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 1  東京ＭＯＵ設立経緯概要 

 

 

1992 ~ 1993

アジア太平洋地域におけるポートステートコントロールに関する協力

体制構築に向けての検討開始。このための第１回準備会合が１９９２

年２月１３日に東京で開催された。１９９２年１１月４－６日にシド

ニーで第２回準備会合、１９９３年６月１－３日にバンクーバーにて

第３回準備会合が、それぞれ開催された。 
 

1993
最終準備会合が、１９９３年１１月２９日－１２月２日に東京にて

開催され、会期中の１９９３年１２月１日に「アジア太平洋地域に

おけるポートステートコントロールに関する覚書（東京ＭＯＵ）」

が参加した１８の国・地域（豪州、カナダ、中国、フィージー、香

港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、ニュージーランド、

パプアニューギニア、フィリピン、ロシア、シンガポール、ソロモ

ン諸島、タイ、バヌアツ及びベトナム）の代表により、署名、採択

された。 
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1994
東京ＭＯＵは、４月に業務を開始、１１の当局（豪州、カナダ、中

国、香港、日本、韓国、マレーシア、ニュージーランド、パプアニ

ューギニア、シンガポール及びバヌアツ）がＭＯＵを受諾し、正式

メンバーとなった。また、同月に東京に事務局が、またアジア太平

洋電子情報システム（データベース）がカナダ・オタワに開設され

た。第１回ＰＳＣ委員会が４月１１－１４日に北京で開催された。 

パリＭＯＵのオブザーバー資格が認められた。 
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2 ＰＳＣ委員会等開催実績（場所・開催時期）、歴代議長等 

Meetings of the Port State Control Committee (PSCC) 

  開催場所  開催時期  主催当局  議長  副議長 

01  北京  1994年 4月 11 – 14日  中国 

 

Mr. Michael Hubbard  

(カナダ) 
 

02  ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ  1995年 1月 16 – 19日  マレーシア  Mr. Michael Hubbard   

03  香港  1995年 12月 4 – 7日  香港  Mr. Michael Hubbard   

04  オークランド  1996年 9月 30日－10月 3日  ニュージーランド 

 

Ms. O. C. Phang 

 (マレーシア) 
 

05  ｳﾗｼﾞｵｽﾄｯｸ  1997年 8月 12 – 14日  ロシア  Ms. O. C. Phang   

06  ソウル  1998年 6月 2 – 4日  韓国  Ms. O. C. Phang   

07  ケアンズ   1999年 4月 26 – 29日  豪州 

 

Mr. Trevor Rose  

(豪州) 
 

08  シンガポール  2000年 2月 21 – 24 日  シンガポール  Mr. Trevor Rose   

09  ナディ  2000年 11月 13 – 15 日  フィージー 

 

Mr. K. M. Varghese 

 (香港(中国)) 
 

10  東京   2001年 10月 15 – 18日   日本  Mr. K. M. Varghese 
 
 

11  マニラ  2002年 6月 10 – 13日  フィリピン  Mr. K. M. Varghese   
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  開催場所  開催時期  主催当局  議長  副議長 

12  レニャカ   2003年 3月 24 – 27 日  チリ 

 

Mr. John Mansell  

(ニュージーランド) 
 

13  ポートヴィラ  2004年 2月 23 – 26日   バヌアツ  Mr. John Mansell   

14  上海  2004年 11月 22 – 25日   中国  Mr. John Mansell   

15  バンコク  2005年 11月 7 – 10 日  タイ 

 

Mr. Young‐sun Park 

 (韓国) 
 

16  ビクトリア  2006年 9月 25 – 28日   カナダ  Mr. Young‐sun Park   

17  香港   2007年 9月 3 – 6日  香港（中国）  Mr. Young‐sun Park   

18  バリ   2008年 11月 17 – 20日  インドネシア 

 

Dr. Vitaly Klyuev 

 (ロシア) 
 

19  ﾎﾟｰﾄﾓｰｽﾞﾋﾞｰ  2009年 8月 24 – 27 日  パプアニューギニア  Dr. Vitaly Klyuev   

20  ハノイ  2010年 6月 14 – 17日  ベトナム  Dr. Vitaly Klyuev  Mr. Ong Hua Siong (シンガポール) 

21  釜山  2011年 4月 18 – 21日  韓国 

 

Mr. Ong Hua Siong  

(シンガポール) 

Mr. Abdul Samad Bin Shaik Osman 

 (マレーシア) 

22  ｳﾞｨﾆｬﾃﾞﾙﾏｰﾙ  2012年 4月 16 – 19日  チリ  Mr. Ong Hua Siong  Mr. Abdul Samad Bin Shaik Osman  
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  開催場所  開催時期  主催当局  議長  副議長 

23  シンガポール  2013年 1月 21 – 24日  シンガポール 

 

  Mr. Abdul Samad Bin Shaik Osman * 

24  東京  2013年 10月 28 – 31日  日本 

Mr. Abdul Samad Bin 
Shaik Osman  

(マレーシア) 
Mr. Carlos Fanta De la Vega (チリ) 

25  ｸｨｰﾝｽﾞﾀｳﾝ  2014年 11月 10 – 13日  ニュージーランド 
Mr. Abdul Samad Bin 
Shaik Osman  

Mr. Carlos Fanta De la Vega 

26  プトラジャヤ  2015年 10月 5 – 8日  マレーシア 
Mr. Abdul Samad Bin 
Shaik Osman  

Mr. Carlos Fanta De la Vega 

27  ホバート  2016年 10月 17 – 20日  豪州 

 

Mr. Carlos Fanta De la 

Vega (チリ) 
Mr. Alex Schultz‐Altmann (豪州) 

28  ｳﾗｼﾞｵｽﾄｯｸ  2017年 9月 18 – 21日  ロシア 
Mr. Carlos Fanta De la 
Vega 

Mr. Alex Schultz‐Altmann  

29  杭州  2018年 11月 5 – 8日  中国 
Mr. Carlos Fanta De la 
Vega 

Mr. Alex Schultz‐Altmann 

* PSCC23直前に議長が退任したため、副議長が議事を進行した。 
 

Meetings of Regional Database Managers (DBM) & Technical Working Group (TWG) 

  開催場所  開催時期  主催当局  議長  副議長 
DBM01  ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ  1995年 1月 13 – 14日  マレーシア  Mr. Trevor Rose (豪州)   

DBM02  香港  1995年 12月 1 – 2日   香港  Mr. Trevor Rose   

DBM03  オークランド  1996年 9月 27 – 28日  ニュージーランド  Mr. Trevor Rose   

DBM04  ｳﾗｼﾞｵｽﾄｯｸ  1997年 8月 8 – 9日  ロシア  Mr. K. M. Varghese (香港( 中国))   

DBM05  ソウル   1998年 5月 29 – 30日  韓国  Mr. K. M. Varghese   

DBM06  ケアンズ  1999年 4月 23 – 24日  豪州  Mr. K. M. Varghese   

DBM07  シンガポール  2000年 2月 18 – 19日  シンガポール  Dr. Vitaly Klyuev (ロシア)   
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  開催場所  開催時期  主催当局  議長  副議長 
DBM08  ナディ  2000年 11月 10 – 11日  フィージー  Dr. Vitaly Klyuev   

DBM09  東京  2001年 10月 12 – 13日  日本  Dr. Vitaly Klyuev   

DBM10  マニラ  2002年 6月 7 – 8日  フィリピン  Dr. Vitaly Klyuev   

DBM11  レニャカ  2003年 3月 21 – 22日  チリ  Dr. Vitaly Klyuev    

DBM12  ポートヴィラ  2004年 2月 20 – 21日  バヌアツ  Dr. Vitaly Klyuev   

DBM13  上海  2004年 11月 19 – 20日  中国 

 

Mr. Christopher Lindesay 

(豪州) 
 

DBM14  バンコク  2005年 11月 4 – 5日  タイ  Mr. Christopher Lindesay   

DBM15  ビクトリア  2006年 9月 22日  カナダ  Mr. Christopher Lindesay   

DBM15  香港  2007年 8月 31日  香港（中国）  Mr. Christopher Lindesay   

TWG01  バリ  2008年 11月 14 – 15日  インドネシア  Mr. Ong Hua Siong (シンガポール)*   

TWG02  ﾎﾟｰﾄﾓｰｽﾞﾋﾞｰ  2009年 8月 21 – 22日  パプアニューギニア  Mr. Christopher Lindesay (豪州)   

TWG03  ハノイ  2010年 6月 11 – 12日  ベトナム  Mr. Christopher Lindesay   

TWG04  釜山  2011年 4月 15 – 16 日  韓国  Mr. Christopher Lindesay  Mr. Ning Bo (中国) 

TWG05  ｳﾞｨﾆｬﾃﾞﾙﾏｰﾙ  2012年 4月 13 – 14日  チリ  Mr. Christopher Lindesay  Mr. Ning Bo 

TWG06  シンガポール  2013年 1月 18 – 19日  シンガポール  Mr. Christopher Lindesay  Mr. Kenny Crawford (ニュージーランド) 

TWG07  東京  2013年 10月 25 – 26日  日本 

 

Mr. Kenny Crawford  

(ニュージーランド) 

Mr. Nurur Rahman  

(パプアニューギニア) 

TWG08  ｸｨｰﾝｽﾞﾀｳﾝ  2014年 11月 6 – 7日  ニュージーランド Mr. Kenny Crawford  Mr. Nurur Rahman 

TWG09  プトラジャヤ  2015年 10月 2 – 3日  マレーシア  Mr. Kenny Crawford  Mr. Nurur Rahman 

TWG10  ホバート  2016年 10月 17 – 20日   豪州  Mr. Kenny Crawford  Mr. Hu Rong Hua (中国) 

TWG11  ｳﾗｼﾞｵｽﾄｯｸ  2017年 9月 15 – 16日  ロシア  Mr. Kenny Crawford  Mr. Hu Rong Hua 

TWG12  杭州  2018年 11月 1 – 2日  中国  Mr. Kenny Crawford  Mr. Hu Rong Hua 

* 議長が TWG01に参加できなかったため、その場で暫定的に議長に選出。 
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3 東京MOU加盟当局等の推移 
 
記号: M-加盟当局; C: 準加盟当局; O:オブザーバー 
当局名/機関名  ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03  ‘04  ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16  ‘17  ‘18 

加盟当局         

 
豪州  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 

 
カナダ  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 

 
チリ              O  O  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 

 
中国  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 

 
フィージー  O  O  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 

 
香港（中国）  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 

 
インドネシア  O  O  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 

 
日本  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 

 
韓国  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 

 
マレーシア  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 

 
マーシャル諸島                                  C  C  C  M  M  M  M  M  M 

 
ニュージーランド  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
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当局名/機関名  ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03  ‘04  ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16  ‘17  ‘18 

 
パプアニューギニア  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 

 
ペルー                                      C  C  C  M  M  M  M 

 
フィリピン  O  O  O  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 

 
ロシア  O  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 

 
シンガポール  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 

 
タイ  O  O  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 

 
バヌアツ  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 

 
ベトナム  O  O  O  O  O  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 

準加盟当局         

 
パナマ                                            C  C  C  C 

オブザーバー当局         

 
ブルネイ              O  O  O  O  O                             

 
北朝鮮                      O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O 

 
マカオ（中国）                    O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O 

 
ソロモン諸島  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O 

 
サモア                                              O  O  O 
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当局名/機関名  ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03  ‘04  ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16  ‘17  ‘18 

 
トンガ                                          O  O  O  O  O 

 
米国沿岸警備隊  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O 

オブザーバー機関         

  ESCAP  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O                             

 

ILO  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O 

IMO  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O 

 
黒海MOU                      O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O 

 
カリブ海 MOU                                                O  O 

 
インド洋MOU            O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O 

パリMOU  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O 

 
リヤドMOU                                          O  O  O  O  O 

 
南米MOU                    O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O 
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4 東京 MOUの主な活動実績 
 

覚書の改正の推移 

 
#  改正内容  採択日  実施日 

1  関連条約にトン数条約を追加するとともに

PSCガイドラインを PSCマニュアルに移行 

1997年 8月 13日  1998年 3月 1日 

2  寄港国当局が条約を超える要件を強制しな

い旨の規定及び APCISに関する記述を追加 

1998年 6月 3日  1999年 3月 1日 

3  SOLAS条約及び満載喫水線条約に関する

1988年議定書を関係条約として追加 

1999年 4月 27日  2000年 2月 3日 

4  域内目標検査率を 75％に改めるとともに

MOUへの加盟基準を追加 

2000年 2月 24日  2000年 11月 1日 

5  IMO総会決議 A.882(21)の採択に伴う改正  2001年 10月 18日  2002年 1月 1日 

6  加盟日に関する記述の変更及びチリの加盟

に関する記述の追加 

2002年 6月 10日  2002年 6月 10日 

7  加盟日に関する記述を序言に移行するとと

もに加盟資格の取り消しに関する条項を追

加 

2003年 3月 27日  2003年 7月 1日 

8  検査対象船舶選定スキームにターゲティン

グ制度を導入するとともに準メンバー制度

を創設 

2004年 11月 23日  2005年 2月 1日 

9   PSC Manualの改正手続きに関する規定を追

加 

2005年 11月 8日  2006年 1月 1日  

10  加盟国基準に関する規定の改正  2007年 9月 4日  2008年 5月 3日 

11   AFS条約を関係条約として追加するととも

に域内目標検査率を 80％に改正 

2008年 11月 18日 

及び同 20日 

2008年 11月 18日 

及び 2009年 7月 19日 

12  IMO総会決議 A.1052(27)の採択に伴う改正  2012年 4月 17日  2012年 6月 1日 

13   MLC 2006を関係条約として追加  2013年 1月 22日  2013年 8月 20日 

14  序言に加盟当局としてマーシャル諸島を追

加する改正及び新検査制度（NIR）導入に伴

う改正 

2013年 10月 28日 

及び  

2013年 10月 29日 

2013年 10月 28日 

及び  

2014年 1月 1日 

15  序言に加盟当局としてペルーを追加する改

正及び PSCマニュアルの改正に伴う改正 

2015年 10月 5日及び 

2015年 10月 6日 

2015年 10月 5日及び 

2015年 12月 1日 

16  BWM 2004を関係条約として追加  2016年 10月 17日  2017年 9月 8日 

17  NIRの一部改正に伴う改正  2017年 9月 21日  2018年 2月 1日 
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合同閣僚会議 

 

 第１回パリ MOU・東京 MOU合同閣僚会議を１９９８年３月２４・２５日にバン

クーバー（カナダ）にて開催。「包囲網強化に向けて」と題する閣僚宣言を採択。 

 
 

 第２回パリ MOU・東京 MOU合同閣僚会議を２００４年１１月２・３日にバンク

ーバー（カナダ）にて開催。「責任の輪の強化に向けて」と題する閣僚宣言を採択。 

 

 



 
 

-12- 

 第３回パリ MOU・東京 MOU合同閣僚会議を２０１７年５月３・４日にバンクー

バー（カナダ）にて開催。「責任かつ持続性のある海運を守るために」と題する閣

僚宣言を採択。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集中検査キャンペーン（ＣＩＣ）の推移 

 
ＣＩＣのテーマ  期間  リーダー当局 

 ISMコード（パリMOUと合同）  1998年 7‐9月  豪州 

 GMDSS  1999年 10‐12月  日本 

  ISMコード（パリMOUと合同）  2002年 7‐9月  豪州 

 ばら積み船の安全（同上）  2003年 9‐11月  カナダ 

 海事保安（ISPS）  2004年 7‐9月  ニュージーランド 

 操作要件  2005年 9‐11月  豪州 

 MARPOL条約附属書 I（パリMOUと合同）  2006年 2‐4月  カナダ 

 ISMコード（同上）  2007年 9‐11月  豪州 

 航行の安全（同上）  2008年 9‐11月  カナダ 

 救命艇降下装置（同上）  2009年 9‐11月  豪州 

 個品輸送の有害物質  2010年 9‐11月  豪州 

 構造安全及び満載喫水線（パリMOUと合同）  2011年 9‐11月  日本 

 火災安全措置（同上）  2012年 9‐11月  カナダ 

 主補機（同上）  2013年 9‐11月  チリ 

  休息時間（STCW条約）（同上）  2014年 9‐11月  豪州 

 乗員の閉囲区画への立入（同上）  2015年 9‐11月  ニュージーランド 

 貨物固縛措置  2016年 9‐11月  マーシャル諸島 

 航行の安全（パリMOUと合同）  2017年 9‐11月  中国 

  MARPOL条約附属書 VI（同上）  2018年 9‐11月  豪州 
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その他の活動実績 

1995 

 PSC委員会運営規則を採択 

 研修訓練戦略を承認 

 第１回セミナー及び第１回基礎訓練コースを開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996 

 PSCマニュアル（初版）を刊行 

 最初の年次報告書 (1994-1995)を出版 

 研修訓練統合戦略計画を採択 

 

1997 

 新たな情報システム構築を決定 

 Tokyo MOUウェブサイト開設 

 当初の域内目標検査率（ 50% ）を達成 

 カリブ海 MOUのオブザーバー資格を取得  

 

1998 

 専門家派遣事業及び検査官交流事業を開始 

 拘留船リストを四半期ごとに公表開始 

 

1999 

 新たな情報システム開発・運営を行うホスト当局をロシアに決定 

 EQUASISへの情報提供承認 

 

2000 

 新情報システム運用開始（拠点：ウラジオストック） 

 MOU常設作業部会を開設 
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2001 

 第１回フェローシップ研修開催 

  APCIS（東京 MOU 情報システム ）と SIRENAC（パリ MOU 情報システム）との間の

データ交換協定締結 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 

 船舶ターゲティング方式の試験運用を承認 

 IMOと初の共同開催事業として第１２回基礎訓練コースを開催 
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2003 

 Tokyo MOUウェブサイト上で の PSCデータオンライン提供を開始 

 旗国パーフォーマンス評価のため、２００２年年次報告書からブラック・グレー・ホワ

イトリストを掲載することを決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 

 船舶ターゲティング方式の本格運用開始 

 ディテンション・レヴュー・パネルを開設、２００５年から運用開始することを決定 

 

2005 

 IMOのオブザーバー資格を取得（２００６年１月１日から） 

 

2006 

 PSC検査官の行動倫理指針を採択・公表 

 船舶ターゲティング方式に係る係数の詳細についてウェブサイトでの公表開始 

 インド洋 MOUのオブザーバー資格を取得  

 

2007 

 拘留船舶月別一覧のオンライン公表開始 

 認定機関パーフォーマンスリストを年次報告書に掲載することを承認 

  APCISの拠点をモスクワに移転 

 ヴィニャデルマールアグリーメント（南米 MOU）及びリヤド MOU のオブザーバー資格

を取得 
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2008 

 戦略計画の策定を決定 

 

2009 

 パリ MOUと共同で作成した PSC コーディング・システム仕様を承認 

 “Deficiency Photo of the Year”（欠陥最優秀写真表彰制度）の導入決定 

 隣接 MOUへの技術協力開始 

 
 

欠陥最優秀写真  
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2010 

 戦略計画・戦略指針・行動計画を正式に承認 

 戦略計画の骨子を Tokyo MOU ウェブサイトに掲載 

 劣悪船に対する検査強化制度の試験的運用を決定 

 

2011 

 IMOデータベース(GISIS) へのデータ提供に関する協定書を承認（４月）、同協定書に署

名（６月） 

 新たな研修訓練統合戦略に基づく、第１回総合研修及び第１回専門研修を開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 新 PSCコーディング・システム運用開始 

 劣悪船に対する検査強化制度の正式運用決定  

 業界との対話を促進するためのスキームを確立、第１回業界懇談会を開催  

 Tokyo MOUウェブサイトを全面改修 

 

2013 

 新検査制度 （NIR）採択   

 パリ MOUとの合同集中検査キャンペーン実施指針を採択 

 重要達成度指標（KPIs）を承認、委員会会期ごとに同指標の分析を行うことを決定 
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2014 

 新検査制度（NIR） の運用を開始するとともに、船舶リスク指標（SRP）及び検査実施

優先度に関する情報をウェブサイト上で提供 

 修正未確認欠陥を 24カ月間情報システム上に表示することを決定 

 

2015 

 PSC マニュアルを全面改訂 

 

2016 

 ピアサポートレビュー制度の意見的運用を決定 

 

2017 

 ピアサポートレビュー制度の正式導入を決定 
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5 PSC検査結果 
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（注）２０１３年と２０１４年との間で大きな差異があるのは船舶ターゲティング方式から新

検査制度へ移行したことによるもの 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

LRS 2,348 2,693 2,335 2,301 3,728 4,363 4,952 5,692 6,018 6,201

SRS 5,774 5,935 6,774 6,707 7,837 8,318 13,039 13,136 12,935 13,352

HRS 11,825 13,199 12,942 14,260 12,454 11,255 6,136 5,804 5,791 5,386

0

4,000

8,000

12,000

16,000
船舶リスク指標別の域内船舶運航隻数

59% 61% 59% 61%
52%

47%

25% 24% 24% 22%

29% 27% 31% 29%

33%
35%

54% 53% 52% 53%

12% 12% 10% 10%
16% 18% 21% 23% 24% 25%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

LRS SRS HRS
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Year  Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec  Total

2011  39  37  36 29  32 31 38 44 43 41  39 39 448

2012  36  29  31 30  29 23 24 22 27 28  28 26 333

2013  27  33  37 30  24 28 32 35 32 30  28 30 366

2014  29  31  29 26   19 19 16 20 19 19   22  17 266

2015  15  13  12 18  13 12 12 11 8 8  8  11 141

2016  8  8  11 8  8 8 10 9 13 12  13 11 119

2017  12  13  13 11  9 12 8 7 6 7  6  5 109
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6 技術協力プログラム 
技術協力プログラム参加人員数 （２０１８年３月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

378
213

136 188

1,406 

765

116

BTC (1995‐
2010)

FT (2001‐2010) GTC (2011~ ) STC (2011 ~ ) Expert mission
(1998 ~ )

SEM (1995 ~ ) PSCO exchange
(1998 ~ )

専門家派遣事業: 

1,406; 43%

セミナー: 765; 24%

各種訓練コース: 

915; 29% 

検査官交流事業: 

116; 4% 
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セミナー開催実績 

  開催場所  期間  主催当局 
SEM01  シンガポール  1995年 3月 27 – 29日  シンガポール 

SEM02  バンコク  1996年 2月 14 – 16日  タイ 

SEM03  ペナン  1997年 1月 6 – 8 日  マレーシア 

SEM04  広州  1997年 12月 16 – 18日  中国 

SEM05  香港  1998年 11月 30日 –12月 2日  香港（中国） 

SEM06  苅谷  1999年 12月 1 – 3 日  日本 

SEM07  ｳﾗｼﾞｵｽﾄｯｸ  2000年 9月 20 – 22日  ロシア 

SEM08  釜山  2001年 6月 20 – 22日  韓国 

SEM09  ブリスベン  2002年 9月 11 – 13日  豪州 

SEM10  ホーチミン  2003年 10月 22 – 24日  ベトナム 

SEM11  マニラ  2004年 6月 22 – 24日  フィリピン 

SEM12  マカオ  2005年 5月 25 – 27日  マカオ（中国） 

SEM13  ナディ  2006年 3月 1 – 3日  フィージー 

SEM14  東京  2006年 6月 20 – 21日  日本 

SEM15  ｳﾞｨﾆｬﾃﾞﾙﾏｰﾙ   2007年 4月 18 – 20日  チリ 

SEM16  オークランド  2008年 10月 13 – 16日  ニュージーランド 

SEM17  バンコク  2009年 6月 8 – 11日  タイ 

SEM18  深圳  2010年 7月 26 – 29 日  中国 

SEM19  シンガポール  2011年 7月 25 – 28日  シンガポール 

SEM20  ﾎﾟｰﾄﾓｰｽﾞﾋﾞｰ  2012年 7月 16 – 19日  パプアニューギニア 

SEM21  釜山  2013年 7月 22 – 26日  韓国 

SEM22  マニラ  2014年 7月 21 – 25日  フィリピン 

SEM23  ナディ  2015年 7月 13 – 17日  フィージー 

SEM24  バリ  2016年 7月 18 – 22日  インドネシア 

SEM25  上海  2017年 7月 10 – 14日  中国 

SEM26  ランカウィ  2018年 7月 9 – 13日  マレーシア 

 
専門研修開催実績 

  Venue  Topic Date Host Authority
STC01  バンクーバー  統合労働条約（MLC）  2011年 11月 14 – 17 日  カナダ 

STC02  ハノイ  新ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ  2012年 2月 13 – 15日  ベトナム 

STC03  ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ  MARPOL条約  2012年 6月 25 – 29日  マレーシア 

STC04  ジャカルタ  海事保安（ISPS）  2013年 11月 20 – 22日  インドネシア 

STC05  寧波  火災安全措置  2014年 6月 18 – 20日  中国 

STC06  東京  タンカー  2016年 3月 14 – 18日  日本 

STC07  釜山  バラスト水管理条約  2017年 11月 13 – 16日  韓国 
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7 東京ＭＯＵ事務局 

 歴代事務局長 

Name Period  
篠村 義夫 1994 ~ 2005 

岡田 光豊 2005 ~ 2016 

久保田 秀夫 2016 ~      

 

 スタッフ（２０１８年７月１日現在） 
Name Position  

中﨑 郁夫 事務局次長 

川井 啓裕 特別顧問 
 

寧 正 技術担当 

秋元 文子 事業担当 
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