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概要　超音波断層法 に よ り妊娠子宮内 に あ る胎盤 の 形態観察法 と体積計測法を考案し て 正 常妊婦 の 妊娠

各 月 に お い て こ れを実施 し
， 妊娠 の 経過 に 伴な う こ れ ら の 推移を 明 ら か にする と と もに，新生児の 出生

体重 との 関係に つ い て 検討し た．実験方法に は ，子宮 の 長軸方向に 1cm 間隔で胎盤を ス キ ャ ン し，そ の

断面豫 の 面積を プ ラ ニ メ ータ ーで 計測す る と と も に ，そ の 形 を厚さ lcm の 板木に ト レ ース して 糸の こ ぎ

りで 切 り と り，
こ の 木片 を 重 ね 合 せ て 子 宮内胎盤 の 形 を 再構築す る方法 を 用 い た．そ の 結果   子宮内

に あ る胎盤 の 形 は ，娩 出後に観察され る もの と異な つ て お り，ま た お よそ 3 つ の 型 に 分類する こ とが で

ぎた 。  正常妊娠 に お ける胎盤 の 体積はゆる や か な S 字状 の カ
ーブをえが い て 妊娠経過 と ともに 増大 し

た ．  各妊娠月数毎に胎盤 の 平均体積及 び 3／2SD を求め た ，断層法 に よ る胎盤体積は娩出後 の そ の 計測

法よ り約4．4％大で あつ た．  同
一症例 に つ い て 4 週間以上 の 間隔 で 胎盤体積を連続計測 した 結果 い ずれ

も上 記の 発育曲線に 沿 つ て 増加 して い る こ とが 示 され た．  胎盤体積 と胎児発 育 との 関係を調べ た とこ

ろ，heavy　for　dates児お よ び light　for　dates児 とも，胎盤は ほ とん ど正常体重児 の 標準値 の 範 囲内 に

含ま れ て い た．  胎盤の 型 と体積と の 間 に は 特 に 関係 は 認 め られず ，また 各型 の 別 と娩出後 の 重量 ， 児

体重 との 関係 も見出 せ な か つ た ．

　こ の 方法 は今後 さ ら に 胎 児 の agihg や，胎 盤 付着部位 と の 関係 な ど の 研 究 に 応 用 さ れ る 可能性 が あ

る．

SynepSiS　UItrasonographic　volumetry 　and 　observation 　of 　shape 　were 　undertaken 　on 　the　human 　placenta
in　 utero 　 of 　 every 　gestational　 month 　 and 　the 　 relationships 　between 　either 　 its　 volume 　or 　shape 　 and 　the

birthweight　of　the　neonate 　were 　studied ．　 The　placenta　was 　scanned 　at　lcm 三ntervals 　along 　a　longitudinal
uterine 　 axis ．　 The 　 area 　 of 　 each 　 placentogram 　 was 　 measured 　 with 　 a 　 planimeter　 and 　 the　 volume 　 was

estimated 　by　totalling　the　area ，　 For 　reformation 　of 　the　placenta ，
　a　one 　cm 　thick　wooden 　plate　was 　sawed

to　the 　shape 　of 　each 　placentograms 　and 　these　were 　piled　up 　to　take　the　proper　shape ，　 A 　slight　increase　in
the　mean 　volume 　of　the　placenta　was 　observed 　in　the　first　and 　third　trimesters　of　pregnancy 　and 　a 　marked

increase　in　the　second 　trimester，　and 　a 　clinicaliy　available 　increase　in　the　curve 　of 　scanned 　placental 　volume ，
approximately 　4．4％ 1arger　than　that　measured 　after 　delivery，　was 　estimated ，　 The　shape 　of　the　individual
placenta　in　utero 　varied 　considerably 　unlike 　that　after 　delivery　and 　might 　be　classified　roughly 　into　three
types．　 The 　extent 　of　smaU 　or 　great　placental　volume 　for　date　babies　ra   ed 　mostly 　within 　the　normal

limits　and 　the　di任erence 　in　type　was 　unrelated 　to　the　placenta1　volume 　and 　weight 　of　the　neonate 　or　of　the

placenta　post　partum ．
Key　words ：　Ultrasonics・Placenta・Volume

　 　　　　　　　 緒 　 　言

胎児発育 と胎盤 の 大 ぎさ との 関連 は 古 くか ら関

心 の もたれ て い た と こ ろ で あるが
， 従来は 分娩後

の 胎盤 の 所見 で そ の 大 きさや重量 と児 の 出生体重
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や妊娠週数 との 関係等を検討 し て きた もの で あつ

て ， 子宮内に ある in　situ の 胎盤の 大 きさに つ い て

の 情報は 全 くなか つ た ．

　し か る に ， 超音波断層法 の 発達 に よ り， 子宮内

に ある胎盤 の 映像化が 進歩 し，in　situ に お け る胎

盤の 精密な描写が可能 とな つ た の で
，

これに よ つ

て 胎盤の 大 きさやその 発育状態を観察す る こ とが

注 目され る に 至 つ た．すなわ ち超音波断層像で 得

られる 胎盤 の 大 きさは in　situ の それで あ り，従来

の 娩 出後の 胎盤 に よ る計測 と は異 な る意義の 発見

が期待され た か らで ある． しか しなが ら ，
こ れ ま

で Hellman 　et　al．
5〕
や Bleker　et　a1．

L〕
に よ つ て行わ

れた in　situ の 超音波胎盤体積計測で は 測定方法

や結果が 必ず し も充分 とは い えず ， 臨床的意義 の

解明に は 尚多くの 問題が残 され て い た ，

　今回 著者は改良 され た 超音波測定法 に よる in

situ 子宮内胎盤体積測定を試み ，
こ の 間題に関 し

て い ささ か の 知見を得 る こ とが で きた の で 報告す

る．

　　　　　研 究対象 な らび に 研 究方法

　 1）研究対象

　昭和 53年 7 月よ り昭和55年 2 月ま で の 間に
， 順

天堂 大学付属病院産婦人科 に お い て 産科的適応に

よ つ て超 音波 断層法 が施行 され た 136例 を対象 と

し， こ れ らの うち 月経周期が 25〜35 日 の 整順例 で

は，最終月経 よ り妊娠週数を算出 し，月経周期 が

不 JI貭な例で は，超音波計測に よる GS 最大径値な

い し児頭大横径値よ り妊娠週数を算出 した．

　第 1 群は 正常群 110例で
， 妊娠37−−42週 の 間 に 自

然陣痛が発来 して ，appropriate 　for　dates児を 分

娩 し ， 合併症な く ， 妊娠期間中に 完全 な胎盤描写

が可 能 で あ つ た もの で ある．

　第 2群は異常群26例で ある ．すなわ ち正常群 と

同様に して 決定 した妊娠週数を基準 とし て heavy

for　dates児あ る い は light　for　dates児を分娩 し ，

妊娠 中に胎盤 の 完全描写が可 能で あつ た もの で あ

る．尚 出生体重 の 分類 は
， 船 川 の 基 準に よ つ た ．

　胎盤 体積 の 測定は 妊娠 11週 よ り42週 ま で の 間 に

行わ れた ． こ れ らの 症例 の うち ，妊娠後半期 に 測

定 され た も の は ほ とん どが子宮前壁 付着胎盤 で あ

つ た ．ま た 測定値 と対比す る た め に 娩出後の 胎盤

に つ い て も断層像で 測定した ．

　2）超音波断層装置及 び断層像撮影法

　使用 した超音波断層装置は機械式 自動精密多素

子 水浸 コ ン パ ウ ン ド走査装置 （U ・ 10ctoson周波

数 3MHz ）で ある，

　本装置で は 大型水槽の 底面 に弧状の ス カ ナ
ーが

あ り， そ こ に 設置され た 8個 の 大 囗径振動子は 最

大 50度 の 角度 で 扇 形走査を行 うこ とが で ぎる． こ

の よ うに し て 得 られる 断層像 は 8個 の扇形走査 の

エ コ
ー

グ ラ ム が合成 された もの で あ り， 極 め て 均

質な コ ン パ ウ ン ド走査像 となる．被検妊婦 は 水槽

上面 の 開 口 部 に 向 つ て 腹臥位 をとる為 ， 妊娠子宮

は 懸垂 され る形 とな り，腹壁 と水面 の 間に は 薄い

プ ラ ス チ ッ ク膜が 置か れて ある ．そ の結果，特 に

妊娠後半期の 子宮は 弛緩し た 状態で 半ば水 中に 置

かれ た と同様に な る．従つ て 胎盤は 圧迫に よ る変

形が 起 こ り難 い 為に 図 1 の よ うな測定に 適 した非

常 に 良質の 断層像が得 られ る．

　更に本装置の 特長 と して は， ス カ ナ
ーが 1，2，

5 ， 10， 及 び20mm の 間隔で極め て正 確 ，
か つ 迅速

に 平行移動可 能 なこ とが あ る．

　 1 回 の 走査 に 要す る時間は 8 個の 振動子 を 50度

の セ ク タ
ー
走査す る場合は約 2秒で あ り，次の 断

面に移動す る時間を加 え て ， 20断面を連続記録す

る の に 計 2 分程度で 足 りる．本研究 で は す べ て 10

mm 間隔 の 平行移動走査 とし，胎盤 の 全域 に つ い

て ，母体の 長軸に 沿 つ た縦断方向及 びそれ に 直角

の 横断方向で施行したが ，

一
方向に つ い て の 断層

像 の 数は 最少 4 枚か ら最 も多 くて 26枚で あつ た ．

図 1　超音波 断層像 （妊 娠 9 ヵ 月 の 子 宮）
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図 2　 胎 盤 体積計測 の た め の 切片の モ デ ル

　各断層豫は す べ て 35mmX 線 フ ィ ル ム に 撮影

し ， それ を用 い て 測定 を行 つ た ．娩 出後の 胎盤 を

用 い る場合 に は
， 胎盤を ポ リ エ チ レ ン 膜製の 水 袋

の 中に 置 き，
こ れを診断装置の 水槽中に入 れ て in

utero の 場合 と同様 に走査 ， 記録 を行つ た．

　3）胎盤 体積の 測定法

　 X 線 フ ィ ル ム に 撮影 された 胎盤像を
一

定の 拡大

率で 投射拡大 し ，
こ れ を 白紙上に写し とつ た後 ，

その 面積 を自動面積計 （プ ラ ＝ メ
ッ ク ス 25

， 東洋

イ ン キ 製造 KK 製）に よ り 1 断面 に つ き各 3 回 の

測定を行 い
， そ の 平 均値を断面積 とした ．尚本測

定機の 公表測定誤差は ± 2．5％以内 とされ て い る，

　胎盤体積は 図 2 の模型図に 示す よ うに ， 断面積

か ら以下の 式に よ つ て 求め た．

　V ＝D （A 、十A
，
十 A3 十 ……An ）

　V ＝ 体積 （ml ） D ＝ 1 （各断面 の 間隔 ：cm ）

　A ； 断面積 （cm2 ）

　　　　　　　　 基礎 的検討

　著者が用 い た 測定法の 精度を検討す る為に 以 下

の ご と く基礎的検討を行つ た ．

　1）娩 出後 の 胎盤に よる検討

　音響学的に in　utero の 胎 盤 に で きる だ け似 た

モ デル と して ， 娩 出後の 胎盤 10個 を用 い て測定値

の 比較を行 つ た ．す なわ ち娩 出後 の 胎盤 の 周囲 4

〜 5 ヵ 所を絹糸で 針金 の 枠 に 結び つ け，全体を オ

ク ト ソ ン の 水槽中に 胎児面 が水平 とな る よ うに 入

れ ， 胎盤長軸 に 平行 な 10mm 毎の 横断走査を行つ

た ．ま た こ の 胎盤 を計量容器 の 水 中 に 沈 め ，体積

の 増加分を読み とつ て 胎盤体積の 実測値 とした．

結果 は 表 1 に 示 す通 りで ， 実測値 を基準 と し て み

た 超音 波 計測 値 と実測 値 と の 違 い は ＋ 0．4〜＋

8．7％ （δn ＝ 2．23， 死
＝ 十4．39）で ，概 し て 超音波

計測値 の 方が大 きくな る傾 向はあ るが
， 実用的に

　 表 1　 超音波計測値 と実測値 の 比較

A ；実測値 ， B ：面積加 算方式，　 C ：Bleker法
D ：Hellman 法

症 　例 昊1
−

「 畳 犬　「
1 6．3 一3 ．6 一7．2
2 5．2 一

　9 ．8 一11．7
3 0．4 一10，3 一21．4
4 8、7 一 5．6 一10，3

　 　 5　 3．9 一11．0 ．・17、6
6 2．2 一　L5 一 7．3
7 2．6 一14．5 一 2．7
8 6．0 一5、3 一9，5
9 4．1 ．−23．2 一36．4
10 4．5 一15．9　 　 　 　

一26．5＿＿一一」L −一一一＿＿

注 ・表 物 ÷ ・当 云
A

・ 1。。で あ ・．

　 C ・D に つ い て も 同 じ

は 問題 ない と考 えられ る範 囲の 差異で あつ た ，超

音波計測値が大 ぎ くな る 理 由 とし て は 娩 出後 の 胎

盤 の 厚みが比較的薄 い こ と ， 辺 縁 の 卵膜が遊離 し

て い る こ と等か ら，超音波断層像 の 読み とりの 際

に その 周囲を実際 よ りも広 く判 定 して し ま う可能

性がある こ とが考 え られた．

　更に 同 じ モ デ ル を用 い て Hellman 　et　aL5 ）
の 方

法 で 測 定 す る と，実測値 と の 差 が 一2．7％ 〜

− 36．4％（δn ＝9，86， 元
＝− 15，06）とな り， Bleker

et　al ．「）の 方法で は
一1．5％〜− 23，2％ （δn ＝ 9．61，

死 ＝
− 6．89）とな つ て ，

い ずれ もか な り大 きな バ ラ

ツ キが あ り， しか も実測値 よ りも小 さ く計測 され

た ．そ れ に 比較 し て 著者 の 方法で は
， す べ て 9 ％

以下（δn ＝ 2．23，2 ・・4．39）の 差 とな つ て お り， 極

め て安定 した 成績 が得 られた ．

　 2）断層面数 の 多寡 に よ る測定精度 の 検討

　著者 の採用 し た 断層面積加算方式に よ る体積測

定に際 して 生ず る誤差を知 る為 に ， 寒天 モ デル を

用い て 検討を行 つ た ．寒天 を便用 し た 理 由 は
，

こ

れ が生体内組織に 近 い 音速 を も ち 加 工 が容 易 な材

料 で ある か らで あ る． モ デ ル は 生体内胎盤 に 似た

大 きさ と形態 に 作 られた ． こ れを オ ク ト ソ ン の 水

槽内に ，ス カ ナ ーに 対 し て 種 々 の 位置 を と る よ う

に置 ぎ， 10mm 毎 の 平 行走 査で 断 層像 を 記 録 し

た ．

　前述 の 方法 に 従 い 種 々 の 方向か らの 走査で 体積
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表 2　超音波断 層法 の 走 査 方 向 の 差 異 に よ る 胎 盤の

　大 きさの 計測 値 と実測値 と の 比較

走 査 方 向 断面 数
最 　大
断面積

体　積

超音 波
計　 測

　 　 ★ 実測値

長軸 に 直角
垂 　 　直

1870488  ．5 0．914

長軸 に 平行
乖 　　直

1674 ．O863 ．6 【｝．896

長軸 に 直角
斜 　 　角

12 呂D．47388 0．767

表面 に 対 し て

　平　　行　 1892
．0595 、3 0618

★ 実測値963ml

を測定 した結果が表 2で ある ，すなわ ち ， 1枚毎

の 断面積が小 さ く， 断面数 の 多 い 程実測値に 近 い

測定値が得 られ る こ とが判 明 した．従 つ て 臨床例

に 対 し て は ，まずその 胎盤 の 長軸 を求め ， これに

直角方向で ， 母体面 の 最頂部で こ れ に垂直の 断層

面が含 まれる ， 平行走査を行 うの が よ い との 結論

に 達 し た ．

　 3）再構築模型 に よ る胎盤形態の 検討

　妊娠子 宮内に あ る in　utero の 胎 盤 が い か な る

立体的形態 をもつ もの か を知 る為 に ， 上述の 方法

で 得 られた 断面像 を用 い て 再構築模 型 を製作 し

た．まず数多 くの 症例 を通覧 し て み る と ， 胎盤断

面 の 代表 的な タ イ プ に は ほ ぼ 3種類ある と思われ

た ．すなわ ち， 1 型 （凹凸型）：胎児面が母 体面 と

ほ ぼ平行 し，両者 が羊膜腔 に 対 し て 共に 外方に 凸

な型で あ り， 断面 は 薄 く， 長 い ， II型（平凸型）：

胎児面が平面 に 近 く，断面 と し て み た と きに 半月

型に み え る．III型 （凸凸型）：胎児面は 羊膜腔に 対

し て 内方 に 凸 で
， 断面 と し て み た ときに 紡錘形 に

み える．

　そ こ で ， これ ら 3型 の 代表 例を選 び
， 厚 さlcm

の 板木を用意し ， 各断面 の形 に 切 り取 り， これを

1順序に従 つ て 重ね合せ て 実物大 の 模型 と した．再

構築 された 胎盤 の 形態 は 図 3 の よ うに 型毎に 明 ら

か に 異な り， 胎盤の 形 を画
一

的 な断面像で 代表 さ

せ る こ と は で きな い こ と が判 明 し た ．又 ， そ れぞ

れ の 例 に お い て 胎児面 ， 母 体面共 に か な り多 くの

凹凸が ある こ とが わ か り， こ の 点か らも部分的な

観察だ け か ら胎盤全 体 の 形や 大 きさを推測す る こ

とが困難で ある こ とが 指摘 で きた ．

図 3　 再構築 し た 子宮内胎盤 の モ デ ル
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　妊婦に つ い て in　utero の 胎盤 体積を超音波計

測 した総計152回 の 結果 は 次 の よ うで あ つ た．

　 1）妊娠経過に ともな う胎盤体積 の 増加

　第 1 群 （正 常群）110例に 対 し て 妊娠 11週 よ り42

週 ま で の 間に 行わ れ た 122回 の 測定値を用 い ，胎盤

体積 の 標準発育 曲線 の 作製を試みた ．図 4 は横軸

に妊娠 日数，縦軸 に 胎盤体積を とつ た もの で ある

が
， 妊娠経過 と共 に 胎盤体積が一

見ほ ぼ直線的 に

増加 し て い る傾 向が うか が わ れ る．更に こ れ ら の

成績 を妊娠 月数毎 に ま とめ
， 各 月数毎の 平均値及

び3／2a を求め た結果は 図 5 の ご と くで ある ．各月

の 平均値 を結ん だ線は 妊娠第 4 カ月 と第 9 ヵ 月 と

に 分岐点を もつ ゆる い S 字状を描 き， 妊娠 3 ヵ 月

の 88ml よ り第10ヵ 月の 656ml まで着実に 増加 し ，

妊娠 10ヵ 月か ら第11ヵ 月で は 増加の 停滞傾 向が 起

るよ うにみ える．また ± 3／2δ値は ， た と えば妊娠

第 7 ヵ 月で ± 178ml ， 第 10ヵ 月 で ± 172ml と他 の

月に比 べ て 大 きく， 胎盤体積 に は 比較的個体差が

大 ぎい こ とが うか がわ れ る．胎盤体積が個体差の

大 きい もの で ある とすれば
， 図 5 の 平均的増加曲

線が個 々 の 症例 に お け る増加傾 向を あ らわ す も の
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か 否 か が 問題 となろ う．

　そ こ で こ の 110例の うち 4週 間以上 の 間隔を お

い て 3回 以上 の 反復測定を行つ た 6例 に つ い て
，

そ れ らの 増加 パ タ ー ソ をみ た の が 図 6 で ある．症

例に よ つ て 差 は ある もの の ，いず れの 例 もお お よ

そ標準曲線に 沿 つ て 増加 し て い る こ とが示 され て

い る．す なわ ち 図 5 で 得 られ た 胎盤 体積標準発育

曲線 は
， 正常妊娠例 に お け る胎盤体積 の 妊娠週数

に伴 う増加の 様相 を大体に お い て 表現 し て い る も

の と考 え られる．

　2）胎児発育と胎盤 体積の 関係

　胎 児発育 と胎盤体積と の 関係を知 る為 に ，胎児

発育 の 指標 とし て 出生体重 を 用 い て 検討 した．船

川の 基準に よ る heavy　for　dates児 15名及 び 1ight

for　dates児 11名 に つ い て
， それ ぞれ 17回及 び11回

の 超音波計測が施行 された ，そ こ で そ の 結果 を標

準発育 曲線上 に プ ロ
ッ ト し た もの が図 7 で ある．

　 こ こ に 示 した よ うに ， ± 3／2δ を は ずれ た もの は

5例 （17．9％）にす ぎず ，
ほ とん どの 例は 標準値

の 範囲内に 含 まれて い た ．し か し，少数例 なが ら

妊娠末期 に なる ほ ど異常値 を と る例が 明 らか に な

る傾向がみ られ る こ とや ， 異常値例 に つ い て み れ

ぽ
， 著 し く胎盤体積の 大 きな も の は

，
heavy 　 fQr

dates児 とな り， また 極め て 胎盤体積 の 小 さなも

の は light　for　dates児 とな る傾 向があ り得る と思

わ れた ．

　 次に 胎盤計測施行後 7 日間以内に 分娩が終了 し

た 11例 に つ い て in　utero の 胎 盤体積 と児 の 出生

体重 と の 関係を みた ．そ の 回 帰直線 に よ る相関係

数 は r ＝ 0．4886と両者 の 間 に は ほ とん ど相関が 認
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図 7　 HFD ，
　 LFD 児 の 胎盤体積
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め られず ， 胎盤体積 と胎児体重と の 関係は 認め 難

い 結果を得た．

　以上に よ り胎盤 体積 の 著 し く大 きい 場 合に は

light　for　dates児は な い が
， そ の 他 で は 胎盤体積

が 児体重 と密接な関係に ある と もい えな い 結果 で

あ つ た ．

　 3）胎盤型 と胎盤体積の 関係

　前述の よ うに in　utero の 胎盤形態は 1 ・II及 び

lll型 の 3種類 に 分類で きる．胎盤体積計測を行 つ

た 122例 に お け る型別 分類 1 ・II及 び III型 の 頻 度

は ， 1型 69例 （57％），
II型38例 （31％）及び m 型

15例 （12％）で あつ た．

　 しか し今回 の 検討例 はすべ て 前壁 な い し前側壁

付着例に あ る為，以上 の 結果 は すべ て 付着部の 全

胎盤 に お け る 型別頻度 の 傾 向を 示 す もの で は な

い ．

　次に妊娠週数別に 各型の 体積分布 をみ る と図 8

の よ うで あ り， 妊娠後半期に お け る胎盤 の 型 と体

積 との 間に 特 に 関連性 は 見出し得 なか つ た ．又 in

utero で 各型別 を した胎盤 の 娩 出後の 重量 をみ た

と こ ろ 図 9 の よ うに ， そ の 平均重量 は 1 型 542±

240g，　 II型532± 211g（n ＝ 22），
　 III型485± 55g（n ＝

4）と 3者間 に 差異 は認め られなか つ た．更に 型別

に 児 の 平均 出生体重を認め る図10の よ うに ， 1 型
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図 8　胎盤 の 型 と体 積
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3，085± 1，002g （n ＝ 43），　II型 3，160± 1，050g（n ＝

32）， Ill型 3，254± 546g （n ＝ 5）と こ れ も全 く 3 者

間に 差異は 認め られ な か つ た。

　以上 の よ うに 断層像 で 観察 され る in　utero の

胎盤 の 形 は お よ そ 3型に 分類で きる． こ れ ら は 胎

盤を全体 と して み た 形態的特徴 を表わ して い る と

考 え られ るが
，

こ れ ら の 特徴と胎盤の 体積や 胎児

発育 とは 関係がな い と結論 さ れ た ．

　 4） in　utero の 胎盤体積 と娩 出後 の 胎 盤重 量 と
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図 11　超音波 で 計測 し た 胎盤 の 体積 と娩 出後 の 重量
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　超音波 で 胎盤体積を計測 した後 72時間以内に 分

娩 が終了 した 12例 に つ い て ，娩出後の 胎盤重 量 を

比較 し た 結果 は 図11の ご と くで ，
in　utero の 胎盤

体積 と娩出後 の 胎盤重量 との 間 に は 特 に 明 らか な

関係が認め られず ，
また in　utero の 胎盤体積 と児

体重 と の 間に も図 12の よ うに 関係は み られ な か つ

た ．

　　　　　　　　　考　　察

　胎盤 は妊娠の 経過 と共 に大 ぎくな り， そ の 大 き

さが胎 児 の 大 きさ と関係す る こ とは す で に 多 くの

報告が示 す と こ ろ で ある ．Gruenwald　 et　 a1．4）

Hendricks6 ），　Thomson 　et　al．i°）Scott　et　al．s）は 胎

盤重量が妊娠 40週 ご ろま で 持続的 に増 加す る と い

い
， Younoszai　et　aL11 ）は 妊娠 36週以降は 重量 の 増

加が み られない とい うが
， 上 述の よ うな 胎盤 計測

値がすべ て 娩出後の 胎盤 で の 成績で ある こ と は 一

考を要す る と い え よ う．

　超音波 断層法 に よ れぽ
， 造影剤の 必要 もな く，

胎盤を極 め て 鮮 明に描出で きる こ と は すで に よ く

知 られて い る と こ ろ で ある．

　Hollander　et　al ．7）は 妊娠第 10ヵ 月 の 超音波検査

で厚 さ は 3．6〜3．8cm とい い ，　 Younoszai　et　aLll ｝

は 娩出後の 胎盤 で 厚 さ は 平均 1．64± 0．05cm とし

て い るが両 者で い か に そ の 差 の 大 きい か を知 る こ

とが 出来 る．すなわ ち子宮 内の in　situ に お ける胎

盤像で は 血 液を多量 に含ん だ状態に ある と こ ろ を

全体計測 して い る こ とで あ り，そ の大 ぎさを知 る

こ とは子宮内壁 か ら剥離娩 出後の 胎盤 の 大 ぎさを

検討す る こ とは か な り異 な る情報 の 提供 し て い る

可能性 が あ り ，
in　utero の 胎盤 の 大 きさ の 計測が

これ ま で の 所見 と は 異な る 意義を もつ と思われ る

大 きな理 由が存在す る．

　超音波断層法 に よ る 胎盤 の 描写 観察 は 1966年

Gottesfeld　et　al ．3｝の 報告eこ 始ま り，現在で は ほ と

ん ど唯
一

の 胎盤映像法 とし て 広 く臨床に 用 い られ

て い る．しか し胎盤 の 大 ぎさを定量的に 測定 し よ

うとする試み は こ れ ま で 意外に 少 な く，
1968年に

Hollander　et　aL7 ）が厚 さの 計測を行い ，　Rh 血液型

不適 合妊娠 で は厚 さが6．0〜6．5cm を超す と きに

胎 児水 腫発生 の 危険が あ る と述 べ た 以 外 に は

Hellman 　et　aL5 ） （1970），　 Bleker　et　a1．n （1977）

が体積測定の 報告を して い る に す ぎな い ．

　 Hellman 　et　aL5 ＞は in　utero に おけ る胎盤 の 断

層像の 典型 とし て 平凸 （planoconvex ）型 を考 え，

最大断面 の 計測値を用 い て 全体積を算出す る方法

を試み た ．妊娠第 3 〜11ヵ 月 の 間 の 207計測値 を用

い た胎盤 体積の 発育 曲線は
， 妊 娠第 3 ヵ 月の 平均

63ml か ら第 11ヵ 月 の 平均 994mlま で 増加 し続け

て お り， こ れ は 僅 か 1例 で 行わ れ た 反 復計測例の

発育曲線 と よ く一致す る と述 べ て い る．

　 Bleker　et　al．1］の 方法 は ，1 枚 の 縦断像 と 3枚の

横 断像 を用い て 3分割 され た胎盤 の そ れぞれの 体

積を Simpson の 公式 を用い て 算出 し ， 加算 して 求

め た もの で ある．そ し て妊娠 12例に つ い て 妊娠23

週か ら 2 週間毎 に 分娩 ま で 計測を反復した結果 ，

10例は 妊娠30週前後 に 最大値を 示 し，そ の うち の
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8例は 妊娠末期 に 向 つ て むし ろ 胎盤体積が減少す

る傾向が み られて い る．残 りの 2例 は 持続的発育

傾 向を示 し て い た と い う．

　 こ の 僅 か 2編 の 報告を比較 し て も，その 結果に

は か な りの 相違が認め られ る ．胎盤 体積発育曲線

が
一

方で は 持続的増加を ， 他方で は 末期平坦化な

い し末期低下 を認め て い る こ とは
， それぞれの 症

例 選択法の 相違 も関係す る と思わ れる が，計測値

そ の もの が違 つ て い て ，た とえVi
“
　Hellman　et 　al．5）

は妊娠40週 で 704〜1，208ml とする の に 対し ，
　Ble・

ker　et　al．
i）は 400〜900m1 と し て い て ，か な りの 差

がみ られ ， そ の 理 由と して 計測法 の 相違を考 えな

い わ け に は い か ない ．

　 Bleker　et 　al ．1）も述べ て い る よ うに ， 胎盤 の 形態

は単純な模式化で はあ らわ し得 ない もの で あ り，

で きる限 り多 く の 断面を 計測 に 用 い る の が よ い ．

著者が今回採用 し た 方法 は超音波断層像を用 い る

体 積測定法 と し て は理 論的に 最も正確 と考え られ

る 方 法 で あ り， Geirsson2｝の ゴ ム 袋 （体 積

300〜3，400ml）に よ る モ デル 実験で は ，著者 と同

様 の 平行断 面積加 算方式 と実測値 と の 違 い は

93．3％の 例 が 5 ％以 内 の 誤差に と どまつ て い た と

い う．

　娩出後の 胎盤 を用 い て Hellman　et 　a1 ．5怯 ，
　 Ble・

ker　 et 　 aL1 怯 及 び 著者 の 方 法で 測定 した 値 を

water 　displacementに よ る 実測値 と比較 し た と

こ ろ，Hellman 　et　aL5 ）法，　 Bleker　et　al．1）法，著

者 の 方法 の 順 に 誤差 が小 さ く，
バ ラ ツ キ も少 な い

結 果 で あ つ た ．Hellman　 et　 al ．5）法 で は 最 大

一36．4％ ， Bleker　et　al．D 法で も最大
一23．2％と い

う大 きな誤差が生 じて い る こ と は
， 娩 出後胎盤 の

よ うな比較的単純 な形態を もつ もの で さ え模式的

な取 り扱 い が適当で な い こ とを示 す もの で ある．

著者の 方法は 誤差が 8．7％以下（平均4．4％）で あ り，

面倒 で は ある が安定 し た 測定法で あ る と い え る ．

　著者 の 成績 に よ れば in　utero の 胎盤体積は，妊

娠 週 数 と共 に増加 を続 け ， そ の 平均 値 は 妊娠第 3

ヵ 月の 88ml か ら第10ヵ 月 の 656mlま で の ゆ るや

か な S 字状 の 増加 曲線を描 く．すなわ ち平均値で

は Hellman　et　 al．5）の 成績とか な り相違し て お り

longitudina1な 測定成績 で は Bleker　et　al．o の 結

果 とも異 な る．in　utero の 胎盤体積の 妊娠経過に

よ る増加が どの よ うな パ タ ーン を と り， 正常値 と

して どの 程度を考え るべ ぎか は
， 尚今後 の 検討を

また ねぽ ならない．

　妊娠末期に 胎盤体積が増加 しな くな り ， む しろ

減少傾向さえ み せ る結果を得た Bleker　et 　a1 ．1｝は
，

それが血 流量 の 減少に よ る もの と し，超音波 に よ

る Holltinder　et 　a1．7）や Schlensker9）の 胎盤の 厚 さ

の 計測の 結果 とも一致す る とし て い る が，胎盤組

織の 量や 広が りで み る限 り，妊娠36週以降に 増加

が停止す るに もか か わ らず胎児発育が大 き く進む

理 由と し て
， 胎盤組織 の 機能的成熟や 血 流量 の 増

加 を考 える こ と も可能で あろ う．特に 母体側血 流

量 が胎児発育 に 影響す る最大の 要因 とす るな ら

ば，in　utero の 胎盤体積が血流量の 増加を も反映

して 持続 的 に増加す る こ と は あ り得 る と思 わ れ

る．

　IUGR の 際 の in　 utero の 胎盤 体積 に つ い て

Bleker　et　al．1）は 全 く検討して い な い し ，
　He ！lman

eta1 ．5）も僅か に双 胎 の 1例を挙 げて い るに過 ぎな

い ．著者 の 今回の 研究の 最大の 目標が こ こ に あつ

た の で あるが ， 結果的に IUGR の 胎盤体積は例外

な く平均値 よ りも小さか つ た もの の 正 常範囲を 明

ら か に逸脱 し た もの で は な か つ た ．娩 出後の 胎盤

で 知 られ て い る の と同 じ よ うに ，小 さ い 胎児に 小

さ い 胎盤 とい う
一般的傾 向は み られ る．しか し病

的状態を あ らわす指標 と して本法を利用で きる可

能性を導 ぎ出す に は 至 らな か つ た ．但 し
， 今回 の

著者 の 検討例数は なお 充 分に 多 い と は い えず，特

に 分娩直前の 計測が 少な か つ た為 ，
こ れは今後 の

検討課題 と し た ．

　子宮内に お ける胎盤 の 形態に つ い て は ，Bleker

et　 al．i）は全 く関心 を は らつ て お らず Hellman　et

al．5）は 計算式 を求め る為に
一

応の 分類 を行つ て い

る に す ぎな い ．著者は 測定精度に 関係す る 因子 と

し て in　utero の 胎盤の 形態 に注 目し，これを凹凸

型，平 凸型 ， 凸 凸型 の 3種 類 に 分類 した．そ して

こ の 胎盤型 と胎盤 体積 との 間に は 明 らか な関係が

な く，胎児発育度 とも無関係で ある こ とを認め た ．

　今回 の 著者の 検討成績 も含め ， 胎盤 の 大 ぎさ と

胎児発育 との 間に は
一

般的傾向 と し て の 関係は 認

壽
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め られ る もの の
，

こ れ の み で は病的状態 を示す指

標 とな り得て い な い ，し か し
，
in　utero の 胎盤体

積 ある い は そ の 形態 と子宮壁 との 関係等が正確 に

求め られる もの で あれ ぽ，出生前胎児情報の
一

つ

と して 独特の 意義 をもち得る可能性は高 く， 更に

今後の 検討が望まれ る．

　稿を終 る に 臨み ， 御懇篤な る御 指 導 と御校閲 を賜わ つ た

恩師古谷　博教授 に 謹ん で 深謝致し ます と 共 に，終始，直

接御指導 を い た だ い た竹内久弥講師に 感謝 し ます．また 御

協力 を い た だ い た 順天堂大学医学部産婦人科学教室員諸先

生方 に 心 か ら御礼申 し上 げま す。

　本論文の
一

部 は，第 3 回世界超音波医学学 術連合 大 会 及

び 第34回 日本産科婦人科学会学術講演会に お い て 発表 し

た ．
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