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事象関連電位 の 中の 大脳誘発電位後期陽性成分

くP 30 01 の 正常成人 に お ける測定
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大脳誘発電位の 中の 比 較 的高次 の 事 象関連 電位 と し て の 大脳 誘発 電位 後期 陽性成 分 す な わ ち

p3 00 に 関す る基礎的研究 と し て
．
2 0 歳代の 正 常成人 を対 象と し て 慣 女そ れ ぞ れ10 劇 ，

1 う そ の 頂点薄

暗 や振幅の 個人 差の 度合 い
．

2 つ 頭 皮上 の 記録部位 に よ る 差 ，
3 う 男女差

，
4 1 短 い 時 間間隔 での 2 回

の 反復検査 に お ける変動 の 度合 い し換言す れ ば 再現性の 如 椰 に つ い て 検討し た ． 結果と し て
，

い 男性

群 で は正 中中心 部く10 M 2 0 国際電極配置法 に お ける C z H 己録で 頂点潜時 27 卜 3 9 0 m s e c
， 振幅5 ．5 へ 20 ． 7

p v
， 正 中頭頂部 tP zl 言己録 で は 頂点潜時 28 0 旬 3 9 3 m s e c

， 捌 副 ． 8 へ 2 0 ． 3 jL V
． 女 性群で は C z 記録 で頂

点潜時 266 へ 40 8 m s e c
．
振幅6 ． 卜 1 6 － 2 FL V

，
P z 記録で 頂点潜 時 290 へ 40 8 m s e c

， 捌g lO ． 2 へ 2 1 ， 2 FL V で

ぁ っ た ． 2 1 記録部位間 で振幅の 有意差が み ら れ
，
C z よ りも P z で 有意に 高か っ た ■ 3 1 男女差 は頂点

潜時 に つ い て も振幅 に つ い て も み られ な か っ た ．
こ れ ら の 所見は 従来 の 報 告と

血

致 す るが
，

その 他に 新

し い 所見 とし て 以下 の 二 つ の 結 果が得 られ た ． い 変動 係数 を指標と す る と ， 潜時と比 べ て振幅の 方が

明 ら か に 高 い こ と か ら
， 個 人 差の 度合 い は潜時よ りも振 幅 の 方が 大き い と み ら れ た 一 2 1 F 検定 で 2 回

の 反復検査 に お ける振幅 の 変化率 H 二 回 目の 実測値一
一

回目 の 実測 掛 X l O Oノ
ー

回 目 の 実測値コ の 分散

が 頂点潜時 の それ よ り も 有意 に 大き い こ と か ら
．

反復検査 に お ける 変動の 度合し 一 に 関す る 個人 差は振幅

の 方が 潜時 よ り も大き い と み なさ れ た ■ P 3 0 0 の 臨床応用 に お い て は振幅 よ りも 港晴の 方が 比 較的 に 信

傾度が 酎 －と され て い る が ， 本研究で 得 られ た こ れ ら の 新 し い 所 見は そ の 従来の 見解 を支持す る．h
一

つ の

根拠 と考 えら れ た ．

K e y w o rd s 事象関連電位 ，
大脳誘発電位後期陽性成分 ，

P 3 0 0

大 脳誘 発 電位 の 中 に 比 較 的 高 次 の 事 象 関連 電 位

くe v e n t －

r el at e d p o t e n ti all と し て
． 大脳誘発電 位後期陽

性成分す な わ ち P 30 0 が あ る ． ニ の P 30 0 は脳の 器 質

A b b r e vi atio n s こS D
，

St a n d a rd d e v ia tio n

性変化や 機能性変化 を探る 神経生 理学 的方法とし て －

老年 痴呆や 精神分裂症 を は じめ と す る 神経科精神科領

域の 疾患の 研究や 臨床 に おし 1 て近年 多く 剛 －らj L るよ



大脳誘発電位後期陽性成 分 くP 3 岬

う にな っ て きて い る ．

P 3 0 0 と は呈 示頻度 の 異 な っ た 二 つ の 刺 激 を 用 い
，

頻度の 低 い 方の 刺激 を認知 した 際に
，

そ の 数を数 えさ

せたり く計数掛 郵
，

キ イ 押し をさ せ る 併 別反 応 時間

課紗 な どの 課題 を与 える と
， そ の 特定刺激 に 対 し て

注意をか た む け
，

それ を 認知 し た と き に 刺 激 か ら

250 句 5 0 0 m s e c の 間に 出現す る長潜時陽性電位 の こ と

である
い

． P 3 0 0 潜時 が 課 題反 応時 間 と 相 関 を示 す こ

と
，
刺激の 識別 が 困難 な場合や 難易度 の 高い 課題 を要

求すると P30 0 の 潜暗が延長 する こ と
，

さ ら に その 特

定刺激が被検者 に と っ て 有意性 が高 い 場 合 に は P 30 0

の振幅が高く な る こ と な どか ら
，
P 3 0 0 は 認知 や 判 断

とい っ た高次の 情 報処理 過程 に 関係す る と
一 般に 考え

られて い る
21

． こ の P 3 00 の 臨床応用 に 先立 つ 基礎的研

究とし て
， 今回正 常成人 を対象と し て

，
1 う そ の 頂点

潜時や振幅の 個人 差の 度合 い
，

2 う 頭皮上 の 記録部位

による 差， 3 う 男女差 ， 4 う 短し1 時間間隔 で の 2 回 の

反復検査に お ける 変動 の 度合 い く換言す れ ば 再 現性 の

如剛 に つ い て検 討し た の で報告す る ．

N 200
P z

C z

5 0 3

対象お よ び方法

王 ． 対 象

検査 対象は ボ ラ ン ティ アと して の 正 常成人 で
，
2 0 歳

前半の 年齢 を マ ッ チ させ た男女各々10名 で ある ． それ

ぞ れ の 年 齢の 平均値と S D は ， 男性が2 0 ．3 士0 ． 6 歳 で

あ る ．

工工 ． 方 法

検査方法は ， 日本脳波筋電図学会誘 発電位検査 法委

員会の 指導
1，

を参考と した ．

1 ． 刺激 と課題

200 0 地 と 1 0 0 0 馳 の 2 種類の 純音 を伺 い
， そ れ ら の

個々 の 刺激の 持 続時 間は 100 m s e c
， 音圧 は 80 d B H L

と し た ． 2 00 0 H z の 方を呈 示 確率0 ． 2 の 低 頻度刺 激 と

し
， 他方の 10 0 0 比 を呈 示確率0 ■ 8 の 高頻度 刺激 と し

た ■ 両頻度刺激 の 呈 示 順序 や 呈 示 間隔 伽t e r s ti m 。1 a
．

ti o n in t e rv all は任意に 行 い く1 ま た は 2s e c の ラ ン ダ

ム1 ， 低頻度 刺激 に 対 して 被検者 に キ ー 押 し さ せ る 弁

別反 応時間課題 を行 っ た ．
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F ig ． 1
． T 画 c al e x am Pl e s of e v e n ト r el at ed p o t e n ti als ． P 3 0 0 ． U p p e r a n d lo w e r t r a c e s

S h o w th e s in 1 u lt a n e o u s r e c o r d in g s in m id p a rie t al t P z， a n d m id c e n tr al r e gi o n s t C zJ
O n th e s c alp in a n o r m al a d ult

l
W h o w a s giv e n 2 0 O O H z ． a n d lO O O fi z

， t O n e S at
S t in 1 ul u s f r e q u e n ci e s of O ． 2 H z a n d O ．8 H z

，
r e S p e C ti v e ll

，

z m d w a s r e q u h e d t o p r e s s
a l e v e r u p o n d e t e c ti o n of th e f o m －e r t O n e ． T h e e x aJ n l e s e x p r e s s a s u m m ati o n of
3 2 r e s p o n s e s t o th e l o w f r e q u e n c y t o n e s 血 ul a ti o n s

．
w h i c h w e r e d e liv e r ed at a

p o in t of t in 1 e in di c a t e d b y a l T O W m a r k s り ，． N lO O
，
P 2 0 O a n d N 2 0 0 c o m p o n e n ts

a r e p r in 1 a r y a u d it or y e v o k e d p o t e n ti al s t o th e t o n e s ti m u l ati o n s ， S olid li n e s
in d i c at e b a s e l in e s d r a w n a s th e a v e r a g e d p o te n ti als of th e E E G d u ri n g l O O m s e c

p e ri od j u s t b ef o r e th e st in 1 ul a ti o n ． A m a r k
I I s h o w s th e m e a s u r e d a m plit u d e of

P 3 0 0 ． N o te th a t th e a m plit u d e o f P 3 0 O in P z w a s h i gh e r th a n th at in C z ．



5 0 4 地

2 ． 記録

日 本光電裂 く東京卜誘発 電位 記録 装置くM E B 5 1 00ナ を

用 し1
， 被検者 を椅 子 に 静座さ せ 軽く 閉限 した 状態 で 記

録 し た ． 記録 電極 の 設置 は1 0 一－20 国 際電極配置法 に 基

づ き
， 両耳菜 を連 結し て基準電極 くA l

，d と し
，
関電極

を正 中中心 部 くC zl と 正 中頭項 部 げzラ に 置 い た ■ 関電

極 の 接触 抵抗 は 5 K 凸 以 下 に な る よ う に し
， 雑 音

くa rtif a c t sl 除去 の ため 前額部 くF p zJ を接地 し た ． 記録

は C z － A ．，2 と P z
－ A ．

，2 の 導出モ ン タ
ー ジ ュ に よ る 基準電

極導出法に よ っ て 2 チ ャ ン ネ ル 同時記録を 行 っ た ．

増幅器の 帯域 周 波数 は低 域 が0 ． 5 R z
．
高域 が 30 H z

を使用 した ． 低頻度刺激 に 対す る記録の み を行 い
， 記

録 の 解 析時 間 は そ の 刺激 直前 1 00 m s e c か ら 刺 激 後

10 00 m s e c まで とし
，
加算 回数 は32 回 と し た ．

な お 眼球運動ま た は ま ば た き に よ る電位 は誘発電位

を著 しく歪 ませ るの で
， 簡 易脳 波計 を使用 し て ， 誘発

電位の 記録 開始 と 同時 に 垂 直 眼 電 図 くel e c t r o o c ul o g r－

a p 軸 を記録 し ． 眼球運動に よ る 電位の 出現や ま ば た

き に よる 雑音が著 し い 場合に は ， その 誘発電位記録 を

T a bl e l ． M e a n v al u e s a n d s t a n d a r d d e vi a tio n

v a l u e s of th e p e a k l a t e n c i e s a n d a m p lit u d e s

o f P 3 0 0 c o m p o n e n t r e c o r d e d i n n o r m al

a d ult s く10 m al e s a n d l O f e m al e sl

P e a k L a t e n c y

C z P z

M al e

3 4 7 ． 6 土3 4 ． 2 m s e c 3 5 4 ． 7 士3 3 ． O m s e c

3 5 4 ． 2 士3 8 ． 2 皿 S e C 3 5 5 ． 6 士3 7 ． 8 m s e c

F e m al e

3 3 9 ． 3 士44 ． O m s e c 3 4 6 ． 9 士3 4 ． 9 m s e c

3 5 1 ． 3 士48 ． 2 m s e c 3 6 2 ． 2 土3 7 ． 1 m s e c

C z P z

M al e

丁
半

T

1 0 ． 5 士4 ． 2 〆V 1 2 ． 7 士4 ．0 ル V

1 0 ． 2 士3 ． 2 月V 1 1 ．8 士4 ．8 ル V

F e m al e

r
ヰ中

T

1 0 ． 2 士2 ． 7 メ V 1 5 ． 1 士3 ． 4 ノJ V

r
中書

T

1 2 ． 1 士4 ． 3 〆 V 1 5 ． 6 士4 ． 0 声 V

S t a r r n a r k s i n d i c a t e th e sig n ifi c a n t d ifL e r e n c e

o n p air e d t－ t e S t く事
，
0 ．0 1 くP く0 －0 5 i 奪 蠣

，
P く

0 ． 01 l ． U p p e r a n d lo w e r d a t a i n e a c h f r a m e

s h o w d a t a i n t h e fir s t a n d s e c o n d r e c o rd i n g s

wi th a n i n t e T V al of s e v e r al m i n u t e s i n e a c h

s u bj e c t ． N o t e th a t th e a m plit u d e of P 3 0 0 i n

P z w a s sig nifi c a n tly h ig h e r th a n th a t i n C z
，

alth o u g h t h e r e w e r e n o s l g n ifi c a n t d iff e r e n c e s

i n r e g a r d t o d a t a of p e a k l a t e n ci e s of P 3 0 0 －

デ
ー

タ か ら除外 し ， 記録 をや りな お した ．

3 ． 検査 手順

上 記 の 記録 を 約数 分 の 間 を 置 い て 2 回 反 復検査し

た ．

4 ． デ
ー

タ の 解析

誘発 電位 記録 装置 をパ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ ー

と連

結さ せ ， 記録 した P 30 0 を フ ロ ッ ピィ デ ィ ス ク に 記憶

さ せ
， 随時再生 して 解析 した ． デ

ー

タ の 解析 は P 300

の 頂点潜時 と振 幅 に つ い て の み 行 っ た ． 振 幅の 測定

は
， 刺激前の 1 00 m s e c の 期間の 平均電位 を基線とし

．

そ の 基線頂点 間の 高 さ を計測 し た く図 1 ト

5 ． 統 計処理

頂点 潜時と振 幅の 各々 の 個人 差 の 度合 い を比 較する

上 に
， 変動係数 くC O effic ie n t of v a ri ati o n

，
S D x l O Ol 平

均値I を算出 し た ．

頂点潜時と 振幅の 実測値の 平 均 値 に 関し て
．
C z と

P z の 記録 部位 の 間で 有意差 が あ る か ど う か を
，

一

回

目 と 二 回目 の 記 録 に よ る デ ー タ で 別々 に ， ま た男女

別々 に
， 対 応の あ る t 検 定くp air e d t － t e StJ に よ っ て解

T a bl e 2 ． C o effi ci e n t o f v a ri a ti o n of P 3 00

p e a k l a t e n c y a n d a m plit u d e

C z R e c o rd i n g

P 3 0 0 M al e F e m al e

P e a k L a t e n c y

9 ． 8 ％ 13 ． 0 ％

10 ． 8 ％ 13 ． 7 ％

A m plit u d e

4 0 ． 0 ％ 26 ． 4 ％

31 ． 4 ％ 35 ． 5 ％

P z R e c o rd i n g

P 3 0 0 M al e F e m al e

P e a k L a te n c y

9 ．3 ％ 10 ．1 ％

1 0 ．6 ％ 10 ． 2 ％

A m plit u d e

3 1 ．5 ％ 22 ． 5 ％

4 0 ． 7 ％ 25 ． 6 ％

T h e i n t e ri n di v id u a l v a ria ti o n of P 3 0 0 p e a k

l a t e n c y a n d a m plit u d e w a s e x p r e s s e d b y

c o e ffi ci e n t o f v a ri a ti o n ts t a n d a rd d e vi ati o n

v al u e s くS DI x l O Oノm e a n v al u e sコー U pp e r

a n d l o w e r d a t a i n e a c h f r a m e s h o w d at a i n

t h e fi r st a n d s e c o n d re c o rd i n g s ，
r e S pe Cti v el－

y ， N ot e th at th e c o effi ci e n t of v a ri a ti o n of

t h e a m plit u d e w a s hig h e r t h a n t h a t o f th e

p e a k l a t e n c y i n eit h e r of b o th s e x e s
，
P z a n d

C z re c o rd i n g s
，

a n d th e fi rs t a rld s e c o n d

r e c o r d i n g s ．



大脳誘発電位後期陽性成分 くP 3001

析した ． また そ れ ら の 実測値 に つ い て男女の 間で 有意

差がある か どう か を
，

C z と P z で 別 々 に
，
ま た

一

回 目

と二回目の デ
ー

タ の 問で 有意差 が あ るか どう か を ， 記

録部位に よ っ て 別々 に
，

ま た男女別 々 に
，
対応の あ る

t 検定に よ っ て 解析し た ．

さらに 次の 方式に よ っ て P 3 0 0 の 頂点潜時や 振幅の

こ回の 反復検査に お け る 変化率 く％I を算出 し た ．

変化率 く％ナ ニ

く2 回目 の 値 － 1 回 目の 値ナX lO Oノ1 回 目の 値

この 変化率の 平均値 に 関し て ， 頂点潜時と 振幅の 間

で有意差がある か どう か を ， 記録 部位 に よ っ て 別 々

に
．
また 男女別々 に

， 対応 の あ る t 検討 に よ っ て 解析

した ． さ ら に こ の 変化率 の 男女差 に つ い て も 頂点潜時

と振幅で 別々 に
，

ま た記録 部位 に よ っ て別 々 に
，

t 検

定によ っ て調 べ た ． そ の 他
， 潜 時と振幅 の 変化率の 個

人差の 度合 い を比較す る た め に
， それ ら の 分散 に 有意

差があ る か どう か を F －t e S t に よ っ て 調 べ た くS D 1

2

1

S D 2り．

T a bl e 3 ． M e a n a n d s t a n d a r d d e v i a ti o n v al u e s

Of ％ c h a n g e o f P 3 0 0 p e a k l a t e n c y a n d

a m plit u d e i n t wi c e r e p e a t e d r e c o r di n g s

C z R e c o rd i n g

P z R e c o rd i n g

P 3 0 0 M al e F e m al e

P e a k L a t e n c y 6 ． 0 士 躯亭％ 7 ． 7 士 6 ． 9 ％

A m plit u d e 3 1 ． 5 士焉謹％ 10 ． 3 土 6 ． 9 ％

T h e e a c h ％ c h a n g e v al u e w a s c a l c ul a t e d a s

f oll o w s こくp r a c ti c al v al u e i n th e s e c o n d r e c o r－
di n g

－

P r a C ti c al v al u e i n t h e fir st r e c o r di n gl
X l O Oノp r a c ti c al v al u e i n th e fir s t r

F
C O r di n g ．

H alft o n e s i n di c a t e th a t th e r e is a s lg n ific a n t

diff e re n c e o n F － t e S t i n th e v a ri a n c e b e t w e e n

th e P 3 0 0 p e a k l a t e n ci e s a n d a m plit u d e s u n d e r

id e n ti c al s e x a n d r e c o rd i n g sit e 仁S D ．

2

l S D 2
2
ン

F冨く0 ．0 5l ニ 3 ．1 8コ． T hi s sig nifi c a n t d iff e r e n c e

S h o w s th a t t h e i n t e ri n di vi d u al v a ri a ti o n i n

th e ％ c h a n g e w a s l a r g e r i n th e a m plit u d e s

th a n i n th e p e a k l a t e n ci e s ． H o w e v e r
，

th e r e

W 占r e n o sig n ifi c a n t d iff e r e n c e s i n th e ％
C h a n g e its elf

， i ． e ． t h e i n tr ai n di vi d u al v a ri a ti o n

i n th e r e p e a t ed r e c o r di n g s b e t w e e n th e

a m plit u d e s a n d p e a k l at e n c ie s ．
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成 績

表 1 に 二 回の 検査 に お け る P 30 0 の 頂点潜時と振幅

の 実測値 の 平均値 と S D を示 す ． と く に 一

回日に 記録

した 各々 の 最小 値 と最大値 を示 すと 以下の ごと く で あ

る ．

男性群

頂 点 薄 暗 こ 274 へ 39 0 m s e c くC カ，
2 8 0 一 レ 3 9 3 m s e c

くP zナ

振幅 二 5 ． 5 へ 2 0 ． 7ノ上 V くC zナ，
8 ． 8 旬 2 0 ． 3 メ V げzI

女性群

頂 点 潜 時 こ 266 J
．

V 4 0 8 m s e c くC zl
，
29 0 旬 4 0 8 m s e c

げ zI

振幅 二 6 ． 5 へ 1 6 ． 2ノ上 V くC れ 1 0 ． 2 勺 21 ． 2 声 V くP zl

次 に こ れ ら の 頂点薄暗や振 幅の 各々 の 変動係数の億

を表 2 に 示 す ． 表に 示 すよ う に
， 潜時と比 べ て 振幅 の

方が 変動係数が 2 ノ
ー 3 倍高い こ と か ら ， 個人差 の 度 合

は潜時よ り も振 幅の 方が大き い と みら れ た ．

次 に 表1 に 示 す デ ー タ に 関 して
．

t 検定 に よ る統 計

的解析の 結果， 頂点潜時 に つ い て は記録部位間 で も 男

女間で も そ の 平 均値 に 有意差は み られ な か っ た ． 振 幅

に つ い て は 男女差は な か っ た が
．
記録部位 間で 有意差

が み ら れ ， C z よ りも P z で 振幅が 有意 に 高か っ た く表

1 ト な お t 検定の 結果， 頂点潜時に つ い て も振幅に つ

い て も ， 男女の どち ら で も ， ま た どの 記録部位で も
一

回目と 二 回 目の デ
ー

タ の 間に は そ れ らの 平均値 に 有意

差 はな か っ た ．

次 に 表3 に 頂 点潜 時や振幅の 各々 の 変化率の 平均値

と S D を示 す ．
t 検定の 結果

，
頂点潜時と振幅の 間で

それ ら の 変化率 の 平均値 に 有意差が み ら れ な か っ た ．

な お F 検 定で は 頂点潜 時と振 幅の 間でそ れ らの 分散 に

有意差が み ら れ
， 振幅 の 分散の 方が頂点潜 時の それ よ

りも 有意に 高か っ た く表3 ト

考 察

本研究 で 得ら れ た P 30 0 の 頂点潜時や振 幅の 各々 の

実測値の 平 均値 や S D は ， 過 去 の 報告
21

と ほぼ 相似 し

て い る ． ま た本研 究で は P 300 の 振幅は常 に C z よ り

も P z で 有意に 高か っ た ． こ の よ う な P 30 0 の 頭項部

優位性に つ い て は 従来多 く 報告 さ れ て お り
1 ト り

． 本所

見 は それ ら と山一
一 致し た結果と い え る ． P 3 0 0 の 起 源部

位 に つ い て は視 床説 ， 海馬説 ， 頭項葉説， 前頭 皮質ノ中

脳網葉体説な どが 従来挙 げ ら れ て い る
卿 6－

． い ず れ の

説 に お い て も頭項葉 は P 30 0 の 発生に 重要な 役割を持

つ と推測さ れ る ． な お 男女差は 本研 究で は潜時に つ い

て も振幅に つ い て も み られ な か っ た ． 過去 に 我々 の 知
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る限 り P 300 に 男女差が ある と い う 報告 はな く ，
こ れ

も従来と
一 致す る 所見 と思 わ れ る ．

本研究の P 30 0 の頂点潜時 や振 幅の 最大値や 最小値

お よ び S D を み る と
，

そ れ ら の 個人 差 はか な り大 き い

と 思わ れ る ． と く に 変動係数か らみ る と
， 振幅 の個人

差 は潜 時の それ と比 べ て 大き か っ た ． ま た本研究 で は

F 検定に よ っ て頂点潜時 と振幅 の 間で そ れ ら の 変化率

の 分散に 有 意差 が み ら れ
， 振幅 の 分散の 方が潜 時の そ

れ よ りも 有意に 大き か っ た ． こ れ は 反復 検査 に お ける

変動 の度合い に 関す る個 人差 が
，
振幅の 方で 潜時 より

も大 き い こ と を示 唆す る ． こ れ らの 二 つ の 所見 に つ い

て は過去 に 報告が な く
，
本研 究で 得 られ た新 し い 所見

と 思わ れ る ． こ れ らの P 30 0 振幅の 個人差 を ひ き起 こ

す 原因に つ い て は ， 現在の と こ ろ確 か な こ と は わ か ら

な い ． ひ と つ の 可能性 と し て
，

P 3 0 0 が 意識 レ ベ ル に

影響 され る こ と が知 ら れ て い る が
2I

，
検 査 に 対応 す る

時 の患者の 意識覚醒 レ ベ ル の差 異が こ の よ う な P 30 0

の振幅 の個人 差 と 関係 が ある か も しれ な い ．

一 方 ，

P 3 0 0 の加齢 に よ る変化 で 潜時が 延長す る の に 対 し
，

振幅は
一

定し た所見が ない こ と や
2I

， 刺激 や 課 題 な ど

の 諸条件 に よ っ て振幅 よ り も潜時 の 方 が 変化 を受 け や

す い こ と
31
な どか ら ．

P 3 0 0 の 臨床 応用 に お い て は
一 般

に 振幅 よ りも 潜時の 方が重視 さ れ て い る
2刷

． 本 所見 の

よ う な振幅 と潜時の 間で の個 人差の 度合い の 相違も そ

の 従来 の 見解 を 支持 する
一 つ の 根 拠 と 考 え ら れ ，

P 3 0 0 の臨床応用 に お い て は 振幅 よ り も 潜時 の 方 が 比

較的に信頼度 が高 い 指標 と な りう る よう に 思 わ れ る ．

結 論

大脳誘発電位の 中の比 較 的高次の 事象関連電位と し

て の大脳誘発電位後期陽性 成分す な わ ち P 30 0 に 関す

る基礎的研究 と して
，
2 0歳 代の 正 常成人 を対象 と し て

く男女そ れ ぞ れ10 名L 二り その 頂点潜時 や振幅 の 個人

差の 度合 い
，

2 う 頭皮上 の記録部位 に よる 差， 3つ 男

女差 ， り 短 い 時間 間隔 で の 2 回の 反復検査 に お ける

変動 の度合 い く換言す れ は再 現性 の 如何 いこ つ い て検

討 した ． 新 しい 所見 と して 以下 の 二 つ の 結果が得られ

た ． い 変動係数 を指標 と す る と ， 潜 時と比 べ て振幅

の 方が 明 らか に 高い こ と か ら
， 個人 差の 度合 い は潜時

よ り も振幅の 方が 大 き い とみ られ た ． 2う F 検定で振

幅 の 分散 の方が 頂点潜時 の そ れ よ り も有意に 高い こと

か ら ， 反復検査 に お け る 変動 の度合 い に 関す る個人差

が
， 振 幅 の 方 で 潜 時 よ り も 大 き い と み な さ れ た ．

P 3 0 0 の 臨床応 剛 こお い て は 振幅よ り も 潜時 の方が比

較的信頼度が 高 い とさ れ て い る が ， 本研 究で 得られた

こ れ らの 新 し い 所見 は ， その 従来の 見解 を支持する 一

つ の 根拠 と考 え られ た ．
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