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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
 
精神疾患は現代のヒト社会において子孫の繁栄において不利益な行動表現型であると言える。それにもかかわらず、
ヒトにおいて精神疾患は、淘汰されずに存続しつづけている。この原因の１つに、特定の社会環境要因が精神疾患に
かかわる行動（とそれを介在する脳神経メカニズム）との間に平行淘汰となるような関係が存在しているのではないか
と考えられる。本研究では、霊長類の社会集団や社会認知機能と中枢神経系ドーパミン伝達に着目をして、この仮説
の検証を行うこととした。まず、集団飼育下にあるニホンザルならびにげっ歯類（マウス）を用いて、集団内で生活する
動物に薬理学的操作を施し、ドーパミン伝達を変化させると、集団の社会階級がどのように変化するかを調査した。そ
の結果、ドーパミン受容体の１つであるD1受容体を薬理学的に阻害すると、投薬個体の社会支配性が強化され、社会
的順位が上がることが見られた。D1 受容体を阻害すると攻撃性や衝動性、認知機能の低下といった精神疾患と関連
する行動が増強されることが知られていることから、このような結果は、個体レベルでは、D1 受容体機能の低下は不
利益である一方、社会集団レベルからは、D1受容体機能の低下は社会的順位の上昇などの利益的な作用があること
が示唆される。一方、D2 受容体を阻害した場合の変化の調査も行ったところ、D1 受容体を阻害した場合とおおむね逆
の効果があることが見出された。本研究では、また、霊長類において、社会的情報が脳内でどのように処理されてい
るか、またその際のドーパミンの役割を、近赤外分光法による脳活動の記録と薬理学的操作を行い、調査、解析した。
このような近赤外分光法による脳活動の詳細な解析をヒト以外の霊長類で行ったのは、本研究が世界初となる。 
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欧文概要 ＥＺ 
 
Psychiatric disorders, at least in the modern human society, are disadvantageous behavioral phenotypes 
with decrease of fecundity.  Nevertheless, psychiatric disorders have been present among us, and not 
extinguished by the natural selection in evolution.  In this study, we investigated whether some of 
behavioral phenotypes associated with psychiatric disorders might not necessarily work  
disadvantageously, but could be even advantageous, in specific aspects of social group environments.  
To address this issue, we manipulated dopamine (DA) transmission living in social groups of rodents 
and non-human primates.  We found that disrupting D1 receptor function with pharmacological 
manipulation, which has been shown to cause behavioral deficits associated with psychiatric disorders, 
such as aggression, impulsivity, and cognitive dysfunction, promoted social dominance and social ranks 
in the drug-administered animals in social groups, suggesting that, although lower D1 signals appear 
to be disadvantageous at individual levels, it could work advantageously at social group level.  We 
also found that D2 receptor manipulation resulted in mostly opposite to the findings with D1 
manipulation.  In this study, we further investigated how social information was processed in non-human 
primate brains and how DA played roles on it, using a functional near-infrared spectroscopy (fNIRS), 
along with pharmacological manipulations of the DA system.  Application of fNIRS in animals other than 
humans has not been achieved before, such that, to our knowledge, our studies are the first that have 
reported measurements of brain activities associated with social information by applying fNIRS in 
non-human primates. 
 

 


