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第2部 ▶ 各論　5．治療（2）抗てんかん薬内服

抗てんかん薬の継続的内服
熱性けいれんに対する抗てんかん薬の継続的内服については，いくつかの抗てんかん薬ごとに報

告されている．
● フェノバルビタール
フェノバルビタールに関しては，有効と結論づけているものとして，5 mg/kg/dayの内服で，熱
性けいれん発現率は 5.0%で，非服用群（25%）と比較して減少したとする報告1）や，14か月前に開
始すれば熱性けいれん発現率は減少するとの報告2）などがある．一方，有効性が乏しいと結論づけ
ているものとして，2.5～4.5 mg/kg/dayでは，ジアゼパム坐剤の発熱時間欠投与と比較して 6か月
時での発現率に有意差なし（9.0%：11%）という報告3）や，McKinlayらの報告がある4）．さらに，副
反応に関しては，77%で副反応が出現し5），32%が副反応のため治療中止との報告6）や，副反応発
現率は 61%，そのうち 20%が早期に治療中4）と高率に副反応が出現している報告が多い．そのため，
熱性けいれん再発率に関し，一定の効果は期待できるものの，副反応を高率に認め，有用性は低い
と結論づけられる．
● バルプロ酸
バルプロ酸に関しては，小規模研究で，フェノバルビタール治療群 19%，無治療群 33%の熱性
けいれん再発率に対し，バルプロ酸治療群は 6%と熱性けいれん再発を有意に減少させるとの報告
もある7）が，McKinlayらの検討では，熱性けいれん発現率を減少させず，副反応発現 24%，治療中
止 6%と有効性は低く，副反応発現率が高いと報告されている4）．さらに，Herranzらも副反応発現
率 45%と高率に副反応発現を認めることから，熱性けいれん再発率に関し，有効性は低く，副反
応も高率に認め，有用性は低いと結論づけられている5）．なお，わが国における最近の報告では，
バルプロ酸またはフェノバルビタールを 24か月服用していた 16例中 13例，81%が 2年間再発を

解説

CQ5-1
熱性けいれんの既往がある
小児において抗てんかん薬
の継続的内服を行うべきか

1．熱性けいれんの良性疾患という観点と高い有害事象の出現から，抗てんかん薬の継続
的内服は原則推奨されない

2．ジアゼパム坐剤による予防を図ったにもかかわらず長時間（15分以上）の発作を認める
場合やジアゼパム坐剤の予防投与を行っても繰り返し発作がみられる場合，ジアゼパム
坐剤の使用が間に合わず繰り返し発作がみられる場合は抗てんかん薬の継続的内服を考
慮する

要約
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認めなかったとしている8）．
● カルバマゼピン
カルバマゼピンに関しては，Camfieldらはフェノバルビタール予防内服例に投与を行い，有用性

はないと報告している9）．また，Antonyらもフェノバルビタールの 10%に対しカルバマゼピンは
47%と，フェノバルビタール予防内服と比較して有意に高い熱性けいれん再発率と報告してい
る10）．さらに，副反応発現率は約半数で認められる5）ことから，熱性けいれん再発率に関し，有効
性は低く，副反応も高率に認め，有用性は低いと結論づけられている．
● トピラマート
トピラマートに関しては，Fayyaziらはジアゼパムの発熱時投与とトピラマートを予防内服とし
て 1年間投与を行い，両群において再発を 1例も認めなかったと報告している11）．この点から，再
発予防として第一選択薬が使用できない状況では投与を試みてよいとしているが，有害事象はジア
ゼパム群の 29.4%に対し 45.8%と有意に高いことに留意すべきであると報告している．
以上の検討などから，米国小児科学会（AAP）は「フェノバルビタールやバルプロ酸による予防内

服は熱性けいれんの再発を有意に減少させる．しかし，治療による副反応出現に比し，単純型熱性
けいれんによる障害は低い．よって，長期間の治療は推奨しない」と結論づけている12）．以上の報
告をもとに Sugaiは 38℃未満での熱性けいれん出現例やジアゼパム坐剤での予防にもかかわらず長
時間の熱性けいれん出現例でのみフェノバルビタールやバルプロ酸の予防内服を考慮すべきと報告
している13）．Fayyaziらはフェノバルビタールなどの第一選択薬を使用できない状況においてのみ，
トピラマートは選択薬にあげられるとしている11）．
治療に伴う副反応について，フェノバルビタールに関しては認知機能や行動面への影響が報告さ

れている．Camfieldらは治療群と非治療群とで認知機能に相違を認めなかったとしているが14），ほ
かの検討では，治療群で認知機能（平均知能指数）が有意に低かったと報告されている15, 16）．また，
行動面への影響として，Wolfらは治療群 109人中 46人（42%）で多動を認めたと報告している17）．
一方，バルプロ酸においては，肝毒性18），膵炎19），腎毒性20）などが報告されており，またトピラマー
トでは薬疹・不穏・食欲低下などを 45.8%で認められた11）としており，投与にあたっては，これら
の副反応に留意しながら，治療の検討を行うことが求められる．

投与方法
フェノバルビタールやバルプロ酸の投与量に関しては，用量別の詳細な検討は少なく，通常使用

される投与量を示している報告が多い．そのため，Sugaiの報告では通常投与量を提案されてい
る13）．また，投与期間については CQ 4-2の解説と同様にして 1～2年間として，下記投与方法が
提唱されている報告が多い．

投与量と投与期間
フェノバルビタール：3～5 mg/kg/日 分 1もしくは分 2

バルプロ酸：20～30 mg/kg/日 分 2（ただし，徐放薬の場合は分 1も可）
期間：1～2年
なお，抗てんかん薬の継続的内服を行う場合は，ジアゼパム坐剤による発熱時間欠投与は原則行

わず，内服によっても熱性けいれんが発現する際に両者併用を考慮する必要があるが，明確なエビ
デンスはない．
家族への対応も含めた治療という観点からは，家族の不安を和らげ，本疾患に関する正確な知識

をもたせることが最も重要であると結論づけられている21）．
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