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j 磁気誘導性変位力に関する ASTM の最新規格は F20521546) であり，その中では変位力測定を z 軸上で行う

ことが推奨されている．本稿では著者らの過去の測定結果を引用しているため，測定当時の規格 F205206e1
を参照規格とした

Fig. 1. Structure of magnetic attachment. The

magnetic attachment consists of a denture with

a magnetic assembly and a root cap with a keep-

er. The magnetic attraction forces (arrows) be-

tween the magnetic assembly and the keeper

retain the denture.
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は じ め に

体内に磁性体装着物を有した患者が magnet-

ic resonance imaging (MRI）検査を受ける機

会は少なくない．その磁性体は MR 装置の静

磁場によって力学的作用を受け，これは変位力

と回転力（トルク）に分けられ，MRI 安全管

理上極めて重要である．MR 静磁場における磁

性体の磁気誘導性変位力，トルクの測定につい

ては 1983 年，New らによって初めて報告され

ている1)．その後，数多くの体内磁性体につい

て変位力，トルクの報告がされてきた2)～12)．

2006 年に ASTM (American Society for Test-

ing and materials，米国材料・試験協会）に

よって磁気誘導性変位力13)，トルクの測定

法14)が確立された．本稿では，非常に重さの

軽い強磁性体でありながら強い変位力やトルク

を発生させる歯科の治療に用いられる磁性ア

タッチメントのキーパーを中心に，強磁性体の

性質，および変位力やトルクによる測定を

ASTM 規格に基づいて解説し，磁性アタッチ

メント装着患者の MRI 検査の注意点を述べ

るj．

磁性アタッチメントと MRI 検査

歯科用の治療に用いられている義歯には，磁

石の吸引力を利用して義歯を固定する磁性ア

タッチメントがある．永久磁石を内蔵した磁石

構造体を義歯床に，それに吸着する金属板の

キーパーを歯根もしくはインプラントに埋め込

み，両者にはたらく吸引力を利用して義歯を歯

根に固定する15)～17)（Fig. 1）．磁性アタッチメ
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ントは，義歯の着脱が簡単であることから，介

護を必要とする患者や上肢の不自由な患者に

とって有意義な治療法であり，また外部に見え

る部位がないので優れた審美性をもつ17)．し

たがって近年，磁性アタッチメントの使用が増

え，それゆえに磁性アタッチメント装着患者が

検査を受ける機会も多くなっている．磁石を有

する義歯を装着したまま MRI 検査を施行する

と，磁石の吸引力が低下し，義歯の固定に支障

が生じる可能性があるという報告がある18)．

そのため磁石を有する義歯を外して MRI 検査

を施行する．強磁性体であるキーパー周辺の

アーチファクトは発生するが，MRI 検査は施

行可能である19)～21)．

その他のキーパーと MRI 検査の報告として

は，1.5T の静磁場によってキーパーの位置が

ずれる可能性は低い22)，1.5T MRI の頭部撮像

において，キーパーに 1°C 以上の顕著な温度上

昇が生じる可能性は小さい23)，などが挙げら

れる．最近では，3T MRI において磁気誘導性

変位力と RF 発熱による危険はもたらされな

い24)，1.5T と 3T MRI の静磁場では，変位

力，トルクともキーパーの位置がずれる可能性

が低い12)という報告がある．しかしながら，

義歯を外して MRI 検査を施行したにもかかわ

らず，MRI 検査におけるキーパーの口腔内脱

落25)や検査後の磁石式装着性の低下のため，

患者からクレームが発生したことが複数回あっ

た．また磁性アタッチメントの性質として，

キーパーと磁石構造体間に 0.1 mm の間隙が生

じると吸引力は 1/4 に減少するという報告が

あり26)，キーパーのわずかな位置ずれも問題

となり得る．このため，MRI 検査に従事する

者は磁性アタッチメントに対する最低限の知識

は有しておく必要がある．そこで本稿では，

キーパーの強磁性体の性質について解説すると

ともに，MR 装置の静磁場の影響を評価するた

めに，ASTM に基づいた 1.5T と 3T の静磁場

でのキーパーの磁気誘導変位力13)とトルク14)

測定について解説する．最後に磁性アタッチメ

ント装着患者 MRI 検査の安全性を考察する．

強磁性体の分類

MRI 検査時に口腔内に取り残されるキー

パーは強磁性体である．磁場にさらされると

き，強く磁化される強磁性体は，硬磁性体と軟

磁性体に分類される．鉄などの硬磁性体は大き

な残留磁束密度を有し，それが永久磁化の原因

になるが，軟磁性体は非常に小さな残留磁束密

度を有する27),28)（Fig. 2）．もしキーパーが硬

磁性体であれば，MR 静磁場曝露後に大きな残

留磁束密度を有し，それが義歯の磁石と干渉

し，キーパーと義歯の吸引力が低下する可能性

がある．このため，一般的にキーパーには軟磁

性体が使用される29)．キーパーが軟磁性体で

あれば，MR 静磁場内では強く磁化され，MR

静磁場外ではほぼ消磁し，MR 静磁場によって

キーパーと義歯間の固定悪化に影響を及ぼすこ

とはないと考えられる．

磁性体の変位力測定

キーパーは強磁性体であるから，MR マグ

ネットに吸引される力，すなわちキーパーの磁

気誘導性変位力（変位力）が生じる．強磁性体

の重心が移動（変位）しようとする力なので変

位力と呼ばれる30)．キーパーに変位力が生じ

ると，MRI 検査で移動する可能性がある．磁

性体の変位力は，1983 年に New らによって報

告され，現在では，ASTM 規格でも扱われて

いる13)．対象物（磁性体）に対して，その重

力（対象物の重さ）よりも変位力が小さければ

危険性はない，と判断する．そのためには，重

力と直交する水平磁界の装置を用いて，対象物

（磁性体）を糸で吊るした際の最大偏向角が
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Fig. 2. Magnetic characteristic illustration of the ferromagnetic materi-

als. (a) Magnetism properties of hard magnetic materials. Hard magnet-

ic materials have a large residual ‰ux density. (b) Magnetism properties

of soft magnetic materials. Soft magnetic materials have little residual

‰ux density.
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45°未満であれば適合とする．静磁場内での測

定位置は，磁性体が最大偏向角を示す位置とす

る．MR 静磁場によって磁気飽和している強磁

性体の変位力は，規格の中で慣用的に |;B| と

表現される，磁性体位置付近での磁場強度 |B|

の空間的な勾配（単位は T/m もしくは G/cm）

に比例するため，最大 |;B| の位置で最大偏向

角となる．ここで ;はナブラと呼ばれる空間

に関する微分を表す演算子である．反磁性体や

常磁性体，磁気飽和していない強磁性体の変位

力は，|B| と |;B| の積が変位力に比例してい

るため |B| と |;B| の積が最大の位置で最大偏

向角となる13),31)～33)．一般にメーカーが示す最

大 |;B| の位置は MR 開口部外側のマグネット

カバー表面であり，変位力測定が不可能な位置

である．被検者が接近可能な最大|;B|の位置

は，MR ボア開口部内付近のマグネット表面で

ある34)．磁性アタッチメントのキーパーは口

腔内にあり，頭部 MRI 検査では MR マグネッ

トの中心軸にあることと，マグネット開口部付

近の厳密な測定の困難さから，実際の測定は

MR マグネットの中心軸に沿って実施すること

も一法である7),9),35)．

一例として著者らが報告した測定法12)を示

す．長さ 12 cm の絹糸にキーパー（直径 4

mm，厚さ 0.8 mm， SUS447J1，飽和磁化

1.35T, NEOMAX Engineering 社製）を取り

付け，分度器の中心から吊り下げた（Fig.

3b）．MR マグネット開口部より 60 cm 外の位

置（ボア中心から 1.5T は 148 cm，3T は 145

cm に相当）からボア中心まで 10 cm 間隔で寝

台を移動させ，垂直軸からの糸の偏向角（u）

を測定する．水平方向の磁気誘導性変位力（F）

は以下の式で求められる．

F＝mg tan u…………………………………(1)

ここで m は試料の質量，g は重力加速度（980

cm/s2）である（Fig. 3a）．相対誤差（DF/F）

は次の式で求められる．

DF/F＝2/sin 2u×Du………………………(2)

ここで Du は分度器の最低目盛りが 1°であるの

で，読み取り誤差（±0.5°＝±0.009 rad）とな

る．（2)より偏向角（u）が 90°に近づくと変位

力（F）の相対誤差は増加するので，u が 25°

～65°になるように非磁性の重りをキーパーに

取り付けて u を測定する35)．重りには 1 円硬

貨（100 aluminum, 1.0 g）2 枚を使用した

（Fig. 3c）．偏向角の測定は，キーパーのみ

（0.079 g），キーパーと 1 円硬貨 2 枚（ total
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Fig. 3. Device for measuring magnetically induced displacement forces.

(a) Diagram of the device with the keeper. The static magnetic ˆeld

(B0) induces the displacement force (F) on a keeper, where m is the

mass, g is the gravity constant, and u is the de‰ection angle of a thread

from the vertical axis. Photograph of the device with keeper alone (b),

with a keeper and two one-yen coins (c).
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mass＝2.168 g）を 3 回測定した．ここで total

mass には糸と硬貨に取り付けたセロファン

テープの質量も含まれている．

この手法で求めた変位力測定における偏向角

測定結果を Fig. 4a,b に示す．プロット位置

は，キーパーを吊るした糸の水平成分の長さも

考慮し表示した．キーパーのみの偏向角はマグ

ネットボア内で 90°以上になった．これは垂直

方向の力の存在を示している（後述）．水平方

向の力（変位力）F は式(1)より計算され，

Fig. 4c,d にプロットした．1 円硬貨 2 枚の重

りを取り付けた状態では 1.5T, 3T の装置共

に，マグネット中心から 30 cm ぐらいまで変

位力 F はほぼ 0 であり，マグネット開口部内

側近くで最大を示した．最大 F 値は，1.5T で

は 2.9 gf (z＝78.4 cm）であり，3T では 5.5 gf

(z＝74.1 cm）であった．

キーパーに働く変位力は，偏向角は 90°より

も大きくなる（Fig. 4a,b）．それは上向きの変

位力の存在を示唆する．上向きの力は B0 の垂

直成分によるものであるが，この成分は静磁場

の対称性のためにマグネット中心と交差する水

平線上には存在しないが，測定中のキーパーは

わずかにマグネット中心よりずれていてかつ軽

量なので，この影響を受けてしまう．重りを取

り付けた測定では，上向きの変位力の存在は無

視できるので測定値の信頼性は向上する．我々

の測定では水平方向の変位力は 1.5T では 2.9

gf（y＝1.8 cm），3T では 5.5 gf（y＝0.4 cm）

であった．この値が実際に臨床で患者が受ける

このキーパーの最大変位力であると考えられ

る．しかし，ASTM による変位力は，磁場強

度の空間的な変化率 |;B | 最大値で評価す

る13)．著者らの使用した装置では，被検者が

接近可能な位置での最大 |;B| は，1.5T のマ

グネットでは 5.0 T/m で 3.0T のマグネットで

は 7.0 T/m であった．その結果，1.5T では

6.6 gf で，3T では 9.0 gf であった．この値は

キーパーにかかる重力の値（0.079 gf）よりも

約 100 倍大きい．ASTM 基準では，キーパー

は MRI の静磁場によって変位する危険性が十

分にある，ということになる．磁性アタッチメ

ントのキーパーは接着性レジンセメントによっ

て直接根面板に接着される場合とキーパーを鋳

接した根面板を接着性レジンセメントで歯牙に

合着する場合があり，前者が最近，多用され

る36)．したがって，実際に MRI 検査によって

キーパーが分離するかどうか，キーパーと根面

板とのレジンセメントの維持力を考慮すべきで

ある．レジンセメントの維持力は，14.5～15.3
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Fig. 4. De‰ection angle (a-b) and magnetically induced displacement force (c-d) versus distance

from magnet center of 1.5T and 3T MR scanners. The origin of the horizontal axis is the magnet

center and the position of the protractor was plotted. The keeper position was calculated taking

into account the de‰ection angle and plotted. The positions of the aperture (dotted arrow) are 88

cm and 85.2 cm for the 1.5T and 3T MR scanners, respectively.
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kgf である37)．また，レジンセメントのヒトの

口腔内での経年変化による維持力は，2～3 年

で約 1/3 に低下する38)．それを考慮しても，

約 5 kgf の強度があるので，最大の変位力 9.0

gf と比べて非常に大きい値である．ASTM 規

格では危険である結果であるが，キーパーに作

用するレジンセメントの維持力を考慮すると

1.5T, 3T MR 装置の静磁場によるキーパーの

変位力によってキーパーが移動する可能性は低

いと考えられる．また，今回の測定で変位力は

MR マグネットの開口部付近で最も大きく，

MR マグネット中心付近ではほぼ 0 に近いの

は磁場強度の空間的な変化率 |;B| の違いによ

るものと考えられる．|;B| は，今回の測定し

たメーカーの |;B| の分布図より，MR マグ

ネット中心 30 cm 付近では 0.1 T/m よりも小

さいが MR マグネット開口部では，1.5T では

2～3 T/m，3.0T では 3～5 T/m であった．ま

た被検者が接近可能な最大 |;B| の位置での最

大変位力 F は，3T は 1.5T の約 1.4 倍であ

り，最大 |;B| の違いに相当した．したがっ

て，変位力は |;B| に比例するということを示

した．

磁性体のトルク測定

MRI の静磁場によって磁性体にトルクが生

じると，磁性体の長軸は磁場方向に揃うように

なる33)．また，トルクが最大となる位置は MR

マグネットの中心である14)．トルクを測定す

るには定性的な方法5)～8),10) と定量的な方

法1～4),7),9),11),12),14)がある．定性的な方法は，
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Fig. 5. A magnetically induced torque measurement apparatus. (a)

Lateral view of the device. The rotational orientation of the upper rotator

(uu) is controlled manually through a tuning knob and a connecting gear.

The lower rotator is suspended by a torsional spring connected to the

center of the upper rotator, and the cylindrical bar attached to the bottom

center of the lower rotator is supported by an air-bearing tube. The rota-

tional orientation of the lower rotator (ul) is measured to calculate the

torque (see Fig. 7). A photograph of the holder and keeper (b) with and

(c) without a top cover plate. (d) Geometry for evaluation of the torque

on a keeper. The keeper's angle (ul) is deˆned from the direction of the

static magnetic ˆeld (B0), and the direction of the magnetization (Ms) is

deˆned by the angle (a) from the normal direction to the plate surface of

the keeper
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磁性体の長軸が静磁場方向と 45°になるように

設置後，MRI のマグネット中心まで磁性体を

移動させ，磁性体の長軸が静磁場方向に平行に

なるかどうか観察する．その磁性体の回転の様

子を 5 段階で評価する．0トルクなし，＋

1弱いトルク，磁性体の長軸はわずかに向き

を変えるが静磁場に平行になるほどではない，

＋2中等度のトルク，磁性体の長軸は徐々に

静磁場と平行になるように向く，＋3強いト

ルク，磁性体の長軸は素早くかつ力強く静磁場

の方向に向く，＋4非常に強いトルク，磁性

体の長軸は非常に素早くかつ非常に力強く静磁

場方向に向く．しかしこの方法では，磁性ア

タッチメントのキーパーのような小さな磁性体

では，静磁場内でのキーパーの設置方法など，

非常に困難な場合がある．トルクを定量的に測

定するには，ASTM 規格による測定9),12),14)が

推奨される．このトルク測定法はねじり振り子

法を利用して評価する（Fig. 5）．支持台にね

じりばね（torsional spring）で吊るされたホル

ダーがある．このホルダー上に磁性体を取り付

ける．支持台には回転ノブ（turning knob）が

ついており，ノブで支持台を回転させると，ね

じりばねで吊るされたホルダーも回転する．

MR 磁場外で，磁性体の長軸が MR 磁場方向

に平行になるように支持台を回転させ，支持台

の回転角とホルダーの回転角を記録する．その

回転位置が MR 磁場内でも磁性体にトルクが
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Fig. 6. Diagram of the principle for torque measurement. Upper rotator

manually increased (uu) by 5°, the corresponding lower rotator (ul)

changes by torque in the center of the MR scanner. The torque (t) is t＝
k･(uu－ul), where k is the torsional spring constant.
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生じていない状態である．その後，磁場が均一

な MR マグネット中心に支持台に吊るされた

ホルダーを設置する．そこで支持台の回転角を

一定間隔で変えながら，ホルダーの回転角度を

記録し，支持台の回転角度に対するホルダーの

回転角度差を求める．その回転角度差とバネ定

数（ torsional spring constant）の積がトルク

になる．最大トルクは，その磁性体の長軸の長

さと重力を掛けた重力トルクと比較される．現

在，日本で使用されている ASTM 規格に基づ

いた代表的なトルク測定装置は Bio View 株式

会社神戸研究所の磁気誘導性トルク測定試験に

使用されるトルク測定機と株式会社プロテック

（相模原市）の PT7000 である．ここでは我々

が使用した後者について簡便に述べる．このト

ルク測定機には上部円盤（upper rotator）と下

部円盤（lower rotator）にそれぞれ分度器が取

り付けられている．キーパーは，下部円盤上で

キーパーを垂直保持できるように作られたホル

ダー内に固定されている（Fig. 5b,c）．このキー

パー用に作成されたホルダーにカバーを取り

付けることによって，MR 磁場内を移動中に磁

気変位力が作用しても移動せずに固定できる

（Fig. 5b,c）．下部円盤とホルダーはねじりばね

（torsional spring）で上部円盤の中心に吊り下

げられている．下部円盤はエアベアリング

チューブに接続されている（Fig. 5a）．このト

ルク測定機を MR アイソセンターに設置す

る．Fig. 6 にトルク測定原理図を示す．回転ノ

ブ（turning knob）で上部円盤を手動で uu 回

転させると，バネで吊り下げられている下部円

盤がキーパーに生じたトルクがねじりばねに生

じたトルクとバランスを取って ul 回転する．

この時の磁気誘導性トルク（t）は次式で表す

ことができる．

t＝k･(uu－ul）………………………………(3)

ここで，k はバネ定数（38.7 gf･mm/°）であ

る12)．キーパーの長軸（直径方向）の反磁場

係数はキーパーの短軸（厚さ方向）より小さい

ので，キーパーの長軸が静磁場方向に平行にな

るように配置し，キーパーの長軸が静磁場方向

に抵抗なく静止した角度を ul＝0 とした．その

キーパー位置から上部円盤を手動で 5°(uu）ず

つ回転させ，それに対する下部円盤の指示値 ul

を記録した．キーパーの長軸と短軸における反
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Fig. 7. Magnetically induced torque vs. directional angle (ul in Fig. 6)

of a keeper in the 1.5T (a) and 3T (b) MR scanner. The solid line

represents a theoretical regression curve.
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磁場係数が違うため，この磁化方向は静磁場方

向と徐々に違ってくる．これは，理論的に次式

で表される．

cos(ul＋a)＋b sin 2a＝0 …………………(4)

ここで ul は静磁場方向からのキーパー長軸の

角度で，a はキーパー長軸と直交する方向から

飽和磁化までの角度である（Fig. 5d）．

b＝Ms/(2B0)･(Nn－Nt) …………………(5)

Nn と Nt はそれぞれキーパー短軸方向とキー

パーの長軸方向の反磁場係数である．B0 は静

磁場強度を表し，Ms は飽和磁化を表す．この

時，トルク t は次式で表される．

t＝Ms･(B0/m0)cos(ul＋a)×V ……………(6)

ここで m0(4p×10－7 H/m）は真空の透磁率，

V はキーパーの体積である．

式(4)と(6)より，トルク t は ul の周期関数と

して，トルク t の最大値はその振幅として表現

できる．

tmax＝M 2
s /(2m0)･(Nn－Nt)×V …………(7)

この理論関数は(3)式より得られたトルク t の

実験値を最小二乗法で適合することにより，最

大トルク tmaxを導くことができる．

磁気誘導性トルクの理論関数と著者らの施設

で測定したそれぞれの角度 ul のトルクを Fig.

7a,b に示す．最大トルク tmax は，1.5T では，

±338.5 gf･mm(ul＝±57° and ±124°, b＝

0.216）で，3T では，±344.7 gf･mm(ul＝±

51°and ±129°, b＝0.112）であった．キーパー

（質量 0.079 g，直径 4 mm）の重力トルクは

0.158 gf･mm (0.079×2 gf･mm）であり，±

338.5 gf･mm と±344.7 gf･mm は 2000 倍以上

であり，定量的に非常に強いトルクが生じてい

ることがわかる．

最大磁気誘導性トルク tmax は， 1.5T で

338.5 gf･mm，3T で 344.7 gf･mm でありほぼ

同じ値である．これは，理論式(7)による tmax

が物質の飽和磁化 Ms に依存していることを示

すものである．このキーパーは飽和磁化 Ms＝

1.35T であり，1.5T と 3T では共に飽和して

いるからである．最大トルクがキーパーに作用

しているとき，直径 4 mm のキーパー端に生じ

る力は 1.5T では 84.6 gf，3T では 86.1 gf と
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計算される．これらの値は最大変位力 9.0 gf

の値よりもおよそ 10 倍大きい．すなわち，

キーパーに磁気誘導されたトルクは，変位力よ

りキーパーと歯根間の維持力に大きな影響があ

る．変位力の項でも示したように，レジンセメ

ントの維持力は 14.5～15.3 kgf である37)．ま

た，レジンセメントのヒトの口腔内での経年変

化による維持力は，2～3 年で約 1/3 に低下す

る38)．それを考慮しても，5 kgf 程度の強度が

あるので，トルク 86.1 gf は非常に小さい値で

ある．

MRI 検査において，キーパーのアーチファ

クトが画像上問題になるが，そのためキーパー

を口腔内から除去しやすくするために，セメン

トの強度の低いものを使用する提案があ

る37)．そのセメントの維持力は，4.9～6.4 kgf

でレジンセメントの維持力 15.3 kgf と比較す

ると約 1/3 である．レジンセメント以外のセ

メントの維持力とキーパーの変位力 9 gf を比

較すると，キーパーと根面板との固定に問題は

ないが，トルクの力を考慮すると，経年変化で

維持力に問題が生じる可能性がある．レジンセ

メント以外のセメントは，計算上では 2～3 年

で 1.6～2.1 kgf となり約 5 年で 54～71 gf とト

ルク 86.1 gf より小さくなる．今回実験で使用

したキーパーより大きな飽和磁化39)や体積40)

をもつキーパーではトルクの影響はより深刻に

なる．しかし，レジンセメントを使用している

限りは，トルクの影響も十分に小さいと考えら

れる．以上のように長期使用などでのエビデン

スが待たれるが，一般的には MR 静磁場によ

るキーパーの磁気トルクは，レジンセメントを

使用している限りはキーパーと歯根間の維持力

を低下させるほどの大きさにはならないと考え

られる．

磁性アタッチメント装着患者の

MRI 検査の注意点

磁性アタッチメントを装着してから何年経過

したかわからないが，MRI の検査中にキー

パーが脱落したという報告25)や，MRI 検査後

に磁石式装着性の低下のため，患者からクレー

ムが発生したことが複数回あった．また先にも

述べたように，キーパーと磁石構造体間に 0.1

mm の間隙が生じると吸引力は 1/4 に減少す

ると報告されており26)，小さな間隙がキー

パーと義歯の固定劣化の一因となる．このた

め，歯周病による歯周組織の破壊やキーパーと

歯根間の隙間腐食によるキーパーの弛み41),42)

などでキーパーと磁石構造体間に小さな間隙を

生じた状態で，MRI 検査でトルクのような力

がさらに加わると義歯固定劣化が生じる可能性

がある．磁性アタッチメント装着患者は歯科医

に定期受診をするようになっている43),44)が，

すべての患者が受診しているわけではない．我

々が確認した患者は，磁性アタッチメントを装

着してから 7 年間歯科受診をしていなかっ

た．それゆえに，MRI 担当者は磁性アタッチ

メント装着患者が歯科医による定期受診をして

いなければ，MRI 検査中のキーパーの脱落

や，MRI 検査後に義歯の固定が劣化する可能

性を患者に説明すべきで，同意書を得るなど適

切な対応が必要であろう．MRI 担当者は患者

に MRI 検査前に歯科受診を強く薦めるべきで

ある．検査前の歯科受診が非常に困難である場

合は，上記の説明を患者に十分に納得させ，検

査中に異常を感じた場合は検査を中止し，検査

後に違和感を訴えた場合は，必ず歯科受診をす

るように伝えることが大切である．磁性アタッ

チメントを取り扱っている歯科医師中心の日本

磁気歯科学会から，「歯科用磁性アタッチメン

ト装着時の MRI 安全基準マニュアル｣45)が

2012 年 7 月に作成されているが，対応として

は我々の検討とほぼ同様であった．このマニュ

アルには，磁気誘導性変位力と RF 照射による

根面版やインプラントの発熱試験，それから

アーチファクトの測定から MR 撮像の注意点

について述べてある．キーパーそのものが外れ

かかっていたり，キーパーが取り付けられてい
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る口腔内の補綴装置（根面板，インプラント，

歯冠外アタッチメントなど）が緩んでいたりす

ると MR 装置の磁場により口腔内でキーパー

が脱落して口腔粘膜を損傷したり，誤嚥，誤飲

を引き起こしたりする恐れがある．口腔内の

キーパーや，周囲の歯科用装置が緩んでいない

か確認し，患者がキーパー周囲の違和感や疼痛

を訴えた場合には，検査を中止し，歯科医院に

連絡するように患者に指示するように記されて

いる．また，キーパーによるアーチファクトで

診断が困難になる場合は，キーパーの除去も歯

科医院にて可能であることも記されている．い

ずれにおいても，MRI 検査前にキーパー除去

もしくは，キーパーの固定の確認を歯科医院に

てすべきである．

お わ り に

体内磁性体装着物として強磁性体である磁性

アタッチメントキーパーを例に挙げ，磁気的な

性質，静磁場による磁気誘導性変位力およびト

ルクの測定法を解説した．今回の内容を以下に

まとめて終わりとしたい．MRI 検査時に口腔

内に取り残されるキーパーは，強磁性体の中で

も軟磁性物質であり，MR 静磁場外ではほとん

ど磁化されない物質である．強磁性体であるの

で，MR 静磁場による磁気誘導性変位力および

トルクは，キーパーの重力もしくは重力トルク

より非常に大きい．変位力は MR マグネット

開口部付近で最も大きく，トルクは MR マグ

ネットの中心で最も大きい．MRI 検査中は，

MR マグネット中心で最大になるトルクの方が

被検者に作用する．さらにトルクの方が変位力

よりキーパーと歯根の維持力に影響を及ぼす

が，キーパーが歯根に正常に固定されていれ

ば，キーパーが移動してキーパーと義歯の磁石

構造体間に間隙が生じて起こるキーパーと義歯

との固定劣化の可能性は小さい．キーパーが正

常に固定されているかどうかは，MRI 検査前

に歯科受診で確かめる必要がある．
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A Review of the Safety Concerns for Magnetic Materials in the Field of
a Clinical MR Scanner Focusing on Dental Attachments
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When patients with magnetic materials in their bodies undergo MRI, the static magnetic ˆeld of

the MR scanner induces displacement forces and torque on the magnetic materials.

It is crucial for the management of MRI safety that the operators acquire adequate knowledge

about the magnetic ˆeld-induced displacement force and torque, and learn their measurement

methods. We explain the properties of ferromagnetic materials and the method of measurement of

magnetically induced displacement force and torque according to the American Society for Testing

and Materials (ASTM), focusing on low-mass magnetic dental keepers and strong displacement

forces and torque. The important points to be mindful of while performing the MR imaging of

patients with magnetic dental attachments are also shown.


