
下痢、嘔吐、体重減少、食欲の変化、腹鳴、吐き気、腹痛などの臨床症状の組
み合わせや重症度を呈します。1,5,6 

免疫抑制剤反応性腸症の診断は、除外診断によって行われ、次のことが示唆
されます：1,5,7–9 

    駆虫薬、食事療法、抗生物質による治療で満足のいく臨床効果が得られな
かった

   腸管生検と病理組織学的検査により炎症の存在が確認された

    グルココルチコイドまたはその他の免疫調整療法が有効であった

免疫抑制剤反応性腸症を含む慢性消化器疾患の犬の多くは、腸内細菌叢異常と
して知られる腸の炎症と腸内細菌叢の変化を呈しています。10─15。しかし、腸内
細菌叢異常が腸症の原因なのか、結果による症状なのかは不明です。16,17 

食事の変更だけでは十分な効果が得られないことがありますが、それでも免
疫抑制剤反応性腸症の犬には、補助療法として栄養改善を検討する必要があ
ります。腸の炎症は、遺伝的に感受性の強い犬種では、食物成分、粘膜免疫
系、微生物叢の相互作用によって引き起こされる場合があるため、食事の変更
が有効な場合があります。18.19 さらに、慢性腸疾患の犬では、食欲不振、吸収不 
良、栄養損失の増加により栄養失調が良く見られます。20 

栄養介入の目標は、犬の栄養要求を満たし、粘膜の炎症を最小限に抑え、消化不良や吸収不良を補い、臨床症状をコン
トロールするのに役立つ完全でバランスのとれた食事を与えることです。

消化器系疾患

犬の免疫抑制剤反応性
腸症  （炎症性腸疾患）

ステロイドまたは免疫抑制剤反応性腸症は、特発性炎症性腸疾患
(IBD）としても知られ、犬の慢性腸症の 1 つのカテゴリです。免疫抑制
剤反応性腸症は、他の腸の状態（例えば、食事の不摂生、寄生虫、既知
の腸病原体、または新生物）および胃腸以外の疾患がない場合に、3 週
間以上持続する持続性または断続性の胃腸の（GI）臨床症状の特徴が
あります。1–4

治療のための栄養

慢性腸症の犬の中の免疫抑制
剤反応性腸症の有病率は 19 % 
～ 22 % であることが研究によ
り示唆されています。21,22

ご存じでしたか？
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キーメッセージ

    栄養介入は、食事管理単独または抗生物質治療との併用に反応しない慢性消化器症状を持つ犬で、免疫抑制療法
の補助として使用されます。一般的な食事の種類は次を含みます：8,16,21,23,24 

    加水分解タンパク質食

    アミノ酸ベースの食事（成分栄養食）

    新規タンパク質食

    考慮する食事の特性と栄養素は、消化のしやすさ、カロリー密度、脂肪、タンパク質、コバラミン（ビタミン B 12）、カリ
ウム、水の摂取量などです。20,25  

    考慮すべきすべての栄養が全ての患者に対し重要であるわけではありません。

    特定の犬にとって懸念すべき栄養素は、どのような臨床症状があるか、その期間と重症度、および栄養評価によっ
て異なります。

    免疫抑制剤反応性腸症の犬には、主要多量栄養素（例：タンパク質、脂肪、炭水化物）の消化や吸収障害を管理し、腸
内細菌叢異常に対応し、除脂肪体重の減少を最小限に抑えるために十分なカロリーを供給する、消化吸収性が高く嗜
好性の高い、中～低脂肪の加水分解または新規タンパク質食を与える必要があります。26

    加水分解タンパク質食や新規タンパク質食の代わりに、アミノ酸ベースの食事（成分栄養食）を与えることで、タン
パク質合成に利用しやすいアミノ酸や低分子ペプチド与えることも可能です。

    選択された食事のみを必要な期間与えることが必要です。

    脱水は免疫抑制剤反応性腸症の犬でしばしば問題となり、電解質の不均衡、特にカリウムと時にはナトリウムの不均
衡を伴うことがあります。20 軽度の水分不足の犬は、経口水分摂取または皮下水分投与で管理できます。しかし、中等
度から重度の脱水症状のある犬には、適宜、静脈内輸液と電解質補給を行う必要があります。

    慢性腸炎の犬では、コバラミン（ビタミン B 12）が犬の食事に豊富に含まれているにもかかわらず、消化管吸収不良
により欠乏することがあります。検査で欠乏が明らかになった場合は、非経口または経口でビタミン B 12 を補充する
必要があります。25,27 

    抗炎症作用と免疫応答調整作用を持つオメガ 3 脂肪酸のレベルを増加することにより、食物反応性腸症の犬に効果
がある可能性があります。26,27 

    プレバイオティクス、プロバイオティクス、またはシンバイオティクスは、腸の細菌叢の組成に影響を与えることで、食
物反応性腸症の犬に有効となる場合があります。そこでは、次々に腸管粘膜に提示される細菌抗原を変化させ、炎症
反応を調節しています。25,26  

    プレバイオティクス繊維（水溶性または混合繊維など）を食事に取り入れると、細菌叢による短鎖脂肪酸の産生が
促進され、一部の犬に効果がある場合があります微生物叢。

    免疫抑制剤反応性腸症の犬の多くは食欲不振があり、最初は少量の食事を頻繁に摂ること（例、1 日 3～6 食）が効
果的である場合があります。これにより、栄養の吸収を良くし、嘔吐や下痢などの副作用を最小限に抑えられる可能
性があります。25,28 

   I腸炎の臨床症状が治まると、7日間かけて通常の食事に徐々に戻すことができます。  

   疑いのある原因によっては、療法食の継続が必要な場合もあります。

（次のページに続く)



“ 

”

参考文献 
1. Dandrieux, J. R. S. (2016). Inflammatory bowel disease versus chronic enteropathy in dogs: Are they one and the same? Journal of Small Animal 

Practice, 57(11), 589–599. doi:10.1111/jsap.12588
2. Dandrieux, J. R. S., & Mansfield, C. S. (2019). Chronic enteropathy in canines: Prevalence, impact and management strategies. Veterinary 

Medicine: Research and Reports, 10, 203–214. doi:10.2147/VMRR.S162774
3. Hall, E. J., & Day, M. J. (2017). Diseases of the small intestine. In S. J. Ettinger, E. C. Feldman & E. Côté (Eds.), Textbook of veterinary internal 

medicine: Diseases of the dog and the cat (8th ed., pp. 3643–3820). Elsevier.
4. Jergens, A. E., & Simpson, K. W. (2012). Inflammatory bowel disease in veterinary medicine. Frontiers in Bioscience-Elite, 4(4), 1404–1419. doi: 

10.2741/470
5. Procoli, F. (2020). Inflammatory bowel disease, food-responsive, antibiotic-responsive diarrhoea, protein losing enteropathy: Acronyms, clinical 

staging, and treatment of chronic inflammatory enteropathy in dogs. Advances in Small Animal Care, 1, 127–141. doi: 10.1016/j.yasa.2020.07.010
6. Schmitz, S., Glanemann, B., Garden, O. A., Brooks, H., Chang, Y. M., Werling, D., & Allenspach, K. (2015). A prospective, randomized, blinded, 

placebo-controlled pilot study on the effect of Enterococcus faecium on clinical activity and intestinal gene expression in canine food-responsive 
chronic enteropathy. Journal of Veterinary Internal Medicine, 29(2), 533–543. doi: 10.1111/jvim.12563

7. Simpson, K. W., & Jergens, A. E. (2011). Pitfalls and progress in the diagnosis and management of canine inflammatory bowel disease. Veterinary 
Clinics of North America: Small Animal Practice, 41(2), 381–398. doi: 10.1016/j.cvsm.2011.02.003

8. Makielski, K., Cullen, J., O’Connor, A., & Jergens, A. E. (2019). Narrative review of therapies for chronic enteropathies in dogs and cats. Journal of 
Veterinary Internal Medicine, 33(1), 11–22. doi: 10.1111/jvim.15345

9. Washabau, R. J., Day, M. J., Willard, M. D., Hall, E. J., Jergens, A. E., Mansell, J., Minami, T., & Bilzer, T. W. (2010). Endoscopic, biopsy, and 
histopathologic guidelines for the evaluation of gastrointestinal inflammation in companion animals. Journal of Veterinary Internal Medicine, 
24(1), 10–26. doi: 10.1111/j.1939-1676.2009.0443.x

10. Honneffer, J. B., Minamoto, Y., & Suchodolski, J. S. (2014). Microbiota alterations in acute and chronic gastrointestinal inflammation of cats and 
dogs. World Journal of Gastroenterology, 20(44), 16489–16497. doi: 10.3748/wjg.v20.i44.16489

11. Minamoto, Y., Otoni, C. C., Steelman, S. M., Büyükleblebici, O., Steiner, J. M., Jergens, A. E., & Suchodolski, J. S. (2015). Alteration of 
the fecal microbiota and serum metabolite profiles in dogs with idiopathic inflammatory bowel disease. Gut Microbes, 6(1), 33–47. doi: 
10.1080/19490976.2014.997612

12. Suchodolski, J. S., Xenoulis, P. G., Paddock, C. G., Steiner, J. M., & Jergens, A. E. (2010). Molecular analysis of the bacterial microbiota in duodenal 
biopsies from dogs with idiopathic inflammatory bowel disease. Veterinary Microbiology, 142(3–4), 394–400. doi: 10.1016/j.vetmic.2009.11.002

13. Suchodolski, J. S., Dowd, S. E., Wilke, V., Steiner, J. M., & Jergens, A. E. (2012). 16S rRNA gene pyrosequencing reveals bacterial dysbiosis in the 
duodenum of dogs with idiopathic inflammatory bowel disease. PLoS ONE, 7(6), e39333. doi: 10.1371/journal.pone.0039333

14. Suchodolski, J. S., Markel, M. E., Garcia-Mazcorro, J. F., Unterer, S., Heilmann, R. M., Dowd, S. E., Kachroo, P., Ivanov, I., Minamoto, Y., Dillman, 
E. M., Steiner, J. M., Cook, A. K., & Toresson, L. (2012). The fecal microbiome in dogs with acute diarrhea and idiopathic inflammatory bowel 
disease. PLoS ONE, 7(12), e51907. doi: 10.1371/journal.pone.0051907

15. Xenoulis, P. G., Palculict, B., Allenspach, K., Steiner, J. M., Van House, A. M., & Suchodolski, J. S. (2008). Molecular-phylogenetic characterization 
of microbial communities imbalances in the small intestine of dogs with inflammatory bowel disease. FEMS Microbiology Ecology, 66(3), 
579–589. doi: 10.1111/j.1574-6941.2008.00556.x

16. Pilla, R., Guard, B. C., Blake, A. B., Ackermann, M., Webb, C., Hill, S., Lidbury, J. A., Steiner, J. M., Jergens, A. E., & Suchodolski, J. S. (2021). 
Long-term recovery of the fecal microbiome and metabolome of dogs with steroid-responsive enteropathy. Animals, 11(9), 2498. doi: 10.3390/
ani11092498

17. Ziese, A. L., & Suchodolski, J. S. (2021). Impact of changes in gastrointestinal microbiota in canine and feline digestive diseases. Veterinary Clinics 
of North America: Small Animal Practice, 51(1), 155–169. doi: 10.1016/j.cvsm.2020.09.004

18. Allenspach, K. (2011). Clinical immunology and immunopathology of the canine and feline intestine. Veterinary Clinics of North America: Small 
Animal Practice, 41(2), 345–360. doi: 10.1016/j.cvsm.2011.01.004

19. De Souza, H. S. P., & Fiocchi, C. (2016). Immunopathogenesis of IBD: Current state of the art. Nature Reviews: Gastroenterology & Hepatology, 
13(1), 13–27. doi: 10.1038/nrgastro.2015.186

20. Davenport, D. J., Jergens, A. E., & Remillard, R. L. (2010). Inflammatory bowel disease. In M. S. Hand, C. D. Thatcher, R. L. Remillard, P. 
Roudebush, & B. J. Novotny (Eds.), Small animal clinical nutrition (5th ed., pp. 1065–1076). Mark Morris Institute.

21. Allenspach, K., Culverwell, C., & Chan, D. (2016). Long-term outcome in dogs with chronic enteropathies: 203 cases. Veterinary Record, 178(15), 
368. doi: 10.1136/vr.103557

22. Volkmann, M., Steiner, J. M., Fosgate, G. T., Zentek, J., Hartmann, S., & Kohn, B. (2017). Chronic diarrhea in dogs–Retrospective study in 136 cases. 
Journal of Veterinary Internal Medicine, 31(4), 1043–1055. doi: 10.1111/jvim.2017.31.issue-4

23. Atherly, T., Rossi, G., White, R., Seo, Y.-J., Wang, C., Ackermann, M., Breuer, M., Allenspach, K., Mochel, J. P., & Jergens, A. E. (2019). 
Glucocorticoid and dietary effects on mucosal microbiota in canine inflammatory bowel disease. PLoS ONE, 14(12), e0226780. doi: 10.1371/
journal.pone.0226780

24. Mandigers, P. J. J., Biourge, V., van den Ingh, T. S. G. A. M., Nakringa, N., & German, A. J. (2010). A randomized, open-label, positively controlled 
field trial of a hydrolyzed protein diet in dogs with chronic small bowel enteropathy. Journal of Veterinary Internal Medicine, 24(6), 1350–1357. 
doi: 10.1111/j.1939-1676.2010.0632.x

25. Lenox, C. E. (2021). Nutritional management of dogs and cats with gastrointestinal diseases. Veterinary Clinics of North America: Small Animal 
Practice, 51(3), 669–684. doi: 10.1016/j.cvsm.2021.01.006

26. Gaschen, F. P., & Laflamme, D. (2010). Chronic enteropathies – canine. In Nestlé Purina PetCare handbook of canine and feline clinical nutrition 
(pp. 62–63). Nestlé Purina PetCare Company.

27. Cave, N. (2012). Nutritional management of gastrointestinal diseases. In A. J. Fascetti & S. J. Delaney (Eds.), Applied veterinary clinical nutrition 
(pp. 175–220). John Wiley & Sons.

28. Zoran, D. L. (2017). Nutritional management of gastrointestinal disease. In S. J. Ettinger, E. C. Feldman & E. Côté (Eds.), Textbook of veterinary 
internal medicine: Diseases of the dog and the cat (8th ed., pp. 1892–1899). Elsevier.

Purina Institute は、ペットがより長く、より健康的に生きるための、科学に基づく顧客に寄り添った情報を
提供することで、ペットの健康に関する議論の最前線に栄養を位置付けることを目指しています。

EC/CRCE


