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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （1）

　戦後の 水 産 業は 漁業 制 度 改 革 に よ り基 本 的枠組 み が 築

か れ，1963 年制定 さ れ た 沿岸漁 業 等振 興 法
一

沿 振法 と

略 す一が，こ れ まで 38年 に わ た り水産政策 を 方向づ け

て きた。200ユ年成 立 した 水 産 基 本 法
一

基本法 とす る
一

を 沿振法 と比 較 し な が ら まず検討 し （図 1），水産研究

との 関連 に つ い て私見 を述べ た い 。

　高度経済成 長下 ，工 業 部 門 の 所 得上 昇 が先行 し，立 ち

遅 れ た農漁業 の 生 産性 向上 ・他産業 との 所得均衡 が政策

冖 的 とな っ た。沿 振 法 が 沿 岸 漁業 な らび に 中小漁業 に 焦

点を しぼ って い た の に 対 し，基本 法で は 漁業部門の み な

らず，加工 ・
流通 を含め た 水産業 全般 を対象 と し，遊漁

（「漁業者以 外の 者で あ っ て ，水産動植物σ）採捕 お よび そ

れ に 関連 す る 活 動 を行 な う もの 」 ＞6 条 2 ） を も包括 し

て い る 。
の み な らず 「国 民 に 対す る水産物の 安定的な 供

給」 （2 条 3） を掲 げ，消費者 を含 む 国民
．
般 を 守備範

囲 に 取 りこ む。こ れは 農業　食料 ・農業 ・農林基本法
一

に も共 通 す る際立 っ た 特徴 として 指摘で き よ う。

　 基 本 法 は，水 産 基 本政 策検討会報告 〔99 年 8 月 ）・水

産 基 本 政 策 大 綱 （同 12 月 ） を 踏 ま え て 作成 さ れ た 〔1）。

「報告 1は  水 産 資 源 の 持 統 的 利用 ，  自立 し うる漁業

経営，  水 産 物 流 通 ・加 工 の 合 理 化，  漁業地 域 の 振

興，を 4 本 柱 と し，  は A ．水 産 物 の 安 定 供 給 に ，   

  は B ，水 産 業 の 健 全 な 発 展 に該 当 す るω 。前者 は 後者

に よ っ て 初 め て 可能 とな るが，両 者 が 基本 法の 政策 目的

・基本理 念に ほ か な らず，水 産資源の 持続的利用 が 両者

を貫 くキー・
タ
ーム で あ る 。 以 下 で は 水 産研究 と密接に

結 び つ く A ．水産物の 安 定 供 給 に 中心 をす え て 議論を進

め る が，中 期 的指 針 で あ る水 産基本計画 に 定め られ る 水

産 物 自給率 に 前 も っ て検討 を加 え て お きた い 。そ れ は 同

じ く食料 産業 として位置づ け られ た，農業 との 差異 を明

らか に す る こ とに な ろ う。

　　　　　　　　　　　 （2）

　 「沿岸 か ら沖合 へ ，沖合 か ら 遠洋へ i の ス ロ ーガ ン が

象徴 す る 高度 成 長 期 の 水産業は ，「海洋白出」を享受 し，

大 洋漁業 ・日本 水 産等の 大手資本 に 主導 され た遠洋漁業

が 波 頭 に立 っ て い た。事実 上，「
資源無限」 を 想定 して

い た の で あ る。し か し 200 海里体制 の 成立 ・
定着 （77

年 以 降） と漁業技術 ・漁獲能力 の 飛躍的上 昇 に よ り，

「水産資源が 生態系 の 構成要素で あ り，限 りあ る もの で

政 策目的の 転換

⇒

施策対 象の 拡 大

出所 ：加藤雅文 「水 産基 本法 に つ い て 」P．6 よ り （
一部変更） （「水産振 興』No ．405，2001）

図 1　 水 産基 本法の 目指す もの
一

理念の 明確化 と基 本政 策の 方 向 f・1け
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資斜 ：農 林 水 産 省 「食利 藹 給 ナ 1

図 2　 食川 魚 介類 の 自給 率 等 の 推 移

あ る こ とに か ん が み ，そ の 持駈的利用 」 （2 条 2〕 が 水

産 業 び）大 首「題 とな っ た。70 ・80 年代 に 1，000　h
’
トン を

こ え て い た 生 産 量 は gO ｛1 代「 急減 し，2000 年 に lli　638

b トン に 縮小 した 。 ア メ リ カ ・冂 シ ア 海域 か らほ ぼ完全

に しめ 出 され た遠 洋漁業 は，い まや 僅 力 に 86 ヵ ト ン に

と ど ま る。政 策 的 に も ま た 現 実 に も，H 本 の 200海 甲

水域内の 沖合 ・沿 岸 瘋業 の 利 用 ・
乍理 力 き わめ て 市：要 に

な っ たの で v）る。もち 7 ん，海 況 変 動 に よ るマ イワ ン激

減 （ピ
ー一

ク ＝88　fg の 449 万 ト ン に 対 し，2000 年 で は

15 万 トン ） 着 見落 とす わ け に は い カ な い ／」 ，自然 的 要

囚 以 外 に 社 会晋 断 的 要 因 に基 づ く，資 源 の 回 復 力 を こ え

た 漁獲
一
乱獲

一
が 生 産縮 小 を招 い て い る こ とは 否 定 しカ

た い 、，水 匠 物 を 含4 食料 白給 率 に つ い て 2 点 を 指摘 し

た い 。

　第 1。70 年 ま で輸 出 産裳で あ っ た 水 産 業 は ，い まや

食用魚介類自給率力 5 割強 まで 低 ドした （図 2）。そ L

に は前述 した 国内tl 産 の 縮小が 作用 して お り，適止 な 資

源椙 殫 に よ る供給 ノ丿の 向上 が 今後不 可 欠で あ る，，しか し

そ れ を前 提 と した うえ で ，自給率低
一
トが需 要・拍費 サ イ

ドか らの 要 因，言 い か え れ は 急速 ば 食
／i．活の 変化に 大 き

く走＿閃 す る こ とを，や ／
⊃もす れ ば 見落 と し 力 ＋ で 凌 b3 ）。

20 万 トン を こ
’
る シ ［ ザ ケ の 回 遊 か あ り な カ ．〕，よ り

高価 な べ ニ サ ノ・を 1〔1万 トン 以 E も輪 入 し，消 費 者 ＝国

民 は 「豊 か な 食生 活．If ・
享受 L て い る。ア メ リ カ と並 ぶ

エ ビ 輌 入 も11Tlltて あ り，こ れ は 水 産 物の み な
1
っず ，食牛

活 全舷 に あ て は ま る 。

　第 2。農庠物 と 水 産物 が と も に 自給 率を 低 下 させ て い

る こ とは 共通 す るが，両 昔の 生 産 条 件 は基 本的 に 大 き く

異 な る 。 す な わ ち 口 本の 周辺 水 域 は為数の 豊度 を誇 る 世

界 3 大 漁 」
ノの

一
つ で あ り，200 海里 水 域内］fli積 も 巨界 6

位 の 広 さで あ る c、他 方，傾 ∫PJ也が 多 い 口 本 の 国民 1 人

当た りの 農 用地 面 積 は，ア メ リカ の 20 分 の 1 に 過 ぎな

い。口本の 穀物生鉾＝十地 利用 型 農業 は 決 定 的 ハ ン デ ィ

キ ャ ッ プ を 背負 っ て い
．
5の で あ り，WTO 体 制 下 の i自

由負易」こ そ
“
フ ェ ア

ー一”
で は ≧い と

．L，うべ きで あ 7 ）．

　 匹界て も有数 の 恵 まれ な い 農 地 条 件 を カ か え る礎 業

は ，畜産 物消費の 激増→飼 料 穀物 の た量 輸 入 を 二1
．
二囚 と し

て ，農産物 白給卑力 急激 に 低下 し，べ ・一ス とな る投 物 自

給率 は 3割 を き っ た 。こ の 趨勢 を 押 し と どめ る こ とは

お そ り く丁 難で あ ろ う、、そ れ は 食料 ・ノllh　“ ・農 材 基 本法

〃 ，「食料その 他の 農産物 の 供給 の 機能 以外 の 多面 に わ

た る機能．’　 （3 兼） を重 視 し，多面 的機能 に決 定 的 に依

拠 せ ざ るを え な い ゆ え ん て あ る
41。

　　　　　　　　　　　 （3）

　A ．の 水 庠物 の 安定 供糸」1は ア ．水 産資源の 適切 な 保存

・管理 （13 ・14 条 ），イ．資源 調査 ・研究 〔15 条），ウ ．

増 査 殉 の 推 進 （16 条 ），二 ．f指 『環栓 の 保全 ・改善 （17

条 〕，オ．漁 場 σ）維 持 ・開 発 （18 条〕 を 掲げ る ル ，／kJt
研究 に 直結 す る 前 3 者 を 于 が か り に 検 討 を進 め よ う n

旧 振法 は水 産 資源 が 比 較的 良好 な 状 居 に あ る こ とを前 提

に，生 産 0 ）効率化 ・漁獲 邑増 人に 車　 を か け て い た カ，
其 本 法 て は 資源 の 適切 な 管埋 に ．ltり持続的利用を 果た す

こ とを企 図 す る。乱 獲 な
1

び に他 埣 果 ウ・らの 人為的要因
．
う水斤資源減少 の 要因 で あ る と見な して い る。生 産 性 向
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図 3 　キ 妄 缶 種 の 漁獲 薫

上 を 目ざ した 技術開発が，水 庄 資源 の 特性 か ら，逆 に か

え っ て ，過剰漁獲
。
過密貢 殖 を しば しば もた らす こ とは

周 知 の 通 りで あ る。

　資源 を絹持 ・凵 復す るの に 必 要な 限 度 を こ え た 漁 獲力

多 くの 魚種 に お い て 行 わ れ 〔図 3），現 在 の 漁 獲 力 続 け

ば 資源量 は さ ら に 減 少 し よ う 。
TAC 制 度 ff導 入 さ れ ，

資源管理 型漁業が 次第 に 浸 透 しつ つ あ るが ，満足 す べ き

成未 を あ けて い る とは とて も言 えな い 。資源の 悪化 した

特定魚種 に は 「資源 Ilrl復
一
十画 」 を乗定 し，新 た に TAE

（Tota1　Allowable　Ei正brt）規 制 を試 み よ う と して い る
5．。

TAC 管 理 に は科 学 的 デー
タ の 質的 。量的蓄積 が 不 可 欠

で あ り，精 度 の 高 い 資 源 解析 ・推 計手仏の 開発が また れ

る。総 じ て 資 源 捌 究 の 画 期 的 進 化 が 望 ま れ よ う （ア
・

イ）、tll ・中 ・韓 を軸 とす る東 北 ア ジ ア 水域 の 国 際的漁

業管理 体制を も展望 す れ は，こ の 分野 に 人的 。資金 的集

中 をは か る必要 t） あ る と 思 わ れ る。狭義 の 技術 の み な ら

ず，そ れ を こ えた 管理 手 法＝ソフ トを含 め た技術研究 胆

何 よ り亜 要 で あ り，技術 と して の 技術研究は 国内的 に

も，国際的 に は な お さ り ，現実的有効桝 を もち え な い で

あ ろ う。ま た こ れ は 必 ず し も資 源 研 究 の み に限 厂 な い

が，大学
・水 研 ・水 試 力 明確 な 研 究 目標 を掲 げ，協業 と

分業 に 基つ く為機的研 究体制 を い カ に 築い て い くか が重

要 て あ る。

　 例 え は 広 域 魚秤 の 資 源 管 理 を 恨定 す れ ば，ト
ー

タ ル な

管 埋 目標 ・管 理 基 準を L 丿 定め る か，あ る い は よ り一般

的 に 資 源管 」一　t，政 策胛 念 と して ど う位 置づ け る かは 大
’
｝
’
：

の ，国 ・ブ ロ
ッ ク 単付 の 管理 口標 ・其 準 力水 研 の ，地 域

的
一
お お む ね県

一
管瑚ガ 水試の ，主 要な 役割〃 握 に な る

の で は ない か。も ち ろん 相互 乗 り入れ が あ って 当 然 で あ

る し，水試 が その コ 場 か ら
一水 研 は 言 うま で もな く

一，

全 般的 な 管埋 目 標
・基 準に ，あ る い は 政 策 理 念 に ア ブ

ロ
・一

チ す る の は む し ろ望 ま しい で あ ろ ）。

　資源管理 に は資源 月査 ・ 資 腺 解 析 が 不 可 欠 て あ るが，

全国 的範 闘，ま た ブ ロ ッ ク も し くは ブ 冂 ッ ク 旧 彑 同 を，

人的に も豊富 な ス タ ッ フ を雛 し調 査 舟 に も恵 ま れ た 水 研

が，地域的範囲を 水試 が，担 当す る こ とに ・よ ろ う。大 学

は 助言 ・協力
・企 画 に 関与 し，あ る い は レ ヴ ュ

ー
を 試み

る に とと ま らざ る を え な い
。 実 1祭，水 研 を含む 田 が 全 阿

的 な ，水 試 を 含 む 県が 地 域 的 な ，管理 政策　例 え ば

TAC 　の 実 施 主 体 とな っ て い る こ とは 鬥知 の 通 り で あ

る。大学 は そ れ に 対 して
一

ザ距離をお き，水匠政 策i 般

に 対 す る管 理 政 策 の 位 置 ∫け を含 め ，政策評 価が 主 要な

課 題 で あ る と考 え られ る。

　 以 上，主 として 国 内 的 管理 を 念頭 に お い て 述べ た が，

田 際 的 資 腺 管 理 に お い て は 大学 の 役割 力 重 要 に な ろ う。

行政組織 を背後に も つ 水研 ・水試 は 現実 的利 害 に 敏 感 に

な り，ど うして も利益 代表的 彳亅動 に 陥 りや す い 。他 方大

学 は と もか く も自 由な 見地 ・視 点 に 立 脚 して　国籍 を背

負 っ て学 問 の 名 の も とに大奮闘す る ラ
ー一

ス もあ る カ　 ，

理 念的 提言 を行 な う＿と〃 で きる。また学術 交 流に よ っ

て ，国際的管理 の バ ッ ク グ ラ ン ドを酵 成 す る こ と も可 能

で あ る。⊥ 述の 内容 は，と くに 目新 しい こ とで は な い、

人な り小 な り現 実 に 」施 され て い る が ，大学 ・水研 。水

試 の 相互 関連 に た っ た研究体制の 構築を，日的 息 識 的 に
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丿 野

省力化，低 コ ス ト化奴術

付川 曲値向上 技術

我 が 国 周1！VJ 域 の 1創 4 利用 技術

環 境 に 凋和 しt 魚業抜 術

　 　 　 　 　 ．　　　　　　　　 」一一ニ ー
Hl所 ．　「b父　6　年 度　　「魚業白告』　p．⊥23

　 　 　 　 　 　 　 表 1 　技f「r開 発 等 の 串 例

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 内　　　 　　　 　　re

・
fr弄岸 小型 漁絣　）荷捍 1厂作業 ）ヵ 力 軒 減 の ノ　）の 暾倉 コ ン テ ナ 化 を 中心 とす

．
技 術II究

・大中型 ま き網踟業の 操 f形厂 の
’
／
’

善 を 図 るた め の 乗組 冂 ti攵「船団袵 嗔の 縮 小等 に閃 よる 」　 di匚試 験
・ま き網 洫 業r ）iFX 一の 力乎化 を図 る た り の 多獲 什 官 類 ）選別 。荷f之什 叢の 合理 rヒノ 7・　’7 ム ）開 発

・tt　b りか おお あ か
／、　 、」・，は だ か い わ し．バ な ざけ 等 の 有 力利 用 を 図 る た ）の 戊分 分 離技 爾 の 目 発

。高 純度 の DHA を 水産物か ら効 t
τ 的に 大量 に 抽出精製す る抜術の 閇発

・水 産 k物 ）た ん ぱ く質分解阻 吉剤 广 利川 した 末 利 用 加工．），料 の 晶 質向 r技 術の 開発
・減圧及、丿 超 高圧 を利川 した た ん ぱ く め ♪構 竺改．L こ ヒる 新 食品 素材製1巨 技 術 丿［1遣
・ 音

己
瓩に刻 す ≠ 習 能 力 を †1川 し た ／kJ。漁業放 流種 百 の 行動制御技 術 ノ）嗣脊

・一
ト骨 ）栄養 塩 恕 ゾ 防昇 させ 漁場 生産 力の 向 「t 図 るた め ）人 1 勇昇 1 奄牛 ’ス テ ム の ≠

一
［i試験

・
ま くb 竿而 費者 二

・一
ス ）強い 新 魚種 の 人 「種 而⊥画技fh の 開発

。 人 1衛 生 利 用 し海流 ・水 色侑報 ご 把揮 す 7 　 ）の 技 術 開発
・DNA 解 析 に よ る魚 類 ）系統郡 〔産卵集団）判 別 于 ttの 閂 杢

・
VIL し 緻 ．．替 才　 釣 リ に．L

．
の か い かの tinms技flTC）門 邑

・ 非着 r氏型 の 網 口 開 凵 ノ《置等 を備へ海底 を 伊　け な L 環境保　用 氏　き網魚r丿、の ca　，E
。防 弓削に よ らな い 微 刀 稲 允を利用 し た 海洋牛物f亅着 防 止 技 術 の 開 発
・1−1的 とす

．’
魚 種 及 げ 月 ノ 鳳 だ け 牟 商獲す る選択的 浄 目 の ll赴

追求 す る こ とが何 ．よ り も川要 で あ る。

　狩猟 で あ る漁 業 生 庠 に 対 し て ，水 界に 。5 け る 1 農 業 」

と も 言 う へ き養 殖 生 産 は，　 般 的 に は 人 為的 制御
一
管殫

が よ り可 能で あ り，「環 境 との 調和 に 配慮 」 〔ウ 〕 す る＿

と が で き る は ず で あ る 。 し か し現実 に は 過密養 殖 に lt
り，漁業 と 同 様 に 漁場劣化が 進ん て い る。魚類養殖か そ

れ を 代表 し，90 年代 中 葉 k て 生 エ サ の 人量投与 に よ

り，多魚 ・多 餌 ・多病 ・
多死 ・多薬 の 浪費型牛産体制を

紅 1．て き た。遅 れ ば せ ，よ カ t’，持続的養殖生産確保 法

（1999）力 成立 し，漁 場 汚 染
・老 化 に 歯 【Lの を か け よ ）

と して い る。漁場 の 環境 容 量 に 冖 合 っ た 適正 な 養殖 其 準

の 堅 持 う求 b ）られ て お り，地 域 的 ・漁場的偏 差 の 大 きい

こ の 基準 ど と の よ う に定 め 訪 は，彳1政 ・研究者 ・養殖

業者 の 犖密 な 協 力，丿 欠 か せ な い 、同注 は 資源管理 型漁業

の 養殖版 と 見な せ よ う か，漁業権 を免許 され ・o 漁協 1
同時 に 資源管埋 主 体で もあ る ． ま さ に 漁協 の 貞価力 問わ

れ て い る の で あ る
1
。

　　　　　　　　　　　　〔4）

　海 は養殖業者 の
一k た は漁 業者 の 　私 的占有物 て は な

く，国民 の 共有財産 で あ る，、水産資源 の 持続 的利用 と は

水 産業 が環境保全産業 と し、て 再 生 し，水 産 物 の 安定供給

とい う国民 の 負託 に 応 え る こ と に ほ か な ら な い 、、生 活排

水 や 産 業 廃 棄 物 の 流 出が 水 質 を 悪化　せ ．主 に 工 業開発

に よ る 埋 立 て 力 沿 岸 域 の 藻 場，陸 と海の 接点で あ る Tl尚

右消 失 さ せ た ，，水産 業 サ イ ドの 要 閃の み な らず，他産業

に よ る水 域環境 の 悪化 。破 壊 も大 きい
。

エ ・
オ に は 海洋

生態 系 の 維持 ・回復 とい う広い パ ー
ス ペ ク ァ f ブ に 立 ．

，

た ，水 産業 者 の 人 な L）ず 国 民全体 の 参加 ・協 刀力 重要 で

あ る，、

　 94 年度漁秉白書 は，省 力 化
・
低 コ ス ト化叔術，付力ll

価値向上 技術，わ メ国周 辺 水 域 の 高度利用技術，環境 1二

調和 した 技術の 4 タ イ ノこ技術 開 発 を整理 した 俵 1）c，
コ ス ト ダウ ン に 結 び つ く前 2 者 が将来 と 41 有効 K あ

る L とは看 フ まで もな い カ．環境 の 世紀で あ る 21 世 紀

に お い て は，環境調和技 術 力 第 ユ に 優 先 さ れ る こ とに

な ろ う。水産資源 の 囲 復 に 資す る，周 辺 水域 の 高皮 利 用

技術 〃 次に 続 く と思 わ れ る。こ の 整 理 は 狭義 の 漁 耒 技 術

に 偏 り す さ て い Q と思 わ れ iO 　f／ ，それ は適1 補止 して 頂

く と し て ，前述 し た 資源 管 理 手 法
・
技術 に よ くう カ bf，

る よ うに ，技術　と くに ・ ＼・一ド技術
一一一は そ れ 自体独白に

機能 す る の で は 決 して 起 「・、、社 会 的経済的 バ
ッ ク グ ラ ン

ド・
条件の 下で ，単純化 して い え ば ソ フ トウ ェ ア ー

と し

て の 結び つ きを 脂 ・ て 初 ）て ，現 実 に 活用 さ れ 機能 L、て
い くの で あ る。小論 て は テ

ー
マ の 限 定 ・制約 力 ．♪ ，B ．

水Pt業の 健全な 発展 F．関 ，る論 点 で 押象 し た カ　 ，水 産

業 の 発展 を起点 と し て，技術 の 恵 義 ・役 割 力 白ず か ，浮

か び あ b　 て くる の て あ o 。逆 て は た い こ とを強調 して

お きた い 。

　最 後 に 。 地 球環境問越 は 1地 球 に　 iL い 水 産 業」 右

求 め ，基 本 法 は 水 ft資源の 適切な 管理 に よ り持瓶的利用

を 企 図 す る。水 産 業 が 海洋生 態系を 回 復 させ 生物多 様 忖

の 確保 に 貞献す るな ・ば　環境保全の 旗手 と 丈 り，基木

法 を 出発点 と し，そ れ を こ えた 国 民 的 ・地 球的課題 に 連

結 し寄 与す るに 遅 い な い
1
  ，
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注

（1） 「大綱 i は 「報 告 」 をべ 一一
ス に 自民 党 ・業界等 と 協議 しな

　 　 が ら水産庁 が作 成 した。水産基 本政策検討会 は 97 年 9 月

　　 設 置 され ．2 年間 ・24 回 に わ た り議論をた たかわ し，筆

　 　 者 が 座長 を勤 め た 。検 討会の 委員構成 は 以 丁 の 通 りで あ

　　 る。業 界 7 （大手水 産 1，水 産庁 OB 　6っうち事務 官出身

　　 2 ・
技 官 出身 4），学 識経験者 5 （漁業経 済 2，法 学

・流通

　　 ・栄 養学 各 1），漁 協 ・地 方行 政 ・ジ ャ
ー一

ナ リズ ム 各 2，
　　 金融

・消費者 ・労組 各 1，合計 21 （女 性 3） 名。検討会

　　 の 内容は 小野 3〕を 参照。
（2）　 水産基本 法の 概略 を説明す れ ば，そ れ は 第 1 章 総 則 （1〜

　　 10条），第 2 章 基 本 的 施 策 （11〜32 条 ），第 3章 行政 機

　　 関 お よ び 団 体 〔33 ・34 条），第 4章：水 産 政 策審議会 （35

　　 〜39 条 ），付 則 か らな る。第 1 章 は 基 本法の 目的 ・政 策

　　 理 念 〔1〜3 条 〕を述 べ ，国 ・地 方公共 団体 ・水 産業 者 ・

　　 消費 者等 の 責務 ・協力 ・役割 〔4〜8条 ）およ び 法制上 の

　　 措 置 （9 条），水産 自書 （10条〕 に っ い て 定 め る。第 2

　　 章 が基本法の 骨格で あ り，第 1 節水産基本膏II由i〔ll条），
　　 第 2 節 水 産物 の 安定 供 給の 確保 に 関す る 施 策 （12〜20

　　 条 〕，第 3節 水 産 業 の 健 全 な 発展 に 関 す る 施策 （21〜32

　 　 条｝ の 内容 をもつ 。第 3章 以下 は 省略 す る。
　　　 基 本法 は 水 産政 策 全般の 大枠 を定 め，個別の 政策 分野

　　 を 方向づ け る 。基本法 と同時に 漁 業 法 ・海 洋 生 物資源の

　　 保存 お よび 管理 に 関す る法 律 （通 称 TAC 法 ）・漁船 法 の

　　 改止 が 行わ れ ，2002年 に は 水産業 協1司組．合法 ・遊漁船業

　　 適正 化 法 等 の 関 連 4 法の 改正 が 予定さ れ て い る。
（3）　自給 率 （％） ＝国内生産 量 ÷ 国内 消 費仕 向量 （国 内生産

　 　 量 ＋ 輸入 量
．・．輸 出量 ± 在 庫の 増減量） x　100。円高，と り

　 　 わ け 1 ドル が 200円を わ り，　．・
挙 に 150 円 以

一
トと な っ た

　　 85年 以降 の 急激 な 円高 が ，輸 入 増 大を 加 速 させ た u 固定

　　 相 場 制の 1 ドル ＝360 円を 近年 の 1 ドル
ー120 円 と比較

　 　 す れ ば ，1
．
冂の 価 値 ＝購 買 ノユは 3 倍に 上 昇 した の で あ る。

　　 こ れ で輸 入 が ふえ な け
．
れ ば そ の 方が 不 思議 で あ る 。念 の

　　 た め 述べ れ ば，85 年の ftJll水産物 の 輪入 曷：は ／88 刀 ］
・
ソ

　　 〔原魚換算，自給率 S6％ ），99 年 ＝406 万 トン の半 分以 下

　 　 であ る 。

（4）　食料 ・農業 ・農村 基 本 法 で は 第 1 章総 則 に 多面的機 能

　　 を，第 2 章基 本 的施策 に 中LLI問地 域等の 振興 （35 条 ）を

　　 掲 げ る、水産基本法 〔32 条） には 中山 間地域 に 該当す る

　 　 規定 は な い 。水産業 は環 境保 全 と不 可分の 関 係 に あ り，
　　 モ こ タ リ ン グ 機能 を果 た し う る．しか し水 田

・森 林 が農

　　 業生 産 に 直 結 し，保水 機能 ・
国 ⊥ 保全 機能を発揮 して い

　　 る の とは 事情 が 異 な る 。自然環 境 と して の 「梅 1 は ア メ

　　 ニ テ ィ空間 と して それ 自 身固 有の 価値 を もつ が，そ れ は

　　 生産対象 として の 「海」 の 属性で あ り，水 産業の 産 業活

　 　 動 か ら直接 に は生 じな い u
〔5） output ＝総 串：規 制で あ る TAC に 加 え て，科 学 的 な 資源

　　 量 把握 が 因 難 な 魚種 に 対 して，TAC 法の 改正 （注 2 参照）

　　 に よ り漁獲努力量 一inputが規 缶llで き る よ う に なった。も

　　 と も と 日本 の 資源 管理 は，漁船 トン 数を 筆頭 に 漁業 種 類

　　 ご との 努力量規制 を llr 心 に して き た が，　 TAE で は 特定水

　　 産 資 源 に 着 目 し，複数 の 業種 に ま た が る 　
．
体的 な 管理 が

　　 可 能 で あ る。瀬 戸 内 海の サ ワ ラ 等 が 候 哺 魚 種に あ が って

　　 い る 。

〔6）　 ノト野 2）o

（7）　基 本 法第 2 章 第 2 節は 水産業の 健 全な 発展に 関わ り，「効

　　 率的 ・安定的 な漁業経 営の 育 成 」〔21 条｝を軸 とす る が，
　　 こ の 論点 は 省略 した。小野 4）・5）を参照。ま た 水産 加 Il

　　 業 ・流通業 の 発 展 （25 条 ），増 養殖 業 の 椎 進 に 資す る 水

　　 産 業の 基盤整備 〔26条 ），技 術の 開発 ・普及 （27 条）を

　　 定 め る 。前 2 者で は 「環 境 へ の 負 荷 の 低 減」 （25 条 ），
　　 「環境との 調和 亅〔26 条）が 肝要で あ り，産 業 廃 棄 物 を 排

　　 出 しな い 「ゼ ロ ・エ ミ ッ シ ョ ソ 1に よ リ リサ イ クル 社会

　　 を築 くこ とが 今後の 目標 と し て 追求 され る こ とに な ろ う。
　　 27条は研 究機 関 の 「連携の 強化 1を述べ る が，本．文で 指

　　 摘 した。
（8）　水 産 業 内部 か らの ，ま た他 産業 か らの 人 為的要 閃が 激 し

　　 く作用 す る 淡水 魚を対 象 とす る維 谷 上〕は示 唆 に 富 む。基

　　 本法の 17条 が 淡 水 を 含む水 圏生態 系の保全 に ，い か な る

　　 規定 力を もつ か は論 ず る 余地 が あ るが，産業 と して の 水

　　 産 業 の 範 囲 に 限 られ る と考え る の が 妥当で あろ う。

、ド1

）23

）

）4
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