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わ れ われ は日 常臨床 の 場で , 睡眠不 足 , 過労 . 不娩

則な生活が て ん か ん発作誘発の 重要 な因子 と考え られ

る症例を数多く 経験 して い る . G u n d e r s o n ら
】】

は

正常と 思わ れ るもの で も長時 間断 眠後 に 限 っ て け い れ

ん発作を 認め る こ と が あ り . こ れ らを sl e e p d e p ri ･

v a ti o n e p il e p s y と よん で , あ る種の 素 因 を 有 す る

もの で は断眠が け い れ ん 発作誘発の 特異的な 因子 に な

り う る こ とを 指摘して い る . われ わ れ は数年来 , お も

に 脳波学 的見地か ら断 眠 の て んか ん患者 に お よ ばす 影

響 に つ い て 系続的 な検討 を行 っ て お り , す で に 共同研

究者 の 佐酵)
は 種々 の 臨床発作型を 含む40 例 の て ん か

ん 患者で . 断眠後の 回復睡眠に お け る睡眠 バ ク
【 ン の

変化な ら びに 発作波 の 変動 に つ い て 報告 して い る ･ 本

研究は そ の 一

環 を なす もの で あ る .

断眠が もた らす 脳波学的変化 に つ い て の 最初 の 報告

は193 7 年の Bl a k e a n d G e r a r d
3) の も の と 思 わ れ

るが , そ れ は 正常人3 例 に つ い て お もに α 彼 の 変化を

観察 して い る . そ の 後 T yl e r ら
4

? ,
A r m i n g t o n ら

5 )
が や はり 正常人の 基礎律動の 変化 に つ い て 検 討 し ,

断眠約50 時間で α 波 の 減少お よ び欠如 , 軽度の 振巾 の

減少 , p a r a d o x i c al a b l o c k i n g の 出現 な ど を報告

して い る . R o d i n ら
6)

は1 6 例 の 正常人 に 1 20 時 間 の

長時間断眠を負荷 した 系続 的研 究を行 っ て い る が ･ 5

例 に 断眠 途中の2 4 時間か ら48 時間の 範 囲で 脳 波上発作

波の 出現を 認め たと 報告 して い る . 1 96 0 年代に 入り て

ん か ん患者 に 対する断眠研究が 多く み られ る よう に な

っ た
9 ) ～ 12)

. そ れ らの 多く は安静覚醒時 の 脳波が 正 常 な

い し境 界を示すて ん か ん 患者 で , 断眠 後て んか ん性発

作波が 開発 さ れ るか ど う か を検討 し て お り , お お む ね

50 % 前後の 賦活率と し て い る . し か し こ れ ら の 方法で

は
,

B e r g o n zi ら
7 j

も指摘す る よ う に 断 眠 後 の 覚 醒

状態で は覚 醒努 九 ね む け な ど を伴 い , そ れ が 基礎 律

動 , 発作波 な ど に 影響 をお よ ぼす ため . 断眠 前の 覚醒

時脳波と 単純に 比較 す る こ と は問 題 が あ る と 患 わ れ

る . 本研究で は こ の 点に 留 意し , 断眠 前後 に おけ る睡

眠 中の 発作波の 動態 に つ い て 比較検討 し た .

近年 . 睡 眠 に 関す る神経 生理 学 的研 究は 急速な進歩

を と げ . て ん か ん患者の 睡 眠に つ い て も終夜睡眠 ポリ

グ ラ フ を 利用 し て 多くの 知見が 得 られ て い る ･ て んか

ん 発作発現 が 睡 眠覚 醒と い う 日内 リ ズ ム と 密接に 関係

し , 特 に 側頭重て ん かん で は J a n z の い う S c hl af ･

e pil e p si e と 近縁な 関係 に あ り . 睡 眠 と の 関係が 注目

され て い る .
こ れ に 伴い

. 側頭葉柿波 と 睡眠覚醒リズ

ム と の 相関 に つ い て も 多く の 研 究が み ら れ る が . 必ず

し も 一 定の 結論 は得 られ て い な い
13 )14)

. し か も こ れ ら

の 報告 で は 各睡眠段階 に お け る 発作彼 の 出現頻度の み

検討 し , 発作彼 の 形態面で の 変化 , 睡眠 の 時間経過に

ょ る 影響 な ど に つ い て 言及 して い る もの は少い ,

本研 究で は側 頭葉 棟波 を用事的 に 計測 し ,
そ の 出現

様式を 形態面 も含め て 定量的 に 追求 し , さ ら に 棟彼の

変動様式を と お し て 断眠効 果 の 定量 化 を試 みる ことを

目的 と し た .

対 象 と 方 法

対象 は10 例 の 発症後間 もな い て ん か ん 患者で , 金沢

大学医学部付属病院神経科精神科に 入院 した 症例が主

で あ る . 覚醒申も しく は睡眠賦活に より 脳 波に 明瞭な

側頭彙棟波の 出現が あ り , 原則と して 未治療の もの と

し , 精神的身体的に 虚弱 な点が 認 め られ る症例は避け

た . 蓑1 は対象患者の 一 覧表 で あ る . 年令 は7 歳か ら

12 歳 まで ( 平均8 .7 歳) で . 性 別は男子 4 例 . 女子6 例

で あ る . 臨床発作型 は部分け い れ ん発作 が 8 例 で 最も

多く み ら れ . 全般性 けい れ ん が 6 例 . 自動症 は 1 例の

みで あ る . 対象患者の 多く が 初発例 で あ る こ と ･ また

T h e C h a n g e s of T e p o r al S p i k e s F o ll o w i n g S l e e p D e p r i v ati o n . H i d e a k i E n o k i d o , -

D e p a rt m e n t o f N e u r o
･ P s y c h i at r y , ( D i r e ct e r : P r o f . N , Y a m a g u c h i) K a n a z a w a U n i v e r s 恒

S c h o ol o f M e d i ci n e .
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表l . C li n i c al c h a l
･

a C t e ri s ti c s o f t h e p a ti e tl t S e X a m i n e d

3 9 1

N a m e S e x A g e
C li n i c a l P r e di l e c ti o n

H i s t o r y
M e d i c a-

S ei z u r e t y p e t i m e o f a tt a c k ti o n

ロ T . M . 田 8 g ･ C r S ･

e a rly sl e e p ,

e a rly m o r n i n g
(

- ) ( - )

2 N . S .
Ⅱ1 7 f . c . s .

e a rly sl e e p ,

e a rly m o r ni n g
m e a sl e s ( - )

3 H . S . ロ 7 g ･ C ･ S ■

e a rl y m o r n i n g ,

e a rl y sl e e p
( - ) ( + )

4 0 . U . ロ 10 g ･ C ･ S ･

e a rl y m o r n l n g
(

-

) (
- )

5 K . 0 . 田 7 f . c . s .

e a rl y sl e e p
l

e a r ly m o r n l n g ぎ㌫澤iti s
( - )

6 Y . S . ロ 四 f . c . s .
,
a u t O m e a rly m o r n i n g (

- ) ( - )

7 U . N . ロ 7 f . c . s .
, g . C . S . e a rly sl e e p

p r e m a t u r e

b i r t h
( - )

8 S . A . ロ Ⅰ2 f . c . s .
, g . C . S .

e a rly sl e e p ,

e a rly m d r n i n g

b 甲d

i n J u r y
(

- )

9 N . Y . 田 7 g ･

-
C ･ S ･

e a rly sl e e p
l

.

e a rly m o r n l n g
(

-

) ( + )

1 0 0 . A . ロ 田 f . c . s . d a y ti m e
h 甲d

i nJ u r y
( - )

g . c . s . ; g e n e r ali z e d c o n v u l si v e s ei z u r e

f . c .
s . ; f o c a l c o n v u l si v e s e i z u r e

a u t o m . ; a u t O m a ti s m .

臨床発作が 夜間に 多 い こ と などか ら家族 に よ る臨床発

作の 観察が 充分で は なく . 従 っ て 対象患 者 の 臨床 発作

を正確に は反映して い な い 可能性が あ る こ と を附言 し

て おく . 発作の 好発時刻 は早朝の 覚醒前お よ び覚醒 直

後が 8 例 . 人眠か ら1 ～ 2 時間以 内が 7 例 と , こ の 両

者が大半を 占め
, 日中の 覚醒時に み ら れ た の は 1 例の

みで , さ らに 途 中睡 眠 で は 1 例 も み られ な い
. 病因 と

して は 2 例が症状性と 考え ら れ
, 既往歴 に 髄膜脳炎が

認めら れる 1 例 ( 症 例 K .0 , ) と 未 熟 児 出 産 の 1 例

( 症例 U .N .) で あ る . 他の 8 例 で は明 らか な 病 因 は

認められ な い
. す で に 抗け い れん 剤の 投与を 受け て い

たもの は2 例で あ る が . 本検査の 始 ま る 4 日前か ら 中

断して い る .

検査は次の 3 段階に わ け て 行な っ た .

1 . コ ン ト ロ ー

ル 睡 眠記録

2 . 20 時間覚醒負荷

3 . 回復睡眠 記録

以下 . その 各々 に つ い て 説明す る .

1) コ ン ト ロ ー ル 睡 眠記録

コ ン ト ロ ー

ル 睡眠記録 は脳波 , 眼 球運動 , 筋電 図 ,

心電図, 呼 吸曲線を13 素子多用 途脳波計を 用い て 終夜

連続で 記録 し た . 脳波は単極導出で 記録し , 1 0 ～ 2 0 電

極方式に 従 い
, 前 敵 側頭 , 軋L ､領 . 後頭か ら 導出し

た . 記録 は室温調節可能 な防音遮断 さ れ た シ ー

ル ド

ル ー

ム で 行い , 安静覚醒時記録を少く と も20 分間以 上

行い
, 入眠許可の 合図は 日常の 就 眠予定時刻に あ わ せ

る よ う に し
, 午後 8 暗か ら午後10 時の 間 に し た . 翌 朝

の 覚醒は被験者の 方か ら自発的に 合図 し
, 作為的な覚

醒 刺激 は与え なか っ た .

2 ) 2 0 時間覚醒負荷

覚醒状態を 継持す る た め
. わ れ われ な らび に 父 母 .

看護婦 に よ る監視と . 人眠 を 防ぐ た め の 激励が 行わ れ

た . 披験者の 疲労が 激L い 時や .

~ 続行す る 意志 が み ら

れ な い 時 に は中止し た . 覚醒 負荷は コ ン ト ロ ー

ル 睡 眠

記録終了後か ら20 時間と し . そ の 間激 し い 運動や 刺激

物の 摂取 は禁止し た .

3) 回復睡 眠 記録

回復睡 眠記録 は コ ン ト ロ ー ル 記録と 同様の 方法 で 行
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コ ン ト ロ ー ル 睡眠 記録 : 各睡 眠段階別 の 1 分間あた

り の 平均横波数 を あ ら わ し , 白枠 は A 群 に 属す る 8 例

の 平均 , 黒点枠は B 群の 2 例 , 黒枠 は10 例 の 平均値を

示し て あ る . 覚醒時は 7 例の 平均値 で , 白枠 は 5 臥

黒点枠 は 2 例 で あ る .

い
. 導 出部位 もで き るだ け

一

致さ せ る よう に した ･ 回

復睡眠 前の 安静覚 醒暗記録 は被験者の 強 い ねむ け のた

め 充分に 記録で き な か っ た . コ ン ト ロ ー ル 睡眠 記録の

終了が 午前6 時か ら 午前 8 時で
,

そ れか ら20 時間の 覚

醒負荷を 与え るた め , 回復睡眠 の 開始 は 翌 日 の 朝方に

な る こ とが 多 く ,
コ ン ト ロ ー ル 睡眠 と 回 復睡眠 の 入眠

時刻 は大 い に 異 な っ て い た .

睡眠段 階の 判定 は W illi a m s ら
1 5)

の 1 分 区画 法を

用い . R e c h t s c h a ff e n a n d K al e s の 基準 に従 っ た ･

脳波 の 紙送 り速度 は毎秒3 c m , 校正電圧 は7 c m に っ

き50 〃Ⅴと し , 鰊彼 の 振 巾が 大き い 例で は1 0 0 〃V と し

た . 振巾 は 仁m m 単位 で , 持続 は0 . 5 m I n 単 位 で 計 測

し , 計測方法 は藤森 ら
18) の 方法 に 従 っ て 用 手的 に 行っ

た . 馴民中の 棟波出現は 著明に 増 加し , 全 て の 鰊波に

っ い て 振 乱 持続を計測する の は 困難 な た め十分の
一

法 で . 1 0 番目 の 妹波を と り あ げ て 対象 と し た . 棟波は

明瞭に 背景脳波か ら峻別で き る もの を と り あ げ , 振巾

の 最低 限度を特 に 規定 し なか っ た が . 実際 に は実測個

が3 m m 以 下 の もの は なか っ た .

結 果

Ⅰ .
コ ン ト ロ

ー

ル 睡眠 記録

表 2 は鰊彼の 各要素に つ い て の 計測値 を
一 覧表に ま

と め たもの で あ る . 棟彼の 出現頻度 (d i s c h a r g e r a-

t e) は 1 分間あ た り の 平均棟波出現数 を あ ら わ し ･ 振

巾 ( a m pli t u d e) , 持続 (d u r a ti o n) は 脳 波 記録 紙上

の 実 測値 を示す . 3 例で は覚醒 時に 棟波の 出現はみら
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れな い
.

こ れ ら を各要素別に 以 下 の ご とく 詳 しく 検討

し た .

1) 各睡眠段 階に お け る鰊彼の 出現頻度

コ ン ト ロ ー ル 睡 眠記録で の 側頭葉輔波 ( 以 下棟波 と

略す) を 各睡眠段階別 に 1 分間あ た り の 棟波 出現 数で

る あ ら わ し て み る と , S ta g e 3 十 4 と s t a g e R E M

と の 痛放出現頻度 の 多寡 を比較す る こ と で 2 群に 分 け

る こ とが で きる . す な わ ち s t a g e 3 + 4 で の 出現 頻

度が st a g e R E M で の それ よ り 高い 群 ( A 群 と 仮

称) と 逆 に S t a g e R E M で の 出現 頻 度 が st a g e

3 十 4 より 高い 群 ( B 群 と仮称) で あ る . 著者 の 対 象

に した10 例で は A 群 に は 8 例 , B 群 に は 2 例 が 属し て

い る . 図 1 は こ れ ら の 関係を 棒 グ ラ フ で あ ら わ し た も

の で . 黒枠 は10 例合計 の 各睡 眠段 階に お け る 平均値 を

示し . 白枠 はA 群の 8 例 の 平均値 を , 黒点 枠は B 群 の

2 例の 平均値を 示し て い る . A 群は 睡 眠 に 入る と 出現

頻度が著明 に 増加 し , さ ら に 睡 眠 の 深 度が 深 く な る に

従 っ て 増加 し , S t a g e 3 + 4 で 最高 と な り , S t a g e

R E M で 減少する . B 群で は睡 眠 中に 鰊波の 出現 頻 度

は増す が
,

S ta g e l ,
S t a g e 2 ,

S t a g e 3 + 4 の 問 で

著明な変化 はな く , S t a g e R E M で か え っ て 増 加 し

て い る . 覚醒時 に つ い て み ると , 1 0 例 と も覚醒 時に は

どの 睡 眠段階 より も 低い 値 を示 し3 例 で は棟波の 出現

はみ られ な い . こ の よ う に 睡 眠 に伴い 棟彼 の 出現頻度

は著明に 増加する が , 各睡眠段階別に み ると 2 つ の 異

な っ た出現様式が 存在する こ と が わ か る . ま た こ の 両

群間に 病因, 臨床発作型 な ど臨床的 に は相 違点 は見い

出せ なか っ た .

2) 振巾

覚醒時に辣彼の 認め ら れ な い3 例を 除い た 7 例 の う

ち, 5 例 が 睡眠 時に 比較 して 覚醒 時で 最 も高い 振巾を

示して い る . s t a g e l .
s t a g e 2 ,

S ta g e 3 + 4 の 間

で は辣彼の 振巾 はほ と ん ど変わ らず , 出現 頻度 , 睡 眠

深度との 相関 は認め ら れ な い
. s t a g e l で S t a g e

R E M より低 い 値を 示す 1 例 を除い て 他 は全て S ta g
-

e R E M で最 も低い 値を 示して い る ( si g n t e s t で

有意) . こ の よう に 振 巾 は 覚 醒 時 で 大 き く . s t a g e

R E M で小 さく , こ の 両者間で は逆の 相関の あ る こ と

が示唆さ れ る . ま た s ta g e R E M で 出現 頻度が 増加

する B 群で も振巾 は s ta g e N R E M ( n o n
- R E M ) よ･

り も s ta g e R E M で 減少 して お り , 出現 頻度と 振 巾

が正の 比例 関係 に な い こ と は 明白で あ る .

3) 持続

覚髄時の 持続 は記録が 得ら れ た7 例 の み で 平均す る

と . 睡眠 時 に 比 較 し て 低値 で あ る . s t a g e 2 と

S ta g e 3 + 4 で 高値を 示す傾 向は み られ るが 統計 学 的
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に有意差 ほ な い . s t a g e 3 + 4 と s t a g e R E M の

比較 で は1 例が 同L: 値を 示す他 は s ta g e R E M で 低

振巾 で あ る ( s i g n t e s t で 有意) .

4 ) 持続に 対 す る振巾の 比率

持続 に 対す る 振巾 の 比率を脳波上の 実測値( m m ) か

ら計算 し ∴棟彼 の 形態の 鋭さ の 指標と して 検 討 し た .

図2 は各症 例毎の 平均値を 示して い る . 振巾が持続 の

5 倍 ( 図2 の 縦 軸の 5 に 相当) 以 上の 群 ( 5 例) と以

下の 群 ( 5 例) に 分 か れ る 傾 向が あ る . 覚 醒 時 と

S t a g e N R E M で は両群間に相互移行 はみ ら れず 明 瞭

に 5 で 境界さ れ て い る . ま た s t a g e R E M で 疎波 の

出現頻度が 最 も高い B 群は 5 より 大き い 群に 属 し て い

る . 唾眠段階別に み ると
, 覚 醒 時 に 高 い 値 を 示 し ,

S t a g e R E M で 低値 をと り , 振巾と 叛似の 傾 向が み ら

れ る . s t a g e l , S t a g e 2 , S t a g e 3 + 4 の 間で は は

と ん ど差が な く 比較的 一 定し た値を 示 して い る .
こ の

こ と は , 覚 醒 時 に は 高 振 巾 の 鋭 い 辣 波が 出現 し
,

S t a g e R E M で は債振巾の 鈍い 辣披が 出現し やす い と

い う こ と を示唆し て い る .

5 ) 睡眠の 時間経過が お よぼ す影響

輔彼 の 出現頻度, 波型 は睡眠の 各段階で 変化が み ら

れ る とと もに , 睡眠 の 時間経過 に より ど の よ う に 影響

さ れ るか が 次の 問題点 で あ る . こ の 問題を検討す る場

合 , 睡 眠段階を 無視 して 単 に 時間経過の み を指標化す

る こ と はで き な い . しか し s t a g e 4 は 睡 眠 の 前 半

に
, S t a g e R E M は後半 に 集中して 出現し や す い と

い う よう に 終夜の 睡眠が 均質で な い た め
, 睡 眠 段 階を

含んだ 時間経過の 影響 を検討 する こ と は 困難 な問題 を

抱えて い る . そ こ で 著者 は終夜 に わ た っ て 比較的均 一

に 出現す る s ta g e 2 を選ん で 検討す る こ と に し た .

そ し て S t a g e 2 を以 下 に 記す よ う に 便 宜上 3 つ の

部分に 分類 し た .

F i r s t ･

S t a g e 2 ; 入眠後最初に 出現す る s t a g e 2

L a s t -

S t a g e 2 ; 覚醒直前に 出現 す る睡由最後の s t a

g e 2

M i d d l e
･

S ta g e 2 ; 上記の 2 っ を 除い た 途 中 睡 眠 時

に 出現 す る全て の s t a g e 2

た だ し , F i r s t- S t a g e 2 , L a s t -

S t a g e 2 で は そ れ ぞ

れ の 持続時間が 5 分以 内の もの は省 い た . こ の 3 っ の

S t a g e 2 で そ れ ぞ れ の 棟彼の 出現頻度 , 振 巾 を 比

較検討 し た .

図3 は各症例毎 に そ れぞ れ の S t a g e 2 に お け る

鰊疲の 出現頻度を 示し て い る . 9 例 が Fi r s t - St a g e

2 で 最も 高い 値 を示し , 8 例で M i d d l e
-

S t a g e 2 で

最低値 を示 して い る ( si g n t e s t 有意) . 全体 の プ

ロ フ ィ
ー ル は右下り の V 字型を 呈 し , こ の こ と は 入眠
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コ ン トロ ー ル 睡眠記録 : 棟波の 持続 に 対す る振巾の

比率を 各症例別 に 示し て い る . 比率 は振巾 , 持続の そ

れぞ れ実測値 ( m m .) の 割 り食 い で あ る . 持続 に 対 し

振巾が 5 倍以 上 の 群と 以下 の 群 に 分か れ る傾向が み ら

れ る .

山
ト

⊃

茎
≡

∝

山

d

S

山

室
d
S

L
O

∝

山
m
芝
⊃
Z

F ir 5t M idd l e L さS t

S T A G E 2

図3 . D i s c h a r g e r a t e d u ri n g th e th r e e p a rt s o f

S t a g e 2 .

コ ン ト ロ M ル 睡眠記録 : S t a g e 2 を F i r s t ( 入 眠

直後) . M i d dl e ( 途中睡 眠) , L a st ( 覚 醒 直 前) に

分け , それ ぞ れ の 梯波出現頻度を 各症例別 に 示 して あ

る . 右下り の Ⅴ字型 の パ タ
ー

ン を示す 例が 多い
｡ 園 内

で 数宰 を っ けた症例 は , 実際の 半分の 値を と っ て 図示

して あ る .
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図 4 . A m p lit u d e d u ri n g th e th r e e p a r t s of s ta g

e 2 ,

コ ン ト ロ
ー ル 睡 眠 記録 : 図3 と 同様 の 方法 で , 振巾

に つ い て み た も の で あ る . 入眠 直後, 途 中睡 脱 党硬

直前と 睡眠の 時間経過 の 順 に 振巾が 減少す る ･

直後 に 出現頻度が 著明に 増加 し途 中睡 眠 で 減少し , 早

期覚醒前 に 再 び中等度に 増加 する こ と を 示し て い る .

10 症例 の 臨床発作の 好発時刻を み る と , 入眠 直後が7

例 , 早期覚醒 前後が 8 例と こ の 両 時間帯 に 集 中して お

り , 辣彼 の 出現頻度 と臨床発作発現 と は あ る 程度相関

して い る こ とが 示唆さ れ る .

一

方振巾の 変 化を み ると ( 図 4 ) . 1 0 例と も Fi r sト

･

S ta g e 2 で 最 も高振巾 で . 次い で M i d dl e
･

S t a g e 2 ,

L a s t -

S ta g e 2 の 順 に 減少 して い る . あ た か も 睡眠 の

時間経過と と もに徐 々 に 減少す るか の よう で あ る . こ

れ らの こ と は人眠直後に は 高振巾の 辣波が 高頻度に出

現 し , 早期覚醒 前で は低 振巾の 辣波が 中等度 の頻度で

出現す る こ と を 示 して い る . 従 っ て 出現頻度 と振巾は

て んか ん性電気活動の 異な っ た パ ラ メ ー タ
ー

とし て 考

慮す る 必要が あ る と 考 え ら れ る . 念 の た め s t a g e

R E M に つ い て も s t a g e 2 と 同様 の 方法 で 検討して

み た が
, S t a g e 2 の よう な 一 定の 傾向は み ら れ な か

っ た .

6 ) 頭皮上 の 辣彼の 拡が り

覚醒 時に 棟波 が 出現す る7 例の う ち 2 例 で は覚醒時

の 棟波 は
一 札の 側頭部 に 限局 して い るが , 徐波睡眠と

と も に 同側半球 性に 出現す る よう に な る . ま た残り の
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M e a n v al u e s o f d i s c h a r g e r a t e ･

コ ン ト ロ
ー ル 睡眠 ( 白枠) と 回復睡眠 ( 黒枠) の 各

睡眠段階別の 辣波出現頻 度の 比較 . s t a g e l
,

S t a g e

2 で は 断 眠 後 に 増 加 の 傾 向 , S t a g e 3 十 4
,

S ta g e

R E M で は減少 の 傾 向を 示す. ※t検定で 有意 ( t = 2 , 4

59 , p < 0 .0 5 ) .

か を比較検討 し た . 蓑3 は上記の 各 パ ラ メ ー タ ー に つ

い て 症例 毎の 各 睡眠段階に お け る 平 均値 を 示 し て い

る .

1 ) 各睡眠段 階に お ける 疎彼 の 出現頻度

図5 は10 例 の 1 分間あ た り の 碩披出現 頻度の 平均値

を 各睡 眠段階別に 棒 グラ フ で あ らわ し た も の で . 白粋

が コ ン ト ロ ー ル 睡眠 , 黒枠は 回復睡眠 で あ る . 睡 眠 段

階を考慮せ ず に 終夜 の 睡 眠中の 頼彼の 総計 を 1 分間あ

た り の 出現頻度で み る と . 回復睡眠 で や や増加の 傾向

を 示すが 続計学的に 有意差は み られ な い ( t ニ 1 . 4 0 4 ,

P > 0 . 0 5 = 2 . 2 6 2) . 睡 眠 段 階 別 に み る と s t a g e l ,

st a g e 2 で は断眠後 の 回復睡 眠 で 増加 の 傾 向が み ら

れ , S t a g e 3 十 4 , S t a g e R E M で は減少の 傾向 が み

られ る . s ta g e l ,
S t a g e 3 + 4 t

s t a g e R E M で は

統計学 的に有意差 はな い が , S t a g e 2 で は 断眠 後 に

有意な増加 を示 して い る ( t = 2 .4 5 9 . p < 0 .0 5 ) ま た

コ ン ト ロ
ー ル 睡 眠 に お け る B 群 ∴ す な わ ち s t a g e

R E M で 出現頻度が 増加す る群で は断眠 後に も 同 様 に

S t a g e R E M で 出現頻度 の 著明な抑制 はみ ら れ な い .

従 っ て A 群 , B 群と い う 出現様式は 各症 例に 特有 な も

の で 常に 一 定 の パ タ ー

ン を呈 す る も の と考え ら れ る .

図6 は 発作彼の 出現頻度せ み る た め , 脳波記録 の 中

か ら側頭重導 出の み を と り 出し て , 3 0 秒間の 記録 を 示

し た もの で あ る . 上段 の 症 例 S . A . は s ta g e 3 十 4

で 最 も高い 棟嘘出現頻 度を示す A 群に 属す る 1 例 で あ

る . 断 眠 前 で は 覚 醒 時 に 棟彼 の 出現 は み ら れ ず ,

S t a g e 4 で 棟波が 頻発 し て み ら れ . さ ら に S ta g e

R E M で 抑制 さ れて い る . 断眠 後で は覚醒 状態の 維 持

が 困難で ね む けが 強く 徐波が 混 入 し , 後 半 は む し ろ
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図 6 .

側頭部導 出の みを と りだ L て . 練彼の 出現 様 式を み た も の で . 1 導出あ たり

30 秒間の 記録 を示 して い る . 上段の 症例 S A は A 群 に 属す る1 例で ,′ 断 眠 前

に は 覚醒時で 棟波 の 出現 は なく , S t a g e 4 で 棟波 出現 頻度が 著明に 増加 し .

s ta g e R
'
E M で は抑制さ れ る . 断眠 後 の s t a g e A は d r o w s y と な り や す

く , 碩彼の 出軋も み ら れ る . s t a g e 4 t
s t a g e R E M で は断眠 前 に 比 べ

, 出

現頻度 も増加し , 振 巾も やや 大 きく な っ て い る .

下段の 症例 T M は断眠前 の 覚 醒 時 に も 棟波 が 出 現 し , S t a g e 4 よ り も

s ta g e R E M で 碩彼 の 出現頻度が 大で あ る . B 群に 属 す る 1 例で あ る が , 断 眠

後で も s t a g 占 R E M で 棟披 出現頻度 の 強い 抑制 はみ ら れ な い
. A 群に 比較 し

て , 睡 眠 一

党醒の 影響 が 少な い 傾 向が み ら れ る .

s t a g e l に 近 い . 辣波 の 出現 は ね む け の 影 響 と 思 わ

れ る . s t a g e 4 で は断眠 前に 比 べ て 鰊波 が 増 加 し ･

やや 高振巾に な っ て お り .
s t a g e R E M で は S ta g e

4 に 比 べ て 低振巾とな り , 頻度 も 著 明 に 減 少 し て い

る . 下段の 症例 T . M . は S ta g e R E M で 最 も 高 い

株放出項頻度を 示すB 群 に 属す る 1 例で あ る . 断眠前

で は覚 醒時 に も姉彼の 出現 を認 め , S t a g e 4 で は 練

波の 出現 に 著明 な増加 は み られ ず . s t a g e R E M で

低振巾の 辣波が 高頻 度に 出現 し て く る . 断眠後 に はや

はり 覚醒状態の 維持が 困難 で St a g e l が 混 入 し て

い る . s ta g e 4 と s t a g e R E M で は 練彼 の 出現 頻

度 に 大きな 差は なく ,
S ta g e R E M で 抑制 を う け な

い こ と を示 して い る . 症例 S .A . が 各睡 眠 段階で 姉 彼

の 出現頻度が 大きく 変動す るの に対 し .
こ の 症 例 T .

M . は ど の 睡眠段階で も比較的 一 定 し た 出現頻 度 を 示

す傾向が み られ る .

2) 振巾

疎放の 振巾の 変化を 断眠の 前後 で 比較 し た の が 図7

a) で , 各睡 眠段 階別 に コ ン ト ロ
ー ル 睡 眠 ( 白枠) と 回

復睡眠 ( 黒枠) を10 例の 平均値 で 表 わ し て あ る . いず

れ の 睡眠段階 で もわ ずか に 回復 睡眠 で 振 巾が大 に なる

傾 向は み られ るが
, 有意な 差は認 め ら れ な い ･ S t a g

-

e 2 で は コ ン ト ロ ー ル 睡眠と 同じ値 を 示し て い る が ,

症例 毎に み る と 7 例で 回復睡眠の 方が より 高振巾に な

っ て お り , や や増加 の 傾 向を示すもの と 思 わ れ る ･

3 ) 持続

図7 b)が 断眠の 前後 で比較 し た鰊彼 の 持 続 の 変化で

あ る . 全て の 睡 眠段階で 回復 睡眠 ( 黒枠) の 方が コ ン

ト ロ ー ル 睡眠 ( 白枠) に 比較 して 持続が 短 く なる傾向

が み ら れ るが , 統計学的な 有意差 は認 め ら れ ない ･

3 ) 持続 に 対す る 振巾の 比率

コ ン ト ロ ー ル 睡 眠記録で は , 持続 に 対 す る 振巾の 比

率が 5 倍以上 の 群 と以 下 の 群 に 分か れ る 傾向が みられ

た が , 断眠後 の 回復 睡眠 で も同様 の 傾 向 を 呈 し て い

る . 各睡 眠段階別に 持続 す る振巾の 比 率を10 例の 平均

値で
. 断眠の 前後で 比較 し た の が 図 8 で あ る . その 睡

眠段階 で も回復睡眠の 方 が高 い 値を 示 し , 掛 こ S t a
･

g e 3 + 4 で は t 検定で 5 % の 危険率 で 有 意 に 増加 し



断眠 に よ る側 頭葉 疎放 の 変動 に つ い て

ており ( t = 2 ･2 7 2 ･ P < 0 ･0 5) 断眠負荷 に よ っ て 稀 披

が より 掛 ､ 形を 呈 し て く る こ と が 明ら か で あ る ･ こ の

こと は断眠 に よる 影響が 鰊彼の 出現 頻 度 ば か り で な

く. 形態的な変化を も も た らす こ と を 示 して い る ･

4) 睡眠の 時間経過か ら み た断眠の 影響

コ ン ト ロ
ー ル 睡 眠記 録で S t a g e 2 を 3 つ の 時 期 に

分け . 出現頻度 , 振巾の 変動を検討 して み た 結果 ･ そ
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図7 . a ) A m plit u d e o f s pi k e d i s c h a r g e .

コ ン ト ロ ー ル 睡眠 ( 白枠) と 回復睡 眠 ( 黒 枠) の 各

睡眠段階別 の 頼政の 振 巾の 比較 . 回復 睡 眠 で や や増加

の 傾向が み られ る が有意差 はな い .
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図7 . b ) D u r a ti o n o f s pi k e d i s c h a r g e .

抹波の 持続 の 比較 . 回復睡眠 で 減少す る傾向が み ら

れるが有意差は な い .
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図8 . R a ti o o f a m plit u d e t o d u r a ti o n .

コ ン ト ロ ー ル 睡 眠 ( 白枠) と 回 復睡 眠 ( 黒枠) の 各

睡眠段階別の 棟波の 持続に 対す る振巾の 比 率 の 比 較 ,

各睡眠段階で断眠 後 に 増加の 傾向が み られ る . ※ は t

換定で 有意 ( t = 2 , 27 2 . p < 0 .0 5)
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れぞ れ特徴 あ る パ タ ー ン が得 ら れた . 断 眠後 の 変化 を

コ ン ト ロ ー ル 睡眠 と比較し た の が 図9 , 図10 で あ る .

各症例の 平均値 を プ ロ ッ ト し た も の で .
× 印は コ ン ト

ロ
ー ル 睡眠記録 . 0 印 は回復睡 眠記録を 示し , 実線 は

10 例 の 合計の 平 均値 を表わ し て い る . 疎抜の 出現頻度

に つ い て み る と ( 図9 ) , F i r s t -

S t a g e 2 と M id d ト

e
･

St a g e 2 で は 断眠 後に 増加の 傾向を示し , L a s t -

S t ･

a g e 2 で は減少の 傾向が み られ る . こ の 3 著 聞 で は

統計学的な有意差 はみ ら れ ない が , 前 述 し た よ う に

s t a g e 2 全体 で は断眠 後に 有意に 増加 し て い る わ け

だか ら ∴棟波 の 出現頻度が増加す ると い う 断眠 効果は

主に睡 眠の 前半 に あ らわ れ , 睡 眠 後半に まで は及 ば な

い 可能性が 考え られ る . 振巾に つ い て み ると ( 図10) ,

F i r s t ･

S ta g e 2 で やや 増加の 傾 向 が み ら れ る も の

の . ほと ん ど 差が認 め られ な い .

一 方 , 出現頻度が 右

下り の Ⅴ字型 . 振巾は直線的に 右 へ 下 る と い う 特 徴

( 図3 , 図 4 参贋) は ほ と ん ど 失なわ れ て い な い ･ コ

ン ト ロ
ー ル 睡 眠の 覚 醒後か ら20 時間の 断眠負荷 を与 え

た た め , 回復睡 眠に お け る入眠時間は午前2 時か ら 4

時頃に なり .
コ ン ト ロ ール 睡眠の 時間帯 とは 大幅に ず

れ が 生じ て い る . そ れ に もか か わ らず コ ン ト ロ ー ル 睡

眠 に み ら れ た特徴が 失わ れ て い な い こ と は
,

こ れ ら が

ch r o n ol o gi c al な時間に 競走さ れ る特徴で はな く ,

sl e e p d e p e n d e n t な影響 に よ る も の で あ る と 考 え

る .

5 ) 個人別に み た断眠効果

同じ側頭重棟波 を有する 患者で も , 断 眠 に 対す る 過

敏性 に 個体差の あ る可能性が考え られ る .
こ こ で は ,

辣彼の 出現頻度と持続 に 対する振巾の 比率 の 2 っ の パ

ラ メ ー

タ
ー

に つ い て 個人別 に 検討す る . 断眠 に よ り増

加 した も の を +
, 減少し た もの を

-

, 差の な い も の を

±と し て 各睡 眠段階別に み たの が 表4 で あ る . 輔彼 の

出現頻度が 断眠 後に 3 っ 以 上の 睡眠段階で 増加す る症

例 (症例 3 , 5 , 7 . 8 ) で は , 持続 に 対す る振 巾の

比率も3 っ 以 上の 睡眠段階で 増加して い る . 逆 に 出現

頻度が 3 つ 以 上の 睡眠段階で 減少 して い る症 例 ( 症 例

1 , 4 , 9 ) で は . 持続 に 対す る振巾の 比率 が増加す

る の は1 つ の 睡 眠段階の み で あ る . こ の よ う に , 棟彼

の 出現頻度の 増減と , 持続に 対す る振巾の 比 率 と い っ

た 薙波の 形態的な変化と が 対応す る傾向が み ら れ る .

しか し . 棟波の 出現頻度が 増加す る睡 眠段階 で , 持続

に 対する 振巾 の 比率 も増加 ( 碩彼の 尖鋭 化) す ると い

う 一 対 一 の 対応 は明瞭で な い
.

+ の 多 い 症 例 ( 症 例

2 , 3 , 5 , 7 , 8 ) と 少い 症例 ( 症 例 1 . 4 . 9 )

と に分か れ る傾 向が み ら れ , 断眠に 対す る過 敏性 に 個

体差の あ る こ と を示し て い る ,
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図9 . D i s c h a r g e r at e d u ri n g th e th r e e p a r t s o f

S t a g e 2 .

s t a g e 2 を3 つ の 時期に 分け ( 図3 参照) . そ れ ぞ

れ の 時期の 琳彼の 出現頻度を症 例別 に プ ロ ッ ト し た も

の . × 印が コ ン ト ロ
ー ル 睡眠 , ○ 印 が 回 復 睡 眠 を 示

し , 実線 は10 例の 平均値を 示 し て あ る . 数字 は実際の

値で , 図表上 は半分の 値 で 表示 し て あ る .

岬 方 鰊彼の 出現頻度 は st a g e 2 で は 8 例 が 増 加 ,

持続に対す る振巾の 比率 は st a g e 3 + 4 で 9 例 が 増

加 して お り , 断眠効果は程度 の 差 こ そ あ れ各症例 に 及

ん で い る も の と思わ れ る .

考 察

上述の 換査結果に も とづ い て
t 自然 睡 眠 ま た は コ ン

ト ロ
ー ル 睡眠 と林政, 断眠後 の 回復睡 眠 と 棟波 , お よ

び断眠の 臨床面 へ の 応用 な どに つ い て 考 察 し て み た

い .

Ⅰ . 自然睡眠また は コ ン ト ロ
㌧ - ル 睡眠と 棟波

自然睡 眠 にお け る各睡眠段階別の 株放出現 頻度の 変

動に つ い て はすで に 多く の 報告が あ り t わ れ わ れ も以

前に こ の こ と に つ い て
一

部ふ れ て い る
lT)

.

側頭葉林政を 除く他の 焦点性練波の 各睡 眠段階 に お

ける変化 に つ い て は藤森
柑) の 系統的 な研究が あ り , 彼

はそ の 変動様式を3 っ の 型 に 分短 して い る . す な わち

t y p e I 塾は覚醒時で 頻度が 極め て 小さ く .
s t a g e

C で 著明に 増加し , S t a g e D と s t a g e P で 再 び

F 行■t H i d dl ● L ■ ■t

S T A G E 2

図10 . A m pli t u d e d u ri n g th e t h r e e p a rt s o f s ta g e .

図 8 と 同様な 方法 で . s t a g e 2 に お け る 鰊 彼 の 振

巾の 変化 に つ い て み て い る . 出現頻度 と 同様 に .
コ ン

ト ロ ー ル 睡眠 と回復睡眠 で 同じ傾 向が み ら れ る .

減少す るもの
, Ⅱ型は覚 醒時で も頻度が 高 く . 睡眠深

度が 深く な る に 従 っ て さ ら に 出現頻度 を増 し ,
S ta g ･

e P で は はば s ta g e D と 同等 の 出現頻度 を示す も

の
, Ⅲ型 は覚醒時で 最も高い 出現頻度 を 示し . 睡眠深

度が 進 む に つ れ て 減少 し, S t a g e P で 再 び上昇す る

も の と して い る . そ して こ れ ら の 出現 様式の 相違には

発作改発現機構の 強弱 , 焦点部位 の 遠 い と い っ たもの

が 関与 して い る可能性が あ る と 推論し て い る . 側頭葉

頼波 に つ い て は , K i k u c h i
19 )

は藤森 の 言 う Ⅰ 型 の 出

現様式 を示す と報告 して い る が , S t a g e R E M で 他

の 睡眠段階 よ り増加す る例もあ る
20 )

. さ ら に M a y e r
･

s d o rf
21)

は s t a g e R E M と s t a g e N R E M の 出現

頻度 を比較 し て , その 増減 に より 2 群 に 分枝する の が

適当で あ る と 主張 して い る . 著者の 症 例で も8 例 はい

わ ゆ る Ⅰ型に 属し て い るが , 2 例で は S t a g e 3 十4

よ り も s t a g e R E M で 出現頻度が 増加し て お り ( 藤

森の 丑型 に近 い) , M a y e r s d o rf の 主 張 を 支持す る

所見が 得 られ た .

次 に こ れ らの 両群 問に ど の よう な病態生理 学的な相
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表4 C o m p a ris o n of a ft e r S . D . t o b e f o r e S ･ D ･

3 9 9

D i s c h a r g e r a t e A m pli t u d e / D u r a ti o n

( 十) : S t a g e

S l e e p s t a g e 1 2 3 十 4 R E M 1 2 3 十 4 R E M

1 T .
M

.

一 + + 2

2 N . S .
+ ± 十 + + 十 + 田

3 H . S . + 十 + + + + + ロ

4 0 . U .
± + 口

5 K . 0 . + 十 + + + + + 7

6 Y . S . + + + 3

7 U . N .
+ + 十 + + 十 十 十 8

8 S . A .
+ + 士 + 士 + + + 6

9 N . Y .

± + ロ

10 0 . A .
十 + + 十 + 5

( + ) : C a S e 4 8 4 5 6 6 9 4 ⊥
( + ) : a ft e r S . D . > b ef o r e

( - ) : a ft e r S . D . < b ef o r e

( ±) : a ft e r S . D .

= b ef o r e

S . D . : Sl e e p d e p ri v a ti o n

遵がある かが 問題で あ る . 側頭葉て ん か ん は海馬 ･ 意

地核な ど深部構造 に焦点部位 を有す る もの と , 側頭葉

新皮質性の も の と が あ る こ と が知 られ て お り t 前者 に

は自動症を 中心とす る発作が 多く , 後者 に は精神発作

が多小 傾向が あ る とさ れて い る . 真柳
22 )23)

は 猿に ア ル

ミ ナ クリ ー ム を 注入し実験的側頭葉棟波 を 発現 さ せ ,

臨床発作 . 睡 眠に よ る変化 な ど詳 細な 研究を 行 っ て い

る . 彼に よ れば 深部の 焦点 で はⅠ 型 ( 著者の A 群) に

近い 出現様式 を示す が
. 新皮質性の 焦点で は s ta g e

R E M で 棟凌が抑制さ れ な い も の が あ ると 報告 し て い

る . 従っ て 著者の B 群 の 2 例に つ い て も新皮質 に 焦点

を有する可能性もあ り う る . こ の 点 . 睡 眠 記録 は今後

焦点部位の 決定 に 有力 な手段と なり う る可能性 を包含

して い る もの と思 わ れ る .

振巾は s t a g e l .
s t a g e 2 , S t a g e 3 + 4 の 問で は ほ

とん ど差は み られ な い が s t a g e R E M で は著明に 減

少す る . 覚醒時に 最も 高い 値 を示す 傾向が あ る の は ･

覚醒時に は比較的 一 定し た振巾の 棟波が 出現 す るの に

対し , 睡眠時に は大小種々 の 振巾の 疎放が 出現す るた

め平均す る と覚 醒時の 方が よ り大き い 値 を 示す もの と

患われ る . し か し s t a g e 2 で み た よ う に 入 眠 直 後

で は覚醒時 より も 高振巾 の 覇波が 出現 す る 傾向が み ら

れ る た め , 日 常の 短 時間脳波記腰 の 観察で は睡 眠 中 に

高振巾の 棟披が 出現 す ると い う 印象 を も っ の で あ ろ

う . C a v a z z a ら
2J )

は コ ン ピ ュ
ー タ ー 分析に より ,

醜 か ら睡 眠 へ の 移行に 伴い 振巾は変動し . 睡眠 で 減少

す る もの が 多い と 著者 の 観察と
一 致す る 報告 を して い

る .

一 般 に 棟波の 出現頻度の 増加 は徐波睡 眠期 の 大脳

皮質の 同期性 (S y n C h r o n i z a ti o n ) の 増大と関連す る

と 考え られ る が . 振巾に つ い て は同期性の 低い 覚 醒時

に 高値 を示す 傾向が み られ る こ とか ら大脳皮質 の 同期

性に は 強く 影響 さ れ な い もの と考え̀ られ る .

持続 は睡 眠深度が深ま る に 従 っ て やや 良く な る傾 向

が み ら れ るが 著明な 差はな く .
s t a g e R E M で 減 少

し , 覚 醒時と ほ ぼ 同じ値を 示し て い る . 振 巾と 持続 に

つ い て は s ta g e N R E M で は 各睡 眠段階別 に 著 明 な

差は み られ ず . 覚醒 時, S ta g e N R E M , S t a g e R E-

M と い う 3 っ の 覚醒 ･ 睡 眠機構上の 相違 に お い て 初

め て 変動 しう る 比較 的安定 した 要素と 考え られ る . こ

れ を 持続 に 対す る 振巾の 比 率で み る と
鵬

層 明 瞭 に な

る . 症例別 に こ の 関係 を示 して あ る の が 図 2 で あ る

が , S t a g e l , S t a g e 2 , S ta g e 3 十 4 の 問で は 個 人

毎に 一 定の 値を 示 す こ と が 多 く , 覚 醒 時 と s t a g e

R E M で 大きな 変化を 示して い る . 持続 に 対す る 振 巾
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の 比率が 5 倍以 上の 群と以 下の 群に 分か れ る 傾向が み

ら れ る こ と は 興味深く , こ れ に 関連 し て 覚醒 時の 頼政

に つ い て そ の 波型分布を と り あ げ た 平賀
25)

の 報告が あ

る . 真性て ん か ん , 症状て ん か ん . 非発作群 の 3 群で

持続 に 対す る 振巾の 比率か らみ た波型分布 は ･ 特 に10

0〟V を こす よう な 高振巾辣波 で は有意 な差 が み ら れ ･

真性て ん かん で 高く . 症状 て ん か ん で 低 い 値を 示し や

す い と し て い る . つ ま り症状 て ん か ん で は 鋭故 に 傾き

易く . 真性て んか ん で は鯨波 は鋭 く な る と 述 べ て い

る . 著者の 症例 は10 例と 少く
一 定の 傾 向は み ら れ なか

っ たが , こ の 2 群間に は何 らか の 異 な っ た神経生理 学

的な機構の 関与が考 え ら れ , 今後の 解 明を要す る ･

藤森柑)
は側頑彙以 外の 焦点性 辣披 に つ い て ･ 深睡 眠

期に は 限局性輔彼の 出現領域が 拡が っ て び ま ん 性 に 出

現する 傾向が あ る こ と を観察 し て い る . 著者の 行 っ た

側頭葉棟披 で も徐波睡眠期に は 同側半球 性に 出現領域

が 拡が る 傾向が み られ , さ らに 2 例 で は 反対側側頭葉

に 睡眠中に 初め て 棟波が み られ て い る . 鰊波の 晩巾 は

む し ろ覚醒時の 方が大き い 傾向が み られ る の だ か ら ･

振巾の 大小が 出現領域 の 拡が り を規定 し て い る と は考

え に く く ､ 藤森も指摘して い る よ う に 大脳皮質 ニ ュ
ー

ロ ン の 同期性 に 強く 依存し て い る よ う に 思わ れ る ･
こ

こ で 興味あ る の は Ni e d e r m e y e r
26 ) が行 っ た 研 究 で

あ る . 彼 は側頭糞鰊波を 有す る患者で , 深部脳波 と頭

皮上脳記録を 同時に 行い . 深 部で の 棟波 出現頻度 は頭

皮上 に 比 べ て はる か に多く . さ ら に 頭皮上で は睡 眠 時

に 棟波 の 出現頻度は 著明に 増加す るが , 深部脳波 で は

覚醒時と 睡眠時で 差の な い 例が 多 い と報告 し て い る ･

か り に 深部の 焦点で は覚 醒時と 睡眠時で 棟彼の 出現頻

度が
一 定で あ ると すれ ば 巨 頭皮 上で 睡 眠 中に 鰊波が 増

加す るの は深部脳焦点か ら頭皮上ま で の 鰊彼の 伝導率

が 高ま っ た た め と考え られ , 徐波睡 眠 を もた らす 神経

機構が 神経興奮伝達機構 に 作用 して . 間接的 に 頭皮上

の 嫌味増加 に 関与する と考 え ら れ る . も ち ろ ん こ れ に

は大脳皮質 ニ ュ
ー ロ ン の 同期性 の 増大が 関連 し て い る

が ∴頭蓋そ の もの が 深部か ら頭皮 上 へ の 梯波 伝播の ふ

り わ けを し て い る ( D e L u c c h i
2 7)
) と い う 沈 も あ り ･

さ ら に 検討を 要す る問題で あ る .

3 c / s 琳徐波結合 の 各睡 眠段階別の 変動 に つ い て は

風祭
26)

,
R o s s ら

29)
. 佐野 ら

30) の 詳細 な報 告 が あ る ▲

こ れ ら に よ ると s手a g e N R E M で は律 動 性 が 崩 れ ,

不規則な姉波波結合と な り , 限局化 を示 す傾 向が あ る

とさ れ , 側頭葉棟波が頭皮 上に 汎 化す る 傾向を 示す の

と は逆 に関係 に な る よ う に 思 わ れ る . st a g e R E M

で は3 c / s 棟徐波結合 は振巾を 滅ず るが 覚醒時 と類似の

発作波型を 示し , 出現頻度 , 持続 と も著明 に 減少す る

戸

の に 比 べ
. 側頭 蓋棟波 は St a g e R E M で も覚醒 時よ

り 出現頻度が 増加 し . 特 に 症例申 2 例で 最 も高い 値を

示 し て い る . こ の よう に3 c / S 碑徐波結合 と側頭葉破壊

は , 覚醒 一 睡眠と い う リ ズム の 中 で 種 々 の 点で 逆の相

関を 示す こ と が 多い .

発作波の 各睡眠 段階別に お け る変 動と と もに ･ 睡眠

の 時間経過 に よ っ て どの よう に 変化す るか と い う 点に

も興味 が も たれ る . G i b b s a n d G i b b s
31)

や R o s s

らは 入眠 直後な い し 睡眠 の 前半 で 発作波が 増加すると

報告 して い る . 著者は終 夜に わ た っ て 比較 的均 一 な出

現傾向 を示す sta g e 2 を 3 つ の 時期 に 分け , それぞ

れ で 棟彼 の 出現頻度 , 振巾 に つ い て 検討 した ･ 出現頻

度は 入眠 直後 で 最大 と なり , 途中睡 眠 で 減少 し ･ 覚醒

直前 に は 中等度 に 回復す る . 振巾 は人眠直後 に 最大を

示し , 途中睡 眠, 覚 醒直前 と徐 々 に 減少す る傾向を示

して い る . こ の こ と は 出現頻度 と振 巾と を異 なる パ ラ

メ ー タ ー と して 考慮する 必要 の あ る こ と を 示唆して い

る . 睡 眠 の 時間経過 に よ る棟彼 の 出現 様式の 変化 は ,

一 体 ど の よう な神経生理 学的現象と 対応す るの で あろ

う か . 棟彼の 出現頻度 に つ い て は , 前述 した よう に人

眠 直後 t 覚醒直前に お け る増加 は臨床発作 の 好発時刻

に
一 致 して い る . 発作彼 の 増加が 大脳皮質 の 同期性の

増大 に 伴 っ て い る とい う 視点 か ら は . 同 じ s t a g e 2

で こ の よう な変動を 示す こ と は , 説 明が 困難 で あ る ･

人眠直後. 覚 醒直前 と い う時間帯 に は途中睡 眠の 過程

と は異な る何 らか の 特殊 な因子を 想定す る必要がある

と 思 わ れ る . 近年 軋 ci r c a d i a n r h y t h m の 研究が

進 み , 内分泌 系 . 自律神経 系が 日 内変 動を 示す ことが

知 ら れ て き て お り , こ の 方面か らの 棟彼の 出現様式の

解明が 期待 さ れ る . 例え ば エ ネル ギ
ー 代謝 は入眠とと

もに 低下し始 め , 朝方 に最低と な り , 覚醒後 より再び

上昇 し , 午後 には 最高と な る
32)

,

一 方 , 棟彼 の 振巾は

人眠時 で 高く , 覚醒直前に 最低 と な り t 上記 の エ ネ ル

ギ
ー 代謝過程 と関連 して い る 可能 性 も 考 え ら れ る ･

が , そ の 解明 は今後 に 残さ れ た課 題で あ る ･

Ⅱ . 断眠後 の 回復睡眠 に お け る棟波

断眠 に よる 脳波変化に 関 して は ･ 正常人 の 脳 波で基

礎律動 に つ い て 検討し て い る も の が 多 く ･
それ ら によ

る とα
･) ズ ム の 持続時間の 短 縮, 振巾の 減少 , p a r ad ･

0 Ⅹ y C al a b l o c k i n g な どが あ げ られ て い る ･

一 方

N ei t o h ら
33)

は コ ン ピ ュ
ー

タ
ー 分析で CE 彼の 減少 一

0 波

の 減少を 認め た と し なが ら ,
こ れ らの 変化 はね むけや

覚醒 を維持す るた め の 覚 醒努力の 影響 が大 きい こ とを

指摘 して い る . ま た B e n n e t ら
34)

は基礎 律動 に 変化

は み ら れ なか っ たと 報告 して お り , 断 眠効果に 対する

一 定 の 所 見は得 ら れて い な い , 正常人 に 断眠負荷を行
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い . 発作波が 政治さ れ た と い う 報告 も 多 い . R o d i n

ら
`)

は1 2 0 時間の 断眠 を行い
. 1 6 例申 5 例 で 断 眠 途 中

の2 4 時間な い しj8 時 間日で 発作波が 出現 し . 4 8 時間以

降に は再 び消失し たと 報告し て い る ･ 彼ら は こ れ ら発

作波の 出現し た例 で 断眠検査後 b e m e g ri d e a c ti v a ･

ti o n を行い
. 低閥値 を示し た こ とか ら . て ん か ん 性

素因を有す る 者で は断眠 に より て んか ん類似 の 徴候を

示すと考え られ て い る . B e n n e t
35)

. w ei b e r g
36 )

も 同

様に 断眠後 に 発作凌が 斌宿さ れ て 出現 し た例 を観察 し

て い る . こ の よ う に 断眠 は発作故 に 対 す る斌 活作用 を

有す ると考え ら れ て い る . ま た 先に 述 べ た G u n d e r -

s o n らの よう に 断眠に より 臨床発作が 発現 す る と い

う報告も あり . 断眠は け い れ ん 準備性 を 高め る も の と

患われ る . こ れ ら の 断眠効果が み ら れ る ま で に 要す る

断眠時間を R o d i n ら は2 4 時間か ら4 8 時 間 ,

r

r yl e r

ら
l)

は24 時間で は変化 なく , 約50 時間を 要す る と し て

い る . 著者の 断眠時間は20 時間と い う 断眠 負荷 と して

は短 い も の で あ るが
.

こ れ は対象が小 児で あ る た め長

時間の 覚 醒維持が 困 難な こ と や , 実際の 日常 生活 で は

それ程長い 断眠を経験 する こ と が少 い こ と か ら , 臨床

的 , 実際的 な意味を 考慮 し20 時間と し た . て ん か ん患

者の 断眠効果に つ い て は t 安静覚 醒 時の 脳 波と断眠 後

の 覚醒時脳波を比 較 し て い るも の が 多 い . M a tt s o n

ら
川)

は断眠前の 安静覚 醒時脳波が 正常 な い し境界 を示

す89 例の て ん か ん患者 に , 26 時間か ら48 時間の 断 眠 を

負荷し , 3 4 % で 発作凌が 新た に賦 宿さ れ , 断眠前 に 既

に 異常を示す3 4例 で は56 % に 発作 彼の 増加 を認 め た と

して い る . P r a tt ら
Tl)

,
D o m z al

9)
ら も24 時間か ら4 8

時間の 断眠で t 約50 % 前後の 発作彼 の 眈活 率をあ げて

い る . B e r ti ･C e r o n i
8)

の よう に24 時 間か ら6 4 時 間 の

断眠で
. 斌宿が み ら れ なか っ た と す る 否定 的な報告 も

ある . しか し 断眠前後 の 安静覚 醒 時脳波 を 比較す る場

合, B e r g o n z i ら
T)

が 指摘す る よ う に ね む け . 覚 醒

努力と い っ た 要素が 発作波の 誘発 因子 と し て 作用す る

ため , そ の 解釈は慎 重で なけ れ ば な ら な い . 著者 は こ

の点に留意し
, 断眠前後の 終夜睡 眠記録 を比 較検討 し

た . ま た側頭葉て ん かん は特に 睡 眠 と 密接 な 関係 に あ

り , 側頑糞辣波は睡 眠時 に 増加し . ま た J a n z の い

わゆる S c h la f e pil e p si e と 近縁な関 係に あ る
3 7) 3 8 )

と

されて い る . こ の よう に 睡 眠中に 最 も よ く そ の 特徴 を

あらわす 側頭葉棟波 に つ い て . 断 眠前 後の 終 夜睡 眠 記

録を比較する こ と は , 断眠効果の 判定 に 貴重 な 資料 を

蛙供する もの と思 わ れ る .

断眠後の 睡眠パ タ
ー

ン の 変化に つ い て は , 既 に 共同

研究者の 佐野が詳細 に 報告 して い る .
それ に よ る と ,

回復睡眠の 特徴と し て1) 入眠が 早く な る , 2) R E M

睡 眠の 潜時 , 頻度周期 , 持続 時間の 短縮お よ び 減 少 ,

3) s t a g e l . s t a g e 2 の 減少 , S t a g e 4 の 増加 . 4) 睡

眠 パ タ
ー

ン が 規則的で 個人的な特徴が 失わ れ て く る .

な どが あ げ ら れ て い る . 本研 究の 10 症例 に つ い て も ほ

ぼ 同様の 結果が 得られ て い る .

以 下 , 断眠が 疎放の 出現頻度 , 形態学的変化 , 時間

経過 , 個体差な ど に 及 ぼ す影響 に つ い て 項目 ごと に 考

察す る .

1 ) 輔彼の 出現頻度 に つ い て

終夜全体と し て の 種彼の 出現頻度は 回復睡 眠 で や や

増加の 傾向が み られ るが
,

コ ン ト ロ
ー ル 睡 眠と 回復睡

眠で は各睡眠 段階の 出現比率が 異な る た め
, 同等 に 比

較す る こ と は で き な い . 各睡眠段階別に 棟波の 出現頻

度をみ ると . s t a g e l . s ta g e 2 で は断眠 後 に 増 加

の 億向が み られ , S t a g e 3 + 4 , S t a g e R E M で は 減 少

の 傾向に あ る . こ の う ち s ta g e 2 の み が 統 計 学 的

に有意 に 増加 して い る . はた して 断眠効果は各 々 の 睡

眠段階に よ っ て 異な る0 ) で あ ろ うか . B e r g o n zi ら
5 )

は著者と 同様 に 睡眠脳波記録を断眠 の 前後で 比較検討

して お り , 彼 ら に よ れ ば g e n e r ali z e d s ei z u r e は

脱同期を示す睡眠段階で . p a r ti al s ei z u r e は 過 同

期を 示す睡 眠 段階で 賦活効果が高 い と 報告し て い る .

側頭葉て んか ん も p a r ti al s e i z u r e の 一 部 を 占め る

が . 過 同期 の 睡眠段階で あ る s t a g e 2 で 増加 を示す

こ と は , B e r g o n i ら の 報告を 支持す る所見 で は あ る

もの の
, 彼 ら の よう な 明瞭な 差は み られ な い . 辣波 の

出現頻度 は各個人間で 差が 大き い ため , さ ら に 症 例 を

増や して 検討す る必要が あ ると 思わ れ る . と も か く

St a g e 2 だ け と はい え , 断眠効果が輔彼の 出現頻度 を

増加さ せ る と い う 形で 確 かめ られ た こ と は 意義 が あ

る . 20 時間と い う 断眠に より t け い れん 準備性 が 高ま

る こ と を 示唆す る もの で あ る .

2 ) 棟墟 の 形態的変化に つ い て

回復睡 眠 に お い て 振巾は増加の 傾 向を . 持続 は 減少

の 傾向を 示すが 統計学的に 有意な 差 は認 め られ な か っ

た . 持続 に 対す る振巾の 比率で み た場合 , S t a g e 3 十

4 で 有意に 回復睡眠で 増加 して い る . 碩彼の 尖 鋭 化 と

い う 形態的変化が st a g e 3 十 4 の み に 特異的 に み られ

る の か ど う か は , 症例が 少い た め 明ら かで は ない . 回

復睡眠で は s t a g e 4 が 増加す る こ と が 知 ら れ て お

り t 睡眠 パ タ ー

ン の 変化と関連が あ る の か も し れ な

い
, しか し , 他 の 睡 眠段 階で も尖鋭化 の 傾 向はみ られ

る こ と か ら , さ ら に 症例 を増 やせ ば 有意な差 が み られ

る可能性が あ る よう に 思 わ れ る .

一 般 に
, 頭皮上棟彼

の 振巾 , 持続 か ら脳内焦点に お ける 発作改発現 機構の

活動状態を 推察 する こ と は 困難で あ る . 何故 な ら ば ,
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頭皮上林波と脳 内輔彼の 振巾な ら び に 出現頻 度と が必

ず しも規則的な 正比例の 関係 に な い こ と が よ く 報告さ

れ て い るか らで あ る
39)48)

. c o o p e r ら
41 )

は 脳 内の て ん

か ん 性焦点領域の 大き さ は頭皮上棟彼の 振巾を 決定す

ると 論じ て い るが
. 大脳皮質の 同期性 . 深部か ら頭皮

上 へ の 伝導率 な どの 関与 も考え られ , そ の 解釈 は複雑

で ある . ともか く . 20 時間 の 比較的短時間の 断眠 に よ

り頭皮上の 林政が 尖鋭化す ると い う 所見 は意義深 い も

の が あ る . 前述 した よう に
. 振巾 , 持続 に よ っ て あ ら

わ され る 疎放 の 波型 は s t a g e l , S t a g e 2 . s t a g e

3 + 4 の 問で は は とん ど 差が み ら れ な い . 練彼 の 波型 は

s ta g e N R E M
.

s ta g e R E M , 覚 醒と い っ た 大 き な

神経生理 学的機構の 上で の 相 違に よ っ て 初め て 変化し

う る , 安定し た要素で あ る と 思わ れ る . そ れ が20 時間

の 断眠に より 尖鋭化を 来た す こ と は , 断眠 の もた らす

発作波発現機構 へ の 影響の 大き さ を 示 唆 す る と 考 え

る . 動物 にお い て も断眠後 に は脳の 興奮性が 増 大 し ,

け い れ ん準備性が 高ま る こ とが 報告さ れ て い る
4 2 ) 4 3 )

著者が 観察 し た s t a g e 2 にお け る姉 彼 の 出現 頻 度

の 増加 .
s t a g e 3 十 4 に お け る 棟彼 の 尖 鋭 化 は ,

ヒ

トに お ける断 眠後の け い れ ん準備性 の 増大 を裏書す る

もの と考え る .

3 ) 睡眠の 時間経過に よ る影響 に つ い て

s t a g e 2 に お け る棟波 の 出現頻度 の 有意な 増 加 が ,

睡眠の どの 時間帯 に 著し い か を み て み る と , 覚 醒直前

で は 回復睡眠は コ ン ト ロ ー ル 睡眠 よ り 減少 の 傾 向に あ

る . こ の こ と は入眠直後を 中心と して . 回復睡眠の 前

半部で 増加率が高 い こ と を 示唆 して い る . 振巾に つ い

て も , 入眠直後で 増加 の 傾向が み られ , 断眠 後の 回復

過程が 睡眠の 前半部に 収赦さ れ , 睡眠 の 後半 で は断眠

の 影響 は次第 に減少す る も の と考え ら れ る . 近 年 の

Ci r c a d i a n r h y th m の 研究 で は , C h r o n o l o gi c al な

時間帯に従 っ て 変動する リ ズム と
, 睡眠 一 党 醒 リ ズ ム

に 直接 関 与 す る Sle e p d e p e n d e n t な リ ズ ム が あ

り , 後者の 代表的な もの に 成長ホ ル モ ン が あ げ ら れて

い る
棉

. 側頭菓棟彼 の 出現 頻 度 と 振 巾 に つ い て は ,

st a g e 2 で み ら れ る睡眠の 時間経過 に よ る 影響 ( 図

3 , 図4 参照) が , その ま ま 回復睡眠 に お い て も認め

られ る . コ ン ト ロ ー ル 睡眠と 回復睡眠 の 時間帯 は大巾

なず れ が あ るの だか ら , こ れ らの 変化 は sl e e p d e p
･

e n d e n t な もの であ る こ と が わ か る . し か し s t a g e

2 で み ら れ る sl e e p d e p e n d e n t な リ ズ ム が 他 の ど

の よう な リ ズ ム と対応す る の か は , 明 らか で は な い
.

内分泌 系掛 こ S e X S t e r O i d が 辺縁系の け い れ ん 開

催 を変化さ せ る こ と
45 )

が 知 ら れて お り , 今後 は こ の 方

面 で の 研究が期待さ れ る .

ノ
コ

4) 睡 眠に 対す る過敏性の 個体差

発作 波型 や発作型別 に み た , 睡眠 に よ る耽活効果 の

差に つ い て の 報告 は あ り , O u e r
･ D e u r e11 a

46)
の 側頭

葉て ん か ん が 最も賦宿さ れ やす く , 次い で 全般性けい

れ ん 発作で あ る と し . 佐野
38)

は不規則 性頼波波結合が

最 も統括さ れ や す く . 焦 点性頼波 はや や 耽活さ れ る傾

向は あ るが . そ の 程度は 軽度で あ る と報告 し て い る .

逆 に P r a tt ら
35)

は発作別に 検討 し て い た が 差 はみ ら

れ な か っ た と し ,

一 定の 結論は得 られ て い な い よ うで

あ る . こ こ で さ ら に 考え られ る の は 同 じ発作型ある い

は発作型を 有し て い て も , 個体差が あ るの で はな いか

と い う 点で あ る . 睡 眠段階別 に 辣彼の 出現頻度 , 持続

に 対す る振巾の 比率の 増減 を調 べ て み る と ( 表 4 参

鼎) . 増加を 示す睡眠 段階の 数が 多 い 群 と少 い 群 に 分

か れ る傾向が み られ . 断眠に 対 し個体差 の あ る こ とを

示し て い る . ま た出現頻度が増加す る例 で は , 輔彼の

尖鋭化 もみ られ ると い う 傾向が あ り , 両者 の 問に 対応

関係 の あ る こ と が示唆さ れ る .
こ の よ う に 断眠に 対す

る過敏 性の 個人 差を検討す る こ と は , よ り 適切な生活

指導の 充実を促 す も の と思 わ れ る .

Ⅲ . 臨床面 へ の 応用

断眠賦清法 はリ チ ン の 検 査と して は長時間 を 要し ,

実際的 で は な い が . 睡 眠胱活 な ら ば
, 前夜 を睡眠 不足

の 状態 に して 来院さ せ れ ば検 査中の 入 眠 は比較的円滑

に な り . 発作彼 の 出現率も高く な り有用 な斌 清法と思

わ れ る . 断眠後 の 回復睡眠中 に も鰊波 の 出現頻度の 増

加や 尖鋭化と い っ た影響が 認め られ る こ と か ら . 発作

発現の 危険性は 増大 して お り ∴規則的な 生活態度 , 充

分 な睡眠時問の 重要 性を示 して い る . 特 に 3 交代制勤

務 な ど , 不規則な 勤務生活 を して い る患者で は , こ の

点 に 充分留意 した 生活指導 が望 ま れ る . ま た 睡眠不足

に特 に 過敏 なて ん か ん 患者の 存在 が知 ら れ て い る が
･

断眠賦 活法 に よ る検査を 試み る こ と は . そ れ ら の 患者

の 綿密な生活指導 や投薬方法 など の 決定 に 有力な情報

を 与え る も の と 思わ れ る . 今後 , 脳波の 継時的長時間

の 記録 , 定量的な 分析が 日常化さ れ て く る と思われる

が . 用事的な 方法で は デ
ー タ処理 に限界が あり , 簡便

な脳波自動解析 シ ス テ ム の 確立が 望 ま れ る ･

要 約

側頭 葉林政 を も つ 10 例 の て ん か ん 患者 ( 平均年 郎 ･

7 歳) で 終夜 睡 眠ポ リ グラ フ 記録を 行い ∴棟 彼 の 出現

頻度な らび に 波型 ( 振巾 t 持続) を 用 事的 に 計測し定

量化を 試み た . そ し て こ れ ら の 要素を 各睡 眠 段 階 臥

睡眠 の 経過時間別に 検討 し , さ ら に20 時間 の 断眠負荷

を与え た後 の 回復睡眠で ど の よう に 変化す るか を比較



断眠 に よ る側頭 葉棟波の 変動 に つ い て

検討し , 以下の ごと き結 果を得た ･

1 .
s ta g e 3 + 4 と s t a g e R E M を 比較 し て

一 棟彼

の出現頻度が st a g e 3 + 4 で 高 い 群 ( 8 例) と ･ S t a
･

g e R E M で 高い 群 ( 2 例) に 分 け られ た ･ こ の 2 群

は , 他の 睡眠段階で も頼政の 出現様式が 異 な る傾向が

みられ たが , 臨床発作 軋 病因な ど の 点 で 相違 は み ら

れなか っ た .

2 . 棟波の 振巾と持続 に つ い て は ,
S t a g e N R E M

聞で は著明な差は み ら れず t と も に S t a g e R E M で

減少した . 覚醒時に は 振巾が 最 も大きい 傾向が み ら れ

た .

3 . 睡眠の 経過時間か ら み た疎放の 出現頻度 . 振巾

に つ い て は , S t a g e 2 の み で 検討 した . 出 現 頻 度 は

入眠直後が 最も高く , 次い で 覚醒直前 , 途中睡 眠 の 順

に低く な る . 振巾の 大きさ は 人眠直後 , 途中睡 眠 , 覚

醒直前と い っ た睡眠の 時間経過 の 順 に 減少 し て い く ･

しか もこ の 特徴は断眠後の 回復睡 眠 で も同じ傾 向を 示

した こ とか ら . sl e e p d e p e n d e n t な 変 動 で あ る と

考え られ る .

4 . 断眠後に ∴練彼 の 出現頻度は ･ S t a g e 2 で 有意

に増加し た .

5 . 断眠後 . 辣波 の 振巾は増加し , 持続 は減少 す る

債向が み ら れた が 有意差は なか っ た . 持続 に 対す る 振

巾の比率を み ると , S t a g e 3 + 4 で 統 計学的な 有意差

をも っ て , 断眠後 に 庫彼の 尖鋭化が み られ た .

6 . 柿波の 出現頻度お よ び形態的な 変化か ら個人別

の断眠効果を み ると . 断眠の 影響が 強く で る例と 弱い

例に分か れ る傾 向が あ り , 個体差が あ る も の と 考え ら

れる .

以上の 結果を 臨床面か ら考察し , 断 眠が 輔彼 の 出現

頻度を増加さ せ 一 棟波 の 波型の 尖鋭化 を 惹起 し て . 患

者の けい れん 準備性 を増大さ せ て い る と 考え ら れ , て

んか ん患者の 生活指導 に は充分な 配慮 が 必 要で あ る こ

と を強調し た . こ の よ う な形態上の 変化を 含む 鰊波 の

定量化 は, 臨床面で の 応用 と と もに , て ん か ん の 神経

生理学的発現機序の 解明に 寄与す る もの と 考え る .

本研究は . 故大塚良作教授の 指導 に よ るて ん か ん と 睡

眠の 研究の 一

環を な すもの で . 改め て その 御指導と 御鞭

遠 に 深く感謝 し ます . 研究の その 後 の 発展継続 へ の 御指

導と . 御校閲を賜わ っ た 山口成良教授 に深甚 な る謝意を

表します . ま た 日夜 . 労を 厭わ ぬ御助力 をい た だ い た 佐

野譲講師を始め , 教室旦各位 に感謝 い た し ます .
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