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下顎骨偏位症例で は
, 下顎頭 の 長軸角 と 頭蓋底 に対す

る下顎頭 の 前後的位置 に 偏位側 と 非偏位側 と で有意差 の

ある こ と が 示され て い る ｡ ま た
, 滑走運動時 の 下顎宿 の

形態を反映す る と さ れ る 寒路 が
, 下顎骨偏位症例 にお い

て非対称を示す こ と も報告さ れ て い る こ と か ら, 下顎骨

の 偏位 と 顎関節の 構造 と の 間に何らか の 関連性を有 して

い る可能性 が 考えられ る ｡ しか しなが ら
,

下顎骨偏位症

例 の 下顎寓形態や 下顎頭位 に 関す る報告 は 少なく不明な

点 が多 い ｡ そ こ で
, 本研究 で は ヘ リ カ ル C T を用 い て下

顎骨偏位 と下顎頭位 お よ び下顎宿形態 と の 関連性 に つ い

て 検討 した ｡

対象と方法

新潟大学医歯学総合病院矯正歯科診療室 に来院 し
, 顎

変形症 の 精査を目的と し て C T を撮影 し
, 下 顎頭 お よ び

下顎 寓 に 骨 変化 の 所見 を認 め な か っ た 症例 の 中 で
,

A N B が O
o

以 下 の 女性 2 2 名 ( 平均年齢 1 9 .2 歳) を対

象と した ｡ C T 画像 上 で , 下顎頭位 に つ い て は
,

前方
,

上 方 , 後方 , 内側 , 外側 の 各関節隙 ( Fi g .1) ,
下顎宿形

態 に つ い て は 関節隆起後斜面傾斜角 ( Fig .2) と 下顎宿

最薄部 の 厚 さ ( F ig .3) を計測 し
, 偏位側 と 非偏位側 の

各計測値 に ? い て 有意差を調 べ た ｡ ま た
, 正面 セ フ ァ ロ

グ ラ ム よ り 下 顎偏位度 ( Fi g ,
4) を計測 し, C T 画像 か ら

28 1

( a) S a g itt al s e cti o n ( b) C or o n al s e cti o n

F i g .1 M e a s u r e m n t o f j oi n t s p a c e s . T w o r e f e r e n c e li n e s

w e r e u s e d i n t h e s a gitt al s e c ti o n ( a) . Li n e A r u n s t h r o u g h

t h e h i g h e s t p o i n t o f t h e g l e n o i d f o s s a . L i n e B i s

p e r p e n di c u l a r t o li n e A ; it r u n s p a r all e l t o th e F r a n k f o r t

p l a n e t h r o u g h th e l o w e st p o l n t O f t h e a rti c u l a r e m i n e n c e .

T h e m id p oi n t of th e gl e n oid f o s s a ( M ) ,
1

'

. e
”
th e i n t e r s e c ti o n

b e t w e e n li n e A a n d B
,
w a s al s o u s e d a s a r e f e r e n c e p o l n t .

T h e a n t e ri o r ( S l) ,
s u p e ri o r ( S 2) , a n d p o st e ri o r (S 3) j oi n t

s p a c e s w e r e m e a s u r e d . T w o r e f e r e n c e li n e s w e r e al s o u s e d

i n t h e c o r o n a l s e c ti o n ( b) . L i n e B
'

w a s f o r m e d b y t h e

i n t e r s e c ti o n o f t h e a x i al pl a n e th r o u g h th e l o w e s t p o l n t O f

th e a r ti c u l a r e m i n e n c e w ith th e c o r n al pl a n e t h r o u g h th e

h i g h e st p o i n t o f t h e gl e n oi d f o s s a .

'
T h e m e di al ( S 4) ,

a n d

l a t e r al ( S 5) j oi n t sp a c e s w e r e m e a s u r e d .

F ig . 2 M e a s u r e m e n t o f t h e p o st e ri o r- sl o p e a n gl e ( P S A ) .

Li n e C
, p a r all e l t o t h e F r a n k f o r t p l a n e

,
w a s fi r s t d r a w n

th r o u g h t h e u p p e r m o s t p o l n t O n t h e s u rf a c e o f t h e c o n d yl e
,

i n t e r s e c tl n g W it h t h e p o st e ri o r sl o p e o f t h e e m i n e n c e . T h i s

l a tt e r i n t e r s e c ti o n p o l n t E w a s u s e d a s th e r e f e r e n c e p oi n t

f o r m e a s u r i n g th e a n g u l a ti o n o f p o s t e ri o r w all o f a rti c u l a r

t u b e r cl e , w ith a Li n e D th e n d r a w n th r o u g h E
,
t a n g e n ti all y

t o th e p o s t e ri o r sl o p e o f th e e m i n e n c e a t p oi n t E
.
T h e P S A

f o r m e d a t t h e i n t e r s e c ti o n o f C a n d D w a s t h e n m e a s u e r e d .

F ig . 3 M e a s u r e m e n t o f t h e t h i n n e s t r o o f o f th e gl e n oi d

f o s s a ( a r r o w h e a d s)
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T a b l e .2 M e a n s a n d st a n d a r d d e v i a ti o n s o fj oi n t sp a c e s
,
it s

r a ti o s
, j oi n t m o r p h ol o g y i n t h e d e v i at e d si d e a n d

t h e n o n
-d e v i a t e d si d e

d e via te d sid e n o n -d e viat ed sid e

M e a s u r e m e n t M e a n S D M e a n S D P

榊a n d i b ul a r d e v i a t i o n

F ig . 4 Pl a n e s a n d l a n d m a r k s i n t h e f r o n t a l c e p h al o g r a m .

C G
,

c ri st a g a li; A N S
,

a n t e ri o r n a s al s pi n e; M e
,
th e l o w e st

p oi n t o f th e c o n t o u r o f t h e c h i n ; d
,
d e g r e e s o f d e v i a ti o n

得 られ た 各計測値 の 左右差 と の 相関 に つ い て も調 べ た ｡

結 果

1 . 測定誤差 の 評価 (T a b l e .1)

計測 は 日を変えて 各計測項目に つ い て 著者 が 3 回計測

し
,

そ の 平均値を計測値 と して 用 い た ｡ なお
, 測定誤差

は 変動係数 に よ り評価 し, 変動係数 は 0 .0 21 - 0 .08 0 の

値を示 し た こ とか ら
,

測定誤差 は小さく再現性 は 良好 で

あ っ た ｡

T a b l e .1 C o e ffi ci e n t o f v a ri a ti o n f o r m e a s u r e m e n t e r r o r

[ C V -
s . d , of m e a n]

M e a s u r e m e n t d e vi a te d sid e n o n
-d e via te d sid e

A n te rio r j oi nt s p a c e

S u p e ri o r j oin t s p a c e

P o st e ri o r j o in t s p a c e

M e dia lj o in t s p a c e

L a te r al J oi nt s p a c e

P o s te ri o r
-

sl o p e a n gle

0 .0 8 0 0 . 0 7 8

0 .0 5 1 0 . 0 5 3

0 .0 6 8 0 . 0 7 1

0 .0 5 2 0 . 0 5 5

0 . 0 6 4 0 . 0 7 0

0 . 0 2 1 0 . 0 2 4

R o o f o f th e gl e n oid fo s s a 0 . 0 4 3 0 . 0 4 6

2 . 測定結果

( 1 ) 対象者 の 下顎骨偏位度 は絶対値 で 1 - 8
o

の 範囲

を示 し ( 平均値 3 .2 1
o

± 1 .8 7
o

) , A N B は -8 .5 -

o
o

の 範囲を示 し た ( 平均値 - 3 .3 1 ± 2 .1 8
o

) ｡

( 2 ) 偏位側 と 非偏位側 に お け る C T 画像 の 各計測項 目

の 比較 ( T ab le .2)

偏位側と非偏位側 に お け る各計測値を比較す る と
, 関

節隆起後斜面傾斜角 ( p < 0 .01) お よ び下顎宿最薄部の 厚

さ ( p
< 0 .0 5) に お い て有意差 が認 め られ, どちらも偏位

側 で 大きな値を示 した ｡

( 3 ) 下顎偏位度と関節隙 お よ び 下顎寓形態 の 左右差 と

の 相関 ( T a ble .3)

A nt e ri o r j oi nt s p a c e ( m m )

S u p e ri o r j oi nt s p a c e ( m m )

p o ste ri o r j oi nt s p a c e ( m m )

M e di al j oi nt s p a c e ( m m )

L a te r a [j oi n t s p a c e ( m m )

A n te rio r J Oi n t s p a c e / p o st e ri o r

j o in t s p a c e (r a ri o)

M e dia lj oi nt s p a c e /la te r al

j o in t s p a c e (r a ti o)

P o s te ri o r
-

sl o p e a n g一e

(d e g r e e s)

R o o f of th e gle n o id f o s s a

( m m )

1 . 7 7 0 .5 8

2 . 2 4 0 .8 2

2 .1 6 0 .7 3

2 .2 4 0 . 6 8

2 .1 1 0 . 7 4

0 .9 3 0 . 4 7

0 .9 7 0 . 2 8

1 . 8 5 0 .7 6 N S

2 .1 1 0 .9 3 N S

2 . 0 0 0 .6 9 N S

2 .0 5 0 .7 4 N S

2 .0 3 0 .7 2 N S

0 .9 5 0 .3 1 N S

1 .0 3 0 . 3 2 N S

4 4 .2 7 1 0 .2 9 4 2 .5 0 9 . 9 0 * *

1 .2 4 0 .3 5 1 .1 4 0 . 2 9 *

p air e d t -te st w a s u s e d t o d e te r m i n e s ig nifi c a n c e .

* : p < 0 .0 5 ,
* * : p < 0 .0 1 , N S :

n o t si g n i丘c a n t

T a b l e ,3 C o r r e l a ti o n c o ef B ci e n t s b e t w e e n j oi n t s p a c e s
,
it s

r ati o s , j o i n t m o r p h ol o g y a n d m a n d ib u l a r d e v i a ti o n

M e a s u r e m e nt r p

A n te ri o r j oi n t s p a c e

S u p e ri o r j oi nt s p a c e

P o st e ri o r j oi nt s p a c e

M e dial j oi nt s p a c e

L a te ｢ a lj o in t s p a c e

A n te rio r j o in t s p a c e / p o st e ri o r j oi nt s p a c e

M e dial j oi nt s p a c e /la te r al j oin t s p a c e

P o st e ri o r
-

slo p e a n gle

R o o f o f th e gle n oid f o s s a

- 0 . 0 6 1 N S

0 . 2 8 3 N S

0 .4 1 9 N S

0 .5 8 1 * *

0 .2 5 1 N S

- 0 .0 6 4 N S

- 0 .4 5 0 *

0 .6 5 3 * * *

0 .5 1 1 *

T h e r ela tio n w a s i n v e stig ate d b y P e a r s o n
'

s c o r r ela tio n c o e 凪 ci e n t t e st .

* : p < 0 .0 5 ,
* * : p < 0 .0 1

,
* * * :

p < 0 .00 1 . N S : n ot sig ni丘c a n t

下顎偏位度 と 関節隆起後斜面傾斜角, 内側関節隙, 下

顎寓最薄部の 厚さ の 左右差 (右側一左側) と下 顎偏位度

の 間 に 有意な正 の 相関 が み ら れ ( そ れ ぞれ
,

r
- 0 .65 3 ,

o .5 81
,

0 .51 1) , 下 顎偏位度の 増加 に と もな い
,

関節隆起

後斜面傾斜角, 内側関節隙, 下顎商最薄部 は 非偏位側 に

比 べ 偏位側 で 増加す る こ と が 示 さ れ た ｡ ま た
, 下顎偏位

度 と外側関節隙/ 内側関節隙 の 左右差 と の 間に は 有意な

負の 相関 ( r
ニー0 .4 5 0) が み られ , 下顎偏位度 の 増加 に と

もな い
, 外側関節隙/ 内側関節隙の 左右差 は 減少す る こ

と が示 さ れ た ｡

その 他 の 計測項 目の 左右差 と下顎偏位皮との 間 に有意

な相関は 認め ら れ な か っ た ｡

-
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考 察

顎機能異常を有 しない 患者 で は
, 下顎寓 に対す る下顎

頭 の 位置 は校合飲合位 に お い て ほ ぼ 中央位 に ある と さ れ

て い る｡ 本研 究 で 得 ら れ た 前方関節 際/ 後方関節際

r atio は , 偏位側
,

非偏位側 は そ れ ぞ れ 0 .9 3
,

0 .9 5 で 正

常範囲内 に ある こ と が示され た｡ 従 っ て
, 下顎骨偏位症

例 で あ っ て も顎関節 に骨変化 の な い 症例 で は
, 下顎頭 は

前後的に 下顎商 の ほ ぼ 中央 に 位置 して い る こ と が 示唆 さ

れ た ｡

一

方 , 水平的 に は
,

下顎偏位度 と 内側 関節隙の 左右差

と の 間に有意な正 の 相関 が
,

また 外側関節隙/ 内側関節

隙 r ati o の 左右差 と の 間に 有意な負 の 相関が 認 め られ た ｡

下顎骨偏位症例で は
, 非偏位側方向 へ の 下顎骨側方運動

時 に お い て
, 偏位側下顎頭 は非偏位側下顎頭 に比 べ て有

意 に 側方運動量 が 大き い とさ れ て い る｡ 今 回下顎骨 の 偏

位度 の 増加 に と もな い
, 偏位側 の 内側関節際 が増加す る

傾向が 示さ れ た が
,

こ の ような構造 は顎運動時 の 偏位側

と非偏位側 の 下顎頭運動 の 違 い に 関連 して い る可能性 が

示唆 さ れ る｡ ま た
, 偏位側 で は非偏位側 に比 べ て

, 下顎

東 の 長径及 び短径 が 小 さ い と の 報告 が あ る こ と か ら, 下

顎頭 の 大き さ の 差 が 関連 して い る可能性も示唆さ れ る ｡

関節隆起後斜面の 形態 は
,

下顎骨前方運動時 の 額路を

反映 して い る と考え ら れ て い る ｡ すなわ ち, 下 顎骨偏位

症例 の 下顎前方運動時 の 偏位側頼路 の 長 さ と轡曲度
,

運

動初期 の 央状願路角が 非偏位側 よ り大きく
,

下顎 の 偏位

度 が 大き い ほ ど その 差 が大きくなる 傾向に あ る と 報告さ

れ て い る｡ 本研究 で も偏位側 の 関節隆起後斜面傾斜角 が

非偏位側 よりも大きく
, 前方運動時 にお い て 偏位側 の 類

路角 が 大きくな る こ と を裏 づ け る結果が 得られ た｡

下顎寓最薄部 の 厚さ に つ い て み る と
, 本研究 で は 下顎

偏位度 の 増加 に 伴 い 偏位側 の 厚 み が非偏位側 に 比 べ 増加

す る こ と が 示 さ れ た｡ 下顎頭 に骨変化を認 め た 症例 で は｡

骨変化を認め な い 症例 に 比 べ て 有意 に 下 顎宿最薄部 の 厚

さ が 厚 い こ と が報告 さ れ て い る ｡ ま た
,
生体力学的 シ ミ ュ

レ
ー

シ ョ ン の 研究 か ら
,

下顎頭 と 下顎宿 の 形態変化 は ス

ト レ ス 分布を変え
, 顎関節 - の 負荷 の 嬢衝 は 関節円板 の

み な らず,
下顎寓 の 上 方部の 骨組織 で も算出さ れ る こ と

が報告さ れ て い る｡ こ れ ら の こ と か ら
,

下顎骨偏位症例

に おけ る偏位側 と非偏位側 の 下顎宿 の 厚み の 差 は 顎関節

- の 負荷 に 関連して い る可能性が考えられ た ｡

以 上 の 結果 か ら
,

下顎骨偏位症例 に お い て
, 下 顎頭位

お よ び 下顎宿形態 の 偏位側 と 非偏位側 にお ける 非対称性

が 示 さ れ た ｡
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