
最
低
賃
金
の
動
向
と
事
業
主
の
責
務

今
年
の
最
低
賃
金
は
、す
べ
て
の

都
道
府
県
で
50
円
以
上
ア
ッ
プ
し
、

国
が
示
し
た
目
安
の
50
円
を
27
県
が

上
回
る
な
ど
、異
例
の
大
幅
引
き
あ

げ
と
な
り
ま
す
。

大
阪
で
は
１
，１
１
４
円
と
な
り
、

５
年
前
よ
り
１
５
０
円
ア
ッ
プ
、10

年
前
よ
り
２
７
６
円
ア
ッ
プ
し
、上

昇
傾
向
が
つ
づ
い
て
い
ま
す
。

今
回
は
最
低
賃
金
に
つ
い
て
、ご

説
明
し
ま
す
。

●�

最
低
賃
金
と
は

　
最
低
賃
金
法
に
基
づ
き
、事
業
主
が
労
働

者
に
支
払
う
賃
金
の
最
低
額
と
し
て
、国
が

定
め
た
も
の
で
す
。最
低
賃
金
は
、時
間
に

よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、都
道
府
県
ご
と

に
定
め
ら
れ
た「
地
域
別
最
低
賃
金
」と
、特

定
の
産
業
に
従
事
す
る
労
働
者
を
対
象
に
定

め
ら
れ
た「
特
定（
産
業
別
）最
低
賃
金
」の
２

種
類
が
あ
り
ま
す
。最
低
賃
金
は
毎
年
、中
央

最
低
賃
金
審
議
会
で
見
直
し
の
有
無
を
審
議

し
ま
す
。

　
事
業
主
は
、最
低
賃
金
の
適
用
を
受
け
る

労
働
者
に
対
し
て
、そ
の
最
低
賃
金
額
以
上

の
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、事
業
主
は
、最
低
賃
金

の
適
用
を
受
け
る
労
働
者
の

範
囲
と
、こ
れ
ら
の
労
働
者
に
関
係
す
る
最

低
賃
金
額
、算
入
し
な
い
賃
金
、さ
ら
に
は
効

力
が
発
生
す
る
年
月
日
を
、つ
ね
に
作
業
場

の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
な
ど
の
方
法

に
よ
り
、広
く
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

●�

地
域
別
最
低
賃
金
と
は

　
地
域
に
よ
っ
て
物
価
や
労
働
者
の
賃
金
な

ど
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、地
域
ご
と
の
実
情

を
踏
ま
え
て
決
定
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
、

雇
用
形
態
や
職
種
に
か
か
わ
り
な
く
、各
都

道
府
県
内
の
事
業
場
で
働
く
す
べ
て
の
労
働

者
と
そ
の
雇
用
主
に
対
し
て
適
用
さ
れ
ま
す

の
で
、試
用
期
間
中（
研
修
中
も
含
む
）や
高

校
生
で
あ
っ
て
も
、最
低
賃
金
を
下
回
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
例
外
と
し
て
、以
下
の
❶
～
❺
の
場
合
は

認
め
ら
れ
ま
す
が
、す
べ
て
労
働
基
準
監
督

署
長
の
許
可（
最
低
賃
金
の
減
額
特
例
）が
必

要
と
な
っ
て
い
ま
す
。な
お
、派
遣
職
員
に
つ

い
て
は
、派
遣
先
の
事
業
場
の
所
在
地
を
含

む
地
域
で
決
定
さ
れ
た
、地
域
別
最
低
賃
金

の
適
用
を
受
け
ま
す
。

❶�

精
神
又
は
身
体
の
障
が
い
に
よ
り
著
し

く
労
働
能
力
の
低
い
者

❷
試
み
の
使
用
期
間
中
の
者

❸�

職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
基
づ
く
認
定

職
業
訓
練
を
受
け
る
者
の
う
ち
一
定
の
者

❹
軽
易
な
業
務
に
従
事
す
る
者

❺
断
続
的
労
働
に
従
事
す
る
者

※�

❶
の
場
合
、加
齢
に
伴
う
労
働
能
力
の
低
下
は
認

め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、月
給
制
の
場
合
、17
万
円
程
度
で

は
、最
低
賃
金
を
下
回
っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス

が
あ
り
ま
す
。左
表
の
方
法
で
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

　
最
低
賃
金
額
よ
り
低
い
賃
金
で
雇
用
契
約

し
た
と
し
て
も
、そ
れ
は
無
効
と
な
り
、最
低

賃
金
額
と
同
様
の
定
め
を
し
た
も
の
と
み
な

さ
れ
ま
す
。さ
ら
に
、最
低
賃
金
法
は
、強
行

法
規
な
の
で
、最
低
賃
金
未
満
の
賃
金
し
か

支
払
っ
て
い
な
い
場
合
、事
業
主
は
、そ
の
差

額
を
支
払
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
事
業
主
は
、地
域
別
最
低
賃
金
額
以
上
の

賃
金
額
を
支
払
わ
な
い
場
合
に
は
、50
万
円

以
下
の
罰
金
、特
定（
産
業
別
）最
低
賃
金
額

以
上
の
賃
金
額
を
支
払
わ
な
い
場
合
に
は
、

30
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。こ

の
他
、最
低
賃
金
の
周
知
義
務
に
反
し
た
場

合
、雇
用
主
は
、30
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ

ら
れ
ま
す
。

　
最
低
賃
金
法
は
、他
の
労
働
法
よ
り
、罰
則

が
厳
し
く
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、注
意
を
し

て
く
だ
さ
い
。

＜時間単価の計算方法＞
「月給（諸手当を含む）÷1ヵ月平均所定労働時間
� ≧最低賃金額（時間額）」
具体的な事例としては、以下の通りです。

（賃金）

�基本給…18万円　資格手当…1万円�
処遇改善手当…2万円　� （計21万円）

・１日の所定労働時間�8時間
・�年間の所定労働日数251日�
（週休2日＋夏期休暇5日、年末年始休暇5日の場合）

�8時間 × 251日 ÷ 12ヶ月 = 167.33
� （1ヵ月平均所定労働時間）
⇒月給総額�21万円 ÷ 167.33時間 = �
� 1,255円（時間単価）

※�1,255円≧最低賃金額（時間額）となるので、このケースで
は問題ありません。
※�諸手当には、通勤手当、時間外手当等は含みません。

月
給
制
の
場
合
で
の
確
認
方
法
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