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　　　　　　　　 正．は じめ に

　診療科の うち ， 産科は ヒ ト社会 の 全員が少な く

とも
一

度は通過す る こ と に その 特徴の
一

部が見出

され る．広域等価的 な高い 精度管理 を 求め る 現代

の 風潮が もた らした姿で ある こ とに 違 い は ない が

理 に適 うも の と言わ ざるを得 ない ．す なわ ち，個

体 と種族 の 維 持 と い う二 大使命を充分に 果たすた

め の 資質を完成 させ る過程 に お い て 胎児期に お け

る胎児の 生活は そ の 初期値 を設定す る とい う意義

を もつ ．遺伝構報 と し て 自らに こ め られた ポ テ ン

シ ャ ル を形態 ， 機能両面 の 成熱に 発揮するわ け で

あるが
， それぞれに 異な る胎児環境 との 交互作用

の 結果 とし て 生 じ る個体 差の なか セこは病的変動も

含まれ て い る。厳に避け る べ き異常や 疾病に 対処

するた め に ， さらに は ， それに もま して よ り大 き

な健康 を ヒ ト社会に もた らす た め に 各 ラ イ フ サ イ

ク ル の起点 とも擬 され る胎児期は その 後の 軌道を

制す る役割 の 大 きさか ら看過 で きな い 意義を有 し

て い る の で ある．

　疾病医学的な立場を有す る
一方で 保健医学的色

彩の 濃 い 産科学の 実践の 場で ある 産科診療に は健

康審i査 の ニ ュ ア ン ス が 強 く こ め られて い る の も事

実で ある ．そ こ で は経済効率 の 大小 も考慮 され る

べ き要素 とな る，脳性麻 痺の 場合を例 に 引くま で

もな く，
こ の よ うな社会医学的な立 場か ら も手厚

い 産科診療へ の 配慮は 不 可欠 の もの で ある．

　 産科医の 立場 を特徴づ ける前方視的 な胎児情報

の 応用は 多次元に わ た る情報収集 と歩み を 共に し

て 一部の 胎児治療をすで に 可能に し て きた ．胎児

心拍数陣痛計は そ の なか で 重要 な役割を果た した

もの の ひ とつ で ある ．

　　　　　 2．胎 児心拍数陣痛計測

　1）胎児心 拍数

　心 拍動は 受精後約 20日 に 始 ま り，生涯 に わ た つ

て 時を刻み つ づ ける。そ の 停止は死 を意味し ， 遅

速に は生体機能の 低下 と高揚 とが裘現 される。こ

の よ うな普遍の真理 に もとつ ぎ ，
い つ の 世 に お い

て も心拍は 重要な バ イ タ ル e サ イ ン と され て きた。

胎児 に お い て もその あた り の 事情は お な じで あ

り， 今日 ， 胎児仮死 の 診断に心 拍数計測が必須で

ある こ と は 周知 の とお りで もある ．

　胎児 の 心拍信号 とし て 今 日実用 に供 して い る も

の は心音，心電 ， ドプ ラ の 各信号で あ り母体 の 腹

壁 で 測定する外 測法 （心 音 ， 腹壁誘導胎児心電 ，

ドブ ラ）と ， 子宮内 （膣内）で 測定す る内測法 （児

頭誘導胎児心電な ど） とがある。心 音， ドプ ラ を

主 と した 外測法は非侵襲的で あ り， 近年の 計測精

度 の 向上 とあい まつ て 胎児心 拍数計測 の 主 流 とな

つ て い る．

　胎児心拍数計測の 特徴 に は こ の よ うに 子宮内か

ら信号を と りだ すた め の 努力があげ られ るが ， さ

ら に 瞬時心 拍と い う特徴もに な つ て い る ，図 1 は

rの こ ぎ り波」を用 い て 瞬時心拍数をあ らわ した時

代 の 成績 をし め し て い る 。心音 ， 心電 の 各信号間

隔を連続 して 記録す る とec　2 の よ うに な り，
こ れ

を Fetal　Cardiotachogramとよ ん で 胎児 の 診 断

に 供 し た ．つ ま り，心拍 の 変動 の なか に 生体の 大

切な情報 が こ め られて い る との 認識に よる もの で

あ るが
，

こ の こ と は 当時の 検討事項 で もあつ た 。

今 日に お い て は 図 3 の よ うな表示法が用い られ て

い るが ， 討論 を重ね て 到達 した 瞬時心 拍の 表現で

ある こ と に は か わ りは ない ．そ の 間 ， 心拍信号の

S／N 比 改善 の 努力や 自己相関論理 回路 の 採 用 な
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図 1 　胎児心拍 （心 音，心 電）間 隔 との こ ぎ り波 の 高 さ の 比 較 （前 田 ら，1969）
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　　図 2　Fetal　cardiotochogram （前 田 ら，1969）
A．FHR 　Tecordetl 　in　the　first　stage 　of 　labOT

B，FHR 　recorded 　in　the　progressed 　stage 　of 　iabor

ど ハ ー ド ウ エ ア の 面で の 改良が くりか え し行わ れ

た こ とは 多 くの 業績 の 示す と こ ろ で あ る。

　 2）陣痛

　大多数 の 分娩 に お い て その 要素 とな る陣痛は 娩

出力の 基盤で あ り， 他の 要素 （胎児，産道） との

交互作用 の 結果 と して 分娩過程 を修飾す る． し た

が つ て
， 陣痛の 客観的な記述 に は重大 な関心 が よ

せ られ て ぎた が
，

こ の よ うな分娩 の 進行 に 照 ら し

た 陣痛の 認識の ほか，胎児 へ の 負荷 と し て ，ある

い は
， 母 体子宮の 仕事 をあ らわ す物理量 と して な

ど種 々 の 立場で とら え る こ とが で きる。他覚的な

計測法 と し て は
， 視診 ， 触診に よ る ほ か ME 機器

に よる計測が今 日の 主流で あ る，測定器がお か れ

る部位 に よ り外測法 と内測法 とにわ かれ る．前者

と し て は Smyth の Guard・ring 法が
， また後者 に

は卵膜外腔 へ の バ ル
ー

ン や オ ープ ン 。 エ ン ド e カ

テ ー
テ ル ，ある い は感圧半導体の 挿入 と羊膜腔 へ

の オ ープ ン 。エ ン ド 。カ テ ーテ ル の 挿入 とが繁用

され て い る 。鈴村 の 総説に詳細 をゆず る と して
6）

，

非侵襲の立場か らは 外測法 をえ らびた い ．い ずれ

に せ よ ， 連続計測 に よ り曲線 と して表示 し胎児心

拍数図 の 参照情報に す る の が今 日の 主た る 目的で

ある。外測値か ら子宮内圧値へ の 変換 も試み られ

て い るが 1）4），心拍数 の 参 照 と し て 内圧変化 の 時

相 ，
こ と に そ の ピ ー

ク 時をあ らわす こ と に か ぎれ

ば慎重に あっ か う外測法は臨床 の 水準 に お い て応

用可能で あ る。

　陣痛計測に つ い て は 現在 も検討が続 げ られ て い

る （日産婦 ME 閙題委員会）．そ の結果 に期待す る

と こ ろ大 で あ る が，胎児心拍 の 参照事項 も後述 の

よ うな NST の 普及に ともな い 陣痛 の み な らず胎

動 に も拡大 し て きて い る。さ らに ，前述 の よ うな

陣痛の 多元的 な意義 の い ずれ に 重 きを置 くか に よ
’

つ て も計測器 の設計思想が 異なる で あろ う。す べ

て を満足 させ る の は 真に 難問 とい える．帰す る と
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図 3　Variable　deceleration　eこつ づ い て Late　decelerationが み られた 症例，臍帯長151cm．
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こ ろ ， 子宮収縮の 生理 と化学に 端を発 し た 基礎的

な事実の つ み か さね が 必要で あ り
1°｝，こ と に ミ ク

P と v ク ロ の 接点をなす い わ ば junctional　work

を どの よ うに行 うか に 注意がは らわ れ なけれ ぽな

る ま い
S｝．

一
方 ， 臨床の 今 日的 な問題 に 対葡す べ く

problem 　oriented に 限定 性能 を論 じ る こ と も大

切で あるよ うに お もわ れ る。

　3）胎児心 拍数陣痛計

　胎児の 瞬時心拍数 （Beats　per　minute ，　BPM ）

と陣痛を 2 チ ャ ソ ネ ル に 連続的に 併記 し互 い の 関

連 に お い て 心拍数図 の 解 析を行 う．分娩監視装置

とし て ひ ろ く用 い られて い る わ けで あるが，分娩

時に か ぎらず妊娠中の 胎児モ ニ タ リ ン グに も有用

で あ る．胎児心拍数図の 特徴抽出は 蓑 1 の 用語に

従つ て 行 う （日産婦 ，
1982）．

　診断 の 主眼 目は 胎児仮死 に ある，「原因の い か ん

に か か わ らず，胎児一胎 盤系の 呼吸循環不 全を主

徴 とす る症候群 （日産婦）」 と定義 され る胎児仮死

は ま ぎれ もな く胎児低酸素症の 症候 ベ ク トル を示

す．心拍 数図 に お け る表現と し て は
，
Caldeyro−

Barcia　et　aL7 ）
や Hon9 ）カミ

，
ま た 本邦で は 坂 元

s）や

前 田 ら
3）がその 基準を提唱 して 以来 ， 精力的 に論

議がか さね られ て ぎた。そ の 詳細は他 にゆず るが ，

基本は 徐脈の 検 出にあ る．す なわ ち．Bradycar−

dia
，
　Late　Deceleration

，
　Severe　variable 　deceler−

ation の 所見に 注 目する こ とが 大切 で あ る．か ね

て 胎児仮死の 病態を構成す る血液 ガ ス の所見 ，
こ

と に Acidosis の 証明 を もつ て 診断す る こ と も行

わ れて きた が，低酸素症が心 拍数変動に確実に反

映 され， しか もその 早期か ら予知 的検出が可能 と

の 見解が しめ され る に つ れ ， 心 拍数に た い す る期

待は益 々 た か ま つ て きて い る．こ とに 近年 ， FHR ・

baseline　variabHity に 関す る認識が進んだ結果，

Long　term 　variability の 消失 と低 酸素症の 程度

や 持続 との 関連 に 注意 が は らわ れ よ うと し て い

る．

　 は じ め は，胎児仮死 ，
こ とに 顕性胎児仮死 の 診

断に た い して 意図的に抽出され た特徴で あ り， 用

語 （表 1 ）で は あつ た が，すで に Variabilityな ど

の 認識の 向上 に み られ る よ うに付加的 に価値がか

わ りつ つ ある。そ れに呼応す る か た ちを とつ て は

い る が
，

な に よ りも必要な の は 胎児仮死 そ の もの
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表 1　胎児心 拍数 に 関す る用 語 （日産婦，1982）

胎 児 心 拍 数 に 関 す る 用 語

1．FHR ・baseline （胎 児 心 拍 数 基 線 ）

　 a ．Normocardia （正 常 〔整〕脈）

　　　妊娠週 数 に 相応 し た standard 　beseline

　 b．Bradycardia（徐脈）

　 c．Tachycardia （頻脈）

2．胎 児心 拍 数一
過性変勤

　　
一

過性の 胎児心 拍数変動で
， 多 くは 子宮収縮，胎動 な ど と関連す る もの を い う，

　 a。Deceleration（一過性徐脈）

　　 1）Early　deceleration（早発
一

過性徐脈）

　　 2）Late　decelerat三〇n （遅発
一

過性 徐脈）

　　 3）Variable　deceleration（変動
一

過 性 徐脈 ）

　　　（a ） mild 　variable 　deceleration（軽度変動
一

過性徐脈）

　　　 （b） severe 　var 三able 　deceleration（高度変動
一

過性徐脈）

　　 4）Mixed　pattem （混合型）

　 b．Acceleration（一過性 頻脈）

　　 1）Periodic　acceleration （周 期 〔性 〕
一

過性頻脈）

　　 2） Non −periodic　acceleration （非 周 期 （性 〕一
過性頻脈）

3。FHR ・baseline　variabi ］ity（胎 児心 拍数 基 線細変動）

　 a．Short　terrn　variability （STV ）

　 b。Long　term　variability （LTV ）

　　以上 の 用語は 英語 の ま ま使 用す る 方が よ い が，必 要が あ る場 合 は 上 記 の 和訳 を用 い る．
　 註 ）

　 1。Dece夏eration

　　 a．Type 　I　dip は early 　deceleration及 び mild 　variable 　deceleration に対 応 し，　 Type　II　dip は late　decelera・

　　 tion及 び severe 　variable 　decelerationに 対応す る．

　　b，子 宮収縮 （陣痛） と関係 な くみ られ る FHR 　decelerationもあ り，こ れ を DipO と よ ぶ 分類が あ る．また Dip
　　 I は Type 　I　dip に

，
　 Dip 　IIは Type　II　dipに対応す る．

　　 c。持続 の 短い decelerationを spike と呼ぶ こ とが ある．

　2．Mixed　pattem （混 合 型 ） と は，早発，遅 発，変勤 の い ず れ と も決定 しに く く，か つ 各型 の 特徴を あわせ もつ 一

　　 過性徐脈 を い う．

　3．随伴性徐脈 は 子宮収縮（陣痛）に 伴 つ て 現わ れ る一過性徐脈 で ，　early 　deceleration並びに mild 　variable 　deceler−

　　 ation に 対応す る．

　4．随伴性頻脈 は 子 宮収縮 （陣 痛） に 伴 つ て 現わ れ る
一

過性頻脈 で
， per三〇dic　acceleration 　tlご対応す る．

　5，遷 延 性 徐脈 は 持続 の 長 い severe 　 variable 　 deceleration　Vこ 対応 し，あ る い は decelerationに 引 き続 い て

　　 bradycardiaを塁 し た もの で ある。

　6。STV
，
　LTV 及 び sinusoidal 　pattern は，本案で は原語 の ま ま と し た．

STV 及 び LTV の 概念

1．FHR ・baseline　variabi 且ity（胎児心拍数基線細変動）

　　FHR ・baseline（胎児心 拍数基線）に 重 なつ て い る は や い 変動 を FHR −baseline　variability （胎児心 拍数基線細変

　動） と し
こ
い ，こ れ を さ らに short 　term 　variability （STV と略 ） と 10ng　teml　variability （LTV と略 ） に わ け る．

2．STV の 概念

　　胎児心拍数基線細変動 の うち ， 最 も は や くて 周波数 の 高 い 変化で あ り，一
般 に beat・t（｝−beat　difference（胎児心 拍

　間隔時間又 は 瞬時胎児心拍数 の 心 拍 ご との 変化分） とされ て お り， 多 くの 数学的処理法 が ある．胎児心 拍数 図上 で

　肉眼的に こ れ を 認め る こ と は 通 常 困 難 で あ る．
3．LTV の 概 念

　　STV よ り も変化がお そ く周 波数 も低 くて ，胎児心 拍数図上 で 肉眼的 に 認 め る こ とが で き，通常 1 分間 2 〜6 回 の

　比 較的緩や か な胎児心 拍数基線細変動で あ る．
4．臨床 的 意 義

　　STV 及 び LTV を 含め て，胎 児 心 拍 数 基 線 細 変 動 の 変 動 幅 が著 し く小 さ い と きUa　VM　fetal　distressの こ とが ある．
　た だ し，胎 児 の 睡 眠 様 安静状態，未熱胎児，ト ラ ン キ ラ イ ザ 投 与，ア ト ロ ピ ン 投与，麻酔，無脳児で も小 とな る こ

　 と が あ り，鑑別 を 要す る．
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に た い す る認識を現時点で 固め る こ とで は なか ろ

うか．記述法 がかわ れば症候 ベ ク トル もかわ り，

認識の 中身 も連動 し て か わ る．しか も， そ の 逆 も

また 真で ある 。無理難題 の 感な きに し も非ず，
で

は ある が ， 過去 の 主流を なし て い た 胎児の 異常側

の 検定に と どま らず ， 現在で は 正常側 の 検定 も実

際に 行われて い る．胎児仮死 の 補空間を なす もの

の検討な し に ，
「正常は 異常 の 裏が え し」的 な発想

をもた ざる をえな い 現状に 若干 の 不 安を感 じる．

　　 3．産科診療に お け る胎児心拍数陣痛計

　　　　
一

過去か ら未来 へ

　 こ れ まで に 述べ た よ うに胎児モ ニ タ リ ソ グ へ の

応用 に 限つ て 胎児心拍数陣痛計を とらえた と き，

その 過去に は主 と して 分娩時に み られ る胎児仮死

診断 に お け る 輝か し い 成果を あ げ る こ とが で き

る．1960年代の 後半以後の業績 に負 うもの で ある．

これに よ つ て ， 85− 90％ の 診断精度が えられ る と

なれば ， 少な くとも ハ イ リス ク 症例 の 分娩管理 に

本法を応用す る の は当然の こ とで ある．

　現在の 関心は 分娩前の 胎児監視に移 つ て い る．

は じ め は ， 1970年 代 に 主 と し て ア メ リ カ で

Oxytocin　challenge 　test
，
　OCT2 ）とし て 分娩 の シ

ミ ュ レ
ー

シ ョ ソ の か た ち を とつ て行わ れた が
， そ

の 後，Braxton−Hicks収縮を ふ くめ た Contrac−

tion　stress 　test　Va包括され ，
さ らに ，外測法の 妊

娠 中 胎 児 へ の 繁 用 に よ つ て Non ・stress　 test，

NST の 概 念 が 生 じ て きた もの と 思わ れ る
12）．

NST で は Loss　of　variability
，
　Deceleration， あ

る い は
， 胎動 に 随伴 し た Accelerationの 消失な ど

が異常 とされ ， 胎児死亡 や胎児仮死 と関連づ けて

検 討 されて い る。す で に 内外で の 成績 に もとづ き

診断基準が示 され て い るが
， なお 今 日 の 課題で も

ある．

　 こ の よ うな現在を ふ ま えた未来は どの よ うなも

の で あろ うか ．

　 すで に NST に お い て ，reactive 　pattem は 胎JE

の 正常を意味す る との 考えを もつ もの が 多い 。 こ

の こ とは積極的な正 常診 断の 出現を意味す る．健

康審査を 行 う目的に 適 うもの で ある が ， や は り未

来 に の こ された部分が大 きい と い わ ざ るを えな

い 。そ こ に は胎児の 心拍数制御 に 関す る発達生物

学的な知識が必要 となる ．おそ らく，動物を用い

て の
， ある い は 数理論 に よ る

11）多 くの シ ミ ュレ ー

シ ョ ソ を続け ざるを えな い で あろ う．

　　　　　　　　　4。お わ り に

　胎児心拍数陣痛計 はす で に ポ ピ ュ ラ
ー

な産科診

療機器で ある との 立場 に た つ て そ の 整理 を行 つ て

み た．さ らに
， 随所 に 若干 の 感想 もつ け くわ えた ．

胎児管理を主 眼 目とした産科診療に お い て は
， 完

成 に近 い 姿 として の 分娩時応用が あ る．妊娠中 へ

の 応用 は 現在 の 関心事で あ り， すで に 異常所見に

つ い て の 見解 に は
一

致した 点が多い ．今後はで き

れぽ各個体の 特徴を も考慮に い れ た正常性の 認識

へ と発展する こ とが 期待 される ．
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