
解
雇
問
題
に
係
る
個
別
労
働
紛
争

解
決
制
度
の
利
用
増
加

山
口
労
働
局
よ
り
、
平
成
１
６
年
４
月
か
ら
同
年
９

月
ま
で
の
平
成
１
６
年
度
上
半
期
に
お
け
る
労
働
紛
争

解
決
の
援
助
・
処
理
状
況
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
が
公
開

。

、

、

さ
れ
ま
し
た

以
下

山
口
労
働
局
の
資
料
に
基
づ
き

紛
争
解
決
の
援
助
・
処
理
状
況
に
つ
い
て
概
説
し
て
い

き
ま
す
。

相
談
受
付
状
況

平
成
１
６
年
度
上
半
期
に
山
口
労
働
局
に
寄
せ
ら
れ

た
相
談
受
付
件
数
は
、
総
合
労
働
相
談
セ
ン
タ
ー
、
労

７
０
０
３

働
基
準
監
督
署
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
合
わ
せ
て

に
上
り
、
そ
の
９
割
は
労
働
基
準
法
関
連
の
相
談
と

件な
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
解
雇
に
係
る
紛
争
処
理
件

数
が
大
幅
に
増
加
し
て
い
ま
す
。

（
１
）
民
事
上
に
係
る
相
談

平
成
１
６
年
度
上
半
期
に
お
い
て
、
７
１
３
件
の
民

事
労
動
相
談
が
寄
せ
ら
れ
前
年
同
期
比
２
４
％
の
増

加
で
し
た
。
そ
の
主
な
内
訳
と
し
て
は
、

①
解
雇
に
関
す
る
内
容
（
２
１
１
件
）

②
労
働
条
件
引
き
下
げ
（
１
０
８
件
）

③
退
職
勧
奨

（
６
９
件
）

④
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
（
６
９
件
）

（
２
）
山
口
労
働
局
長
の
助
言
・
指
導

平
成
１
６
年
度
上
半
期
に
お
い
て
、
山
口
労
働
局
長、

に
よ
る
助
言
・
指
導
の
申
し
出
が
な
さ
れ
た
件
数
は

労
働
者
か
ら
の
申
し
出
に
よ
る
も
の
が
８
６
件
、
事

業
主
か
ら
の
も
の
が
４
件
、
合
計
９
０
件
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
主
な
内
訳
と
し
て
は
、

①
解
雇
に
関
す
る
内
容
（
３
９
件
）

②
労
働
条
件
引
き
下
げ
（
１
０
件
）

③
退
職
勧
奨

（
３
件
）

④
配
置
転
換

（
３
件
）

（
３
）
紛
争
調
整
委
員
会
に
よ
る
あ
っ
せ
ん

平
成
１
６
年
度
上
半
期
に
お
い
て
、
あ
っ
せ
ん
の
申

請
が
な
さ
れ
た
事
案
は
３
２
件
に
上
り
、
申
請
人
は

い
ず
れ
も
労
働
者
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
主
な
内
訳
と
し
て
は
、

①
解
雇
に
関
す
る
内
容
（
１
７
件
）

②
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
（
５
件
）

従
業
員
規
模
５
０
人
未
満
の
事
業
所
に
お
け
る
も
の

が
３
分
の
２
を
占
め
て
い
ま
す
。

助
言
・
指
導
・
あ
っ
せ
ん
の
事
例

（
１
）
労
働
条
件
の
不
利
益
変
更
に
係
る
事
例

＊
事
案
の
概
要

パ
ー
ト
社
員
と
し
て
入
社
し
た
が
、
長
引
く
病
気

治
療
の
た
め
会
社
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
か
ら
、

２
０
日
程
度
残
っ
て
い
る
有
給
休
暇
す
べ
て
消
化

し
て
退
職
し
た
い
と
申
出
た
と
こ
ろ
、
退
職
す
る

場
合
は
１
ヶ
月
前
に
申
し
出
る
こ
と
と
定
ま
っ
て

お
り
、
ル
ー
ル
に
反
す
る
と
し
て
年
休
の
取
得
を

拒
否
さ
れ
、
取
得
に
向
け
て
解
決
を
求
め
る
も
の

＊
助
言
指
導
の
内
容
・
結
果

事
業
所
に
対
し
、
民
法
上
の
退
職
ル
ー
ル
、
退
職

時
の
年
休
一
括
消
化
の
合
法
性
に
つ
い
て
助
言
し

た
と
こ
ろ
、
残
余
の
有
給
休
暇
を
す
べ
て
消
化
し

退
職
す
る
こ
と
で
双
方
合
意
し
、
解
決
し
た
。

＊
ポ
イ
ン
ト

期
間
の
定
め
の
な
い
雇
用
契
約
は
、
民
法
第
６
２

７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
退
職
の
申
出
か
ら

１
４
日
を
経
過
す
れ
ば
終
了
す
る
。
こ
の
場
合
、

就
業
規
則
の
規
定
よ
り
、
民
法
の
規
定
が
優
先
さ

れ
る
。

（
２
）
雇
用
保
険
の
補
填
を
め
ぐ
る
あ
っ
せ
ん
事
例

＊
事
案
の
概
要

労
働
者
Ｘ
は
、
事
業
所
Ｙ
を
退
職
し
、
雇
用
保
険

の
支
給
手
続
き
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
事
業
所
Ｙ
が

雇
用
保
険
の
加
入
手
続
き
を
怠
っ
て
い
た
た
め
、

本
来
で
あ
れ
ば
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
よ
り
も
少

な
い
給
付
し
か
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
た
め
、
そ
の
差
額
を
事
業
所
Ｙ
に
支
払
っ
て

欲
し
い
と
、
あ
っ
せ
ん
の
申
請
を
行
っ
た
。

＊
あ
っ
せ
ん
の
内
容
・
結
果

事
業
所
Ｙ
が
労
働
者
Ｘ
に
対
し
て
和
解
金
と
し
て

３
５
万
円
を
支
払
う
こ
と
で
合
意
が
成
立
し
た
。

ま
た
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
和
解
文
書
を
作
成
し

た
。

＊
ポ
イ
ン
ト

雇
用
保
険
加
入
手
続
き
の
遅
れ
に
係
る
当
事
者
双

方
の
落
ち
度
、
本
来
受
け
ら
れ
る
失
業
給
付
と
の

過
失
相
殺
を
加
味
し
て
和
解
金
を
算
出
し
た
。
パ

ー
ト
タ
イ
マ
ー
で
も
週
２
０
時
間
以
上
勤
務
で
あ

れ
ば
、
短
期
の
有
期
契
約
を
除
き
加
入
基
準
を
満

た
す
の
で
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
遡
及

加
入
は
２
年
間
し
か
で
き
な
い
の
で
、
未
加
入
の

期
間
が
長
い
と
和
解
金
の
額
が
増
大
す
る
。


