
第６８７回通関協議会（本関地区） 

 

１、 日  時   平成２７年  ７月  １４日 （火） １２時より 

２、 場  所   第一港湾合同庁舎 ２階 第一会議室 

３、  議題等（敬称略） 

 

（１）業務部事務分担表及び輸出入関係取扱品目分担一覧表の改正について 

業務部 野口 管理課長 

 

（２）第４９回通関士試験の概要について 

業務部 山本 首席通関業監督官 

 

（３）輸入申告前の貨物に係る原産地証明書の印影・署名照会の取り扱いの変更について 

業務部 佐々木 原産地調査官 

 

４、 その他・連絡事項等 

 

・延滞税一部免除の取扱について 

業務部 河田 収納課長 

 

・「申告官署の自由化・通関業制度のあり方に関する研究会 とりまとめ」に関する意見

募集について 

業務部 星野 統括審査官（通関総括第１部門） 

 

・電磁的記録（ＭＳＸ業務）による申告関係書類の提出状況（６月分）について 

   業務部 星野 統括審査官（通関総括第１部門） 

 

 

 

次回開催予定日  平成 27 年９月８日（火） 12：00～ ※８月は休会 

開 催 場 所   第一港湾合同庁舎 ２階 第一会議室 

当協会に関するご質問や議題提起がありましたら、事務局あてにご連絡ください 

公益財団法人日本関税協会横浜支部 

TEL 045-680-1757  FAX 045-680-1758 

E-mail: bra_yokohama@kanzei.or.jp 

 

 



平成 27年 7 月 

横浜税関業務部 

業務部事務分担一覧表 
 

部門名 事務内容 

収納課 

045-212-6140 

○ 関税等の納付・徴収・担保に関する事務 

○ 輸入貨物に関する証明事務 

税関相談官 

045-212-6000 

○ 税関の所掌事務に係る相談・苦情に関する事務 

○ 引揚者から預かった証券等の保管整理 

通関総括第１部門 

045-212-6150 

○ 輸出入通関業務に関する事務運営の調整・総括事務 
○ 製造たばこ・塩特定販売業者に関する届出に関する事務 

 

通関総括第２部門 

045-212-6110 

○ 戻税に関する事務 

○ 輸出入通関手続きに関する承認・届出に関する事務（本船扱い・

ふ中扱い、原産地証明書提出猶予、関税割当証明書提出猶予等） 

○ 輸出貨物に関する証明事務 

○ 時間外執務要請届に係る総括事務 

通関総括第３部門 

045-212-6153 

○ 法令・通達の解釈、他法令に関する事務 

 

通関総括第４部門 

045-212-6059 

○ 不正輸出に係る取締方法の企画・調整に関する事務 

○ 輸出入者の指導に関する事務 

通関情報部門 

045-212-6162 

○ 輸出入通関関係の情報の集約、審査基準に関する事務 

特別通関第１、２部門 

045-212-6115 

○ 輸出入通関（第１類～第２４類、第９４類～第９７類及びマニュ

アル申告） 

○ 執務時間外の輸出入通関に係る事務 

通関第１部門 

045-212-6164 

○ 輸出入通関（第２５類～第６７類） 

通関第２部門 

045-212-6161 

○ 輸出入通関（第６８類～第９３類、プラント貨物） 

 

特殊鑑定部門 

045-212-6154 

○ 犯則・公売貨物の鑑定事務 

○ 計量器の認定に関する事務 

減免還付部門 

045-212-6188 

○ 関税の還付に関する事務 

○ 条件付き減免税貨物に係る事後確認事務 

特別審査官 

045-212-6112 

○ 輸出令別表第１関係事務 

○ ワシントン条約関係事務 

分析部門 

045-451-2056 

○ 輸出入貨物・犯則貨物の分析に関する事務 

通関業監督官 

045-212-6051 

○ 通関業の許可・監督、通関士に関する事務 

○ 通関士試験に関する事務 

税関訟務官 

045-212-6027 

○ 税関に対する不服申立て、訴訟に関する事務 

関税鑑査官 

045-212-6156、6157 

○ 関税率表の解釈・適用、品目分類に関する事務 

 

原産地調査官 

045-212-6174 

○ 輸出入貨物に係る原産地認定の解釈・適用に関する事務、特恵関

税に関する事務 

認定事業者管理官 

045-212-6125 

○ ＡＥＯ事業者の承認・認定に関する事務 

知的財産調査官 

045-212-6116 

○ 知的財産侵害物品に係る差止申立ての審査・認定手続きに関する

事務 

関税評価官 

045-212-6139 

○ 輸入貨物の課税価格の算定、解釈、適用に関する事務 

 

 



大       黒

部 部    別    品    目 類

入 入 入 入 出 出 入 入 出

1 動物（生きているもの）及び動物性生産品 １～５ 動物、肉、魚介類、酪農品

2 植物性生産品 ６～１４ 野菜、穀物、採油用の種

3 動植物の油脂、調製食用油、ろう １５ 同  左

１６～１８ 肉、魚又は甲殻類、砂糖菓子

4 調製食料品、飲料、アルコール、たばこ １９～２２ ミルク調製品、各種調製食料品

２３～２４ たばこ

5 鉱物性生産品 ２５～２７ 塩、土石類、鉱石、鉱物油

２８ 無機化学品

２９～３２ 有機化学品、医療用品、肥料

6 化学工業の生産品 ３３～３４ 精油、化粧品類、洗剤

３５～３７ 変性澱粉、火薬類、写真材料

３８ 各種の化学工業生産品

7 プラスチック、ゴム ３９～４０ 同  左

8 皮革、毛皮、動物用装着具、旅行用具 ４１～４３ 同  左

9 木材、コルク、組物材料製品 ４４～４６ 同  左

10 木材パルプ、紙、板紙、及びその製品 ４７～４９ 同  左

11 紡織用繊維及びその製品 ５０～６０ 繊維及びその製品

６１～６３ 衣類等

12 はき物、帽子、傘、羽毛製品、造花 ６４～６７ 同  左

13 石、石綿、雲母、陶磁製品、ガラス ６８～７０ 同  左

14 貴石、貴金属、身辺細貨類、貨幣 ７１ 同  左

７２～７６ 鉄鋼、銅、アルミ等及び製品

15 卑金属及びその製品 ７８～８１ 鉛、亜鉛、すず及びその製品

８２～８３ 卑金属製品の工具、道具

16 機械類、電気機器、VTR、音声再生機 ８４ 原子炉、ボイラー、機械類

８５ 電気機器、VTR、音声再生機

17 車両、航空機、船舶及び輸送機器 ８６～８９ 同  左

18 光学機器、写真用機器、医療用機器 ９０～９２ 同  左

19 武器、銃砲弾 ９３ 同  左

９４～９５ 同  左

９６ 同  左

21 美術品、収集品及びこっとう ９７ 同  左

－ プラント貨物

　注：本牧・通関第5、6部門及び大黒・通関第3部門は輸出専担部門になります。

　注：本牧・通関第8部門は山下事務所に設置される部門となります。
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 この試験は、通関士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として 
行われます。 
 受験を希望される方は、以下の説明をよく読んで間違いのないようにしてください。 
 
Ⅰ 通関士試験要領 
 １ 受 験 資 格 
   学歴、年齢、経歴、国籍等についての制限はありませんので、どなたでもこの試験を受ける
ことができます。 

 

 ２ 試験の日時と試験科目 

    試 験 の 日          平成 27 年 10 月４日（日） 

    試験科目及び時間 

試  験  科  目 時  間 

《1》通関業法  9:30～10:20 

《2》関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替
及び外国貿易法（同法第６章に係る部分に限る。） 

11:00～12:40 

《3》通関書類の作成要領その他通関手続の実務 13:50～15:20 

「その他関税に関する法律」とは、具体的には次のものをいいます。 

① 関税暫定措置法（昭和 35 年法律第 36 号） 
② 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第６条に基づく施設及び
区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時
特例に関する法律（昭和 27 年法律第 112 号） 

③ コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国
際運送に関する通関条約（ＴＩＲ条約）の実施に伴う関税法等の特例に関する法律（昭
和 46 年法律第 65 号） 

④ 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約（ＡＴＡ条約）の実施に伴う関税
法等の特例に関する法律（昭和 48 年法律第 70 号） 

⑤ 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律（昭和 52 年法律第
54 号） 

上記《1》及び《2》の科目の出題範囲は、法律のほか、それぞれの法律に基づく関係政令、

省令、告示及び通達とし、平成 27 年７月１日（水）現在で施行されているものとします。《1》

及び《2》の科目においては、前記の法令、告示及び通達以外の条約等（ＴＩＲ条約、経済連

携協定等）は、出題範囲に含みません。 

なお、通関業法に規定する通関業者に係る出題については、関税法第 79 条の２に規定する

認定通関業者に係るものを含みます。 
 

３ 試験の方法等 

    各試験科目とも筆記（マークシート方式）により行います。 

試験科目 

出題形式、配点及び出題数 

選択式 

(注１) 
択一式 計算式 

選択式・ 

計算式 

《1》通関業法 35点（10問） 10点（10問）

 
 

《2》関税法、関税定率法その他関税

に関する法律及び外国為替及び外国

貿易法（同法第６章に係る部分に限

る。） 

45点（15問） 15点（15問）

《3》通関書類の作成要領その他通関手続の実務 
 通関書類の作成要領（注２）  20 点（２問）

 その他通関手続の実務 10点（５問） ５点（５問） 10点（５問）  

平成 27 年 

第 49 回通関士試験受験案内 
                       財 務 省 



 
   注１．「選択式」とは、文章の空欄に当てはまる最も適切な語句を選択肢から選んで解答する

形式、又は五肢の中から「正しいもの」若しくは「誤っているもの」を複数選択する形
式です。 

    ２．輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）を使用して行う輸出申告と輸入申
告の問題を、前回（第 48 回）と同様の形式で各１問出題します。 

    試験合格のためには、前記３ に掲げる各試験科目とも合格基準を満たす必要があります。 
 

４ 試験実施地と受験願書の提出先 

試 験 
実施地 

受験願書の 
提 出 先 

所    在    地 
電 話 番 号      
（FAX 番号） 

北 海 道 
函 館 税 関
通関業監督官

〒040 
－8561 

函館市海岸町 24 番４号 
函館港湾合同庁舎 

0138-40-4259
（0138-45-8872）

新 潟 県 東 京 税 関
通関業監督官

〒135 
－8615 

東京都江東区青海２丁目７番 11 号 
東京港湾合同庁舎 

03-3599-6316
（03-3599-6464）東 京 都 

宮 城 県 横 浜 税 関
通関業監督官

〒231 
－8401 

横浜市中区海岸通１丁目１番地 
045-212-6051

（045-651-6106）神奈川県 

静 岡 県 名 古 屋 税 関
通関業監督官

〒455 
－8535 

名古屋市港区入船２丁目３番 12 号 
名古屋港湾合同庁舎 

052-654-4005
（052-653-4805）愛 知 県 

大 阪 府 
大 阪 税 関
通関業監督官

〒552 
－0021 

大阪市港区築港４丁目 10 番３号 
大阪港湾合同庁舎 

06-6576-3251
（06-6576-6071）

兵 庫 県 神 戸 税 関
通関業監督官

〒650 
－0041 

神戸市中央区新港町 12 番１号 
078-333-3026

（078-333-3166）広 島 県 

福 岡 県 
門 司 税 関
通関業監督官

〒801 
－8511 

北九州市門司区西海岸１丁目３番 10 号 
門司港湾合同庁舎 

050-3530-8371
（093-332-8410）

熊 本 県 
長 崎 税 関
通関業監督官

〒850 
－0862 

長崎市出島町１番 36 号 
095-828-8628

（095-827-0580）

沖 縄 県 
沖縄地区税関
通関業監督官

〒900 
－0001 

那覇市港町２丁目 11 の１ 
那覇港湾合同庁舎 

098-862-8658
（098-863-0390）

  注．試験会場については、受験票に記載して通知します。 

 
５ 受験願書受付期間等 

  受験願書を書面により提出する場合 

受付期間は、平成 27 年７月 27 日（月）から同年８月 10 日（月）まで（土曜日及び日曜日

を除く。）とし、受付時間は、午前 10 時から午後５時までとします。 

郵送の場合には、平成 27 年８月 10 日（月）までの消印のあるものに限り受け付けますが、

なるべく同月５日頃までに発送するようにしてください。 

  受験願書をＮＡＣＣＳを使用して提出する場合 

受付期間・時間は、平成 27 年７月 27 日（月）午前 10 時から同年８月 10 日（月）午後５

時までとします。（土曜日及び日曜日を含む。） 

なお、受験願書をＮＡＣＣＳを使用して提出する場合には、必ず前記の受付期間・時間内

に受験手数料を電子納付してください。受験手数料の納付及び受験票の提出があるまでは受

理が保留されますので注意してください。 

その他、ＮＡＣＣＳの利用申込み手続及び使用方法等の詳細については、輸出入・港湾関

連情報処理センター株式会社（ＮＡＣＣＳセンター）のホームページ（http://www.naccs.jp/）

を参照してください。 
 
６ 合格発表 

   平成 27 年 11 月 27 日（金）（予定）に合格者の氏名及び受験番号を官報に掲載し、受験した

税関の各官署に合格者の受験番号を掲示します。また、合格者には通関士試験合格証書を郵送

します。 

   なお、税関ホームページ（http://www.customs.go.jp/）にも合格者の受験番号を掲載します。 

 

 

 

 



Ⅱ 受験手続 
１ 受験願書を書面により提出する場合 

  出願書類 

① 受験願書…… 所要事項を記載し、受験手数料として 3,000 円分の収入印紙（現金、郵

便切手、収入証紙等は不可）を過不足なく所定の箇所に貼ってください。 

② 受 験 票…… 所要事項を記載し、写真（無背景、無帽、正面を向いた上半身のもので、

受験願書提出前１年以内に撮影したもの。大きさ縦 3.5cm、横 3cm。カラー、

白黒を問わない。）を所定の箇所に貼ってください。 

ただし、不鮮明な写真、後日変色のおそれのある写真、また、後日写真

の表面と裏面が剥がれてしまうおそれのある写真は受け付けられません。 

※ 郵送による出願の場合には、必ず 52 円切手を貼ってください。 

③ 通関士試験科目の一部免除通知書の写し…… 既に「通関士試験科目の一部免除通知書」 

の交付を受けている方に限ります。今回の試験で初めて試験科目の一部免

除を受けようとする方は、後記 の手続を必要とします。 
  申込みの方法等 
① 出願書類請求方法 

出願用紙及び受験票の各用紙は、前記 I の４の受験願書の提出先に請求してください。

これらの用紙を郵便で請求する場合には、必ず所要の切手（１部請求の場合は 120 円、２

部請求の場合は 140 円）を貼ったあて先明記の返信用封筒（角形２号封筒：Ａ４サイズが

入る大きさのもの）を同封し、受験願書受付期間に間に合うよう早めに請求してください。 

② 申込みの方法 

前記 の出願書類を前記Ⅰの４の受験願書の提出先に提出してください。 

出願書類を郵送する場合には、必ず「書留」又は「簡易書留」とし、封筒の表に「通関

士試験」と朱書してください。郵送の場合は、平成 27 年８月 10 日（月）までの消印のあ

るものが有効です。 

     出願書類を郵送以外の方法で送付する場合には、平成 27 年８月 10 日（月）午後５時ま

でに税関に到着したものに限り受け付けます。 

    また、試験科目の一部免除申請を同時に行う場合には、受験票と通関士試験科目の一部

免除又は申請却下通知書を同時に送付しますので、必ず所要の切手（書留であれば 550 円、

簡易書留であれば 430 円）を貼ったあて先明記の返信用封筒（角形２号封筒：Ａ４サイズ

が入る大きさのもの）を同封してください。この場合には、受験票に 52 円切手を貼る必要

はありません。（直接税関へ出願書類を持参して申し込む場合であっても、返信用封筒は添

付してください。） 

③ なお、身体に障害があるため特に何らかの措置を希望される方は、受験申込みの際にそ

の旨を申し出てください。 
  試験科目の一部免除 

初めて試験科目の一部免除を受けようとする方は、次により手続を行ってください。 

① 免除を受けられる場合と免除される科目 

イ 通関業者の通関業務又は官庁における関税その他通関に関する事務（税関の事務及び

その監督に係る事務をいう。以下同じ。）に従事した期間が通算して 15 年以上になると

き………… 前記 I の２の の《2》及び《3》の科目が免除されます。 

ロ 通関業者の通関業務又は官庁における通関事務（税関における貨物の通関事務（その

監督に係る事務を含む。）をいう。以下同じ。）に従事した期間が通算して５年以上にな

るとき………… 前記 I の２の の《3》の科目が免除されます。 

なお、通関業者の通関業務及び官庁の関税に関する事務等の中には、特別の判断を必

要としない機械的事務（例えば、自己の判断を要しない単なるパソコン等への入力事務

及びタイプ事務、使送事務、貨物の内容点検業務等）は含まれないことになっています。 

② 期間計算 
通関業者の通関業務又は官庁の事務に従事した期間の計算方法は、次によるものとしま

す。 
イ 通関業者の通関業務又は官庁の事務に最初に従事することとなった日を始期とし、当

該業務又は事務に従事しないこととなった日の前日又は受験願書受付締切日を終期とし

て計算します。この場合に、始期となる日又は終期となる日の属する月はそれぞれ１月

として計算し、始期と終期との間に当該業務又は事務に従事しないこととなった場合に



は、それぞれの従事する期間について同様の方法によって計算したうえで合算します。 
ロ 同一の月においてその従事しないこととなった通関業者の通関業務又は官庁の事務に

再び従事することとなったときは、その月においては、当該業務又は事務に引き続き従

事したものとして計算します。 

ハ 官庁における関税その他通関に関する事務に従事していた方が、同一月内に通関業者

の通関業務若しくは官庁における通関事務に従事することとなった場合又はその反対の

場合においては、その月については、通関業者の通関業務若しくは官庁における通関事

務に従事していたものとして計算します。 

③ 申請手続 
イ 申請書類 

試験科目の一部免除を受けようとする方は、「通関士試験科目の一部免除申請書」（税

関様式Ｂ－1210）１通に次のいずれかの者が証明した「証明書」（税関様式Ｂ－1215）を

添えて、受験願書と一括して税関へ提出してください。（様式は出願書類を請求する際に

併せて請求するか、税関ホームページから入手してください。） 
なお、必ず所要の切手を貼ったあて先明記の「書留」又は「簡易書留」とした返信用

封筒（角形２号封筒：Ａ４サイズが入る大きさのもの）を添付してください。（直接税関

へ出願書類を持参して申し込む場合であっても返信用封筒は添付してください。） 
ａ 通関業者の通関業務に従事していた方又は従事している方の場合は、当該通関業者

（これらの者が２以上である場合には、それぞれの者）又は通関業者であった者。 

この場合において通関業者が死亡し、又は解散した等の理由によりその証明を得ら

れない場合で、当該通関業者が所属していた通関業者の組織団体がその事実を証明で

きるときは、当該組織団体の代表者。 

ｂ 官庁における事務に従事していた方で退職している方の場合は、当該事務に係る最

終所属官庁の長。 

ｃ 通関業者の通関業務に従事した期間と官庁の事務に従事した期間を通算することに

より免除を受けることができることとなる方の場合は、前記ａ及びｂのそれぞれの者。 

ｄ 現に官庁に勤務している方の場合は、当該官庁の長。 

ロ 申請書提出期間 
前記 I の５の の受験願書受付期間と同一期間とします。 
なお、免除の決定のため審査を要しますので、なるべく早めに提出してください。 

④ 免除の決定等 

審査の結果、免除することに決定したときは、受験票とともに「通関士試験科目の一部

免除通知書」が交付されます。また、免除しないことに決定したときは、「通関士試験科目

の一部免除申請却下通知書」が交付されます。 
     なお、「通関士試験科目の一部免除通知書」の交付が行われた場合でも、虚偽の証明に基

づく申請であることが明らかとなった場合には、受験禁止又は合格決定の取消しの処分が

されるほか、以後２年以内の期間を定めて受験を禁止されることがあります。 
 
２ 受験願書をＮＡＣＣＳを使用して提出する場合 

ＮＡＣＣＳを使用して受験願書の提出及び試験科目の一部免除申請を行うことができます。

ＮＡＣＣＳを使用するためには、あらかじめＮＡＣＣＳセンターにＮＡＣＣＳの利用申込み手

続を行う必要があります。 
なお、ＮＡＣＣＳの利用申込み手続を行ってから利用可能になるまでに必要な期間について

は、ＮＡＣＣＳセンターにお問い合わせください。 
  出願書類 

① 受験願書…… ＮＡＣＣＳを使用して提出します。 
② 受 験 票…… 前記１の の②と同じです。ＮＡＣＣＳによる提出はできません。 
③ 通関士試験科目の一部免除通知書の写し…… 前記１の の③と同じです。なお、前回

（第 48 回）までに「通関士試験科目の一部免除通知書」の交付を受けて

いる場合には、当該通知書をスキャナー等で読み込み、画像ファイルと

して添付することにより、ＮＡＣＣＳを使用して提出することができま

す。 
 

 



  申込みの方法等 
① 出願書類請求方法 

受験票の請求方法は、前記１の の①と同じです。受験願書受付期間に間に合うよう早

めに請求してください。 

② 申込みの方法 

ＮＡＣＣＳを使用して受験願書を提出した後、内容に不備がなければ、ＮＡＣＣＳから

受験手数料の納付に必要な納付情報が配信されますので、その納付情報に基づいて受験手

数料の 2,900 円を、平成 27 年８月 10 日（月）午後５時までに必ず電子納付してください。

また、前記 の出願書類のうち②の受験票及び③の通関士試験科目の一部免除通知書の写

しを前記 I の４の受験願書の提出先に平成 27 年８月 10 日（月）午後５時までに必ず提出

してください。受理された場合には、出願者へ受験票が交付されます。 

    出願書類を郵送する場合には、必ず「書留」又は「簡易書留」とし、封筒の表に「通関

士試験」と朱書してください。郵送の場合は、平成 27 年８月 10 日（月）までの消印のあ

るものが有効です。 

    出願書類を郵送以外の方法で送付する場合には、平成 27 年８月 10 日（月）午後５時ま

でに税関に到着したものに限り受け付けます。 

③ なお、身体に障害があるため特に何らかの措置を希望される方は、受験申込みの際にそ

の旨を申し出てください。 
  試験科目の一部免除 
① 申請手続 

ＮＡＣＣＳを使用して試験科目の一部免除申請を行うことができます。この場合におい

ても、ＮＡＣＣＳを使用して「証明書」を提出することができないため、別途前記１の 

の③のイの「証明書」を提出する必要があります。 

なお、「証明書」の提出時に必ず所要の切手を貼ったあて先明記の「書留」又は「簡易書

留」とした返信用封筒（角形２号封筒：Ａ４サイズが入る大きさのもの）を添付してくだ

さい。 
     ② 免除の決定等 

       前記１の の④と同じです。 
 

Ⅲ その他 
１ 受験の際の注意事項 

  試験場では係員の指示に従って行動してください。 

  受験者は、試験開始 30 分前（午前９時）までに必ず試験場に集合してください。正当な理

由がなく試験開始時に遅刻した場合は、入場を認めません。 

  試験場には、必ず受験票を持参してください。持参しない方は入場できません。 

受験票の他には、筆記用具及び必要に応じ携帯用電子計算機をお持ちください。 

（注）携帯用電子計算機は、次の各条件に該当するもののみ使用を認めます。 

    イ 計算機能のみを有するもの（例えば、紙に記録する機能、音を発する機能、電子手帳

機能を有するもの等は不可。） 

    ロ 数値を表示する部分がおおむね水平であるもの（数値を表示する部分の傾斜が周囲に

数値が見えない程度のものは可。） 

    ハ 電源内蔵式のもの 

  各試験科目の開始時刻の 15 分前までに着席してください。 

  受験中は、次のもの以外は、すべてかばん等の中にしまい、足元に置いてください。 

・受験票 

・鉛筆及び消しゴム等の筆記用具 

・携帯用電子計算機（通関書類の作成要領その他通関手続の実務の試験時間のみに限る。） 

  答案用紙に記入する受験番号及び受験地は絶対に書き誤りのないように注意してください。 

  答案用紙はマークシート方式です。筆記用具はＨＢ又はＢの黒鉛筆（シャープペンシルを

含む。）を使用してください。それ以外の筆記用具を使用した場合は採点されないことがあり

ます。また、プラスチック製の消しゴムも忘れずに携行してください。 

  試験場には駐車場の用意はありませんので、車での来場はご遠慮ください。 

  試験室内での携帯電話等の通信機器類及び計算機能・通信機能等が付いている腕時計・眼

鏡などの電子機器類の使用を禁止します。（ の携帯用電子計算機を除く。） 



  試験開始後 30 分間及び試験終了前 10 分間は、試験室からの退出を認めません。 

  不正の手段により通関士試験を受け、又は受けようとした場合には、受験を禁止し、又は

合格の決定を取り消されるほか、以後２年以内の期間を定めて受験を禁止されることがあり

ます。 

 

２ 試験に関する照会 

  通関士試験について不明な点があるときは、前記Ⅰの４の税関の通関業監督官にお問い合
わせください。郵便による照会は、所要の切手を貼ったあて先明記の返信用封筒を同封して

ください。 

  願書受付期間中に書類を提出後、平成 27 年８月 24 日（月）までに受験票が届かない場合

は、提出先の税関へ必ず連絡し、出願の確認をしてください。 

  災害等が発生した場合における試験実施に関する情報については、税関ホームページに掲

載しますので、税関ホームページで確認をしてください。 

  試験の結果は、官報、受験した税関の各官署の掲示板、税関ホームページで確認してくだ

さい。試験の結果に関する照会には応じられません。 

 

３ 税関長の確認 

通関士試験の合格者が通関士として通関業務に従事しようとする場合には、通関業法第 31

条の規定により、勤務先の通関業者の申請に基づく税関長の「確認」が必要です。 



2015 年 7 月 14 日 

本関地区通関協議会資料 

 横浜税関業務部原産地調査官 

 

平成２７年７月 

 

 

関 係 各 位 
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輸入申告前の貨物に係る原産地証明書の印影・署名照会の 

取扱いの変更について（お知らせ） 

 

 

 平素より関税行政の円滑な運営に関しまして、格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼

申し上げます。 

さて、輸入申告前の貨物に係る原産地証明書について、財務省関税局から輸出国発給  

機関への印影・署名照会は行わないこととなりました（別紙参照）ので、貴会員店社への

周知方、お願い致します。 

 なお、本取扱いの変更は財務省関税局から輸出国発給機関への照会に関する部分である

ため、各税関から原産地センター、原産地センターから財務省関税局への照会については、

従来どおりの取扱いとなります。また、輸入申告中もしくは輸入許可後の貨物については、

引き続き、輸出国発給機関に対し確認を行いますのでご留意願います。 

 

 

                         【本件に関するお問合せ先】 

                          横浜税関業務部原産地調査官 

                          ℡ ０４５－２１２－６１７４ 

  



（別紙） 

 

 

輸入申告前の貨物に係る原産地証明書の印影・署名照会の取扱いの変更について 

 

疑義のある印影及び署名照会については、輸入申告前の貨物についても、従来、輸入者

からの照会に応じ、各税関から原産地センター・関税局を通じ、外交ルートを使って輸出

国発給機関への確認を行っていたところです。 

しかしながら、本来、日本税関に登録がなされていない印影・署名による原産地証明書

は有効なものと取扱うことが出来ず、輸入申告前の貨物に係る原産地証明書の有効性に 

ついて日本税関から輸出国発給機関に対して確認する義務はありません。また、輸出国  

発給機関へ確認したとしても、回答が来なかったり、回答が来たとしても回答までに長期

間を要するといった事例が散見され、その結果、徒に通関手続が遅れたり、MFN 税率で輸入

申告をする結果となっています。 

そもそも、輸入申告前の貨物についての書類の有効性を確認するのは輸入者の義務で 

あり、また原産地証明書は日本税関が発給するものでもないことから、輸入者から輸出者

を通じて輸出国発給機関に確認をすることが必要であり、それによって疑義を解明し、  

万一印影・署名の通知漏れがある場合には、輸入者から輸出者を通じて輸出国発給機関に

対して日本国税関への通知を働き掛けるべきです。結果としても、輸出者から輸出国発給

機関に確認する方が早期に疑義が解明することとなり、安定的な通関手続の確保の観点 

から輸入者にとっても望ましいと考えられます。 

以上のことから、今後は、輸入申告前の貨物についての関税局から輸出国発給機関への

照会は行わないこととしたので了知の上、輸入者からの照会に対応願います。 

なお、本取扱いの変更は、関税局から輸出国発給機関への照会に関する部分であるため、

各税関から原産地センター、原産地センターから関税局への照会については、従来どおり

となります。また、輸入申告中もしくは輸入許可後の貨物については、引き続き、輸出国

発給機関に対し確認を実施することとなるため留意願います。 

以上 



「申告官署の自由化・通関業制度のあり方に関する研究会 とりまとめ」 

に関する意見募集について 

 

平成 27 年 6 月 25 日 

財 務 省 関 税 局 

 

 

財務省関税局・税関は、輸出入者をはじめとした貿易関係事業者の国際競争力の強化や利便性

の向上に資する観点から、通関手続のより一層の迅速化など、貿易の円滑化に取り組んでいます。 

 

そのための方策の一つである輸出入申告官署の自由化は、「規制改革実施計画」（平成 25年 6月

14日閣議決定）を受け、財務省関税局において検討を進めているものであり、関税・外国為替等

審議会答申(平成 26年 12月 30日)には、「引き続き検討すべき事項」として、平成 29年度までの

実施に向けて申告官署の自由化についての具体的な検討を行うとともに、これを機に、通関業法

についても必要な見直しを検討する旨が盛り込まれました。 

 

これを踏まえ、申告官署の自由化及び通関業制度に係る検討に資するため、本年 4 月以降、学

識経験者、貿易関係者を委員とする「申告官署の自由化・通関業制度のあり方に関する研究会」

において、申告官署の自由化の基本的枠組み及び通関業制度全般に係る論点についてご議論いた

だき、6月 19日にとりまとめをいただきました。 

 

つきましては、財務省関税局における申告官署の自由化及び通関業制度に関する今後の検討に

あたっての参考とさせていただきますので、この「とりまとめ」についてご意見がございました

ら、下記の要領に従ってお寄せください。 

 

記 

 

１．募集内容 

「申告官署の自由化・通関業制度のあり方に関する研究会 とりまとめ」に関してご意見を

お寄せください。 

 

２．募集期間 

平成 27年 7月 24日（金）まで 

 

３．提出方法 

氏名、事業者（団体）名、住所、電話番号及びメールアドレスをご記入のうえ、以下のメー

ルアドレスあてに電子メールにてご提出ください（様式は自由）。なお、提出いただくご意見は

日本語に限らせていただきます。 

なお、お電話でのご意見の提出には応じかねますので、あらかじめご了承ください。 

 

・メールアドレス：kan-gyomu-jiyuka@mof.go.jp 

 

４．その他の留意事項 

お寄せいただいたご意見等につきましては、氏名、事業者（団体）名を含めて公表させてい

ただく場合があります。 

また、ご意見に対して、個別には回答いたしませんのであらかじめご了承ください。 

 

以上 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とりまとめ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成27年6月19日 

申告官署の自由化・通関業制度のあり方に関する研究会 
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 （１）申告官署の自由化・通関業法改正の基本的考え方 

（２）通関業法改正の論点整理（１） 
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  通関業法改正の論点整理（２） 
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  通関業法改正の論点整理（３） 
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Ⅰ はじめに 

 

社会経済のグローバル化やサプライチェーンの国際化・高度化が進展する中、税関は、その

使命である「安全・安心な社会の実現」、「適正かつ公平な関税等の徴収」、「貿易の円滑化」を

着実に果たしていくことが重要であり、とりわけ、「貿易の円滑化」に関しては、輸出入者を

はじめとした貿易関係事業者の国際競争力の強化や利便性の向上に資する観点から、通関手続

のより一層の迅速化が求められている。 

 

輸出入申告官署の自由化(以下「申告官署の自由化」という。)は、「規制改革実施計画」(平

成25年6月 14日 閣議決定)に「輸出通関申告官署の自由化」が盛り込まれたこと1を受け、

財務省関税局において輸入通関を含め検討を進めているものであり、関税・外国為替等審議会

における平成27年度関税改正に係る答申(平成26年12月30日)に、 

  ・ 輸出入申告を蔵置官署2に対して行う原則は維持しつつ、ＡＥＯ輸出入申告について、特

例的に非蔵置官署3に対して輸出入申告を行うことを可能とする 

  ・ 通関業の営業区域制限4を廃止する 

ことを基本的方向性とし、平成 29 年度までの実施に向けて具体的な検討を行うとともに、こ

れを機に通関業法についても必要な見直しを検討する旨が「引き続き検討すべき事項」として

盛り込まれたところである。 

また、通関業法は、通関業者の業務の適正な運営を図ることにより通関手続の適正かつ迅速

な実施を確保することを目的としているが、1967年(昭和42年)の制定以来、50年近くに亘り

実質的な改正が行われていないことから、その間の通関手続を取り巻く環境の変化等に対応で

きていない面が見受けられる。 

 

本研究会は、申告官署の自由化及び通関業制度について、財務省関税局における今後の具体

的な検討に資するため、学識経験者、貿易関係者を委員として開催したものであり、本とりま

とめは、本研究会における申告官署の自由化の基本的枠組み及び通関士制度を含む通関業制度

全般に係る論点についての検討結果をまとめたものである。 

 

 

                         
1 規制改革実施計画 (平成25年6月14日 閣議決定) 

事項名 内容 実施時期 

輸出通関

申告官署

の自由化 

通関手続におけるＩＴ利用促進に係る工程表を作成し、広く関係先の意見を聞きな

がら、通関手続のペーパーレス化を実現するとともに、平成29年度のＮＡＣＣＳ

更改時には、少なくとも特定輸出申告について、船積地にかかわらず、一元的にＮ

ＡＣＣＳに申告することによって輸出通関が完了するよう検討を行い、結論を得

る。 

平成25年度検

討・結論(平成

29年度まで順

次実施) 

 
2 輸出入しようとする貨物が置かれている保税地域等を所轄する税関官署 
3 蔵置官署以外の税関官署 
4 通関業の許可に係る税関の管轄区域内においてのみ通関業を営むことができることとするもの(通関業法第9条) 
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Ⅱ 申告官署の自由化 

 

１．申告官署の自由化に係る基本的考え方 

 

輸出入申告は、原則として蔵置官署に行わなければならないこととされている(関税法第

67条の2第1項)。 

その趣旨は、外国貨物を置くこと等ができる場所として税関長が許可をした場所である保

税地域等で貨物の検査を行い、その後輸出入の許可を行うことで、貨物のすり替え等が行わ

れるリスクが低く抑えられ、通関の適正性が確保されるとともに、輸出入申告から許可にい

たる一連の手続として、書類の審査及び貨物の検査を蔵置官署の職員が一貫して行うことで、

不正輸出入の疑義がある貨物に対する迅速な対応が可能となり、効果的・効率的な審査・検

査が確保されることにある。このように、蔵置官署に輸出入申告を行うことを原則としてい

る趣旨が適正な通関及び業務処理の効率性を確保する観点であることに鑑みれば、全ての事

業者に非蔵置官署に対する輸出入申告を認めることは適当ではないと考えられる。 

一方で、「貿易の円滑化」は税関の重要な使命の一つであり、通関の適正性及び業務処理の

効率性を損なわない範囲内で非蔵置官署への輸出入申告を行うことを可能とすれば、輸出入

者、通関業者等の貿易関係事業者の輸出入申告に関連する業務の集約、事務の効率化及びコ

ストの削減を図ることができ、貿易の円滑化に資するものと考えられる。 

このような観点からすれば、ＡＥＯ事業者5(ＡＥＯ輸出者、ＡＥＯ輸入者及びＡＥＯ通関

業者)は、貨物の現況の的確な把握など輸出入に関する業務を適正かつ確実に遂行する能力を

有すること等を要件として税関長の承認、認定を受けた者であり、適正な申告が期待できる

ことから、非蔵置官署への輸出入申告を認めても通関の適正性及び業務処理の効率性に与え

る影響は小さいと考えられる。そのため、ＡＥＯ事業者に係る輸出入申告6について、特例的

に非蔵置官署への申告を認めることは可能と考えられる。 

また、ＡＥＯ事業者に対して非蔵置官署への輸出入申告を認める場合、通関業者は、通関

業の許可を受けた税関の管轄区域外に所在する税関官署に対し輸出入申告をすることも考え

られるが、その場合、営業区域制限が制約となり、現に通関業の許可を受けている税関長以

外の税関長から許可を受けて営業区域を拡大しない限り、申告官署の自由化に対応できない

場合があり得ることとなる。 

さらに、通関業の営業区域制限は、通関業法第5条第3号（許可の基準）に規定する、い

わゆる需給調整条項と密接に関連しているものと考えられるが、この需給調整条項について

は、「規制緩和推進3か年計画」（平成10年3月31日 閣議決定）において、内外の事業者の

公正かつ自由な競争を促進し、利用者の利益を確保するという観点から、次期通関業法改正

時に廃止することとされている。 

以上を踏まえ、申告官署の自由化に当たっては、併せて、通関業の営業区域制限を廃止す

                         
5 認定事業者(Authorized Economic Operator)：貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された者として税関

長の承認・認定を受けた者 
6 ＡＥＯ輸出者に係る輸出申告及びＡＥＯ輸入者に係る輸入申告並びにＡＥＯ通関業者が取り扱う輸出入申告 
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ることが必要と考えられる。 

このようなことから、 

・ 輸出入申告を蔵置官署に対して行う原則を維持しつつ、ＡＥＯ輸出入申告について、

特例的に非蔵置官署に対して行うことを可能とする 

・ 通関業の営業区域制限を廃止する 

ことが申告官署の自由化の基本的方向性とされている。 

 

本研究会においては、この申告官署の自由化の基本的方向性を踏まえたうえで、その基本

的枠組みについて検討した。 

なお、申告官署の自由化は、貿易関係事業者の事業の集約や、非蔵置官署に対する輸出入

申告の比率を高めることを目的として実施するものではなく、ＡＥＯ事業者の輸出入申告に

関する選択肢を拡大するものとして認識されるべきであることに留意する必要がある。 

 

２．申告官署の自由化の基本的枠組み 

 

申告官署の自由化の基本的枠組みについては、申告官署の自由化の対象範囲(官署、貨物及

び手続)をどうするか、また、申告官署の自由化の下、申告官署と蔵置官署とが異なることと

なる場合の業務処理をどうするかが論点となることから、本研究会においては、通関の適正

性及び業務処理の効率性を損ねることなく貿易の円滑化を図るとの観点から、これらの論点

について検討した。 

 

(1) 申告官署の自由化の対象範囲について 

 

イ．対象官署について 

蔵置官署に輸出入申告を行う原則の下では、官署周辺の物流事情等の関係から、専ら

海上貨物を扱う官署と専ら航空貨物を扱う官署があるが、海上貨物と航空貨物とで通関

手続に違いはないこと等の理由から、申告官署の自由化後においては、官署により取扱

貨物を限定することは適当ではないと考えられる。 

なお、申告官署の自由化の実施に当たっては、事業者のみならず、税関官署の業務量

に大きな影響を与え、それによって円滑な物流の支障となることも想定されることから、

事業者と税関との間で、事前に十分な意思疎通を行うことが必要であるとの意見があっ

た。 

 

ロ．対象貨物について 

輸出入申告の手続は、貨物の種類によって大きな違いはないことから、輸出入申告を

要する貨物については、基本的にはすべて自由化の対象とすべきものと考えられるが、

現状においても特殊な取扱いが必要とされている貨物を、申告官署の自由化の下でどの

ように取り扱うべきか検討した。 
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ワシントン条約7該当貨物は、国際的な要請を受け、適正・迅速な通関を確保するため

に輸入通関できる官署(以下「通関官署」という。)を限定していることから、これを維

持しつつ、対象貨物が通関官署に蔵置されている場合にいずれかの通関官署に輸入申告

を行うことを可能とすることが適当と考えられる。 

ＭＤＡ協定8該当貨物は、特別防衛秘密の保護上必要な措置を講ずることとされている

ことから、申告官署の自由化の対象とすることは適当ではないと考えられる。 

申告対象の国際郵便物は、郵便物を専門に取り扱う外郵官署に輸出入申告が行われて

いるが、手続は一般貨物と変わらないことから、外郵官署以外の官署(他の外郵官署を

含む。)に輸出入申告を行うことを可能とすることが適当と考えられる。なお、外郵官

署は、大量の郵便物を迅速かつ効率的に通関するために国際郵便局内に郵便物を専門に

取り扱う官署として設置されているものであることから、ここで一般貨物の輸出入申告

を取り扱うことは適当ではないと考えられる。 

 

ハ．対象手続について 

申告官署の自由化については、輸出入申告をその対象として検討しているが、輸出入

申告に類似する手続のうち、自由化の対象とすべきと考えられるものについて、申告官

署の自由化の下でどのように取り扱うべきか検討した。 

輸出入申告と同様の手続9及び輸出入申告に併せて行われる手続10については申告官署

の自由化の対象とすることが適当と考えられる。また、輸出入申告に先行し、又は後続

する手続11については、申告官署の自由化の下、輸出入申告を行う官署に対して行うこ

とが適当と考えられる。なお、他所蔵置の許可申請(関税法第30条第1項第2号)は、

他所蔵置場所を所轄する税関官署に対して行う現状の取扱いを維持することが適当と

考えられる12。 

 

(2) 申告官署の自由化の下での業務処理について 

申告官署の自由化の下、非蔵置官署に対して行われる輸出入申告については、書類の審

査を行う申告官署と貨物確認・検査を行う蔵置官署とが異なることとなる、いわゆる「審

確(審検)分離」の処理体制が執られることとなる。これに伴い整理すべき事項について以

下のとおり検討を行った。 

 

イ．輸出入の許可について 

                         
7 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約 
8 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定 
9 蔵入承認申請(関税法第43条の3)、移入承認申請(関税法第61条の4において準用する第43条の3)、展示等申告(関

税法第62条の3)、総保入承認申請(関税法第62条の10)、積戻し申告(関税法第75条)。 
10 納税申告(関税法第7条)、併せ運送(関税法第63条)。 
11 特例申告(関税法第7条の2)、修正申告(関税法第7条の14)、更正請求(関税法第7条の15)、本船扱い等承認申請(関

税法第67条の2第2項第1号及び第67条の3第2項)、輸入許可前引取承認申請(関税法第73条)。 
12 他所蔵置の許可を受けた貨物の輸出入申告は申告官署の自由化の対象となる。 
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非蔵置官署に行われる輸出入申告について「審確(審検)分離」の下での業務処理の前

提として、まずは、輸出入の許可を申告官署と蔵置官署のどちらで行うかについて検討

した。 

非蔵置官署に対して行われる輸出入申告は、輸出入者が非蔵置官署の長に対して輸出

入の許可を求めているものであることからすれば、輸出入の許可は、非蔵置官署である

申告官署で行うことが適当と考えられる。 

 

ロ．申告官署の選択制との関係について 

申告官署の自由化は、事前の選択を必要とせず全国いずれの税関官署に対しても輸出

入申告を行うことを可能とするものであり、現状、税関においてＡＥＯ通関業者を対象

として実施している「申告官署の選択制」13は、申告官署の自由化の枠組みに吸収され

ると考えられる。なお、申告官署の選択制で行われている、通関業者の希望により貨物

を申告官署へ持ち込んで貨物確認を受ける取扱いは、これを維持することが適当と考え

られる。 

 

ハ．貿易統計の取扱いについて 

税関官署別の貿易統計については、統計の継続性及び物流実態の反映の観点から、蔵

置官署で計上することが適当と考えられる。 

 

ニ．税関検査への立会い 

税関が輸出入貨物について検査を行う場合には、当該貨物に係る輸出入申告を取り扱

った通関業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない

こととされている（通関業法第16条）。その際、当該通関業者が必ずしも税関検査に立

ち会わなければならないこととはされていないものの、税関検査に際し税関に対して行

う主張・陳述は通関業法上の通関業務とされていること (通関業法第2条第1号イ(3)) 

から、税関検査を効率的に進めるため、当該通関業者が税関検査に立ち会うことが一般

的となっている。 

申告官署の自由化の下で、申告官署と蔵置官署とが遠隔地にある場合、輸出入申告を

取り扱った通関業者自身が税関検査に立ち会うことが困難となる状況が想定されるが、

そのような場合に、当該通関業者以外の者に税関検査への立会いを行わせることができ

ないとする場合、当該通関業者に過度の負担を強いることとなるとともに、円滑な通関

の妨げとなるおそれがある。この問題に対応しつつ、税関検査を効率的に進めるために

は、輸出入申告を取り扱った通関業者以外の通関業者が税関検査に立ち会うことができ

ることとすることが考えられる。なお、通関業者は依頼人である輸出入者の代理人であ

ること、守秘義務が課されていること(通関業法第19条)を踏まえると、輸出入者から輸

出入申告の代理を依頼された通関業者が他の通関業者に検査の立会いを委託するために

                         
13 一部の官署を対象として、貨物の蔵置官署に関わらずＡＥＯ通関業者があらかじめ選択した特定の官署に輸出入申告

を行うことを可能とするもの。東京税関、横浜税関、神戸税関、大阪税関、名古屋税関及び門司税関で実施されている。 
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は、依頼人である輸出入者の許諾を得ることが必要となる。 

以上のことから、申告官署の自由化の下での税関検査への立会いについては、輸出入

者の許諾を得た上で、申告手続を代理した通関業者以外の通関業者が行うことも可能で

ある旨を明確化することが適当と考えられる。 

 

ホ．通関関係書類の提出先について 

税関に原本を提出する必要がある通関関係書類は、原則として申告官署に提出するこ

ととが適当と考えられる。 

 

 

Ⅲ 通関業制度 

 

１．通関業法改正の基本的考え方 

 

上記Ⅱ１．にあるとおり、申告官署の自由化に当たっては、通関業の営業区域制限を廃止

する通関業法の改正が必要となる14。他方、通関業法は、1967 年(昭和 42 年)の制定以来 50

年近くに亘り実質的な改正が行われていないため、その間の通関手続を取り巻く環境の変化

等に対応できていない面が見受けられることから、こうした状況を踏まえた包括的な見直し

が必要となっている。 

通関手続を取り巻く環境の変化として、具体的には、 

① 貿易円滑化の推進の観点からは、関税率水準が低下する中、通関手続のより一層の自

由化・迅速化が求められていること、輸出入申告の約 98％がＮＡＣＣＳ15を利用して行

われるなど電子化・ペーパーレス化が進展していること 

② 国民の安全・安心の確保の観点からは、テロ、不正薬物の密輸入等に対応するための

セキュリティ管理やコンプライアンスの重要性が増していること 

③ 適正かつ公平な関税の徴収の観点からは、ＥＰＡ等の拡大に伴い関税率・原産地規則

等が複雑化していること、取引手法の多様化等に伴い関税評価・関税分類の困難事例が

増していること 

等があげられる。 

通関業法については、こうした環境の変化を踏まえるとともに、他の業法・士法を参考と

しつつ、 

・ 経済的な規制は最小限にし、通関業者の創意工夫が生かされる環境を整備する 

・ 自由な競争環境の下で、自己規律の発揮と透明性ある事後チェック体制を整備する 

・ 通関士、通関業者による高度な専門性を発揮できるものとする 

                         
14 通関業の許可に際しては、いわゆる「需給調整条項」に適合するかどうかを審査しなければならないこととされてい

る(通関業法第5条第3号)が、需給調整条項については、「規制緩和推進3か年計画」(平成10年3月31日 閣議決定)

において次期法改正時に廃止することとされていることから、通関業の営業区域制限を廃止する通関業法の改正に併せ、

これを廃止する必要がある。 
15 ＮＡＣＣＳ：Nippon Automated Cargo And Port Consolidated System (輸出入・港湾関連情報処理システム) 
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ことを基本的方向性とした全般的な見直しを行い、社会経済のグローバル化やサプライチェ

ーンの国際化・高度化に対応したものとすることが適当と考えられる。 

 

２．通関業法改正に係る論点 

 

本研究会においては、上記１．の基本的方向性を踏まえ、通関士制度を含む通関業制度全

般に係る個別の論点について検討した。 

 

(1) 通関業の許可について 

通関業を営もうとする者は、その業に従事しようとする地を管轄する税関長の許可を受

けなければならないこととされており(通関業法第3条第1項)、2以上の税関の管轄区域

内において通関業を行おうとする場合には、それぞれの税関において許可を受ける必要が

ある。 

申告官署の自由化に伴い、通関業者は、通関業の許可を受けた税関の管轄区域外に所在

する税関官署に対する輸出入申告が可能となるが、通関業者が新たに通関業の許可を受け

て営業区域を拡大しない限り申告官署の自由化に対応できない場合が生ずることは適当で

はないことから、一の通関業の許可により全国で通関業務を行うことを可能とすることが

適当と考えられる。 

 

(2) 営業所の新設について 

通関業者は、その通関業の許可に係る税関の管轄区域内において通関業務を行う営業所

（以下「通関営業所」という。）を設けようとするときは、その通関営業所の所在地を管轄

する税関長の許可を受けなければならないこととされている(通関業法第8条第1項)。 

通関営業所の新設を許可制としているのは、「通関業の許可は、通関業についての一般的

抽象的形態について行われるのではなく、申請に係る通関業の経営者、営業所等、具体的

な内容について行われることから、通関業者が通関営業所を新たに設けようとする場合に

は、その営業所について、人的構成、通関士の設置等に関し審査をする必要がある」16こ

とによるものであり、この趣旨を踏まえれば、通関営業所の新設を許可制としていること

には合理性があると考えられる。 

一方で、ＡＥＯ通関業者は、通関業務その他の輸出入に関する業務を適正かつ確実に遂

行することができる者として税関長の認定を受けた者(関税法第79条第1項)であり、その

認定の具体的要件17からすれば、通関営業所の新設に当たって改めて税関長の許可を受け

る必要性は乏しいと考えられる。 

                         
16 「関税法規精解」(日本関税協会) 
17 ＡＥＯ通関業者に係る具体的な認定要件 

 ・輸出入に関する業務を適正かつ確実に行う体制並びに関税法、通関業法及び他の法令を遵守するために必要かつ十

分な体制が整備されていること(関税法第79条第3項第2号並びに関税法施行規則第9条の7第4号及び第5号) 

 ・輸出入に関する業務について、関税法その他の法令の規定を遵守するための事項を規定した規則(法令遵守規則)

を定めていること(関税法第79条第3項第3号及び関税法施行規則第9条の8) 
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したがって、通関営業所の新設に係る許可制は維持しつつ、ＡＥＯ通関業者による営業

所の新設について、これを届出制とすることが適当と考えられる。 

 

(3) 地域限定の場合及び貨物限定の場合における通関士の設置について 

通関業者は、①営業所において取り扱う通関業務が通関士の設置が必要とされる地域以

外の地域においてのみ行われることとなっている場合(地域限定の場合)、②営業所におい

て取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類の貨物のみに限られている場合(貨物限定の

場合)を除き、通関営業所ごとに専任の通関士1人以上を置かなければならないこととされ

ている(通関業法第13条第1項並びに通関業法施行令第4条第1項、第5条及び別表)。 

この通関業法上の通関士の設置義務は、通関手続が適正かつ迅速に行われるためには通

関書類が適正で不備のないものであることを要することから、通関営業所に専門家として

の通関士を置き通関書類の審査をさせることで、通関の適正化、迅速化と利用者の利益の

増進を図ることを目的とするものである。 

このような通関士の設置の意義からすれば、本来すべての通関営業所に通関士を設置す

ることが望ましく、 

① 貿易量の増大に伴い地方港における貨物の取扱量も増大し、取扱貨物の種類も多様

化していること 

② 加算税の導入(平成9年10月)やＥＰＡの進展等に伴う申告内容の複雑化により、適

正な申告を確保する上で通関士が果たす役割の重要性も増していると考えられるこ

と 

③ 申告官署の自由化に伴い、通関士の設置を要しない地域に所在する通関営業所であ

っても、通関士の設置を要する地域に所在する税関官署への申告が可能となること 

 等を踏まえれば、地域限定の場合及び貨物限定の場合であっても、通関の適正化、迅速化

を図るため、専門的知識を有する専門家である通関士が申告書類の審査を行うことは必要

と考えられる。 

ただし、通関営業所において「コンテナー及びその修理用部分品の通関手続のみを行う

場合」にあっては、簡易な輸出入通関を認めている18こと等から、通関士の設置を不要と

する現状の取扱いを維持することが適当と考えられる。 

 

(4) 専任の通関士の設置について 

専任の通関士とは、専ら特定の通関業者の特定の営業所において通関士としてその通関

業務のみに従事し、かつ、当該営業所において取り扱う通関業務につき、通関士の審査が

必要な通関書類を審査できる者をいうとしており（通関業法基本通達13-2(1)）、常勤性19及

び専従性20の双方を求めている。 

                         
18 「積卸しコンテナー一覧表」を税関に提出することによる輸出入通関が認められている(コンテナーに関する通関条

約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(ＴＩＲ条約)の実施に伴う関税法

等の特例に関する法律施行令第2条) 
19 他の営業所に所属して通関業務を行うことはできないという意味での専任。 
20 通関業務以外の業務を行うことはできないという意味での専任。 
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このうち、常勤性については、 

① 他の営業所と兼任する通関士であっても、業務量に応じて複数の通関士を置くこと

で常時対応できる体制を整備することは可能であること 

② ＩＴ化の進展により、輸出入申告のほとんどがＮＡＣＣＳを利用して電子的に行わ

れている現状を踏まえれば、通関士が他の営業所において通関書類の審査を行うこと

は可能であること 

③ 通関の適正性を確保する体制となっていないと認められる場合等には、業務改善を

命ずること等により対応することが可能と考えられること 

(注) 業務改善を命ずることについては後記(8)参照 

等から、通関士が他の営業所に所属したとしても通関の適正性は確保されており、また、

通関の迅速化と利用者の利便性に与える影響も小さいと考えられる。したがって、現状の

取扱いを維持する必要性は乏しく、常勤性の要件を緩和することが適当と考えられる。 

また、専従性については、 

① 業務量に応じて複数の通関士を設置することで常時対応できる体制を整備すること

は可能であり、また、組織形態も多様化するなか、通関士が他の業務を行えないとす

ることは現実的でないこと 

② 通関業者は、通関業務に先行し、後続し、その他通関業務に関連する業務を行うこ

とができる(通関業法第7条)が、通関手続の中核を担う通関士が、通関業務に密接に

関連する関連業務を行えないことは合理的ではないこと 

を踏まえれば、現状の取扱いを維持する必要性は乏しく、専従性の要件を緩和することが

適当と考えられる。 

なお、常勤性及び専従性の要件の緩和に際しては、女性通関士が活躍できる環境を整備

する観点から、在宅での通関業務が可能となるような方策についても併せて検討してほし

いとの意見があった。 

 

(5) 通関業の許可及びＡＥＯ通関業者の認定に基づく地位の承継について 

保税蔵置場の被許可者やＡＥＯ輸出入者には、合併等(合併若しくは分割又は相続)があ

った場合に、税関長の承認を受けてその許可等に基づく地位を承継することができる旨の

規定があり、その趣旨は、事業の継続性の観点から、合併等の後においても許可等の要件

に合致しているかどうかを税関長が審査し、これに合致している場合には当該許可等に基

づく地位の承継を認めることで利用者及び合併後の法人等の利便を確保しようとするもの

である。 

通関業者及びＡＥＯ通関業者についてはこのような規定がないことから、これらの者に

合併等があった場合には、地位の承継が認められず、事業の継続性の観点から利用者及び

合併後の法人等の利便を損ねているおそれがある。特に、ＡＥＯ通関業者に合併等があっ

た場合には、合併後の法人等は、通関業の許可及びＡＥＯ通関業者の認定に基づく地位を

承継できないことに加え、通関業の許可の日から3年を経過していることをＡＥＯ通関業

者の認定の要件としている(関税法第79条第3項第1号ロ)ことから、新たに通関業の許可

を受けた後3年間はＡＥＯ通関業者の認定を受けることができないといった不都合が生ず
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ることとなる。 

これらの点を踏まえれば、通関業者及びＡＥＯ通関業者について、税関長の承認を受け

て、その許可又は認定に基づく地位を承継できることとすることが適当と考えられる。 

 

(6) 営業報告書について 

通関業者は、その取扱いに係る通関業務(関連業務を含む。)の件数、受けた料金の額等

の事項を記載した報告書(以下、「営業報告書」という。)を毎年1回税関長に提出しなけれ

ばならないこととされている(通関業法第22条第3項）21。 

営業報告書は、通関業者に対する適切な監督、指導を可能とするため、また、通関業者

の財務の状況等を把握し通関業の健全性を確保するために報告義務を課しているものであ

るが、通関業者が行っている他の届出等との関係も考慮しつつ、第４表（通関士実態表）

を簡素化する等、今回の通関業法の改正に併せて簡素化、合理化等必要な見直しを行うこ

とが適当と考えられる。 

 

(7) 通関業務料金の最高額の定めについて 

通関業者の通関業務料金については、財務大臣が必要な定めをすることができることと

されており（通関業法第18条第2項）、通関業法基本通達にそれぞれの業務の料金の最高

額を定めている(通関業法基本通達18-1、以下「最高額の定め」という。)。 

最高額の定めは、通関業者が著しく不当な料金を設定することがないよう、その最高額

を定めることで依頼者を保護しようとするものであるが、平成21年4月に公正取引委員会

が公表した「国際航空貨物の輸出入に係る競争実態について」においては、こうした最高

額の定めは「利用者の利益を害しているおそれがある」、「維持する実益が乏しくなってい

る」とされている22。 

さらに、他の業法においても料金(報酬)の最高額を定めている例はほとんど見られず、

他の主な士法については平成13年から平成16年にかけていずれも自由料金制に変更され

ている23。 

                         
21 営業報告書の構成 

・第１表「営業概況総括表」：資本金、他税関での通関業の許可の状況、兼業の状況、主要取引先等について記載。 

・第２表「通関業務取扱件数及び通関業収入等内訳表」：営業所ごとに取扱う通関業務の件数、収受額、収受率等に

ついて記載。 

・第３表「通関業務収支内訳表」：通関業に係る収入、支出、利益率等について記載。 

・第４表「通関士実態表」：通関士数、通関業務経験年数等について記載。 
22 「国際航空貨物の輸出入に係る競争実態について」(平成21年4月 公正取引委員会公表) (抄) 

 通関業に係る料金の上限規制は、通関業者に料金設定の際の基準や目安となる価格を示すものとして機能してお

り、利用者の利益を害しているおそれがある。 

また、一般的に料金の上限規制の目的は、利用者の保護であると考えられるため、通関業の新規参入に対する需

給調整が行われた時代には、通関業に係る料金の上限規制が一定の役割を果たしていたものと評価できる。しかし

ながら、現在、通関業法基本通達5-3により、需給調整条項が通関業の参入の実質的な障害とならないようにされ

ているところである。 

これらを勘案すると、通関業に係る料金の上限規制を維持する実益が乏しくなっていると考えられる。 
23 税理士(平成14年)、公認会計士(平成16年)、弁護士(平成15年)、司法書士(平成15年)、弁理士(平成13年) 
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また、近年における通関業務料金の平均収受率をみると、年々低下傾向で推移しており、

通関業務料金の最高額を定めている意義が乏しくなっている。 

最高額の定めに関しては、 

・ 利用者との値決めの際には、最高額の定めを示すことで通関業務料金の透明性が確

保され、利用者に安心感を与えられることから、これを維持する必要がある 

との意見があった。一方で、 

・ 最高額の定めがあることで通関業務料金が下げ止まっているのであれば、輸出入者

に不利なものとなっていると考えられる、最高額の定めは時代にそぐわないという現

実がある 

との意見があった。 

このように、本論点については、様々な意見が出されたところであるが、通関業者の創

意工夫が活かされる環境の整備の観点及び通関業務料金の収受の実態を踏まえれば、財務

大臣が通関業務料金の額について必要な定めをすることができる旨の規定を維持する必要

性は乏しく、通関業者がサービスに応じて自由に料金を設定することを可能とすることが

時代の流れではないかと考えられる。 

なお、通関業者が料金を設定するに当たっては、採算を度外視した低価格等によって、

他の通関業者の事業活動を困難にさせることにより、公正かつ自由な競争を維持・促進で

きなくなることがないよう留意する必要があると考えられる。 

また、最高額の定めを廃止する場合であっても、通関業法第18条第1項の規定による通

関業者が営業所において料金の額を掲示しなければならない義務については、依頼者の保

護の観点から維持することが適当であると考えられる。 

 

(8) 業務改善命令について 

他の業法においては、事業者の業務が適正に行われていない場合等に、当該事業者に対

して業務改善を命ずることを可能とする例が一般的であるが、通関業法には業務改善命令

に係る規定が置かれていない。 

業務改善命令は、業務が適正に行われていない場合等にこれを改善し、又は再発を防止

するための措置を講ずることを事業者に求めるものであり、その趣旨は、事業者の適正な

業務運営を確保し、利用者の保護を図ろうとするものである。 

通関業については、貿易取引における通関業の果たす役割の重要性に鑑みこれを許可制

としているが、業務が適正に行われていない通関業者に対して業務改善命令を行うことが

できない現状は、適正な通関手続の確保、利用者の保護等が損なわれかねないことから適

当ではなく、通関業者の業務が適正に行われていない場合であって適正な通関手続の確保

等のため必要があると認めるときは、業務改善を命ずることを可能とすることが適当と考

えられる。 

また、通関業者が業務改善命令に違反した場合は、監督処分(通関業法第34条)の対象と

するとともに、罰則を設けることでその実効性を担保することが適当と考えられる。 

なお、実施にあたっては、透明性を確保するため、どのような場合に業務改善命令を発

出するのかについて考え方を明らかにする必要があると考えられる。 
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(9) 欠格事由について 

関税法上、保税蔵置場等の許可及びＡＥＯ事業者の承認又は認定については、申請者が

暴力団員であること等に該当する場合には、その許可、承認又は認定をしない、又はしな

いことができる旨を規定している。 

一方、通関業の許可については、申請者が暴力団員であること等に該当することを通関

業法上の欠格事由として明文化していない24が、暴力団員等が通関業の許可を受け、社会

悪物品の密輸入等に関与したり、その収益が暴力団の資金源となる可能性を排除できない

こと、また、「業の主体から暴力団等を排除する対策の充実に努める」ことが企業活動から

の暴力団排除の推進に係る政府の取組み25の一つとされていることを踏まえれば、これを

欠格事由として明文化することが適当と考えられる。なお、その場合、通関業者が通関業

の許可後に暴力団員であること等に該当することとなったときに通関業の許可を取り消す

ことができることを併せて措置する必要があると考えられる。 

 

(10)罰則について 

通関業法の罰則規定は、1967 年(昭和 42 年)の制定時から改正が行われておらず、罰金

刑の多額が著しく低く据え置かれている状況にある26。 

関税法及び関税暫定措置法については、平成６年に物価上昇等に伴う可罰効果の減少に

対応した罰金刑の多額の引上げを行っているが、通関業法はこうした改正を行っていない

ため、他の業法及び士法における罰則規定と比較して罰金刑の多額の水準が著しく低い状

態に据え置かれていることや、近年において、通関業法と同水準の罰金刑の多額を規定し

た法律の公布例はない27ことから、罰金刑の多額の水準を見直すことが適当と考えられる。 

 

(11)通関業者が輸出入者に通関関係書類の提出を求めることができる旨の規定について 

(一社)日本通関業連合会は、平成 26 年 1 月に取りまとめた報告書28において、「通関業

者が輸出入者に対し、通関関係書類の提出を求めることができる規定を新設すること」を

通関行政に係る要望の一つとしている29が、この点に関しては、通関業者等に対する守秘

                         
24 現在は、許可の基準である「十分な社会的信用を有すること」(通関業法第5条第2号)に適合するかどうかを審査す

る中で、申請者が暴力団員であること等に該当しないことを確認している。 
25 「企業活動からの暴力団排除の取組みについて」(平成22年12月9日 暴力団取締り等総合対策ワーキングチーム報

告書) 
26 通関業法における罰則水準 

 ・第41条(不正な手段により許可を受ける罪等)→ 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金 

 ・第42条(偽りその他不正の手段により通関士の確認を受ける罪等)→ 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 

 ・第43条(財務大臣の定めに違反して業務料金を受ける罪等)→ 5万円以下の罰金 

 ・第44条(通関業者の名義貸しの罪等)→ 3万円以下の罰金 
27 例えば、通関業法第41条と同様に「１年以下の懲役」を規定する罪に「10万円以下の罰金」を科している法律は昭

和56年以降例はない。 
28 通関業及び通関士の今後のあり方に関する研究会【報告書】(平成26年1月17日 一般社団法人 日本通関業連合会) 
29 要望は、「通関業者は、輸出入者を代理、代行して税関に輸出入申告を行っているが、輸出入者はセキュリティの確
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義務(通関業法第19条)の枠組みの中で、輸出入者及び通関業者間の信頼関係に基づき解決

すべき問題と考えられる。 

なお、財務省関税局・税関から輸出入者に対し、種々の機会を捉えて「通関業者から、

適正な通関手続を行うために必要な資料の提出を求められた場合には、これに協力してほ

しい」旨を要請するなど、輸出入者から通関業者に対する情報提供がより円滑に行われる

ための取組を求める意見があった。 

 

(12)通関士試験科目の一部免除について 

通関士試験には、他の士法に見られるような、一定の基準以上の成績を得た科目につい

て、その後に行われる試験で当該科目を免除する制度がない30ことから、本研究会におい

ては、このような制度の必要性について検討した。 

このような制度の趣旨は、一定の資質を有する多様な人材を確保していくこと(公認会計

士試験)、資格取得の容易化(司法書士試験)、試験負担の軽減を図ること(弁理士試験)、と

されているが、通関士については、通関業者に勤務する有資格者のうち、35％程度の者が

通関士としてではなく通関業務従事者等として勤務している実態31にあり、通関士が不足

しているとは言い難い状況にあり、近年の合格率32をみても他の試験に比べ資格取得が困

難とは言い難い。また、例えば税理士試験は記述式5科目で行われており、選択式3科目

のみで行われる通関士試験の受験者に、他の試験と比べ過度の負担があるとは言い難い。 

したがって、現状においては、通関士試験にこのような制度を導入する必要性は乏しく、

通関士に求められる資質や役割、受験者の実態等を踏まえて検討すべき中長期的な課題と

することが適当と考えられる。 

 

(13)通関士となる際の実務経験について 

他の士法においては、試験合格者が「士」となる場合に実務経験等を必要とするものが

あるが、通関士試験合格者が通関士となる場合、実務経験等を必要としていない。 

本研究会においては、通関士試験合格者が通関士となる場合の実務経験等の必要性につ

いて検討したが、通関士試験は、「通関書類の作成要領その他通関手続の実務」を試験科目

の一つとしており(通関業法第23条)、試験を通じて実務に必要な知識及び能力の有無を判

定していることから、通関士試験合格者が通関士となる場合に実務経験等を求める必要性

は乏しいと考えられる。 

 

(14)通関士の位置付けについて 

通関士は、税理士、公認会計士といった他の資格と異なり、独立して業務を行うことが

                                                                                
保等を理由に輸出入申告に必要な通関関係書類の提出を拒むことがある」ことから出されているものである。 
30 通関士試験は、関税法等、通関実務及び通関業法の3科目について行われ(通関業法第23条第2項)、実務経験に応

じた試験科目の一部免除は実施している(通関業法第24条)。 
31 通関業者に勤務する通関士有資格者は約10,600名であるが、そのうちの約3,600名が通関士としてではなく通関業

務従事者等として勤務している(平成25年度通関業営業報告書ベース)。 
32 平成21年度から平成26年度までにおける通関士試験の合格率は、7.8%～13.2%で推移している。 
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可能な資格として位置付けられていない33ことから、本研究会においては、通関士を独立

して業務を行うことが可能な資格として位置付けることについて検討した。 

通関士を通関業者の通関業務に従事する者としている趣旨は、通関業法の制定時におい

て、通関業務の性質上、相当数の業務を同時に処理するのでなければ経営が成り立ち難い

こと、運送業務や倉庫業務等と一括して依頼を受けることが通例であること等から、通関

業者の通関業務に従事する専門家として特定の責任ある事務を行うという構成をとったこ

とによるものである。 

通関業の現状を見ても、近年における通関業務料金の平均収受率は年々低下傾向にあり、

個々の事務処理において多くの料金を取得することは期待できないことや、通関業務のほ

かに貨物の運搬や保管等も一括して依頼されるケースが一般的であることから、通関士を

独立して業務を行うことが可能な資格として位置付けることについては、引き続き検討す

べき中長期的な課題とすることが適当と考えられる。 

 

(15)通関士の資格付与について 

通関士は、税理士、公認会計士といった他の資格と異なり、通関士試験合格者が自らの

意思で通関士となることはできず、通関業者の通関業務に従事している必要がある34こと

から、本研究会においては、通関士試験合格者の申請に基づく登録制について検討した。 

通関士の資格付与を通関業者による通関士の届出・税関長の確認にかからしめている趣

旨は、通関士が行う通関書類の審査という機能がその属する通関業者に帰属することを踏

まえ、通関業者に通関士を雇用する義務を課すととともに、その者が欠格事由に該当しな

い旨を税関長に届けさせ、税関長の確認を受けさせることとしているものである。通関士

試験合格者の申請に基づく登録制は、通関業者の従業者として通関業務に従事しない場合

であっても通関士という名称を使用して通関業務を行うこと(通関士の独立)を可能とする

こととの関係を慎重に検討する必要があると考えられることから、引き続き検討すべき中

長期的な課題とすることが適当と考えられる。 

 

Ⅳ まとめ 

 

本研究会は、財務省関税局における申告官署の自由化及び通関業制度の今後の検討に資する

ため、本年4月から5回にわたり開催し、申告官署の自由化の基本的枠組み及び通関士を含め

た通関業制度全般に係る種々の論点について検討し、考え方を整理した。 

本研究会において整理した論点については、今後、関係者間で引き続き情報の共有を図りつ

つ、本研究会での議論を踏まえ、財務省関税局における検討が進められることを期待する。 

なお、平成 29 年度までの検討に当たっては、財務省関税局から、検討の状況を幅広く関係

                         
33 通関士は、通関業者の届出に基づく税関長の確認を受けて通関業者の通関業務に従事する者とされている(通関業法

第2条第4号及び第31条第１項)。 
34 通関業者は、通関士試験合格者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、税関長に届

け出て、税関長の確認を受けなければならないこととされている（通関業法第31条）。 
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者に対して周知するとともに、適切に情報提供を行うこと等を通じて、引き続き新たな制度の

理解促進に向けた取組みを丁寧に行うことが重要である。 

 

( 以 上 ) 

 



輸出 輸入

2013年10月 28% 2013年10月 25%
2013年11月 32% 2013年11月 30%
2013年12月 41% 2013年12月 34%
2014年1月 43% 2014年1月 38%
2014年2月 43% 2014年2月 38%
2014年3月 47% 2014年3月 40%
2014年4月 47% 2014年4月 42%
2014年5月 47% 2014年5月 44%
2014年6月 46% 2014年6月 44%
2014年7月 48% 2014年7月 47%
2014年8月 49% 2014年8月 48%
2014年9月 50% 2014年9月 50%
2014年10月 53% 2014年10月 53%
2014年11月 55% 2014年11月 60%
2014年12月 59% 2014年12月 62%
2015年1月 62% 2015年1月 63%
2015年2月 63% 2015年2月 63%
2015年3月 72% 2015年3月 63%
2015年4月 87% 2015年4月 69%
2015年5月 87% 2015年5月 71%
2015年6月 87% 2015年6月 71%

2015年6月の内訳 2015年6月の内訳
海上 87% 海上 71%
航空 88% 航空 68%

【参考】　2015年5月の各税関添付割合（海上）

東京 50% 東京 50%
横浜 87% 横浜 71%
神戸 87% 神戸 76%
大阪 73% 大阪 72%
名古屋 80% 名古屋 75%
門司 80% 門司 76%
長崎 94% 長崎 82%
函館 94% 函館 73%
沖縄 88% 沖縄 79%

合計 80% 合計 68%

輸出 輸入

横浜税関管内の申告添付登録（ＭＳＸ業務）利用状況

申告年月
区2,3

添付割合
申告申請年月

区2,3
添付割合

2015年7月14日

本関地区通関協議会資料

横浜税関業務部通関総括第1部門


