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橋下知事の憲法蹂躙発言に抗議し、撤回を求める要請書  

 
 橋下知事は、4 月 1 日の新規採用職員入庁式で、これまで大阪府としては例のない「君が
代」斉唱を求めました。斉唱後には、「声が小さい」「思想、良心の自由とか言っている場

合ではない」「日本国家の公務員として、国歌はきちんと歌うのが義務」と訓示しました。

また、3 月には、東寝屋川高校卒業式で「君が代」斉唱時に起立しなかったという理由で、
3 名の教諭の処分がはじめて大阪府教育委員会から発表されました。  
 大阪府知事、大阪府教育長から「君が代」斉唱にかかわる強制や強権的処分は、看過で

きるものではありません。  
日本国憲法は、侵略戦争の反省のうえにたち主権在民、基本的人権の尊重が謳われ、憲

法第 19 条で「思想および良心の自由は、これを侵してはならない」と個人の思想信条の自
由は明確に保障されています。また、橋下知事は「国歌はきちんと歌うのが義務」と発言

していますが、99 年 8 月に施行された国旗・国歌法の条文は、第 1 条で「国旗は、日章旗
とする。」第 2 条は、「国歌は君が代とする。」というだけの法律であり国歌を国民が歌う義
務の規定などはなく、背景には橋下知事の政治的意図があらわれています。「君が代」を歌

う、歌わないは、個人の内心の自由であり、強制することは内心の自由をも侵害するもの

です。  
橋下知事は、憲法を遵守すべき大阪府を代表する知事です。公務員には、思想信条の自

由がないかのような発言は、見識を疑う以前の問題であり、強大な権力を振るう恐怖政治

そのものです。  
私たちは大阪府に入庁し、地方自治法に明記されているように府民福祉の向上めざし日

夜奮闘している大阪府の職員です。戦前の天皇制のもとでは、都道府県は国家のもとに置

かれ、職員は官吏として国家に仕える役人とされていました。しかし、戦後、地方自治法

が制定され、地方自治体は、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を担う

ことが規定されました。「国家のもとで仕事をしている」ものでないことは明らかであり、

地方自治の形骸化と戦前に逆戻りさせる危険な発言といわざるを得ません。  
府職労は、入庁式での一連の知事発言の撤回と「君が代」斉唱に抗議するとともに、今

後「君が代」斉唱の押し付けを行わないことを強く要求します。  
 

府
の
職
員
と
し
て
働
く
こ
と
が
職
務

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
戦
前
の
天
皇
制
の
も
と
で
は
、

都
道
府
県
は
国
家
の
も
と
に
置
か
れ
、

職
員
は
官
吏
と
し
て
国
家
に
仕
え
る

役
人
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
戦
前
の

大
日
本
帝
国
憲
法
に
は
、
思
想
や
良

心
の
自
由
も
保
障
さ
れ
ず
、
地
方
自

治
の
精
神
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
日
本
国
憲
法
で
は
、
日

本
の
主
権
者
は
国
民
で
あ
る
こ
と
を

明
確
に
規
定
し
、
地
域
の
こ
と
は
地

域
住
民
が
決
め
る
と
い
う
地
方
自
治

も
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
方
自
治

法
で
は
、
第
１
条
で
「
地
方
公
共
団

体
は
、
住
民
の
福
祉
の
増
進
を
図
る

こ
と
を
基
本
と
し
て
、
地
域
に
お
け

る
行
政
を
自
主
的
か
つ
総
合
的
に
実

憲法を守り、
職場に広げよう !

譲
渡
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
橋
下
知
事
は
「
国
歌
は

き
ち
ん
と
歌
う
の
が
義
務
」
と
発
言

し
て
い
ま
す
が
、
99
年
８
月
に
施
行

さ
れ
た
国
旗
国
歌
法
は
、
国
旗
と
国

歌
を
定
め
た
だ
け
の
法
律
で
あ
り
、

国
民
が
国
歌
を
歌
う
義
務
の
規
定
な

ど
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
地

方
公
務
員
法
等
で
も
「
公
務
員
が
国

歌
を
歌
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ

と
を
規
定
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
背

景
に
は
、
橋
下
知
事
の
政
治
的
意
図

が
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
君
が
代
」

を
歌
う
、
歌
わ
な
い
は
、
個
人
の
内

心
の
自
由
で
あ
り
、
強
制
す
る
こ
と

は
内
心
の
自
由
を
も
侵
害
す
る
も
の

で
す
。

ま
た
、
橋
下
知
事
は
、
新
規
採
用

職
員
に
対
し
「
み
な
さ
ん
は
国
家
の

も
と
で
仕
事
を
す
る
の
だ
か
ら
・
・
・
」

と
も
発
言
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

府
職
員
は
国
家
の
も
と
で
働
く
の
で

は
な
く
、
地
方
自
治
体
で
あ
る
大
阪

４
月
７
日
、
府
職
労
は
、
橋
下
知
事
が
４
月
１
日
の
入
庁
式
で
「
君
が
代
」

を
斉
唱
さ
せ
「
日
本
国
家
の
も
と
で
、
仕
事
を
し
て
も
ら
う
の
で
す
か
ら
、

思
想
、
良
心
の
自
由
と
か
い
っ
て
る
場
合
で
は
な
い
」
と
憲
法
を
踏
み
に
じ

る
発
言
を
し
た
こ
と
に
対
し
、
強
く
抗
議
す
る
と
と
も
に
発
言
の
撤
回
と
入

庁
式
等
で
の
「
君
が
代
」
斉
唱
を
行
わ
な
い
よ
う
に
求
め
ま
し
た
。

施
す
る
役
割
を
広
く
担
う
も
の
と
す

る
」
第
10
条
第
２
項
で
は
「
住
民
は
、

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

の
属
す
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
役

務
の
提
供
を
ひ
と
し
く
受
け
る
権
利

を
有
し
、
そ
の
負
担
を
分
任
す
る
義

務
を
負
う
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
さ
に
、
橋
下
知
事
の
考
え
方
は
、

地
方
自
治

の
精
神
に

反
し
、
時

代
を
戦
前

へ
逆
戻
り

さ
せ
る
危

険
な
も
の

で
す
。

憲
法
第
19
条
で
は
「
思
想
及
び
良

心
の
自
由
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な

ら
な
い
」
と
思
想
や
良
心
の
自
由
は

明
確
に
保
障
さ
れ
て
お
り
、
公
務
員

で
あ
っ
て
も
当
然
保
障
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
す
。

ま
た
、
憲
法
第
97
条
で
は
、
基
本

的
人
権
は
、
現
在
及
び
将
来
の
国
民

に
対
し
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永

久
の
権
利
で
あ
る
こ
と
を
規
定
し
、

第
99
条
で
は
公
務
員
が
憲
法
を
尊
重

し
擁
護
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
が
規

定
さ
れ
て
お
り
、
公
務
員
は
憲
法
に

定
め
ら
れ
た
国
民
の
自
由
や
権
利
を

守
る
義
務
が
あ
る
こ
と
も
明
確
に
な
っ

て
い
ま
す
。

知
事
の
発
言
は
、
府
職
員
に
な
っ

た
こ
と
を
理
由
に
「
思
想
や
良
心
の

自
由
」
を
侵
す
発
言
で
あ
り
、
明
ら

か
に
憲
法
違
反
で
す
。
私
た
ち
自
治

体
労
働
者
は
、
地
方
自
治
体
に
雇
用

さ
れ
た
労
働
者
で
あ
り
、
自
治
体
当

局
に
人
格
上
従
属
す
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
し
、
そ
の
良
心
や
自
由
を
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働
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職
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環
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職
場
の
人
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関
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府
民
の
く
ら
し

私
生
活
の
充
実

こ
の
間
、
橋
下
知
事
は
、
自
ら
を

「
政
治
家
で
あ
る
」
と
し
て
、
こ
と

あ
る
ご
と
に
「
政
治
判
断
」
と
い
う

言
葉
を
使
い
、
府
政
を
進
め
て
き
ま

し
た
。
４
月
１
日
の
部
長
会
議
で
も

橋
下
知
事
は
各
部
局
長
に
対
し
「
政

治
任
用
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
、
私

と
政
治
価
値
を
共
有
し
、
結
果
を
求

め
て
い
き
た
い
」
「
皆
さ
ん
に
は
私

と
同
じ
政
治
価
値
を
共
有
し
て
ほ
し

い
し
、
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

政
治
感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
せ
て
ほ
し
い
」

と
言
い
、
自
ら
の
政
治
家
と
し
て
の

考
え
方
を
押
し
付
け
る
発
言
を
繰
り

返
し
、
さ
ら
な
る
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
を

進
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

知
事
は
住
民
の
直
接
投
票
で
選
ば

れ
る
政
治
家
で
あ
る
一
方
、
自
治
体

の
長
と
し
て
の
責
務
も
担
っ
て
い
ま

す
。
私
た
ち
自
治
体
で
働
く
労
働
者

は
「
住
民
全
体
の
奉
仕
者
」
と
し
て

の
職
務
を
通
じ
て
、
住
民
の
生
活
と

権
利
を
守
る
責
務
を
担
っ
て
お
り
、

政
治
的
圧
力
や
干
渉
を
排
除
し
、
住

民
の
立
場
に
立
っ
て
働
く
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、

憲
法
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
知
事
の

政
治
的
な
考
え
方
に
よ
っ
て
変
化
す

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
知
事
の

今
年
度
の
新
規
採
用
職
員
は
１
４
０

名
（
う
ち
女
性
81
名
）
、
府
職
労
は

ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、
97
名
の
方

に
回
答
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

大
阪
府
へ
の
就
職
の
動
機
に
つ
い

て
は
、
圧
倒
的
な
み
な
さ
ん
が
、

「
府
民
に
役
立
つ
仕
事
が
し
た
い
」

41
・
２
％
「
公
務
の
仕
事
に
興
味
が

あ
っ
た
」
42
・
３
％
と
回
答
し
、
働

く
う
え
で
一
番
大
事
に
し
た
い
こ
と

は
「
仕
事
の
や
り
が
い
」
49
・
５
％

「
働
き
や
す
い
職
場
環
境
」
34
・
０

％
「
人
間
関
係
」
21
・
６
％
が
ベ
ス

ト
３
で
し
た
。
そ
し
て
、
労
働
組
合

に
つ
い
て
は
89
・
７
％
の
人
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
も
分
か

り
ま
し
た
。

ま
た
、
今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
特

徴
と
し
て
は
、

不
安
に
感
じ

る
こ
と
と
し

て
「
結
婚
・

個
人
的
な
思
想
や
考
え
方
を
職
員
や

府
民
に
強
要
す
る
の
は
大
き
な
誤
り

で
す
。

府
職
労
は
、
橋
下
知
事
に
よ
る
ト
ッ

プ
ダ
ウ
ン
、
独
裁
的
府
政
運
営
を
許

さ
ず
、
組
合
員
・
職
員
の
思
想
・
良

心
の
自
由
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、

憲
法
を
守
り
職
場
の
す
み
ず
み
に
広

げ
、
自
由
に
意
見
の
言
え
る
職
場
づ

く
り
、
憲
法
や
地
方
自
治
に
も
と
づ

い
た
住
民
の
生
活
と
権
利
を
守
る
府

政
を
め
ざ
し
、
引
き
続
き
奮
闘
す
る

こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

出
産
し
て
働
き
続
け
ら
れ
る
の
か
不

安
」
「
給
料
が
上
が
る
の
か
不
安
」

な
ど
の
声
が
多
数
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
間
の
橋
下
知
事
に
よ
る
給
与
カ
ッ

ト
や
休
暇
制
度
の
改
悪
に
よ
っ
て
、

こ
う
し
た
不
安
が
新
規
採
用
職
員
に

も
広
が
っ
て
い
る
結
果
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

府
職
労
は
引
き
続
き
、
い
つ
ま
で

も
や
り
が
い
を
持
っ
て
、
健
康
で
働

き
続
け
ら
れ
る
職
場
を
め
ざ
し
て
取

り
組
み
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

す
で
に
新
規
採
用
職
員
38
の
名
の

方
が
府
職
労
へ
加
入
し
て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
、
ま
だ
府
職
労
へ
加
入
さ
れ

て
い
な
い
方
は
、
ぜ
ひ
府
職
労
へ
加

入
し
て
く
だ
さ
い
。


