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本日の内容

• サルモネラについて

• チフス性サルモネラと非チフス性サルモネラ

• 侵襲性非チフス性サルモネラ症

• サルモネラ食中毒

• 海外におけるサルモネラ症

• 薬剤耐性

サルモネラ／サルモネラ属菌

19世紀
初頭

• Eberth：腸チフスの研究

1884年
• Gaffky：チフス菌分離

1885年

• SalmonとSmithによる発見（ブタコレラを発症したブタから。血清型
Choleraesuis）

1888年
• Gärtnerによって食中毒の起因菌として認識（血清型Enteritidis）

サルモネラとは

Salmonella

グラム陰性

桿菌 通性嫌気性

べん毛（周
毛）による
運動性陽性

Description of Salmonella enterica sp. 
nov., nom. rev

• グラム陰性桿菌
• 0.5［～1.5］ x 2.0［～0.5］ μm
• （生化学）性状

– オキシダーゼ陰性
– カタラーゼ陽性
– 硝酸塩を亜硝酸塩に還元
– ブドウ糖を発酵

– ペプトン、肉エキスを含む培地
で増殖

– 通常運動性、鞭毛を持つ
– ウレアーゼ陰性
– トリプトファンデアミナーゼ陰性
– リパーゼ陰性
– DNase陰性

– 通常ブドウ糖からガスを産生
– チオ硫酸から硫化水素を産生

– テトラチオン酸をチオ硫酸に還
元

– インドール産生性陰性
– クエン酸陽性
– リジンデカルボキシラーゼ陽性

– オルニチンデカルボキシラー
ゼ陽性

– 白糖、アドニットから酸を産生
しない

• GC含量 50-53%

(IJSEM, 37, 1987)

サルモネラの命名基準

属・種・亜種

血清型・
生物型

病態



Salmonella spp.

• 菌種は2つ
– S. enterica, S. bongori

• IJSEM, 55, 2005.

• IASR, 26, 2005.
– サルモネラ属菌の分類命名に関して

• S. entericaには6つの亜種
– enterica, salamae, arizonae, diarizonae, houtenae, 

indica

Salmonella spp.

Salmonella

enterica

enterica (I)

salamae (II)

arizonae (IIIa)

diarizonae (IIIb)

houtenae (IV)

indica (VI)bongori (V)

Genus Species

Subspecies

属 種

亜種

（）：生物型

サルモネラ亜種の系統樹

(mSystems, 5, 2020)

bongori (V)

arizonae (IIIa)

diarizonae (IIIb)

houtenae (IV)

salamae (II)

enterica (I)

indica (VI)

[Novel VII, A, B, C]

サルモネラは感染侵入型

食中毒菌

感染型

感染侵入型

感染毒素型

毒素型

>1億年前

Trends in Microbiology, 2025.

Salmonella Pathogenicity Island

SPI-1: 腸管上皮細胞への侵入

SPI-2: 細胞内寄生

SPI-7: Vi 抗原

サルモネラ血清型等の進化論

• Proc Natl Acad Sci USA, 111(33): 12199-12204, 2014

Paratyphi A: 16世紀

• Nat Commun, 15(1): 10143, 2024

Paratyphi B: 13世紀

• Appl Environ Microbiol, 82(8): 2516-26, 2016

Typhimurium DT104: およそ1948年→耐性化およそ1972年



サルモネラ属菌
種および亜種間の鑑別性状

試験項目（基質）

S. enterica S. bongori

enterica salamae arizonae diarizonae houtenae indica
I II IIIa IIIb IV VI V

ズルシトール + + - - - d +

ONPG（2時間） - - + + - d +

マロン酸 - + + + - - -

ゼラチナーゼ - + + + + + -

ソルビトール + + + + + - +

KCN培地における発育 - - - - + - +

d-酒石酸 + - - - - - -

D-ガラクトウロン酸 - + - + + + +

γ-グルタミルトランスフェ
ラーゼ

+* + - + + + +

β-グルクロニダーゼ d d - + - d -

粘液酸 + + + - (70%) - + +

サリシン - - - - + - -

乳糖 - - - (75%) + (75%) - d -

O1ファージによる溶菌 + + - + - + d

• 血清型Typhimuriumではd、Dublinでは-
• +, 陽性率90%以上； -, 陽性率10%以下； d, 陽性率11-89％

(Antigenic formulae of the Salmonella serovars. 9th ed.; 2007.)

血清型

• O抗原（～60種類）
–菌体表面のLPS（リポ多糖；lipopolysaccharide）

• H抗原（114種類）
–鞭毛（二相性）

• K抗原
– Vi抗原

• Typhi, Dublin, Paratyphi C

例）O:H（1相）:H（2相）
Typhimurium 4:i:1,2
Enteritidis 9:g,m:-

正式名：Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis
略称： Salmonella Enteritidis

White-Kauffmann-Le Minor scheme

Scheme 2007 + Supplement No.48

S. enterica 2637

subsp. enterica 1586

subsp. salamae 522

subsp. arizonae 102

subsp. diarizonae 338

subsp. houtenae 76

subsp. indica 13

S. bongori 22

Total 2659

S. enterica 2557

subsp. enterica 1531

subsp. salamae 505

subsp. arizonae 99

subsp. diarizonae 336

subsp. houtenae 73

subsp. indica 13

S. bongori 22

Total 2579

Antigenic formulae of the Salmonella serovars. 9th ed.; 2007. Research in Microbiology 165, 256-530, 2014.

Salmonella Lubbock

Salmonella I 6,7: g,m,s: e,n,z15

Salmonella Montevideo (I 6,7,14: g,m,[p],s: [1,2,7])

O: 7; H1: g,m,s; H2: -

Salmonella Mbandaka (I 6,7,14: z10: e,n,z15)

Genome Announc 3(2), 2015.

非定型Montevideo？

fliC

(Google)

Salmonella Abeokuta

(Microbiol Resour Announc, 11(10) 2022.)

Salmonella I 30: d: z6

ST8600

(Google)

血清型とMLST

PLoS Pathog 8(6), 2012.

血清型 eBurst Group (eBG) Sequence Type (ST)

Typhimurium 1 19, 34, 313

I 4:i:- 1 19, 34

Enteritidis 4 11

Dublin 53 10

血清型と主要なST（例）



ゲノム配列→血清型

（Applied Env Microbiol, 85, e01746-19, 2019 ）

（PLOS ONE, 10.1371, 2016 ）

Salmonella spp.

Salmonella

enterica

enterica (I)

Typhi, Paratyphi A

Others

salamae (II)

arizonae (IIIa)

diarizonae (IIIb)

houtenae (IV)

indica (VI)

bongori (V)

非チフス性

チフス性

サルモネラ
病態

チフス性

•腸チフス、パラチフス

•全身性感染

•ヒトが宿主

非チフス性

•急性胃腸炎

•動物が宿主

•食中毒

摂取

• 潜伏期：7-
14日

第1病週（初
期）

• 段階的体温
上昇39-
40℃

• バラ疹

• 比較的徐脈

• 肝脾腫

• 便秘ときに
は下痢

第2病週（極
期）

• 稽留熱40℃

• 無欲状顔貌
（チフス性
顔貌）

• 意識障害

• 気管支炎

• 難聴

• 心不全

第3病週（後
期）

• 徐々に解熱

• 腸出血

• 腸穿孔

第4病週

• 解熱

• 回復

腸チフス・パラチフス

菌検出

•血液・骨髄液

菌検出

•便、尿、胆汁
（血清診
断）

検査

非チフス性サルモネラ
（サルモネラ症）

• 概ね8-48時間（6-72時間）

潜伏期間

• 発熱を伴う急性胃腸炎

• 下痢

• 発熱

• 腹痛

• 嘔吐

• 血便

• 脱水

症状

0 20 40 60 80 100

下痢

発熱

腹痛

嘔吐

血便

脱水
（小児感染免疫 Vol. 25 No. 3, 2013）

腸管外サルモネラ症

血液（34％）

尿（32%）

膿瘍（23%）

血液（5%）

髄液（5%）

喀痰（3%）

腸管外：3.0%（194/6,564）

(Epidmiol Infect (1988), 100, 361.)

血清型：Choleraesuis, Dublin, London, Virchow, Panama



非チフス性サルモネラにおける
腸管外感染、菌血症について

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ブルガリア

マレーシア

アフリカ

オランダ

フランス

Enteritidis Typhimurium Panama Dublin I 4:i:- Thompson

Virchow Corvallis Oranienburg Paratyphi B Choleraesuis Javiana

Montevideo Blegdam Tshiongew Senftenberg Hato その他

Am J Trop Med Hyg, 102: 58-62, 2019

Clin Microbiol Infect, 26: 941, 2020

BMJ Glob Health, 6: e005659, 2021

Ann Clin Microbiol Antimicrob, 8:15, 2009

Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 31:3217-21, 2012

侵襲性非チフス性サルモネラ症（invasive non-typhoidal Salmonella, iNTS, infection）

アフリカにおけるiNTS
S. Typhimurium ST313の流行

ホスト側の要因

• エイズ

• 鎌状赤血球

• マラリア

• 栄養失調

菌側の要因

• ヒトへの適応進化？

(Clin Infect Dis, 75: 732-738, 2022.)

ST313遺伝子ロスの変遷

(Nature Micro, 6, 2021, 327–338)

Gene Name Description

ratB Secreted outer membrane protein

katE Stationary phase catalase

ttdA l(+)-tartrate dehydratase

melR Melibiose operon response regulator

flhA Flagella biosynthesis protein

pipD Pathogenicity island encoded protein D

bcsG Cellulose biosynthetic enzyme

sseI Type III secretion effector protein (SPI-2)

lpxO Putative membrane-bound β-hydroxylase

macB Putative ABC transport protein

ST313特異的変異
pgtEプロモーター

(PNAS, 115, 11, E2614-23, 2018)

D23580 (ST313)

PgtE発現量↑

PgtEの病原性への関与

(PNAS, 115, 11, E2614-23, 2018)

トリに対する病原性

血清耐性

C3分解

外膜プロ
テアーゼ

補体分解

炎症抑制

血流感染

pgtEプロモーターの保存性と変異の特異性



国内におけるiNTS例
O群/血清型 患者 Reference

Chester 12歳女児 小児感染免疫、2016

Schwarzengrund 12歳男児 小児感染免疫、2019

Choleraesuis 26歳男性、頸部膿瘍 JMM Case Report, 2017

Poona
6歳女児

小児感染免疫、2018
1歳男児

Poona 39歳男性 Intern Med、2020

O4 19歳男性 日消誌、2020

O7 56歳男性、胸膜炎 日呼吸誌、2015

O40 9歳男児、急性脳症、横紋筋融解症 小児感染免疫、2018

O9 11か月男児
横浜医学、2019

O4 3歳男児

O9：11件

小児 感染症学雑誌、2015O7：5件

O4：1件

ほとんどの医療機関では血清型を決められない

血液など腸管外から分離

サルモネラ
病態

チフス性（チフス菌、パラチフスA菌）

•感染症法：三類感染症

•食品衛生法：病因物質

非チフス性

• （感染症法：五類感染症）

•食品衛生法：病因物質

食品衛生法に基づく食中毒原因物質

• 微生物

– 細菌

– ウイルス
• ノロウイルス

– 原虫・寄生虫
• アニサキス

• クドア

• ザルコシスティス

• 化学物質

– 食品添加物

– 農薬

– ヒスタミン

• 自然毒

– 植物性
• 毒キノコ

– 動物性
• ふぐ

食品衛生法に基づく食中毒起因菌

• サルモネラ属菌

• ブドウ球菌

• ボツリヌス菌

• 腸炎ビブリオ

• 腸管出血性大腸菌

• その他の大腸菌

• ウェルシュ菌

• セレウス菌

• エルシニア・エンテロコリ
チカO8

• カンピロバクター・ジェ
ジュニ/コリ

• ナグビブリオ

• コレラ菌

• 赤痢菌

• チフス菌

• パラチフスA菌

• その他の細菌

サルモネラ食中毒死亡例
2021年沖縄 2023年和歌山

(琉球新報)

(産経新聞)

食中毒発生状況

（厚生労働省食中毒発生状況）
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患
者
数

年

サルモネラ患者数

腸ビ患者数

ブドウ球菌患者数

大腸菌患者数（EHEC含む)

キャンピロ患者数

ウェルシュ患者数

サルモネラ

大量調理施設衛生管理マニュアル（1997年3月）
学校給食衛生管理の基準（1998年4月）
卵によるサルモネラ食中毒の発生予防について（1998年7月）
食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について（1998年11月）



患者数500名以上のサルモネラ食中毒、
1996-1998（食中毒統計）

発生年月 場所 患者
数

原因食品 血清型 原因施設

1996年7月 大分県 903 仕出し弁当（卵焼き） Enteritidis
（PT1）

仕出屋

1996年8月 北海道 1,833 学校給食
（ゆでホウレンソウとシーチキン和え）

Enteritidis 学校、その他

1996年10月 福岡県 644 学校給食
（ホウレン草とピーナツ和え）

Enteritidis
（PT1）

学校、その他

1997年11月 浜松市 744 給食弁当 Enteritidis
（PT4）

仕出屋

1998年11月 群馬県 558 卵巾着 Enteritidis
（PT1）

仕出屋

1998年3月 大阪府 1,371 洋菓子（三色ケーキ） Enteritidis
（PT4）

製造所

(IASR, 2000)

学校

食中毒発生状況
過去10年患者数推移
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細菌患者数

（厚生労働省食中毒発生状況）

食中毒発生状況
過去10年事件数推移
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（厚生労働省食中毒発生状況）

サルモネラ食中毒発生状況（件数）
原因食品別

0 20 40 60 80 100 120

2000

2015-2024

魚介類 魚介類加工品 肉類およびその加工品

卵類およびその加工品 乳類およびその加工品 穀類およびその加工品

野菜及びその加工品 菓子類 複合調理食品

（不明、その他を除く） （厚生労働省食中毒発生状況）

サルモネラ食中毒発生状況（件数）
原因施設別

0 50 100 150 200 250 300

2000

2015-2024

家庭 事業場 学校 病院 旅館 飲食店 販売店 製造所 仕出屋

（不明、その他を除く） （厚生労働省食中毒発生状況）

サルモネラ食中毒/集団事例
血清型

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2000

2023-2024

Enteritids Typhimurium Infantis Thompson

I 4:i:- Isangi Stanley Newport

Heidelberg Mondevideo Nagoya Schwarzengrund

Virchow London Agona Potsdam

Weltevreden Mix

（IASR, 2003）

（JIHS/NIID細菌第一部）



食中毒

サルモネラ症発生状況
1990年代

食中毒 散発
保菌者

食中毒株 ≒ 全体像

散発
保菌者

サルモネラ症発生状況
2000年代～

食中毒

食中毒株 ≠ 全体像

国内サルモネラ血清型推移
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Enteritidis I 4:i:- Infantis Newport

Schwarzengrund Stanley Thompson Typhimurium

Others 総計

（IASR, 血清型Top15より）

海外のサルモネラ症の現況

CDC BEAM Dashboard
Salmonella 2024

BEAM (Bacteria, Enterics, Ameba, and Mycotics) Dashboard

CDC BEAM Dashboard
Salmonella 2024 (non-human)



CDC BEAM Dashboard
Salmonella 2009-2023

BEAM (Bacteria, Enterics, Ameba, and Mycotics) Dashboard

サルモネラ症（欧州、2023）

(EU One Health Zoonoses Report, 2023)

77,486（全体）

46,548（EU内で感染）

4,768（EU外で感染）

入院率41.0%

死亡率0.20%

サルモネラ食中毒（欧州、2023）

(EU One Health Zoonoses Report, 2023)

件数：1,115件
患者：9,210名
入院：1,726名（18.7%）
死者：16名（0.17%）

卵

パン類

複合

鶏肉

肉類

サルモネラ症（EU内で感染）における
血清型

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

2023

2022

2021

Enteritidis Typhimurium Monophasic Typhimurium Infantis Others

(EU One Health Zoonoses Report, 2023)

サルモネラ症（EU内で感染）における
血清型ーその他（前スライド）の内訳

Coeln Chester Derby

Thompson Virchow Newport

Bovismoribificans Poona Agona

Kentucky Stanley Strathcona

Paratyphi B var. Java Senftenberg Mikawashima

Mbandaka Others

(EU One Health Zoonoses Report, 2023)

食用動物由来サルモネラ血清型（EU）

Enteritidis

Infantis

Typhimurium

Typhimurium, mono

七面鳥
ブタ

レイヤー
ウシ

ブロイラー

(EU One Health Zoonoses Report, 2023)



ワンヘルス動向調査（日本）

ヒト 食用動物血清型

Enteritidis

Typhimurium mono

Infantis

Thompson

Typhimurium

Schwarzengrund
Stanley
Newport

（ワンヘルス動向調査年次報告書、2024より改変）

CPFX

CTRX

AZM

(CDC, 2019)

WHO Bacterial Priority Pathogen List, 
2024 (WHO, 2024)

High group

S. Typhi

NTS

(WHO, 2024)

FQ耐性チフス菌

FQ耐性サルモネラ

2017 List 2024 List

サルモネラ
（第3世代セフェム耐性、キノロン耐性）

2007 List

(Br Med J 1968;3:333)

(Bull. Wld. Hlth Org. 1971, 45, 85-93)

1960s-1970s

(WHO, 2024)

(WHO, 2007)

多剤耐性Salmonella Typhimurium DT104

1948

1972

(Appl Environ Microbiol, 2016, 82:2516–2526.)

(EID, 2005 Jun;11(6):859–867.)

薬剤耐性ワンヘルス動向調査

ヒト：血清型

• Enteritidis

• I 4:i:-

食品血清型

• Schwarzengrund

• Infantis

ヒト耐性

• 38.7%

• SM, TC（～25％）

• ABPC（17％）

食品耐性

• 90.2%

• SM, TC（～75％）

• KM（～60％）

• ST, NA（20-25%）

血清型

耐性

ヒト 食品

（2血清型で26%） （2血清型で76%）


