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P−376　生 体 イ ン ピ ダ ン ス 法 に よ る 妊婦体組成分析の 試み

兵 庫県立 柏原病院

上 田 康夫 ， 丸尾原義，足高善彦

【目的】生 体 イ ン ビ ダ ン ス 値 （以 降 Imp 値）測定法に よる体成分分析の 妊婦管理へ の 応用 につ い て 検討を行っ た．
【方法】371名の 妊婦 を対象 に 妊娠中毒症 の 有無 とそ の 非妊 時体型 か ら，やせ，標準， 肥 満の 計 7 群に 区分 し， 健診毎 に体脂肪

計 に よ る 両足 間 Imp 値 を測定 し た．得 られた lmp 値から体脂肪 量 （T   tal　Body 　Fat ：TBF ）， 体水分量 （Total　Body 　Water：

TBW ）， 体 水 分 量 ノ体 脂肪 量比 （TBW ／TBF ）を算定 し た．なお ，こ の 算定に 関 し て は 妊婦の 体重 値 をそ の ま ま・一般 換算式に 代

入す る直接法 と，週 数毎に推 算 した胎 児部 分 増 加量 （羊水 ， 胎盤 ， 胎児 の重量総和）を差 し引い た補正体重を代入す る 補正法

の 両者を用い た．
【成績】母体 の Imp 値は正常妊娠で は 妊娠経過 と共 に低下す る傾向に あ り， 巾毒症 で は 同値の 低下 が 末期 に 向け て よ り顕 著に な

る傾 向が 認 め られ た，妊婦体組成の 検討に お い て，直接法で は胎児部分重 量 が 母体の TBF と して 過 剰評価 さ れ る傾向にあ っ た

の に反 し ， 補正 法 で の 値 は従来 の 体組 成報告 と よ く合致 し た．また分娩前後の 同
一

妊婦 の 比較 で も肥満群中毒症 を 除い て，補

正 法で の TBF が 産褥値 と よ く
・・致 した．正 常 妊娠 にお け る 補正法で の TBW ，　TBF は ともに末期 に向かっ て増加傾向にあ っ た

が ， 中毒症妊娠で は TBW の 著明な増加 と TBF の 相反した減少が 特徴的で あ っ た．一
方 ，

　 TBW ／TBF は 正常で は妊娠経過 と

共 にや や 低 ド傾 向に あ っ た が．中毒症 で は症状発現 に 約 2 週間先だ っ て 反転 上昇 を認 め，Imp 値 の 推移 と は対照的 で あ っ た

【結論】Imp 値 を利用 した妊娠母体組成 解析の 可 能性が 明 らか に な り， 特に 経週 的な TBW ／TBF 変化の 分析が中毒症の 早期発

見 と 診断の た め の 有用 な パ ラ メ ータ とな る こ とが 示峻 され た．
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【目的】妊娠悪 隘 で甘味覚が 低下 す る な ど妊娠 で 味覚 が 変化す る こ とが 報告 され て い る が，妊 娠 にお け る味覚の 変化 の 意義は

明 らか で は な い ．一方，妊婦 の 塩分制限が循環血漿量の 低下を助長し，妊娠中毒症 を 悪化 させ る こ とか ら従来の 塩 分制限 を緩

利す る な ど，塩分の 動態 は妊婦 の 健康管理 上 で 重要な因 子 とな っ て い る ．そ こ で 我々 は 生 理的な変化 を反映する 塩 分の 味覚 に

着 目し，そ の 味覚閾値 を 測定 して 検討考察 を行 っ た．併せ て 妊 婦 の 塩 分 の 尿 中 排泄 量を測 定 し ， 妊娠中の 塩分の 生理的動態 に

つ い て検討 を加えた．
【方法】合併症 の な い 妊婦30例 の 尿中 Na お よ び K の

一
日当た りの 排泄量を携帯型 尿比 例採集器で 測定した．妊 婦33例 と非妊

娠女性66例 に つ い て 塩 味の 味覚閾値 を濾紙 デ ィ ス ク法に て測 定 し， 比 較 した．

【成績】妊婦の
一H の 尿中 Na 排泄量 は 体重 の 増加 に 伴 い 増加 した が，　 K 排泄量は約1．5g で ほ ぼ

一・
定で あ っ た．塩味覚の 閾値

は非妊娠女性と比 べ て 妊婦で は有意 に高値を示したが妊娠週数 とは相関がなかっ た．非妊娠女性 の 中で 排卵期 と黄体期 の 味

覚閾値 の 差 は 見 られ な か っ た．一
方，非妊娠時か らの 体重増加 と味覚 の 閾値 は 有意な正 の 相関 を認め た （r ・　O．45，p＜O．01）．

【結論1正常妊婦 は体重増加 に 伴 っ て 尿中塩 分排泄 量 が 増加 し ， 塩 味の 味覚は 低下 した．こ の こ とはホ ル モ ン の 変化 よ りも妊

娠 に よる循 環 血 漿量 の 増 加 に 伴う塩分 の 必 要量 の 増加 に よ っ て 生 じた 生 理 的変 化 と考え られ，妊娠に よ る塩味覚の 変化 が 妊

婦 の 塩 分 制 限 を含め た 妊婦の 健康管理 の指標となる可能性が示唆 された．さらに 妊娠中の 味覚変化の 解明が 日々 の 習慣 に 立

脚 した予防医学の 重 要な 位置 づ け に な り，生 活習 慣病 の 予 防となる 可 能性が考えられた．
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【目的】妊娠期間などの 分娩 に関す る事象 の 多 くは種固有の もの で あ るが ， 分 娩時 刻が非活動期 （ラ ッ トで は 明期）とな る こ と

は共通 してお り，明暗周期 が分娩時期 の 決定 に 重 要な役割を果 た して い る 可能性 が あ る．妊娠ラ ッ トの 明暗周期を変化させ る

と妊娠期間や 分娩時刻 は影響 を受け る こ とが 報告 さ れ て い る が，その メ カ ニ ズ ム は知 られ て い ない 。本研究は 妊 娠 ラ ッ トを用

い て 明 暗周 期 の 短 縮 が 分 娩 に 及 ぼ す 影響 を明 らか にす る とともに，妊娠中の 睡眠覚醒 リズ ム の 変化 を分析 し， 両者の 関連性 に

つ い て 検討 した．
【方法】生 後12週囗の 未経妊雌 ラ ッ ト （Sprague−Dawley ，　n ＝5） に対 し脳 波 ・筋電 電極 を装着 し， 妊娠直後 よ り明暗周期を22

時 問 （明期II時 間 ・暗en11時間）に 短縮 させ，分娩 に 至 る まで 各種 生 理信 号を連 続 的 に記 録 した．対 照群 （n ＝3）は24時間 明

暗周期 下 で 飼育 した。睡眠覚醒 の 判定 は コ ン ピュ
ー

タ解析 を用 い た．ケージ内 の ビ デ オ カ メ ラ 撮影 に よ り分娩時刻を決定 した．

【成 績1妊娠 持 続 時 間 は対 照 群 ， 短縮 群 で は そ れぞ れ 529．33　±　9．29　hr，528．6± 6．23hr で 有意 差 を認め な か っ た。分 娩 時 刻 は対 照 群

が 明期 2 匹，暗期 1匹 であ るの に対 し，短縮群 で は 明期 1 匹，暗期 4 匹で あ っ た．分娩前後の 明暗周期の 分布 よ り， 短縮 群 で

は 有意 に 暗期 に集 中 して い た．睡 眠 覚 醒 リ ズム に 関 して は対 照 群 で は activity ，　REM ・NREM 睡眠 の 概 日 リ ズ ム が 維持 さ れ る

の に 対 し，短縮群 で は 明期
・
暗期間に有意 差 が 認 め られ なか っ た．

【結論】妊娠持続期間 は 明暗周期 の 短縮 に よ り変 化 し ない こ とか ら， 明暗 周 期 数 は妊 娠期 問 の 決 定 因子 で な い こ とが 明 らか と

な っ た．明暗周期短縮 に よる概日リズ ム の 消失は分娩時刻 に影響を及ぼす可能性が示唆され た．
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