
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

133億円

197億円

243億円

350億円
377億円 366億円

423億円
445億円 453億円

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
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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）

 
24



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）

 
31



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）
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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）

45



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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