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キ ーワ ード　軸方向頭部 X 線規格写真 下顎枝矢状分割法，下顎頭，ネ ジ 止 め 固定，骨格性反対咬合

　下 顎 枝 矢 状 分 割法 を 施 行 し た 骨格性 反 対咬合者 24名

に つ い て ，手 術 前 後 に 撮 影 し た 軸 方 向頭 部 X 線 規 格 写 真

の 重 ね 合 わ せ を行 い ，下 顎頭 の 位 置 変 化 に つ い て 距 離 計

測 を行 っ た 結果，以 下 の 結論 を 得 た．

　 1 ．各 計 測 点 の 位 置 変 化 の 分布 で は，最 内側 点 と最 後

方 点，最 外 側 点 と 最後方 点 の 分散 に 差 が認 め られ た．

　 2 ．最内側点，最 外側 点，な ら び に 最 後 方点 の 各 変 化

量 の 平 均値 は 0．27　mm ，− 0．28　mm ，　e．20　mm ．標準 偏 差 は

それ ぞ れ 0，93， 1．06， D．59 で あ り ， 最内側点 と最外側点

お よび 最 外 側 点 と最 後 方 点 の 問 に 高度 に 有意 な差が 認 め

ら れ た ．

　 3 ．内側骨片の 後退量 と下顎頭 の 各計測点 の 位置変化

量 との 間 に は，相関 は認 め られ な か っ た，

　 以 上 の こ と か ら骨 格性 反対 咬合 者 に 対 す る下 顎 枝 矢 状

分割法の 術前後 に お い て 下顎頭 は，最内側点 は 外 方へ ，

最 外 側 点 は内 方 へ ，また 最後方点 は 前 方 へ と位置変化 を

生 じ る こ と が 示 され た．

　　　　　　　（日矯歯誌　53 （4）；4ア2〜480，1994）

　　Condylar 　position 　following　bilateral

　　　　sagittal 　Splitting 　osteotomies

− Linear　measurements 　of　submentovertex

　　　　image 　in　cephalometrics 一

　 Twenty −four　 skeletal 　 Class　 III　 patients 　 who 　 had

bilateral　sagitta ［splitting 　osteotomies 　for　mandibular

setbacks 　 were 　selected 　for　 this　 study ，　 and 　were

evaluated 　radiographically 　by　linear　measurements 　on

submentovertex 　cephalograms 　 to　assess 　 condylar

positi  n 　pre − and 　postoperatively ．

　The 　follQwing　results 　were 　obtained ．

　 1．　Statistically　 significant 　variances 　（p＜ 0．Ol）
between　the　interior　most 　point　and 　the　posterior　most

point ，　 and 　between 　the　 exterior 　 most 　point 　 and 　the

posterior 　most 　point ，　were 　found，

　 2 ．The 　means 　of 　the　interior　most 　point ，　the　exte ・

rior 　nlost 　point 　and 　the　poterior　most 　point　were 　O．27

mm ，− 0．28　mm 　and 　O．20　mm 　respectively ．　Statistically

significant 　condylar 　displacements　between　the　inte−

rior 　 most 　 point 　 and 　 the 　 exterior 　 most 　 point，　 and

between　the　exterior 　most 　point 　and 　the　poterier　most

point ，　were 　found．

　 3 ．NQ 　 statistically 　significant 　 correlatien 　was

found　between 　a　setback 　value 　and 　condylar 　displace−

ment ．

　The 　 results 　 suggest 　that　the　displacements　 of 　the

exterior 　 most 　point　 be　 interiorly，　the 　interior　 most

p   int　be　exterior ］y ，　and 　the　posterior 　most 　point　be

anteriorly 　after 　b正lateral　sagittal 　splitting 　osteotornies

in　rnandibular 　setbacks 　for　ske 正etal　Class［II　patients．

　　　（J．Jpn．　Orthod．　Soc ．53 （4）：4ア2〜480
，
1994 ）

緒 言

　近 年，頭蓋 下顎機能障害 が 研究者 の 間 の み ならず社

会的 に も注 目 を集め て い る こ と は周知 の 事実 で あ る．

歯科矯正臨床 に お い て も単 に 不 正 咬合の 形 態的改善 の

み な らず，顎 口 腔機能 の 改善 を 含 め た 治療 目標の 設定

が 必要 で あ る と い われ て き て い る
T）．顎変形症 を伴 う

不 正咬合で は，外科的矯 正 治療 の 適用 に よ り形態的 に

は 患者 に 大 き な 満足感 を 与 え る こ とが で き る と考え ら

れ る．しか し なが ら，顎 口 腔機能 に つ い て は，外科的

矯 正 治療 後 の 愁訴 は ま れ と す る報告
2｝，む し ろ 咀嚼機
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後 方

の 位
変化

最 内側 点 の

位 置変化　　
一一一 ：術 前

一 ：術 後

図 1 各計測点 の 設定ならび に下 顎 頭 の 位 置 変化 と

内側 骨 片 の 後退 量 の 計測 基 準

能 は 改善 さ れ る と す る報告
3−5），さ ら に術後 に顎 関節症

状 を訴 える と の 報告
5−S），顎関節 の 適応性 は 高 く，頭蓋

下 顎機能障害の 症 状は 少 な い と す る 報告
9 −コ1 〕

な ど が あ

り意見 の
一

致 をみ て い な い ．

　外科 的矯正手術 の 中 で もっ と も多 く適用 され て い る

の は，下顎前突症患者 に 対す る 下顎枝矢状分割法 で あ

る
L2 〕．こ の 術式 で は 内側骨片と外側骨片 が

一
時的に 分

割 さ れ，下顎骨後退後 の 両側骨片固定時 に 下顎頭 の 位

置変 化 を 生 じ る 可 能性 の あ る こ と が 指摘 さ れ て い

る
6｝．こ の 術後 の 下 顎 頭 の 位置変化 が 外科的矯 正 治療

患 者 の 術 後 の 後 戻 り
13’1‘）

や 頭 蓋 下 顎 機 能 障 害 の 発

症
5−8）

に 関与 し て い る と さ れ て い る が，い ま だ 不 明 な 点

も多 い
15 ｝

の が 現状 で あ る ．

　術後 の 下顎 頭 の 位置変化 に 関 す る X 線学的報告 の 多

くは，矢状面 上 に投影 さ れ た 経頭 蓋 顎関節 X 線規格写

真
11・14・1ト 1呂1，CT9・IP ），側面頭部 X 線規格写真

12》
か ら検討

し た もの で ある．しか し，軸方向頭部 X 線規格写真 か

ら の検討 は少 な い
8’1‘’16］．本研究 の 目的 は，軸方向頭部

X 線規格 写真 を用 い て，下顎枝矢状分割術で 下顎骨を

後退 した 際 の 下顎頭 の 水平面上 に お け る位置変化 の様

相を 距離的 に と ら え明 ら か に す る こ とで あ る．

研 究 方 法

1．被験者

　日 本歯 科大学歯学部附属病院歯科矯 正 科 に 来院 し，

骨格性反対咬合 と診断 さ れ，両側 に 下顎枝矢状分割 法

を 施行し，下顎 骨 を後退 した 患者 を対 象 と し た ． こ の

中 か ら以下 の 条件を満 た す 者 24名（男性 7 名，女 性 17

名，手術時年齢 18〜32歳，平均 23．6歳） を ア トラ ン

ダ ム に 選択し，こ れ を手術群 と し た ．

　 1） 術前 に お い て 顎 口 腔系 に 臨床的 に 自覚的 な機能

異 常 が 認 め ら れ な い こ と．
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　 2 ）術前矯正 を行 っ て い る こ と．

　 3 ）外側骨片 の 位置復元 を行 っ て い な い こ と．

　 4 ）術後に 再手術 を 要 す る よ う な後戻 りが な い こ

と．

　 5 ）術後 に 治療 を要す る よ うな頭蓋下顎機能障害 の

症状 を認 め な い こ と．

　対 照 群 と して は，日本歯科大学歯学部学生 お よ び職

員 の 中か ら以 下 の 条件 を満 た す 個 性 正 常咬合 を 有 す る

者 15 名 （男性 8 名，女性 7 名，年齢 18〜33 歳，平均

23，5 歳 〉 を選 択 し た．

　 1） 上 下 顎 第
一大 臼 歯 の 近 遠 心 関係 が Angle　 I級

で あ る こ と．

　 2 ）第三 大 臼 歯以外 に 喪失歯 が な く．可及的 に 叢 生

が 認 め ら れ ず上 下顎歯列 に 連続性 を有 す る こ と．

　 3）Overjetお よ び overbite が 適 正 で あ る こ と．

　 4 ） ア ン レ ー以上 の 補綴物が 施 さ れ て い な い こ と．

　 5 ）顔貌形態 に 異常 が な く，正貌 に お い て は左右対

称性 を有 し，側貌 に お い て は ス トレ ートタ イ プ で あ る

こ と．

　 6 ）顎 口腔 系 に 臨床的 に 自覚的 な 機能異常 が 認 め ら

れ な い こ と．

2 ．手術，固定方法

　両側下顎骨 を 通 法 に 従 っ て 矢状分割し，内側骨片 を

後方移動 した後，内外側骨片の 固定 を行 っ た．固定 は

両側 と も原則 と し て 3 本 の ネ ジ （直径 2．7mm の チ タ

ン 製ネ ジ）を 用 い る リ ジ ッ ドフ ィ ク セ イ シ ョ ン と した ．

顎 間 固 定 は，術 前 の 予 測 模 型 ．ヒで 作製 した レ ジ ン 製 ス

プ リ ン ト を 上 下顎歯列 間 に 介在 さ せ ， 7 〜10 日 行 っ

た ．

3．資　料

　資料 は ，独 自 に 開発 し た軸方向頭部X 線規格写真撮

影装置
z° 1を 用 い て ，新井 ら

20
切 方法 に 従 っ て カ ン ペ ル

平面 を 基準 と し て 撮影 し た．手術群 の 被験者 24名 に つ

い て は，術前 ， 術後の 軸方向頭部 X 線規格写真を 用 い

た ．術前 の 撮影 は術前矯 正 が 完了 し，手術の 7 日 前 か

ら 1 日前 の 間 に 行 っ た ，また ，術後 の 撮影 は顎間固定

中の 術後約 1週間目 に 行 っ た．一方， 対照 群の 被験者

15名に つ い て は，手術群 と同様に 時間的 に間隔 を あ け

て 2 回 の 撮影 を行 っ た軸 方向頭部 X 線規格写真 を用 い

た．得 ら れ た す べ て の X 線写真 の トレ ー
ス と計測 は，

同
一

人物が行 っ た．

4 ．分析方法

　 1 ＞基準線 お よび計測点

　分析 に 用 い た 基準線 と 計測点，な ら び に 計測基準 を

図 1 に 示 す．

　下顎頭 の 位置変化 の 計測 に は ，左右 の 棘問線 を基準

線 と し た．計測点 は ，Berger ら
2D
，　 Forsberg ら

22〕

，
Waldhart ら

23 ）
の 方 法 を参 考 と し て，上 記 の 基 準 線 に

対 し 最 も後方 に 位置 す る 点 を最後方点，左右棘孔 の 中

心 か ら こ の 基準線 に 直交 す る平面 に 対 し て 左右下顎頭

と もに 最 も内側 に 位置 す る 点 を 最内側点．最 も外側 に

N 工工
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表 1　手術群 と対照 群 に お け る各計測 点の 絶対値 と標 準 偏 差 な ら びに 両 群間 に お け る

　　 平 均 値 の 差の 検定結果 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （mm ）

手術群 対 照 群 t 値

最内側点

最 外 側 点

最 後 方 点

平均値 （標準偏差）

平 均 値 （標準 偏 差 ）

平均 値 （標 準 偏 差 ）

0．80　（0．54）
0．85　（〔｝．69）
0．49 　（0．38）

0，24　（0．2〔｝）
0．36　（〔〕，33）
0．16 （0 ，13）

6．43榊

4．16林

5．46林

（
＊ ＊：P ＜ O．Ol）

　

ρ

切

2
面

L5

1．0

0．5

　 O
　　　　　　　 L ＿＊＊＿ 」 （＊ ＊ IP＜ o．01）
　 　 　 　 　 　 手 術 群 　 　 　 対 照 群

図 2 手 術 群 と対照 群 に お け る最内側点の 位置

　　 変化 の 絶対値 の 各平 均値 と標 準 偏差

（皿 m ）
　 2 ．0

1．5

1．0

O．5

　 O
　　　　　　　L ＊ ＊＿ 」 （＊＊ ・P＜ o．Ol）

　　　　　　手術 群　　　 対 照群

図 3　手術群 と対照 群 に お け る最外側 点 の 位 置

　　 変化 の 絶対値の 各平均値 と標準偏差

　

0
切
2

恤

1．5

1．0

0．5

　 O
　　　　　　　L ＊＊

＿ 」 〔＊ ＊ ・P＜ o．Ol）

　　　　　 手術群　　　　対照 群

図 4　手 術 群 と対照 群 に お け る 最後方点の 位 置

　　　変化 の 絶対値の 各平均値 と標準偏差

位置 す る 点 を最外側点と した ．重 ね 合 わ せ は，術前術

後 に 撮影 した フ ィ ル ム の 左右棘孔 の 中心 を基準 と し て

行 い ，各計測点 に お け る移動 量 を計測 した ．な お．術

前後 で 左 右 の 棘 孔 を結ん だ 基 準線 と術前 の 切歯点 の 矢

状面上 に お け る位置 と術後 の 切歯点 の 矢状面上 に お け

る位置 と の 差 を内側骨片 の 後退量 と し た．

　 2 ）分析項 目

　 （1）信頼性 に つ い て

　本研究 の 撮影 お よび 計測 の 信頼性 を知 る 目的 で ， 以

下 の 項 目に つ い て検討 し た．手術群の 左右の最内側 点，

最外側点，な らび に 最後方点 に お け る術前，術後 の 計

測値 の 差 の 絶対値 を求 め ， こ れ を下顎頭 の 絶対変化量

と し た．同様 に，対照群 の 各計測点 に お け る 2 回 の計

測値 の 差 の 絶対値 を求 め た．さ ら に ，こ れ ら両群 の 絶

対変化量 の 各平均値 と 標準偏差 を求 め ，両群間 に お け

る平均値 の 差 の 検 定を行 っ た ．な お ，検定 に は Welch

の 検 定 を 用 い た ．

　 （2） 下 顎 頭 の 位 置 変 化 に つ い て

　手術群 の 左右 の 最内側点，最外側点，な らび に 最後

方点 に お け る 下顎 頭 の 位置変化 の 分散 比 の 検 定 （F 検

定 ） を行 い ，さ ら に 各 計 測 点 間 で の 下 顎 頭 の 位 置 変化

の 各平均値 と標準偏差を 求 め，対応 の あ る 平均値 の 差

の 検 定を行 っ た ．

　（3）内側骨片 の 後退 量 と下顎頭 の 位置変化 との 相関

に つ い て

　手術群に お け る 内側骨片 の 後退量 と最内側点，最外

側点，な らび に 最後方点 に お け る 下顎頭 の 位置変化量

と の 相関係数 （ピ ア ソ ン の積率相関係数） を求 め た．

さ ら に，相関係数 の 有意性 の 検定 を行 っ た．

研 究 結 果

1．信頼性，計測誤差 に つ い て

手術群 と対照群 に お け る 左右 の 最内側点，最外側点，

N 工工
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表 2 各計測 点 に お け る位 置 変 化 の 分 散 比 の 検定

　　　結果　　　　　　　　　　　　　 （F。値〉

最内側点　　最 外 側 点　　最 後方 点

最内側 点

最外 側点

最後 方点

ns

＊ ＊

1．30

＊ ＊

8342ワ白
3

　　　　　　　　　　　　（＊ ＊　：P〈 0．0工，ns ：not 　Significant）

表 3 名 計 測 点 間に お け る 位 置変 化の 各平均値 な ら び に 標準偏差 と 対応の あ る 平

　　　均値 の 差 の 検定結果

平均値　　（標準偏差） 最内側点 最外側点 最 後方点

（mm ） t値

最 内側 点 　 　 　0．27

最外側点　　
一

〇．28

最 後 方点 　 　 　 0．20
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図 8 各計測点 に お ける位置変化 の 各平均値 と標準偏

　　　差 な らびに対 応の あ る平均 値 の 差 の 検 定 結 果
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表 4　各計測点に お ける位置変 化 と後退 量 の 各相

　　　関係 数 と検 定 結果

最 内側 点 　　最 外 側 点 　　最 後方点

相関係数

　 t 値

0．161
．11

0．050
，48

0．140
．96

（mm ）
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図 11　 最 後 方 点 の 位 置 変 化 と内 側 骨 片 の 後 退

　　　 量 の 散布図

な ら び に 最 後 方点 で の 下 顎 頭 の絶対変化量 と 計測値 の

差 の 絶対量 の 各平均値 と標準偏差 お よ び 両群間 に お け

る 平 均 値 の 差 の 検 定 結 果 を表 1，図 2 〜 4 に 示 す．

　 対 照 群 の 計 測 値 の 差 の 絶対値 は 最内側点 で は ，平均

0．24mm 標準偏差 は D．20，最外側点 で は平均 O，36　mm

標準偏差 は   ．33，最後 方 点 で は 平 均 0．16　rnm 標準偏

差 は 0．13 で あ っ た ．一方，手 術群 の 術前後 の 下顎頭 の

絶対変化量 は ，そ れ ぞ れ 最内側点 で は 平均 0．80mm 標

準偏差 は O．54，最外側点 で は平均 0．85mm 標準偏差

は 0．69，最後方点 で は平均 0．49mm 標準偏差 は   ．38

で ，い ず れ も手 術 群 の 方 が 大 き く，両 群間 に 高度 な 有

意差 が 認 め られ た ．

2 ．下顎頭 の 位置変化

　 1 ） 下 顎 頭 の 位 置 変 化 の 分 布

　手術群の 左右 の 最内側点，最外側点，な ら び に 最後

方点 に お け る 下顎頭 の 位置変化 の 度数 分 布 図 お よ び分

散 の 差 の 検定結果 を，表 2 ， 図 5 〜 7 に 示 す．最内側

点 は 一2．06mm か ら 2．16　mm ，最外側点 は
一2．52　mm

か ら 2．91mm ，最後方点 は
一1．ユOmm か ら 1．35　mm

の 変化 が 認 め ら れ た．最 内側点 と最後方点 お よ び最外

側点 と最後方点 で は ，
い ず れ も最後方点 の 方 が 分布範

囲 が狭 く，分散 に 高度 な 有意差 が 認 め られ た ．しか し

なが ら，最内側 点 と最外側点 の 分散 に は有意な 差 は 認

め られ な か っ た ．

　 2）下顎 頭の 位置変化 の 平均値 と標準偏差

　 手術群 の 左右 の 最内側点，最外側点，な らび に 最後

方点 に お け る 下顎頭 の 位置変化 の 各平均値 と標準偏

差，さ ら に 対応 の あ る 平均値の 差 の 検定結果 を表 3 ，

図 8 に 示 す．

　下顎頭 の 位置変化 の 平均値 は ，最 内側点 で は　0．27

mm 標準偏差 は 0．93，最外側点 で は
一〇．28　mm 標準

偏 差 は 1．06，最後方点 で は 0．20mm 標準偏差 は 0．59

で あ っ た ．最 内側点 と 最外側点 お よ び 最外側点 と最後

方点 で は ，い ず れ も最外側 点 が 小 さ く，高度 な 有意差

が 認 め られ た ．しか し な が ら，最内側点 と最後方点 で

は有意差 が 認 め られ な か っ た ．

　 3 ）内側骨 片 の 後退 量 と下 顎 頭 の 位 置変 化 との 相関
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に つ い て

　内側骨片 の 後退量 と最内側点．最外側点，ならび に

最後 方点 の 各計測点 に お ける下顎頭 の 位置変化 と の 散

布 図 お よ び 相関係 数 と そ の 検定結果 を 表 4 ， 図 9〜11

に 示 す．

　 内側骨 片 の 後退 量 は，平 均 9，41mm 標 準偏 差 は

3．32 で あ っ た．内側骨片 の 後退量 と 最内側点，最外側

点，な らび に 最後 方点 の 各計測点 に お け る 位置変化 の

相関係数 は そ れ ぞ れ 0．16，0．05，0．14で ，各項 目 と も

有意 な 相関 は 認 め られ な か っ た ．

考 察

1 ．研 究方法 に つ い て

　 1 ）被験者 に つ い て

　本研究 の 目的 は，下顎枝矢状分割法 に 伴 う直接的 な

下顎頭 の 位置変化 を 把握 す る こ と で あ る．そ こ で ，被

験者 に は 形態的 に も機能的 に も外科的矯正 治療後 の 評

価 が 良好 な もの を選 ん だ．

　 ま た ， 骨格性反対咬合者の多 くに は ， 顎 骨形 態 や 咬

合形 態 の 異常 に 伴 っ て 頭 蓋下顎 機能障害 が 観察 さ れ

る． こ の 点 に つ い て は，症状 の 有無 に よっ て 下顎頭位

が こ と な る とす る報告 や
1コ），症状 の 認 め られ な い 被験

者 も正 常咬合者 に比較す る と下顎 頭 の 位置 は偏位 して

い る と の 報告
24 ｝

もあ り，い ま だ 不明 な点 が 多 い ．こ の こ

とか ら本研究 に お い て は，頭蓋下顎機能 障害 の 症状 を

持 た な い 被験者の み を研究対象 と し，直接的 な手術の

影響 に つ い て 検討 し た．

　手術 に 際 し て 人為 的 な下顎頭 の 位置決 め に よ っ て 強

固 に 固定 し た 方 が 良 い の か ，周囲軟組織 や筋肉の 作 用

に よ っ て 下 顎 頭 位 を 自然 に 誘 導 し て い く方 が 良 い の

か ，手術 法 や 固 定 法 の 選 択 は い ま だ 未 解決 な 問 題 で あ

る
11 ）．そ の こ と か ら ，本研究 に お い て は ，外側骨 片位置

復 元 法
25 ）を行 っ て い な い 症 例 を選 び，現 在最 も多 く行

わ れ て い る 手 術 方法 に よ る手 術 結果 に つ い て 検討 し

た ．

　対照群 の 被験者 に は，軸方向頭部 X 線規格写真撮影

時 に 下顎位 の 変化 を 惹起 させ な い よ う咬頭嵌合位 が き

わ め て 安定 して い る個性正 常咬合を有す る もの を選 ん

だ．しか し，手術群 で は，術前矯正終 了 時 の 咬合状態

が 不安定 で あ る例 も認 め られ ，そ の よ うな 場合 ，撮影

時 の体位 に よ る下 顎 位変化 が 予 測 され た ，この よ う な

被験者 に つ い て は，撮影時 の 誤差 を少な くす る た め，

撮影前 に 患者 を歯科用治療椅子 に 普通 に 座 らせ た 状態

で 自覚的 に 最 も安 定 し た 位置 で シ リ コ ン バ イ トを 採得

し， こ の シ リ コ ン バ イ トを 上 下歯列間 に 介在さ せ た状

態 で 撮影 を行 っ た．

　 2 ）手術方法 に つ い て

　下 顎 枝矢状分割法 の 利点 と し て は ，内外側骨 片 の 移

動 の 自由度 が 大 き い こ と，移 動 後 の 骨 片 の 重 な り部 分

が 大 き い こ と，咀 嚼筋 や 顎関節 へ の 影響 が 少 な い こ と
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な どが あげ られ て い る
6，．また ，最近 で は 顎間固定期 間

の 短縮や後戻 りの 防止 の 目的 で ，従来 の ワ イ ヤ ー
固定

法 か ら ネ ジ止 め 固定法 が 多用 さ れ る よ う に な り， こ の

下顎 枝矢状分 割法 は ネ ジ 止 め 固 定 も行 い や す い 利点 が

あ る と考え られ て い る
15 〕，こ の よ うに現在本邦 に お い

て 最 も多 く顎変形症患者 に 用 い られ て い る の が 下顎枝

矢状分割法 で あ る
12，．そ こで本研究で は，こ の 下顎枝 矢

状分割法の うち骨格性反 対咬合患者 に対 して 施行 し た

下顎後退症例 に 限 っ て 検討 を行 っ た．手術 は，す べ て

の 被験者 に 対 し て 同
一

術者 に よ っ て 行わ れ た た め．本

研究 の 結果 に は術者 の 違 い に よ る治療成績 へ の 影響 を

除 く こ とが で き た と考 え られ る．

　 3 ）撮影 方法 に つ い て

　外科手術前後 の 下顎頭 の 位置変 化 の 把 握 は、一
般 的

に は矢状面 や 前頭 面 上 に 役 影 し た 経 頭蓋 顎 関節 X 線規

格写真 ， 規格化さ れ た CT ，側面頭部 X 線規格写真 な ど

の X 線写真 か ら行 わ れ る こ とが 多 い ．一
方，頭 蓋 に 対

す る 顎骨 や 歯列 の 水平的位置，下 顎 頭 の 長
・短 軸方向，

下顎窩壁 と下顎頭 の 位置関係，さ ら に 顔面非対称 な ど

の 把握 や検討 に は，軸 方向か ら撮影 されたX 線規格 写

真 が 有効 で あ る と い わ れ て い る
2 “》．しか し，そ の 応用

は，従来 か ら経済的 に も技術的 に も限 られ て い た
2°）
．し

か し な が ら ， 新井 ら
1°）

が 開発し た椅子 や 頭部固定装 置

を用 い ，さ らに 既存 の 頭 部 X 線規格 写真 撮影装置 や

フ ィ ル ム ，増感紙 を 応用す る こ と に よ り容易 に 軸方向

頭部 X 線規格写真が 撮影 で き る よ う に な っ た た め，下

顎頭 の 形態学 的研究が
一

層発 展す る もの と期待 で き

る．

　一
般 に ，下顎枝矢状 分割術後 に 軸方向か ら下顎頭 の

観察 を行う際に は，内側骨片が後方 に 移動 さ れ るた め

に 下 顎 頭 の X 線像 と重 な り あ い ．読影 が 困難 と な る 場

合 が 多 い ．し か し，カ ン ペ ル 平面 を 基 準 と し た 軸 方 向

頭部 X 線規格写真 で は，像 の 重 な りが 少 な く明 瞭 な
一
ド

顎 頭 の X 線 像 を 得 る こ とが で き る と の 報告
zo ）

か ら，本

研究 で は ，撮影 の 基準 と し て カ ン ペ ル 平面 を 用 い た ．

そ の 結果，得 ら れ た X 線像 で は 下 顎 頭 の 読 影 の 困難 な

症例 は 認 め られ ず，カ ン ペ ル 平面 の 有効性が 再確認 さ

れ た．

　撮影 に あ た っ て は ， 頭部を十分 に 後 ろ に 倒す必要 が

あ る．その ため ，手術 直後 の 撮影 は 患者 の 症状 か ら無

理 で あ る と判断 さ れ た．そ こ で ， 術後約 1週間目，す

な わ ち 顎 間固定除去直前 に 撮影 を行 っ た．

　 4）計測方法 に つ い て

　 （1）基準点，基準線

　棘孔 は，解剖学的 に 対称位 に あ る と考 え られ
27 ｝，頭蓋

の 対称性評価の 基準 と し て だ け で な く，軸方向頭部 X

線 規 格 写 真 の 基 準 点 と し て も 用 い ら れ て い

る
22 ・2！・28¶3°），ま た，新井 ら は

3D
，下 顎 頭の 距離的計測 の

基 準点 と し て 信頼性が 高い こ と を報告し て い る．加 え

て 棘 孔 は下 顎 頭 か ら の 距離 も比較 的近 い こ と か ら，本

研究 に お ける 重 ね 合 わ せ の 基 準 や 距離計測 の 基準点 と
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して 最適 で あ る と 考 え られ た．

　 （2）計測点

　軸方向頭部 X 線規格写真 に お け る 下顎頭 の 計測点

は，外側極 と内側極 を 用 い る 方法
’4’22’29 ）

が
一

般的 で あ

る．し か しな が ら，下顎頭 の 形態 は 必ず しも整 っ た楕

円形 を呈 す る と は 限 らず
32¶3 ‘），外側極 と内側極 の 決定

が困難 と な る例 も認 め られ る こ とが 指摘さ れ て い る．
そ こ で ，金 ら

35 ）
は 基準線 か ら垂線 を立 て ，外側極 と 内側

極を決 め る こ と に よ り下顎頭 の 長軸 を 決定 し，再現性

を高め る 工 夫 を 行 っ て い る．本研究 で も，棘孔 と棘間

線 を基準 と し た 最内側点
22・23 ），最外側点，最後 方点

2’122〕

の 3 点 を 計測点 と し，計測誤差 を小 さ くす る こ と が で

き た と考え ら れ る ．

　 （3） 下 顎 頭 の 位置 変 化 に つ い て

　 下顎枝矢状分割法 の 際 の 下 顎 頭 の 位 置 変化 に つ い て

は ，下顎頭 の 長軸 の 外側極 が 前内方 に 回 転 す る と い う

報告 が 多 く認 め ら れ る
9・3°・3F°13G〕．し か しな が ら，下顎頭

の 水 平 面 上 で の 位 置 変 化 に つ い て の 検 討 は 少 な

く
9」 4，16，19 〕，不明 な 点 が 多 く残 さ れ て い る．そ こ で ， 本

研究 で は，回転 を起 こ して い る とい われ て い る下顎頭

の 距離計測 に よ る位置変化 を 検討 し た，し か しな が ら，
こ の距離的計測 で は 回転傾向を と ら え る こ と は で き て

も，そ の 回転量 を正確 に 把握 す る こ と は で き な い と考

え ら れ る．し た が っ て ，下顎頭 の 回転移動様相 を検討

す る の で あ れ ば，下 顎 頭 の 長軸 を求 め ， 角度計測 を合

わ せ て 行 う必要があ る と考 え ら れ る．

2 ．結果 に つ い て

　 1）信頼性 に つ い て

　本研究で は，対照群 を 手術群 と同
一

条件 で 2 回 の 撮

影を行 い ，そ の 2 回 の 計測値の 差 の 絶対値か ら得 られ

た デ ー
タ の 信頼性 を検討 し た ．そ の 結果，対照群 の 計

測 値 の 差 の 絶対値 は 約 0．2〜0，4mm で ，こ の 絶対値 を

計測 誤 差 と考 え れ ば，新 井 ら
29 ｝

の 報告 し て い る 下 顎 頭

の 内側 幅径 と 外側 幅径 の 計 測誤 差 で あ る 約 0．2〜0，5
mm の 値 と ほ ぼ 同様 で ，本装置 に よ る 再現性 は 高 い も

の と考 え ら れ る．さ ら に ，従来 の 側面 頭 部 X 線規格写

真 で の 計 測誤差に つ い て Baumrind ら
3 η

は 0，53〜5．21

mm ，山内 ら
3s ）

は 0，47〜1．21mm と報 告 し て い る．本研

究 の 値 は，こ れ ら の 値 よ りも小 さ く，ま た 新井 ら
39 ｝

の 報

告 で あ る 0，22〜0．53mm とほ ぼ 同等 で あ り，本撮影法

な ら び に 計測方法 の 信頼性 は，十分 に高い もの と考 え

ら れ る．

　 2）手術群 と対照群 の 比較 に つ い て

　骨格性 反対 咬合者 の 術前後の 下 顎 頭 の 絶対変化量

は ，そ れ ぞ れ 最内側点 で は 平均 0，80mrn 標準偏差 は

0．54，最外側点 で は 平均 0．85mm 標準偏差 は O．69，

最後方点で は 平均 O．49mm 標準偏差 は 0．38 で，い ず

れ も対照群 に 比 べ て 大 き く，両群間 に 高度 な 有意差 が

認 め られ た．こ の こ とか ら，手術群 の 術前後 の 下顎頭

は，明 ら か に 位置的変化 を生 じ て い る も の と考 え られ

た．

　 3 ）下顎頭 の 位置変化 の 分散 に つ い て

　 Spitzerら 19 ｝

は， 9例 の 患者 の 下顎頭 の 位置変化 を

CT を用 い ，術前後 の 下顎頭 問の 距離変化 を 検討 し，

そ の 距離の 変化 は最 大 5mm の 減少 か ら 最大 4mm

の 拡大 を示 し た と報告 し て い る．しか し な が ら，こ の

方法 で は 左右側 に お ける各下顎頭 の 位置変化 を個別 に

把握す る こ と は で き な い と考 え ら れ る．そ こ で 本研究

で は，下顎頭 の 位置変化 を 左右側別 に 分け て 計測 し た．

その 結果，最内側点 は 内外側 的 に 最大約 2mm ，最外側

点 で は 最大約 3mm の 位置変化 を そ れ ぞ れ 示 し，下顎

頭間距 離 の 変化 を 把握 す る た め に は 左 右側 で の 独 立 し

た 下 顎 頭 の 動 き を 把握 す る必 要 が あ る こ と が 示 唆 さ れ

た ．前後的 な位 置変化 に 関 し て ，Sund ら
16 ）

は ，前方 に

0．8〜8．9mm ，　 Petersson ら
17 ｝

は ，前方 に 最大 で 11．2

mm 移動 し た と報告 し て い る．本研究 の 結果 で は ， 最

大 で も前方 へ 約 lmm の 変化 を示 した に す ぎず，前述

の 研究 と比 較 す る と小 さ か っ た．こ の こ と は 下顎後退

時 や 内外側骨片 の 固定時 に 外側骨片 が 前後 方向 に 比 べ

て内外側方向へ 位置変化 を す る 可能性 が 高 い こ と を示

唆 し て い る も の と 考 え られ る．ま た，前方 へ の 変化量

が 研究 に よ っ て 著 し く異 な る理由 は，分割部位，固定

方法 な どの 手術方法 の 相違，被験者 の 選択基準 の 違 い ，

術前矯 正終了後の 咬合状態 の 違 い な どが 考え ら れ ， 今

後 は さ ら に 詳細 な検討 が 必要 とな る で あ ろ う．

　 4 ）下顎頭 の 位置変化 の 平均値 に つ い て

　本研究の 下 顎 頭 の位置変化の 平均値 は，最内側点 で

は，外方 に 0，27mm ，最外側点 で は 内方 に 0．28　mm ，最

後方点 で は 前方 に 0．20　mm で あっ た．　 Spitzerら 19 〕
は，

内外側方向 の 変化 に 対 し て は 平均 0．6mm と，また ，

前方へ の 変化 に 対 し て は Edlund ら
18，は，平均 0．8　mm ，

Peterssonら
17 〕

は 平 均約 2mm ，　Sund ら
LG 〕

は平 均 約 3

mm ，長坂
11 〕

は 前方 へ 移動 し た な ど と 報告 し，本研究 は

こ れ らの 値 に 比 べ て も小 さ い 値 で あ る とい え る ．こ の

よ う な 研究者 に よ る値 の 違 い の 理 由 に つ い て Peters−

son ら
17 ）

は ，外科手術術式 の 違 い が 術後 の 下顎 頭 の 位

置変化 に 大 き く影響 を与 え て い る と 推察 し て い る．ま

た，長坂
n ）は，下顎頭 が 前方位 を と っ た 理 由 と し て ，手

術中の 下 顎 頭 の 位置 決 め の 方 法 を あ げて い る．そ れ ら

の こ と に 加 え て ，本研究 で は 被験者 と し て，術後 に 再

手術 を 要す る よ うな 極端 な 後戻 りを示 し た 症例 や 術後

に頭蓋 下 顎 機能障害 を認 め た 症例を除い て検討 した た

め，標準偏差 も小 さ く，か つ 平均値 も小 さ くな っ た も

の と考 え ら れる．今後 は，術直後 に 後戻 りを示 した症

例や，術後 に 頭蓋 下顎機能障害 を 認 め た 症例の 下顎頭

位 に つ い て も あ わ せ て検討 し，比 較 して い く必 要 が あ

る と考 えられ る．

　 5）下顎頭 の 位置変化 の 部位 に よ る違 い に つ い て

　Spitzerら 19）
は，下顎頭問距離が 手術後 に 平均 で 0．6

mm 減少 した と 報告 し て い る．本研究 で は，手術後 の

下顎頭 の 動 き は 最内側点 は 外方 に ，最外側点 は 内方 に

そ れ ぞ れ わ ずか に 位置変化を 起 こ し，さ ら に 最後方点
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で の 移動 は 小 さ い 傾 向 を 示す こ とが 明 らか に な っ た．

ま た．最内側点 と最外側点の 位置変化 に は有意差が 認

め られ，異な る 位置変化 の 様相 を呈 して い る こ とが 示

唆 さ れ た ，こ れ は ，下顎頭 が 水平面．ヒに お い て ，そ の

外側極 を前内方 に 回転 す る よ う に 位置変化 を起 こ し て

い る とす る報告
19’3°’35’36〕

と 同 じ 結 果 を 示 し て い る も の

と 考 え られ る．しか し な が ら，症例 間 の 位置変化様相

は 最後 方点，最内側 点，最外側点 の 順 で ば らつ き が 大

き く，個体差 が 認 め ら れ た ．特 に，最外側 点 の 動 き に

つ い て は ば ら つ きの 程度が 大 きい こ とか ら．よ り詳細

な検討 が 必要 で あ ろ う．ま た，Peterssonら
17 ）

は，手術

後 に 位置変化 を起 こ した下顎頭 は．顎間固定中 や そ の

後 の 経 過 観察 中 に も術前 の 下顎頭 の 位置 へ 回復 し て い

く傾向を 示 す と述 べ て い る こ とか ら ， 今後は 下顎頭 の

経時的変化 に つ い て も検討 して い く必要 が あ る もの と

考 え ら れ る ．

　 6）後退 量 と下顎頭 の 位置変化 の 関係 に つ い て

　術後 の 咬合 の 安定 に は，種 々 な る要因が考 えられ る

が
’5♪，そ の うち 下顎 の 後退量 が 治療成績 に 大 き く影響

を 与 え，重要 な 要素 と考 え られ て い る
15 ）

．し か し な が

ら．本研究で は後退量 と下 顎 頭 の 位置変化 の 間 に は，

有意な相関 は 認 め られ な か っ た ．こ れ は，被験者 に 術

後 に 機能的 に も形態的 に も 良好 な 治療成績 を示 し た 症

例を選択し た こ とか ら後退量 と下顎頭 の 位置変化 と の

間 に 関 係 が 認 め られ な か っ た と も考 え ら れ る．し か し，

本研究 で は，矢状面 に お け る 下 顎 後 退 に 伴 う左右下顎

頭 の 位置変化 を検討 し た もの で ，下顎非対称症例 で み

ら れ る よ う な 下 顎 を 回転 し な が ら後方 へ 移動 す る よ う

な場合 の 水平方向の 移動 量 と下顎頭 の 位置変化 に つ い

て は 検討 を加 え て い な い ．また ，骨格性反対咬合者 の

選択基準 に は 顔面 の 非対称性 の 有無 に つ い て は 考慮 し

て い な い ．した が っ て ，被験者 に は左右 の 後退量 が 異

な り，後退量 が 小 さ く と も内側骨片 の 回転量 が 大 き い

例 も含 まれ て い る こ とが推察 さ れ る．そ の 結果，後退

量 が 小 さ くて も下顎頭 の 位置変化 が 大 きい 例 が 認 め ら

れ た と考 え る こ と も で き る，し た が っ て ，今後 は，骨

格性 反 対咬合者 を顔
’
面非対称 を有 す る 群 と有 し な い 群

に 分 け，単な る 後退 だけで な く，内側骨片 に 回転 を加

え た 場合 の 位置変化 も考慮 し，検討 すべ きで あ る と考

え られ る．

　稿 を終 え る に あ た り，ご指導 と ご 教 示 を 賜 り ま し た 本学

歯 学 部放 射 線 学 教 室 古 本 啓
一

教 授 な ら び に，実験 の 遂 行 に

際 し ご 指 導 と ご協 力 を い ただ き ま し た放 射 線 科 藤 本 悠 彦技

師長 に謹 ん で 感 謝 の 意 を 表 し ま す と と も に ，細 部 に わ た り

数 多 くの ご指 導 を い た だ き ま し た 口 腔 外科 学教 室 第 2講 座

の 内 田　 稔 教 授 ，高森 　 等 助 教 授 に 深 謝 い た し ます．また，

終始 ご協 力 を い た だ き ま した 歯 科 矯 正 学 教 室 お よ び 口 腔 外

科 学教 室 第 2講 座 の 皆 様 に 厚 く謝 意 を 表 し ま す ．

　本 論文 の 要 旨 は ， 日本歯科大 学歯学会第 406 回例会 （平

成 3 年 12月 19H ），第 2 回顎 変 形 症 学会 （平 成 4 年 5 月 21
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日） に お い て 発 表 した，
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