
2)小嶋群三(1998)認知 ･首柏の成立｡(Ⅰ).(ⅠⅠ).
(ⅠⅠⅠ).盈点領域研究 研究成果報告符｡

学会発表

一英文-

1)Masataka.N.(1997)Pcssiblecharacterisucs

ofbaby-sittingbehaviorofJapanese

womenwhohavegrownupasonly

children.Thebiennialmeetingofthe

SocietyofResearchforChildDevelopment

(April3.WashingtonD.C.).Abstractp.189.

2)Masataka.N.(1997)Significanceof

synchomizationbetweenvocalizationsand

motor action for spoken language

acquisition.Max-PlanckWorkshopon

PointingGestures(June13,19970ud-

Turnhout,Beligium).Abstractp.8.

3)Nakamura,KqKawashima.R,Nagumo.S.,

Ito.K..Sugiura,M,Kato,TqNakamura,A..

Hatano.K..Kubota.K..Fukuda,H.and

Ko)lima,S.(1997)Neuroanatomicalcorrelates

ofjudgmentoffacialattractiveness.Soc.
Neurosci.Abstr.23:1317.

4)Nakam ura.K..Kawashima.R"NagumoH

Ito,K.,Sugiura.M.Kato.TqNakamura.A..

Hatano,K.,Kubota.K..Fukuda.H.and

Kojima.S.(1997)Rightprefrontalregions
involvedinevaluationoffacialemotion-A

PETstudy-.Neurosci.Res.Suppl.21:S293.

-和文-

1)小嶋群三 (1997)認知能力の加齢変化一行動

的分析｡第13回日本霊長類学会大会シンポジウ

ム ｢老化とそのモデル｣(1997年7月､札幌)｡

2)小嶋群三(1997)老齢ニホンザルのGo/No

Go弁別｡日本心理学会第61回大会｡発表論文

処､p.730.

3)正高信男(1997)乳児はどのようにして音詩

を習得するか? 第11回日本人工知能学会特別

弼軌 (1997年6月25日､東京).Abstract

pp.ト8.

4)正高信男(1998) ことばの穎得｡ 日本音響

学会創立60周年記念大会記念的演｡(1998年2

月19日.大阪).Abstractp.2

5)小田苑､松本晶子､田代杓子､日並正成､五
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百部裕 (1997)和歌山irl.<における損率の実態

とニホンザルの生息状況｡ 耶13回El本霊長類

学会大会 (1997年7月,札幌)｡ 忠長頬研究13

(3k261.

6)小田苑 (1997)利己的な人は避けられてい

るか? 第16回日本動物行動学会大会｡発表要

旨鵜p.36.

7)杉浦秀樹,斉藤千映美 (1997)金毒山の野生

ニホンザルにおける交尾期の近接関係｡ 第13

回日本霊長類学会大会 (1997年7月,札幌)｡ 霊

長類研究 13(3):257.

8)松室三重,竹ノ下祐二,室山泰之,杉浦秀樹.山

治乱 吉田高志 (1997)野生ニホンザルの糞便

中ステロイドホルモン測定法の検討｡ 第13回

日本霊長類学会大会 (1997年7月,札幌)｡霊長

類研究 13(3):281.

9)杉浦秀軌 斉藤千映美,藤田志歩 (1998)ニ

ホンザルの交尾期における近接関係と敵対的交

渉｡ 節45回日本生態学会大会 (1998年3月,京

都)｡ 予稿狐p.140.

行動発現分野

三上車允 ･樫井芳雄1)

(研究概要)

A)運動祝における方向判断に関与する脳内機構

の研究

三上車允 ･井上雅仁2)･長谷川良平3)

運動する物体の運動方向を視覚的に判断するとき

に働く脳内の機構をPET計測によって調べ,運

動視の知覚で働く部位と同じ上側頭溝後部の活動

部位が働くことを示した｡

B)視覚誘導性急速眼球運動に関与する脳内機構

の研究

三上車允 ･井上雅仁

視覚誘導性急速眼球運動をPET計測によって調

べ､環7fi迎合野､前頭連合野の活動部位を同定し

た｡

C)形態相和と運動情報の総合過程に関与する局

所回路の研究

三上章允 ･田中祐介4)

形態情報と運動情報の総合に関与する神経回路を



複数ニューロンの同時記録によって解析した｡

D)前頭葉障害患者の機能テスト

三上章允 ･久保田競5)

前頭兼に障害のある患者さんで､様々な前頭集機

能をテス トし､障害部位と各種機能障害との関係

を解析した｡

E)時間情報の知覚と保持に関わる動的神経回路

の解明

横井芳雄 ･三上章允

刺激自体ではなくそこに内在する時間情報を記憶

し処理する際の動的神経回路(セルアセンブリ)の

解明を目指す｡記憶課題を設定し.行動訓練を進

めた｡

F)動的神経回路の検出 ･解析法の構築

横井芳雄 ･三上孝允

様々な記憶課題遂行中の多数ニューロン活動や小

ニューロン群の集合的活動を.脳の広範囲から安

定して記録し解析するための方法や理論的モデル

について開発した｡

G)Jqfi序情報の情報処理機構の研究

井上雅仁 ･横井芳雄 ･三上章允

順序情報の脳内処理機構の解明のための学習課題

を開発し､行動実験を行った｡

H)空間位置の短期記憶で働く脳内部位の同定

井上雅仁 ･三上孝允

空間位田の記憶で働く部位をPET計測でマッピン

グした｡

I)行動選択過程に関与する前頭連合野のニュー

ロン活動

長谷川良平 ･加藤まどか4)･三上章允

行動の選択に関与する脳内機構を調べるために遅

延視覚探索課題を遂行中のサルの前頭連合野から

単一ニューロン活動を記録 ･解析した｡

∫)空間位置の短期記憶にもとづくリーチング運

動の発現機構の解明

山根 到4)･三上章允

空間位置見本合わせ課題をしているサルの運動前

野からの記憶の保持や運動に関するニューロン活

動を記録し,運動前野が短期記憶にもとづいて運

動を選択していることを明らかにした｡

K)視覚系における異種情報の統合処理過程

田仲祐介 ･小山哲男6)･三上車允

側頭連合野の形態視の処理へ運動祝の情報が､ど

のように関与しているかを調べるために､視覚弁

別課題遂行中のサル上側頭溝上部の神経細胞活動

を記録し､単一の細胞でこの統合過程が成立して

いないことを示した｡

L)痛みの判断の脳内機構の解明

小山哲男 ･田仲祐介 ･三上車允

サル帯状回において痛みの予期に反応する神経細

胞を特定し､それらの侵害受容特性を研究した｡

M)想起にもとづく刺激選択に関与する前頭連合

野の活動

加藤まどか ･長谷川良平 ･三上孝允

遅延つき対連合課題遂行中のサルから単一神経細

胞活動を記録し､前頭連合野下膨隆部が想起され

た視覚イメージの保持と､想起にもとづく選択課

程に関与することを示した.

く研究業績)

論文

一英文-

1)Kodaka,Y.,Mikami,A.andKubotaK.

(1997)Neuronalactivityin仇efrontaleye

fieldofthemonkeyismodulatedwhile
attentionisfocusedontoastimulusinthe

peripheralvisualfield.irrespectiveofeye
movement.NeuroscienceResearch 28:

291-298.

2)Shimodozono,M,Mikam i,h andKubota,

K.(1997)Visualreceptivefieldsand
movementfieldsofvisuomovement

1)科学技術振興事業団さきがけ研究21来任 ･岡

崎国立共同研究機構生理学研究所助教授併任

2)リサーチ ･アソシエイ ト 3)非常勤研究員

4)大学院生 5)京都大学名誉教授 ･日本福祉大

学情報社会科学部教授 6)特別研究学生
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neuronsinthemonkeypremotorcortex

obtainedduringavisuallyguidedreaching
taskNeuroscienceResearch 29:55-71.

3)Sakurai.Y.(1998)Thesearchforcell

assembliesintheworkingbrain.Behav.
BrainRes.91:1-13.

4)Hasegawa.R,Sawaguchi.T.andKubota,

K.(1998)Monkeyprefrontalneuronal

activitycodingtheforthcomingsaccadein

anoculomotordelayedmatching-to-sample

taskJ.Neurophysiol.79:322-333.

総統

一英文-

1)Mikami.A.(1997)Objectvisioninthe

temporalassociationcortex,In:The
associationcortices:stmctureandfunction

(ed.bySakata.H..Mikami.handFuster,J.).

HarwoodAcademicPub.Amsterdam.The

Netherlands,pp.281-294.

2)Mikami,A.(1997):Possibleneurophy-

siologicalbasisofvisual.auditoryand

somatosensory images seen in the
Shamanism.In:Animism andShamanism

inmeNorth(ed.bylrimoto,T.).Hokkaido

UiversityPress.Sapporo,pp.287-295.

-和文-

1)三上章允 (1997)分散する意識 ･分散する記

憶.最新脳科学 pp.206-215.

2)三上章允 (1997)物休認知.生物物理 211:

116-120.

3)横井芳雄 (1997)記憶情報処理と海馬体ニユ-

ロン活動.臨床科学 33:1626-1635.

4)樫井芳雄 (1998)スパイク相関解析法.医学の

あゆみ 184:607-612.

5)増井芳雄 (1998)脳神経科学の研究法 ･電気

的活動記録法.新生理心理学 1:62-65.

報告 ･その他

一和文-

1)三上帝允 (1997)側頭来疾瓜でmacropsia.

micropsiaは何故お こるのか.CLINICAL
NEUROSCIENCE 15:121.

2)授井芳雄 (1997)記低情報処理とダイナミッ
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クな神経回路.信学技和96:123-130.

3)横井芳放 (1997)記恰m報処理と動的ニュー

ロン回路.物性研究 68:549-558.

学会発表専

一英文-

1)Mikami.A.(1997)Ob3cctvisionlnthe

tempralaSKiationcortcjLATRSymIXSium

onFaceandObjectRecognition(ADr.1997.

Nara).AtBtPB5･6.

2)Mikam i.A.An do,LInoue.M､Hascgawa.

RりTsukada,H.,Newsome.W.T..and

Petersen.S且(1997)Functionalmappingof

themacaquebrainduringperceptionof

visualmotion(Mar.1997.Hamamatsu).丁ap.

∫.Physiol.Sup.2:S148.

3)Mikami.A..Ando.I..Inoue,M.and

Tsukada,H.(1997)Functionalmappingof

themacaquebrainregionrelatedto

saccadeeyemovement.(Jut.1997.Sendai).

Neurosci.Res.Sup.21:S205.

4)Mikami,A.(1997)Functionalroleof

synchronousneuronalactivitylnthebrain.
(Jut.1997,Sendai).NeuroscLRes.Sup.21:
S9.

5)Mikami.A..Ando.㌔Inoue,M..Tsukada.

H.DeAngelis,G.C.Miezin.F.M.Ncwsome.

W.T.andPetersen.S.E.(1997)PET

assesmentofbrainactivationinmaqaque

monkeysperformingavisualdirection

discriminationtask.(Oct.1997.New

Orleans,USA).NeuroscLAbsLp.458.

6)Mikami.A.(1998).Neuralrepresentation

ofvisualobjectsinthetemporalcortex.

(Mar.1998,Sendai).DAIPS,Proceedings

pp.107-112.

7)Saktqai.Y.(1997)Howdothehjp阿 amDal

cellassembliesencodedifferentmemory

processes?神経科学学会荊20回大会 (Jut.

1997.Sendai).死去抄録処p.38.

8)SakuraLY.(1997)Cell-assemblycodingin

several memory porcesses. Sixth

Conferenceon theNeurobiology of

LearningandMemory.(Oct.1997,Irvine,



USA).

9)Sakurai,Y.(1997)Whatarewelooking

forinmultipleneuronalactivities?Satellite

Workshop■'MultineuronRecording:Its

FuturePerspectivesintheS山dyofHigher

BrainFunction'.(Oct.1997,Fuji-yoshida).

10)Sakurai,Y.(1998)Iscell･assemblycoding

ageneralprincipleofmemoryprocessing

inthebrain?The2nd氏.I.E.C.Intemational

SymposiumonDesignandArchitectureof

hformationProcessingSystemsBasedon

theBrainInformationPrinciples(Mar.1998,

Sendai).Pr∝eedingspp･67-72･
ll)Tanaka.Y..Koyama,T..andMikami.A.

(1997)Neuronsinthetemporalcortex

changepreferreddirectionbyform.(Jul.

1997,Sendai)Neurosci.Res.Sup.21:1614.

12)Suzuki,T.,Mikami,A.Okawa.A.Kajiura.

Ⅰ.andKubota,K.(1997)New trialby

meansofthecomputercontrolledsystem

toanalysethedysfunctionofprefrontal

lobeofchronicstrokepatientswiththe

lesiononfindingsoftheirMRIorCT.8th

WorldCongressoftheInternational

RehabilitationMedicineAssociation(Åug.-

Sep.1997.Kyoto).8m WorldCong.ofthe

lnLRehabilitationMed.Assoc.Abst.
一和文-

1)棚井芳雄 (1997)マルチニューロン活動記録

が目指すもの-記憶課題を例として -.生理学研

究所炎同利用研究会 rマルチニューロン活動と

脳内情報処理｣(1997年6月,岡崎)

2)松井芳雄 (1997)ニューロン集団による情報

表現.苅27回新潟神経学夏期セミナー(1997年

7月.新潟).

3)拙井芳雄 (1997)マルチニューロンレコーデ

ィングによる記憶の研究.第6回海馬と高次機

能学会(1997年12月,岡崎).

4)長谷川良平､加藤まどか､三上章允 (1997)

遅延視覚探索課題遂行中の行動解析.第13回日

本霊長類学会大会 (1997年7月,札幌). 霊長

類研究 13:284.

5)長谷川良平.加藤まどか.三上革允 (1997)

アカゲザルにおける遅延視覚探索動.第44回申

部日本生理学会･(1997年10月,岡崎).日本生理

学雑誌 59:102.

6)加藤まどか､長谷川良平､三上章允 (1997)

アカゲザルの記憶の符号化. 第13回日本盈長

規学会大会 (1997年7月,札幌).霊長規研究

13(3):267.

7)加藤まどか､長谷川良平､三上章允 (1998)

想起にもとづく刺激選択に関与するサル外側前

頭連合野のニューロン活動.日本生理学会

(1998年3月,金沢).第75回日本生理学会大会予

稿集 60:80.

8)林克樹､淵雅子､松崎哲治､山下貴史､浅海

岩生､三上章允 (1997) 前頭桑機能に開通し

た評価の試み.日本作業療法学会 (1997年6月､

長岡).作業療法 16:104.

9)淵雅子､林克樹､松崎哲治､山下貴史,浅梅

岩生､三上孝允 (1997) コンピューターによ

る前頭葉検査の試み (第1報).日本作美療法学

会 (1997年6月､長岡).作業療法 16:103.

分子生理研究部門

器官調節分野

林 基治 ･目片文夫 ･大蔵 聡 ･消水産子

く研究概要)

A)霊長類脳内生理活性物質一分布特性と発生 ･

発達 ･加齢一

林 基治 ･大平耕司1)･光永総子2)･

伊藤麻里子3)･消水庄子

(1)脳由来神経栄養因子(BDNF)の受容体(Trka)

に対する抗体を用いて､マカクサルの大脳皮質

(前頭連合野)におけるTrkB含有細胞の分布と

形態および発達について調べた｡胎生140日に

はビラミダル細胞以外に4層の頼粒細胞にも

TrkBの発現がみられた｡生後7日以降は主に

ビラミダル細胞に発現が限定された｡またシナ

プス形成期の生後6ケ月で細胞内の発現塁が最

も多かった｡これらの結果からBDNFは生後は

主にビラミダル細胞の維持に関与し.また大脳

皮質のシナプス形成に関与することが予想され

た｡

1)大学院生 2)COE研究支援推進員

3)COE非常勤研究員
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