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　日本の漁船漁業 が長 期 低 迷　総 トン 数 20 トン 以 上 の

漁船 は ，1990 年 か ら 1998 年 に か け て 5800 隻 か ら

3200隻 に，合計総 トン 数 で は 143万 トン か ら 69 万 ト

ン に と，約半分の 規模 に な っ て し ま っ た。日本の 漁船漁

業 が低迷 して い る一
方で，欧州の 漁業は 活況が 続い て お

り，日本の 市場 に も欧 州 か らの 魚が 増 え て い る状況で あ

る。

　高漁業生産能率 と強力資源管理がキ
ー

ワ
ー

ド　 日本の

漁業 を低迷 させ て い る 要因 は 何 か。高 い 船員費な ど に よ

る 高 い 運航費の 問題，流通の 問題 お よび 漁業行政 に よ る

制限 な ど，低迷要因の 多 くが テ コ 入 れ し に くい こ と とみ

られ て い た。漁 業 技術 に つ い て は，日本 の 漁 船 は かつ て

世界 の 漁業技術 を リードして い た が，同 じ道 具 を使い 続

け て 来 た。一
方，欧 州 で は こ の 10年 ほ どの 間に か な り

技術革新が進み，漁獲能率が高 ま っ た 。漁業経営がうま

くい けば，新造船の 建造も活発 となり関連産業の 技術開

発も活発 とな る 。 漁業生 産の 採算性は ， 工 業生 産や 農業

生 産 と全 く同 じよ う に，人 件 費 が少 な く，生 産 能率が 高

い 生 産 シ ス テム とい う こ とに つ き る。日本 の 漁 業 に比 べ

外 国 の 漁業生産能率 が相対的 に 高 くな っ た 結果，日本の

競争力は低下 し，日本 に 外 国産の 漁獲物 が流入 す る こ と

と な っ た の で あ る。国土 の ハ ン デ ィ キ ャ ッ プを 背負 っ て

い る 日本 の 農業 とは違 い ，漁業 の 場 で は 日本の 海 も世 界

の 海 も広 く，漁船 漁業 技術 に よ り 日本 の 漁 船 漁 業 の 再 生

を 図 りた い も の で あ る。し か し，高 い 能 率 で 魚 を と る

と，一
方 で は漁業資源 の枯渇 に 直結 す る 。 従 っ て，同時

に 強 力 な 資源 管 理 が 必 要 で あ っ て ，強力 な 資源管理 に

は，資源量 と再生産 の 科学的 な把握 が必 要 に なる 。 漁業

の 再生 ・発展 の キー
ワ
ードは，高 い 漁業生 産 能率 と強 力

な資 源管理 で あ る 。

　 巨 大漁船　ス ペ イ ソ で は 全 長 112m もの 巨 大旋網漁

船 が ，オ ラ ソ ダで は 全長 145m も の 巨 大 トロ
ー

ル 漁船

が 次 々 と建造されて い る。巨大 卜ロ
ー

ル 漁船 は ， 自動化

・機械化 が進 み，乗組員 60人 で運 航 さ れ て い る 。 プラ

ン トの 大型 化 は，どの 工 業 生 産で も効 率化の 有力手法 で

は あ るが，漁船 が こ れ だ け 大 きい と資源管理 上 不 安 に な

る。

　ツ イ ン リグ トロ
ール 2 連 の トロ ール 網 を曳 くツ イ ン

リ グ トロ ー
ル は小型 エ ビ ロ ト

ー
ル 漁船 で は 普及 して い る

が ， 欧州で 大型底曳 トロ
ー

ル に も広まり普及 して い る。

ワ
ー

プ を 3 本曳 くた め ，ワ
ー

プウ イ ン チ は 3 台，ネ ヅ

トウ イン チ は 2 台 ，袖 網 ウ イ ン チ が 多数 必 要 と ウ イ ン

チ の 数が 多 く制御 が 複雑 にな るが，曳航 力の 割 に 網 開 口

幅が 広 く取 れ 漁獲効率が 高 い （図 1）。
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か ら始 ま っ た船 型 で

旋網 と トロ ール の 兼業漁 船 で あ る。常時 トロ
ー

ル と旋網

を ス タ ソ バ イ 状態 に し て お き ，海底近 く か ら 中層 ま で は

中層 ト ロ ー
ル で ，表層 の 魚群 は旋 網 で 獲 る。表層 を受 け

持 つ だ け の 旋網 は，網 丈 が 小 さ くて 済 む 。 中層 卜ロ ール

の 水深 を 自由 に制御 す る 技術 の 裏付 け も重要 で あ る （図

2）。

　オ
ー

トライナ
ー
　 日 本で は 大型底延縄漁業は ほ ぼ廃 れ

て しま っ た が ， 欧州で は タ ラ な どの 底魚漁業に底延縄漁

法 が 用 い られ て い る。揚縄 ，縄 整理 ，餌付，投 縄の 自動

化装置が ノル ウ ェ
ー

で 実用 化さ れ，オ
ー

トラ イナ
ー

と 呼

ばれ る 大型船 が 多 く建造さ れ て い る 。 延縄を 舷側か ら揚
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図 3 　ム ー
ン プール オ

ー
トラ イナ ー

げ る の で は な く，船底の 開 口 井戸か ら 揚 げ る ム
ー

ン プー

ル 方式は ，漁労作業性 に 優れた ユ ニ
ー

ク な 設計 で あ る

（図 3）。

　 トロ
ー

ル 網の ビジ ュ ア ル 制御　 トロ ー
ル 網口 を 魚群に

命中 させ るた め に，船橋 で 網 の 状態を ビ ジ ュ ア ル に 監 視

しな が ら操船す る シ ス テ ム が ノル ウ ェ
ーで 開 発 さ れ て い

る。ト ロ
ー

ル 網に 多 くの セ ン サ
ー

を取 り付け ，船橋 で ト

ロ ー
ル 網の 幾何形状 ，海底形状 お よび 魚群形状 を モ ニ

タ
ーす る 。 トロ ー

ル ウ イ ン チ の 制御 と連結 し，曳網中の

自由 な 旋回 を 可能 に し，中層 トロ ー
ル を好 み の 水深 に 制

御 した り す る こ と もで きる よ うに な っ た。ツ イ ン リグ ト

ロ
ー

ル が 普及 し た の も，コ ソ ピ ュ
ー

ター制御 の発達 に依

存 し て お り，パ ー
サ
ー

トロ ー
ラ
ー

の 発達 も 中層 卜ロ
ー

ル

の コ ン ピ ュ
ー

タ
ー

制御 に 依 存 して い る。盲 目的 に しか も

直 進 だ け で 魚群 を網 口 に 誘導 して い る 従来漁法 に 対 し

て ，冖を 開 け ハ ン ドル 操作 す る漁法 との 差 は歴 然 と して

い る。

　 ス ラ リーア イス 　欧州の 漁船 は，総 トン 数 1000 トン

程 度 の 大型 船 で も，凍 結 よ りも高価格 で 取引 され る氷漬

け に した鮮魚で水 揚 げ す る こ とに拘 っ て い る 。 大 型 船で

2週間程度 の 航海 の 後鮮魚水 揚げ す るた め に は 急 速 氷 温

冷蔵技術 が重要で ある。海水中 に 微細な氷結晶が 混 ざ っ

た ス ラ リー状 の 海水 氷 が開発 され 急速 に 普及 した。ス ラ

リ
ー一

ア イ ス は魚体 を隙間 な く覆い 潜 熱 を効 率 よ く奪 い ，

冷却効果 が高 い 。日本で も少数導入 さ れ，い ず れ も成 功

し て い る が，な か な か 普及 しな い 。
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　 図 5　 日本 と 欧州の 漁船の比 較

N

　船型 の 違 い 　 ヨ
ーロ ッ パ と 日本の 漁船の 船型は相当違

っ て い る こ とが知 られ て い る。日本の 漁船は細長 い が，
ヨ ーロ ッ パ の 漁船 は 幅広 ・

寸詰 ま りで あ る，な ぜ か ？

日本の 漁船 は総 トソ 数管理 され て い るの で ，一
定 総 トン

数 の 中で ，速力を重視 した 細長 い 船型 が 発達 した が ，

ヨ
ーロ ッ パ で は ，長 さの 制限だ け なの で ，幅広 で深 い 船

型 が 発達 し た。図 4 は デ ン マ
ー

ク の 沖合 卜ロ
ー

ル 漁船

で ，垂 線 間長 さ と幅 の 比 は 約 2．7で あ る。

　 日本 の 漁 船 で は 長 さ と幅 の 比 は 4 程 度 で あ り，こ の

よ うな幅広 船 型 は 見 られ な い
。 同 じ長 さで は，欧州の 漁

船は 日本の 漁船の 約 2 倍の 総 トン数 とな っ てい る （図 5）。

　総 トン 数管理の 弊害　総 トン 数管理 で は，居 住 区 が切

り詰 め られ，復原浮力や安全操業 の スペ ー
ス も切 りつ め

られ，魚 倉 を最大 限 に す る設計 とな り易い 弊害 が ある。

漁業管理 行政 か ら総 トン 数 管 理 を放 棄 し，日本漁船の 居

住区規格 を高め，漁船 の安全性 も高め る要 望 が高 ま っ て

い る 。 こ の よ うな意味か らも能率 の 良い 漁船 が求め られ

て い る と考 え る。ともあれ，日本 の 海面漁業が採算 を取

り戻 し，船 員 の 居 住 区 の 向上 に ま で 配慮 で き る 状況 に な

っ て も らわ ね ばな らな い 。こ の た め に 技術 お よび 行政 サ

イ ドか ら，漁業 の 能率 ア ッ プ を強 力 に支 援 す る必 要 が あ

る。
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