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153.730万
総トン

世界計

国別・船種別船腹量

船舶登録別
船腹量

世界の船種別
船腹量

船舶登録別船腹量

世界の船種別船腹量

2
世界の船舶登録国別船腹量はパナマ、リベリア、マーシャル諸島等が上位を占める。船種別では、ばら積貨物船、オイルタンカー、コン
テナ船の順となっている。

アジア各国の支配船腹量3

（注） ①中国には、香港及び台湾を含まない。
　　 ②2022年末の数値。
　　 ③端数処理のため、末尾の数字が合わない場合がある。

アジア主要国の船会社が実質保有する船の船腹量が世界の45.5％を占め、そのうち、日本、中国の割合が52.0％を占める。

（注） ①2022年末の数値。
 　　②端数処理のため、末尾の数字が合わない場合がある。

主要品目別海上輸送量と船腹量1
世界の海上輸送量は、2020年に新型コロナウイルス感染症の影響等で減少したが2021年に回復。2022年は前年比0.5％の減少で
ほぼ現状維持となった。世界の船腹量は1990年より毎年増加しており、2022年は前年比3.0％の増加。

出典：Clarksons「SHIPPING REVIEW DATABASE」、UNCTAD「REVIEW OF MARITIME TRANSPORT 2022」、 IHS「WORLD FLEET STATISTICS」
　　　Lloyd's Register of Shipping「STATISTICAL TABLES」、Fearnleys「REVIEW」
　　

2022年において世界の主要品目別海上輸送量は、石油25.2％、鉄鉱石12.4％、石炭10.2%、穀物4.3％を占めている。
近年ではコンテナ貨物を含むその他貨物の割合が増加し、2022年では47.8％を占める。

外航海運 世界の海運

（注） ①海上輸送量について1985年はFearnleys「REVIEW」各年版。　②1990年までの船腹量については、Lloyd's Register of Shipping「STATISTICAL TABLES」各年版による
　　年央値であり、1995年以降はIHS「WORLD FLEET STATISTICS」による年末値である。　③1995年以降の船腹量は、漁船等を除いた値である。　④端数処理のため、末尾の
　　数字が合わない場合がある。　⑤2021年以降の船腹量はUNCTAD「REVIEW OF MARITIME TRANSPORT」による年末値である。 （注）  ①2022年1月の数値。　②対象船舶は1,000総トン以上の船舶である。端数処理のため、末尾の数字が合わない場合がある。

出典：Clarksons Reserch「WORLD FLEET MONITOR」

（百万トン）世界の主要品目別海上輸送量
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出典： UNCTAD「REVIEW OF MARITIME TRANSPORT 2022」
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2
世界の船舶登録国別船腹量はパナマ、リベリア、マーシャル諸島等が上位を占める。船種別では、ばら積貨物船、オイルタンカー、コン
テナ船の順となっている。

アジア各国の支配船腹量3

（注） ①中国には、香港及び台湾を含まない。
　　 ②2022年末の数値。
　　 ③端数処理のため、末尾の数字が合わない場合がある。

アジア主要国の船会社が実質保有する船の船腹量が世界の45.5％を占め、そのうち、日本、中国の割合が52.0％を占める。

（注） ①2022年末の数値。
 　　②端数処理のため、末尾の数字が合わない場合がある。

主要品目別海上輸送量と船腹量1
世界の海上輸送量は、2020年に新型コロナウイルス感染症の影響等で減少したが2021年に回復。2022年は前年比0.5％の減少で
ほぼ現状維持となった。世界の船腹量は1990年より毎年増加しており、2022年は前年比3.0％の増加。

出典：Clarksons「SHIPPING REVIEW DATABASE」、UNCTAD「REVIEW OF MARITIME TRANSPORT 2022」、 IHS「WORLD FLEET STATISTICS」
　　　Lloyd's Register of Shipping「STATISTICAL TABLES」、Fearnleys「REVIEW」
　　

2022年において世界の主要品目別海上輸送量は、石油25.2％、鉄鉱石12.4％、石炭10.2%、穀物4.3％を占めている。
近年ではコンテナ貨物を含むその他貨物の割合が増加し、2022年では47.8％を占める。

外航海運 世界の海運

（注） ①海上輸送量について1985年はFearnleys「REVIEW」各年版。　②1990年までの船腹量については、Lloyd's Register of Shipping「STATISTICAL TABLES」各年版による
　　年央値であり、1995年以降はIHS「WORLD FLEET STATISTICS」による年末値である。　③1995年以降の船腹量は、漁船等を除いた値である。　④端数処理のため、末尾の
　　数字が合わない場合がある。　⑤2021年以降の船腹量はUNCTAD「REVIEW OF MARITIME TRANSPORT」による年末値である。 （注）  ①2022年1月の数値。　②対象船舶は1,000総トン以上の船舶である。端数処理のため、末尾の数字が合わない場合がある。

出典：Clarksons Reserch「WORLD FLEET MONITOR」

（百万トン）世界の主要品目別海上輸送量
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出典： UNCTAD「REVIEW OF MARITIME TRANSPORT 2022」
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グラフ内の数値は構成比（％）

出典：Clarksons Reserch「World Shipyard Monitor」
          IHS「WORLD FLEET STATISTICS」

出典：TRAMP Data Service「WORLD MARITIME ANALYSIS」 作成：（公財）日本海事センター

（年）

（注）① ヨーロッパ内の主要造船国は、ルーマニア、ドイツ、イタリア、ノルウェー等。2014年はヨーロッパは34カ国で算出。
　　   ②その他に含まれる主要造船国は、台湾、インド等。
　　  ③1995年の中国建造量は、その他に含む。
        ④2015年以降はClarksons Reserch「World Shipyard Monitor」による年末値である。
        ⑤端数処理のため、末尾の数字が合わない場合がある。

（注）①BDI（The Baltic Exchange）及びWS（中東／極東）は、TRAMP Data Service集積資料による。
　　　②BDI（Baltic Dry Index）：乾貨物の海上輸送運賃指数（総合指数、1985年1月を基準（=1,000））
　　　　The Baltic Exchangeが毎営業日に、ドライマーケットの成約情報を1985年以来、一定の基準で継続発表している指数であり、乾貨物運賃の変動推移を示している。
　　　③WS（World Scale Rate）はVLCC（24万D/W）、積地は中東、揚地は極東。

商船建造量4 海運市況6
2022年の日本の商船建造量は960万総トン。日本と韓国、中国が世界の9割以上を占める三大造船国となっている。 2022年のドライバルク市況は前半活況であったものの、5月から8月までは下げ相場が続き、9月にはコロナ前の水準まで下がった。

米国の金融引き締めによる世界景気の減速懸念が反映されたことが背景にある。タンカー市況は前年来の低調な流れが続いたものの、
ロシア・ウクライナ危機発生後、米国積み欧州向けの荷動きが増加したこと、さらには米国の国家石油戦略備蓄放出などにより長
距離のトレードが増加してVLCCの需給バランスが改善した。その結果、22年後半は市況が堅調に推移した。

船舶解撤量5
2022年の世界の船舶解撤量は1,143万重量トン。国別では、バングラデシュ、インドが多く、この2カ国で68％を占めている。

1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

（年）1996 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

11,000

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

5,000

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

（万総トン）

（万重量トン） 出典：Clarkson Research Services Limited 2023

（年）17 18 19 21 22 232016151413121110080706050403020100999897969594939291908988 09

WS

BDI

円
一
時
80
円
台
突
破
’95

ア
ジ
ア
通
貨
危
機
’97

米
国
同
時
多
発
テ
ロ
’01

イ
ラ
ク
戦
争
’03

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
’08

イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
停
戦
’88

イ
ラ
ク
の
ク
ウ
ェ
ー
ト
侵
攻
’90

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
’20

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
’22

湾
岸
戦
争
’91

1,143

2,349
2,473

3,062

1,807

2,246

2,795

3,923

4,498

3,560

655

1,760

インド

その他
中国
パキスタン

バングラ
デシュ

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

BDI（Baltic Dry Index）
600

500

400

300

200

100

0

WS（PG/FE）

WS

BDI

16.1
15.3
2,260

27.5

41.2

7.9
3,170

10.4
5.2
38.6

37.9

6.7
4,697

6.9

37.7

35.0

37.8

4.4
9,643

3.9

32.9

21.0

6,770 6,660 6,590

5,840

6,620

5,810

13.8

5.9
2.5
37.4

19.1

35.2

20.1 19.9

34.3

36.3
3.8
5.9

38.6

33.3
3.9
4.2

5.8
3.8
40.1

25.7

24.7

3.5
3.5
35.6

32.8

24.5

2.9
2.9
40.3

31.7

22.0

6,080

5,560
2.3
3.0
44.6 2.2

4.5
46.9

29.3

17.3

32.4

17.6

中国

その他

韓国

日本

ヨーロッパ計



外
航
海
運
／
世
界
の
海
運

22

外
航
海
運
／
世
界
の
海
運

23

SHIPPING NOW 2023-2024／データ編 SHIPPING NOW 2023-2024／データ編

グラフ内の数値は構成比（％）

出典：Clarksons Reserch「World Shipyard Monitor」
          IHS「WORLD FLEET STATISTICS」

出典：TRAMP Data Service「WORLD MARITIME ANALYSIS」 作成：（公財）日本海事センター

（年）

（注）① ヨーロッパ内の主要造船国は、ルーマニア、ドイツ、イタリア、ノルウェー等。2014年はヨーロッパは34カ国で算出。
　　   ②その他に含まれる主要造船国は、台湾、インド等。
　　  ③1995年の中国建造量は、その他に含む。
        ④2015年以降はClarksons Reserch「World Shipyard Monitor」による年末値である。
        ⑤端数処理のため、末尾の数字が合わない場合がある。

（注）①BDI（The Baltic Exchange）及びWS（中東／極東）は、TRAMP Data Service集積資料による。
　　　②BDI（Baltic Dry Index）：乾貨物の海上輸送運賃指数（総合指数、1985年1月を基準（=1,000））
　　　　The Baltic Exchangeが毎営業日に、ドライマーケットの成約情報を1985年以来、一定の基準で継続発表している指数であり、乾貨物運賃の変動推移を示している。
　　　③WS（World Scale Rate）はVLCC（24万D/W）、積地は中東、揚地は極東。
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