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排卵 日 よ り起算 した人 の 在胎 日数 と新生児生下 時体重

岡 山大 学 医学 部 産 科 婦人 科 学 教 室 （主 任

助 教授　 田　 中

　臨床上 在胎日数 は 最終月経第 1H か ら 起算 さ

れ ，
Naegele 法で は 280 日 目に 出産す る確率が 高

い の で ある が，こ れ が真の在胎 日数 を示す もの で

な い こ と は言 う ま で も な い ，胎盤機能不 全症候

群な ど産科的合併症 を 在胎期間 と の 関連 に お い

て討議 され る こ とが 多 い 現在で は ， 真の 在胎期間

に 関する知識 の 必要性 が 痛感 され る． し か し，

こ れ に 関する報告は きわ め て 少な く，特に 生下時

体重 と の 相関性に つ い て は い まだ 報告を 知 らな

い ．在胎期間は受精し た 日か ら起算 され る が ， 卵

子 の 受精能力は 1 日以内 と さ れ て い る か ら， 排 卵

日を もつ て 代用 し て差 しつ か えな い ．排卵 日の 推

定は多数例を対象 とす る時は 基礎体温 （BBT ）

に よ る 他は な い が，一般 に は 低温期最終 日を以 つ

て そ れ に あ て て い る． 飯塚他　（1962） の single

inseminationに よ る研究に よれ ば，排卵は そ の 日

を 中心に．し て前後 2 日 の 間に お こ る らし い が ， そ

の 幅は小 さ い か ら，前述の 日を排卵 日として 実施

上大 きな障害 は な い ． 以下， BBT か ら 判定 し

た 在胎期間を簡略に 真の 在胎期間と呼ぶ こ ととす

る，

　筆者は 岡大不 妊外来 に 通院中妊娠 した症例 の 妊

娠成立時 の 排卵 日を BBT か ら， 分娩 日お よ び児

の 生下時体重 な どを郵送調査か ら追求 し，両 者と

もに 判明 し た 107例に つ き次 の 結果を 得た ，

　 BBT の 判定は すぺ て 筆者が行な い
， 在胎 日数

や生下時体重 に 対す る影響が予想され る の で 多胎

と中毒症は 対象に 含 め ず ， ま た い か な る 理 由 で

も人工 的 に 分娩が誘発 さ れ た もの も同 じ く除外し

た （こ の 点は 郵送調査 を 2 回繰 り返 し て 確認し

た ）．

　　　　　　　　　結　　果

　 1． 在胎 日数

　 BBT 上 の 排卵 日を 0 日 と し て起算す る と図 1
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図 1　 在胎 日 数 分布

25

一225　　−235　−245　　−255　　−265　　−275　　−285 日
　 　 　

一2ao　
−230　 　 　 　 　 　

−250　 　 　 　 　 　 　 　
−
？60　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

−−27［　　−280

の 如 く分布を示 した ．すなわ ち 266日か ら 270 日

の 区間を ピーク と して 急峻な カ ーブを画 き，最短

は 225日，最長は 284 日であ つ た．

　 230 日以下 の 例は 後記す る様に 児 も小さ く特殊

例 と考 え られ る の で ， その 3 例を除外 した 104例

の
’F均値は 264 ．2日，すなわ ち 0 ｝」か ら平均 265

口目に 分娩し て い る ．95％の 信頼限界 に お ける 平

均値の 存在範囲 は 265 日± 2 日で あ り，［司じ信頼

限 界 で の 母集団 の 存在範囲 ， すなわ ち 棄却 限界

は ， 265 日土 19日で あ り，い ずれ もきわ め て 巾が

狭 い こ とがわ か る （計算は 推計学 （高橋晄正他 ：

1956）　1・こ よ
v
⊃ た）．

　 265 日を 中心 と して そ の 前後お の お の 2週閲の

範囲に ある もの は 92人 （88 ．4％） で あ り ， 後 の 2

週間を こ えた例 は わずか 3 人 （2．9％）に す ぎな

か つ た ．

　 2．　 1，lr，
．
ド日寺仁ド重

　図 2 に 生下時 と在胎 日数 の 相閨を 示 し た ．在胎

日数 の 分散度 の 低い こ とは 先に述 べ た が， こ れ に

比 し て 体重 の 分散は 大きい ．本調 査 で は 母 の 体
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図 2　 在 胎 日数 と 生
一
ド時 体 重
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表 1　在胎 日数 と 生 下 時 体重 平 均

日
聖．［・ … 1理

』

　 　 　 　 3．06

数

241− 250
一 255 2．96

260

一 265
一 270275

3．023

．203

．283

．25

∩
ジ一
Q馴

一 285

ユ7282716

3．37　　 　　　 　 8

（4kg以 上 の 例 は 除 外 し，例数 の 少 な い 区 分 は

割愛又 は ，巾 を 広 く と つ て あ る．）

表 2 　 BBT 上 の 排卵 日 か ら起算 し た 在胎期 間

黠 劃 例 劃 在 胎 ・ 数

D6ring　 　 　 　 　 393　 　 　 　 　 　 　 　 267十 7．6
Knarr　 　 　 　 　 ／01　 　 　 　 　 　 　 　 　 265 ．3

漏　 考

一
i

266 ．3

25009以 上

2800g以 上

289

Stewart

飯　塚

梅　 沢

田 　 中

4757104

266− 270

264 、1十 　1．1
263 ．7→

−
　2．4

265± 2

重 ， 児 の性別等生下 時体重に 影響を与え る 因子 は

顧慮 し て い な い が ， 全 体を巨視的に 見 る な らば，

約 265日 ま で は漸増 し て い るが，その 後 は 産科的

に 意味 の ある程度 の 増加は な い 様 に 思われ る．ま

た 25G日以後で は 未熟児は きわ め て例外的で あつ

た ．な お 表 1 に 在胎 日数 と 生下時体重平均を示 し

た （但 し， 4   以上 の 4 例は産科学的に 例 外度 の

高い現象で ある か ら除外 して ある ）、

　　　　　　　　　考　 案

　 真の在胎期間は 多数例を対象 とす る限 り， BB

T を手掛 りに す る以外に な い が
， 筆者 の 知 り得た

文献は きわ め て 少な く， また ，
い ずれ も学会講演

抄録 の 引用 で あつ て平均値の み に 留 ま り，そ の 具

体的分散範囲や生下時体重を 述 べ た もの は 発見で

きな か つ た ．飯塚 （1970） は 47例か ら 264．1±

1．0日 ， 梅沢は 57例 か ら 263．7 ± 2 ．4 口 ，
D6ring

（1962） は 393例 で 267．4日 （但 し高温相 の 2 日

前を 0 日 と し て い る こ とに 注意） と報告し て お

り， そ の 他梅沢 （1965）に よれ ば Knarr の ，
　 East−

man に よ れ ば Stewart の 報告が ある とい うが，

原典は 不 明で ある ．こ れ らを表 2 に ま とめたが ，

平均値は 265日前後で そ の 分散幅 の 狭い こ とに お

い て は 大体…致 して い る．Naegele 法 に よ る分娩

予定日を 2 週間以上 超過す る時は 産科合併症が 増

加す る と言 われ て お り，その 頻度は 報告者 に よ り

3 ，5％か ら14％ と変動が あるが，10％内外 とす る

人が 多い ．本調査 で は平均値 よ り 2 週間を こ え る

例は 僅か 2 ．9％で あ り， 最長 も 284日で あつ た か

ら，真 の 在胎期間の 著 し い 延長は 例外的現象 と考

え られ る．

　本統計の 対象以外で 11例が予定日超過の 理 由で

な ん らか の 分娩誘発操作を うけ て い る が， BBT

か らみ た 在胎期間が 280 日を こ えて い た例は 1 例

もな か つ た こ とは
一

考に値 し よ う．

　真の 在胎期間と生下時体重 の 相関は他に 報告が

な く，比 較検討で き な い の は 残念 で ある が ， 約

265 日ま で は 漸増す る が，以後は 不 変また は や や

増加傾 向を 示 す に 留ま る 様 に 思わ れる ，児 の 体重

は母体側 の 各種 の 影響を うける た め か ， 分散 は大

で あつ たが ，

一方在胎期 聞の 分散 は 少な い こ とを

考 え あ わ せ る と ， 出産 の 時期を ぎめ る の は 胎児 の

大 きさで は な く，
fetoplacental　uriit また は 母体側

の 要因で あ り，し か もそ の ス ケ ジ ＝
一ル は予想外

に 正確に は こ ばれ る もの の 様で ある．
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　　　　　　　　　 結　　語

　 107例に つ い て妊娠成立時 の BBT か ら排卵 日

を 推定 し，分娩 まで の 期間お よ び児 の 生下時体重

に 関す る推計学的検討 の結果 1，C つ い て 述べ たが ，

在胎日数の 分散 度は 小さ く，生下時体重の 分散度

は 大 で あつ た ，Naegele 法 に よ る予定日超過妊娠

の 取扱 い に は
一
卜分な慎重 さが 必要で あろ う．

　橋 本 清 教 授 の 御 校 閲を 深 謝 す る．
．
本論 文 の 要 旨 は 昭 和

46年 日本 不 妊 学 会 「卜国 四 国 地 方部会総会 で 発表 し た ．
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