
休
業
手
当
の
各
種
取
扱
い
の
留
意
点 

  

『中
小
企
業
緊
急
雇
用
安
定
助
成
金
』に
つ
い
て
、
数
回
に
わ
た
り

連
載
し
て
き
ま
し
た
が
、
労
働
者
に
支
給
さ
れ
る
『休
業
手
当
』の

処
理
が
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。
税
務
、
社
会
保
険
、
労
働
保
険
上

そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
『賃
金
』と
は
違
っ
た
処
理
が
必
要
に
な
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。 

 

（１
）休
業
手
当
と
所
得
税 

 

休
業
手
当
は
、
労
働
基
準
法
第
８
章
（災
害
補
償
）の
規
定
に
よ
る

補
償
金
で
は
な
い
た
め
所
得
税
の
課
税
所
得
と
な
り
ま
す
。
ち
な
み

に
、
業
務
上
災
害
の
待
機
期
間
に
支
払
う
休
業
補
償
は
非
課
税
の

取
扱
い
と
な
り
ま
す
。 

 

（２
）休
業
手
当
と
労
働
保
険
料 

休
業
手
当
は
、
労
災
保
険
料
、
雇
用
保
険
料
の
計
算
対
象
と
な

り
ま
す
。
今
回
の
年
度
更
新
で
は
確
認
し
ま
し
ょ
う
。 

 

（３
）休
業
手
当
と
離
職
証
明
書 

失
業
給
付
は
、
賃
金
日
額
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
賃
金
日

額
は
、
原
則
と
し
て
、
離
職
日
の
直
前
６
ヶ
月
間
に
毎
月
決
ま
っ
て
支

払
わ
れ
た
賃
金
の
総
額
を
１
８
０
で
割
っ
て
算
出
し
た
額
で
す
。
と
こ

ろ
で
、
中
小
企
業
緊
急
雇
用
安
定
助
成
金
の
利
用
で
、
休
業
手
当
が

支
給
さ
れ
る
と
、
賃
金
日
額
が
減
少
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
た
め
に
、
離
職
証
明
書
に
は
休
業

手
当
を
含
め
た
賃
金
額
、
休
業
手
当
の
額
、
そ
の
日
数
、
余
白
部
分

に
「中
小
企
業
緊
急
雇
用
安
定
助
成
金
」と
記
載
し
、
助
成
金
の
支

給
を
受
け
た
日
数
等
を
記
入
し
ま
す
。 

こ
れ
に
よ
り
、
基
本
手
当
日
額
を
計
算
す
る
際
に
、
休
業
手
当

も
含
め
て
算
出
し
た
も
の
と
備
考
欄
に
記
載
し
た
休
業
手
当
を
除

い
て
算
出
し
た
も
の
の
２
つ
を
比
較
し
、
高
い
額
が
基
本
手
当
日
額

と
さ
れ
ま
す
。 

（４
）休
業
手
当
と
標
準
報
酬 

一
時
帰
休
に
伴
い
、
就
労
し
て
い
た
な
ら
ば
受
け
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
報
酬
よ
り
も
低
額
な
休
業
手
当
等
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
場
合
の
標
準
報
酬
の
決
定
及
び
改
定
は
、
次
に
よ
り
取
扱
う
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
（昭
和
５
０
年
３
月
２
９
日
庁
保
険
発
第
８
号

よ
り
） 

①
定
時
決
定 

標
準
報
酬
の
定
時
決
定
の
対
象
月
に
一
時
帰
休
に
伴
う
休
業
手

当
等
が
支
払
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
休
業
手
当
等
を
も
っ

て
報
酬
月
額
を
算
定
し
、
標
準
報
酬
を
決
定
す
る
こ
と
。 

た
だ
し
、
標
準
報
酬
の
決
定
の
際
、
既
に
一
時
帰
休
の
状
況
が
解
消

し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
定
時
決
定
を
行
う
年
の
九
月
以
後
に
お
い

て
受
け
る
べ
き
報
酬
を
も
っ
て
報
酬
月
額
を
算
定
し
、
標
準
報
酬
を

決
定
す
る
こ
と
。 

②
随
時
改
定 

一
時
帰
休
に
伴
い
、
就
労
し
て
い
た
な
ら
ば
受
け
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
報
酬
よ
り
も
低
額
な
休
業
手
当
等
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
つ

た
場
合
は
、
こ
れ
を
固
定
的
賃
金
の
変
動
と
み
な
し
、
随
時
改
定
の

対
象
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
報
酬
の
う
ち
固
定
的
賃
金
が
減

額
さ
れ
支
給
さ
れ
る
場
合
で
、
か
つ
、
そ
の
状
態
が
継
続
し
て
三
か

月
を
超
え
る
場
合
に
限
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
な
お
、
休
業
手
当
等

を
も
っ
て
標
準
報
酬
の
決
定
又
は
改
定
を
行
っ
た
後
に
一
時
帰
休
の

状
況
が
解
消
し
た
と
き
も
、
随
時
改
定
の
対
象
と
す
る
こ
と
。 

 

（５
）休
業
手
当
と
年
次
有
給
休
暇 

使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
休
業
期
間
に
つ
い
て
は
、

既
に
労
働
義
務
が
な
く
な
る
状
態
が
確
定
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
日
に
重
ね
て
労
働
義
務
を
免
除
す
る
年
次
有
給
休
暇

を
と
る
こ
と
は
労
働
基
準
法
の
趣
旨
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
、

年
次
有
給
休
暇
を
あ
た
え
な
く
て
も
違
反
と
な
り
ま
せ
ん
。 

    
 

（６
）休
業
手
当
と
は 

 

こ
れ
に
関
し
て
は
、
以
前
取
り
上
げ
ま
し
た
の
で
、
詳
細
は
割
愛

し
ま
す
が
、
労
働
基
準
法
に
お
け
る
休
業
手
当
、
平
均
賃
金
の
条

項
、
民
法
５
３
６
条
２
項
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
使
用
者
と
し
て
理
解

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。  
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