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勇気出し　やめてと一言　いい出そう
（小学5年生の作品）
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一人 ひとりが輝くまち ⑯

女性の人権ホットライン　 1０５７０・０７０・８１０ 
子どもの人権１１０番     1０１２０・００７・１１０ 

いずれも21日（月）を除く月～金曜日 
8時30分～17時15分 
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室
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と
 
き
　
21
日（
月
）を
除
く
月
〜
 

　
　
　
　
金
曜
日
10
時
〜
12
時
、 

　
　
　
　
13
時
〜
16
時
 

と
こ
ろ
　
市
役
所
本
庁（
５
階
） 

７
月
の
消
費
生
活
巡
回
相
談 

11
日（
金
）14
時
〜
16
時 

　  

本
郷
支
所 

18
日（
金
）14
時
〜
16
時 

　  

久
井
支
所 

25
日（
金
）10
時
〜
12
時 

　  

大
和
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー 

　
生
命
保
険
を
契
約
す
る
と
き
、

持
病
で
通
院
し
て
い
た
が
、
大
し

た
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
生
命
保

険
の
外
交
員
に
は
伝
え
た
の
で
、

告
知
書
に
は
記
入
し
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
持
病
が
悪

化
し
、
手
術
・
入
院
し
た
。
入
院

給
付
金
の
申
請
を
し
た
ら
﹁
告
知

義
務
違
反(

既
往
症
を
ご
ま
か
し

て
い
る)

が
あ
っ
た
の
で
給
付
金

は
支
払
え
な
い
し
、
契
約
は
解
除

し
ま
す
﹂
と
言
わ
れ
た
。
納
得
で

き
な
い
。

　
生
命
保
険
を
契
約
す
る
と
き

は
、
過
去
の
病
歴
、
現
在
の
健
康

状
態
、
職
業
な
ど
を
告
知
書
や
医

師
の
質
問
に
対
し
て
、
あ
り
の
ま

ま
に
告
げ
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
を
告
知
義
務
と
い
い
ま

す
。
告
知
し
た
内
容
が
事
実
と
異

な
る
場
合
、
告
知
義
務
違
反
と
な

り
契
約
が
解
除
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
相
談
の
場
合
、
相
談
者
は

持
病
の
こ
と
を
、
外
交
員
に
は
告

げ
て
い
た
の
で
、
告
知
を
し
て
い

る
と
思
い
込
ん
で
い
ま
し
た
。
口

頭
で
外
交
員
に
伝
え
た
だ
け
で
は

告
知
し
た
こ
と
に
は
な
り
ま
せ

ん
。
よ
っ
て
支
払
事
由
が
発
生
し

て
も
、
保
険
金
や
給
付
金
は
も
ら

え
ま
せ
ん
。
告
知
書
へ
の
記
入
を

促
さ
な
か
っ
た
外
交
員
に
非
常
に

問
題
は
あ
り
ま
す
が
、
証
拠
が
な

く
、
実
証
す
る
の
は
困
難
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ

た
め
に
も
契
約
前
に
は
、
十
分
に

内
容
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
ま

た
、
病
歴
や
健
康
状
態
は
正
し
く

記
入
し
ま
し
ょ
う
。

《
相
談
内
容
》
 

《
ア
ド
バ
イ
ス
》
 

告
知
義
務
違
反
と
言
わ
れ
、 

保
険
金
が
支
払
わ
れ
な
い
 

25

ア
イ
ヌ
の
人
々
の
人
権

〜
歴
史
を
正
し
く
理
解
し
偏
見
を
取
り
除
き
ま
し
ょ
う
〜

　
カ
ム
イ
は
「
神
々
」
、
シ

レ
ト
コ
は
「
地
の
果
て
」
を

表
す
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
言
葉

で
す
。
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
固

有
の
言
語
、
伝
統
的
な
儀
式
や

祭
事
な
ど
、
独
自
の
風
習
や
文

化
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。 

　
し
か
し
19
世
紀
後
半
、
北
海
道
で

の
開
発
を
推
し
進
め
る
明
治
政
府

は
、
一
方
的
に
土
地
を
奪
い
、
ア
イ

ヌ
語
の
使
用
や
風
習
ま
で
も
禁
止
し

ま
し
た
。
川
で
魚
を
捕
れ
ば
「
密

漁
」、
山
で
木
を
切
れ
ば
「
盗
伐
」
と

さ
れ
、
伝
統
的
な
生
活
様
式
は
こ
と

ご
と
く
破
壊
さ
れ
、
ア
イ
ヌ
の
人
々

の
人
権
は
奪
わ
れ
て
き
ま
し
た
。 

　
戦
後
、
日
本
は
民
主
国
家
に
生
ま

れ
変
わ
り
ま
し
た
が
、
ア
イ
ヌ
の

人
々
を
日
本
人
に
同
化
さ
せ
る
政
策

は
続
け
ら
れ
、
昭
和
61
年（
１
９
８
６

年
）
に
は
当
時
の
総
理
大
臣
に
よ
り
、

「
日
本
は
単
一
民
族
国
家
」
と
い
う
民

族
の
存
在
そ
の
も
の
ま
で
も
否
定
す

る
よ
う
な
発
言
が
飛
び
出
し
ま
し
た
。 

　
こ
の
よ
う
な
歴
史
を
背
景
に
、
民

族
と
し
て
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ
る
社

会
の
実
現
の
た
め
、
「
ア
イ
ヌ
新
法

（
※
）
」
が
平
成
９
年
（
１
９
９
７

年
）
に
制
定
さ
れ
、
ま
た
先
月
６
日

に
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
を
先
住
民
族

と
し
て
認
め
る
国
会
決
議
が
採
択
さ

れ
ま
し
た
。
し
か
し
依
然
と
し
て
、 

就
職
、
教
育
や
結
婚
問
題
な
ど
で
ア

イ
ヌ
の
人
々
へ
の
偏
見
や
差
別
は
根

強
く
残
っ
て
い
ま
す
。 

　
私
た
ち
が
正
し
く
理
解
す
べ
き
こ

と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
ア
イ
ヌ
の

人
々
は
日
本
に
先
住
し
て
い
た
民
族

で
あ
り
、
今
も
民
族
の
誇
り
と
自
覚

を
も
っ
て
生
活
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。 

　
今
後
、
わ
が
国
は
ま
す
ま
す
国
際

化
が
進
み
、
あ
ら
ゆ
る
民
族
と
の
関

わ
り
が
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
私
た

ち
が
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
、
自
分
と
異
な
る
も
の
を
排

除
す
る
の
で
は
な
く
、
文
化
の
違
い

を
認
め
合
い
、
共
存
で
き
る
社
会
を

つ
く
り
あ
げ
て
い
く
こ
と
で
す
。 

※
ア
イ
ヌ
新
法
…
ア
イ
ヌ
文
化
の
振

興
並
び
に
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す

る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
に
関
す
る

法
律
。 （

人
権
啓
発
広
報
編
集
委
員
会
） 


