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児 を対 象 に 不安 感 に 関 す る心理 学 的検 査 State−Trait

Anxiety　Inventory（STAI）を施行し ， 不登校児の 心理学

的側面 に つ い て 検討 した
。

一
方 ， 抗 うっ 薬 で 抗不安作用

を併せ もつ selective 　serotonin 　reuptake 　inhibitor（SSRI）

は近年 ， わ が 国で も臨床応用 が盛 ん に な り， 副作用 が 比

較的少な い 利点か ら ， 小児に対し て も使用 され つ つ あ る 。

そ こで ， 不 定愁訴 を 抱 え る 不 登校児 に 対 し て 不 定愁訴 を

軽減す る目的 で SSRI を投与 し， その 効果 に つ い て検討

した。

　そ の結果 ， 不定愁訴を訴え る不登校児で は ， STAI に お

け る特性不安 ， 状態不安 は と もに健康群 と比較 して有意

に 高 か っ た 。 すなわち不登校児 の有す る不定愁訴 の 発現

に は ， 不 安感が そ の 症状の 中核を な し て い る 可能性 が 示

唆 された 。 状態不安 が 高い こ と は ， 患児 の お か れ て い る

環境の 中で
一

過性 の 不安感 （「な ん だ か 不安 な感 じが す る 」）が

高い こ とを意味して い る 。 また ， 特性不安 も高い とい う

事実よ り，性格特性 と して ，も と も と不安過敏性が高 く

（「私 は す ぐに 不安 に な る」），
ス トレ ス 状態 に陥 りや す い 傾向

が あると考 え られた。

　不登校児 に 認 め られ る不定愁訴 に対 し， SSRIは有効

で あっ た 。 患児が抱 い て い る不安状態 を SSRIが改善 し

た こ とに よ り， 効 果が 得 られ た もの と考 え られ た 。す な

わ ち，わ れ わ れ が 試み た 不定愁訴を有す る不登校児に対

す る SSRI 投与 の 結果 ， 投与 開始 6 週以 内 に ， 特 に 頭 痛 ，

食欲不振， 腹痛 ， 悪心 ，
い らい ら な どが 自覚的 ， 他覚的

に 改善 され，強迫性障害，パ ニ ッ ク障害，神経性無食欲

症な どの 随伴す る精神症状に も有効で あ っ た 。 抗不安作

用を もつ SSRIが有効 で あ っ た こ とは ， 不 登校児 に お け

る不定愁訴 の 発現 に は不安状態が密接に関与 し て い る こ

と を裏づ け る もの と考えられ た 、

　 SSRI の 不安障害患者 に対 す る投与 は小児 を含 め
一

般

的 に な りつ つ あり， 明らか な不安症状があ り， また こ れ

に起因す る と 思 わ れ る不 定愁訴 を有す る 不登校患児 に 対

し て，SSRI の投与 は考慮さ れ て も よ い と考え られ た 。

　小児科領域 における 自律訓練法

　一効果判定に つ い て の検討一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 田副　真美

　小児期 は ， 心身と も に 発達過程に あ り ， 情緒的な 緊張

や 不安 とい う心理的ス トレ ス が身体面 に現 れやす い とい

われ て い る。そ の よ うな 小児へ の 心身医学的ア プ ロ ーチ

の一
つ と し て ， 心身の リラ ク セ ーシ ョ ン を図る こ とを目

的 と し た 自律訓練法 （以 下，AT ） が あ る 。 自律訓練法は ，

訓練公式が標準化さ れ副作用が少な い こ と か ら， 小児へ

の 実施 に あた っ て は創意 工 夫 をすれ ば適応範囲 が 広い 。

実施前後の患児や そ の家族に対する ア ン ケ ートで は ， さ

まざまな不定愁訴や 登校態度な ど に っ い て AT に よ っ

て 改善が み られる こ とがわれわれ の 調査で わ か っ て い る 。

し か し，効果判定 の た め これ ら を定量 で き る数値で 表 す

指標 を見出す こ とが重要 で ある。

　 こ の よ う な こ とか ら，私 た ち は，AT の 治療効果 と い う

側面か ら ，   AT の前後で ， 心理検査 （C−MAS と STAI ）

を用 い た 不安 レ ベ ル の 測定，  近年，各種精神 ・神経疾

患 との 関わ りも報告 さ れ て い る血清中の神経栄養因子

brain−derived　neurotrophic 　factor（BDNF ） の定量 ， の

2点を ， AT の効果判定に応用す る こ とを考 えた 。 対象

は ， 当科受診の 28名 で あ り，平均年齢は 13．22歳で ある 。

診断名 は ， 不登校児 15名 ， 摂食障害 6 名， 過敏性腸症候

群 2 名 ，頭痛 2 名，遺糞症 1名，遺尿症 1 名，側湾症 1

名 と な っ て い る 。 AT は ， 標準練習 （第 3，4 公 式 は省略〉を

1セ ッ シ ョ ン 60分，全行程 8 回 で 約 2 カ 月間実施し た。

効果判 定として ，   心理検査 （C・MAS と STAI） を第 1回

の セ ッ シ ョ ン と最終セ ッ シ ョ ン に実施 し，  28名 の対 象

者の うち採血 の 承諾 が 得 られ た 9 名 に つ い て AT の 前

後で の 血清中 BDNF 濃度を調べ た 。 採血 に関 して は獨

協医科大学の倫理委員会の承諾を受けて い る 。

　そ の 結果 ，   28名 の STAI の状態不安で は ， 有意な減

少 は認 め られ な か っ た が ， 減少傾向 が み られ た。  9名

に お ける STAI 状態不安 の 得点 は ，
AT の前後 で 46．63±

10．84→ 41．13± 14．54と減少 し た （〆 0．05）。AT 実施前後

に お け る 血 清 中 BDNF 値 の 平 均 値 は，　 AT 開始 前

26．16± 11．97ng／m ！→ AT 習得後24．95± 6．21ng／m1 で

あ り， 標準偏差 の 減少が み られ，症例間 の ばらつ きが 減

少し た こ とが特徴的で あっ た 。 BDNF の測定が行 えた患

児た ち の疾患は い ずれ もセ ロ トニ ン の 機能異常 と し て 捉

える こ と が で きる こ とか ら，AT の 実施に よ り自律神経

を介し た視床下部 ， 脳幹に お け るセ ロ トニ ン 神経系 の 恒

常性を回復 させ
， 健常 レ ベ ル に 戻 っ た 可能性が あり， こ

れ に よ り ， セ ロ トニ ン 神経系 の 栄養因子 で あ る BDNF

の発現 レ ベ ル も恒常化 し，症例 間 の ばらつ きが減少し た

可能性 が あ る と考え ら れ た 。 ま た ， そ の結果 と し て 不 安

は解消して い っ た と考 え られた。こ の ようなメカニ ズム

に よ り，今回測定さ れ た状態不安の低下や BDNF の ば

ら っ き の減少な どが AT に よ る変化の マ ーカーとして

捉 え られ た の で は ない か と考 えられ た。

　 以上 の こ とか ら， STAI な ど に よ る 不安尺度の 測定 と

と もに ， 血清中 BDNF 濃度測定 は ，
　AT の 効果判定 の 指

標 の バ イオ マ
ーカ ーと して有用 で あ る可能性が 示唆さ れ

た 。 AT は ， 不安感を抱 え る小児 の 治療 に有用 で あ ると

考 えられ ， 臨床場面 で の 活 用が 期待 され る 。
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