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国土交通省土地・建設産業局  

  



１． 土地・建設産業局関係予算総括表  

 

（行政経費）

２ ４ 年 度 前 年 度 倍　率

概 算 決 定 額 復 興 全国防災 予 算 額
（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ａ／Ｄ）

１．地籍整備の推進 14,661 (740) 1,771 12,546 1.17
　　うち　地籍調査費負担金 12,200 (509) 1,300 10,391 1.17

　　　　　 都市部官民境界基本調査 1,490 (231) 471 1,020 1.46

　　　　　 山村境界基本調査 240 0 0 200 1.20

２．不動産市場の環境整備等の推進 4,697 (10) 0 4,595 1.02
(1) 不動産情報の整備・提供の充実等 4,554 0 0 4,546 1.00

　　うち　地価公示 3,741 0 0 3,746 1.00

　　　　　 取引価格等土地情報の整備・ 299 (10) 0 328 0.91
　　　　　 提供

(2) 不動産市場の活性化のための 143 0 0 49 2.92
　　環境整備

　　うち　中古不動産流通市場整備・ 120 0 0 - 皆増
　　　　　 活性化

　　　　　 公益的施設への不動産証券 13 0 0 - 皆増
　　　　　 化手法の活用調査

３．建設市場の環境整備等の推進 500 13 0 485 1.03
　　うち　事業転換のための課題解決の 119 0 0 99 1.20
　　　　　 支援

　　　　　 建設技能労働者の人材確保・ 36 0 0 - 皆増
　　　　　 育成の促進

　　　　　 我が国建設業の海外展開の 61 0 0 - 皆増
　　　　　 促進

　　　　　 被災地における現場配置技術 13 13 0 - 皆増
　　　　　 者の実態調査・適正化等
　　　

４．その他 253 0 0 257 0.98

(750)

合　　計 20,110 764 1,771 17,883 1.12

（注１）　四捨五入の関係で、合計、倍率は必ずしも一致しない。

（注２）　（　）書きは復興庁計上分である。

（単位：百万円）

　うち東日本大震災復旧・復興に係る経費

区　　　　　　　　　分



２．主要事項  

 
 

 
○東日本大震災の被災地等における地籍整備の推進［別紙１］ 

東日本大震災からの復興を図るため、被災地における地籍調査の測量成果

の補正等を重点的に実施する。 

また、東日本大震災の教訓も踏まえ、防災関連事業の実施など、災害への

対応力を高めるために必要となる地籍整備を推進する。 

 

○都市部における地籍整備の推進［別紙２］ 

都市部において、地籍調査の重点的な実施、官民境界の基礎的な情報の整

備等により、地籍整備を推進する。 

 

 

 
 

○地価公示の的確な実施［別紙３］ 

全国 26,000 地点において、地価公示を的確に実施する。 

 

○中古流通市場の活性化［別紙４］ 

既存住宅の品質等に対する消費者の不安を解消し、安心して取引できる環

境を整備するため、取引の中核を担う宅地建物取引業者の総合コンサルティ

ング機能を強化する取組や、インターネットで提供される既存住宅の情報を

充実する取組を支援する。 

 

○公益的施設における不動産証券化手法の活用に向けた環境整備［別紙５］ 

不動産証券化手法を通じた民間資金の活用により、公益的施設の維持更

新・再生等を促進するための環境整備を行う。 

 
 
 

 
○事業転換のための課題解決の支援［別紙６］ 

地域社会の維持や災害に強い国土づくり等の担い手でもある地域の建設企

業が期待される役割を果たせるよう、経営の専門家が中小・中堅企業に対し

新事業展開、企業再編・廃業等についてのアドバイスを行う取組を強化する。 

  

○建設技能労働者の人材確保・育成の促進［別紙７］ 

社会保険加入等の労働環境改善や中核的な技能労働者の評価・活用促進に

より、人材の確保、生産性の向上、企業間の健全な競争環境の構築を進める。 

 

○我が国建設業の海外展開の促進［別紙８］ 

我が国建設業の海外展開を促進し、成長戦略を実現するため、契約・リス

ク管理の強化、地方・中小建設業の海外進出、人材育成等を支援する。 

(3)建設市場の環境整備等の推進  

(2)不動産市場の環境整備等の推進  

(1)地籍整備の推進  



［別紙１］  

 
 

概算決定額（東日本大震災復旧・復興に係る経費） 

地籍調査費負担金  １，８０９百万円（うち 復興：509百万円 全国防災：1,300百万円） 

都市部官民境界基本調査 ７０２百万円（うち  復興：231百万円 全国防災：  471百万円） 

 

東日本大震災からの復興を図るため、被災地における地籍調査の測量

成果の補正等を重点的に実施する。 

また、東日本大震災の教訓も踏まえ、防災関連事業の実施など、災害

への対応力を高めるために必要となる地籍整備を推進する。 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

東日本大震災からの復興を図る

ために必要な地籍整備を推進  
 
 
 
 

復興事業の本格化に向け、地域

の骨格となる官民境界の調査を国

が直轄で実施   
 
 
 
 
 

東日本大震災により必要となっ

た地籍調査の測量成果の補正や地

籍の再調査等を実施する市町村等

を支援  

東日本大震災の被災地等における地籍整備の推進 

東日本大震災の被災地  
 
 

東日本大震災の教訓も踏まえ、

災害への対応力を高めるために必

要となる地籍整備を推進 

 
 
 

地籍調査の前段となる官民境界

の調査を国が直轄で実施   
⇒ 地籍調査の実施主体である市

町村等の負担を軽減し、地籍調

査を促進  
 

 
 

災害への対応力を高めるために

必要となる地籍調査を実施する市

町村等を支援  

被災地以外の地域  

官民境界の調査（国直轄） 官民境界の調査（国直轄） 

○被災地における復興事業や住宅再建の迅速化  
○全国の防災関連事業の円滑化  
○将来被災した場合の迅速な復旧・復興  

地籍調査  地籍調査  



［別紙２］  

 
 

概算決定額 地籍調査費負担金    １２，２００百万円の内数 

都市部官民境界基本調査   １，４９０百万円の内数 

                

 

都市部において、地籍調査の重点的な実施、官民境界の基礎的な情報の

整備等により、地籍整備を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

C1 C2

A B

D

でこぼこ

不明確な官民境界のイメージ

すき間

はみ出し
でこぼこ

重なり

基準となる官民境界情報が不足し、

個々の地図間で重なり等が発生

⇒ 境界トラブルの原因に

明確な官民境界情報を基準に、民民

境界の明確化を進めることが可能

⇒ 境界トラブルの防止

C1’ C2’

A’ B’

D’ ぴったり

明確な官民境界を基にした地籍整備のイメージ

官
民
境
界
が
明
確
化

ぴったり

官民境界明確
化のための調
査を国が実施

都市部における地籍整備の推進 

 
 
 
都市部において地籍調査を重点的に実施  

 

 

 
市町村等の地籍調査の実施に先立ち、官有地・民有地間の境界に関す

る調査を国が実施することにより、市町村等の負担を軽減し、地籍調査
を一層促進   

 

 
・都市部の地籍調査の進捗率は 22％（平成 22 年度末）であり、全国平均

（49%）と比べて著しく低い  
・地価が高く、土地取引や民間開発等が多い都市の中心部において、不明

確な境界は公共事業や民間開発等のまちづくりに支障  

現状と課題  

①  地籍調査  

②官民境界の調査（国直轄）

官民境界明確化による効果  



［別紙３］  

 
 

概算決定額 地価公示 ３，７４１百万円 

 

地価公示法に基づき、全国 26,000 地点において地価公示（１月

１日時点の標準地の正常な価格の公表）を的確に実施する。 

また、土地利用形態の変化や経済的社会的ニーズに対応した公

示地点の設定のあり方を検討する。 

 

 

      

 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

①  一般の土地の取引の指標 

②  不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の規準 

③  公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の規準 

④  収用委員会の補償金額の算定の規準 

⑤  相続税評価（路線価）、固定資産税評価の目安 

⑥  変動率は重要な経済指標 

地価公示の的確な実施 

地価公示の主な役割  
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［別紙４］  

 
 

概算決定額 中古不動産流通市場整備・活性化 １２０百万円 

 

既存住宅の品質等に対する消費者の不安を解消し、安心して取引できる

環境を整備するため、取引の中核を担う宅地建物取引業者の総合コンサル

ティング機能を強化する取組や、インターネットで提供される既存住宅の

情報を充実する取組を支援することにより、中古流通市場の活性化を図

る。 

 

 

 

                
 

 

  

既存住宅の品質や価格等に対する
消費者の不安

既存住宅流通の課題 講じるべき施策

中古流通市場の活性化を阻害

インスペクション（建物点検・検査）やリ
フォームの実施を望んでも、宅建業者（仲
介業者）等から適切な相談・助言を受けら
れない

不動産ポータルサイトを見ても、既存住宅
の品質や劣化の状態等に関する情報が十分
に得られない

宅建業者と関連事業者（リフォーム業者等）と
のマッチング・連携の場の創設

インスペクションで把握した不具合情報も
含め、インターネット上で必要な情報を幅
広く公開

インスペクション等に関する宅建業者、消費
者等向けの講習・研修会の実施

取引の中核を担う宅建業者の総合
コンサルティング機能の強化等

インターネットでの既存住宅に関する
情報提供の充実

中古流通市場の活性化 

既存住宅購⼊時の不安と改善点 回答率
品質と構造に不安がある 17.2%
条件に合う物件がなかなか⾒つからない 16.7%
維持管理費や耐⽤年数を考えると、新築に⽐べて割⾼ 14.5%
⼼理的に新築住宅の⽅が気持ちがいい 14.1%
思うような間取りにならない／リフォームの⾃由度が低い 11.4%
その他 26.0%

(H22年⽇経BP調べ)

既存住宅購⼊時の不安と改善点 

売主

助⾔
提案

助⾔
提案

（売却前）
インスペクション

リフォーム

（購⼊後）
リフォーム

買主

売 買

マッチング・連携の⽀援
専⾨技術性の向上のための講習・研修の実施

顧客
ニーズ

相談
リフォーム業

建築業

設計業

鑑定業

仲介

宅建業者と関連事業者との
マッチング・連携

宅建業
(総合コンサル
ティング機能)



［別紙５］  

 
 

概算決定額 公益的施設への不動産証券化手法の活用調査 １３百万円 

 

不動産証券化手法を通じた民間資金の活用により、病院・介護施設、庁

舎等の公益的施設の維持更新・再生等を促進するための環境整備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公益的施設における不動産証券化手法の活用に向けた環境整備 

 

病院・介護施設、庁舎等の公益的施設における資金不足等の課題へ
の対応として、施設自体をＪリート等に売却してリースバックを受
け、新規設備投資や経営強化、施設改修等の資金を調達する手法があ
るが、海外に比べ我が国での活用は進んでいない 

 

 

 

公益的施設の種類等に応じ、関係省庁等と連携しつつ、資金面、関
連規制等に関する課題の把握、解決手法の検討を実施 

 

 

 
公益的施設の証券化における留意事項等を含むガイドラインを策定 

取組内容  

現状・課題  

証券化手法の活用に関するガイドラインの策定 

公益的施設を対象とした証券化スキーム構築手法の検討

Ｊリート
民間ファンド

投資家

資産運用
資産運用会社

金融機関
融資

委託

【公益的施設の証券化の活用イメージ】

出資

施設の譲渡

リースバック

・公益的施設の譲渡により、設備投資、耐震改修等の資金を調達。
・施設のリースバックを受け、施設運営を継続。

公益的施設

不動産証券化手法の活用による 

公益的施設の再生・不動産投資市場の活性化 

効  果  



［別紙６］  

 
 

概算決定額 事業転換のための課題解決支援 １１９百万円 

 

東日本大震災の教訓も踏まえ、地域社会の維持や災害に強い国土づくり

等の担い手でもある建設企業が、期待される役割を果たせるよう、都道府

県、地域金融機関と連携し、経営の専門家が中小・中堅企業に対し新事業

展開、企業再編・廃業等についてのアドバイスを行う取組を強化する。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  

●エリア統括マネージャー
建設業経営支援アドバイザーの中から全国１１ブロックで選定

Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ

経営戦略相談窓口

・新事業展開
・事業承継
・合併、転業、廃業など

建設企業が抱える経
営上の課題に広く対応

対
応
依
頼 ●建設業経営戦略アドバイザー

（公認会計士、中小企業診断士等）

相談依頼

出口支援企業の可否判断

アドバイザー派遣

●パートナー機関

○都道府県

○地域金融機関（銀行等）

連携

中小・中堅建設企業
入口支援 出口支援

アドバイザーによる支援
チームの組成

事業概要（スキーム図）

相談対応を強化相談対応を強化

事業転換のための課題解決の支援 

 

○地域の建設企業は、インフラの整備や維持管理に加えて、災害対応など
の地域社会の維持を担っている。特に、東日本大震災では、地域の建設
企業が応急復旧活動に大きく貢献し、建設企業が災害対応等の地域社会
の維持に果たす役割の重要性が再認識されたところ 

○一方、建設投資の急激かつ大幅な減少により、建設産業を取り巻く環
境は、かつてない厳しい状況（東日本大震災後も、建設業は１０月ま
で業種別の震災関連倒産件数のトップ） 

○過剰供給構造による過当競争等のために疲弊している地域の建設企業
が、地域社会の維持の機能を果たせるような環境整備が必要 

 

○中小・中堅建設企業が新事業展開、企業再編、廃業等を行う場合の各種
課題に対し、経営の専門家がアドバイスを実施（入口支援）するととも
に、特にモデル性の高い案件については、支援チームが目標達成まで継
続支援（出口支援）を実施 

施策の内容  

現状と課題  



［別紙７］  

 
 

概算決定額 建設技能労働者人材確保・育成促進 ３６百万円 

 

建設業においては、技能労働者の高齢化と若年入職者の減少により、中

核的な技能労働者の確保・育成を図ることが課題となっている。 

このため、社会保険加入等の労働環境改善や中核的な技能労働者の評価

・活用促進により、人材の確保、生産性の向上、企業間の健全な競争環境

の構築を進める。 

 

 
  

・社会保険等の法定福利費を適正に負担しな
い企業が存在

・保険加入確認については、対象となる建設
技能労働者数が膨大

・重層下請構造の深化による間接経費の増加、
生産性の低下、安全指示の不徹底

・企業経営が厳しくなる中、非自発的な一人
親方が存在

・ 品質、コスト、安全面で質の高い施工を確保

するには、中核をなす技能者の役割が重要
・ 優秀な技能労働者を適正に評価し、目標像
を提示

課題

・建設技能労働者の高齢化

（55歳以上H9 24.1%→H22 33.1%）

・若年入職者の減少
（25歳未満の入職者H9 24万人→H22 5.2万人）

中核的な技能労働者の確保、技能承継が課題

■社会保険等の加入徹底方策に
関する調査

建設業者団体による関連企業の保険加

入確認の取組を普及。

■基幹技能者の評価・活用に関す
る調査

基幹技能者の一層の活用促進を図り、

技能者の評価体系を確立

中核的な技能者の評価

■重層下請構造に関する調査

重層下請構造の是正により、建設工
事の生産性を向上、技能者へのしわ

寄せ等を抑止

社会保険等の未加入 重層下請構造、一人親方

建設技能労働者の人材確保・育成の促進 

○建設業全体

・雇用保険 ：61.0% ・厚生年金保険 ：61.8%

※雇用者数（雇用保険は役員を除く ）に占める被保険者数の割合
（総務省「労働力調査」、厚生労働省「雇用保険事業年報」、
「厚生年金保険業態別規模別適用状況調」（Ｈ21）から推計）

社会保険等の加入状況
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概算決定額 我が国建設業の海外展開の促進 ６１百万円（日本再生重点化措置） 

 

アジアを中心とする世界の建設市場において膨大なインフラ需要が見

込まれる中で、我が国建設業の海外展開を促進し、我が国の成長戦略を実

現するため、契約・リスク管理の強化、地方・中小建設業の海外進出、人

材育成等を支援する。 
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我が国建設企業の海外受注実績の推移

出典：(社)海外建設協会

（年度）

初の１兆円突破
（1983年度）

アジア通貨危機
（1997年度）

9,072億円
（2010年度）

6,969億円
（2009年度）

○ 海外市場では、耐震・免震技術、シールド等の掘削技術等の高度な技術力、
安全管理、工期の遵守等に優れているものの、受注額が伸び悩んでいる。

（億円）

過去最高額
1兆6,813億円
（2007年度）

契約・リスク管理の強化
・ 契約・リスク管理に関する検討推進

・ 紛争裁定委員会（DAB）の利用促進

人材の育成、即戦力の確保
・ 地方・中小建設企業の海外実地研修の仕

組みの構築
・ 技能実習プログラムの構築

市場戦略の構築
・ PPP、CM等の新たな事業分野に参画する

ための戦略の構築

地方・中小建設業の海外進出支援
・ 海外展開支援アドバイザー事業の推進

・ 情報提供システムの構築に向けた検討

意欲と能力を有する地方・中小建設
企業への支援が不十分である。

海外展開の課題 講じるべき施策

海外建設市場での業務（コンセッ
ション（PPP）、CM等の新事業を含
む。）に対応できる人材、経験が不
足している。

海外事業の採算性に対する意識が
低い（リスク管理体制が不十分）。

海外建設市場に関する情報を収
集・分析する能力が不足している。

我が国建設業の海外展開の促進 

我が国建設業の海外受注実績の推移


