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嬲 和38年 2 月10日 第 1 群 　新 生 児 障 害 に 関 す る 問 題 205− 1ヱ

n

2 ’

で 曲線 の 上昇即 ち 児 の 状態 の 改善 は 判定に誤を来す

程 大 き くは な い ．そ こ で こ の 時間帯 に お い て仮死の 判定

・
を 下 し た い と考 え る．結 論 と して 従来仮死 に含まれ な か

『．
つ た 様 な 軽症仮死例 に っ い て注 目 し充分な管理す る必要

．．が あ る と思わ れ る，又 仮死判定は娩出後 1 ’〜 2 ’で下 し

．た い と提唱す る．

　 6，　 出生児 の 仮死 と児 の 知能発達 に つ い て

　 （愛育研究所 ）津野清男 ， 遠藤正文 ， 村山貞雄

　先に我・効 ま児童の知能指 数 （IQ ）と出生時 の 状況 と

の 関係を検討し，分娩 陦 の 娩出様式が 自然 ・鉗子 e
帝切

．な どの い ず れ であ つ た かは IQ に 関 して あ ま iJ問題 と な

らず ， む しろ出生 した 児の 娩出様式の如何よ り も仮死を

伴 な い 或 い は 未 熟児であっ た出生 に於て IQ の 遅滞する

懸念が比較的高 い こ と を考察 した ．

　 そ こ で今 回 は出生の 際 に 仮死が あ っ た児童約 300名 に

‘’
っ い て ， そ れ ぞ れ の 出 生 時の 状況を調 査 し，仮死出生 に

鮒 帯す る 条件別 に 類 別 して IQ の 程度を考察 し匸み た ．

　 そ の 結果は ，全体的には仮死で出生 して い て も工 Q の

剛
面で聞題とな る児は案外に少な か つ たが ， 妊娠分娩の 条

件別で  妊娠中 に合併症や偶発症の あっ た もの   在胎期

1問 の 短 か か っ た もの   分娩経過 が 急速 だ っ た もの   分娩

中 の 異常 に対す る 積極的な処置が時期を 失 した もの
一

等 に 於 て IQ の 高低が 分散しな が ら傾向を 認 め ， また 児

に 関 レて は   仮死蘇生後も自力哺乳が な か な か 出来 な か

っ た もの   新生児期 に罹患や事故 の あ っ た もの   未熱児

．だ っ た もの
一 等 が 工Q の 面 で問題を残す傾向が あ るの

を 認 め た ．か か る点 か ら妊娠 中の 健康管理 と分娩時 の 監

．視や処置 お よ び新生 児 の 養護 な ど を よ り厳正 に す る こ と

、が 要望 さ れ る．児 の資質 を示すもの は IQ だ け に 限 ら な

い が ， 参考迄 に 考察の 概要 を 報告 す る ．

　 7．　 新生児 に お ける外科的疾患

　　　 一
特 に ヘ ル ニ ア 及び腸管通過 障碍 の 経験

一

　　　　（関西医大）水野潤 二
， 椹木　勇 ， 塚原英克

　　 幽藤千佐子 ，平 山吉子 ，荒木幸子 ，岡 田修二

　　 南　佳洋

　新生 児外科の め ざ ま しい 進歩 に 伴 っ て 多 くの新生児が

手 術療法 に よ り生 命 を救 わ れ つ S あ る 今 日，我 rt産科医

”lti：緊急手術の 適応 とな る新生 児疾患 の早期発見 に
一

層 の

努 力 を拂 わ ねば な らな い ．今 回 ，我 が 歡室 に おい て ． か

s る 疾 患 の 中 ， 先天性 ヘ ル ニ ア 及び腸管通過障碍 の 4例

に 相 次い で遭遇 した の で報告す る ，

　第 1例 は 帝 王 切 開娩出後20時間で急 に チ ア ノ ーゼ 発現

し ， 左横 隔膜 ヘ ル ニ ア と診断さ れ ， 直ち に開胸腹術 を 行

っ た が，術後 6時間で死 亡 し ， 第 2 例 は 正常分娩後チ ア

ノ ーE 恢復せ ず，直 ちに 左横隔膜 ヘ ル ニ ア と診断され た

が 手術準備 中 に分娩後 2 時間 で 死亡 した ．何れ もそ の 診

断の 時期 は，｝9　X
“
適宜 と思わ れ た が 臓器脱出 の 程度が 強

度な 為 ， 何れ も予後不艮であっ た。

　第 8例 は分娩後 4H 目に 1血L便が 発現 し ， 更 に 6 口 閏　1こ

は閉塞症状 を確認し ， 直 ちに 開腹術を施行 した が ， 術後

7H 目 （生 後13日 目） に 死亡 した ．本例は診断確定が 遅

れ ， 腸管の 変化が 広範囲で あ っ た 為，術後恢復し得 癒 か

っ た もの と 思わ れ る．

　第 4例は 広汎 な腹壁披裂 に よ る内臓脱出児で分娩中に

死亡 し，剖検 に よ り多 くの 奇形を伴つ て い た の で，到底

手術 の 適 応 とは な り難 た か っ た で あ ろ うが ，木症 の 診断

は容易であ り ， そ の 程度の 軽い もの に は 施術 に よ り良好

な結果 が 得られて い る．

　 以 上 4例 を中心 に 新生 児期 の 外科的疾患 を 考察 し，併

せ て 新生児にお ける術後の 管理 に つ い て も検討 を 加 え

た．

　8．　 本院産婦人科病棟 に お ける病原菌叢 と 院内

感染に つ い て

　　　 （関西医大）水野潤 二
， 椹木 勇 ， 船曳和子

　　 山越統雄，天野智子 ， 井上久 寿男 ， 三上康彦

　産婦人科病棟に 於 い て 特 に 新生 児室 を設置 して い る場

合，新 生 児 に 対す る院内感染の 問題 は 極 め て 重要であ

る．

　我 が 教室 に 於 い て は ， 未 だ 重篤な 症例 に 遭遇 し て は い

な い が ， 最近相次い で ， 眼瞼炎 ， 中耳炎及び皮膚疾患 の

集団的発症をみ た 為 ， 産科病棟 に於け る病原菌の 分布 を

調査 し ， 併せ て 今後の 方 針 を検討 した ．

　 HI］ち新生児室に 於 け る空中落 ド細菌検索法 に よ る 検

査では斉種 の 細菌が み られ た が ，殊 に Staphylococcus

aureus 及び ，　 Staphyloceccus　epidermidis が か な り多

くみ られ ， こ れ らが 屡 六 ，種 攻 の 感染源 とな っ て い る 事

が明らか とな っ た ．

　 こ れら細菌 の 伝播過程 を 検す る に ， 出入す る 看護人員

に よ る 事は 勿論で あ るが ，吏 に病 室 に 於 い て の 母 親及 び

面会入 か らの 経路屯問題 となっ た ．

　 患児 に対 し ， 或 い は 患児から患児へ の 感染は看護に 当

た る 者 の 手 指 や ，喀出 さ れ た 咽 頭等 の 分泌 物 ，処置 に 罵

い る器具類 と共に沐浴が重要な媒介であ る事が 兄出さ れ

た ．
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