLT・7。8の vf ブイ ヨ ン を 9cc 宛分注 し

て お き，100℃ ，25分宛，3 囘問歇減菌 を して お く．使用

前 に 15〜20分聞煮沸 して 培地中の 空 気 を驅 出 し，次 で急

冷す る。こ れ に 被臉藥剤 の
一

定量 を含む稀釋溶液を調製

し．こ れ の 1cc を各試驗管 に 注加 して 全量 を 10ccとす る．

　被檢剤 の PE
，
　 SM ，　 CM ，霽 C ，　 EM の 稀釋系列は

次の よ うで あ る。即 ち ， PI ］1000u，Snll，　 S　M10m 創m1 ，

CAEilmg
／

tml ，　TCIrng ！ml ，　EMlmgtm1 を基 始濃度 と し ，

こ れ を順次に倍数稀釋 した もの であ る．從 つ て 培地 中 で

は更に ユ0倍に稀釋 されるの で ， 第 1管に 含 ま れ る濃度 は

PE 　 1 eu！ml ，　 SMlmg 〆皿 L　 CM ，　 TC ，　 EM は夫 k

O．1mg ！ml とな る．

　溶液 の 調製に ほ滅菌溜水 を使用 した が ， 特に CM ，　 E

M は 少量 の 滅菌 した プ ロ ピ レ ン グ リコ
ー

ル で 完全 に溶解

し ， 次 い で ，
こ れ を溜水で倍数稀釋 を行 つ た ・

　b） 固形培地 に よ る方法

　培地 は TH を T．6〜 7．8とした vf 寒天 で あ る．寒天の

濃度 は濾紙円盤法 に規定 さ れ た 量 を加 えた ．即 ち ， 基底

とす る寒天下層に は寒天 を 1．5％量 加 え，こ れ の 上 に 重

層す る菌接種用培地 に は寒天 を 1 ％量加 え た 。培養手技

の 詳細は次 の よ うである．

　滅菌 して 貯え て お い た 1．5％ vf 寒天を溶解 し内徑10

cm の シ v − vel 　20ec宛分注して 水平に 凝固 ざ せ る．次 で

1％ vf 寒天を 10cc宛分注減菌 して 用意 して おい た もの

を溶解 し， 50℃ の 恒温槽の 中に保っ て お き，こ れに vf

ブ イ ヨ ン 中に 24〜弼 時間培養し ， 充分 に発育 さ せ た 被檢

菌 の 均等浮游液   ．1ccを加えて 充分に 混和す る．こ れ の

3CC を 先の 寒天平板上 に 注加 して 均等 に 重層 して 固 め

る．重層 した寒天菌液が完全 に固ま る の を待っ て ， 被強

藥剤の
一定量 を含有す る濾紙円盤を配置す る。円盤は夫

々 3C 皿以 上 の 間隔 に お く．以上 の 操作 が 完了した な らば

Rosenthal の培養法に よっ て 72〜96時間培養す る．尚，

基礎的実驗及び稀釋法と比較す る た めの 平板法で は夫 々

同
一

の 條件 の 下に 3 枚の 寒天平板を用意 し，こ れ の 平均

値をとっ た．

　 平板法 に 使用 した 被檢資料 は 3種濃度に よ る濾紙円盤

（栄研）， 1種濃度に よ る濾紙円盤 （昭和），及 び 1種濃

度 に ょる感應錠 （Roskilde） の 3 種 で あ る。

　 供試菌 に は DiplococcuS　 magnus ，　Streptococcus

amaeiobins ，　Staphylococcus　anaerobius 及び Clostri一

dium 屬の 夫 2t　3 菌株を使用 した．こ れ らは 基礎的実験

に使用 した も の で あ る 。

　　　　　　　　　 H 　実験成績

　1）　暴礎的事項に っ い て の檢討

　 D　培地 の 種類

　一
般には Heart −lnfusion 培地 （H ．1）が賞用され て お

り ， 特 に Sulfa 剤 の 場合 に は Mueller −Hinton 培地

（MH ） が 用 い ら れ て い るが， 嫌気性菌 の 固 形培地 とし

て適 して い る vf 寒天 を使用 した 場合，他 の 培地 と の 間

に 阻 IL帯 の 形戊等 に っ い て柑違が あ るか ど うか に っ い て

檢討 し た ．培地 は vf 寒天，　 HJ 培地 M ．H 郡 匝，普通

寒天培地を使用 した．供試菌 に は Clostridlum 屬 の 401

株 を用 い ，EM に対す る感受性を 1 種濃度法と 3種濃度

法に っ い て 臉 した結 果 は表 1 の 如 くで あ る．

表 1　 培地 の 種 類 に よ る 影 響 （EM に

　　　刈 す る 401イ朱の 感 受 悟っ

　「藷
一

土也 … 1槽 濃

．
凌法　　 ：褥重濃 度 xJ ，

ピ旦期聾
1
瑚

　爾 の 接種法 は 工％ vf 寒天1  。c に 24時間培養の 菌液Oユ

cc を加 え，充分 に 混和 した後，こ れ の 3ccを重層 した 。

　M ’H 培地 ， 普通寒天培地での 菌 の 発育 ｝ま不 良 で あ っ

て ， 集落の 発生 は 見られるが ， 計測可能 な阻 止帯の 形成

は 見 られ な か っ た．1 種濃度法で は 円 盤周邊 か らの 阻止

帯の 長 さ は vf 寒天で14肌 II．1 培 地 で22mmであ っ た ．

　また ，3種濃度法で は vf 寒天と H ．1 培地共に 最低濃

度で は 耐性 を示 し， 中及 び最高濃度では感受性が認 め ら

れ た 。從 っ て， 401株 の EM に 対 す る感 受 性 は O．5−・　2

皿 cg の 間 に ある こ とが 判 る．（液体培地稀釋法に よ る発

育阻濃度 は O。75mcg！rnl である）。　 vf 及び H ．1 の 兩培

地 を比 較 す る と， 阻止 帯 円 の 形成 が H ．1 培地で は vf

寒天に 比 し て 稍？t 大 き い 。

　ii） 培地の 組成 ， 特 に寒天含量の関係

　寒天下層 を 1。5％ vf 寒天 と し，重層す る寒天培地 は

1 ％寒天と し た も の と，下 層 を i ％ と し，重層す る 培地

を   ．5％と した もの と を比 較 した の であ るが表 2の 如 く

表 2　 寒 天 濃 度 に よ る 影 響 （EM に

　　　 対 す る 401株 の 感 受 性）

働 躍 天rI％寒天 ic匚秉燻

　 　 　 イ3wrm1

韓 天匚跡嬢 天」函
　 　 i3anm
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e

？

）

兩培地共に 阻止帯の 長 さ は13  で あ つ て ，繭者に 差異 は

認 め られ な か つ た．

　 iib 培地量

　寒天下層を2  ce とす る もの ，或は22cc とす る もの と が

あ るが ，
こ の 培地量 に よ る 影響 に っ い て 檢す るた め に

！．5％ vf 寒天を基底培地 と し， こ れ の 10cc， 20cc， 30

co に夫々 1％ ▽ f 寒天 3cc宛を重層接種 した 揚合の 阻止

帯 の 長 さ を測定 した結果 は表 3 の 如 くで あっ て ， 寒天下

層が多い 程阻止帯の長さ は短縮す る．即 ち，培地量 と阻

止 帯の 大き さ と は反比例す る傾向が認め られ た ．

　　　 表 3　 培 地 量に よ る 影 響 （EM に 対 す る

　　　　　　 4C1株 の 感受 性 ）

　　　L±さ瑩 平磐 響1噸｛姻
　 iv） 接種菌量

　嫌気性菌で は菌株 に よ っ て 発育速度 が異な り，好気性

菌 の 場合 に 比 して 発育速度 は一般に緩慢で あ る．Closhi−

diurn 屬
』
ごあ る 401株の 24時間培養の菌液を使用 し， こ

れ の 10倍， 100倍， 500倍液 を接種した 場合 の 阻止帯円

の 形成 に 及ぼ す影響 に っ い て 檢討 した 結果 は 表 4 の 如 く

で あっ て ， 濃厚菌液を使用 した場合阻 止 帯 の 長 さ は 短縮

す る．即 ち， 接種菌量 と阻止帯内の 大 き さ とは前項 と同

様 逆 比 例 す る もの で あ る．

表 4　接種 菌量 に ょ る 影 響 （EM に 対 す る

　　　401株 の 感 受 性

1
’O借 歯液

tOmm9

勲 曙

1岫 音菌 液

　 ’2mrrt02mc

且

＿5璽i塾塰」

薑劃
　 こ れ の 標準曲線 に よ る換算値 は 10倍菌液 で は 0．5mcg ，

100倍液で は 0．2mcg ， 500倍液では約 O．08mcg であっ

．
て ，液体培地稀釋法に よ る発育阻止濃度 は 0。T5皿 cg で

あ る か ら比較的濃厚菌液 を使用 した 場合 ， 稀釋法に 近 い

値 を示 した．

　 v ） 接種方法

　菌 の 接種方法 と して は基底寒天層の み を使用 し，こ れ

に直接塗抹する方法 と 1％寒天培地で ユ00倍菌液 とした

毛 の を 3ce 宛重層す る 方法，及び 同
一培地上 で多数の 菌

種 を 同時に 檢 し よ うとす る劃線接種法等が あ る．こ れ ら

の接種方法が阻止帯の形成に どの よ うな 影響を及ぼすも

の であるか に っ い て 調べ た 結果 は表 5の よ うで あ る．表

に 示 した如 く重層接種或 は 重層して塗抹 し た 場合 ， ま

旋 ， 直接塗布ない し劃線塗抹 した場合でも， 著明 な る差

表 5　接 種方法 に よ る 影 響 （EM に 対 す る

　　　40ユ柏ミの 感 受・ヒ皇）

壷層接 種 重層塗 抹

1，2mm 　　 12mm

直

甓再盤 ］
異 は認め られ な い が，重層 した 場 合に は直接塗布 した も

の に 比 して 阻止帯 の 長 さ は稍 女 短縮 して い る．

　 vb 小括並びに 考按

　 a） 濾紙円 盤法に よる場合，被檢藥剤 ， 例 えぱ Sulfa

剤 の 檢査では Pepton を会ま な い 培地 を使用 す る と か，

ま た ， 抗生物質 の 穣査 に は Heart −lnfllsion 培地が適
’

して い る とか ， 使用すべ き培地が指定 ざれ て い る．そ こ

で　Mueller 圏1｛inton　培地 ，　　Heart −lnfusion　培 圭也，　普

通寒天培地等を対照 と して vf 寒天培地 を使用 した 場合

の 成績を比較した ．Mueller −Hinton 培地や普通寒天培

地 を使用 した 場合 ， 集落の 発生 は見 られ る が ， 集落の 密

度が極 め て 少く，阻止帯 円の 計測は不可能な こ ともあ る

の で，こ れ ら の 培地は嫌気性菌 の 感受性檢査 に は 不 適当、

である と思われ る．

　 vf 寒天と Heart −lnfusion 培地での 成績を 1 種濃度
』

に よ る 方法と， 3 種濃度 に よ る方法 とに よ っ て比較す る

の に ， 形成 され る発育阻止帯 の大 き さ は概 して vf 寒天

よ りも Heart −lnfusion 培地 の 方が 大 で あっ て ，
　 vf 寒

天 で の 発育阻止 濃度 の 判定結果 は Heart −Infusion 培地、

に比 して 感度 が劣る よ うに 思 われ る の で あ る が，こ れ は

高濃度の 場合に お い て S
’
あっ て ， 最低濃度の 場合に は爾

培地で の 成績 は略 女 同
一で あ っ た ．從 っ て vf 寒天で の

成績 か ら最低発育阻止 濃度 を知 ろうとする場合 Heart −

Infu ミio且 培地 と同様 に 評儂判定して よい の で ぽ な い か

と考 え る。臨床檢査 の 口的 と して は 正 確 な発育阻止 濃度

を知 る こ と は勿論重要で は あ るが ， 寧 ろ大凡の 発育阻止

濃度 の 範囲を知 る こ とが よ り重要で あ る．こ の点か らす

る と vf 寒天が Heart ・lnfusion 培地 に 劣る とは思わ

れ な い ．尚 ， vf 寒天は Pepton を加え て な い ．從つ て

、Sulfa剤 の 檢定培地 と して も充分使用 し 得 る も の で あ

る と考 え る．

　 b） 以 上 の 如 く
一

般 に 好適 な 培地 と して使用 ざれ て い

る Heart−lnfusion 培地に比較 して，抗生物質の嫌気性、

菌 に 対す る 発育阻止 濃度 を知 る意味で は劣 る こ との な い ・

vf 寒天 を使用 した 場合 e こ れの 寒天濃度及び使用す る

培地量 に よつ て どの よ うな 差異 が あ る もの で あ る かに っ

い て 檢 した ．嫌気性菌 の 培養 に は 普通 0．5〜1 ％ vf 寒

天 を使用 して い るの で あ るが ， 下部の 寒天層 に 工〜 1矗

％ の もの を使用 し ， 上 部 に重層接種す る寒天 を 0．5〜1
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％ の もの を使用 し て 兩者 を比較 して み た の で あ る が ，こ

の 程度 の 薦異で は兩者の間に殆ん ど相達 は 認め られ な か

つ た ．

　 ま た，培地量 は 下 部寒 天層 に は20〜2靄じC使用 す る よ う

に 規約 さ れ て い る が ， 下 部寒天層 を 10じc， 20cc． 30ccと

し，こ れ に 夫 k3cc の 1 ％ vf 寒天を重層接種 し た 場 什

の 成績を比 較 して み る と，下 部寒天層 の 少い も の 程阻土

；帯円は 曠大 さ れ る傾向が 認 め られ た．

　 c ） 接種菌量及 び 接種法 に っ い て 儉討した 結果 は 次の

よ うで あ る ．一般に 好気性菌 の 場合接種菌量 は 18〜24時

聞培養の 歯液 の 0．1cじを 1％寒天 の 10ce （100倍 ） に 混

和稀釋 し． こ れ の 翫 c を 重層接種 す る もの と さ れ て い

る．そ こ で 10倍，　 100倍，　 5GO倍 に 1％ vf 寒天 と混和

稀釋 し た も の を接種 した 場 合 に っ い て 檢 討 した の で あ ろ

が，菌量の 多 い もの 程阻止 帯 は縮少 して 現われ る傾向が

認 め られ た．阻止 帯 の 計測値 か ら標準曲線 に よつ て 最低

・発育阻止濃度を算出した値に よ る と約 2 〜 6 倍 の 差異 が

見 られ た ．1種濃 度 法 に よ る耐性 檢 査 の 場 合形成 さ れ た

阻止帯 の徑 を測定し，こ の 値を標準曲線に よっ て 最低発

育阻止 濃度 を算出す る方法 は臨床的に便利な 方法で は あ

・る が，測定 に よ る僅 か な 差異が ， 換算 し た 阻止 濃度に は

大 きな ずれ を生 ず る。從っ て 測定値 を正 確に す る こ とが

重要で あ る が，更に こ の阻止帯の 長さ は諸種の 條件に よ

つ て 左 右 さ れ易い の で，判定に 当っ て は 注 意 を要す る．

　 次に 接種方法にっ い て 攴 あるが ， 寒天混和菌液 を重層

接種 した 場合 ， 重層 し て 塗抹 した 場合 ， 或 は重層す る こ

．とな く直接塗抹或 は劃線塗抹 した 場合等に っ い て 檢 した

結果で は，こ れ らの間に殆ん ど，阻止帯円 の長さに 差異

は な く， 特 に 重層 して 接種或 は塗抹 した 場合 と重眉す る

こ と な く直接塗抹或 は 劃線培養 した 結果 は全 く同
一

の 阻

．止帯 の長 さ を示 レた ．しか し， 寒天混合稀釋菌液 を重膚

した 場合最も鮮明な阻止 帯の 形成 が見られ成績 の 判定 が

容易で あっ た．

　 d） 以．上 の諸実驗の結果 か らす る と ， 特 に 培地の 種類

汲 び量 と接種菌量等は発育阻止帯形成 の 大小に密接な る

．関係を有す る も の であ る．

　 とこ ろで vf 寒天 は一
般 に 賞用 され て い る Heart −ll’−

fusicn 培地 と比較 し て 発育 阻止 濃度 の 判定に劣る と は

．思 わ れ な い e 從っ て 以下 の 実驗に は 下部寒天は 1。5％ の

vf 寒天2Goc を使用 し ， 接種菌量 は液状培地で の 菌 の 発

育の 遲述 を 考慮して 24〜4S峙問培養の 菌液 の 0，1ccを 1

1％ vf 寒天10cc に混和稀釋 し ， こ れ の 3CC を重層接種す

る こ と S した 。

　 2）　平i板法と稀釋法 の 比較にっ い て

　 1）　平板法 に よ る 成績

　 n）　 3 種濃度に よ る 成績

　12株の 供試菌 の 感受性を 3 種濃度法 （栄研 D 三sk う に

よっ て 調べ た 成績 ぽ表 6の 如 くで あ る．表 に 示 した 」、う

に SM を除 く他 の PE ，　 CM ，　 TC 等 に対 して ほ何 れ 2）

薗株も強 い 感受性 を有す る もの
 
ごあっ て，僅か に PEi ・こ

対 して 嬲 株 ， C 飆 こ 対 して 401及び 403株が夫粛 比 較

的感 受性 （朴） で あっ た 以外 は，何 れ も最 も強 い 感受機

（暑D を 示 レた 。 SMIに 対 して は Diplococcen の 1 侏

と Clostrid三ttm 馬 の 3株 ぽ 共に抵抗性 ← ） であ り。

StreptOCQcceu の 1 株 と Staphylococceiz の 2株 は 比較

的抵抗挫 （十） で 残 余 の 1　iploco：cen の 2株，　 Strep ・

t。 coccen 及び StaPllylococcenの 夫k 　1 侏1ま比較的懣

受性 （
一
叶） であつ た，

軣 6　 漁 紙 H 盤 （3 種 濃 度 ） に よ る 成 績

D

》1

：IJtttUi

　b）　1 種濃度 に よ る 成績

　 ユ01，　201，　3G1・　401の 4株に つ い て 工種濃度 を 優

用す る 濾紙 円盤 （昭 和 Disk ．） を使用 して 機 した 結果 は

．表 7 の 如 くで あ る．阻 眠帯 の 長さ は ］PE 　 8。5’・“1445凪lms

S ）膩 1 〜　3．5nu恥　01  18 ．5〜ユ3mm，　TC 　6。5〜8   且で あ

つ て ， こ れ の 計測維 か ら標準曲線 に よっ て 算出 した夭 鳶

表 7　 濾 紙 円 盤 （1 種濃 度 ）に よ る 成 績

1，、醜÷
匳 ・・朱　　一一广PESMCl ・i1

．．
Tc　

I

101　 1IF4、5m皿 35 咀 削 85 ∬ rl1
尸
ひ5 呪．「．り

「
bL妃 　D二眠 己

冖 2一
一
a、5 ．， 2 〃　　一．一12 二

　 6．5 ウー．
bt軋，10 ω 螺 rl　　　　　． 31〕19 ．5 ・ Rr ／ヤ丿 B 夕 3　 。

塵 璽 1・・ 属 4018 ．5 〃 く】　 ウ ll．5 ・ 7．5 〃；　　　丿
摂 準曲線 ．：よ る換 算 値

ID砺 ・・。c，　　　　一一．一 1〔月 o・2硬塾 聖詔
 

1 斜 耐弼 3・6・調　　　　　　　　r

陲
「ept°匚Gα ：融

1

，01P ．38，、  アσ・，・・ウ 2．4 ’，  3．5、，（刊

t晦 b匚匚。〔罰 3。昭 ロ、28・ 
　　　　　　　　　　　　内．
36，〔＋｝ 1，δ幽 ） 2．8 ’， 

CI匚1ε；ド1三〔1Lm 属 4餌 …σ、5・  〉腿
（一） 2．守・〔廿） 2．5・臼）
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9

の 発育阻止濃度と，木法に規定され た濃度 に よっ て 抵抗

性 （
一） 〜感受性 （冊） の 毳種 に 区分記載した 結果，P

E は 4株共に 比較的感受性 （A十），
鋤 1は CIQstridiu皿 ．

が 抵抗性 （一） で他は 比較的抵抗性 （十 ） で あ り，CM

は Diplococcen が 比 較的感受性 （十D で 残余 の も の は

感受性 （卅） で あ つ た ．TC は 4株共 に 比較的 感 受性 で

あ つ た ．

　 c ＞ 愚應錠に よ る成績

　 201，301，4G1株 を供試菌 と して 檢 した 成績は表 8 に

示 した．本法に よ る場合の 判定基準 ， 即 お ， 阻止 帯 の 長

さ30  以上 （畳D 一
最も感受性 ， 25・v29mm （弓わ 一

可成

感受性 ， 16・v24mo （＋、 一比較的感受性，15  以下（一）

一抵抗性 とす る 方法に よっ て 表 わ した 成績 は，括弧内 に

’
罰 した ．こ れに よ ると先 の 3種濃度法 ， 1種濃度法 に よ

っ て 得られ た結果比較して み る の に 同
一

の 供試菌であ る

に も拘 らず同
一

の 抗生 物質に 対 す る感受性が著 し く低下

して い る が如 くに表現さ れ て い る．即 ち ， 何れの 菌株 で

季．30  以 上 の 阻止帯を形成した もの は な く， Staphoy1−

cuccen が CMI こ 対 して 可成感受性で示 し，　 Clostridium

属 の 401株 が SM ，
　 OTC に 抵抗性 （一）であっ た 以外

は全て 比較的感受性 （十） であっ た ，

衷 8　 感 応 錠 に ょ る 成 績 表

菌 株

一 ．．
　　　PESM 　 ・　 CMOTC　　菌 種1．． ．

St贓 ocσCC印

一
2山 角側 什） la雁 〔＋）

　　　　一．
13窩．胆（

⊥〕　　一一 1跏 駅 ＋）

lSt
己｛ o⊃囎 11．30122 興＋こ、22 〃  25”ご＋ ） 1q ソ （＋）

塵 構 i4 引　 1

　　　　　116

・ん
日 1 δ貝 一

） 1ア・・（＋ ） 招　 〔
一，・：

　fD　液体培地稀釋法に よ る成績

　供試菌 は Diplococcus 　magnus ，　Streptococcus 　ana −

ecobius ，　Staphylococcu 　anaecobius
，
　ClostriClium 屬

の 夫 k3 菌株を用い た．また ， 被檢藥剤 として は Peni −

cillin 　G ，
’
Dihydro 　Streptomycin，　 chloramphenicol ，

Tetracyelin ，　Erythromycin の 5 種で， こ れ ら藥剤の

所定量 を培地 に 加えた 後 は充分に混和す る．・こ れ に各菌

種の 48時間培養の 菌液 0．1ccを Blall の試驗管 の 下 部に

移植 レ ， 2≦侍間鉦 4 日 間に 亙 っ て観察 し．成績の 判定の

困難な もの は 更に 高層寒天に移植 して 集落発生 の 有無に

つ い て 檢 した．

　成績 は表 9 の 如 くで あ る．

　Diplococcus 　magnus で は   E ，　 O．OS−’0．16u／m1 ，　S

M 　8　
”v32nzcg

〆m1 ，　C　M ， 何れの 菌株も 3mcg ！m1 ，　T　C ，

O ．5〜 1．5mcg ！m1 で あっ た ．

　Streptococcus 　anaecobius で は ］P　E ，　 0，3〜 工。5u！

表 9　 稀釈 法 に よ る 発育 阻 止 濃 度

　　　　．
菌　〒重 薗 株 PE 　　 S同 C同　 　

一
1
一
C一一一 一．一．−

　 1ω o、ワ翫 i ．32僻 3瑚 　コ・三
岬

　E．‘イ　ー一一
σ・07恥 ヨ

01繭 脚 ごn 3　’・　 3，75．・‘
1．灘  102　．一

胡 3

σ．価 ・・　 16　・．
一

σ、16・　 　5　・・
．
　 3　〃　 oア5 ・

　　1

− ．
2，7 σ，ア5 ・　 303 　・旨3　 ’・ぐo．昭ア

γ
G．．31・130

　　　Il、5 ’・　 3　 ・’（o．03ア〃∫tr岬τ即 cce・・

　　．

20220

了 1．5 ・・i30 　・’ 15・・口 ．5 ’・．一 一一
　　 i　　　　I3餌 　　σ．修 「・ ll5・・　 1．5〃

11「．5 ’　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　一 15　・
．一

σ．3ア 〃St噛 1。 。，〔c  

　　　Ij

σ2　 び．嫉 厂’ 7．5〃 3
．．
「 1．5

3σ3　 0．ゴ5〃 ア．5’・… 1．5 ・ θ．ア5 ・r

4σ｝ ．15 ・・ 觚 　〃　　5 ・ o．ア5 ・1ρ．ア5 〃
〔1酬 1・1π雇

一
　402　 13 　 ・ 6σ山 　　 3　・

　　　　．
σ75・・03 ア

〃1

4613　 Il．5 ・・ 35ひ 　　 6 ・　 6．75・1

rr・1，　 SM ， 30mcg ！ml ．　CM ， 工。5〜 3mcg ！ml ．　 T 　C　 L5

〜 3　mcg ！ml であっ た．

　Staphylococcus　anaecobius 　で｝まPE ，　0．15u！m1 ，

sM ， 7．5〜15mcg ！ml ，　 cM ， 工．5〜 3皿 cg！ml ，　Tc ，

0。75〜 1．5mCglml．であ る．

　Ci  stridium 屬では 工
》 E　1．5〜3u ！ml ，　S　M ，　 150・V

600mcg ！ml ，　 C 皿 ， 3 〜6mcg ！m1 ，　 T 　C ，何 れ Do　O．75

mcg ／ml で あ っ た ．

　尚，E 且正は 各菌種 の夫々 2株に っ い て 檢 した結果 ，

Diplecoccen で は0．037〜0．0751ncg！ml ，　Streptococcen

で は O．037mcg！ml ，以 下，　 Staphylococcen で はO．3τ〜

］．。5mcg！ml ，　Clostridium屬で は 0．37〜O．75mcg ！ml で

あっ た ．以上 の よ うに 同
・一

の 菌種に 屬す る菌株 が 同
一

の

抗 生 物 質 に対して 完 全 に一
致 した 阻止 濃度 の 得られ る こ

と は少 い ．即 ち ，
Diplococcen の CM ，

　 Streptococcen

の SM ，　EM ，　Staphylococcen の PE ，　Clostridium の

TC に対 す る感受性等 は ， 3 試驗菌株と も同一の値で あ

っ た．

　次 に 3閣株の 最低発育阻止 濃度が 最 も感受性の強い も

の と，弱 い もの と の 間 に 4 倍 の 濃度差 の 認 め られ た もの

は DiPlococcen の SM ，
　Streptococcenの PE ，　Staph−

ylDcocce11 の EM ，　CIQstridium屬 の SM に対す る場合

で あ っ た ．他 の 場合 に は 何 れ ts　2 倍の 差異が 見 られた ．

　 4菌種 ， 12菌株 の 5 種 の抗生物質に対す る発育阻止 濃

度 を比較 して み る の に ， 各菌種共 に 大凡同
一

の 傾向が 見

られ ， 特 に S 躍 に 対 して は 各菌株共 に 感 受性 の 弱 い こ と

は 特長的で あ る．特 に桿菌類で は球菌類に 比 して ？ E ，

特 に SM に 対 して感受性が弱 い ．

　iib 稀釋法及び平板法 との 比較

　 a ）　稀釋法 と 3種濃度 法 と の 比 較

　稀釋法に よっ て得られ た 値を 3種濃度法 に規定され た

表現法 に よっ て 区分記載した結果 は表 10の 如 くである．
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表10　稀 静ミ1去 と 平 イ藻1失 と の 上匕車交（1）
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恥 3   芸 1に 調
　夫 に 明 らか な 如 くCM とTC とは稀釋法に よ る結果 と

平板法に よる成績とは 全 く同
一

の 結果 が 得 られ た ．特 に

CM に対す る 401， 402株の 惑受性は稀釋法で は 6　mcg

で あ り，平板法で 5 〜10mcg の 濃度範囲内に あ っ て 殆

ん ど平行 し た 値を示 し て い る．

　 しか し， PE ， 殊 に SM の 場合は稀釋法と平板法 との

間に 稍々 相違が認 め られ る．PE の 201，　401，　402．

403株 に対す る発育阻止 濃度 は 稀釋 法 で0．τ5〜 1，5〜 3

Ll で あ るの に 平板法で は何れ も   ．5U 以下で あつ て ，兩

者 の 間に 1．5〜6倍の差異が見られた 。

　 SM の 場合， 稀釋法 と平板 法 とが 全 く平行 した もの

は 103，　201，　202， 401 ，　 402．　403株の 6 株であっ

て ，他は多少
・
とも相違 して い る。則 ち，稀釋法 に よ る発

育阻止濃度 が 平板法 よ りも低い もの は 101，　302，　303

の 3株であつ た ．

　わ） 稀釋法 と 1種濃度法 との 比較

　こ の 場合も前項と同様 ， 稀釋法 に よ っ て 得られ た値を

1種濃度法に 規定 され た表現法 に よっ て 区分 し ， 兩者 を

併記した結果 は表llの 如 くで ある．稀釋法，1種濃度法

とは共 に 略々 平行 した結果 が 得られ る の で あ る が，？ E

に対す る 101， 4  1株，SM に 対す る 3D1株，　 C 聾1に対

す る 1D1，　401株，及び TC に 対す る 401株の 感受性 は

多少相違が認め ら れ た e

　 c ） 稀釋法 と感應錠に よ る 方法 との 比較

　感應錠に よ る方法は阻止帯 の 長さ を計測 し， こ れ の 長

さに よっ て 感受性の 程度 を 4 種 に 区分 して い るの であ る

が，計測値か ら発育阻止濃度 を換算す る方 法 は示 さ れ て

い な い ．從 っ て，便宜一L1 種濃度 に規定 され た 表現法1く

よ つ て ， 稀釋法に よ っ て得られ た 値 を現わ した 結果とを

対記 して 示す と表 ⊥2の 如 くで ある，こ れ に よ る と雀 慝錠

に よっ て 得られ た 成績は稀釋法 に比 して ， 発育阻止 に更

に 高濃度 を必要とす る よ うに 推測 さ れ る．

　　璽
覯 言プ評 板 法 の 嫩 （3 ）

　　司
廊

9t　 ：1〕cce：　

　 y20CI〕rcek
・　

　 rd［L，1二 属　　　

　d） 臨床的意義 か ら見 た 稀釋法 と平板法 との 比 較

　分離菌株の抗生 物質 に対す る感受性 は勿論液体培地で

の 稀釋法が 最 も確実 な値 を 示 す もの で あ る と．思わ れ る e

從 つ て，こ れ と比較す る 意昧に お い て 前項 まで に 潟載 し

た 結果 を
一

括表示すると表13， 表14の 如 くである．

　　　 表13 　稀 荊こ法 と 平 板 苧去の L匕較 （4 ）
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　以 上 の 結果 か らす る と 3種濃度法 と 1 種濃度法 とは殆

ん ど同様 の 結 果 を示 す もの で あ る が ， 3 種濃度法が稀繹

法 に稍rk近似の 成續 を示 して い る．こ れらに比較す る と

勿論判定 の 表現法 に 疑義 は あ るに して も ， 感應錠では 実

際の 効果 との 間に 著 しい 差異が 認められ る．

　次に 稀釋法 と平板 法 との 最 低発育阻止濃度 の 関係 を見

るの に ， 稀釋法 と 3 種濃度言去で は C ），t［と TG と｝まラ芒全 ：こ

一
致 した 結果 が 得 られた が ， PE と S1匪 で は 多少の 柑

違 が 見 られ 2 〜3倍以 上 の 濃度差を示すもの があ る．ま

た，稀釋法 と 1 種濃度法 で は 略丸 一
致 した 値 を 示 す もの

は少 く， 2〜3倍 の 濃度差 の 見られ る 場合 が 多 い 。
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　 iv） 小括 並 び に 考按

　 a）　 3種濃度 に よる 濾紙円盤法 に よつ て D 三ploc。 ccus

magnus ，　Streptococcus　allaecobius ，　Staphyloc  ccus

anaecobius ，　Clostridiu皿 屬 の 夫 々 3株 に つ い て 感受性

を檢 した結果， 3 種の 嫌気性球菌 は被瞼抗生物質 に 強い

感受性 を有 し ， 発育阻止 濃度 はPE ＜ e．5u，　 SM ＞ 50

〜20mcg ，　CM 〈 5mcg ，　TC く 5 皿 cg で あっ た．形成す

る阻止帯内 の 大小には差異があ り， 3e 皿以上離 して 円盤

を配置 した 場合に も阻止 帯円 が 大 き く， 各円盤間に 離

徴した集落が 見 られ るの み で 明確 な る 阻止 帯 円 の 形成 が

観察出来 な い 場合も あっ た．Clostriδium 飃の 3株 で は

PE ＜ 0。5u，　TC ＜ 5mcg ，　CM ＜ 5〜10mcg で 強い 感

受性 を有す るが SM の み は 50mcg 以 上 で あっ て ， 何れ

も感受性1・ま認め られ な か つ た．

　 b）　ヱ種濃度法 に よ る 円盤法で は ClostridiUm 屬 の

SM に対して 阻止 円 の 形成 が 見 られ な か っ た もの を除 く

と PE ，　8．5〜14．5TI田1，　 SM2 〜 3．5mm，
　 CM 　8．5〜13

皿 ． TC6 ．5〜 8   の阻止帯が形成さ れ た ．こ の 阻止 帯

長 か ら有効阻止 濃度を換算 した 値 を，規定 の方 法に 從 っ

て 感 受性 を 4 種 に 区分 した 結果で は ， 3種濃度法の 成績

に 比 して PE とTC と は 同
一

の 被檢菌 に対 し多少効果 が

劣 る よ うに表現 さ れ て い る．

　 阻 止 帯 の 長 さ か ら，標準曲線 に よ っ て 発育阻止 濃度 を

算 出 した 結果 と，稀釋法 に よる発育阻止 濃度 と を比較す

る の に ， 兩者が略 k 一
致 した値を示 す こ と は少く， 2〜

6 倍の 差異が 見 られ た ．

　 次に 1種濃度法であ る感應錠に よ る成續 と濾紙円盤法

の 結果 と を比 較 す る と，感應錠 に よ る 成績で は 円盤法 に

此 し て 同
一

の 供試菌に対 して ， 被檢抗生剤 の 効果は著 し

く劣 る よ うに表現され て い る．即 ち， 3種 の 平板法に よ

る 抗生剤 の 効果判定 を比 較 す る と，同
一

の 被檢菌 に 対す

る 抗生物質 の 適應範囲 の 廣さは 3種濃度法 〉 ユ種濃度法

〉感應錠の 順位とな る．

　 e ） 液俸培地稀釋法に よつ て Diplococcus 　magnus ，
Streptococcus 　anaecobius ，　Staphylecoccus 　anaeco ．

bius，及 び Clostridium 屬の 夫 k 　3 株 に っ い て 檢 した

結果 ， 共通す る点は SM に対 して 何 れ の 菌株 も感 受性 が

弱 い こ とで あ る．被檢抗生物質 に 対して同種の 菌株 が何

れ も同一の値を示 レた もの もあっ た が ， こ れ は少く ， 3
〜 4倍 の 濃度差 の 認め られ た も の が 多 い ．

　液体培地稀釋法 に よ っ て 得 られ た 成績 と平板法で得ら

れ た 発育阻止濃度 と を 比較す るの に ， 1 種濃度法 と略女

嗣
一

の 値の 得 られ る こ とは 少 く，

一
般 に 稀釋法に 比 して

発育阻止 に 高濃度を必要 とす る よ うな結果が得られ た ．

3種濃度 に よ る場合 はPE ， 殊 に SM を除 くと稀釋法 と

略女 平行 した結果 の 得 られ る 場合 が 多 い の で あ るが，詳

細に追求す るた めに は更に低濃度含有 の 濾紙円盤 が 必要

で あ る．し か し， こ れは臨床的に特 に必要な こ と X は思

われ な い ．

　感懸錠に よ る成績 と稀釋法 に よっ て得られ た 数値を 3

種 ， 或は 1種濃度法に よっ て 現わ し， 兩成績を比較す る

と感應錠に よる成績では 同
一

の 供試菌 で も被檢剤 に 対 し

て 感受性が低下 して い るが如 くに表現 され る．

　3） 臨床 に 関係あ る事項 に つ い て

　i） 昭和 32年度 に外来新患の 脛内か ら嫌気性菌 の 分離

され た 頻度 は表 15の 如 くで あっ て ，最 も多く檢出さ れ た

もの は妊婦であ り，被檢対象58例中14例 （tw2a％） に 強

出 され た．他 の場合 の 被檢例 は少い の で あ る が ， こ れ の

中で は ト リコ モ ナ ス 膣炎の 場合が 多 く14例中 7例に 檢出

され た．

　 130i列か ら檢出され た嫌気性蔭1は総数41株・
ご， こ れ の

檢出率 は 細 2％ で あっ た．檢出菌 の 染色標木 に よ っ て 区

分 した 結果 は表16の 如 くで あ る．

表15　嫌 気性 歯 の 検 出状 況 （陷 祚 32年 ）

　 こ れ ら嫌気性菌 の PE ，　 SM ，　 CM ，
　 OTC に対す る

感受性 を 3種濃度 を使用す る濾紙 円盤法に よっ て 檢 した

結果，一般に何れ の 菌株 も抗生物質 に対 して は 強い 感 受

性 を有し，抗生物質療法 の 対象にな り難い 比較的抵抗性

を示 した菌株は 4ヱ株の 中PE に Diplococcen の 1 株 が，

SM に 対 して Staphylccoccenの 2 株とグ ヲ ム 陽性桿菌

の 1 株．計 4 株 の み であっ て，他は全 て翔較的感受性 ，

或は感受性 菌であっ た ．特 に CM と OTC に対して は強

い 感受性 を有 レ，何れ も最 も強い 感受性 を示 した．

　ib 昭和34年度 に 外来 を 訪れ た 新患 の 腟内 か ら嫌気性
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表16　昭 和32年度分離茜株 の 感受性

表 17 嫌 気 性菌 の 検 出状 況 （昭 和 34年 ）

　　　

菌 の 分離 されたもの は表 17の よ うであ る．こ の 年度も最

多数 を 占め た の は 妊婦 で あっ て 329例中 58例 （約17％ ）

に 檢出 さ れ た 。以 下表の 如 くで あ る．

　嫌気性菌 は 525例 の 新患腟内 か ら 123例 （約23％ ） に

檢出 さ れ た ．総数 133株 の 中の 127株に つ い て 惑受性 を

檢 レた 結果 は表 18の 如 くで あ る．

表18　昭 和 34年度 分 離 爾 株 の 感 受 性
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劃
　表 に 示 した 如 く 4種抗生 物 質の 中 CM ，　 TC に 対 し て

は 何れ の 菌株 も強い 感受性 を 有 し， 比較的抵抗性 を示 し

た もの は OM に対して Staphylococcen の 2株 と，　 T 　C

に 対 し て Diplococcen の 1 株 の 計 3 株 の み で あ っ て ，

他 の 殆ん ど全 て の 菌株 は最 も強い 感受性を有す る も の で

あっ た．

　 しか し，PEs 　 SM に対 して は CM ，　 TG の 場合 に 比

して 明 らか に 惑受性の 低下して い る菌株が多く， 特 に最

高濃度に対 して も感受性 を有 しな い 抵抗性 の 菌株 が 認 め

られ た ．殊に Staphylococcen の SM に対す る感受性を

見 る の に 47菌株の 中， 抵抗性或 は 比較的抵抗性の 菌株が

11株，約23％ を 占め て い る．グ ラ ム 陽性 の 桿菌類 も球菌

類 と略 女 同様 の 傾向を有 し，SM に対して は 抵抗性 ， 比

較的抵抗性を占すもの が 工6株中 6 株 ， 約38％ を 占め て い

る ．し か し，CM ，　 TC に は強 い 感受性 を有す る も の で

あつ た ．

　次に 1鞄 ， SM 耐性菌 の 交叉耐性に っ い て 調 べ た 結果

は 表19の 如 くで あ る ．

　　　　　　表 19　PE 耐
．性菌 の 交 叉 耐 性

　 　 　 　 　 　

　即 ち， PE 耐性菌 は 8 株 であつ て ，
　 Diplococcen ，

Stnphylecoccen の 夫k 　1株 を除 い た 他 の 6 株 1よPE と

SM との 問 に 2 重耐性 が 認め られた ．し か し C 麗 と丗 O

に 対す る 感受性 を見 る の に Staphylococcen の 1 株が σ

M に 比較的耐性 を示 す 以 外 は全て最 も強い 感受性 を有す

る もの で あ つ た ．S 誠 耐性麟1は 11株 で あっ て 表19に 示 し

た PE ，　 S 瓢 2重耐性菌を除 く他 の 5株 の 感受性は表20

に 示 した 如 くPE ，CM ，
TC に 感受性の 低下 して い る菌

株 もあっ た が ， 交 叉 繭性 の認 め られ た の は？ E ， SM2

重耐｛生の Staphylococcenの 1 株があつ た に 過ぎな い 。

表 20　 SM 耐性 藷 の 交 叉酬 生
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　ま た ， CM に 比較的抵就性 の菌株は 2株表21の ようで

あっ て ，こ れ の 1 株 は PE に 耐性，　 SM に比較的耐性で

あ り，他 の 1株は PE ．　 SM ，　 TC 共に 最 も強 い 感 受性

を 示す もの であっ た．TC 比較的耐性菌は Diplococcen

の 1 株の み で あ り， こ れは表 22の 如 くTO を除く他の 3

種抗性物質に は 最も強 い 感受性 を有す る もの で あ つ た．

表 21　 CM 比 較的抵 抗 性菌株 の 交 叉 耐性

表 22　 TC 比 較 的 抵 抗 性 菌株 の 交 叉 耐 性

DiplococcertPE
　SM　CM 　TC

卅 　 卅 　 帯 　　十

　 iii） 小括並びに 考按

　 a） 昭和 32乍度の 被檢対象 か らの 檢出率 は 130例中 41

例，約32％ で あ っ て 檢出菌株は 4ユ株であっ た ．

　 昭 和 34年度 の 被檢対象 か ら の 險出率は 525例申 123

例 ， 約 23％ で s 檢出菌株 は 133株 で あ り，檢出率 は 32年

度に 比 して低率で あっ た ．

　 こ の 腟内 か らの 嫌気性菌の 強出率は諸家 の 報告に 比 し

て 低率 で あ る．即 ち，越野，佐伯等は妊婦， 褥婦腟内か

ら46〜 48％ の 率に 嫌気性菌 を檢出 し， 天本も妊婦腟 内 か

ら36％ に 檢出して い る．著者 の 成績で は 32年度 の 妊婦腟

内 か ら は 24％に ，ま た，34年度 の 妊婦腟内 か らの 検出率

は 19％ で あ っ た 。こ れ の 相違 は檢出嫌気性菌の抗生物質

に対す る感受性 を檢す る こ と を 目的と した X め に，分離

操作 を簡略に して ， 單 に 1 囘 の 分離操作 に よ つ て純培養

と し て得 られ た菌株 の みを集計 した 〜 めかと思われ る．

　 b） 昭和32年度に 掀出 され た 嫌気性菌41株 の 内訳 は球

菌類 が39株，桿菌類が 2株で あ っ て ，こ れ ら菌株の 抗生

物質に 対す る感受性 を檢 レた 結果 CM ，OTC に 対 して

は 何れも強 い 感受性を膚 しダ 耐性菌，或は 愚受性の低下

して い る もの は 1 株 も認め られ な か っ た ．PE に 耐 して

も略々 同様であつ て，Diplococc
鱒 の 1 株が 比較的抵抗

性 を示 した に 過ぎな い．S 瓢 に対 して はStaphylococcen

の 2株， グ ラ ム 陽性 の 桿菌 の 1株 が 比 較的抵抗性 ，

Staphylococcenの 2株 が 比 較的感受性で あ っ た ．

　昭和34年度 に檢出 され た 嫌気性菌 133株 の 中，感 受性

檢 査 を行 っ た 127株の PE ，　 SM ，　 CM ，
　 TC に 対 して

は何 れ も強 い 感受性 を有し ， 比較的抵抗 性 の 菌株 は CM

に 2株，TC に 1株 あっ た に 過 ぎ な い ．こ れ に比較 す る

37 − 37

とPE や SM に 対 して は明 らか に感受性の 低下 して い る

菌株が 多 い ．即 ち ， PE ，　S　M に対す る Streptococce 皿 ，
Staphylococcen ，グ ヲ ム 陽性桿菌 の 感受性菌 （3種濃度

に 感受性 を有す る もの ）の 頻度 は 夫粛 87％ ， 82％ ， 83％

65％・87％ ， 63％で あ つ た，）こ れ は高瀬 が 昭和 32〜33年

度 に檢 した 121株の 嫌気牲菌に っ い て 調 べ た成績 と比較

す る の に，著者 の 成績で は感受性菌の頻度 が稍 々 高い 値

を示 して い る．署者 の 32年度 の集計結果 と，34年度 の 成績

と は例数 に 差異 が あ るた め に 同
一

に 評價判定す る こ と は

妥当ではな い か も知 れ な い が ， 34年度に檢出され た菌株

で は 感受性 の 低下 して い る もの が稍女 増加 の 傾 向に あ る

よ うに窺知 さ れ る の で あ る．しか し， 高瀬 の 報告 に 比較

す る と特 に感受性が低下 して い る よ うに は 思われな い ．

　 c） 以上 の よ うに 外来患者 の 腟 内 か ら檢出 さ れた 嫌 気

性菌 は
一

般的に は強 い 感受性 を 有す る もの が 多 く，特 に

2 重，或は 3重耐性を示す よ うな 菌株 は 少 い の で あ る

が ・ PE 耐性菌は SH に も耐性 を示すもの が 多 い ．しか

し ， CM とTC ，或 は こ れ ら と PE や SM との 問 に 交叉

靤性の 認め られ る こ とは稀である．

　嫌気陸菌は被檢 4 種抗性物質 の 中 PE ，特 に SM に 対

して 感受性の 低下 して い る 菌株 が 比較的多 く認 め られ

た ．檢出菌の感受性檢査 は 3種濃度を使用す る濃紙円盤

法に よっ て 檢 した も の で ある が ， こ め平板法 に よ る阻止

濃度を稀釋法に よる発育阻止 濃度 と の 間に は多少の 差異

が あ る た め に ， 稀釋法 に よっ て厳密に 檢す るな らば感受

性菌 ， 或 は耐性菌等 の 檢出頻度 に稍 k 変動が見られ る の

ではない か と思われ る．しか し， PE ，　 CM 〔，　 TC 等は

稀釋法に よ る発育阻止濃度 と平板法で得られ た 成績とは

大凡 平行 した結果が得 られ た．從っ て 病的腟内等に 常住

的，或 は癖原的状態で 存 す る 嫌気性 菌 の 感 受性 を略 女 呈

示 し得た もの と考え る．

　　　　　　　　　　結　　 言侖

　1） Rosenthal の 平板培養法 に よ る と嫌気性菌は vf

　寒天平板 に よ く発育 し ， 本培養法に よ る と濾紙円盤法

等 に よる嫌気性菌 の 感受性檢査 は可能で あ る．感受性檢

査用培地 と して 指定 さ れて い る Heart −lnfusion 培地に

嫌気性菌 は よ く発育 す るが Sulfa 剤檢定用培地 として

の Mueller −Hinton 培地での 発育 は不艮で あ つ て ， 特

に嫌気性の 場合の 檢査 用培地 と して は不 適 で あ る と思 わ

れ る ・vf 寒天 に は Pepton が 加 え て な い の で Sulfa 剤

強定用培地 として も好適で あ る と考え る．

　2） 平板法 に よ る場合 ， 使用す る 培地 の 種類，培地

量 ．接種菌量等 は形成 さ れ る 阻止 帯 の 大小 と密接 な 関係
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38− 38 婦 人・1甥 訥 嫌 気 性 菌 の 抗 生 物質 1こ 対す 轗 受性 と 惑受性 検 査 法 碑 ：見 補 遺 日 産 vl誌、13眷 1 号
幽

が 認 め られ た ．寒天下層 に 1．5％ vf 寒天 20cc を使用

し ，
こ れ に 1 ％ vf 寒天1Dccに 24〜48時 間培養の 菌液 の

D．1ccを加えて よ く混和した もの x30c を重層す る 方 法

に よ っ て 3種濃度法， 1種濃度法 （濾紙 PJ盤，感應錠）

に よ る感受性 儉査 の 結果 に よ る と，同一
の 被儉菌に 対 す

る抗生 物質の 適應範囲の 廣 さ は大凡 3 種濃 度法 ＞ 1 種濃

度法 〉感應錠 の 順序 とな る・

　3）　液体培地稀釋法に よつ
』
（ Diploeoccen ，　Strepte−

coccen ，　StaphylQcoccen，　 Clostridium 麗 の 4 菌種 の

夫々 3 菌株にっ い て 檢 した結果，何れ の菌株も SM を除

く PE ，（）M ，　 TC 等 に 対 して 強い 感受性を有す る．稀

釋法に よっ て得られ た 発 育阻止 濃度 で も，同
一

の 菌種に

屬する夫 k の 3菌株が 同
一の値を示す こ とは 少く， 多 く

は 2 〜 4 倍 の 差異が認め られ た ．

　液体培地稀釋法に よ る発育阻止 濃度 と 1 種濃度に よ る

平板法に よ っ て 阻止 帯 の 長さ か ら換算 した値 とが 近似す

る C とは 比較的少 く， 2〜 3 倍 の 濃度差 の 認 め られ る場

合 が 多 い ．3 種濃度 法 に よ る場合に は fE と SM に は 該

当 しな い もの もあ る が ， 発育阻止濃度は略々 被強濃度内

に 含 まれ ，稀釋法 と大凡平行 した結果 が得られた．

　稀釋法 に よっ て得 られ た 値 を 3種濃度，1 種濃度に規

定 され た濃度に よっ て 感受性 の 程度 を 4種に 区分 して 表

現 し，こ れ と平板法 と比較す るの に， 3種濃度法で も 1

種濃度法で も CM と TC とは 略女 合致した 結果が得 られ

た が， PM ］とSM とは 必ず しも
一

致 した結果 は得 られ な

か つ た．

　以 上 の 諸法 を実際 に 起炎菌に対す る藥剤 の 選擇臉査法

と して 採用す る場合 ， 合 H的な も の か ら列擧 す る と稀 釋

法 ， 3種濃度法 ， 1種濃度法 と な り ， こ れ らに 比 較す る

と感應錠に よ る 結果 は実際の 効果 と判定上 の結果 との 間

に 著 しい 差異 が あ る よ うに 1曝わ れ る．

　 4）　腟内か ら分離 した 嫌気性菌 の 抗生 物 質に 対 す る感

受性 を 3種濃度 を使用す る濾紙 円盤法 に よっ て 檢 した結

果 PE ，　 CM ，　 TC 等 に 対して 嫌気性菌は一
般 に強い感

受性を有 し， 特に C 殖 や
FZ’

　C は 優れ た 効果 を示 す ．しか

し， PE 殊 に SM に対 して は感受性 の 低 下 レて い る 菌株

が 認 め られ ， こ れ は ブ ドウ球菌s グ ラ ム 陽性桿菌 の 中に

比 較的多 い ．

　年次的推移に よる感受性 の 変異 を 瞼 した 結 果 ，昭 和 32

年度，34年度共に略女 同様の傾向が認め られ ，PE ，　 S

M に 対 して は 感受性 の 低下 して い るもの が CM ，　 TC に

比 レて 多 く， こ れは 多少と も第 1 囘の 檢索成績 を照合す

る と増加 して い る よ うに 思われ るの で あ るが ，第 1 囘及

び 第 2 囘の 調査 対象 の 例数 に 差異 が あ るた め に 明確 な る

結果 は得 られ な か っ た ．

　34年度 に 檢出され た 薦株では σM ，
TC に 少数な が ら

感受 性 の 低下 して い る もの も認め られ た が，こ れの 頭度

も少 く， ま た ，感受性低 下 の 程 度 も軽度で あ つ て ， 抗生

物質療法に 麦障を来 た す程 の もの とは 考えられ な い ・

　尚 ， 交叉耐性に っ い て 調ぺ た結果 ，PE と SM との 間

に は 2 重耐性を示 す もの が 多 い ．しか し，CM と TC ，

或 1謙 二れ ら と PE ，　 SM との 間に 2 重耐性や 3重耐性 の

認 め られた 菌株は極め て稀であっ た．

　稿 を 終 る に 当 り，終 始 御 懇 篤 な る 御 指 導 と 御 校 閲 を 賜

わ っ た 真柄教授 に 衷心 感 謝 と 敬 意を 捧 げ ，研 究 に 協 力 を

得 た 教室 員各 位 に 深 謝す る．
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