
合板の輸出実績　2013年〜2019年

財務省「貿易統計」を基に農林⽔産省作成

（億円） （千m²）



合板

国　名 輸出額
前年⽐

輸出額
構成⽐

1 フィリピン 56.6億円 (7,648千m²) ▲9.4% 91.2%

2 中華⼈⺠共和国 4.0億円 (232千m²) 17.2% 6.5%

3 インドネシア 0.5億円 (159千m²) 71.8% 0.8%

4 ⼤韓⺠国 0.4億円 (57千m²) 10.2% 0.6%

5 台湾 0.1億円 (4千m²) ▲73.0% 0.2%

- その他 0.4億円 (48千m²) ▲23.0% 0.7%

参考 ＥＵ（２８国） 0.0億円 (1千m²) 103.8% 0.1%

- 世界 62.1億円 (8,149千m²) ▲8.2% 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

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。

輸出額（量）

の国・地域別内訳 2019年



製材の輸出実績　2013年〜2019年

財務省「貿易統計」を基に農林⽔産省作成

（億円） （千m³）



製材

国　名 輸出額
前年⽐

輸出額
構成⽐

1 中華⼈⺠共和国 17.7億円 (64,738m³) ▲18.5% 29.6%

2 フィリピン 13.0億円 (31,233m³) ▲1.2% 21.8%

3 アメリカ合衆国 11.6億円 (24,332m³) 8.6% 19.5%

4 ⼤韓⺠国 6.7億円 (10,590m³) 17.5% 11.2%

5 台湾 4.1億円 (8,972m³) 13.1% 6.9%

- その他 6.6億円 (7,288m³) 17.6% 11.1%

参考 ＥＵ（２８国） 0.1億円 (20m³) 55.4% 0.1%

- 世界 59.7億円 (147,153m³) ▲1.3% 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

中国の成⻑鈍化に伴い中国向けが減少したものの、⽶国向け（住宅フェンス材など）などが堅
調であり、全体では前年と同⽔準。

輸出額（量）

の国・地域別内訳 2019年



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

1,607億円
1,733億円

2,084億円
1,954億円

2,051億円
2,267億円

2,163億円

平成25年
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平成26年
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平成27年
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平成28年
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平成29年
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平成30年
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⽔産物（調製品除く）の内訳
平成30年
2018年

令和元年
2019年 増減率 構成⽐

476.7億円 446.7億円 ▲6.3% 20.7%
346.0億円 329.0億円 ▲4.9% 15.2%
266.9億円 206.1億円 ▲22.8% 9.5%
179.4億円 152.6億円 ▲14.9% 7.1%
157.7億円 229.2億円 45.4% 10.6%
83.1億円 80.1億円 ▲3.6% 3.7%
58.7億円 49.3億円 ▲16.0% 2.3%
49.1億円 42.3億円 ▲13.8% 2.0%
46.6億円 35.4億円 ▲24.0% 1.6%
43.3億円 47.5億円 9.5% 2.2%
43.3億円 47.5億円 9.8% 2.2%
32.9億円 32.2億円 ▲2.0% 1.5%
30.3億円 40.6億円 34.0% 1.9%

452.9億円 424.8億円 ▲6.2% 19.6%
2,266.8億円 2,163.3億円 ▲4.6% 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。
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・蔵・凍・塩・乾）の輸出実績　2013年〜2019年

財務省「貿易統計」を基に農林⽔産省作成

（億円） （トン）



ホタテ⾙（⽣・蔵・凍・塩・乾）

国　名 輸出額
前年⽐

輸出額
構成⽐

1 中華⼈⺠共和国 268.2億円 (69,693トン) ▲6.0% 60.0%

2 台湾 53.5億円 (2,078トン) 20.7% 12.0%

3 ⾹港 32.3億円 (2,996トン) ▲27.0% 7.2%

4 ⼤韓⺠国 28.0億円 (6,298トン) ▲9.5% 6.3%

5 アメリカ合衆国 22.8億円 (853トン) ▲20.8% 5.1%

- その他 41.9億円 (2,085トン) ▲2.8% 9.4%

参考 ＥＵ（２８国） 15.0億円 (636トン) ▲29.6% 3.4%

- 世界 446.7億円 (84,004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

主な輸出先は、現地消費⽤と⽶国等の第三国輸出向けの加⼯⽤原料として輸⼊している中国。
2019年は、主産地の⼀つである噴⽕湾でへい死被害が発⽣。さらに、最⼤の消費地とされる⽶国におけるホ
タテ⾙の⽣産増により、経由地となる中国向けの輸出が減少。

輸出額（量）

の国・地域別内訳 2019年



真珠の輸出実績　2013年〜2019年

財務省「貿易統計」を基に農林⽔産省作成

（億円） （㎏）



真珠

国　名 輸出額
前年⽐

輸出額
構成⽐

1 ⾹港 285.0億円 (30,051㎏) ▲1.7% 86.6%

2 アメリカ合衆国 17.5億円 (1,228㎏) ▲34.7% 5.3%

3 中華⼈⺠共和国 7.8億円 (328㎏) ▲0.8% 2.4%

4 タイ 4.2億円 (727㎏) ▲3.6% 1.3%

5 イタリア 3.3億円 (317㎏) 9.6% 1.0%

- その他 11.1億円 (1,670㎏) ▲20.9% 3.4%

参考 ＥＵ（２８国） 6.8億円 (739㎏) ▲3.0% 2.1%

- 世界 329.0億円 (34,321㎏) ▲4.9% 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、真珠売買の拠点である⾹港で、真珠輸出の8割以上を占める。
2019年は、⾹港の情勢不安の影響を受け、中国から買い付けに来るバイヤーが少なくなったため、輸出が減
少。また、宝飾品は継承されるため、これまで購⼊してきた⽶国では、新規の購⼊が減少傾向。

輸出額（量）

の国・地域別内訳 2019年



さばの輸出実績　2013年〜2019年

財務省「貿易統計」を基に農林⽔産省作成

（億円） （トン）



さば

国　名 輸出額
前年⽐

輸出額
構成⽐

1 ナイジェリア 58.6億円 (45,903トン) 3.7% 28.4%

2 ベトナム 50.8億円 (40,116トン) 62.8% 24.7%

3 タイ 35.4億円 (32,069トン) ▲9.6% 17.2%

4 エジプト 28.9億円 (25,867トン) ▲41.5% 14.0%

5 ガーナ 7.2億円 (5,633トン) ▲74.9% 3.5%

- その他 25.1億円 (19,871トン) ▲59.3% 12.2%

- 世界 206.1億円 (169,458トン) ▲22.8% 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、さばが重要なタンパク源の⼀つとなっているアフリカや、⽇本や第三国輸出向けに
加⼯⽤原料として輸⼊している東南アジア。
2019年は、漁獲量の減少と国内のさば⽸ブームにより浜値が⾼騰し輸出が減少。

輸出額（量）

の国・地域別内訳 2019年



かつお・まぐろ類の輸出実績　2013年〜2019年

財務省「貿易統計」を基に農林⽔産省作成

（億円） （トン）



かつお・まぐろ類

国　名 輸出額
前年⽐

輸出額
構成⽐

1 タイ 61.6億円 (29,596トン) ▲34.8% 40.4%

2 ベトナム 17.8億円 (4,835トン) ▲3.4% 11.7%

3 中華⼈⺠共和国 15.0億円 (567トン) 27.8% 9.8%

4 ⾹港 13.8億円 (298トン) 1.9% 9.0%

5 アメリカ合衆国 9.6億円 (465トン) 6.6% 6.3%

- その他 34.8億円 (5,893トン) 7.9% 22.8%

参考 ＥＵ（２８国） 5.9億円 (491トン) 497.6% 3.8%

- 世界 152.6億円 (41,654トン) ▲14.9% 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、⽇本や第三国輸出向けにツナ⽸の加⼯⽤原料として、各国から冷凍のかつおやびんながまぐろを輸⼊してい
るタイ等。この他、現地消費⽤として、⽣鮮のまぐろ類が⾹港や中国等に輸出。
2019年は、世界的な好漁によるかつおの国際相場下落や、びんながまぐろの漁獲量減少により加⼯⽤原料の輸出が減少。

輸出額（量）

の国・地域別内訳 2019年



ぶりの輸出実績　2013年〜2019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、前年との単純⽐較できない。

（億円） （トン）



ぶり

国　名 輸出額
前年⽐

輸出額
構成⽐

1 アメリカ合衆国 159.3億円 (9,012トン) 24.3% 69.5%

2 ベトナム 17.2億円 (9,841トン) 10961.7% 7.5%

3 中華⼈⺠共和国 13.0億円 (4,797トン) 122.8% 5.7%

4 ⾹港 11.4億円 (702トン) 107.5% 5.0%

5 タイ 5.3億円 (902トン) 106.4% 2.3%

- その他 23.1億円 (4,255トン) 49.8% 10.1%

参考 ＥＵ（２８国） 4.2億円 (256トン) 2.5% 1.8%

- 世界 229.2億円 (29,509トン) 45.4% 100.0%
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、前年との単純⽐較できない
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、ぶり輸出の7割程度を占める⽶国。
⽇本⾷⽂化の浸透の影響等を受け、現地における消費の裾野が広がり、堅調に輸出が拡⼤。

輸出額（量）

の国・地域別内訳 2019年



いわしの輸出実績　2013年〜2019年

財務省「貿易統計」を基に農林⽔産省作成

（億円） （トン）



いわし

国　名 輸出額
前年⽐

輸出額
構成⽐

1 タイ 35.0億円 (51,697トン) 7.0% 43.7%

2 モーリシャス 8.4億円 (6,784トン) 0.3% 10.4%

3 フィリピン 5.7億円 (7,232トン) 29.1% 7.1%

4 ベトナム 5.4億円 (5,471トン) 48.2% 6.7%

5 ⼤韓⺠国 4.1億円 (4,509トン) ▲19.1% 5.1%

- その他 21.5億円 (19,825トン) ▲25.6% 26.9%

参考 ＥＵ（２８国） 0.0億円 (0トン) ▲100.0% 0.0%

- 世界 80.1億円 (95,518トン) ▲3.6% 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、⽇本や第三国輸出向けに加⼯⽤原料として冷凍品を輸⼊しているタイ等。
2018年に引き続き、2019年も好漁だったため、堅調な輸出を維持

輸出額（量）

の国・地域別内訳 2019年



さけ・ますの輸出実績　2013年〜2019年

財務省「貿易統計」を基に農林⽔産省作成

（億円） （トン）



さけ・ます

国　名 輸出額
前年⽐

輸出額
構成⽐

1 ベトナム 21.7億円 (5,075トン) ▲0.2% 51.3%

2 タイ 11.1億円 (2,815トン) 0.6% 26.3%

3 中華⼈⺠共和国 7.0億円 (1,804トン) ▲46.3% 16.6%

4 インドネシア 0.9億円 (332トン) ▲43.5% 2.1%

5 台湾 0.9億円 (135トン) 18.6% 2.0%

- その他 0.7億円 (67トン) ▲23.1% 1.6%

- 世界 42.3億円 (10,229トン) ▲13.8% 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、⽇本や第三国輸出向けの加⼯⽤原料として輸⼊しているベトナム、タイ、中国。
2019年は、記録的な不漁の影響を受けたほか、中国が輸⼊しているロシア産やアラスカ産が豊
漁であったため、中国向けの輸出が減少。

輸出額（量）

の国・地域別内訳 2019年



たいの輸出実績　2013年〜2019年

財務省「貿易統計」を基に農林⽔産省作成

（億円） （トン）



たい

国　名 輸出額
前年⽐

輸出額
構成⽐

1 ⼤韓⺠国 22.9億円 (2,707トン) ▲26.5% 64.6%

2 アメリカ合衆国 4.9億円 (323トン) 2.6% 13.7%

3 台湾 3.3億円 (339トン) ▲6.0% 9.2%

4 ⾹港 1.9億円 (186トン) 64.5% 5.4%

5 タイ 1.1億円 (228トン) ▲71.6% 3.0%

- その他 1.4億円 (378トン) ▲39.6% 4.0%

- 世界 35.4億円 (4,161トン) ▲24.0% 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、現地消費⽤として輸⼊している韓国（韓国へのたい輸出は全体の6割程度を占める）。
韓国では、韓国産や中国産のたいも消費されており、2019年は韓国経済の冷え込みにより、⾼価格な⽇本
産の消費が減退し、輸出が減少。

輸出額（量）

の国・地域別内訳 2019年



観賞⽤⿂（⾦⿂除く）の輸出実績　2013年〜2019年

財務省「貿易統計」を基に農林⽔産省作成

（億円） （トン）



観賞⽤⿂（⾦⿂除く）

国　名 輸出額
前年⽐

輸出額
構成⽐

1 ⾹港 7.0億円 (23トン) 8.7% 14.8%

2 オランダ 6.2億円 (85トン) 19.9% 13.0%

3 ドイツ 4.3億円 (23トン) 0.4% 9.0%

4 アメリカ合衆国 4.1億円 (24トン) 0.5% 8.6%

5 インドネシア 3.7億円 (27トン) 66.1% 7.7%

- その他 22.3億円 (117トン) 4.9% 46.9%

参考 ＥＵ（２８国） 14.5億円 (137トン) 7.1% 30.5%

- 世界 47.5億円 (299トン) 9.5% 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

観賞⽤⿂の内訳のほとんどが錦鯉と考えられる。
アジアや欧⽶の富裕層を中⼼に⽇本⽂化の象徴として親しまれている。

輸出額（量）

の国・地域別内訳 2019年



すけとうたらの輸出実績　2013年〜2019年

財務省「貿易統計」を基に農林⽔産省作成

（億円） （トン）



すけとうたら

国　名 輸出額
前年⽐

輸出額
構成⽐

1 中華⼈⺠共和国 11.0億円 (10,500トン) 279.0% 52.7%

2 ⼤韓⺠国 7.0億円 (2,146トン) ▲39.4% 33.6%

3 ロシア 1.7億円 (513トン) ▲36.0% 8.3%

4 ベトナム 0.6億円 (436トン) 66.7% 3.0%

5 タイ 0.2億円 (220トン) ▲6.2% 0.8%

- その他 0.3億円 (238トン) 133.3% 1.6%

- 世界 20.9億円 (14,053トン) 16.7% 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、チゲ鍋等の⽤途で⽣鮮品の需要がある韓国と、第三国輸出向けに加⼯⽤原料としてロシアや⽶国等から冷
凍品を輸⼊している中国。2019年は、不漁傾向であった国内の⽣産量が回復基調にあったほか、中国向けの輸出が回復
基調。⽶中貿易摩擦の影響で⽶国からの原料調達が難しくなった中国が、⽇本から輸⼊したと⾒られる。

輸出額（量）

の国・地域別内訳 2019年



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

610億円 604億円
673億円 686億円 698億円

764億円
710億円

平成25年
2013年

平成26年
2014年

平成27年
2015年

平成28年
2016年

平成29年
2017年

平成30年
2018年

令和元年
2019年



⽔産物調製品の内訳
平成30年
2018年

令和元年
2019年 増減率 構成⽐

210.7億円 207.7億円 ▲1.4% 29.3%

106.7億円 111.7億円 4.7% 15.7%

95.9億円 75.7億円 ▲21.1% 10.7%

77.9億円 79.8億円 2.5% 11.2%

43.2億円 42.9億円 ▲0.6% 6.1%

27.2億円 23.1億円 ▲15.3% 3.2%

21.1億円 21.9億円 4.0% 3.1%

17.1億円 15.8億円 ▲7.1% 2.2%

14.5億円 13.3億円 ▲8.5% 1.9%

149.9億円 117.8億円 ▲21.4% 16.6%

764.2億円 709.8億円 ▲7.1% 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。

財務省「貿易統計」を基に農林⽔産省作成

⽔産物調製品　計

真珠

⿂等⽸詰

たこ調製品

いか調製品

その他

キャビア及びその代⽤品

品⽬名

なまこ（調製）

練り製品

ホタテ⾙（調製品）

⾙柱（調製品）



なまこ（調製）の輸出実績　2013年〜2019年

財務省「貿易統計」を基に農林⽔産省作成

（億円） （トン）



なまこ（調製）

国　名 輸出額
前年⽐

輸出額
構成⽐

1 ⾹港 186.5億円 (455トン) ▲5.9% 89.8%

2 中華⼈⺠共和国 16.9億円 (134トン) 541.2% 8.1%

3 シンガポール 2.6億円 (12トン) ▲5.7% 1.2%

4 台湾 0.8億円 (4トン) 2862.7% 0.4%

5 ⼤韓⺠国 0.4億円 (2トン) 29.0% 0.2%

- その他 0.6億円 (5トン) ▲91.0% 0.3%

- 世界 207.7億円 (613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

主な輸出先は、なまこ（調製）輸出の9割程度を占める⾹港。輸出形態には塩蔵したものと乾
燥したものがある。主に、塩蔵なまこは⾹港経由で中国に流通し、中国で消費され、乾燥なまこ
は⾹港でも消費される。2019年は、⾹港の情勢不安の影響を受け、輸出が減少。

輸出額（量）

の国・地域別内訳 2019年



練り製品の輸出実績　2013年〜2019年

財務省「貿易統計」を基に農林⽔産省作成

（億円） （トン）



練り製品

国　名 輸出額
前年⽐

輸出額
構成⽐

1 アメリカ合衆国 37.7億円 (3,933トン) 8.9% 33.8%

2 ⾹港 29.1億円 (3,629トン) ▲7.0% 26.0%

3 中華⼈⺠共和国 19.5億円 (2,182トン) 32.3% 17.4%

4 台湾 7.3億円 (905トン) 3.9% 6.5%

5 ⼤韓⺠国 3.1億円 (548トン) ▲34.7% 2.8%

- その他 15.0億円 (1,579トン) 5.2% 13.4%

参考 ＥＵ（２８国） 1.6億円 (171トン) ▲2.4% 1.4%

- 世界 111.7億円 (12,776トン) 4.7% 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、練り製品輸出の3割程度を占める⽶国や、2割程度を占める中国。
⽇本⾷だけでなく多様な料理の⾷材として、現地における消費の裾野が広がり、堅調に輸出が拡
⼤した。

輸出額（量）

の国・地域別内訳 2019年




