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・
肖

舞

名 （A 地区三 重 104名，B 地区岐阜 工07名） の Guthman

「レ 」 線撮影法 に よ る 「レ 1 線像につ き検索 した の でそ

の 成績 に つ い て 報告す る．

　 Roth 並 Bunim の 分 類 に よ る仙骨形態 の 頻度 は 腰仙

骨化 の な い 165例では 平均型 20％，直線型 38．8％，狭少

型 24．8％，ホ 杖型 4．3％，弓型 4．3％，鎌型 1．2％ ，
」

型 丁．3％，結節型 26。3％ であ り， 腰仙骨化の 46例で は 平

均型 1．3％，直線型 36．9％，狭少型 26。1％，ホ 杖型 8．7

％ ，
弓型 2．2％．鎌型 6．5％，」型 6．5％，結節型2τ．4％

であつ た．而 して 本 成績 は 妊婦 146例 に 就 い て 行 つ た 成

績 と ぽ 母
一
致 す る もの であり，地域差及び年齢差は認め

られ な か っ た。体格 との 関係 に 就 い て は 目下検討 中 であ

る．

　第 1 尾肯の 化骨仙骨化 の 頻度 は腰仙骨化 例 を除 く ユ65

例 中 42例 （25．4％ ），腰仙骨化46例巾28例 （60．9％）であ

り， 腰仙骨化例では 2 倍 以 上 の 化骨頻度 で あ つ た ．而 し

て第 工尾骨の 化轡仙骨化 は 年齢 の 増加 と共 に漸 増す る傾

向 が 認 め られ た が 地 域差は 認あ られ な か っ た．叉本成績

は既往難産例 に 於 け る 第 1 尾骨の 化 骨仙骨化 頻度 の 50．9

％ に比較すれば半数で あ つ た．

　 仙 骨 の 形態 と第 1 尾骨化骨仙骨化 との 関係 は腰仙骨化

の な い 165例では平均型 15。2％，直線型 32。8％ ， 狭少型

26。8％，ホ杖型 14n3％，」型25。8％，結節型 22。7％ であ

り，膜仙骨化 の 46例では 平均型 100％，直線型 58・O％ ，

狭少型 50％ ， 弓型 100％，鎌型 100％ ，
」型 100％，結

節30．8％ であ り，腰仙骨化例 を除い て の第 1尾骨化骨仙

骨 化 と仙骨形態 との 関係 は 直線型 ，狭少型 ，
J型 に多 い

こ とが 認 め られ た．而 して こ の 成 績 は難 産 例 に 於ける と

全 く同 傾 向に あ る こ とが認め ら れ た．

　 結節 型 と 仙骨形態との 関係は 腰仙骨化 の ない 165例で

は平均型 9．ユ％，直線型42。2％，狭少型19．5％ ，ホ 杖型

14，3％，　弓型 57．1％ ，　鎌型 50．0％ で あ り ，　腰イ由骨イ匕伊吐で

は 直線型 35。3％ ，狭少型 41．7％，鎌型 33．3％ ， 」型 33．3

％ で あ り，腰 仙 骨化 例 を除 い て は 直線型 ，弓型 ，鎌型 に

結 簿型 の 合 併頻度 の 大 で あ る こ とが 認 め ら れ た ．而 し て

こ の 傾向は 難産例で も同様 で あつ た．

　 尚仙骨の
一

個欠除す る も の は 211例中41例 （19．4％ ）

で あ り， 逆 に仙骨 の ⊥個過剰例 は 2 例 （0．9％） で あ

　り，仙 骨 1 個欠除例 ril腰仙骨化を認 め な か つ た の は僅 か

に 3例 （ 7．3％ ） に す ぎ ず，こ の 3例には 何れも第 1 尾

骨 の 化骨仙骨化 が 認 め られ た ．

　 86．胎児身長 の レ 線測定法に関する研究

　　　（盛岡 口赤）今井利倫 ， 松尾　茂，
莞
三 善　悟

　 胎児身長 の レ 線測定 の 目的 に Zsebむk の 方法 を応用

し，同 時 に 臨床上 ，よ り高い 正確度を求む るべ く，次の

実験 を試みた ．

　実験方法

　 （1 ）妊娠 4 カ 月乃 至 妊娠 工Oカ 月 の 死胎児及び満期 i癸

産せ る新産児 を検索材米斗と した ．

　撮影方法 ；Sagittal及 び Frontal　richtung に よ り前

述 の 死胎児及び新産児 を撮影した ．測定 は ，
Film 上 に

現わ れ た る 脊椎 の 第 ユ腰椎 の Kraniale　Kontur と第 5、

腰椎 の Kaudale 　Kontur 間を計測 した．而 し て 既知 の

死胎児 ， 新産児 の身長 と 第 1 − 5腰椎間計測値 との 比

は，11．15 ± O．165 （標本 平均）母平均 の 信頼限界 （危

険率 5％）10．80 ＜ ξ＜ 11．50 で Zseb6k の 云 う如 く大

凡 　11 ： 工 となる．

　 α ）妊婦撮影に よつ て 第 1〜 5腰椎間距離は多 くの．

場合腹背撮影 に よつ て 良 く決定出来，而 も腰椎は 妊娠後

半期 は 充分発育して 罵 るの で測定 も可能である．

　 a） 子 宮内で胎児 の 位置如 何 に よっ て 腰椎 は 直線をな．

さ ず多少共 弓状を な す 屯の であ り，
こ れ と腰椎の 傾斜角

度に よ る 短縮 は第壬〜 5腰椎の 間で は 是等 を顧慮す る要

な く， 測定値 に 影響 を 与 え ず，従 来 の Film 面 上 の 脊椎

測定 に比 し有利で あ る．

　 b） 焦点 Film 間距離　腰椎 と焦点 Film 問の 距離

の 如何 に よっ て 実 物 よ りどの 程度 の Film 上 の 像が 拡

大 さ れ るか に対 し次の 方 法 を行 っ た，即ち焦点を第 1 匝1

の 撮影後移動し，次い で第 2 回撮影 を行 う．即 ち Fl，恥

は 第 1 回
，

第 2 回撮影時 の 焦点 ，
AI　B1，　A2　B2 は Filrrin

上 の像で図の 如 く， a ，b，p。　q が既知数で あ るか ら

ズ〒一一撃 謡
）．

・ 式 に … 求 舫 …

《
AI 　　 A2 　F　　B2　　B｛

　実験成績

　ZsebOk の 方 法 に よ り胎児身長 の レ 線計測 を 試み る

と，胎児 の 身長 と第 1 〜 5腰椎間の 距離 の 比 は，11 ： 1

であ る．妊婦撮影 を行 うに第 1〜驚 5 腰椎間 は容易に 測

定出来 る．次 に焦点移動 に よ TOて 得 た 2 枚 の Film よ

・第 ・一 ・腰欄 ・ 贈 ・ 融 馬  
a ）

・ 式 ・

よ り得 る の で ， 之 に 11企 秉ず る こ とに よ り全 身長 を推灘

出来 る．分娩前 1 週以内の 妊婦撮影 Film よ り新産児身
』
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　長 を 以 Lの 方 法 に よつ て 確 か め る こ と が 出来 た ．次に 中

　心線 の 如何 に よ る脊椎投影像の 誤差は 通常 の 撮影方法 に

　 よ つ て は無視 して よい こ とを知っ た ．更｝こ 脊椎が Film

　面 に 対す る傾斜 を 考 慮 しな け れ ば な らぬ が 20 °

以 内の 傾

　斜では 硝 it短縮す るが，

　　　　 ξ ＝ − O．OTscm　Etな り実地一L修 正 を要 しない ．

　　87．レ 線児頭骨盤計測法による児成熟度 推定 の

域續

　　　　　　　　　　　　　（国 、

「
淦 沢 ） 四位例　章

　 胎児成熟度推定 の 目的 に は レ 線学的 に 四 肢骨端化骨程

度 の 判 定 と，児頭の 各経線 を 計測 して そ れ か ら児の 発育

の 程度 を知 る方 法 な どが あ る ．前 者 は撮影方 法 が簡単 で
1
胎児の 成熟度 を月齢 よ り知 る こ とが で き るが，反面化骨

程 度 は極 め て 個 人 姜が大で，誤 り易い 欠点が あ る ．従来

の 産科で は 骨盤内外計測 を主 とす る狭骨盤 の 臨床診断 に

　よ つ て 不要 の 帝切や予 期 せ 勲 未熟児 を得る こ ともあっ た

と考えられ るが，我・itは 骨盤外計測 を廃 止 し，妊娠末期

．に レ 線児 頭 骨 購計 測 を 行 い ，児頭骨盤 の 均衡度をな る べ

く正 確 1に 診断 し ， 更 に 疑わ しい 境界例 に つ い て は 試験 分

娩 （既発表 ） を施 行 す る こ とに よ り臨床成績 の 向 Eに 努

め て い る ．こ の 際児の 成 熟度 を或 る 程度 王 確 に 畑 り得 れ

ば 更 に そ の 効 果 を高め る こ とが 明らか なの で我 7t は 撮影

さ れ た 児頭 を 計測 して そ の 大 き ざ か ら体重 を推定す る 方

法 を試み，次 の 様 な成 績 を得 た の で報告す る，

　　（1） 撮影 は 2方 向か らで．そ の ユは 骨盤 入 口 平面を

ン ．イ ル ム 廁 に 平行 に す る 体位，・
との 2 は 立位で体正 中線

・を フ イル ム 面 に 平行 に す る 体位 に お い て ， 高 匪 撮影す る

　（レ ン トゲ ン 景 を少な くす る）、こ の よ うに し て撮影 さ れ

．た 2枚 の ン ィル ム 上 に現わ れ て くる児頭の 大横経を計測

し，予 め 実測 値 に基 い て 作製 した 独 自の 補正 表 に よ つ て

体 重 疂推 定 した ．児頭 大横軽 は 全例 の
4
！5 弱 に お い て い ず

れ か一．』
方の ア ィ ル ム に出現した．しか もそ の うちの

213
は

側 面撮影 に 認め られ た ．大横経 1）出現 しな い 場合 に は種

々 の 補正 を加えて こ れ を推 定 した．

　 （2）　実測値 に 基い て 妊娠末期 の 大櫨経並び に 体重増
』
加 の 傾 向 を 簡単 に 表 す と，34週 か ら 37週では 毒週夫々

〔｝・2cm， 2009 ，38週 か ら40遡で は   ．15c 且1， 15eg ．4⊥

週以後で は 0．lem， 100　g の 増加 と した場合最 も 正 確 に

補 IF．し得た．

　 （3）　 222例の 児頭計測 で 推定体 重 と実 測体重の 誤差

が （±）250g以内の もの は 全例 の 67。5％ を 占め，（十）

』と （一一　の 誤差は 平均 した 分 布 を示 し て い た．

　　（4） 大横経の 推 定値 と生直後実測値の 誤差は 極 め て

大で しか も分 敵 し て い るが ， 生 後 3 口 Eに は （± ）　OA
Cin以 内が 64．1％ を 占め た．即 ち 産道通過 の 影響 が 生 後 3

日 目で尚完全に復 i冂しない 場合の あ る こ と を 示 して い

る．そ の点陣痛 を殆ん ど経過 せ ず に帝切に よ り出生 した

20例 の 誤差 は 全例で （± ）　0．4cmJ ／X内で あ つ た ．

　 （5）　 レ 線写 真の 良否 ， 殊 に 人横経出現糂度 か ら全例

を 3 階級 に別 け て み る と，概 して 良い 写真 か ら 得た 雉定

値 の 誤譴 が 少 な か っ た．ま た 出生 時 の 体 重 別 に 誤差の 分

布 を み る と2501〜350〔〕gの範囲で は （± ） 250g 以内の

もの が 76．8％ で優れ て お り，2500g 以 ドで 1・」：過 大 推 定 ，

35019 以 上 で は 過少推 定 の 傾向が 認 め られ た 、

　 （6）　⊥述 した補正 衰 を用 い る と，計測 して か ら出生

ま での 口数の 経過 に よ つ て は 誤差 が 特 に増大す る こ とが

な か つ た．一方 児頭 が骨 盤 入 口 よ り離 れ る に つ れ て 計測

誤差が増人す る こ とが 認 め られ た．

誌上 發 表

　 88．分娩前児頭移動 と難産の 関係　そ の X 線的

解明

　　　　　　　　　　 （沼津緑町病胱） 田村 　久 弥

　 妊娠末期 に 児頭 が 母 体骨 盤 ．Lに 岡定 せ ず移 動 して い る

時 は難産 に な る こ と が 多 い．殊 に 児頭骨盤不 適合 （C。
P ．D ．　Ccphalo −Pelvic　Disproportion）があ る時匠 移動す

るか ら であ る．私 は 過去 2 年の 分娩 190〔〕例 の う ちか ら，

か 丶 る も の をX 線写真をとり，
そ の 解 明 を試み 興味あ る

結果 を得たの で報告 す る．児頭移動に は 程度の差が あ り

僅 か に動 くもの は 之 を 除外し，妊娠末期 に，レ オ ポ ル ド

第 4 動作で触指 が 児頭 と恥骨問 に深 く入 り， 児頭が 高く

浮遊するもの だけ を とり⊥げた ，

　写真の と り方 は妊 婦 を側臥位と し，臂 の 割目に 1c皿 ご

とに穴 を あ け た 鉛板 の ス ケ
ー

ル をお く，之 で 正 中 線上 の

骨盤 （真結合）及 び児頭が 等倍 に 拡大 さ れ て cm です ぐ分

り，め ん ど うな 計算 を しな い L

　条件 は，75KVP ， 6eOMA ， 5 秒，距離約80cm リス

）Jtノレム 使用 ．

　移動を証明 した総数　55例　会体 の 2．9％

　 （1）　55例 中 自然 分娩 した も の 　17例 　30％，即 ち移

勦 が あ つ て も
1
！3は 日然分娩 し て い る．分娩時間 18時間

以 ．ヒ3 例．X 線で 71nm以 上真結合 が 大 で あ っ た ．初 帝

ユ2，経産 5．自然 分 娩で何故児頭 が 移動す る か，分 らな

い ．あ る 者 は 子 宮筋 の 張力不 足 とい うが，経庶 で 巨 大児

（39009）　1，　前頭位 1あ り．

　 （2）鉗子分娩　 7例　ユ2．7％．
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