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抄 録 ：以 前 よ り内側 翼 突筋 の 走行 方 向 ・面積 に っ い て は

多 くの 研 究が 行 わ れ，そ の 評 価 と顎 顔 面 の 形 態 との 関連

性 が 示 唆 さ れ て き た．しか し，多 くの 研 究 は 2 次元 の 評

価 で あ り，コ ン ピ ュ
ー

タ 上 で 3 次元 的 な 方 向 を考慮 し評

価 した 研 究 は 少 な い ．今 回 わ れ わ れ は，本学 歯科放 射線

学 講座 に 所蔵 の 骨格 的不 調和 を認 め ず咀 嚼筋 に疾 患 を持

た な い 82人 （健 常群，平 均 年齢 25 ．5 歳 ） を抽 出 し，こ

れ を対 照 と し て 左 右対 称 な 下 顎 前 突 症 患 者 35 人 （患 者

群，平 均 年齢 22，5歳 ）の 外科 手 術 前 の CT 画像 データ を

分 析 した ，コ ン ピ ュ
ー

タ 土 で 内側 翼 突筋 の トレ ー
ス を 行

い 筋 肉の 中心 を求 め，そ の 画 像 を 3 次元 画像 構築 し．筋

肉 の走 行 方 向 と断面 積 を求 め た．走 行方 向 ・面積 に つ い

て 左 右差 の 検 定 と健 常者 と 下顎 前 突 症患 者 の 2群 間 の 比

較 を行 っ た 結 果，健 常者 群，下 顎 前 突症 患 者群 と も に内

側 翼 突 筋 の 走行 方 向・面 積 に 左 右差 は 認 め られ な か っ た．

　 健 常 群 と患 者 群 の 比 較 で は，患 者 群 が 走 行 方 向 の 角

度 ・面積 と も に健常群 に 対 して 有 意 に 小 さ い 値 を示 し た

（P〈 0，01）．

　 今 回計 測 し た 健常 群 の 走 行 方 向 は 以前 の 報告 と比 べ て

前額 面，矢 状面 と もに 大 き な値 を示 し面積 に 関 し て は 今

回 の 数値 の 方が 小 さ な値 を示 し た．

　 下顎 前突 症 患者 の 内側 翼 突 筋 の 走 行 方 向 は，健常 者 の

そ れ に対 し前額 面 か ら 見 る と よ り垂 直 に，矢状面 か ら見

る と よ り前 力 に 傾 斜 し走 行 し て い た、また 面 積 も小 さ い

値 を示 して い た．

　 　 　 　 　 （Orthod　Waves 　61 （5）：343 〜349 ，2002 ）

Three ．dimensional　evaluations 　of 　the
medial 　pterygoid　muscle 　in　patients

　　with 　mandibular 　progmathism
　　

− Analysis　through 　use 　of

　　 reconstructed 　CT 　images一

Abstract ：Although　 many 　2　dimensional　 studies

focused　on 　the　relationship 　of　the　skeletal 　morphology

with 　the　orientation 　and 　area 　of 　the　rrledial 　pterygoid

muscle ，　there　were 　very 　small 　 number （，f　reports 　for

3−dimentiona1 （3　D） evaluations ．　In　 this　 study ，　 we

compared 　 the　 orientati 〔，n 　 and 　 area 〔｝f　 the　 medial

pterygoid 　rnuscle 　of 　mandibular 　pr 〔〕ngathism 　patients

with 　those　ofnormal 　sublects （m 　3　D 　reconstructed 　CT

llnages ．

　Th ｛rty 　 mandibular 　 prongathism　 patients　 without

asymmetry 　 were 　investigate　 in　 c ｛）mparison 　 with 　82

normal 　 subjects ．　 The 　 outline 　 of　 the　 muscles 　 were

traced 　 and 　 rec （，nstructed 　3−dimensionally （，n 　 a　per一
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sonal 　computer 、　The 　angle 　and 　cross −sectional 　area 　of

the　musclcs 　were 　determined （m 　thcse　3　D 　images ．

　There 　were 　significant 　difference　in　orientati 〔m 　and

area 　between 　nornial 　subjects 　and 　patients　with

progathis1 皿 　（p〈 0 ．01）．

　The 　 angle 　between 　the　FH 　 plane とmd 　the　 muscle

orientation 　was 　larger　i［mormal 　subjects 　those しhat　in

previous 　reports ，　while 　the 　arca 　was 　slightly 　smaller ．

　The 　Inedial 　pterygoid 　muscle 　orientations （θx 　and

θy） in　patients　 with 　 mandibular 　 prognathism 　 were

smaller 　than 　those 　in　norinal 　subjects 　on 　both　frontal

and 　sagittal 　plane，

　　　　　（Orthod　Waves　 61（5）：343〜349 ，2002 ）

緒 言

　成入 患者 に お い て は，矯正 治療 の み で 不 正 咬合の 改

善 が 困難 で あ る 骨格的 な 不 調 和 を 持 つ 者 が 少な くな

い ． こ の よ う な症例 に お い て は 外科手術 を併 用 し た矯

正 治療 を選 択 す る 場 合が 多い が，外科的矯 正 治療 は 顎

骨 の 位置 を 直接変化 さ せ る た め 、顎 骨 の み で な く咀 嚼

筋 を含 む 軟組織 に 急激 な変化が 起 き て い る もの と予想

され る
1・Z ）．そ し て ，わ れ わ れ は 外科的矯 正 治療 を行 っ

た 下顎 前突 症 患 者に お い て 問 題 の
一

つ で あ る 後戻 りが

起 こ る機序 に，咀 嚼筋 が 何 ら か の 関与 を し て い る と考

え る ，Weijs ら
3）
は 軟組織 と顎 骨 の 関係 に つ い て 、咀嚼

筋 は顎 骨 の 成長 発 育 に 密接 に 関係 す る と 報告 し て お

り，ま た，咀 嚼筋 と顎 骨 の 形 態的 な 関連 に つ い て の 報

告 は 多 い
4−”），し か し，咀 嚼筋 の 特徴 を面積 に お い て 顎

骨 と 関連 づ け る 報告 は 多 い が，筋肉の 走行方向 に つ い

て の もの は 少 な く，計測方法 もさ ま ざ ま で 非常 に 複雑

で あ る と い う問題 点 が あ る ．

　 近 年，コ ン ピ ュ
ー

タ 断層法 （CT ）や 磁気共鳴画 像検

査法 （MRD の 出現 に よ っ て 咀 嚼 筋 を直接観察 す る こ

とが 可 能 とな り，こ れ ら を用 い た 研究 も な さ れ る よ う

に な っ た ．咬筋 や 内側翼 突筋の 断 面 積 に つ い て は 多 く

の 報告が あ る が ，こ れ は健常者 に つ い て の もの で あ り，

顎骨変形 と の 関連 は わ ず か に van 　Spronsenら
1°・L ］）

に

よ っ て 長 顔 面 の 正 常咬 合者 に お け る 咬筋，内側翼突筋

の 分析が 報告 さ れ て い る に す ぎ な い ，わ れ わ れ も ド顎

前 突 症 患 者 の 咀 嚼 筋 を CT 　3 次元 再構築画像 に よ っ て

解析 す る こ と に よ り，咬筋 に つ い て の 報告 を す で に

行 っ た
12 ｝．

　 し か し，CT や MRI 画像 」：の 筋肉 の 断面 積 の 大小 は

ス キ ャ ン 方 向 に 左 右 され るた め ，従来 の 撮影方法 で は

同
一

被験者 の 同
一

部位 で も 撮影状態 に よ っ て は面 積 が

異 な る．こ の た め Koolstra ら
】E）

は各咀 嚼筋 の 走行 に 極

力 直角 と な る よ うな 断面積 を 得 る た め に ，CT や MRI

の ス キ ャ ン 方 向 を FH 平 面 に 対 し て
一

定 の 角 度 を

保 っ て 撮 影 す る こ と を 提唱 し た ．し か し，こ の 方法 に

お い て も被験 者 間 の 誤 差 が 生 じ る た め ，筋肉の 走行方

向 を求 め た ．Lで そ れ に 直角 と な る よ う に 画 像 上 の 断面

積 を補正 す る 方 法 が合 理 的 で あ る．そ こ で ，本研究 で

は 補正 法 を用 い ，健常者 と下顎前突 症 患 者 の 内側 翼 突

筋 の 走行方向や 面積 の 違 い の特徴 を明 確 に す る こ と を

目的 と し，今 回は ま ず左右対称 と思わ れ る症 例 に つ い

て 分析 し検 討 す る こ と と し た，

対象 と方法

1．対象

　 ド顎前突症患者 （以
一
ド患者群） は ， 愛 知 学院大学歯

学部附属病院 に お い て 下 顎 骨 後退術 を施行 した 症例 の

う ち，先天性疾患 に 起囚せ ず，ANB が on以 下 で術前 の

CT 検 査 に お い て 内側 翼 突筋 が 十分 に ス キ ャ ン 範囲内

に 含 まれ て お り，矯正 診断 に お い て 左 右 の 対 称性に 問

題 が な い と され た成人 患者 39例 （男性 14例，女性 25

例） で ある．今回，骨格的 に 左右対称 な症例 の 筋肉の

走行方向
・
面積 を分析す る こ と と した の で ，正 面頭部

エ ッ ク ス 線規格写真 （PA ）の 計測 に お い て ± 1SD を

外れ た 左 右差 の 著 し い サ ン プ ル は 除外 す る こ と と し

た．そ の 結果 対象例数 は 健常群 で は変化 な か っ た が ，

患者群 で は 9例 が 除外 さ れ 対象 は 30例 （平 均年齢

22．6± 5．1 歳．男性 10例，女性 2｛〕例） とな っ た．

　健常 者 （以下健常群 ） は，愛 知 学院大学歯学部附属

病院 お よ び朝 H 大学歯学部附属病院 に 蓄積 さ れ た CT

画像 フ ァ イ ル か ら，患 者群 と年齢差 が 生 じ な い よ うに

抽出 され た 82例 （
’F均年齢 22．5± 5．1 歳，男性 40例 ，

女性 42 例）を 用 い た．こ れ ら は す べ て 上 顎 洞炎 や埋伏

下 顎 智歯 な ど の 診断 の 目的 で CT 検査 を 行 っ た 症 例

で ，内側翼突筋が 十分 に ス キ ャ ン 範囲 内 に 含 ま れ て ts

り，咀 嚼筋 に 異常 が な く，喪失歯 の な い 大 臼 歯 の 対咬

関係 が Angle　 I級 正 常咬合 （叢生 は含む ）で 骨格的 な

II級，　m 級症 例 や overjet ，　 overbite に 問題 の あ る症例

は対象 か ら除外 した．

II．　 CT 検査法

　撮影 に 用 い た 装置 は Somatom 　art （SiemellsAG，
Erlangen 、，ドイ ツ ） と X −Vision （Toshiba　Co．，東京）

で ス ラ イ ス 厚 は 2mln あ る い は 3mm で ，　 WiIldow幅

は 30e，　 Window 値 は 3〔｝と し，ス ラ イ ス 方 向 は FH 平

面 あ る い は 咬合平山 と平行 に ス キ ャ ン さ れ て い た．

III 画像解析方法

　 CT 画 像 デ ー
タ を パ ーソ ナ ル コ ン ピ ュ

ータ

N 工工
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（Macintosh　Power　Book 　G　3f500，　Apple 　computer

inc，　Cupertino，　CA ，，　U ．　S．A ．） に 転送 し以 下 の手順 で

解析 を行 っ た．

　まず ， 画像 編集 ソフ トウエ ア （Adobe 　 Photoshop，
Adobe　Systems　Incorporated．，　U ．　S．　A ，） を用 い ，軸

位断 CT 画像上で 内側翼突筋 の 外形線 を トレ ース し ，

内側翼突筋断面 の 長軸 を決定 し た．長軸 の 中点を求め ，

構築 さ れ た 3 次元画像上 で 中点が 明 示 さ れ る よ う に 軸

位断面上 に プ ロ ッ トした （図 1）．プ ロ ッ トは 2 ス ラ イ

ス 毎 に 行い
， 3次 元 画像構築 ソ フ トウ エ ア （Voxblast，

VeyTek 　lnc．，　U．　S，　A ，） を用 い て ボ リ ュ
ーム レ ン ダ リ

ン グ法 に よ る 3 次元 画像 を作製 した．作製 した 3 次 元

画像 は，前額面 お よ び矢状面 か ら 内側翼突筋 を観察す

る よ う画像 を調節 し た．画 像観察 は両 側 の 外 耳 孔 と 左

側 の 眼 点 を含 む 平 面 （FH 平面）が 水 平 と な る よ う に し

て 行 っ た．両側 の 外 耳 孔 が 重 な る画像 を矢状面観 と し，

正 中で 左右 に 分 け て 構築 した もの を そ れ ぞ れ 内 側 か ら

観 察 す る よ う に した （図 2−A ）．こ の 画像 を 90
”
回 転 し

て 後方 か ら観 察 す る よ う に した 画 像 を前額面観 と し た

（図 2−B ）．そ れ ぞ れ の 3 次元 画像上 に 明 示 され た 各 ス

ラ イ ス の 中点 を結 ぶ 直線 を，最小 二 乗法で 求め 筋肉の

中心軸 と し た （図 3）．前額面観 お よび矢状面観 に お け

る筋 肉の 中心 軸 が FH 平面 に 対 し 垂 直 な直線 との な

す角度を，それ ぞれ θX ，θy と した．θX ，θy の 決定 に

あ た っ て は 画像編集 ソ フ トウ エ ア 上 で 各中点 の 座標 を

読 み取 り，こ れ を最小 二 乗法計算用 の ソ フ トウエ ア （最

小 二 乗法計算機） に 入 力 し，直線を求 め た．こ の 直線

の 傾 き は tan α とな り，α
＝tal「 1

（taI】α ）で あ る こ と

よ り α を 求 め FH 平面 に 垂直 な直線 と の な す 角度

（6x，θy ）を算出 し た．そ して，θx の 場合 FH 平面

に 対 し垂直 な直線 に 対 して 起始 か ら よ り頬側 に 走行 し

て い る もの は （＋），よ り内側 に 走行 し て い る も の は

（
一
）と し た．θy も同様の直線を基 準 と し，起始 か らよ

り後方 に走行 して い る もの は （＋ ），よ り前方に 走行 し

て い る もの は （
一
） と した （図 4）．

　 内側翼突筋 の 面積 は軸位断像．ヒで 画像編集ソ フ トウ

エ ア を用 い て 計測 した ．計測 に 用 い た軸位断像 は ， 過

去 の 報告
1‘）を参考 と し ， 内側翼突筋 が 最大断面積 を示

す と さ れ る下顎孔 レ ベ ル よ り上 方 8mm の 位 置 に 相

当 す る ス ラ イ ス を採 用 した．こ の 面積 を，筋肉 の 走行

方向 （中心軸〉 に 対 して 3次 元 的 に垂直 と な る よ う に

補正 した．補正 に は 先 に 求 め た 角度 （θx ， θy）を用 い

て 次式 に よ っ た （図 5）．

　　 A ＝Ao ・cos θ

　　　（
A ：補正 後 の 面積，A 。

：補正 前 の 面 積，

θ＝tan
一
丶／砿 n θX ｝

・
＋ ｛tanθy｝

・ ）

IV　再現性 の 検証

　対象 の 計 測 に 先 立 っ て 3 つ の計測値 （θx ，θy，A ＞

に つ い て 測 定精度 を検証 し た．無作為 に 抽出 した患者

群 5 例 と健常群 5 例 に お い て そ れ ぞ れ 2 回 計測 を行

い ，次式 （Dahlberg
’
s　formula）に よ っ て 測定誤差（Se）

を求 め た．

　　Se＝Ml 　l− d2）2
）／2　n

　　 （d1 ，　 d2 ；2 回の 計 測値，　 n ：計 測 対 象 数 ）

V ．統計分 析

各計測値 の 左右差 に つ い て は Willcoxon　a）符号付

順 位 検定 を，健 常群 と 患者群 と の 差 の 検定 に は
一

元配

置分散分析法 （one ・factor　 ANOVA ）お よ び Mann ．

Whitlley検定 を用 い た ．相関 の 検定お よ び相関係数の

決 定 は Spearman の 順位相関 を 用 い た ．

結 果

1 ．誤差の 検定

　誤 差の 検証を行 っ た結果，θx ，θy ，面積の 測 定誤 差

（Se）は そ れ ぞれ 0 ．233
°
，0．OOSn，　 O．084　mm2 とな り，

計測値 に 比較 して 十分 に 小 さ か っ た ．

II．各計測値の測定結果

　計測結果 を表 1 に 示す．す べ て の 計測値に お い て 左

右 の 値 は高い 相関を示 した （表 2）．筋肉 の 走行 方 向

（θx ，θy）面積 に つ い て，健常群，患者群 と もに 左右差

は pく 0．01で は認 め られ な か っ た が ， p ＜ 0．D5 に お い

て は健常群 の
“

男女 全体 の θx
”
，
“
男女全体 の 面積

”
，

“
女性 の 面積

”
，患者群 で は

“
男性の θy

”
，
“
男性 の 面積

”

に お い て 有意差 が認 め られ た．

　走行方 向に お い て は，健常群 と 患者群 に pく   ．0001

で 有意差 を認 め た．θx は 患者群 で小 さ く，前額面観 で よ

り垂 直 に近 い 走行 を示 す傾向 に あ っ た．θy も患者群で

小 さ く走行 は矢状面観 で 前方に 傾斜 す る 傾向に あ っ た．

　断面積 に関 して は性差 を考慮 し，健常群 と患者群 を

性別 に 分 け た結果 ，
“
健常群 の 面積 と患者群 の 面 積

”
に

つ い て は すべ て 健常群 の 面積 が 有意 に 大 き い こ と が示

さ れ た （p ＜ 0．05）（表 3）．
“
健常群 と 患 者 群 そ れ ぞ れ の

群 に お け る男女 差
”

に つ い て は ，健常群 に お い て は 男

性 の 面積 が有 意 に 大 きい こ と が 示 さ れ た （p ＜ 0．05）

が
， 患者群 で は有意差 が 認 め られ な か っ た （表 4−1，2）．

考 察

1 ．分 析方法 に つ い て

　咀 嚼 筋 の 走行方向は 顎骨の 発育や 形 態 と関連 す る と

され，さ まざ まな 予 測方法が あ る．咬筋 の 走行方向 を

頭部 X 線規格写真上 で 筋肉の 起始 と停止 を結 ぶ 直線

に よ っ て 代 表 さ せ る 方 法 は 従 来 か ら 行 わ れ て い

る
9・13 ｝．こ の よ うに 多 くの 咀嚼筋の 走行方向の 計測法が
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図 3　内側翼突筋 の 走行 方 向 の 求め方

・x軸

図 1　 内側翼 突筋 の トレ ース と長軸 の 中 点の プ ロ ッ ト

A B

図 4　前 額面 観 ・矢状 面観 に おけ る内側 翼突筋の 走行方 向

Po r

図 5 筋 肉 の 走行 方 向 に 対 して垂 直 な面積 （模 式 図 ）

考案 さ れ る中，Koolstra ら
15 ）

は centoroid 　 method と

呼 ばれ る 方法 を提唱 した．こ の 方法で は まず 断層画像

の 各 ス ラ イ ス に お い て 筋肉の 断面 の 形態 を ト レ ー
ス し

て
， そ の 重 心 を求 め る．次 に 最小 二 乗法 に よ っ て こ れ

らの 重心を通 る直線 を 決定 し，こ れ を筋肉の 走行方向

と す る も の で あ る．van 　Spronsen ら
11 ）は こ の 方法 に

よ っ て ，健常者 の 咬筋 や 内側翼突筋 の 走行方向を 求め

て い る が ，計算が 複雑 で あ り，CT 画像 の フ ィ ル ム を そ

れ ぞ れ トレ ーシ ン グ ペ ーパ ー
に トレ ース し，そ れ を画

像構築 す る 手法 を採 用 し て い る た め 日常 の 臨床 に 応用

し て各症例の 検討 を行 う に は 不便 で あ る．一一
方，先に

わ れ わ れ は 咬筋 に つ い て CT 　3 次 元 再構築 画像 に よ る

解析結果 を報告 し た が
12♪，走行方向 は 側方 か ら み た 画

像 で 咬 筋前縁 を通 る直 線 に よ っ て 代 表 させ た．咬 筋 の

場合 は 前縁 が 明瞭 で あ り，走行方向 の 決定 は 容易 で

あ っ た．しか し，こ の 方 法 で は筋肉の 3次元 的 な 走行

方向の 決定 は も と よ り正 面か ら見 た 場 合 の 走行 方 向 も

決 定で き な い ．

　 また，内側翼 突 筋 で は側面 像 に お い て も前 縁 を決 定

す る の は困難 で あ り，簡単 に 走行方向 を代表 さ せ る パ

N 工工
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A B

図 2　画像構 築後 の 矢状 面観 と前額面観

表 1−1 健常者 と下 顎 前突症患者の θx の 計測結果

一
．

　　　　　　　　　　　θx

　　　　　rightc

　一一
）

　　　left

． ．　

健
常

者

malefemale18 ．21± 工D．20

11．39± 8．2417
．50⊥ 10 ．23

11，21＝ 8．38N
，S．

N ．S．

群 totaI14 ．72± 9．81 】1 ．28− 9，79 ホ

卜
．

顎一．
目rJ

突

malefemale2 ．0〔1エ 2．24
1．15± 7．031

．95⊥3．06
｛〕．75± 7．19N

．S，
N ．S．

症
群一 total

一
　 1．43± 5．84． 一　　　　一．

1．工5± 6．09N ．S．

表 2　左右の 相関

相関係数

健
常サ
百

群一
下
顎
前
突
症
群

θX

θyarea

O．9680

．9070
．967

θx

θyarea

0．9780
．9870
．978

＊
：p く 〔1．05　N ．S．：有 意差 な し

表 1−2 健常者 と下 顎前突症 患者の θy の 計測結果

者

群
一
下
顎

前

突
症
群

健 　
常　

male 　 ．
　　　 IfeInale

　 　
−一十

一一一一一一一
total ．

　 θy

，19

．98

．Q5

表 3　健常者 と 下顎前突症患者に お ける 男女別面積

　　　の 比較

’
）

　 　 】eft

　 9 ，47± 6．18　　N ．S．

　 9．98ユ：6．Q5　　N ，S．

　 9．73：r6 ．〔｝8　　N ．S．

一8 ．30± 8．26 　　
− 9，35± 8 ．58

　 8．73−L8．28　　　
− 8．85±8．20

一8．58± 8．13　　
−
　9．01土8，18

　＊

N ．S，

N ．S，

　　　 right
male
　 　 　 　 left

＊
：p 《 O．05N ．　S．：有 意 差 な し

　 　 　 　 right
fernale
　 　 　 　 left

健常者群　　 下顎 前突 症群

表 1−3 健常者 と下顎前突 症 患者の 面積 の 計測結果

　 　 area 　（nlm2 ）

right 　　　　　　　　left

健 　　male 　 237．99± 46 ．99　236 ．〔］0⊥ 47．42　 N ，　S．
常
者

f， mal ，
1

　　　　　　斗
207．39± 33．61203 ．51± 32．53 ＊

群 total　 I222 ，32±43．42219 ．36＋ 43．42 ＊

卜
顎一」
目「∫

突

malefemale183 ．46 ± 15 ．19
176 ．89 ± 10 ．85180

．62 二 16．22
179 ，〔12± 14 ．38

　＊

N ．S．

一
症

群
　　total
一

179．〔18± 12．60
．

179．55± 14．75N ．S．
i

：p く 0．05N ．S．：有意差 な し

ラ メ
ータ は 設定 で き な か っ た．こ の 問題 を解決 し 3 次

元 的 な走行方向 を 決定 す る に は，Koolstra ら
15 〕

の 方法

237 ．99± 46 ．99　　183 ．46± 15．19　　
＊

236．00：ヒ47．42　　180．62＋ 16．22　　＊

207．39±33．6工　 176．89上 10．85　　
＊

203，51± 32．53　 179，〔）2± 1・1．38　　
＊

＊
：P く 0．05　 （［nm つ

　　　表 4−1 健 常者男女 間の 面積 の 比 較

ale 　　　　　　　 female

± 46，99 　176．89± 10．85 　
零

＋ 47．42　 179 ．02士 14．38　 　
＊

＊ ：p ＜ 0，05　　 （Mm2 ）

表 4−2　下顎 前突症患者男 女間の 面積の 比較

ale

± 15 ．19
± 16．22

female

176．89 ± 10 ，85　 N ．S．

179，02士 14．38　 N ．S．

N ，S．：有 意 差 な し　 　 （mln2 ）

を採用す る の が適切 と考え られ た．しか し，前述 の よ

うに ，非常に煩 雑 な操作 を必 要 とす る の で，こ れ を簡

略化す る 必要 が あ っ た，ま た われ わ れ は 最終的 に は 症

例個 々 の解析 を 目指 して い るの で，そ れ を可能 とす る
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た め に も独自の シ ス テ ム を開発 す る必要 に 迫 られ た．

本研究 で は ほ と ん ど の 作業 をパ ー
ソ ナ ル コ ン ピ ュ

ータ

上 で 行 うシ ス テ ム を構築 した が，そ の 計測 の 再現性 は

十分 に 満足 で き る もの で あ っ た．本 シ ス テ ム は他 の 咀

嚼筋 へ の 応 用 が 容易で あ り，さ らに 改良 を 車ね ，高性

能 の コ ン ピ ュ
ータ を導 入 し，画像構築時間 を短 くす る

こ とに よ り，臨床使用 も可能 に な る と考 え る．

II．健常者 の 計測結果 に つ い て

　走 行 方 向 に つ い て は，過去 に K ｛〕olstra ら
’5｝

お よ び

van 　Spronsenら 4）
の 報告 が あ る．こ れ ら は今 回 の 健常

者 の 結果 よ り も大 きい 値 で は あ るが ，左右 の 対称性 に

つ い て は彼 ら も前額面 ・矢状而 と もに 左 右対称 と し て

お り，今 回 の 結果 と同 様 の 傾向 を示 して い た．計測結

果 の 差 は計測方法 の 違 い や サ ン プ ル の 違 い な どに よ る

もの が考え られ，他 に も人 種，年齢分布 の 違 い に 起因

した もの も関与す る の で は な い か と推察 さ れ た ．

　 CT あ る い は MRI を 坩 い た 内側翼突筋 の 断面積 に

関 し て は比較 的多 くの 報告 が さ れ て い る
5・6・1°・］6・17 ）．健

常者 に つ い て 多くは 300〜400　mm2 の 値 を報告 し て い

る．断而 の ス キ ャ ン の 方向 は FII平而 に 平行 と し た も

の や，FH 平 面 に 3e
°
の 角度 を もっ て い る もの な どが あ

り
一

定 で は な い ．こ の こ とが 各報告 の 値 に 差 が み られ

る 原 囚の
一

つ と考え ら れ る．しか し，而積計測 に 使用

し た 断面 の 頭尾側的 な位置 は 表現 の 違 い は あ る も の

の ，ほ ぼ 断面積 が 最大 とな る レ ベ ル で あ り，各報告 で

お お む ね
一

致 して い る と 考 え られ た．わ れ わ れ の 今回

の 結果 を こ れ らの 報告 と比 較 す る と，明 らか に 小 さ な

値とな っ て い た．今回の 研究 で は 走行方向 に 直角 な面

積 に な る よ う に 3 次元 的 に 補正 を行 っ た ．そ の 結果，

筋肉の 面積 は ス ラ イ ス 画f象 ヒの 計測値 よ り も小 さ い 値

に な っ た と考 え られ る．van 　Spronsenのや Koc ｝lstra15〕

ら は走行方向 は 算出 して い る もの の ，そ れ に よ っ て 面

積 の 3 次元的 な 補正 は 行 っ て い な い ，下 顎 前突症 の よ

うに 走行方 向が 大 き く変化す る 症例で は，健常例 な ど

と 断面積 の 比 較 を適 正 に 行 う に は，こ の 3 次元 的な 補

正 は不 可欠 で あ る と考 え る．また 今回，面積 に つ い て

は 左右差 が み ら れ ，右側 の 方 が 大 きな 値 を とっ た．し

か し，過去 の 報告 で は右側が 大 きい もの や 左側 が 大 き

い もの な ど 結果 は さ ま ざ ま で あ り，今後 の 検討課題 と

考え る．

III．健常者 と顎変形症患者 の 比較 に つ い て

　顎変形症患者 の 咀 嚼筋の 走行方向 ・面 積 に つ い て 解

析を行 う こ とは，外科的治療 に お け る 顎骨 の 適切 な 移

動量 の 決定 や 術後 の 後戻 り量 の 推 測 を 可 能 と し，臨床

上 ，有 用 で あ る と考 え られ る に もか か わ らず，過去 の

研究 の 多 くは 健常者 に 限 られ 下 顎前突症患者 に つ い て

は資料が ほ とん どな い ．特 に 内側翼突筋 に 関 して は皆

無 で あ る．わ ずか に van 　Spronsenら
4）が セ フ ァ ロ グラ

ム 上 の anterior 　 nasal 　 spine 　 to　 menton と nasal 　 to

menton の 比 に 着 目 し，咬合 は と もに 正 常 で あ る が 対

象を
“Normal”と

“Lorig−face”

と に分 類 して 比 較 し

て い る．こ れ に よ る と
“
Normal

”
と

“Lc）ng −face”で

走行方向 （θx
・
θy ＞ に 差 は認 め られ な か っ た が，内側

翼 突筋 の面積 は
“
Long −face”群 で 咬筋 と同様 に 有意 に

小 さ くな る と し て い る．また Gionhaku ら
5，は 咬筋 お

よ び内側 翼 突筋 の 面積 と gonial　 angle の 関係 を 分析

し，断而積 の 大 き い 被験 者 で は gonial　angle が 小 さ く

な る傾向 に あ る こ と を報告 し て い る．Arijiら ’2）は 咬筋

の 計測 に お い て，下 顎 前突症患者 の 面積 は健常者の 面

積 よ り も小 さな 値 を と る と し て お り，男女差 に つ い て

も男性 に 比 べ て 女 性 の 而積の 方が 小 さ い と し て い る．

今 回 の わ れ わ れ の 結果 は ， ド顎前突症患者 の 内側翼突

筋 の 面積 は健常者 よ り も小 さな 値 を示 し て い た．男女

差 に つ い て も健常群 で は男性 が 有意 に 大 き い 値 を示 し

た．患者群 に お い て も有意差 こ そ 認 め られ な か っ た も

の の，男性 の 方が 女性 よ りもわずか に 大 き な 値 を示 し

た．こ れ は ， 咬筋と内側 翼 突筋 の 関連 「生を 示 唆 す る も

の で あ る と
．
考 え られ る．

　 ま た，Ahlgreni7〕ら は 咬 筋の 筋電 図測 定 に お い て

gonial　angle の 大 き さ と 咬筋活動 の 逆柑関関係 を報告

し，小坂
ls ）は下顎 前突 症 患者 で は 中心 咬合位，臼 歯部咀

嚼 時 に 咬筋 は低電位 で あ っ た と して い る ．こ れ らの 報

告 は 咬筋 に つ い て で あ り内側 翼 突筋は顔面 深部に位置

す る た め，同様 に筋電図 に て そ の 活動 を 測定す る こ と

は 困難 で あ る．し か し ， 機能的，解剖学的 に 咬筋 と内

側 翼 突筋が 類 似 し た 咀 嚼筋 で あ る こ と を考慮す る と，

健常者 よ り下顎前突症 患 者 の 筋 肉 の 走行方向が 前額面

観 に お い て よ り輩直 に近 く，矢状面観 に お い て よ り前

方 に 走行 して い る とい う こ とは，下 顎 前突症患者 で は

健常者 よ り も筋肉の 停止部位 が 前方 に 位置 し て い る た

め と考 え られ る ．そ し て ，下顎骨 が 前方 に よ り成長 し，

前方 に 伸張 さ れ る よ うに 細長 い 形態 を取 り，そ れ に 付

随す る 筋肉 も細長い 形態 とな り， そ の 結果，活 動度 の

低下 や 咬合力 の 低下 な どを 引 き起 こ す の で は ない か と

考 え られ る．

　 しか し，今回 は大 き な母集団 と して 下顎骨後退術 が

必要な骨格的HI級症例 を被験者 と した た め，今後さ ら

に 骨格的III級 を細分化 し詳細 な検 討が必要 と考 え られ

る．

　 下 顎 前突 症 患者の 咬筋 に つ い て 共 同研究者 で あ る

Arijiら 12〕
は，矢状而観 の 走行方向 は健常者 に 比 較 して

前方 に 傾斜す る こ と を示 し て い る．また 面積 に っ い て

も下顎前突症患者で は小 さ くな る と報告 し て お り ， 今

回の 内側翼突筋で も同様 の 結果 で あ っ た．こ れ ら は 内

側翼突筋 の 走行 は 咬筋 の 走行 に お お む ね 従 う
6 ）とい う

解剖学的知 見 を裏付 け る もの で あ っ た と考 え る．
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　今回 は 骨格的 に 左右対称 と 思 わ れ る症例 に 限 っ て の

検討 で は あ るが，以 上 よ り下顎 前突 症 患 者 に お け る 内

側翼突筋 は健常者 に 比較 して ，前額面観 で は よ り垂直

に 走行 し，矢状 面 観 で は よ り前方 に 傾斜 す る傾向が あ

り，断面積 は小 さ くな る こ とが 明 らか とな っ た、

　本 研 究 の
一．

部 は，平 成 13−14年度 　文部科学省 科学研 究

費 （若 手研究 B，課題番号 13771295）の 補助を 受 け た ，
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