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神経縫合糸 の 研究
一 特 に感染 に つ い て -

金沢大学医学部整形外科学教室 ( 指導 : 野村進 教授)

杉 木 繁 隆

(鹿和5 3年 9 月 9 日受付)

縫合糸は外科手術 に お い て 体 内に 残す唯 一 の 異物で

ある こと が多く , 縫合糸 の 研究は古く か ら行 な わ れ ,

糸の 種類 , 太さ . 強さ な どの 他 , 異物 と して の 生体反

応と . 感染源と な り や すい 糸の 滅菌方法 も常 に重要 な

問題で あ っ た
一 冊

. 今 臥 多種の 縫合糸が 開発さ れ . 手

術の 目的 , 臓器 によ り選択さ れ て 用 い られ て い る .

さて 末梢神経の 縫合 に用 い る糸も ( 他臓器の 縫合糸

と 同様 に) こ れ ま で 多 く の 学 者 ( S a r g e n t
4)

ら ,
M u k h e rj e e

5)
ら , G u tt m a n n

6 )
,

S e d d o n
7)

,

S u n d e rl a n d
8 J

に より研 究さ れて き た . そ の 結果 , 約10

年前ま で は絹糸が 最良 と 考え られ , 最 も多く使用さ れ

てき た . m i c r o s u r g e r y の 発達する以前 の 神経縫合は

す べ て e pi n e u r al £ u t u r e で あ るか ら , 糸 は直 接 神経

実質に影響 しな い と考え られ た が , M il l e si e
9)

ら , 野

村刷
ら は縫合糸周囲 に 生ず る療痕形成が 再生軸東通 路

をせ ばめ , あ る い は絞托 し
, 神経再生 に 障害 をお こ す

こと を指摘 した . 故 に 彼 ら は縫合糸 は出来る だ け細く ,

且つ 縫合糸数を 出来 るだ け少なく す る こ と を 提 案 し

た . しか し なが ら
,

い か に 細く , 数が 少 なく と も糸周

囲の癒痕形成 は避け ら れ ぬ 現象で あり , 更に 今日 の 如

く mi c r o s u r g e r y を用 い て f u ni c u l a r s u t u r e を 行 な

うよう に な ると 細い f u n i c u l u s に対 し ,
い か に細 い 糸

で も障害に な ると考 え ら れ る . ま して 開放創で の 神経

の 一 次縫合が必要と な る場合 には常 に 感染の 危険性が

ともな い
t異物と して 残 る縫合糸が 感染 の 影響痘 受け ,

再生軸索 に対し更 に 強い 障害 をも た らす こ とが 懸念さ

れる .

感染と神経縫合と の 関係に つ き t 先に 上野
川

は神経

軸索の 再生そ の もの は感染に より 影響 を受 け る こ と は

少な い と述づ たが t そ の 際 縫合糸の 存在 は問題と し

て い ない
. ま た神経縫合糸の 研究 は多い が , こ れと 感

染と の 関連を 研究 し た文献は見当 らな い . そ こ で 著者

は今回感染下で の 神経縫合 に従来用い られ て い た絹糸

が果して 適当で あ るか , もし不可と すれ ば ど の 糸が 最
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も適 して い るか を知る た め次の 実験を行 な っ た .

W i st a r 系 ラ ッ トの 脛骨神経を切断し各種縫 合 糸 を

用 い て 縫 合 , 縫合部を S t a p h y l o c o c c u s a u r e u s を 含

ん だ ロ 紙で つ つ み ∴経時的 に組織像 を検討 した結果 .

綿糸 は周囲に 大き な膿瘍. 肉芽組織 を作り . 神経縫合

糸と して 適当で な い こ と
, ま た各種 の 糸を比較検討 し

た結果 , r n O n O a l a m e n t の N yl o n 糸が 感染 時 に は 特

に 適 して い る こ と が分 っ た .

研究材料と研究方法

Ⅰ. 使用動物並びに実験方法

生 後 7 ～ 8 過 の W i s t a r 系 ラ ッ ト に P e n th o th a1

0 . 0 3 5
～

0 . 0 5 5 m g / g を腹腔内に注射麻酔後 . 動物固定

台 に 腹臥位 に 固定 した . 無菌的に 左背部 より大腿 内側

に か けて 皮切を 行な い , 筋問を わ けて 脛骨神経 , 排骨

神経の 分岐部 に達 し , 以下の 実験 を行な っ た .

脛骨神経 を分岐部よ りや や 末梢側で 切断 し . 両神経

断端 を後述 の 各種縫合糸を用い て 手術用斬徴鏡下 で 各

々 1 針縫合し た . 次 に 縫合部周囲に細菌を含む ロ 紙( 後

述) を折り 重ね て 縫合部の 全周が で きる だ け ロ 紙と接

する よ う に し た . 鋼線の 場合 は , あ らか じ め両神経断

端を9 -

O N yl o n 糸で 縫 合し た後. 鋼線を 神経断端中

枢部よ り末梢に か け て 縫合郎 を 中 心 と す る th r o u g h

a n d th r o u g h 法を用 い た . 又操作上. 各種縫合糸で 縫

合 した場合 , 9 - O N yl o n 糸で 補助的 に さ ら に 1 針

縫合を追加 した ( 図1 ) .

対照 群と して , 生理 的食塩水の みを 含む滅菌 口 紙 を

用 い て 上記 同様 の 操作 を行 な っ た . 各縫合糸群に つ い

て は , ラ ッ ト を 72 匹ずつ 使用し た . なお , 患肢と尾根

部を針金で 固定 し術後縫合部の 安静 を 十 分 に 保 持 し

た .

皿 . 使用縫合 糸

本実験 に 使用 し た縫合糸は次の 通りで あ る . 吸収性

縫合糸 と し て Pl ai n c a t g u t 糸 ( 6 - 0 ) ,
C h r o m i c

E x p e r i m e nt al s t u di e s o n s u t u r e m at e ri al s f o r n e r v e s u t u r e u n d e r i nf e c ti o u s

C O n d iti o n s . S h ig e t ak a S u g ik i ,
D e p a r t m e n t o f O rt h o p e di c s u r g e r y ,

S ch o o l of M e di ci n e
,

K a n a z a w a u n i v e r sit y . (D i r e ct o r : P r of . S . N o m u r a ) .
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C a t g u t 糸 ( 7
- 0 ) , D e x o n 糸( 7

- 0 ) . 非吸収性縫

合糸と して 鋼線 ( 7
- 0 ) , 絹糸 ( 7

- 0 ) ,
N yl o n 糸

( 7
- 0 ) , M e r sil e n e 糸( 7

- 0 ) を使用 した( 表 1 ) .

縫合糸の 構造 は Pl ai n c a t g u t 糸 , C h r o mi c c a t g u t

糸 . 鋼線 , N yl o n 糸 が m o n o 丘I a m e n t で あ り , 絹

糸 , D e x o n 糸 ,
M e r sil e n e 糸 が m u l ti負I a m e n t で あ

る .

M e t h o d of p r e s e n t e x p e ri m e n t al s t u d i e s

衝
丁闇d w v o

用 ; e r P a P e r C O nt ai n e d 2
･ 3 ×1 D

7
s t a p hyl c o c c u s a u r e u s

図1 神経縫合法の シ ェ
ー マ

表 1 使用縫合糸の 種類

S U T U R E: M A T E R JA L S

N o n
-

d b s o rb a ble s u t u r e :

Silk T - O

S t ai nl e s s S t e e1 6
･

O

P oLy a m id e s ( N y 加) 7 - O

P oly 郎 t O r ( M 即 Si一台 n e) ト O

Ab s o rb a bl e s u t u r e

P】ain c a t g ut 8
- 8

C h r o rni c c a tg u t 7
･

O

P oty g けC Oli ¢ a Gid ( D ¢X O n) 丁用

Ⅱ . 使用南棟

本実験に 用 い た 細菌 は金沢大 学医学部微生物学教室

に 保 存 さ れ て い る S t a p h yl o c o c c u s a u r e u s (S .

a u r e u s) を使用 した . こ れ は外科系の 感染疾患か ら分

離さ れ たもの であ る .

Ⅳ . 使用培地並びに薗の 定量と使用方法

10 mL の p e n a s s a y m e d i u m ( D if c o ) を 用 い

3 7
0

c 1 8 時 間 振塗 培 養 し た 菌 液 0 . 1 ml を 10 mエの

P e n a S S a y m e d i u m に植菌し . 3 7
O

c で 振 塗培 養 を 行

な い
, そ の 発 育 を経 時 的 に S hi m a z u B o s h , L o m b

s p e c t r o ni c 20 光電比色計 ( O D 560 ) で 測定し , 増殖

曲線を 作製 し た . 本実験で 感染を させ る際 に , 生物学

的 に最 も活動性 の 高い 時期( e x p o n e n ti al p h a s e ) の 菌

を使用 した . 感染菌液の 作製 は以下の 如く に行な っ た .

先ず,
S . a u r e u s ( e x p o n e n ti al p h a s e) 浮 遊 液 を 稀

釈 し て密度( O D 560 ) と 歯数の 関係を調 べ た . こ の 結

果 t S . a u r e u s に つ い て O D 560 が 0 .16 ～ 0 .2 4 の 時

木

に 2 ～ 3 × 10
さ
個 / mエの 細菌を含 む こ と を 知り得た の

で , 以下 の 方 法 で 2
～ 3 × 10 7

個 の 細 菌 を 作製し

た . S . a u r e u s を2 ～ 3 × 10
8

個 / nL 含む浮遊破か ら

10 mエ取り 出 して 3000 r . p 皿 ･ 10 分 間遠沈後 , 菌塊を生

理 的食塩水 1 mエに 浮遊 し ( 2 ～

3 × 10
9
個 / m り , こ の

中か ら ピ ペ ッ ト で 0 .0 1 m上( 2 ～ 3 × 10
丁

個) 吸い取り

十分 に 乾燥 した 滅菌 口 紙 ( 4 × 7 m m ) に含 ませて
, S .

a u r e u s 感染群を作製 し た .

S . a u r e u s 2 ～ 3 × 10 7
個 を使用 した の は

.
こ れ以下

の 菌数( 10
¢
個以下) で は 膿瘍が 生 じな い 場合 もあ っ た

か ら で あ る . 又 ,
ロ 紙に S . a u r e u s を 含ま せ たの は

,

異物 の 存 在下 で は容易 に 感染が 生 じ長期間局所の 感染

を 持続 で き る た めで あ る .

Ⅴ . 観察方 法

術後 1 . 2 . 3 . 4 . 8 . 1 2 過日に感染群 , 対照群を6 匹

ず つ 取り 出 して模本作製 に用い た . 膿瘍部を 脛骨神経

とと も に 採取し て
, 脛骨神経を コ の 字型 ガラ ス棒に伸

展位 に固定 して 次の 染色法を施行 し た .

1 . 蟻酸鍍銀軸索染色法 ( 佐口 氏変法∵ 野村
1 2

り

固定 . 染色 の 後 , ツ ェ ロ イ ジ ン包壇 t lO ～

1 4〟 の連

続縦 断切片療本を 作製 した . 本法 によ り軸索 は暗褐色

な い し 暗黒黄色 に染色さ れ , 淡黄色 に 染色 さ れるその

他 の 姐放 と は明確 に区別さ れ る .

2 . H
-

E 染色及 び V a n
- G i e s o n 染色

ホ ル マ リ ン 固定後 , ツ ェ ロ イ ジ ン 包壊 し - 10 ～ 1 2〟

の 連続縦 断切片 を作製 し ,
H - E 染色 t

一 部 を V a n ･

G i e s o n 染色に 利用 し た .

研 究 成 績

Ⅰ. 肉眼的所見

1 . S . a u r e u s 感染群 ( 各縫合糸使用)

縫合部 は ロ 紙 を含 めて 術後1 過 日 より 全例 に紡錘形

の 膿瘍が 形成 さ れ , 膿瘍の 両軸に 脛骨神経を観察する .

こ の 膿瘍 は多量 の 膿を包含 し, 術後経過する に つ れて

膿瘍 はや や小 さ く な っ て いく例 もあ るが
, 術後12 過日

に お い て も少 量の 膿排 出を認め た . 膿瘍と 周囲組織と

の 癒着 は強く 周囲と完全 に 剥離 する こ と は困難で あ っ

た . 膿瘍の 大きさ は 各種縫合糸使用群 間に て 特に 差異

を認 め なか っ た ( 写真 1 ) .

2 . 対照群

対贋群で は , 感染群 と異 なり 膿瘍形成 を観察しなか

っ た . 術後 1 過日 .
ロ 紙 の 表面 は薄い 結合拙か ら なる

膿で 被 わ れ るが
,

こ れ を通して ロ 紙を透見 で き た . 4

過以 降は ,
ロ 紙を肉眼 的に透見で きな く な っ た . 周囲

組織 と の 癒着 は感染群と比較 して 軽微 で摘 出の 瞭の剥

離は 容易 で あ っ た .
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Ⅱ . 組織学的所 見

1 ,
縫合糸周囲 の 組織学的所見

1 ) 絹糸使用感染群

術後1 , 2 週目 : 縫合糸周囲に は好中球 ･ リ ン パ 球

の 群生及び異物巨細胞 の 出現を認 め
, 感染に よ る炎症

所見を呈して い る . 術後 4 過日 : 好申球 ｡ リ ン パ 球の

浸潤は依然縫合糸周囲 に著明で あ り . 糸の 編 み目部分

へ の 細胞浸 潤 , 編 み 目 の 弛 み を認 め る . 術 後 8 週

目 : 糸周囲及 び編 み目部分 にか なり 大きな 膿瘍 の 形

成を認め , 又 . 膿瘍周辺部 は肉芽組織が 認 め ら れ神経

組織と は明らか に 区別 で き る (写真 2 ) . 術後12■過眉

になると 膿瘍 は吸収さ れ , 厚 い 肉芽組織が 糸を 中JL りこ

認めら れる .

1
'

) 対照群

術後1 過日 : 縫合糸 周囲 に は比較的強 い 小 円形 細

胞浸潤 を認め るが
, 好 中球 は わずか で あ る . 術後3 週

目では糸 に 対す る小円形細胞浸潤ほ依然強 い ･ 術後8

週目で は糸周囲は肉芽組織に 置き換わ り . 術後 12 週日

で は肉芽組織は 8 週目 より や や増大し て い るが , 感染

群に比 べ ると 肉芽組織の 大き さ は小さ い
.

2 ) P l ai n c a t g u t 糸使用感染群

術後1 週目 : 縫合糸周囲に は好中球 ｡ リ ン パ 球 の

強い細胞浸潤を認 め
, 感染に よ る炎症 所見を呈 して い

る . 術後3 過 日 : 縫合糸周囲の 好中球 ｡ リ ン パ 球 を主

と した細胞浸潤は依然か わ らな い . 小円形細胞 に より

糸表面は貧食さ れ . 凹 凸不整と な っ て い る( 写真3 ) .

術後8 過日 : 縫合 部に存在 して い た Pl a i n c a t g u t 糸

は t 大食細胞 に貧食 さ れて 消失し , や や 大きな肉芽組

織におきか わり , そ の 周辺 は 負b r o b l a st が と り 囲 み

神経組織と区別で きる . しか し こ の 肉芽組織 は絹糸感

染群 ･ 対照群 より は小 さ い もの で あ る .

2
`

) 対照群

術後1 週目 より 糸周囲 へ の 小円形細胞 の 浸潤を認 め

るが . 術後3 週目以降で は糸周囲の 小 円形細胞は 感染

群に 比 べ て 著明 に 減 少 し て い る . 術 後 8 遇 以 降 で

はt P l ai n c a t g u t 糸 は大食細胞に 箕会 さ れ 肉 芽組 織

におきか わ っ て い るが 大き さ は感染群 よ り も小さ い
,

3 ) C h r o m i c c a t g u t 糸使用感染群

術後1 週目 : C h r o m i c c at g u t 糸 表 面 に は Pl ai n

C a tg u t 糸感染群 と略同程度 の 小円形細 胞 浸 潤 を 認 め

る ･ 術後4 週か ら 12 過 まで の 吸収( 貧食)過程 は Pl ai n

C at g u t 糸 と略同様 の 所見を 呈して い る( 写 真 4 ) . 吸収

後の 肉芽組織の 大 き さ は . P l ai n c a t g u t 糸 感 染 群 と

略同じで あ る .

3
'

) 対照群

術後1 . 2 過日で は , 感染群と異 なり 糸周囲 の 小円形

細胞浸潤は 強くな く . 術後 12 週目まで は , 吸収過程 及

び肉芽組織 の 大きさ は Pl ai n c a t g u t 糸対照 群 と 略 同

様 の 所見を呈 し て い る . 対鼎群の 場合 , 術後 1 過よ り

4 濁 まで はや や C h r o m i c c a t g u t 糸 群 の 方 が Pl a i n

C a t g u t 糸群よ り も糸周囲の 細胞浸潤 が わ ずか に 強 く

み られ る .

4 ) M e r si l e n e 糸使用感染群

術後 1 週目 : 糸周巨馴こは 好申球を主 とす る 小 円 形

細胞 を認 め , 感染 に よ る炎症所見を呈して い る . 術後

4 週日 : 糸と 神経組織 と は , は っ き り と好中球 を主 と

す る小円形 細 胞 に よ り 境 界づ け ら れ て い る が , 絹

糸 t
c a t g u t 糸感染群に比較する と細胞浸 潤 の 程 度 は

少 な い . 又 t M e r sil e n e 糸の 編 み目部分 へ の 細胞成分

の 侵入を認 め る ( 写真5 ) . 術後8 週目以降で は , 糸周

囲 に は 好 中球 ｡ 異 物 巨細 胞 を 認 め . そ の 囲 り を

負b r o b l a st が粗 に とり 囲んで い る組織像 を 呈 し て い

る . 又 . 糸の 編 み目 の 弛み も認め る .

4つ 対照群

術後 1 週日で は , 糸周囲に小円形細胞が散在 し , 術

後 4 週目で は糸周囲は感染群 と異な り細胞浸潤の 程度

は強く な い
. 又 , 編 み目 へ の 細胞侵入を認め るも感染

群で み られ るよ う な好中球 はな い
. 術後 8 週目以降 ほ .

異物 巨細胞が 糸周日引こ附著 し,
そ の 周辺を 色b r o b l a s t

が 粗 に取 り囲ん で い る .

5 ) D e x o n 糸使用感染群

術後1 過日 : 糸周囲に は好申球を主 とす る 小 円 形

細胞の 浸潤 を認 め る . 糸 の 編み目部分 へ の 細胞侵入 は

な い
. 術後 4 週目 : 糸と神経組織 との 問は , 好 中球 ｡

リ ン パ 球 ･ 異物巨細胞の 存在 に よ り は っ きり境界づ け

ら れて い る . こ の 時期に は糸の 編 み目 へ の 細胞侵入は

な い ( 写真6 ) . 術後 8 過日 : 糸周囲は好 中球 が散在

し異物 巨細胞, 組結球等を認 める . 糸の 編 み目が 弛み

はじ め
. 術後12 過 日で は D e x o n 糸 の

一

部 が 吸 収 さ

れ
, 残存 した糸 の 周囲 は大食細胞 , 組続球 が埋め

.
そ

の 周 辺 は 貝b r o b l a s t が 粗 に と り 囲 ん で い

る . a b r o b l a s t が糸周囲を と り囲む大きさ は . 絹糸 ･

C a t g u t 糸感染群及び対照群の 肉芽組織 の 大 き さ よ り

は る か に 小 さ く , M e r sil e n e 糸 感 染群 で 見 ら れ た

丘b r o b l a s t の 糸周囲の とり 囲み程度と 同じで あ る .

5
`

) 対照群

術後1 . 2 週目 : 糸に 対する小円形細胞浸潤 は目立

た な い
. 術後 4 週目で は糸の 編み目 に異物巨細胞 が認

め られ
, 糸 の 周囲 に は 丘b r o b l a s t が 粗に 認め ら れ る .

術後 8
～ 12 過日 に なる と 4 過日 と同程度 の 異 物 反 応

を呈 して い る が , 感染群と異 なり対照群 で は D e x o n

糸が 吸収さ れ ずに残存し , M e r sil e n e 糸対照群 と 同じ
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く糸周囲 に 比較 的接する よ う に a b r o b l a s t が と り 囲

ん で い る .

6 ) N yl o n 糸使用感染群

術後 1 週目 : 糸周掬に は好申球 を主と す る 小 円 形

細胞浸潤 は軽度 で あ る . 術後3 過日 : 糸周囲 へ の 好中

球 の 浸潤 は弱ま り . 糸表面 に附著 して い る異物 巨細胞

を み る ( 写真7 ) . 術後 4 過日 : N yl o n 糸結節部で は

好中球 ｡ リ ン パ 球等が少量集 ま っ て み られ るが . それ

以外 の 糸周囲に は細胞浸潤 は極 めて 少な い . 術後12 週

目 : 糸表面 は薄く 負b r o b l a s t が 直接接し て い る よ う

に 粗 に配列 し , 術後 4 過 日で 認 め た糸結節部の 好 中球

は消失 し , 組織球 を少量認 め る ( 写真8 ) .

6
一

) 対照群

術後 1 週目で は , 糸表面 に存在す る小円形細胞 はわ

ず か で , 術後3 週目頃よ り異物 巨細胞の 存在を 糸周囲

に 認 め る . 術後 4 週目以 降で は
, 糸周囲 は異物 巨細胞

を と こ ろ ど こ ろ に 認 め る 程 度 で あ る . 又 10
-

O N yl o n 糸使用例で は糸自 身に 対する組織 反 応 は 7

-

O N yl o n 糸と比較 して 程度 の 差 はな か っ た .

7 ) 鋼線使用感染群

術後 1 ～ 2 週目 : 鋼線 抜去部空隙の 周囲 に は 好 申

球 を主 と し た 小 円 形 細 胞 浸 潤 を 認 め る が
, 絹

糸 , C at g u t 糸群 の よ う に は 強 く は な い . 術 後 4 過

日 : 鋼線周囲の 好中球 を主 と した 小円形細胞 は 減少

し , 術後 8 過以降 は鋼線周囲 は比較的軽度 の 肉芽組織

を 認め る ( 写真9 ) .

7
一

) 対照群

全週 を通 じて . N yl o n 糸対鼎群と 略 同程 度 の 組 織

像を呈 して い るが , 術後 8 過以降 は鋼線周 囲に肉芽組

織が わずか に認 め られ る . 鋼線感染群及び対顔群 に 認

め ら れ る肉芽組織 は , 同程度 の 大きさ の もの で あ る .

小 括

各種待合糸実験群の 組織所見 をみ ると . 術後 1 ～ 2

過日で は各糸と も感染群で は糸周囲に 感染 に よ る炎症

及 び糸 に対する異物反応 が み られ る . 術後 4 過日 にな

る と絹糸 , P l ai n
,
C h r o m i c c at g u t 糸 感染群 は糸周 囲

の 好申球 ･ リ ン パ 球の 浸潤が 依然強く , 逆 に N yl o n

糸 . D e x o n 糸 , M e r sil e n e 糸 , 鋼線感染 群 で は 好 中

球 ･ リ ン パ 球の 糸周囲 へ の 浸潤 は弱ま っ て い る . 更に

術後 8 ～ 12 週目で は , 各縫合糸が特 長の あ る所見を 呈

し て い る . 絹糸感染群で は糸 を中JL ､ と する膿瘍形成を

認め , C a t g u t 糸感染群で は糸の 吸収さ れ た 部 分 が 肉

芽組織 に お きか わり . そ の 大き さ は絹糸感染群 に つ い

で 大 き な も の で あ る . 合 成 糸 群 で は D e x o n

糸 . M e r sil e n e 糸群 は類似 し た 所 見 を呈 し , N yl o n

木

糸 ･ 鋼線群 に つ い で 癒痕 t 肉芽形成が 小さ い ･ 対騰群

に お い て も療 軋 肉芽形成が 強い もの は絹 糸 群であ

り ･ C a t g u t 糸が こ れ に つ ぎ , D e x o n 糸 , M e r sil e n e

糸 , 鋼線 , N yl o n 糸群で は わ ずか で あ る .

2 ･ 神経再生軸索と 縫合糸 と の 関係

著 者の 用 い た軸索染色で は軸索 の み が 黒染し他の組

織 は す べ て 黄色 とな るの で t 糸周囲の 細胞浸潤 , 膿瘍,

肉芽 , 療痕組 組 ま, 再生軸索 と糸 との 問の 間隙として

表わ さ れ る ･
こ の 間隙 はそ の 大きさ に よ り 再生軸索の

通路 をせ ば め
仁 走行を 妨害す る よう に 働い て い るの で

本文 で は再生軸索の 走行の み な らず こ の ｢ 偏り｣ の大

き さ を 問題 に して 調査 した .

1 ) 絹糸使用感染群

術 後2 過日 : 神経再生 軸索 は縫合部を通 過 し はじ

め る が , 再生軸索 は糸表面と やや 隔り をお い て伸長し

て い る . 術後 4 過日 : 糸 を 中心 とす る好中球 ｡ リ ンパ

球 の 集塊 の た め に 再生軸 索は それ らの 部位 に て 走行が

乱 れ て い る . 術後 8
～

1 2 過日 : 糸を 中止､ とする膿瘍

あ る い は肉芽組織を 再生 軸索 は遠く迂回走行 して い る

( 写真 10 ) .

1
`

) 対贋群

術後 2 過眉 : 糸周囲を と り囲む よう に再 生 軸索は

伸長 し て い る . 術後 4 過日で は . 感染群 と 同様に 糸は

膨化 し は じ め , 糸 表面と 再生軸索と の 隔り は わずかに

認 め ら れ
, 術後 8 過 日以 降は , 糸周囲の 肉芽組織の た

め再生軸索 は糸表面と 隔り をや や 大きく も っ て 走行し

て い る ( 写真 11 ) .

2 ) P l ai n c a t g u t 糸使用感染群

術後2 過日 : 糸 表面 より 間隔を お い て 再 生軸 索は

伸長 し て い る . 術後3 ～

4 過日で は再生軸索と糸との

隔 り はや や拡が り , 糸自体もそ の 表面 が崩れ はじめて

い る ( 写真12 ) . 術後 8 週以 降は . 糸 は消失し 肉芽組

織 に 置 き換わ り再生軸索 は大きな 偏り を避 けて 走行し

て い る ( 写真 13 ) .

2
′

) 対照群

術後 2 週目で は
, 糸 と再生軸索と の 隔 り を認 める が

.

感染群 に 比 べ 小さ い もの で あ る . 術後 4 週 目以降で は

糸 と再生軸索と の 隔り は2 週目よ り や や大き く な っ て

い るが , 感染群に 比 べ る と小さ い
.

3 ) C h r o m i c c a t g u t 糸使用感染群

術後2 週目 : 糸周囲と再生軸索 と の 隔 り は Pl ai n

C a t g u t 糸群 と 同程度で あ り . 術後 4 過日で の 偏り及 び

術後 8 ～

12 過 日 の 糸消 失 後 の 肉 芽 組織 の 大き さ

は ,
P l ai n c a t g u t 糸群と 同程度で あ る . 再生軸索は肉

芽組織 の 部分 を迂回走行し て い る ( 写真 14 ) .
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3
】

) 対照群

全逓 を通じて , 所見 は Pl ai n c a t g u t 糸対照群と 同程

度で あ るが ･ 組織所見で C h r o m i c c a t g u t 糸群の 方が

pl ai n c a t g u t 糸群 より 細胞浸潤が わず か に 強 い と 前

述した が , 偏り の 点で は差は認 めな い
･

4 ) M e r s il e n e 糸使用感染群

術後2 週目 : 糸周囲 をわ ずか な間隔を お い て 再 生

軸索は伸 長して い るが , 術後3 ～ 4 週目で も こ れ ら の

所見は変わ らな い
. 術後8 過 以降で も . 絹糸群で み ら

れたよう な編み 目部分 の 膨化 はな く , 軸索走行の 妨害

程度は絹糸群 ほ ど強く は な い . 又 , 糸 の 編 み目及 び再

生軸索と糸表面 との 問 に は細胞浸潤 が あ る た め
,

わ ず

かに 偏りを 認 め る ( 写真15 ) .

4
′

) 対照群

術後2 ｡ 3 ･ 4 過 を通 じて 感染群 と殆ん ど 隔り の 点

で 差異は な い が . 術後 8 濁以降で は対照群の 方 が感染

群に比 べ 偏りが小 さ い
.

5 ) D e x o n 糸使 用感染群

術後2
～

1 2 過を 通 じて . 再生軸索と糸 と の 関係は ほ

ぼ M e r sil e n e 糸感染群と 同所見を 呈 し て い る ( 写 真

16 ) . 両者間の 差異 は . 術後 12 過日で D e x o n 糸が 一

部吸収さ れ再生軸索 は残存し て い る糸 及び 吸収後の 肉

芽組織の 隔り を避 け て 伸長し て い る ( 写真17 ) .

5
'

) 対照群

術後2
～

12 過を通 L: て t
M e r sil e n e 糸対照 群 と は

糸と再生軸索と の 隔り の 点で は殆ん ど差 異 は 認め な い

( 写真1 8 ) .

6 ) N y
'

l o n 糸使用感染群

術後2 過日 : 再生軸索と糸 との 隔り は殆ん どな く 一

再生軸索 は糸表面 に接する よう に 伸長し て い る■( 写真

19 ) , 術後 4 週目で も糸結節郎で の み 糸の 周囲に わ ず

かな隔り を みる だ け で あり , 再生軸索と 糸と の 隔り は

殆ん ど結節部以外で は み られ な い ( 写真 20 ) . 術後 8

～ 1 2 過 日に な っ て も 再生軸索と糸表面 との 隔 り は 殆

んど なく . 糸 に 接し て 再生軸索 が走行 して い る ( 写 真

2 1 ) .

6
-

) 対照群

全過 を通じ て 殆ん ど感染群と 差異 の な い 所 見 で あ

り , 再生軸索は糸裏面 に 接し て 走 行 し て い る ( 写 真

22 ) .

7 ) 鋼線使用感染群

術後2 ･ 3 過日 : 鋼線 を抜去 した 痕跡と 再 生 軸 索

との 問 に は , わずか に 細胞集塊を み と め る( 写真23 ) .

術後8 過日で は再生軸索は , わ ずか な肉芽組織を鋼線

との 問に お い て 走行 して い る( 写真 2 4 ) . 術後12 過日

で は8 過 日で 見 られ た 肉芽組織の 隔り は殆 ん ど大き く

な っ て は い な い
.

7
一

) 対照群

全通 を通 じて
, 再生軸索 は鋼線の 表面 に 殆ん ど接 し

て 走行 し て い る . 術後12 過日で は
, 再生軸索と鋼線 と

の 間に は 肉芽組織に よ る隔り が認 め られ るが , 感染群

と 殆ん ど変 ら な い .

小 結

各種縫合糸の 再生軸索 へ の 影響 は前述の 組織像で 述

べ た如く . 糸周 囲に 生 じた膿瘍 , 肉芽組織 に よ る隔り

の 大 きさ が 関係 する . 故に絹糸使用感染群で は こ れ が

最も大き い た め 再生軸索は糸 より遠く はな れた 所を 迂

回し て 走 っ て い る . こ れ につ い で 隔 り の 大 き な も の

は ,
Pl ai n

,
C h r o m i c c at g u t 糸 感染 群 , 絹 糸 対 照

群 , P l ai n
,
C h r o m i c c a t g u t 糸 対照 群 , M e r sil e n e

糸 , D e x o n 糸 感 染 群 , 鋼 線 感 染 群 , M e r sil e n e

糸 . D e x o n 糸 , 鋼線対顔群の 噸と な り . N y l o n 糸 感

染群 . 対照群が 最も小 さ く殆ん ど糸表面 に 接する よう

に 再生軸索は 走行 して い る .

考 察

開放創で の 神経 の 一 次縫合 に は常 に感染の 危険性を

予想 せね ば な らな い . 先に上野
川
は細菌感染下で の 神

経縫合 で 神経再生 へ の 影響 は殆ん どない こ と , お よび

生体内で の 感染 は異物 の 存在 に より増強さ れ る こ と を

述 べ た . 縫合糸 は手術で 体内に 残さ れ る唯 一 の 異物で

あ る こ と が多 く , 感染が あれ ば 当然
●

こ れが 問題 と な る .

そ こ で 今回, 実験的 に作製 した感染下で の 各種縫合糸

の 神経組織 及び神経再生軸索 へ の 影響 の 程度 を 調 べ

た . 感染作製 の 方法 に つ い て は ,上野
川
と 同

一

方法 を と

っ た . 上野
川 も述 べ て い る ごと く .

一 定量 の S . a u r e u s

を ロ 紙 に 含ま せ た の は異物 ( ロ 紙) の 存在下で は確実

に 感染が 生 じ, 長期間局所 の 感染を持続で き るた め で

あ る .

縫合糸を 大別 すると , 非吸収性縫合糸 とし て 木綿糸,

亜麻 , 合成繊維 , 鋼線 . 銀線, 又吸収性縫合糸 と して t

腸 線 . 吸収性合成繊維が あ げ ら れ る( 表2 )
1 3J

. そ の 他

合成糸 と して , T e a o n 糸 , N yl o n 糸 , P o l y e s t e r

糸 , D a c r o n 糸 等 が あ り ,
こ れ ら は

一 般 に

m o n o fil a m e n t ( 単繊維) あ るい は m u lti B l a m e n t( 多

繊維) の b r ai d e d t y p e と して 構造上分類さ れ て い る .

本実験で は天然性非吸収性縫合糸と して 絹糸を , 天然

性吸 収 性 縫 合糸 と し て Pl ai n c a t g u t 糸 , C h r o m i c

C a t g u t 糸を . 合成非吸 収性 縫 合 糸と し て N y l o n 糸

( m o n o fi l a m e n t) M e r s il e n e 糸( m u lti n l a m e n t) . 合

成吸収性縫合糸と して D e x o n 糸 ( m u lti負1 a m e n t) を
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吸 収区分

†
非吸 収性

吸 収 性

吾

木

表 2 縫合糸の 種類

動物系 - 一 絹 , 人毛
,

馬毛

物 系 仙

麻 , 木綿

合成 系 叫 ナイ ロ ン な ど

属系 叫 金
,

鋸
, 鋼線,

タ ン タ リ ウ ム

物系 -

カ ッ トグ ッ ド,

動物腱
,

再生コ

ラ ー ゲ ン

成系 鵬

p V A 糸(S C S)

P G A 糸(D e x o n)

用 い
, そ の 他銅線を使用 した

.

一 般 に外科手術 に用 い る縫合糸の もっ 粂件 は表3 に

示す ごとく操作が容易で あ る こ と
, 結節部が ゆ るま な

い こ と
, 異物反 応が 少 な い こ と

, 感染 の 影 響 を 波

及 さ せ な い こ と の 他 に
, 適 度 の 強度 をも つ こ と ,

滅菌処 理 が 完 全 に 行 な え る こ と が あ げ ら れ る . 他

の 組織 と 異 な り
,

神 経 の 鷹 合 糸と して は 以 上 の 外

に
▼ S u n d e rl a n d

8I
, G r a n b e r r y

1 4J
ら , D el e e

1 5 J
らが 述

べ て い る ごとく , 非常に 軌 ､ 糸で あ る こ と , 組織損傷

が最小 で あ る こ と 一 触 r o b l a sti c r e a cti o n が 最 小 で

あ る こ と等が あげ られ る . しか し最大 の 問題点 は , 各

種 の 糸 は神 経組 織 に と り 異 物 で あ る以 上 縫合 糸

周 囲の 神経 組織 に は 少 な か ら ず組織 反 応 が 引 き 起

こ さ れ
,

こ れ が 軸 棄の 再 生 を障零 す る と 考 え ら れ

る 点 で あ る ･ 縫 合糸周 韓 に お こ る 反応 は
,

一

つ は

C e11 ul a r c o m p o n e n ts
, もう 一

つ は fib r o b l a s ti c

C O m p O n e rlt S に分 け られ . 前者は多核白血球 ｡ リ ン パ

球 → 組織球等の 小円形細胞か ら なり ,
こ れ ら の 細胞出

現 は異物 (縫合糸) の 除去 の 目的をもち
, 後者 は異物

を包含する目的をもつ と考え られ る . そ こ で こ の 組織

反応の 最 も少 い 材料の 探究が 縫合糸 の 開発と と もに 次

々 に 報告 され て い る .

191 9 年 ･ S a r g e n t
ヰ)

ら が 縞 糸 , C at g u t 糸 を 用

い
･ M u k h e rj e e

5 J
ら は鋼軋 N yl o n 糸 , h u m a n h ai r

,

T e r yl e n e 糸 を使用 し
, 結局絹糸を最適縫合糸と唱 え , ま

た G utt m a n n
61

は h u m a n h ai r と綿糸が組織反応が 少

なく ･ 神経縫合 に最適 と述 べ た . ゆ え に 最近 まで
, 神

経縫合 には絹糸が 主に使用さ れて きた .

しか しなが ら. 感染が 存在す る場合 は
. 以上の よう

な非感染下 の 縫合と は異 な っ た条件を考え ね ば な らな

い ･ 縫合糸 と感染の 関係 に つ い て の 研究 は , 神径組織

で は行な われ て は お らず . 主に皮下で の 実験で感染下 .

材質 区分

, 人毛
, 馬毛

麻, 木綿

カ ッ トグ ッ ド , 動物糠

再生コ ラ ー ゲ ン

金, 鋸 , タ ン ク リ ウム

ア ル ギ ン酸

合成糸 ( ナイ ロ ン な ど)

合金 ( ステン レス ･ スチ ー ルなど)
P G A 糸( D e x o n )

P V A 糸(S C S)

表3 縫合糸の理 想条件

C h a r a c t e ris ti c s o f a p e rf e c t

S u t u r e m a te ri al

l ･ S u p e ri o r h a n d lin g q u a lit y

2 ･ G o o d k n o t s e c u rity

3
･
L a c k o f all e r g e ni c p r o p e r ti e s

4 ･
A d e q u a t e t e n sil e st r e n gth

5 .
M i n i m al ti s s u e r e a c ti o n

6 ･ N o a d v e r s e e ff e c t o n a w o u n d in th e

p r e s e n c e o f i n f e c ti o n

各種縫合糸 を用 い て 糸周囲の 組織反応 ある い は膿瘍形

成 の 差異 を み て い る . 即 ち . J a m e s
16 )

らは異物 ( 縫合

糸) の 存在下で の 膿瘍形成 の 差異 を各 種 縫 合 糸 (絹

糸 ･ C o tt o n 糸 , D a c r o n 糸 ,
h u m a n h ai r , N yl o n

糸) を 用 い て 実験 し たが
, 絹糸 t C o t t o n 糸 ,

D a c r o n

糸が h u m a n h a i r , N yl o n 糸 より実験的 に は膿瘍を形

成 しや すい と報告 し て い る . こ れ は縫合糸 に よる組織

の p o l y m o r p h o n u cl e a r i n fl a m m at o r y r e a cti o n の

程度及 び縫合糸 内へ の 細菌の し み込み の 程度 にそれ ぞ

れ よ る もの と結論 して い る .

感 染下 で の 神経縫合の 場合 , どの 糸が 最良 か を調べ

る の が本研究 の 目的で あ る . それ に は 感染の な い 場合

の 縫合糸 にお こ る組織 反応 と . 感萎如こよ り生ずる 組織

反応 に 分 けて 検 討す る必要が ある . ま ず 感染 の 起 っ て

い な い 場合 , 即 ち本実験 の 各種縫合糸 の 対照群を異物

反応 ( 組織反応) の 面よ り検討する と
, 絹糸使用対照

群で は絹糸を 中心と す る肉芽組紙が他 の 縫合糸の 場合

に 比 べ て 最 も大 き く 神 経 組 織 内 に 存 在 し て い

る ･ N yl o n 糸 , M e r sil e n e 糸 , D e x o n 糸 , 鋼 線で は

吸収 され ず術後 12 適 ま で も異物 巨細胞 . 組織球等が糸

表面 に 附著 する様相 を呈 して い るが
t 絹糸対照群で み



神経縫合糸の 研究
一 特 に感染 に つ い て

-

られる肉芽形成 に比 べ ると ごく 少 量 で あ る ･ C at g u t

糸群 ( Pl ai n
,
C h r o mi c) で は ･ 術後4 過頃ま で他の縫

合糸群と は異物反応の 程度は 同程度で あ る が
･ 吸収後

で は糸の 消失部 が肉芽組織に 置 換 さ れ ,
そ の 組 織 は

N yl o n 糸 . 鋼線 よ り も大きい が綿糸対顔群に 比 べ る と

小さ い もの で あ る ･ 以上 より 感染 の な い 時で も･ 錦糸

は異物反応が 最も強く決 して 良 い 縫合材料で は な く ,

吸収性縫合糸も糸が吸収 され て もその あと に肉芽組織

が大きく残 ると こ ろ よ り良 い とは い え ず , 結局神経組

故に対 して は合成糸 ( N yl o n 糸,
D e x o n 糸,

M e r sil e n e

射 が異物反 応の 点で は 比較的良 い 縫合 糸と 考え られ

る .

そ こで 更に こ の 状態 に 感染が 加わ っ た場合 ( 各糸感

染群) の 各縫合糸周囲に お こ る異物反応 と細菌 に よる

組織反応と を比較す ると , 綿糸感染群 で は術後 8 過以

降, 綿糸を 中JL､ と して 大き な膿瘍形成 が み られ た こ と

は . 他 の 縫合糸群 に み られ なか っ た所 見で あ る . 古く

より絹糸の 細菌培地性の 問題が と り上 げら れ ∴綿糸 は

2 本の フ ィ ブ ロ イ ン と こ れ を とり ま く セ リ シ ンか らな

っ て お り .
こ の セ リ シ ン が ｢ ニ カ ワ質｣ で あ るた め細

菌の 培地と な る こ とが 知 られ て い る 川
.
こ の 為 , 最近で

はセ リ シ ン を除去 し た軟質絹糸が 利用 さ れ つ つ あ る

が, 我が国で は従来 の 絹糸 (硬質絹糸) が多用 さ れて

い る ため
, 感染創 で ほ非常に 不適 な縫合糸と い う こ と

に な る . c a t g u t 糸 群 で は お そ く ま で 糸 周 囲 に 好 申

球 ｡ リ ン パ 球の 炎症浸潤が 続善 , そ の 後 に比較的大き

い 肉芽組 織 を 残 し て い る . 合 成糸 の 中 の D e x o n

糸 , M e r sil e n e 糸 で は N yl o n 糸群 と はや や 異な り , 長

期まで 好申球 ｡ リ ン パ 球 ･ 組織球 が軽度で ある が糸周

囲及び編み目 にみ られ る . こ の 所見も対照群で み ら れ

なか っ た所見で あ る .

N yl o n 糸 は感染群 で も対照群 と差が な い く ら い 化

膿も肉芽形成 も殆ん ど認 め て い な い . E d li c h 嘲 ら に

よると ,
N yl o n 糸と D e x o n 糸は化学構造上,

N yl o n

糸は a di pi c a c id と 1- 6 - h e x a n e di a m in e
,

D e x o n 糸

は gly c oli c a cid か ら構成 さ れる が
,

こ の N yl o n 糸と

D e x o n 糸が 体内 に 存在す る場合, p r O t e Ol yti c e n z y m e

による加水 分解 で ad ipi c a cid と 1 - 6 - h e x a n e di a m i n e

及び gi y c oli c a c id に それ ぞれ遊 離する . こ の 分 解産

物が細 菌に 対し a n tib a c te ri al a c ti vit y をも つ と 彼 等

ほ述べ て い る .

A l e x a n d e r
1 9J

ら ,
V a r m a

2 0)
ら は , 縫 合材料 の 構造上

の差異( m u lti A l a m e n t 及 び m o n o a l a m e n t) と膿瘍形

成の 差異 と を 研 究 し . 材 料 が 眞 な っ て い て も

m ul ti a l a m e n t で あ れ ば
,

m O n O 色I a m e n t よ り膿瘍

形成が 目立っ と 述 べ
. そ れ は m u l ti 丘I a m e n t で は構造

583

上 .
b a ct e ri a が m u lti 色I a m e n t の i n t e r sti c e s ( ス キ

マ) へ い っ た-ん 入り込 む と p h a g o c yti c a cti vit y か ら

逃 れ る こ と が で き る と 推 論 し . 感 染 創 で は

m o n o 色I a m e n t の 縫合糸 の使 用を強調して い る . 著者

の 実験 で も m o n o n l a m e n t の N yl o n 糸 . 鋼 線 と

m u lti n l a m e n t の 絹糸 ,
D e x o n 糸 , M e r sil e n e 糸 と

を比較 する と . 感染群で は m o n o 丘I a m e n t 群 の 方が 明

らか に 感染 に よ る組織反応 . 膿瘍形成 の 点です ぐれ て

い る こ と が立証 され た .

次 に 再生軸索 と糸 との 関係に つ い て考察する と , 神

経 内に 残存した縫合糸周臨に生ず る廠痕形成の た め
.

神経 の 再生過程を障 害す る こ と は M 主11 e si e
削

ら . 野

村
10 削

らの 主張 して い ると こ ろ で あ る . M ill esi e
9)

ら

は神経縫合部で は神経外腱よ り豊富な結合線の 増生 が

お こ り ,
こ の 結合織 の た め に縫合糸が神経束外側よ り

次第に 内側 へ 押 し込ま れ る こ と
, さ らに糸周囲に生 ず

る結合織 に より . 再生軸索の 通路 の 断面積が 減少 する

こ と を述 べ た ( 図2 ) . 又 . 野村
tO 馴

らも同様に多 針縫

合 を行な っ た場合 ∴縫合糸周囲 に生ず る癖痕が 再生軸

索 の 通路をせ ば め るた め , で き るだ け細い 糸を用 い ,

さ ら に縫合糸致 を少なく する べ きで あ ると主張 して い

る .

以上の 事よ り糸 と再生 軸索 の 関係 を知 るに は , 糸周

囲 に生ず る組織反応の 大 きさを問題 に す る 必 要 が あ

る . こ の 組織反応 は非感染時 に は糸 の 異物反応 と して

縫合時 縫合後

図2 縫合部 での 再生軸索の 通路

縫合部で の 神経外膜 は結合織性増殖 をお こ し
,

縫合糸は内部 へ お し こ まれ た形と なる
｡ 縫合糸周

囲に も厚い 結合織が でき 縫合部で の再生軸索の通

路が狭まく な る ｡
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み られ ･ 感染時 に は細菌感染に よる炎症反応を 異物 反

応 に 加え て み る必要が あ る . 本実験 で の 再生軸索と糸

と の 関係 を みる と , まず対照群で は , 絹糸 , C a t g u t 糸

群は肉芽形成が 大きく , 再生軸 索め連行 は乱れ , 糸 よ

り 離れ て 走行し て おり .
こ れ が再生軸索の 通路 をせ ば

め て い る こ とが 分る .

一 方 , 合成糸群 . 鋼線群で は殆

ん ど肉芽形成が なく ,特 に N yl o n 糸群で は 再生軸索が

糸表面 に 殆ん ど接 して 直進 し て い る . 感染 が加 わ っ た

場合 をみ る と , 絹糸感染群 で は , 糸を 中心 と した 膿瘍 ,

肉芽形成が大きく な り , 再生軸索の 通路 をさ え ぎり ,

走行 は乱れ , こ れ ら の 周囲を再生軸索 は走 っ て い る .

又 , C a t g ut 糸群で も肉芽形成が対聴群 より も大 きく ,

再生軸索 の 通路を せ ば めて い る . こ れ に反 し , 合成糸

艶 鋼線群 で は ･ 比較的肉芽形成はわ ずか で , 対照群

と 大差 は ない ･ M e r sil e n e 糸 , D e x o n 糸群 は 再 生 軸

索と糸 と の 間に わ ずか に 肉芽形成をみ , 又 . 鋼線群で

も比較的う すい 肉芽形成を再生軸索と鋼線裏面 との 間

に 認 め るの み で ･ 軸索の 走行の 乱 れ は少ない
. N yl o n

糸感染群 で は , 再生軸索 ほ糸表面 に殆 ん ど接す るよ う

に 走行 し ･ 対席群と殆ん ど 変らず , 再生軸索の 走行 を

最 もさ ま た げ ない こと が 分 っ た .

以 上の 実験結果よ り t 感染下で の 神経縫合に は , 糸

周 囲 の 組 織 所 乱 再 生軸 索 に 対 す る 影 響 の 点 で

m o n o 丘1 a m e n t の 合成糸 , と く に N yl o n 糸 が神経 縫

合糸と し て最 もす ぐれ て い る と判定 した . な お t 感染

の な い 場合 で も･ 従来用 い ら れ て い た 絹糸よ り合成糸

が良 く ･ C at g u t 糸 も使 用 し な い 方 が 良 い . 鋼 線 は

N yl o n 糸 につ い で 神経縫合糸 と して す ぐれ て い るが ,

操作 の 息 e pi n e u ri u m を引き裂き 易い 点 で 実用的セ
はな い .

結 語

細菌感染 の ある場合 t 神経 縫合 に使用す べ き縫合糸

の 研究の た め
･ 実験 的 に 各 種 縫 合 糸 ( 絹 糸, Pl ai n

C a tg u t 泉 C h r o m i c c a tg u t 糸
,
M e r sil e n e 軋 D e x o n

糸
,

N yl o n 糸 ･ 鋼線) を用 い て 神経縫合を行 な い
, 感

染 に よ る各種縫合糸の 状態 を此 較検討 した .

1 ･ W i ぬ r 系 ラ ッ トの 脛骨神経を切断し , 各種縫合

糸を用 い て 縫 合, 縫合部 を St a p h yl o c o c c u s a u r e u s

2 ～ 3 × 10
7
個 を含ん だ ロ 紙で 包含し ∴ 経時的 に 脛骨

神経 を採取し･ 神経組織 と縫合糸 周囲と の 関係 , 及 び

再生軸索の 伸長状態を検討 した .

2 ■ 絹糸 を使用し た場合 , 糸周 囲に大きな膿瘍形成

を認め , 再生軸索は こ れ によ り進路 を妨害さ れ ,
そ の

周囲を遠く迂回 して 伸長 して い る .

3 ･ Pl ai n , C h r o m i c c a t g u t 糸使用例で は , 糸 周 囲

木

に はか なり の 長期 軋 炎症細胞の 浸潤 が み ら れ , 糸が

吸収 され て か らもそ の 部 に比較的大きな 肉芽組織を残
し , 再生軸索の 走 向は こ れ に より 妨げ られ て い る .

4 ･ 合成糸( M e r sil e n e 糸 , D e x o n 糸 , N yl o n 糸)

使用例 の う ち M e r sil e n e 糸 t D e x o n 糸で は ･ 糸周囲
に わずか な肉芽形成を 認め , 再生 軸索 は糸表面 よりわ

ず か に は なれ て 比較 的乱 れ る こ と なく 走行 t 伸長して

い る ･ N yl o n 糸 は ･ 糸周 囲の 肉芽形成が 最も少なく .

再生軸索 は殆ん ど糸表面 に接す る よ う に 伸 長 し て い

5 ･ 鋼線使用例で は鋼線周囲に 軽度 の 肉芽形成を認
め

･ 再生 軸索は鋼線 をわ ず か に さ け て 伸長 して い る .

6 ･

一 般 に m u l ti 丘I a m e n t の 絹 糸 , D e x ｡ n

糸
,

M e r sil e n e 糸 は
･

m O n O fil a m e n t の 鋼線,
N yl o n

糸よ りも感 染 に よ る組織反応 が 強く
,

ま た各糸とも結

節部 に は反 応が 少 し強 く あ ら われ る傾向が あ る .

7 ･ 以上 よ り m o n o B l a m e n t の N yl o n 糸が細 菌感

染 を 予想せ ね ば な ら ない 場 合の 神経縫合糸と して 最適

な も の と結論 し た .

稿 を終 る に臨み . 終始 御恩 篤な御指導と初校閲の労を賜わ

りま した恩師野村進教授 に 衷心より謝意を捧 げます . な お本
実験 の遂行 にあた り衡教 示をいた だ きました金沢大学微生物
学教室西田尚紀教授 . 中村信 一 助教授に深甚 な謝意を表しま
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