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Summary

　Fertilizat童on 　techniques　using 　carbon 　dioxide　with 　liquid　CO2 　and 　an 　exhaust 　of　oil
−burner　were 　investigated

for　pTeventing　decreased　fiower　formation　in　forcing
−
cultured

‘Tone −
wase

’
persimmon ，

　1n　both　open −field　and 　forcing　cultuTe ，　flower　bud　development　rapidly 　progτessed 　from　5−6weeks 　to　8　weeks

aftcr 　full　bloom．Thereafter ，　flowcr 　bud 　develQpment 　scaTcely 　proceeded．

　CO2　fertilization　froM　full　bloom　to　the　end 　of　heating（just　before　fruit　coloring ），　with 　both　liquid　CO2

appllcation 　for　5　hours　early 　eveTy 　morning ，　which 　raised 　the　CO2　concentration 　in　the　greenhouse　to　1，500　ppm ，
with 　on

−burner　exhaust 　all　day　long，　impToved　nower 　bud 　formation，　fruit　weight 　and 　yield　per　Iree ．　These

methods 　lowered 　the　cost 　of 　CO2 　application 　to　one
−half　or　one

−third　of 　the　cost 　for　conventional 　treatment ．

キ ー
ワ
ード　 CO2 施用，花芽，果重，カ キ，加 温栽培

緒　　言

　 奈良 県 で は カ キ の ハ ウ ス 栽培 が 盛 ん で ，全 国 の 生 産量

の 約 64％ を 産 出す る （日本 園芸農業協同組合連合会，

2004 ）．ハ ウ ス 栽培 の 作型 と し て は ，ユ月 下 旬 か ら 加温を

開始 し 8月中旬か ら 9月中旬 に 収穫 す る普通加温栽培 と，

前年 の 12月 下 旬 か ら加温を 開始 し 7 月 上 旬 か ら 8 月 中旬

に 収穫 す る早期加温栽培 に 大別 で きる．奈良県に お け る

‘
刀根 早生

’
の 普通加温栽培で は，露地 栽培 に 比 べ て 収 量

が 増加 し糖度 も向上 す る．しか し，早期加温栽培 に お い

て は 翌年の 着花が少な くな る とい う普通加温栽培 で は み

ら れ な い 現象 が 起 こ る．こ の 対策 と し て ，CO2 施用 を，

開花 2週 間前 か ら加 温 停 止 時 ま で ，液化 CO2 に よ っ て 施

設内 CO2 濃度 1，500　ppm を 目標 と して 施用す る と，翌年

の 着花数が 増加す る と と もに ，当年の 果重 も増加す る．し

か し，液化 CO2 を用 い る と ，
10　a 当た り約 27万円の ラ ン

ニ ン グ コ ス トが か か り （今 川 ら，2002），近年 の ハ ウ ス ガ

キ 販売単価 の 低落傾向 の 中で の 経営は困難 で あ る．

　そ こ で ，本研究は ，CO2施用 の 効率化 を図 る た め に，早

期加温栽培下 に お け る花芽分化時期の 明確化お よ び，液

2004年 3月 25 日　受付．2004年 7月22 日　受理．
本研 究 は 「平成 13−−16年度画期的園芸作物新品種創出に よる超 省

力栽培技術の 開発」委 託 研 究に よ り行った．
＊ Corresponding　author 、　E −mai 】：imagawa ＠ naTanougi ．jp
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化 CO2 に よ る CO2施用法の 施用時間や施用 時期およ び灯

油燃焼方式 に よ る CO2 施 用 法 に つ い て 検 討 を 行 っ た ．

材 料 お よ び 方 法

1 ．早 期 加 温 栽 培 条 件 下 に お け る 花 芽 分 化 時期

　奈良県農業技術セ ン タ
ー

果樹振興 セ ン タ
ー

内で 早期加

温栽培 お よ び 露地 栽培 さ れ て い る
‘
刀 根早生

’

（9年生 ）の

花芽 の 発育 状況 を 観 察 し た．2002 年 の そ れ ぞ れ 満開

4−−11週 後 に か け て ，1週 間 毎，同一樹 の 陽 光 に 面 した 約

20cm の 1年生無着果枝 5本を採取 した．そ の 先端よ り3

芽，合計 15芽 に 含まれ る花芽 の 発達 ス テージ お よ び 数 を，

りん片剥 皮法 （江 口，1950）に よ り実体顕微鏡 で 調査 し

た．花芽の 分化段階の 評価 は 西 田 ら（1961）の 方 法 に 従 っ

て 行 っ た ．な お，早期加温栽培 は 2001年 12月 27 日に 加

温 を 開 始 した ．

2 ．低 コ ス ト COz 施 用 法 の 検 討

　奈良県農業技術 セ ン ター果 樹振興 セ ン タ
ー

内で 早期加

温栽培 さ れ て い る
‘
刀根早生

’
（8年生 ）を供試 して ，第 1

表の よ うに ハウ ス 内で CO2 施用 を 行 っ た，ハ ウ ス の 面積

は 2．5aで，棟高 4．7m ，軒高 3．Om ，間口 5．Om の 4連棟

ア
ーチ 型 ハ ウ ス で あ っ た ．施 用 前 日に ハ ウ ス 内 を 2等分

に 仕切 っ て 各室 の 気 密 性 を 保 ち，一
方 を CO2 施 用 区，他

方を無処理区と し た．CO2施用 は，2001年 は タ イ マ
ー

や

電磁 弁を 利用 した 液化 CO2 施用方式を 行 い ，目標 を 1，500
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第 ；表 CO2 施用 の 状 況 お よ び栽 培 概要

施 用方法　　施用 時期 　　　加温 開始 日　　 満 開 日　　 収 穫時期

2001年　　　液 イ匕COu 　　3／1〜5／20　　　　　12／27

2002年　 灯 油燃焼　　3〆7
〜5／29　 　　 12／Z7

2／23　　　　　6A9 〜8／8

3／5　　　　　　7／1〜8／26

月 日は 「月／ 日」 で 示す

ppm に 設定 し，日 の 出前 1時 間 よ り 45 〜5 時間施用 した．
2002 年 は ，前年 と 同 じハ ウ ス を 使用 し，灯油 を使用す る

植物用 石油燃焼機 （松下電器産業製 OH −AO3，熱出力

2，580kcal ！h）を用 い た．な お，こ の 燃焼機 は 夜間 は 停止 し

て い て ，日の 出と と も に 自動点火 し強運転 が 開始 さ れ，日

中の ハ ウ ス 内気 温 が 3〔TCを超 え る と 弱運転 に 替 わ る燃 焼

パ タ
ー

ン を 示 し，CO2 を放出す る タ イ プ で あ る．　 COz 施

用 中，そ れ ぞ れ の 区の CO2 濃度及 び 温度を 記録 した ．

　両年 と も，生 理 落果終了後 に 着果数 ・葉数 を調査 し，摘

果 に よ り葉果比 を 2001 年 は 10，2002年 は 15に 調整 し

た．収穫 は カ ラーチ ャ
ート（農水省作成 カ キ

‘

平核無
’
用 ）

を用 い ，果 実の 赤道部 の 果 皮 色 の チ ャ
ート示度が 4 − 45

とな っ た 時点 で順次行な っ た．収穫 した果実 は全果実の

1果重 を測定す る と と も に，2001 年 は 6月 19 日か ら 7月

17日，2002年 は 7月 22 日か ら 8月 26 日 に か け て 1樹当

た り無作為 に 20果ず っ （2002 年は 15果ずっ ）選び，糖度

を 屈折糖度計 で 測定 した （各処理区 3樹を供試 ）．ま た ，

落葉後 の 12月 に 陽光 に 面 した約 15cm の 結果母枝 を 1樹

当た り 5 本採 取 し，先 端 よ り 3芽，合計 ユ5芽 に 含 ま れ る

花芽 の 発達 ス テ ージ お よ び数 を りん片剥皮法 に よ り実体

顕微鏡 で 調査 した （各処理 区 3樹 を供試）．

結 果 お よ び 考 察

1 ．早 期 加 温 栽 培 に お け る COz 施 用 が 花 芽分 化

　　 に 及 ぼ す 影 響

　露地栽培 お よ び 早期加温栽培の 満開期 は そ れ ぞ れ 5月

14 日 と 3月 6 日で あ っ た ．花芽分化 に つ い て は，露地 栽

培 お よ び早期加温栽培ともに ，満開4週後 に は分化 の 開始

が顕微鏡下 で 確i認 され た （第 2 表 ）．総花芽数 に つ い て み

る と，露地栽培 で は 満開 5週 後 よ り，早 期 加 温栽 培で は 満

第 2 表 　各作型 での 花芽分化の 状況

開 6週後よ り急増 し，両栽培 と もに 満 開 8週 以 降 は ほ とん

ど増 え な か っ た．満開 8〜1ユ週後 に か け て ，両 作 型 で 花芽

の 発育 が認 め られ た が，花芽 の 分化 ・発育状 況 に は作型 に

よ る差 は 認 め られ な か っ た ．

　今回，
‘
刀 根早生

’
で 花芽の 発達 程度を調査 した 結果，

露地栽培 で は 満開4週後よ り花芽分化が 開始 して い た が，
こ れは 平年 の 生育暦 か らみ る と 6月下旬 に 当た る時期 で

あ る ，こ の こ とは，露地栽培の カ キ
‘
平核無

’

に おい て ，
7月上旬 に な る と腋芽茎頂で の 葉原基の 分化 が 次第 に 抑 え

られ，そ れ と と もに 葉原基 の 腋部分裂組織 が 隆起 し，そ

の 後 多 くは 花芽 へ と発達す る と い う報告と ほ ぼ
一

致す る

（原 田 ，1984），ま た，本調 査 で は ，満開 11週 後 に は ほ ぼ

花芽分化 は 終了 した．こ の 現象 は，露地栽培条件下 に お

け る カキ
‘

富有
’

に お い て は ，8月中下 旬 ま で 花芽分化 が

行 わ れ る が，そ れ以降は 新た な 花芽分化が 認 め られ ず，同

様 に花芽の 発育 も停止 す る と い う福井 ら （1998）の 報告と

ほ ぼ
一

致 す る．

　本試験の 結果，CO2 施 用す る こ と に よ り総花芽数 が 増

加 し，翌年ほ ぼ 花に 分化 す る と思 わ れ る雌花 が く片形 成

初期 ま で 発育 し た 花芽数 が 無処理 区 に 比 べ て 顕著 に 増加

した （第 3表 ）．花芽の 分化 ・発育時期の 重要性 は，松本 ら

（1982）や長谷 川 （1983）の 報告等 か ら もう か が え るが，早

期加 温 栽培 に お け る
‘

刀根早生
’

の 花芽分化時期 は 満開

4 ・−11週 後で あ り，そ の 期間 に CO2 施用 す る こ と に よ り

光合成速度が 高 ま り 同化 養分 が 増加 し，花 芽 が 増 え た も

の と推察 され る．

2 ． CO 　2 施 用 の 効 果 と 低 コ ス ト 施 用 法

　両年 を 通 じて CO2 施 用 す る こ と に よ り．果重 が 増加す

る と と も に ，10a 当 た りの 換算収量 も増加 した が，糖度

に 明 らか な 差 は 認 め られ な か っ た （第 4表 ）．ま た，累積

収穫率 に も，差 は 認 め られ な か っ た （データ省略）．

　2002年 に おけ る ハ ウ ス 内CO2 濃度は，　 CO2施用 区で 晴

天時 （4月 14 日 ）に は 日 の 出後 2 時間 30分 に 約 1，600

ppm ，曇天時 （4月 9 日）に は 日の 出後 4時間 30分 に 約

2，500ppm まで 高 くな っ た．しか し，日 中は 無処理 区で は

200ppm 前後 ま で 低 下 し，　 CO2 施用区で も換気 の た め サ

露地 早期加 温

満　 開 1
：

皿　 皿　 IV　　 計 1　 皿　 1且　 IV　　 計

第 3 表　早期加温栽培条 件 下 に お け る COz 施用が 花芽分化 に 及

　 　 ぼす影響

調査年　　処 理 区名

4 週 後

5 週後

6 週後

7 週 後

8 週 後

9 週後

10週 後

11週 後

O．2「　0．6 　0．2 　　 0

0　 2．4 　 1．8　　　0

0　 2，0　 2，0　 0．8
0　 2、6　 3．2　 0．2

0，4　 2，0　 6．0　 0．6
0　 2．4　 3．2　 3．6
0　 1．6　 3．0　 4．4
0 　 0．8 　 3．0 　 5．6

1．04

．24
．86
．09
．09
、29
．09
，4

O．4　 1．O　 D，2　　　0

0，2 　 2．O 　D．6 　 　 0

0．6 　 3．S 　3．6 　0『8
0．2 　 2．6 　4．6 　2．5
0．2　 3、8　 3、8　 4．2
0．4 　3．0　 3．6 　5．4
0　 2．6　 3．4　 7，2

0．4 　3．0　 2．8 　7，6

1．62
．88
，810
，012
．Ol2
．413
．213
．8

　 　 着　 　果　　技　 　　 　　　 　　 　 未　着　果 　枝

第 1 芽 第 2 芽 　第 3 芽 　 訓 　　 第 1芽 第 2 芽 第 3 芽 　 計

2001 年　CO 言施用 区　　 LH
‘
　　 0．3

　 　 　 　 　 　 〔45 ＞
「
　 （2、2）

　 　 無処 理 区　　　　 OL 　　　 O

　 　 　 　 　 　 （2 別　　〔L．4｝
　 　 有意性

’
20021t　 CO ：施用区

　 0　　 2．1 　　　 2．8 　　 0．8 　　  ．1 　　 3．7
〔0．8）　　（7　5）　　　　（5．1）　　（3　6）　　　〔L、E）　　（9．呂｝

O　　　 O．l　　　　 D7 　　　 0．ユ　　　　 0　　　 0．8
〔0．L〕　　 （ら．3｝　　　　〔3、4｝　　 〔2　3）　　（0　4｝　　 〔6、　P
　　 材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊蓼

無処理 ls

’
花芽の 発達段階 と し て 1 は分化直前 ，Hは分化初期 ，皿 は 分化期 ，　 IVは

　 雌花
．
が く片 形 成初期で あ る

「
未着果枝 の 第 1〜3 芽 の 花芽の 合計 数の 平均 （n；5 ｝

43 　 　 　 3、5　 　 　 13

（67 ）　　 〔5．T＞　　 C4、1）
2．7　　 　　 1、4　 　　 0、1
〔5．7）　　　（3　9）　　 〔2．2）

　 　 有意件

　 花 M の 発 達 段 階が ，雌荘 が く片形成初 期以後 の 花芽数 の 合計 の 平均 〔n
−15｝

’
　 総 花芽数 の 平均 〔rF1 の

　 L検 定によ b，太 字 の 処理区間で ＊＊は ［N水準で 有意性 あ り

9．1
（1ff　5）

4．2UL
．S）
病零

4　了　　　 3．9　　　 1、T　　　10．3
（F　8♪　　 （5　9〕　　 （4．2）　　（1fi　9｝
3、5 　 　 21 　 　 0．9 　 　 5．5
（5、5＞　　（4　P　　　〔2．7｝　　〔互2　3＞

　　　　　　　＊＊
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第 4 表　早期加温 栽培 条 件下 にお ける CO2 施用 が果実品質に 及ぼ

　 　 す影響

収量 　 　 換算 収量 　 　糖 度

（kg〆樹 ）　 （t ／10a）　 （Brix）

3駅ゆ
「 ＿

翻 咽 慶、
　 　i　　 ．．．簫 蠱 理 ｛cel 濃 度 ）

2500

　 　 　 　 35

曇 天 時
　 　 　 　 30

調査年 　　　処理区 名 重

ω

果

（

2001年 　　 CO ，施 用区

　 　 　 　 無処理 区

　 　 　 　 有意性
t

203．136 ．9

1了2．4　　　　　 26．8
＊寧

4．73

．4

且4．ア
14．8ns

2002年 　　　CO ，施 用区

　 　 　 　 無処理 区

　 　 　 　 有意性

249．8　　　　　 26．8
226，且　　　　　 23，2
＊＊

3．43
，016

．716

．9ns

1
　 t検定 によ り，＊＊は脳水 準で有 意性 あ り，ns は有意性 な し

イ ドと 谷 の フ ィ ル ム を 開 放 した た め か ，無処 理 区 よ り

100−−200ppm 増加 した に と ど ま っ た （第 1図 ）．

　本実験 に よ り，開花期 頃 よ り 日 の 出前 1時間か ら 4．5・−

5時間，1，500ppm を目標濃度と して液化 CO2 を施用 し

た り，灯油燃焼方式に よ り CO2 施 用 した りす る こ とで，当

年 の 果重 お よ び 翌年の 花芽数 が増加す る こ と が 明 らか と

な っ た ，

　2001 年 の COz施用区 は，無処理 区 に 比べ て 糖度 の 低下

を 伴 う こ とな く収量 が 増加 した．2002 年 の CO2 施用 は

2001 年 の COz 施 用 区 と 同
一

樹 に 対 して 行 って い る が ，

2002年に も対照区 よ りも多 い 収量 が 継続 して 得 られ て い

る．こ の こ とは 加温促成栽培 に お い て ，CO2 施用 を彳
．
iう

こ とは 隔年結 果 性 の 軽減 に 有効で あ る と い ケ こ と を示 唆

す る もの で あ る．

　野菜や 花卉の 分野で は，栽培現地 で も CO2 施用 して 効

果 を上 げ て い る 例 が 多数 あ る．果 樹 分 野 に お い て も，黒

岡 ら （1990）の 報告 な ど，ブ ドウ を材料 と し た 試験例 や 普

及 例 が ．多い ．

　 カ キに つ い て は，カ キ
‘
西条

’
に お い て ，CO21

，
300〜

1
，
500 　ppm を 8月 20 日 か ら 2か月 間 日中施 用 す る こ と に

よ り，果重や 糖度 の 増加が 認 め られ た 例で は，COztu用 に

よ り光合成産物 の 果実 へ の 転流 や分 配 が優 れ る こ とが ，果

実 品 質 の 向上 な ら ひ に 果実重 の 増大 に つ な が っ た と して

い る （森永 ら，1999）．ま た，カ キ
‘
西条

’
に お い て ，CO2

1
，
500 　ppm を 4月 16日 （開花始 期 ）か ら 8月 4 日（成熟期

直前 ）ま で 施用 す る こ と に よ り，果重 の 増加 ・
着色 の 促 進

は み られ た もの の 糖度に 明 ら か な差 は認 め ら れ な か っ た

と い う報告もあ る （持 田 ら，1999）．

　 こ の 度の 調査 で ，開花期か らの 液化 CO2 に よ る 半 日施

用 や 灯油燃焼方式 に よ る終 日施用 に よ り，翌年 の 着花数

の 増加 や 当年の 1果 重が 増加す る こ と が 明 ら か とな っ た．

こ の 際の 液化 CO2 の 総施 用量 は 10　a 当 た り換算 で 1
，
440

kg，灯油の 総使用量 は 2，1121iterで ，そ れ ぞ れ約 13万 円

お よ び約 8万円の 施用 コ ス トに な っ た．こ の 結果 に，今川

ら （2002 ）の 報告等 を 加 え て，所得を 算出す る と第 5表 の

よ う に な る．ラ ンニ ングコ ス トは，前回 の 方法 の 2分 の 1

か ら 3 分 の 1 に 低 下 さ せ る こ と が で き，所得 は 約 10　一一

30％ 向上 した．

　 しか し，カ キ
‘
新 秋

’
に お い て ，COz 　1，500　ppm を施 用
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　　　　第 1図　ハ ウス 内 の COz濃 度 お よび 温度の 推移

第 5表　CO2 施用の 導入が経営収支 に お よぼ す 影響

施用 力
．
法 粗収入　　　生 産 費　　　機 槭 導 人 費　　ラン⇒ ダ：1 ト　　　 所得

1円 1　　　 （円｝　　　　 〔円〕　　　　 （円〕　　 　 （円〕

灯 油終 日施 用　 　 　 　 　 3、91L4 じ0 　 2，659，100
CO 、半 口 施用 　　　　　 3．9”，doo　 2，65Y，　lon
CO ．終 日施用 〔慣 行〕　　 S，gl1，400 　　2、659、ion
無施用　　　　　　　　 3，052，soe 　　2，375，6UO

49，200　　　　　　80，000 　　　　L，123，トOD
9｛〕，OOO　　　　　　L30、OOO 　　　　1，0：〜2，100
go ，oo ｛〕　　　　　 270，000 　　　　　 By2，：Loo
　 O　　　　　　　　 D　　　　 6丁7，200

N 中 の 数字はすべ て LOa 当た りの 数字 で ある

粗眼入
一
　〔2001 年 お よ び 200Z 年 の 7月上一］　−B月中旬 の ハウス柿 の 亊均 単価〕

× 収 量 〔200L 年 と2002 年の 平均 ）

機 械導入 贄は耐用
｛
卜数を 5年 と して （機 械 の 価 楙）

．
； 5 と し た

所得 ＝糧 収入
一

生産 費
一

機械 導入費
一

ラン＝ングコAト

し た と こ ろ，果実肥大 お よ び 果 皮色 の 進行が 促 進 さ れ た

時 と影響 を 与え な か っ た 時 が あ り（山本 ら，1996 ；山本

ら，1997），単 に 施用 CO2濃度 だ けで な く，施 用 時 間 や 総

施用 量 が 果実品質等 に 関係 して い る もの と推 察 さ れ る．

　一般 に ，確実 に CO2 施用効果を得 る に は 濃度制御下で

の 終 日 施用 が 求め ら れ る が ，光 強 度 の 高 い 時 亥1」に 施 用 で

き れ ば，低濃度施用 で も十分 な効果を得 られ るか も しれ

な い．今回，2002年の 灯油燃焼式の CO2 施用 で は，日中

の 光条件の 良い 時間 に は ハ ウ ス 内の 気温 が 上昇 し換気が

な され るた め，300 　
一

　400 　ppm 位 まで しか ハウ ス 内の CO2

濃度は 上 が ら な か っ た．しか し，効果 が認 め られ た の は，

早朝 お よ び 夕方 の ハ ウ ス 内 の CO2 濃度が 晴天時 は約

1，600 　ppm ，曇天時 は 2，000　一一　2，500 　ppm ま で 上 が っ て い

た こ と が影響 した と推察 さ れ る．こ の 度使用 した機種 は

成 り行 きの CO2 濃度 で しか 施用 で きな い 方式 の もの で あ

っ た が ，目標濃度 を 維持 で き る機種 で あ れ ば よ り安定 し

た 効果 が 期待で きる と思 わ れ る．今後，更 に 機種 や 施用

方 法 に つ い て も更 に 検 討 が 必 要 で
’
あ る．
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　 以 上 の 結 果，早期加 温栽培の 花芽分化
・
発育期 に 当た る

と思 わ れ る 3月下旬 一5月上旬の 同化養分不足が 翌年の 着

花数 の 不 足 に 影響 して い る と推察 され た．よ っ て ，開花

期か ら加温 停止時 （着色開始前 ）ま で の 期 間 内に タイ マ
ー

や 電 磁弁を 利用 した 液化 COz施用 方式 で 早朝 5時間，　CO2

1，500ppm を 目標濃度 と して 施用 す る か ，灯油燃焼方式で

終 日施 用 す る こ と に よ り，翌年 の 着花数 を増加 さ せ る と

と もに 当年 の 1果重を増加 さ せ る こ とが で き，さ らに 従来
の 施用法 と比較 して コ ス トの 低減 や 所得 の 向上 を 図 る こ

とが で き る こ とが 明 らか と な っ た．

摘　　要

　 カ キ
‘
刀 根早 生

’
の 早 期 加温 栽 培 に お け る翌 年 の 着花数

の 減少 を 改善す る た め の 液 化 CO2 お よ び石 油燃 焼 機 に よ

る CO2 施 用 技術 に つ い て 検 討 した．露地 栽培，早期加温

栽培 と も，花芽 の 形態分化 は 満開 5，6週か ら 8 週 に か け

て 急速 に 進行 し，そ れ 以 降 は ほ とん ど発達 しな か っ た．

　開花期 か ら加温停止時 （着色開始直前）ま で 早朝 5時間

CO21 ，500　ppm を 目標濃度と して タ イ マ
ーや 電磁 弁を利

用 した液化 CO2施用方式で CO2 施用を行 うか，灯油燃焼

方式 で 終 日施用 す る こ と に よ り，翌年 の 着花数 を増加 さ

せ る と と も に 当年 の 1果重 を 増加 さ せ る こ と が で き た ．

ま た ，こ れ らの 方法 は 施用 に 要 す る コ ス トを従 来 の COz

施用法 の 2分 の 1 か ら 3分 の 1程 度 に低 下 させ る と と も

に ，所得を約 10　・一　30％ 向上 さ せ た ．
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