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腰仙部前轡 に 関する X 線学的研 究

金沢 大 学 医学部整形 外科学講座 く主 任 こ 野 村 進数 掛

野 村 忠
く昭和6 0年 2 月 7 日受付1
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本論文 で は
，

正 常お よ び病的 な腰仙部前攣度を計測する た めの 適切な計測法が検討され た
． 対象は

16 才か ら 39 才 く平均年令 24 －2 別 の成人 若年者 で あ る
． 対象は

， 5 8 例 の 正常健康人 か らな る c o n tr ol 群

くC 瓢 ，
6 0 例の 神経根症状の な い 腰痛患者か らな る1 u m b a g o 群くL 瓢 ，

55 例の第 5 腰 椎分離症か らな る

S p O n d yl o ly si s 群くL Y 瓢 ，
5 9 例の 明ら か な 神経根症状 を有する 患者か ら なる s ci a ti c a 群くS 珊 の 4 群に

分類 し用 い た ．
こ れ ら 4 群の 腰仙椎立 位側面X 線像が ， 著者の 考案 した椎体後緑 に よ る前攣度計測法 を含

む 5 種類の 前攣度 の 計測に 用 い られ た t 著者の 前攣度計測法は， 椎体 の 加令変化 の影響が より少な く ， 腰

仙部前攣度の 計測法 と して よ り簡便 な方法で あ り ， 最適で ある こと が統計的に認 められ た
． な お腰椎前攣

度 く上位腰椎か ら第 5 腰椎 に お け る前攣 劇 及 び腰仙椎前攣度 く上位腰椎か ら第 1 仙椎に おけ る前攣 齢

の 2 種類 に つ い て計測 し検討 した結果， 腰仙椎前攣度の 方が
， 男女共に C 群と他の 3 疾患群の 間の 有意差

をよ り 明確 に 示 す こと が分 っ た ． 腰仙椎前鸞度 に お い て
，
男女差は なく ，

S 群が 最小値 を示 し
，
L 群 また は

L Y 群が貴大値 を示 し， C 群が こ れ ら の 中間値 を示 した
．

K e y w o r d s l o r d o sis
，
l um b o s a c r al r e gi o n

，
l o w b a c k p ai n

，
S Ci atic a

．

腰痛疾患 は， 人 類の 直立 姿勢に 起因す る と こ ろが大

きい と考え られ
， 姿勢の 良否， 腰仙部の 生理 的攣曲

，

骨盤の傾斜な どに 関す る研究が これ ま で 数多く報告さ

れて い る ． 腰仙部前攣度 の 計測法 と して は
， 津山らりの

体表面 で 計測 す る方 法な どい く つ か の 方法が ある が ，

最も確実に 脊椎骨の 攣曲を示 す X 線学的研究 は比 較的

少ない
． 椎体の 上 線ま た は下線が なす 角くC o b b 法うに

よる 前攣度 を用 い て
，

土 屋
2I は椎間板 ヘ ル ニ ア

， 古府

ら
3
りま脊椎分離す べ り症 に つ い て

，
T o r g e r s o n ら

4J
， 古

沢ら
引
は

， 腰痛疾患群 に つ い て の 計測 を行 っ た ． ま た椎

間板前方開角に よ る前鸞度 を用 い て
， 内西

6I は 正 常群

と各種腰痛疾患群の 計測を行 っ て い る
．

更に 椎体前線

角に よる 前攣度 を用 い て
，

S u lli v a n ら 71
は健 康正 常人

に つ い て計測 を行 い 報告し て い る
．

一 方
， 腰仙部前攣

度の 計測部位と して， 第1 腰 椎か ら第5 腰 椎
71

，
第 1 腰

椎か ら第1 仙椎
2 籾

， 第 2 腰 椎か ら第 1 仙椎釘
， 第 3 腰 椎

から第 1 仙椎
4 期

な どが 用 い られ て い る
．

こ の よう に 腰

仙郡前攣度の X 線学的計測方法は 多種 に 及 び
，

ま た ，

腰痛疾患との 因果関係 を究明 して い る報 告は少 なく，

腰仙部前鸞度の 臨床的意義 に 関 して は， 未だ不 明 な点

が多い とい え る
．

そ こ で著者は
， 従来よ り用 い られ て い る腰仙部前攣

度の計測法と
， 椎体の 変形に 伴う前攣度計測の誤差を

少な くす る目的で 考案した独自の 計測法と を比較検討

する と とも に
， 更に 著者の 計測法を使用 した腰仙部前

攣度と各種腰痛疾患の 関係に つ い て検討を行 っ た
．

X

線学的計測法と して， 腰仙部前鸞度とと も に
，

こ れ と

密接な関係 に あ り ， 従来よ り用 い られ てい る仙椎傾斜

角
，
腰仙角， 仙肝角 を同時に 計測 し， 更 に その 他の 腰

仙部攣曲に 関す る数量的観測 を行 っ た ． 以上 の 計測値

に 対して 統計的処理 を行い
， 腰仙部前攣の 臨床的意義

を検討 した ．

対象お よ び方法

工
． 対 象

被検者は
，

生 活環境 や加令的変化な どに よ る姿勢変

化 が 比 較 的 少 な い と 考 え られ る 成人 若年者 く1 6 才

へ 3 9 才コ に 限定 し
， 健康正 常人 5 8 例く男性29 例， 女

性29 例プおよ び腰痛，
坐骨神経痛 を主 訴とす る腰痛疾

患々 者17 4 例の 計232 例で ある ． 移行惟， 側鸞症
，

そ

A b b r e vi ati o n s こ C
，

C O n t r O1 3 L ， 1u m b a g o i L Y
，

S p O n d y l ol y sis ニS
， S Ci a ti c a ニ U L V

，
u p p e r

lu m b a r v e rt eb r a ．
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T a bl e l ． T h e f o u r g r o u p s o f s u bj e c ts s t u di ed

G r o u p S e x 慧霊三三
A v e r a

註謁
くr a n g eI

C o n t r ol
M 29 20 ．5 く18 一 旬 3 0I

F 2 9 20 ．2 く18 へ ノ3 0ン

L u m b a g o

M 3 0 2 2
．5 く16 へ ノ 29フ

F 3 0 2 1 ．9 く1 6 ヘ ノ2 91

S p o n d yI ol y si s

M 3 0 2 6
．0 く16 ノ ー 3 8う

F 2 5 2 9 ． 5 く16 へ ノ3 9う

S ci a ti c a

M 3 0 2 4 ． 3 く17 ノ ー 3 51

F 2 9 2 9 ． 1 く17 へ 3 81

C o n tr ol こ H e alt h y y o um g a d ul ts w h o h a d n o hi s t o r y o f l o w b a c k p ai n o r s ci a ti c a ． L u m b a g o こ

P ati e n t s w h o h a d l o w b a c k p ai n w ith o u t a p o siti v e r e a c ti o n t o th e st r ai gh t l e g r ai si n g

t e s t ． S p o n d yl o l y si s こ P a ti e n t s w ith L 5 s p o n d yl ol y si s くi n cl u d in g L 5 s p o n d yl ol yti c s p o n d yl o
－

1i s th e si s g r o T P e d i n t o g r a d e －I of M e y e r di n g
，

s cl a s si丘c ati o nン． S ci a ti c a こ P a ti e n t s w h o h a d

l o w b a c k p a ln a n d s ci a ti c a w ith a p o siti v e r e a c ti o n t o th e st r ai gh t l e g r ai si n g t e s t ． P a
－

ti e n t s w ith i n th r e e w e e k s a ft e r th e o n s e t of l o w b a c k p a l n O r S Ci a ti c a w e r e e x cl u d e d

f r o m th e s u b5 e c t s ．

の他各種疾 患 く炎症性
，

腫瘍性，
血 管性

，
外傷性， 骨

系統性な どう を合併 して い る も の は除外 した ．

被検者は
， 次の 4 群に 分類 さ れ た

．

c o n t r ol 群 くC 群l
． － … ・ 過去 お よ び現在に お い て， 全

く， 腰痛， 坐骨神経痛 を認 め な い 健康正常 人， 男性 29

例 く平均年令20 ． 5 才，
1 8 才 へ 3 0 才う，

女性 29 例 く平

均年令 20 ． 2 才， 1 8 へ ■3 0 才1 か らな る ．

1 u m b a g o 群 くL 群卜 ． 川 ．腰痛 を主訴 と し
， 既往歴お

よび現病歴 に お い て
， 神経根症状を 認め ない 患者

，
男

性 30 例く平均年令 22 ． 5 才
，

1 6 才 旬 2 9 才I ， 女性 30 例

く平均年令 21 ． 9 才，
16 〆 － 2 9 才う か ら な る

．

s p o n d yl ol y si s 群 くL Y 群 卜 … ‥ 第 5 腰椎分離症お よ

ぴ M e y e rd i n g 法 I 度以内の 第 5 腰椎分離 す べ り 症，

男性 30 例 く平均年令 26 ． 0 才，
1 6 旬 3 8 才I ，

女性 25 例

く平均年令29 ． 5 才
，

1 6
ノ

ー 3 9 才う か ら な る ．

s ci a ti c a 群 くS 群l … … 明 らか な神経根症状 く下肢伸

展挙上 テ ス トの陽性所見1 が認 め ら れ る患者， 男性 30

例 く平均年令24 ． 3 才
，

1 7 才 旬 3 5 才I ， 女性 29 例 く平

均年令 29 ． 1 才， 1 7 才 旬 3 8 才フ か ら な る
．

以 上 の 疾患群くL 群，
L Y 群，

S 群l に お い て
，
腰痛，

坐骨神経痛の 発症後 3 週以 内の 急性 期に あ ると 考え ら

れ る症例 は除外 した く表 1 う．

I工 ． X 線撮影方法

腰仙椎立位側面X 線像 の 撮影 に は， 床面 に 垂 直に 設

置さ れた フイ ル ム 支持架台を使用 し
，

X 線 フ イ ル ム 下

線が水平と な るよう に
，
フ イ ル ム カ セ ッ トを装着 した ．

ま た ， 被検者 は両上肢を 前胸部で 組む立位中間位安楽

姿勢 をと り
， 管球 と フイ ル ム 間の 距離 を 1 m と し， 第

Fi g ． 1 ． M e th o d s o f m e a s u r e m e n t o f th e d e g r e e of

l u m b a r l o r d o si s ． く1I T h e a n gl e b e t w e e n th e

s u p e ri o r b o rd e r o f th e u p p e r l u m b a r v e rt eb r a

くU L VJ a n d th e i n f e ri o r b o r d e r o f L 5 くm eth o d of

C o b b l ． く21 S u m o f e a c h di s c a n gl e o f th e r e gi o n

r a n gi n g f r o m U L V t o L 5 ． D i s c a n gl e i s th e a n gl e

b e t w e e n th e i n f e ri o r b o r d e r o f t h e u p p e r v e rt e b r a

a n d th e s u p e ri o r b o r d e r of th e l o w e r v e rt e b r a ．

く31 T h e a n gl e b e t w e e n th e a n t e ri o r b o r d e r s of

U L V a n d L 5 ． く41 T h e a n gl e b e t w e e n th e p o s
．

t e ri o r b o rd e r s o f U L V a n d L 5 ． く51 T h e r a ti o ll L

L ニ T h e l e n gth o f t h e st r ai gh t li n e d r a w n b et w e e n

th e t w o m e d i a n s o f th e p o st e ri o r b o r d e r s o f U L V

a n d L 5 ． 1 こ M a x i m u m d e vi a ti o n f r o m th e

S tr a i gh t li n e くLン．
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3 と第 4 腰 椎々 間を 中心 に て撮影 を行 っ た
．

H L 計測 方法 お よ び検 査項 目

1 ． 腰椎前攣度

腰椎前攣度は， 従来よ り用 い られ て い る 3 種類 の 計

測法と， 著者が新 た に 考案 した 2 種類の 計測法に つ い

て計測 し
， 検討を行 っ た く図 1 う．

従来よ り用 い られ て い る計測法

川 上位腰椎々 体上 線と第 5 腰椎々体 下線の な す角

くC o b b 法I ．

く21 各腰椎々 間板前方開角の 総和．

弁
口
n

敬
川

■ ト I れr l ■ e t 1 0 n P o l n t

F ig ．
2

，
M e th o d o f s el e c ti o n o f th e u p p e r l u m b a r

V e rt e b r a くU L Vl ． I f th e r e i s く1J，
S el e c t L l f o r

U L V ． I f th e r e i s く2l ，
S el e c t L 2 f o r U L V ．

0 2 0 1 0 6 0 8 0 1 8 0

d くd 中 g r 書 中 ■，

Fig ． 3 ． T h e c o r T el a ti o n b e t w e e n th e a n gl e くa l a n d

th e r a ti o く1ノLJ c o n c e mi n g th e d e g r e e o f l u m b a r

l o rd o si s ． D o t s a r e c a l c ul a t e d f r o m th e f o r m u l a

Of ll L こ 1ノ2 くc o s e c a 1 2 N C O t a 1 21 ．

2 5 7

く31 上位腰椎と第 5 腰椎の 各椎体前縁の なす 角 く腰

椎各椎体前席の な す角の 総和 に 等しい1 ．

著者が 新た に 考案 した計測法

刷 上位腰椎と第 5 腰椎の 各椎体後緑の なす 角．

刷 上位腰椎と第 5 腰椎の 各椎体後繚中点 を結 ぶ 弦

に
， 弧の 頂点よ り垂 線を下し

，
その 垂線の長さ と弦の

長さ の 比 ．

上位腰椎は変曲点 に より決定し
， 第1 か ら第3 腰椎

のい ずれ か を用 い た く図2う．

腰椎々 体が長方形で あ り ， 腰椎の攣曲が円弧を描く

と仮定す る な らば
，

こ れ ら5 種類の 腰椎前攣度 の計測

法 は
， 近似的に 完全相関 を示す こ とがわ か っ た ． 即ち

捌馴3 掴め 計測法で は
， 各計測 角度は等 しくな り， ま

たく11く2Iく3X4I と制の 計測法の 間に は1ノL ニ 1ノ2 くc o s e c ぽノ

2 －

C O t ぽノ2うなる 関係式が成立 し
，

0
．

く ぼ く90 で は
， lノ

L と ぽ は相関係数 0 ．9 9 9 の 直線的な相関を示 した く図

3 う．

以上の 5 種類の各計測法の 間の 相関係数 を求め
， 検

討 を行っ た ．

2 ． 腰仙椎前攣度

著者の 考案した計測法刷に 準ずる腰仙椎前攣度 く第

1 腰 椎か ら 第1 仙椎 に お ける前攣度1 を用 い て計測 し

た く図 り ．

F i g ． 4 ． M e th o d o f m e a s u r
－

e m e n t O f th e d e g r e e o f

l u m b o s a c r a l l o r d o si s ． T h e d e g r e e o f l u m b o
－

S a C r al l o r d o si s i s e x p r e s s ed a s th e a n gl e b e t w e e n

th e p o st e ri o r b o rd e r s o f th e b o d i e s of U L V a n d

S l ．
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3 ． 仙椎傾斜角

仙椎傾斜 角は， 第 1 仙椎々 体上 線と 水平線が な す 角

く図5 －く11フ．

4 ． 腰 仙 角

第 5 腰椎 と第 1 仙椎の 各椎体骨軸が な す 角 く図 5
－

く21I ．

5 ． 仙 押 角

第 5 腰椎 と第 1 仙椎の 各椎体前縁 の な す 角 く図 5
－

ほ1ン．

6 ． 腰仙部前攣の頂点

第 1 腰椎後上 角か ら第 1 仙椎後下角の 椎体後緑の 描

く弧と弦 に お い て ， 弧 と弦の 最大距離 を頂 点と し ， 第

1 仙 椎々 体 後下 角か ら 弦 上 の頂点 まで の 長 さ と弦の

長さ の 比と して表示 した く図 61 ．

7 ． L u r n b a r i n d e x

L a u r e n t ら
81の 方法に 従 っ て

， 腰椎々 体 の 後経 と 前

縁の 長さの 比く％I で表示 した ． 1 0 0く％1 以 上 の も の を楔

状椎，
10 0く％1 以 下の も の を逆楔状 椎と した く図6 1 ．

Fi g ． 5 ．
M et h o d s o f m e a s u r e m e n t i n th e l u m b o

－

S a C r a l r e gi o n ． くリ T h e a n gl e of s a c r al i n cli n a ti o n

i s th e a n gl e b et w e e n th e s u p e ri o r b o r d e r o f S l a n d

th e h o ri z o n t al ． く2I T h e l u m b o s a c r al an gl e i s th e

a n gl e b et w e e n th e l o n gi t u d i n al a x e s o f L 5 a n d S l ．

く31 T h e p r o m o n t o r y a n gl e i s t h e a n gl e b et w e e n

th e a n t e ri o r b o r d e r s o f L 5 a n d S l ．

村

8 ． 各腰椎傾斜 角

各腰椎々体 上緑 と水平 線の なす 角と した く但し
， 前

方傾斜 角をく＋1 ， 後方 傾斜角を ト1 と す るH 図7
－

用
へ ノく引う．

9 ． 第 1 2 胸椎お よ び第 3 腰椎の 偏位 角

第 12 胸椎 お よ び第 3 腰椎の 各椎体下僚中点と第1

仙椎 々 体上線 中点を結 ぶ 各直線が 鉛直線 と なす角とし

た く但 し， 前方偏位角 をく＋1 ， 後方偏位 角を仁1 とす

るI く図7 －く6さく7け．

1 0 ． 肥 満 度

肥 満度 は， 次の 式 よ り算出した
．

亡身長くc m ト 10 0コX O ． 9 ニ 標準体重くk gう

肥満度 二 仁体 重くk glノ標 準体重くk gう
ー

1コX l O Oく％う

以上 の 計測 結果 の 統計処理 に お い て
， 各群間の平均

A p o ズ
ー

づ－

F i g ． 6 ． M e th o d s o f m e a s u r e m e n t o f th e a p e x of th e

l u m b o s a c r a l c u r v e a n d th e l u m b a r i n d e x ． T h e

a p e x o f l o rd o si s o f l u m b o s a c r al r e gi o n i s e x p r e s s
，

e d a s a p e r c e n t a g e d e t e r mi n e d b y di vi di n g li n e

O C b y li n e B C ． B C こ T h e st r ai gh t li n e d r a w n

b e t w e e n th e t w o e n d s of th e c u r v e o f th e

l u m b o s a c r al r e gi o n ． A O こ M a x i m u m d e v i a ti o n

f r o m li n e B C ． Li n e A O p e r p e n di c ul a r t o li n e B C ．

T h e l u m b a r i n d e x i s e x p r e s s e d a s a p e r c e n t a g e

d e t e r mi n e d b y d i v id i n g th e h ei gh t o f t h e p o st e ri o r

b o rd e rく1i n e bI b y th e h ei gh t of it s a n t e ri o r b o r d e r

く1i n e al o f e a ch l u m b a r v e r t e b r a ．
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P l u t b l l n ■

Fi g ． 7 ． M e th o d s o f m e a s u r e m e n t i n th e l u m b o
－

S a C r al r e gi o n ． り 句

く51 E a c h l u m b a r in cl in a ti o n i s

e x p r e s s e d a s th e a n gl e b e t w e e n th e s u p e ri o r

b o r d e r o f e a c h l u m b a r v e rt eb r a a n d th e h o ri z o n t ．

al ． く6J D e vi a ti o n o f T h 1 2 i s e x p r e s s e d a s th e

a n gl e X O Z ． く7I D e v i a ti o n o f L 3 i s e x p r e s s e d a s

th e a n gl e Y O Z
－ X O 二 T h e st r ai g h t l in e d r a w r l

b e t w e e n th e t w o m e d i a n s o f th e i n f e ri o r b o rd e r 。f
T h 1 2 a n d th e s u p e ri o r b o r d e r o f S l ． Y O 二 T h e

St r a i gh t li n e d r a w n b e t w e e n th e t w o m e d i a n s o f

th e i n f e ri o r b o rd e r o f L 3 a n d th e s u p e ri o r b o r d e r

Of S l
． Z O 二 Pl u m b li n e ．

値の比 較 に は
， 計測値 の 傾向を知る 目的で

， 有意水準

を10 ％以 下と した
．

成 績

工 ， 腰 椎前攣度計測 法 の 検討

図1 に 示 す腰椎前攣度計測法く1 炒 らく5 姥 用 い て
， 全

対象を計測し次の よ う な平均値が 得られ た ． 計測 法川

で は38 ．9
0

， 計測法く2 け は 34 ． 0
0

， 計測法く3 け は 35 ． l
O

，

計測法く4 け は 31 ．3
日

， 計測 法制 で は0 ．0 7 4 で あ っ た
．

こ

れらの 計測 結果よ りく11ほj の 計測法で は
， 椎体 の 楔状変

形の 影響が み られ
， ほ肋 計測法 で は

， 椎体前縁で の 骨

棟形成 に よ る影響 を受 け て い る の が 認め られ た
． 仰 の

計測法 で は
， 椎体後緑 で の 骨梯形成に よ る影響が比 較

259

C o n t roI L u m b a g o S p o n d yL o － S cia ti c a

ly si s

F i g ． 8 － T h e d e g r e e o f l u m b a r l o rd o si s ． Cl o s e d
Ci r cl e s

，
m e a n V al u e f o r m al e s ニ O p e n e d ci r cl e s

，

m e a n v a l u e f o r f e m al e s ニ V e rti c al b a r s
，
S D ．

象．

カく0 ．0 5 乙塔 C O n t r Ol ，

的軽度 で あ っ た ． 以 上 の影響が 最も少ない と考 えられ

るく別の 計測法 を基準と し ， 計測法く1X 2X 3X41 の 各計測値

と計測法く51 の 計測値の 間の相関係数を求め ると
， く1 ほ

く5 澗 で は 0 －8 1 0 くp く0 ．0 1 h く2 ほく引で は 0 ． 4 1 6 くp く

0 －0 1う
，
ほI とく5 け は 0 ．7 9 4 くp く0 ． 01う， 刷 と 制 で は

0 ． 細1 くp く0 ． 抽 で あっ た ． 刷 とく引の間で最も高い 相

関が み られ
， 更 に 他の 相関係数と比較 し有意差 くp く

0 ． 0 5J が 認め られ た ． 以上 の 結果よ り
， く1 トく5 め 計測

法の 申で
，

よ り簡便で
， よ り誤差が少な い と考 えら れ

るく4フの計測法 く各椎体後緑の なす角 に よる 前攣度計測

法フ を選択し用 い た ．

工王
． 対象各群 に お け る 各種 の 腰 仙 部前 軌 こ関す る 計

測 お よ ぴ その 比較

1 ． 腰椎前攣度

計測法く41 く上 位腰椎と第 5 腰椎の 各椎体後緑の な す

創 を用 い た腰椎前攣度は， 男性で は
，
C 群28 ． 9

q

士8 ．2
白

く最大 4 9
8

， 最小 12
0

う，
L 群32 ． 5

0

士 9 ． 0
8

く最大 4 6
0

， 最

小 13
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ユ，
L Y 群 33 ．3

白

土 8 ．0
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く最大51
ロ

， 最小 16り， S 群

26 ． 7
0

士 7 ．4
8
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0
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0

1 ，
女 性 で は

，
C 群

3 1 ．2
0

士 9 ．0
8

く最大 5 8
0

， 最ノJ l 1 8つ，
L 群36 ．8

8

士 7 ．8
0

く最

大56
0

， 最 小 23
D

う， L Y 群 33 ．6
0

士 7 ．0
0

く最 大4 8
D

， 最 小

20
q

l
，

S 群 27 ．6
8

士 8 ． 8
0

く最大4 3
0

， 最小 9り であ っ た
．

男女 別に
，C 群と各疾患群の 平均値を比較す る と ， 男

性 で は C 群と L Y 群の 間 で
， 女 性で は C 群 と L 群の

間で ， 各々 有意差が あり
，

その 他 で は有意差 はみ られ

なか っ た
． しか し， 男女と も に C 群に 比 べ て

，
L 群お

よび L Y 群で前攣度の 増加傾向が あり
，

S 群 で 減少傾
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向が 認め られ た
． また ， 各群別 に 男女間の 平 均値 を比

較す る と
，

L 群で の み有意 くp く0 ． 1つ の 男女差が み ら

れた く図8 1 ．

2 ． 腰仙椎前攣度 く図 4ン

上 位腰椎 と第1 仙椎の 各椎体後緑の な す 角で表わ す

腰仙椎前攣度 は
，
男性 では

，
C 群 60 ． 1

p

士 9 ． 4
．

く最大 75
0

，

最小 38圭 L 群 65 ． 0
0

士7 ．5
8

く最大 80
0

， 最小 51り， L Y

群 68 ． 1
D

士9 ．4
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く最大96
0

， 最小 49つ，
S 群 55 ． l
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く最大 72
0
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，
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8
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Q
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大90
■
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D
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q
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8
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S 群 52 ． 5
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士

10 ．3
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， 最小 26
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う で あ っ た ．

男女別に
，
C 群と各疾患群 の 比較 をす ると

， 男女 とも

に C 群 とす べ て の疾患群 と の間 に 有意差 を認 めた
． 即

ち
， 男女と も に

， S 群が最小 値 を示 し，
L 群ま た は L Y

群が最大値 を示 し
，

C 群 が これ らの 中間値 を示 す と い

う結果が， 有意差 をも っ て認 め られ た
．

また
， 男女間

の 比較 を す る と ， す べ て有意 な 男女差 は 認 め ら れ な

か っ た く図 9う．

3 ． 仙椎傾斜角

仙椎傾斜角は， 男性で は
，
C 群 36 ． 2

■

士 5 ． 8
．

く貴大 46
q

，

最小 25り，
L 群 39 ．9

．
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ロ
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0
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O
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0
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0
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0

士

扇
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－
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m e a n V al u e f o r
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7 ．4
0

く最大 50
0

， 最小 20り で あっ た
．

男女別 に
，
C 群 と各疾患群 の 比 較を す る と

， 男性のC

群 と S 群の 間 を除 い て
，

C 群 と他の 各疾患群の 間に有

意差 を認め
， 男女と も に ， S 瓢 C 群

，
L 瓢 L Y 群の

順 に
， 仙椎傾斜角の増加傾向が認 め られ た ． ま た

， 仙

椎傾斜角の 有意な 男女差 は認め られ な か っ たく図 抑 ．

4 ． 腰 仙 角

腰仙角は
，

男性 で は
，

C 群 14 1 ．4
0

士 6 ．9
0

く最大155
0

，

最小 12 8
0
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男女別 に
，

C 群と各疾患群 の 比 較を す る と ， 男性で

は
，

C 群 と L Y 群の 間で
，

女 性 で は
，

C 群 と L 群の 問

で 各々 有意差 を認 める の み で あ り ， 男女と も に
，
C 群と

各疾患群の 間で 有意差が乏 しか っ た ． 男 女 間の 比較で

は
，
L Y 群 で の み有 意くp く0 ． いの 男 女差が み られ たく図

1 1フ．

5 ． 仙 月甲 角

仙押 角は， 男性 で は
，
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男女別に ， C 群と各疾患群の 比 較を す ると ， 男性の C

群と L Y 群 の 間 で の み有意差が あ り，
ま た仙押 角の 有

意な男女差 はみ ら れ なか っ た く図12う．

腰仙部前鸞 に 関す る以 上 の各種計測法の 結果 より
，

腰仙椎前攣度お よ び仙椎傾 斜角 は
， 他の 計測法に 比 べ

て
，
C 群と各疾患群 の 間の 有意差を最 も明確 に 示 した ．
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故 に 以後は
， 腰仙椎前攣度計測法 を腰仙部の 前攣の 基

準計測法と し て 用 い た く表 2I ．

III 一 腰 仙部前攣 に関す る 各種 計測 法の 相関 く表 3 コ

腰仙椎前鸞度 は仙椎傾斜角と の間で
， 腰仙角お よび

仙押角に 比 べ て
， 有意くp く0 ．0 11 に 高い 相関 を示 した

．

また腰椎前攣度 は仙椎傾斜角との 間に 有意の相関 を認

め た が
， 腰仙角 とは低い 相関を示 し

， 仙押角と は相関
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4 1 ． 3
榊

13 8
糾

1 42 1 3 0
．．

1 33

3 4 ． 8 32 ． 3
韓

14 2 14 4 13 2 1 3 3

V al u e s r e p r e s e n t m e a n s td e g r e e sJ ．

ホ

p く 0 1
傘稗

p く 0 ．0 5
，

佃

p く 0 ．0 1 z膚 C O n t r Ol ．

T a bl e 3 ． C o r r el a ti o n c o e丘i ci e n t b e t w e e n l u m b o s a c r al l o rd o si s o r l u m b a r l o rd o si s a n d s a c r al in cli n a ti o n
，

1 u m b o s a c r a l a n gl e o r p r o m o n t o r y a n gl e

。Tぎ芸聖書
r

in 忠言だ。

L u

豊吉
C r a l P r o

謡
O r y

L u m b o s a c r al l o r d o si s
23 2

L u m b a r l o r d o si s 23 2

0 ． 7 4 3
瞞

一0 ．5 3 6
軸

－0 ． 35 7
榊

0 ． 6 43
榊

0 ．1 6 0
キ．

0 ． 10 3

V al u e s of s t a ti sti c al sl g ni丘c a n c e a r e 三
輌

p く0 ．0 5
，

柵

p く0 ．0 1 ．
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を示 さ な か っ た
．

I V ． 腰仙 部前轡の 頂 点 く表 4 コ

各群間で大き な差 はみ ら れず ， 第 4 腰椎々 体の 上線

か ら下線の 範囲内に その 大 部分が 存在 して い た
．

しか

し腰仙部前鸞の 頂点 は
，
男性の L Y 群 に お い て

，
C 群に

比べ 有意に 尾側 へ 移動 を示 し， 更 に腰 仙椎前攣度と，

有意 の相関くr
ニ ニニ

ー

ー0 ． 28 1
， p く0 ． 0 い を示 した

．
つ まり

腰仙部前攣の頂点は前攣度 の 増加 と とも に 尾側 へ
，

そ

の 減少 とと も に 頭側 へ 各々 移動傾向 を示 した ．

V ． 腰仙推前野度と身長， 肥 満度 と の 関係

C 群の 男性 29 例お よび 女性 29 例 に つ い て， 腰仙椎

前攣度 と身長， 肥滴度 との 相関を求 めた ． 身長 と腰仙

椎前攣度の 相関 は
， 男性で は r

ニ
ー

0 ． 0 3 0 で あ り ， 女性

で は r
こ 0 ． 0 9 6 で い ずれ も有意で なく ， 肥満度 と腰仙椎

前鸞度 の相関は
， 男性で は r ニ

ー 0 ． 0 1 4 で あ り ， 女性 で

は r
ニ 0 ．2 5 8 で 同様に い ずれ も有 意の 相関 が認 め ら れ

なか っ た ．

T a bl e 4 ． T h e a p e x of l o rd o si s o f th e l u rn b o s a c r al

r e gi o n く％1

G r o u p M a l e F e m al e

C o n tr o1 3 6 ． 9 士3 ． 4 3 6 ． 6 士4 ．7

L u m b a g o 3 6 ． 0 士4 ． 1 3 6 ． 1 士 4 ，2

S p o n d yl oI Y Si s 3 1 ． 9 士 4 ． 1
輌

3 6 ． 3 士4 ．3

S ci a ti c a 3 6 ． 1 士4 ． 2 3 8 ． 8 士6 ．7

榊

p く0 ．0 1 u s c o n tr ol ． V al u e s a r e e x p r e s s e d i n

m e a n 士 S D ．

村

VI ． そ の 他 の 腰仙 部 に 関 す る X 線学的計測

1 ． L u m b a r i n d e x く表5 1

男女と も に L Y 群 で の 第 5 腰 椎の 逆楔状化 の増加が

特徴的 で あ っ た ． 楔状化 か ら逆楔状化 へ の 移行部は
，

男性 で は第3 腰椎と 第4 腰椎の 間に あ るの に 対して
，

女性 で は第3 腰椎部に み られ た
．

ま た楔状化は第1 腰

椎で， 逆楔状化 は第 5 腰椎 で 各々 最も著明 で あ っ た
．

2 ． 各腰椎傾斜角 く表6 う

男女 とも に
， 前鸞度の 増加 して い る L 群，

L Y 群で は

第1 お よ び第 2 腰椎 で 後方傾斜角が 有意 に 増加し， 前

鸞度の 減少 し て い る S 群 で は 第 5 腰椎 で 前方傾斜が

有意 に減少 して い た
． 第 4 腰椎 に お い て

， 男女と もに

各群間の 差が 最も 少 なく ， 平均値 2 ． 8
0

へ 5 ．5
ひ

の 極く軽

度の 前方傾斜角が み られ た
． ま た男女の す べ て の 群に

おい て
， 前方か ら後方へ の 傾斜角の 移行は

， 第3 － 4

腰椎々 間に あ り ，
こ の 椎 間板が水平線 に最も接して い

るの が 認め られ た
．

3 ． 第 12 胸椎お よ び第 3 腰椎の 偏位角 く表7 う

第 1 2 胸椎偏位角は ， 女性の C 群と L 群の 間で の み

有意差が あ り
， 男女と も に 各群に お い て ほ ぼ同様の後

方偏位く平均値－3 ． 7
0

旬
－

6 ． 5
Q

う を示 し てい た
．

また腰

仙椎前攣度と有意の 相関を示 さ な か っ た ．

第 3 腰椎偏位角 は
， 男女 とも に S 群 に お い ての み有

意な前方 偏位 の 減少 を示 し
，

また腰仙椎前鸞度とは低

い 正 の 相関 くr ニ 0 ． 25 8
， p く0 ． 0 い を示 した ．

考 察

人 類 は
， 四 足動物 と異な り ， 直立二 足歩行を保持す

T a bl e 5 ． T h e l u m b a r i n d e x f o r e a ch l u m b a r v e r t eb r a く％ン

く1J M al e

G r o u p L I L 2 L 3 L 4 L 5

C o n t r ol l l l ． 9 士7 ． 3 1 0 4 ． 4 士5 ． 2

L u m b a g o l 1 3 ． 7 士7 ． 2 1 0 5 ． 6 士4
．
3

S p o n d yl ol y si s ll l ． 6 士6 ． 5 1 0 7 ．1 士4 ． 8
梱

S ci a ti c a l l O ． 7 士 5 ， 4 1 0 6 ． 7 士6 ． 1

10 1 ． 9 士4 ．8 98 ．4 士 4 ． 8

1 0 2 ． 2 士4 ．9 9 9 ．3 士 4 ． 7

10 2 ． 1 士 5 ． 4 9 6 ．9 土 4
． 6

1t12 ． 1 士3 ，7 9 8 ．4 士5 ． 9

8 9 ． 5 士5 ．6

8 6 ． 9 士4 ．5
ホ

8 0
． 9 士5 ．9

榊

8 9 ． 1 士5 ． 4

く21 F e m a l e

G r o u p L I L 2 L 3 L 4 L 5

C o n t r ol l O5 ． 7 士 4 ． 0 1 0 2 ． 1 士4 ． 5

L u m b a g o l O8 ． 0 士5 ． 7
蠣

10 3 ． 0 士5 ．
2

S p o n d yl ol y si s l O7 ． 7 士 5 ． 0 10 3 ． 7 士3 ． 5

S ci a ti c a l O5 ． 7 士5 ． 5 1 0 2
． 6 士6 ． 1

9 7 ． 4 士 4 ． 7 9 3 ． 5 士 4 ． 5 8 5 ． 5 士5 ．
4

9 9 ． 1 士 4
．
5 9 4 ． 9 士4

．
4 8 5 ． 9 士4 ． 8

9 9 ． 0 士 4 ． 7 9 6 ． 3 土4 ． 2
ホ糠

8 2 ． 5 士6 ．
0

ヰ

1 0 0 ． 5 士 5 ． 6
綿

9 7 ． 0 士5 ． 0
榊

8 8 ． 9 士7 ． 4
ホ

．

p く0 ．1 ，

輌

p く0 ．0 5 ，

榊

p く0 ．0 1 y s c o n t r ol ． V al u e s a r e e x p r e s s e d i n m e a n 士 S D ．
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T a bl e 6 － T h e a n gl e of i n cli n a ti o n f o r e a c h l u m b a r v e rt e b r a くd e g r e e sl

tll M a le

G r o u p L I L 2

C o n tr ol －9 ．9 士4 ． 8 山8 ．8 士 4 ． 4

L u m b a g o －1 2 ．8 士 5
． 5

粕

－11 ．3 士4 ． 7
榊

S p o n d yl ol y si s －13 ．7 士 4 ． 7
榊

－ 1 1 ． 7 士 4
．
1

輌

S ci a ti c a L l l ． 7 士4 ．3 －10 ． 1 士 4 ． 7

く2J F e m al e

G r o u p L I L 2

C o n t r ol －11 ． 3 士4 ． 1 －1 0
． 0 士4 ． 4

L u m b a g o －15 ． 4 士5 ． O
榊

－1 4 ． 7 士4 ． 1
梱

S p o n d yl o ly s is w 1 5 ． 9 士 4 ． 9
舶

－ 1 3
． 8 士 5 ． 9

榊

S ci a ti c a －1 2 ．2 士 5 ． 6 L l O ． 7 士5 ．2

L 3 L 4 L 5

れ3 ．6 士 5 ． 0

－4 ．9 士 4
．
2

－

5 ． 8 士 5 ． 0
ヰ

ー5 ． 0 士5 ． 2

2 6 3

5 ． 5 士5 ． 2 1 8 ． 1 士 6 ． 0

4 ． 8 土5 ． 0 1 8 ． 3 士6 ． 4

3
． 3 士6 ．0 17

．
4 士7 ． 1

2 ． 8 士6 ． 4
睾

1 5 ． 0 士7 ． 0
．

L 3 L 4 L 5

－ 5 ． 4 士 5 ， 1 4
．3 士 5 ． 7 1 8 ， 5 士 5 ． 9

－8 ．7 士 5 ． 0
半 裸

3 ． 0 士5
． 8 19 ． 4 士6 ． 4

－7 ．7 士6 ．3 3 ． 8 士7 ． 4 18 ． 0 士7 ． 8

－4 － 9 士5 ． 3 4
． 5 士5 ． 6 15 ． 2 士4 ． 9

伸

さ

p く0 －1
，

榊
く0 ．0 5 ，

榊

p くO tO l u s c o n tr ol ． V al u e s a r e e x p r e s s e d i n m e a n 士 S D ．

T a b l e 7 ． T h e a n gl e of d e vi a ti o n of T h 1 2 a n d L 3 td e g r e e sナ

F e m al e M al e F e m al e

C o n t r oI T 4 ． 3 士 4 － 1 嶋3 ． 7 士3 ． 9 7 ．8 士5 ． 9 9 ． 1 士5 ． 7

L u m b a g o 椚5 － 1 士 4 － 4 －

6 － 5 士 4 － 0
糾

8 ． 1 士6 ． 5 8 ． 4 士 6 ．O

S p o n d yl ol y si s －－5 ■2 士 4 ． 4 －5 ． 7 士6
．
0 9 ． 9 士6 ． 7 1O ． 4 士 7 ．5

S ci a ti c a N 6 ．O 士 4 ■ 5 －4 － 8 土3 ． 9 5 ．1 士6 ． 0
ヰ

6 ． 4 士 5 ． 2
ホ

串

p く0 ． 1
，

棉

p く0
．0 5 u s c o n t r ol － V al u e s a r e e x p r e s s e d i n m e a n 士 S D ．

るため に ， その 静的脊椎 は 3 つ の 生理 的攣曲を有 し，

その 1 つ で ある腰仙椎の 前鸞郡 に お い て 上 半身の 荷重

を支えて い る ． そ れ故
，

こ れ まで も腰痛疾患に お ける

腰仙部の 前攣， 骨盤の 前傾な どに つ い て
， 諸家 に よ り

論じられ て き た
． しか し， 具体的デ

ー

タ に 基づ い た こ

れらの 研究は少な く
，

そ の 計測結果及 び 臨床的意義に

お い て
， 未だ 多く の 相違が 認めら れ る

．
こ の よう な 相

違を生ず る原 因 と し て
， 対象及 び計測法の 選択が 考え

られる
． 著者 は今 回 こ れ ら の 問題点 を検討し

， 更 に腰

仙部前鸞の 臨床的意義に つ い て考察 を加 えた
．

工
． 対象 に つ い て

腰仙部の 前攣度 を X 線 学的に 計測 す る た め に は
，

そ

の対象を
一

定年令 に 制限す る必 要が あ る ． 即 ち成長期

およ び高年令期は除き
， 若年成人 を対象と し た ． と く

に脊椎骨 の 加令変化と して ， 第 1 に
， 椎体 の 骨 梯形成

に代表され る 変形性変化 が あ り ， N a th a n
9ナに よる と

，

20 才代の 大部分 に 椎体の 骨梯形成 を認め
，
4 0 才以後 に

お い て その 程度がさ ら に凛度化する と して い る ． 第 2

に
， 骨粗程的変化が あ り ，

こ れ は閉経後の 女性が大部

分 を占め， 男性 で は比 較的高令 で な い と み られ な い
．

ま た脊椎間関節の 加令変化 とし て
， 第1 に

， 椎間板変

性が あり
，

こ れ は生理 的加令変化で ある髄核及 び緑推

輪の 含水量 の 低下 が関与し
， 特に 線椎輪で は 20 才代ま

で に 急速 な減少 を生 じる ． 椎間板変性に 基 づく椎間板

ヘ ル ニ ア の 発 生 年令 は
，
2 0 才代か ら 30 才代に ピ ー

ク

が み ら れる
． 第2 に

， 椎間関節症 が あ り
，
2 0 才代か ら

30 才代に 初発 し
，
4 0 才以後に お い て明 らか に 高頻度と

なる と い う報告が み ら れる
1 0 ト 1 2 1

腰痛，
坐骨神礎痛 を生 ず る腰痛疾患の 主 な原因で あ

る腰 仙椎の 加令変化は
，

こ の よ う に 10 才代後半 か ら

30 才代に 初発 し，
4 0 才代以後 に お い て は大 部分 に 生じ

てい ると 考えら れ る
． 故 に本研究で は， 腰仙椎の 成長

が ほ ぼ終了 し ， その 加令変化が 未だ初期状態に あり，

その 変化の 個体差が 生 じ ， 腰 痛疾患の 初発期に ある と
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考え られ る 16 才か ら 39 才 に対 象年令 を限定 した
．

本研究の 対 象を C 群くc o n t r ol 群l の 他， 腰痛 を主 訴

と す る 疾 患 群 の 内， 特 徴 的 な 3 群 す な わ ち L 群

くI u m b a g o 群1 ，
L Y 群 くs p o n d yl o l y si s 群1

，
S 群

くs ci a ti c a 群1 と して検討 した が
，
腰痛

，
坐骨神経痛の

急性期に おい て， 腰部ス パ ズム に よ る生理 的前攣 の 一

時的平坦化 を しばし ば観察 でき る の で
，

こ の よ う な急

性期の症例 を除外 し検討を行 っ た ．

工I ． 渡仙部 に お け る 各種計測 法 と そ の 結果 に つ い て

1 ． 椎体後藤 を用 い る前攣度計測法に つ い て

腰仙部前鸞魔の計測法と して
，

従来よ り椎体上緑及

び下線の な す角くC o b b 法う， 各椎間板前方開角の 総和，

椎体前縁の な す角な どが 用い ら れて い る
．

し か し椎体

に は楔状変形く楔状化，
逆楔状化I

，
骨錬形成 な どの 加

令変化が生 ずる ． 古沢ら
5I は楔 状変形が 加令 と 共に 増

加す るの を認め て お り，
N a th a n

9 I
は骨梯 形成 を 20 才

代の 大部分 に認 め
， 椎体の 後縁よ り前縁 に お い て その

出現率が 明 らか に 高い こ と を報 告し て い る ． 著者の 調

査 に お い て も ， 椎体の楔状変形 お よ び骨棟形成が 同様

に 認め られ
，

こ れら の 誤差因子 の 影響が 最も 少な い 計

測法く4Iく5 H 図1 I に よ る前攣度計測法 を新た に 考案 し

た ． と く に 椎体後緑の な す角 に よ る計測法く4 栂 ， 成績

工で 述べ た ごと く
， 従来の 計測法川く21く3如こ比 べ 加令変

化 の最も少 ないく5ほ 有意に 高 い 相関が認 め られ た
．

さ

ら に 計測法く4Iは
， 臨床に 用 い て よ り簡便 で あ り

，
ま た

上位腰椎に お ける変曲点の決定が 可能で あ り ， 前攣度

の表示 に
．
お い て 最も有用 で ある と考 えら れ る

．

2 ． 腰仙 部前攣度 の計測椎体 に つ い て

腰仙部前攣度 の計測部位に 関 して は， 従来よ り上位

椎体 と して 第 1 ， 第2
， 第 3 腰椎が 用 い ら れ

， 下位椎

体と して第 5 腰椎， 第1 仙椎が 用 い られ て い る ． 著者

は上位椎体は前述の ごと く変曲点に よ り決定 した
． 下

位椎体 と して
， 第5 腰椎 を用い た腰椎前鸞度と

，
第 1

仙椎を 用 い た腰仙椎前攣度の 2 種類 に つ い て計 測し検

討 した ． その結 果， 腰仙椎前鸞度 く図9 う は
， 腰椎前

攣度く図 8ぅに 比 べ て
，

C 群 と各疾患群 の 間の有意差 を

よ り明確に 示 した ． 故に ， 前鸞度計測法と して 腰仙椎

前鸞魔の 方が 臨床的意義は大 き い と考え ら れ る
．

3 ． そ の他腰仙部前攣に 関与 す る種々 の 計測の 臨床

的意義

仙椎傾斜角 に 関 して， F e r g u s o n
1 31 は 42

0

を越 える と

ス トレ ス が 強く なり
，
4 7

由

以 上 で は危険な 状態 に ある と

述べ
， 内西6I

は 43 ．5
9

ま で ほぼ安 定で あ ると して い る
．

また ，
H ell e m s ら 川 は

，
2 0 才か ら 30 才代の 正常男性の

平均値 は41 で あ る と報告 して い る ． 著者 の計 測 に お

い て は，
L 群 の平均値 は

， 男性 39 ． 9
．

， 女性 39 ．2 で あ り
，

L Y 群の平均値は
， 男性 42 ． 7

0

， 女性 41 ． 3 で あ っ た ．
こ

れ ら の 値 は C 群 の 平均値 く男性 36 ．2
0

，
女性 35 ． 門 に

比 べ い ず れ も有意に 大き い 値 を示 した ． しか し S 群で

は男女共に 他の 群に 比 べ て最小値 を示 した
．

また
， 仙

椎傾斜角は腰仙椎前攣度 と比 較的高 い 有意の 相関を示

し， 臨床的に 応用 価値が 高い こ と が判明 した ．

腰仙角の 研究 は
，

こ れ ま で 数多く行わ れ て い る が
，

腰痛疾患と の 関係 に つ い ての 報告は少 なく ， R o bi n s o n

ら
1 封

は 14 5
0

以 下で腰痛 を来 しや す い と して い る
． しか

し，
B r a v ら

1 61
， 及111 ら 川 は腰痛疾患と の 因果関係を認

め て い な い
． また

，
仙肝 角 に つ い て は

，
及 川ら

1 71
， 内西

引
，

白井 川 は共 に
， 健康正 常人 と腰痛疾患群 の 有意差 を認

め て い な い
． 著者の 計測 に お い ても

， 腰仙角， 仙肝角

共に C 群と各腰痛疾患群 の 間の 有意差 は乏 しく
，
その

臨床的意義 は少な い も の と考え る
．

l u m b a r i n d e x は
， 脊椎す べ り症 に お ける第 5 腰椎々

体の 楔状変形の 指標 と し て用 い られ て い る ． 著者の 計

測 に お い て も ， 男女共 に L Y 群で有意 に 小さ い 値を示

し
， 第5 腰椎の 逆楔状化が 特徴的に み られ た ． また各

腰椎の 1 u m b a r i n d e x をみ る と ， 上 位腰椎 で は棋状化
，

下位腰 椎で逆楔状化が み られ
， 腰仙部の 生 理 的攣曲に

よ る力学的影響が う か が われ た ．

F e r g u s o n
1 3l

， M e s c h a n ら
刷

は第 3 腰椎 々体 を通過

す る重 力線が第 1 仙椎か ら遠 ざか る事で 不安定を生ず

る と述 べ て い る ． A s m u s s e n ら
201

は正 常人 の 重力線は

第 4 腰 椎々体 中心 か ら 前方 1 c m を 通過 す る と 報告

し
， 山本

2 りは正 常群 に お い て
，
重力線 は第 1 2 胸椎また

は第 1 腰椎付近を横切 り， 第1 仙椎の 後方 に 下 りると

報告 して い る
． 著者 は第 1 仙椎 に 対す る腰椎の 矢状面

で の 偏位 を知る 目的で
， 第 12 胸椎及 び 第3 腰椎の偏位

角 を計測 した ． 第 1 2 胸椎偏位角は， C 群 に 比 べ 腰痛疾

患群 に お い て後方偏位 の 増加傾 向が み られ たが有意差

に 乏 しく
，
ま た 第3 腰椎偏位角 は

，
S 群 に お い て の み 前

方偏位 の 減少が み られ た ． 故 に 立 位 で の 腰椎 を通過す

る重 力線 と第 1 仙椎の 力学的関係 に お ける 臨床的意義

は少な い も の と考 えら れ る ．

m ． 腰仙部前攣の 臨床 的意義

贋仙部前鸞 に 関す る X 線学的計測の 臨床的意義に言

及 し た報告は少 ない
． S plit h o ff

2 2 I
は ， 臥位 で の 仙椎傾

斜角を用 い て
，腰痛患者と腰痛の 既往 を もた な い 40 才

以上 の 正 常群 に つ い て 比 較し， 有意差 を認 めて い な い
．

T o r g e r s o n ら
4I
も ， 臥位 で の 第 3 腰椎 と第 1 仙椎に お

ける前攣度くC o b b 法う を用 い て
，
腰痛症状群と無症状

群の 比 較を 行い 有意羞 を 認め て い な い
．

一 方 ， 内西
6I

は
，

立 位 で の 椎間板前方開角に よ る 前鸞度 を用 い て健

康人 と各種腰痛疾患々 者 に つ い て 検 討 し
，

各種腰痛疾

患で 前鸞度の 増加傾向 を認め てい る ． 古沢 ら引 は
，
立位

で の第 3 腰椎と第 1 仙椎 に お け る前攣度くC o b b 法うを
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用 い て，
2 0 才代 か ら6 0 才代の 男性 の み に つ い て 計測

を行い
，
無症状群 に 比 べ て

， 腰痛群で前攣度の 軽度減

少を認め て い る ． 以 上 の よう に 腰仙部前鸞 に 関す る計

測結果 は報告者 に よ り異 な っ て い る
．

この 原 因と して

前に も述 べ た よう に
， 対象く年令層， 腰痛疾患の 分類，

急性期の 腰 部ス パ ズ ム な どう
，

X 線撮影 体位， 計測法な

どに対す る考慮が不 十分な場合が 多く
，

こ の よう な計

測結果 を生 じた と考 え られ る
．

一 般に は
， 腰仙部前攣の 増加は腰痛を 来 しや す い と

考えられ て い る ． また
仁 腰椎分 離症 に お い て

， 前攣度

及 び仙椎傾 斜角の 増加 が 認め られ て い る
23J 24j

． C aiト

1i e t
25I は

，
仙椎傾斜角の 増加が腰仙椎前鸞 を増強し， そ

れ によ っ て下位腰 椎々 間板で ずれの ス トレ ス の 増加，

椎間関節画 へ の 圧 迫力の 増加
， 椎間板の 後方 へ の 膨 隆

，

椎間孔の 狭少に よ る神経根の 圧 迫な どが 生ずる と述 べ

てい る ． 今回 の 調査 で L 群，
L Y 群 に お い て ， 男女共に

腰仙椎前攣度及 び仙椎傾 斜角の 増加 が 有意 に 認 め ら

れ，
この よ う な静的脊椎の 機能障害が 作用 し

，
こ れ ら

の疾患群に 腰痛を生 じた と思 わ れ る
．

X 線学的 に 椎間板変性が ある も の に
， 腰 仙部前鸞の

減少傾向を認め る報告が み られ る5 ほ6I
． 椎間板 ヘ ル ニ ア

の可能性が 大き い 症例 か らな る S 群 に お い て も ， 腰仙

椎前攣度及 び仙椎傾斜 角の 減少が 認め られ た
． 椎間板

ヘ ル ニ アの 発生の 詳細 な メ カ ニ ズム に つ い ては未 だ明

らかで ない
．
F a rf a n ら

2 7I
は

，
腰仙部の 回旋 に よ る歪 み

を重要な因子 と考 え
，

この 回旋 は
， 椎間関節に よ り制

限され てい るが ， 前攣の 減少に よ り椎問関節 は離関 し

て， 回旋制限が ゆ る め られ ， 過度の 回旋 が椎 間板で生

じう る
． ま た前鸞 の 減少 した腰仙部 で は ， そ の 腰仙椎

に加えられ た回旋力 を側屈 の モ ー

メ ン トに 分散 しに く

く， よ り大き い 回旋力が そ の ま ま椎間板 に 加わ る こ と

も考えられ る
2 郎

． また
，

H u tt o n ら
291

及 び A d a m s ら
3 0，

は
， 検体 を用 い た実験 で

， 腰椎々 間板に 垂 直圧 力を加

えて
， その 損傷変化を観察 して い る

． 椎 間板の 軽度前

屈位で の 圧迫 で は
， 大部分 の 椎体は

，
e n d －

pl a t e f r a c
－

t u r e を生 じ
，
髄核 の 後方 へ の 脱出は稀 で あ っ た

． しか

し， 過度の 前屈位で の 圧 迫で は
， 後方 へ の 髄核 の 脱 出

が約半数に 生 じた ．
つ ま り椎間板 ヘ ル ニ ア の 発生 に は

，

椎間板の 後方開角の 大 な る こ とが必 要 で あ る と考 えら

れる ， 故に
， 椎間板前方開角く前攣劇 が よ り小 さ く

，

仙椎傾斜 角が よ り少な い 方が， 椎間板 ヘ ル ニ ア を生 じ

やすい と い える ． 以 上 の よ うな メ カ ニ ズ ム が
， 椎間板

の変性及 び髄核 の 後方脱 出に お い て 作用 して い る と す

れば
， 腰仙部前鸞度の 減少 は， 椎間板 ヘ ル ニ ア の 重 要

な発生因子 で あ る こ とが 示 唆され る
．

腰仙部の 生理 的前鸞は， 個人 の 内因的要素に
， 生 活

環境や加令変化 な どの 外因的要素が加わ っ て 形成さ れ

265

たもの と考 えられ る
一 従来よ り姿勢分類が な され

， 腰

仙部の 生 割勺前攣に お い て 個体差が認め られ てい る
．

C 群 の腰仙椎前攣度及 び仙椎傾斜角に お い て
， 男女共

に 最大値と最小値 の 間に 大き い 計測幅が 認め られ
， 将

来，
こ の C 群の 中か ら

， 腰仙椎前攣度及 び仙椎傾斜角

の増加 して い る もの は L 群 備 に L Y 酢 へ
， 減少し

て い る も の はS 群 へ
， 各々進行 する危険性が推測され

る
．

結 論

成人 若年者く16 旬 3 9 才， 男性 11 9 軌 女性11 3 榔

を対象と して
， 腰仙部前攣度の X 線学的計測法 を比較

検討し
， 更に種 々 の 腰仙部前 掛こ関す る計測を行 い

，

その臨床的意義 を検討 した
． 対象を， 正 常健康人 か ら

なる c o n t r ol 群くC 葺削 ， 神経根症状の ない 腰痛患者か

ら なる1 u m b a g o 群 くL 群右 第5 腰椎分離症か らな る

S p O n d yl ol y si s 群くL Y 君判
，
明 らか な神経根症状 を有す

る患者から な る s ci a ti c a 群くS 君判の 4 群に 分類 し用 い

た ． その 結果， 次の 結論 を得た
．

1 ト腰仙部前攣度と して ， 従来よ り用 い られ て い る

計測法と著者が新 たに 考案した計測法を比較検討 した

結果 著者の 考案 した椎体後縁の なす 角に よる 前鸞度

計測法は
， 上位腰椎に お ける 変曲点の 決定が 可能 で あ

り， 椎体の 加令変化 く楔状変形お よび骨梯形 劇 の 影

響がよ り少な く
，

ま たよ り簡便な計測法で ある こ と が

判明 した
．

21 腰 仙部前攣度 に関 して ， 椎体の 後緑の なす 角に

よる腰椎前攣度 く上 位腰椎か ら第 5 腰 椎に お ける 前攣

劇 及 び腰仙椎前攣度 く上 位腰椎か ら第1 仙椎 に お け

る前攣 劇 の 2 種類に つ い て検討 した結果
，
腰仙椎前

攣度 の 方が
， 男女共 に C 群 と各疾患群の 間の 有意差 を

よ り明確 に 示 し た
．

3 1 腰仙部前攣 に関す る各種計測法を検討 した結果

iう 仙椎傾斜角は
， 男女共 に C 群と 各疾患群の 間の

有意差をよ り明 確に 示 したが
， 腰仙角， 仙肝角で は

，

その 有意差が乏 し か っ た ． 腰仙椎前攣度及 び仙椎傾斜

角 に お い て ， 男女差は なく
，
S 群が 最小 値を示 し

，
L 群

また は L Y 群が 最大値 を示 し
，

C 群が これ らの 中間値

を示 した ． ま た
，
腰仙椎前攣度と仙椎傾斜角の 間に r こ

0 ■ 74 3 くp く0 用1う の 相関が 認めら れ た ．

iり 腰仙部前鸞 の 頂ノ責は
， 前攣度の 増加と共に 尾 側

へ
， その 減少と共に 頭側 へ 各々 移動傾向を示 した

．

iiりC 群に お け る腰仙椎前鸞度と身鼠 肥満度と の 間

に は， 各々 有意の 相関は認 められ な か っ た ．

iv l 各群で の I u m b a r i n d e x に 関して は
， 上位の腰

椎 はよ り大き い 値を， 下位の 腰椎はよ り小 さ い値 を示

した ．



2 6 6 野

v l 第 3 ． 第4 腰椎々 間板 は水平線 に 最も接 し て い

るの が 男女の 各群 で認 めら れた
．

Y り 第1 仙椎 に 対す る腰 椎の 矢状面で の 偏位 角は
，

C 群と各疾患群の 間で有意差 に 乏 しか っ た
．
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9 I N a t h a n
，

H ． 二 O st e o p h yt e s o f th e v e r t eb r a l

C Ol u m n ． J ． B o n e J oi n t S u r g ．
，
4 4 － A

，
24 3

－

2 6 8 く19 6 21 ．

1 0I 肥後直樹 ．

西川 昌 宏 一

大 泉千春こ 腰仙邪推間関節

症 に つ い て
． 整形外科，

1 3
，
5 2 9

－

5 3 7 く19 62ナ．

1 1I 高田典 彦 二 腰椎椎間板 な ら び に 椎間 関節 の 加令

変化 に 関する研究く第 1 編う ー とく に そ の 病理組織学的

検討 －

． 日整会誌， 47
，
3 3 3

－

3 4 9 く19 7 31 ．

12I 村上克彦二 下部腰椎椎間関節の 関節造影． 日整会

誌
，

48
，
4 8 7

－

4 9 9 く19 7 41 ．

13I F e r gt l S O n
，
A ． B ． ニ T h e cli n i c al a n d r o e n t g e n o

－

g r a p h i c in t e r p r e t a ti o n o f l u m b o s a c r a l a n o m al i e s ．

R a di ol o g y ，
2 2

，
5 4 8－55 8 く19 3 41 ．

14I H e11 e m s
，
H ． K ． J r ． 鹿 E e a t s

，
T ． E ． ニ M e a s u r e

．

m e n t o f th e n o r m al l u m b o s a c r a l a n gl e ． A m ． J ．

R o e n t g e n o l ． R a di u m T h e r ． N u cl ． M e d ．
，
11 3

，
6 4 2 － 645

く19 7 リ，

1 5I R o b i n s o n
，

W ． H ． 及 G ri m m
，

H ． W ． こ T h e

S a C r O V e rt e b r al a n gl e
，
i t s m e a s u r e m e n t a n d th e

Cli ni c al si g ni fi c a n c e o f it s v a ri a ti o n s ． A r c h ． S u r g ．
，

1 1
，
9 1 卜91 6 く1 9 25I ．

1 61 B r a v
，
E ． A ．

，
B ru C k

，
S ． 皮 F ru C h t e r

，
J ． M ． こ A

r o e n t g e n ol o gi c st u d y o f l o w b a c k a n d s ci a ti c p ai n ．

A m ． J ． R o e n t g e n ol ．
，
4 8

，
3 9

－

4 6 く19 4 21 ．

1 7I 及Jlt 馨 ． 相原 允こ 腰仙椎角と腰痛 に 関する統

計的観察． 整形外科，
4

，
3 5 － 3 8 く19 531 ．

1 8ナ 白井康正 こ 腰痛 患者 の 骨盤傾斜 に 関す る研究． 日

医大詰，
34

，
5 9－71 く19 7即 ．

1 9I M e s c h a m
，
I ． 鹿 F a r r e ト M e s c b a m

，
R ． M ． F

． こ

1 m p o r t a n t a s p e c t s i n th e r o e n t g e n st u d y o f th e

n o r m a1 1 u m b o s a c r a l s pi n e ． R a d i ol o g y ，
70

， 6 37－653

く19 5引．

2 0I A s m u s s e ll
，

E ． 鹿 K l a 11 S e n
，

K ． 二 F o r m a n d

f u n c ti o n of th e e r e c t h u m a n s pi n e ． Cli n ． O rth o p ．
，
2 5

，

55
－

6 3 く19 621 ．

21I 山本 譲 二 無分離脊椎 す べ り 症の 成因 に 関する

研究 － X 線及 び剖検所見 よ り み て
－

．
日 整会誌，

5 3
，

17 45
－

1 7 6 5 く19 7 91 ．

2 2I S pli th o f f
，

C ． A ． ニ L u m b o s a c r al j u n c ti o n こ

R o e n t g e n o g r a ph i c c o m p a ri s o n o f p a ti e n t s w ith a n d

W i th o u t b a c k a c h e s ． J ． A ． M ． A ．
，

15 2
，
1 61 0

－

1 61 3

く19 5 31 ．

2 3I C ol o n n a
，

P ． C ． こ S p o n d yl o li s th e si s ． A n al y sis

O f t w o h u n d r e d o n e c a s e s ． J ． A m e r ． M e d ． A s s ．
，
1 54

，

3 9 8
－

4 0 2 く195 4I ．

飢I 西 新助 二 脊椎分離 ． す べ り症． 整形外科，
12

，
1

－ 1 7 く19 6い ．

2 5I C a i11i e t
，

R ． こ L o w b a c k p a i n s y n d r o m e ，
3 r d

e d ．
， p 5 3 － 60

，
F ． A ． D a vi s C o ．

，
P h il a d el ph i a

，
1 9 8 1 ．

2 6I 竹光義治 ． 角 田信昭 ．木 田浩隆 こ 不 良姿勢
阜

平背
ル

の 臨床的X 線学的研究． 臨整外， 5 ， 5 6 8
－

5 7 8 く19 70j ．

2 7I F a rf a n
，
H ． F ．

，
C o s s e tt e

，
J ． W ．

，
R o b e r ts o n

，
G ．

H ．
，

W ell s
，

R ． V ． 鹿． K r a u s
，

H ． ニ T h e eff e c ts of

t o r si o n o n t h e l u m b a r i n t e r v e rt e b r al j oi n t s ニ th e

r ol e o f t o r si o n i n th e p r o d u cti o n o f d i s c d e g e n e r a －

ti o n ． J ． B o n e J o i n t S u r g ． ， 5 2 ， A
，
4 6 8－49 7 く19 7 01 ．

2 8I W h i t e
，

A ． A ． 及 P a n j a b i
，

M ． M ． こ C li ni c al

b i o m e ch a n i c s o f th e s pi n e
， p 5 0 6

－

5 0 7
， J ． B ． L i p pi n

－

C O tt C o ．
，
P hil a d el p hi a

，
1 9 7 8

．

ニ

ーノ．．こ．

．．Hノ
こ

1

．．．．．．こ

二

．．

，こ

．．．



ニ

ーノ．．こ．

．．Hノ
こ

1

．．．．．．こ

二

．．

，こ

．．．
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291 H u tt o n
，

W ． C ． 鹿 A d a m s
，

M ． A ． 二 C a n th e

l u m b a r s pi n e b e c r u sh e d i n h e a v y lift in gP S pi n e ，
7

，

58 6
－

59 0 く19 8 21 ．

2 6 7

30J A d a m s ， M ． A ． 鹿 H u tt o n
，
W ． C

． ニ P r ol a p s ed

in t e r v e r t eb r a l d i s c こ a h y p e r n e x i o n in ju r y ． S pi n e
，
7

，

1 8 4－19 1 く19 8 2I ．

R o e n tg e n o g r ap h ic St u die s o n L o rd o sis of th e L u m b o s a c r al R e gi o n T ad a shi N o m u r a
，

D ep a rt m e n t o f O rt h o p e d ic S u rg e ry ，
S c h o ol o f M e d ici n e

，
K a n a z a w a U n i v er sit y ， K a n az a w a ， 9 2 0 －

J ．
J u z e n M e d ． S o c

．
，
9 4 ，

2 5 5 － 2 6 7 り9 8 5J

K e y w o r d sこ lo r d o si s
，
1u m b o s a c r al r e gi o n

，
l o w b a ck p a ln ， SCi a ti c a

A b st r a c t

T h e p r e s e n t st u d y w a s u n d e rt a k e n t o d et e r m i n e a s u it a b l e m e t h o d f o r m e a s u r e m e n t o f t h e

d e g r e e o f l o r d o si s o f t h e l u m b o s a c r al r e gi o n i n n o r m al a n d a b n o r m alくp a t h o l o gi c aり c o n diti o n s ．

S u bj e c t s w e r e y o u n g a d u lt s a g e d 1 6 －3 9 y e a r s くw it h t h e m e a n ag e o f 2 4 ．2 y e a r sJ ． T h e y c o u l d b e

di vi d e d i n t o f o u r g r o u p s こ 5 8 n o r m al i n d i vi d u al s くc o n t r o l g r o u p ， g r O u P CJ ，
6 0 p a ti e n t s w it h l o w

b a ck p ai n w it h o u t a n y r o o t si g n く1 u m b a g o g r o u p
，
g r O u P LJ ，

5 5 p ati e n t s w it h L 5 s p o n d y l o l y si s

C s p o n d y l o l y si s g r o u p ，
g r O u P L Y J ，

a n d 5 9 p ati e n t s w it h di sti n ct r o o t sig n s くs ci a ti c a g r o u p ， g r O u P

Sl ． S t ai n d i n g l a t e r al r o e n t g e n o g r a m s o f t h e l u m b o s a c r al sp i n e o f a ll g r o u p s o f s u bj e ct s w e r e u s e d

a s m a t e ri al s f o r m e a s u r e m e n t b y fi v e d if f e r e n t m e t h o d s i n cl u d i n g o u r m et h o d t h a t r e p r e s e n t e d

t h e d eg r e e o f l o r d o sis b y t h e a n gl e b et w e e n t h e li n e s o f t h e p o st e ri o r b o r d e rs o f t h e v e rt e b r al

b o d i e s ． S t ati sti c al a n al y s e s sh o w e d t h at t h e d a t a o b t ai n e d b y o u r m et h o d o f m e a s u r e m e n t w a s

l e s s i n fl u e n c e d b y c h a n g e s i n t h e v e r t e b r al b o d y w it h ag i n g ， a n d t h at t h e n e w n et h o d w a s c o n －

V e n i e n t a n d o p ti m al f o r m e a s u ri n g t h e d e g r e e o f l o r d o si s o f t h e l u m b o s a c r al r e g 1 0 n
．

F u r t h e r ，

W h e n t h e d e g r e e o f l u m b a r l o rd o si s くth e d e g r e e o f l o r d o si s o f t h e r e gi o n r a n gi n g f r o m t h e u p p e r

l u m b a r v e rt e b r a t o t h e L 5J a n d t h e d e g r e e o f l u m b o s a c r al l o r d o si sくth e d e g r e e o f l o r d o si s of t h e

r e gi o n r a n g i n g f r o m t h e u p p e r l u m b a r v e rt e b r a t o t h e S り w e r e d et e r m i n e d a n d st u d i e d
，
t h e r e w a s

a m o r e si g n i fi c a n t d if f e r e n c e i n t h e d e g r e e o f l u m b o s a c r al l o r d o si s t h a n i n t h e d e g r e e o f l u m b a r

l o rd o si s b et w e e n g r o u p C a n d t h e o t h e r t h r e e g r o u p s i n b o t h m e n a n d w o m e n ． T h e r e w e r e n o

di ff e r e n c e s
，
h o w e v e r

，
i n t h e d eg r e e o f l u m b o s a c r al l o r d o sis b e t w e e n m e n a n d w o m e n ． G r o u p S

S h o w e d t h e m i n i m u m
，

a n d g r o u p L o r L Y s h o w e d t h e m a x i m u m v al u e s ． G r o u p C s h o w e d a

d e g r e e i n t e r m e d i at e b e t w e e n t h e m i n i m u m i n g r o u p S a n d t h e m a x i m u m i n g r o u p L o r L Y
．


