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資料５ 
H27.9.14 生活困窮者自立支援制度 

全国担当者会議 



生活困窮者自立支援制度と「自治体計画」 

    平成２６年３月２７日 社会・援護局長通知 

 「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定について」 
  別紙「生活困窮者自立支援方策について市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画に盛り込む事項」 

        １．生活困窮者自立支援方策の位置づけと地域福祉施策との連携に関する事項 

        ２．生活困窮者の把握等に関する事項 

        ３．生活困窮者の自立支援に関する事項 

         （１） 生活困窮者の自立支援のための各種支援の実施 

            ① 生活困窮者自立支援法に基づく支援 

            ② 関係機関・他制度、多様な主体による支援 

         （２） 生活困窮者支援を通じた地域づくり 

        ４．その他の留意事項等 

         （１）都道府県支援計画に関する留意事項 

         （２）福祉事務所未設置の町村に関する留意事項 

         （３）計画の策定及び改定に関する留意事項 

社会福祉法に規定される行政計画である「市町村地域福祉計画（第１０７条）」「都道府県地域 
福祉支援計画（第１０８条）」に位置づける（盛り込む）ことについて通知（技術的助言） 
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  ○ 生活困窮者自立支援制度では、福祉事務所設置自治体（都道府県、市及び一部の町村）が実施 
    主体となって自立相談支援事業ほか各事業（必須・任意）を実施する。 
 

  ○ 本制度の施行（法に基づく支援の実施、法以外の支援やインフォーマルな支援の整備・開発等）は、 
   地域福祉を拡充し、まちづくりを進めるうえで重要なさまざまな施策を地域で展開することにつながる。 
 

  ○ 各自治体においては、本制度に係るさまざまな施策について、地域の実情に応じて計画的に取り 
    組むことが、分権的・創造的支援を推進する観点からも効果的である。 

○ （既に計画策定済みの自治体においては、 
  改定や見直しの時期に合わせて差し支えな 
  いが、）できる限り早期に生活困窮者自立支 
  援方策を盛り込んだ計画が策定されるよう 
  留意していただきたい。 
 

○ （策定・改定までの暫定的な対応として、） 
  生活困窮者自立支援に関する単独計画を 
  策定することも考えられる。 

（厚労省HP） http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000067693.html 
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○ 全１，７４１市町村のうち、生活困窮者支援方策を「地域福祉計画へ盛り込んだ」と回答した 
  市町村数は２３７（１３．６％）。「別の単独計画として策定した」「作業中である」と回答した市 
  町村数を合わせると３３１（１９．０％）となる。 
 

○ 福祉事務所設置自治体（８５６市町村）を基準にした場合、「地域福祉計画へ盛り込んだ」市 
  町村の割合は２７．７％となる。「別の単独計画として策定した」「作業中である」を合わせると 
  ３８．７％である。 （いずれも参考値＊） 

           ＊… 「盛り込んでいる」回答の中に、福祉事務所設置自治体以外の市町村が含まれる場合があるため 
 

○ 「地域福祉計画とは別の単独計画として策定した」市町村数は１５（０．９％）である。 
 

○ 一方で、「予定はあるが、作業を開始していない」「予定はない（未定）」と回答した市町村数 
  は、合わせて１，３７４（７８．９％）となっている。 

市町村地域福祉計画への生活困窮者支援方策の盛り込み状況 

全国１，７４１市町村（東京都特別区を含む）の回答 

厚生労働省地域福祉課調べ（平成２７年３月３１日現在） 2 



○ 実態把握のための指標について、地域福祉計画（あるいは単独計画）において、 
  「生活保護に関する相談者数」「生活保護受給者数」を設定している市町村が多い。 

生活困窮者の実態を把握するための指標 

生活困窮者支援方策について、「地域福祉計画へ盛り込んだ」「別の単独計画として策定した」 
「作業中である」と回答した３３１市町村の回答 

厚生労働省地域福祉課調べ（平成２７年３月３１日現在） 
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○ 情報を得るための連携先について、地域福祉計画（あるいは単独計画）において、 
  「民生委員・児童委員」「社会福祉協議会や地域包括支援センター等の福祉関係機 
  関」「福祉事務所」を設定している市町村が多い。 

生活困窮者の情報を得るための連携先 

生活困窮者支援方策について、「地域福祉計画へ盛り込んだ」「別の単独計画として策定した」 
「作業中である」と回答した３３１市町村の回答 

厚生労働省地域福祉課調べ（平成２７年３月３１日現在） 
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○ 地域福祉計画（あるいは単独計画）で具体的な取組として記載されている内容は、 
  法に定める必須事業の「自立相談支援事業」と「住居確保給付金」の割合が高い。 

生活困窮者の自立支援に関する具体的な取組内容 

生活困窮者支援方策について、「地域福祉計画へ盛り込んだ」「別の単独計画として策定した」 
「作業中である」と回答した３３１市町村の回答 

厚生労働省地域福祉課調べ（平成２７年３月３１日現在） 
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○ 全４７都道府県のうち、生活困窮者支援方策を「地域福祉支援計画へ盛り込んだ」と 
  回答した都道府県数は１４（２９．８％）である。 
 

○ 「地域福祉支援計画とは別の単独計画として策定した」都道府県が１（２．１％）ある。 
 

○ 一方で、「予定はあるが、作業を開始していない」「予定はない（未定）」と回答した都 
  道府県数は合わせて２７（５７．５％）と半数を超えている。 

都道府県地域福祉支援計画への生活困窮者支援方策の盛り込み状況 

厚生労働省地域福祉課調べ（平成２７年３月３１日現在） 

全４７都道府県の回答 
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⃝ 社会福祉法に基づく行政計画として位置づけられ、進行管理や評価が計画的に行われる。また、策定や改訂・見直し等
の手続き上の住民参加と公表が求められており、考え方や取り組み内容が広く住民・関係者等に周知される。 

⃝ 地域福祉（支援）計画は、各分野の個別の行政計画に共通する基盤を構成している。（上図参照）これにより、さまざま
な分野のフォーマル・インフォ―マルな社会資源との連携等を視野に入れた計画策定が可能になる。 

老人保健福祉
計画・介護保険
事業計画 

  

生活困窮者自立支援方策 
 

地 域 福 祉 計 画 

 

障害福祉計画 
次世代育成支
援地域行動計
画・保育計画 
（子ども・子育て
支援事業計画） 

その他 

（まちづくり計画
等） 

住民等の参加 （策定・評価） 策定指針掲載図表をもとに地域福祉課作成（2014） 

生活困窮者自立支援方策 
 

地域福祉計画に盛込むことが基本。
但し、自治体事情等により単独計
画（法定外計画）の策定もあり得る。 

生活困窮者自立支援を地域福祉（支援）計画に位置づける意義 

参考 「地域福祉計画と他の福祉計画との関係」と「生活困窮者自立支援方策の位置づけ」 

公共的サービス 

「福祉サービスの適切な利用の促進」「社会福祉を目的とする事業の健全な発達」
「地域福祉に関する活動への住民の参加の促進」等 

 ○ 多様で複合的な課題を抱えて「制度の狭間」に陥りがちな生活困窮者への包括的支援を実現する 
  ためには、専門機関だけでなく、住民団体やボランティアなど、いわゆるインフォーマルな部門とも協働 
  した「支え合いの地域づくり」を検討する必要がある。 
 

 ○ 包括的支援の実現の観点から、労働や保健医療のほか、地域振興その他の分野との連携協働を 
  すすめるには、従来の個別分野別の「福祉」にとどまらない「地域」を基盤とした発想が必要不可欠で 
  あり、その推進にあたっては、地域福祉（支援）計画の活用が効果的である。 
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地域福祉計画への盛り込みを前提とした「自治体計画」の策定例 

鹿児島県日置市 「日置市生活困窮者等自立支援計画」 （平成２７～２９年度） 

１．計画策定にあたって 
 （１） 計画の趣旨・位置づけ 
 （２） 計画の性格 
 （３） 計画策定の方法 
    ・ 策定委員会の設置 
    ・アンケート調査の実施 

３．計画の基本目標 ４．想定される施策 

５．計画の推進体制 
 ① 市民の役割（仕組みの理解、気づき合いと相談の促し、健康づくり） 
 ② 地域の役割（気づき合える環境づくり、相談につながる雰囲気づくり） 
 ③ 行政の役割（相談体制整備、支援実施、関係機関の連携、地域の活性化） 

第３期地域福祉計画 
（平成３０年度～） 
での盛り込みを予定 

第２期地域福祉計画 
（平成２５～２９年度） 

【計画の位置付け】 

２．生活困窮者等の状況 
 （１） 総人口と世帯の推移 
 （２） 生活保護の状況 
 （３） 生活困窮者等の現状と推移 
    ・生活保護ボーダー層 
    ・住民税非課税世帯数 
    ・国保税、介護保険料、水道 
     料、市営住宅家賃、保育料、 
     給食費滞納世帯数 等 

【日置市webサイト】 http://www.city.hioki.kagoshima.jp/modules/content001/index.php?id=43 8 


