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1　はじめに

　青森県で生産されている特産地鶏「青森シャモロッ

ク」のコマーシャル鶏を生産する種鶏場は青森県内の

民間企業 2社と（地独）青森県産業技術センター畜産

研究所の計 3か所であり、年間約 4万羽が生産されて

いる。青森シャモロック種鶏の飼育管理マニュアル

はブロイラー種鶏用マニュアルを参考に暫定的に制定

されたものが利用されているため、当該鶏種の能力に

合ったマニュアルの策定が求められている。そこで、

マニュアルの内容を現在の青森シャモロック種鶏の能

力に適したものに改訂するにあたり、青森シャモロッ

ク種鶏でも使用されている「採卵鶏用飼料」を使用す

る際の量的な制限給餌の方法について検討した。

2　試験方法

　(1) 供試鶏および試験期間

　青森シャモロックの母方種鶏である速羽性横斑プリ

マスロック雌 90 羽を各区に 30 羽配した。試験期間は

8 週齢から 63 週齢（2020 年 9 月 30 日から 2021 年 10

月 26 日）までとした。ただし飽食区は 47 週齢までと

した。

　(2) 試験区分および給与飼料

　8 週齢から 13 週齢にかけて飽食時の推定飼料摂取

量の 70% 量を、14 週齢以降は 80% 量を給与した 70-80%

量給与区と、8 週齢以降飽食時の推定飼料摂取量の

80% 量給与する 80% 量給与区および飽食給与する飽食

区の 3区を設定した。給与飼料は市販の採卵鶏用飼料

を用いた（表１）。

　(3) 飼養管理

　8 週齢から 13 週齢までは群飼ケージ ( 縦 55.5 ㎝×

横 90.5 ㎝×奥行 61.0 ㎝ ) に 1 マス 5羽の密度で飼育

し、14 週齢以降は単飼ケージ ( 縦 47.0 ㎝×横 27.0

㎝×奥行39.0㎝)で飼育した。飲水は自由飲水とした。

　(4) 調査項目

　生産性（飼料摂取量、正常卵産卵個数、飼料要求

率、生存率、種卵 1 個あたりの飼料費）、体重、産卵

成績（初産日齢、50% 産卵到達日齢、ピーク産卵率、

期間産卵率、軟卵率、破卵率、正常卵率）、ふ化成績（受

精率、ふ化率）、種卵重、卵殻強度

3　試験結果及び考察

　制限した区（70-80％量給与区および 80％量給与区）

では飼料摂取量が飽食区に比べ減少した一方で、正

常卵産卵個数が増加し、その結果、飼料要求率が飽食

区に比べ優れた。種卵 1 個あたり飼料費は 70-80％量

給与区で 11.9 円と飽食区に比べ約 3 円安くなり、制

限を厳しくするほど生産コストは抑えられた（表 2）。

体重は 12 週齢以降、制限した区で有意に減少した（図

１）。

　初産日齢は制限した区が飽食区に比べ有意に遅く

なった（表 3）。制限給餌により性成熟が遅くなる報

告は多く 3)、本試験でも同様に初産が遅れる結果と

なった。産卵率は制限した区で産卵後期まで高く維持

され（図 2）、ピーク産卵率および期間産卵率も飽食

区に比べ有意に高くなった（表 3）。飽食下では養分

過多で過肥になりやすく、産卵能力が低下する場合が

あるという報告があり 1)、今回、制限給餌により体重

増加が抑制され、結果として種卵の生産効率が改善さ

れたと考えられる。軟卵率および破卵率は制限した区

で有意に減少し、それに伴い正常卵率が増加した（表

3）。育成期における制限給餌は破卵および軟卵の発生

を減少させることが報告されており 2)、本試験におい

ても同様の結果であった。

　ふ化成績は受精率、ふ化率ともに試験区間に有意な

差はみられなかったものの、制限した区で受精率が高

くなる傾向がみられた（表 4）。卵重は産卵後期にお

いて 70-80% 量給与区で有意に低下したが、その他の

ステージで差はなく、卵殻強度についても差はみられ

なかった（表 5）。以上の結果から、量的な制限をか

けても、種卵の品質への影響はないと考えられた。

4　まとめ

　本研究では、青森シャモロック種鶏に採卵鶏用飼料

を給与する際の量的な制限給餌方法について検討した。

その結果、育成期にあたる 8 週齢から 13 週齢にかけ

て飽食時の飼料摂取量の 70% 量に、成鶏期にあたる

14 週齢以降は 80% 量に給与量を制限することで、体

重増加が抑えられ、種卵の生産性が向上することを確

認した。
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図２ 産卵率の推移
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表３　試験期間中の産卵成績

70-80％量
給与区

80％量
給与区

飽食区

日齢 151
a

146
a

133
b

日齢 143 140 132

％ 85.2 84.2 75.7

％ 67.1
a

67.8
a

52.7
b

％ 4.1
b

7.3
b

17.5
a

％ 2.6
b

3.5
b

8.5
a

％ 93.3
a

89.1
a

74.0
b

異符号間に有意差あり(P <0.05)  *各試験区全体の成績

表５　卵重および卵殻強度

ステージ 週齢
70-80％量
給与区

80％量
給与区

飽食区

産卵前期 23 44.4 44.0 44.0

産卵ピーク 30 50.7 49.2 48.9

産卵後期 43 54.2
b

55.3
ab

57.7
a

産卵前期 23 3.5 3.5 3.1

産卵ピーク 30 3.7 3.3 3.7

産卵後期 43 3.5 3.3 3.2

異符号間に有意差あり（P <0.05）

試験区

初産日齢

50%産卵到達日齢*

ピーク産卵率*

期間産卵率
（17-56週齢）

卵殻強度
(kgf)

破卵率

正常卵率

卵重(g)

軟卵率

表１　試験区分および給与飼料 表２　生産性と飼料費

試験区 ステージ 週齢
70-80％量
給与区

80％量
給与区

飽食区 試験区
70-80％量
給与区

80％量
給与区

飽食区

中・大雛期 8-13
不断給餌の飼料摂取量

推定値の70%量 飼料摂取量*1 kg 814 802 953

成鶏期 14-63
不断給餌の飼料摂取量

推定値の80%量 正常卵生産個数*1 個 3,700 3,673 2,927

中雛期 8-10 飼料要求率 3.5 3.5 5.2

大雛期 11-13 生存率 ％ 100.0 99.4 95.1

成鶏期 14-63
種卵1個当たり

の飼料費
*2 円 11.9 12.0 14.9

*1 *２　92.9円/kgで計算

給与方法
不断給餌の飼料

摂取量推定値の80%量
飽食

栄養価

CP:17.0%, ME：2,850kcal/kg

CP:16.0%, ME：2,800kcal/kg

CP:17.0%, ME：2,850kcal/kg

43週齢までの成績

試験区
70-80％量
給与区

80％量
給与区

飽食区

受精率 ％ 82.2 79.4 69.0

対入卵ふ化率 ％ 67.4 67.8 63.8

対受精卵ふ化率 ％ 83.6 85.8 85.0

表４　ふ化成績




