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研究成果の概要（和文）：広汎性発達障害合併先天性高度感音難聴に対する両側人工内耳では①２番目の人工内耳装用
を嫌がるが１番目の人工内耳を先に装用すると使用装用可能となる、②１側人工内耳では言語表出に乏しいが両側人工
内耳後に急激に発達、最終的にキャッチアップする、という特徴を認めた。
人工内耳装用言語習得後失聴成人では「語音」と「合成音」が行動実験・聴性誘発電位計測いずれにおいても区別され
ていなかった。言語習得前失聴児童では、不十分ではあるものの、「語音」と「合成音」の区別が能であった。聴性誘
発電位計測においては、健聴者のN1P2複合体と同様に、P2N2複合体は「語音」にくらべて「合成音」で大きい反応を示
した。

研究成果の概要（英文）：Bilateral cochlear implantation (CI) recipients with pervasive developmental 
disorder (1) felt uncomfortable with 2nd CI, which became tolerable by wearing 1st CI first, and 2nd CI 
afterward, and (2) showed poor progress in verbal expression with 1st CI, and rapidly caught up with 
normal hearing children with 2nd CI.
Postlingual hearing loss subjects with CI failed to distinguish vowels from vowel-like complex sounds. 
Auditory evoked response was similar with these two sounds. Prelingual CI recipients were able to 
distinguish vowels from vowel-like complex sounds. The P2N2 complex evoked by the vowel-like complex 
sounds was larger than that evoked by vowels.

研究分野： 耳鼻咽喉科学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
先天性高度感音難聴児に対して人工内耳手
術が有用であることは論を待たない。しかし
ながら、すべての患児が良好な音声言語の発
達が得られるとは限らない。広汎性発達障害
は対人関係の異常、コミュニケーションの障
害、想像力の障害を主な症状とする発達障害
であるが、広汎性発達障害を合併する高度感
音難聴児への人工内耳はおしなべて不良で
あり近年大きな問題となっている。 
広汎性発達障害を合併する難聴児において
人工内耳の効果が劣る理由としては、聴覚過
敏や空間認識障害の関与も指摘されている。
広汎性発達障害児では視覚が優位であり、特
に音の急激な変化を嫌うことが知られてい
る。人工内耳で入力される音は言語にとって
重要な情報のみを抽出しており、決して自然
の音では無く、聴覚過敏をきたしやすい音で
ある。 
 
近年、難聴児に対して両側人工内耳による両
耳聴が広がりつつある。両耳聴の場合、健聴
者では大脳レベルで音の急激な変化が緩和
されることも知られている。この特徴は、広
汎性発達障害児の聴覚過敏を緩和し、人工内
耳装用をより容易かつ有効にする可能性が
ある。 
 
しかしながら、広汎性発達障害を合併する先
天性高度感音難聴児に対する両側人工内耳
装の効果はいまだ報告されていない。さらに、
先天性感音難聴児において、人工内耳から入
力された音情報がどのように大脳で処理さ
れているか、その機構が健聴者と同様なのか
異なるのかも、いまだ解明されていない。 
 
２．研究の目的 
広汎性発達障害を合併する先天性高度感音
難聴児に対して、人工内耳両側装用がおよぼ
す影響を明らかにする。 
また、人工内耳装用児における言語の大脳で
の処理機構を、健聴者および人工内耳装用言
語習得後失聴成人と比較する。 
 
３．研究の方法 
（１）行動観察研究 
広汎性発達障害を合併する先天性高度感音
難聴児に対する人工内耳両側装用の効果を、
言語発達の程度、および日常生活習慣の観察
から明らかにする。 
小児科医によって広汎性発達障害と診断さ
れた患児のうち、両側人工内耳手術を受けた
患児の言語発達の経過を調査する。人工内耳
の装用状況、日常生活の行動の変化なども、
記述的に解析する。 
 
（２）聴性誘発反応検査 
人工内耳装用者に対して複合音を直接入力
し、その刺激によって生じた聴性誘発電位を
計測できるシステムを開発する。 

そのシステムを用いて、健聴者、言語習得後
失聴人工内耳装用成人、言語習得前失聴人工
内耳装用児童で反応を計測する。 
 
４．研究成果 
（１）行動観察研究 
人工内耳手術を受けた先天性高度感音難聴
児童で広汎性発達障害の合併を疑う患児は
少なくはないが、小児科医によって確定診断
を受け、また両側人工内耳手術を受けたもの
は 3名であった。それぞれおおむね同様の経
過をたどったが、代表的な１例を示す。 
なお、両側人工内耳手術は一側手術後 6～12
か月後に反対側手術を行うことを基本とし
ている。 
 
① 人工内耳手術前 

新生児聴覚スクリーニングで難聴を指
摘、精密検査で高度感音難聴と診断され
た。CT、MRI では異常なし。 
両側補聴器装用開始するも、言語発達不
十分であった。 
聴性脳幹反応では 105 dB で無反応、新
版 K式発達検査による発達指数は姿勢運
動、認知適応は正常、言語社会は 56 で
あった。 

 
② 人工内耳一側装用開始後 

人工内耳手術は定型的に終了した。術中
の神経反応は良好であった。 
音入れ後、音に対する反応は補聴器に比
べて改善するものの、集中できる時間が
短く、多動傾向があった。言葉の理解は
うかがわれるが、音声模倣はわずかにと
どまった。この時点で広汎性発達障害と
診断された。 

③ 人工内耳両側装用開始後 
２番目の人工内耳は単独での装用を嫌
がる態度が見られた。１番目の人工内耳
のスイッチを入れてから２番目の人工
内耳のスイッチを入れると装用がスム
ーズとなった。 
言語理解は引き続き発達し、さらに日常
生活での落ち着き、表出言語の著明な発
達を認めるようになった。 
語音明瞭度は右 CI80% 左 CI 80% 両 CI 
85%、構音は年齢相応にキャッチアップ、
知能は WISC 言語性 IQ105 動作性
IQ120 全 IQ113となった。 
 

すべての患児で共通に認める特徴として、以
下の二つの特徴を認めた。 
① ２番目の人工内耳装用を当初は嫌がる

が、１番目の人工内耳を装用してから２
番目のスイッチを入れると装用可能 

② 一側人工内耳では言語表出に乏しいも
のの、両側人工内耳後に急激に発達、最
終的にキャッチアップする 

 
前者は広汎性発達障害児においてしばしば



みられる触覚過敏の特徴であるが、幼少時に
１番目の人工内耳手術を行うことで、この触
覚過敏反応を軽減できる可能性がある。 
後者に関しては、１番目の人工内耳で内言語
は十分発達しているにもかかわらず、言語表
出が困難となっている可能性がある。健聴者
において自ら表出した言語は聴覚野におい
て抑制されることが報告されているが、広汎
性発達障害の人工内耳装用児ではこの機構
が不十分である可能性がある。 
 
（２）聴性誘発反応 
 
① 誘発電位計測システムの開発 
人工内耳装用者に対して複合音を直接入力
し、その刺激によって生じた聴性誘発電位を
計測できるシステムを開発した。人工内耳は
コクレア社のシステムの最新 3機種（Freedom、
Nucleus 5、Nucleus 6）を対象とし、計測機
器は日本光電の MEB-2200 と MEB-2300（以下
MEB）を用いた。人工内耳刺激システムに
Neurobehavioral systemsの Presentationを
組み込みトリガーと複合音を同時に出力、複
合音は直接人工内耳に入力し、トリガーは専
用の接続システムを開発して MEBに送信した。
人工内耳刺激システムから提示した複合音
に対する反応を MEBで加算平均した。頭の小
さい小児では人工内耳のアーチファクトが
大きく、Friesen と Picton（Friesen and 
Picton, 2010）の方法に準じて刺激間隔を
2000 msと 500 msの条件で計測、減算するこ
とでアーチファクトを除去した。また、刺激
音とトリガーを音信号に変換して同時記録
したところ、刺激音がトリガーより 50 ms遅
れていることが判明し、潜時の校正を行った。
その結果、人工内耳患者でも明瞭に音刺激後
に生じる誘発反応が計測できるようになっ
た。ただし、人工内耳本体周囲の電極にはノ
イズが大きく混入するため、頭頂部・前額部
においた関電極と鼻尖部においた不関電極
との間での計測を行うこととした。 
 
② 人工内耳装用者における聴性誘発電位 
言語習得後失聴成人 2 名（男性、人工内耳装
用期間：1年 3 か月、5年）、言語習得前失聴
児童 3 名（年齢 8~11 才、男児 1 名、女児 2
名、人工内耳装用期間：5~9 年）に対して聴
性誘発電位計測を行った。刺激音はアナウン
サーの発声した日本語母音「あ」（以下「語
音」）、および母音と基本周波数・周波数分布
を一致させた複合音（以下「合成音」）を用
いた（図１）。いずれも持続時間は 130 ms と
した。 

   図１ 

① 聴覚反応に対する行動実験 
これらの「語音」「合成音」を交互に提
示、どのような音として聞こえたか、音
の種類は何種類であったか、をインタビ
ューした。 
その結果、「語音」に関しては、言語習
得後失聴成人の 2名はいずれも雑音とし
て認識した。語習得前失聴児童は、3 名
全員が「あ」と回答した。 
「合成音」に関しては、言語習得後失聴
成人の 2名はいずれも雑音として知覚し、
うち 1名は「語音」との聞き分けが不可
能であった。語習得前失聴児童は、1 名
が雑音として知覚したが、のこる 2 名は
「え」「えん」といった「あ」以外の語
音として認識した。 

② 聴性誘発反応 
「語音」と「合成音」を交互に提示、そ
こから得られる誘発電位を計測した。 
健聴者においては音刺激から約 100 ms
後に N1P2 複合体と呼ばれる大きな反応
を認める。この反応は、「語音」にくら
べて「合成音」で大きくなる（図２）。 

   図２ 
 

同様の計測を言語習得後失聴成人で行
うと、N1P2複合体は「語音」と「合成音」
で潜時、大きさとも差を認めなかった
（図３）。このことは、行動実験で「語
音」と「合成音」の区別ができかなった
結果と一致する。 

   図３ 
 
言語習得前失聴児童で同様の実験を行
うと、言語習得後失聴成人と同様に N1P2
複合体は「語音」と「合成音」で潜時、
大きさとも差を認めなかった。しかしな
がら、言語習得前失聴児童では刺激後約
200 ms に N2 と呼ばれる大きな反応を認
めた（図４）。 
 
 



   図４ 
 

人工内耳装用小児では N1P2 複合体より
も P2N2 複合体が重要な役割と果たして
いるとの報告があるが（Jiwani et al., 
2013）、今回の結果でも大きな P2N2複合
体を認めた。また、この反応の大きさは
健聴者の N1P2複合体と同様に、「語音」
にくらべて「合成音」で大きくなってい
た。 
 

本研究では、世界で初めて人工内耳装用者に
おける複合音に対する中枢での反応を解析
した。その結果、言語習得後失聴成人では「語
音」と「合成音」が行動実験においても中枢
処理においても区別されていないことが判
明した。健聴者において「語音」と「合成音」
には、micromodulation とよばれる微細な周
波数変調が重要とされている。人工内耳にお
いてはこの micromodulationはコードされて
おらず、この結果は人工内耳システムの原理
から妥当なものと考えられる。 
一方で、言語習得前失聴児童では、不十分で
はあるものの、「語音」と「合成音」の区別
がある程度可能であった。このことは、これ
らの患児では「語音」と「合成音」の区別を
健聴者と異なった情報を用いて行っている
ことが推測できる。聴性誘発電位計測におい
ては、健聴者とは異なり N1P2 複合体よりも
P2N2複合体が目立つ結果であった。このこと
は過去の内耳電気刺激で誘発反応をみた報
告に一致する結果であった。興味深い点は、
健聴者の N1P2 複合体と同様に、言語習得前
失聴児童の P2N2 複合体は「語音」にくらべ
て「合成音」で大きい反応を示した。過去の
報告では言語習得前失聴児童の P2N2 複合体
は反応が目立つことを示すのみでその機能
までは解明できていなかった。今回の研究結
果は、言語習得前失聴児童の P2N2 複合体は
単に大きさが大きいだけでなく、健聴者の
N1P2 複合体と同様の働きを行っていること
を示唆するものであった。 
 
今後はさらに症例を重ねて統計学的な解析
を行うとともに、（１）の研究結果とも合わ
せて自ら発声した音に対する聴覚野の反応
（vocalization related potential）を計測
し、言語習得前失聴児童の中枢における聴覚
処理をさらに明らかにする予定である。 
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