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〔
労
働
法
　
六
一
〕
　
臨
　
時
　
工
　
の
　
解
　
雇

（
欝
欝
懸
竃
　
）

　
【
事
実
】
　
原
告
ら
（
七
名
）
は
、
昭
和
三
三
年
一
二
月
か
ら
同
三
五
年
一
一
月

に
か
け
て
、
電
気
機
器
等
の
製
造
販
売
を
目
的
と
す
る
被
告
東
京
芝
浦
電
気
株

式
会
社
（
以
下
会
社
と
い
う
）
に
入
社
し
、
い
ず
れ
も
契
約
期
間
ニ
ヵ
月
の
臨
時

工
契
約
を
締
結
し
た
。
原
告
ら
は
、
応
募
の
際
、
会
社
か
ら
、
雇
用
期
問
を
二
ヵ

月
と
す
る
臨
時
工
と
し
て
雇
用
す
る
こ
と
お
よ
び
入
社
後
適
用
を
う
け
る
臨
時

従
業
員
就
業
規
則
所
定
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
が
、
そ
の
際
原

告
ら
は
い
ず
れ
も
、
「
二
ヵ
月
の
期
間
が
満
了
し
て
も
真
面
目
に
働
い
て
い
れ

ば
解
雇
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
安
心
」
て
長
く
働
い
て
欲
し
い
。
」
「
一

年
経
て
ば
本
工
登
用
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
」
等
の
説
明
を
受
け
て

お
り
、
臨
時
従
業
員
就
業
規
則
に
定
め
ら
れ
て
い
る
期
間
に
か
か
わ
ら
ず
、
将

来
長
く
継
続
し
て
雇
用
さ
れ
る
も
の
と
信
じ
て
労
働
契
約
を
締
結
L
た
。

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

　
そ
の
後
、
会
社
は
原
告
ら
に
対
す
る
右
契
約
期
間
が
満
了
し
て
も
、
数
回
な

い
し
二
〇
数
回
に
わ
た
つ
て
右
契
約
を
反
覆
更
新
し
た
。
も
と
も
と
臨
時
従
業

員
就
業
規
則
三
三
条
に
は
年
次
有
給
休
暇
の
定
め
が
あ
，
つ
て
、
一
年
以
上
の
雇

用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
し
、
ま
た
本
工
登
用
試
験
に
数
回
不
合
格
の

者
で
も
、
任
意
退
職
し
て
行
つ
た
者
以
外
は
、
相
当
数
の
老
が
引
き
続
き
雇
用

さ
れ
て
い
た
。

　
な
お
、
会
社
は
、
昭
和
三
四
年
頃
、
当
時
の
日
本
経
済
界
の
好
況
に
伴
い
そ

の
生
産
が
上
昇
し
、
設
備
投
資
に
伴
う
労
働
力
の
不
足
に
悩
み
、
労
働
者
を
広

く
全
国
的
に
募
集
し
て
い
た
が
、
そ
の
従
業
員
に
は
、
正
規
従
業
員
（
“
本
工
）

と
臨
時
従
業
員
（
“
臨
時
工
）
の
区
別
が
あ
つ
た
．
本
工
と
臨
時
工
の
主
な
相
違

点
は
、
臨
時
工
に
は
本
工
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
就
業
規
則
と
内
容
の
異
な
る
臨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
　
　
（
一
二
一
五
）



　
　
　
判
例
　
研
　
究

時
従
業
員
就
業
規
則
が
定
め
ら
れ
て
お
り
」
臨
時
工
は
、
本
工
労
働
組
合
に
加

入
で
き
ず
、
非
組
合
員
と
さ
れ
、
労
働
協
約
の
適
用
も
な
い
こ
ど
、
ま
た
、
そ

の
採
用
基
準
も
臨
時
工
に
比
し
て
本
工
の
そ
れ
は
厳
格
に
行
な
わ
れ
て
い
る
と

は
い
え
、
給
与
体
系
、
労
働
時
間
等
に
お
い
て
本
工
の
そ
れ
に
比
し
て
か
な
り

不
利
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
従
事
す
る
仕
事
の
種

類
・
内
容
の
点
で
は
、
本
工
と
臨
時
工
と
で
何
ら
の
差
異
も
な
く
、
会
社
の
全

従
業
員
中
本
工
と
臨
時
工
の
比
率
は
昭
和
三
五
年
七
月
末
日
当
時
本
工
の
三
万

二
、
九
一
二
人
に
対
し
，
臨
時
工
は
一
万
六
、
九
八
○
人
で
、
し
か
も
臨
時
工

の
ほ
と
ん
ど
が
長
期
間
に
わ
た
つ
て
継
続
し
て
雇
傭
さ
れ
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
会
社
は
、
昭
和
三
五
年
末
頃
か
ら
昭
和
三
八
年
に
か
け
て
、
そ
れ

ぞ
れ
期
間
満
了
日
を
も
り
て
契
約
更
新
を
拒
否
し
、
右
満
了
日
後
の
原
告
ら
の

就
労
を
拒
否
し
た
。
会
社
が
契
約
更
新
を
拒
否
し
た
理
由
は
各
原
告
に
よ
つ
て

異
る
が
、
仕
事
の
能
率
低
下
、
成
績
不
良
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
原
告
ら
は

い
ず
れ
も
こ
の
拒
否
の
意
思
表
示
を
無
効
と
主
張
し
、
従
業
員
た
る
地
位
の
確

認
お
よ
び
賃
金
の
支
払
請
求
の
訴
を
横
浜
地
方
裁
判
所
へ
提
起
し
た
．

　
【
判
旨
】
」
、
本
件
労
働
契
約
は
、
本
工
登
用
試
験
の
合
格
に
よ
り
本
工
に

採
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
当
初
は
有
期
（
二
ヵ
月
）
の
労
働
契
約
で
あ
つ
た
が
、

こ
の
期
間
の
定
め
は
、
右
の
「
事
実
関
係
の
下
に
お
い
て
本
件
労
働
契
約
が
締

結
さ
れ
、
か
つ
数
回
な
い
し
二
〇
数
回
に
亘
つ
て
更
新
さ
れ
、
原
告
ら
が
引
ぎ

続
き
雇
用
さ
れ
て
き
た
実
質
λ
い
わ
ゆ
る
連
鎖
労
働
契
約
の
成
立
）
に
鑑
み
れ

ぽ
、
殊
に
会
社
の
設
備
拡
張
、
生
産
力
増
強
に
伴
う
緊
倉
の
労
働
力
需
要
に
基

ぐ
過
剰
誘
引
と
そ
の
利
用
関
係
の
維
持
に
由
来
す
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
漸
次

そ
の
臨
時
性
を
失
い
、
本
件
傭
止
め
の
当
時
に
は
す
で
に
期
間
の
定
め
の
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吋
〇
四
　
　
（
＝
＝
六
）

労
働
契
約
（
本
工
契
約
で
は
な
い
。
）
に
移
転
し
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で

あ
る
か
ら
、
原
告
ら
に
対
す
る
会
社
の
本
件
労
働
契
約
更
新
拒
否
の
意
思
表
示

は
法
律
上
解
雇
の
意
思
表
示
と
み
る
べ
き
」
で
あ
る
．
し
た
が
つ
て
、
臨
時
従

業
員
就
業
規
則
所
定
の
「
契
約
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
解
雇
す
る
」
旨
の
規

定
は
、
解
雇
当
時
に
お
い
て
す
で
に
原
告
ら
に
対
し
て
適
用
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
も
の
で
あ
る
。

　
二
、
「
本
件
傭
止
め
の
意
思
表
示
は
こ
れ
を
法
律
上
解
雇
の
意
思
表
示
と
み

る
べ
き
と
こ
ろ
、
お
よ
そ
就
業
規
則
に
解
雇
基
準
条
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場

合
に
は
解
雇
事
由
は
そ
れ
に
限
定
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
に
該
当
す
る
事
実
が
存

し
た
場
合
で
も
、
そ
の
内
容
が
解
雇
を
も
つ
て
臨
む
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る

と
き
に
の
み
解
雇
権
の
発
動
が
正
当
化
さ
れ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
ρ

て
、
単
に
生
産
計
画
に
伴
う
過
剰
人
員
排
除
の
必
要
性
と
い
う
一
般
的
事
由
の

み
で
労
働
者
は
解
雇
し
え
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
」

　
裁
判
所
は
、
右
の
見
地
か
ら
、
原
告
ら
に
対
す
る
会
社
の
契
約
更
新
拒
否
の

理
由
を
解
雇
理
由
と
み
、
各
原
告
の
解
雇
理
由
を
検
討
し
、
二
名
を
除
く
原
告

ら
に
対
す
る
解
雇
は
、
「
同
人
ら
の
所
為
が
そ
れ
ぞ
れ
解
雇
事
由
を
定
め
た
臨

就
規
第
八
条
お
よ
び
第
九
条
の
い
ず
れ
の
解
雇
の
事
由
に
も
該
当
し
な
い
か
、

又
は
該
当
し
て
も
な
お
会
社
と
し
て
は
同
人
ら
，
の
有
す
る
労
働
契
約
上
の
法
的

地
位
（
本
工
で
は
な
い
が
、
雇
用
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
者
）
に
か
ん
が
み
れ

ば
同
人
ら
に
対
し
更
に
他
に
有
効
、
適
切
な
措
置
を
執
る
裁
量
の
余
地
が
絶
対

に
な
か
つ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
解
雇
権
の
乱
用
と
な
り
、
い
ず
れ
に
し

て
も
そ
の
解
雇
は
無
効
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
と
判
断
し
た
。

　
【
評
釈
】
　
一
、
b
わ
ゆ
る
「
臨
時
工
し
制
度
嫁
、
外
矧
に
轄
み
る
こ
と
の
で



な
な
い
日
本
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
日
本
の
労
使
関
係
が
．
終
生
雇
用

お
よ
び
年
功
制
度
を
基
本
と
し
て
い
る
こ
と
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
労
働
者
は
一
旦
正
規
の
従
業
員
（
本
工
）
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
と
定
年
ま

で
解
雇
さ
れ
な
い
し
、
勤
続
年
数
が
増
加
す
る
に
従
つ
て
そ
の
賃
金
・
地
位
も

上
昇
し
て
い
く
の
が
原
則
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て

は
、
景
気
変
動
は
不
可
避
で
あ
り
、
企
業
は
そ
れ
に
対
応
す
る
雇
用
量
の
増
減

を
行
な
わ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
本
工
は
終
生
雇
用
が
建
前
で
あ
る

が
ら
、
こ
れ
に
よ
つ
て
雇
用
量
の
調
整
を
行
な
う
こ
と
は
原
則
的
に
で
き
な

い
。
そ
こ
で
企
業
は
本
工
の
ほ
か
に
臨
時
工
を
採
用
し
、
こ
れ
と
短
期
の
契
約

を
締
結
し
、
好
景
気
が
持
続
す
る
間
は
こ
れ
を
反
覆
更
新
し
、
景
気
が
悪
化
す

る
と
更
新
を
拒
否
し
、
そ
れ
に
よ
つ
て
景
気
変
動
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
。
ま

た
、
本
工
に
は
年
功
賃
金
が
適
用
さ
れ
る
が
、
臨
時
工
に
は
そ
の
適
用
が
な

く
、
ど
ん
な
に
長
期
に
わ
た
つ
て
勤
務
し
て
も
、
そ
れ
に
応
じ
て
賃
金
が
上
る

と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
全
く
労
働
市
場
に
お
け
る
需
要
と
供
給
と
の
関

係
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
で
は
長
い
問
労
働
力
が
豊
富
に

存
在
し
た
か
ら
、
そ
の
賃
金
は
低
く
定
め
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
も
つ
と

も
、
近
時
に
お
け
る
労
働
力
と
り
わ
け
若
年
労
働
力
の
不
足
は
、
臨
時
工
の
供

給
源
を
枯
渇
さ
せ
、
臨
時
工
制
度
に
も
変
化
を
与
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
労

働
力
不
足
の
た
め
に
、
企
業
が
労
働
者
を
臨
時
工
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
が
次

第
に
困
難
と
な
り
、
こ
れ
を
打
開
す
る
た
め
本
工
登
用
へ
の
途
を
制
度
と
し
て

開
く
企
業
が
あ
ら
わ
れ
、
こ
れ
が
次
第
に
一
般
化
し
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
臨

時
工
の
需
要
増
、
供
給
減
か
ら
、
臨
時
工
の
賃
金
も
大
幅
に
上
昇
し
て
い
る
。

　
二
、
こ
の
よ
う
に
、
労
働
力
不
足
等
を
背
景
と
し
て
臨
時
工
の
地
位
に
も
改

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

善
が
み
ら
れ
る
恭
、
労
働
法
の
立
場
か
ら
は
．
臨
時
工
の
賃
金
に
つ
い
て
は
労

組
法
一
七
条
の
一
般
的
拘
束
力
の
適
用
が
問
題
と
さ
れ
、
解
雇
に
つ
い
て
も
、

短
期
契
約
を
反
覆
更
新
す
る
臨
時
工
を
本
工
と
同
じ
よ
う
に
取
り
扱
5
べ
き
か

が
問
題
と
さ
れ
た
。
本
件
で
問
題
と
な
つ
た
の
は
、
ま
さ
に
後
者
で
あ
る
。

　
い
ま
、
こ
の
点
に
つ
い
て
従
来
の
裁
判
例
を
み
る
と
、
臨
時
工
契
約
の
「
更

新
」
と
い
う
形
式
的
側
面
を
重
視
し
、
契
約
更
新
が
常
態
化
し
て
い
る
場
合
に

も
、
な
お
依
然
と
し
て
期
間
の
定
め
の
あ
る
契
約
が
存
在
す
る
と
解
す
る
立
場

が
多
い
　
（
東
洋
オ
ー
チ
ス
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
事
件
東
京
地
判
昭
二
七
・
一
二
・
一

五
、
新
日
本
飛
行
機
事
件
横
浜
地
判
昭
二
九
・
七
・
一
三
、
三
菱
造
船
所
事
件
長
崎

地
判
昭
三
九
・
六
・
一
二
、
神
戸
製
鋼
所
事
件
神
戸
地
判
昭
四
一
・
五
・
二
五
、
凸

版
印
刷
事
件
東
京
地
判
昭
四
二
・
六
る
九
）
．

　
し
か
し
、
長
期
に
わ
た
つ
て
継
続
雇
用
さ
れ
、
従
事
す
る
作
業
の
種
類
・
内

容
に
お
い
て
本
工
と
変
わ
り
な
い
臨
時
工
が
、
そ
の
労
働
契
約
を
短
期
に
定
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
合
理
性
が
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
企
業
の
側

か
ら
は
、
景
気
変
動
と
の
関
係
か
ら
期
間
の
制
限
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
な
の

で
あ
ろ
う
が
、
企
業
の
必
要
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
生
存
権
の
要
請
か
ら
生
じ

て
く
る
労
働
保
護
法
の
精
神
を
軽
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
反
覆
更
新
さ
れ
た
臨
時
工
契
約
は
期
間
の
定
め
の
な
い
も
の
と
解

す
べ
き
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
法
構
成
す
べ
き
か
は
問
題
で
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
き
注
目
す
べ
き
は
、
第
一
に
脱
法
の
意
図
が
あ
る
と
き
は
（
こ

の
場
合
、
い
か
な
る
『
法
』
を
潜
脱
す
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
）
、
短

期
臨
時
工
契
約
が
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
に
転
化
す
る
も
の
と
み
、
脱
法
の

意
図
の
有
無
ば
客
観
的
基
準
に
よ
つ
て
決
す
べ
き
も
の
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
、
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こ
の
立
場
に
よ
れ
ぽ
、
ω
景
気
変
動
に
対
す
る
調
整
弁
と
し
て
短
期
間
の
定
め

の
あ
る
契
約
を
締
結
し
て
い
な
い
か
、
働
当
該
労
働
契
約
関
係
・
職
種
・
企
業
形

態
か
ら
み
て
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
相
当
の
理
由
な

い
し
社
会
的
妥
当
性
を
も
つ
て
い
る
か
、
⑥
経
営
の
慣
習
な
い
し
契
約
当
時
の

諸
事
情
か
ら
労
働
者
が
契
約
更
新
の
期
待
可
能
性
を
も
つ
て
い
な
か
つ
た
か
、

と
い
う
よ
う
な
諸
点
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
（
駄
魑
噂
曉
も
臨
蜻
虹
勲
諮

朗
捲
胞
晦
胴
鴨
乾
冊
蜘
馴
混
細
肱
承
洲
野
鯵
蝋
ド
腕
鋤
鮮
迫
）
。
そ
う
し
て
「
臨
時
工
の
労
働

契
約
に
お
け
る
更
新
の
繰
り
返
し
は
、
企
業
経
営
の
調
整
弁
と
し
て
使
用
者
に

よ
る
臨
時
工
の
解
雇
を
容
易
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
労
働
基
準
法
二
〇
条
の
解
雇
予
告
あ
る
い
は
予
告
手

当
に
つ
い
て
の
脱
法
の
意
図
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
繰
り
返
し
更
新
さ
れ
る

臨
時
工
の
短
期
労
働
契
約
は
、
期
間
の
定
な
い
労
働
契
約
と
し
て
取
り
扱
わ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
説
か
れ
る
（
耀
騨
胱
榔
』
鰍
繍
算
蝋
断
二
の
櫛
鋳
菰
燗
蠣
、
）
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
は
、
第
二
の
立
場
、
す
な
わ
ち
、
臨
時
工
契
約
が
繰

り
返
し
更
新
さ
れ
、
労
働
契
約
関
係
が
継
続
し
た
と
い
う
事
実
は
、
「
当
事
者

の
当
初
の
意
図
を
修
正
す
る
ぽ
か
り
で
な
く
、
継
続
し
て
い
る
事
実
は
臨
時
工

の
労
働
契
約
に
お
け
る
期
間
に
か
ぎ
つ
て
そ
の
内
容
の
変
化
を
実
現
す
る
」
と

す
る
見
解
（
翻
玖
癩
穐
峡
ん
昧
醐
識
諸
粥
儲
○の
娚
囑
堪
本
）
と
ほ
と
ん
ど
差
異
が
な
く
な
る

で
あ
ろ
う
。

　
右
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
本
判
決
は
「
当
初
は
有
期
（
ニ
ヵ
月
）
の
労
働
契

約
で
あ
つ
た
が
、
こ
の
ニ
カ
月
の
雇
用
期
間
の
定
め
は
叙
上
の
事
実
関
係
の
下

に
お
い
て
本
件
各
労
働
契
約
が
締
結
さ
れ
か
つ
数
回
な
い
し
二
〇
回
に
亘
つ
て

更
新
さ
れ
原
告
ら
が
引
続
き
雇
用
さ
れ
て
き
た
実
質
　
（
b
わ
ゆ
る
連
鎖
労
働
契

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
　
　
（
＝
二
八
）

約
の
成
立
）
に
鑑
み
れ
ば
、
殊
に
会
社
の
設
備
拡
張
、
生
産
力
増
強
に
伴
う
緊

急
の
労
働
力
需
要
に
基
く
過
剰
誘
引
と
そ
の
利
用
関
係
の
維
持
に
由
来
す
る
こ

と
か
ら
し
て
も
、
漸
次
そ
の
臨
時
性
を
失
い
…
…
存
続
期
間
の
定
め
の
な
い
労

働
契
約
…
－
に
転
移
し
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
お

り
、
右
第
二
の
立
場
に
か
な
り
接
近
し
た
考
え
方
を
と
つ
て
い
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
晦
時
工
契
約
の
実
態
に
即
し
て
判
断
し
た
正
当
な
も
の
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
か
か
る
態
度
は
近
時
よ
う
や
く
裁
判
所
に
よ
つ
て
採
用

さ
れ
つ
つ
あ
り
、
注
目
に
価
す
る
で
あ
ろ
う
（
日
本
ビ
ク
タ
ー
事
件
横
浜
地
判
昭

四
丁
五
・
二
五
、
日
本
鋼
管
事
件
東
京
地
判
昭
四
一
・
九
・
六
）
。

　
三
、
こ
の
よ
う
に
、
短
期
臨
時
工
契
約
が
反
覆
更
新
さ
れ
、
期
間
の
定
め
の

な
い
契
約
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
と
ぎ
は
、
契
約
更
新
拒
否
の
意
思
表
示
は
、

当
然
解
雇
の
意
思
表
示
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ

も
労
働
老
の
解
雇
に
は
正
当
事
由
が
必
要
な
の
か
、
そ
れ
と
も
濫
用
に
わ
た
ら

な
い
限
り
、
原
則
と
し
て
使
用
者
に
解
雇
の
自
由
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
争

い
が
あ
る
が
（
群
畷
㌧
鞘
個
蜘
騒
餉
陳
○っ
嚇
ガ
矧
旧
蝶
酬
礁
鋸
勲
）
、
か
り
に
後
者
の
立
場
に

た
つ
と
し
て
も
、
使
用
者
が
そ
の
解
雇
の
自
由
を
就
業
規
則
等
に
よ
つ
て
制
限

す
る
こ
と
は
自
由
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
就
業
規
則
等
に
解
雇
理
由
を
あ
げ
て

い
る
場
合
は
、
こ
の
理
由
に
該
当
し
な
け
れ
ば
使
用
老
は
労
働
者
を
解
雇
し
え

な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
、
る
か
ら
、
こ
れ
に
該
当
す
る
事
実
が
な
い
の
に
解
雇
を

し
て
も
効
力
を
生
じ
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
本
判
決
は
、
「
本
件
傭
止
め
の
意
思
表
示
は
こ

れ
を
解
雇
の
意
思
表
示
と
み
る
べ
き
」
で
あ
る
と
し
、
「
お
よ
そ
就
業
規
則
に
解

雇
基
準
条
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
解
雇
事
由
は
そ
れ
に
限
定
さ
れ
．



し
か
も
そ
れ
に
該
当
す
る
事
実
が
存
し
た
場
合
で
も
そ
の
内
容
が
解
雇
権
を
も

つ
て
臨
む
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
と
き
に
の
み
解
雇
権
の
発
動
が
正
当
化
さ

れ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
つ
て
、
単
に
生
産
計
画
に
伴
う
過
剰
人
員
排
除

の
必
要
性
と
い
う
一
般
的
事
由
の
み
で
労
働
者
は
解
雇
し
え
な
い
」

て
お
り
、
正
当
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
以
上
要
す
る
に
、
判
旨
に
賛
成
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
（
宮
本

と
判
断
し

安
美
）

判
例
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一
〇
七
　
　
（
一
二
一
九
）


