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223　　　　 ヒ ト胎児心拍数細変動 ：現在の ひ と

つ の 心拍数は後続する何拍先 の 心拍数に まで 関連

して い るか

224　　　 自覚胎 動測定 の 精度向上 と簡易な他覚

的胎動測定装置開発 の た めの 基礎 的研究
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［目的］胎児心拍数の 定量的な記述法 と して考案 し

た確率密度分布図 を用 い て ，現在の ひとつ の 心拍数

が後続する何拍先 の 心拍数に まで 関連 して い るか

を明らか にする こ とを目的と した．［方法】妊娠23−

40週 の 正常胎児 186例 を対象と し，2週毎に 9つ の 妊

娠期間に分割 した．各症例に お い て ，90−120分間の

瞬時心拍数 を収集した後 ，
1）1bpmを単位 として

，心

拍 数絶対値 とそれ の次の 1拍 へ の 変化分 を行 と列

に，行列の 要素に確率密度を有する基準確率密度分

布図 を作製 した．2）つ い で
，任意の 心拍数絶対値

（FHR ）を行に，そ の 後に続 く2拍先 ， 3拍先，＿，1000拍

先の心拍数を順次サン プ リン グ し，これ ら標本心拍

数の FHR に対する変化分を列に
，行列の 要素 に確率

密度 を配する標本確率密度分布図群を作製 した ．3）

標本確率密度分布図群 と基準確率密度分布図との

差分か ら
， 両者 の差異を 「不

一
致率」 と して定量化

した．4）一群の不
一

致率を解析の ため の 変量 と し

た．各妊娠期間に お い て 症例毎に
，
心拍数サ ン プ リ

ン グ 間隔 と対応する 不
一致率 との 関連を 「折れ線

回帰分析」 を用 い て解析 した．［成績】1）各症例に お

い て
，不

一致率は心拍数サ ン プリ ン グ問隔 の 増大に

と もな っ て直線的な増加 を示 したが ，数理的に有意

な変曲点 を境に ，そ れ以上 の 範囲で は ぼ ぼ
一
定で

あ っ た．2）変曲点に おける心拍数サ ン プ リン グ間隔

は
，妊娠23−24週 （24．0± 5．9拍）か ら妊娠31−32週 （142

± 3．9拍）まで漸減 し，それ以降の 妊娠期間ではほぼ

一定 の値を示 した．［結論】以上の 成績は
， 現在の 心

拍数が そ の 後の 心拍数に お よ ぼす重みが，妊娠の 進

行 とともに軽 くな っ て い く現象で あると解 され る．

云 い 換えれ ば，ヒ ト胎児の 発育 と相ま っ て，遅 くと

も妊娠 32週 に 至 れば，心拍数
一

拍
一
拍を微細 に作動

させ る 制御系が成熟 して くる こ とを意味 する．

［目的］自覚胎動 の 測定は 妊婦 自身が在宅 で 行 う

こ とが で き、よ りきめ細 かな胎児 管理 に有用 と考

え られ て い る．し か し、自覚胎 動 の 測定は客観性

に 乏 し い こ とが欠点で あ る。こ の 精度を向上 させ

るた め に ど の よ うな胎動 を測定 すれ ば よい の か

検討する とともに 、客観的他 覚的測定が 可 能な方

法 を開発す るため の 基礎的検討を行 っ た 。 ［方法｝

1）自覚胎 動 （10 カ ウ ン ト法）に よ る 方法 ： 自覚

した胎動は全て 測定する A 法 （491 症例）と、大 き

な胎動 の み測定する B 法 （292 症例） に 分け、そ

の 臨床的評価 に つ い て検討 し た 。　 2）他覚胎動 に

よる方法 ：在宅 で も胎動 の 定量的評価が可能 な セ

ン サを用 い た胎動測定機器 を開発す べ く、最適な

方法に つ い て 検討 した。　［成績11）B 法が偽陰性

率、正 診 率 ともに 良好で あ り、A 法 よ り優れ て い

る こ とが判 っ た 。 し か し、 大 きな胎 動 とい う曖昧

さが 入 る た め 客観性 に 乏 し く、感受 性の 差異 か ら

判定不能 とな る 症例 も認 め られ 、自覚胎動 を測定

する 方法で は 、限 界を感 じざる を得 な か っ た 。

2）安全性 、操作性等 を考慮 し、駆動電源は最終的

に は電池 の 採用が可能 となる よ うに 、セ ン サ と し

て は受動 セ ン サ を用 い 、こ れ に適 し た感度 の 良好

な圧電薄膜を開発 した 。
こ の セ ン サにて、母 体腹

壁 に伝 導し た機械的歪み を電気信号 に変換 し、増

幅、フ ィ ル タ を通 し 、 AID 変換後 、
パ ソ コ ン に入

力する シ ス テ ム を 開発 し た。こ の 開発 に よ り胎動

情報が他覚的に採取可能 とな り、定量的な臨床評

価ア ル ゴ リズ ム の 開発が可能 とな っ た。

［結論1胎 動評価 を 自覚、他 覚 の 両面か ら検討 した 。

小型胎動測定用 機器 に 適 した新 た な セ ン サ を開

発す る と とも に、他 覚的に 胎動情報 を評価 で きる

シ ス テ ム を開発 した。
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