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先天性股関節脱 臼 の 疫学調査
兵庫県立 こ ど も 病院 に お け る 症例 の検討

兵庫県立 こ ど も 病院整形外科

薩 摩 真 一 ・ 小 林 大 介 ・ 浜 村 清 香

要 旨 兵庫県立 こ ど も 病院に お け る 先天性股関節脱臼 (以下， 先天股!�) の経年的な疫学動 向 を
調査す る こ と を 目 的 と し た .

対象 は 1971�2006 年 の 36 年 間 に 当 院 を 初診 し ， 治療が必要 と 判 断 さ れ た 先 天股脱症例 942 例

1049 関節 と し た
年間症例数はi斬減傾 向 で あ る が， 最近 10 年間では 20 例か ら 30 例で推移 し て い た 目 男 女比 は 約

1 : 8 で あ っ た . 両側性脱 臼 は全体の約 l 割 を 占 め て い たが最近は 減少傾向 に あ っ た . 片側性脱臼 で
の患側は 左が右 の 2 倍で あ っ た . 誕生月 は 冬季に集中 し て い た. 娩出時の胎位 は骨盤位が， ま た娩

出法に つ い て は帝王切開の割合が高 か っ た . 家族歴は約 3 割程度 に 先天股脱 と の関連がみ ら れ， 第

l 子 と 第 2 子で患児 の お よ そ 9 告m を 占 め て い た . 今 回 の 調査結果 は お お む ね過 去 の報告 と 同様で

あ っ た が， 両側性脱臼 の減少傾 向 は特徴的で あ っ た . 出生時の胎位や娩出法 は 健診時の危険因 子 と
し て再認識 さ れ る べ き で あ る .

は じ めに

先天性股関節脱 臼 (以下， 先天股!ljl，) の 発症数は
近 年 減 少 傾 向 に あ る と 一 般 に は 考 え ら れ て い る
が， は た し て 正確 な 情報であ ろ う か. 本邦 に お い
て 少 な く と も こ の 1 5 年 間 に ま と ま っ た 報告 は な

さ れて い な い .

診 し ， 治療が必要 と 判断 さ れ た 先天股脱症例 942
例 1049 関 節 と し た . た だ し 単 な る 開排制 限， 症

候|生 ・ 麻痩性 ・ 奇形性脱臼 は対象か ら 除外 し た .
調査方法は 1971"-'2006 年 の 全期 間 に つ い て は

経年的症例数， 性別， 両側性 と 片側性 の 比率， 片
側性の場合のJ罷患側， 患児の誕生 月 ， 初診時月 齢
を 調 べ た . さ ら に 1997"-'2006 年 の 最近 1 0 年間 に

つ い て は ， 上述の各項 目 に 加 え て ， 出産時の分娩
方法， 出生時の胎位， 4 親等 以 内 の 家族歴， 出生後
の環境因子 と し て の 向 き 嬬， さ ら に 第何子 と し て
出生 し た か を 調 べ た .

筆者 ら は 県 に お け る 小児整形外科疾患の基幹病
院 で あ る 兵庫 県立 こ ど も 病院での先天股脱の疫学
動 向 を 今回 あ ら た め て 調 査 し ， 過 去 に 報告 さ れた
デー タ と の 比較検討 を 行 う と と も に ， 特 に 最近 10
年 間 の 動 向 に な ん ら か の 傾 向 が見 ら れな い か に つ
い て 考察 し た .

対象 と方法

調査対 象 は 1971"-'2006 年 の 36 年 間 に 当 院 を 初

結 果

1 . 経年的症例数の推移 ( 図 1 )
年間 78 例 の 1 971 年 を ピ ー ク に 経年 的 に 漸減傾

向 を 示 し 1990 年代前半 に は年間 10 例 前後 と 著 し

Key wOI'ds 目 developmental dysplasia of 出e hip (先 天 性 股 |葉l 節 脱 臼 ) ， neonatal family history (新 生 児 の 家族歴) ，
ca巴sarian section (帝王切開)

連絡先 干 654-0081 神戸市須磨区高倉台 1-1-1 兵庫県立 こ ど も 病院 薩摩真一 電話 (078) 732-6961
受付日 . 平成 20 年 1 月 25 日
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図 1. 先天股脱の経年的症例数の推移 と 新生児出生数の比較

い 減少 を 見 た . 1997 年か ら の最近 10 年 聞 を 見 る
と 症例 数 は 若干増加傾 向 に あ り ， ほ ぼ 20 例 か ら
30 例 で推移 し て い た .

一方， 兵庫県 に お け る 新生児出生数の経年的推
移 を グ ラ フ で見 る と ， 1970 年代前半 を ピ ー ク に漸
減傾向 に あ る こ と ， ま た 最近 は年間 5 万人前後 の
出生数で下 げ止 ま り 状態で あ る と い う 点 で両者 は
よ く 対応 し て い た . 次 に ， 当 院で力[1療 さ れた 先天
股脱症例数 を 県 の 年間 出 生数 に 対す る 比率 と い う
観 点 か ら み る と ， 最 大 0 . 082 % か ら 最小 0 . 01 1 % 

と 非常 に 振幅が大 き く な っ て い る が， そ の平均 は
0 . 04 % で あ っ た .

2 . 性 別

全期 間 を 通 じ て み る と ， 女 児 843 例 に 対 し 男児
99 例 で比率は 1 : 8 で あ っ た . 最近 10 年間では女
児 172 例 ， 男 児 1 7 例 で 1 : 10 で あ っ た .

3 . 擢患側

両側性脱 臼 が 108 例 ， 片側性脱臼 が 834 例 と 1 : 
8 の 比率で あ っ た . さ ら に 片側性脱 臼 の脱臼側 に
つ い て は右が 274 例， 左 が 560 例 と 1 : 2 の割合で
あ っ た . 最近 10 年 間 で は 両側性脱臼 が 10 例， 片

側性脱臼 が 179 例 と 1 : 1 8 ま で差 が拡 が っ て い た

が， 片側性脱 臼 の 脱 臼 側 に つ い て は 右 が 58 例， 左
が 121 WU と 1 : 2 の 割 合 に 変化 は な か っ た .

4 . 患児の誕生月 (図 2)

全 期 間 と 最 近 10 年 間 に お け る 先 天 股 脱 症 例
の誕生月 の 動 向 は 図 2 に 示 す と お り で あ る . 全期
間 で 頻度 の 高 か っ た 月 は 12 月 の 129 例 ， 1 1 月
の 1 19 例 ， 1 月 の 1 18 例 に 対 し 少 な か っ た 月 は 5

月 の 29 例， 7 月 37 例， 6 月 38 例 と 冬 に 多 く ， 夏
に 少 な い と い う 季節 間変動が明 ら かで あ っ た . こ

こ 10 年 間 で も 全期 間 に お け る 季節 間変 動 と ほ ぼ
同様のパ タ ー ン を 取 っ て い た が， 6 月 生 ま れの 発
症が 目 立 っ て 多 く な っ て い た . そ の 理由 は不明で、
あ る .

5 . 初診時月 齢の経年的変化 ( 図 3)

1980 年 代 前 半 ぐ ら い ま で は 初 診 時 月 齢 が 高 い
傾 向 に あ っ た が， 以 後 1 5 年 間 ほ ど は 早 い 月 齢で

の初診が多 く な っ て い た . し か し 最近数年 間 は 再
び初診時月 齢が上がっ て い る 傾向 に あ る .

以 下 は 1 997 年 か ら 2006 年 の最近 10 年間， 1 89 
例 199 関節での調査結果で あ る .
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図 4. 先天股脱症例 と 出生順位 と の関連

6 . 分娩法および分娩時胎位 と の関連

66% が普通分娩 (経臆分娩 ) ， 26 % が帝王切 開，
5 % が吸引 分娩で あ っ た .

分娩時胎位 は 頭位分娩が 76 % ， 骨盤位分娩が
21 % を 占 め て い た .
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〉 図 3.
初診時平均月 齢の

‘00 ‘06 | 経年的変化

7 . 家族歴 と の関連

4 親等 以 内 す な わ ち 患児 の い と こ ま で の 家族歴

に先天股脱 の 治療歴や治療 を 受 け な い ま で も 乳児
期の股関節 に な ん ら か の 異常 を 指摘 さ れた こ と は
な い か を 調べ た . そ の 結果 32 % の 症例 で家族歴
と の 関連 を 認 め た .

8 . 首の向き癖との関連

両側例で は 向 き 癖の な い 患児が 9 割 を 占 め る 一
方， 片側例で は 74 % に 左右 ど ち ら かの 向 き 癖 を 認
め た . さ ら に 片側例 に お い て こ れ ら 向 き 癖 と 擢患
側 の 関 連 を 調 べ る と ， 向 き 癖 と 反対側 の 脱 臼 が
92% を 占 め て い た .

9 . 出生順位 と の関連 ( 図 4)

第 l 子の割合が最 も 多 く 53 % を 占 め て お り ， 第
2 子の 33 % と 合わ せ る と 両者で 86% で あ っ た .



考 察

新 生 児 出 生 数 の 絶対 的 減 少 ば か り で な く ， 石
田2) に よ り 提唱 さ れ た 育 児 指 導 に よ る 予 防活動の
実践， 普及の成果で近年先天股脱の 発生数は激減
し た と い わ れ る が， 現在 も な お 整復法や予後 に つ

い て議論の分かれ る 重要 な疾患で、 あ る こ と に 変わ
り は な い 先天股脱の疫学調査 に つ い て は本邦 に

限 っ て も 過去 に 相 当数 の報告が散見 さ れ る 2)-lO)

し か し ， ま と ま っ た 報告 と な る と 予防活動 の 提唱
か ら 数年 を 経た 1990 年頃 ま で さ か の ぼ ら ね ば な
ら な い .

本研究 の 第一 の 目 的 は 最 近 1 0 年 間 の 疫学 的傾
向 に そ れ以前の傾向 と 比べ て 大 き な 差 は な い か を
検討す る こ と で あ る . 次 に ， 予 防の た め の適切 な
育児指導が実践 さ れて も 脱臼症例 を 根絶で き る わ
けでは な い の で， 健診 に よ っ て ス ク リ ー ニ ン グ を
行 い， 見逃 し な く 治療 に つ な げ る こ と が重要であ
る . 背景 に 脱 臼 の 危険因子 を 有 す る 児 を あ ら か じ
め識別 で き れ ば健診時 に 注意深 い 診察がで き る メ

リ ッ 卜 が あ り ， 見 逃 さ れ る 確率 も 減少 す る . 本研
究の第二の 目 的 は ， 患 児 の 出 生状況や家族歴 な ど

に お け る 脱 臼 の 危険因子 を 再確認す る と い う 点 に
あ る .

脱 臼 の 発生 数 に つ い て は こ こ 10 年で完全 に 下

げ止 ま り の状況で あ り ， 新生児出生数がす で に 底
を つ き 今後 は む し ろ 増加 に 転 ず る と す れ ば脱臼症
例 も 増加 す る 可能性があ る . 性別 に つ い て は ， 多
く の報告で は 女 児 の 発生 率 が 男 児 の 4"-'6 倍 と さ
れて い る が， 我 々 の調査では女児の比率が よ り 高
く な っ て い た . 本研究 の調査対象か ら は ， い わ ゆ
る 不安定股 と し て 経過 の み 観察 さ れ る 症例 は 除外
し て い る の で， 生後 3 か 月 以 降の確立 さ れた 脱 臼
症例で は 一般の報告 よ り も 女児 の 比事が高 い の か
も し れ な い

両側性脱 臼 が最 近 10 年 で激減 し た と い う 結果

は脱臼予防の啓蒙活動が効 を 奏 し ， そ の原因が出
生後の環境因子 に 負 う と こ ろ が大 き か っ た 脱 臼症
例 と し て は減少 し て い る の で は な い か と 考 え て い

る 片側性脱 臼 の 左右 の頻度差 は 成書 に も 記載 さ
れて い る よ う に1 ) 胎 児 の 子宮 内 で の 胎 位 の 傾 向
に 負 う と こ ろ が大 き い の で は な い か と 考 え ら れ
た . ま た 片側例 の 74% に 首の 向 き 癖が存在 し ， し

か も 92 % が 向 き 癖 と 反 対側 の 脱 臼 で あ っ た と い
う 結果 は ， 従来報告 さ れて き た よ う に 片側性脱臼
に お い て は 向 き 癖 と 脱臼 側 と は 明 ら か に 関連があ

る と 考 え ら れ た . 脱 臼 発生 の 季節間変動 は従来の
報告 と 一致 し て お り ， や は り 衣服 の 重 ね着 に よ り

股関節の 開排が制 限 さ れ る と い う 出生後の要因が
脱 臼 に 関与 し て い る と 考 え て よ い と 思 わ れ た .

脱 臼 症例 で の 帝 王 切 開 の 割合 が 26% と い う 結

果 は ， 一般 に 1 5 % 程度 と さ れ る 帝王切 開率 と 比較
す る と や は り 高 い . ま た 脱臼 症例 で の 骨盤位の比
率 21 % と し 寸 結果 は ， 通常 3 % 程度 と い わ れ る 骨

盤位の割合か ら す る と 同 じ く 明 ら か に 高 い . 患児
の 家族歴 に お い て 実 に 32 % に 何 ら か の 異 常 を 認
め た こ と も 含 め て ， こ れ ら 出生状況や家族歴 は 脱
臼 の 危険因子 と し て 健診時 に は 留 意 し な け れ ば な
ら な い こ と が再認識 さ れ た .

出生順位 と 脱臼 と の 関 連 に つ い て は 第 l 子， 第

2 子 を あ わ せ て 86 % に 達 し た . 近年の 少子化傾向
で第 3 子 以 降 の 誕生が少 な い と す れ ば， す べ て の
健診対 象者 は 出 生順位 に 関 し て は 危険因子 を 有 す
る と 考 え ざ る を 得 な い .

ま と め

当 院 に お い て 1971"-' 2006 年 の 36 年 間 に 治療 を
行会 っ た 先天股脱症例 942 例 1049 関 節 に つ い て 疫
学調査 を 行 っ た . お お む ね過去 の 報告 と 一致す る

結果 を 得 た が， 両側性脱 臼 の 著 し い減少傾 向 は 特
徴的で あ っ た .
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Developmental Dysplasia of the Hip in Kobe Children's Hospital 

-Survey results-

Shinichi Satsuma， M. D.， et al. 

Departm巴nt of Orthopaedic Surgery， Kob巴 Children's Hospital 

A survey was carried out to discover the factors associat巴d with the prevalence of d巴V巴lopm巴ntal
dysplasia of the hip (DDH) in children treated in Kobe Children's Hospital， which is a key hospital for 
treating sick children in 1-1yogo Prefecture， J apan. One thousand and forty-nine joints of nin巴
hundred and forty-two cases， f1'om 1971 to 2006. were investigated. The annual occurrenc巴 of DDI-1
cas巴s tended to decrease year by year， although in the last ten yea1's there has been a constant 20 to 
30 cases. DDH occurred eight times more often in females than in males. 1n the past， the incidence of 
bilateral dislocation was about ten percent， but this proportion has decreased 1'ecently. 1n the 
unilateral cases， 出e occurrence was twice as often in the left hip as in the right one. The incidence 
of DDH was higher in winte1' than in summer. Breech presentation or caesarean section had more 
often than not been experienced by the babies with DDH. Thirty percent of the patients with DDH 
were found to have DDH in their family history， and about nin巴ty percent were bom as the first 01' 
second child. These results are consistent with similar reports in the past. However， the tendency 
for a decrease in the rate of cases with bilateral dislocation is being 1'eported fo1' the first time. 1n 
conclusion， it is r巴commended that in m巴dical check-ups on the hip joints of new-bom babies. 
doctors pay pa1'ticular attention to the method of delive1'Y and family history of 出e baby. 


