
平成31年度概算要求について

法 務 省

第１ 経費関係

１ 一般会計 8,019億円

２ 東日本大震災復興特別会計 32億円

第２ 定員関係

増員要求数 1,772人，定員合理化数 △961人

（純増要求数 811人）

第３ 組織関係

入国在留管理庁（仮称）の新設



一般会計
 (単位:百万円)

１　　大臣官房関係経費 130,452 131,723 1,272 2,402

２　　日本司法支援センター関係経費 31,058 33,424 2,366 2,366

３　　施設整備関係経費 25,046 36,489 11,444 11,444

４　　法務総合研究所関係経費 2,274 2,563 288 290

５　　登記・戸籍等関係経費 125,955 135,077 9,122 8,876

６　　検察関係経費 110,787 113,066 2,279 2,002

７　　矯正関係経費 237,270 241,167 3,896 4,284

８　　更生保護関係経費 27,302 28,279 977 739

９　　人権擁護関係経費 3,407 3,907 500 500

１０　訟務関係経費 1,921 2,024 102 102

１１　出入国管理関係経費 52,398 58,817 6,420 3,313

１２　公安審査委員会関係経費 66 67 1 1

１３　公安調査庁関係経費 14,622 15,272 650 557

762,557 801,875 39,317 36,877

東日本大震災復興特別会計
 (単位:百万円)

１　　登記事務関係経費 567 556 12 9

２　　民事法律扶助等関係経費 611 602 9 9

３　　施設復旧関係経費 823 2,082 1,259 1,259

2,002 3,240 1,238 1,240

平　成　３１　年　度　概　算　要　求　等　額

事　　　項
平成30年度
予　算　額

平成31年度
概算要求等額

増△減額
うち物件費

合　　計

事　　　項
平成30年度
予　算　額

平成31年度
概算要求額

増△減額
うち物件費

△ △

△ △

合　　計

注　百万円単位で四捨五入している関係から，一部整合しない場合がある。

注　上記のほか，国際観光旅客税財源充当事業については，「国際観光旅客税（仮称）の使途に関する基
　本方針等について」に基づいて，観光庁において一括計上して要求する。
　　また，これらの経費に係る具体的な施策・事業については，予算編成過程において検討する。
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前年度予算額

(A)

概算要求等額

 (B)

16,841 19,210 2,369

〈施策の概要〉

〈骨太の方針との関連〉

〈31年度要求における主な新規・拡大事項〉

①空海港施設供用開始に伴う出入国審査体制の整備 48 1,838 1,790

②サミット特別対策経費 0 66 66

〈国際観光旅客税財源充当事業〉

ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備

・最先端技術を活用した革新的な出入国審査等の実現等

〈施策の概要〉

〈骨太の方針との関連〉

〈31年度要求における主な新規・拡大事項〉

440 734 294

　2020年東京大会等の開催を見据えてテロ等関連情報の収集・分析を強化し，政府・関係機関のニーズに
応じて適宜情報を提供することにより，政府の施策決定に情報面で貢献するための治安・テロ対策の強化。

・国際テロに係る情報収集・分析機能の強化【骨太41頁】
・2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催などを控え，テロ関連情報の収集・集約・分析等の体制・能力
を強化【骨太45頁】

東京大会等に向けての関連動向調査及びテロ関連情報収
集の強化

557２　治安・テロ対策の強化

1,81214,185

　2020年東京大会等の開催や観光立国に向けた施策を契機とした訪日外国人の増加に対応するために必
要な出入国管理体制を強化。

・最新技術の活用やCIQの計画的な体制整備などによる出入国の円滑化【骨太33頁】
・水際対策・入国管理や警戒・警備を強化【骨太45頁】

一般会計概算要求における重点事項の概要

（単位：百万円）

   対前年度
   増△減額

   （B-A)

１　出入国審査体制の整備及び不法滞在対策等

2,656

15,997

3,213

※　国際観光旅客税財源充当事業については，「国際観光旅客税（仮称）の使途に関する基本方針等について」に基づい
   て，観光庁において一括計上して要求する。
     また，これらの経費に係る具体的な施策・事業については，予算編成過程において検討する。

Ⅰ　2020年東京大会（ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ）等に向けた安全・安心の基盤整備
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前年度予算額

(A)

概算要求等額

 (B)

（単位：百万円）

   対前年度
   増△減額

   （B-A)

37,744 50,378 12,634

〈施策の概要〉

〈骨太の方針との関連〉

〈31年度要求における主な新規・拡大事項〉

〈施策の概要〉

〈骨太の方針との関連〉

〈31年度要求における主な新規・拡大事項〉

15,783 28,792 13,009

9,262 7,697 △ 1,565

12,698

　再犯防止施策推進の土台となる矯正施設の環境整備を推進。

①対象者の特性に応じた矯正処遇の充実強化及び雇用
ニーズに応じた職業訓練の拡充等

2,699 2,886 187

１　再犯防止のための施設内処遇及び社会内処遇の
充実強化

1,190

②保護司制度の基盤整備・入口支援・国と地方公共団体と
の連携を含めた社会内処遇の充実強化

7,399 8,322 923

　犯罪対策閣僚会議決定「再犯防止に向けた総合対策」（平成24年７月）及び「宣言：犯罪に戻らない，戻さ
ない」（平成26年12月），「再犯の防止等の推進に関する法律」（平成28年12月）に掲げられている対象者の
特性に応じた処遇，住居の確保，就労支援等の再犯防止対策を推進。

13,889

・「再犯防止推進計画」に基づき，職業訓練・就労支援，福祉等の利用促進，女性等の特性に応じた指導，
保護司・協力雇用主・更生保護施設の活動促進，民間資金活用，地方自治体との連携等を強化【骨太44頁】

11,444

　旧耐震基準により昭和56年以前に整備された法務省施設及び職員宿舎の建替え等の耐震対策を促進。

・矯正施設の環境整備等を強化【骨太44頁】

①矯正施設関係

②法務総合庁舎関係

２　矯正施設の環境整備等 25,046 36,489

Ⅱ　犯罪をした者等の再犯防止対策の推進
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前年度予算額

(A)

概算要求等額

 (B)

（単位：百万円）

   対前年度
   増△減額

   （B-A)

6,378 11,803 5,425

〈施策の概要〉

〈骨太の方針との関連〉

〈31年度要求における主な新規・拡大事項〉

1,055 2,187 1,131

538 1,867 1,329

4,654 4,730 75

〈施策の概要〉

〈骨太の方針との関連〉

〈31年度要求における主な新規・拡大事項〉

0 1,776 1,776

130 1,243 1,113

2,889

　外国人材の受入推進及びそれに伴う在留外国人の更なる増加への的確な対応と在留管理等の実施。

130 3,020

・外国人材の受入れを拡大するため，新たな在留資格を創設する【骨太26頁】
・従来の専門的・技術的分野における外国人材受入れの取組を更に進める【骨太26頁】
・在留管理，雇用管理を実施する入国管理局等の体制を充実・強化する【骨太27頁】
・外国人の受入れ環境の整備は，法務省が総合調整機能を持って司令塔的役割を果たすこととし，関係省
庁，地方自治体等との連携を強化する【骨太28頁】

①新たな在留資格の創設等に対応するためのシステム改修
等

②在留申請オンラインシステムの導入

①長期相続登記未了土地を始めとする所有者不明土地の
解消に向けた取組等

１　所有者不明土地問題への対応及び地図整備体制
の強化等

6,248 8,784

　所有者を特定することが困難な土地等の解消に向けた各種施策の推進。

　従来型，大都市型及び復興型登記所備付地図作成作業の推進。

2,536

・所有者不明土地等について，「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」等に基づき，対策を推
進する【骨太62頁】
・登記所備付地図の整備などの取組を進める【骨太63頁】

２　外国人材の円滑な受入れのための体制整備

②法定相続情報証明制度等の円滑な運用等を始めとする
相続手続の円滑化・相続登記の促進

③登記所備付地図整備事業の推進等による土地利用の情
報基盤の整備

Ⅲ　経済再生加速化のための経済・社会基盤の整備
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前年度予算額

(A)

概算要求等額

 (B)

（単位：百万円）

   対前年度
   増△減額

   （B-A)

2,371 3,016 645

〈施策の概要〉

〈骨太の方針との関連〉

〈31年度要求における主な新規・拡大事項〉

266 478 212

0 49 49

〈施策の概要〉

〈骨太の方針との関連〉

〈31年度要求における主な新規・拡大事項〉
8 272 264

51 117 65

〈施策の概要〉

104 124 20

①京都コングレス2020開催に向けた事前準備

②アジア矯正建築会議開催

　京都コングレス2020開催に向けた事前準備。

・日本型司法制度の強みを重要なソフトパワーとし，京都コングレス2020の成功に向けて，国連や関係各国と
連携・協力する【骨太44頁】

１　2020年国連犯罪防止刑事司法会議（京都ｺﾝｸﾞﾚｽ）
の日本開催に向けた準備

261266 528

367

　第一線で活躍できる人材の確保・育成等の国際仲裁活性化に向けた基盤整備を促進するとともに，訴訟に
発展するおそれのある政策・事象及び国益に関する国際紛争等への支援を推進。

・国際仲裁の活性化に向けた基盤整備のための取組【骨太31頁】
・国際紛争への実践的な対応能力の強化【骨太31頁】
・国内外の法的紛争の未然防止に向けた予防司法機能を充実させる【骨太44頁】

②予防司法機能及び国際訴訟等支援の充実強化

①国際仲裁活性化に向けた調査

２　国際仲裁活性化のための基盤整備及び国際紛争
等への対応を含む予防司法機能の強化

1,929 2,296

193

　主にASEAN諸国を始めとする開発途上国の持続的成長を実現するために不可欠な法的基盤作りを支援す
るとともに，法の支配を定着させるため，法制度整備支援を推進。

〈骨太の方針との関連〉

・海外展開先における法制度整備支援・現地人材の育成支援などを実施する【骨太31頁】

〈31年度要求における主な新規・拡大事項〉

17３　法制度整備支援によるビジネス環境整備促進 176

ASEAN地域等における法制度整備支援の推進等

Ⅳ　グローバル化した国際環境における「司法外交」の展開
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前年度予算額

(A)

概算要求等額

 (B)

（単位：百万円）

   対前年度
   増△減額

   （B-A)

35,206 38,472 3,266

〈施策の概要〉

〈31年度要求における主な新規・拡大事項〉

686 921 235

33 179 146

〈施策の概要〉

〈骨太の方針との関連〉

〈31年度要求における主な新規・拡大事項〉

155 280 125

70 325 255

②被害者等対応の強化

　捜査・公判に必要な人的・物的基盤を確保することにより検察活動を充実強化。

〈骨太の方針との関連〉

・サイバー犯罪，性犯罪・児童虐待など，近年，深刻化する犯罪への対策を充実させ，多機関が連携して良
好な治安を確保。犯罪被害者等支援のための施策を推進し，治安や司法分野の人的・物的基盤を強化【骨
太44頁】

381１　検察活動の充実強化 719

500２　共生社会の実現に向けた人権擁護施策の推進

　2020年東京大会を契機とし，「人種，障害の有無など違いを理解し，自然に受け入れ，互いに認め合う共生
社会の実現」に向け，社会情勢の変化に的確に対応しつつ，誰一人取り残されることのない，きめ細やかな
人権擁護活動を更に展開。

・心のバリアフリーの推進【骨太36頁】
・ヘイトスピーチやインターネット上の人権侵害の解消に向けた取組，若年層の抱える問題を中心とした人権
擁護活動等を進める【骨太45頁】

①外国人・障害者の理解促進のための啓発活動等

②インターネット上の人権問題対策の推進

3,9073,407

①客観的な証拠収集体制等の整備

1,100

Ⅴ　法の支配を実現するその他の諸施策の推進
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前年度予算額

(A)

概算要求等額

 (B)

（単位：百万円）

   対前年度
   増△減額

   （B-A)

〈施策の概要〉

〈骨太の方針との関連〉

〈31年度要求における主な新規・拡大事項〉

①被疑者国選弁護対象事件の拡大（刑事訴訟法改正） 6,124 6,498 374

②改正総合法律支援法による新たな法律相談援助等 26 108 83

③子供や若者への幅広い法教育の推進 22 41 19

※百万円単位で四捨五入している関係から，合計額が一致しない場合がある。

３　頼りがいのある司法の確保のための総合法律支援
等の充実強化

31,080 33,465

　国選弁護等関連業務，民事法律扶助事業等の総合法律支援の充実強化及び子供や若者への幅広い法
教育の推進。

・総合法律支援など利用しやすく頼りがいのある司法の確保【骨太45頁】
・法教育の推進【骨太45頁】

2,385
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平成３１年度定員要求事項
法　　　　務　　　　省　

　 （主な要求事項）

○ 登記事務処理体制の充実強化等 登記官等 262人

○ 検察活動の充実強化 検事・検察事務官 267人

○ 人権侵犯事件事務処理体制の充実強化 係長 5人

平成３１年度増員要求数 1,772人（ 1,513人）
定員合理化数 ▲961人（▲ 971人）

純増要求数 811人（ 542人）

○ 出入国審査体制の充実強化 入国審査官 266人

出入国審査体制の整備及び不法滞在対策等

※ 増員要求数1,772人のうち，84人は時限の定員に係る要求である。
※  ( ）内数字は，平成30年度の要求数等であり，「仕事と家庭の両立推進

（ＷＬＢ推進）のための定員」28人を含まない。

法の支配を実現するその他の諸施策の推進

○ 再犯防止対策・施設内処遇等の充実強化 刑務官等 471人

○ 再犯防止対策・社会内処遇等の充実強化 保護観察官等 85人

再犯防止のための施設内処遇及び社会内処遇の充実強化

○ 公安調査体制の充実強化 公安調査官 82人

治安・テロ対策の強化

所有者不明土地問題への対応及び地図整備体制等の強化等

○ 予防司法・訟務事件処理体制の充実強化 法務専門職等 15人

国際紛争等への対応を含む予防司法機能の強化等

(このほか，時限が到来する訟務官7人の時限延長を要求)

(このほか，時限が到来する登記官等60人の時限延長を要求)

○ 在留管理体制の充実強化 入国審査官等 319人

外国人材の円滑な受入れのための体制整備
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・ 入国管理局は，現行の業務のみでも，近年，業務量が飛躍的に増大。

・ 新たな外国人材の受入れに関する業務等の追加により，所管する業務の質，量いず
れも大きく変化するため，今後，より一層強力に業務を推進していくための体制整備が
必要。

・ 外国人の受入れ環境の整備に関する総合調整等の機能を強力に果たすため，新た

に外局を設置し，司令塔的機能を果たすことを明確に位置付ける必要性大。

機 構

入国在留管理庁（仮称）の新設

一定の独立性を有する組織として，法務省の外局となる入国在留管理庁
（仮称）を新設

・ 平成２９年の訪日外国人旅行者数は，過去最高の約２，８６９万人を記録し，平成２８
年と比較して，約４６５万人（約１９．３％）増加。

・ 我が国における在留外国人数は，平成２５年以降一貫して増加を続け，平成２９年末
には約２５６万人を記録し，平成２８年末より約１８万人（約７．５％）増加。

・ 深刻な人手不足が生じる中，一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅
広く受け入れるため，新たな在留資格の創設に向け，入管法の改正等の検討を進め
ており，入国管理局が外国人の受入れに関して中心的な役割を担う予定。

・ 平成３０年７月２４日付け閣議決定「外国人の受入れ環境の整備に関する業務の基
本方針について」において，法務省が，外国人の受入れ環境整備に関する企画・立案
及び総合調整を行うこととされた。

庁設置の必要性

出入国管理行政の現状

その他
課長相当職１０程度

出入国管理部

（長官官房）

在留管理支援部

長 官

次 長

審議官２

9



              頁

Ⅰ　2020年東京大会(ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ)等に向けた安全・安心の基盤整備　

1 出入国審査体制の整備及び不法滞在対策等 15,997 百万円 1

2 治安・テロ対策の強化 3,213 百万円 2

Ⅱ　犯罪をした者等の再犯防止対策の推進

1 再犯防止のための施設内処遇及び社会内処遇の充実強化 13,889 百万円 3

2 矯正施設の環境整備等　　　　　　 36,489 百万円 4

Ⅲ　経済再生加速化のための経済・社会基盤の整備

1 所有者不明土地問題への対応及び地図整備体制の強化等 8,784 百万円 5

2 外国人材の円滑な受入れのための体制整備 3,020 百万円 6

Ⅳ　グローバル化した国際環境における「司法外交」の展開

1 2020年国連犯罪防止刑事司法会議(京都ｺﾝｸﾞﾚｽ)の日本開催に向けた準備 528 百万円 7

2 国際仲裁活性化のための基盤整備及び国際紛争等への対応を含む予防司法機能の強化 2,296 百万円 8

3 法制度整備支援によるビジネス環境整備促進 193 百万円 9

Ⅴ　法の支配を実現するその他の諸施策の推進

1 検察活動の充実強化 1,100 百万円 10

2 共生社会の実現に向けた人権擁護施策の推進 3,907 百万円 11

3 頼りがいのある司法の確保のための総合法律支援等の充実強化 33,465 百万円 12

参　考　資　料　（　目　次　）

一般会計概算要求における重点事項

概算要求等額

法 務 省



• 最先端技術を活用した革新的な出入国審査等の実現等
※ 国際観光旅客税財源充当事業として観光庁において一括計上

• 空海港施設供用開始に伴う審査端末機器等の整備

（中部空港ＬＣＣターミナル，羽田空港Ｔ２，横浜港クルーズターミナル等）

• G20サミット開催期間中の出入国審査及び水際対策等の強化

課題

○ 平成２８年７月 バングラデシュにおけるテロ事件の発生
○ 平成２９年５月 イギリスにおけるテロ事件の発生 等
○ 平成２８年７月 バングラデシュにおけるテロ事件の発生
○ 平成２９年５月 イギリスにおけるテロ事件の発生 等

2,000 

3,000 

861 

2,869 

4,000 

6,000 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2010年 2017年 2020年 2025年 2030年

（万人） ○ 訪日外国人旅行者数
２０２０年 ４，０００万人
２０３０年 ６，０００万人 を目指す

世界最高水準の技術を活用し，入国審査待ち時間２０分以内の目標を目指す
ことなどを踏まえ，革新的な出入国審査を実現

新たな目標

以前の目標

テロリスト等の入国阻止のため厳格な出入国管理を維持

「未来投資戦略２０１８」等

出入国審査体制の整備及び不法滞在対策等

円滑な出入国審査と厳格な出入国管理を高度な次元で両立

訪日外国人旅行者数

主な施策

平成31年度概算要求等額

15,997百万円（1,812百万円増）

1



我が国におけるテロ等の脅威が高まる中，2020年東京大会等の開催を見据えてテロ等関連情報の収集・分析を強化し，政府・関

係機関の情報ニーズに応じて，適宜情報を提供することによって，政府の施策決定に情報面で貢献し，もって安全で安心な暮らしを

実現する。

要求概要

我が国におけるテロ等の脅威 課題（政府方針等） 治安・テロ対策の強化

治 安 ・ テ ロ 対 策 の 強 化

ISIL崩壊に伴い拡散する国際テロ 東京大会等の安全開催 東京大会等の安全開催に向けた
テロ関連情報収集の強化

⇒脅威度の高い団体等の集中調査

テロ関連情報収集のため外国関係
機関と連携を強化

⇒SNS上や外国人コミュニティ内に
潜む不審者の把握と監視の強化 等

サイバー攻撃関連情報収集の強化

⇒サイバー攻撃の主体，方法等に関
する人的情報の収集・分析

オウム真理教に対する監視の強化

⇒監視の強化

⇒地域住民等との
意見交換の強化等

⇒｢一匹狼｣型テロリスト
や外国人戦闘員による
テロの脅威

安

全

で

安

心

な

暮

ら

し

の

実

現

多様化，深刻化するサイバー攻撃

⇒政府機関や企業のほか，東京大会等が
標的となるおそれも

オウム真理教による不法事案
じゃっ起の未然
防止と国民の不
安感の解消・緩
和

予断を許さないオウム真理教の活動

伝播するテロ組織等の過激思想

サイバー空間におけるテロ組織等
の動向把握

（H30.7.25 サイバーセキュリティ2018）

⇒SNS上で過激思想に共鳴する者

⇒紛争地域等への渡航を企図する者
テロ関連情報の収集等の強化

（H29.12.11 東京大会等を見据えたﾃﾛ対策推進要綱）

重要イベント

H31 ★ Ｇ20大阪サミット
★ ラグビーＷ杯2019

H32 ☆ 京都コングレス2020
☆ 2020年東京大会

⇒麻原の神格化

⇒国家敵視の姿勢を
増幅させるおそれ

（H30.6.15 骨太の方針2018）

⇒資産・拠点の増加

平成31年度概算要求等額

3,213百万円（557百万円増）
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◇ 国及び地方公共団体が適切な役割分担により

再犯防止施策を策定・実施する責務

◇ 再犯防止推進計画の策定

（平成２９年１２月１５日閣議決定）

◇ 再犯防止に向けた教育・職業訓練の充実等

◇ 社会における職業・住居の確保及び保健医療・

福祉サービス利用に係る支援等

◇ 再犯防止推進のための人的・物的基盤の整備等

犯罪をした者等の再犯防止により暮らしの安全・安心を確保

「再犯の防止等の推進に関する法律」
（平成２８年１２月公布・施行）

現状及び課題
再犯防止のための施設内処遇及び社会内処遇の充実強化

◎ 再犯防止に向けた総合対策

（平成２４年７月犯罪対策閣僚会議決定）

【数値目標】平成３３年までに出所後２年以内再入率を２０％以上減少させる

◎ 薬物依存者・高齢犯罪者等の再犯防止緊急対策

（平成２８年７月犯罪対策閣僚会議決定）

・ 再入受刑者の７割強は犯時無職者，無職の保護観察対象者の再犯率は，

有職者の約３．３倍

・ 刑務所等から出所したものの，帰るべき場所がない者が約３，９００人

・ 支援を必要とする高齢者・障害者等の増加

・ 薬物事犯者の再犯率が非常に高い

（５年以内に約半数が再入所）

・ 在所中の就職内定件数は平成２９年度で約８８０件

（刑務所出所者は年間約２万２千人）

起訴猶予となる者等に対する福祉サービス等の入口支援の充実

就労の確保等

施設内処遇

国と地方公共団体が連携した再犯防止施策の実施

対策

○ 更生保護サポートセンターの拡充等

保護司制度の基盤整備及び保護司活動の支援の充実強化

社会内処遇 （入口支援・国と地方公共団体との連携を含む）

更生保護施設の受入れ及び処遇機能の強化

刑務所出所者等に対する就労支援の推進

対象者の特性に応じた指導・支援の充実

○ 少年・若年者に対する可塑性に着目した指導等

特性に応じた効果的な指導の実施等

高齢又は障害のある者等への支援等

○ 矯正施設における職業訓練の充実等
○ 就労支援の充実

① 就労・住居の確保等

② 保健医療・福祉サービスの利用の促

進等

③ 学校等と連携した修学支援の実施等

④ 犯罪をした者等の特性に応じた効果

的な指導の実施等

⑤ 民間協力者の活動の促進等，広報・

啓発活動の推進等

⑥ 地方公共団体との連携強化等

⑦ 関係機関の人的・物的体制の整備等

「再犯防止推進計画」
（平成２９年１２月１５日閣議決定）

○ 性犯罪者・薬物事犯者等に対する指導・支援

民間団体等との連携の強化

再犯防止活動への民間資金の活用の検討等

13,889百万円（1,190百万円増）

平成31年度概算要求等額
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・ 再犯防止を推進
・防災，減災による国土強靱化

政 府 目 標 を 実 現

矯 正 施 設 の 環 境 整 備 等

建 て 替 え

改 修 ・ 修 繕

① 再犯防止施策の実施基盤となる
矯正施設の環境整備を推進

② 公共施設の耐震化を進め，
国民の安全・安心な生活を確保

③ 災害時における
防災拠点・避難場所の機能強化

昭和４７～５６年築
（現行の耐震基準制定前の施設）

昭和４６年以前築
（旧耐震基準改定前の施設）

昭和５７年以降築
（現行の耐震基準制定後の施設）

のうち収容施設数を示す

のうち官署施設数を示す

（注） PFI事業検討中の奈良拘置支所を除く

１ 矯正施設の環境整備 （政府方針①，②）
再犯防止施策推進の重要な基盤となる矯正施設について，改築・改修等による環境整備が必要

２ 法務省施設の防災・減災対策 （政府方針②，③）
(1) 法務省施設の約半数を占める旧耐震基準で建設された建物の耐震化・老朽化対策が必要
(2) 防災拠点・避難所となる矯正施設を始めとする法務省施設の耐震化・機能継続確保のための改築・改修等が必要

３ 矯正施設の職員宿舎整備 （政府方針④）
勤務時間外の非常勤務など矯正施設と一体不可分の職員施設については，必要戸数の範囲内で，老朽化対策等の整備が必要

① 再犯防止の推進に関する法律 （H28.12施行）

再犯防止推進計画 （H29.12.15閣議決定）

② 骨太の方針2018 （H30.6.15閣議決定）

③ 国土強靱化基本計画 （H26.6.3閣議決定）

④ 国家公務員宿舎の削減計画 （H23.12.1財務省等策定）

法務省施設の
約半数が旧耐震基準

によって建築された施設

現 状

課 題

対 策 及 び 効 果

政 府 方 針

モルタル剥落のため，
防護網を設置

老 朽 施 設 の 例

＜拘 置 所＞ ＜法務総合庁舎＞

＜刑 務 所＞

避難所として利用例

平成31年度概算要求等額

36,489百万円（11,444百万円増）
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○ 長期相続登記未了土地の解消事業の推進

○ 変則型登記の解消

所有者不明土地の解消

○ 登記所備付地図の整備の推進

○ 筆界特定制度の活用の推進

土地利用の情報基盤の整備

○ 諸外国における不動産登記法制等所有者不明土地問題

に対する対応策に関する調査

登記制度・土地所有権の在り方に関する検討

○ 法定相続情報証明制度の円滑な運用

○ 法務局における遺言書の保管制度の円滑な導入

所 有 者 不 明 土 地 問 題 へ の 対 応 及 び 地 図 整 備 体 制 の 強 化 等

●経済財政運営と改革の基本方針2018 第３章４.(2)社会資本整備等（人口減少時代に対応した制度等の抜本見直し）

●未来投資戦略2018 第２Ⅰ.[３]２.次世代インフラ・メンテナンス・システムの構築等インフラ管理の高度化
所有者不明土地等について，基本方針等に基づき，期限を区切って対策を推進する。

○ 相続登記の義務化等を含めて相続等を登記に反映させるための仕組み（中略）等について検討し，2018年度中に制度改正の具体的方向性を提示した上で，2020年までに必要な

制度改正の実現を目指す。

○ 変則的な登記の解消を図るため，必要となる法案の次期通常国会への提出を目指すとともに，必要となる体制を速やかに整備する。

○ 遺言書保管制度の円滑な導入，登記所備付地図の整備などの取組を進める。

●所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針（平成30年6月所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議決定）
○ 長期相続登記未了土地の解消事業など必要な事業推進のため，組織・定員を含めた体制の強化や予算要求，税制改正要望を検討する。

○ 地籍を明確化するための情報基盤である登記所備付地図についても，筆界特定制度の活用等により整備を推進する。

○ 変則型登記を正常な登記に改めるために必要な法制度の整備に向けた作業を進め，次期通常国会へ提出するとともに，組織・定員を含め必要となる体制を速やかに整備する。

○ 法定相続情報証明制度の円滑な運用や法務局における遺言書の保管制度の円滑な導入に向けた体制の整備。

相続手続の円滑化・相続登記の促進

土地所有者の探索コストの縮減及び土地区画の明確化による公共用地取得の円滑化，経済取引の活性化

効果

政府方針

【道後温泉】

・地図作成によりインフラが整備

・街並が変貌し観光客増加

⇒ 地方公共団体の求めに応じ，調査対象土地の所有権の登記名義人の法定相続人を
調査。その調査結果を登記記録に記録し，かつ，通知を行い相続登記の申請を促す。

⇒ 登記官の所有者の特定を補充する仕組みやその手続に係る法令を整備し，公的記録
等を調査の上，所有者を特定し，職権登記を行う。

⇒ 制度の安定的な運用を図りつつ，制度の利用を推進し，相続登記の促進
を図る。

⇒ 遺言者の申請に基づき，遺言書の原本とその画像データ等を保管・
管理し，遺言者の死亡後，相続人等への遺言書の画像情報等を用いた
証明書の交付等を実施するため，所要の体制を整備する。

⇒ 従来型，大都市型及び復興型登記所備付地図作成作業
の実施により，土地利用の情報基盤の整備を推進する。

⇒ 登記所備付地図の整備に資するよう，筆界特定事件を
適正・迅速に処理する。

⇒ 所有者不明土地問題の解消に向け，登記制度や土地所有権の中長期的課題を
検討するため，外国法制を調査する。

平成31年度概算要求等額

8,784百万円（2,536百万円増）
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 真に必要な分野に着目し，移民政策とは異なるものとして，外国人
材の受入れを拡大するため，新たな在留資格を創設する。

 外国人を適正に雇用し，また外国人雇用状況届出等を履行してい
る所属機関を対象に，在留資格手続上のオンライン申請を本年度
から開始する。

 きめ細かく，機能的な在留管理等を実施するため，法務省の体制
を充実・強化する。

 出入国の管理，本邦における外国人の在留等を所掌する法務省
が，外国人の受入れ環境の整備に関する企画及び立案並びに総
合調整を行う。

「経済財政運営と改革の基本方針２０１８」等（要旨）
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256 
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2012年末 2013年末 2014年末 2015年末 2016年末 2017年末

（万人）

在留外国人数の推移

外国人材の円滑な受入れのための体制整備

外国人の円滑な受入れと多文化共生社会の実現

• 在留申請オンラインシステムの
導入【２年計画２年目】

• 新たな在留資格の創設等に対応するた
めのシステム改修

• 外国人材の受入れ推進に必要な人的・
物的体制の整備（組織改編に伴って必要
となるシステム改修等経費を含む。）

主な施策

所属機関

インターネット

在留
審査

在留ｶｰﾄﾞ
発行

在留申請
ｵﾝﾗｲﾝｼｽﾃﾑ

出入国
管理ｼｽﾃﾑ 入国審査官

オンライン申請
・進捗確認

審査完了
（処分）通知

連携

イメージ

 出頭に係る負担を軽減し申請窓口の混雑緩和を実現

平成31年度概算要求等額

3,020百万円（2,889百万円増）
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平成３１年度（2019年）
2015年

第
１
３
回
国
連
犯
罪
防
止
刑
事
司
法
会
議

「
カ
タ
ー
ル
コ
ン
グ
レ
ス
」

【
政
治
宣
言
（
ド
ー
ハ
宣
言
）
の
採
択
】

京都コングレス開催の準備 ドーハ宣言のフォローアップ 2020年
4月20日～27日

第
１
４
回
国
連
犯
罪
防
止
刑
事
司
法
会
議

「
京
都
コ
ン
グ
レ
ス
」

【
政
治
宣
言
の
採
択
】

京
都
コ
ン
グ
レ
ス
開
催
の
準
備

事

業

の

内

容

● 国連加盟国等との交渉・調整

政治宣言を取りまとめるためコングレス参加国等との事前の綿密な交渉等が必要

・ 国際的影響力の強い主要国，国連総会，政治宣言協議等参加のための当省職員を派遣

・ 海外の専門家を招へいした専門家会合を開催

● 開催自治体等との調整等

国連側からのセキュリティ対策等の改善指示に対する対応が必要

・ 対応策等の検討・調整等の協議を実施のために当省職員を派遣

● 開催準備業務及びプロモーション活動

具体的な準備作業の実施が必要

・ 各種実施計画（会場設営計画，送迎・輸送計画，警備計画，展示等）の策定及び実施

・ ウェブサイト，ＳＮＳを活用及びシンポジウムの開催

● 国際連合薬物犯罪事務所（UNODC）への拠出金等

コングレスの事務局であるUNODCに職員を派遣し，詳細な調整が必要

・ ＵＮＯＤＣへの職員派遣（継続）及び広報活動等のための拠出金

● ワークショップ運営準備

ワークショップの具体的かつ詳細な運営準備

・ パネリスト候補の所属機関幹部等との意見交換

・ パネリスト候補を招へいして全体の発表内容や運営の調整を行うための会合を開催

・ コミッションのサイドイベント等におけるワークショップ全体の運営に関する意見交換

・ コングレス政治宣言素案作成に関する会議への出席や会場周辺の視察 等

ド
ー
ハ
宣
言
の

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

● 京都コングレスにおけるドーハ宣言のフォローアップの総括・検証

今後5年間にわたり継続的にアジア・太平洋地域を中心とする各国の刑事司法実務家を対象とした

研修事業の充実・強化を図る。

・ ドーハ宣言のフォローアップの実施

各国の刑事司法実務家に対するキャパシティ・ビルディング（能力・構築支援）の研修の充実・強化

【国連犯罪防止刑事司法会議（コングレス）の概要】

○ 犯罪防止・刑事司法分野における国連最大の国際会議

○ １９５５年以降，５年ごとに開催（日本では１９７０年（昭和４５年）に京都で開催）

○ 司法大臣，検事総長等ハイレベルの各国代表，国際機関等が参加（１４０か国以上，４,０００人以上）

○ 犯罪防止刑事司法分野の対策や国際協力のあり方について検討し，政治宣言を採択（その後５年間の指針）

「世界一安全・安心な社会」

を国内外にアピール

国際的プレゼンスの向上

『司法外交』の積極的推進

2020年国連犯罪防止刑事司法会議（京都ｺﾝｸﾞﾚｽ）開催に向けた準備
平成31年度概算要求等額

528百万円（261百万円増）
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国際仲裁活性化に向けた調査

現状及び問題点

国際仲裁活性化のための基盤整備及び国際紛争等への対応を含む予防司法機能の強化

訴訟発展の懸念のある政策・事象
への 支援が必要

国 益 に 関 す る 国 際 紛 争 等
へ の 支 援 が 必 要
～ 「 司 法 外 交 」 の 展 開 ～

○ 政府全体の訴訟リスクを低減
○ 国際社会における国益の保護

現 状

○法務本省では累計約１０１０件の相談実績

○平成２９年４月から全国展開を開始，
約４３８０件の相談実績 etc.

○国際的法律紛争の予防司法支援
○国際司法裁判所，ＷＴＯ等の国際的紛争解

決への支援
○投資仲裁に係る手続規則の改正対応 etc. 

「骨太の方針２０１８」
・国内外の法的紛争の未然防止に向けた予防司法機能の充実
・国際紛争への実践的な対応能力の強化

紛争や訴訟が顕在化する前の段階にあっても

中央省庁等における行政施策等について

訴訟リスクを踏まえた法的な支援を行う。

加えて，国際訴訟等へ積極的に貢献する。

【法の支配の実現】

国民の権利・利益 を擁護

■ 日本企業の海外取引や海外投資案件が増加することに伴い，紛争解決の手
段として，国際仲裁制度の役割が重要。

■ アジアでは，官民挙げて積極的に
国際仲裁を呼び込み，飛躍的に利用
件数が伸びている一方で，日本の利
用件数は伸びていない。

一般社団法人日本商事仲裁協会

シンガポール国際仲裁センター

香港国際仲裁センター

１６件

３４３件

２６２件

【申立受理件数（平成２８年度） 】

➡ 日本企業の海外進出の促進，対日投資の呼び込みによる経済成長のた
めには，国際仲裁制度の活性化が極めて重要

法務省：平成29年3月，省内に検
討チームを立ち上げ，国際仲裁の
活性化の具体的な在り方を検討

政 府：平成29年9月，内閣官房
に「国際仲裁の活性化に向けた関
係府省連絡会議」を設置（法務
省・経済産業省が共同事務局）。

法務省・政府における検討
●国際仲裁活性化に向けた施策（平
成３０年４月関係府省連絡会議中間と
りまとめ）
・国際仲裁の活性化のためには，人
材育成，企業等に対する広報・意識
啓発等の取組強化が必要。

【骨太の方針２０１８】 等

・企業の海外展開支援として，国際仲
裁の活性化に向けた基盤整備に取り
組む。

対 策

予防司法機能及び国際訴訟等支援の充実強化

国の施策等に重大な影響を及ぼす訴訟が増加

○ 実効的な人材の確保・育成手法
○ 効果的な広報・意識啓発手法
○ 実際の仲裁審問等の手続実施を通じた施設整備の在り方 等

⇒ 国際仲裁人材・取扱件数を増加させる方策を明らかに

仲裁施設の確保を含む以下の調査を委託

○ 国際紛争等への対応を含む予防
司法機能強化のための人的・物的
体制の整備

○ 国際訴訟等への関与・支援の充
実強化

対 策

平成31年度概算要求等額

2,296百万円（367百万円増）
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○法制度整備支援事業実施【直接事業】
○ メコン諸国に対するＡＳＥＡＮ域内格差是正のための現地セミナー

等

（ベトナム，カンボジア，ラオス，ミャンマー）

○ 知財分野等ビジネス関係法令整備のための現地セミナー等

（インドネシア，ミャンマー等）

○ その他ＡＳＥＡＮ地域以外の国々に対する現地セミナー等

○法制度整備支援基盤整備【間接事業】

○ 法制度整備支援基礎調査研究

・ＡＳＥＡＮ地域の知財法制の格差是正のための調査研究等

○ 国際協力人材育成

・国際協力に携わる人材育成のためのシンポジウム開催等

○ 法制度整備支援に関するドナー間・官民連携強化

・産学官の連携強化のための関係者会合等

国際社会における

日本のプレゼンスの向上

法の支配の定着

事業の内容

持続的成長のた
めの基盤づくり

投資環境整備

法制度整備支援に

関する基本方針

○ 法制度整備支援の必要性

●経済財政運営と改革の基本方針2018（骨太の方針） ●未来投資戦略2018
●インフラシステム輸出戦略（平成30年度改訂版） ●日・メコン協力のための新東京戦略2015
●知的財産推進計画2018 ●開発協力大綱

日本企業の海外展開に

有効な投資環境整備

法 制 度 整 備 支 援 に よ る ビ ジ ネ ス 環 境 整 備 促 進

平成31年度概算要求等額

193百万円（17百万円増）
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検 察 活 動 の 充 実 強 化

○ 平成２８年５月２４日に成立した「刑事訴訟法等の一

部を改正する法律」において，裁判員裁判対象事件及び

検察官独自捜査事件の録音・録画を義務付け

○ 上記法律の附帯決議において，上記対象事件以外につい

ても幅広く録音・録画を実施するよう要請

各
種
施
策
の
実
施
に
よ
り
，
検
察
の
役
割
を
十
全
に
果
た
し
，

安
全
・
安
心
な
社
会
を
実
現

客観的な証拠収集体制等の整備

被 害 者 等 対 応 の 強 化
○被害児童の特性等に配慮した取調べなど多機関連携体制の整備

○被害者等のプライバシーに配慮した証拠開示等のための機器の整備 など

サイバー犯罪，性犯罪・児童虐待など，近年，深刻化する犯罪への対策を充実させ，多機関が連携して良好な治安を確保する。ま

た，犯罪被害者等支援のための施策を推進し，治安や司法分野の人的・物的基盤を強化する。
「経済財政運営と改革の基本方針2018」（平成30年6月15日 閣議決定）

政 府 方 針 等

人
的
・
物
的
基
盤
の
強
化

○地方検察庁本庁，裁判員裁判実施支部及び大規模支

部以外の支部についても，録音・録画用サーバー等の運

用体制を整備
○録音・録画用サーバ等の運用体制の整備

○デジタルフォレンジック（ＤＦ）体制の整備（機器・人材の集約・精鋭化） など

○ 対象となる事件の急激な増加に伴い，保存すべき録音

・録画記録媒体の量が飛躍的に増大，長期保存の必要

< 本庁 >

デジタル方式

録音・録画装置

LAN

サーバ

法務省情報

ネットワーク

デジタル方式

録音・録画装置

< 支部 >

1,100百万円（381百万円増）

平成31年度概算要求等額
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施策の概要

現状と課題

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機と
し，「人種，障害の有無など違いを理解し，自然に受け入
れ，互いに認め合う共生社会の実現」に向け，社会情勢
の変化に的確に対応しつつ，誰一人取り残されることの
ない，きめ細かな人権擁護活動を更に展開

○ 障害を理由とする差別や偏見があると回答した人は８３．９％
（平成２９年度「障害者に関する世論調査」）

○ 近時のスマートフォンの普及，若年層を中心としたＳＮＳ
（ソーシャル･ネットワーキング･サービス）の利用者増など
による情報化の更なる進展

○ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 （平成28年4月施行）
○ 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進
に関する法律（平成28年6月施行）

○ 部落差別の解消の推進に関する法律（平成28年12月施行）
○ 拡大版SDGｓアクションプラン2018（平成30年6月推進本部決定）
○ 経済財政運営と改革の基本方針2018（平成30年6月閣議決定）

共生社会の実現に向けた人権擁護施策の推進

１ 人権啓発活動の充実強化

・外国人・障害者の理解促進のための啓発活動の充実強化
・インターネット上の人権侵害防止のための啓発活動の充実強化

対 策

２ 人権相談・調査救済活動の充実強化

・人権相談窓口の周知強化
・インターネット上の人権侵犯事件処理のための体制整備

共 生 社 会 の 実 現

○ 外国人であることを理由に侮辱されるなど差別的なことを言
われた経験があると回答した人が２９．８％（平成２８年度「法
務省委託調査」）

○ 法務省の人権擁護機関が平成２９年に新たに救済手
続を開始した事件数が，
過去最高件数を記録，
救済手続を本格化した
平成１６年と比較して
約１１．１倍にまで増加

※ 心のバリアフリー：様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々
が，相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり､支え合うこと （平
成２９年２月関係閣僚会議決定「ユニバーサルデザイン2020行動計画」）

心のバリアフリーの推進 インターネット上の人権問題対策の推進

平成31年度概算要求等額

3,907百万円（500百万円増）
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【 日本司法支援センター（法テラス）の主な業務 】

① 情報提供 … 法による紛争解決に必要な情報を収集整理し，コールセンター等により提供

② 民事法律扶助 … 資力の乏しい方等に対し，無料法律相談，弁護士費用等の立替えを実施

③ 国選弁護等関連 … 国選弁護人等候補者の指名通知，報酬の算定・支給等

④ 司法過疎対策 … 司法過疎地域に配置したスタッフ弁護士による有償事件処理，②・③の全国均質遂行

⑤ 犯罪被害者支援 … 国選被害者参加弁護士候補者の指名通知，被害者参加人旅費等の支給，精通弁護士の紹介等

頼りがいのある司法の確保のための総合法律支援等の充実強化

● 改正刑事訴訟法（平成30年6月1日施行）
による被疑者国選弁護制度の対象事件拡大
に通年で対応

被疑者国選弁護対象事件の拡大

H29実績 H31見込
40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

拡大事件数
約１万３０００件

～総合法律支援の更なる充実強化～ ●経済財政運営と改革の基本方針2018
「総合法律支援など利用しやすく頼りがいのある司法の確保」

● 法テラス設立（平成18年）から，毎年増加
● 近年，代理援助の利用増加が顕著

（H29年度 前年度比＋5,935件）

民事法律扶助の利用増加

● 改正総合法律支援法（平成30年1月24日
全面施行）による以下の援助を実施

ストーカー・ＤＶ・児童虐待の被害者に対する

資力を問わない法律相談

新たな法律相談援助等

⇒「平成30年7月豪雨」を対象災害に指定
(援助期間：平成31年6月27日まで)

大規模災害の被災者に対する

資力を問わない無料法律相談

認知機能が十分でない高齢者・障害者に対する

資力を問わない法律相談等

● 訪日・在留外国人の増加に対応するため，
民事法律扶助を含めた法テラスの法的支援
について積極的な周知・広報を行う

訪日・在留外国人に対する制度周知

400
410
420
430
440
450
460
470
480

443

H27 H28 H29

（千件）（件）

【拡大された事件（勾留中の者に限る）】
・酒気帯び運転（道路交通法違反）
・電車内での痴漢（条例違反）
・暴行 ・住居侵入 ・器物損壊 等

【民事法律扶助の利用状況（平成29年度）】
○法律相談援助 ：355,843件
○代理援助（※１） ：114,989件
○書類作成援助（※２） ： 4,307件

※１ 弁護士費用等の立替え
※２ 裁判所提出書類の代理作成

77,000 475

455
464

H26

64,000

～子供や若者への幅広い法教育の推進～ ●経済財政運営と改革の基本方針2018
「法教育の推進」

教員向け法教育セミナーの実施

法教育の実践状況に関する調査研究

・法教育の担い手である教員の指導力向上

・これまでの施策の効果を分析し，今後の施策に反映

⇒ 更なる法教育の普及・推進

・成年年齢の引下げ

・新学習指導要領の実施 等

学校現場を取り巻く環境の変化

平成31年度概算要求等額

33,465百万円（2,385百万円増）
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