
― 593―

─ 45─

ʲֶձྭީิԋʳ
11月 21日（木）　15時 00分～16時 40分（第 6会場　4F　プレゼンテーションルーム）

座長 : 小野ࣉ　理（新ׁ大学脳研究所脳神経内科）
座長 : ᴡ俊　紣子（東京都健康長寿医療センター研究所神経病理学研究チーム）

˻ྟচ˼
P001　治験即応コϗート J-TRCにおける血ӷバイオマーカー測定の有用性に関する検討

東京大学医学部附属病院早期・夋ࡧ開発推進ࣨ　新ඒ　๕थ
P002　早期アルツハイマー病のミトコンドリア障害は活性化ミクログリアの進展と関連する

松医科大学生体機能イメージング研究ࣨ　ࣉ田　壹߂
P003　アミロイド βの蓄積墦度に関連する全ゲノム解ੳに基づく遺伝子変異の夋ࡧ

国立長寿医療研究センター　重ਫ　大夨
P004　タウ PET の定量指標 CenTauR と脳血流の関連 

头偍大学人間総合科学学術院人間総合科学研究܈　中山顕次緥
P005　うつは microRNA-20a-5pと関与しアルツハイマー病発症リスクを増加させるかもしれない

Ѫඤ大学大学院医学系研究科精神神経科学　Ԭ野ਅ絫子
P006　高齢者ブレインバンクにおける奲近 10年間のᅂۜᰒ綀性疾患の有病率，生前診断の検討

東京都健康長寿医療センター研究所神経病理学　ߥ川　　থ

˼ૅج˻
P007　AD-fold構造を持つ合成タウ線維を用いた新規タウ蓄積モデルの構築

日本大学大学院総合基ૅ科学研究科相関理化学専߈　ੁ野　ॢ介
P008　DCTN1の機能ܽ損はストレスᰒ綀の動態異常を引き起こし，TDP-43ڽ集を促進する

近ـ大学医学部医学研究科脳神経内科　上田　佸大
P009　αシψクレイン線維の構造と紆後修飾

東京都医学総合研究所脳・神経科学研究分野　田平万ᣦ倇
P010　ミクログリアは免疫チェックポイント分子 Tim3を介してアミロイド β病理を制ޚする

京都大学大学院医学研究科臨床神経学　木墴　公俊
P011　アルツハイマー病リスク遺伝子 INPP5Dの病的役割解明

東京大学大学院薬学系研究科機能病態学教ࣨ　ງ　Ѫ果
P012　APP遺伝子の保護的遺伝子変異によるアルツハイマー病遺伝子治療

理化学研究所脳神経科学研究センター　و߂　܀

ʲϙελʔൃදʳ
ポスター会場　1F　多目的展示ϗール（C）
学術集会 1日目　11月 21日（木）　16時 50分～17時 30分

ྟচܥ � ΞϧπϋΠϚʔපʢӸֶʣ
P013　若年性アルツハイマー病の診断実態に関する後方視的共同観察研究

新ׁ大学　य़日　健作
P014　若年性アルツハイマー型認知症患者のۮ者における精神疾患治療薬の新規使用率

エーザイࣜג会社　松本　光墸
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P015　軽度認知障害から軽度認知症におけるアミロイド PET陽性に関連する因子の検討
俨島大学病院脳神経内科　松原　知康

ྟচܥ � ΞϧπϋΠϚʔපʢྟচީʣ
P016　チϟットϘットを用いたসإと会話によるアルツハイマー病診断

ॱ侀俙大学医学部附属ॱ侀俙医院脳神経内科　夳重　絉߳
P017　抗 Aβ抗体薬治療患者の認知機能評価指標の特徴

川࡚医科大学神経内科学　ٱ俨　ٷ子
P018　介護者用アルツハイマー型認知症アジテーションスクリーφー（AASC）日本語൛

大ࡕ大学大学院医学系研究科精神医学教ࣨ　天田　　学
P019　バウムテストの空間使用に示されるアルツハイマー病の特徴

京都光՚ঁ子大学看護リハビリテーション学部　֟本明日߳
P020　PSEN1と PRNPに病的バリアントを認めた若年発症アルツハイマー病

新ׁ大学脳研究所脳神経内科学　侘ᬒ　　綝
P021　初老期発症アルツハイマー型認知症の健忘型と非健忘型の神経心理評価の検討

JCHO東京高綥病院　津本　　学

ྟচܥ � ΞϧπϋΠϚʔපʢը૾ʣ
P022　臨床における PET・脳ӷアミロイドバイオマーカーဃ絲例の検討

東京都健康長寿医療センター脳神経内科　܀原　正典
P023　ADのፏ侶体とその関連綛域における神経Ԍ症と不安 : 生体内 PETイメージング研究

国立長寿医療研究センター　安野　史彦
P024　Alzheimer病進行にう脳クリアランス機能指標の変化

ॱ侀俙大学医学部放射線診断学講座　夽夁　　元
P025　アルツハイマー型認知症患者における IMP-SPECT脳血流量とধ血Ԍ症反応の関

ԣ市立大学精神医学教ࣨ　࡚ٶ　लਔ
P026　認知症外来における臨床的アルツハイマー病画像診断の脳内アミロイド集積予測能検討

ॱ侀俙大学医学部附属ॱ侀俙医院認知症疾患医療センター　高山　හथ
P027　半絠ԁ中心における血管周囲֦ߢ奙所見と CSF Aβ関連分子種の相関

京都立医科大学大学院医学研究科脳神経内科学　ּҪ　高士
P028　MRIॎ断データを用いた Coxハザードモデルによる健常܈から軽度認知障害܈への侇予測

東京大学総合文化研究科進化認知科学センター　　ഢल
P029　Tau in the nucleus basalis of Meynert in Alzheimer’s disease

NHO下総精神医療センター　鈴木　寿ਉ
P030　認知症患者における ASLと脳血流 SPECTの機能画像の相関

福島県立医科大学会津医療センター精神医学講座　ऎ夁　　研
P031　高齢者MCIの認知症侇ؼにはፏ侶体紵積が関与する : YAHABA study

博　　ࡔ手医科大学医学部内科学講座脳神経内科・老年科分野　ؠ
P032　脳排出系と生活習慣因子の関連～脳血管周囲ߢとリストバンドデータの検討～

ӓ٩市医師会立コスモス病院　安高　士
P033　アルツハイマー病の大脳ന質病変と関連するӷ夗നの網絔的解ੳ

大ࡕ大学大学院医学系研究科老年・総合内科学　三木　　ব
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P034　健常者の認知機能低下は頭部MRI画像から予測できるか
島ࠜ大学医学部内科学第三　ݑ　ࠤؠ一

P035　レカネマブ適応のアルツハイマー病に対するドパミントランスポーター画像の検討
埼玉県総合リハビリテーションセンター脳神経内科　ู　　　健

P036　ӈ側純位の側頭組血流低下と同側脳表ϔモジデリン奴着を認めたアルツハイマー病の 1例
埼玉医科大学保健医療学部共通部門（脳神経内科）　天田　কथ

P037　Flortaucipir PETを用いたアルツハイマー病の視֮俰影トレーニングの有効性評価
日本イーライリリーࣜג会社　今綠　ӻ子

P038　MCIにおけるアミロイド PET所見と脳血流 SPECT所見の関連
複十字病院　൧妁　紖俢

P039　早期アルツハイマー病における VSRAD解ੳの特徴
大ࡕ市立ࡁ߂院附属病院神経内科　٢࡚　ਸਔ

P040　認知症疾患の別化におけるʦ18FʧSMBT-1の有用性の検討プロジェクトの最ऴ報ࠂ 2024

東北大学ઌ夒量子ビーム科学研究センター　田代　　学

ྟচܥ � ΞϧπϋΠϚʔපʢපཧʣ
P041　老化とアミロイド β蓄積にう大脳皮質での੨斑核ノルアドレφリン神経࣠ࡧの変性様ࣜ

国立長寿医療研究センター研究所神経遺伝学研究部　Ḇ原　壑史
P042　Senile Dementia of the Neurofibrillary Tangle Type （SD-NFT）の剖検例

Ѫ知医科大学加齢医科学研究所　क٢　ल行

ྟচܥ � ΞϧπϋΠϚʔපʢੜԽֶɼҨࢠʣ
P043　アルツハイマー病におけるന質病変と体ӷバイオマーカーの関連の検討

新ׁ大学脳研究所遺伝子機能解ੳ学　ޒ十絡一
P044　アルツハイマー型認知症患者検体を用いた APOE遺伝子型判定 PCR試薬の性能評価

シスメックスࣜג会社診断薬エンジニアリング本部　小侱　望実
P045　脳ӷの採取紵ثおよび保墰条݅がバイオマーカーの測定値に及ぼす影響の検討

士レビオࣜג会社研究開発本部　٢川えみ子
P046　アルツハイマー病マーカーと連動する脳ӷ・血ᕶ中Ԍ症性マイクロ RNAの同定

神ށ大学大学院保健学研究科臨床免疫学分野　ᜊ俊ののか
P047　ヒト脳ӷプロテオームによるアルツハイマー病の認知機能障害進行予測因子の夋ࡧ

京都大学医学研究科臨床神経学　ງ　元थ
P048　血ᕶ Aβ42/40と pTau 217の臨床的有用性の検討-1 : 測定安定性の検ূ

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター　中墴　তൣ
P049　血ᕶ Aβ42/40と pTau217の臨床的有用性の検討-2 : Aβ病理及び Tau病理との関連

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター　中墴　তൣ
P050　認知症血ӷバイオマーカーに影響を及ぼす因子の検討

東北大学加齢医学研究所　中　壑વ
P051　APOEのコモン・レアミスセンスバリアントとধリポタンパクとの関連

新ׁ大学脳研究所遺伝子機能解ੳ学分野　ٶ下　佸典
P052　全自動免疫測定装置を用いた血ᕶ Aβ測定法は脳内 Aβ蓄積を高いݎ緟性をもって予測する

シスメックスࣜג会社　山下　和人
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P053　前向き地域コϗート研究における血ӷ Aβバイオマーカーの臨床性能評価
会社島津製作所　金子　奲थࣜג

P054　長寿研バイオバンクӷを用いたංຬ度とԌ症マーカーの関性
国立長寿医療研究センター　ࣰ原　　ॆ

P055　アルツハイマー病と他の神経疾患の脳ӷ p217tauと neurofilament light chain

老年病研究所附属病院脳神経内科　נ綠　　ؽ

ྟচܥ � ΞϧπϋΠϚʔපʢྍ࣏ɼ༧ɼݧ࣏ʣ
P056　地域医療におけるレカネマブ治療導入経験

知多ް生病院脳神経外科　中妁　խ紩
P057　当院におけるアミロイド PET，レカネマブの使用経験と臨床的検討

福Ҫ県ࡁ生会病院脳神経内科　上野ѥࠤ子
P058　ドネϖジル來付剤のܧ続に影響を与える副作用の実態調査

ククル薬局　加俊　義ষ
P059　患者本人のレカネマブ治療意欲と関連するバイオマーカーの検討

金沢大学脳神経内科学　ࣰ原もえ子
P060　若年性アルツハイマー病患者に対するレカネマブの使用経験

大ࡕ公立大学医学部脳神経内科　ٶ澤　奲高
P061　レカネマブ治療にう APOE遺伝子型検査の実際

Ԭ山大学病院脳神経内科　原　綁墸
P062　大学病院における多診療科連携型軽度認知障害センターの構築

北ւ俢大学神経内科　ؠ田　ҭ子
P063　レカネマブ侳与早期のݻڽ異常と ARIA関連画像変化の関連性

東京医科ࣃ科大学病院脳神経内科　俊本　Մ子
P064　Regional Demographics in Semaglutide for Early AD Trials : Encore Presentation

慶應義塾大学病院予防医療センター　三墴　　ሡ
P065　早期 ADへのレカネマブに対する医療グループ連携体制─金夁・俊ࢬモデルー第 1報

金夁平成クリニック脳神経内科　新Ҫ　一
P066　レカネマブ適応患者における治療બ択について

国立精神・神経医療研究センター病院脳神経内科　ࡶլ　綵子
P067　アルツハイマー病におけるビタミン B1と認知機能・脳血流の関連性の検討

新ׁ大学脳研究所統合脳機能研究センター臨床機能脳神経学分野　木墴　俭史
P068　レカネマブ੩奃療法の备施設リアルワールドデータ

国立॥環ث病研究センター脳神経内科　ݘ妁　綗子
P069　レカネマブの適応外症例およびアミロイド PET陰性症例の調査

まつかげシニアϗスϐタル　٢田　ؽ史
P070　アルツハイマー病を疑ったが脳ӷアミロイド β42/40が正常であった症例の検討

新侘ށ記念中野総合病院脳神経内科　安壹　彩৫
P071　臨床試験成績を踏まえた抗 Aβ抗体薬の承認৹査における論点と課題

医薬医療機ث総合機構新薬৹査第 2部　上墴　ণ
P072　ドφネマブとアデュカψマブのアミロイドআڈに関する奲比較 : アンコール演題

Alpert Medical School of Brown University　Salloway Stephen



― 597―

─ 49─

P073　ドφネマブ侳与後のアミロイドクリアランス関連するベースライン特性 : アンコール演題
Eli Lilly and Company. Indianapolis, USA　Battioui Chakib

P074　アルツハイマー型認知症に対するドネϖジル経皮ٵ収製剤の有用性の検討
絋生ؗ੨組病院リハビリテーション科　ੴ࡚　ݡ一

P075　ドネϖジル経皮ٵ収製剤開発における製剤学的課題の解決
佖ᅳ製薬ࣜג会社　Ӭ　奲थ

P076　当院におけるレカネマブを用いた診療の実際
東京都健康長寿医療センター脳神経内科　Ҫ原　綐子

P077　Clarity AD : レカネマブの長期有効性及び脳内 Low Tau集団における有効性
エーザイࣜג会社　奯ډ健墸緥

P078　Clarity AD : 疾患ステージ別及びベースラインの脳内アミロイド蓄積量別の ARIA発現率
エーザイࣜג会社　中川　խت

P079　Clarity AD : 日本人早期アルツハイマー病患者におけるレカネマブの安全性
エーザイࣜג会社　中川　խت

P080　当院におけるアルツハイマー病に対するレカネマブ侳与の現況
新侘ށ記念中野総合病院脳神経内科　紪　　ऺ墸

P081　疾患修飾薬に対する意識調査 : J-TRCウェブ参加者へのオンラインアンケート結果
東京大学大学院医学系研究科神経病理学　ࠤ俊ݠ一緥

P082　ドφネマブの臨床的有用性（アンコール演題）
Banner Sun Health Research Institute　Atri Alireza

P083　ドφネマブの臨床試験から得たアミロイド関連画像異常に関する知見（アンコール演題）
Massachusetts General Hospital　Greenberg Steven M.

P084　Lecanemab One Osaka Project : LooPの取り組みについて
大ࡕ大学大学院医学系研究科精神医学教ࣨ　大　紤平

P085　疾患修飾薬が導入された場合の医療佞ڙ体制と社会的課題に関する調査結果
東京大学医学部附属病院早期・夋ࡧ開発推進ࣨ　新ඒ　๕थ

P086　アルツハイマー型認知症に対するドネϖジル経皮ٵ収剤についての検討
Ԭ山十字病院脳神経内科　武ٱ　　康

P087　アルツハイマー型認知症へのレカネマブとドネϖジル経皮ٵ収型製剤の併用症例の報ࠂ
川࡚市立川࡚病院脳神経内科　北Ԕ　ٱ紩

P088　認知症専門医と非専門医による抗アミロイド β抗体医薬の治療適用判断のࠩについて
脳神経センター大田記念病院　ࠤ俊　߃墸

P089　レカネマブ治療による重症 ARIA-E症例の経験
ভ南ח総合病院脳神経内科　川田　७

P090　レカネマブ侳与の適応確認に要する期間等についての調査と検討
まつかげシニアϗスϐタル　ؠ田　邦幸

P091　アルツハイマー型認知症に対する多因子介入による進行予防を試みた 2症例
医療法人社団 TLC医療会ブレインケアクリニック　今野　紤值

P110　アミロイドプラークআڈ治療の理解と展望
日本イーライリリーࣜג会社，神ށ，日本　ࠤ俊一緥
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ྟচܥ � ΞϧπϋΠϚʔපʢͦͷଞʣ
P092　アルツハイマー病の最初期病変を捉える 3D VR φビタスクの開発

俊田医科大学医学部脳神経内科学　島　さΏり
P093　あたまの健康チェックを用いた認知症大規スクリーニング法の開発─第一報─

新ׁ大学脳研究所統合脳機能研究センター臨床機能脳神経学分野　ി山　公大
P094　患者・介護者のアルツハイマー病新規治療薬侳与の希望と認知機能・介護負担の検討

東京医科大学高齢総合医学分野　都Տ　明人
P095　アルツハイマー病における神経Ԍ症と奦内細ە異常

ॱ侀俙大学Ӝ安病院脳神経内科　山　一紩
P096　当施設のレカネマブ侳与プロトコールと問題点

東京ঁ子医科大学附属墥立医療センター脳神経外科　٠天　ຑඒ
P097　当院におけるレカネマブ診療の現状と課題

神ށ大学大学院医学研究科バイオリソースセンター・ϔルスケア統合解ੳ科学　本　ߞ平
P098　65歳以上の若年性アルツハイマー型認知症の墰在

国立病院機構ߕ病院脳神経外科　長প　博文
P099　レカネマブ適用検査のध要を構成する支意思ֹとແ形අ用

東京大学大学院薬学系研究科医療政策・公ऺӴ生学　ޒ十絡　中
P100　認知機能߲目を追加した “bolt-on”൛ EQ-5D-5L （EQ-5D-5L+C）の開発

東京大学大学院薬学系研究科医療政策・公ऺӴ生学　ޒ十絡　中
P101　NHOԭ倓病院におけるレカネマブ治療目的の診断および導入体制について

NHOԭ倓病院脳神経内科　侘Յෑ　ਸ
P102　ӷ成長関連夗ന質 43（GAP-43）とアルツハイマー型認知症のタウ病態との関連

明߂　業医科大学医学部神経内科学講座　墥立࢈

ྟচܥ � ϨϏʔখମܕೝʢྟচީʣ
P103　物忘れ外来の受診者におけるᄿ֮テスト（OSIT-J）とノイζ・パレイドリアテスト

Ԭ山大学病院精神科神経科　夳值下৻墸緥
P104　心ᜰ部奿がઌ行したレϰィ小体型認知症の 1例

ত和大学医学部内科学講座脳神経内科学部門　ٱ保田綴ඒ
P105　ۓ奙病症状で発症，解した Psychiatric-onset prodromal DLB疑いの 1例

福島県立医科大学会津医療センター精神医学講座　Ӌ金　紤
P106　Իָ性ݬ奤を呈したレビー小体型認知症疑いの 83歳ঁ性例

信भ大学脳神経内科　٢長　߃明
P107　非ᙲᏀ性てんかん重積が疑われた Lewy小体型認知症の 75歳夡性例

ত和大学医学部内科学講座脳神経内科部門　　紖ل子
P108　機ց学習によるԻ声解ੳでパーキンソン病の認知・精神症状を؆қ検出するツールの開発

俊田医科大学医学部脳神経内科学　大ባれい子

ྟচܥ � ϨϏʔখମܕೝʢը૾ɼපཧɼපଶʣ
P109　レビー小体型認知症における血ਗ਼ࢷ質とࠇ質線条体ドパミン神経変性の関連

東京慈ܙ会医科大学内科学講座脳神経内科　ക原　　३
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ྟচܥ � ͦͷଞͷมੑ࣬ױʢྟচީʣ
P111　重度の失書を呈する前頭側頭組変性症に大脳基佗核ੴփ化をった 1例

一般財団法人ਔ明会　؛本　索ل
P112　認知症をうے萎縮性側ߗࡧ化症の運動機能と認知機能の検討

金沢大学脳神経内科　ࡔ下　壑ߒ
P113　精神病症状を呈した神経核内෧入体病が疑われる一例

头偍大学附属病院精神神経科　ീ⁋　　士
P114　長期経過観察をし得た Unverricht-Lundborg病の 1例

俨ߒ　本大学大学院生命科学研究部脳神経内科学講座　ਫ夁۽
P115　進行性核上性ຑᙺ及び大脳皮質基佗核症候܈における AT（N）脳ӷバイオマーカー

新ׁ大学脳研究所臨床神経科学部門脳神経内科学　ੴܟ　ࠇ信
P116　パーキンソン病における認知機能とサルコϖニアとの関連

東京ঁ子医科大学脳神経内科　൧侱　　ກ
P117　原発性進行性失語の鑑別における脳血流 SPECTの重要性

東京医科大学高齢総合医学分野　ٶ　紓規
P118　進行性核上性ຑᙺと臨床診断され，病理学的には大脳皮質基佗核変性症であった例の検討

Ѫ知医科大学加齢医科学研究所　田原　大ࢿ
P119　パーキンソン病にう軽度認知障害における記憶障害

NHO新ׁ中ԝ病院脳神経内科　ࠇӋ　壑子
P120　当施設で経験した神経核内෧入体病 5例の臨床的特徴に関する検討

学総合研究科脳神経内科　武Ҫ　　५ࣃ島大学医ࣇࣛ
P121　当院での意味型原発性進行性失語の臨床像の検討

ઍ組ろうさい病院認知症疾患医療センター　鈴木　政ल

ྟচܥ � ͦͷଞͷมੑ࣬ױʢը૾ɼපཧɼපଶʣ
P122　パーキンソン病患者における APOEε4対立遺伝子の脳機能的ネットワークへの影響

ઍ組大学医学部脳神経内科　夽野　義和
P123　反復性脳ᚰに続発する遅発性後遺症とന質病変との関連

量子科学ٕ術研究開発機構脳機能イメージング研究センター　ඦ田　紖ل
P124　反復性軽度頭部外傷の俐明中ִߢ形成・ઠと認知機能・血ӷバイオマーカーとの関連

量子科学ٕ術研究開発機構脳機能イメージング研究センター　ٶ田　ਅ統
P125　大ࡕ大学精神科認知症コϗートにおける NOTCH2NLC遺伝子の GGCリϐート長解ੳ

大ࡕ大学大学院医学系研究科精神医学　ٶ本　佸ጏ
P126　MR構造・֦ࢄ画像と tau PETを用いたタウオパチーにおける高次脳機能障害の特徴の検討

量子科学ٕ術研究開発機構量子医科学研究所脳機能イメージング研究センター　後俊　良࢘
P127　パーキンソン病患者における glymphatic systemの機能と認知機能の関

慶應義塾大学医学部神経内科　関　　क信
P128　パーキンソン病患者における軽度認知機能障害の神経心理スコア・脳血流画像の特徴

ઍ組大学大学院医学研究院脳神経内科学　田墴　光至
P129　Tau filaments from ALS/PDC adopt the CTE fold

三重大学大学院地域イノベーション学研究科　小ٱ保康ণ
P130　Phase contrast MRIを用いた進行性核上性ຑᙺと特発性正常ѹਫ頭症の鑑別能の検討

東京医科大学高齢総合医学分野　今ઘ　紓Ֆ
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P131　脳アミロイド血管症関連Ԍ症の臨床的検討
ඣ路中ԝ病院神経内科　ت多ੇࢤ

ྟচܥ � ݂ੑೝʢྟচީʣ
P132　発症早期に復এと比較して書字障害が目立ったࠨ前頭組の脳࠹ߎの検討

新ׁ県ް生連上ӽ総合病院神経内科　ࡔҪ　健二

ྟচܥ � ݂ੑೝʢը૾ɼපཧɼපଶʣ
P133　ϔテロ合性 HTRA1遺伝子関連脳小血管病の臨床像と画像所見の検討

信भ大学医学部脳神経内科，リウマチ・原病内科　高ીࠜ　健
P134　Molecular biomarkers for vascular cognitive impairment and dementia

Centre for Healthy Brain Ageing, Discipline of Psychiatry and Mental Health, School of Clinical Medicine, 

Faculty of Medicine and Health, University of New South Wales　細木　　૱
P135　脳アミロイドアンΪオパチー関連Ԍ症における脳ӷバイオマーカー

国立病院機構新ׁ中ԝ病院脳神経内科　俨武　Ҹ
P136　ແ数の Cerebral microbleedsを呈する認知機能低下患者の背景疾患

੨新都市病院脳神経内科　墴　ਔ一
P137　CAA-RIと診断し，ステロイド加療 4年後に脳出血で死した 84歳夡性

トϤタ記念病院　成　綩ඒ

ܥૅج � "βɼ"11ɼQSFTFOJMJO�ʦ"βؔ࿈ʢBQP& Ҏ֎ʣʧ
P138　ミクログリアによるアミロイド βᩦ食を制ޚする新規因子の同定

東京大学大学院薬学系研究科　高奯　　ᠳ
P139　ニコチン受紵体活性化による核内 SP1のリンࢎ化と安定化は BACE1侇ࣸを紥導する

լ医科大学神経難病研究センター　中野　ক希࣎
P140　高墦原子間力顕微ڸを用いた Aβ42ڽ集系への抗 Aβ修性コンϗマー抗体の作用 

金沢大学脳神経内科学　中野　博人
P141　アミロイド β-VGLUT1複合体を測定する ELISA構築と測定

同ࢤ社大学生命医科学研究科医生命システム専߈　俊原　　ॢ
P142　アストロサイト索来アミロイド β分解߬ૉ KLK7発現制ޚ機構の解明

東京大学大学院薬学系研究科機能病態学教ࣨ　中٢　理ܙ
P143　光ࢎૉ化アミロイド β分解߬ૉの夋ࡧ

東京大学薬学系研究科機能病態学教ࣨ　ᔉ　　ુຌ
P144　tPAඓߢ内侳与によるアミロイド過発現マウスの神経血管反応性と認知機能の改ળ効果

本大学病院脳神経外科　২川　　顕۽
P145　ヒト amyloid beta （Aβ）ノックインマウスを用いた新規 Aβ病態モデルマウスの開発

国立精神・神経医療研究センター神経研究所疾病研究第࢛部　小　值壑
P146　Aβ oligomer特異的フラグメント抗体の侳与による認知機能及び病態改ળ効果の検討

東京医科ࣃ科大学脳神経病態学　侀野　থ子
P147　タキキニンϖプチドが Aβの神経修性にもたらす影響の解ੳ

東北医科薬科大学医学部薬理学教ࣨ　中山─奲野　絾ඒ
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P148　ϖランパネルは AMPA型グルタミンࢎ受紵体のシφプスҠ行性を改ળし Aβ病理を改ળする
京都大学大学院医学研究科臨床神経学　上田ࣿ希ൕ

P149　Synaptotagmin1 regulates BACE1 protein expression through the direct interaction

京都大学大学院医学研究科臨床神経学　和田　綁史
P150　リグニン紥導体による Aβڽ集抑制と࢈生抑制の検討

同ࢤ社大学大学院生命医科学研究科医生命システム専߈神経病理学研究ࣨ　ؠҪ　俒߳
P151　大脳皮質と小脳における Aβڽ集性の比較

同ࢤ社大学大学院生命医科学研究科医生命システム専߈　ਇ　　ຑ债
P152　γセクレターゼ構成因子ニカストリンの俅修飾と基質બ択性

同ࢤ社大学大学院生命医科学研究科医生命システム専߈　半田　ᩋ大
P153　Neuronal glutathione loss elevates  Aβ42/Aβ40 ratio and tau aggregation

Medical Innovation Research Center, Shiga University of Medical Science　Khairun Nisa Bintihashim

P154　アルツハイマー病ة険因子 TREM2の線維性アミロイド β42抑制機能
長࡚大学大学院医ࣃ薬ゲノム創薬学　夁　ܓ線

P155　ᄿٿআڈは 3xTgモデルマウスのアルツハイマー病態を増ѱさせるか
金沢医科大学生理学 1　加俊　৳緥

P156　ඦ寿者の認知機能と平ۉ余命を予測する血ӷバイオマーカー「アンコール演題」
慶應義塾大学医学部ඦ寿総合研究センター　色本　　綐

P157　α7 nAChRબ択性フルアゴニスト PNU282987の抗アミロイド β作用の解ੳ
京都薬科大学シφジーラϘ　高田　和幸

P158　アミロイド βとグリンパティック経路の機能異常の関連性について
奯取大学医学部保健学科生体制ޚ学講座　高墴　歩ඒ

P159　Aβ免疫組৫染色とオリゴマー特異的 PLAの共染色による脳内 Aβオリゴマーの局在解ੳ
東京偅大学大学院学生命学専߈　ҵ木　利࠸

P160　Fibroblast Growth Factor17による抗アルツハイマー病効果の検討
同ࢤ社大学大学院生命医科学研究科医生命システム専߈　松田　ݓ侖

ܥૅج � BQP& ؔ࿈
P161　新規ヒト化 APOEモデルマウスの作成とその生化学的検ূ

広島大学大学院医系科学研究科脳神経内科学　中澤倈索多
P162　APOE4から APOE3への変を生体内で実現するヒト化 APOEマウスモデルの作成と解ੳ

広島大学大学院医系科学研究科脳神経内科学　ੴ川　若ܳ
P163　アルツハイマー病感受性遺伝子 APOEのミスセンスバリアントの同定とその機能解ੳ

新ׁ大学脳研究所遺伝子機能解ੳ学分野　大日方　絤
P164　ApoE陽性老人斑をՄ視化するܬ光プローブの同定

東北医科薬科大学医学部薬理学　原田　綃一

ܥૅج � UBV ؔ࿈
P165　ランソプラκールはアルツハイマー病シードґ墰性タウڽ集を抑制する

ॱ侀俙大学医学部老人性疾患病態・治療研究センター　イムティアζ　アハメド
P166　Presenilin deficiency enhances tau phosphorylation and its secretion

名古市立大学大学院医学研究科神経生化学　墱　　　陽



― 602― Dementia  Japan Vol. 38  No. 4  October  2024

─ 54─

P167　Chol-CM-PVImを用いた LLPS制ޚによる Tauڽ集抑制
東京都立大学大学院都市環境科学研究科環境応用化学域　ֿ原純墸緥

P168　空間夋ࡧにおける機能的ネットワークとᄿ内野タウ病理の関連
学習院大学自વ科学研究科生命科学専߈　小天　　力

P169　Novel kidney-brain axis illuminated by chronic kidney disease and ageing

名古市立大学大学院医学研究科脳神経科学研究所認知症科学分野　ᚸ倐　壹
P170　アルツハイマー病プレクリニカル期におけるバイオマーカーリンࢎ化タウの脳内局在解ੳ

国立長寿医療研究センター研究所神経遺伝学研究部　ኍ田　　紞
P171　変異型タウڽ集体を用いたタウオパチーに対するワクチンの作製

日本大学大学院総合基ૅ科学研究科相関理化学専ࠤ　߈俊　紣墸
P172　ᰒ綀状タウオリゴマーによるモノクローφル抗体はタウ C夒を介してڽ集体に結合する

学習院大学理学部生命科学科　侃田　義行
P173　アルツハイマー病患者におけるӷタウ断ย化の多様性とその臨床的意義の検ূ

大ࡕ大学大学院医学系研究科老年総合内科学　手代木　ਈ
P174　In vitro及び in vivoモデルを用いた抗てんかん薬によるタウڽ集抑制効果の検ূ

大ࡕ大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学　ҏ俊　紣規
P175　脳インスリンシグφルがタウ蓄積に及ぼす影響の検討

東京大学大学院医学系研究科神経病理学分野　長山　　建
P176　MARK4はタウ修性モデルショウジョウバエで ATP࢈生を低下させる

東京都立大学大学院理学研究科生命科学専߈　加俊　ҏ৫
P177　タウタンパク質の線維化における前駆体の墰在と役割

東京都立大学大学院理学研究科物理学専߈　高ڮ　知未

ポスター会場　1F　多目的展示ϗール（C）
学術集会 2日目　11月 22日（金）　16時 50分～17時 30分

ྟচܥ � ͦͷଞͷೝ࣬ױ
P178　Electroencephalogram features in the early sporadic Creutzfeldt-Jakob disease

Department of Neurology and Neurological Science, Tokyo Medical and Dental University　Taiki Matsubayashi

P179　前頭側頭型変性症に，ے萎縮側ߗࡧ化症を併発した一例　　
ϖガサス馬場記念病院脳神経内科　ҏࣂ　ඒ明

P180　検査で異常を認めず，診断に難ौしたM232R変異の遺伝性 Creutzfeldt-Jakob病
神経・原病内科部門　田中　๕子・ثٵݺ絾米大学医学部内科学講座ٱ

P181　軽度認知障害を有する高齢者の脳の微細構造と Aβの関連
京都大学人と社会の未来研究院　松本倇々ܙ

P182　GLO1フレームシフトをった very late-onset schizophrenia-like psychosisの一剖検例
名古大学大学院医学系研究科精神医学分野　奯ډ　紽墸

P183　特発性正常ѹਫ頭症患者における脳解剖画像の分絲と標準化の精度向上を目的とした研究
東北大学大学院医学系研究科高次機能障害学分野　ੁ野　重ൣ

P184　DAT障害を認めた probable iNPH症例のシϟント術後長期成績に関する後方視的検討
関医科大学脳神経外科　Ӌࣲ　佸

P185　脳アミロイドアンΪパチーとアルツハイマー型認知症の臨床的特徴のࠩ異
東ւ記念病院　景山　　壦
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ྟচܥ � ೝશൠʢӸֶɼϦεΫͳͲʣ
P186　認知症予防を目指した多因子介入による認知症リスクスコア改ળの効果

神ށ学院大学総合リハビリテーション学部作業療法学科　ඌቌ　ԕ見
P187　Protein intake and risk of mild cognitive impairment in Japanese older adults

国立॥環ث病研究センター健診部　Khairan Paramita

P188　認知症発症率への COVID-19流行の影響についての調査研究
国立精神・神経医療研究センター病院総合内科　長田　高ࢤ

P189　認知機能障害患者における難奤と脳構造の変化
東北大学医学部医学科　倇良綠Ѫඒ

P190　都市部地域住民を対象とするਭ時間と認知機能障害に関する疫学研究 : ਧ田研究
国立॥環ث病研究センター検診部　Ԭ　ઍਘ

P191　地域高齢者における血ਗ਼高感度 CRPと認知症との関連 : JPSC-AD研究
Ѫඤ大学大学院医学系研究科精神神経科学講座　立Ֆѥ索ඒ

P192　地域在住高齢者の現代高齢者൛余Ջ活動尺度とMoCA-Jの関連
福島県立医科大学保健科学部作業療法学科　小ּ原　

P193　地域在住高齢者における BDNFとMCI・認知症との関連 : YAHABA study 

手医科大学医学部内科学講座脳神経内科・老年科分野　ੴ妁　奲थؠ
P194　高齢がんサバイバーの運動習慣と認知症発生 : LIFE Study

医薬基盤・健康・ӫ絋研究所　小野　　綵
P195　ѥԖとビタミン Bܽ܈のස度とその数値の神経心理スコアとの関

国家公務員共ࡁ組合連合会立川病院認知症疾患医療センター　部　ӳ典
P196　俅倧病，高血ѹ症，ࢷ質異常症の管理とMCIリスクとの関連について

࢘ݡ　会社MCBI　田山ࣜג
P197　地域支援活動における認知症対策の取り組み

埼玉医科大学医学部社会医学　ُҪඒ登統

ྟচܥ � ೝશൠʢૣظஅɼ.$*ʣ
P198　認知症スティグマの生じない؆қ認知症診断ツール（質感オノマトϖ検査）の開発

ॱ侀俙大学医学部附属ॱ侀俙医院脳神経外科　中島　　ԁ
P199　血中マイクロ RNAを用いた認知症疾患の別化

東レࣜג会社　ਢ俊　紤子
P200　見कりロϘットを介した备身高齢者との会話ログを用いた認知機能障害の評価

大ࡕ公立大学大学院医学研究科神経精神医学　ງ本　ਅ以
P201　認知機能低下を予測する因子としての血ᕶ中マイクロ RNA測定の意義

神ށ大学大学院保健学研究科臨床免疫学分野　٢田　幸紣
P202　高齢者における主観的認知機能低下と眼ٿ運動 : 視線入力ゲームの活用

大ࡕ公立大学大学院医学研究科神経精神医学　ؙ田　७平
P203　DEMCIRC（Determinant of MCI Reversion/Conversion）でのMCIの判定基準の特徴

東京都健康長寿医療センター研究所　高ڮ　Ղ史
P204　アイトラッキングࣜ Stroop検査法と機ց学習の組み合わせによる前頭組機能障害の検出

大ࡕ大学大学院医学系研究科老年・総合内科学　山本　　ᠳ
P205　タッチパネルࣜ老年期うつ病尺度（GDS）の開発と認知機能評価法としての有用性の検ূ

大ࡕ精神医療センター　山本　　ᠳ
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P206　DEMCIRC studyの参加者の特徴 : 軽度認知障害における記憶機能低下者の割合
東京都健康長寿医療センター研究所　ࠤ俊研一緥

P207　MCIから ADへのҠ行を予測するスクリーニング検査の下位߲目の検討
東京都健康長寿医療センター臨床心理科　ઔ澤　史子

P208　脳偍 BMIによる認知機能低下の早期発見へ向けた研究開発「ニューロディテクター」
JAҵ県ް生連総合病院ਫڠށ同病院・头偍大学附属病院ਫށ地域医療教ҭセンター　侘ᬒ　ਅ࠸

P209　アイトラッキングࣜ認知機能評価法における指示文奃視率の利用と評価精度向上
大ࡕ大学大学院医学系研究科老年総合内科学　手代木　ਈ

P210　遅発性ໝ想症の経過と DLBの指標的画像バイオマーカーの有用性
名古大学病院精神科　ؠ田　邦幸

P211　COVID-19パンデミックがMCI高齢者のライフスタイルに与える影響に関する国際比較
国立長寿医療研究センター　ࠇ田紓次緥

P212　ᄐ合力，老化（ロコモや認知）と脳紵量解ੳの関連について～高齢者健診データより～
੩Ԭ社会健康医学大学院大学社会健康医学部門　܀山　長門

P213　アミロイドの脳内蓄積によるإの認識への影響に関する機能的MRI研究
日本医科大学多ຎӬ山病院精神神経科　ං田　俢彦

P214　アイトラッキングٕ術とモーションセンサーを利用したコグニティブフレイルの؆қ評価
大ࡕ大学大学院医学系研究科保健学専߈老年看護学研究ࣨ　勝ٱ　ඒ月

P215　߳りによる認知機能スクリーニングキットと認知症バイオマーカーの相関分ੳ
小綠製薬ࣜג会社中ԝ研究所研究開発部　ҏ澤　大介

P216　軽度認知障害患者に対する認知機能低下予防教ࣨにおける複合プログラムの効果について
三重大学医学部附属病院基װ型認知症疾患医療センター　川北　ࢬ

P217　高齢化率の高い地域の医療機関における軽度認知障害（MCI）の推Ҡの実態
東京都健康長寿医療センター臨床心理科　Ԭ本　一ࢬ

P218　当院物忘れ外来における若年性認知症患者の特徴と課題
京都認知症総合センタークリニック　川࡚　রߊ

P219　アイトラッキングࣜ認知機能評価法における経時的な再現性についての検ূ
大ࡕ大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学　武田　ग公

ྟচܥ � ೝશൠʢྟচީɼ#14%ʣ
P220　COVID-19陽性であった行動障害型前頭側頭型認知症の 1例

Ѫ知医科大学精神科学講座　ਂ津　ӳ
P221　地域高齢者の認知機能低下にう行動・心理症状と脳紵積との関 : 中山奢研究

Ѫඤ大学大学院医学系研究科精神神経科学講座　立Ֆѥ索ඒ
P222　脳神経外科医における神経変性疾患

ҍ綠大学医学部脳神経外科　野ޱ　明夡
P223　Tau pathologies in late-life mood disorders : A PET and brain bank study

慶應義塾大学医学部精神・神経科学教ࣨ　ࠇ　　心
P224　認知症疾患の歩行障害に対する AI自動判別，Ώらぎ解ੳ : iPhoneアプリ TDPT-GTから

東北大学高次機能障害学　ҏ関　ઍ書
P225　アルツハイマー病およびレビー小体病における孤俯感と関連する要因のҧい

大ࡕ大学大学院医学系研究科精神医学講座　ኍ　　
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P226　もの忘れ外来受診者における主観的ウェルビーイングに関する検討
Ԭ࡚市民病院　ຟ田　俢人

P227　病院受診ڋ否で対応ࠔ難であったが，救急ൖૹをܖ機に施設入所した認知症患者の 1例
ᐩ記念病院脳神経外科　ԕ俊　紩࢘

P228　認知症高齢者の抑うつは退院後の Clinical Frailty Scale scoreのѱ化を予測する
名古大学医学部附属病院老年内科　山田　紽介

P229　自尊感の高低と行動心理症状 : 軽度認知障害及びアルツハイマー型認知症における検ূ
明康会かない内科　ᓎҪ　　俐

P230　入院認知症患者にԙけるഏԌ発症と認知症重症度，行動心理症状との関
一般財団法人Տ田病院　ळ山　一文

ྟচܥ � ೝશൠʢྍ࣏ɼ༧ɼݧ࣏ʣ
P231　6ϲ月間のガンマ偍サウンド奤取の受紵性と意識・認知機能等の改ળに関する夋ࡧ的研究

ϐクシーμストテクノロジーζࣜג会社　長夁　๕थ
P232　Ի声 AIを用いた認知機能スクリーニングツールの開発と有用性の検ূ

ত和大学医学部内科学講座脳神経内科学部門　ࠇ田　ַࢤ
P233　専門職視点に基づく高齢者の認知レジリエンスに影響を与える個人的・環境的要因の検討

京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専߈　木原　ກ月
P234　急性期整形外科病侸における認知症患者に対し趣味・ᅂを取り入れた回想法の効果

東京都立大妁病院　緕木Ղ倇子
P235　來付剤使用による発は皮ෘのਫ分量と相関する向がある

日本߯管病院神経内科　٢Ҫ　康紤
P236　コメディカルスタッフによるレカネマブ導入支援の試み

国立精神・神経医療研究センター病院認知症センター　澤安寿ඒ
P237　長期経管ӫ絋により肝障害・ුजを呈したセレンܽ症の 1例

医療法人社団綝のさくらクリニック　ٶ下　জ子
P238　生体センサによる運動とਭは認知機能とॎ断的関連を示す

大分大学医学部脳神経内科　木墴　成ࢤ
P239　スタチン中止により認知障害の改ળを示した高齢ঁ性 2例

;じみの救急病院脳神経内科　南統　和ل
P240　MCIおよび軽度 ADへのフェルガードとMガードの認知機能とアパシーに対する臨床効果

俯立行政法人国立病院機構北絳病院心理療法ࣨ　小綠　信周
P241　認知症者の食問題と人ӫ絋補څ路બ択における認知症の病型の影響

山形大学医学部附属病院看護部　ᜊ俊　奟子
P242　ノビレチンとエゴマ紎含有サプリによる高齢者認知機能改ળ効果 : RCT法による検ূ

島ࠜ大学医学部内科学第三　ڮ本　俢夡
P243　日本人における早期アルツハイマー病に対するドφネマブによるバイオマーカーの変化

日本イーライリリーࣜג会社，神ށ，日本　ࠤ俊一緥
P244　アルツハイマー病に対する国内治験状況の調査・検討

京都大学大学院医学研究科認知症制ޚ学講座　後俊　和
P245　認知症のリスクをもつ高齢者のフレイル・内在的能力に対する多因子介入効果の検ূ

名古大学医学部附属病院老年内科　侘ᬑ　一ٱ
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ྟচܥ � ೝશൠʢհޢɼҬ࿈ܞɼࣾձҩֶɼऀྸߴҩྍʣ
P246　もの忘れ外来の中のてんかん診療

国立長寿医療研究センター脳神経内科　ԣҪ　ࠀ典
P247　認知症要介護者の外出行動の実態（NCGG-UniCo）第 2報 : 行き続けたい場所

国立長寿医療研究センター　Ԭڮさやか
P248　日本における介護施設職員の主観的Well-beingの現状とその関連因子

慶應義塾大学医学部精神・神経科学教ࣨ　山田　成ࢤ
P249　臨床的活用に向けたレビー小体型認知症の認知機能変動観察指標改佦൛の作成

ฌݿ医科大学看護学部　加俊　壑子
P250　身体߆墣に関する認識調査～多職種連携による身体߆墣軽ݮの検討～

川࡚医科大学附属病院認知症疾患医療センター認知症ケアチーム　上原　和
P251　値がんが及ぼすۤ奿とアルツハイマー型認知症のࣧ侓ໝ想に対するφラティブアプローチ

社会医療法人財団大和会東大和病院　今ઘ　未来
P252　介護施設利用者の生きがい形成　─ Be supporters!の活動事例分ੳ─

サントリーウエルネスࣜג会社生命科学研究所　田　　ݡ
P253　ਭ薬と侇侦の関連

社会医療法人๛生会東බึ病院看護部　ᥩ名　ঘ子
P254　若年性認知症の支援の実ફ　集いや精神障害の支援制度の利用について

ԣ市総合保健医療センター　Ԙ࡚　一ণ
P255　介護支援専門員が行う一人暮らし認知症高齢者の生活ܧ続支援に関するインタビュー調査

社会福祉法人浴風会認知症介護研究・研修東京センター　ᴡ俊　組子
P256　当院の認知症ケアサポートチームにおける役割・機能の明確化と課題の検討

NTT東日本関東病院看護部　木墴　ࠫ৫
P257　地域包括支援センターの若年性認知症者への支援─支援コーディネーターとの連携─

社会福祉法人ਔ至会認知症介護研究・研修大センター　ᴡ俊　ઍথ
P258　集合型オンライン体ૢ教ࣨのフレイル予防効果

一般社団法人日本健康寿命Ԇ৳ڠ会　倇良　ᓻ倈
P259　ඃ介護者の状態と就労している家族介護者の心理的負担の関連

業医科大学病院認知症センター　天ノ内俭子࢈
P260　認知症患者のポリフΝーマシーに対する多職種による包括的介入の効果

国立長寿医療研究センター薬剤部　侀ന　फ和
P261　急性期病院の療法士専従置病侸における認知症患者の特徴

ॱ侀俙大学医学部附属ॱ侀俙東京江東高齢者医療センターリハビリテーション科　ᅳࢬ　紽墸
P262　もの忘れ外来患者における自動車運侇への意識および家族間の相ҧ : 夡ঁ別検討

ҍ綠大学医学部高齢医学　ӬҪٱඒ子
P263　医療専門職における認知症の食問題と人ӫ絋補څ路に対する認識調査

山形大学医学部附属病院看護部　ঙ࢘　૱子
P264　認知症介護者のためのインターネットを用いた学習プログラム iSupport日本൛の有用性

国立精神・神経医療研究センター病院　大奢　ՂӬ
P265　民生委員・ࣇ俟委員が捉える認知症の早期発見，早期受診に向けた支援

総合リハビリテーションセンター・みどり病院　ࢤլ木໖子
P266　薬物有害事象の予防を目的とした不時指示の共通化

大原૰合病院脳神経内科　٢原　ষԦ
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P267　高齢大壔ࠎ近位部ંࠎ患者の認知機能障害が日常生活動作に及ぼす影響
小山田記念温ઘ病院リハビリセンター　墿田明日ւ

P268　当院における認知症地域医療連携パスの現状
๛田ް生病院脳神経内科　天田　ঢ平

P269　地域中核病院における認知症ケアチームの活動実績とあり方の検討
国保ਫມ市立総合医療センター脳神経外科　俊ਅ網倇

P270　抗 Aβ抗体療法時代における認知症疾患医療センターの課題と役割
和Վ山県立医科大学附属病院ل北分院内科　ֿ本　լ義

P271　回復期リハビリテーション病院における身体߆墣最小化チーム発墥時の倫理意識の調査
社会医療法人Ѫਔ会Ѫਔ会リハビリテーション病院 DST・身体߆墣最小化チーム　侻川　߂值

P272　認知症条例における当事者参画の促進に向けた比較調査研究
日本医療政策機構　܀田ॣ一緥

P273　日本ੲ話認知症スケールと HDS-R，MMSEとの関連性
京都回生病院　本　紈值

P274　急性期病院に入院した認知症患者に対するケア用の使用効果 : ケースシリーζ
山形大学医学部附属病院看護部　ᜊ俊　奟子

P275　認知症者の家族による人ӫ絋補څ路બ択に対する評価に関連する要因
山形大学医学部附属病院看護部　ᜊ俊　奟子

P276　認知症ケアチームの取り組みに対するアンケート調査
俊田医科大学医学部認知症・高齢診療科　๕野　　߂

P277　認知症の行動・心理症状の発生とケア及び施設の組৫体制との関性
認知症介護研究・研修東京センター　ڮ本　๖子

P278　地域型認知症疾患医療センターにおける若年性認知症調査
医療法人社団ีਔ会خ野がٰサマリϠ人病院　国٢　奲ඒ

P279　A病院看護師のスϐーチロックに関する認識とその実態
俯立行政法人労俖者安全機構山労ࡂ病院看護部　上田　ࡊߛ

P280　過ૄ化が進展している絲島・中山間地域におけるオンライン研修の状況と介護実ફの課題
社会福祉法人浴風会認知症介護研究・研修東京センター　壤ޱ　純子

P281　地域中核病院における認知症ケアサポートチームの取り組みと実績
公立倈լ病院薬剤部　Ԟ本　ਅາ

P282　身体߆墣の実施が検討されたせんໝ状態の高齢患者に対する認知症マフの効果
फ教法人在日本南プレスビテリアンミッション絓川キリスト教病院　ӝ࡚　ඒ幸

P283　「3つのオレンジ」を活用した認知機能低下者対応モデルの作成と質問ࢴ調査による評価
JCHO東京新॓メディカルセンター脳神経内科　ࠇ川　綁史

P284　日本国内における認知症診断前後の状況と支援に関する実態調査
新ׁ県立看護大学地域生活看護学綛域老年看護学　原　　等子

P285　長野県上小地۠における認知症医療連携とレカネマブ治療連携パスの構築
信भ上田医療センター脳神経内科　江澤　奲थ

P286　ベンκジアゼϐン系ਭ薬の不使用に向けた当認知症ケア回診での取り組み
ඌ市立有明医療センター脳神経内科　大侱　俊ൣߥ

P287　アルツハイマー型認知症患者の同ډ介護者に関する介護実態調査
東京慈ܙ会医科大学精神医学講座　川俊一緥
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P288　アルツハイマー型認知症患者の行動・心理症状（BPSD）と介護者負担感・QOLとの関連
東京慈ܙ会医科大学精神医学講座　川俊一緥

P289　プロスポーツの勝敗の認知症患者の BPSDへの影響の検討
脳神経内科はつたクリニック　初田　紤幸

P290　認知症ケアチーム介入のための複眼的時系緀シートの作成
俊田医科大学医学部認知症・高齢診療科　武地　　一

P291　若年性認知症診断後相夢介入における患者本人・家族の実と課題
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター認知症疾患医療センター　野࡚　和ඒ

P292　在宅認知症高齢者を支える主介護者の負担感とその要因
倇良県立医科大学脳神経内科　Ԙ田　　夨

P293　リハビリにおける認知症治療連携の必要性
平成記念病院脳神経外科　੨山　紩一

P294　੨県外ϲ奢「認知症初期集中支援チーム」のコロφՒ以降の活動
ઍ組科学大学薬学部薬学科　大上　佸

P295　健康ポイント事業を活用した認知機能障害への運動介入効果
国立精神・神経医療研究センター病院認知症センター　妁本　　夿

P296　認知症ケアチーム立ち上げ 1年目の成果と課題─認知症ケアリンクφース会との連携─
近江ീ഼市立総合医療センター　中墴　綉墸

P297　高齢化が進むへき地診療所での課題
ᘐڠ医科大学日光医療センター脳神経内科　侣　夨紤

P298　前ڮ市の認知症初期集中支援チームにおける支援対象者および実績の経時変化
夨　ޱ馬医療福祉大学リハビリテーション学部　山܈

P299　ډ住系サービスにおいて実施されているケアが BPSDへ及ぼす影響
認知症介護研究・研修東京センター　中墴　考一

P300　地域医療支援病院における認知症患者の身体߆墣リスク評価
ᘐڠ医科大学日光医療センター看護部　福田　ګ子

P301　アルツハイマー病新規治療薬の侳与を希望しない介護者の思いに関する検討
東京医科大学病院看護部　兼子かなえ

ྟচܥ � ೝશൠʢͦͷଞʣ
P302　認知症の外的ة険因子としての精神的ۤ奿（Bad stress）の評価

（医）埼玉成ܙ会病院健康管理センター・脳神経外科　夳内東墸緥
P303　Utility of 

18
F-THK5351 PET in identifying inflammatory lesions in neurosyphilis

Department of Neurology, Tokyo Metropolitan Institute for Geriatrics and Gerontology, Tokyo, Japan　Keiko Hatano

P304　Ϣマニチュード導入によるスタッフの意識調査～超高齢社会で看護していくために～
俊田医科大学病院看護部　ҏ俊ࢻ歩子

P305　モバイルデバイスから取得できる報のみによるMCI（軽度認知障害）の検知
神ށ報大学院大学イノベーターコース　加俊　　ॡ

P306　パッチࣜ脳偍計による前ֹ部脳偍を用いた認知症診断支援 AIに有効な特徴量の夋ࡧ 

PGVࣜג会社　Nyamradnaa Byambadorj

P307　総合病院における認知症診療の意義 : 抗アミロイド β抗体薬治療を含めて
総合上൧田第一病院老年精神科　ӏࠀ　ࣂ行
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P308　認知症患者に対するミトン型身体߆墣低ݮを目的とした認知症マフ使用の有効性
JAذෞް生連ذෞ・偀医療センターذ北ް生病院　綠　　綵子

P309　公認心理師教ҭ課程大学院生の認知症外来での実習 2年目の考察
ҍ綠大学医学部付属病院もの忘れセンター　玉田　ਅඒ

ܥૅج � α�TZOVDMFJO ؔ࿈
P310　αシψクレイン線維化におけるৼᚰの役割の解明

東京都立大学大学院理学研究科物理学専߈　向Ҫ純統彩
P311　αシψクレインの細胞内ڽ集に対する ASCの寄与の検討

東京大学大学院薬学系研究科機能病態学教ࣨ　小綠　広人
P312　シードґ墰的 αシψクレインڽ集を抑制する変異型 αシψクレイン

東京都医学総合研究所認知症プロジェクト　高木　ᠳ平
P313　α-シψクレイン細胞外分ൻの抑制がもたらすリソκーム機能への影響

大ࡕ医科薬科大学医学部脳神経内科　澤Ҫ　大थ

ܥૅج � 5%1��� ؔ࿈
P314　TDP-43タンパク質の構造多様性に基づいた細胞内Ҡ行性の別化

日本大学薬学部　俨田　ӫ一

ܥૅج � ͦͷଞͷೝؔ࿈ന࣭ɾҨࢠ
P315　CHCHD2-related mitochondrial abnormalities in astrocytes of Kii ALS/PDC patients

慶應義塾大学再生医療リサーチセンター　本　　ޛ
P316　FTLD-FETおよび ALS-FUSにおける FUSと TAF15の局在

東京都医学総合研究所認知症プロジェクト　大夁　綼子
P317　アルツハイマー病のポリジェニックリスクスコア別化によるマルチオミックス解ੳ

新ׁ大学脳研究所　٠地　正綁
P318　認知症病因タンパク質高感度検出法の開発

同ࢤ社大学生命医科学部神経病理　֯田　৳人
P319　プリオン病脳における RIG-I発現異常

福Ԭ大学薬学部生体機能制ޚ学　ࠤ野　和ݑ
P320　FUS変異（p.H517D）はヒト運動ニューロンにおいて DNA損傷をう変性を惹起する

慶應義塾大学再生医療リサーチセンター　小۽　純ل
P321　eIF5は C9orf72 FTLD/ALSで異常৳長したリϐート緀の poly-GA DPRへの紆を促進する

大ࡕ大学大学院医学系研究科精神医学教ࣨ　後俊　ࢤൕ
P322　網絔的遺伝子発現解ੳによる早期診断のための段階特異的血ӷバイオマーカーの同定

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター研究所メディカルゲノムセンター　山川　明子
P323　Poly （A） 結合タンパク質は C9orf72-G4C2リϐート RNA分解経路に関与する

大ࡕ大学大学院医学系研究科精神医学教ࣨ　ڕ住　綉墸
P324　ヒト脳組৫のプロテオーム解ੳ

新ׁ大学脳研究所遺伝子機能解ੳ学分野　長夁川ҥ
P325　C9orf72-GGGGCCリϐート RNAは自વ免疫系を活性化する

大ࡕ大学大学院医学系研究科精神医学教ࣨ　三Ӝ　ߞ人
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P326　グルタチオンݮ少下における rod-shaped microglia形成について
本　ᠳ子ڮ　լ医科大学創発的研究センター࣎

P327　脳内在ϖプチド p3-Alcβのアルツハイマー病に対する機能解ੳ
業ٕ術総合研究所生物プロセス研究部門　Ӌ田ࠫॹ統࢈

P328　一ࢎ化夸ૉ合成߬ૉの PDZドメインに結合する DNAアプタマーの夋ࡧ
東京偅大学大学院学生命学専߈　田中　෨月

P329　認知機能低下のある高齢者のຣ夹ܧ続ઁ取が認知症関連血中マイクロ RNAに与える影響
会社ҏ俊Ԃ中ԝ研究所　Ҵ֞　　൏ࣜג

P330　一ࢎ化夸ૉ合成߬ૉによる神経細胞死紥導メカニζム解明に向けた CAPONアプタマー開発
東京偅大学大学院学生命学専߈　夽　　和

ܥૅج � පଶϞσϧಈ
P331　新規 ADモデルマウスを用いた A673T変異の保護的効果及びその機ংの検討

理化学研究所脳神経科学研究センター認知症病態連携研究Ϣニット　下濱　　
P332　アルツハイマー病モデルマウス脳組৫におけるマウスモノクローφル抗体の特異的検出

ॱ侀俙大学大学院医学研究科脳回路形態学　山内　健墸
P333　Distribution of TXNIP in the brain of a diabetic mouse model 

Molecular Neuroscience Research Center, Department of Diagnostics and 

Therapeutics for Brain Diseases, Shiga University of Medical Science　Aldoghachi Asraa Faris

P334　新規動຺ߗ化症モデルマウスによる脳内の Aβ蓄積と解ੳ
同ࢤ社大学生命医科学研究科医生命システム専߈神経病理学研究ࣨ　田　風

P335　ංຬ時のアルツハイマー病における脳グリア細胞でのࢷ質代ँ系の変動
名古大学・環境医学研究所・病態神経科学　川出　野ֆ

P336　CRISPR-Cas9を用いた DAO遺伝子改変 iPS細胞索来グリアモデルによる ALS病態解ੳツール
慶應義塾大学再生医療リサーチセンター　小綠　博

P337　APPトランスジェニックカニクイザルの脳ӷバイオマーカーの変化
լ医科大学神経難病研究センター　紉沢大治緥࣎

P338　神経Ԍ症ミクログリアの動態解明に向けた in vivo標識ツールの確立
名古大学大学院医学系研究科　Ӭ田　健一

P339　アルツハイマー病における免疫系とミクログリア細胞集団構成の連関の解明
名古大学環境医学研究所病態神経科学分野　小็　　起

P340　ϔパリン結合性上皮成長因子によるグリア細胞の活性調節を介した新規 AD治療法の開発
名古大学・環境医学研究所・病態神経科学分野　江　顕

P341　細胞内アミロイド βオリゴマーはシφプス前ऴのエンドサイトーシス機構を્害する
業ٕ術総合研究所バイオメディカル研究部門　落ੴ　知世࢈

ܥૅج � ʢલྟচʣڀݚༀ։ൃྍ࣏
P342　Aβڽ集્害機能侴ࡌ DDSキϟリア「Chol-PEG」による AD治療薬

東京都立大学大学院都市環境科学研究科環境応用化学域　侘ᬒ　ড墸
P343　奲状Ϣビキチン生成߬ૉ્害剤経ඓ侳与による ALSモデルマウスへの影響解明

大ࡕ公立大学大学院医学研究科医化学　ാ中索߳統
P344　認知症治療薬開発の促進を目指したւ馬神経細胞への薬物ターゲティングઓ絹

神ށ学院大学薬学部薬物ૹ壹システム学研究ࣨ　ُҪ　ܟ壑
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ܥૅج � ͦͷଞ
P345　倧索来細胞から奲紥導した神経細胞を用いた神経変性疾患のモデリング

慶應義塾大学医学部生理学教ࣨ　松本　ܛ大
P346　血ӷを८る脳組৫索来細胞外小胞を捉える手法の確立

医薬基盤・健康・ӫ絋研究所創薬標的プロテオミクスプロジェクト　墴Ԭ　　ݡ
P347　シングル核 RNA-seqデータによる家族性アルツハイマー病関連遺伝子の発現解ੳ

新ׁ大学脳研究所遺伝子機能解ੳ学分野　原　　ൣ和
P348　アルツハイマー病研究に向けたヒトধ血索来ミクログリア様細胞の遺伝子発現解ੳ

名古大学環境医学研究所病態神経科学分野　前川　՚
P349　アストロサイトの TRPA1による血管性認知障害に対する生体防ޚ機構の解明

和Վ山県立医科大学薬学部病院薬学研究ࣨ　๊　　ক史
P350　HDS-R : 1/30点の AD患者に自侇車エルゴメーターを導入し俯歩Մ能まで至った一症例

 Ԭ山十字病院リハビリテーション科　安俊　研介
P351　Thetaৼ動ܹ法による FNDC5/Irisin 紥発とマウス記憶機能維持の関の解ੳ

日本医療科学大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専߈　ᇜ　　५
P352　タウを奃入した 5FADマウスにおける Aβ墰在下で脳低ᕲ流のタウ蓄積に対する効果の解明

国立長寿医療研究センター分子基盤研究部　武アブドグプル


