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後 頭 蓋 の 窩 レ 線 診 断

1 後頭蓋窩また は天 幕下腔の 輪郭

順天堂大学医学部放射線医学教室

久　留 裕 ・吉　岡　寛　康

Roentgen　Diagnosis　of 　the　Poste盛or　Fossa　Structure．

Outline，　ef 　the　Posterlor　Fossa　and ．　k血 tentorial　Space．

　　　YuTAKA 　KuRu ，　AND 　HIRoYAsu　YosHloKA
1）epartmen ’ of 　Rad わIO8ン， ノuntendo 　University　Medicat　School，

　後頭蓋窩 とい う名称 は頭蓋底内面の 後部に み られ る凹

み を指 し，前頭蓋窩 ，中頭 蓋 窩 と同格 の 呼 び名 で あ る，

前二 者の 境界 が 蝶形骨陵（sphenoida1 　ridge ）で あり， 中頭

蓋窩と後頭蓋窩 と後頭蓋窩と の 境界が 錐体骨陵（petrosal
ridge ＞で あ る，左 右 の 骨陵 よ り後方で は錐体骨 の 後面 の

傾斜 と と もに 後頭蓋窩 の 底面 は 深 くな っ て い る．つ い で

後頭骨底部 に移行す るが ，なお し ば らく鱗部 ま で 後頭蓋

の 凹 み が 続 く．

　正 中部で は トル コ 鞍 の 鞍背が後頭蓋窩 の 前端で あ り，

以下斜台 （cliVUS ）の 傾斜が大後頭孔前端 ま で 続 く（Fig．

1 ＞．

　錐体骨 の 軸乃 至鋒体骨陵 は 正 中面 に対 し 45°の 角度 を

作 っ て い る の で，各側 の 骨陵 を前方 に 延 長す る と 90°で

交叉 す る こ と に な る．錐体骨自体 の 側面撮影 と もい え る

ス テ ン バ ー
ス の 投影法（Stenvers

’
projection ） で 頭 を 45 °

廻す の はこ の 軸 をフ ィ ル ム 面 に 平行す るた め で あ る．た

だ し短頭型 の 頭蓋 で は 錐体陵が正 中面 に 対 し て 作る角度
は 45°以上 あ る

1
と思われる．

　後頭骨鱗片部内側面の 水平断ぼぽとんど内菰状となガ

て い る の で ，後頭 蓋 窩 の 中央部 の 水平断面 は 中心部 を切

断せ られ た％円に近い ．こ の 断面 の 両側端ほ錐体骨陵ゐ

外側端 に 当る．レ ン トゲ ン像 で は側面 や シ ュー
ラ

ー
の

投影法 （SchUller’s　projection） で乳頭洞周囲三 角 （peri−

antral 　triangle ） と呼ぶ 構造 の 後上端が こ れ に相当す る，

こ こ は ま た上 錐体静脈洞 と横静脈洞 （transverse　sinus ）

が合流 し て S宇状静脈洞 （sigrnoiCl 　sinus ） に 移 る 部位で

あ る．後頭 蓋 窩 を小脳天幕 （tentorium 　cerebelli ）が覆 っ

て い る．それ ゆえ天幕下腔 と後頭 蓋 窩 とは 同義語 と し て

Fig．工　Routine　lateral　 view 　of 　the 　skulL 　 L　post−

　erosuperior 　edge 　of 、the　periantraI　 triangle　shows

　 thejunction 　between　the 　transverse 　sinus 　and 　thc

　sigmoid 　sinus ．2，　anterior 　margin 　of 　the 　feramen

　magnum ・3・posteri 。r　 margin 　 of 　 the　 foramen

　 magnum ．生 anterior 　arch 　of 　the　atlas ．5，　dens．6．
　posterier　clinoid 　processes ．7．　clivus ．

使用 され る．正 中で 小脳 天 幕 は 大脳鎌 と接合す る （falCO−

tentorial 　junction）．そ の 接合部 に は 直静脈洞 （straight

sinus ）が走 り， 前方か ら大脳鎌有離縁 の 下矢 状 静 脈 洞

（inferior　sagittal 　sinus ）や ，ガ レ ン の 大静脈 の 流 れ を う

け，後方 で 静 脈 洞 交 会 Ccenfluens　sinuum ）に 注 ぐ．静脈
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洞交会 の 場所 は ヘ ロ フ ィ リ
ー

の 圧痕（torcular　Hcrephili）

と して 単純像側面像で よ く識別で き る し ， こ こ と， トル

コ 鞍の 鞍結節を結 ん だ線 は しば しば後頭蓋窩内容計測 の

計測 線 と して 利 用 され る．

　小 脳天 幕が大脳鎌 との 接合か ら外側 に 向 っ て ど の よ う

な傾斜で 拡が っ て い るか を知 る こ とは 難 か しい ．また 小

脳天幕 の 後方 の 付着部 に は横静脈 洞が走 っ て い るの で ，正

面 の タ ウ ン の 投影法 （Towne
’
s　projection）で あれば 単純

像で も指摘す る こ とがで きる．天幕 の 外側前方 の 付着部

は錐体骨陵 で ，こ の 付着部内 を上錐体静 脈 洞 （super 三〇 r

petrosal　sinus ） が走 っ て い る ．上 錐体静脈洞 よ り前方 で

は天幕 の 硬膜 は前 に伸び て海綿静脈洞 （cavernous 　sinus ）

を形成 し なが ら，前 床 突起 お よび 中床 突起 に付着す る．

天幕下腔 の 前上方中央 に は天幕切痕 （incisura　tentorii ）

が 開 い て い て こ の 中を上 部脳 幹が通 っ て い る，切痕 の 有

離縁 も蝶形骨 の 付着部 か ら始 ま っ て い る が，そ の 際 天

幕内側 の 有離縁 の 方 が前床突起 か ら外側の 皺壁 （plica
−

tion ）を作 っ て 始 まり， 中床突起 か ら始ま っ た内側 の趨壁

が錐体骨陵の 方向に 続 い て い るの で 内外 の 壁が 海綿静脈

洞 の 後方で 捻れ た よ うに な る （Fig．2），こ れ は両側 の 中

頭蓋窩 の 硬膜 をつ ま み 上 げて中央で接合 し て小 脳天幕を

作 つ た よ うに 考 え る と理 解 し 易 い．ま た 天幕 に 分布す る

Fig．2　Schema 　of 　the　 cerebellar 　 tent （tentorium

　 cerebrHi ）．Partly　resected 　for　showing 　the　posterior
　 fbssa　and 　the　sinuses ，

　 1．the 　left　 cavernQus 　 sinus 　Qpen ．　Its　 medial 　 and

　lateral　 plication 　 starts 　 at　 thc　 middlc 　 and 　 the

　 anterior 　clinoid 　process ，
　respectively ．

　2・tentOrial 　inCiSyre（inciSura　tentori三）・

　 3．falcotentorial　junction　and 　straight 　sinus ．

　4，superior 　petrosal　s｛nus ・

　5」 。 ramen 　magnum ．

内頸動脈 の 髄膜枝に 関し て も， 背側枝が錐体 の 方向に ， 外

側枝が有離縁 の 方向に 分布 し て い る とい う事実があ る．

　天幕切痕の 開 口 部 の 大 きさ（size 　of 　the　inclsural　open −

ing）は 10〜23　cm3 と個体差が 著 し く， 脳脚 の 外縁すれ す

れ に 走 る もの と ， さ ら に外側 を走 る側 とがあ る．ま た 切痕

の 長さも3．9〜6，1   の 範囲に あ る．開 口 部が大きい 程

天 幕切 ヘ ル ニ ア が生 じ 易 い と され てい る，側面 で観察 さ

れ る切痕 の 傾斜 も個体差が大きく，トル コ 鞍後床突起 と

同 じ高さを走 っ て 切痕 の 先端 （apex ）に 向 うもの や，後

床突起 よ り も下方を走っ て い る もの な どが知 られ て い

る ．

　 小脳天幕 の 各付着部は 上述の ご と く，静脈洞 と な っ て

い る の で ，CAG ，　VAG を 問わ ず静脈相 の フ ィ ル ム があ

れ ば す ぐ明 らか に な る （Fig．3）・前床突起や海綿 静 脈

洞が天幕 の 前方 の 壁 を示 し，前外方の 付着部が上錐体静

脈洞 に ， 後方 の 付着部が横静脈洞に当る．大脳鎌との 接

合部 に は 直静脈洞 が 走 っ て い る．直静脈洞 の 上 端 は ガ レ

ン の 大静脈 の 流入 す る点 で あ る．こ の 先端 か ら トル ゴ 鞍

鞍背 の 方向に 向 っ て 天 幕切痕が開い て い る の で あ るが，

切痕部を レ ン トゲ ン 的 に 知 る 方法 は な い ．稀に 天幕髄膜

動脈（tentOrial　meningeal 　artery
， 上述 の 内頸動脈 の 髄膜

枝 の 外側 の 枝）が造影され る と ， 切痕 の 有離縁 を略正確

に 指摘す る こ とが で き る．

　 後頭蓋窩 の 内容 はす べ て こ の 天幕腔内に納 ま るの で ，

Fig．3　Venophase 　of 　the　latcral　carotid 　angiogram

　demonstrates　those 　sinuses 　as　running 　attachment

　of 　the 　tent ； Lapex 　of 　the　ten 亡・1−2・straight 　sinus ・

　2，confluens 　sinuum 　 at　the　torcular 　Herophili．3．

　the　junction　bctwcen　the 　transversc　s量nus （6）and

　the　sigmold 　sinus 　 as　well 　as 　the　supcrior 　petrosaI

　 sinus （5）．4．　cavernOUS 　SInus ・
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天 幕 の 傾斜，付着部 の 位置 が後頭蓋窩内容 の 上面の 形を

決定す る．と きに は天幕上腔または 天幕下腔 の 神経構造

の 発育増大 の バ ラ ン ス か ら天幕 の 形 が影響 を うけ る こ と

もあ る．例 えば先天 性 の 中脳水道閉塞 で は 側脳室 の 拡大

は天 幕上腟 の ア ン バ ラ ン ス な 拡大 を生 じ ， 静脈洞や静脈

洞 の 溝 か ら後頭蓋窩 の 容積 の 小さい こ とが 窺 わ れ る．

頭蓋 単 純側 面 像で は穹 隆 部全 体 の 内 板 の 長 さ （perim−

eter ）に 対 し ，
ヘ ロ フ ィ リー

の 圧痕か ら大後頭孔後縁ま で

の 長 さが 相対的 に短 くな っ て い る．そ の 逆 に 極 め て 徐徐

に後頭蓋窩 の容積 が大 きくな る疾患 で は こ の 長 さは 長 く

な る．

　前頭蓋底 に 対 し斜台 の 傾斜が作 る 角度，頭蓋底角 は約

ll2〜145°であ り 145°以上 に な っ た場合扁平 頭 蓋 底 症

（platybasia）と呼ぶ ，これ と は別 に 大後頭孔付近 の 骨構

造が上方 に嵌入 し て い る の を頭蓋底嵌入症 （basilar　im−

pression）と呼 ぶ （Fig．4 ）．後頭蓋窩 の 底面 は 先 に 述べ た

とお り鞍背 か ら大後頭孔 ま で斜台と な っ て傾 斜 し て い

る ．大後頭孔 は 約3．5cm の 長さ と約 3．O　 cm の 幅を持 っ

て い る．頭蓋腔内 の ど こ で も硬 膜 は 2 層 をなして ，外側

の 硬膜 は 他 の 部の 骨 の 骨膜 に相当す る が ， 大後頭孔 辺縁

な ど頭 蓋 骨外 縁 に移行す る とこ ろ で は．，そ れ は そ の ま ま

骨膜 と な っ て い る．他方内側 の 硬膜 は大後頭孔 か ら尾側

で は 脊髄を包む硬膜 とな る．脊椎管内で は，硬膜外腔が

存在す る 代 り ， 頭蓋腟内 の よ うに 静脈洞が存在 し な い の

は こ の 理 由に よ る．大後頭孔周囲 に は 辺 縁静脈洞 （mar
−

ginal　sinUS ）が，ま た静脈洞交会よ り下方 に 後 頭 静脈 洞

（occipital 　sinus ）が認 め られ る こ とがある ．

Fig．4　Basi正ar　imprcssion　 and 　platybasia．　LateraI

　 tonlograln 　by　air 　study ．　One 　cm 　tQ　the 　right 　frem

　 the 　 mid −line．　Abnormally 　high　position 　 of 　the

　dens
，
　deformity　of 　the　 anteriQr 　 margin 　Qf 　the

　f‘）ramen 　 magnum （invagination）and 　increased

　 basal　angle 、

　天幕下腔 の 容積は 200　ml 弱 で，左右 の 最大径 は 日本人

で は平均 10cm で あ る．前後の 最大径 は 8
 

9pm でζ

れ は鞍背先端か ら ヘ ロ フ ィ リ
ー
圧痕ま で に相 当す る，椎

骨動脈側面像で 種 々 の 点 の 計測に利用 され る T −T1 は 鞍

結節 か ら圧痕まで の 距離で約10〜llcm で ある ．

　脳神経 の うち後頭蓋窩底面 か ら頭蓋腔外 に 出 る もの は

第12，第 10，第 9，第 8 ， eg　7 で ，第 6
，第 5

，第 4
，脳神経は

は天 幕下腔 か ら 中頭蓋底 の 方向 に 向う．上 記 の 脳 神経 の

うち第 12は舌下神経管を，11，10，9 は頸静脈孔 を，第

8 ，7 は内耳道を通 る （Fig．5）．

　後頭蓋 窩 の 内 容 は （下 部）脳 幹 と小脳 で あ る．通 常脳幹

の 腹側 で は橋脳 の 最上端の 一部 ， 背側 で は 中脳天 蓋 の 上

丘 が天幕上腔 に 入 る．上 に述べ た天 幕切痕部り傾斜にょ

らそドこ の境界もわず か な が ら個体差 を示 す ，中脳 水道

閉塞症 で は 当然脳幹が下方 に ずれ る，後頭蓋窩の 内容は

中脳 水道とng　4脳室を境 と し て 脳幹側 と小脳側 とに分 れ

る（Fig・6）．た だ し こ の 分け方 で は 中脳 の 下丘 ，前髄帆

は後者 に入 り，血 管撮影上 の 前中心静脈を境 として 前後

の compart 皿 ent に分け る 方法 と の 間 に 多小 の くい 違い が

で き る．外側 の 方向で は 橋腕 と小脳 と の 間 に は こ れ ほ ど

明瞭な境界は な い の で ，後頭蓋窩の 内容を しい て 前後 の

2 っ の compartment に分け る理由もない よ うに 思わ れ る

が ， 後頭蓋窩内 の 占位性病変を カ テ ゴ ライ ズ す る に は
一

応簡便 な 方法 とい え る．

　 後頭蓋 の 底面 ，斜台 の 上 に は吻側 に橋脳，尾側 に延髄 が

位置す る・い ずれ も25m 皿 強 の 長さで あ る・延髄は 大後頭

孔 で 頸髄に移行す る ．延髄周囲 の ク モ 膜下腔は背側 の 小

Flg．5　Axial　view 　ef 　the 　posterier　fossa．　Landmarks

　 of 　the 　postcrior　fossa： 1．dorsum　sellae ．2，　torcular

　Her・ phili．　 u ・ clear ．3・3’・lateral　 angles ・unclear ・

　 4．fbramen 　magnum ．5．；porus　alld 　meatus 　acust −

　icus　internus．6．　jugular　foramen　on 　the 　right ．7．

　 carotid 　 canal ，8，8’： fbramen 　transversallurn 　 of

　 the 　atlas ．　 Note 　the　difference三n 　size
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Fig．6　Lateral　pneumotomograln 　 at　 the 　 mid ．line．

　The 　structure 　is　d旦vided 　by　the　aqueduct 　and 　the

　fburth　 ventricle （4）： A＞anterior 　 compartment ：

　 Lpons ，2．　medulia 　ob1Qngata 　and 　5．　a　portion　Qf

　the　midbrain ； and 　B）posterior　compartment ： 3．
　 vermis 　and 　5’．　inferior　 colliculus ，

脳下虫部下端で は大 きな脳槽 （大槽 cistema 　ma 墓na ）を作

っ て い て ， こ こ に は 第 4 脳室 が マ ジ ァ ン デ ィ
ー
孔 （f（）ra 一

皿 en 　Magendi ）を も っ て 開口 し て い る ．大槽に 限 らず小

脳小葉 の 周囲 に はすべ て ク モ 膜下腟が存在す る け れ ど

も，そ れ らは ほ とん ど潜在的 な腔 で小 脳 萎縮 の あ る揚合

に限 っ て 造影 され る．大槽の 容積は正常で も個体差が大

きく，脳槽 の 造影 をす る まで 判 らな い ．も っ と も血管撮影

上判定 で き る 下虫 部 の位置 は あ る 程 度大槽 の 大 き さ を推

測 させ て くれ る，大槽 の 上縁で は ク モ 膜は 小 脳側に 癒着

し ， 大槽に貯え られ た気体は第 4 脳室 か ら脳室系 に 入 る

か ， そ こ で 溢れ た とき は 延 髄 の 廻 りを 回 っ て 脳槽系に 進

む．延 髄 の 全周囲に 脳槽 が ある の に 対 し，橋脳 で は橋腕

が 小脳髄質 に 移行す る た め ， 橋脳 の 腹側 と外側 に しか脳

槽は 存在 し な い ，そ れ ぞ れ 橋脳前お よ び 橋脳外 側 脳 槽

（prepontine　and 　lateral　p 。ntine 　cistern ＞ と 呼ぷ 延髄上端

外側と橋脳外側との 脳槽 の 境界 が 小脳橋 （延 髄）角 （cere
−

bellopont（−o −medullary ）angle ）で ある．脳槽 と して は 特

別 の 呼び名 は ない ．第 7 ，8 脳 神経は こ の 脳槽 を走 っ て

延髄に連な るが内耳道孔 は こ こ よ り外上方 1〜1．5cmの所

に あ る橋 脳上部に な る と， 再び 脳幹 の 全周 に脳槽が 認 め

られ る．橋脳 上 部 か ら中脳 に か け て 全周 を取 り巻く とい

う意味 で 迂回槽（ambient 　 cistern ＞と呼 ばれ る 脳槽が天 幕

切痕 の 上下 に ま た が っ て 存在す る．ど の 場所 で も脳槽や

ク モ 膜 下 腔 に は 明 瞭 な 境界 がない の で ， 名称の 範囲 は曖昧

とな り， しば しば 1つ の 脳槽を幾つ か の 名前 で 呼ぶ こ とに

な る．そ の 適例 が こ の 迂回槽 で ， 背側 の 四 丘 体の 部分 を別

に 四 丘 体の 脳槽 （quadrigeminal 　plate　cistern ）と呼ん だ り，

大脳脚間窩 の 部分を，脚間窩槽（interpeduncular　cistcrn ）

とい っ た りす る．微細 な所見 の 描写に は 細分 され た 名称

が有用 で あ り，全 体 を表現す る とき に は 総括 した 呼 び名

の あ る方が解り易い ．橋腕 の 最大幅は
一

側 工5mm 以上 も

あ る が ， 上述 した よ うに ，そ の ま ま 小脳髄質 に連 な る の

で 明 瞭 な 限界 を決 め が た い ，小 脳 橋角の 外側に は小 脳小

葉 の 1つ で あ る 片葉が延び て い る．片葉外側端 は 正 中か

ら約 2．5cm に 位置す るか ら ，一
側 の 後 頭 蓋 窩 の 幅 を 5

cm とす る と そ の 中央まで 達 し て い る こ と に な る．

　全体 と して の 小脳 の 形 は 後頭蓋窩の 辺 縁お よび 天幕 の

ス ロ
ー

プ に よ く沿 っ た 形 とな っ て い る．す な わ ち小 脳 を

上面 か ら眺 め る と，先端 を切断 した％ の 円形 と な っ て い

る．前外縁は天幕の 錐体への付着に応 じて直線的で 旦薄

く な り，後縁 は横静脈洞 に 応 じ て 円弧状 で ， 後頭骨鱗状

部 に 対応 して 厚みをも っ て い る．

　ただ し後縁 の 正 中部に は下虫部 の 切れ こ み が あ っ て 小

脳谷 で
一

層深 くなっ て い る．小脳谷 の 両側 に は多少独立

した輪郭 をも っ た左右の 小脳扁桃がみ られ る．先 に 挙 げ

た片葉 と こ の 小脳扁桃 とは 小脳 の 小葉群の な か で も独立

した輪郭 をもっ た 小葉で あ る，小 脳扁桃 の 下端 は大後頭

孔 に近 い ．

　小脳 の 前外縁 と後外縁 との 移行部 を外角 と呼ぶ ．前縁

は カ ラ
ー

の よ うに橋脳外側 と背側 とを囲 ん で い る．両側

の 外角間 の距離 は 小脳 の 最大幅 で あ り，後頭蓋 窩 の 横幅

に 等 し く約 10cm で あ る．

　 （文献 は こ の シ リ
ーズ の 最後に掲載す る ）
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