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日本民間教育大賞

学
習
塾
は
、

雑
木
林
的
な
も
の
で
あ
る

　
本
質
的
な
問
題
で
す
が
、
そ
も
そ
も
学
習

塾（
民
間
教
育
機
関
）の
自
立
と
は
何
な
の
か
、

そ
の
役
割
と
は
、
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
最

近
し
き
り
に
考
え
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し

た
。

　
公
教
育
（
学
校
教
育
）
と
民
間
教
育
（
学

習
塾
）
と
の
根
本
的
な
違
い
、
そ
の
違
い
か
ら

派
生
し
て
く
る
様
々
な
問
題
。
公
教
育
の
経

営
は
、
税
金
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
が
、
民
間

教
育
で
あ
る
学
習
塾
の
経
営
は
、
そ
こ
に
通
う

生
徒
た
ち
の
授
業
料
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

公
教
育
は
、
緩
や
か
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、国
（
文
部
科
学
省
）
の
支
配
下
に
置
か
れ
、

指
導
・
規
制
の
中
で
運
営
が
行
わ
れ
ま
す
。
一

方
、
学
習
塾
は
、
保
護
者
の
支
持
・
支
援
が

あ
る
限
り
、
自
由
な
教
育
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
反
面
、
そ
の
理
解
と
支
援
が
な
い
限

り
継
続
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
だ
か
ら
、
塾
経
営
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
異

な
っ
た
教
育
理
念
を
持
ち
、他
の
塾
と
は
違
う
、

差
別
化
を
は
か
る
た
め
の
指
導
方
針
を
掲
げ
、

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
発
し
、
個
性
的
な
教
育

活
動
を
行
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
私
は
、
こ
の
公
教
育
か
ら
の
自
立
こ
そ
が
、

重
要
で
あ
っ
て
、
公
教
育
で
は
成
し
得
な
い
教

育
・
学
習
活
動
を
行
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け

な
い
と
思
う
の
で
す
。

　
学
習
塾
も
様
々
で
、
不
登
校
生
対
象
の
塾

も
あ
れ
ば
、
補
習
塾
、
進
学
塾
、
英
語
塾
、

数
学
塾
な
ど
が
あ
り
、
指
導
形
態
も
一
斉
集

団
型
、
個
別
型
、
映
像
授
業
型
、
そ
し
て
総

合
塾
な
ど
、
ま
る
で
「
雑
木
林
」
で
す
。
そ
の

多
様
性
が
あ
る
か
ら
こ
そ
価
値
が
あ
り
、
間

違
っ
て
も
、
統
一
し
た
り
集
約
し
た
り
、
規
制

し
た
り
し
な
い
こ
と
が
、
重
要
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。

学
習
塾
の
原
点
と
ミ
ッ
シ
ョ
ン

　
塾
の
原
点
と
い
え
ば
、
私
が
学
生
時
代
に

学
ん
だ
、
吉
田
松
陰
が
主
宰
し
た
松
下
村
塾

を
思
い
出
し
ま
す
。
か
つ
て
江
戸
時
代
に
は
、

た
く
さ
ん
の
塾
（
民
間
教
育
機
関
）
が
あ
り
、

読
み
書
き
ソ
ロ
バ
ン
を
教
え
て
い
た
市
井
の
寺

子
屋
な
ど
無
数
に
あ
り
ま
し
た
。

　
一
方
、
当
時
で
は
、
公
教
育
と
で
も
言
う

の
で
し
ょ
う
か
、
藩
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
通
っ

た
藩
校
（
明
倫
館
・
時
習
館
な
ど
）
も
あ
り
、

儒
学
を
中
心
に
学
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。

　
私
が
注
目
し
た
の
は
、
松
下
村
塾
や
適
塾
、

鳴
滝
塾
、
咸
宜
園
な
ど
の
塾
で
は
、
現
代
の
塾

と
同
じ
く
有
料
で
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
米
や
物

産
な
ど
を
、
今
で
言
う
授
業
料
と
し
て
払
い

な
が
ら
勉
学
に
勤
し
ん
で
い
た
の
で
す
。
学
ぶ

教
科
も
論
語
だ
け
で
な
く
、
外
国
語
（
オ
ラ

ン
ダ
語
な
ど
）
や
医
学
な
ど
、公
教
育
（
藩
校
）

と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
、
そ
の
根
底
に
は
国

を
思
う
「
志
」
が
あ
り
ま
し
た
。
や
が
て
は
、

天
下
国
家
を
論
じ
、
の
ち
の
開
国
そ
し
て
明
治

維
新
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
す
。「
志
」
つ

ま
り
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
持
っ
た
塾
の
存
在
に
驚
か

「
民
間
教
育
と
私
─

地
球
の
未
来
な
し
に
、

子
ど
も
の
未
来
は
な
い
─
」
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さ
れ
ま
す
。

テ
ィ
エ
ラ
と

地
球
サ
イ
ズ
の
人
づ
く
り

　
私
的
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
子
ど
も

た
ち
の
教
育
に
携
わ
っ
て
、
も
う
す
ぐ
40
年
が

経
と
う
と
し
て
い
ま
す
。
テ
ィ
エ
ラ
と
い
う
の

は
、
ス
ペ
イ
ン
語
で
「
地
球
、
大
地
、
故
郷
」

と
い
っ
た
意
味
を
持
ち
ま
す
。

　
現
代
は
、
情
報
化
社
会
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
社

会
と
言
わ
れ
、
世
界
化
が
一
気
に
進
ん
で
い
ま

す
。
世
界
の
各
国
で
、
資
源
獲
得
競
争
に
よ

る
紛
争
や
戦
争
、
環
境
破
壊
、
地
球
温
暖
化

が
進
み
、
気
候
変
動
や
大
気
汚
染
、
水
質
汚

染
に
よ
る
生
態
系
の
崩
れ
な
ど
、
地
球
そ
の
も

の
（
生
命
体
で
あ
る
地
球
）
が
、
人
間
の
力
で

脅
か
さ
れ
そ
う
で
す
。
私
た
ち
が
生
き
て
い
る

間
は
問
題
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
静
か
に

静
か
に
深
く
深
く
潜
行
し
て
い
る
の
で
す
。
取

り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。

　
私
た
ち
は
、
お
預
か
り
し
て
い
る
子
ど
も
た

ち
の
直
面
し
て
い
る
様
々
な
問
題
（
成
績
を
上

げ
る
、
志
望
校
に
合
格
さ
せ
る
な
ど
）
に
取
り

組
む
こ
と
だ
け
で
な
く
、将
来
、20
年
後・50
年・

１
０
０
年
後
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
果
た

し
て
こ
の
地
球
が
、
健
康
で
幸
せ
に
存
在
し
て

い
る
の
か
、
危
機
感
を
持
っ
て
指
導
に
あ
た
り

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
次
代
を
生
き
て
い
く
子
ど
も
た
ち
に
、
大

人
と
し
て
ど
う
い
う
責
務
が
あ
る
か
と
い
う
こ

と
を
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

 

「
地
球
の
未
来
な
し
に
、
子
ど
も
の
未
来
は
な

い
」
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
環
境
の
中
で
、
果
た
し
て
今

我
々
が
、
行
っ
て
い
る
学
習
塾
活
動
は
、
ど
う

な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
我
々
は
、
可
能

な
ら
ば
教
科
指
導
活
動
の
ほ
か
に
、「
志
」
を

高
く
掲
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
塾
の
オ
リ
ジ
ナ
リ

テ
ィ
を
ピ
カ
ピ
カ
に
磨
き
上
げ
て
い
き
、
社
会

に
貢
献
で
き
る
人
材
育
成
を
さ
ら
に
進
め
て
い

き
た
い
。
そ
し
て
雑
木
林
の
よ
う
な
塾
業
界
が

競
争
し
な
が
ら
も
、
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
で
混
在

し
、
共
に
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば

よ
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
最
後
に
、
テ
ィ
エ
ラ
コ
ム
の
企
業
哲
学
の
冒

頭
を
紹
介
し
て
、
終
わ
り
と
し
ま
す
。

地球は、それ自体が「生命体」であるという。
そこに生きる数百万種の生命の活動は、互いの生態だけでなく、
大気や水の循環、土壌の変遷などにも深くかかわっている。
それらは地球の呼吸であり、鼓動なのだ。
各種の生命は、それぞれが独自の役割を持つ「細胞」として、
地球という生命体を形づくっていると言えるだろう。
人間も、その細胞の一つにほかならない。
　　　　　　　　　　　　1996年2月7日宣言

ティエラコムの企業哲学「地球貢献」
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◀40 周年を記念して発刊された『地球サイズの人づくり』
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