
申し込み先：京都中央労働学校・運営委員会（電話：８４１ー８１４１）

●日 時 ７月３１日（日）午後１時３０分～
●HORIMARUセミナー ＶＯＬ.７のテーマ
──なぜ〝生きづらい〟のか、その真相を解く──

●会場 京都学習会館第１会議室（堀川丸太町）

●お話をする人は、京都中央労働学校講師の木原隆志先生です。
◎参加費は、５００円です。

ほぼ例外なくわ

たしたちは〝搾取

〟されている。そ

れは〝生きづらさ

〟の根っこにあっ

て、目に見えない、

臭いもしないし、

やられているとい

う自覚も全くない！

という。それを

解こうというのだ。

あなたもＨＯＲＩ

ＭＡＲＵセミナー

に参加してみませ

んか。後年後悔す

るよりも〝転ばぬ

先の杖〟と……。

■国語大辞典

さく‐しゅ【搾取】

階級社会で、生

産手段の所有者が

直接生産者をその

生活維持に必要な

労働時間以上に働

かせ、その労働生

産物や成果を取得

すること。転じて、

乏しいものを無理

にとること。 (C)
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ふりがな 性 別 年 齢

氏 名： 男・女 才

現住所

職場・学園

連絡先：

備考：

ＨＯＲＩＭＡＲＵセミナー 募集要項

●申し込みの手続きは「申込用紙」に必要事項を記入し申し込んでください。

●募集の定員は５０名です。

●時間は、午後１時３０分～４時００分

●参加費は、５００円 ※金額に消費税が含まれています。

●会場は『京都学習会館』

上京区堀川丸太町西一筋目上ル

電話（075）841-8141
FAX（075）821-3665

■二・四輪共に駐車場は
ありません。二条城市
営駐車場へお願いしま

す。
●地下鉄丸太町駅・二条

城前駅から『京都学習

会館』まで歩いて１０

分以内です。



…
…
以
下
の
文
章
を
読
ん
で
考
え
て

く
だ
さ
い
。
２
１
世
紀
の
日
本
で
も

生
き
て
い
る
こ
と
な
ん
で
す
。

マ
ル
ク
ス
は
﹇
搾
取
」
の
秘
密

を
解
き
あ
か
し
た

見
え
な
く
な
っ
た
搾
取
の
仕
組
み

「
は
た
ら
け
ど

は
た
ら
け
ど
猶
わ
が
生
活

楽
に
な
ら
ざ
り

じ
っ
と
手
を
み
る
」

こ
れ
は
、
歌
人
石
川
啄
木
が
、
明

治
の
末
年
、
白
分
の
貧
し
い
生
活
の

思
い
を
詠
ん
だ
も
の
で
す
が
、
長
く

続
く
不
景
気
に
言
論
の
自
由
へ
の
暗

い
弾
圧
が
重
な
っ
て
、
〃
時
代
閉
塞
〃

の
ゆ
き
づ
ま
り
感
が
広
が
っ
て
い
た

当
時
の
日
本
で
、
多
く
の
人
び
と
の

共
感
を
呼
ん
だ
こ
と
で
し
よ
う
。

い
ま
、
日
本
で
も
世
界
で
も
、
お

そ
ら
く
啄
木
が
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
と

き
以
上
の
深
刻
さ
で
、
貧
困
と
格
差

が
大
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
二
〇

〇
八
年
は
、
「
ワ
ー
キ
ン
グ
・
プ
ア
」

の
言
葉
と
と
も
に
、
人
間
ら
し
い
生

活
か
ら
し
め
だ
さ
れ
た
〝
難
民
〞
現

象
が
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
広

が
り
ま
し
た
。
年
末
以
後
は
、
各
産
。

業
で
〝
派
遣
切
り
〞
や
〝
雇
い
止
め

〞
が
こ
れ
で
も
か
こ
れ
で
も
か
と
続

い
て
い
ま
す
。

高
度
な
経
済
を
基
盤
に
し
た
文
明

社
会
で
あ
る
は
ず
の
現
代
社
会
で
、

な
ぜ
貧
困
と
格
差
か
広
が
る
の
か
。

ど
こ
に
そ
の
原
因
か
あ
る
の
か
。
社

会
の
ど
こ
を
変
え
た
ら
、
そ
う
い
う

不
合
理
を
な
く
せ
る
の
か
。
百
四
十

年
前
に
、
こ
の
大
問
題
に
明
確
な
解

答
を
あ
た
え
た
の
が
、
マ
ル
ク
ス
で

す
。

で
は
、
マ
ル
ク
ス

は
、
ど
ん
な
時
代
に

こ
の
問
題
に
と
り
く

ん
だ
の
か
、
そ
の
こ

と
か
ら
話
を
始
め
ま

し
ょ
う
。

マ
ル
ク
ス
が
『
資

本
論
』
を
世
に
問
う

た
の
は
、
一
八
六
七

年
、
十
九
世
紀
の
な

か
ご
ろ
の
こ
と
で
す
。

当
時
、
資
本
主
義
は
す
で
に
イ
ギ
リ

ス
で
社
会
の
支
配
的
な
体
制
と
な
り
、

フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
大
陸
諸
国
に
も
広
か
っ
て
、
経

済
の
新
し
い
発
展
の
時
代
を
開
い
て

い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
資
本
主
義
の

発
展
と
と
も
に
、
そ
こ
で
の
生
意
の

担
い
手
で
あ
る
労
働
者
の
状
態
の
悪

化
が
、
社
会
の
大
問
題
に
な
っ
て
き

た
の
で
す
。

も
と
も
と
生
産
に
た
ず
さ
わ
る
庶

民
の
貧
困
と
い
う
問
題
は
、
昔
か
ら

ど
こ
に
も
あ
り
ま
し
た
。
十
八
世
紀

の
末
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
民
衆
が
立

ち
上
が
っ
た
の
も
、
封
建
社
会
で
の

貴
族
・
地
主
の
搾
取
の
ひ
ど
さ
に
大

き
な
原
因
か
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
、

そ
の
こ
ろ
に
は
、
搾
取
の
姿
が
目
に

見
え
て
わ
か
り
ま
し
た
。
生
産
し
た

農
産
物
の
大
き
な
部
分
が
、
領
主
や

政
府
に
強
制
的
に
と
り
上
げ
ら
れ
る

の
で
す
か
ら
（
日
本
で
江
戸
時
代
に
、

領
主
や
幕
府
が
、
農
民
か
ら
「
年
貢
」

を
取
り
立
て
た
の
も
同
じ
や
り
方
で

す
）
。
こ
う
い
う
封
建
制
度
は
革
命

で
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
か

つ
て
の
強
制
関
係
は
一
掃
さ
れ
た
は

ず
な
の
に
、
新
し
い
体
制
で
働
く
労

働
者
た
ち
の
生
活
は
、
封
建
社
会
の

農
民
よ
り
も
さ
ら
に
苦
し
い
も
の
と

な
り
ま
し
た
。

資
本
主
義
の
搾
取
は
、
封
建
社
会

で
の
「
年
貢
」
の
取
り
立
て
と
は
違
っ

て
、
そ
の
仕
組
み
も
姿
も
は
っ
き
り

見
え
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
大
き

な
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

資
本
家
と
労
働
者
の
関
係
に
し
て

も
、
権
力
で
お
さ
え
つ
け
ら
れ
る
関

係
で
は
な
く
、
市
場
で
「
労
働
」
と

い
う
商
品
を
売
買
す
る
関
係
、
売
り

手
と
買
い
手
の
関
係
で
す
。
「
労
働
」

の
売
り
干
で
あ
る
労
働
者
は
、
買
い

手
の
資
本
家
か
ら
、
「
労
働
」
に
対

応
す
る
賃
金
の
支
払
い
を
受
け
ま
す
。

こ
う
し
て
、
市
場
経
済
の
も
と
で
の

対
等
の
関
係
を
結
ん
だ
は
ず
な
の
に
、

そ
こ
か
ら
驚
く
べ
き
貧
富
の
格
差
が

生
ま
れ
ま
し
た
。
生
産
し
た
富
は
資

本
家
の
側
に
集
中
し
、
生
産
者
で
あ

る
労
働
者
の
側
は
、
困
難
な
暮
ら
し

が
続
く
の
で
す
。
い
っ
た
い
、
こ
ん

な
不
公
平
な
状
態
は
ど
こ
か
ら
生
ま

れ
る
の
か
。

経
済
学
者
（
ス
ミ
ス
や
リ
カ
ー
ド
）

た
ち
は
、
新
し
い
経
済
の
体
制
を
研

究
し
て
、
労
働
が
富
の
源
泉
で
あ
る

こ
と
、
市
場
で
取
引
さ
れ
る
商
品
の

価
値
は
、
そ
こ
に
ど
れ
だ
け
の
労
働

が
つ
ぎ
こ
ま
れ
て
い
る
か
、
商
品
が

体
現
し
て
い
る
労
働
の
量
で
決
ま
る

こ
と
、
商
品
交
換
で
は
、
同
じ
価
値

の
も
の
か
交
換
さ
れ
る
こ
と
（
等
価

交
換
）
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
、

市
場
経
済
の
法
則
を
つ
き
と
め
ま
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
法
則
が
わ
か
っ

て
も
、
労
働
者
と
資
本
家
の
取
引
が

な
ぜ
資
本
家
だ
け
を
富
ま
せ
る
の
か

は
、
解
明
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

一
方
、
社
会
的
不
合
理
の
改
革
を

と
な
え
る
社
会
運
動
家
た
ち
の
と
こ

ろ
で
も
、
事
情
は
同
じ
よ
う
な
調
子

で
し
た
。
彼
ら
は
、
資
本
家
の
富
の

不
当
さ
を
つ
き
、
「
資
本
家
は
労
働

を
盗
み
と
っ
て
い
る
」
と
い
っ
た
告

発
を
し
ま
し
た
が
、
労
資
の
取
引
の

ど
こ
に
労
働
者
の
生
活
苦
の
根
源
か

あ
る
の
か
を
つ
き
と
め
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
で
は
、
労

働
者
の
困
難
を
解
決
す
る
社
会
改
革

を
願
っ
て
も
、
そ
の
答
え
は
出
て
こ

な
い
の
で
す
。

マ
ル
ク
ス
は
「
剰
余
価
値
」
の
仕
組

み
を
発
見
し
た

そ
う
い
う
な
か
で
、
資
本
主
義
的

搾
取
の
秘
密
を
明
快
に
解
き
あ
か
し

た
の
が
、
マ
ル
ク
ス
で
し
た
。
マ
ル

ク
ス
が
解
明
し
た
内
容
を
短
い
文
章

で
説
明
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
の
で

す
が
、
理
論
だ
て
の
様
子
だ
け
で
も

見
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
、
あ

ら
ま
し
の
紹
介
を
試
み
て
み
ま
し
ょ

う
。

イ
。
マ
ル
ク
ス
が
ま
ず
明
ら
か
に

し
た
こ
と
は
、
労
働
者
が
資
本
家
に

売
っ
て
い
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
思
い

こ
ま
れ
て
い
た
よ
う
に
、
「
労
働
」

で
は
な
く
、
労
働
を
す
る
能
力
、
す

な
わ
ち
「
労
働
力
」
だ
と
い
う
こ
と

で
し
た
。

ロ
。
「
労
働
力
」
商
品
の
価
値
は
、

ほ
か
の
商
品
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の

商
品
の
再
生
産
の
費
用
で
決
ま
り
ま

す
。
再
生
産
の
費
用
と
は
、
労
働
者

が
引
き
続
き
働
け
る
状
態
を
維
持
す

る
費
用
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か

ら
、
労
働
者
と
そ
の
家
族
の
生
活
費

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ハ
。
資
本
家
は
、
買
い
入
れ
た

「
労
働
力
」
を
消
費
す
る
、
つ
ま
り

自
分
の
工
場
で
働
か
せ
ま
す
。
「
労

働
力
」
商
品
は
こ
れ
を
働
か
せ
る
こ

と
で
新
し
い
価
値
を
生
み
だ
す
と
い

う
、
ほ
か
の
商
品
に
は
な
い
特
性
を

も
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
あ
る
時

間
働
か
せ
れ
ば
、
賃
金
分
の
価
値
を

生
み
だ
し
ま
す
が
、
そ
こ
で
仕
事
を

や
め
さ
せ
る
資
本
家
は
い
ま
せ
ん
。

必
ず
、
賃
金
分
に
相
当
す
る
時
間
を

こ
え
て
、
労
働
を
続
け
さ
せ
ま
す
。

そ
の
時
間
帯
に
生
み
だ
さ
れ
た
価
値

は
、
ま
る
ま
る
資
本
家
の
も
の
に
な

り
ま
す
。
こ
れ
が
、
「
剰
余
価
値
」

で
す
。

こ
の
取
引
で
、
資
本
家
は
別
に
イ

ン
チ
キ
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
世
間
並
の
生
活
費
で
は
な

く
、
も
っ
と
低
い
賃
金
を
む
り
や
り

押
し
つ
け
る
資
本
家
は
現
実
に
は
ど

こ
に
も
い
ま
す
が
、
資
本
家
が
、
市

場
経
済
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
、
世

間
な
み
の
生
活
が
で
き
る
だ
け
の
賃

金
を
支
払
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
分
を
埋
め
合
わ
せ
る
の

に
必
要
な
労
働
は
、
一
日
の

労
働
時
間
の
一
部
分
に
す
ぎ

ま
せ
ん
。
そ
れ
以
上
の
労
働

時
間
は
剰
余
労
働
で
あ
り
、

資
本
家
は
、
ま
ち
が
い
な
く

剰
余
価
値
を
手
に
入
れ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
が
、
資
本
主
義
の
搾

取
の
仕
組
み
で
す
。

普
通
の
商
品
交
換
で
は
、

生
産
者
が
生
産
物
の
所
有
者

と
し
て
市
場
に
出
て
き
ま
す

が
、
い
ま
見
た
よ
う
に
、
資

本
主
義
社
会
で
の
労
働
力
の

売
買
で
は
、
資
本
が
生
産
物

の
所
有
者
に
な
り
ま
す
。
こ

こ
で
は
、
生
産
物
か
誰
の
も

の
に
な
る
か
、
と
い
う
点
で
、

市
場
経
済
の
法
則
が
逆
転
す

る
の
で
す
。

な
ぜ
、
そ
う
い
う
逆
転
か
起
こ
る

の
か
。
そ
の
原
因
は
、
一
方
で
は
、

生
産
者
が
生
産
手
段
を
失
っ
て
、
労

働
力
の
売
り
手
に
な
り
、
他
方
で
は
、

資
本
家
が
生
産
手
段
を
も
っ
て
、
労

働
力
の
買
い
手
に
な
っ
た
と
い
う
社

会
的
変
化
の
な
か
に
あ
り
ま
し
た
。

（
平
凡
新
書
「
マ
ル
ク
ス
は
生
き
て

い
る
」p

7
6
-
8

２
）


