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①
有
給
休
暇
か
無
給
休
暇
か

現
状
で
は
、
通
常
勤
務
時
と
同
様
の
扱
い

で
有
給
と
す
る
企
業
が
多
い（
図
表
⑥
）。
し

か
し
、
こ
れ
は
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
従
業
員
が
裁
判
員
の
職
務
を
遂

行
す
る
た
め
の
休
暇
を
有
給
に
す
る
か
無
給

に
す
る
か
は
、
企
業
が
任
意
で
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
裁
判
員
候
補
と
し
て
裁
判
所
に

呼
び
出
さ
れ
た
場
合
は
一
日
八
〇
〇
〇
円

以
内
、
裁
判
員
お
よ
び
補
充
裁
判
員
に
選
ば

れ
た
場
合
は
一
日
一
万
円
以
内
の
日
当
が

支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
無
給

と
し
て
も
、
従
業
員
の
生
活
を
著
し
く
圧
迫

す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、

裁
判
員
に
選
任
さ
れ
な
か
っ
た
裁
判
員
候
補

者
は
午
前
中
だ
け
で
職
務
が
終
了
す
る
の

で
、
一
日
最
高
額
の
半
額
程
度
の
支
払
い
に

な
る
と
思
わ
れ
、
通
常
通
り
会
社
で
働
く
よ

り
も
少
な
い
金
額
し
か
得
ら
れ
な
い
と
い
う

ケ
ー
ス
が
発
生
す
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
は
、

そ
の
差
額
を
会
社
か
ら
支
給
す
る
、
と
い
う

の
も
一
つ
の
提
案
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
資
金
的
体
力
の
あ
る
企
業
、

ま
た
E
S
を
優
先
す
る
場
合
は
、
通
常
通
り

有
給
と
す
る
の
が
望
ま
し
い
だ
ろ
う
。
そ
の
際

は
、
有
給
を
正
規
従
業
員
だ
け
に
す
る
の
か
、

非
正
規
従
業
員
も
含
む
の
か
、
ま
た
育
児
・

介
護
休
暇
な
ど
で
休
職
中
の
従
業
員
へ
の
対

応
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

②
会
社
へ
の
申
告
方
法
の
取
り
決
め

裁
判
員
候
補
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
際

は
、
毎
年
一
二
月
中
旬
く
ら
い
に
裁
判
所
か

ら
そ
の
旨
が
通
知
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
通
知
を
受
け
取
っ
た
各
従
業
員
は
、
自
身

が
裁
判
員
候
補
者
に
選
出
さ
れ
た
こ
と
を

会
社
に
申
し
出
る
よ
う
社
内
通
知
・
広
報
を

行
っ
て
お
く
と
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
裁
判
員
候
補
者
、
選
任
予
定
裁
判

員
、
裁
判
員
、
補
充
裁
判
員
に
な
っ
た
と
き

に
は
会
社
に
届
け
出
を
す
る
よ
う
、
就
業
規

則
に
も
明
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の

証
明
と
し
て
、
呼
出
状
の
コ
ピ
ー
を
添
付
さ

せ
る
こ
と
は
、
差
し
支
え
な
い
。

な
お
、
裁
判
員
と
し
て
職
務
に
従
事
し
た

人
は
、
裁
判
所
に
申
告
す
れ
ば
証
明
書
を
発

行
し
て
も
ら
え
る
。
こ
れ
を
証
明
と
す
る
こ

と
も
、
一
つ
の
方
法
だ
。

③
年
次
有
給
休
暇
や
賞
与
等
の
算
定
に

か
か
わ
る
出
勤
率
を
計
算
す
る
際
の

取
り
扱
い

裁
判
員
の
職
務
遂
行
の
た
め
の
休
暇
を
ど

う
扱
う
か
を
就
業
規
則
等
で
き
ち
ん
と
定

め
て
い
な
い
と
、
あ
と
あ
と
、
問
題
と
な
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
際
、
裁
判
員
法
一
〇
〇
条
の
不
利
益

取
り
扱
い
の
禁
止（「
労
働
者
が
裁
判
員
の
職

務
を
行
う
た
め
に
休
暇
を
取
得
し
た
こ
と
そ

の
他
裁
判
員
、
補
充
裁
判
員
、
選
任
予
定
裁

判
員
も
し
く
は
裁
判
員
候
補
者
で
あ
る
こ
と

ま
た
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と

し
て
、
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
り
扱
い
を

し
て
は
な
ら
な
い
」）に
抵
触
し
な
い
よ
う
配

慮
す
る
こ
と
が
必
要
だ
。

④
服
務
規
程

裁
判
員
候
補
者
に
選
ば
れ
た
こ
と
を
公

に
す
る
と
、
裁
判
員
法
一
〇
一
条
第
一
項
に

抵
触
す
る
。
こ
れ
に
は
裁
判
員
に
選
ば
れ
た

本
人
だ
け
で
な
く
、
周
囲
の
従
業
員
の
理
解

も
必
要
な
の
で
、
就
業
規
則
に
も
明
記
し
て

お
く
と
よ
い
。

⑤
業
務
引
き
継
ぎ
や
人
員
管
理

裁
判
員
に
選
ば
れ
て
裁
判
期
間
休
暇
を

取
る
と
な
る
と
、
周
囲
の
サ
ポ
ー
ト
が
不
可

欠
に
な
る
。
そ
れ
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
っ
て
送
り

出
す
た
め
に
も
対
応
を
考
え
て
お
く
こ
と
が

必
要
だ
。
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裁
判
員
制
度
の
実
施
を
受
け
、
大
手
企
業

の
多
く
が
有
給
の
裁
判
員
特
別
休
暇
を
導

入
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
状
で
対
策
が
遅

れ
て
い
る
企
業
の
場
合
、
そ
れ
に
ど
う
対
応

す
れ
ば
よ
い
の
か
手
を
こ
ま
ぬ
い
て
い
る
と

い
う
状
況
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ど
こ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
着
手
す
れ
ば
よ

い
の
か
、
社
会
保
険
労
務
士
の
金
山
驍
さ
ん

に
う
か
が
っ
た
。

「
裁
判
員
制
度
に
対
応
す
る
休
暇
制
度
と

し
て
は
、
①
特
別
休
暇
と
し
て
裁
判
員
休
暇

を
新
設
す
る
、
②
従
来
か
ら
あ
る『
公
の
職

務
』の
た
め
の
休
暇
制
度（
労
基
法
第
七
条
対

応
）に
準
ず
る
か
一
部
修
正
す
る
、
③
年
次

有
給
休
暇
の
枠
内
で
の
対
応
を
考
え
る
、
の

三
つ
が
あ
り
ま
す
」

つ
ま
り
、
必
ず
し
も
裁
判
員
休
暇
を
設
け

る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
、
企
業

は
裁
判
員
に
選
ば
れ
た
従
業
員
に
対
し
て
休

暇
を
与
え
る
義
務
は
あ
る
が
、
そ
の
際
の
賃

金
や
扱
い
に
つ
い
て
は
法
に
抵
触
し
な
い
限

り
、
企
業
が
任
意
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
年
次
有
給
休
暇
の
枠
内
で
の
対

応
を
考
え
る
場
合
、
こ
れ
は
従
業
員
の
意
思

で
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
の
み
有
効
で
、
会

社
が
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
を
命
じ
た
り
、

そ
れ
以
外
の
休
暇
は
認
め
な
い
と
い
っ
た
制

限
を
行
う
と
問
題
が
あ
る
の
で
注
意
が
必
要

で
あ
る
。

「
就
業
規
則
は
会
社
の
実
態
に
合
わ
せ
て

作
成
す
べ
き
も
の
で
す
か
ら
、
ど
の
形
式
が

良
い
、
と
一
概
に
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
考
慮
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
が
、

従
業
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
す
」

会
社
の
都
合
だ
け
で
規
則
を
制
定
す
る

と
、
当
然
、
従
業
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
下

が
る
。
と
は
い
え
、
E
S（
従
業
員
満
足
）を

考
慮
す
る
あ
ま
り
、
会
社
の
業
務
に
支
障
を

来
し
た
り
、
経
営
を
圧
迫
す
る
事
態
に
な
っ

た
の
で
は
元
も
子
も
な
い
。

「
法
律
に
抵
触
し
な
い
と
こ
ろ
で
、
従
業
員

の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
つ
つ
、
会
社
の
経

営
効
率
を
考
え
て
い
く
。
就
業
規
則
を
作
る

に
は
、
こ
の
三
本
柱
が
必
ず
必
要
で
す
。
裁

判
員
制
度
へ
の
対
応
に
関
し
て
も
、
こ
の
三

つ
を
念
頭
に
置
い
て
考
え
る
こ
と
が
重
要
だ

と
思
い
ま
す
」

ま
た
、
就
業
規
則
の
作
成
義
務
の
な
い
一

〇
人
未
満
の
会
社
、
一
〇
人
以
上
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
整
備
が
未
完
成
と
い
う
会
社
も

あ
る
。
そ
う
い
っ
た
企
業
は
裁
判
員
制
度
に

対
す
る
対
応
が
後
手
に
回
っ
て
し
ま
う
可
能

性
が
高
い
。

「
そ
こ
の
部
分
が
懸
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

整
備
が
未
完
成
な
企
業
は
も
ち
ろ
ん
で
す

が
、
作
成
義
務
の
な
い
企
業
に
お
い
て
も
、こ

れ
を
機
に
就
業
規
則
の
改
正
や
整
備
に
着

手
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
の
際
は
、
自
社
の

事
情
を
勘
案
し
た
上
で
、
も
っ
と
も
良
い
方

法
を
考
え
ま
し
ょ
う
」

以
下
、
金
山
さ
ん
に
就
業
規
則
の
改
正
・

整
備
の
ポ
イ
ン
ト
を
説
明
し
て
い
た
だ
く
。

裁
判
員
に
選
ば
れ
た
従
業
員
を

ス
ム
ー
ズ
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
の

就
業
規
則
改
正

先
述
し
た
よ
う
に
、
企
業
は
裁
判
員
（
候
補
も
含
む
）
と
な
っ
た
従
業
員
に
対
し
、

裁
判
所
に
出
頭
し
、
職
務
を
遂
行
す
る
た
め
の
時
間
を
与
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
際
し
て
、
必
要
に
な
る
の
が
就
業
規
則
の
整
備
。

そ
の
際
、
細
か
な
対
応
も
考
え
て
お
か
な
い
と
、
裁
判
員
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
て
か
ら
、

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
山
積
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

裁
判
員
制
度
に
対
応
し
て
就
業
規
則
を
整
備
す
る
上
で
の
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
す
る
。

法
の
定
め
、会
社
の
経
営
効
率
、

従
業
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
、

こ
の
三
つ
の
観
点
が
重
要
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【社内規定作成例】
第○○条 （裁判員休暇）
従業員が裁判員候補者、選任予定裁判員、裁判員、補充裁判員
（以下「裁判員等」という）になったとき、または現になっているとき
は、通知書等の写しを添えて、会社に届け出なければならない。
○ 従業員が次のいずれかに該当するとき、裁判員等としての職
務の遂行するために必要な日数の休暇（以下「裁判員休暇」）
を与える。
（○）裁判員候補者として裁判所に出頭するとき
（○）選任予定裁判員として裁判所に出頭するとき
（○）裁判員として、裁判審理に参加するとき
（○）補充裁判員となって裁判所に出頭するとき
（○）前４号に要する往復日
○ 前項の場合において、従業員は、事前に裁判所からの呼出状
の写し、および事後に職務遂行を証明する書類の写しを会社
に提出しなければならない。

○ 裁判員または補充裁判員として、不選任または解任の決定が
なされた場合には、裁判員休暇は終了し、従業員は出勤しな
ければならない。ただし、不選任または解任の決定がなされた
当日はこの限りではない。

○ 裁判員休暇中の賃金は無給とする。
○ 会社は、第○項に該当する日（夜勤の場合は第○項に該当す
る職務終了後の日を含む）について、本人が第○条第○項の
手続きにより年次有給休暇（半日単位の取得を含む）の取得
を請求した場合、同条第○項の時季の変更は行わないもの
とする。

○ 前項の場合において、本人に取得すべき年次有給休暇がな
い場合は、本人の希望により、次期における年次有給休暇を
前倒しで付与することがある。

○ 会社は、出勤在籍率の算定に当たり裁判員休暇については、
第○条第○項第○号（出勤扱い）、または同条第○項第○号
（労働日除外）を準用し、賞与その他の処遇に関し、不利益な
取り扱いをするものではない。

第○○条 （出勤率）「内」
前条の年次有給休暇付与の基礎となる各勤続期間における出勤
率が８割に満たない従業員に対しては、当期間に対する年次有
給休暇を付与しない。
○ 出勤率の算定に当たり、次の各号に掲げる期間は、これを出
勤とみなす。
（○）業務上の傷病による休業期間
（○）育児・介護休業法に基づく育児・介護休業期間
（○）産前産後の休業期間
（○）年次有給休暇の期間（第○○条の裁判員等として裁判

所に出頭した日で、本人の要請により年次有給休暇を
取得した日を含む）

○ 出勤率の算定に当たり、次の各号に掲げる期間は、全労働
日には含まない。
（○）使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
（○）休日に労働した場合のその休日
（○）第○○条に定める休職期間中
（○）生理休暇
（○）第○○条の裁判員等として裁判所に出頭した日で、本人

の希望により年次有給休暇を使用せず、無給休暇とな
った日

第○○条 （服務規律）「内」
（○）自己および他の従業員が第○○条に定める裁判員等であ

ることを特定するに足る情報を不特定多数の者に対し、公に
しないこと。

（○）裁判員である他の従業員から事件に関して話を聞き出し、ま
たは聞き出そうとしないこと。また、他の従業員が裁判員とし
ての職務を終えたのちも評議の秘密等を守秘義務に配慮
すること。

第○○条（裁判員制度における業務引き継ぎや人員管理について）
従業員は、裁判員候補者、選任予定裁判員、裁判員、補充裁判
員（以下「裁判員等」という）になったときは、業務に影響がないよ
うに、会社が指定した者に業務の引き継ぎをしなければならない。

※「内」……既設の条項内における項や号の追加案

「裁判員制度」への対策は十分ですか？


