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生活保護とは
せいかつ ほ ご

生活保護は、自身が病気やけがなどにより働けなくなったり、家族の働き手が亡くなったりして生活に困
せいかつ ほ ご じ し ん びょうき はたら か ぞ く はたら て な せいかつ こま

った方に対して、国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づき、健康で文化的な最低限度の
かた たい こくみん せいぞんけん ほしょう き て い けんぽうだい じょう り ね ん もと けんこう ぶんかてき さいていげ ん ど

生活を保障するとともに、自分で自分のくらしを支えられるように支援することを目的とした制度です。
せいかつ ほしょう じ ぶ ん じ ぶ ん ささ しえん もくてき せいど

生活保護の内容
せいかつ ほ ご ないよう

生活保護には、次の8種類の扶助があります。
せいかつ ほ ご つぎ しゅるい ふ じ ょ

＊ 支給方法は、金銭で支給される場合と介護費や医療費のように福祉事務所が直接、介護機関や医療機関
しきゅうほうほう きんせん しきゅう ばあい か い ご ひ いりょうひ ふくし じ む し ょ ちょくせつ か い ご き か ん いりょうき か ん

に支払いをする場合があります。その他、国民年金保険料、国民健康保険料、市県民税、NHK放送
しはら ばあ い た こくみんねんきんほけんりょう こくみんけんこうほけんりょう し けんみんぜい ほうそう

受信料、住 民 票交付手数 料などの減免を受けることができます。また、一時的に必要なものとし
じゅしんりょう じゅうみんひょうこうふ て すうりょう げんめん う いちじてき ひつよう

て被服費や転居資金などが支給される場合もあります。それぞれ条 件がありますので、事前に福祉
ひ ふ く ひ てんきょし き ん しきゅう ば あ い じょうけん じぜ ん ふくし

事務所に相談してください。
じ む し ょ そうだん
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生活扶助
せいかつふじょ 毎日の生活に必要な食費や光熱水費にかかる扶助で世帯の人数や年齢で

まいにち せいかつ ひつよう しょくひ こうねつすいひ ふじょ せたい にんずう ねんれい

算定します。
さんてい

住 宅扶助
じゅうたくふじょ 家賃、地代または住 宅の修理費などの費用です。公営 住 宅の家賃は原則

やちん ちだい じゅうたく しゅうりひ ひよう こうえいじゅうたく やちん げんそく

として福祉事務所が代理納付します。
ふくしじむしょ だ い りのうふ

教 育扶助
きょういくふじょ

義務教 育に必要な学用品代、教 材 代、 給 食費などの費用です。
ぎ む きょういく ひつよう がくようひんだい きょうざいだい きゅうしょくひ ひよう

介護扶助
かいごふじょ 介護サービスが必要な場合の費用です。介護サービス（住 宅 改 修、福祉

か い ご ひつよう ばあい ひよう かいご じゅうたくかいしゅう ふくし

用具購 入を含む）の利用希望がある場合には、福祉事務所へ相談してください。
ようぐこうにゅう ふく りようきぼう ばあい ふくしじむしょ そうだん

医療扶助
いりょうふじょ

病気やケガのため、病 院、薬 局にかかる費用は保険診 療範囲内であれば、
びょうき びょういん やっきょく ひよう ほけんしんりょうはんいない

原 則自己負担は発 生しません。眼鏡や装具などの治 療 材 料 は要 件に
げんそく じ こ ふたん はっせい めがね そうぐ ちりょうざいりょう ようけん

当てはまれば、支給します。
あ しきゅう

出 産扶助
しゅっさんふじょ

出 産に要する費用を限度額内で支給します。
しゅっさん よう ひよう げんどがくない しきゅう

生 業扶助
せいぎょうふじょ 仕事に就くための技能、資格習 得のための費用、また高校 就 学の費用など

しごと つ ぎのう しかくしゅうとく ひよう こうこうしゅうがく ひよう

を支給します。
しきゅう

葬祭扶助
そうさいふじょ 世帯員が亡くなった際に必要な葬儀費用などを限度額内で支給します。

せたいいん な さい ひつよう そうぎひよう げんどがくない しきゅう

（扶養義務者からの支援があればそちらを優先します。）
ふようぎむしゃ しえん ゆうせん



生活保護の決め方
せいかつ ほ ご き かた

生活保護は原則として、世帯（くらしをともにしている家族）を単位として、その世帯の最低生活費の額と
せいかつ ほ ご げんそく せ た い か ぞ く た ん い せ た い さいていせいかつひ がく

世帯全員の収 入額を比較し、不足する場合にその不足する額が保護費として支給される仕組みになっていま
せ た いぜんいん しゅうにゅうがく ひ か く ふ そ く ば あ い ふ そ く がく ほ ご ひ しきゅう し く

す。

●生活保護の必要がある場合
せいかつ ほ ご ひつよう ば あ い

収 入が最低生活費に満たないとき、不足分が支給されます。
しゅうにゅう さいていせいかつ ひ み ふ そくぶん し きゅう

この部分が生活保護費として支給されます
ぶ ぶ ん せいかつ ほ ご ひ しきゅう

※控除⇒通勤費など収 入から差し引かれるものです。控除された分が手元に残ることになります。
こうじょ つうきんひ しゅうにゅう さ ひ こうじょ ぶん て も と のこ

●生活保護の必要がない場合
せいかつ ほ ご ひつよう ば あ い

収 入が最低生活費を上回るときは、生活保護を受けられません。または、受けられなくなります。
しゅうにゅう さいていせいかつひ うわまわ せいかつ ほ ご う う

最低生活費
さいていせいかつひ

その世帯のくらしの実態（人数、年齢、健康状態、住んでいる地域など）をもとに国で
せ た い じったい にんずう ねんれい けんこうじょうたい す ち い き くに

決めた基準により計算された1か月分の生活費で、月によって変わる場合があります。
き き じゅん けいさん げつぶん せいかつひ つき か ば あい

収 入
しゅう にゅう

働いて得た収 入、年金・手当など他の法律等により支給される金銭、親・子・兄弟姉妹
はたら え しゅうにゅう ねんきん て あ て た ほうりつとう しきゅう きんせん おや こ きょうだいし ま い

などからの仕送り援助、資産を貸したり売ったりして得た収 入など、世帯員全員の収 入
し おく えんじょ し さ ん か う え しゅうにゅう せたいいんぜんいん しゅうにゅう

を合計したものです。
ごうけい

最低生活費（世帯の人数などによって決定します。）
さいていせいかつひ せ た い にんずう けってい

収 入（就労収 入、年金、手当、仕送りなど）
しゅうにゅう しゅうろうしゅうにゅう ねんきん て あて し おく

各種控除
かくしゅこうじょ

最低生活費
さいていせいかつひ

収 入
しゅう にゅう

超過額
ちょうかがく

各種控除
かくしゅこうじょ

２
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生活保護が決定されるまでの流れ
せいかつ ほ ご けってい なが

様々な理由で、生活することが難しくなってしまった時は、福祉事務所に相談してください。生活保護の
さまざま り ゆ う せいかつ むずか とき ふ く し じ む し ょ そうだん せいかつ ほ ご

利用だけでなく、その方の問題解消に向け支援します。なお、生活保護の利用の際には、次の手続きが必要
り よ う かた もんだいかいしょう む し え ん せいかつ ほ ご り よ う さい つぎ て つづ ひつよう

になります。

相談 申請 調査 決定

１ 相談
そうだん

生活に困っていたり、生活保護を利用したいと思ったら、福祉事務所に相談してください。相談時に、
せいかつ こま せいかつ ほ ご り よ う おも ふ く し じ む し ょ そうだん そうだん じ

生活保護制度について詳しく説明するとともに生活状 況や資産状 況、家族との交流 状 況について
せいかつ ほ ご せ い ど くわ せつめい せいかつじょうきょう し さ んじょうきょう か ぞ く こうりゅうじょうきょう

確認させていただきます。相談のうえ、生活保護の利用が必要な場合には申請
かくにん そうだん せいかつ ほ ご り よ う ひつよう ば あ い しんせい

をしてください。

２ 生活保護の申請
せいかつ ほ ご しんせい

生活保護を受けるには、本人の意思で申請することが必要です。なお、何
せいかつ ほ ご う ほんにん い し しんせい ひつよう なん

らかの事情で本人が申請できない時は、親族、扶養義務者などが代理で申請
じじょう ほんにん しんせい とき しんぞく ふ よ う ぎ む し ゃ だ い り しんせい

することもできます。

申請するときは、申請書に必要事項を記入し、福祉事務所に提出してください。
しんせい しんせいしょ ひつようじ こ う きにゅう ふ く し じ む し ょ ていしゅつ

病気などで申請の手続きに来られないときは、福祉事務所に連絡してください。
びょうき しんせい て つづ こ ふ く し じ む し ょ れんらく

生活保護を受けるには、次のような条件があります。活用できるものがあるかどうか、よく確認して
せいかつ ほ ご う つぎ じょうけん かつよう かくにん

ください。

３ 生活保護の調査（調査内容と制度について）
せいかつ ほ ご ちょうさ ちょうさないよう せ い ど

（１）資産の活用
しさん かつよう

預貯金、生命保険、不動産（土地・家屋）、自動車、貴金属などの資産は、まず生活のために活用していただ
よちょきん せいめいほけん ふどうさん と ち かおく じどうしゃ ききんぞく しさん せいかつ かつよう

くことになっています。ただし、現在、お住まいの住 宅や障 害のために必要な自動車などは、一定の条 件の
げんざい す じゅうたく しょうがい ひつよう じどうしゃ いってい じょうけん

もとに福祉事務所 長からその保有を認められる場合もありますので相談ください。
ふくし じ む しょちょう ほゆう みと ばあい そうだん

（２）能 力の活用
のうりょく かつよう

世帯員のうち 働 く能 力のある方は、その能 力を活用していただきます。
せたいいん はたら のうりょく かた のうりょく かつよう

（３）他の制度の活用
た せいど かつよう

生活保護法以外の制度（社会保険、雇用保険、各種年金、恩 給、手当等）で活用できるものがあれば、そ
せいかつほ ご ほ ういがい せいど しゃかいほけん こようほけん かくしゅねんきん おんきゅう てあてなど かつよう

ちらを優先します。
ゆうせん
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生活保護の決定に当たっては、次の項目について調査をさせていただきます。
せいかつ ほ ご けってい あ つぎ こうもく ちょうさ

（１）資産
し さ ん

生活保護の申請を受けると、原則1週間以内に家庭訪問などの方法により今までの生活状 況から現在
せいかつ ほ ご しんせい う け る げんそく しゅうかんい な い か て いほうもん ほうほう いま せいかつじょうきょう げんざい

の生活状 況、世帯員の健康状 況、扶養義務者の状 況、収 入の状 況などについて調査を行いま
せいかつじょうきょう せたいいん けんこうじょうきょう ふ よ う ぎ む し ゃ じょうきょう しゅうにゅう じょうきょう ちょうさ おこな

す。また、銀行や、生命保険会社などに資産調査を行います。預貯金、生命保険、不動産（土地・家屋）、自動車、
ぎんこう せいめいほ け んがいしゃ し さ んちょうさ おこな よちょきん せいめいほ け ん ふどうさん と ち か お く じどうしゃ

高価な貴金属など売却や活用が可能な資産がある場合には、その資産を売却して、最低生活費に充てさ
こ う か ききんぞく ばいきゃく かつよう か の う し さ ん ば あ い し さ ん ばいきゃく さいていせいかつひ あ

せていただくこともあります。

だだし、居住用の不動産（土地・家屋）は原則として保有が認められます。また、個別の事情によっ
きょじゅうよう ふどうさん と ち か お く げんそく ほ ゆ う みと こ べ つ じじょう

ては、自動車やオートバイ、生命保険、学資保険の保有が認められる場合もありますので、相談してくだ
じどうしゃ せいめいほ け ん が く し ほ け ん ほ ゆ う みと ば あい そうだん

さい。

（２）扶養義務
ふ よ う ぎ む

親・子・兄弟姉妹などの民法上の扶養義務のある方から援助を受けることができる場合は、保護に優先
おや こ きょうだいし ま い みんぽうじょう ふ よ う ぎ む かた えんじょ う ば あ い ほ ご ゆうせん

して受けることになります。
う

なお、親族の扶養は、可能な範囲の援助を行うものであり、援助可能な親族がいることで、生活保護
しんぞく ふ よ う か の う は ん い えんじょ おこな えんじょか の う しんぞく せいかつ ほ ご

の利用ができないということにはなりません。
り よ う

また、扶養義務のある方への照会は、援助が期待できる方に対して行います。援助が期待できない方
ふ よ う ぎ む かた しょうかい えんじょ き た い かた たい おこな えんじょ き た い かた

や扶養を求めることが明らかに自立の妨げとなる方に対しては、基本的に福祉事務所からの照会は行
ふ よ う もと あき じ り つ さまた かた たい きほんてき ふ く し じ む し ょ しょうかい おこな

いませんので事前に相談してください。
じ ぜ ん そうだん

（例）・ＤＶ（家庭内暴力など）や虐待など特別な事情がある場合
か ていないぼうりょく ぎゃくたい とくべつ じじょう ば あ い

・生活保護を受 給 中の方、福祉施設に入 所 中の方や長期間入 院 中の方、７０歳以上の高齢者、
せいかつ ほ ご じゅきゅうちゅう かた ふ く し し せ つ にゅうしょちゅう かた ちょうきかんにゅういんちゅう かた さいいじょう こうれいしゃ

未成年者、無収入の方
みせいねんしゃ むしゅうにゅう かた

・交流が途絶えている方（１０年程度音信不通など）
こうりゅう と だ かた ねんて い どおんしんふ つ う

※これは例示です。これ以外にも事情のある方はお申し出ください。
れ い じ い が い じじょう かた もう で

４ 生活保護の決定
せいかつ ほ ご けってい

調査結果をもとに、定められた基準により生活保護が必要かどうか、また、必要な場合の生活保護の
ちょうさけ っ か さだ き じゅん せいかつ ほ ご ひつよう ひつよう ば あ い せいかつ ほ ご

内容について、福祉事務所長が判断し、申請日から14日以内（遅くとも30日以内）に決定し、その内容
ないよう ふ く し じ む しょちょう はんだん しんせい び か い な い おそ にちい な い けってい ないよう

を文書で申請者に通知します。
ぶんしょ しんせいしゃ つ う ち

＊決定に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から９０日以内に
けってい ふ ふ く ば あ い けってい し ひ よくじつ にち い な い

埼玉県知事に対して審査請求を行うことができます。（法第64条）
さいたまけん ち じ たい しん さ せいきゅう おこな ほうだい じょう



生活保護が開始された場合
せいかつ ほ ご か い し ば あ い

１ 生活保護費の支給
せいかつ ほ ご ひ しきゅう

原則として、毎月決められた日（原則5日）に、1か月分の保護費が金銭で支給されますが、介護費や
げんそく まいつき き ひ げんそく か げつぶん ほ ご ひ きんせん しきゅう か い ご ひ

医療費については、福祉事務所が、直接、介護機関や医療機関に支払います。
いりょうひ ふ く し じ む し ょ ちょくせつ か い ご き か ん いりょうき か ん し はら

なお、受診の際は、福祉事務所から受け取った必要書類を介護機関や医療機関に提出してください。
じゅしん さい ふ く し じ む し ょ う と ひつようしょるい か い ご き か ん いりょうき か ん ていしゅつ

今まで国民健康保険証を利用していた方は、使用できなくなりますので、市役所の国民健康保険窓口に
いま こくみんけんこうほけんしょう り よ う かた し よ う し やくしょ こくみんけんこうほ け んまどぐち

返却していただきます。）
へんきゃく

２ 家庭訪問について
か て いほうもん

生活保護の利用が決定した方には、担当するケースワーカーが定期的に世帯の状 況把握を行い、
せいかつ ほ ご り よ う けってい かた たんとう け ー す わ ー か ー ていきてき せ た い じょうきょうは あ く おこな

生活保護費を適正に決定するため、家庭訪問を行います。
せいかつ ほ ご ひ てきせい けってい か て いほうもん おこな

生活の維持・向上、その他生活面で何かお困りのことがあれば、ケースワーカーに相談してください。
せいかつ い じ こうじょう た せいかつめん なに こま け ー す わ ー か ー そうだん

お聞きした内容の守秘義務は守られます。
き ないよう しゅ ひ ぎ む まも

３ 生活保護を利用する方の権利
せいかつ ほ ご り よ う かた け ん り

生活保護を利用する方には、次のような権利が保障されています。
せいかつ ほ ご り よ う かた つぎ け ん り ほしょう

（１）条件を満たせば、全ての方が平等に生活保護を利用できます。
じょうけん み すべ かた びょうどう せいかつ ほ ご り よ う

（２）正当な理由なく、生活保護費を削減されたり、生活保護費が利用できなくなったりするようなことは
せいとう り ゆ う せいかつ ほ ご ひ さくげん せいかつ ほ ご ひ り よ う

ありません。

（３）受け取る生活保護費や生活保護の物品に対して、税金がかけられたり、差し押さえられたりすること
う と せいかつ ほ ご ひ せいかつ ほ ご ぶっぴん たい ぜいきん さ お

はありません。

（４）生活保護の決定事項に疑問があるとき、生活保護申請の却下、変更、停止または廃止の決定に不服が
せいかつ ほ ご けっていじ こ う ぎ も ん せいかつ ほ ご しんせい きゃっか へんこう て い し は い し けってい ふ ふ く

あるときは、決定を知った日の翌日から数えて３か月以内に埼玉県知事に対して、審査請求をするこ
けってい し ひ よくじつ かぞ げつ い ない さいたまけん ち じ たい し ん させいきゅう

とができます。

４ 生活保護を利用する方の義務
せいかつ ほ ご り よ う かた ぎ む

生活保護を利用する方には、生活の維持や自立した生活が送れるようになるため、次のような義務があ
せいかつ ほ ご り よ う かた せいかつ い じ じ り つ せいかつ おく つぎ ぎ む

ります。

◎届け出してもらうときの例 （なお、事例は一部です。収 入はすべて申告が必要です。）
とど で れい じ れ い い ち ぶ しゅうにゅう しんこく ひつよう

・家族に変化があったとき（結婚、出 生、死亡、転入転出、入退学、入退院、事故など）
か ぞ く へ ん か けっこん しゅっしょう し ぼ う てんにゅうてんしゅつ にゅうたいがく にゅうたいいん じ こ

・ 収 入が増えたり減ったりしたとき、資産（相続・贈与）を得たとき
しゅうにゅう ふ へ し さん そうぞく ぞう よ え

・家賃、地代などが変わるときや契約を更新するとき
や ち ん ち だ い か けいやく こうしん

・引っ越しをしようとするとき
ひ こ

・ 働けるようになったり、 働けなくなったとき（ 就 職、転職、 休 職、退職）
はたら はたら しゅうしょく てんしょく きゅうしょく たいしょく

・健康保険が使えるようになったとき、または使えなくなったとき。
けんこうほ け ん つか つか

・しばらく家を留守にするとき、遠くに出かけるとき
いえ る す とお く で

・その他、生活 状 況が変わったとき
た せいかつじょうきょう か

（１）届け出の義務（法第61条）
とど で ぎ む ほうだい じょう

生活保護は、あなたの申し出をもとに決めますので、収 入、支出、その他生活状 況に変動が
せいかつ ほ ご もう で き しゅうにゅう ししゅつ ほかせいかつじょうきょう へんどう

あったときなどは、すぐに福祉事務所に届け出ていただきます。例として以下の場合があります。
ふ く し じ む し ょ とど で れい い か ば あ い
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収 入の変動についての届け出（収 入申告）を適切に行えば、次のような控除や収 入として認定
しゅうにゅう へんどう とど で しゅうにゅうしんこく てきせつ おこな つぎ こうじょ しゅうにゅう にんてい

しない取り扱いが受けられます。
と あつか う

その他、自立更生のための費用と認められたものについても、収 入として認定しない取り扱いがで
そ の た じ り つこうせい ひ よ う みと しゅうにゅう にんてい と あつか

きる場合がありますので、申告するときご相談ください。
ば あ い しんこく ご そ うだん

５ 支給した生活保護費の返還について
しきゅう せいかつ ほ ご ひ へんかん

就労収 入に対する控除
しゅうろうしゅうにゅう たい こうじょ

基礎控除
き そ こうじょ 就 労 収 入がある場合、給与総額に応じて、一定金額が控除されます。

しゅうろうしゅうにゅう ば あ い きゅうよそうがく おう いっていきんがく こうじょ

（例 ５万円で１８，４００円、１０万円で２３，６００円）
れい まんえん えん まんえん えん

未成年者控除
みせいねんしゃこうじょ

未成年者が就労した場合、基礎控除のほかに一定の金額が控除されます。
みせいねんしゃ しゅうろう ば あ い き そ こうじょ いってい きんがく こうじょ

その他の必要経費
た ひつようけい ひ

社会保険料、所得税、通勤交通費などの必要経費が控除されます。
しゃかいほけんりょう しょとくぜい つうきんこうつうひ ひつようけ い ひ こうじょ

高校生のアルバイト収 入
こうこうせい しゅうにゅう

高校生のアルバイト 収 入のうち、授 業 料の不足分や修 学旅行費、大学・専門学校の入 学金など早期自立
こうこうせい しゅうにゅう じゅぎょうりょう ふそくぶん しゅうがくりょこうひ だいがく せんもんがっこう にゅうがくきん そ う き じ り つ

に充てられると認められたものは、 収 入として認定しない取り 扱いとなります。
あ みと しゅうにゅう にんてい と あつか

（２）指導・指示に従う義務（法第62条）
し ど う し じ したが ぎむ ほうだい じょう

あなたの生活状 況に応じて、適切な保護をするために、指導・指示をすることがあります。指導・
せいかつじょうきょう おう てきせつ ほ ご し ど う し じ し ど う

指示に従わない場合は、保護が受けられなくなることがあります。
し じ したが ばあい ほ ご う

（３）生活向上の義務（法第６０条）
せいかつこうじょう ぎ む ほうだい じょう

働ける人は能力に応じて働き、計画的なくらしをするなど、生活の維持、向上に努力をしてい
はたら ひと のうりょく おう はたら けいかくてき せいかつ い じ こうじょう どりょく

ただく必要があります。なお、必要に応じて仕事を探すことの支援も可能です。病気や障害により
ひつよう ひつよう おう し ご と さが し え ん か の う びょうき しょうがい

働くことが困難な方には、医師などの意見を参考にして、その方に合った支援をしていきます。
はたら こんなん かた い し い けん さんこう ほう あ し えん

（４）譲渡禁止（法第59条）
じょう と きん し ほうだい じょう

生活保護を受ける権利を他人にゆずりわたすことはできません。
せいかつ ほ ご う けん り た にん

① 急迫 した事情などのため、資力があるにもかかわらず生活保護を受けた場合には、その受けた金品
きゅうはく じじょう しりょく せいかつほご う ばあい う きんぴん

に相当する金額の範囲内の額を返還しなければならないこととされています。（法第63条）
そうとう きんがく はんいない がく へんかん ほうだい じょう

例 ①不動産（土地・家屋）などが売れたとき
れい ふどうさん と ち か お く う

②生命保険などの保険金などを受け取ったとき
せいめいほ け ん ほ け んきん う と

③各種の年金、手当を遡って受け取ったとき
かくしゅ ねんきん て あ て さかのぼ う と

④交通事故などで示談金、保証金などを受け取ったとき
こうつう じ こ じ だ んきん ほしょうきん う と

⑤会社からの給与が数か月後に支払われたとき
かいしゃ きゅうよ すう げ つ ご しはら

② 事実と違う申請や不正な手段により保護費を受けることを「不正受給」と言います。こうした場合
じ じ つ ちが しんせい ふ せ い しゅだん ほ ご ひ う ふ せ いじゅきゅう い ば あ い

の金品を徴 収されるだけでなく、法律により罰せられることがあります。（法第78条、85条）
きんぴん ちょうしゅう ほうりつ ばっ ほうだい じょう じょう

６



わからないこと、相談がある方は遠慮なく
そうだん かた えんりょ

お声かけください。
こえ

相談窓口は、
そうだんまどぐち

飯能市役所地域・生活福祉課 生活保護担当まで
はんのうしやくしょち い き せいかつふ く し か せいかつ ほ ご たんとう
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