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P2 −73 　子宮内胎児死亡 （IUFD ）を伴 っ た常位胎盤早期剥離 （早剥）の 分娩方法に 関す る多施設共同研究

冂本 産 科 婦 人 科 学 会 中 国 四 国 合 同 地 方 部 会
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【目的】IUFD を伴 っ た早剥の 推奨され る分娩方法を検討する こ とを目的とした．【方法】ア ン ケート調査を行い ，39施設 か ら 1996年 7

月
〜2008年 9月の 問の 該当 単胎 症 例 176例を集計 し，子宮切 開 （帝切 ）群 と経腟群に分け分娩時合併症，母体予後等 に つ き後方視的検

討を行 っ た，更に，経腟分娩 40例におい て，方針決定時 Bishop　Score（以下 嬲 ）7点以下を低値群．8点以上を高値群とし比較 した．
経過 は独自の 母体経過 ス コ ア を用 い ，統計処 理 は Mann−Whitney検定を用い た．【成績】176例中，帝切群 は 126例，経腟群は 50例で

あっ た，年齢，経妊経産回数，分娩週数，児性別，児体重，既往歴，合併症 は両群間で 差を認め なか っ た，分娩時間は 経腟 群で有意に

長 く，入院 日数 は経腟群で有意に短か っ た。BS は経腟群で有意に 高く，母体経過 は経腟群で 有意に良好で あっ た．シ ョ ッ ク症 状有無，
産 科 DIC ス コ ア，胎 盤剥離 度．出血 量，輸血量，抗 DIC 療法 有無，治療前血液検査 （D −dimer，　 Fib，　 AT3 ，　 Hb ．　 PLT ），分娩後血液

検査 は 両群間で 有意差を認めなか っ た，分娩周辺期合併症は帝切群で頻度，重症度とも高い 印象を受けた，経腟分娩 40例中，BS 低値
群 は 32例，高値 群 は 8例 で あ り，帝 切 群 と経腟 群 の 比 較 と同様 の 検討 を行っ た．分娩 週 数 は高 値群 で 有 意 に進 ん で お り，分娩 まで の 時

間は高値群で 有意に短か っ たが，その 他の 項目は有意差を認め なか っ た．【結論】輸血 や抗 DIC 療法等 に よ り出血，　DIC が コ ン トロ ール

で き状 態安定化 が はか れ る場合，入 院 日数 が 短 く，経過 も良い 経腟分娩 を高次 施設 にお い て 選択 す る事は妥当 で あ る と考 え られ た．

P2 −74 　食事記録票の 分析　妊婦 は食事か ら葉酸を充分 に 摂取 して い る か ？
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【目的J厚 生 労 働 省 は 神経管閉鎖障害 の 発 生 を 低減す る た め，栄養 バ ラ ン ス の 取 れ た 食事 と葉酸サ プ リ メ ン ト400μg／日の 内 服

を勧告 した．食事摂取基準 （2005年）に よれ ば，妊婦 の 推奨量 は 440pg／日で あ る．毎年，国民健康 ・栄養調査が国民 の 葉酸

摂 取 量 を 公表 し て い る が，妊婦 の デ ータ は 皆無 で あ る．妊婦 が 摂取す る 食事 を栄養学 的 に 検討 し た．【方 法】2008年 9− 12
月に か けて ，産婦 人 科医 211名の 協力 を得 て 食事記録票 を 配布し，200名 の 妊婦 か ら 回収 した （回収率 19．3％ ）．調査 デ

ータ は

北 海道，東北 ，関 東，中部，近畿，中国，四 国，九 州 の 8 地域 に 分割 し，統計的 に 解析 した （Kruskal −Wallis　test）．【成績】妊
婦 200名の 年齢は平均 31．0 歳，BMI は 22．1，妊娠週 は 平 均 20．0 週 （74名は 妊 娠前期 ），葉 酸 サ プ リメ ン ト内服者 は 86名（43％ ）

で あ っ た．妊婦 全 体 の 食事性葉酸摂取 量 は平均 321μg／日で ，妊 婦 の 推奨量 （440pg／日）の 72．9％ で あ っ た．葉酸を 440pg ，／日
以 上 摂取者 して い た妊婦 は 29名 （14．5％）で あ っ た．妊娠前期 の 74名中，葉酸を 440pg／日以 上 摂取 して い た か，サ プ リメ ン

トを内服 し て い た の は，38名 （51％ ） で あ っ た．地域別 の 葉酸摂取量 は 関東が最大 で （361pg／日），最低 は北海道 で あ っ た

（266pg／日）で あ っ た．地域 ご と の 葉酸摂取量 に ，統計的有意差 を認め なか っ た （p　
・
　O．708）．【結論】妊婦全体 の 葉酸摂取量は

平均 321μg／日で あ っ た．妊娠前期 の 妊 婦 の 半数 は，葉酸摂取量 が 少 な い た め神経管閉鎖障害児 を 妊 娠す る危険性 を 孕 ん で い

る ．

P2−75　貧 血妊婦 の 鉄剤治療 に お け る 亜 鉛添加 の 影響 に 関す る検討
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【目的】国 民 健 康 ・栄 養 調 査 に よ る と，約 90％ の 妊 婦 が 1 日亜 鉛摂取 推 奨 量 （1 日 当 た り摂 取 推 奨 量 7mg ＋ 妊 娠 に よ る 付加量

3mg ＝10mg ）を摂取 で きて い ない と 報告 され た．亜 鉛摂取 が 不足 し た場合 に は 鉄欠乏性貧血 が 増悪す る こ と が知 られ て い る ．
ま た ，亜 鉛 は ，胎児発育 に 関与す る と さ れ て い る ．今 回 妊娠中期 に貧 血 を きた した 妊婦 に 対 し鉄剤 に 亜 鉛 を 添 加 す る こ とが 母

体の 貧血 の 改善度 な らび に児 の 発育に影響を 及 ぼ すか 検討 し た．【方法】2009年 1 月 1 日 か ら 6月 30 日 まで に 分娩 と な っ た

妊婦 で 妊娠中期貧血 （ヘ モ グ ロ ビ ン 10．Omg ／dl未満） に 対 し，同意を得 て 鉄剤 （IOOmg／H ，2 週 間 ） ＋ 亜 鉛 （34mg／日，2
週 間）に よ っ て 治療を行 っ た A 群 （N ＝27）と 2008年 1月 1 日か ら 12月 31 日 まで に分娩 とな っ た 妊 婦 で 妊 娠中期貧 血 に対

し鉄剤 の み （100mg ／日，2 週間）で 治療 を行 っ た B 群 （N − 28）を後方視的 に 比較 し，妊娠後期 （35−37週）で の 血液検査結

果 か らヘ モ グ ロ ビ ン 上 昇率，ヘ マ トク リ ッ ト上 昇率，分娩転帰 か ら新 生 児体重，身長 につ い て検討 した．【成 績 】年齢，経 産，
在胎週 数 は両 群 で 有意 差 を認 め な か っ た．ヘ モ グ ロ ビ ン 上 昇率（［治療後値

一
治療前値／治療 前値 xlOO ］），ヘ マ トク リ ッ ト上 昇

率は A 群 で それ ぞ れ 12．45 ± 8．17％，13．02± 6．97％ ，B 群 で は 4．49 ± 7．51％，4．48 ± 7．32％ で A 群 が 有意に 上 昇 して い た （各 々

p ＜ 0，0001）．B 群で は 全 くヘ モ グ ロ ビ ンが 上 昇 して い な い 症 例 が 7例み られ た が，　 A 群 で は 1例 も存在 し なか っ た．平均出生

時体重，身長，胎盤重量 は A 群 の 方が大きい 傾向はみ られた が有意差 は 認 め なか っ た，【結論】妊娠中期 に貧血 を き た した 妊

婦に 鉄剤 を投与す る 場合，亜 鉛 の 添 加 は 貧血 の 改 善 に有 効 で あ る 可 能 性 が 示 唆 さ れ た．
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