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基
本
的
な
取
り
組
み
で
事
故
率
低
減

こ
の
農
場
は
、約
５
年
前
に
酪
農
家
か

ら
和
牛
繁
殖
農
家
に
転
換
し
た
農
場
で
あ

る
。こ
れ
ま
で
分
娩
直
後
の
死
産
と
子
牛

の
事
故
率
が
年
間
20
％
程
度
に
及
ぶ
こ
と

に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。こ
の
よ
う
な
状
況

の
中
、人
工
哺
育
の
導
入
や
消
毒
作
業
の

徹
底
な
ど
を
実
施
し
、直
近
の
半
年
間
で

子
牛
の
事
故
率
を
７
％
程
度
ま
で
激
減
さ

せ
、さ
ら
に
発
育
を
改
善
す
る
こ
と
が
で

き
た
。以
下
、そ
の
具
体
策
を
紹
介
す
る
。

①
人
工
哺
育
の
導
入

自
然
哺
育
か
ら
人
工
哺
育
に
転
換
し
、

ハ
ッ
チ
で
飼
う
こ
と
に
変
え
る
と（
写
真

1
）、子
牛
の
糞
便
の
状
況
や
飼
料
の
摂

取
量
な
ど
が
個
体
毎
に
わ
か
り
、調
子
の

悪
い
子
牛
に
対
し
す
ぐ
に
治
療
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
。ま
た
、発
育
の
バ
ラ
つ
き

が
な
く
な
り
、斉
一
性
が
高
ま
っ
た
。

②
分
娩
時
の
立
ち
会
い

母
牛
に
対
し
飼
料
の
給
与
を
16
～
18
時

の
一
回
給
与
に
し
て
昼
間
分
娩
を
促
す

と
、真
夜
中
の
分
娩
が
減
っ
た
。分
娩
時

の
立
ち
会
い
が
で
き
る
た
め
、母
牛
の
初

乳
給
与
が
徹
底
で
き
て
い
る
。

③
消
毒
の
徹
底

子
牛
の
移
動
後
、必
ず
ロ
ン
テ
ク
ト
な

ど
の
消
毒
液
で
ハ
ッ
チ
を
消
毒
し
、乾
燥

後
に
新
た
な
子
牛
を
導
入
し
て
い
る
。ハ

ッ
チ
の
あ
る
牛
舎
で
は
煙
霧
消
毒
器（
写

真
２
）を
使
い
、グ
ル
タ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド

製
剤
を
２
日
に
１
回
散
布
し
、肺
炎
を
引

き
起
こ
さ
な
い
よ
う
注
意
し
て
い
る
。

④
粗
飼
料
の
カ
ッ
ト

自
給
粗
飼
料
の
チ
モ
シ
ー
な
ど
の
ロ
ー

ル
乾
草
を
カ
ッ
ト
し（
写
真
3
）、育
成
期

に
し
っ
か
り
粗
飼
料
を
食
い
込
み
、腹
づ

く
り
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

⑤
母
牛
の
分
娩
前
の
増
し
飼
い

分
娩
2
カ
月
前
の
母
牛
へ
の
配
合
飼
料

の
給
与
量
を
2
㎏
程
度
ま
で
増
や
し
、胎

内
で
の
発
育
を
促
進
し
、丈
夫
な
子
牛
を

産
む
た
め
栄
養
充
足
率
を
高
め
て
い
る
。

日
々
の
観
察
で
変
化
を
見
逃
さ
な
い

こ
れ
ら
対
策
以
外
に
も
水
槽
の
掃
除

（
写
真
４
）や
子
牛
段
階
の
敷
料
の
充
実
、

調
子
の
悪
い
牛
へ
の
体
温
測
定
の
実
施
な

ど
を
徹
底
し
た
。

た
だ
し
、こ
れ
ら
の
対
応
の
大
前
提
と

し
て
、牛
舎
を
頻
繁
に
回
っ
て
牛
を
観
察

し
、状
態
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
で
、調
子

の
悪
い
牛
に
対
し
早
め
に
治
療
で
き
る
か

ど
う
か
が
最
も
重
要
と
な
る
。

な
お
、子
牛
の
事
故
率
を
改
善
す
る
こ

と
で
、哺
育
期
の
子
牛
を
順
調
に
発
育
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
結

果
、素
牛
と
し
て
出
荷
す
る
子
牛
の
増
体

も
伸
び
、販
売
金
額
の
増
加
に
つ
な
が
っ

て
き
て
い
る（
図
1
、2
）。

今
後
は「
1
年
1
産
」は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、流
死
産
合
わ
せ
て
5
％
以
内
の
事

故
率
を
目
標
と
し
、繁
殖
後
継
牛
の
更
新

に
よ
る
高
能
力
化
を
進
め
、強
い
繁
殖
経

営
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
を
め
ざ
す
。

写真１：手作りハッチでの子牛の管理 写真2：煙霧消毒器による消毒

写真３：ロール乾草のカット 写真４：水槽の掃除

子牛の事故率低減と発育改善に向けた取り組み
和
牛
繁
殖
農
家
で
最
も
問
題
と
な
る
子
牛
の
事
故
。
和
牛
子
牛
の
事
故
率
は
全
国

平
均
約
４
％
と
、
経
営
に
与
え
る
影
響
は
大
き
い
。
今
回
は
、
子
牛
の
観
察
を
強

化
し
な
が
ら
、
人
工
哺
育
や
消
毒
の
徹
底
な
ど
の
基
本
的
な
取
り
組
み
を
確
実
に

実
施
し
、
事
故
率
低
減
と
子
牛
の
発
育
改
善
を
実
現
し
た
事
例
を
紹
介
す
る
。

DATA 事業規模
所 在 地：北海道
飼養頭数：黒毛和種繁殖牛110頭
従業員数：3名

子
牛
の
観
察
を
徹
底
す
る
こ
と
で

事
故
率
低
減
と
発
育
改
善
を
実
現

し
た
和
牛
繁
殖
農
家
の
取
り
組
み

CASE STUDY
生産性向上のための優良事例

肉牛1
冬場対策のヒーター
を設置

食い込みやす
い 5～ 10㎝程
度の長さ

空中での滞留時間が
長いため効果が高い
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図１：死産頭数と事故頭数の推移 図２：出荷日数・体重と素牛販売金額の推移


