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概要　 妊 娠 初 期 妊 卵 の 発 育 状 態 を 知 る こ と は 臨床 上 極 め て 重 要 で あ り，種 々 の 診 断 法 が あ る が，と くに 形態 的

診 断 法 が 有 効 で あ る こ と は い うま で もな い ，そ こ で 超音波断層法 を用 い て 妊娠初期羊膜腔 を 計測 し ，妊卵発育

判定 へ の 応用 を 試み た．

　 基 礎 的 検討 と し て は 剔 出妊娠子宮 に よ り，本 研 究 に お い て 使 用 さ れ る 超 音 波 断 層 装 置 に よ っ て 描 写 さ れ る 妊

卵 の 構 造 が 実 際 に 生 体 内 の 妊 卵 の 檮 造 と
一

致 す る こ と を 確 認 し，妊 卵 の 計 測 は 断 層 像 で 最 も 境界 明 瞭 な 羊 膜 腔

像 に よ る こ と と し た ．ま た，羊 膜腔 の 計 測部位 と し て は 縦径，前後 径，横径 の 3 種 の 部位 が あ る が，発育指標

と し て は 妊 娠 日数 と の 相 関 か ら最 大 径 を 用 い る の が 最 も良 い こ と が 知 ら れ た．

　臨 床応 用 と し て は 妊 娠 5 週 0 日 よ り12週 6 日 ま で の 妊 婦 384例 に つ い て 接 触 複合 走 査法 に よ る 羊 膜 腔 計 測 を

行 な っ た ．装置 は 躰 無 纓 齬 灘 断 蠅 Aloka　SSD− 3。型 で ，周 瀲 は 2．25MHz ，鰍 子 は 10  径 の

も の を 用 い た ．そ の 結果，1） BBT か ら 受胎 日 の 明 ら か な 群 で は 羊膜 腔 径 は 胎 令 と 共 に 直線的 に 発育 し，羊

膜腔 径 （cm ） ＝ 0 ．1115x 胎 令 （日 ）− O．2221 で あ つ た ．2）　最終 月経 か ら の 妊 娠 日 数 と の 関 係 で も 羊膜腔

径 は 同様 に 直線 的 に 発 育 し，羊 膜 腔 径 （cm ） ＝ 0．1150　x 妊娠 日数
一2．3321 で あっ た ．3） 羊膜腔径 値 か ら 在

胎 日 数 を 推定 し う る こ と が可 能で あ り， 誤差 ± 7 日 の 範 囲 で 在 胎 日数 の 決 定 に 利 用 し うる こ とが 明 らか と な っ

た ．4）　予後良好 な 353例 の 羊膜腔径値を 統計 的 に 処 理 し
， 生 下 時 体 重 との 関 係 を 調 べ た 結 果，将 来 SFD 児

に な る 可 能 性 の あ る 異 常 に 小 さ い 羊膜腔径 値 と LFD 児 に な る 可 能性 の あ る 異 常 に 大 きい 羊 膜 腔 径値 の 範 囲 を

明 ら か に し 得 た ，5）　予 後不 良 な 31例 の 測定値 か ら 胎芽 死亡 の 可 能性 の 高 い 胎芽死 亡 羊膜腔径 値 を 設定 し 得

た．6）　本法 は 切 迫 流 産 予 後 判 定 に 有 効 な指 標 を与 え る も の で ある．

Synops量5 　Because　it 均 of 　prime　importance　to　know 　the　growth　 status 　of 　ovum 　in　 early 　pregnancy，　the

amniotic 　 cavity 三n 　early 　pregnancy 　was 　ultrasonographically 皿 easured
，
　 and 　 an 　attempt 　was 　 made 　tQ　apply

this　technique 　to　the 　evaluation 　of 　the 　growth 　o 『Qvum ，

1） Of　the　structure 　of 　ovuni 　on 　the　ultrasonogram
，
　the　amniotic 　cavity 　was 　measured

，　and
　the　maximum

diameter　that　is　 most 　intimately　correlated 　 with 　the 　 stage 　 of 　prcgnancy 　was 　 used 　as 　index　to　grewth．

　2）　The 　rneasurements 　of 　amniotic 　cavity 　diameter　in　353　cases 　with 　favorable　prognosis　showed 　a 　linear

growth，　with 　the 　amniotic 　cavity 　diameter （cm ＞＝0．1150 × nu 皿 ber　of 　pregnancy 　days− 2．3321．

　3） The 　fetal　age 　in　number 　of 　days　could 　be　determined　from　the 　measuremcnt 　of 　the 　amniotic 　cavity

with 　an 　error 　of ±7　days．

　4）　The 　rangc 　of 　abnormally 　small 　arnniotic 　cavity 　diameters　that　involve　the 　risk 　of 　SFD 　babies　in　the

future　and 　 also 　the　 range 　 of 　abnormally 　Iarge　diameters　that　involve　the　 risk 　of 　LFD 　babies　were 　diclosed．

　 5）　 The 　diameters　 Qf 　amniotic 　cavitics 　with 　blighted　ova 　 with 　 a　high　risk 　of 　blighted　 ovum 　were 　set 叩 ．

　　　　　　　　　 緒　　言

　妊 娠初期妊卵 の 発育状態を適確に知 る こ とは 臨

床上極め て 重要で あ り，種 々 の 間接的診断法が あ

るが ， そ の 内で も，こ れが形態的に ， し か も安全

に 診断 し得れば ， その 方法が最 もよ い こ とは 想像

に 難 くな い ．生体構造 の形態的診断法 の 1 つ で あ

る超音波断層法を こ れに応用 し ， 妊娠初期妊卵が

胎嚢像と して描写で きる こ とを 最初に 報告し た の
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556 超 音波 断 層 法 に よ る 妊 娠 初期 羊 膜 腔 言1測 の 臨 床 的 意義 日 産 婦 誌 29 巻 5 号

は Donald （1965）で ，以後そ の 臨床的応用は 年

々 盛ん に なつ て い る ．と りわ け妊 卵発育 の 程度を

示す指標 と し て ，
こ の 胎嚢の 大 きさ の 計測診断

は 最 も注 目 さ れ る と こ ろ で あ り，Hellman 　et　al．

（1969） 以来多 くの 報告が 行 なわれ て きた ．しか

し，こ れ ま で の 胎 嚢径計測 は そ の 計測部位設定に

問題を残 し て お り，又 そ の 計測値 の 利用 も単に 妊

娠初期 に おけ る発育傾 向を観察す る 目的に 止 まつ

て い た ．

　著者は 妊娠初期子宮断層像 中の 羊膜腔像 を計測

の 対象 と し，そ の 最大径を用 い る こ とに よ り容易

に 妊卵 の 発育過程を 知 り得 る こ とを見出 し，多数

例 の 検討か らそ の 計測値 の 持つ 臨床的意義に つ い

て 新 し い 知見を得る こ とが で ぎた の で その 結果を

報告す る ．

　　　　　　 装置な らびに方法

　装置は 日本無線医理学研究所製超音波診断装置

A1・ka　SSD−30型を使用 し，周波数は 2 ．25MHz ，探

触子は 10m 皿 径 ， チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 製平面振動子

を用 い た ．

　検査方法は ， まず患者に 検査施行前約 3 時間 の

排尿を禁 じ，こ れ で も不十分な場合，更に水分を摂

取 させ 膀胱 をで きる だ け充満 させ る full　bladder

technique を用い た ．次い で患者を 仰臥位 と して

下腹部 の 皮膚に 伝達物質 と し て グ リ セ リ ン を十分

塗布 した の ち ，手動接触走査を用 い て 頭足 方向 の

縦断像 ，こ れ に 直角 の 横断像 ，更に 必 要に 応 じて

果 骨結合を 基点 と し た斜め 縦断廉 を描写 し，妊娠

子宮な らび に 羊膜腔を立体的に 把握 し ， 最も計測

に 有効な断層艨を 求め た ．断層像上 の 計測 は 原則

と し て ブ ラ ウ ン 管上 で行 ない ，同時 に 撮影さ れ た

35mnl　X 線 フ ィ ル ム の 所見を参考 と し た ，

　　　　　　　　 基礎的検討

　 1） 超音波断層像 に お ける羊膜腔像の 検討 （剔

出子宮実験）

　 本研究に お い て 使用 され た 超音波断層装置 に よ

つ て 描写 され る妊卵の 構造が ，実際に生体内妊卵

の 構造 と
一

致する か否か を 確認する た め に ， 子宮

筋腫合併 の た め に 子宮全剔出術を 施行した 妊娠

7 ， 8 ， 9 週の 各 1例に つ い て ， 子宮体部内妊卵

の 肉眼的解剖学的構造 と超音波断層像 に 描写 され

る構造 との 対比を行なつ た ．

　そ の うち の 1例 （妊娠 8 週 4 日 で 剔出） を写真

1 一 
〜
  で示す ．写真 1 一  は 剔出 5 時間前に

in　 vivO で 得 られた超音波断層像で あ り ， 子宮体

部に echo 　free　 space し て黒 く抜け て 観察され る

長随円形 の 部分は 羊水の 貯溜 した 羊膜腔 ，
そ の 周

囲 の リ ソ グ状 の 構造は胎嚢をそ れぞ れ描写 し た も

の とされ て い る もの で あ る ．剔出 され た 子宮を水

中に 置 き，in　viv ・ の 走査面に 近 い 断面で 得 られ

た 断層像 （写真 1 一  ）で も子宮内構造は ほ ぼ 同

様に 描写 され て お り，生体内断層像 よ りも子宮体

部形態 ，羊膜腔形態な どは 明瞭に な つ て い るが ，

胎嚢構造は む し ろ 不 明瞭 と い え る ．次に 剔出子宮

を こ れ ら超音波走査面に最 も近 い と思わ れ る割面

で み た の が写ff　1一  で あ り，そ の 肉眼的構造は

子宮筋腫結節部分を除 い て比較的良 く超音波断層

像 と
一

致 し て い る．

　す なわ ち 羊水 の 貯溜 し た 羊膜腔 は echo 　free

space とな り，そ の 周囲の 胎嚢は 連続 した 1 つ の

構造として描写 され る こ とが確認 で きた ．本実験

で 使用 した超音波断層装置 で は 胎嚢を構成する羊

膜，絨毛膜 ，脱落膜は 分離 して 描写で きず ，比較

的幅広 い 1 つ の 構造 と して 観察 され るに 過 ぎな

い ，妊卵 の 大き さ を超音波断層像 で 計測す る に は

こ の 胎嚢像の 大 きさ を測 る こ と に なる が ， こ れ と

筋層 との 境界が 不 鮮明な こ とが多 く，幅広い
一

層

の 構造 とし て描写 され る こ とか ら，胎嚢像に お け

る計測部位 の 設定が 困難 と考 え られた ．そ こ で 以

下 の 計測 で は 断層縁上 ， 最 も境界鮮明と み ら れ る

部分 と し て羊膜腟像を 対象 とす る こ と に し た ．

　生体内断層像 ， 剔出子宮水中断層像 ， 剔出子宮

割 面の それぞれ径線測定値を比較す る と，こ の 症

例 で は 上記 の 順 に 縦径 6．O ， 6，3
，
5．5 ， 前後径

2 ．6 ， 2 ．6 ， 3 ．3cm で あ り ， 生体内断層像 と水

中断層像 の 値は 良 く
一一

致するが割面実測値がや や

異 な る こ とがわ か つ た ．そ の 理 由と して は ，標本

に 割を入 れた た め 子宮筋 の 緊張が失なわ れ ，各径

線値に変化を生 じ た もの と考 え られる ．

　 以上 の 結果か ら生体内断層像 に よ る妊卵の大 ぎ
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さ の 計測は羊膜腔像の 計測 で 行な うこ と とした ．

　2） 妊娠初期に お け る羊膜腔像の 推移

　妊娠初期に お い て羊膜腔像が ど の よ うに変化 し

て い くか を同
一

症例に つ い て 縦断 ， 横断像 の 両者

で 検討 した ．そ の うち の 1例を 写真 2 一
  〜 

に 示す ．写真 2 一
  は 妊娠 6 週 1 日の 断層像 で ，

肥大 した子 宮内に ほ ぼ 円形 の 胎嚢像 がみ られ る ．

こ の よ うに 妊娠 5 〜 6 週の羊膜腔は ほぼ円形を呈

す る こ とが多い ．写真 2 一
  は 7 週 1 日の 断層像

で ，羊膜腔は増大 し て楕 円形 とな り，又羊膜腔内

に 胎児鱇が認め られ る ．写真 2 一
  は 10週 0 日で

羊膜腔は 更に 増大 し ，そ の 形は 三 日月形 に描写さ

れ て い る．写真 2 一  は 12週 3 日の 断層像で ある

が 明らか に羊膜腔は 増大 して い る もの の 腔内 の 胎

児像の た め に 羊膜腔 の 境界が 不 明瞭となつ て い

る．こ の よ うに妊娠 12〜13週頃に な ると羊膜腔内

に ある 胎児豫が 胎盤像と一
塊 と な つ て 描写 され る

こ とが あ り，羊膜腔の 境界 の 判別 が 困難 とな るた

め ， そ の 計測は 正確を期 し難 くな る ．従つ て 今回

の 検討 に お ける羊膜腔計測は妊娠 12週 6 日 ま で と

図 1
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し た ．

　3） 羊膜腔計測に お け る計測部位の 選定

　羊膜腔の 計測部位は 図 1 に示す よ うに ， 縦断像

に お け る縦径 ， こ れ と直角 の 前後径 ，横断像 に お

ける横径 の 3種類 の 径で ある ．こ れ ら の各径線値

の うち どれ が最 も羊膜腔発育指標とし て適当で あ

るか を知 る た め に次 の よ うな検討を 行なつ た ．

　対象は切迫流産を始め とす る妊娠異常の た め に

妊娠 5 週 0 日 よ り11週 6 日ま で の 間に 断層法を施

行され ，それ以後順調 に 経過 し ，妊娠38〜42週 の

間に 自然分娩に 至 つ た 76例で ある ．76例の 内訳は

妊娠 6 週 5 例 ，7 週12例， 8 週19例 ，9 週 15例 ，

10週 15例 ，11週 10例で ある ．こ れ らに つ い て 各径

線値 （縦径 ， 横径 ， 前後径，これ ら 3 者 の 平均

径 ， こ れ ら 3 者 の 最大径） と妊娠 日数と の 関係を

相関係数な らび に 回帰直線で 求めた ．そ の 結果は

表 1 に示す よ うに 最大径 ， 横径 ， 平均径 の 順に 良

表 1

計 測 値 相関係数 回 　帰　直　線

縦　　径 0．5166 y ＝ 0 ．0787x − 1．2574

横　　径 0．6785 y＝0 ．1160 ×
− 2 ．9916

前 後 径 0．4125 y；0 ，0619 ×
− o．8146

平 均 径 0，6781 y＝o ．0866 × − 1．8145

最 大 径 0．6834y ＝Q，ll16x − 2．3046

い相関を示 して い る ．そ こ で 以下 の 検討に つ い て

は 最も相関が良 く ， 簡便な計測値 と して 最大径を

羊膜腔発育の 指標と し て用 い る こ ととし た ．

　　　　　　　　 臨床的検討

　 L 　 対象

　対象は 1969年 1 月 よ り1973年 7 月 まで の 間 の 順

天堂大学産婦人科外来お よび入院患者の うち ，妊

娠 5 週 0 日 よ り12週 6 日ま で の 妊婦 で ，い わ ゆ る

切迫流産症状の な い 正常妊娠 エ39例 （正常群），切

迫流産 とい う診断を うけなが らそ の 後順調に 経過

した 214例 （切流群）， 切迫流産 とい う 診断を う

け ， そ の 後流産に 終 つ た 31例 （流産群） の 総計

384 例 で ある．な お 正常群な ら び に 切流群 中 ， 基

礎体温を測定 し て い た の で 排卵 日の 明 らか な妊娠

（BBT 群） は 61例 で あ つ た ． また BBT 群以外
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は 月経が整順で 月経周期26〜32 日型 の もの に 限 つ

た ，な お 妊娠週 日は 最終 月経か らの 週 日で ある．

　2 ． 結果

　1）　在胎日数指標 と し て の 羊膜腔最大径

　 i ）BBT 群 よ りみ た 胎齢 と 羊膜腔最大径 との

関係

　基礎体温測定中に 妊 娠 した もの は 61例 で
， こ れ

ら の羊膜腔最大径 と BBT 上昇 日を受胎 日 と し た

胎齢との 関係を相関係数お よび 回帰直線で 示 し た

の が図 2 で ある ．相関係数は 0．8673と良い相関を

図 2　妊 娠 日数 と羊 膜 腔 径 の 関 係 （BBT 群 ）
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　 BBT に よ る排卵 日 か らの 在胎 日数

示 し て お り，回帰直線 よ り求め られ る 羊膜腔径

（cm ）＝＝O．1115× 胎齢 （日） − 0．2221で ， 羊膜腔

径は お お む ね 妊娠 5 〜12週 の 間で は 1 日あ た り

O．11cm 発育する こ とに な る．

　 ii）最終 月経 か らの 妊娠 日数 と羊膜腔最大径 と

の 関係

　正 常妊娠 お よび 切迫流産群 の 計 353例 （但 し

BBT 群は 28 日周期 と し て 処理）の 羊膜腔最大径 と

最終月経 よ りの 妊娠 日数 との 関係を 回帰直線 で 求

め ， 同様に 5 日間毎 の 羊膜腔平均値 と標準偏差値

を示 し た の が図 3 で ある．相関係数 は O．7632，回

而
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y ＝¢ 1150x −2、3321
r　＝0．7632

一
40　 50　 60　 70　 so　 90E

　 　 　 　 　 妊 娠 日 数

帰直線 よ り求め られ る 羊膜腔径 （cm ） ＝ O ．1150 ×

妊娠 日数 一2 ．3321で 羊膜腔 は 1 日あた り 0．11cm

発育す る ．ま た ， 5 日間毎 の 羊膜腔平均値もほ ぼ

直線的に増大 し て お り，回帰直線 とも
一

致する ，

こ の よ うに最終月経か ら胎齢を計算 し て も ， 羊膜

腔径 は BBT 群 と同様な回帰直線が得 ら れ る こ と

が判明し た ．

　iii）羊膜腔径値か ら起算した在胎 日数

　羊膜腔計測値が真 の 在胎 日数 を示す指標 とな り

うるか どうかを知る た め に ， 新たな症例 に よつ て

次 の 検討を行な つ た ．すな わ ち ，妊娠初期 に 羊膜

腔計測を試み た症例の うち ，38週か ら42週 ま で の

間に 自然分娩に 至 つ た 45例 （船川 の 基準に よ る

LFD ，　 SFD を 除 く）に つ い て ，最終月経 か ら起

算 した在胎 日数 と羊膜腔計測値か ら推定 された予

定 日で 算出され た 在胎 日数 と の 比較を行な つ た ．

最終月経か らの 予定 日とは 最終月経初 日か ら 280

日 目を い い ，羊膜腔径値か らの 予定 日 とは 図 5 の

回 帰直線を利用 し て 検査時点で の 羊膜腔 の 大 きさ

か ら在胎 日数を 求め ， そ の 266日 目を予定 日と し

た もの で ある ．そ の 結果 ，羊膜腔径 で求 め た 平均

在胎 日数 は 277．69± 7．26 （M ± SE） で あ り，最
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終月経 か らの 平均在胎日数は 283 ．09± 6．83 で あつ

た．両老間に有意差は な く，羊膜腔最大径は在胎

日数の 指標 と して ± 7 日の 範囲 で 利用 し うる結果

で あつ た ．

　2） 妊卵発育予後の 指標 として の 羊膜腔最大径

　 i）予後良好例に お ける羊膜腔最大径 と児体重

と の 関係

　図 3 の 標準偏差値に み られ る とお り ， 羊膜腔最

大径に は かな りの個体差が認め られ る ．そ こ で こ

れ らを詳細に検討 し ，そ の 妊卵の 発育予後 との 関

係を追及す るた め に ， 各週数毎に 95％信頼限界値

と 5 ％棄却限界値を求 め た と こ ろ 図 4 の よ うな結

喇
10

9

s

7
　

　

　

5
　

　

　
5
　

　

　
4

羊

膜

腔

最

大

径

3

2

1

　4　

　

図

　日

妊 娠 日 数

果が得られた ．こ こ で 信頼限界区間を az ・ne 信

頼限界下限 と棄却限界下限 との 区間を bzone
， 棄

却限界以下を cZOne 更 に 信頼限界上 限 と棄却限

界上限 との 区間 を b’

z ・ ne
， 棄却限界以上 を c

’

z ・ne と した ．こ の 検討 の 対象となつ た 353例中，

38週か ら42週ま で の 問に 自然分娩に 至 つ た 172例

に つ い て ，こ れ らの 羊膜腔最大径が妊娠初期 に ど

の zone に 属 し て い た か を 判定 し ，各 zone ご と

の平均生 下時体重 と平均在胎 日数を み た の が表 2

で ある ．在胎 日数に
一

定 の 傾向は な い が ，妊娠初

卜木

表 2
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zone 例数 平均 生下 時体重 在 胎 日 数

c
厂

5 3616 ± 190 285 ± 3，83

b
’

32 3294± 455 280 ± 5．13
a 67 3210± 508 278± 7．07
b 63 3123± 483 274± 8．15
c 5 3σ92± 205 289 ± 4．47

期羊膜腔計測値 の 大 きい も の ほ ど平均生下時体重

が大 き い ，そ の うち ，c
’

zone の 3
，
616g と czone

の 3，0929 との 間に 推計学的 に 有意 の 差 が み られ

た（p
’・・O．05）．すなわ ち ， 妊娠初期羊膜腔径の 異常

に 大 きい 例 （c
’

zone ）は 満期産分娩時 の 体重が大

ぎく， 逆に 羊膜腔径値 の 異常に 小さい 例 （czone ）

は 生下時体重 が小 さい こ とに なる ．他 の zone の

平均生下時体重 の 間に は 有意差は な か つ た ．一

方 ， 172分娩例中，LFD 児が 13例 ，
　 SFD 児が 8

例あつ たが ， こ れ ら の 羊膜腔径値 の 属 して い た

zene は ，　 LFD 児で は bzone に 1 例 ，
　 a　zone

に 8 例 ，
bt　 zone に 3 例 ，

　 ct　zone 　VU　1例 で あつ

た ．従 つ て ， 比較的小 さい bzone に 1例 の み で

残 る 12例は azOne 以上 の 大 きい z ・ ne に 分布

し て い た こ とに な る ．逆 に SFD 児で は azone

に 4 例 ，bz ・ ne に 3 例 ，　 czone 　Pl・1 例 と 全て

azone 以下の 小 さい zone に 分布 し て い た ． こ

れ ら LFD 児 ，　 SFD 児の 各 z ・ ne に お け る 分布

に は 有意差は な か つ た が ， 先 の 平均生下時体重 の

結果を裏付け る 傾 向が 明 らか で あつ た ．従 つ て

図 4 に 実線で 示 し た ct 　zOne は 将来体重 の 大 きい

児を 出生す る 可能性 の ある LFD 領域 ，同時に

czene は SFD 領域 と呼ぶ こ とがで きよ う，

　 ii）予後不良例に お ける羊膜腔最大径

　羊膜腔最大径 か らそ の 妊卵の 予後を推定する も

うひ とつ の 試み と し て ，流産例の 羊膜腔最大径を

5 つ の zone に プ P
ッ ト し て み た の が 図 5 で あ

る ．但 し ， 検査時点で 羊膜腔計測が不 能なほ どの

変化を来た し て い る異常例は 除外し ， 計測可能で

あつ た 31例 に つ い て検討 した ．31例中 ，図中に 2

重丸 で 示 し て ある 3 例は 検査時点で 胎児心拍陽性

で あつ た が，い ずれ も16週以前に 流産に 終つ た 例

で ある．各 zone に おけ る出現頻度は 図か ら明 ら

N 工工
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か な ご とく， czone が最 も 高 く14例 （45．1％）

で あ り， こ の czone に お け る出現頻度 と他 の 4

つ の zone に お ける 出現頻度 との 間 に 有意差 が認

め られた ．す なわ ち， czone に 羊膜腔径値が存

在する 場 合は 予後不 良 ，それ もい わ ゆ る胎芽 死亡

（blighted　ovum ） の 可能性が 高い とい える ．

　しか し
， 予後良好例 で も こ の czone に 少なか ら

ず存在す る こ とは 児体重 と の 関係 の 検討の 際に み

た とお りで ある ．胎芽死亡 か ， 単なる SFD か を

鑑別す る た め に は い くつ もの 方法が 考え られ る

が ， 客観的診断法 と して 羊膜腔径を利用 し て 妊卵

の 発育度をみ る方法を検討 した ．図 6 に 示す症例

（1） （2）は 共に 初回検査時に は cz ・ ne に 属 し て

い た が ，次回検査時 に は増大 し azone に移行 し

て お り ， そ の 後 も順 調 に 経過 した例で ある ．症例

（3）は 初回 検査時 11週 0 日 で 羊膜腔 最 大 径 3，5

c 皿 と czone に 属 し て お り胎芽死亡 の疑 い が濃

厚で あつ たが 10日後に は 更 に 減少 して 3．2cm と

な り子宮内容清描術 の 結果 ，胎芽死亡 が確認 され

た 症例 で ある ．症例 （4）は 初 回検査時 7 週 4 日で

2．5cm と正常 な 大 きさ で あ り，次回検査時 8週

4 日 で 3 ．5cm ， 更に 1週後 の 9週 4 日で も 3，5

羊

膜

腔

最

大

径

（cm ）

図 　 6

妊 娠 日 数

cm と発育停滞を 示 し 胎芽死亡 の 疑 い を もた れ ，

更に 1週 後に は 羊膜腔径 は 1　crn とな り結果は 胎

芽死亡 で あつ た ．前述 の よ うに 正常妊娠羊膜腔径

ば 1 目あ た り約 0．1cm の 発育を示す の で ，7 日

以 上 の 間隔を お い て 検査すれ ぽ確実に そ の 発育度

を半rj別で ぎる ．初回検査時に czone に存在 した

例 で 1 週以上 の 間隔を お い た次 回検査時に 発育停

滞を示す か も し くは減少する よ うな らぽ ， 臨床症

状の 有無 に か か わ らず胎芽死亡 との 診断が下 しう

る．czone に属 し て い て もそ の 後の 発育が順調な

例は SED な い し妊娠 日数 の ズ レ が考え られ る ．

　　　　　　　　　考　　案

　超音波断層法は 原理的 に 生体構造 の 2 点間 の 距

離を測定す る の に 有利な た め 産科領域で も こ れ

ま で 胎児大横径計測 （D ・ nalCl 　 et　 aL 　 1961 ）， 胎盤

厚み 計測 （Hofman 　 et　 a1 ．1967），骨盤縦径計測

（K ・at ・ ch φwiI ，1972）， 子宮体部計測 （Hellman 　et

al ，1969） な ど へ の 応用 が 試み られて い る ．と り

わ け大横径計測は 胎児発育度 の 指標 として 測定値

の 正確 さと臨床的診断価値 の 大 きい こ と か ら重 要

な意義を もつ もの で ある が ， 現用診断装置 の 分解

能の 限度か ら Wi 工ocks 　 et　 al ．（1964＞，
　Hellman 　et

a1．（1969），中沢 （1970） な どの 報告 して い る よ

うに妊娠 12週 以降が適用範囲で ある．

　 妊卵 ，胎児の 発育度を知る こ とは 妊娠初期 に お
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い て も当然要求され る こ とで あ り，免疫学的 ，内

分泌学的 な機能的診断法に 劣らず形態的診断法の

重要性が認識 さ れ て い る ．超 音波診断技術 の 妊娠

初期妊卵，胎児へ の 応用は A モ A ド法を利用 して

石 原 ら （1958）が ， 断層法を利用 して MacVicar

et　 aL （1964）が胎児 エ コ
ー

を 観察 し た こ とに 始

ま る が ，そ の 大 きさを計測 し て 客観的に 妊卵の 発

育 の 状態を観察 し よ うと し た の は竹 内ら （1964）

が経腟的に A モ ー ド法を用い て 子宮腔 エ コ ーの 妊

娠経過に 伴 う拡大 を計測 した の が 最初 で あ る ．

し か し ， A モ ー
ド法 の 応用 は そ の エ コ ーグ ラ ム の

読み と再現性 に 難点 の ある と こ ろ か ら一般的 とは

ならず ， 続い て 断層法 の 普及 す る と こ ろ とな つ

た ．断層法 で 胎嚢 （gestational　sac ） を 妊娠 6週

か ら 観察 で ぎ る と 報告 した の は Donald　 et　 al ，

（1965 ）で あ り ， そ の 後こ れ が 妊卵描写 の 基本 と

なつ た ．こ の 胎嚢 の 大 き さを 計測 し て 妊卵発育 の

指標とした の は Hellman 　 et　 aL （1969）で ， こ の

方法は そ の 後 の 研究者 の 採用す る と こ ろ とな り今

日ま で 計測法や計測値の 意義に つ い て幾多 の 検討

が行なわれて きて い る．

　著者は 超音波断層繰に よ る妊卵発育度 の 判定が

臨床上極め て 重要な 価値を もつ もの で あ りな が

ら，断層像の 計測部位 ， 計測法に
一

定 の 基準を見

い 出 し得な い こ と，ま たそ の 計測値 も妊娠初期 に

お ける発育傾向を観察する こ と と ， 胎芽死亡 判定

に お い て 明確な基準に よ らな い 印象的な読み に 止

ま つ て い る こ と に注 目 し ， 基礎的 ，臨床的検討を

試み た もの で ある ．すなわ ち ， 本研究 に お い て 使

用 され た 装置で 得 られ る断層像 で も子宮内に 描写

され る リ ン グ像は 従来 い わ れ て い る よ うに胎嚢像

と見て 良い こ とを 確認 し ， こ れが 絨毛膜 ， 脱落

膜 ， 羊膜か ら構成 され る に もか か わ らずほ とん ど

一
層の 厚い 構造 と し て描か れ る こ と か ら計測はむ

し ろ そ の 内部 ， す なわ ち羊膜腔を対象 とす る の が

妥当である と考 え た ．羊膜腔を対象 とす る場合 ，

そ の 発育 度は 容積で み る の が最良で あるが断層像

は 2 次元的な平面像 で あ り，
こ れ か ら容積 を求め

る に は い くつ もの 断層面 を 再 構築す る 必 要が あ

り ， 実地上 ，容易に行 な い 得 る もの で は な い ．そ
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こ で ， 断層艨で得 られ る最も簡便で 信頼性 の 高 い

計測値と し て 径線値 の有用性を 検討する こ とに し

た ．胎嚢の 各径線値 の い ずれ を もつ て 妊卵発育度

の 指標 とす る か に つ い て は こ れ ま で 意見 の
一

致

をみ て お らず ，
Hellman 　et　aL （1969），

　JoupPila

（1971），
Kohom 　 et　 a1 ．（1974） は 月台嚢径 の 縦

径 ， 前後径 ，横径 の 平均値を ， 竹村 （1970 ），諸橋

（lg72）は こ れ らの 最大径を ， 竹内 （1970）は 羊

膜腔最大径を採用 して い る ．著者は ど の 計測値を

用 い るの が最良で ある か を妊娠 日数と の 相関か ら

検討を 行な つ たが ， そ の 結果 ，最大径が妊娠 日数

と最 も良い 相関を示 し て お り，実地上 の 簡便さか

ら も最大径を採用す る の が 良い と考え られ た ．

　妊卵計測値の 臨床的応用 と し て は 検査時点に お

ける妊卵発育度の 判定が考え られ ，こ れに は在胎

週数の 判定お よび発育異常の 判定の 2 つ の 目的が

含ま れ る ．特 に後者 は そ の妊卵の 発育予後の 判定

と関連する た め 臨床的に 重要な意義を もつ もの と

い え よ う．こ れ ま で の 検討に よれ ば ， 径線値は 妊

娠週数 と 極め て 良 い 直線的相関が 認め られて お

り， 胎嚢径で は Hellman 　et 　al ．（1969），Jouppila
（197D ，

　 Kohom 　 et 　 al ．（1974）が 1週あた りの発

育を それぞれ O．70cm ， 0 ．58cm ，0．74cm と報告

し ， 胎嚢最大径の 増加に つ い て は 竹内 （1970），

竹村 （1970），諸橋 （1972）が そ れ ぞ れ O．68 ，

O．58 ， 0．42cm ノ週 ， 妊娠週数 との 相関係数 は 0．91，

0．93 ， 0．82で ある と し た ．著者が 今回行 なつ た 羊

腔膜最大径を用 い て の 検討で は ， 1 週あた りの 発

育は O．77cm で あ り従来 の 報告と良 く
一

致 し，実

地上最 も容易 な計測法を採用 した に もか か わ らず

十分精度の 高 い 結果 が得 られた ．但 し，著者 の 検

討で は妊娠週 数 との 相関係数が0．76 と こ れ ま で の

報告 よ り小 さい が こ れ は ，こ れ ま で の 報告が比較

的少数例 に よ る もの で ある の に 反 し，今回 の 例数

は 多 く，正確な胎齢か らみ た 羊膜腔最大径に は従

来余 り注 目 されて い なか つ た個体差が か な り存在

す る こ とを 示 し て い る に他 な らず ，こ れ は わ れ わ

れ の 得た新 しい 知見 で ある ．

　在胎 日数判定 へ の 応用 に つ い て は ，分娩例 に よ

る retr ・ spective な検討を試み た 結果 ，羊膜腔計測
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値か ら± 7 日の 範囲で在胎 日数を推定 し うる こ と

が判明 し，在胎週数 ＝ 1．3× 羊膜腔最大径 （cm ）

＋ 2 ．8な る概算式が十分実用 とな り得る こ と が 判

明 した ．

　 次に妊娠週数 の 明 らか な例 で ，妊卵 の 大 きさが

そ れ に 合致 しな い 場合は そ の 妊卵の 発育異常を考

えねぽ ならな い ，こ の よ うな径線値 の 異常に つ い

て
，

こ れ ま で は 特 に小 さい例が注 目され て い た ．

す なわ ち ， 竹内 ら （1968）は 羊膜腔の 大 きさが妊

娠週 に比 して 異常 に 小 さい こ とを 胎児死亡 の 特

徴 と し て あげ ， 竹村 ら （1970）は 自然流産の 転帰

を とる症例 で は 妊娠週数に 比 し胎嚢径が小 さい と

述べ て お り， また Donald 　 et 　 aL （1972）は 胎芽

死亡 の 診断基準の うち で 過小胎嚢 と 胎嚢発育停

止が 重要 で ある と 述べ て い る ．そ の 他，中野 ら

（1971）や Hellman 　et　aL （1973） も同様 の 観察

結果を 報告 し て お り ， 異常に 小さ い 胎嚢が 胎芽

（児）死 亡 の際に み られ る こ とは 明 らか で あるが，

こ れ ま で は ．単に 小 さ い とい う断層像 の 読み の 印象

に重点を お い た もの で あつ た ．著者は こ の 点を考

慮 して ， 統計的に求め られ た棄却限界値以下 の 羊

膜腔径値を過小値 とすれぽ ， 流産群の うち の 胎芽

死亡例 が こ の 値を とる こ とが多い こ と を見 い 出 し

得た ．す なわ ち ，こ の こ とは計測値か ら客観的に

妊卵 の 異常を判定で きる こ とを示 し て お り ， 反復

計測に よ る発育度観察を加えれぽ更に 確実 な診 断

を下 し うる こ とが判 明し た ．

　
一

方 ，図 2 に 示 した よ うに 受胎 日の 明 らか な妊

娠で も 羊膜腔最大径 と 在胎 日数と の 相関係数は

0．87 と か な りバ ラ ツ キが み られ ， 最終 月経 よ りの

妊娠週数 との 関係で は バ ラ ツ キ が 一層大 きくな

る ．その 理 由として ， 計測法そ の もの の 限界に 基

因す る も の も含 まれ て い る こ とは い うまで もな い

が ，妊卵固有 の 大 き さに もか な りの 個体差 の 存在

す る こ とが考 えられ る．そ の 1 つ の 手が か りと し

て児体重 との 関係を調 べ た と こ ろ ，妊娠初期羊膜

腔径値の 異常 に小 さい 例 と異常に大 きい 例 とで は

そ の 平均生下時体重 に 有意差が認め られ た ．す な

わ ち ，妊娠初期 に お い て 既に 将来 SFD 児 となる

可能性 の あ る 異常 に 小さ い 妊卵 と ， 逆 に LFD 児

とな る 可 能性 の ある異常に 大 きい 妊卵 とが存在す

る こ とが 示 唆 された ．SFD は 最近特に 注 目され

て お り，安達ら （1972） も指摘する ご と く，胎芽

期以前か 胎児期初期に 発育遅延 の ある もの の 存在

す る こ とは十分考え られ ，今回 の 著者の 結果は こ

の 存在 の 形態的裏付け と し て 重要な意義を もつ も

つ と考え られる ．

　以上 の よ うに 羊膜腔最大径は 妊娠初期妊卵の 在

胎 日数 の 指標 と し て利用 し うるだけ で な く，妊 卵

の 発育異常 を判定す る た め の 指標 として も有意義

で ある こ とが明 ら か に な つ た ．こ の こ と よ り切迫

流産の 治療を 中心 と した妊娠初期妊婦管理 に お け

る新 し い 診断情報が得 られ た もの と考える ．

　 な お，本 論 文 の
一

部 は 第 23， 24回 日 本 超音 波 医 学 会

総会 （1973， 1973）， 第26回 H 本産 婦人科学会学術講演

会 （1974） で 発表 し た ，

　 稿 を 終 る に の ぞ み ，御 指 導，御 校 閲 を 賜 わ り ま し た

恩 師 古 谷　博 教 授，水 野 重 光 名誉 教 授 並 び に 超 音 波 セ

ン タ
ー
和賀井 敏夫 教 授 に 感 謝 い た し ま す．ま た 終 始 ，直

接 御 指 導，御 校 閲 を 賜 わ っ た 産 婦 人 科 学 教 室 竹 内 久 弥

講 師 に 深 甚 の 謝意 を 表 し ま す．
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