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　味蕾 内 の 味細 胞 と支 配神経 と の 化 学 シ ナ プ ス で

は、ア セ チ ル コ リ ン の 効 果が まず調 ぺ ら れ て か ら 50

余年 に な る が 、 伝達物質 と し て確実に 同定さ れ た も

の は な い 。わ れ わ れ は マ ッ ド パ ピ ィ （mudpuppy ，

Necturas　macugOStts ） の味蕾 を実験 モ デル と し て、

伝達物質候補 の 存在 、取 り込 み 、放 出、生 理 学的作

用を調べ 、い わ ゆ る伝達物質 の 同定基準 を検 討 した。

　 マ ッ ドパ ピ ィ の 味蕾 内で 、伝達物質 と して の 各種

候補物質の 存在を免疫細胞化学法 で 調 べ た
1）。味蕾

を神経支配し て い る線維に は vasoactive 　intestinal

peptide （VIP ），　 substance
−P，　 calcitonin 　gene

−re王ated 　peptide（CGRP ）様の ペ プ タイ ド、
　neuron

−specific 　enolase （NSE ）、さ らに GABA と グル タ

ミ ン 酸 が 認 め られた。味細胞 に検出 さ れ た の は NSE

だ け で あ っ た。基底 細 胞 に は セ ロ ト ニ ン 様 と

cholecystokinin （CCK ）様 の 非常 に 強 い 抗体 反応が

見 られた。コ リ ン ・ ア セ チ ル ト ラ ン ス フ ェ レ ース

（ChAT ） とチ ロ ジ ン水酸化酵素 （TH ）は 味蕾 内 に

検出 され な か っ た の で、コ リ ン 作動性 あ る い は ア ド

レ ナ リン 作動性の シ ナ プス機構は想定 し に くい 。

ン 、グル タ ミ ン 酸、GABA ）を含む生理食塩水 中で

イ ン キ ュ ベ イ トし、取 り込 み と放出を調 べ た
2｝

。 15分

間 の イ ン キ ュ ベ イ 1・の あ と組織を固定し、切片を作

り、オ ートラ ヂ オ グ ラ フ ィ
ー法 に よ っ て 、 伝達物質

を グ レ イ ン と して検出し た。セ ロ トニ ン は味蕾 の中

の 基底細胞 に特異的 に 取 り込 ま れ、舌上皮 を 40mM

の 塩化 カ リウ ム （KCI）で脱分極さ せ る と取 り込 ま れ

た セ ロ トニ ン は完全に放出さ れ た 。 さ ら に、シ ナ プ

ス 伝達 を ブ ロ ッ ク した条件 （低 Ca2＋

、高 Mg2 ＋

） に

す る と、セ ロ トニ ン の 放出 は起 こ らなか っ た 。

一
方、

グル タ ミ ン 酸 と GABA は グ リア と 思 わ れ る 細胞 に

取 り込 み が 見 られ た が 、味蕾の 外 の 舌上皮
一

般 に も

取 り込 まれ た。し か し、免疫細胞化学 法 で 陽性 で あ っ

た 求心神経線維宋端 へ の 取 り込 み はな か っ た。味蕾

内 で は味細胞 と思 わ れ る細胞 が グル タ ミ ン 酸 を 取 り

込 ん だが 、これ は脱分極刺激を与 え て も放出さ れな

か っ た の で 伝 達物質 と し て の 取 り込 み で は な い と考

えられた。 こ れ らの結果 と、先の免疫法の結果を合

わ せ る と 、 基底細胞の セ ロ トニ ン だ け が味蕾内で の

伝達物質 と して の 基準 を満たす こ と に な る 。

　ある物質が伝達物質で あ るな らば、化学刺激 に 応

じ て味細胞か ら放出さ れ ね ばな らな い 。また 、 放出

後そ の作用を短時間で 終了させ るた め に は、酵素 に

よ る 分解や シ ナ プ ス 部位で の 取 り込 み 機構 が 必要 で

あ る。そ こ で 、切 り出し た マ ッ ドパ ピ ィ の舌上 皮を、

ア イ ソ トープ で ラ ベ ル し た伝達物質候補 （セ ロ トニ

　基底細胞 は、味蕾の底部に位置す る丸形 の 比 較的

小 さ な細胞で ある 。 こ れ は突起 を味孔 へ 向か っ て 伸

ば して い な い の で、化学刺激を直接 に は 受容で きな

い と 思 わ れ る 。 と こ ろ が、こ れ は味蕾内で の 惰報伝

達 に 重要な役 割を して い る こ とが、最近分か っ て来

た 。 基底細胞 は上記 の よう に 免疫法 で セ ロ トニ ン 陽
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性で 、細胞 内に有芯顆粒を含み 、 皮膚に ある機械受

容器 を構成 す る メ ル ケ ル 細胞 （Merkel 　ceil ） と 類似

の 細胞 内構造 を持 つ 。それ で 、こ の細 胞 をメ ル ケ ル

様基底細胞 （Merkel−like　basal　cell）と呼ぶ。これ

は 周囲 の 味細胞お よ び舌咽神経 と シ ナ プス 結合 して

い る の で、機能 的 に は セ ロ トニ ン 作 動性 の 介 在

ニ ュ
ーロ ン で は ない か と考えられ た 。

　介在 ニ ュ
ーロ ン と して の機能 を生理学的 に 証 明す

る た め に、わ れ わ れ は マ ッ ドパ ピ ィ の舌上皮 をス ラ

イス 標本 に し、味細胞 、基底細胞 を区別 して 微小電

極 を刺入 し た 3）。圧注入装置 で 化学刺激 をパ フ （puff）

し、吸引用 の ピ ペ ッ トで引き込む こ とで 、味細胞 の

頂端部 だ けを 140mM 　KC1 で刺激 した 。 味細胞か ら

は受容器電位が記録 さ れ た 。 基底細胞か ら は ゆ っ く

り と し た 立 ち 上 が りの脱分極が記録さ れ 、 受容器電

位 と比 べ て常に 100ms ほ どの 遅れが あ っ た。基底

細胞か ら の応答 は Ca2＋ 拮抗剤で あ る Cd2＋ を潅流

液 に加 え る と減少 した。こ れ らの 結果 か ら、基底細

胞の 脱分極 は味細胞 か ら放出 された伝達物質 に よ っ

て 引 き起 こ され た シ ナ プ ス 後電位 で あ る と考 え られ

る 。

　味細胞 と基底細胞 間 の シ ナ プ ス の 電子 顕微鏡像

は、そ こ で の シ ナ プ ス伝達が 双方向に行わ れ る可能

性 を 示 し て い る ％ そ こ で、味細胞 と基底細胞 か ら同

時記録し、脱分極性の パ ル ス 通電 を基底細胞 に与 え

た時の味細胞 の 応 答を調 べ た
5 ｝。単発 の パ ル ス に 対

応 した シ ナプ ス 後電位 は味細胞 か ら記録 で きなか っ

た 。 しか し 、 反復刺激 をす る と、味細胞 へ の 影響 が

現れ て 来た。すなわ ち、味細胞 の 受容器電位（KCI 刺

激 に よ る） の 増大、入力抵抗 の 増加、さ ら に 膜電位

の 過分極が見ら れ た の で あ る。つ ぎ に、基底細 胞を

パ ル ス 刺激す る代わ り に 、 潅 流液 に セ ロ ト ニ ン

（100 ｛SYMBOL 　109￥＄
“Symbol”

｝M ）を与 える

と、さ き ほ ど の 反復刺激 と全 く同 じ効果 が現れた の

で あ る。した が っ て 、基底細胞 は セ ロ ト ニ ン を 周 り

の 味細 胞 に 向か っ て放出し、味細胞の頂端部か ら基

底外側 部 へ 広が る 受容器電位 の 電気緊張性伝播を増

強 さ せ て い る （味細胞 の 化学感受性が 高ま る）と考

え られ る。

　従 っ て 、味細胞 か ら舌咽神経 へ の情報伝達 の 間 に

は 、 味細胞 → 基底細胞 → 味細胞 とい う回路が介在 し、

こ の うち 基底細胞 と味細胞 の 間 で神経調節物質 と し

て 働 い て い るの が セ ロ トニ ン で ある と考えられる 。

一
方、味細胞 か ら基底細胞 へ の シ ナ プ ス 、ま た味細

胞 か ら舌咽神経へ の シ ナ プ ス で 働 く伝達物質は未知

で、今後の 研究課題 と し て 残 さ れ て い る 。
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