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片野 歩ノルウェー大型巻き網船内

世界で漁業は成長産業！
日本の水産業は復活できる！



アイスランドの新聞
2021年8月12日
タイトル「日本の水産
資源管理は変わらな
ければならない」

マダラの幼魚を漁獲し、
操舵席に椅子がない
漁船が異常に映る。

自己紹介
アイスランドの

新聞
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水産物への日本人のサステナビリティに関する意識は最低の40％。

世界平均の80％（データ IPSOS)

日本人の水産物へのサステナビリティに対する意識
極めて低い

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-01/report-sustainable-fishing-global-advisor-20191202.pdf

拡大



気付いて頂きたいこと

① 皆さんが考える水産資源が減少している原因と現実の違い。

② 日本の水産資源はこのままでは、どうなってしまうのか？

③ 報道されている漁獲量が減少する理由は正しいのか

・ 海水温の上昇？ レジームシフト？
・ 外国船が悪い？ クジラがたくさん食べているから？
・ 漁業者が減っているから？

⓸ どうすればよいのか❣



✖ 漁獲量が減ったのは漁業者の減少が原因！(魚が減って、獲れなくなったから！）

✖ 90年代に比べて漁獲量は現在と遜色ない！（減った魚種多数！）

✖ MSY(最大持続生産量）はもはや神話？出口管理しても資源は増大しない！
（SDGｓ１４・MSYで管理している国々では資源がサステナブル）

【ノルウェー漁業に対する・正しくない情報】

✖ 大型漁船主体で大規模漁業だけをさせている？（11M未満の小型漁船8割・2021）

✖ 外国人乗船者が多い？（漁業者の99％満足しており外国人を乗せる必要がない）

✖ 小さい魚を捨ててしまう。ブラックマーケットに流通？（トレーサビリティ実施）

✖ 30人乗りの漁船に監視員が1人付く。（28M以上の大型巻き網船でも10人程度）

✖ 大手の漁業会社の存在？ （養殖業は大手だが、サバなどの漁業者は小規模。）
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水産業界に多い「正しくない情報」



ノルウェーと日本の漁獲量推移と資源量

日本の漁獲量は右肩下がり。ノルウェーでは、資源量が増えていても漁獲量は
横ばい。科学的根拠に基づく資源管理。

（Global note）

（青物と底魚の産卵親魚量の資源量推移・ノルウェー漁業省）

サバなど青物の資源量

マダラなど底魚の資源量
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ノルウェーでは、99%の漁業者が満足していると
いうデータが公表されている（2016年 SINTEF)

ノルウェー漁船 巻網 2-1



8

ノルウェー漁船 巻網 2-2

豪華な漁船の建造が進むノルウェー。漁業者
は休みが多く、高収入。地元で生活し、海外で
バカンス。漁獲枠の範囲内でしか漁ができない
ため、計画的なプランを立てて操業する。

日本の漁業とは『全く』違うやり方で将来も有望。

アイスランド、デンマーク等も新造船が続く。



国が水産資源を「科学的根拠」に基づいて管理してい
るかどうか？ その有無と結果の違い!!
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「水産資源は国民共有の財産」とすることが急がれる。自主管理の名のもとに
漁業者に丸投げする水産資源管理に将来は無い。
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テンプレートページ漁業・養殖業の漁獲（生産）量の推移

水産白書

漁獲量は、サケ、サンマ、スルメイカを始め大多数の魚種で減り続けている

2021年 417万㌧
過去最低更新



Ma r u h a N i c h i r o C o r p o r a t i o n

世界の水揚推移
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世界の総水揚げ量は右肩上がり。1980年代の1憶㌧から、現在は2億㌧に倍増。
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世界と日本の水揚量の傾向は大きく異なる。原因は何か？

世界と日本の水揚量推移 （単位㌧）
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ウェッジ

先日FAO（国連食糧農業機関）から
発表された2020年比の2030年の日
本の予想は▲7.5％の減少。世界全体
では13.7%の増加と予想されている。

世界が見る日本の漁獲量見通しは
非常に悲観的。

世界銀行による20年後の水揚げ予測

世界銀行による2010年と2030年の
海域別の水揚予測。すでに2017年で
430万㌧と悪化をすでに前倒し。

予想。
の提示。



海水温の上昇は日本近海だけでしょうか？
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海水温の上昇は

北大西洋の方が
むしろ進んでい
る。

一方で、魚の資
源量の減少は、
日本の海の回り
で急速に進んで
いる。気象庁



海水温の上昇は日本近海だけでしょうか？
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同じ魚種でも、日本の近海だけ著しく水産資源の状態が悪い。



Ma r u h a N i c h i r o C o r p o r a t i o n

「2050年の『食用』必要量」

2050年に「食用水産物」は、現在よりも5千万㌧が新たに必要に。

「2050年の食用必要量 2億㌧」－「現在の『食用』 1億5千万㌧」

「1人あたりの消費量 20kg」×「2050年の人口 97億人」＝2億㌧

水産物が不足

人口増加と消費量の増加で水産物は不足する

「食用」＝

－「海草類」；3千万㌧

－「非食用（フィッシュミールなど）」；2千万㌧



水産物の輸入量は減少を続け
輸入金額は上昇を続ける

17

世界で水産物の需要増加。中長期的に輸入水産物は減少・価格は上昇を続ける。

国産水産物の資源回復は、安定供給のため不可欠。2020年はコロナで一時的に価格が
下がっただけ、2022年はアトランティックサーモンの価格が過去最高値で推移中。

水産白書



18

国産ズワイガニの
乱獲。

可食部がほとんど
ない。

1匹50円でも買い手
が付いていない。

日本が輸入してい
る北米などでは漁
獲しないメス。
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「成長乱獲」と「加入乱獲」

キロ当たりの単価の差は、約10倍。

経済的にも非常に無駄であり、将来
に資源量の減少という、負の遺産を
残していく。

アカムツ（ノドグロ）には、公式な資
源評価さえない。
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水産研究・教育機構

魚の資源状態 実際にはもっと悪い？
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ICES

北海道と欧州のニシン 成功と失敗

?

留萌水産物加工協同組合のデータより作成



マダラ 太平洋北部系群
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東日本大震災で一時的に急回復したマダラ資源は、
2020年現在で、すでに低位に逆戻りしてしまった。

マダラ資源が潤沢なノルウェーでは４０ｃｍ以下は漁獲
禁止。日本では、ＴＡＣもサイズ制限もないので根こそぎ
獲ってしまう。

マダラの資源を潰したのは、温暖化でも中国でもない。



個別割当制度があるため、ノルウェーでは脂がのっていないサバは漁獲されない。
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マサバとノルウェーサバ



ノルウェーサバ 脂肪分推移
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ノルウェーサバも一年中脂がのっているわけではな
い！脂がのっていない時期は獲っていないだけ！

NSC



サバの脂肪分の違い
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美味しくないサバを食べた消費者は、またサバを買
うでしょうか？また脂がのっていないノルウェーサバ

は漁獲も輸入もされません。

千葉県





日本とノルウェー サバの価値の違い

日本のサバ輸出単価はノルウェーの半分。輸出価格の倍の価格でノルウェーから輸入。

漁獲量 水揚金額 単価 備考

日本 38万㌧ 420億円 ¥110 輸入価格の半額で輸出

ノルウェー 21万㌧ 360億円 ¥170

輸出数量 輸出金額 単価

日本 17万㌧ 200億円 ¥120 水揚げ量の45％が輸出・価格が安い

ノルウェー（日本向け） ６万㌧ 130億円 ¥220 輸入価格の倍で輸入

ノルウェー（トータル） 29万㌧ 600億円 ¥210

＊ノルウェー 輸出数量にはEU漁船の水揚げ量含む

　魚の価値を上げる　　2020年　日本とノルウェーの比較　サバ

NOK＝￥13で計算

貿易統計・ノルウェー輸出統計を編集



大きすぎて資源管理が機能しないサバの漁獲枠

日本のサバの漁獲枠は過去10年で消化率約6割と機能していない。漁船はサバの時期・
大きさを問わず獲ってしまう。

水産庁・Norge Sildesalgslagのデータを編集

サバ(マサバ・ゴマサバ）

日本 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
TAC(漁獲枠） 635,000 717,000 685,000 701,000 902,000 905,000 822,000 745,000 812,000 987,000 721,000
漁獲量 463,687 425,901 378,351 430,622 529,041 522,000 508,264 557,545 520,312 431,937 451,754
消化率 73% 59% 55% 61% 59% 58% 62% 75% 64% 44% 63%

消化率平均
61%

サバ

ノルウェー 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
TAC(漁獲枠） 180,424 186,560 180,843 153,355 278,868 242,078 205,694 234,472 189,482 152,811 213,880
漁獲量 176,376 196,859 176,066 164,684 277,651 241,748 210,293 222,968 186,273 158,948 211,213
消化率 98% 106% 97% 107% 100% 100% 102% 95% 98% 104% 99%

消化率平均
101%

単位（㌧）

　

単位（㌧）



生鮮さば類　32漁港用途別出荷実績（水産庁）
単位（%）

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 平均
魚油・飼肥料 2.3 0.4 0.7 0.6 1.3 2.1 2.3 3.4 2.6 0.8 1.7
養殖・漁業用餌料 31.6 29.9 36.3 28.5 30.1 30.5 32.2 36.0 58.6 39.9 35.4
合計 33.9 30.3 37.0 29.1 31.4 32.6 34.5 39.4 61.3 40.6 37.0

食用にされないサバが4割もある日本
ノルウェーは実質100％食用向け

にノルウェーでは個別割当制度（IVQ）が機能しているため、価値が低いサバの幼魚は
漁獲しない仕組みができている。

NSC

水産庁データ編集



30水産研究・教育機構

サンマの漁獲推移 2-1

不漁問題に関する検討会
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2020年もシーズン

前から大不漁予測
でその通りとなる。

2021年はさらに
漁獲量減少。

漁獲量の予想とサンマ漁について 2－2

NPFC



サンマ激減の主な理由 漁獲枠が全く効果なし
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サンマに限らず、日本の
TACと実際の漁獲量は乖

離しており、枠は『全く』機
能していない。

効果を発揮している北米・
北欧などのTACは漁獲量
と等しいのが当たり前。



サンマの漁獲量減少は、イワシが増えたから？？？
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マイワシが増えたからサンマ漁が低調という矛盾？？？（水産研究・教育機構）
⇒1980～90年代の方が、はるかにマイワシの漁獲量は多かったが、サンマの量も多
かった。自国の乱獲が原因とは言わない。

農水書データを編集
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東カナダでは1992年以来実質的に禁漁が続く。MSCはこのマダラ資源崩壊の反省から

設立された。

FAOより作成

MSCマーク できた経緯は乱獲
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まとめと見通し

① 魚の資源をサステナブル（持続可能）にしていくことは、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）に
おける国連での合意事項。SDGs14（海の豊かさを守ろう）での、魚の資源管理におけるゴー
ルの期限は2020年だった。実際にはSDGｓどころか悪化が止まらない。

② 日本の水産業・そして魚の資源は、手遅れになる前に「科学的根拠」に基づく、資源管理
を行えば、復活できる。

③ 我が国では、水産資源管理で本当のことを言う人は、重要なポジションに付くことがとて
も難しい。このため国民の大部分が水産資源の主な減少理由を、「獲り過ぎ」より、海水温の
上昇や外国だけが悪い、日本とノルウェーは違うなどと、誤解させられている。

④ 科学的根拠に基づく水産資源管理ができる人たちが、活躍できるようになることが重要。
客観的な事実に基づき、北欧などの成功例を取り入れれば、漁業・水産業地方創生などに
役立つだけでなく、食糧供給という面で、日本そして国際社会へ貢献できる。



魚が消えていく本当の理由 (累計 いいね！シェア5万回）

https://suisanshigen.com/

Wedge ONLINE 連載（こうすれば復活できる日本の漁業）

著書（全冊 大手新聞社で書評掲載あり）

• 日本の水産資源管理（慶応大学出版・共著）

• 日本の漁業が崩壊する本当の理由（ウェッジ）

・ 魚はどこへ消えた？（ウェッジ）

・ 日本の水産業は復活できる！ （日本経済新聞出版社）
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https://suisanshigen.com/

