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略語表 

評価調査結果要約表（和文・英文） 

 

第１章 終了時評価調査の概要 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 1 

１－１ 終了時評価調査の背景ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 1 

１－２ 終了時評価調査の目的ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 1 

１－３ 調査期間 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 2 

１－４ 調査団員構成 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 2 

 

第２章 終了時評価調査の方法 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3 

２－１ 終了時評価調査の枠組み ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3 

２－２ 終了時評価調査の手順ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 3 

 

第３章 プロジェクトの実績 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5 

３－１ 投入実績 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5 

３－１－１ 日本側の投入 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5 

３－１－２ モロッコ側の投入 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 5 

３－２ アウトプットの達成度ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 6 

３－２－１ アウトプット 1 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 6 

３－２－２ アウトプット 2 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 7 

３－２－３ アウトプット 3 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 8 

３－２－４ アウトプット 4 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 8 

３－２－５ アウトプット 5 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 9 

３－３ プロジェクト目標 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 10 

 

第４章 実施プロセス ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 13 

４－１ 活動の進捗状況 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 13 

４－２ 実施体制 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 13 

４－３ モニタリング ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 14 

４－４ コミュニケーション ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 14 

４－５ 能力開発 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 15 

４－６ 他プロジェクトとの連携 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 15 

４－７ プロジェクトのオーナーシップ ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 15 

４－８ 中間レビューの提言への対応 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 15 

 

 



 

第５章 評価結果 ꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏꞏ 17 
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評価調査結果要約表（和文） 
 

１．案件の概要 

国名：モロッコ王国 案件名：小型浮魚資源調査能力強化プロジェクト 

分野：農林水産/ 水産 援助形態：技術協力 

所轄部署：農村開発部 農業・農村開発

第一グループ 第二チーム 

協力金額（評価時点）：2 億 6,000 万円 

協力期間 （R/D）：2010 年 7 月 1 日～

2015 年 6 月 30 日（5 年間） 

先方関係機関：国立漁業研究所（INRH） 

日本側協力機関：北海道大学、東京海洋大学、独立

行政法人水産総合研究センター、独立行政法人北海

道立総合研究機構  

他の関連協力：漁業調査船建造計画、国立漁業研究

所中央研究所建設計画 

１－１ 協力の背景と概要 

モロッコ王国（以下、「モロッコ」と記す）において、水産業は外貨獲得と沿岸漁民の生計手

段の観点から重要な産業の 1 つである。近海漁業ではイワシ、アジなどの小型浮魚が零細漁民

の収入源として有用であるが、近年では漁獲量の減少が指摘されており、持続可能な漁業のた

めに適切な漁業管理が求められている。このような現状からモロッコでは、新漁業戦略（Plan 

Halieutis：アリュータス計画）（2009～2020 年）において科学的な水産資源評価に基づいた漁業

管理の重要性をうたっている。 

小型浮魚資源は広範囲に分布し資源量の変動が大きいことから、その資源評価が難しいとさ

れている一方で、近年漁獲量の減少がみられる同資源の資源管理は不可欠であることから、資

源評価の精度・信頼性を向上することが求められている。かかる状況の下、モロッコ政府は農

業・海洋漁業省（Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime：MAPM）国立漁業研究所（Institut 

National de Recherche Halieutique：INRH）のカサブランカ本部及びアガディール地域センター

において音響調査の精度向上並びに小型浮魚資源評価に必要な関連情報の統合、解析能力の強

化を行い、INRH による小型浮魚資源の総合的な評価能力の強化を図るため、わが国に対して

技術協力を要請した。 

小型浮魚資源調査能力強化プロジェクト（以下、「本プロジェクト」と記す）は、カウンター

パート（Counterpart Personnel：C/P）機関である INRH によって、小型浮魚資源の総合的な評価

が継続的に実施されることをプロジェクト目標として、2010 年 7 月より 2015 年 6 月までの 5

年間の予定で、支援を実施している。 

今回実施する終了時評価調査は、2015 年 6 月のプロジェクト終了を控え、プロジェクト活動

の実績、成果を評価、確認するとともに、今後のプロジェクト活動に対する提言及び今後の類

似事業の実施にあたっての教訓を導くことを目的とする。 

 

１－２ 協力内容 

近年漁獲量の減少がみられる小型浮魚類の適切な資源管理を行うために、INRH に対して水

産資源評価・分析手法に係る技術を移転し、同研究所が信頼性の高い水産資源評価を継続的に

実施するための体制を強化するものである。 
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（1）上位目標 

総合的な資源評価に基づいて適切な浮魚資源管理計画が策定され実施される。 

 

（2）プロジェクト目標 

小型浮魚資源の総合的な評価が INRH によって継続的に実施されている。 

 

（3）アウトプット 

アウトプット 1：効果的な音響調査に必要な基礎情報が整備される。 

アウトプット 2：音響調査の計画、実施、解析が改善される。 

アウトプット 3：対象魚種の資源評価に補足情報が統合される。 

アウトプット 4：対象魚種の現状解析や評価が改善される。 

アウトプット 5：プロジェクトの成果が国内及び近隣諸国の関係者と共有される。 

 

（4）投入（評価時点） 

1） 日本側：総投入額 5,310 万円 

長期専門家 3 名 

短期専門家 10 名 

機材供与 2,073 万 1,000 円 

ローカルコスト負担 3,317 万 8,000 円 研修員受入 17 名 

2） モロッコ側：総投入額 1,150 万円 

C/P  57 名 事務スペース提供 

ローカルコスト負担 1,151 万 8,000 円 （カサブランカ、アガディール） 
 

２．評価調査団の概要 

調査者 担当分野 氏 名 所 属 

総括 

協力企画 

 

評価分析 

甲谷 伊佐雄 

木村 聖 

 

小笠原 暁 

JICA 農村開発部 参事役 

JICA 農村開発部 農業・農村開発第一グループ 

第二チーム 副調査役 

株式会社 VSOC 事業部 コンサルタント 

総括 

 

 

メンバー 

 

メンバー 

Mr. Aomar 

BOURHIM 

 

Mr. Abdelaziz 

ZOUBAI 

Dr. Reqia SAGOU 

Executive at the Direction of Cooperation and Legal 

Affairs (DCAJ), Moroccan Counterpart of the JICA 

Expert at DMP, MAPM 

URD, Biostatistics and Information System, INRH 

 

Head, Service of Programs and Scientific Processes 

Audit, INRH 

調査期間 2015 年 2 月 21 日〜3 月 14 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）プロジェクト目標の達成度について：「部分的に達成」 

・C/P は、本プロジェクトの残された期間及び本プロジェクト終了後のプロジェクト活動

を推進･促進するために、日本人専門家からも支援を得て実施計画を作成した。この計画
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では、INRH が実践的に年級群解析（Virtual Population Analysis：VPA）1モデル分析及び

魚群資源動態の概念を資源評価年次報告書に適用し、そして INRH における資源評価手

法セクター内でパラメーターの内部検証プロセスの設定を資源評価年次報告書に盛り込

むために、具体的な活動と時系列を提案している。 

・C/P は小型浮魚資源の総合的評価を構築したプロセスにおいて実践的に経験したことか

ら、C/P の能力向上は、ある程度は達成できているといえる。 

・プロジェクト目標は現時点において部分的に達成している。 

 

（2）アウトプット 1 の達成度について：「ほぼ達成」 

・対象とする 5 種類のターゲット・ストレングス（Target Strength：TS）2値が得られた（本

プロジェクトからは Sardina pilchardus, Sardinella aurita 及び Sardinella maderensis の TS

値が得られ、過去の調査データから Scomber japonicus 及び S. pilchardus の in-situ TS 値3が

得られた）（指標 1-1）。統計的に得られた TS 値は、単一魚種群情報のデータベースに追

加された（指標 1-2）。さらに、ナンゼンプログラムとモロッコ－ロシア調査 RV Atlantnero

からデータベースを構築した（指標 1-3）。残る指標 1-4 については、最終的に得られた

TS 値の報告書を国際学会誌“Fisheries Science”の原稿として 2015 年 3 月に提出する準

備が進められているところである。 

・終了時評価時点でアウトプット 1 は満足できるレベルで産出されている。アウトプット

1 はほぼ達成された。 

 

（3）アウトプット 2 の達成度について：「ほぼ達成」 

・2010 年以来本プロジェクトにおいて音響調査内容が次第に改善されている。調査航路は

2012 年春から日本人専門家とともに船上での技術調査を基本にして並行調査定線を用

いた系統的（調査）デザインに設定された（指標 2-1）。調査の設計における改善･修正

は、常に INRH 調査計画に反映され、調査が実施された（指標 2-2）。 

・アウトプット 2 は終了時評価時点で満足できるレベルで産出されている。アウトプット

2 はほぼ達成された。 

 

（4）アウトプット 3 の達成度について：「ほぼ達成」 

・合計で 7 つの関連情報（属性）の資源/生態系がプロジェクトで構築された GIS データベ

ースに組み込まれている（指標 3-1）。 

・アウトプット 3 は終了時評価時点で満足できるレベルで産出されている。アウトプット

3 はほぼ達成された。 

 

 

 
1 評価対象魚種の年齢組成を解析することで、資源の現存量を推測する手法。多様なデータの統合が必要となる高度な資源評

価手法であるが、将来的な資源変動の予測にも応用できるため資源管理上の有用性が高い。 
2 音響探知において各魚種が示す固有の音波反射強度の値。各魚種の TS 値が判明していると、計量魚探を用いた音響調査で

探査した魚群の魚種特定や量の推定ができる。 
3 自然遊泳状態の魚に対して直接測定した TS 値。TS 値は複数の手法で検証する必要があり、in-situ TS 値の計測は最終的な

TS 値確立に向けた重要な一段階。 
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（5）アウトプット 4 の達成度について：「部分的に達成」 

・指標 4-1 にある総合的評価結果が反映された資源評価年次報告書は、まだ刊行されてい

ない。しかしながら、C/P は日本の概略版の様式を参考にして、概略版の資源評価年次

報告書の作成方法を習得している。本プロジェクトの成果の適用が完了するためには、

実施計画に基づいたそれらの検証が必要になる。 

・本評価調査チームは、C/P は改良された評価手法の適用プロセス及び提案された日本の

資源評価年次報告書概略版の様式を実践的に体験しており、C/P の能力強化がある程度

まで達成できたと判断できる。 

・アウトプット 4 は終了時評価時点で部分的に達成している。 

 

（6）アウトプット 5 の達成度について：「ほぼ達成」 

・本プロジェクトでは開始時点から日本人専門家が資源評価及び資源評価手法のコンセプ

トに関する技術的スキル、日本の経験について、12 回の技術セミナーとワークショップ

を開催した（指標 5-1）。プロジェクトの成果及びプロジェクトの達成事項は、第 38 回

国際仔魚学会、第 16 回国際漁業経済学会（International Institute of Fisheries Economics and 

Trade：IIFET）会合及び国際海洋探査委員会（International Council for the Exploration of the 

Sea：ICES）水産音響科学技術グループ（Working Group on Fisheries Acoustics, Science and 

Technology：WGFAST）ミーティングにおいて発表された（指標 5-2）。 

・さらに本邦研修の研修員は所内ミーティングにおいて研修の結果と成果を共有した。報

告書、原稿、論文そして関連するデータなどプロジェクトの成果は、C/P が容易にアク

セスできる所内ネットワーク・サーバーに格納されている。 

・残る指標 5-3 については、エボラ出血熱の大発生の懸念があり、地域セミナーが 2015 年

5 月に延期されたことにより、まだ、地域セミナー用の資料（proceedings）の発行準備

は進んでいない。プロジェクト終了時点までにセミナーが実際に開催され、資料が発行

される必要がある。 

・アウトプット 5 は現時点でほぼ達成されている。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 

・妥当性は高い。 

・モロッコにおいて、漁業セクターは、GDP の 2.0％、総輸出金額の 10％、農林水産品輸

出量の 50％を占める重要な産業の 1 つとなっている。この漁業セクターに関し、2020

年を目標年として定められた Plan Halieutis（漁業計画）では、持続的で競争力のある水

産業の構築をめざすとしており、持続的な資源利用が重要であり、科学的水産資源評価

に基づいた水産資源管理手段を策定し、実施することにより、持続的な資源利用を行う

ことが重要であるとしている。モロッコでは、農業・海洋漁業省（MAPM）が漁業政策

を検討・策定するが、その判断の根拠となる科学的データは、本プロジェクトの C/P 機

関である INRH から提供される。INRH では、これまで調査船を用いた小型浮魚資源調

査を実施し、資源に係る科学データを提供してきた。一方、近海の小型浮魚は、零細漁

民の重要な収入源であるが、近年、これら資源の減少が指摘されている。小型浮魚資源



v 

は広範囲に分布し、資源量の変動が大きいため、資源評価が難しいといわれており、INRH

の能力では対応が難しい状況であった。こうした状況に対し、本プロジェクトは、音響

資源調査・解析の精度をさらに向上させるとともに、音響資源調査以外の調査から得ら

れたデータを統合し、資源評価の精度と信頼性を向上させるものであった。わが国も、

国別援助方針のなかで、「経済競争力の強化・持続的な経済開発」を重点分野の 1 つとし

て掲げ、「主要産業である農水産業分野の振興などを通じて、雇用創出や産業育成を促し、

モロッコの経済競争力の強化及び経済成長に貢献する。」としている。本プロジェクトは、

持続的で競争力のある水産業を実現するための前提となる科学的資源評価を導入するも

のである。 

・本プロジェクトは、モロッコの政策、ターゲットグループのニーズ、及び日本の対モロ

ッコ援助政策に合致し、アプローチについても適切である。 

 

（2）有効性 

・モロッコでは対象魚種のターゲット・ストレングス（TS）の同定には至っておらず、音

響調査結果の解析に大西洋ニシン（Clupeaharengs）の TS を代用していたことから魚群

量の推定誤差が大きかった。また、音響調査結果の時空間的な解析を行うための統計手

法に関する知識も不足していた。アウトプット 1 では、対象魚種 5 類の TS を求め、推

定誤差を最小限に抑えるとともに、統計手法の改善を行った。さらに、アウトプット 2

では、音響調査そのものの改善を行い、音響調査によるデータの質を向上させた。そし

て、資源評価においては、環境の変化や漁業の影響も考慮する必要があり、海洋・海洋

生物情報、漁獲・漁獲努力量情報や社会経済情報等の関連情報を加えた総合的な評価を

行うことが重要であったが、これまでモロッコでは、音響調査から得られるデータ以外

考慮されてこなかった。そこで、アウトプット 3 では、音響調査以外のデータも合わせ

て GIS データベースに統合させた。資源評価の結果は、水産政策策定者や資源管理者に

正確に理解され、具体的な資源管理施策の策定に利用されてはじめてその意義をもつ。

そのため、資源解析･評価の結果を、資源の管理方法に関する科学的提言を含めた年次評

価報告書に取りまとめることが必要である。そこで、アウトプット 4 では、評価結果を

年次評価報告書に取りまとめることとしたが、本調査時には報告書に反映されていなか

った。本プロジェクトの成果は、INRH のプロジェクト関係者以外の研究者やモロッコ

以外の地域にも有益な成果である。特に、モロッコ以外の北西アフリカ各国における小

型浮魚資源評価への活用が期待できる。さらに、本プロジェクトで改善を図る音響調査

手法やデータ解析手法も、地域的な資源評価・管理への活用が期待される。そこで、ア

ウトプット 5 では、本プロジェクト成果のモロッコ国内及び地域間での共有を促進する

こととしたが、モロッコ国内においては計画どおり実施されたが、他国との地域セミナ

ーが延期となったため、共有はまだ行われていない。 

・未達成のアウトプットもあるものの、プロジェクト目標はおおむね達成しており、各ア

ウトプットの論理構成も明確で効果的であることから、有効性は比較的高いといえる。 

 

（3）効率性 

・本プロジェクトの効率性は比較的高い。 
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・本プロジェクトは 2012 年に C/P 機関である INRH の組織再編により 2 カ月間停滞したも

のの、総じて活動は円滑に実施されてきた。無償資金協力事業「国立漁業研究所中央研

究所建設計画」（2009 年 4 月完了）によって建設された中央研究所の設備及び無償資金

協力事業「漁業調査船建造計画」（2001 年完了）で導入された漁業調査船“Al Amir Moulay 

Abdallah”は、本プロジェクトで新たに投入を行わずに、INRH の既存の施設や設備を使

って活動を進めることができ、本プロジェクトの効率性を高めた。 

・資源評価のために VPA 手法を適用することが、結果として、個々の研究室のコミュニケ

ーションと協働のプラットフォームとして機能した。したがって、INRH における円滑

なコミュニケーションが本プロジェクトの効率性を高めた。 

・日本側からの投入である専門家派遣、機材供与、プロジェクト運営予算と本邦研修は、

その質と量において適切であり、本プロジェクトの効率性発現に貢献している。 

・モロッコ側の投入の質と量に関して、資源評価方法、海洋学、生態学、社会経済学、遺

伝学、サンプリングや音響調査などを専門とした研究者たちが適切に配置された。主要

C/P の多くは、プロジェクト開始時点から対象者となっており、本プロジェクトの効率

性発現に貢献している。 

・モロッコ側はプロジェクト活動に十分な活動経費を負担しており、カサブランカ及びア

ガディールに事務施設と事務所スペースを提供した。プロジェクト活動に従事していた

全 57 名のモロッコ側の研究者のうち、合計 40 名の研究者がプロジェクト活動に現在も

従事している。 

 

（4）インパクト 

・本プロジェクトのインパクトは比較的高い。  

・上位目標の指標である「小型浮魚に対する資源管理が実施される」に関し、現時点にお

いては、小型浮魚資源の具体的な管理方策が資源評価結果に基づき策定・実施される段

階には至っていないが、MAPM にとって INRH から提供された対象魚種の資源評価結果

は、禁漁期間の設定、年間漁獲量、漁獲努力などの行政上の措置を必要に応じて行うた

めに不可欠な科学的情報である。また、本プロジェクト成果の普及及び新たに採用され

た水産資源評価のモデル（VPA）の継続運用を主たる方針とする実施計画も作成されて

いる。今後、INRH が本実施計画を遂行し、MAPM が INRH の評価結果を積極的に活用

してよりよい水産資源管理の政策に反映させていくことができれば、本プロジェクトの

成果を踏まえた小型浮魚に対する資源管理が実施され、上位目標を達成することが期待

できる。 

・その他発現しているインパクトは以下のとおり。 

- 多分野の研究者の連携・協働が必須となる VPA 手法の適用により、資源評価のプロセ

ス自体が研究者間のコミュニケーション促進のプラットフォームとして機能してい

る。また、VPA 手法を適用することで、INRH 内の関連する研究室間でデータや情報

の共有が推進され、INRH として統合的な研究課題を取り扱うことが可能になった。 

- 専門家との共同研究及び本邦研修の経験による刺激を受けて、C/P はそれらの経験を

より統合的な資源評価モデルとして認識されているエコシステムモデルへの展開を試

みるなど研究の発展努力を自発的に進めている。 
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- これまで単独での研究が多かった音響調査及び社会経済調査との連携意義が再認識さ

れたことからその活動が活性化し、C/P によってモロッコ大西洋沿岸のパイロット調

査が新たに開始される予定である。 

- 本プロジェクトの成果は、同じ小型浮魚資源を共有する北西アフリカ諸国にとっても

応用可能な科学的知見といえるが、モロッコが本プロジェクトを通して技術面での牽

引役としていくつもの結果を得たことから、今後、共有水産資源である小型浮魚類の

管理に向けた地域的な協力活動を進めていくうえでモロッコの国際的地位向上に貢献

する可能性がある。 

・終了時評価調査時において、具体的な負のインパクトは観察されていない。 

 

（5）持続性 

本プロジェクトの全体的な持続性は比較的高い。 

1） 政策・制度面 

モロッコでは、水産業は外貨獲得と地域住民（零細漁民）の生計手段の観点から重要

な産業の 1 つである。中期的なセクター開発戦略であるアリュータス計画のなかでも科

学的な水産資源評価に基づいた漁業管理の重要性がうたわれている。今後も、MAPM に

とって、科学的な水産資源評価データが不可欠であり、政策的にも本プロジェクト活動

は引き続き実施されると考えられる。本プロジェクトの C/P 機関である INRH は、モロ

ッコ唯一の公的な水産研究機関であり、科学的な水産資源評価データを MAPM に提供

する責務を一元的に担っていることから、制度的にも本プロジェクトの成果は持続する

ものと考えられる。 

2） 組織面 

INRH は、カサブランカの中央研究所を拠点として、地域センター5 カ所、海洋環境監

視ステーション 8 カ所、特別研究センター2 カ所を有している。そのうち、本プロジェ

クトには 9 の研究施設が関与した。また、2001 年の段階で研究者 214 名（うち女性 65

名）、船舶職員 46 名、管理部門職員 90 名、その他 50 名、合計約 400 名を有していたが、

2012 年にはアリュータス計画の目標に沿って、全体職員数をさらに 50 名増員している。

本プロジェクトの成果を持続させるには、海洋学、生態学、社会経済学、遺伝学、音響

調査、そして資源評価手法等の各分野が相互連携した活動が必要であるが、INRH には

こうした人材が適切に配置されているといえる。ただし、本プロジェクトの VPA 手法導

入により実現した関連部署の連携を継続・発展していくためには、INRH の組織構造を

再編する必要がある。 

3） 財政面 

INRH は、2010～2015 年までの間に研究活動のためのプロジェクト活動費用を十分に

負担している。プロジェクト終了後における本プロジェクトの成果を持続させるために

十分な予算が確保されるかどうかについては、明言はできないものの、これら活動は、

2020 年を目標年とするセクター開発戦略（アリュータス計画）に整合したものであるこ

と、及び本プロジェクトのなかで必要な活動予算を確保するために事業提案書を作成す

るなどの必要な対応を行っていることから、財政面においてある程度の持続性が確保さ

れるものと期待される。 
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4） 技術面 

・C/P は、本プロジェクトの成果及び経験を生かして、プロジェクト終了後も水産資源

評価の研究を自立的に継続する能力を習得している。 

・C/P は本邦研修で学び得た知識を内部発表するなど他の研究者たちとの知見の共有に

努めている。加えて、本プロジェクトで得られた調査・研究手法や科学的知見のうち

地域的にも応用可能性の高いものについては、地域機関の枠組みなどを通じて北西部

アフリカ諸国に対して積極的に普及しようとしている。 

・C/P はプロジェクトから供与された機材が INRH の共有資産であることを十分認識し

ており、機材の共同利用が期待できる。ただし、供与機材の適切な運用を担保・促進

すべく具体的な運用・維持管理手順を決めていく必要がある。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

当初採用していた資源評価手法（音響データを軸とした直接的資源量推定法）は特定研

究分野への依存度が高いものであったが、これを中間レビューの段階で複数の研究分野の

統合的な関与が必要となる手法（VPA）に計画修正した。より高度な資源評価手法の採用

は、少々野心的との懸念もあったが、本邦研修で実践的な知識を得た C/P からの意欲的な

提案に基づくものであったことに加え、各分野で新たな学術的知見確立への期待感の醸成

につながり、プロジェクト運営上の課題であった「成果への貢献が相対的に低い分野の C/P

のモチベーション低下」や「プロジェクト各分野の一体感の欠如」の解決に大きく寄与す

るとともに、C/P の研究への主体的取り組みが強化された。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

モロッコではもともと研究者の個人主義的志向が強く、研究者・研究室・部署間の連携

があまり活発ではなかったが、VPA 手法の導入によって学際的な研究方法が実施されるこ

とによって、個々の研究者・研究室・部署間の相互認識・コミュニケーションが促進され

た。また日本側の専門家もオープンラボの開設や技術セミナーを開催するなどして、こう

した流れを積極的に支援した。結果として、組織的な研究活動の実施体制が強化され、プ

ロジェクトの円滑な実施に寄与した。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 

なし 

 

（2）実施プロセスに関すること 

なし 

 

３－５ 結論 

本プロジェクトで開始･強化された VPA 手法の漁業資源評価への適用は INRH の個々の研究

室間で円滑なコミュニケーション、情報共有及びそれらの交流を促した。本プロジェクトは十
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分な妥当性、効率性とインパクトを達成しつつ、プロジェクト目標は、十分な成果の達成レベ

ルで本プロジェクト終了をもって達成できるであろうと評価される。したがって、本評価調査

チームは本プロジェクトを当初のスケジュールのとおり、2015 年 6 月で終了することが適切で

あると結論づける。しかしながら、本プロジェクトは残された期間及びプロジェクト終了後に、

資源評価年次報告書、地域セミナーの開催、社会･経済セクターのための具体的な活動を明確に

することなど、本プロジェクトが一部達成できなかったと指摘している事項につき、作成済み

の実施計画に基づいて具体的な活動を行う必要がある。 

 

３－６ 提言 

（1）INRH 内の研究室間の協働･調整機能の維持 

VPA 手法の適用によってもたらされた重要なインパクトである異なる研究室間の連携

を維持するために、更なる協働及び協力のためのコミュニケーションの窓口としての機能

を今後も維持することを強く提言する。 

 

（2）評価結果の管理政策への反映 

MAPM にとって INRH から提供される対象魚種の資源評価結果は、禁漁期間の設定、年

間漁獲量、漁獲努力量の制限などの行政上の措置のために不可欠な科学的根拠である。本

プロジェクトの上位目標を達成するために、よりよい水産資源管理政策のための価値ある

情報源として INRH の評価結果を有効活用することを強く推奨する。 

 

３－７ 教訓 

本プロジェクトのように国立研究機関を実施機関として比較的学術的要素の強い案件を実施

する場合の教訓として以下の 2 点が挙げられる。 

（1）開発途上国の研究者は、個人主義的な研究志向が強い傾向があり、プロジェクトの全体

的な成果発現に向けた研究者間の相互連携や協力関係の構築に問題が生じる場合もある。

この点に関し、日本では複数の分野が連携し統合的研究を行う学際的アプローチやチーム

制での研究課題への取り組みなどが一般的に行われており、有益な成果も数多く出ている。

研究プロジェクトにおける協働的取り組みの有用性は、机上の説明では説得力に劣る側面

もあるが、本邦研修における研究現場の実務者による具体的な実例の紹介が、C/P の意識

改革に効果的に作用した。また、複数の研究分野の関与を必須とする研究手法（例：本プ

ロジェクトにおける VPA 手法）をあえて採用することで、手法の運用自体が C/P 間の連携

と協調のためのプラットフォームとして機能する効果が期待でき、組織的な研究活動の促

進に有益な方策となり得る。 

 

（2）プロジェクトの C/P が研究者である場合は、「研究上の動機づけ」の確保がプロジェクト

活動への主体的な関与を促すうえで重要な要素となる。例えば、セミナーやシンポジウム

での学術発表は研究者としての評価（＝昇進）にもつながるため、通常 C/P はこうした機

会に対して高いモチベーションを示す。したがって、プロジェクトとしてこうした「ハレ

の場」を積極的に確保することで C/P の主体者意識醸成への効果が期待できる。当プロジ

ェクトでは、国際学会やセミナーでの成果発表を C/P に促すだけでなく、プロジェクトと
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しても独自に主催する地域セミナーや技術セミナーを案件枠組みに組み込んだことが、C/P

の熱意ある取り組みにつながった。 

 

３－８ フォローアップ状況 

特になし。 
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Summary Results of the Terminal Evaluation 
 

I. Outline of the Project 

Country: Kingdom of Morocco Project title：Capacity Development of Fisheries Resources 

Monitoring for Sustainable Management of Small Pelagic 

Resources in the Kingdom of Morocco 

Issue/Sector: Agriculture and Fisheries/ 

Fisheries 

Cooperation scheme：Technical Cooperation 

Division in charge：Team 2, Agricultural 

and Rural Development Group 1, Rural 

Development Department, 

Total cost：268 million Yen 

Period of 

Cooperation 

(R/D): 2010/7/1 ～

2015/6/30 (Five years) 

Partner Country’s Implementing Organization：National 

Institute for Fisheries Research (INRH) 

Supporting Organizations in Japan：Hokkaido University, 

Tokyo University of Marine Science and Technology, 

Fisheries Research Agency, and Hokkaido Research 

Organization 

 Related Cooperation： Construction project of a Fisheries 

Research Vessel and Project for construction of central 

laboratories of the National Fisheries Research Institute 

1. Background of the Project  

In the Kingdom of Morocco (Morocco), fisheries are one of the most important industries that 

generate foreign exchange revenue and provide means of livelihoods for many coastal communities. In 

a coastal fishery, small pelagic fish such as sardine is important income resources for small scale 

fishermen. However, small pelagic fish shows a decreasing trend in catch recently and an adequate 

fishery management for sustainable use of fisheries resources is on high demand. The Government of 

Morocco has been well-aware of the situation above and strategic document of the fisheries sector 

development/management, “Plan Halieutis (2009-2020),” clearly stresses the importance of 

formulation and implementation of fishery management measures based on scientific knowledge of the 

resources.  

As small pelagic resources have wide distribution and the amount of the resources fluctuates largely, 

it is considered that the assessment of the resources is difficult. It is required to improve the accuracy 

and reliability of the resources assessment. 

Introduction of comprehensive assessment of the small pelagic resources is necessary and such task 

can be achieved through improving accuracy of acoustic survey and analysis along with integration of 

supplemental information such as oceanographic conditions, ecology and biology of target species, 

catch and fishing effort, and socioeconomic status of fishers, etc. at Headquarters in Casabranca and 

Regional Center in Agadir of National Institute for Fisheries Research (Institut National de Recherche 

Halieutique; INRH), Ministry of Agriculture and Marine Fisheries (Ministère de l'Agriculture et de la 

Pêche Maritime; MAPM). For this purpose, the Government of Morocco made a requested to the 

Government of Japan for technical cooperation project. 

In November 2009, both sides signed Record of Discussion (R/D) and the Project “Capacity 

Development of Fisheries Resources Monitoring for Sustainable Management of Small Pelagic 

Resources in the Kingdom of Morocco” started in July 2010 with cooperation period of 5 years.  
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Approaching to the completion of the project in June 2015, JICA decided to conduct a joint terminal 

evaluation with the objectives of verifying and analyzing the achievement of project purpose and 

outputs, the implementation process, evaluating the Project in terms of five evaluation criteria and 

compiling a joint review report based on the survey results. 

 

2. Project Overview 

The project is to transfer to INRH the technology for fishery resource assessment and analysis 

method and to enhance INRH capacity to conduct continuously reliable resource assessment, in order 

to carry out appropriate resource management of small pelagic fish with a decrease in catch in recent 

years. 

 

(1) Overall Goal  

Appropriate management measures for small pelagic resources are formulated and implemented 

based on the comprehensive assessment.  

(2) Project Purpose  

Comprehensive assessment of the small pelagic resources is continuously implemented by INRH.  

(3) Outputs 

(Output1) Fundamental sets of information for effective acoustic survey are obtained.  

(Output2) Survey planning /implementation and analysis of acoustic data are improved.  

(Output3) Supplemental information is integrated for the resources assessment of the target species.  

(Output4) Analysis and assessment of the status of the target species are improved.  

(Output5) Project outputs are shared by the national stakeholders and regional partners.  

(4) Inputs 

Japanese side：Total cost  53,909,000 Yen 

Experts 13 Experts Equipment 20,731,000Yen 

Local cost 33,178,000 Yen Trainees 17 counterparts 

Moroccan side：Total cost  11,518,000 Yen 

Counterparts (C/Ps)  57 C/Ps Provision of office space (Casablanca and Agadir) 

Local Cost 11,518,000 Yen  
  

II. Evaluation Team 

Members of 

Evaluation 

Team 

Mr. Isao KOYA Leader Senior Advisor to the Director General, Rural 

Development Department, JICA 

 Mr. Sei 

KIMURA 

Cooperation 

Planning 

Deputy Assistant Director, Rural Development 

Department, JICA 

 Mr. Akira 

OGASAWARA 

Evaluation and 

Analysis 

Consultant, VSOC Co., Ltd. 

 Mr. Aomar 

BOURHIM 

Leader Executive at the Direction of Cooperation and Legal 

Affairs (DCAJ), Moroccan Counterpart of the JICA 

Expert at DMP, MAPM 

 Mr. Abdelaziz 

ZOUBAI 

Member URD, Biostatistics and Information System, INRH 

 Dr. Reqia 

SAGOU 

Member Head, Service of Programs and Scientific Processes 

Audit, INRH 
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Period of 

Evaluation 

2015/ 2/22〜3/14  Type of Evaluation：Terminal Evaluation 

III. Results of Evaluation 

3.1. Measurement of Results 

(1) Prospects of the project purpose 

- C/Ps are developing the implementation plan with the assistance from Japanese experts, intending to 

promote and accelerate project activities for the remaining period and after the project termination. 

In the plan, INRH proposes concrete actions and time series to practically apply Virtual Population 

Analysis (VPA) model analysis and concept of fisheries resource movement to annual resource 

assessment reports and to design of the internal validation process of parameters in the resource 

assessment sector in INRH.  

- Capacity development of C/Ps has been achieved to some extent since they have practically 

experienced the process of developing comprehensive assessment of the small pelagic resources. 

- It is judged that the project purpose would be achieved at the end of the Project. 

 

(2) Output 1 

- TSs of the five (5) target species groups were obtained (TSs of Sardina pilchardus, Sardinella aurita 

and Sardinella maderensis from the Project and in-situ TSs of Scomber japonicus and S. pilchardus 

based on historical survey data). Statistically obtained TS data were assembled into data base from 

monospecific fish school information. Also, acoustic data from the Nansen program and 

Morocco-Russian survey with RV Atlantnero were assembled into database. Finally, a report of the 

obtained TSs was developed as a manuscript of an international journal, Fisheries Science, to be 

submitted in March 2015.  

- Output 1 has been produced at a satisfactory level at the time of the evaluation. Output 1 will be 

achieved in the termination of the project implementation. 

 

(3) Output 2 

- Surveys have been gradually revised since 2010 with the Project. Transects were designed in 

systematic parallel design from spring 2012 based on the on-board technical investigation with 

Japanese expert. The modifications or improvement of the designs of the surveys were always 

reflected to the official INRH survey plans.  

- Output 2 has been produced at a satisfactory level at the time of the evaluation. Output 2 will be 

achieved in the termination of the project implementation.  

 

(4) Output 3  

- A total of seven (7) attributes of resource/ecosystem are incorporated into the GIS database 

established by the Project. 

- Output 3 has been produced at a satisfactory level at the time of the evaluation. Output 3 will be 

achieved in the termination of the project implementation.  

 

(5) Output 4  

- Annual assessment report that has incorporated the results of the comprehensive assessment is not 

published yet. However, C/Ps have learned how to formulate short versions of annual assessment 

reports, referring to the Japanese formatting of short version. Outcomes need validations for 

completion of applications based on the present implementation plans.  
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- The Evaluation team judges that capacity development of C/Ps has been achieved to some extent 

since they have practically experienced the process of application of improved methodologies and 

suggested Japanese templates.    

- Output 4 has been produced at a certain level at the time of the evaluation. Consequently, Output 4 

would be achieved at the termination of the project implementation. 

 

(6) Output 5  

- The Project has held technical seminars and workshops twelve (12) times since the commencement 

of the Project, where Japanese experts provided technical skills, Japanese experience on resource 

assessment and concepts of resource assessment methodologies. Outcomes/ achievement of the 

Project were presented in the 38th Larval Fish Conference, the 16th IIFET conference and WGFAST 

meeting.  

- Furthermore, trainees for training in Japan shared the results and outcomes of the training after the 

training through internal meetings. Outcomes of the Project such as reports, manuscripts, papers, 

and the relevant data are secured in an internal network server for easy access for C/Ps. Proceeding 

of the regional seminar will be reissued in May 2015.  

- Output 5 has been produced at a sufficient level at the time of the evaluation. Output 5 will be 

achieved in the termination of the project if proceedings of the postponed regional seminar are 

developed and the seminar is actually held before the end of the Project period. 

 

3.2. Summary of Evaluation Results 

(1) Relevance 

- The relevance of the Project is high. 

- In Morocco, the fishery sector is one of the important industries accounting for 2.0% of GDP, 10% 

of total exports and 50% of agricultural, forestry and fishery exports. For this fishery sector, Plan 

Halieutis (fishery plan), which has been set as the target year for 2020, aims to create a sustainable 

and competitive fisheries industry. In the Plan, it is important to make sustainable use of resources 

by formulating and implementing means of fishery resource management based on scientific fishery 

resource assessment. INRH, counterpart organization of the Project provides scientific data 

concerned to fishery to the Ministry of Agriculture and Marine Fisheries, and the Ministry 

formulates and reviews the fishery policy based on the data. INRH has actually conducted small 

pelagic fish resource surveys using survey vessels and has provided scientific data on the resources. 

On the other hand, small pelagic resources are important source of income for coastal communities, 

but in recent years the decrease of the resources has been pointed out. It is said that small pelagic 

resources is difficult to assess because the resources are widely distributed and the fluctuation of 

resource size is large, so INRH couldn’t assess before the Project. Under this situation, the Project 

started in order to improve further accuracy of acoustic resource survey and analysis as well as to 

improve accuracy and reliability of resource assessment through integration of data from the 

acoustic survey and other surveys. 

- In Japan's “Country assistance policy to Morocco” emphasizes “Japan contributes to strengthening 

Morocco's economic competitiveness and economic growth, including job creation and industrial 

promotion, through the development of infrastructure which is the basis of the industry, the training 

of human resources as well as the promotion of the main industry such as agriculture, fishery and 

etc. 

- This project is in line with the policies of Morocco, needs of target groups, and Japan's assistance 
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policy to Morocco, and the approach is appropriate. 

 

(2) Effectiveness 

- Effectiveness of the Project is relatively high.  

- In Morocco, the target strength (TS) of the target fish species had not been identified yet, and TS of 

Atlantic herring (Clupeaharengs) had been substituted in the analysis of acoustic survey results. As 

a result, the estimation error of amount of fish school was large. In addition, there was a lack of 

knowledge about statistical methods for spatiotemporal analysis of acoustic survey results. In 

Output 1, TS of 5 target fish species was obtained, and estimation errors were minimized and 

statistical methods were improved. In Output 2, the acoustic survey itself has been improved and the 

quality of the data from the acoustic survey has been improved. It is necessary in the resource 

assessment to take into account environmental changes and the impact of fisheries, and it is 

important that comprehensive assessment is made with relevant information such as information of 

marine and marine organism, catch and catch effort and socio-economy. However, Morocco had not 

taken into account anything other than data obtained from acoustic surveys. In Output 3, data other 

than acoustic surveys were also integrated into the GIS database. The results of resource assessment 

are not significant unless they are accurately understood by fisheries policy makers and resource 

managers and used to formulate specific resource management measures. Therefore, it is necessary 

to compile the results of resource analysis/ assessment into an annual assessment report that includes 

scientific recommendations on resource management methods. In Output 4, the Project aimed make 

the assessment results compiled into an annual assessment report, but it was not reflected in the 

report at the time of this evaluation survey. The outputs of the Project are useful for researchers in 

INRH other than those involved in the Project and for regions other than Morocco. In particular, it 

can be expected to be used for assessment of small pelagic resources in Northwest African countries 

other than Morocco. In addition, acoustic survey methods and data analysis methods that are 

improved in the Project are expected to be used for regional resource assessment and management. 

In Output 5, the Project aimed to promote sharing of outputs of the Project within Morocco and with 

Northwest African region. The outputs have been shared within Morocco as planned, but they have 

not been shared yet. 

- Although there are some unachieved outputs, the almost outputs of the Project purpose has been 

achieved and the logical structure of each output is clear and effective. 

 

(3) Efficiency 

- The efficiency of the Project is relatively high.  

- The Project has been implemented smoothly in spite of two-month suspension of the Project in 

2012. The collaboration of the grant aid project and the provision of the research vessel “Al Amir 

Moulay Abdallah” enhance the efficiency of the Project.  

- Application of VPA method for resource assessment consequently functioned as the platform of 

communication and collaboration among different laboratories. Consequently, smooth 

communication within INRH increase the efficiency of the Project. 

- With regards to quality and quantity of input from the Japanese side such as dispatch of experts, 

provision of equipment, operational cost and trainings in Japan are highly appropriate.  

- With regards to quality and quantity of input from the Moroccan side, Moroccan researchers 

appropriately were assigned. Most of the main C/Ps have been involved with the Project since the 

commencement, which contributes to the efficiency of the Project.  
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- The Moroccan side shared satisfactory cost for project activities and provided office facilities and 

office space in Casablanca and Agadir. A total of 40 researchers are currently working for the 

Project out of 57 Moroccan researchers in total have assigned. 

 

(4) Impact  

- The impact of the Project is relatively high.  

- Regarding the overall goal indicator “resource management for small pelagic fish is implemented”, 

the concrete management strategy for small pelagic fish resources has not yet been established and 

implemented based on the results of resource assessment. The results of resource assessment of the 

target fish species provided by INRH for MAPM are indispensable scientific information in order to 

carry out administrative measures as necessary such as setting a prohibited fishing period, amount of 

annual catch and catch efforts. In addition, an implementation plan with the main policy of 

disseminating the results of the Project and continuing the operation of the newly adopted Fishery 

Resource Assessment Model (VPA) has been prepared. In the future, if INRH will carry out this 

implementation plan and MAPM will actively utilize the assessment results of INRH and reflect 

them in better fishery resource management policies, it can be expected to achieve the overall goal 

through resource management of small pelagic fish based on the results of the Project.  

- Other than the Overall Goal, following impacts have been observed.  

 By applying the VPA method, which requires cooperation and collaboration among researchers 

from various fields, the resource assessment process itself functions as a platform for promoting 

communication among researchers. In addition, by applying the VPA method, sharing of data and 

information was promoted among related laboratories in INRH, and it became possible to handle 

integrated research issues as INRH. 

 Inspired by joint research with Japanese experts and experience of training in Japan, C/Ps have 

autonomously developed their research, such as trying to expand their experience into an 

ecosystem model that is recognized as a more integrated resource assessment model.  

 As researchers in INRH reconfirmed the significance of cooperation with socioeconomic surveys 

and acoustic surveys which had so far been conducted for independent research, the activities of 

INRH will be activated and pilot surveys on the Atlantic coast of Morocco will be newly started 

by C/Ps. 

 The results of the Project can be scientific knowledge that can be applied to Northwest African 

countries sharing the same small pelagic fish resources. Morocco has obtained several technical 

results, through the Project. The Project can contribute to the improvement of Morocco's 

international status in promoting 

regional cooperation activities for the management of small pelagic fish, which are shared fishery 

resources. 

- There is no concrete negative impact at the time of the terminal evaluation. 

 

(5) Sustainability 

- The efficiency of the Project is relatively high. 

(i) Political and institutional aspects 

- In Morocco, the fishery is one of important industries from the viewpoint of foreign currency 

acquisition and livelihood of local communities (artisanal fishermen). The importance of fishery 

management based on scientific fishery resource assessment is emphasized in the medium-term 

development strategy of fishery sector “Plan Halieutis.” In the future, scientific fisheries resource 
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assessment data will be essential for the Ministry of Agriculture, Marine and Fisheries (MAPM), 

and activities of the Project will continue to be implemented in terms of policy. INRH, the C/P 

institution for the Project, is only a public fisheries research institution in Morocco and has 

responsibility for providing scientific fishery resource assessment data to MAPM unitarily. 

Therefore, the outputs of the Project are expected to be sustained. 

- Political sustainability is high since INRH is the only public research institute in the fisheries 

sector in Morocco for MAPM. The political support due to the high necessity of the Project is 

expected after the termination of the Project． 

(ii) Organizational aspects 

- INRH has the central laboratory of Casablanca as a center of INRH, five regional centers, eight 

marine environmental monitoring stations and two special research centers. 9 research facilities 

among them were involved in the Project. As of 2001, there were 214 researchers (of which 65 

were women), 46 ship staff, 90 management department staff, and 50 other staff, totaling about 

400 people. The total number of staff has been increased by 50 along with “Plan Halieutis.” In 

order to sustain the outputs of the Project, activities in the fields such as oceanography, ecology, 

socioeconomics, genetics, acoustic surveys, and resource assessment methods need to be mutually 

linked. It can be said to properly allocate human resources in INRH. However, it is necessary to 

reorganize the organization structure of INRH in order to continue and develop the collaboration 

among related departments realized by introducing the VPA method in the Project. 

(iii) Financial aspects 

- INRH shared satisfactory amount of project activity cost for research activities from 2010 to 2015. 

Although it is not possible to make a statement as to whether a sufficient budget will be secured to 

sustain the outputs of the Project after the end of the Project, it is expected that a certain degree of 

financial sustainability is ensured. It is because these activities are consistent with the sector 

development strategy “Plan Halieutis” in which the target year is 2020 and INRH have taken 

necessary measures such as creating a business proposal to secure the necessary activity budget in 

the Project. 

(iv) Technical aspects 

- C/Ps have acquired the ability to continue the research on fishery resource assessment 

independently after the Project by utilizing the outputs and experiences of this project. 

- C/Ps are making efforts to share knowledge with other researchers, such as presenting knowledge 

gained through training in Japan. In addition, they are actively trying to disseminate the survey and 

research methods and scientific knowledge that they obtained through the Project and that can be 

applied regionally to the Northwest African countries through the framework of regional 

organizations. 

- C/Ps are well aware of the importance of the equipment provided by Japan in the Project as shared 

asset to INRH, and it can be expected that the equipment will be shared in INRH. However, it is 

necessary to determine specific operation and maintenance procedures to ensure and promote the 

proper operation of the equipment. 

 

3.3. Factors that promoted realization of effects 

(1) Factors concerning to Planning 

- Initially, direct resource estimation method based on acoustic data was adopted in the Project as a 

resource assessment method, but it was highly dependent on specific research fields. At the time of 

the mid-term review, the activity plan of the Project was revised and the Virtual Population Analysis 
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(VPA) method that required integrated involvement of multiple research fields was adopted instead 

of direct resource estimation method. Adoption of a more advanced resource assessment method 

(VPA) was somewhat ambitious and there was some concern about it. But it was based on an 

ambitious proposal from C/Ps who gained practical knowledge through training in Japan. This 

adoption led to a sense of expectation for the establishment of new academic knowledge in each 

field and contributed significantly to resolution of some issues in project management, such as 

“Decreased motivation of C/Ps in the fields which were relatively less contributive to the Project” 

and “Lack of a sense of unity among research fields in the Project. '' As a result, autonomous efforts 

by C/Ps to their research have been strengthened. 

(2) Factors concerning to the Implementation Process  

- In Morocco, researchers were originally highly individualistic, and not very active about 

collaboration among them, laboratories and department. However, by introducing interdisciplinary 

research methods through the introduction of VPA methods, mutual recognition and communication 

among researchers, laboratories and departments have been promoted. Japanese experts also 

actively supported this trend by opening an open lab and holding technical seminars and so on. As a 

result, the system for conducting organized research activities has been strengthened, contributing to 

the smooth implementation of the Project. 

 

3.4. Factors that impeded realization of effects 

(1) Factors concerning to Planning 

- Nil.  

(2) Factors concerning to the Implementation Process 

- Nil. 

 

3.5. Conclusion 

- Applying the VPA method initiated and enhanced in the Project to fishery resource assessment 

encouraged smooth communication, information sharing and interaction among individual 

laboratories in INRH. Sufficient relevance, efficiency and impact have been achieved in the Project. 

It is evaluated that the Project purpose will be achieved upon the termination of the Project with 

satisfactory achievement level. Therefore, the Evaluation Team concludes that it is appropriate to 

terminate the Project in June 2015 as scheduled. However, the concrete activities should be done 

according to the Implementation Plan prepared in the Project for the remaining period and after the 

termination of the Project, such as preparing annual resource assessment reports, holding regional 

seminars, and clarifying concrete activities for the social-economic sector. 

 

3.6. Recommendations 

(1) Keeping the function for collaboration and cooperation among laboratories within INRH 

- In order to keep collaboration among different laboratories, which is the great impact of the Project 

by applying VPA, it is highly recommended to maintain the function of this platform of 

communication for further collaboration and cooperation.  

(2) Reflecting resource assessment results into management policies 

- Resource assessment results of target fish species submitted from INRH are an essential scientific 

ground for MAPM to decide administrative measures such as setting a closed season for fishing, 

annual fish catches, limiting fishing efforts, etc. In order to achieve the overall goal of the Project, it 

is strongly recommended that the assessment results from INRH be used effectively as a valuable 
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information source for the better fishery resources management policies. 

 

3.7. Lessons Learned 

(i) Addressing additional topics into project activities based on the current needs of C/P 

- Although VPA method was not originally planned to be introduced at the beginning of the Project, it 

was mutually agreed to address during mid-term review. In spite of the fact that VPA method is a 

comprehensive methodology and requires collaboration among different laboratories, the 

achievement of related activities was at satisfactory level with the ownership of C/P. Through this 

experience, it is recognized that ambitious topics with needs of C/P could make the ownership of 

C/P higher. 

 

There are the following two points to be learned from the Project in the case of implementing projects 

with relatively strong academic elements with national research institutions as executing agencies. 

(1) Researchers in developing countries tend to have a strong intention of individualistic research, and 

there may be problems in building mutual cooperation and cooperative relationships among them to 

achieve the overall outcome of projects. In this regard, researchers in Japan have generally tackled 

research issues and produced many beneficial results in multidisciplinary approaches and a team 

system in which researchers in multiple fields collaborate to conduct integrated research. The 

usefulness of collaborative efforts in research projects is inferior to the persuasiveness of 

explanations on paper, but the introduction of concrete examples by practitioners at research sites 

in training in Japan is an effective way to improve C/Ps’ awareness about necessity of collaborative 

efforts. In addition, by adopting research methods that require the involvement of multiple research 

fields (eg, VPA method in the Project), it can be expected that the operation of the method itself 

functions as a platform for cooperation and cooperation among C/Ps and can be useful measures for 

promoting organizational research activities. 

(2) In the case that C/Ps of projects are researchers, ensuring “research motivation” is an important 

factor in encouraging voluntary involvement in project activities. For example, if a researcher makes 

academic presentations at seminars and symposiums, the researcher will comes to be appreciated 

and promoted, so C/Ps usually show high motivation for such opportunities. Therefore, it can be 

expected positively securing such a “formal grand stage” for C/Ps in a project will lead to effects on 

fostering thier sense of initiative. In the Project, not only were C/Ps encouraged to make 

presentations about outcomes of the Project at international academic societies and seminars, but 

also regional seminars and technical seminars organized independently in the framework of the 

Project, which led to CP's passionate efforts.  

 

3.8. Follow-up Situation 

-Nil. 
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第１章 終了時評価調査の概要 
 

１－１ 終了時評価調査の背景 

モロッコ王国（以下、「モロッコ」と記す）において、水産業は外貨獲得と沿岸漁民の生計手

段の観点から重要な産業の 1 つである。近海漁業ではイワシ、アジなどの小型浮魚が零細漁民の

収入源として有用であるが、近年では漁獲量の減少が指摘されており、持続可能な漁業のために

適切な漁業管理が求められている。このような現状からモロッコでは、新漁業戦略（Plan Halieutis、

アリュータス計画）（2009～2020 年）において科学的な水産資源評価に基づいた漁業管理の重要

性をうたっている。 

小型浮魚資源は広範囲に分布し資源量の変動が大きいことから、その資源評価が難しいとされ

ている一方で、近年漁獲量の減少がみられる同資源の資源管理は不可欠であることから、資源評

価の精度・信頼性を向上することが求められている。そのためには、「音響調査・解析の精度向上」

とともに海況や生態系データなどの「補足情報の統合」により総合的な資源評価を行うことが求

められる。 

かかる状況の下、モロッコ政府は国立漁業研究所（Institut National de Recherche Halieutique：

INRH）のカサブランカ本部及びアガディール地域センターにおいて音響調査の精度向上並びに小

型浮魚資源評価に必要な関連情報の統合、解析能力の強化を行い、INRH による小型浮魚資源の

総合的な評価能力の強化を図るため、わが国に対して技術協力を要請した。 

小型浮魚資源調査能力強化プロジェクト（以下、「本プロジェクト」と記す）は、カウンター

パート（Counterpart Personnel：C/P）機関である INRH によって、小型浮魚資源の総合的な評価が

継続的に実施されることをプロジェクト目標として、2010 年 7 月より 2015 年 6 月までの 5 年間

の予定で、2 名の長期専門家（副チーフアドバイザー/資源動態解析・モニタリング、音響調査/

資源生態）及びチーフアドバイザー/エコシステムモニタリング、業務調整、水産資源評価技術、

水産海洋学等の短期専門家を派遣し、支援を実施している。 

2013 年 3 月に実施した中間レビューの時点では、対象魚種の包括的なデータベースは構築の過

程にあり、INRH の新漁業情報システムの一部として 2014 年末までに同データベースが完成する

予定であることを確認した。また、2011 年に行われた INRH の組織再編の影響を受けたこともあ

り、プロジェクト協力期間前半の活動は、全般的に遅れ気味であることが指摘された一方、INRH

の新体制の下で、モロッコ側 C/P と日本人専門家の相互理解が高まり、また、プロジェクト活動

への参加を通じてモロッコ側 C/P の漁業資源評価の能力が向上していることが確認された。 

今回実施した終了時評価調査は、2015 年 6 月のプロジェクト終了を控え、プロジェクト活動の

実績、成果を評価、確認するとともに、今後のプロジェクト活動に対する提言及び今後の類似事

業の実施にあたっての教訓を導くことを目的とする。 

 

１－２ 終了時評価調査の目的 

本調査は、2015 年 6 月末のプロジェクト終了を控え、プロジェクト活動の実績、成果を評価、

確認するとともに、今後のプロジェクト活動に対する提言及び今後の類似事業の実施にあたって

の教訓を導くことを目的として実施した。調査結果は、モロッコ側評価団員とともに合同評価報

告書に取りまとめ、3 月 10 日に双方の代表者で署名し、翌 11 日の合同調整委員会（Joint 

Coordinating Committee：JCC）にて報告した。 
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１－３ 調査期間 

2015 年 2 月 21 日（土）～2015 年 3 月 14 日（土）〔詳細は、付属資料 2.「終了時合同評価報告

書（英文）」の「Annex 1. Schedule of Terminal Evaluation」を参照〕 

〔うち、JICA 団員は 3 月 2 日（月）～3 月 14 日（土）〕 

 

１－４ 調査団員構成 

合同評価調査チームは、日本・モロッコ国側双方の、以下のメンバーから構成された。 

 

＜日本側＞ 

担当分野 氏 名 所 属 

総 括 甲谷 伊佐雄 JICA 農村開発部 参事役 

協力企画 木村 聖 
JICA 農村開発部 農業・農村開発第一グループ 

第二チーム 副調査役 

評価分析 小笠原 暁 株式会社 VSOC 事業部 コンサルタント 

 

＜モロッコ側＞ 

担当分野 氏 名 所 属 

総 括 Mr. Aomar BOURHIM Executive at the Direction of Cooperation and Legal Affairs 

(DCAJ), Moroccan Counterpart of the JICA Expert at DMP, 

MAPM 

メンバー Mr. Abdelaziz ZOUBAI URD, Biostatistics and Information System, INRH 

メンバー Dr. Reqia SAGOU Head, Service of Programs and Scientific Processes Audit, 

INRH 
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第２章 終了時評価調査の方法 
 

２－１ 終了時評価調査の枠組み 

本終了時評価調査は、「新 JICA 事業評価ガイドライン第 1 版」に基づき実施された。プロジェ

クトの実績は中間レビュー調査時に開催された JCC 内（2013 年 3 月 13 日）で改訂が承認された

最新版プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）（英語版）を基に

評価を行った（付属資料 2.「終了時合同評価報告書（英文）」の「Annex 2. PDM of the Project」を

参照）。日本語版 PDM は仮訳という扱いであり、英語版の内容を優先させることとする。 

 

２－２ 終了時評価調査の手順 

（1）データ/情報収集：水産セクター開発に関するデータ/情報を資料レビュー、関係者へのイ

ンタビュー/質問票調査、実地踏査を通して収集する。 

 

（2）プロジェクト実績の確認：調査を通してプロジェクト活動の進捗を確認する。これらの結

果を基にアウトプットとプロジェクト目標の達成度及び上位目標の達成見込みを PDM 上〔討

議議事録（Record of Discussions：R/D）上はマスタープランと記載〕の評価指標に基づいて

評価する。 

 

（3）実施プロセスの確認：プロジェクトの実施プロセスを確認してプロジェクト活動がプロジ

ェクト計画どおりに実施されているかどうか、確認するためにレビューを行う。加えて、プ

ロジェクトの実施プロセスに影響を及ぼしているプロジェクト実施の促進要因、阻害要因を

特定する。 

 

（4）評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）による案件の評価：プロジ

ェクトの実績と実施プロセスの確認を基に、プロジェクトの分析及び評価を行う（表２－１

を参照）。 

 

表２－１ 評価 5 項目の定義 

1）妥当性 プロジェクトのめざしている効果（プロジェクト目標や上位目標）が、受益者の

ニーズに合致しているか、問題や課題の解決策として適切か、相手国と日本側の

政策との整合性はあるか、プロジェクトの戦略・アプローチは妥当か、公的資金

である ODA で実施する必要があるかなどといった「援助プロジェクトの正当

性・必要性」を問う視点。 

2）有効性 アウトプット及びプロジェクト目標の達成度の確認と、アウトプットとプロジェ

クト目標の間の論理的関係を考察する。 

3）効率性 タイミング、質、量、時間などの視点でアウトプットと投入/活動の間の関係に焦

点を置いて分析すること、主にプロジェクトのコストと効果の関係に着目し、資

源が有効に活用されているか（あるいはされるか）を問う視点。 

4）インパクト プロジェクト実施によりもたらされる、より長期的、間接的効果や波及効果を見

る視点。予期していなかった正・負の効果・影響を含む。 
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5）持続性 プロジェクト終了後のプロジェクトの成果が持続または拡大する程度を考察する

ことにより、政治的/制度的、組織的、財政的、技術的な側面でプロジェクトを評

価する視点。援助が終了しても、プロジェクトで発現した効果が持続しているか

（あるいは持続の見込みはあるか）を問う視点。 

 

（5）提言･教訓の策定：プロジェクトのレビュー結果から提言･教訓を策定する。 
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第３章 プロジェクトの実績  
 

３－１ 投入実績 

３－１－１ 日本側の投入 

（1）専門家の派遣 

プロジェクト業務調整、音響調査及び音響データ解析/資源生態及び音響技術、そしてエコ

システムモニタリング/副チーフアドバイザーの 3 名の長期専門家とチーフアドバイザー、社

会経済調査、音響工学、TS、漁業資源評価手法、漁業海洋学、プロジェクト業務調整など 10

名の短期専門家、合計 13 名の専門家が派遣されている。専門家と派遣期間は、付属資料 2.

「終了時合同評価報告書（英文）」の「Annex 3」の「1. Dispatch of Japanese Researchers/Experts」

のとおりである。 

 

（2）機材の供与 

プロジェクト活動のために総額 2,546,205MAD（モロッコディルハム）の機材が供与され

た。そのうち Echoview（ソフトウエア）、GIS ソフトウエア及びプロジェクト車両は無償で

供与され、その総額は 1,652,240MAD であり、日本円に換算すると 1,793 万 9,964 円1であっ

た。加えて、専門家携行機材として 257,029MAD の機材が供与されており、日本円に換算す

ると 279 万 815 円であった。供与された機材の詳細は、付属資料 2.「終了時合同評価報告書

（英文）」の「Annex 3」の「2. List of Equipment」のとおりである。 

 

（3）業務費の負担 

日本側は、プロジェクト活動の実施に対して業務費を負担した。日本側の負担総額は

3,055,609MAD であり、付属資料 2.「終了時合同評価報告書（英文）」の「Annex 3」の「3. 

Operational Cost Sharing」のとおりである。日本円に換算すると 3,317 万 7,695 円となる。 

 

（4）本邦研修 

合計で 17 名の INRH モロッコ人研究者が選定され、本邦研修に参加した。研修内容は、

TS 値測定手法、音響調査、資源評価のための海洋学、リモートセンシングのための GIS 利

用技術、魚年齢特定及び資源生態、そして資源評価手法であった。モロッコ側の参加者の詳

細は、付属資料 2.「終了時合同評価報告書（英文）」の「Annex 3」の「4. Training in Japan」2の

とおりである。 

 

３－１－２ モロッコ側の投入 

（1）カウンターパートの配置3 

付属資料 2.「終了時合同評価報告書（英文）」の「Annex 4」の「1. Assignment of Moroccan 

C/P」のとおり、合計で 57 名のカウンターパート（C/P）が配置された。現在は、49 名の研究

 
1 適用為替レートは、10.86 円/MAD を適用した。（2010 年 7 月～2015 年 3 月までの JICA 業務実施契約、業務委託契約におけ

る外貨換算レートの加重平均） 
2 17 名の他に、国別研修「人工漁礁」に参加した INRH の 2 名の C/P の研修経費を 2012 年 1 月に本プロジェクトから支出し

ている。 
3 プロジェクト開始時（2010 年 7 月）から 2014 年 12 月までの C/P の給与合計は、10,713,447.79MAD であった。（出所：INRH） 
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者が C/P としてプロジェクト活動に従事している。 

 

（2）施設の提供 

モロッコ側から供与された施設と機材は、INRH 本部における事務設備と事務スペース及

びアガディール地域センター事務設備と事務スペースであった。プロジェクト開始当初は

INRH 本部のプロジェクトの事務所は共同研究室として使用された。 

 

（3）業務費の負担 

INRH は、2010～2015 年にわたり、十分な金額の研究活動の一部業務費を負担した。モロ

ッコ側は C/P の給与、光熱費（水道、電気及び電話通話料）、ワークショップを含むミーティ

ング費用を負担し、プロジェクト開始時から 2014 年 12 月までの負担金額合計は、

1,071,066.78MAD であった。モロッコ側の負担額の詳細は、表３－１のとおりである。日本

円に換算すると 1,151 万 7,974 円4となる。 

 

表３－１ モロッコ側のコスト負担実績 

（単位：MAD） 

年 2010 2011 2012 2013 2014 合計 

電気、水道、電話代 100,034.96 150,052.43 180,062.92 171,488.49 163,322.38 764,961.18 

会議費用等 25,680.00 77,040.00 92,448.00 73,958.40 36,979.20 306,105.60 

     合 計 1,071,066.78 

出所：INRH 

 

３－２ アウトプットの達成度 

アウトプットの各活動の進捗度合いは、付属資料 2.「終了時合同評価報告書（英文）」の「Annex 

5. Project Activities」に示した。加えて、データベース、マニュアル、ガイドライン、報告書等の

プロジェクトの成果品は、付属資料 2.「終了時合同評価報告書（英文）」の「Annex 6. List of the 

Project Products」に示したとおりである。合計で 105 の成果品（報告書、原稿、マニュアル、論

文、関連するデータ等）が作成された。 

 

３－２－１ アウトプット 1 

アウトプット 1：効果的な音響調査に必要な基礎情報が整備される。 

アウトプット 1 の指標の達成度は、「ほぼ達成」された。詳細は、以下のとおりである。 

指 標 指標の達成度 

指標 1-1：対象魚種 5 類の TS5が

求められる。 

種々の科学的情報源から、対象魚種 5 類の TS 値が成功裏に得

られた。 

3 対象魚種（Sardina pilchardus, Sardinella aurita 及び Sardinella 

 
4 適用為替レートは、10.75 円/MAD を適用した。（2010 年 7 月～2014 年 12 月までの JICA 業務実施契約、業務委託契約におけ

る外貨換算レートの加重平均） 
5 ターゲット・ストレングス（Target Strength）。音響探知において各魚種が示す固有の音波反射強度の値。各魚種の TS 値が判

明していると、計量魚探を用いた音響調査で探査した魚群の魚種特定や量の推定ができる（音響調査データは VPA の補正に

重要な情報であるが、北西部アフリカ水域における重要小型浮魚の TS 値はこれまで学術的に確立していなかった）。 
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maderensis）の実験的 TS 値は、2011 年 2 月、日本の水産工学研

究所、独立行政法人水産総合研究センターの検証作業により得

られた。Scomber japonicus 及び S. pilchard の in-situ TS 値6は、今

までの過去の調査データから得られたものである。 

さらに、S. pilchardus 及び S. aurita の TS 値の推定、理論的 TS

値はモデルを利用して得られた。Trachurus trachurus の基準値

は、音響変換器で個々の魚類個体を吊り下げて測定を行う、い

わゆる懸垂法を用いることで得られた。 

Engraulis encrasicolus の適用可能な TS 値を得ることが、生息

条件が変動するがために非常に困難であったが、日本人専門家

の支援により、基準値を近似種から得ることができた。さらに、

E. encrasicolus の物理的パラメーターが将来の TS 基準値の改良

のために収集された。 

上記のような TS 値の入手プロセスを通して、C/P がより正確

な魚種の TS 値を入手するために必要なスキルと技術を既に経

験している。 

指標 1-2：エコグラムの解析から

対象 5 種の魚群の特徴が確定さ

れる。 

統計的に得られた TS データは、2005 年の調査以来の単一魚

種群情報のデータベースに追加された（具体的には、29 回の調

査結果及び 1,569 のサンプルステーションからの観測）。 

指標 1-3：少なくとも FAO ナンゼ

ンプログラム音響調査データが

INRH のデータベースに追加され

る。 

ナンゼンプログラム及び Atlantnero のモロッコ－ロシア調査

船調査からの音響データが、データベースに追加され、所内ネ

ットワーク・サーバーに格納された。 

指標 1-4：本プロジェクトに関連

した学術論文が国際的なジャー

ナルに 1 報以上投稿される。 

得られた TS 値の報告書が、漁業関係の国際学会誌である

“Fisheries Science”にて発表用の原稿として作成された。現在、

共著者の間で 2015 年 3 月に投稿するため修正段階にある。 

対象とする 5種類の TS値が得られた（本プロジェクトからは Sardina pilchardus, Sardinella aurita

及び Sardinella maderensis の TS 値が得られ、過去の調査データから Scomber japonicus 及び S. 

pilchardus の in-situ TS 値が得られた）。統計的に得られた TS データは、単一魚種群情報のデータ

ベースに追加された。さらに、ナンゼンプログラムとモロッコ－ロシア調査 RV Atlantnero からデ

ータベースを構築した。最終的に得られた TS 値の報告書は国際学会誌“Fisheries Science”の原

稿として 2015 年 3 月に提出される予定である。 

 

３－２－２ アウトプット 2 

アウトプット 2：音響調査の計画、実施、解析が改善される。 

アウトプット 2 は、「ほぼ達成」された。詳細は、次のとおりである。 

指 標 指標の達成度 

指標 2-1：音響調査計画が必要に

応じて見直される。  

2010 年以来、本プロジェクトによって音響調査内容が徐々に

見直されてきている。調査航路（Transects）は 2012 年春から日

本人専門家とともに船上での技術調査を基本にして並行調査定

線を用いた系統的（調査）デザインに設定された。サンプリン

 
6 自然遊泳状態の魚に対して直接測定した TS 値。TS 値は複数の手法で検証する必要があり、in-situ TS 値の計測は最終的な

TS 値確立に向けた重要な一段階。 
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グ地の数は 2010 年春の 39 カ所から、2014 年秋の 218 カ所と、

6 倍に増加された。調査対象海域は、大陸棚のみならず、海底

の深さが 200m を超える沖合の、生産力の高い大陸棚縁辺部も

含んでいる。 

指標 2-2：改善された計画に基づ

いた音響調査が実施される。 

調査計画の修正や改良は、常に公式の INRH 調査計画に反映

され、調査が実施された。 

2010 年以来、本プロジェクトにおいて調査内容が次第に改善されている。調査航路は 2012 年

春から日本人専門家とともに船上での技術調査を基本にして並行調査定線を用いた系統的（調査）

デザインに設定された。調査の設計における改善･修正は、常に INRH 調査計画に反映された。 

 

３－２－３ アウトプット 3 

アウトプット 3：対象魚種の資源評価に補足情報が統合される。 

アウトプット 3 は、「ほぼ達成」された。詳細は、以下のとおりである。 

指 標 指標の達成度 

指標 3-1：4 種類以上の関連情報

が GIS データベースに統合され

る。 

 2000 年代に得られた音響データに基づく対象魚種の分布、

1990 年代及び 2007 年に得られた卵と仔魚の密集度、そして 2007

～2010 年に観察された CTD からの in-situ の温度と塩分濃度の

データが shape ファイル形式及び mdb データフォーマットに基

づいて GIS データベースに追加された。1990 年代～2012 年の湧

昇指数が mdb 形式のデータとして収集された。1989 年～2000

年代の海上気圧と風向データを含む地球環境情報が（プロジェ

クト対象魚の資源変動機構の）説明環境変数のデータベースに

mdb データとして追加された。その他、北大西洋振動指数など

地球環境に関する指標も、データベースに追加された（1950～

2012 年）。 

 局地的規模においては、南部索餌場の Scomber japonicus 沿岸

系群の食餌構成が GIS データベースに追加された（shape ファイ

ル形式及び mdb データのプラットフォーム）。漁獲努力量デー

タベースも構築中である。 

合計で 7 つの関連情報（属性）の資源/生態系がプロジェクトで構築された GIS データベースに

組み込まれている。 

 

３－２－４ アウトプット 4 

アウトプット 4：対象魚種の現状解析や評価が改善される。 

アウトプット 4 は、「部分的に達成」された。詳細は、以下のとおりである。 

指 標 指標の達成度 

指標 4-1：総合的な資源評価の結

果が反映された資源評価年次報

告書が刊行される。 

 日本の資源評価報告書の形式に基づき、試行的に様式が作成

されたが、新しい形式及び改善された評価手法の、年次評価報

告書への反映はまだ完了していない。本プロジェクトの成果の

適用が完了するためには、実施計画に基づいたそれらの検証が

必要になる。 

総合的評価結果が反映された資源年次評価年次報告書は、まだ刊行されていない。しかしなが

ら、C/P は日本の概略版の様式を参考にして、概略版の資源評価年次報告書の作成方法を習得し
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ている。本プロジェクトの成果の反映と技術の改善は、日本の資源評価報告書のフォーマットに

基づいた試行用の様式は完成しているものの、資源評価年次報告書への反映は完了していない。

本プロジェクトの成果の適用が完了するためには、実施計画に基づいたそれらの検証が必要にな

る。本評価調査チームは、C/P は改良された評価手法の適用プロセス及び提案された日本の資源

評価年次報告書概略版の様式を実践的に体験しており、C/P の能力強化がある程度まで達成でき

たと判断している。 

 

３－２－５ アウトプット 5 

アウトプット 5：プロジェクトの成果が国内及び近隣諸国の関係者と共有される。 

アウトプット 5 は、「ほぼ達成」された。詳細は、以下のとおりである。 

指 標 指標の達成度 

指標 5-1：INRH のための技術セミ

ナーが少なくとも 5 回開催され

る。 

データ－情報共有技法、小型浮魚の年齢判別ワークショップ、

資源評価手法、プロジェクトのセクターによる漁業海洋学を含

む、さまざまな技術ワークショップが開催された。資源評価手

法ワークショップは、2012 年の中間レビュー後に 3 回開催され、

漁業海洋学ワークショップは中間レビュー後に INRH の C/P と

専門家で開発計画に基づいて、2 回開催された。 

中間レビューの前に、モーリタニア海洋・水産研究所

（Mauritanian Institute for Oceanographic Research and Fisheries：

IMROP）から研究者を招いて、地球統計学の技術セミナーが開

催された。 

指標 5-2：関係会議や地域セミナ

ー（技術セミナー含む）において、

プロジェクトの成果が少なくと

も 3 回紹介される。 

第 38 回国際仔魚学会（カナダ、ケベック市、2014 年 7 月）、

第 16 回国際漁業経済学会（ International Institute of Fisheries 

Economics and Trade：IIFET）会合（タンザニア、ダル・エス・

サラーム、2012 年 7 月）及び国際海洋探査委員会水産音響科学

技術グループ（Working Group on Fisheries Acoustics, Science and 

Technology ：WGFAST）ミーティング（スペイン、サン・セバ

スチャン、2013 年 4 月）を含む国際会議で、科学的検証ととも

にプロジェクトの成果が紹介された。カナダとタンザニアの会議

で、複数のプレゼンテーションが行われた。 

2014 年の第 5 回 JCC ミーティングの後、プロジェクトの成果

が JCC ミーティングのメンバーを含むモロッコと INRH の人材

にポスターで紹介された。 

指標 5-3：地域セミナー用（技術

セ ミ ナ ー 含 む ） の 資 料

（proceedings）が作成される。 

地域セミナー用の資料（proceedings）を発行することを含め

て地域セミナーの計画が立てられ、2014 年 10 月に運営委員会

で合意が得られた。しかしながら、出席が予定されている地域

でエボラ出血熱の大発生の懸念があり、ミーティングが延期さ

れた。地域の国々から参加者のスケジュールに基づいて計画の

調整が進行中である。その地域セミナー用の資料（proceedings）

は 2015年 5月に予定されているセミナーで発行される予定であ

る。 

本プロジェクトでは開始時点から日本人専門家が資源評価及び資源評価手法のコンセプトに

関する技術的スキル、日本の経験について、12 回の技術セミナーとワークショップを開催した。



－10－ 

プロジェクトの成果及びプロジェクトの達成事項は、第 38 回国際仔魚学会（カナダ、ケベック市、

2014 年 7 月）、第 16 回 IIFET 会合（タンザニア、ダル・エス・サラーム、2012 年 7 月）及び WGFAST

ミーティング（スペイン、サン・セバスチャン、2013 年 4 月）において発表された。 

さらに本邦研修の研修員は所内ミーティングにおいて研修の結果と成果を共有した。報告書、

原稿、論文そして関連するデータなどプロジェクトの成果は、C/P が容易にアクセスできる所内

ネットワーク・サーバーに格納されている。 

地域セミナー用の資料（proceedings）は、2014 年 10 月に一度完成した。しかしながら、参加

予定国におけるエボラ出血熱の大発生のためにセミナーは延期された。地域セミナー用の資料

（proceedings）は、2015 年 5 月に再び取りまとめられる予定である。 

指標 5-3 以外のアウトプット 5 のすべての指標は達成できており、残る指標 5-3 を達成するた

めには延期された地域セミナー用の資料（proceedings）準備が実際に進み、プロジェクト終了時

点までにセミナーが実際に開催される必要がある。 

 

３－３ プロジェクト目標 

プロジェクト目標：小型浮魚資源の総合的な評価が INRH によって継続的に実施されている。 

プロジェクト目標は、「部分的に達成」された。詳細は、以下のとおりである。 

指 標 指標の達成度 

指標 1：資源評価において新た

に 2 つ以上の評価パラメータ

ー群が追加される。 

2014 年の資源評価年次報告書がプロジェクト活動を通して

C/P の改善された能力に基づいて提出された。一方、特定のパ

ラメーターはプロジェクトからの資源評価にまだ追加されて

いない。その理由として、新しいパラメーターに対する科学的

及び組織内での検証に対する INRHのニーズが確認できないこ

と及び公的科学研究機関としての学際的な視点からの包括的

な合意が得られていないことが挙げられる。 

2014 年の資源評価手法セクターの活動の後、実施計画に基

づいて適用される予定である。 

今まで、対象魚類の年齢構成、その豊富さの時系列変化、発

生初期段階の生体情報が、統合の検討対象となっていた。加え

て、加入状況及び個体数動態を適切に解釈するため、湧昇の変

化を含む環境面の変数もまた統合検討対象であった。実際の統

合のため、これらの統合可能な指標の実用性及び実証は 2015

年 4 月～5 月に検証される予定である。 

評価年次報告書に追加されるであろうパラメーターの候補

は、例えば、TS 値、海洋学の情報、時系列の情報、魚類個体

数の年齢構成などである。INRH はそれらのパラメーターを総

合的な評価年次報告書に追加するよう試みている。2015 年度

からプロジェクトで資源評価として新しく求められている総

合的手法とともに具体的な管理手法として、科学的検証と部分

的な適用が始まる予定である。総合的資源評価手法の例とし

て、チューニング VPA7が挙げられる。パラメーターの妥当性

 
7 年別年齢別漁獲尾数だけでなく、調査船調査やその他の独立した調査による資源量指数のデータが利用できる場合、VPA か

ら計算される資源量と資源量指数がよく合うように、漁獲係数を調整する方法。 
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と手法の適用は、改訂予定の実施計画に沿って、本プロジェク

トを通して向上した C/P の能力に基づき INRH によって適切な

タイミングで作成される予定である。 

指標 2：小型浮魚資源の包括的

なデータベースが構築され活

用されている。 

INRH によって総合データベースが開発途中である。本プロ

ジェクトの（各種）解析用データベースが各研究活動において

開発された。これらは mdb ファイルとして統合され、GIS や他

の一般的なデータベースソフトと互換性をもつように設計さ

れている。データベースは分析を経ながら更新を継続し、開発

中の INRH 総合データベースに移行される予定である。 

指標 3：小型浮魚資源評価に必

要な予算が INRH 内で確保さ

れる。 

改善を経た資源評価のために十分な予算が承認された。資源

評価の改善のための活動は、プロジェクトの成果である 2015

年の実施計画で実行される予定である。さらに、小型浮魚のた

めの関連する調査が INRH によって独自の予算で実施された。

INRH は、調査船の運航･維持管理のための予算を確保している

（表３－２を参照）。 

指標 4：小型浮魚資源評価報告

書作成のための組織体制が構

築される。 

必要な改良を経て、資源評価年次報告書作成のための組織体

制が構築された。さらに、プロジェクト成果とともに、得られ

たアプローチ、手法や経験を基に、資源評価や関係する研究課

題に対し分野・研究室間で統合的に取り組めるチームワークは

2015 年以降の実践を通じて強化される見込みである。 

指標 5：小型浮魚の年次資源評

価報告書が農業・海洋漁業省

に提出される。 

資源評価年次報告書の作成と提出を年次作業として開始し

ている。2014 年の資源評価年次報告書はプロジェクト活動を

通して C/P の能力向上を基に提出された。組織的体制における

前述の改善（指標 4）とともに本プロジェクトによる成果の資

源評価年次報告書への反映を行いながら、C/P は毎年 1 回、2015

年から報告書を提出する予定である。 

C/P は、本プロジェクトの残された期間及び本プロジェクト終了後のプロジェクト活動を推進･

促進するために、日本人専門家からも支援を得て実施計画を作成した。この計画では、INRH が

実践的に VPA モデル分析8及び魚群資源動態の概念を資源評価年次報告書に適用し、そして INRH

における資源評価手法セクター内でパラメーターの内部検証プロセスの設定を資源評価年次報告

書に盛り込むために、具体的な活動と時系列を提案している。C/P は小型浮魚資源の総合的評価

を構築したプロセスにおいて実践的に経験したことから、C/P の能力向上は、ある程度は達成で

きているといえる。 

指標のうち 1 と 5 以外は、達成できている。 

 

  

 
8 年齢別漁獲尾数から資源尾数と漁獲係数を算出する資源計算手法。 
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表３－２ 調査船運航と維持管理にかかわる INRH 支出実績 

（単位：MAD） 

年 度 
項 目 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

部品/漁具 1,500,000 12,000,000 13,000,000 4,000,000 4,000,000 2,000,000 1,800,000 2,700,000 

燃料 2,845,000 3,990,000 4,490,000 5,326,000 7,340,000 6,090,000 6,420,000 7,600,000 
維持管理 2,300,000 8,500,000 10,100,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 2,700,000 1,000,000 
文具 430,000 600,000 600,000 450,000 1,150,000 900,000 14,250,000 4,220,000 
通信/税関/船舶保

険/借り上げ等 
480,190 720,000 1,020,000 1,100,000 7,017,616 2,350,000 1,990,000 2,267,174 

アウトソーシン

グ（経理、内部監

査等） 
4,230,000 5,090,000 5,190,000 5,230,000 6,110,000 6,960,000 6,020,000 6,950,000 

合 計 11,785,190 30,900,000 34,400,000 20,106,000 28,617,616 20,300,000 33,180,000 24,737,174 

出所：INRH 
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第４章 実施プロセス 
 

４－１ 活動の進捗状況 

プロジェクトは JCC と運営委員会（Steering Committee：SC）の助言のもと、C/P と日本側専門

家によっておおむね円滑に管理運営されている。プロジェクトの初期段階では、2012 年 8 月、INRH

の機構改革によって一時的に活動が停止したが、その後 2012 年 9 月には再開された。2013 年 3

月には中間評価が実施され、その提言事項に対応するため 3 月以降にもプロジェクトは一時的に

中断した。 

 

４－２ 実施体制 

プロジェクトでは 6 つの「セクター」とよばれるグループ－音響セクター、遺伝学セクター、

海洋学セクター、資源評価手法セクター、資源生態学セクター及び社会・経済セクター－による

研究活動を実施した。それらのセクターは、INRH の各担当研究室から構成されている。各セク

ターと各研究室の関与は表４－１のとおり。 

 

表４－１ 各セクターと研究室の関係 

研究室 
 

セクター 

物理 
海洋学 

生物 
海洋学 

資源 
モニタリ
ング･ 
開発 

資源 
遺伝子 

生態学･
生物 

多様性 

浮魚 
資源 
保護 

アプロ
ーチ･
手法 

サンプ
リング 

漁業資源
（Agadir） 

社会･
経済 
分野 

音響 〇 〇 〇 〇 〇 ◎ ◎ 〇 〇 〇 
遺伝学    ◎  ◎  ◎   

海洋学 ◎ ◎     ◎    

資源評価手法 （〇）  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

資源生態学   ◎  ◎ ◎ 〇 ◎ ◎  

社会・経済          ◎ 

注）◎：主たる研究室、〇：部分的に参加、（〇）：参加予定 

出所：INRH 及び調査団作成 

 

本プロジェクトは、JCC の助言を受けた SC 会合によって運営されている。プロジェクトの最

終決定と方向性の決定は、JCC によって行われる。他方、実施レベルの合意及び活動に関する協

議及び決定は SC 会合によって行われる。JCC はプロジェクトダイレクター、プロジェクトマネ

ジャー、C/P、農業・海洋漁業省（Ministry of Agriculture and Marine Fisheries：MAPM）の担当者

及びモロッコ漁業公社（National Fishing Agency：ONP）のスタッフといった外部専門家及び有識

者から構成される。一方、C/P とプロジェクトマネジャーによって構成される SC は、プロジェク

ト活動をモニタリングし、問題を特定し現実的な解決法を提案するうえで重要な役割を果たした。

JCC と SC 会合の結果を表４－２に示す。 

 

  



－14－ 

表４－２ JCC 及び SC 会合 

開催日 会 合 参加人数 

2010 年 7 月 8 日 第 1 回 JCC 23 

2011 年 3 月 15 日 第 2 回 JCC 27 

2012 年 3 月 18 日 第 3 回 JCC 26 

2012 年 5 月 22 日 SCM 13 

2012 年 6 月 20 日 SCM 13 

2013 年 3 月 12 日 SCM 13 

2013 年 3 月 13 日 第 4 回 JCC 31 

2013 年 5 月 13 日 SCM 13 

2013 年 10 月 1 日 SCM 12 

2013 年 11 月 2 日 SCM － 

2014 年 2 月 20-21 日 SCM － 

2014 年 3 月 18 日 第 5 回 JCC 14 

2014 年 10 月 17 日 SCM 16 

JCC 合計  121 

SC 会合 合計  80 

総合計  201 

 

さらに、プロジェクトは日本に科学的、学際的助言機能を担う国内支援委員会を有している。

さまざまな専門分野の外部日本人専門家が「コントラクト･サイエンティスト」として、C/P によ

るプロジェクトの研究活動を支援している。 

 

４－３ モニタリング 

C/P が作成したモニタリングシートにより、本プロジェクトは日々モニタリングされている。

C/P と日本人専門家が協力して、彼ら自身による研究活動のモニタリングがなされている。モニ

タリングシートには対象となる活動、全般的な活動結果、現行プロセス、進捗段階評価（1～4 の

4 段階）、活動の内容と開始時期、終了時期が明記されている。本プロジェクトはモニタリング結

果を定量的に分析し（1～4 の 4 段階評価）、その後 SC 会合及び JCC 会合で共有し、試行モニタ

リングの実施を通じてその実施方法の見直しを行っている。 

プロジェクト活動の結果と進捗は、SC 会合と JCC 会合によって共有、承認されている。 

 

４－４ コミュニケーション 

本プロジェクトはこれまで、2010 年 6 月 8 日、2011 年 3 月 15 日、2012 年 3 月 13 日、2013 年

3 月 14 日そして 2014 年 3 月 18 日に合計 5 回の JCC を、プロジェクトダイレクター、プロジェク

トマネジャー及び C/P の参加を得て開催し、プロジェクト活動の修正（SC の設置、アウトプット

3 の活動の再構築等）、PDM の見直し及びプロジェクト活動の進捗状況の共有を行うことを決定

した。 

担当研究室及び他研究機関間の協働･協力関係は、VPA 手法実現に不可欠である。結果的にプ
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ロジェクトの実施は、INRH 内のコミュニケーションを強化することになった。VPA 手法を適用

するために、INRH の担当研究室間のデータ･情報共有が促進された。とりわけ、中間レビューの

後、C/P は音波調査の代わりに VPA 手法を適用し採用することを試みており、このことが INRH

の担当研究室間のコミュニケーションを強化したといえる。 

さらに、モロッコ側からのプロジェクトコーディネーターは特に日本側とモロッコ側のコミュ

ニケーションを円滑にし、プロジェクト活動を調整する大きな役割を果たした。 

 

４－５ 能力開発 

C/P の能力開発は、セミナー、ワークショップ及び講義等を通して効果的に達成されたといえ

る。彼らは VPA、チューニング VPA、TS 値、耳石測定、胃内容物測定、EK40（音響機器）、Echoview、

地図作製法、エコシステムモデル（Ecopath-EcoSim モデル）、GIS、エコグラムの扱い方等の新し

い技術を、セミナー、ワークショップと本邦研修によって習得した。海洋学セクターと資源評価

手法セクターの C/P は、将来の INRH 個々の能力向上にとって重要な示唆となることが見込まれ

る能力強化計画を、彼ら自身の手で作成した。プロジェクトが実施したワークショップ及びセミ

ナーは、付属資料 2.「終了時合同評価報告書（英文）」の「Annex 7. List of Workshops and Seminars」

のとおりである。 

 

４－６ 他プロジェクトとの連携 

本プロジェクトは 2007 年に無償資金協力の交換公文が署名された無償資金協力事業「国立漁

業研究所中央研究所建設計画」によって建設された研究棟においてプロジェクト活動が実施され

ている。特に、冷蔵庫等の保冷機材は、冷凍された試料を適切な状態で保存するために活用され

ている。無償資金協力により供与された調査船“Al Amir Moulay Abdallah”を活用して音響調査が

行われており、本プロジェクトでもその調査結果が活用されている。 

2012 年に実施された有償資金協力事業「漁業調査船建造事業」の基本設計調査は、C/P に対し

て彼らの研究の優先分野を明らかにし順位づけ、研究ニーズを間接的に把握するために重要な機

会を提供した。 

 

４－７ プロジェクトのオーナーシップ 

C/P は、プロジェクト実施期間内に彼らのオーナーシップを示し始めている。 

具体的な事例として、海洋学と資源評価手法セクターの C/P は、彼ら自身で能力強化計画を作

成した。彼らは明らかに、VPA 手法による資源評価実施のための能力開発計画の必要性を認識し

ている。 

さらに、資源生態学セクターの C/P は、生物多様性及び生態学研究室の室長から示唆された生

物学プログラム（バイオロジカルプログラム）を提唱･実施した。その内容は、広汎な関連研究者、

技術者及び INRH 全体の該当する人員を含む資源生態学セクターの総合的な研究活動である。 

 

４－８ 中間レビューの提言への対応 

本プロジェクトは中間レビューによってなされた提言のほぼすべてに対応した。特に、プロジ

ェクトの管理体制及び SC の役割と機能を強化し、プロジェクトの知名度を高めるための具体的

な対応がとられた。さらに、プロジェクトの内部モニタリングシステムがモニタリングシートの
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作成によって完了したといえる。現在講じられている他の対応の詳細については、付属資料 2.「終

了時合同評価報告書（英文）」の「Annex 8. Measures Taken for Recommendations in Mid-term Review」

に示した。INRH の研究者の間では、社会･経済セクターの研究結果を将来の漁業資源管理及び研

究に取り込むための今後の必要性が認識されている。 
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第５章 評価結果 
 

５－１ プロジェクトの評価 

５－１－１ 妥当性 

本プロジェクトは、日本・モロッコ国側双方の開発政策、モロッコの漁業セクターとその必要

性に十分合致していることから、妥当性は高い。 

 

（1）モロッコの開発計画や戦略との整合性 

モロッコ政府は、次の 5 つの基本目的（5 つの重点課題：cinq idées fortes）に基づき、Plan 

Halieutis（漁業計画）を策定した。重点課題として①商業的及び割り当てに基づいた自然の

遺産としての持続可能な漁業資源の推進、②強力な成長エンジンとしての魚介類の養殖の推

進、③漁業セクターにとって組織化され装備を備えた漁港の開発、④漁獲物の付加価値づけ

の推進、そして⑤バリューチェーンを通した漁獲物の管理が挙げられている。本プロジェク

トは、持続的な漁業資源管理を達成するために小型浮魚資源の総合的資源評価に焦点を当て

ていることから、本プロジェクトは本計画と高い整合性がある。 

 

（2）日本のモロッコに対する支援との整合性 

日本の外務省は、2012 年 5 月に「モロッコ王国に対する国別援助方針」を公表した。その

内容は、援助の基本方針として「バランスの取れた発展と中東・北アフリカ地域の安定化へ

の貢献」に重点を置いている。さらに基本方針を達成するために、その方針は以下の①経済

競争力の強化と持続的な経済開発、②地域的・社会的格差の是正、及び③南南協力の促進の

3 点を協力の優先課題としている。本プロジェクトはモロッコの持続的な経済発展に通じる

小型浮魚資源の持続的漁業資源管理を達成するための、総合的な漁業資源管理に重点を置い

ていることから、国別援助方針に高く合致しているといえる。モロッコの持続的経済的発展

にもつながっている。 

加えて、JICA の対モロッコの支援優先分野として、農水産業、人づくり、産業インフラ整

備、南南協力、水･環境、地方開発が掲げられており、特に水産分野については、「水産資源

管理（調査を含む）及び養殖等に係るわが国知見の技術移転を行う」としており、本プロジ

ェクトは JICA の対モロッコの支援優先分野にも合致している。 

 

（3）プロジェクトの必要性 

モロッコにおける漁業セクターは、GDP の 2.0％、総輸出金額の 10％、農林水産品輸出量

の 50％を占めている。さらに漁業セクターは 17 万人の直接雇用と 49 万人の間接雇用の機会

を産み出している。現在、約 300 万人が漁業セクターに従事しながら生計を立てている。 

本プロジェクトの主な対象魚種である小型浮魚資源は、2007 年以来総漁獲量の 60％を占

めており、その取り扱い総額は 1,800 万 MAD である。したがって、漁業セクターの開発及

び小型浮魚資源の管理の改良における重要性は、モロッコにおいて高く認識されているとい

える。本プロジェクトは持続的な漁業資源管理を達成するために小型浮魚資源の総合的評価

に焦点を当てていることから、その必要性は高いといえる。 
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５－１－２ 有効性 

本プロジェクトの有効性は比較的高い。 

各アウトプットの達成度は「３－２ アウトプットの達成度」に示したように満足いくレベル

に達しており、プロジェクト目標は達成される見込みである。①効果的な音響調査に必要な基礎

情報の整備、②音響調査の計画、実施、解析の改善、③対象魚種の資源評価の補足情報の統合、

④対象魚種の現状解析及び評価の改善、⑤プロジェクト成果の国内及び近隣諸国の関係者との共

有は、小型浮魚資源の総合的評価を実施するためには必要不可欠であることから、アウトプット

1～5 とプロジェクト目標の間の論理関係は十分に説明できる。 

VPA 手法の適用に学際的な研究アプローチは、個々の研究室間のコミュニケーションを強化し、

小型浮魚資源の総合的評価の採用に貢献している。 

＜外部条件＞ 

プロジェクト目標の達成のための外部条件「INRH の役割及び任務に変更が生じない」は、海

洋と沿岸の生態系の研究、海洋環境の品質と安全性モニタリング、漁業資源の評価及び乱獲のモ

ニタリングなどの INRH の役割及び任務は変更がないので、満たされている。 

＜促進要因＞ 

・VPA 手法適用のための学際的研究アプローチ 

 

５－１－３ 効率性 

本プロジェクトの効率性は比較的高い。 

本プロジェクトは 2012 年に 2 カ月間停滞したものの、活動は円滑に実施されてきた。「４－６ 

他プロジェクトとの連携」で示したように無償資金協力事業「国立漁業研究所中央研究所建設計

画」（2009 年 4 月完了）に建設された中央研究所の設備と無償資金協力事業「漁業調査船建造計

画」（2001 年完了）により導入された調査船“Al Amir Moulay Abdallah”は、本プロジェクトにお

いて追加投入をすることなく、音響調査研究並びに実験を行えたことが、プロジェクトの効率性

を高めた。 

資源評価のために VPA 手法を適用することが、結果として、個々の研究室のコミュニケーショ

ンと協働のプラットフォームとして機能した。したがって、INRH における円滑なコミュニケー

ションが本プロジェクトの効率性を高めた。 

日本側からの投入である専門家派遣、機材供与、プロジェクト運営予算と本邦研修は、その質

と量において適切であった。さまざまな専門分野の短期専門家は、副チーフアドバイザーと業務

調整専門家の調整のもと、音響測定、沿岸調査、年齢判別方法、モデリング、魚類統計、海洋学

と資源評価分析の分野でプロジェクト活動を補完した。 

さらに本邦研修で作成されたアクションプランは、十分に活用されているといえる。TS 値測定

手法、音響調査、資源評価のための海洋学、リモートセンシングのための GIS 利用、年齢判別と

自然資源エコシステム、及び資源評価方法などの技能･技術は、INRH の他の研究者と共有されて

いる。さらに、研究者たちは、既に学習したことを研究活動に適用し始めている。 

モロッコ側の投入の質と量に関して、資源評価方法、海洋学、生態学、社会経済学、遺伝学、

サンプリングや音響調査などを専門とした研究者たちが適切に配置された。主要 C/P の多くは、

プロジェクト開始時点から対象者となっており、本プロジェクトの効率性発現に貢献している。

モロッコ側はプロジェクト活動に十分な活動経費を負担しており、カサブランカ及びアガディー
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ルに事務施設と事務所スペースを提供した。プロジェクト活動に従事していた全 57 名のモロッコ

の研究者のうち、合計 40 名の研究者がプロジェクト活動に現在も従事している。 

＜前提条件＞ 

PDM に記載された本プロジェクトの前提条件は、「調査船“Al Amir Moulay Abdallah”が適切に

維持管理される」、「EK60（音響調査機材）が適切に稼働する」である。本評価調査チームが調査

船と音響調査機材が適切に機能していることを確認しており、前提条件は満たされているといえ

る。 

＜促進要因＞ 

・VPA 手法の適用によるコミュニケーションの推進 

 

５－１－４ インパクト 

本プロジェクトのインパクトは比較的高い。 

（1）上位目標の達成見込み 

上位目標：総合的な資源評価に基づいて適切な浮魚資源管理計画が策定され実施される。 

上位目標における指標の達成度は、以下のとおりである。 

指 標 指標の達成度 

指標 1：小型浮魚に対す

る資源管理が実施され

る。 

資源管理のための措置が実施計画に沿って、科学的検証に基づいて

作成される見込みである。持続性を担保した学際的な視点からの検

証をもとにした資源評価のための措置は、意思決定者にとって資源

管理のための最適な参考情報となるはずである。 

現時点においては、小型浮魚資源の具体的な管理方策が資源評価結果に基づき策定・実施

される段階には至っていないが、MAPM にとって INRH から提出された対象魚種の資源評価

結果は、禁漁期間の設定、年間漁獲量、漁獲努力などの行政上の措置のために不可欠な科学

的情報である。また、本プロジェクトにおいて、プロジェクトの成果の普及及び魚類資源評

価のために適用された新しいモデル（VPA）の継続運用を主とする方針と実施計画も作成さ

れている。今後、INRH が本実施計画を遂行し、MAPM が INRH の評価結果を尊重し、価値

ある情報源として積極的に活用して、よりよい漁業資源の管理政策に反映させていくことが

できれば、本プロジェクトの成果を踏まえた小型浮魚に対する資源管理が実施され、上位目

標を達成することが可能となる。 

 

（2）その他発現しているインパクト 

＜研究体制及び研究＞ 

・多分野の研究者の連携・協働が必須となる VPA 手法の適用により、資源評価のプロセス

自体が研究者間のコミュニケーション促進のプラットフォームとして機能している。ま

た、VPA 手法を適用することで、INRH 内の関連する研究室間でデータや情報の共有が

推進され、INRH として統合的な研究課題を取り扱うことが可能になった。 

・本プロジェクトによって、幾人かの研究者たちは、日本人専門家との議論を通して必要

な研究への投入のための追加的な研究予算を獲得するための研究プロポーザルを作成

し、入念に仕上げるようになった。その結果として、C/P は、独自に研究予算を獲得す

ることに成功し、これは彼らにとっても貴重な経験となると考えられる。 
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・研究及び本プロジェクトの研修経験により刺激を受けて、C/P はそれらの経験を、自律

的に欧州地域で標準化された資源評価モデルと認識されているエコシステムモデルと

して自発的に適用している。C/P は必要な情報及びデータをモデルとして実現し実行す

るために、それらを成功裏に統合･管理しており、そして、エコシステムモデル適用の

ための手本となるモデル（プロトタイプモデル）を開発した。 

・本プロジェクトの音響調査、社会経済分野の活動経験を基に、C/P は、モロッコ大西洋

沿岸上の海岸調査をパイロット調査として開始する予定である。調査船では入ることが

不可能である水深 20m 以下の海岸地域は小型浮魚の放卵及び加入が行われる重要な場

所であり、小型浮魚の資源量動態を解明していく計画である。 

＜対外関係及び国際的関係＞ 

・本プロジェクトの成果は、モロッコが本プロジェクトを通して技術面での牽引役として

いくつもの結果を得たことから、モロッコの国際的及び外交政策に前向きなインパクト

を与える可能性がある。大西洋沿岸アフリカ諸国漁業協力（ATLAFCO）などの枠組みに

おいて、大西洋に面したマグレブ諸国及びアフリカ諸国における共通資源の資源評価方

法を標準化するための戦略的な位置を確保していることが認識されている。 

・漁業資源科学分野においては、モロッコは現在でもフランスやある種の政治的圧力から

大きな影響を受けている。漁業資源科学分野における日本の技術協力プロジェクトによ

る、より実践的で総合的な漁業資源評価が開始されたという点で、本プロジェクトは、

日本・モロッコ国側双方の新しい協力関係を促進することができる。 

・南東太平洋沿岸におけるイワシ類の卵及び仔魚期の自然致死率に関して、本プロジェク

トは 2014 年 8 月 15 日～21 日にカナダで開催された、第 38 回国際仔魚学会で成果発表

の機会を得た。この発表は、この学会においてマグレブ諸国にとって南東部大西洋沿岸

地域における漁業資源評価の研究結果を示す最初の機会であったと認識されている。そ

の結果、INRH の研究者とヨーロッパとアメリカ諸国の研究者の間で学術的な交流が始

まっており、本プロジェクトの研究結果が欧州及びアメリカ諸国に普及するものと期待

される。 

終了時評価調査時において、具体的な負のインパクトは観察されていない。 

＜外部条件＞ 

漁業計画は、その目的として 2020 年までの目的及びその目標を達成するために戦略が立

てられたことを明記しており、2020 年まで有効な計画である。上位目標を達成するための外

部条件「モロッコ国の漁業資源管理方針に変更が生じない」は満たされている。 

 

５－１－５ 持続性 

本プロジェクトの全体的な持続性は比較的高い。 

（1）政策・制度面 

モロッコでは、水産業は外貨獲得と地域住民（零細漁民）の生計手段の観点から重要な産

業の 1 つである。中期的なセクター開発戦略である「新漁業戦略（Plan Halieutis、アリュー

タス計画）」（2009～2020 年）が策定され、そのなかに、科学的な水産資源評価に基づいた漁

業管理の重要性がうたわれている。今後も、MAPM にとって、科学的な水産資源評価データ

が不可欠であり、政策的にも本プロジェクト活動は引き続き実施されると考えられる。本プ
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ロジェクトの C/P 機関である INRH は、MAPM の唯一の公的な研究機関であり、科学的な水

産資源評価データを MAPM に提供する責務を一元的に担っていることから、制度的にも本

プロジェクトの成果は持続するものと考えられる。 

 

（2）組織面 

INRH は、カサブランカの中央研究所を拠点として、地域センター5 カ所、海洋環境監視ス

テーション 8 カ所、特別センター2 カ所を有している。そのうち、本プロジェクトには、物

理海洋学研究室、生物海洋学研究室、資源モニタリング・開発研究室、資源遺伝子研究室、

生態学・生物多様性研究室、浮魚資源保護研究室、アプローチ・手法研究室、サンプリング

研究室、漁業資源研究室（アガディール）の 9 の研究施設が参加した。また、INRH には、

2001 年の段階で研究者 214 名（男性 149 名、女性 65 名）、船舶職員 46 名、管理部門職員 90

名、その他 50 名、合計約 400 名を有していたが、2012 年には漁業戦略（Plan Halieutis）の目

標に沿って、全体職員数をさらに 50 名増員している。本プロジェクトの成果を持続させるに

は、海洋学、生態学、社会経済学、遺伝学、音響調査、そして資源評価手法等の各分野が相

互連携した活動が必要であるが、INRH にはこうした人材が適切に配置されているといえる。 

ただし、本プロジェクトでは、VPA 手法導入により実現した関連部署の連携を継続・発展

してくためには、INRH の組織構造を再編する必要がある。 

 

（3）財政面 

「３－１－２ モロッコ側の投入」に記載されたとおり、INRH は、2010～2015 年までの

間に研究活動のためのプロジェクト活動費用を十分に負担している。C/P の職員らは追加予

算要求のために事業提案書を作成し、提出することを試みているところである。 

さらに、参考情報として「表５－１ モロッコ政府からの INRH に対する予算支援の現状」

に示したように、INRH はモロッコ政府から財政支援を受けている。近年、予算は減少傾向

にはない。 

プロジェクト終了後における本プロジェクトの成果を持続させるために十分な予算が確

保されるかどうかについては、明言はできないものの、これら活動は、2020 年を目標年とす

るセクター開発戦略（アリュータス計画）に整合したものであること、及び本プロジェクト

の中で必要な活動予算を確保するために事業提案書を作成するなどの必要な対応を行ってい

ることから、財政面においてある程度の持続性が確保されるものと期待される。 

 

表５－１ モロッコ政府（MAPM）からの INRH に対する予算支援の現状 

（単位：1,000MAD） 

年 度 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

活動予算（人件費、施設維持費

等） 
23,350 23,350 26,350 29,185 29,185 54,185 58,900 58,900 

研究補助金（調査研究のための

農業・海洋漁業省からの交付金） 
30,000 31,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

合 計 53,350 54,350 56,350 59,185 59,185 84,185 88,900 88,900 

出所：INRH 
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（4）技術面 

C/P は、本プロジェクトの成果及び経験を生かして、プロジェクト終了後も漁業資源評価

の研究を確実に継続する予定である。VPA やチューニング VPA、正確な TS 値、耳石測定、

胃内容物分析、EK40（音響機器）、Echoview、地図作製法、生態系システムモデル

（Ecopath-EcoSim モデル）、GIS、エコグラムの扱い方などの新しい研究スキルや技術などの

新しい研究スキルや技術の受容度は高い。 

VPA 手法は研究者たちの円滑なコミュニケーションを促進するだけでなく、漁業資源の総

合的な分析のためのプラットフォームとして機能することが期待されている。VPA 手法を漁

業資源評価に適用するための協力的な体制を通して、C/P は、資源評価のために VPA 手法を

適用する取り組みを行っているのみならず、彼らの理解をエコシステムモデルにまで広げて

いる。 

C/P は本邦研修で学び得た知識を他の研究者たちと共有･発表している。特に、彼らは 2014

年 11 月の本邦研修は自分たちで計画して、実施した。 

C/P はプロジェクトから供与された機材が INRH の共有資産であることを十分認識してお

り、機材の共同利用が期待できる。ただし、供与機材の適切な運用を担保・促進すべく具体

的な運用・維持管理手順を決めていく必要がある。 

C/P は本邦研修で学び得た知識を内部発表するなど他の研究者たちとの知見の共有に努め

ている。加えて、本プロジェクトで得られた調査・研究手法や科学的知見のうち地域的にも

応用可能性の高いものについては、地域機関の枠組みなどを通じて北西部アフリカ諸国に対

して積極的に普及しようとしている。このことは、近隣の大西洋沿岸諸国だけでなくモロッ

コにとっても意義が大きいと考えられる。 

 

５－２ 結論 

本プロジェクトで開始･強化された VPA 手法の漁業資源評価への適用は INRH の個々の研究室

間で円滑なコミュニケーション、情報共有及びそれらの交流を促した。本プロジェクトは十分な

妥当性、効率性とインパクトを達成しつつ、プロジェクト目標は、十分な成果の達成レベルで本

プロジェクト終了をもって達成できるであろうと評価される。したがって、本評価調査チームは

本プロジェクトを当初のスケジュールのとおり、2015 年 6 月で終了することが適切であると結論

づける。しかしながら、本プロジェクトは残された期間及びプロジェクト終了後に、資源評価年

次報告書、地域セミナーの開催、社会･経済セクターのための具体的な活動を明確にすることなど、

本プロジェクトが一部達成できなかったと指摘している事項につき、実施計画に基づいて具体的

な活動を行う必要がある。 
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第６章 提言及び教訓 
 

本プロジェクトによりもたらされた正の効果の持続性を確保するために、プロジェクトの残り

期間及び本プロジェクト終了後にも更なる取り組みが求められる。C/P 機関（INRH）は JICA 専門

家とともに以下の活動実施に向けてなすべき取り組みを実行することを提言する。 

 

６－１ プロジェクトの残り期間への提言 

（1）INRH におけるプロジェクトの成果検証プロセスの促進 

本評価調査チームは INRH の C/P の能力強化が種々の方法により TS 値を入手したことを

含めて、プロジェクト活動を通して、ある程度の達成がみられたと判断したものの、プロジ

ェクト目標の達成のためには、適用可能なパラメーターとしての TS 値など、プロジェクト

の成果を資源評価年次報告書を含む、公式な責務として組み入れることが必要であると判断

している。それゆえに、INRH が公的な研究機関として本プロジェクトの成果検証プロセス

を促進することが急務である。 

 

（2）資源評価年次報告書におけるプロジェクトの成果の反映と導入された技術の反映 

VPA 手法を用いた資源評価年次報告書の概略版を作成した経験を基に、日本の様式を参考

にして、前述のプロジェクトの成果及び導入された技術を報告書に実用的に反映させること

が必要である。この報告書は、より適切な漁業資源管理のために MAPM に提出されること

になっているものである。そして、科学的な検証プロセスを進めるとともに、プロジェクト

の成果及び評価手法を部分的に、そして徐々に、実際の業務に適用していくことを奨励する。 

 

（3）予定されている地域セミナーに向けた発表内容の事前編集 

更なる普及及び本プロジェクトの成果の可視化のために、本プロジェクトは 2015 年 5 月

に地域セミナー開催を計画しているものの、プロジェクト終了までに地域セミナー用の公表

資料（proceedings）の内容のすべてについて編集を終えることを提言する。 

 

６－２ プロジェクト終了後の提言 

（1）INRH 内の研究室間の協働･調整機能の維持 

VPA 手法の適用による本プロジェクトの多大なインパクトである異なる研究室間の連携

を維持するために、更なる協働及び協力のためのコミュニケーションの窓口としての機能を

今後も維持することを強く提言する。この機能は日本の大学を含む他の研究機関と協働の中

心にもなるであろう調整機関として位置づけられるものである。INRH 本部と地域センター

の間でさまざまな研究室間のより適切な協力及び協働のために組織の編成を行い、各セクタ

ーにおいても同時に強化することを検討する必要がある。その理由として、社会･経済セクタ

ーを含むいくつかのセクターが本部において調整機能を有していないことが挙げられる。 

 

（2）評価結果の管理政策への反映 

MAPM にとって INRH から提出された対象魚種の資源評価結果は、禁漁期間の設定、年間

漁獲量、漁獲努力などの行政上の措置のために不可欠である。本プロジェクトの上位目標「総
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合的な資源評価に基づいて適切な浮魚資源管理計画が策定され実施される」を達成するため

に、よりよい漁業資源の管理政策のための価値ある情報源として INRH の評価結果を尊重す

ることを強く推奨する。 

 

６－３ 教訓 

本評価調査チームは、将来の類似プロジェクトのために、本プロジェクトより以下の教訓を抽

出した。 

（1）開発途上国の研究者は、個人主義的な研究志向が強い傾向があり、プロジェクトの全体的

な成果発現に向けた研究者間の相互連携や協力関係の構築に問題が生じる場合もある。この

点に関し、日本では複数の分野が連携し統合的研究を行う学際的アプローチやチーム制での

研究課題への取り組みなどが一般的に行われており、有益な成果も数多く出ている。研究プ

ロジェクトにおける協働的取り組みの有用性は、机上の説明では説得力に劣る側面もあるが、

本邦研修における研究現場の実務者による具体的な実例の紹介が、C/P の意識改革に効果的

に作用した。また、複数の研究分野の関与を必須とする研究手法（例：本プロジェクトにお

ける VPA 手法）をあえて採用することで、手法の運用自体が C/P 間の連携と協調のためのプ

ラットフォームとして機能する効果が期待でき、組織的な研究活動の促進に有益な方策とな

り得る。 

 

（2）プロジェクトの C/P が研究者である場合は、「研究上の動機づけ」の確保がプロジェクト

活動への主体的な関与を促すうえで重要な要素となる。例えば、セミナーやシンポジウムで

の学術発表は研究者としての評価（＝昇進）にもつながるため、通常 C/P はこうした機会に

対して高いモチベーションを示す。したがって、プロジェクトとしてこうした「ハレの場」

を積極的に確保することで C/P の主体者意識醸成への効果が期待できる。当プロジェクトで

は、国際学会やセミナーでの成果発表を C/P に促すだけでなく、プロジェクトとしても独自

に主催する地域セミナーや技術セミナーを案件枠組みに組み込んだことが、C/P の熱意ある

取り組みにつながった。 
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第７章 課題アドバイザー及び団長所感 
 

本プロジェクトの案件形成当時より課題アドバイザーとしてプロジェクト運営に携わってき

た杉山俊士（JICA 国際協力専門員）、及び本評価調査チームの日本側総括による所感は以下のと

おり。 

 

７－１ 課題アドバイザー所感 

（1）主なプロジェクト成果（研究成果） 

本プロジェクトにて取り組んだ各種研究テーマのうち、特に重要な成果についてその概要

と意義を以下に記述する。 

＜資源管理対象魚種の TS 値の確定＞ 

プロジェクトの音響調査グループが行った活動によって、ヨーロッパマイワシ（Sardina 

pilchardus）及びサッパ属の 1 種（Sardinelle aurita）について、TS 理論値の推定（魚体及

び浮き袋の形状等から算出）、水槽実験、現場計測（in-situ 調査とよばれる洋上での生体標

本を用いた TS 値の測定）が行われた。その結果、理論推定値、実験値（水槽実験）、現場

計測値それぞれでかなり近い数値が得られていることから、プロジェクトで求めた TS 値

は、現実的には、資源量推定の利用に十分使用可能なレベルに達していると考えられる（日

本であれば既に採用しているレベルの数値）。中東部大西洋における小型浮魚の資源評価

においては、これまで TS 値に関する研究データの蓄積がまったくなかったことから、他

地域の近縁種（＝モロッコ沖にはほとんど存在しないヨーロッパニシン）の TS 値を借用

している状況にあったが、当プロジェクトの成果品である上記 2 種の TS 値がモロッコ国

内で正式採用されると音響計測による資源量評価の精度が大幅に向上することが期待で

きる。ちなみに、プロジェクトで求めた TS 値で当該種の資源量を推定すると、これまで

の推定値は実際の資源量を少なくとも 2 倍以上過大に評価していたことになる。 

なお、当プロジェクトの対象魚である小型浮魚は、カナリー海流の影響下にある北西ア

フリカ沿岸に広く分布する地域の共有資源である。したがって、当プロジェクトで求めら

れた TS 値は近隣国でも応用可能な汎用性の高い知見であり、かつ、これらの国の水産研

究機関の研究実施能力は相対的に低い（現時点では、研究能力的・体制的にこれら機関が

独自に TS 値を求め得る状況にはない）ことを考慮すると、モロッコが地域を代表して共

有資源の持続的管理につながる重要な研究成果を得たと考えることもできる。 

上述のヨーロッパニシンの TS 値の借用は近隣国でも行われており、それはすなわち、

これらの国でもモロッコと同様に資源量を過大評価していたことを意味する。資源量が過

大評価されていると過度な漁獲圧力の増大を招き、乱獲につながる恐れが高まることから、

今回の地域セミナーで小型浮魚資源を過大評価している可能性を地域的に共有したこと

の意義は決して少なくない。各国はこうした認識を踏まえ、資源管理においては、より慎

重な対応、あるいは予防的な方策をとることができる。 

 

＜高度な資源評価手法の採用＞ 

本プロジェクトでは、当初、小型浮魚の資源評価の手法として音響計測の結果から直接

的に資源量推定を行うことを想定していた。ところが、中間レビュー時に、より難易度の
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高い資源評価法：コホート（年級群）解析に基づく資源評価法 Virtual Population Analysis

（VPA）の提案がなされ、採用されることとなった。VPA はその解析に多様なデータが必

要とされるため、その運用には異なる分野の研究者が研究成果やデータをもち寄り、統合

することが必須となる。VPA の採用は、その評価法の運用自体が C/P 間の連携と協調のた

めのプラットフォームとして機能することを期待してのことであった。結果として、年齢

査定などを行う生物学グループ、VPA のチューニングに必要な音響データを提供する音響

調査グループ、海洋環境の評価を行う海洋学グループ、漁獲統計を扱うグループ、各種デ

ータの統合・解析を行う評価手法グループなどが効果的に連携・協調する体制が強化され、

イワシの中部資系統群を対象に VPA による資源評価を実施するに至った。VPA は、音響

計測による資源評価に比して、海洋環境や資源加入量の変化などをモニタリングすること

で、水産資源の変動を予測し得る点に強みがある。小型浮魚はモロッコにおける総漁獲量

の 8 割以上を占める重要な魚種であることから、これら資源の動向把握が可能になったこ

とは、資源の持続的管理をめざすうえで、あるいは川下に多くの水産加工業などを抱え経

済的貢献度の高いサブセクターの管理を行ううえで、極めて重要な意味をもつ。VPA の採

用は水産資源の研究能力の向上が比較的進んだ東南アジア諸国でも採用事例はなく、アフ

リカ地域での採用もおそらく初めてであろう。資源変動の予測性向上に資する高度な資源

評価法を運用し得る段階にまで達したという点で、本分野の成果は高く評価できる。 

 

＜その他の研究成果＞ 

上記以外の顕著な研究成果を以下に簡潔に示す。 

・DNA マーカー研究によって、イワシ資源はモロッコに 3 つの独立した系統群（Sidi Ifni

より北と南、及び地中海）が存在することが明らかとなった（同じイワシ資源であっ

ても独立した系統群は個別に資源評価・管理しなければならないことを意味する）。 

・耳石による年齢査定能力の向上によって、イワシの年齢と体長の相関（Age length 

relationship）が明確となった。漁獲魚の年齢組成の調査も進んでいる。 

・重要漁獲対象種の分類上の誤認が是正された。これまでマサバ（Scomber japonicus）

として報告されていた種は大西洋サバ（Scomber colias）であった。 

・卵・稚仔魚の分布調査によってイワシの産卵域（資源管理上重要なエリア）がほぼ特

定された。また、初期生残率と海洋環境の関係性の解明も進展した。 

・音響データ（イワシ稚魚の abondance）や漁獲データを用いて VPA のチューニングが

可能となった（VPA による資源評価の精度向上に資する）。 

 

（2）今後の浮魚資源評価の方向性 

モロッコにおける今後の浮魚資源評価の発展可能性としては、以下の方向性での取り組み

が期待される。 

＜国内展開＞ 

・イワシについては、今後も継続して資源評価を実施することでその精度を向上させ、か

つ、逐次 VPA による資源評価の対象種を増やしていくことが求められる。 

・資源変動の予測性をさらに高めるうえでは、海洋環境関係のパラメーターを継続的にモ

ニタリングし、関連データの蓄積を進めることが必要となる。 
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＜地域展開＞ 

・プロジェクトによって、TS 値研究における水槽実験値及び in-situ 実験値に加え調査船

による海洋観測データ、生物サンプルデータなどさまざまな実験データや調査データが

蓄積された。こうした情報は、近隣国が類似の研究を行う際に有用な参考情報ともなる

ため、これらを必要に応じて共有できる体制を整えると、INRH が地域の「レフェレン

スセンター」として機能することになる。 

・西アフリカの国々は、調査船を活用してデータ収集を行ってはいるものの、その分析は

十分になされていない。こうした状況にかんがみると、各国の音響データや生物サンプ

ルなどの分析を、例えば、第 3 国研修の枠組みのなかでモロッコにて行うのも一案であ

る。すなわち、各国研究者が生データをもって研修に参加し、INRH では演習の題材と

してデータ解析を行い、その結果を自国の資源管理に活用するという仕組みである。こ

の枠組みでは、研修自体が各国の研究活動の一部となり、地域的なデータの蓄積にもつ

ながる。さらに、こうした取り組みによって、わが国が無償資金協力で供与した調査船

の有効活用にもつながることが期待できる。 

 

７－２ 団長所感 

本プロジェクトは、モロッコの重要な水産資源である浮魚の資源量の定量的な評価が INRH に

よって行われ、適切な水産資源管理政策に資することを目的としている。日本においても水産資

源管理政策策定に必要な浮魚資源の資源量の推定は、研究機関（総合水産研究センター）によっ

てなされているが、高度な科学的知識とデータの蓄積が必要である。モロッコにおいても、同様

の資源量推定を行うことを目的とした取り組みであり、水産分野の技術協力としては、より高度

な技術をターゲットにしている。 

プロジェクト開始当初、音響調査を中心とした資源量推定手法を用いていたが、2013 年 3 月の

中間レビューにおいて、INRH 研究者の要請を受け、より的確な資源量推定にとって有効な VPA

手法が採用された。これは日本の浮魚の資源量推定でも用いられている手法である。VPA 手法に

よる資源量の推定には、各セクターにまたがってデータの統合及び分析が必要であることから、

関係する部署間の連携がより重要であるが、中間レビュー以降に活動が活性化された作業委員会

（JCC の下部組織）を通じ、関連する各研究室間の緊密な連携体制が強化された。 

今後、上位目標を達成するためには、水産行政機関が INRH の資源評価に基づいて具体的な資

源管理政策を実施することが必要である。INRH が行う資源量推定の精度が向上すれば、これま

でとは異なるデータを用いて科学的な根拠に基づいた水産管理政策が決定されることが可能とな

る。音響調査、VPA を用いた資源量評価の報告書等、INRH からの行政セクターへのアウトプッ

トを積極的に行うことが今後の活動としては必要である。 

INRH が策定した、プロジェクト終了後の具体的な活動計画のなかでは、プロジェクトの成果

を踏まえ、今後も日本の研究者と連携して研究活動を行っていくことが計画されている。日本側

にとって、これまで技術協力の対象であった INRH 研究者は、今後は共同研究のパートナーとし

て、その更なる活躍が期待されており、日本とモロッコの水産分野の研究者間の協力関係がつく

られていくことで、本プロジェクトの成果が持続的に発展することが期待される。 

また、モロッコの水域で見られる小型浮魚資源の多くは、アフリカ大陸の西岸に沿って広く分

布していることから、小型浮魚資源を有するモロッコの近隣諸国は、対象魚種の TS 値をはじめ
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とする、本プロジェクトの成果である、数多くの科学的な知見をそのまま活用できる可能性が高

い。本プロジェクトが 5 月に計画している地域セミナーでの成果の普及にとどまらず、資源量推

定に関する技術・手法が、モロッコをハブとして、近隣諸国へ普及されることを期待する。 
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