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ご存じですか？
あなたの身近な相談相手

「民生委員・児童委員」

京都府本部／八幡市職員労働組合
書記次長 髙橋 祐太



本日の私の目標

「民生委員・児童委員」

という方がいることを
知ってもらうこと！！



民生委員・児童委員とは
 民生委員 は民生委員法で設置が定められ、厚生労働大臣から委嘱される

「非常勤の特別職の 地方公務員 」（民生委員法第５条）

 知事の指揮監督、市町村長の指導（民生委員法第１７条）

 民生委員は 児童委員 を兼務。（児童福祉法第１６条）

 子どもや子育て家庭への支援を専門に担当する 主任児童委員 は、

 児童委員の中から厚生労働大臣により指名されます。（児童福祉法第１６条）

 民生委員・児童委員（主任児童委員含む）は 無報酬のボランティア

として活動し、任期は３年。（再任可）（民生委員法第１０条）

※実費弁償費（国から年60,200円＋自治体補助）



民生児童委員のあゆみ（～戦前①）

 1917年 済世顧問制度（岡山県）

岡山県知事 笠井信一

岡
山
城

1864年6月19日、笠井勘三郎の三男と
して静岡県富士郡に生まれました。

1919年までの6年間、岡山県知事を務め
ました。

1916年5月18日、地方長官会議におい
て、岡山県内の生活困難者の生活状況を尋
ねられたことを契機とし、長年全国に先駆
けて「済世顧問制度」を創始し、防貧救済
活動事業を行いました。

これが戦前における社会事業制度の始まり
であり、戦後の民生委員制度に継承されま
した。 （※一部編集）



 1918年 方面委員制度（大阪府）

 1920年 公同委員制度（京都府）

 1930年頃 方面委員制度が全国に普及

 1932年 頓挫しかけた救護法の施行に全国の方面委員が尽力

 1946年 民生委員令公布 … 方面委員 から 民生委員 に

同時に旧生活保護法も施行

同法第５条では、

「民生委員法による民生委員は、命令の定めるところにより、

保護事務に関して市町村長を補助する。」と規定

 1950年 新生活保護法 補助機関 から 協力機関に

民生児童委員のあゆみ（～戦前②、戦後～）



民生児童委員のあゆみ（90年代以降）

 1994年 主任児童委員制度 発足 児童委員併任に

 2000年 社会福祉基礎構造改革に伴い民生委員法改正

…住民の立場に立った活動を行う職務内容を明確化

「名誉職」から「給与を支給しない」

 同時に介護保険法施行、社会福祉事業法が社会福祉法へ

措置から契約へ 地域福祉が議論の中心に



民生委員児童委員信条

一．わたくしたちは、隣人愛をもって社会福祉の増進に努めます。

一．わたくしたちは、常に地域社会の実情を把握することに努めます。

一．わたくしたちは、誠意をもって、あらゆる生活上の相談に応じ、

自立の援助に努めます。

一．わたくしたちは、すべての人々と協力し、明朗で健全な地域社会づくり

に努めます。

一．わたくしたちは、常に公正を旨とし、人格と識見の向上に努めます。



民生委員の給与・任期

第10条

民生委員には、給与を支給しないものとし、

その任期は、三年とする。ただし、補欠の民生委員の任期は、

前任者の残任期間とする。

…前回の 一斉改選 は、2022年12月１日

→現委員任期…３年後の2025年(来年)11月30日まで



民生委員の職務について

 民生委員法 第14条で、民生委員の職務を以下のとおり規定

一 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。

二 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように

生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。

三 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助

を行うこと。

四 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、

その事業又は活動を支援すること。

五 社会福祉法に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政

機関の業務に協力すること。

２ 民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための

活動を行う。



児童委員の職務について

 児童福祉法 第17条で、児童委員の職務を以下のとおり規定。

一 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握して

おくこと。

二 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に

利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。

三 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな

育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。

四 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。

五 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。

六 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を

図るための活動を行うこと。



まとめると…
 福祉全般に関する困りごとや心配ごとの相談を受けて助言や、

関係機関に紹介を行うなど、「 市民 と 行政 の パイプ役」として

活躍しています。

 各種証明などの取扱業務のほか、行政や社会福祉協議会などが

実施する諸活動に協力しています。

証明の目的 証明の内容
⺟⼦家庭奨学⾦ ⺟⼦家庭であることの証明

(特別)児童扶養手当 未婚、住⺠票が移動できない場合等の証明
府営住宅への⼊居 無職証明又は状況確認



 第15条

民生委員は、その職務を遂行するに当つては、個人の人格を尊重し、

その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、

差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して

合理的にこれを行わなければならない。

… 人権の尊重 と 守秘義務

 第16条

民生委員は、その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

２ 前項の規定に違反した民生委員は、第11条及び第12条の規定に従い解嘱せられる

ものとする。

… 政治上の地位利用の禁止（解嘱理由となり得る）

民生児童委員活動の留意点
（人権の尊重・守秘義務の堅守、政党・政治的目的の地位利用の禁止）



民生児童委員の現状 ①
（一斉改選の状況）

前回（2022年12月1日）の一斉改選状況（単位：人）

…定数は増えているのに、委員数は減っている！！

定数（前回改選時） 委員数（前回改選時）

全国 240,547（239,682） 225,356（228,206）

-11,476人（95.2%）

-15,191人（93.7%）

-3,850人＋865人



日本の人口構成

人口（単位：万人）

2022年12月1日時点（2019年12月1日時点）

国 人口 12,484（12,615）

15歳未満 1,447【11.6%】（1,518【12.0%】）

15～64歳 7,414【59.4%】（7,504【59.5%】）

65歳以上 3,623 【29.0%】（3,593【28.5%】）

被保護実員数 203【1.62%】（207【1.64%】）

被保護世帯 163.8世帯（163.7世帯）



八幡市の人口構成

人口（単位：人）

2022年12月1日時点（2019年12月1日時点）

市 人口 69,523（70,987）

15歳未満 7,643【11.0%】（8,535【12.0%】）

15～64歳 39,795【52.7%】（40,663【57.3%】）

65歳以上 22,085 【31.8%】（21,789【30.7%】）



民生児童委員の現状 ②
（一斉改選の状況）

前回（2022年12月1日）の一斉改選状況

委員定数は、人口構成、地域面積、被保護率 等

を基に条例で定められる。

定数 委員数

八幡市 155 137

京都市(政令市) 2,728 2,706



⼋幡市の⺠⽣児童委員の現状

⼀⻫改選後の⼋幡市の⺠⽣委員の状況
委員数（令和6年7月1時点）…139人（定数155人）
区域委員︓128人、主任児童委員︓11人
男⼥⽐ 男性 39人・⼥性 100人

平均年齢
区域委員 歳 主任児童委員 歳



 現員：139名

（うち主任児童委員：１１名）

 支援員：38名

 7つの単位民児協で活動。

八幡北地区民児協

八幡中央地区民児協

八幡南地区民児協

八幡東地区民児協

橋本・西山地区民児協

男山北地区民児協

男山南地区民児協

八幡市民生児童委員協議会について



民生児童委員の活動

月
1
回
の
定
例
会

高齢者とのふれあい

子ども・子育て世代とのふれあい
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・民生児童委員の役割・活動の認知度：約８％ → 5.4%

・市民から委員とその活動の理解度も低い

ＰＲ事業 ①

府内でいち早く始めた

市役所庁舎での懸垂幕の懸架

…民生児童委員が自ら市民広報する必要がある

※全民児連調査 平成30年 令和3年

活
動
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ＰＲ事業 ②
「地域の身近な相談相手」
民生児童委員のことをもっと知ってもらうために

 ３年に１回、八幡市文化センターに、市民約400名を集め、

民生児童委員の活動の紹介を委員自らが行うことで、

民生児童委員のなりて確保と活動への理解度アップを図る。

 活動紹介と併せて、福祉講演会を実施。



民児協事務局担当者の魅力


