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1
令
和
６
年
産
の
作
柄
状
況
に
つ
い
て

本
年
の
県
下
定
点
調
査
園
で
の
満
開
日

の
平
均
は
、極
早
生
・
早
生
温
州
ミ
カ
ン
は

５
月
９
日
、普
通
温
州
ミ
カ
ン
は
５
月
11

日
、中
晩
柑
類（
不
知
火
）は
５
月
13
日
で
、

平
年
よ
り
３
日
程
度
早
い
結
果
で
し
た
。

開
花
時
点
の
作
柄
は
、平
年
比
で
極
早
生

温
州
ミ
カ
ン
は
１
０
０
％
、早
生
温
州
ミ

カ
ン
は
87
％
、普
通
温
州
ミ
カ
ン
は
84
％
、

中
晩
柑
類
は
１
０
３
％
と
な
っ
て
お
り
、

各
産
地
や
園
地
に
よ
り
バ
ラ
つ
き
は
あ
り

ま
す
が
、全
体
と
し
て
、温
州
ミ
カ
ン
は
少

な
い
傾
向
と
な
っ
て
い
ま
す
。

生
理
落
果
が
概
ね
終
了
す
る
６
月
下
旬

頃
か
ら
、温
州
ミ
カ
ン
で
は
極
早
生
、早
生

と
熟
期
の
早
い
系
統
か
ら
着
果
状
況
に
応

じ
た
摘
果
を
行
い
、連
年
安
定
生
産
を
目

指
し
ま
し
ょ
う
。

2
温
州
ミ
カ
ン
の
摘
果

⑴
摘
果
の
基
本
方
針

摘
果
は
、間
引
き
摘
果
を
基
本
と
し
な

が
ら
、隔
年
結
果
を
是
正
す
る
た
め
の
樹

冠
上
部
摘
果
や
枝
別
摘
果（
本
誌
５
・
６
月

に
記
載
）が
あ
り
ま
す
。生
理
落
果
が
概
ね

終
了
す
る
６
月
下
旬
頃
か
ら
、極
早
生
、早

生
と
熟
期
の
早
い
系
統
か
ら
着
果
状
況
に

応
じ
た
摘
果
を
行
い
、連
年
安
定
生
産
を

目
指
し
ま
し
ょ
う
。

着
果
が
少
～
中
庸
な
樹
で
は
、大
玉
化

や
低
糖
度
と
な
り
や
す
い
の
で
、粗
摘
果

は
控
え
、仕
上
げ
摘
果
中
心
で
果
実
品
質

の
向
上
を
図
り
ま
し
ょ
う
。

着
果
が
や
や
多
い
～
多
い
樹
で
は
、翌

年
の
着
果
を
確
保
し
つ
つ
、品
質
を
高
め

や
す
い
後
期
重
点
摘
果
の
導
入
を
検
討
し

ま
し
ょ
う
。着
果
負
担
を
か
け
、仕
上
げ
摘

果
中
心
で
適
正
着
果
量
に
す
る
た
め
に
、

粗
摘
果
で
は
、内
・
裾
な
り
果
、小
玉
果
を

中
心
に
摘
果
を
行
い
ま
し
ょ
う（
写
真
１
、

２
、３
）。

⑵
後
期
重
点
摘
果

着
果
負
担
が
か
か
る
こ
と
で
活
発
に
働

果

7▶8月

管

樹
園

理

カンキツ

主任川地 昌彦

香川県東讃農業
改良普及センター

写真１　内・裾なりの果実は優先的に摘果 写真２　葉裏にある内なり果は優先的に摘果

写真３　小玉果や上向きの軸太果を優先的に摘果
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く
葉
の
光
合
成
産
物
を
、着
果
負
担
を
一

気
に
解
除
し
て
残
し
た
果
実
に
分
配
し
、

品
質
を
向
上
さ
せ
る
技
術
に
な
り
ま
す
。

９
月
の
仕
上
げ
摘
果
で
最
終
葉
果
比（
約

25
枚
）
ま
で
一
気
に
落
と
し
ま
す
。
し
か

し
、こ
の
技
術
は
仕
上
げ
摘
果
の
適
期
が

短
い
た
め
実
施
面
積
に
も
限
り
が
あ
り
ま

す
。仕
上
げ
摘
果
が
遅
れ
る
と
小
玉
と
な

る
う
え
、隔
年
結
果
が
助
長
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、小
原
紅
早
生
な
ど
手

間
が
価
格
に
反
映
で
き
る
品
種
で
取
り
組

み
ま
し
ょ
う
。

［
後
期
重
点
摘
果
の
方
法
と
ポ
イ
ン
ト
］

①
着
果
が
多
い
樹
で
の
粗
摘
果

着
花
量
が
極
端
に
多
い
樹
や
マ
ル
チ
栽

培
の
園
地
は
生
理
落
果
終
了
後
、７
月
中

旬
頃
か
ら
粗
摘
果
を
開
始
し
、極
小
果
や

内
な
り
果
、軸
太
果
な
ど
摘
果
量
の
半
分

程
度
を
摘
果
し
ま
す
。

②
着
果
の
や
や
多
い
～
中
庸
な
樹
で
の
粗

摘
果

着
果
が
適
度
に
あ
り
新
梢
の
発
生
も
あ

る
樹
は
、８
月
頃
か
ら
樹
冠
外
周
部
の
側

枝
に
直
接
着
生
し
た
軸
太
果
、着
果
量
の

多
い
部
分
の
内
な
り
・
小
玉
果
を
中
心
に

全
摘
果
量
の
20
～
30
％
程
度
を
粗
摘
果
し

ま
す
。ま
た
、肥
大
の
良
好
な
樹
や
着
果
量

が
や
や
少
な
い
樹
は
、着
果
負
担
を
か
け

る
た
め
摘
果
量
を
制
限
し
夏
芽
が
発
生
し

に
く
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

3
温
州
ミ
カ
ン
の
品
質
向
上
対
策

夏
秋
期
の
多
雨
に
よ
り
、糖
度
の
低
下
、

大
玉
化
や
浮
皮
の
発
生
な
ど
が
起
こ
り
や

す
く
な
り
ま
す
。こ
う
し
た
果
実
品
質
の

低
下
を
防
ぐ
た
め
に
、特
に
経
営
の
柱
と

な
り
得
る
小
原
紅
早
生
の
園
地
で
は
、早

期
か
ら
の
マ
ル
チ
被
覆
な
ど
の
対
策
を
講

じ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

か
ん
水
が
実
施
で
き
る
園
地
は
、早
生

で
は
、梅
雨
明
け
後
か
ら
被
覆
す
る
こ
と

で
、樹
に
乾
燥
ス
ト
レ
ス
を
与
え
や
す
く

な
り
ま
す（
写
真
４
）。ま
た
、多
雨
の
影
響

に
よ
り
、外
か
ら
雨
水
が
流
入
し
て
い
る

場
合
は
、マ
ル
チ
を
巻
き
上
げ
て
乾
燥
を

促
し
て
く
だ
さ
い（
写
真
５
）。特
に
、９
月

上
旬
ま
で
は
、効
率
的
に
乾
燥
ス
ト
レ
ス

を
付
与
で
き
る
期
間
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、過
乾
燥
は
小
玉
、酸
高
果
の
発

生
を
助
長
し
ま
す
の
で
、降
雨
が
少
な
く

土
壌
が
乾
燥
し
、葉
の
巻
き
が
見
ら
れ
る

場
合
は
か
ん
水
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す

（
写
真
６
）。

熟
期
促
進
を
目
的
と
し
た
植
物
調
整
剤

と
し
て
、エ
チ
ク
ロ
ゼ
ー
ト
乳
剤（
フ
ィ
ガ

ロ
ン
乳
剤
）が
あ
り
ま
す
。使
用
時
期
は
、

１
回
目
は
満
開
後
50
～
90
日
、２
回
目
は

満
開
後
70
～
１
１
０
日
と
な
っ
て
お
り
散

布
期
間
に
幅
が
あ
り
ま
す
が
、１
回
目
は

７
月
上
中
旬
頃
、２
回
目
は
７
月
下
旬
～

８
月
上
旬
頃
の
早
期
に
散
布
す
る
こ
と
で

品
質
向
上
効
果
が
よ
り
期
待
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、樹
勢
が
弱
い
樹
に
使
用
し
た

場
合
、枯
れ
枝
が
発
生
し
た
り
衰
弱
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、使
用
す
る
際
は

適
正
着
果
の
健
全
樹
を
選
択
し
ま
し
ょ

う
。

写真４　マルチの全面被覆で、
樹に乾燥ストレスを付与

写真５　マルチ外から雨水流入のため、
巻き上げで乾燥促進
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品
質
向
上
対
策
は
、マ
ル
チ
被
覆
を
基

本
と
し
、エ
チ
ク
ロ
ゼ
ー
ト
乳
剤
の
使
用

は
、被
覆
が
困
難
で
あ
っ
た
り
、被
覆
を
し

て
も
多
雨
の
影
響
で
土
壌
が
乾
燥
し
に
く

い
場
合
に
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

4
中
晩
柑
の
摘
果
お
よ
び
か
ん
水

中
晩
柑
は
、商
品
性
の
高
い
大
玉
生
産

を
目
指
し
て
、生
理
落
果
が
概
ね
終
了
し

た
６
月
下
旬
か
ら
摘
果
を
開
始
し
、最
終

摘
果
量
の
70
～
80
％
を
粗
摘
果
し
ま
す
。

⑴
粗
摘
果
、仕
上
げ
摘
果

粗
摘
果
で
は
、内
・
裾
な
り
果
、直
花
果

や
４
枚
以
下
の
有
葉
果
を
優
先
的
に
摘

果
、次
に
果
梗
が
太
く
上
向
き
で
下
垂
し

に
く
い
有
葉
果
も
摘
果
し
ま
す（
写
真
７
、

８
）。「
い
よ
か
ん
」「
不
知
火
」や「
は
る
み
」

は
、樹
勢
が
低
下
し
や
す
い
の
で
、主
枝
先

端
の
３
分
の
１
を
全
摘
果
し
、新
梢
の
発

生
を
促
し
て
く
だ
さ
い（
写
真
９
）。上
部

の
果
実
は
果
頂
部
を
中
心
に
果
皮
が
粗
く

な
り
や
す
い
ほ
か
、以
後
、高
所
で
の
作
業

を
す
る
必
要
も
な
く
な
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ

り
ま
す
。仕
上
げ
摘
果
は
、８
月
か
ら
開
始

し
て
９
月
上
旬
頃
ま
で
に
、葉
１
０
０
枚

に
１
果
程
度
と
し
、キ
ズ
果
、小
玉
果
、遅

花
果
、日
焼
け
果
等
を
摘
果
し
ま
す
。

⑵
か
ん
水

特
に
、「
不
知
火
」や「
は
る
み
」は
、夏
期

の
か
ん
水
が
重
要
と
な
り
ま
す
。夏
期
に

根
を
傷
め
る
と
樹
勢
低
下
に
繋
が
る
だ
け

で
な
く
、肥
大
不
良
で
小
玉
果
率
が
高
く

な
り
、酸
高
果
と
な
り
や
す
い
の
で
、梅
雨

明
け
後
、少
雨
が
続
く
場
合
は
、十
分
な
か

ん
水
を
行
っ
て
下
さ
い
。ま
た
、夏
秋
期
に

土
壌
が
乾
燥
す
る
と
、こ
は
ん
症
が
発
生

し
や
す
く
な
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
く
だ

さ
い
。

5
苗
木
の
管
理

本
年
春
に
植
え
つ
け
た
苗
木
は
、春
芽

が
緑
化
し
、６
月
下
旬
頃
か
ら
夏
芽
が
発

芽
し
ま
す
。発
芽
後
は
、春
芽
と
同
様
に
１

腋
芽
１
新
梢
に
な
る
よ
う
芽
か
ぎ
を
行

い
、
残
す
新
梢
の
伸
長
・
充
実
を
促
し
ま

す
。定
期
的
な
か
ん
水
を
心
掛
け
、窒
素
肥

料
の
施
用
に
よ
り
新
梢
の
伸
長
と
充
実
を

促
し
ま
し
ょ
う
。ま
た
、ア
ゲ
ハ
の
幼
虫
や

ミ
カ
ン
ハ
モ
グ
リ
ガ
な
ど
の
被
害
を
受
け

な
い
よ
う
防
除
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

写真７　葉数の少ない果実は
優先的に摘果

写真６　過乾燥により葉が巻いている様子

写真８　葉数がある有葉果は優先的に残す 写真９　主枝先端の樹冠上部は全摘果
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７
月
に
は
、梅
雨
が
明
け
、気
温
の
上
昇

と
と
も
に
夏
枝
の
伸
長
が
活
発
に
な
り
ま

す
。花
芽
分
化
が
行
わ
れ
る
時
期
の
た
め
、

こ
の
時
期
の
管
理
が
今
年
の
花
や
翌
年
の

果
実
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す
。剪
定

や
誘
引
に
よ
っ
て
受
光
体
制
の
改
善
を
図

り
、よ
り
良
い
結
果
枝
に
仕
上
げ
ま
し
ょ

う
。

1
整
枝（
低
樹
高
仕
立
て
）

ビ
ワ
は
高
木
性
で
生
長
が
早
い
た
め
放

任
状
態
で
は
、樹
高
が
10
ｍ
に
な
る
も
の

も
あ
り
ま
す
。樹
高
が
高
い
と
作
業
性
が

悪
く
な
り
、内
部
の
枝
数
が
少
な
く
な
る

た
め
収
量
性
も
低
下
し
ま
す
。そ
こ
で
、樹

高
の
切
り
下
げ
を
行
い
、作
業
性
の
良
い

樹
形
へ
改
造
す
る
と
と
も
に
内
部
に
日
が

当
た
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

ビ
ワ
は
一
挙
に
強
剪
定
を
行
う
と
樹
勢

が
低
下
し
た
り
、が
ん
し
ゅ
病
に
罹
病
し

や
す
く
な
り
ま
す
。そ
の
た
め
、成
木
か
ら

仕
立
て
る
場
合
、１
年
目
に
は
、主
枝
と
な

る
一
番
下
の
枝
を
残
し
、そ
の
上
に
発
生

し
て
い
る
太
枝
を
２
～
３
本
間
引
く
こ
と

で
樹
の
ふ
と
こ
ろ
に
光
を
入
れ
て
新
梢
の

発
生
を
促
し
ま
す
。２
年
目
に
は
、残
し
た

主
枝
の
葉
数
を
増
や
し
な
が
ら
、１
年
目

に
間
引
い
た
枝
の
も
う
一
段
上
の
太
枝
を

間
引
き
ま
す
。こ
の
よ
う
に
順
次
枝
を
間

引
き
な
が
ら
４
～
５
年
程
で
主
幹
を
切
り

返
し
ま
す（
図
１
）。

2
剪
定

剪
定
の
時
期
は
、収
穫
後
の
７
月
ま
た

は
花
芽
分
化
後
の
10
月
で
す
。低
樹
高
仕

立
て
な
ど
の
樹
形
改
造
を
行
う
場
合
に

は
、収
穫
後
の
７
月
に
剪
定
を
行
い
ま
す
。

６
月
頃
か
ら
の
花
芽
分
化
期
間
に
日
照
時

間
が
短
い
と
着
花
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

そ
の
場
合
は
蕾
が
確
認
で
き
る
時
期
ま
で

遅
ら
せ
ま
し
ょ
う
。

剪
定
は
、枝
が
密
生
し
て
い
る
部
分
の

逆
行
枝
や
徒
長
枝
、充
実
の
悪
い
枝
を
間

引
き
ま
す
。ま
た
、ビ
ワ
は
枝
の
年
間
伸
長

量
が
多
く
、枝
の
先
端
に
花
が
着
く
た
め
、

長
く
伸
び
た
枝
は
20
㎝
程
度
切
り
戻
し
て

結
果
枝
の
更
新
を
行
い
ま
す
。

3
芽
か
き

収
穫
後
に
果
梗
枝
か
ら
発
生
す
る
夏
枝

は
、７
月
中
旬
～
下
旬
に
充
実
し
た
も
の

を
残
し
て
芽
か
き
を
行
い
ま
す
。こ
の
と

き
、花
を
着
け
る
枝
の
ほ
か
に
１
本
余
分

な
枝
を
残
し
、葉
を
１
枚
付
け
て
外
芽
で

切
り
返
し
て
お
く
と
、翌
年
に
着
花
す
る

予
備
枝
と
し
て
利
用
で
き
ま
す（
図
２
）。

未
結
果
樹
で
は
、樹
の
形
を
作
る
た
め
に

年
３
回
程
度
芽
か
き
を
行
い
ま
す
。芽
か

き
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
剪
定
を
軽
く
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

4
病
害
虫
防
除

剪
定
や
芽
か
き
を
行
っ
た
後
に
は
、雨

滴
な
ど
に
よ
り
傷
口
か
ら
、が
ん
し
ゅ
病

に
感
染
し
や
す
く
な
り
ま
す
。そ
の
た
め
、

樹
体
に
傷
が
つ
く
作
業
を
行
っ
た
場
合
、

無
機
銅
水
和
剤（
コ
サ
イ
ド
３
０
０
０
な

ど
）や
カ
ス
ガ
マ
イ
シ
ン
・
銅
水
和
剤（
カ

ス
ミ
ン
ボ
ル
ド
ー
な
ど
）で
防
除
す
る
と

と
も
に
剪
定
痕
に
は
ト
ッ
プ
ジ
ン
M
ペ
ー

ス
ト
を
塗
り
、傷
口
を
保
護
し
ま
し
ょ
う
。

ビ
ワ
は
ク
ワ
カ
ミ
キ
リ
の
食
入
に
よ
っ

て
枝
が
折
れ
や
す
く
な
り
、ひ
ど
い
場
合

に
は
枯
死
し
ま
す
。

成
虫
は
盛
夏
期
に
産
卵
の
た
め
に
現
れ

る
の
で
見
つ
け
た
ら
補
殺
し
ま
し
ょ
う
。

幼
虫
は
フ
ラ
ス
を
目
印
に
食
入
部
か
ら
針

金
な
ど
を
入
れ
て
刺
殺
す
る
か
、カ
ミ
キ

リ
ム
シ
類
を
対
象
と
し
た
エ
ア
ゾ
ー
ル
式

殺
虫
剤（
園
芸
用
キ
ン
チ
ョ
ー
ル
Ｅ
な
ど
）

を
食
入
部
に
噴
射
し
て
防
除
し
ま
す
。

ビ  ワ

JA香川県
西讃営農センター園芸課
三豊みかん共同撰果場駐在

担当山野 裕貴

図２　芽かきの様子

予備枝：１葉付けて
外芽で切り返す

図１　主幹形樹の改造手順
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1
生
育
状
況

本
年
は
暖
冬
の
影
響
に
よ
り
果
樹
カ
メ

ム
シ
類
が
多
発
し
、幼
果
へ
の
吸
汁
被
害

が
多
く
み
ら
れ
ま
し
た
。そ
の
た
め
平
年

よ
り
早
い
袋
掛
け
の
実
施
や
追
加
防
除
に

追
わ
れ
、大
変
な
管
理
作
業
だ
っ
た
か
と

思
い
ま
す
。

６
月
の「
は
な
よ
め
」や「
日
川
白
鳳
」な

ど
早
生
品
種
の
収
穫
が
終
わ
り
、７
月
か

ら
は「
あ
か
つ
き
」や「
な
つ
お
と
め
」を
中

心
と
し
た
中
・
晩
生
品
種
の
収
穫
が
始
ま

り
ま
す
。モ
モ
の
果
実
は
収
穫
20
日
前
か

ら
生
育
が
急
激
に
進
む
こ
と
か
ら
、収
穫

前
は
果
実
品
質
に
大
き
く
影
響
を
与
え
る

大
切
な
時
期
で
す
。引
き
続
き
入
念
な
管

理
を
進
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

2
着
色
管
理

⑴
二
重
袋
の
除
袋

除
袋
は
、遮
光
に
よ
り
果
実
の
地
色（
緑

色
）が
抜
け
て
白
色
が
か
っ
た
状
態
で
外
袋

を
外
し
、日
光
に
当
て
る
こ
と
で
鮮
や
か
な

着
色
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

地
色
が
抜
け
き
ら
な
い
う
ち
に
除
袋
す

る
と
、緑
色
が
戻
っ
て
し
ま
い
着
色
が
鮮

や
か
に
仕
上
が
り
ま
せ
ん
。逆
に
除
袋
が

遅
れ
る
と
十
分
に
着
色
し
な
い
う
ち
に
成

熟
し
て
し
ま
い
ま
す
。ま
た
、除
袋
後
に
連

続
し
た
曇
雨
天
が
予
想
さ
れ
る
場
合
、日

光
が
不
足
す
る
た
め
十
分
な
着
色
が
得
ら

れ
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

前
号
に
除
袋
時
期
の
目
安
を
掲
載
し
て

お
り
ま
す
の
で
、参
照
し
て
く
だ
さ
い
。天

候
を
考
慮
し
て
適
期
に
除
袋
し
ま
し
ょ
う
。

⑵
新
梢
管
理

樹
冠
内
部
の
明
る
さ
を
確
保
し
、着
色

向
上
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
新
梢
管

理
を
行
い
ま
す
。

徒
長
枝
を
中
心
に
、新
梢
が
混
み
合
っ

て
過
繁
茂
と
な
り
、樹
冠
内
部
を
暗
く
し

て
い
る
枝
を
せ
ん
除
し
ま
す
。た
だ
し
、若

木
や
樹
勢
が
強
く
徒
長
枝
が
多
発
し
て
い

る
場
合
は
、む
や
み
に
せ
ん
除
せ
ず
誘
引

や
捻
枝
を
組
み
合
わ
せ
て
樹
勢
の
落
ち
着

き
を
図
り
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、主
枝
や
亜
主
枝
の
陽
光
面
の
新

梢
を
せ
ん
除
す
る
と
日
焼
け
の
原
因
と
な

り
ま
す
。せ
ん
除
す
る
場
合
は
周
囲
の
枝

を
利
用
し
て
日
陰
を
確
保
し
、適
当
な
枝

が
な
い
場
合
は
徒
長
枝
の
基
部
を
20
㎝
ほ

ど
残
し
て
切
り
返
し
ま
し
ょ
う
。

樹
冠
下
の
明
る
さ
は
太
陽
光
が
20
％
程

度
透
過
す
る
く
ら
い
が
目
安
と
な
り
ま
す

（
写
真
２
）。

な
お
、新
梢
を
せ
ん
除
し
す
ぎ
る
と
二

次
伸
長
の
誘
発
や
肥
大
不
良
が
発
生
す
る

こ
と
が
あ
る
た
め
注
意
が
必
要
で
す
。

⑶
支
柱
立
て
・
枝
吊
り

果
実
が
肥
大
す
る
と
、
果
重
に
よ
り
枝

が
下
垂
し
ま
す
。下
垂
し
た
枝
が
重
な
る
こ

と
で
樹
冠
内
部
が
暗
く
な
っ
て
し
ま
い
、そ

の
結
果
、
着
色
不
良
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。ま
た
枝
が
裂
け
た
り
折
れ
る
場
合
も
あ

り
ま
す（
写
真
３
）。こ
の
た
め
、支
柱
立
て

や
枝
吊
り
を
行
い
、
下
垂
や
枝
折
れ
を
防

ぎ
、樹
冠
内
部
の
明
る
さ
を
確
保
し
ま
す
。

3
収
穫

モ
モ
は
収
穫
期
に
な
る
と
、
果
実
肥
大

が
急
速
に
進
み
、果
皮
の
着
色
や
大
幅
な
糖

度
の
上
昇
が
起
こ
り
ま
す
。収
穫
適
期
前
の

３
日
間
で
も
そ
の
変
化
は
大
き
い
た
め
、収

穫
適
期
を
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

モ
モ
の
収
穫
適
期
は
果
実
の
果
皮
色

と
硬
さ
を
併
せ
て
判
断
し
ま
す
。目
安
と

し
て
、果
皮
色
は
果
梗
部
付
近
の
地
色
が

緑
白
色
と
な
っ
た
頃
、硬
さ
は
果
実
を
手

の
ひ
ら
で
包
ん
だ
時
に
わ
ず
か
に
弾
力
を

感
じ
る
硬
さ（
硬
度
計
で
２
．５
㎏
／
㎠
前

後
）が
収
穫
適
期
で
す
。

収
穫
が
早
す
ぎ
る
と
小
玉
で
糖
度
が
低

モ モ

香川県農業試験場
府中果樹研究所

技師中山 史菜

写真1　除袋後のモモ果実

写真3　枝折れしたモモの樹

支柱をすることで
枝折れを回避する

写真2　明るさの良好な樹冠下の様子

支柱の設置



2024. 7 8 2024. 7 8 20

く
、
渋
み
が
強
い
果
実
と
な
り
ま
す
。
一

方
、収
穫
が
遅
す
ぎ
る
と
過
熟
で
日
持
ち

性
が
劣
り
、「
み
つ
症
」の
発
生
す
る
確
率

が
高
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、着
色
不
良
の
果
実
、逆
に
過
剰
な

着
色
に
よ
っ
て
赤
黒
く
な
っ
た
果
実
は
商

品
価
値
が
低
下
す
る
た
め
、適
期
収
穫
を

心
が
け
ま
し
ょ
う
。

4
土
壌
管
理

梅
雨
時
期
の
過
湿
障
害
対
策

モ
モ
は
湿
害
に
弱
い
作
物
で
す
。
園
地

に
水
が
停
滞
す
る
と
酸
素
不
足
に
よ
る
根

の
機
能
低
下
を
招
き
、果
実
品
質
の
低
下
に

つ
な
が
り
ま
す
。そ
の
た
め
園
地
の
排
水
状

況
を
見
回
り
、明
き
ょ
を
設
置
す
る
な
ど
、

長
い
間
滞
水
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

5
梅
雨
明
け
後
の
土
壌
水
分
管
理

例
年
梅
雨
明
け
後（
香
川
県
の
梅
雨
明

け
は
平
年
７
月
17
日
頃
）は
高
温
晴
天
が

続
き
ま
す
。梅
雨
明
け
後
の
急
激
な
高
温

と
乾
燥
に
よ
る
水
分
不
足
は
、根
の
衰
弱

を
助
長
し
、肥
大
不
良
や
渋
み
の
発
生
、成

熟
の
遅
延
を
招
き
ま
す
。そ
の
た
め
晴
天

が
続
く
よ
う
で
あ
れ
ば
か
ん
水（
収
穫
５

～
７
日
前
ま
で
）を
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

6
礼
肥

礼
肥
の
施
用
は
樹
体
疲
労
の
回
復
と
と

も
に
、翌
年
作
の
花
芽
や
葉
芽
の
充
実
、貯

蔵
養
分
の
蓄
積
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。８
月
下
旬
頃
を
目
途
に
、収
穫

後
は
な
る
べ
く
早
く
施
用
し
ま
し
ょ
う
。

一
方
で
、若
木
や
樹
勢
の
強
い
樹
で
は
徒

長
や
秋
伸
び
を
助
長
し
、貯
蔵
養
分
の
浪

費
、花
芽
や
葉
芽
の
充
実
不
良
を
招
き
ま

す
。収
穫
後
に
、葉
色
が
薄
く
、新
梢
の
伸

び
が
停
止
し
、樹
勢
が
落
ち
着
い
て
い
る

樹
に
施
用
し
ま
し
ょ
う
。

7
病
害
虫
防
除

梅
雨
時
期
は
曇
雨
天
が
続
き
、病
害
被

害
が
発
生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。ま
た
、引

き
続
き
カ
メ
ム
シ
類
の
多
発
生
が
予
想
さ

れ
ま
す
。気
温
が
高
い
う
え
、収
穫
や
除
袋

作
業
が
重
な
る
忙
し
い
時
期
か
と
思
い
ま

す
が
、こ
こ
ま
で
大
切
に
育
て
た
モ
モ
を

良
い
状
態
で
収
穫
で
き
る
よ
う
適
期
防
除

に
努
め
ま
し
ょ
う
。

表1　2024年産モモ病害虫防除暦
散布時期

病害虫名

基幹防除（８月は確認防除）

早生種 中生・
晩生種 薬剤名 使用濃度

100ℓ
当たりの
薬量

使用時期
（収穫前日数）
／使用回数

10a
当たり
散布量

— 7月1日頃

ア ブ ラ ム シ 類
モ モ ハ モ グリガ

スタークル顆粒水溶剤 2,000倍 50g 前日／3回

500ℓ

灰 星 病 ベルクート水和剤 1,500倍 66ｇ 前日／3回

7月15日頃
（収穫後）

モ モ ハ モ グリガ
シ ン ク イ ム シ 類

サムコルフロアブル10 5,000倍 20㎖ 前日／2回

500ℓ
灰 星 病
黒 星 病
ホモプシス腐敗病

トップジンM水和剤 1,500倍 66ｇ 前日／6回

8月
（収穫後）

ア ブ ラ ム シ 類 ダントツ水溶剤 4,000倍 25g 7日／3回 500ℓ

ハ ダ ニ 類 カネマイトフロアブル 1,500倍 66㎖ 7日／1回 500ℓ

せ ん 孔 細 菌 病
（ 台 風 通 過 後 ）

バリダシン液剤 500倍 200㎖ 7日／4回 500ℓ

※8月は確認防除です。発生が多い場合に、農薬散布を実施しましょう。
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1
本
年
産
概
況

　

3
月
の
気
温
は
低
め
で
推
移
し
ま
し
た

が
、4
月
の
気
温
は
一
転
し
て
か
な
り
高

め
に
推
移
し
ま
し
た
。

降
水
量
は
2
月
～
4
月
に
か
け
て
平
年
よ

り
か
な
り
多
く
な
り
ま
し
た
。

　

園
地
や
樹
に
よ
っ
て
様
々
で
は
あ
り
ま

す
が
、開
花
期
は
概
ね
平
年
よ
り
や
や
早

い
～
平
年
並
み
と
な
り
ま
し
た
。生
育
状

況
に
応
じ
て
適
期
作
業
を
徹
底
す
る
と
と

も
に
、周
り
と
比
較
し
て
生
育
の
遅
れ
て

い
る
果
房
は
早
め
に
除
去
し
て
下
さ
い
。

今
後
は
梅
雨
後
の
病
害
発
生
に
注
意
し
、

引
き
続
き
生
産
対
策
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

2
か
ん
水
管
理

⑴
無
加
温
栽
培

成
熟
期
に
水
分
が
不
足
す
る
と
、早
期

落
葉
や
日
中
の
果
粒
収
縮
、細
根
の
生
育

不
良
な
ど
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。土
壌
が

過
度
に
乾
燥
し
な
い
よ
う
に
適
宜
か
ん
水

を
行
い
、土
壌
水
分
を
一
定
に
保
つ
よ
う

に
し
て
下
さ
い
。ま
た
、収
穫
前
後
に
は
新

根（
秋
根
）の
発
生
が
始
ま
り
ま
す
。新
根

は
翌
年
産
の
貯
蔵
養
分
を
蓄
え
る
た
め
に

重
要
な
役
割
を
持
ち
ま
す
。秋
根
の
発
生

を
促
し
、礼
肥
を
効
果
的
に
吸
収
さ
せ
る

た
め
に
も
、収
穫
後
に
も
適
宜
か
ん
水
を

行
っ
て
下
さ
い
。

　

土
壌
の
水
分
状
態
を
簡
易
に
判
別
す
る

手
法
と
し
て
、
土
壌
水
分
計（
ｐ
Ｆ
メ
ー

タ
ー
）が
あ
り
ま
す
。土
壌
に
挿
し
て
設
置

す
る
こ
と
で
、水
分
状
態
を
数
値
で
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
写
真
１
）。果
粒

軟
化
期
以
降
は
ｐ
Ｆ
値
２
．２
程
度
で
軽

い
水
分
ス
ト
レ
ス
状
態
で
管
理
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
で
す
。た
だ
し
、挿
し
込
む
深

さ
や
圃
場
内
で
の
場
所
に
よ
っ
て
数
字
に

バ
ラ
つ
き
が
で
る
の
で
、参
考
程
度
に
し

て
下
さ
い
。

⑵
ト
ン
ネ
ル
栽
培

梅
雨
時
期
は
降
水
に
よ
っ
て
土
壌
が
過

湿
状
態
に
な
り
や
す
く
な
る
反
面
、梅
雨

明
け
以
降
は
気
温
の
上
昇
に
伴
っ
て
葉
の

蒸
散
量
が
増
え
て
乾
燥
状
態
と
な
り
や
す

く
な
り
ま
す
。こ
の
時
期
の
土
壌
水
分
の

急
激
な
変
化
は
、縮
果
症
や
裂
果
の
発
生

要
因
と
な
り
ま
す
。梅
雨
明
け
後
に
は
、気

象
や
土
壌
条
件
に
応
じ
て
、適
宜
か
ん
水

を
行
い
、土
壌
水
分
を
一
定
に
保
つ
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

3
今
後
発
生
が
予
測
さ
れ
る
病
害
虫

　

梅
雨
時
期
前
後
に
は
園
内
の
湿
度
が

高
く
な
り
、病
害
が
発
生
し
や
す
く
な
り

ま
す
。特
に
、黒
と
う
病（
写
真
２
）や
べ
と

病（
写
真
３
）、う
ど
ん
こ
病（
写
真
４
）、ピ

オ
ー
ネ
で
は
晩
腐
病（
写
真
５
）な
ど
の
対

策
と
し
て
、２
回
目
の
ジ
ベ
レ
リ
ン
処
理

前
か
ら
袋
掛
け
前
ま
で
に
実
施
す
る
殺
菌

剤
の
防
除
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。今
年
全

国
的
に
多
発
し
て
い
る
カ
メ
ム
シ
類
に
も

注
意
が
必
要
で
す
。

4
シ
ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト

⑴
無
加
温
栽
培

施
設
栽
培
で
は
収
穫
期
を
迎
え
ま
す
。

収
穫
は
果
実
温
度
の
低
い
早
朝
に
行
っ
て

下
さ
い
。収
穫
時
期
の
目
安
は
、１
回
目
ジ

ベ
レ
リ
ン
処
理
か
ら
１
０
０
日
程
度
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、果
粒
肥
大
や
樹
体
の
状

態
に
よ
っ
て
変
動
す
る
た
め
、適
期
を
見

極
め
て
収
穫
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

　

収
穫
前
に
は
、
糖
度
検
査
・
食
味
の
確

認
を
行
い
ま
す
。
糖
度
基
準
は
、
肩
部
18

ブドウ

担当

JA香川県
西讃営農センター園芸課
三豊みかん共同撰果場駐在

曽根 清高

写真１　土壌水分計の設置

写真２　黒とう病 写真３　べと病

写真５　晩腐病
写真４　うどんこ病で

裂果した果粒
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度
以
上
も
し
く
は
房
先
17
度
以
上
で
す
。

収
穫
時
に
は
穂
軸
を
持
ち
、
未
熟
果（
石

ぶ
ど
う
）や
小
粒
果
が
混
在
し
て
い
な
い

か
を
十
分
に
確
認
し
て
下
さ
い
。ま
た
、果

粉（
ブ
ル
ー
ム
）が
落
ち
な
い
よ
う
、果
粒

に
は
極
力
触
れ
ず
に
作
業
を
行
っ
て
下
さ

い
。荷
造
り
時
も
脱
粒
に
注
意
し
、異
物
混

入
や
病
害
虫
被
害
果
が
な
い
か
を
丁
寧
に

確
認
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
産
地
な
ど
に

よ
っ
て
は
、房
の
上
部
に
糖
度
検
査
用
の

果
粒
を
残
し
て
房
づ
く
り
を
行
っ
て
い
る

事
例
が
あ
り
ま
す
が
、出
荷
時
に
は
必
ず

除
去
し
て
下
さ
い（
写
真
６
）。

カ
ス
リ
症（
写
真
７
）が
発
生
し
た
場
合

は
、糖
度
検
査
を
し
た
う
え
で
販
売
担
当

者
と
協
議
し
、速
や
か
に
収
穫
し
て
下
さ

い
。カ
ス
リ
症
の
原
因
の
一
つ
は
、果
粒
の

充
実
に
対
し
て
果
皮
の
老
化
が
先
行
し
た

結
果
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、増
糖
期
の

日
照
不
足
や
、果
粒
肥
大
が
抑
制
さ
れ
や

す
い
若
木
な
ど
で
は
発
生
が
多
く
な
る
傾

向
に
あ
り
ま
す
。適
切
な
着
果
量
を
維
持

し
、ス
ム
ー
ズ
な
増
糖
に
つ
な
げ
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

⑵
ト
ン
ネ
ル
栽
培

硬
核
期（
満
開
後
30
～
45
日
）に
樹
体
バ

ラ
ン
ス
に
変
化
が
あ
る
と
、縮
果
症（
写
真

８
）
が
発
生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
こ
の

期
間
中
は
、房
管
理
・
新
梢
管
理
・
極
端
な

か
ん
水
は
行
わ
な
い
で
下
さ
い
。ま
た
、果

房
が
強
い
日
差
し
に
さ
ら
さ
れ
る
と
日
射

症（
写
真
９
）が
発
生
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。縮
果
症
や
日
射
症
が
発
生
し
た
場
合

も
、果
粒
を
除
去
す
る
と
さ
ら
な
る
発
生

に
つ
な
が
る
た
め
す
ぐ
に
は
除
去
せ
ず
、

果
粒
軟
化
後
に
取
り
除
き
ま
し
ょ
う
。

　

果
粒
軟
化
期
以
降
は
、着
房
数（
主
枝
１

ｍ
あ
た
り
両
側
で
６
房
）を
再
度
確
認
し
、

副
梢
の
管
理
や
見
直
し
摘
粒
、玉
直
し（
写

真
10
）な
ど
を
行
い
、房
づ
く
り
を
仕
上
げ

ま
す
。そ
の
後
、病
害
虫
の
防
除
を
し
て
か

ら
袋
か
け
を
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

5
ピ
オ
ー
ネ

⑴
無
加
温
栽
培

施
設
栽
培
は
収
穫
期
を
迎
え
ま
す
。着

色
が
良
好
で
も
酸
が
高
い
場
合
が
あ
る

た
め
、収
穫
時
に
は
糖
度
検
査
だ
け
で
な

く
、食
味
も
確
認
し
て
下
さ
い
。着
色
期
に

夜
温
が
高
い
と
着
色
が
遅
れ
ま
す
。換
気

や
夕
方
の
散
水
な
ど
に
よ
っ
て
、園
地
の

温
度
を
下
げ
ま
し
ょ
う
。シ
ャ
イ
ン
マ
ス

カ
ッ
ト
よ
り
も
脱
粒
し
や
す
い
た
め
、果

房
の
取
り
扱
い
に
は
注
意
し
て
下
さ
い
。

⑵
ト
ン
ネ
ル
栽
培

シ
ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
と
同
様
に
、硬

核
期
の
房
管
理
・
新
梢
管
理
・
極
端
な
か
ん

水
は
縮
果
症
の
発
生
に
つ
な
が
り
ま
す
。

果
粒
軟
化
後
に
副
梢
管
理
や
見
直
し
摘
房

な
ど
の
仕
上
げ
作
業
を
行
う
よ
う
に
し
て

下
さ
い
。そ
の
後
、晩
腐
病
等
の
防
除
を
し

て
か
ら
す
ぐ
に
袋
掛
け
を
行
い
ま
す
。果

実
袋
内
の
湿
度
が
高
い
と
、病
害
の
発
生

に
つ
な
が
る
た
め
、雨
天
時
の
袋
掛
け
作

業
は
避
け
て
下
さ
い
。

　

近
年
、温
暖
化
傾
向
や
異
常
気
象
等
に

よ
っ
て
、着
色
期
に
夜
温
が
高
く
な
る
傾

向
が
あ
り
、
着
色
不
良
が
起
き
や
す
く

な
っ
て
い
ま
す
。基
準
を
超
え
た
着
果
過

多
や
大
房
づ
く
り
な
ど
は
、着
色
不
良
の

大
き
な
要
因
と
な
り
ま
す
。適
切
な
着
房

数（
主
枝
１
ｍ
あ
た
り
両
側
で
６
房
）と
果

房
重（
５
０
０
ｇ
）を
遵
守
し
て
下
さ
い
。

写真６　糖度検査用の果粒 写真７　カスリ症

写真８　縮果症

写真９　日射症
写真10　玉直しを行い

果面を整えた房
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1
本
年
産
概
況

本
年
は
１
月
か
ら
２
月
に
か
け
て
平
年

よ
り
２
～
３
℃
気
温
が
高
く
推
移
し
ま
し

た
が
、３
月
以
降
、気
温
が
上
が
ら
な
か
っ

た
為
、発
芽
と
展
葉
時
期
が
遅
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
４
月
か
ら
気
温
が
上
昇
し
、
現

在
の
生
育
は
概
ね
平
年
並
と
な
っ
て
い
ま

す
。太

秋
は
樹
勢
が
弱
る
と
雄
花
が
多
く
つ

く
よ
う
に
な
り
ま
す
の
で
、摘
果
を
し
っ

か
り
と
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

2
摘
果

摘
果
は
果
実
肥
大
や
品
質
向
上
だ
け
で

な
く
、生
理
落
果
や
着
果
過
多
に
よ
る
隔

年
結
果
な
ど
の
防
止
策
と
し
て
大
事
な
作

業
と
な
り
ま
す
。病
害
虫
被
害
果
、発
育
不

良
果
だ
け
で
な
く
、日
焼
け
す
る
向
き
に

な
っ
て
い
な
い
こ
と
や
、肥
大
時
期
に
枝

に
引
っ
掛
か
っ
て
傷
に
な
ら
な
い
こ
と
等

も
考
慮
し
て
く
だ
さ
い
。最
終
的
に
一
つ

の
結
果
母
枝
に
２
～
３
果
に
な
る
ま
で
減

ら
す
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

残
す
果
実（
写
真
２
）

①
結
果
枝
の
中
央
部（
基
部
の
２
～
３

番
目
）

②
下
向
き
果
、斜
め
下
向
き
果

③
ヘ
タ
が
大
き
い
腰
高
果

④
傷
、病
害
虫
被
害
の
無
い
果
実

摘
果
す
る
果
実

①
発
育
不
良
果

②
傷
果
、汚
染
果
、病
害
虫
被
害
果
、奇

形
果

③
葉
が
５
枚
以
下
の
弱
い
結
果
枝
の

果
実

カ キ

JA香川県
中讃営農センター
綾歌南部集荷場

担当神余 泰彰

写真１　日焼け果

表１　主要品種の生育ステージ（香川農試府中果樹研）

品種名
2024年 2023年 平　年

発芽 展葉 満開 発芽 展葉 満開 収穫盛 発芽 展葉 満開 収穫盛

早　　秋 3/22 3/30 5/12 3/18 3/22 5/13 10/11 3/14 3/25 5/14 9/29

太　　秋 3/24 4/3 5/12 3/20 3/28 5/14 10/2 3/21 4/1 5/13 9/29

松本早生 3/25 4/3 5/16 3/20 3/25 5/16 11/8 3/19 3/30 5/16 10/29

富　　有 3/25 4/3 5/17 3/20 3/25 5/17 11/15 3/21 3/31 5/18 11/15

※ 平年は過去10年間の平均。

写真２　富有の摘果

摘
果
す
る
果
実
○○
　
残
す
果
実
○○
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④
下
枝
、下
垂
枝
の
日
当
た
り
の
悪
い

果
実

⑤
地
面
に
接
す
る
果
実

⑥
遅
れ
花
果

⑦
枝
に
挟
ま
る
果
実

⑧
隣
接
し
て
い
る
果
実
の
片
方

⑨
上
向
き
果

3
結
果
部
位
と
葉
果
比

樹
の
部
位
に
よ
っ
て
葉
果
比
が
異
な
り

ま
す
。基
本
と
し
て
、樹
の
上
層
部
は
10
葉

に
１
果
、中
層
部
は
15
葉
に
１
果
、下
層
部

は
20
葉
に
１
果
を
目
安
に
果
実
を
残
し
ま

し
ょ
う（
図
１
）。太
秋
は
過
剰
に
摘
果
を

行
う
と
、
条
紋
、
汚
染
が
広
が
り
ま
す
の

で
、特
に
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。ま
た
早
秋

は
奇
形
果
や
障
害
果
が
出
や
す
い
品
種
な

の
で
通
常
よ
り
も
10
枚
程
葉
を
多
く
残
し

ま
し
ょ
う
。

4
新
梢
管
理

枝
同
士
が
込
み
合
っ
て
、内
側
に
伸
び

た
枝
を
放
置
す
る
と
、日
照
不
足
だ
け
で

な
く
、通
気
性
や
薬
剤
散
布
が
う
ま
く
い

か
ず
、炭
疽
病
な
ど
の
病
気
を
引
き
起
こ

す
恐
れ
が
あ
り
ま
す（
写
真
３
、
４
）。
摘

果
の
作
業
と
合
わ
せ
て
、そ
の
よ
う
な
枝

を
見
か
け
た
際
に
は
、必
ず
除
去
す
る
よ

う
に
し
て
く
だ
さ
い
。太
秋
に
関
し
て
は

雄
花
が
多
く
つ
い
た
枝
や
伸
長
が
弱
い
枝

に
は
実
が
付
き
ま
せ
ん
の
で
母
枝
の
基
部

ま
で
切
り
返
し
、陰
芽
の
発
生
を
促
し
ま

し
ょ
う
。早
秋
は
炭
疽
病
に
か
か
り
や
す

い
為
、二
次
伸
長
し
た
枝
の
除
去
や
、こ
ま

め
な
摘
心
を
行
い
、結
実
部
の
周
辺
管
理

を
し
て
く
だ
さ
い
。

5
誘
引
・
枝
つ
り

果
実
が
肥
大
す
る
に
つ
れ
て
枝
が
下

が
っ
て
く
る
の
で
、日
当
た
り
を
考
慮
し
、

側
枝
や
結
果
母
枝
の
誘
引
、枝
つ
り
や
支

柱
支
え
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

6
土
壌
水
分
管
理

土
壌
水
分
不
足
は
生
育
の
抑
制
を
引
き

起
こ
し
、品
質
低
下
に
つ
な
が
り
ま
す
。晴

天
が
続
く
場
合
に
は
７
～
10
日
お
き
に
20

～
30
ミ
リ
程
度
の
か
ん
水
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。ま
た
乾
燥
防
止
の
た
め
に
樹
幹
下

に
敷
き
草
、敷
き
ワ
ラ
を
す
る
こ
と
で
水

分
の
蒸
散
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

7
袋
掛
け
栽
培（
富
有
柿
）

富
有
柿
の
高
品
質
生
産
、高
単
価
販
売
、

収
穫
期
の
分
散
を
目
標
と
し
て
、11
月
下

旬
か
ら
12
月
上
旬
に
収
穫
と
な
り
ま
す
。

７
月
下
旬
ご
ろ
か
ら
袋
掛
け
を
行
い
、カ

ラ
ス
の
被
害
対
策
と
し
て
テ
グ
ス
な
ど
を

張
り
ま
し
ょ
う
。

写真３　炭疽病が発生した新梢

上層部 10葉に1果
（早生系15葉）

中層部
（幼木～若木も同様）

15葉に1果
（早生系20葉）

下層部
（成木～老木も同様）

※渋カキは果実を多めに残しても良い。

20葉に1果
（早生系25葉）

図1　結果部位と葉果比

写真４　炭疽病が蔓延し一部枝が枯死した樹
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1
生
産
状
況

本
年
産
キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
の
開
花
状
況

に
つ
い
て
は
、各
品
種
と
も
昨
年
よ
り
2

～
3
日
程
度
遅
く
、平
年
と
比
べ
て
2
日

程
度
早
い
開
花
と
な
り
ま
し
た
。本
年
は
、

風
当
た
り
の
強
い
園
地
で
は
４
月
下
旬
の

強
風
の
影
響
で
枝
折
れ
が
多
く
見
ら
れ
ま

し
た（
写
真
1
）。

2
土
壌
管
理

キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
は
、加
湿
と
乾
燥
ど

ち
ら
に
も
弱
い
作
物
で
す
。そ
の
た
め
、適

正
な
水
管
理
が
必
要
と
な
り
ま
す
。以
前

に
は
７
月
の
豪
雨
に
よ
り
園
地
に
水
が
滞

留
し
、根
腐
れ
が
発
生
し
た
り
そ
の
後
の

高
温
乾
燥
で
樹
勢
が
低
下
し
た
園
地
が
多

く
散
見
さ
れ
ま
し
た
。各
園
地
の
土
壌
条

件
に
応
じ
た
か
ん
水
を
行
い
、樹
勢
維
持

に
努
め
て
下
さ
い
。

　

集
中
豪
雨
に
よ
る
根
腐
れ
を
防
ぐ
た

め
、畝
立
て
や
排
水
溝
の
整
備
等
排
水
対

策
を
行
い
ま
す
。（
傾
斜
の
あ
る
園
地
内
に

水
筋
を
つ
け
な
い
よ
う
園
地
上
部
で
の
排

水
対
策
を
し
て
下
さ
い
。）（
写
真
2
）

状
況
に
応
じ
て
、適
宜
か
ん
水
を
行
い

ま
す
。（
園
地
の
条
件
に
応
じ
て
、葉
か
ら

の
蒸
散
を
で
き
る
か
ぎ
り
抑
え
て
乾
燥
を

穏
や
か
に
す
る
た
め
、可
能
で
あ
れ
ば
夕

方
以
降
涼
し
い
時
間
に
少
量
多
か
ん
水
を

行
い
ま
す
。）（
写
真
3
）

3
新
梢
管
理

樹
勢
が
良
く
、適
度
な
か
ん
水
を
行
え

て
い
る
園
地
で
は
新
梢
が
発
生
し
や
す

く
、逆
に
適
度
な
か
ん
水
を
行
え
ず
樹
勢

が
低
下
し
た
園
地
で
は
、新
梢
が
発
生
し

に
く
い
で
す
。過
繁
茂
の
園
地
で
は
日
当

た
り
が
悪
く
果
実
品
質
が
低
下
し
、明
る

す
ぎ
る
園
地
で
は
乾
燥
し
や
す
い
の
で
樹

勢
が
低
下
し
ま
す
。園
地
の
明
る
さ
は
、日

が
差
し
た
と
き
に
木
漏
れ
日
が
見
え
る
程

度
の
明
る
さ
に
管
理
し
ま
し
ょ
う
。ま
ず

は
、新
梢
の
発
生
状
況
や
発
生
位
置
を
確

認
し
て
下
さ
い
。

た
だ
し
近
年
、高
温
干
ば
つ
等
に
よ
る

樹
勢
の
低
下
に
よ
り
新
梢
の
発
生
が
少
な

く
、主
枝
等
の
日
焼
け
に
よ
り
さ
ら
に
樹

勢
低
下
を
招
く
場
合
が
あ
る
の
で
新
梢
管

理
に
つ
い
て
は
棚
下
の
明
る
さ
を
考
え
管

理
し
て
下
さ
い（
写
真
4
、5
、6
、7
）。

新
梢
で
主
枝
や
亜
主
枝
か
ら
発
生
し
た

も
の
に
つ
い
て
は
、な
る
べ
く
翌
年
の
亜

主
枝
や
側
枝
と
し
て
利
用
す
る
た
め
、捻

枝
・
誘
引
を
行
っ
て
下
さ
い
。

太
す
ぎ
る
枝
、長
す
ぎ
る
枝
に
つ
い
て

は
更
新
用
と
し
て
利
用
で
き
な
い
た
め
、

キウイフルーツ

担当

JA香川県
東讃営農センター
土庄集荷場

山本 祐哉

府中果樹研究所　発芽日・開花日

品　　　種 開花日（盛）
2024 平年値 2023

さぬきエメラルド 5月 4日 5月 5日 5月 4日
香緑 5月16日 5月18日 5月15日
讃緑 5月10日 5月12日 5月 9日
さぬきゴールド 5月 7日 5月 8日 5月 6日
さぬきエンジェルスイート 5月 3日 5月 6日 5月 3日
香粋 5月 2日 5月 4日 5月 3日
キウイっこ1号 5月 1日 5月 5日 5月 1日
キウイっこ3号 4月30日 5月 4日 5月 1日
ヘイワード 5月15日 5月18日 5月14日
マツア 5月15日 5月15日 5月15日
トムリ 5月17日 5月18日 5月15日

写真１　強風による枝折れ

写真３　葉の黄変
「例年、一部園地で発生しております。かん水した園地や

降雨が続くことによって軽減されました。」写真２　集中豪雨の前には排水対策を！！
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節
を
残
し
て
切
り
、再
度
新
梢
を
発
生
さ

せ
て
次
年
度
の
更
新
枝
に
し
て
下
さ
い
。

（
写
真
８
）

樹
勢
低
下⇒

新
梢
発
生
の
減

少⇒
主
枝
や
太
枝
の
日
焼
け

⇒

さ
ら
な
る
樹
勢
低
下

右
記
の
悪
い
サ
イ
ク
ル
に
な
ら
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

写真４　太枝に日が直接当たらないようにしましょう。
「主枝や亜主枝等の太枝に直接日が当たらないよう、捻枝や誘引を行い日陰にします。

日が当たっている部分を触ってみて熱くなってないか確認しましょう。」

写真５　新梢の発生が多い園地
「次年度の更新枝や予備枝以外は、除去し棚下の明るさを

確保しましょう。」 写真６　適切な棚下の明るさ

写真７　適切な新梢の発生がみられる園地 写真８　節を残し切り、次年度の更新枝として活用
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4 病害虫防除 （写真９）
（１）香緑、讃緑、ヘイワード

月 旬
基　幹　防　除

対象病害虫 薬剤名 使用濃度 100ℓ
当たりの薬量

使用時期
（収穫前日数、使用回数）

10a当たり
散布量

7

上
キウイヒメヨコバイ

キイロマイコガ ○劇 パダンSG水和剤 1,500倍 66g 30日、3回
400ℓ

クワシロカイガラムシ コルト顆粒水和剤 3,000倍 33g 前日、3回

中

下

8

上

中
カイガラムシ類 トランスフォームフロアブル 1,000倍 100㎖ 3日、3回

400ℓ
貯蔵病害（灰色かび病） ストロビードライフロアブル 2,000倍 50g 前日、3回

下

（２）さぬきゴールド

月 旬
基　幹　防　除

対象病害虫 薬剤名 使用濃度 100ℓ
当たりの薬量

使用時期
（収穫前日数、使用回数）

10a当たり
散布量

7

上
キウイヒメヨコバイ

キイロマイコガ ○劇 パダンSG水和剤 1,500倍 66g 30日、3回
400ℓ

クワシロカイガラムシ コルト顆粒水和剤 3,000倍 33g 前日、3回

中

下

8

上

中
カイガラムシ類 トランスフォームフロアブル 1,000倍 100㎖ 3日、3回

400ℓ
貯蔵病害（灰色かび病） ストロビードライフロアブル 2,000倍 50g 前日、3回

下

（3）さぬきエンジェルスイート

月 旬
基　幹　防　除

対象病害虫 薬剤名 使用濃度 100ℓ
当たりの薬量

使用時期
（収穫前日数、使用回数）

10a当たり
散布量

7

上
キウイヒメヨコバイ

キイロマイコガ ○劇 パダンSG水和剤 1,500倍 66g 30日、3回
400ℓ

クワシロカイガラムシ コルト顆粒水和剤 3,000倍 33g 前日、3回

中

下

8

上

中
カイガラムシ類 トランスフォームフロアブル 1,000倍 100㎖ 3日、3回

400ℓ
果実軟腐病 ベルクート水和剤 1,000倍 100g 前日、5回

下 貯蔵病害（灰色かび病） ストロビードライフロアブル 2,000倍 50g 前日、3回 400ℓ

写真９　葉裏に潜む幼虫
（キウイヒメヨコバイ）
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●
は
じ
め
に

農
薬
の
登
録
内
容
は
随
時
更
新
さ
れ
て

い
る
た
め
、収
穫
前
日
数
や
回
数
、希
釈
倍

数
等
に
つ
い
て
は
使
用
前
に
ラ
ベ
ル
等
で

確
認
し
ま
し
ょ
う
。ま
た
、農
薬
散
布
の
際

に
は
、近
接
園
地
の
栽
培
作
物
、学
校
な
ど

の
公
共
施
設
や
住
宅
地
等
に
農
薬
が
飛
散

し
な
い
よ
う
細
心
の
注
意
を
払
い
ま
し
ょ

う
。●

果
樹
共
通

1
果
樹
カ
メ
ム
シ
類

果
樹
を
加
害
す
る
カ
メ
ム
シ
類（
チ
ャ

バ
ネ
ア
オ
カ
メ
ム
シ
、ツ
ヤ
ア
オ
カ
メ
ム

シ
、ク
サ
ギ
カ
メ
ム
シ
、ア
オ
ク
サ
カ
メ
ム

シ
）の
う
ち
、本
年
は
、チ
ャ
バ
ネ
ア
オ
カ

メ
ム
シ
と
ツ
ヤ
ア
オ
カ
メ
ム
シ
の
発
生
が

特
に
多
い
状
況
で
す（
写
真
１
、２
）。

モ
モ（
写
真
３
）、ビ
ワ
、ブ
ド
ウ
、ナ
シ

は
主
に
越
冬
成
虫
が
、
カ
キ
、
カ
ン
キ
ツ

類
は
主
に
当
年
成
虫（
新
成
虫
）に
よ
り
加

害
さ
れ
ま
す
。本
年
は
４
月
中
旬
以
降
に

チ
ャ
バ
ネ
ア
オ
カ
メ
ム
シ
と
ツ
ヤ
ア
オ

カ
メ
ム
シ
が
平
年
よ
り
多
く
誘
殺
さ
れ
、

越
冬
成
虫
の
発
生
が
早
い
状
況
で
す（
図

１
：
赤
線
）。越
冬
成
虫
を
中
心
と
し
た
平

年
の
発
生
ピ
ー
ク
は
６
月
中
旬
～
７
月
上

旬（
図
１
：
緑
線
）で
す
が
、新
成
虫
を
中
心

と
し
た
平
年
の
発
生
ピ
ー
ク
は
７
月
下
旬

～
８
月
上
旬（
図
１
：
緑
線
）に
あ
り
、成
虫

の
寿
命
は
長
く
、被
害
は
10
月
頃
ま
で
続

き
ま
す
。今
後
、越
冬
成
虫
の
発
生
量
が
多

か
っ
た
こ
と
か
ら
、新
成
虫
に
よ
る
被
害

が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、病
害
虫
防
除
所
が

発
表
し
て
い
る
病
害
虫
発
生
予
察
情
報
を

参
考
に
今
後
の
発
生
動
向
に
も
注
意
し
て

下
さ
い
。

●
カ
ン
キ
ツ

1
黒
点
病（
写
真
４
）

枯
れ
枝
が
伝
染
源
と
な
り
、そ
の
処
分

が
不
十
分
で
あ
っ
た
り
、
降
水
量
が
多

か
っ
た
り
す
る
と
多
発
し
ま
す
。例
年
よ

り
梅
雨
明
け
が
遅
れ
、累
積
降
水
量
が
多

く
な
る
場
合
に
は
特
に
注
意
が
必
要
で

す
。な
お
、防
除
暦
に
記
載
さ
れ
て
い
る
黒

点
病
対
象
の
薬
剤
は
保
護
殺
菌
剤
主
体
で

す
の
で
、樹
全
体
に
薬
液
が
か
か
る
よ
う

丁
寧
に
散
布
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。前

回
の
防
除
か
ら
30
日
ま
た
は
累
積
降
水
量

が
２
０
０
㎜
～
２
５
０
㎜
を
超
え
た
場
合

を
目
安
に
防
除
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

2
ミ
カ
ン
ハ
ダ
ニ

梅
雨
明
け
頃
か
ら
発
生
が
急
増
し
ま

す
。前
年
発
生
が
多
か
っ
た
園
地
で
は
注

意
し
て
下
さ
い
。ほ
と
ん
ど
の
ハ
ダ
ニ
剤

は
浸
透
移
行
性
が
無
く
、薬
液
が
か
か
ら

な
い
と
効
果
を
発
揮
し
な
い
た
め
、十
分

な
量
を
葉
裏
ま
で
か
か
る
よ
う
に
散
布
し

て
下
さ
い
。
近
年
、
冬
期
に
マ
シ
ン
油
乳

剤
を
散
布
し
な
か
っ
た
園
地
で
、春
先
か

ら
夏
場
に
大
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
多
く

な
っ
て
い
ま
す
。

3
ミ
カ
ン
サ
ビ
ダ
ニ（
写
真
５
）

６
月
下
旬
か
ら
７
月
下
旬
に
か
け
て
、

病害虫 防除

長尾 洋輝

香川県農業試験場
病害虫防除所
主任
技師

写真３　モモ　カメムシの被害（ヤニ）

写真１
チャバネアオカメムシ

写真２
ツヤアオカメムシ

図１　数値はチャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ、
クサギカメムシ、アオクサカメムシの合計値

写真４　ミカン  伝染源となる
枯れ枝と黒点病の被害果
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葉
上
で
増
殖
し
た
虫
が
果
実
へ
移
動
す

る
時
期
に
あ
た
り
、梅
雨
明
け
後
の
早
い

時
期
に
薬
剤
防
除
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。夏
が
高
温
小
雨
の
年
に
は
短
時
間
に

増
殖
し
、被
害
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
り

ま
す
。被
害
を
確
認
し
て
か
ら
の
防
除
で

は
効
果
が
低
い
の
で
、早
め
の
防
除
を
心

掛
け
て
下
さ
い
。昨
年
、本
害
虫
に
よ
る
被

害
が
発
生
し
た
園
地
で
は
特
に
注
意
が
必

要
で
す
。

●
モ
モ

1
灰
星
病（
写
真
６
）

前
年
の
発
病
果
や
枝
で
越
冬
し
た
病
原

菌
は
４
月
頃
か
ら
胞
子
を
形
成
し
、胞
子

が
飛
散
し
、ま
ず
花
に
感
染
し
て
花
腐
れ

（
写
真
７
）を
起
こ
し
ま
す
。次
に
枝
で
病

斑
を
形
成
し
て
、果
実
へ
の
伝
染
源
と
な

り
ま
す
。収
穫
期
の
20
日
前
頃
か
ら
発
病

し
や
す
く
な
り
、収
穫
後
に
市
場
や
店
頭

で
腐
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
た
め
収
穫
期

ま
で
定
期
的
な
防
除
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

2
シ
ン
ク
イ
ム
シ
類

新
梢
に
食
入
し
て
芯
折
れ（
写
真
８
）を

発
生
さ
せ
た
り
、果
実
に
食
入
し
た
り
し

て
商
品
価
値
が
無
く
な
り
ま
す
。香
川
県

で
は
、枝
の
芯
折
れ
は
ナ
シ
ヒ
メ
シ
ン
ク

イ
、果
実
被
害
は
モ
モ
ノ
ゴ
マ
ダ
ラ
ノ
メ

イ
ガ
に
よ
る
食
害
が
主
因
で
あ
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
で
す
。７
～
８
月
は
果
実
で
の

被
害
が
増
加
す
る
時
期
に
当
た
り
ま
す

が
、幼
虫
が
果
実
に
入
っ
た
後
で
は
防
除

が
難
し
く
な
り
ま
す
の
で
、6
月
下
旬
か

ら
収
穫
期
に
か
け
て
定
期
的
な
薬
剤
防
除

が
必
要
で
す
。

●
カ
キ

1
炭
疽
病（
写
真
９
、10
）

６
月
下
旬
頃
か
ら
枝
や
新
梢
上
の
病
斑

で
形
成
さ
れ
た
胞
子
が
果
実
へ
飛
散
し
て

黒
色
の
病
斑
を
形
成
し
ま
す
。梅
雨
期
の
防

除
は
、十
分
に
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。す

で
に
新
梢
に
黒
い
炭
疽
病
の
病
斑
が
見
ら

れ
る
園
地
で
は
徹
底
し
て
防
除
を
行
っ
て

下
さ
い
。な
お
、防
除
暦
に
記
載
さ
れ
て
い

る
炭
疽
病
対
象
の
薬
剤
は
保
護
殺
菌
剤
主

体
で
す
の
で
、樹
全
体
に
薬
液
が
か
か
る
よ

う
丁
寧
に
散
布
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

写真５　ミカン　ミカンサビダニの被害果

写真６　モモ　灰星病　果実における被害 写真７　モモ　灰星病　花腐れ

写真８　モモ  ナシヒメシンクイ  芯折れ被害

写真９　カキ　炭疽病（果実）
写真10　カキ　炭疽病（新梢の病斑上に

鮭肉色の胞子が形成されている）
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2
カ
キ
ノ
ヘ
タ
ム
シ
ガ

粗
皮
下
の
ま
ゆ
の
中
で
越
冬
し
た
本
害

虫
の
２
０
２
４
年
に
お
け
る
越
冬
世
代
成

虫
発
生
ピ
ー
ク
は
、５
月
15
日
頃
で
平
年

よ
り
や
や
早
い
発
生
で
し
た
。成
虫
は
、結

果
枝
の
先
端
付
近
に
多
く
産
卵
し
ま
す
。

そ
こ
か
ら
、ふ
化
し
た
幼
虫
は
芽
を
食
害

し
な
が
ら
移
動
し
、果
実
に
食
入
し
ま
す
。

防
除
の
ポ
イ
ン
ト
は
幼
虫
が
芽
を
食
害
し

て
い
る
時
期
で
、成
虫
発
生
ピ
ー
ク
の
７

～
10
日
後
に
あ
た
り
ま
す
。今
後
、２
回
目

の
防
除
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、そ
の

際
の
成
虫
発
生
ピ
ー
ク
は
平
年
7
月
21
日

頃
で
す
。薬
剤
散
布
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
重

要
で
す
の
で
、病
害
虫
防
除
所
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
７
月
の
病
害
虫
発
生
予
察
情
報

等
を
参
考
に
防
除
時
期
を
平
年
よ
り
早
め

た
り
遅
ら
せ
た
り
す
る
よ
う
に
し
て
下
さ

い
。●

ブ
ド
ウ

1
べ
と
病

新
し
い
柔
ら
か
い
組
織
に
発
生
し
や
す

く
、古
く
て
硬
い
部
分
に
は
侵
入
し
な
い

性
質
が
あ
り
ま
す
。そ
の
た
め
若
葉
で
は

葉
脈
を
超
え
て
病
斑
が
広
が
り
、葉
裏
全

体
に
雪
白
色
の
カ
ビ
を
生
じ
ま
す
。ト
ン

ネ
ル
露
地
栽
培
で
は
、７
～
８
月
は
さ
び

病
の
防
除
を
か
ね
て
Ｉ
Ｃ
ボ
ル
ド
ー
を
散

布
し
て
下
さ
い
。

2
晩
腐
病

病
原
菌
は
結
果
母
枝
や
切
り
残
し
た
果

梗
枝
、巻
ひ
げ
の
組
織
内
で
菌
糸
の
状
態

で
越
冬
し
た
後
、６
～
７
月
の
梅
雨
期
に

盛
ん
に
胞
子
を
形
成
し
、雨
滴
に
よ
り
果

実
に
達
し
て
感
染
し
ま
す
。感
染
後
、ほ
と

ん
ど
症
状
を
現
す
こ
と
な
く
潜
伏
し
、果

実
の
酸
が
減
少
す
る
着
色
期
に
な
っ
て
発

病
し
ま
す
の
で
、発
病
を
確
認
し
て
か
ら

の
防
除
で
は
手
遅
れ
に
な
り
ま
す
。こ
の

た
め
薬
剤
防
除
は
落
花
と
果
実
が
小
豆
粒

大（
開
花
10
～
15
日
頃
）の
時
期
が
基
本
と

な
り
ま
す
。

●
キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ

1
果
実
軟
腐
病

果
実
軟
腐
を
引
き
起
こ
す
病
原
菌
の
一

つ
で
あ
る
Ｂ
ｏ
ｔ
ｒ
ｙ
ｏ
ｓ
ｐ
ｈ
ａ
ｅ
ｒ

ｉ
ａ
菌
は
、粗
皮
や
老
化
し
た
枝
の
組
織

内
で
越
冬
し
た
後
、６
～
７
月
の
梅
雨
期

に
盛
ん
に
胞
子
を
形
成
し
ま
す
。胞
子
は

雨
滴
に
よ
り
果
実
に
達
し
感
染
し
ま
す
。

感
染
し
た
菌
は
ほ
と
ん
ど
症
状
を
現
す
こ

と
な
く
潜
伏
し
、貯
蔵
中
に
発
病
し
ま
す
。

薬
剤
防
除
は
幼
果
期
～
果
実
肥
大
期
に
必

ず
行
い
ま
し
ょ
う
。ま
た
樹
勢
を
適
正
に

管
理
す
る
と
と
も
に
、袋
か
け
を
行
う
こ

と
も
有
効
で
す
。

2
か
い
よ
う
病

７
月
～
８
月
は
、樹
体
内
で
菌
密
度
が

低
下
す
る
時
期
で
す
が
、発
生
園
地
や
そ

の
近
辺
の
園
地
で
は
、低
温
や
降
雨
が
続

く
な
ど
の
気
象
条
件
に
よ
っ
て
は
追
加
的

に
抗
生
物
質
を
散
布
し
て
蔓
延
を
防
止
し

ま
し
ょ
う
。

本
病
害
は
園
地
で
の
発
生
を
的
確
に
つ

か
む
こ
と
が
重
要
で
、未
発
生
園
地
で
は
、

日
頃
か
ら
園
地
の
樹
を
観
察
す
る
よ
う
に

し
て
下
さ
い
。本
病
に
酷
似
し
た
疑
わ
し

い
症
状
が
あ
る
場
合
は
、速
や
か
に
最
寄

り
の
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
や
Ｊ
Ａ
営

農
セ
ン
タ
ー
も
し
く
は
農
業
試
験
場
病
害

虫
防
除
所
へ
連
絡
し
て
下
さ
い
。

ま
た
、本
病
害
の
侵
入
防
止
の
た
め
園

地
に
入
る
前
は
靴
及
び
手
の
消
毒
を
行

い
、園
地
か
ら
出
る
際
は
服
や
帽
子
、靴
に

付
い
た
植
物
残
さ
や
土
を
払
い
落
と
し
ま

し
ょ
う
。剪
定
ば
さ
み
等
は
こ
ま
め
に
消

毒
し
、発
生
の
疑
わ
し
い
樹
の
剪
定
、芽
か

ぎ
等
の
作
業
は
最
後
に
行
っ
て
下
さ
い
。

●
ビ
ワ

1
ビ
ワ
キ
ジ
ラ
ミ

果
実
に
す
す
病（
写
真
11
）の
被
害
を
出

す
害
虫
で
、香
川
県
で
は
２
０
１
６
年
に

発
生
を
確
認
以
降
、２
０
２
１
年
３
月
に

は
県
下
全
域
に
発
生
を
確
認
し
ま
し
た
。

収
穫
時
に
果
実
被
害
が
確
認
さ
れ
た
園
で

は
、本
害
虫
の
密
度
が
高
く
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、収
穫
終
了
後
に
必
ず
防
除
を
行

い
、密
度
を
低
減
さ
せ
ま
し
ょ
う
。ビ
ワ
キ

ジ
ラ
ミ
の
成
虫
が
葉
裏
の
主
脈
沿
い
に
多

く
見
ら
れ
る（
写
真
12
）７
月
中
旬
ま
で
に

マ
ラ
ソ
ン
乳
剤（
２
，０
０
０
倍
）を
散
布

す
る
こ
と
で
、密
度
を
低
減
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

写真11　ビワ  ビワキジラミによる被害果

写真12　ビワ
葉裏に密生しているビワキジラミ




