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押しつけに反対し教育の自主性を守ろう
生
徒
が
主
人
公
の
卒
業
式･

入
学
式
を
つ
く
ろ
う

内
心
の
自
由
の
侵
害
を
許
す
な

「日の丸　
・

　君が代」

二
〇
一
一
年
一
月　

大
阪
府
立
高
等
学
校
教
職
員
組
合

１
． 「
日
の
丸
・
君
が
代
」押
し
つ
け

は
、「
戦
争
す
る
国
づ
く
り
」へ

の
ス
テ
ッ
プ

　

政
府
は
九
九
年
「
日
の
丸
・
君
が
代
」
の
歴
史
的
意
味

を
無
視
し
、
国
旗
・
国
歌
法
を
成
立
さ
せ
ま
し
た
。
〇
五

年
に
自
民
党
は
、
憲
法
九
条
改
正
・
自
衛
軍
保
持
を
明
記

し
た
「
新
憲
法
草
案
」
を
党
大
会
で
決
定
し
ま
し
た
。
そ

の
後
に
登
場
し
た
安
倍
首
相
は
、
改
憲
を
め
ざ
し
、「
愛

国
心
」
教
育
を
す
す
め
る
た
め
教
育
基
本
法
を
改
悪
し
、

改
憲
へ
向
け
た
国
民
投
票
法
を
強
行
成
立
さ
せ
ま
し
た
。

文
科
省
は
、
大
綱
的
で
あ
る
べ
き
学
習
指
導
要
領
に
つ
い

て
、「
日
の
丸
・
君
が
代
」
の
押
し
つ
け
を
行
う
よ
う

に
、
改
訂
の
た
び
に
書
き
換
え
て
き
ま
し
た
。
教
育
基
本

法
・
学
校
教
育
法
改
悪
に
基
づ
く
今
回
の
改
訂
で
は
、

「
道
徳
教
育
」
や
「
わ
が
国
の
伝
統
・
文
化
」
の
強
調
な

ど
、「
愛
国
心
」
の
押
し
つ
け
を
い
っ
そ
う
す
す
め
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
動
き
は
、
ま
ち
が
い
な
く
「
戦
争
す
る
国
づ

く
り
」
と
「
戦
争
す
る
国
」
を
支
え
る
「
人
づ
く
り
」
に

つ
な
が
る
も
の
で
す
。「
日
の
丸
・
君
が
代
」
の
押
し
つ

け
は
そ
の
具
体
化
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

多
く
の
国
民
が
反
対
の
声
を
あ
げ
る
中
、
〇
六
年
末
に
教
育
基
本
法
改
悪
、
そ
れ
に
伴
い
〇
七
年
に
学
校
教
育
法

な
ど
教
育
三
法
改
悪
が
強
行
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
改
訂
学
習
指
導
要
領
も
「
愛
国
心
教
育
」
の
押
し
つ
け
な
ど
を

含
む
教
育
目
標
が
定
め
ら
れ
、
学
校
現
場
へ
の
「
日
の
丸
・
君
が
代
」
押
し
つ
け
の
動
き
を
い
っ
そ
う
強
め
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、「
日
の
丸
・
君
が
代
」
問
題
は
、
憲
法
が
保
障
す
る
内
心
の
自
由
に
関
わ
る
問
題
で
す
。
し
た
が
っ

て
、
こ
れ
ま
で
の
私
た
ち
が
と
っ
て
き
た
立
場
は
な
ん
ら
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
日
の
丸
・
君
が
代
」
の

押
し
つ
け
に
反
対
し
、
教
育
の
自
主
性
と
思
想
・
良
心
の
自
由
を
守
り
、「
生
徒
が
主
人
公
」
の
卒
業
式
・
入
学
式

を
実
現
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
討
議
資
料
を
活
用
し
、
職
場
で
学
習
し
論
議
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
ま
す
。

　

府
教
委
は
、
こ
の
よ
う
な
圧
力
に
屈
す
る
形
で
、「
指

示
事
項
」
を
書
き
換
え
、
校
長
会
で
特
別
に
指
示
し
、

「
職
務
命
令
」
と
「
懲
戒
処
分
」
を
盾
に
脅
し
、
ま
た
、

〇
九
年
度
の
卒
業
式
に
お
い
て
は
実
際
に
職
務
命
令
違
反

と
し
て
懲
戒
処
分
を
行
う
な
ど
、
卒
業
式
・
入
学
式
で
の

「
日
の
丸
・
君
が
代
」
押
し
つ
け
を
強
め
て
き
ま
し
た
。

府
議
会
の
場
で
も
、
卒
業
式
な
ど
で
の
「
日
の
丸
・
君
が

代
」
実
施
の
状
況
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
繰
り
返
し
攻
撃
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
〇
九
年
の
九
月
府
議
会
で
は

「
国
旗
掲
揚
に
関
す
る
決
議
」
が
多
数
決
で
可
決
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
ら
は
、
教
育
内
容
へ
の
あ
か
ら
さ
ま
な
介
入

で
あ
り
、
教
育
の
主
体
性
を
踏
み
に
じ
る
も
の
で
す
。

２
． 「
日
の
丸
・
君
が
代
」押
し
つ
け

は
違
憲

　
　
〜
〇
六
年
九
月
の
東
京
地
裁
判
決

　

東
京
地
裁
は
、
〇
六
年
九
月
二
一
日
東
京
の
教
職
員
ら

が
東
京
都
教
委
及
び
東
京
都
を
相
手
取
り
、
入
学
式
・
卒

業
式
な
ど
で
の
「
日
の
丸
・
君
が
代
」
強
制
の
違
憲
性
を

訴
え
た
事
案
に
つ
い
て
、
原
告
の
訴
え
を
全
面
的
に
認
め

る
画
期
的
な
判
決
を
出
し
ま
し
た
。

　

判
決
は
、
都
教
委
が
〇
三
年
一
〇
月
に
出
し
た
「
通

達
」
に
関
し
て
「
入
学
式
、
卒
業
式
等
の
式
典
に
お
い

て
、
国
旗
に
向
か
っ
て
起
立
し
、
国
歌
を
斉
唱
す
る
義

務
」
は
な
く
、
起
立
や
斉
唱
を
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
す

る
「
い
か
な
る
処
分
も
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
ま

す
。
そ
の
理
由
と
し
て
「
起
立
し
た
く
な
い
教
職
員
、
斉

唱
し
た
く
な
い
教
職
員
、
ピ
ア
ノ
伴
奏
を
し
た
く
な
い
教

職
員
に
対
し
、
懲
戒
処
分
を
し
て
ま
で
起
立
さ
せ
、
斉
唱

等
さ
せ
る
こ
と
は
」「
思
想
良
心
の
自
由
を
侵
害
」
す
る

も
の
で
、
各
校
長
の
「
職
務
命
令
は
違
法
で
あ
る
と
判

断
」
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
「
日
の
丸
・
君
が
代
」
が
「
第
二
次
大
戦
終
了

ま
で
の
間
、
皇
国
思
想
や
軍
国
主
義
思
想
の
精
神
的
支
柱

と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
」
を
「
否
定
し
が
た
い
歴

史
的
事
実
」
と
し
た
上
で
、
都
教
委
が
出
し
た
「
通
達
」

や
一
連
の
指
導
は
「
憲
法
第
一
九
条
の
思
想
・
良
心
の
自

由
に
対
し
、
公
共
の
福
祉
の
観
点
か
ら
許
容
さ
れ
た
制
約

の
範
囲
を
超
え
て
い
る
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
判
決
は
、
教
育
行
政
が
教
育
の
場
で
憲
法
を
乱
暴

に
蹂
躙
し
て
い
る
事
態
を
断
罪
し
、
憲
法
を
守
り
生
か
す

よ
う
命
じ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
政
府
や
府
教
委
に

対
し
て
も
同
様
で
す
。

３
． 「
日
の
丸
・
君
が
代
」押
し
つ
け

反
対
は
、憲
法
等
の
原
則
に
そ

っ
た
も
の

　

日
本
国
憲
法
は
、
精
神
的
自
由
の
中
で
最
も
根
本
的
な

思
想
・
良
心
の
自
由
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
ま
す
。

日
本
国
憲
法
第
一
九
条　

思
想
及
び
良
心
の
自
由

　

 

思
想
及
び
良
心
の
自
由
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な

ら
な
い
。

　

ま
た
、
政
府
が
批
准
し
て
い
る
「
子
ど
も
の
権
利
条

約
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」

　

第
一
四
条　

思
想
・
良
心
・
宗
教
の
自
由

　
　

１　

 

締
約
国
は
、思
想
、良
心
及
び
宗
教
の
自
由

に
つ
い
て
の
児
童
の
権
利
を
尊
重
す
る
。

　
　

２　

 

締
約
国
は
、
児
童
が
１
の
権
利
を
行
使
す

る
に
当
た
り
、
父
母
及
び
場
合
に
よ
り
法

定
保
護
者
が
児
童
に
対
し
そ
の
発
達
し
つ

つ
あ
る
能
力
に
適
合
す
る
方
法
で
指
示
を

与
え
る
権
利
及
び
義
務
を
尊
重
す
る
。

　

学
校
教
育
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
は
守
ら
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
。「
日
の
丸
」
に
対
し
起
立
し
た
く
な
い
生
徒
、「
君

が
代
」
を
斉
唱
し
た
く
な
い
生
徒
な
ど
の
自
由
を
侵
し
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、
そ
れ
を
侵
す
こ
と
が

予
測
さ
れ
る
事
態
を
あ
ら
か
じ
め
取
り
除
く
こ
と
が
求
め

ら
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
起
立
や
斉
唱
を
求
め
る
こ
と
は
「
内
心
を
明

ら
か
に
し
た
く
な
い
」
自
由
を
も
侵
害
し
ま
す
。

　

ま
た
卒
業
式
・
入
学
式
に
「
日
の
丸
・
君
が
代
」
を
む

り
や
り
持
ち
込
む
こ
と
が
、
式
の
主
人
公
で
あ
る
生
徒
の

た
め
に
な
る
か
、「
最
善
の
利
益
」
な
の
か
、
吟
味
さ
れ

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」

 

第
三
条　

子
ど
も
の
最
善
の
利
益

　
　

１　

 

児
童
に
関
す
る
す
べ
て
の
措
置
を
と
る
に

当
た
っ
て
は
、
公
的
若
し
く
は
私
的
な
社

会
福
祉
施
設
、
裁
判
所
、
行
政
当
局
又
は

立
法
機
関
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る

も
の
で
あ
っ
て
も
、
児
童
の
最
善
の
利
益

が
主
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
点
か
ら
見
て
、「
日
の
丸
・
君
が
代
」
を
持

ち
込
ま
な
い
こ
と
が
最
善
で
す
。

　

た
と
え
校
長
が
強
行
す
る
場
合
で
も
、
校
長
の
責
任
で

内
心
の
自
由
を
保
障
す
る
手
だ
て
や
事
前
の
説
明
措
置
を

講
じ
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
内
心
の
自
由
を
自
分

で
守
る
た
め
の
心
の
準
備
が
で
き
る
こ
と
、
権
利
確
保
の


