
主
な
記
事

令和７年度　積算基準改定５つのポイント

全
中
建
指
摘
が
実
現
化

自
治
体
へ
の
波
及
に
も
期
待

担
い
手
確
保
に
直
結

土
志
田
　

領
司
会
長

地場産業の役割果たす
周年記念祝賀会

国交省の見直し　中小企業に追い風

首相との
車座会談

技
能
者
賃
上
げ
目
標

お
お
む
ね
６
％
　
　

単価

積算
＋ 　担い手確保に寄与

全　中　建　だ　よ　り（１） 第号年（令和年）　月日（月曜日）

第２面　国交省と意見交換
第３面　年表でみる年
第４－７面　人材確保・育成対策

等に係る実態調査結
果

第８面　　　担い手確保へさまざ
まな動きが加速

①現場環境の改善費用の充実
　・熱中症・避寒対策費を率計上から切り離し設

計変更で対応
②完全週休２日（土日）実現等の多様な働き方へ
の支援

　・週単位の週休２日の補正係数新設
③移動時間等を踏まえた歩掛改定
　・資材基地などからの移動時間適切反映へ調査

全面見直し
④土木工事標準歩掛の改定
⑤施工パッケージ型積算関係の改定

　
労
務
単
価
の
引
き
上
げ

は

建
設
技
能
者
の
処
遇
改

善
や
未
来
を
支
え
る
若
者
の

担
い
手
確
保
に
直
結
す
る


こ
の
引
き
上
げ
の
好
循
環
を

継
続
す
る
と
と
も
に

近
年

の
異
常
気
象
に
高
温
下
の
厳

し
い
労
働
環
境
に
ふ
さ
わ
し

い
賃
上
げ
の
取
り
組
み
を
国

と
し
て
積
極
的
に
行
わ
れ
る

こ
と
を
期
待
す
る


　
地
域
の
守
り
手
と
し
て
働

く
人
々
が

生
き
が
い
と
や

り
が
い
の
あ
る
業
界
を
目
指

し

持
続
可
能
で
地
域
に
貢

献
す
る
産
業
と
し
て
適
正
な

労
務
賃
金
の
支
払
い

労
働

環
境
の
改
善
に
努
め
る


主要職種　新たな公共工事設計労務単価

　
国
土
交
通
省
は
２
月


日

﹁
公
共
工
事
設
計
労
務

単
価
﹂
を

同
月

日
に
は

﹁
土
木
工
事
・
業
務
の
積
算

基
準
等
改
定
﹂を
公
表
し
た


収
益
改
善
に
つ
な
が
る
積
算

見
直
し
で
は

こ
れ
ま
で
全

国
中
小
建
設
業
協
会
が
求
め

て
き
た
働
き
方
改
革
に
直
結

す
る
資
材
基
地
か
ら
現
場
へ

の
移
動
時
間
を
適
切
に
反
映

し
た
歩
掛
か
り
改
定
に
つ
い

て
国
交
省
は
大
幅
に
見
直
し

た

全
中
建
の
指
摘
が
反
映

さ
れ
た
形
と
な

た


　
設
計
労
務
単
価
は

全
国

全
職
種
単
純
平
均
で
前
年
度

比
６
・
０
％
の
上
昇
と
な


た

年
連
続
の
引
き
上
げ


伸
び
率
は
過
去

年
間
で
最

も
大
き
く

前
年
比
２
・
７

％
の
上
昇
だ

た
２
０
２
４

年
平
均
の
物
価
上
昇
率
を
上

回

て
い
る

加
重
平
均
値

で
は
金
額
が
２
万
４
８
５
２

円
で

設
計
労
務
単
価
の
公

表
を
始
め
た

年
度
以
降
で

最
高
値
を
更
新
し
た


　
一
方

積
算
基
準
の
見
直

し
で
は
中
小
企
業
が
施
工
す

る
常
設
作
業
帯
が
設
置
で
き

な
い
現
場
へ
の
移
動
時
間
を

踏
ま
え
た
歩
掛
改
定
を

路

上
工
事
以
外
に
も
拡
大
し

た

全
中
建
は
こ
れ
ま
で
働

き
方
改
革
へ
の
取
り
組
み
と

し
て

中
小
規
模
工
事
の
積

算
・
歩
掛
見
直
し
へ
向
け
た

活
動
を
強
化

活
動
が
実
を

結
ん
だ
格
好
だ


　
全
国
中
小
建
設
業
協
会
は

１
月

日

東
京
都
中
央
区

の
コ

ト
ヤ

ド
・
マ
リ
オ


ト
銀
座
東
武
ホ
テ
ル
で

﹁
創
立

周
年
記
念
祝
賀
会
﹂

を
開
い
た
︵
関
連
２
面
︶


　
土
志
田
領
司
会
長
は
冒

頭

﹁
こ
れ
か
ら
も
中
小
建

設
業
唯
一
の
全
国
団
体
と
し

て

社
会
に
貢
献
す
る
力
強

い
地
場
産
業
の
役
割
を
果
た

し
て
い
く
﹂
と
強
調


　
続
い
て

第
６
代
会
長
の

松
井
守
夫
氏

第
７
代
会
長

の
豊
田
剛
氏
へ
の

周
年
記

念
会
長
表
彰
後

祝
宴
に
移


た


　
全
国
中
小
建
設
業
協
会

日
本

建
設
業
連
合
会

全
国
建
設
業
協

会

建
設
産
業
専
門
団
体
連
合
会

の
建
設
４
団
体
は
２
月

日

首

相
官
邸
で
開
い
た
賃
上
げ
な
ど
に

関
す
る
﹁
車
座
﹂
の
場
で

２
０

２
５
年
技
能
者
の
賃
上
げ
に
つ
い

て

民
間
工
事
も
含
め
﹁
お
お
む

ね
６
％
の
上
昇
﹂
を
目
標
と
す
る

こ
と
を
申
し
合
わ
せ
た

石
破
茂

首
相
が
出
席

中
野
洋
昌
国
土
交

通
相
が
提
案
し
た

石
破
政
権
が

特
定
業
種
と
車
座
を
行
う
の
は
初

め
て


　
全
中
建
か
ら
は
河
﨑
茂
副
会
長

が
出
席

賃
上
げ
を
し
た
く
て
も

ダ
ン
ピ
ン
グ
し
な
け
れ
ば
受
注
で

き
な
い
自
治
体
発
注
工
事
の
現
状

を
踏
ま
え

予
定
価
格
に
近
い
価

格
で
の
受
注
が
可
能
な
環
境
整
備

を
求
め
た




国交省出席者 全中建出席者

目
標


年
は
全
中
建
と
　
　

国
交
省
の
対
話
の
歴
史

自
治
体
の
入
契
制
度

に
は
課
題
が
多
い
　

全中建　創立周年記念

稼
げ
る
業
界

持続可能な中小企業実現へ
国交省と意見交換

全　中　建　だ　よ　り （２）第号 年（令和年）　月日（月曜日）

不動産・建設経済局
　官房審議官　蒔苗　浩司
　建設業課長　渡邊　哲至
　入札制度企画指導室長　橋　伸博

　官房参事官　宮沢　正知
　建設振興課専門工事業・建設関連業振興室長　松田　慧吾
　大臣官房技術調査課長　奥田　晃久
　建設システム管理企画室長　関　健太郎
　施工企画室長　森川　博邦

　会長　　土志田　領司
　副会長　小野　徹
　同　　　朝日　啓夫

　同　　　田邊　聖
　同　　　空久保　求
　同　　　河﨑　茂
　同　　　日野　一基

　
　
小
野
　
国
土
交
通
省
で
は
大
変
大
き

な
改
革
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
は

重
々
承
知
し
て
い
る
が

ま
だ
ま
だ

や
れ
る
こ
と
は
た
く
さ
あ
る

例
え

ば
国
交
省
か
ら
提
示
さ
れ
た
資
料
で

建
設
業
生
産
労
働
者
の
賃
金
推
移
で

直
近
賃
金
は
４
３
２
万
と
い
う
数
字

が
あ
る

し
か
し
４
３
２
万
で
こ
の

業
界
に
入

て
く
だ
さ
い
と
は
言
え

な
い

全
産
業
が
人
材
獲
得
競
争
を

繰
り
広
げ
る
中
で

︵
全
産
業
労
働

者
賃
金
５
０
８
万
円
に
対
し
︶
４
３

２
万
円
と
い
う
数
字
を
重
く
見
て
ほ

し
い

ま
た
週
休
２
日
に
伴

て
工

期
を
伸
ば
し
て
い
る
が

経
費
は
増

え
て
い
な
い

工
事
の
平
準
化
も
お

願
い
す
る


　
宮
沢
　
全
産
業
平
均
が
５
０
８
万
円


そ
の
中
で
厳
し
い
環
境
で
働
く
建
設
業
は

も

と
賃
金
増
や
さ
な
い
と
担
い
手
が
入


て
こ
な
い
と
い
う
の
は
言
わ
れ
る
通
り

だ

労
務
単
価
上
げ
て
も
行
き
わ
た
ら
な

い
と
意
味
が
な
い

適
正
な
労
務
費
が
発

注
者
か
ら
元
請
け

協
力
会
社
に
流
れ
て

い
く
こ
と
が
重
要
に
な
る

こ
れ
か
ら
つ

く
る
標
準
労
務
費
は
大
き
な
商
慣
習
の
変

更
に
な
る


　

橋
　
工
期
の
基
準
で
も
示
し
て
い
る

が

工
期
の
延
期
に
伴

て
発
生
す
る
経

費
は
見
る
の
が
基
本
的
な
考
え
方

具
体

的
な
事
例
が
あ
れ
ば
教
え
て
ほ
し
い

担

い
手
３
法
の
改
正
で
も
恐
れ
情
報
と
い
う

こ
と
で
協
議
に
応
じ
る
ル

ル
が
あ
る


わ
れ
わ
れ
も
契
約
変
更
協
議
に
つ
い
て
自

治
体
に
働
き
か
け
て
い
く


　
　
河
﨑
　

％
ル

ル
が
自
治
体
の
担

当
者
ま
で
周
知
さ
れ
て
い
な
い


　

橋
　
合
理
性
の
な
い
お
か
し
な
運
用

が
あ
れ
ば
適
切
な
運
用
を
促
し
て
い
く


い
ま

繁
忙
期
を
抑
え
る
ピ

ク
カ

ト

に
取
り
組
ん
で
い
る

都
道
府
県
に
も
働

き
か
け
て
い
き
た
い


　
関
　
前
倒
し
発
注
し
て
も
追
加
が
あ


た
り

さ
ま
ざ
ま
な
事
情
で
年
度
末
に
集

中
す
る
と
い
う
指
摘
だ
と
思
う

適
切
な

施
工
が
で
き
る
よ
う
な
事
前
調
整
を
進
め

て
い
く


　
　
朝
日
　
適
切
な
予
定
価
格
の
設
定
に

つ
い
て
指
摘
し
た
い

品
確
法
で
発

注
者
責
任
と
し
て
適
正
利
潤
の
確
保

が
明
記
さ
れ
て
い
る
が

急
激
な
資

材
価
格
の
高
騰
が
設
計
に
追
い
つ
い

て
い
な
い
ケ

ス
が
多
い

特
に
市

町
村
は
顕
著

そ
も
そ
も
ス
ラ
イ
ド

条
項
は
自
治
体
で
ほ
ぼ
運
用
さ
れ
て

い
な
い
そ
の
結
果
賃
金
を
上
げ
ら

れ
ず
会
社
の
経
営
も
厳
し
く
な
る


ま
た
小
規
模
工
事
の
歩
掛
か
り
が
機

能
し
て
い
な
い

早
急
な
改
善
を
お

願
い
し
た
い


　

橋
　
適
切
な
予
定
価
格
に
つ
い
て

は

で
き
る
だ
け
最
新
の
取
引
価
格
を
反

映
す
る
こ
と
が
重
要

ス
ラ
イ
ド
条
項
の

運
用
基
準
は
策
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
増

え
て
い
る
が
実
効
性
に
は
課
題
も
あ
る


今
回
の
法
改
正
に
よ

て
公
共
発
注
者
は

協
議
に
応
じ
る
義
務
が
あ
る

ま
ず
は


請
負
代
金
の
変
更
額
を
協
議
で
定
め
る
こ

と
を
契
約
時
に
確
認
し
て
ほ
し
い

契
約

変
更
が
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
も
６
割
近
く

あ
る
が

変
更
協
議
が
で
き
る
枠
組
み
を

つ
く

て
ほ
し
い


　
小
規
模
工
事
の
歩
掛
か
り
は

令
和
６

年
度
の
補
正
予
算
を
活
用
し

自
治
体
の

積
算
基
準
の
設
定
状
況
の
実
態
把
握

課

題
分
析
を
実
施
す
る


　
関
　
一
般
管
理
費
率
の
引
き
上
げ
に
つ

い
て
は

し

か
り
し
た
調
査
に
基
づ
き

実
施
し
て
い
く
の
が
基
本
的
考
え
方
だ


令
和
４
年
度
に
は
低
入
札
価
格
調
査
基
準

の
一
般
管
理
費
率
を

％
か
ら

％
に
引

き
上
げ
た


　
　
土
志
田
　
い
ま
一
番
心
配
な
の
は


こ
の
業
界
に
全
く
興
味
を
示
さ
な

い

又
は
額
に
汗
す
る
よ
う
な
こ
と

を
良
し
と
し
な
い

し
た
く
な
い
と

考
え
る
若
者
が
ほ
と
ん
ど
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
だ

言
い
換
え
る
と

技
術
者
の
な
り
手
は
い
て
も
技
能
者

の
な
り
手
は
い
な
い


年
先
で
な

く

３

４
年
先
の
危
機
を
感
じ
て

い
る


当
社
で
も
団
塊
世
代
の
技
術
者
が
現

場
監
督
と
し
て
働
い
て
い
る
が

も

う
厳
し
い

そ
の
な
か
現
状
の
入
札

で
は
予
定
価
格
か
ら

％
切
ら
な
い

と
受
注
で
き
な
い

予
定
価
格
に
限

り
な
く
近
い
金
額
で
受
注
で
き
る
よ

う
な
仕
組
み
づ
く
り
が
必
要
だ


　
宮
沢
　
現
場
で
必
要
な
経
費
は
確
保
で

き
る
環
境
に
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
若
者
に
入

て
も
ら
う
た
め
に
は


給
料
が
大
切
だ
が

や
り
が
い
も
大
事


震
災
復
興
で
活
躍
す
る
姿
を
積
極
的
に
見

せ
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
か


　
　
河
﨑
　
一
連
の
法
改
正
で
働
き
が
い

が
あ
り
稼
げ
る
業
界
に
戻
る
こ
と
に

よ

て

担
い
手
不
足
が
解
消
に
向

か
う
こ
と
を
強
く
期
待
し
て
い
る


法
改
正
で
新
た
な
商
習
慣
つ
く
る
と

し
て
い
る
が

中
小
建
設
業
か
ら
見

る
と
受
発
注
者
間
で
絶
対
的
な
力
の

差
を
感
じ
て
い
る

し
か
し
わ
れ
わ

れ
は

公
共
工
事
を
施
工
す
る
良
き

パ

ト
ナ

と
し
て
地
域
社
会
に
貢

献
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る


　
渡
邊
　
担
い
手
３
法
は

産
業
間
で
人

材
確
保
競
争
が
激
化
す
る
中
で
担
い
手
を

確
保
し

建
設
業
の
持
続
可
能
を
実
現
す

る
た
め
に
改
正
し
た

一
方

労
務
費
の

基
準
を
決
め
て
も
支
払
う
た
め
の
原
資
が

ど
う
な

て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う

意
見
も
自
治
体
発
注
工
事
を
中
心
に
意
見

い
た
だ
い
た
と
思

て
い
る

平
準
化
や

ス
ラ
イ
ド
条
項
な
ど

全
国
の
入
札
契
約

適
正
化
に
取
り
組
ん
で
い
く


　
片
務
的
な
関
係
で
な
く

パ

ト
ナ


と
し
て
サ
プ
ラ
イ
チ


ン
全
体
で
予
算

を
確
保
し

適
正
な
額
で
元
請
け

現
場

に
流
れ
る
よ
う
に
必
要
な
商
習
慣
を
変
え

て
い
く


周
年
は
こ
れ
ま
で
の
全
中
建

と
国
土
交
通
省
の
対
話
の
歴
史
で
も
あ

る

今
後
も
引
き
続
き
対
話
を
継
続
し


地
域
の
守
り
手
で
あ
る
皆
さ
ん
の
意
見
を

し

か
り
受
け
止
め
て
い
き
た
い


　地場産業としての役割を果たし続けてい

る「全国中小建設業協会」。年４月、

設立から年を迎えたことを踏まえ、１月

日、国土交通省幹部と『周年記念意見

交換』を行った。人口減という構造的問題

のなか、働き方改革や担い手確保、入札契

約制度から中小建設業界の展望まで幅広く

意見を交わした。



建設産業　年の変遷

年の軌跡 苦難乗り越え　
　明日をつかむ

明日を切り拓く
全　中　建　だ　よ　り（３） 第号年（令和年）　月日（月曜日）

年（昭和年）
４月　全国中小建設業協会が設立
月　東海道新幹線開通
月　東京オリンピック開幕
月　建設業退職金共済組合（建退共）設立
年（昭和年）
３月　建設省、直轄工事の資材支給廃止
月　建設省、ダンピング防止で通達
年（昭和年）
いざなぎ景気
年（昭和年）
月　日本建設業団体連合会設立
月　建設業福祉共済団設立
年（昭和年）
４月　霞が関ビル竣工
国民総生産（ＧＮＰ）が米国に次ぎ世界２位
年（昭和年）
４月　建設業法一部改正（建設業が登録制から許
可制）
年（昭和年）
８月　田中内閣の日本列島改造問題懇談会が発足
年（昭和年）
月　第１次オイルショック
年（昭和年）
７月　建設業振興基金設立
年（昭和年）
４月　昭和年度の建設投資が初の兆円台
年（昭和年）
１月　建設省、社指名を通達
３月　建設省、入札辞退の自由通達
７月　予算要求枠の５％削減を閣議決定。初のマ
イナスシーリング
年（昭和年）
３月　中建審建議受け建設省が社指名撤回
年（昭和年）
７月　自民党、公共事業への民活導入を党決定
９月　プラザ合意（ドル高是正）
年（昭和年）
２月　建設省が「世紀への建設産業ビジョン」
３月　米国が関西国際空港で国際入札要求
年（昭和年）
６月　第４次全国総合開発計画（四全総）
９月　米・ベクテルに建設業許可（参入第１号）
月　米国議会、公共事業で日本企業排除条項
年（昭和年）
５月　外国企業の建設市場への参入問題で日米合
意
年（平成元年）
９月　日米構造問題協議
年（平成２年）
３月　地価高騰防止へ不動産業融資に総量規制
月　建設業許可業者数が５年連続減で万社台
年（平成５年）
９月　建設省が一般競争入札試行公表
年（平成７年）
１月　阪神・淡路大震災
４月　建設省が「建設産業政策大綱」
年（平成９年）
１月　公共工事コスト縮減対策関係閣僚会議発足
年（平成年）
６月　実質経済成長率．％減と戦後最悪
年（平成年）
７月　建設省が建設産業再生プログラム
年（平成年）
１月　建設省、運輸省、国土庁、北海道開発庁を
統合し国土交通省発足
２月　国交省が建設産業再編促進策
年（平成年）
月　自民品確議連の前身、品質確保向上研究会
が「ダンピング受注排除緊急対策」
年（平成年）
６月　自民研究会が発展的解消し品確議連

年（平成年）
５月　自民独禁調、改正独禁法提出先送り
夏　　自民品確議連、上限拘束性撤廃を柱にした
会計法改正断念
月　品確法を議員立法として提出
年（平成年）
４月　公共工事の品質確保の促進に関する法律
（品確法）施行
年（平成年）
１月　改正独禁法施行
年（平成年）
６月　国交省が建設産業政策を公表
年（平成年）
３月　建設産業専門団体連合会が建設労働生産性
向上に資するの提言
年（平成年）
３月　東日本大震災
４月　日本建設業団体連合会、日本土木工業協会、
建築業協会の３団体が統合し、日本建設業連合会
６月　国交省が建設産業の再生と発展のための方
策
年（平成年）
７月　建設産業の再生と発展のための方策
月　社会保険等未加入対策開始
年（平成年）
１月　国交省が建設産業活性化会議
５月　品確法、建設業法、入契法それぞれを一体
改正したいわゆる「担い手３法」成立
年（平成年）
１月　国交省、生産性革命元年宣言
年（平成年）
７月　国交省、建設産業政策＋

年（平成年）
７月　働き方改革関連法
月　防災・減災、国土強靱化３カ年緊急対策
年（令和元年）
４月　建設キャリアアップシステム始動
６月　新・担い手３法成立
年（令和２年）
　コロナ　世界中で拡大
年（令和３年）
３月　国交省と建設４団体、技能者賃金２％上昇
で合意
年（令和４年）
２月　国交省と４団体、技能者賃上げ３％目標
４月　国交省、低入札価格調査基準の計算式で一
般管理費．に引き上げ
４月　政府公共調達、賃上げ表明企業に総合評価
で加点
年（令和５年）
３月　国交省と建設４団体、技能者賃上げ５％目
標
６月　中建審・社整審小委、廉売行為抑止へ標準
労務費
月　政府有識者会議、技能実習制度廃止し新制
度創設を提言
年（令和６年）
４月　時間外労働の上限規制適用開始
６月　第３次担い手３法成立
９月　中建審標準労務費ＷＧが議論開始
年（令和７年）
２月　建設４団体が政府と車座。国交省とは技能
者賃上げ６％目標

建設投資（名目値）の推移



令和６年度　人材確保・育成対策等に係る実態調査結果について

全　中　建　だ　よ　り （４）第号 年（令和年）　月日（月曜日）

　令和６年７月～月にかけて、全中建会員団体の傘下会員企業を対象に実態
アンケート調査を実施した。集計結果は以下のとおりである。

○基本的事項
　調査対象数　，社
　有効回答数　ｎ社　回答率：．％

②　主な事業の種類①　代表者年齢

④　完成工事高（令和５年度）③　資本金

１．入札参加・公表時期・受注金額
①　昨年の令和５年度に入札に参加した社数

①－１　入札に参加した件数の内訳

②　昨年の令和５年度に受注した工事に係る発注先の公表時期の件数

③　累計受注金額

④　発注機関に対しての意見
＊長期休暇直前と連休中日の公告、指名通知発行は控えてほしい
＊工事を受注してもすぐに施工できないような工事について、実際の施工開始
日まで現場配置技術者を拘束しないようにしてもらいたい
＊自治体の担当技術者により同じ工種工法であっても、管理基準、見解が異なる
＊発注をもっと平準化してほしい
＊重機を抱えている会社は、入札時に機械等を所有している業者などのインセ
ンティブな発注をお願いしたい
＊クジ引きにしかならない入札制度を見直してほしい
＊公共事業予算の安定的・持続的な確保、公共事業の円滑な施工の確保をお願
いしたい
＊一時期に発注をまとめないで、年間を通じてバランス良く発注してほしい
＊用地が確定していない状態での発注は控えてほしい
＊設計が不確定な状態での発注は控えてほしい
＊最低制限価格の基準を上げてほしい（現在の％程度の最低制限価格を％
以上に上げてほしい）
＊単価契約工事における単価構成の情報開示をしてほしい
＊市町村の担当課は口を開けば予算がない。発注は毎年減少し資材高騰で利益
は薄いため人材確保するのが困難。現場では無理難題をおしつける発注担当
者がおり、業界の現状を把握する気もない

２．第三次・担い手３法
①　第三次・担い手３法における発注者責任の理解

発注機関の担当者についての意見
＊担当者によって理解度が違う
＊理解の有無に関わらず、これまでの発注者内のルールを優先しているのが現
状
＊担い手３法を理解していない現場の担当者がいる
＊発注側の担当者によって説明が異なる
＊上層部が理解し制度を改正しても、出先事務所で直接受注者に接する監督員
レベルで理解し適切に運用できているかと言えば、疑問に思うケースがある

＊同じ組織の中でも理解深度に個人差があったり、出先機関同士で差があった
りする
＊同じ発注者（県・市）でも発注部門によって理解度にバラつきがあり、それ
が発注や設計に影響していると感じる
＊市町村の担当課は第三次・担い手３法における発注者責任の理解など皆無
②　適正な予定価格の設定

５面に続く



全　中　建　だ　よ　り（５） 第号年（令和年）　月日（月曜日）

「適正でない」についての意見
＊設計変更が認めてもらえないことがよくある
＊施工困難な場所でも通常歩掛りになっている
＊設計図書と現場との乖離により発生した主要工種の工法変更があったにも関
わらず、適正な設計変更がなされない
＊変更増分を経費の安い小規模工事に置き換える手法を取っている
＊変更工事に伴う追加金額を予算がないと断る
＊設計図書と現場との乖離は、設計変更時の施工業者への負担が大きく、工期
延長が伴うことからも経費増につながってしまう
＊建築工事の材料価格設定に実勢価格を反映させてほしい
＊市場価格と予定価格に大きな乖離があり、予定価格の段階で赤字が発生して
しまうような案件が非常に多い状況
＊設計の資材が古いままで見直しが行われていない。資材費が適正ではない
＊小規模工種の歩掛が実勢から乖離している
＊市町村の担当課は、積算は国が決めてるからの一点張り。現場条件など考慮
する気もない
＊小規模な工事は独自歩掛を採用するなどの実態に合った積算にしてほしい
③　最新の積算基準の適用

「適正でない」についての意見
＊積算歩掛りが現場条件と合致しないと赤字になるので設計変更は必須となっ
ている
＊現状の市場単価にしてほしい
＊資材の価格変動に追い付いていない。単価スライドの適用条件を緩和してほ
しい
＊現場条件等を踏まえた積算をお願いしたい
＊特殊材料等は積算時の単価を公表してほしい
＊建設物価等に記載のない資材の単価を明示してほしい
＊小規模工事の歩掛りを上げてほしい
＊小規模には適してない積算が多すぎる
＊資材価格が高騰しているものについては、見積を採用してもらいたい
＊一日当たりの施工量を見直してほしい
＊小規模な工事は独自歩掛を採用するなどの実態に合った積算にしてほしい
④　適正な工期の設定（工期に関する基準を含む）

「適正でない」についての意見
＊他企業・住民等の打合せ及び協議を事前に行っていただき、着工前にかかる
時間を短縮してもらいたい
＊受注後に関係機関との事前協議が始まってさえいない場合が多く、材料やそ
の仕様が現場条件に合わないことがあり、協議や仕様決定まで時間を要し工
期に直接影響する
＊市町においては、適正工期（官積工程）を把握していない
＊学校新築工事の工期が学校のイベントに間に合わせるため等の不適切な設定
になっている
＊特にコンサルタントによる設計は机上のものが多く、現場の内容や環境条件
が適合しないことがある
＊働き方改革を全く理解していない
＊山間部等の降雪が多い地域では地域特性を考慮した工期設定をお願いしたい

＊工期設定は日進量が基準になっていると思うが、施工条件・環境を考慮して
ほしい
＊土曜日作業ありきの話をされるので適正にしてほしい
＊発注前に調整されていない場合が多いためすぐには着手できず、結果的に工
期を延長せざるを得なくなる
＊発注時の設計図書が見込みで設計されており、施工段階で大幅に変更となり
工期に大きく影響する
＊年度後半に発注される工事は工期が短いことから、各種協議が済んだ状態で
発注してほしい
＊真夏の工事は工事期間を長く設定しないとできない
⑤　適切な設計変更

「適正でない」についての意見
＊％ルールを廃止してほしい
＊実勢価格にあった設計変更の資材単価を認めてほしい
＊設計変更に対して、上司の許可が下りない、前例がない、予算が無いと言わ
れるが施工した分に対しては変更を見てほしい

＊補助金工事であっても、工期延長の対応をしてほしい
＊担当が設計変更しようにも担当部長・市長が認めない
＊設計変更の増額は当初契約額の３割までとし、３割を超える分については受
注者負担での施工となるのは解せない

＊設計変更などに関わる質問の回答について、ワンデーレスポンスを徹底して
ほしい
＊当初設計に無い工種の追加については、落札率を考慮せずに、設計価格での
追加にしてもらいたい
＊発注者側の都合により工事中断（工期延期）となったにも関わらず工期延期
の経費は出せないと言われる

６面に続く

⑥　設計変更の書類

「適正でない」についての意見
＊設計変更に関する書類を作らされるが、金額の変更をしないのは如何なもの
か
＊設計変更の書類の簡略化と柔軟な対応をお願いしたい
＊現場の設計が詳細設計の時点で、不整合が多いので、設計コンサルタントに
責任を持たせるべきだと感じる
＊設計変更のための、測量・図面、計算書の作成等、書類作成に時間と経費が
かなり必要となる場合があり、書類作成費を計上してほしい

＊発注者が作成すべき設計変更資料を求められた
＊設計変更や検討について、本来発注者が行うべき内容まで、受注者に依頼さ
れることがある



全　中　建　だ　よ　り （６）第号 年（令和年）　月日（月曜日）

７面に続く

⑦　低入札価格調査基準の設定

「適正でない」についての意見
＊現在の工事原価の上昇は著しく、そもそも低入で応札できる状態ではなく、
ダンピングによって入札できることに疑問を感じる

＊予定価格を事前公表しないでほしい
＊低入札価格調査基準が％以上になれば、建設業界の担い手確保に光が見え
ると思う
＊数少ない受注工事で適正な利益を確保するためにも、是非とも低入札価格調
査基準を引き上げてほしい
＊公共積算％が適正価格のため、極力、適正価格に近い価格で受注出来る
ように工夫してもらいたい（調査基準価格の最低が％のところもある）

＊低入札価格調査基準を設計金額に対して％以上となるよう検討してほしい
＊％で受注してこそ適正な利潤が確保できる

⑥　再雇用者はいるか

⑥－１「いる」について、今現在、何名の方を再雇用しているか

⑥－２「いる」について、どのような理由で再雇用したか

その他
＊技術継承
＊即戦力となるため
＊技術者不足のため
＊本人の就業意欲
＊得意様との営業を引き継いでもらうため
＊本人希望

３．担い手確保・育成
①　新規正規社員の採用状況　　※Ｒ７年度：予定

②　企業が雇用している従業員の離職者数の状況

③　入職後何年目に離職する人が多いか

④　担い手確保のための取組

その他
＊福利厚生の充実を図っている
＊給料、休日の見直し
＊社員との交流の機会、現場見学、奨学金返済支援
＊定年を廃止し、継続雇用している
＊勤務時間の厳守
＊指定学科以外の新卒者に限り、建設系専門技術校への進学制度を導入
＊社外研修等に参加をさせ、免許取得も支援している
＊毎年、定期的に現場見学会を開催している

⑤　社内で社員教育をしているか

⑤－１　「社員教育をしている」について、どのような教育をしているか
＊資格取得支援
＊安全教育
＊外部講習の受講や現場でのＯＪＴ
＊社内のルール、現場での規則や書類、専門知識（計測器の使い方・実践、実
際の現場へ行き説明）
＊一般教養教育、工事に関わる新工法の教育
＊土木施工管理技士試験に向けた勉強会
＊施工管理及び土木関係の講座開設
＊資格取得に関し、先輩社員の講師による講習会等の開催
経験豊富な現場代理人のもとで、準備～施工完了までを学ぶ
＊会社の歴史、理念等の教育、建設業に関する基本の教育、安全教育
＊ＣＰＤＳ等の講習会へ参加、建設業協会主催の講習会への参加
＊会社独自の新人教育マニュアルに沿って教育している
＊月に一度の意見交換会を開催し、現場でのリスクアセスメントや現場での対
応を意見交換している
⑤－２　「社員教育をしていない」について、その理由
＊時間、人的な余裕がない
＊教育時間の確保が困難
＊外注に依頼している
＊教育をする人材がいない
＊社員数が少なく、即現場作業になるため

４．働き方改革関連事項（工事部門、現場従事者の残業時間について）
①－１　時間外労働時間の実態　※毎月あたり

①－２　時間外労働時間の主な発生原因

その他
＊発注者から書類作成を求められるため
＊置場と現場間の移動時間
＊突発的な緊急工事の出動要請
＊常設作業帯の設置が困難な業種であるため



全　中　建　だ　よ　り（７） 第号年（令和年）　月日（月曜日）

＊過剰な書類作成及び検査書類の作成のため
＊民間工事では土日を指定される工事が多いため
＊学校工事における夏・冬休み期間中の工事の集中
＊役所関係へ提出する書類が多すぎる
①－３　時間外労働の削減の取り組み
＊ノー残業デーの呼びかけ
＊代休取得、発注者との工程調整
＊設備導入（ハード・ソフト）による生産性の向上
＊毎月残業時間超の社員に対し、注意喚起を発している
＊新卒・中途採用の強化による人材確保、適正工期による受注、建設ＤＸ・Ｉ
Ｔ推進
＊勤怠管理システムを導入し、労働時間の管理の徹底・業務のプロセスの見直
し
＊各工事間の協力体制の構築
＊建設ディレクター課を設置して、技術者の書類作成等の負担減
＊現場の通勤時間を考慮して施工時間を短縮している
＊適正な人員配置
＊現場監督が作成する資料を本社で分担して手伝っている
ＩＣＴの活用
＊工事書類等の作成を補佐する女性の事務系社員を採用している
②　週休二日制の取り組み

取り組めない理由
＊元請が土曜日を含めた工程を組むため
＊官庁工事は平日に行い、民間工事が工場等で土日に作業を行うため
＊発注者に週休二日の概念がない
＊発注状況によって異なる。国や県は週休二日制、市は取り組んでいない
＊発注者指示がない。現場の進捗状況および工期の問題等
②－１「週休二日に取り組んでいる」について、その詳細

その他
＊基本的に会社カレンダー以上の休日。現場によって休日が異なるため代休や
振休などで対応

＊学校の夏休みで作業を終わらせないといけない以外は土日休み
＊完全土日休み年間休日日以上
③　週休二日を実現するためにはどのようなことが必要と考えられるか

その他
＊発注者側の意識改革
＊週休二日しても月額賃金が変わらない単価設定
＊設計変更が原則発生しない現場に即した設計
＊日給制から月給制への変更
＊発注段階で週休二日制を設定してほしい
＊民間工事における発注者側の意識改革が必要
＊他業者（建築）との調整・元請（建設会社）の意識改革
＊設計労務単価のさらなる引き上げ
＊受注時設計図書の不備改善
＊技術者の意識改革と徹底的なＩＴ化

５．建設キャリアアップシステム
①　建設キャリアアップシステムの導入

①－１「導入予定」について、導入予定年

①－２「導入しない」について、その理由

その他
＊コストをかけるだけの効果があるように感じない
＊費用負担に対しメリットが期待できない
＊直営施工であり職員の能力評価は自社の基準に基づいているため
＊登録しているが、今のところ現場では必要性がないため
＊小規模の会社ではできない
＊費用がかかりすぎる
＊必要性を感じないため
＊キャリアアップシステム対象の仕事がない
＊地方零細企業にキャリアアップシステムは必要ない

６．i－Construction　生産性向上
①　建設現場の生産性向上（年までに２割向上）に向け
　　ＩＣＴ導入を進める動きがあるが、導入しているか

①－１「導入している」について、生産性向上のために導入しているものは何
か。
　　　またそれにより現場はどのように変わったか
＊現場職員にｉＰａｄを貸与し、現場からクラウドを確認するシステムを導入
＊電子小黒板の使用
＊杭ナビを使用し測量の軽減
＊施工管理システム及び電子小黒板との併用による、写真・出来形・品質管理
書類の省力化（時短）
＊マシンコントロールを活用した法面整形で丁張の設置が必要なかった
＊バックホウ、ローラーのＩＣＴ建機を導入することによって、熟練オペレー
ター以外のオペレーターでも適切な施工が可能になり、工期短縮につながっ
た
＊３Ｄデータでの官庁・協力業者との打合せにより、技術的な情報共有が容易
となり、工期短縮等になっている
＊独自のクラウドシステムを運用し、現場の情報共有化を図っている
＊公共工事における受注者、発注者間のさまざまなやり取りをＡＳＰシステム
を通して行うことで『工事発注機関の処理の迅速化』『日程調整の効率化』
等を図り、移動時間・調整時を削減し、工事の生産性向上につながっている

＊ウェアラブルクラウドカメラを導入し現場状況を撮影させることで、打ち合
わせなどで現場へ行く回数を減らし、移動時間を削減した

＊工事の内容に応じてＩＣＴ建機の活用
＊ドローン等の資格取得で自社での３Ｄ測量。ＩＴ建機の活用による自動掘削
で人員を削減できている
①－２「導入していない」について、その理由

その他
＊費用対効果が低い
＊都市土木工事で地下埋設物が輻輳する環境下に適した建機がない
②　将来のi－Construction生産性向上において望むこと

＊小規模機械への対応
＊発注者より３Ｄ設計データをもらい、ＩＣＴ建設機械に設計データを入れて
現場施工ができたらいいと思う
＊安価な利用、簡略な利用、小規模での利用
＊安価な重機やシステムの開発
＊経費をしっかり計上してもらいたい
＊低価格でのリースが可能になれば使いやすくなるかもしれない
＊新技術導入のための技術者の育成
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２つの論点

空久保副会長が逝去

中建審の　　　
労務費基準ＷＧ

２つの賃上げ

技術者＋技能者

全　中　建　だ　よ　り （８）第号 年（令和年）　月日（月曜日）

　建設産業界で国土交通省など行政と連携

した「担い手確保」へ向けた動きが加速し

ている。背景にあるのは、『建設業年

問題』と言われる団塊の世代全員が歳以

上となって「後期高齢者」入りすることで、

それまで担い手だった高齢技術者・技能者

が離職、人手不足と技術・技能承継が途切

れるという深刻な状況への懸念だ。

　事実、全中建の土志田領司会長は１月

日、周年記念として行った国土交通省と

の意見交換で、人材の高齢化に言及。「団

塊世代の技術者に働いてもらっているがも

う持たない」と自社事例を取り上げた。

　ただ団塊世代の離職増加も見据え、行政

は建設業に対する働き方改革と担い手確保

の支援強化を進めている。行政と建設業界

が連携して取り組むさまざまな動きを紹介

する。

　全中建の副会長で、空久保
建設（広島県江田島市）社長
の空久保求（そらくぼ・もと
む）氏が３月日、逝去され
た。歳だった。国と地方自
治体に対する予算確保と入札
契約制度改革に対する要請活

動強化に貢献した。
　年に空久保建設に入
社、年に社長に就任。全中
建副会長のほか、全中建広島
県支部長、広島県建設業協会
連合会会長、江田島建設業協
会会長などの要職を歴任。
年には、春の褒章で黄綬褒
章を受章した。

全中建など建設４団体が出席、官邸で開かれた車座。
石破茂首相も出席。技能者の賃上げおおむね６％上昇
を申し合わせた

２月日に開かれた中建審第４回労務費の基準に
関するＷＧ。労務費・賃金の支払い確認など実効
性確保に向けた具体策では議論百出の様相も

２月日、関東地方整備局で開かれた管内業界団体と発
注機関の官民連携の意見交換には、業界団体、都県政
令市自治体が参加した
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１月日に開かれた全中建と国交省との意見交換。全中建からは働き方改
革、担い手確保を進めるための原資確保が自治体発注工事で難しいとの声
が相次いだ
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