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研究成果の概要（和文）：神経疾患として来院した症例の中で、脳脊髄液循環異常を病態としている水頭症、脊
髄空洞症、さらにコントロールとして特発性てんかん症例に対し、Time-SLIP撮影を行った。コントロール群と
水頭症群に比較したところ、脊髄空洞症症例では、他と比較すると頚部での脳脊髄液のながれの出現率に違いが
見られた。頚部の脊髄循環動態の変化が脊髄空洞症発生に寄与していることを示唆した。脳室腹腔シャント術を
施した空洞内への流入が見られない症例では空洞が消失し、脳脊髄液循環の変化は、空洞消失に寄与することが
示唆された。

研究成果の概要（英文）：Cases with neurological signs, that came our hospital, were taken 
Time-spatial labeling inversion pulse (Time-SLIP). Hydrocephalus or syringomyelia as case with 
abnormal cerebrospinal fluid (CSF) circulation and idiopathic epilepsy as control group were 
selected and investigated. In syringomyelia cases, there were differences in appearance probability 
of CSF movement at the cervical area, comparing to other disease. It was suggested that changes of 
CSF circulation at the cervical area contributes to syringomyelia. A syringomyelia case, which 
movement to syrinx did not appear, was treated with a ventriculoperitoneal shunt, and syrinx 
resolved. It was suggested that change in CSF circulation might resolve syringomyelia. 

研究分野： 小動物臨床

キーワード： 脳脊髄液　Time-SLIP　脊髄空洞症　水頭症
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