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１．平成２６年度観光庁関係予算の基本方針 

平成２６年度については、下記の基本方針により、「観光立国実現に向けたア

クション・プログラム」（平成２５年６月１１日観光立国推進閣僚会議 決定）及

び「日本再興戦略 -JAPAN is BACK-」（平成２５年６月１４日閣議 決定）に基づ

く施策を着実に推進する等、「住んでよし、訪れてよしの国づくり」の観光立国を

実現するために必要な事業に重点化を図ります。 

 その際、事業計画、計画の実施、事業評価、評価結果の反映というPDCAサイクル

を確実に回し、効率的かつ効果的な施策の実施を確保します。 
  
（１）訪日外国人旅行者数拡大に向けたインバウンド政策の推進 

    訪日外国人旅行者数2000万人の高みを目指す新たなスタートの年として、以下の取組

を戦略的に推進する。 

 

  戦略的訪日拡大プランの推進（ビジット・ジャパン事業） 

   ①ビザ要件の緩和が実施されている東南アジア諸国への集中プロモーションの実施 
   ②今後の送客拡大が期待できる新たな市場において、日本の認知度向上等の取組    

  

 訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン事業） 

   ①現地消費者に向けて直接情報発信をする市場の拡大（シンガポール、タイ、マレー

シアを追加） 

   ②首都圏空港の発着枠拡大等と連動させた訪日プロモーションの展開           

                

    また、国際会議等（ＭＩＣＥ）の誘致・開催を促進するため、我が国のＭＩＣＥ競争

力の強化に集中的に取り組むほか、訪日外国人の受入環境整備を推進する。 

 

（２）観光地域づくり支援 

    地域ごとの問題意識や発展段階に応じた幅広い支援策によって、交流人口を拡大し、

地域の観光ポテンシャルを最大化する。 

 

  観光地ビジネス創出の総合支援 

   ○観光地域づくりの取組を進める主体が自ら着地型旅行商品の販路を開拓し、収益を

さらなる着地型旅行開発に充てることが可能となるビジネスモデル構築のための取

組を促進 

    

  観光地域ブランド確立支援事業 

  ○地域独自のブランドを確立し、国内外から選好される魅力ある観光地域の創出を目

指す地域の取組を支援    
                                            
（３）旅行振興 

  旅行の安全の確保・向上方策検討調査、ユニバーサルツーリズム促進事業 

   ○旅行の安全・安心の確保に努めるとともに、誰もが旅行をしやすい環境を整備 
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 (単位：百万円) 

      
 

        ◎新しい日本のための優先課題推進枠   

 

 26 年度 
予算額 
(Ａ) 

前年度 
予算額 
(Ｂ) 

対前年度
倍  率
(Ａ／Ｂ)

１．訪日外国人旅行者数拡大に向けたインバウンド政策の推進 8,497 8,208 1.04

◎ 戦略的訪日拡大プランの推進（ビジット・ジャパン事業） 1,202 0 
1.07

○ 訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン事業） 4,903 5,686 

○ 宿泊施設の情報提供促進事業 11 0 皆増

○ 通訳ガイド制度の充実・強化 19 25 0.75

○ 国際会議等（MICE）の誘致・開催の促進 450 405 1.11

○ 日本政府観光局(JNTO)運営費交付金 1,912 1,837 1.04

前年度限り 0 255 皆減

２．観光地域づくり支援 522 545 0.96

◎ 観光地ビジネス創出の総合支援 72 0 皆増

○ 観光地域ブランド確立支援事業 274 343 0.80

○ 地域観光環境改善事業 86 99 0.87

 ○ 観光地域動向調査事業 39 38 1.03

○ 観光地域評価事業 50 49 1.02

前年度限り  0 16 皆減

３．旅行振興 60 100 0.60

○ 旅行の安全の確保・向上方策検討調査 24 25 0.95

○ ユニバーサルツーリズム促進事業 37 39 0.94

   前年度限り 0 36 皆減

４．観光統計の整備 429 518 0.83

５．その他（経常事務費等） 302 284 1.06
  

合                   計 9,811 9,655 1.02

 (うち 新しい日本のための優先課題推進枠 1,274 0 )

復興枠を含めた総計 10,359 10,232 1.01

２．平成２６年度観光庁関係予算総括表 

皆増 

0.86
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(１）訪日外国人旅行者数拡大に向けたインバウンド政策の推進   
 
《新しい日本のための優先課題推進枠》 

 

 

 

予算額 １，２０２百万円 

① 東南アジア横断集中プロモーション 

経済成長を背景に海外旅行需要が大幅に伸びるとともに、平成２５年からビザの緩和措

置が実施されている東南アジア諸国を、東アジア各国と並ぶ訪日市場へと育成するため、

集中プロモーションを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．具体的施策 

○戦略的訪日拡大プランの推進（ビジット・ジャパン事業）【新規】 

（参事官（日本ブランド発信・外客誘致担当））

訪日ビザ緩和以前、隣国韓国との間で、
東南アジアからの旅行者数には大幅な格差

東南アジア主要６カ国の
訪日成長率

訪日ビザ緩和の概要

訪日ビザ緩和を契機に、東南アジアに特化した集中プロモーションを実施

旅行者

の国籍

従来の

訪日ビザ
緩和内容

（平成25年実施分）

タイ 数次ビザ ビザ免除

マレーシア 数次ビザ ビザ免除

インドネシア 数次ビザ 数次ビザの
滞在期間延長

フィリピン 一次ビザ 数次ビザ

ベトナム 一次ビザ 数次ビザ

ミャンマー 一次ビザ 数次ビザ
（26年1月実施）

カンボジア 一次ビザ 数次ビザ

ラオス 一次ビザ 数次ビザ

77
万人

115
万人

0

50

100

平成24年 平成25年

万人

ムスリム旅行者の受入環境
などに係る情報発信を強化

東南アジア主要６カ国から
日本と韓国への訪問数比較

（平成24年）

出発国
訪日人数

（人）

訪韓人数
（人）

タイ 260,640 387,441

シンガポール 142,201 154,073

マレーシア 130,183 178,082

インドネシア 101,460 149,247

フィリピン 85,037 331,346

ベトナム 55,156 106,507

平成２５年度に「東南アジア訪日
１００万人プラン」を開始し、東南
アジア諸国からの訪日は急成長中

国
実質経済成長率

（平成24年）

タイ 6.5%

シンガポール 1.3%

マレーシア 5.6%

インドネシア 6.2%

フィリピン 6.8%

ベトナム 5.2%

約5割増

経済成長著しい東南アジア諸国

出典：IMF

出典：JNTO、KTO
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② 訪日外国人旅行者数の大幅な増加が期待できる市場での事業展開  

来たるべき訪日２０００万人時代を見据え、戦略的なプロモーションにより訪日外国人

旅行者数の大幅な増加が期待できる市場（潜在市場：欧州、インド、トルコ等）において、

テレビＣМの活用等による旅行先としての日本の認知度向上等に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

潜在市場の概要及び日本と中国への訪問者数比較

戦略的な訪日プロ
モーションにより、
東アジア地域訪問
への高い関心を訪
日旅行へ向けさせ
ることが必要

インパクトのあるテレビCMや屋外広告等を
活用し、旅行先としての日本の認知度向上

多言語サイトで訪日情報を発信し、
訪日旅行への興味・関心を喚起

屋外広告

訪日旅行商品の造成・販売の促進

これらに加え、在外公館等と連携した訪日促進ＰＲ等を実施

戦略的に施策を連携させ、

効果的・効率的な訪日プロモーションを展開

他言語サイトで日本食などの日本文化や手頃
な価格で楽しめる訪日観光の魅力等を発信

潜在市場対象
訪日旅行者数

（人）
（平成24年）

人 口

（万人）
（平成24年）

1人当たりGDP

（米ドル）
（平成24年）

訪問者数倍率
訪中／訪日

（平成20～22年の
3ヵ年平均）

インド 68,914 122,317 1,492 7.4倍

イタリア 51,801 6,082 33,115 3.5倍

ロシア 50,176 14,192 14,247 43.9倍

スペイン 35,207 4,616 29,289 2.9倍

スウェーデン 30,458 954 55,158 4.9倍

オランダ 30,266 1,676 46,142 5.5倍

フィンランド 15,529 543 46,098 3.7倍

ベルギー 14,608 1,110 43,686 4.3倍

デンマーク 13,594 558 56,202 5.8倍

オーストリア 11,633 847 47,083 4.3倍

ノルウェー 11,447 504 99,462 4.9倍

ポーランド 10,668 3,890 12,538 6.1倍

トルコ 10,508 7,489 10,609 7.6倍

イスラエル 10,413 770 31,296 5.7倍

テレビＣＭには世界遺産“富士山”も活用

旅行会社向け事業等により、訪日旅行商
品の造成・販売を支援。訪日取扱旅行会
社数も増加へ。

出典：JNTO、IMF、UNWTO
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予算額 ４，９０３百万円 

観光立国実現に向けたアクション・プログラム及び日本再興戦略に掲げられた訪日外国

人旅行者数２０００万人の高みを目指したビジット・ジャパン事業の新たなスタートとし

て、「クールジャパン」「インベストジャパン」等と一体となった日本ブランドの発信に

強力に取り組む。 

① 現地消費者向け情報発信の対象市場の拡大や、多様な主体との連携による日本ブランド

発信力の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 首都圏空港の発着枠拡大等と連動させた訪日プロモーションの展開   

 
 

 

近年の外国船社クルーズ船の日本への寄港拡大の機会を捉え、クルーズ会社等と連携して ビジット・
ジャパン事業を戦略的に展開 （外国船社クルーズ船の寄港数：平成18年 251隻→平成24年 476隻）

＊１．いずれも年間当たりの回数。

＊２．回数のカ ウントは、１離陸で１回、１着陸で１回のため、１離着陸で２回。
＊３．羽田空港の発着枠数の中には、深夜早朝の国際チャーター便等の運航に使われる枠数も含まれる。

オープンスカイ施策や２５年度末の羽
田の国際線３万回拡大、２６年度中の
成田の発着容量３０万回化を機会と捉
え、欧州・東南アジア方面の新規路線
開設・増便と連携して ビジット・ジャ
パン事業を戦略的に展開

航空会社等との連携強化

クルーズ会社等との連携強化

羽田空港
（うち国際線）

成田空港 首都圏空港全体

22年10月まで
（羽田Ｄ滑走路供用前）

30.3万回 22万回 52.3万回

25年3月30日まで
39万回

（ 6万回 ）
25万回 64万回

現在
（25年3月31日以降）

41万回
（ 6万回 ）

27万回 68万回

終形
羽田：25年度末
成田：26年度中

44.7万回
（ 9万回 ）

30万回 74.7万回

以降、首都圏空港を含めたオープンスカイを実施

さらに、多言語対応や快適・円滑な移動環境の実現等、良好な受入環境に係る情報発信を強化

○訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン事業）【継続】 
（参事官（日本ブランド発信・外客誘致担当））

○海外広告宣伝 （新聞・雑誌・WEB等）
○海外メディア招請
（現地メディアによる記事掲載等）

○旅行博出展 （訪日観光魅力のＰＲ）

○海外旅行会社招請
（訪日旅行商品の造成を働きかけ）

○ツアー共同広告
（訪日観光魅力の広告と

旅行商品広告の共同実施）
○旅行博出展・商談会等開催
（訪日観光情報の提供や

商談会等の開催）

現地旅行会社向け事業

現地消費者向け事業

韓国・台湾・中国・米国・香港・英・仏・独・豪・加・
シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシア

韓国・台湾・中国・米国・
香港の５大市場に、
シンガポール・タイ・
マレーシアを追加

重点１４市場

８市場

さらに、民間企業、関係省庁、地方公共団体等、多様な主体との連携強化により、訪日プ
ロモーションを強化・拡大する。また、リピーターの定着や訪日旅行の品質向上に向けた
取組を強化する。
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○外国人旅行者への実態調査
・旅館の認知度・理解度
・必要な情報項目 等

○旅館経営者への実態調査
・情報発信の実態
・外国人の受入状況 等

積極的な情報
発信によるイン
バウンドの促進

○情報提供ガイドラインの
策定・活用方法の検討

○経営への影響・効果分析

の検討

○旅館のブランド化及び認
知度向上の検討

 

 
 

予算額  １１百万円 

訪日外国人を始めとする旅行者が旅行する前に宿泊施設を選択しやすくためには、ホテ

ル・旅館等の施設・設備の状況や各種サービスの有無等について情報を得られるように積

極的に情報提供を行う必要がある。一方で、我が国の旅館等の宿泊施設の多くは、効果的

な情報提供のノウハウがない。 

そのため、外国人旅行者の宿泊施設に対するニーズ及び旅館の受入の現状を定性的・定

量的に把握し、旅館の認知度を高めるとともに、外国人旅行者が選択しやすい環境を整え

るため、効果的な情報発信のあり方を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算額 １９百万円 

外国人旅行者が安心して快適に観光することができる環境を提供し、満足度を高め、リ

ピーター化を進めていくことが必要である。 

 しかしながら、無資格ガイドによる質の悪いツアーが旅行者の満足度を低下させている

との指摘もあり、これを放置しておくとリピーター化を妨げることになりかねない。その

ため、旅行会社、ランドオペレーター等に通訳案内士制度の周知を図り、法令の遵守を促

すとともに、訪日外国人旅行者に注意を促すことで、質の悪いツアーの抑制を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○宿泊施設の情報提供促進事業【新規】             （観光産業課） 

○通訳ガイド制度の充実・強化【継続】               （観光資源課） 
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予算額 ４５０百万円 

 日本再興戦略で掲げられた「２０３０年には、アジアＮｏ.１の国際会議開催国として

不動の地位を築く」との目標達成に向け、我が国のMICEの国際競争力の強化が必要である。 

 このため、 

   ① アドバイザー派遣等を通じたマーケティング能力の向上支援等による世界トップレ

ベルのMICE都市の育成 

② MICE開催地としての日本の魅力向上・確立と世界への発信 

③ ユニークベニュー（※）の開発、利用促進や人材育成を通じたMICEの受入環境・体

制の構築・強化 

等を行うことにより、国際会議等（MICE）の誘致・開催を促進する。 

（※）歴史的建造物、文化施設や公的空間等で、会議・レセプションを開催することで特別感や地域特性を

演出できる会場 

1

◆国際会議等（ＭＩＣＥ）の誘致・開催の推進は、①経済波及効果創出、②ビジネス機会、イノベーション
の創出、③国・都市の競争力・ブランド力の向上につながる。

◆我が国のＭＩＣＥの国際競争力を強化するため、グローバルＭＩＣＥ戦略都市の競争力の強化、ＭＩＣＥ
開催地としての日本の魅力向上・確立、受入環境・体制の整備等に取り組む。

東京、横浜、京都、神戸、福岡

（グローバルMICE強化都市）
大阪、名古屋

グローバルMICE戦略都市

○市場/競合都市の調査
分析

○アドバイザー派遣
○ステークホルダーの

連携促進

○マーケティング戦略の
実施支援 等

世界のトップレベルのMICE都市
に匹敵する、我が国を代表する

MICE都市への成長

国の支援

グローバルＭＩＣＥ戦略都市の
競争力の強化

ＭＩＣＥ開催地としての
日本の魅力向上・確立

受入環境・体制の整備等

◆ 日本の魅力向上・確立
ＭＩＣＥ開催地としての日本の魅力
向上・確立、世界への発信

◆ ＭＩＣＥ海外専門見本市出展
見本市におけるプロモーション、
商談の実施

日本のＭＩＣＥ開催地としての
認知度向上

◆ 誘致促進委員会の運営

国内外で影響力のある有識者、ビジ
ネスマン等を活用したＭＩＣＥ誘致

個別のＭＩＣＥ誘致案件の発掘、獲得

協議会を設置し、新たなユニークベ
ニューの開発、ガイドライン作成による
利用円滑化等に取り組む

海外との誘致競争で通用するMICE
人材育成

〔目標〕 ２０３０年には、アジアＮｏ．１の国際会議開催国として不動の地位を築く（「日本再興戦略」より）

ユニークベニューの
開発、利用促進

人材育成事業

＜ユニークベニュー活用事例（東京国立博物館）＞

※MICEとは、Meeting（企業等のミーティング）、Incentive（企業等の報奨・研修旅行）、
Convention（国際会議）、Exhibition/Event（展示会/イベント）の総称。

 

 

 

 

○国際会議等（MICE）の誘致・開催の促進【継続】 

（参事官（国際会議等担当））
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(２）観光地域づくり支援   
 
《新しい日本のための優先課題推進枠》 

 

 

予算額 ７２百万円 

 地域経済の活性化を図るためには、地域自らが自立的・継続的に着地型旅行商品を開発・

販売できる仕組みが必要である。そのため、観光地域づくりの取組を進める主体が自ら着

地型旅行商品の販路を開拓し、収益をさらなる着地型旅行開発に充てることが可能となる

ビジネスモデル構築のための取組を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算額 ２７４百万円 

 国内外から選好される国際競争力の高い魅力ある観光地域づくりを促進するため、地域

独自の「ブランド」の確立を通じた滞在交流観光の推進に向けた取組みを支援する。 

 具体的には、地域の取組段階に応じて、以下の取組を支援。 

 （１）目指すべき地域の将来像の策定、マーケティングの実施等を通じたブランド戦略

の構築 

 （２）ブランド戦略に基づき、滞在プログラムに関する課題を解決するための事業、主 

たる滞在促進地区の魅力を向上するために必要な事業、ブランドの管理を行う事業 

等の実施 

また、このような取組を行う地域の成果に対して評価手法等についての検討を行い、体

系的に整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○観光地ビジネス創出の総合支援【新規】           （観光資源課） 

○観光地域ブランド確立支援事業【継続】          （観光地域振興課）

（平成 25年 4 ⽉１⽇現在）

「海⾵の国」佐世保・⼩値賀観光圏 
（⻑崎県：佐世保市、⼩値賀町） 

平成 25年度 認定圏域名（６地域） 
（対象 市町村名） 

富良野・美瑛観光圏 
（北海道：富良野市、美瑛町、 上富良野町、
中富良野町、南富良野町、占冠村） 

雪国観光圏
（新潟県：⿂沼市、南⿂沼市、湯沢町、 ⼗⽇町市、
津南町、群⾺県：みなかみ町、⻑野県：栄村）

阿蘇くじゅう観光圏
（熊本県：阿蘇市、南⼩国町、⼩国町、産⼭村、⾼森町、⻄原村、 
南阿蘇村、⼭都町、⼤分県：⽵⽥市、宮崎県：⾼千穂町） 

⼋ヶ岳観光圏
（⼭梨県：北杜市、⻑野県：富⼠⾒町、原村）

にし阿波〜剣⼭・吉野川観光圏 
（徳島県：美⾺市、三好市、つるぎ町、東みよし町）
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予算額 ８６百万円 

 旅行者のニーズの多様化、旅行スタイルの変化等に対応した魅力ある観光地域づくりを

推進するため、地域の関係者が協力して取り組む以下の事業を支援することにより、それ

ぞれの地域における自立的かつ持続的な滞在交流の推進を図る。 

 ① 地域における課題解決手法の先進的なモデルの構築 

 ② 観光地域づくりに関する取組体制の構築や地域における自立的な人材育成の実践 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３）旅行振興   

 

 

予算額 ２４百万円 

 中国万里の長城付近における遭難事故等、近年、旅行業者が企画実施したツアー商品で重

大事故が相次いで発生しており、安全に対する旅行業者の意識向上・取組を図ることが強く求め

られている。 

 このため、旅行業者の安全対策を組織的に実施する体制・システム（安全マネジメント）を構築

するためのガイドラインを策定するとともに、その普及啓発を図る。 

 

 

 

 

 

○地域観光環境改善事業【継続】             （観光地域振興課） 

○旅行の安全の確保・向上方策検討調査【継続】         （観光産業課） 

○ ガイドラインの策定

・安全方針の策定
・安全に必要な手順・規則

・教育・訓練
・取組状況の点検と改善
・事故対応 等

経営トップから現場に至るまで、旅行の
安全確保を図るための体制を確立

○ ガイドラインの普及・促進

・中小の事業者を中心にガイドライ
ンの普及促進

例：講習会、シンポジウムの開催、
専門家による安全診断の実施 等

■課題解決手法の例
ビジネス客向けに「朝市」と「朝風呂」のルートを乗合
タクシーで送迎し、滞在型の観光需要を創出

■観光地域づくり人材育成の実践
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予算額 ３７百万円 
 

 高齢者・障がい者等の移動制約者を含む誰もが旅行を楽しむことができる環境を整備するため、

地方自治体、ＮＰＯ等の幅広い関係者の協力の下、移動制約者の旅行に関し、地域の受入拠点

づくりを進めるほか、旅行商品の造成・普及の促進のための取組を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４）観光統計の整備   

 

 

予算額 ４２９百万円 
 

  訪日外客誘致施策の更なる強化、地域が主役となった観光政策の展開が求められる中、

行政・民間における観光に関する取組をＰＤＣＡサイクルに基づき早急かつ着実に実施す

るため、観光施策の基本インフラである観光統計の整備を着実に進める。 

  供給側である企業に関する調査として「宿泊旅行統計調査」、「観光地域経済調査」を

実施し、需要側である生活者に関する調査として「訪日外国人消費動向調査」、「旅行・

観光消費動向調査」を行う。 

○ユニバーサルツーリズム促進事業【継続】            （観光産業課） 

○観光統計の整備【継続】                  （観光戦略課） 

ヒトの動き カネの動き

生活者

企業

宿泊旅行統計調査

●我が国における日本人・外国人
の宿泊旅行の実態を明らかにする。

旅行・観光消費
動向調査

●国民の旅行の実態を把握する
とともに、観光消費の経済波
及効果を明らかにする。

訪日外国人消費
動向調査

●訪日外国人の旅行動向・消費
実態、再訪意向・満足度等を
明らかにする。

観光地域経済調査

●観光産業の規模（売上・雇用等）や地域に及ぼす
経済効果を明らかにする。

各観光統計の位置付け

都道府県観光入込客
統計（都道府県実施）

※予算外

●観光庁が定めた共通基準に基づき、
各都道府県の観光入込客を明らか
にする。

受入拠点づくりの普及・促進 ユニバーサル旅行商品の普及・促進

受入拠点づくりマニュアル(平成25年度策定)
の定着に向けて、協働度・成熟度の異なる複
数地域において検証する。

旅行会社の啓発、旅行会社と地域の連携・
協働を進め、旅行商品の造成・普及を推進す
る。

検討内容を相互で反
映し、受け手と送り手
の連携強化を促進

旅行先の選択の幅が拡大 造成される旅行商品が増加

ユニバーサルツーリズムの市場拡大・普及
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(５）復興枠   

 

 

予算額 １７５百万円（復興庁計上） 

 

  太平洋沿岸エリアの各地域が、復興プロセスに応じた滞在交流促進のための体制づくり

や取組みを段階的に実施するための支援を行う。併せて、地域の実情に応じたツアーの企

画・造成等への支援や、観光復興に関する課題の抽出や解決策についての調査・検討を実

施し、自立した地域づくりに向けた体制確立を図る。 

 

 

 

 

 

 

予算額 ３７４百万円（復興庁計上） 

 福島県における早期の観光復興を最大限に促進するため、同県が実施する風評被害対策

及び震災復興に資する観光関連事業に対して補助を行う。 

（補助率：総事業費の8/10） 

 

 

 

復興枠合計 ５４９百万円 

 

 

 

 

内陸部・⽇本海側
等との連携による
滞在交流の促進

⼋⼾ゾーン

久慈ゾーン

みやこゾーン
釜⽯エリア

気仙沼ゾーン
南三陸エリア

⽯巻･⼥川
東松島エリア

仙台ゾーン

相⾺・南相⾺エリア

いわきゾーン

連携

連携

連携
⼤船渡･陸前⾼⽥エリア

宮城県南沿岸エリア

松島ゾーン

１．地域体制づくりの促進
○体制構築
○取組実施に向けた検討
○滞在交流促進に向けた取組の実施 等
２．取組段階（復興プロセス）に応じた⽀援
○地域の実情に応じたツアーの企画・造成 等
３．復興及び⾵評払拭の取組成果を広報展開
○企業の復興⽀援等と連携したプロモーション
○旅⾏雑誌等での観光PR 等
４．観光復興に関する課題抽出・解決策の検討
○観光復興に資する地域資源の調査
○観光復興に向けた課題抽出・解決策の検討（調査）等

事業概要 太平洋沿岸エリアで取組を⾏う１３地域で
滞在交流による地域振興を促進

○東北地域観光復興対策事業【継続】           （観光地域振興課） 

○福島県における観光関連復興支援事業【継続】 

            （観光戦略課、観光産業課、国際観光課、参事官（日本ブランド 

             発信・外客誘致担当）、参事官（外客受入担当）、参事官（国 

             際会議等担当）、観光地域振興課、観光資源課） 
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観光立国の実現に向けた政府の取組 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成15年１月   小泉総理が｢観光立国懇談会｣を主宰  

４月  ビジット・ジャパン事業開始  

 

平成18年12月  観光立国推進基本法が成立  

 

平成19年６月  観光立国推進基本計画を閣議決定  

 

平成20年10月  観光庁設置  

 

平成24年３月  観光立国推進基本計画を閣議決定 

 

平成25年１月  第１回国土交通省観光立国推進本部を開催 

       ３月  第１回観光立国推進閣僚会議を開催  

       ４月   第２回国土交通省観光立国推進本部を開催  
          (「国土交通省観光立国推進本部とりまとめ」を公表）  

       ６月  第２回観光立国推進閣僚会議を開催   
          （「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」 

 をとりまとめ）  

        「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」を閣議決定  

７月   タイ及びマレーシア向けのビザ免除  

        ベトナム及びフィリピン向けの数次ビザの導入並

びにインドネシア向け数次ビザの滞在期間の延長 

    11月  カンボジア及びラオス向けの数次ビザの導入 

       12月  訪日外国人旅行者数1000万人達成 

 

平成26年１月  ミャンマー向けの数次ビザの導入  
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日本再興戦略–JAPAN is BACK-（平成25年６月14日閣議決定）（関連部分抜粋）

○訪日プロモーションに関する省庁・関係機関の横断的計画の策定
と実行
・日本ブランド発信に向けた政府一体的に取り組む体制の構築
・日本関連コンテンツのローカライズ・プロモーション支援、テレビ番組の国際共

同制作 等
○査証発給要件の緩和、入国審査迅速化等の訪日環境の改善

・ASEAN諸国からの観光客に対する査証発給要件の緩和
・クルーズ船入港時の入国審査手続の迅速化・円滑化について新たな

方策の検討 等
○外国人旅行者の滞在環境の改善

・案内表示、多言語対応について、外国人目線に立った共通ガイドラインの策定、
ガイドラインを踏まえた整備・改善の促進
・都心直結線（都心－首都圏空港）整備に向けた検討
・日本政府観光局（JNTO）が地域資源の海外展開を支援する取組の開始 等

○新たなツーリズムの創出
・エコツーリズム、スポーツツーリズム、医療と連携した観光等新たなツーリズム

の創出を促進
○国際会議等（ＭＩＣＥ）誘致体制の 構築・強化

・「グローバルMICE戦略都市」の選定
・主要分野の国際的リーダーを中心としたMICE誘致体制の構築

○大規模イベントの招致・開催
・2020年オリンピック・パラリンピックの東京への招致実現等を通じた

国際交流先進国としての日本の姿を海外に発信

戦略市場創造プラン -課題をバネに新たな市場を創造-

○発信力の強化
・食、日本産酒類、ファッション、ものづくり、コンテンツ、伝

統文化等の連携により、主要な国際会議・イベント等にお
いて「日本の魅力」を効果的に発信

○（株）海外需要開拓支援機構（クール・ジャパン推進
機構）を活用したクールジャパンの戦略的な推進

・（株）海外需要開拓支援機構クール・ジャパン推進機構を
設立し、リスクマネーを供給することにより、クールジャパ

ンを戦略的に推進

○コンテンツ等の海外展開の促進
・海外市場へのプロモーション強化、海外放送局のチャン

ネルや放送枠・配信サイトなどの日本コンテンツの流通

チャネルの確保 等

○日本食、食文化の海外展開・日本産酒類の輸出促進
・国際イベント・外交上のレセプション・会食、主要な国際空

港、「酒蔵ツーリズム」などを通じた発信 等

○海外広報体制の強化
・「国際広報強化連絡会議」を 大限に活用し、クールジャ

パンやビジット・ジャパン、インベスト・ジャパン等の施策
について海外広報を強化

○訪日プロモーションに関する省庁・関係機関の横断的計
画の策定と実行【再掲】

○国際会議等（ＭＩＣＥ）誘致体制の構築・強化【再掲】

テーマ４：世界を惹きつける地域資源で稼ぐ地域社会の実現
②観光資源等のポテンシャルを活かし、世界の人々を地域に呼び込む社会

国際展開戦略 –拡大する国際市場を獲得-

３．我が国の成長を支える資金・人材等に関する
基盤の整備
①対外直接投資の活性化

○本年に訪日外国人旅行者1,000万人を達成し、さらに2,000万人の高みを

目指すとともに、2030年には3,000万人を超えることを目指す。これにより

観光収入でアジアのトップクラス入りをする。

○2030年には宿泊客のおよそ６人に１人は外国人となる社会を目指す。

○海外から日本に対し、多くの人や優れた知見、投資を呼び込み、2030年

にはアジアNo.1の国際会議開催国として不動の地位を築く。

２．海外市場獲得のための戦略的取組み
③クールジャパンの推進

観光⽴国実現に向けたアクション・プログラム

○ 観光立国を実現するための施策について、関係行政機関の緊密な連携を確保
し、その効果的な推進を図るため、観光立国推進閣僚会議を開催。

【構成員】 全閣僚（主宰：内閣総理大臣）

○ 観光立国の実現に向け、関係府省庁横断的に推進する必要がある施策について
検討を行うため、観光立国推進ワーキングチームを開催。

観光立国推進閣僚会議

観光立国推進ワーキングチーム

＜開催実績＞
第１回 平成25年３月26日
第２回 平成25年６月11日 （アクション・プログラム決定）
第３回 平成26年１月17日 参考：官邸ＨＰより

＜開催実績＞
第１回 平成25年４月10日
第２回 平成25年４月17日
第３回 平成25年５月20日 （中間とりまとめ）
第４回 平成25年６月 ７日 （アクション・プログラム（案）とりまとめ）
第５回 平成25年９月20日 （フォローアップ）

＜構成員＞
石井 至
伊東 信一郎
大塚 陸毅
岡田 裕介
荻野 アンナ
白石 隆
舩山 龍二
三木谷 浩史
森田 健作
森本 昌憲

旅行ガイド出版社社長
ＡＮＡホールディングス（株）社長
東日本旅客鉄道（株）相談役
東映（株）社長
應義塾大学文学部教授
政策研究大学院大学学長
（株）ＪＴＢ相談役
楽天（株）会長兼社長
千葉県知事
藤田観光（株）顧問

観光立国推進有識者会議

【座長】 国土交通副大臣
【座長代理】 国土交通政務官
【構成員】 関係副大臣等

○ 昨年６月11日、総理主宰の観光立国推進閣僚会議が開催され、「観光立国実現に向け
たアクション・プログラム」が決定された。

○ 本プログラムは、史上初めて訪日外国人旅行者数1000万人を達成し、さらには、その
先の目標である2000万人の高みを目指すために、必要な施策を４つの重点分野として
とりまとめたもの。

①日本ブランドの作り上げと発信、②ビザ要件の緩和等による訪日旅行の促進
③外国人旅行者の受入の改善、④国際会議等（ＭＩＣＥ）の誘致や投資の促進
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訪日外国人旅行者数の推移

521.2
613.8

672.8
733.4

834.7 835.1
679.0

861.1

621.9

835.8

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

1036.4

注) 2012年以前の値は確定値、2013年1月～10月の値は暫定値、2013年11～12月の値は推計値、％は対前年(2012年)同月比

ビジット・ジャパン・
キャンペーン開始

過去の年間最高

万人

2月：72.9万人 (33.5％増）

出典：日本政府観光局（ＪＮＴＯ）

3月：85.7万人 (26.7％増）

1月：66.9万人 (1.9％減）

4月：92.3万人 (18.4％増）

5月：87.5万人 (31.2％増）

6月：90.1万人 (31.9％増）

7月：100.3万人 (18.4％増）

8月：90.6万人 (17.1％増）

9月：86.7万人 (31.7％増）

10月：92.9万人 (31.6％増）

11月：84.0万人 (29.5％増）

12月：86.5万人 (25.4％増）

総計
1036万人

韓国
246万人
（23.7%）

台湾
221万人
（21.3%）

中国
131万人
（12.7%）

香港
75万人
（7.2%）

米国
80万人
（7.7%）

タイ
45万人
（4.4%）

シンガポール
19万人
（1.8%）

カナダ
15万人
（1.5%）

イギリス
19万人
（1.9%）

ドイツ
12万人
（1.2%）

フランス
15万人
（1.5%）

オーストラリア
24万人
（2.4%）

その他
69万人
（6.6%）

（2013年推計値）

訪日外国人旅行者数の割合（国・地域別）

マレーシア
18万人
（1.7%）

インド
8万人
（0.7%）

ロシア
6万人
（0.6%）

アジア 795万人（76.7%）
うち東南アジア 115万人（11.1%）

北米
95万人
（9.2%）

欧州
53万人
（5.1%）

※ （ ）内は、訪日外国人旅行者数全体に対するシェア
※ その他には、アジア、欧州等各地域の国であっても記載のない国･地域が含まれる。
※ 日本政府観光局（JNTO）資料より観光庁作成

インドネシア
14万人
（1.3%）

ベトナム
8万人
（0.8%）

フィリピン
11万人
（1.0%）
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訪日外国人旅行者数の現状（国・地域別）

国・地域別訪日外国人旅行者数の増減率
（2013年推計値の前年比）

24.0 
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（出典）日本政府観光局（JNTO）

外国人旅行者受入数の国際比較（2012年）
83,018

66,969

57,725

57,701

46,360

35,698

30,408

29,282

25,736

25,033

24,151

23,770

23,113

23,013

22,354

16,311

15,518

14,840

13,664

13,577

11,680

11,196

11,140

(10,784)

(10,390)

10,369

10,353

9,375

9,188

8,977

8,908

8,566

8,358

8,044

7,696

(7,630)

7,505

(7,363)

7,311

6,848

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000

フランス (France)

米国 (U.S.A.)

中国 (China)

スペイン (Spain)

イタリア (Italy)

トルコ (Turkey)

ドイツ (Germany)

英国 (U.K.)

ロシア (Russia)

マレーシア (Malaysia)

オーストリア (Austria)

香港 (Hong Kong)

メキシコ (Mexico)

ウクライナ (Ukraine)

タイ (Thailand)

カナダ (Canada)

ギリシャ (Greece)

ポーランド (Poland)

サウジアラビア (Saudi Arabia)

マカオ (Macau)

オランダ (Netherlands)

エジプト (Egypt)

韓国 (South Korea)

スウェーデン(Sweden)

シンガポール (Singapore)

クロアチア (Croatia)

ハンガリー (Hungary)

モロッコ (Morocco)

南アフリカ共和国 (South Africa)

アラブ首長国連邦 (U.A.E.)

チェコ (Czech Republic)

スイス (Switzerland)

日本 (Japan)

インドネシア (Indonesia)

ポルトガル (Portugal)

アイルランド (Ireland)

ベルギー (Belgium)

デンマーク (Denmark)

台湾 (Taiwan)

ベトナム(Vietnam)

千⼈

1位

10位

20位

30位

40位

出典： 世界観光機関（UNWTO）、各国政府観光局 作成： 日本政府観光局（JNTO）
注1： 本表の数値は2013年4月時点の暫定値である。
注2： スウェーデン､シンガポール､アイルランド､デンマークは、2012年の数値が不明であるため、2011年の数値を採用した。
注3： アラブ首長国連邦は、連邦を構成するドバイ首長国のみの数値が判明しているため、その数値を採用した。
注4： 本表で採用した数値は、韓国、日本、ベトナムを除き、原則的に1泊以上した外国人訪問者数である。
注5： 外国人訪問者数は、数値が追って新たに発表されたり、さかのぼって更新されることがあるため、数値の採用時期によって、

そのつど順位が変わり得る。
注6： 同一国において、外国人訪問者数が異なる統計基準に基づいて算出されている場合があるため、比較する際には注意を要する。

Source: UNWTO and National Tourism Offices          Compilation: Japan National Tourism Organization (JNTO)

日本は世界33位。アジアで8位。
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1329.6

1683.1 1740.4 1753.5 1729.5
1598.7 1544.6

1663.7 1699.4
1849.0 

1747.3 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

（万人）

イラク戦争
ＳＡＲＳ発生

過去 高値

出典：法務省資料 作成：国土交通省観光庁
※2013年は暫定値

⽇本⼈海外旅⾏者数の推移

日本人国内日帰り旅行
4.9兆円（22.1%）

日本人海外旅行
（国内分）

1.3兆円（5.9%）
訪日外国人旅行
1兆円（4.5%）

出典：観光庁「旅行・観光消費動向調査」、日本銀行「国際収支状況（確報）」より

22.4兆円

我が国経済への貢献度（経済効果）

生産波及効果 ４６．４兆円 ･･･５．１％（対国民経済計算 産出額）

付加価値誘発効果 ２３．７兆円 ･･･５．０％（対名目ＧＤＰ）

雇用誘発効果 ３９７万人 ･･･６．２％（対全国就業者数）

税収効果 ４．０兆円 ・・・ ５．１％（対国税＋地方税）

日本人国内宿泊旅行
15.1兆円（67.5%）

国内における旅行消費額（２０１１年）
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国民1人当たり国内宿泊観光旅行の回数及び宿泊数の推移

宿
泊
数
（泊
）

回
数
（
回
）

出典：観光庁「旅行・観光消費動向調査」
（注）2008年までは、20歳から79歳までが調査対象。

2009年以降は、全年齢が調査対象

2.92
2.74

2.48
2.37 2.38

2.09 
2.08 2.14

1.78 
1.71 

1.52 1.52 
1.46 

1.32 1.30 
1.35 

0.00 

0.50 

1.00 

1.50 

2.00 

0

1

2

3

4

平成17年

（2005年）

平成18年

（2006年）

平成19年

（2007年）

平成20年

（2008年）

平成21年

（2009年）

平成22年

（2010年）

平成23年

（2011年）

平成24年

（2012年）

宿泊数 宿泊観光旅行回数

4,919
2,859

2,334
2,029

1,932
1,829

1,724
1,624

1,558
1,367

1,235
1,059

1,020
1,004
976

839
833

1,343

822
724
709
702
687
663
652

612
583
556

510
467
455
429
428
422

380
374
363
362
355
354
346

309
286
263
248
223

182

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500

東京都

北海道

大阪府

静岡県

千葉県

長野県

神奈川県

京都府

沖縄県

福岡県

愛知県

兵庫県

福島県

新潟県

宮城県

栃木県

群馬県

三重県

広島県

石川県

熊本県

山梨県

鹿児島県

長崎県

岩手県

大分県

岐阜県

山形県

茨城県

岡山県

青森県

山口県

和歌山県

滋賀県

愛媛県

埼玉県

宮崎県

富山県

香川県

福井県

秋田県

高知県

鳥取県

島根県

佐賀県

奈良県

徳島県

（万人泊）

都道府県別延べ宿泊者数（２０１２年）

出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」
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独立行政法人国際観光振興機構 《ＪＮＴＯ/日本政府観光局》 の概要

海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内、その他外

国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を効率的に行うことにより、国際

観光の振興を図ることを目的とする。

昭和３９年 ４月 特殊法人国際観光振興会設立

平成１５年１０月 独立行政法人国際観光振興機構設立

※(独）国際観光振興機構法（平成14年法律第181号）施行

○ 平成２１年 １月 通称名を従前の｢ＪNTO｣から

｢日本政府観光局（またはJNTO）｣に改称

※(独）国際観光振興機構組織規程改正施行

●役 員 ： ５人（理事長１、理事２、監事２）

●職 員 ： ９０人（国内５５人、海外３５人）

その他海外現地職員３７人 ※平成２５年４月1日現在

●国 内 ： ４部制

（経営戦略部、海外マーケティング部、事業連携推進部、

コンベンション誘致部）

●海 外 ： １３事務所

●運営費交付金 ： １８．４億円（平成２５年度）

●外国人観光旅客の来訪促進のための宣伝

外国人観光旅客に対する観光案内所の運営 ●通訳案内士試験事務の代行

国際観光に関する調査研究・出版物の刊行 ●国際会議等の誘致促進、開催の円滑化等

その他附帯業務

シドニー

ＪＮＴＯ海外事務所

業 務

ソウル

北 京

上 海

バンコク

シンガポール

ロサンゼルス

ニューヨーク

トロント

ロンドン

パ リ

フランクフルト 本 部
東京都千代田区有楽町
（東京交通会館10F）

沿 革

目 的 組織・予算

ジャカルタ
（準備中）

香 港

｢独立行政法人改革等に関する基本的な方針｣（平成25年12月24日閣議決定）（抄）

【国際観光振興機構】

○ 中期目標管理型の法人とする。

○ 本法人と国際協力機構、国際交流基金及び日本貿易振興機構の海外事務所は、事
業の連携強化等を図るため、現地における事務所及び所員の法的地位等を保持するこ
とに留意し、共用化又は近接化を進める。

○ 本法人と国際交流基金は、日本ブランドの確立及び訪日外国人旅行者数の一層の拡
大のため事業の連携強化等を図る必要があり、両法人の本部事務所を平成28年度末を
目途に、国際交流基金における受入体制が整い次第共用化することを目標とし、平成26
年夏までにその具体的な工程表を策定する。

○ 観光庁が実施する訪日プロモーション事業については、事業効果を最大化し訪日外国
人旅行者数の一層の拡大を図るため、海外の民間事業者のニーズに即応できる体制の
整備を行うことが必要であり、原則として本法人が発注主体となって実施する。

本法人を発注主体とするに当たっては、観光庁及び本法人の総職員数の厳格な管理、
予算の適切な執行、契約に係る適正性の確保及び情報の公開、中期目標期間終了時
の国庫納付等の措置を講ずる。
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平成27年度の評価替えにおいて、鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造のホテル・旅館の用に供
する家屋に係る固定資産評価の経過年数を４５年（現行５０年）に短縮する。

（参考） ホテル・旅館施設数：５４，５４０施設（ホテル営業：９，７９６、旅館営業４４，７４４、平成２５年３月３１日現在）

結果の概要

固定資産評価基準における経年減点補正率基準表の経過年数（非木造建物）

事務所
銀行

住宅
アパート

店舗
病院

百貨店
ホテル
劇場

娯楽場

市場

工場
倉庫

発変電所
（一般用）

公衆
浴場

鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 65年 60年 50年 50年 45年 45年 35年

煉瓦造、コンクリートブロック造及び石造 50年 45年 45年 45年 35年 40年 34年

鉄骨造（骨格材の肉厚が４mmを超えるもの） 45年 40年 40年 35年 35年 35年 30年

鉄骨造（骨格材の肉厚が３mmを超え４mm以下のもの） 34年 30年 30年 28年 28年 26年 21年

鉄骨造（骨格材の肉厚が３mm以下のもの） 24年 20年 20年 20年 20年 18年 16年

構 造

種 類

事務所
銀行

住宅
アパート

店舗
病院

百貨店
劇場

娯楽場

ホテル
旅館

市場

工場
倉庫

発変電所
（一般用）

公衆
浴場

鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 65年 60年 50年 50年 45年 45年 45年 35年

煉瓦造、コンクリートブロック造及び石造 50年 45年 45年 45年 45年 35年 40年 34年

鉄骨造（骨格材の肉厚が４mmを超えるもの） 45年 40年 40年 35年 35年 35年 35年 30年

鉄骨造（骨格材の肉厚が３mmを超え４mm以下のもの） 34年 30年 30年 28年 28年 28年 26年 21年

鉄骨造（骨格材の肉厚が３mm以下のもの） 24年 20年 20年 20年 20年 20年 18年 16年

構 造

種 類

【現行】

【改正案】

②＜ホテル・旅館の建物に係る固定資産評価の見直し（固定資産税）＞

外国人旅行者のショッピングにおける利便性を向上させ、日本における旅行消費を増加させるため、免税対象品
目を拡大し、全ての品目を免税対象品目とするとともに、利便性の観点から免税手続を簡素化する。

○ 購入記録票等の様式の弾力化及び手続きの簡素化を行う。

■免税手続の簡素化

○ 食品類、飲料類、たばこ、薬品類及び化粧品類等も含め、以下の条件の下、全ての品目を免税対象
品目とする。

■免税対象品目の拡大

結果の概要

１．新規免税対象品目は、次の方法により販売すること。
イ 同一店舗で１日に販売する新規対象品目の額が、５千円超50万円までの

購入であること
ロ 国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して定める方法に

より包装すること
ハ 購入後30日以内に輸出することを、免税購入する旅行者が誓約すること

２．同一店舗で１日に販売する見直し前の免税対象品目の額が100万円を超え
る場合には、輸出物品販売場を経営する事業者が保存しなければならない
書類に、その旅行者の旅券等の写しを追加すること。

３．平成26年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用する。

平成２６年度 観光庁税制改正概要（主要項目）

①＜外国人旅行者向け消費税免税制度に係る対象品目の拡大及び手続の簡素化（消費税）＞
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①春の旅行需要喚起のための集中キャンペーン
（旅行会社・メディア招請、商談会開催、
共同広告等）

≪東アジア・東南アジア≫

平成２５年度 第１次補正予算(観光関係)

②旅行先としての日本の認知度向上キャンペーン
（テレビCM、交通広告、WEB広告等）

≪今後戦略的なプロモーションにより訪日旅行者数の大
幅増加が期待できる市場（潜在市場：欧州、インド等）≫

オリンピック・パラリンピックの東京開催決定により日本への国際的な関心が高まるとともに、東南アジアでのビザ緩和
が進む一方、4月からの消費税増税による訪日旅行者数の落ち込みが懸念される中、春の旅行シーズンの需要喚起
を目指し、集中的かつ切れ目無いプロモーションを実施する。併せて地域の観光地づくり支援を実施。

旅行会社招請

ショッピング人気が高い東アジア・東南アジアに
向け、買い物需要を喚起する共同広告も実施。 インパクトのあるキャッチフ

レーズ等で効果的に訪日
誘致サイトへ誘導

共同広告

テレビCM 交通広告

メディア招請

春の旅行シーズンに各地域でモニターツアーを実施し、
地域経済の活性化につなげられるよう、地域の観光地
づくりを支援。

○観光地ビジネスの専門家の派遣

○ビジネス化にあたっての問題・課題の整理

○観光地の担い手と専門家による勉強会・シンポジウムの開催

（１）春の旅行需要取り込みに向けた訪日促進キャンペーン【１１億円】

（２）観光地ビジネス創出の総合支援【４億円】


