
令和２年

海難の現況と対策
～大切な命を守るために～

令和２年の海難概況
海上保安庁の政策目標及び達成状況
海難の現況
海難の防止対策
救助状況及び海難発生時の救命率向上策





目 次 

 
 

令和２年 海難の現況と対策 
～大切な命を守るために～ 

 

目  次 

 海難定義・海難種類等 

１ 海難定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

２ 海難種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

 

第１章 令和 2 年の海難概況 

１ 令和２年の船舶海難及び人身海難・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

２ 令和２年の海難の特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

（１）船舶海難ではプレジャーボートによる運航不能（機関故障）が著しく増加・・・・・・・・ 6 

（２）人身海難では遊泳中の事故が著しく減少・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

 

第２章 海上保安庁の政策目標及び達成状況 

１ 第 10 次交通安全基本計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

（１）目標１・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

2020 年代中に我が国周辺で発生する船舶事故隻数を第９次計画期間の年平均（2,256 隻） 

 から約半減（約 1,200 隻以下）することを目指すこととし、我が国周辺で発生する船舶事 

故隻数を令和 2 年までに少なくとも 2,000 隻未満とする。 

（２）目標２・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 

ふくそう海域における、情報の聴取義務化の施策等により低発生水準となった衝突・乗揚 

事故の発生率（通航隻数 100 万隻当たり 76 隻以下）を維持確保するとともに、航路閉塞 

や多数の死傷者が発生するなどの社会的影響が著しい大規模海難の発生を防止し、その発 

生数をゼロとする。 

（３）目標３・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 

海難等における死者・行方不明者を減少させるためには、高い救助率を維持確保すること 

が重要であることから、救助率 95％以上とする。さらに、個別目標は次のとおりとする。 

２ 第４次交通ビジョン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

（１）目標１・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

【船舶事故隻数の減少】 

ビジョン計画期間最終年である 2022 年までに船舶事故（アクシデント）隻数を 1,600 隻 



目 次 

 
以下とする。 

（２）目標２・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

【ふくそう海域における大規模海難の防止】 

ふくそう海域における航路を閉塞するような社会的影響が著しい大規模海難の発生数をゼロ 

とする。 

（３）目標 3・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

【ふくそう海域における衝突、乗揚事故隻数の減少】 

第３次交通ビジョン計画期間中の５か年平均の事故隻数 42 隻に対して、本ビジョン計画 

期間最終年には、事故隻数を 32 隻以下とする。 

（４）目標 4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

【台風、異常気象時における港内の衝突、乗揚事故隻数の減少】 

台風、異常気象時における港内の衝突、乗揚事故隻数（20 トン未満の船舶を除く。）につ 

いて、第３次交通ビジョン最終年である平成 29 年の衝突、乗揚事故隻数４隻に対して、 

本ビジョン計画期間（５年間）は年平均２隻に半減させる。 

 

第３章 海難の現況 

１ 船舶海難 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 

（１） 概観・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 

（２） 船舶種類別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 

（３） 海難種類別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

（４） 死者・行方不明者を伴う船舶海難 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

（５） トン数別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

２ 人身海難・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

（１） 概観・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

（２） マリンレジャーに伴う海浜事故・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

（３） マリンレジャー以外の海浜事故・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

（４） 船舶海難以外の乗船中の事故・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

 

第４章 海難の防止対策 

１ 船舶海難の防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

（１）プレジャーボート海難の防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

 ア 傾向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

 イ 運航不能（機関故障）に係るバックグラウンド調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 



目 次 

 
ウ 事故事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

エ 分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

オ 対策（当庁の取り組み）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 

（２）水上オートバイ海難の防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 

 ア 傾向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 

イ 事故事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 

ウ 分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 

エ 対策（当庁の取り組み）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 

【Topics】水上オートバイに係る「天橋立海面利用安全対策協議会」の設立・・・・・・・・・28 

（３）ミニボート海難の防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 

 ア 傾向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 

イ 事故事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 

ウ 分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 

エ 対策（当庁の取り組み）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 

（４）カヌー海難の防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 

 ア 傾向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 

イ 事故事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 

ウ 分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 

エ 対策（当庁の取り組み）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 

【Topics】安全推進パドラー認定制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 

（５）漁船海難の防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 

 ア 傾向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 

イ 事故事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 

ウ 分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 

エ 対策（当庁の取り組み）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 

（６）遊漁船海難の防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 

 ア 傾向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 

イ 事故事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 

ウ 分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 

エ 対策（当庁の取り組み）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 

（７）貨物船海難の防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 

 ア 傾向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 

イ 事故事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 

ウ 分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 



目 次 

 
エ 対策（当庁の取り組み）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 

２ 通航量の多い沿岸域における船舶海難の防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 

（１）ふくそう海域の海難の防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 

 ア 傾向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 

イ 当庁の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49 

（２）準ふくそう海域の海難の防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 

 ア 傾向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 

イ 当庁の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 

（３）台風、異常気象時における海難の防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 

 ア 傾向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 

イ 当庁の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 

３ 人身海難の防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 

（１）マリンレジャーに伴う海浜事故の防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 

ア 遊泳中における海難の防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 

（ア）傾向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 

（イ）事故事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55 

（ウ）分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56 

（エ）対策（当庁の取り組み）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56 

【Topics】開設されていない海水浴場の安全対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58 

イ 釣り中における海難の防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59 

（ア）傾向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59 

（イ）事故事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61 

（ウ）分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61 

（エ）対策（当庁の取り組み）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62 

ウ スクーバダイビング中における海難の防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63 

（ア）傾向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63 

（イ）事故事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64 

（ウ）分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64 

（エ）対策（当庁の取り組み）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65 

エ SUP（スタンドアップパドルボード）中における海難の防止対策・・・・・・・・・・・・66 

（ア）傾向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66 

（イ）事故事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67 

（ウ）分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67 



目 次 

 
（エ）対策（当庁の取り組み）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68 

（２）船舶海難以外の乗船中の事故（船舶からの海中転落）の防止対策・・・・・・・・・・・・・70 

ア 傾向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70 

イ 事故事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71 

ウ 分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71 

エ 対策（当庁の取り組み）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71 

４ 新たな海難定義による海難発生状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73 

（１）船舶事故（アクシデント） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73 

（２）人身事故・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75 

５ 海の安全情報（沿岸域情報提供システム）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77 

６ 積極的な海難防止の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79 

（１）SNS 等を活用した周知啓発活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79 

ア Twitter を活用した情報発信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79 

イ YouTube を活用した安全啓発動画の発信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79 

ウ アマゾンジャパンと連携したウォーターセーフティガイドの周知・・・・・・・・・・・・80 

（２）イベントを活用した安全意識の普及・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80 

（３）海難防止に係る管区独自の認定・認証制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81 

ア 安全推進アングラー認定制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81 

イ マリンレジャー安全活動団体認証制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81 

（４）ＡＩＳを活用した航行支援システム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82 

 

第５章 救助状況及び海難発生時の救命率向上策 

１ 救助状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 

（１）人の救助・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 

ア 海浜事故・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 

イ 船舶乗船中の事故・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 

（２）船体の救助・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 

２ 救助・救急体制の充実・強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 

（１）救助・救急能力の充実・強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 

（２）関係機関との連携・協力体制の強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87 

（３）捜索・救助における AIS の有効活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89 

 



目 次 

 
 ３ 自己救命策の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90 

（１）令和２年の船舶からの海中転落者及びライフジャケット着用の現況等・・・・・・・・・・・90 

（２）有効な自己救命策確保について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94 

ア ライフジャケットの適切な着用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94 

（ア）膨張式のライフジャケットの保守・点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95 

（イ）ライフジャケットの正しい装着等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95 

イ 防水パック入り携帯電話等連絡手段の確保について・・・・・・・・・・・・・・・・・・97 

ウ その他自己救命策確保の一例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98 

（ア）携帯電話のＧＰＳ機能「ＯＮ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98 

（イ）複数人行動と定時連絡や行き先・帰宅時間の連絡の励行・・・・・・・・・・・・・・・99 

（ウ）縄梯子の設定ついて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 

（エ）救助援助者の確保について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 

エ 適切な一次救命処置について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 

オ 体温の保持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101 

（ア）水温と生存率について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101 

（イ）イマーションスーツの活用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103 

 

 

 資 料 編 

海難の発生と救助の状況 

令和２年度通航船舶実態調査結果 

※数値は単位未満で四捨五入してあるため、合計の数字と内訳の計が一致しない場合や、四捨五入前の数字を用いて計算し

た結果と表中の数字が一致しない場合があります。 

 



  



海難定義・海難種類等 

2 令和 2 年海難の現況と対策 

 はじめに 

海は、海上交通や漁業、マリンレジャーといったさまざまな活動の場として利用さ

れ、私たちにとって身近な存在ですが、時に衝突、転覆等の船舶海難やマリンレジャー

中の海浜事故等の人身海難が発生する危険な場所でもあります。 

海上保安庁においては、船舶交通の安全確保や海浜事故防止に関する様々な対策を

講じるとともに、国民の皆様に海の危険性や自己救命策確保の必要性についても周知・

啓発活動を行い、海難の未然防止に努めています。 

また、不幸にも海難が発生した場合に備え、救助体制の充実強化、民間救助組織等と

の連携・協力に努め、海難発生時には迅速かつ的確な捜索救助活動を行い、一人でも多

くの人命、財産を救助することに全力を尽くしています。 

 

 海難定義・海難種類等 

本書で扱う海難の定義、海難種類等は次のとおりです。 

 

１ 海難定義 

船 舶 海 難 

海上において船舶に次のいずれかに該当する事態が生じた場合をいう。 

 衝突・乗揚・転覆・浸水・爆発・火災・行方不明 

 機関、推進器、舵等の損傷又は故障その他運航不能等 

人 身 海 難 

海上又は海中において次のいずれかに該当する事態が生じた場合をいう。 

 船舶海難によらない乗船者の海中転落、負傷、病気、中毒等 

 海浜等において発生した乗船者以外の者の負傷、溺水、帰還不能等 

（マリンレジャーに伴う海浜事故とマリンレジャー以外の海浜事故に区分） 
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２ 海難種類 

ア 船舶海難 

海 難 種 類 細 分 類 内    容 

衝 突 － 船舶が他の船舶に接触し、いずれかの船舶に損傷が生じたことをいう。 

単 独 衝 突 － 船舶が物件に接触し、船舶又は物件に損害が生じたことをいう。 

乗 揚 － 

船舶が陸岸、岩礁、浅瀬、捨石、沈船等水面下にあって大地に直接又は間

接的に固定している物に乗揚げ、乗切り又は底触して船舶の航行に支障が

生じたことをいう。 

転 覆 － 
船舶が、外力、過載、荷崩れ、浸水、転舵等のため、ほぼ 90 度以上傾斜

して復原しないことをいう。 

浸 水 － 船外から海水等が浸入し、船舶の航行に支障が生じたことをいう。 

火 災 － 船舶又は積荷に火災が発生したことをいう。 

爆 発 － 
船舶において、積荷、燃料、その他の爆発性を有するものが、引火等によ

って爆発したことをいう。 

運 航 不 能 

推 進 器 障 害 
推進器及び推進軸が、脱落し、若しくは破損し、又は漁網、ロープ等を巻

いたため、船舶の航行に支障が生じたことをいう。 

舵 障 害 
舵取機及びその付属装置の故障、舵の脱落又は破損により、船舶の航行に

支障が生じたことをいう。 

機 関 故 障 
主機等推進の目的に使用する機械が故障し、船舶の航行に支障が生じたこ

とをいう。 

機 関 取 扱 

不 注 意 

機関は故障していないが、機関の取扱不注意のため、航行不能となったこ

とをいう。 

バ ッ テ リ ー 

過 放 電 

機関の運転に必要なバッテリーが過放電したため、船舶の航行に支障が生

じたことをいう。 

燃 料 欠 乏 
機関の運転に必要な燃料が欠乏したため、船舶の航行に支障が生じたこと

をいう。 

ろ・かい喪失 ろ・かいが喪失したため、船舶の航行に支障が生じたことをいう。 

無 人 漂 流 

（係留不備） 
係留索の解らん又は切断による船体の漂流等をいう。 

無 人 漂 流 

（海中転落） 
操船者の海中転落による船体の漂流等をいう。 

操船技能不足 カヌー、ヨット等の操船者の操船能力不足のため、漂流したことをいう。 

有 人 漂 流 
乗船中の操船者が船舶海難によらない死亡又は傷病等のため、漂流したこ

とをいう。 

船 体 傾 斜 船体が傾斜したため、船舶の航行に支障が生じたことをいう。 

走 錨 走錨により、船舶の航行に支障が生じたことをいう。 

荒 天 難 航 荒天の影響のため、船舶の航行に支障が生じたことをいう。 

そ の 他 運航不能のいずれにも属さないものをいう。 

そ の 他 

船体行方不明 船舶が行方不明となったことをいう。 

船 位 喪 失 自船の船位が不明のため、救助を求めた場合をいう。 

そ の 他 その他のいずれにも属さないものをいう。 
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イ 人身海難 

事故内容 解  説 

海 中 転 落 船舶から、陸岸等からを問わず、海中への転落をいう。（自殺を除く。） 

負 傷 医療機関において治療を要する程度のものをいい、傷害を含む。 

病 気 
医療機関において治療を要する程度のものをいう。なお、病気の発生により海中転落、溺

水、帰還不能等に陥った場合は、病気とせずにそれぞれの内容に分類。 

中 毒 
ガス、酸欠又は食べ物等による中毒であって、医療機関において治療を要する程度のも

のをいう。 

自 殺 自殺の場合をいう。（未遂の場合を含む。） 

溺 水 海で溺れた場合をいう。（海中転落を除く。） 

帰 還 不 能 漂流、孤立等により保護が可能な陸岸に戻れない状態となった場合をいう。 

そ の 他 いずれにも属さないものをいう。 

 

ウ 船舶の用途 

用  途 詳  細 解  説 

貨 物 船 － 推進機関を有する船舶で、専ら貨物の輸送に従事するものをいう。 

タ ン カ ー － 
推進機関を有する船舶で、その貨物倉の大部分又は一部分がばら積

みの液体物質の輸送のための構造を有する船舶をいう。 

旅 客 船 － 

旅客定員（船舶検査証書、臨時変更証又は船舶検査手帳に記載され

ている最大搭載人員をいう。）が 12 人を超える船舶で、人の輸送に

従事するもの及び旅客定員 12 人以下の船舶で、旅客運送事業に従

事するものをいう。 

作 業 船 － しゅんせつ船、くい打ち船、起重機船、警戒船、潜水作業船をいう。 

漁 船 － 
漁船法第２条第１項に規定する「漁船」及び外国人漁業の規制に関

する法律第２条第７号に規定する「外国漁船」をいう。 

遊 漁 船 － 
遊漁船業の適正化に関する法律第２条第２項に規定するものをい

う。 

プレジャー

ボ ー ト 

クルーザーボート 内燃機関を動力とするボートであって、船室を有するものをいう。 

モ ー タ ー ボ ー ト 
内燃機関を動力とするボートであって、船室のないものをいう。 

（リジッドタイプのミニボートを含む。） 

クルーザーヨット 船室を有する帆走艇をいう。 

ディンギーヨット 船室を有しない帆走艇をいう。 

カ ヌ ー カヌー等軽量で人が持ち運びできるパドルで漕ぐ舟艇をいう。 

ゴ ム ボ ー ト 
推進機関の有無を問わずゴムでできたボートをいう。 

（インフレータブルタイプのミニボートを含む。） 

水 上 オ ー ト バ イ 小型船舶安全規則第２条第２項に該当する水上オートバイをいう。 

そ の 他 － 練習船、監視取締船、軍艦等上記の用途に区分できないものをいう。 
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第１章 令和２年の海難概況 

１ 令和２年の船舶海難及び人身海難 

令和２年に海上保安庁が認知した船舶海難隻数は1,961隻で、船舶海難に伴う死者・

行方不明者は97人でした。船舶海難隻数は、直近の５年間（平成28年以降）で最も少

なかったものの、船舶海難に伴う死者・行方不明者数は、令和２年９月に奄美大島沖

で発生した貨物船の海難で１人が死亡、40人が行方不明になったことが影響し、直近

５年間で最も多くなりました。 

また、海上保安庁が認知した人身海難者数は2,605人で、人身海難に伴う死者・行

方不明者数は1,011人でした。事故者数及び死者・行方不明者数は、ともに直近の５

年間で最も少なくなりました。 

【船舶海難発生状況】 【人身海難発生状況】 

  

２ 令和２年の海難の特徴 

（１）船舶海難ではプレジャーボートによる運航不能（機関故障）が著しく増加 

令和２年の船舶海難の上位を占めるプレジャーボート、漁船、貨物船のうちプレ

ジャーボートのみが令和元年よりも増加し、特に運航不能（機関故障）は令和元年

よりも 37 隻増加しました。これは、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、

３つの密（密閉・密集・密接）を避けることができる屋外レジャー活動でプレジャ

ーボートを選び、利用する人々が増加したことによるものと考えられます。 

また、運航不能（機関故障）となったプレジャーボートを対象に詳細調査（バッ

クグラウンド調査）を実施した結果、発航前に検査していても海難を防ぐことがで

きなかったプレジャーボートが７割以上もあったことがわかりました。 
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【船舶種類別発生状況】 【プレジャーボート海難種類別発生状況】 

  

（２）人身海難では遊泳中の事故が著しく減少 

令和２年のマリンレジャーに伴う海浜事故者数は 845 人で、令和元年の 798 人

よりも 47 人増加しました。しかしながら、活動内容別でみると、遊泳中の事故者

は令和元年よりも 38 人減少しました。これは、海水浴場の混雑により新型コロナ

ウイルス感染リスクの高まりや監視・救助体制を整えることが難しいことなどの理

由により海水浴場が開設されなかったことで、海水浴を楽しむ人々が減少したこと

によるものと考えられます。 

【区分別発生状況】 【活動種類別発生状況】 
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第２章 海上保安庁の政策目標及び達成状況 

海難の現況を踏まえ、海上保安庁では次のとおり政策目標を設定し、海難の減少に向

け各種施策を講じています。 

 

１ 第10次交通安全基本計画 

交通安全対策基本法に基づき中央交通安全対策会議において作成された「第10次交

通安全基本計画（計画期間：平成28年度から令和２年度）」では、「海難等のない社会

を目指して」を基本理念とし、海上交通の安全について、次のとおり目標が定められて

います。 

（１）目標１ 

2020年代中に我が国周辺で発生する船舶事故隻数（本邦に寄港しない外国船舶

によるものを除く。以下同じ。）を第９次計画期間の年平均（2,256隻）から約半減

（約1,200隻以下）することを目指すこととし、我が国周辺で発生する船舶事故隻

数を令和２年までに少なくとも2,000隻未満とする。 

【達成状況】 

令和２年の船舶事故隻数は、1,954隻で第10次計画期間における目標（2,000隻

未満）を達成しました。 
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（２）目標２ 

ふくそう海域※における、情報の聴取義務化の施策等により低発生水準となった

衝突・乗揚事故の発生率（通航隻数100万隻当たり76隻以下）を維持確保するとと

もに、航路閉塞や多数の死傷者が発生するなどの社会的影響が著しい大規模海難の

発生を防止し、その発生数をゼロとする。 

※東京湾，伊勢湾，瀬戸内海及び関門港における船舶が多数通航する海域 

【達成状況】 

令和２年においては、ふくそう海域における衝突・乗揚事故の発生率は通航隻

数100万隻あたり52隻となっており、低発生水準を維持し、また平成22年から引

き続き令和２年においても大規模海難の発生はゼロとなっており、目標を達成し

ました。 

 H28 H29 H30 R1 R2 

100 万隻当たりの事故隻数 76 59 59 48 52 

大規模海難の発生数 0 0 0 0 0 

対象海域    : 航路及び航路付近海域(海上交通センターのレーダーサービスエリア) 

          ただし、名古屋港海上交通センターの全海域及び関門港以外の港域を除く 

対象事故隻数  : 総トン数100トン以上の船舶又は AIS 搭載船舶 

 

（３）目標３ 

海難等における死者・行方不明者を減少させるためには、高い救助率を維持確保

することが重要であることから、救助率95％以上とする。さらに、個別目標は次の

とおりとする。 

  【個別目標】  

    ・20トン未満の船舶からの海難による海中転落の救助率35％以上 

    ・海上保安庁が認知した船舶事故及び船舶からの海中転落事故のうち、海難発

生から２時間以内に認知したものの割合（以下「２時間以内関知率」という）

85％以上 

【達成状況】 

令和２年の要救助海難に対する全体の救助率は 95％となっており、目標を達

成しました。 

また、令和２年の 20 トン未満の船舶からの海中転落の救助率は 41％、２時間

以内関知率は 80％でした。 
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【２時間以内関知率】 

 

※プレジャーボート等：プレジャーボートと遊漁船 
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２ 第４次交通ビジョン 

平成30年４月20日、交通政策審議会から船舶交通安全等に係る海上安全政策につ

いて、おおむね５年間における基本的な方向性及び具体的な施策が、第４次交通ビジ

ョンとして答申されました。 

この交通ビジョンに示された船舶事故に係る計画目標の令和２年における達成状

況は、以下のとおりです。 

（１）目標１ 

【船舶事故隻数の減少】 

本ビジョン計画期間最終年である2022年までに船舶事故（アクシデント）※隻

数を1,600隻以下とする。 

【達成状況】 

2020年（令和２年）における船舶事故（アクシデント）隻数は1,940隻でした。 

(隻) 
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※ 海上保安庁では、平成30年に民間救助機関により救助された事案も取り入れた上

で、船舶の運航に関連した損害や具体的な危険が生じたものを「船舶事故（アクシ

デント）」、これらが生じていないものを「インシデント」とする海難定義の変更を

行っており、「船舶事故（アクシデント）」に対策を重点化しています。 

  定義の見直しに係る詳細については、73ページで解説しています。 

 

（２）目標２ 

【ふくそう海域における大規模海難の防止】 

ふくそう海域における航路を閉塞するような社会的影響が著しい大規模海難の発

生数をゼロとする。 

【達成状況】 

令和２年におけるふくそう海域の大規模海難の発生数はゼロでした。 

 

（３）目標３ 

【ふくそう海域における衝突、乗揚事故隻数の減少】 

第３次交通ビジョン計画期間中の５か年平均の事故隻数42隻に対して、本ビジョ

ン計画期間最終年には、事故隻数を32隻以下とする。 

【達成状況】 

令和２年におけるふくそう海域の衝突、乗揚事故隻数は28隻でした。 

（隻） 

 

対象海域    : 航路及び航路付近海域(海上交通センターのレーダーサービスエリア) 

          ただし、名古屋港海上交通センターの全海域及び関門港以外の港域を除く 

対象事故隻数  : 総トン数100トン以上の船舶又は AIS 搭載船舶 
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（４）目標４ 

【台風、異常気象時における港内の衝突、乗揚事故隻数の減少】 

台風、異常気象時における港内の衝突、乗揚事故隻数（20トン未満の船舶を除く。）

について、第３次交通ビジョン最終年である平成29年の衝突、乗揚事故隻数４隻に

対して、本ビジョン計画期間（５年間）は年平均２隻に半減させる。 

【達成状況】 

令和２年の台風、異常気象時における港内の衝突、乗揚事故隻数は１隻でした。 
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第３章 海難の現況 

１ 船舶海難 

（１）概観 

令和２年に海上保安庁が認知した船舶海難隻数は1,961隻でした。 

これは、過去10年間において最も少ない海難隻数となりました。 

【船舶海難隻数の推移（過去10年間）】 

（２）船舶種類別 

令和２年の船舶種類別の船舶海難隻数は、プレジャーボートが 996 隻（51%）で

最も多く、次いで漁船 494 隻（25%）、貨物船 205 隻（10%）の順となっていま

す。過去５年間の船舶種類別の船舶海難隻数も、プレジャーボートが最も多く、次

いで漁船、貨物船の順となっています。 

【船舶種類別の推移（過去５年間）】 【船舶種類別の割合（過去５年間）】 
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（３）海難種類別 

令和２年の海難種類別の船舶海難隻数は、運航不能が 863 隻（44％）で最も多

く、次いで衝突 389 隻（20%）、乗揚 256 隻（13%）の順となっています。 

過去５年間の海難種類別の船舶海難隻数も、運航不能、衝突、乗揚の順となって

います。 

【海難種類別の推移（過去５年間）】 【海難種類別の割合（過去５年間）】 

  

（４）死者・行方不明者を伴う船舶海難 

令和２年の死者・行方不明者を伴う船舶海難隻数は 32 隻で、船舶種類別では、

漁船が 17 隻（53%）で最も多く、次いでプレジャーボート 10 隻（31%）の順と

なっています。 

過去 5 年間においても、漁船、プレジャーボートの順となっています。 

なお、令和２年の船舶海難に伴う死者・行方不明者数は 97 人となっています。 

【船舶海難隻数の推移（過去 5 年間）】 【船舶種類別の割合（過去 5 年間）】 
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【船舶海難に伴う死者・行方不明者の推移（過去 5 年間）】 

 

（５）トン数別 

令和２年のトン数別の船舶海難隻数は、20 トン未満が 1,591 隻（81%）で最も

多く、次いで 500 トン以上 166 隻（8%）の順となっています。 

過去 5 年間においても、20 トン未満、500 トン以上の順となっています。 

【トン数別の船舶海難隻数推移（過去 5 年間）】 【トン数別の割合（過去 5 年間）】 
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２ 人身海難 

（１）概観 

令和２年に海上保安庁が認知した人身海難者数は2,605人で、そのうち、マリン

レジャーに伴う海浜事故者数※1が845人、マリンレジャー以外の海浜事故者数※2が

896人、船舶海難以外の乗船中の事故者数※3が864人となっています。人身海難に

おける死者・行方不明者数は1,011人で、そのうち、マリンレジャーに伴う海浜事

故者数が220人、マリンレジャー以外の海浜事故者数が594人、船舶海難以外の乗

船中の事故者数が197人となっています。 

※1 マリンレジャーに伴う海浜事故とは、遊泳中の事故や釣り中の事故等船舶に乗船しないで

活動した際に発生した事故をいいます。 

※2 マリンレジャー以外の海浜事故とは、岸壁からの海中転落や磯場での負傷等船舶に乗船し

ないで活動した際に発生した事故をいいます。（自殺を含む） 

※3 船舶海難以外の乗船中の事故は、衝突、乗揚、転覆等の船舶海難以外の事由により発生し

た船舶の乗船者の海中転落、負傷、病気等をいいます。 

 

【事故者数の年別発生状況（過去５年間）】 【死者・行方不明者数の年別発生状況（過去５年間）】 

  

（２）マリンレジャーに伴う海浜事故 

令和２年のマリンレジャーに伴う海浜事故者 845 人を事故内容別にみると、帰還

不能が 281 人で最も多く、次いで海中転落が 246 人となっており、これらで全体

の 62％を占めています。 

また、マリンレジャーに伴う海浜事故者のうち死者・行方不明者 220 人を事故内

容別にみると、溺水が 103 人（47%）で最も多く、次いで海中転落が 98 人（45%）

となっています。 
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【事故内容別事故者数の推移（過去5年間）】 【事故内容別死者・行方不明者数の推移（過去5年間）】 

  

（３）マリンレジャー以外の海浜事故 

令和２年のマリンレジャー以外の海浜事故者 896 人を事故内容別にみると、自殺

が 432 人（48％）と最も多く、次いで海中転落が 338 人（38%）となっています。 

マリンレジャー以外の海浜事故者のうち死者・行方不明者 594 人を事故内容別に

みると、自殺が 329 人（55%）と最も多く、次いで海中転落が 203 人（34%）と

なっています。 

【事故内容別事故者数の推移（過去 5 年間）】 【事故内容別死者・行方不明者数の推移（過去 5 年間）】 

  

（４）船舶海難以外の乗船中の事故 

令和２年の船舶海難以外の乗船中の事故者 864 人を事故内容別にみると、負傷が

409 人（47％）と最も多く、次いで病気が 263 人（30％）となっています。 

船舶事故以外の乗船中の事故者のうち死者・行方不明者 197 人を事故内容別にみ

ると、海中転落が 77 人（39％）と最も多く、次いで病気 66 人（34％）となって

います。 
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【事故内容別事故者数の推移（過去 5 年間）】 【事故内容別死者・行方不明者数の推移（過去 5 年間）】 

  

 

453 452

392
410 409

258 242

292
325

263

156 157
138 139 149

0

100

200

300

400

500

H28 H29 H30 R1 R2

（人）
負傷

病気

海中転落

自殺

中毒

帰還不能

その他

29
23

14

24 21

65

63

78 82

66

99

84

73 76

77

0

50

100

H28 H29 H30 R1 R2

（人）
負傷

病気

海中転落

自殺

中毒

帰還不能

その他



第４章 海難の防止対策 

20 令和 2 年海難の現況と対策 

第４章 海難の防止対策 

１ 船舶海難の防止対策 

（１）プレジャーボート海難の防止対策 

ア 傾向 

プレジャーボートの種類別では、モーターボートが655隻（66％）で最も多く、

次いでクルーザーボート80隻（8％）、水上オートバイ66隻（7％）の順となって

います。 

【種類別の推移（過去５年間）】 【種類別の割合（令和２年）】 

  

海難種類別では、運航不能（機関故障）が緩やかな減少傾向にあったものの令

和２年は増加し、また個別の海難としては最も多く発生している状況が続いてお

り、令和２年においては、プレジャーボート海難の23％を占めています。 
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【海難種類別の推移（過去５年間）】 【海難種類別の割合（令和２年）】 
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  イ 運航不能（機関故障）に係るバックグラウンド調査 

プレジャーボートにおいては、運航不能（機関故障）が毎年多い傾向にあるこ

と、令和２年はコロナ禍という状況にありながら運航不能（機関故障）の増加傾

向がみられたことから、背景要因を探るため、例年プレジャーボート海難が多く

発生する７月から９月までの３か月間を対象に、期間中に海難を起こした船舶

（対象船舶88隻）についてバックグラウンド調査を実施しました。主な調査結果

は次のとおりです。 

【故障箇所系統別の発生割合】 【機関の購入時における状態別の発生割合】 

  

 

【発航前検査での防止可否の発生割合】 【発航前検査防止不可の箇所別の発生割合】 

  

 

 

 

電気系, 23隻, 

26%

燃料系, 22隻, 

25%

冷却水系, 

16隻, 18%

軸系, 9隻, 

10%

シリンダ系, 

6隻, 7%
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その他, 5隻, 6%

調査隻数

88隻

新品, 27隻, 

31%
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調査隻数

88隻
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原因不明, 
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外的要因等, 11隻, 12%
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キャブレターの不具合, 7隻, 11%

冷却水管の破損, 6隻, 10%
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セルモーターの不具合, 5隻, 8%

燃料管の破損・つまり, 4隻, 6%
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配線の断線, 3隻, 5%

エンジンオイル漏れ等, 3隻, 5%

点火プラグの不具合, 

2隻, 3%

バッテリーの劣化等, 

1隻, 2%

その他, 24隻, 

38%
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63隻

発航前検査のみでは防止できない ８割以上 
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  ウ 事故事例 

事例１：運航不能（機関故障）～電気系の故障～ 

定期的な点検整備：なし 

発航前検査：あり 

事故概要：プレジャーボートＡは、釣り場を移動するため船外機を起動しようとした

が起動せず、航行不能となりました。 

     事故後の調査の結果、セルモーターに不具合が発生していたことが判明し

ました。 

 

事例２：運航不能（機関故障）～燃料系の故障～ 

定期的な点検整備：あり 

発航前検査：あり 

事故概要：プレジャーボートＢは、沖合いにて釣りをしていたところ、機関回転数に

異常が生じ、機関が頻繁に停止し航行不能となりました。 

     事故後の調査の結果、燃料配管の目詰まりが原因で燃料の供給が断たれて

いたことが判明しました。 

 

  エ 分析 

（ア）運航不能（機関故障）は、毎年のように200隻以上発生しておりプレジャー

ボートにおける単独の海難種類としては最多となるなど、高止まりの状況が続

いています。また、船舶海難全体でも発生数が最も多い状況となっています。 

（イ）バックグラウンド調査の結果から、運航不能（機関故障）は、中古品の機関

を購入した場合に多く発生する傾向が認められました。 

（ウ）バックグラウンド調査の結果では、キャブレターの不具合、冷却水管の破損、

冷却水ポンプのインペラの破損のように、小型船舶操縦者の遵守事項である発

航前検査を実施しその時点では正常に動作していても、航行中や錨泊後に帰港

するため機関を起動しようとした際に故障が発生するなど、発航前検査のみで

は防止できない海難が８割以上を占めました。 
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  オ 対策（当庁の取り組み） 

    プレジャーボートの船舶海難は全体の５割以上を占めており、中でも機関故障

が最も多く発生しています。 

機関故障で航行不能に陥ると風浪や潮流に流され磯場等へ乗揚げるなど、人命

に関わる大きな事故に繋がる恐れがあります。 

バックグラウンド調査の結果、同種海難を防止するため、これまで実施してき

た発航前検査の周知啓発に加え、整備事業者等による定期的な点検整備が重要で

あることが判明しました。 

このため、関係省庁、民間団体との連名によるリーフレットを作成の上、小型

船舶操縦免許の更新講習会場や現場での訪船指導時に配布するなど、整備事業者

等による定期的な点検整備の重要性について、積極的に周知啓発し、ユーザーの

安全意識向上を図っています。 

【機関故障が原因で磯場に乗り揚げたプレジャーボート】 【訪船指導】 

  

 

【マリーナに対する点検整備の周知啓発依頼】 【海難防止講習会】 
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【安全啓発リーフレット】 
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（２）水上オートバイ海難の防止対策 

ア 傾向 

  （ア）令和２年の水上オートバイ海難は、海難種類別では運航不能（操船技能不足）

が 12 隻（18％）で最も多く、次いで衝突と運航不能（推進器・舵障害）がそ

れぞれ 11 隻（17％）の順となっています。 

過去５年間の発生推移をみると、衝突が減少傾向にあるものの、毎年多発し

ています。 

【海難種類別発生推移（過去５年間）】 【海難種類別発生割合（令和２年）】 

  

（イ）過去５年間に発生した水上オートバイの衝突について、衝突に至った原因で

最も高い割合を占めたのは操船不適切で、衝突原因の41%（73隻中30隻）を占

め、次いで見張り不十分（37%）の順となっています。 

【衝突の原因別発生割合（過去５年間）】 【衝突における経験年数別発生割合（過去５年間）】 
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  イ 事故事例 

事例１：衝突 ～見張り不十分、操船不適切～ 

事故概要：水上オートバイＡは直進で遊走し、水上オートバイＢはそのすぐ右後方で

追走中、水上オートバイＡが右後方を確認せずに右舷側に転舵したとこ

ろ、水上オートバイＢが避航できず衝突しました。 

水上オートバイＡの船長は肋骨骨折等で２週間の入院加療、水上オートバ

イＢの船長は腱板損傷等で５週間の入院加療となりました。 

 

事例２：衝突 ～操船不適切～ 

事故概要：水上オートバイＣは停泊するために、停泊中の水上オートバイの手前でエ

ンジンを停止し惰行で航行していたところ、速力が落ちず衝突するおそれ

があったためエンジンを再起動し、避航しようとしましたが、間に合わず

衝突しました。 

船長に怪我はありませんでした。 

 

  ウ 分析 

（ア）水上オートバイは、ウォータージェットを推進力として水上を滑走する乗り

物であることから、船の特性を把握し、十分な操船技術を身に付けることが

求められますが、不適切な操船による事故や、操船経験が浅い者による事故

の割合が大きい状況にあります。 

（イ）見張りが不十分あるいは不適切なため、衝突直前まで相手船に気付かないま

ま航行するなど、衝突のリスクに係る危機意識が著しく欠如した状態で運航

し、事故を起こしている割合も大きくなっています。 

 

  エ 対策（当庁の取り組み） 

        水上オートバイの安全対策に関しては、国の関係機関や民間の関係団体と意見

交換会を開催し、水上オートバイを安全に安心して楽しむための注意事項を抽出

した上、ウォーターセーフティガイド（水上オートバイ編）として公表していま

す。 

令和２年度は水上オートバイ海難の多くを占める、運航不能（その他）（※復原

不能による漂流等）、衝突、運航不能（機関故障）を防止するため、新たに転覆時
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の復原方法、旋回の方法、発航前検査等に関する安全情報を同ガイドに追記した

ほか、安全啓発リーフレットを作成の上、小型船舶操縦免許の更新講習会場や現

場での訪船指導時に配布するなど、ユーザーの安全意識の向上を図っています。 

 

【訪船指導】 【安全啓発リーフレット】 

  

 

【ウォーターセーフティガイド（水上オートバイ編）】 
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【Topics】水上オートバイに係る「天橋立海面利用安全対策協議会」の設立 

 

天橋立周辺海域では、レジャーシーズン中は日常的にマナーの悪い水上オートバ

イの迷惑行為に対する苦情が寄せられ、船舶交通の安全確保に苦慮していたことか

ら、自治体等によって、天橋立海面利用安全対策協議会が設立され、安心・安全な

航行に関する自主ルールが策定されました。 

同海域を管轄する宮津海上保安署では協議会設立の一助を担うべく地域の特性に

応じた安全対策を推進しています。 
 

【安全対策協議会の様子】 【文殊水道を航行する水上オートバイの状況】 

  

【合同パトロールの様子】 【水上オートバイに対する指導状況】 
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（３）ミニボート海難の防止対策 

ア 傾向 

  （ア）令和２年のミニボート海難は、海難種類別では転覆・浸水の発生割合が最も

多く、ミニボート海難全体の36%（103隻中37隻）を占めました。これは海難

隻数の増減はあるものの過去５年間同じ傾向を示しています。 

【海難種類別発生推移（過去５年間）】 【令和２年海難種類別発生割合】 

  

（イ）過去５年間に発生したミニボートの転覆・浸水について、転覆・浸水に至っ

た原因で最も高い割合を占めたのは気象海象不注意で転覆・浸水原因の42%

（161隻中68隻）を占め、次いで船体バランスに対する不注意（19%）、操船

不適切（15%）の順となっています。 

【転覆・浸水の原因別発生割合（過去５年間）】 【気象海象不注意における風速別発生割合（過去５年間）】 
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  イ 事故事例 

事例１：転覆 

乗船者 ：１人乗船 

事故概要：事故者は沖合で釣り中、ボートの右舷側からあおり波を受けたことで転覆

し海中転落しました。消防救急隊に救助されましたが、搬送先の病院で死

亡が確認されました。事故当時は西の風３ｍ、波高1.5ｍで、救命胴衣は着

用していませんでした。 

 

事例２：浸水 

乗船者 ：２人乗船 

事故概要：事故者２人は沖合で釣り中、事故者Ａが船内を移動したことでボートが大

きく傾き、船尾から浸水し沈没しました。事故者２人は海中転落しました

が、付近航行船舶に救助されました。事故当時は西の風２ｍ、波高0.1ｍ

で、救命胴衣は２人とも着用していました。 

 

  ウ 分析 

（ア）ミニボート海難は毎年増加を続けている状況から、免許や船舶検査が不要で

手軽に利用できるという特徴や、インターネットショッピングで簡単に購入で

きるという環境もあり、急速に普及していると考えられます。 

（イ）浸水・転覆の原因である気象海象不注意に関して、過去５年間の合計では、

気象海象の不注意による浸水・転覆68隻のうち、その4割が出航の目安となる

風速４m/s 未満の環境下で発生していることから、風速だけでなく、人員や荷

物の搭載状況、活動海域の地形的環境などから総合的に安全運航の可否を判断

する必要があります。 

  （ウ）ミニボートは船体が小さく持ち運びが容易である反面、海上ではバランスを

崩しやすい特徴がありますが、釣りに夢中になり立ち上がったり、漁獲物を取

り込む際に片側に極端に寄ったりすることで、船体バランスが崩れてしまうと

いう特徴を十分に把握せずに活動し、転覆に至ったものも多く発生しているこ

とから、多くのミニボート所有者においてその特徴が十分に理解されていない

可能性があります。 
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  エ 対策（当庁の取り組み） 

    ミニボートの安全対策について国の関係機関や民間の関係団体と意見交換会

を開催し、ミニボートを安全に安心して楽しむための注意事項を抽出した上で、

ウォーターセーフティガイド（ミニボート編）として公表しています。 

令和２年度はミニボート海難の多くを占める転覆・浸水の防止対策として、乗

船者の動きや人工的に発生させた波がミニボートに及ぼす影響を検証し、その映

像をウォーターセーフティガイド（ミニボート編）に掲載するとともに、政府広

報室の動画作成に協力し、ミニボートの事故防止に関する動画を政府インター

ネットテレビに公開するなど、国の関係機関や民間団体等と連携し、ユーザーの

安全意識の向上を図っています。 

【訪船指導】 【政府広報インターネットテレビ】 

  

【ウォーターセーフティガイド（ミニボート編）】 【安全啓発リーフレット】 

  

レジャーを安全に楽しもうミニボートの事故防止 

海上保安庁海の安全推進アドバイザー 小野 信昭 氏 出演 
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（４）カヌー海難の防止対策 

ア 傾向 

  （ア）令和２年のカヌー海難は、海難種類別では運航不能（操船技能不足）の発生

割合が最も多く、カヌー海難全体の54%（41隻中22隻）を占めました。この傾

向は、海難隻数の増減はあるものの過去５年間同じ傾向を示しています。 

【海難種類別発生推移（過去５年間）】 【海難種類別発生割合（令和２年）】 

 

（イ）令和２年に発生したカヌーの運航不能（操船技能不足）について、運航不能

（操船技能不足）に至った原因で最も高い割合を占めたのは操船不適切で運航

不能（操船技能不足）原因の36%（22隻中８隻）を占め、次いで気象海象不注

意（23%）の順となっています。 

【運航不能(操船技能不足)の原因別発生割合（令和２年）】 【操船者の経験年数別発生割合（令和２年）】 
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  イ 事故事例 

事例１：運航不能（操船技能不足）～復原不能による漂流～ 

事故概要：事故者は、カヌーに乗って釣りをしていましたが、天候の悪化による横波

を受けて転覆し、再乗艇できませんでした。その後、事故者は付近航行中

の漁船により救助されましたが、船体は行方不明となりました。 

 

事例２：運航不能（操船技能不足）～復原不能による漂流～ 

事故概要：事故者は、カヌーに乗って出航しましたが、風浪が強く、不安を感じて陸

岸に戻ろうとしたところ、横波を受けて転覆し、再乗艇できませんでした。

その後、事故者は消防により救助されました。 

 

  ウ 分析 

（ア）カヌーで活動する者にとって、転覆した艇に再乗艇するなど、セルフレス

キューに関する事項は刻々と海面状態が変化する海上で活動するにあたり身

に付けておくべき技術ですが、これを行えず、転覆した状態から復原できない

という操船技能不足による海難が５割を超えるなど、十分な知識・技能が備

わっていない者が多く活動していると考えられます。 

（イ）カヌーのように船体が細長く喫水も浅い船は、風浪の影響を受けやすい特徴

があり、天候変化などに対応できずに海難に至った事故者の割合も比較的高く

なっています。 

  （ウ）カヌー経験年数とカヤッカーの知識・技能の習得状況は必ずしも比例しませ

んが、経験年数が３年未満の者による事故が７割を占める状態であることから、

事故者の知識・技能不足は否めない状況にあると考えられます。 

 

  エ 対策（当庁の取り組み） 

カヌーの安全対策について国の関係機関や民間の関係団体と意見交換会を開

催し、カヌーを安全に安心して楽しむための注意事項を抽出した上で、ウォー

ターセーフティガイド（カヌー編）として公表しています。 

令和２年度はカヌー海難の多くを占める運航不能（操船技能不足）（※復原不能

による漂流）、運航不能（荒天難航）の防止対策として、転覆した艇に再乗艇する

方法（セルフレスキュー）や気象・海象に関する安全情報を同ガイドに追記した
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ほか、民間団体やカヌー販売店と連携し、安全啓発リーフレットの配布やカヌー

スクール等での海難防止講習等を実施するなど、ユーザーの安全意識の向上を

図っています。 

【カヌー愛好者に対する安全指導】 【安全啓発リーフレット】 

 

 

【ウォーターセーフティガイド（カヌー編）】 
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【Topics】安全推進パドラー認定制度 

 

第八管区海上保安本部では、カヌーや SUP の愛好者の安全意識の高揚及び自主的

な安全活動の促進を目的として、これらアクティビティに対する高い見地や技術を

有し、地域に多大なる影響力を持つパドラーを『安全推進パドラー』として認定し

ています。 

令和２年度はシーカヤック初心者向けに作成した安全啓発動画を海上保安庁

YouTube に投稿するなど、安全推進パドラーと協力の上、カヌーや SUP の海難の抑

止・減少を目指しています。 

YouTube 掲載動画 『教えて！安全推進パドラーさん』 
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（５）漁船海難の防止対策 

ア 傾向 

（ア）令和２年の漁船海難は、海難種類別では衝突の発生割合が最も多く、漁船海

難全体の20％（494隻中101隻）を占めました。この傾向は、海難隻数の増減

はあるものの過去５年間同じ傾向を示しています。 

【海難種類別発生推移（過去５年間）】 【海難種類別発生割合（令和２年）】 

  

（イ）令和２年に発生した漁船の衝突について、衝突に至った原因で最も高い割合

を占めたのは見張り不十分で衝突原因の78％（101隻中79隻）を占め、次いで

操船不適切（９％）の順となっています。 

【衝突の原因別発生割合（令和２年）】 【衝突における操船者の経験割合（過去５年間）】 
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【衝突相手船の船舶種類割合（過去５年間）】 【漁船海難のＡＩＳ搭載状況割合（過去５年間）】 

  

 

  イ 事故事例 

事例：衝突 ～見張り不十分～ 

漁船Ａ ：見張り不十分（漁労作業中）、ＡＩＳなし 

漁船Ｂ ：見張り不十分（魚群探知機に傾注）、ＡＩＳなし 

事故概要：漁船 A は、漁船 B に気づいていましたが、自船が操業中のため漁船Ｂが避

けると思い込み一本釣り漁を続け、漁船 B は操業場所を移動中、魚群探知

機に傾注し、お互いに見張りを疎かにした結果、衝突しました。 

     衝突の衝撃で漁船 A の船長は頭部打撲等負傷しました。 

 

事例：衝突 ～見張り不十分～ 

漁船Ｃ ：見張り不十分（漁労作業中）、ＡＩＳなし 

貨物船Ｄ：操船不適切（相手船が避航と臆断）、ＡＩＳあり 

事故概要：漁船Ｃは、貨物船Ｄに気づいていましたが、距離が離れているため漁獲物

の選別作業を優先し周囲の見張りを適切に行っておらず、また、貨物船Ｄ

も漁船Ｃに気づいていましたが、漁船Ｃが避けると思い込み漫然と航行す

るなど、お互いに見張りを疎かにした結果、衝突しました。 

 

  ウ 分析 

（ア）漁船は魚群探知機などを活用して最適な操業ポイントを探しながら航行する

などの一般船舶とは異なる運航をする場合が多いため、他の種類の船舶と比較
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して見張り不十分による衝突の割合が高くなっています。 

（イ）漁船による衝突は、他の種類の船舶と比較しても、同船における経験年数が

10年以上の割合が極めて高く、過去５年間で８割を超えており、ベテラン操船

者ほど危機意識を高く持って操船する必要があります。 

  （ウ）船体が大きく洋上でも容易に識別できる貨物船やタンカーなどの大型の船舶

との衝突も多い反面、大型の船舶に自船の位置や針路などを容易に伝えること

ができる船舶自動識別装置（ＡＩＳ）を搭載している漁船が少なく、事故防止

への活用が十分に図られていません。 

 

  エ 対策（当庁の取り組み） 

令和２年の漁船海難を海難種類別にみると、衝突が特に多く、原因別にみると

見張り不十分によるものが最も多くなっています。 

    このため海上保安庁では衝突等を防止するため、各種海難防止講習会や訪船指

導、水産庁が支援する安全推進員養成講習等の機会を活用し、操業中に疎かにな

りがちな見張りの徹底を呼びかけるとともに、関係機関と連名で作成したリーフ

レットを活用して AIS※の搭載が海難防止に有効であることも併せて周知・啓発

を行っています。 

    ※ＡＩＳ（船舶自動識別装置）は船名、船舶の位置、針路、速力等の安全に関する情報を VHF 電波に乗せ

て相互に自動的に送受信するシステムです。AIS は雨や波の影響を受けず、荒天時でもお互いの位置、針

路等が確認できることから、衝突防止に役立てることができます。 

 

【漁業協同組合への訪問指導】 【漁船への訪船指導】 
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【衝突・乗揚注意喚起リーフレット】 

 

 

【AIS 周知・啓発リーフレット】 
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第４章 海難の防止対策 

令和 2 年海難の現況と対策 41 

（６）遊漁船海難の防止対策 

ア 傾向 

  （ア）令和２年の遊漁船海難は、海難種類別では衝突の発生割合が最も多く、遊漁

船海難全体の47％（62隻中29隻）を占めました。この傾向は、海難隻数の増減

はあるものの過去５年間同じ傾向を示しています。 

【海難種類別発生推移（過去５年間）】 【海難種類別発生割合（令和２年）】 

  

（イ）令和２年に発生した遊漁船の衝突について、衝突に至った原因で最も高い割

合を占めたのは見張り不十分で衝突原因の83％（29隻中24隻）を占め、次い

で操船不適切（14％）の順となっています。 

【令和２年衝突の原因別発生割合】 

【見張り不十分が原因の衝突のうち、衝突相手船

の初認の有無別割合（過去5年間）】 
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【船舶種類別 衝突における見張り不十分の割合（過去5年間）】 

 

  イ 事故事例 

事例１：衝突 

遊漁船Ａ：見張り不十分 

貨物船Ｂ：操船不適切 

事故概要：遊漁船Ａは釣り客10人を乗船させて出港し港内を航行中に、貨物船Ｂは入

港のため港内を航行中に衝突しました。遊漁船Ａに乗船していた船長含む

計12人全員が海中転落し、うち１人が死亡、４人が負傷しました。 

事故当時、遊漁船Ａは貨物船Ｂの動静を把握しておらず、貨物船Ｂは遊漁

船Ａが避けてくれるだろうと臆断していたことが衝突の原因です。 

 

事例２：衝突 

遊漁船Ｃ：見張り不十分 

貨物船Ｄ：見張り不十分 

事故概要：遊漁船Ｃは釣り客９人を乗船させて漂泊しながら遊漁中に、貨物船Ｄは目

的地に向け航行中に衝突しました。遊漁船Ｃに乗船していた釣り客２人が

打撲等の負傷を負いました。 

事故当時、遊漁船Ｃは釣り客の世話に気を取られて見張りをしておらず、

貨物船Ｄもチャートワークに没頭し見張りしていなかったことが衝突の

原因です。 
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  ウ 分析 

（ア）過去５年間における遊漁船の衝突原因は、85%が見張り不十分であり、これ

は全ての船舶種類の中で最も高い割合です。 

（イ）過去５年間における遊漁船の衝突で見張り不十分が原因であったもののうち、

衝突相手船の存在に気付いていなかったものが58%と過半数を超えており、安

全運航に対する意識が希薄になっている可能性があります。 

 

  エ 対策（当庁の取り組み） 

遊漁船の海難を海難種類別にみると、衝突が特に多く原因別にみると見張り不

十分によるものが最も多くなっています。 

遊漁船は複数の釣り客を乗船させるため、ひとたび海難が起これば、多くの負

傷者を伴う大事故に繋がりかねません。そのため、遊漁船事業者には高い安全意

識が求められています。 

このことから、海上保安庁では水産庁、都道府県と連携し「遊漁船業務主任者

講習」、「遊漁船安全講習会」などの機会を活用し遊漁船事業者の安全意識の高揚・

啓発に重点的に取り組むほか、訪船指導により見張りの徹底等について周知・啓

発を行っています。 

【遊漁船に対する安全啓発活動】 

 

 

  



第４章 海難の防止対策 

44 令和 2 年海難の現況と対策 

【遊漁船安全講習会】 

 

 

【遊漁船事業者に対する注意喚起リーフレット】 
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（７）貨物船海難の防止対策 

ア 傾向 

  （ア）令和２年の貨物船海難は、海難種類別では衝突の発生割合が最も多く、貨物

船海難全体の44％（205隻中91隻）を占めました。この傾向は、海難隻数の増

減はあるものの過去５年間同じ傾向を示しています。 

【海難種類別発生推移（過去５年間）】 【海難種類別発生割合（令和２年）】 

  

（イ）令和２年に発生した貨物船の衝突について、衝突に至った原因で最も高い割

合を占めたのは操船不適切で衝突原因の35％（91隻中32隻）を占め、次いで

見張り不十分（34％）の順となっています。 

【衝突の原因別推移（過去５年間）】 【衝突の原因別発生割合（令和２年）】 

  

 

  

79

68

102
96

91

0

20

40

60

80

100

120

H28 H29 H30 R1 R2

（隻）
衝突

単独衝突

乗揚

転覆

浸水

火災

運航不能

その他

衝突

91隻

44%

乗揚

37隻

18%

単独衝突

33隻

16%

運航不能

33隻

16%

火災, 7隻, 3%

浸水, 3隻, 2%

その他, 1隻, 1%

海難隻数

205隻

31 26

37

27
3232

23

44

38

31

0

10

20

30

40

50

H28 H29 H30 R1 R2

（隻） 操船不適切

見張り不十

分

気象海象不

注意

居眠り運航

機関取扱

その他の運

航の過誤

不可抗力等

その他

人為的要因, 69隻, 

76%

人為的要因以外, 

22隻, 24%

操船不適切

32隻

35%

見張り不十分

31隻

34%

気象海象不注意, 

3隻, 4%

居眠り運航, 

1隻, 1%

機関取扱, 

1隻, 1%

その他の運航の過誤, 

1隻, 1%

不可抗力等, 

20隻, 22%

その他, 2隻, 2%



第４章 海難の防止対策 

46 令和 2 年海難の現況と対策 

【台風・異常気象下における貨物船海難の推移

（過去５年間）】 

【トン数別 衝突原因（見張り不十分、操船不適

切別発生状況（過去５年間）】 

  

 

  イ 事故事例 

事例１：衝突 ～操船不適切～ 

事故概要：貨物船Ａは入港調整のため港外で漂泊中、船尾から迫ってくる漁船を把握

していましたが、漁船が避けるだろうと臆断し汽笛信号を行わず漂泊し続け

た結果、漁船と衝突しました。 

     衝突により、貨物船Ａは外板に多数の損傷を受けました。 

 

事例２：衝突 ～見張り不十分～ 

事故概要：貨物船Ｂは出港後、船長が単独で操船しており、レーダーの画面が暗かっ

たことから、手動操舵の舵輪から手を放し、見張りをすることなく輝度調整

を行っていたところ、防波堤に接近していることに気付き、面舵をとるも間

に合わず、防波堤と衝突しました。 

衝突により、貨物船Ｂは外板に長さ約20ｍの損傷を受けました。 

 

  ウ 分析 

（ア）衝突海難の原因中、操船不適切と見張り不十分が占める割合は著しく大きい

が、1,000トン未満では、見張り不十分による衝突が多く、1,000トン以上では

操船不適切による衝突が多いなど、船形によって傾向が異なる結果となりまし

た。 
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（イ）令和2年は我が国への台風の接近や上陸が例年と比較して少なかったという

影響もあり、台風等によって走錨し、他の船舶や物件に衝突するといった事故

は少なかった。 

 

  エ 対策（当庁の取り組み） 

海上保安庁では、貨物船等の大型船舶は衝突海難の割合が高い傾向にあること

を踏まえ、毎年７月に官民が一体となって展開している「海の事故ゼロキャンペー

ン」等を通じて、常時適切な見張りの徹底や船舶間コミュニケーションの促進な

どを指導しています。 

また、昨今の頻発・激甚化する台風等の異常気象の状況を踏まえ、令和２年度

から同キャンペーンに「荒天時における走錨等に起因する事故の防止」を加え、

走錨事故防止ガイドライン等を活用し、官民一体となった事故防止の取組みを徹

底しております。 

さらに、霧が多発する時期においては、視界が制限され、衝突海難の蓋然性が

高まるため、適切な見張りの徹底や安全な速力での航行の指導など、地域の特性

を考慮した海難防止活動を実施しています。 
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２ 通航量の多い沿岸域における船舶海難の防止対策 

（１）ふくそう海域の海難の防止対策 

  ア 傾向 

ふくそう海域（東京湾・伊勢湾・瀬戸内海・関門港）では、１日平均約3,000

隻の船舶通航量があります。 

令和２年のふくそう海域における船舶海難隻数は810隻で、海難種類別の隻数

は、衝突が204隻（25％）で最も多く、次いで運航不能（機関故障）142隻（17％）、

乗揚117隻（14％）の順となっています。 

【海難種類別推移（過去 5 年間）】 【海難種類別の割合（令和２年）】 

  

 
【船舶種類別推移（過去 5 年間）】 【船舶種類別の割合（令和２年）】 
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イ 当庁の取り組み 

ふくそう海域の安全対策については、海上交通センターにおいて、レーダーや

ＡＩＳ等により船舶の動静を把握し、船舶航行の安全に必要な情報提供を行って

います。 

また、大型船の航路への入航間隔の調整、不適切な航行をする船舶への勧告や

巡視船艇と連携した航行指導等を行っています。 

 

 

  

東京湾海上交通センター（神奈川県横浜市） 
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（２）準ふくそう海域の海難の防止対策 

ア 傾向 

準ふくそう海域（ふくそう海域を結ぶ東京湾湾口～石廊埼沖～伊勢湾湾口～潮

岬沖～室戸岬沖～足摺岬沖の各海域を経て瀬戸内海に至る海域）における令和２

年の船舶海難隻数は124隻でした。 

また、海難種類別の隻数は、衝突が26隻（21％）で最も多く、次いで運航不能

（機関故障）と運航不能その他がそれぞれ25隻（20％）となっています。 

【船舶種類別推移（過去 5 年間）】 【船舶種類別の割合（令和２年）】 

 
 

 
【海難種類別推移（過去 5 年間）】 【海難種類別の割合（令和２年）】 
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イ 当庁の取り組み 

準ふくそう海域の安全対策については、海上交通センターがＡＩＳにより船舶

の動静を把握し、船舶航行の安全に必要な情報提供を行っています。また、準ふ

くそう海域は、船舶交通量が多く、複雑な進路交差部が生じるため、重大海難が

発生する蓋然性が高くなっています。 

このため、バーチャル航路標識を活用しつつ、海上人命安全条約（ＳＯＬＡＳ

条約）に基づき、国際海事機関（ＩＭＯ）指定の推薦航路による整流化対策を伊

豆大島西岸沖以外の海域においても導入すべく、和歌山県潮岬沖の推薦航路につ

いて採択を得るため、国際海事機関への提案手続きを進めています。 

今後とも船舶航行の安全に必要な情報を的確に提供するとともに、ＡＩＳを活

用した乗揚や走錨を監視するシステムの改善を図り、海難の未然防止を一層推進

します。 

 

（３）台風、異常気象時における海難の防止対策 

ア 傾向 

令和２年の台風、異常気象時における港内の衝突、乗揚事故隻数は１隻でした。 

（隻） 

 

 

イ 当庁の取り組み 

平成 30 年９月に、台風 21 号による強風の影響で走錨したタンカーが関西国際

空港連絡橋へ衝突した事故を受け、「荒天時の走錨等に起因する事故の再発防止に
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港などの臨海部の施設を選定し、台風接近時等にこれらの施設周辺海域で錨泊制限

や監視の強化等を実施することとしました。 

また、令和元年９月９日、台風 15 号が東京湾を直撃した際、走錨した貨物船が

南本牧はま道路へ衝突するなど複数の事故が発生したことから、特に勢力の大きな

台風が湾全体を直撃する際は、台風の影響の少ない湾外への避難を推奨することと

したほか、同会議における新たな提言を踏まえ、令和２年においては、時間的余裕

をもって湾外等へ避難できるよう、港外避難勧告の発令時期の前倒し等の運用の改

善、走錨事故を防止するためのガイドラインの作成・周知、走錨事故防止対策を行

う臨海部の施設の追加、海上交通センターからの錨泊船舶の情報提供等を実施しま

した。 

さらに、近年の台風等の異常気象が頻発・激甚化する状況を踏まえ、対策を強化

すべく、令和２年６月 11 日、走錨等に起因する事故の再発防止等に係る更なる安

全対策のあり方ついて交通政策審議会に諮問し、令和３年１月 28 日、 

・船舶の湾外避難、湾内の錨泊制限等の勧告・命令制度 

・海上空港等の臨海部の施設周辺海域等における走錨等に起因する事故の防止の

ための情報提供、危険回避措置の勧告制度 

などの法制度の創設が必要との答申を得たことから、湾外避難勧告等の法制化を目

指すなど、引き続き、走錨等に起因する事故対策を推進することとしています。 
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【走錨事故防止ガイドライン】 
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３ 人身海難の防止対策 

（１）マリンレジャーに伴う海浜事故の防止対策 

ア 遊泳中における海難の防止対策 

（ア）傾向 

ａ 令和２年における遊泳中の事故者数は231人で、このうち死者・行方不明

者数は73人でした。事故内容別にみると、海水誤嚥などによる溺水が最も多

く113人（49%）で最も多く、次いで帰還不能94人（41%）の順となってい

ます。 

【事故者数、死者・行方不明者数の推移（過去5年間）】 【事故内容別事故者数の割合（令和２年）】 

 
 

ｂ 令和２年に発生した遊泳中の溺水事故について、事故者の年齢層別で最も

高い割合を占めたのは10歳代で溺水事故者の21％（113人中24人）を占め、

次いで60歳以上が20％、30歳代14％の順となっています。 

  また、溺水事故の原因について、事故者数が最多の10歳代で最も高い割合

を占めたのは無謀な行為で29％（24人中７人）を占め、次いで周辺環境に対

する不注意と実施中の活動に対する不注意がそれぞれ17％となっています。 

c 令和２年の海水浴場の開設状況に係る海上保安庁の調査では、全国1,156箇

所のうち469箇所（41％）が海水浴場を開設しない（不開設海水浴場）こと

が判明（令和２年７月16日時点）し、７月から８月の期間にこれら不開設海

水浴場で発生した遊泳中の死傷者は１人でした。 

  

329

262

304
269

231

117
97 94 78 73

0

100

200

300

400

H28 H29 H30 R1 R2

事故者数 死者・行方不明者数（事故者数の内数）

溺水, 113人, 

49%

帰還不能, 94人, 

41%

負傷, 18人, 

8%

病気, 5人, 

2%

その他, 1人, 

0%

事故者数

231人

（人） 



第４章 海難の防止対策 

令和 2 年海難の現況と対策 55 

【溺水事故の年齢層別発生割合（令和２年）】 【溺水事故の原因別発生割合（令和２年）】 

  

d 令和２年は、コロナ禍の影響で多くの海岸において海水浴場が開設されな

かったために、安全管理がなされていない海岸で発生した遊泳中の溺水事故

は、遊泳中の溺水事故全体の86％（113人中97人）を占めました。 

【溺水事故発生場所別の割合（令和２年）】 

【海水浴場（遊泳可能）】 

遊泳可能な海水浴場 

【海水浴場（遊泳不可）】 

高波等により遊泳が一時的に禁止となっている状

況、又は夜間など遊泳が認められていない時間帯にお

ける海水浴場 

【遊泳禁止海域】 

自治体等から遊泳禁止とされている海域 

【その他】 

上記以外の海域 

 
 

 

 

  （イ）事故事例 

事例１：溺水（不開設海水浴場における事故） 

事故概要：事故者は、友人と一緒に海水浴場を訪れ、2人でスノーケルを使って泳い

でいたところ溺れてしまい、友人の後方で泳いでいたために気づかれるこ

となく海底に沈んでしまいました。 

     消防により救助されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。 

10歳代, 24人, 

21%

60歳以上, 

22人, 20%

30歳代, 16人, 14%

40歳代, 15人, 

13%

10歳未満, 

14人, 12%

50歳代, 12人, 

11%

20歳代, 10人, 

9%

溺水者数

113人 自己の過失, 

18人, 75%

自己の過失以外, 

6人, 25%

無謀な行為, 

7人, 29%

周辺環境に対する不注意, 

4人, 17%

実施中の活動に

対する不注意, 

4人, 17%

知識技能不足, 

2人, 8%

気象海象不注意, 

1人, 4%

他人の過失, 

3人, 12%

原因不明, 

3人, 13%

10歳代 溺水者（令和２年）24人

その他, 80人, 

71%

遊泳禁止海域, 

12人, 11%

海水浴場（遊泳不可）,

5人, 4%

海水浴場（遊泳可能）, 16人, 14%

溺水者数

113人

安全管理がなされていない海岸で発生 86％ 



第４章 海難の防止対策 

56 令和 2 年海難の現況と対策 

事例２：帰還不能（遊泳禁止海域における事故） 

事故概要：事故者は、同級生２人と遊泳禁止海域で泳いでいたところ、同級生ととも

に溺れてしまい、同級生は救助されましたが、事故者は行方不明となりま

した。捜索の結果、海底に沈んでいるところを救助されましたが、搬送先

の病院で死亡が確認されました。 

 

  （ウ）分析 

ａ 令和２年における遊泳中の事故者数が過去５年間で最少となったことに

ついては、コロナ禍の影響で海水浴場として開設されなかった海岸が多く、

自治体等からも注意喚起が積極的になされていたこと、梅雨明けが例年に比

べ遅れるなど天候不順が続いたことが複合的に影響したと考えられます。 

    ｂ 遊泳中の事故はその約９割が、監視員が配置されていないなど安全管理が

なされていない海岸で発生しており、遊泳者に海の危険性に係る知識が十分

に浸透していないことが考えられます。 

 

  （エ）対策（当庁の取り組み） 

海上保安庁では、遊泳中の安全対策について、国の関係機関や民間の関係団 

体と意見交換会を実施し、遊泳を安全安心に楽しむための注意事項を掲載した 

ウォーターセーフティガイド（遊泳編）を公表しています。 

 令和２年度はフロートや開設されていない海水浴場に関する安全情報を同

ガイドに追記したほか、安全管理がなされていない海岸における事故を防止す

るため、地方自治体や警察、日本ライフセービング協会等と連携し、遊泳区域

の明示やライフセーバーや監視員が配置されている海水浴場で遊泳を行うよ

うに注意喚起を行いました。 

 さらに新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から教育機関における

プール授業の実施が見送られたことを鑑み、教育委員会等と調整の上、プール

授業の実施を見送った教育機関において座学の安全教室を実施しました。 
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【関係機関との合同パトロール】 【若年層に対する安全教室】 

 
 

【オンライン安全教室】 

 
 

【ウォーターセーフティガイド（遊泳編）】 【安全啓発リーフレット】 

  



第４章 海難の防止対策 

58 令和 2 年海難の現況と対策 

 

【Topics】開設されていない海水浴場の安全対策 

 

新型コロナウイルスの影響により開設されない海水浴場（不開設海水浴場）にお

ける懸念（ライフセーバーや監視員等の未配置、遊泳区域の明示がされないため遊

泳者と水上オートバイ等のマリンアクティビティの混在による接触事故の発生等の

おそれ等）を早期に認知し事故を防止するため、自治体等関係機関への働きかけ等

に取り組んだ結果、適切な対策の徹底が自治体主導のもと行われました。 

加えて、公益財団法人日本ライフセービング協会と連携し、合同訓練の実施やラ

イフセーバーと合同パトロールを実施する等、積極的に事故防止を呼び掛けまし

た。 

 
 

【各地で行われた自治体等関係機関における安全対策に関する会議】 

 

【ライフセーバーとの合同パトロール】 【自治体等関係機関との合同パトロール】 
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イ 釣り中における海難の防止対策 

（ア）傾向 

ａ 釣り中の事故者数は346人で、このうち死者・行方不明者数は105人でし

た。事故内容別にみると、海中転落が239人（69%）で最も多く、足を踏み

外したり、波にさらわれるなどして海中転落する事故が多く発生しています。 

【事故者数及び死者・行方不明者数の推移（過去5年間）】 【事故内容別事故者数の割合（令和２年）】 

 
 

b 釣り中の事故について、事故者の行動形態別に見ると、複数で行動していた

事故者190人のうち、死者・行方不明者は25人（13％）でしたが、単独で行

動していた事故者156人のうち、死者・行方不明者は80人（51％）であり、

複数で行動していた者に比べ、単独で行動していた者の死亡・行方不明率は

約４倍となっています。 

【行動形態と死亡・行方不明率（令和２年）】 
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ｃ 釣り中の海中転落者239人を発生場所別に見ると、防波堤が最も多く、次

いで岸壁、磯場の順となっています。 

なお、ライフジャケットの着用率はそれぞれ防波堤13％、岸壁12％、磯場

58％となっています。 

【海中転落者の発生場所別の事故者数（令和２年）】 
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  （イ）事故事例 

事例１：海中転落（立ち入り禁止措置がなされた沖防波堤からの転落） 

事故概要：事故者は１人で磯場において釣りをしていましたが、突如発生した大波に

さらわれて海中転落しました。付近で釣りをしていた目撃者が通報し、巡

視船、ヘリで捜索したところ、付近岩場に漂着しているところを救助され

ましたが、すでに死亡していました。目撃者の情報によると、事故発生前、

海上模様が徐々に悪化してきていたとのことでした。 

救命胴衣：非着用 

 

事例２：海中転落（周辺環境に対する不注意による転落） 

事故概要：事故者は夜間、友人２人と一緒に立入禁止の桟橋に訪れて釣りをしていま

した。事故者は釣り場を移動するため歩いていたところ、桟橋の隙間に気

付かず海中転落しました。友人及び付近の釣り客が投げ入れたロープに掴

まって救助を待ち、駆け付けた消防により救助されました。軽い擦り傷程

度の負傷で、病院搬送はされずそのまま帰宅しました。 

救命胴衣：非着用 

 

  （ウ）分析 

ａ 令和２年に事故者数が90人近く増加という急激な変化が見られましたが、

これはコロナ禍において「密」を回避しやすい手軽なレジャーとして釣り人

口が増加したことが考えられます。 

ｂ 複数行動で事故に遭った者の生存率が単独行動の場合と比べ著しく高い

（約4倍）こと、海中転落者においては救命胴衣を着用していなかった者の死

亡・行方不明数が多いことから、救命胴衣を着用して仲間と行動することで、

事故に遭った場合でも生還できる可能性が高いと考えられます。 

    ｃ 海中転落事故者の救命胴衣着用率は、磯場で事故に遭った者が最も高く、

これは磯場という海中転落の危険性を肌で感じ取れる場所であることも影

響していると考えられます。その他の場所では着用率が低く、海中転落の可

能性など身近に危険が存在していることへの意識が希薄になっていると考

えられます。 
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  （エ）対策（当庁の取り組み） 

          海上保安庁では、釣り中の安全対策について、国の関係機関や民間の関係団

体と意見交換会を実施し、釣りを安全安心に楽しむための注意事項等を掲載し

たウォーターセーフティガイド（釣り編）を公表しています。 

釣り中の事故の多くを占める防波堤や岸壁からの海中転落を防止するため、

地方自治体や警察等と連携し、合同パトロール等を実施するなど釣り人に対す

る安全指導を行ったほか、釣具店等と協力し、釣り中の事故防止に係る注意点

をまとめたリーフレット等の配布を行い、釣り人の安全意識の向上を図ってい

ます。 

【釣り人に対する安全指導】 【有名アングラーと連携した安全指導】 

  

 

【ウォーターセーフティガイド（釣り編）】 【安全啓発リーフレット】 
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ウ スクーバダイビング中における海難の防止対策 

（ア）傾向 

ａ スクーバダイビング中の事故者数は36人で、このうち死者・行方不明者数

は17人でした。 

事故内容別にみると、溺水が最も多く26人（72％）で、続いて病気７人

（19％）の順となっています。 

【事故者数及び死者・行方不明者数の推移（過去5年間）】 【事故内容別事故者数の割合（令和２年）】 

 
【年齢層別の発生割合（令和２年）】 【潜水経験(本数)別事故者数の割合（過去5年）】 
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【事故者の年齢層と事故内容の関係（過去5年間）】 

 
 

  （イ）事故事例 

事例１：溺水 

事故概要：事故者（潜水本数10本未満）は、ダイビングスクールでマスククリアの練

習を行っていたところ、呼吸方法に慣れずに緊張状態だった上、マスクク

リアが上手くできずに焦った結果、呼吸が乱れてパニックに陥り溺水しま

した。その後、インストラクターにより救助されましたが、肺炎と診断さ

れて入院することとなりました。 

 

事例２：溺水 

事故概要：事故者（60歳代）は、連日でスクーバダイビングを行っていましたが、ダ

イビングを終え船上に上がろうとした際に、意識を失って溺水しました。

その後、インストラクター等により救助されましたが、重度の肺炎と診断

されて入院することとなりました。 

 

 （ウ）分析 

ａ 潜水経験（本数）が多い者の事故も一定数発生していますが、10本未満の

潜水経験の少ない者による事故者数の割合が相対的に高くなっています。 

ｂ 60歳以上の事故者にあっては、溺水の発生率が高く顕著であり、健康状態

や実施中の活動に対する不注意に端を発する事故が発生しています。 
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  （エ）対策（当庁の取り組み） 

海上保安庁では、スクーバダイビングの事故防止のため、体験ダイビングや

ライセンス取得等のために初心者が利用するダイビングショップ等事業者へ

の安全啓発や（一財）日本海洋レジャー安全・振興協会などスクーバダイビン

グ関係団体や専門雑誌へスクーバダイビング事故情報の提供を行うとともに、

関係団体主催の安全講習会において講演等を実施しています。 

スクーバダイビング中における事故原因の一つに、健康状態に対する不注意

もあり、各スクーバダイビング事業者は事前のメディカルチェックを実施して

います。体調に少しでも異変を感じた場合は、実施を控えましょう。 

【ダイビングショップへの訪問指導】 
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エ SUP（スタンドアップパドルボード）中における海難の防止対策 

（ア）傾向 

 SUP 使用中の事故者数は66人で、このうち死者・行方不明者数は２人でし

た。 

事故内容別にみると、帰還不能が最も多く60人（91％）であり、経験年数別

に見ると、「初めて」と「１年未満」が合わせて約５割を占め、原因別では、気

象海象不注意や知識技能不足などの「自己の過失」によるものが98％でした。 

【事故者数及び死者・行方不明者数の推移（過去5年間）】 【事故内容別の事故者数（令和２年）】 

  

 
【経験年数別の割合（令和２年）】 【事故原因の内訳（令和２年）】 
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原因不明, 1

人, 2%

知識技能不足, 

26人, 39%

気象海象不注意, 

24人, 36%

実施中の活動

に対する不注

意, 6人, 9%

周辺環境に対

する不注意, 

3人, 5%

気象海象無視, 2人, 3%

無謀な行為, 2人, 3% 器具装備の不備, 1人, 1%

器具装備の整備不良, 1人, 2%

原因不明, 1人, 2%

事故者数 

66 人 

事故者数 
66 人 

経験が浅い者による事故が５割以上 

急増 

（人） 
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  （イ）事故事例 

 

事例２：帰還不能（気象海象不注意） 

経験年数：１年未満 

事故概要：事故者は、気象海象が穏やかであったことからＳＵＰに乗って沖に向かっ

て漕いでいたところ、風が急に強くなり白波が立ってきたため岸に戻ろう

としましたが、沖に流されて帰還不能となりました。その後、付近船舶に

救助され無事帰還しました。 

事故当時の気象は東の風10ｍ、波高１ｍでした。 

 

 （ウ）分析 

ａ ＳＵＰは競技のほか各地で体験型観光などのツアーが組まれたりＳＵＰ

で釣りを楽しむＳＵＰフィッシングが行われるなどその普及が著しく、これ

に比例して事故者数も増加を続けています。特に令和２年は事故者数が前年

の２倍以上になっていることを踏まえると、コロナ禍において「密」を回避

しやすいレジャーとしてＳＵＰ人口が急速に増加していると考えられます。 

ｂ 事故の内訳で最も多い帰還不能は主に風潮流で沖に流されたものであり、

ＳＵＰ歴１年未満という経験が浅い者による事故が５割以上を占めている

状況から、気象海象情報を十分に把握せずに活動するなどＳＵＰを楽しむた

めの基本的な知識や技術を十分に身に付けていない者が多く活動している

可能性が高いと考えられます。 

 

  

事例１：帰還不能（知識技能不足） 

経験年数：初めて 

事故概要：事故者は、海岸付近で１時間程度の練習のみで十分な知識・技術がない状

態であったにもかかわらず、近くの島を１周することを思いつき漕ぎ始め

たところ、バランスを崩して落水し、ボードに再乗艇することができず沖

に流されて帰還不能となりました。 
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  （エ）対策（当庁の取り組み） 

     ＳＵＰの安全対策について国の関係機関や民間の関係団体と意見交換会を

開催し、ＳＵＰを安全に安心して楽しむための注意事項を抽出した上で、

ウォーターセーフティガイド（ＳＵＰ編）として公表しています。 

令和２年度はＳＵＰ海難の多くを占める帰還不能（風浪等の影響で沖合等に

流されて陸岸に戻れない事案）の防止対策として、気象・海象に関する安全情

報を同ガイドに追記したほか、関係機関、民間団体、ＳＵＰ販売店等と連携し、

安全啓発リーフレットの配布やＳＵＰスクール等での海難防止講習等を実施

するなど、ユーザーの安全意識の向上を図っています。 

【荒天下におけるＳＵＰ帰還不能事故】 

 

【ＳＵＰ愛好者に対する安全指導】 【ＳＵＰ販売店への協力依頼】 
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【ウォーターセーフティガイド（ＳＵＰ編）】 【安全啓発リーフレット】 
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（２）船舶海難以外の乗船中の事故（船舶からの海中転落）の防止対策 

ア 傾向 

（ア）船舶からの海中転落事故の発生状況は149人で、船舶種類別にみると漁船が

74人（50％）と最も多くなっています。 

また、海中転落による死者・行方不明者数を船舶種類別にみると、同様に漁

船が49人（64％）と最も多くなっています。 
【船舶からの海中転落船舶種類別（令和２年）】 【漁船からの海中転落時の状況（令和２年）】 

  

（イ）漁船からの海中転落による死者・行方不明者49人のうち、ライフジャケット

を着用していたのは９人で、着用率は18％と非常に低くなっています。 

また、漁船からの海中転落による死者・行方不明者のうち一人乗り漁船によ

るものは33人であり、漁船からの海中転落による死者・行方不明者の67％を占

めています。 

【漁船からの海中転落（過去5年間）】 【一人乗り漁船からの海中転落（過去5年間）】 
 H28 H29 H30 R1 R2 
漁船からの海中転落
者数（人） 

72 87 73 81 74 

うち死者・行方不明
者（人） 

48 56 47 51 49 

うちライフジャケッ
ト着用者数（人） 

8 8 14 14 9 

ライフジャケット着
用率（％） 

17 14 30 27 18 
 

 H28 H29 H30 R1 R2 
漁船からの海中転落
者数（人） 

47 55 40 45 51 

うち死者・行方不明
者（人） 

34 39 27 29 33 

うちライフジャケッ
ト着用者数（人） 

7 5 8 9 8 

ライフジャケット着
用率（％） 

21 13 30 31 24 
 

 

  

漁船,

74人, 50%プレジャー

ボート, 

42人, 28%

貨物船,

12人, 8%

旅客船, 6人, 4%

遊漁船, 5人, 3%

その他, 10人, 7%

海中転落者数

149人

投揚網作業中, 

28人, 38%

航海当直中, 7人, 9%

出入港作業中, 5人, 7%
乗客乗下船・荷役作業中, 

3人, 4%

整備作業中, 

3人, 4%

その他, 28人, 38%

漁船からの 

海中転落者数 

74 人 
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  イ 事故事例 

事例１：海中転落（複数人乗船漁船） 

事故概要：事故者は、他の乗組員と漁船に乗船し、漁場において揚網作業を実施中、

誤って海中転落しました。乗組員により甲板上に引き揚げられましたが、

搬送先の病院で死亡が確認されました。 

救命胴衣：非着用 

 

事例２：海中転落（一人乗り漁船） 

事故概要：事故者は、１人で漁船に乗船して出港しましたが、同漁船は海上において

無人の状態で発見されました。漁船から海中に伸びるロープを引き揚げた

ところ、海中から事故者が発見されましたが、搬送先の病院で死亡が確認

されました。 

救命胴衣：非着用 

 

 ウ 分析 

（ア）船舶からの海中転落事故数が最も多い漁船においては、特に体が網に絡まり、

網とともに海中転落するなど投揚網作業中に発生する割合が高くなっていま

す。 

（イ）漁船からの海中転落は特に一人乗り漁船からによるものが多く、一旦海中転

落すると船に這い上がるのは非常に難しく命を落とす危険も高くなり、また、

救命胴衣の着用は小型船舶操縦者の遵守事項として義務付けられているもの

の、事故者の着用率は依然として低い状況にあります。 

 

  エ 対策（当庁の取り組み） 

不安定な船上で投網・揚網等の身を乗り出す作業を行わなければならないこ

とが漁業者の海中転落が多い要因の一つとして挙げられます。 

操業中の事故を減らすためには、漁業者自身が作業の危険性とその安全対策

を把握した上で作業を行うことが重要です。 

海上保安庁では安全啓発リーフレットを作成し、ホームページ上へ掲載する

ことで事故の防止等について周知・啓発を行うとともに、水産庁が安全推進員

養成のため全国各地で開催している「漁業カイゼン講習会」や各種講習会へ職
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員を講師として派遣し、海難防止に係る講習を実施するほか、漁船への訪船指

導を行うことで安全意識の高揚・啓発に努めています。 

また、万が一海中転落した場合の生存率を向上させるためには、救命胴衣の

定期的な保守・点検を実施するとともに、転落の際にライフジャケットが脱げ

ないように適切に着用することが重要です。その上で、舷側のあがりやすい場

所に縄ばしご等を用意しておくことが安全につながります。 

地域においては、ＬＧＬ（ライフガードレディース）にご協力頂きライフジャ

ケットの適切な着用を推進するキャンペーンも実施しています。 

 

【ＬＧＬ（ライフガードレディース）の活動状況】 
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4 新たな海難定義による海難発生状況 

海上保安庁では、より効果的な海難防止対策を講じるため、平成30年に海難の定義

を見直しました。 

「船舶海難」については、海難の全体像を把握するため、海上保安庁が対応した海

難のみならず、民間の救助機関のみが対応した海難についても事故隻数に取り入れま

した。加えて、減らすべき対象を明確にした上で具体的な対策を講じ、より効果的に

海難を減少させることを目的として、船舶の運航に関連した損害や具体的な危険が生

じたものを「船舶事故（アクシデント）」、これらが生じていないものを「インシデン

ト」に分類し、船舶事故（アクシデント）に重点を置いた対策を講じています。 

また、「人身海難」についても、船舶海難と同様の理由から、海上又は海中における

活動中に死傷者が発生した事故を「人身事故」、これらが生じていないものを「その他

の人身に係るトラブル」と分類しています。 

【新たな海難定義】 

海 難 船舶海難及び人身海難をいう。 

船 舶 海 難 船舶事故（アクシデント）及びインシデントをいう。 

船 舶 事 故 
（ ア ク シ デ ン ト ） 

船舶事故のうち船舶の運航に関連した損害又は具体的な危険が生じた事故をい
う。 

イ ン シ デ ン ト 船舶事故（アクシデント）以外の船舶海難をいう。 

人 身 海 難 人身事故及びその他の人身に係るトラブルをいう。 

人 身 事 故 
船舶事故によらない海上又は海中における活動中に死傷者が発生した事故をい
う。（自殺、病気等を除く） 

その他の人身に係る 
ト ラ ブ ル 

人身事故以外の人身海難をいう。 

 

（１）船舶事故（アクシデント） 

令和２年の船舶事故（アクシデント）は1,940隻（79％）でした。 

船舶種類別の船舶事故（アクシデント）は、プレジャーボート1,172隻（60%）

が最も多く、次いで漁船357隻（18%）、貨物船184隻（10%）の順となっていま

す。 

令和２年の海難種類別の隻数は、機関故障や推進器障害などの運航不能※が974

隻（50%）で最も多く、次いで衝突356隻（18%）、乗揚279隻（15%）の順となっ

ています。 

※運航不能の詳細は３ページの海難種類を参照してください。 
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【船舶種類別の割合（令和 2 年）】 【海難種類別の割合（令和 2 年）】 

  

 

船舶事故（アクシデント）の特徴として、プレジャーボート、漁船・遊漁船で全

体の約８割を占めています。それぞれの過去の事故発生隻数等に着目した課題の洗

い出しを実施した結果、「プレジャーボートの運航不能（機関故障）」、「ミニボート

の浸水・転覆」、「漁船・遊漁船の衝突」の３つを安全対策の重点ターゲットとして

決定し、令和元年度から効果的かつ効率的な安全対策の推進を実施しております。 

【プレジャーボートの海難種類別の割合（令和２年）】 【ミニボートの海難種類別の割合（令和２年）】 

  

 
  

プレジャーボート

1,172隻

60%

漁船

357隻

18%

貨物船

184隻

10%

タンカー, 57隻, 3%

遊漁船, 52隻, 3%

旅客船, 32隻, 2%

その他, 86隻, 4%

船舶事故

（アクシデント）

1,940隻

運航不能

974隻

50%

衝突

356隻

18%

乗揚

279隻

15%

浸水, 77隻, 4%

転覆, 65隻, 3%

単独衝突, 112隻, 6%

火災, 57隻, 3%

爆発, 3隻, 0%

その他, 17隻, 1%

船舶事故

（アクシデント）

1,940隻

運航不能

779隻

66%

乗揚

147隻

13%

衝突

110隻

9%

浸水, 53隻, 4%

転覆, 42隻, 4%
単独衝突, 21隻, 2% 火災, 8隻, 1%

その他, 12隻, 1%

プレジャーボート

船舶事故

（アクシデント）

1,172隻

転覆, 22隻, 29%

浸水, 15隻, 20%

運航不能

27隻

35%

衝突,8隻,10%

単独衝突, 1隻, 1%
その他, 4隻, 5%

ミニボート

船舶事故

（アクシデント）

77隻
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【プレジャーボートの運航不能の詳細別の割合（令和2年）】 【ミニボートの運航不能の詳細別の割合（令和2年）】 

  

 
【漁船の海難種類別の割合（令和２年）】 【遊漁船の海難種類別の割合（令和２年）】 

  

 

（２）人身事故 

令和２年の区分別の人身事故者数は、船舶海難以外の乗船中の事故が554人

（43%）で最も多く、次いでマリンレジャーに伴う海浜事故457人（35%）、マリ

ンレジャー以外の海浜事故284人（22%）の順となっています。 

令和２年のマリンレジャーに伴う海浜事故の活動内容別の人身事故者数は、釣り

中が187人（41%）で最も多く、次いで遊泳中122人（27%）、サーフィン中53人

（12%）の順となっています。 

 

機関故障

419隻

54%

推進器障害

111隻

14%

燃料欠乏, 45隻, 6%

バッテリー過放電, 45隻, 

6%

操船技能不足, 43

隻, 6%

無人漂流（係留不

備）, 26隻, 3%

プレジャーボート

運航不能

779隻

機関故障

11隻

41%

推進器障害

4隻

15%

荒天難航

3隻

11%

無人漂流（係留不備）

3隻

11%

燃料欠乏, 

2隻, 7%

操船技能不足, 

1隻, 3%

機関取扱不注意, 

1隻, 4%

無人漂流（海中転落）, 1隻, 4%

船体傾斜, 1隻, 4%

ミニボート

運航不能

27隻

衝突,

100隻, 

28%

単独衝突, 

15隻, 4%

運航不能, 115隻, 32%

乗揚

56隻

16%

浸水, 

12隻, 3%

転覆,

22隻, 6%

火災, 31隻, 9%

爆発, 2隻, 1%
その他, 4隻, 1%

漁船船舶事故

（アクシデント）

357隻

衝突

28隻

54%
単独衝突, 3隻, 6%

運航不能

11隻

21%

乗揚, 5隻, 9%

浸水, 2隻, 4%

火災, 3隻, 6%

遊漁船船舶事故

（アクシデント）

52隻
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【区分別の割合（令和２年）】 【マリンレジャーに伴う海浜事故の活動内容別の

割合（令和２年）】 

  

令和２年の釣り中の事故者数は187人で、このうち死者・行方不明者は99人でし

た。事故者187人を事故内容別にみると、海中転落が最も多く170人（91%）でし

た。 

   また、令和２年の遊泳中の事故者数は122人で、このうち死者・行方不明者は66

人でした。事故者122人を事故内容別にみると、溺水が最も多く93人（76%）でし

た。 

【釣り中の事故内容別の割合（令和２年）】 【遊泳中の事故内容別の割合（令和２年）】 

  

 
  

船舶海難以外の

乗船中の事故, 

554人, 43%

マリンレジャーに伴う

海浜事故, 

457人, 35%

マリンレジャー以外の

海浜事故, 

284人, 22%

人身事故者数

1,295人

釣り中, 187人, 41%

遊泳中, 122人, 27%

サーフィン中, 

53人, 12%

磯遊び中

, 28人, 6%

スクーバダイビング中, 

24人, 5%

トーイング遊具中, 

19人, 4%
その他,  24人,  5%

マリンレジャー

に伴う海浜事故

457人

海中転落, 170人, 91%

負傷, 11人, 6%

溺水, 5人, 

3%
帰還不能, 1人, 0%

釣り中事故内容別

187人

溺水, 93人, 76%

負傷, 18人, 15%

帰還不能, 10人, 8%

その他, 1人, 1%

遊泳中事故内容別

122人
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５ 海の安全情報（沿岸域情報提供システム） 

海上保安庁では、情報不足に起因する海難防止対策の一環として、プレジャーボー

トや漁船等の操縦者、海水浴や釣り等のマリンレジャー愛好者の方々に対して、全国

各地の灯台等132箇所で観測した局地的な気象・海象の現況、気象庁が発表する気象

警報・注意報、ミサイル発射や避難勧告等に関する緊急情報、海上工事や海上行事等

の状況に関する海上安全情報、海上模様が把握できるライブカメラ映像等を「海の安

全情報」として提供しています。 

「海の安全情報」は、パソコンやスマートフォン等で手軽に入手することができ、

特に「スマートフォン用サイト」では、現在地周辺の気象・海象の現況、緊急情報等

の情報を画面上で把握することができます。 

また、気象・海象の現況、気象警報・注意報、緊急情報の配信を希望する登録メー

ルアドレスに随時配信するサービスを実施しております。 

 

 

「海の安全情報」で提供している情報 

緊急情報 

避難勧告、海難の発生等の緊急に周知する必要がある情報 

（広域緊急情報、避難勧告、海難・事故等、航行の制限、航路障害物の状

況、航路標識の事故等） 

気象・海象現況 
灯台等で観測した気象・海象（風向、風速、気圧、波高）の現況(30分毎

に更新) 

気象警報・注意報等 

気象庁が発表する気象警報・注意報等 

（特別警報、津波警報・注意報、気象警報・注意報、地方海上警報、竜巻

注意情報） 

海上安全情報 

海上工事情報、海上行事予定等の情報 

（船舶交通の制限等に関する情報、航路障害物の情報、海上での工事・

作業等の情報、漁礁の設置等の情報） 

ライブカメラ 灯台等に設置したライブカメラの動画・画像 

  

情 報 提 供  

海を利用する 
すべての方々 

 

ホームページ メール配信 

気象警報注意報 

広域緊急情報 

航路標識の消灯情報 

気象現況 

海難の発生 海上工事 

ライブカメラ 
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海域情報 海難発生注意海域情報、制限・禁止海域情報等 

安全啓発情報 発航前点検励行等の海難防止のための啓発情報等 

その他 港湾・航路等に関する情報、海難防止のための安全啓発情報 

 

海の安全情報（沿岸域情報提供システム） 

 

 

さらに、「海の安全情報」はＬアラート※（災害等公共情報共有基盤）を通じ民間放

送事業者等へ配信しており、上記以外の手段でも入手できる環境となっています。 

※  災害等公共情報を有する者と当該情報を広く地域住民に伝達する手段を有する者とがひとつの情 

報システムを共有することによって、両者の間での効率的な情報共有と流通を実現するために、一

般財団法人マルチメディア振興センターが運営する情報共有システム 
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６ 積極的な海難防止の取り組み 

（１）SNS 等を活用した周知啓発活動 

海上保安庁では、より多くの国民の皆様に安全啓発に関する情報をお知らせする

ための取り組みとして、Twitter、YouTube 等を積極的に活用しています。 

ア Twitter を活用した情報発信 

    日々の海難発生状況から得られた事故防止に有用な安全情報をすばやく皆様

にお知らせするため、Twitter を活用して、タイムリーに発信しています。 

イ YouTube を活用した安全啓発動画の発信 

    安全啓発動画の例として、シーカヤック愛好者に対する操船時の注意点につい

て分かり易くまとめた情報のほか、ミニボート愛好者に対する運航時の注意事項

についてまとめた情報について、幅広い年齢層に親しみやすいアニメーション動

画を作成して発信しています。 

    このほか、地域特性に応じた様々な動画を発信するなど、YouTube を活用し、

分かり易く安全啓発を実施しています。 

【シーカヤックの安全啓発動画】 
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ウ アマゾンジャパンと連携したウォーターセーフティガイドの周知 

    Amazon でカヌー、ミニボート、SUP の関連商品を購入した利用者に対して

Amazon あんしんメールを配信し、メールを通じたウォーターセーフティガイド

の周知を行っています。 

 
 

（２）イベントを活用した安全意識の普及 

海事関係者やメーカー、マリンレジャー愛好家が多数集まるイベントでの海難

防止活動や、著名人を交えたステージイベントに参加する等して安全意識の高

揚・啓発を行っています。令和２年度は、コロナ禍のためオンライン開催となっ

たイベントもあり、その中で海上保安庁の海難防止に係る取組みや安全に係る周

知・啓発を行いました。 

 
【安全啓発動画（動画コーナー|東京湾大感謝祭 2021）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
動画コーナー：https://tokyobayfes.jp/category/movie/page/2/ 
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（３）海難防止に係る管区独自の認定・認証制度 

ア 安全推進アングラー認定制度 

第八管区海上保安本部では、釣り中の海難防止のため「安全推進アングラー」

の認定を行っています。安全推進アングラーは、海上保安庁が実施する安全啓発

活動等に連携・協力するほか、自身の SNS や出演するイベントにおいて、釣りを

安全に遊ぶための知識、海上でのルールやマナー、海上保安庁の取組みを発信し

広めています。 

イ マリンレジャー安全活動団体認証制度 

宮城海上保安部では、マリンレジャーの海難防止のため「マリンレジャー安全

活動団体」の認証を行っています。マリンレジャー安全活動団体は、マリンレ

ジャー活動の際に一定の安全対策を講じ、かつ参加者が海上安全に係る知識・技

能を習得できる活動を行い、マリンレジャーを楽しむ人々の安全意識の向上を

図っています。 

【安全推進アングラーからの呼びかけ】 【マリンレジャー安全活動団体の認証】 
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（４）ＡＩＳを活用した航行支援システム 

   各海上交通センター及び管区海上保安本部では、ＡＩＳ※を活用した航行支援シ

ステムを運用し、日本沿岸における気象情報などの各種航行安全情報の提供や乗

揚・走錨のおそれのあるＡＩＳ搭載船舶に対して注意喚起を行っています。 

   ※ＡＩＳ（Automatic Identification System：船舶自動識別装置）とは、船舶の識別符号、種類、

位置などの情報を船舶相互間及び船舶と陸上の航行援助施設との間で情報の交換を行うシステ

ムです。 

 

注意喚起により船舶の橋梁への衝突を回避!! 

令和２年９月、来島海峡海上交通センターの運用管制官が、AIS により船舶の動静

を監視中、山口県の大島大橋に向け外国船舶が通航しようとしているのを認め、VHF

無線電話によりマストの高さを確認したところ、同橋と衝突する危険性が高かったこ

とから、直ちに注意喚起を実施しました。その結果、同船は針路を変更し、同橋との

衝突を未然に防止しました。 
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第５章 救助状況及び海難発生時の救命率向上策  

１ 救助状況 

（１）人の救助 

ア 海浜事故 

海浜事故とは、遊泳中の事故、釣り中などの海浜で発生したものをいいます。 

海浜事故のうち、令和2年のマリンレジャーに伴う事故者は845人で、海上保安

庁ではこのうち426人に対し巡視船艇等延べ459隻、航空機延べ179機を救助の

ため出動させ、また、他機関への救助手配等を行いました。事故者のうち、518

人が当庁を含む救助機関等により救助され、107人が自力による救助でした。 

一方、マリンレジャー以外の事故者は896人で、海上保安庁ではこのうち328

人に対し巡視船艇等延べ351隻、航空機延べ75機を救助のため出動させ、また、

他機関への救助手配等を行いました。事故者の中で自殺432人を除いた464人の

うち、155人が当庁を含む救助機関等により救助され、44人が自力による救助で

した。 

イ 船舶乗船中の事故 

船舶乗船中の事故とは、船舶の衝突、乗揚、転覆等の船舶海難に伴う乗船者の

負傷、海中転落等の事故と、船舶海難以外の事由により発生した乗船者の負傷、

病気、海中転落等の事故のことをいいます。 

令和２年の船舶乗船中の事故者は、1,421人でした。このうち、船舶海難に伴

う乗船中の事故者は557人で、海上保安庁では巡視船艇等延べ357隻、航空機延

べ134機を救助のため出動させ、また、他機関への救助手配等を行いました。事

故者のうち、自力救助を含めた460人が当庁を含む救助機関等に救助されました。 

一方、船舶海難以外の事由により発生した乗船中の事故者は864人で、海上保

安庁ではこのうち328人に対し巡視船艇等延べ499隻、航空機延べ269機を救助

のため出動させ、また、他機関への救助手配等を行いました。事故者の中で自殺

20人を除いた844人のうち、275人が当庁を含む救助機関等により救助され、389

人が自力による救助でした。 

（２）船体の救助 

令和２年の船舶海難隻数は1,961隻で、海上保安庁ではこのうち1,209隻に対し、

巡視船艇等延べ1,797隻、航空機延べ349機を救助のため出動させ、また、他機関へ

の救助手配等を行いました。 

全船舶海難のうち救助を必要としなかった不要救助船舶が373隻、救助を必要と

した要救助船舶は1,588隻であり、要救助船舶の中で自力入港した222隻を除いた 

1,366隻のうち1,190隻が当庁を含む救助機関等により救助されました。 
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２ 救助・救急体制の充実・強化 

（１）救助・救急能力の充実・強化  

海難による死者・行方不明者の減少等のため特殊救難隊※1、機動救難士※2、潜

水士※3といった高度で専門的な知識・技能を有するエキスパートの配置・養成に

努めています。 

特に、海難発生情報の認知後、いかに早く救助勢力を現場に到着させるかが非常

に重要であることから、海上保安庁ではヘリコプターの機動性、高速性等を活用し

て迅速に救助活動を行うため、拠点となる航空基地等に特殊救難隊や機動救難士を

配置して、レスポンスタイムの短縮を図っています。 

また、傷病者に対し、容態に応じて適切な処置を行えるよう、専門の資格を有す

る救急救命士※4を配置するとともに、救急救命士が実施する救急救命処置の質を

医学的観点から保障するメディカルコントロール体制を整備し、さらなる対応能力

の向上を図っています。 

さらに、平成31年4月1日から、救急救命士を補助する「救急員※5制度」を創設

し、救助・救急体制の充実強化を図っています。 

※1 特殊救難隊…火災を起こした危険物積載船や、荒天下で座礁した船に取り残された方 

の救助等、全国で発生した高度な知識・技術を必要とする特殊海難に対応する海難救助 

のスペシャリスト。 

※2 機動救難士…洋上の船舶で発生した傷病者や、海上で漂流する遭難者等をヘリコプ 

ターとの連携により迅速に救助することを主な任務としている。 

※3 潜水士…転覆した船舶や沈没した船舶などから取り残された方の救出や、海上で行方 

不明となった方を潜水捜索することなどを任務としている。 

※4 救急救命士…救急救命士法に基づき、医師の指示のもと救急救命処置を行うことがで 

きる者で、特殊救難隊の一部の隊員と、機動救難士の約半数が資格を有している。 

※5 救急員…消防救急隊員と同等の応急処置範囲内で救急救命士を補助する者であり、所 

定の教育を修了した特殊救難隊及び機動救難士等から指名している。 
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【行方不明のサーファーを救助した事例】 

サーファー１人が流され行方不明であるとの通報が海上保安庁にありました。 

海上保安庁では、直ちに巡視船、ヘリコプター等を出動させ捜索を開始したところ、

特殊救難隊員同乗のヘリコプターが、サーフボードに乗った状態の行方不明者を発

見、吊り上げ救助し、救急救命士により容態の確認を行いつつ、搬送先の病院ヘリポ

ートで医師に引き継ぎました。 

救助された行方不明者は、怪我等はありませんでした。 

 

 

 

 
 

行方不明者 

 

 

 

 
 

救助状況 

 

 

 

 
 

吊上げ状況 

 

【転覆状態の未帰還漁船から乗組員を救助した事例】 

漁業協同組合から夕刻に入港予定であった所属漁船（総トン数7.3トン、乗組員4名）

が夜になっても帰港しないとの通報が海上保安庁にありました。 

台風接近の荒天下であり、海上保安庁では、直ちに巡視船、ヘリコプター等を出動

させ捜索を開始したところ、通報から２日後に転覆状態の行方不明漁船と打ち寄せる

波や船体動揺により海に投げ出されないよう船底に必死に掴まっている乗組員１名

を捜索中のヘリコプターが発見し、ヘリコプターに同乗していた機動救難士が吊り上

げ救助しました。 

救助された乗組員は、手足の擦り傷の他に怪我等はありませんでした。 

 

 

 

転覆状態の行方不明漁船 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

乗組員の吊り上げ状況 
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（２）関係機関との連携・協力体制の強化 

我が国周辺の広大な海で、多くの命を守るためには、日頃から警察・消防等の救

助機関、民間ボランティア救助組織、漁業協同組合等との密接な連携・協力体制を

確立しておくことが重要です。 

特に沿岸域で発生する海難や災害は、市民や子供も海難に遭遇する可能性が高い

ため、可能な限り空白のない救助エリアの確保や迅速で円滑な救助活動を実施でき

るよう、合同救助訓練、海浜パトロール等を通じて、自治体、（公社）日本水難救済

会や（公財）日本ライフセービング協会などの民間ボランティア救助組織、及び地

元の漁業協同組合との連携・協力体制の強化に努めています。 

 

【航行不能となったヨットを民間ボランティア救助組織が救助した事例】 

海上保安庁に１人乗りのヨットが航行中に舵が故障し、航行不能となったとの通報

がありました。 

海上保安庁では、直ちに巡視船を出動させるとともに、最寄りの水難救済会救難所

所属船（以下「所属船」という。）に救助の協力要請を行いました。 

現場に到着した所属船が漂流中のヨットを発見し、故障船舶を最寄港まで曳航救助

しました。 

 

「民間ボランティア救助組織」とは 

（公社）日本水難救済会や水上バイクで救助活動を行うシーバードジャパン、そし

て（公財）日本ライフセービング協会の皆様など、ボランティア（有志）で海上に

おける事故や災害救助等を行う団体です。海上保安庁など公的救助機関と連携し、

主に地域沿岸で発生する水の事故や船舶海難等から、住民・利用者の安全安心をサ

ポートしてくれています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

曳航救助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救助後のヨット 
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【簡易救助器具により海中転落者を救助した事例】 

海上保安庁では、漁業協同組合等と協力して、簡易救助器

具（浮きとロープを結び付けたもの）の活用や岸壁上への設

置を推進しているところ、港内で釣り人が、足がもつれ海中

転落する事故が発生しました。 

事故者の海中転落に気が付いた他の釣り人が、岸壁上に設

置してあった簡易救助器具を投げ入れ、救助しました。 

事故者は、経過観察のため入院となりましたが、命に別状

はありませんでした。 

 
 

簡易救助器具の設置 

 
【簡易救命器具を使用した民間ボランティア救助組織との合同海難救助訓練】 

海上保安庁では、日々の海難救助の経験から、誰でも手軽に作成できる簡易救命器

具「あんしんや」を考案しました。 

「あんしんや」は、要救助者に投げ入れる救命浮環であり、はしごの昇降や救助艇

に直接収容する際の補助具として活用でき、要救助者の体格に合わせて調整が可能な

ものです。 

海上保安庁では、（公社）日本水難救済会と「あんしんや」を使用した溺者救助訓練

などの合同海難救助訓練を定期的に実施しています。 

 

 

 

「あんしんや」を使用した訓練           曳航救助訓練 
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（３）捜索・救助における AIS の有効活用 

海難の捜索・救助には、迅速な情報入手と正確な海難発生位置の把握が非常に重

要です。とりわけ、海難発生位置の把握にあっては、海難により無線機等の連絡手

段が損壊した等の理由で、海上保安庁に連絡ができない状況に陥ることもあります。 

ＡＩＳは、雨や波の影響を受けずに荒天時でも、自船と他船の位置や速力等を容

易に確認できるため事故防止の観点はもとより、海難等により連絡手段が断たれた

際には、自船の位置を他者へ知らせる有効な手段ともなります。 

海上保安庁では、ＡＩＳ搭載義務船以外の小型船にあっても、簡易型ＡＩＳの搭

載を推奨しています。 

 

【簡易型ＡＩＳの位置情報が功を奏した事例】 

毎朝、無線にて定時連絡をしている漁船（総トン数14トン）と前日の定時連絡を最

後に連絡が取れないとの通報が海上保安庁にありました。 

海上保安庁では、直ちに航空機と巡視船を出動させるとともに、漁船が簡易型ＡＩ

Ｓを搭載していたため、ＡＩＳの位置情報が途絶えた位置を早期に割出し、航空機が、

重点的に捜索した結果、前日の定時連絡の位置から約140㎞離れた岩場に乗揚げた漁

船、赤色発光信号及び乗組員を発見しました。   

その後、巡視船の搭載艇により乗組員５人全員を救助しました。 

救助された５名に、怪我等はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

赤色発光信号 

 

 

 

 

 

 

 

要救助者 
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３ 自己救命策の確保 

海では海難により毎年多くの命が失われています。 

海での痛ましい事故を起こさないためには、①「ライフジャケットの常時着用」、②

「防水パック入り携帯電話等による連絡手段の確保」、③「118番の活用」からなる「自

己救命策確保３つの基本」が重要です。 

海上保安庁では、地元自治体、水産関係団体、釣り関係団体等と連携・協力した講

習会の開催や釣り場の巡回のみならず、メディア等を通じて自己救命策確保に重点を

おいた周知・啓発等を行っています。 

また、令和元年11月１日からは、聴覚や発話に障がいをもつ方を対象に、スマート

フォンなどを使用した入力操作により海上保安庁への緊急通報が可能となる「ＮＥＴ

118」の運用を開始しました。 

 

【ＮＥＴ１１８の運用開始】 

 

 

（１）令和２年の船舶からの海中転落者※及びライフジャケット着用の現況等 

※船舶海難による海中転落及び船舶海難以外の乗船中の事故による海中転落者の合計 

令和２年の船舶からの海中転落者565人のうち、死者・行方不明者は163人で、

その内訳は、一般船舶が68人で最も多く、次いで漁船が65人でした。これは、多数

の船員が乗船した貨物船の海難に伴い一般船舶の死者・行方不明者の数が最多とな

ったものですが、過去５年間（平成28年から令和2年）の死者・行方不明者の推移

では、漁船が最も多くなっています。 

選択 

【海上保安庁】 

【NET118 サーバー】 

通報者の位置情報や
事前登録情報を加え
て、海上保安庁に通知 

GPS 位置測位 

【通報者】 

スライド

（聴覚や発語に障がいを持つ方） 

選択 

要事前登録 

 ブックマーク 
アイコンを選択 

 通報ボタン 
を選択 

 スライド操作に 
より通報実行 

 チャット形式によ
り通話が開始 
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また、令和２年の20トン未満の船舶からの海中転落による死者・行方不明者は94

人であり、船舶からの海中転落者による死者・行方不明者全体の58％を占め、中で

も、漁船が63人で最も多くなっています。 

なお、漁船からの海中転落による死者・行方不明者のうち一人乗り漁船によるも

のは40人で、漁船からの海中転落による死者・行方不明者の62％を占めています。 

 

 

【海中転落者の推移（５年間）】 【海中転落による死者・行方不明者の推移（５年間）】 

  

 

 

【海中転落による死者・行方不明者割合 

（トン階別 令和2年）】 

【海中転落による死者・行方不明者割合 

（20トン未満 船舶種類別 令和2年）】 

※プレジャーボート等とはプレジャーボートと遊漁船をいう。 
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【漁船からの海中転落による死者・行方不明者のうち一人乗りが占める割合（令和 2 年）】 

 

 

令和２年の船舶からの海中転落者のライフジャケット着用率は67％で、過去５年

間（平成28年から令和２年）の平均では63％となっています。 

このうち、令和２年は、漁船の着用率が最も低くライフジャケット着用率は45％

となっています。過去５年間（平成28年から令和２年）の平均でも、漁船の着用率

が低く44％となっていますが、平成30年２月１日以降の救命胴衣着用義務拡大を

契機に、漁船の救命胴衣着用率は、上がってきています。 

 
【海中転落者 ライフジャケット着用率（過去５年間）】 

 

 

※プレジャーボート等とはプレジャーボートと遊漁船をいう。 
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令和2年の船舶からの海中転落者のライフジャケット着用・非着用別による死亡

率は、着用者で13％、非着用者で61％となっています。過去５年間（平成28年から

令和2年）の船舶からの海中転落者のライフジャケット着用・非着用別による死亡

率は、着用者で11％、非着用者で52％となっており、非着用者の死亡率は着用者に

比べ高くなっていることから、ライフジャケット着用の有無が、海中転落した場合

の生死を分ける大きな要因となっています。 

 
【着用者の死亡率（令和 2 年）】 【非着用者の死亡率（令和 2 年）】 

 
 

 
【着用者の死亡率（過去５年間）】 【非着用者の死亡率（過去５年間）】 
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過去５年間のライフジャケット着用死者・行方不明者180人のうち、死因が判明

している死者は67人で、そのうち60人の死因は溺死となっています。 

 

 
【ライフジャケット着用死者死因（過去５年間）】 

 

 

 

 

（２）有効な自己救命策確保について 

ア ライフジャケットの適切な着用について 

海中転落しライフジャケットを着用していたにもかかわらず死亡した事故の

中には、膨張式のライフジャケットの保守・点検が適切でなかったと認められる

ものや、ライフジャケットが正しく装着されていなかったと考えられる事例があ

ります。 

ライフジャケットは、「いざ」という時に有効に機能させるため、適切な保守・

点検と正しい装着が非常に重要です。 

 

  

溺死

60人 90%

その他（疾患等）

7人 10%

ライフジャケット

着用死者数

67人
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（ア）膨張式のライフジャケットの保守・点検 

【膨張式のライフジャケットが膨張しなかった事例】 

航行中のヨットから乗船者１人が海中転落し、船上から１人が救助のため海へ飛び

込みましたが救助できず、２人が漂流する事故が発生しました。 

船上の他の乗船者からの118番通報を受け、海上保安庁ではヘリコプターを出動さ

せ、事故発生から約１時間30分後に２人を救助しましたが、１人は命に別状はなかっ

たものの、もう１人は心肺停止状態でした。 

救助された２人とも膨張式のライフジャケット（自動式）を着用していましたが、

命に別状がなかった方のライフジャケットは膨張して浮力が確保されていた一方、心

肺停止状態の方のライフジャケットは膨張していませんでした。 

膨張しなかったライフジャケットを調べたところ、ライフジャケットを膨張させる

ためのガスが充気されているボンベが使用済みの状態（封板に穴が開いて充気されて

いるガスが無い状態）でした。 

海上保安庁では、例年同種事案が発生しているため、本事例を具体例として、関係

省庁のみならず、ライフジャケット製造事業者とも連携し、「ライフジャケットの常時

着用に併せた膨張式のライフジャケットの事前点検・保守の重要性を広く周知する」

など、同種事案発生の未然防止に向けた取り組みを推進しています。 

 

（イ）ライフジャケットの正しい装着等について 

ライフジャケットは適正なサイズのものを正しく着用し「体へ密着」させな

ければ、海中転落した際に脱げてしまい、「十分な浮力を確保」することができ

ません。 

「体へ密着」させるためには、ライフジャケットのベルトや股紐を、緩みが

ないようしっかりと締めたり、確実に結ばなければなりません。 

「十分な浮力を確保」するためには、通常のライフジャケットの保守・点検

に加え装着前に、破損がないか、膨張式のライフジャケットであれば、膨張用
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ボンベが正しく取り付けられているか、使用済みでないか、ボンベと水感知セ

ンサーが交換時期を過ぎていないか、気室布・膨張装置を膨張させる手動レバ

ーなどに異常がないかを確認したうえで装着する必要があります。 

ライフジャケット着用例 

 

 

肩が上がり、顔が沈み込む 

【ベルトが緩い状態】 

ずれなし 上体が安定 

【ベルトをしっかり締めた状態】 

ベルト部 
入水 

固型式 

膨張式 

固型式 

ベルト部 
入水 

顔の高さまでライフジャケットが上がる 
膨張式 
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【ライフジャケットの適切な着用が功を奏した事例】 

2人で磯釣り中に１人が大波にさらわれ海中転落する事故が発生しました。 

事故者は、海中転落後に沖合方向へ流され、携帯電話で救助要請を試みましたが電

波の不感地帯であったため、電話が繋がりませんでした。 

事故者は、股下にベルトを通し固型式ライフジャケットが脱げないよう正しく装着

していたため、固型式ライフジャケットが脱げず、海面に浮いて救助を待っていまし

た。 

その間、事故者の海中転落に気が付いたもう１人が、118番通報しました。 

海上保安庁では、直ちに巡視艇、ヘリコプターを出動させ捜索を開始、事故者を水

難救済会所属船と協力し、海中転落してから約3時間半後に救助しました。 

事故者は、低体温症等により入院しましたが、命に別状はありませんでした。 

 

 

 

 

 
 

救助を待つ要救助者 

 

 

 

 

 
 

巡視艇引継ぎ 

 

 

イ 防水パック入り携帯電話等連絡手段の確保について 

海難に遭遇した際は、早期に救助機関等に通報し救助を求めることが重要です。 

連絡手段として携帯電話を持っていても海水に浸かって使用不能となる場合や、

防水機能付きの携帯電話であっても海中に落としてしまうという事例が多く発生

しています。 

このような状況にならないように、水辺や海上で活動するときは、携帯電話は防

水パックに入れて携行し、もしもの時の連絡手段をしっかり確保しておくことが大

切です。 

（参考事例）沖合に流された釣り人が、食品保存用の密封できる袋に入れた携帯 

電話を使用して家族へ連絡し、通報を受けた海上保安庁が救助した 

という事例もあります。 
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【防水パック入り携帯電話の携行が功を奏した事例】 

１人乗りのカヌーが転覆し、海中転落する事故が発生

しました。事故者はライフジャケットを着用しており、

カヌーの復原を試みましたが、困難であったため、防水

パック入り携帯電話で118番通報しました。 

海上保安庁では、直ちに巡視艇を発動させるととも

に、水難救済会所属船等の民間船舶に救助の協力要請を

行いました。 

事故者は、民間船舶により救助され、怪我等はありませんでした。 

 

ウ その他自己救命策確保の一例 

（ア）携帯電話のＧＰＳ機能「ＯＮ」  

海難に遭遇し救助機関へ通報する場合、陸上と異なり目標物の少ない海上や海

岸で自分の現在地を正確に伝えることはとても難しいことです。 

海上保安庁が海難の通報を受けた際、通報に使用される携帯電話のＧＰＳ機能

が「ＯＮ」であれば緊急通報位置情報システムにより発信位置をある程度の範囲

まで特定でき、スムーズに巡視船艇・航空機が救助に向うことが可能になるので、

生存して救助される可能性が大きくなります。 

 【携帯電話のＧＰＳ機能「ＯＮ」が功を奏した事例】 

５人乗りのプレジャーボートが航行中に高波により浸水・転覆し、全員が海中転落

する事故が発生しました。 

５人は、ライフジャケットを着用していたため、自力で転覆したプレジャーボート

の船底に這い上がることができ、1人が携帯電話のＧＰＳ機能を「ＯＮ」にした状態

で118番通報しました。 

海上保安庁では、緊急通報位置情報システムにより通報者の位置を特定し、直ちに

巡視艇とヘリコプターを出動させ、先着した巡視艇と付近航行中で事故に気が付いた

プレジャーボートにより５人全員を救助しました。 

救助された５人には、怪我等はありませんでした。 

 
 
 
 
  
 
 

転覆船上の要救助者 

 
 
 
 
 
 
 

陸揚げ後の転覆船 

救助後のカヌー 
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（イ）複数人行動と定時連絡や行き先・帰宅時間の連絡の励行 

海上保安庁が認知している死亡・行方不明事故の原因の多くは海中転落であり、

その殆どの死因が溺水です。多くは、事故者が単独行動中に漁船や岸壁などから

海中転落しており、事故の目撃者がいないことが特徴です。 

事故者がしばらく家に帰ってこないことに、家族や友人などが初めて気が付き、

事故の可能性があることを海上保安庁などに通報しても、事故発生後から相当な

時間が経過しており、中には数日経過してしまっている場合もありました。 

海上は、陸上と異なり潮流や風の影響で海中転落者や船舶は常に漂流するため、

時間経過に伴い捜索が難しくなります。 

このような場合に備えて、可能な限り複数の仲間（付近に人がいる状態）での

行動や家族、職場、友人などに行き先や帰宅時刻を伝え、また定期的な連絡など

約束をしておくことで、万が一自分が事故に遭遇した場合も、周囲が異常に気付

き、海上保安庁等への通報が早くなることで速やかな捜索救助活動が行われるこ

とにつながります。 

 

【定時連絡や行き先・帰宅時間の連絡が必要であったと考えられる事例】 

夜間、網を揚収するため出港した１人乗りの漁船が翌朝になっても帰港しなかった

ため、漁業協同組合所属船にて捜索したところ、無人の漁船を発見したとの通報が海

上保安庁にありました。 

海上保安庁では、乗組員が海中転落したものと考え、直ちに巡視船艇等を出動させ

捜索を開始しましたが、事故者は、翌日に御遺体で発見されました。 

事故者は、同居する家族に具体的な行き先を告げず1人で出港し、出港後も定時連

絡をしていなかったため、事故の発生位置が特定できず、発見に時間を要しました。 

無人の漁船  

 

乗船者の揚収状況 
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（ウ）縄梯子の設定ついて 

船舶からの海中転落者が、ライフジャケットを正しく着用して浮力を確保する

ことができたとしても、甲板や外板上部まで手が届かず、船上に戻ることができ

ない場合が考えられます。 

特に、１人乗りの小型船舶では、同乗者からの救助が無いため、自力で船上へ

戻ることができず、漂流する危険性が高くなります。 

これを避けるため、船上から縄梯子を垂らしておけば、海中転落した際に縄梯

子につかまり、速やかに救助機関に通報することができ、さらに、体力が消耗し

た状態でも、船上へ上がることも可能となるため、有効な自己救命策の一つとな

ります。 

 

 

 
 

（エ）救助援助者の確保について 

    プレジャーボートの事故で最も多いのが、機関故障等の運航不能であり、その

後、潮流や風の影響で、転覆や乗揚など、人命に関わる事故に発展することもあ

りますので、機関故障等に備え、仲間の船やマリーナの救助艇など、救助援助者

による救助体制をあらかじめ確保しておくことも、重要な自己救命策の一つです。 

 

エ 適切な一次救命処置について  

心肺停止（心臓と呼吸が止まる）してから時間の経過とともに救命の可能性は急

激に低下することとなりますが、救助機関を待つ間にバイスタンダー（現場に居合

わせた方）が救命処置を行うと救命の可能性が２倍程度保たれるといわれています。 

海浜事故等に伴う溺水により心肺停止（心臓と呼吸が止まる）又はこれに近い状

態に陥っている事故者が発生した場合、その事故者に対していかに早く一次救命処

置（心肺蘇生法、ＡＥＤなど）を行うかが、その事故者の予後に大きく影響します。 

万一、事故者が発生した場合、バイスタンダー（現場に居合わせた方）が、医師

や救急救命士等の到着をただ待つのではなく、医師や救急救命士等が到着するまで

の間、事故者に対して適切な一次救命処置を行うことが非常に重要です。 
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バイスタンダー（現場に居合わせた方）による一次救命処置の重要性を理解して

おくことは、仲間やご家族などの命を守ることにつながり、この思想が広く普及す

ることにより、自分の命を守ることにつながります。 

 

（出典：改訂５版 救急蘇生法の指針2015（市民用）） 

 

適切な一次救命処置が有効であった事例 

事故者は、仲間６人とともにダイビングをするため岩場から入水後、手に持ってい

たレギュレターで空気を吸おうとした際に、海水を誤飲し、意識を失いました。 

仲間は、事故者が入水後仰向けの状態で動かないことに気が付き、速やかに事故者

を海面から引揚げたところ、意識・呼吸が無かったため、心肺蘇生法等の一次救命処

置を行いました。 

その後、事故者は、意識を回復し、経過観察のため入院しましたが、翌日には無事

退院しました。 

 

 

オ 体温の保持 

（ア）水温と生存率について  

水の熱伝導率は空気に比べて約25倍にもなるため、水温が体温へ及ぼす影響は

非常に大きいものです。 

水温が正常な体温を維持できる温度より低ければ、体はふるえなどにより、体

温維持を図りますが、体温約35度以下で低体温症に至り、約32度以下になると体

温調節機能が失われ、体温低下が一層早まり、非常に危険な状態になるとされて

います（個人差があります）。 

ＩＭＯ（国際海事機関）とＩＣＡＯ（国際民間航空機関）が、航空と海上分野
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における捜索救助活動の更なる調和を図るための統一した合同マニュアルとし

て国際航空海上捜索救助マニュアルが編集されており、ＩＭＯの海上安全委員会

において採択されています。これにおいて、様々な水温の海水に浮かんで生存し

ていると思われる人々の現実的な生存時間の指標が次の図で示されています。 

【通常の衣服を着ている者の海中における生存時間の現実的な上限を示す図】 

 

【低体温症の海中転落者を救助した事例】 

航行中のプレジャーボートから、無人のプレジャーボートが漂流しているとの通報

が海上保安庁にありました。 

海上保安庁では、乗船者が海中転落したものと考え、直ちに巡視船艇等を出動させ

捜索を開始、巡視艇がライフジャケットを着用した状態で海面を漂流する事故者を発

見し、救助しました。 

事故者は、海中転落後約２時間、海面を漂流し体も冷えきっていたため、毛布等で

保温された状態で、巡視艇が最寄港まで搬送し、救急隊に引き継がれました。 

事故者は、救急隊による搬送時の体温が31度であり、搬送先で低体温症と診断され

ましたが、処置を受け回復し、数日後に退院しました。 
  

 

 

 

 

 

 

 

漂流中のプレジャーボート          事故者の発見状況 

 

 

経過時間 
（時間数） 

水温（℃） 

（出典：国際航空海上捜索救助マニュアル） 
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（イ）イマーションスーツの活用について 

イマーションスーツは、船舶が遭難し海上に避難する場合に、体温低下を防ぐ

ための救命設備で、法律により指定された船舶に搭載が義務づけられています。 

イマーションスーツの主な特徴は、スーツ自体、又は必要な場合はライフジャ 

ケットと共に着用することで浮力を確保できるとともに、顔を除き体の全体をス

ーツで覆うことで、保温性を有していることです。正しく着用することで冬季の

寒冷海域において、万一、海難により海上に避難した際、漂流して救助を待つ場

合に体温の保持に非常に有効なものです。 

また、イマーションスーツは他のイマーションスーツと連結することができ、

海上において離散することなく集団で漂流することで、救助者（捜索する）側か

ら発見しやすくなるため、早期救助の可能性が高まります。 

 

イマーションスーツの活用により生存救助された事例 

青森県沖を航行中の貨物船から浸水し船体が傾斜しているとの通報が海上保安庁

にありました。 

その後、貨物船は、船体傾斜が大きくなり沈没しましたが、乗組員は海へ飛び込む

などして避難しました。 

海上保安庁では、直ちに巡視船艇・航空機を出動させ、捜索・救助活動を実施し、

乗組員10人のうち、イマーションスーツを着用し海面を漂流していた７人を生存救助

しました。 

（当時の気温０℃、海水温度13℃、長い人で約３時間漂流していました。） 

イマーションスーツ※ 

※右事例のイマーションスーツとは

無関係です。 

イマーションスーツを着用し、集団で漂流して

いる状況 
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第Ⅰ－１図　　海難及び死者・行方不明者発生数

単位：隻・人

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

海難隻数（台風・異常気象下） 412 36 54 63 80 119 147 267 96 29

海難隻数（台風・異常気象下以外） 2,121 2,225 2,252 2,095 2,057 1,895 1,830 1,922 1,962 1,932

死者・行方不明者数 108 78 84 100 48 56 82 75 64 97

死者・行方不明者数（台風・異常気象下　内数） 0 2 1 2 0 4 0 0 12 44
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第Ⅰ－２図　　船舶種類別海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

貨物船 254 322 269 276 268 205 186 267 253 205

タンカー 82 69 78 79 78 71 78 69 71 58

旅客船 31 39 42 40 48 61 38 56 44 32

漁船 880 651 646 596 600 630 543 539 510 494

遊漁船 74 80 76 71 61 65 57 80 69 62

ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ 1,069 963 1,012 932 935 878 929 981 970 996

その他 143 137 183 164 147 104 146 197 141 114

計 2,533 2,261 2,306 2,158 2,137 2,014 1,977 2,189 2,058 1,961
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第Ⅰ－２図　詳細図　　プレジャーボートの船型別の海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

クルーザーボート 101 93 70 96 74 69 66 66 86 80

モーターボート 680 575 624 555 591 555 601 619 605 655

クルーザーヨット 58 74 92 62 80 49 73 102 65 60

ディンギーヨット 24 21 16 15 10 12 18 13 17 5

カヌー 25 30 40 36 34 19 34 26 41 41

ゴムボート 44 42 43 41 45 50 43 48 69 64

水上オートバイ 91 88 90 103 70 90 59 90 70 66

その他 46 40 37 24 31 34 35 17 17 25

計 1,069 963 1,012 932 935 878 929 981 970 996

0

100

200

300

400

500

600

700

800

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

（隻）

クルーザーボー

ト

モーターボート

クルーザーヨット

ディンギーヨット

カヌー

ゴムボート

水上オートバイ

その他

第Ⅰ－３図　　海難種類別海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

衝突 522 473 545 519 473 449 402 496 441 389

単独衝突 125 128 138 148 147 137 109 119 133 114

乗揚 218 290 318 279 263 259 264 264 304 256

転覆 101 118 105 104 152 154 114 151 105 114

浸水 475 119 113 111 95 110 180 132 120 133

火災 87 75 82 83 73 65 67 53 59 68

爆発 5 5 3 4 4 3 1 1 2 3

運航不能 970 1,022 979 888 910 824 816 951 876 863

その他 30 31 23 22 20 13 24 22 18 21

計 2,533 2,261 2,306 2,158 2,137 2,014 1,977 2,189 2,058 1,961
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第Ⅰ－３図　詳細図　　運航不能の詳細別海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

推進器障害 165 149 149 138 159 139 134 134 136 122

舵障害 19 30 22 24 30 17 25 22 31 30

機関故障 348 380 359 342 351 313 304 326 304 315

機関取扱不注意 19 20 25 24 15 22 31 17 24 33

バッテリー過放電 53 63 50 40 40 57 43 34 47 51

燃料欠乏 26 26 28 25 35 29 24 26 35 42

ろ・かい喪失 10 5 2 1 1 6 3 3 4 4

無人漂流（係留不備） 107 87 117 101 83 67 59 208 78 69

無人漂流（海中転落） 72 78 78 57 60 64 75 63 53 71

操船技能不足 21 41 31 27 42 33 29 31 46 43

有人漂流 42 58 49 34 39 35 29 29 44 37

船体傾斜 4 2 5 3 0 1 3 2 3 1

走錨 20 31 20 21 19 15 14 24 16 7

荒天難航 35 34 34 32 20 21 29 18 39 28

その他 29 18 10 19 16 5 14 14 16 10

計 970 1,022 979 888 910 824 816 951 876 863
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第Ⅰ－４図　　距岸別海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

港内 1,117 895 881 787 727 741 869 1,031 890 859

1海里未満
（港内を除く）

691 602 670 669 713 649 525 565 552 555

1-3海里未満 315 356 336 304 347 320 257 289 315 262

3-5海里未満 134 127 140 135 112 107 115 103 104 113

5-12海里未満 136 157 149 135 114 102 116 114 115 106

12-20海里未満 36 36 38 43 46 41 44 32 38 30

20-50海里未満 50 37 38 42 41 37 21 25 28 21

50-100海里未満 22 21 15 11 14 10 3 8 3 2

100-200海里未満 14 16 16 15 13 5 14 7 5 2

200-500海里未満 10 10 20 14 8 2 8 11 3 10

500-1000海里未満 4 2 3 2 1 0 1 2 3 1

1000海里以遠 4 2 0 1 1 0 4 2 2 0

計 2,533 2,261 2,306 2,158 2,137 2,014 1,977 2,189 2,058 1,961
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第Ⅰ－５図　　原因別海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

操船不適切 323 279 309 280 290 274 225 293 271 251

見張り不十分 452 445 485 485 429 391 358 399 382 341

船位不確認 74 77 75 86 61 65 80 59 74 68

気象海象不注意 107 134 133 119 121 116 101 127 121 138

船体機器整備不良 248 245 210 188 177 167 141 200 186 168

水路調査不十分 44 64 82 59 49 64 66 50 87 62

居眠り運航 52 72 61 59 78 46 47 39 47 42

その他の運航の過誤 120 149 142 124 104 87 103 118 110 92

222 316 291 252 242 170 168 202 203 231

9 9 7 12 7 6 8 13 8 16

30 27 34 31 25 17 19 22 18 23

115 60 90 119 115 129 140 116 119 122

654 291 308 281 344 411 420 474 342 323

83 93 79 63 95 71 101 77 90 84

2,533 2,261 2,306 2,158 2,137 2,014 1,977 2,189 2,058 1,961
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第Ⅰ－６図　　船舶種類別の死傷者を伴う海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

貨物船 4 5 4 8 4 2 5 0 4 6

タンカー 5 1 1 1 0 1 0 4 1 0

旅客船 4 2 3 4 3 5 8 10 7 3

漁船 80 87 77 85 67 66 47 63 73 45

遊漁船 9 14 9 5 7 12 10 15 11 9

ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ 79 74 91 86 71 74 76 78 77 76

その他 10 8 9 9 8 4 15 6 6 4

計 191 191 194 198 160 164 161 176 179 143
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第Ⅰ－７図　　船舶種類別の死傷者発生数
単位：人

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

貨物船 21 14 18 26 6 6 16 0 22 61

タンカー 9 1 7 5 0 3 0 37 1 0

旅客船 6 20 6 14 7 12 45 24 93 6

漁船 130 125 110 161 83 101 82 82 98 59

遊漁船 27 38 30 13 15 38 37 45 39 28

ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ 110 107 122 139 131 125 131 109 116 114

その他 15 11 12 11 14 19 33 8 6 15

計 318 316 305 369 256 304 344 305 375 283

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

（人）

貨物船

タンカー

旅客船

漁船

遊漁船

ﾌﾟﾚｼﾞｬｰ

ﾎﾞｰﾄ

その他

第Ⅰ－８図　　海難種類別の死傷者を伴う海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

衝突 83 73 100 89 62 67 65 82 65 51

単独衝突 20 31 23 25 26 27 29 15 24 19

乗揚 15 15 22 21 10 24 17 16 19 9

転覆 41 36 21 28 37 20 24 25 32 20

浸水 8 6 2 9 5 7 7 9 12 6

火災 5 8 8 4 5 5 3 2 5 9

爆発 5 5 3 3 3 2 1 1 2 3

運航不能 10 14 10 17 11 10 13 19 17 24

その他 4 3 5 2 1 2 2 7 3 2

計 191 191 194 198 160 164 161 176 179 143
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第Ⅰ－９図　　海難種類別の死傷者発生数
単位：人

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

衝突 123 105 128 142 88 102 134 147 86 92

単独衝突 40 67 45 47 51 88 90 36 124 40

乗揚 26 20 39 51 16 37 24 31 50 18

転覆 76 69 32 47 63 33 57 28 46 27

浸水 16 12 4 30 9 14 7 16 14 10

火災 9 11 25 18 9 7 4 6 14 10

爆発 6 8 4 10 5 4 1 2 2 7

運航不能 10 21 18 22 14 14 25 29 34 70

その他 12 3 10 2 1 5 2 10 5 9

計 318 316 305 369 256 304 344 305 375 283
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第Ⅰ－１０図　　原因別の死傷者を伴う海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

操船不適切 42 30 42 40 22 31 27 32 36 23

見張り不十分 68 78 86 84 66 68 59 76 59 45

船位不確認 9 7 10 8 5 11 8 6 7 5

気象海象不注意 21 16 10 13 23 13 12 16 18 15

船体機器整備不良 1 2 0 1 0 1 3 2 2 1

水路調査不十分 0 2 1 2 0 1 3 0 5 1

居眠り運航 6 5 4 8 7 4 5 5 6 4

その他の運航の過誤 4 11 12 7 5 4 6 10 14 12

2 0 0 1 0 1 1 1 2 4

1 2 1 1 2 3 1 1 2 2

7 7 5 2 3 3 3 1 6 1

2 0 1 0 2 3 0 3 1 6

9 12 4 17 14 10 17 7 9 12

19 19 18 14 11 11 16 16 12 12

191 191 194 198 160 164 161 176 179 143
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第Ⅰ－１１図　　原因別の死傷者発生数
単位：人

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

操船不適切 67 43 58 77 35 59 53 44 43 32

見張り不十分 101 118 116 145 108 126 126 125 109 83

船位不確認 19 11 25 11 5 27 28 8 17 11

気象海象不注意 32 34 15 15 39 20 15 21 23 20

船体機器整備不良 5 3 0 4 0 3 3 2 2 2

水路調査不十分 0 2 1 4 0 4 3 0 8 3

居眠り運航 7 12 5 16 15 9 10 12 7 5

その他の運航の過誤 9 20 26 8 7 5 8 12 16 23

2 0 0 3 0 1 1 1 13 4

1 7 1 1 2 3 10 1 3 2

8 8 13 6 4 5 4 2 8 4

4 0 1 0 2 5 0 4 1 8

9 28 4 21 20 14 37 14 96 12

54 30 40 58 19 23 46 59 29 74

318 316 305 369 256 304 344 305 375 283
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第Ⅰ－１２図　　船舶種類別の死者・行方不明者を伴う海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

貨物船 2 2 3 3 1 1 2 0 2 3

タンカー 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0

旅客船 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

漁船 38 32 23 29 20 19 17 17 25 17

遊漁船 2 3 0 0 0 0 0 0 2 2

ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ 13 7 21 16 12 12 10 12 12 10

その他 3 2 3 0 2 2 5 1 2 0

計 60 46 51 49 37 35 34 31 43 32
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第Ⅰ－１３図　　船舶種類別の死者・行方不明者発生数
単位：人

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

貨物船 19 7 15 14 1 2 11 0 12 56

タンカー 3 0 2 1 0 1 0 32 0 0

旅客船 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

漁船 64 55 39 65 24 36 45 26 36 24

遊漁船 3 5 0 0 0 0 0 0 2 3

ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ 14 7 23 20 15 15 12 16 12 14

その他 5 4 5 0 5 2 14 1 2 0

計 108 78 84 100 48 56 82 75 64 97
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第Ⅰ－１４図　　海難種類別の死者・行方不明者を伴う海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

衝突 14 9 19 12 7 4 8 4 5 5

単独衝突 0 3 2 4 1 1 2 1 2 1

乗揚 4 3 4 2 1 3 3 0 5 1

転覆 28 18 11 17 19 15 13 14 22 12

浸水 5 2 2 5 3 3 1 4 3 4

火災 2 2 3 4 2 0 1 0 0 2

爆発 1 2 0 2 1 1 0 0 0 1

運航不能 3 4 5 2 2 6 4 2 4 4

その他 3 3 5 1 1 2 2 6 2 2

計 60 46 51 49 37 35 34 31 43 32
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第Ⅰ－１５図　　海難種類別の死者・行方不明者発生数
単位：人

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

衝突 26 22 24 22 8 12 27 35 8 18

単独衝突 0 3 2 4 1 1 2 1 2 1

乗揚 5 3 5 3 1 3 3 0 5 1

転覆 50 32 16 24 25 25 40 16 31 16

浸水 7 4 4 21 5 3 1 9 3 4

火災 5 3 15 15 3 0 1 0 0 3

爆発 1 4 0 5 2 1 0 0 0 1

運航不能 3 4 8 5 2 6 6 5 11 44

その他 11 3 10 1 1 5 2 9 4 9

計 108 78 84 100 48 56 82 75 64 97
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第Ⅰ－１６図　　原因別の死者・行方不明者を伴う海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

操船不適切 7 7 9 7 4 7 3 5 5 4

見張り不十分 11 10 13 14 5 3 5 2 6 3

船位不確認 1 0 1 1 0 1 0 0 3 0

気象海象不注意 13 7 5 6 8 9 5 7 9 8

船体機器整備不良 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

水路調査不十分 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

居眠り運航 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0

その他の運航の過誤 2 2 5 2 2 2 0 2 3 3

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

1 1 1 0 2 1 1 0 1 2

2 1 1 2 0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 2 1 1

3 2 1 4 5 3 4 1 4 1

18 15 15 11 10 8 15 12 10 9

60 46 51 49 37 35 34 31 43 32

材質構造不良

不可抗力

その他

計

人
為
的
要
因

運
航
の
過
誤

機関取扱不良

積載不良

火気可燃物取扱不良

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

（隻）

操船不適切

見張り不十

分

船位不確認

気象海象

不注意

船体機器整

備不良

水路調査

不十分

居眠り運航

その他の

運航の過誤

機関取扱

不良

積載不良

火気可燃物

取扱不良

材質構造

不良

不可抗力

その他

9



第Ⅰ－１７図　　原因別の死者・行方不明者発生数
単位：人

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

操船不適切 9 7 10 8 4 8 12 5 5 4

見張り不十分 12 23 13 24 5 10 6 2 9 4

船位不確認 1 0 1 2 0 1 0 0 3 0

気象海象不注意 22 10 8 6 11 13 5 9 10 10

船体機器整備不良 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0

水路調査不十分 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

居眠り運航 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0

その他の運航の過誤 3 4 10 2 2 3 0 4 3 5

0 0 0 2 0 0 0 0 0 1

1 6 1 0 2 1 10 0 1 2

2 2 6 2 0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 3 1 1

3 2 1 5 9 3 4 1 11 1

52 23 34 46 14 16 44 51 20 69

108 78 84 100 48 56 82 75 64 97
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第Ⅰ－１８図　　貨物船の海難種類別海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

衝突 87 115 99 97 79 79 68 102 96 91

単独衝突 43 48 49 60 48 45 31 60 49 33

乗揚 28 52 42 38 46 33 33 39 46 37

転覆 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0

浸水 5 5 6 5 8 2 6 3 2 3

火災 13 16 12 20 16 9 9 6 8 7

爆発 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

運航不能 77 83 61 56 70 37 38 57 52 33

その他 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

計 254 322 269 276 268 205 186 267 253 205
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第Ⅰ－１８図　詳細図　　貨物船の運航不能の詳細別海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

推進器障害 4 11 6 2 2 3 1 3 3 1

舵障害 3 5 1 5 7 3 0 4 5 4

機関故障 55 43 44 39 52 25 30 40 34 20

機関取扱不注意 3 2 1 2 0 1 2 1 0 4

バッテリー過放電 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

燃料欠乏 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

ろ・かい喪失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

無人漂流（係留不備） 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

無人漂流（海中転落） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

操船技能不足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有人漂流 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

船体傾斜 1 2 2 2 0 0 2 1 1 0

走錨 7 15 5 3 6 4 2 7 5 1

荒天難航 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1

その他 2 3 0 1 1 1 0 1 1 1

計 77 83 61 56 70 37 38 57 52 33
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第Ⅰ－１９図　　貨物船の原因別海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

操船不適切 72 81 76 91 77 59 51 95 61 61

見張り不十分 53 55 50 58 44 50 39 58 58 47

船位不確認 12 22 9 9 10 5 12 10 14 5

気象海象不注意 2 12 8 7 8 9 3 8 15 10

船体機器整備不良 2 7 4 5 0 0 0 2 1 2

水路調査不十分 2 10 13 5 7 12 3 4 10 6

居眠り運航 10 20 9 11 11 6 6 9 9 5

その他の運航の過誤 8 14 9 10 7 5 4 8 6 4

28 32 34 30 24 12 16 20 23 16

1 2 1 2 1 0 2 1 0 0

5 1 1 8 5 1 2 2 2 3
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第Ⅰ－２０図　　タンカーの海難種類別海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

衝突 30 28 27 28 40 28 32 25 32 20

単独衝突 13 9 13 16 11 12 11 6 10 15

乗揚 14 10 10 9 9 13 12 14 12 13

転覆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浸水 2 2 0 1 1 1 2 1 1 1

火災 1 0 4 0 3 2 0 3 1 0

爆発 1 0 0 2 0 2 0 1 0 0

運航不能 21 19 24 23 14 13 21 19 15 9

その他 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

計 82 69 78 79 78 71 78 69 71 58
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第Ⅰ－２０図　詳細図　　タンカーの運航不能の詳細別海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

推進器障害 4 0 3 4 1 1 2 1 0 2

舵障害 1 1 1 2 0 0 3 1 1 0

機関故障 13 18 14 15 12 11 12 15 11 6

機関取扱不注意 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

バッテリー過放電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

燃料欠乏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ろ・かい喪失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

無人漂流（係留不備） 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

無人漂流（海中転落） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

操船技能不足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有人漂流 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

船体傾斜 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

走錨 2 0 5 1 0 0 3 2 2 0

荒天難航 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

計 21 19 24 23 14 13 21 19 15 9
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第Ⅰ－２１図　　タンカーの原因別海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

操船不適切 20 10 17 20 23 25 17 13 18 19

見張り不十分 28 21 23 22 22 18 23 20 21 9

船位不確認 3 3 3 3 6 4 4 4 3 3

気象海象不注意 0 1 2 0 1 1 3 3 2 4

船体機器整備不良 3 1 0 2 0 0 3 1 0 1

水路調査不十分 1 4 3 3 1 1 2 3 2 3

居眠り運航 3 5 4 1 2 0 3 1 1 2

その他の運航の過誤 2 1 3 2 0 3 0 1 1 4

4 11 10 7 5 3 4 8 2 2

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 2 0 2 0 2 0 0

7 7 5 8 9 7 9 4 9 3

6 3 5 7 8 4 8 4 10 5

3 1 3 2 1 3 2 5 2 3

82 69 78 79 78 71 78 69 71 58
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第Ⅰ－２２図　　旅客船の海難種類別海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

衝突 5 7 6 7 9 10 4 10 9 3

単独衝突 8 5 9 10 9 16 8 18 13 12

乗揚 5 7 12 10 7 9 5 8 8 5

転覆 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0

浸水 0 2 3 0 3 1 1 2 3 0

火災 1 2 1 3 7 4 0 1 0 4

爆発 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

運航不能 12 15 11 10 13 20 20 16 11 8

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 31 39 42 40 48 61 38 56 44 32
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第Ⅰ－２２図　詳細図　　旅客船の運航不能の詳細別海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

推進器障害 4 2 2 2 1 8 7 4 3 1

舵障害 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0

機関故障 5 8 7 5 10 9 7 6 6 6

機関取扱不注意 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0

バッテリー過放電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

燃料欠乏 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0

ろ・かい喪失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

無人漂流（係留不備） 0 1 1 1 0 0 4 4 1 0

無人漂流（海中転落） 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

操船技能不足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有人漂流 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

船体傾斜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

走錨 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

荒天難航 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

その他 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

計 12 15 11 10 13 20 20 16 11 8
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第Ⅰ－２３図　　旅客船の原因別海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

操船不適切 13 5 9 10 7 15 7 19 13 16

見張り不十分 2 3 5 7 10 6 3 9 11 2

船位不確認 2 2 1 3 2 4 5 4 0 1

気象海象不注意 0 3 2 1 5 0 1 3 0 0

船体機器整備不良 0 2 2 0 1 1 1 4 1 0

水路調査不十分 0 2 2 1 0 1 1 1 2 2

居眠り運航 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0

その他の運航の過誤 1 0 6 2 0 1 2 1 2 1

3 8 4 3 8 5 4 2 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 0 2 0 0 0 2

1 2 2 2 4 3 6 4 0 1

6 9 8 8 5 21 8 7 12 4

1 2 0 2 5 1 0 0 1 2
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第Ⅰ－２４図　　漁船の海難種類別海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

衝突 207 174 200 194 163 164 139 165 131 101

単独衝突 26 28 20 20 34 29 20 12 24 15

乗揚 55 66 83 67 66 78 56 53 50 56

転覆 49 54 45 50 70 90 43 52 48 61

浸水 247 24 21 35 34 50 61 33 34 29

火災 55 42 41 39 29 36 42 24 33 40

爆発 1 2 2 2 0 1 1 0 2 2

運航不能 228 249 225 181 197 177 170 193 183 185

その他 12 12 9 8 7 5 11 7 5 5

計 880 651 646 596 600 630 543 539 510 494
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第Ⅰ－２４図　詳細図　　漁船の運航不能の詳細別海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

推進器障害 53 55 35 39 54 32 36 45 37 28

舵障害 5 4 7 3 6 2 3 4 8 7

機関故障 50 59 52 45 31 38 38 43 39 47

機関取扱不注意 4 7 3 4 2 2 3 1 3 4

バッテリー過放電 4 7 9 2 5 4 0 3 2 4

燃料欠乏 3 1 2 3 3 5 2 4 1 3

ろ・かい喪失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

無人漂流（係留不備） 17 15 24 24 21 28 11 25 14 13

無人漂流（海中転落） 52 55 54 36 44 36 51 35 41 44

操船技能不足 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

有人漂流 34 41 33 17 28 26 20 26 34 30

船体傾斜 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0

走錨 0 2 2 4 1 2 2 4 1 0

荒天難航 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2

その他 5 2 3 3 2 0 3 2 0 3

計 228 249 225 181 197 177 170 193 183 185
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第Ⅰ－２５図　　漁船の原因別海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

操船不適切 65 56 55 49 48 49 33 36 36 39

見張り不十分 192 184 189 183 161 168 140 174 138 106

船位不確認 20 16 24 24 15 21 23 11 16 15

気象海象不注意 33 24 28 23 28 32 26 35 21 29

船体機器整備不良 53 43 38 38 38 32 17 33 25 24

水路調査不十分 5 4 8 4 7 7 6 5 4 1

居眠り運航 33 35 40 36 48 25 25 16 25 25

その他の運航の過誤 6 31 29 28 14 11 9 23 23 16

34 53 42 42 16 18 18 27 33 41

5 6 4 8 6 4 2 6 8 2

15 17 20 13 10 9 9 12 12 10

22 8 18 19 20 32 18 12 24 20

369 135 124 103 161 197 181 127 120 144

28 39 27 26 28 25 36 22 25 22
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第Ⅰ－２６図　　遊漁船の海難種類別海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

衝突 31 21 26 25 21 24 29 36 24 29

単独衝突 3 5 3 4 3 4 5 3 4 3

乗揚 5 11 12 7 9 8 3 9 12 5

転覆 2 0 1 4 1 1 0 2 0 0

浸水 10 6 6 3 7 4 1 4 6 5

火災 4 4 2 8 1 3 3 5 1 3

爆発 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

運航不能 19 31 26 20 19 21 16 20 22 17

その他 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0

計 74 80 76 71 61 65 57 80 69 62
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第Ⅰ－２６図　詳細図　　遊漁船の運航不能の詳細別海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

推進器障害 5 6 8 7 5 8 7 6 5 6

舵障害 1 3 1 1 0 1 1 1 1 2

機関故障 8 13 10 11 9 8 7 7 14 3

機関取扱不注意 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

バッテリー過放電 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

燃料欠乏 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1

ろ・かい喪失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

無人漂流（係留不備） 2 3 2 1 1 0 0 5 0 0

無人漂流（海中転落） 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

操船技能不足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有人漂流 1 3 5 0 1 0 1 1 0 2

船体傾斜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

走錨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

荒天難航 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

計 19 31 26 20 19 21 16 20 22 17
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第Ⅰ－２７図　　遊漁船の原因別海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

操船不適切 8 3 8 4 4 4 3 7 6 5

見張り不十分 31 22 22 28 22 26 32 30 28 29

船位不確認 2 4 9 5 3 5 2 4 1 2

気象海象不注意 0 2 0 1 1 0 0 2 1 1

船体機器整備不良 7 12 8 3 4 5 1 4 5 2

水路調査不十分 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0

居眠り運航 0 4 2 1 4 1 2 2 2 2

その他の運航の過誤 2 6 3 2 4 0 0 3 1 3

5 11 5 6 5 5 3 3 5 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 0 1 0 0 1 2 0 2
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第Ⅰ－２８図　　プレジャーボートの海難種類別海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

衝突 131 92 145 135 124 112 101 115 113 113

単独衝突 14 23 25 25 23 21 21 13 21 22

乗揚 99 128 136 109 106 105 130 89 146 124

転覆 40 57 47 41 72 54 63 85 46 52

浸水 198 69 55 54 36 44 88 74 64 78

火災 7 4 12 8 11 6 5 11 10 9

爆発 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0

運航不能 561 575 579 549 548 528 508 581 557 584

その他 18 14 12 11 13 8 13 13 13 14

計 1,069 963 1,012 932 935 878 929 981 970 996
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第Ⅰ－２８図　詳細図　　プレジャーボートの運航不能の詳細別海難発生隻数
単位：隻
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第Ⅰ－２８図　①　　水上オートバイの海難種類別海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2
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第Ⅰ－２８図　①　詳細図　　水上オートバイの運航不能の詳細別海難発生隻数
単位：隻
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第Ⅰ－２８図　②　　ミニボートの海難種類別海難発生隻数
単位：隻
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第Ⅰ－２８図　②　詳細図　　ミニボートの運航不能の詳細別海難発生隻数
単位：隻
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第Ⅰ－２８図　③　　カヌーの海難種類別海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

衝突 1 2 1 2 2 0 2 0 0 1

単独衝突 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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第Ⅰ－２８図　③　詳細図　　カヌーの運航不能の詳細別海難発生隻数
単位：隻
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第Ⅰ－２９図　　プレジャーボートの原因別海難発生隻数
単位：隻

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2
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見張り不十分 132 135 173 159 147 112 100 92 118 136

船位不確認 28 23 24 30 23 24 31 21 34 33

気象海象不注意 70 88 79 80 69 66 59 69 74 91

船体機器整備不良 167 165 145 127 126 121 105 134 144 132

水路調査不十分 34 39 44 33 27 38 46 28 55 44

居眠り運航 2 7 2 5 9 8 6 2 5 7

その他の運航の過誤 91 89 70 68 65 63 75 64 73 56

144 186 177 152 176 115 114 135 133 163

2 0 2 2 0 1 3 6 0 14

2 2 7 4 6 2 2 1 2 1

56 28 44 67 53 72 91 71 66 83

205 84 104 107 101 128 167 217 114 111

30 21 34 18 32 30 40 39 46 38

1,069 963 1,012 932 935 878 929 981 970 996

材質構造不良

不可抗力

その他

計

人
為
的
要
因

運
航
の
過
誤

機関取扱不良

積載不良

火気可燃物取扱不良

0

50

100

150

200

250

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

（隻）

操船不適切

見張り不十

分

船位不確認

気象海象

不注意

船体機器整

備不良

水路調査

不十分

居眠り運航

その他の

運航の過誤

機関取扱

不良

積載不良

火気可燃物

取扱不良

材質構造

不良

不可抗力

その他

第Ⅰ－２９図　①　　水上オートバイの原因別海難発生隻数
単位：隻
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第Ⅰ－２９図　②　　ミニボートの原因別海難発生隻数
単位：隻
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第Ⅰ－２９図　③　　カヌーの原因別海難発生隻数
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第Ⅰ－３０図　　外国船舶の事故隻数及び死者・行方不明者数の推移
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第Ⅰ－３１図　　外国船舶事故の事故種類別による事故隻数の推移
単位：隻
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第Ⅰ－３２図　　外国船舶事故の原因別による事故隻数の推移
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第Ⅰ－３３図　　総トン数１，０００トン以上の事故隻数の割合
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第Ⅰ－３４図　　ふくそう海域（東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び関門海峡）における事故発生状況（令和２年）

7

79

8

28

4

20

4

13

19

1

1

3

82

10

6

16

2

4

15

325

48

52

3

45

15

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

関門海峡

32隻

瀬戸内海

586隻

伊勢湾

73隻

東京湾

119隻

貨物船 タンカー 旅客船 漁船 遊漁船 プレジャーボート その他

　

26



第Ⅱ－１図　　船舶海難以外の乗船中の事故者及び死者・行方不明者発生数

単位：人

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

事故者数 855 939 960 938 867 927 912 876 910 864

死者・行方不明者数（事故者数の内数） 228 259 219 213 197 226 196 200 202 197

1386

855 
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938 
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第Ⅱ－１表　船舶種類別・事故内容別乗船中の事故発生状況（令和2年）
（単位：人）

事故者
死者

行方不明者
事故者

死者
行方不明者

事故者
死者

行方不明者
事故者

死者
行方不明者

事故者
死者

行方不明者
事故者

死者
行方不明者

事故者
死者

行方不明者

12 7 91 7 65 9 4 2 3 2 2 1 177 28

0 0 23 2 45 7 1 1 3 3 1 0 73 13

6 3 15 0 23 8 1 0 12 11 3 3 60 25

3 2 22 0 3 0 0 0 0 0 0 0 28 2

74 49 144 8 84 33 3 2 1 0 3 3 309 95

5 2 17 1 13 4 1 0 0 0 0 0 36 7

42 12 56 1 17 3 1 1 0 0 0 0 116 17

うち水上オートバイ (0) (0) (24) (1) (2) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (26) (1)

7 2 41 2 13 2 3 3 1 1 0 0 65 10

149 77 409 21 263 66 14 9 20 17 9 7 864 197

遊漁船

プレジャーボート

その他

計

計

貨物船

タンカー

旅客船

作業船

漁船

海中転落 負傷 病気 中毒 自殺 その他
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第Ⅱ－２図　　船舶海難以外の乗船中の事故内容別発生数
単位：人

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

海中転落 175 173 177 194 150 156 157 138 139 149

負傷 398 447 464 463 448 453 452 392 410 409

病気 225 267 275 245 239 258 242 292 325 263

中毒 9 13 11 10 9 10 30 14 6 14

自殺 29 22 23 13 12 28 20 25 17 20

溺水 7 6 4 2 4 8 7 10 6 3

帰還不能 7 5 6 11 4 12 3 2 4 0

その他 5 6 0 0 1 2 1 3 3 6

計 855 939 960 938 867 927 912 876 910 864
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第Ⅱ－３図　　マリンレジャーに伴う海浜事故の事故者及び死者・行方不明者発生数

単位：人

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

事故者数 759 842 857 803 810 900 805 858 798 845

死者・行方不明者数（事故者数の内数） 234 272 280 255 267 285 245 242 236 220
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第Ⅱ－４図　　マリンレジャーに伴う海浜事故の活動別発生数
単位：人

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

遊泳中 266 299 284 276 301 329 262 304 269 231

磯遊び中 54 59 73 67 66 60 56 60 45 44

釣り中 240 278 292 273 258 289 273 242 259 346

サーフィン中 59 71 44 51 74 62 52 69 87 64
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第Ⅱ－４図　①　　遊泳中の事故内容別発生数
単位：人

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

海中転落 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

負傷 16 21 26 40 21 32 22 20 25 18

病気 5 7 8 10 9 8 10 4 7 5

中毒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

自殺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

溺水 165 163 176 156 192 179 165 182 123 113

帰還不能 80 108 74 69 78 109 63 96 114 94

その他 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1

計 266 299 284 276 301 329 262 304 269 231
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第Ⅱ－４図　②　　磯遊び中の事故内容別発生数
単位：人

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

海中転落 5 12 12 9 12 9 8 8 11 7

負傷 6 5 5 2 4 8 5 5 4 7

病気 4 2 3 6 3 3 6 4 2 2

中毒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

自殺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

溺水 27 36 32 39 31 26 21 25 18 15

帰還不能 10 4 21 11 15 14 15 18 10 13

その他 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0

計 54 59 73 67 66 60 56 60 45 44
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第Ⅱ－４図　③-1　　釣り中の事故内容別発生数（乗船中の釣りを除く）
単位：人

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

海中転落 168 205 204 190 189 209 211 196 211 239

負傷 16 9 11 13 7 14 10 10 8 11

病気 5 6 4 11 5 4 6 10 11 15

中毒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

自殺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

溺水 6 5 10 3 9 5 6 3 10 5

帰還不能 45 53 63 56 48 57 40 22 19 76

その他 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

計 240 278 292 273 258 289 273 242 259 346
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第Ⅱ－４図　③-2　　釣り中の海中転落者のライフジャケット着用率及び死亡率（乗船中の釣りを除く）
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第Ⅱ－４図　④　　サーフィン中の事故内容別発生数
単位：人

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

海中転落 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

負傷 23 29 15 18 30 28 29 29 44 42

病気 1 2 4 3 3 3 7 5 6 0

中毒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

自殺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

溺水 10 14 5 7 10 10 7 7 17 9

帰還不能 24 26 20 23 31 21 9 28 19 13

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

計 59 71 44 51 74 62 52 69 87 64
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第Ⅱ－４図　⑤　　ボードセーリング中の事故内容別発生数
単位：人

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

海中転落 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

負傷 3 2 4 1 1 0 3 2 1 2

病気 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1

中毒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

自殺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

溺水 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0

帰還不能 13 12 33 26 11 10 13 7 15 8

その他 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

計 16 14 39 28 12 12 17 10 18 11
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第Ⅱ－４図　⑥　　スクーバダイビング中の事故内容別発生数
単位：人

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

海中転落 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

負傷 1 3 0 1 1 1 7 5 2 0

病気 8 13 11 5 10 12 11 6 11 7

中毒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

自殺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

溺水 18 31 30 28 19 24 30 27 22 26

帰還不能 6 9 7 6 2 5 9 5 6 2

その他 4 2 1 0 0 0 1 2 0 1

計 37 58 49 40 32 42 58 45 41 36
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第Ⅱ－５図　　マリンレジャーに伴う海浜事故の年齢層別構成
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第Ⅱ－６図　　マリンレジャー以外の海浜事故の事故者及び死者・行方不明者発生数

単位：人

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

事故者数 1,007 1,090 1,060 1,001 956 833 916 892 908 896

死者・行方不明者数（事故者数の内数） 666 768 741 687 644 581 630 598 620 594
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第Ⅱ－７図　　マリンレジャー以外の海浜事故の事故内容別発生数
単位：人

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

海中転落 318 380 374 351 348 316 352 317 353 338

負傷 22 20 25 25 25 14 24 27 23 24

病気 13 14 13 15 13 11 20 12 13 21

中毒 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0

自殺 528 603 570 550 477 418 436 444 452 432

溺水 64 48 46 37 52 54 54 51 36 44

帰還不能 40 17 21 9 23 15 21 30 20 26

その他 20 8 10 14 18 4 8 10 11 11

計 1,007 1,090 1,060 1,001 956 833 916 892 908 896
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１．船舶 単位：隻

令和元年 令和2年 増減

2,058 1,961 △ 97

当庁救助 510 505 △ 5

当庁以外救助 690 685 △ 5

計 1,200 1,190 △ 10

639 595 △ 44

219 176 △ 43

1,310 1,209 △ 101

２．乗船者 単位：人

令和元年 令和2年 増減

8,732 7,367 △ 1,365

当庁救助 1,385 1,240 △ 145

当庁以外救助 2,058 1,761 △ 297

計 3,443 3,001 △ 442

5,225 4,269 △ 956

64 97 33

4,509 4,088 △ 421当庁関与

当庁関与

乗船者数

救
助

自力救助

死亡・行方不明

全損

第Ⅲ－１表　　　船舶海難救助状況の前年との比較

事故隻数

救
助

自力入港

第Ⅲ－２表　　　船舶海難以外の乗船中の事故及び海浜事故救助状況の前年との比較

１．船舶海難以外の乗船中の事故 （単位：人） ３．マリンレジャー以外の海浜事故 （単位：人）

令和元年 令和2年 増減 令和元年 令和2年 増減

910 864 △ 46 908 896 △ 12

当庁救助 158 137 △ 21 当庁救助 23 10 △ 13

当庁以外救助 207 141 △ 66 当庁以外救助 215 240 25

計 365 278 △ 87 計 238 250 12

343 389 46 50 52 2

202 197 △ 5 620 594 △ 26

376 328 △ 48 435 328 △ 107

２．マリンレジャーに伴う海浜事故 （単位：人） ４．洋上救急実績

令和元年 令和2年 増減 平成30年 令和元年 令和2年

798 845 47 26 27 11

当庁救助 95 122 27 26 27 11

当庁以外救助 362 396 34 37 38 25

計 457 518 61

105 107 2

236 220 △ 16

344 426 82

自力救助

死者・行方不明者

当庁関与

事故者計 出動件数（件）

救
助

傷病者（人）

医師・看護師等（人）

自力救助 自力救助

死者・行方不明者 死者・行方不明者

当庁関与 当庁関与

事故者計 事故者計

救
助

救
助
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令和２年度 

通航船舶実態調査結果 





伊良湖水道 

464 隻 

備讃瀬戸西部 

473 隻 

備讃瀬戸東部 

504 隻 

来島海峡 

401 隻 

関門海峡 

（早鞆瀬戸） 

412 隻 

明石海峡 

614 隻 

友ヶ島水道 

372 隻 

音戸ノ瀬戸 

197 隻 

潮岬沖 

301 隻 

鳴門海峡 
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１ 令和２年度観測地別の通航船舶隻数（１日平均） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊上段は調査海域名、下段の数字は通航船舶隻数（１日平均） 

＊太枠実線は主要水道 

＊１日平均は、主要水道にあっては 2 日間（48時間）観測した総通航隻数の内、1 日（24 

 時間）の平均隻数を算出。その他の海域にあっては、1 日（24時間）観測した総通航隻 

数。 



２　主要水道における通航船舶総隻数の推移（１日平均）
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このグラフでは、主要水道にて観測した通航船舶隻数（一日平均）を総計している
令和2年度「浦賀水道」未実施
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３　主要水道別通航船舶隻数の推移（１日平均）
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※令和2年度「浦賀水道」未実施







【お問い合わせ】

海上保安庁 海の安全推進本部

（事務局） 交通部安全対策課

電話 03-3591-6361

https://www.kaiho.mlit.go.jp


