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海
上
運
航
の
安
全
を
守
る
P
S
C

世
界
を
つ
な
い
で
い
る
海
。
人
や
物
資
の

交
流
に
、
海
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
一
方
、
自
然
の
大
き
な
力
は
と
き
に
悲
惨

な
事
故
も
引
き
起
こ
し
ま
す
。

海
上
運
航
の
安
全
を
守
る
た
め
、
19
世
紀

後
半
か
ら
国
際
条
約
な
ど
が
策
定
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
１
９
１
２
年
に
発
生
し

た
豪
華
客
船
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
の
衝
撃
的
な

沈
没
事
故
を
契
機
に
、
船
舶
の
構
造
や
設
備

に
関
す
る
取
り
決
め
の
必
要
性
が
再
認
識
さ

れ
、
１
９
１
4
年
に
海
上
に
お
け
る
人
命
の

安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
が
採
択
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
を
Ｓ
Ｏ
Ｌ
Ａ
Ｓ
（Safety of 

Life at Sea

）
条
約
と
い
い
、
現
在
、
海

事
分
野
の
国
際
ル
ー
ル
の
中
で
も
中
心
的
な

も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
も
M
A
R
P
O
L
条
約
（
海
洋

汚
染
防
止
条
約
）
や
S
T
C
W
条
約
（
船

員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明
並
び
に
当
直
の
基

準
に
関
す
る
条
約
）
な
ど
、
国
際
海
事
機
関

（
I
M
O
）
や
国
際
労
働
機
関
（
I
L
O
）

で
国
際
条
約
が
採
択
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
数
多
く
の
約
束
事
も
守
ら
れ
な
け

れ
ば
無
意
味
で
す
。
条
約
を
批
准
し
て
い
な

い
国
や
、
国
の
検
査
が
不
十
分
で
条
約
基
準

に
達
し
な
い
ま
ま
航
行
し
て
い
る
船
舶
が
増

え
て
く
る
と
、
1
9
7
0
年
代
に
は
フ
ラ

ン
ス
沖
で
の
ア
モ
コ
カ
デ
ィ
ス
号
の
座
礁
・

油
汚
染
事
故
に
代
表
さ
れ
る
大
規
模
な
海
難

事
故
が
発
生
し
ま
し
た
。

事
故
の
影
響
を
大
き
く
受
け
た
欧
州
を
中

心
に
、
国
際
条
約
の
基
準
に
適
合
し
な
い
船

を
排
除
す
べ
き
と
の
機
運
が
高
ま
り
、
寄
港

国
に
お
い
て
立
入
検
査
を
す
る
体
制
が
確
立

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
立
入
検
査
が
Ｐ
Ｓ
Ｃ

（Port State C
ontrol:

外
国
船
舶
の
監

督
）
で
す
。
日
本
に
寄
港
し
た
外
国
船
舶
に

対
し
て
Ｐ
Ｓ
Ｃ
を
行
う
の
が
、
全
国
の
地
方

運
輸
局
な
ど
に
配
属
さ
れ
て
い
る
外
国
船
舶

監
督
官
で
す
。

2
人
1
組
で
確
実
な
検
査
を

横
浜
第
2
合
同
庁
舎
に
あ
る
関
東
運
輸

局
・
海
上
安
全
環
境
部
に
は
、
10
名
ほ
ど
の

外
国
船
舶
監
督
官
が
所
属
し
て
い
ま
す
。
通

常
、事
務
官
と
技
官
が
2
人
1
組
に
な
っ
て
、

横
浜
港
な
ど
に
入
港
し
た
外
国
船
舶
の
検
査

を
行
い
ま
す
。

取
材
に
訪
れ
た
日
は
、
大
黒
ふ
頭
に
着
岸

し
た
パ
ナ
マ
船
籍
の
自
動
車
運
搬
船
に
対
し

て
P
S
C
を
行
い
ま
し
た
。
寄
港
し
た
船

舶
は
、
過
去
の
検
査
結
果
な
ど
の
情
報
か
ら

検
査
対
象
と
し
て
の
優
先
順
位
が
判
断
さ
れ

ま
す
。
過
去
の
検
査
が
優
良
な
船
舶
ほ
ど
検

査
の
優
先
順
位
は
低
く
な
り
、
条
約
の
基
準

を
守
ら
な
い
質
の
悪
い
船
舶
は
優
先
的
に
選

定
さ
れ
ま
す
。
外
国
船
舶
監
督
官
は
選
定
し

た
対
象
船
舶
を
抜
き
打
ち
で
検
査
し
ま
す
。

今
回
担
当
し
た
の
は
、
事
務
官
の
渋
谷
和
也

と
技
官
の
関
口
理
絵
で
す
。

2
人
は
ま
ず
、
船
体
に
ダ
メ
ー
ジ
が
な
い

か
、
塗
装
や
錆
の
状
態
は
ど
う
か
と
い
っ
た

船
の
外
観
を
チ
ェ
ッ
ク
。
そ
の
後
、
外
国
船

舶
監
督
官
の
身
分
証
明
書
を
提
示
し
、
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
て
乗
船
し
ま

す
。
日
本
に
寄
港
し
て
い
て
も
、
船
内
は
国

内
で
は
な
く
外
国
の
扱
い
で
す
。
本
船
の
共

通
言
語
は
英
語
。
こ
の
パ
ナ
マ
船
籍
の
自
動

車
運
搬
船
の
船
員
は
、
全
員
フ
ィ
リ
ピ
ン
人

で
し
た
。

乗
船
後
に
ま
ず
船
長
室
を
訪
れ
る
と
、

2
人
は
笑
顔
で
船
長
と
握
手
を
交
わ
し
、

P
S
C
の
実
施
を
伝
え
ま
す
。
そ
し
て
さ
っ

そ
く
航
海
状
況
な
ど
の
聞
き
取
り
を
行
い
な

が
ら
、
各
種
証
書
類
の
確
認
作
業
に
入
り
ま

す
。
渋
谷
と
関
口
の
指
示
に
よ
り
船
長
が
船

員
に
次
々
と
書
類
を
提
示
さ
せ
、
2
人
が
そ

外観のチェックは岸壁側のみ
を目視で確認する。港に停
泊する際に衝突して傷が生
じるケースもあるため、確認
は丁寧に行う。

主に船長室での書類確認。必要な書類がそろっているかはもちろん、条約証書の有効期間、船員の資格、
設備の点検・整備の記録など、安全に関わるあらゆる項目を一つ一つ確認していく。

2

れ
を
入
念
に
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。
船
舶
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
書
類
が
あ
る
た
め
、
こ
の
作
業

は
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
だ
場
合
で
も
約
1
時
間

は
か
か
り
ま
す
。

書
類
の
確
認
後
は
、
ブ
リ
ッ
ジ
や
エ
ン
ジ

ン
ル
ー
ム
な
ど
船
内
の
主
だ
っ
た
場
所
を
回

り
、
各
種
設
備
や
機
器
類
の
状
態
を
確
認
し

ま
す
。
移
動
中
は
基
本
的
に
目
視
で
異
常
や

破
損
の
有
無
を
確
認
し
、
必
要
だ
と
判
断
し

た
場
合
に
は
船
員
に
も
機
器
の
操
作
や
作
動

の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
わ
せ
ま

現
場
力

業
務
密
着
ル
ポ
シ
リ
ー
ズ

FILE

36

海
上
運
航
の
安
全
を
支
え
る

検
査
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト

輸
入
大
国
日
本
の
貨
物
輸
送
は
、９９
・
7
％
が
海

運
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、そ
の
多
く
は
外
国
船
舶
に

よ
る
も
の
で
す
。

日
本
の
経
済
活
動
や
生
活
を
支
え
て
い
る
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
外
国
船
舶
の
安
全
性
を
確

か
め
る
の
が
外
国
船
舶
監
督
官
。

海
難
事
故
や
海
洋
汚
染
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に

日
々
奮
闘
す
る
職
員
た
ち
を
紹
介
し
ま
す
。

外
国
船
の
安
全
基
準
を
確
か
め

海
洋
の
安
全
と
環
境
を
守
る

関東運輸局
外国船舶監督官
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ま



緊急時に用いるボートを確認する2
人。つり下げフックが正常か、艇体
や備品の食料や水、救命信号など
に問題がないか確認。この検査では
フックの接続に軽微な問題があった
ため、それを指摘して是正した。

学
）
で
学
び
、
船
舶
分
野
の
技
官
と
し
て
入

省
し
ま
し
た
」
と
い
う
関
口
は
、
平
成
17
年

に
入
省
。
検
査
事
務
を
1
年
経
験
し
た
後
、

日
本
船
を
検
査
す
る
船
舶
検
査
官
を
2
年
間

務
め
ま
し
た
。
技
官
は
、
こ
の
船
舶
検
査
官

の
経
験
が
外
国
船
舶
監
督
官
と
な
る
た
め
に

必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
産
休
・
育
休
を

経
て
船
舶
検
査
官
と
し
て
復
帰
、
ま
た
2
年

の
経
験
を
積
み
、
昨
年
の
4
月
か
ら
P
S
C

を
行
う
技
官
と
し
て
働
い
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
P
S
C
を
実
施
す
る
事

務
官
は
運
航
労
務
監
理
官
、
技
官
は
船
舶
検

査
官
と
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す

る
国
内
の
仕
事
で
経
験
を
積
み
上
げ
た
者
が

外
国
船
舶
監
督
官
を
任
さ
れ
る
た
め
、
コ
ツ

コ
ツ
と
勉
強
す
る
こ
と
を
い
と
わ
ず
、
言
葉

も
文
化
も
違
う
外
国
の
船
員
た
ち
と
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
努
力
が
不
可
欠
な
職

務
だ
と
言
え
ま
す
。

海
洋
安
全
の
一
翼
を
担
う
実
感

外
国
船
舶
監
督
官
の
仕
事
に
つ
い
て
、
渋

谷
は
「
抜
き
打
ち
の
立
入
検
査
は
必
ず
し
も

歓
迎
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
前

置
き
し
「
私
は
な
る
べ
く
船
員
の
母
国
語
で

挨
拶
を
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
今
日
は

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
だ
っ
た
の
で
タ
ガ
ロ
グ
語
で

す
ね
。そ
う
す
る
こ
と
で
、少
し
で
も
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
良
く
し
た
い
と
思
う
か
ら

で
す
」
と
自
身
の
工
夫
を
語
り
ま
し
た
。

関
口
は
「
時
々
船
員
た
ち
も
船
内
の
欠
陥

に
気
付
い
て
い
な
が
ら
、
会
社
に
対
し
て
意

見
で
き
ず
に
い
た
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま

関東運輸局
海上安全環境部
外国船舶監督官

関口 理絵
平成17年入省

関東運輸局
千葉運輸支局
外国船舶監督官

渋
し ぶ た に

谷 和也
平成6年旧運輸省入省

す
。
P
S
C
で
の
指
摘
は
改
善
に
つ
な
が

る
の
で
、
私
た
ち
の
検
査
が
感
謝
さ
れ
る
こ

と
も
あ
り
、
そ
ん
な
と
き
は
う
れ
し
い
で
す

ね
」
と
や
り
が
い
を
語
り
、
笑
顔
を
見
せ
ま

し
た
。

責
任
の
重
さ
は
、
そ
の
ま
ま
や
り
が
い
の

大
き
さ
に
も
通
じ
て
い
ま
す
。「
自
分
た
ち

が
検
査
し
た
船
が
無
事
に
出
港
し
て
い
く

と
、
海
難
事
故
の
防
止
に
ほ
ん
の
少
し
で
も

役
に
立
て
た
か
な
、
と
思
い
ま
す
」（
渋
谷
）

「
私
た
ち
が
気
付
く
こ
と
で
、
人
命
を
救
っ

た
り
環
境
を
守
っ
た
り
で
き
た
の
か
も
し
れ

な
い
と
考
え
る
と
、
や
は
り
大
事
な
仕
事
だ

と
感
じ
ま
す
」（
関
口
）

時
代
の
変
化
と
と
も
に
複
雑
化
し
続
け

て
い
る
外
国
船
舶
監
督
官
の
仕
事
。
研
修

や
情
報
交
換
、
自
己
研
さ
ん
に
よ
っ
て
常
に

P
S
C
の
健
全
な
実
施
を
目
指
し
努
力
し
続

け
る
現
場
に
は
、
重
要
な
職
務
に
ま
い
進
す

る
職
員
た
ち
の
活
気
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

東京MOUとは
　1970年代以降、外国船の安全性を確認するためにPSCの実施
体制が確立されたが、そこには「港によってPSCの実施方法に差
があると効果が薄れる」「寄港の度に検査を受けては船側の運航に
支障をきたす」などの課題があった。そこで一定地域で国際的な協
力を行い、互いの検査水準を維持しつつ、協力国が認めた船は一
定期間再検査しないなどの約束事を定めたのがMOU（了解覚書：
Memorandum Of Understanding）。
　1982年に採択された欧州地域のパリMOUを参考に、アジア太
平洋地域では1993年に東京MOUが成立。太平洋のPSCの国際
協力は日本が指導的立場で運営している。

ブリッジ（船橋）でも、設備や
航海計画などについて確認を
行う。渋谷は海図など書類の
準備を確認し、関口は無線設備
などを確認した。

冷蔵室では、食品の管理状態
を見る他、栄養補給に十分な
野菜がそろっているかなど、船
員の健康に関わる項目も確認
する。

懐中電灯を使い、ステアリングギア（舵）を確認している
関口。PSCで船員が気付いていない破損などが発見され
る場合もあり、細かいところまで注意を怠らない。

機関室でエンジンに問題があった際に作動するオイルミス
トディテクターの警報を実際に鳴らして確かめる。試験作
動は船員に行わせ、動作に異常がないかだけでなく、船
員に必要な知識や技術があるかどうかも確認する。
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現
場
力

返
し
改
正
さ
れ
複
雑
化
し
て
い
く
た
め
「
毎

年
の
よ
う
に
新
し
い
ル
ー
ル
が
で
き
る
の
で

大
変
で
す
」
と
2
人
は
口
を
そ
ろ
え
ま
す
。

判
断
に
迷
っ
た
場
合
で
も
現
場
に
居
る
人
間

に
し
か
正
確
な
判
断
が
で
き
な
い
た
め
、
事

務
官
と
技
官
で
相
談
し
、
そ
の
場
で
対
処
を

決
断
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

船
員
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
全
て

英
語
。船
員
も
英
語
が
母
国
語
と
は
限
ら
ず
、

細
部
の
確
認
な
ど
で
意
思
の
疎
通
に
苦
労
す

る
監
督
官
は
少
な
く
な
い
と
言
い
ま
す
。

も
し
も
日
本
の
近
海
で
海
難
事
故
が
発
生

す
れ
ば
、
休
日
で
あ
ろ
う
と
事
故
船
舶
に
対

応
し
、
検
査
を
行
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。

す
。
検
査
は
船
の
規
模
や
検
討
事
項
の
量
で

変
わ
り
ま
す
が
、
通
常
3
時
間
以
上
か
か
り

ま
す
。

事
務
官
と
技
官
の
仕
事
内
容
に
、
大
き
な

差
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し

「
大
ま
か
に
言
え
ば
、
労
働
状
況
な
ど
船
員

に
関
わ
る
部
分
を
事
務
官
で
あ
る
私
が
、
設

備
や
構
造
な
ど
船
体
に
関
わ
る
部
分
を
技
官

で
あ
る
関
口
が
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
」と
渋
谷
。

事
務
官
は
、
例
え
ば
船
員
の
休
息
が
適
切
に

取
れ
る
よ
う
管
理
さ
れ
て
い
る
か
と
い
っ
た

点
を
検
査
し
ま
す
。
人
に
も
船
に
も
目
を
配

り
、
安
全
を
損
な
う
要
素
を
見
落
と
さ
な
い

よ
う
、
入
念
に
検
査
し
ま
す
。

検
査
終
了
後
は
、
船
長
に
結
果
を
報
告
。

こ
の
船
に
は
ほ
ぼ
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
軽
微
な
欠
陥
に
つ
い
て
渋
谷
が
是

正
の
指
示
を
出
し
ま
し
た
。
も
し
人
命
や
環

境
汚
染
に
つ
な
が
る
よ
う
な
重
大
な
欠
陥
が

あ
れ
ば
、
勾
留
し
て
是
正
命
令
を
出
す
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
是
正
（
修
理
）

を
完
了
さ
せ
、
再
び
外
国
船
舶
監
督
官
の
確

認
を
受
け
な
け
れ
ば
日
本
か
ら
出
港
で
き
ま

せ
ん
。

P
S
C
の
終
了
後
は
、
検
査
結
果
と
船

舶
の
情
報
を
東
京
M
O
U
（
囲
み
参
照
）

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
入
力
し
て
P
S
C
情

報
を
共
有
し
ま
す
。

重
い
責
任
も
伴
う
高
度
な
職
務

外
国
船
舶
監
督
官
は
、
高
度
な
知
識
と

経
験
が
求
め
ら
れ
る
難
し
い
仕
事
で
す
。

P
S
C
の
基
準
と
な
る
国
際
条
約
は
、
繰
り

常
に
最
新
の
知
識
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
現

場
の
経
験
を
蓄
積
さ
せ
る
高
度
な
業
務
に
加

え
、
人
命
に
も
関
わ
る
責
任
の
重
い
業
務

で
す
。

平
成
6
年
に
入
省
し
た
渋
谷
は
、
海
技
資

格
（
船
舶
の
免
許
）
の
事
務
や
船
員
の
労
働

基
準
関
係
を
含
む
複
数
の
事
務
経
験
を
経

て
、
日
本
船
の
運
航
管
理
や
労
働
環
境
整
備

の
監
査
を
行
う
「
運
航
労
務
監
理
官
」
を
4

年
間
務
め
ま
し
た
。
こ
の
運
航
労
務
監
理
官

と
し
て
日
本
船
を
対
象
に
数
年
の
経
験
を
積

ん
で
い
る
こ
と
が
P
S
C
を
実
施
す
る
事

務
官
に
は
求
め
ら
れ
ま
す
。

「
私
は
東
京
商
船
大
学
（
現
・
東
京
海
洋
大
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緊急時に用いるボートを確認する2
人。つり下げフックが正常か、艇体
や備品の食料や水、救命信号など
に問題がないか確認。この検査では
フックの接続に軽微な問題があった
ため、それを指摘して是正した。

学
）
で
学
び
、
船
舶
分
野
の
技
官
と
し
て
入

省
し
ま
し
た
」
と
い
う
関
口
は
、
平
成
17
年

に
入
省
。
検
査
事
務
を
1
年
経
験
し
た
後
、

日
本
船
を
検
査
す
る
船
舶
検
査
官
を
2
年
間

務
め
ま
し
た
。
技
官
は
、
こ
の
船
舶
検
査
官

の
経
験
が
外
国
船
舶
監
督
官
と
な
る
た
め
に

必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
産
休
・
育
休
を

経
て
船
舶
検
査
官
と
し
て
復
帰
、
ま
た
2
年

の
経
験
を
積
み
、
昨
年
の
4
月
か
ら
P
S
C

を
行
う
技
官
と
し
て
働
い
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
P
S
C
を
実
施
す
る
事

務
官
は
運
航
労
務
監
理
官
、
技
官
は
船
舶
検

査
官
と
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す

る
国
内
の
仕
事
で
経
験
を
積
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上
げ
た
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が

外
国
船
舶
監
督
官
を
任
さ
れ
る
た
め
、
コ
ツ

コ
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と
勉
強
す
る
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と
を
い
と
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ず
、
言
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も
文
化
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違
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外
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船
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た
ち
と
コ
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ュ

ニ
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を
取
る
努
力
が
不
可
欠
な
職
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だ
と
言
え
ま
す
。

海
洋
安
全
の
一
翼
を
担
う
実
感

外
国
船
舶
監
督
官
の
仕
事
に
つ
い
て
、
渋

谷
は
「
抜
き
打
ち
の
立
入
検
査
は
必
ず
し
も

歓
迎
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
前

置
き
し
「
私
は
な
る
べ
く
船
員
の
母
国
語
で

挨
拶
を
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
今
日
は

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
だ
っ
た
の
で
タ
ガ
ロ
グ
語
で

す
ね
。そ
う
す
る
こ
と
で
、少
し
で
も
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
良
く
し
た
い
と
思
う
か
ら

で
す
」
と
自
身
の
工
夫
を
語
り
ま
し
た
。

関
口
は
「
時
々
船
員
た
ち
も
船
内
の
欠
陥

に
気
付
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て
い
な
が
ら
、
会
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に
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す
。
P
S
C
で
の
指
摘
は
改
善
に
つ
な
が

る
の
で
、
私
た
ち
の
検
査
が
感
謝
さ
れ
る
こ

と
も
あ
り
、
そ
ん
な
と
き
は
う
れ
し
い
で
す

ね
」
と
や
り
が
い
を
語
り
、
笑
顔
を
見
せ
ま

し
た
。

責
任
の
重
さ
は
、
そ
の
ま
ま
や
り
が
い
の

大
き
さ
に
も
通
じ
て
い
ま
す
。「
自
分
た
ち

が
検
査
し
た
船
が
無
事
に
出
港
し
て
い
く

と
、
海
難
事
故
の
防
止
に
ほ
ん
の
少
し
で
も

役
に
立
て
た
か
な
、
と
思
い
ま
す
」（
渋
谷
）

「
私
た
ち
が
気
付
く
こ
と
で
、
人
命
を
救
っ

た
り
環
境
を
守
っ
た
り
で
き
た
の
か
も
し
れ

な
い
と
考
え
る
と
、
や
は
り
大
事
な
仕
事
だ

と
感
じ
ま
す
」（
関
口
）

時
代
の
変
化
と
と
も
に
複
雑
化
し
続
け

て
い
る
外
国
船
舶
監
督
官
の
仕
事
。
研
修

や
情
報
交
換
、
自
己
研
さ
ん
に
よ
っ
て
常
に

P
S
C
の
健
全
な
実
施
を
目
指
し
努
力
し
続

け
る
現
場
に
は
、
重
要
な
職
務
に
ま
い
進
す

る
職
員
た
ち
の
活
気
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
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東京MOUとは
　1970年代以降、外国船の安全性を確認するためにPSCの実施
体制が確立されたが、そこには「港によってPSCの実施方法に差
があると効果が薄れる」「寄港の度に検査を受けては船側の運航に
支障をきたす」などの課題があった。そこで一定地域で国際的な協
力を行い、互いの検査水準を維持しつつ、協力国が認めた船は一
定期間再検査しないなどの約束事を定めたのがMOU（了解覚書：
Memorandum Of Understanding）。
　1982年に採択された欧州地域のパリMOUを参考に、アジア太
平洋地域では1993年に東京MOUが成立。太平洋のPSCの国際
協力は日本が指導的立場で運営している。




