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債権管理に関する取組方針

平成28年３月18日

栃木県債権管理連絡会議

１．はじめに

貸付金や使用料、負担金等の県が有する債権は県民の重要な財産であり、常に適正な

管理、回収に努めなければならず、県民負担の公平性・公正性を確保する観点からも滞

納を未然に防止するとともに、悪質な滞納に対しては、厳正に対処する必要がある。

本県では、平成21年２月に債権管理に係る全庁的な指針となる「債権管理の適正化の

ための取組方針」（以下「前方針」という。）を策定（平成24年３月一部改定）し、平

成24～27年度の４年間を債権管理の適正化に向けた重点取組期間と位置付け、各種施策

に取り組んできた。

これまでの取組により、本県の収入未済額は、平成24年度以降減少傾向にあるものの、

平成26年度末現在で、約23億円にのぼることから、平成28年度以降は「とちぎ行革プラ

ン2016」（平成28年２月策定）に基づき未収債権対策を継続することとしている。

そこで、全庁的な取組方針と数値目標を取りまとめた本方針を定め、引き続き適正な

債権管理を図っていくこととする。

２．これまでの取組の成果と課題

（１）現状
平成26年度末の収入未済額及び収入未済額の推移については、次のとおりである。

ア 平成26年度末の収入未済額

会計区分 金　額（千円） 主な科目

一

般

会

計

分担金及び負担金 111,503
　児童養護費負担金 

  土地改良事業費負担金　

使用料及び手数料 186,806 　県営住宅使用料 　　　　　　　   　 　  　　

財産収入 196 　土地貸付料                     　

諸収入 513,867

　補助金等精算返納金　

　原状回復事業費弁償金

　生活保護費返還金　　　           　　

　高等学校等修学資金貸付金

　国家賠償法に基づく求償

　大学等進学奨励費貸付金

　看護職員修学資金貸付金

　児童扶養手当返納金　

小　計 812,372

特別会計 1,408,770

　小規模企業者等設備資金貸付事業  　　　

　母子寡婦福祉資金貸付事業 　　　 　　　

　林業・木材産業改善資金貸付事業   　　 

公営企業会計 70,724
　病院事業会計  　　　　　　　　　　　　

（保険者に対する診療報酬請求にかかる未収金を除く）

合　　計 2,291,866
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（２）取組成果

○ 栃木県債権管理連絡会議の開催

債権に関する進行管理・情報共有を図ることにより、各部局における債権管理に

対する意識の向上を図った。

○ 民間活力の導入拡大

サービサーについては、平成22年度から導入していた母子寡婦福祉資金貸付金・

県営住宅使用料に加え、平成27年度からは中小企業高度化資金貸付金に導入し、一

定の成果を上げた。また、平成25年度から新たに、県営住宅使用料・病院事業会計

において弁護士法人へ債権回収業務を委託するなど、民間活力の活用により、債権

回収の強化を図った。

○ 職員の実務能力の向上

平成24年度から新たに、債権担当者を対象とした金融機関の専門家等による研修

会を開催し、債権の管理・回収に係る実務的な手法を学ぶ機会を設けた。(平成24～

27年度参加者数：延べ210名)

また、税務課主催の税務新任者研修（徴税部門）に各部局の担当者が参加し、公

法上の債権（地方税の滞納処分の例により処理できる債権）の処理など、徴税ノウ

ハウの修得に努めた。（平成24～27年度参加者数：延べ49名）

○ 債権管理ガイドラインの作成

平成26年３月に「財務会計事務マニュアル」の債権管理の項目の一部を改訂し、

担当者がより適切な債権管理を行えるようにした。

（３）課題

○ 収入未済額の増加

本県の収入未済額は、平成24年度以降減少傾向にあるが、平成26年度末について

は、平成22年度末現在の状況（総額 2,209百万円）と比較すると、特別会計で32百

万円、公営企業会計で42百万円減少したものの、一般会計で 157百万円増加したた

め、総額で 2,292百万円、83百万円の増加となった。

イ 収入未済額の推移

H22 H23 H24 H25 H26

分担金及び負担金 156 145 130 118 112

使用料及び手数料 232 212 199 193 187

諸収入 268 469 492 498 514

母子寡婦福祉資金貸付事業 399 410 418 417 428

小規模企業者等設備資金貸付事業 1,007 992 979 967 955

病院事業会計 113 118 82 77 71

合計 2,209 2,382 2,332 2,296 2,292
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３．全庁的な基本方針

（１）基本方針

①滞納の未然防止（期限内回収まで）

滞納を未然に防止するためには、事案の決定前の準備が何よりも重要であること

から、審査の強化、債務者等に対する制度の周知、債務者の状況調査を適切に行う。

また、期限内回収を確実にするため、債務者等への納付案内や窓口指導を適切に

行うとともに、管理台帳の整備など内部管理体制の強化を図る。

②債権回収の強化（滞納債権の発生）

適正な督促、迅速な納付指導により早期の回収に努めることを基本としつつ、資

力がありながら納付意思がない、いわゆる悪質滞納者に対しては、強制執行等の法

的処理や民間活力の活用等も検討し、債権回収の強化を図る。

③債権の適切な整理（滞納債権の把握）

滞納債権については、内容・滞納者の実態に応じて適切に整理・区分する。また、

滞納が長期化し、かつ行方不明等により回収が見込めない状況にある場合、回収可

能性を再度精査の上、不納欠損処理すべき債権は適切に処理する。

④制度運用の徹底（債権管理体制における実効性の確保）

滞納防止のためには、制度そのものの見直しやマニュアルの作成が必要なものも

あることから、必要に応じ検討していく。さらに管理体制の強化を図るため、担当

職員の研修や取組の進行管理を行う。

（２）期間

とちぎ行革プラン2016の推進期間に合わせ、平成28～32年度とする。

（３）目標

各年度末において、県全体の

①未収債権額を前年度よりも減少させる。

（とちぎ行革プラン2016における目標）

②新規滞納発生額を前年度よりも減少させる。

（滞納の未然防止）

③滞納債権の回収額を前年度よりも増加させる。

（債権回収の強化）

４．今後の取組

（１）適正な債権管理の推進体制の確保

①栃木県債権管理連絡会議の開催

債権に関する全庁的な取組方針の周知徹底・進行管理に加え、部局間の情報交換

を実施する。

②ＰＤＣＡサイクルに基づく取組の推進（計画－実行－評価－改善）

部局別目標の設定 滞納債権の回収・整理

次年度の取組に反映 債権管理報告書の提出・連絡

会議における取組事例の報告
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（２）職員研修等の実施

債権担当者の実務能力の向上を図るため、金融機関の専門家等による研修会を実

施する。

また、徴税ノウハウを活用できるものについては、経営管理部税務課を窓口とし

て、必要な助言・指導を行う。

（３）民間能力の活用

引き続き債権回収の強化を図るため、民間委託が可能な業務については、費用対

効果に留意しながら、民間能力の活用（サービサーの導入拡大等）を検討する。

（４）実務マニュアルの作成・活用

平成26年３月に改訂した財務会計事務マニュアル（債権管理の項目）を積極的に

活用するとともに、債権別マニュアルの整理・改訂等を行い、適切な債権管理・回

収に努める。

（５）適正な債権管理に向けた具体的取組

各部局においては、全庁的な目標並びに別紙の具体的取組を踏まえ、数値目標の

設定も含めて、各債権の性格に応じた取組目標を策定し、適正な債権管理・回収に

向けて、具体的に取り組むものとする。

（６）債権の回収強化と適切な整理

資力がありながら滞納している案件については、積極的に法的処理を実行するな

ど、債権回収の強化を図るとともに、回収が著しく困難と判断される長期滞納債権

については、債権放棄等の手続きを進める。



項　　　目 内　　　容

１　滞納の未然防止

①審査等の強化 ●貸付時の審査（収入状況、資産状況、負債状況）など債権発生前における調

査を強化する。

②債務者等に対する制度の周知 ●債務者自身はもとより、連帯保証人に対しても制度に対する理解を促すとと

もに、債務不履行となった場合の対応等について書面により周知徹底する。

●債務者等への納付案内、窓口指導を適切に行う。

●ペイジー収納サービスを周知するなど納付時の利便性向上に努める。

③債務者の状況調査 ●債務者の情報収集、資産状況についてあらゆるケースを想定し、年に１回以

上、税務申告書の写し等の提出を求めるなど、幅広く調査を行う。

●特に、債務者の状況の変化については、的確な把握に努め、必要に応じて、

担保の増要求や保証人の入替等の措置を講じる。

④滞納金整理手票の整備 ●債務者に関する情報や滞納となった場合の経過等について、関係者との情報

共有を円滑にし、また、事務の継続性を確保するため、滞納金整理手票の整備

・充実を図る。

２　債権回収の強化

①適切な督促 ●納付期限を過ぎても債務者が履行しないケースでは、法令及び県財務規則に

基づく督促を適切に行う。

②早期納付指導 ●迅速な納付指導が早期回収の基本であり、電話、文書、戸別訪問等による指

導を確実に行う。

③所在調査・財産調査 ●住民票の入手、勤務先の確認等により滞納者の所在の把握に努める。

●滞納者の財産調査を滞納から６ヶ月以内を目安に実施する。

④時効の中断 ●債権の時効による消滅を防止するため、時効中断の手続きを確実に行う。

⑤法的処理の実行 ●再三の納付指導にもかかわらず、納付されない場合には訴訟の提起等法的処

理を実行する。

⑥民間活力の活用 ●滞納債権の金額、件数、悪質性等を勘案の上、サービサー等への委託が妥当

であるとされたものについては、民間活力の活用を検討する。

３　債権の適切な整理

①債権の状況に応じた整理 ●滞納内容・債務者の実態に応じ、適切に債権の整理・区分を行う。

②長期滞納債権等への対応 ●長期滞納債権のうち、回収が著しく困難と判断される債権や法令等の要件に

該当するものについては債権放棄等の手続きを進める。

●時効が到来した債権、県が権利を放棄した債権等について、不納欠損の整理

を適切に行う。

４　制度運用の徹底

①制度の見直し ●滞納事案発生の要因を分析し、その結果を踏まえ、制度そのものについて、

滞納防止のための具体的な見直しを行う。

②マニュアルの活用 ●財務会計事務マニュアル（債権管理の項目）を積極的に活用するとともに債

権別のマニュアルの作成、改訂に取り組む。

③担当職員の研修 ●職員の知識、技術の向上を図るため、関係各課の相互協力の下、研修会を適

宜実施する。

④取組の進行管理 ●債権の主管課による進行管理はもとより、各部幹事課による進行管理を徹底

し、滞納債権の縮減に努める。

⑤モラル向上に向けた周知・広報 ●貸付金等の制度本来の趣旨、実績等を広くＰＲし、債務履行の必要性につい

て周知を図る。
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別 紙


