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６ （財）千葉県民生委員児童委員協議会

① 今回のような事例が生じないようにするためには、地区民児協として、どのような取り組みを行っていったほ
　 うがよいでしょうか？　皆さんで話し合いながら考えてみましょう。

STEP４ 最後に全員で確認する

関わるきっかけ

関われる方法・内容

関われる頻度・深さ

その他気づいたこと

STEP３ ＂自分ならどのように関われるか？＂を考える

　この事例は、＂この母親と息子は２人暮らしだったため、民生委員の訪問の対象外だった＂と報道されました。
もし、あなたが高齢者や児童、障がい者に限らず、「民生委員の訪問対象外」で、「訪問あるいは地域との関わり
を拒否する」ような世帯の情報を把握した場合、どのように関われる（関わる必要がある）と思いますか？

② また、委員個々には、どのような取り組みを行っていったほうがよいでしょうか？
　 STEP３を踏まえ、皆さんで話し合いながら考えてみましょう。

～住民とのつながりを考える～
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社協・地域とのつながりを考える座談会

　民生委員活動の基本は、個別支援だと思いま
す。野球に例えると、個別ケース（ボール）を
持つ民生委員はピッチャー、社協や行政の担当
者がキャッチャーです。

　我々（専門職）にもよくあることですね（笑）

いたのは、危機感が強い海に近い方たちでした。
　ただ、実際に災害が起きた時、民生委員だけ
に委ねておいて、果たして地域が機能するかと
いうと、その時民生委員がいないかもしれない。
そうであれば、地域の中で、民生委員と一緒に
活動してくれる人たちをつくっていくのが、地
区社協なのだろうと思います。

榎本 　民生委員を２期３期とやっていただければ、
どの方向へどのくらいの強さで投げればいい
か、きちんとしたボールをキャッチャーに渡す
ことができる力量がついています。
　ただ、残念ながら、民生委員を３年で辞めて
しまう方が増えています。それを行政や社協は、
よく見極めていただきたいと思います。ピッ
チャー役の民生委員に対しても、ケアが必要で、
支援をしてもらう必要があります。

　支援者である民生委員を、サポートしないと
いけないんですよね。

木野 　そういった点を、地区社協がお手伝いさせて
もらえるとありがたいですね。民生委員だけで
は、地域の福祉課題を支えきれないですよね。

　担当する地区民児協の定例会に行くと、行政
からのとてつもない量の依頼ごとを、皆さんに
全部説明して、そのうえで民生委員同士の話し
合いを行っています。
　地区社協が、民生委員を支えるのと同時に、
こぼれた人を支えるということを考えるのであ
れば、そこで終わらないで、会長さんに集めて
もらった民生委員個別の案件というものをちゃ
んと受け止めるとか、負担に思っている方たち
を支えるという視点が必要だと思います。

榎本 　ただ、民生委員の置かれている状況（信頼度・
環境・経験など）は、皆同じではないんですよね。
一人は、そのボールを受けられるかもしれない
ですが、同じボールでもとても受けられない人
もいるので、そこが難しいところなんです。

　そのボールは、時にすごく重かったりするの
で、キャッチャーに対して、これはこういうボー
ルですよと言って手渡す。ときに、民生委員は
茂みの中に隠れているボールを探し出したり、
他所の人から「ここにこういうボールがあるよ」
と言われて拾ってきて、それを必要な人（キャッ
チャー）に渡すというイメージです。
　でも、その仕組みだけでは支えきれないもの
というのは、ケースによって、またその過程に
もあると思います。この部分は支えられるけど、
この部分は行政として手が出せないよというと
ころはあると思うんです。そうした時、そのボー
ルは、もう一度民生委員の手元に戻ってくるこ
とがあると思います。
　その際、ピッチャーである民生委員が、振り
返った時に、後ろを守ってくれる人がいないと、
孤独感ややりがいの無さにつながってきます

が、専門職も住民も、みんなで民生委員を支え
ていくんだという意識があると、民生委員の良
さも出ていくのかなと思いますね。
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榎本 　自主的にやるのと、嫌々やるのとでは全然違
います。ストレスいっぱいの中でやっていても
いい結果は出ないので、民生委員の「活動しや

　市川市社協では、地域福祉活動計画に基づき、14 ある地区社協
別に「わかちあいプラン」という５ヶ年計画を整備している。
　このプランは、各地区社協に参加する住民自身が「どのような街
に住みたいか」を考え、自らが主体となって活動する実践的な計画
となっている。現在は第２期目を推進中。


