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メロン黄化えそウイルス(MYSV)による

キュウリ黄化えそ病の被害と防除対策

は じ め に

1995 年 に 高知 県 内 の 施設栽培 キ ュ ウ リ で， 葉 に モ ザ
イ ク ， 黄化， え そ な ど の 症状 を 現す障害が発生 し た 。 そ
の特徴的 な症状か ら ， ウ イ ル ス に よ る 病害で あ る こ と が
疑われた た め ， そ れ ま で高知 県 の キ ュ ウ り に 発生 し て い
た キ ュ ウ リ モ ザ イ ク ウ イ ル ス (CMV) ， カ ボ チ ャ モ ザイ
ク ウ イ ル ス (WMV) ， ズ ッ キ ー ニ 黄斑 モ ザ イ ク ウ イ ル

ス (Z YMV) ， パ パ イ ヤ 輪 点 ウ イ ル ス (PRSV) ， キ ュ

ウ リ 緑斑 モ ザ イ ク ウ イ ル ス (KGMMV) に 対 す る 抗血
清 と の反応 を ELISA で調 べ る と と も に ， ダ イ レ ク ト ネ
ガ テ ィ プ染色法 に よ る 電子顕微鏡観察 を 行 っ た 。 し か
し ， 血清反応の結果 は い ずれ も 陰性であ り ， 電子顕微鏡
観察で も ウ イ ル ス 粒子 を 確認す る こ と がで き な か っ た 。

一方， 被害株の汁液 を健全 キ ュ ウ リ に カ ーポ ラ ン ダム 法

で接種 し た と こ ろ ， 原株 と 同一の症状が再現 さ れた 。 こ
れ ら の こ と か ら ， 本障害 は 日 本 の キ ュ ウ リ で は 未報告の

ウ イ ル ス 病で あ る 可能性が高 い と 考 え ， 病原 を同定す る
た め の 試験 を 行 っ た 。 そ の 結果， 病 原 ウ イ ル ス は 1992

年 に 静岡県の メ ロ ン に 発生 し た メ ロ ン黄化 え そ ウ イ ル ス

( Melon yellowゆot vi rus ，  MYSV) (KATO et al.， 1999 ; 
KATO et el . ，  2000 ; 加藤 ・ 花 田， 2000) で あ る こ と が明
ら か に な り ， キ ュ ウ リ の新病害 と し て 病名 を 新た に 「 キ

ュ ウ リ 黄化 え そ 病J と し た (竹内 ら ， 2000) 。
本稿で は ， 黄化 え そ 病 に よ る キ ュ ウ リ の被害， 防除対

策お よ びそ の効果 と 問題点 な ど に つ い て ， 高知県の現状
を 中心 に紹介す る 。

I 病原 ウ イルス

キ ュ ウ リ 黄化 え そ 病 の 病 原 で あ る MYSV は， ト マ ト

黄化 え そ ウ イ ル ス (TSWV) など と 同 じ く ト ス ポ ウ イ

ル ス 属 の一種で あ る 。 高知 県 の キ ュ ウ リ か ら 分離 さ れた
ウ イ ル ス 株 ( 高知株) は ， 静 岡 県 の メ ロ ン か ら 分離 さ れ

た MYSV (静岡株) と 比較 す る と ， 汁液接種で メ ロ ン
に感染 し に く い な ど， そ の性質 に 若干の違 い が認め ら れ
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たけ

高知県農業技術セ ン タ ー 竹 繁 持活内
て い る 。 し か し ， ト ス ポ ウ イ ル ス の 分類上重要 と さ れ る
ヌク レ オ キ ャ プ シ ド タ ン パ ク 質 の ア ミ ノ 酸配列 は ， 両 ウ
イ ノレ ス 株 間 で 98 . 9% の 相向性 を 示 す こ と か ら ， 二 つ の
ウ イ ル ス 株 は同一の種であ る と 考 え ら れ る 。 高知株 も 静
岡株 と 同様 に ミ ナ ミ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ に よ っ て 媒介 さ れ

る こ と が明 ら か に さ れ て い る 。 し か し ， TSWV の 強力
な媒介者であ る ミ カ ン キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ な ど， 他の ア ザ
ミ ウ マ 類 に よ る 伝搬 に つ い て は ， 現在の と こ ろ 不明 で あ
る 。 宿主範囲 は比較的狭 く ， 試験 を 行 っ た 範囲で全身感

染が認め ら れ た 植物 は ， キ ュ ウ リ ， メ ロ ン の ほ かツル
ナ ， Nicotinana clevelandii に 限 ら れ る (表ー 1 ) 。 ま た ，
日 本 で は こ れ ま で の と こ ろ ， MYSV が キ ュ ウ リ と メ ロ
ン以外の植物か ら 検出 さ れ た 報告 は な い。 粗汁液中 での
不活化温度 は 40 � 45 .ClO 分， 希釈限 度 は 1O-3� 10ーヘ

保存限度 は 20 .Cで 2 � 3 時間 で あ り ， 比較的不安定 な ウ
イ ル ス で あ る 。 汁液接種 は 可能 で あ る が， 手指や ハ サ ミ

な ど に よ る 接触伝染 を想定 し た 試験で は ウ イ ル ス の伝染
は認め ら れて お ら ず， 実際の圏場で も 管理作業 に よ っ て
伝染す る 可能性 は 低 い と 考 え ら れ る 。 ま た ， 発病圃場の
土壌 に 健全 キ ュ ウ リ を 植 え て も ， MYSV の 感 染 は 認 め
ら れ な い こ と か ら ， 土壌伝染 も し な い と 考 え ら れ る 。

E キ ュ ウ り での被害

MYSV に 感染 し た キ ュ ウ り に は ， は じ め 生長 点付近

の未展開葉 に 葉脈透化症状が現れ る 。 こ の 葉脈透化症状

は Z YMV の感染 に よ っ て 生 じ る 病徴 と よ く 似て い る 。
そ の後展開 し て く る 葉 に は ， 濃 淡 の 明瞭 な モ ザ イ ク を生
じ る 。 や が て ， 最初 に 葉脈透化症状 を 現 し た 葉が激 し く

退緑 あ る い は 賞化 し ， え そ 斑 を 生 じ る よ う に な る 。 こ の

黄化や え そ 斑 は本病 に 特徴 的 な 症状 で あ り ， 他の病害 と

区別 す る 際の注 目 点 と な る 。 発病株 は健全株 と 比較す る

と 生育が悪 く ， 長 期 間 放置す る と 枯死 に 至 る 場 合 も あ
る 。 し か し ， 一度激 し い病徴 を 現 し た 株で も ， 後 に 展開
し て く る 葉 に は全 く 病徴が認め ら れ な い場合や， 同 じ 株
内 に激 し い病徴 を 現 し た 枝 と 無病徴の枝が混在 す る 場合
も あ る 。 感染株であ っ て も 無病徴の部位か ら は ， ウ イ ル
ス が検出 さ れ な い こ と が多 い 。 メ ロ ン で は MYSV の 感
染 に よ っ て 果実 に 斑紋 を 生 じ ， 果肉の 品質 にも影響 を 及
ぽす こ と が報告 さ れて い る が， キ ュ ウ リ で は 果実 に 目 立
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表 - 1 メ ロ ン黄化 え そ ウ イ ル ス (高知株) の宿主範囲

植物名
接種葉

ヒユ科
セ ン ニ チ コ ウ NS 

ハマ ミ ヅナ科

ツ ル ナ CS 
ツ リ フ ネ ソ ウ 科

ホ ウ セ ン カ
ア カ ザ科

Chenopodium quinoa NS 
キ ク 科

ゴポ ウ
キ ン セ ン カ
レ タ ス
ヒ ャ ク ニ チ ソ ウ

ア プラ ナ科
ハ ク サ イ
コ マ ツ ナ
カ プ

ウ リ 科
ス イ カ

NS 

病徴.)

上位葉

VY 

キ ュ ウ リ
メ ロ ン

NS M. Y. NS. VN 

シ ロ ウ リ
マ ク ワ ウ リ
セ イ ヨ ウ カ ボチ ャ
ニ ホ ン カ ボチ ャ
ザ ッ シ ュ カ ボチ ャ
ヒョ ウ タ ン
ユ ウ ガオ

マ メ 科
ダイ ズ
イ ンゲ ン マ メ
エ ン ド ウ
ソ ラ マ メ

(]) (M) 
(]) 

ジ ュ ウ ロ ク ササゲ CS. NS 
ゴマ科

ゴマ NS 
ナス科

ピ ー マ ン
ト マ ト

ナス

ベチ ュ ニ ア NS 
タ バ コ NS 
Nicotiana clevelandii NS M 
N. gultinosa NS 
N. rustica NS 
助tura stramonium CS 

叫NS : えそ斑点. CS : 退緑斑点. VY : 葉脈黄化，
M : モザイ ク . y : 賛化. VN : 葉脈 えそ.1 :潜在
感染， 一 : 非感染. ( ) 内 は ま れ に現れ る 病徴.

表 - 2 高知県 に おける キ ュ ウ リ 黄化 え そ病お よ びメ ロ ン黄化 え そ
病の発生推移

発生面積 (ha)

調査期間 キ ュ ウ リ
メ ロ ン

施設栽培 露地栽培

1994 年 9月-95 年 8月 1 . 6 4 . 0  0 

発生市
町村数

1995 年 9月-96 年 8月 26 . 9 3 . 5  0 . 2  3 
1996 年 9月-97 年 8月 4 1 . 3 0 . 9  0 . 8  5 
1997 年 9月-98 年 8月 35 . 8 7 . 0  38 . 5  6 
1998 年 9月-99 年 8月 81 . 6 20 . 9  105 . 0  1 1  
1999 年 9月-2000 年 8月 110 . 5 22 . 0  180 . 0  1 4  
2000 年 9月-01 年 8月 170 . 4 18 . 5  1 34 . 0  16  

る 。 こ の よ う な被害 は ， 収量の低下 を 招 く だ け で な く ，
生産者 に精神的 な ダ メ ー ジ を 与 え ， 生産意欲 を失う こ と
に も つ な が る 。

皿 費化 え そ 病の発生推移

高知 県 で の キ ュ ウ リ 黄化 え そ 病 の 発生推移 を 表ー2 に
ま と め た 。 発生初年度 は 5 . 6 ha (施設栽培 1 . 6 ha. 露
地栽培 4 . 0 ha) で の 発生 で あ っ た が， 翌 年 に は 周 辺 に
拡 大 し . 30 . 4  ha (施 設 栽 培 26 . 9 ha， 露 地 栽 培 3 . 5

ha) と な っ た 。 そ の 後 も 本 病 の 発生面積 は 徐々 に 拡大

し 続 け， 2001 年 に は 1 6 市 町 村 188 . 9 ha (施 設 栽 培
170 . 4 ha， 露地栽培 18 . 5 ha) で確認 さ れ る よ う に な っ

た 。 こ れ は ， キ ュ ウ リ の 全栽培面積 の 約 71 % に 相 当 し ，
ほ ぽ県下全域 に ま ん延 し て い る 状況 と い え る 。 ま た ， キ
ュ ウ リ 以外 に メ ロ ン で の 発生 も 増加 し て お り ， 2001 年

に は 134 ha (栽培面積 の 約 32% ) で被害 が 確認 さ れ て

い る 。 こ の ほ か， 家庭菜 園 な ど小規模栽培の キ ュ ウ リ に
も 本病 は ま ん延 し て お り ， 実際 に は こ れ よ り も 広域 に 発
生 し て い る も の と 推察 さ れ る 。 さ ら に ， 2000 年 に は隣
県 の 愛媛県で も キ ュ ウ リ 黄化 え そ 病の 発生が確認 さ れ，
本病の発生地域 は拡大の一途 を た ど っ て い る 。

IV キュ ウ リ 黄化 え そ 病 に対す る 防除

対策と そ の効果

か つ て 温室 メ ロ ン で MYSV の被害 を 受 け た 静岡 県 で
は， 組織的 な 防除活動 を 展 開 し た 結果， 短期間 の う ち に
本 ウ イ ル ス の 根絶 に 成功 し て い る ( 池田 ら ， 2001}。 高

知県 で も そ の例 に な ら い， 地 区 ご と に 防除対策協議会 を
組織 し て ， 黄化 え そ 病 の 防除 に 取 り 組ん で い る 。 以下 に
そ の具体的 な 内容 と 効果 に つ い て 紹介す る 。

1 媒介アザミウマの防除

っ た症状 を 現 さ な い こ と が多 い。 し か し ， 時 に は果実の 病原であ る MYSV は， ミ ナ ミ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ に よ
表面 に モ ザ イ ク 斑 を 生 じ ， 商 品価値 を 損 な う 場合 が あ っ て 媒介 さ れ る こ と か ら ， 黄化 え そ 病 の 防除 は ア ザ ミ ウ
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表 - 3 ミナミキイロアザミウマ寄生数と貧化えそ病発生株率との
関係

ミナミキイロ
アザミウマ

寄生数/100葉

。
1-20 

21-40 
41-60 
61-80 
81-100 

。%

48) 

3 

発病株率

1-5% 6-15% 16-30% 31%く

2 
2 

100く 3 

剖数字は圃場数. 空欄は該当する圃場がなかったことを示す.

マ 防除が そ の 主体 と な る 。 黄化 え そ 病の発生程度 と ミ ナ
ミ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ の寄生数 と の 聞 に は ， 密接 な 関係が
あ り (表-3) ， 周場 内 の ミ ナ ミ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ を 低密
度 に 管理す る こ と が， 黄化 え そ 病 の被害 を 回避す る う え
で重要であ る 。

殺虫剤の散布 は個 々 の闘場で ま ち ま ち に 行 う よ り も ，
広域で一斉 に 行 う 方 が効果的 と 考 え ら れ る こ と か ら ， 地
域ご と に 防除時期 を 設定 し ， そ の期間内 に特定の殺虫剤
を散布す る よ う 申 し 合わ せ て 防除 を 行 っ て い る 。 ま た ，
園場周辺の雑草 は ， ア ザ ミ ウ マ の繁殖の場 と な る こ と か
ら ， 適切 な管理が重要 と な る 。 そ こ で， 各産地で は圃場
周辺の 除草 を地域 の 共同作業 と し て 定期的 に 実施 し て い
る 。 こ の ほ か， 施設栽培では側窓や天窓な どハ ウ ス 開 口
部 に 防虫 ネ ッ ト を 張 り ， ア ザ ミ ウ マ の外部か ら の侵入 を

防 い で い る 。 ま た ， 黄化 え そ 病発生以前 に は ほ と ん ど使
用 さ れて い な か っ た 紫外線 カ ッ ト フ ィ ル ム も ， 黄化 え そ
病対策 と し て 導 入 が 進 め ら れ て い る 。 現在で は お よ そ
25% の ハ ウ ス で使用 さ れて お り ， 紫外線 カ ッ ト フ ィ ル ム
に 適 し た 栽培技術 の 開発， 普及 も 同時 に 進 め ら れ て い
る 。

2 被害株の早期発見， 早期除去

こ れ ら の 防 除 を 行 っ て も ， 圃場内 の ミ ナ ミ キ イ ロ ア ザ
ミ ウ マ を完全 に 防除 す る こ と は ， 極 め て 難 し い 。 し か
し ， ミ ナ ミ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ 自体の被害が全 く 認め ら れ

な い よ う な低密度 の 寄生 で も ， MYSV 感染株 を園場内
に そ の ま ま 放置す る と ， や が て健全株への伝染が起 こ っ
て し ま う 。 こ の よ う に ， アザ ミ ウ マ防除だ け に偏 っ た 防
除対策 に は 限界があ る こ と か ら ， 闘場内 に 発生 し た 感染
株 を早期 に 発見 し 除去す る こ と が， そ の後の ま ん延 を 防
ぐ う え で重要 と な る 。 黄化 え そ 病 に感染 し た キ ュ ウ リ は
特徴 あ る 病徴 を 現す た め ， 感染株 を 発見す る の は比較的
容易 で あ る 。 し か し ， 早期発見 を よ り 正確 に 行 う た め ，
高知県で は MYSV に 対 す る 抗血清 を作製 し ， 各農業改

100% 

80% 

面積率 60% 

40% 

20% 

。%
1997年度 1998年度 1999年度 2000年度 2001年度

日少(発病株率1-5%) 図中(発病株準6-15%)
臼多(発病株率16-30%)・甚(発病株率31%以上)

図 - 1 キュウリ賞化えそ病発生程度別面積率の推移(施
設栽培)

良普及セ ン タ ー で ELISA な ど に よ る 迅速診断 を 実施 で

き る 体制 を と っ て い る 。 管 内 に キ ュ ウ り や メ ロ ン の大 き
な産地 を抱 え る 普及 セ ン タ ー に は ， 年間 300 点近い診断
依頼が寄せ ら れ， そ の約 7 割が陽性 と 診断 さ れて い る 。
こ こ で MYSV 陽性 と 診断 さ れ た 株 に つ い て は ， 速や か
に抜 き 取 る よ う 指 導 が な さ れ て い る 。 ま た ， ELISA だ

け で は判定が難 し い場合 は ， 病害虫防除所や農業技術セ

ン タ ー で RT-PCR な ど を 実施 し ， MYSV の 感 染 に つ
い て さ ら に 詳 し く 調べ る よ う に し て い る 。

3 啓発広報活動

黄化 え そ 病 の 防除 は ， 地域全体で協力 し て 取 り 組 ま な
げれ ば， 十 分 な 効果 を得 る こ と が で き な い と 考 え ら れ
る 。 地域 ぐ る み の 防除 を推進す る た め に は ， 防除 に 当 た
る 個々 の生産者の足並 み が そ ろ う こ と が重 要 で あ る 。 こ

の た め ， 防除対策 に つ い て 協議 す る た め の会議 を 開催す
る と と も に ， 定期的 に圃場 を巡回 し ， 黄化 え そ 病 の 発生
状況調査 と 防除指導 を 行 っ て い る 。 ま た ， ポ ス タ ー や パ
ン フ レ ツ ト を作成 し ， 典型的 な病徴や適切 な 防除手段 に
つ い て ， 広 く 情報提供 を 行 っ て い る 。 さ ら に ， キ ュ ウ リ
生産農家以外 に も 理解 と 協力 を求め る た め ， 市町村 の 広
報誌， テ レ ビ番組等 を利用 し て ， 質化 え そ 病 の 発生 と そ
の被害， 防除の重要性 と 具体的 な 方法 な ど に つ い て 紹介
し て い る 。

4 防除対策の効果

こ の よ う な 防除努力 に も か か わ ら ず， 黄化 え そ 病 の 発
生地域 は 年々 拡大 し て お り ， こ れ ら の 防除対策が ほ と ん
ど効果 を 上 げ て い な い か の よ う に 見 え る 。 し か し ， 個々
の圃場での被害程度 に 目 を 向 け る と ， 確実な効果の跡が
見 え て く る 。 図 ー 1 に 施設栽培 に お け る 圃場 内 の 黄化 え
そ 病の発生程度 (発病株率) の推移 を 示 し た 。 黄化 え そ
病の発生程度が高 い圃場 は 年々 減少 し ， 近年で は 発病株
率が 6 % を超 え る 中発生以上の薗場 は ほ と ん ど存在 し な
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い。 逆 に 発病株率 5%以 内 の 少発生 の閏場 は 年々 増加傾
向 に あ る 。 黄化 え そ 病 は毎年数株 に 発生す る が， 発病株
を早期 に 除去 し ， ア ザ ミ ウ マ 対策 を徹底す る と ， そ の後
新た な発生 を み な い と い う 園場が大部分 と な っ て い る 。

生産者 に対 し て 実施 し た ア ン ケ ー ト で も ， 80%以上の人

が組織的 な 防除 の効果 を 高 く 評価 し て い る 。

V 防除上の問題点

一方， 露地栽培で も 少発生 の圃場が過半数 を 占 め ， 一
定 の 防除効果 は現れ て い る と 考 え ら れ る 。 し か し ， 発生
程度 の高 い圃場の割合 は施設栽培 よ り も 高 く ， 防除 に 苦

慮 し て い る こ と が伺 え る ( 図 2) 。 圃場 の 内 外 を 物理的
に遮断で き る 施設栽培 と は 異 な り ， 露地栽培の場合 に は
ア ザ ミ ウ マ の 防除手段が限 ら れて い る 。 そ の う え ， 栽培
時期が野外の ミ ナ ミ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ の密度が高 く な る
時期 と 一致す る た め ， 低温期 に栽培 さ れ る 施設栽構 と 比
較す る と ， 防除が難 し く な る 。 こ の よ う な こ と か ら ， 露
地栽培で は あ ら ゆ る 防除対策 を講 じ て も ， ミ ナ ミ キ イ ロ
ア ザ ミ ウ マ と 黄化 え そ 病 を 容易 に 防除で き て い な い の が
実態で あ る 。 ま た ， 家庭菜園 の キ ュ ウ リ の存在 も ， 黄化

え そ 病 の 防 除 を 難 し く し て い る 原因 のーっ と 考 え ら れ
る 。 キ ュ ウ リ と い え ば家庭菜 園 の 定番 と し て ， 一般家庭
の庭先 な ど に も 少 し ずつ植 え ら れ て い る 光景 を よ く 目 に
す る が， こ の よ う な キ ュ ウ りに も 糞化 え そ 病 は 高率 に 発
生 し て い る 。 前述の よ う に ， 黄化 え そ 病 の 防除 に つ い て
は， 広報誌や テ レ ビ な ど を 通 じ て 一般家庭 に も 情報が提

供 さ れて い る が， 現実 に は 家庭菜園 の キ ュ ウ リ に 黄化 え
そ 病 が発生 し て い て も ， 適切 に 防 除 さ れ る こ と は 少 な

い。 こ の よ う な 感 染 植物 か ら 分 散 し た MYSV 保 毒 虫
が， や が て 始 ま る 施設栽培の苗へ と 移動 し ， 新 た な被害
を も た ら し て い る も の と 推察 さ れ る 。 こ の よ う に ， ウ イ
ル ス と 媒介虫 の宿主 と な る 植物が周年存在 し ， 伝染環が
途絶 え る 期聞 が な い う え ， 夏季 に ウ イ ル ス と 媒介虫両者

の防除が難 し く な る こ と が， キ ュ ウ リ 黄化 え そ 病 を 防除

す る う え での大 き な問題点 と い え る 。 加 え て ， ミ ナ ミ キ
イ ロ ア ザ ミ ウ マ で は ， 殺虫剤 に対す る 感受性が低下 し た

個 体群 の 出 現 が し ば し ば問 題 と な っ て お り ( 山 下，

1995 : 古 味， 200 1 ) ， 黄化 え そ 病 の 防除 を よ り 一層難 し

く し て い る 。

お わ り に

MYSV に よ る キ ュ ウ リ ， メ ロ ン の 黄化 え そ 病 は， ま
だ新 し い病害で あ り ， 全国的 に 見れ ば発生地域 も 限定 さ

れて い る た め ， 他の ウ イ ル ス 病 と 比較す る と ウ イ ル ス の

性状や発生生態， 防除技術 な ど に 関す る 研究成果が少 な

い。 こ の た め ， 防除 は TSWV な ど の事例 を 参考 に し な
が ら 手探 り で行わ れて い る の が現状で あ る 。 ミ ナ ミ キ イ
ロ ア ザ ミ ウ マ に よ る MYSV の 伝搬様式 や 伝搬能力 な ど

と い っ た 媒介虫 と ウ イ ル ス と の相互作用， ミ ナ ミ キ イ ロ
ア ザ ミ ウ マ以外の ア ザ ミ ウ マ 類 に よ る 媒介 の 可能性， キ
ュ ウ リ と メ ロ ン以外の伝染源植物の 有無 な ど は ， 適切 な
防除対策 を 打 ち 立 て る う え で極 め て重要 な情報であ る に
も かか わ ら ず， ほ と ん ど明 ら か に さ れ て い な しh キ ュ ウ

リ 黄化 え そ 病 は ， 今後 も 広域 に 拡大 し て い く 可能性が高

い と 考 え ら れ る 。 よ り 効果 的 な 防除対策 を 確立 す る た め
に ， 基礎的 な研究の蓄積が急務 で あ る 。
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