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１ 女性相談の実施状況（県女性相談センター） 

（１）女性相談状況 

〈図表１ 令和４年度の主訴別相談件数（延べ件数）〉   ＊R4 年度は延べ 3,893 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈図表２ 相談件数の推移〉 ＊R4 年度は面接 528 件、電話等 3,365 件（いずれも延べ件数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈図表３ 令和４年度の年齢別相談件数（延べ件数）〉      ＊R4 年度は延べ 3,893 件 
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〈図表４ 年齢別相談件数推移〉 

 

 

 

 

 

 

 

〈図表５ 経路別受付状況〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈図表６ 市町村別相談状況〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）配偶者暴力に係る相談状況（令和４年度再掲） 

〈図表７：配偶者暴力相談支援センター相談件数の推移〉 

 

≪補足≫図表１のうち「夫等からの暴力」を主訴とするもののほか、配偶者からの暴力が関係する相談につ

いて集計〉 

年度 区　分 18歳未満 18～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60～64歳 65歳以上 不明 計

件　数 19 17 279 620 418 1,895 148 221 366 3,983

構成比 (0.5%) (0.4%) (7.0%) (15.6%) (10.5%) (47.6%) (3.7%) (5.5%) (9.2%) (100.0%)

件　数 9 52 405 624 449 1,864 247 216 364 4,230

構成比 (0.2%) (1.2%) (9.6%) (14.8%) (10.6%) (44.1%) (5.8%) (5.1%) (8.6%) (100.0%)

件　数 7 5 227 622 493 1,730 360 168 281 3,893

構成比 (0.2%) (0.1%) (5.8%) (16.0%) (12.7%) (44.4%) (9.2%) (4.3%) (7.2%) (100.0%)

R２

R４

R３

年度 区 分

本
人
自
身

警
察
関
係

法
務
関
係

他
婦
人
相
談
所

他
婦
人
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事
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他
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機
関
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祉
施
設
等

医
療
機
関

教
育
機
関

労
働
関
係

民
間
シ

ェ
ル
タ
ー

縁
故
関
係
知
人

そ
の
他

計

件　数 3,872 23 3 7 13 11 42 2 0 1 0 0 8 1 3,983

構成比 (97.2%) (0.6%) (0.1%) (0.2%) (0.3%) (0.3%) (1.1%) (0.1%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.2%) (0.0%) (100.0%)

件　数 4,113 22 4 12 11 9 27 1 5 3 0 0 20 3 4,230

構成比 (97.2%) (0.5%) (0.1%) (0.3%) (0.3%) (0.2%) (0.6%) (0.0%) (0.1%) (0.1%) (0.0%) (0.0%) (0.5%) (0.1%) (100.0%)

件　数 3,809 15 0 13 7 12 21 1 1 0 0 0 12 2 3,893

構成比 (97.8%) (0.4%) (0.0%) (0.3%) (0.2%) (0.3%) (0.5%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.3%) (0.1%) (100.0%)
R４

R2

R3

市 町 村 名 面 接 電 話 等 計 市 町 村 名 面 接 電 話 等 計

松江市 184 444 628 美郷町 6 3 9

浜田市 74 1,270 1,344 邑南町 0 6 6

出雲市 98 460 558 津和野町 1 1 2

益田市 51 121 172 吉賀町 9 9 18

大田市 28 101 129 海士町 1 9 10

安来市 12 27 39 西ノ島町 0 0 0

江津市 33 47 80 知夫村 0 0 0

雲南市 9 135 144 隠岐の島町 2 198 200

奥出雲町 1 5 6 県外 13 273 286

飯南町 5 10 15 不明 1 245 246

川本町 0 1 1 合計 528 3,365 3,893
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〈図表８ 被害者の年齢別相談件数〉 

 

 

 

  

18歳未満 18歳～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳～64歳 65歳～74歳 75歳以上 不明 計

女 性 1 0 57 102 88 39 12 31 4 0 334

男 性 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3

合 計 1 0 57 104 89 39 12 31 4 0 337

女 性 0 0 62 121 158 108 26 43 4 36 558

男 性 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 8

合 計 0 0 64 124 158 108 26 43 4 39 566

女 性 1 0 119 223 246 147 38 74 8 36 892

男 性 0 0 2 5 1 0 0 0 0 3 11

合 計 1 0 121 228 247 147 38 74 8 39 903

区 分

合　計

面 接

電　話
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２ 困難や悩み等を抱える女性支援についてのアンケート結果 

（１）調査の概要 

困難な問題を抱える女性への支援に関する基本計画策定に当たり、支援対

象者が抱える様々な困難の状況や支援に向けた課題等を把握するため、県内

の相談支援機関・団体にアンケート調査を実施した。 

≪調査対象機関・団体≫ 

○困難女性県計画策定委員会委員所属機関・団体（２０機関・団体）  

○市町村女性相談担当課（１９市町村） 

○市町村社会福祉協議会（１９市町村） 

○子ども・若者支援センター等（７団体） 

○女性相談支援団体（４団体） 

（注）なお、県計画策定委員会の機関・団体と市町村、市町村社会福祉協

議会、子ども・若者支援センター等には重複がある。 

≪調査時期≫ 

令和５年８月 

≪調査方法≫ 

書面によるアンケート調査 

≪主な調査内容≫ 

①相談対応や支援活動の概要 

②関わるケース（相談内容等）の状況 

③困難や悩みを抱える女性をつなげる支援制度等とその課題 

④支援の充実が急がれる制度 

⑤望ましい支援の在り方 

 

（２）調査結果 

（ⅰ）支援の対象とする女性と支援活動の例 
 

機関・団体 支援対象と相談例 支援活動とその例 

市町村 ○女性全般 
・ひとり親の方 
・経済的に困窮している方 
・日常生活で悩みや不安を抱えて 

いる方 
・求職中の方 
・養育に不安のある方 
・アルコール依存症、病気、障がい

などの悩みがある方 
・ＤＶを受けている方 
・離婚を考えている方 など 

○相談・自立支援 
（例） 
・児童扶養手当 
・貸付事業 
・子の進学貸付 
・資格取得給付金 
・子育て支援   など 
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社会福祉協議会
（県・市町村） 

○様々な悩みや生きづらさを抱え
ておられる方 

○どこに相談してよいか分からな
い困りごとを抱えた方 など 

・生活困窮者（経済的困窮） 
・障がい者世帯 
・身体・療育・精神障がい手帳交付

者 
・認知症、介護、子育てに困ってい

る方 など 

○個々の状況に応じた支援
と自立の促進 
・生活困窮者支援 

（生活福祉資金含む） 
・生活再建支援 
・フードバンク 
・生活保護 
・ひきこもり支援 

（就労体験含む） 

子ども・若者支
援センター 

○おおむね 40 歳未満の子ども・若
者とその家族 

○不登校、ひきこもり、ニート、障
がい、問題行動などにより困難を
抱えている方 

○年齢、義務教育、診断、障
がいなどで区切られない
居場所の提供 

○体験活動の場提供 
○子ども・若者の権利の普及

啓発と地域における理解
の推進 

民間団体 ○思春期から妊娠中、成熟期、更年
期の女性 

○子育て中の女性 
○不妊・不育に悩む女性 

○電話相談（３６５日） 
 

○シングル女性 
 

○相談支援 
○交流会 
○孤立防止 
○実態把握、連携  など 

○ひとり親の女性 
○ひとり親家庭になることを考え

ている女性 
○心配や困りごとを抱える女性 

○相談支援（対面・個別、オ
ンライン、メール・LINE） 

○相談交流会 
○無料専門相談 
○親子イベント等 
○就業相談、無料職業紹介 
○自立支援プログラム策定 
○日常生活支援（家庭生活支

援員派遣） 
○母子相談、養育費相談 
○女性のつながりサポート

相談交流事業 

○性暴力被害を受けた被害者や家
族、関係者（学校、職場など） 

○相談支援 
○医療支援 
○カウンセラー、弁護士等に

よる支援 
○若年層への予防教育 等 

○女性をめぐる様々な人権問題を
抱える女性 

○相談支援 
○人権啓発活動 
○調査救済活動 

○様々な困難を抱えた女性 ○子育て・教育・就労・健康・
暴力（ＤＶ）、被差別体験、
地域での課題など、マイノ
リティ女性が受ける複合
差別の解決に向けた相談
支援 
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国労働支援機関 ○職業（雇用）の安定を求める女性 
○母子家庭の母、子育て中の女性、

ＤＶ被害者、生活保護受給者、障
がい者 等 

○職業（雇用）の安定 
○家庭と仕事の両立 
○就労による自立  等 

・他に共通する支援活動として同行支援、問題解決に向けた関係機関への繋ぎ等 

 

（ⅱ）１か月あたりの新規相談件数 ※数字は回答した機関・団体数 
 

新規 

相談件数 
市町村 

社会福祉協議会

（県・市町村） 

子ども・若者 

支援センター 
民間団体 

１件以内 ８ ７ ２ ２ 

２～５件 ５ ５ ２ ６ 

６～10 件 ３ ３ １ ２ 

11～20 件 ２ ０ １ ２ 

21 件以上 １ ２ ０ ２ 

 

（ⅲ）相談者の主な年代 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市町村 

・どの年代からも相談がある。 
・30～40 代の相談が最も多く、次いで 50～60 代前半の相談

が多い傾向。 
・18 歳未満からの相談は少なく、対応実績があるのは４市町村。

社会福祉協議会
（県・市町村） 

・どの年代からも相談がある。 
・全体では、30～40 代の相談が多い傾向。 
・65 歳以上の相談も多い。特に小規模自治体ではその傾向が

顕著。 
・18 歳未満の相談は少なく、対応実績があるのは３団体。 

子ども・若者 
支援センター 

※支援対象者は、おおむね 39 歳以下の若者 
・18 歳未満の相談が最も多い。 
・支援対象者の保護者からの相談も受けており、40 代以上の

相談もある。 

民間団体 

・どの年代からも相談がある。 
・30～40 代の相談が最も多く、次いで 50～60 代前半の相談

が多い傾向。 
・18 歳未満の相談は少なく、相談実績があるのは４団体。 



- 43 - 
 

（ⅳ）１ケース当たりの支援期間（最大） ※数字は回答した機関・団体数 

・市町村、社会福祉協議会、民間団体では、多くの機関・団体で３年以上にわたる中

長期的な支援を行っている。 

・子ども・若者支援センターでは、大半の機関で 10 年以上にわたる長期的な支援を

行っている。 
 

 

（ⅴ）連携したことのある関係機関・団体 
 

 

 

 

支援期間 市町村 
社会福祉協議会

（県・市町村） 

子ども・若者 

支援センター 
民間団体 

～24 時間 １ １ １ １ 

～１週間 １ ２ ０ １ 

～１か月 ３ １ ０ ０ 

～半年 ０ １ ０ ０ 

～１年 ２ ０ ０ １ 

～３年 ４ １ ０ ２ 

～５年 １ １ ０ ０ 

～10 年 ４ ９ ３ ２ 

それ以上 ２ １ ２ ３ 

市町村 

・ほとんどの市町村で県女性相談センターや児童相談所、市町
村社協、警察、教育委員会（学校）と連携している。 

・法テラスや弁護士、医療機関など、専門機関と連携している
市町村も多くある。 

・民間団体と連携している市町もあるが、数は少ない。 
＊連携先民間団体 
・青少年のサポートを行うＮＰＯ法人 
・子育てサポートセンター 

社会福祉協議会
（県・市町村） 

・ほとんどの社協で、市町村の子育て担当課や市町村福祉事務
所と連携している。 

・医療機関、法テラス、学校と連携している社協も多い。 

子ども・若者 
支援センター 

・ほとんどの機関が児童相談所、市町村の子育て担当課、保健
所、学校、教育委員会と連携している。 

・女性相談センターとの連携を行った機関はなく、市町村の女
性相談担当課と連携している機関は半数。 

・半数の機関で民間団体と連携している。 
＊連携先民間団体 
・若者支援を行っているＮＰＯ法人 
・若者サポートステーション 
・フリースクール 
・若者のサードプレイス 

民間団体 

・多くの団体が医療機関と連携している。 
・県女性相談センターや市町村社協、法テラスや弁護士、学校

と連携している団体も多い。 
＊連携先民間団体 
・子どもの居場所を提供している団体 
・シングル女性を支援する団体 
・相談支援事業所 
・障がい者地域生活支援センター 
・県内外の犯罪被害者支援団体 
・外国人支援団体 
・子ども食堂 
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（ⅵ）充実が急がれる支援制度 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市町村 

・一時的に泊まれる場所や生活困窮者の当分の住まいなど、住
居に関する支援が必要との回答が多い。 

・中・長期的に関わる支援者やコーディネート役を担う機関を
望む回答も多い。 

・市町村内部で、それぞれの課題を担当する部署明確化が必要
との意見があった。（生活困窮、孤立・孤独対策、子ども・
若者支援、困難を抱える女性支援など、対象者の幅や支援内
容が広すぎるものは、担当部署が曖昧になりがち。） 

＊その他回答 
・相談対応についてのスーパーバイズ 
・社協の生活困窮者自立支援、家計支援事業、フードバンク 
・子育てサポートセンター 

社会福祉協議会
（県・市町村） 

・約６割の社協で窓口や支援制度の周知、専門的な知識を持つ
人のサポートを望む回答があった。 

・専門的な知識をもつ人のサポート、一時的な金銭支援、住居
支援が必要との回答が多い。 

・支援に繋がっていない人へのアプローチとして、情報提供
の拡充を望む声もある。 

子ども・若者 
支援センター 

・相談窓口や支援制度の周知、いつでもなんでも相談できる場
所・人、中・長期的に関わる支援者が必要との回答が多数だ
った。 

＊その他回答 
・人材確保 

民間団体 

・相談窓口や支援制度の周知、何でも相談できる場所・人、専
門的知識をもつ人のサポートが多い。 

・支援制度や連携先のコーディネート機関を求める声も多い。 
＊その他回答 
・行政相談窓口職員の資質向上 
・特定妊婦を受け入れ住む場所や生活スキル、子育てサポート

など幅広く支援できる施設 
・バスカフェのような昼夜問わないアウトリーチ 
・学校内カフェのような形での学校内の居場所 
・ＳＮＳ相談 
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（ⅶ）活用している地域資源 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅷ）対応に苦慮された困難ケース 
 

ア ＤＶや暴力等による被害を受けている女性 

・ＤＶ被害で転入した母子。母は精神疾患、子どもは面前ＤＶの影響で不安

定、母の養育能力の低さが課題。特定妊婦として要対協、児相、警察、医

療機関、学校等が連携して支援を行った。 
 

・ＤＶ被害で転入したひとり親の若年女性。居場所に繋がったことをきっか

けに、市町村の女性相談担当課や警察と連携。離婚に向けた支援、生活困

窮者支援制度の活用、児相と連携して家庭の見守りを行った。 
 

・ＤＶを受けている知的障がいの女性。数年にわたり相談が続いていたが、

制度の理解や、夫との関係についての気持ちの整理が難しいため見守りを

継続した。 
 

・離婚を機に実家に帰った後、家族からの暴言・暴力を受けている女性。生

活福祉資金貸付など、社協と市町村、警察が連携して支援を行った。 
 

・ＤＶで離婚したひとり親。就労の習慣がなく就業相談を繰り返すがなかな

か就業に繋がらない。就労の定着に向けた支援等を行うが、就労できても

継続が難しい。 

市町村 

・学校や医療機関を地域資源としてあげた市町村が多い。 
・小規模町村では、地域資源が少ない、地域資源がないとの回

答がある。 
＊その他回答 
・県や市が行うカウンセリングや法律相談 
・民生委員や地域、保育所、学校等の見守り 
・社協の生活困窮者自立支援、家計支援事業、フードバンク 
・子育てサポートセンター。 

社会福祉協議会
（県・市町村） 

・約 4 割の社協が、相談者の希望に応じた訪問相談を活用。 
・比較的小規模な社協では、活用している地域資源はないとの
回答がある。 
・地域資源が少ないところでは、民生児童委員の活動を地域資
源としてあげる社協があった。 
＊その他回答 
・民生児童委員 
・法テラス 

子ども・若者 
支援センター 

・大半の機関で学校の相談窓口の活用。 
（その他回答） 
・警察による見守りや家庭訪問 

民間団体 

・相談者の希望に応じて行う訪問相談が比較的多い。 
・学校や医療機関の相談窓口、気軽に立ち寄れる居場所が比較
的多い。 
＊その他回答 
・法テラス、民間団体や行政の無料法律相談 
・民間団体のカウンセリングや医療的支援 
・くらし相談支援センター（入居債務保証制度） 
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・息子からの暴力がエスカレートし、本人の安全確保のため警察と支援団体

が連携して支援を行った。 
 

・性暴力被害を受けた女性への法的支援、心理面接、診察を実施。本人だけ

でなく、本人の母に対しても支援を行った。 
 

・性暴力被害を受けた後、ショックと混乱が続き一人で生活できないため、

支援者宅に宿泊させて支援と見守りを行った。 

 

 

イ 精神的不安や障がい、病気等を抱えている女性 

・本人の希死念慮や育児放棄などがある場合、緊急的に母子の安否確認を行

っている。本人の不調がネグレクトにつながることもあるため、安心して

話せる場を継続的に提供している。 
 

・高齢の母と精神障がいがある娘が引きこもりであったため、関係機関と連

携して、保健師と伴奏支援を行った。 
 

・関係が悪化している母娘。娘の体調不良をきっかけに関係性をつくり、福

祉サービスに繋げることができた 
 

・母子ともに発達特性のある生活困窮のひとり親家庭。母の就労先の理解を

得ることで安定的な就労につながり、母子関係のトラブルが減少した。 
 

・転職、借金、男性問題などを繰り返し、相談を受ける中で、本人の発達障

がいに気づき、福祉サービス利用や債務整理などの支援に繋げた。 
 

・家族との関係悪化で帰る場所のない女性。自死行為をほのめかすことから

精神科受診を勧め、本人の話を聞くことで精神的安定を図る支援を行った。 

 

ウ 子どもとの関係や子育てに困難を抱えている女性 

・ひとり親家庭の母が、長引く離婚調停と子の養育に悩み精神的に疲弊。本

人同意のもと市町村と警察が連携し、本人へのカウンセリング、住まいの

確保、離婚調停に向けた支援、子どもの養育相談など連携して支援を行っ

た。 
 

・母子で転入後、子の不登校から地域の居場所に繋がる。学校、保健所、主

任児童委員、社協が連携し、母子との定期的な面談を行いながら見守り支

援を行った。 
 

・長期間引きこもっている息子に悩む母の心身の回復に向けた支援と安全確

保と支援を行った。 
 

 

エ 複雑な家庭環境等による困難を抱えている女性 

・義務教育を十分に受けておらず、経験や知識が不足し、円滑な社会生活を

営むことが困難な女性。本人の学びたい意欲を尊重し、子ども・若者支援

団体や生活保護担当課、地域保健師、社協、民間団体が連携し、学び直し

による支援を行った。 
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・複雑な家庭環境で育ちコミュニケーションに課題があったが、地域の居場

所に繋がったことをきっかけに徐々にコミュニケーションが取れるように

なった。支援者の同行で医療や福祉サービスにも繋がった。 

 

オ 頼れる家族や人がいなくて困っている女性 

・ダブルワークで心身ともに疲弊しているひとり親家庭の母。子の預け先等

にも悩んでいたため、本人へのカウンセリングや居場所の提供、ファミサ

ポや無料学習支援を活用して支援を行った。 
 

・元夫の子どもへのストーカー行為や養育費の未払いに困っているひとり親

家庭の母。仕事と育児の両立にも疲弊していたため、本人へのカウンセリ

ング、居場所の提供、警察相談などの支援を行った。 
 

・パートナーや家族との関係性に悩み住むところがない妊婦。住民票移動手

続きがされていないため行政の支援からこぼれ落ちていたところ、相談を

受け、住居確保や金銭面についての法的支援を行った。 
 

・出産に向け実家に帰省した女性。夫と実家からの金銭的援助が難しく困窮。

家庭訪問を重ねて信頼関係ができ、本人の希望を受けて法的支援を行った。 
 

・若年で妊娠したが頼れる人や帰れる家庭がなく、産前産後は支援者宅で生

活していた女性。支援者は 10 年以上たった今もつながりを持ち続け関わっ

ている。 

 

カ 学校での気づきから支援に繋がった困難を抱える子ども 

・腹痛や頭痛といった身体症状を訴え保健室に来る生徒の背景には家に居場

所がない、親に気持ちがわかってもらえないなど、暴力以外の家庭の課題

も多い。内面の葛藤を言語化できない生徒とのなにげないやり取りを通じ

て信頼関係ができ、本人が自らの気持ちに気づき、表出できるようサポー

トを行っている。 
 

・父から暴力を受けている子をスクールカウンセラーから児相に繋ぎ家庭支

援に入ったところ、夫から母へのモラルハラスメントが分かった。スクー

ルカウンセラーが子への心理的支援を行った。 

 

キ 金銭面でのトラブル等の困難を抱える女性 

・金銭的搾取を受け生活が困窮していた女性。家賃滞納もあり、法律相談等

により支援を行った。その後も必要時の食料品提供など継続して関りを持

ち続けている。 
 

・複数の知人男性に貸していた金銭を戻してもらえるようサポートを行った。 
 

・男性からの金銭的な搾取を受けていた知的障がいのある女性。本人同意の

もと、支援者が警察相談に繋げ支援を行った。 
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ク 困難を抱える外国人女性 

・国際センター等の通訳を介しても、手続き面だけでなく、心理面での意思

疎通を図ることが難しく、支援がスムーズに進まない外国人女性 

 

ケ 支援者の安全確保等の課題やその他の理由で支援の継続が難しいケース 

・支援できる範囲を伝えても、過度に支援者に依存されるケース 
 

・支援者への危険な注意獲得行動がみられるようになるケース 
 

・他罰的、被害的な発言や行動が多く、支援者に怒りをぶつけ、暴言を繰り

返すケース 
 

・約束を守らず、必要な手続きも怠る。突然連絡がつかなくなることもある

ケース 
 

・居場所の利用から地域の支援機関へ繋がっても、保護者の理解・協力等が

得られず、結果的に居場所の利用が難しくなってしまうケース 

 

（ⅸ）支援に繋がっていない人を適切な支援に結び付けていくために必要な仕組み・

制度 

・自分も相談していいんだと思ってもらえるような相談窓口の広報・啓発 

・若年層の女性等が気軽に相談しやすいＳＮＳ相談や電話相談 

・気軽に立ち寄れるような居場所等身近な相談場所との連携 

・学校、保育所、児童クラブ、地域の民生委員等との連携 

 （スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー含む） 

 

（ⅹ）行政に望む望ましい支援の在り方 

≪支援者のスキルアップ≫ 

・行政職員の知識や相談対応スキルの向上 

（的確なアセスメントによって必要な支援に繋げていくこと） 

・職員体制の充実（人材育成・配置） 

・県が行う市町村へのスーパーバイズ 

（専門的な相談対応が必要なケースの支援を含む） 
 

≪相談支援体制の充実≫ 

・支援団体のロードマップや関係機関の連携チャートの作成 

・地域の相談支援機関同士の相互理解・情報交換の場の提供 

・支援機関同士が普段から気軽に連絡できるような連携の仕組みづくり 

・支援機関を繋ぐコーディネーターの配置等 

・市町村への専門的知識・経験のあるコーディネーター人材の配置 

・女性相談対応モデルの作成 

・必要な支援をスピーディーに行うためのワンストップ窓口の設置 
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≪支援メニューの拡充≫ 

・ＤＶ以外でも女性や子どもを一時的に保護できる場所の拡充 

・多様なニーズに応じた一時保護（勤務先や学校等を変えなくても可能な一

時保護） 

・応急措置的な経済的支援や住居支援制度 

・専門知識を持った通訳者の確保 

・行政による養育費の立て替えや、行政が養育費を請求する仕組み 
 

≪民間団体との連携≫ 

・民間団体への長期的、継続的な育成支援 

・運営に係る経済的な支援  
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３ 島根県困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関す

る基本的な計画策定委員会設置要領 

 

（設置目的）  

第１条 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の規定に基づき、国から

示された「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針」に

即して、島根県における困難な問題を抱える女性への支援のための施策についての

基本計画に関する事項を検討するため、島根県困難な問題を抱える女性への支援の

ための施策の実施に関する基本的な計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設

置する。 

 

（組織） 

第２条 委員会は別表に掲げる者をもって構成する。 

２ 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。 

 

（委嘱期間） 

第３条 委員を委嘱する期間は、令和５年７月１日から令和６年３月 31 日までとす

る。 

 

（委員長及び副委員長） 

第 4 条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。 

２ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 

 

（会議） 

第 5 条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決す

るところによる。 

 

（関係者の出席） 

第６条 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。 

 

（庶務） 

第 7 条 委員会の庶務は、健康福祉部青少年家庭課において処理する。 

 

（補則） 

第８条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

委員会に諮って定める。 

 

   附 則 

  この要領は、令和５年６月２日から施行する。 
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４ 島根県困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関す

る基本的な計画策定委員会 委員名簿 

 

任期：令和５年７月１日から令和６年３月 31 日まで 

氏 名 職業・所属団体（役職） 備 考 

浅野 博雄 一般社団法人 島根県医師会 常任理事  

石倉 裕之 松江市健康福祉部家庭相談課 課長  

石田 圭司 美郷町健康福祉課 課長  

石出 高士 社会福祉法人 島根県社会福祉協議会 事務局長 副委員長 

出雲あかり 松江市障がい者基幹相談支援センター絆 相談支援専門員  

今若  智 出雲市市民文化部市民活動支援課 課長  

内田  愛 母子生活支援施設 島根東光学園 主任母子支援員  

岡崎由美子 
一般社団法人 しまね性暴力被害者支援センターさひめ 

代表理事 
 

小川 洋子 小川 洋子  

片岡 佳美 国立大学法人 島根大学法文学部社会文化学科 教授 委員長 

桐山香代子 島根県弁護士会 弁護士  

後藤 宏光 厚生労働省島根労働局職業安定課 課長  

高橋 賢史 高橋 賢史  

高見 友理 国立大学法人 島根大学人間科学部人間科学科 准教授  

田部 和美 島根県人権擁護委員連合会 人権擁護委員  

谷口真理子 一般財団法人 島根県母子寡婦福祉連合会 事務局長  

突出 法子 
社会福祉法法人 松江市社会福祉協議会 

松江市くらし相談支援センター 相談支援員 
 

比良 静代 しんぐるまざあず・ふぉーらむ出雲（島根） 代表  

三浦 洋子 公益財団法人 島根被害者サポートセンター 事務局長  

安田 里海 大田市健康福祉部子ども家庭支援課 課長  
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５ 島根県困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関す

る基本的な計画策定の経過 

 

１ 第１回委員会 

（１）日時 令和５年７月 13 日 13：30～15:30 

（２）会場 島根県民会館 大会議室 

（３）議事 

・委員長、副委員長の選任について 

・会議の運営について 

・困難女性支援法のポイントと国基本方針の概要について 

・令和４年度における女性相談の状況について 

・県内の困難女性相談支援機関等へのアンケート調査項目について 

・今後のスケジュール等について 

 

２ 困難や悩み等を抱える島根県内の女性支援についての調査実施 

（１）調査時期 令和５年８月 

（２）調査方法 書面によるアンケート調査 

（３）主な調査内容 

・相談対応や支援活動の概要 

・関わるケース（相談内容等）の状況 

・困難や悩みを抱える女性をつなげる支援制度等とその課題 

・支援の充実が急がれる制度 

・望ましい支援の在り方現行計画の実施状況について 

 

３ 第 2 回委員会 

（１）日時 令和５年９月５日 13：30～16:00 

（２）会場 島根県職員会館 多目的ホール 

（３）議事 

・会議の運営について 

・アンケート調査結果概要について 

・相談支援状況についての事例発表 

・松江市社会福祉協議会・松江市くらし相談支援センター 

突出法子相談支援員（生活困窮女性等への相談対応） 

・しんぐるまざーずふぉーらむ出雲（島根） 

比良静代代表（シングルマザー（ひとり親女性）への相談対応） 

・島根大学松江保健管理センター 

河野美江センター長（女子大学生への相談対応） 

・県立学校養護教諭による女子生徒への相談対応 

・計画骨子（案）について 

・今後のスケジュール等について 
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４ 骨子（案）に対する委員の書面による意見提出 

令和５年９月５日から令和５年９月 18 日まで 

 

５ 第３回委員会 

（１）日時 令和５年 11 月 30 日 13：30～16：00 

（２）会場 島根県庁 講堂 

（３）議事 

・計画（素案）について 

・今後のスケジュールについて 

 

６ 計画（素案）に対する委員の書面による意見提出 

令和５年 11 月 30 日から令和５年 12 月８日まで 

 

７ パブリックコメント 

令和６年１月８日～令和６年２月７日まで 

 

８ 第４回委員会（委員の書面による意見提出） 

（１）日時 令和６年３月８日～令和６年 3 月 14 日  

（２）会場 書面審議 

（３）議事 

・パブリックコメントに対する県の対応方針、考え方について 

・計画（案）について（参考資料含む） 

 

 

 

  



- 54 - 
 

６ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 

 

 

（出典：厚生労働省「【概要】困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」） 
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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 
令和四年法律第五十二号 

目次 
第一章 総則（第一条―第六条） 
第二章 基本方針及び都道府県基本計画等（第七条・第八条） 
第三章 女性相談支援センターによる支援等（第九条―第十五条） 
第四章 雑則（第十六条―第二十二条） 
第五章 罰則（第二十三条） 
附則 

 
第一章 総則 
（目的） 
第一条 この法律は、女性が日常生活又は社会生活を営むに当たり女性であることにより

様々な困難な問題に直面することが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性の福祉の増
進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援に関する必要な事項を定めることによ
り、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進し、もって人権が尊重され、及
び女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 
第二条 この法律において「困難な問題を抱える女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地

域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難
な問題を抱える女性（そのおそれのある女性を含む。）をいう。 

（基本理念） 
第三条 困難な問題を抱える女性への支援のための施策は、次に掲げる事項を基本理念とし

て行われなければならない。 
一 女性の抱える問題が多様化するとともに複合化し、そのために複雑化していることを踏

まえ、困難な問題を抱える女性が、それぞれの意思が尊重されながら、抱えている問題及
びその背景、心身の状況等に応じた最適な支援を受けられるようにすることにより、その
福祉が増進されるよう、その発見、相談、心身の健康の回復のための援助、自立して生活
するための援助等の多様な支援を包括的に提供する体制を整備すること。 

二 困難な問題を抱える女性への支援が、関係機関及び民間の団体の協働により、早期から
切れ目なく実施されるようにすること。 

三 人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資することを旨とすること。 
（国及び地方公共団体の責務） 
第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、困難な問題を抱える女性への

支援のために必要な施策を講ずる責務を有する。 
（関連施策の活用） 
第五条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を講ずるに

当たっては、必要に応じて福祉、保健医療、労働、住まい及び教育に関する施策その他の
関連施策の活用が図られるよう努めなければならない。 

（緊密な連携） 
第六条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を講ずるに

当たっては、関係地方公共団体相互間の緊密な連携が図られるとともに、この法律に基づ
く支援を行う機関と福祉事務所（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に規定する
福祉に関する事務所をいう。）、児童相談所、児童福祉施設（児童福祉法（昭和二十二年
法律第百六十四号）第七条第一項に規定する児童福祉施設をいう。）、保健所、医療機
関、職業紹介機関（労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充
実等に関する法律（昭和四十一年法律第百三十二号）第二条に規定する職業紹介機関をい
う。）、職業訓練機関、教育機関、都道府県警察、日本司法支援センター（総合法律支援
法（平成十六年法律第七十四号）第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。）、
配偶者暴力相談支援センター（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
（平成十三年法律第三十一号）第三条第一項に規定する配偶者暴力相談支援センターをい
う。）その他の関係機関との緊密な連携が図られるよう配慮しなければならない。 

 
第二章 基本方針及び都道府県基本計画等 
（基本方針） 
第七条 厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な

方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 
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２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条
第三項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な事項 
二 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の内容に関する事項 
三 その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する重要事項 
３ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、

関係行政機関の長に協議しなければならない。 
４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。 
（都道府県基本計画等） 
第八条 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における困難な問題を抱える女性へ

の支援のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計
画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方針 
二 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施内容に関する事項 
三 その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する重要事項 
３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を

勘案して、当該市町村における困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関
する基本的な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努め
なければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したと
きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 厚生労働大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の
作成のために必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

 
第三章 女性相談支援センターによる支援等 
（女性相談支援センター） 
第九条 都道府県は、女性相談支援センターを設置しなければならない。 
２ 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市

（以下「指定都市」という。）は、女性相談支援センターを設置することができる。 
３ 女性相談支援センターは、困難な問題を抱える女性への支援に関し、主として次に掲げ

る業務を行うものとする。 
一 困難な問題を抱える女性に関する各般の問題について、困難な問題を抱える女性の立場

に立って相談に応ずること又は第十一条第一項に規定する女性相談支援員若しくは相談を
行う機関を紹介すること。 

二 困難な問題を抱える女性（困難な問題を抱える女性がその家族を同伴する場合にあって
は、困難な問題を抱える女性及びその同伴する家族。次号から第五号まで及び第十二条第
一項において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。 

三 困難な問題を抱える女性の心身の健康の回復を図るため、医学的又は心理学的な援助そ
の他の必要な援助を行うこと。 

四 困難な問題を抱える女性が自立して生活することを促進するため、就労の支援、住宅の
確保、援護、児童の保育等に関する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関
との連絡調整その他の援助を行うこと。 

五 困難な問題を抱える女性が居住して保護を受けることができる施設の利用について、情
報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

４ 女性相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、その支援の対象となる者の抱
えている問題及びその背景、心身の状況等を適切に把握した上で、その者の意向を踏まえ
ながら、最適な支援を行うものとする。 

５ 女性相談支援センターに、所長その他所要の職員を置く。 
６ 女性相談支援センターには、第三項第二号の一時保護を行う施設を設けなければならな

い。 
７ 第三項第二号の一時保護は、緊急に保護することが必要と認められる場合その他厚生労

働省令で定める場合に、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める
基準を満たす者に委託して行うものとする。 

８ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であっ
た者は、正当な理由がなく、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはな
らない。 
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９ 第三項第二号の一時保護に当たっては、その対象となる者が監護すべき児童を同伴する
場合には、当該児童の状況に応じて、当該児童への学習に関する支援が行われるものとす
る。 

１０ 女性相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、困難な問題を
抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。 

１１ 前各項に定めるもののほか、女性相談支援センターに関し必要な事項は、政令で定め
る。 

（女性相談支援センターの所長による報告等） 
第十条 女性相談支援センターの所長は、困難な問題を抱える女性であって配偶者のないも

の又はこれに準ずる事情にあるもの及びその者の監護すべき児童について、児童福祉法第
六条の三第十八項に規定する妊産婦等生活援助事業の実施又は同法第二十三条第二項に規
定する母子保護の実施が適当であると認めたときは、これらの者を当該妊産婦等生活援助
事業の実施又は当該母子保護の実施に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知し
なければならない。 

（女性相談支援員） 
第十一条 都道府県（女性相談支援センターを設置する指定都市を含む。第二十条第一項

（第四号から第六号までを除く。）並びに第二十二条第一項及び第二項第一号において同
じ。）は、困難な問題を抱える女性について、その発見に努め、その立場に立って相談に
応じ、及び専門的技術に基づいて必要な援助を行う職務に従事する職員（以下「女性相談
支援員」という。）を置くものとする。 

２ 市町村（女性相談支援センターを設置する指定都市を除く。第二十条第二項及び第二十
二条第二項第二号において同じ。）は、女性相談支援員を置くよう努めるものとする。 

３ 女性相談支援員の任用に当たっては、その職務を行うのに必要な能力及び専門的な知識
経験を有する人材の登用に特に配慮しなければならない。 

（女性自立支援施設） 
第十二条 都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所させて、その保護を行うとともに、

その心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促
進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと
（以下「自立支援」という。）を目的とする施設（以下「女性自立支援施設」という。）
を設置することができる。 

２ 都道府県は、女性自立支援施設における自立支援を、その対象となる者の意向を踏まえ
ながら、自ら行い、又は市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行うこと
ができる。 

３ 女性自立支援施設における自立支援に当たっては、その対象となる者が監護すべき児童
を同伴する場合には、当該児童の状況に応じて、当該児童への学習及び生活に関する支援
が行われるものとする。 

（民間の団体との協働による支援） 
第十三条 都道府県は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体と

協働して、その自主性を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、その意向に留意
しながら、訪問、巡回、居場所の提供、インターネットの活用、関係機関への同行その他
の厚生労働省令で定める方法により、その発見、相談その他の支援に関する業務を行うも
のとする。 

２ 市町村は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体と協働し
て、その自主性を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、その意向に留意しなが
ら、前項の業務を行うことができる。 

（民生委員等の協力） 
第十四条 民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員、児童福祉法に

定める児童委員、人権擁護委員法（昭和二十四年法律第百三十九号）に定める人権擁護委
員、保護司法（昭和二十五年法律第二百四号）に定める保護司及び更生保護事業法（平成
七年法律第八十六号）に定める更生保護事業を営む者は、この法律の施行に関し、女性相
談支援センター及び女性相談支援員に協力するものとする。 

（支援調整会議） 
第十五条 地方公共団体は、単独で又は共同して、困難な問題を抱える女性への支援を適切

かつ円滑に行うため、関係機関、第九条第七項又は第十二条第二項の規定による委託を受
けた者、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体及び困難な問題
を抱える女性への支援に従事する者その他の関係者（以下この条において「関係機関等」
という。）により構成される会議（以下この条において「支援調整会議」という。）を組
織するよう努めるものとする。 
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２ 支援調整会議は、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うために必要な
情報の交換を行うとともに、困難な問題を抱える女性への支援の内容に関する協議を行う
ものとする。 

３ 支援調整会議は、前項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めると
きは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めるこ
とができる。 

４ 関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するよう努めるも
のとする。 

５ 次の各号に掲げる支援調整会議を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号に定める
者は、正当な理由がなく、支援調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならな
い。 

一 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は職員であった者 
二 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの者であった者 
三 前二号に掲げる者以外の者 支援調整会議を構成する者又は当該者であった者 
６ 前各項に定めるもののほか、支援調整会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援調

整会議が定める。 
 
第四章 雑則 
（教育及び啓発） 
第十六条 国及び地方公共団体は、この法律に基づく困難な問題を抱える女性への支援に関

し国民の関心と理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。 
２ 国及び地方公共団体は、自己がかけがえのない個人であることについての意識の涵かん

養に資する教育及び啓発を含め、女性が困難な問題を抱えた場合にこの法律に基づく支援
を適切に受けることができるようにするための教育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進） 
第十七条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に資するため、効果的

な支援の方法、その心身の健康の回復を図るための方法等に関する調査研究の推進に努め
るものとする。 

（人材の確保等） 
第十八条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に従事する者の適切な

処遇の確保のための措置、研修の実施その他の措置を講ずることにより、困難な問題を抱
える女性への支援に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図るよう努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 
第十九条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民

間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 
（都道府県及び市町村の支弁） 
第二十条 都道府県は、次に掲げる費用（女性相談支援センターを設置する指定都市にあっ

ては、第一号から第三号までに掲げる費用に限る。）を支弁しなければならない。 
一 女性相談支援センターに要する費用（次号に掲げる費用を除く。） 
二 女性相談支援センターが行う第九条第三項第二号の一時保護（同条第七項に規定する厚

生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な
事務に要する費用 

三 都道府県が置く女性相談支援員に要する費用 
四 都道府県が設置する女性自立支援施設の設備に要する費用 
五 都道府県が行う自立支援（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う

場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 
六 第十三条第一項の規定により都道府県が自ら行い、又は民間の団体に委託して行う困難

な問題を抱える女性への支援に要する費用 
２ 市町村は、市町村が置く女性相談支援員に要する費用を支弁しなければならない。 
３ 市町村は、第十三条第二項の規定により市町村が自ら行い、又は民間の団体に委託して

行う困難な問題を抱える女性への支援に要する費用を支弁しなければならない。 
（都道府県等の補助） 
第二十一条 都道府県は、社会福祉法人が設置する女性自立支援施設の設備に要する費用の

四分の三以内を補助することができる。 
２ 都道府県又は市町村は、第十三条第一項又は第二項の規定に基づく業務を行うに当たっ

て、法令及び予算の範囲内において、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行
う民間の団体の当該活動に要する費用（前条第一項第六号の委託及び同条第三項の委託に
係る委託費の対象となる費用を除く。）の全部又は一部を補助することができる。 
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（国の負担及び補助） 
第二十二条 国は、政令で定めるところにより、都道府県が第二十条第一項の規定により支

弁した費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担
するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次に掲げる費用の十分の五以内を補助することができ
る。 

一 都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第五号に
掲げるもの（女性相談支援センターを設置する指定都市にあっては、同項第三号に掲げる
ものに限る。） 

二 市町村が第二十条第二項の規定により支弁した費用 
３ 国は、予算の範囲内において、都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用の

うち同項第六号に掲げるもの及び市町村が同条第三項の規定により支弁した費用並びに都
道府県及び市町村が前条第二項の規定により補助した金額の全部又は一部を補助すること
ができる。 

第五章 罰則 
第二十三条 第九条第八項又は第十五条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年

以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 
附 則 抄 
（施行期日） 
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 
一 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定 公布の日 
二 附則第三十四条の規定 この法律の公布の日又は児童福祉法等の一部を改正する法律

（令和四年法律第六十六号）の公布の日のいずれか遅い日 
三 略 
四 附則第三十六条の規定 この法律の公布の日又は刑法等の一部を改正する法律の施行に

伴う関係法律の整理等に関する法律（令和四年法律第六十八号）の公布の日のいずれか遅
い日 

（検討） 
第二条 政府は、この法律の公布後三年を目途として、この法律に基づく支援を受ける者の

権利を擁護する仕組みの構築及び当該支援の質を公正かつ適切に評価する仕組みの構築に
ついて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施
行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措
置を講ずるものとする。 

（準備行為） 
第三条 厚生労働大臣は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、

第七条第一項から第三項までの規定の例により、基本方針を定めることができる。この場
合において、厚生労働大臣は、同条第四項の規定の例により、これを公表することができ
る。 

２ 前項の規定により定められ、公表された基本方針は、施行日において、第七条第一項か
ら第三項までの規定により定められ、同条第四項の規定により公表された基本方針とみな
す。 

（婦人補導院法の廃止） 
第十条 婦人補導院法は、廃止する。 
（婦人補導院法の廃止に伴う経過措置） 
第十一条 旧婦人補導院法第十二条の規定による手当金の支給及び旧婦人補導院法第十九条

の規定による遺留金品の措置については、なお従前の例による。この場合において、これ
らに関する事務は、法務省令で定める法務省の職員が行うものとする。 

（政令への委任） 
第三十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令

で定める。 
附 則 （令和四年六月一五日法律第六六号） 抄 
（施行期日） 
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 
一 附則第七条、第八条及び第十七条の規定 公布の日 
（罰則に関する経過措置） 
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第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。 

（政令への委任） 
第十七条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経

過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 
附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号） 抄 
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７ 困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な 

方針【概要】 

 

 

（出典：厚生労働省「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方

針」概要、令和４年厚生労働省告示第 111 号）  
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困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針 

令和五年三月二十九日 厚生労働省告示百十一号 

目次 
はじめに 
第１ 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な事項 

１ 女性相談支援センター（旧婦人相談所）の設置状況 
２ 女性相談支援センター（旧婦人相談所）の利用者の状況や推移 
３ 女性相談支援員（旧婦人相談員）の委嘱及び配置の状況 
４ 女性相談支援員（旧婦人相談員）が実施する相談支援の現状 
５ 女性自立支援施設（旧婦人保護施設）の設置状況 
６ 女性自立支援施設（旧婦人保護施設）の入所者の現状 
７ まとめ 

第２ 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の内容に関する事項 
１ 法における施策の対象者及び基本理念 
２ 国、都道府県及び市町村の役割分担と連携 
３ 支援の基本的な考え方 
４ 支援に関わる関係機関等 

⑴ 女性相談支援センター 
⑵ 女性相談支援員 
⑶ 女性自立支援施設 
⑷ 民間団体等 
⑸ その他関係機関 

５ 支援の内容 
⑴ アウトリーチ等による早期の把握 
⑵ 居場所の提供 
⑶ 相談支援 
⑷ 一時保護 
⑸ 被害回復支援 
⑹ 生活の場を共にすることによる支援（日常生活の回復の支援） 
⑺ 同伴児童等への支援 
⑻ 自立支援 

① 医学的又は心理的支援 
② 生活支援 
③ 日中活動の支援 
④ 居住支援 

⑼ アフターケア 
６ 支援の体制 

⑴ 連携の基本的考え方 
⑵ 三機関の連携体制 
⑶ 民間団体との連携体制 
⑷ 関係機関との連携体制 
⑸ 配偶者暴力防止等法に基づく施策との関係 

７ 支援調整会議 
⑴ 支援調整会議の設置・構成員等 
⑵ 支援調整会議の目的・議論内容・構成等 
⑶ 支援調整会議の招集や留意点等 

８ 教育・啓発 
９ 人材育成 
10 調査研究等の推進 
11 基本方針の見直し 

第３ 都道府県等が策定する基本計画の指針となるべき基本的な事項 
１ 計画策定に向けた手続 

⑴ 基本計画の期間 
⑵ 他の計画との関係 
⑶ 基本計画策定前の手続 

２ 計画に関する評価と公表 
⑴ 評価 
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⑵ 評価結果の公表 
⑶ 次の基本計画の策定 

３ 基本計画に盛り込むことが望ましい施策 
⑴ 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方針 
⑵ 困難な問題を抱える女性への支援のための施策内容に関する事項 
⑶ その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する重要事項 

 
はじめに 
 

１．これまでの経緯 
 

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法律第 52 号。以下「法」とい
う。）の成立以前は、我が国において、対象者が「女性であること」に着目した福祉的な支
援のための施策は、法による改正前の売春防止法（昭和 31 年法律第 118 号。以下「旧売春
防止法」という。）第４章の規定に基づく婦人保護に関する施策が中心であり、法に基づい
て婦人相談所の設置、婦人相談員の委嘱、婦人保護施設の設置等の婦人保護事業が進めら
れてきた。しかしながら、法に基づく婦人保護事業は、法第 34 条第３項において「性行又
は環境に照して売春を行うおそれのある女子」と定義される「要保護女子」の「保護更
生」を目的とするものであり、困難な問題に直面している女性の人権の擁護・福祉の増進
や自立支援等の視点は不十分なものであった。 

 
時代が下るにつれ、社会経済状況の急激な変化とともに、女性の高学歴化が進み、就業

率が上昇した。また、婚姻に関する意識や家族関係の変化により、女性の支援ニーズも多
様化したにもかかわらずそのような変化に対応するための法改正は行われないまま、婦人
保護施策は、その対象者を拡大する対応にとどまった。「売春」以外の、生活困難や家庭環
境の問題等のさまざまな課題を抱えた女性が婦人保護事業の現場において増加したこと等
も受け、昭和 45 年には、「昭和 45 年度婦人保護事業費の国庫負担及び補助について」（昭
和 45 年厚生省社会局長通知）において、「婦人相談所又は婦人相談員がその受け付け時点
において転落のおそれなしと認めた婦女子については、当該婦女子が正常な生活を営むの
に障害となる問題を有しており、かつ、その障害となる問題を解決すべき機関が他にない
と認められる場合に限り、転落未然防止の見地から当該障害となる問題が解決されるまで
の間、婦人保護事業の対象者として取り扱って差し支えない」旨が示され、婦人保護事業
の対象が「売春を行うおそれのある女子」以外にも拡大された。 

 
また、平成 13 年に施行された配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

（平成 13 年法律第 31 号。以下「配偶者暴力防止等法」という。）においては、法第３条か
ら第５条までにおいて、婦人相談所、婦人相談員及び婦人保護施設が、配偶者からの暴力
を受けた者の支援を行う機関として位置づけられ、配偶者暴力防止等法が、婦人保護事業
の根拠法のひとつとなった。 

 
さらに、日本に入国した外国人女性が監禁されたり、「売春」を強要されたりといった人

身取引の被害報告が増加したことを背景に、平成 16 年に「人身取引対策行動計画」（人身
取引対策に関する関係省庁連絡会議決定）が策定された。警察署等において人身取引被害
者を発見した場合の対応として婦人相談所等に当該女性の保護を依頼すべきこととされた
ことを踏まえ、厚生労働省からも、人身取引被害者の保護を実施する機関として婦人相談
所が留意すべき事項を地方公共団体に向けて通知した。 

 
加えて、累次の改正により、現行のストーカー行為等の規制等に関する法律（平成 12 年

法律第 81 号）第９条では、ストーカー行為等の相手方（被害者）に対する支援が明確に位
置づけられたことから、婦人相談所等によるストーカー行為の被害者への適切な支援につ
いても通知がなされている。 

 
このように、女性達が直面している問題も多様化し、また複合的な困難な問題を抱える

女性の増加も指摘されてきたと同時に、婦人保護事業の対象者も拡大してきたが、旧売春
防止法における婦人保護に関する規定が抜本的に見直されることはなかった。これらの状
況を受けて、旧売春防止法に婦人保護事業の根拠を置くことそのものの制度的限界が指摘
されるようになり、女性活躍加速のための重点方針 2018（平成 30 年６月 12 日すべての女
性が輝く社会づくり本部決定）においては、「婦人相談所等における支援について実施した
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実態把握の結果等を踏まえ、課題の整理を行い、社会の変化に見合った婦人保護事業の見
直しについて有識者等による検討の場を設ける。その議論を踏まえつつ必要な見直しにつ
いて検討する」旨が決定された。 

 
平成 30 年７月には、厚生労働省子ども家庭局長が有識者等の参集を求めた「困難な問題

を抱える女性への支援の在り方に関する検討会」が開催され、婦人保護事業の将来的な在
り方等について検討を行った。本検討会が取りまとめた「困難な問題を抱える女性への支
援のあり方に関する検討会中間まとめ」（令和元年 10 月 11 日）においては、婦人保護事業
の支援対象者像の拡大や、旧売春防止法を制度的根拠とすることの限界が改めて指摘さ
れ、「人権の擁護と男女平等の実現を図ることの重要性に鑑み、様々な困難な問題に直面す
る女性を対象とした包括的な支援制度が必要である」こと、「（略）女性が抱える困難な問
題は、近年、複雑・多様化、かつ、複合的なものとなっており、旧売春防止法を根拠とし
た従来の枠組みでの対応は限界が生じている。このような認識のもと、女性を対象として
専門的な支援を包括的に提供する制度について、法制度上も旧売春防止法ではなく、新た
な枠組みを構築していく必要がある」こと、また「旧売春防止法に基づく「要保護女子」
としてではなく、若年女性への対応、性暴力や性的虐待、性的搾取等の性的な被害からの
回復支援、自立後を見据えた支援など、時代とともに多様化した困難な問題を抱える女性
を対象として、相談から保護・自立支援までの専門的な支援を包括的に提供できるように
することが必要である」ことや「行政・民間団体を通した多機関における連携・協働を通
じて、支援が行き届きにくい者も対象とし、早期かつ、切れ目のない支援を目指すことが
必要である」ことが指摘された。 

 
このような状況の中で、国会においても、婦人保護事業の旧売春防止法からの脱却を目

指す動きが強まり、令和４年５月、議員立法である法が成立した。法は令和６年４月１日
から施行されるものであり、法の施行に伴い、旧売春防止法のうち、補導処分及び婦人補
導院について規定した第３章並びに婦人保護事業について規定した第４章は廃止されるこ
ととなった。なお、婦人補導院については、以下の理由から廃止することとしており、当
該廃止に伴い、関係法令（婦人補導院法（昭和 33 年法律第 17 号）、婦人補導院処遇規則
（昭和 33 年法務省令第８号）及び婦人補導院組織規則（平成 13 年法務省令第５号））につ
いても廃止されることとなった。 
・ 女性を婦人補導院に強制的に収容して矯正する補導処分の仕組みは、法の趣旨に合致
しないこと 

・ 法で新設する、困難な問題を抱える女性に関する包括的な支援体制により、従来の制
度では婦人補導院における補導処分の対象となるような女性も含めて、支援可能となる
こと 

・ 近年の補導処分の件数が極めて低い水準で推移していること 
 

２．方針のねらい 
 

旧売春防止法第４章に基づく婦人保護事業は、困難な問題に直面している女性の人権の
擁護・福祉の増進や自立支援等の視点は不十分なものであった。また、婦人保護事業によ
る支援の対象者が拡大してきた中においても、なお、制度や施設等の利用に円滑につなが
りにくい場合があること、旧売春防止法下での支援内容が実際の支援対象者のニーズに合
わないこと、婦人保護事業の存在等に関する周知が不足していること、地方公共団体によ
って制度の利用に独自のルールが設けられている場合があること等を背景として、婦人保
護事業は困難な問題を抱える女性への支援が重要な課題となっているにもかかわらず十分
に活用されてこなかった。さらに、女性への支援に取り組む民間団体も現れてきている
が、活動基盤が脆弱な状況が見られる。 

 
法は、「売春を行うおそれのある要保護女子」の「保護更生」を目的とした旧売春防止法

第４章とは異なり、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情に
より、日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える、あるいは抱えるおそ
れのある女性を施策の対象とし、それらの女性が自らの意思を尊重されながら、その置か
れた状況に応じてきめ細やかで、支援対象者に寄り添いつながり続ける支援を受けること
により、その福祉が増進され、自立して暮らすことができる社会を実現することを目的と
している。 
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法のもとで実施される女性支援事業に関しては、これまで婦人保護事業の中核を担って
きた婦人相談所、婦人相談員及び婦人保護施設が、名称を女性相談支援センター、女性相
談支援員及び女性自立支援施設と変更した上で引き続き事業の中心となる。一方で、困難
な問題を抱える女性に対しては、独自の支援を実施している民間団体が存在しており、こ
れらの民間団体の特色である柔軟性のある支援や、これまでの活動の中で蓄積された知見
や経験、育成されてきた人材等は、困難な問題を抱える女性への支援を進める上で有効で
ある。この点を踏まえ、困難な問題を抱える女性への支援に当たっては、行政機関と民間
団体は、双方の特色を尊重し、補完し合いながら対等な立場で協働していくことが求めら
れる。また、女性支援に当たっては、関係地方公共団体相互間の緊密な連携と合わせて、
女性支援を行う機関と、他の施策に関連する様々な機関が緊密に連携しながら、支援対象
者の置かれた状況に応じてきめ細やかな、つながり続ける支援を実施する必要がある。 

 
こうした地域での支援体制の構築に際しては、大きな地域格差が生じることのないよ

う、国において全国の支援体制の状況等の把握や課題分析等を行うとともに、都道府県及
び市町村（特別区を含む。以下同じ。）が中心となり、困難な問題を抱える女性の人権の擁
護、性暴力や性的虐待、性的搾取等の性的な被害からの心身の健康の回復、生活再建等に
必要となる支援体制の強化や地域福祉との連携の強化を図っていく必要がある。 

 
さらに、旧売春防止法における旧婦人相談所、旧婦人相談員及び旧婦人保護施設は、配

偶者暴力防止等法第１条に規定する配偶者からの暴力等及び配偶者暴力防止等法第 28 条の
２に規定する関係にある相手からの暴力を受けた被害者（以下「配偶者暴力被害者」とい
う。）への支援の受け皿として位置づけられてきた経緯があり、法施行後も引き続き、法の
支援の対象者として配偶者暴力被害者が含まれることとなる。一方、配偶者暴力被害者に
ついては、配偶者暴力防止等法及び法の下位法令等に基づき支援を行う必要があることか
ら、これまでも、困難な問題を抱える女性への支援の枠組の中において、配偶者暴力被害
者への支援とそれ以外の者への支援が併存している状況が続いてきたところである。法の
施行に当たっては、配偶者暴力防止等法と法の関係性を整理した上で、例えば、必要に応
じて近隣自治体とも連携しつつ、配偶者暴力被害者をはじめとする所在地の秘匿性の必要
性が高い場合と、地域に開かれた社会生活等が重要である場合、それぞれに適切な支援を
提供できるような施設や支援の在り方の検討に努める必要がある。 

 
また、法の施行に当たっては、地域によって困難な問題を抱える女性への対応に大きな

格差が生じるべきではなく、支援対象者が全国どこにいたとしても、必要十分な支援を受
ける体制を全国的に整備していく必要がある。一方で、困難な問題を抱える女性を巡る状
況は地域の特性によって異なることも踏まえ、法は、困難な問題を抱える女性への支援の
ための施策の実施に関する基本計画（以下「基本計画」という。）の策定を都道府県に義務
づけるとともに、市町村に対しても努力義務として基本計画の策定を求めている。困難な
問題を抱える女性への支援体制の構築を着実に進めるに当たっては、本基本方針に則って
各地方公共団体が基本計画を定めることが重要である。 

 
この基本方針は、法第７条第１項の規定に基づき、困難な問題を抱える女性への支援に

関する基本的な事項、困難な問題を抱える女性への支援のための施策の内容に関する事項
及び都道府県等が策定する基本計画の指針となるべき基本的な事項について、法の趣旨や
困難な問題を抱える女性の実態、支援対象者に対する支援の実態や課題等を踏まえて定め
ることにより、困難な問題を抱える女性の福祉の増進及び自立に向けた施策が国及び地方
公共団体において総合的かつ計画的に展開され、個々の支援対象となる女性に対して効果
的に機能することを目指すものである。国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性
への支援のための施策の実施及び制度運営に関する予算等の検討に当たっては、この基本
方針を十分に踏まえる必要がある。 

 
３．方針の対象期間 

 
この基本方針の対象期間は、令和６年度から令和 10 年度までの５年間とする。なお、法

その他の関係法令に改正があった場合は、その都度見直しを行うものとする。 
 

第１ 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な事項 
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以下の記述について、特に記載がないものは、厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課（令和４
年度当時）の調査による。 
 

１．女性相談支援センター（旧婦人相談所）の設置状況 
 

令和３年４月１日時点で、女性相談支援センター（旧婦人相談所）は全国に 49 カ所存在
する。また、女性相談支援センター（旧婦人相談所）は、配偶者暴力防止等法第３条第１
項の規定により配偶者暴力相談支援センターとしての役割も担っている（配偶者暴力相談
支援センターは全国で 308 カ所設置されている（令和４年９月１日現在））。 

 
２．女性相談支援センター（旧婦人相談所）の利用者の状況や推移 

 
令和２年度に女性相談支援センター（旧婦人相談所）に相談に訪れた者の人数は 10,591

人（実人数）であり、その相談内容の内訳は夫等（配偶者（事実婚を含む。））からの暴力
を受けた者（配偶者からの暴力を受けた後婚姻を解消した者であって、当該配偶者であっ
た者から引き続き生命又は身体に危害を受けるおそれがある者・生活の本拠を共にする交
際をする関係にある相手を含み、身体的暴力を受けた者に限らず、心身に有害な影響を及
ぼす言動を受けた者を含む。）からの暴力に関する相談が 60.1％と最多、暴力以外の家族・
親族との問題（離婚問題を含む。）に関する相談が 12.7％と２番目に多い結果となった。ま
た、夫等以外の、子、親、親族等からの暴力に関する相談が 9.3％、交際相手等からの暴力
に関する相談が 2.7％であり、夫等からの暴力に関する相談と合わせると、近しい者からの
暴力に関する相談が 72.1％を占めている。さらに、住居問題（帰住先なしを含む。）が
6.4％等と続く。また、相談者の年齢層は、40 歳以上が 48.0％、20 歳以上 40 歳未満が
48.0％、18 歳以上 20 歳未満が 2.5％、18 歳未満が 0.4％である。女性相談支援センター
（旧婦人相談所）への来所相談人数は、平成 15 年度の 21,195 人から、一貫して減少傾向
にある。夫等からの暴力に関する相談人数は、平成 21 年度の 9,882 人が最多であったが、
その後減少している。 

 
女性相談支援センター（旧婦人相談所）により一時保護された女性は令和２年度で 3,514

人、その同伴家族は 2,851 人で、合計すると 6,365 人である。同伴家族の内訳としては、
60.6％が乳児・幼児、28.3％が小学生、97.7％が 18 歳未満の児童となっている。一時保護
所の利用率は全国平均で見ると 14.1％（同伴家族を除く。）であるが、地域間の差が大き
く、最も低い都道府県で 2.0％、最も高い都道府県で 64.3％となっている。一時保護の平
均在所日数は 17.1 日であり、１～５日が最多の 26.4％である一方、31 日以上在所する者
も 15.3％存在する。また、令和２年度中の退所者 3,454 人の内訳をみると、一時保護後の
行き先としては、9.5％が女性自立支援施設（旧婦人保護施設）、11.6％が母子生活支援施
設、11.8％がその他の社会福祉施設、8.4％が民間団体となっている。そのほか、実家等に
帰郷した者が 14.4％、帰宅した者が 15.4％、自立した者が 13.2％等となっている。一時保
護された女性の人数は、平成 21 年度の 6,625 人が最多であり、その後減少傾向にある。ま
た、平成 14 年度に一時保護委託制度を創設しており、各都道府県の委託契約先となる施設
数は令和３年４月１日現在で 333 施設存在する（同一施設が複数都道府県の委託契約先と
なる場合があるため、重複がある。）。一時保護された女性のうち、委託先施設で保護され
た人数は、令和２年度で 1,136 人、その同伴家族は 1,178 人で、合計すると 2,314 人であ
る。 

 
３．女性相談支援員（旧婦人相談員）の委嘱及び配置の状況 

 
令和３年４月１日時点で、女性相談支援員（旧婦人相談員）の人数は 1,594 人、うち 474

人が都道府県（義務設置）、1,120 人が市から委嘱されている（任意設置）。女性相談支援員
（旧婦人相談員）は毎年わずかずつ増加しているが、特に市における増加率が高く、平成
21 年度の 598 人から 522 人増加している。女性相談支援員（旧婦人相談員）のうち約
16.3％にあたる 260 名が常勤職員であり、それ以外の約 83.7％は非常勤職員である。女性
相談支援員（旧婦人相談員）の在職年数としては、３年未満が都道府県では 40.5％、市で
は 43.5％を占めている。女性相談支援員（旧婦人相談員）が配置されている場所として
は、都道府県では女性相談支援センター（旧婦人相談所）や福祉事務所、県支庁など、市
では福祉事務所や市本庁が多い。 

 
４．女性相談支援員（旧婦人相談員）が実施する相談支援の現状 
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女性相談支援員（旧婦人相談員）が受け付ける相談件数（女性相談支援センター（旧婦人

相談所）に配置された女性相談支援員（旧婦人相談員）への相談を除く。）は増加傾向であ
り、来所相談や電話相談等の合計実人員は、平成 21 年度で 126,118 人であったのが、令和
２年度で 164,622 人となっており、延べ相談件数は平成 21 年度の 266,611 件から令和２年
度には 433,250 件となっている。また、平成 21 年度の来所相談のうち、夫等からの暴力に
関する相談をした人数が 17,301 人、来所相談全体に対する割合が 26.4％であったことと比
べると、令和２年度に受け付けた来所相談人数 71,289 人のうち、夫等からの暴力に関する
相談をした人数は 32,001 人で、全体の 44.9％を占めており、年々増加している。 

 
５．女性自立支援施設（旧婦人保護施設）の設置状況 

 
令和３年４月１日時点で、女性自立支援施設（旧婦人保護施設）は、全国に 47 施設設置

されているが、女性自立支援施設（旧婦人保護施設）が設置されていない県も７県ある。
47 施設のうち、公設公営の施設が 22 施設（46.8％）、民設民営の施設が 16 施設
（34.0％）、公設民営の施設が９施設（19.1％）ある。公設公営の施設については、女性相
談支援センター（旧婦人相談所）に女性自立支援施設（旧婦人保護施設）を併設する形を
とっているところが多い。女性自立支援施設（旧婦人保護施設）の入所者数及び定員に対
する定員充足率は減少傾向にあり、平成 21 年度の年間平均入所者数が 505 人、定員充足率
が 35.9％であったのに対し、令和２年度の年間平均入所者数は 244 人、定員充足率は
19.8％であるが、定員充足率が一番高い自治体は 44.6％、一番低い自治体は 0.2％となっ
ている。また、令和２年度の入所者の実人数は 643 人となっており、この他に入所者の同
伴家族が 261 人入所していた。単身での入所者は 502 人、家族を伴う入所者は 141 人であ
った。 

 
６．女性自立支援施設（旧婦人保護施設）の入所者の現状 

 
令和２年度の女性自立支援施設（旧婦人保護施設）入所者の入所理由は、夫等からの暴

力が 258 人、40.1％と最多であり、続いて住居問題（帰住先なしを含む。）が 181 人
（28.1％）、子、親、親族等からの暴力が 88 人（13.7％）、交際相手等からの暴力が 58 人
（9.0％）等となっている。夫等や子、親、親族、交際相手等からの暴力被害を入所理由と
する者の割合は全体の 62.8％を占めている。平均在所日数は 138.6 日である。入所者の年
齢層は、40 歳以上が 46.7％、20 歳以上 40 歳未満が 47.4％、18 歳以上 20 歳未満が
5.3％、18 歳未満が 0.6％である。入所者の同伴家族 261 人の内訳としては、69.7％が乳
児・幼児、23.0％が小学生であり、18 歳未満の児童が約 98％を占める。 

 
令和２年度の入所者のうち 12.4％が精神障害者保健福祉手帳を所持しており、10.2％が

療育手帳を、4.0％が身体障害者手帳を所持している。また、17.7％が通院、入院歴がある
者及び常備薬を服用している者であり（手帳所持者は含まない。）、入所者のうち半数近く
の女性が何らかの障害や疾病を抱えている。 

 
７.まとめ 
 
女性相談支援センター（旧婦人相談所）への相談や女性相談支援センター（旧婦人相談

所）における一時保護、女性自立支援施設（旧婦人保護施設）への入所等、いずれの場面
においても、支援対象者のニーズは多様化、複雑化、複合化し、個別専門的な対応を必要
とするケースが多いなど、旧売春防止法を根拠として婦人保護事業が創設された時点か
ら、状況が根本的に変化していることが改めて浮き彫りになっており、法はこのような状
況を踏まえて創設されたものである。何らかの形態による暴力の被害者が制度利用者の多
数を占めるという状況に加え、女性自立支援施設（旧婦人保護施設）への入所者のうち半
数近くの女性が何らかの障害や疾病を抱えているという状況は、これらの女性達への支援
において、カウンセリング等による精神面の支援をはじめとする心理的・医療的側面から
の支援が極めて重要であることを意味している。さらに、一時保護や女性自立支援施設
（旧婦人保護施設）への入所の際、児童をはじめとする同伴家族がいる場合も多いことか
ら、同伴家族の生活にも配慮した支援が必要である。女性相談支援センター（旧婦人相談
所）以外に配置された女性相談支援員（旧婦人相談員）への相談件数は、平成 21 年度と令
和２年度を比べると実人員では 1.3 倍、延べ件数から見ると 1.6 倍となっており相談者の
増加が顕著に現れている。一方で女性相談支援センター（旧婦人相談所）や女性自立支援
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施設（旧婦人保護施設）の利用は年々減少している状況である。背景には、困難な問題を
抱える女性自身が、女性相談支援センター（旧婦人相談所）や女性自立支援施設（旧婦人
保護施設）が提供する支援を受けようと考えていないことや、そもそもこれらの支援策の
存在を知らないこと、支援を必要としていながら、女性相談支援センター（旧婦人相談
所）等における支援対象として十分に発見されていない女性が一定数存在すること、地方
公共団体によっては、女性相談支援センター（旧婦人相談所）において支援対象者が配偶
者暴力被害者等に限定されている場合があること、一時保護所への入所のハードルが高い
こと、同伴児童と一緒に入所できない、携帯電話の使用制限など、支援対象者に支援を受
けることを躊躇させる要因があること、女性側のニーズに対して支援内容や制度が不十分
であることが指摘されており、課題となっている点を検証し、支援を必要とする者に確実
に支援が届く体制をつくることが重要である。 

 
また、困難な問題を抱える女性への支援については、民間団体が独自にＳＮＳ等も活用

しつつアウトリーチや相談支援、居場所やシェルター、ステップハウスの提供や医療機
関・行政機関等への同行支援等、生活再建に向けた様々な支援策を展開しているが、一方
で、民間団体の多くが、人材や資金等の面での困難や脆弱さを抱えている現状もある。民
間団体による支援活動の特長を生かし、行政と民間団体が協働しながら女性支援を推進し
ていくことが必要と考えられる。 

 
第２ 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の内容に関する事項 

 
１．法における施策の対象者及び基本理念 
法第２条は、法に基づく支援等の対象となる困難な問題を抱える女性について、「性的な

被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活
を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性（そのおそれのある女性を含む。）」と規定して
いる。法は、そもそも、女性が、女性であることにより、性暴力や性的虐待、性的搾取等
の性的な被害に、より遭遇しやすい状況にあることや、予期せぬ妊娠等の女性特有の問題
が存在することの他、不安定な就労状況や経済的困窮、孤立などの社会経済的困難等に陥
るおそれがあること等を前提としたものであり、このような問題意識のもと、法が定義す
る状況に当てはまる女性であれば年齢、障害の有無、国籍等を問わず、性的搾取により従
前から婦人保護事業の対象となってきた者を含め、必要に応じて法による支援の対象者と
なる。特に、女性の尊厳を傷つけ、女性の人権を軽視するものである性暴力や性的虐待、
性的搾取等の性的な被害を受けた者に対する支援は重要であり、被害による心的外傷から
回復し、安定的な生活を営めるようになるための中長期的な支援を行うことが重要であ
る。また、妊娠に関連する支援については、妊娠・出産・中絶等のどの段階においても相
手との関係性や支援対象者の年齢、家庭状況、就労・経済状態などにより、支援のニーズ
が多様であることや、今後の支援対象者の生活設計への影響が大きいこと、性暴力や性的
虐待、性的搾取などの性的な被害経験や母体の危険性、緊急な対応の必要性などに配慮
し、支援対象者の意思決定過程を支えながら、適切な専門機関や民間団体、支援施策と緊
密に連携して支援を行う必要がある。加えて、「困難な問題を抱える女性（そのおそれのあ
る女性を含む。）」とは、現に問題を抱えている者のみならず、適切な支援を行わなければ
将来的に問題を抱える状況になる可能性がある者を含んでいることに留意が必要である。 

 
性自認が女性であるトランスジェンダーの者については、トランスジェンダーであるこ

とに起因する人権侵害・差別により直面する困難に配慮し、その状況や相談内容を踏ま
え、他の支援対象者にも配慮しつつ、関係機関等とも連携して、可能な支援を検討するこ
とが望ましい。 

 
法の基本理念を規定している法第３条のうち、第１号は、「女性の抱える問題が多様化す

るとともに複合化し、そのために複雑化していることを踏まえ、困難な問題を抱える女性
が、それぞれの意思が尊重されながら、抱えている問題及びその背景、心身の状況等に応
じた最適な支援を受けられるようにすることにより、その福祉が増進されるよう、その発
見、相談、心身の健康の回復のための援助、自立して生活するための援助等の多様な支援
を包括的に提供する体制を整備すること」を規定している。困難な問題を抱える女性に
は、自身の国籍や出自、疾病や障害、過去の経験に起因する、様々な複合的な差別や社会
的排除に直面し、抱えている問題自体が複合化・複雑化していることが多い。こうした複
合化・複雑化した問題の解決には、それぞれの問題に関わる多様な関係機関との連携が重
要である。 
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また、支援対象者の多くが精神や身体等を傷つけられていることも踏まえつつ、支援対

象者本人が自らの意思や意見を決定し、表明できるように支援する体制を整え、本人の意
思に寄り添った支援を行うことが必要である。とりわけ、性暴力や性的虐待、性的搾取等
の性的な被害により、尊厳を著しく傷つけられた女性には、これらの搾取等の構造から離
れ、安心できる安定的な生活を確立し、心身の健康の回復を時間をかけて図っていくこと
が必要である。こうした困難な問題を抱える女性は、過去の経験の影響等によって持続的
な信頼関係の構築が困難である、性的搾取等の構造に再度取り込まれやすい状況に置かれ
る等の様々な困難を抱えており、安定的に支援を提供し続けることが困難である場合があ
るが、そうした場合に支援が途切れても繰り返しつながり支えていく姿勢をもって、支援
に当たることが重要である。また、性的搾取による被害が「性非行」として捉えられやす
い若年女性（児童である場合や妊産婦を含む。）については、その背後にある虐待、暴力、
貧困、家族問題、孤立、障害などの問題を十分に踏まえつつ、児童相談所等の関係機関と
連携しつつも、困難な問題を抱える女性への支援として、制度の狭間に落ちることのない
よう対応する必要がある。 

 
同条第２号は、「困難な問題を抱える女性への支援が、関係機関及び民間団体の協働によ

り、早期から切れ目なく実施されるようにすること」を基本理念として規定しており、都
道府県を基本とする広域的な実施主体と、市町村を基本とした身近な実施主体、困難な問
題を抱える女性を多様な観点及び手法で支援している民間団体や専門機関等の多数の機関
が連携して、包括的かつ切れ目のない支援体制を整備することを求めている。また、地域
によって困難な問題を抱える女性への対応に大きな格差が生じるべきではなく、支援対象
者が全国どこにいたとしても必要十分な支援を受ける体制を全国的に整備していく必要が
ある。 

 
さらに、同条第３号は「人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資することを旨

とすること」を規定しており、困難な問題を抱える女性の人権を擁護するとともに、その
性に起因して困難な状態に陥りやすい女性を支援することにより、男女平等の実現に資す
ることを求めている。 

 
地方公共団体は、これらの理念に基づき、支援対象者の多様なニーズに応じた、地域の

関係機関等の連携・協働による、支援対象者への包括的かつ継続的な「つながり続ける」
支援、行政機関のみでは実施が難しい支援を行っている民間団体との協働に努める。ま
た、国及び地方公共団体は、人材の育成、国民への教育・啓発、広域連携体制の構築など
に取り組み、全国において困難な問題を抱える女性への支援が適切に実施されるよう努め
る。 

 
２．国、都道府県及び市町村の役割分担と連携 

 
女性支援事業は、法第４条に則り、国及び地方公共団体の責務として実施されるもので

ある。困難な問題を抱える女性に対しては、法第９条第１項に規定する女性相談支援セン
ター、法第 11 条第１項に規定する女性相談支援員、法第 12 条第１項に規定する女性自立
支援施設が３本の柱として中核となり、女性が抱えている問題の種別に応じて関係機関と
密接に連携を取りながら支援を展開することとする。その際、国、都道府県及び市町村
も、適切に役割を分担しながら、互いに連携することが必要である。 

 
国は、困難な問題を抱える女性への支援に係る施策や制度の企画・立案を行う。また、

困難な問題を抱える女性への支援に関する状況の現状や課題を分析し、より効果的な施策
を展開するための調査研究や、困難な問題を抱える女性への支援に係る施策の普及・啓
発、関係者の研修等に努める。さらに、都道府県や市町村における、困難な問題を抱える
女性への支援に関する施策を効果的かつ効率的に実施するための課題や方策の検討につい
て、地域の実情に応じて支援する体制を整備するとともに、都道府県や市町村の基本計
画、施策及び取組について情報提供を行う等、都道府県及び市町村に対する支援を行う。
基本計画の策定が義務づけられている都道府県に対しては、全ての都道府県において円滑
な策定が進むよう必要な支援を行うとともに、策定が努力義務である市町村に対しては、
国が助言等を行い、積極的な策定を支援する。国の補助事業については、都道府県及び市
町村によって実施状況のばらつきがみられるが、都道府県及び市町村がこれらの事業を積



- 70 - 
 

極的に活用して、地域のニーズに応じた施策を展開していくことができるよう、支援を行
う。 

 
国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援を行う民間団体が安全かつ安

定的に運営を継続するに当たっての支援や、女性支援を行う意向のある団体の立ち上げに
関する支援等を検討し、実施するよう努める。 

 
都道府県は、困難な問題を抱える女性への支援に関して中核的な役割を果たすものとし

て、法第８条第１項の規定により、この基本方針に即して基本計画を策定すること等を通
じて、地域の実情に応じて、それぞれの地域特性を考慮しながら、計画的に、地域のニー
ズに応じた施策を検討・展開していくことが必要である。都道府県は、法第３条の規定の
趣旨を踏まえ、困難な問題を抱える女性への支援の積極的かつ計画的な実施及び周知並び
に支援を行う者の活動の連携及び調整を図ることとする。 

 
都道府県は、段階的・重層的な支援を行っていくため、行政機関と民間団体それぞれの

特性を生かした支援の在り方を検討するとともに、地域内の女性支援の実施状況や実施体
制を把握し、女性相談支援センターの設置、女性相談支援員の配置、女性自立支援施設の
設置状況を検証することが望ましい。また、困難な問題を抱える女性への支援に関する活
動を行う民間団体との協働による女性支援を通じ、困難な問題を抱える女性がそれぞれの
意思を尊重されながら、抱えている問題及びその背景、心身の状況等に応じた最適な支援
を受けられる体制を整備するものとする。 

 
都道府県は、広域的な観点から、市町村が実施する困難な問題を抱える女性への支援が

円滑に進むよう、市町村における基本計画の策定状況や各種施策の取組状況等についての
情報提供、市町村のニーズを踏まえた包括的な支援の展開等、市町村に対する支援を行う
とともに、市町村の取組状況を把握し、格差が生じないよう必要な取組（女性相談支援員
の配置状況の見える化や、未配置市町村に対する女性相談支援員の配置等）を促していく
役割を有する。 

 
市町村は、支援対象者にとって最も身近な、支援の端緒となる相談機能を果たすととも

に、困難な問題を抱える女性の支援に必要となりうる児童福祉、母子福祉、障害者福祉、
高齢者福祉、生活困窮者支援、生活保護等の制度の実施主体であり、支援の主体でもある
ことから、支援に必要な制度を所管する庁内関係部署はもとより、幅広い部署がそれぞれ
に主体性を発揮し、相互に連携の上、支援対象者が必要とする支援を包括的に提供すると
ともに、必要な場合は適切に当該市町村が所在する都道府県や他の市町村、関係機関等に
つなぎ、かつ、つないだ先の都道府県や他の市町村等と連携して支援を行う等、関係機関
との緊密な連携が図られるよう配慮しなければならない。また、庁内での情報連携及び支
援方針の決定が円滑に行われるよう、関連部署が参加する会議の開催等の工夫に努める。
市町村は、法第８条第３項及び第 11 条第２項の規定により、この基本方針に即して基本計
画を策定するよう努めるとともに、女性相談支援員を置くよう努めるものとする。 

 
また、市町村は市町村内における、困難な問題を抱える女性への支援窓口の周知等に努

めるほか、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間団体と協働しての女
性支援を積極的に担うことに努める。 

 
都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、困難な問題を抱える女性への支援を適切

かつ円滑に行うため、困難な問題を抱える女性への支援に従事する者その他の関係者によ
り構成される支援調整会議を組織するよう努めるものとする。 

 
都道府県及び市町村は、国による調査研究や研修等、予算事業等も活用しつつ、困難な

問題を抱える女性への支援に係る施策の普及・啓発、効果的な支援の手法等に関する調査
研究の推進、支援に係る人材の確保や養成及び資質の向上及び女性支援を行う民間団体の
安全かつ安定的な運営の援助に努めるものとする。 

 
３．支援の基本的な考え方 

 
旧売春防止法においては、婦人保護事業の対象者はあくまで「保護更生」を必要とする

者として位置づけられており、支援対象者本人の意思の尊重や､本人の状況に応じた自立支
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援の重要性については明確に謳われてこなかった。法に基づく困難な問題を抱える女性へ
の支援は、旧売春防止法に基づく「保護更生」の考え方とは大きく異なり、法第３条に規
定する基本理念に基づいて行われるべきであり、困難な問題を抱える女性本人の心身の安
全・安心の確保等に留意しつつ最大限にその意思を尊重し、本人の立場に寄り添って、相
談やアウトリーチ等による発見から相談へつないでいくことが重要である。また、一人ひ
とりのニーズに応じて、施設等への入所、生活支援や被害からの回復支援を行い、地域生
活への移行や自立支援まで、地域の関係機関等が連携・協働して包括的な支援を実施する
ものとする。 

なお、支援に際しては、次の点に十分留意する必要がある。 
① 支援対象者が目指すべき自立は、経済的な自立のみを指すものではなく、個々の者の

状況や希望、意思に応じて、必要な福祉的サービス等も活用しながら、安定的に日常生活
や社会生活を営めることを含むものであり、「本人の自己決定」及び「自己選択」が重要な
要素である。支援に当たっては、支援対象者が自己決定できるよう十分な情報提供に基づ
く、丁寧なソーシャルワークを行い、支援対象者に寄り添い一緒に考えていく姿勢が求め
られること。 

② 支援に当たっては、多様な困難な問題を抱えた若年世代から子育て世代、中年・高齢
世代と、幅広い年齢層の女性それぞれのライフステージに合わせて、各関係機関や民間団
体等とも連携し、支援対象者の立場に寄り添った支援を行うことが必要であること。 

③ 多様で複合的な困難な問題を抱える支援対象者の自立に向けての支援は、性暴力や性
的虐待、性的搾取等の性的な被害に遭った者をはじめとする支援対象者の多くが精神や身
体を傷つけられ、自らの意思や希望等を表出することが難しい状況に置かれている場合も
多く、自立を困難にしている諸要因を理解し、問題解決に向けて包括的に対応していく必
要があること。 

④ 支援対象者の属性や課題にかかわらず、幅広く相談を受け止め、支援対象者と寄り添
い、つながり続ける支援を行うとともに、各関係機関につなぐ支援が重要であること。 

⑤ 各関係機関や民間団体等が十分に協働・連携を図りながら継続し、寄り添いながら支
援を行うことが重要であり、支援が途切れても繰り返しつながり支えていく姿勢を持っ
て、支援に当たることが重要であること。 

⑥ 特に、行政機関に支援を求めることができない、あるいは求めない女性の存在に留意
し、アウトリーチ等を積極的に行う民間団体とも連携した支援対象者の早期発見への取組
を進めることが必要であること。若年女性については、児童相談所等の関係機関とも連携
しながら、制度の狭間に落ちないよう、留意して対応する必要があること。 

⑦ 支援に関わる者は、相談や保護の日時、相談先や支援対象者の氏名等を含む支援対象
者の安全に関わる情報の取扱いに万全を期するものとし、支援対象者のプライバシーを尊
重し、その個人情報について適切に取り扱うこと。また、関係機関が連携して支援を行う
場合には個人の情報について共有することが必要となるため、支援調整会議を柔軟かつ機
動的に活用するほか、共有する情報の取扱いについてあらかじめルールを決めることが望
ましい。 

 
４．支援に関わる関係機関等 
⑴ 女性相談支援センター 
女性相談支援センターの前身は、旧売春防止法において「婦人相談所」として規定さ

れ、「要保護女子」の「保護更生」に関し、①相談に応じること、②必要な調査や判定、指
導を行うこと、③「要保護女子」の一時保護を行うこととされていた。法における女性相
談支援センターは、困難な問題を抱える女性を支援するため、①支援対象者の立場に立っ
て相談に応じることや、相談を行う機関を紹介すること、②支援対象者及び同伴家族の安
全確保及び一時保護を行うこと、③支援対象者の心身の健康の回復を図るため、医学的又
は心理学的な援助等を行うこと、④支援対象者の自立を促進するための情報提供、助言、
関係機関との連絡調整を行うこと、⑤支援対象者が居住して保護を受けることができる施
設の利用について、情報提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこととさ
れている。女性相談支援センターは都道府県に設置義務があるほか、指定都市が設置する
ことができる。 

 
女性相談支援センターは、支援対象者が抱える問題やその背景、心身の状況等を適切に

把握するためのアセスメントを踏まえ、本人の希望と意思を最大限に尊重しながらその時
点において最適と考えられる支援を検討、決定し、実施する。アセスメントは一時保護の
有無にかかわらず、支援の方針を決定するために必要なことであり、その際には、本人の
同意を得た上で可能な限り市町村等の女性相談支援員や民間団体によるアセスメント結果
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の活用などの関係機関からの情報収集や分析、センター内のケース検討会議や支援調整会
議等を活用した状況分析や支援内容の検討を行うことが重要である。また、一時保護を実
施した場合や、女性自立支援施設への入所による自立支援が必要である場合、各種の社会
福祉サービス等を組み合わせながら支援を行う必要がある場合等を中心とする個別ケース
については、健康状態が許さない場合等の例外を除き、本人の参画を得た上で、具体的な
個別支援のための計画を策定する必要がある。なお、法の施行により、旧売春防止法に基
づき制定された「婦人保護事業実施要領」は廃止され、従来の同実施要領に基づく「保護
更生」を目的に行われてきた「判定」や「行動観察」は今後実施しない。さらに、女性相
談支援センターは、関係機関と連携して支援を行う際の主たる調整機能を果たすことが望
ましい。 

 
女性相談支援センターの所長は、女性相談支援センターに関する政令（令和５年政令第

85 号）第１条において、「所長の職務を行うに必要な専門的な知識経験及び女性の人権に関
する識見を有するもののうちから任用しなければならない」とされているが、女性相談支
援センターの所長は、困難な問題を抱える女性への支援又はその関連分野に取り組んだ相
当年数の実績を持ち、高い人権意識とともに支援対象者の保護、被害回復支援、自立支援
等に関する専門知識を有するものであることが望ましい。 

 
これまで一時保護される者は、配偶者等からの暴力を受け、安全確保が必要なものが中

心となっていたが、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律施行規則（令和５年厚
生労働省令第 37 号（以下「法施行規則」という。））第１条各号に規定する多様な一時保護
の対象者に対応するためにも、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第九条第七
項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準（令和５年厚生労働省告示第 109 号）を満た
す者への委託も積極的に検討することが望ましい。 

 
⑵ 女性相談支援員 

女性相談支援員の前身は、旧売春防止法において「婦人相談員」として規定され、「要保
護女子」の発見、相談への対応、必要な指導等を行うこととされていた。法における女性
相談支援員は、地方公共団体において、困難な問題を抱える女性の発見に努め、その立場
に立って相談に応じ、及び専門的技術に基づいて必要な援助を行う職員である。都道府県
及び女性相談支援センターを設置する指定都市は女性相談支援員を置くものとし、指定都
市以外の市町村は女性相談支援員を置くよう努めるものとする。女性相談支援員は支援対
象者が適切な支援を受けられるよう、丁寧なヒアリングによるアセスメントを行い、支援
対象者の意思決定を支援し、必要に応じて関係機関と連絡調整を行う。市町村等の女性相
談支援員は、支援対象者にとって最も身近に相談できる支援機関に属する者として、支援
への入り口の役割を果たすとともに、支援対象者に寄り添いながら、支援に必要となりう
る児童福祉、母子福祉、障害者福祉、高齢者福祉、生活困窮者支援、生活保護等の制度の
実施機関と連携して、本人のニーズに照らし、戸籍や住民票の発行、転出入手続、各種手
当の受給に係る手続、公営住宅への入居、児童の養育に関する支援、各種福祉サービスの
調整等のコーディネート及び同行支援を行い、関係部署と連携して支援対象者を適切な支
援につなげる役割を有し、継続した支援を行うものである。なお、女性相談支援員が設置
されていない市町村においては、女性相談を担当する部署において必要な支援を行う。ま
た、一時保護や女性自立支援施設の利用等を要する者に関しては、都道府県との連絡調整
を行う。都道府県の女性相談支援員は、困難な問題を抱える女性への支援の中核を果たす
機関に属する者として、支援対象者にとって適切な生活の場で適切な支援が受けられるよ
う、支援対象者の意思決定を支援し、関係機関と連絡調整を行う。また、生活の場となる
施設の目的、役割及び支援の内容について支援対象者に説明した上で、本人の同意を得て
一時保護や女性自立支援施設等の利用の調整を行う。 

 
女性相談支援員の任用に当たっては、その職務を行うのに必要な能力及び専門的な知識

経験を有する人材の任用に特に配慮するとともに、女性相談支援員は支援対象者と継続的
な信頼関係を構築することが極めて重要であり、長期的な支援が必要なケースも多数存在
することに留意することが必要である。また、支援に当たり、女性相談支援員が孤立する
ことのないよう、各都道府県又は市町村においては、個々の女性相談支援員の業務を十分
にサポートする必要があるとともに、女性相談支援員が支援に必要な情報等へのアクセス
を制限されていることや、支援に活用すべき他部署のサービス・給付等との連携が図りづ
らい状況に置かれることは、女性相談支援員の役割を果たすに当たって支障となるため、
その役割を十分に果たすことができるよう、必要な情報等へのアクセスや支援ツールの利
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用、他部署連携等について、当該支援員が所属する部署の長が十分に配慮することが必要
である。 

 
女性相談支援員は、困難な問題を抱える女性にとっての相談窓口となり、必要に応じて

関連施策や制度等の活用、関係機関との連携等を図りつつ支援を行う者であるため、社会
福祉に関する知識や、相談支援に関する専門的な技術・経験を持ち、任用後も研修や勉強
会等を通じて継続的に支援のための能力向上に努めるとともに、女性相談支援員をサポー
トする体制を整備することが望ましい。 

 
また、女性相談支援員は、個別の相談者が抱える障害や疾病、暴力や虐待被害等の経験

等にも配慮しつつ、相談者の意思を勘案した支援ができるよう、アセスメントを行い、個
別の支援計画の策定に参画する。 

 
⑶ 女性自立支援施設 

女性自立支援施設の前身は、旧売春防止法において、「要保護女子」を収容保護するため
の「婦人保護施設」として規定されていた。法における女性自立支援施設は、①「困難な
問題を抱える女性を入所させて、その保護を行う」こと、②入所者の「心身の健康の回復
を図るための医学的又は心理学的な援助を行う」こと、③「自立の促進のためにその生活
を支援」すること、④「退所した者について相談その他の援助を行うこと」とされてい
る。また、女性自立支援施設においては、入所者が同伴した児童に対する学習及び生活に
関する支援を行うこととされている。 

 
女性自立支援施設は法において必置とはされていないが、様々な課題を抱えて他に居場

所を見つけることが困難であるような者を含め、困難な問題を抱える女性が中長期に滞在
できる落ち着いた環境で心身の健康の回復を図り、個々の自立に向けた準備をするための
重要な機関であり、各都道府県に設置されることが望ましい。また、女性自立支援施設の
広域利用を進め、支援対象者が必要に応じて入所できる体制をつくることが望ましい。 

 
女性自立支援施設への入所決定は都道府県（女性相談支援センター）が行うが、施設へ

の入所決定前に、支援対象者本人が施設の見学や体験宿泊を行い、事前説明を受ける機会
を設けるとともに、入所前に何らかの支援を受けていた経緯のある支援対象者について
は、当該支援（入所前の民間団体による支援を含む。）の内容を都道府県において十分に把
握した上で、当該支援の提供主体と積極的・継続的に連携することを検討することとす
る。また、入所前及び入所後においても、支援対象者の意向を丁寧に確認し、施設内で支
援対象者が適切な支援を受けられているかどうかも含めて、入所決定を行った都道府県
（女性相談支援センター）と女性自立支援施設が継続的に協議・確認する必要がある。さ
らに、女性相談支援センターにおける一時保護を経なくとも、同センターによる女性自立
支援施設への入所決定及び入所手続きは可能であるため、都道府県においては、女性自立
支援施設への入所に関する手続を積極的に整備することとする。 

 
女性自立支援施設に入所する者は、性暴力や性的虐待、性的搾取等の性的な被害から逃

れ、それまでの居場所を失ったり、経済的に困難な状況を抱える等により、今後の生活に
大きな不安を感じている場合が多い。そうした入所者の日常生活を回復していくために
は、支援者が丁寧に寄り添い、傷ついた心のケアや今後の生活の不安へのケアを専門性を
もって行っていくことが重要である。とりわけ性暴力や性的虐待、性的搾取等の性的な被
害からの回復の支援に際しては、心理職等による専門的なケアが重要である。 

 
女性自立支援施設において自立に向けた支援を行うに当たっては、施設の次の生活の場

も視野に、都道府県及び市町村が長期的に関わっていくことや、必要に応じて（入所前に
支援を行っていた団体・機関を含め）外部の機関・団体との継続的な連携を図っていくこ
とが望ましい。 

 
なお、女性自立支援施設には配偶者暴力被害者など加害者が探索することにより、危害

を加えられる危険性のある支援対象者も生活していることから、事前の施設見学、体験宿
泊の実施に当たっては施設の秘匿性の維持に十分留意して行うものとする。 

 
⑷ 民間団体等 
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法第 13 条においては、都道府県が民間団体と協働して支援を行うことが規定され、同条
第２項では市町村が民間団体と協働した支援ができる旨が規定されている。困難な問題を
抱える女性に対しては、独自の支援を実施している民間団体等が存在しており、これらの
民間団体等の特色である柔軟性のある支援や、これまでの活動の中で蓄積された知見、育
成されてきた人材等は、困難な問題を抱える女性への支援を進める上で重要である。困難
な問題を抱える女性に対し、訪問や巡回、居場所の提供、ＳＮＳ等を活用した相談支援や
アウトリーチによる早期発見、女性相談支援センターや児童相談所、医療機関や警察等の
支援に関係する機関への同行、一時保護の受託、地域における生活の再建等の自立支援な
ど、各団体の特色を生かした活動により、行政機関のみでは対応が行き届きにくい支援を
行っている民間団体との協働が重要である。 

 
民間団体は、都道府県及び市町村と対等な立場で協働し、互いの活動を補完しながら、

困難な問題を抱える女性への支援を行う存在として捉えるべきものであり、都道府県及び
市町村は、当該団体の自主性を尊重しつつ、当該団体がそれまでの活動の中で築いてきた
ネットワークや支援手法などを最大限に活用できるような支援体制の構築を検討するもの
とする。 

 
人材や運営資金の確保が困難な民間団体があることや、民間団体が少ない地域もあるこ

とから、国及び地方公共団体は、民間団体が安全かつ安定的に運営を継続するに当たって
の支援や、女性支援を行う意向のある既存の民間団体及び新規の民間団体の立ち上げに関
する支援等を検討し、実施することが必要である。その際、若年女性や中高年女性など、
支援が届きにくい人たちを支援につなげることを十分考慮しながら、幅広い年代の困難な
問題を抱える女性の支援に取り組む団体が育成されるよう留意する。 

 
⑸ その他関係機関 

女性が抱え得る困難な問題は、性的な被害、配偶者や親族からの暴力や虐待、経済的な
困難、障害、住居問題等多岐に渡っており、最初にたどり着く可能性のある支援窓口も
様々であることが想定され、さらにひとりの女性が様々な問題に複合的に直面しているケ
ースも多数であると想定される。また、女性が自らの住所地から離れた場所で保護される
ケースもある。そのため、支援を行う地方公共団体相互間の緊密な連携が必要であるとと
もに、地方公共団体は、女性相談支援センター、女性相談支援員、女性自立支援施設、児
童相談所、児童福祉施設、保健所、精神保健福祉センター、市町村保健センター、医療機
関、職業紹介機関、職業訓練機関、教育機関、保育園、都道府県警察、裁判所、日本司法
支援センター、弁護士等、配偶者暴力相談支援センター、都道府県及び市町村の女性支援
担当部局、障害保健福祉部局及び男女共同参画主管部局等、障害に係る相談支援事業所、
生活困窮者自立相談支援機関、福祉事務所、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ
支援センター、男女 

共同参画センター、社会福祉協議会、民間団体、民生委員・児童委員、その他社会福祉
サービス関係者等、必要な関係機関の間で、十分な連携が図られるよう、配慮しなければ
ならない。また、保健師、民生委員・児童委員、保護司、人権擁護委員等は、女性相談支
援センターや女性自立支援施設等による支援が適当と考えられる者を発見した場合は、女
性相談支援センターをはじめ、各自治体の女性相談支援員、女性相談窓口と積極的に連携
することが望ましい。 

 
５．支援の内容 
⑴ アウトリーチ等による早期の把握 

困難な問題を抱える女性が、できる限り早期に相談支援を行う窓口につながり、必要な
支援を受けることができるよう、国、都道府県及び市町村は、女性相談支援センターや女
性相談支援員、民間団体に相談や支援を求めることが可能であることについて広く周知を
行う必要がある。また、来所や電話による相談支援だけでなく、ＳＮＳ等を活用した多様
な相談支援に取り組んでいくことが重要である。 

 
都道府県及び市町村においては、４⑸に掲げた関係機関等において把握した情報につい

て、必要な場合には支援に携わるべき関係機関の間で速やかに情報共有が行われるよう、
本人同意等の個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、連携体制を普段から築いておく必要
がある。 
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女性相談支援センターや女性相談支援員は、支援の入口の段階は可能な限り幅広い者を
対象とし、本人の意向を十分に尊重し、背景事情や心身の状況に応じた最適な支援を行う
ために、適切な機関や団体等との連携を図る。 

 
さらに、インターネットの活用や巡回等によるアウトリーチは、困難な問題を抱える女

性がいると想定される場所へ直接出向き、探し、声をかけ、問題解決を焦らずに根気強く
信頼関係を築く中で支援につなげていくものであり、支援を必要としながらも相談につな
がりにくい幅広い年齢層の対象者の早期把握に有効かつ重要である。都道府県及び市町村
においては、民間団体への委託等により、こうしたアウトリーチによる早期把握を通じた
適切な支援に努めることが必要である。 

 
また、相談に至っていないが支援が必要な女性に対し、民間団体等による気軽に立ち寄

れる場や一時滞在場所において支援対象者に寄り添い、つながり続ける支援を行うこと
は、女性達との信頼関係の構築にとって重要であり、公的支援を必要とする女性への支援
の提供に向けても有効であると考えられる。なお、相談に至っていないが支援が必要な女
性には、女性自身が困難に気付いているが他者に言えない場合や、女性自身が気付いてい
ない又は気付きを避けている場合、厳しい精神状態にある場合など様々であり、女性自身
の状態に配慮しつつ適切に対応していくことが重要である。 

 
⑵ 居場所の提供 

困難な課題を抱えていても、過去に支援を求めた際の二次被害等の経験から、行政機関
に相談することのハードルが高く相談窓口にたどり着けない女性や、支援を受けられるこ
とに気づかない女性もいる。民間団体や地方公共団体による、気軽に立ち寄り、安心して
自由に自分の気持ちや悩みを話すことができ、必要な場合は支援者と話すことや、他の女
性達とも交流することができ、場合によっては宿泊できるような場は、相談のきっかけ作
りに有効である。 

 
巡回等によるアウトリーチや気軽に立ち寄れる居場所から、支援が必要な女性を把握し

た場合、本人の希望や必要性に応じ、女性相談支援センター等の必要な支援機関へ同行し
てつなぎ、支援機関につないだ後も、それまで支援を行ってきた民間団体等も面会の同席
や支援調整会議への参加等により、支援の継続性を保つことで、女性が安心して支援を受
けられるようにすることが重要である。 

 
⑶ 相談支援 

困難な問題を抱える女性に対する相談支援に当たっては、従前の婦人保護事業の根拠規
定であった旧売春防止法の目的が「保護更生」であったのに対し、法は「困難な問題を抱
える女性の福祉の増進」等を目的とするものであり、この法目的に沿った「本人中心」の
相談支援を進めることが何よりも重要である。 

 
相談支援は、困難な問題を抱える女性自身と支援者との間の信頼関係を築きながら、女

性が必要とする支援に適切につなげるために重要な過程でもある。 
 
女性相談支援員（都道府県・市町村）や女性相談支援センターで相談支援に当たる職員

は、相談支援に係る専門的な技術を持ち、本人の立場に寄り添って、本人の課題や背景等
の内容を本人とともに整理し、的確なアセスメントに基づき、最大限に本人の意思を尊重
しながら支援方針等を検討し、支援に必要な関係機関の調整等を進めていく必要がある。 

 
一時保護が必要な場合や、女性自立支援施設への入所が必要である場合、各種の社会福

祉サービス等を組み合わせながら支援を行う必要がある場合等を中心に、健康状態が許さ
ない場合等の例外を除き本人の参画を得て個別支援のための計画の策定に努めるととも
に、計画策定後も、女性が置かれている状況に応じて柔軟な対応を行っていくことが必要
である。 

 
とりわけ、性暴力や性的虐待、性的搾取等の性的な被害により、尊厳を著しく傷つけら

れた女性には、これらの暴力等の構造から離脱し、安心できる安定的な生活を確立し、心
身の健康の回復を時間をかけて図っていくことが必要である。各種の社会福祉サービス等
の調整等を担当する市町村等の女性相談支援員とも連携を図りながら、相談支援・関係者
調整の中心を女性相談支援センターが担い、支援を進めていくことが必要である。 
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市町村等の女性相談支援員は、庁内においては、各種の社会福祉サービス等に係るコー

ディネーター機能を果たし、庁外に対しては、当該市町村等における支援策の調整窓口と
して全体を統括する役割を有している。 

 
また、今まで支援を受けてきた経験から民間団体による相談支援等のほうが利用しやす

いと考える支援対象者については、行政による支援が必要な場合には、初期段階の支援を
した民間団体及び本人が参画する形で必要な個別支援のための計画の策定に努めることが
重要である。 

 
さらに、女性相談支援センターや女性相談支援員（都道府県・市町村）においては、支

援に関する記録を適切に保存し、繰り返し相談のある者への対応や他機関への連携等に可
能な限り活用できるようにすることが必要である。 

 
なお、こうした女性相談支援員による相談支援に関しては、別途策定する「女性相談支

援員相談・支援指針」に示された事項を基本として相談支援に当たることが重要である。
同指針については、法施行後も状況変化に応じた適切な改訂が行われていくことが必要で
ある。 

 
⑷ 一時保護 

女性相談支援センターにおいては、法第９条第７項の規定に基づき、以下の場合に、一
時保護を自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものとす
る。 

① 性暴力や性的虐待、性的搾取等による性的な被害等を防ぐために、支援対象者を緊急
に保護することが必要と認められる場合（法第９条第７項） 

② 配偶者暴力防止等法第１条第１項に規定する配偶者からの暴力から保護することが必
要と認められる場合（法施行規則第１条第１号） 

③ ②に該当する場合以外で、同居する者等からの暴力から保護することが必要と認めら
れる場合（法施行規則第１条第２号） 

④ ストーカー行為等の規制等に関する法律第２条第１項に規定するつきまとい等又は同
条第３項に規定する位置情報無承諾取得等から保護することが必要と認められる場合（法
施行規則第１条第３号） 

⑤ 出入国管理及び難民認定法（昭和 26 年政令第 319 号）第２条第７号に規定する人身
取引等により他人の支配下に置かれていた者として保護することが必要と認められる場合
（法施行規則第１条第４号） 

⑥ 支援対象者が定まった住居を有さず、又は心理的虐待など何らかの理由で帰宅するこ
とで心身に有害な影響を与えるおそれがあると認められる場合であって、保護することが
必要と認められる場合（法施行規則第１条第５号） 

⑦ 支援対象者について、その心身の健康の確保及び関係機関による回復に向けた支援に
つなぐために保護することが必要と認められる場合（法施行規則第１条第６号） 

⑧ その他、一時保護を行わなければ、支援対象者の生命又は心身の安全が確保されない
おそれがあると認められる場合（法施行規則第１条第７号） 

なお、一時保護は本人同意の下で行うものであるが、従来、一時保護すべき状況である
にも関わらず、例えば、①一旦一時保護しなければ心身の安全が確保されないおそれがあ
るが、かつて通知で掲げられていた「他法他施策優先」として、他施策への調整までの間
も一時保護が行われない場合、②一時保護所の退所後の見通しが立っていないと一時保護
が行われない場合、③本人の希望や意思のできる限りの尊重を行わずに、希望や意思に反
する条件提示を行う等により本人が同意しない状況に至る等、一時保護が必要な場合であ
っても一時保護が行われない場合があった旨の指摘があることに十分留意し、必要な一時
保護（一時保護委託を含む。）を適切に実施する必要がある。 

 
一時保護は、女性相談支援センターに設置される一時保護所において行うほか、本人の

状況等に応じて、厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うことも、個々の支
援対象者の状況に応じた適切な保護を行う観点から効果的である。 

 
とりわけ、女性自立支援施設や民間団体等の一時保護委託先において、緊急に一時保護

すべき状況が把握され、本人が保護を希望する場合など速やかに一時保護すべき状況を想
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定し、あらかじめ、女性相談支援センターとして一時保護委託先に対して円滑に一時保護
委託ができるように連絡体制等を整備しておくことが重要である。 

 
支援対象者の状況は、例えば、暴力を振るう配偶者等から避難中である、医療的ケアが

必要である、妊娠している、児童を同伴している、高齢である、学生であり可能な限り通
学の機会を確保する必要がある、何らかの事情で帰宅が困難であるなど、多様である。ま
た、居所等の厳重な秘匿を要する場合と、居所等を秘匿する必要性は薄く、むしろ社会と
のつながりを維持することが必要な場合とがあり、必要とする支援の性格も前者と後者で
は大きく異なる。さらに、配偶者からの暴力等の秘匿を要する背景事情が一時保護の途中
で判明する場合等も想定される。 

 
このため、支援対象者の状態に応じた複数の一時保護所や委託先を検討しておくことが

望ましい。 
 
さらに、虐待等の家庭環境を背景とする若年女性のうち未成年の一時保護に際しては、

困難な問題を抱える女性であると同時に児童でもあり、当該女性を一時保護することは、
当該女性の親権者の監護教育権との関係等を考慮する必要があることから、民間団体等か
ら一時保護の相談が入った際には、地域の実情に応じて市町村等の女性相談窓口及び女性
相談支援員に相談・連携するとともに、女性相談支援センターが児童相談所と連携し、児
童相談所から女性自立支援施設や民間団体等に対して児童福祉法の規定に基づく一時保護
委託を行うことも含め、あらかじめ女性相談支援センターと児童相談所の間で、児童福祉
法又は法による一時保護の際の具体的な手続等の連携方法を、ケースの状況に応じて十分
に協議しておく必要がある。 

 
また、困難な問題を抱える女性が、居所が一定しない、あるいは、居住地に戻ること自

体に困難を抱える場合もある。こうした場合、未成年である若年女性に関しては保護者の
居住地を管轄する児童相談所が一時保護を行う（女性自立支援施設や民間団体に対する一
時保護委託を含む。）こととなっているが、成人女性に関しては女性の現在地（一時保護を
要する状況で女性が所在する地）の女性相談支援センターが一時保護の判断を行う（一時
保護委託等を行う）ことを原則とする。 

 
なお、女性相談支援センターが民間団体に一時保護を委託した場合でも、一時保護した

者に対する委託者としての責任は引き続き女性相談支援センターが負っており、一時保護
委託先及び市町村等の女性相談支援員と十分に連携しながら支援方針の検討を行うことが
必要である。特に配偶者からの暴力等からの緊急避難として一時保護を実施する場合に
は、必要に応じて警察等とも連携して、保護に至るまでの安全確保を行うこととする。 

 
一時保護中は、支援対象者の精神的な安定等に配慮しつつ、支援対象者が置かれている

状況の整理と支援対象者の意向確認を行い、その際、法第 15 条第１項に規定する支援調整
会議における個別ケース検討会議が開催された場合はその議論も踏まえ、本人の希望・意
思を最大限に尊重して今後の支援方針の検討及び決定を行う。 

 
また、一時保護期間中に自立に必要な様々な情報提供を行い、支援対象者と共に考えな

がら、自立について本人の意思を確認し、生活再建策など自立支援の方策について検討す
ることが重要である。 

 
一時保護は、支援の方針が決定し、必要に応じて施設への入所等の手続が終了するまで

の短期間実施することが想定されているが、一定期間を過ぎたことを理由に機械的に一時
保護を終了することはあってはならず、終了後の支援対象者の生活の安定の確保が図られ
るまで一時保護を継続するものとする。 

 
女性相談支援センターにおいては、一時保護を終了する場合は、支援対象者が安定した

状態で終了後の生活の場に移行し、定着することができるよう、終了後も含めた相談支援
等を市町村等の女性相談支援員と連携しながら実施するとともに、支援対象者が終了後に
異なる地方公共団体に居住する場合は、移住先の地方公共団体の女性相談支援センターや
女性相談支援員等と十分に連携することが必要である。 
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一時保護期間における支援対象者の通学・通勤について、加害者の追及がないなど安全
上問題がなく、本人が通学・通勤を希望しており、現在の就学・就労の確保が将来の自立
した生活に有益である場合は、通学・通勤が可能な施設等に一時保護委託を行うことを含
め、できる限り、通学・通勤できるよう配慮することが重要である。 

 
⑸ 被害回復支援 

困難な問題を抱える女性の中には、性的な被害や、配偶者、親族等からの身体的、心理
的、性的な暴力等の被害を受け、心的外傷を抱えている者や、差別や社会的排除等の経験
に起因する困難や生きづらさ等を抱えている者も多く含まれる。このような経験からの心
身の健康の回復には一定の期間を要することも想定されるため、支援に当たっては、医療
機関等の専門機関にも相談・連携しつつ、心身の健康の回復のための医学的又は心理学的
な援助を行うと同時に、10 の調査研究等の結果も踏まえつつ、生活の中での被害回復に中
長期的に寄り添い続ける支援を行うことが必要である。 
 
被害回復支援には支援者にも専門性が求められ、また、被害によって奪われてきた、あ

るいは育てられてこなかった生活する力の獲得に向けた支援や、人との距離の取り方を含
めた人間関係の再構築に対する支援が求められる。こうした支援が適切に届けられるよ
う、女性相談支援センター及び女性自立支援施設においては、心理療法担当職員や個別対
応職員等の措置費の加算も活用しつつ、被害回復に向けた専門的な支援を担っていくこと
が重要である。 
 
また、被害回復途上ではフラッシュバック等が繰り返されるが、被害回復には当然のプ

ロセスであり、支援者は本人の置かれている状況を理解し、本人の気持ちを尊重しつつ、
本人に寄り添う丁寧な支援を行うことが必要である。 

 
⑹ 生活の場を共にすることによる支援（日常生活の回復の支援） 

困難な問題を抱える女性に対しては、一時保護等の後に、中長期的に利用可能な住まい
を提供し、本人の状況や意思を十分理解した女性相談支援員のサポートを受けながら、安
全かつ安心できる環境の下で生活できるようにすることで、被害からの心身の健康の回復
や、その人らしい日常生活を取り戻せるように支援していくことが重要である。 

 
特に、支援につながるまでの間に、安心できる生活環境や信頼できる人間関係の中に置

かれてこなかった支援対象者に対しては、安心できる生活環境と信頼できる人間関係の中
で、支援者や他の入所者と共に生活を送る日々を重ねることにより、その人らしく生きる
ことへの希望につなげていくことが重要である。 

 
また、こうした女性に対する支援の実施に向けては、女性自立支援施設が民間団体と連

携して施設の有効活用を図ることや、都道府県や市町村が、場所を提供して民間団体に運
営を委託すること、若年女性等向けのシェアハウス等の社会資源を増やすことも有効と考
えられる。 

 
⑺ 同伴児童等への支援 
同伴児童への支援は、学習支援に限らず、同伴児童本人の状況を児童本人や保護者等か

らよく聞き取った上で、必要に応じて医療機関や児童相談所、市町村の児童福祉主管課、
教育機関等とも連携しつつ、心的外傷へのケアや相談支援等も合わせて実施し、一人の児
童として尊重されるようにすることが求められる。特に、保護者である困難な問題を抱え
る女性の心身のダメージが強く、同伴児童に対する養育が十分に行えない状況の場合は、
保育やショートステイ、社会的養育等の適切な支援につなげていく必要がある。 

 
また、児童の就学については、住民基本台帳への記録がなされていない場合であって

も、その児童が住所を有することに基づいて就学を認める扱いがなされている。一時保護
を実施した地方公共団体においては、一時保護の対象者の同伴児童が一時保護中でも児童
の教育を受ける権利が保障されるよう、通学時の安全確保や一時保護所内での学習支援等
を含め、教育委員会や学校等と連携するとともに、本人及び保護者に対して必要な情報提
供を行うものとする。同伴児童が年長の男児等である場合、一時保護に当たって母子分離
が行われるケースもあることから、母子分離を防ぐため、親子で入所可能な施設等に一時
保護を委託することも検討すべきである。 
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一時保護の対象者が児童以外の者（例えば高齢の親族等）を同伴する場合には、当該者
の状況をよく確認し、本人の意思を十分踏まえた上で、必要に応じて他機関とも連携しな
がら支援を行う。中長期的な入所を伴う支援が必要と判断された場合には、女性自立支援
施設への入所も含め検討するものとする。 

 
⑻ 自立支援 

困難な問題を抱える女性への支援において、自立とは経済的な自立のみを指すものでは
なく、個々の支援対象者の状況や希望、意思に応じて、必要な福祉的サービス等も活用し
ながら、安定的に日常生活や社会生活を営み、その人らしい暮らしを実現することを含む
ものである。 
 
女性相談支援センターや市町村において個別のケースにおける自立支援の方針を検討す

るに当たっては、本人の希望や意思を引き出すための十分な情報提供に基づく丁寧なソー
シャルワークを行った上で、支援調整会議における個別ケース検討会議の場も活用し、検
討を行う。 
 
また、女性自立支援施設においては、支援調整会議における個別ケース検討会議で議論

された内容等も踏まえつつ、本人の希望や意思を最大限に尊重するため、健康状態が許さ
ない場合等の例外を除き本人の参画を得て個別支援のための計画を策定する。 
 
困難な問題を抱える女性の自立に向けては、例えば以下のような観点から検討されるこ

とが重要である。 
① 医学的又は心理的支援 
自立支援に向けた第一歩として、まず健康支援が重要である。困難な状況下で必要な医

療の受診ができなかった人が多く、嘱託医等による必要な医療の受診を勧める。特に、性
暴力、性的虐待、性的搾取等の被害からの回復には心理的ケアが第一に行われる必要があ
る。 
 
心の深い傷の回復には長い時間が必要となる。医療機関等の専門機関と連携して、個々

の支援対象者の状況の違いに応じた専門的な支援を通じて、丁寧に回復につなげていくこ
とが、自立へのステップとしても重要である。 
 
⑸の内容も踏まえつつ、心理療法担当職員の加算の活用による配置や、精神科医療機関

との連携体制を整備し、必要に応じて精神科受診につなぐことも重要である。 
 

② 生活支援 
困難な問題を抱える女性の中には、日常生活に必要な基礎的な知識や習慣を身につける

機会が少なかった者や、日常生活に何らかの介助が必要な者が含まれることが想定され
る。女性相談支援センターの一時保護や女性自立支援施設では、そのような女性に対し
て、日常生活の支援の目的が生活の回復にあることを認識し、人権尊重の理念の下、個別
の背景やこれまでの生活習慣に配慮し、一般的な生活の力を身につけるための支援や、市
町村と連携し保育等の子育て支援のためのサービスや障害福祉サービスを活用するための
手続支援を行い、支援対象者が日々の生活を安定して送ることができるようにするための
環境を整える必要がある。 

 
なお、金銭管理は生活支援の重要な課題である。女性自立支援施設に入所中の女性に対

しては、今までの生活の中での配偶者等からの経済的支配や借金などの本人の状況に応じ
て、信頼関係を構築しながら本人の尊厳に配慮して、金銭管理の支援を行うことが必要で
ある。 

 
③ 日中活動の支援 
就労等の日中活動の支援に際しては、女性本人に精神障害、知的障害、発達障害等の障

害がある場合や、本人に就労経験が乏しい場合等、様々な課題が存在することが想定され
る。女性相談支援センター、女性相談支援員及び女性自立支援施設（当該女性自立支援施
設に入所している場合）は、支援対象者に寄り添って意向を丁寧に聞き取り、就労意欲が
ある場合は、就労支援を行っている行政機関や民間団体との連携を図り、本人への求人情
報の提供、職業相談の実施や職業能力開発の支援等につなげる。また、障害により一般就
労が困難な者については、女性自立支援施設における日中活動や、障害者の日常生活及び
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社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）に規定する就労継続支
援等の活用等も含め、日中活動の確保を検討する。 

 
女性自立支援施設における日中活動に際しては、内職等にとどまらず、それまでの生活

経験や社会経験の中で得られなかった経験を積むことに資するようなプログラムを検討す
ることも重要である。 

 
④ 居住支援 
支援対象者が地域社会において安定的な生活を営むためには、住まいの確保が重要であ

る。女性相談支援センター、女性相談支援員及び女性自立支援施設（当該女性自立支援施
設に入所している場合）は、支援対象者が住まいを確保できるように、地方公共団体や住
宅確保要配慮者居住支援法人（住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する
法律（平成 19 年法律第 112 号）第 40 条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人をい
う。）等と連携する必要がある。住まいの確保に当たっては、公営住宅、ＵＲ賃貸住宅等の
活用を図ることも有効と考えられる。また、民間賃貸住宅への入居に際して必要な保証人
が確保できない場合、女性相談支援センター、女性相談支援員及び女性自立支援施設は、
民間の保証会社等に関する情報提供を行う等により支援する。 

 
⑼ アフターケア 

地域生活への移行に際しては、万全の状態が整ってからよりも、一部の課題がありつつも
自立した生活へ移行する場合が多い。自立がすなわち孤立とならないように、地域での生
活再建を支えるアフターケアが重要である。 
 
特に、障害や疾病を抱えている支援対象者には、地域移行後も切れ目なく、必要な医療や

心理的ケアが継続して確保されるように留意することが重要である。 
 
女性自立支援施設に入所した者は、退所した後についても、仕事や生活で行き詰まりを感

じたり、悩みを抱えたりするなど、断続的な支援を必要とする可能性もある。そのため、
退所後も安定して自立した生活が営めるよう、女性自立支援施設は市町村とも連携しつつ
退所した者と定期的に連絡を取る等の継続的なフォローアップや相談支援、居場所の提供
等を行うことが望ましい。国及び地方公共団体は、女性自立支援施設が退所者のアフター
ケアを行うための人員配置をはじめとする体制整備の支援に努めるものとする。 
 
また、退所後に再び困難な状況に陥った際に、できる限り早く状況を察知し、再度の支援

を円滑に実施できるよう、アフターケアに関わる女性相談支援センターや女性自立支援施
設、女性相談支援員等は緩やかにつながり続ける支援が重要である旨を十分意識する必要
がある。 
 
６．支援の体制 

 
⑴ 連携の基本的考え方 

困難な問題を抱える女性への支援に関わるすべての関係機関・団体が、対等な関係性の
下、女性本人を中心に、連携・協働することが重要である。支援調整会議の個別ケース検
討会議をはじめとする本人中心の会議及び個別ケースの支援を必要に応じて重ねていくこ
とで、相互に情報を共有し、それぞれの機関・団体の支援についての考え方や特徴につい
て理解を深め、連携・協働の体制を強化することにつながっていく。 

 
⑵ 三機関の連携体制 

女性相談支援センター、都道府県及び市町村の女性相談支援員、女性自立支援施設の三
機関は、困難な問題を抱える女性への支援の中核の機関である。これらの三機関は、対等
な関係性のもとで協働して女性への支援を実施するものであり、三機関の間で、定期的な
意見交換の実施により、日常的な連携関係を深めることが望ましい。 

 
都道府県及び市町村の女性相談支援員又は女性相談支援センターでの相談の受付から女

性相談支援センターにおける一時保護、女性自立支援施設への入所、地域生活への移行、
地域生活の継続の支援まで、近隣の地方公共団体における各機関も含む三機関による連携
により、包括的・継続的な支援を行う。 
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また、女性自立支援施設への入所に際しては、一時保護を前置することは制度上必須で
はなく、必要に応じ女性相談支援センターで入所決定手続きを行い、一時保護を経なくと
も直接女性自立支援施設に入所し、三機関による情報連携のもとで支援が受けられる体制
を整備する。また、女性自立支援施設への入所に際しては、施設への直接の相談や、見
学、体験宿泊等を可能とすることを検討し、安心して利用しやすい配慮を行うことが重要
である。 

 
なお、女性相談支援センターと女性自立支援施設の両者が併設されている場合が多い

が、秘匿性の高い者の一時保護等に重点が置かれがちで、それぞれの機能が十分に発揮さ
れていないという指摘もあることから、併設されている場合も、女性自立支援施設として
の中長期的な専門的支援が行いうるようその在り方を検証することが重要である。 

 
⑶ 民間団体との連携体制 

困難な問題を抱える女性への支援に関する施策を支援対象者に確実に届けるためには、
独自の知見や経験、支援技術を持つ民間団体との協働が重要であり、個人情報の適正な取
扱いを確保した上で支援調整会議を活用しつつ、行政機関による広範な分野の多様な支援
施策と、民間団体による支援のそれぞれの強みを生かした相互連携が重要である。一方、
人材確保や運営資金の確保が困難な民間団体もあることや、民間団体が少ない地域もある
ことから、国は、民間団体相互間で情報共有や意見交換、連携した支援ができるための全
国的なネットワークの構築に努めるとともに、国及び地方公共団体において、各地域にお
ける支援の実質的な担い手となる、女性支援を行う意向のある民間団体の立ち上げ、民間
団体が運営を継続するに当たっての支援や、人材育成の支援を行う。また、国は、行政機
関と民間団体の協働事例の調査や、横展開に向けた取組を推進する。 

 
なお、多様な民間団体の中には、必ずしも困難な問題を抱える女性への支援として適切

でない団体もあるとの指摘もあり、国及び地方公共団体は、支援対象者や民間団体等から
の情報を注意深く収集し、現場における支援に支障をきたすことのないよう適切な対応に
努めるものとする。 

 
また、連携に当たっては、幅広い年代の困難な問題を抱える女性の支援に取り組む団体

が育成されるよう留意するとともに、困難な問題を抱える女性が、性暴力や性的虐待、性
的搾取等の困難の原因・背景となっている構造に依存しないで生活することができるよう
支援することの重要性に対する十分な理解が関係者に共有されるよう留意する。 

 
⑷ 関係機関との連携体制 

支援対象者は、福祉、保健医療、子育て、住まい、教育その他、多岐にわたる分野にお
ける支援を必要としている場合が多く、三機関を中心としつつ、行政の他の分野との連携
も必要不可欠である。 

 
支援対象者が確実に次の段階の支援へと繋がるためにも、地方公共団体は、支援調整会

議の場に関係機関が参画することによる連携体制の構築及び研修等を通じた日頃からの認
識共有等に取り組む。また、特に支援対象者が児童を同伴している場合や、支援対象者本
人が児童養護の対象者である場合においても、的確なアセスメントを踏まえて支援の方針
が決定され、支援体制が整えられるよう、児童相談所や市町村の児童福祉主管課等との協
力が必要である。さらに性暴力や性的虐待、性的搾取等の性的な被害による心的外傷等を
抱えている者の場合は同被害の対応について専門的な知見を有し、被害直後からの支援を
総合的に行う性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター等の支援機関とも
早期に連携し、心的外傷の被害回復支援に取り組みながら、日常生活の回復の支援等につ
なげていくことが重要である。 

 
日常的に連携することが想定される関係機関の例としては、以下が挙げられる。 

 
都道府県／市町村（福祉事務所、女性支援担当部局、障害保健福祉部局、男女共同参画

主管部局等） 
 

民間団体 
警察／裁判所／日本司法支援センター／弁護士等 
学校（幼稚園を含む）／教育委員会／保育園 
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保健所／精神保健福祉センター／市町村保健センター 
職業紹介機関／職業訓練機関 
児童相談所 
医療機関／障害福祉サービス事業所／その他社会福祉サービス関係者等 

配偶者暴力相談支援センター／性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センタ
ー／男女共同参画センター 

生活困窮者自立相談支援機関 
母子生活支援施設 
社会福祉協議会 
民生委員・児童委員 等 

 
⑸ 配偶者暴力防止等法に基づく施策との関係 

配偶者暴力被害者については、困難な問題を抱える女性として法の支援の対象に含まれ
る者であり、女性相談支援センターは配偶者暴力相談支援センターとしての役割も果た
す。さらに、女性相談支援員は、配偶者暴力被害者の相談に応じ、必要な支援を行うこと
ができる。女性自立支援施設は、配偶者暴力被害者の保護を行うことができる施設として
位置づけられている。 

 
配偶者暴力被害者については、加害者が探索することにより危害を加えられる危険性が

高いなどの特有の事情も踏まえつつ、配偶者暴力防止等法及び配偶者からの暴力の防止及
び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針（平成 25 年内閣府、国家公安委員
会、法務省、厚生労働省告示第１号）を踏まえて支援を行う必要がある。配偶者暴力被害
者である入所者が居所の秘匿等を必要としていることが、他の入所者の自立に向けた社会
生活等の活動に支障をきたす可能性もある等、法が配偶者暴力防止等法よりさらに広範な
者を対象としていることから生じる課題もある。 

 
国及び地方公共団体は、例えば、必要に応じて近隣自治体とも連携しつつ、配偶者暴力

被害者をはじめとする所在地の秘匿性の必要性が高い場合と、地域に開かれた社会生活等
が重要である場合とに対象を分けた上で、それぞれの支援に特化した施設の設置等それぞ
れの課題を踏まえた対応策や支援の在り方の検討に努める必要がある。 

 
７．支援調整会議 

 
⑴ 支援調整会議の設置・構成員等 
法においては、地方公共団体が支援調整会議を組織することを努力義務としている。支

援調整会議は、困難な問題を抱える女性に早期に円滑かつ適切な支援を行うため、地方公
共団体が、関係者を集めて組織する会議体である。支援調整会議においては、構成員とな
る地方公共団体や法人の役職員又は役職員であった者、構成員となる個人又は構成員であ
った個人に対して罰則のある守秘義務を設けることで、支援を必要とする女性の個人情報
を含む情報を共有できることとしている。 

 
支援調整会議は、地域の支援関係者の連携等を深めるとともに、個別の対象者について

情報共有を行い、支援内容や支援の方向性の協議を行うものであることから、都道府県又
は市町村が単独で、又は地理的な事情や地域資源の量など、地域の実情に応じて共同して
組織することが想定される。その際は、近接分野の関係機関の連携を図るための会議で、
構成員が共通的なものについては、それぞれの議論すべき事項が適切に議論されるのであ
れば、双方の会議を兼ねて開催すること等、既存の会議体を活用することを妨げるもので
はない。 

 
支援調整会議の構成員としては、地方公共団体（都道府県・市町村）の女性支援担当部

局、他の関連部局、福祉事務所、女性相談支援センター、女性相談支援センターから一時
保護の委託を受けている者をはじめとする民間団体、都道府県や市町村に配置されている
女性相談支援員、地域の女性自立支援施設、困難な問題を抱える女性に関し、訪問や巡
回、居場所の提供、ＳＮＳ等を活用した相談支援やアウトリーチ、関係機関への同行等の
支援を実施している民間団体、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所、性犯罪・性暴
力被害者のためのワンストップ支援センター、支援に関係する福祉関係機関、就労支援機
関等が考えられるが、必要に応じて、これに限らず幅広い適切な者を構成員とすることが
望ましい。 



- 83 - 
 

 
⑵ 支援調整会議の目的・議論内容・構成等 

支援調整会議においては、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うため
に必要な情報の交換を行うとともに、困難な問題を抱える女性への支援の内容に関する協
議を行うものとされている。その目的としては、①支援調整会議の構成員が地域における
困難な問題を抱える女性の実態や、地域で活用できる資源を把握し、多機関間の連携強化
を図るとともに地域資源の創出、開発を進めること、②支援対象者が個々に抱える問題や
本人の意向、支援の実施における留意事項を共有し、支援に関わる各機関の役割や責任及
び連携の在り方を明確化すること、③個別ケースについての支援調整会議では、健康状態
が許さない場合等の例外を除き本人の参画を得た上で、アセスメントを踏まえた支援方針
の決定等について協議し、本人の状況や意向等に合わせたより良い支援の選択肢を提供し
本人が選択できるよう、様々な視点から検討し協議すること、④行政機関と民間団体等が
協働してあるいは平行して支援を行う際に、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ効果的
な支援を行うため、支援対象者についての情報を共有することがあげられる。 
 
支援調整会議を運営する際には、①困難な問題を抱える女性への支援体制の地域におけ

る全体像及び調整会議全体の評価等を行う代表者会議、②個別ケースの定期的な状況確認
や支援方針の見直し、支援対象者の実態把握等を行う実務者会議、③一時保護が必要な場
合や、女性自立支援施設への入所による自立支援が必要である場合、各種の社会福祉サー
ビス等を組み合わせながら支援を行う必要がある場合等の個別ケースについて詳細な支援
方針を議論する個別ケース検討会議に段階を分けて実施することが考えられる。 

 
⑶ 支援調整会議の招集や留意点等 

さらに、会議の主催者は都道府県又は市町村が想定されるが、関係者においても必要と
考える場合は主催者に開催を要請できるようにすること、状況に応じて情報共有のための
個別ケース検討会議を柔軟かつ機動的に開催することや、調整を担当する者を例えば市町
村等の女性相談支援員とする等、地域の実情を踏まえつつ都道府県単位で明確にし、特に
緊急に新たな個別ケース検討会議を招集する必要がある場合等に関係機関間の連絡調整が
円滑に進むようにすることが重要である。また、オンライン等の活用については、高度な
個人情報を取り扱うことについての十分な留意が必要である。 

 
また、困難な問題を抱える女性への支援体制の評価を行う代表者会議においては、地域

の支援機関における支援に対する苦情の状況等も踏まえて実施体制の評価を行うとともに
困難な問題を抱える女性への支援に係る関係機関の共通認識の醸成を図っていくことが望
ましい。 

 
なお、支援調整会議で取り扱う個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平

成 15 年法律第 57 号）及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成 11 年法律第
42 号）の規定に基づいて取り扱われる必要があり、とりわけ、他の情報と容易に照合する
ことができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる情報や、特定の個
人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそ
れがある情報の取扱い等について十分に留意することが求められる。 

 
支援調整会議については、地域ごとの実施状況や要保護児童対策地域協議会、ＤＶ対策

地域協議会等の運用の状況を踏まえ、効果的、効率的な設置、運用の在り方についてさら
に検討を進めることとする。 

 
８．教育・啓発 

 
国及び地方公共団体は、女性が困難な問題を抱えた場合に相談できる窓口や活用できる

施策について、積極的な周知に努めるとともに、自己がかけがえのない個人であること、
困難に直面した場合は支援を受けることができること等という意識の醸成を図るため、女
性支援担当部局及び教育委員会等との連携による性暴力被害、性暴力や性的搾取等の加害
防止等に関する教育・啓発等に努める。また、女性支援施策に関する一般市民に対する教
育・啓発、広報等に努める。 

 
９．人材育成 
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国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に関する研修を実施し、女性
相談支援センターの職員や女性相談支援員（都道府県・市町村）、女性自立支援施設の職
員、民間団体の職員等の専門的知識の習得及び資質の向上を図るものとする。 

 
国は、職務の内容に応じた研修の内容の充実及び均てん化を図るため、都道府県等が活

用することができる標準的な研修のカリキュラムの構築を検討するものとする。併せて、
全国の関係機関の職員（女性相談支援センター、女性相談支援員（都道府県・市町村）、女
性自立支援施設）に加え、地域の民間団体の職員等が、地域間格差の状況や優れた支援事
例等について、互いの経験を共有し、共に学び合う機会の在り方を検討する。さらに、困
難な問題を抱える女性自身が、身近な地域の支援機関を知ることができ、また、全国の支
援機関が相互に連携を図りやすくなるよう、困難な問題を抱える女性支援に係る全国的な
ポータルサイトを構築し、リスク管理を十分に行った上で、同サイトにおいて支援に係る
マニュアルや調査研究事業の成果等の有益な情報が得られるようにする。 

 
都道府県及び市町村は、女性支援が自治体内の様々な部門に関係し得るものであること

を踏まえ、男女共同参画や児童福祉等に関わる自治体職員に対しても、情報共有等を行
い、女性支援に関連する部局間における理解を促進する。 

 
国は、困難な問題を抱える女性への支援に従事する職員等に対して適切な処遇が確保さ

れるための措置を講ずるよう努めることとするほか、地方公共団体は、困難な問題を抱え
る女性への支援に従事する職員等に対し適切な処遇を行い、人材の確保に努めることとす
る。また、民間団体の職員も含め、困難な問題を抱える女性への支援に関わる者が研修に
参加しやすいよう、職場の配慮や職場環境の整備に努める。 

 
10．調査研究等の推進 

 
国は、支援主体において対応した困難な問題を抱える女性について、直面している問題

の内容や年齢層、支援内容や実績、一時保護及び女性自立支援施設等における支援内容や
一時保護及び女性自立支援施設の退所後の状況、自治体の取組状況等に関する定期的な実
態調査を行い、公表する。 

 
特に、女性自立支援施設への入所措置がなされない場合、性暴力等の被害からの心身の

健康の回復に向けた支援や、安定的な日常生活を営んでいくための専門的な相談支援等を
継続的に受けることが難しいとの指摘もあることから、例えば通所により、女性自立支援
施設等の支援担当者の専門性を活かした支援を受ける等、入所措置に至らない場合の新た
な専門的支援の在り方について、検討を深めていくことが必要である。 

 
また、専門的な人材の育成、被害回復支援に向けた有効な方法等や、市町村と連携した

施設からの地域移行や女性相談支援員を中心とする市町村の体制の在り方、支援調整会議
の効果的な設置・運営の在り方、地域の中での居住機能を備えた新たな支援の在り方等の
国内外の支援施策の先進事例等について調査研究を行うことを検討する。 

 
さらに法附則第２条に定められた支援対象者の権利擁護の仕組み及び支援の質の評価の

仕組みの検討に資するための調査研究を行う。 
 

11．基本方針の見直し 
 
基本方針策定後の全国の施行状況の検討については、女性相談支援センター、女性相談

支援員（都道府県・市町村）、女性自立支援施設、それぞれの全国団体や、民間団体を中心
に、困難な問題を抱える女性への支援に携わる関係者が、定期的にそれぞれの現場の取組
状況や課題を報告し合い、連携を深めていくためのプラットフォームを設けることについ
て、９の全国の関係機関等の職員が互いの経験を共有し共に学び合う機会の在り方と併せ
て検討する。 

 
基本方針の見直しに当たっては、見直し前に、基本方針に定めた施策の評価を行い、当

該評価により得られた結果を参考にする。この評価は、第１に掲げた困難な問題を抱える
女性の動向に関して可能な限り定量的な調査を実施するほか、支援に携わる関係者の意見
を聴取すること等により実施する。また、本評価により得られた結果は公表する。 
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基本方針の見直しに当たっては、女性相談支援センター関係者、女性相談支援員、女性

自立支援施設関係者、ＮＰＯ法人等民間団体、都道府県や市町村等からの意見を幅広く聴
取するとともに、パブリックコメントを求める。 

 
第３ 都道府県及び市町村が策定する基本計画の指針となるべき基本的な事項 

 
都道府県及び市町村が基本計画を策定する場合には、次に掲げる指針を踏まえ策定する

ことが適当である。 
 

１．計画策定に向けた手続 
 

⑴ 基本計画の期間 
基本計画の運営期間は原則５年間とするが、政策的に関連の深い他の計画と一体のもの

として策定する場合等、自治体における個別の事情や実態等を考慮した上で適切な期間を
設定すること。 

 
⑵ 他の計画との関係 

基本計画は、他の法律の規定による困難な問題を抱える女性への支援に関する事項を定
める計画との調和を保つよう努めなければならない。また、基本計画は、政策的に関連の
深い他の計画（配偶者暴力防止等法第２条の３第１項に規定する都道府県基本計画若しく
は同条第３項に規定する市町村基 

本計画又は男女共同参画社会基本法（平成 11 年法律第 78 号）第 14 条第１項に規定する
都道府県男女共同参画計画若しくは同条第３項に規定する市町村男女共同参画計画等）と
一体のものとして策定することができる。その際は、法第３条第３号はその基本理念とし
て「人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資することを旨とすること」を規定し
ており、困難な問題を抱える女性の人権を擁護するとともに、女性であることに起因して
日常生活及び社会生活上において困難な状態に陥りやすい女性を支援することにより、男
女平等の実現に資することを求めている趣旨に従い、本基本指針に基づく記載事項が適切
に盛り込まれるよう留意することが必要である。 

 
⑶ 基本計画策定前の手続 

① 基本計画を策定するに当たっては、まず、次の事項について調査し、活用可能な既存の
データ等を基に評価・分析し、当該地域における困難な問題を抱える女性の現状における
課題を把握する。 
ア 管内の女性相談支援センター（旧婦人相談所）への相談数、相談者の年代等の属性及び
相談内容の種別 
イ 管内の女性相談支援センター（旧婦人相談所）において一時保護を行った者の人数、対
象者の年代等の属性及び保護理由 
ウ 管内の都道府県及び市町村の女性相談支援員（旧婦人相談員）への相談数、相談者の年
代等の属性及び相談内容の種別 
エ 管内の女性自立支援施設（旧婦人保護施設）への入所者数、入所者の年代等の属性、入
所理由の種別、入所期間の分布等 
オ 管内の母子生活支援施設や女性を対象とした更生施設等、困難な問題を抱える女性を支
援している、他施策における女性の支援状況 
カ 困難な問題を抱える女性への支援に当たり協働が可能な民間団体及びその活動の状況 
キ 関係機関等からのヒアリング等により把握した実情 
ク 配偶者からの暴力防止対策等に係る施策の相談、保護等の状況 
ケ その他当該地域における困難な問題を抱える女性への支援に当たり有用と思われるデー
タ 
② ①の調査・課題等の把握に基づいて、基本計画における女性相談支援センターや女性相
談支援員（都道府県・市町村）の配置の推進、女性自立支援施設の配置や、民間団体との
協働による支援等について、定量的な基本目標を明確にする。 
③ 基本計画の策定に当たっては、あらかじめ、女性相談支援センター関係者、女性相談支
援員（都道府県・市町村）、女性自立支援施設関係者、ＮＰＯ法人等の民間団体等関係者か
らの意見を幅広く聴取するとともに、インターネットの利用及び印刷物の配布等の方法に
より広く意見を聴取するよう努めなければならない。 
④ 国は、都道府県及び市町村における基本計画の策定状況を調査し、公表する。 
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２．計画に関する評価と公表 

 
⑴ 評価 

次の基本計画の策定に当たっては、基本計画の運営期間の満了前に、基本計画に定めた
施策について評価を行う。この評価は、１⑶①に掲げる事項について調査を実施するほ
か、関係者の意見を聴取すること等により実施する。 

 
⑵ 評価結果の公表 

⑴ の評価により得られた結果については公表する。 
 

⑶ 次の基本計画の策定 
⑴ の評価により得られた結果は、次の基本計画を策定するに際して参考にする。 

 
３．基本計画に盛り込むことが望ましい施策 

⑴ 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方針 
困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方針としては、１⑶①で把握した地

域の実情や課題及び１⑶②の基本目標を記載する。 
⑵ 困難な問題を抱える女性への支援のための施策内容に関する事項 

困難な問題を抱える女性への支援のための施策内容に関する事項としては、以下に関
し、当該都道府県又は市町村において今後実施する困難な問題を抱える女性への支援内容
に関する事項を記載する。その際、行政機関と民間団体それぞれにおいて、具体的な取組
事項として記載するよう留意する。 

① 困難な問題を抱える女性への支援の基本的な考え方 
② 支援に関わる団体・機関等（女性相談支援センター、女性相談支援員、女性自立支援

施設、民間団体等、その他関係機関） 
③ 困難な問題を抱える女性への支援の内容 
・アウトリーチ等による早期の把握 
・居場所の提供 
・相談支援 
・一時保護 
・被害回復支援 
・生活の場を共にすることによる支援（生活支援・権利回復支援） 
・同伴児童等への支援 
・自立支援 
・アフターケア 
④ 支援の体制 
・女性相談支援センター、女性相談支援員、女性自立支援施設の連携体制 
・民間団体との連携体制 
・関係機関との連携体制 
⑤ 支援調整会議 
⑥ 教育・啓発 
⑦ 人材育成・研修 
⑧ 調査研究等の推進 

⑶ その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する重要事項 
その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する重要事項として

は、⑵に記載されていない施策であって当該都道府県又は市町村が今後実施する予定のも
の及び当該基本計画の見直し方法について記載する。 

 

 


