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■ セ ミナ ー

視覚失認 の みか た

岩 　田 誠
＊

要 旨 ：視覚失認を 理 解す る に あた っ て は，視覚 1青報処理 と認知 の メ カ ニ ズ ム に 関す る モ デ ル が 必要

で あ る。しか し ， Lissauerが 提 唱 し た 視覚失認 に 対す る 古 典的 な 二 分法理 論は ， 視覚認知 の 神経機

構 に お け る今 日的な知見 か ら み て ， 必ず し も適切 と は い えな い 。すなわ ち ， 視覚認知 の神経機構 に

お い て は，モ ジ ュ
ー

ル 構造 に よ る 並列処理 が 営まれ て い る と す る考 え が 一
般 的 で あ り， 統覚 と 連合

と い う 2 つ の 過程 の 直列的 な モ デル は 実 際 と は 異 な っ て い る 。 視覚 失認 の 臨床 的 な観察 に お い て

は ，
こ の よ う な点を よ く理 解 し，視覚認知機構の障害 に対す る モ ジ ュ

ール 的な 分析 が なされ る必 要

が あ る と考え られ る 。　　　　　　　　　　　　　　　　　 （失語症研究 22（3）：232〜236，2002）
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1．失認 とい う用語

　 失認 とは ， 外界か ら来 る感覚入 力 を知覚す る こ

とは で き る が ， そ れ が 何 を意味す る もの か を認知

で きな い 状 態で あ る。こ こ で感 覚 （sensation ）

と い うの は ， 感覚 受容器 か ら脳 に 送 られ て くる

デ ィ ジ タ ル 信 号 の こ と で あ り， 知 覚 （percep−

tion） と は ， 脳に お け る感覚信号か ら の 情報抽出

の こ と で あ る。そ して こ の 情報抽出の 結果 と し

て ， 脳 は そ の情報の 意味解読 を行 うが，その 過程

が 認 知 （cognition ） で あ る （岩 田 2002＞。こ の

よ うな 図式化 は ， 本来す べ て の様 式の感覚 に 対 し

て あ て は ま る も の で あ るが ， 失認 と い う病態が論

じ られる の は
，

一一般的に視覚 ， 聴覚，お よび体性

感覚の
一一
部に つ い て σ）障害の み で あ り，体性感覚

の 多 くの もの ，前庭感覚 ， 味覚 ， 嗅覚 な ど の 障害

に つ い て は ， 失認 と い う病態が論 じられ る こ とは

ほ とん どな い
。

…
方，こ れ ら外界 か らの 感覚入 力

の 障害 とは別 に ， 左右失認や手 指失認の よ うに
，

身体図式 の 認知障害や ，病態失認 の よ うな 自己の

病態の 認知障害な ど に対 し て も， 失認 と い う用語

が 用 い られ るが，感覚情報 の 意 味解読障害 と し て

の 感覚の 失認 とは大 き く異な っ た病態で あ る 。 ま

た ，

一
般 の 日常診療 の 中で認 め られ る感覚の 失認

として は，視覚情報 に関す る失認 ， す なわ ち視覚

失認 とその周辺病態が もっ と も多 く， 失認 と い う

病 態そ の もの の 理解 も しや す い
。 そ こ で 本稿 で

は，視覚失認 に つ い て の み論じ る こ と に した い 。

II．視覚失認の 理論的根拠

　視覚失認 （visual 　 agnosia ）は ， 要素的な視 覚

能力は保たれ て い る が，対象 の 視覚認知が で きな

い 状態 と定義 さ れ て い る （山鳥 1985＞。 実際 の場

に お い て こ の 定義 を確認す るため に は ， まず い く

つ か の 前提条件が ク リア され て い る必要が ある。

す なわ ち ，要素的な視覚能力 に必 要な視力 ， 視野

が保た れて い る こ とが 必 要で あ る し，対象 を認知

す る全般的な能力が保た れ て い る こ と も必要で あ

る 。 す なわ ち ，そ の 患者に お け る 見か け上 の 視覚

認知 の 障害が ，失語や 失行 ， 意味記憶障害 ， 痴呆

な ど に よ っ て 生 じた もの で は な い と い うこ と が 明

ら か に され て い な くて は な らな い
。 具体的 に は ，

視力や視野が保た れ て い る に もか か わ らず ， 視 覚

的に提示 され た対 象が 何で ある か は解 らな い が，
＊
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．
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　 　　 　 　 　 　↓ ← 連合 （association ）

　 　　 　 　 視覚対象 の 意味解読

（2 ＞並 列モ デル
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↓ ↓

各モ ジ ュ
ール ご と の 並列的情報処理

↓ ↓

各モ ジ ・・、一ル ご との 並列 的意味解読

↓

各モ ジ ュ
ー

ル 情報の 統合

図 1　 視 覚 認 知 過 程 の モ デル
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同 じ対象が他の 感覚様式で 提示 さ れ れ ばただ ち に

それが何 か 解 る ， とい う こ とで視覚失認 と診断す

る の が 普通で あ る 。 す なわ ち ，
ハ

ー
モ ニ カを見せ

て も， それ を見ただ けで は何だ か わ か らなか っ た

場合， その ハ ーモ ニ カ を吹 い て そ の音 を聞か せ た

り， あ る い はその ハ ーモ ニ カを手に渡 し て触 らせ

た りす る と直ち に それ が ハ ーモ ニ カで ある と答え

ら れ る よ うな場合に ，

一
般的に は視覚失認 の診断

を下す とい うこ と に な る。

　こ の よ うに し て 診 断 され た 視覚失認 は ，
Lis−

sauer （1890）に な ら い
， 更 に統 覚 型 視 覚失認

（apperceptive 　visual 　agnosia ）と連合型視覚失

認 （associative 　visual 　agnosia ） とに 分け られ る

の が普通で ある 。 こ の鑑別 に 用 い られ るの は ， 対

象 を写生 ， ある い は模写で き る か どうか の 差で あ

る。見た だ けで何か はわ か らな い が それ を写生 し

た り模写 した りする こ と が で き れ ば ， 視覚表象 は

形成 され て い る ， す なわ ち視覚情報 の 統合過程 ま

で に は異常が ない と考 え られ ， 統合 された視覚情

報 とそれ に対応 する対象の 概念 と の連合過程に 障

害が あ る と考 え られ ， 運合型視覚 失認 と呼 ばれ

た 。
こ れ に対 し ， 対象の 写生や模写 もで きな けれ

ば ， 視知覚の 統合過 程 に障害 が ある と考 え られ ，

統覚型視覚失認 と呼ばれ た の で ある 。 しか し，現

実に患者 を観察 した場合に は ， な か な か こ の よ う

に 明確 な形で 現象を と ら え る こ と が で きない 場合

も少な くない 。 そ の 1 つ の 理 由は ，
こ の 分類の 根

拠 とな っ て い る視覚認知の モ デル の 妥 当性が 問題

となるか らで ある 。

　視覚 失認 に対 す る Lissauer（1890）の 二 分 法

の 根拠 とな っ て い る の は ， 図 1−（1）に示 す よ う

な直列型認知 モ デル で ある 。 しか し ， 近年の 実験

生 理 学的， お よび臨床神経 心理 学的研究 に よれ

ば，図 1− （2）に 示す ご と く， 視 覚情 報処理 の脳

機構 は 並列的 な モ ジ ュ
ール構造か ら成 っ て お り，

各モ ジ ュ
ール ごとに独立 した情報処理 を営ん で い

る と い う こ とが 明 ら か に な っ て い る （lwata

l989，　 Mishkin，　Appenzeller　 l993，　 Zeki　 1993，

岩田 1991）。 こ れ に よれ ば， 視覚表象の 形成と い

う過程を経 て か ら意味解読に 至 る， とい う形で の

情報処 理 は 存 在 し な い こ と に な り， Lissauer

（1890）の 二 分 法 に は 根拠 が な い と い う こ と に

な っ て し まう。本稿で は この 問題 に つ い て は深 く

論 じな い が ， 視覚失認 とい う病態 を正 し く理解す

る た め に は ，
こ の よ うな理論的背景 の 問題が あ る

こ とを知 っ て い る必要が あ る 。

III．視覚失認の 観察の 仕 方

　理 論的根拠 は さ て お き ， 実際 の 臨床に お い て

は ， 表 1 に 示 した よ うな様々 な病 型 が 観察 さ れ

る 。
こ れ ら 1 つ 1 つ の 病態 の定義や特徴 に つ い て

の 詳細 な説明 は他 に譲 りた い （山鳥 1985， 河村
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表 1 　視 覚 失 認 の 臨床的 諸相

1．統覚型 視覚失認 （apPerceptive 　visual 　agnos ［a）

2 ．連 合 型 視 覚 失 認 （associative 　visua ］agnosia ）

3 ．同時失 認 （simultagllosia ）

4 ．視 覚性物 体失 認 （visual 　object 　agnosia ）

5．画像 失 認 （picture　agnosia ）

6．色彩失認 （celor 　agno5ia ）

7．　†円豸皃失認、　（pr〔，sOPagnosia ）

8．街並 失認 （agnesia 　ror　streets ）

200工）。 こ こ で 問題 に した い と思 うの は ， これ ら

の 病型 は ， それ ぞ れ 視知覚や 視覚認知 に 関す るテ

ス トの 成績に よ っ て 特徴付 け られ る も の で ある と

い う こ とと ， 各病型 は必ず し も他か ら独立 した も

の で はな く， 互 い に共存 して い る場合 も少な くな

い
， と い う こ と で あ る。 こ れ ら の 問題 を考 える

と ， 視覚失認 ， また は それ と類似の病態 を有 す る

患者 を観察 す る に あた っ て も っ と も重要 な こ と

は ， どの よ うな病型 に 分類す るか とい うこ と で は

な く， 患者の病 態を理解す るた め に は どの よ うに

観察す べ き か と い う こ とで あろ うと思わ れ る 。 言

い 換 えれば ， 患者の視知 覚能力，ある い は視覚認

知能力に つ い て ど の ような こ と を調 べ れ ばよ い か

とい う こ と が
， 実際問題 と して 重要な の で あ る 。

　 まず取 り一Lげる べ き視知 覚能力 の検査 と して

は ， 本学会 （1999） に お い て 作成され た 「標準高

次視知覚検査 （VPTA ）」が あ る。本検査 の 理論

的背景 と実施方法 に つ い て は
， 検査法の マ ニ ュ ア

ル に詳述 され てお り， また本学会の 主催す る検査

法の 講習会 もある の で ， こ こ で は省略するが
， 視

知覚能力の あ らゆ る 側面 に 関す る 包括的な検査 と

し て 有用性 の 高 い 検 査法で あ る 、 視覚失認，な い

し は その類似病態の 存在が 疑わ れ る 患者 に お い て

は ， 少な くとも本検査 は必須 の も の で ある と思 わ

れ る。そ の 他 の検査 法 と して臨床的な有用性 の 高
い も の と し て は ， Frostig視 知 覚 発 達 検 査

（DTVP ） （1977 ） や Benton 視 覚 記 銘 検 査

（BVRT ） （1966） な どが 日常 的 に よ く用 い られ

て い る。DTVP は幼 小 児 の 発 達検 査 で あ る が ，

成人に お ける視知覚能力 の 障害 を検 出す る に も極

め て 有 用 で あ る （岩 田 1991）。
BVRT は視 覚性

記 憶の 検査法 と して 広 く用 い られ て お り，成人 に

お け る標準化 デー
タ が 出 さ れ て い る の で ， 臨床的

失語症 研究　第 22 巻 第
．
3 号

に使い や す い
。

IV．相貌認知能力の 新 しい 検査法

　 相貌失認 をみ い 出すた めに は ， 口常的に は ， 患

者の家族や 親 し い 友人 な ど，患者が よ く見知 っ て

い る はずの 人物 の写真 を 見せ た り， 実際に そ の 人

物に 会わ せ て 誰で あ るか を問 う とい うこ と をす る

の が 常で あるが ，
こ の 方法 で は，対象者 の 相貌認

知能力 を数量 的に 評価 す る こ と は困難 で あ る 。

VPTA にお い て は，標準 的な刺 激 マ テ リ ア ル を

用意 して ， 相貌認知能力 をあ る程度推定で き る よ

うに 考慮 され て い る が
， 問題 が な い わ けで はな

い
。 そ の 工つ は，有名人の顔写真 を刺激 マ テ リア

ル と して 用 い た 熟知相貌の 検査 で は ， 検 査作成後

の 時間経過 と と もに マ テ リア ル として 用 い た相貌

の熟知度が 低 くな っ て し ま い
， 熟知相貌 の 検査 と

し て成 り立たな くな っ て し ま う こ と で あ る 。 も う

1 つ の 欠点は ， 顔写真 を見 て それ が誰で あ る か を

問 う検査で は ， 相貌認知が で き た か で きな か っ た

か の 判定 しか で きず，相貌認知の 能力が全 くない

の か あ る程度 ま で は認知で きて い る の か の 判断が

で きな い
。 こ れ らの 欠点 を補う検査 と し て

， 永井

ら （2000）は コ ン ピ ュ
ー

タ に よ る morphing 技術

を用 い た新 し い 相貌認知検査 法を作成 した 。
こ の

検査 に よれば ， 相貌認知能力 を数値化す る こ とが

で き ， 相貌失認の 検 出が よ り確実 にな る 。 永井 ら

（2000） は こ の検査法 を用 い て
， 相貌失認 の 患者

に お い て も， あ る程度の 相貌の認知 はなされて い

る こ と を明 らか に した。 こ の 検査法 は，視覚認知

能力の定量 的 な評価法 と して今後の 発展が期待さ

れ る。

ま と め

　神経心 理 学的症候群 を体 系的 に 観 察 す る に あ

た っ て は ， 障害 され た高次機能 の認知 モ デ ル が必

要で ある 。 しか し，失認の 中で もっ と もよ く研究

さ れ て い る視覚失認 にお い て さ え， 近 年明 らか に

され て きた視覚認知 の モ ジ ュ
ール 的情報処理 機構

に も と つ い た 適切 な認知 モ デ ル は 提唱 され て い な

い 状態で ある。近 い 将来 ， 適切 な視覚認知過程 の

モ デ ル に も と つ い て ， 視覚失認の さま ざ まな側面

を理論的 に 説明 で き る 新 し い 失認論が 誕 生 して く

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan Society for Higher Brain Dysfunction

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　for 　Higher 　Brain 　Dysfunotion

2002年 9 月 30 日

る こ と を期待 した い
。
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MAbstract

Clinical examination  of  visual  agnosia

Makoto  Iwata'

   In order  to understand  the  clinical  pictures of  visual  agnosia,  a  good  cognitive  model  of  visua]

perception is needed.  The  Lissauer's classification  of  visual  agnosia  into two  distinct types, apperce-

ptive agnosia  and  associative  agnosia,  has now  to be criticized from the current  theory of  visual

perception.  Since neurophysiological  studies  on  animals  and  neuropsychological  studies  in men,  both

suggest  the  modular  organization  of  visual  information processing  in brain, clinical  examination  of

visual  agnosia  should  be based upon  a  new  cognitive  model  corresponding  to the parallel  information

processing  of  visual  perception.
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