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2020年の農林水産物・食品　輸出額（品目別）

品目 2019年 2020年 前年比 構成比

農林水産物・食品 9,121億円 9,217億円 + 1.1% 100.0%

　 農産物 5,878億円 6,560億円 + 11.6% 71.2%

  加工食品 （アルコール飲料、調味料、清涼飲料水、菓子等） 3,271億円 3,740億円 + 14.3% 40.6%

  畜産品 （食肉、酪農品、鶏卵、牛・豚等の皮等） 708億円 771億円 + 8.9% 8.4%

  穀物等 （小麦粉、米等） 462億円 510億円 + 10.5% 5.5%

  野菜・果実等 （青果物、果汁、野菜・果実の缶詰等） 445億円 453億円 + 1.9% 4.9%

  その他農産物 （たばこ、播種用の種、花き、茶等） 992億円 1,085億円 + 9.4% 11.8%

　 林産物 （丸太、製材、合板等） 370億円 381億円 + 2.9% 4.1%

　 水産物 2,873億円 2,276億円 ▲ 20.8% 24.7%

  水産物（調製品除く） （生鮮魚介類、真珠（天然・養殖）等） 2,163億円 1,676億円 ▲ 22.5% 18.2%

  水産調製品 （水産缶詰、練り製品等） 710億円 599億円 ▲ 15.5% 6.5%

少額貨物 592億円 643億円 + 8.7% ー

農林水産物・食品（少額貨物等含む） 9,713億円 9,860億円 + 1.5% ー

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
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畜産品の輸出額の推移

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
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畜産品の内訳

品目名 2019年 2020年 前年比 構成比

牛肉（くず肉含む）牛肉 297億円 289億円 ▲ 2.7% 37.4%

粉乳 粉乳（育児用調製品ほか） 113億円 137億円 + 21.8% 17.8%

豚の皮（原皮）豚の皮 37億円 46億円 + 26.2% 6.0%

内鶏卵鶏卵 22億円 46億円 + 107.4% 5.9%

鶏肉（くず肉含む）鶏肉 19億円 21億円 + 6.3% 2.7%

040120000牛乳 14億円 18億円 + 28.9% 2.3%

豚肉（くず肉含む）豚肉 11億円 18億円 + 55.0% 2.3%

チーズ 11億円 11億円 ▲ 5.7% 1.4%

牛・馬の皮牛・馬の皮 10億円 6億円 ▲ 40.4% 0.8%

その他 173億円 180億円 + 3.9% 23.4%

畜産品　計 708億円 771億円 + 8.9% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
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牛肉の輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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牛肉の国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 カンボジア 77.3億円 (1,175トン) ▲10.8% 26.8%

2 香港 54.1億円 (1,091トン) 6.5% 18.7%

3 アメリカ合衆国 42.0億円 (525トン) 36.4% 14.5%

4 台湾 41.5億円 (815トン) 12.6% 14.4%

5 シンガポール 17.6億円 (320トン) 4.2% 6.1%

- その他 56.3億円 (919トン) ▲24.7% 19.5%

参考 ＥＵ（２８国） 14.1億円 (154トン) ▲32.1% 4.9%

- 世界 288.7億円 (4,845トン) ▲2.7% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

新型コロナウイルスの影響による外食店の営業規制により年前半は落ち込んだものの、年後半は

アメリカ合衆国などにおいてEC販売などの新たな販路を開拓したこと等により増加に転じ、最終的

には前年並みの輸出額となった。輸出量は過去最高を記録。

輸出額（量）
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牛乳・乳製品の輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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牛乳・乳製品の国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 ベトナム 93.6億円 (5,791トン) 23.4% 42.1%

2 香港 41.3億円 (8,502トン) 13.6% 18.6%

3 台湾 34.1億円 (4,771トン) 12.2% 15.4%

- その他 53.1億円 (7,166トン) 126.9% 23.9%

参考 ＥＵ（２８国） 0.6億円 (44トン) 260.9% 0.3%

- 世界 222.1億円 (26,230トン) 20.4% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

輸出額は、2013年から増加し、2019年に続き2年連続で過去最高額を記録。育児用調製粉

乳など、日本産品としての品質の高さが認められ、ベトナムをはじめとするアジア向け輸出が増大。

輸出額（量）
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鶏肉の輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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鶏肉の国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 香港 14.9億円 (6,232トン) 24.6% 72.4%

2 カンボジア 4.0億円 (2,516トン) ▲28.1% 19.6%

3 ベトナム 1.6億円 (1,119トン) ▲9.9% 7.9%

- 世界 20.6億円 (9,882トン) 6.3% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

2020年は、新型コロナウイルスの影響による香港の内食需要の増加等を背景に現地量販店で

の売上げが増加したこと等から、輸出額は初めて20億円を超え過去最高となった。

輸出額（量）
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鶏卵の輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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鶏卵の国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 香港 44.6億円 (17,779トン) 109.1% 97.3%

2 シンガポール 1.0億円 (273トン) ー 2.2%

3 台湾 0.1億円 (29トン) ▲81.1% 0.2%

4 マカオ 0.1億円 (42トン) ー 0.2%

- 世界 45.9億円 (18,128トン) 107.4% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

輸出の９７％は香港。日本産鶏卵の生食に適した品質の高さが評価されて、新型コロナウイルス

の影響による内食需要の増加等を背景に現地量販店での売上げが増加する等、輸出先国にお

ける販路が広がったこと等から、輸出量・額ともに大幅に増加し、過去最高となった。

輸出額（量）
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豚肉の輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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豚肉の国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 香港 12.9億円 (1,757トン) 72.3% 73.5%

2 シンガポール 3.6億円 (299トン) 75.9% 20.7%

3 カンボジア 0.5億円 (355トン) 41.4% 2.7%

4 マカオ 0.4億円 (33トン) ▲69.8% 2.3%

5 ベトナム 0.1億円 (5トン) ▲31.2% 0.5%

- その他 0.1億円 (4トン) 1385.0% 0.4%

- 世界 17.6億円 (2,454トン) 55.0% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

香港・シンガポールへの輸出が９４％。

2020年は、新型コロナウイルスの影響による輸出先国での内食需要の高まりを受け、小売店での

日本産豚肉の引き合いが強くなったこと等により、輸出額・量ともに過去最高を記録。

輸出額（量）
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穀物等の輸出額の推移

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
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穀物等の内訳

品目名 2019年 2020年 前年比 構成比

小麦粉小麦粉 83億円 83億円 + 0.9% 16.3%

即席麺即席麺 60億円 86億円 + 42.5% 16.8%

米（援助米除く） 46億円 53億円 + 15.0% 10.4%

190219420うどん・そうめん・そば 44億円 45億円 + 2.0% 8.7%

その他 229億円 244億円 + 6.3% 47.8%

穀物等　計 462億円 510億円 + 10.5% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
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米（援助米除く）の輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）



米（援助米除く）の国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 香港 18.0億円 (6,978トン) 30.8% 33.8%

2 シンガポール 7.8億円 (3,696トン) ▲2.1% 14.8%

3 台湾 6.2億円 (2,004トン) 51.4% 11.7%

4 アメリカ合衆国 5.6億円 (1,989トン) 4.1% 10.6%

5 オーストラリア 3.3億円 (1,074トン) 43.7% 6.3%

- その他 12.1億円 (3,946トン) 26.4% 22.8%

参考 ＥＵ 3.4億円 (1,048トン) ▲32.7% 4.1%

- 世界 53.2億円 (19,781トン) 15.0% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

2020年前半は香港、米国等で巣ごもり消費による需要増加で小売り需要増加。2020年10

月以降には香港、台湾等で日本食レストラン等の営業再開に伴い、業務用需要が回復し、輸出

量・額ともに過去最高となった。

輸出額（量）



野菜・果実等の輸出額の推移

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
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野菜・果実等の内訳

2019年 2020年 前年比 構成比

297億円 294億円 ▲ 1.0% 64.7%
りん

ご
りんご 145億円 107億円 ▲ 26.2% 23.6%

ぶど

う
ぶどう 32億円 41億円 + 29.1% 9.1%

いち

ご
いちご 21億円 26億円 + 24.8% 5.8%

なが

いも
ながいも 23億円 21億円 ▲ 6.1% 4.7%

かん

しょ
かんしょ 17億円 21億円 + 21.7% 4.5%

桃 もも 19億円 19億円 ▲ 1.4% 4.1%
メロ

ン
メロン 6億円 8億円 + 36.6% 1.8%

なし なし 8億円 8億円 ▲ 1.4% 1.7%
うん

しゅ
かんきつ 7億円 7億円 + 3.3% 1.5%

柿 かき 5億円 4億円 ▲ 4.9% 1.0%
キャ

ベツ
キャベツ 2億円 4億円 + 130.3% 0.8%

くり くり 2億円 2億円 ▲ 14.4% 0.4%

その他の青果物 11億円 28億円 + 145.7% 6.1%

34億円 38億円 + 12.4% 8.3%

30億円 35億円 + 16.4% 7.8%

85億円 87億円 + 2.8% 19.2%

445億円 453億円 + 1.9% 100.0%
注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

品目名

野菜・果実等　計

青果物

ナッツ調製品

果汁

その他
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りんごの輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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りんごの国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 台湾 70.9億円 (18,279トン) ▲28.3% 66.3%

2 香港 28.9億円 (7,068トン) ▲20.9% 27.1%

3 タイ 3.1億円 (806トン) ▲30.9% 2.9%

4 ベトナム 2.0億円 (300トン) ▲10.6% 1.9%

5 シンガポール 1.3億円 (319トン) 19.3% 1.2%

- その他 0.8億円 (154トン) ▲51.4% 0.7%

- 世界 107.0億円 (26,927トン) ▲26.2% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

主要な輸出期である春節が早かったため､1月の輸出額が減少したこと、台風被害等により2019

年産の生産量が少なく､年明け以降の貯蔵りんごの輸出仕向けが減少したこと､コンテナ不足・運

賃高騰の影響により2020年末に輸出量が減少したことから､輸出額は対前年比26％減少。

輸出額（量）
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ぶどうの輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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ぶどうの国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 香港 21.0億円 (885トン) 27.0% 50.9%

2 台湾 17.3億円 (730トン) 46.1% 42.0%

3 シンガポール 1.6億円 (61トン) 11.3% 3.8%

4 タイ 0.8億円 (19トン) ▲47.0% 1.9%

5 マレーシア 0.3億円 (10トン) 50.2% 0.7%

- その他 0.3億円 (8トン) ▲39.8% 0.7%

- 世界 41.2億円 (1,712トン) 29.1% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

シャインマスカットは栽培面積の拡大により出荷量は増加傾向であり、中秋節の贈答用需要に加

え、出荷可能時期を通じて香港や台湾において巣ごもり需要も好調であったため、輸出額は対前

年比29%増加し、過去最高を記録。

輸出額（量）
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いちごの輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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いちごの国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 香港 20.1億円 (929トン) 34.9% 76.3%

2 台湾 2.1億円 (97トン) 14.5% 8.0%

3 シンガポール 1.9億円 (87トン) ▲5.4% 7.1%

4 タイ 1.6億円 (45トン) ▲14.4% 6.0%

5 アメリカ合衆国 0.5億円 (17トン) 149.7% 2.1%

- その他 0.2億円 (5トン) ▲53.2% 0.6%

- 世界 26.3億円 (1,179トン) 24.8% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、香港や台湾において巣ごもり需要が好調であったた

め、輸出額は対前年比25%増加し、過去最高を記録。

輸出額（量）
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ながいもの輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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ながいもの国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 台湾 9.3億円 (2,689トン) ▲12.5% 43.8%

2 アメリカ合衆国 8.1億円 (2,325トン) ▲10.1% 38.3%

3 シンガポール 2.5億円 (669トン) 18.4% 11.9%

4 香港 0.9億円 (217トン) 99.6% 4.2%

5 カナダ 0.3億円 (58トン) 123.9% 1.3%

- その他 0.1億円 (36トン) ▲50.7% 0.6%

参考 ＥＵ（２８国） 0.0億円 (16トン) ▲75.1% 0.2%

- 世界 21.3億円 (5,992トン) ▲6.1% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

コンテナ不足・運賃高騰等の影響により2020年末に輸出量が減少したものの、値頃感のある価

格帯での販売により需要は堅調であったことから、輸出量は対前年比１%増加、輸出額は対前

年比６%減少。

輸出額（量）
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ももの輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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ももの国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 香港 14.1億円 (1,230トン) 4.2% 75.6%

2 台湾 3.5億円 (285トン) ▲17.7% 18.8%

3 シンガポール 0.7億円 (48トン) 27.0% 3.5%

4 タイ 0.2億円 (19トン) ▲40.3% 1.3%

5 マレーシア 0.1億円 (15トン) ▲5.9% 0.6%

- その他 0.0億円 (2トン) ▲60.9% 0.2%

- 世界 18.7億円 (1,599トン) ▲1.4% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

7月の長雨等の天候不順による生育不良や病害発生により生産量が少なく、輸出向けの良品質

なものが不足したため、輸出額は対前年比１%減少。

輸出額（量）
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かんしょの輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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かんしょの国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 香港 10.2億円 (2,712トン) 23.4% 49.5%

2 タイ 4.8億円 (1,139トン) 104.0% 23.4%

3 シンガポール 3.7億円 (917トン) ▲20.3% 17.7%

4 台湾 0.9億円 (192トン) ▲1.8% 4.2%

5 マレーシア 0.7億円 (194トン) 9.8% 3.2%

- その他 0.4億円 (114トン) 66.8% 1.9%

- 世界 20.6億円 (5,268トン) 21.7% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

香港、タイ等のアジアを中心に焼きいもが支持され、前年と比べて輸出量・輸出額ともに約２割の

増加。

輸出額（量）
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なしの輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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なしの国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 香港 5.3億円 (808トン) 20.6% 68.8%

2 台湾 1.5億円 (232トン) ▲33.7% 19.7%

3 ベトナム 0.4億円 (61トン) ▲33.8% 4.6%

4 タイ 0.2億円 (26トン) ▲19.9% 2.3%

5 アメリカ合衆国 0.1億円 (27トン) 19.3% 1.9%

- その他 0.2億円 (34トン) ▲19.5% 2.6%

- 世界 7.6億円 (1,189トン) ▲1.4% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

香港、タイ等のアジアを中心に焼きいもが支持され、前年と比べて輸出量・輸出額ともに約２割の

増加。

輸出額（量）
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かんきつの輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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かんきつの国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 香港 3.3 億円 (582千トン) 20.1% 47.4%

2 台湾 2.3 億円 (378千トン) ▲ 2.1% 32.8%

3 シンガポール 0.5 億円 (97千トン) ▲ 10.1% 8.0%

4 カナダ 0.2 億円 (99千トン) ▲ 6.2% 3.5%

5 タイ 0.1 億円 (14千トン) 37.4% 2.0%

- その他 0.4億円 (72千トン) ▲ 35.5% 6.3%

- 世界 6.9億円 (1,242千トン) 3.3% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、香港において巣ごもり需要が好調であったため、輸

出額は対前年比３%増加。

輸出額（量）
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加工食品の輸出額の推移

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

1,305億円
1,506億円

1,763億円

2,221億円
2,355億円

2,636億円

3,101億円
3,271億円

3,740億円

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
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加工食品の内訳

2019年 2020年 前年比 構成比 2019年 2020年 前年比 構成比

アル

コー
661億円 710億円 + 7.5% 19.0% 菓子（米菓を除く） 202億円 188億円 ▲ 6.7% 5.0%

内

ウィス
ウィスキー 195億円 271億円 + 39.4% 7.2% チョコレート菓子 チョコレート菓子 89億円 87億円 ▲ 3.1% 2.3%

内清

酒
清酒 234億円 241億円 + 3.1% 6.5% キャンデー類 キャンディー類 86億円 77億円 ▲ 11.3% 2.0%

内

ビー
ビール 92億円 58億円 ▲ 37.0% 1.5% ビスケット ビスケット 10億円 11億円 + 1.8% 0.3%

内

しょう
焼酎 16億円 12億円 ▲ 23.0% 0.3% チューインガム チューインガム 6億円 6億円 ▲ 1.3% 0.2%

内ぶ

どう
ぶどう酒 2億円 3億円 + 106.7% 0.1% スープ　ブロス 110億円 107億円 ▲ 2.8% 2.9%

調味

料
480億円 505億円 + 5.3% 13.5% ペプトン等 53億円 53億円 ▲ 0.6% 1.4%

内

ソー
ソース混合調味料 337億円 365億円 + 8.6% 9.8% 米菓（あられ・せんべい） 43億円 45億円 + 5.2% 1.2%

内醤

油
醤油 77億円 75億円 ▲ 2.2% 2.0% デキストリン等 37億円 31億円 ▲ 14.6% 0.8%

内味

噌
味噌 38億円 38億円 + 0.5% 1.0% 酵母 15億円 16億円 + 8.3% 0.4%

清涼

飲料
304億円 342億円 + 12.4% 9.1% 292320000 20億円 15億円 ▲ 25.1% 0.4%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。 11億円 14億円 + 20.8% 0.4%

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成 1,336億円 1,714億円 + 28.3% 45.8%

3,271億円 3,740億円 + 14.3% 100.0%

品目名品目名

香辛料

その他

加工食品　計

アルコール飲料

調味料

清涼飲料水

菓子（米菓除く）

スープ　ブロス

米菓

ペプトン等

デキストリン等

レシチン等

酵母
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アルコール飲料の輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （㎘）
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アルコール飲料の国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 中華人民共和国 172.9億円 (18,907㎘) 70.9% 24.3%

2 アメリカ合衆国 138.4億円 (12,676㎘) ▲11.6% 19.5%

3 香港 99.7億円 (9,668㎘) 59.5% 14.0%

4 台湾 65.4億円 (31,821㎘) 5.5% 9.2%

5 シンガポール 38.3億円 (5,381㎘) 11.2% 5.4%

- その他 195.5億円 (35,491㎘) ▲19.9% 27.5%

参考 ＥＵ（２８国） 79.7億円 (6,746㎘) ▲12.9% 11.2%

- 世界 710.3億円 (113,945㎘) 7.5% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

日本産酒類の品質やブランド等に対する国際的な認知や評価が向上したため輸出が拡大。

輸出額（量）

 
40



清酒（日本酒）の輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （㎘）
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日本酒（清酒）の国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 香港 61.8億円 (2,629㎘) 56.7% 25.6%

2 中華人民共和国 57.9億円 (4,772㎘) 15.8% 24.0%

3 アメリカ合衆国 50.7億円 (5,270㎘) ▲25.0% 21.0%

4 台湾 14.3億円 (2,273㎘) 5.3% 5.9%

5 シンガポール 11.1億円 (688㎘) 30.0% 4.6%

- その他 45.6億円 (6,129㎘) ▲17.1% 18.9%

参考 ＥＵ（２８国） 11.1億円 (1,643㎘) ▲22.2% 4.6%

- 世界 241.4億円 (21,761㎘) 3.1% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

2020年上半期は、新型コロナウイルスの影響による外食店の営業規制のため低迷したが、比較

的新型コロナウイルスの影響からの回復が早かった中国や香港のけん引により下半期は回復し、

年計では対前年比3％増。

輸出額（量）
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ビールの輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （㎘）
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ビールの国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 台湾 17.1億円 (16,583㎘) 23.5% 29.6%

2 中華人民共和国 9.4億円 (6,012㎘) 108.0% 16.4%

3 オーストラリア 6.8億円 (6,999㎘) ▲7.9% 11.8%

4 大韓民国 5.1億円 (6,162㎘) ▲87.3% 8.8%

5 香港 4.6億円 (2,229㎘) 11.0% 8.0%

- その他 14.6億円 (10,280㎘) ▲32.4% 25.4%

参考 ＥＵ（２８国） 1.9億円 (908㎘) ▲33.1% 3.2%

- 世界 57.7億円 (48,266㎘) ▲37.0% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

主要輸出先である韓国への輸出が大幅減となったことに加え、コロナ禍による外食店の営業規制

によりアメリカ向けの輸出が減少したため、対前年比３７％の減少。

輸出額（量）
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ソース混合調味料の輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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ソース混合調味料の国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 アメリカ合衆国 78.6億円 (12,349トン) 12.9% 21.5%

2 台湾 66.8億円 (13,483トン) 13.1% 18.3%

3 香港 34.9億円 (6,529トン) 26.7% 9.6%

4 大韓民国 34.7億円 (6,461トン) 2.6% 9.5%

5 オーストラリア 18.5億円 (3,785トン) 4.3% 5.1%

- その他 131.9億円 (23,744トン) 2.4% 36.1%

参考 ＥＵ（２８国） 33.4億円 (6,235トン) ▲6.3% 9.2%

- 世界 365.4億円 (66,350トン) 8.6% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

各国の外食産業等でのソース、マヨネーズ、ドレッシング、カレールー等の各種調味料の堅調な需

要により、輸出額は対前年比８．６％の増加となった。

輸出額（量）
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醤油の輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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醤油の国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 アメリカ合衆国 16.4億円 (8,481トン) 21.4% 21.8%

2 中華人民共和国 7.5億円 (3,920トン) ▲5.6% 10.0%

3 オーストラリア 5.8億円 (1,912トン) ▲10.2% 7.8%

4 英国 5.0億円 (3,476トン) ▲8.1% 6.7%

5 大韓民国 4.7億円 (2,167トン) ▲11.3% 6.3%

- その他 35.6億円 (19,379トン) ▲6.4% 47.4%

参考 ＥＵ（２８国） 21.8億円 (12,476トン) ▲0.5% 29.0%

- 世界 75.1億円 (39,336トン) ▲2.2% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

新型コロナウイルスにより、最大の輸出先国である米国は前年実績を上回ったものの、中国・オー

ストラリア・英国・韓国などで昨年実績を下回ったことから、輸出数量・金額ともに減少。

輸出額（量）
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味噌の輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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味噌の国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 アメリカ合衆国 9.5億円 (4,160トン) ▲0.2% 24.7%

2 中華人民共和国 3.5億円 (1,519トン) 15.1% 9.1%

3 台湾 2.9億円 (1,036トン) 12.7% 7.6%

4 オランダ 2.5億円 (623トン) 38.9% 6.6%

5 オーストラリア 2.3億円 (834トン) 18.6% 6.0%

- その他 17.7億円 (7,822トン) ▲8.5% 46.0%

参考 ＥＵ（２８国） 9.2億円 (3,298トン) 7.0% 24.0%

- 世界 38.4億円 (15,995トン) 0.5% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

コロナ禍による外食店の営業規制が逆風となったため輸出数量は減少したが、中華圏や欧州、

オーストラリア向け輸出の増加もあり、全体の輸出額は前年並みとなった。

輸出額（量）
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清涼飲料水の輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （㎘）
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清涼飲料水の国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 中華人民共和国 98.2億円 (28,763トン) 39.7% 28.8%

2 香港 51.1億円 (21,403トン) ▲8.6% 15.0%

3 アメリカ合衆国 45.9億円 (24,109トン) ▲1.0% 13.4%

4 オーストラリア 40.1億円 (29,573トン) 6.1% 11.7%

5 台湾 28.8億円 (16,790トン) 8.0% 8.4%

- その他 77.4億円 (24,599トン) 15.9% 22.7%

参考 ＥＵ（２８国） 10.2億円 (3,104トン) 33.1% 3.0%

- 世界 341.6億円 (145,238トン) 12.4% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

巣ごもり需要を追い風として、香料・甘味料入り飲料を中心に中国、台湾、ベトナム向け輸出が

増加し、対前年比12.4％の増加となった。

輸出額（量）
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菓子（米菓を除く）の輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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菓子（米菓を除く）の国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 中華人民共和国 51.4億円 (3,251トン) 22.0% 27.3%

2 香港 50.2億円 (3,537トン) ▲14.4% 26.7%

3 台湾 24.6億円 (1,835トン) 12.3% 13.1%

4 アメリカ合衆国 20.4億円 (1,517トン) ▲19.4% 10.8%

5 シンガポール 5.9億円 (428トン) ▲23.0% 3.1%

- その他 35.7億円 (2,936トン) ▲22.4% 19.0%

参考 ＥＵ（２８国） 1.9億円 (99トン) 9.0% 1.0%

- 世界 188.1億円 (13,503トン) ▲6.7% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

年後半で中国における高級菓子の需要が増加したものの、年前半に新型コロナウイルスの影響に

より香港や米国で減少したため、年計では6.7％の減少。

輸出額（量）
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米菓の輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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米菓の国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 アメリカ合衆国 11.4億円 (1,134トン) 2.0% 25.3%

2 台湾 10.6億円 (989トン) 18.3% 23.3%

3 香港 7.5億円 (629トン) 3.4% 16.5%

4 シンガポール 2.7億円 (227トン) 9.8% 5.9%

5 サウジアラビア 2.1億円 (335トン) 33.9% 4.7%

- その他 11.0億円 (908トン) ▲5.5% 24.2%

参考 ＥＵ（２８国） 1.8億円 (228トン) ▲1.8% 4.0%

- 世界 45.3億円 (4,222トン) 5.2% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

上位輸出国の米国、台湾、香港では増加傾向が維持され、対前年比5.2％の増加。

輸出額（量）
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その他農産物の輸出額の推移

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

751億円

827億円 845億円

1,022億円
973億円 971億円

1,051億円
992億円

1,085億円

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
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その他農産物の内訳

2019年 2020年 前年比 構成比
緑

茶
146億円 162億円 + 10.6% 14.9%

たば

こ
164億円 142億円 ▲ 13.3% 13.1%

播

種
131億円 125億円 ▲ 4.5% 11.5%

102億円 115億円 + 13.5% 10.6%
植

木
植木等 93億円 106億円 + 13.6% 9.7%

切

花
切花 9億円 8億円 ▲ 8.3% 0.7%

植

物
89億円 88億円 ▲ 1.8% 8.1%

内ご

ま油
ごま油 65億円 66億円 + 1.4% 6.1%

内

菜
菜種油・からし種油 4億円 5億円 + 48.1% 0.5%

内ひ

まし
ひまし油 1.3億円 1.3億円 ▲ 0.9% 0.1%

内

大
大豆油 1.0億円 0.7億円 ▲ 28.9% 0.1%

内あ

まに
あまに油 0.1億円 0.1億円 + 17.6% 0.0%

内

パー
パーム油 0.2億円 0.1億円 ▲ 73.8% 0.0%

配

合
67億円 78億円 + 15.6% 7.2%

植

物の
32億円 35億円 + 12.2% 3.3%

メン

トー
36億円 30億円 ▲ 16.2% 2.8%

225億円 310億円 + 37.8% 28.5%

992億円 1,085億円 + 9.4% 100.0%
注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

品目名

その他農産物　計

緑茶

播種用の種等

花き

植物性油脂

配合調製飼料

たばこ

メントール

植物の液汁エキス

その他
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緑茶の輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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緑茶の国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 アメリカ合衆国 84.4億円 (1,941トン) 30.1% 52.1%

2 台湾 15.5億円 (1,407トン) 1.5% 9.6%

3 ドイツ 11.6億円 (307トン) ▲5.1% 7.2%

4 シンガポール 7.4億円 (240トン) ▲25.0% 4.6%

5 カナダ 6.6億円 (163トン) 14.1% 4.1%

- その他 36.4億円 (1,217トン) ▲5.2% 22.5%

参考 ＥＵ（２８国） 24.4億円 (635トン) 5.7% 15.1%

- 世界 161.9億円 (5,274トン) 10.6% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

全体の半分のシェアを占める米国では、コロナ禍により抹茶ラテやティーバッグの家庭内需要が伸び

たことから、全体として増加傾向となり、輸出額・量ともに過去最高を記録。

輸出額（量）
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植木等の輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円）
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植木等の国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 中華人民共和国 ▲1.3% 63.0%

2 ベトナム 65.1% 20.4%

3 香港 370.2% 9.4%

4 台湾 ▲23.4% 2.4%

5 オランダ ▲17.4% 0.7%

- その他 ▲29.9% 4.0%

参考 ＥＵ（２８国） ▲39.3% 2.6%

- 世界 13.6% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

新型コロナウイルスの影響により、中国国内で輸送が滞ったことで輸出額が若干減少したものの、

ベトナム、香港向け植木が大幅に増加したこと等により、対前年比13.6％の増加。

輸出額

66.5億円

21.6億円

9.9億円

2.6億円

0.8億円

4.3億円

2.8億円

105.5億円
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切花の輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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切花の国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 中華人民共和国 3.2億円 (126トン) 52.3% 38.9%

2 アメリカ合衆国 1.7億円 (27トン) ▲39.3% 20.4%

3 大韓民国 0.9億円 (14トン) ▲42.4% 10.8%

4 香港 0.5億円 (14トン) ▲50.1% 6.8%

5 台湾 0.5億円 (7トン) 8.2% 5.5%

- その他 1.4億円 (26トン) 41.0% 17.7%

参考 ＥＵ（２８国） 0.4億円 (9トン) ▲2.7% 5.4%

- 世界 8.1億円 (214トン) ▲8.3% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

切花の輸出額は、中国向けの切花が増加したが、米国は航空便の減便により減少となったため、

前年比8.3％の減少となった。

輸出額（量）
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林産物の輸出額の推移

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

118億円

152億円

211億円

263億円 268億円

355億円
376億円 370億円

381億円

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
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林産物の内訳

品目名 2019年 2020年 前年比 構成比

丸太 丸太 147億円 163億円 + 11.0% 42.9%

内製材製材 60億円 68億円 + 13.3% 17.7%

合板 合板 62億円 56億円 ▲ 10.5% 14.6%

木製建具及び建築用木工品木製建具及び建築用木工品 18億円 15億円 ▲ 16.0% 4.0%

植物性ろう植物性ろう 8億円 6億円 ▲ 24.3% 1.5%

パーティクルボードパーティクルボード 6億円 4億円 ▲ 24.7% 1.2%

繊維板繊維板 5億円 4億円 ▲ 23.1% 0.9%

木炭 木炭 3億円 3億円 ▲ 3.0% 0.9%

その他 61億円 62億円 + 0.7% 16.2%

林産物　計 370億円 381億円 + 2.9% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
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丸太の輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （千m³）
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丸太の国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 中華人民共和国 130.3億円 (1,156,972m³) 9.7% 79.7%

2 大韓民国 18.2億円 (119,509m³) 11.2% 11.1%

3 台湾 10.6億円 (83,132m³) 7.5% 6.5%

4 ベトナム 3.5億円 (22,303m³) 107.3% 2.2%

5 カンボジア 0.6億円 (1,430m³) 232.4% 0.4%

- その他 0.2億円 (371m³) ▲38.3% 0.1%

参考 ＥＵ（２８国） 0.0億円 (11m³) ▲17.8% 0.0%

- 世界 163.4億円 (1,383,717m³) 11.0% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

新型コロナウイルスの影響により、１-3月は中国への輸出が減少したが、4月以降は製材工場の

操業再開により回復したため、対前年比11％の増加。

輸出額（量）
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合板の輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （千m²）
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合板の国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 フィリピン 51.0億円 (6,951千m²) ▲10.0% 91.7%

2 中華人民共和国 3.6億円 (273千m²) ▲10.5% 6.5%

3 インドネシア 0.3億円 (98千m²) ▲45.0% 0.5%

4 大韓民国 0.3億円 (35千m²) ▲22.9% 0.5%

5 台湾 0.1億円 (4千m²) ▲9.7% 0.2%

- その他 0.3億円 (26千m²) ▲23.9% 0.6%

参考 ＥＵ（２８国） 0.0億円 (1千m²) ▲34.4% 0.0%

- 世界 55.6億円 (7,387千m²) ▲10.5% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

フィリピンにおいて住宅建材用に仕上げるための需要があるが、コロナ禍による住宅需要の低迷のた

め、対前年比10.5%の減少。

輸出額（量）

 
70



製材の輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （千m³）
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製材の国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 アメリカ合衆国 25.2億円 (52,502m³) 116.8% 37.3%

2 中華人民共和国 15.9億円 (65,444m³) ▲10.2% 23.5%

3 フィリピン 11.1億円 (27,402m³) ▲14.6% 16.4%

4 大韓民国 6.2億円 (10,196m³) ▲6.7% 9.2%

5 台湾 5.0億円 (11,611m³) 21.6% 7.4%

- その他 4.2億円 (5,554m³) ▲36.8% 6.2%

参考 ＥＵ（２８国） 0.0億円 (27m³) ▲43.4% 0.1%

- 世界 67.6億円 (172,709m³) 13.3% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

新型コロナウィルスの影響により、中国等への輸出が減少したが、米国での住宅需要やDIY需要

の増加により、対前年比13.3％の増加。

輸出額（量）
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水産物（調製品除く）の輸出額の推移

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

1,198億円

1,607億円

1,733億円

2,084億円

1,954億円
2,051億円

2,267億円
2,163億円

1,676億円

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
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水産物（調製品除く）の内訳

品目名 2019年 2020年 前年比 構成比

ホタテ貝（生・蔵・凍・塩・乾）ホタテ貝 (生鮮・冷蔵・冷凍) 447億円 314億円 ▲ 29.6% 18.8%

さば（生・蔵・凍）さば 206億円 204億円 ▲ 0.8% 12.2%

かつお・まぐろ類（生・蔵・凍）かつお・まぐろ類 153億円 204億円 + 33.6% 12.2%

ぶり（生・蔵・凍）ぶり 229億円 173億円 ▲ 24.7% 10.3%

いわし（生・蔵・凍）いわし 80億円 77億円 ▲ 3.2% 4.6%

真珠（天然・養殖）真珠（天然・養殖） 329億円 76億円 ▲ 76.9% 4.5%

魚油 49億円 52億円 + 6.2% 3.1%

観賞用魚観賞用魚（金魚除く） 47億円 49億円 + 3.5% 2.9%

さけ・ます（生・蔵・凍）さけ・ます 42億円 39億円 ▲ 6.9% 2.3%

たい（活・生・蔵・凍）たい 35億円 38億円 + 6.9% 2.3%

さんごさんご 48億円 35億円 ▲ 26.6% 2.1%

食用海藻 32億円 32億円 + 0.3% 1.9%

なまこ 41億円 23億円 ▲ 42.6% 1.4%

その他 425億円 358億円 ▲ 15.7% 21.4%

水産物（調製品除く）　計 2,163億円 1,676億円 ▲ 22.5% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
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ホタテ貝（生鮮・冷蔵・冷凍）の輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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ホタテ貝（活・生鮮・冷房・冷凍・塩蔵・乾燥）の国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 中華人民共和国 145.6億円 (60,622トン) ▲45.7% 46.4%

2 台湾 56.9億円 (2,500トン) 6.4% 18.1%

3 大韓民国 32.3億円 (9,062トン) 15.4% 10.3%

4 香港 30.9億円 (2,881トン) ▲4.4% 9.8%

5 アメリカ合衆国 15.9億円 (681トン) ▲30.2% 5.1%

- その他 32.2億円 (1,812トン) ▲23.0% 10.3%

参考 ＥＵ（２８国） 15.6億円 (684トン) 4.1% 5.0%

- 世界 314.0億円 (77,558トン) ▲29.7% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

主な輸出先は、殻剥き加工が行われている中国向けのほか、外食需要のある東アジア、米国等。

2020年は、国内の水揚げは順調であったものの、原貝の小型化や新型コロナウイルス感染症の影響で国内

外の外食需要が落ち込んだことにより単価が下落し、輸出額が減少。

輸出額（量）
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真珠（天然・養殖）の輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （㎏）
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真珠の国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 香港 46.5億円 (8,605㎏) ▲83.7% 61.1%

2 アメリカ合衆国 12.7億円 (1,019㎏) ▲27.4% 16.7%

3 タイ 4.8億円 (687㎏) 12.8% 6.3%

4 中華人民共和国 3.9億円 (169㎏) ▲50.2% 5.1%

5 イタリア 1.9億円 (201㎏) ▲43.4% 2.5%

- その他 6.3億円 (938㎏) ▲43.1% 8.3%

参考 ＥＵ（２８国） 4.3億円 (455㎏) ▲36.8% 5.7%

- 世界 76.0億円 (11,620㎏) ▲76.9% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

中国の富裕層向けの需要が高く、経由地となる香港向けが輸出額全体の約８割を占めている。

輸出額（量）
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さばの輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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さばの国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 ベトナム 59.9億円 (47,155トン) 17.7% 29.3%

2 タイ 30.7億円 (28,429トン) ▲13.4% 15.0%

3 エジプト 24.8億円 (20,480トン) ▲14.0% 12.2%

4 ナイジェリア 20.0億円 (15,732トン) ▲65.9% 9.8%

5 ガーナ 14.6億円 (12,537トン) 102.3% 7.1%

- その他 54.5億円 (47,405トン) 116.8% 26.7%

- 世界 204.4億円 (171,739トン) ▲0.8% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

主な輸出先は、加工用原料や現地消費用として輸入している東南アジアや、重要なタンパク源として現地で

消費されているアフリカ。2020年は、近年の主要輸出先であったナイジェリア向けが落ち込む一方、加工用の

輸出が近年増加しているベトナム向けが引き続き増加するなどした結果、輸出額はほぼ前年同。

輸出額（量）
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かつお・まぐろ類の輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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かつお・まぐろ類の国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 タイ 95.8億円 (41,763トン) 55.4% 47.0%

2 ベトナム 37.9億円 (11,125トン) 112.9% 18.6%

3 香港 16.0億円 (306トン) 15.7% 7.8%

4 中華人民共和国 10.5億円 (376トン) ▲29.9% 5.2%

5 インドネシア 7.1億円 (4,679トン) 192.3% 3.5%

- その他 36.6億円 (5,662トン) ▲12.7% 18.0%

参考 ＥＵ（２８国） 7.0億円 (996トン) 19.9% 3.5%

- 世界 203.9億円 (63,910トン) 33.6% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

主な輸出先は、ツナ缶の原料として各国から冷凍のかつおやびんながを輸入している東南アジア。香港や中国には外食需要の

ある生鮮のまぐろ類が多く輸出されている。

2020年は、日本近海でびんなががまとまって漁獲されたことから、東南アジア向けに多く輸出され、輸出額が増加。

輸出額（量）
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ぶりの輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

注：ぶりは、既存の統計品目番号（フィレ）に加え、2019年1月の分類変更に伴いフィレ以外の統計品目番号

（ラウンド等）が新たに追加されたため、前年との単純比較はできない。

（億円） （トン）
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ぶりの国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 アメリカ合衆国 95.9億円 (5,600トン) ▲39.8% 55.5%

2 ベトナム 27.5億円 (17,910トン) 60.0% 15.9%

3 中華人民共和国 12.4億円 (6,066トン) ▲4.7% 7.2%

4 香港 11.5億円 (676トン) 0.8% 6.6%

5 タイ 4.4億円 (1,018トン) ▲16.8% 2.5%

- その他 21.1億円 (6,403トン) ▲8.9% 12.2%

参考 ＥＵ（２８国） 3.4億円 (209トン) ▲18.8% 2.0%

- 世界 172.6億円 (37,673トン) ▲24.7% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

輸出額は、年々増加傾向で推移。米国向けが輸出額全体の約８割を占めている。

輸出額（量）
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いわしの輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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いわしの国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 タイ 32.0億円 (48,514トン) ▲8.5% 41.3%

2 モーリシャス 8.5億円 (6,386トン) 2.0% 11.0%

3 ベトナム 7.1億円 (8,663トン) 30.8% 9.1%

4 マレーシア 6.3億円 (7,889トン) 64.1% 8.1%

5 台湾 3.5億円 (2,811トン) 86.1% 4.5%

- その他 20.1億円 (17,160トン) ▲21.6% 25.9%

- 世界 77.5億円 (91,422トン) ▲3.2% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

主な輸出先は、加工用原料として輸入している東南アジアなど。

2020年は、国内での水揚げはまとまっていたものの、魚体が小さくミールに仕向けられるものが多

かったことなどから輸出額は伸びず、輸出額はほぼ前年同。

輸出額（量）
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さけ・ますの輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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さけ・ますの国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 ベトナム 20.8億円 (5,654トン) ▲4.2% 52.8%

2 タイ 8.8億円 (2,230トン) ▲20.9% 22.3%

3 中華人民共和国 6.8億円 (1,756トン) ▲2.5% 17.3%

4 インドネシア 1.8億円 (585トン) 99.8% 4.6%

5 台湾 0.7億円 (71トン) ▲18.0% 1.8%

- その他 0.5億円 (32トン) ▲35.1% 1.1%

- 世界 39.4億円 (10,329トン) ▲6.9% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

主な輸出先は、加工用原料として輸入している東南アジア。

2020年は、2019年の不漁により国内の冷凍在庫も少なく、さらに2020年の漁期も漁獲量が伸

びなかったことから主に国内向けに流通し、輸出額が減少。

輸出額（量）
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たいの輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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たいの国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 大韓民国 22.6億円 (4,146トン) ▲1.2% 59.7%

2 中華人民共和国 3.9億円 (639トン) 278.6% 10.3%

3 台湾 3.6億円 (382トン) 10.7% 9.5%

4 タイ 2.8億円 (709トン) 162.2% 7.4%

5 アメリカ合衆国 2.2億円 (153トン) ▲54.9% 5.8%

- その他 2.7億円 (417トン) 18.5% 7.2%

- 世界 37.8億円 (6,446トン) 6.9% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

主な輸出先は、現地消費向けに活魚での輸出が多い韓国。

2020年は、新型コロナウイルス感染症の影響により国内の需要が減退し浜値が下落したため輸出単価も下

落した。一方、安価となったことから韓国向けに大量に輸出されたことにより輸出額は増加。

輸出額（量）
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観賞用魚（金魚除く）の輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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観賞用魚の国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 香港 6.8億円 (23トン) ▲3.4% 13.8%

2 アメリカ合衆国 5.5億円 (26トン) 34.1% 11.2%

3 中華人民共和国 4.6億円 (15トン) 66.7% 9.4%

4 ドイツ 4.4億円 (29トン) 3.3% 9.0%

5 オランダ 4.3億円 (55トン) ▲29.8% 8.8%

- その他 23.5億円 (152トン) 1.5% 47.9%

参考 ＥＵ（２８国） 13.4億円 (121トン) ▲7.7% 27.2%

- 世界 49.1億円 (298トン) 3.5% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

主な輸出先は、富裕層を中心に需要のあるアジアや欧米諸国であり、大宗が錦鯉。

2020年は、新型コロナウイルス感染症の影響により品評会の中止やバイヤーの来日が困難になる

などの影響があったが、各取扱業者の積極的な輸出により、輸出額が増加。

輸出額（量）
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すけとうたらの輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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すけとうたらの国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 中華人民共和国 8.1億円 (8,408トン) ▲26.5% 48.6%

2 大韓民国 6.1億円 (1,696トン) ▲13.2% 36.5%

3 ロシア 1.8億円 (490トン) 2.4% 10.7%

4 ベトナム 0.6億円 (304トン) ▲9.3% 3.4%

5 タイ 0.1億円 (29トン) ▲60.1% 0.4%

- その他 0.1億円 (50トン) ▲82.0% 0.4%

- 世界 16.6億円 (10,977トン) ▲20.3% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

主な輸出先は、現地消費向けに生鮮の需要のある韓国と、加工用原料として輸入している中国。

2020年は、韓国向けは新型コロナウイルス感染症の影響で需要が落ち込み輸出額が減少。中国向けは、2019年は米中

貿易摩擦により中国の米国産冷凍すけとうだらの輸入が減少し、代替品需要で日本からの輸出が伸長していたため、対前年

比では輸出額は減少。

輸出額（量）
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水産物調製品の輸出額の推移

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

502億円

610億円 604億円

673億円 686億円 698億円

764億円

710億円

599億円

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
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水産調製品の内訳

品目名 2019年 2020年 前年比 構成比

なまこ（調製）なまこ（調製） 208億円 181億円 ▲ 12.8% 30.2%

練り製品練り製品 112億円 104億円 ▲ 7.0% 17.3%

貝柱（調製品）貝柱（調製品） 80億円 72億円 ▲ 10.4% 11.9%

ホタテ貝（調製）ホタテ貝（調製品） 76億円 46億円 ▲ 38.6% 7.7%

キャビア及びその代用物キャビア及びその代用品 43億円 39億円 ▲ 9.7% 6.5%

魚等缶詰 22億円 21億円 ▲ 3.7% 3.5%

160555000たこ調製品 16億円 13億円 ▲ 20.5% 2.1%

160554000いか調製品 13億円 12億円 ▲ 6.2% 2.1%

真珠 23億円 8億円 ▲ 63.5% 1.4%

その他 118億円 103億円 ▲ 12.4% 17.2%

水産物調製品　計 710億円 599億円 ▲ 15.5% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
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なまこ（調製）の輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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なまこ（調製）の国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 香港 154.0億円 (487トン) ▲17.4% 85.0%

2 台湾 14.5億円 (56トン) 1725.2% 8.0%

3 中華人民共和国 9.5億円 (110トン) ▲43.7% 5.2%

4 シンガポール 2.4億円 (15トン) ▲6.0% 1.3%

5 大韓民国 0.5億円 (2トン) 23.6% 0.3%

- その他 0.2億円 (0トン) ▲66.3% 0.1%

- 世界 181.2億円 (671トン) ▲12.8% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

主な輸出先は、高級食材である干なまこの消費・流通の中心となっている香港。

2020年は、2019年以降継続している香港の情勢不安の影響や新型コロナウイルス感染症の影響による香港・中国の外食

需要の減退を受け輸出額が減少。台湾向けには、これまで香港を経由して流通していたものの一部が我が国から直接輸出さ

れるようになっている。

輸出額（量）
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練り製品の輸出実績（2012～2020年）

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

（億円） （トン）
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練り製品の国・地域別内訳　2020年

国　名
輸出額

前年比

輸出額

構成比

1 アメリカ合衆国 31.1億円 (3,265トン) ▲17.6% 29.9%

2 香港 26.6億円 (3,367トン) ▲8.6% 25.6%

3 中華人民共和国 22.3億円 (2,186トン) 14.3% 21.4%

4 台湾 7.4億円 (936トン) 2.0% 7.1%

5 大韓民国 2.8億円 (519トン) ▲8.3% 2.7%

- その他 13.6億円 (1,367トン) ▲9.3% 13.1%

参考 ＥＵ（２８国） 2.0億円 (214トン) 29.4% 2.0%

- 世界 103.8億円 (11,639トン) ▲7.0% 100.0%

注：四捨五入の関係で内訳の計と合計が一致しないことがある。EUの数値については外数。

財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

主な輸出先は、米国や香港、中国。

2020年は、中国向けはECの拡大などにより輸出額が増加した一方、米国や香港向けは新型コ

ロナウイルス感染症の影響による消費減退により輸出額が減少。

輸出額（量）
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