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訳
者
あ
と
が
き

　
国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
に
よ
る
一
九
四
四
年
の
「
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
宣
言
」
は
、「
労
働
は
商
品

で
は
な
い
」
こ
と
を
確
認
し
た
文
書
と
し
て
、
と
り
わ
け
労
働
法
の
分
野
に
お
い
て
、
そ
の
重
要
性
が
近

年
と
み
に
再
認
識
さ
れ
て
い
る
宣
言
で
あ
る1
。
本
書
は
こ
の
宣
言
が
、
労
働
問
題
と
い
う
枠
組
み
を
超
え

て
、
一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
や
、
一
九
四
八
年
の
世
界
人
権
宣
言
な
ど
と
並
ぶ
よ
う
な
、
人

権
の
発
展
の
歴
史
に
お
け
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
書
物
で
あ
る
。

　
そ
の
重
要
性
と
は
と
り
わ
け
、
人
権
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
に
「
身
体
」
を
導
入
し
た
点
に
あ
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
で
「
生
ま
れ
な
が
ら
に
」
平
等
で
あ
る
と
さ
れ
た
人
間
は
、
本
書
の

「
は
じ
め
に
」
で
著
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
純
粋
な
理
性
的
存
在
」
で
あ
り
、「
身
体
」
を
持
た
な
い

法
的
な
擬

フ
イ
ク
シ
ヨ
ン

制
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
産
業
の
発
展
に
伴
い
劣
悪
化
し
た
労
働
環
境
は
、
こ
の
よ
う
な
虚
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構
的
な
存
在
を
仮
定
す
る
だ
け
で
は
、
人
間
の
平
等
性
が
担
保
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
し
ま
っ

た
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
、
労
働
者
の
「
身
体
」
を
保
護
す
る
目
的
で
、
一
九
世
紀
末
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
発
明
さ
れ
た
の
が
労
働
法
で
あ
る
。「
健
康
の
保
護
」
や
「
栄
養
の
提
供
」
を
語
る
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ

ア
宣
言
は
、
二
度
の
大
戦
の
反
省
を
ふ
ま
え
て
、
労
働
法
の
理
念
を
世
界
に
向
け
て
改
め
て
問
い
直
し
た

も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
本
書
に
も
巻
末
に
附
録
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
の
宣
言
の
文
章
を
一
読
す
れ
ば
、
そ
の
今
日
性
が

少
し
も
失
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
お
気
づ
き
い
た
だ
け
る
は
ず
だ
。「
一
部
の
貧
困
は
、
全
体
の
繁
栄
に

と
っ
て
危
険
で
あ
る
」（
第
一
条
ｃ
）
と
の
力
強
い
断
言
に
触
れ
る
と
、
本
書
で
も
言
及
さ
れ
る
「
マ
タ
イ

効
果
」
す
な
わ
ち
「
富
め
る
者
は
ま
す
ま
す
富
み
、
貧
し
い
者
は
ま
す
ま
す
貧
す
る
」
と
い
う
状
況
が
一

段
と
進
行
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
は
、
む
し
ろ
こ
の
宣
言
か
ら
後
退
し
て
い

る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
本
書
は
、
単
に
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
宣
言
の
理

念
へ
の
回
帰
を
唱
え
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
「
戦
後
の
規
範
的
な
成
果
」
が
、「
こ
こ
三
〇
年
来

の
国
内
・
国
際
政
治
を
支
配
す
る
ウ
ル
ト
ラ
リ
ベ
ラ
ル
な
ド
グ
マ
」
に
よ
っ
て
、
い
か
に
解
体
さ
れ
て
き

て
し
ま
っ
た
の
か
を
、
鮮
や
か
に
分
析
し
て
み
せ
る
。

　
そ
の
解
体
を
ひ
と
こ
と
で
要
約
す
る
な
ら
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
宣
言
が
見
出
し
た
「
身
体
」
が
、
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「
全
体
的
市
場
」
の
中
に
、
再
び
雲
散
霧
消
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
と
言
え
る
。
市
場
が
「
自
発
的
な
秩

序
」
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
と
考
え
る
市
場
原
理
主
義
者
た
ち
に
と
っ
て
、
個
人
は
「
契
約
当
事
者
と
い

う
粒
子
」
で
し
か
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
虚
構
が
成
立
す
る
の
は
、
国
家
の
お
膳
立
て
に

よ
り
、
市
場
の
た
め
の
法
的
な
枠
組
み
が
整
え
ら
れ
て
い
る
場
合
の
み
で
あ
る
。
リ
ベ
ラ
ル
の
伝
統
に
し

て
も
、
こ
の
よ
う
な
法
の
支
配
の
必
要
性
自
体
に
疑
問
を
付
し
た
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
本
書
の
著

者
の
言
う
「
大
転
換
」
が
生
じ
た
の
は
、
冷
戦
の
終
結
後
で
あ
る
。
共
産
主
義
の
破
綻
と
は
、
単
に
東
側

諸
国
が
資
本
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
取
り
込
ま
れ
て
消
滅
し
た
こ
と
を
意
味
は
し
な
い
。
西
側
諸
国
も

ま
た
、
国
家
を
単
な
る
「
道
具
」
と
考
え
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
取
り
込
み
、
市
場
中

心
主
義
を
よ
り
徹
底
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
粒
子
状
の
契
約
当
事
者
た
ち
が
国
境
を
超
え
て

自
由
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
フ
ラ
ッ
ト
な
世
界
と
い
う
虚
構
が
、
こ
れ
に
よ
り
い
っ
そ
う
強
化
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
シ
ス
テ
ム
が
自
ら
の
正
当
性
の
根
拠
と
し
て
い
た
の
は
、
法
の
支
配
で
は
な
く
、

「
社
会
主
義
に
お
け
る
共
通
の
生
の
規
則
」
で
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
世
界
を
市
場
に
変
え
る
フ
ラ
ッ
ト
な

空
間
と
い
う
虚
構
を
支
え
る
の
も
、「
法
律
」
で
は
な
く
、
科
学
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
「
法
則
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
世
界
を
支
配
す
る
規
則
と
は
、「
科
学
的
な
基
盤
を
持
つ
規
則
」
を
除
け
ば
、
あ
と
は
各
人

が
「
自
分
で
自
由
に
決
め
ら
れ
る
規
則
」
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
が
、「
福
祉
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国
家
の
民
営
化
」
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
こ
う
し
て
社
会
保
障
が
骨
抜
き
に
さ
れ
、
そ
の
恩
恵
は
「
一
番

そ
れ
を
必
要
と
し
て
な
い
者
」
に
よ
っ
て
食
い
も
の
に
さ
れ
る
だ
ろ
う
（
本
書
第
二
章
参
照
）。

　「
自
分
で
自
由
に
決
め
ら
れ
る
規
則
」
と
は
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
昨
今
の
日
本
で
も
さ
か
ん
に
唱

え
ら
れ
る
、「
自
己
責
任
」
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
共
産
圏
の
解
体
以
後
の
欧
州
の
状
況
を
主

と
し
て
語
っ
て
い
る
は
ず
の
本
書
の
記
述
が
、
し
ば
し
ば
日
本
の
状
況
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る

の
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に2
、
一
九
四
六
年
に
公
布
さ
れ
た
日
本
国
憲
法

が
、
と
り
わ
け
そ
の
労
働
法
規
に
お
い
て
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
精
神
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
は
明

ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
今
日
の
日
本
で
の
改
憲
論
議
は
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
精
神
の
息
の

根
を
止
め
よ
う
と
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
動
き
と
連
動
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
か
く
近
視
眼

的
に
な
り
が
ち
な
改
憲
論
議
を
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
座
に
置
き
直
し
て
み
る
こ
と
は
有
益
で
あ
ろ
う
。

　
日
本
の
置
か
れ
た
状
況
の
解
明
に
も
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
本
書
の
分
析
が
目
指
す
の
は
、「
大
転
換
」

す
な
わ
ち
「
ウ
ル
ト
ラ
リ
ベ
ラ
ル
革
命
」
以
前
の
状
況
を
取
り
戻
す
こ
と
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
グ
ロ
ー

バ
ル
化
が
も
は
や
不
可
逆
的
な
条
件
と
な
っ
た
今
日
に
お
い
て
、
あ
り
う
べ
き
新
た
な
社
会
正
義
を
模
索

す
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
は
、
か
つ
て
労
働
法
が
国
家
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
成
し
遂
げ

て
い
た
「
身
体
」
の
保
護
を
、
国
境
を
超
え
て
達
成
す
る
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
知
的
所
有
権
の
保
護
を
担

保
す
る
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
な
ど
、
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
を
守
る
た
め
な
ら
、
国
際
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
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す
で
に
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
な
ぜ
そ
れ
を
、
労
働
者
や
消
費
者
の
「
身
体
」
の
保
護
に
用
い
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ラ
ン
・
シ
ュ
ピ
オ
の
問
い
か
け
は
、
高
邁
か
つ
具
体
的
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
＊

　〈
法
権
利
〉
と
い
う
訳
語
は
、
法
と
権
利
を
同
時
に
意
味
す
るD

roit

と
い
う
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
表

す
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
、
聞
き
慣
れ
な
い
用
語
で
は
あ
る
も
の
の
、
前
著
『
法
的
人
間
　
ホ
モ
・
ジ

ュ
リ
デ
ィ
ク
ス
』
に
引
き
続
き
採
用
し
て
い
る
。
監
修
の
嵩
さ
や
か
先
生
に
は
訳
文
の
全
体
に
目
を
通
し

て
い
た
だ
き
、
主
に
法
学
関
係
の
用
語
に
つ
い
て
指
導
を
仰
い
だ
が
、
な
お
も
誤
訳
や
誤
解
が
残
っ
て
い

る
と
す
れ
ば
、
そ
の
責
は
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
訳
者
に
あ
る
。
訳
文
の
一
部
に
は
、
訳
者
の
も
と
に
集
ま
っ

て
く
れ
た
学
生
諸
君
ら
と
の
自
主
ゼ
ミ
の
成
果
が
反
映
し
て
い
る
。
全
員
の
名
を
こ
こ
に
挙
げ
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
記
し
て
感
謝
し
た
い
。
厳
し
い
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
中
、
本
訳
書
の
完
成
に
こ
ぎ
つ
け
る
こ

と
が
で
き
た
の
は
、『
法
的
人
間
』
に
引
き
続
い
て
編
集
を
担
当
し
て
く
だ
さ
っ
た
勁
草
書
房
編
集
部
の

鈴
木
ク
ニ
エ
さ
ん
の
尽
力
の
お
か
げ
で
あ
る
。
こ
の
場
を
借
り
て
深
く
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。

　
二
〇
一
九
年
四
月

橋
本
一
径
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注1�
　
た
と
え
ば
二
〇
〇
八
年
の
『
労
働
法
律
旬
報
』（N

o.�1663

＝1664

）
に
お
け
る
特
集
「
グ
ロ
ー
バ
ル
下

の
労
働
と
労
働
法
の
未
来
」
を
参
照
。

2�
　
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。
吉
岡
吉
典
『
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
創
設
と
日
本
の
労
働
行
政
』、
大
月
書
店
、
二
〇
〇
九

年
、
二
六
頁
。
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ても、まだ依存状態にある人民にも、すでに自治に達した人民にも、
それを漸進的に適用することが文明世界全体の関心事であることを
確認する。
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活賃金による保護を必要とするすべての被用者にこの賃金を保障す
ることを意図した、賃金・所得・労働時間その他の労働条件に関す
る政策。

（e）　団体交渉権の実効的な承認、生産能率の不断の改善に関する
経営と労働の協力、社会的・経済的措置の準備と適用における労働
者と使用者の協力。

（f）　社会保障措置を拡張して、必要のあるすべての者に対する基
本収入と、包括的な医療給付を与えること。

（g）　あらゆる職業における労働者の生命および健康の充分な保護。
（h）　児童の福祉および母性の保護のための措置。
（i）　充分な栄養、住居ならびにレクリエーションおよび文化施設
の提供。

（j）　教育および職業における機会均等の保障。

　4
　この宣言に述べた目的の達成に必要な、世界の生産資源の一層完
全かつ広範な利用は、生産と消費の増大、急激な経済変動の回避、
世界の未開発地域の経済的・社会的発展の促進、一次的生産物の世
界価格の一層大きな安定の確保、高い国際貿易量の維持のための措
置を含めた、効果的な国際・国内行動によってこそ確実になること
を確信し、総会は、国際労働機関が、この偉大な事業ならびにすべ
ての人民の健康、教育および福祉の増進に対する責任の一部を委託
される諸々の国際団体と、充分に協力することを誓約する。

　5
　総会は、この宣言に述べた原則があらゆる場所の人民に充分に適
用できるものであることを確認し、それをいかに適用するかは各人
民の社会や経済の発達段階を充分に考慮して決定すべきであるとし
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と信じて、総会は、次のことを確認する。
（a）　すべての人間は、人種、信条または性にかかわりなく、自由
および尊厳ならびに経済的保障および機会均等の条件において、物
質的福祉および精神的発展を追求する権利をもつ。

（b）　このことを可能ならしめる状態の実現は、国家政策・国際政
策の中心目的でなければならない。

（c）　国家ならびに国際の政策および措置はすべて、特に経済的お
よび財政的性質をもつものは、この見地から判断することとし、こ
の根本目的の達成を促進するものであり、妨げないものであると認
められる限りにおいてのみ、是認されることとしなければならない。

（d）　この根本目的に照らして国際的な経済・財政政策および措置
をすべて検討し、審議することは、国際労働機関の責任である。

（e）　国際労働機関は、委託された任務を遂行するにあたり、関係
のあるすべての経済的・財政的要素に考慮を払って、自らが適当
と認める条項を、その決定および勧告の中に含めることができる。

　3
　総会は、次のことを達成するためのプログラムを、世界の諸国間
において促進することが、国際労働機関の厳粛な義務であると承認
する。

（a）　完全雇用及び生活水準の向上。
（b）　自らの技能や知識を最大限に提供でき、一般の福祉に最大の
貢献をすることができるという満足の得られる職業への、労働者の
雇用。

（c）　この目的を達成する手段として、すべての関係者に対する充
分な保障の下に、訓練のための便宜、ならびに雇用と定住を目的と
する移民を含む労働者の移動のための便宜を供与すること。

（d）　すべての者に進歩の成果の公正な分配を保障し、また最低生
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附録

国際労働機関の目的に関するフィラデルフィア宣言

　国際労働機関の総会は、その第 26 回会期としてフィラデルフィ
アに会合し、1944 年 5 月 10 日、国際労働機関の目的及び加盟国の
政策の基調をなすべき原則に関するこの宣言をここに採択する。

　1
　総会は、この機関の基礎となっている根本原則、特に次のことを
再確認する。

（a）　労働は、商品ではない。
（b）　表現および結社の自由は、不断の進歩のために欠くことがで
きない。

（c）　一部の貧困は、全体の繁栄にとって危険である。
（d）　欠乏に対する戦は、各国内における不屈の勇気をもって、継
続的かつ協調的な国際的努力によって遂行される必要があり、そこ
では労働者および使用者の代表者が、政府の代表者と同等の地位に
おいて、一般の福祉を増進するための自由な討議および民主的な決
定に参加していなければならない。

　2
　永続する平和は社会正義を基礎としてのみ確立できるという、国
際労働機関憲章の宣言の真実性が、経験によって充分に証明された
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