
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
会
社
の
対
応 

  

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
症
は
、
１
２
月
中
旬
か
ら
翌
年
１
月
上

旬
に
か
け
て
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
と
の
報
道
が
あ
り
ま
し
た
。
学
校
等

で
は
学
級
閉
鎖
、
学
年
閉
鎖
等
を
実
施
す
る
と
こ
ろ
が
増
加
し
て
い

る
よ
う
で
す
。
学
校
関
係
者
は
休
講
し
た
時
間
を
ど
う
挽
回
す
る

か
が
最
大
の
懸
念
事
項
で
す
。
一
方
会
社
で
は
、
休
業
に
よ
る
生
産
、

販
売
、
営
業
活
動
の
リ
カ
バ
リ
ー
も
大
事
に
な
っ
て
き
ま
す
が
、
休

業
中
の
労
働
者
の
処
遇
も
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
労
働
者
本

人
の
罹
患
、
ま
た
そ
の
家
族
の
罹
患
と
ケ
ー
ス
毎
に
取
扱
い
が
違
っ

て
き
ま
す
。
厚
生
労
働
省
の
通
達
等
を
参
考
に
概
説
し
ま
す
。 

 

●
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
罹
患
し
て
休
業
す
る
労
働
者
の
給
与

の
取
扱
い
に
つ
い
て 

 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
労
働
者
を
休
業
さ
せ
た
場
合
は
、
会
社

は
、
給
与
の
取
扱
い
を
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 

そ
こ
で
、
ま
ず
は
休
業
手
当
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
ま
す
。 

労
働
基
準
法
第
２
６
条
で
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

『使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
休
業
の
場
合
に
お
い
て
は
、 

使
用
者
は
、
休
業
期
間
中
当
該
労
働
者
に
、
そ
の
平
均
賃
金
の 

１
０
０
分
の
６
０
以
上
の
手
当
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
』 

  

つ
ま
り
、
「使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
」で
な
け
れ
ば
、
休
業

手
当
を
支
払
う
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
事
由
に
含
ま

れ
な
い
も
の
は
、
不
可
抗
力
に
よ
る
も
の
で
、
次
の
２
つ
の
要
件
を
満

た
し
た
も
の
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、 

              

 

（１
）新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
罹
っ
た
場
合 

↓ 

休
業
手
当
の
支
給
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
（２
）罹
っ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
た
め
会
社
が
自
主
的
な
判
断
で
休
業 

さ
せ
る
場
合 ↓ 

休
業
手
当
の
支
給
が
必
要
で
す
。 

 

（３
）労
働
者
が
い
わ
ゆ
る
濃
厚
接
触
者
（感
染
者
の
２
メ
ー
ト
ル
以 

内
に
い
た
者
等
）で
あ
っ
た
場
合 

↓ 

休
業
手
当
の
支
給
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

（４
）労
働
者
の
家
族
が
感
染
し
た
た
め
そ
の
労
働
者
を
休
業
さ
せ 

る
場
合 

↓ 

休
業
手
当
の
支
給
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。 

た
だ
し
、
協
力
要
請
等
の
範
囲
を
超
え
て
休
業
さ
せ
る
場
合
や
、

使
用
者
の
自
主
的
判
断
で
休
業
さ
せ
る
場
合
に
は
、
一
般
的
に
「使

用
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
休
業
」に
当
て
は
ま
り
、
休
業

手
当
を
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

い
ず
れ
に
し
て
も
判
断
に
迷
い
そ
う
で
す
ね
。 

  

●
実
務
上
の
措
置 

 

行
政
解
釈
で
は
、
通
常
の
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
就
業
制
限
等

の
措
置
が
取
ら
れ
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、

休
業
手
当
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
今
回
の
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、
感
染
症
法
の
第
一
類
か
ら
三
類
に
該
当
す
る
就

業
制
限
等
の
措
置
が
取
ら
れ
る
感
染
症
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
本
文
で
は
、
休
業
手
当
の
考
え
方
を
ま
と
め
て
み
ま
し
た

が
、
あ
ま
り
現
実
的
で
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
現
場
の
声
は
、

通
常
の
年
次
有
給
休
暇
の
処
理
を
す
る
と
い
う
の
が
多
数
で
す
。
労

働
者
の
時
季
指
定
権
が
問
題
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
筆
者

も
同
感
で
す
。
労
使
の
話
し
合
い
で
処
理
で
き
る
も
の
で
す
。 
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② ① 

事
業
主
が
通
常
の
経
営
者
と
し
て
最
大
の
注
意
を
尽
く 

し
て
、
な
お
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
故
で
あ
る
こ
と 

 

そ
の
原
因
が
事
業
の
外
部
よ
り
発
生
し
た
事
故
で
あ
る 

こ
と 

事業主の自主的

な判断による休業

の場合 

国や県などから強

制的、あるいは要

請されることによ

る休業の場合 

  

休業手当の支払

は必要 

休業手当の支払

は必要ない 


