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海外情報

欧州の養豚経営における肥育豚生産コスト
および繁殖・肥育成績について

〜世界最大の豚肉輸出地域の背景にあるもの〜
調査情報部　国際調査グループ

１　はじめに

　欧州の養豚産業は、年々強まる環境規制やASFの感染拡大を課題としながらも、中国から
の強い需要などにより生産、輸出ともに堅調であり、世界最大の豚肉輸出地域としての地位
を確固たるものとしている。その背景には、抑えられた肥育豚生産コストや高い育種改良技
術などに支えられた繁殖・肥育成績がある。

欧州の養豚産業は、国際市場において大き

な影響力を持っている。その規模は、欧州連

合（EU）（注１）の豚肉生産量で全世界の20%、

豚肉の域外輸出量で全世界取引の約40%を

占める。日本の豚肉総輸入量のうち約35%

がスペイン、デンマークをはじめとしたEU

産であり、欧州の養豚産業と日本は強いつな

がりがある。

近年の欧州の養豚産業の動きを見ると、最

大の輸出先である中国を中心とした旺盛な国

際需要などを背景にして、各国で投資が進展

しており、主要生産国の中でも特に増産傾向

の強いスペインなどを中心に生産基盤の拡大

や強化が見られている。

一方、生産の抑制要因としては、年々強ま

る環境規制やASF（アフリカ豚熱）の感染

拡大防止への対応が挙げられる。2019年

12月に発足した欧州委員会の新体制は、持

続可能な社会の構築を最優先課題とし、その

中で農業における環境規制を国際社会の中で

最も厳しいものにすることを表明してい

る（注２）。また、ASFについては、2020年９

月10日にEU最大の豚肉生産国であるドイツ

で初めて発生が確認されるなど、感染の拡大

が続いている（注３）。

そのような状況下にある欧州の養豚産業

は、国際市場における競合の中、高い品質を

保ちつつ、生産性を限りなく高めることによ

って競争力を維持している。

本稿では、そのような欧州の養豚経営にお

ける肥育豚生産コストおよび繁殖・肥育成績

について、数値的な背景を踏まえて把握すべ

く、英国農業園芸開発公社（AHDB）が

2020年３月に発表した、主要豚肉輸出国な

どを対象とした「主要国における2018年肥

育 豚 生 産 コ ス ト（2018 Pig Cost of 

Production in Selected Countries）」と題

する報告書（注４）（以下「本報告書」という）

の内容について、関連状況などを交えて報告

する。なお、本報告書内の枝肉は湯はぎ（皮

【要約】
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付き）・頭付きで換算されているため、日本と

の単純比較は困難であることに留意されたい。

また、本稿中の為替レートは、１ポンド＝

145円（ ８ 月 末 日TTS相 場：144.63円 ）、

１ユーロ＝ 127円（同126.97円）を使用した。

（注１）　  EUは英国を除く。なお、英国は2020年１月31日に
EUから離脱。その後、翌２月１日から同年12月31日
までの間、英国は、EUとの通商関係を含む将来関係の
協議のための移行期間の中にあり、EU法が適用されて
いる。一方、肥育豚生産コストおよび繁殖成績における
EU平均は英国を含む。詳細は（注４）を参照のこと。

（注２）　  詳細は、『畜産の情報』2020年３月号「持続可能性（サ
ステナビリティ）を最優先課題とするEU農畜産業の展
望 〜2019年EU農 業 ア ウ ト ル ッ ク 会 議 か ら 〜 」

（https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_001030.
html）を参照されたい。

（注３）　  詳細は、海外情報「野生イノシシで初のASF発生（ドイツ）」
（https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_002771.
html）を参照されたい。

（注４）　  本報告書は、17カ国（2018年時点にEU加盟国であっ
た英国を含むEU加盟14カ国＋米国、ブラジル、カナダ）
の関係組織からなるInterPIGが実施した生産コスト比
較結果を基に作成されている。関係組織は、政府、政府
機関、研究機関、大学など国によってさまざまであるも
のの、統計方法に一貫性を持たせるため、対象を配合飼
料による養豚経営に絞るとともに、調査に係る定義が各
国間で可能な限り違いが生じないよう調整されている。
また、EU平均は英国を含む調査対象のEU加盟国からな
る他、英国は豚舎内で飼養する「屋内」と主に放牧で飼
養する「屋外」に区分され（英国の繁殖母豚の約40%
は「屋外」で飼養されている）、ブラジルはマットグロ
ッソ州（MT）とサンタカタリーナ州（SC）の二つに区
分されている。さらに、枝肉は湯はぎ（皮付き）・頭付
きで換算されているため、日本との単純比較は困難であ
ることに留意されたい。

２　欧州の養豚産業をめぐる情勢

（1）生産拡大が進むスペイン

EUの豚肉生産量は、世界最大の中国に次

ぐ世界で２番目の規模であり、全世界の

20%を占めている（図１）。欧州委員会によ

れば、EUの2020年の生産量は、ASFが域

内でこれ以上拡大しないという前提ではある

ものの、堅調な豚価、新型コロナウイルス感

染症（COVID‒19）の影響からの外食需要

の回復、中国向けを中心とした堅調な輸出、

各加盟国の投資の進展などにより、前年比

0.5%の微増と予測されている（注５）。

2019年のEUの豚肉生産量に占める加盟

国別の内訳を見ると、23%を占めるドイツ

が最大で、次いで20%のスペインとなり、

この２カ国で４割を超える。歴史的に西欧諸

図１　豚肉生産量の国・地域別割合

資料：欧州委員会「DG AGRI DASHBOARD: PIGMEAT」
注１：世界は2018年実績、EUは2019年実績（いずれも枝肉ベース）。
　２：世界内訳のEUには英国を含む。
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国で盛んであった養豚産業は、近年では東欧

諸国にも拡大しており、その筆頭がEUで４

番目の生産量を誇るポーランドである。労働

費をはじめコストが比較的低いことから、収

益性の向上のために本社機能の一部を東欧地

域へ移そうとする西欧養豚企業の動きもあ

る。

そのような中にあって欧州の養豚産業の最

大の注目は、ここ数年のスペインの生産拡大

である（注６）（図２）。同国の豚飼養頭数はすで

にEUで最多となっており、生産量について

はEU最大のドイツに今にも追いつこうとい

う勢いである。その主な要因としては、ター

ゲットを絞ったマーケティング（日本でも多

くのプロモーションを実施）、大規模農場の

統合や養豚部門の垂直統合（インテグレーシ

ョン）の進展による生産性と品質の向上と、

同部門に対する盛んな投資などが挙げられ

る。さらに、生産拡大の前提として、年々厳

しくなる環境規制に対応できる広大かつ利用

可能な国土を有すること、東欧を中心とした

ASF発生地域から距離があることなど、生

産の抑制要因となり得るものを回避できてい

る 点 が 大 き い。 業 界 関 係 者 ら に よ れ ば、

2019年にはすでにEU最大となる新たな食

肉処理場がスペイン国内で稼働しているが、

2020年中には同工場のフル稼働（１日当た

り３万頭）が見込まれており、同国の生産量

がドイツを上回る日は近いといわれている。

（注５）　  詳細は、海外情報「欧州委員会、コロナ禍の食肉の短期
的需給見通しを公表（ＥＵ）」（https://www.alic.
go.jp/chosa-c/joho01_002750.html）を参照され
たい。

（注６）　  詳細は、『畜産の情報』2018年12月号「EUの豚肉輸
出 見 通 し 〜 デ ン マ ー ク と ス ペ イ ン の 動 向 な ど 〜 」

（https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_000395.
html）を参照されたい。

図２　加盟国別豚肉生産量の推移（EU）

資料：EU統計局（Eurostat）
　注：枝肉ベース。

ドイツ

5,227

スペイン

4,641

フランス
ポーランド

オランダ
デンマークイタリア

ベルギー

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19

（千トン）

（年）

（2）堅調な輸出需要

全世界の豚肉貿易量の約40%を占め、世界

最大の輸出地域であるEUは、最大の輸出先で

ある中国からの強い需要に支えられている。

2019年の輸出量は、前年比13.7%増の

558万トン（枝肉ベース。以下同じ）で、

41%を占める中国向けは、中国国内での

ASF発生による供給不足によって同79.9%

増の230万トンとなった（図３）。なお、日

本向けは中国、英国に次ぐ３番目であり、ス

ペイン、デンマークからの輸出を中心に同

0.3%増 の45万 ト ン と な っ た。 な お、

COVID‒19の発生が続いている2020年に入
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っても堅調な中国需要にけん引され、１月か

ら６月の間の輸出量は前年同期比10.8%増

の294万トンとなっている。

なお、2019年の輸入量は、前年比4.0%

減の22万トンであり、そのうち英国からの

輸入が18万トンであった。

（3）輸出需要に支えられる豚価

直近の週（2020年８月３日の週）の平均

豚肉卸売価格は、前年同期比15.6%安の枝

肉100キ ロ グ ラ ム 当 た り153.79ユ ー ロ

（１万9531円）となった（図４）。

これまでの同価格の推移を見ると、2018

年は低い飼料価格などが後押しして増産が進

む中、中国からの需要がやや低調であったこ

とから安値で推移したものの、2019年に入

ってからは輸出需要の高まりとともに上昇に

転じた。しかしながら、2020年３月ごろか

らはCOVID‒19による外食需要の低下があ

り下落した。直近では、外食産業の再開に伴

う需要回復で下げ止まっている。

図３　輸出先別豚肉輸出量の推移（EU）

資料：欧州委員会「Meat Market Observatory - Pig」
　注：枝肉ベース。2020年のみ１〜６月の合計。
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図４　主要国・地域別の平均豚肉卸売価格の推移

資料：欧州委員会「DG AGRI DASHBOARD: PIGMEAT」
注１：英国のEU離脱以前（2020年１月31日まで）は、EUに英国を含む。
　２：  各国の出典は米国農務省「weekly USDA national weighted average carcass prices」、サンパウロ大学農

学部応用経済研究所「average of Valor Vista prices in main producing states」、カナダ農務・農産食品省
「Quebec Index 100 Hogs Weighted Average prices」。
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（4）主要国の養豚産業の概要

AHDBは、本報告書の中で、調査対象で

ある17カ国（＋ポーランド）の2018年の

養 豚 産 業 の 概 要 に つ い て ま と め て い る

（表１）。

これを見ると、EU域内の豚肉生産量はド

イツが最大だが、繁殖雌豚頭数はスペインが

ドイツを３割強上回っている。これは、ドイ

ツが子豚をデンマークやオランダから輸入し

ているためで、ポーランドも同じ傾向の国で

ある。デンマークやオランダの子豚輸出が進

展する要因は、環境規制による飼養可能頭数

の制限や人件費をはじめとしたコストの抑制

がある。国土の狭い両国は、産官学の連携な

どにより育種改良技術などを発展させ、子豚

供給や繁殖母豚の輸出など自国の事情と強み

に合致した養豚産業を構築している。

また、豚肉の輸入量を見ると、一大消費地

であるドイツ、イタリア、英国は100万ト

ン（枝肉ベース）を超える規模となっている。

EUが、圏内（英国も2018年はEU加盟国）

で各国の強みを生かしながら、養豚産業を形

成していることが分かる。

なお、冒頭で述べた制約（詳細は（注４）

を参照のこと）に加えて統計上の定義や枝

肉－部分肉換算係数などが必ずしも同じとは

限らないことから、厳密な比較は困難である

ものの、参考までに日本の数値と比較してみ

る と、2019年 度 の 日 本 の と 畜 頭 数 は 約

1645万頭、生産量（枝肉ベース、概算値）

は129万トン、輸入量（同、同）は140万

トン、輸出量（同、同）は2000トン、１人

当たり豚肉消費量（同、同）は20.3キログ

ラムとなっている（農林水産省「食肉流通統

計」、「食料需給表」）。

表１　主要国の養豚産業の概要（2018年）

資料：AHDB「2018 Pig Cost of Production in Selelcted Countries」
　注：  生産量、輸入量、輸出量、消費量は枝肉ベース（推定値）。繁殖雌豚頭数のうちフィンランド、チェコおよびブラジルは2018年

12月時点、その他の国は2018年中旬時点。

項目＼国 スペイン ドイツ デンマーク オランダ フランス ポーランド イタリア 英国 ベルギー

繁殖雌豚頭数（千頭） 2,498 1,859 1,269 1,051 979 871 588 491 408

と畜頭数（千頭） 52,289 56,609 18,086 15,915 23,491 22,650 11,251 10,936 11,231

生産量（千トン） 4,530 5,343 1,581 1,536 2,182 2,082 1,471 927 1,073

輸入量（千トン） 169 1,143 134 319 510 807 1,121 1,072 178

輸出量（千トン） 1,907 2,374 1,381 1,205 512 789 274 268 823

消費量（千トン） 2,792 4,112 335 650 2,179 2,101 2,318 1,730 428

1人当たり消費量（キログラム） 59.8 49.7 59.7 37.8 32.5 55.3 38.3 26.0 37.5

項目＼国 オーストリア ハンガリー アイルランド チェコ スウェーデン フィンランド 米国 ブラジル カナダ

繁殖雌豚頭数（千頭） 228 260 147 133 130 95 6,179 2,950 1,240

と畜頭数（千頭） 5,152 4,705 3,447 2,310 2,646 1,811 124,435 40,150 21,562

生産量（千トン） 510 436 303 211 249 167 11,943 3,763 1,955

輸入量（千トン） 181 233 159 360 116 38 482 2 225

輸出量（千トン） 236 175 283 75 30 22 2,165 645 1,045

消費量（千トン） 454 493 178 496 335 183 10,260 3,120 1,135

1人当たり消費量（キログラム） 51.5 50.5 37.0 46.6 33.1 33.2 31.4 14.9 30.2
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（1）生産コスト、デンマークとスペイン
が最安

2018年の肥育豚生産コストのEU平均（英

国を含む。以下、同じ。詳細は（注４）を参

照のこと）は、枝肉１キログラム当たり

1.44ポンド（209円）となった（図５）。参

考までに、EUの肥育豚１頭当たりの平均枝

肉重量は92.8キログラムであるので（詳細

は後述（表５））、肥育豚１頭当たりの生産コ

ストは133.63ポンド（１万9376円）となる。

内訳を見ると、「飼料費」が最大で枝肉１

キログラム当たり0.87ポンド（126円）と

約60%を占める。その他、飼料費同様に変

動費である「資材費等」が約17%、固定費

である「労働費」が約９%、同じく固定費で

ある支払利子と地代を含む「減価償却費等」

が約14%を占める。

加盟国間で生産コストやその構成比の違い

は大きく、最も生産コストの低いデンマーク、

スペインが同1.25ポンド（181円）である

一方、最も高いイタリアは同1.70ポンド

（247円）と0.45ポンド（65円）もの差が

ある。また、最も低いデンマークとスペイン

にも違いがあり、デンマークは１養豚場当た

りの土地保有面積が170ヘクタールあり、こ

の土地を利用して、ふん尿処理を行うととも

に、小麦などの自給飼料を生産していること

などから、飼料費が抑えられている一方、ス

ペインは輸入大豆かすを多用するため飼料費

は高いものの、移民労働力により労働費が抑

えられている。その他、後述する肥育成績な

どの生産性も生産コストの抑制に大きく寄与

するところであり、同じEUといえども加盟

国間で特徴や差がある。

なお、欧州以外の国を見ると、自国で飼料

原料である穀物や大豆を大量に生産している

ブラジル、米国、カナダの生産コストは低い。

３　肥育豚生産コスト

図５　肥育豚生産コストの比較（2018年）

資料：AHDB｢2018 Pig Cost of Production in Selelcted Countries」
注１：減価償却費等には支払利子・地代を含む。
　２：ブラジル（MT）は同国マットグロッソ州、ブラジル（SC）は同国サンタカタリーナ州（以下同じ）。
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（2）生産コストの最大要因は飼料費

2018年と2017年の生産コストを比較す

ると、ブラジルのサンタカタリーナ州を除く

全ての国・地域で上昇していることが分かる

（表２）。EU平均で4.3%上昇したが、内訳

を見るとそのほとんどが「飼料費」の増加に

よるものであることが分かる（表３）。変動

費として「飼料費」と「資材費等」で整理し

ているが、増加が大きいのは「飼料費」であ

り、さらに生産コスト全体のうち占める割合

の大きさから、「飼料費」が生産コストに与

える影響が極めて大きいということが分か

る。

表２　肥育豚生産コストの推移

資料：AHDB「2018 Pig Cost of Production in Selelcted Countries」

国名＼年 2013 2014 2015 2016 2017 2018
前年比

EU平均 1.60 1.38 1.22 1.30 1.38 1.44 4.3%
デンマーク 1.46 1.25 1.10 1.17 1.20 1.25 4.2%
スペイン 1.39 1.20 1.06 1.13 1.20 1.25 4.2%
ベルギー 1.48 1.26 1.08 1.17 1.25 1.30 4.0%
フランス 1.50 1.31 1.11 1.21 1.30 1.33 2.3%
オランダ 1.50 1.32 1.18 1.29 1.36 1.36 0.0%
ドイツ 1.56 1.33 1.15 1.25 1.36 1.44 5.9%
ハンガリー 1.93 1.51 1.35 1.36 1.37 1.44 5.1%
英国（屋内） 1.58 1.42 1.35 1.27 1.37 1.47 7.3%
アイルランド 1.63 1.40 1.25 1.32 1.44 1.48 2.8%
英国（屋外） 1.62 1.45 1.39 1.30 1.39 1.52 9.4%
スウェーデン 1.81 1.51 1.30 1.44 1.49 1.53 2.7%
オーストリア 1.56 1.38 1.22 1.37 1.41 1.54 9.2%
フィンランド Na 1.45 1.26 1.41 1.50 1.54 2.7%
イタリア 1.72 1.59 1.34 1.51 1.66 1.70 2.4%
ブラジル（MT） 0.96 0.84 0.70 0.91 0.85 0.85 0.0%
米国 1.04 0.83 0.80 0.86 0.81 0.89 9.9%
ブラジル（SC） 1.13 1.04 0.87 1.16 1.12 0.99 ▲11.6%
カナダ 1.20 0.98 0.92 1.01 0.97 1.04 7.2%

（ポンド/枝肉１キログラム）
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項目＼国・年
フランス オランダ ドイツ ハンガリー

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

飼料費 0.73 0.77 0.80 0.70 0.75 0.77 0.69 0.75 0.80 0.88 0.84 0.87

資材費等 0.21 0.23 0.23 0.30 0.30 0.30 0.25 0.27 0.29 0.20 0.23 0.25

変動費　計 0.94 1.01 1.03 1.00 1.05 1.07 0.94 1.02 1.09 1.08 1.07 1.12

労働費 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.12 0.13 0.13 0.10 0.12 0.12

減価償却費等 0.16 0.18 0.18 0.17 0.19 0.18 0.20 0.21 0.22 0.18 0.18 0.20

固定費　計 0.28 0.29 0.30 0.29 0.31 0.29 0.32 0.34 0.35 0.28 0.30 0.32

合計 1.21 1.30 1.33 1.29 1.36 1.36 1.25 1.36 1.44 1.36 1.37 1.44

項目＼国・年
英国（屋内） アイルランド 英国（屋外） スウェーデン

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

飼料費 0.73 0.86 0.92 0.84 0.89 0.94 0.77 0.88 0.95 0.79 0.84 0.91

資材費等 0.20 0.20 0.23 0.21 0.23 0.22 0.25 0.24 0.29 0.17 0.17 0.17

　変動費　計 0.94 1.06 1.15 1.05 1.12 1.16 1.02 1.12 1.24 0.96 1.01 1.08

労働費 0.12 0.12 0.12 0.11 0.12 0.13 0.14 0.13 0.14 0.16 0.16 0.14

減価償却費等 0.21 0.19 0.20 0.16 0.20 0.20 0.14 0.13 0.15 0.32 0.32 0.31

　固定費　計 0.33 0.31 0.32 0.27 0.32 0.32 0.28 0.26 0.28 0.48 0.48 0.45

合計 1.27 1.37 1.47 1.32 1.44 1.48 1.30 1.39 1.52 1.44 1.49 1.53

項目＼国・年
オーストリア フィンランド イタリア

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

飼料費 0.79 0.78 0.89 0.69 0.74 0.82 1.00 1.07 1.12

資材費等 0.20 0.22 0.22 0.31 0.33 0.32 0.20 0.22 0.21

　変動費　計 1.00 0.99 1.11 1.00 1.07 1.14 1.20 1.28 1.33

労働費 0.13 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.15 0.15

減価償却費等 0.24 0.27 0.27 0.26 0.28 0.26 0.18 0.22 0.22

　固定費　計 0.37 0.41 0.43 0.41 0.43 0.41 0.31 0.37 0.37

合計 1.37 1.41 1.54 1.41 1.50 1.54 1.51 1.66 1.70

項目＼国・年
ブラジル（MT） 米国 ブラジル（SC） カナダ

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

飼料費 0.63 0.54 0.59 0.56 0.57 0.60 0.90 0.82 0.75 0.67 0.66 0.69

資材費等 0.12 0.14 0.11 0.13 0.11 0.12 0.10 0.12 0.10 0.13 0.09 0.12

　変動費　計 0.76 0.68 0.70 0.69 0.68 0.71 1.00 0.94 0.85 0.80 0.75 0.81

労働費 0.05 0.06 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.05 0.12 0.13 0.14

減価償却費等 0.10 0.11 0.11 0.11 0.06 0.12 0.10 0.11 0.09 0.09 0.09 0.09

　固定費　計 0.15 0.17 0.15 0.17 0.12 0.18 0.16 0.19 0.14 0.21 0.22 0.23

合計 0.91 0.85 0.85 0.86 0.81 0.89 1.16 1.12 0.99 1.01 0.97 1.04

表３　内訳別肥育豚生産コストの推移

項目＼国・年
EU平均 デンマーク スペイン ベルギー

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

飼料費 0.77 0.82 0.87 0.68 0.71 0.75 0.76 0.80 0.83 0.75 0.80 0.84

資材費等 0.22 0.23 0.24 0.19 0.19 0.20 0.19 0.20 0.22 0.17 0.19 0.18

　変動費　計 0.99 1.05 1.11 0.87 0.90 0.95 0.94 1.01 1.05 0.92 0.98 1.02

労働費 0.12 0.13 0.13 0.12 0.12 0.13 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10

減価償却費等 0.19 0.20 0.20 0.19 0.18 0.18 0.11 0.11 0.12 0.16 0.17 0.17

　固定費　計 0.31 0.33 0.33 0.30 0.30 0.31 0.19 0.20 0.20 0.25 0.27 0.28

合計 1.30 1.38 1.44 1.17 1.20 1.25 1.13 1.20 1.25 1.17 1.25 1.30

（ポンド/枝肉１キログラム）

資料：AHDB「2018 Pig Cost of Production in Selelcted Countries」
　注：減価償却費等には支払利子・地代を含む。
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（3）天候の影響を受ける飼料費

2018年の生産コストのうち「飼料費」の

EU平均は、前年から約６%上昇し、枝肉１

キログラム当たり0.87ポンド（126円）と

なった（図６、７）。同年の「飼料費」は、

ブラジルのサンタカタリーナ州を除く全ての

国・地域で前年から上昇した。

2018年の配合飼料小売価格のEU平均は、

主な飼料原料の価格上昇に伴い１トン当たり

230.06ポンド（３万3359円）となった（表

４）。同価格は、2017年第４四半期から

2018年第４四半期までの１年間に12%上

昇した。その後2019年第４四半期までには

飼料原料価格の低下に伴い、７%超下落して

いる。

AHDBによると、2017年のEUの飼料用

小麦価格は、比較的豊富な収穫や世界的な余

剰感のために押し下げられ、低めに推移した。

しかし、2018年３月の異常な寒気の影響に

より需要が増加し、飼料用小麦価格が上昇す

る中、夏期の干ばつにより生産水準が低下し

たことによりさらに需給がひっ迫し、2018

年８月の飼料用小麦価格は2013年５月以来

の最高値を記録した。2019年に入ってから

は、豊作となり供給量が増えたことから、価

格は再び下落した。

また、EUの大豆価格も、2017年は世界

的に十分な供給量があり低く推移したもの

の、2018年３月の寒気で広範囲に飼料不足

となり、飼料用小麦同様、上昇に転じた。し

かし、2018年後半には、大豆価格は南北ア

メリカ大陸の豊作を受けて下落する中、米国

と中国の貿易摩擦の拡大で米国産大豆の多く

は代替の輸出先を見つけなくてはならず、こ

れにより価格はさらに押し下げられた。

2019年に入ってからも、世界的に豊富な供

給やアジア、東欧地域に広がるASFに伴う

需要減少により再び価格は下落傾向となって

いる。

図６　生産コストのうち飼料費の推移

資料：AHDB「2018 Pig Cost of Production in Selelcted Countries」
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（1）繁殖成績

2018年の繁殖母豚１頭当たりの年間離乳

頭数のEU平均は、前年の27.60頭からわず

か に 増 加 し、27.77頭 に な っ た（ 図 ８）。

2010年には24頭台であった同頭数は育種

改良の進展により確実に右肩上がりで推移し

ている（図９）。英国の屋外飼育は猛暑であ

図７　飼料費の増減比（2018年/2017年）

資料：AHDB「2018 Pig Cost of Production in Selelcted Countries」
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表４　配合飼料小売価格（2018年）

資料：AHDB「2018 Pig Cost of Production in Selelcted Countries」

国名 平均 繁殖雌豚用 育成豚用 肥育豚用
EU平均 230.06 225.22 315.64 217.44
ハンガリー 208.51 199.92 288.89 197.90
フィンランド 208.94 212.43 280.93 195.54
デンマーク 209.95 197.15 284.80 198.34
フランス 215.23 221.14 314.72 197.70
ドイツ 218.40 215.54 313.49 204.04
オランダ 225.76 229.16 331.80 212.35
スウェーデン 227.15 226.02 331.97 210.50
スペイン 232.98 210.94 362.91 224.97
オーストリア 236.82 240.67 319.42 220.32
ベルギー 238.07 232.70 334.46 227.40
イタリア 243.87 248.63 337.29 234.47
英国（屋外） 245.01 233.39 274.41 241.31
英国（屋内） 248.54 236.12 289.36 241.31
アイルランド 261.66 249.25 354.56 238.01
米国 153.81 147.77 361.41 132.89
ブラジル（MT） 166.22 158.45 281.41 149.79
カナダ 180.02 165.72 266.24 170.33
ブラジル（SC） 220.72 186.16 408.52 208.73

（ポンド/トン）

４　繁殖・肥育成績
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った夏の影響により低迷したものの、それを

除いても、年間離乳頭数は最大のデンマーク

と最低のオーストリアで8.78頭もの差が見

られた。

ここで特筆すべきは、デンマークの同頭数

が前年から１%弱増加し、33.57頭となって

いることである。同国は、2013年に同頭数

をEUで 最 速 で30頭 に 到 達 さ せ て い る。

2010年から2018年までに同頭数を20%近

く増やしており、どこまで増やしていけるの

かは全世界の養豚界の注目の的である。次い

で2018年の同頭数が多いのはオランダで同

30.55頭、３位はドイツで同30.10頭となっ

ており、上位３カ国で30頭を超える繁殖成

績を収めている。オランダの同頭数が対

2010年比で10%強の増加であったのに対

し、ドイツは同20%強となっており、増加

の速度には違いが見られている。

また、2018年の繁殖母豚１頭当たりの年

間分娩回数のEU平均は前年並の2.29回であ

った（表５）。加盟国別に見ると、最大はオ

ランダで2.35回となっている。また、同年

のEU平均の子豚事故率は3.21%、肥育事故

率は2.92%となっている。

図８　繁殖母豚１頭当たりの年間離乳頭数の推移

資料：AHDB「2018 Pig Cost of Production in Selelcted Countries」
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図９　繁殖母豚１頭当たりの年間離乳頭数の推移
（EU平均および上位３カ国）

資料：AHDB「2018 Pig Cost of Production in Selelcted Countries」
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表５　繁殖・肥育成績の推移

項目＼国・年
EU平均 デンマーク オランダ ドイツ

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
繁殖母豚1頭当たりの年間離乳頭数（頭） 27.11 27.60 27.77 32.10 33.29 33.57 29.80 30.25 30.55 29.07 29.66 30.10
繁殖母豚1頭当たりの年間育成頭数（頭） 26.28 26.75 26.88 31.10 32.26 32.49 29.06 29.49 29.76 28.14 28.74 29.22
繁殖母豚1頭当たりの年間出荷頭数（頭） 25.54 26.00 26.09 30.08 31.26 31.42 28.39 28.78 29.01 27.35 27.96 28.49
繁殖母豚1頭当たりの年間分娩回数（回） 2.30 2.30 2.29 2.27 2.28 2.26 2.36 2.36 2.35 2.33 2.33 2.32
子豚事故率（％） 3.02 3.07 3.21 3.10 3.10 3.20 2.50 2.50 2.60 3.20 3.10 2.90
肥育事故率（％） 2.80 2.79 2.92 3.30 3.10 3.30 2.30 2.40 2.50 2.80 2.70 2.50
肥育豚1頭当たりの1日平均増体重（グラム） 815 819 829 950 971 975 808 822 829 824 832 842
農場飼料要求率 2.83 2.83 2.83 2.69 2.66 2.63 2.59 2.58 2.56 2.81 2.81 2.79
肥育豚1頭当たりの平均出荷体重（キログラム） 119 120 120 111 114 113 119 121 121 122 122 122
肥育豚1頭当たりの平均枝肉重量（キログラム） 91.6 92.3 92.8 84.2 85.8 86.0 93.0 94.1 94.4 94.0 94.2 94.6
繁殖母豚1頭当たりの年間枝肉生産量（キログラム） 2,334 2,393 2,415 2,531 2,683 2,704 2,640 2,708 2,738 2,571 2,634 2,695

項目＼国・年
ベルギー フランス アイルランド フィンランド

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
繁殖母豚1頭当たりの年間離乳頭数（頭） 30.13 29.83 29.63 27.55 28.05 28.49 27.92 28.45 28.48 26.91 27.13 27.46
繁殖母豚1頭当たりの年間育成頭数（頭） 28.74 28.64 28.30 26.83 27.28 27.69 27.12 27.62 27.65 26.32 26.51 26.80
繁殖母豚1頭当たりの年間出荷頭数（頭） 27.91 27.75 27.31 25.82 26.26 26.62 26.45 27.01 26.98 25.58 25.77 26.07
繁殖母豚1頭当たりの年間分娩回数（回） 2.38 2.34 2.34 2.33 2.34 2.34 2.38 2.36 2.34 2.22 2.23 2.23
子豚事故率（％） 4.60 4.00 4.50 2.63 2.74 2.81 2.85 2.91 2.90 2.20 2.30 2.40
肥育事故率（％） 2.90 3.10 3.50 3.76 3.74 3.89 2.49 2.21 2.43 2.82 2.80 2.70
肥育豚1頭当たりの1日平均増体重（グラム） 680 694 700 800 803 803 860 866 885 967 970 980
農場飼料要求率 2.83 2.76 2.78 2.78 2.77 2.75 2.69 2.66 2.72 2.70 2.70 2.70
肥育豚1頭当たりの平均出荷体重（キログラム） 114 116 116 120 120 120 109 111 113 121 121 124
肥育豚1頭当たりの平均枝肉重量（キログラム） 91.2 94.4 95.7 91.7 91.9 92.0 83.0 84.6 86.2 89.8 90.3 90.7
繁殖母豚1頭当たりの年間枝肉生産量（キログラム） 2,546 2,620 2,615 2,368 2,414 2,448 2,195 2,285 2,326 2,296 2,326 2,365

項目＼国・年
スペイン 英国（屋内） スウェーデン ハンガリー

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
繁殖母豚1頭当たりの年間離乳頭数（頭） 27.00 26.98 27.45 26.24 26.97 27.35 25.88 26.62 26.83 24.91 25.47 25.74
繁殖母豚1頭当たりの年間育成頭数（頭） 25.94 25.99 26.18 25.30 25.96 26.24 25.34 26.09 26.29 24.43 24.99 25.25
繁殖母豚1頭当たりの年間出荷頭数（頭） 25.02 25.06 25.19 24.54 25.23 25.41 24.91 25.67 25.82 23.62 24.00 24.32
繁殖母豚1頭当たりの年間分娩回数（回） 2.34 2.31 2.31 2.29 2.30 2.28 2.23 2.24 2.23 2.23 2.25 2.31
子豚事故率（％） 3.94 3.69 4.63 3.56 3.78 4.06 2.10 2.00 2.00 1.90 1.90 1.90
肥育事故率（％） 3.57 3.56 3.80 3.03 2.79 3.19 1.70 1.60 1.80 3.31 3.96 3.68
肥育豚1頭当たりの1日平均増体重（グラム） 706 701 726 850 833 866 926 941 946 704 710 696
農場飼料要求率 2.48 2.46 2.48 2.65 2.86 2.79 2.90 2.87 2.85 3.23 3.04 3.14
肥育豚1頭当たりの平均出荷体重（キログラム） 110 110 112 109 110 110 121 122 124 113 111 109
肥育豚1頭当たりの平均枝肉重量（キログラム） 82.3 83.0 84.5 82.8 83.6 83.6 88.3 89.8 90.6 89.6 87.6 86.1
繁殖母豚1頭当たりの年間枝肉生産量（キログラム） 2,060 2,081 2,129 2,032 2,110 2,124 2,199 2,304 2,338 2,116 2,103 2,094

項目＼国・年
イタリア オーストリア 英国（屋外）

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
繁殖母豚1頭当たりの年間離乳頭数（頭） 24.30 24.77 25.08 24.90 24.90 24.79 22.77 23.95 23.22
繁殖母豚1頭当たりの年間育成頭数（頭） 23.52 23.75 23.93 24.16 24.15 24.19 21.96 23.05 22.28
繁殖母豚1頭当たりの年間出荷頭数（頭） 22.93 23.15 23.33 23.74 23.71 23.72 21.29 22.41 21.57
繁殖母豚1頭当たりの年間分娩回数（回） 2.22 2.25 2.24 2.33 2.29 2.29 2.26 2.28 2.20
子豚事故率（％） 3.20 4.13 4.60 3.00 3.00 2.40 3.56 3.78 4.06
肥育事故率（％） 2.50 2.50 2.50 1.74 1.81 1.96 3.03 2.79 3.19
肥育豚1頭当たりの1日平均増体重（グラム） 687 687 690 802 810 805 850 833 866
農場飼料要求率 3.79 3.75 3.74 2.88 2.86 2.87 2.65 2.86 2.79
肥育豚1頭当たりの平均出荷体重（キログラム） 170 168 170 121 121 121 107 109 109
肥育豚1頭当たりの平均枝肉重量（キログラム） 136.6 135.0 136.6 94.5 94.7 95.0 81.9 83.0 83.2
繁殖母豚1頭当たりの年間枝肉生産量（キログラム） 3,132 3,126 3,187 2,243 2,245 2,252 1,744 1,859 1,793

項目＼国・年
ブラジル（MT） ブラジル（SC） 米国 カナダ

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

繁殖母豚1頭当たりの年間離乳頭数（頭） 25.15 27.40 28.71 26.82 27.72 27.87 25.68 26.43 26.80 23.19 26.28 24.66

繁殖母豚1頭当たりの年間育成頭数（頭） 25.63 26.86 27.85 26.28 27.17 27.27 24.63 25.32 25.70 22.73 25.75 24.17

繁殖母豚1頭当たりの年間出荷頭数（頭） 25.06 26.27 27.15 25.71 26.35 26.66 23.42 24.15 24.54 21.93 24.85 23.32

繁殖母豚1頭当たりの年間分娩回数（回） 2.37 2.41 2.43 2.30 2.33 2.33 2.41 2.44 2.44 2.30 2.30 2.30

子豚事故率（％） 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.16 4.10 4.20 4.10 2.00 2.00 2.00

肥育事故率（％） 2.20 2.20 2.50 2.20 3.00 2.25 4.92 4.64 4.54 3.50 3.50 3.50

肥育豚1頭当たりの1日平均増体重（グラム） 831 831 880 820 820 827 826 857 860 876 876 876

農場飼料要求率 2.60 2.60 2.50 2.60 2.60 2.44 2.72 2.71 2.68 3.00 3.00 3.00

肥育豚1頭当たりの平均出荷体重（キログラム） 123 120 110 123 122 121 128 127 127 126 127 128

肥育豚1頭当たりの平均枝肉重量（キログラム） 91.6 89.3 82.0 91.8 90.7 90.1 94.0 94.7 92.9 99.3 100.0 100.8

繁殖母豚1頭当たりの年間枝肉生産量（キログラム） 2,295 2,346 2,226 2,361 2,390 2,401 2,202 2,287 2,280 2,178 2,485 2,350

資料：AHDB「2018 Pig Cost of Production in Selelcted Countries」
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（2）肥育成績と母豚１頭当たりの枝肉
生産量

2018年の肥育豚１頭当たりの１日平均増

体重のEU平均は、前年の819グラムから

１%強 増 加 し、829グ ラ ム と な っ た（ 図

10）。最大がフィンランドの980グラムに対

し、最小はイタリアの690グラムと、290

グラムの差がある。

また、同年の農場飼料要求率のEU平均は

2.83となり、2016年、2017年から変化は

ない。

同年の繁殖母豚１頭当たりの年間枝肉生産

量のEU平均は、前年の2393キログラムか

ら１%弱増加し、2415キログラムとなった

（図11）。最大のイタリアの3187キログラ

ムは、最小の英国（屋外）の1793キログラ

ムの1.8倍と開きがある。イタリアが重いの

は、生ハムなどの加工品用に仕向ける割合が

高く、それに適した出荷体重（肥育豚１頭当

たりの平均出荷体重170キログラム）で生

産されているためである（EU平均は同120

キログラム）。

図10　肥育豚１頭当たりの１日平均増体重の推移
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図11　繁殖母豚１頭当たりの年間枝肉生産量の推移
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５　おわりに

AHDBの市場分析マネージャーであるマ

ーティン・ドハーティ氏は、本報告書の目的

を「英国の養豚産業が、他の主要国とコスト

や技術面で比較されることによって、自分た

ちのどのような点に競争力があるか、また、

自らの強みや弱みの把握により改善すべきも

のは何であるのかについて理解するため」と

述べている。

主要豚肉輸出国などの肥育豚生産コストお

よび繁殖・肥育成績の比較を行っている本報

告書は、気候、環境など大きな条件の違いは

あるものの、世界最大の豚肉輸出地域である

欧州の養豚産業や養豚経営の現状を知る一助

になったのではないだろうか。養豚先進国と

言われるデンマークやオランダをはじめとす

る欧州各国のコストや技術的な数値の把握

は、相手のことを知るという意味で、大事な

ことと考える。

これまで、日本国内のさまざまな養豚経営

者の方々に会い、生産性や品質の向上に資す

る技術力の高さを見てきた。今回、このよう

な養豚経営の国際的かつ横断的な数値の比較

というものはあまり同様のものがなく、貴重

なものと捉えてこの場で紹介するに至った

が、国際的にも日本産豚肉の品質の高さを聞

くことは多く、この報告が日本養豚界の今後

の発展に寄与する情報源となれば幸いであ

る。

（大内田　一弘（JETROブリュッセル））


