
抗
議
・
撤
回
の
要
請
に
対
し
、
府
当
局

は
「
今
回
の
処
分
は
地
公
法
上
の
処
分
で

は
な
く
、
指
導
行
為
で
あ
る
。
メ
ー
ル
の

書
き
方
が
問
題
で
あ
っ
た
。
職
場
の
服
務

規
律
確
保
の
た
め
に
出
さ
れ
た
も
の
で
撤

回
は
で
き
な
い
」
と
し
、
個
人
メ
ー
ル
が

漏
洩
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
「
適
切
に
対

処
し
た
い
」
と
答
え
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
府
職
労
は
「
職
場
で
は

『
上
司
に
対
し
自
由
に
物
が
言
え
な
く
な

る
』
と
い
う
声
も
多
く
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
知
事
の
メ
ー
ル
内
容
も
問
題
で

あ
り
、
今
回
の
や
り
方
は
納
得
で
き
な
い
、

撤
回
す
べ
き
だ
。
物
の
言
い
方
が
問
題
で

あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
当
局
は
そ
の

基
準
を
示
す
べ
き
だ
」
と
追
及
し
ま
し
た
。

当
局
は
「
職
場
で
の
自
由
闊
達
な
意
見
交

換
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
物
の
言

い
方
の
基
準
は
、
一
般
常
識
の
範
囲
」
と

答
え
る
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
。

今
回
の
知
事
か
ら
の
全
職
員
あ
て
の
メ
ー

ル
は
、
余
野
川
ダ
ム
中
止
に
伴
い
、
す
で

に
大
阪
府
が
支
出
し
て
い
る
５
億
円
の
負

担
金
と
、
水
需
要
の
予
測
失
敗
に
よ
る
利

水
か
ら
の
撤
退
に
よ
っ
て
府
の
損
失
が
３

８
６
億
円
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
捉
え
て
、

「
ど
う
も
税
金
に
関
し
て
、
僕
の
感
覚
と

役
所
の
皆
さ
ん
の
感
覚
は
違
い
ま
す
」

「
恐
ろ
し
い
く
ら
い
皆
さ
ん
は
冷
静
」
と
、

職
員
が
税
金
の
ム
ダ
使
い
を
容
認
し
て
い

る
か
の
よ
う
に
描
き
「
民
間
の
普
通
の
会

社
な
ら
、
組
織
を
あ
げ
て
真
っ
青
」
「
組

織
が
が
た
が
た
震
え
ま
す
」
「
ボ
ー
ナ
ス

な
ん
て
簡
単
に
吹
っ
飛
ぶ
」
「
何
が
あ
っ

て
も
給
料
が
保
障
さ
れ
る
組
織
は
恐
ろ
し

い
」
と
、
職
員
が
税
金
の
ム
ダ
使
い
を
し

て
い
る
と
決
め
付
け
、
そ
の
責
任
が
職
員

に
あ
る
か
の
よ
う
に
描
き
出
し
て
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
余
野
川
ダ
ム
の
建
設
を
は
じ

め
、
大
型
公
共
事
業
に
巨
額
の
税
金
を
注

ぎ
込
む
施
策
に
対
し
て
、
府
職
労
や
多
く

の
職
員
・
府
民
は
一
貫
し
て
反
対
し
て
き

ま
し
た
。
そ
う
し
た
職
員
や
府
民
の
声
を

無
視
し
て
、
国
や
関
西
財
界
言
い
な
り
で

ダ
ム
開
発
や
大
型
開
発
を
推
進
し
て
き
た

の
は
、
当
時
の
知
事
と
議
会
で
あ
り
、
そ

の
責
任
を
職
員
に
転
嫁
す
る
か
の
よ
う
な

メ
ー
ル
は
本
末
転
倒
で
す
。
し
か
も
、
橋

下
知
事
の
策
定
し
た
「
維
新
プ
ロ
グ
ラ
ム

案
」
の
中
で
も
、
全
て
売
却
で
き
て
も
７

５
０
億
円
の
赤
字
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か

と
言
わ
れ
て
い
る
「
水
と
緑
の
健
康
都
市
」

事
業
も
継
続
し
て
い
ま
す
。
ま
た
府
庁
Ｗ

Ｔ
Ｃ
移
転
に
い
た
っ
て
は
、
２
月
府
議
会

で
否
決
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
関
西
財

界
の
強
い
要
請
を
受
け
て
、
強
行
し
よ
う

と
し
て
お
り
、
第
２
庁
舎
構
想
ま
で
持
ち

出
し
、
何
が
何
で
も
Ｗ
Ｔ
Ｃ
を
買
い
取
る

と
い
う
姿
勢
で
す
。
こ
の
こ
と
の
方
が
税

金
の
ム
ダ
使
い
で
あ
り
、
府
民
の
感
覚
と

は
か
け
離
れ
た
「
財
界
の
感
覚
」
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

日
々
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
各
職

場
で
府
民
の
た
め
に
、
職
務
を
遂
行
し
て

い
る
職
員
が
、
こ
う
し
た
本
末
転
倒
で
、

職
員
へ
の
責
任
転
嫁
と
も
思
え
る
メ
ー
ル

に
対
し
、
疑
義
を
持
ち
意
見
を
述
べ
た
く

な
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
。
し
か
も
、

知
事
は
こ
の
間
の
全
職
員
メ
ー
ル
の
中
で
、

「
な
ん
で
も
い
い
の
で
、
ど
ん
ど
ん
メ
ー

ル
を
下
さ
い
！
」
「
僕
の
方
針
に
対
す
る

ご
意
見
・
ご
批
判
も
ど
ん
ど
ん
下
さ
い
」

「
皆
さ
ん
か
ら
の
メ
ー
ル
の
取
り
扱
い
に

つ
い
て
は
、
皆
さ
ん
か
ら
の
指
示
に
従
い

ま
す
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
８
月

１
９
日
に
開

催
さ
れ
た
部

長
会
議
で
は

「
私
の
意
思

と
反
す
る
意

見
が
出
る
こ

と
も
あ
る
だ

ろ
う
。
し
か

し
、
そ
れ
を

抑
え
る
の
で
は
な
く
、
丁
寧
に
話
し
て
想

い
を
伝
え
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
も
言
っ

て
い
ま
す
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
職
員
が
批

判
的
な
意
見
を
返
信
し
た
こ
と
に
よ
っ
て

「
上
司
に
対
す
る
物
言
い
と
し
て
非
常
識
」

「
民
間
な
ら
あ
り
得
な
い
」
「
府
民
の
代

表
に
物
を
言
っ
て
る
自
覚
が
足
り
な
い
」

と
し
て
、
マ
ス
コ
ミ
に
対
し
て
、
そ
の
怒

り
を
ぶ
ち
ま
け
、
処
分
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
自
ら
の
「
感
覚
」
に
あ
わ
な
け
れ
ば

処
分
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
断
じ
て

許
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

そ
の
手
法
に
つ
い
て
も
メ
デ
ィ
ア
を
使
っ

て
職
員
の
意
見
を
抑
え
つ
け
る
と
い
う
も

の
で
あ
り
、
二
重
に
許
せ
ま
せ
ん
。
今
回

の
対
応
は
、
明
ら
か
に
反
対
意
見
を
「
処

分
」
と
い
う
権
力
に
よ
っ
て
抑
え
込
む
行

為
で
あ
り
、
ま
さ
に
処
分
権
の
濫
用
で
あ

り
「
府
民
の
代
表
」
を
嵩
に
着
た
恐
怖
政

治
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

私
た
ち
府
職
員
は
、
府
民
全
体
の
奉
仕

者
と
し
て
、
府
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
の
た

め
に
、
自
由
闊
達
に
意
見
を
出
し
合
い
、

府
民
の
た
め
に
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
、

本
来
の
職
務
で
す
。
今
回
の
知
事
の
恣
意

的
・
主
観
的
判
断
に
よ
っ
て
、
気
に
入
ら

な
い
職
員
を
権
力
に
よ
っ
て
抑
え
込
む
行

為
は
、
職
場
に
閉
塞
感
を
与
え
、
上
司
に

対
し
て
自
由
に
物
が
言
え
な
い
状
況
を
作

り
出
す
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
は
府
民
よ

り
も
知
事
・
上
司
の
顔
色
を
う
か
が
い
な

が
ら
仕
事
を
す
る
職
員
を
作
り
出
す
こ
と

に
つ
な
が
り
ま
す
。

府
職
労
は
、
橋
下
知
事
の
独
裁
的
な
府

政
運
営
や
財
界
の
要
請
に
応
え
た
大
型
開

発
に
よ
る
税
金
の
ム
ダ
使
い
を
許
さ
ず
、

府
民
の
く
ら
し
を
守
る
府
政
実
現
を
め
ざ

し
、
引
き
続
き
全
力
で
奮
闘
し
ま
す
。

自由に意見の言え
る職場を作ろう！

１
０
月
８
日
、
大
阪
府
当
局
は
「
知
事
に
対
し
不
適
切
な
表
現
を
使
用
し
て
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
し
た
」
「
府
職
員
と
し
て
の
自
覚
に
欠

け
る
行
為
で
あ
り
、
服
務
規
律
に
違
反
す
る
」
と
し
て
、
知
事
に
反
論
メ
ー
ル
を
送
信
し
た
職
員
に
対
し
、
所
属
長
か
ら
厳
重
注
意
を
行

い
ま
し
た
。
ま
た
、
当
該
職
員
の
管
理
監
督
者
で
あ
る
所
属
長
に
対
し
「
部
下
の
指
導
の
徹
底
を
図
る
」
と
し
て
、
部
長
か
ら
厳
重
注
意

を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
府
職
労
は
、
今
回
の
処
分
は
知
事
が
「
上
司
（
知
事
）
に
対
す
る
物
言
い
」
が
気
に
入
ら
な
い
と
い
う
こ

と
を
理
由
に
決
定
さ
れ
て
お
り
、
極
め
て
恣
意
的
で
あ
り
、
許
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
断
固
抗
議
し
処
分
の
撤
回
を
求
め
ま
し
た
。

職員処分に断固抗議するとともに、処分の撤回を求める要請書

府当局は8日、橋下知事が全職員あてに送ったメールに対し、反論す

るメールを送信した職員に対し、「知事に対し不適切な表現を使用し

て電子メールを送信した」として、「府職員としての自覚に欠ける行

為であり、服務規律に違反する」として、所属長から厳重注意を行っ

た。

知事が全職員に送信したメールでは、余野川ダムの中止に伴う国へ

の負担金５億円、利水からの撤退によって３８６億円の損失について、

「どうも税金に関して、僕の感覚と役所の皆さんの感覚は違います」

「恐ろしいくらい皆さんは冷静」と、職員が税金のムダ使いを容認し

ているかのように描き、「民間の普通の会社なら、組織をあげて真っ

青」「組織ががたがた震えます」「ボーナスなんて簡単に吹っ飛ぶ」

「何があっても給料が保障される組織は恐ろしい」と、その責任が職

員にあるかのように描き出しています。

しかも、知事は当初の全職員あてのメールで「僕の方針に対するご

意見・ご批判もどんどん下さい」「府民のため、大阪のために役立つ

というこの一点において、仕事へのこだわり、個性を出して奮闘して

ください」と言っておきながら、批判的な意見を返信した職員に対し、

「上司に対する物言いとして非常識。民間ならあり得ない」「府民の

代表に物を言っている自覚が足りない。どこかでけじめをつけなけれ

ばいけない」として処分することは、極めて恣意的な判断による処分

権の濫用であり、断じて許せるものではない。

私たち職員は、各職場で府民サービス向上のため、自由闊達に意見

を出し合い、全体の奉仕者として府民のために仕事をすることが、本

来の職務であり、府民から求められている姿である。今回の処分は、

職場に閉塞感を与え、職員が上司に対して自由にものが言えない状況

を作り出すものです。また、「不適切なメール」としているが、その

判断は極めて主観的かつ恣意的なものであり、具体的基準を示すこと

なく、処分を行うことも極めて問題である。府職労は今回の処分につ

いて、断固抗議するとともに、その撤回を求める。

また、個人メールの内容がマスコミに漏洩し、報道された事態につ

いて、当該職員の個人情報や人権侵害にも関わる重大問題であり、こ

の点についても断固抗議し、当局の管理責任を厳しく追及するととも

に、原因解明と再発防止策についての検討・協議を求めるものである。


