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抄名義

今 回,
M e di c al V i e w e r I N T A G E 3 .1 を用 い て v ol u m e r e n d e ri n g 法に よ っ て 三 次元 画像 を作成 し暖筋の 体積と偏位

様相と の 関連性 に つ い て 評価, 検討 した
｡ 対象 は

, 新潟大学医 歯学給合病院矯正歯科診療室 に 来 院 し, 偏位を伴う骨

格性下 顎前突症と 診断さ れた患者 17 名で あ っ た ｡ 資料 と して は ヘ リ カ ル C T デ
ー タ を用 い た｡

そ の 結果 , v ol u m e r e n d e ri n g 法 ( 以 下 V R 法) に より C T を用 い て 三 次元 画像 を作成 する こ とで
,

画像上 で 比 較

的容易 に咲筋を選択す る こ とが で き
,

岐筋の 体積計測を精確 に 行え る こ と が確認 され た｡ ま た
,

三 次元的偏位率と岐

筋体積 の左右差との 関係 に つ い て み る と
,

相 関係 数は-0 .3 5 で 有意な相 関 は認 め ず, 偏位方向と岐筋体積 の 関係に お

い て も 必ず しも偏位側 の 岐筋の ほうが体積が大 き く なる と は限 ら な い こ と が示さ れた｡

以上 の こと から
, 顔面非対称症例 で は

, 構造と機能とが相互 に しか も複雑 に 関与 して おり, 必ず しも岐筋 の 形態 に

左右 差を生 じる わけ で な い こ とが示 さ れた ｡
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緒 看

顔面非対称あ る い は 骨格性 の 顎偏位を呈す る 患者 の 治

療 に あた っ て は
, 偏位 の 様相 や 特徴を十分 に把握す る こ

と が 重要 で あ る｡ 従来, 顎顔面 の 形態分析 は , 主 と して

頭部 Ⅹ 線規格写真を は じめ と す る 二 次元的な分析 に よ

り行 わ れ ト 4)
, 続 い て

,
二 次元画像を手 が か り と して 三

次元画像 に 再構築す る こ と に よ り行 わ れ て き た 5･ 6)
｡ 近

年 C T の 開発 に よ り
7) 顎顔面を 三 次元的 に 構築す る こ

と が 可能 と なり
8- 1 6)

,
二 次元的な手法だけ で は解析 が 困

難で あ っ た 左右構造物 の 非対称性 , 捻 れ 歪み な ど
, 複雑

な頭蓋顔面骨 の 変形を 三 次元的か つ 視覚的 に捉える 試み

が な さ れ て い る 1 7- 2 1)
｡

一

方 ,
生理学的な研究 に より硬組織 に付着す る 阻噂筋

の 筋活動 が 顎顔面 の 形態形成 に 影響を与え る とい う報

告
22- 25) が な さ れ て い る が , 阻噛筋 の 形態 に つ い て は 超

音波 や C T を用 い た 報告 が散見 さ れ る も の の
2 6- 2 9)

,
解

析 に用 い る画像 が 岐筋体積 の 計測 に は不適当で あ っ た ｡

そ こ で 今 回,
v ol u m e r e n d e ri n g 法 ( 以下 V R 法) に

より高画質な三 次元画像を作成す る こ と が 可能な解析 ソ

フ ト M e dic al V i e w e r I N T A G E 3 .1 (( 秩) ケ イ
･ ジ ー ･

テ ィ
ー 社製) ( 以下 I N T A G E) を用 い て

, 左右暁筋 の 体

積 と偏位様相 と の 関連性 に つ い て 評価検討 した ｡

資料と方法

Ⅰ. 対象 と 資料

研究対象 は , 新潟大学医歯学総合病院矯正歯科診療室

に 来院し
,

偏位を伴う骨格性下顎前突症 と 診断され た顎

変形症患者 で
, 治療計画立案 に あ た っ て の 精査 の た め に

C T 撮影 に 同意 した 1 7 名 (男性 1 0 名 女性 7 名 : 平均

年齢 1 6 歳 6 フう､ 月) と した ｡

資料 と して は
, 術前矯正治療開始前 に 撮影さ れ た ヘ リ

カ ル C T デ ー タ を用 い た ｡ な お , 金属充填物や 補綴物等

に よ る メ タ ル ア ー チ フ ァ ク ト によ り画像 に影響を与え る

可能性 の ある 症例 は対象か ら除外 した ｡

Ⅱ . C T の 撮影方法

新潟大学医歯学総合病院既設 の ヘ リ カ ル C T ( 東芝社

製 : Ⅹvi g o r R e al) を使用 し, 患者を仰臥位 で 閉 口 さ せ
,

R eid
'

s B a s e L in e (R B L : フ ラ ン ク フ ル ト平面 と 同義)

に平行 に管電圧 1 20 k V
,

管電流 1 0 0 m A の 条件 で 撮影 し

た｡ 撮影範囲は 眼宿中央か ら オ トガイ ま で の 範囲 で
,

眼

南中央 よ り 下 3 c m の 範囲 で は
,

Ⅹ 線 ビ ー ム 厚 2 m m
,

テ
ー

ブ ル 移動速度 3 m m / s e c , 顎関節部で は Ⅹ 線 ビ ー

ム 厚 1 m m , テ ー ブ ル 移動速度1 .5 m m / s e c , オ ト ガイ

付近 で は Ⅹ 線 ビ ー ム 厚 2 m m
,

テ ー ブ ル 移動速度 3 m m

/ s e c
,

で 撮影 した ｡

Ⅲ . 計測方法

1 . V R 法を用 い た 三 次元画像作成

得 ら れ た ス ラ イ ス デ ー タ を IN T A G E へ 転送 し
,

V R

法を用 い て 三 次元画像を作成 した ｡

( 1 ) 三 次元的偏位率 の 計測方法

V R 法 で 作成 した 三 次元画像を用 い て, 下顎 の 三 次元

的偏位率を計測 した ｡ 下顎 の 三 次元的偏位率 は , 左右棟

孔 と オ トガ イ棟を
,
IN T A G E 上 の 多断面再構成画像 (以

下 M P R 画像) 上 で 確認 しなが ら それ ぞれ を計測点と し

て
, 各計測項目に お け る直線距離 の 比 ((右一左 / 右 ＋

左) × 1 00) をも っ て 下顎 の 三 次元的偏位率 と し (図 1) ,

- の もの を右側偏位,
＋ の も の を左側偏位 と した ｡

図1 三 次元的偏位率の 計測 方法

a . 棟孔 ( 失頭)

b . オト ガイ棟 (夫印)

( 2 ) 岐筋 の 体積計測

岐筋 の 測定範囲 は
,

R B L に 平行 な軸位 断面像を基準

と した C T 撮影に よ り得 ら れ た ス ラ イ ス デ
ー

タを下方 か

ら確認 し, 瞭筋 が 見え始め た部位を始点, 頬骨弓と最初

に 交 わ っ た 部位を終点 と した ( 図 2 ) ｡ V R 法 に よ る 三

次元画像作成 は
,

ス ライス デ ー タ を 2 m m 間隔で
一

枚ず

つ 重ね, 頭頂部方向よ りみ た 2 m m 間隔の 三 次元画像を

作成 した ｡ 次 に , 各患者 に つ い て そ れ ぞ れ 作成 した画像

を画像処理計測 ソ フ ト S ci o n l m a g e に 転送 し, 各断面 で

の 左右岐筋断面積 ( c m
2) をそ れ ぞ れ 3 回ず つ 計測 し

,

その 平均値をも っ て 断面積 と した ｡ 各断面 に お ける暁筋

断面積を計測後 ,
2 m m 間隔 の ス ライ ス デ ー タ で あ っ た

こ と か ら
, 得 られ た 断面積 の 総和を 0 .2 倍 して 体積(c m

3)

を算出 した｡ 体積算出後, 各患者間 で 左右暁筋 の 体積 の

差 ( 岐筋体積左右差 - 右側暁筋体積 一左側暁筋体積) ち

算出 した ( 図3 ) ｡
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図 2 岐筋体積の 計測範囲

a . 計測 開始部位 ( 始 点) b . 計測終了 部位 (終点)

図 3 岐筋の 体積計測

左 側 岐筋 の 断面 (矢印)

Ⅲ. 統計処理

三 次元的偏位率 と 岐筋体積左右差 と の 相関 に つ い て

は , S t a t v i e w ( v e r . 5 .0) を用 い て , S p e a r m a n の 順位相

関係数を算出 して 評価 し た｡

結 果

1 . 表 1 に各症例 ご と の 偏位方向,
三 次元的偏位率

,
左

右の 岐筋体積 お よ び岐筋体積 の 左右差を示す｡

三 次元的偏位率 は
,

- 3 .5 3 7う､ ら 4 .7 0 の 問 で あ っ た ｡

ま た
, 岐筋体積 の 左右差 の 絶対値 は

, 最大 4 .1 c m
3

最小 O c m
3 だ っ た ｡

2 . 偏位方向と 咲筋体積 と の 関係を み る と
, 必ず しも偏

位側 の 岐筋 の ほ う が 体積 が 大き い と は 限 ら な か っ

た ｡ ( 図 4 )

3 . 三 次元的偏位率 と 瞭筋体積 の 左右差

三 次元的偏位率 と 暁筋体積 の 左右差 と の 関係 に つ い

て み る と
, 相関係数 は - 0 .35 で 有意な相関は 認 め ら

れ なか っ た ( 図5 ) ｡
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図 4 各症例 に お け る偏位方向と岐筋体積左 右差

症例 数 -

1 7 ▲ 右側 偏位 ● 左側偏位

岐筋体積左右差 - 右側 岐筋体積一左側 岐筋体積
＋ : 右側 > 左側 - : 右側 < 左 側
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図 5 三 次元 的偏位 率と昧筋体積左 右差 との 相関

表1 各症 例 にお け る 計測 結果

症例 雲諾
三 次元 的 岐筋体 積 ( c m

3
) 岐筋体積の

偏位率 右側 左側 左右差(c m
3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

l l

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

右

右

右

右

右

左

左

左

左

左

左

左

左

左

左

左

左

-

3 . 5 3 1 2 .3

-

3 .1 8 1 4 .9

-

2 . 0 5 1 9 .7

- 0 . 2 1 1 2 .0

1 0 .1 7 1 2 .7

0 . 2 1 9 .7

0 . 6 0 1 6 .2

0 . 8 1 1 7 .2

1 . 3 5 1 8 .5

l . 7 4 1 0 B

2 . 0 3 1 1 .4

2 . 7 0 1 0 . 5

2 . 7 4 2 2 . 8

2 . 7 8 1 0 . 3

2 - 8 7 1 1 . 4

3 . 3 4 1 9 . 0

4 . 7 0 2 0 . 8

l l . 8 0 5

1 4 . 9 0 .0

1 8 . 5 1 .2

l l . 6 0 .4

l l . 2 1 .5

1 0 . 7
-

l .0

1 4 . 7 1 .5

2 1 . 0
-

3 .8

1 6 . 5 2 .0

1 0 . 9
-

0 .1

1 2 . 9
1

l ,5

1 0 . 3 0 .2

2 0 . 7 2 .1

1 0 . 4
-

0 .1

1 1 . 6 - 0 .2

2 0 . 3 - 1 .3

2 4 . 9
- 4 .1

岐 筋体 積左 右差 - 右側岐筋体積一左 側 岐筋 体積

- 2 7 -
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考 察

Ⅰ. 研究方法に つ い て

1 . V R 法 に つ い て

従 来 よ り 三 次 元画像 を作成 す る 場合 に は
,

s u rf a c e

r e n d e ri n g 法 ( 以 下 S R 法) が額用さ れ て き た｡ S R 法と

は
, 設定さ れ た C T 値 の 範囲内 で

,
観察す る 方向か ら見

て 最初 に 存在 す る v o x el を表示 す る 作成法 で あ る 30)
｡

s R 法を用 い た 三 次元画像 は
, 処理時間が 短 い と い う利

点 は ある も の の
, 隣接組織間 で C T 値 の 差 が 少な い 場合

に は辺縁 が 不明瞭な画像 と して 現れ て きて しまうと い う

欠点 が あ っ た ｡ 従 っ て
,

こ れ まで は結合組織な ど の 軟組

織 と接 し た筋組織を確実 に抽出 し鮮明な像 と して作成す

る こ と が 困難 で あ っ た ｡ そ の た め
,

筋組織 の 形態計測 は

周囲軟組織 と の 区別 が 容易な断面 に 限定 した面積計測 が

主体 で あ っ た｡ こ れ に対 し
,

V R 法 で は
, 多量 の 画像処

理演算が 必要に な る と い う問題点を有す る もの の
, 設定

さ れ た C T 値内 の 全 て の v o x el を対象と して 三 次元画像

に 反映 さ せ る こ と が で き る た め 3 0)
,

よ り鮮明 の 高 い 高

画質な画像を作成 で き る と い う利点が ある ｡

今 回,
I N T A G E を用 い る こ と で

, 短時間 で V R 法 に

よ る 高画質な三 次元画像を作成す る こ と が 可能 と なり ,

岐筋 と 隣接す る軟組織 と の 境界を明瞭 に し, 画像上 で 比

較的容易 に 岐筋 を選択す る こ と が で き た ｡ そ の 結果 ,

C T を用 い て 従来 よりも岐筋を明瞭 に抽出 して 形態計測

を行う こ と が で き,
こ れ ま で 行う こ と が 困難で あ っ た 体

積計測を可能 と した ｡ 今後, 他 の 阻噂筋を は じめ
, 顎顔

面を構成す る諸筋群 の 走行や 構造 の 解析 に あ た っ て
,

こ

の 方法 は 極め て有用 で あ る と考え ら れ る ｡

2 . 三 次元的偏位率 の 計測方法 に つ い て

三 次元的偏位率 の 計測 に あ た っ て は
,

V R 法 に よ り作

成 さ れ た 三 次元画像を用 い て M P R 上 で 基準点を確認 し

な が ら計測を行 っ た｡ 頭蓋部 の 基準点と して は
, 頭蓋底

に ほ ぼ左右対称 に 位置す る 棟孔 や 卵円孔 が 考 え ら れ る

が
,

卵円孔 は下顎神経 が 走行 して い る こ と か ら下顎骨 の

成長 に よ る影響を受け易 い と推測 さ れ る ｡ こ れ に対 して
､

脳頭蓋底部 に存在 し比較的対称な骨 で あ る味形骨内 に あ

る棟孔 は
, 中硬膜 血 管, 下顎神経硬膜枝 が走行 し て お り,

顎顔面 の 成長 に よ る 影響を受け にくく ,
正中線 の 指標 と

して 比較的信頼性 が 高 い
31- 3 3) こ と か ら今回 は棟孔を基

準点 と し て採用 し た ｡

また
,
下顎骨 の 正中基準点 と して 用 い た オ ト ガイ 棟 は ,

通常下顎骨 オ ト ガイ 部内面正中 の 下部 に上下 各 2 個ず つ

ある と い わ れ て い る が
,

そ の うち の どちらか が癒合 して

3 個 と な っ て い る こ と も多 い
3 3)

｡ 今 回の 研究 で も, 両方

の タ イプが 認め られ , オ トガ イ 嫌 が 上 下 2 個ず つ 認 め ら

れ た 症例 に 関 し て は そ の 中点 を,
どち らか が 癒合 して い

た 症例 に 関 して は癒合 した 部位を下顎骨 の 正 中基準点 と

した ｡

3 . 瞭筋 の 計測範囲に つ い て

岐筋 の 計測範囲は , C T 撮影 に より得られ た ス ラ イ ス

デ ー タを下方か ら確認 し, 咲筋 が 見え始 め た 部位を始点,

頬骨弓 に 最初 に交 わ っ た 部位を終点 と し て計測 し た｡ よ

り精確さを期す る た め に は
, 終点をさ ら に 上方 の 岐筋起

始部ま で 延長す る の が 望ま し い と考え ら れ るが
, 外側翼

突筋 や側頭筋 の 停止部 と近接 して各筋群 の 区別が 困難 で

あ っ た こ と か ら, 今回は頬骨弓と最初 に交 わ っ た部位を

計測 の 上方限界 と し た｡

Ⅱ . 三 次元的偏位率 と岐筋体積 と の 関係

顔面非対称患者 に お け る下顎 の 偏位量 と 阻噂筋断面積

の 左右差 に つ い て は い く つ か の 報告
26 ･ 34) が あ る｡ 近

藤
26) は , C T を用 い て 下顎 の 偏位量 と 岐筋断面積左右

差を比較 し､ 暁筋断面積左右差 と 下顎偏位量 と の 間 に は

有意な相関が 認 め られ る と報告 し て い る ｡ しか し今回の

研究で は
, 体積計測 の 段階 で 三 次元的偏位率 と左右暖筋

断面積 の 差を比較 し た と こ ろ有意な相関 は 認 め ら れ ず,

また
, 偏位方向と偏位側, 非偏位側 に おける 岐筋体積 の

関係を見 て も､ 必ず しも
一

様 に偏位側 にお け る岐筋 の 体

積 が 大き い と は 言えなか っ た｡ こ の 要因 と して 近藤
26)

の 研究 で は
,

比較計測 の た め に設定 した 暁筋 の 切断面 が

上 下前歯 の セ メ ン ト エ ナ メ ル ジ ャ ン ク シ ョ ン より 2 m m

根尖寄り の 断面を基準と して 計測 して い る た め
,

設定 し

た岐筋 の 切断面 に よ っ て 偏位量 と 岐筋断面積左右差 と の

相関の 有無 が 異な っ た と 推察さ れ る ｡ い ず れ に して も,

顔面非対称症例 で は
,

構造 と 機能と が 相 互 に しか も複雑

に 関与 し
,

そ の 様相 も
一

様 で は な い 35)
,

こ と が 改 め て

示 さ れ た ｡

さらに
, 今回は 安静状態 で C T 撮影を行 っ た が

, 岐筋

の 形態 に つ い て は ク レ ン チ ン グ 時と 安静時 と で 岐筋形態

に 変化 が み られ る と の 報告 が あり
36)

,

一
ま た

, 偏位側 で

の 阻噛筋筋活動 が 大きくな る 傾向 に ある と の 報告
22- 26)

もある こ と か ら
,

ク レ ン テ ン グ 時な ど機能時 にお ける 岐

筋体積計測を行 っ た 場合 に は
, 筋活動 に左右差が 生 じ岐

筋体積 に も左右差が 生 じて く る 可能性 が考えられ る｡

一

方 , 成長期 にあ る顎偏位症例 の 中に は
, 本来 み られ

る構造的な偏位 の 程度 は わ ず か で あ る もの の
, 機能的 に

著 し い 左右差 が 認め られ
,

筋肉の 作業肥大な どに より岨

噂筋群 に左右差が 生 じて 成長 と と も に偏位 が 増悪 して い

く症例 , ま た
, すで に構造的偏位 は認 め られ る もの の 機

能的な左右差 が 大きくな い こ と か ら成長 に より偏位量 が

変化 しな い 症例が あ る と 考え られ る｡ 今回対象 と した 患

者が どち ら に属す るか は 縦断的調査で は な い た め 明らか

で は な い が
,

下顎偏位量 と 岐筋体積 の 左右差 と の 問 に相

関が み ら れ なか っ た こ と か ら
, 後者 の タイ プの 症例 が 多

か っ た 可能性 が 高 い ｡ 今後 は
, 顎偏位 に 影響を お よ ぼ す

- 28 -
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と考え ら れ て い る他 の 阻噂筋群 に つ い て も走行や 形態計

測を行 っ て い く予定で あ る ｡

結
王 ∠ゝ

i5Ffg

1 . V olu m e r e n d e ri n g 法を利用 し て 三 次元画像を作成

する こ と で
,

岐筋と隣接する 軟組織 と の 境界を明瞭

に し
,

容易 に岐筋を選択する こ と が で き た こ とか ら

岐筋 の 体積計測 が可能 と な っ た ｡

2 . 過去 の 報告で は
, 顎偏位患者 の 岐筋断面積 に は 左右

差 が あ る と 言 わ れ て きた が
,
今回の 計測方法 に よ り,

左右岐筋 の 体積を算出 し て比較した と こ ろ
, 偏位側

と非偏位側 の 岐筋 の 体積 に有意な差を認め ず,
ま た

必ず し も 一

様 に偏位側 にお ける 岐筋 の 体積 が大き い

と は 言えなか っ た ｡ こ れ は
, 顔面非対称症例 で は ,

構造 と機能 と が 相 互 に し か も複雑 に 関与 し て お り ,

必ず しも暁筋 の 形態 に左右差を生 じる わ け で な い こ

と を示 して い る ｡ 今後 は
, 顎偏位症例 に お ける他 の

岨噛筋 に つ い て もそ の 走行 や 形態計測を行う予定 で

あ る｡
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