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我が国 に お け る ト ス ポ ウ イ ル ス病 の発生状況

九州 |沖縄農業研究 セ ン タ ー病害遺伝子制御研究室 奥 回 充

は じ め に I ト ス ポ ウ イ ル ス の特徴

ト ス ポ ウ イ ル ス に よ る 病害 は 11':界 仁1" で発生 し て お り 1 ウイ ル ス 形状

作物 の 市ー 要病害 と 位置づ け ら れ て い る 。 感染 し た 作物 は 電子顕微鏡観察 に よ る と ト ス ポ ウ イ ル ス の 外観 は ほ ぼ

葉や果実 に え そ 輪紋や壊死斑点が生 じ ， 茎頂部 が機死す 球形 で ウ イ ル ス 粒子 は 情::l� 由 来 の 脂 質膜 に ruわ れ て い る

る 。 ト ス ポ ウ イ ル ス の 中 で は ト マ ト 黄 化 え そ ウ イ ル ス ( 同 1 ) 0 直 径 は 球 形 ウ イ ル ス と し て は 大 き く 80� 100

(TSWV) が最 も 古 く か ら 確認 さ れ て い る が， 現在 で は llm， 大 き い も の で は 140� 1 70 llm と さ れ て い る 。 ウ イ

位界で 15 種が報告 さ れ て お り ， こ の う ち 5 穫 が J] 本 で ル ス 粒子 の 内部 に は 3 分節 に 分 か れ た l 本鎖 RN A を 遺

発生 し て い る (表 1 ) 。 本稿で は ト ス ポ ウ イ ル ス の特徴 伝 什育報 と し て 持 ち ， こ の 中 に 五 つ の遺伝子 が ウ イ ル ス

と 発生状況 を 解説 し ， 現在取 り 刺l ま れ て い る 防除方法や の性質 を 決定 す る 情報 と し て 保持 さ れ て い る 。 ウ イ ル ス

研究 に つ い て 述 べ た い。 な お ， 本稿執年. に 当 た り ， 1河 山 粒 子 の 主成分 は ウ イ ル ス RNA と ヌ ク レ オ カ プ シ ド タ ン

県 農業総合 セ ン タ ー 農業試験場病虫研究室 の 谷名 光治研 ノ f ク 質 ( N タ ン パ ク 't'J) と 呼 ば れ る ウ イ ル ス RN A を

究員 に 貴重 な病徴写真 を お 貸 し い た だ く な ど， 各研究機 保護 し て い る タ ン パ ク 質 で あ る 。 N タ ン パ ク 質 の 遺伝

聞 の 方 々 に ご 協力 を い た だ い た 。 こ の場 をfii り て お 礼 I� 子 は既報の 全 て の ト ス ポ ウ イ ル ス に つ い て 地基配列 が明

し 上 げ た し 3 。 ら か に な っ て お り ， N タ ン パ ク 質 の 抗原性 ま た は ア ミ

名 称

1 1 本 で{旋iir. さ れ て い る も の

ト Y ト 貨化 え そ ウ イ ル ス

ノ 酸配列 の類似性 に 基づ き 分類 さ れ て い る 。

2 伝染性

ト ス ポ ウ イ ル ス の伝染 は 自 然条件で は 媒介虫 で あ る ア

表 - 1 ト ス ポ ウ イ ル ス U)柿lri と 発生11'物

1的事ト 発 ノ| ー 作物川

TSWV ト γ 卜 ， ピ ー マ ン ， ナ ス ， ダ リ ア ， キ ク ， ガ ー ベ ラ ， レ タ

ス ， ト /レ コ ギ キ ョ ウ ， シ ネ ラ リ ア ， マ リ ー コ ー ル ド ， ア ル

ス ト ロ メ リ ア な ど

ス イ カ !火 1 ' 1 色斑紋 ウ イ ル ス W日MoV ス イ カ ， ト ウ ガ ン ， ニ ガ ウ リ ， キ ュ ウ リ

メ U ン i古It え そ ウ イ ル ス MYSV メ ロ ン ， キ ュ ウ リ

イ ン パ チ ェ ン ス ネ ク ロ 7 ィ ッ ク ス ポ ッ ト ウ イ ノレ ス l N SV シ ネ ラ リ ア ， シ ク ラ メ ン ， ( 卜 J 卜 ， ベ ゴ ニ ア )

Ir i� ycl 1o\\' spot v irus ( 府 | ず， * iË ) [ Y S V  ア ル ス ト ロ メ リ ア ， ( タ マ ネ ギ， ダ ッ チ ア イ リ ス )

1 [ 4' 未 発 生 の も の

Chrysanlhc1l1u1l1 sle1l1 nccrosis v i rllぉ

l'e日nut' " bllcl nccrosi s vi rlls 

l 'canul yel lo\\' spol v i rus 

( ;rりunclnut ch[orotic fan 日pol virus 

Croundnul ri ngspot v i rus 

Walcr1l1elon bucl necriぉis v i rus 

TOl1lato chlorolic spol vi ru日

Zucch in i  letha l ch loros is  v i ru日

l'eanul chlorotic fan spol v i ru日

l'l'anul ycl10w spot V i l・1I日

じ N S V ( キ ク ， ト マ ト )

(; B N V  ( ラ ッ カ セ イ ， ス イ カ ， ト マ ト )

( ;YSV ( ラ ッ カ セ イ )

( ;CFSV ( ラ ッ カ セ イ )

( ;RSV ( ラ ッ カ セ イ ， ト マ ト )

W B N V  ( ス イ カ )

TCSV ( ト マ ト )

ZLCV ( ズ ッ キ ← 二 )

l 'じFV ( ラ ッ カ セ イ )

l 'YSV ( ラ ッ カ セ イ )

川 jli'�JlIÁJ は 200 [ 年 4 rJ の 1I，�ú で 1 1 本米報告の も の ， h)  Pcal1ul は Grounclnut と 記述 す る 場合 も あ る .

Occurrcnce of lospovirus c1i seasl's i n  Japan，  By M ilsllrll OKI ; J川
( キ ー ワ ー ド : ウ イ ル ス 病， ト ス ;" ウ イ ル ス )
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図 ー 1 ト ス ポ ウ イ ノレ ス の '，t1:イー顕微$iPj:J'.( ( 八 ) と ウ イ /レ ス

純 子のt��式1::.:1 ( 1う )

ザ ミ ウ マ �fi に よ る !1!始J伝染が一般的であ る と 与 え ら れ て

い る 。 ア ザ ミ ウ マ は j点 出 の 体 iえ が がo j 111111 の t� : ü で あ

り ， 産 卵 か ら 羽 化 ま で 250C 卜 に お い て 約 2 Jl!:1 11\J 脱 皮 で

成 長 し ， 成虫 は 20 1 l fn芝生存 す る 。 ア ザ ミ ウ マ は 制 μ

よ っ て 生息域が異 な る が， 多 く は j氏出 お よ び幼山がw物

の葉や花 を 食害 す る た め ， そ れ l士! 体がln �'，I ;.出 と な っ て

い る 。 ア ザ ミ ウ マ に よ る 卜 ス ポ ウ イ ル ス の t似\� 介も械Lμユ

徴的で あ り ， 幼虫 は ウ イ ル ス を 滋 併 す る が� 介七|ー は 持 た

な い 。 逆 に j必 虫 は 新 劫』 に ウ イ /レ ス を 獲 刊 す る こ と は 弘、

く ， 幼虫WJ に ウ イ /レ ス を 獲f司 し た !成 工u の み ウ イ /レ ス を !!hじ

介 す る 。 ウ イ ル ス を 狼佑I し た ア ザ ミ ウ マ は 終:'1 :.伝搬lìgj)

を保持す る が， 経�I�伝染 は し な い 。 ハ ウ ス や路地 で よL ら

れ る ア ザ ミ ウ マ がす べ て ウ イ ル ス を {米持 し て い る わ け で

は な い が， ウ イ ル ス の保持率の JJI いj久々\JW必 で は ト ス ;I�

ウ イ ル ス 病 の発生率 も �，:j い こ と が女1 1 ら れ て い る 。 ア ザ ミ

ウ マ の種類 に よ り ， 始!; 介 す る ト ス ;I� ウ イ /レ ス の都知 や 払!;

介効率 が�I� な る 。 こ れ に つ い て は 削 々 に ，i下 し く 後 述 す

る 。 近年では 11 本在米の穏以外 に ， 侵 入 �T I ;- !.Jt で あ る ミ カ

ン キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ と ミ ナ ミ キ イ ロ ア ザ ミ '/ マ カ'I I\];W と

な っ て い る 。 こ れ ら は ， そ れ I�I 体が難Ittjltf;; I �0 ; で あ る う

え ， ト ス ポ ウ イ /レ ス の煤介率が出 し 、 。 ま た ， ト ス ;I� '/ イ

ル ス は 汁被伝染 す る た め ， 実験fドj に 機械J妥射 を 行 う こ と

がで き る 。 し か し ， 汁被'-1 ' での 安定七l は 低 く ， 主dJlIl で は

短い時間 で感染性 を 失 う た め 放的:'J}�場 て、のJ笈触伝 染 や 1 1

液伝染 の 可能性 は 少 な い と 者 え ら れ る 。 ま た ， 二卜峻伝 説::

と 種子伝染 は長1 1 ら れ て い な い 。

3 宿主範囲
す べ て の ト ス ポ ウ イ ル ス は 後数の植物 に !必 決 す る こ と

が女11 ら れ て い る が， 1(1ミt と 廿 る 虻l 物 は ト ス ;I� ウ イ jレ ス の

種類 に よ り �I� な る 。 ' 1 ' で も TSWV は 1Î'Î + 範 1) 1 1が極 め て

広 い 。 m主純IJ I I の Jふ さ と ア ザ ミ ウ マ 媒 介 と い う 七1;1'1 の た

め ， ウ イ /レ ス の伝染I誌 を 絶 つ こ と は |村 難 で あ る 。 放椛 さ

れ て い る 作物以外 に )，'J 辺 の 雑草 に ら 感染 す る こ と が幸町iよ

さ れ て お り ， " 1 ' 間病主の特定 と 1\余芝、 が ま ん 延 |釣 I l jkのH

の一つ に な る と 考 え て い る 。

H 日 本 に お け る ト ス ポ ウ イ ル ス に よ る

病害の発生状況

1 ト マ ト 黄化 え そ ウ イ ル ス (TSW V )

TSWV は 1 9 1 5 " 1 に オ ー ス ト ラ リ ア で初 め て 発 見 さ

れ た 。 1 1 本 で は ， 1 972 "I� に ダ リ ア か ら 初 め て 検 出 さ れ

た 。 そ の 後， ピ ー マ ン を ' 1 ' 心 と し て 作物に 被害が報告 さ

れ た が， 大 き な 被 害 に は 単 ら な か っ た 。 し か し ， 1 994 

年以降， TSWV の 煤 介 効率 の 高 い ミ カ ン キ イ ロ ア ザ ミ

ウ マ の 十三 入 ・ 発生拡大 に 伴 っ て 全国 に 被害が拡大 し て い

っ た ( 花 U I ら ， 1 999) 0 TSvVV の 術 主 総 閉 は 紐 め て 広

く ， 実験的 に は 1 ， 000 種以ー|ーの植物 に 感染 す る こ と が知

ら れ て い る 。 1 1 本 の 作 物 で 報 告 が あ る も の で も ， ト マ

ト ， ピ ー マ ン ， ナ ス ， パ プ リ カ 等 ナ ス 科作物 を 始 め と し

て ， キ ク ， ガ ー ベ ラ ， ト ル コ ギ キ ョ ウ ， ス タ ー チ ス ， ア

ル ス ト ロ メ リ ア な ど の 花 き 矧 に も 被 害 が 報 告 さ れ て い

る 。 TSWV の 病 徴 は 裂 や 長� 笑 に え そ を 伴 う 輪 紋 . ;w

}，r，( ・ 11t化 を 生 じ る ほ か， 茎 や 茎頂背1\ に 壊死が起 こ る 。 近

" 1ー は キ ク に 被日1;- が 多 く 発生 し ( 口 絵:写真 ) ， 全 国 的 に 問

:W と な っ て い る 。 キ ク は何 し �rで明 や す た め ， 親株が潜

在感 染 し た 場合， 被害が大 き く な る と 忠わ れ る た め 注意

が必� で あ る 。 TSvV V の !\!;!; 介 昆 虫 と し て は ダ イ ズ ウ ス

イ ロ ア ザ ミ ウ マ ， ネ ギ ア ザ ミ ウ マ ， ヒ ラ ズ ハ ナ ア ザ ミ ウ

マ ， ミ カ ン キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ ， チ ャ ノ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ

がま1 1 ら れ て い る 。 ミ ナ ミ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ に つ い て は {底

ギ な が ら 煤 介 す る と す る 報告 ( 任1 ' 1 ' ・ 篠 田 ， 1 989) と 媒

介 し な い と す る 報告 ( :) U ら ， 20tH ) が示 さ れ て お り ，

さ ら に 検証が必引 で あ る 。 T、SW V の f伝王玉、染経路 は 1栽之培ノ 、

3ツy ス )，川rlJ 辺 の 淵利11却戸 の 訓査 に よ り 低d掘擬頻4妻須L司íJ位主立. な が ら TSWV に 感

染 し て い る 淵矧ny

び川辺i部'11邪1\ に 竹靴'，(病株 が 多 く 」μL ら れ る こ と か ら ， 保誇ア ザ ミ

ツ マ の 飛 び込 み に よ る 感染 が考 え ら れ て い る 。

2 ス イ カ 灰 白 色斑紋 ウ イ ル ス ( WSMoV)

1 984 年 に 1' 1 '制 で ス イ カ の 繋 が灰 白 色 に 萎縮 し ， 果 実

に 関 l，(が生 じ る ウ イ /レ ス 病が発生 し た 。 当 干ゾ1， こ れ は ウ

リ 科 に 感染 す る TSWV と 同定 さ れ， TSWV-W 系 統 と

さ れ た が， 1飢治学的 お よ び分子生物学的 な解析の結果か

ら ト ス ポ ウ イ /レ ス の 新組 と し て ス イ カ 灰 白 色斑 紋 ウ イ ル

ス ( WSMoV) と 命名 さ れ た ( Y ": I I et a l . ，  1 995) 。 資料

に よ る と ， 1 982�83 年 で 発 生面 :tl'l が 70 . 65 ha (国頭村
を 除 く 全地域) で あ り ， 発病率 が 平均 50 . 5% と 大 変 な

被 告 を も た ら し た 。 現在 は 沈静化 し ， 2000 年度 は 発生

1(1附1 1 7 . 7 ha， 発 生 :/)fi 率 は 0 . 04%程度 と な っ て い る 。

WSMoV は 発生 当 初 は 鹿 児 島 県 奄 美 大 j誌 の ト ウ ガ ン か

ら も 分離 さ れ た が， 現在 は 台 湾 と 沖縄の み で発 生 し て い

一一一 1 9 一一一
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る 。 術主可むlJiI は TS\\'\' ほ どJL �む で は な く ， ;iJ民如'内 に は

ウ リ 科以 外 に ト マ ト や ピ ー マ ン に む 感染 す る も の の， J見

I也で は ス イ カ ， キ ュ ウ リ ， メ ロ ン ， ニ ガ ウ リ ， ト ウ ガ ン

w の ウ リ 手附コ物 と 知化植物の ツ ル ナ での み感染がli'(，i;:;な さ

れ て い る 。 妨J介1�虫 と し て は ミ ナ ミ キ イ ロ ア ザ ミ '/ マ の

みが報作 さ れ て い る が， !l煤AぷL 介品机[[{企E f伶守 め た {伝z云{訴沫染:Ej品粁干i路1桝科削』に叫こ斗l以山共刈1 51

る {ω州u肝f究 は -イ!

F州Il.l削日肝f先室 の 協 ブ力J を f科似:q; て ， 別地制作 を 行 っ た と こ ろ ニ ガ ウ

り か ら ウ イ ル ス が [111 頻度 に 分 11111 さ れ た 。 WSMoV に 感

染 し た ニ ガ ウ リ の �� は ， ス イ カ と は 災 な り l火 ( I � と は な

ら ず， 激 し い え そ 斑l.( を 生 じ る ( 1災1 -2) 。 し か し ， 県 笑

に 大 き な 被';-I�:が認め ら れ な い こ と か ら ， あ ま り pq:起 と な

っ て い な い よ う だ っ た 。 し か し ， 近年(illW ブ ー ム か ら ニ

ガ ウ リ が九州以北で も 俗 ん に よk附 さ れ， YNiU�( の 続 ，'ú も
i J : l r � っ て い る こ と か ら ， 感染 lYl の持込 み に よ る ま ん延が

危似 さ れ る 。

3 メ ロ ン 黄 化 え そ ウ イ ル ス ( M YS V )

M YSV は 1 992 1f に i符111，1 広! の メ ロ ン で初 め て ずt� l 'がli'(l

認 さ れ た 新在日の ト ス ポ ウ イ ノレ ス で あ る 。 メ ロ ン お よ び キ

コ ウ リ の 梨 お よ び梨 笑 に 激 し い 115 イ七 え そ 1ï Í '状 を 起 こ す

( Iî 絵:主iJ'); ) o .fJM，'， 本病 は 1 1 本 で の み 発�I が認め ら れ て

い る 。 発当 地 で あ る i'r(1岡 県の メ ロ ン 裁断地では本病は根

絶 さ れ て い る ( 池 日j ら ， 200  l ) 。 そ の 後， Ï'::j 9、1 1 �� � の メ ロ

ン お よ び キ ュ ウ リ で類似 ウ イ ル ス 耐 の発生がl認め ら れ，

l.iJ一種 で あ る こ と が明 ら か と な っ た ( 竹 内 ら ， 2(00) 。

山 知 県 て‘ は 発生田和が拡大 し て jj り ， キ ュ ウ リ の -{(�病

'� '- {- と 位Î?L づ け 対策 を 図 っ て い る 。 愛媛 リI� で Ð :rJJi:， ' {- がl前 認

さ れ て お り ， 全|主| 的 に 被特が01、大 す る 危険性が考 え ら れ

る 。 ヱド ウ イ ル ス も 実験 的 に は ス イ カ ， カ ボ チ ャ ミ干 の他の

ウ リ 科布1'(物 に感染す る こ と が分 か っ て い る が， J}�地で は

図 - 2 \v日i\loV に !浅草E し た ニ ガ ウ リ の 応の州flfJ/ !'[

メ ロ ン と キ ュ ウ リ での み被引が報刊 さ れ て い る 。 効!;介 昆

!.l ( は ミ ナ ミ キ イ ロ ア ザ ミ '/ マ が比較的 日 率 に 媒介 す る こ

と が!日] ら か と な っ て い る が， 1�7j女1 1以民業技術セ ン タ ー に
お い て ア ザ ミ ウ マ に よ る 払!; 介宇1: に つ い て 調査が進 め ら れ

て い る 。 ミ ナ ミ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ は n吋凍性が低 く ， 九州、|

本土以北 て、 は 出j山 あ る い は í!!\ÎJ I I Y，'II"胞設での越 冬 は 不可能

と さ れ， 冬 季 は ÎJI I 制 施 設 て- 越 冬 す る ( 河 合， 200 ] ) 。

M YSV は 報f与 さ h て か ら II\J が な く ， j史学 的 な W，!析 が 卜

分でな し 、 。 発�I)也 に む け る ミ ナ ミ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ の 生

川 火 と ウ イ ル ス の保税率 の 1 1 次 �切J を 制資 す る 必�ー が あ

る 。

4 イ ン パチ ェ ン ス ネ ク ロ テ ィ ッ ク ス ポ ッ ト ウ イ ル ス

( I NS V )  

I N SV は ニ コ ー ギ ニ ア イ ン パ チ ェ ン ス か ら 最初j に 分tlH

さ れ た 。 は じ め は TSWV (判.ìJ.!j系統) と の 血清学的性

問 お よ び紘基配列 の 述 い か ら TS\V V 1 系統 と し て 同 定

さ れ た 。 現在 は Jリ(":)/: し た 車fi と し て I NS V と し て 分 類 さ

れ て い る 。 I N SV は 1 980 " 1イーは 冬 わ り か ら ア メ リ カ お よ

び ヨ ー ロ ッ パ で川姐 と な っ て お り ， 特 に ハ ウ ス 内 で栽培

さ れ る イ ン パ チ ェ ン ス ， ベ ゴ ニ ア ， シ ネ ラ リ ア ， シ ク ラ

メ ン な ど の 1 1 本 で も 人 気 の 日 し ヨ 観'L'i J I F {Ë き 作物 に 大 き な

被干与 を 与 え て い る 。 I N SV の 什í :ì: 純 IJ ' I は TSWV 同様広

く ， 実験的 に は ト マ ト や ピ ー マ ン に 感染す る が， 病徴が

TSWV に 比 べ穏や か で あ る た め 発病 す る こ と は 希 で あ

る 。 1 1 本 で は 1 999 "j': に 附 1 1 1 県 で発1二 し た シ ネ ラ リ ア に

え そ 斑 紋症状 を �I じ る 病 お ( / 1 絵り:m が IN SV と 同

定 さ れ た ( 谷 才! ら ， 20(0) 。 そ の 後， 栃 木 県 の シ ク ラ メ

ン に も 発生 し て い る 。 払!; 介見出 は ミ カ ン キ イ ロ ア ザ ミ ウ

マ の み が女n ら れ て い る 。

5 l ris yellow spot virus ( I yS V )  

1 999 年 に ト ス ポ ウ イ jレ ス に 特 徴 的 な 輪紋症状 が 認 め

ら れ た ア ル ス 卜 ロ メ リ ア に つ い て 当 研究室で感染 ウ イ ル

ス の 同 定 を 試 み た と こ ろ ， I YSV が検出 さ れ た 。 I YS V

は ダ ッ チ ・ ア イ リ ス ( :学名 Iris 1/O//017dica) か ら 最初に
分 離 さ れ た ト ス ポ ウ イ jレ ス で あ る 。 I Y SV は イ ス ラ エ

ル ， オ ラ ン ター な ど で ト ル コ ギ キ ョ ウ に 被害が報告 さ れ て

い る と と も に ， ブ ラ ジ ル ， チ ュ ニ ジ ア な ど で タ マ ネ ギ に

も 発生 し て い る 。 IYSV の 立Jt!;介!:u は ネ ギ ア ザ ミ ウ マ で あ

り ， ミ カ ン キ イ ロ ア ザ2 ミ ウ マ と チ ャ ノ キ イ ロ ア 4f ミ ウ マ

は媒介 し な い と さ れ て い る 。 ネ ギ ア ザ ミ ウ マ は路地野菜

の害虫 で も あ る た め ， ネ ギ， タ マ ネ ギ へ の 被害が出 る お

そ れが あ り ， 注JJ:が必� で あ る 。

田 今後問題 と な り う る ト ス ポ ウ イ ル ス 病

現在， 1 1 本 で発�I し て い る ト ス ポ ウ イ ル ス は 上 述の 5
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.fJG がl iiI に お け る ト ス ;1; ウ イ ル ス 病 の 発生状況 2 1  

種 で あ る 。 こ れ ら の う ち ， 古 く か ら 発 生 し て い る

TSWV， WSMoV 以 外 は 1 990 年 代 以 降 に 新 病 者 と し

て 認知 さ れ た も の ばか り で あ り ， 感染経路， 媒介昆Hl，

中 間 市 二Ì'. の 有 無 な ど に つ い て 不 明 な 点 が 多 L 、 。 ま た

TSWV を 除 き ， 発生地域 が限定 さ れ て い る と は い え ，

被害 はt広大の傾向 に あ る 。 ト ス ポ ウ イ ル ス を 媒介す る 侵

入告虫 で あ る ミ ナ ミ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ と ミ カ ン キ イ ロ ア

ザ ミ ウ マ の 発生面積 の 拡大が原因 の ー っ と 考 え ら れ る 。

世界的 に も 新種の ト ス ポ ウ イ ル ス が次 々 と 報告 さ れ て い

る 。 f 1 本 で 未 発 生 の ト ス ポ ウ イ ル ス と し て ， TO ll1ato 

chlorotic spot v i rus， Chrysanthell1ull1 日tell1 necro日is

vi rus， Groundnut yel lo\\" spot v i rus. G roundnut ri ng

spot vi rus 等 の 海外 で 問題 と な っ て い る も の が多 く 存在

す る (表 1 ) 。 近年， ガ ー デ ニ ン グ ブ ー ム や 趣味 の 多 様

化 に よ り ， 様 々 な観賞用植物や 寄せ梢 え ・ 鉢植 え 問 の 花

が栽明ー さ れ て い る 。 こ れ ら を 介 し た 侵入 ・ 拡大が起 こ る

可能性 も 否定 で き な Po 1 1 本未発生の ト ス ポ ウ イ ル ス や

新規の ト ス ポ ウ イ ル ス に つ い て は ， 診断が遅れ， i民業生

産 に 被 害 を 及 ぽす こ と が危慎 さ れ る 。 こ の た め 当研究宗

で は ト ス ポ ウ イ ル ス の 多 く の 種類 を 検1+1 1 1J能 な共通 プ' ラ

イ マ ー を 作成 し ， RT-PCR に よ る 検 :H r去 を 考 案 し た

(01\ ( 1 1 1;\ and H 円以 し 200 1 : 花 田 ， 20( 1 ) 。

IV ト ス ポ ウ イ ル ス の防除方法 と 問題点

ト ス ポ ウ イ ル ス は ア ザ ミ ウ マ に よ り 煤介 さ れ る た め ，

ア ザ ミ ウ マ の徹底防除 と 同時 に ウ イ ル ス を保毒 し た ア ザ

ミ ウ マ を 侵入 さ せ な い こ と が重 要 で あ る 。 ま た ， 感染作

物か ら 健全作物 に 次 々 と 伝搬 す る た め ， 速 や か に 感染植

物 を 除去 す る 必要 が あ る 。 少 な く と も 病徴 の 見 ら れ る も

の は焼却す る か土 中 に 埋 め る よ う 心 が け る 必要 が あ る 。

ア ザ ミ ウ マ の個体数 を 減 ら す た め に ， 農薬 を使用 し た 共

同防除や一斉防除， 闘場周 辺 の雑草の刈取 り を 徹底 す る

こ と が有効で あ る 。 ハ ウ ス 栽培 で は ア ザ ミ ウ マ の侵入 を

抑 制 す る シ ル パ ー マ ル チ ， 紫外線 カ ッ ト フ ィ ル ム の 使

用， ハ ウ ス 入 り 口 や 開 口 部 に 1 111111 目 の ネ ッ ト を 張 る こ

と も 効架 的 で あ る 。 し か し ， 夏期 の 暑 い 時期 の ハ ウ ス で

は風通 し の確保の た め に 聞 け ざ る を 得 な い状況 と な る ほ

か， 紫外線 カ ッ ト フ ィ ル ム は ナ ス 等 の 色 づ き に 紫外線の

必 要 な 作物 に は 使用 で き な い な ど 問題 は残 さ れ て い る 。

抵抗'性品種 に 関 し て は ， TSWV に 対 す る 抵抗性 品 種 が

海外で は 長[f ら れ て い る が， 実験 目 的以外 に |二l 本 で は 導入

さ れ て い な い 。 ま た ， 多 様 な 作 目 に 散 発 す る た め 対応 で

き な い の が現状で あ る 。 さ ら に ， 一般家庭が 自 家用 に 栽

培す る 閑芸野菜 に つ い て は無農薬で栽培す る こ と が多 い

と 思わ れ る が， 管理が十分 で な い場合 は ウ イ ル ス や媒介

昆虫の {主処 と な る 危険性が あ る 。 ト ス ポ ウ イ ル ス の よ う

な 虫媒性の ウ イ ル ス の場合， 感染の サ イ ク ル を 絶つ こ と

が重要 で あ り ， 地域的 な 防除体系 を確立す る こ と が必要

で あ る と 思わ れ る o

お わ り に

静岡 県 で は 生産農家組合 と 県 の 職員 が一体 と な っ て徹

底防除 を 行 う こ と で メ ロ ン 黄化 え そ 病の 根絶 に 成功 し て

い る ( 池 田， 200 1 ) 。 こ の よ う な 例 は ま れ で あ る と 考 え

ら れ る が， 病原体 の 特性 を 周 知 す る こ と は被害 を 最小 限

に 抑 え る た め に 必 要 で あ る 。 1 990 年代以降， 日 本 で は

新規の ト ス ポ ウ イ ル ス に よ る 病害 が発生 し て い る 。 こ れ

ら の ト ス ポ ウ イ ル ス に つ い て は遺伝子 の 解析 は 進 め ら れ

て い る が， 1二| 本 の 農業生態系 に ど の よ う に 適応 し て い る

か な ど疫学的 な研究が十分 で な い 。 特 に 媒介可能 な ア ザ

ミ ウ マ の種類 と 中 間宿主 と な り う る 雑草 の 特定 が急務 で

あ る 。 今後 も 各研究機関が連携 し て 包括的 な研究 を 進 め

る と と も に ， 研究成 果 の 広報， 普及が大切 で あ る と 考 え

る 。
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