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第　 節 母子家庭の生活支援に関する施策1
1 母子家庭等日常生活支援事業

母子家庭が安心して子育てをしながら生活することができる環境を整備するため、修学等や

疾病などにより一時的に家事援助、保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援員を

派遣し、又は家庭生活支援員の居宅等において児童の世話等を行う母子家庭等日常生活支援事

業を実施している。

実施主体は地方公共団体（都道府県、指定都市及び中核市）であり、費用については、国と

地方公共団体が２分の１ずつ負担している。

なお、この事業の一層の普及・利用促進を図るため、平成14（2002）年の母子及び寡婦福祉

法の改正において、従来の「居宅介護人等事業」という名称を「日常生活支援事業」に改称す

るとともに、事業の実施場所を拡大するなどの改善を図った。

2 子育て短期支援事業

母子家庭等が安心して子育てをしながら働くことができる環境を整備するため、一定の事由

により児童の養育が一時的に困難となった場合に児童を児童養護施設等で預かる短期入所生活

援助（ショートステイ）事業、夜間養護等（トワイライトステイ）事業を実施している。

実施主体は地方公共団体（市町村）であり、費用は国と地方公共団体が２分の１ずつ負担し

ている。

（1）短期入所生活援助（ショートステイ）事業

保護者の疾病や仕事等の事由により児童の養育が一時的に困難となった場合、又は育児不安

や育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ等の身体的・精神的負担の軽減が必要な場合に、児童を児

童養護施設等で一時的に預かっている。

（2）夜間養護等（トワイライトステイ）事業

保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養

育することが困難となった場合その他緊急の場合において、その児童を児童養護施設等におい

て保護し、生活指導、食事の提供等を行っている。

3 ひとり親家庭生活支援事業

母子家庭等は、児童の養育や健康面の不安など生活の中に多くの問題を抱えている。また、こ

うした家庭の児童は、親との死別、離別という事態に直面し、精神的にも不安定な状況にある。

こうしたことから、生活の中で直面する諸問題の解決や児童の精神的安定を図るため、母子家

庭等の地域での生活について総合的に支援を行うひとり親家庭生活支援事業を実施している。

実施主体は地方公共団体（都道府県及び市町村）であり、費用については、国と地方公共団体
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が２分の１ずつ負担している。

（1）生活支援講習会等事業

母子家庭等は、就労や家事等日々の生活に追われ、育児や母親・児童の健康管理などが十分

に行き届かない面があることから、生活支援に関する講習会を開催している。

（2）健康支援事業

母子家庭等は、健康面において不安を抱えていても働かなければ生活を維持することが困難

な状況にある。こうした負担等が要因となって、体調を崩したり、親子関係に問題が生じるな

どして、生活に困難が生じている場合も少なくないことから、これらの者に対して精神面、身

体面の健康管理についての相談を行っている。

（3）土日・夜間電話相談事業

母子家庭等は、平日や日中に就業や子育てを抱えている上、相談相手を得るのに困難な面が

あることから、比較的時間に余裕のある夜間、休日において気軽に相談でき、適切なアドバイ

スを得ることのできる電話相談を実施している。

（4）児童訪問援助事業

ひとり親家庭の児童は、親との死別・離婚等により心のバランスを崩し、不安定な状況にあ

ることから、心の葛藤を緩和し、地域での孤立化を防ぎ、新しい人間関係を築くなどの援助を

必要としている。

このため、母子家庭等の児童が気軽に相談することのできる児童訪問援助員（ホームフレン

ド）を児童の家庭に派遣し、児童の悩みを聞くなど、生活面の支援を行っている。

（5）ひとり親家庭情報交換事業

母子家庭等になって間もない家庭は、生活環境の変化が著しく、親自身が生活の中で直面す

る問題にひとりで悩み、精神面でも不安定な状況にある。このため、こうした母子家庭等が定

期的に集い、お互いの悩みを打ち明けたり相談し合う場を設けている。

4 子育て支援基金事業による民間団体への助成

民間団体が行う次の母子家庭の生活支援に関する活動について、（独）福祉医療機構（旧社

会福祉・医療事業団）の子育て支援基金より助成が行われた。

（1）民間団体を活用した母子家庭等の就業・自立支援機能構築事業（助成先：（財）全国母

子寡婦福祉団体協議会）

自立支援機能を強化のため、母子家庭等の就業・自立支援のために先駆的な活動を行ってい

る民間団体の調査を行い、かつ、そうした支援のノウハウの普及や講習会を開催し、その成果

を報告書にまとめた。
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（2）養育環境の変化と子どもの成長に関する調査研究事業（助成先：（社）家庭問題情報セ

ンター）

家庭崩壊等の養育環境の変化が子どもにどのような影響や困難を与えたか、また、その困難

をどのように克服できたか等を調査し、さらに、両親や環境等が子どもに対してどのような配

慮を行うことが、子どもの健全な成長につながるかについて研究するとともに、その成果を報

告書にまとめた。

（3）母子家庭の自立支援のためのITを活用した在宅就労の実態調査ならびに就労支援施策研究事

業（助成先：NPO法人あごら）

母子家庭の母親の就業支援策として活用を図るため、在宅就労の実態調査と好事例の研究を

行い、今後の実効的な在宅就労を新たに考察し、その成果を報告書にまとめた。

（4）ドメスティック・バイオレンスの家庭で育つ子どもへの支援に関する調査研究事業（助

成先：NPO法人ウィメンズライツセンター）

ドメスティック・バイオレンスの家庭で育つ子ども達への支援を充実していくため、民間シ

ェルター等への実態調査を行うとともに、各地域における被害者支援及び子どもへの支援のあ

り方に関して調査・研究等を行い、その成果を報告書にまとめた。

（5）母子家庭の子育て支援と養育費確保の啓発事業（助成先：NPO法人しんぐるまざあず・

ふぉーらむ）

ひとり親・親子ワークショップを各地で実施することにより、日頃できない遊びを男性プレ

ーリーダーも含めて行うことにより、子ども達が同じ立場の子と充実した遊びの時間を得るこ

とと、親たちが相互に出会う時間をつくることで、子育てのさまざまな悩みを解決し、子育て

支援を図る。また、ひとり親の子育て支援を多方面からバックアップするため、養育費につい

ての講座とビデオ・冊子の制作をした。

5 母子生活支援施設

母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であって、その者

の監護すべき児童の福祉に欠けるところがあると認められる場合、当該母子を入所させて、必

要な生活指導を行い、社会的に自立させることを目的とする施設である。

母子生活支援施設は、社会福祉法人立のものや地方公共団体立のものがあり、合わせて全国

に287か所ある（平成16年３月末現在）。また、入所理由別の入所状況は次のとおりである（図

表3－1－1）。
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母子生活支援施設に入所している母子家庭は、配偶者からの暴力の被害者など、母子家庭の

中でも就業自立が容易ではないケースが多いと思われるが、そのような中にあっても入所して

いる母親4,131人のうち76.1％の3,144人が就労し、自立に向けた努力を行っている。雇用形態

については、常用雇用が27.0％、臨時雇用が59.7％となっている（（社福）全国社会福祉協議会

全国母子生活支援施設協議会「全国母子生活支援施設実態調査」（平成16年度））。

平成15（2003）年度には、1,799世帯が母子生活支援施設を退所している（厚生労働省大臣

官房統計情報部「福祉行政報告例」）。

なお、無料職業紹介の許可を受けて、施設自ら職業紹介を行う事例もあり、母子生活支援施

設においても、就業による自立に向け積極的に取り組んでいる。

（2）母子生活支援施設の保育機能の充実

保育所に入所できない母子家庭等の児童に対し、母子生活支援施設の保育室に保育士を配置

し、保育サービスを提供することにより、その保護者の就業による自立の支援を行う事業を平

成15（2003）年度に創設した。

平成16（2004）年度の実施状況は、５施設である。

（3）小規模分園型母子生活支援施設

母子生活支援施設に入所している母子の保護については、離婚直後など集中的な支援を必要

とする者がいる一方で、比較的緩やかな生活指導と相談支援等により近いうちに自立が見込ま

れる者もいる。このため、近いうちに自立が見込まれる者について、地域の中の住宅地などに

おいて小規模分園型母子生活支援施設を設け、本体施設と十分な連携の下、自立生活の支援を

重点的に行っている。

平成16（2004）年度の実施施設は、６施設である。

図表3-1-1　母子生活支援施設の入所理由別入所状況（平成15年度新規入所） 

入   所   理   由 
 
総数 
 
夫等の暴力 
 
経済的理由 
 
住宅事情   
 
入所前の家庭内環境の不適切 
 
母親の心身の不安定 
 

入所世帯数 
 
2,552 

 
1,106 

 
539 
 

511 
 

210 
 

82

理由別割合 
 
100.0％ 

 
43.3％ 

 
21.1％ 

 
20.0％ 

 
8.2％ 

 
3.2％ 

資料：厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課「平成15年度母子生活支援施設入退所状況調査」 
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～母子生活支援施設　白鳥寮の就労支援への取組み～
東京都府中市にある白鳥寮には、20世帯の母子が生活している。平成７（1995）年の

改築に際し、これまで施設で生活する母親のために行ってきた施設内保育や学童保育を

地域に広げていくため、白鳥寮に地域交流スペースを併設し、平成８（1996）年２月よ

り府中市子ども家庭支援センター及び子育て短期支援事業を実施、施設機能の一部を地

域子育て支援へと拡大した。また、平成13（2001）年には、ファミリーサポート事業を

追加受託し、地域における育児と就労の両立支援を行ってきた。

平成15（2003）年度実績は、新規相談者467名、ショートステイ延べ利用者145名、ト

ワイライトステイ延べ利用者5,904名、母子・父子緊急一時保護延べ利用者292名、病後

児保育延べ利用者12名となっている。

これまで日常生活支援に関する事業を母子生活支援施設に併設し展開してきた。これ

らの事業によって、地域の子育てに関する要望の把握や、子育て援助の協力者を得るこ

とができ、こうした情報や人は、地域の子育て支援に役立つだけでなく、入所している

母子家庭の自立促進に活かすことができるものであった。また、母子家庭の母はDV被害

を抱えるケースが少なくないが、24時間型の母子生活支援施設において、緊急一時保護

が対応可能であり、子育て支援とあわせて、母子家庭の生活支援のための地域の拠点と

しての機能を果たすことが可能となっている。

さらに、平成15（2003）年度からは、新たに就労支援のため、NEC事業所のボランテ

ィア協力を得て、白鳥寮に入所した母親に対して、パソコン教室（１回の参加人員を５

名程度として、３か月を期限に毎週土曜日の午前中に開催）を実施している。パソコン

教室に参加する母親をNEC事業所まで送迎し、受講中の乳幼児については施設内保育を

行っている。この取組みは、母親の就労意欲の向上に繋がり、今後もヘルパー研修会等

利用者のニーズにあった就労支援を進めていくこととしている。

6 居住の安定確保

母子家庭の住居等の状況をみると、全世帯の持家率が約61％であるのに対し、母子世帯の持

家率は約21％と低く（厚生労働省雇用均等・児童家庭局「全国母子世帯等調査」（平成15年）

図表３－１－２）、また平均所得金額は233万6千円となっている（厚生労働省大臣官房統計情

報部「国民生活基礎調査」（平成15年））。住宅は生活の重要な基盤であり、母子家庭等が、安

心して子育てと就業・就業のための訓練との両立が可能となるよう、居住の安定確保を図り、

生活面での支援体制を整備することが重要である。

このため、公共賃貸住宅において以下の施策を講じている。

（1）公営住宅

公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、その居

住の安定を図ることを目的とするものであるが、母子家庭については、公営住宅への入居者の
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選考に際し、住宅に困窮する低額所得者の中でも特に住宅困窮度が高い世帯として、事業主体

である地方公共団体の判断により、抽選による当選率を一般の入居希望者より有利に取り扱う

等の優先入居の取扱いを行うことができることとなっている。

（2）都市基盤整備公団（現都市再生機構、以下都市機構）賃貸住宅

都市基盤整備公団（現都市機構）が管理する賃貸住宅においても、その募集に際し、満20歳

未満の子のいる母子家庭等に対し、当選率を優遇する措置を行っている。

（3）雇用促進住宅の活用

雇用促進住宅については、母子家庭等について、就職若しくは就職が内定している又は公共

職業安定所において求職活動中であること等の条件を満たせば、貸与の対象者としてきたとこ

ろである。

なお、民間賃貸住宅においては、入居に際して連帯保証人を確保することが困難である等の

場合であっても、複数の民間事業者によって家賃債務保証が実施されているところである。

図表3-1-2　母子世帯等の住居の状況 

資料：厚生労働省雇用均等・児童家庭局「全国母子世帯等調査」（平成15年） 

 
 
 
 
 

母子世帯 

（千世帯） 

 

総数
 

 
 
 
1,225.4 

（100.0％） 

 

持ち家 
 
 
 
252.1 

（20.6％） 

 
 

公営住宅
 

 
 
234.5 

（19.1％） 

 
 

公社・公団 
住宅 
 
34.4 

（2.8％） 

 
 
借家

 
 
 
390.5 

（31.9％） 

借家総数 
 
同居 
 
 
 
181.6 

（14.8％） 

 
その他 
 
 
 
132.2 

（10.8％） 

資料：総務省統計局「住宅・土地統計調査」（平成15年） 

 
 
 
 
 

全世帯 

（千世帯） 

 

総数
 

 
 
 

47,082.8 
（100.0％） 

 

持ち家 
 
 
 

28,665.9 
（60.9％） 

 
 

公営の借家
 

 
 
2,182.6 
（4.6％） 

 
 

公社・公団 
の借家 
 
936.0 

（2.0％） 

 
 

民営借家
 

 
 

12,561.3 
（26.7％） 

 
 

給与住宅
 

 
 
1,486.1 
（3.2％） 

借家総数 
 
同居 
 
 
 
191.1 

（0.4％） 

 
その他 
 
 
 
28.8 

（0.1％） 


