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P1−64　体外受精児 の 出生体重 の 推移 に 関す る 検討

虎の 門病院

東梅久子，須藤 な ほ み，小 笠原 加奈子，高本真弥，山口　隆 水 欝 剛雄，古屋 　智，横 尾 郁子，伊 豆 田 誠 人，北 川 浩明

1目的】近 年や せ の 女性 の 増加 と出生 児 の 低体重化が，将 来的な メ タ ボ リ ッ ク 症候 群 と の 関連 を 含め て 問 題 にな っ て い る．今

回，当科 に お ける 体外受精児 の 出生体重 の推 移 を検討 した，【方法】当科 で 施 行 した体外受精
・
胚 移 植 に て 妊 娠 し，妊 娠 37

週以 降に 分娩 した単胎 の うち，1991年 か ら 1995年まで の 69 例 （A 群）と，2000年か ら 2005年まで の 57例 （B 群）を対象

と し，両群 に おける母体 の 非妊時の BMI ，妊娠中の 増加体重，児の 出生体重との 関連を検討した．【成績】1）平均年令は A
eW　34．7 ± 4才，　B 群 36．1士 4才 で 両 群 間 に 有 意 差 は な か っ た．非妊 時 の BMI は A 群 208± 2．　B 群 20．5± 3で あ り両群 間に差 は

な か っ た．「やせ 」は A 群 10例 （16％），B 群 13鯉 （25％ ）で あり，　 B 群 に お い て 「や せ 」が多い 傾向がみ られ た．2）平均出

生体重 は A 群 2950 士 378g，　B 群 2
，856　±　524gで あ り，両 群間 に有意差 は な か っ た．　SFD は A 群 3例 （4．3％），B 群 8例 〔14，0％）

で あり，B 群 にお い て 多 い 傾向が み られ た，3）非 妊時 の BMI お よ び母体年令と出生 体重 は両群 と も相関 はみ られ な か っ た，
4）妊娠 中の 体重 増加 は A 群で 8．2 ± 3kg ，　 B 群 は 8．2 ± 3kg で あり，両群問 に 有意差は み られ なか っ た．　 SFD 児 に お ける母体

の 妊娠中の 体重増加は A 群 10．5 ± 2kg，　B 群 6．9 ± 3kgで あり，B 群 におい て妊娠中の 体重の 増加が 有意 に少 なか っ た，〔結論〕
過 去 10年間に体外受精児 の 平均 出生 体重 に は変化が み られ ない もの の ，SFD 児が 増加 して い る傾向がみ られた．母体の 非妊

時 の BMI と SFD との 関連 はみ られ ず，妊娠中の 体重増加 と 関連 して い る 可能性 が示唆され た．【結論】体外受精児 にお い て も

t｝Y，k児 の 低体重化が み られ る こ とか ら，自然妊娠 と同様 に妊娠中の 適切 な体重管理 が 必 要で ある と考え られ る，

Pi−65　母体姿位と子宮内胎児姿位 との 関連
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【目的】妊 娠後期 に お い て 頭位 を呈 する 胎児の 三 分 の 二 が 第
…・
頭位 （left　occiput 　positlOn）で ある事が 知 られ てい る ．しか し

なが ら、妊娠中の 母体 と胎児の姿位 につ い て の 生理 はほ とん ど解っ て い な い ．我 々 は胎 児 の第一
頭位姿勢が 母体姿位 と関係す

る と仮定 し，妊娠後期 の 母体姿位 と 予宮内胎 児姿位 の 関 連 に つ い て 調 査を行っ た．【方法12005年 7 月 か ら 2GO右年2 月 まで の

間，単胎頭位縫腟分娩 となっ た低 リス ク 妊産婦 166 人を対象 に前向きコ ホ
ー

ト調査を行 っ た．まず妊娠後半期 に睡眠時に どの

よ うな体勢を好むか をア ン ケ
ー

ト用 紙 に て 調査 し，分娩後 に胎位胎 向を記入 した．【成績】評 価 可 能症 例 全 160例 中81例

（50．6％）が 妊娠後期に左側臥位を好む こ とが 明 らか に な っ た．対 して 70例 （43．8％）が右側臥位を好む と回答 した．胎児に

つ い て は評価可能で あっ た 149例中 77 例 （51．7％ ）が 子宮内 に て 第
一

頭位 を とっ て お り，対 して 72例 （48．3％ ）が 第二 頭位

を と っ て い た，母体姿位 と胎児姿位 の 組み 合わせ で は 釁体 が 左側臥位 で 胎児 が 第
一

頭位 の 組 み 合わせ が 最 も多 く41例
（27．5％ 〉とな っ た，しか しなが ら母 体姿 位 と子宮 内胎 児 姿位 との 問 に は統 計 学 的 に 関 連 は 認 め られ な か っ た．【結謝 妊 塵婦 の

多 くは 左側 臥位 を好 み，子宮内の 胎児の 多 くは第
一
頭位 を とる こ とが認め られ た が，今回の 調賚で は 両者に あきらかな関連 は

認め られない こ とが示唆 さ れ た．

P卞 66　臨床的 に把 握 さ れ る 自然 流 産 の 統 計 的 観察

阪 南中 央病 院

楠本裕紀，佐道 正 彦．片 山美穂，北 田衣代，山枡誠
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担 的】自然流産は全妊娠 の 中で 10数％ を占め る と い われ て い るが，そ の 正確な頻度を・メすデータ は ほ と ん ど ない ．当院の 臨

床統計 に よ っ て 全 出 産 に対 す る 自然 流 産 の 比 率を 示 し，そ の 傾 向を 観 察す る．【方法1 地 域 の 総合 病院 で あ る 当院で は 1977

年か ら IICG また は超音波検査 に よ り妊娠が診断 された妊婦全員を管理 カードに 登録 し．その 妊娠結果を統計化 して きた、そ

れ を もと に 自然流産 （妊娠 22週 未満子 宮内妊娠）数の 出産児 数 に 対 す る 比 率の 変化 と，最 近 5年間 の 流 産例 の 特 徴 を観察 し

た，【成績】1977年〜1995午 の 当院で の 出産 総 数 12，912に対 して．流産総 数 は 1，492で あ っ た （11、6％），そ の 間 の 対 出産流 産

比 率の 変化 は 1977年〜1985年 11．4％，1986年〜1990年 10．1％ t199i 年
・− 1995年 12．9％ で ある．2003年〜2007年の 流 産総

数 は 365で，対出産流産比率は 14％ 強 に増加して い る ．こ の 5年間の 流産事例の 流産時妊娠週数，胎嚢の 有無、胎児心拍の

有無，妊婦年齢，経産回数 流産歴，就労状況 な どにつ い て報告する．【結論】統計に よ り観察した全出産数に対する臨膿的 に

耙握 で きた 自然旒 産 は 12　°6 で ある、最近増加傾向 にあ り2003年以降で は 14％ 強 とな っ て い る．
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