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顔面形態と顎関節における運動ならびに形態との関連性

　　　　　　小笠原　和志

岩手医科大学歯学部歯科矯正学講座

　　　（主任：石川富士郎　教授）

　　　（受付：1997年10月14日）

　　　（受理：1997年11月28日）

　Abstract：An　aim　of　this　study　was　to　clarify　the　relationship　between　the　difference　in　facial

types　and　the　movements，　and　the　morphology　of　the　temporomandibular　loint（TMJ）．　The　subjects

were　46　persons（32　males　and　l4　females）aged　from　22　to　34　years，　who　had　no　particular

abnormality　about　the　masticatory　system．　Facial　types　were　classified　into　three：Brachyfacial

type（B），　Mesofacial　type（M），　and　Dolichofacial　type（D），　by　tracing　the　lateral　roentogenographic

cephalograms．　The　movements　of　mandibular　condyle　were　recorded　by　the　condylar　movements

recording　system（CADIAX⑨，　Gamma　CO．　Ltd．，Wien，　Austria），　and　the　movements　of　articular　disc

were　analyzed　by　using　a　magnetic　resonance　imaging（MRI）．　Morphology　of　the　TMJ　was　also

measured　by　using　a　computed　tomography（CT）and　standardized　radiographs　of　TMJ．

　The　results　obtained　were　as　follows：

1．No　difference　in　quantity　of　condylar　translation　in　protrusive　movement　at　the　most　protruded

position（QCTP）was　shown　between　the　three．　But　the　inclination　of　sagittal　condylar　path（ISCP）

was　steeper　in　B　than　in　D．

2．Quantity　of　condylar　translation　in　opening　and　closing　movement　at　the　maximum　opening

position（QCTO）and　quantity　of　the　maximum　condylar　rotation　in　opening　and　closing　movement

（QCRO）were　larger　in　B　than　in　D．

3．Bwas　larger　than　D　in　quantity　of　non－working　side　condylar　translation　in　lateral　movement

（QCTL）at　the　eccentric　position．

4．Quantity　of　articular　disc　movement　was　larger　in　B　than　in　D．

5．Maximum　cross－sectional　area（MCSA），　horizontal　condylar　angle（HCAN）and　angle　of　posterior

slope　of　the　articular　eminence（APSE）were　larger　in　B　than　in　D．

6．Some　significant　TMJ　correlation　was　found　between　items　of　movement　and　items　of

morphology．

　　These　results　suggest　that　facial　types　will　be　related　to　TMJ　movements　and　its　morphology．

　Key　words：facial　type，　temporomandibular　joint，　mandibular　condyle，　magnetic　resonance

imaging，　computed　tomography

Relationship　between　facial　types，　and　temporolnandibular　movements，　and　its　morphology．
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Table　1．　Number　of　subjects　in　3　facial　types．

No．　of　loints Brachyfacial　type Mesofacial　type Dolichofacial　type

Males
（Age）

Females
（Age）

　　26
（25．0±2．9）

　　6
（22．7±0．5）

　　22
（24．2±1．6）

　　12
（23．3±LO）

　　16
（24．4：ヒ0．9）

　　10
（23．4±1．1）

Tota1
（Age）

　　32
（25．6±2．8）

　　34
（23．9±1．5）

　　26
（24．0±1．1）

Age（　）：Mean±S．　D

Fig．1．　Method　of　roentgenographic　cephalometTic

　　　analysis．

　　　Angular　measurements

　　　①Facial　axis；②Facial　angle；③
　　　Mandibular　plane　angle；④Lower　facial

　　　height；⑤Mandibular　arc

緒 言

　矯正歯科臨床において形態と機能を適確に把

握することは，治療目標の設定，成長あるいは

治療にともなう顔面形態と顎口腔機能の変化に

対する評価など，治療をすすめる上で極めて大

切な要件といえる。これまで顔面形態について

は臨床上，特徴をっかみやすいことから短顔型

（brachyfacial　type），中顔型（mesofacial　type）

および長顔型（dolichofacial　type）の3型1），

あるいは短顔（short　face）と長顔（long　face）

の2型に分類して，咀噌筋の活動や咬合力と

いった機能的な面において検討し，差の認めら

れることが報告2　7）されている。

　一方，近年，矯正歯科を受診する患者のうち，

顎関節症の症状を有する者の割合が増加してお

り8），短期間に顎位を変化させる処置では，事

前に正常な顎関節の機能と形態を把握しておく

ことが臨床上大切である。しかし，顔面形態を

facial　typeに分けて，顎関節と関連づけ検討し

た研究には，顎関節の形態のみをみたものしか

なく9」°），顎関節の機能と関連させて検討した

研究はない。

　本研究では，顎機能の正常な者において顔面

形態を短顔型，中顔型，長顔型の三っのfacial

typeに分け，顎関節の構成要素の一部である

下顎頭および関節円板の運動と，下顎頭と関節

隆起の形態から顎関節の形態を把握して，それ

らの関連性を明確にし，矯正診断あるいは治療

評価の一助とすることを目的とした。

対象および方法

　対象は岩手医科大学歯学部学生の中から，顎

口腔機能に異常のない者で，本研究の協力に同

意が得られた46名（92関節）で，男性が32名

（64関節），女性が14名（28関節）であった

（Table　1）。これら対象者の顔面形態を側面頭

部エックス線規格写真から，Rickettsら1）の分

類（Fig．1）で短顔型，中顔型および長顔型の三

っのfacial　typeに分けた（Table　2）。そしてそ

れぞれの型における下顎頭と関節円板の運動

量，下顎頭と関節隆起の形態を検討した。

1．下顎頭運動の測定

　測定には下顎頭運動測定装置（CADIAX⑭

Ver．2．2，　GAMMA社）を用いた。Axis－Orbital
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Table　2．　Comparison　of　the　cephalometric　analysis　between　3　facial　types．

Correlation　of　3　groups

Items Brachyfacial　type　Mesofacial　type　Dolichofacial　type　B：M　B：D　M：D

　　Facial　axis
　　（Mean±S．D．）

　　Facial　angle
　　（Mean±S．D）

Mandibular　plane　angle

　　（Mean±S．D．）

Lower　facial　height
　　（Mean±S．D．）

　Mandibular　arc
　　（Mean±S．D．）

（degree）　　　89．8±4．5

（degree）　　　89．8±4．6

（degree）　　　22．0±3．7

（degree）　　　4L9±3．2

（degree）　　　40．1±3．5

87．3±2．3

89．4±2．1

27．1±2．4

46．7±2．5

33．7±3．8

79．4±4．1

83．7±3．1

36．0±7．1

52．6±4．1

30．3：ヒ3．9

＊＊　　＊＊

＊＊　　　＊＊

＊＊　　＊＊　　　＊＊

＊＊　　　＊＊　　　＊＊

＊＊　　　＊＊　　　＊

B，Brachyfacial　type；M，　Mesofacial　type；D，　Dolichofacial　type

Significance　by　Scheffe’s　test　＊p＜0．05，＊＊p＜0．01
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Fig．2．　Method　of　tracing　analysis　by　the

　　　condylar　movements　recording　system．

　　　RP，　Reference　position；①Quantity　of

　　　condylar　translation；②Inclination　of

　　　sagittal　condylar　path（ISCP）

平面を基準平面とし，生理的下顎基準位（RP）か

らの各運動を十分に練習させ，再現性があるこ

とを確認したのち以下の項目にっいて測定した。

（1）前方運動における（歯を接触させない）最前

方位までの下顎頭滑走量（QCTP），（2）前方運動

時の（歯を接触させない）下顎頭滑走量5mmの

地点における矢状果路傾斜度（ISCP），（3）開閉

口運動における最大開口位までの下顎頭滑走量

（QCTO），（4）開閉口運動時の下顎頭最大回転量

（QCRO），（5）左右側方運動における（歯を接触

させない）偏心位までの平衡側下顎頭滑走量

（QCTL）の5項目を記録した（Fig．2）。

2．関節円板の運動計測

　対象者の中から，任意に23名（46関節）を選

択し（Table　3），撮像は1．5　Tesla超伝導型MRI

装置（SIGNA　Advantage⑪，　General　Electric

社）を用い，直径3－inchのdual　surface　coi1

を使用して，両側顎関節の同時撮像を
gradient　echo法により行った。測定した下顎

位は，中心咬合位と最大開口位の2顎位とし，

それぞれのトレースをFH平面を基準に重ね合

わせて，（1）下顎頭／関節隆起（F－C’／F－E’：最大

開口位における関節隆起最下点を基準としたと

きの下顎頭の位置），②関節円板／関節隆起

（F－M’／F－E’：最大開口位における関節隆起最

下点を基準としたときの関節円板中央狭窄部の

位置）の2項目にっいて計測した（Fig．3）。

3．下顎頭形態の計測

　撮影は，エックス線CT装置（QUNTEX⑪，

GE－YOKOGAWA社）を用い，撮影条件を120

kV，30賦，2．O　sec，スライス厚2．O　mmおよびス

ライス間隔を2．0㎜として，下顎頭が捉えられ

る範囲で行った。基準平面にはFH平面を用

い，計測は下顎頭が最大面積になるようなCT

画像上で（1）下顎頭長径（LACH），（2）下顎頭短径

（SACH），（3）下顎頭最大面積（MCSA），（4）下顎

頭間距離（ICDI），（5）下顎頭の短径／長径（SA／

LA），（6）下顎頭長軸角（HCAN：左右下顎窩最

後部を結ぶ線を基準線としID，これと下顎頭長
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Table　3．　Comparison　of　analysis　of　MRI　between　3　facial　types．

Correlation　of　3　groups

Items Brachyfacial　type　Mesofacial　type　Dolichofacial　type　B：M　B：D　M：D

F－CソF－Eつ

（Mean±S．D．）

F－M’／F－E’

（Mean±SD．）

1．9±0．4

1．3±0．3

1．5±0．3

1．1±0．2

1．2±0．3

1．0±0．3

＊ ＊＊

＊

　　N
（No．　of　joints）

　Age
（Mean±S．D．）

18

25．4ゴ：3．5

16

24．0±1．0

12

23．5：ヒ1．0

B，Brachyfacial　type；M，　Mesofacial　type；D，　Dolichofacial　type

F－℃’／F－E’，Quantity　of　condylar　movements／Distance　of　articular　eminence　from　mandibular

　　　　　fossa，　that　was　projects　FH’plane

F－MソF－E’，Quantity　of　articular　disc　movements／Distance　of　articular　eminence　from

　　　　　mandibular　fossa，　that　was　projects　FH’plane

Significance　by　Scheffe’t　test　＊p＜0叉〕5，＊＊　p〈0叉）1

FH’ F E’M℃’

　ノ　　　　　　／

　／　　　　　／

　！　　　　　／

l　　　　　l

／Maximum＼

／openlng
l　position

’

Fi忌3．　Analysis　of　magnetic　resonance　imaging．

　　　F，Most　superior　point　of　the　mandibular

　　　fossa　；　C，　Reference　point　of　the

　　　mandibular　condyle；E，　Most　inferior

　　　point　of　the　articular　eminence；M，
　　　Center　till　zone　of　the　articular　disc，　FH’，

　　　Horizontal　lines　are　parallel　to　Frankfort

　　　plane；C’，　E’and　M’，　Points　are　projected

　　　to　the　FH’

軸とが交わる角度）の6項目について計測した

（Fig．4）0

4．関節隆起の形態計測

　対象者の中から，任意に15名（30関節）を選

択した（Table　4）。撮影は顎関節エックス線規

格撮影装置12）を用い，側斜位経頭蓋撮影法によ

り，左右顎関節部エックス線を中心咬合位で撮

影した。基準平面にはFH平面を用い，得られ

たエックス線写真をトレース後，天野ら13）の計

測項目を参考に関節隆起後斜面角（APSE）を

計測した（Fig．5）。

　各分析結果にっいては正規性の確認，等分散

の確認後，Two－way　factorial　ANOVAで性差

の関与を含めて検定し，性差の関与を認あた項

目については男性，性差の関与を認めなかった

項目については男女をOne－way　factorial

ANOVAにて検定した。さらにScheffeの方法

を用いて多重比較検定を行った。

　また，すべての測定を行った男性11名（22

関節）［短顔型4名（8関節），中顔型4名（8

関節），長顔型3名（6関節）］について，顎関

節の運動と形態に関する項目で，ピアソンの相

関係数を算出して関連性を検討した。

結 果

1．下顎頭運動の測定

　前方運動における最前方位までの下顎頭滑走

量（QCTP）は，短顔型，中顔型および長顔型の

3群間で有意差は認めなかった。しかし矢状果

路傾斜度（ISCP）は，短顔型と長顔型の2群間

で有意差を認め，短顔型が長顔型よりも大き
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Table　4．　Comparison　of　analysis　of　standardized　radiographs　of　TMJ　between　3　facial　types．

Correlation　of　3　groups

Items Brachyfacial　type　Mesofacial　type　Dolichofacial　type　B：M　　B：D　M：D

　APSE　　　（degree）　　　61．2±3．4
（Mean±S．D）

55．7±4．3 52．9±5．3 ＊

　　N
（No．　of　loints）

　Age
（Mean±SD．）

10

26．4±4．5

10

24．2：ヒ1．1

10

23．6：ヒ1．1

B，Brachyfacial　type；M，　Mesofacial　type；D，　Dolichofacial　type

APSE，　Angle　of　posterior　slope　of　the　articular　eminence

Significance　by　Sheffe’s　test　＊p〈0．05

Fig．4．　Analysis　of　computed　tomography．

　　　①Long　axis　of　condylar　head（LACH）

　　　②Short　axis　of　condylar　head（SACH）

　　　③lnter－condylar　distance（ICDI）

　　　④Horizontal　condylar　angle（HCAN）

かった。また，開閉口運動における最大開口位

までの下顎頭滑走量（QCTO）と下顎頭最大回

転量（QCRO）および側方運動における偏心位

までの平衡側下顎頭の滑走量（QCTL）は，短顔

型が長顔型よりも有意に多かった（Table　5）。

2．関節円板の運動計測

　MR画像より得られた下顎頭／関節隆起（F一

C’／F－E’）と関節円板／関節隆起（F－M’／F－E’）

の分析から，どちらも短顔型と長顔型の間に有

意差を認め，短顔型が下顎頭運動量だけでな

く，関節円板の運動量も多かった（Table　3）。

3．下顎頭形態の計測

　下顎頭短径（SACH）を除いた計測項目すべ

てにおいて短顔型と長顔型の間に有意差を認

め，短顔型が長顔型に比べて下顎頭長径

（LACH）が大きく，下顎頭最大面積（MCSA）

と下顎頭間距離（ICDI）も大きかった。さらに

短径／長径（SA／LA）からも，短顔型の下顎頭

はがっしりとした形態であることがうかがえた

（Table　6）。

4．関節隆起形態の計測

　関節隆起後斜面角（APSE）は，短顔型と長顔

型で有意差を認め，短顔型は長顔型より関節隆

起後斜面は急峻であった（Table　4）。

5．顎関節の運動と形態の関連性

　Table　7に示すように，顎関節の運動と形態

に関する項目の間に相関を認めた。

考 察

1．研究対象と方法にっいて

　通常，顔面形態の変化は，性的成熟後に低下

するものと考えられている。また小池14や鏑

木15）は，顎関節部の形態変化は混合歯列期に大

きく変化することを報告している。本研究の対

象者はこの時期を過ぎており，顔面形態および

顎関節の形態は比較的安定してきている時期で
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Table　5．　Quantity　of　condylar　movements　between　3　facial　types．

Correlation　of　3　groups

Items No　of　loints　Brachyfacial　type　Mesofacial　type　Dolichofacial　type　B：M　B：D　M：D

QCTP　　（㎜）
（Mean±S．D）

　ISCP　　　（degree）

（Mean±S．D．）

QCTO　　（㎜）
（Mean±SD．）

QCRO　　（degree）
（Mean±S．D．）

QCTL　　（㎜）
（Mean±S．D，）

92

92

64

64

92

12．2±3．0

60．6±2．7

24．5：ヒ3．8

34、0：±：5．1

13．3±2．7

11．5±2．3

54．7±2．5

23．4±3．0

30．1±3．7

12．6±2．6

11．0±2．8

51，6±2．6

19．8±3．5

26．7±2．5

10．7±4．2

＊

＊

＊＊

＊＊　　　　＊

＊＊

＊

＊

B，Brachyfacial　type；M，　Mesofacial　type；D，　Dolichofacial　type

QCTP，　Quantity　of　condylar　translation　in　protrusive　movement　at　most　protruded　position；

ISCP，　Inclination　of　sagittal　condylar　path；QCTO，　Quantity　of　condylar　translation　in　opening

and　closing　movement　at　maximum　opening　position；QCRO，　Quantity　of　maximum　condylar

rotation　in　opening　and　closing　movement　position；QCTL，　Quantity　of　non－working　side

condylar　translation　in　lateral　movement　at　eccentric　positon

Significance　by　Scheffe’s　test　＊p＜0．05，＊＊p〈0．01
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Fig．5．　Measurements　to　determine　the　angle　of

　　　posterior　slope　the　atricular　eminence

　　　（APSE）．

　　　F，Most　superior　point　of　the　mandibular

　　　fossa；E，　Most　inferior　point　of　the

　　　articular　eminence　；　FH’and　FH”，

　　　Horizontal　lines　are　parallel　to　Frankfort

　　　plane；F－P，　Depth　of　the　mandibular

　　　fossa

あり，これら形態を検討する上ではとくに問題

はないと考えられた。また，今回の対象者には

男性と女性のどちらも含まれているが，日本人

の乾燥頭蓋骨における顎関節の観察をした杉崎

ら16）も下顎頭の形態には性差が存在すると述べ

ていることから，性差が統計学的検討に関与し

た測定項目については，男女を一緒にした検討

ではなく男性を代表とした。さらに本研究で

は，顔面形態をRickettsら1）の分類である短顔

型，中顔型および長顔型の3型に分類したとこ

ろ，Table　2のように3項目以上で3群間に有

意差を認めたので，各facial　typeの特徴を捉え

ることができた。加えて各facial　typeに共通し

て顎関節の運動と形態には関連性のあること

が，ピアソンの相関から示唆された（Table　7）。

2．下顎頭運動にっいて

　下顎頭の限界運動には滑走と回転運動があ

り，下顎の前方運動は，ほとんどが滑走運動に

よって行われている17）。本研究では歯を接触さ

せないことによって，歯による下顎運動の規制

を排除し，可能なかぎり純粋な滑走運動の測定

を試みたが，3群間に有意差は認めなかった。

このことから前方運動時の下顎頭滑走量

（QCTP）には，各facial　type間の関連性は少

ないものと推察された。また，前方運動におけ

る矢状果路傾斜度（ISCP）についてWidman9）

は，顔面形態が短顔型を示すものでは急峻な関

節隆起となり，その下顎前方運動時の矢状果路

傾斜度は急傾斜となる。一方，長顔型のもので
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Table　6．　Comparison　of　analysis　of　CT　between　3　facial　types．

Correlation　of　3　groups

Items No．　of　joints　Brachyfacial　type　Mesofacial　type　Dolichofacial　type　　B：M　　B：D　M：D

LACH　　（㎜）
（Mean±S．D．）

SACH　　　（㎜）
（Mean±SD）

MCSA　　　（㎡）
（Mean±S．D）

　ICDI　　　（皿）
（Mean±S．D，）

SA／LA
（Mean±S．D）

HCAN　　（degree）
（Mean±SD．）

64

64

64

64

92

92

22◆0　±　2．6

9、6±0．9

21．0　±　2．5

9、4±0．7

177．8　±34．0　　　　　174．8　±30．3

129．9　±　7．4　　　　　127．0　±　5．8

0．45±　0．06

24．8　±　5．6

0、48±　0．07

19．6±　5．8

18．6　±　3．2

9．8±0．8

150．9　±31．8

122．8　±　5．6

0．51±　0．09

15．8　±　4．8

＊＊　　　　＊

＊

＊

＊

＊　　　　＊＊　　　　＊

B，Brachyfacial　type；M，　Mesofacial　type；D，　Dolichofacial　type

LACH，　Long　axis　of　condylar　head；SACH，　Short　axis　of　condylar　head；MCSA，　Maximum

cross－sectional　area；ICDI，　Inter－condylar　distance；SA／LA，　Short　axis・long　axis　ratio；HCAN，

Horizontal　condylar　angle

Significance　by　Scheffe’s　test　＊p＜0．05，＊＊p＜0．Ol

は緩い関節隆起となり，矢状果路傾斜度は緩傾

斜になることを示唆している。本研究の結果で

はWidman9）の推察と一致した結果を示して

おり，これは下顎頭形態や関節隆起の形態との

関連性があるためと考えられた。

　つぎに下顎の開閉口運動において下顎頭は，

滑走と回転の両運動を均等に行っていると言わ

れている1＆19）。本研究からはその均等性までは

言及できないが，下顎頭滑走量（QCTO）と最

大回転量（QCRO）は，ともに短顔型が長顔型

よりも多かった。滑走量の差については後述す

る下顎頭形態と，それを受け止める下顎窩の形

態が短顔型が大きいこともその理由の一っとし

て考えられる。また，回転量について畠山は19），

下顎骨と舌骨との垂直的距離から説明している

が，本研究とは異なり上顎第一大臼歯を基準と

したAngleの分類を用いて検討した結果なの

で，この点に関しては今後の課題である。

　さらに左右側方運動時，平衡側の下顎頭滑走

量（QCTL）は，短顔型が長顔型より多く，側方

への可動性も短顔型が大きいことが示された。こ

のことに関しても，後述する顎関節の形態が影

響しており，Mack20）も咀噌中の側方運動と関節

表面の形態は，関連性があると報告している。

3．関節円板の運動にっいて

　顎関節部の機能を把握するためには，下顎頭

だけでなく関節円板の動態も重要となる。しか

し，関節円板は軟組織であるたあエックス線写

真やエックス線CTからは描出できず，下顎頭

運動測定装置からも直接その動態まで捉えるこ

とはできない。そこで近年その有用性が示され

ている21一田）MRIを用いて検討を行った。

　先の下顎頭運動測定装置を用いて測定した開

閉口運動における最大開口位までの下顎頭滑走

量（QCTO）は，測定時の姿勢が座位であり，基

準平面も異なるため純粋な比較とはならないが，

MR画像から計測した下顎頭／関節隆起（F－

C’／F－E’）とは正の相関を示した（Table　7）。さ

らに，下顎頭／関節隆起（F－C’／F－E’）と関節円

板／関節隆起（F－M’／F－E’）との間には正の相

関があり，加えて短顔型と長顔型との間でそれ

ぞれ有意差を認めた。このことは下顎頭だけで

なく関節円板も短顔型において運動量が多いこ

とを示しており，下顎頭と関節円板との運動に

おける協調性を裏付けているものと考えられた。

4．下顎頭形態について

　顎関節の形態分析は古くから行われており，

その分析方法には，直接的には乾燥頭蓋骨を用



204 小笠原　和志

Table　7．　Correlation　coefficients　between　items　of　movement　and　items　of　morphology　in　TMJ．

ItemS　Of　mOVement Items　of　morphology
Items

QCTP　　ISCP　　QCTO　QCRO　QCTL　F弍）ソF－E’F－MソF－E’LACH　SACH　MCSA　　ICDI　SA／LA　HCAN　APSE

QCTP

ISCP

QCTO

QCRO

QCTL

F－C’／F－E’

F－MソF－E’

LACH

SACH

MCSA
ICDI

SA／LA

HCAN

APSE

1．000

。648享＊　1．000

。269　　　　　．525　＊　　1．000

．558＊＊　　．820＊＊　　．525　＊　　1．000

。640＊＊　　．721＊＊　　．454　＊　　　．512　＊　　1．000

－ ．008　　　　．600＊＊　　．474　＊　　　．492　＊　　　．370　　　1．000

－ ．044　　　　．464　＊　　　．399　　　　．479　＊　　　．308　　　　．882＊＊　1．000

．398　　　　．728＊＊　　．387　　　　，442　＊　　　．438　＊　　　．499　＊　　　．219

－ ．074　　　－．273　　　－．062　　　－．011　　　－，131　　　－．432　＊　　一．268

．387　　　　．592＊＊　　．660＊＊　　．545＊＊　　．444　＊　　　．315　　　　．054

．240　　　　．543＊＊　　．099　　　　．482　＊　　　．255　　　　．205　　　　．065

－ ．269　　　－．603＊＊　一．284　　　－．281　　　－．317　　　－．577　＊　一．314

．177　　　　．583＊＊　　．555＊＊　　．587　＊　　　．461　＊　　　．819＊＊

．362　　　　．899＊＊　　．429　　　＊．716＊＊　　．517　＊　　　．621＊＊

LOOO

－ ，269

　　一．758＊＊

．720＊＊　　．475　＊

．442　＊　　一．795＊＊　一．241

　　1．000
．671＊＊　　．135　　　　1．000

．384　　　　　．086　　　　　．404

　　　826＊＊　一．306

　　－．744＊＊　　．143

　　1．000

　　－．156　　　　1．000

　　　．052　　　－．762＊＊　LOOO

．537＊＊　　．577＊＊　一．630＊＊　　．530　＊　　LOOO

Significance　by　correlation　coefficients　　＊P＜0．05，＊＊P＜0．01

いて行ったもの13－1‘犯24－27），間接的にはエックス

線写真9・許3°），CT像1L31　33），　MR画像を用いた

もの34）などがある。本研究では空間分解能に優

れ，骨形態の詳細な観察が可能であるCT像を

用いて分析した。その結果，短顔型が長顔型に

比べて下顎頭が大きく，がっしりとした形態で

あることがうかがえた。Wedelら24）は，下顎頭

の短径は頭蓋の大きさの反映であり，下顎頭長

径は咀囑機能の反映であると述べており，黒

江25）も咀咽に費やす機能的刺激の少なさが下顎

頭の発育不全をもたらすと報告している。一

方，Proffitら5）は小児においてlong－face群で

は咀囑機能が劣っていたことを報告している。

Facial　typeの相違によって幼児期から咀囑機

能に差が生じ，その結果，下顎頭の形態と大き

さも変化するものと考えられた。

　下顎頭長軸角（HCAN）については，　facial

type別にみた研究はなく，　Angleの分類別に

検討した杉崎26），宗田ら28）は，下顎頭長軸角の大

きさはH級＞1級〉皿級の順であったと報告し

ている。その理由として杉崎肪）は，皿級の者で

の咀囑力が小さいことをあげ，下顎頭長軸角に

咀噌という機能的側面が反映されている可能性

を示唆している。さらにHUIs31）は，外側翼突筋

の過剰活動により下顎頭外側極の形態変化が生

じ，下顎頭長軸角は増大すると報告している。

本研究でも短顔型〉中顔型〉長顔型の順に下顎

頭長軸角（HCAN）が大きく，咀囑機能と密接

な関連性があるものと考えられた。とくに短顔

型においては下顎頭長軸角（HCAN）が大きい

こと，開閉口運動における下顎頭滑走量

（QCTO）と最大回転量（QCRO）がともに多い

ことに密接な関連性があるところから，下顎運

動を制御している外側翼突筋の活動が活発であ

ることが推察され，下顎運動における外側翼突

筋の果たす役割の重要性も示唆された。

5．関節隆起の形態について

　先に述べた矢状果路傾斜度（ISCP）が関節隆

起の形態を反映したものであるか否かを確かあ

るため，顎関節エックス線規格撮影装置により

検討を加えた。その結果，関節隆起後斜面角

（APSE）は短顔型と長顔型の間で有意差を認

め，短顔型がより急峻であった。基準平面に違

いはあるが，矢状果路傾斜度（ISCP）の測定結

果と近似しており，正の相関を認あた。加えて

Hansson35）らは，下顎窩最高点付近より関節隆
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起後斜面の軟骨層が厚く，その部位に機能圧が

より強くかかると報告していることから，

facial　typeの相違によって関節隆起後斜面に

対して機能圧が変化し，関節隆起後斜面の形態

にも影響を及ぼしている可能性が考えられた。

　今回，使用した顎関節エックス線規格撮影装

置は側斜位経頭蓋撮影法によるため，顎関節の

外側1／3程度を描出しているにすぎない。一

方，ヒト顎関節の肉眼解剖学的研究を行った天

野ら13）によると，下顎窩の関節隆起後斜面角の

差を部位別に比較したところ，内側が外側に比

べて急峻であったと報告している。これについ

ては，Moffetら27）が関節隆起内側では

progressive　remodelingが認められ，関節隆

起外側ではregressive　remodelingを認あたと

いう報告からも推測できる。今回の結果から短

顔型の関節隆起後斜面外側が急峻であることの

みが確認されたが，内側においても急峻である

ことが推察された。

結 論

　顎口腔機能に異常のない者46名（92関節）を

対象として，facial　type別に3群に分け，顎関

節の運動と形態の関連性を明らかにするため，

下顎頭および関節円板の運動，下顎頭および関

節隆起の形態について検討し，次の結果を得た。

　1．前方運動における最前方位までの下顎頭

滑走量（QCTP）は，3群間で有意差を認あな

かった。しかし，矢状果路傾斜度（ISCP）は短顔

型60．6°と長顔型51．6°の間に有意差を認めた。

　2．開閉口運動における最大開口位までの下

顎頭の滑走量（QCTO）と最大回転量（QCRO）

は，短顔型では24．5㎜，34．0°，長顔型では19．8

mm，26．7°と両者に有意差を認めた。

　3．左右側方運動における偏心位までの平衡

側の下顎頭滑走量（QCTL）は，短顔型13．3　mm

と長顔型10．7㎜の間に有意差を認めた。

　4．関節円板の運動量は短顔型が長顔型より

も有意に多かった。

　5．下顎頭形態の分析より，下顎頭長径

（LACH），下顎頭最大面積（MCSA），下顎頭間

205

距離（ICDI），下顎頭長軸角（HCAN）は，短顔

型が長顔型よりも有意に大きかった。

　6．関節隆起の形態分析より，関節隆起後斜

面角（APSE）は短顔型61．2°と長顔型52．9°の

間に有意差を認め，短顔型がより急峻であった。

この計測結果は，先の前方運動時における矢状

果路傾斜度（ISCP）の測定結果と類似していた。

　7．顎関節の運動と形態に関する項目の間に

相関を認めた。

　以上より顔面形態と顎関節の運動および形態

には関連性のあることがうかがわれ，矯正診断

あるいは治療評価を決めるにあたり，それらを

踏まえた上で検討を行う必要があると思われた。
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