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特集●発達障害とその近縁の状態の臨床●

注意欠陥多動障害

原 仁＊

はじめに

米国国立医学図書館が作成する文献ファイル

(MEDLINE)を検索してみると， 1980年から1988

年の 9年間に，多動を伴う注意欠陥障害のキー

ワードのもとに， 2287件の文献が登録されている。

注意欠陥障害（以下ADDと略）の概念が提唱され

たのが1980年であるから，年間150から200件弱の

論文発表があることになる。ちなみにMEDLINE

の年間登録文献数は30万件前後であり， ADD文献

は0.06％程度の割合となる。

米国における精力的な研究活動は，それだけ社

会の要請がある，つまり多動な子どもたちの問題

が深刻であることを意味しているのだろう。

SaferとKragerのBaltimoreでの研究82)によれば，

1971年から1987年の間に，多動の「特効薬Jとみ

なされている Methylphenidate(RitalinR ;以下

MPDと略）の使用量は 2年おきに倍になってお

り， 1987年現在，全学童の約 6％にMPDが処方さ

れている。学力に問題が指摘されている児童にお

いては，なんと 4人にひとりの割合となる。米国

にはそれだけ多動児が多いのだろうか？この傾向

がMPDの乱用を意味するのか，はたまた適切な診

断と処互の結果なのかが問題である。その議論の

是非はさておき，本来多動が治療目標であったは

ずのMPDが，注意散漫の治療薬として，多動では
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ない学習障害児に処方されているためではないか，

と著者らは推測している。注意欠陥多動障害への

名称変更の伏線と考えられる現象であることをま

ず指摘しておきたい。

注意欠陥障害から注意欠陥多動障害へ

1980年に登場したADDは，注意散漫，衝動［生，

多動の三兆候を中心症状として規定されていた。

そして多動を伴う場合（以下ADD/Hと略）と伴わ

ない場合（以下ADD/WOと略）とに二分されてい

る。なお， ADD概念に関しては本論では省略する

ので，詳細は拙著38)を参照されたい。

もとより，いわゆる多動児に対応する診断分類

がADD/Hであったのだが，付随して登場した

ADD/WOとは何かについては，その存在および

均一性を裏付ける研究が存在しなかったのであ

る20)。わずかにMaurerら63)のADD/WOの80％は

他の診断分類（主として行為障害）に滴合し，

ADD/WOの均一性は疑わしいとの指摘がある程

度であった。その後， Laheyら53,54,55,51)のADD/WO

に関する精力的な研究が発表されるようになった。

彼らはADD/W(I')の臨床特徴は，思考のテンポお

よび動作が鈍く，不安が強い傾向が認められる，

としている。そして， ADDの下位分類とすべきか

には異論はあるが， ADD/WOは確かにある一群

の子どもたちとして独立して存在すると主張して

いる。したがって， DSM-III-R州1987年発表の

改定版）におけるADD/WOを特定不能のADDと

して明確な診断基準が示されない「その他」に分

類することに対して反対意見を述べている 51)。

さて， DSM-III-Rの中での注意欠陥多動障害



52 精神保健研究第 35号 1989年

（以下AD-HDと略）の位置付けであるが，崩壊性 批判されていくであろう。

行動障害として新たに設定された中分類のもとに，

行為障害（以下CDと略）と並んで記載されてい

る。 AD-HDとCDが極めて近い関係にあるとの

認識である。この点に関しては後に述べる予定で

ある。

AD-HDの診断基準は全部で14項目あり，この

内8項目を満たせばよいとしている。特定の必須

項目はない。各項目は全国試行の結果に基づいて，

判別力の大きい項目から並べてある。本論では，

従来のADD概念と比較するために，多動症状 (3

項目），注意散漫症状 (5項目），衝動性症状 (6

項目）に再分類して表示した（表）。なお精神遅滞

との並列診断は可能であるが，広汎性発達障害（い

わゆる自閉症）より優先して診断すると明示して

ある。

これらの変更点を診断学上の進歩とみなせるの

だろうか？多動症状を示す子どもたちの診断に

ADD概念を導入したDSM-lIIの大胆さ，新鮮さ

から比較するなら，やや後退の感は否めない。こ

の診断基準の妥当性は今後の研究によって厳しく

ADDに付随する状態像

Berryら10)は， ADDの性差についての研究で，

ADD/Hの女子は男子に比べて，認知障害（特に言

語領域が著明）と低い社会階層出身者が多いとし

ている。 ADD/WOにおいても有意差はなかった

が同様の傾向を示し，自信の無さが目立ったとい

う。しかし， McGeeら68)は教師の評価を比較した

研究で，またBreenら14)は親の受けるストレスの

比較研究で，共に男女差を否定している。 Horn

ら45)も同様な結果を示しており，最近はADDの性

差を支持する研究は見当たらない。なおHornらの

研究は，英国学派が以前より主張しているよう

に93)，多動症状を場面依存性 (situational)か広汎

性 (pervasive)かに分けており，広汎性多動児に

おいてば性差はなく， Berryらの結果との違いは

その分類法に起因するのでは，と推定している。

米国と英国の多動児の診断率の違いはかねてか

ら指摘されている。 Thorley96)によれば，異同が議

表 注意欠陥多動障害の診断基準 (DSM-lll-R4)から著者による私訳）

多動症状

(1) しばしば手や足をせかせか動かす，あるいは座席でもじもじする（思春期例では，落ち着かないという主観的感覚

に限定されるかもしれない）。

(2) そうしてほしいときに座席にすわっていられない。

(9) 静かに遊べない。

注意散漫症状

(3) 外からの刺激で容易に気が散る。

(7) 作業や遊びの最中に注意を持続できない。

(8) しばしばある活動を終わらせないで次ぎに移ってしまう。

(12) しばしば言われていることを聞いていないのかのように思える。

(13) しばしば学校や家庭での作業や活動に必要な物（例えば，おもちゃ，へんぴつ，本，宿題）をなくしてしまう。

衝動性症状

(4) ゲームや集団の場面で，自分の番を待てない。

(5) 質問が終わらないうちに，しばしば勝手に答えてしまう。

(6) 他人の指示に従えない（反抗的行動でも，理解できないためでもない）。

例えば，ちょっとした手伝いをやり通せない。

(10) しばしばおしゃべりし過ぎる。

(l0 しばしば他人のじゃまをしたり他人の事に立ち入る。

例えば，他のこどもたちのゲームヘの割り込み。

(14) 起こるかもしれない結果を考えないで， しばしば身体的に危険な行動をする（スリルを求めるためではない）。

例えば，見もしないで通りに走りだす。

＊ 上記14項目中 8項目が適合する場合注意欠陥多動障害と診断する。

項目番号は，全国試行に基づいて，判別力のある順番を表している。
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論されている CDと多動症候群とは， ICD-9

(WHOの国際診断基準第 9版）においても明らか

に判別できるという。最近米英の共同研究チーム

の診断一致率の研究74)が発表されている。一般の

専門医の診断は一致せず，研究チームにおいての

み満足すべき一致率が得られたのであるが，注目

すべきは， DSM-lIIのADD/HのほうがICD-9

の多動症候群よりも広い概念であった点にある。

ADDと学習障害の併存は，以前より指摘されて

きた91)。最近は特に言葉の障害との関係が注目さ

れている。 Loveら61)の研究結果では，相談機関に

紹介された就学前のADD症例の 3分の 2に言葉

の障害が認められたという。 McGeeら64)は，彼ら

のDunedin(New Zealand)での追跡研究の結果

に基づいて，従来のADDの二次的障害と考えられ

た学業不振は，むしろADDに先行し， ADDの「原

因」の可能性を指摘している。また，同じく Beitch-

manら8)も言葉の障害を持つ 5歳児の評価におい

て， AD-HDとの強い関連性を認めている。では

言葉の障害を伴う ADDと伴わないADDの差は何

か存在するのだろうか。現在のところ明確な結論

は得られていない9,65)。

ShapiroらのGillesde la Tourette症候群（以下

GTSと略）のモノグラフ 89)によると，彼らのシ

リーズの 4分の 1にADD診断が可能とのことで

ある。 ADD合併のGTSは，チックとして年少発症

例が多くかつ重症であり男性が占める割合が多く，

また脳機能障害の割合（主として脳波異常）も多

いのである。 NweYork郊外で実施された最近の

疫学調査18)でも， GTSと判定された41例中11例

(26.8%）がADD/Hと診断できた。

GTSとADDの関係はそもそも， MPD治療の副

作用としてチックの出現が指摘されたことから注

目されたのである 24,30)。Shapiroら89)は，副作用の

可能性には懐疑的で，ADDを合併したGTSにはま

ずチックの治療薬を使用した上， MPDを投与して

臨床上なんらさしさわりがないと考えている。

Comingsら22)もMPDの副作用としてのGTSでは

なく，GTSとADDは遺伝的に極めて近い関係にあ

り， GTSのある一群はADDとして発症し，後に

GTSとなるとの仮説を提唱している。最近の彼ら

の報告23)によれば， ADD先行型のGTSは10から

30％としている。一方Yale大学の研究者グループ

は， ADDとGTSの遺伝的関係を真っ向から否定71)

し， GTSと遺伝的関係があるのはむしろ強追性障

害と主張72)している。また， MPDがチックを誘発

する可能性は少ないだろうが，その危険性は存在

するとの立場である 75)0 

ADDの予後研究

カナダのMontrealこども病院のWeissらの追

跡研究41)によれば，多動児の予後は全体としてよ

りも，予後の良好な群と不良群とに分けて考える

べきことを示唆している。すなわち，予後不良群

のなかに反社会的行動（犯罪や薬物乱用など）を

示す一群が存在するとの主張である。事実彼らの

示した10年予後研究の結果的では，全体として薬

物やアルコールの摂取率は対照群よりも高い率を

示したが，有意差はないとしている。また，これ

らの予後にかかわる因子として，明らかな要因は

見いだせなかったが，社会階層と家族の精神保健

が里要ではないかと推定している 42）。また，従来か

らの予後研究同様に，薬物治療は予後を悪化させ

る要因ではないものの，改善するそれでもないこ

とが確認されている 43)。1985年に発表された15年

予後104)では，約半数は良好な精神状態であった

が，反社会性人格障害が 4分の 1に認められてい

た。

Lambertらの研究グループは，思春期に到達し

た多動児59例を対照群と比較しながら，次の 3群

に分けて予後を議論している 57)。すなわち，症状消

失群 (20%）、残遺群 (37%），多動持続群 (43%)

である。当然，症状消失群がもっとも予後良好と
＼ 

なるのだが，関与する因子としては知能と行動異

常の程度をあげているが，初期の評価でこれら 3

群を予測する因子は明らかにできていない。薬物

乱用に関しては，喫煙率が多動群で有意に高かっ

たのみ血で， Weissらの結果と同様であった。 1988

年の論文56)では， 17から18歳になった研究対象群

の解析で，教育状況不良と行為障害が多動持続群

で多く認められ，かつそれらに関与する要因とし

ては，家族，社会，認知要因をあげている。

Gettelmanらの16から23歳になった多動男子
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101名の追跡研究29)では， ADD/Hはその31％まで

減少していたという。そして薬物乱用や行為障害

はこれら症状持続群で著明に多かったとのことで

ある。 Mannuzzaら62)は， DSM-lIl診断に適合し

なくなった52例の評価を1988年に明らかにし，対

照群との差異は見いだせなかったとしており，症

状のなくなったADDの予後は良好であることを

確認している。

以上紹介した 3つの追跡研究の結果は， 1)予

後不良群は確かに存在するがすべてではない

2) 治療的介入（薬物も含めて）が予後を左右す

る要因ではない 3)残念ながら，予後を予測す

る明らかな要因は見いだされないが，知能との関

連を示す意見もある、とまとめられよう。

McGeeら66,67)のDunedin研究 (NewZealand) 

においては， 7歳男子を攻撃性群(21例），多動性

群 (18例），攻撃・多動性群 (24例） とそれぞれの

症状を示す 3群で比較した。攻撃性群はより状況

依存的であり，多動性群はより認知障害が多い傾

向を示し，攻撃・多動性群が読みの障害との結び

付きを示した。しかし，これらの 3群の背景要因

では明らかな差は見いだすことはできていない。

米国での大規模な疫学調査に基づいた研究（対

象者7119名）では， Goldstein31)が主として認知発

達と注意，多動，攻撃性との関係を検討している。

注意散漫が知能検査と学業成績の両者に関係し，

男子の攻撃性のみがやはり知能の一部と関連性を

もったという結果である。また，多動のみは認知

発達に影響を与える因子ではないとも述べている。

対象者の約 3分の 1を2から 5年後に再評価して

いるが，再評価の時点では，注意散漫のみが認知

発達に関係してたとのことである32)。

予後を規定する要因として注目すべき状態に

ADDとCDとの合併がある69）。この点を 5年追跡

予後で明らかにしたAugustらの研究5)では， CD合

併例に反社会的行動と飲酒歴が有意に多く認めら

れ，かつ小児期の攻撃性と非社会的行動とが関連

しているとする。 Satterfieldら83)はADDとして追

跡した110例の男子の27例 (25%）が犯罪を犯して

なんらかの施設に収容されたと報告し，この後の

研究85)で，脳波と事象関連電位がその判別に有用

だとしている。すなわち，異常を認めない群によ

り犯罪歴が多いとしている。しかし， Werryらの

最近の研究105,77)では， ADD/Hを認知障害として，

CDを心理社会的原因に起因する障害として理解

する点ではSatterfieldら83)の結論と一致するが，

ADD/Hのみの群とADD/HとCD合併群の背景要

因の比較で明らかな差を見いだしえないとしてい

る。 Laheyら52)とBiedermanら11)の研究グループ

はそれぞれ， ADD/HとCDの家族を比較検討し，

CDの家族により反社会的行動が多い点で一致し

た結論を得ている。このことからADD/HとCD合

併例をある特定の障害群とすべきか否かは別にし

て，これらの一群の予後はADDとしても不良であ

り， CD群としてもより重症である 103)0 

ADDの原因

1978年のShaywitzらの総説90)（ただしMBDに

関して）は， MBDの病因の基礎には中枢神経系の

モノアミン代謝異常が存在しているであろうと結

ばれている。それから10年， ZametkinらのADD/

Hの総説108)においては，セロトニン系の関与の可

能性は少なくなったものの，もはやADD/Hの荊

因を単一の神経伝達物質の欠乏仮説では説明しき

れないだろうと結論し，今後の研究の方向性とし

て，最近開発されている画像診断法を用いた生理

学的研究を示唆している。

ADD/Hに中枢刺激剤が有効であることから，

カテコラミン代謝の異常が研究対象となってきた

が，血液，尿，髄液などから得られた結果が中枢

の神経伝達物質の状態を反映したものかという方

法上の制約が絶えずつきまとってきた。その意味

で，この領域の研究の進歩のためには，新しい技
＼ 

術の登場が不可欠であろう。以下最近の研究で注

目すべき論文を紹介しておく。

Levyら58)は， ADD/Hと診断されている12例の

男児を対象として， Haloperidolを事前に投与し

ておくと， MPD単独投与で得られる注意障害の改

善が認められなくなることを確認した。その上で，

Haloperidolのドーパミン代謝の阻害作用から推

測して， ADD/Hの病因に一次的に関与している

のはドーパミン系との可能性を示している。また，

Bowdenら13)は血小板の Monoamine oxidase 
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(MAO)と血漿中の dopamine-(J-hydroxylase 

(DBH)を， 8例のCDを合併したADD/H,40例の

CDを合併しないADD/H,24例の正常対照でそれ

ぞれ測定した。結果はCD合併群ではMAOとDBH

の両者がCD非合併群より低く，しかも， DBHは正

常対照群のそれより低かった。著者らも認めてい

るようにCDのみの症例で同様の測定がなされな

いと確かな意義づけができないが，ノルアドレナ

リン系に関与する酵素であるDBHの値の差が，

CDを合併したADD/Hの特異性を裏付ける結果

に発展するかもしれない。自閉症の治療薬として

注目を集め，その効果に関する議論が続いている

Fenfluramine (FLM)によるADD/Hの治療の試

みがDonnellyら25)によって発表された。 20例の

ADD/H男児 (10例は CD合併）において Dex-

troamphetamine (DAPM)と偽薬を用いた，二重

盲検法で治療が実施されたが，残念ながらFLMに

ADD/Hの治療効果はなかった。しかし， FLMも

DAPMも尿中ノルエピネフリン代謝産物

(MHPG) とセロトニン代謝産物 (HVA)を減少

させたが， FLMのみ血漿中のエピネフリンを減少

させ， DAPMとの作用機序の差が明らかになっ

た。

Louら59)は11例のADDの脳血流の変化を，キセ

ノンガスの吸入後， emissionCTを用いて追跡する

方法で評価した。すべてのADD児において前頭葉

白質に低拡散（血流の低下）を認め， 7例に尾状

核部にも同様の所見があったという。 1989年の続

報60)においては，脳障害の認められないAD-HD

と診断された 6例において，右の線条体領域に有

意な低拡散があり，しかもMPDはこの領域の血流

量を増加させたと発表している。前頭葉と線条体

の機能異常を示唆する結果は， AD-HDのドーミ

パンおよびノルアドレナリン代謝異常仮説と形態

学的に矛盾しない。

ADDの原因として右大脳半球障害との関連を

示しているのがVoeller仮説である。彼ら101)は，右

大脳半球障害のみ（両側性は除く）の 5歳から13

歳の男児10例と女児 5例のDSM-III診断を検討

したところ， 15例中14例がADDに適合し，この内

8例はADD/Hであったと報告している。また同

じく Voellerら102)は，成人の右半球障害の症状と

の類似性も指摘している。

前頭葉と線条体の機能異常説と右半球異常仮説

は共に，現在までの研究との整合性はとれている

が，実証されるまでにはいたっていない。今後の

研究の発展を期待したい。また，電気生理学的研

究としてはSatterfieldら86)の聴覚性事象関連電位

の研究が注目されるので付け加えておく。

欧米においては， Fragile-X症候群は精神遅滞

の原因としてDown症候群に次ぐ頻度であろうと

推定されている21)。かなりの症例で自閉症との合

併も認められており，自閉症研究者の注目を集め

るところとなっている。一方，以前よりこの症候

群とADDの合併も指摘されていたが， 48)Bregman

ら15)はかれらが研究対象とした14例 (3から27歳）

中 1例のみが自閉症と診断でき，むしろ13例は

ADD（このうちADD/Hは10例）であったと報告

している。

ADDの治療

長期予後研究が示したのは， ADDに対する薬物

療法の限界であった。そこで多専門複合療法（薬

剤を含む）の効果が検討されることになった84)。

Abikoffらは，教室における 8週間の集中的行動

療法の効果はわずかに攻撃性の改善のみと報告2)

した後，中枢刺激剤と認知療法の組み合わせにつ

いて検討している。残念ながら，認知療法は中枢

刺激剤の効果の不足を補うでもないし，二つの療

法が相乗効果を示すものでもない，と結論してい

る3)。Abikoffらの最近の研究1)では治療期間が16

週間にのびているものの，「短期集中」治療である

ことに変わりはない。短期間の治療によって効果

が得られるかとい臼う点では，やはり目覚ましいも

のはないとするのが妥当なところであろう。。

Gittelmanら28)は読みの障害を示す66例の小児

に対して， MPDと偽薬による盲検法を用いて，読

みの障害へのMPDによる治療効果を検討してい

る。わずかな改善が得られたのみ（算数の評価で

は著明な改善？）であった。彼らは， もし注意障

害にMPDが有効であるとすれば，注意障害の結果

として読みの障害が出現するのではないだろうか

と結論している。 ADD/Hに読みの障害を合併し
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た47例を対象として、MPDの効果について検討し しい薬物療法の視点となろう。

たKupietzらの論文50)によれば， MPDの投与量を 現状では， MPDの効果を予測する手段は見付

3段階 (0.3, 0.5, 0.7mg/kg) に変更して効果を かっていないが， Halperinら36)は脳障害の有無と

見てみると，行動評価においても認知評価におい MPDの効果との関係を80例の広汎性多動児にお

ても0.7mg／此の時点での効果がもっとも優れてい

たという。同じ研究グループのRichardsonらの続

報78)では，読みの障害に対しても，同様な効果を認

め，それは治療開始直後がきわだっていたとして

いる。 1977年にSpragueとSleator92)が明らかにし

た， MPDの効果は行動の改善をもたらす量と学習

の改善をもたらすそれとは異なっている，前者の

方が投与量が多い，とする結果とは異なった結論

であった。しかしながら，最近の報告26,70)によれ

ば， MPDの投与量が0.6mg/kg程度までは，行動と

認知機能の改善はMPDに対して用量依存性があ

るとする研究結果が多いようである。

多動児の衝動性についても BrownとSleator17l

は， MPD大量投与 (1.Omg/l副より少量投与 (0.3 

mg/!面のほうが優れた効果をもたらすと報告して

いたが， Rapportら76)は， ADD/Hの衝動性におい

ても， MPD投与量と改善度とは正の直線関係にあ

ることを明らかにしている。対象とする児の年令

にもよるが，もとより， MPDの投与量として1.0 

mg/!叫まかなり大量である。その点を考えると，至

適投与量の範囲ではMPDの症状別効果の差はな

いとするのが妥当なところであろう。

ある児童を多動と感じるのがその児童の身近に

生活している親であるなら，多動児の家族の要因

が多動症状と関係しているとする考え方は，ある

面で理にかなっている。 Hartsoughら39)が示した，

親が子どもを多動だと考える際に関与する 4要因

は，学業成績への期待，学業への全般的準備状況，

親子関係，家族歴と家族の性格であった。 MPDの

効果の判断を多動な児童のみに限定せず，親子関

係への影響を評価しようとしたのはBarkleyら7,6)

である。 Schacharら88)は、同じく，家族関係への

効果を報告している。個人のMPDへの反応性がや

はり家族関係への影響と一致し，反応例のなかで

は，母子関係と同胞関係の改善が明らかであった

が，父子関係は影響されなかったとしている。単

に，多動児個人の薬効にとらわれるだけでなく，

治療効果を家族単位まで広げて評価するのは，新

いて検討している。やはり，脳障害の有無とMPD

の効果は無関係であった。脳障害が原因と考えら

れている自閉症にはMPDが使用されることは少

ないが， 9例の自閉症の多動に対してMPD投与を

試みたBirmaherらの報告12)がある。 1例を除いて

効果があり，チックを含む顕著な副作用はなかっ

たという。 GTSの多動に対しても，自閉症の多動

に対してもMPDは一定の効果をもち， ADDの特

効薬ではないことが明らかになってきている。

MPDに次ぐ第 2選択薬は三環系抗うつ剤（以下

TCAと略）である。Winsbergら106)の指摘するよう

に， MPD無効例が皆TCAに反応する訳ではない

が， ADDに試みてもよい薬剤であろう。 Pliszkaの

1987年の総説73)によれば， l)TCAよりもMPDの

方が優れた薬効をもっている， 2) TCAは第 2選

択薬とするのが妥当， 3) 不安症状の強いあるい

は感情障害の存在するADDにはMPDより効果が

あるかもしれないが，攻撃性はむしろ悪化させる

かもしれない， 4) 用量による効果の差はまだ不

確定， 5)CDあるいは不安障害合併例に対する治

療効果の研究が必要， とまとめられている。また，

Imipramineの活性型代謝産物である Desi-

pramineの効果も注目されてきた27)。特に，チック

合併例で有効と報告しているRiddleらの研究79)が

実際的で興味深い。

最近 GTSの治療薬として研究が盛んな

Cioni dineについても， 10例のADD/H児に対する

二重盲検法の研究報告46)がある。 7例が有効との

ことであるが，その後の追試がなされていない。

副作用は眠気である。

ADD治療薬として引用されることの多い薬剤

にLithiumがある。しかし，この薬剤のADDに関

しての研究は1972年のCampbel]ら19¥1973年の

Greenhillら33)のそれがあるのみで，しかもどちら

の研究結果も多動への結果は否定的である。その

後も，持続型の中枢刺激剤であるPemolineを使用

中の18歳のADD患者にLithiumを加えて効果が

あったとする症例報告16)が認められるだけで，
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ADD治療薬としてのLithiumの効果は極めて疑わ

しい。

ADDと食事の関係は，絶えず仮説あるいは治療

法が先行し，やがてその効果の有無を実証しよう

とする研究が追従するかたちをとっている 94,95)。

Varleyの総説100)に指摘されているように，食品添

加物がADDの原因とも証明されていないし，治療

法としてもその除去食品の効果は確立されていな

い。しかし，多くの親たちが食品添加物を我子か

ら遠避けるようになった。それは， ADDの原因で

あろうがなかろうが，不必要な（場合によっては

有害な）添加物を摂取しないようにすることが常

識になったからである。その結果， ADDの原因と

して，添加物を考えないでよい時代がやってくる

かもしれない。最近の研究では，添加物除去食品

のADDへの治療効果に関して， Grossら35)は無効

を主張し，反対にKaplanら47)の論文は一定の効果

を示している。

現在，特に問題になっている食品は砂糖 (Su-

crose)である 100)。短期間の負荷実験を実施して効

果を判定しようとするいくつかの論文34,80,107)は，

砂糖を多動児行動を悪化させる要因とは認めない

とする結論である。しかし，砂糖の行動への影饗

は弱いながらも存在するかもしれない。例えば，

Rosenら80)の報告の結論は，砂糖とADDには関連

性はないと言うものである。ところが，彼らの論

文の結果を検討してみると，砂糖を使用した45症

例（就学前の児童）において，わずかだが統計学

的に有意差をもって行動の悪化が認められている。

はたして砂糖はADDの原因となりうるのか？こ

の点を明らかにするためには，短期大量摂取によ

る影響ではなくて，長期間，砂糖を摂取し続ける

ことがどのような影響を子どもにあたえているか

の検討をまず始めなければならないだろう。

終わりに一注意障害とは何か？

Rosvoldら81)が1956年に開発した，持続遂行試

験 (ContinuousPerformance Test; CPT)が注

意持続の客観的評価法として広く受け入れられて

きた。しかし，この評価法によってADDの注意障

害を規定しようとすること自体，疑問であると

Trommerら97)は述べている。彼らは14例のADD

児の 3分の 1はCPTの結果が正常範囲となった

という。またHalperinら37)はCPTの結果を単純に

注意障害と衝動性に分けて解釈するのは問題あり

とし，より詳細な検討を試みている。 Klorman

ら49)は， CPTと事象関連電位を組み合わせて実施

し， ADDに対するMPDの効果は，全体としてCPT

の結果を改善するが， CPT中の特定の指標を変化

させるものではない，と結論している。 Schachar

ら87)も， ADDとその近縁の障害のCPTの結果の比

較から， ADDに特異的な注意持続障害は存在しな

いだろうと述べている。

では，多動の原因としての注意障害は存在する

のであろうか？多動と注意障害の関係はいかなる

ものであろうか？ vander Meereら99)はADDの注

意障害をその持続障害で説明できない（彼らが実

験的に証明しようとした， FocusedAttentionで

もない98)）とした。多動と注意障害の謎はますます

深まっていく。
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