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最近 に 於け る ウ イ ル ス 学 の 進歩

　　　東京大学教授

吉　野 　亀　三 　郎

　　　　　　　　　　 序　　論

　過 去 の ウ イ ル ス 学 は どち らか とい うと 予防を 主 体と

し，個 々 の 患者 の 治療 よ りも大多数 の 人 の 予防 とい うこ

とに 追われて い た ．それ は 従来 の 我 々 の 環境が ポ リオ ・

狂犬病 e 痘瘡 ・日 本脳炎 の よ うな 致命的 ウ イ ル ス 病 の 恐

怖 に 包 ま れ て い た時代の痕跡であつ た ．ウ イ ル ス 学 の 進

歩もこ れ らの 対象に 焦点 を 合わ せ て 来 た が，過去の 主流

は （1） 組織培養法 の 発達 に よ る新 ウ イ ル ス 分離と ワ ク

チ ソ に よ るポ リオ ・は しか などの 撲滅，　 （2）　 イ ン フ ル

エ ソ ザ とくに 汎流行 の 監視 シ ス テ ム ，さ らに 鶏卵 ワ ク

チ ソ の 改良 ， と くに そ の タ ン パ クだ け を 使 うサ ブ ：・L ニ

ッ ト ワ ク チ ソ の 開発，　（3）　乳 の み マ ウス に よる 昆虫媒

介 ウイ ル ス ，即 ち ア ル ボ ウイ ル ス の 分離 とそ の 分類 ，

（4） 種痘用 ウ イ ル ス や 狂犬病 ウ イ ル ス ワ ク チ ソ の 改良

が 軸を成 して い た ．

　 とこ ろ が ワ ク チ ン 対策そ の 他 の 原因 で 狂犬病 も日本で

は 20年前 に 無くな り，ポ リオ も殆ん ど根絶 され，日本脳

炎も減 り，痘瘡に 到 つ て は 東南 ア ジ ア に 残つ て い た が，

］974年 に バ ン グ ラ デ ッ シ ュ・イ ソ ド ・ネ パ ール ・バ キ ス

タ ソ で 21万 4 千人の 患者が出た の に 翌年の 1975年以来少

く と もイ ソ ドで は 発 生 数 ゼ 昌 に な つ た 。こ うな る と マ ス

を 対象に して の 予防 とい うよ りも個 々 の 患者 の 治療とい

う方が浮び 上つ て くる ．

　　　　　　　新 しい ウ イ ル ス 学 の 動向

　現在の ウ イ ル ス 学は，　（1）　新 しい ウ イル ス 病   発見

を 心 掛け て お り， コ ク サ ッ キ ーウ イ ル ス AI6 型 や 腸内

ウ イ ル ス 71そ の 他で起きる 手足 ロ 病 ， 1969年 に カ
“一・・

ナ で

発生 しそ の 後世界中に 広 が つ た 急性 出血 性結膜炎 AHC
，

また 小 児 の 下痢症な ど の ウ イ ル ス 病が 発見 され て い る．

AHC は 第 4 の ポ リオ と言われ る よ うに 足 の 麻痺を起 こ

した が，日本 で は 麻痺型 は 稀で あ る．その ウ イ ル ス は 日

本 で 甲野が 分離し ， 腸 内 ウ イ ル ス 70と名付け られ た ．

　 こ れらの もの は 往年の ポ リオや 狂犬病 や痘瘡に 比 べ る

と病気 と して の 恐 ろ しさ は無く，放置 して も 1週間位で

自然治癒す る点 で は 水痘 。ヘル ペ ス 。か ぜなどの ウ イ ル

ス 病 と 同 じで ，伝染病 と し て 迫力に 欠け る とい え る．

（2）　 こ の うち 小児下痢症 は H 型胃腸炎 ウイ ル ス と も言

われ， レ オ ウイ ル ス 群 の Pt タ ウイ ル ス で 起 こ され る が，

肝炎 ウ イル ス や い ぼ wart の ウ イ ル ス 同様，今だ に 培養

不 可能 で あ る ．昔は 培養できなければ
一

歩 も前進 しなか

つ た が，現在 は 精製法 の 進歩 で そ の よ うな もの も充分 研

究 で きる．昔 の ウ イ ル ス 精製は マ ウ ス 脳 や 組織培養液な

どの粗材料 を分別遠心 ・吸着遊離
・
等電点沈降 ・ア ル コ

ール や ポ リ t チ レ ン グ リ コ
ー

ル や プ ロ タ ソ に よ る沈澱 ・

フ ル オ ロ カーボ ン 処理などで 不純物をあ る程度減らすこ

とで あつ た が，今
一
番 よ く使わ れ る の は CsCI 密度勾 配

遠心 で あ る．即 ち CsC1 の 適当濃度液を 40時間程超遠心

する と遠心 管の 上 か ら下 へ 僅か ずつ 密度 の ずれ が 出来，

の せ た 試料 中の ウ イ ル ス が それ に 相当す る密度 の 所 に 集

まっ て パ ン ドを作 る．こ れで 分離 した もの は 殆 ん ど狭雑

物を含 まない ．V タ ウ イ ル ス も小児の 糞便材料か ら直接

こ の 方法で 精製濃縮 し うる ．CsC1 以外 に KBr そ の 他

い ろ い ろ の もの が 使わ れ る が，　ウ ィ ル ス に よ つ て は Cs

CIで 不 活化 さ れ る た め に 困 る もの も有 り，
ヘ ル ペ ス ウイ

ル ス は そ の 例 だ が
， 最近試料を上 に 乗せ ない で 下 に 置い

て 行 うと不 活化 しな い こ とが判つ た 。

　こ の 方法 は 超 遠心 器 を 物を 沈 め る た め に で な くて
， 物

を浮ば せ る た め に 使 うよ うに なつ た とい うこ とで ，肝炎

ウイ ル ス も入 の 血清 か らこ の 方法で 濃縮 して集め られ，

従つ て そ の 免疫血 清も作 りうる．即 ち培養に よ らな い ウ

イ ル ス 学 の 研究が可能に なつ て 来た とい うわけで あ る ．

こ の よ うに し て得た ウ イ ル ス の 同定 は 又 ，抗血 清で 凝 集

す る か ど うか を 電子 顕 微鏡 で 見 る所謂免疫電顕法で 調べ

られ る．又培養 に よ らない ウ イ ル ス の 1つ の 成 果 と L て

肝ft　B の e 抗原 の 発 見が あ る ．肝 炎 8 に は surface 抗原

S と c。 re 抗原 C の ほ か 正 体不 明の e が あ り， こ の e 抗原

が あ る と輸血事故 も多 く，逆 に それ に 対す る抗体 の ある

血清で は 殆 ど輸1匪事故 が な い とい う重大な 発冕で あ る ．
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　致命的な ウ イ ル ス 疾患が減 つ て 来 た
一

方で は ，従来あ

ま り重 要 で な い と考え られ て い た ウ イ ル ス がか な り重要

な疾患 を起 こ す こ とが 次第に 明 らか に なつ た 例 もあ る．

ヘ ル ペ ス ウ イ ル ス は そ の 例 で あ る ．こ れは と くに 婦人科

に 関係が 深 い ．そ の 主 因は 昔は 大部分 の 人が こ の ウ イ ル

ス に 対す る抗体 を持つ て い た の に 次第 に無抗体者が増え

て 来た た め ，成 人 の 初感染例 が 多 くな つ て 来た た め で あ

る 。ヘル ペ ス 脳 炎も昔は 稀な疾患 で あつ た が 現在 で は 無

菌性脳炎 の 10％が そ れで あ る ．そ の ほ か ，ヘ ル ペ ス 瘰疽

・顔面神経痛な ど い ろ い ろ あ る が
， と くに 2 型 ヘ ル ペ ス

ウイ ル ス の 陰部感染症が増加 の
一途 を 辿つ て い る．こ れ

が新生児の 産道感染か ら致命的全身感染に 到 る率は ，全

部 の 分娩の 7，000分 の 1 と推定され て い る t （3）　 ウ イ

ル ス 学 の 流れが 予防 か ら治療 へ と方向転換せ ざ るを得な

くな る と，ど う し て も化学療法剤 の 開発が 必 要 に な つ て

くる．しか し今ま で に 作 られ た 化学療法剤は どれ も不 完

全 で ，細菌に 対す る ペ ニ シ リ ソ の よ うに は い か な い ．そ

れ は ウ イ ル ス の 増殖 が 宿主 細胞 に 依存す る こ とで ，ど う

して も細胞 に 全 く障害の な い 抗 ウ イ ル ス 剤 とい うもの が

有 り得 な い か らで ある ．た だ ，こ の 中で 核酸の 部品で あ

る ヌ ク レ オ チ ドに 拮抗す る よ うな ヌ ク レ オ シ ド誘導体が

い くつ かあるが，そ の ある もの は選択的に ウィ ル ス 核酸

の 方 に 余計入 る も の が あ る．Ara −A は そ の 例 で in　vitro

合成系 で は 宿主細胞 の 核酸 に 入 る よ b約 le倍 ウ イ ル ス の

方 に 入 る．そ の 効果 は ヘ ル ペ ス 脳炎 の 場合の 内科的使用

例 で著効を 示 した とい う報告が昨年新聞記事に もな つ た

が，造血臓器 に 紺す る 副作用 もあ り，ま だ絶対に 良い と

は 言 い 切れない ．た だ こ れ らの 薬 は 眼や 皮膚の 病巣 に 外

用薬と して 使 うと きに は あ る程度 の 効果が 期待で ぎる．

　外陰部の ヘ ル ペ ス 症 の 際に 中性紅そ の 他 の ア ク リ ジ ソ

系色 素 を 塗つ て そ こ に 可 視 光線を 照 射す る所 の ，い わ ゆ

る光力学的不 活化療法 と い うもの が 2〜3年前 に 流行

し た が，こ の ウ イ ル ス に は 後で 述べ る よ うに ハム ス タ
ー

の 細胞を 発癌 させ る トラ ン ス フ ォ
ー

ミ ン グ遺館子 が あ

り，中性紅処 理 で もそ の 遺伝子が残 りうる とい うの で 強

い 反対 が 有つ た ．事実陰茎の ヘ ル ペ ス に 中性 紅療法 を 行

なつ た 後，そ の 部 に 発癌 を 見た症例 もある．こ れ に 対 し

プ ソ ラ ー
レ ン で処理 して 紫外線 を 照射す る と核酸は 細 々

に 切れ る の で そ の 心 配は な い とい う．こ の 薬 は ウイ ル X

タ ン パ ク 構造 に は ，影響 が な い こ とか ら，こ の 方法 で 安

全な不活化 ワ ク チ ソ を作ろ うとい う試み も行なわ れ て い

る ．し か し なが ら
．一

般論 と し て
，

ま だ ウ イ ル ス の 薬 が な

い とな る と， 頼 りに した い の は イ ソ ターフ エ卩 ン （IF）

で あ る．IF は 2 つ の 型が知 られて い る．そ の 玉型は培

養細 胞 や動物 に ウイ ル ス を 接種した と きな どに 生 ず る も

の で，2型 の 方は 免疫 で 感作 さ れた 白血球 に 抗原が 働 い

て 生ず る 所 の い わ ゆ る 免疫 イ ン タ
ー

フ エ ロ ン で あ る ．IF

trこ は 少数 の 例外以 外 は 同種 の 細胞で な くて は 効か な い と

い う制約が有 るの で ，人 の 易合は ヒ トの 細胞 で IF を造

らな け れ ば臨床 に も応用 で きな い ．そ こ で 人 の 末梢血 か

ら白血 球を と り， そ れ を 適当な もの で 処理 して IF を と

る試み が行な わ れ て い る．

　細胞に IF を 作 らせ る 刺激物 は 必ず し もウ イ ル ス で は

なくて も よい 訳で ，諸種 の 細菌 。プ ロ ト ゾ ア 。リケ ッ チ

ア ・グ ラ ム 陰性菌 の 内毒素 ・か び の 産物な どがそ の 刺激

物 （inducer）に な り得 るが，天然あ るい は 人工 の 二 重鎖

RNA も inducerに な り得 る ．最 も良 く知 られて い る ポ

リ IC は 人 工 的に イ ノ シ ン 酸 と シ チ ジ ン 酸 を 夫 々 大 腸

菌 ポ リエ メ ラーゼ で連 ね た もの を くつ つ け て 人工 二 重鎖

RNA に した もの で あ る． こ の ほ か 経 口投与出来 る チ P

ロ ン の よ うな inducer も数種 工 夫 され て い る．

　 た だ こ れ らの inducerは 何れ も毒性が 有 るの で ま だ臨

床的 に 使用 さ れな い ．新 し い 無毒 な inducerの 開発は 今

後 の 問題で あ る ．た だ ， 非常 に 良い inducerが出来た と

して も，それを実際に臨床的に応用するに は可成 りの 問

題 が あ る こ とが 予想 され る．そ れ は マ ウ ス や ウサ ギ の 静

脈内接種で も見 られ る低応答反応 とい うこ とで
， 1回 の

inducer接種後数時間 で 血 中に IF が 現わ れ，時間 と と

もに 消退す るが，反覆して inducerを注射 して もその カ

ーブに 変化が無い とい う現象で，こ の 低応答現象の 原因

は 新 に 血中に 生ず る 物質 に 帰 し得 る こ とが 最近判 つ た ．

　それで inducer で な くて 既 に 作 られた ヒ トの IF を

患者 に 応用 し よ うとい う試 み で
，

ヒ ト 白血 球 IF を作

つ て い る 学者 が い る が， こ れ に もい くつ か の 難 問 が有

る、そ の 1つ は 本当に 有効な程 の IF を作る に は 夥 しい

材料 と濃縮の た め の 労力が い る と い うこ と，もう1 つ は

IF の 持 つ 副作用 で あ る ．　 IF は
一

般に ウ イ ル ス の 細胞

感染を予防す るが，その 真 の メ カ ニ ズ ム は まだ判 つ て い

な い ．た だ ウ イ ル ス の タ ソ パ ク 合 成 の 過程の 肝 RNA 作

製即 ち 転写 か そ れ か らポ リペ ブ チ ドが 作られ る 飜訳 の

どれ か に作用す る ら しい ．多少 の 根拠を もつ て想像す る

と，IF に よつ て 新 に 細 胞 内 に 生 ず る タ ソ パ ク が，ウ イ

ル ス の タ ン パ ク 飜訳に 必要な initiati。 n　factor の 働 ぎを

阻害す るの で は ない か と も言わ れ る．もしそ うなら．本

来細胞 に とつ て 不利益な タ ン パ ク 合成 に 阻害的 に 働 くで

あ ろ うか ら，癌 に も効 くか も知れ な い とい う考えか ら，
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癌 の IF 療法と い う こ とが 言わ れ る よ うに な つ k ．事 実，

ある種の 動物癌に IF があ る い は 適当な inducerが実験

的 に 治療 効 果 を 示 した と い う 報告 が ある ，た だ し，IF

に は こ の ほ か一
般 の 細胞増殖を抑制する とい う効果もあ

る．こ れがた とえば妊婦に 与えられた 場合，胎児の発育

にc どの よ うな影響が あるか は 判 つ て い な い の で，血 清肝

炎 の 胎児 に 移行す る の を予防す る 目的 で IF を使 うとい

うよ うな 試 み は 余程慎重 で な くて は な らな い ．

　ま た，そ の ほ か IF は その 量に よつ て は 動物体の 免疫

機構を障害す る こ とがあ b，そ の よ うな場合 は，動物癌

の 実験 で も逆 に 発癌を 促進す る よ うな こ と も有 り得 る ．

従つ て IF の 実際上 の 使用は 可成 り難 しい と言 え る．

　次 に 現在 ウ イ ル ス 学 の 追求 L て い る の は 分子 レ ベ ル の

解析 と防禦機構の 解明 と くに 細胞性免疫 との 関連，及 び

慢性疾患 として の ウイ ル ス 病で あ るが，こ こ で 見逃 せ な

い の は 妊娠中の 母 体 の ウ イル ス 感染 の 胎児に 及 ぼ す影響

で あ る．風疹 の 影響 に つ い て は 既 に 周知 の 事 で あ る

が，他 の ウ イ ル ス は どうか
， とくに サ イ ト メ ガ ロ

・ヘ ル

ペ ス ・お た ふ く風邪
・イ ソ フ ル ェ ソ ザ ・LCM な どは ど

うか い うこ とは 殆 ど判つ て い な い ．この 点は 今後 の 1 つ

の 大 ときな 問題を 形成 し得 る と思わ れ る．

　　　　 突発的 に 起 り御るウイ ル ス 病の 流行

　 以上の 話の 中 で 強調 した事 は ，致命的な ウ イ ル ス 病 の

流行 が 無くな つ て来 た と い う事で ある 。しか し，
こ れ は

必ず しも恐 ろ しい ウ イル ス 病 は もう今後絶対 に 起 らな

い
， と い う意味 で は な い ．そ の 根拠を幾 つ か 示 す と次 の

よ うで ある ．

　 1）　現在日本 や英国に は 狂犬病が無 い が，森林を持 つ

米国 ・ヨ
ー

ロ
ッ

パ に は まだ 森林動物と くに キ ツ ネ の 間で

流行環 があ り，根絶 して は い ない ．そ の キ ツ ネの 大群が

1967年突如 と して 中近東か ら森林を伝わつ て ヨ
ー　pt

ッ
パ

大陸 を 横断 しス ペ イ ン に 迄達 し た ．その 間他 の 動物 に も

狂犬病 を移 し，フ ラ ソ ス は じめ そ れ 1・C 沿つ た 国 々 で 大恐

慌 を 来 し た ．同 じ頃南米で もコ ウモ リに よ る ウシ の 狂犬

病 の 増加が次第 に 南下 した 。

　 2） 昆虫媒介 ウ イ ル ス は 蚊や ダ ニ で 運ばれ る の で特殊

な一定 地 域 に だ け 限 られ る 例 が 多 い ，しか し，黄熱の よ

うに 昔 か ら ア フ リカ と中南米に あつ た もの や，チ ク ン グ

ニ ア ウ イ ル ス の よ うに ア フ リカ とタ イに 互 が つ て存在す

る もの もあつ た ，最近 で は デ ソ グ熱が1975年 に 中米 に 現

わ れ て 以来，オ
ー

ス ト ラ リア を 除 く太平洋沿岸の 各地 に

広 が っ て い る．

　 3）　 イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル ス の A 型が 10〜20年 ご と に

大 きな 抗 原 変異を 起 こ して 世界的 に 広が る が，こ の 次に

どん な変異が出来て ， そ れ がどの 位強 い 毒力を持つ か は

予想で きない ．

　 4）　 1967年に ドイ ツ ・ユ
ーゴ ス ラ ビ ア で 突如 と して ア

フ リカ ミ ド リザ ル を扱つ て い た入達の 間 で 出血熱性 の 疾

患が起 り， 31人 中 7 人 が 死亡 し た ．飛 ん で 1975 年 に 同 じ

ウ イ ル ス の 流行が ヨ ハ ネ ス ブ ル グで起つ た ．恐 ら くこ れ

と同 じ もの ら しい エ ボ ラ ウイル ス と呼ばれ る ウイ ル ス の

病気が そ の 翌年 ア フ リ カ の ズ ダ ソ ・ザ イ ル で 起つ た ．こ

れ は何れ も高い 死亡 率を 示 した ．

　ま た 1969年か ら数年間 リベ リヤ ・ナ イ ジ ＝リ ヤ で ラ ヅ

サ 熱とい う矢張 り出並1熱性 の 病気 が 流行 し40％の 死 亡 率

を示 したが，こ れ は Mastomys 　 natalensis とい う
一

種 の

ネ ズ ミ で 媒介 され る，こ の ウ イ ル ス は ア レ ナ ウ イ ル ス 群

に属し，
こ の 群 の特徴は ウ イ ル ス と抗体 との 複合体 が 病

気を 起 こ す例 の 多い こ と と，出血 熱性 の 疾患 が 多 い こ と

で あ る ，目下朝鮮 に あ る朝鮮出血熱 の 病原体 もア レ ナ ウ．

イ ル ス 群ら しい が，こ れ も実験室で ラ ッ トか ら感染 した

こ とが 昨年新聞種 に な つ た ．

　 こ の ほ か 同 じ ア レ ナ ウイ ル ス 群 の LCM ウ イル ス が

ペ
ヅ トに して い た ハム ス タ

ー
か ら人 に 移 っ て 脳炎を起 こ

すゲ ース が増加 し て い る．人間 の 出人国に は 検疫 が あ る

がペ
ッ トの 動物に は 検疫郷度は無い の で ， 何時 どん な ウ

イ ル ス が 入 つ て 来 るか 判 ら な い ．こ れ らを考え合 わ せ る

と，もうウイ ル ス 病 は恐 くなくなつ た な ど と安心 は し て

い られない ．

　　　　　 ウ イ ル ス の 慢性疾患 と潜伏感染

　 1） 先ずは しか ウイ ル ス と　SSPE の 関係 で あ るが ，

始 め に SSPE が は しか ウ イ ル ス で 起ぎる と 単純 に 考え

た 理出は
， 病変部細胞 を は し か ウ イ ル ス の 抗体 を 蛍光抗

体に して 染め る と染 ま つ た とい うこ とで あつ た ．しか る

に そ れ の 抽出液 に は ウ ィ ル ス は 居 らず ， た だ そ の 細 胞 を

そ の ま ま 培養す る か，或 は 感受姓細胞 と 共生培養 CO ・

cultivation す る と，は しか と瓜二 つ の ウイル ス が 出 て来

る ．但 し
，

これ が 全くは し か と同
一

物 ら し くな い の は
，

フ ＝レ ッ トや ハム ス タ ーの 脳 に 接種す る と SSPE 同様

の 所見を呈 す る ．こ こ に 従来 の criteria が ス ム ース に 通

用 しな い 面が あ り，SSPE ウ イ ル ス は イ コ ール ，は しか

ウ イ ル ス な の か ，

一種 の 変異な の か，或は抗原的に 近縁

な の か は つ き りし な い ．

　　（2）　同 じ よ うに 従来 の Criteria の 通用 しな い もの

に EB ウ イ ル ス があ る． こ れ は 始 め バ ー
キ ッ ト リ ン パ

腫 ウ イル ス と呼 ばれ た 。そ れ は ア フ リカ の 一：一一キ ッ ト リ
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ソ バ 腫 の 患者 の 白血 球浮遊培養中 に 発見 された か らで あ

る 。しか しそ の 後，バ ー
キ ッ ト リン パ 腫 は ア フ リ カ 以外

に も広 く見出 され ， そ の 中 ア メ リカ の 患者の 白血 球 か ら

浮遊培養系を 作つ て い る と，こ の ウ イ ル ス の 抗原 は お ろ

か遺伝子 さえ も持つ て い な い 系が い くつ か 得られた ．一

方病気 と無関係な人 の 白血球か ら得られ た浮遊培養系 の

多くに こ の ウ イ ル ス が 出て くる ．ま た Henle は 伝染性

単核症 の 際 血 中 に EB ウ イ ル ス の 抗 体 が 必 発 的 に 上 昇

す る こ と を見 て，こ の ウイ ル ス こ そ そ の 病原体 で あ る と

断定 した ．1臼こ こ れ は 昔 の criteria ｝二 よ れ ば 疑 う所 の

な い 立 派 な 証拠で あ る と 思わ れた ．と こ ろ が 後鼻腔癌
・泉熱 ・ラ イ 病で も100％ EB 抗体の 上昇があ る．と く

に 後鼻腔癌 は 上 皮 性 で あ つ て EB ウ イ ル ス の 標的 と異

る し，又 伝染性 単核症 で も病的な大 ぎな白甑球 を 集め て

もそ れ か らは EB ウィ ル ス が 出な い ．こ うな る と，　 EB

ウ ィ ル ス は 人 に 常在 する 雑菌的 ウ ィ ル ス で
，　 リ ン パ 節

の 腫れ る よ うな時に 活性化 され 易 い と も考 え られ る．現

在 しつ よ うに そ の 病原性に 固執 し て い る の は ，こ の ウ イ

ル ス を 研究 し て い る
一

群 の 学者だ け とい う感 じも しな い

で は な い ．

　 （3） 我 々 の 過去に 取扱つ た ウ イ ル ス の 多 くは急激な

変性 を 起 こ すもの が多か つ た 関係で，ウ イ ル ス とその 抗

体が複合体 とな つ て 二 次的 に そ れ が 病理 作用を 及 ぼ す と

い うよ うな場合は 余 り考えられなか つ た ．しか し
，

い わ

ゆ る 慢性疾患 とい う場合 に は，ウ イ ル ス の 直接細胞破壊

作用 よ りも，む しろ 生体内の 抗原 抗体反応 とい う可能性

が 考え られ る し，又 事実血清肝炎 の 場合に 血中 に 抗原抗

体複合物 が存す る ．

　   　 ヘ ル ペ ス 群 ウ イ ス が他の 群 の ウ イル ス と異 り，

一
生宿主 と共生す る と 同時 に ， 又 もし宿主 の 抵抗力が 弱

ま る と再発 を 起 こ す こ とは 非常に 興味あ る 事で ，こ れ も

・一一Ptの 慢性疾患 と言え るか も知れない ．その 病気を起 こ

さない 時 の ウ イ ル ス の 居場所 は 単純 ヘ ル ペ ス ウ イ ル ス の

場 合，三 叉 神経 ま た は 腰 椎後根の ガ ソ グ リオ ソ で あ る こ

とは ， 動物実験 で も人 で も， そ れ を in　vitro に 1 ケ 月 程

培養する と ウィ ル ス が出て く る こ と で判 つ た ，た だ，そ

れ が 普段 プ ロ ウイ ル ス と い う形 で 染 色体 に 入 つ て い る の

か 否か ，又 ど うい う時 に どうい うメ カ ニズ ム で 回帰性の

疱疹 を生ず る の か は ま だ 不 明で あ る ．

　単純 ヘ ル ペ ス ウ イル ス の 2 型が 陰部 に 病変を 起 こ し易

い こ と と，とくに陰部 に 回帰牲疱疹 を生 ず る の は殆 ん ど

2 型 で あ る こ とか ら，2 型 ヘ ル ペ ス ウイ ル ス と子宮 頚 癌

の 病因関係が 疑わ れた が，今 日迄に 出 された 証拠 は 何れ

も決定的とい え な い ．それ は
・
慢性症ec於け る ウイ ル ス 病

因論 の criteria の 難し さ と い う こ とに 帰 し得 る と 思わ

れ る．

　 （5） BK ウイ ル ス の 場合 も［司様 で
，

こ れ は 始 め に 進

行性多巣性向質脳 症 の 患者 の 脳 か ら サ ル の SV40 と全

く同様 な ウィ ル ス が 2 つ 取れて PML ウ イル ス お よび

JC ウ イ ル ス と呼 ん だ が，そ の 後腎移植患者 の 尿 か ら も

同 様 な ウ イ ル ス が とれ て BK ウ イ ル ス と 名付け られ た ．

こ の ほ か 多発性硬化症 の 病原 と して Koprowskiがパ ラ

イ ソ フ ル エ ソ ザ を分離 して 6194株 と名 付け た り，或は 又

動物実験か らの 類推で ある種 の ウイ ル ス が 糖尿病を起す

とか ， コ ク サ ッ キーウ イ ル ス が 心 筋炎を 起 こ す こ とか ら

の 推論 で 動 脈 硬化 も コ クサ ッ キ ーウ ィ ル ス が 原因 で あ る

とか，い ろ い ろ な説 は 有 るが，慢性症 に於 け る ウイ ル ス

原因論の 証明は 決 して 容易で な い の で，万 人 を納得させ

る に は 方法論か ら の 立 直しが 必要 で ある。

　こ れ が ス コ ーウ イ ル ス とな る と尚更複雑 で あつ て，例

え ば Kreutzfeld・Jakob　l丙は チ ソ バ ソ ジ ーの 脳 内接種 で

うつ せ る が 発病 まで 1 〜3年か か る上 ， 電子顕微鏡 で も

見えな い ．お ま けに 感染脳 を フ t ル マ リ γ に 漬け て 室温

に 7 ケ 月置い て もま だ チ ソ パ ン ヂ ー
に 感染力が 有 る とい

う。羊の ス ロ
ーウイ ル ス scrapie に 到つ て は モ ノ ク ロ マ

チ
ッ ク 紫外線 に よ る 不 活化分析で は 普 通 の ウイ ル ス や 細

菌 に 致死的な波長 で な くて
， リポ ポ リサ

ッ カ リ ド ・タ ソ

パ ク 腹合体の 吸収 と同 じ率で 不 活化す るほ か ，諸種 の 証

拠 を組 合 せ る と，我 々 の 知 つ て い る ウ イ ル ス
， 即 ち核酸

と タ ン パ ク で 形造 られた もの
， とい うの と余程違 うの で

は ない か と推定 され る．

　　　　　　　　 分 子 生 物学的解析

　冒頭に も述べ た よ うに 最近の ウ イ ル ス 学 の
一

つ の 特微

は 夥 しい 数 の 論文 が 現れ る こ とで ，そ の 論 文 の 80％位は

分子生物学的解析で あ る e 一
つ に は 前述 の よ うに ウ イル

ス の 精製濃縮材料が 比較的容易に 得られ る よ うに な つ た

と い うこ とが あ り，そ の 結果 ウ イ ル ス の 構 成 分 が か な り

綿密 に 調べ られ る よ うに な つ た ．そ の
一

つ の 成果 は ウ イ

ル ス 1’こ もイ ン フ ル エ ン ザ の ノ イ ラ ミ ニ ダー
ゼ 以外 に二もい

ろ い ろ な 酷…素 が 有 る と い う こ とで
，　 ワ ク チ ニ ア ウ イ ル

ス の 持つ DNA −RNA ポ リ メ ラ ーゼ，　イ ン フ ル エ ン ザ ウ

イ ル ス そ の 他 の 持 つ RNA −RNA 　ポ リ メ ラ
ーゼ な どの ほ

か
， 動物癌 ウ イ ル ス な どの RNA か ら DNA を 作 る 逆転

写酵素 も発見 され た ．

　又 ，ア ミ ノ 酸 に ア イ ソ ト ープ
．
ラ ベ ル し て 作つ た 精製 ウ

イ ル ス を detergent で こ わ し PAGE で 分析 し，得 られ
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た ポ リペ プ チ ドの 各 の 実量を分子量 で 割つ た 数 の 比 が 1

： 1 ： 1 ： ：0．5と い う よ うな 整数比 に な る事，及び ウ

イ ル ス を 壊す前 に 表側 に の み 有 る タ ソ パ クを ア イ ソ トー

プ 沃度　
iSSI

で ラ ベ ル し てか ら壊す こ とで 表在 タ ソ パ ク を

知 り，又或 る程度 proteolytic　enzylne で 処理 して か ら沃

度処理 す る 事で 次の 層の タ ソ パ クを 知 る，と い つ た 方法

の 組合せ で ウイ ル ス 粒子 の 微細購造が判 る．イ ソ フ ル エ

ン ザ ウ イ ル ス は そ の よ うな 鰐析で
一

番早 くよ く解明 さ

れた ．

　　ウイ ル ス 核酸の 方は
，

ヘ ル ペ ス ウイル ス の よ うな

線状 2 本 鎖 DNA
， 肝 炎 B ウ イ ル ス の よ うな 環状 2 本鎖

DNA
，
　 SV40 の よ うな よ じれ環状 2本鎖 DNA

， ポ リオ ウ

イ ル ス の よ うな 線状単鎖 RNA ，ア レ ナ ウ イ ル ス 群 の よ

うな環状単鎖 RNA
， イ ン フ ル エ ン ザ ウイ ル ス の よ う な

8 つ の 分節に分れた 単鎖 RNA の 例 が 知 られた．

　 こ れ らを さ らに 補充 して 知 識 を 広 げた の が 制限酵素 の

発見 で あ る ． こ れで ヌ ク レ オ チ ド配列が 研究し易 くな

り，SV40 で は すで に そ の 核酸の 中の 全部の ヌ ク レ オ チ

ド配列が判つ て い る。こ の 制隈酵素の 利用 は 非常に 幅が

広い ．た と えば ア デ ノ 7 型 の ウイ ル ス の た く山の 株を集

め て ，そ の 核酸を 数種類の 制限酵素で 切 る と ， 全部 の 株

の 切れ 方が 同 じで は なくて，3 つ の サ ブ タ イ プ に 分れ

る．従来の ウ イ ル ス の 同定は 中和反応が 最終的 で決定的

で あ り，中和的 に 同一な らば同一と され た が，そ れ よ D

更 に 決定的な こ の 方法で 細分類が 出来る とい う事で あ

る ．中和反応 が 従来 の 最終的同定と言つ た が，そ の 例外

は ポ ツ ク ス 群 で ワ ク チ ニ ア ・痘瘡 ・牛痘 は 中 和 で も分け

られ な か つ た ．しか し こ の 方法 で は綺麗 に 識別 され る d

　 も う
一

つ の 事は ア デ ノ ウ イ ル ス の 12型 ・正8型 D31 型 や

SV40 が ハ ム ス タ
ーに 発が ん 力が 有る が

， そ の 発癌を支

配す る 遺伝子が こ の 解析で 判 る こ とで ，最近 ヘ ル ペ ス

ウ ィ ル ス で も XBal とい う制限酵素 で 切 られ る F とい

う フ ラ グ メ ン トに ハム ス タ ー細胞を トラ ン ス フ オ
ー一ム す

る 遺伝子が有る こ とが判つ た．

　 ウ イ ル ス 核酸 の 構造も，単に 細長 い とか よ じれ て い る

とか 言 う程度 で な く，ヌ ク レ オ チ ド配列順が 同一．H
順 の く

り返 し部が どこ と ど こ に 何箇所あ る か ，とい う よ うに 微

細 に 互つ て 検討され る よ うに な つ て 来 た ．最 も面白 い の

は ヘ ル ペ ス ウイ ル ス を始め とす る ヘ ル ペ ス 群 ウ ィル ス の

場合 で ，L は 長鎖 S は 短鎖で こ れ が夫 々 右 向 とfE向の 4

つ の 異 る 組合せ に な つ て，　 1つ の ウ イ ル ス population

の 中 に 各が 114ずつ ．即 ち 均等 に 混在 し て い る ． し か も

L と S の 端 の 部は ヌ ク レ オ チ ド配列の 同
一

順 の 部 が 有

り，こ れ を repetitive 　 sequence ，こ れ に 対 し L と S の 中

の 部をuniqne 　 sequence とい う．

　イ ソ フ ル エ ソ ザ ウ イル ス の RNA は 8 つ の ピ
ー

ス に 分

れ て い るが， レ オ ウ イ ル ス は 二 重鎖 RNA で 10の ピ ース

i・t 分れ，ブ ー：一ア ウイ ル ス で は単鎖 RNA の 3 つ の ピ ース

が あ る ．こ の ブ ニ ア ウ イ ル ス とい うの は 眥は トガ ウイ ル

ス と共に 昆虫媒介 ア ル ボ ウ イ ル ス と呼 ぼ れ て い た もの だ

が，　日本 脳 炎 ウイ ル ス の よ うな トガ ウ イ ル ス とは RNA

構造 も異 り，大 きさ も硝大きい の で 別に され た ．一方 ト

ガ ゥ ィル ス に は 昆虫媒介 で な い 風疹ウ ィ ル ス な どが入 れ

られ た ．今日 で は ア ル ボ ウ イ ル ス とい うの は 分類上 の 名

前で は な く ， トガ ・ブ ニ ヤ ・ラ ブ ド・ピ コ ル ナ ・レ オ ・

ア レ ナ の ウイ ル ス 群 の うち で 昆虫 で 媒介 され る もの とい

う意味 に 変 っ て 来 て い る．

　次に よ く調 べ られ る の は ウ イ ル ス 遣伝子上 にある変異

が起 る とそ の 部に 相当 し て あ る タ ン パ クが 高温培養で 出

来な くな り， 従つ て ウ イ ル ス 増殖が妨げ られ る ．こ れ を

ts変異 とい う．い ろ い ろ な ts変異を比較 して， 同時 に

1 つ の 細胞 を 感染 して 相補 して 高温で も ウイ ル ス が 出 来

れば同
一シ ス ト 卩 ソ の ts で は な い 事 が 判 り， こ うして

幾 つ か の 群に 拙 変異 ウ イ ル ス を分類 し．さらに そ の re −

combination の 起 る頻度か ら ， そ の 相当す る シ ス ト ロ ソ

の 位置付けを す る結果，ts 遺伝子地 図 が出来る ．

　 こ の マ
ッ ピ ソ グ の 仕事 は ア メ リ カ で Cooperが ポ リオ

ウイ ル ス に 就き長年 や つ て い る の が
・一

番詳 しい 解析 で あ

る が，地球上か らポ リオ が無くな つ て もま だ続け る か ど

うか ，人 事作 ら心 配 で あ る ．一般 に 分 子 レ ベ ル の 仕 事を

す る人 は応用を 考 えず，どん ど ん 細か く分析す る ．時に

は 鹿を 追 う猟師 山 を見ず，に な る ．

　ど の よ うな細か な分子 レ ベ ル の 解析が 行な わ れ て い る

か と い う例 を 少 し挙げる，ポ リオ の よ うな ピ コ ル ナ ウイ

ル ス で は ， ウ イ ル ス が 細胞 に 入 つ て タ ソ パ ク 衣 を 外 さ

れ，裸 の RNA に な る と，その まま m ・RNA とな り，

ポ リソ ーム に よつ て その 全長 の ポ リペ プチ ドを作 り，そ

れが cleave さ れて ウイ ル ス 構成分 の タ ン パ ク及 び合成

に 必要 な 酵素とな る．そ の 開裂 の よ く調 べ られ た の は ポ

リオ と同属の EMC ウ イ ル ス で ，先ず 5 つ に 分れ，そ

の うち の A 部 は 4 段階を 経 て 5 つ の 構成 タ γ バ ク とな

り，他 の 部 は 酵素 に なる ．そ の 1 つ 1つ の 段階 の 進む速

度を半減期で 計算 し て あ る ．

　イ ン フ ル エ ン ザ の 場合 ， 8 つ の ピース の RNA が ウ イ

ル ス の ポ リ メ ラ ーゼ で 相補 RNA を作 り，こ れが m −RNA

と なつ て 夫 々 ボ リメ ラ
ーゼ 1 ・2 ・3 ，HAQ ，キ ヤ プ シ
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ッ ド， ノ イ ラ ミ ニ ダ ーゼ， マ ト リ ッ ク ス
， 非構成 タ ソ

パ ク を 作 る ．こ の うち HAo は開裂 して 分子量 46000と

29700 の 2 つ の 部に 分れ る ．

　ア デ ノ ウイ ル ス で は もつ と 複雑で 感染後早期に DNA

の
一

部 が 転写され，後期に 同 じ部分又は 別 の 部分が転写

され て m −RNA が 作 られ る が，作 られ た m −RNA は 核

内 に 留 る もの と細胞質 に 出 て タ ン パ ク 合成系 に 入 る もの

と あ る．あ る m −RNA は ウ イ ル ス DNA の とび とび に

離れ た 部の 連 つ た もの か ら 出来て お り，
こ れを spliced

RNA とい う．中に は 3 未が ほ ぼ 同一
点で 長さの 異る 3

〜4 種 の m −RNA が 出来 る こ と もあ る ．こ れ らは 小 さ な

Dl　 A か ら成 可 く多種類 の タ ン パ タを作 る 情報 を 与え よ

う と す る メ カ ニ ズ ム ら しい ．

　 こ の ほ か 作 られた ポ リペ ブ チ ドの 1 つ 王つ に 就い て 細

胞内の 位置 の 移動，そ の 速度，細胞内小器官や膜構造と

の 関連，ポ リペ プ チ ド開裂 に 使わ れ る 酵素の 宿主 依存性

の 有無，さ らに ウイ ル ス DNA あ るい は RNA 合成 の 仕

方，と くに そ の 始点，それ が単数か 複数か とい うこ と，

核酸複製の 速度 （た とえぽ ヘ ル ペ ス ウイ ル ス で は 1分間

に 5，000，000ヌ ク レ オ チ ド），及 び 各種 ウイ ル ス 阻害剤の

作用点 な どが詳細に 調べ られ て い る．しか もこ れ ら の も

の は ウ ィル ス の 型が 異れば異 り， 又 同
一

型 で も変異株を

得れ ば 又 変 る もの が 多 く，そ れ らを 比較 し て い る と い く

らで も調 べ る事 が 増え るば か りで あ る ．

　 こ れ ら 山 の よ うに あ る 分子 レ ベ ル の 解析 デー
タ
ーか

ら，医学的に 応用 の き きそ うな 物 を拾 つ て 見 る と，ラ ウ

ス 肉腫 ウ イ ル ス の RNA の 末端 と相補な oligodeoxynucl −

eotide を作 つ て 細胞に 入 れ る と ウイ ル ス の 増殖を抑え る

とい う，又酵母 や 大腸菌 の t−RNA の 中に EMC ウ イ ル

ス の RNA と相補的な もの が有 つ て ，それを マ ウ ス に 与

え る と EMC ウ イ ル ス の 致死効果を減少させ る とい う事

があ る．も しオ リ ゴ ネ ク レ オ チ ドの よ うな低分子の も の

で 比 較的 自由に 細胞に 入つ て 特異的 に あ る ウイ ル ス の 増

殖 を 抑 え る と い うもの が 有れ ぽ そ れ は
一

つ の 新 し い ウ イ

ル ス 病治療の 方法 を 開 くか も知れ な い ．

　　　 ウ イ ル ス 病の 自然治癒機構 と細胞牲免疫

　一
般 に ウ イ ル ス 感染の 際 IgM 抗体，・つ づ い て IgG抗

体 ・lgA 抗体が 血中に 生ず る が，こ れ らは 細胞 の 中1，c 入

らな い の で ウ イ ル ス の 増殖 を 止 め られ な い ．自然治癒に

寄与す る の は 先ず マ ク ロ フ ァ
ージ に よ る 感染細胞処理，

次に 感染細胞 の 表面 に 並 ぶ ウ イ ル ス 抗原 に 対 して 特異

抗体 と補体 の 作 用 で 起 き る細 胞 の 破 壊 ， 又 免 疫 T リ ソ パ

球に よ る感染細胞破壊，又微量 の 抗体と Ki1ler リン パ

球あ る い は マ ク V フ ァ
ージ 又 は 多型核白血球 に よ る所 の

い わ ゆ る ADCC 即 ち 抗体依存性細胞媒介細胞障害 さら

に 又 免疫 で 感作 さ れ た リ ン パ 球 が 感染細胞 の 表颪に 接触

して 生ず る 約 IO種類 の リソ フ ォ カ イ ン
， そ の 中にui −

？

ク ロ フ ァ
ージ を局所 に 引き止 め る遊走阻子因子や マ ク V

フ ァ
ージ 活性化因子 の ほ か，ll型 イ ン タ

ーフ エ ロ ン もあ

る ．

　 こ れ らの メ カ ニ ズ ム が 綜合的 に 働 い て ウ イ ル ス の 体内

の 広が りを 防 ぐ間 に 抗体も当然あ る役割を演ず る，以上

は 最近 の 研究で 明か に さ れた 宿主側の 防禦機構の サ ソ V

り一で あ る が
，

しか らば 或 る 疾患 の 時に そ の 患者の 特定

ウ ィ ル ス に 対す る細胞免疫 の 程度を routine の 検査で 捉

え よ う とい う事 は 難 しい 。一
つ に は こ れ らの 何 れ もまだ

一
定 の 術式が 定着して い な い ．又 ，リソ パ 球 の 細胞障害

だ け取上げて も，それを免疫 マ ウス で 調 べ る時 in　 vitro

で リ ン パ 球を ウ イ ル ス 感染細胞 に 与えて 細胞破壊に よ る

SiCr
の release を 計 る が， この 場合 リン パ 球 と テ ス ｝・

の 細胞が 組織適合的 に 同
一

で な くて は い け な い とい う制

約 が あ り．こ れを H −2restrictionとい う。人 の 場合も

HLA 抗原が違 うときか な い とい う場合が 知 られ て い る。

そ の ほ か，末梢tillか ら分離 した 白血 球 は 直 ぐに テ ス ト し

ない と長 い 保存 が 利か ない とい う不 便 もあ る．こ れ に 反

し，同 じ く細胞性免疫 の 程度を 計 る 物差 し と し て ，ツベ

ル ク リ ン の よ うな 皮内反応 が 有 るが
， 技術的 な 問題 もあ

つ て余 り硬わ れず，僅 に ヘ ル ペ ス ・お た ふ く風邪それに

最近 で は イ ソ フ ル エ ソ ザ で行つ た人 が い る と い う程 度で

あ る．

　 こ れ か ら
一

番良 く使われ る よ うに な るだ ろ うと思わ れ

る の は ， 末梢 血 か ら とつ た リ ン パ 球 に 不 活化 ウ イ ル ス の

よ うな抗原 を加 え て ， リソ パ 球 の 幼若化 を 計 る方法 ， と

くに
SH

チ ミ ジ ソ を 取 り込 ん で DNA 合成す る 程度が上

る の を対照 と比較す る所 の い わゆ る lymphoblastic　trans・

formation 測定 で あ る．しか し，これ も培養液中 の 血清

が 患 者 自身 の autolgous な血 清の 場 合 とそ うで な い 場 合

と著しい 差 が有るな ど，技術的 基礎の 確立 が 必要で あ

る ．臨床的 に は 全血 を 用 い る 法，と くに 微量で 行 な うと

い う実際的 な方法も工 夫 され て い る ．

　　　　　　血 清診断法 の 微量 シ ス テ ム 化

　細胞性免疫 に 比 べ る と液性 抗 体 の 測 定 の 方は 歴 史 も古

い だ け に 可 成 りの 進歩が あ る．そ の 中で も特筆す べ ぎ

は ラ ジ オ イ ノ ム ノ ア ツ セ イ で あ る．こ れ は 抗原抗体反応

物に 放 射性 ヨ ード抗 々 体 を つ け て 沈降 させ る RIP の 原

理 か ら出発 し，固柑 ラ ジ オ イ ム ノ ア ツ セ イ が よ く使 わ れ
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る d 例 え ば ボ リス チ レ ン 管 に 抗体 つ づ い て抗原を つ け ，

こ れに 稀釈被検抗体をか け，後 で
一

定量 の
1zsI

抗体を

か け，そ の 競合阻止 で 抗体 の 存在を知 る．その 感度は 10

万倍 とい うよ うな高い 値が得られ る．抗原と抗体を逆に

すれ ば 抗原測定 に も使え る の で，肝炎 ウイ ル ス に も応用

され る ．ア イ ソ トープ の 代 りに ペ ル オ キ シ ダーゼ の よ う

な酵素 を付け た抗体を用 い る 方法は簡便な の で 今日 よ く

使わ れ る ．

　一
般 に ウ イル ス 病 の 血清診断で は，ペ ア の 血清を 必要

とす る とい う厄介を 除 く意味 の エ 夫 は，IgM 抗体測定

で one −sample 診断 す る とい う試 み で 現れ た が，そ れ に

は 蛍光抗体法 の 間接法で ， 二 次染色 に 抗 ヒ ト IgM （ミ

ュ
ー
）抗体を使 うこ とで 果され た 。

　私 自身も ヘ ル ペ ス 症初感染 の 早期血 清に 補体 の 存 在 下

で 働 く中和航体 の 出現するこ とを 発見 し，CRN 抗体 と

名付けた の は 15年前 で あ るが ， 最近そ の 測定の 骨寺に 0 ℃

一
夜感作後 に 補体を加え る とい う僅か な改変で著 し く感

度が一ヒ昇す る こ とを見出 し た 。あ る例 で は 従来 の 方法 で

は極 め て 低 い titer の 並1清が 正万倍の 値を示 して い る ．

　最近の ウ イ ル ス 学の 中で明らか に進歩した と思わ れ る

もの の 1 つ は 血 清診断 シ ス テ ム の 簡素簡便化 で あ る ．こ

れ は もとは か ぜや 脳炎 の 血清診断で 多 くの 抗原と補体結

合あ る い は 血球凝集抑讎反応をす る必要か ら生れ た ．か

ぜ は ラ イ ノ ウ イ ル ス 以外多種類 の ウ イ ル ス で 起 き，無菌

性髄膜炎ない し脳炎も同様である．そ れで ピ ペ
ッ トの 代

りに 一定 量 の 液 を 垂 らす ド ロ
ッ

バ ーが 工 夫 さ れ，試験管

の 代 りに使い 捨て 用 の プ ラス チ ッ ク 板が用 い られ る よ う

に なつ た ．さ らに HI 用の 」血球もチ ア ン ・フ オ ル マ リソ

で 圃定 され凍結 して 1年 も保存 で きる よ うに な り，稀釈

液そ の 他すべ て 市販の 物 で 済む よ うに なつ た ．

　中和 反応 で さ え プ ラ ス チ ッ ク ト レ イ と トラ ン ス フ ァ
ー

プ レ ー
トと細胞浮遊液だ け で 槻め て 簡単に 出来 る よ うに

なつ た 。ヘル ペ ス ウイ ル ス の 中和抗体測定に就い て言 う

な らば
，

ト ラ ソ ス フ ァ
ーブ レ ー ト上 で 8 本の サ ン プ ル を

ダイ リ ＝。　一一　St　 −aで 倍 々 稀釈 し ， それを ウ イ ル ス を入 れ た

プ レ ー
トに 重ね る と，混ざつ て ，37℃ 1 時間後

一
定濃度

の Vero細胞 を 滴下 し CO 、 フ ラ ソ キ に 4 日置い た後染

色する．ウイ ル ス 陽性 の 穴 は 白 く抜け，中和陽性 の 穴は

紫 に 染 ま り，一見 して 終末点が 判 る。

　中和が簡単に行 く所か ら ， さ らに ウ イ ル ス の 分離同定

も同 じ くマ イ ク ロ 法 で 行な わ れ る よ うに な つ た ．替日の

マ ウ ス や 卵を 沢山使 つ て 大変な労力を か けた 事が 全 く夢

の よ うで あ る．

　　　　　　　　　　 結　　語

　 以上 最近 の ウイ ル ス 学 の 進歩 に 就 い て そ の 概略 を 話 し

た訳 で あ るが，最後 に
一

言すれ ば，い くら ウ ィ ル ス 学が

進歩 した と言つ て も，
ウ イ ル ス 病を治す根本的な方法が

見付か らな い 限 り， 全 く進歩が無か つ た と詈われ て も反

論で きない とい うこ とで あ る ．
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