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１．戦没者等の妻に対する特別給付金の請求処理等について 
 

１ 戦没者等の妻に対する特別給付金の請求処理等 

 (1) 国の取組等 

   「戦没者等の妻に対する特別給付金」は、先の大戦において夫を失った戦没者等の

妻の精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉を行うため、無利子の記名国債の交付

により、特別給付金を支給するものである。 

   令和５年４月の改正法の施行に伴い、厚生労働省においては、令和５年４月１日よ

り請求受付が開始された戦没者等の妻に対する特別給付金（第三十回特別給付金い号）

について各市区町村窓口に制度の広報に係るリーフレットの設置を依頼したほか、そ

の対象者約3,000名に対し、同年７月に個別案内を送付し、制度の周知と請求勧奨を行

った。 

   また、今後も、令和６年４月１日から請求受付開始となる第三十回特別給付金ろ号の

対象者及び新たに第三十回特別給付金い号の対象者と判明した者に対し、個別案内を送

付（各都道府県に対象者リストを送付）する予定である。 

 (2) 依頼事項 

   各都道府県におかれては、個別案内送付のための各種調査等にご協力いただくととも

に、請求者からの請求に対する適切かつ迅速な裁定について、ご配慮いただきたい。 

 

２ 各種特別給付金の時効失権防止 

 (1) 国の取組 

   以下の特別給付金の請求期限が迫っていることから、時効による失権を防止するた

め、厚生労働省から未請求者に対して個別案内を送付する予定（第二十九回特別給付

金い号については送付済）である。 

特別給付金銘柄 請求期限 

第二十九回特別給付金い号（戦傷病者等の妻に対する特別給付金）  令和６年４月１日 

第十三回特別給付金た号（戦傷病者等の妻に対する特別給付金（平病死）） 令和６年９月３０日 

第二十七回特別給付金と号（戦没者等の妻に対する特別給付金） 令和６年９月３０日 

 (2) 依頼事項 

   各都道府県におかれては、個別案内送付のための各種調査等にご協力いただくととも

に、個別案内送付後も未請求のままの者に対し、市区町村と連携して個別の請求案内を

行うなど、時効失権の防止に努めていただきたい。 
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２ 遺骨収集等慰霊事業について 
 

１．遺骨収集等事業について 
 戦没者の遺骨収集事業については、その推進を図るため、平成 28 年に「戦没者の遺

骨収集の推進に関する法律」（平成 28 年法律第 12 号）が成立し、令和６年度までの

期間が遺骨収集に関する集中実施期間と定められたが、その後、新型コロナの影響に

より事業が計画どおり実施できなかったことを踏まえ、令和５年の通常国会で法改正

がなされ、集中実施期間が令和 11 年度まで５年間延長されたところ。 

令和４年度には徐々に海外における事業を再開しており、今後も現地情勢等を踏ま

えつつ、「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」（令和５年７月 28 日閣議

決定。以下「基本計画」という。）に基づき、計画的に事業を実施することとしてい

る。集中実施期間の趣旨を踏まえ、一柱でも多くの御遺骨を収容し、御遺族にお返し

できるよう取り組んでいく。 

遺骨収集の実施にあたっては、一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会（以下「指

定法人」という。）が、各戦域における現地調査などの情報収集や、その情報に基づ

く遺骨収集を機動的かつ柔軟に行い、国は、企画立案等に加え、関係国政府との協議

や現地地方政府機関との交渉等、より高度な調整業務を行っており、国と指定法人の

役割分担を図り、効率的に遺骨収集を実施している。 

 
    ◎遺骨収集の計画 

戦没者の遺骨収集については、基本計画に基づき、厚生労働省が、毎事業年度開

始前に次年度の実施指針を策定し、指定法人に提示するとともに、指定法人は、当

該実施指針の内容に即した事業計画を策定することとしている。 
 
令和６年度における遺骨収集の派遣予定地域は以下のとおり。 
〈南方地域等での遺骨収集〉 
①フィリピン、②東部ニューギニア、③ビスマーク・ソロモン諸島、 
④マリアナ諸島、⑤ミャンマー、⑥インド、⑦トラック諸島、 
⑧マーシャル諸島、⑨インドネシア、⑩パラオ諸島、⑪ギルバート諸島、 
⑫樺太、⑬ノモンハン、⑭沖縄、⑮硫黄島、⑯その他南方地域 

  計 １６地域 
 
〈旧ソ連抑留中死亡者の遺骨収集〉 
①ハバロフスク地方、②沿海地方、③ザバイカル地方      計 ３地域 
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この他、確度の高い戦没者の遺骨に関する情報が追加的に得られた場合には、応

急的な派遣を実施することとしている。 
 
  ※ 各都道府県におかれては、遺族、団体、協力者等から戦没者の埋葬地等に関    

する情報が得られた際は、速やかに、事業課事業推進室まで連絡をお願いしたい。 
 
 ２．慰霊巡拝事業について 

遺骨収集事業を補完し、旧主要戦域での戦没者を慰霊するため、遺族が戦没地や

海外戦没者慰霊碑を訪れるとともに、現地で政府主催の追悼式を実施している。 
なお、令和５年度の慰霊巡拝については現地情勢等を踏まえ実施している。 

    （１）南方地域等での慰霊巡拝事業 
旧主要戦域での戦没者の遺族を対象として実施しており、令和６年度は、①フィ

リピン、②東部ニューギニア、③ビスマーク・ソロモン諸島、④ミャンマー、⑤マ

リアナ諸島、⑥インドネシア、⑦北ボルネオ、⑧中国、⑨硫黄島の９地域で実施を

計画している。  
    （２）旧ソ連地域等での慰霊巡拝事業 

ロシア連邦等の抑留中死亡者の遺族を対象として各地方・州ごとに実施してお

り、令和６年度は、抑留地域である３地域（①ハバロフスク地方、②イルクーツク

州・ブリヤート共和国、③モンゴル）で実施を計画している。 
  （３）参加遺族の推薦等 

慰霊巡拝事業を実施する際の参加遺族の募集にあたっては、各都道府県から厚生

労働省へ推薦をお願いしたい。 
厚生労働省では、都道府県や市区町村が参加遺族を募集するにあたり、余裕を持

って広報誌等へ掲載できるよう各都道府県援護主管課宛に実施予定地域ごとの実

施時期、派遣予定人員等について１月中を目途にお知らせする予定である。 
なお、近年、慰霊巡拝中に体調を崩される方が多く、緊急帰国や滞在延長を余儀

なくされるケースも見受けられることから、参加遺族の推薦に際しては、ご遺族の

健康状態にもご留意いただけるようお願いしたい。 
  （４）現地の状況等による事業実施の判断について 

厚生労働省では、ご遺族の慰霊巡拝の機会をできるだけ確保したいとの考えか 
ら、出発のおよそ２ヶ月前（硫黄島では出発のおよそ１ヶ月前）の現地情勢等に 
基づき、実施の可否を判断しているところである。 

書類提出の締切りから出発まで、少なくとも３～４ヶ月程度の準備期間を要する 
ことから、書類の提出の締切りの時点では、実施の可否の判断は難しいことをご理 
解いただきたい。 
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３ 戦没者遺骨の身元特定のためのＤＮＡ鑑定及び遺骨等の伝達について 
 
 １．身元特定のためのＤＮＡ鑑定について 

戦没者遺骨の身元特定のためのＤＮＡ鑑定は、主に旧ソ連地域の埋葬地等で発見さ

れた遺骨を対象とし、当局保管の死亡者名簿等から推定される関係遺族に「戦没者遺

骨のＤＮＡ鑑定のお知らせ」を送付し、遺族の申請に基づき実施している。 
平成 11 年から令和５年 11 月末までに、関係遺族約 16,200 人にお知らせを送付し

た。これまでに収容した遺骨については、推定される関係遺族に鑑定のお知らせを順

次送付しているところである。なお、これまでに約 7,400 人から申請があり、鑑定の

結果、1,244 柱の遺骨の身元を特定し、順次遺族に伝達している。 

また、戦後 75 年以上を経過し、戦没者遺骨の身元特定に向けて更なる取組を行って

いく必要があり、戦没者遺骨の身元特定に関し､現在､以下の取組を行っている。 
 

  （１）遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのＤＮＡ鑑定に  

係る対象地域拡大 
   遺留品等がなくても、部隊記録等から戦没者がある程度特定できる場合には、遺

族へのＤＮＡ提供の呼びかけを行うことを検討してきた。平成 28 年度は、その実効

可能性の検証のため、部隊記録等の資料が残っている沖縄県の検体からＤＮＡが抽

出された４地域について遺族への呼びかけとＤＮＡ鑑定を実施したが、遺族の特定

に至らなかった。 
   平成 29 年度からは、沖縄４地域に加え、沖縄６地域の戦没者について、さらなる

試行的な取組として、その地域の戦没者の遺族と思われる方からのＤＮＡ鑑定の申

請を公募し、部隊記録のみならず、申請された死亡場所等の情報に基づき、ある程

度戦没者のつながりが確認できる場合にはＤＮＡ鑑定を実施することとして、平成

29 年７月から受付を開始した。これまでに遺族 1,569 人から申請があり、検体が提

供された遺族 1,304 件との間でＤＮＡ鑑定を実施したが、戦没者の身元特定には至

っていない。 

南方等戦闘地域の戦没者遺骨のＤＮＡ鑑定については、｢戦没者の遺骨収集の推

進に関する検討会議｣中間とりまとめ（令和元年８月）を踏まえ、硫黄島及びキリバ

ス共和国ギルバート諸島タラワ環礁においても、遺留品等の手掛かり資料がない戦

没者のＤＮＡ鑑定を、令和２年４月から公募により試行的に実施した。その結果、

令和２年８月及び９月にキリバス共和国の戦没者遺骨計２柱について、遺族との間

で身元が特定され、また、同年 12 月には、硫黄島の戦没者遺骨２柱について、遺族

との間で身元が特定された。さらに、令和４年 12 月に硫黄島の戦没者遺骨１柱の身

元が特定されている。 

令和３年 10 月から厚生労働省が遺骨の検体を保管している全地域に拡大し、遺

留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨のＤＮＡ鑑定を公募により実施している。

令和５年 11 月末現在で、1,975 件の申請を受け付けている。 

 

（２）本取組を遺族に広く周知を図るための広報活動 

今年度、遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのＤＮＡ鑑

定に係る対象地域の拡大について、各地方自治体の広報誌への掲載、ポスターの掲

示及びリーフレットの設置について協力をお願いしたところであるが、引き続き広

報等による周知に関し協力をお願いする。 
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 ２．遺骨及び遺留品の伝達について 
ＤＮＡ鑑定により身元が特定された遺骨や、遺留品調査により所有者が特定された

遺留品は、遺族が居住する都道府県から伝達していただいている。 
地方自治法附則第 10 条の規定に基づき、厚生労働省では、各都道府県職員が遺骨等

を受領するため、「旧軍関係調査事務等委託費」を計上し、予算措置を行っている。 

ただし、伝達数が複数ある場合や都道府県側の日程調整が困難な場合には、厚生労

働省職員が都道府県までお持ちするなど、弾力的に対応するので、相談願いたい。 
なお、都道府県庁で記者発表される場合は、その旨当方でも記者発表を行うので、

遺族への伝達予定日の 14 日前までに事前に連絡願いたい。 
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令和５年11月末現在

判明者数 否定数 判定不能数

1 北海道 524 58 451 15

2 青森県 82 26 56 0

3 岩手県 97 30 67 0

4 宮城県 102 22 80 0

5 秋田県 46 13 33 0

6 山形県 77 17 59 1

7 福島県 94 27 66 1

8 茨城県 116 28 88 0

9 栃木県 57 16 41 0

10 群馬県 67 19 47 1

11 埼玉県 238 59 178 1

12 千葉県 256 58 197 1

13 東京都 453 88 362 3

14 神奈川県 305 50 254 1

15 新潟県 108 20 86 2

16 富山県 48 14 34 0

17 石川県 52 12 40 0

18 福井県 42 6 33 3

19 山梨県 50 14 36 0

20 長野県 118 29 89 0

21 岐阜県 77 17 60 0

22 静岡県 137 38 97 2

23 愛知県 167 46 119 2

24 三重県 55 15 37 3

25 滋賀県 44 7 35 2

26 京都府 101 13 87 1

27 大阪府 243 53 184 6

28 兵庫県 162 37 123 2

29 奈良県 63 17 45 1

30 和歌山県 52 20 32 0

31 鳥取県 24 6 17 1

32 島根県 56 20 36 0

33 岡山県 74 20 54 0

34 広島県 212 86 125 1

35 山口県 71 33 37 1

36 徳島県 27 6 21 0

37 香川県 48 6 40 2

38 愛媛県 82 21 61 0

39 高知県 62 16 46 0

40 福岡県 208 54 154 0

41 佐賀県 48 6 42 0

42 長崎県 66 13 53 0

43 熊本県 124 22 102 0

44 大分県 73 13 60 0

45 宮崎県 59 21 38 0

46 鹿児島県 130 27 103 0

47 沖縄県 341 4 333 4

99 日本国外 1 1 0 0

5,739 1,244 4,438 57計

注１：上記の件数はいずれも申請者の居住地都道府県別の数である（判明数も遺骨の伝達件数ではない）。

都道府県別ＤＮＡ鑑定結果

№ 都道府県 鑑定結果数
内訳

備考
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令和５年11月末現在

№ 都道府県名 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 合　計

1 北海道 1 1 2

2 青　森 1 1

3 岩　手 1 2 3

4 宮　城 1 1 2

5 秋　田 1 1 2

6 山　形 2 2

7 福　島 1 1 1 3 6

8 茨　城 1 1 2

9 栃　木 0

10 群　馬 1 1

11 埼　玉 3 2 5

12 千　葉 1 2 2 1 6

13 東　京 1 1

14 神奈川 2 2 2 1 7

15 新　潟 1 2 3

16 富　山 0

17 石　川 1 1

18 福　井 0

19 山　梨 1 1

20 長　野 1 1

21 岐　阜 0

22 静　岡 1 1

23 愛　知 3 1 4

24 三　重 1 1 2

25 滋　賀 0

26 京　都 1 1

27 大　阪 1 2 3

28 兵　庫 1 1 2

29 奈　良 0

30 和歌山 1 1

31 鳥　取 0

32 島　根 1 1 2

33 岡　山 0

34 広　島 1 1 4 1 7

35 山　口 1 1 2

36 徳　島 0

37 香　川 1 1

38 愛　媛 1 1 2

39 高　知 0

40 福　岡 2 2 1 5

41 佐　賀 1 1

42 長　崎 1 1 2

43 熊　本 0

44 大　分 1 1 2

45 宮　崎 1 1

46 鹿児島 1 1 2

47 沖　縄 0

99 日本国外 0

22 21 18 14 12 87

注１：年度別の伝達実績数であり、判明数ではない。
注２：上記の件数はいずれも受領遺族の居住地都道府県別の数である。

戦没者遺骨の伝達実績（都道府県別過去５ヵ年）

計
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４ 遺留品の伝達について 
  
（１）事業の概要 

    戦没者等の遺留品について遺留品保有者から「ご遺族等へ返還したい」との連絡を

受けた場合、以下の業務を実施している。 

・遺留品の画像等を厚生労働省に送付いただき、元の所有者を特定できた場合には、

ご遺族等の所在調査を行い、ご遺族を特定する。 

   ・ご遺族が特定でき、受け取りを希望された場合には、遺留品を遺留品保有者から厚

生労働省に送付いただき、ご遺族に返還する。 

 

（２）遺留品の調査（厚生労働省） 

遺留品に書かれた元の所有者名や取得場所・取得時期などの情報を基に、厚生労働

省が保管する資料との照合や歴史資料保管施設が保管する資料を調査することにより

元の所有者の特定を行っている。 

遺留品に元の所有者名が書かれていない、取得場所・時期等が不明、遺留品が劣化

しているなど、身元の特定につながる情報が乏しい案件が少なくなく、ご遺族を特定

することが困難な場合が多い。 

  

（３）遺族等調査、遺留品の伝達（都道府県へ依頼） 

  元の所有者の本籍地都道府県に対して、元の所有者又はその遺族の現住所調査及び

遺留品の受領意思の確認を依頼している。 

受領意思のある元の所有者又はその遺族に対しては、遺族が居住する都道府県から

伝達を依頼している。 

 

（４）遺留品調査業務の一部を委託 

 近年、海外のボランティア団体の協力もあり、遺留品保有者からの返還依頼が増加

傾向にある。このため、平成 30 年度からは、遺族等関係者のネットワークを活用でき

る団体の協力を得て、遺留品調査・返還業務の一部を委託して実施している（平成 30

年度～令和５年度は日本遺族会に委託）。 

   委託団体からの当該業務に係る調査依頼について、地域ごとの条例により対応可能

な範囲が制限されることは承知しているが、関係遺族を特定できないケースが少なく

ないため、より一層のご協力をお願いしたい。 
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５ 国内における民間建立戦没者慰霊碑について 
 

（１）補助事業の概要 
   民間団体等が建立した戦没者慰霊碑の維持管理については建立者等が自ら行うこと

が基本であるが、時間の経過によって建立者等が不明となるなどし、維持管理が困難

となっているものもある。 
   このため、平成 28 年度より建立者等が不明で、適切な維持管理が行えておらず、管

理状況が不良の慰霊碑について、自治体が独自事業として移設等（※１）を行う場合

に、一定の補助（１／２(上限５０万円)※２）を行っている。 

  ※１令和５年度から移設、埋設等に加え、補修についても補助の対象としている。 

  ※２令和元年度から補助の上限を２５万円から５０万円に引き上げている。 
 

 （２）補助事業の対象となる慰霊碑 

国内にある慰霊碑で、建立者等が不明又はそれに準ずる状態（建立者等が高齢のた

め自ら維持管理を行うことが困難であると認められる場合）であって、管理状況が不

良（倒壊の危険などがあり、地域住民へ危害が及ぶおそれがあるもの）の慰霊碑を基

本とする。 
 

 （３）補助事業についての管内市区町村への周知 

戦後８０年近くが経過し、適切な維持管理がされていない慰霊碑が今後増えていく

ことが予想されることから、本補助事業を積極的に活用いただくため、例えば、管内

の市町村会議等を利用して、これまで以上の積極的な制度に関する周知をお願いした

い。 
  

 （参考）慰霊碑の移設等の考え方 

   慰霊碑の移設若しくは補修を行うことにより、今後、慰霊碑が適切に維持される状

態になる、又は、埋設等を行うことで維持管理する必要がなくなるものについて、事

業の実施主体が実際に移設等を行う場合、その費用について上限額の範囲内において

補助を行う。 

① 移設とは、慰霊碑を都道府県や市町村が管理する土地内等に移動し、設置するこ

とをいう。 
② 補修とは、慰霊碑の建立地において、慰霊碑の損傷が生じた部分を直すことをい

う。 
   ③埋設等とは、慰霊碑の建立地等に埋める又は適切に処分することをいう。 
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６ ロシア連邦政府等から提供された抑留者関係資料の調査に
ついて 

 

昭和 20 年８月９日以来の旧ソ連軍の侵攻により、旧日本軍人等が旧ソ連地域また

はモンゴル人民共和国（当時）の地域で強制抑留され、戦後、極寒の地で長期間にわ

たり、劣悪な環境のもと多大な苦難を強いられ、その間、過酷な強制労働に従事させ

られた。 

これらの抑留者を約 57 万５千人、強制抑留下において死亡した抑留者を約５万５

千人と厚生労働省では推計している。 

厚生労働省では、平成３年に日ソ間で締結した協定に基づき、同年以降ロシア連邦

政府等より各種抑留者関係資料を入手し、日本側資料との照合調査を行い、個人を特

定できた方については、本籍地都道府県の協力を得て遺族調査の上、御遺族に資料の

記載内容をお知らせしてきている。 

シベリア・モンゴル地域については、これまでの照合調査の結果、約４万１千人（※）

の個人を特定している。これに加え、平成 27 年４月以降、その他の地域（興南、大

連、樺太等）についても照合調査を行い、約１千人（※）の個人を特定している。 

（※令和５年 12 月末現在） 

厚生労働省としては、御遺族の高齢化が進んでいることを踏まえ、今後もロシア連

邦政府等に資料提供の働きかけを行うとともに、一日でも早く一人でも多くの死亡者

を特定できるよう、引き続き照合調査の促進を図ることとしている。 

また、平成 27 年４月以降、個人を特定できた方について、速やかに関係御遺族に

情報提供を行う観点から、原則として毎月、身元特定者を公表している。 

各都道府県におかれては、関係御遺族の現住所調査及びお知らせの送付に御協力頂

いているが、御遺族の高齢化を踏まえ、引き続き速やかな御対応をお願いしたい。 

さらに、個人を特定できたものの、御遺族の所在が不明のためお知らせができない

方を、遺族所在不明者名簿として厚生労働省 HP に公表しているので、当該名簿の周

知についてもご協力をお願いしたい。 

 

 なお、平成 23 年８月に、戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法に基づき

「強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針」が閣議決定された。 

 厚生労働省としては、この基本方針に基づき、関係省庁と連携し、民間団体等の協

力も得つつ、抑留中死亡者の資料調査、遺骨収集事業等を進めていくことにしている。 

 

＜照合調査による個人の特定状況＞            令和５年 12 月末現在 

 死亡者数 個人を特定 

シベリア・モンゴル地域 約５万５千人（注） 約４万１千人 

（注）主に昭和 20 年代の引揚時の港における抑留帰還者からの聴取により推計 

この他にシベリア・モンゴル地域以外で約１千人の個人を特定 
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７ 中国残留邦人等に対する支援策の実施について 

 

１．地域社会での支援の実施等 

中国残留邦人等の高齢化が進んでいる状況を踏まえ、以下の点についてご協力をお願いし 

たい。  

 

（１）中国残留邦人等の高齢化への対応 

① 中国残留邦人等の介護に係る環境整備【中国帰国者支援・交流センターで実施】 

平成 29 年度から、全国 7 か所に設置している中国帰国者支援・交流センターに、

中国残留邦人等の特別な事情を理解し、介護に関する知識を有する「介護支援コーデ

ィネーター」を配置し、介護事業所等において中国語等による語りかけ支援を行う「語

りかけボランティア」の募集・研修及び介護事業所等への訪問の調整等を行うほか、

支援・相談員への情報提供・助言、相談対応等を行い、中国残留邦人等が安心して介

護サービスを利用できる環境を整備することとしている。 

語りかけボランティアの訪問については、令和元年度から当該センター遠隔地域に

サブ（介護支援）コーディネーターを配置することとしており、引き続き実施範囲を

拡げることとしているので、平成 30 年４月 25 日付け中国残留邦人等支援室長通知に

基づき、中国残留邦人等及び介護サービス事業者への周知、中国残留邦人等の介護サ

ービス利用状況等の中国帰国者支援・交流センターへの情報提供について、ご協力を

お願いしたい。また、ボランティアの応募希望等があった場合は、各中国帰国者支援・

交流センターを案内していただくようお願いする。 
 

       【参考】中国残留邦人等支援室長通知 

         ・ 「中国残留邦人等介護支援事業「語りかけボランティア訪問」の実施に係る協力依頼に

ついて」（平成 30 年４月 25 日付け社援支発 0425 第１号 中国残留邦人等支援室長から

各都道府県、指定都市、中核市民政主管部（局）長あて通知） 

 

② 中国残留邦人等地域生活支援事業（生活困窮者就労準備支援事業費等補助金） 

○ 自立支援通訳による支援の充実 

中国残留邦人等の高齢化により、医療や介護サービスの利用が増加しているが、

限られた予算の範囲内で実施する必要があることから、効率的な運用をお願いした

い。 

   

○ 帰国者の状況を踏まえた日本語教育支援の実施 

  高齢のため日本語教室等への継続的な参加が困難な帰国者もいることから、平成

28 年度から、交流事業等を通じ日本語能力の維持や地域での孤立防止を目的とし

た、高齢者向けの「日本語交流サロン」も設置できることとしている。 

帰国者の状況を踏まえ、現行の日本語教育支援事業から日本語交流サロンへの見
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直しのほか、中国残留邦人等の人数や費用対効果の観点からも事業の検証を行い、

箇所数や実施回数を精査するなど、引き続き、地域の中国残留邦人等の状況を踏ま

えた、適切な日本語教育支援事業をお願いしたい。 

 

③ 公営住宅への優先入居 

 中国残留邦人等の高齢化による身体機能の低下、持病の悪化等により、高層階から

低層階へ、また、バリアフリー化された公営住宅への住み替え需要が高いことから、

平成 20 年３月 31 日及び平成 25 年６月 27 日付けの国土交通省通知の趣旨を踏まえ、

中国残留邦人等から公営住宅の住替えの要望があった場合には、引き続き公営住宅管

理部局と連携を図り、住替えの積極的な活用を行うなどの良質な住環境の確保につい

てご協力をお願いしたい。 

    【参考】国土交通省通知 

・ 「中国残留邦人等の公営住宅への入居の取扱いについて」（平成 20 年３月 31 日付け国

住備第 143 号 住宅総合整備課長から各都道府県公営住宅管理担当部長あて通知） 

・ 「公営住宅に係る優先入居の取扱いについて」平成 25 年６月 27 日付け国住備第 57 号 

住宅総合整備課長から各都道府県・政令市住宅主務部長あて通知） 

 

（２）支援・相談員の配置 

支援・相談員については、支援給付の実施機関に配置し、中国残留邦人等のニーズに応

じた助言等を行うことにより中国残留邦人等が安心した生活が送れるよう支援すること

を目的に、都道府県、市町村（特別区を含む）に委託して事業を実施しているところであ

る。 

都道府県・市区町村におかれては、配置基準に沿った体制構築や人材確保等、多大なご

尽力をいただいているところであるが、令和６年度においても引き続き、中国残留邦人

等の状況等を勘案しつつ、適切な支援・相談員の配置をお願いしたい。 

（支援・相談員配置基準） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※中国残留邦人等の状況やニーズに応じた弾力的運用も可能（要協議）。 

支援給付受給世帯数 配置人数 稼働日数の目安（年間） 

１世帯 １人 非常勤 ７日 

２世帯以上４世帯以下 １人 非常勤 21 日 

５世帯以上９世帯以下 １人 非常勤 49 日 

10 世帯以上 19 世帯以下 １人 非常勤 105 日 

20 世帯以上 29 世帯以下 １人 非常勤 175 日 

30 世帯以上 59 世帯以下 １人 常勤 

60 世帯以上 89 世帯以下 ２人 〃 

90 世帯以上 119 世帯以下 ３人 〃 

120 世帯以上 149 世帯以下 ４人 〃 

150 世帯以上 179 世帯以下 ５人 〃 

180 世帯以上 ６人 〃 
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（３）次世代継承事業 

① 普及啓発事業 

各中国帰国者支援・交流センターがボランティア団体等と連携し、地域住民や次世

代を担う若者を対象に実施する「中国残留邦人等への理解を深める普及啓発事業」に

ついて、引き続き、周知・広報・後援等のご協力をお願いしたい。 

 

② 中国残留邦人等の証言映像公開事業（YouTube 内の MHLWchannel で公開中） 

   中国残留邦人等が体験した様々な労苦の証言を映像に残し、広く公開する証言映像

収集・公開事業を平成 28 年度から３ヶ年計画で実施し、収録した 60 名の証言映像は、

厚生労働省ホームページで公開（“中国残留邦人等”“証言映像”で検索されたい。）

するとともに、各中国帰国者支援・交流センターで DVD の貸し出しを行っている。地

域住民への広報活動事業及び普及啓発事業、地域の方々との交流事業、小中高等学校

等での平和学習の機会等に広く活用いただきたい。 

 

 ③ 「戦後世代の語り部」育成・講話活動事業 

戦後 70 余年が経過し、中国残留邦人等が高齢となる中、中国残留邦人等自らが自身

の体験を語ることが難しくなっていることから、中国残留邦人等の体験と労苦を次の

世代に継承するため、平成 28 年度から令和３年度の間、首都圏中国帰国者支援・交流

センターにおいて「戦後世代の語り部」育成事業を実施し、令和元年度以降、研修を修

了した第１～第３期生の「戦後世代の語り部」が講話活動を行っている。地域住民への

広報活動事業及び普及啓発事業、地域の方々との交流事業、小中高等学校等での平和

学習の機会等に広く活用いただきたい（「戦後世代の語り部」の派遣に係る旅費等は首

都圏中国帰国者支援・交流センターが負担する（オンラインでも対応可能）。派遣にあ

たっては、首都圏中国帰国者支援・交流センターまで連絡をお願いする。）。 

【参考】「戦後世代の語り部」育成事業の概要 

         １年目 ：当時の体験や労苦の聞き取り、語り部に必要な基礎的知識、話法技術等の習得 

      ２～３年目：語り部講話原稿の作成、講話演習、実習等による実践的な研修 

 

（４）中国残留邦人等の二世、三世の就労支援 

○ 日本語が不自由であることや、日本の社会・雇用慣行に不慣れであること等により、

安定就労による経済的な自立の実現が困難な状況も見られることから、平成 26 年 12

月１日付け中国残留邦人等支援室長通知を参考に、「二世、三世の就労に資する日本語

教室」の設置により就労に役立つ日本語の指導を集中的に行い、安定した就労を確保

するとともに安易な離職を防止するなど、より多くの方が安定した就労につながるよ

う支援をお願いしたい。 
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○ 中国残留邦人等の二世、三世を雇用する場合、事業主に対し「特定求職者雇用開発助

成金」制度に基づく助成金が支給されることから、制度の積極的活用の広報をお願い

したい。 

       【参考】中国残留邦人等支援室長通知等 

          ・ 「中国残留邦人等の二世、三世に対する就労支援について（依頼）」（平成 26 年 12 月

1 日付け社援支発 1201 第１号 中国残留邦人等支援室長から各都道府県、政令都市、中

核市民生主管部（局）長あて通知） 

・ 「特定求職者雇用開発助成金」 

          ハローワーク等の紹介により中国帰国者等であって、本邦に永住帰国した日から 10 年

を経過していない者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対し､賃金助

成を行う。 

 

２．支援給付及び配偶者支援金の支給 

平成 20 年４月から、中国残留邦人等の老後の生活の安定のための特別な措置として、老齢 

基礎年金等の支給と支援給付の支給を実施している。 

さらに、平成 26 年 10 月から、中国残留邦人等が亡くなった場合において、残された配偶 

者の生活の安定を図るため、特定配偶者（中国残留邦人等が永住帰国する前から継続してそ 

の配偶者である者）に対して支援給付に加えて、配偶者支援金を支給（満額の老齢基礎年金 

の３分の２相当額を支給）している。 

 

支援給付制度は、制度開始から 15 年を超え、対象となる支援給付受給者の高齢化も進んで

いることから、引き続き、６月の支援給付の収入申告時や家庭訪問の際には、「中国残留邦人

等の方々への支援給付のしおり」、「後発医薬品のしおり」などを活用し、支援給付受給者に

対する各種支援の内容や手続き方法、必要な届出、後発医薬品使用の原則等について、懇切丁

寧な説明をお願いしたい。 

また、配偶者支援金についても引き続き申請漏れがないよう支給対象と見込まれる者に対

する申請の案内及び指導にご尽力願い、中国残留邦人等の死亡後に支給対象となる特定配偶

者がいる世帯に対し、毎年６月の支援給付の収入申告時や家庭訪問の際に、個別に配偶者支

援金の制度案内を行うよう、引き続きご協力をお願いしたい。 

 
３．支援給付等施行事務監査 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の 
自立の支援に関する法律第 14 条第４項によりその規定の例によるものとされた生活保護法 
第 23 条に基づき、平成 21 年度から支援給付事務の監査を行っている。 

   令和６年度も、支援給付及び配偶者支援金事務の適正な運用が図られるよう、引き続き 
ご協力お願いしたい。 

  都道府県・指定都市本庁が行う実地監査は、管内の実施機関に対し、４年に１度の割合 
で行うことになっている。引き続き、管内の実施機関に対し実地による支援給付等施行事務
監査を行い、適切な助言指導をお願いしたい。 

  なお、令和６年度に厚生労働省が実施する実地監査の対象となる都道府県市は、本年４月
中にお知らせする予定としている。 

16



 

 

 

 

 

（予算概要） 
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厚生労働省社会・援護局（援護関係）

令和６年度援護関係予算案の主要事項

１ 援護年金 29億円 （36億円）

令和６年度予算案177億円、R5補正3.3億円（185億円）

（１）遺骨収集事業 26億円、R5補正50百万円 (26億円)

ア 硫黄島における遺骨収集事業 15億円 (15億円)

イ 海外等における遺骨収集事業

9.6億円、R5補正50百万円 (9.3億円)

ウ 法人運営経費 1.6億円 (1.6億円)

（２）海外公文書館の資料収集 17百万円 (17百万円)

（３）遺骨の鑑定 6.7億円 (6.7億円)

ア 手掛かり情報のない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定

2.4億円 (2.5億円)

イ 戦没者遺骨の鑑定技術の研究・実用化検討 2.8億円 (2.8億円)

ウ 分析施設（ラボ）における鑑定実施 1.4億円 (1.4億円)

エ 会議開催経費・事務費等 ６百万円 (６百万円)

（４）遺骨・遺留品の伝達 34百万円 (38百万円)

２ 各種特別給付金・特別弔慰金の支給（事務費）8.0億円 （7.5億円）

３ 遺骨収集事業等の推進 33億円、R5補正50百万円 （33億円）

４ 戦没者慰霊事業等 6.6億円 （6.3億円）

（１）昭和館 4.6億円、R5補正78百万円 (4.7億円)

（２）しょうけい館 1.8億円、 R5補正６百万円 (1.7億円)

５ 昭和館・しょうけい館事業
6.5億円、R5補正84百万円（6.4億円）

６ 中国残留邦人の援護等 92億円、R5補正６百万円（92億円）

計数のうち、特記のないものは令和６年度予算案、｢R5補正｣は令和５年度補正予算額、（ ）内は令和５年度当初予算額。
四捨五入しているため、各欄の増減が一致しない場合がある。計数にはデジタル庁計上分を含む。

受給人員 2,161人 → 1,792人

支給対象件数

・戦没者等の妻に対する特別給付金 約5,500人

（１）中国残留邦人等に対する支援等

90億円、R5補正６百万円 (90億円)

ア 支援給付の実施等 90億円、R5補正６百万円 (90億円)

イ 中国残留邦人等の介護に係る環境整備 41百万円 (41百万円)

（２）抑留者関係資料の取得及び特定作業関係 1.1億円 (1.1億円)

（３）戦没者等援護関係資料の移管・整備 47百万円 (39百万円)

（１）全国戦没者追悼式挙行経費 2.0億円 (2.0億円)

（２）慰霊巡拝等 4.6億円 (4.4億円)

ア 慰霊巡拝 1.0億円 (1.0億円)

イ 政府建立慰霊碑の補修等 53百万円 (54百万円)

ウ 海外・国内民間慰霊碑の管理 19百万円 (19百万円)

・海外民間建立慰霊碑 10百万円 (10百万円)

・国内民間建立慰霊碑 ９百万円 (９百万円)

エ 慰霊友好親善事業 2.6億円 (2.6億円)

オ 平和の語り部事業 25百万円 (０百万円)

18
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令和５年12月

厚生労働省社会・援護局（援護関係）

令和５年度 令和６年度 対前年度

予　算　額 予 算 案 増　減　額

千円 千円 千円

社会・援護局（援護）計上分 10,454,760 9,857,968 ▲ 596,792

（項）　厚生労働本省共通費 2,254 1,931 ▲ 323  

厚生労働本省一般行政に必要な経費 2,254 1,931 ▲ 323

（項）　遺族及留守家族等援護費 5,219,508 4,447,484 ▲ 772,024

遺族及留守家族等の援護に必要な経費 5,219,508 4,447,484 ▲ 772,024

援護審査会経費 917 922 5

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行経費 3,662,047 2,946,986 ▲ 715,061
援護年金の支給
                   3,569百万円　→　2,855百万円

戦傷病者特別援護経費 205,753 213,870 8,117
１　戦傷病者等の労苦継承事業の実施
　しょうけい館の運営費　　174百万円　→　182百万円

２　医療費の支給
                         8百万円　→　８百万円

３　特別援護費関係
　　・療養手当
　　　　　　　月額　　30,700円　→　30,700円
　　・葬祭費
　　　　　　　単価　212,000円　→　212,000円

未帰還者留守家族等援護経費 12,438 8,531 ▲ 3,907
　葬祭料
　　　　　　　単価　212,000円　→　212,000円

未帰還者に関する特別措置経費 344 344 0

戦没者等の遺族等に対する特別給付金等の
支給事務に必要な経費

753,828 800,299 46,471

昭和館等に係る経費 584,181 476,532 ▲ 107,649
昭和館運営費     469百万円　→　464百万円
昭和館修繕経費　110百万円　→　６百万円

（項）　戦没者慰霊事業費 4,007,896 4,052,933 45,037

 戦没者遺骨収集事業等に必要な経費 3,320,055 3,343,242 23,187

戦没者遺骨収集事業等の実施に必要な経費 3,320,055 3,343,242 23,187

１ 遺骨収集関連事業

２ 遺骨・遺留品の伝達

３ 戦没者遺骨に係るＤＮＡ鑑定

戦没者遺骨収集事業等の推進に必要な経費 687,841 709,691 21,850

戦没者追悼式挙行等に必要な経費 526,639 548,233 21,594
１ 全国戦没者追悼式挙行経費
　　　　　　　　　　　　197百万円　→　199百万円

２  戦没者遺児による慰霊友好親善事業
               　　　　  259百万円  →  259百万円

３ 国内・海外民間建立慰霊碑の移設等
               　　　      19百万円  →    19百万円

戦没者遺骨処理等諸費 161,202 161,458 256

１ 慰霊巡拝                      

２ 慰霊碑の補修等

３ 遺骨・遺留品の伝達

事　　　　　　　　項

１．令和６年度予算案 事項別内訳

備　　　　考

①ﾌｨﾘﾋﾟﾝ　②東部ﾆｭｰｷﾞﾆｱ　③ﾋﾞｽﾏｰｸ･ｿﾛﾓﾝ諸島（ﾌﾞｰｹﾞﾝﾋﾞﾙ島・ｶﾞﾀﾞ
ﾙｶﾅﾙ島等）
④ﾐｬﾝﾏｰ　⑤マリアナ諸島　⑥ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ　⑦北ﾎﾞﾙﾈｵ　⑧中国　⑨硫黄
島
⑩旧ソ連地域等（ﾊﾊﾞﾛﾌｽｸ地方、ｲﾙｸｰﾂｸ州･ﾌﾞﾘﾔｰﾄ共和国、モンゴル）

①ﾌｨﾘﾋﾟﾝ　②東部ﾆｭｰｷﾞﾆｱ　③ﾋﾞｽﾏｰｸ･ｿﾛﾓﾝ諸島（ﾌﾞｰｹﾞﾝﾋﾞﾙ島・ｶﾞﾀﾞ
ﾙｶﾅﾙ島等）
④ﾏﾘｱﾅ諸島（ｸﾞｱﾑ島・北ﾏﾘｱﾅ諸島）　⑤ﾐｬﾝﾏｰ　⑥ｲﾝﾄﾞ　⑦ﾄﾗｯｸ諸島
⑧ﾏｰｼｬﾙ諸島　⑨ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ　⑩ﾊﾟﾗｵ諸島　⑪ｷﾞﾙﾊﾞｰﾄ諸島　⑫樺太
⑬ノモンハン　⑭沖縄　⑮硫黄島  ⑯その他南方地域　⑰旧ソ連地域（ﾊ
ﾊﾞﾛﾌｽｸ地方、沿海地方、ｻﾞﾊﾞｲｶﾙ地方）
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令和５年度 令和６年度 対前年度

予　算　額 予 算 案 増　減　額
事　　　　　　　　項 備　　　　考

（項）　中国残留邦人等支援事業費 1,035,033 1,161,667 126,634

 中国残留邦人等の支援事業に必要な経費 1,035,033 1,161,667 126,634

中国残留邦人等に対する生活支援 481,699 566,595 84,896
・満額の老齢基礎年金等支給のための保険料の追納
                       65百万円　→　158百万円

定着自立援護 375,020 396,136 21,116

・中国帰国者支援・交流センター経費
　　　　　　　　　　  368百万円　→　389百万円
・次世代継承事業の実施
　　　　　　　　　　　　 7百万円　→　7百万円

帰国受入援護 112,258 132,796 20,538

・永住帰国見込世帯人員
　　　　　　　  2世帯    6人  →　  2世帯    6人
・一時帰国見込世帯人員
　　　　       54世帯 107人　→　54世帯107人

身元調査等 24,600 24,686 86
・訪中調査対象孤児数　　　　　  2人　→　  2人
・訪日調査対象者数　　　　 　    1人　→　  1人

介護に係る環境整備 41,456 41,454 ▲ 2

（項）　恩給進達等実施費 190,069 193,953 3,884

 恩給進達及び人事資料の保管等に必要な経費 190,069 193,953 3,884

資料整備諸費 146,806 154,633 7,827

 戦没者叙勲等の進達等に必要な経費 1,766 1,760 ▲ 6

 旧軍人遺族等恩給の事務処理に必要な経費 41,497 37,560 ▲ 3,937

社会・援護局（社会）計上分 8,010,301 7,849,535 ▲ 160,766

(項)生活保護等対策費 8,010,301 7,849,535 ▲ 160,766

中国残留邦人等に対する生活支援 8,010,301 7,849,535 ▲ 160,766

　中国残留邦人生活支援給付金 7,730,300 7,557,860 ▲ 172,440 ・特定中国残留邦人等に対する支援給付の実施

　配偶者支援金 280,001 291,675 11,674 ・特定配偶者に対する配偶者支援金の支給

中国残留邦人等に対する生活支援
生活困窮者自立
支援法等に係る
補助金の内数

生活困窮者自立
支援法等に係る
補助金の内数

・中国残留邦人等地域生活支援事業の実施

令和５年度 令和６年度 対前年度

予　算　額 予 算 案 増　減　額

援護関係合計 18,465,061 17,707,503 ▲ 757,558

社会・援護局（援護）計上分 10,454,760 9,857,968 ▲ 596,792

社会・援護局（社会）計上分 8,010,301 7,849,535 ▲ 160,766

※令和５年度予算額及び令和６年度予算案は、デジタル庁計上分を含む。

事　　　　　　　　項 備　　　　考
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令和５年12月

（参考）　令和６年度予算案　地方公共団体等予算事項別内訳

令和５年度 令和６年度 対前年度

予　算　額 予　算　案 増　減　額

千円 千円 千円

社会・援護局（援護）計上分 1,301,289 1,335,612 34,323

（項）　遺族及留守家族等援護費 785,406 831,917 46,511

（目）遺族及留守家族等援護事務委託費 780,535 827,046 46,511

64,203 63,205 ▲ 998

（目細）留守家族等援護事務委託費 8,384 8,365 ▲ 19
１　留守家族等援護　 　　　　106千円
２　未帰還者特別措置　　　    78千円
３　戦傷病者特別援護　　　8,181千円

707,948 755,476 47,528

4,871 4,871 0 沖縄県

（項）　戦没者慰霊事業費 41,675 41,706 31

（目）旧軍関係調査事務等委託費 2,974 2,993 19

2,974 2,993 19

（目）戦没者遺骨収集事業等委託費 29,691 29,703 12 沖縄県

（目）遺骨収集等派遣費補助金 9,010 9,010 0 ・国内民間建立慰霊碑の移設等　9,010千円

（項）　中国残留邦人等支援事業費 440,270 432,344 ▲ 7,926

（目）遺族及留守家族等援護事務委託費 440,270 432,344 ▲ 7,926

（目細）特別給付金等支給事務委託費 212 212 0

440,058 432,132 ▲ 7,926 「支援・相談員」の配置 　389,543千円

（項）　恩給進達等実施費 33,938 29,645 ▲ 4,293

（目）旧軍関係調査事務等委託費 33,938 29,645 ▲ 4,293

5,594 5,726 132

28,344 23,919 ▲ 4,425
１　旧軍人遺族等恩給進達関係   22,206千円
 
２　戦没者叙勲等進達関係　   1,713千円

令和５年度 令和６年度 対前年度

予　算　額 予　算　案 増　減　額

社会・援護局（社会）計上分 8,010,301 7,849,535 ▲ 160,766

（項）　生活保護等対策費 8,010,301 7,849,535 ▲ 160,766

（目）生活扶助費等負担金 3,706,975 3,474,975 ▲ 232,000

（小事項）中国残留邦人生活支援給付金 3,426,974 3,183,300 ▲ 243,674 ・特定中国残留邦人等に対する支援給付の実施

（小事項）配偶者支援金 280,001 291,675 11,674 ・特定配偶者に対する配偶者支援金の支給

（目）医療扶助費等負担金 4,078,048 4,143,640 65,592

（小事項）中国残留邦人生活支援給付金 4,078,048 4,143,640 65,592

（目）介護扶助費等負担金 225,278 230,920 5,642

（小事項）中国残留邦人生活支援給付金 225,278 230,920 5,642

（目）生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
生活困窮者自立
支援法等に係る
補助金の内数

生活困窮者自立
支援法等に係る
補助金の内数

・中国残留邦人等地域生活支援事業の実施

令和５年度 令和６年度 対前年度

予　算　額 予　算　案 増　減　額

援護関係合計 9,311,590 9,185,147 ▲ 126,443

社会・援護局（援護）計上分 1,301,289 1,335,612 34,323

社会・援護局（社会）計上分 8,010,301 7,849,535 ▲ 160,766

事　　　　　　　　項 備　　　　考

事　　　　　　　　項 備　　　　考

備　　　　考事　　　　　　　　項

（目細）戦傷病者戦没者遺族等援護事務委託費

（目細）旧軍人遺族等恩給進達事務等委託費

（目細）特別給付金等支給事務委託費

（目細）旧軍関係調査事務等委託費

（目細）引揚者等援護事務委託費

（目）遺族及留守家族等援護活動費補助金

（目細）旧軍関係調査事務等委託費
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２．援護年金について 
 
 援護年金額は、恩給と同様に平成 19 年度から公的年金の引上率（物価上昇率等により決

定）を基準に自動改定する仕組みを導入している。 
 令和６年度の援護年金額については、公的年金の引上率を基準に算出した改定率が１を

超えた場合には、令和６年度の公的年金の引上率に準じて額の引上げを行うこととなる。 

 

（１）障害年金（年額） 
障害の等差 基本額 扶養親族加給 特別加給 
特別項症 障害の状態に応じ、 

○公務傷病 
 9,729,100 円 
  ～ 961,000 円 
○勤務関連傷病 
 7,417,100 円 
  ～743,000 円 
 
 

○戦傷病者の配偶者：193,200 円 
○その他の扶養親族（子・孫・父母・祖父 母）

（※） 
【戦傷病者に配偶者がいる場合】 
 １人目・２人目：72,000 円/人、 
 ３人目～：36,000 円/人 
【戦傷病者に配偶者がいない場合】 
 １人目：132,000 円、２人目：72,000 円、 
 ３人目～：36,000 円/人 

27 万円 
第１項症・ 
第２項症 

21 万円 
 

第３項症～ 
第６項症 

 

 
 

― 
 
 
 

第１款症～ 
第５款症 

 
 ※ 第２款症から第５款症までの扶養親族加給は、配偶者加給 193,200 円のみ。 
 ※ 戦傷病者の配偶者以外の扶養親族については、年齢や障害のため生活資料を得ることができない 

こと等の要件がある。 
 
（２）遺族年金・遺族給与金（年額） 
 ① 対象者 
   戦没者と生計関係のあった遺族に支給され、支給の優先順位は、配偶者、子、父母、

孫、祖父母の順である。 
   この順位の最も高い者を「先順位者」といい、その他の者を「後順位者」という。 
  ※ 戦没者の配偶者以外の遺族については、年齢や障害のため生活資料を得ることができないこと等

の要件がある。 
 ② 支給額 

死亡の原因等 先順位者への支給 後順位者への支給 
               公務死亡                 1,966,800 円 72,000 円／人 
     勤務関連死亡・公務重症平病死       1,573,500 円 56,400 円／人 
 平病死（公務軽症者・勤務関連重症者）    557,600 円 ― 
平病死（勤務関連軽症者）・公務傷病併発死  456,400 円 ― 
            勤務関連併発死               335,000 円 ― 

  ※ 「平病死」とは、障害年金の受給者が、その給付の原因となった公務傷病等以外の事由により死亡

することをいう。 
    「併発死」とは、公務傷病等にかかり、在職期間又は退職後一定期間内に死亡し、かつ、公務傷病

等と死亡の因果関係が不明確な場合をいう。 
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３．援護年金等受給者数について 
 
（１）援護年金受給者数                       2,158 人（令和５年３月末） 
  ① 障害年金                                       459 人 
  ② 遺族年金、遺族給与金                         1,699 人 
 
 
（２）各種特別給付金等                    （令和５年 12 月末） 
  ① 第二十七回特別給付金（200 万円）国債発行請求件数 
   （戦没者等の妻に対する特別給付金） 46,642 件 

 

  ② 第三十回特別給付金（110 万円）国債発行請求件数 

   （戦没者等の妻に対する特別給付金） 2,075 件 
 
  ② 第二十九回特別給付金（50 万円～7.5 万円）国債発行請求件数(令和３年施行分) 
   （戦傷病者等の妻に対する特別給付金） 523 件 
 
  ③ 第二十六回特別給付金（100 万円）国債発行請求件数 

 （戦没者の父母等に対する特別給付金） 28 件 
  ※平成30年度の給付は、受給者高齢化、対象者少数（3名）となったため予算措置による現金給付を実施。 

 
  ④ 第十一回特別弔慰金（25 万円）国債発行請求件数(令和２年施行分) 

（戦没者等の遺族に対する特別弔慰金） 761,567件 
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４ 昭和館・しょうけい館について

・戦傷病者とその家族が体験した戦中・戦後の労苦を次世代に
伝えていくため、厚生労働省が開設した国立の施設（平成18
年３月開館、令和５年10月移転）。

・常設展示室での実物資料の展示、図書・映像・音響資料の
閲覧事業、関連情報提供事業等を実施。

・春夏に企画展を開催。

・戦中・戦後の労苦を語り継ぐ「戦後世代の語り部の育成（研
修）」を実施。令和元年度からは、研修修了者を語り部とし
て委嘱し、来館者への講話や小中学校等への出張講話を
行う「戦後世代の語り部活動」を実施。

・しょうけい館ＨＰ http://www.shokeikan.go.jp

・地下鉄「九段下」駅7番出口より徒歩3分、5番出口より徒歩5分

・戦中・戦後の国民生活上の労苦を次世代に伝えていくため、
厚生労働省が開設した国立の施設（平成11年３月開館）。

・常設展示室での実物資料の展示、図書・映像・音響資料の
閲覧事業、関連情報提供事業等を実施。

・春夏に特別企画展を開催。

・戦中・戦後の労苦を語り継ぐ「戦後世代の語り部の育成（研
修）」を実施。令和元年度からは、研修修了者を語り部とし
て委嘱し、来館者への講話や小中学校等への出張講話を
行う「戦後世代の語り部活動」を実施。

・昭和館HP http://www.showakan.go.jp

・地下鉄「九段下」駅4番出口から徒歩1分

昭 和 館 しょうけい館

戦中・戦後の労苦に関する資料の収集・展示を行う、昭和館、しょうけい館、平和祈念展示資料館（総務省委託）が連携し、戦
中・戦後の労苦を次世代に伝えていくため、地方における「３館連携企画展の開催」や「夏休み３館めぐりスタンプラリー」等を実
施。

３館連携の取組
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＜趣旨・目的＞
○旧陸海軍等が作成した人事関係資料を含む戦没者等援護関係の資料は、これま
で援護年金の支給や戦没者の慰霊事業（遺骨帰還・慰霊巡拝）などの援護関係業
務のため使用してきた。
○これら資料について、先の大戦に関する貴重な歴史資料として、資料の公開と
後世への伝承等を図ることを目的として、戦後７０周年にあたる平成２７年度ま
での５年間で、業務において引き続き保有を要するものを除いて、国立公文書館
へ概ね移管した。
○平成２８年度以降も保有資料の整理を進め、国立公文書館への移管を推進して
いる。

厚
生
労
働
省

戦没者等援護関係資料

《移管後の資料》
○移管後の資料は、国立公文書館において、特定歴史公文書等と
して原則永久保存
○利用請求がなされた場合は、個人情報等の利用制限事由を除き、
利用者へ公開

○電子化した資料に基づき、引き続き援護関係業務を実施

※主な資料
・陸軍 8,730
・海軍軍人軍属死没者原簿 約 1,400冊
・旧ソ連邦政府等提供抑留者名簿等資料 約240冊

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabuny
a/senbotsusha/shiryou_ikan/index.html

５ 援護関係資料の国立公文書館への移管について
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【国の責務】

・ 国が戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的に策定し、確実に実施

・ 平成28年度から令和６年度までの間を戦没者の遺骨収集の推進施策の集中実施期間とすること（令和５年改正法により令和11年度まで延長）

・ 厚生労働大臣は、戦没者の遺骨収集の円滑・確実な実施を図るため、外務大臣、防衛大臣等と連携協力を図ること

【遺骨収集の定義】

・ 遺骨収集とは、沖縄、東京都小笠原村硫黄島その他厚生労働省令で定める本邦の地域（※）又は本邦以外の地域で死亡した我が国

の戦没者の遺骨を収容し、本邦に送還し、戦没者の遺族に引き渡すこと等 ※南西諸島等

【基本計画に基づく実施】

・ 政府は、戦没者の遺骨収集の推進に関する基本計画を策定【平成28年5月31日 閣議決定】【令和５年７月28日 基本計画の改正を閣議決定】

・ 政府は、地域の状況に応じた計画的・効果的な遺骨収集を実施

【実施法人の指定】

・ 戦没者の遺骨収集に関する活動を行うことを目的とし、情報収集、遺骨の収容、送還等を適正かつ確実に行うことができると認められる一般

社団法人又は一般財団法人を厚生労働大臣が指定

【その他】

・ 政府の財政上の措置等

・ 情報収集及び分析

・ 関係国政府等の理解と協力

・ 鑑定等の体制整備

［厚生労働省設置法の改正］

・ 戦没者の遺骨の収集等を厚生労働省の所掌事務として

法律上明示

［施行期日］

・ 平成28年４月１日

平成28年8月19日 法人を指定

【指定法人】 一般社団法人「日本戦没者遺骨収集推進協会」 ※平成28年11月活動開始

【会 長】 水落敏栄 （一財）日本遺族会会長（令和4年8月25日付就任）

【所属団体（13団体※）】※令和５年12月末時点

（一財）日本遺族会 硫黄島協会

（公財）大東亜戦争全戦没者慰霊団体協議会 特定非営利活動法人 JYMA日本青年遺骨収集団

（一財）全国強制抑留者協会 特定非営利活動法人 国際ボランティア学生協会

東部ニューギニア戦友・遺族会 小笠原村在住硫黄島旧島民の会

全国ソロモン会 特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会

水戸二連隊ペリリュー島慰霊会 （公社）隊友会

特定非営利活動法人 太平洋戦史館

６．「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」（平成2 8年法律第1 2号）概要
※平成27年９月11日、衆議院厚生労働委員長提出。同日衆厚労委・衆議院で可決（全会一致）、参議院は継続審議へ。
平成28年２月18日、参厚労委可決、２月24日、参議院で施行日の修正を経て可決（全会一致）、衆議院へ回付。３月23日、衆厚労委可決、３月24日、衆議院で可決、成立（全会一致）

※令和５年５月31日、改正法案を衆議院厚生労働員長提出。６月１日、衆議院全会一致可決。６月９日、参議院全会一致可決、成立。
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戦没者の遺骨収集の推進に関する法律 

 
○ 戦後長期間が経過し、戦没者の遺族等の高齢化が進展している現状において、多くの戦没者の遺骨収集が行

われていないことに鑑み、平成 28 年、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」が、議員立法により成立（平

成 28 年法律第 12 号) 
○ 遺骨収集を国の責務と位置付けるとともに、情報収集の推進、遺骨収集の計画的・効果的な実施、鑑定に関

する体制整備等を規定 
○ 平成 28 年度から令和 6 年度までを「集中実施期間」とし、政府策定の基本計画に基づいて、関係施策を総

合的・計画的に実施 
 

○ 集中実施期間において、基本計画に基づいて現地調査・遺骨収集を実施してきたが、新型コロナウイルスの
影響を受け、関係国への入国が困難であったこと等により、当初の計画どおりの実施は非常に困難な状況 

○ 現在保有する情報の処理や追加情報の調査の見込み等も踏まえ、現地調査・遺骨収集を計画的・効果的に実
施するためには、「集中実施期間」の延長が必要 

 

法改正の内容 

○ 集中実施期間を５年間延長し、令和 11 年度までとする。（第３条第２項） 
○ 改正後の戦没者遺骨収集推進法の規定について、その施行状況等を勘案して検討（附則第２項） 

※公布日施行 

戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を改正する法律 概要 

令和５年５月３１日衆議院厚生労働員長提出。６月１日衆議院全会一致可決。 
   同年６月９日参議院全会一致可決、成立。 
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１ 戦没者の遺骨収集の推進に関する施策についての基本的な方針
・ 国の責務

政府は、一体となって、国の責務として施策を確実に実施し、厚生労働省は、本施策の実施に係るガバナンスの強化等を推進する

・ 集中実施期間

令和１１年度までの集中実施期間に、国内外の情勢等の影響により調査を実施できていない約３，３００か所（令和４年３月末時点）の

情報と新規に取得見込みの情報に係る現地調査を実施する。その上で、集中実施期間に一柱でも多くの遺骨収集を実施する

・ 関係行政機関の連携協力

厚生労働省から協力を求められたときは、外務省、防衛省その他関係行政機関は、可能な限り協力する

• 外務省：関係国政府等との協議等、在外公館での専門担当官の配置、現地調査員の確保支援、遺骨の一時保管 等

• 防衛省：硫黄島における重機及び物資の輸送支援、在島自衛官による遺骨収容支援、自衛艦等の運行に際しての遺骨送還 等

２ 戦没者の遺骨収集の推進に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策
・ 実施計画の策定

厚生労働省は、毎事業年度開始前に、別紙の集中実施期間における地域ごとの取組方針に即して、次年度の実施指針を策定し、指定法人は、

毎事業年度開始前に、当該実施指針に即して、事業計画書を作成する

厚生労働省は、戦没者の遺骨収集を総合的かつ計画的に実施するため、事業計画書を踏まえ、事業実施計画を策定する

・ 情報の収集、整理及び分析

情報収集については、厚生労働省の指導監督の下、指定法人が、必要に応じて民間団体等の協力を得ながら、事業計画書に基づき実施する。

ただし、機密指定されているため取得できていない情報に係る機密指定解除に向けた働きかけ等、相手国政府との協議等を要する場合など

政府の主体的な対応が要求される場合は、厚生労働省が実施する

・ 関係国の政府等との協議等

特に、米国については、平成３１年４月に厚生労働省と米国国防総省捕虜・行方不明者調査局（ＤＰＡＡ）が取り交わした協力覚書を踏ま

えた連携を進める

「 戦 没 者 の 遺 骨 収 集 の 推 進 に 関 す る 基 本 的 な 計 画 」 概 要

第５条 政府は、集中実施期間における戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ計画的に行うため、戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的
な計画（以下「基本計画」という。）を策定しなければならない。

３ 厚生労働大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

戦没者の遺骨収集の推進に関する法律（抄）

主な記載事項

（平成28年５月31日閣議決定）

（令和５年７月28日閣議決定）

※太字下線は令和５年度改正事項
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・ 戦没者の遺骨収集の実施

戦没者の遺骨収集に携わる者の資質向上を図る観点から、職員等への研修を実施し、また、指定法人と連携し、戦没者の遺骨収集について

各種の民間団体等から円滑に協力を得ることができるよう、戦没者の遺骨収集に参加する者への安全配慮や健康管理の取組を実施する

戦没者の遺骨収集に当たっては、我が国の戦没者の遺骨であることの確認を着実に実施する。具体的には、

• 遺留品がある場合にはその分析を確実に行うとともに、当該遺骨の形質鑑定を行った鑑定人の見解を踏まえ、我が国の戦没者の遺
骨である蓋然性が高い場合に、ＤＮＡ鑑定用の検体（遺骨の一部）を採取して本邦に持ち帰り、他の部位は未焼骨のまま現地で一

時保管する

• 本邦に持ち帰った検体のＤＮＡ分析等を行い、専門家による総合的な判断を実施し、我が国の戦没者の遺骨であると判定された場
合に、現地で一時保管している遺骨を焼骨して本邦に送還する

• 相手国政府等との間で特別の定めがある場合は、当該特別の定めに従う
沈没した艦船の戦没者の遺骨収集に当たっては、観光ダイバー等の目に触れて遺骨の尊厳が損なわれているような場合に、技術面・安全面

の検討を行った上で、可能な場合に収容を実施するとともに、ダイバー等との連携を進め、積極的に情報提供を呼びかける

・ 戦没者の遺骨の鑑定及び遺族への引渡し並びに遺留品の調査・返還

戦没者の遺骨鑑定に当たっては、鑑定の迅速化及び高度化を進め、戦没者を特定し当該戦没者の遺族のもとへ遺骨を引き渡す。このため、

• 令和２年度に厚生労働省に設置した戦没者遺骨鑑定センターにおいて、ＤＮＡ鑑定による戦没者の遺骨の所属集団判定や身元特定、
新たな鑑定技術の研究など、多岐にわたる科学的鑑定を一元的に進行管理する

• 戦没者遺骨鑑定センター分室（ＤＮＡ分析施設）及びＤＮＡ鑑定機関における戦没者の遺骨の鑑定の拡充、戦没者の遺骨の鑑定等
に専門性を有する人材の確保など、戦没者の遺骨の鑑定等に関する体制の整備を行う

収容又は本邦に送還した戦没者の遺骨から可能な限りＤＮＡ情報の抽出を行い、データベース化を推進する。また、遺留品等の身元特定に

つながる手掛かり情報がある場合には、関係すると思われる遺族に個別に呼びかけを行い、身元特定のためのＤＮＡ鑑定を実施する

遺留品等の身元特定につながる手掛かり情報がなくても、厚生労働省がＤＮＡ鑑定用の検体を保管している全地域を対象に、ＤＮＡ鑑定を

公募により実施するとともに、遺族に対する戦没者の遺骨のＤＮＡ鑑定に関する周知広報を行う

同位体分析の戦没者の遺骨の鑑定への活用を進めるとともに、戦没者の遺骨の鑑定等に関する研究を推進する

戦没者の個人名が記載された日章旗や千人針などの戦没者の遺留品について、厚生労働省が保管する資料等をもとに、都道府県や市町村等

の協力を得て、遺族を調査し、返還を進める

３ その他戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ計画的に行うために必要な事項
・ 戦没者の遺骨収集等の実施状況の公表

戦没者の遺骨収集等の実施状況を、毎事業年度終了後速やかにとりまとめ、公表する

「 戦 没 者 の 遺 骨 収 集 の 推 進 に 関 す る 基 本 的 な 計 画 」 概 要 （ 続 き ）
（平成28年５月31日閣議決定）

（令和５年７月28日閣議決定）
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一柱でも多くの遺骨を早期に収容又は本邦に送還し、遺族に引き渡すことが国の重要な責務であるとの認識の下、遺族の心情に鑑み、遺骨の尊厳を損なう
ことのないよう、丁重な配慮をしつつ、地域ごとの取組方針に基づく戦没者の遺骨収集を推進する。

地域名 取組方針

沖縄 大規模な壕等について、資料調査や民間団体等との連携により確度の高い情報を得た上で、現
地調査を実施し、遺骨収集を実施する

関係省庁で連携し、米軍施設及び区域内の遺骨収集について米国側の同意を得て、現地調査を
実施し、遺骨収集を推進する

硫黄島 関係省庁会議において策定された取組方針等を踏まえ、関係省庁が連携を図りつつ、遺骨収集
を推進する

（１） 沖縄及び硫黄島

（２） 遺骨収集を推進する（１）以外の地域

中部太平洋諸島（（３）に掲げるものを除く。）、
フィリピン、ベトナム・ラオス・カンボジア、タ
イ・マレーシア・シンガポール、ミャンマー、イ
ンド、北ボルネオ、インドネシア（西イリアンを
含む。）、東部ニューギニア、ビスマーク・ソロ
モン諸島、韓国

資料調査や現地の事情に精通し、幅広い情報網を有する民間団体等との連携により確度の高い
情報を得た上で、現地調査を実施し、遺骨収集を推進する

旧ソ連（ウズベキスタンを除く。）・モンゴル 抑留中死亡者の埋葬地等について、資料調査や民間団体等との連携により確度の高い情報を得
た上で、現地調査を実施し、遺骨収集を推進する。なお、これらの取組に当たっては、外務省
等関係行政機関と連携し、国際情勢を踏まえて適切に対応する

樺太・千島（北樺太を除く。） 資料調査や民間団体等との連携により確度の高い情報を得た上で、又は、他国による戦没者の
遺骨収集が実施された際に、我が国の戦没者であると思われる遺骨に関する情報が得られた場
合には、現地調査を実施し、遺骨収集を推進する。なお、これらの取組に当たっては、外務省
等関係行政機関と連携し、国際情勢を踏まえて適切に対応する

（３） 遺骨収集を推進するために現地政府等と協議等が必要な地域

中国本土、中国東北部（ノモンハンを含む。）、マーシャル諸島、マリアナ諸島、ウズベキスタン、アリューシャン列島については、関係省庁と連
携し、相手国側と必要な協議等を行い、その結果を踏まえて遺骨収集を推進する
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