
観
察
の
目
を
養
う

　
キ
ュ
ウ
リ
は
、
ほ
か
の
果
菜
類
に
比
べ
、

生
育（
生
長
）の
早
い
特
性
が
あ
る
作
物
で
、

栽
培
が
始
ま
る
と
、
日
に
日
に
生
育
の
様
相

が
変
化
し
て
い
き
ま
す
。

　
従
っ
て
、
生
育
の
変
化
を
見
失
う
と
、
後

に
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
現
象
を
見
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
栽
培
の
上
手
な
人
や
昔
の
篤

農
家
と
い
わ
れ
る
人
は
、
１
日
に
何
回
も
栽

培
圃ほ

場
に
入
っ
て
、
作
物
に
接
し
て
作
物
を

観
察
し
て
い
る
人
で
、
単
に
圃
場
を
見
回
る

だ
け
で
な
く
、
常
に
作
物
と
向
か
い
合
い
、

問
い
か
け
て
、
今
の
生
育
状
態
が
順
調
な
生

育
で
あ
る
か
、
そ
し
て
、
こ
の
生
育
状
態
か

ら
明
日
は
ど
う
な
る
？　
１
週
間
後
は
…
…

と
先
々
の
生
育
状
態
を
頭
の
中
で
描
い
て
、

今
自
分
は
、
何
を
し
て
や
る
べ
き
か
を
問
い

た
だ
し
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
キ
ュ
ウ

リ
の
生
育
状
態
を
観
察
し
て
は
、
現
在
の
生

育
状
態
を
診
断
し
、
処
方
の
手
を
あ
れ
こ
れ

と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
知
識
で
判
断
で
き

る
も
の
で
は
な
く
、
作
物
に
接
し
た（
観
た
）

瞬
間
に
反
応
し
て
感
じ
得
る
も
の
で
、
常
に

作
物
に
接
す
る
よ
う
に
心
掛
け
て
い
る
と
、

自
然
に
み
え
て
感
じ
る
よ
う
に
な
り
判
断
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
も
の
で
す
。

↑こまめに観察し、適切な管理
をするのが安定生産のコツ。

稲
いな

山
やま

　光
みつ

男
お

高
品
質
多
収

安
定
生
産
の
ポ
イ
ン
ト

の
生
理
・
生
態
か
ら

と
ら
え
た

管
理
技
術

良
品
多
収

高品質多収
安定生産の
ポイント

第７回

キ
ュ
ウ
リ

1962年、埼玉県農業試験場・越谷支場に勤
務。1964年から野菜担当。1967年、埼玉県
園芸試験場そ菜・花き部に勤務（そ菜担当）。
主に、施設栽培キュウリの品種特性調査、
作型開発、増収技術、高品質生産技術、お
よびキュウリの施設栽培における環境制御
法などの試験研究に従事する。1991年にそ
菜部長。1997年、同試験場・鶴ヶ島洪積畑
支場長。2000年、埼玉県農林総合研究セン
ター・園芸支所長。現在は三菱樹脂アグリ
ドリーム株式会社・生産・技術部開発セン
ター守谷技術顧問。
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理
想
的
な
草
姿
に
仕
上
げ
る
た
め
に

　
多
収
を
得
る
た
め
の
基
本
的
条
件
に
つ
い

て
は
、
先
の
号
で
述
べ
た
よ
う
に「
節
数
」を

多
く
確
保
す
る
こ
と
に
あ
り
、
結
果
的
に
第

１
図
Ⅳ
の
よ
う
な
草
姿
に
仕
上
げ
る
こ
と
が

理
想
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
第
１
図
に
示
し

た
草
姿
は
、
栽
培
を
終
え
た
時
の
結
果
で
あ

り
、
こ
こ
で
は
図
の
よ
う
な
草
姿
と
な
る
原

因
に
つ
い
て
、
反
省
的
な
視
点
か
ら
見
る
こ

と
に
し
ま
す
。

〈
Ⅰ
の
例
〉

　
図
中
Ⅰ
の
よ
う
な
草
姿
に
な
り
や
す
い
要

因
と
し
て
は
、主
枝
の
雌
花
着
生
が
多
い（
節

成
性
の
高
い
）
品
種
を
用
い
て
し
ま
う
こ
と

に
あ
り
ま
す
。
特
に
、
軟
弱
徒
長
気
味
で
根

鉢
の
発
達
の
劣
っ
た
苗
を
定
植
し
、
定
植
活

着
に
時
間
を
要
し
た
う
え
に
、
雌
花
の
開
花

・
肥
大
が
先
行
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
側
枝（
子

づ
る
）の
発
生
が
抑
制
さ
れ
て
し
ま
っ
た
結
果

に
よ
る
も
の
で
す
。

　
対
策
と
し
て
は
、
①
品
種
選
定
時
に
主
枝

着
果
性（
節
成
性
）の
高
い
品
種
選
定
を
考
慮

す
る
こ
と
。
②
定
植
活
着
が
悪
い
こ
と
に
気

づ
い
た
ら
、
主
枝
の
下
位
節
雌
花
を
開
花
さ

せ
ず
に
積
極
的
に
摘
果
す
る
こ
と
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
着
果
節
位
を
上
節
位
か
ら
着
果
さ

せ
る
よ
う
に
努
め
、
栄
養
生
長
を
強
め
る
よ

う
に
し
て
生
育
の
修
正
を
図
り
ま
す
。

〈
Ⅱ
の
例
〉

　
Ⅱ
の
タ
イ
プ
は
、
苗
が
軟
弱
で
根
鉢
の
形

成
が
劣
っ
て
い
る
こ
と
で
、
定
植
時
に
根
鉢

が
崩
れ
、
植
え
傷
み
な
ど
に
よ
っ
て
活
着
に

時
間
を
要
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
根
群
の

発
達
に
伴
っ
て
次
第
に
草
姿
を
強
め
る
管
理

に
努
め
、
主
枝
を
摘
芯
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

上
節
位
か
ら
の
側
枝
発
生
を
み
た
草
姿
で
す
。

　
考
え
ら
れ
る
対
策
と
し
て
は
、
活
着
を
促

す
管
理
の
段
階
で
、
主
枝
の
雌
花
を
摘
果
し

て
、
着
果
負
担
を
か
け
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
で
す
。

〈
Ⅲ
の
例
〉

　
Ⅲ
の
タ
イ
プ
は
、
比
較
的
順
調
に
活
着
し
、

活
着
後
の
管
理
も
悪
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
本
葉
８
～
12
枚
展
葉
時
ご
ろ
に
主
枝
の

雌
花
が
開
花
・
肥
大
に
入
り
、
果
実
肥
大
促

進
管
理
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で

の
栄
養
生
長
が
抑
制
さ
れ
、
生
殖
生
長
が
進

め
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

中
段
側
枝（
子
づ
る
）の
発
育
が
弱
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
主
枝
を
摘
芯
し

た
こ
と
に
よ
り
、
上
節
位
か
ら
の
側
枝
発
生

が
促
さ
れ
た
草
姿
で
す
。

　
対
策
と
し
て
は
、
主
枝
の
下
節
位
の
雌
花

を
摘
果
し
て
、
最
初
に
肥
大
さ
せ
る
雌
花
の

着
果
節
位
を
１
～
２
節
上
げ
る
。
あ
る
い
は
、

雌
花
の
開
花
が
始
ま
っ
て
き
て
も
果
実
肥
大

を
急
が
ず
、
し
ば
ら
く
は
生
育
状
況
を
み
て

果
実
肥
大
を
抑
え
た
管
理
を
行
う
こ
と
で
す
。

〈
Ⅳ
の
例（
理
想
的
な
草
姿
）〉

　
Ⅳ
は
理
想
的
な
草
姿
で
、
健
苗
を
用
い
て

ス
ム
ー
ズ
に
活
着
さ
せ
、
本
葉
５
枚
に
な
っ

て
も
生
育
を
急
が
ず
ジ
ッ
ク
リ
育
て
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
主
枝
摘
芯
を
す
る
ま
で
は
草

姿
作
り
の
管
理
を
し
、
主
枝
摘
芯
後
か
ら
は
、

草
勢
維
持
に
努
め
な
が
ら
本
格
的
な
収
穫
管

理
を
し
た
タ
イ
プ
で
す
。

高品質多収安定生産のポイント

生育ステージの診断ポイント

キュウリは定植後30日の管理が勝負

・観察の目を養う
・疑問をもつ

これで……
なぜ？どうして？

モノサシをもつ←
活着に時間を要し、
栄養生長が弱いため、
側枝の発生を見ず生
長している（第１図Ⅰ
の例）。

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

第１図　生育の違いによる草姿 （稲山）
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購
入
苗
の
評
価
と
管
理

　
こ
れ
ま
で
の
キ
ュ
ウ
リ
栽
培
で
は
、「
苗
半

作
」「
苗
七
分
作
」と
い
わ
れ
、
育
苗
の
重
要
性

が
伝
え
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し

近
年
で
は
、
経
営
規
模
の
拡
大
や
、
作
型
の

細
分
化
に
よ
り
、
購
入
苗
が
利
用
さ
れ
て
い

る
現
状
に
あ
り
ま
す
。
栽
培
の
分
業
化
が
成

立
し
、
育
苗
業
者
が
各
地
に
成
立
し
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
苗
流
通
が
始
ま
っ
た
こ
ろ
に
比

べ
て
、
苗
生
産
業
者
の
育
苗
技
術
も
か
な
り

向
上
し
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
苗
は
受
注
生
産
で
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
が
接
ぎ
木
苗
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
穂
木
、

台
木
そ
れ
ぞ
れ
の
品
種
と
苗
数
、
納
入
期
日

が
生
産
者
か
ら
指
定
が
あ
り
ま
す
。
加
え
て

苗
の
生
産
は
ハ
ウ
ス
内
育
苗
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
天
候
に
左
右
さ
れ
な
が
ら
の
育
苗
管
理

に
な
り
ま
す
。
従
っ
て
、
苗
生
産
業
者
は
良

質
苗
の
生
産
を
目
標
に
し
な
が
ら
も
、
納
期

や
苗
数
の
確
保
を
優
先
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
育
苗
に
ロ
ッ
ト
差
が
生
じ
る
こ
と
も

や
む
を
得
な
い
現
状
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
生
産
者
は

納
品
さ
れ
た
苗
の
性
状
評
価
を
的
確
に
行
っ

て
、
定
植
活
着
に
向
け
た
管
理
方
法
を
即
座

に
判
断
し
、
各
自
実
行
す
る
こ
と
が
重
要
に

な
り
ま
す
。

購
入
苗
は
活
着
促
進
に
注
意

　
定
植
活
着
の
良
否
は
、
自
家
育
苗
の
苗
で

あ
ろ
う
と
購
入
苗
で
あ
ろ
う
と
、
定
植
後
の

管
理
が
草
姿
形
成
に
大
き
く
影
響
し
ま
す
。

　
特
に
購
入
苗
の
場
合
は
、
自
家
苗
と
違
っ

て
、
育
苗
管
理
の
前
歴
情
報
が
な
い
状
態
で

納
入
さ
れ
、
即
定
植
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん

ど
で
す
。
購
入
苗
と
自
家
苗
と
の
違
い
は
、

育
苗
鉢
の
大
き
さ
と
、
育
苗
培
養
土
が
違
う

こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
育
苗
根
鉢
の
根
圏
環

境
と
定
植
圃
場
の
土
壌
環
境
と
の
較
差
が
、

定
植
後
の
活
着
に
大
き
く
影
響
す
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

　
定
植
圃
場
は
基
本
的
に
、
十
分
な
土
壌
水

分
と
地
温
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
須

で
す
。
活
着
は
、
育
苗
中
に
形
成
さ
れ
た
根

鉢
か
ら
、
定
植
圃
場
の
土
壌
へ
根
が
伸
長
し

て
い
く
こ
と
で
判
断
で
き
ま
す
。

　
一
般
的
に
購
入
苗
の
育
苗
培
養
土
は
ピ
ー

ト
モ
ス
を
主
原
料
に
つ
く
ら
れ
、
育
苗
根
鉢

が
小
さ
い
こ
と
か
ら
、
定
植
後
に
育
苗
根
鉢

と
定
植
圃
場
の
土
壌
と
の
馴
染
み
が
悪
く
な

り
ま
す
。
そ
の
影
響
で
、
根
鉢
か
ら
圃
場
へ

の
根
の
伸
長
が
緩
慢
に
な
っ
て
、
活
着
遅
れ

と
な
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
活
着
が
確

認
で
き
る
ま
で
の
間
、
こ
ま
め
に
軽
い
潅
水

を
行
う
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

↑苗流通業者の接ぎ木風景。

↑大量育苗管理の状況。株間を十分広げ健苗育成に努めている。

↑納入された苗の性状。老化してきて子葉の黄化が見られる。定植後はど
のように管理するかが生産者にとって重要。

↑株元への潅水。活着するまではこまめに潅水する。
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定
植
活
着
か
ら
主
枝
摘
芯
ま
で

本
葉
５
～
８
枚
展
葉
期
の
診
断
と
管
理

　
定
植
し
て
活
着
し
た
か
ど
う
か
は
、
定
植

後
に
展
開
し
て
く
る
葉
の
色
と
光
沢
、
一
般

的
に
４
節
目
か
ら
発
生
し
て
く
る
巻
き
ひ
げ

の
勢
い
程
度
で
判
断
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、

定
植
時
の
２
～
３
葉
が
濃
緑
色
を
呈
し
て
い

る
の
に
対
し
、
新
し
く
展
葉
し
て
き
た
葉
は

淡
く
見
え
光
沢
を
呈
し
、
巻
き
ひ
げ
が
太
く

元
気
な
伸
び
を
見
せ
て
い
れ
ば
、
根
が
本
格

的
に
動
き
出
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
現
象
が
表
れ
た
ら
、
こ
れ
ま
で
の
活

着
促
進
管
理
か
ら
生
育
制
御
管
理
へ
と
切
り

替
え
る
こ
と
が
重
要
で
す（
写
真
Ａ
、
第
２
図
）。

　
そ
し
て
、
５
～
８
葉
期
の
生
育
段
階
で
は
、

節
間
伸
長
を
さ
せ
ず
、
芯
を
大
き
く
、
巻
き

ひ
げ
の
太
く
長
い
力
強
い
伸
び
を
促
し
ま
す
。

展
開
葉
は
や
や
淡
緑
色
で
光
沢
が
あ
り
、
葉

縁
が
波
状
に
な
っ
て
展
開
を
示
し
、
葉
柄
は

茎
に
対
し
45
度
の
方
向
に
伸
び
る
状
態
が
理

想
的
で
す（
写
真
Ｂ
）。
そ
ん
な
状
態
と
な
る

よ
う
温
湿
度
管
理
を
行
い
ま
す
。

　
８
葉
期
ご
ろ
に
な
る
と
、
下
節
位
に
雌
花

の
着
生
と
側
枝（
子
づ
る
）の
発
生
が
見
ら
れ

ま
す
。
こ
の
生
育
段
階
で
、
何
節
ま
で
側
枝

・
雌
花
を
摘
除
す
る
か
を
判
断
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
理
想
と
す
る
草
姿
形
成
は
こ
の

生
育
段
階
か
ら
の
生
育
制
御
に
関
係
し
ま
す
。

従
っ
て
、
こ
の
生
育
段
階
で
強
い
栄
養
生
長

を
促
し
て
お
か
な
い
と
い
つ
の
間
に
か
生
殖

生
長
が
促
進
さ
れ
て
、
収
穫
が
始
ま
っ
て
き

た
と
思
っ
て
い
る
う
ち
に
、
側
枝
の
発
生
が

停
滞
し
て
し
ま
い
ま
す（
表
）。

10℃区

夜冷区※

15℃区

20℃区

179 557 12.4 53 4,775

204 660 16.3 73 6,488

180.5 489 3.7 68 5,963

180 503 9.3 46 4,250

処理区 草丈（㎝） 生体重（g）
（個） （g）

初期収量有効分枝
（本）

表　夜温管理が生育、収量に及ぼす影響

※文中で紹介している品種、資材などは、タキイでは取り扱いのないものもございます。ご了承ください。（編集部）

↑活着促進管理から草姿形成への管理切り替えが適切で芯も大きい。

↑巻きひげが力強い伸びを示せば、根張りも地上部同様良好といえる。

注）夏埼落３号　※夜冷区…夕方15℃、朝の最低温度1０℃になるように夜間勾配型に温度が下がるように管理。

日中は光合成促進のための温度、夜間は光合成産物の体内蓄積を考慮した温度管理を取り入れていく。

夜温の管理の違いが、側枝の発生の良否に影響する。

光合成促進

30
℃

20

10

５
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第２図　生育制御管理のための温度管理の日変化 （稲山）

Ｂ ５〜８葉期の理想的な生育状態

Ａ 定植後、活着した苗

良品多収管理技術
の生理・生態からとらえた

（埼玉園試、197０）
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