
課 題 7

霊長類の発声と音声知覚に関する研究

広瀬肇 ･新天成二 ･本多清志 (東大･医)

ヒトにおける音声言語の生成と､知覚の関連に

ついて､従来多くの学説が提唱されている｡本研

究では､その一つ であるMotor theoryの妥当性

を､実験的に検討することが目的の一つであった｡

この為に.ヒト以外の霊長類における発声松橋

及びその調節と､音声知覚に関する実験を行った｡

1.音声生成について

2頭のニホンザルについて桂鼻的にフ7イバー

スコープを挿入し､喉頭の動態をVTRに記録し､

同時に音源駆動の為の呼気筋と考えられる肋間筋､

音源に関与する筋として甲状披裂筋､輪状甲状筋､

音声の超分節的な調節を行っていると考えられる

胸骨舌骨筋に.有鈎針金電極を刺入し､筋屯図の

導出を試みた｡得られる筋唱図から喉頭の調節に

関与する筋の活動状態と､それに対する中枢から

の神経指令を推察しようとするものである｡

内視鏡的に観察された喉頭の構造は､下気道の

保誰の面からみるとヒトと基本的には同じであっ

た｡峨下時には絞距的な閉鎖運動が認められ､そ

れに伴った甲状披裂筋の筋活動が観測された｡

発声に脚しては､実験条件 (麻酔､体位等 )に

開超があった為か充分な発声がみられず､データ

の収塊ができなかった｡今後の課超である｡

2.音声知覚について

1頭のチンパンジーと1人のヒトで日本語の合

成母音 (男性の声に聞える)の弁別を反応時間法

で検討した｡知覚的に類似する母音間では弁別に

要する反応時間が長くなることを利用して､チン

パンジーとヒトの母音知覚の異同を検討した｡そ

の結果､ ヒトと異なり､チンパンジーは〔イ〕と

(ウ〕､〔ェ〕と〔オ〕の弁別に長い反応時間を

必要とした｡これはチンパンジーでは2-4KHz

の聴感皮が患いことによると推測された｡また､

チンパンジーでは〔イ〕と〔エ〕の発声がむづか

しいことと関連するかも知れない｡

チンパンジーの聴力測定の基礎的研究

村田計一 ･南 定雄 (東医歯大 ).

本研究はイアホンによる音響刺激の際のチンパ

ンジー外耳道内の音圧測定の精度を分析し､正確

な聴力測定法を確立するのを目的とする｡ケタラ

ール麻酔のチンパンジーに.イアホンを装著して

純音を負荷し､ 1/2インチコンデンサマイクロホ

ン(Briiel&Kjaer4184)プローブチューブ(直

径4mロ､長さ50m )でイアホン前面の音圧を測定

し､イアホン装着圧とプローブチューブ先端位置

を変えて測定音圧を比較した｡装着圧が不充分な

場合0.4KHz以下で低音の漏洩による音圧低下が

見られて圧宕力に依存し､0.1KHzで20dBを超

える場合もある｡圧着力が充分な場合､測定値の

変動は0.1KHz-10KHzで±5dB以下であっ

た｡但し､4-5KHzの共振反共振の変化のため10

dBを超える変動の見られる場合があった｡10KHz

以上では外耳道内の共振パターンがイアホン泣か

毎に変り､測定値間の変動巾は20dBを超えた｡

霊長類の聴覚と音声に関する研究

熊沢忠窮 ･友田幸一･鈴鹿有子 ･石部司

･堀芳朗 (関西医大 ･耳界科 )

化石人鞍を含む詔長頬の音声 ･聴覚器富の進化

に関する系統的研究のひとつとしてサル効の中耳､

耳管粘膜の交感神経分布､内耳､中耳､外耳のコ

ラーゲンの分布について蛍光組級化学､免疫組訟

化学的分析を用いて検討を行なった｡

ニホンザル･オトナオス2頭､メスl頭を用い

て､グリオキシル酸 (GA液 )を鼓膜より鼓室円

に注入後､側頭骨を採取した｡GA液中で中耳粘

膜をメスで中耳前下部､前上部､内側､外側､後

瓢､鳩牛基底回転部､蛸牛頂回転部､さらに鼓膜

に分割して採取した｡各々の粘膜片をスライドグ

ラス上に伸展しドライヤーで 15分間乾燥後､100

℃5分にて熱処理を加え､蛍光顕微鏡にて観察し

た｡アドレナリン作動性神経線維(ア線維 )は前

下部 (耳管開口部付近 )の中耳粘膜下にはかなり

太く､かつ典型的癌状構造を持ったア線維が綿状にき

わめて豊富に走行していた｡前上部(耳管開口部の上
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