
人
を
雇
い
入
れ
る
際
は
、
労
働
条
件
な
ど
が
記
載
さ
れ
た
文

書
を
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

労
働
関
係
の
基
本
と
な
る
法
律
は
「
労
働
基
準
法
」
で
す
。

労
働
基
準
法
に
よ
れ
ば
、
書
面
を
交
付
し
て
明
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
採
用
に
際
し
て

は
必
要
な
事
項
が
明
示
さ
れ
た
書
面
が
交
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

書
面
で
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
と
し
て
は
、
賃
金
、

労
働
時
間
そ
の
他
労
働
条
件
（
労
働
契
約
の
期
間
、
就
業
場
所
、

従
事
す
る
業
務
の
内
容
、
休
日
、
休
暇
、
退
職
に
関
す
る
事
項

な
ど
）
で
す
。
こ
れ
に
違
反
し
て
書
面
を
交
付
し
な
い
と
き
は
、
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以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
他
の
労
働
条
件
、
例
え
ば
、
賞
与
や
昇
給
、
休
職
な
ど

に
関
す
る
事
項
は
口
頭
で
明
示
す
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
を
採
用
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
書
面
を

交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
（
短
時
間
労
働
者
）
に
つ
い
て
は
、
労
働

基
準
法
に
加
え
て
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
」
が
適
用
さ
れ
ま

す
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
に
よ
れ
ば
、
Ａ
１
の
「
書
面
で
明

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
」
に
加
え
て
、
昇
級
・
退
職
手

当
・
賞
与
に
つ
い
て
も
文
書
な
ど
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が

希
望
し
た
場
合
は
電
子
メ
ー
ル
や
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
も
可
）
に
よ
り
明

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、

書
面
に
よ
り
明
示
が
必
要
な
事
項
は
、
正
社
員
よ
り
も
多
い
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

業
績
の
低
迷
を
理
由
に
賃
金
カ
ッ
ト
を
提
案
し
た
い
の
で
す

が
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

労
働
条
件
は
、
①
使
用
者
と
労
働
者
の
個
別
の
合
意
、
②
就

業
規
則
に
よ
る
定
め
、
③
使
用
者
と
労
働
組
合
と
の
間
の
労
働

協
約
に
よ
っ
て
定
ま
り
ま
す
。
賃
金
も
労
働
条
件
の
一
部
で
す
。

そ
こ
で
ま
ず
、
使
用
者
か
ら
提
案
さ
れ
た
賃
金
カ
ッ
ト
案
に
各

労
働
者
が
同
意
す
れ
ば
賃
金
カ
ッ
ト
は
可
能
と
な
り
ま
す
が
、
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労
働
者
に
は
こ
れ
に
同
意
す
る
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。
各
労
働

者
か
ら
個
別
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
、
使
用
者
と
し
て
は
、

次
の
手
続
と
し
て
、
就
業
規
則
を
変
更
し
て
、
賃
金
カ
ッ
ト
を

許
容
す
る
よ
う
な
内
容
に
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

た
だ
、
こ
れ
は
労
働
者
に
と
っ
て
は
「
不
利
益
変
更
」
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
就
業
規
則
を
「
不
利
益
変
更
」
す
る
際
に
は
、

そ
の
不
利
益
を
労
働
者
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る

よ
う
な
、「
高
度
の
必
要
性
に
基
づ
い
た
合
理
的
な
内
容
」
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
て
お
り
、
強
硬
な
賃
金
カ
ッ
ト
は

裁
判
所
に
よ
っ
て
無
効
と
判
断
さ
れ
る
場
合
も
多
い
の
で
す
。

賃
金
カ
ッ
ト
は
、
事
業
を
存
続
さ
せ
る
た
め
の
最
後
の
手
段

と
言
え
ま
す
か
ら
、
そ
れ
が
実
行
さ
れ
る
前
に
、
そ
の
他
の
経

費
の
削
減
や
使
用
者
の
収
入
カ
ッ
ト
等
の
「
痛
み
を
分
か
ち
合

う
」
努
力
が
必
要
で
す
。
労
働
者
に
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
使
用
者
と
労
働
者
が
一
体
と
な
っ
て
再
建
に
取

り
組
む
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

労
働
時
間
に
つ
い
て
は
法
律
上
ど
の
よ
う
な
定
め
が
あ
り
ま

す
か
。

使
用
者
は
、
休
憩
時
間
を
除
い
て
１
日
に
８
時
間
、
１
週
間

に
40
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
法
律
の

定
め
が
あ
り
、
時
間
外
ま
た
は
休
日
に
労
働
さ
せ
る
場
合
に
は
、

労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
か
労
働
者
の
過
半
数

を
代
表
す
る
者
と
労
使
協
定
を
締
結
し
、
事
前
に
所
轄
の
労
働

基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
多
く
の
企
業
で
残
業
が
あ
り
ま
す
。
残
業
の
際
の

賃
金
は
、
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

割
増
賃
金
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
割
増
賃
金
に
は
「
時
間
外
」

「
休
日
」「
深
夜
（
原
則
と
し
て
午
後
10
時
〜
午
前
５
時
）」
の

３
種
類
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
時
間
外
に
労
働
さ
せ
た
場
合

に
は
、
２
割
５
分
以
上
の
率
で
計
算
し
た
割
増
賃
金
を
支
払
わ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
長
時
間
労
働
の
抑
制
の
た

め
、
平
成
22
年
４
月
１
日
か
ら
は
、
１
か
月
60
時
間
を
超
え
る

法
定
時
間
外
労
働
に
対
す
る
割
増
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た

（
中
小
企
業
は
当
分
の
間
、
適
用
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。）。

残
業
代
の
よ
う
な
割
増
賃
金
の
計
算
に
は
、
基
本
給
だ
け
で
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