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口面 が算出され て くる．

　 1V　成績 ；以 上 の 立体測定法を分娩例 に追求 した が，

次 r畋 口き特果 を得 た ．

　安産群 に 於 て は ．真出口 面は殆ん ど10cm以 レ£ ）値 を

殊 に 哉分内外の ずぽぬ け．ヒ安 産 例 は，12　．0　cm　IX上 の 値 を

示 す もの が多 く，又 こ れ を児 頭 と比 較 し广 場合．出口 面

は 常に 大 きい 値を示 し て い ，こ．こ れ に反 し鄭粍 君極こ方ミい

て は，出口 面は殆ん ど 9．5cm以 下で，有憙 に 狭小 な 値 を

示 し翼児頭に 比べ た 場合 ，
 弧 こ 0．5e1似 上 狭小 ンk値 を斥

した ．尚われわれ
「
ま，自験 1査例か ら ， 通過性 の 予測 に

関 し，
一

肖 次 の 様な基 準 を立 て た．

　 ・　 げ 「1面 〔Xs〕 が ，児頭 〔Xk 〕　よ り大 きい と き一・

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ………安 産

　　　出［ 面 が，児頭 と｝ヨぼ同 じと き・…・・…比 較的安，tk

　 l　 出口 面 が ，児頭 よ り 0．5c皿以．L狭 い と き・・…難産

！　 　 　 　 　 （胤 ど鋸 硬 虹

　　　出口 面 が，児頂 （ り 2．Oc皿以 上 狄 い と き
……

怪腟

　 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分 娩不育
「
’

　 V　むす び ：以 ヒの 実験 か ら ，
1）わ れ わ r．の 行 う立体

算宅が ， 従来の 何 れ の 方 法 よ りも ， 信頼度 が 高く ， 分娩

予 後．出定 の 有力 悲 手段 に な り得 る こ とを考察 し ，
こ れ を

“

山 口 不均衡判定の 1 新法
”

と して ，h 唱す る と と も

に ，2）こ れが叉，出口均衡度を正 し く判定 し，不 均衡度

に 応 じ ttt−，適 TF．な 産科操作を，解答す るで   ろ うこ と を

指 摘 致 した い ．　　 　 　　 　　 　 　 、

　28，に対する 追加 　　　　　（慶　大）柳 田 洋
一

郎

　  只 今の お 話 の 中 ， 主 と し て 「分娩纂 2 期 の 遷延

とOtttletの 大 き さ 」 との 関係を論議 さ ，し ⊂の に か か わ ら

ず ， 結論の i［
．
で は こ の 方 法 に よ る 1’断 が 今迄 の 的中率

（6 ％ 前後）1一比 して 100％近 い 正 確度 を有す る と言 わ

れ た ．然 ．ノ骨盤 の 他 の レ ベ ル の 大 き さ を論じな い とや S

理論の 飛躍 と考 え ざ る を得 ない ．

　  　私 が 昨年11月 の 東京地方部会で発表 した 様 に 日 本

人骨盤 の （他国大罸盤 との 比較 に於 け る）特徴 は LL口 部

が 小 さい とい 弓点
・
ごあ る か ら．　こ の 点 に 油 目 c： tL．・c 本 研

究 こ臨 床 的 に 大変興味 おる もの と思 う．

　答弁　　　　　　　　　（北 　大）金 野　昭 夫

　質問 ：分娩
凵
｝麦を判定 す るに ，出口 の 所見 だ けで 云 ft

す る の は年 1
’”

s

の で は ない か．

　答 弁 ：骨盤 と分 娩 との 関係 亀論ず る に は ， 入 口 よ り出

口 に 到 る ま での ，所見を総合 し なけれげならない こ とは

勿論であ り，甲 Ik の 実 験で は ， 出［1部の 分 娩難易 を乳 慮

す る為 に 当然 入 ［ 都 と濶部 に於 け ：⊃狭窄異常 ．除外致 し

て お りま「｝．

　集地 じ 於て ，入 口 か ら濶 部 に到 る まで ， 全 く異常 が な

い の 、こ か s わらず， 出口 鰍 ．一至 っ て t 著 し く第 2 期 が

遷延 して，雁舌
’
と な る症例に1ヒ暖々 遭逼致 します．こ の

Jn！i ．障痛 促 進 法 で，娩出 し得 る か ．鉗子手術 を必 映 と：

す る か，3＜劃「子
 
ご娩出 し得 る か と云 う こ と は屡 丸 i測 1

」十

来な い の で あ りd：す ．殊 に 鉗 子 を試行 し て，遂娩出来

ず，帝王 切閾に 切 り亙 えよ うとす る中 ｝一，先 の 鉗子 が わ

ざ わ い して ，胎 児 が 不 幸ブ 私帰 ノ と る こ とも，屡女 経験，

す ．y こ とであ りま す．

　か よ うな 見地 か ら，窟共は ，予 後 亡SE し く 知 る 為 ：こ

も．適 切 な．方針 ｝決め る 為 ，一も出 IJの 正確 な 計 測 の 重
凸

性 ［fよしtLの であ りよす．殊 欧 米で は，出口狄窄＿

関 して、L ミ，扛 意 が ｝
』1：し b れ ，研 究 も多 くな され て い ま す

が
， 未 芯 ご正 確 な算定法 が見 当 らな い か ら で あ ります ．

　質 問 ：Tfの 先の 研究では，フ イ リ ッ ビ ン と本邦婦 人 の

骨盤，二二は ，出口 狭窄 の 多 い こ と
』
指 摘 した の で あ り ます

が
，

こ の 点で ，貢 ドの 研 究 は，烹 義 あ る と思い
齟

∴

　 返 答 ：　 り
一1：と ．．ご ざい 重 した．

第 5群 　胎盤 に 関す る問題

　29．所謂胎盤機能不全の組織所見

　　　　　　　 （三 井厂 生 ） 河含信秀，中井嘉文

　　　　　　　 渡辺 　明，江 面裕幸，石橋仁子

　最迂 予定 日赴 恵 こ関 す る 門題が 注 日さ れ て い るが ，こ

れ は月
A
構機能不全の 有無 が工要 な論争点 と な っ て い る こ

と は御承知 の 通 りで あ る ．元人胎盤膨 詣不 全の 有無 を純

形態 学 的 に把 握 す る こ とは極 め て 困難 で，不 可能 に 近

い ．！亅盤 組織の 梗寒 ， 夊 は ン ィ ゾ リン 沈 菅 に：確 か に そ の

都 位　
’

ナる局部 的 な胎盤 桟 膨 う厖 色乃 至不 全 を示す キ

標 と な り得 るが ，こ れ を 胎盤全体 とし て 見 た場 合，果 し

て
ll育1ド全が あ

‘’．2 舎か は 不 ワ」
’1で   り，恐 ら くそ の 多 く

は f｛．つ 健 営 組織 が こ れ を代償 し て 十 分 に そ の 機乱を発揮

して い ⊃ こ とは 1孟に我 a・の 怒醗す る所で あ る．従 っ て 尸

髀組織 の 局 」；的 な所 yFlb　｛
Lt

以 つ て 直 ちに 胎盤全体 を推測す

る こ と1 百 め て 危険 で．：）る．我 々 ：．ハ満 期 胎 盤，∵定 口超

過胎盤 ，末 漁胎盤 ．異常胎盤，計 142例に つ い て艦盤及
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び臍帯部 を組織学的に 検索 し，同時に
一
部臍帯血 中の 02

含有量 を測定 して 児 の 予後 との 問 に興昧あ る 所見 を 得

た の で報告す る，尚 こ 》 に言 う所謂胎盤機能不全とは臨

床 的 に 児仮死 乃 至 児死 亡 を 来 さ し め る 原囚 と し て 胎盤 に

そ の 原因を求 め ざ る を得 な い と思 わ れ る場合 を指 して い

る．セ ル ロ イ ド溶液注入 に よ る胎盤 血管の造形標本を作

成 して 見 る と， 正常胎盤では 絨毛膜板血管 の静脈 の 大 き

さは 動脈 の そ れ よ りも 太 く， 臍帯部 に 於て も 同様であ

り，
こ れらの 絨毛では 胎児血管 の 著明な発達 が 見られ ，

且っ ジ ン チ チ ウム 細胞 に接 し，叉 こ れを圧 排 して 直接絨

毛 間腔 に面 し，物 質交換 を容 易 な ら しめ て い る こ と が 分

る．一
方梗塞の 著明な中毒症胎盤等では

一
部 の 絨毛膜板

血管の大い さは jE常の 場合と反対に静脈く動脈の関係が

見 られ る．こ れ ら の 部 位では そ の 絨毛 の 胎 児血 管 の 発達

は さ し て著明で な く， 物質交換 の 不円滑 が 椎定 さ れ，

動．静脈 の 関係を兄 る こ とに よつ て，そ の 局部的な機能

を或 る程度推測 す る こ と が出来 る よ らに 思われ る．一
方

臍帯部 で は 特 に 静脈 の 筋細 胞 の 変 性 像 と血 管周 囲 の 細胞

浸潤及 び内膜 の 塩基好性 の消失 が見 ら れ る場合にはそ の

殆ん どが児死亡及び児仮死 の 場合であるか，明らか に 臍

帯巻絡 臍帯脱出，児頭圧迫等 に よ る 仮 死 の 場合に は上述

の 臍帯 の 変化は認 め ら れな い の で．こ れ らの 反応は そ れ

以外 の 原因 に よっ て 起つ て い る こ とが 分 る．叉 こ れ ら
一

連の 変化 は，1）臍帯部 の 自家融解 に よる変 化 ，2）特 に 血

管周囲の 細胞浸潤 は 児の 敗血 症及 び 子 宮内肺炎 に よ る 変

化で は ない か との 疑問が生 じ る が，1）に っ い て は 自家融

解 に よ る時間的推移 を組織学的 に追及して 見 る と，　110

時間以 上 放置 す る と軽度の細胞浸潤 が 見 られ る が
，

こ れ

らの細胞は変性像が 著明で明 ら か に 区別出来 る，2）に っ

い て は臍帯部の 変化 の 見られた 死亡児 6例 の 剖検所見で

は 何れも敗血 症及 び 肺炎 の 像は認 め られな か っ た．こ れ

ら の こ と か ら上述の
一
連の 変化 は胎盤 に由来 す る もの で

あ る こ とが うか X
’
われ．，胎盤機能 の

一
指標 と な り得 る様

に 思 わ れ る．

　29．に対 す る 質 問　　　　　 （東北大）安達　寿夫

　抄録に あ る胎盤機能不 全症候群 とい う臨床診断は 薪 生

児に 広汎 囲 の表皮剥脱や メ ＝ ニ ウ ム に よ る着色 な どを認

め る場合 に っ け られ た 病名ですが．あ な た の 組織所兄 と

新生 児の 上 記 の症状 との 関連性 を み られ．ま した か．

　答弁　　　　　　　　　　　（三 井厚生）河合　信秀

　私共の い う胎盤機能不 全 は 冒頭 に 申上 げた 如 くい わ

ゆ る とい う言葉 を冠 し，そ の 範 囲 を 申上 げ ま した が ，

clitfordの 云 う胎盤機能不全症候群 とは異 ります．我k

の 例で は機能不金症候群 と思わ れ る場合に殆ん ど遭遇 し

な かつ た の で，そ の 場合の 臍帯の 変化 に つ い て は 分 りま

せ ん が今後更 に検索 して見 た い と思い ます．

　 30． 赤血球胎盤 通過 に関す る血清学的研究

　　　　　　　　　　　（盛岡赤 十字）　松 田　
．
勳

　胎児赤芽球症 は Rh 因子 に よ り惹起 9 れ る こ とが 明 ら

か に さ れ て 以 来 ．原因不 明 の 流早 死 産 或 は 新生 児溶 揖牲

疾患の 成立 病理解明の た め に 赤血 球 の 胎 盤 通過性 が 重要

な 問題 とな つ て来 た．

　私 は 分 別凝集 と H ，
F 沈降反 応 と を併用 し て ， 妊 産褥

婦の 血 中に混在す る児血球を検索 し ， 赤血球 の胎盤通過

性及び通過 の 時期 に つ い て 系統的 に 検索 した．

　 1　妊 産褥婦80例 に っ き，夫 との 血液型組合せ か ら 生

れ る児 の 血液型を推定 し ， 母 血中に推定 した 血 液型 の 児

血 球が 混在す る か 否 か を，妊娠後半期及び分娩前後 に わ

た り定期的 に検索 して 次 の 結果 を得 た ．

　 1， 80例中児血 液型推定 の適 中 した もの が47例あ り，

適中 しな か っ た 33例では 検査の 結果は凡 て 陰性 で あつ

た．

　2．　児血液型推定の 適中 した47例 中29例では母血 中 に

児 血 球 の 混在 が証明出来ず，1S例で は証 明 され た．

　3． 母 血 中 に児 血 球の 混在が 証明 さ れ た 18例中 7例で

は分娩後 の み に （第 1群），4 例で は 分 娩前後共に （第 2

群），検査 の結果 に陽性 で あ っ た．第 1群 ， 第 2 群 の 11例

で は 何 れ も陣痛発来後に検査の 結果 は陽性であり，こ 礼

は 分娩開始後児血 球 が 母体 血 行へ 経胎盤 性 に移行 した も

の と考え られ る．残 り 7例で は妊娠後半期 ，分娩前後 に

わた り連続的 に間歇的に児血 球 の混在 が証明 さ れ，こ れ

は胎児血球 が妊娠経過 中間歇的 に母体血 行 へ の 移 行 が 行

われて い る こ とを推論せ しめ る もの であ る．

　4． 上 記 18例中 5例で は そ の 妊娠分娩経過は 正 常で あ

り，他 の 13例で は何等か の産科的異常及 び 手術的侵襲が

加えられた．

　 1　 自然流産せ る14例中 6例で は胎児．「血液型の 推定が

適 中 し
，

6 例中 1 例 の み に 母 血 中に 児 血 球 の 混在 が 流産

前後ともに証明 さ れた が ．こ れは流産 切 迫以後 に母児両

J血液 の交流 が あ っ た と考える の が 妥当と思 わ れ る．

　 皿　 妊娠 中期 に 於 て，人 工 妊娠 中絶 術 を施 した 30例 申

7 例 に お い て は 母 体血中に 胎児血 球 が証明 され，そ の 中

6 例では術後に の み証明 さ れた．こ れは 明 らか に 中絶術

が 胎児赤血球胎盤 通過 の 直接的原因 た り得 る こ と を推論

せ しめ ろ も の で あ る．

　以 上 の 結果から，母児両血液 の 交流 は 多 くの 場合 に 分
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