
「副
業
し
た
い
！
」

と
言
わ
れ
た
ら
ど
う
す
べ
き
？
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事務所だより

まさがき事務所の仕事を改めてご紹介いたします。

【介護職員処遇改善加算～計画届と実績報告作成～】
介護業界の低賃金と深刻な人手

不足の問題を改善するために国か
ら交付されるのが、処遇改善加算
であり、企業はそれを賃金として
介護職員に配分しなければなりま
せん。
加算額として交付された金額以

上の額を介護職員に支払う必要が
あり、毎月の手当とするか、賞与
とするかは事業所の判断に委ねら
れています。

事業主負担額の追加コストは交付
される加算額から支出しても良い
とされていて、この追加コスト分
を含めずに支給し、会社負担額が
思った以上にかかっていたという
可能性があること。

この法定福利費の事業主負担額
の計算方法や、加算額を配ったあ
とに提出が必要である実績報告書
は、支給期間の1年を通してしっ
かり管理しておかないとできない
ものです。
当事務所では、忙しい事業所の

負担を軽減すべく、この複雑な計
算等を含めた管理・計画・実績報
告書の作成を代行しています。社
労士という賃金管理のプロの観点
から、ムダのない計画・管理につ
とめています。この機会に是非ま
さがきまでご相談ください。

注意点としては、次の2つです。
①支給額が交付された加算額より
も少ない場合には、加算金の全
額返還を求められるケースがあ
ること。

②処遇改善加算手当を支払うこと
によって生じる社会保険料等の

働
き
方
改
革
に
よ
り
、
残
業
時
間
が
法
律
上
の
上
限
を
超
え
る
と
罰
則
の
対

象
と
な
り
ま
し
た
。

残
業
時
間
が
減
り
、
収
入
が
減
少
し
た
こ
と
で
副
業
を
し
て
い
る
人
、
し
た

い
と
考
え
て
い
る
人
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

生
活
を
維
持
す
る
た
め

に
副
業
を
申
出
た
従
業
員

に
対
し
て
、
副
業
を
認
め

な
け
れ
ば
、
従
業
員
が
退

職
を
申
し
出
て
、
優
秀
な

人
材
の
流
出
と
な
る
恐
れ

が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
会
社
に
な
に
も

言
わ
ず
に
副
業
を
す
る
方

が
出
て
く
る
可
能
性
も
あ

り
ま
す
。

法
律
で
は
、
就
業
時
間

以
外
を
ど
の
よ
う
に
利
用

す
る
か
は
、
従
業
員
の
自

由
で
す
。
た
と
え
副
業
を

禁
止
し
て
い
て
も
、
争
い

と
な
れ
ば
副
業
す
る
こ
と

自
体
は
、
認
め
ら
れ
る
可

能
性
が
高
い
で
す
。

今
月
の
記
事
は
い
か
が

で
し
た
で
し
ょ
う
か
？
今

回
は
２
本
と
も
当
事
務
所

の
若
手
（
？
）
２
名
に
そ

れ
ぞ
れ
執
筆
を
担
当
し
て

も
ら
い
ま
し
た
。

紙
面
に
限
り
が
あ
る
中

で
で
き
る
だ
け
わ
か
り
や

す
く
、
か
つ
お
伝
え
す
る

内
容
を
正
確
に
書
き
表
す

こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
こ
れ
も
社
労
士

行
政
書
士
事
務
所
で
や
っ

て
い
く
に
は
避
け
て
は
通

れ
な
い
訓
練
だ
と
思
っ
て

任
せ
て
み
ま
し
た
。

目
を
白
黒
さ
せ
な
が
ら

書
き
き
っ
た
２
人
に
は
お

疲
れ
さ
ま
と
声
を
掛
け
た

い
気
持
ち
で
す
が
、
傍
で

見
て
い
る
だ
け
の
立
場
と

い
う
の
も
な
か
な
か
に
複

雑
な
も
の
で
、
久
々
に
山

本
五
十
六
の
言
葉
を
思
い

出
し
ま
し
た
。

雑 感

た
だ
し
副
業
を
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
本
業
に
支
障

が
で
る
・
機
密
情
報
が
漏

洩
す
る
等
の
場
合
で
あ
れ

ば
、
制
限
又
は
禁
止
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。

副
業
を
し
て
い
る
と
、

仕
事
を
し
て
い
る
時
間
が

長
く
な
り
ま
す
。

ほ
か
の
会
社
に
雇
わ
れ

て
副
業
を
し
て
い
る
場
合
、

本
業
と
副
業
の
労
働
時
間

は
通
算
し
て
考
え
ま
す
の

で
、
１
日
８
ｈ
、
週
４
０

ｈ
の
労
働
時
間
を
超
え
る

と
残
業
手
当
を
支
払
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

副
業
の
労
働
時
間
な
ど
に

に
つ
い
て
は
、
従
業
員
の

（正垣）

副
業
を
認
め
る
と
き
は
、

労
働
時
間
や
健
康
の
状
態

を
把
握
す
る
た
め
に
も
、

副
業
の
内
容
・
程
度
等
を

労
働
者
に
申
請
・
届
出
さ

せ
る
な
ど
の
許
可
制
に
す

る
な
ど
の
対
応
が
必
要
で

し
ょ
う
。

禁
止
す
る
と

ど
の
よ
う
に

取
扱
わ
れ
る
か

認
め
る
事
で

生
じ
る
問
題

対
応
に
つ
い
て

自
己
申
告
に
よ
ら
ざ
る
を

得
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
、

労
働
時
間
の
管
理
や
事
故

な
ど
の
無
い
よ
う
に
安
全

に
働
け
る
か
ど
う
か
の
判

断
に
つ
い
て
は
、
副
業
を

し
て
い
な
い
従
業
員
よ
り

も
把
握
し
に
く
く
な
り
ま

す
。


