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研究成果の概要（和文）：同時収集型PET/MRI装置を用いて、認知症診断に向けたPETによる脳内ブドウ糖消費量
の測定の高精度化を検討した。脳萎縮の影響の補正するための部分容積効果補正では、PET/MRI装置ではPET画像
と同一時間に撮像したMRI画像が得られるため、MRI画像を用いたPET画像の部分容積効果補正をより簡便かつ正
確に施行することが可能であった。PET画像と同時に収集したMRI画像を用いた体動補正では、検査中の体動が避
けられない認知症患者のPET検査中の体動をリアルタイムに補正することができ、検査精度の向上に寄与する可
能性が示唆された。

研究成果の概要（英文）：Upgrading of measurement of glucose metabolism in the brain using integrated
 PET/MRI scanner system were applied. Using simultaneously acquired PET and MRI images by PET/MRI 
scanner system, the partial volume correction of PET images for brain atrophy could be performed in 
which the coregistration of PET and MR images could be avoid. All brain regions showed increases in 
uptake by partial volume correction, however, almost no changes in uptake were observed in the 
cerebellum and parahippocampal gyrus which showed highest gray matter fractions. The real-time 
motion correction of PET images using simultaneously measured MRI images could be performed by 
PET/MRI. The real-time motion correction revealed increasing accuracy of diagnostic imaging for 
dementia. Since the motion of head during PET scanning could not be avoid in patients with dementia 
and related neurodegenerative diseases, such real-time motion correction system might be useful.

研究分野： 核医学（特に脳神経核医学）、放射線画像診断学（特に神経放射線診断学）
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
認知症における画像診断は、SPECTによる脳血流評価とMRIによる脳形態の評価が臨床で行われているが、今後は
PETを用いた脳内ブドウ糖消費量測定による脳神経機能の評価と脳内βアミロイド蓄積および脳内タウ蓄積の測
定による脳病理変化の評価が行われるようになる。このような状況において、近年開発され普及し始めている同
時収集型PET/MRI 装置を用いてこれらの測定を高精度化し、認知症の画像診断の高度化を図ることは意義のある
ことと思われる。本研究の成果は認知症のPET/MRI装置を用いた新たな総合画像診断学を確立していく上での礎
となりうるものである。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
アルツハイマー病をはじめとする認知症の脳病理変化および脳病態生理変化は、βアミロイ

ドの蓄積、脳神経機能の低下、タウの蓄積および神経原線維変化、脳萎縮性変化の順に出現し、
認知機能障害等の臨床症状の発症へと進行する。これらの脳病理変化および脳病態生理変化を
生体において画像化する手段として PET および MRI が用いられている。 
脳神経機能の低下の評価は[F-18]FDG を用いた脳内ブドウ糖消費量の画像化により行われ

るが、MRI による脳萎縮の影響の補正が測定の高精度化に必要である 1)。また、MRI では拡
散テンソル撮像による神経線維の異方性の評価や、黒質ニューロメラニン撮像によるドーパミ
ン作動性神経系の機能評価も併せて行うことができ、脳神経機能の評価指標となる可能性も示
唆されている。一方、認知症の PET 検査においては、検査中の患者の体動による測定精度の
低下が問題となり、正確な PET 測定のためにはこれを補正する必要がある。体動補正法とし
ては、光学カメラによる体動の追跡や PET 画像からの体動の検知などの手段による方法が報
告されている。 
近年開発された同時収集型の PET/MRI 装置では、PET 検査と同時に MRI の撮像を施行

することができ、PET 画像と MRI 画像の空間的位置が一致している。このため、PET によ
る脳内ブドウ糖消費量の評価における脳萎縮の影響の補正など、PET 計測の高精度化に必要な
MRI 画像を高い空間的位置精度で撮像することが可能であり、拡散テンソル画像や黒質ニュ
ーロメラニン画像も PET と同一空間的位置で同時に計測可能である。また、PET と同時に撮
像する MRI 画像を利用して体動をモニタリングし、PET 画像の体動補正をリアルタイムに行
うことも可能であり臨床に実用化されている。 
 
２．研究の目的 
本研究では、福島県立医科大学に国内第１号機として導入された同時収集型 PET/MRI 装置

を用い、認知症診断に向けた PET および MRI によるブドウ糖消費量の測定の高精度化を、
脳萎縮の影響の補正や体動補正も含めて行う。また黒質ニューロメラニンといった MRI によ
る脳機能指標も PET と同時に計測することにより、アルツハイマー病の分子病態診断の高度
化を図る。 
 
３．研究の方法 
(1) 同時収集型 PET/MRI 装置を用いたアルツハイマー病の病態診断の高度化に向け、脳内ブド
ウ糖消費量測定の高精度化のための部分容積効果補正(Partial Volume Correction: PVC)につ
いて検討した。40～50 才代の健常者 5名を対象に[F-18]FDG による PET/MRI 検査を施行した。
PET/MRI検査は[F-18]FDGの静脈内注射の45分後より40分間のPET撮像をリストモードで行い、
PET 撮像と同時に MRにより脳形態評価用の T1 強調ボリューム画像の撮像を施行した。 
T1 強調ボリューム画像を撮像している時間(静注 51 分後より 5 分間)の PET 画像データをサ

イノグラム上で切り出して画像再構成し、T1強調ボリューム画像と同一時間に撮像した PET 画
像を得た。PET 画像の放射能濃度と体重および[F-18]FDG の投与量から Standard Uptake Value 
(SUV)値の画像を計算した。T1 強調ボリューム画像および PET 画像を SPM12 の DARTEL により解
剖学的に標準化し、T1強調ボリューム画像から灰白質と白質の画像を抽出して Muller-Gartner
の方法 2)により PVC を行った。関心領域は Automated Anatomical Labeling (AAL)テンプレー
トを灰白質画像でマスクして設定した。 
 
(2) 認知症鑑別診断への応用に向けた脳内ドーパミン作動性神経系の機能評価の試みと、アル
ツハイマー病における脳内アミロイド蓄積の PET/MRI 装置による測定を行った。脳内ドーパミ
ン作動性神経系の機能評価については、40～50 才代の健常者 5 名を対象に[F-18]FDG による
PET/MRI 検査を施行した。PET/MRI 検査は[F-18]FDG の静脈内注射の 45分後より 40 分間の PET
撮像をリストモードで行い、PET 撮像と同時に MRI により脳形態評価用の T1強調ボリューム画
像およびニューロメラニン画像の撮像を施行した。 
T1 強調ボリューム画像を撮像している時間(静注 51 分後より 5 分間)の PET 画像データをサ

イノグラム上で切り出して画像再構成し、T1強調ボリューム画像と同一時間に撮像した PET 画
像を得た。PET画像の放射能濃度と体重および[F-18]FDGの投与量からSUV値の画像を計算した。
T1強調ボリューム画像を参照しながらPET画像およびニューロメラニン画像上で黒質に関心領
域を設定し、上小脳脚交差部を参照部位としてニューロメラニン濃度を定量した。 
 
(3) アルツハイマー病患者および健常者における脳内ブドウ糖消費量の PET/MRI 装置による測
定を行い、PET/MRI 装置によるリアルタイム体動補正と PET 画像の MRI による減弱補正が診断
能に与える影響を調べた。アルツハイマー病患者 6 名および健常者 7 名を対象に、[F-18]FDG
静注 45 分後より 5分間の PET 撮像を PET/MRI 装置で行い、PET 撮像と同時に MRI で BOLD 信号
の毎秒の撮像を行うことにより PET 撮像中の体動のデータを得た。また、PET 画像の減弱補正
用画像データを MRI の DIXON 法および UTE 法により得た。PET 画像の放射能濃度と体重および
[F-18]FDG の投与量から SUV 値の画像を計算し、脳内局所に関心領域を設定した。 
 
４．研究成果 



(1) 小脳、海馬傍回では、PVC により PET 画像の SUV 値はほとんど変化しなかったが、その他
の大脳皮質域では PVC により SUV 値は 10%～36%上昇した（図 1）。関心領域内の灰白質の割合が
低い領域では、PVC により SUV 値がより上昇する傾向がみられた。PET/MRI 装置では MRI 画像と
同一時間に撮像した PET 画像が得られるため、両画像の位置合わせの必要がなく、より簡便か
つ正確に PVC を施行することが可能であった。 
 
図 1 

PVC 施行前 PET 画像    PVC 施行後 PET 画像 

       

 
(2) 健常者間の個人差においてはニューロメラニン濃度とブドウ糖消費量との間には有意な相
関はみられなかった。黒質において、ニューロメラニン濃度は、ドーパミン作動性神経系の前
シナプス機能であるドーパミン生成能やドーパミントランスポーター分布密度との間には有意
な相関関係はないが、後シナプス機能であるドーパミン D2レセプター分布密度との間には有意
な正相関がみられることが報告されており、ドーパミン作動性神経系のオートレセプター機能
との関連が示唆されている 3)。本研究により、これらのドーパミン作動性神経系機能と黒質に
おけるブドウ糖消費量との間には関連がないことが示唆されたが、これについては、今後被験
者数を増やしてこの相関についてより正確に調べる必要がある。 
 
(3) DIXON 法により減弱補正用を行った場合は、頭蓋骨を描出できる UTE 法を用いたときより
も健常者群の大脳皮質域で SUV 値が 6%過小評価され、アルツハイマー病患者群では 2%過小評価
された（表 1）。また、減弱補正法の違いによる SUV 値の違いには脳内局所差がみられ、頭頂葉
で SUV 値の違いがより顕著となる傾向がみられた。PET 画像上のアルツハイマー病の病変検出
能については、海馬傍回において UTE 法を用いた方が検出能が高かった。一方、リアルタイム
体動補正の有無による SUV 値の有意な変化は健常者群、アルツハイマー病患者群共にみられな
かったが、病変検出能については、海馬傍回においてリアルタイム体動補正を適用した方が検
出能が高かった。検査中の体動が避けられないアルツハイマー病患者の PET 検査においては、
リアルタイム体動補正が検査精度の向上に寄与する可能性が示唆された。 
 
表 1 大脳皮質域の SUV 値 
      健常群  アルツハイマー病群 

DIXON 法・リアルタイム体動補正なし 5.67±1.03   4.73±1.28 
DIXON 法・リアルタイム体動補正あり 5.67±1.02   4.75±1.31 
UTE 法・リアルタイム体動補正なし 6.06±1.10   4.84±1.38 
UTE 法・リアルタイム体動補正あり 6.07±1.09   4.83±1.38 
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