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【目 的】気管支喘息等の 閉塞性呼吸器疾患 に お い て ，気道 の 閉塞状態 を評価，管理 す る こ と は重要で あ り，一
般 的 に は Peak　Flow

Meter を用 い て行わ れ て い る．しか し，画像的 に は，ほ とん ど評価 で きない の が 現状 で あ っ た．ヘ リ カ ル CT を用 い ，気道内 腔

の 3D 画像を得，そ の 容積 を，深吸気時 と深呼気時 とで 比 較 す る こ と に よ っ て
， 気道 の 閉塞状態 の 数量的評価，お よ び 画像的

評価 が で きる こ とが 分 か っ た た め ，そ の 手法 につ い て検 討 した．

【使用機器】CT 装置 ：GE 社製 CT 　Hispeed 　Advantage 　SG 　画像処理装置 ：GE 社製 Advantage　Windows
【方法ID全 肺 を 5mm 厚，ベ ッ ド速度 5mm ／s，再構成 間隔 5mm

， 深吸気 で 撮影し撮影範囲 を検討 した．2）深吸気お よ び深呼

気 それぞ れ に よ る位置決め 画像 を禾1開 して 撮影範囲を定 め ，31  厚，ベ ッ ド速度 3mm ／s，再構成間隔 1，5mln で 撮影 を行）・，
気管分岐部の位置変化を調べ た ．3）最適な しきい 値 を調べ る ため，し きい 値の 最小値を一1024 に 固定 し，最大値 を変化 させ て

気道の容積を計測 し，深吸気時 と深呼気時で ，その 変化率を調べ た．4）100mA と50mA の 両方 で 深吸気時 の 撮影 を行 い ，し き

い 値を変化させ て 低電流 に よ る 影響 を調べ た．

【結果 と考察】1）全肺 を5mm 厚 で 撮影 した 時 の 気 道 内 の 空 気 の 3D 画像 で 表示され た 末端の 位置を，ア キ シ ャ ル 画像 Lで 計測 した

と こ ろ ，ベ ッ ドポジ シ ョ ン で，上 限 は一10mm
， 下限 は一145mm ，気管分岐部は一30mm であっ た．左右へ の 広が りは，最大で

1355mm で あ っ た，末端の 気道 ま で 3D 表示す る こ とは 不 口∫能で あ り，全肺を撮影す る 必要 は な い ．2）10例 の 気管分岐部 の 位置

変化を調 べ た と こ ろ，イ メージ ナ ン バ
ー

の 差 は，最小 で 1，最大で 11，平均は 6．1で あ っ た．ベ ッ ドポジ シ ョ ン は，最小で

2．8mm ，駄 で 16．imM ，い ずれも深呼気時 に頭方へ 移動して V “た．平均 は9．75   で あっ た ．気管分 岐 音［1よ 順 方 の 画像騰

は，気道 の 容積 に反映 され るため，深吸気時と深呼気時で 同
一

に し な くて は測定誤差 の 原 因とな る．3）し きい 値 の 最大値 を減

ら して い くと，容積 は 共 に減少 した が，変化率 は
，

し き い 値 の 最大値 力辷 830− 9ユ0の 範囲で あれ ば L1 ％ 以 内 の 差で あ っ た（グ
ラ フ 1）．しか し，し きい 値の 最大値 を一910 まで 減 らす と画像 の 劣化が 進み ，視覚的に耐え られ なか っ た．CT値 は一1024未満の

値を持 っ て い な い た め，し きい 値 の 最小値 は一1024に 固定した．し きい 値の 最大値 は，深吸気時 と深呼気時で 同
一

で なくて は な

らず，な る べ く大きい 値が望ま しいL4 ）100mA と50mA で撮影さ れ た気道内腔 の 3D 画像 の 画質 に差異 は な く（写真 1），容積 も

そ れ ぞ れ の し きい 値 に お い て ，ほ ぼ同等 の 値が 得られ た．被曝線量低減 の た め ，可能な限 り低電流 で撮影すべ きで あ る ．

【結論】−E記実験 よ り，次 の 様 な結論を得た．気管分岐部の 頭方約 3cm よ り足方約 14cm の 範囲 を 管電 圧 120kV
， 管電流 50mA

（可能 な限 り低電流），ス ラ イス 厚 3mm ，ベ ッ ト速度 3mm ！s，再構成 間 隔 1．5mm ，　 FOV 　20cm ，呼吸停 止 は 3 回 に 分割，同

条件 で 深 吸気時 と深呼気時 で 撮影す る．深呼気時 は 深吸気時 よ りベ ッ ト位置で 約10mm 頭方へ 撮影範囲をず らす．ア キ シ ャ ル

画像 上 で 気管 分 岐部 を確認 し，頭方の イ メ
ージ 枚数 を揃 えて 気道 の 3D 画像 を作成 し容積 を求 め る ．しきい 値 は，下 限を一1024

と し，上 限 は一800か ら一900位 で ，深吸気時 と深呼気時で 同
一

にす る．次式 に よ り気道容積変化率を求 め る．

気道容積変化率＝（（深吸気時気道容積一深呼気時気道容積）／深吸気時気道容積）xlOO
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