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Ⅰ 緒
口

喚覚検査 に つ い て は , 従来か ら多く の 研究者に よ っ

て検査方法が 考案さ れ
t 改良が 試 み ら れ て き た も の

の , それ らの 検査方法 は統 一

さ れ た も の で は な く , し

たが っ て そ の 検査成績 も同 一

に は論 じ難い 欠点が あ っ

た ･ しか しわ が 国で は , 1 973 年に文 部省喚覚研 究班
1 )

によ っ て
, 臨床上 の 嘆覚測定基準が 検討さ れ , そ の 後

測定用基準臭 も市販 さ れ る に い た り ､ 嗅覚 域値測定 に

関して は
一

定の 基準 に 従 っ て 行な わ れ る よ う に な っ

た ･

一 方最近の 交通事情 の 激化 に と もな い
, 頭部外 傷

の後遺症 と して の 嗅覚障害が 増加 し
, 喚覚障害の 認定

を依頼さ れ る機会が ふ え っ っ あり t さ ら に こ れ ら嗅覚

障害の 治療方針や 予後の 判定 にも関連 して , 噴覚障害

の 部位を鑑別す る検査法の 必 要性が 増大 して い る . 近

年非常に進歩 し た聴覚検査や平衡機能検査 で は , 障害

部位診断の た め の 鑑別診断法が す で に 幾 つ か 確立さ れ

つ つ あ り , そ の 研究 に もめ ざ ま し い も の が あ るが
, 喚

覚検査 に お い て は , 今日な お未解決 な点が 多 い .

さて
, 嘆寛が 聴覚 な どに 比較 し て 疲労 し やす い 感覚

で あ る こ と は よく 知 られ た 特徴 で あ り , 初め強く 感 じ

た ニ オイ も , か い で い るう ち に 次第 に 弱 く な っ て , つ

い には ほと ん ど こ オイ を感じ な く な る こ と は し ば し ば

経験す ると こ ろ で あ る . 噴覚の 疲労 現象 に 関 連 し て ,

従来か ら い く つ か の 報 告 が み ら れ , 臨床 的 に は
,
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等 の 報告が あ り ,

一 方 A d ri a n
-2) の

ウ サ ギの 僧帽細胞 に お ける 実験以来 . 喚球 や嗅粘膜 に

つ い て , 電気生理 学的 に も研 究が なさ れ て い る . しか

し い まだ 不明な点 も多く , 臨床的 に 喚 覚 疲 労 を 応

用 し た嗅覚検査法 は まだ 確立され て い な い .

■

今回著者

は - 梅 軋 徳田 の 報告で . 頭蓋内の 障害に よ る喚覚障

害で は
. 嘆覚疲労が お こ り やす い の で は な い か と して

い る こ と に 着目 して , 嗅覚疲労 を応用し た嗅覚検査方

法 を考案し . 嗅覚正常 乱 喚覚障害の 実験例お よ び臨

床例 に つ い て 検査 を行な い
,

こ の 検査方法 に よ る喚覚

障害 の 部位診断の 可能性 に つ い て 検討L ,
い さ さ か の

知見 を得 たの で 報告す る .

Ⅱ 検 査器異な らび に検査方法

1 . 検査器具

検査用喚素液と して , 現在市販さ れ て い る T & T

O L F A C T O M E T E R ( 嗅覚測定用基準臭) を使 用 し た .

こ れ は , 文部省噴覚研究放で 検討さ れ た 5 種板 の 嘆薬

液 ( 蓑 1 ) に つ い て , それ ぞ れ蓑2 の ご と く N uj o l

に て10 倍稀釈法で 段階稀釈し た もの で
, 喚覚正常者の

検知域値を0 と し ,
こ れ を 基準 に ｢ 5 , 4 , 3 , 2 ,

1 , 0 ,

叫

1 ,

サ

2 ｣ と 番号で 各濃度を 表示 し た も の

で あ る . し た が っ て 最高濃度 は 5 で あ り , 順次段階的

表1 嗅 覚測 定用 基準臭

嗅 菜 成 分 ニ オ イ の 表 現

A PLP h e n yI e th yl al c o h o l バ ラ の 花 甘 い ニ オイ

B M e th yl c y c l o p e n t e n o l o n e こ げた ニ オイ カ ラ メ ル

C I s o
-

V al e ri c a ci d 汗 の ニ オイ く さ っ た ニ オイ

D T - u n d e c
.
al a c t o n e ももの ニ オイ 果 実臭

E S c a t ol 糞臭 い やな ニ オイ

A s t u d y o f c li ni c al o lf a c t o r y e x a m i n ati o n b y m e a n s o f olf a ct o r y f a ti g u e Y o hji
I sh i b a s h i D e p a rt m e n t of O t o r h i n ol a r y n g ol o g y , ( D i r e c t o r ‥ P r o f ･ R y o h z oh U m e d a) S c -

h o ol o f M e d i ci n e
,

K a n a z a w a U n i v e r si t y .
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表2 基準奥 の 稀釈方法

石

∴ A B C D

∃
- 2 1 0

7 ･5
1 0

7 ･ 7
1 0 7 ･ 8 1 0 7 ･2

1 0
8 ･1

】

田 1 0
8 ･ 5

1 0
6 ･7 1 0 8 ･ 8 1 0 8 ･ 2

1 0
7 ･1

0 1 0
5 ･ 5

1 0
5 ･7 1 0 6 ･8 1 0

5 ･ 2
1 0

6 ･1

ロ 10 4 ･ 5 1 0
4 ･7 1 0

4 ･8
1 0

4 ･ 2
1 0

5 ･1

2 1 0 a ･5 1 0
3 ,7

1 0
8 ･8

1 0
a ･2 1 0 4 ･1

3 1 0
2 ･ 5

1 0
2 ･ 7

1 0
2 ･8 1 0 2 ,2 1 0 3 ･ l

4 1 0
1 ･6

1 0
1 ･ 7 1 0 1 ･8 1 0

1 ･2
1 0

2 ■1

5 1 0
0 ･6 1 0 0 ･ 8 1 0

0 ･ 2
1 0

1 ･1

に 濃度が低く なり , 最低濃度 は- 2 で あ る . た だ し 喚

素 B の 最高墳度 は 4 で あ る . 開 封使 用さ れ て か らの 有

効期間 は1 年間で . 使用時以 外 は冷暗室に 保 管 す る ･

2 . 検査室

喚覚検査 に あ た っ て は ,
で き るだ け無臭 の 空気 で 適

宜室内が換気で き , 室 内の 温度 や湿度 も
ー 定 の 条件 に

保て る こ とが 理想的で あ る . 特 に 喚覚疲労 に 関す る検

査で は , 検査室の 換気が測定値 を 左右 す る 重要 な 因子

を なすもの と 思わ れ る . 今回本検 査を 実施 す る に あ た

っ て は , 当教室 に 設置さ れ た 喚覚検査室を 使 用 し た ･

こ の 検査室 は容積が11 .3 m
ユ
で . 毎分16 m

3
の 換 気 能 力

を有 して い る . 冷房能力 は毎時22A o k c al . 囁房能力 は

毎時310 0 k c alで あ り . 検査室 内の 温度調 節 が で き ･ ま

た 加湿器に よ り湿度も適宜調節す る こ と が で き る もの

で あ る . 本検査 は . 室温20 ～ 2 5
0

C , 湿 度50
～ 6 0 % の

条件 の もと で 行な っ た .

3 . 検査方法

(1) 嗅覚域値の 測定

文部省喚覚研究班で 検討 さ れ た喚覚 測定基準 に 従 っ

た . すな わ ち , 規定の 幅7 m m x 良さ15 0 m m の 細長い

ニ オイ 紙の 先端 1 c m に 検査 ニ オ イ 液を つ け , 披 検 者

の 手 に持た せ て , 2 ～ 3 呼吸さ せ て か が せ た ･ 上昇法

に より .
ニ オ イ の しな い 低 濃度 か ら はじ め て , 順次高

濃度 の もの を か がせ , 初め て な に か ニ オ イ が した と き

の 喚素の 番号を も っ て 検知域値 と し た . さ ら に 高濃度

の もの を か が せ
, ど の よう な ニ オイ か 表現 で き た場合

の 域値 を認知域値と し た . な お , 今 回の 本研究 に 際し

て は , 最小可境域値で あ る検知域値 で も っ て 喚覚域値

を表わ す こ と に した ,

(2) 平均喚 力旗失値の 算出

喚覚障害の 喚力の 減退程度 は平均噴力損失値 を算出

表3 最 高濃度液 に よ る嗅感 の 持続時間

持続 時間

; 分三2芸末…芸i3
2 分 ～ 3 分未 満

3 分 ～ 4 分未満

4 分 ～ 5 分 未満

5 分 以 上

表4 域値上 2 段階 高濃度液に よ る嗅感 の 持韻時間

喚素･

持続時 間

川
A B C D E 計

1 分 末 端 2 0 0 0 口 3

1 分 ～ 2 分未 満 口 0 口 2 ロ 5

2 分 ～

3 分未 満 2 ロ 2 口 口 7

3 分 以 上 8 四 四 四 四 田

す る こ と に よ っ て 表わ し た . す な わ ち , 嗅素 A ～ E で

測定 さ れ た検知域値 を それ ぞ れ a
～

e で 表わ すと , 平

均 噴力損失値1/ 5( a 十 b 十 C + d + e) で 算 出さ れ る . 最

高濃度 の 5 ( 嗅 素B で は 4 ) で も ニ オイ が し ない 場合

に は6 ( 喚素B で は 5 ) と して 算 出した .
こ の 平均嗅

力損失値か ら嗅覚減退 程度 を次 の よう に 分類 した . 平

均喚力損失値が1 .0 以 内の も の を正常 . 1 . 1
～ 2 . 5 の も

の を軽度嘆覚減退 , 2 .6 ～ 4 .0 の も の を 中 等度 噴覚 減

退 t 4 . 1 ～ 5 . 5 の もの を 高度嘆覚 減退 , 5 .6 以 上 の も の

を嗅覚脱失 と し た .

(3) 喚覚疲労 を応用 L た嗅覚検査法

喚覚疲労 に つ い て は従来厳密 な定義 が なさ れ て お ら

ず ∴順応と の 区別も 明瞭 で は な い . 今回 は便宜
_
L 臨

床経験 か ら , 域 値に 近 い 弱 い 喚 刺激 に よ り , 比 較的短

時間 に ニ オイ が 弱ま る現 象を順応 と考 え . 域値よ り比

較的強 い 喚刺激 を比較的最時間っ づ け て か が せて おく

こ と に より 起 き る こ オ イ 感の 減弱を疲 労と い う言葉で

表わす こ と に し た .

さ て 喚覚疲労検査 を実施す る に あ た り , 最初に 問題

と な っ て く る こ と は , 5 種 の 嘆素申の ど の 喚素が検査

に 適 した 嗅素で あ る か , ま た ど の く ら い の 強さ の 嗅素

液を , どの く ら い の 時間か が せ た ら よ い か と い う こと

を 決 め る こ と で あ る . 以上 の こ と を予知 す る ため , 以

下 の 予備実験 を行 な っ た .
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嘆覚正 常者 に . 5 種の 嗅素を 剛 ､ て , そ れ ぞ れ最高

濃度液 . 域値上2 段階高濃度液 に つ い て , 鼻 呼吸 に て

連続か が せ た場合 に つ い て 検討 し た . そ の 結 果 は 表

3 , 表4 の ごと く で , 最高濃度液で は , 5 分 まで 測定

した≒ こ ろ ･ そ の ほと ん ど が 5 分ま で こ オ イ を感知で

き , ま た域値上 2 段 階高濃度で も , 3 分 まで 測定し た

と こ ろ,
その 多く の も の が 3 分ま で 幌別激を 与え て い

る 間中,
ニ オ イ は減 弱し たが

,
つ づ け て 感知可能で あ

っ た . 実際の 臨床検査 と して は, 3 分間 も不快な ニ オ

イ をつ づ けて か がす こ と は , 披検者に と っ て 大変苦痛

な こ と で あ り , ま た こ の よう な 長時間 , 検 査に 対L て

注意力を集中さ せて おく こ と も 困難 で あ る よ う に 思 わ

れ たの で . 与え る喚 刺激時間を 1 分 間に 短縮 し , 域値

上2 段階高濃度液 で . 実際の 喚覚障害臨床例 に つ い て

再検討し て み た . そ の 結果 は蓑5 の ご と く で
. 噴覚障

害の 臨床例 で は .

ニ オ イ を 感知 で き る持続 時間が 1 分

間ど こ ろ か , 30 秒以 内の 例もみ られ た . こ の 成 績 か

ら . 喚覚障害を 対象と す る臨床検査法 と し て は , 与え

る嘆刺激 の 時間 は1 分間で も良 い も の と考え た .

次に 刺激嗅素液の 強さ に 関 して は , 疲労検査の 性格

_ L 対象 と なる 臨床症例 は , 検知域値が 2 ～

4 ま で の

もの が大多数と 考え ら れ , しか も最高濃度液が 5 で あ

る こ とか ら , 刺激喚 素と して で き る だ け域 値よ り 高濃

度の もの を 使用す る と して も , 域値が 2 の 場合に は 3

段階高濃度液ま で
, 域値が 4 の 場合 に は 1 段 階高濃度

液ま で し か使用で き ない わ け で あ る . 以 上 の こ とを 考

慮す ると , 刺激嗅素液と し て は
, 中間 の 域値上 2 段階

( ×10鳩) 高濃度の 嗅素液を用 い る こ と が 適 当 と 思

われ る . ( こ の 事 に関し て は . さ らに 使用噴 索 液 の 決

定と も関連 して , 次の ｢ Ⅲ噴覚正常者 に お け る検査成

績｣ の 項 で 再検討す る . )

以 上の 結果か ら , 次の ごと き 嘆覚疲 労検査法を 考案

した .

前も っ て 測定し た域値 より 高濃度 ( 原則 と し て 検知

域値よ り 2 段階高濃度) の 喚素液を ニ オ イ 紙の 先端 1

C m に つ けて 披検者 に 手 わ たし
,

メ ト ロ ノ ー

ム の 音 に

合わせ て
. 2 抄 1 回 の 鼻呼吸 で60 秒 間連 続 し て か が

せ ･ その 間の 嘆感 の 持続す る 時間を測定 し た ( 持続時

間の測定) . 6 0 秒間の 嗅刺激直後 に 再 び域値 検 査 を 行

な い
I こ の 時点の 域値と 刺激 前の 域値 と の 差を域値変

化と し , 噴 素の 番号の 差を も っ て 表わ し た ( 域値変化

の 測定) . さ ら に
, 嗅刺激終了直後か ら刺激 前 の 域 値

に回復する時間を 測定 し . 再 び嗅感が 元 に も ど っ た 時

点をも っ て 回復時間と し た ( 回復時間の 測定) . 1 0 分

間経過して も回 復 し な い 場 合 は s c al e ｡ u t と し ,

こ の 場合の 回復時間は600 秒で 表わ し た . 〔注ニー 域値

表 5 喚覚減退 臨床例 の 嗅感の 持続時 間

(域値上 2 段階高濃度液)

32 3

面責

持続時間
A B C D E 計

30 抄 未 満 3 2 口 2 口 9

30 秒 ～ ユ 分未満 4 3 3 2 4 田

1 分 以 上 3 5 田 6 5 田

変化 の 測定ま で は . 規定の ごと く 喚薬液 は ニ オイ 紙の

先端 1 c m に つ け た もの を使用し て き たが , 噴 感 が も

ど っ た時点の 自覚 を明瞭な ら し め るた めに , 回復時 間

の 測定に は , 刺激前の 域値の 噴素液を ,
ニ オ イ紙 の 先

端 2 c n l ( 倍量) に つ けた も の で 行 なう こ と に した .

Ⅲ 噴覚正 常者に お ける 検査成績

嘆覚正常者 に お い て は . 5 種 の 基準臭 を用 い て , さ

き に の べ た方法 で 検査を 行な い
, 喚素に よ る凄 い が あ

るか ど う か を検討 し た . さ ら に , 域値上 2 段階高濃度

の 嗅薬液を用 い た場合の ほ か に , 域値上 1 段階高濃度

お よび最 高膿度の 嗅素液を用 い た 場 合 の 検 査 も 行 な

い
. 濃度 に よ る遠 い が あ る か どう か に つ い て 再検討 し

た . 喚覚正常者と し て は , 自覚的 に 嗅覚減退をおぼ え

ず , 鼻鏡検査で は はぼ正常鼻腔と 思わ れ る もの で . 平

均嗅力損失値が1 .0 以 内の もの を検 査対象と し た . 域

値上 1 段階高強度の 嘆薬液 を用い た場合 は , 1 6 才か ら

45 才ま で の 男1 2 名 ､ 女 8 名の 計20 名 , 域値上2 段階高

濃度 の 噴素液を 用い た場合 は . 16 才か ら40 才ま で の 男

10 名 , 女10 名の 計20 名 , 最高濃度 の 喚素液を用 い た場

合は , 1 6 才か ら3 8 才ま で の 男11 名 . 女 4 名の 計15 名で

あ る .

1 . 検査成績

喚覚正常者 に お け る持続時間, 域値変化 な ら び に 回

復時間に つ い て の 検査成績は表 6 ～ 8 に 示す ご とく で

あ る . 持続 時間, 域値変化 , 回復時間の そ れぞ れ の 検

査成繚に つ い て 推計学的に 検討し た
.

(1 ) 持続時間

持続時間を30 秒未満 , 3 0 秒 ～ 6 0 抄未満 , 60 抄以 上と

3 段階に 分 け , 喚覚正常者 に お ける 持続時間を 各濃度

別に 表に ま と めて み る と
, 姦 9 a ) b) c) め ご と く で あ

る . 威値上 1 段階高濃度 , 域値上2 段階高濃度お よ び

最高濃度 に お け る 各嗅素間の 持続 時間を 5 % 以 下の 危

険率 で 推計学的 に 比較検討す る と . 域値上1 段階高濃

度嘆素液を 用い た 場合で は , 嗅素A は , B , C . D . E

の い ず れ の 喚素に 対して も有意差 を認め 持続 時間が短
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縮する 傾向が み られ た が . そ の 他の 喚素問 に は有意差

を認め なか っ た . 域値上2 段階高濃度嗅素液 を用 い た

場合で は ,
A と 臥 A と C の 嗅素間に 有意差 を認め た

が . そ の 他 の 喚素問に は有意差 を認 め なか っ た . 最 高

濃度嗅素液 を用 い た 場合で は .
い ず れ の 喚素問 に も有

意差を認 め なか っ た .

次に 各喚素 に つ い て
, 濃度間 に お け る持続時間を 5

% 以下の 危険率で 推計学的に 比較検討 す ると
, 域値上

1 段階高濃度と 2 段階高濃度 の 間 に は有意差を 認め な

かっ た . 域値上1 段階高濃度と 最高濃度の 問 に は , 嘆

表9 a) 嗅覚正 常者に お け る持続時 間

(域値上 1 段階高濃度唄 素液)

深 30 秒未満
30 ～ 6 0

秒未満 60秒 以 -
面

計

A 0 9 四 20

B 0 0 2 0 2 0

C 0 2 1 8 2 0

D 0 2 1 8 2 0

E 0 3 1 7 四

表9 b) 嗅覚正 常者に お け る持続時間

(域 値上 2 段階高濃度嗅素液)

30 秒未濯
30 ～ 6 0

抄未満
60 秒以 計

A 0 7 四 四

B 0 0 2 0 2 0

C 0 口 1 9 2 0

D 0 2 1 8 四

E 0 2 田 20

¶叩
｣

表 9 c) 嘆覚正 常者 に おけ る持続時 間

(最 高濃度喚素液)

守続時間

嗅素
30 秒未 満

30
′ -

6 0

秒未満 60 秒以
▲_
l

･

計

A 0 ロ 田 田
B 0 0 四 田
C 0 0 四 四
D

E

0

0

0

0

1 5

1 5

四

四

素 A で 有意差 を認 め たが , そ の 他 の 喚素で は有意差 を

認 め なか っ た . 域値上 2 段階高濃度と 最高濃度 の 間 に

は有意差を認 め なか っ た
.

(2 ) 域値変化

嘆覚正常者 に お ける , 域値上1 段階高濃度 , 域値上

2 段階高波度お よ び最高濃度 に つ い て の 域値変化の 平

均値 な ら びに そ の95 % 信額区間は 表1 0 の ご と く で あ

る ･ それ ぞ れ の 濃度に お ける 各嘆素問の 域値 変化巷 5

% 以 下の 危険率で 推計学的 に 比較検討す る と , 域値上

1 段階高濃度喚素液を 剛 ､ た 場 合 で は , 噴 素 A は ,

B
･ C , D , E の い ず れの 嗅素に 対 して も有意差 を認 め

域値変化が大 と な る傾向が み られ たが , そ の 他 の 嗅索

問に は有意差 を認 め なか っ た . 域値上2 段階高濃度喚

薬液を 恥 ､ た場合で は , A と B の 喚素間に 有意差を 認

めた が , その 他の 嘆素間に は有意差を認 めな か っ た .

最高濃度噴素液を 用い た場合で は , A と E , C と D ,

C と E の 喚素問 に 有意差 を認め ず , そ の 他の 嗅素問 に

有意差 を認め た .

次に 各嗅素 に つ い て . 濃度間に お け る域値変化 を 5

% 以下の 危険率で 推計学的 に 比較検討す る と ,
い ず れ

の 濃度間 に お い て も有意差を認 め た .

(3) 回復時間

嗅覚正 常者 に お ける . 域値上1 段階高浜虔 , 域値上 2

段階高濃度 お よ び最高濃度 に つ い て の 回復時間の 平均

値 なら び に そ の95 % 信頼 区間 は表11 の ご とく で あ る .

そ れ ぞ れ の 濃度 にお け る各項素問の 回復時間を 5 % 以

下の 危険率で 推計学的に 比較検討 す ると
. 域値上 1 段

階高壌度喚素液お よ び2 段階高濃度喚素液を 用い た場

合で は , 各噴素間に 有意差を認 め なか っ た . 最高濃度

唾棄液を 削 ､ た場合 で は , A と B , B と C , B と E . D

と E の 唾棄問に 有意差を 認め た .

次 に 各噴索に つ い て , 濃度 間に お け る 回復時間 を 5

% 以 下の 危険率 で 推計学的に 比較検討す る と , 域値上

1 段階高鳴度 と 2 段階高濃度 の 間で は 有意差 は認 め な

表1 0 嗅覚正 常者に お け る域値変化

鰭 ､

､. ､寧
1 段 階 2 段 階 最高濃度

A 1 . 4 5 士 0 . 2 4 2 . 0 0 士 0 . 3 7 4 . 6 0 士 0 . 4 1

B 0 .9 5 士 0 .1 0 1 .4 5 ± 0 . 2 4 3 .2 0 士 0 .4 7

C 1 .1 0 士 0 .1 4 1 .6 5 士 0 .2 7 4 .0 0 士 0 .6 6

D

E

1 . 1 0 士 0 . 1 4

1 . 1 5 ± 0
.1 7

1 .6 0 士 0 . 3 2

1 .7 5 士 0 .3 0

3 . 8 0 土 0 . 5 2

4 . 2 7 土 0 . 3 2
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表11 嗅覚正 常者に お け る 回復時間(単位 : 秒)

l ≡

一

E宗

塵 1 段 階 2 段 階 最高濃度

A 8 3 士 2 2 1 0 7 士 2 6 2 9 1 土 7 3

B 6 1 士 1 9 8 5 土 2 0 1 9 7 土 5 4

C 7 7 士 2 4 9 7 士 3 5 2 8 3 土 8 3

D 7 2 士 1 8 9 3 士 2 2 2 3 1 ± 5 7

E 7 7 士 24 1 0 4 士 2 5 2 9 8 土 6 8

か っ た . 域値上 1 段階高濃度 と最高濃度 の 問お よ び域

値上2 段階高濃度と最高濃度 の 間 に 有意差 を 認 め た .

2 . 小 括

喚覚正常者 にお け る検査成繚 を ま と め る と ,

持続時間に 関 して は ,

1) 域値上 2 段階高濃度喚素液 を 用 い た 場 合 で は ,

持続時間が3 0 秒未満の も の は 1 名 も な く . 喚素 A を 除

けば , 6 0 秒以上 の もの が85 ～ 1 00 % と大部 分を 占め た
.

2) 嗅素A は他 の 嗅素と比較 する と 有 意 差 を 認 め ,

持続時間が短縮す る傾向に あ るが
, 他の B ～ E の 喚素

間 に は有意差 を認 めな か っ た .

3) 刺激嘆素液 の 濃度に よ る遠 い に つ い て は . 域 値

上 1 段階高濃度 と最高濃度と の 間に お け る 喚素A の 場

合 に の み 有意差 を認め た が , そ の 他の 場合 で は有意 差

は認 めな か っ た .

域値変化に 関 して は ,

1) 域値上2 段階高濃度唾棄液を 用 い た 場 合 で は ,

域値変化 は1 ～ 2 で あ っ た .

2 ) 喚葉A は他 の 喚素と 比較 す る と 有 意 差 を 認 め
,

域値変化が 大きく な る こ と が 認め られ た が , 他 の B ～

E の 喚莱問に は有意差を 認め な か っ た .

3 ) 刺激喚素液 の 濃度 に よ る逢 い に つ い て は , 域 値

上 1 段階高濃度 , 域値上2 段階高濃度 . 最高濃度の い

ず れ の 濃度間に お い て も有意差を 認め , 与え る喚刺激

が 強い ほ ど域値 変化 は大きく な る こ と が 認め ら れ た▲.

回復時間 に関し て は .

り 域値上 2 段階高濃度喚素液 を 用 い た 場 合 で は .

回復時間 は約1 ～ 2 分で あ っ た .

2 ) 刺激喚素液の 濃度 に よ る逢 い に つ い て は
, 域 値

上 1 段階高濃度と 最高濃度の 問お よ び域値上 2 段階高

波碇と最高濃度の 問に 有意差を 認 め , 与え る喚刺激が

強い はど回復時間が延長す る こ とが 認 め られ た . しか

し域値上 1 段階高濃度 と2 段階高濃度 の 問 で は有意差

は認め なか っ た .

疲労検査 は単な る域値測定 に 比 し長時間要す る こ と

橋

か ら , 臨床検査法と し て 5 種の 喚素全部 に つ い て 検査

を 実施す る こ と は . 時間の 関係 や , 注意 力の 集中など

の 点か ら困難と 思わ れ る . 実際 の 臨床検査 と し て は ,

どの 喚素を 使用 し て 検査 を す る の が 有利 で あ る か を .

以上の 検査成緒 より検討 し て み る と . 嗅素 A は他の 嗅

素と 比較 して 持続時間が短縮 し . 域値変化が 大き い傾

向に あ る こ と
, 嗅素 B は最 高濃度が 4 ま で し か な く ,

稀釈段階が 少な い こ と , 噴 素C は他 の 喚素 と比較して

回復時間に お け る 分散が大 き い こ と , そ L て 残る嘆素

D と E は , D は 快, E は不快 と い う 相反す る対照的 な

ニ オ イ で あ る こ と な ど の 理 由に よ り , 本検査法をさ ら

に す す め て い く 上で
. 検査 に 使用す る嗅素 は D と E の

2 種類が 適当で あ る と考 え た .

Ⅳ 嗅 覚障害者 にお け る検査成績

嘆覚障害を 障害部位別 に
, 鼻腔内 の 障害 に よる噴覚

障害と 頭蓋内の 障害 に よ る 喚覚障害 と に 大別 した . 鼻

腔内陣奮に よ る 嗅覚 障害 と して は , 噴覚正常者で 人工

的 に 嘆覚障害を お こ さ せ た実験的鼻腔 内性 ( 呼吸性お

よび 噴枯膿 性) 喚覚 障害 と , 鼻 副鼻腔疾患 に よる喚覚

障害と を 検査対 象と し
, 頭蓋 内障害 に よ る嗅覚障害と

して は , 頭部外 傷 仁 脳 腫瘍 , 前頭関頭術後 の 嗅覚障害

を 検査対象と し て , 次 の 4 群 に分 け て 検 査 を 行 な っ

た .

1 ) 実験 的呼吸性喚覚障害群

2) 実 験的嗅粘膜性 喚覚 障害群

3 ) 鼻 副鼻腔疾患 に よ る喚覚障害群

4) 頭 蓋内障害 に よ る喚覚障害群

刺激喚素液は , 域値上 2 段階高濃度の 喚素 D と喚素

E を 用 い て 検査 を行 な っ たが
, 嗅 覚 減 退 程 度 が 著し

く , 域値上2 段 階高濃度嘆素液 を使用で き ない 場合で

は . 域値上 1 段 階高濃度嗅素液 を用い て 検査を 行な っ

た .

1 . 実験 的呼 吸性喚覚障害

呼吸 性喚覚障害 と は , 主 と して 鼻腔形態の 異常 に よ

り t 喚素が 嗅粘膜 に 充分到達 し得な い こ と に よっ て 生

ず る 喚覚障害 で あ る . 徳 田
1り

の 方法 に より . 鼻腔形態

に 異常 の な い 嗅覚正常者の 両鼻腔に , 無臭の ゴ ム 製指

サ ッ ク の 先端 を 切り取 り , 外面 に 無臭の 白色 ワ セ リ ン

を 塗布 し た も の を前鼻孔か ら後鼻孔 近く ま で 挿入 し ,

噴裂 を総鼻遥か ら隔離さ せ て , 人工 的 に 呼吸性喚覚障

害 を お こ さ せ た . こ の 操作で , 披検者1 0 名 に お い て .

平均1 . 8 の 域値上昇が み られ , 3 名 に 中等度 喚覚 減退

を , 7 名に 軽度喚覚減退を き た す こ と が で き た .

検査成績

実験 的呼吸性嗅覚障害 に お け る 検査成績 は , 嗅 素D
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を用い た場合 , 持続 時間は蓑12 a) , 表20 の ごと く . 3 0

秒未満 の もの は なく ( 0 % ) . 30 秒 ～ 6 0 秒未 満 の も の

が3 名 (30 % ) , 6 0 秒以上の も の が 7 名 ( 70 % ) で あ

り , 蓑12 れ 蓑21 の ごと く , 域値変化 は1 . 9 ±0 . 6 , 回

復時間 は114 ±4 2 秒で あ っ た . 噴素 E を 用 い た 場 合 ,

持続時間は蓑12 b ) , 衰20 の ごとく , 3 0 秒 未 満 の も の

はなく ( 0 % ) , 30 抄 ～

60 秒末端の も の が 2 名( 20 % ) .

3 2 9

60 秒以上 の も の が 8 名 ( 80 % ) で あ り . 表12 b ) , 表2

1 の ごと く . 域値変化は2 . 0 ±0 . 5 , 回復時間は140 ±3 2

秒で あ っ た .

持続時間 . 域値変化お よ び回復時間に つ い て
, 5 %

以 下の 危険率で 推計学 的に 検討す る と , 喚覚正常者と

比較 して . 持続時間 . 域値変化 . 回復時間の い ず れ に

も有意差を 認め ず , 実験的呼吸性喚覚障害と 嘆覚 正常

表1 2 a) 嗅莱D : 実験的呼吸性嗅覚障害

症

例

年

令

性

別

操作前の

平均嗅力
損 失 値

操作後の 検知域値 操作後の

平均喚力
損 失 値

持続時間

( 秒)

域値変化 回復時間

(秒)
A

ロ

B C D E A B C D

3

E

2口 26 古 口 0 口 ロ 0 .8 4 2 3 2 .8 6 0 ロ 60

田 田 占 ロ 口 ロ 口 ロ 1 . 0 4 2 2 2 3 2 .6 5 4 3 1 5 0

3 田 苔 口 0 口 0 口 0 . 6 2 ロ 2 ロ 2 1 .6 四 3 60

4 田 8 0 ロ ロ ロ 0 0 .6 2 2 2 2 2 2 . 0 田 2 75■

5 田 占 皿 F 0 0 0
-

0 .4 口 ロ 2 2 2 1 .6 田 口 45■

6 38 苗 ロ 0 0 0 0 0 . 2 2 2 2 2 口 1 .8 田 ロ 60■

7 田 ♀ ロ ロ 0 ロ 0 0 . 6 3 2 2 3 2 2 . 4 田 3 1 6 5一

8 2 6 ♀ ロ 0 ロ 0 ロ 0 . 6 4 2 2 3 3 2 .8 6 0 ロ 18 0
･

9 2 5 お 0
■

1 0 0 口 0 , 4 2 2 2 2 2 2 .0 田 2 15 0,

田 田 8 ロ 口 0 口 0 0 . 6 5 4 3 2 3 3 . 4 6 0 2 1 9 5
一

9 5 % 信 頼 区 間 1 .9 ± 0 .6 1 1 4 土4 2

表1 2 b) 嘆素 E ‥ 実験 的呼吸性嘆覚障害

症

例

年

令

性

別

操作前の 検知 域値 操作前の

平均喚力
損 失 値

操 作後 の 検知 域値 操作後 の

平均嗅カ
損 失 値

持続時間

(秒)

` 域値変化 回復時 間

( 秒)
A B C D E A B C D E

口 2 6 谷 ロ 口 0 ロ 口 0 .8 4 2 . 田 3 2 2 .8 田 口 10 5
｣

田 田 古 ロ ロ 口 ロ 口 1 .0 4 2 2 2 3 2 . 6 四 3 13 5

3 田 8 ロ 0 口 0 ロ 0 . 6 2 口 2 ロ 2 1 . 6 6 0 2 9 0

4 2 6 古 0 ロ ロ 口 0 0 , 6 2 2 2 2 2 2 .0 6 0 2 1 0 5

5 2 5 8 』 皿 0 0 0 - 0 .4 口 ロ 2 2 2 1 .6 6 0 田 1 20

6 3 8 古 口 0 0 0 0 0 .2 2 2 2 2 口 1 .8 6 0 2 1 0 5

ロ 33 ♀ 口 口 0 ロ 0 0 .6 3 2 2 3 2 2 .4 4 5 3 1 8 0

8 2 6 ♀ ロ 0 ロ 0 ロ 0 . 6 4 2 2 3 3 2 .8 6 0 2 1 3 5

田 25 8 0 口 0 0 口 0 . 4 2 2 2 2 2 2 .0 6 0 口 2 1()

四 29 8 ロ ロ 0 口 0 0 . 6 5 4 3 2 3 3 .4 6 0 2 2 1 0

9 5 % 信 頼 区 間 2 .0 士0 . 5 1 4 0 士3 2
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者 と の 間の 喚覚疲 労に 明 らか な差 は認 め なか っ た .

2 . 実験的喚粘膜性嗅覚障害

嗅粘膜性嘆覚障害と は . 嘆粘膜 に 障害 を き た し ,
そ

の 感受性 の 低下 に よ っ て 生ず る喚覚 障害 で あ る , 徳田

It )
の 方法 に より . 喚覚正常者 を仰 臥懸垂頭位 に し , 粘

膜表面麻酔薬 で あ る0 . 4 % ベ ノ キ シ ー ル を 両 鼻 腔 に 各

々 約2 m げ つ 注入 し , 約2 分間麻酔 す る こ と に よ っ

橋

て 人工 的 に 喚粘膜性嗅覚障害を お こ さ せ た . 以 上の 操

作 に よ り , その ほと ん どが 嘆覚脱失を き たし , そ の 後

時間の 経過 とと も に 麻酔の 深度が 浅く なり , 噴寛が 回

復 し て ゆ く過程 に お い て , 高度嘆覚減退 ､ 中等度嗅覚

減退 , 軽 度噴覚減退が 得 ら れ た . こ の 操作 で 得ら れた

検 査対象 は 仁 軽度噴覚減退10 名 , 中 等 度 噴 覚 減退1 0

名 , 高度 喚覚減退10 名で あ る .

表1 3 a ) 嗅 素D : 実験 的嘆粘膜性 嗅覚障害 (軽度 嗅覚減退)

症

例

年

令

性

別

操作前の 検知 域値 操作前の

平均嗅力
損 失 値

操作 後 の

平均 嘆力
損 失 値

持続時間

(抄)

域値変 化 回 復時間
(秒)A B C D E A B C D E

口 36 古 口 口 口 口 ロ 1 .0 3 2 2 2 2 2 .2 6 0 2 1 5 0

2 2 5 谷 田 田 0 0 0
→

0 .4 2 2 口 2 2 1 .8 田 口 75

3 3 4 古 0 口 田 ロ 口 0 .4 2 2 2 2 2 2 .0 4 0 3 1 2 0

4 田 $ ロ ロ 口 ロ ロ 1 .0 3 2 2 2 2 2 .2 ･ 6 0 2 1 6 5

5 2 6 谷 口 ロ 0 ロ ロ 0 .8 3 2 口 2 2 2 .0 田 口 90

6 田 古 0 口 口 ロ 0 0 .6 2 口 口 2 2 1 .6 田 ロ 90

7 田 省 口 0 口 0 口 0 .6 4 2 2 2 2 2 .4 6 0 ロ 9 0

8 3 3 谷 ロ ロ ロ 口 ロ 1 .0 2 2_ 2 2 2 2 .0 6 0 2 2 1 0

9 2 5 谷 0 ロ 0 0 ロ 0 .4 3 2 2 2 2 2 .2 5 2 3 1 8 0

田 29 谷 口 口 田 口 0 0 .6 3 2 口 2 2 2 .0 田 2 1 0 5

9 5 % 信 頼 区 間 1 .8 士0 .6 1 2 8 士3 3

表1 3 b) 嗅素 E : 実験 的喚粘膜性 喚覚障害 (軽 度喚覚減退)

症

例

年

令

性

別

操作前 の 検知 域億 操作前の

平均嗅カ
損 失 値

操作後の 検知域値

A B C D E

操作 後の

平均 喚カ
損 失 値

持続時間

( 秒)

域値変化 回復時間

(抄)A B C D E

ロ 36 谷 口 ロ 口 口 口 1 .0 3 2 2 2 2 2 .2 4 0 3 1 3 5

2 2 5 古 田 田 0 0 0
-

0 .4 2 2 口 2 ロ 1 .6 田 2 90

3 3 4 谷 0 口 田 ロ 口 0 .4 2 2 2 2 2 2 .0 田 2 1 3 5

4 2 7 谷 ロ 口 ロ ロ ロ 1 .0 3 2 2 2 2 2 .2 田 ロ 1 05

5 2 6 古 口 口 0 ロ 口 0 .8 3 2 口 2 2 2 .0 田 口 1 50

6 2 6 古 0 口 ロ ロ 0 0 .6 2 口 口 2 2 1 .6 田 2 1 6 5

7 田 8 口 0 口 0 口 0 .6 4 田 2
11

ム 2 2 .4 田 2 1 2 0

8 3 3 谷 ロ ロ 口 ロ ロ 1 .0 2 2 2 2 2 2 .0 6 0 2 2 4 0

9 2 5 省 0 口 0 0 口 0 .4 3 2 2 2 2 2 .2 4 7 3 1 9 5

2 9 古 口 口 0 ロ 0 0 .6 3 2 口 2 2 2 .0 田 ロ 1 05

9 5 % 信 頼 区 間 1 .9 士0 .5 1 4 4 士33
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検査成績

実験的喚粘膜性喚覚障害 に お け る検 査成績 は ,

1) 軽度嘆覚減退 に お い て は . 嘆素 D を 用い た 場合 ,

持続時間は表13 a) , 衰20 の ごと く . 3 0 秒未満の もの は

なく ( 0 % ) , 3 0 秒 ～

60 秒 の もの が 2 名 ( 20 % ) . 6 0 秒

以上の も の が 8 名 ( 80 % ) で あ り , 表13 a ) , 表21 の ご

とく , 域値変化は1 . 8 ±0 . 6 , 回復時間 は1 28 ±3 3 秒 で

33 1

あ っ た
. 嘆素 E を 用い た場合 , 持 続 時 間 は 表1 3 b ト

表20 の ごと く . 喚素D の 場合と 同様で あ り . 表13 b ) .

表21 の ごと く , 域値変化 は1 . 9 ±0 ふ 回復時間 は1 4 4

±3 3 秒で あ っ た
.

2 ) 中等度噴覚減退 に お い て は , 噴霧 D を 用 い た 場

合 , 持続時間は 蓑14 れ 蓑20 の ごとく , 3 0 秒未満の も

の は なく ( 0 % ) , 30 秒 ～ 60 秒未満 の もの が 2 名 ( 2 0

表14 a) 喚素 D : 実験 的嘆粘膜性 嗅覚障害 (中等度 嗅覚減退)

症

例

年

令

性

別

操作前 の 検知 域値 操 作前の

平均嗅力
損 失 値

操 作後 の 検知 域値 操 作後 の

平均嘆力
損 失 値

持続時間
(秒)

域値変 化 回復時 間

( 秒)A B C D E A B C D E

口 田 8 口 ロ 0 ロ 口 0 . 8 4 3 3 3 3 3 .2 6 0 2 1 5 0

2 2 5 苗 肝 巴 0 0 0
-

0 . 4 5 3 3 3 3 3 . 4 5 5 3 1 6 5

田 34 谷 0 ロ 0 ロ ロ 0 . 6 3 3 2 3 3 2 .8 6 0 口 1 2 0

4 田 8 口 口 口 ロ ロ 1 .0 3 3 3 3 3 3 .0 6 0 2 2 2 5

5 田 告 口 ロ 0 口 口 0 . 8 4 3 2 3 3 3 .0 田 2 2 1 0

6 2 6 8 0 ロ 口 口 0 0 . 6 4 3 2 3 3 3 .0 田 ロ 60

ロ 田 8 ロ 0 0 0 口 0 . 4 3 3 2 2 3 2 .6 田 田 90

8 田 古 口 0 0 口 口 0 . 6 4 4 3 3 3 3 . 4 5 0 3 2 4 0

9 田 苔 0 口 0 0 ロ 0 . 4 4 3 2 3 3 3 ,0 6 0 2 2 7 0

田 田 谷 ロ ロ 0 0 0 0 . 4 4 3 3 3 3 3 .2 6 0- 2 7 5

9 5 % 信 頼 区 間 2 .0 士0 .5 1 6 1 士5 2

表1 4 b) 嗅 素E : 実験 的嘆粘膜性嗅覚障害 (中等度喚覚減退)

症

例

年

令

性

別

操 作前の 検知域値 操作前の

平 均嗅力
損 失 億

操作後 の 検知 域値 操作後の

平均嗅カ
損 失 値

持続時間

( 秒)

域値変化 回復時間

( 秒)A B C D E A B C じ E

口 田 苔 口 ロ 0 口 ロ 0 .8 4 3 3 3 3 3 .2 田 2 27 0

2 四 古 皿 - 1 0 田 0
-

0 .4 5 3 3 3 3 3 ,4 田 2 1 ′6 5

田 34 8 0 ロ 0 口 口 0 .6 3 3 2 3 3 2 .8 田 2 25 5

4 田 8 ロ ロ 口 口 口 1 . 0 3 3 3 3 3 3 .
0 田 3 18 0

田 田 お ロ 口 0 口 口 0 . 8 4 3 2 3 3 3 .0 四 2 12 0

田 26 お 0 ロ 口 口 0 0 . 6 4 3 2 2 3 2 .8 田 ロ 1 0 5

ロ 田 苔 口 0 0 0 ロ 0 . 4 3 3 2 田 3 2 .6 四 口 1 5 0

8 田 容 ロ 0 0 口 口 0 . 6 4 4 3 3 3 3 . 4 田 3 1 3 5

9 田 谷 0 ロ 0 0 口 0 . 4 4 3 2 3 3 3 .0
-

6 0 2 1 5 0

田 田 8 口 ロ 0 0 0 0 .4 4 3 3 3 3 3 . 2 田 2 1 5 0

9 5 % 信 頼 区 間 2 .0 士0 . 5 1 6 8 士3 8
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% ) . 6 0 抄以 上 のもの が 8 名 ( 80 % ) で あ り , 表1 4 a 仁

義21 の ごと く , 域値変化は2 . 0 ±0 ふ 回復 時間 は1 6 1

±5 2 秒 で あ っ た . 喚素E を 剛 ､ た場 合 , 持続 時間は 蓑

1 4 b ) , 姦20 の ごと く . 噴素 D の 場 合 と 同様 で あ り ,

衷14 b ) , 蓑21 の ごと く , 域櫨変化 は2 . 0 ± 0 . 5 , 回復

時間は168 ±3 8 秒で あ っ た .

3 ) 高度喚覚 減退 に お い て は , 嘆素 D を 馴 ､ た場合 .

橋

持続時間 は表15 a) , 表20 の ごと く , 3 0 秒未満の も の が

3 名 ( 3 0 % ) , 3 0 秒 ～

6 0 秒未満の もの が 5 名( 50 % ) , 6

0 秒以 上 の も の が 2 名 ( 2 0 % ) で あ り t 表15 a) , 表21

の ごと く , 域値変化 は1 . 8 ±0 .3 . 回復時間 は23 6 ±5 j

秒 で あ っ た . 喚素 E を 用 い た場合 , 持続時 間 は 表1 5

b ) , 衰20 の ごと く , 3 0 秒未満の もの が 1 名 (1 0 % ) t 3

0 秒 ～ 6 0 秒未満 の もの が 6 名 ( 60 % ) , 6 0 秒以 上の も の

表1 5 a ) 嗅 素D : 実験 的噴粘膜 性嗅覚障害 (高度唄覚減退)

症 年 性 操作前の 検知 域値
l

操 作前の 操作後 の 検知 域値 操作後 の

持続時借

(秒)

域 値変化 回復時間
(秒)

例 令
M

別 A B C D E
平均嗅力
損 失 値 A B C b

■■
E

平均嗅力
損 失 値

1
1

36 苗 口 ロ ロ 口 ロ 1 . 0 6 4 4 4 4 4 .4 田 口 360

2 2 5

H

a 可 皿 0 0 0
-

0 . 4 5 5 5 4 4 4 . 6 6 0 口 1 35

3 3 4 a 0 ロ 皿 口 口 0 .4 4 5 4 4 4 4 .2 四 2 30 0

4 田 6 ロ 口 口 ロ ロ 1 .0 5 5 4 4 4 4 .4 4 0 2 31 5

5 田 a 口 ロ 0 口 ロ 0
.8 5 4 4 4 4 4 .2 5 0 2 1 6 5

田 26 a 0 口 口 ロ 0 0 .6 5 4 4 4 4 4 . 2 田 2 2 4 0

7 3 1 古 口 0 口 0 ロ 0 .6 6 4 3 4 4 4 . 2 田 2 1 9 5

8 田 苗 ロ 口 ロ 口 ロ 1･ .0 6 5
.

4 4 4 4 . 6 2 0 2 2 7 0

9 田 a 0 口 0 0 口 0 . 4 5 5 3 4 4 4 . 2 2 5 2 1 5 0 …

1 0 田 苗 ロ 口 0 ロ 0 0
. 6 5 5 4 4 4 4 , 4 4 4 2 2 2 5

9 5 % 信 頼 区 間 1 .8 士0 . 3 2 3 6
.
士5 4

表1 5 b) 嗅素 E : 衰験的嗅粘膜性嗅覚障害 (高度 噴覚減退)

症 年 性 操作前の 検知域値 操作 前の
ヽ

操 作後 の 検知 域 値 操作後の

持続時間
(秒)

域値変化

i

回復時間

( 秒)例 令 別 A B C D E
平均 嘆力
損 失 値 A B C D E

平均 嗅カ
損 失 値

ロ 田 古 ロ ロ ロ 口 口 1 . 0 6 4 4 4 4 4 .4 4 6

H

2 3 9 0

田 田 8 』 』 0 0 0
-

0 . 4 5 5 5 4 3 4 . 4 6 0 ロ 18 0

3 3 4 8 0 口 皿 口 口 0 . 4 4 5 4 4 4 4 . 2 3 5 2 2 5 5

4 田 古 6 ロ 口 ロ 口 1 .0 5 5 4 4 4 4 . 4 3 5 2 2 7 0

岩
5 田 古 ロ ロ 0 ロ ロ 0 ,8 5 4 4 4 4 4 . 2 4 8 2 1 5 0

田 田 古 0 口 口 ロ 0 0 . 6 5 4 4 4 4 4 , 2 田 2 22 5

7 3 1 谷 ロ 0 ロ 0 口 0 . 6 6 4 3 4 4 4 . 2 6 0 ロ 210

8 田 古 口 口 ロ ロ 口 1 .0 6 5 4 4 4 4 .6 1 5 2 3 6 0

…

9 四 8 0 ロ 0 0 ロ 0 . 4 5 5 3 4 4 4 .2 6 0 ロ 1 8U

四 四 8 ロ 口 0 ロ 0 0 .6 5 5 4 4

ヨ

4 4 .4 4 0 2 31 5

9 5 % 信 板 区 R 1 .7 士 0 .4 2 5 4 士5 7
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が 3 名 ( 30 % ) で あ り , 去15 b ) ､ 表21 の ご と く , 域

値変化は1 . 7 ±0 . 4 , 回復時間は254 ±5 7 秒 で あ っ た
.

4 ) 喚覚減退程度が 中等度以 内の も の に お い て は .

噴素D を 用 い た場合 , 持続 時間 は表20 の ごと く t 3 0 秒

未満の も の は なく ( 0 % ) . 3 0 秒 ～ 6 0 秒未満 の も の が

4 名 (2 0 % ) . 6 0 秒以 上の も の が16 名 ( 8 0 % ) で あ り ,

表21 の ごとく , 域値変化は1 . 9 ±0 .3 , 回復時間 は1 4 4

±2 9 秒で あ っ た . 嗅素E を用 い た 場合 , 持続時間 は表

20 の ごとく , 噴素D の 場合と同様で あ り , 表21 の ごと

く . 域値変化 は2 .0 ±0 .3 , 回復時間 は156 ±2 3 秒 で あ

っ た .

持続 時間. 域値変化お よ び回復時間を 5 % 以 下の 危

険率で 推計学的に 検討 すると ,

1) 実験的境地膜性 嗅覚障害に お い て t 軽 度 嗅覚 減

退と 中等魔境覚 減退 を比 較す る と , 持続時間 . 域値変

化 , 回復時間の い ず れ に も有意差を認 め な か っ た .

2) 噴覚正常者と比較 す ると , 軽度 嘆覚減退 で は
, 持

続時間 , 域値変化, 回復時間の い ず れ に も 有意差を認

めな か っ た . 中等度嘆覚減退で は , 回復時間に 有意差
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を認め た . 高度 嗅覚減退で は , 持続時間と 回復時 間に

有意差を 認め た .

3 ) 実験 的呼吸性噴覚障害と比較す ると , 噴 覚 減 退

程度が 中等度以 内で は , 持続 時間 , 域値変化 . 回 復時

間 の い ず れ に も 有意差を 認め なか っ た ,

3 . 鼻 副鼻腔疾患 に よ る喚覚障害

鼻副鼻 腔疾患 に と らな う噴覚障害 は, 日常臨床的 に

しば し ば み ら れ る もの で あ り . 高橋 ら
13)

, 飯塚
1 4〉

, 中

原
15)

, 井沢
柑)

, 森川け) 等の 報告が あ る . そ の 障 害 の 原

因と し て は
, 鼻中隔轡曲症 に 代表さ れ る よう な鼻腔 形

態の 異常 に よ っ て 呼吸性 に 障害が 生じ て お こ る も の
,

急性上気道感染症 に と も な っ て お こ る噴覚障害や 有毒

物 に よ る噴覚障害に み ら れ る よう な嘆粘膜や 末梢神経

の 障害に よ っ て お こ る もの , さ ら に こ の 両者が混 合し

て お こ る もの が 考え ら れ る . も っ と も しば し ば み ら れ

る も の は , 純粋 な呼吸性 に よる 噴覚障害や , 障害 部位

が 喚粘膜 , 末梢神経 に 限局 した 喚覚障害 より も , む し

ろ こ の 両者が 混合し て お こ る .
い わ ゆ る混合性 喚覚障

害で あり , 慢性副鼻 腔炎 に と も な う喚覚障害が そ の 代

表1 6 a ) 嘆素D : 鼻副鼻腔疾患 に よ る嗅覚障害 ( 経度嘆覚減退)

症

例

年

令

性

別

払
･一

検 知 域 値
平均 嗅力
損 失 値

持続時 間
( 抄)

域値変 化 回復時 間
(秒)

n一
′

.
1

A B C D E

ロ 田 ♀ E 2 口 口 2 2 1 .6 田 2 7 5

2 田 ♀ E 4 2 口 2 2 2 .2 田 口 3 0

3 1 4 ♀ E 2 2 ロ 2 2 1 .8 田 3 21 0

4 田 8 E 3 ロ 口 2 2 1 .8 田 ロ 12 0

5 田 ♀ E 3 2 口 口 2 1 .8 田 ロ 75

6 四 8 E ロ 口 2 ロ 2 1 ,4 田 2 1 2 0

7 1 5 容 E . N P ロ 2 口 2 ロ 1 .6 田 2 I 2 0

8 田 占 E 2 田 田 2 2 2 .0 田 2 9 0

9 田 8 E . N P 4 2 口 2 2 2 . 2 田 ロ 1 5 0

. 1 0 51 告 E 2 ロ 口 口 ロ 1 . 2 6 0 2 9 0

四 48 占 E 2 ロ ロ 2 2 1 . 6 6 0 ロ 90

四 四 8 ビ 3 2 2 2 3 2 .4 6 0 2 1 6 5

四 田 a E 4 ロ 2 2 2 2 .0 団 2 1 3 5

田 26 ♀ E . N P 2 口 ロ 2 2 1 .6 6 0 口 7 5

田 34 8 E 口 ロ 3 2 田 2 . 0 6 0 田 1 20

9 5 % 信 板 区 間 1 .7 ±0 .3 1 1 1 士2 4

E : 副鼻腔炎 N P : 鼻茸 R ‥ 鼻炎 N A : 鼻 ア レ ル ギ
ー
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裏的な もの で あ る . 鼻副鼻腔疾患 に お け る 嗅覚 障害 の

検査対象 は
, 主と して 慢性副鼻腔炎 を中 心 に

, 慢性鼻

炎 , 鼻ア レ ル ギ ー の 臨床症例 で あ り t 軽度嗅覚減退15

名 , 中等度噴覚減退15 名 , 高度喚覚減退10 名 で あ る .

検査成績

鼻 副鼻腔疾患に よ る嗅覚障害の 検査成鏡 は ,

1) 軽度喚覚減退 に お い て は , 喚素 D を 用い た 場合 ,

持続時間 は衰16 a) , 表20 の ごと く . 3 0 秒未満の もの は

なく ( 0 % ) , 3 0 秒 ～ 60 秒未満 の もの が 1 名 ( 7 % ) ,

60 秒以上の もの が14 名 (93 % ) で あ り , 表16 a) , 表21

の ごと く . 域値変化 は1 .7 ±0 . 3 . 回復 時間は11 1 ±2 4

秒で あ っ た . 喚素E を用 い た場合 , 持続 時 間 は 表1 6

b) ･ 表20 の ご とく , 3 0 秒未満 の も の は な く ( 0 % ) , 3

0 秒 ～ 6 0 秒未満の もの が 4 名 ( 27 % ) , 6 0 抄以上 の も の

が11 名 ( 73 % ) で あ り 一 義16 b ) , 表21 の ご と く , 域

値 変化 は1 .9 ±0 . 4 , 回復時間 は137 ±2 5 秒で あ っ た .

2 ) 中等度噴覚減退 にお い て は , 喚素 D を 用 い た 場

合 , 持続時間は 表17 a) , 表20 の ごと く , 30 秒未満の も

の が 2 名 (13 % ) , 30 秒 ～ 60 秒未満の もの が 2 名 ( 13

% ) , 60 秒以上 の もの が11 名 (73 % ) で あ り . 表17 a) ,

橋

表2 1 の ご とく , 域値変化 は2 .0 ±0 . 4 . 回復時間 は14 2

±2 8 秒 で あ っ た . 喚素E を 用い た場 合 , 持続時間は表

17 b ) ･ 表20 の ごと く , 3 0 秒 未満 の も の は な く ( 0

% ) ･ 30 秒 ～ 60 秒未満の もの が 2 名 (2 0 % ) , 6 0 秒以上

の もの が 8 名 ( 80 % ) で あ り , 表17 b ) , 表2 1 の ごと

く t 域値変化 は2 .1 ±0 .5 , 回復 時間はt6 7 ±5 0 秒 で あ

っ た .

3) 高度噴覚減退 に お い て は , 噴素 D を用 い た場合.

持続時間 は表1 8 aj . 表2 0 の ごとく , 3 0 秒未満 の もの が

5 名 (50 % ) , 3 0 秒 ～

6 0 秒未満 の も の が 4 名(40 % ) パ

0 秒以上の もの が 1 名 ( 10 % ) で あり , 蓑18 a) , 義2 1

の ごと く , 域値変 化は2 .5 ±0 . 4 . 回復時間 は25 8 ±6 6

秒で あ っ た . 喚素 E を用 い た場合 , 持続時 間 は 表18

b ) . 蓑20 の ごと く , 3 0 秒未満 の もの が 3 名 ( 30 % ) t 3

0 秒 ～60 秒未満 の も の が 5 名 ( 50 % ) , 6 0 秒以 上の もの

が 2 名 (20 % ) で あり t 表18 b ) . 表21 の ご と く . 域

値 変化 は2 .
1 ±0 . 4 , 回復時間 は245 ±49 秒で あ っ た .

4 ) 喚覚減退程度が 中等度以内の も の に お い て は .

嗅索 D を用 い た場合 , 持続 時間 は表20 の ごと く . 3 0 秒

未満 の も の が 2 名 ( 7 % ) . 30 秒 ～ 6 0 秒未満 の も の が

表1 6 b) 嘆素 E : 鼻副鼻腔疾患 に よ る喚覚障害 (軽度嗅覚減退)

症

例

年

令

性

別
診 断 名

検 知 域 値 平均嗅力
損 失 値

持続暗闇
( 秒)

域値変化 回復時間
(秒)A B C D E

′1 田 ♀ E 3 2 2 2 2 2 . 2 田 口 1■50

2 1 6 ♀ E 2 口 口 2 2 1 .6 田 2 1 5 0

3 2 5 苔 E 2- 口 口 2 口 1 .4 田 2 45

4 1 4 ♀ E 2 ロ 2 2 2 1 .8 6 0 2 24 0

5 . 1 6 谷 E 3 口 ロ 2 2 1 . 8 4 0 3 1 0 5

田 3 5 ♀ E 3 2 ロ ロ 2 1 .8 田 ロ 10 5

7 田 谷 E ロ ロ 2 ロ 2 1 .4 田 3 1 2 0

8 1 5 谷 E . N P 2 2 口 2 口 1 . 6 田 2 13 5

9 田 谷 E ･4 2 口 2 2 2 . 2 田 3 1 8 0

四 田 谷 E 2 口 口 口 口 1 .2 田 3 1 0 5

田 田 ♀ E 3 口 2 2 2 2 .0 田 ロ 1 20 言

1 2 3 4 古 E 口 ロ 3 2 3 2 .0 6 0 2

訓四 田 ♀ E . N P 2 2 口 2 2 1 . 8 6 0 2

1 4 2 5 古 E 3 2 2 2 2 2 .2 田 2 1 3 5 ∈
15 2 2 苫 E 3 2 2 2 3 2 .4 田 2

u
1 9 5 ;

-

9 5 % 倍 額 区 間 1 . 9 ±0 .4 1 3 7 士2 5 2
u
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表17 a ) 嗅素 D : 鼻副鼻腔疾患 に よる唄覚障害 (中等度 嘆覚減退)

33 5

症 年 性
診 断 名

検 知 域 値
平均唄力

持続時間
( 秒)

域値変化 回復時 間
( 秒)例 令 別 A B C D E 損 失 値

ロ 四 占 E 5 4 2 2 5 3 .6 6 0 2 1 0 5

2 田 古 E 3 2 3 3 2 2 .6 5 4 3 9 0

3 3 9 8 E 4 2 3 3 3 3 .0 2 5 3 1 2 0

4 1 9 ♀ E 3 2 2 2 5 2 .8 6 0 田 1 20

5 田 苔 E 5 2 2 4 5 3
.6 2 0 3 2 2 5

6 四 古 E 4 3 2 2 3 2 .8 6 0 2 1 5 0

7 田 8 ･ E . N P 3 2 2 3 3 2 .6 田 2 90

8 四
′♪
U E 4 3 2 3 4 3 .8 6 0 ロ 1 20

9 四 ♀ E 4 4 3 3 3 3 . 4 6 0 2 9 0

田 田 苔 R 4 4 2 3 3 3 .2 6 0 田 90

四 四 舌 R 3 5 2 3 5 3 .6 6 G 2 1 8 0

四 44 苔 E 5 4 田 2 2 3 .0 6 0 口 12 ｢､

田 田 ♀ E N P 4 3 2 2 田 2 .8 6 D 口 10 5

1 4 田 告 E 5 2 3 3 5 3 .6 6 0 ロ 21 0

田 35 お E 5 3 2 2 2 2 .8 田 3 24 0

9 5 % 信 頼 区 間 2 . 0 士0 . 4 1 4 2 士2 8

表17 b ) 嗅素 E : 鼻副鼻腔疾患 に よる嘆覚障害 (中等度嗅覚減退)

症

例

年

令

. 性

別
診 断 名

検 知 域 値
平 均嗅力
損 失 値

■~､

持続時間
(秒)

域値変化 回復時間
(秒)A B C D E

ロ 田 古 E . N P 2 3 2 4 田 2 .6 6 0 2 1 6 5

2 田 告 E 3 2 3 3 3 2 .8 6 0 2 6 0

田 田 告 E 4■ 2 2 2 3 2 ,6 3 0 3 1 8 0

4 田 古 E 4 3 3 3 3 3 . 2 5 0 3 1 2 0

5 田 占 E . N P 3 3 田 3 3 3 . 0 6 0 口 90

6 四 8 E 4 4 3 3 田 3 .4 田 2 2 4 0

7 2 8 ♀ E 4 4 2 3 3 3 .2 6 0 田 2 70

8 4 4 8 E 5 4 2 2 2 3 .0 田 ロ 1 35

9 5 5 ♀ E . N P 4
u

3 2 3 3 3 . 0 田 田 2 55

田 田 苗 E - 5
‖U

3 2 2 2 2 .8 四 2 1 5 0

9 5 % 信 板 区 間 2 .1 士0 . 5 1 6 7 士5 0
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3 名 ( 10 % ) , 60 秒 以上 の もの が25 名 ( 83 % ) で あ り ･

表21 の ごとく , 域値変化 は1 . 8 ±0 .3 , 回復 時間 は1 2 7

±18 抄で あ っ た . 喚素E を用 い た場 合 , 持続 時間は 表

20 の ごと く , 3 0 秒未満 の も の は な く ( 0 % ) , 30 秒 ～ 6

0 秒未満の もの が 6 名 ( 24 % ) . 60 抄以 上 の も の が19 名

( 76 % ) で あ り . 表21 の ごと く , 域値変化 は2 ･ 0 ± 0
･

･

3 , 回復 時間 は149 ±2 4 秒で あ っ た ･

橋

持続時間, 域値変化お よ び 回復時 間を 5 % 以 下の 危

険率で 推計学的に 検討す る と .

1 ) 鼻副鼻腔疾患 に よ る 喚覚 障害に お い て , 軽 度嘆

覚減退 と中等度喚覚減退を 比 較す る と , 持続時間, 域

値変化 , 回復時間 の い ず れ に も有 意 差 を 認 め な か っ

た . 軽度嗅覚減退 と高度喚覚減退を 比較す ると , 持続

時間と 回復 時間に 有意差 を認 め
, 域値変化 は喚素D を

表18 a ) 嗅素 D : 鼻 削鼻腔疾患 に よ る 嗅覚 障害 (高度喚覚減退)

症

例

年

令

性
診 断 名

別

検 知 域 値

違背虐 持続時間
( 秒)

域値変化 回 復時間
( 秒) -A B C D E

口 田 8 E 6 3 4 3 5 4 .2 2 8 3

コ

30 0 i
2 四 苫 E 6 5 3 4 3 4 . 2 田 2 39 0

3 3 3 谷 E 6 5 2 3 6 4 . 4 30 3 9 0

4 5 0 谷 E . N P 5 5 5 3 5 4 .6 四 3 3 0 0

5 2 2 ♀ R 5 4 5 3 4 4 .2 田 3 21 0

6 田 ♀ E . N P 5 4 3 4 6 4 .4 田 2 30 0

7 2 0 ♀ N A 6 5 4 3 4 4 . 4 田 2 12 0

8 2 9 ♀ E 5 4 5 ､ 3 5 4 .4 四 3 33 0

9 2 8 ♀ N A 5 4 4 4 5 4 .4 田 2 30 0

田 47 谷 E 6 5 4 4 5 4 .8 田 2 2.4 0

9 5 ･% 倍 額 区 間 2 .5 土0 .4 2 5 8 ≠66

表1 8 b) 嗅素E : 鼻 副鼻腔疾患に よ る嗅覚障害 ( 高度嘆覚減 退)

症

例

年

令

性

別
診 断 名

検 .
知 域 値

平均喚 力
損 失 値

持続時間
( 抄)

域値変 化 回復時間
(秒)A B C D E

口 1 4 ♀ E 4 5 6 5 4 4 .8 1 8 2 2 5 5

田 四 巷 E 5 5 5 5 4 5 .0 田 2 1 9 5

3 5 4 ♀ E 6 4 6 6 4 5 .2 3 5 2 2 7 0

4 四 8 E 6 5 3 4 3 4 . 2 1 0 3 3 0 0

5 2 2 ♀ R 5 4 5 3 4 4 .2 4 0 2 2 2 5

6 2 0 ♀ E . N A 6 5 4 3 4 4 .4 6 0 ロ 2 70

7 田 ♀ N A 5 5 3 5 3 4 .2 4 5 3 1 5 0

8 田 ♀ E 5 4 6 5 3 4 .6 6 0 2 1 8 0

9 4 4 苗 E 6 4 5 6 4 5 . 0 5 0 2 2 1 0

1 0 5 6 谷 E 6 5 4 6 4 5 , 0 2 0 2

9 5 % 信 板 区 間 2 . 1 士0 .4
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用い た場合に 有意差を 認 め た ･ 中等魔境覚 減退 と 高度

嘆覚減退を 比較 す る と . 持続時間と 回復時間に 有意差

を認め た .

2) 嘆覚正常者と比較オ ると , 軽 度嗅覚減退で は , 持

続矧 乱 域値変化, 回復時間の い ず れ に も有意差 を 認

めなか っ た . 中等度嘆覚減退で は
, 回復時間に 有意差

337

を認め た . 高度嗅覚減退で は, 持続時間 . 域 値 変 化 .

回復時間の い ず れ に も有意差を認 めた .

3) 実験 的呼 吸性嗅覚障害と比較 す ると , 噴 覚 減 退

程度が 中等度以 内で は , 持続時間, 域値変化 . 回復時

間の い ず れ に も有意 差を認 めな か っ た
,

4 ) 実験的境地膜性嗅覚障害と 比較す ると . 喚 覚 滅

表1 9 a ) 嘆素 D : 頭蓋内陣嘗 に よ る噴覚障害

症

例

年

令

性

別

診 断 名
平均嘆力

損 失 値
持続時間
( 抄)

域値変化 回 復時間
( 秒)A B C D E

ロ 田 ? 脳動脈僻事術例 4 3 6 4 3 4 .0 四 2
1

3 6 0

田 田 8 頭 部 外 傷 3 口 2 2 2 2 .0 5 0 3 2 4 0

田 ･ 55 容 頭 部 外 傷 5 田 4 3 3 3 .6 4 0 田 4 35

4 2 4 ♀ 東 部 外 傷 4 2 3 2 4 3 .0 3 5 4 2 1 0

5 4 6 舌 頭 部 外 傷 4 4 4 3 4 3 .8 2 0 3 2 7 0

6 田 8 頭 部 外 傷 4 3 ロ ロ 口 2 .0 5 0 3 4 2 0

7 4 0 ♀ 脳動脈櫛 手術 例 5 4 2 2 4 3 .2 4 0 田 2 55

8 田 苔 前頭葉腫瘍 手術例 2 2 2 2 2 2 .0 3 0 4 2 4 0

9 田 8 前頭葉腫瘍手術例 3 3 3 2 3 2 .8 4 0 3 2 7 0

田 30 舌■ 下 垂 体 膿 瘍 4 2 口 2 2 2 .2 田 2 2 1 0

四 田 ? 頑 雑 外 傷 5 3 4 2 5 3 .8 田 4 2 8 5

9 5 % 信 頼 区 間 3 .
1 士 0 .5 2 9 0 土5 3

表1 9 b ) 嗅素 E : 頭 蓋内障害に よ る嘆覚障害

検 知

脳 動脈蜘 手術例

頭 部 外 傷

頚 部 外 侮

東 邦 外 傷

頭 部 外 傷

頭 部 外 傷

頭 部 外 傷

拍頭 葉腫瘍手術例

下 垂 体 膿 瘍

頭 部 外 傷

A

4

3

5

4

6

5

4

3

4

5

域 値
平均喚力
損 失 値

持続時間 域値 変う

C D E ( 秒)

6 4 3 4 .0 四 3

2 2 2 2 .0 田 3

4 3 3 3 .6 田 3

3 2 2 2 .6 4 0 3

2 5 2 3 ,8 四 4

5 4 3 3 .8 四 田

口 ロ ロ 2 .0 5 0 ･ 3

3 2 3 2 .8 四 3

ロ 2 2 2 .2 田 2

4 3 3 3 .8 4 0 3

9 5 % 信 頼 区 間 3 . 0 土0 . 3 3 5 7 士7 9
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過 程度が 中等度以 内で は ∴実験的嘆粘膜性 の 中等 度以

内の も の と の 間 に 有意差 を認 め なか っ た が
. 実験 的噴

粘 膜性の 高度喚覚減退 と の 問 に . 持続時 間と 回復 時間

に 有意差 を認め た . 高度噴覚減退 で は , 実験 的嘆 粘膜

性 の 中等度以 内 の も の と の 問 に , 持続時 間と 回復 時間

に 有意差 を認め たが . 実験的喚粘膜性 の 高度喚覚減退

と の 問に 有意差 を認め なか っ た .

4 . 頭蓋 内障害に よ る嗅覚障害

頭蓋内障害 に よる 嗅覚障害 と し て は ∴頭部 外傷後 の

喚覚障害 と , 脳腫瘍や前頭関頭術後 の 嗅覚 障害 を検 査

対象と し た . 頭部外傷後 の 喚覚障害 の 報告 は , 以 前に

は 炭坑の 落盤事故に よ る も の に も み ら れ た が
18 ト20)

, 最

近 の 交通災害の 増加に と も な い . 頭部外 傷後遺症 と し

て の 喚覚障害 に 遭遇す る機会 が多 く な っ て き た . そ の

発 現頻度 は , S u m m e r
2†)

で は7 . 5 % . H a g e n
22)

で は

3
～

5 % に 喚覚脱失を認 め
, 半 田

23)
で は 5 % , 梅 田 ら

9 )
で は13 % に 喚覚障害を 認め た と し て お り , 決 し て 稀

な もの で は な い . 頭部外傷後 の 嗅覚 障害 の 原因と し て

ほ , H a g e n
22)

.
G d tti c h

4 )
. 近 藤 ら

2 1)
. 市原 ら

2 5)
. 工 藤

ら
祁〉

, 梅臼 ら
9)

の 報告に み られ る が . そ の 発現 の 主 体

を な す も の は , 外力が 直接前 頭部 に 加わ っ た 場合や 後

頭 部打撲 に お け る C O n t r e
･

C O u p に よ る皮 質 挫 創 が

考 え られ
巨 頭部 その もの がか な り の 速 度で 加書物 と 衝

橋

突 し , 脳実質の 慣性に よ っ て 頭蓋骨 と の 問に 急激なず

れが 生 じ る際 に , 噴糸の 損傷に と ど ま ら ず . 噴球 を含

め た前頭蓋窟の 広範囲 に わ たる 出血や浮 腫に よ る頭蓋

内損傷 な ど に よ っ て お こ る もの と考 え ら れ る . ま た脳

神経外科 の 進歩 に と も ない . 手術適 応の 範 囲が拡大さ

れ , 関頭手術を う け る患者が 増加し て い る . そ の 後過

症 と して , とく に 前頭関頭術を 受け た も の の な か に 嗅

覚障害が み られ る こ と が あ り
‡7 )

. 手術 時 の 噴 糸 , 嘆

球 , 嗅索な ど の 損 傷や , 術後反応性に き た す 浮腫に よる

圧迫 や循環 障害 に よ っ て 嗅覚障害が お こ るもの と考え

ら れ る .

頭蓋 内陣書 に よ る嗅覚障害の 検査対象 は , 喚素D を

用 い た場 合に お け る11 名 , 嗅素E を 用い た 場合の10 名

で . 鼻鏡検査 お よ び鼻副鼻腔 X 線写真で と く に 異 常が

な く , 嘆覚減退程度が 中等度以内の もの で あ る .

検査成績

頭 蓋内障害 に よ る嘆覚障害の 検査成績 は , 噴素D を

用い た場 合 , 持続 時間 は表19 a) . 表20 の ごと く . 30 秒

未満の も の が3 名 ( 27 % ) , 30 秒 ～ 60 秒未満 の も の が

7 名 (6 4 % ) . 6 0 秒以 上の も の が 1 名 ( 9 % ) で あ り .

表19 a) . 表2 1 の ごと く , 域 値変化 は3 . 1 ±0 . 5 , 回復時

間 は290 ±53 抄 で あ っ た . 噴素 E を用 い た場合 , 表1 9

b) , 表20 の ごと く , 30 秒未満 の もの が 4 名 ( 40 % ) , 3

表20 各喚覚障害 に おけ る持続時 間

持 続 時 間

嗅 覚 障 害

喚 素 D 嘆 素 E

30 秒未満
3 0 -

6 0 秒
未 満

60 抄以 上 3 0 秒未満
30 ～ 6 0 秒
未 満

60 秒以上

実 験 的 呼 吸 性 喚 覚 障 害 0 ( 0 % ) 3 (3 0 % ) 7 (7 0 % ) 0 ( 0 % ) 2 ( 2 0 % ) 8 (8 0 % )

実験 的嘆粘膜性

軽 度 減 退 0 ( 0 % ) 2 (2 0 % ) 8 (8 0 % ) 0 ( 0 % ) 2 ( 2 0 % ) 8 (8 0 % )

中 等 皮 減 退 0 ( 0 % ) 2 (2 0 % ) 8 (8 0 % ) 0 ( 0 % ) 2 ( 2 0 % ) 8 (8 0 % )

嘆 覚 障 害 高 度 減 退 3 (3 0 % ) 5 (5 0 % ) 2 (2 0 % ) 1 (1 0 % ) 6 (6 0 % ) 3 (3 0 % )

中等度以内の 減退 0 ( 0 % ) 4 (2 0 % ) 1 6 (8 0 % ) 0 ( 0 % ) 4 ( 2 0 % ) 1 6 (80 % )

鼻副鼻腔疾患 に

軽 度 減 退 0 ( 0 % ) 1 ( 7 % ) 1 4 (9 3 % ) 0 ( 0 % ) 4 (2 7 % ) I l (73 % )

中 等 皮 減 退 2 (1 3 % ) 2 (1 3 % ) 1 1 (7 3 % ) 0 ( 0 % ) 2 ( 2 0 % ) 8 (80 % )

よ る 喚 覚 障 害 高 度 減 退 5 (5 0 % ) 4 ( 4 0 % ) 1 (1 0 % ) 3 ( 3 0 % ) 5 (5 0 % ) 2 (20 % )

中等変以内の 減退 2 ( 7 % ) 3 (1 0 % ) 2 5 (8 3 % ) 0 ( 0 % ) 6 (2 4 % ) 1 9 (7 6 % )

頭 蓋 内 障 害 に よ る 嗅 覚 障 害 3 ( 2 7 % ) 7 (6 4 % ) 1 ( 9 % ) 4 (4 0 % ) 5 (5 0 % ) 1 (1 0 % )

例数 ( % )
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0 秒 ～60 秒未満の も の が 5 名 (50 % ) . 6 0 秒以 上 の も の

が 1 名 ( 10 % ) で あ り . 表19 b ) . 表21 の ご と く , 域

値変化 は3 .0 ±0 .3 , 回復時間は357 ±7 9 秒 で あ っ た .

持続時間, 域値変化お よび 回復時間 に つ い て . 5 %

以下の 危険率 で 推計学的 に検討す る と ,

1) 嗅覚正常者 と比較す る と . 頭蓋 内陣書 に よ る 喚

覚障害で は持続時間が 短縮し , 域値変化が 大 で あ り .

回復時間が延長す る 傾向が み られ . 持続時間 , 域値変

化, 回復時間の い ず れ に も 明らか な 有意差を 認 め た .

2) 実験的鼻腔内性 ( 呼吸 性お よ び 喚粘膜 性) 噴覚

障害と比 較す る と . 喚覚減退程度が 中等度以 内の も の

と は , 持続時間, 域値変化 , 回復時間の い ず れ に も 明

らか な有意差を認 めた . 高度喚覚減退 と は . 嘆素 E を

用い た場合の 回復時間 に の み 有意差 を認 め た .

3) 鼻副鼻腔疾患 に よ る嘆覚 障害 と比較す る と , 嗅

覚減退程度が 中等度以 内の も の と は , 持続時間 , 域値

変化, 回復時間の い ずれ に も 明ら か な 有 意 差 を 認 め

た . 高度噴覚減退と は , 噴素E を 用い た場合の 回復時

間に の み有意差を 認め た .

5 . 小 結

喚覚障害者に お け る検査成績を ま と め る と
,

1) 鼻腔内障害に よ る噴覚障害 で . 喚覚減 退 程度 が

中等度以 内の 場合 , 持続時間は60 秒以 上 の もの が76 ■ -

3 3 9

83 % と多く . 域値変化 は約 2 で あ り . 回復時間ほ 約2

～ 3 分で あ っ た .

一 方頭蓋内障害 に よ る 喚覚 障 害 で

は . 持続時間 は60 秒以 上の もの が9 ～ 1 0 % と 少 な く ,

域値変化 は約3 で あ り , 回復時間は約 5 ～ 6 分 と 延長

す る こ と が 認め ら れ た , 鼻腔内障害 に よる嘆覚減退程

度が 中等度以 内の 喚覚障害と 頭蓋内障害に よ る喚覚障

害 を推計学 的に 比較検討す る と
, 持 続 時 間 . 域 値 変

化 , 回復時間の い ずれ に お い て も明 らか な有意差 を認

め t 喚覚疲労 に 差が み られ た .

2) 鼻腔 内陣書 に よる嗅覚障害の 高度喚覚 減 退 と 頭

蓋内障害 に よ る嘆覚障害 の 中等度以 内の 嘆覚減退と 比

較す る と . 喚素E を 用い た場合 , 回復時間 に 有意差を

認め
, 喚素 D を 剛 ､ た場合 . 回復時間に 有意差を 認め

な か っ たが ∴頭蓋内障害 に よる 喚覚障審の 方が よ り 回

復時間が 延 長する 傾向が み られ た .

V 考 接

喚覚検査に お い て は , わ が 国に お け る臨床上 の 噴覚

測定基準が 検討さ れ , 嘆覚域値測定 に 関し て は 一 定 の

基準 に 従 っ て 行 な われ る よう に な っ た . し か し . 障害

部位診断の た め の 検査法 は, 聴覚検査や 平衡機能検査

に 比 べ
. 今 日 なお 未解決な点が 多く t 臨床的 に 喚覚疲

労を応用 し た喚覚検査法 は ま だ確立さ れ て い な い .

表21 各 嗅覚障害に お ける域値変化な らび に 回復時間

域値変 化 回 復時間

嘆 覚 障̀ 害

喚 素 D 嘆 素 E

域 値 変 化 回復時間 制カ 域 値 変 化 回復時間(抄

実 験 的 呼 吸 性 喚 覚 障 害 1 . 9 士0 . 6 1 1 4 ± 4 2 2 .
0 土 0 .5 1 4 0 土 3 2

実験的喚粘膜性

軽 度 減 退 1 .8 士 0 . 6 1 2 8 ± 3 3 1 . 9 士 0 . 5 1 4 4 士 3 3

中 等 度 減 退 2 .0 士 0 . 5 1 6 1 士 5 2 2 ,0 土 0 .5 1 6 8 士 3 8

喚 覚 障 害 高 度 減 退 1 .8 士 0 . 3 2 3 6 士 5 4 1 . 7 土 0 .4 2 5 4 士 5 7

中等度以 内の 減退 1 . 9 士 0 .3 1 4 4 士 2 9 2 .0 ± 0 .3 1 5 6 士 2 3

鼻副鼻腔疾患 に

軽 度 減 退 1 . 7 士0 .3 1 1 1 ± 2 4 1 . 9 ±0 .4 1 3 7 士 2 5

中 等 度 減 退 2 . Q 士 0
.
4 1 4 2 士 2 8 2 .1 土 0 .5 1 6 7 士 5 0

よ る 嗅 覚 障 害 高 度 減 退 2 .5 士 0 . 4 2 5 8 士 6 6 2 .1 士 0 . 4 2 4 5 ± 4 9

中等変以 内の 減退 1 .8 ± 0 . 3 1 2 7 士 1 8 2 . 0 士 0 . 3 1 4 9 士2 4

頭 蓋 内 障 害 に よ る 嘆 覚 障 害 3
.
1 士 0 . 5 2 9 0 士 5 3 3 .0 士 0 . 3 3 5 7 士 7 9

平均値 ± 9 5 % 信鹿限界



3 4 0 石

最初 に 強く 感じ た ニ オ イ も , か い で い る う ち に 次第

に 弱く な っ て . つ い に は ほと ん ど ニ オ イ を 感 じな く な

ると い う 現象は . 嗅覚の 疲労 , あ る い は嗅覚の 順応 な

どと
一

般に よ ば れ て い る . 疲 労と 順 応 の 区 別 に 関 し

て
, 聴覚に お い て は , 普刺激を う け た 聴器 に み られ る

一 過性の 聴 域値上昇を T T S (t e m p o r a r y th r e s h o
-

1d s h if t) ま た ほ T T D (t e m p o r a r y th I
･

e s h ol d d -

rif t) と総 称さ れて い るが , 中村
28 )

に よ ると , T T S に

は性質の 違 っ た 2 種類の もの が 含まれ て い て
,

その ひと

つ は . 刺激 普の 大 きさ に 無 関係に 音 刺激申 に 披検者が

感ず る普の 大きさ の 変化で あ っ て . き わ め て 回 復の 速

い 域値上昇 に よ る もの と
. 他の ひ と つ は . 音刺激後 に

現 われ る聴 域値 の 変動で あ っ て . 刺激音の 強さ に 比 例

して 域値が 上昇 し . 回復す る の に よ り 多く の 時間を 要

す る , い わ ゆ る
"

聴覚疲労 〃 の 概 念 に 相 当 す る も の

で , 前者を ad a p t a ti o n , 後者を p o s ts ti m ul a t o r y

ねti g u e と 区別さ れ る と し て い る も の の
, こ の 両者 を

臨床的に 厳密 に 区別す る こ と は き わ め て む づ か しい と

述 べ て い る . 切替
9 )

は , 聴覚疲労 , 順応に つ い て は従

来 一 定L た定義が ない と し て い る . 嗅覚に お い て も ,

疲 労 , 順応 に つ い て . 従 来厳密 な定 義は な さ れ て お ら

ず . そ の 区 別はき わめ て む づ か し い もの と 思 わ れ る･ .

今回著者は 臨床経験か ら . 便宜 的に , 域値に 近い
, 弱

い 嗅刺激に より , 比較的短 時間に ニ オ イ が 弱ま る現 象

を 順応 , 域値 よ り比較的強い 嗅 刺激 を 比較 的長時間 っ

づ けて かが せて お く こ と に よ り起 き る ニ オイ 感の 減弱

を 疲労 と い う 言葉で 表現 す る こ と に し た .
こ の 意 味

で , 今回考案 し た検査方法 は , 域値上 2 段 階高濃 度嗅

薬液で 1 分 間峻別激を 与え る もの で あ り , 喚覚正常者

に お い て も回復す る の に 1 ～ 2 分要 L . 喚覚疲労 を応

用 し た もの で あ る .

嗅覚疲労現象が はた し て ど の 部位 で お こ る の か と い

う 問題 を明 らか に す る こ と は , 複雑 な 嗅覚 の メ カ ニ ズ

ム を解 明す る上で , 重要 な辛が か り と な る と こ ろ で あ

り , ひ い て は 嗅覚疲労 を 応用 し た検査が . 嗅覚障

害 の 鑑 別診断と し て の 可能性 を有す る こ と に つ な が る

と考 え られ る . こ の 問題 に関 し て 臨床的研究 と し て は

次 の よう な報告が み られ る . 飯 田
5)

は , 嗅覚正常 者 に

串け る喚覚疲労の 状況 に つ い て 研究 を行 な っ たが
, そ

の 発現 す る 部 位 を 決 定 す る こ と は で き な か っ た .

E I s b e r g
2)

は ,

一

側鼻腔 に 嗅刺激を 与え る こ と に よ っ

て お こ さ れ た嗅覚疲労が , 他側鼻腔 の 喚覚域値 に 影響

を及 ぼ した こ と か ら , 嗅覚疲 労 は嗅受容器 や嗅神経が

反応 し ない 状 態と い う より む し ろ脳自体が 鵬 時的 に 機

能 を停止 した結 果で あ ると して い る .
′ト松

6 )
, 市 原

‖

は
,

一 側鼻腔に 喚覚疲労 をお こ して も . 他側鼻腔 に 何

橋

ら影響を お よぼ さ ない こ と か ら , 嗅細胞 の あ る嗅粘磯

部 に 疲労発現部 位を 求め て い る . G ii tti c h
4 )

は , 嗅

覚疲労が 頭蓋内障害で お こ り や す い と し . 嗅覚疲労の

状態か ら頭蓋内の 腫瘍 の 部位を推定 L て い る . 梅 酢
0)

. 徳田
‖)

は , 静脈性嗅覚検 査で . 頭蓋 内に 障害が あ

ると 考え られ る 嗅覚障害痢で 持続 時 間 に 短 縮 が み ら

れ . こ の よう な 例で は 嗅覚疲労 が お こ り や す い ためで

あ ろう と 推測し て い る . 一一 方 A d r i a n
l 封

の 実 験以

来 . 噴球や 噴粘膜 に お け る電 気生理 学的研究 が なされ

て い る . 高木
30 )

は , A d r i a n の ウ サ ギ の 僧 帽細胞に お

け る研究や , O tt o s o n
31 )

の 嗅粘膜 に お け る 研 究 か ら .

従来 より
一

般に 嗅受容 器が 順応 し やす い も の とさ れて

い たが
, 嗅受容器の 順応が 比較 的遅 い と い う こ と は ,

喚 覚 の 療労 現 象 が 中 枢 で 起 こ る こ と を 暗 示 し て

い る と 述 べ て い る . 伊藤
32)

は ,
モ ル モ ッ ト の 喚神経の

小枝に お い て . 高濃度 の ニ オ イ を長時間反 復 して 与え

た 時 t 応答の 大き さ は 初め の50 % ま で 減少 し たが それ

以 上の 減少は認 め ら れ ず , 嗅覚 の 順応 は最終的 に は 噴

中枢 で お こ る で あ ろ う と L て い る . さ ら に B e n n e tt
3 3)

はラ ッ トに お ける実験で
,

山 側もしくは両側の 前交連前脚

の 切除後 に 順応 す る割 合が 減少す る こ と か ら , 前交遵

前脚 と 嘆覚順応 と の 関連性 に つ い て 注目 し て い る .

さ て 今回臨床 的に 嗅覚障害が は た して 鼻腔 内陣書に

よ る も の か t あ る い は頭蓋 内障害 に よ る も の か を鑑別

す る目 的か ら 嗅覚疲労 を応用 し た噴覚検査法 を嗅覚 正

常者, 鼻腔内障害 に よ る喚覚障害 ( 実験的鼻腔 内性嗅

覚障害お よ び 鼻副鼻腔 疾患 に よ る嗅覚障害) , 頭蓋内

障害に よ る 嗅覚 障害に つ い て 行 な っ た . こ れ らの 検査

成績を比 較検討 し た結 果を まと め る と ,

1 ) 鼻腔内障害 に よ る嗅覚 障害で は , 嗅覚 減 退程度

が 中等度 以 内の 場 合, 持続時間が60 秒以 上 の もの は76

～

83 % , 域値変化 が約 2 , 回復時間 は約 2 ～ 3 分で あ

っ た .

→ 方 , 頭蓋 内障害 に よ る嗅覚障害で は , 持続時

間は60 抄以 上 の も の は 9 ～ 1 0 % と 少な く . 域値変化は

約 3 と 大き く , 回 復時 間は約 5 ～ 6 分と 延 長す る こと

が 認め ら れ た . こ の 両者 を推計学 的 に 比 較 検 討す る

と , 持続 時間, 域値変 化. 回復時間の い ず れ に おい て

も 明ら か な 有意差 を認 め , 頭蓋内障害 に よる 嗅覚障害

に 嗅覚疲労 が お こ りや す い こ と を 示 して い る .

2 ) 鼻腔 内障害 に よ る嗅覚障害の 高度噴覚 減 退と 頭

蓋 内障害 に よ る嗅覚障害 を比較す ると , 嗅素E を用 い

た場合 回復時間 に有意差を 認 め , 噴素 D を 用 い た楊恰

推計学 的に は有意 差を 認め 難 い が , 頭蓋内障害の も の

は回復時 間が より 延長す る傾向が み られ た .

3 ) 鼻腔 内障害 に よ る嗅覚障害 に お い て は . 嗅 覚 減

退程度が 高度 に な る に 従い , 持続時間が 短 縮L . 回復
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時間が 延 長す る傾向が み られ , 嗅 覚正常者 と比較す る

と , 中等度減退 の 場合 は回復時間 に
. 高度減退の 場合

は持続時間と回復時間に 有意差 を認め た
.

これ ら の 結果か ら み て , 噴覚障害者の 疲労現象 はあ

る程度鼻腔内障害で も お こ るが . 頭蓋 内障害 に お い て

著明に お こ る現象で あ ると い え る .

Ⅵ 結 論

嗅覚疲労を 応用 しノ
た嗅覚検査法に つ い て , 次の 結果

を得た .

1) 嗅覚正常者 . 嗅覚障害の 臨床例 に お け る予備実験

か ら , 次の よ う な検査法 を考案し た . 検知域値 より 2

段階高濃度喚素液 を用 い て , 6 0 秒間の 嗅刺激 を 与 え
,

そ の 間の 持臨 時問 を測定し , 嗅刺激前後の 域値の 差 か

ら域値変化を もと め , 嗅刺 激終了直後か ら刺 激前の 域

値に 回復す るま で の 回復時間を測定し , 嗅覚疲労を 持

続時間 , 域値変化, 回復時間で も っ て 表わ し た . ま た

本検査に 使用す る 嗅素液 は , D (γ- u n d e c al a c t o n e)

と E (S c a t o l) が 適当で あ ると 考え た .

2 ) 噴覚正常者で は , 持続時間が60 抄 以 上の も の は9

0 % , 域値変化は 1 ～ 2 , 回 復時間は 1 ､ 2 分 で あ っ

た .

3) 実験的呼吸性噴覚障害で は , 嗅覚減退 程 度 が 軽

度お よ び中等度 の もの が 得ら れ , 持綻時 間が60 秒以 上

の も の は70 % , 域値変化 は約2 , 回復時間 は約 2 分で

あ っ た .

4 ) 実験的嗅粘膜性噴覚 障害で は . 噴覚減 退 程 度 が

軽度, 中等度 , 高度の も の が 得 られ , 軽度減退 で は .

持続時間が6 0 抄以 上 の も の は80 % , 域 値 変 化 は 1 ～

2 ･ 回復時間は約 2 分 で あ っ た
｡ 中等度減退 で は

, 持

続時間が60 秒以 上 の も の は80 % . 域値変 化は 約 2 , 回

復時間は2 ～ 3 分で あ っ た . 高度減退 で は持続時間が

60 抄以 上の も の は20 % . 域値変化は約 2 , 回復時間 は

約4 分で あ っ た ｡ )

5 ) 鼻副鼻腔疾患 に よ る 嗅覚障害の う ち軽 度 減 退 で

は･ 持続時 間が60 秒以 上の もの は73 ～ 9ニj % , 域 値変化

は1 ～ 2 , 回復時間は 約2 分で あ っ た . 中等度減退 で

は ･ 持続時間が6【j 秒以 上 の もの は7: ト 80 % , 域値変化

は的2 , 回復時間は 2 ～ 3 分で あ っ た . 高 度減 退 で

は･ 持続時間が60 秒以 上 の も の が10 ～ 2 0 % . 域値変化

は 2 ～

3 , 回復時間 は約 4 分で あ っ た .

6 ) 頭蓋内障害 に よ る 嗅覚障害 の
, 噴覚減 退 程 度 が

中等度以内の もの で は , 持続 時間が60 秒以 上 の もの は

9 ～ 川% , 域値変化は 約3 , 回復時間 は 5 ～

6 分で あ

っ た
｡

7 ) 鼻腔内障害 ( 実験 的呼吸 性 . 実験 的 嗅 粘膜 性 .

3 4 1

鼻 副鼻腔疾 患) に よ る喚覚障害で は, 嘆覚減退程度が

高度 に な る に 従 い . 持続 時間が 短縮し
, 回復時間が 延

長 する 傾向が み ら れ た
｡

8) 嗅覚減退程度が 中等度以 内の 場合, 頭 蓋 内 障 害

に よる 嗅覚障害 は , 鼻腔内障害 に よ る喚覚障害に 比 し

て , 持続時 間が 短縮し . 域値変化が 大きく , 回復時間

が 延 長し ,
い ず れ に お い て も有意差を認 めた .

9) 頭蓋 内障害 に よ る噴覚障害は , 噴覚減退 程 度 が

高度の 鼻腔内障害 に よ る嘆覚障害に 比 して , 回復 時間

が よ り 延長す る傾向が み ら れた .

以上 の 結果か ら , 噴覚障害者の 疲労現象は あ る 程度

鼻腔 内陣寮で もお こ るが , 頭蓋内障害 に お い て 著 明に

お こ る現象で あ る . ま た噴覚減退程 度が 中等度以 内の

症例で は ･ 持続時間 ･ 域値変化, 回復時間は . 嘆覚障

害が 鼻腔内障害によ るもの か 頭蓋 内障 害に よる も の かを

鑑別す る上で の ひ と っ の 指標 と なり 得, 本検査法 は噴

覚障害の 鑑別診 断に 有用 な臨床的嘆 覚検査法で あ ると

考え る .

稿を 終え る に あ た り . 終始御懇篤 な る御指導と卸校閲

を賜わ っ た恩師梅 田良三 教授に深甚 な る 謝 意 を捧 げ ま

す . ま た , 本研究 に御協力戴い た前坂明男助教授 は じめ

教室の 諸先生方 に厚く 御礼申し あ げます .

本論文の 要旨の 一 部は , 第15 匝摘 本爵副鼻 腔学会総会

お よ び 第30 回北陸医学会に お い て 発表し た .
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