
の
強
弱
の
必
要
性
を
話
し
て
い
た
。

飛
馬
ふ
じ
は
も
と
も
と
葉
と
ら
ず
サ

ン
ふ
じ
か
ら
発
祥
し
た
も
の
で
あ
り
、

糖
度
を
上
げ
る
た
め
に
１
つ
の
果
実
に

ど
れ
だ
け
の
葉
を
つ
け
る
か
が
重
要
で

あ
る
。
日
焼
け
対
策
で
過
剰
な
葉
摘
み

を
抑
え
る
と
共
に
、
果
実
の
糖
度
上
昇

を
見
据
え
る
。

葉
取
作
業
と
言
え
ば
、
昔
は
葉
を
む

し
り
取
る
人
も
い
た
と
言
う
。
葉
を
過

剰
に
む
し
り
取
っ
て
し
ま
う
と
葉
の
枚

数
が
激
減
し
て
果
実
の
糖
度
上
昇
が
見

込
め
ず
、
果
実
に
直
射
日
光
が
当
た
り

続
け
、
日
焼
け
果
が
多
発
す
る
。
春
か

ら
丁
寧
な
薬
剤
散
布
で
、
病
害
虫
か
ら

守
っ
て
き
た
葉
を
粗
末
に
扱
わ
な
い
よ

う
指
導
し
て
い
た
。

飛
馬
ふ
じ
研
修
会
の
内
容

飛
馬
ふ
じ
研
修
会
の
内
容

新
し
い
着
色
目
安
の
ス
タ
ー
ト

今
年
産
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
新
し
い

着
色
目
安
で
の
リ
ン
ゴ
取
扱
い
。
現
在
、

つ
が
る
で
は
新
し
い
着
色
目
安
を
基
準

に
葉
取
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
背
景
に
は
、
地
球
温
暖
化
に
よ

る
夏
の
強
い
直
射
日
光
で
の
日
焼
け
果

の
多
発
、
着
色
待
ち
に
よ
る
果
実
の
軟

質
化
等
が
あ
る
。

こ
の
問
題
に
対
応
す
る
為
、
葉
摘
み

の
仕
方
や
剪
定
方
法
、
着
色
優
良
系
統

へ
の
移
行
が
勧
め
ら
れ
て
い
る
。
鮮
度

重
視
の
販
売
を
主
眼
に
置
き
、
地
色
が

出
て
き
た
ら
着
色
を
待
た
ず
に
収
穫
す

る
事
も
目
揃
え
会
や
各
研
修
で
周
知
を

し
て
い
る
。

そ
こ
で
今
回
、
７
月
29
日
の
恋
空
研

修
会
、
８
月
３
日
の
飛
馬
ふ
じ
研
修
会

に
て
行
っ
た
葉
摘
み
の
方
法
や
障
害
果

の
判
断
方
法
、
栽
培
の
ポ
イ
ン
ト
な
ど

を
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

葉
を
重
要
視
し
た
栽
培
管
理

飛
馬
ふ
じ
栽
培
研
修
会
に
て
、
講
師

を
務
め
た
田
澤
俊
明
さ
ん
も
、
葉
摘
み

産地として品質の良いりんご生産を
～新しく設定された着色目安～

葉の重要性を説明
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障
害
果
が
問
題
の
恋
空

恋
空
研
修
会
で
は
、
昨
年
も
話
題
と

な
っ
た
芯
カ
ビ
果
の
見
分
け
方
と
、
日

焼
け
果
を
出
さ
な
い
為
の
葉
摘
み
の
方

法
に
つ
い
て
確
認
し
た
。

恋
空
は
、
品
種
の
特
性
と
し
て
芯
カ

ビ
果
の
発
生
が
多
く
見
ら
れ
る
傾
向
に

あ
る
。
障
害
果
の
有
無
は
早
く
か
ら
の

が
く
あ
部
の
着
色
で
概
ね
判
断
す
る
こ

と
が
出
来
る
。

ま
た
、
正
常
果
で
あ
っ
て
も
が
く
あ

部
の
着
色
を
待
つ
事
は
、
果
実
の
軟
質

化
を
招
く
為
、
収
穫
遅
れ
は
注
意
が
必

要
で
あ
る
。

実
立
ち
の
良
い
り
ん
ご
が
成
る
に
は

研
修
会
場
と
な
っ
た
田
澤
さ
ん
の
園

地
の
飛
馬
ふ
じ
の
生
育
は
、
玉
伸
び
も

形
も
良
い
と
訪
れ
た
生
産
者
は
口
を
そ

ろ
え
て
言
っ
て
い
た
。

そ
れ
を
聞
い
た
田
澤
さ
ん
は
「
今
の

と
こ
ろ
形
が
い
い
の
は
お
そ
ら
く
授
粉

が
上
手
く
い
っ
た
事
が
功
を
奏
し
た
と

思
っ
て
い
る
。
主
幹
の
真
ん
中
に
授
粉

樹
を
接
ぎ
木
し
た
こ
と
で
付
近
の
授
粉

が
上
手
く
い
っ
て
、
実
立
ち
も
い
い
」

と
話
し
た
。

そ
れ
を
聞
い
た
参
加
者
は
、
今
後
授

粉
作
業
に
も
よ
り
力
を
入
れ
た
い
と
話

し
て
い
た
。

徒
長
枝
も
必
要
な
枝

今
年
の
広
報
２
月
号
で
、
徒
長
枝
の

切
る
枝
と
残
す
枝
を
絵
で
紹
介
し
た
。

今
回
の
研
修
会
で
田
澤
さ
ん
は
徒
長
枝

に
つ
い
て
も
話
し
て
い
た
。

徒
長
枝
は
邪
魔
な
枝
で
あ
る
こ
と
か

ら
大
抵
は
切
っ
て
し
ま
う
が
、
徒
長
枝

は
栄
養
生
長
が
強
い
為
、
樹
の
根
っ
こ

か
ら
養
分
を
吸
い
上
げ
る
力
が
強
い
。

し
か
し
、
残
し
過
ぎ
て
も
樹
の
養
分

が
徒
長
枝
に
流
れ
る
為
、
果
実
が
成
る

枝
に
徒
長
枝
が
あ
る
と
、
栄
養
が
果
実

に
流
れ
ず
に
徒
長
枝
に
奪
わ
れ
て
し
ま

う
。
ま
た
、
ダ
ニ
が
付
い
た
り
光
が
遮

ら
れ
て
し
ま
う
等
と
い
っ
た
障
害
も
生

じ
る
の
で
あ
れ
ば
切
る
。

２
月
号
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
葉
が

大
き
く
て
枚
数
の
多
い
徒
長
枝
を
残
し

た
方
が
養
分
を
作
り
出
す
量
が
多
く
な

る
た
め
、
障
害
が
無
け
れ
ば
残
す
の
も

一
つ
の
手
段
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

恋空の障害についても説明

年次が無く元葉が無いものは切る対象となる 元葉が大きい徒長枝は養分を多く作り出す

受粉の大切さを語る
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日
焼
け
を
抑
え
る
着
色
管
理

昨
年
問
題
と
な
っ
た
日
焼
け
果
。
葉

取
り
作
業
時
や
そ
の
後
に
高
温
が
続
く

こ
と
で
、
果
面
の
温
度
が
上
昇
し
日
焼

け
果
が
発
生
す
る
。
こ
の
問
題
を
軽
減

す
る
葉
摘
み
の
方
法
を
説
明
し
た
。

新
し
い
着
色
目
安
と
し
て
過
度
な
葉

摘
み
を
抑
え
る
た
め
に
、
果
実
の
４
分

の
１
ま
で
の
葉
形
、
枝
形
は
特
選
と
し

た
事
で
、
葉
と
ら
ず
と
の
差
は
何
な
の

か
疑
問
に
持
っ
て
い
る
生
産
者
も
い
る

だ
ろ
う
。

ポ
イ
ン
ト
は
、
果
実
に
付
着
し
て
い

る
葉
の
み
を
摘
み
取
る
と
い
う
事
。
付

着
し
て
い
る
葉
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お

く
と
日
焼
け
に
対
す
る
不
安
は
少
な
い

が
、
着
色
し
て
い
な
い
部
分
が
多
く
な

り
、等
級
が
下
が
る
可
能
性
が
高
ま
る
。

よ
っ
て
、
葉
と
ら
ず
に
し
て
し
ま
う

と
、
全
体
的
に
着
色
で
き
ず
に
裾
も
の

の
リ
ン
ゴ
が
多
く
な
っ
て
し
ま
う
。
付

着
し
た
葉
を
丁
寧
に
摘
む
こ
と
で
、
裾

も
の
の
果
実
を
減
ら
す
目
的
が
あ
る
。

同
時
に
、
当
Ｊ
Ａ
で
推
奨
し
て
い
る
着

色
優
良
系
統
の
つ
が
る
に
品
種
更
新
を

す
る
事
も
、
葉
を
過
剰
に
摘
む
事
無
く

着
色
が
進
む
た
め
、
併
せ
て
更
新
を
検

討
し
て
頂
き
た
い
。

着色優良系統の「ひらかつがる」

このような着色具合が理想となる

このように芯カビになっている可能性が高い

今年も発生している日焼け果

がくあ部まで着色し軟質化した果実

早い段階でがくあ部が着色していると
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産
地
一
体
と
な
っ
た
取
組

今
回
、
恋
空
、
飛
馬
ふ
じ
研
修
会
の

内
容
を
紹
介
し
た
が
、
今
後
紫
外
線
が

強
く
気
温
が
高
い
日
が
続
く
こ
の
時

期
に
、
葉
摘
み
を
す
る
早
生
ふ
じ
系
の

品
種
も
同
じ
方
法
で
取
り
組
ん
で
頂
き

た
い
。

ま
た
、
研
修
に
参
加
で
き
な
か
っ
た

生
産
者
に
は
、
こ
の
記
事
を
参
考
に
葉

摘
み
作
業
を
進
め
て
頂
き
た
い
。

こ
の
取
組
を
生
産
者
一
丸
と
な
っ
て

取
組
む
こ
と
で
、
鮮
度
維
持
や
良
食
味

等
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
に
も
な
り
、
そ

の
結
果
所
得
向
上
へ
繋
げ
て
い
く
事
が

出
来
る
。

現
在
消
費
地
で
は
、
果
実
の
軟
質
化

に
よ
り
「
早
生
品
種
の
リ
ン
ゴ
は
赤
い

と
軟
ら
か
い
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が

持
た
れ
て
い
る
。

コ
ロ
ナ
禍
で
試
食
販
売
が
難
し
い
と

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
鮮
度
と
食

味
を
重
視
の
取
組
を
続
け
て
い
く
事
で
、

消
費
地
の
信
頼
を
得
る
こ
と
が
で
き
、

産
地
の
維
持
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。

こ
れ
か
ら
の
温
暖
化
に
対
応
し
て
い

け
る
よ
う
、
当
Ｊ
Ａ
で
も
対
策
を
講
じ

て
参
り
ま
す
。

つがるや早生品種の葉摘みの目安

付着した葉を摘み取るだけで着色する為、過

剰は葉摘みは行わない

残す葉で果実に日傘を創るイメージ

南側の日当たりの良いつがるの場合

過剰な葉摘みによって日焼けが発生する

葉摘みと言っても南側北側であることや下

枝上枝に位置している事で、葉摘みの仕方が

変わって来る。例えば南側に成っている果実

であれば過剰な葉摘みを行わなくても、日光

が当たる為着色が進む。逆に北側であれば日

光が強く当たることが少ない為、南側よりも

強い葉摘みが必要となる。

このように果実の成っている場所で葉摘み

の仕方を変える事で効率良く着色を進め、葉

の枚数を確保できる。

※上写真は下枝に成った果実である
※上写真は下枝に成った果実である
※上写真は下枝に成った果実である

葉摘みと言っても南側北側であることや下

枝上枝に位置している事で、葉摘みの仕方が

日焼け防止の葉摘み後

従来の葉摘み後

葉摘み前
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