
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
切
な
の
は
ニ
ー
ズ
の
把
握
と

品
質
保
持 

 

農
園
の
年
間
生
産
量
は
７
万
本
〜
８
万
本
、

作
付
面
積
は
約
２
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
。
昭
和

三
十
五
年
に
桑
畑
を
台
木
畑
に
転
換
し
、
ぶ
ど

う
苗
木
生
産
を
拡
大
し
て
き
た
。 

ぶ
ど
う
は
本
来
発
根
の
容
易
な
植
物
な
の

で
、
当
時
は
品
種
を
直
接
地
植
え
し
て
自
根
で

栽
培
し
て
い
た
。
し
か
し
現
在
は
、
ぶ
ど
う
の

根
に
甚
大
な
被
害
を
与
え
る
フ
ィ
ロ
キ
セ
ラ

（
根
に
寄
生
す
る
ア
ブ
ラ
ム
シ
の
一
種
）
に
抵

抗
を
持
っ
た
台
木
に
接
ぎ
木
し
て
育
苗
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。 

生
食
用
と
ワ
イ
ン
用
の
生
産
割
合
は
、
２
対

１
で
、
全
国
の
種
苗
業
者
や
ワ
イ
ナ
リ
ー
か
ら

の
委
託
栽
培
が
多
い
。
受
注
生
産
で
あ
る
た
め

栽
培
品
種
は
年
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。
経
営
の

安
定
に
は
消
費
ニ
ー
ズ
の
把
握
と
品
質
保
持

が
欠
か
せ
な
い
。
今
後
、
県
内
ワ
イ
ナ
リ
ー
と

の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
、
県
産
ワ
イ
ン

の
品
質
向
上
に
一
役
買
え
た
ら
と
い
う
思
い

も
語
っ
て
く
れ
た
。 

新
芽

穂
木
（
ほ
ぎ
）

台
木
（
だ
い
ぎ
）

接 

ぎ 

木 

（３月）

温 
 
 
 

床 

定
植
・
育
苗 

出 
 
 
 

荷 

（４月） （４月下旬 
～９月） 

（１０月）

上：昭和３０年代の接木作業写真（芦沢農園提供） 

左：竹田喜博さん（育苗畑にて） 

病害虫に強い台木

を育成。 

生産したい木（穂

木）を台木に接ぎ

木し定植。 

接ぎ木の技術で、多様なニーズに合

わせた苗木を生産できる。 

穂木から新芽が出

る。９月ごろまで苗

木を育てる。 

接ぎ木の技術で、多様なニーズに合

わせた苗木を生産できる。 
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人
知
れ
ず
息
づ
く
お
宝
産
地 
 

果
樹
大
国
や
ま
が
た
の
秋
の
果
物
と
い
え
ば
、「
ぶ
ど

う
！
」
と
答
え
る
方
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
も
そ

の
は
ず
、
ぶ
ど
う
は
さ
く
ら
ん
ぼ
に
継
い
で
産
出
額
が
高

い
園
芸
作
物
で
、
山
形
県
は
全
国
３
位
の
生
産
量
を
誇
っ

て
い
る
。 

 

そ
の
、
ぶ
ど
う
の
生
産
に
欠
か
せ
な
い
の
が
、
〝
苗
木

〞
で
あ
る
。
実
は
、
苗
木
生
産
を
行
う
都
道
府
県
は
意
外

に
少
な
い
。
主
な
産
地
は
、
山
形
、
山
梨
、
岡
山
、
福
岡

で
、
山
形
県
の
全
国
シ
ェ
ア
は
６
割
も
占
め
て
い
る
と
い

わ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
山
形
の
地
域
性
が
育
ん
だ
お
宝
産

業
な
の
で
あ
る
。 

山
形
県
南
部
の
米
沢
丘
陵
に
位
置
す
る
長
井
市
伊
佐
沢

は
、
ぶ
ど
う
苗
木
生
産
が
盛
ん
な
農
村
地
域
で
あ
る
。
昭

和
三
十
年
代
、
養
蚕
に
替
わ
る
産
業
と
し
て
導
入
さ
れ
た

の
が
、
こ
の
地
域
の
ぶ
ど
う
苗
木
生
産
の
始
ま
り
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。 

転
作
需
要
に
沸
い
た
昭
和
年
代
は
、
伊
佐
沢
で
ぶ
ど
う

苗
木
生
産
を
行
う
農
家
は
多
く
い
た
そ
う
だ
が
、
現
在
で

も
４
戸
の
農
家
が
生
産
を
続
け
て
い
る
。 

祖
父
の
代
か
ら
ぶ
ど
う
苗
木
生
産
を
継
承
し
、
現
在
で

は
、
生
食
用
の
ほ
か
、
ワ
イ
ン
用
ぶ
ど
う
苗
木
の
生
産
販

売
を
手
掛
け
る
竹
田
喜
博
さ
ん
に
お
話
を
伺
っ
た
。 
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