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はじめに

豚のサルモネラ感染症は、豚の生産性を阻害するだ

けでなく人獣共通感染症として公衆衛生上も重要な疾

病である。本症は、１）敗血症型、２）下痢症型、３）無症

状型、の３つに大別されるが、無症状型であっても公

衆衛生上の重要性は敗血症型や下痢症型と同じである。

豚は種々の血清型のサルモネラに感染して無症状の保

菌豚となり、長期間にわたって排菌する���������。また、

農場が汚染されるとサルモネラは環境中に長期間にわ

たって生存する�������。豚の腸管内のサルモネラは、と

畜場における枝肉のサルモネラ汚染の原因となり�����、

サルモネラに汚染した豚肉および豚肉製品は人のサル

モネラ症の原因となり得る。

�������������	�
�������������	
������（������

���������）は、人や動物のサルモネラ症の主要な原

因のひとつである。１９８４年に英国において、������

�����������	
�����	�����	����	����（�����）と呼

ばれる多剤耐性を持つ菌が分離され、１９９０年代には世

界各地に広がって、�����に起因する食中毒が発生

した。�����は我が国でも牛、豚、鶏から分離され

ている。

豚肉の安全性を高めるためには、養豚場におけるサ

ルモネラ汚染の原因を明らかにし、汚染を低減化する

必要がある。デンマークをはじめとする��各国では、

農場のサルモネラ低減化を目指した息の長い取り組み

がなされている。そこで、わが国における養豚場の汚

染実態を明らかにするため、血清反応による抗体調査

ならびに糞便中からのサルモネラの分離培養を試みる

と共に、分離した ���������	
�	�の中に占める

�����の割合を調べた。

材料と方法

１）酵素抗体法による血清抗体の調査

１９９９年から２００１年において、２７ヶ所の養豚場で飼

育している８２１頭から血清を採取し、市販の酵素抗体

法キット（��������	
��
������
�����
����������

�������社製）を使用して抗体価を測定した。陽性血

清の��に対する割合が２０％以上を示した場合を陽性

とした����。また、１０頭の子豚について、分娩１週後か

ら３１週後の間に血清を採取して抗体産生状況を調べた。

２）糞便からのサルモネラの分離

２００３年７月から２００５年６月の間に、５３９３頭の豚から

糞便を採取し、サルモネラの分離を試みた。増菌培養

にはハーナ・テトラチオン酸塩培地（栄研化学）と

������������		
�
��
	培地（�����）を使用し、ハー

ナ・テトラチオン酸塩培地は４２℃、������������		
�
�

����培地は３７℃で２０時間培養した。分離株は生化学的

性状を検査した後、サルモネラ血清型別用免疫血清（デ

ンカ生研）を用いて血清型別を行った。

３）Polymerase chain reaction（PCR）による DT104

の検索

�����と関連していることが知られている遺伝子

あるいはスペーサー領域を標的とするプライマーを使

用した（表１）。侵襲性に関与している����遺伝子は、

殆どのサルモネラが保有していることが知られている

ので陽性対照とした�������。

結果

１）サルモネラに対する抗体の保有状況

２７農場で飼育している８２１頭のうち１２７頭（１５．５％）

が抗体陽性であり、２４農場（８８．９％）で飼育している

豚の１頭以上が抗体を保有していた。

２）サルモネラに対する抗体の経時的変化

分娩後１週目に採取した血清中には移行抗体が存在

していたが、３週目には消失した。分娩後１０週目から

養豚場におけるサルモネラ汚染状況
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表１　PCRに使用したプライマリー
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１５週目頃には感染抗体が徐々に上昇し、２７週目には殆

どの豚が抗体陽性となった（図１）。

３）豚糞便からのサルモネラ分離成績

検査した５３９３頭のうち１６９頭（３．１％）から２０の血清

型と１種類の血清型別不能のもの、計１７２株のサルモ

ネラを分離した（表２）。分離した血清型の主なものは、

型別不能；���������	
�２９．１％（������）、���������	
��

����１５．１％（������）、���������	�９．９％（������）、

����������８．７％（������）、�����������７．０％（������）、

����������	
�５．２％（�����）である。また、���������	

と ���������	、����������	
と ���������	、������

���������と���������	をそれぞれ同一個体から分

離した。

４）PCRによる DT104の検索

供試した ���������	
�	��２６株のうち、１６株は、

�����スペーサー領域、����遺伝子、����遺伝子、

����遺伝子、����遺伝子を保有しており、�����であ

ることが明らかとなった（表３）。

５）�. Typhimurium　DT104の薬剤耐性

供試した１６株のうち、１１株は、アンピシリン（����）、

ストレプトマイシン（��）、クロラムフェニコール

（��）に耐性、３株は ����と ��に耐性、１株は

����と��に耐性、１株は����に耐性を示した。

考察

デンマークでは、１９９５年にサルモネラ低減化計画が

スタートし、酵素抗体法（��������	）で養豚場の汚

染状況をモニターしながら、サルモネラを排除する取

り組みがなされてきた����。その結果、１９９３年には豚肉

のサルモネラ汚染率は３．５％、豚肉に起因する人のサル

モネラ症の発生は１１４４件であったが、２０００年には、そ

れぞれ０．７％と１６６件に減少した。

我が国では、養豚場のサルモネラ汚染状況について

はあまり調査がなされておらず、今回、血清抗体保有

状況の調査と糞便からのサルモネラの分離を試みた。

その結果、養豚場におけるサルモネラ汚染は��より

も軽微であると考えられたが、今後更に抗体保有率と

保菌率の関係等の基礎的調査を継続する必要があると

思われる。

今回糞便から分離した血清型で最も分離率が高かっ

たのは、���������	で型別不能な���������	であった。

我が国において豚の下痢便からサルモネラの分離を試

みた����ら���の報告によると、���������	
�	�の分

離率が最も高く、次いで���������	であった。我々は

健康豚の糞便を培養し、����らは下痢便を培養してお

り、この分離率の違いは、対象とした糞便材料の違い

による可能性が高いと思われる。

���による���������	
�	������の検出について、

���������ら����は、�����の ����の ����－����のス

ペーサー領域を検出するプライマーを使用する方法を

報告している。また、������ら����は、����遺伝子は

�����の ��������	
����	���	�����������������

図１　サルモネラに対する抗体の経時的変化

表２　豚糞便から分離したサルモネラの血清型

表３　DT１０４ 検索 PCRの結果
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（�����������	��

�
�����������
������）をコードするこ

とを報告している。そこで我々は、��������と����

遺伝子の両方を保有する���������	
�	�は�����で

ある可能性が非常に高いと考えて ���を実施した。

その結果、供試した���������	
�	�２６株のうち１６株が

その両方を保有しており、�����であると考えられ

た。

今回豚の糞便から分離した血清型のうち、������

���������、����������	、����������	
、���������	、���

�������、��������、�����������	�
は、人のサルモネ

ラ症の原因となる頻度の高い血清型である。人のサル

モネラ症の殆どは食品に起因し、その原因の中には豚

肉も含まれている。豚肉の安全性を高めるため、養豚

場レベルでのサルモネラ汚染の原因を特定して、排除

する必要がある。

今回我々が糞便から分離した ���������	な ����

������は、血清型の中で最も分離率が高かったが野外で

発生する疾病との関係は不明である。����ら���は、こ

の���������の型を豚の下痢便から���������	
�	�に

次ぐ高い頻度で分離しており、疾病との関連性は高い

と思われる。諸外国においては、���������	な

���������が米国、スペイン、タイにおける人のサルモ

ネラ症例から分離されている�����。また、���������	

な����������	がイスラエル、イタリア、スイスにおい

て人や食肉から分離され���、イスラエルの仔牛の下痢便

からも分離されている����。よって、今後このような

���������	で型別不能な株が分離された場合、一般に

分離されるサルモネラと同じ衛生対策を講じる必要が

ある。今回分離した���������	な���������について

は、１）�抗原の１相と２相の遺伝子を検出する

�������、２）血清型に特異的な遺伝子を検出する

���������、３）パルスフィールドゲル電気泳動�������、に

よって検討することにより血清型の推定が可能になる

と思われる。
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