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研究成果の概要（和文）：T細胞の分化過程においてどのようなガングリオシド分子種が発現し、それがT細胞免疫機能
にどのような意義を持つのかよくわかっていない。GM3SとGM2/GD2Sの二重欠損マウス（DKO）を用いてT細胞の分化を解
析したところ、DN3aステージで強く抑制されていることが判明した。このDN3aステージではガングリオシド発現が顕著
に上昇し、それはTCRβの発現上昇と完全に一致した。DKOマウスにおけるTCRβ鎖の発現を確認したところ、コントロ
ールに比べて顕著な発現の抑制が認められた。TCRβが発現するDN3aステージにおいてガングリオシド発現が上昇する
ことがT細胞の分化にとって重要であることが判明した。

研究成果の概要（英文）：T cell development depends on appropriate signals mediated by T cell receptors 
and many other receptors. Sphingolipids (gangliosides and sphingomyelin) are thought to form a platform 
(lipid raft) for receptor-mediated signaling.
We determined the expression profiles of gangliosides during T cell development. Ganglioside levels were 
greatly increased during the DN3 stage, which was coincidentally with TCRb chain expression. To determine 
the role of gangliosides in T cell development we prepared GM3S and GM2/GD2S double deficient mice (DKO 
mice) which don’t express any ganglioside species. DKO mice exhibited abnormal thymic development and 
greatly reduced in thymocytes. T cell development in DKO mice was arrested at the DN3 stage where TCRb 
chain gene arrangement occurs. These results suggest unique rafts are formed in the plasma membrane 
during T cell development and these rafts provide the appropriate distinct intracellular signaling events 
for successful differentiation.

研究分野： 糖鎖免疫学
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