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第1章　 緒 言

從來海〓 ハ脾脱疽菌 ニ對 シテ極 メテ感染 シ易 ク,而 モ之 ヲ免疫スル コ卜ハ不可能 ナ リキ.然 ルニBesredka

ハ1921年 海〓 ニ封 シテ皮膚 トノ接觸 ヲ嚴密 ニ絶 ツ時 ハ脾脱疽菌 ノ百倍致死量迄 モ氣管,腹 腔,腸 管等 ヨ リ

注 入シ得ル モー度注入セ ラ レタル菌ガ皮膚 トノ接觸 ヲ來 タサバ忽 チニシテ 皮膚感染 ニヨ リ敗血 症 ヲ來 タシ

死亡スル コ トヲ實験 シ此事實 ニヨ リテ 海〓 ノ脾脱疽菌感受 性ハ全 ク皮膚 ニ局限 スルモ ノナル コ トヲ明 カニ

セ リ.之 ヨ リシテ海〓 ノ皮膚 内 ニ脾脱疽菌 「ワクチン」ヲ反覆注射 スル コトニヨ リテ脾脱疽菌 ニ封 シ免疫セ

シムル コ トニ成 功セ リ.カ ク免疫 サ レタル海〓 ノ血液又ハ血清内ニハ凝 集素,沈 降素等其 ノ他 ノ免疫物 ヲ證

明セズ.只 皮膚 ノ ミニ免疫作用 ヲ有 スルモノナ リ.是 レ即 チBesredkaノ 所謂局所 免疫學説 ノ端緒ナ リ.之

ヨ リシテ種 々 ノ細菌 ニ對 シテ比較的罹患 セラ レ易 キ箇所 ニ局所 免疫 ヲ起 シ之ニ ヨ リテ 共 ノ細菌 ノ傳染 ヲ豫

防 セ ントシ又 ハ之 ヲ治療的 ニ用ヒ ントスル着想 ニ到達 セリ.

彼ハ先 ヅ葡萄状球菌 ノ8-10日 ノ「ブイオ ン」培養液 ヲ濾過管 ニテ濾過 シ,外 觀上 「ブイ オ ン」ト差異 ナキ

此濾液 ヲ海〓 ノ皮膚 ニ細菌 ト共 ニ注射 シ又ハ剃毛 セル皮膚 ニ濕布 トジテ用 フル時 ハ葡萄状球菌 ニヨル炎症

性反應極 メテ輕微 ナルヲ知 レ リ.此濾液ハ30分100℃ 又ハ20分120℃ ニ熱スルモ其 ノ敷力 ヲ減 ゼザル耐熟

性 ノモ ノニシテ他 ノ細菌 ハ尚ホ此 中 ニテ盛 ンニ発育 シ得 ルモ葡萄状球 菌 ノ ミハ生活 力ヲ有 スルモ発育 セズ.

即 チ葡萄状球菌 ノミニ作用 スル特 種性 ヲ有 シ,動 物ニ注射 スルモ無害 ニ シテ 更 ニ葡萄 状球菌 ガ皮膚 ニ對 シ

テ親和性 アルガ如 ク之 モ亦皮膚 ノミニ選擇的 ニ親 和性 ヲ有ス,
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Bearedkaノ 説 ニ ヨ レバ葡 萄 状球 菌 ノ體 内 ニハ 非 耐 熱 性 ノ有害 物 質 即 チVirneア リテ 通 常 見 ル ガ如 キ種 々

ノ皮 膚 ノ疾 患 ヲ惹 起 ス ル モ ノ ナ ル ガ 此外 ニ 尚 ホ 無毒,耐 熱 性 ノ物 質 ア リテ 之 ハ 容 易 ニ細 菌 胆 内 ヨ リ遊 離 シ

テVirnaニ 對 シテantugonistノ 如 ク作 用 ス ト.之 ヲ假 リニAntiviruaト 命 名 セ リ.

彼 ハ 續 イテ 連 鎖 状 球 菌 ノ「ア ン チ ヴ イル ス」ヲ使 用 シ,又 赤 痢,「 チ ブ ス」,「パ ラ チ ブ ス」菌 等 ノ「ア ンチ ヴ

イ ル ス」ヲ腸 粘 膜 面 ニ使 用 セ リ.

爾 來 「ア ンチ ヴイ ル ス」ニ對 ス ル破 究 ハ陸 續 卜シテ 顯 ハ レ種 々 ノ細菌 ニ對 シテ 種 々 ノ疾 患 ニ應 用 セ ラル ル

ニ 至 レ リ.

之 ヨ リ先 キ既 ニ1904年Eijkmanハ"Thermolobile Stoffweohselprodukte als Ursnohe der nntuhtichen

 Wnohstnmshemmung der Mikroolgunismen"ヲ 発 表 セ リ.彼 ハ菌 増 殖 ノ中止 ハPasteur-Krebsノ 培 養 基

衰 憊 説(Nahrbodenersohopfungshypothese)ニ ヨ ル營 養 物 ノ鉄 乏 ニ ヨル ノ ミナ ラズ尚 ホ又 増 殖 ヲ抑 制 ス ル多

少 濾 過 性 ノ而 モ瀰 散 性 非 耐 熱 性 ノ物 質 ガ 生 ズ ル ニ ヨル ガ故 ナ リ ト結 論 セ リ.此 物 質 ハ選 澤 的 作 用 ニ ヨ リ同

菌 ニ對 シテ ハ 他 菌 殊 ニ異 種 菌 ヨ リモ 著 明 ナ ル発 育 障 碍 ヲ及 ボ ス ヲ常 トス.然 レ ドモ 異 種 菌 ニ對 シテ モ同 菌

同 様 ノ発 育 抑 制 ヲ起 ス ガ如 キ例 外 ナ キ ニ非 ズ.氏 ハ 此 増 殖 抑制 的 物質 ハ寒 天 或 ハ 「ゲ ラ チ ン」 ノ如 キ 固 形

培 養 基 ノ ミニ證 セ リ.次 イ デCoumdi u. Kiupjuweit(1905)ハ 此 非 特 種 性 ノ殺 菌 性 中 間 新 陳 代謝 物 産 ヲ

肉 汁 培 養 液 中 ニ モ證 明 シ大 腸 菌 ヨ リ得 シ増 殖 抑制 的物 質 ハ 「チ ブ ス」,「パ ラ チブ ス」菌 ノ発 育 ヲモ抑 制 ス ル

モ 此 一 般 性 ヨ リモ普 通 ハ 寧 ロ同 一 菌 或 ハ 同 種 菌 ニ對 ス ル選 揮 的 作 用 強 キ ヲ常 トス ト稱 シ 氏ハ 之 ヲ 自家 毒 素

(Autotosine)ト 命 名 セ リ.然 ル ニ此 自家 毒 素 ハEijkmnnノ 云 ヘ ルガ 如 キ酵 素檬 物體 ニ シ テ濾 過 シ得 ザ ル,

耐 熱 佐 ナ キ,可 溶 性 ノ物 質 ナ リ トナ ス モ ノ多 シ.又1917年 ニ ハd'Herdl1eハ 始 メテBukteriophngeニ 就 キ

テ ノ研 究 ヲ発 表 セ リ.Besredknガ 濾 渦 液 ニ「ア ンチ ヴ イル ス」ヲ認 メ タル ガ如 キハ カ カ ル 先人 ノ業 績 ニ其 ハ

「ピ ン ト」ヲ得 タル モ ノナ ラ ン カ. Hajosハ 「チ プ ス」,「パ ラ チプ ス」,大 腸 菌 等 ノ12-14日 ノ「ブ イ オ ン」培 養

ヲ作 リ其 ノ透 明 ナ ル遠 心 沈 澱 液 ニ ツキテ 檢 査 セ ル ニ 菌 増 殖 抑 制 作 用 ハ 非 特 種 性 ニ シテ 微 生 物 學 的 ニ類 似 ノ

位 置 ニ ア ル菌 種 ニ モ共 ノ作 用 ヲ及 ボ ス モ ノナ リ.然 レ ドモ此 作 用 ハ殺 菌 的 ナ ラ ズ,無 害 ノ増 殖 抑 制 作用 ニ ジ

テ 未 ダ動 物 實 驗 ニ於 テ ハ同 種菌 ニ對 シテ モ 之 ヲ保 護 シ得 ズ,而 シテ 此 有 効 物質 ハBechold氏 ノUltrnfilterニ

濾 過 シ得 ル而 モ100℃ ノ熟或 ハ60℃ ノ分 劃 消毒 ニ變 化 ヲ見 ザ ル モ ノナ リ ト云 フ.彼 ノ説 二 ヨ レバ培 養 基 衰

憊 ノ ミニ ヨル ニア ラズ,或 ル耐熱 性 ノ新 陳 代謝 産 物 ヲ認 メ,之 ハd'Herelle, Bakteriophngeト ハ全 ク關 係

ナ キ モ ノナ リ ト.Kaufmannハ 大 腸 菌 ヲ1箇 月 間 「ブ イ オ ン」培 養 セ ル モ抑 制 物 質 ヲ證 明 シ得 ザ リ シガ故 ニ

「ア ンチ ヴイ ル ス」ヲ承 認 セ ル諸 家 ニ 反 對 セ リ.其 ノ後 「ア ン チ ヴイ ル ス 」ノ特 種 性 ニ關 シテハ 反論 ス ル モ ノ

少 ナ カ ラ ズ. Mallory u. Marble及 ビMiller u. Iange等 ノ如 シ.即 チMallory u. Marbleハ 肉 汁 濾液 中 ニハ

特 種 性 ノ増 殖 抑 制 作用 ナ シ トナ ス,彼 等 ハBesredkaノ 述 ベ ジ抑 制 作用 ヲ全 ク水 素 「イ オ ン」濃 度 ノ差 異 ニ蹄

ジ之 ハBrnse u. Pansiniノ 古 キ觀 察 ト相 一 致 スル モ ノナ リ ト ノ見 解 ヲ持 セ リ. Miller u. Langeモ 亦Mallory

ノ読 ニ賛 ス.然 ル ニLehndorff u. Brumlik及 ビBnrg等 ハ水 素「イ オ ン」濃度 ノ影響 ヲ 認 ム ル モ 発育 抑 制 ノ要

素 ハ 菌 種 特 有 性 ナ ル コ トヲ指 摘 セ リ. Hajosハ 水 素「イ オ ン」濃 度 ノ差 異 ヲ考 ヘ シモ水 素 「イ オ ン」濃 度 卜菌 増

殖 抑 制 作用 トノ關 係 ヲ觀 察 セ ズ. Schweinburgハ 此 作 用 ハ培 養 基 衰 憊 ニ ヨ ル ナ ラ ンモ亦 濾 液 ノ水 素 「イ オ ン」

濃 度 ト關 係 ア リ トナ ス. Grnmbachハ 同 種 並 ニ異種 菌 ノ発 育抑 制 作用 ヲ認 メ此 作 用 ハ培 養 基 衰 憊 及 ビ水 素

「イ オ ン」濃 度 ニ關 ス ル モ ノニ ジテ 且 此 作 用 ハ加 熱 ニ ヨ リ或 ハ長 キ貯 藏 ニ ヨ リ消 失 ス ト稱 ス. Dold u. Mulller

140



大腸菌「ア ンチヴイ ルス」ノ研究(1) 359

ハ同種菌 ニ對 スル此抑制作用 ハ絶對的 ナラザ ルモ特種性 ナ リトナシ一部特種 ノ培養基衰憊 ニ加 フル ニ一部

特種 ノ抑制的新陳代謝産物 ニ基 キ且"thermostnbil"ナ リトス.之 ヲ要 スルニ諸家 ノ説區 々ニシテ未 ダ蹄

一 スル處 ナ シ.余 ハ此本態 ニ關 シ大腸菌「ア ンチヴイルス」ニ就 キ先 ヅ試験管内 ニテ檢 セ ル處 ア リ.以 下記 ス

ル處 ノモ ノ之 ナ リ.

第2章　 試 験 管 内 實験

第1節　 大 腸 菌 「ア ンチ ヴ イ ル ス」ノ水 素 「イ オ ン」濃 度(PH)ノ 測 定

余 ノ使 用セ ントセル大腸菌「アンチ ヴイルス」ハBesredkn氏 ニ從 ヒ嚴密 ニ製作 セリ.即チ大 ナ ルErlenme-

yerkolbenニ1Lノ 「ブ イオ ン」PH 7.3ヲ 満 タシ,夫 レ ニ大腸菌 ノ24時 間中性斜面寒天培養 ヲ接種 シ37℃

ノ孵卵器中 ニ保 ツニ「ブ イオン」ハ菌接種後24時 間 ニシテ 既ニ著明 ノ溷濁 ヲ起 シ,更 ニ菌株 ニヨリ多少相異

アルモ多 クr24-72時 間ニ シテ「ブイオ ン」表面 ニ厚 キ細菌膜 ヲ形成 シ且著明 ノ素状沈澱 ヲ生 ズ,此 大腸菌

接 種「ブイ オン」ヲ8-1O日 ノ後 孵卵器 ヨリ取 出 シ「ライ ヘル」型迅速濾過 管 ヲ以テ濾過 シ透 明 トナ レル此濾

液 ニ更 ニ前同襟 ノ方法 ニ ヨ リ大腸菌 ヲ接種 シ,再 ビ孵卵器 中ニ置 クニ,多 クハ接種後24時 間 ニシテ稍 々著

明 ノ溷 濁ヲ起 シ數 日後 ニハ素状沈澱 ヲ生ズル ヲ常 トス レドモ,稀 ニハ溷濁著明ナラズ僅 ニ小量 ノ紫状沈澱

ヲ生 ズル ニ過 ギザル コ トア リ. 8-10日 間孵卵器内 ニ放置 ノ後再 ビ濾過 ス.斯 ク ノ如 クニシテ得 タル大腸菌

「ア ンチヴイル ス」 ト更 ニ之 ヲ100℃1時 間蒸 氣消 毒ヲ施セルモ ノトヲ製 ス.他 方又最初使 用時 ノPH 8.2ナ

ル「ブイオ ン」ヲ用 ヒ全 然前述同様 ノ製法 ニ從 ヒ2同 ハ培養,濾 過 ヲ反覆 シ製セ リ.之 等 ノ操作ハ何 レモ無

菌 的ニ行 ヒシハ勿論 ニシテ製作セル 「ア ンチヴイルス」ハ何 レモ20-50ccm宛 「ア ンプ レ」 ニ封 入 シ貯藏

ス.

斯 ク ノ如 キ製 法 ニ ヨ リ當 津 田 外 科 教 室 ニ於 テ 手 術 ニ ヨ リテ得 タル 大腸 菌 竝 ニ糞 便 分 離 ノ大 腸 菌 ヲ以 テ 製

セ ル大 腸 菌 「ア ンチ ヴ イ ル ス」ノPHヲ 測定 セ ル ニ第1表 ニ示 ス ガ如 シ.

其 ノ第1囘 濾 液 ノPHハ 糞 便 分 離 ノ7.4ヲ 除 ケ ル ノ他 ハ7.8-8.2ヲ 示 シ,第2囘 ハ濾液 モ矢張 糞 便 分 離 ノ

7.6ヲ 除 ケ バ他 ノ患 者 ヨ リ得 タル 總 テ ノ「ア ンチ ヴイ ル ス」ハ8.0-8.6ナ リ トス. Hajosハ 大 腸 菌 ニ於 テ ハ 最

初 使 用 ノ「ブイ オ ン」PH 7.6-7.8ヲ 使 用 セ ル ニ衰 憊 「ブ イ オ ン」(erachopfte Bouillon)(12-14日 培 養)ハ

PH 7.8-8.0ナ リ ト稱 セ リ. Grnmbachモ 「ア ンチ ヴイ ル ス」ノPHヲ 測 定 シ連 鎖 状 球 菌 ハ 酸 性 側 ニ葡 萄 状 球

菌 竝 ニ大 腸 菌 ハ 「ア ル カ リー」側 ニ移 動 ス ル ヲ述 ブ.彼 ノ檢 セル 大腸 菌 「ア ンチ ヴイ ル ス」(第2囘 目 ノ培 養

濾 液)ハPH 8.6-7.9ト ナ ス. SchweinburgモPHヲ 檢 シ大 腸 菌 ニ於 テ ハ9囘 以 上15同 迄 ノ培 養,濾 過 ヲ反

覆 スル モ濾 液 ハ常 ニ8.2ニ 止 マ ル ヲ學 グ.斯 ク ノ如 ク其 ノPHノ 異 ルハ大 腸 菌 中 ニ多 少 其 ノ性 質 ヲ異 ニセ ル

モ ノ ノ存 在 ヲ示 ス事 トナル.而 シテ 同 一 大 腸菌 ト雖 モ 余 ノ濾 液 ニ見 ル ガ如 ク 數 箇 月 ノ保 存 後 其 ノ大 腸 菌 ヨ

リ製 セ ル 大 腸 菌 「ア ンチ ヴイ ル ス」PHノ 「ア ル カ リー」側 移 動 ハ 其 ノ大腸 菌 ヲ病 竃 ヨ リ直 チ ニ使 用 シ製 セ ル

「ア ン チ ヴ イル ス」ノ場 合 ニ比 シ僅 少 ナ ル ヲ見 ル.尚 ホ糞 便分 離 ノ大 腸 菌 ヨ リ製 セ ル「ア ンチ ヴイ ル ス」PHハ

「ア ル カ リー 」側 移 動 ノ僅 少 ナル ニ反 シ病 竈分 離 大腸 菌 ヨ リ製 セ ル モ ノ殊 ニ其 ノ病 症 激 甚 ナ リ シモ ノ程 其 ノ

移 動大 ナ ル コ ト並 ニ最 初使 用 ノ 「ブ イ オ ン」PHヲ 變 ズ ル モ 「ア ンチ ヴイ ル ス 」PHニ 影響 ナ キ點 ヨ リ考 フル

ニ濾 液 ノPHハ 同 菌 種 中 ニ於 テ モ各 々異 リ,其 ノ相 異 ハ恐 ラ ク其 ノ毒 カ ト關 係 ア ル モ ノナ ラ ン,
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第1表　 濾 液 ノPH測 定

各「ア ンチヴイルス」ハ何 レモ區別 シ易 カラシメ ン爲 メ患者姓 ヲ附 シ呼ベ リ

A.ハ 病竈 ヨリ攝取分離後直 チニ使用セルモ ノ

B.ハ 攝取分 離後 數箇月保存後 ニ於 テ使 用セルモ ノ

I.ハ 穿 孔性蟲 様突起炎切開膿 ヨ リ分離 セルモ ノ

II.ハIノ 切開 治療後再 ビ廻盲 部膿瘍形成セルモ ノヨ リ分離 セルモ ノ

第2節　 大腸菌「アンチヴイルス」ノ菌増殖抑制作用 ノ檢査
ツヨ

更 ニ此大腸菌 「ア ンチヴイ ルス」ガ果 シテBesredKa氏 ガ云 ヘル如 ク菌増殖 ニ抑制的 ニ作用 スルヤ ヲ試驗

管内 ニテ檢 セ ント企 ツ.

先 ヅ各種大腸菌「ア ンチヴイ ルス」ヲ5ccm宛2管 ニ取 リ第2管 以下 ヲ生理的食鹽水 ヲ以 テ避 次倍數法 ニ

テ32倍 迄稀澤 シ,各 管 ニ「ア ンチヴイ ルス」ト同株 ノ大腸菌俘游液(大 腸菌 ノ中性斜面寒天37℃24時 間培養

セルモ ノノ1白 金耳 ニ對 シ生理的食鹽水10ccm宛 ノ割合 ニ加 ヘ ヨク混和 セルモ ノ)ヲ 正確 ナル 「ツベルク

リン」注射器 ニ取 リ正確 ニ0.05ccm宛 ヲ滴 下シ混和 ス.對 照 トシテハ大腸菌「ア ンチヴイルス」ノ代 リニ「ブ

イ オ ン」PH 8.4ヲ 使 用 セ リ.上 記 ノモノヲ37℃24時 間放置 ノ後各管ヲ良 ク振盪 セル上 其 ノ1白 金耳 ヲ中性

干 面寒天 ニ接種 シ,再 ニ37℃24時 間放置後其 ノ聚 落數 ヲWo1fhugel氏 聚 落計算 器ニテ計算 セリ.其 ノ内聚

142



大腸菌「プ ンチ ザイル ス」ノ研究(1) 361

落 數甚 ダ大ニ シテ,而 モ互 ニ融合 シ計算 シ難 キモ ノハ∞ ノ符 合ヲ以 テ記 載スル コトトセ リ.此 結果ハ第2表

ニ見 ルガ如 シ.

第2表 各 種 大腸 菌 「ア ン チ ヴ イル ス」ノ菌 増殖 抑 制 作 用 ノ試 験管 内檢 査

(「ブイ オ ン」PH 7.3使 用)

即 チ 其 ノ作 用 ノ強 大 ナ ル モ ノニ於 テ ハ8倍 稀澤 ニ於 テ 尚 ホ菌 発 育 ヲ見 ザ ル モ 其 ノ他 ノ多 クハ2倍 稀 繹 迄

其 ノ抑 制 作 用 著 明 ナ リ トス.

第3節 加 熱 大 腸 菌 「ア ン チ ヴ イ ル ス 」ノ 菌 増 殖 抑 制 作 用 ノ 檢 査

Hajosハ 衰 憊 「ブ イ オ ン」 ノ抑 制 作 用 ハ100℃ ニ熟 シ或 ハ60℃ ニ分 劃 消 毒 ス ル モ影 響 ナ シ トナ ス. Citron

 u. Picurd, Metzler ハ100℃1時 間加 熱 ス ル モ變 化 ナ ジ トス.又Grumbachハ120℃10分 或 ハ100℃30分 ノ,

蒸 氣 消毒 ヲ施 シ, Schwejnburgハ1囘 濾 過後100℃30分 更 ニ第2囘 濾 過 後100℃30分 間 ノ蒸 氣消 毒 ヲ反 覆

ス.余 モ100℃1時 間 蒸 氣 消 毒 セ ル モ ノ ヲ製 セ ル ヲ以 テ 更 ニ此 加 熱 ガ菌 増 殖 抑 制 作 用 ニ影響 ア リヤ ヲ檢 セ ン

ニ

ト欲 シ此加 熱大腸菌「ア ンチ ヴイルス」ニ就 キ第2節 同様 ノ方法 ヲ以 テ試験 ヲ行 フニ第3表 ニ示 スガ如 シ.

第3表　 加 熱 大 腸 菌 「ア ンチ ヴ イル ス」ノ菌 増殖 抑制 作 用 ノ試 驗 管 内檢 査

(「ブイオ ン」PH 7.3使 用)
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即 チ大多救 ハ其 ノ2倍 稀澤迄 ニ於テ著 明 ノ抑制作用 ノ存 スルヲ見100℃1時 間 ハ加 熱ハ少 クトモ此菌増

抑制 作用ニ影響 ナキ即チBesredka氏 ノ稱 スル"thermoetabil"ヲ 確定 シ得 タリ.

第4節 大 腸 菌 「ア ン チ ヴ イ ル ス」ノPH卜

其 ノ菌 増 殖 抑 制 作 用 トノ 關 係

Lehndorffハ 「ア ンチヴイルス」ノ効 力測定法 ナキ今 日其 ハ作用 ヲ云々 スルハ早計 ニシテ其 ノ効カハ吾々

ノ看過 セル要項 例 ヘバ其 ノPH或 ハ最初使 用 ノ「ブイ オ ン」PHニ モ關係 γルナラ ン卜稱 シ, Streng u. Ryti

ハ大腸菌,「チブス」菌族 デハ殺菌的作用 ハPHノ ミナラズ温度 ニ關係ア リ温度 ノ高キ程増加 シ且菌 ノ量 ニモ

關係 ヲ有ス ト云 フ. Weiahnrdtハ 連鎖状球菌 「ア ンチヴイ ルス」ニ於テハ其 ノ酸度ハ増殖 ニ關係 ナク例 へ酸

度 ヲ奮 ニカヘ ス ト雖 モ更 ニ菌増殖 ヲ見 ズ.然 レ ドモ菌 ハ死 滅セル ニ非 ズ シテ寒天培養基 ニ接種 セバ 又発育

スhス. Mallory u. marble, Miller, Lange等 ハ此「ア ンチ ヴイルス」ノ増殖抑制作用 ヲ全然共 ノPHニ 蹄

ス. Sohweinburg, Grumbuchモ 一部PHト 關係 ア リトナス.余 モPHニ 關 シテハ特 ニ注意 ヲ佛 ヒ何 レノ實験

ニ於 テモ之 ヲ測定 シ之ガ關係 ヲ鮮 明 タラ シメ ント企テ タル モ上述 ノ實験ニ見 ルガ如 クPHハ 其 ノ抑制作用

卜關係 ナキモ ノノ如 シ(第2表 及 ビ第3表 参照).

更 ニ「ア ンチ ヴイルス」製作ニ使 用セル「ブイオ ン」ノPHト 此菌増殖抑制作用 トノ關係 ヲ見 ンガ爲 メ「ブイ

オ ン」PH 7.3ニ培養 シ得 タル「ア ンチ ヴイルスJ(第2表 参照)以 外 ニ今 「ブイ オン」PH 8.2ニ 培養 シ製セル

「ア ンチヴイ ルス」ヲ作 り,第2節 同襟 ノ方法 ニテ其 ノ抑制作用 ヲ比較 スルニ,嚢 ニ抑制 作用強大ナ リシ菌種

即 チ齋藤大腸菌(第2表)ヲ 使 用 シ製セル齋藤 「ア ンチヴイルス」(第4表)ハ 其 ノ作用強大 ニシテ,嚢 ニ其

ノ作用微弱 ナ リシ菌 株即 チ馬場 大腸菌(第2表)ヲ 使用 シ製 セル馬場 「アンチヴイルス」ニ於テ ハ微弱 ナ リ

(第4表).而 モ其 ノ強弱 ノ程度 ハPH 8.2ノ 「ブイ オ ン」使用 ニヨ リ製セル齋藤 及 ビ馬 場大腸 菌「ア ンチヴイ

ルス」(第4表)モPH 7.3ノ 「ブイ オ ン」使用 ニヨ リ製セル齋藤及 ビ馬場大腸菌「ア ンチヴイル ス」(第2表 及

ビ第3表)ト 異 ル處 ナク明 カニ使用「ブイ オン」ノPHト 關係 ナキ事 ヲ確定 シ得 タリ.共 ノ1例 ヲ第4表 ニ示

セ リ.

第4表　 「ブ ィオ ン」PH 8.2ヲ 使 用 シ製 セル大 腸 菌 「ア ンチ ヴ イル る」

ノ菌 増 殖 抑 制 作 用

第5節　 大腸菌「アンチヴイルス」ノ其 ノ製作時使用外 ノ

同種菌 ニ對 スル菌増殖抑 制作 用 ノ檢 査

既ニ第1表 ニ示ス如ク同一條件ニテ製セル「アンチヴイルス」ト雖モ各々共ノPHニ ハ相異ノ存スルモノ
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ナ レバ之等 ア ンチ ヴイルス」ハ他大腸菌 ニ對 スル ノ菌増 殖抑制 作用ニモ多少 ノ差異 アルモ ノナラ ント信 ジ,

「ア ンチヴイ ルス」ノ製作 ニ使用セ シ以外 ノ大腸菌浮游液 ニ就 キ檢 査セル ニ果 シテ何 レ ノ「アンチヴイルス」

ノ場合 ニ於テ モ其 ノ製 作ニ使 用セ ラレシ自菌 ニ對 スル場 合 ヨリ遙 ニ其 ノ抑制 作用微弱 ナルヲ認 メ得 タ リ.

然 レドモ既 ニ菌増殖抑制 作用著 明ナ リシ齋藤大腸菌 「ア ンチ ヴイルス」(第2表)ハ 其 ノ作用稍々微弱ナ リ

シ馬場大腸菌 「ア ンチ ヴイルス」(第2表)ニ 比 スレ バ他株大腸菌 ニ對スル抑制作用著明 ナルヲ見 ルベシ.

其 ノ1例 ヲ第5表 ニ示 ス.

第5表　 大 腸 菌 「ア ンチ ヴ イル ス」ノ異 株 菌 ニ對 ス ル菌 壇殖 抑 制 作 用

籾 テ 上 述 諸 檢 査 時 ニ於 ケ ル大 腸 菌 ノ聚 落 ヲ仔 細 ニ檢 スル ニ「ア ンチ ヴ イル ス」 ノ加 ハ リシ モ ノヨ リ接 種 シ

得 タル 聚 落 ハ 何 レノ場 合 ニ於 テ モ對 照 「ブ イ オ ン」中 ヨ リ接 種 シ得 タル 聚 落 ニ比 シ遙 ニ小 サ ク 且 黄色 色 調 ノ

強 キ ヲ見 ル,其 ノ程 度 ハ「ア ンチ ヴイ ル ス」ノ量 ニ比 例 ス.即 チ「ア ンチ ヴイ ル ス」ノ多 キ 程換 言 ス レ バ其 ノ「

増 殖抑 制 作 用 強 大 ナ ル程 著 明 ニ シテ純 「ア ンチ ヴ イ ル スJ中 ヨ リ接 種 セ シモ ノ ニ於 テ ハ 葡萄 状球 菌 聚 落大 ノ

モ ノア リ.又Grumbachハ1928年"Egperimeutelle Studien zur Besredkasohen Lehre… …"ヲ 発 表 ス.

其 ノ内 ニ大 腸 菌1白 金 耳 ヲ生理 的 食 鹽 水10ccmニ 浮游 シ,其 ノ1白 金 耳 ヲ3ccmノ 「ア ン チヴ イ ル ス」ニ

加 へ37℃24時 間 後 更 ニ 其 ノ1白 金 耳 ヲ中 性 平 面 寒 天 ニ接 種 シ,再 ビ37℃24時 間 後 其 ノ聚 落 ヲ檢 セ ル ノ

實 験 ア リ.氏 ハ 其 ノ成績 ヲ以 テ 「ア ンチ ヴ イル ス」中 菌 増 殖 抑 制 作 用 ノ存 在 ヲ是 認 セ リ.余 ノ實 験 ハ 昨 春 行

ヒ シ モ ノニ シテ 彼 ト全 ク無 關 係 ニ行 ヒ シ ニモ カ カ ハ ラ ズ偶 然 彼 ト略 ボ同 様 ノ實 験 トナ レ リ. Grumbnch竝

ニ余 ハ此 檢 査 ニ小 量 ノ菌 浮 游 液 ヲ使 用 セ リ.而 シテ 其 ノ抑 制 作用 ノ存 在 ヲ認 メ得 タ リ.然 ル ニ從 來 此 作 用 ヲ

否定 セ ル ノ諸 家 ハ 何 レモ 多 量 ノ菌 ヲ使 用 セ リ.故 ニ微 弱 ノ此 増 殖 抑 制 作用 ハ 認 メ 得 ザ リシモ ノナ ラ ン ト信

ズ.

第6節　 大 腸 菌 「ア ンチ ヴ イ ル ス」中 ニ 於 ケ ル

大 腸 菌 運 動 ノ状 況

大腸菌 「ア ンチヴイルス」ハ大腸菌 ノ運 動ニ對 シ如 何ナル影響 ヲ及 ボスヤヲ檢 セ ント欲ス.即 チ 「ア ンチ

ヴイルス」竝ニ對照 トシテ 「ブイ オ ン」PH8.4ヲ 各々5ccm宛 試験管 ニ取 リ,之 ニ24時 間中性斜面寒天培

養 ノ同 株大腸菌1白 金耳 ヲ加 ヘヨク混和 シ37℃ ニ置キ爾後時間的 ニ48時 間迄 ノ運動 ヲ懸滴装置 ヲ以テ檢

セルニ初 メ ハ6時 間 内ニ於 テハ何 レモ其 ノ運動對照 ト異 ル處 ナキモ, 12時 間以後 ニ於テハ其 ノ運 動對照ニ

比 シ稍 々緩 漫ナル ヲ認 ム.然 レ ドモ運 動 ノ麻痺サ レシ状 ハ見 ルコ トヲ得ザ リキ(第6表 參照).
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第6表　 大腸菌「アンチヴイルス」中ニ於ケル大腸菌運動 ノ状況

Lehndorff u. Brumlikハ 大腸 菌 ハ其 ノ 「ア ンチ ヴ イ ル ス」中 ニ入 ル レバ直 ニ其 ノ運 動 停 止 シ,處 々 ニ相 集

リ大 腸 菌 塊 ヲ作 ル ト稱 ス.更 ニ此 作 用 ハ 若 キ菌 株(junge Stamme)(24時 間 毎 ニ1週 間 以 上 接 種 培 養 ヲ継

續 セ ル モ ノ)ニ 於 テ 著 ナ リト稱 ス.然 ル ニー 方Epsteinノ 如 キハ「ブイ オ ン」接 種 ニ ヨ リ共 ノ運 動 活 溌 トナ

レ ル「チ ブ ス」「ブ イ オ ン」培 養 液2ccmヲ4-5囘 濾 過 ノ 「チブ ス」「ア ンチ ヴイ ル ス」(培 養 基衰 憊 ヲ起 ス迄

培 養,濾 過 ヲ繼 績 セ ル)2ccmニ 加 へ5時 間後 ニ於 テ其 ノ運 動 ヲ檢 セ シ モ對 照「ブ イ オ ン」中 ノ モ ノ ト異 ル處

ナ キ ヲ見 「ア ンチ ヴ イ ル ス」ハ 決 シテ其 ノ運 動 ヲ抑 制 セ ズ トナ セ リ.然 ル ニ「ア ンチ ヴイ ルス」ハ 小 量 ノ「ブ イ

オ ン」添 加 ニ ヨ リ著 明 ニ某 ノ増 殖 抑制 作用 ヲ減 ズ ル コ トハ後 述 ノ余 ノ檢 査(第7節 参 照)竝Schweinburg, 

Grumbachノ 檢 査 ノ示 ス處 ニ シテEpateinノ 如 ク「ブイ オ ン」培 養 液2ccmヲ 加 フ レバ 「ブ イ オ ン」存 在 ノ故

ヲ以 テ 其 ノ運 動 ニ變 化 ナ キ ノ成 績 ヲ得 タ ラ ン トノ反 論 ナ キ ニ非 ズ.其 ノ訣 點 ヲ避 ケ ン ト欲 シ 余 ハ特 ニ寒 天

培 養 ヲ選 ビ使 用 セ リ,然 ル ニ其 ノ結 果 タル ヤEpateinト 略 ボ同 様 ニ シテ 「ア ンチ ヴイ ル ス」ハ 少 ク トモ直 接

細 菌 二作 用 シ共 ノ増 殖 ヲ抑 制 スル モ ノニ 非 ザ ル ヲ知 レリ.勿 論Lehndosff u. Brumlikノ 稱 セル ガ如 キ運 動

麻痺 ハ 認 ム ル コ 卜ヲ得 ザ リキ.

第7節 「ブ イ オ ン」添 加 ニ ヨ ル 大 腸 菌 「ア ン チ ヴ イ ル ス」ノ

菌 増 殖 抑 制 作 用 ノ變 化

既ニ上述諸實験 ヨ リ「ア ンチ ヴイルス」中菌増殖抑制作用 ノ存 在ハ事實 ナルモ此 作用ハ果 シテBesredka

氏 ノ稱 スルガ如 キ自菌 ニ對 シ拮抗的 ニ作用 スル或物質 ナ リヤ疑問 ノ存 スル處 ナ リ. Citronu. Picnrdハ2囘

ノ「ブイ オ ン」培養濾液 ヲ加熱 シTopovacciue卜 命名セ リ.此Topovacineハ 同種或 ハ類 似菌 ニ對 シ殺菌作用

即チ菌 増殖 ヲ障碍 スル或 物質 ヲ含 有ス ト稱ス. Bargハ 大腸菌 「ア ンチヴイルス」中ニハ自菌 ヨ リ寧 ロ「チブ

ス」,「パ ラチブス」Bノ 増殖 ヲ抑制 スルノ作用ア リ,又「チブス」,「パラチブス」Bノ 濾液 中ニ於 テハ大腸菌,

「パ ラチブス」Aガ 「チブス」,「パ ラチブス」Bヨ リモヨ リヨク増殖ス ト稱ス. Epsteinハ3-4囘 目 ノ培養濾

液 ニ於 テ始 メテ増 殖抑制 作用出 現 シ,尚 ホ5囘 目ノ濾液 ト雖 モ寒天培養基 ニ接 種セバ菌 ノ生存 ヲ證 シ得 ル

ノ點 ヨ リ考察 シ,此 堆殖抑制作用ハ特種 ノ物質 ニ依ル ニ非 ズ シテ 既ニ1895年Gottsohlichu. Weigangノ 稱

セ シ培養基衰憊 ノ爲 メナ リトナ シ,某 ノ泊療的作用ハ此濾液 ガ抗 原 トシテ 各臓器 ノ菌溶解 性保護物質 ノ出

動 ヲ容易 ナラ シムルニア リトナス. Weichardtモ 此作用 ヲ培養基衰憊 ニ蹄 シ,其 ノ治療的作用 ハ菌分解 産物

ニヨル身體細胞 ノ非 特種 性能 力増進 ニ ヨル トナス. Demelハ 菌夫 レ自身 ヨリ産生 セル物質 ガ菌増殖 ヲ抑制
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スルナ リトス, Sohweinburgハ 此作用ハ非特種性 ニシテ培養基衰 憊ニ ヨル,而 シテ其 ノ出現バ一部濾液 ノPH

ニ關係 アリ 卜ナス.故 ニBesredkaノ 稱 スルガ如 キ意味 ノ「アンチヴイルス」ハ存在セズ 卜稱ス. Grumbach

モ此作用 ヲ培養基衰憊 ニ蹄 ス. Dold, Mullerハ 數囘 目ノ濾液 ハ同種菌 ニ對 シ其 ノ増殖 ヲ抑制 ス.而 シテ此

作用ハ絶 對的ナ ラザル モ高度 ニシテ 特種性 ナ リ.之 ハ培養基衰憊 ニシテ 共 ノ特種性ハ菌物質代謝産 物ニヨ

ル ト云 ヘリ.余 ハ之等 ノ點 ヲ檢 スベク各 「ア ンチヴイルス」ニ少量 ノ「ブイオ ン」ヲ加 へ第2節 同様 ノ方法 ニ

テ檢 セ リ.之 ニ使 用セル「ア ンチ ヴイルス」何 レモ3-5囘 ノ濾液 ニシテ菌 浮游 液 ヲ加 フルモ24時 間後 ニ溷

濁 ヲ呈 セザ ル モノナ リ.共 ノ結果 ハ第7表 ニ見 ルガ如 シ.

第7表　 「ブ イオ ン」添 加 ニ ヨル 「ア ンチヴ イル ス」ノ菌 増殖 抑 制 作 用 ノ變 化

() ノ内 ノ數字 ハ 培 養 濾過 ノ囘數 ヲ示 ス

聚 落 數 ノ欄 ニ於 ケ ル ± ノ記 號 ハ 聚 落 數10箇 以 下 ヲ示 ス

即 チ或 モ ノハ1/8容 量 ノ「ブ イ オ ン」添 加 ス ル モ共 ノ液 透 明 ナ ル ニ反 シ多 ク ノモ ノハ既 ニ1/16容 量 ノ「ブ イ

オ ン」添 加 ニ ヨ リ溷 濁 ヲ起 セ リ.純 「ア ンチ ヴ イル ス」(「ブ イ オ ン」添 加 ナ キ)ハ 何 レモ透 明 ナ リキ.然 ル ニ此

1白 金耳 ヲ中 性 平 面寒 天 ニ接 種 シ37℃24時 間 後 ノ聚 落 數 ヲ見 ル ニ純「ア ン チ ヴイ ル ス 」中 ニ於 テ ハ其 ノ聚 落

數 ヲ見 ザ ル カ或 ハ僅 少 ナ ル ニ 反 シ,小 量 ノ「ブ イ オ ン」添 加 ニ ヨ リ著 明 ノ聚 落 數 増 加 ヲ見 ル.即 チ 既 ニ1/16

容 量 ノ 「ブ イ オ ン」添 加 ニ於 テ(1例 ハ1/2容 量 「ブ イ オ ン」添 加 ニ於 テ)其 ノ聚 落 數 ハ對 照 「ブ イ オ ン」 ト

殆 ド異 ル處 ナ シ.然 レ ドモ 「ア ンチ ヴイ ル ス」 加 ハ リシモ ノ ノ聚 落 ハ對 照 ニ比 シ稍 々小 ナ リ トス. Hajos

ハ衰 憊 「ブ イ オ ン」10ccmニ10滴 ノ普 通 「ブイ オ ン」ヲ加 フル コ トニ ヨ リ肉 眼 的 ニ見 得 ル増 殖 ア リ ト稱 ス.

 Grumbachハ1/20容 量 ノ 「ブ イ オ ン」添 加 ニ ヨ リ痕 跡 状 ノ1/5-1/10容 量 ノ「ブ イ オ ン」添 加 ニ ヨ リ正 常 ノ増

殖 ヲ示 ス ト稱 ス. Schweiaburgモ 「ア ンチ ヴ イル ス」10ccmニ 其 ノ1/4容 量 ノ「ブ イ オ ン」ニ ヨ リ著 明 ノ増 殖

ヲ起 ス コ トヲ示 ス.斯 ク ノ如 キ 事 實 ヨ リシ テGrumbach, Schweinburg等 モ 菌 増殖 抑 制 作 用 ハ 主 卜シテ培 養

基 衰 憊 ニ依 ル トナ セ リ.
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此 「ブ イオン」小量添加 ニヨル 菌増殖抑制 作用 ノ急速 ナル消失竝 ニ先 キ ハ12時 間以後 ニ至 リテ 其 ノ運動

ノ緩漫 卜ナル ノ事實 ハ諸家 ノ認 ムル培養基衰 憊説 ニ一 致 スルモ ノナ ルモ,之 ヲ以テ 「ア ンチヴイル ス」作用

ノ總テ ナ リトモ断案 ヲ下 シ難 ク,「 ア ンチ ヴイルス」作 用 ノー部 ハ菌 新陳代謝 産物 ト關係 ヲ有 スルモ ノニ非

ザ ルカ此點 又後 日発表 ノ機會 ア リト信ズ.

第3章　 總 括

1.「 ブ イオ ン」PH7.3テ 使 用 シ2囘 ノ培 養,濾 過 ニ ヨ リテ得 タル 大 腸菌 「ア ンチ ヴ イル ス」ノ

PHハ 使 用大 腸 菌 株 ニ關 係 シ,糞 便 分離 ヨ リ得 シモ ノ ニ於 テ ハ7.6ナ ル ニ反 シ,患 部 分 離 ニ ヨ リ

得 シモ ノハ8.0-8.6ナ リ.

2.同 一大 腸菌 卜難 モ數 箇月 ニ亙 リ保 存 後 使 用 ノ場 合 ニ於 テ ハ其 ノ「ア ンチ ヴ イル ス」PHノ

「アル カ リー 」側 移動 ノ減 少 ヲ見 ル.

3.大 腸 菌 「ア ン チ ヴ イル ス」 ノPHハ 最 初 使用 「ブ イオ ン」ノPH卜 關 係 ナ シ,寧 ロ 「ア ンチ

ヴ イル ス」ノPHハ 使 用 大 腸 菌 ノ毒 力 ニ關 係 アル モ ノ ノ如 ク,其 ノ毒 力 強 大 ナル 程 其 ノ「アル カ

リー 」側 移 動大 ナル モ ノ ナ ラ ン.

4,大 腸 菌 「ア ン チ ヴ イル ス」ハ既 ニ2囘 ノ培 養 濾過 液 ニ於 テ其 ノ多 ク ハ菌 増 殖 抑 制 作 用 ヲ認

ムル モ,其 ノー 部 ニ於 テ ハ尚 ホ著 明 ナ ラ ザル モ ノ ァ リ.

5.大 腸 菌 「ア ン チ ヴ イル ス」ハ100℃1時 間 ノ蒸 氣消 毒 ニ ヨ リ菌 増 殖 抑 制 作 用 ノ變 化 テ認 メ

ズ.

6.最 初 使 用 「ブ イオ ン」ノPH如 何 ハ菌 増 殖 抑 制 作用 ニ影 響 ナ シ.

7,同 種 菌 中 ニ於 テ モ「ア ン チ ヴ イル ス」製 作 ニ使 旧 セル 菌 株 外 ニ對 シテハ 自菌 ニ對 スル楊 合

ヨ リ其 ノ菌 増 殖 抑 制 作 用 微 弱 ナ リ.

8.大 腸 菌 「ア ンチ ヴ イル ス」 ハ大 腸 菌 ノ運 動 ヲ停 止 シ得 ズ.然 レ ドモ12時 間後 ニ於 テ稍 々

緩 漫 トナ ル テ 見ル.

9.大 腸 菌 「ア ンチ ヴ イル ス」食鹽 水稀 移 試 驗 ニ於 テ其 ノ平 面 寒 天 接 種 ノ大 腸 菌 聚 落 ヲ見 ル ニ

何 レモ對 照 ニ比 シ聚 落 數 少 ナク且 小 ナ リ.殊 ニ其 ノ稀 釋度 小ナ ルレ程 著 明 ナ リ.

10.大 腸 菌 「ア ンチ ヴ イル ス」 「ブ イオ ン」添 加試 験 ニ於 テ其 ノ平 面寒 天 接 種 後 ノ大 腸 菌 聚 落

數 ハ 小 量 「ブ イオ ン」添 加 一 ヨ リテ復 活 ヲ見 ル モ 而 モ尚 ホ其 ノ聚 落 ハ對 照 ニ比 シ小 ナル テ見 ル.

今 是等 ノ點 ヨ リ考 フル ニ 「ア ンチ ヴ イル ス」ノ作 用 ハ 單 ニ培 養 基 衰憊Nahrhodenerschopfung

ノ ミテ以 テ ハ説 明 シ難 ク,菌 増 殖 ニ抑 制 的 ニ作 用 スル或 物 質 恐 ラク ハ菌 新 陳 代 謝 産 物 ニ關 係 ア

ル ヲ思 ハ シム.

第4章　 結 論

余 バ一 定 期 間大 腸 菌 テ「ブ イオ ン」ニ培 養 シタ ル後,磁 製 濾 過 管 ニ ヨ リ濾 過 スル トキハ,所 謂
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BesredkaノAutivirusテ 得 タ リ. Antivirusノ 効 力 ハ 「ブ イオ ン」ノPHニ 關 係 スル 事 ナ ク而 モ

耐 熱 性 ニ シテ又 濾 過 ノ囘數 ヨ リモ大 腸 菌 ヲ得 タ ル病 竈 從 ツテ菌 株 ニ ヨ リ大 ナル 差 異 ア リ.

次 ニ培 養 基 衰 憊 読(Nahrbodenersohopfung)ニ 就 キ テ ハ余 モ亦 之 ヲ認 メザ ル ニア ラザ レ ド

モ,其 ノ作 用 ハ餘 リニ特 種 性 的 ナ レバ 衰 憊 説 ノ ミニ テ ハ説 明 シ難 ク思 ハル.尚 ホ 之 ニ加 フル ニ

大 腸 菌 ノ特 有 ナル 或 ル新 陳 代謝 産 物 テ認 メザ ル テ得 ズ.尚 ホ又Antivirusノ 作用 テPHノ 増 加

ル ミヲ以 テ ハ説 明 シ難 シ.

擱筆 スルニ當 リ終始御懇篤 ナル御指導 卜御校閲 ノ労 ヲ賜ハ リシ恩師津田教授 ニ満腔 ノ謝意 ヲ表 ス

(4.10.3.受 稿)
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614. 4

Kurze Inhaltsangabe.

Uber das Studium des Koliantivirus.

 (I. Mitteilung.) 
Uber die experimentelle Untersuchung des Koliantivirus in vitro.

Von

Dr. Itsuhei Nishiyama. 

Aus der chirurgischen Abteilung der Universitut zu Okayama.

 (Vorstand Prof. Dr. Seiji Tsuda.)

Eingegangen am 3. Oktober 1929.

1. Die Wasserstoffionenkonzentration des Koliantivirus, welches nach zweimaliger 

Kultivierung resp. Filtrierung der Nahrbouillon (PH 7.3) hergestellt wird, ist abhangig 

vom angewandten Kolistamm, d. h., die Pn des aus dem Kot isolierten Stammes ist 7.6, 

wahrend die Pu desjenigen, der aus dem erkrankten Herde kultiviert wird, 8.0-8.6 ist.

2. Wenn man den mehrere Monate alten Kolistamm anwendet, zeigt die Pa des 

Antivirus eine geringere Verschiebung nach der alkalischen Seite als derselbe frische 

Stamm.

3. Die Pa des Koliantivirus geht nicht parallel mit der Pa der anfangs gebrauchten 

Nahrbouillon. Sie scheint viehnehr von der Toxitat des gebrauchten Kolistammes ab

hangig zu sein, and je mehr der Stamm virulent ist, desto grosser ist die Verschiebung 

nach der alkalischen Seite.

4. Schon nach zweimaliger Kultivierung reap. Filtrierung zeigt das Koliantivirus 

meistens eine hemmende Wirkung auf das Wachstum der Kolikultur, bisweilen jedoch ist 

die Wirkung nicht so auffallend.

5. Das Koliantivirus zeigt durch einstundige Dampfsterilisation bei 100•Ž. keine 

Verminderung der hemmenden Wirkung.

6. Die Pu der gebrauchten Nahrbouillon hat keinen Einfluss auf die hemmende 

Wirkung der Bakterien.

7. Die hemmende Wirkung des Antivirus ist am starksten fur den Stamm, mit dem 

das Antivirus hergestellt wird, aber nicht so stark fur die anderen Stamme.

8. Dan Koliantivirus kann die Bewegung der Kolibazillen nicht beeintrachtigen, erst 

each 12 Stunden ist die Bewegung etwas trag.

9. Die Kolonien der Kolibazillen auf der platten Agarkultur, die einmal im Antivirus 

24 Stunden lang bei 37•Ž. aufgeschwemmt wird, sind sowohl an Zahl als such an Grosse 

immer kleiner als die Bouillonkontrolle,
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10. Wenn man die Kolibazillen auf der Agarplatte weiter zuchtet, nachdem die 

Bazillen im Antivirus mit verschiedenen Mengen Bouillon 24 Stunden lang bei 37•Ž. auf 

geschwemmt sind, ist die Zahl der Kolonien nicht so verschieden als bei der Bouillon

kontrolle, doch ist die Grosse der Kolonien immer klein, daher konnte man dies schwerlich 

mit der Nahrbodenerschopfung allein erklaren, weil der Nahrstoff zwar massig, aber aus

reichend fur clas Wachstum der Bazillen zugesetzt ist. Vielmehr muss man irgend ein 

auf das Wachstum der Bakterien hemmend wirkendes Stoffwechselprodukt im Antivirus 

annehmen. (Autoreferat.)
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