
草
勢
の
維
持
管
理

　
主
枝
の
摘
芯
ま
で
は
、
良
品
・
多
収
の
た

め
の
草
勢
形
成
に
力
点
を
置
い
た
さ
ま
ざ
ま

な
管
理
が
必
要
で
し
た
。
従
っ
て
生
育
段
階

ご
と
に
観
察
ポ
イ
ン
ト
を
把
握
し
、
次
の
生

育
段
階
に
向
け
て
、
ど
の
よ
う
に
管
理
す
る

の
が
最
も
効
果
的
か
に
つ
い
て
考
え
て
き
ま

し
た
。

　
こ
れ
ま
で
は
、
作
柄
に
期
待
を
し
て
の
管

理
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
主
枝
摘
芯
の
段

階
と
な
る
と
、
い
ず
れ
の
作
型
で
も
収
穫
期

に
入
っ
て
き
ま
す
。
こ
こ
か
ら
は
、
草
姿
形

成
の
た
め
の
生
育
制
御
管
理
か
ら
、
栽
培
打

ち
切
り
時
ま
で
の
草
姿
を
ど
の
よ
う
に
維
持

す
る
の
か
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

整
枝
摘
芯
管
理

●
子
づ
る
の
摘
芯

　
側
枝
の
摘
芯
、
当
面
子
づ
る
の
摘
芯
に
始

ま
り
ま
す
が
、
ま
ず
は
主
枝
の
生
育
伸
長
に

伴
っ
て
下
節
位
か
ら
子
づ
る
が
発
生
し
て
き

ま
す
。

　
一
般
的
に
下
節
位
か
ら
発
生
す
る
子
づ
る

の
伸
長
は
強
く
、
子
づ
る
が
伸
長
す
る
と
、

主
枝
の
生
育
は
株
上
に
成
長
点
が
分
散
さ
れ

る
こ
と
で
弱
ま
り
ま
す
。
従
っ
て
、
下
節
位

の
子
づ
る
は
早
め
に
摘
芯
す
る
こ
と
が
重
要

で
す
。

　
下
節
位
の
子
づ
る
は
、
地
表
周
辺
で
伸
長

す
る
の
で
、
株
元
が
繁
茂
し
て
通
風
を
悪
く

し
、
病
害
の
原
因
に
も
な
り
ま
す
。
ま
た
、

着
果
し
た
果
実
も
地
面
に
接
す
る
こ
と
で
、

曲
が
り
果
や
着
色
不
良
果
に
な
る
こ
と
か
ら
、

下
節
３
〜
４
節
く
ら
い
ま
で
は
、
雌
花
や
子

づ
る
は
摘
除
し
た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ

し
て
、
５
節
か
ら
発
生
し
て
く
る
子
づ
る
は

摘
芯
し
ま
す
が
、
５
〜
10
節
ま
で
の
子
づ
る

は
比
較
的
力
強
く
生
育
す
る
の
で
、
あ
ま
り

伸
ば
さ
ず
早
め
に
摘
芯
し
ま
す
。

稲
いな
山
やま
　光

みつ
男
お

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（3）

第９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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摘
芯
す
る
節
数
に
つ
い
て
基
準
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
摘
芯
栽
培
で
は
一
般
的
に
２
節
残

し
て
摘
芯
し
ま
す
。
但
し
、
草
勢
が
強
い
場

合
や
品
種
特
性
的
に
子
づ
る
の
第
１
節
間
長

が
長
い
場
合
は
、
７
〜
８
節
ま
で
１
節
（
１

節
残
し
て
）
で
摘
芯
し
て
主
枝
の
生
育
を
弱

め
な
い
方
法
を
と
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
主
枝
摘
芯
節
位
下
２
〜
３
節
か
ら

の
子
づ
る
の
発
生
は
良
好
で
、
強
い
子
づ
る

と
な
る
こ
と
か
ら
、
１
節
摘
芯
が
行
わ
れ
る

場
合
が
一
般
的
で
す
。

●
孫
づ
る
・
ひ
孫
づ
る
の
摘
芯

　
孫
づ
る
・
ひ
孫
づ
る
の
摘
芯
時
期
は
、
株

の
生
育
状
況
か
ら
み
る
と
収
穫
期
に
当
た
り
、

栄
養
生
長
と
生
殖
生
長
が
併
行
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
子
づ
る
の
発
生
発
育
段
階
と
比
べ

る
と
、
そ
れ
ほ
ど
強
い
側
枝
の
伸
び
は
見
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
。
側
枝
の
伸
び
具
合
（
節

間
伸
長
）
を
見
な
が
ら
、
何
節
摘
芯
か
に
こ

だ
わ
ら
ず
摘
芯
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
株
上
の

す
べ
て
の
成
長
点
を
摘
芯
し
て
し
ま
う
と
、

株
上
の
雌
花
が
肥
大
促
進
さ
れ
る
こ
と
で
栄

養
生
長
が
抑
制（
草
勢
の
低
下
）さ
れ
、
株
の

老
化
傾
向
が
強
ま
る
の
で
、
注
意
し
な
が
ら

作
業
を
行
う
こ
と
が
大
切
で
す
。

収
穫
期
間
中
の
観
察
視
点
と
管
理

●
孫
づ
る
や
ひ
孫
づ
る
の
発
育

　
孫
づ
る
や
ひ
孫
づ
る
の
発
生
・
発
育
は
、

子
づ
る
の
発
生
・
発
育
と
は
違
っ
て
き
ま
す
。

発
生
す
る
側
枝（
孫
づ
る
や
ひ
孫
づ
る
な
ど
）

は
、
十
分
な
節
間
長
を
示
す
伸
び
は
見
ら
れ

ず
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
退
化
気
味
に
生
育

し
ま
す
が
、太
く
力
強
さ
が
感
じ
ら
れ
る（
写

真
１
）発
生
・
発
育
か
ど
う
か
が
重
要
で
す
。

　
側
枝
の
節
間
が
短
く
詰
ま
っ
て
い
て
も
茎

が
太
け
れ
ば
、
雌
花
の
発
育
肥
大
は
側
枝
の

生
育
よ
り
先
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
着

生
し
た
雌
花
が
発
育
肥
大
し
て
収
穫
さ
れ
る

と
、
そ
れ
ま
で
停
滞
気
味
な
発
育
だ
っ
た
側

枝
が
一
気
に
伸
長
し
、
生
殖
生
長
型
か
ら
栄

養
生
長
型
の
生
育
を
示
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
生
育
現
象
が
見
ら
れ
れ
ば
当
然

新
葉
の
展
開
が
進
み
、
葉
面
積
の
維
持
拡
大

に
つ
な
が
る
の
で
、
強
い
草
勢
を
維
持
し
続

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
そ
の
結
果
、
果
実
肥
大
は
良
好
に
な
り
良

果
の
生
産
に
つ
な
が
り
ま
す
。
こ
の
段
階
で

の
草
勢
は
側
枝
上
に
着
生
、
発
育
し
て
い
る

雌
花
の
形
状
で
判
断
で
き
ま
す
。
花
梗
が
太

く
や
や
長
め
で
、
子
房
が
太
く
長
め
で
あ
り
、

い
ぼ
が
大
き
く
し
っ
か
り
し
て
い
て
、
開
花

時
に
は
花
弁
が
大
き
く
花
弁
の
色
が
鮮
や
か

な
黄
色
を
呈
し
て
い
れ
ば
順
調
な
生
育
を
示

し
て
い
る
と
い
え
ま
す（
写
真
２
）。

側
枝
の
摘
芯
と
摘
葉

　
つ
る
性
の
特
性
を
も
つ
キ
ュ
ウ
リ
に
と
っ

て
、
整
枝（
摘
芯
）や
摘
葉
は
生
育
上
の
生
理

作
用
か
ら
み
れ
ば
好
ま
し
い
管
理
作
業
と
は

い
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
栽
培
に
お
い
て
は
、

単
位
面
積
当
た
り
の
収
量
を
得
る
た
め
に
密

植
し
て
栽
培
さ
れ
、
特
に
施
設
栽
培
で
は
、

限
ら
れ
た
空
間
を
有
効
に
利
用
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
ま
す
。
従
っ
て
、
側
枝
の
配
置
と

相
互
遮
蔽
を
回
避
す
る
た
め
、
整
枝（
摘
芯
）

や
摘
葉
を
行
い
受
光
態
勢
を
整
え
る
こ
と
は

重
要
な
管
理
作
業
と
い
え
ま
す
。

　
整
枝
と
摘
葉
に
つ
い
て
は
そ
の
判
断
が
難

し
い
の
で
す
が
、
孫
づ
る
・
ひ
孫
づ
る
が
発

生
す
る
段
階
で
は
、
多
く
の
発
育
中
の
側
枝

の
中
で
節
間
が
長
め
に
伸
長
し
て
い
る
側
枝

を
優
先
的
に
摘
芯
す
る
よ
う
心
掛
け
、
株
上

に
い
く
つ
か
の
成
長
点
を
残
し
な
が
ら
順
次

摘
芯
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
摘
葉
に
つ
い
て
は
、
葉
は
キ
ュ
ウ
リ
に
と

っ
て
唯
一
の
光
合
成
器
官
で
あ
る
こ
と
か
ら

み
れ
ば
、
そ
の
目
的
は
、
葉
の
受
光
低
下
を

招
い
て
い
る
繁
茂
状
態
か
ら
、
効
果
的
に
受

光
で
き
る
状
態
に
す
る
こ
と
を
考
慮
し
て
行

う
作
業
と
い
え
ま
す
。
整
枝
作
業
と
一
体
化

し
て
摘
葉
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
摘
葉
は

株
の
受
光
態
勢
を
観
察
し
な
が
ら
、
繁
茂
し

て
い
る
部
分
の
葉
を
間
引
く
よ
う
な
考
え
で

行
い
、
黄
化
葉
や
病
葉
、
老
葉
を
優
先
し
て

摘
葉
す
る
こ
と
で
ほ
か
の
複
数
の
葉
が
受
光

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で
す

（
写
真
３
）。

草
勢
維
持
と
水
分
管
理

　

キ
ュ
ウ
リ
の
茎
葉
は
約
90
％
か
ら
が
水
分

で
、
収
穫
さ
れ
る
果
実
に
お
い
て
は
、
ほ
と

ん
ど
が
水
分
で
そ
の
含
水
率
は
95
％
と
い
わ

れ
ま
す
。
ま
た
、
キ
ュ
ウ
リ
の
葉
は
大
き
い

↑力強い側枝の発生。

↑側枝上の力強い雌花の発育。

↑力強い雌花の発生は良好な果実肥大につな
がる。

写真２ -①

写真２ -②

写真１

↑受光に配慮した摘葉。黄化葉、老葉、病葉
を優先してとる。

写真３
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う
え
に
、
１
株
当
た
り
50
〜
60
枚
の
葉
が
着

葉
し
て
い
る
た
め
蒸
散
さ
れ
る
水
分
量
も
多

く
な
っ
て
い
ま
す
。
従
っ
て
収
穫
期
に
お
け

る
土
壌
水
分
管
理
は
重
要
で
す（
第
１
図
）。

　
ま
た
、
土
壌
水
分
と
と
も
に
キ
ュ
ウ
リ
は

多
湿
環
境
を
好
む
作
物
で
も
あ
り
、
換
気
が

頻
繁
に
行
わ
れ
る
と
、外
気
の
乾
燥
し
た（
低

湿
度
の
）
空
気
が
施
設
内
に
入
っ
て
く
る
た

め
、
施
設
内
の
湿
度
が
著
し
く
低
下
す
る
現

象
が
起
こ
り
ま
す
。　

　
１
９
７
５
年
ご
ろ
に
作
型
の
前
進
化
に
伴

い
、
従
来
展
張
さ
れ
て
い
た
農
業
用
ビ
ニ
ー

ル
に
替
わ
っ
て
、
よ
り
光
透
過
性
の
よ
い
ガ

ラ
ス
や
ア
ク
リ
ル
、
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
な
ど
の

被
覆
資
材
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

採
光
性
の
面
で
大
幅
に
改
善
さ
れ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
葉
の
老
化
が
早
ま
り
草
勢
維
持

が
困
難
と
な
っ
て
、
収
量
へ
の
効
果
が
み
ら

れ
ず
産
地
で
大
き
な
問
題
と
な
り
ま
し
た（
写

真
４
）。そ
こ
で
、
そ
の
原
因
解
明
の
た
め
に

栽
培
施
設
で
実
態
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
第

２
〜
３
図
の
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

筆
者
は
こ
の
結
果
を
受
け
て
、
透
光
性
の
良

好
な
外
張
被
覆
資
材
を
導
入
す
る
一
方
で
、

栽
培
施
設
内
の
保
湿
を
図
る
方
法
と
し
て
、

保
温
用
カ
ー
テ
ン
を
利
用
し
、
換
気
率
を
緩

慢
に
し
て
保
湿
す
る
方
法
を
提
案
し
ま
し
た
。

こ
の
方
法
で
改
善
が
図
ら
れ
た
こ
と
で
、
写

真
５
の
よ
う
な
管
理
技
術
が
定
着
す
る
に
至

り
ま
し
た
。

収
穫
期
の
日
収
穫
量
と
管
理

　
収
穫
期
に
入
る
と
、
天
候
の
変
化
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
生
産
者
に
と
っ
て
は
毎
日
の

収
穫
量
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。
筆
者
は
、

生
育
の
判
断
と
は
別
に
１
日
の
収
穫
量
の
多

少
の
判
断
基
準
と
し
て
、
10
ａ
当
た
り
日
量

１
０
０
㎏
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
収
穫

時
期
や
天
候
に
よ
っ
て
判
断
基
準
収
量
に
何

％
か
を
掛
け
て
、
今
日
の
収
穫
量
が
妥
当
か

ど
う
か
を
判
断
し
、
そ
の
多
少
を
元
に
今
ど

の
よ
う
な
管
理
を
行
っ
て
草
勢
管
理
を
す
べ

き
か
を
考
え
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
（
写
真

６
、
第
４
図
）。

光
合
成
産
物
の
移
行
・
分
配
と

果
実
肥
大

　
果
実
は
植
物
の
生
殖
器
官
で
あ
る
と
同
時

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

2.0pF 2.3 2.5 2.7

収

　量（
ｇ
）

2.9
1.9日潅水間断日数

キュウリ

ナス

3.1日 3.7日 5.0日 9.2日
10.0㎜1日当たり平均水量 6.7㎜ 5.5㎜ 4.4㎜ 3.2㎜

第１図　潅水点とキュウリ・ナスの収量

←
理想的な温度管理
が行われていても、
低湿度環境では葉
の老化が早く、側
枝の発生・発育が
悪い（側枝着果性
の高い品種ほどこ
の傾向が強く表れ
やすい）。

↑換気による湿度低下対策として、日中保温カーテンを半開状
態にして保湿に努める。

第２図　ビニールハウスとガラス室の気象環境

写真４　葉の老化が起こっている株

写真５
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30
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10

０

1
時
間
当
た
り
換
気
回
数 ビニールハウス

ガラス室
（フェンロー）

（1977.3.21）（農技研、埼玉園試）（位田、1968）

第３図　施設の違いと換気 （1977.3.21）

※ビニールハウスよりガラス室の方が日中のハウス内湿度が低くなる。

※ビニールハウスよりガラス室の方が日中の換気回数が多い。
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に
、
養
分
の
流
れ
か
ら
み
る
と
貯
蔵
器
官
で

あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
す
。

キ
ュ
ウ
リ
の
果
実
が
発
育
・
肥
大
す
る
た
め

に
は
、
葉
で
光
合
成
さ
れ
た
光
合
成
産
物
の

果
実
へ
の
分
配
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
第
５
図
は
葉
で
光
合
成
さ
れ
た
光
合
成
産

物
の
移
行
先
を
追
っ
た
実
験
で
す
。
株
上
に

多
数
の
肥
大
途
中
の
果
実
が
着
果
し
て
い
る

状
態
で
、
光
合
成
産
物
は
、
そ
の
中
の
最
も

大
き
い
果
実
へ
優
先
し
て
集
中
的
に
転
流
さ

れ
ま
す
。
同
化
葉
付
近
に
果
実
が
着
生
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
株
上
の
最
も
大
き

い
果
実
へ
の
配
分
が
顕
著
で
す
。
こ
れ
は
、

株
上
の
最
も
大
き
い
果
実
を
優
先
的
に
肥
大

さ
せ
早
く
完
熟
果
に
さ
せ
る
こ
と
が
、
植
物

に
と
っ
て
子
孫
を
残
し
て
い
く
う
え
で
最
も

重
要
な
こ
と
だ
か
ら
で
し
ょ
う
。

　
一
方
、
栽
培
的
に
は
果
実
が
収
穫
適
期
の

大
き
さ
に
肥
大
し
た
時
点
で
収
穫
す
る
こ
と

で
、
光
合
成
産
物
が
次
の
大
き
い
果
実
へ
優

先
的
に
配
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ

ま
り
、
葉
と
肥
大
途
中
の
果
実
と
の
位
置
関

係
は
強
く
な
い
こ
と
か
ら
、
摘
葉
は
株
全
体

の
受
光
を
考
慮
し
て
株
上
の
各
葉
が
十
分
光

合
成
作
用
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
行
う
こ
と

が
大
切
と
い
え
ま
す
。

キ
ュ
ウ
リ
の
果
実
は
夜
育
つ

　
キ
ュ
ウ
リ
の
生
育
制
御
に
つ
い
て
、
温
度

管
理
の
面
か
ら
、
日
中
の
光
合
成
促
進
、
午

後
の
呼
吸
抑
制
、
そ
し
て
夕
方
の
転
流
促
進

と
夜
間
の
呼
吸
消
耗
抑
制
温
度
管
理
に
つ
い

て
す
で
に
述
べ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
か
ら
収
量

に
関
係
深
い
果
実
肥
大
に
つ
い
て
考
え
る
と
、

第
６
図
の
よ
う
な
現
象
が
見
ら
れ
ま
す
。
つ

ま
り
１
日
の
中
で
最
も
果
実
肥
大
に
深
い
関

係
の
あ
る
時
間
帯
は
、
夕
方
か
ら
前
半
夜
で
、

光
合
成
産
物
の
転
流
時
間
帯
に
当
た
り
ま
す
。

従
っ
て
、
こ
の
時
間
帯
の
温
度
や
湿
度
な
ど

の
環
境
抑
制
が
果
実
肥
大
促
進
に
関
係
す
る

こ
と
か
ら
、
栽
培
管
理
で
は
日
収
穫
量
を
み

な
が
ら
、
草
勢
や
天
候
な
ど
を
要
件
に
加
え

つ
つ
、
こ
の
時
間
帯
の
管
理
に
注
意
す
る
こ

と
が
草
勢
維
持
と
果
実
品
質
、
安
定
収
量
の

確
保
に
つ
な
が
り
ま
す
。

↑日収穫量と草勢管理。

第４図　促成栽培の収量推移

第６図　キュウリ果実の１日の生長と毎時生長量 （吉村ら,1935より作図）
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第５図　光合成産物の全移行量に対する部位別移行率 （稲山・村上・小林）
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べてみると、下図のような結果
がみられた。（同化22時間後）
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