
We b資 料 Ⅳ － ⑤  争 議 行 為 に 関 す る 最 高 裁 判 決 ・ 裁 判 例  

 

［ 争 議 行 為 の 正 当 性 ： 政 治 ス ト ］  

三 菱 重 工 長 崎 造 船 所 事 件 ・ 最 2小 判 平 成 4年 9月 2 5日  

 「 使 用 者 に 対 す る 経 済 的 地 位 の 向 上 の 要 請 と は 直 接 関 係 の な い 政 治 目 的 の た め に 争 議 行

為 を 行 う こ と は 、憲 法 2 8条 の 補 償 と は 無 関 係 な も の と 解 す べ き こ と は 、当 裁 判 所 の 判 例（ 最

高 裁 昭 和 4 3年（ あ ）第 2 7 8 0号 同 四 八 年 4月 2 5日 大 法 廷 判 決・刑 集 2 7巻 4号 5 4 7頁 ）と す る と こ

ろ で あ り 、 こ れ と 同 旨 の 原 審 の 判 断 は 正 当 と し て 是 認 す る こ と が で き 、 原 判 決 に 所 論 の 違

憲 は な い 。」  

 

 

［ 正 当 で な い 争 議 行 為 に 対 す る 民 事 責 任 ］  

書 泉 事 件 ・ 東 京 地 裁 平 成 4年 5月 6日  

 「 争 議 行 為 が 集 団 的 団 体 行 動 の 性 質 を 有 し て い る こ と は 事 実 で あ る と し て も 、 そ の こ と

が 直 ち に 個 々 の 組 合 員 の 行 為 が 法 的 評 価 の 対 象 外 と な る と の 結 論 に は 結 び つ か ず 、 む し ろ

［ 被 告 組 合 ］ 組 合 員 の 行 動 は 一 面 社 団 で あ る ［ 被 告 組 合 ］ の 行 為 で あ る と 同 時 に 、 組 合 員

個 人 の 行 為 で あ る 側 面 を 有 す る と 解 さ れ る か ら 、 組 合 員 個 人 に つ い て も 前 記 の と お り 不 法

行 為 責 任 が 成 立 す る も の と い う べ き で あ る 。」  

 

 

［ ロ ッ ク ア ウ ト ］  

丸 島 水 門 製 作 所 事 件 ・ 最 3 小 判 昭 和 5 0 年 4 月 2 5 日  

「 使 用 者 に 対 し 一 切 争 議 権 を 否 定 し 、 使 用 者 は 労 働 争 議 に 際 し 一 般 市 民 法 に よ る 制 約 の

下 に お い て す る こ と の で き る 対 抗 措 置 を と り う る に 過 ぎ な い と す る こ と は 相 当 で な く 、

個 々 の 具 体 的 な 労 働 争 議 の 場 に お い て 、 労 働 者 側 の 争 議 行 為 に よ り か え っ て 労 使 間 の 勢 力

の 均 衡 が 破 れ 、 使 用 者 側 が 著 し く 不 利 な 圧 力 を 受 け る こ と に な る よ う な 場 合 に は 、 衡 平 の

原 則 に 照 ら し 、 使 用 者 側 に お い て こ の よ う な 圧 力 を 阻 止 し 、 労 使 間 の 勢 力 の 均 衡 を 回 復 す

る た め の 対 抗 防 衛 手 段 と し て 相 当 性 を 認 め ら れ る か ぎ り に お い て は 、 使 用 者 の 争 議 行 為 を

正 当 な も の と し て 是 認 さ れ る と 解 す べ き で あ る 。」  

「 ロ ッ ク ア ウ ト が 正 当 な 争 議 行 為 と 認 め ら れ る か 否 か は 、 個 々 の 具 体 的 な 労 働 争 に お け

る 労 使 間 の 交 渉 態 度 、 経 過 、 組 合 側 の 争 議 行 為 の 態 様 、 そ れ に よ り 使 用 者 側 の 受 け る 打 撃

の 程 度 等 具 体 的 諸 事 情 に 照 ら し 、 衡 平 の 見 地 か ら み て こ れ を 決 す べ く 、 こ の よ う な 相 当 性

を 認 め ら れ る 場 合 に は 、 使 用 者 は 、 右 ロ ッ ク ア ウ ト 期 間 中 に お け る 対 象 労 働 者 に 対 す る 個

別 労 働 契 約 上 の 賃 金 支 払 義 務 を 免 れ る 。」  

 

 

第 一 小 型 ハ イ ヤ ー 事 件 ・ 最 2 小 判 昭 和 5 2 年 2 月 2 8 日  

 「 思 う に 、 個 々 の 具 体 的 な 労 働 争 議 の 場 に お い て 、 労 働 者 の 争 議 行 為 に よ り 使 用 者 側 が

著 し く 不 利 な 圧 力 を 受 け る こ と に な る よ う な 場 合 に は 、 衡 平 の 原 則 に 照 ら し 、 労 使 間 の 勢

力 の 均 衡 を 回 復 す る た め の 対 抗 防 衛 手 段 と し て 相 当 性 を 認 め ら れ る か ぎ り に お い て は 、 使



用 者 の 争 議 行 為 も 正 当 な も の と し て 是 認 さ れ る と 解 す べ き で あ り 、 使 用 者 の ロ ッ ク ア ウ ト

が 正 当 な 争 議 行 為 と し て 是 認 さ れ る か ど う か も 、 右 に 述 べ た と こ ろ に 従 い 、 個 々 の 具 体 的

な 労 働 争 議 に お け る 労 使 間 の 交 渉 態 度 、 経 過 、 組 合 側 の 争 議 行 為 の 態 様 、 そ れ に よ っ て 使

用 者 側 の 受 け る 打 撃 の 程 度 等 に 関 す る 具 体 的 諸 事 情 に 照 ら し 、 衡 平 の 見 地 か ら 見 て 労 働 者

側 の 争 議 行 為 に 対 す る 対 抗 防 衛 手 段 と し て 相 当 と 認 め ら れ る か ど う か に よ っ て こ れ を 決 す

べ く 、 こ の よ う な 相 当 性 を 認 め う る 場 合 に は 、 使 用 者 は 、 正 当 な 争 議 行 為 を し た も の と し

て 、 右 ロ ッ ク ア ウ ト 期 間 中 に お け る 対 象 労 働 者 に 対 す る 個 別 的 労 働 契 約 上 の 賃 金 支 払 義 務

を 免 れ る も の と い う べ き で あ る （ 最 高 裁 昭 和 4 4 年 （ オ ） 第 1 2 5 6 号 同 5 0 年 4 月 2 5 日 第 3

小 法 廷 判 決 ・ 民 集 2 9 巻 4 号 4 8 1 頁 、 同 昭 和 4 8 年 （ オ ） 第 2 6 7 号 同 5 0 年 7 月 1 7 日 第 1 小

法 廷 判 決・裁 判 集 民 事 1 1 5 号 4 6 5 頁 参 照 ）。そ し て 、こ の よ う な ロ ッ ク ア ウ ト の 相 当 性 の 要

件 は 、 そ の 開 始 の 際 必 要 で あ る の み な ら ず 、 こ れ を 継 続 す る に つ い て も 必 要 で あ る と 解 す

べ き こ と は 、 当 然 と い わ な け れ ば な ら な い 。」  

  


