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研究成果の概要（和文）：ネットワーク内のconnectivity解析では、呼吸困難時に島回－背側前部帯状回（SN）
内と小脳内ネットワークにてConnectivity増加、SN－上頭頂葉（DAN）－後部頭頂葉ネットワーク（CEN）同士の
Connectivity増加を認めた。一方、default mode network（DMN）内のConnectivityは減少し、DMN－DAN同士の
Connectivityも減少した。これらの変化が呼吸困難の脳内バイオマーカーとして有用であることが示唆された。

研究成果の概要（英文）：Our objective was to determine the resting state networks during dyspnea. 
Differences between normal and effort breathing(EB) were investigated using FMRIB Software Library 
tools. For intra-network connectivity changes, EB caused significant connectivity increase within 
the cerebellum and the anterior insular-anterior cingulate cortex network. For inter-network 
connectivity changes, we found higher connectivity between the posterior parietal cortex and the 
spatial attention network, between the posterior parietal cortex and the lateral prefrontal cortex 
during EB. In contrast, EB showed lower connectivity between the anterior insular-anterior 
cingulated cortex network and the sensori-motor network, between the ventro-medial prefrontal cortex
 and the posterior parietal cortex. These results suggest the increased connectivity within the 
salience network and central executive network, while decreased connectivity within the default mode
 network and inter-network connectivity in EB.

研究分野： 医歯薬学

キーワード： 核磁気共鳴画像（MRI）
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1 研究開始当初の背景

呼吸困難感を評価する方法には、

難スケール、修正

dyspnea index

scale

ずれも患者の主観に左右され、他覚的評価に

乏しいことが欠点であった。機能的

下 fMRI

を可視化することによって、ヒトの行動や情

動のメカニズムを脳科学的に解明使用する手

法のひとつである。谷脇（研究協力者

米大学神経内科学教授）らは、本手法を用い

て、認知症やパーキンソン病の高次脳機能ネ

ットワークを可視化することを可能にしてお

り、これらの手法を呼吸困難感に応用できな

いかと考えられた。

2 研究の目的

呼吸困難感はヒトにと

動許容量の抑制に関与する重要な生体防御機

構のひとつである。しかし、呼吸困難感は、

主観的で、個体差が大きく、その他覚的評価

法は無いに等しい。慢性閉塞性肺疾患（以下

COPD

作性呼吸困難感は低酸素や高炭酸ガス負荷に

伴う換気応答試験では明らかに出来ない。

そこで、努力性呼吸困難感に対して

たな評価法にならないかについて検討した。

3 研究の方法
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