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行
政
相
談
、
人
権
相

談
は
自
宅
で
も
応
じ
て

い
ま
す
。

い
ず
れ
の
相
談
も
秘

密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す

の
で
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

人権相談 人権擁護委員

行政相談委員 加藤司郎　県町105 387・2793

齋藤好子　中川町20 387・0812

保母勝壽　弥生町30 387・2782

後藤　稔　北及1183 388・1495

杉原貴子　中野256 388・1496

行
政
相
談

人
権
相
談

行政相談

円
城
寺
の
芭
蕉
踊
り

昔
、
下
羽
栗
の
円
城
寺
村
な
ど
は
自

然
堤
防
に
居
村
が
あ
り
、
水
田
は
各
務

原
台
地
か
ら
の
用
水
に
頼
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
地
域
は
適
当
な

雨
が
降
ら
な
け
れ
ば
、
稲
作
農
業
を
続

け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

嘉か

永え
い

六
年（
一
八
五
三
）の
六
月
、
田

植
え
を
済
ま
せ
て
ま
だ
幾
日
も
た
っ
て

い
な
い
の
に
、
毎
日
の
晴
天
続
き
で
、つ

い
に
田で

ん

地ち

に
ひ
び
割
れ
が
で
き
、
稲
の

葉
は
巻
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
も
し
こ
の

状
況
が
続
き
稲
が
枯
死
し
て
し
ま
っ
た

ら
、
年
を
越
す
ど
こ
ろ
か
、
飢
え
死
に

す
る
者
も
出
ま
す
。
そ
の
時
、
円
城
寺

村
の
農
民
は
、「
二
十
〜
三
十
年
前
、
村

内
の
神
明
神
社
に
雨あ

ま

乞ご

い
を
し
た
が
、

御ご

利り

益や
く

が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
お
ふ

じ
と
か
い
う
老
母
が
言
う
と
お
り
に
手て

力ぢ
か
ら

雄お

神
社（
現
岐
阜
市
）に
雨あ

ま

乞ご

い
を
し

た
ら
、
お
し
め
り
が
貰も

ら

え
た
」
と
い
う

伝
説
を
思
い
出
し
、
手て

力ぢ
か
ら

雄お

神
社
へ
雨あ

ま

乞ご

い
を
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
雨あ

ま

乞ご

い
の
服
装
は
、
白
の
着
物
に
腹は

ら

掛が

け
、

腕う
で

抜ぬ

き
、
脛は

ば

巾き

、
紺
絆
天

こ
ん
ば
ん
て
ん

を
着
て
、
角か

く

帯お
び

・
手て

っ
甲こ

う

に
鉢は

ち

巻ま

き
と
い
う
勇
ま
し

い
姿
で
す
。
太
縄
で
大
太
鼓
を
か
か
え

る
者
、
摺す

り
鉦が

ね

を
持
つ
者
、
笛
を
吹
く

者
、
唄う

た

を
歌
う
者
が
い
て
、
背
に
は
太

さ
六
寸（
一
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）長
さ

は
、
か
け
踊
り
が
一
丈
一
尺（
三
・
三
三

メ
ー
ト
ル
）、
お
礼
踊
り
が
一
丈
二
尺

（
三
・
六
三
メ
ー
ト
ル
）の
大
き
さ
の
竹

を
平
年
は
十
二
、
閏う

る
う

年
は
十
三
に
割
り
、

元
の
方
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
八
方
に
開

く
よ
う
に
し
、
芭
蕉
の
葉
の
よ
う
に
し

て
背
負
い
、
雨あ

ま

乞ご

い
の
願
を
か
け
る

「
か
け
踊
り
」
の
時
は
、
芭
蕉
の
葉
を

白
紙
で
下
向
き
に
付
け
、
お
礼
踊
り
、

す
な
わ
ち
「
ひ
ね
り
踊
り
」
の
時
に
は

金
銀
紺
赤
白
の
五
色
の
葉
を
上
向
き
に

付
け
ま
す
。

そ
の
後
も
円
城
寺
の
人
々
は
、
東
西

の
お
宮（
神
明
神
社
と
白
鬚
神
社
）に
、

雨
の
降
る
こ
と
を
お
願
い
し
て
、
特
に

日
照
り
の
ひ
ど
い
時
に
は
手て

力ぢ
か
ら

雄お

神
社

ま
で
、
踊
り
な
が
ら
お
祈
り
に
行
き
ま

し
た
。

「
芭
蕉
踊
り
」
の
名
の
由
来
は
、
踊

り
手
の
背
負
う
旗
指
し
も
の
が
、
芭
蕉

の
葉
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
芭
蕉
踊

り
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
昔
、

谷
汲
に
伝
わ
る
雨あ

ま

乞ご

い
踊
り
を
見
習

い
、
こ
の
地
方
独
特
の
も
の
に
変
わ
っ

た
も
の
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
踊
り
は
水
利
の
発
達
な
ど
で
旱か

ん

魃ば
つ

も

減
り
、
大
正
十
二
年（
一
九
二
三
）を
最

後
に
途
絶
え
て
い
ま
し
た
が
、
地
元
住

民
の
手
で
昭
和
四
十
八
年（
一
九
七

三
）、
五
十
年
ぶ
り
に
復
活
し
ま
し
た
。

現
在
は
子
ど
も
た
ち
が
踊
り
手
を
務

め
、
円
城
寺
芭
蕉
踊
り
保
存
会
に
よ
っ

て
継
承
さ
れ
て
お
り
、
毎
年
八
月
二
十

二
日
の
午
後
八
時
過
ぎ
に
高た

か

張は

り
提ち

ょ
う

灯ち
ん

を
先
頭
に
地
元
の
小
学
校
四
〜
六
年
生

児
童
ら
に
よ
る
踊
り
手
を
は
じ
め
、
囃は

や

子し

方か
た

の
摺す

り
鉦が

ね

・
横
笛
と
唄う

た

い
方
の
唄う

た

に
つ
れ
て
、
太
鼓
を
打
ち
つ
つ
、
総
勢

五
十
〜
七
十
人
が
円
城
寺
の
秋
葉
神
社

に
到
着
後
、
伝
統
の
踊
り
が
奉
納
さ
れ

て
い
ま
す
。

平
成
元
年
十
一
月
十
四
日
に
岐
阜
県

重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
を
受
け

て
お
り
、
資
料
館
で
は
パ
ネ
ル
な
ど
で

紹
介
、
展
示
し
て
い
ま
す
。


