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　 【目的 】後頭葉 て ん か ん に お け る 発作と しての 視覚症状

に は黒 内 障，半盲 ，輝 点，閃 光 ，錯 覚 ，幻 覚 な どが 知 られ

て い る が ，小児の 場合，客観的証 拠が乏 しい と され ， そ の

臨 床的特徴お よ び 評 価の 仕方 は あ ま り知 られ て い な い 。今

回，我 々 は小 児後 頭葉 て んか ん に お け る視 覚症 状 の 臨 床的

特性 を明 らか に す る こ と を 目的 と して 検討 を加 え た 。

【対象お よび方 法 】対 象 は 当院お よ び関 連病 院小 児 科 神経

外来 に お い て ，臨 床脳 波学 的 に 後 頭 葉て ん か ん と 診 断 し得

た46症例 の うち，視覚症状 を有す る30症 例 （男15例，女 15

例 ，年齢 4 歳一20歳，平均 11．2 歳 ）で あ る。こ れ らの 視覚

症 状 の 出 現様 式 （出現 年 齢 ， 数 ， 大 きさ ， 頻度 ， 誘 因 ， 持

続 時 剛 ，色 ，場 所 ，程 度，他の 発 作の 合 併 お よ び 他 の 発 作

へ の 発展 な ど 〉を解析 する と共 に ，発作間欠時脳 波，頭部

CT ，頭部MRI ，視力，視野 との 関 連に つ い て 検討した 。

【緒果 】L 陽 性要 素 性 （輝 点 17，閃光 4 ）は 21例 ，陰 性 要

素性 （黒内 障14 ，半盲 2 ）は 16例 ， 知 覚性 錯覚 （歪 ん で み

え る 5 ，多視 4 ，巨視 2 ，徼視 1 ）は 12例で ，多穂類の 視

覚症 状を有す る症 例が 14例で あ った 。2．発作間欠時脳波上

の て ん か ん 波 は後 頭 部 主体 19例 ，後 頭 部 を含 む 多焦 点性 6

例 ，後 側頭 SS　1例 ，明 らか な て ん か ん 波 な し 4 例 で あ っ た。

3．輝点17例は ほ とん どが 円形 で ，大 き さ，数 ，色，見 え る

場所，持続時間 は さま ざまで あ っ た 。17例中 14例は 単純部

分 発 作 で あ り，うち ll例 は 発 作の 積 極的聴 取 に よ り，は じ

め て その 存 在が 明 らか とな っ た。4．黒内 障14例 4i10例が ，

知覚性錆覚 13例 中 T 例が 引 き続 い て 意 識の 減 損 を伴 っ た。

5．視覚症状の 最低 出現年 齢 は 4歳 （3 例 ）で ， 繰 り返 し視

覚 症 状 が 出現 した。6．検 索 し得 た 11例 中 2例 に 視 野 異常 が，

13例 「i，i　4 例 に MRI 上後 頭部に T2 −highが 認め られ た 。

【考 察 お よ び結 論 】L 小 児 に お い て は ，規覚症状，特に 陽

性 要 素性視 覚 症状は 単純 部分 発 作の 場合が 多く，見逃 さ れ

や す く，そ れ らを積極的 に 聴 取 す る こ とが 重 要 で あ る。

2，幼少児に も確か に 視覚症 状は 存在 し ，そ の 信憑 性につ い

て も，症状 が具 体 的 で あ り，繰 り返 し出現 す る場 合 に は 問

題 は な い 。

　我 々 は過去に 要素性硯覚発1乍を呈する後頭葉て んかん を

対象に、画像診断との 関連、そ の 多彩な発作症状 ，
そ こか

ら予想され る発作放電の 拡延 ・伝播様式に つ い て検討 した

が、今同 は 視点を治療に お き、 対象群を発作の 抑制が得ら

れ て い る良好群と、い まだ抑制 不 十分な 不 良群 とに 二分 し、

それ ら群の 臨床特性 に つ い て 検討 したの で 報告す る 。

【対象と方法 】当科外来に通院中で 要素性視覚症状を発f乍

起始時に もち、俵頭葉て ん か ん と診断 され た ag 例 （男性 21

例 、 女性 23例 ）を対象に 、 ほぼ抑制 の得 られ て い る良好群

21例 （以 FI群）と
・
卜分な治療 に もか か わ らず発作が み られ

る不 良群お 例（H 群）とに 分けて 各群の 比較を行 っ た。 なお

H群に お け る発f1F頻度は年に 数 回の もの 13例 N 月単位以 ヒ

10例（うち週単位以 ヒは 3例）で ある。

【結果 ・考察 】初発年齢は t群 15．1±7．6歳 、
11群 15．0±14．6

歳で あ っ た 。 推定原因が 明らか なもの は 両群あわ せ て er）例

で あ っ たが、艮群67％、U 群 70％ とその 割合はほ ぼ同 じで

あ っ た 。 過去に経験した発作型 は複雑部分発作が 1群、ll

群と もに 57％ にみ られ、墅群42％ 、
II群38％ に 自動症 を伴

っ た。 さ らに 二 次性 全 般 化発作 は 1群で sr％ 、1星群で 78％

にみ られ た が 、
い ずれ の 発作型 も大差 は認 め られ なか った 。

要素性視覚症状に 続 く発作症状、あるい は 別の 機会に 体験

されたその 他の 発作症状 に つ い て 検討 したとこ ろ、その 出

現の 割合は 運動症状が 1群で 24％ 、lt群が 44％、体性感覚・

特殊感覚は 1群 33％、II群4g多 、 精神微候は 1群 鮒 ％、1「

群26％ などと、li群で 様々 な発作症状を有す る傾向が窺わ

れた。 こ の こ とは ll群で より複雑な発作拡延
・
低播を F想

させ るもの で あっ た ，、当 日は こ れ ら症状 に つ い て さ らに 検

討を加 え ， また脳波所見との 関連につ い ても触れ る f定で

ある。
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