
労
働
基
準
法
の
概
説 

 

シ
リ
ー
ズ
② 

年
俸
制
適
用
者
の
割
増
賃
金 

【質 

問
】 

年
俸
制
適
用
労
働
者
に
対
す
る
時
間
外
労
働
等
の
割
増
賃
金
に

は
、
年
２
回
の
賞
与
を
含
め
て
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が

あ
る
と
聞
き
ま
し
た
。
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 

【回 

答
】 

労
基
法
第
２
４
条
第
２
項
は
、
賃
金
の
支
払
い
に
つ
い
て
「賃
金
は
、

毎
月
１
回
以
上
、
一
定
の
期
日
を
定
め
て
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
臨
時
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
、
賞
与
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
も
の
で
命
令
に
定
め
る
賃
金
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
」と
定
め
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
賃
金
は
毎
月
払
い
が
原
則
で
す
が
、

賞
与
は
毎
月
払
い
の
対
象
に
し
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
わ
け
で
す
。 

ま
た
、
労
基
法
第
３
７
条
第
４
項
お
よ
び
労
基
則
第
２
１
条
で
は
、

割
増
賃
金
の
基
礎
と
な
ら
な
い
賃
金
と
し
て
、
左
記
の
よ
う
な
賃
金

を
挙
げ
て
い
ま
す
。
通
常
、
賞
与
は
、
左
記
⑦
に
該
当
す
る
た
め
、

割
増
賃
金
計
算
の
基
礎
に
入
れ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

  

 

し
か
し
、
年
俸
制
を
採
用
し
て
い
る
場
合
に
は
、
注
意
が
必
要
で

す
。
た
と
え
ば
、
年
俸
を
１
６
等
分
し
、
１
６
分
の
１
を
毎
月
の
賃
金

と
し
、
１
６
分
の
４
を
２
つ
に
分
け
て
年
２
回
の
賞
与
と
し
て
支
給
す

る
と
い
う
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
賞
与
額
を
含
め
て
年
俸
額
を
決

定
す
る
ケ
ー
ス
は
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
年
俸
制
に

お
け
る
賞
与
は
、
「定
期
的
に
支
給
さ
れ

．
．
．
．
．
．
．
．
、．か
つ
、
そ
の
支
給
額
が
確

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

定
し
て
い
る
も
の
は

．
．
．
．
．
．
．
．
、．名
称
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
、．こ
れ
を
賞
与

．
．
．
．
．

と
み
な
さ
な
い

．
．
．
．
．
．
」
と
い
う
解
釈
例
規
（昭
２
２
・
９
・
１
３
発
基
１
７

号
）か
ら
み
れ
ば
、
賞
与
に
は
該
当
せ
ず
、
割
増
賃
金
の
計
算
基
礎

か
ら
除
外
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
賞
与
分
も
含

め
て
割
増
賃
金
を
計
算
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
こ
の

よ
う
な
取
扱
い
は
、
割
増
賃
金
だ
け
で
な
く
、
休
業
補
償
や
解
雇
予

告
手
当
な
ど
を
計
算
す
る
際
に
必
要
な
平
均
賃
金
の
算
定
に
つ
い

て
も
適
用
さ
れ
ま
す
。 

                    

 

【対
応
策
】 

年
俸
制
は
、
一
時
大
企
業
を
中
心
に
広
ま
り
ま
し
た
が
最
近
は

減
少
傾
向
で
す
。
ど
う
も
労
働
契
約
関
係
に
お
い
て
は
相
性
が
良

く
な
い
よ
う
で
す
。
請
負
契
約
、
委
任
契
約
関
係
で
あ
れ
ば
原
則
と

し
て
労
働
基
準
法
が
適
用
さ
れ
な
い
の
で
上
記
の
様
な
問
題
は
生
じ

ま
せ
ん
。
年
俸
制
は
否
定
し
ま
せ
ん
が
、
制
度
の
趣
旨
を
理
解
し
適

切
な
運
用
が
で
き
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
ま
た
年
俸
制
は
、
時
間
外

労
働
は
発
生
し
な
い
と
い
う
誤
っ
た
解
釈
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
が
、

安
易
な
導
入
は
無
用
な
ト
ラ
ブ
ル
、
さ
ら
に
は
法
律
違
反
を
招
く

リ
ス
ク
を
高
め
て
し
ま
い
ま
す
。 
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URL 

 
http://www.6064.jp 

⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 

１
カ
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支
払
わ
れ
る
賃
金 

臨
時
に
支
払
わ
れ
た
賃
金 

住
宅
手
当 

子
女
教
育
手
当 

別
居
手
当 

通
勤
手
当 

家
族
手
当 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ 

② ① 

年
俸
制
を
維
持
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
法
律
上
の
リ
ス
ク

に
対
応
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
例
え
ば
固
定
残
業
制

度
を
導
入
す
る
、
賞
与
は
業
績
配
分
と
す
る
等
が
考
え

ら
れ
ま
す
。 

一
番
の
対
応
策
は
、
年
俸
制
を
や
め
る
こ
と
で
す
。
メ

リ
ッ
ト
よ
り
デ
メ
リ
ッ
ト
の
方
が
多
い
で
す
。
法
律
上
の

リ
ス
ク
も
大 

●年俸４８０万円 
 ４８０万円÷１６＝３０万円 
 ・月例賃金３０万円 
 ・賞与（夏季６０万円、冬季６０万円） 
 

年俸制の場合上記の様なケースが多いのではないでしょうか。 

この場合では、割増賃金の対象となる基準内給与は３０万円で 

はなく、３０万＋（６０万円＋６０万円）÷１２＝４０万円となります。 

賞与原資分 

120万円 

 

月例賃金原資分360万円（30万×12ヶ月）

 


