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松村隆氏講演 軍
隊
一
月
・捕
虜
二
年
の
青
春 

                                    

一
月
二
〇
日
（
火
）
南
ひ
や
ま
９
条
の

会
主
催
の
「
平
和
を
語
る
つ
ど
い
」
戦
争

体
験
者
松
村
隆
氏
講
演
「
軍
隊
一
月
・
捕

虜
二
年
の
青
春
」
が
江
差
町
役
場
保
健
セ

ン
タ
ー
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
参
加
者
は
約

八
〇
名
。
松
村
氏
の
体
験
談
を
じ
っ
と
聴

き
入
り
ま
し
た
。【
以
下
講
演
要
旨
】 

教
育
の
力
は
怖
い
～
軍
国
教
育
～ 

私
は
、
昭
和
元
年
の
生
ま
れ
。
昭
和
六

年
に
満
州
事
変
。
昭
和
一
六
年
に
は
太
平
洋

戦
争
。
物
心
つ
い
た
ら
戦
争
を
し
て
い
た
時

代
。
ゆ
え
に
私
の
受
け
た
教
育
は
、
軍
国
教

育
で
、
教
育
勅
語
に
の
っ
と
っ
た
教
育
。
奉

安
殿
（
教
育
勅
語
と
天
皇
陛
下
の
写
真
が
奉

納
）
に
頭
を
下
げ
て
通
学
。「
日
本
は
神
国
。

い
ざ
と
い
う
と
き
は
神
風
が
吹
き
負
け
な

い
」
と
子
ど
も
の
頃
か
ら
教
え
込
ま
れ
、
特

攻
隊
を
賛
美
し
て
い
た
。
教
育
の
力
は
怖
い

と
知
る
の
は
、
後
の
こ
と
で
あ
る
。 

軍
隊
の
生
活 

一
八
歳
で
兵
役
命
令
。
本
来
、
徴
兵
は
二

〇
歳
。
な
り
ふ
り
構
わ
ず
狩
り
出
さ
れ
る
。

私
は
最
後
の
兵
隊
。
そ
こ
か
ら
軍
隊
一
月
・

捕
虜
二
年
の
青
春
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。 

一
九
四
五
年
七
月
一
日
、
札
幌
月
寒
の
北

部
軍
司
令
部
に
入
隊
命
令
。
「
日
本
は
絶
対

に
負
け
な
い
」
と
い
う
こ
と
だ
け
は
疑
っ
て

い
な
か
っ
た
。
最
初
は
樺
太
。
初
年
兵
に
対

す
る
古
参
兵
の
し
ご

き
は
た
だ
ご
と
で
な

い
。
少
し
で
も
気
に

く
わ
な
け
れ
ば
、

容
赦
な
く
殴
り
つ
け
る
。

鼻
血
が
噴
出
し
、
口
の
中
が
切
れ
、
食
事
も

と
れ
な
い
。
軍
隊
で
は
、
軍
人
精
神
を
鍛
え

る
た
め
に
そ
ん
な
こ
と
が
当
た
り
前
。
そ
れ

が
日
本
の
軍
隊
。
そ
の
う
ち
、
終
戦
を
迎
え

る
。
誰
も
が
帰
れ
る
と
疑
わ
な
か
っ
た
。 

 

 

人
間
の
尊
厳
が
失
わ
れ
て
い
く
生
活 

八
月
二
九
日
、
捕
虜
に
な
る
。
運
動
場
の

板
の
間
に
避
難
民
の
よ
う
に
過
ご
し
て
い

た
。
帰
国
ど
こ
ろ
か
、
捕
虜
生
活
も
三
ヶ
月

が
過
ぎ
る
。
一
一
月
の
樺
太
の
寒
さ
が
身
に

沁
み
る
。
屋
根
だ
け
の
民
家
で
、
毛
布
一
枚

で
眠
る
。
ま
た
移
動
。
今
度
は
列
車
で
家
畜

の
貨
車
。
ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ
う
に
詰
め
込
ま
れ
る
。

家
畜
で
も
こ
ん
な
詰
め
方
は
し
な
い
。
鉄
扉

を
閉
め
て
外
か
ら
ガ
チ
ャ
ン
と
錠
を
か
け

る
。
床
や
壁
に
は
家
畜
の
糞
が
こ
び
り
つ
い

て
い
て
異
臭
が
ひ
ど
い
。
も
う
人
間
扱
い
で

は
な
い
。
身
動
き
も
と
れ
な
い
。
放
尿
も
垂

れ
流
し
。
排
泄
設
備
の
な
い
中
、
大
便
は
大

変
だ
。
野
原
の
ど
真
ん
中
に
停
車
。
監
視
兵

が
自
動
小
銃
を
構
え
て
見
張
っ
て
い
る
。
扉

が
開
か
れ
る
と
、
一
斉
に
貨
車
か
ら
飛
び
出

し
て
、
ベ
ル
ト
を
外
す
と
同
時
に
脱
糞
。
隠

れ
て
す
る
余
裕
な
ど
な
い
。
列
車
の
両
側
に

千
人
が
一
斉
に
尻
を
突
き
出
し
て
野
糞
の

行
列
だ
。
惨
め
な
屈
辱
も
極
限
を
超
え
て
い

る
。
戦
争
の
敗
者
と
は
こ
ん
な
も
の
か･･･
。 

 

悪
夢
の
排
便
・
・
・ 

ま
た
、
同
じ
場
所
に
戻
っ
て
き
た
。
便
意

を
も
よ
お
し
て
き
た
の
で
、
砂
浜
に
出
る
と
、

足
の
踏
み
場
も
な
い
く
ら
い
脱
糞
の
小
山

が
続
い
て
い
る
。
何
万
人
と
い
う
軍
隊
の
排

泄
物
。
果
て
し
な
く
続
い
て
い
る
。
近
く
に

は
人
家
が
立
ち
並
ん
で
い
る
。
背
に
腹
は
か

え
ら
れ
ず
、
そ
の
一
角
に
よ
う
や
く
足
を
踏

み
入
れ
か
が
み
込
む
。
腰
を
下
ろ
す
と
尻
に

山
が
届
き
そ
う
で
、
中
腰
で
用
を
足
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
悪
夢
の
排
便
だ
っ

た
。 こ

ん
な
捕
虜
生
活
が
三
ヶ
月
も
続
き
、
当

て
も
な
く
引
き
ず
り
回
さ
れ
る
と
、
精
気
を

失
う
。
風
呂
も
入
ら
ず
、
雨
に
叩
か
れ
、
野

宿
を
し
て
い
る
と
、
シ
ラ
ミ
が
い
い
だ
け
の

さ
ば
る
。
身
体
全
体
を
這
い
回
る
ほ
ど
食
い

つ
き
、
血
を
吸
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
と
て
も

潰
し
き
れ
な
い
。
ま
る
で
蟻
地
獄
。
横
に
な

る
と
、
体
中
を
も
そ
も
そ
と
シ
ラ
ミ
が
動
き

出
す
。
手
に
触
っ
た
や
つ
を
つ
ま
ん
で
潰
す

の
が
抵
抗
の
限
界
。
い
つ
帰
れ
る
の
か･･･

。 

シ
ベ
リ
ア
抑
留
・
強
制
労
働 

我
々
の
部
隊
は
シ
ベ
リ
ア
に
上
陸
し
、
強

制
労
働
。
誰
も
予
期
で
き
な
い
現
実
。
た
だ

呆
然
。
ま
さ
に
奴
隷
船
。
零
下
五
〇
度
と
い

う
凍
原
の
重
労
働
。
生
き
て
帰
れ
る
の
か
。

タ
コ
部
屋
を
連
想
。
樺
太
の
収
容
所
で
、
捕

虜
の
惨
め
さ
、
そ
し
て
、
人
間
性
無
視
の
行

為
を
強
い
ら
れ
る
。
「
非
人
間
的
な
生
活
が

い
つ
ま
で
続
く
の
か
」
そ
の
悲
惨
な
現
実
に

人
間
の
感
覚
が
失
わ
れ
て
い
く･･･

。 

シ
ベ
リ
ア
の
一
一
月
は
、
も
う
冬
な
の
か

砂
が
凍
り
付
い
て
い
る
。
こ
の
砂
浜
で
野
宿

だ
。
凍
り
付
い
た
砂
の
上
に
座
る
。
お
互
い

の
体
温
で
あ
た
た
ま
る
と
、
下
着
一
面
に
密

生
し
て
い
る
シ
ラ
ミ
が
モ
ソ
モ
ソ
と
動
き

出
す
。
凍
っ
た
砂
が
融
け
、
尻
や
背
中
に
冷

た
く
沁
み
て
く
る
。
餓
え
と
零
下
三
・
四
〇

度
の
労
働
は
、
苛
酷
極
ま
っ
た
。
後
で
知
る

こ
と
に
な
る
が
、
シ
ベ
リ
ア
の
捕
虜
六
〇
万

人
の
内
六
万
人
を
越
え
る
死
者
が
出
た
。 

こ
ん
な
捕
虜
二
年
の
生
活
が
続
い
た
の

ち
帰
国
す
る
。
京
都
に
あ
る
舞
鶴
の
港
が
近

づ
く
に
つ
れ
、
み
ん
な
ボ
ロ
ボ
ロ
と
泣
い
た
。 

避
け
て
き
た
戦
争
体
験
を
今
語
り
継
ぐ 

こ
ん
な
惨
め
な
話
は
、
避
け
て
き
た
。
自

慢
で
き
る
こ
と
で
も
な
い
。
し
か
し
、
戦
争

体
験
者
と
し
て
義
務
で
は
な
い
か
と
今
思

い
返
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
今
の
世
の
中
に

危
機
感
を
感
じ
て
い
る
か
ら
。 

経
済
本
位
で
良
い
の
か 

今
の
世
の
中
は
、
な
ん
で
も
「
経
済
本
位
」。

金
を
稼
ぐ
た
め
に
東
京
に
集
中
す
る
。
経
済

の
た
め
な
ら
そ
こ
の
け
そ
こ
の
け
と
い
う

感
じ
で
、
合
理
化
す
る
し
、
村
も
町
も
合
併

し
て
し
ま
う
。
果
た
し
て
こ
れ
で
良
い
の
か
。

東
北
の
震
災
で
、
あ
れ
だ
け
の
災
害
が
あ
っ

て
、
原
子
力
発
電
と
い
う
始
末
に
負
え
な
い

も
の
を
経
済
の
た
め
に
や
る
、
日
本
経
済
の

立
て
直
し
と
い
っ
て･･･

。
本
当
に
必
要
か
。

お
金
は
必
要
だ
け
ど
も
、
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
、

我
々
の
生
活
も
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

経
済
の
た
め
に
は
戦
争
も
す
る 

経
済
の
た
め
に
は
戦
争
も
す
る
こ
と
に

な
り
は
し
な
い
か
。
秘
密
保
護
法
も
そ
の
時

代
の
治
安
維
持
法
み
た
い
だ
。
都
合
の
悪
い

こ
と
は
み
ん
な
潰
し
て
し
ま
う
と
言
う
こ

と
。
権
力
は
金
の
た
め
と
い
う
こ
と
を
隠
し

て
、
も
っ
と
も
ら
し
い
大
義
名
分
で
じ
わ
じ

わ
と
住
民
生
活
を

壊
す
。
こ
の
本
の

自
費
出
版
は
「
戦

争
を
二
度
と
起
こ

し
て
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
決
意
だ
。 
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感
想
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
・ 

◆
奇
し
く
も
今
日
は
イ
ス
ラ
ム
国
に
日
本

人
が
拘
束
さ
れ
身
代
金
を
要
求
さ
れ
た

日
。
私
た
ち
の
住
ん
で
い
る
周
辺
と
は

無
縁
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
ど
ん
ど
ん

迫
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。
二
度
と
繰

り
返
さ
な
い
と
い
う
思
い
を
確
実
に
伝

え
、
平
和
の
尊
さ
を

語
れ
る
の
は
実
際
に

体
験
し
た
人
に
他

な
ら
な
い
と
思
い

ま
し
た
。
神
国
日
本

は
勝
つ
と
教
育
さ

れ
た
力
は
大
き
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
し

た
が
、
平
和
も
教
育

の
力
で
守
れ
る
よ
う
若
い
世
代
、
子
供

達
へ
ど
ん
ど
ん
体
験
談
を
話
し
て
下
さ

い
。 

◆
軍
国
教
育
の
恐
ろ
し
さ
。
最
近
、
教
科
書

は
戦
争
責
任
を
な
い
が
し
ろ
の
す
る
教

育
方
針
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
思
う
。
知

ら
な
い
う
ち
に
戦
争
に
向
か
っ
て
い
き

つ
つ
あ
る
と

い
う
松
村
さ

ん
に
拍
手
を

お
く
り
た
い
。

私
た
ち
も
だ

ま
っ
て
い
ら

れ
な
い
声
を

出
し
て
平
和

を
訴
え
て
い

か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
い

ま
す
。 

◆
松
村
さ
ん
の
講

演
を
聴
い
て
、

青
春
を
謳
歌

し
て
や
ま
な
い

一
八
歳
～
二

〇
歳
の
時
代
に

過
酷
な
体
験
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

戦
争
の
む
ご
さ
を
感
じ
た
。
戦
争
は
人

間
の
悲
劇
で
あ
る
。
戦
争
は
人
間
の
悪

の
本
質
を
さ
ら
け
出
し
、
非
人
道
の
光

景
を
赤
裸
々
に
す
る
最
た
る
も
の
だ
。

戦
争
は
人
間
悪
の
最
た
る
も
の
だ
。
戦

後
７
０
年
の
平
和
を
維
持
、享
受
し
て
い

る
憲
法
第
９
条
を
堅
持
、
守
る
べ

き
声
を
上
げ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な

い
と
感
じ
た
。 

◆
人
が
人
の
扱
い
を
さ
れ
な
い
。

戦
争
は
そ
れ
の
最
た
る
も
の
で
す

が
、原
発
、経
済
、政
治
に

も
通
ず
る
も
の
が
あ
り

ま
す
ね
。
目
的
も
、
こ
れ

か
ら
ど
こ
に
、
何
さ
れ
る

か
も
わ
か
ら
ず
、
暗
黒
の
時
代

へ
、
話
し
た
く
な
い(

な
か
っ

た)

気
持
ち
が
少
し
わ
か
っ
て

き
ま
し
た
。
教
育
と
も
連
携

し
て
い
き
た
い
で
す
。 

◆
戦
争
の
犠
牲
に
な
る
の
は
、
一

般
の
人
々
な
ん
だ
と
強
く
感

じ
ま
し
た
。
権
力
者
は

戦
争
の
甘
い
汁
を
す
っ

て
、
自
分
の
利
益
を
得

る
だ
け
。
世
の
中
、
戦
争

を
す
る
方
向
に
向
か
っ

て
い
る
危
機
を
感
じ
る

の
は
私
一
人
だ
け
で
は

な
い
と
思
う
。
絶
対
戦

争
は
し
な
い
、
さ
せ
な

い
。 

◆
松
村
さ
ん
の
講
演
、

戦
後
生
ま
れ
た
私
た
ち
、

頭
の
中
で
戦
争
反
対
と

思
っ
て
い
る
が
、
こ
の
地

域
に
具
体
的
に
子
ど
も

や
地
域
の
人
々
に
、
ど

う
い
う
こ
と
を
学
び
行

動
し
て
い
っ
た
ら
い
い

だ
ろ
う
か
？
ま
ず
、そ
れ

に
は
自
分
自
身
が
真
剣

に
受
け
と
め
、
自
分
の

で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
活
動
し
て
い
き
た

い
。
大
変
リ
ア
ル
な
話
を
語
っ
て
く
れ

て
勉
強
に
な
っ
た
。 

  

全国教育研究交流集会 in 奈良に参加して 

美和小学校 木口道代 

抜粋 

私にとって今回の研修で一番に学んだことは、『自分

がやろうとしている事の良い面、悪い面の両方を理解し

ようとすることの大切さ』だ。そう強く思わされたのは、

２日目の分科会で聞いた金馬（横浜国大）先生のレポー

トがきっかけだ。 

私自身、ＰＩＳＡの結果をもととして、現場が基礎基本の学力をつけよ

うと躍起になっている現状を、点数をとれないよりは、とれた方がいいと

開き直りに近い感情をもってやってきていた。 

研修に集中できる長期期間の中で、もう一度学力テストのもつ意味合い

を知りたいという思いをもちながら、分科会（教育課程改革と学力問題）

を選んだ。そこで自分の考えの至らなさ（知ろうとしていなかったこと）

に、また、その自分のもっていた思考の持ち方自体が社会の生み出したテ

スト収斂システムに支配されている部分があったといえるのではないか

と立ち止まって考えるきっかけになった。 

テスト収斂システム（あるテストに向けてあらゆる人も、ものも総動員

されるような自体をテストに収斂されると表現する。そのもとでは自らが

テストに支配されようとし、互いに競争し合い、どのように点数がつけら

れているかを考えることなく、数値が一人歩きし、さまざまな判定や決定

に使われていくような社会の仕組み全体のこと、と説明すればいいだろう

か。）が当たり前の世の中で学生時代を過ごしてきた私にとって、何の違

和感もない社会の仕組みだが、そのために私のような、教員採用試験の一

次試験に受かるためだけの学び（テストが終われば、ほぼ記憶していない

状況）に時間を費やしてきてしまった教員が少なからず生み出されるのだ

と納得してしまった。 

特に記憶に新しい高校、大学の授業時間を振り返ったとき、テストの点

をとるための学びにどれだけの時間を割かれただろうかと、途方にくれ

る。自分で学びたい！と思って学ぶことの喜びを知っているからこそ、奈

良まで、小さな子ども２人をおいて研修にくることを決意できた（観光も

もちろん魅力的だったのは確かだが・・・）。逆に、学生時代、今のよう

に学ぶことが楽しい！と思って向き合えた授業時間は、何時間あるだろう

か。また、今どきの若者の特徴としてよく聞かれる、わからないことをそ

のままにしてしまうところや、間違いを恐れる、積極的に他との関わりを

もとうとしないのも、このシステムとの関係を疑わずにはいられない。 

テストの点数で測れる学力は、ほんの一部なのである。そのことが再認

識できたように思う。 

学びとは一体何なのか、教育とは、学校とはどういう場所であるべきな

のかを自分なりにしっかりと考えをもち、子どもの幸せのために考え行動

していける教員でいられるよう、これからも学び続けなければならないと

強く感じさせられた。 

 「訓練して点数がとれる、というだけの学力を目指していないか？」 

 「なぜ勉強するの？と子どもに聞かれたとき、何と答えられるか？」 

この二つの質問に、自分が理想とする返答ができる子どもとの関わりを

もてる教師でなれるよう進んでいきたい。 

収容所の部屋の中 

質問する参加者 

「
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