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図
ず

１ ハリス
は り す

と擬餌
ぎ じ

針
ばり

 

 

１．漁場
ぎょじょう

 

かつお一本釣
いっぽんづ

り漁業
ぎょぎょう

は、日本
に ほ ん

の近海
きんかい

、太平洋
たいへいよう

の公海
こうかい

および島国
しまぐに

の熱
ねっ

帯域
たいいき

を漁場
ぎょじょう

と

する。 

 

２．漁獲
ぎょかく

される魚
さかな

 

かつお一本釣
いっぽんづ

り漁業
ぎょぎょう

の主
おも

な対象
たいしょう

魚種
ぎょしゅ

はかつお、びんなが、きはだ、めばちである。

これら以外
い が い

にもしいら、すま、そうだがつお（まるそうだ、ひらそうだ）、ひらまさ、

つむぶりが漁獲
ぎょかく

される。 

 

３．漁具
ぎ ょ ぐ

 

（１）釣
つり

竿
ざお

、自動
じ ど う

釣
つ

り機
き

 

釣
つり

竿
ざお

は竹竿
たけざお

も使用
し よ う

されるが、グラスファイバー製
ぐ ら す ふ ぁ い ば ー せ い

が主流
しゅりゅう

である。長
なが

さは 2.5m～4.5m

であり、釣
つ

り位置
い ち

（舷
げん

の高さ
た か さ

）によって長
なが

さが異
こと

なる。船
ふね

の先端
せんたん

に近
ちか

いほど長
なが

い竿
さお

を

使
つか

う。また、餌
えさ

釣
つ

りでは長
なが

めを、擬餌
ぎ じ

針
ばり

釣
つ

りでは短
みじか

めの竿
さお

を使用
し よ う

する。 

釣
つり

竿
ざお

は、道糸
みちいと

、ハリス
は り す

、釣針
つりばり

を取
と

り付
つ

けて、準備
じゅんび

しておく（図
ず

1）。また、人
ひと

手不足
で ぶ そ く

の解消
かいしょう

や省力化
しょうりょくか

を図
はか

るために、

油圧
ゆ あ つ

や電気
で ん き

で自動的
じどうてき

に竿
さお

を動
うご

かして

カツオ
か つ お

を釣
つ

る“自動
じ ど う

釣
つ

り機
き

”も活用
かつよう

さ

れている。 

 

（２）釣糸
つりいと

（テグス
て ぐ す

） 

釣糸
つりいと

は、道糸
みちいと

と呼ばれる糸
いと

とハリス
は り す

と呼
よ

ばれる糸
いと

でできている。道糸
みちいと

の長
なが

さは、擬餌
ぎ じ

針
ばり

を使
つか

う場合
ば あ い

は、釣
つり

竿
ざお

よりも約
やく

40cm 短
みじか

くする。道糸
みちいと

の先
さき

には約
やく

20～30cm のハリス
は り す

を取
と

り付
つ

ける。 
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図
ず

３ 餌
えさ

釣
つ

り用
よう

釣針
つりばり

 図
ず

２ 擬餌用
ぎ じ よ う

釣針
つりばり

と擬餌
ぎ じ

餌
え

を付
つ

けた針
はり

 

（３）釣針
つりばり

 

釣針
つりばり

は、擬餌
ぎ じ

針
ばり

を使う場合
ば あ い

と、活
いき

餌
え

を針
はり

につけて釣
つ

る場合
ば あ い

とで異
こと

なる針
はり

を使用
し よ う

する。 

漁場
ぎょじょう

においてカツオ
か つ お

の餌
えさ

の喰
く

いが良
よ

い場合
ば あ い

には、擬餌
ぎ じ

針
ばり

を使
つか

い（図
ず

２）、喰
く

いが悪
わる

い場合
ば あ い

には、カエシ
か え し

の付
つ

いた釣針
つりばり

（図
ず

３）に活
いき

餌
え

をつけて釣
つ

る。擬餌
ぎ じ

針
ばり

にはカエ
か え

シ
し

（あ

ぐ）がないため、針
はり

に掛
か

かったカツオ
か つ お

を釣
つ

り上
あ

げると、空中
くうちゅう

でカツオ
か つ お

が針
はり

から外
はず

れ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．操業
そうぎょう

 

（１）魚群
ぎょぐん

発見
はっけん

～操業
そうぎょう

開始
か い し

 

魚群
ぎょぐん

を発見
はっけん

すると、漁船
ぎょせん

は全速
ぜんそく

で魚群
ぎょぐん

へ向
む

かう。魚群
ぎょぐん

に追
お

いつくと、船首
せんしゅ

を魚群
ぎょぐん

の

後部
こ う ぶ

に付
つ

け、釣
つ

りの準備
じゅんび

に入
はい

る。 

魚群
ぎょぐん

発見
はっけん

から操業
そうぎょう

開始
か い し

までの間
あいだ

に、活
いき

餌
え

を海水
かいすい

と共
とも

にバケツ
ば け つ

に移し、船首
せんしゅ

左
ひだり

の投
な

げ樽
だる

に入
い

れておく。釣
つ

り位置
い ち

は決
き

まっており、舷
げん

や船首
せんしゅ

に設置
せ っ ち

してある釣
つり

台
だい

より

カツオ
か つ お

を釣
つ

り上
あ

げる。船首側
せんしゅがわ

にはベテラン
べ て ら ん

や技量
ぎりょう

の優
すぐ

れた釣
つ

り手
て

が位置
い ち

することが多
おお

い。左舷
さ げ ん

後方
こうほう

になるにつれて中堅
ちゅうけん

、初心者
しょしんしゃ

となる。 
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図
ず

５ 

入
い

れ食
ぐ

い状 態
じょうたい

になると胴
どう

の間
ま

に広
ひろ

が

って釣
つ

る 

（２）操業
そうぎょう

開始
か い し

～餌投
え さ な

げ 

漁場
ぎょじょう

に着
つ

くと、船首
せんしゅ

から左
さ

舷側
げんがわ

にか

けて設置
せ っ ち

されている散水
さんすい

装置
そ う ち

から海水
かいすい

を散水
さんすい

し、カツオ
か つ お

の動
うご

きを良
よ

くする。

餌投
え さ な

げ担当者
たんとうしゃ

は投
な

げ樽
だる

から玉網
たまあみ

で活
いき

餌
え

をすくい海面
かいめん

に撒
ま

く。（図
ず

４）。 

 

（３）釣
つ

り 

散水
さんすい

と撒
ま

いた活
いき

餌
え

によりカツオ
か つ お

の餌
えさ

の喰
く

いがよい

場合
ば あ い

は、擬餌
ぎ じ

針
ばり

を使
つか

い、悪
わる

い場合
ば あ い

は活
いき

餌
え

を針
はり

につけ

て釣
つ

りをおこなう。擬餌
ぎ じ

針
ばり

を使
つか

う場合
ば あ い

は、魚
さかな

が針
はり

に

掛
か

かると一気
い っ き

に釣
つ

り上
あ

げる。（図
ず

５）擬餌
ぎ じ

針
ばり

には返
かえ

し

が付
つ

いていないため、釣
つ

り上
あ

げられたカツオ
か つ お

は空中
くうちゅう

または甲板上
こうはんじょう

ですぐに針
はり

から外
はず

れ、船上
せんじょう

に落下
ら っ か

し、

スロープ
す ろ ー ぷ

を伝
つた

って魚
ぎょ

倉内
そうない

にすべり落
お

ちる。カツオ
か つ お

の

取
と

り込
こ

みで一番
いちばん

大事
だ い じ

なポイント
ぽ い ん と

は、自分
じ ぶ ん

の真
ま

正面
しょうめん

か

ら 魚
さかな

を釣
つ

り上
あ

げること。横
よこ

に 魚
さかな

が走
はし

った時
とき

に釣
つ

り

上
あ

げると、釣針
つりばり

が他
ほか

の人
ひと

の 体
からだ

や釣糸
つりいと

に引
ひ

っかかり、

けがをさせることがあるため注意
ちゅうい

する。 

餌
えさ

釣
つ

りでは、針
はり

に返
がえ

しが付
つ

いているため、釣
つ

り上
あ

げ

た魚
さかな

は頭上
ずじょう

に跳
は

ね上
あ

げずに、左
ひだり

脇
わき

に抱
かか

え込
こ

み、釣針
つりばり

を右手
み ぎ て

で外
はず

して後方
こうほう

のスロープ
す ろ ー ぷ

へ投
な

げて魚倉
ぎょそう

まで滑
すべ

らせる。 

 

 

 

図
ず

４ 散水
さんすい

と同時
ど う じ

に活
いき

餌
え

をまく 



 

5 
 

５．漁獲物
ぎょかくぶつ

処理
し ょ り

 

（１）生鮮
せいせん

処理
し ょ り

 

生
なま

で水揚
み ず あ

げする近海
きんかい

船
せん

は、魚
さかな

の鮮度
せ ん ど

を保
たも

つため、海水
かいすい

と真水
ま み ず

を混
ま

ぜた水
みず

を冷凍機
れいとうき

で

冷
ひ

やした冷却
れいきゃく

水
すい

を使
つか

う。冷却
れいきゃく

温度
お ん ど

は漁船
ぎょせん

によって異
こと

なるが、0～2℃
ど

程度
て い ど

である。 

 

（２）水揚
みずあげ

 

生鮮
せいせん

カツオ
か つ お

の水揚
みずあげ

は、1尾
び

1尾
び

丁寧
ていねい

に手作業
てさぎょう

で船
ふね

から上
あ

げる。胴長
どうなが

（カッパ
か っ ぱ

）を着
き

た

船員
せんいん

が魚
ぎょ

倉内
そうない

に入
はい

り、軍手
ぐ ん て

をした両手
りょうて

にそれぞれ 1～2尾
び

を持
も

ち、魚倉
ぎょそう

から、岸壁
がんぺき

まで

並
なら

んだ船員
せんいん

に順次
じゅんじ

手渡
て わ た

しで運
はこ

んでいく。 
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１．主
おも

な対象
たいしょう

種
しゅ

 

日本
に ほ ん

周辺
しゅうへん

では主
おも

にスルメイカ
す る め い か

、ヤリイカ
や り い か

、ケンサキイカ
け ん さ き い か

、アカイカ
あ か い か

が漁獲
ぎょかく

される。 

 

２．いか釣
つ

り漁業
ぎょぎょう

技術
ぎじゅつ

 

いか釣
つ

り漁業
ぎょぎょう

は、昼間
ひ る ま

操業
そうぎょう

もあるが、夜間
や か ん

の操業
そうぎょう

が多
おお

い。夜間
や か ん

の操業
そうぎょう

では、

集魚灯
しゅうぎょとう

と呼
よ

ばれる光
ひかり

を利用
り よ う

して漁船
ぎょせん

のまわりにイカ
い か

を集
あつ

め、イカ
い か

角
つの

と呼
よ

ばれる擬似
ぎ じ

餌
え

により釣獲
ちょうかく

する。 

 

（１）パラシュートアンカー
ぱ ら し ゅ ー と あ ん か ー

 

いか釣
つ

り漁業
ぎょぎょう

では、潮
しお

の流
なが

れにより釣
つ

り糸
いと

が絡
から

まないように、船
ふね

を潮
しお

の流
なが

れと一緒
いっしょ

に移動
い ど う

させながら操業
そうぎょう

する。そのためにパラシュートアンカー
ぱ ら し ゅ ー と あ ん か ー

（パラアンカー
ぱ ら あ ん か ー

）を

船首
せんしゅ

から海中
かいちゅう

に入
い

れます。パラアンカー
ぱ ら あ ん か ー

を入
い

れることで船
ふね

は潮
しお

の流
なが

れに乗
の

ることが

できる。（図
ず

６） 

 

しゅうぎょとう 
すぱんかー 
せーる 

じどういかつりき 

ぎょぐんたんちき すいおんけい 

えいさく 
ろーぷ 
80-100m 

おもり  
30-40kg 

ひきあみ 
ろーぷ 
大

さいだい

250m 

ぱらしゅーと 
あんかー 
φ20-25 m 

ふろーと 

ろーぷ 
ぱらあんかー 
半径
はんけい

の 1.5倍
ばい

の長
なが

さ 

図
ず

６ いか釣
つ

り漁船
ぎょせん
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（２）自動
じ ど う

いか釣
つ

り機
き

  

自動
じ ど う

いか釣
つ

り機
き

（図
ず

７）には釣
つ

り糸
いと

を巻
ま

き取
と

る巻
ま

き上
あ

げリール
り ー る

（ドラム
ど ら む

）が付
つ

いて

いる。巻
ま

き上
あ

げリール
り ー る

（ドラム
ど ら む

）を回転
かいてん

させることで釣
つ

り具
ぐ

を自動的
じどうてき

に上下動
じょうげどう

させ、

イカ
い か

を釣
つ

り上
あ

げる。釣
つ

り機
き

には、操作
そ う さ

パネル
ぱ ね る

がついており、釣
つ

り糸
いと

の投入
とうにゅう

速度
そ く ど

と水深
すいしん

、

巻
ま

き上
あ

げ速度
そ く ど

を調整
ちょうせい

することができる。また、イカ
い か

受
う

け台
だい

（流
なが

し台
だい

）やフロント
ふ ろ ん と

（ま

え）ローラー
ろ ー ら ー

、飛
と

び出
だ

し防止板
ぼうしばん

が取
と

り付
つ

けられる（図
ず

８）。釣
つ

り具
ぐ

は、道糸
みちいと

とテグス
て ぐ す

を

撚
よ

り戻
もど

しで繋
つな

ぎ、テグス
て ぐ す

にイカ
い か

角
づの

20-30個
こ

を約
やく

1m間隔
かんかく

で取
と

り付
つ

け、一
いち

番下
ばんした

に錘
おもり

を付
つ

け

る。（図
ず

９）釣
つ

り上
あ

げられたイカ
い か

はドラム
ど ら む

の下
した

に設
もう

けられたイカ
い か

受
う

け台
だい

に落
らっ

下
か

し、そ

の後
あと

、舷側
げんそく

に取
と

り付
つ

けられた流
なが

し（シューター
し ゅ ー た ー

）を流
なが

れて箱詰
は こ づ

めを行
おこな

う位置
い ち

まで到
とう

達
たつ

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図
ず

８ 操 業 中
そうぎょうちゅう

の自動
じ ど う

いか釣
つ

り機
き

 

イカ
い か

受
う

け台
だい

 ドラム
ど ら む

 

フロント
ふ ろ ん と

（まえ）ローラー
ろ ー ら ー

 

図
ず

７ 自動
じ ど う

いか釣
つ

り機
き

 

しょうめん 

そくめん 

ドラム ドラム 

モーターぶ・ 
そうさパネル

ぱ ね る
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図
ず

１０ メタルハライド
め た る は ら い ど

集魚灯
しゅうぎょとう

 

図
ず

９ 釣
つ

り具
ぐ

の構成例
こうせいれい

 

とびだし 

ぼうしばん 

じどういかつりき 
ふろんと

（まえ） 
ろーらー いかうけだい 

みちいと 
200m 

さるかん 

（または、“より

もどし”ともいう） 

（つりいととのあ

いだにつける） 

ぎじえ 
1m おきに 25 こ 

つりいと 
7m 

つりいと 
1m 

おもり 
 

ながし 

はり 

ぎじえ 
（いかつの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）集魚灯
しゅうぎょとう

  

いか釣
つ

り漁業
ぎょぎょう

では、集魚灯
しゅうぎょとう

としてメタルハライド
め た る は ら い ど

灯
とう

が良
よ

く使
つか

われている。（図
ず

１０）

寿命
じゅみょう

が長
なが

いハロゲン
は ろ げ ん

灯
とう

を合
あ

わせて使
つか

うこともある。 
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３．操業
そうぎょう

手順
てじゅん

と作業
さぎょう

内容
ないよう

 

①船
ふね

に箱
はこ

と氷
こおり

を積
つ

み込
こ

み出港
しゅっこう

する。日没前
にちぼつまえ

までに漁場
ぎょじょう

へ行
い

き、水温
すいおん

や風
かぜ

、潮 流
ちょうりゅう

、

魚群
ぎょぐん

探知機
た ん ち き

の情報
じょうほう

、他
た

船
せん

の位置
い ち

などを参考
さんこう

に操業
そうぎょう

場所
ば し ょ

を決定
けってい

する。 

 

②漁場
ぎょじょう

到着後
とうちゃくご

、いか釣
つ

り機
き

、受
う

け台
だい

の準備
じゅんび

を行
おこな

い、その後
あと

パラアンカー
ぱ ら あ ん か ー

を投入
とうにゅう

し、

船
ふね

を潮 流
ちょうりゅう

にあわせて流
なが

す。また、スパンカー
す ぱ ん か ー

を使用
し よ う

して船首
せんしゅ

を風上
かざかみ

に向
む

ける。 

 

③日没前後
にちぼつぜんご

に集魚灯
しゅうぎょとう

を点灯
てんとう

する。点灯
てんとう

数
すう

は，漁獲
ぎょかく

状 況
じょうきょう

をみながら調節
ちょうせつ

する。普通
ふ つ う

、

点灯
てんとう

直後
ちょくご

に一番
いちばん

多
おお

くの集魚灯
しゅうぎょとう

を点灯
てんとう

する。 釣
ちょう

獲
かく

水深
すいしん

が深
ふか

いときや夜明
よ あ

け前
まえ

には

イカ
い か

の水深
すいしん

を浅
あさ

くするために点灯
てんとう

数
すう

を減
へ

らすこともある。 

 

④魚群
ぎょぐん

探知機
た ん ち き

やソナー
そ な ー

の情報
じょうほう

をもとに釣
つ

り具
ぐ

をイカ
い か

のいる水深
すいしん

まで下
お

ろし、自動
じ ど う

い

か釣
つ

り機
き

で釣
つ

りあげる。となり合
あ

った自動
じ ど う

いか釣
つ

り機
き

の釣
つ

り糸
いと

はそれぞれ数秒
すうびょう

ず

つずらして下
お

ろし、からまらないようにする。 

 

⑤釣
つ

り上
あ

げられたイカ
い か

は、擬餌
ぎ じ

針
ばり

から外
はず

れると舷側
げんそく

に設置
せ っ ち

された流
なが

しを海水
かいすい

とともに

流
なが

れて船
ふね

の中央
ちゅうおう

に集
あつ

まる。このイカ
い か

をサイズ
さ い ず

別
べつ

に選別
せんべつ

し、活魚
かつぎょ

と鮮魚
せんぎょ

（沿岸
えんがん

イカ
い か

釣船
つりぶね

）または、冷凍
れいとう

（遠洋
えんよう

と近海
きんかい

イカ
い か

釣船
つりぶね

）で箱詰
は こ づ

めをする。 

 

⑥いか釣
つ

り終 了
しゅうりょう

時
じ

には、錘
おもり

の収納
しゅうのう

、受
う

け台
だい

の格納
かくのう

、スパンカー
す ぱ ん か ー

収納
しゅうのう

、パラアンカー
ぱ ら あ ん か ー

の引
ひ

き揚
あ

げの順
じゅん

に作業
さぎょう

をおこなう。 

 

⑦沿岸
えんがん

いか釣船
つりぶね

は、夜
よる

が明
あ

ける頃
ころ

に帰港
き こ う

、水揚
み ず あ

げを行
おこな

う。漁場
ぎょじょう

が遠
とお

い場合
ば あ い

には、帰港
き こ う

せず沖
おき

に泊
と

まることもある。近海
きんかい

いか釣船
つりぶね

の 1航海
こうかい

は、出港
しゅっこう

から帰港
き こ う

まで数週間
すうしゅうかん

～

1ヶ月
か げ つ

程度
て い ど

かかり、その間
あいだ

沖合
おきあい

で繰
く

り返
かえ

し操業
そうぎょう

する。 
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４．箱詰
は こ づ

めと水揚
み ず あ

げ 

 鮮魚
せんぎょ

で出荷
しゅっか

する場合
ば あ い

、釣
つ

り上
あ

げられたイカ
い か

を一か所
しょ

に集
あつ

めてから箱詰
は こ づ

めする。箱
はこ

は

一般的
いっぱんてき

に発泡
はっぽう

スチロール
す ち ろ ー る

箱
はこ

（発泡箱
はっぽうばこ

）が使用
し よ う

される。 

イカ
い か

の品質
ひんしつ

は、体
からだ

の色
いろ

、歯
は

ごたえ、刺身
さ し み

の透明感
とうめいかん

などで評価
ひょうか

される。イカ
い か

は氷
こおり

に

直接
ちょくせつ

に触
ふ

れると 体
からだ

の色
いろ

が白
しろ

くなってしまう。発泡箱
はっぽうばこ

には、まず砕
くだ

いた 氷
こおり

と

プラスチックシート
ぷ ら す ち っ く し ー と

を敷
し

き、その上
うえ

に大
おお

きさが同
おな

じくらいのイカ
い か

を並
なら

べて詰
つ

める。こ

のような氷
こおり

の敷
し

き方
かた

を下氷
したごおり

と呼
よ

ぶ。下氷
したごおり

でイカ
い か

を保管
ほ か ん

することで、つり上
あ

げ後
ご

と同
おな

じ茶色
ちゃいろ

の体色
たいしょく

を維
い

持
じ

することができる。箱詰
は こ づ

めする数
かず

はイカ
い か

の大
おお

きさごとに異
こと

なる

が、箱
はこ

1個
こ

に 5-6kg となるように詰
つ

められる。また、小型
こ が た

船
せん

の中
なか

には、イカ
い か

を活魚
かつぎょ

と

して持
も

ち帰
かえ

るための生簀
い け す

を装備
そ う び

する船
ふね

もある。 

航海
こうかい

日数
にっすう

が長
なが

い遠洋
えんよう

・近海
きんかい

漁船
ぎょせん

は、釣
つ

ったイカ
い か

を冷凍
れいとう

して保存
ほ ぞ ん

する。イカ
い か

は選別後
せんべつご

に大
おお

きさごとに「パン
ぱ ん

」と呼
よ

ばれるケース
け ー す

に並
なら

べて、船内
せんない

の冷凍機
れいとうき

で急速
きゅうそく

冷凍
れいとう

する。

その後
あと

、凍結
とうけつ

したイカ
い か

の 塊
かたまり

をパン
ぱ ん

から取
と

り外
はず

し、船内
せんない

の冷凍庫
れいとうこ

で保
ほ

存
ぞん

する。また、

内臓
ないぞう

や腕
うで

を取
と

って胴
どう

だけにする「つぼ抜
ぬ

き」と呼
よ

ぶ作業
さぎょう

を 行
おこな

ったあと冷凍
れいとう

すること

もある。  
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まぐろ延縄
はえなわ

漁 業
ぎょぎょう
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１．概要
がいよう

 

 マグロ
ま ぐ ろ

はえ縄
なわ

は、幹
みき

縄
なわ

、枝
えだ

縄
なわ

、浮子
あ ば

、浮
うき

縄
なわ

から構成
こうせい

されている。図
ず

１１に示
しめ

すよう

に一本
いっぽん

の長
なが

い幹
みき

縄
なわ

に餌
えさ

の付
つ

いた釣針
つりばり

を付
つ

けた枝
えだ

縄
なわ

を多数
た す う

、吊下
つ り さ

げ、一定
いってい

間隔
かんかく

で浮子
あ ば

を

付
つ

けたものである。 

 浮子
あ ば

と浮子
あ ば

の 間
あいだ

を一鉢
ひとはち

と言
い

いう。一鉢
ひとはち

に吊下
つ り さ

げる枝
えだ

縄
なわ

の数
かず

は、対象
たいしょう

とする魚種
ぎょしゅ

の遊泳
ゆうえい

深度
し ん ど

や漁場
ぎょじょう

によって変
か

える。 

 操業
そうぎょう

は、日本
に ほ ん

近海
きんかい

を含
ふく

む、

世界中
せかいじゅう

の海域
かいいき

で行
おこな

われる。  

 

 

２．対象魚
たいしょうぎょ

 

（１）マグロ
ま ぐ ろ

類
るい

 

・クロマグロ
く ろ ま ぐ ろ

：ホンマグロ
ほ ん ま ぐ ろ

、シビ
し び

とも呼
よ

ばれる。若魚
わかうお

は、ヨコワ
よ こ わ

、メジ
め じ

と呼
よ

ばれる。   

・メバチ
め ば ち

：若魚
わかうお

は、ダルマ
だ る ま

とも呼
よ

ばれる。 

・キハダ
き は だ

：キワダ
き わ だ

、キワダマグロ
き わ だ ま ぐ ろ

とも呼ばれる。若魚
わかうお

はキメジ
き め じ

とも呼
よ

ばれる。 

・ビンナガ
び ん な が

：ビンチョウ
び ん ち ょ う

、トンボ
と ん ぼ

、ビンナガマグロ
び ん な が ま ぐ ろ

などとも呼
よ

ばれる。 

 

（２）カジキ
か じ き

類
るい

 

・マカジキ
ま か じ き

 

・クロカジキ
く ろ か じ き

：クロカワ
く ろ か わ

、クロカワカジキ
く ろ か わ か じ き

とも呼
よ

ばれる。 

・シロカジキ
し ろ か じ き

：シロカワ
し ろ か

、シロカワカジキ
し ろ か わ か じ き

とも呼
よ

ばれる。 

・メカジキ
め か じ き

：メカ
め か

とも呼
よ

ばれる。  

・バショウカジキ
ば し ょ う か じ き

：アキタロウ
あ き た ろ う

とも呼
よ

ばれる。 

図
ず

１１ マグロ
ま ぐ ろ

はえ縄
なわ

漁業
ぎょぎょう

 概略
がいりゃく
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３．主
おも

な混
こん

獲魚
かくぎょ

 

カツオ
か つ お

、サワラ
さ わ ら

、シイラ
し い ら

、アカマンボウ
あ か ま ん ぼ う

、マンボウ
ま ん ぼ う

、サメ
さ め

類
るい

 

４．使用
し よ う

する餌
えさ

 

アジ
あ じ

類
るい

（マアジ
ま あ じ

、ムロアジ
む ろ あ じ

、メアジ
め あ じ

など）、イカ
い か

、イワシ
い わ し

、コノシロ
こ の し ろ

などを使用
し よ う

する。 

 

５．漁具
ぎ ょ ぐ

構成
こうせい

 

 マグロ
ま ぐ ろ

はえ縄
なわ

は、図
ず

１２のように浮子
あ ば

によって海中
かいちゅう

に吊
つ

り下
さ

げられた幹
みき

縄
なわ

に、

返
かえ

し（あぐ）のある釣針
つりばり

の付
つ

いた枝
えだ

縄
なわ

を

多数
た す う

取
と

り付
つ

けた釣
つり

漁具
ぎ ょ ぐ

である。枝
えだ

縄
なわ

の

間隔
かんかく

は一般的
いっぱんてき

に約
やく

50m あり、餌
えさ

を付
つ

けた

釣針
つりばり

は、幹
みき

縄
なわ

がたわむことで一鉢
ひとはち

の

範囲内
はんいない

でも深度
し ん ど

100m から 350m に点在
てんざい

す

ることになる。 

 

（１）幹
みき

縄
なわ

 

 幹
みき

縄
なわ

は、約
やく

100km～120 ㎞の長
なが

さである。幹
みき

縄
なわ

は、船上
せんじょう

で縄箱
なわばこ

あるいはリール
り ー る

に格納
かくのう

されている。 

 

（２）枝
えだ

縄
なわ

 

 枝
えだ

縄
なわ

とは幹
みき

縄
なわ

に取
と

り付
つ

ける釣針
つりばり

の付
つ

い

た縄
なわ

のことである。幹
みき

縄
なわ

にはスナップ
す な っ ぷ

で取
と

り付
つ

ける。（図
ず

１３） 

 

 

図
ず

１３ 枝
えだ

縄
なわ

構成
こうせい

 

図
ず

１２ぎょぐこうせい 
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（３）浮子
あ ば

 

 直径
ちょっけい

300 ㎜のプラスチック
ぷ ら す ち っ く

製
せい

の球形
きゅうけい

の浮
うき

が使用
し よ う

さ

れる。2～3個
こ

連結
れんけつ

して浮力
ふりょく

の調整
ちょうせい

を 行
おこな

う（図
ず

１４）。 

 

 

 

（４）浮
うき

縄
なわ

 

浮子
あ ば

と幹
みき

縄
なわ

をつなぐ縄
なわ

。通常
つうじょう

約
やく

30m。浮
うき

縄
なわ

の長
なが

さを調整
ちょうせい

することで幹
みき

縄
なわ

の設置
せ っ ち

水深
すいしん

を決
き

める（図
ず

１４）。 

 

（５）旗竿
はたざお

 

ボンデン
ぼ ん で ん

に旗
はた

を付
つ

けたもの。投
とう

縄
なわ

の 終 了
しゅうりょう

時
じ

に幹
みき

縄
なわ

後
さ い ご

に取
と

り付
つ

ける。揚
あげ

縄
なわ

開始
か い し

地点
ち て ん

の目印
めじるし

になる。 

 

 

（６）ラジオブイ
ら じ お ぶ い

 

電波
で ん ぱ

を出
だ

すブイ
ぶ い

。ブイ
ぶ い

から出
で

る電波
で ん ぱ

を船
ふね

で受信
じゅしん

するこ

とでブイ
ぶ い

の場所
ば し ょ

がわかる。（図
ず

１５） 

 

 

（７）浮標
ふひょう

灯
とう

 

夜
よる

、揚
あ

げ縄
なわ

を行
おこな

う際
さい

、縄
なわ

の位置
い ち

がわかるように浮子
あ ば

と

一緒
いっしょ

に取
と

り付
つ

けるライト
ら い と

である。（図
ず

１６） 

 

 

図
ず

１４ 浮子
あ ば

（2個
こ

玉
たま

）と浮
うき

縄
なわ

 

図
ず

１６ 浮標
ふひょう

灯
とう

 

図
ず

１５ ラジオブイ
ら じ お ぶ い
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６．漁労
ぎょろう

機器
き き

 

（１）投
とう

縄
なわ

機器類
き き る い

 

・ラインシューター
ら い ん し ゅ ー た ー

 

縄箱
なわばこ

またはリール
り ー る

に収納
しゅうのう

された幹
みき

縄
なわ

を設定
せってい

速度
そ く ど

で海中
かいちゅう

に投入
とうにゅう

する装置
そ う ち

。船尾
せ ん び

中央
ちゅうおう

付近
ふ き ん

に設置
せ っ ち

される。船尾
せ ん び

に向
む

かって、ラインシューター
ら い ん し ゅ ー た ー

の右側
みぎがわ

にスナップ
す な っ ぷ

を取
と

り

付
つ

ける為
ため

の人
ひと

が座
すわ

る。 

・フッキングマスター
ふ っ き ん ぐ ま す た ー

 

枝
えだ

縄
なわ

や浮子
あ ば

を一定
いってい

間隔
かんかく

で幹
みき

縄
なわ

に取
と

り付
つ

けるために音
おと

で合図
あ い ず

を出
だ

す装置
そ う ち

。枝
えだ

縄
なわ

と浮子
あ ば

を取
と

り付
つ

ける場所
ば し ょ

では異
こと

なる音
おと

が出
で

る。 

・投
とう

餌機
じ き

 

釣針
つりばり

に取
と

り付
つ

けた餌
えさ

を投
な

げる機械
き か い

。手動
しゅどう

で投
な

げるよりも餌
えさ

切
ぎ

れが少
すく

なく決
き

まった

場所
ば し ょ

に投入
とうにゅう

できる。 

 

（２）揚
あげ

縄
なわ

機器類
き き る い

 

・ラインホーラー
ら い ん ほ ー ら ー

 

幹
みき

縄
なわ

を船上
せんじょう

に引
ひ

き揚
あ

げる装置
そ う ち

。油圧
ゆ あ つ

また

は電動
でんどう

で動
うご

く。（図
ず

１７）。 

 

 

・ブランリール
ぶ ら ん り ー る

 

枝
えだ

縄
なわ

を コイル
こ い る

状
じょう

に 巻
ま

き 取
と

る 装置
そ う ち

。

サイドローラ
さ い ど ろ ー ら

部
ぶ

で幹
みき

縄
なわ

から外
はず

された枝
えだ

縄
なわ

のスナップ
す な っ ぷ

部
ぶ

を爪
つめ

の間
あいだ

に引
ひ

っかけ、爪
つめ

が回転
かいてん

することで機械的
きかいてき

に枝
えだ

縄
なわ

を巻
ま

いていく。（図
ず

１８）。 

 

図
ず

１７ ラインホーラー
ら い ん ほ ー ら ー

 

図
ず

１８ ブランリール
ぶ ら ん り ー る
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・浮子巻機
あ ば ま き き

 

浮子
あ ば

を船上
せんじょう

に引
ひ

き寄
よ

せ、浮子
あ ば

縄
なわ

をコイル
こ い る

状
じょう

に巻
ま

き上
あ

げる装置
そ う ち

。数
すう

メートル
め ー と る

は手
て

で

引
ひ

き上
あ

げる。 

 

７．幹
みき

縄
なわ

収納
しゅうのう

機器類
き き る い

 

（１）ワインダー
わ い ん だ ー

 

100 ㎞以上
いじょう

の長
なが

さの幹
みき

縄
なわ

を、船尾
せ ん び

付近
ふ き ん

に設置
せ っ ち

された縄箱
なわばこ

に収納
しゅうのう

する機器
き き

。縄
なわ

を

コイル
こ い る

状
じょう

にして箱
はこ

の中
なか

に均
きん

等
とう

に落
お

とす。ラインアレンジャー
ら い ん あ れ ん じ ゃ ー

ともいう。 

 

（２）リール
り ー る

 

縄箱
なわばこ

を使用
し よ う

せず、大型
おおがた

のリール
り ー る

に幹
みき

縄
なわ

を全
すべ

て巻
ま

き取
と

る機械
き か い

。 

 

（３）マグリール
ま ぐ り ー る

 

大
おお

きな一つのリール
り ー る

に全
すべ

ての幹
みき

縄
なわ

を巻
ま

きつけるリール
り ー る

式
しき

とは異
こと

なり、取替式
とりかえしき

小型
こ が た

リール
り ー る

を使用
し よ う

する方法
ほうほう

。幹
みき

縄
なわ

はリール
り ー る

ごとに分割
ぶんかつ

される。 

 

８．縄待
な わ ま

ち 

 投入
とうにゅう

されたはえ縄
なわ

漁具
ぎ ょ ぐ

の挙動
きょどう

が安定
あんてい

し、魚
さかな

が掛
か

かってくるのを待
ま

つ。一般的
いっぱんてき

には

約
やく

4時間
じ か ん

待
ま

つ。「縄回
なわまわ

り」の場合
ば あ い

は、この時間
じ か ん

に投入
とうにゅう

開始
か い し

地点
ち て ん

まで戻
もど

る。 

 

９．揚
あげ

縄
なわ

作業
さぎょう

  

 揚
あげ

縄
なわ

は乗組員
のりくみいん

全員
ぜんいん

で 行
おこな

う。所定
しょてい

の配置
は い ち

につき、海上
かいじょう

にある旗竿
はたざお

を回収
かいしゅう

して揚
あげ

縄
なわ

開始
か い し

、通常
つうじょう

12時間
じ か ん

にも及
およ

ぶ作業
さぎょう

が開始
か い し

される。作業
さぎょう

は各場所
かくばしょ

をローテーション
ろ ー て ー し ょ ん

しな

がら行
おこな

われる。 

 



 

18 
 

１０．魚体
ぎょたい

処理
し ょ り

方法
ほうほう

 

延縄
はえなわ

で漁獲
ぎょかく

したメバチ
め ば ち

、クロマグロ
く ろ ま ぐ ろ

、キハダマグロ
き は だ ま ぐ ろ

等
など

は船上
せんじょう

で速
すみ

やかに魚体
ぎょたい

の処理
し ょ り

を行
おこな

う。処理
し ょ り

の一般的
いっぱんてき

な方法
ほうほう

には、ラウンド
ら う ん ど

、セミドレス
せ み ど れ す

、ドレス
ど れ す

、フィレー
ふ ぃ れ ー

の 4種類
しゅるい

がある。ここでは、セミドレス
せ み ど れ す

の処理
し ょ り

方法
ほうほう

を述
の

べる。 

 

（１）尾鰭
お び れ

を切
き

る 

甲板
こうはん

に揚
あ

げられた 魚
さかな

の尾鰭
お び れ

を切る。尾鰭
お び れ

を切落
きりおと

す場合
ば あ い

は、図
ず

１９の位置
い ち

で切
き

る。

尾鰭
お び れ

を切
き

った後
あと

、即殺
そくさつ

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）絞
し

める 

魚
さかな

の鮮度
せ ん ど

を保
たも

つため、速
すみ

やかに絞
し

める。小型
こ が た

の魚
さかな

の場合
ば あ い

、頭部
と う ぶ

を木槌
き づ ち

などで叩
たた

く

（図
ず

２０）。あるいは、スパイキ
す ぱ い き

のような先
さき

のとがった金属製
きんぞくせい

の棒
ぼう

で脳天
のうてん

を刺
さ

す（図
ず

２

１。大型魚
おおがたぎょ

の場合
ば あ い

、図
ず

のように頭部
と う ぶ

の白
しろ

い部分
ぶ ぶ ん

に穴
あな

を開
あ

け、脊髄
せきずい

に沿
そ

って針金
はりがね

を通
とお

す

（図
ず

２２）。 

図
ず

１９ 尾鰭
おひれ

切断
せつだん

位置
い ち
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図
ず

２５ 鰓抜き
え ら ぬ

 図
ず

２４ 開腹
かいふく

 

 

（３）血抜
ち ぬ

き 

胸
むな

鰭
びれ

の付根
つ け ね

付近
ふ き ん

に包丁
ほうちょう

で切込
き り こ

みを入
い

れる。鰓
えら

蓋
ぶた

にパイプ
ぱ い ぷ

を刺
さ

し、海水
かいすい

を通
とお

す。（図
ず

２３） 

 

 

 

 

（４）鰓抜
え ら ぬ

き（内臓
ないぞう

除去
じょきょ

） 

肛門
こうもん

から、腹
はら

鰭
びれ

まで、包丁
ほうちょう

を入
い

れ腹
はら

を裂
さ

く。肛門
こうもん

と腸
ちょう

を切
き

り離
はな

す。（図
ず

２４） 

鰓
えら

蓋
ぶた

を持
も

ち上
あ

げ、鰓
えら

と下顎
したあご

の接合
せつごう

部分
ぶ ぶ ん

を切
き

り離
はな

す。 

次
つぎ

に隙間
す き ま

からかまに沿
そ

って包丁
ほうちょう

を入
い

れ、内臓
ないぞう

と体
からだ

を切
き

り離
はな

す。鰓
えら

を持
も

ち、引
ひ

き抜
ぬ

くと鰓
えら

と内臓
ないぞう

が一緒
いっしょ

に取
と

り除
のぞ

かれる。 後
さ い ご

に鰓
えら

蓋
ぶた

を真
ま

っ直
す

ぐに切
き

り落
お

とし、残
のこ

ってい

る鰭
ひれ

を全
すべ

て付根
つ け ね

から切
き

り取
と

る。（図
ず

２５） 

 

 

 

 

 

図
ず

２３ 血抜
ち ぬ

き 

図
ず

２０ 叩
たた

く 図
ず

２１ 刺
さ

す 図
ず

２２ 挿入
そうにゅう
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（５）急速
きゅうそく

冷凍
れいとう

 

重 量
じゅうりょう

測定
そくてい

が終
お

わった魚体
ぎょたい

は、凍結
とうけつ

準備室
じゅんびしつ

に入
い

れられ粗熱
あらねつ

を取
と

り除
のぞ

く。次
つぎ

に、急速
きゅうそく

冷凍室
れいとうしつ

に処理
し ょ り

された順番
じゅんばん

で入
い

れられる。冷気
れ い き

が十分
じゅうぶん

循環
じゅんかん

するよう魚体
ぎょたい

同士
ど う し

を接触
せっしょく

させず、隙間
す き ま

を空
あ

けて並
なら

べる。 

 

（６）凍結出
とうけつだ

し（グレース
ぐ れ ー す

処理
し ょ り

） 

12時間
じ か ん

以上
いじょう

急速
きゅうそく

冷凍
れいとう

で凍結
とうけつ

された魚体
ぎょたい

は、魚艙
ぎょそう

に移
うつ

される。この時
とき

、凍結
とうけつ

による

乾燥
かんそう

や、冷凍
れいとう

やけを防
ふせ

ぐためにグレース
ぐ れ ー す

処理
し ょ り

を 行
おこな

う。凍結室
とうけつしつ

に置
お

かれた清水
せいすい

の入
はい

っ

た金属製
きんぞくせい

のタンク
た ん く

に魚体
ぎょたい

を入
い

れ、魚体
ぎょたい

の表面
ひょうめん

や腹
ふく

部内
ぶ な い

まで全体
ぜんたい

に氷
こおり

の幕
まく

ができるよ

うに浸
つ

ける。カジキ
か じ き

などタンク
た ん く

より大
おお

きな魚体
ぎょたい

では、柄杓
ひしゃく

などで、全体
ぜんたい

に万遍
まんべん

なく水
みず

をかける。グレース
ぐ れ ー す

処理
し ょ り

が終
お

われば、順次
じゅんじ

魚艙
ぎょそう

に移
うつ

す。なお、日本
に ほ ん

近海
きんかい

でとれた場合
ば あ い

は、冷却
れいきゃく

水
すい

や砕
くだ

いた氷
こおり

を用
もち

いる冷蔵
れいぞう

方法
ほうほう

で保
ほ

存
ぞん

する場合
ば あ い

もある。 

 


