
14

人
権
相
談
は
、
自
宅
で

も
応
じ
て
い
ま
す
。

相
談
の
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

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

早は
や

道み
ち

江
戸
時
代
、
外
出
の
際
に
持
ち
歩
く

「
袋
物
」
の
種
類
は
、
大
き
く
三
つ
に

分
か
れ
て
お
り
、
懐
に
収
め
る
た
め
の

「
懐
中
物
」、
帯
の
外
に
露
出
し
て
い
る

「
提
げ
物
」、
手
に
持
つ
た
め
の
「
手
提

げ
物
」
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
な
か
の
「
提
げ
物
」
は
、
男
性

が
腰
か
ら
提
げ
て
使
う
こ
と
か
ら
、

「
煙
草
入
れ
」、
銭
を
入
れ
る
「
巾
着
」、

薬
や
小
銭
を
入
れ
る
「
早は

や

道み
ち

」
な
ど
が

あ
り
ま
し
た
。

「
早は

や

道み
ち

」
と
は
、
本
来
、「
飛
脚
・
巾

着
・
銭
入
れ
」
の
意
味
で
す
が
、
胴
巻

き
や
首
か
ら
提
げ
て
懐
中
深
く
へ
し
ま

っ
た
財
布
に
比
べ
、
小
銭
が
素
早
く
取

り
出
せ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の

旅
で
は
、
当
日
分
の
小
銭
や
上
部
の
円

筒
部
分
に
は
持
薬
を
入
れ
、
腰
に
提
げ

る
た
め
に
巾
着
型
を
し
て
お
り
、
ス
リ

な
ど
に
取
ら
れ
な
い
よ
う
に
工
夫
が
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
材
質
は
鹿
や
羊
の
な

め
し
皮
な
ど
で
で
き
て
い
ま
す
。

旅
の
心
得
と
し
て
文
化
七
年
（
一
八

一
〇
）
に
発
行
さ
れ
た
「
旅
行
用
心
集
」

に
よ
れ
ば
、
ま
ず
荷
物
を
軽
く
し
、
か

さ
ば
ら
な
い
こ
と
が
最
も
大
切
だ
と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
「
早は

や

道み
ち

」

な
ど
、
折
り
た
た
み
や
小
さ
く
コ
ン
パ

ク
ト
な
作
り
に
し
た
い
ろ
い
ろ
な
携
帯

品
が
工
夫
さ
れ
ま
し
た
。

資
料
館
で
は
、
江
戸
時
代
の
商
人
の

旅
道
具
の
一
つ
と
し
て
「
早は

や

道み
ち

」
を
紹

介
、
展
示
し
て
い
ま
す
。

▲上部の円筒部分には持薬、下部の袋に小銭を入れた

※行政相談は、現在、行政相談委員が欠員になっていますので、岐阜行政評価事務所
（ 246・4411）へご相談ください。


