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１
．
目
的
を
達
成
す
る

　

仕
事
に
は
目
的
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
目
的
を
し
か

と
見
据
え
て
お
か
な
い
と
、
い
つ
の
間
に
か
方
法
や

手
段
が
目
的
と
化
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
な
ら
な
い
た
め
、
常
に
自
分
が
達
成
し
よ
う
と

し
て
い
る
「
目
的
は
何
か
」
を
考
え
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

酪
農
の
目
的
は
安
定
的
な
経
営
に
あ
り
ま
す
。
良

質
な
粗
飼
料
生
産
や
適
正
な
乳
牛
管
理
、
施
設
環
境

の
整
備
と
い
っ
た
も
の
は
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に

数
多
く
あ
る
「
目
標
」
の
ひ
と
つ
で
す
。
そ
し
て
粗

飼
料
生
産
に
お
け
る
植
生
や
品
質
の
改
善
は
、
こ
の

目
標
到
達
の
た
め
の｢

手
段｣

で
す
。
近
年
は
植
生

改
善
が
叫
ば
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
酪
農
を
営

む
上
で
粛
々
と
取
り
組
む
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
酪
農

の
目
指
す
べ
き
ゴ
ー
ル
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

２
．
生
産
コ
ス
ト

　

良
質
な
粗
飼
料
と
劣
悪
な
粗
飼
料
、
作
る
た
め
の

コ
ス
ト
が
一
緒
で
あ
れ
ば
断
然
良
質
な
粗
飼
料
を

作
っ
た
方
が
良
い
の
は
明
ら
か
で
す
。
ま
た
劣
悪
な

粗
飼
料
は
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
廃

棄
量
の
増
加
は
生
産
コ
ス
ト
の
上
昇
を
意
味
し
ま

す
。
さ
ら
に
劣
悪
な
粗
飼
料
を
給
与
し
た
際
に
牛
に
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与
え
る
悪
影
響
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
酪
農
家

に
と
っ
て
劣
悪
な
粗
飼
料
は
「
百
害
あ
っ
て
一
利
な

し
」
な
の
で
す
。

３
．
栄
養
価
の
改
善

　

原
料
草
に
勝
る
サ
イ
レ
ー
ジ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で

す
か
ら
草
地
は
牧
草
の
比
率
を
高
く
し
、
原
料
草
を

良
い
状
態
に
す
る
の
に
超
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

植
生
改
善
に
つ
い
て
は
、
適
切
な
草
地
更
新
や
雑
草

の
退
治
の
手
法
、
前
植
生
の
処
理
な
ど
色
々
な
研
究

が
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
資
料
に
も
提
供
さ
れ
て
い

ま
す
。
具
体
的
に
自
分
の
農
場
で
ど
の
よ
う
に
す
れ

ば
適
切
で
あ
る
か
は
、
関
係
機
関
や
普
及
セ
ン
タ
ー

の
話
を
参
考
に
さ
れ
る
の
が
良
い
で
し
ょ
う
。

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

品
種
選
択
も
重
要
で
す
。
試
験
場
で
も
様
々
な
栽

培
試
験
を
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
自
分
の
圃
場
で
も

同
様
な
効
果
を
期
待
で
き
る
か
と
い
う
と
、
特
に
飼

料
用
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な
ど
に
つ
い
て
は
か
な
り
地
域

差
が
あ
り
ま
す
か
ら
注
意
が
必
要
で
す
。
こ
れ
は
チ

モ
シ
ー
や
ペ
レ
ニ
ア
ル
ラ
イ
グ
ラ
ス
、
オ
ー
チ
ャ
ー

ド
な
ど
で
も
同
様
で
す
。
で
す
か
ら
各
地
域
で
試
験

的
に
確
認
を
し
な
が
ら
す
す
め
る
活
動
が
有
益
で
す
。

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

刈
り
取
っ
た
草
を
バ
ン
カ
ー
サ
イ
ロ
に
詰
め
終
わ

る
ま
で
の
作
業
を
１
日
で
終
わ
ら
せ
る
こ
と
は
な
か

な
か
難
し
い
で
し
ょ
う
が
、
牧
草
の
栄
養
価
の
方
は

１
日
で
か
な
り
変
化
し
ま
す
。
特
に
Ｔ
Ｍ
Ｒ
セ
ン

タ
ー
な
ど
で
は
管
轄
す
る
草
地
の
面
積
は
大
き
く

な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
一
連
の
作
業
工
程
に
は
か
な

り
の
時
間
を
要
し
ま
す
。
そ
こ
で
な
る
べ
く
高
い
栄

養
価
の
状
態
の
草
を
収
穫
す
る
た
め
、
圃
場
ご
と
に

早
晩
性
の
品
種
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
く
こ
と
が

さ
ら
に
検
討
さ
れ
て
い
く
べ
き
で
し
ょ
う
。

４
．
発
酵
品
質
の
改
善

　

サ
イ
レ
ー
ジ
の
発
酵
品
質
は
、
嗜
好
性
に
直
接
的

に
影
響
し
ま
す
。
嗜
好
性
の
悪
い
サ
イ
レ
ー
ジ
は
採

食
量
が
制
限
さ
れ
ま
す
か
ら
、
当
然
産
乳
量
は
下
が

り
ま
す
。
繁
殖
成
績
も
悪
化
す
る
可
能
性
が
高
ま
り

ま
す
。
つ
ま
り
不
良
発
酵
し
た
サ
イ
レ
ー
ジ
は
乳
牛

に
と
っ
て
良
い
こ
と
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
栄
養
価

が
低
い
か
ら
サ
イ
レ
ー
ジ
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
は

あ
り
得
な
い
で
し
ょ
う
が
、
発
酵
品
質
が
悪
く
、
牛

に
あ
ま
り
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
れ
ば
捨
て
ざ

る
を
得
な
い
と
い
う
状
況
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た

こ
と
か
ら
発
酵
品
質
の
改
善
は
不
可
欠
な
課
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

植
生
改
善
は
そ
の
成
果
が
得
ら
れ
る
ま
で
に
は
相

応
の
時
間
を
要
し
ま
す
が
、
発
酵
品
質
の
方
は
比
較

的
す
ぐ
に
改
善
の
成
果
が
確
認
で
き
ま
す
。
か
つ
て

浜
中
と
厚
岸
と
で
サ
イ
レ
ー
ジ
の
品
質
の
改
善
に
取

り
組
み
ま
し
た
が
、
２
年
ほ
ど
で
発
酵
品
質
の
改
善

効
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
酪
酸
サ
イ
レ
ー
ジ
は
激

減
し
ま
し
た
。
牧
草
収
穫
や
刈
り
取
り
な
ど
で
は
天

候
と
い
っ
た
不
可
避
な
要
因
が
少
な
か
ら
ず
関
与
し

ま
す
が
、
発
酵
品
質
は
こ
う
し
た
影
響
を
あ
ま
り
受

け
ず
に
人
間
の
力
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
分
野
と
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な
っ
て
い
ま
す
。＊　

　
　

＊　
　
　

＊

　

良
質
サ
イ
レ
ー
ジ
の
基
準
と
し
て
㏗
４．２
以
下
と
い

う
数
値
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
最
近
は
発
酵
過
程
で

酢
酸
を
作
り
出
し
て
開
封
後
の
サ
イ
レ
ー
ジ
腐
敗
防

止
を
す
る
と
い
う
乳
酸
菌
製
剤
も
あ
り
、
こ
れ
は
㏗

が
高
め
と
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
ア

ン
モ
ニ
ア
態
窒
素
８
％
以
下
と
い
う
の
も
１
つ
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
と
な
っ
て
お
り
、
確
か
に
不
良
発
酵
し

て
い
る
と
き
に
ア
ン
モ
ニ
ア
態
窒
素
が
多
い
こ
と
は

適
当
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
開
封
し
て
と
て
も

い
い
匂
い
の
も
の
で
ア
ン
モ
ニ
ア
態
窒
素
が
や
や
高

い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
絶
対
に
Ｎ
Ｇ
と

い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
酪
酸
だ
け
は

別
で
す
。
こ
れ
だ
け
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
、

「
０
」
を
目
指
す
べ
き
で
す
。

５
．
良
質
な
サ
イ
レ
ー
ジ
を
作
る
た
め
に

　

発
酵
品
質
を
改
善
す
る
た
め
、
浜
中
と
厚
岸
で

行
っ
た
事
例
で
す
。

　

原
料
草
中
の
糞
や
泥
の
混
入
が
不
良
発
酵
す
る
一

因
と
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
サ
イ
ロ

の
手
前
の
エ
プ
ロ
ン
回
り
や
取
り
つ
け
道
路
を
整
備

し
ま
し
た
。
春
ス
ラ
リ
ー
の
散
布
も
で
き
る
だ
け
早

く
し
ま
す
。
ま
た
刈
り
取
り
高
は
1₀
㎝
以
上
を
確
保

し
、
泥
や
堆
肥
の
混
入
防
止
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

刈
り
取
り
高
1₀
㎝
以
上
を
確
保
す
る
こ
と
は
２
番
草

の
分
げ
つ
の
数
の
違
い
に
も
影
響
し
、
２
番
草
の
生

育
も
改
善
さ
れ
ま
し
た
。
中
に
は
２
番
草
を
多
く
収

穫
す
る
よ
り
も
１
番
草
を
短
く
刈
っ
て
多
く
収
穫
し

た
方
が
良
い
と
考
え
る
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
２
番
草
が
し
っ
か
り
育
つ
こ
と
で
翌
年
以
降
の

チ
モ
シ
ー
の
生
育
も
良
く
な
り
ま
す
。
短
い
刈
り
取

り
高
は
早
め
に
チ
モ
シ
ー
を
弱
ら
せ
て
し
ま
い
、
植

生
悪
化
を
加
速
さ
せ
て
し
ま
い
ま
す
。

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

刈
り
取
り
時
の
設
定
切
断
長
は
1₀
～
13
㎜
で
す

が
、
コ
ン
ト
ラ
で
は
１
日
の
最
初
と
最
後
と
で
は
同

じ
品
種
で
あ
っ
て
も
栄
養
価
に
か
な
り
の
差
が
生
じ
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て
い
ま
す
。
そ
こ
で
気
を
つ
け
た
の
は
、
高
水
分
で

早
刈
り
、
栄
養
価
の
高
い
牧
草
で
繊
維
が
も
ろ
い
場

合
に
は
長
め
に
カ
ッ
ト
し
、
水
分
が
落
ち
る
ほ
ど
短

く
カ
ッ
ト
す
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
ま
た
切
断
面
が

ス
パ
ッ
と
切
れ
て
い
な
い
グ
ラ
ス
は
、
選
び
食
い
を

助
長
し
ま
す
。
そ
こ
で
「
１
日
１
回
以
上
の
研
磨
」

に
取
り
組
み
ま
し
た
。
一
部
で
「
刃
が
減
る
」
と
の

意
見
も
あ
り
ま
し
た
が
、
ハ
ー
ベ
ス
タ
の
刃
を
減
ら

さ
な
い
た
め
で
は
な
く
、
酪
農
家
に
よ
り
良
い
粗
飼

料
を
提
供
す
る
た
め
に
収
穫
し
て
い
る
わ
け
で
す
か

ら
と
説
明
し
、
理
解
を
得
ま
し
た
。
ま
た
受
け
刃
が

合
っ
て
い
る
か
調
整
も
協
力
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

機
械
が
自
動
で
合
わ
せ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

年
１
回
は
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

添
加
剤
は
良
質
な
サ
イ
レ
ー
ジ
を
さ
ら
に
良
質
に

す
る
た
め
の
補
助
的
な
も
の
で
す
。
魔
法
の
薬
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
添
加
剤
の
効
果
を
発
揮
さ
せ
る
に
は
、

基
本
的
な
こ
と
を
し
っ
か
り
行
う
こ
と
が
前
提
と
な

り
ま
す
。
原
料
草
の
水
分
を
7₀
％
く
ら
い
ま
で
落
と

せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
乳
酸
菌
あ
る
い
は
無
添
加
で
も

問
題
あ
り
ま
せ
ん
が
、
7₅
％
以
上
と
高
い
場
合
に
は

ギ
酸
は
無
難
な
選
択
で
し
ょ
う
。
ま
た
ギ
酸
を
過
剰

に
添
加
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
搾
汁
液
の

㏗
が
４．０
～
４．２
く
ら
い
に
収
ま
れ
ば
そ
れ
以
上
添
加
は

し
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

鎮
圧
作
業
に
は
ク
ロ
ー
ラ
タ
イ
プ
で
は
な
く
、
ホ

イ
ー
ル
タ
イ
プ
の
機
械
の
使
用
が
適
当
で
す
。
踏
圧

す
べ
き
目
標
は
「
踏
圧
前
の
粗
飼
料
の
体
積
（
㎥
）」

と
「
踏
圧
後
の
粗
飼
料
の
体
積
（
㎥
）」
と
比
べ
た

と
き
に
２
～
２．３
が
目
安
と
な
り
ま
す
。
も
し
運
搬
作

業
に
対
し
て
バ
ン
カ
ー
の
詰
め
込
み
作
業
が
追
い
つ

か
な
い
場
合
は
、
複
数
の
サ
イ
ロ
に
詰
め
込
ん
で
踏

圧
不
足
に
な
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
ま
す
。
さ
ら
に

最
近
は
間
口
の
広
い
バ
ン
カ
ー
が
増
え
、
中
に
入
る

原
料
草
の
量
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
水
分
が
高

い
と
雪
崩
が
起
き
や
す
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
防
止

す
る
た
め
、
緩
や
か
な
斜
め
と
な
る
よ
う
積
む
よ
う

に
し
ま
す
。
ま
た
詰
め
込
み
作
業
を
中
断
し
、
翌
日

に
作
業
を
再
開
す
る
場
合
な
ど
は
雑
菌
が
繁
殖
し
な

い
よ
う
に
、
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
や
塩
な
ど
を
か
け
、
き

ち
っ
と
密
封
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

サ
イ
レ
ー
ジ
開
封
後
は
、
酸
素
に
触
れ
る
と
二
次

発
酵
が
始
ま
り
ま
す
か
ら
、
な
る
べ
く
酸
素
に
接
し

な
い
よ
う
取
り
出
し
面
は
最
小
に
な
る
よ
う
に
な
る

べ
く
直
角
に
削
り
落
と
す
こ
と
が
理
想
で
す
。

６
．
ま
と
め

　

牛
が
良
質
な
粗
飼
料
を
食
べ
て
健
や
か
に
牛
乳
を

生
産
す
る
こ
と
が
安
定
的
な
経
営
を
目
指
す
上
で
は

大
事
な
こ
と
で
、
決
し
て
良
質
な
粗
飼
料
を
生
産
す

る
こ
と
自
体
は
酪
農
の
ゴ
ー
ル
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

良
質
粗
飼
料
生
産
に
関
し
て
は
基
本
的
な
技
術
や

知
見
が
多
く
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
有

益
な
事
項
に
対
し
て
、
で
き
な
い
理
由
や
や
ら
な
い

理
由
を
探
し
て
い
る
う
ち
は
改
善
に
つ
な
が
り
ま
せ

ん
。
で
き
る
こ
と
を
積
み
重
ね
て
い
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▲ 最優秀サイレージ賞はＪＡ浜中町
の及川牧場が授与されました

 ▲サイレージ講評
　をする安宅先生
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▲ サイレージ投票当選者
には豪華景品が！

G’Grassin標茶2018フォーラムより
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　我が国の乳牛改良の成果は、後代検定事業を中心とした改良手法により遺伝的能力は着実に向上して
きましたが、近年では、全国的な酪農家戸数の減少と飼養管理に起因する生産力の停滞に加え、一方で
は近年肥育素牛価格が高値を維持しているため、黒毛和種受精卵の移植、黒毛和種精液を交配し交雑種

（F1）交配率の増加、ホルスタイン種の性選別精液や輸入精液の利用率増加により、国産のホルスタイ
ン種種雄牛を造成する後代検定用精液（無料配布）の使用が減少し、後代検定事業の縮小化が深刻な課
題とされています。
　昨年実施された家畜人工授精師の研修会で情報提供された後代検定事業における現状の課題や国産種
雄牛造成の意義を再確認し、これからの乳牛改良について考察してみたいと思います。

 1 後代検定事業の概要
　乳用牛の後代検定とは、雄牛は分娩や泌乳をしないため、娘牛を計画的に生産して泌乳・体型記録か
ら遺伝的能力を推定し、能力の高い雄牛を選抜する事業です。
　国内の遺伝資源の活用と我が国の風土、改良目標に適した資源を確保する目的で実施されています。
　乳用牛の後代検定事業は、候補種雄牛を選抜しその種雄牛の精液は全国の牛群検定加入農家で飼養さ
れる雌牛にランダムに交配（調整交配）され、産まれてくる娘牛を農家に保留されることによって、泌
乳記録と体型審査記録等が得られます。検定農家から得られたこれらの記録は家畜改良センターに送ら
れ、種雄牛の遺伝的能力評価された後に検定済種雄牛として一般に広く利用されます。候補種雄牛選抜
から検定済種雄牛になるまで７年間の期間を要し、多くの時間や資金が費やされて後代検定事業が実施
されています。

 ２ 北海道の後代検定事業の実施状況
　北海道における後代検定の協力率は、年々低下傾向にあります。途中経過ではありますが、直近の
30後検の調整交配に協力頂ける農家戸数は3,100戸の見込みとなっています。20後検以降、検定
農家戸数が減少傾向にありますが、後代検定事業の協力農家の減少が顕著であります。20後検では
94.4％あった協力率も直近の30後検では75.1％と10年間で19.3％と大幅に減少しています。

乳用牛後代検定事業の充実化が
これからの課題
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図１　我が国の後代検定・調整交配から５年間の流れ　　候補種雄牛生産（計画交配）から７年目

調整交配と娘牛保留にご協力を
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　酪農経営における生産コストの低減化のために精液相場の安定化や牛群改良を図る上で、国内の飼養
管理や環境に適したホルスタイン種の種雄牛を継続して維持・確立していく事が必要とされています。

 ３ 調整交配が低下する背景
① 乳用牛への黒毛和種精液（F1）の交配率上昇による調整交配の対象頭数の減少
　◦ 北海道のF1交配率は、現在21.5％（平成30年）となっています。平成26年以降20％以上の水

準が続いています。（図３参照）

②性選別精液の利用増加
　◦ 北海道の性選別精液交配率は、現在22.0％（平成30年）となっています。 調査が開始された平

成27年は8.3％でありましたが年々上昇傾向が続いています。（図３参照）

図２　北海道内牛群検定・後代検定協力農家の推移

図３　乳用牛へのホルスタイン精液（通常・♀）・黒毛精液の交配頭数および率の推移
（全道・年間：H9～H30）

（北海道家畜人工授精師協会）
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③ メリット感の低下　 （娘牛保留強化費の減額や補助金の廃止により、農家負担が増加）

 ４ 後代検定のメリットとデメリット
■改良面

■運用面

 ５ 国内による種雄牛造成が必要な理由
　10年後、20年後の後代検定事業の予測をすることは困難ですが、仮に後代検定廃止による弊害やリ
スクとして考えられる事柄は以下の不安要素が挙げられています。
１）精 液 安 定 確 保 へ の 不 安　◦輸入精液の価格上昇と品質の低下
　　　　　　　　　　　　　　　◦有事の際の輸入停止
　　　　　　　　　　　　　　　　海外における家畜伝染病発生、戦争、政治的圧力…
　　　　　　　　　　　　　　　　遺伝疾患などの流入リスク
２）改 良 の 方 向 性 へ の 不 安　◦国の改良目標に沿った種雄牛を供給できない。
　　　　　　　　　　　　　　　　改良方向を他国に依存（総合指数の重み付は各国で異なる）
３）遺伝評価値の活用時の不安　◦日本の飼養環境や気候で能力を発揮できる種雄牛か確証がない。
　　　　　　　　　　　　　　　◦種雄牛評価値の精度低下（データが集まらない。）

 ６ 後代検定を推進するために現場ではどう対応することが求められるか
①調整交配へのご協力をお願いします
　◦ 牛群検定加入農家の雌牛に候補種雄牛の精液をランダムに交配し、多くのデータを集積することが

必要であることから計画された調整交配精液の完全な使用が必要となります。
　◦ 牛群検定未加入牛（育成牛など）に調整交配する際は、交配した雌牛の牛群検定加入手続きをお願

いします。

メリット 遺伝評価値の信頼度が高い（娘牛の確保により）
能力の高い種雄牛を一般供用することによる遺伝的改良の促進

デメリット 時間がかかる（早期選抜ができない→世代間隔を短縮できない）
コストがかかる（待機期間の間、候補種雄牛を飼養しなければならない）

メリット

調整交配精液が無料
優秀な遺伝資源の先取り
一般供用時の精液優先配布
後代検定娘牛のSNP検査が無料（ALIC事業による補助）
後代検定への協力による収入(検定組合経費等)

デメリット
精液の選定ができない
候補種雄牛の遺伝的能力評価値の信頼度が低い
雄牛が生まれることによる機会損出の発生

＊ 24後検と25後検はAI事業体の拠出金のみ

　25後検までは、遺伝評価へデータ採用された際に補助金が支払われる（初産終了まで検定）
図４　娘牛保留に係る奨励措置の推移

後検年度 採用年度 A4検定 AT検定
15後検 H19～H21 45,000 40,000
16後検 H20～H21 40,000 36,000
17後検 H21～H22 36,000 32,000
18後検 H22～H23 20,000 18,000
19後検 H23～H24 20,000 18,000
20後検 H24～H25 20,000 18,000

後検年度 採用年度 A4検定 AT検定
21後検 H25～H26 20,000 18,000
22後検 H26～H27 20,000 18,000
23後検 H27～H28 20,000 18,000
24後検 H28～H29 10,000 9,000
25後検 H29～H30 10,000 9,000
26後検 H30～H31 0 0

＊ 24後検と25後検はAI事業体の拠出金のみ

（単位：円）
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②後代検定娘牛保留の強化が必要です
　◦ 生まれる娘牛は、基本的にその酪農家で保留され泌乳能力と体型審査記録を出す事が必要です。仮

に娘牛が乳検未加入農家へ転売された場合、その娘牛の乳量や体型データの取得できないため評価
ができない事になります。娘牛の頭数が少ないと信頼度も低くなります。

③牛群検定事業の普及推進が必要です
　◦ 種雄牛の信頼度を高めるために候補種雄牛1頭当りの娘牛頭数は現在45頭とされています。娘牛

頭数の確保からも後代検定事業に協力を頂ける牛群検定農家の普及拡大が求められています。

 ７ これからの改良戦略
　現在のフィールド方式による後代検定事業は、1984年にそれまでのステーション方式から移行し、
候補牛の凍結精液は一般の酪農家で使用され娘牛が生産され、種雄牛は後代検定を経てはじめて遺伝的
能力評価が実施されます。従って遺伝的能力が解っていない段階で、後代検定に協力する酪農家は娘牛
を生産する事になるため、調整交配のリスクが高い事が、近年の後代検定協力の低下に繋がっているこ
とが窺えます。後代検定の終了を待たずに若い種雄牛（ヤングブル）の育種価を推定できるゲノミック
評価は大きな利点もある一方で、その推定精度を保つためには後代検定済種雄牛、または牛群検定と体
型調査に基づく信頼性の高い育種価を推定する仕組みを必要とします。多くの体型審査（本型調査）記
録は、後代検定事業のなかでデータ収集されるためゲノミック評価の信頼性を保つためには現在の後代
検定事業を継続させるか、牛群検定を維持するとともに新たな体型データ収集システムを構築する必要
があるとされています。
　昨年の道東３地区家畜人工授精技術研修大会（帯広市開催）の特別講演を頂いた帯広畜産大学 准教
授 萩谷功一氏からの講演内容から、今後の乳牛改良を進めるための後代検定事業に示唆された内容を
紹介させて頂きます。
　後代検定開始当初、候補牛は海外からの生体輸入が主流で、その後、後代検定済種雄牛の遺伝的能力
の向上や海外トップクラスの雌牛から生産された凍結受精卵の輸入等を経て、多くの候補牛が国内で生
産されるようになりました。その結果国内牛群の遺伝的能力は大幅に向上しました。近年、牛群の規模
が拡大するとともに、飼養形態もタイストールからフリーストールヘ変更する酪農家が増加し、一方で
は放牧を中心とした飼養形態を選択する酪農家も存在しています。搾乳システムにおいてもパイプライ
ンミルカーに加え、ミルキングパーラー、搾乳ロボット等が混在。給飼法においても粗飼料と濃厚飼料
の分離給与の他、TMR法が増える等の乳牛の飼養環境が多様化しています。更に暑熱ストレスに弱い
ホルスタイン種にとって近年の温暖化による気温上昇や雌牛の淘汰要因となる肢蹄や乳器障害等の疾病
を含めた健全性、繁殖障害、飼養形態や搾乳システムの相性等、飼養環境とともに多様化しています。
今後、生産性を向上させながらもそれぞれの飼養環境に適する乳牛へと改良するための選択肢が必要で
あります。
　例えば、泌乳持続性の指標を活用し、泌乳曲線を平準化させることで群管理に適する乳牛、 繁殖性に
優れ、粗飼料主体の放牧環境で力を発揮する乳牛、暑熱ストレスに強い乳牛等、さまざまな飼養環境に
適する乳牛へと改良できる種雄牛とそのための改良情報を充実させることが望ましいとされています。
国内の乳牛改良は、全国で一つの目標に向かって国内乳牛の遺伝的なレベルを向上させる時期を経て、
多様化した飼養環境に対応した改良情報を発信すべき段階に至っています。乳牛改良のための情報を充
実させるためには、血統登録、牛群検定及び体型調査を支える検定組織や登録組織、後代検定を後押し
する行政機関、 人工授精や授精卵移植技術者団体、最新の改良システムや遺伝評価をサポートする研究
機関等、関係団体間の密接な協力関係を維持するとともに、それらを支える技術者を育成するための努
力を継続する必要があることが指摘されています。

＊参考：第49回道東３地区家畜人工授精技術研修大会資料（H30.8.9）
　　　　乳用牛後代検定事業推進研修会資料（H30.12.10）
　　　　平成30年度釧路・根室家畜人工授精師協会合同授精技術者研修会飼料（H30.10.4）
　　　　最新農業技術 畜産vol 11

乳用牛後代検定事業の充実化がこれからの課題
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■ 「自分は新規就農を考えています。
新規就農に対する支援等を知るこ
とができ標茶へ行ってみたい。」
■ 「標茶町には新規就農を受け入れ
る対策が取られていることに魅力
を感じました。」
■ 「各市町村の魅力、酪農に対す
る熱い想いが聞けて、釧路管内で
酪農をすることも選択肢の一つに
なった。」
■ 「標茶町の活動がしっかりと伝
わってきて、私自身も行ってみた
いと思いました。」
■ 「標茶町へ長期研修や短期研修
で入ってみたいと思った。」
■ 「将来の選択肢が広がった」
■ 「酪農ヘルパーさんからも講演を
聞きたい。」
■ 「釧路に行きたい、実習をしたい
と思いました。」

　平成30年11月28日に酪農学園大学で釧路管内の酪農業における人材確保を目的に、
講演会と個別相談会を開催しました。
　講演会では約180名の学生を対象に㈱TACSしべちゃ代表取締役場長龍前直紀氏より
「標茶町㈱TACSしべちゃの取組み」について講演頂き、個別相談会ではJA担当者より
地域の紹介や就農・就業に関わる支援内容について10名の学生へ情報提供しました。

㈱TACSしべちゃ
龍前場長による講演

ＪＡ担当者による就農・就業に関わる個別相談会

釧
路
の
酪
農
で
新
規
就
農・就
業
に
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る
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ー
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！

酪農学園大学は
有望な人材の宝庫である‼‼

講演会と個別相談会に
参加した学生の感想
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が
都
府
県
出
身
で
、
釧
路
と
い
う
地
域

を
知
ら
な
い
方
も
多
く
い
ま
す
。

　

北
海
道
の
酪
農
に
憧
れ
新
規
就
農
や

酪
農
ヘ
ル
パ
ー
就
職
に
興
味
を
持
つ
学

生
が
、
北
海
道
の
ど
こ
で
就
農
・
就
業

を
目
指
し
て
い
る
の
か
を
考
え
た
時
、

今
回
標
茶
町
の
取
組
み
を
知
っ
た
学
生

か
ら
「
標
茶
町
の
支
援
を
知
り
行
っ
て

み
た
い
と
思
っ
た
。」「
釧
路
管
内
で
酪

農
を
す
る
こ
と
も
選
択
肢
の
一
つ
と

な
っ
た
。」
と
い
う
感
想
が
あ
っ
た
こ

と
は
、
就
農
者
に
対
す
る
各
地
域
の
支

援
や
、
地
域
を
選
択
す
る
た
め
の
様
々

な
情
報
を
持
っ
て
い
な
い
、
或
い
は
少

な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
伺

え
ま
し
た
。
そ
し
て
情
報
が
少
な
い
か

ら
こ
そ
農
業
が
盛
ん
で
、
よ
り
知
名
度

の
高
い
地
域
へ
と
意
識
が
向
い
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
講
演

会
や
個
別
相
談
会
を
通
し
、
釧
路
と
い

う
地
域
を
知
っ
て
も
ら
い
新
規
就
農
者

に
対
す
る
支
援
や
就
業
に
関
連
す
る
情

報
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
将
来
の
就

農
・
就
業
先
の
候
補
地
と
し
て
釧
路
管

内
を
認
識
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

Welcomeデイリー運動
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課
題
は
釧
路
と
い
う
地
域
を
知
っ
て
も
ら
い

興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
！

　

ま
た
、
毎
年
酪
農
学
園
大
学
の
学
生

が
Ｔ
Ａ
Ｃ
Ｓ
し
べ
ち
ゃ
へ
酪
農
実
習
に

訪
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
学

生
は
釧
路
で
の
実
習
が
現
実
的
で
入
り

や
す
い
環
境
に
あ
り
、
そ
し
て
身
近
な

地
域
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
感
じ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
講
演
会
終

了
後
に
標
茶
町
の
取
り
組
み
を
詳
し
く

知
り
た
い
の
で
す
が
と
尋
ね
て
き
た
学

生
が
お
り
、
そ
の
ま
ま
個
別
相
談
会
場

の
Ｊ
Ａ
し
べ
ち
ゃ
ブ
ー
ス
で
説
明
を
聞

い
て
い
ま
し
た
。
講
演
会
に
よ
り
学
生

に
と
っ
て
有
益
な
情
報
を
提
供
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　

個
別
相
談
会
に
参
加
し
た
学
生
か
ら

「
決
め
か
ね
て
い
た
事
や
心
配
し
て
い

た
こ
と
等
を
聞
く
こ
と
が
出
来
た
。
酪

Welcomeデイリー運動 ●ホームページなどによる情報発信　●説明会イベントへの参加　●農業系・動物系学校への訪問

　

道
内
大
学
生
へ
の
情
報
発
信
と
し

て
、
北
海
道
農
業
大
学
校
主
催
の
企
業

説
明
会
へ
参
加
し
、
酪
農
学
園
大
学
で

釧
路
の
酪
農
と
就
農
・
就
業
に
関
す
る

講
演
会
・
個
別
相
談
会
を
開
催
し
ま
し

た
。
両
大
学
は
都
府
県
出
身
者
も
多
く
、

ま
た
都
府
県
出
身
の
学
生
は
釧
路
と
い

う
地
域
を
詳
し
く
知
ら
な
い
と
い
う
こ

と
が
改
め
て
分
か
り
ま
し
た
。
釧
路
は

酪
農
専
業
地
帯
で
あ
り
、
酪
農
業
で
就

農
・
就
業
が
で
き
る
と
い
う
情
報
発
信

が
ま
だ
ま
だ
不
足
し
て
い
ま
す
。

　
ｗ
ｅ
ｌ
ｃ
ｏ
ｍ
ｅ
デ
イ
リ
ー
運
動
で

は
、
都
府
県
の
農
業
系
・
動
物
系
学
校

へ
訪
問
し
、
学
生
を
対
象
に
北
海
道
釧

路
の
紹
介
や
新
規
就
農
・
酪
農
ヘ
ル

龍前場長の講演を聞く学生達

新規就農を目指す学生

パ
ー
へ
の
就
職
に
つ
い
て
説
明
会
を
開

催
し
て
い
ま
す
。
根
釧
地
域
で
は
、
都

府
県
の
動
物
系
専
門
学
校
を
卒
業
さ
れ
、

動
物
が
好
き
で
根
釧
地
域
の
自
然
や
牛

が
い
る
風
景
に
魅
力
を
感
じ
酪
農
ヘ
ル

パ
ー
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い
る
方
も
い

ま
す
。
現
代
の
情
報
発
信
ツ
ー
ル
と
し

て
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
広
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

釧
路
農
協
連
で
は
釧
路
地
域
の
魅
力
や

酪
農
の
魅
力
を
全
国
へ
発
信
す
る
た
め

に
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
を
始
め
ま
し
た
。

こ
の
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
や
、
説
明
会
イ

ベ
ン
ト
へ
の
参
加
、
学
校
訪
問
に
よ
る

説
明
会
を
開
催
し
全
国
へ
情
報
を
発
信

で
き
る
よ
う
こ
れ
か
ら
も
取
り
組
ん
で

行
き
ま
す
。

農
ヘ
ル
パ
ー
に
つ
い
て
興
味
が
あ
っ
た

の
で
話
し
を
聞
く
こ
と
が
出
来
て
よ

か
っ
た
。」
と
い
う
感
想
を
頂
き
ま
し

た
。
情
報
を
得
る
手
段
の
少
な
い
学
生

は
、
酪
農
業
を
自
分
に
で
き
る
の
か
な

ど
多
く
の
不
安
を
持
っ
て
い
ま
す
。
Ｊ

Ａ
担
当
者
か
ら
説
明
を
受
け
直
接
相
談

で
き
る
こ
と
が
不
安
を
取
り
除
く
助
け

と
な
り
、
就
農
・
就
業
へ
前
進
す
る

き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し

た
。
ま
た
「
全
て
の
ブ
ー
ス
で
説
明
を

聞
き
た
い
。
終
了
時
間
を
過
ぎ
て
も
説

明
し
て
も
ら
え
ま
す
か
？
」
と
尋
ね
て

き
た
学
生
が
お
り
、「
各
地
域
の
新
規

就
農
や
ヘ
ル
パ
ー
の
制
度
を
学
べ
て
よ

か
っ
た
。
個
別
相
談
会
を
通
し
て
各
農

協
担
当
者
と
繋
が
る
こ
と
が
で
き
、
今

後
活
か
し
て
い
き
た
い
。」
と
い
う
感

想
を
頂
き
ま
し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

等
で
簡
単
に
情
報
を
入
手
で
き
る
時
代

で
す
が
、
そ
れ
だ
け
の
情
報
で
は
地
域

に
対
す
る
信
用
や
信
頼
関
係
に
は
結
び

つ
き
ま
せ
ん
。
酪
農
に
携
わ
る
人
を
知

り
、
支
援
し
て
く
れ
る
Ｊ
Ａ
・
関
係
機

関
の
担
当
者
と
面
談
し
会
話
す
る
こ
と

が
出
来
た
か
ら
こ
そ
の
感
想
で
は
な
い

か
と
考
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
直
接
面

談
を
行
う
こ
と
は
酪
農
業
に
興
味
を
持

つ
学
生
の
安
心
感
や
地
域
に
対
す
る
信

頼
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
が
分
か
り

ま
し
た
。

　

酪
農
学
園
大
学
に
は
今
回
出
会
う
こ

と
が
で
き
た
学
生
の
他
に
も
、
酪
農
業

に
興
味
を
持
ち
就
農
や
就
業
に
関
す
る

情
報
を
求
め
て
い
る
学
生
が
ま
だ
ま
だ

埋
も
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。
多
く
の
学

生
に
釧
路
の
就
農
・
就
業
に
関
す
る
情

報
を
与
え
、
酪
農
業
を
職
業
と
し
て
選

択
肢
に
含
め
て
も
ら
う
た
め
に
、
こ
れ

か
ら
も
講
演
会
や
個
別
相
談
会
を
開
催

し
、
若
く
や
る
気
の
あ
る
有
望
な
人
材

の
確
保
に
結
び
付
け
て
行
け
る
よ
う
取

り
組
ん
で
行
き
ま
す
。



 

2
食
い
ど
ま
り
が
な
い
牛

　
　

 （
肥
育
期
間
中
え
さ
を
食
べ
続

　
　

け
ら
れ
る
牛
）

　

日
齢
Ｄ
Ｇ
が
大
き
い
素
牛
程
肥
育
農

家
を
儲
け
さ
せ
る
牛
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
し
か
し
体
重
を
増
や
す
た

め
に
出
荷
直
前
に
濃
厚
飼
料
を
多
く
食

べ
さ
せ
て
脂
肪
で
体
重
を
増
や
し
た
素

牛
は
肥
育
農
家
が
必
ず
し
も
喜
ぶ
素
牛

と
は
言
え
ま
せ
ん
。

　

理
由
と
し
て

① 

価
値
を
下
げ
る
無
駄
な
脂
肪
が
枝
肉

に
つ
い
て
し
ま
う
リ
ス
ク
が
あ
る

② 

肥
育
の
期
間
中
に
飼
料
を
食
べ
続
け

ら
れ
な
い
牛
に
な
る

　

と
い
っ
た
こ
と
に
あ
る
よ
う
で
す
。

　

畜
産
試
験
場
の
研
究
で
育
成
期
間
の

粗
飼
料
と
配
合
飼
料
の
給
与
比
率
が
濃

厚
飼
料
73
％
乾
草
27
％
で
管
理
し
た
群

と
濃
厚
飼
料
₅₆
％
乾
草
₄₄
％
で
管
理
し

た
群
と
濃
厚
飼
料
37
％
乾
草
₆3
％
で
管

理
し
た
群
を
比
較
し
た
研
究
デ
ー
タ
が

あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
出
荷
時
の
月
齢

で
は
配
合
飼
料
割
合
が
低
く
管
理
さ
れ

た
素
牛
は
増
体
が
良
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、

濃
厚
飼
料
割
合
が
高
い
牛
群
と
粗
飼
料

と
の
割
合
を
同
量
に
給
与
し
た
牛
群
は

増
体
が
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
と
い
う
結

果
で
し
た
。（
表
３
）
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　黒毛の素牛市場価格は最も上昇した頃よりも若干下降した価
格で現在落ち着いています。今後の動向はわかりませんが今より
も下降することがあるかもわかりません。今の内に肥育農家が求め
るような素牛を意識して生産していくことも経営の安定のためには必要
です。
　先日開催された和牛改良研修会において講師の家畜改良事業団　寺島豊明

　家畜改良アドバイザーが肥育農家が喜ぶ素
牛として左記の説明がありました。

 

1
大
き
く
な
る
素
牛

　

表
１
．
表
２
は
素
牛
出
荷
時
の
体
重
が
大
き

い
ほ
ど
枝
肉
市
場
成
績
が
良
い
と
い
う
デ
ー
タ

で
す
。
十
勝
の

黒
毛
素
牛
市
場

で
も
１
日
の
体

重
の
増
体
を
示

す
日
齢
Ｄ
Ｇ
が

大
き
い
素
牛
が

高
く
販
売
さ
れ

て
い
ま
す
。
大

き
な
素
牛
ほ
ど

肥
育
農
家
が
求

め
て
い
る
牛
と

言
え
ま
す
。 

素牛体重 頭数 枝肉重量 BMS№ ロース
芯面積

バラの
厚さ

枝肉
販売価格 導入日齢 導入体重

250kg以下 56 493.0 7.20 62.1 8.1 930,802 251.8 230.5
250－299 1,331 515.9 7.37 61.6 8.3 983,135 279.7 282.7
300－349 2,369 536.4 7.37 62.7 8.4 990,492 283.3 317.9
350㎏以上 166 565.5 7.35 64.0 8.5 1,076,569 286.9 361.9
計（平均) 3,922 530.1 7.37 62.4 8.4 990,683 281.8 306.6

日齢D.G 頭数 枝肉重量 BMS№ ロース
芯面積

バラの
厚さ 単価 枝肉販売

価格A
素牛
価格B A－B 平均日齢

D.G
0.8以下 21 494.4 7.33 63.7 8.4 1,826 905,543 303,762 601,781 0.74
0.8～0.89 131 504.0 7.15 60.1 8.2 1,885 955,075 361,744 593,331 0.86
0.9～0.99 616 508.7 7.32 61.1 8.2 1,870 953,364 346,221 607,143 0.96
1.0～1.09 1,337 523.2 7.30 61.9 8.3 1,860 975,518 345,023 630,495 1.05
1.1～1.19 1,101 536.7 7.43 63.0 8.5 1,864 1,002,525 387,389 615,136 1.15
1.2～1.29 530 555.1 7.56 63.8 8.6 1,883 1,046,001 325,486 720,515 1.24
1.3以上 186 562.2 7.25 64.1 8.5 1,839 1,036,374 ※ ※ 1.36
平 均 3,922 530.1 7.37 62.4 8.4 1,865 990,683 351,277 639,406 1.09

表１　和牛去勢　素牛の導入体重別枝肉成績（平成21年～28年データ）

表２　和牛去勢　素牛の日齢D.G別枝肉成績（平成21年～28年データ）

※不明データ混入により数値記載なし

1大きくなる素牛
2食いどまりがない牛
3 牛の栄養生理に沿った飼養

管理がされた素牛
4人気のある血統組み合わせ
5良い肉質が期待される素牛

黒
毛
肥
育
農
家
が
求
め
る
儲
か
る
素
牛
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３
～
６
个
月
は
体
づ
く
り
の
た
め
育
成

用
配
合
飼
料
を
し
っ
か
り
食
べ
さ
せ
て

６
个
月
か
ら
12
个
月
頃
ま
で
は
粗
飼
料

を
し
っ
か
り
食
べ
さ
せ
る
こ
と
で
2
の

食
い
ど
ま
り
の
来
な
い
し
っ
か
り
と
し

た
腹
が
つ
く
ら
れ
た
牛
に
な
り
肥
育
農

家
に
喜
ば
れ
る
素
牛
と
な
る
よ
う
で
す
。

（
表
６
）

 

4
人
気
の
あ
る
血
統
組
み
合
わ
せ

 

5
良
い
肉
質
が
期
待
さ
れ
る
素
牛

　

肥
育
農
家
に
と
っ
て
血
統
は
と
て
も

重
要
で
す
。
但
馬
系
の
よ
う
な
産
肉
能

力
が
高
い
育
種
価
成
績
を
持
つ
産
子
も

肥
育
農
家
は
求
め
て
い
る
と
説
明
が
あ

り
ま
し
た
。

　

釧
路
管
内
と
し
て
の

黒
毛
和
種
の
改
良
目
標

に
体
の
大
き
い
牛
づ
く

り
を
推
進
し
て
き
ま
し

た
が
、
管
内
の
黒
毛
繁

殖
牛
の
平
均
基
本
登
録

得
点
は
年
々
高
く
な
っ

て
お
り
地
域
全
体
的
に

繁
殖
雌
牛
は
増
体
し
て

き
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　

増
体
は
あ
ま
り
期
待

で
き
な
い
但
馬
系
等
で

も
交
配
が
で
き
る
段
階
に
き
て
い
る
と

言
え
ま
す
。

　

濃
厚
飼
料
比
ご
と
に
育
成
管
理
さ
れ

た
群
の
肥
育
成
績
も
濃
厚
飼
料
が
少
な

い
量
で
管
理
さ
れ
た
育
成
牛
の
成
績
は

良
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
濃
厚
飼
料
割
合

が
高
い
牛
と
粗
飼
料
と
の
割
合
が
同
量

の
牛
と
は
あ
ま
り
差
は
な
く
む
し
ろ
濃

厚
飼
料
割
合
が
高
く
管
理
さ
れ
た
素
牛

の
肥
育
成
績
は
枝
肉
重
量
は
食
い
ど
ま

り
が
あ
る
せ
い
か
あ
ま
り
伸
び
ず
、
皮

下
脂
肪
厚
も
余
計
な
脂
が
つ
い
た
た
め

厚
く
な
っ
て
い
ま
す
。（
表
４
）

　

し
か
し
実
際
は
十
勝
素
牛
市
場
で
は

体
重
の
重
い
牛
が
価
格
で
評
価
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
現
実
で
、
市
場
性
を
考
え

る
と
草
ば
か
り
食
べ
て
痩
せ
て
い
る
牛

が
高
く
売
れ
る
か
と
い
え
ば
そ
う
で
も

な
い
の
が
実
情
と
言
え
ま
す
。
理
想
は

発
育
が
良
く

草
の
食
い
込

み
が
良
い
牛

を
つ
く
る
こ

と
が
目
標
に

な
る
と
思
い

ま
す
が
、
そ

の
よ
う
に
実

際
に
取
り
組

ん
で
い
る
農

場
が
釧
路
管

内
に
も
あ
り

ま
す
。（
表
５
）

■
 I
牧
場
の
哺
育・育
成
管
理
の
ポ
イ
ン
ト

◦ 
草
を
食
い
込
め
る
牛
づ
く
り
＝
腹
づ

く
り
を
素
牛
生
産
の
ポ
イ
ン
ト
に
し

て
い
る
。

◦ 

乾
草
の
食
い
込
み
を
良
く
す
る
効
果

が
あ
る
飼
料
を
与
え
る
。

◦ 

乾
草
は
育
成
牛
が
好
ん
で
食
べ
る
も

の
を
選
ぶ
。

◦ 

効
果
が
あ
り
そ
う
な
飼
料
や
添
加
製

品
な
ど
は
飼
養
経
費
が
多
少
高
く

な
っ
た
と
し
て
も
、
食
い
込
み
が
良

く
な
っ
て
牛
の
増
体
や
高
額
販
売
に

繋
が
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば

試
し
て
み
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

　

草
の
食
い
こ
み
の
良
い
牛
に
す
る
こ

と
を
目
標
に
取
組
ん
だ
結
果
、
自
分
の

素
牛
を
購
入
し
た
肥
育
農
場
か
ら
食
い

込
み
が
す
ご
く
良
か
っ
た
と
い
う
話
を

聞
く
よ
う
に
な
り
、
素
牛
市
場
で
固
定

の
購
買
者
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

3 
牛
の
栄
養
生
理
に
沿
っ
た

　

素
牛
管
理

　

子
牛
の
月
齢
ご
と
に
正
し
く
飼
料
が

給
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
健
全
に
体
づ

く
り
や
腹
づ
く
り
が
行
わ
れ
て
い
る
牛

で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
肥
育
農
家
に

と
っ
て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
よ
う
で

す
。
牛
の
体
が
発
達
す
る
に
は
順
序
が

あ
り
、
生
ま
れ
て
２．９
个
月
ま
で
は
ミ
ル

ク
・
ス
タ
ー
タ
ー
を
し
っ
か
り
与
え
て

項　　　目 濃厚飼料比
高 中 低

３ヶ月齢体重　kg 79.1 83.4 76.6
終了時8.5ヶ月齢体重　kg 245.7 252.2 222
平均日齢体重　　kg 0.99 0.98 0.87

項　　　目 濃厚飼料比
高 中 低

枝肉重量　kg 414 426.9 390.1
ロース芯面積　㎠ 50.4 52.2 52.5
皮下脂肪厚 2.9 2.4 2.5

Ｈ29.６～　
　　Ｈ30.５

販売
頭数

平均販売
価格

釧路平均
販売価格

日齢
体重

十勝素牛市場
去性販売成績 21 827,714円 730千円～

768千円 1.294

和牛肥育 出生～ 3ヶ月齢～ 6ヶ月齢～
時期・区分 哺乳期 育成前期 育成後期

目 標 哺乳動物 体づくり・胃づく
りの準備時期 胃づくりの時期

濃 厚飼料 母乳・代用乳・
人工乳

育成飼料の増給
時期

粗飼料優先の時
期、大豆粕

粗 飼 料
給 与 量

子牛に粗飼料
を慣れさせる
程度。

良質乾草の給与
（チモシー中心に）

粗飼料の給与目
標:去勢５㎏、雌４
㎏、稲ワラも少し
混ぜる。

表３　試験期間の発育

表４　それぞれの管理をした育成牛の肥育成績

表５　 草を食い込める腹づくりを重視して飼養
管理をしている I 農場の素牛市場成績

表６　 黒毛素牛の月齢毎の発育と必要な飼料給与

▪飼養頭数繁殖60頭　育成50頭
▪飼養形態　１～３日から人工哺育

H29 H28 H27 H26 H25
80.7 80.6 80.6 80.3 79.9

表７　 年度別釧路管内基本登録平均得点
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黒毛素牛市場の
 価格推移について

　

図
１
か
ら
も
見
て
取
れ
る
よ
う
に

黒
毛
素
牛
価
格
は
平
成
23
年
よ
り
増

加
傾
向
で
推
移
し
平
成
27
年
か
ら
現

在
に
か
け
て
高
い
水
準
で
推
移
し
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
価
格
推
移
の

背
景
に
は
取
引
頭
数
が
減
少
し
た
こ

と
が
理
由
の
１
つ
に
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

図
２
は
北
海
道
で
飼
養
さ
れ
て
い

る
繁
殖
雌
牛
頭
数
の
推
移
を
表
し
た

グ
ラ
フ
で
す
。
平
成
23
年
を
皮
切
り

に
大
き
く
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
見

て
取
れ
ま
す
。
繁
殖
雌
牛
頭
数
の
減

少
は
繁
殖
農
家
の
離
農
が
進
み
農
家

戸
数
が
減
少
し
た
こ
と
が
要
因
と
し

て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

図１　ホクレン十勝地区家畜市場和牛素牛市場成績　平均価格

200

300
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700

800

900
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９月

価格（千円）

12月

H22 H23

３月 ６月 ９月12月 ３月 ６月 ９月12月 ３月 ６月 ９月12月 ３月 ６月 ９月12月 ３月 ６月 ９月12月 ３月 ６月 ９月12月 ３月 ６月 ９月12月 ３月 ６月 ９月

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

釧路去勢
釧路雌
十勝去勢
十勝雌

H22.4 口蹄疫

H23.3 東日本大震災 H24.10 第10回全国和牛能力共進会（長崎)

H23.12 大規模農場破綻

H28.8 台風10号“十勝・川上豪雨”

H30.9 胆振東部地震

H29.9 第11回全国和牛能力共進会（宮城)

　

図
３
の
グ
ラ
フ
は
北
海
道
の
繁
殖
経
営

農
家
戸
数
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
す
。

平
成
23
年
に
は
２
４
０
０
戸
以
上
あ
っ
た

繁
殖
農
家
は
平
成
27
年
で
は
２
２
０
０
戸

を
下
回
る
ま
で
減
少
し
て
い
ま
す
。
繁
殖

経
営
農
家
の
減
少
は
繁
殖
農
家
の
高
齢
化

や
後
継
者
の
不
在
に
よ
る
離
農
が
主
な
原

因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
図
２
の
繁
殖

雌
牛
頭
数
と
図
３
の
繁
殖
農
家
戸
数
は
ど

ち
ら
も
平
成
23
年
よ
り
減
少
傾
向
で
推
移

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
平
成
22
年
の
口
蹄

疫
の
発
生
、
翌
年
の
平
成
23
年
の
東
日
本

大
震
災
が
繁
殖
経
営
農
家
の
離
農
に
拍
車

を
か
け
る
要
因
と
な
っ
た
た
め
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
要
因
に
よ
っ
て
繁
殖
経
営
農

160,000

180,000

200,000

220,000

240,000

260,000

280,000
図２　北海道繁殖雌牛飼養頭数

H22

270,200

174,400

199,500

※データ：農林水産省「都道府県別子取り用めす牛飼養頭数規模別飼養頭数（Ｈ22～Ｈ30）」

（頭）

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500
図３　北海道繁殖雌牛飼養戸数

H22
※データ：農林水産省「都道府県別子取り用めす牛飼養頭数規模別飼養戸数（Ｈ22～Ｈ30）」

（戸）

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

2,410

2,180

　黒毛素牛市場の価格は購買者である肥育農家の経営状況や枝肉価格の推移、
世の中の経済情勢など多くの要因が複雑に影響し決定されます。数多くある要
因の中でも繁殖生産基盤の弱体化による出品頭数の減少は昨今の黒毛素牛市場
の価格推移の大きな要因になっていると思われます。
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75,000

80,000

85,000

90,000

95,000
図４　北海道肉用年別出生頭数

H22
※データ：農林水産省「都道府県別肉用種月別出生頭数（めす・おす計）（Ｈ22～Ｈ30）」

（頭）

H23 H24 H25 H26 H27 H28

89,950

72.660
69,090

370,000

380,000

390,000

400,000

410,000

420,000

430,000
図５　全国の黒毛素牛上場頭数

H22
※データ：（一社）全国肉用牛振興基金協会「家畜市場データ」（Ｈ22～Ｈ29）」

（頭）

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

411,512

385,096

家
が
減
少
し
黒
毛
素
牛
の
繁
殖

生
産
基
盤
が
弱
体
化
し
た
こ
と

に
よ
り
繁
殖
雌
牛
頭
数
が
減
少

し
、
子
牛
の
出
生
頭
数
も
減
少

し
ま
し
た
。（
図
４
）

　

十
勝
地
区
家
畜
市
場
で
は
取

引
頭
数
は
若
干
増
加
傾
向
に
あ

り
ま
す
が
、
図
５
の
グ
ラ
フ
か

ら
見
て
取
れ
る
よ
う
に
全
国
的

に
黒
毛
素
牛
市
場
の
取
引
頭
数

が
減
少
し
た
影
響
を
受
け
、
十

勝
地
区
家
畜
市
場
で
も
黒
毛
素

牛
価
格
は
平
成
23
年
後
半
よ
り

上
昇
を
始
め
、
平
成
27
年
後
半

に
は
過
去
最
高
水
準
ま
で
価
格

が
高
騰
し
ま
し
た
。
図
２
及
び

図
３
の
グ
ラ
フ
か
ら
も
読
み
取

れ
ま
す
が
、
繁
殖
雌
牛
の
飼
養

頭
数
も
飼
養
農
家
戸
数
も
平
成

2₈
年
よ
り
回
復
傾
向
に
あ
り
ま

す
。
そ
れ
に
伴
い
平
成
2₈
年
の

後
半
よ
り
価
格
は
低
下
傾
向
で

推
移
し
て
い
ま
す
。
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茶
安
別
地
区
の
合
併

　

釧
路
農
協
連
通
信
第
₅₈
号
に
お
い
て

厚
岸
郡
太
田
地
区
の
成
り
立
ち
を
振
り

返
り
ま
し
た
が
、
そ
の
開
拓
村
で
あ
る

厚
岸
郡
太
田
村
を
廃
し
、
一
部
区
域
を

分
割
し
て
「
チ
ャ
ン
ベ
ツ
地
区
」
と
名

称
を
改
め
、
隣
接
す
る
標
茶
町
に
編
入

す
る
と
い
う
内
容
の
合
併
が
昭
和
3₀
年

４
月
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
合
併
は
、
昭
和
2₈
年
に
施
行
さ

れ
た
町
村
合
併
促
進
法
を
受
け
て
進
め

ら
れ
た
こ
と
か
ら
俗
に
「
昭
和
の
大
合

併
」
と
謳
わ
れ
る
自
治
体
合
併
の
一
環

で
し
た
。

　
「
昭
和
の
大
合
併
」
⋮
⋮
そ
の
背
景

に
は
戦
後
、
自
治
体
で
新
し
い
施
策
の

展
開
が
始
ま
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま

す
。
新
制
中
学
校
、
消
防
、
警
察
な
ど

新
た
に
整
備
・
創
設
さ
れ
、
社
会
福
祉

や
保
健
衛
生
関
係
の
施
策
も
こ
の
頃
か

ら
自
治
体
業
務
に
加
え
ら
れ
た
た
め
、

急
激
な
事
務
過
多
を
解
消
す
べ
く
、
政

府
は
行
政
機
能
を
集
約
し
、
能
率
的
処

理
を
す
る
体
制
作
り
が
急
務
で
し
た
。

そ
の
よ
う
な
理
由
も
あ
り
、
自
治
体
規

模
の
ス
リ
ム
化
は
必
然
の
流
れ
だ
っ
た

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

か
く
し
て
国
の
方
針
を
受
け
、
全
国

各
地
で
合
併
が
進
ん
だ
結
果
、
昭
和
2₈

年
か
ら
3₆
年
ま
で
の
間
で
、
全
国
の
市

町
村
数
は
合
併
前
に
比
べ
て
ほ
ぼ
三
分

の
一
に
減
少
し
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま

す
。

　

さ
て
、
話
は
当
地
に
戻
し
、
合
併
前

の
太
田
村
は
北
海
道
に
導
入
さ
れ
た
屯

田
兵
制
度
の
も
と
、
最
後
の
士
族
屯
田

兵
村
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。

こ
の
太
田
村
に
屯
田
兵
を
配
置
し
た
理

由
は
北
方
警
備
、
と
り
わ
け
厚
岸
湾
を

中
心
と
し
た
防
衛
と
未
開
の
地
で
の
開

墾
・
営
農
を
兼
ね
備
え
る
目
的
が
あ
っ

た
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
た
め
厚
岸
～

標
茶
～
網
走
～
旭
川
と
い
う
自
然
湾
と

内
陸
を
結
ぶ
路
線
に
沿
っ
た
形
で
配
置

さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

す
な
わ
ち
厚
岸
～
標
茶
を
結
ぶ
内
陸

路
に
位
置
す
る
地
理
上
、
太
田
村
に
入

植
し
た
屯
田
兵
達
は
必
然
的
に
現
在
の

上
茶
安
別
、
中
茶
安
別
⋮
と
徐
々
に
集

落
の
形
成
が
拡
大
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
、

そ
の
移
住
開
始
時
期
は
大
正
５
年
頃
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

当
時
の
太
田
村
は
屯
田
兵
の
入
植

し
た
役
場
所
在
地
を
「
本
村
」（
現
在

の
太
田
地
区
）、
上
チ
ャ
ン
ベ
ツ
・

中
チ
ャ
ン
ベ
ツ
・
下
チ
ャ
ン
ベ
ツ
を

「
チ
ャ
ン
ベ
ツ
地
区
」
と
呼
び
分
け
て

お
り
、
本
村
と
チ
ャ
ン
ベ
ツ
地
区
の
中

央
に
位
置
す
る
中
茶
安
別
と
で
は
陸
路

で
19
キ
ロ
も
の
距
離
を
要
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
遠
隔
地
で
あ
り
な
が
ら

も
チ
ャ
ン
ベ
ツ
地
区
は
太
田
村
の
行

政
区
画
に
属
し
て
い
た
た
め
、
役
所

も
「
太
田
村
茶
安
別
支
所
」
を
開
設
し
、

産
業
的
に
も
当
初
は
太
田
村
農
会
等
に

所
属
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
実
態
は
集

落
と
し
て
の
機
能
を
連
担
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
ま
た
生
活
圏
と
し
て
は

本
村
よ
り
距
離
の
近
い
標
茶
町
と
の
関

釧
路
管
内
の
歴
史
を
巡
る
旅

Vol.3

標
茶
町
茶ち
ゃ
ん
べ
つ
安
別
地
区
の
歴
史

　釧路農協連通信シリーズ企画『釧
路管内の歴史探訪』連載の3回目。
　今号では前回特集した厚岸町太田
村との分割により誕生した標茶町茶
安別地区の成り立ちをピックアップ
したいと思います。
※ 内容に関しては諸説ありますので
あくまで筆者の見解も含む点、ご
了承願います。

入植90年記念碑除幕式（平成17年10月9日）
引用：標茶町史　通史編第３巻より

標
茶
町

標
茶
町

先
人
達
の

　
足
跡
を
学
ぶ
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わ
り
が
深
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
そ
の
後
の
測
量
で
標
茶
市
街
地
か
ら

中
茶
安
別
ま
で
の
距
離
が
12
キ
ロ
ほ
ど

だ
っ
た
こ
と
か
ら
上
記
の
本
村
～
中
茶

安
別
間
よ
り
７
キ
ロ
も
短
か
っ
た
こ
と

が
発
覚
し
て
い
ま
す
。）

　

そ
し
て
冒
頭
で
触
れ
た
合
併
を
経
て
、

太
田
村
を
二
分
し
て
北
部
の
チ
ャ
ン
ベ

ツ
地
区
を
標
茶
町
に
、
南
部
に
位
置
す

る
太
田
村
本
村
地
区
を
厚
岸
町
に
編
入

し
た
わ
け
で
す
が
、
旧
太
田
村
を
こ
の

よ
う
な
形
で
分
割
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、

後
年
、『
標
茶
町
史
』
編
さ
ん
時
の
聞

き
取
り
調
査
の
中
で
住
民
は
一
様
に

「
適
当
な
区
分
で
あ
っ
た
。」
と
回
想
し

て
い
ま
す
。

合
併
・
分
割
後
の
茶
安
別
地
区

　

現
在
の
茶
安
別
地
区
は
、
標
茶
市
街

地
の
南
東
に
位
置
す
る
地
域
で
、
北
側

は
北
か
ら
南
に
流
れ
る
別べ

寒か
ん

辺べ

牛う
し

川
で
厚
岸
町
に
接

し
、
東
側
の
下
茶
安
別
地

区
が
標
茶
町
有
林
を
挟
ん

で
厚
岸
町
に
、
南
側
は
国

有
林
を
挟
ん
で
片か
た

無む
さ
り去
地

区
及
び
塘
路
地
区
に
隣
接

す
る
区
域
で
す
。

　

地
域
の
大
半
は
丘
陵
波

状
の
傾
斜
地
帯
で
、
平
坦

地
は
少
な
く
地
域
の
中
央
を
流
れ
る

チ
ャ
ン
ベ
ツ
川
な
ど
の
影
響
に
よ
っ
て

大
湿
地
帯
の
状
況
を
呈
し
て
い
ま
す
。

　

地
域
の
開
発
は
屯
田
兵
に
よ
り
大
正

５
年
頃
か
ら
始
ま
り
、
上
茶
安
別
、
中

茶
安
別
と
徐
々
に
集
落
の
形
成
が
進
ん

で
い
き
ま
し
た
が
、
さ
ら
に
戦
後
も
地

域
全
体
に
広
が
る
国
有
未
開
地
な
ど
に

戦
後
開
拓
者
が
入
植
し
、
下
茶
安
別
新

拓
、
雷ら
い

別べ
つ

地
区
な
ど
新
た
な
集
落
の
広

が
り
を
み
せ
ま
し
た
。

　

国
の
開
発
政
策
と
し
て
大
き
な
出
来

事
だ
っ
た
の
は
昭
和
２
年
、
北
海
道
道

庁
が
根
釧
奥
地
の
本
格
的
な
開
発
を
盛

り
込
ん
だ
「
北
海
道
拓
殖
計
画
」
の
樹

立
で
し
た
。
こ
の
計
画
は
、
鉄
道
・
道

路
な
ど
の
恩
恵
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た

奥
地
住
民
に
対
し
て
、
そ
の
不
利
不
便

を
緩
和
す
る
た
め
殖
民
軌
道
の
敷
設
を

積
極
的
に
進
め
よ
う
と
し
た
動
き
で
す
。

　

標
茶
駅
か
ら
上
茶
安
別
ま
で
お
よ

そ
７
キ
ロ
の
路
線
で
結
ぶ
殖
民
軌
道

「
チ
ャ
ン
ベ
ツ
線
」
も
こ
の
計
画
に

沿
っ
て
建
設
さ
れ
た
も
の
で
昭
和
12
年

に
着
工
し
、
翌
13
年
に
陽
の
目
を
見
ま

し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
、
こ
の
「
チ
ャ
ン

ベ
ツ
線
」
は
正
式
な
運
営
は
行
わ
れ
ず
、

地
元
住
民
が
ト
ロ
ッ
コ
を
手
押
し
で
一

時
牛
乳
運
搬
な
ど
に
利
用
し
た
と
い
う

逸
話
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
完
成
か

ら
約
４
年
後
の
昭
和
17
年
頃
に
は
線
路

が
撤
収
さ
れ
、
一
度
も
経
営
さ
れ
る
こ

と
な
く
消
滅
し
ま
し
た
。

　

こ
の
話
に
は
、
茶
安
別
地
域
住
民
の

念
願
と
そ
し
て
落
胆
が
見
え
隠
れ
し
ま

す
。

　

そ
れ
は
遡
る
こ
と
明
治
29
年
当
時
。

「
北
海
道
鉄
道
敷
設
法
」
が
公
布
さ
れ

た
道
内
に
お
け
る
“
鉄
道
元
年
”
と
言

わ
れ
る
時
代
背
景
の
中
、
世
は
あ
ち
ら

こ
ち
ら
で
鉄
道
敷
設
計
画
が
制
定
さ
れ
、

未
開
の
地
へ
の
鉄
道
誘
致
に
思
い
巡
ら

せ
て
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
茶
安
別
地

域
も
同
様
で
地
区
の
南
側
に
沿
っ
て
流

れ
る
別
寒
辺
牛
川
の
語
源
で
あ
る
ア
イ

ヌ
語
の
「
菱
の
実
」
を
路
線
名
の
呼
称

と
し
た
「
菱
川
線
」
と
い
う
厚
岸
網
走

間
鉄
道
の
敷
設
計
画
が
持
ち
上
が
り
ま

し
た
。
こ
の
計
画
は
第
二
次
世
界
大
戦

が
終
息
す
る
ま
で
の
間
、
ず
っ
と
鉄
道

建
設
予
定
線
と
し
て
計
画
さ
れ
て
い
た

路
線
で
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
釧
路
市
の
急
速

な
発
展
に
よ
り
政
府
の
案
は
「
菱
川

線
」
か
ら
「
釧
網
線
」
へ
と
シ
フ
ト
さ

れ
、
菱
川
線
の
建
設
は
志
半
ば
で
頓
挫

し
、
実
現
し
な
か
っ
た
経
緯
に
あ
り
ま

す
。

　

念
願
の
路
線
敷
設
に
向
け
て
夢
を
諦

め
き
れ
な
か
っ
た
太
田
村
と
標
茶
町
の

路
線
確
保
の
陳
情
運
動
は
昭
和
29
年
ま

で
続
い
た
と
記
録
さ
れ
て
お
り
ま
す
の

で
こ
の
幻
の
路
線
「
菱
川
線
」
の
撤
退

と
上
記
「
チ
ャ
ン
ベ
ツ
線
」
の
完
成
後

の
実
態
は
住
民
の
心
を
酷
く
傷
つ
け
た

こ
と
は
想
像
し
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。

住民が物資を運搬する風景

茶安別地区編入見取図
引用：標茶町史　通史編第３巻より
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農
業
の
発
達

　

茶
安
別
地
域
の
母
村
太
田
村
は
、
純

農
業
地
帯
と
し
て
発
展
し
た
村
で
、
入

植
当
初
は
畑
作
が
中
心
で
し
た
。
し
か

し
寒
冷
な
気
象
条
件
に
阻
ま
れ
、
思
う

よ
う
に
生
産
が
上
が
ら
な
い
状
況
を
打

破
す
る
た
め
、
明
治
23
年
、
3₀
頭
余
り

の
農
耕
馬
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
か
ら
馬

産
が
始
ま
り
、
そ
の
後
、
優
良
農
耕
馬

を
生
産
し
管
内
有
数
の
馬
産
地
と
し
て

名
を
馳
せ
、
一
時
代
を
築
き
ま
し
た
。

　

畜
牛
に
つ
い
て
も
明
治
時
代
か
ら
飼

育
が
始
ま
り
、
大
正
時
代
に
は
す
で
に

相
当
数
飼
育
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の

畜
牛
生
産
が
順
調
に
推
移
し
た
こ
と
に

よ
り
畜
産
業
に
よ
っ
て
農
業
の
定
着
を

図
ろ
う
と
し
て
い
た
の
が
大
正
５
年
頃

で
、
茶
安
別
地
域
へ
の
移
住
が
始
ま
っ

た
時
期
と
偶
然
に
も
合
致
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
太
田
村
本
村
か
ら
移
住
し

そ
の
ま
ま
の
農
業
形
態
を
踏
襲
し
始

ま
っ
た
茶
安
別
地
域
の
農
業
で
す
が
、

大
正
1₀
年
、
上
茶
安
別
に
５
頭
の
乳
牛

を
産
業
組
合
よ
り
貸
し
付
け
ら
れ
た
こ

と
が
酪
農
業
定
着
の
始
ま
り
で
し
た
。

土
地
の
所
有
は
小
規
模
で
し
た
が
、
今

ま
で
の
畑
作
、
馬
産
に
加
え
、
酪
農
経

営
も
含
め
た
複
合
型
の
経
営
ス
タ
イ
ル

が
そ
の
後
、
昭
和
₄₀
年
代
前
半
ま
で
続

い
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

茶
安
別
地
域
は
、

傾
斜
地
が
多
く
、
牧

草
地
の
管
理
作
業
、

収
穫
作
業
に
困
難
を

き
た
す
状
況
に
あ
り

ま
し
た
が
、
太
田
村

開
拓
民
の
蓄
積
さ
れ

た
酪
農
技
術
に
よ
っ

て
こ
の
弊
害
を
克
服

し
、
順
調
に
規
模
拡

大
を
進
め
、
今
日
に

至
る
大
型
酪
農
地
帯

へ
と
発
展
し
ま
し
た
。

　

特
に
戦
後
、
急
激

な
経
営
規
模
の
拡
大

が
進
み
、
年
を
追
う

ご
と
に
土
地
の
基
盤

整
備
事
業
、
経
営
の

近
代
化
が
求
め
ら
れ
、

集
乳
所
の
設
置
、
ラ

ジ
オ
共
聴
委
員
会
発

足
に
よ
る
農
協
や
役
場
か
ら
の
連
絡
伝

達
の
ス
ム
ー
ズ
化
、
そ
し
て
地
域
集
団

自
動
電
話
の
設
置
な
ど
急
速
な
進
化
を

遂
げ
ま
し
た
。

　

農
村
と
し
て
発
展
し
て
き
た
茶
安
別

地
区
に
お
い
て
の
転
機
は
、
昭
和
23
年

『
茶
安
別
農
業
協
同
組
合
』
が
設
立
し

た
こ
と
で
す
。
発
足
時
の
組
合
員
は
２

２
０
名
で
あ
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
お
り

ま
す
。

　

組
合
設
立
当
時
は
、
終
戦
後
の
不
安

定
な
経
済
状
況
か
ら
不
況
が
続
き
、
す

べ
て
の
物
が
不
足
し
、
特
に
食
糧
難
の

時
代
で
し
た
。
農
業
経
営
に
お
い
て
も

少
数
の
家
畜
と
畑
作
に
よ
る
小
規
模
経

営
の
生
産
者
が
多
く
、
組
合
員
数
が
大

多
数
だ
っ
た
た
め
各
地
区
に
農
業
協
同

組
合
が
乱
立
し
て
い
た
時
代
で
し
た
。

茶
安
別
農
協
に
お
い
て
も
、
経
営
形
態

が
小
規
模
で
あ
っ
た
た
め
、
組
合
運
営

も
そ
の
影
響
を
受
け
、
自
己
資
本
比
率

が
低
く
、
常
に
ひ
っ
迫
し
た
経
営
を
余

儀
な
く
さ
れ
、
毎
年
の
総
会
に
お
い
て

出
資
の
増
強
を
訴
え
る
状
況
は
他
の
組

合
と
同
様
で
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
時
期
す
で
に
母
村
太

田
村
で
は
酪
農
経
営
を
主
体
に
す
る
組

合
員
が
多
か
っ
た
た
め
、
農
協
も
苦
し

い
経
営
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
酪
農
技

術
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
生
か
し
、
他
の
地
域

に
比
べ
て
比
較
的
良
好
に
好
転
し
て

い
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
一
部
の
組
合
員
が
脱
退
し
、

独
立
し
て
上
茶
安
別
酪
農
農
業
協
同
組

合
が
別
に
設
立
さ
れ
た
こ
と
な
ど
も
経

て
、
昭
和
3₅
年
、
第
一
次
農
協
合
併
が

進
め
ら
れ
、
茶
安
別
農
協
は
新
設
の
標

参考文献
標茶町史　通史編第３巻

酪農振興会名 昭和₆₀年度 平成７年度 平成1₅年度 平成29年度

上茶安別酪農振興会 21戸 3，112t 1₆戸 3，₄3₆t 1₄戸 3，₈9₆t 1₀戸 3，791t

茶安別酪農振興会 ₅7戸 13，₀₀₄t ₅2戸 1₆，₈₆₅t ₄3戸 17，₄3₀t 31戸 17，9₈₀t

茶安別の生乳生産（情報提供：JAしべちゃ）

茶
町
農
業
協
同
組
合
に
合
流
し
現
在
に

至
っ
て
お
り
ま
す
。

釧路方面は“中茶安別”︵写真左）
中標津方面は“中知安別”︵写真右）

漢字表記が違うのは何故？？

中チャンベツの不思議



TEL 0154-57-8331
FAX 0154-57-8905

農業機械部品
春の取りまとめ
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GARAGEGARAGEGARAGEGARAGEGARAGEGARAGEGARAGEGARAGE 2019

冬場使用しなくなった
作業機械のメンテナンスを

行っております。
お気軽にご連絡下さい。

釧路・中標津版は別冊にて
見やすくなっております。

遊休農機の買取を
行っております。
お気軽にご連絡下さい。

今年も１月より春の取りまとめを行って
おります。
３月15日㈮が最終日となっております。
機械工具・農業資材・酪農用品等多掲
載しておりますので、組合員皆様のご協
力をよろしくお願い申し上げます。
※取りまとめ冊子は各JAより配布予定とな
っております。申込みは各JA資材店舗
・工場窓口までお申し込み下さい。

　詳しくは取りまとめ冊子を御覧下さい。

釧路・中標津版

全道版

ご注文・お問い合わせは

釧路農協連機械センター
釧路農協連通信 2019.219



インスタグラム

始動!!!
これからますます人口減少が予想される｢釧路｣。

このままでは釧路の未来が…！なんとかしなければ！！
との思いでインスタグラムを開始しました。

釧路管内や酪農畜産の魅力をたくさん発信します。
一緒に釧路を振興させましょう！！！

インスタをお使いの方は

是非フォロー＆いいね　

お願いします！

フォロー方法 インスタのアプリをお持ちの方は、「釧路農協連」で検索！
または、アプリを開いて左図のネームタグをスキャン！！
※スキャン方法は下記参照
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