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異体類の 腸内細菌叢と抗ウイル ス 活性を有す る細菌の 分離
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【目的】異体類の ヒラメやマ ツカ ワの ウイル ス 病 としてイ リドウイル ス による リンホ シス チ

ス 病（LCD ）や ラブ ドウイル ス によるヒ ラメラブ ドウイル ス （HIRRV）病 、
ヘ ル ペ ス ウイル ス に

よる ウイル ス 性表皮増生症、ノダウイル ス による ウイル ス 性神経壊死症（VNN ）などが知られ

てい る。 これ らの ウイル ス 病対策へ の抗 ウイル ス 物質産生細菌の有効利用を考え 、
ヒ ラメお

よび マ ツ カ ワを対象に腸内容物お よびその 餌料生物の ワム シお よびアル テ ミアの 細菌叢を検

討すると共に 、 腸内容物の 細菌叢の 主体を成 した 肋 b属細菌を対象に 、 イ リドウイル ス 、

ラブ ドウイル ス
、

ヘ ル ペ ス ウイル ス お よび ノダウイル ス に対する抗ウイル ス 活 性を有する細

菌の 分離を試みた 。

【方法】日本栽培漁業協会宮古事業場の ヒ ラメお よび厚岸事業場の マ ツカ ワ稚魚 、 両者の 飼

育海水お よび生物餌料の ワム シ ・アルテ ミアの 生菌数と細菌叢の 観察を行っ た。 次い で腸内

細菌叢の 主体をな した 跏 b 属細菌を対象に、まずラブ ドウイル ス の 伝染睦造血器壊死症

（IHN）ウイル ス に対する抗 ウイル ス活性をCHSE ・214細胞を用い たプラ
ーク減少法に よ り測

定した 。 90％以上の プラーク減少率を示 した菌株を対象に抗ヘ ル ペ ス ウイル ス 活性（ウイル ス

性表皮増生症原 因 ウイル ス は培養で きない た めに海産サケ科魚類の ヘ ル ペ ス ウイル ス

OMV ；COTV 株を使用）お よび抗   V 活性をプラーク減少法で、ヒ ラメ（JD の LCDV 、

マ ダイイ リドウイル ス （RS卿）お よび マ ツカ ワ（BF）の VNN ウイル ス に対する抗 ウイル ス 活

性 を感染価減少 法を用い て 測定 した 。

【結果と考察】宮古事業場の ヒ ラメ飼育水槽の 生菌数は 10a
−7CFU1 血1

、
ワム シは 108、アル

テ ミア で は 107CIrUlg、ヒラメ稚魚の腸内容物は 105
〜8CFU ／g で あ っ た 。 厚岸事業場で はオ

ゾン処理海水を使用 してい るために、飼育水の生菌数は 1〔PCFU ！血 1、腸内容物の生菌数は

104CFUIg であっ たが、餌＊牲 物は上記 と同様の 値であ っ た。 両場共に ワムシ 、 アル テ ミア

お よび腸内容物の細菌叢は 臨 o 属が優勢であっ た 。 宮古事業場か ら分離 した 155 株の

Vibrio　k 細菌の 中か ら、　IHNV 、　HIRRV お よび OMV に対 し強い 抗ウイル ス 活 性を示す 5

株を選抜 し得た。こ の 中か ら BF −NNV に対 し強い 抗 ウイル ス 効果 を示す 2 株（臨 o　sp ．

21F6ab）が得 られた 。
マ ツカ ワの腸内容物か らは 35株の 跏 b 属細菌を分離し、

こ の 中の

1株偏brio叩 ．　BI−9715）は強い 抗 B昼NNV および OMV 活性を示 した。
　BI−9715株はマ ツ

カ ワお よび ニ ジマ ス に病原陸がなく、 か つ アル テ ミアお よびマ ツカ ワ仔魚の成長に悪影響は

認め られなか っ た こ とか ら、換水率の低い異体類の ウイル ス 病対策として これら抗ウイル ス

物質産生腸内細菌の 経 口投与法を検討 したい と考える。
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