
排水対策の重要性について学ぶ カットドレーンについての説明

夏越し対策についての講義

農
業
事
務
所
で
は
、
若
手
の
ね
ぎ 

生
産
者
を
対
象
に
、
技
術
向
上
や
ネ 

ツ
ト
ワ
ー
ク
化
を
目
的
と
し
た
青
年 

農
業
者
等
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
研
修
を
開 

催
し
て
い
ま
す
。

7

月

21
日
開
催
の
第1

回
研
修 

で

は

「ほ
場
の
排
水
対
策
」
、
「夏
越 

し
対
策
」、
「品
種
選
定
」
の3

つ
を 

テ
ー
マ
に
実
演
会
を
交
え
な
が
ら
講 

義
を
行
い
ま
し
た
。

実
演
会
で
は
、
農
業
機
械
メ
ー
カ 

—
か
ら
溝
掘
機
、
カ
ッ
ト
ド
レ
ー
ン
、
 

カ
ツ
ト
ブ
レ
ー
カ
ー
、
プ
ラ
ソ
イ
ラ 

そ
れ
ぞ
れ
の
排
水
効
果
の
違
い
に
つ 

い
て
説
明
が
あ
り
、
実
際
に
プ
ラ
ソ 

イ
ラ
に
よ
る
心
土
破
砕
の
メ
カ
二
ズ 

ム
を
実
演
に
よ
り
学
び
ま
し
た
。
 

講
義
で
は
、
農
業
事
務
所
か
ら
ね 

ぎ
の
夏
越
し
対
策
と
し
て
台
風
対
策 

や
病
害
虫
防
除
に
つ
い
て
、
種
苗
会 

社
か
ら
ね
ぎ
の
品
種
の
特
性
や
栽
培 

管
理
技
術
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
ま 

し
た
。
研
修
終
了
後
に
は
「育
種
担 

当
者
の
貴
重
な
話
が
聞
け
て
有
意
義 

だ
っ
た
」
、
「湿
害
に
悩
ま
さ
れ
て
い 

た
の
で
良
い
テ
ー
マ
だ
っ
た
」
等
の 

感
想
が
あ
り
ま
し
た
。

今
年
度
は3

回
の
研
修
を
開
催
し
、
 

次
世
代
を
担
う
若
手
ね
ぎ
生
産
者
を 

育
成
し
て
い
き
ま
す
。

若
手
ね
ぎ
生
産
者
の
技
術
向
上
を
目
指
し
て

〜
第1

回
青
年
農
業
者
等
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
研
修
を
開
催
し
ま
し
た
〜
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太枝と細枝を分けて樹 
の脇に並べる

剪定枝の入ったフレコンを 
トラックに載せる

マノレシ工の様子

収穫した梨を園主が 梨の収獲作業の様子
受け取り軸を切る様子

農
福
連
携
の
取
組
事
例
【果
樹
編
】
 

創
意
工
夫
に
よ
る
作
業
の
取
組

近
年
、
東
葛
飾
で
は
農
福
連
携
の 

取
組
が
増
加
し
て
お
り
、
福
祉
事
業 

所
へ
の
作
業
委
託
が
労
力
負
担
の
軽 

減
対
策
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

梨
園
で
も
、
冬
季
の
剪
定
枝
の
片 

付
け
作
業
に
つ
い
て
取
組
事
例
が
あ 

り
、
鎌
ヶ
谷
市
で
は
、2

園
で
福
祉 

事
業
所
へ
の
作
業
委
託
が
行
わ
れ
ま 

し
た
。【剪

定
枝
の
片
付
け
】

等
の
意
見
が
あ
り
、
商
品
の
売
り
方 

に
つ
い
て
考
え
る
良
い
機
会
に
な
り 

ま
し
た
。

ま
た
、
今
後
の
マ
ル
シ
ェ
で
の
キ 

ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
導
入
を
検
討 

す
る
た
め
、
県
が
開
催
す
る
研
修
会 

に
参
加
す
る
等
、
新
た
な
取
り
組
み 

に
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
ま
す
。
 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
、
女
性
の
経 

営
参
画
事
例
の
視
察
研
修
会
や
家
族 

経
営
協
定
の
勉
強
会
等
、
様
々
な
研 

修
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
近
年
は
、
 

G
A
P

の
視
点
を
生
か
し
た
働
き
方 

の
工
夫
等
の
取
組
を
進
め
て
い
ま
す
。
 

興
味
の
あ
る
女
性
農
業
者
の
方
は
、
 

農
業
事
務
所
ま
で
、
お
問
い
合
わ
せ 

く
だ
さ
い
。

剪
定
枝
の
片
付
け
以
外
に
も
障
が 

い
者
の
方
々
が
実
施
で
き
る
作
業
が 

な
い
か
、
農
業
者
と
福
祉
事
業
所
の 

職
員
と
で
検
討
し
ま
し
た
。
そ
の
結 

果
、
収
穫
作
業
は
収
穫
可
能
な
熟
期 

の
判
断
が
難
し
い
で
す
が
、
収
穫
の 

最
後
、
す
べ
て
の
果
実
を
収
穫
す
る 

『
全
取
り
』
は
そ
の
判
断
が
不
要
の 

た
め
、
実
施
で
き
る
こ
と
が
分
か
り 

ま
し
た
。

【収
護
作
集
】

今
後
も
様
々
な
作
業
に
つ
い
て
、

農
福
連
携
の
取
組
の
拡
大
を
検
討
し 

て
い
き
ま
す
。

と
う
か
つ
女
性
農
業
者
ネ
ツ
ト
ワ
— 

ク
と
し
て
初
の
マ
ル
シ
ェ
開
催
！

「と
う
か
つ
女
性
農
業
者
ネ
ッ
ト 

ワ
ー
ク
」
は
、
農
業
経
営
や
生
産
技 

術
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
目
指
し
、
幅 

広
い
世
代
の
仲
間
と
交
流
・
連
携
し 

て
地
域
農
業
を
盛
り
上
げ
る
こ
と
を 

目
的
に
活
動
し
て
い
ま
す
。
 

今
年
度
は
、
自
分
の
商
品
の
PR
方 

法
や
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
を
探
る
こ
と 

を
目
的
に
、
柏
の
葉
キ
ャ
ン
パ
ス
駅 

周
辺
の
広
場
で
マ
ル
シ
ェ
を7

月 

30
日
に
開
催
し
、7

名
が
参
加
し
ま 

し
た
。

当
日
は
、
事
前
に
告
知
を
し
て
い 

な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く 

の
消
費
者
が
足
を
止
め
、
商
品
を
購 

入
し
て
い
ま
し
た
。
「新
鮮
な
野
菜
を 

買
う
こ
と
が
で
き
て
良
か
っ
た
」
、
 

「ま
た
開
催
し
て
ほ
し
い
」
等
の
感 

想
が
聞
か
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
販
売 

者
が
女
性
だ
っ
た
た
め
か
、
出
荷
者 

全
員
が
農
家
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る 

と
驚
か
れ
る
方
も
い
ま
し
た
。
 

参
加
し
た
会
員
か
ら
は
、
「仲
間
同 

士
で
品
物
や
販
売
方
法
の
工
夫
を
見 

る
こ
と
が
で
き
て
勉
強
に
な
っ
た
」
、
 

「商
品
の
説
明
を
す
る
こ
と
が
購
買 

意
欲
に
つ
な
が
る
こ
と
に
気
づ
い
た_
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近年 
(少ない)

減碧?芝...発根 開花 結実嚮発芽展葉

花数始!«れば、開花結実に使う貯蔵養分が減り、その分細胞即や発芽に使われる!

図1貯蔵養分の分配イメージ

表1 農若莓のかけ厶ラ主要な原因

原因 解説

散布破足ゆ、
10aあたり離1801_妣必要!

6月gは250Lが目安です。

HE做蟾い
風で吹き祖され砌で主枝等の上面に 

かがつXI血'Wあり就

外函&、かm炒 SSが通れな网周部は特にご境!

哽散、 眼、) 光が通らないということは、録も通りません!

走firn：1时
(一品Z3ナ) 縦横に通るほうが、よリしっかりかかります。

足りている 
抵

1

貯
蔵
養
分
減
少
の
可
能
性 

貯
蔵
養
分
は
春
先
の
開
花
、
結
実
、
 

展
葉
等
、
葉
が
展
開
し
て
光
合
成
を 

開
始
す
る
ま
で
の
生
育
す
べ
て
を
担 

う
重
要
な
養
分
で
す
。

こ
の
貯
蔵
養
分
は
、
収
穫
後
か
ら 

11
月
に
落
葉
す
る
ま
で
の
期
間
に 

光
合
成
に
よ
り
作
ら
れ
、
枝
や
根
に 

貯
蔵
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
近
年
、
夏
場
の
高
温
等
に 

よ
り
樹
体
が
疲
弊
し
、
貯
蔵
養
分
が 

十
分
貯
め
ら
れ
て
い
な
い
可
能
性
が 

あ
り
ま
す(
図1

の
中
段)

。
 

貯
蔵
養
分
が
少
な
い
と
、
果
実
の 

小
玉
化
や
新
梢
伸
長
の
鈍
化
等
の
影 

響
が
出
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
 

2

限
り
あ
る
貯
蔵
養
分
を

無
駄
な
く
使
う
！ 

貯
蔵
養
分
が
不
足
す
る
な
ら
、
増 

や
せ
ば
問
題
あ
り
ま
せ
ん(

図1

の 

上
段)

。
収
穫
後
す
ぐ
に
礼
肥
を
施
用 

し
、
樹
勢
を
回
復
さ
せ
て
貯
蔵
養
分 

を
蓄
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
 

ま
た
は
、
養
分
の
浪
費
を
減
ら
す 

こ
と
で
、
必
要
な
場
所
に
必
要
量
の

養
分
を
回
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

開
花
は
、
貯
蔵
養
分
の
半
分
近
く 

を
使
う
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
開
花 

数
が
減
れ
ば
、
そ
の
分
の
養
分
を
発 

芽
や
展
葉
に
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す 

(

図1

の
下
段)

。

開
花
数
を
減
ら
す
た
め
に
は
、
花 

芽
整
理
、
摘

蕾
(
摘
花)

に
よ
り
、
 

開
花
・
結
実
前
に
花
数
を
減
ら
し
ま 

す
。
さ
ら
に
、
開
花
数
が
減
れ
ば
結 

実
数
も
減
る
た
め
、
摘
果
も
省
力
で 

き
、
新
梢
管
理
に
時
間
を
使
う
こ
と 

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

梨
の
貯
蔵
養
分
が
減
つ
て
い
る
以

が
少
な
い
と
、
す
べ
て
の
葉
や
枝
に 

薬
液
が
か
か
り
ま
せ
ん
。
目
安
は
10 

a

あ
た
り2
0
0

リ
ッ
ト
ル
、
葉
が 

茂
る6

月
以
降
は2
5
0

リ
ッ
ト
ル 

の
散
布
量
が
必
要
で
す
。

第2

位

は

『
風
圧
が
強
い(
速
度 

が
速
い)

』
。
特
に
薬
液
が
か
か
り
に 

く
い
外
周
は
、
回
転
数
を
10%

程
度 

落
と
し
て
ゆ
っ
く
り
し
つ
か
り
か
け 

ま
し
ょ
う
。

そ
の
他
に
も
『
枝
葉
が
多
い
』
こ 

と
か
ら
物
理
的
に
薬
液
が
届
か
な
い 

場
合
等
、
か
け
ム
ラ
の
原
因
は
複
数 

あ
り
ま
す
が
、
か
け
ム
ラ
な
く
樹
体 

を
し
っ
か
り
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
し
て
、
 

黒
星
病
菌
の
感
染
を
防
ぎ
ま
し
よ
う
。

二

梨
黒
星
病
多
発
の
原
因
は?

今
年
も
、5

、6

月
に
黒
星
病
が 

多
発
し
ま
し
た
。

難
防
除
病
害
の
黒
星
病
で
す
が
、
 

防
除
の
ポ
イ
ン
ト
を
抑
え
れ
ば
、
 

大
発
生
は
避
け
ら
れ
ま
す
。

1

多
発
の
原
因
は
か
け
厶
ラ
!? 

黒
星
病
は v

e
n

r+u
r
i
a

 n
a
s
h
i
c
o
l
a

 

と
い
う
糸
状
菌
に
よ
る
病
気
で
、
 

葉
や
果
実
等
に
黒
色
で
す
す
状
の
病 

斑
を
生
じ
、
落
葉
や
裂
果
を
引
き
起 

こ
し
ま
す
。
多
発
す
る
と
収
穫
量
が 

減
少
し
ま
す
。

黒
星
病
菌
は
前
年
の
落
葉
や
芽
基 

部
で
越
冬
し
、
翌
春
、
降
雨
等
に
よ 

り
飛
散
し
ま
す
。

一
度
菌
密
度
が
高 

く
な
る
と
、
発
生
を
抑
え
る
の
が
困 

難
に
な
り
ま
す
。

秋
防
除
や
春
先
の
防
除
は
も
ち
ろ 

ん
重
要
で
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
 

抑
え
ら
れ
な
い
園
で
は
薬
剤
の
か
け 

ム
ラ
が
原
因
の
場
合
が
あ
り
ま
す
。
 

農
薬
が
か
か
っ
て
い
な
い
場
所
は
、
 

農
薬
を
散
布
し
て
い
な
い
の
と
同
じ 

状
態
と
い
え
ま
すq

2

か
け
厶
ラ
の
原
因(
表1
)
 

か
け
ム
ラ
の
原
因
第1

位
は
、
『
散 

布
量
が
足
り
な
い
』
で
す
。
散
布
量
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すき込み直前のソルゴー

(写真は千葉県農林総合研究センターより)

表:緑肥として利用される主な作物

科名 作物

イネ科 エンバク、ライムギ、ソルゴー 

イタリアンライグラス

スーダングラス、ギニアグラス

トウモロコシ

マメ料 クロタラリア、セスバニア 

ヘアリーベッチ、アカクローパ 
クリムソンクローバ、レンゲ

アブラナ・斗 シロガラシ、ナタネ、カラシナ

キク科 マリーゴールド、ヒマワリ

塩
類
を
吸
収
さ
せ
、
生
育
し
た
緑
肥 

作
物
を
ハ
ウ
ス
の
外
に
持
ち
出
す
こ 

と
で
塩
類
集
積
を
回
避
で
き
ま
す
。
 

③

窒
素
固
定

マ
メ
科
の
緑
肥
作
物
は
根
に
根
粒 

菌
が
着
生
し
ま
す
。
着
生
し
た
根
粒 

菌
が
空
気
中
の
窒
素
を
固
定
す
る
こ 

と
で
土
壊
中
の
窒
素
が
増
加
し
ま
す
。
 

2

物
理
性
の
改
善 

①

団
粒
構
造
の
形
成 

す
き
込
ん
だ
緑
肥
作
物
が
土
壌
粒 

子
の
団
粒
化
を
促
進
し
ま
す
。
団
粒 

が
形
成
さ
れ
る
こ
と
で
作
土
が
軟
ら 

か
く
な
る
等
、
畑
の
物
理
性
が
改
善 

さ
れ
ま
す
。
根
群
の
発
達
し
た
イ
ネ 

科
作
物
は
特
に
こ
の
効
果
が
大
き
い 

で
す
。

緑
肥
を
活
用
し
た
土
づ
く
り
を!

畑
の
地
力
を
維
持
し
、
高
品
質
・ 

高
収
量
な
農
作
物
生
産
の
た
め
に
は 

有
機
物
の
施
用
が
大
切
で
す
。
有
機 

物
は
堆
肥
の
他
、
緑
肥
を
利
用
す
る 

こ
と
で
も
土
壌
に
補
給
す
る
こ
と
が 

で
き
ま
す
。

ま
た
、
緑
肥
を
栽
培
す
る
こ
と
で
、
 

水
は
け
の
改
善
や
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
抑 

制
等
、
多
様
な
効
果
を
得
る
こ
と
が 

で
き
ま
す
。

そ
こ
で
今
回
は
緑
肥
か
ら
得
ら
れ 

る
効
果
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。
 

1

化
学
性
の
改
善

①

保
肥
力
の
増
大

緑
肥
作
物
が
土
壌
中
で
分
解
さ
れ 

て
で
き
た
腐
植
が
、
肥
料
成
分
を
吸 

着
し
て
畑
の
保
肥
力
を
増
大
さ
せ
ま 

す
。
保
肥
力
が
大
き
く
な
る
こ
と
で 

施
用
し
た
肥
料
分
が
土
壌
に
留
ま
り

張

る

「ク
ロ
タ
ラ
リ
ア
」
や

「ソ
ル 

ゴ
ー
」
。
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
抑
制
に
は 

「
エ
ン
バ
ク
」や
「ア
カ
ク
ロ
ー
バ
」、
 

「
マ
リ
ー
ゴ
ー
ル
ド
」
等
が
挙
げ
ら 

れ
ま
す
。

な
お
、
す
き
込
ま
れ
た
緑
肥
作
物 

は
分
解
さ
れ
る
ま
で
に
時
間
が
か
か 

る
(
夏
季
の
十
分
な
土
壌
水
分
が
あ 

る
条
件
で3

〜4

週
間
程
度)

た
め
、
 

次
の
植
え
付
け
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー 

ル
を
し
っ
か
り
と
組
ん
で
は
種
し
ま 

し
よ
う
。

今
回
紹
介
し
た
他
に
も
、
緑
肥
は 

景
観
美
化
や
ド
リ
フ
ト
ガ
ー
ド
ク
ロ 

ッ
プ
と
し
て
の
利
用
、
近
年
の
気
象 

災
害
に
対
し
て
防
風
や
土
壌
流
亡
対 

策
と
し
て
も
効
果
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

②

水
は
け
の
改
善

緑
肥
作
物
が
根
を
土
壌
深
く
ま
で 

張
る
こ
と
で
、
水
は
け
が
改
善
さ
れ 

ま
す
。
特
に
深
根
性
の
マ
メ
科
作
物 

や
直
根
系
の
イ
ネ
科
作
物
は
高
い
効 

果
を
発
揮
し
ま
す
。

3

生
饗
の
改
善

① 

土
壞
微
生
物
の
多
様
化

緑
肥
を
す
き
込
む
こ
と
で
土
壌
中 

の
有
機
物
が
増
加
し
ま
す
。
そ
の
有 

機
物
を
分
解
す
る
微
生
物
の
量
や
種 

類
が
増
え
る
こ
と
で
、
特
定
の
病
原 

菌
の
増
殖
抑
制
が
期
待
で
き
ま
す
。

② 

土
壊
病
害
や
有
害
線
虫
の
抑
制 

ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
萎
凋
病
等
の
土
壌

病
害
や
、
各
種
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
抑
制 

に
も
緑
肥
の
効
果
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
 

例
え
ば
、
茎
葉
を
裁
断
し
て
す
き
込 

む
こ
と
で
、
土
壌
中
で
ガ
ス
が
発
生 

し
、
病
原
菌
を
抑
制
す
る
生
物
く
ん 

蒸
作
物
と
し
て
利
用
さ
れ
た
り
、
セ 

ン
チ
ュ
ウ
の
抑
制
効
果
が
あ
る
緑
肥 

等
が
あ
り
ま
す
。

4

緑
肥
の
選
び
方
の
ポ
イ
ン
ト 

様
々
な
効
果
が
期
待
で
き
る
緑
肥 

で
す
が
、
何
を
改
善
の
目
的
と
す
る 

か
に
よ
っ
て
緑
肥
の
種
類
を
選
ぶ
こ 

と
が
大
切
で
す
。
例
え
ば
土
壌
を
肥 

沃
化
し
た
い
な
ら
マ
メ
科
作
物
の 

「
ヘ
ア
リ
—
ベ
ッ
チ
」
や

「ク
ロ 
— 

バ
」。
水
は
け
の
改
善
に
は
深
く
根
を

や
す
く
な
り
、
肥
料
の
利
用
率
も
高 

ま
る
こ
と
が
期
待
で
き
ま
す
。

②

余
剰
な
塩
類
の
除
去 

長
年
使
っ
て
い
る
施
設
園
芸
の
ハ 

ウ
ス
で
は
肥
料
成
分
が
土
壌
に
蓄
積 

し
て
問
題
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

そ

こ

で

「
ソ
ル
ゴ
ー
」
や

「ギ
ニ
ア 

グ
ラ
ス
」
等
の
緑
肥
作
物
に
余
分
な
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全
な
生
育
が
期
待
で
き
ま
す
。

施
設
栽
培
の
土
壌
は
、
特
に
肥
料 

成
分
が
蓄
積
し
や
す
い
傾
向
が
あ
る 

の
で
、
定
期
的
に
分
析
を
実
施
し
ま 

し
よ
う
。

たい肥利用促進 

ネツトワーク

近
年
、
肥
料
等
の
資
材
価
格
が
高 

騰
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
化
学
肥 

料
を
低
減
す
る
二
つ
の
対
策
を
紹
介 

L

ま
す

対
策1

土
壌
分
析
に
基
づ
く
減
肥 

土
壌
分
析
の
実
施
に
よ
り
、
土
壌 

中
の
肥
料
成
分
の
過
不
足
を
判
定
し
、
 

基
準
よ
り
多
い
成
分
は
減
肥
し
ま
す
。
 

分
析
項
目
に
は
、
PH(
土
壌
酸
度)

、
 

EC(
電
気
伝
導
度)

、
硝
酸
態
窒
素
、
 

リ
ン
酸
、
加
里
、
石
灰
、
苦
土
、
塩 

基
飽
和
度
等
が
あ
り
ま
す
が
、
簡
易 

的

に

PH
と

EC
を
測
定
す
る
こ
と
に 

よ
り
、
成
分
の
過
不
足
の
推
測
が
可 

能
で
す
。

減
肥
に
は
、
施
肥
量
の
減
少
の
他
、
 

成
分
量
の
少
な
い
肥
料
や
単
肥
へ
の 

変
更
と
い
う
方
法
が
あ
り
ま
す
。
 

適
正
施
肥
に
よ
っ
て
、
土
壌
中
の 

養
分
バ
ラ
ン
ス
が
整
い
、
作
物
の
健

対
策2

家
畜
ふ
ん
堆
肥
の
活
用 

家
畜
ふ
ん
堆
肥
に
は
、
窒
素
、
リ 

ン
酸
、
カ
リ
等
の
肥
料
成
分
が
含
ま 

れ
て
お
り
、
化
学
肥
料
の
代
替
資
材 

と
し
て
活
用
で
き
ま
す
。
家
畜
の
種 

類
に
よ
っ
て
含
ま
れ
る
成
分
量
が
異 

な
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
把 

握
し
目
的
に
応
じ
て
使
い
分
け
ま
す
。
 

鶏
ふ
ん
堆
肥
は
、
窒
素
成
分
が
多 

<
'

肥
料
と
し
て
の
効
果
は
高
い
で 

す
が
、
石
灰
成
分
も
多
い
た
め
PH
の 

高
い
ほ
場
で
の
多
用
は
避
け
ま
す
。
 

牛
ふ
ん
堆
肥
や
豚
ぷ
ん
堆
肥
で
も
、
 

化
学
肥
料
の
代
替
が
で
き
ま
す
。
 

使
用
の
際
は
、
十
分
に
腐
熟
し
た 

堆
肥
を
利
用
す
る
こ
と
が
重
要
な
ポ 

イ
ン
ト
で
す
。
腐
熟
が
不
十
分
で
あ 

る
と
、
ガ
ス
の
発
生
や
発
熱
に
よ
り 

作
物
に
生
育
障
害
が
起
こ
る
こ
と
が 

あ
る
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
 

県
内
で
生
産
さ
れ
る
堆
肥
の
情
報 

は
、
千
葉
県
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
『
た 

い
肥
利
用
促
進
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
を 

参
考
に
し
て
下
さ
い
。

収
入
保
険
は
、
自
然
災
害
、
市
場 

価
格
の
低
下
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル 

ス
感
染
症
の
影
響
、
け
が
や
病
気
で 

収
穫
不
能
、
盗
難
等
に
よ
る
収
入
の 

減
少
を
補
償
し
ま
す
。

県
は
令
和4

年
度
か
ら6

年
度
ま 

で
、
新
た
に
収
入
保
険
に
加
入
す
る 

農
業
者
に
対
し
、
初
年
度
の
保
険
料 

の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

1

対

象

者(
令
和4

年
度)

次
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
方

①
 

青
色
申
告
を
行
っ
て
い
る
県
内 

在
住
の
農
業
者
の
方(
個
人
・
法

人)

② 

令
和4

年
度
中
に
保
険
期
間
が 

開
始
す
る
方

③ 

令
和5

年1

月
末
ま
で
に
積
立 

方
式
に
よ
る
新
規
加
入
の
手
続 

き
を
し
た
方

④ 

初
年
度
保
険
料(
自
己
負
担
分) 

が
、3

万
円
以
上
と
な
る
方

2

補
助
額

初
年
度
保
険
料(
自
己
負
担
分) 

が6

万
円
以
上
の
場
合I
2

万
円 

3

万
円
以
上6

万
円
未
満
の
場
合 

J
1

万
円

3

交
付
の
手
続
き

収
入
保
険
の
申
し
込
み
を
行
う
際 

は
、
千
葉
県
農
業
共
済
組
合
に
交
付 

申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

加
入
申
し
込
み
期
間
は
、
個
人
の 

方
で
あ
れ
ば
10
月
か
ら

12
月
で
す
。
 

保
険
料
の
試
算
等
は
早
め
に
千
葉
県 

農
業
共
済
組
合
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
 

〇
収
入
保
険
の
申
請
に
つ
い
て 

収
入
保
険
の
保
険
期
間
は
、
 

個
人 

の
方
は1

月
か
ら
12
月
ま
で
で
、
 

令 

和5

年
分
の
申
請
は
終
了
し
て
い
る 

た
め
、
 

今
後
の
申
請
は
令
和6

年1
 

月
か
ら
の
保
険
期
間
の
も
の
と
な
り 

ま
す
。

〇
問
い
合
せ
先

千
葉
県
農
業
共
済
組
合
北
総
支
所 

0
4
3
 
(
4
8
1
)
 
6
 9
 1
1
 

※

補
助
金
に
つ
い
て
は
県
ホ
ー
ム 

ペ

ー

ジ(

団
体
指
導
課)

を
ご
覧
く 

だ
さ
い
。

、 

ノ 

化
学
肥
料
低
減
対
策
に
つ
い
て

、 

ノ 

収
入
保
険
へ
の
加
入
を
御
検
討
く 

だ
さ
い
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’文化の日千葉県功労者表彰・ 

ゝ_______靈靛蚣______ )
11月§百に鎌ヶ谷市の石井 

君雄氏が文化の日千葉県功労 

者表彰を受けました。

石井氏は鎌ヶ谷市梨業組合 

会長として、産地のPR活動、 

マレーシアへの輸出等梨業組 

合の活動の充実に取り組みま 

した。更に、平成29年に千葉 

県果樹園芸組合連合会長に就 

任し、若手農業者による研究部 

活動の後押し、販売対策や消費 

宣伝等の県内果樹振興に尽力 

されました。

石井君雄氏(鎌ヶ谷市)

水
稲
専
作
経
営
で
、
環
境
に
配
慮 

し
な
が
ら
、
丁
寧
な
栽
培
管
理
を
行 

う
こ
と
に
よ
り
、
安
定
し
た
収
量
・
 

品
質
を
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
事
務
所
で
は
、
就
農
数
年
ま
で 

の
農
業
後
継
者
や
新
規
就
農
者
を
対 

象
に
、
農
業
経
営
体
育
成
セ
ミ
ナ
ー 

を
開
催
し
て
い
ま
す(

原
則

45
歳
未 

満)

。
令
和4

年
度
は
43
名
が
受
講 

し
て
い
ま
す
。

こ
の
セ
ミ
ナ
ー
は
、
毎
月1

〜2
 

回
、3

年
間
の
継
続
し
た
研
修
を
行 

い
ま
す
。
農
業
経
営
に
関
す
る
知
識
・
 

技
術
を
学
ぶ
他
に
、
若
い
農
業
者
が 

知
り
合
う
き
っ
か
け
の
場
で
も
あ
り 

ま
す

1

年
目
の
基
本
研
修
で
は
、
病
害 

虫
防
除
や
土
壌
管
理
等
、
農
業
に
関 

す
る
基
礎
知
識
を
中
心
に
学
び
ま
す
。
 

2

年
目
の
専
門
研
修
で
は
、
野
菜 

や
果
樹
等
の
部
門
別
に
分
か
れ
た
講 

座
や
、
自
分
で
課
題
を
設
定
し
て
解 

決
に
向
け
た
取
り
組
み
を
ま
と
め
る 

「プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
」
等
を
通
じ 

て
、
よ
り
専
門
的
な
知
識
の
習
得
を 

目
指
し
ま
す
。

3

年
目
の
総
合
研
修
で
は
、
農
業 

経
営
に
つ
い
て
学
び
、
営
農
計
画
を 

作
成
し3

年
間
の
総
括
と
し
ま
す
。
 

3

学
年
合
同
で
開
催
す
る
研
修
も 

設
け
て
お
り
、
今
年
度
は7

月
に

A
S
I
A
G
A
P

を
取
得
し
て
い
る
管
外
の 

先
進
農
家
へ
の
視
察
と
、
セ
ミ
ナ
ー 

生
同
士
に
よ
る
意
見
交
換
会
を
行
い 

ま
し
た
。
こ
の
他
、
セ
ミ
ナ
ー
生
同 

士
で
の
相
互
訪
問
や
、
指
導
農
業
士 

と
の
意
見
交
換
会
等
、
管
内
の
事
例 

を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

セ
ミ
ナ
ー
で
学
ん
だ
こ
と
や
、
出 

会
っ
た
同
世
代
の
仲
間
は
今
後
の
農 

業
経
営
に
と
っ
て
大
き
な
糧
と
な
る 

は
ず
で
す
。

令
和5

年
度
は
、5

月
に
開
講
予 

定
で
す
。
興
味
が
あ
る
方
は
、
農
業 

事
務
所
改
良
普
及
課
ま
で
お
問
合
せ 

く
だ
さ
い
。
お
知
り
合
い
の
農
業
後 

継
者
や
新
規
就
農
者
に
も
是
非
、
お 

知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

先進農家を視察する受講生

令
和4

年
度 

千
葉
県
農
業
士
の
新
規
認
証
者
紹
介

令
和4

年
度
は
、
東
葛
飾
地
域
か

氏淳
相

ロ

(ffi

山

水
稲
専
作
経
営
で
、
環
境
に
配
慮 

し
な
が
ら
、
ス
マ
ー
ト
農
業
の
導
入 

等
に
よ
り
、
作
業
の
効
率
化
や
省
力 

化
に
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

ら
農
業
士 3

名
が
認
証
さ
れ
ま
し
た
。
 

農
業
士
は
集
団
活
動
に
積
極
的
に
参 

画
し
、
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
青 

年
農
業
者
で
す
。
皆
様
の
今
後
一
層 

の
ご
活
躍
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

果
樹+

水
稲
の
複
合
経
営
で
、
梨 

の
ジ
ョ
イ
ン
ト
仕
立
て
技
術
の
導
入 

や
、
ほ
場
の
デ
ー
タ
管
理
等
に
よ
り 

安
定
生
産
を
実
践
さ
れ
て
い
ま
す
。

み
ん
な
で
農
業
を
学
び
ま
せ
ん
か?
 

〜
令
和5

年
度
農
業
経
営
体
育
成
セ
ミ 

ナ
ー
受
講
生
募
集
の
お
知
ら
せS


