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っ た が ，軽度 の 所 見に つ い て は 医師と機械との 間に 認識

の 違 い が ある こ と もあ っ た ．

　173． 心 電 図で の 考慮す べ き波形彊 み （そ の 3）

　　　　　　　　　　　　　　　大槻和男，野 田 治代

　　　　　　　　　　　 （伊勢丹健康管埋 セ ソ ター）

　わ れ わ 牙L 酵ま現在 シ
ー

メ ソ ス こニ ノレ マ 社製 ミ ソ ゴ 82 ’こ）電

計 を使用 して い る が，過 去 5 年間 の 記録 か らア
ー

テ ィ フ

ァ ク ト混 入 状況を 調査 し て そ の 混 入 比 率は 約 78％ を示

した．こ の 混入比率は 他医療施設 との 比鮫も実施 した が

特異 的 比 率で は な か っ ゾこ E す なわ ち 心 電 図検査は 脳波検

査 ほ どで は な くと も検査時点 で は ア
ー

テ ィ フ ァ ク ト との

戦い で あ る こ と，そ して 外部施設依頼 の 実施形態を と っ

て い る健康管 理 の ス タ ッ フ は 判定の み見て い る こ とが多

く，
ア
ー

テ ィ フ ァ ク トの 概 念 は 忘 れ られ が ち で あ る，た

とえ ば生化学デ
ー

タ で は 混濁や 溶血 の コ メ ソ トに留意 し

て 測定値を 読む こ と と心 電図の ア
ー

テ ィ フ ァ ク トは 結果

へ の 影響因子 と して は 同 じ意味あい で，そ の 内容 は 複雑

で あ る こ と もす で に報告して きた．

　 心 電図曲線の 歪 み を も た らす要因は そ の 由来 。発生原

因か らい くつ か に 分類 で きるが，す で に 記録 さ れた 心 電

図を た ん に 肉眼的検索 に よ っ て アーテ a フ
ァ ク トを調査

す る と，筋電図 と基線の ゆれ が 主体で ，基線の ゆれ の 場

合 は そ の 原因は さ ま ざ まに 考 え られ る た め に ，さ らに 詳

し く調査を し た が，呼吸 ， 発汗 ・GSR ，皮膚 撞 触 抵 抗

大，電極誘導 コ
ードの 問題等があ っ た ．そ こ で われわれ

は それ らの 除去方法ICつ い て 目常検査 の 経験 を もと に 述

べ た．そ し て 現状の 把握 と精度面 で の 反省点 を得 て 今後

へ の 問題を 見 い だ し た と こ ろ で あ るが，これ は健康管理

の 現場で の 問題提起 の ひ とつ と も考 え報告 し た ．

　 174．　老齢マ ゥ ス の 心電図に関する実験的考察

　　　　　　　　　 木下修三 ，垣 平博臣 ， 宮 澤 寿
一

郎

　　　　　　　　　　　 藤波襄二 （束医大衛生 公衛）

　 加齢に よ る生 理 機能 の 変化に 関す る詳細な 追跡 に は 実

験動物の 選定 の ほ か に 幾多の 困難 が 伴 い まだ 十 分 とは い

えない の が現状 の よ うで あ る．

　 今回 は ， 食品中の 発色剤 と して
一

般 に 使用されて い る

亜硝酸 ナ ト リウ ム （NaNO2 ）の ，老齢に 達 した と考 え ら

れ る ICR 系 マ ウ ス の 心 電図 （ECG ）お よび 血清 GOT
，

LDH に 及ぼ す影響に つ い て 検討 した．

　 恒温 （24± 1℃）恒 湿 （50殉 の 条 件 下 で ポ リカ
ー

ボ

ネ
ー

ト製 5匹 用 ケ
ー

ジ 内 で ，4 週齢時 よ り，
4匹 同居飼

育 し た約 60 週齢 の 雄 マ ウス を 用 い
，
NaNO2110 ，50

mg ／kg を 生食水 に 溶解 し ， 各 3匹 （対照 と し て 生食水

10 皿 ▽kg
， 3匹） に 7 日間連 日強制経 口投与 した ．ほ か

　に 110mg ／kg 群 r・ux ，雌 3 匹 の 試料群 を 加え た．

793

　処置 の 前 お よび後に 動物を背位 に 固定 し ECG （日本

光電製 SC ・−513　E 型使用）を記録 した．誘導 は 1 ，　 aVy

お よび剣状軟骨部 の 単極誘導 と し た．また 同様 の 方法 で

NaNO2 の み を 投．与 し，　 ECG を省略 した群 ， 各 4 匹 お

よび 3 匹 の 無処置 の 対照群を設けた．

　ECG ： 110　mg ／kg 投与群 は 6 匹 中：雄 3匹，雌 2 匹 の

5四 こ 峰分か れ の 増大， S の 上 昇 ，
　 Q の 切れ 込 み 増 大

ヵミ，　50nユg／kg 投与寒Rま3匹 P戸2匹 セこ 110rng ／kg ま殳与

群 と同様 の 異常 と思 わ れ る 所見が 認 め ら れ た ．GOT ：

無処置対照群に 比 し て 他 の 群 は すべ て 高い 値を 示 し た．

LDH ：ECG を 記録 し た 群 の み 高い 値を示 した ．

　NaNO2 投与 に よ る強制走行能抑制は ，
　 ICR 系 4週齢

マ ゥス の 場合 に は 80mg ／kg で認 め られ た が，今回 60

週齢 の 動 物 で は 50mg ／kg で 心筋の 変性を 想わ し め る ご

とき異常所見 が ECG に 認 め られた ，加齢に 伴 うNaNO2

処理能力の 低 下 と考え られ る．

　 座 長 の 密 と め （172〜174）

　　　　　　　　　　 佐藤欣
一

（日本鋼管健康管 理 ）

　 心 電図に 関す る 演題 3 題 で あ るが ， 前 2題 は 健康管理

で 行 な う心 竃 図検査 に お け る 判読 と記録 上 の 諸問題 で あ

b ， 他の 1題 は 動物実験 に お け る心 筋の 変性 を 心 電 図 に

て と らえ よ うと試み た もの で ある．

　 172 ：心 電図の 自動処理 の メ リ ッ トに つ い て ，座長 よ

り質問 した が ， 演者 は 処理人員，処理時間 で の 有用性 に

言及，さ らに 打出されたもの をた だ ちに 使 え ない 点に ふ

れた ．

　 ま た，疫学的有用性に もふ れ た が，山本 （産医研） よ

り 自動処理 の 使 い 方に は 目的を 明 らか に すべ きで あ り，

疫学的に は 特殊 な 所見 を 指標 に 職場 の 特性を と らえ うる

こ と もある，こ の 際，労働者 の 生活歴 と の関連 もみ て お

くべ き との 意見 が あ っ た ．

　 演者 は ミネ ソ タ コ
ー

ドに つ い て 疫学的 に 有用 だ が ， 臨

床的使用 に は モ デ ィ フ ァ イ が 必要 で ，機種に よ っ て差が

ある と こ ろに 今後 の 閾題 が 残 さ れ，共通性へ の ア プ ロ
ー

チ が 必要で あ る と追跏が あ っ た ，

　 173：山本 （産医研）よ リア
ー

テ ィ フ ァ ク トの 混入 に関

連 し て，電 極 の 材質に つ い て 言及 さ れ，運動生 理 面 で 運

動時 と か長時間記録の 際 も含め て ，よ い もの は な か ろ う

か ．試用経験で は NASA の もの が よ い と紹 介 が あ っ

　た ．

　　147 ： 山本 （産医研）よ り動物実験 で の り一ドの と り方

　に つ い て 質 し た ．演者 は 端子に は 小型の ミ ノ 虫チ ッ プで

つ まむ の が よ く，安定性に つ い て は，胸部 の 1個所 へ 固

定す る方法 が よ い と述 べ た ．

　　ま とめ ；心電図の 自動処理 に つ い て は ， 記録上 の 問
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題・所見 コ ードの 共通化，使用 日的 な ど検討 課 題 が 多　　の 開発 な ど，ハ ード，
い ・また動的な 心 電図記録 の た め の リ

ー
ドの 方法，端 子 　 まれ る ．

ソ フ ト両面 よ りの 研究 。開発が 望

175．

［騒

　 〔目約 と方法〕

す る 日的で ，騒 音職場 従事者 17 名 の 尿中 カ テ コ
ー

ル ア

　ミ ソ CA （ノ ル ァ ドレ ナ リ ン NA ，ア ド レ ナ リ ソ A ， ド

ー・＜ ミ ン DA ）ならびに 17−OHCS の 分泌動態を観察し

た ．対照 と して 非騒音職場従 ：事者 10 名に つ い て も 同様

の 観察 を行 な っ た ．騒音群 の 作業中 の 平 均暴 露 レ ベ ル

　Leq　7h は 90　dBA で あ り，非騒音群 は 75　dBA で あ っ

た．騒音群 に つ い て は ，平常 どお り耳栓 を装着 し た 日

と，耳 栓 無 装着 日 の 両 目 の 作業時間中 3 〜5 ポ イ ン トで

採尿 した ．非騒音群 に つ い て は ，作業時間 中 3 ポ イ ン ト

で採尿 した ．尿中 CA は 高速液体 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ
ー

（島津 LC −3A） を 用 い ，総 CA を 分 離 定 量 し，尿中

17−OHCS は フ ニニル ヒ ド ラ ジ ン 法 （ワ コ …
社製 キ ツ b）

で 測定 し，お の お の 尿中 ク レ ア チ ニ ン mg 当た り の 量 で

表 わ した ．

　〔結果 と考察〕 作業開始前の 尿中 CA と 17−0｝｛CS に

つ い て，騒音群 と非騒音群 と の 聞 に 有意差は な か っ た，

各尿中物質 の 経 時的変動 に つ い て 次 の 点 が 認め られ た 、

耳栓装若日 の 騒音群 と非騒音群 の 変勳 パ タ
ー

ソ は ，どの

物質に つ い て も有意差 は なか っ た ，騒音群 に つ い て ，耳

栓装着 日 と無装着 日 とを 比 較す る と，どの CA も耳栓無

装着 目 の 値 の ほ うが 分散が大ぎく，増力噸 向も大 ぎか っ

た ．とくに ，午前の 作業終 了 時に お け る A の 増加 が 顕著

で あ り，有意差 とな っ た ．一
方，17−OHCS は，　 CA と

は 逆に 作業 に 伴い 減少傾向を 示 し，そ の 傾向は 耳栓無装

着 日 の ほ うが 大 き か っ た ．以上 の 結 果 か ら，尿 中 CA の

変動は ，騒 音暴露量 と 生体反応 の 量一反 応 関係を あ る 程

度反映 し，な か で もA が最も感度の よい 指標 とな り うる

可 能性が 示峻 された．

　176． 職場騷音 へ の 暴露 と耳小骨筋反射

　　　　　　　宮北隆志，三 滯　創 （熊本 大医衛生）

　　　　　　　　　　　伊藤昭好 （京 大 工 衛生 工 学）

　騒音暴露 に よ る 聴 器 の 受傷性 に は 火きな 個 入 差 が あ

騷 音 職場従 事 考 の 作業時聞中の 尿申力 テ 識 一
ル

ア ミン と 17一  HCS の 変動につ い て

　　　　　　小野圭 子，南　正信，水島　実

　　　　　　　　 （航空公害研究セ ン タ ー
）

　　　　　　　兜 真徳 （園立精神衛生 研）

　　　　　　　西垣 　克 （東大医保健管理 ）

　　　　　　　　　　閏 liゴ 　茂 （富士 電機）

　　　 騒音に 対す る ヒ ト の 生理 的 反応 を 検討

音】

　り，同一・
の 暴露条件下 に お い て も，容易に 騒音性難聴を

きた す よ うな 受傷性 の 高い 集団 が存在する こ とは よ く知

られ て い る ．わ れわ れ は こ れ ま で ，騒音暴露歴が ない 聴

力正常者 を対象とした研究に よ り，耳小骨筋反射 （AR ）

の 内耳保護作用 とし て の 意義 を 確認す る と と もに ，AR

の 機能に み られ る 個人差 と音響受傷性との 閼連 に つ い て

検討 して きた．今回，定常音 を主 とす る 職賜 に 働 く 31

名 （A 醐 ど 衝撃騒 音 を 主 とす る 職 嫐 こ 働 く 65 名

（B 群 ） の 計 96 名を対象と して ，聴力お よ び AR の 域

値 （ART ） の 測定を 行 な っ た の で 報告す る．

　最小可聴域値は ， 1kHz に お い て は A 群 で 2．7dB

（HL ，　JIS）， B 群 で 6．5dB （HL ，　 J｛S）とほ ぼ正常 な聴

力が 保た れ て い る の に対し，4kH ・　1・こ お い て は A 群 で

29．5dB （HL ），B 群 で 38．3dB （HL ）とか な りの 聴力

損失が み られ た．

　 AR の 域値に は Ar　 B 両群間で 有意差は な か っ た の

で ，両群 を こ み に して A 十 B 群 と し ， 騒音暴露歴 の な い

聴力正 常者 （C 群）に つ い て ，こ れ ま で に得て い る結果

と比較 し た ，反射賦活音 を ホ ワ イ h ノ イ ズ と し た と きの

AR の 域値 （ARTWN ）は ，　 C 群 83．8dB 　SPL に 対 し

A 十 B群 92．OdB 　SPL と暴露 群 に お い て 8．2dB の 上

昇 が み られ た・ART
⊥k は ，　C 群 96．2dB 　SPL に 対 し

A ÷ B 群 93．8dB と 2．4dB の 低下 が み られた ．　 ART4k

は ，C 群 97．5dB 　SPL に 対 し A 十 B 群 102．1dB 　SPL

と 4．6dB の 上 昇が み られた．

　次 に 高音域 の 聴力損失 に よ っ て ， （4k ＋8k ）／2く25　dB
の D 群 と， 　（4k 十 8　k）／2 ≧25dB の E 群 の 二 つ の グ ル

＿

プ に 分け て AR の 域値 を 比 較 し た．　 ARTWN の 上 昇は，
D ，E 両群に 共 通 して み られた が，　 ARTIk の 低下 は E
群 に お い て の み 有意 で あ っ た、ほ ぼ正常な聴力が保 た れ

て い る群 に お い て も，ART
、i’ts
’

の 上 昇が み られ た こ とは

注 目す べ きこ と で あ る，

　騒音暴露群 に お い て は， まず ART
、Vli が一と昇 し，最

小可聴域値 の 上 昇に 伴 っ て ARTlk が 低下す る と考え ら

れ る ．

　177．　騒音職場従事者 の 1H24 時間の 騒 密 暴露
一

　　　　暴露 パ ター
ン につ い て

一

　　　　　　　　　　水 島　実，南　正 信 ， 小野圭子

　　　　　　　　　　　　 （航空公害研究 セ ン タ
ー

）

　　　　　　　　　　　兜　真徳 （国立 精神衛生 研）
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