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《研究ノート》
JPSA彰
Japan Poul!町 ScienceAssociation 

肉用鶏への微生物資材の飼料添加がサルモネ ラ排菌抑制

および生産性に及ぼす影響

巽 俊彰l・佐々木健二l・伊藤英雄2・後藤正和3

1三重県畜産研究所，三重県松阪市嬉野町 5152324 

2二重県北勢家畜保健衛生所， 三重県四日市市新正 5100064 

3三重大学大学院生物資源学研定科， 三重県津市架真IIIT屋町 5148507 

肉用鶏において抗菌性物質無添加飼料への微生物資材の添加給与による SalmonellaEnteritidis (SE）排菌抑制効果お

よび生産性に及ぼす影響を検討した。市販されている鶏用微生物資材5種類，いわゆる A資材は腸球菌 l種，B資材は乳

酸菌6種， C資材は略酸菌 l種， D資材は乳酸菌 l種，酪駿菌 l種，枯草薗2種，腸球菌2橿，アルカリンゲネス菌 l種，

E資材は拍車菌5種を含む資材をそれぞれ 1%添加した飼料および無添加飼料を褐色羽装の銘柄肉用鶏「伊勢赤どり」に

初生時から給与し，3口齢で SE2.6×106CFUを経LI被種した結果，乳酸菌や腸球菌等多種類の微生物を含有する D資材

は，無添加飼料や単一菌もしくは同属菌のみを含む他の微生物資材に比べ，盲腸使からの SE検出率や盲腸内容物中の SE

菌数および SE検出率が低く， SEに対する排菌抑制効果ならびに腸管内増殖抑制｜効果が認められた。また， D資材の添加

濃度を検討した結果，飼料乾物あたり 0.2%の添加濃度で SEに対する排薗抑制効果および腸管内増殖抑制効果が認めら

れたが，生産相川こ対する悪影響は認められなかった。

以上のことから，D資材の 0.2%飼料添加は抗菌性物質無添加飼料給与による肉用鶏の飼育管理技術として活用でき，

さらに SEに対する排菌仰制効果ならびに腸管内用殖抑制効果が期待できることが示唆された。

キーワー ド 微生物資料，肉用鶏，サルモネラ，生産性

緒 Eコ

畜産物における抗菌性物質の残閣や薬剤耐性菌山現の問題等

（石橋， 2007）を背景として，生産者，消費荷の双方から抗菌性物

質を添加しない飼料給与による肉用刻の飼育管珂方法が強く求め

られている。 三重県の銘柄肉用鶏である「伊勢赤とりJについて

も，ブロイラーや他の銘柄肉用鶏との差別化の一員として，抗菌

性物質無添加飼料給与による飼育管時技術の｛確立に取り組んでい

る。しかしこうした条件では育成率や憎体重の減少，飼料要求

率や出荷後の廃棄率の増加等といった生産性の低下を招き易く ，

収益性低下を及ぼすものと懸念されている （矢野と口見間， 2000;

米持，2003）。

抗菌性物質を飼料に添加して利用するのは，腸内細関叢を適正

に保って有害細菌が家畜にもたらす有害作用を抑制することを目

的としており，その結果，栄養成分のl汲収性，利用性を住吉めて生

産性を向上させるものと考えられている（石橋， 2007）。飼料添加
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物として流通している抗菌性物質の使用電は，抗菌性物質の国家

検定合熔量の推移をみると，1996年度は 242.6tであったが， 2005

年度には 169.7tと1996年度の約70%に減少している（鶏病研究

会， 2007）。また，疾病治療刑に使用される動物用医薬品として流

通している抗菌性物質の使用量は販売高の推移をみると， 1994年

度は 355.9億円であったが，2003年度には 272.3億円に減少して

おり，動物別使用割合を原末換算置でみると， 2001年度は豚周

56.2%，水産用 18.6%，肉用鶏 13.2%，採卵鶏4.2%で， 2003年度

は豚用 61.5%，水産用 18.4%，肉用鶏8.7%，採卵鶏4.4%とほほ、

同様の傾向であるが，｜去j用鶏の使用量が減少していることが示唆

される（鶏病研究会， 2007）。－）J，微生物資材は，乳酸菌や略酸

菌等の有用微生物およびこれらの微生物から生産された酵素や酸

の働きにより腸管内の有用微生物の増殖および病原微生物の抑制

や免疫機能を元進させるものと考えられており，国内外において

抗菌性物質に代わるものとして期待されている（服部， 2001，大

成，2004；田村， 2003）。

また，薬剤使用の低減による問題として，食中毒等の原因とな

る細菌汚染を適切に防止する保証が必要である。なかでも 1980

年代後半以降，鶏卵の SalmonellaEnteritidis (SE）汚染に起因

するサルモ不ラ食中毒がわが~Iを含め｜笠界各地で急増し，養鶏産

業のみならず食品衛生 ｜二の大きな問題となっている （中村， 1999;

佐藤， 1998）。さらに米国では SE食中毒要因としてブロイラーが

注目されている（Kimuraet al., 2004）ほか，英国（Vet.Lab 
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Effect of Dietary Probaiotics Products on Salmonella Enteritidis 

Colonization and Productivity in Meat Chicks 
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The effect of probiotics products in feed on Salmonella Enteritidis (SE) colonization was evaluated in meat 

chickens. On days Oto 10, chicks were given in the feed which of probiotics materials 1 % and control feed. These 

were divided into six groups and all groups were challenged intra crop with 2.6×106CFU SE on day 3. As a result, 

SE r巴coveryrates in the cecal droppings were signi自candylower in chicks given D probiotics product that 

contained Lαctobαcillus sp. and several species bacterias than in chickes given control feed and other probiotics 

products, on days 4 to 10. And the number of SE organisms and SE recovery rates in the cecum contents w巴re

significantly lower in chicks given D probiotics product than in chickes giv巴ncontrol feed and other probiotics 

products, on days 10. 

The effect of D probiotics product addition d巴nsityin f巴edon Salmonella Enteritidis (SE) colonization was 

evaluated in meat chickens. On days O to 10, chicks were given in a diff，巴rentaddition density in fe巴dand divided 

into six groups. On days O to 10, group 1 was given no D probiotics product ; group 2, 0.2% D probiotics product ; 

group 3, 0.5% D probiotics product ; group 4, 1 % D probiotics product ; group 5, 2% D probiotics product ; 

group 6, 4% D probiotics product. All groups were challenged intra crop with 7.3×106 CFU SE on days 3. As 

a result, SE recovery rates in the cecal droppings were significantly lower in chicks given 0.2% D probiotics 

product than in chickes given control feed and oth巴rsaddition d巴nsityof D probiotics products, on days 4 to 10. 

And the number of SE organisms and SE recovery rates in the cecum contents were significantly lower in chicks 

given 0.2% D probiotics product than in chickes giv巴ncontrol feed and other saddition density of D probiotics 

product, on days 10. 

The effect of D probiotics product addition density in feed on productivity was evaluated in meat chick巴nsin 

days 21 to 70. As a r百 ult,chickens given 0.2% D probiotics product W巴rea per chickens giv巴ncontrol feed. 

Results indicate that dietary D probiotics product 0.2% effectively reduces the cecal colonization of SE. 

(Japαnese Journal of Poultry Science, 46: 163 168, 2009) 
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