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ノ､′＼IIrlIl'lllW Llllltllll′■VlllJturI■＼′､JJILLIJlllW l.JlhJTltへ<八 rllHrl■＼{LlIL.III.l～ -.iIL.I)Il′■>JLllItLElt■＼< lJL.JllIllW llIILllIlr<～ lhJllLIJl∫) Jヽh.LJtdl＼■ヽ

ま え が き

× 十 一月 十 二 ヒト 中 央農試会琵掩室 にお いて､ 戦 後j薮*JJ'の甘燕 奨WJ品種査定委 員

× 会 が開催 さ れ､N:Co.310とH.44-3098の二 品感 が奨厩か品等垂と して選定 され た

x のであ る ｡奨新 品種 と して選定 され た か らに は農主家が よ くそ の特 性 を匁]り､

× 充 分 な栽 群 管理 を す れ ば､在 来 の P.0.I.2725よ りもよ く出来 ､文砂 盛れこな

× る率 も多 いとい う訳 であ る ｡

× そ こで､甘 庶 増産 のL山か ら定非農 家が 知っ て頂 きた いPBI'[記 奨励 二 品感 の栽

× 培 法 につ いて解説.を 試み7こい ｡

(写真説 明)

右はN.CO.310の採 苗后のpF出

中 城稲 澤上皮小較実 昌l園 にて

下はN･CO.310の専権

中 央農 研所 の匡刑場 にて
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あ
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(:写実音党BF)

上､H･44-3098の探苗後 の誅

Itij

中城村津波小払実習園にて

右 ､H 44-3098夏積

商 原村 字桃 原

音 屋武久正 圧･D農 塚 にて

(写尖 は両方 とも 11月20日棲影 )
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中 心 よ り右後 半 は H.44-30

9冒

中 心 よ り左 半 はNCo310
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り
榊
で
七
日
申
川
'
作
聖

J
J.1月
E
･旬

で
あ
る

F

､

植
付
の
方
法

7

㌧桝
椛

を
ホ
ー
父
は
ワ
-
レ
ン
ホ
ー
C:
州
が
理
ま
る
抑
圧
の
抑
満
を
作

り
爪
州
は
相
同
に
芽
は
左
目
に
向
け
∵
小
網
と
や
わ
し
て

二
リ
柑
度
に

1
..を
か
ぶ
せ
て
雌
く
お
さ
え
上
と
･ly=:f=
せ
L
S
る
｡

2
､
帽
肌
用
と
し
て
各
踊
隅
の
T-2
瑞
に
1
0
ペ
･に
対
し
て
1
人
･の
割
合
で

予
備
肘
を
嘩
見
て
お
く
｡

3
､
降
朋
の
た
め
に
芽
が
pE
苦
っ
た
時
は
上
を
か
き
分
け
て
芽

の川
や
分

け
つ
を
糾
易
に
す
る
｡

4
､
発
芽
し
な
い
株
が
生
じ
た
時
は
†
鵬
撃

綿
肺
す
る
｡
抑
脈
の
と
き

は
紫
の
先
轡

bJ切
り
す
て
､
根
際
も
伯
み
固
め
シ
ョ
ベ
ル
で
て
い
ね
い

に
蹴
り
放
り
予
め
唯
備
し
た
棚
橋
八
へ
移
し
て
水
を
か
け
充
分
上
と
紛

門
せ
し
め
る
｡

G
､

施
肥
法

1
､反
当

り
に
畑
す
肥
料
S
立

夏
柑
用

秤
目

反当畑肥出品

肥
巳

肥

劉｣副.I.崩
ヨ

凶

峨
肥
.4
闇

世
し

仙卜k侵U桓
い.‥

符
牒
調
合
肥
料

E

]
袋-

1褒
一
褒

_
_
_
.ー

巨

ー

二

∴

∴

=

1･=
::
･･1
･
～
.
I

.;
i
･.-

I

.

-

･･･

..恵

2
､
追
肥
の
時
期

は

植
付
捲
二

ケ
月
ま
で
に
第

1
回
の
追
肥
を
.:B
L
一
二

月
下
旬
ま
で
に
第
二
回
の
追
肥
を
終
る
｡

3
'
施
し
.･･?
け
耶

二
川
の
爪
肥
化
杵
の
粥
川
〓
長

外
離
れ
L
所
に
琴

1

同
の
追
肥
は
皮
対
側
の
叩
寸
内
外
糊
れ
L
巧

轡

で
作
っ
て
畑
し
必
ず

土
を
か
ぶ
せ
る

H

､

中

耕

除
草

初
め
の
除
巾
は

ヘ
ラ
で
淋
菌
り
を
か
=
て
H
い
､
中
川
は
邪
1
1ri
H

り

退
肥
ま
で
に
鍬
々
幣

を
か
ね
て
行
う
｡

1

､

倍

士

ュ

､平
均

婿
i
jは
ih..爺
は
十
月
ま
で
に
作
的
u
hハ
目
蓋

J
に
申
川
を
か
ね

て
行
う
｡

2
､
[…L
=
十
は
f
iC
S
状
肘
に
応
じ
て
打
痛

は
∵
円
L
作
柄
は
七
山
申
L.3

ま
で
に
行
う
｡

J
､

枯

葉

取

り

前群
上
の
即
に

は

必ず砧
柴
を
炊
き
そ
の
後
1
和
地
化
舛
半
の
倒
れ
た

と
こ
ろ
'

父
は叩
鼠
の
門
や
絹
門
出
の
わ
そ
れ
が
あ
る
も
の
だ
け
行
う
.

K

､

病

害

虫

の

駆

除

被
雫
茎
焼

く
か
堆
肥
に
つ
み
込
む
｡

2
､
メ
ン
ガ
山
に
対
し
て
は
発
生
り
仙
め
に
れ
州
乳
剤

｢
浸
し
た
仰
望

J

よ
く
ふ
き
と
る
｡
乃
H
C
水
和
剤
五
%
花
水
1
斗
に
∴
○
匁
材
皮
と
か

し
て
協
和
す
る
｡
テ
ツ
プ
刑
二
､
0
0
0
倍
彬
を
順
朽
す
る
｡

3
､
コ
バ
ーネ
カ
メ
ム
シ

に
対
し
て
は
初
期
に
碍
賃
*
.Iを
刈
取
っ
て
焔
き
す

て
る
｡

L
､

暴
風
後
の
手
入

暴
風
岡
の
後
は
折
れ
て
松
離
れ
し
た
庶
草
は
掘
り

L:川
し
て
也
そ
の
他
に

利
用
し
､
倒
れ
た
の
は
早
目
に
結
束
し
て
立
て
土
を

嘩
不
に
よ
せ
て
桓
み

固
め
排
水
群
を
さ
ら
え
る
｡

M

､

収
穫

調

整

収轡
は
成
熟
し

た
雷

の
帳
に
伊
で
墜
A･か
ら
批
り
と
り
枯
JR
､
鞘
Ei

都
政
不
良
茎
を
除
き
､
ひ
け
根
を
け
つ
っ
て
1
束
‖二
〇
斤
虎
に
二
ヶ
所
を

細
で
二
更
に
結
ぶ
｡
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N
､
株

出

収嘩
後
終
ぞ
う
え
を
な
し
根
際
の
土
を
か
き
分
け
､
啓
棺
と
盟
箭

基

肥
冊
第
一
回
の
退
肥
を
同
時
に
株
の
両
側
に
中
郡
を
か
ね
て
施
;
そ
の

後

は
啓
穂
と
同
じ

よ
う
Lf管
理
を
す
る
｡

む

す

び

戦
後

琉
球
砂
群
の
円
本
市
場
に
お
け
ろ
帯
嬰
は
実
に
大
き
い
｡
然
し
な

が
ら
そ
れ
に
順
応
す
る
よ
う
な
生
産
は
末
だ
あ
が
っ
て
い
な
い
｡
特
に
琉

球
は
汀
鮮
作
'州
税
に
制
約
を
う
け
る
の
で
い
き
お
い
反
収

の増
加
を
は
か

ら
ね
ば
な
ら
な
い
｡
と
こ
ろ
が
未
だ
大
方
の
農
奴
は
た
だ

刊.席
を
植
え
て

置
き
さ
え
す
れ
ば
良
い
と
い
う
肇
凡
で
蓋

れ
哲
群
の
両
に
は
殆
ん
ど
関
心

が
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
､
そ
の
評
拠
に
は
朋
別
の
反
当
収
,fqJ.に
比
戦

し
て
職
後
は
相
当
お
ち
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

我
々
は
ぜ
ひ
12
収
を
あ
げ
て
生
産
田
を
少
く
し
､
安
く
て
立
派
な
相
磯
を

∩
木
の
同
胞
に
迂
ら
ね
ば
な
ら
な
い
｡

(比

震

信

吾
)

ア
メ
タ
カ
に
戯
け
る
農
民
の
服
装

私
共
は
よ
く
道
を
渉
き
な
が
ら
､
葉
物
の
中
で
､
或
は
映
仙
術
と
か
愈

望
な
ど
人
の
揮
ス
所
で
自
分
の
間
師
に
居
る
人
達
の
職
業
と
か
排
流
を
恐

傷
す
る
こ
と
を
し
ま
す
｡

幣
通
､
人
間
の
顔
付
､
言
革
培
い
､
卿
作
､
開
法
な
ど
は
､
そ
う
し
た

｢
身
分
と
か
繁
性
｣
を
他
人
に
知
ら
し
め
る
の
に
形
轡
が
あ
り
ま
す
が
'

殊
に
身
に
ま
っ
て
い
る
衣
服
を
通
し
て
､
O
.酢
見
ず
知
ら
ず
の
人
の
職
業

の
帯
類
と
か
､

文
は
拝
む
場
所

(郡
余
人
で
あ
る
か
､

地
万
人
で
あ
る

か
)
を
大
体
知
り
得
る
場
合
が
よ
く
あ
り
ま
す
｡

ア
メ
リ
カ
で
生
活
し
て
､
摂
#̂
強
く
偶
じ
た
こ
と
の
一
つ
は
､
1
舵
に

農
事
と
郡
市
の
相
違
が
人
々
の
叩
装
の
上
に
判
つ
き
り
と
女
ほ
れ
て
い
な

い
と
い
ふ
こ
と
で
し
た
｡

つ
ま
り
特
別
な
大
郡
会
と
か
､
特
に
m
甜
な
E
C
Eは
別
に
し
て
､
郡
市

に
住
む
人
も
農
村
の
人
も
大
体
同
じ
様
穴
衣
脈
仕
蒲

を
し
て
い
る
と
い
ふ

こ
と
で
す
｡
之
は
婦
人
の
叩
準

特
に
‡
姉
の
叩
丑
に
多
く
見
ら
れ
ま
L

l
J'こ

う
し
た
現
像
は
､

主
に
既
凪
股
の
粁
及
に
よ
る
も
の
と

胤
ほ
れ
ま

す
.ア

メ
リ
カ
で
は
余
程
の
金
持
で
な
い
限
り
､
服
を
化
立
て
さ
せ
る
と
い

ふ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
そ
の
代
り
､
既
撃

川
が
､
下
群
か
ら
オ
ー
バ
ー

コ
ー
ト
に
葬
る
ま
で
､
い
ろ
い
ろ
な
稀
筋
の
ス
タ
イ
ル
や
f
;合
の
も
の
が

各
サ
イ
ズ
虹
に
人
=_･t
に
積
り
川
さ
れ
て
居
り
ま
す
の
で
､
比
の
既
辿
り脚
に

照
っ
た
生
活
が
叩
袋
の
上
で
の
郡
市
と
農
村
の
区
別
年
少
な
く
す
る
地
な

ら
し
作
用
を
し
て
居
り
ま
す
｡

又
交
通
機
関
の
発
達
､
そ
れ
か
ら
現
在
日
本
で
戚
ん
に
云
わ
れ
て
い
る

マ
ス
､
文
化
交
流
の
発
池
で
､
珊
行
の
動
き
と
か
､
服
装
の
慣
同
な
ど
が

各
地
に
す
く
通
じ
ま
す
の
で
､
郡
市
に
住
む
人
も
州は
村
に
住
む
人
も
大
体

同
じ
様
な
波
に
乗
っ
た
悦
先
生
楢
を
す
る
こ
と
が
川
来
る
と
云
え
ま
す
｡

そ
う
い
ふ
凪
に
､
1
舵
人
の
服
装
は
､
郡
市
に
し
ろ
腿
村
に
し
ろ
､
冬

物
で
も
.LL,:物
で
も
､
著
し
い
相
淫
は
余
り
な
い
の
で
す
が
､
そ
の
代
り
日

代
生
活
の
小
で
節
々
な
清
即
に
応
じ
た
服
装
の
区
分
が
細
く
な
っ
て
い
ま

す
｡
例
え
ば
､
働
く
崎
に
は
働
嘉

､
く
つ
ろ
ぎ
用
に
は
く
つ
ろ
責

､

阿
岬
な
よ
そ
ゆ
き
F.=
と
か
正
式
な
よ
そ
ゆ
き
G
'
ス
ポ
ー
ツ
服
､
タ
ン
ス

服
と
い
っ
た
〓べ合
に
､

精
勤
に
応
じ
て

服
琴

で
の
も
の
も
疋
り
ま
す
｡

そ
し
て
職
瀧
と
か
什
む
i
l地
の
気
候
等
に
依
っ
て
訳
点
の
出
き
方
が
変

っ
て
来
ま
す
｡
つ
ま
り
前
郷
所
に
勤
め
る
人
は
労
働
者
よ
り
も
ワ
イ
シ
ャ

ツ
と
か
､
ス
ー
ツ
の
教
が
多
い
と
か
､
或
は
H
,い
+
,地
に
住
む
人
は
冬
の

コ
ー
ト
を
;･3
'の
ス
ー
ツ
よ
り
も
多
く
持
っ
て
い
る
と
い
っ
た
具
合
で
す
｡

農
村
で
は
､
川
と
.ム
つ
て
和
炭
末
や
牧
菌
が
生
活
の
王
:i
と
な
っ
て
層

り
ま
す
の
で
'
そ
う
し
た
作
業
に
ふ
さ
わ
し
い
働
貴
群
或
は
作
漢
訳
と
い

っ
た
も
の
の
電
革
性
が
大
き
く
な
り
ま
す
｡

特
に
男
性
の
衣
服
は
婦
人
の
そ
れ
よ
り
も
倒
貴
賓
に
罪
点
が
m
か
れ
て

私
共
の
多
く
が
や
る
よ
う
に
､
古
く
な
っ
た
服
*
L作
繋
衣
ii射
す
の
で
け

な
く
て
'
ト
ラ
ク
タ
I
の
運
転
や
､
そ
の
他
の
炭
果
榊
桝
の
操
作
と
か
､

文
は
農
業
作
業
に
耐
え
得
る
丈
夫
な
､
し
か
れ
.i.;
心
地
の

よ
い
も
の
小〃
買

い
求
め
て
居
り
ま
す
｡

]
日
の
仕
事
が
終
り
ま
す
と
､
入
浴
し
た
り
シ
ャ
ワ
ー
を
と
っ
た
り
し

て
晋
断
着
に
着
琴
見
て
さ
っ
ぱ
り
す
る
こ
と
は
勿
論
で
す
｡

農
村
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
､
mi
r巻
に
章
門
え
る
の
は
人

低
夕
食
が
す
み
､
1
家
だ
ん
ら
ん
も
終
っ
て
か
ら
#
/.々
の
部
屋
に
ひ
き
と

る
と
き
で
す
.

朝
で
も
時
間
の
郡
合
の
つ
く
限
り
､
挽
拳
の
ま
ヽ

で
軌
食
を
執
る
と
い

ふ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
A
L
t
交
そ
う
い
う
場
合
に
は

何
か
上
か
ら
羽
放
っ

て
い
ま
す
.

農
村
の
男
性
は
1
股
に
望

な
､
ス
ポ
ー
テ
ィ
な
舶
米
を
好
み
ま
す
｡

仕
事
の
性
質
か
そ
う
さ
せ
る
の
で
せ
う
｡
ち
ゃ
ん
と
し
た
墳
会
と
か
､
教

会
へ
は
勿
翰
ネ
ク
タ
イ
を
し
め
､
鞘
広
を
宕
て
付
掛
け
ま
す
が
､
休
日
な

ど
に
家
族
を
連
れ
て
映
山
に
行
く
と
か
､
遊
び
に
行
く
岬
に
は
気
僻
な
シ

ャ
ツ
に
ズ
ボ
ン
だ
け
の
格
好
と
か
､
或
は
シ
ャ
ツ
に
,ネ
ク
タ
イ
を
し
め
て

上
着
な
し
と
い
っ
た
格
好
が
よ
く
見
ら
れ
ま
す
｡
揮
い
叫
に
は
､
〓
然
そ

の
上
に
コ
ー
ト
と
か
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
等
が
つ
く
訳
で
す
｡

婦
人
の
場
合
に
は
､
ど
ち
ら
か
と
い
ふ
と
､
段
丘
そ
の
も
の
よ
り
も
家

歴
内
に
お
け
る
活
動
が
硯
亥
等
の
生
砧
の
キ
ル
に
な
つ
丁
居
り
ま
す
の
で

従
っ
て
衣
服
も
家
展
着
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
鎚
で
す
｡

筏
安
等
は
郡
fE
に
住
む
婦
人
旭
よ
り
も
､
一
舵
に
家
庭
爪
を
多
く
持
っ

て
居
り
ま
す
｡
と
云
い
ま
す
の
は
屋
相
加
人
は
郡
前
納
人
に
比
へ
て
､
家

事
に
の
み
従
事
し
て
い
る
時
間
が
多
い
か
ら
で
す
｡

若

の
よ
く
効
く
材
料
で
作
ら
れ
た
ブ
ラ
ウ
ス
と
ス
カ
-
卜
の
糾
合
せ

文
は
ワ
ン
ピ
ー
ス
が
彼
女
花
の
家
同
門
の
多
く
方
占
め
丁
屠
り
､
冬
の
揮

い
時
で
も
屋
内
の
阿
房
が
充
分
で
す
の
で
､
余
り
犀
群
を
し
て
吊
り
ま
せ

ん
.
そ
う
い
っ
た
閃
裳
で
愈
郡
を
作
り
､
家
の
中
古
掃
除
し
､
慌
偶
を
す

る
と
い
う
訳
で
す
｡
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