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「条件付きMRI 対応デバイスの現状と動向」

埼玉医科大学国際医療センター
妹尾　大樹

　

1．はじめに
　本邦での条件付きMRI 対応ペースメーカーが
初めて認可された 2012 年 10 月より約 4年が経過
し、現在までMRI 対応デバイスはさまざまな進
化を遂げてきている。最近では、ペースメーカー
のみならず、植え込み型除細動器（ICD）や両心
室ペーシング機能付き植え込み型除細動器
（CRT-D）、脊髄刺激システム（SCS）、脳深部刺
激システム（DBS）など、さまざまなデバイスが
登場してきた。また 3TMRI 装置対応の製品も登
場し急速にその種類が増えてきている。ここで忘
れてはならないのが、これらのデバイスは全て
『条件付きMRI 対応』ということであり、無条件
でMRI 検査室への入室、検査ができるわけでは
ない。入室前には、デバイスのMRI 対応チェッ
ク、デバイスのMRI モードへ設定変更、検査中
には対応条件下での撮像、生体モニター（パルス
オキシメーターなど）を用いた状態監視、検査後
には再度、デバイスを通常モードへ変更するとい
う一連の流れがある。これらの条件を満たして初
めて検査が施行可能であり、検査中は常に危険を
伴うことを検査室のスタッフが周知しておく必要
がある。本稿では、条件付きMRI 対応デバイス
の現状と動向を当院での経験を踏まえて解説して
いきたい。

2．条件付きMRI 対応ペースメーカーとは
2-1 心臓植え込み型ペースメーカーについて
　ペースメーカーとは、房室ブロックや心房細動
など不整脈患者の体内に植え込み、心筋を電気信
号で刺激し、安定した心拍を保つための精密機器
である。その本体は、金属・電子基板・バッテ
リーなどで構成され、そこから金属のリードで心
筋に電気信号を送る。そのため強力な磁場、電磁
波を使用するMRI 検査において、心臓植え込み
型ペースメーカーはこれまで禁忌とされてきた。

しかし、条件付きMRI 対応ペースメーカーが開
発され、一定の条件の下でのMRI 検査が可能と
なり、急速に普及が進んでいる。現在、本邦での
ペースメーカー植え込み件数は年間約 6万件に上
り、そのうちMRI 対応型は約 3 万 6000 件であ
り、半数以上がMRI 対応型となっている。
2-2 MRI について
　強力な静磁場にさらされた体内の水素原子核
は、歳差運動を始め、水素原子核の共鳴周波数に
相当する電磁波（RF磁場）を照射すると共鳴現
象を起こす。RF磁場の照射を切ると共鳴してい
た水素原子核がそれぞれ組織固有の信号を放出す
る。この信号を取り出す際に、静磁場以外に傾斜
磁場を掛け、エコー信号の取得、スライスや位置
情報の取得を行い、MRI 画像を得ている。その
ため、静磁場・RF 磁場・傾斜磁場を使用する
MRI 装置は、植え込み型ペースメーカーなどの
デバイスにさまざまな影響をもたらす。
2-3 MRI 対応デバイスの危険因子
2-3-1 リードの発熱
　ペースメーカーなどのリードには金属が使用さ
れているため、RF磁場を照射した場合、そのエ
ネルギーが吸収され発熱を起こす危険がある。そ
の際に、周囲の心筋組織を損傷させペーシング閾
値の上昇、ペーシング不全を引き起こす。
2-3-2 意図しない心筋刺激
　ペーシングリードに RF 磁場が照射された場
合、リードに電流が誘導される。また傾斜磁場に
よりデバイスに電圧が誘導され電流が発生する。
これらの電流は意図しない心筋刺激を行い、不整
脈を誘発する恐れがある。
2-3-3 静磁場によるリセット
　静磁場の影響によりデバイスリセットが掛かっ
てしまう恐れがある。これにより非同期ペーシン
グに設定が変更され不整脈を誘発する。
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2-3-4 静磁場、傾斜磁場による影響
　静磁場によるトルク、変位力が発生する可能性
がある。また傾斜磁場による振動を感じる可能性
があるが、これらは、デバイスに強磁性体がほぼ
使われていないことから問題ないとされている。
2-4 MRI 対応の条件
　MRI 対応デバイスの開発においては、各社さ
まざまな工夫が施されている。MRI 対応のデバ
イスは、上記に挙げた有害事象が起こらない事が
条件となる。基本的な機能はMRI 対応と非対応
のデバイスで変わらないとしながら、デバイス本
体やリードの材質・構造を変化させ対応し安全性
が確保されている。ただし、デバイス植え込み患
者にMRI 検査を行う以上、これらの有害事象が
起こり得ないとは言い切れず、危険性を十分理解
した上で検査を行う必要がある。

3．MRI 検査の流れ、注意点
3-1 MRI 検査のオーダー
　MRI 対応デバイスを検査する際、日本医学放
射線学会、日本磁気共鳴医学会、日本不整脈学会
が定める「MRI 対応植え込み型不整脈治療デバ
イス患者のMRI 検査の施設基準」を満たす施設
で行う必要がある。詳細については、各学会の
ホームページに記載されているため確認していた
だきたい。
　MRI オーダー医が、デバイス植え込み患者に
対しMRI 撮像が必要と判断した場合、植え込ま
れているデバイスが条件付きMRI 対応デバイス
であることを、条件付きMRI 対応カードで確認
する。このカードとペースメーカー手帳を提示し
なければ検査を受けることができないため、検査
当日も持参、提示するよう患者に伝えておく必要
がある。検査可能であると判断された場合、患者
にMRI 検査のリスクとベネフィットを説明し十
分な同意を得た上でオーダーを行う。また検査当
日は循環器医師の立ち合いが望ましいとされ、デ
バイスの確認、プログラミング作業時に必要な循
環器医師、臨床工学技士あるいは臨床検査技師の
スケジュールも確認しておかなければならない。
3-2 MRI 検査当日
　患者の条件付きMRI 対応カード、条件付き

MRI 対応デバイスの植え込みが確認できるペー
スメーカー手帳などを確認し、MRI 検査の実施
手順を進めていく。循環器医師、または臨床工学
技士あるいは臨床検査技師により、デバイス管理
医師の指示通りデバイスをMRI 検査可能な状態
に設定する。また体外式除細動器が検査室付近に
あり、すぐに使用可能であること、検査室内にパ
ルスオキシメーターまたは心電図モニターが設置
してあることを確認する。当施設では、患者入室
直前に、チェックリストで循環器医師、臨床工学
技士、診療放射線技師の 3者にて、チェック項目
が全て完了していることを確認し検査開始とな
る。
3-3 MRI 検査の実施
　MRI 撮像に当たっては、日本磁気共鳴専門技
術者認定機構の定める日本磁気共鳴専門技術者
（MR専門技術者）または暫定的にMR専門技術
者に準ずるものが、MRI 装置の撮像設定が所定
の条件に合致しているかを確認し、調整を行う。
また検査中は、パルスオキシメーターまたは心電
図モニターを用いて血行動態のモニタリングを行
う。検査中緊急事態の発生時にはただちにMRI
検査を中断し、患者をMRI 検査室の外に運び出
せるようストレッチャーなどの準備、すぐに循環
器医師に連絡ができるような体制を整えておくこ
とも重要である。図 1に当施設でのMRI 対応デ
バイス植え込み患者への検査の流れを示す。
3-4 MRI 検査の実施後
　検査終了後、MRI 検査室より患者を退出させ、
循環器医師または臨床工学技士あるいは臨床検査
技師によりリプログラミングを行い、デバイスを
MRI 検査用の設定から通常の設定に戻す。デバ
イスが検査前の状態と変化がないことを循環器医
師により確認し、検査終了となる。検査担当者
は、リプログラミング作業が終了した報告を受け
るまで患者を帰宅させないよう注意が必要であ
る。
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4．条件付きMRI 対応デバイスの撮像
4-1 MRI 検査の撮像条件
　条件付きMRI 対応デバイスは現在においては
多種多様であり、ペースメーカーや ICD および
CRT-D、また機種によって撮像条件、コイルの
選択、撮像可能部位などが異なっている。そのた
め、検査オーダーを行う際には、条件付きMRI

対応デバイスの機種名をカルテに記載しておく事
が望ましい。撮像担当技師は記載された機種名を
基に、デバイスの撮像条件ならびにMRI 装置の
仕様をあらかじめ熟知しておく必要がある。当施
設では、条件の複雑化を避けるため、現地点にお
ける、さまざまなMRI 対応デバイスの製造業者
が提示する条件の最低値を基準プロトコルとし、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
で患者をᖐᏯさせないようὀពがᚲせである。 
  
㸲㸬᮲௳付き MRI 対ᛂデࢫࣂの像 
4-1 MRI 検査の像᮲௳ 
᮲௳付き MRI 対ᛂデࢫࣂは⌧ᅾにおいては多

✀多ᵝであり、ペー࣓ࢫー࢝ーࡸ ICD およࡧ

CRT-D、また、ᶵ✀によって像᮲௳、ࢥルの 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㑅ᢥ、像ྍ⬟㒊➼が␗なっている。そのため、

検査࢜ーࢲーを行う㝿には、᮲௳付き MRI 対ᛂ

デࢫࣂのᶵ✀ྡを࢝ルࢸに記㍕しておくがᮃ 
ましい。像ᢸ当技師は記㍕されたᶵ✀ྡをもと

にデࢫࣂの像᮲௳୪ࡧに MRI ⨨のᵝを

あらかࡌめ⇍▱しておくᚲせがある。当タでは、

᮲௳の」㞧を㑊ࡅるため、⌧ᅾにおࡅるᵝ々な 

⾲㸯 㧗࿘Ἴᙉ度ᑐࡿࡍ㡯┠ 

〇㐀ᴗ⪅ 䝯䝗䝖䝻䝙䝑䜽 䝯䝗䝖䝻䝙䝑䜽 ᪥ᮏ䝷䜲䝣䝷䜲䞁 

ᶵ✀ྡ 㻭㼐㼢㼕㼟㼍 㻹㻾㻵 㻭㼏㼠㼕㼢㼍 㻿㻯 㻷㻻㻾㻭 㻞㻡㻜 

䝕䝞䜲䝇 䝨䞊䝇䝯䞊䜹䞊 㻰㻮㻿 䝅䝇䝔䝮䠄㌟ 㻹㻾㻵 㐺ྜ䠅 䝨䞊䝇䝯䞊䜹䞊 

ᑐᛂ㟼☢ሙᙉᗘ 1㻚㻡㼀 㻹㻾㻵 䜎䛯䛿 3㼀 1㻚㻡㼀 1㻚㻡㼀 

㧗࿘Ἴ䠄㻾㻲䠅ᙉ

ᗘ 

1㻚㻡㼀 㻹㻾㻵 㻮1㻗㼞㼙㼟㻦 㻞㻚㻜 䃛㼀 ௨ୗ ㌣ᖿ㒊䠄⬚㒊䠅௨እ 

㻿㻭㻾䠖㻞㻚㻜㼃㻛௨ୗ䠄㌟䠅䚸3㻚㻞㼃㻛㼗㼓 ௨

ୗ䠄㢌㒊䠅 
㻔㻮1㻗㼞㼙㼟 䛜☜ㄆ䛷䛝䛺䛔ሙྜ䚸㻿㻭㻾䠖

㻜㻚1㼃㻛㼗㼓 ௨ୗ㻕 

㻿㻭㻾䠖㻞㻚㻜㼃㻛㼗㼓䠄㌟䠅䚸3㻚㻞㼃㻛㼗㼓䠄㢌㢕㒊䠅

3㼀 㻹㻾㻵 ㌣ᖿ㒊䠄⬚㒊䠅 

㻿㻭㻾䠖䠐㻚㻜㼃㻛௨ୗ䠄㌟䠅䚸3㻚㻞㼃㻛㼗㼓

௨ୗ䠄㢌㒊䠅 
  

㻿㻭㻾䠖㻞㻚㻜㼃㻛㼗㼓 ௨ୗ䚸䛛䛴 㻮1㻗㼞㼙㼟䠖3㻚㻞㽀㼀

௨ୗ 

3㼀 㻹㻾㻵 䛷㌟䝇䜻䝱䞁䜢⾜䛖ሙྜ   
䠄㻮1㻗㼞㼙㼟䛜☜ㄆ䛷䛝䛺䛔ሙྜ䚸㻿㻭㻾ୖ㝈

1㻚㻜㼃㻛㼗㼓䠅 

㻮1㻗㼞㼙㼟䠖㻞㻚㻤㽀㼀 ௨ୗ     

 

 
 ᅗ㸯 05, ᳨ᰝのὶࢀ 図 1．MRI 検査の流れ

表 1．高周波強度に対する項目

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
で患者をᖐᏯさせないようὀពがᚲせである。 
  
㸲㸬᮲௳付き MRI 対ᛂデࢫࣂの像 
4-1 MRI 検査の像᮲௳ 
᮲௳付き MRI 対ᛂデࢫࣂは⌧ᅾにおいては多

✀多ᵝであり、ペー࣓ࢫー࢝ーࡸ ICD およࡧ

CRT-D、また、ᶵ✀によって像᮲௳、ࢥルの 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㑅ᢥ、像ྍ⬟㒊➼が␗なっている。そのため、

検査࢜ーࢲーを行う㝿には、᮲௳付き MRI 対ᛂ

デࢫࣂのᶵ✀ྡを࢝ルࢸに記㍕しておくがᮃ 
ましい。像ᢸ当技師は記㍕されたᶵ✀ྡをもと

にデࢫࣂの像᮲௳୪ࡧに MRI ⨨のᵝを

あらかࡌめ⇍▱しておくᚲせがある。当タでは、

᮲௳の」㞧を㑊ࡅるため、⌧ᅾにおࡅるᵝ々な 

⾲㸯 㧗࿘Ἴᙉ度ᑐࡿࡍ㡯┠ 

〇㐀ᴗ⪅ 䝯䝗䝖䝻䝙䝑䜽 䝯䝗䝖䝻䝙䝑䜽 ᪥ᮏ䝷䜲䝣䝷䜲䞁 

ᶵ✀ྡ 㻭㼐㼢㼕㼟㼍 㻹㻾㻵 㻭㼏㼠㼕㼢㼍 㻿㻯 㻷㻻㻾㻭 㻞㻡㻜 

䝕䝞䜲䝇 䝨䞊䝇䝯䞊䜹䞊 㻰㻮㻿 䝅䝇䝔䝮䠄㌟ 㻹㻾㻵 㐺ྜ䠅 䝨䞊䝇䝯䞊䜹䞊 

ᑐᛂ㟼☢ሙᙉᗘ 1㻚㻡㼀 㻹㻾㻵 䜎䛯䛿 3㼀 1㻚㻡㼀 1㻚㻡㼀 

㧗࿘Ἴ䠄㻾㻲䠅ᙉ

ᗘ 

1㻚㻡㼀 㻹㻾㻵 㻮1㻗㼞㼙㼟㻦 㻞㻚㻜 䃛㼀 ௨ୗ ㌣ᖿ㒊䠄⬚㒊䠅௨እ 

㻿㻭㻾䠖㻞㻚㻜㼃㻛௨ୗ䠄㌟䠅䚸3㻚㻞㼃㻛㼗㼓 ௨

ୗ䠄㢌㒊䠅 
㻔㻮1㻗㼞㼙㼟 䛜☜ㄆ䛷䛝䛺䛔ሙྜ䚸㻿㻭㻾䠖

㻜㻚1㼃㻛㼗㼓 ௨ୗ㻕 

㻿㻭㻾䠖㻞㻚㻜㼃㻛㼗㼓䠄㌟䠅䚸3㻚㻞㼃㻛㼗㼓䠄㢌㢕㒊䠅

3㼀 㻹㻾㻵 ㌣ᖿ㒊䠄⬚㒊䠅 

㻿㻭㻾䠖䠐㻚㻜㼃㻛௨ୗ䠄㌟䠅䚸3㻚㻞㼃㻛㼗㼓

௨ୗ䠄㢌㒊䠅 
  

㻿㻭㻾䠖㻞㻚㻜㼃㻛㼗㼓 ௨ୗ䚸䛛䛴 㻮1㻗㼞㼙㼟䠖3㻚㻞㽀㼀

௨ୗ 

3㼀 㻹㻾㻵 䛷㌟䝇䜻䝱䞁䜢⾜䛖ሙྜ   
䠄㻮1㻗㼞㼙㼟䛜☜ㄆ䛷䛝䛺䛔ሙྜ䚸㻿㻭㻾ୖ㝈

1㻚㻜㼃㻛㼗㼓䠅 

㻮1㻗㼞㼙㼟䠖㻞㻚㻤㽀㼀 ௨ୗ     

 

 
 ᅗ㸯 05, ᳨ᰝのὶࢀ 



学 術 特 集埼玉放射線・Vol.65　No.1　2017

巻
頭
言

告

示

会

告

お
知
ら
せ

学
術
大
会

学
術
特
集

技
術
解
説

本
会
の

動

き

自
由
投
稿

各
支
部
勉

強
会
情
報

各
支
部

掲
示
板

求

人

コ
ー
ナ
ー

議
事
録

会
員
の

動

向

役
員
名
簿

Ｆ
Ａ
Ｘ

申
込
書

年
間
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル

43  （43）

そこから機種により対応した条件に設定を変更す
る手順を踏んでいる。今後、日々増え続けると予
想されるデバイスへの対応には、MRI 撮像条件
表の作成やマニュアルの整備をしていくことも重
要である。
4-2 SAR、B1＋rms
　MRI 対応デバイスのMRI 検査において最も重
要な有害事象は、RF磁場によるリードの発熱で
あ る。 比 吸 収 率（specific absorption rate ：
SAR）による指標が一般的であったが、組織に
おける発熱を過大評価することにより、RF印加
時間、デューティサイクルなどの撮像条件がより
厳しく設定されてしまう問題があった。そこで一
部の機種の撮像条件に、B1＋rms が記載される
ようになった。B1＋rms とは、RF磁場の励起に
寄与する成分を B1＋と表し、その 2乗平均平方
根（root mean square： RMS）である。表 1 に
各デバイスにおけるRF強度条件表を示す。メド
トロニック社のAdvisa では、3T MRI 装置を用
いて全身スキャンを行う場合は、B1＋rms を表
示する装置を使用することとあり、今後、B1＋
rms の表示を求めるデバイスが増えていくと予想
されるため、MRI 装置の対応も求められること
となる。MRI 製造業者の対応は進んでおり、当
施設の Philips 社製MRI 装置も最新のバージョン
アップにより表示が可能となった。（図 2）

4-3 画像上のアーチファクト
　植え込み型MRI 対応デバイスは、そのほとん
どが金属で構成されているため、MRI 撮像にお
いてアーチファクトが問題となる。各機種が全身
撮像に対応が進み、ほとんどの部位を撮像できる
ようになってきたが、アーチファクトが問題とな
る部位は、主にデバイス本体またはリードに近い
部位となる。すなわち心臓・胸部・肩関節などで
ある。当施設でMRI 対応ペースメーカーが植え
込まれている患者に対し、心臓検査を行った際に
は、ペースメーカー本体周辺にアーチファクトが
出ることはあったが（図 3a, b, e, f）、診断に問題
となるアーチファクトは発生しなかった（図 3）。
しかし、MRI 対応 ICD植え込み患者に対しては、
デバイス本体の形状がペースメーカーに比べ大き
く、心臓にアーチファクトが発生してしまう事例
があった。このようなデバイスの形状や大きさ、
植え込み位置などによりアーチファクト出現の仕
方が変わってくるため、条件の許す範囲で撮像
シーケンス、パラメータの変更、撮像方向などの
工夫が必要である。

MRI 対ᛂデࢫࣂの〇㐀業者がᥦ♧する᮲௳の

᭱ప್を基‽プロࢥࢺルとし、そこからᶵ✀によ 
り対ᛂした᮲௳にタ定をኚ᭦するᡭ㡰を㋃ࢇでい 
る。今ᚋ、日々ቑࡅ⥆࠼ると予想されるデࢫࣂ

の対ᛂには、MRI 像᮲௳⾲のస成ࣗࢽ࣐ࡸ 
ルのᩚഛをしていくことも㔜せである。 
4-2 SAR、B1㸩rms 
 MRI 対ᛂデࢫࣂの MRI 検査において᭱も㔜

せな᭷ᐖ㇟は RF ☢場によるࣜーࢻのⓎ⇕であ

る。ẚ྾⋡（specific absorption rate :SAR）に 
よるᣦᶆが୍⯡的であったが、⤌⧊におࡅるⓎ⇕

を㐣ホ౯することにより、RF ༳加時㛫、デࣗ

ーࢧࢸクル➼の像᮲௳がよりཝしくタ定さ

れてしまう問㢟があった。そこで、୍㒊のᶵ✀の

像᮲௳に B1㸩rms が記㍕されるようになった。

B1+rms とは、RF ☢場のບ㉳にᐤする成ศを

B1㸩と⾲し、その㸰平ᆒ平方᰿（root mean 
square: RMS）である。⾲㸯にྛデࢫࣂにおࡅ

る RF ᙉ度᮲௳⾲を♧す。࣓ࢺࢻロࢵࢽク社の

Advisa では、㸱T MRI ⨨を用いて身ࣕ࢟ࢫ

ンを行う場合は、B1+rms を⾲♧する⨨を用

することとあり、今ᚋ B1+rms の⾲♧をồめるデ

ていくと予想されるため、MRI࠼がቑࢫࣂ ⨨

の対ᛂもồめられることとなる。MRI 〇㐀業者の

対ᛂは㐍ࢇでおり、当タの Philips 社〇 MRI
⨨も᭱᪂のࣂージࣙンࢵプにより⾲♧がྍ⬟

となった。（ᅗ㸰） 
 

 

 
ᅗ㸰：MRI ⨨の B1㸩rms ⾲♧ 
 

4-3 画像上のーࢳフクࢺ  
込みᆺ࠼᳜  MRI 対ᛂデࢫࣂは、そのとࢇ

どが㔠ᒓでᵓ成されているため、MRI 像におい

てーࢳフクࢺが問㢟となる。ྛᶵ✀が身

像に対ᛂが㐍み、とࢇどの㒊を像できるよ

うになってきたが、ーࢳフクࢺが問㢟となる

㒊はにデࢫࣂ本体またはࣜーࢻに㏆い㒊

となる。すなわち、心⮚、⬚㒊、⫪関⠇などであ

る。当タで MRI 対ᛂペー࣓ࢫー࢝ーが᳜࠼込

まれている患者に対し、心⮚検査を行った㝿には、

ペー࣓ࢫー࢝ー本体࿘㎶にーࢳフクࢺがฟる

ことはあったが（ᅗ㸱a, b, e, f）、診᩿に問㢟とな

るーࢳフクࢺはⓎ生しなかった（ᅗ㸱）。しか

し、MRI 対ᛂ ICD 込み患者に対しては、デ࠼᳜

、きくーにẚ࢝ー࣓ࢫ本体のᙧ≧がペーࢫࣂ

心⮚にーࢳフクࢺがかかってしまうがあ

った。このようなデࢫࣂのᙧ≧ࡸきさ、᳜࠼

込み⨨などによりーࢳフクࢺฟ⌧の方が

ኚわってくるため、᮲௳のチす⠊ᅖで像ࢩーࢣ

ンࣃ、ࢫラ࣓ータのኚ᭦、像方ྥなどのᕤኵが

ᚲせである。 

 
ᅗ㸱 ペー࣓ࢫー࢝ー᳜࠼込み患者に対する心

図 2．MRI 装置の B1＋rms 表示

MRI 対ᛂデࢫࣂの〇㐀業者がᥦ♧する᮲௳の

᭱ప್を基‽プロࢥࢺルとし、そこからᶵ✀によ 
り対ᛂした᮲௳にタ定をኚ᭦するᡭ㡰を㋃ࢇでい 
る。今ᚋ、日々ቑࡅ⥆࠼ると予想されるデࢫࣂ

の対ᛂには、MRI 像᮲௳⾲のస成ࣗࢽ࣐ࡸ 
ルのᩚഛをしていくことも㔜せである。 
4-2 SAR、B1㸩rms 
 MRI 対ᛂデࢫࣂの MRI 検査において᭱も㔜

せな᭷ᐖ㇟は RF ☢場によるࣜーࢻのⓎ⇕であ

る。ẚ྾⋡（specific absorption rate :SAR）に 
よるᣦᶆが୍⯡的であったが、⤌⧊におࡅるⓎ⇕

を㐣ホ౯することにより、RF ༳加時㛫、デࣗ

ーࢧࢸクル➼の像᮲௳がよりཝしくタ定さ

れてしまう問㢟があった。そこで、୍㒊のᶵ✀の

像᮲௳に B1㸩rms が記㍕されるようになった。

B1+rms とは、RF ☢場のບ㉳にᐤする成ศを

B1㸩と⾲し、その㸰平ᆒ平方᰿（root mean 
square: RMS）である。⾲㸯にྛデࢫࣂにおࡅ

る RF ᙉ度᮲௳⾲を♧す。࣓ࢺࢻロࢵࢽク社の

Advisa では、㸱T MRI ⨨を用いて身ࣕ࢟ࢫ

ンを行う場合は、B1+rms を⾲♧する⨨を用

することとあり、今ᚋ B1+rms の⾲♧をồめるデ

ていくと予想されるため、MRI࠼がቑࢫࣂ ⨨

の対ᛂもồめられることとなる。MRI 〇㐀業者の

対ᛂは㐍ࢇでおり、当タの Philips 社〇 MRI
⨨も᭱᪂のࣂージࣙンࢵプにより⾲♧がྍ⬟

となった。（ᅗ㸰） 
 

 

 
ᅗ㸰：MRI ⨨の B1㸩rms ⾲♧ 
 

4-3 画像上のーࢳフクࢺ  
込みᆺ࠼᳜  MRI 対ᛂデࢫࣂは、そのとࢇ

どが㔠ᒓでᵓ成されているため、MRI 像におい

てーࢳフクࢺが問㢟となる。ྛᶵ✀が身

像に対ᛂが㐍み、とࢇどの㒊を像できるよ

うになってきたが、ーࢳフクࢺが問㢟となる

㒊はにデࢫࣂ本体またはࣜーࢻに㏆い㒊

となる。すなわち、心⮚、⬚㒊、⫪関⠇などであ

る。当タで MRI 対ᛂペー࣓ࢫー࢝ーが᳜࠼込

まれている患者に対し、心⮚検査を行った㝿には、

ペー࣓ࢫー࢝ー本体࿘㎶にーࢳフクࢺがฟる

ことはあったが（ᅗ㸱a, b, e, f）、診᩿に問㢟とな

るーࢳフクࢺはⓎ生しなかった（ᅗ㸱）。しか

し、MRI 対ᛂ ICD 込み患者に対しては、デ࠼᳜

、きくーにẚ࢝ー࣓ࢫ本体のᙧ≧がペーࢫࣂ

心⮚にーࢳフクࢺがかかってしまうがあ

った。このようなデࢫࣂのᙧ≧ࡸきさ、᳜࠼

込み⨨などによりーࢳフクࢺฟ⌧の方が

ኚわってくるため、᮲௳のチす⠊ᅖで像ࢩーࢣ

ンࣃ、ࢫラ࣓ータのኚ᭦、像方ྥなどのᕤኵが

ᚲせである。 

 
ᅗ㸱 ペー࣓ࢫー࢝ー᳜࠼込み患者に対する心

MRI 対ᛂデࢫࣂの〇㐀業者がᥦ♧する᮲௳の

᭱ప್を基‽プロࢥࢺルとし、そこからᶵ✀によ 
り対ᛂした᮲௳にタ定をኚ᭦するᡭ㡰を㋃ࢇでい 
る。今ᚋ、日々ቑࡅ⥆࠼ると予想されるデࢫࣂ

の対ᛂには、MRI 像᮲௳⾲のస成ࣗࢽ࣐ࡸ 
ルのᩚഛをしていくことも㔜せである。 
4-2 SAR、B1㸩rms 
 MRI 対ᛂデࢫࣂの MRI 検査において᭱も㔜

せな᭷ᐖ㇟は RF ☢場によるࣜーࢻのⓎ⇕であ

る。ẚ྾⋡（specific absorption rate :SAR）に 
よるᣦᶆが୍⯡的であったが、⤌⧊におࡅるⓎ⇕

を㐣ホ౯することにより、RF ༳加時㛫、デࣗ

ーࢧࢸクル➼の像᮲௳がよりཝしくタ定さ

れてしまう問㢟があった。そこで、୍㒊のᶵ✀の

像᮲௳に B1㸩rms が記㍕されるようになった。

B1+rms とは、RF ☢場のບ㉳にᐤする成ศを

B1㸩と⾲し、その㸰平ᆒ平方᰿（root mean 
square: RMS）である。⾲㸯にྛデࢫࣂにおࡅ

る RF ᙉ度᮲௳⾲を♧す。࣓ࢺࢻロࢵࢽク社の

Advisa では、㸱T MRI ⨨を用いて身ࣕ࢟ࢫ

ンを行う場合は、B1+rms を⾲♧する⨨を用

することとあり、今ᚋ B1+rms の⾲♧をồめるデ

ていくと予想されるため、MRI࠼がቑࢫࣂ ⨨

の対ᛂもồめられることとなる。MRI 〇㐀業者の

対ᛂは㐍ࢇでおり、当タの Philips 社〇 MRI
⨨も᭱᪂のࣂージࣙンࢵプにより⾲♧がྍ⬟

となった。（ᅗ㸰） 
 

 

 
ᅗ㸰：MRI ⨨の B1㸩rms ⾲♧ 
 

4-3 画像上のーࢳフクࢺ  
込みᆺ࠼᳜  MRI 対ᛂデࢫࣂは、そのとࢇ

どが㔠ᒓでᵓ成されているため、MRI 像におい

てーࢳフクࢺが問㢟となる。ྛᶵ✀が身

像に対ᛂが㐍み、とࢇどの㒊を像できるよ

うになってきたが、ーࢳフクࢺが問㢟となる

㒊はにデࢫࣂ本体またはࣜーࢻに㏆い㒊

となる。すなわち、心⮚、⬚㒊、⫪関⠇などであ

る。当タで MRI 対ᛂペー࣓ࢫー࢝ーが᳜࠼込

まれている患者に対し、心⮚検査を行った㝿には、

ペー࣓ࢫー࢝ー本体࿘㎶にーࢳフクࢺがฟる

ことはあったが（ᅗ㸱a, b, e, f）、診᩿に問㢟とな

るーࢳフクࢺはⓎ生しなかった（ᅗ㸱）。しか

し、MRI 対ᛂ ICD 込み患者に対しては、デ࠼᳜

、きくーにẚ࢝ー࣓ࢫ本体のᙧ≧がペーࢫࣂ

心⮚にーࢳフクࢺがかかってしまうがあ

った。このようなデࢫࣂのᙧ≧ࡸきさ、᳜࠼

込み⨨などによりーࢳフクࢺฟ⌧の方が

ኚわってくるため、᮲௳のチす⠊ᅖで像ࢩーࢣ

ンࣃ、ࢫラ࣓ータのኚ᭦、像方ྥなどのᕤኵが

ᚲせである。 

 
ᅗ㸱 ペー࣓ࢫー࢝ー᳜࠼込み患者に対する心

図 3．ペースメーカー植え込み患者に対する心臓
MRI 検査のアーチファクト

a, b, c： cine 画像
d, e, f： 遅延造影画像
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5．条件付きMRI 対応デバイスの今後
5-1 デバイスの多種多様化
　技術の進歩により、植え込み型MRI 対応デバ
イスはさまざまな種類、機種が登場してきてい
る。条件付きMRI 対応ペースメーカーにはじま
り、現在では、条件付きMRI 対応植え込み型除
細動器（ICD）や両心室ペーシング機能付き植え
込み型除細動器（CRT-D）、脊髄刺激システム
（SCS）、脳深部刺激システム（DBS）、さらには
これまで禁忌とされてきた人工内耳もMRI 対応
の製品が登場している。今後、全てのデバイスが
MRI 対応となる日もそう遠くはないと考えられ
る。また現在の医療において、MRI 検査の必要
性は増す一方であり、MRI 対応デバイスの需要
が増えていくと予想される。
5-2 MRI 装置の対応
　MRI 対応デバイスの機種が増加していくとと
もに、MRI 対応デバイス植え込み患者に対して
の検査も増加していくと考えられる。各デバイス
業者はホームページなどでデバイスのシリアルナ
ンバーを基に、撮像条件を検索できるシステムを
表示させているが、機種により撮像条件が異なる
ため、検査ごとに確認をしなければならない現状
がある。その一方で、MRI 装置側も徐々に対応
が始まっている。撮像前にガイダンス画面で、静
磁場強度・SARを入力すると、その設定値を超
えないよう撮像シーケンスを自動的に組み替え、
検査中も常に条件を監視してくれるアシスト機能
を備えた機種も登場してきている。このような
MRI 装置の対応が進めば、MRI 対応デバイス植
え込み患者に対するMRI 検査の安全性がさらに
高まると考えられ、今後の各MRI 装置製造業者
の対応が望まれる。
5-3 診療放射線技師の役割
　MRI 検査を実際に行うわれわれ診療放射線技
師も、MRI 対応デバイス植え込み患者さんの検
査に対応していく必要があると考えられる。MRI
対応デバイスの検査実施条件には、MR専門技術
者（暫定的に、これに準ずるもの）が撮像条件を
確認するとあり、当施設の検査経験からもさまざ
まな部位の撮像、パラメーター調整にはこれに見
合った知識と経験が必要であると感じている。ま

た循環器医師、画像診断科医師、臨床工学技士、
検査を担当する看護師などとも連携し、知識の共
有や検査手順の確認を定期的に見直していく必要
があると考える。

6．おわりに
　MRI 対応デバイス植え込み患者のMRI 検査を
行うに当たっては、さまざまな注意が必要であ
り、MRI 対応デバイス、MRI 装置双方の十分な
理解が必要である。また診療放射線技師、循環器
医師、臨床工学技士はもちろん、検査オーダーす
る医師、検査受付事務や看護師など対応するス
タッフにも検査手順や危険性などの十分な理解が
求められる。日常業務においてMRI 対応デバイ
ス植え込み患者に対応するには、スタッフに対す
る教育やマニュアルの整備が重要である。今後、
MRI 対応デバイスの普及とともに、その検査数
は増え、救急の医療にもその対応が求められるこ
とが多くなると考えられる。現在は検査手順の煩
雑さから、救急医療に対するMRI 対応デバイス
の検査は行っていない施設が多いと考えられる
が、対応する全てのスタッフの理解と協力が得ら
れれば、迅速な対応も可能になるのではないかと
考える。


