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　まず高知講師 は CPD の 定義 に つ い て ，児頭 と骨盤 と

の 間に 不調和 が 生 じ，経腟分娩が明か に 不 可 能 となつ た

もの を い う と 定義 し，陣痛や 軟 産 道 な どの 異常 た と えば

前置胎盤，低位胎盤，臍帯巻絡 ， 過短臍帯， 子宮体癒着

な ど に よ る児頭 の 骨盤 へ の 嵌入 障害は こ れ を 除外する と

な し ， しか も臨床的 に CPD が疑 わ れ る 場合 の 処 置 と し

て 行なわ れ る試験分娩の 条件乃至 限界 に つ い て 言及 し ，

初，経産婦 を 閥わ ず，陣痛が整調 で 児頭未固定 の 状態が

12時間，児頭固定す る も， そ の 後の 下降 が 3 時間を越 え

て も障害され る状態を
一

応限界とすべ きで ある と述べ ，

さ らに CPD 確認へ の 対策 と し て ， 児頭 の
．
ド降が障害さ

れ る と考え られ る る時点 で X 線撮影 し ， 児頭 ， 児背 の 廻

旋状態と こ れ に 対す る骨盤 の 状態 を 対比 し つ つ
， 力学

的，形態学 的 に 分析解 明 す る こ とが 必要 で あ る こ とを 強

調 した ．

　 次 い で 小南講師 は CPD の 臨床診断に つ い て 下向頭

部 と骨盤 と の 相互 関係を 究 め る こ との 重 要 性 を 指 摘 し，

Sellheim，　Seitz，　Munro ，　Kerr，
　MUIIer

，
　Hillis

，
　 Zange −

rneister な どに よ る 種 々 の 臨床診断法 を 紹介 し， こ れ

らに つ い て 種k 検討 の 結果，初妊 婦 に お け る fioating

head の 有無 ， また は Seltz法な どが 最 も信頼 し うる診断

法 で あ り， ま た そ の よ うな 診 断 で は た だ 1つ だ け の 診断

法 に よ らず，い ろ い ろ の 診断法 を 併用 し，そ れ らの 結果

を 総合判断すべ ぎで あ り，しか も これ ら の 診断法 は分娩

開始直前 に 行 なわ る べ きで あ る と述 べ た ．さ ら に CPD

の 診断 は分娩開始前 に 行なわ れ て 処置が 決 め られ る こ と

が望 ま しい が，実際に は それが 困難 と思 わ れ る の で ，結

果的 に は 試験分娩に 持込 まれ る こ とが 多 く，こ の 点 止む

を えな い こ と と思 う と．な お以上 の 臨床診断法は 下降児

頭 と骨盤入 口 また は そ の 附近 の 部分 との 関係 を 知 りうる

だけで あつ て ， それ 以 下 の 産道 こ とに 出 口 部 との 関係を

知 るに は 全 く無力で あ る と結 ん で い る．

　 次に 松 田講師は CPD の X 線診断法 と して 骨盤は 多

形性 を もつ た立 体問腔 で あ り， 児頭 は 分娩 の 進行に 伴 な

つ て そ の 通過面積を 変 え る た め ， 両者 の 相 互 関係を X 線

豫 で 的確 に 定 め る こ との 困難 さを指摘 し，児頭 ， 骨盤 の

X 線像 も所詮そ の 立体関係 の 中の 1 断面像 に すぎず ， 動

的相互 関係 の 瞬間像 に lk一まつ て い る と．し た が つ て方法

沢 実

論 か らみ て も，す で に x 線像 に は 診断上 信頼限度の あ る

こ と ， しか も与 え られた 唯
一の 客観的手段 とし て の X 線

影像を よ り確 か な診断的価値あ る もの とす るた め に は，

一
次的 に は 側 面像 に よ る径 線的診断，二 次的 に は必要な

部位た と えば ， 骨盤入 口，中部あ るい は 出 「1部 の 各 レ ベ

ル に つ い て ，そ れ ぞ れ の 平而 の 広 さを 図形 に 表現 し ， 児

頭 の 影像図形 と し て判 断 す る 図 示 的診断法 を重視し，こ

の 方法をい ろ い ろ検討し て修正図示法を案出 し ， これ を

用 い て 分娩経過 を 追求 した結果，そ の 的中率が 従来 の 径

線的診断法，係数値法 の そ れ に 比 べ て 少 な か らず改善 し

うる こ とを認 め えた と述 べ られ た ．

　 次 い で 尾 島講師 は さ らに 骨盤位に お け る GPD の 診

断 に つ い て 論及 し ， 骨盤位に お い て は 頭位 の 場 合 と違 つ

て 試験分娩が行 な い え な い こ と，また CPD の 診断法 と

し て 骨盤 と児 頭 との 関 係 を 臨床 的 に 直接触診 に よ り比較

す る い わ ゆ る機能的診断法が不 可能 で あ る こ と，ま た X

線計測 に お い て も骨盤側面像に よつ て児頭骨盤関係を 1

つ の フ イ ル ム 上で 比較す る こ と の 困 難 な こ とな どを 指 摘

し， 骨盤位に お い て は 骨盤 と児頭 とを 別個 に 計測 し ，得ら

れ た 数値 を 比較 し て 判定 し な ければ な らず，し か もx 線

撮影 の 枚数を な るべ く少な くし て ，児へ の 障害 を避 くべ

きで あ る とな し ， x 線骨盤撮影 とし て仰臥位正面 と側臥

位側面 の 2 方向撮影 ， 児頭 の 計測 に は 立位 で フ イ ル ム を

上腹部 に密着 させ る撮影法 お よ び 超音波を 用 い る大横径

測 定，同時 に 子宮底長を測定 して 児体重を概算す る な ど・

こ れ ら諸計測 値 か ら経腟分娩 百∫能 の 有無 を総合判定す る

方法 を述べ
， さ らに 今後 こ れを い ろ い ろ検討 し clear 　cut

の 判定規準が得られ る で あ ろ うと結 ん だ ．

　 最後に 川 上 講師 は CPD の 処 置対 策 と して ，まず，そ

の 予防的処置 と し て 早期 に 人 工分娩誘発を 行 な う こ と

の 可 否 に つ い て 論 じ，これ に 関す る 全 国諸病院 か らの ア

ソ ケ ー トの 集計成績を 紹介 し，次 い で 分娩開始後 の CP

D の 診断 と し て ，
X 線撮影 に よる骨産道 の 形，大 きさ，

児頭 との 関係 を を 分娩経過 中 必 要 に 応 じて 数回 検 らべ ，

分娩障害 の 状態 こ とに そ の 場 所 を 知 る よ うに す る と よ い

と述 べ ，い くつ か の x 線写真を 示 して骨盤入 口，中部，

出 口 部 の CPD を紹 介 され た ．

　　以上各講師 の 講演 を 終 り．次 い で CPD の 定義 ， 診
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