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文
求
ム
か
ら
な
た
子
ど
も
と
設
鼈

原
田
　
彰

１
　
文
芸
か
ら
教
師
論
ヘ

あ
る
時
代
に
よ
く
読
ま
れ
る
文
芸
作
品
に
は
、
時
代
を
反
映
す
る
側
面
と
時
代
を
先
取
り
す
る
側
面
と
が
あ
る
。
文

書
作
品
は
、
そ
の
時
代
の
経
験
や
欲
求
や
感
覚
や
観
念
を
反
映
し
た
り
、
そ
れ
ら
を
先
取
り
し
て
描
い
た
り
す
る
。
こ

の
点
か
ら
す
れ
ば
、
文
芸
作
品
は
、
時
代
の
状
況
と
そ
の
変
化
の
兆
候
に
つ
い
て
、
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ

る
ｒ
教
師
が
登
場
す
る
文
芸
作
品
の
場
合
も
、
教
師
と
い
う
存
在
の
特
殊
性
を
考
慮
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
同
様
の
こ

，ど
、
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

・
一　
時
代
を
反
映
す
る
に
せ
よ
、
時
代
を
先
取
り
す
る
に
せ
よ
、
文
芸
作
品
は
、
教
師
と
い
う
人
間
を
そ
の
生
活
全
体
に

―‐
載
囃
爛
源
．こ
凛
が
一げ
】芍
夕
、磯
ど
．嘲
邸
．グ
て
、
教
師
と
い
う
存
在
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、
夕
師
０
職
業‐
上
０
役
師
に
と

ど
ま
ら
ず
、
も

っ
と
広
く
深
く
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。　
一
般
に
、
教
師
論
は
、
教
師
と
い
う
職
業
が
も
つ
役
割
に

限
定
さ
れ
た
教
職
論
に
な
っ
た
り
、
逆
に
教
師
と
い
う
人
間
の
あ
り
方
を
理
念
的
に
論
じ
た
も
の
に
な
っ
た
り
し
が
ち

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
文
芸
作
品
は
、
こ
う
し
た
二
つ
の
論
じ
方
を
超
え
た
視
点
を
提
示
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

と
く
に
、
教
師
役
割
を
遂
行
し
よ
う
と
す
る
自
己
と
、
そ
の
役
割
を
は
み
出
し
た
り
そ
れ
に
反
逆
し
た
り
す
る
自
己

と
の
間
の
葛
藤
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の

れ
の
状
況
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
師
の
身
の
処
し
方
の
中
に
あ
ら
わ
れ

る
に
ち
が
い
な
い
。
文
芸
作
品
は
、
こ
の
よ
う
な
自
己
の
諸
層
の
間
の
葛
藤
、
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
葛

藤
を
通
じ
て
経
験
さ
れ
る
孤
独
を
描
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
種
の
葛
藤
は
、
他
者
が
代
わ
り
に
引
き
受
け
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
孤
独
と
し
て
経
験
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
．『
二
十
四
の
瞳
』
の
本

石
先
生
は
、
軍
国
調
が
強
ま
る
な
か
で
要
求
さ
れ
る
教
師
役
割
と
自
分
自
身
の
生
活

つ
づ
り
方
に
対
す
る
関
心
と
の
間

に
生
ま
れ
る
葛
藤
に
悩
む

（も

つ
と
も
、
彼
女
は
そ
う

い
う
学
校
に
嫌
気
が
さ
し
て
、
教
師
を
や
め
て
し
ま
う
と
い
う

身
の
引
き
方
を
す
る
の
だ
が
）
。

、
コ
撃
師
が
ど
ん
な
状
況
の
も
と
で
ど
の
よ
う
な
身
の
処
し
方
を
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
、
教
師
が
登
場
す
る
文
芸
作
品

は
、
そ
れ
が
フ
イ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
実
験
的
な
試
み
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
「教
師
論
」
と
し
て
学
び
う
る
事
柄
を
い

ろ
い
ろ
と
教
え
て
く
れ
る
。
『兎
の
眼
』
の
小
谷
先
生
は
、
大
学
出
た
て
の
新
採
用
教
員
で
あ
り
、
し
か
も
結
婚
し
た

ば
か
り
で
、
い
き
な
り
小
学

丁
年
生
の
学
級
担
任
に
な
る
。
こ
ん
な
こ
と
は
、
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
が
、

こ
う
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
条
件
設
定
の
も
と
で
、
い
き
な
り
鉄
三
と
い
う
む
ず
か
し
い
子
ど
も
を
ぶ
つ
け
る
こ
と

に
よ
つ
て
、
彼
女
が
ど
う
い
う
身
の
処
し
方
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
か
ぃ
と
い
う
実
験
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
も

い
え
る
。
現
実
の
教
育
の
世
界
で
は
、
実
験
は
で
き
な
い
が
、
文
芸
作
品
の
中
な
ら
、
ど
ん
な
実
験
で
も
で
き
る
。
そ

う

い
う
実
験
に
よ

っ

で
は
な
か
ろ
う
か
。

っ
て

リ

ア

リ

テ

ィ

を

え

ぐ

り

出

す

こ

と

で
き
る
の
が
、
文
芸
作
品
の
創
り
出
す
世
界

さ
ま
ざ
ま
な

「教
師
論
」
が
あ
り
う
る
な
か
で
、
本
書
が
と
る
立
場
は
、
や
や
特
異
な
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
―
′
　
　
　
　
　
　
　
　
・‥
‥
‥
　
　
　
・
・，　
　
・

‐
‐
‐
‥
‥
‐
‥
　
　
　
　
　
　
‥
‐
‐
‥
‥
‥
‐
‐
‐‐
　
・
　

‥
・
　

・

、　
本
書
は
、
主
と
し
て
文
芸
作
品
に
描
か
れ
た
教
師
を
取
り
上
げ
、
あ
る
状
況
の
中
で
の
彼
女
ま
た
は
彼
の
身
の
処
し
方

に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
こ
か
ら

「教
師
論
」
と
し
て
学
び
う
る
も
の
を
引
き
出
す
こ
と
を
意
図
し
て
い

る

。

『二
十
四
の
瞳
』
の
時
代

１
　
『二
十
四
の
瞳
』
を
読
む

一
九
五
四

（昭
和
二
九
）
年
頃
だ
つ
た
と
思
う
が
、
当
時
高
校
生
だ
つ
た
私
は
、
大
ヒ
ッ
ト
し
た
映
画

『
二
十
四
の

瞳
』
（木
下
恵
介
監
督
）
を
映
画
館
で
見
た
記
憶
が
あ
る
。
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
る
大
石
先
生
は
ょ
く
泣
い
た
が
、
映
画

館
の
中
の
観
客
も
泣
ぃ
て
い
た
。
実
際
、
こ
の
映
画
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
に
思
い
出
す
人
が
多
い
。ヽ

こ
の
た
び
久
し
ぶ
り
に
読
み
直
し
た

『二
十
四
の
瞳
』
は
、
戦
争
へ
の
静
か
な
憤
り
の
中
に
も
ユ
ー
モ
ア
に
満
ち
た

語
り
口
に
、
味
わ
い
深
い
も
の
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
。
よ
く
読
ん
で
み
る
と
、
物
語
の
舞
台
と
な
る
昭
和
の
初
め
か

‥
‥‥
ｌ
ｉ
ｌ
‥
，
，
‐
‐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
‥
・１護
ず
電
縄
「
横
ｔ

，電
１
　̈
　
　
　
　
　
　
　
　
・

ら
敗
戦
後
に
か
け
て
の
瀬
戸
内
海
べ
り
の
一
寒
村
の
人
々
の

「貧
し
さ
」
が
、
細
か
く
描
か
れ
て
い
る
。

「
‐

一
九
二
人

（昭
和
三
）
年
に
女
学
校
の
師
範
科
を
出
た
ば
か
り
の
大
石
先
生
が
赴
任
し
た
岬
の
突
端
に
あ
る
村
の
分

教
場
の

一
年
生
十
二
人
の
子
ど
も
た
ち
の
家
の
職
業
と
し
て
は
、
と
う
ふ
屋
、
米
屋
、
網
屋
、
料
理
屋
、
チ
リ
リ
ン
屋
、

大
工
、
よ
ろ
ず
屋
、
そ
し
て
没
落
し
た
旧
家
な
ど
が
出
て
く
る
。

「
そ
れ
ぞ
れ
の
家
業
は
と
う
ふ
屋
と
よ
ば
れ
、
米
屋
と
よ
ば
れ
、
網
屋
と
よ
ば
れ
て
い
て
も
、
そ
の
ど
の
家
も
め
い

め
い
の
商
売
だ
け
で
は
く
ら
し
が
た
た
ず
、
百
姓
も
し
て
い
れ
ば
、
か
た
て
ま
に
は
漁
師
も
や
っ
て
い
る
、
（略
）
だ

れ
も
か
れ
も
寸
暇
を
お
し
ん
で
は
た
ら
か
ね
ば
く
ら
し
の
た
た
ぬ
村
、
だ
が
、
だ
れ
も
か
れ
も
は
た
ら
く
こ
と
を
い
と

☆
１

わ
ぬ
人
た
ち
で
あ
る

（略
）
」
（２６
頁
）

２
　
労
働
力
と
し
て
の
子
ど
も

小
さ
な
子
ど
も
た
ち
も
、
学
校
か
ら
帰
る
と
す
ぐ
に
子
守
に
な
り
、
麦
つ
き
を
手
伝
わ
さ
れ
、
網
引
き
に
い
く
。
村

の
共
同
体
の
中
で
生
活
す
る
子
ど
も
た
ち
は
、
学
校
に
行
く
と

「生
徒
」
に
な
る
が
、
下
校
す
る
と
そ
の
労
働
力
に
応

じ
て

「小
さ
な
お
と
な
」
に
な
る
の
で
あ
る
。
学
校
の

「生
徒
」
は
、
天
皇
に
忠
良
な
臣
民
と
な
る
こ
と
、
あ
る
い
は

，産
業
社
会
で
の
勤
勉
な
働
ぎ
手
と
な
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
が
、
猫
の
手
も
借
り
た
い
村
０
た
同
‐
‐

体‐
０
中‐
の
個
々
の
家

で
は
、
子
ど
も
は
何
よ
り
も
労
働
力
で
あ
っ
た
。
昔
か
ら
十
歳
に
な
る
ま
で
は
遊
ん
で
も
よ
い
と
い
う
の
が
掟
だ
っ
た

が
、
手
の
か
か
る
弟
や
妹
が
い
る
と
、
女
の
子
は
子
守
役
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

３
　
大
石
先
生
と
い
う
人

分
教
場
で
は
、
二
人
の
先
生

（三
、
四
年
担
任
の
男
先
生
と

一
、
二
年
と
音
楽

・
裁
縫
担
任
の
お
な
ご
先
生
）
が
教

え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
宿
直
室
に
住
み
つ
い
て
い
る
男
先
生
も
、
貧
し
か
つ
た
。

「
い
つ
も
げ
た
ば
き
で
、　
一
ま
い
か
ん
ば
ん
の
洋
服
は
か
た
の
と
こ
ろ
が
や
け
て
、
よ
う
か
ん
色
に
か
わ
つ
て
い
た
。

子
ど
も
も
な
く
年
と
っ
た
お
く
さ
ん
と
ふ
た
り
で
、
貯
金
だ
け
を
た
の
し
み
に
、
け
ん
や
く
に
く
ら
し
て
い
る
よ
う
な

人
だ
か
ら
、
人
の
い
や
が
る
こ
の
ふ
べ
ん
な
岬
の
村
へ
き
た
の
も
、
つ
き
あ
い
が
な
く
て
よ
い
と
、
じ
ぶ
ん
か
ら
の
希

☆
１

望
で
あ
っ
た
と
い
う
か
わ
り
だ
ね
だ
っ
た
」
（１８
頁
）

苦
労
を
重
ね
て
検
定
試
験
で
教
員
の
資
格
を
取
っ
た
が
、
校
長
に
は
な
れ
な
い
、
こ
ん
な
男
先
生
の
最
後
の
勤
め
先
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が
分
教
場
だ
つ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
お
な
ご
先
生
の
方
は
、
女
学
校
出
の
新
米
の
先
生

（準
教
員
）
が
着
物
姿
で
違
い

道
を
歩
い
て
通
い
、　
一
年
か
せ
い
ぜ
い
二
年
す
る
と
転
任
す
る
の
が
普
通
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
昔
か
ら
あ
る
き
ま
り
き

っ
た
規
則
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

そ
ん
な
分
教
場
に
、
洋
服
を
着
て
自
転
車
に
乗
ら
て
颯
爽
と
や
っ
て
き
た
の
が
、
女
学
校
の
師
範
科
を
出
た
ば
か
り

の
正
教
員
の
大
石
先
生
だ
っ
た
。
こ
の

「
ハ
イ
カ
ラ
さ
ん
」
は
、
た
ち
ま
ち
村
中
の
評
判
に
な
る
。
ど
ん
な
小
さ
な
出

来
事
で
も
、
た
ち
ま
ち
知
れ
わ
た
る
小
さ
な
村
で
あ
る
。
口
さ
が
な
い
村
人
の
う
わ
さ
に
は
尾
ひ
れ
も
つ
い
て
く
る
。

し
か
も
、
彼
女
の
ハ
イ
カ
ラ
さ
は
、
村
の
共
同
体
に
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
村
の
人
た
ち

か
ら
す
れ
ば
、
教
師
は
明
ら
か
に
ヨ
ソ
モ
ノ
で
あ
る
。
男
先
生
の
よ
う
に
宿
直
室
に
住
み
込
ん
で
村
の
人
と
同
じ
も
の

を
食
べ
同
じ
言
葉
を
使
え
ば
、
村
の
人
た
ち
も
う
ち
と
け
て
魚
や
野
菜
を
持

っ
て
き
て
く
れ
る
よ
う
に
も
な
る
。
だ
が
、

村
で
は
ま
だ
乗
る
者
も
い
な
い
自
転
車
に
乗
っ
て
洋
服
で
や
っ
て
き
た
の
だ
か
ら
、
村
の
人
た
ち
は
彼
女
に
気
を
許
す

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
大
石
先
生

（大
石
久
子
）
の
方
に
も
事
情
は
あ
っ
た
。
船
乗
り
の
父

親
が
早
く
死
ん
で
母
子
家
庭
で
育

っ
た
彼
女
は
、
下
宿
す
る
こ
と
も
勧
め
ら
れ
る
が
、
師
範
科
で
の
二
年
間
、　
一
人
き

り
に
し
た
母
親
と

一
緒
に
暮
ら
し
た
く
て
、
片
道
八
キ
ロ
の
道
を
通
う
決
心
を
す
る
。

「自
転
車
は
久
子
と
し
た
し
か
っ
た
自
転
車
屋
の
む
す
め
の
手
づ
る
で
、
五
か
月
月
賦
で
手
に
入
れ
た
の
だ
。
着
物

は
な
い
の
で
、
母
親
の
セ
ル
の
着
物
を
黒
く
そ
め
、　
へ
た
で
も
じ
ぶ
ん
で
ぬ
っ
た
。
そ
れ
と
も
し
ら
ぬ
人
々
は
、
お
て

ん
ば
で
自
転
車
に
の
り
、
ハ
イ
カ
ラ
ぶ
っ
て
洋
服
を
き
て
い
る
と
思
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
」
（２０
頁
）

母

一
人
子

一
人
の
苦
労
を
表
に
出
さ
ず
、
持
ち
前
の
明
る
さ
と
茶
目

つ
気
で
振
る
舞
お
う
と
す
る
大
石
先
生
に
対
し

て
、
村
の
人
た
ち
の
批
判
の
日
は
厳
し
か
つ
た
。
し
か
し
、
先
生
が
落
と
し
穴
に
落
ち
て
怪
我
を
し
、
い
つ
ま
で
た
っ

て
も
学
校
に
姿
を
見
せ
な
い
先
生
の
家
ま
で

一
年
生
の
子
ど
も
た
ち
が
八
キ
ロ
の
道
を
歩
い
て
会
い
に
い
く
と
い
う
事

件
を
き
っ
か
け
に
、
大
石
先
生
は
村
の
共
同
体
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
。
「
ひ
ち
む
つ
か
し
い
」
村
で
は
あ
る
が
、
「そ
ん

な
村
は
、
気
心
が
わ
か
っ
た
と
な
る
と
、
む
ち
や
く
ち
や
に
人
が
よ
い
」
（９０
頁
）
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
先
生
も
、

本
村
の
小
学
校
に
転
任
に
な
る
。

そ
の
後
、
五
年
生
に
な
つ
た
十
二
人
の
子
ど
も
た
ち
が
、
片
道
五
キ
ロ
の
本
村
の
小
学
校
に
歩
い
て
通
っ
て
く
る
よ

う
に
な
る
。
し
か
し
、
幹
町
証
へ，
の
町
住
″
動
ぎ
ぼ
激
し
く‐
、
否
応
な
く
戦
争
へ
と
人
々
を
つ
き
動
か
し
て
い
く
大
き

な
力
の
中
で
、
男
の
子
の
多
く
が
軍
人
を
志
望
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
近
く
の
町
の
小
学
校
の
生
活
つ
づ
り
方
に

熱
心
な
教
師
が
警
察
に
捕
ま
る
と
い
う
事
件
の
あ
と
、
大
石
先
生
は
、
授
業
中
生
徒
に

「赤

っ
て
、
な
ん
の
こ
と
か
知

っ
て
る
人
？
」
と
聞
い
て
校
長
に

「気
を
つ
け
ん
と
、
こ
ま
り
ま
っ
そ
。
う
か
つ
に
も
の
が
い
え
ん
と
き
じ
や
か
ら
」

（Й
一員
）
と
注
意
さ
れ
た
り
、
生
徒
と

「先
生
、
軍
人
す
か
ん
の
？
」
「う
ん
、
漁
師
や
米
屋
の
ほ
う
が
す
き
」
「
へ
え

ん
、
ど
う
し
て
？
」
「
死
ぬ
の
、
お
し
い
も
ん
」
「よ
わ
む
し
じ
ゃ
な
あ
」
「そ
う
、
よ
わ
む
し
」
と
い
つ
た
会
話
を
し

て
教
頭
に

「大
石
先
生
、
赤
じ
ゃ
と
評
判
に
な
っ
と
り
ま
す
よ
。
気
を
つ
け
ん
と
」
と
注
意
さ
れ
た
り
し
て
、
つ
い
に

母
親
に

「わ
た
し
、
つ
く
づ
く
先
生
い
や
ん
な
っ
た
」
（螂
―
‐４７
頁
）
と
訴
え
る
の
で
あ
る
。
「赤
」
が
何
で
あ
る
か
も

実
は
よ
く
わ
か
ら
ず
、
国
家
権
力
に
刃
向
か
っ
た
の
で
も
な
く
、
世
間
に
反
抗
し
た
の
で
も
な
い
が
、
学
校
で

「な
ん

と
な
く
め
だ
ち
、
問
題
に
も
な
る
」
大
石
先
生
は
、
船
乗
り
の
婿
と
の
間
に
子
ど
も
も
で
き
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、

十
二
人
の
子
ど
も
た
ち
が
六
年
生
を
終
え
た
次
の
年
度
の
始
ま
り
と
と
も
に
送
り
出
さ
れ
る
人
と
な
る
。
退
職
し
た
翌

日
は
、
「だ
い
じ
な
も
の
を
ぬ
き
と
ら
れ
た
よ
う
な
さ
び
し
さ
」
（‐５２
頁
）
を
感
じ
る
の
だ
つ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
「
明
る
さ
」
と

「
茶
目

つ

‐
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

☆

１

気
」
は
、
「
子
ど
も
が
よ
く
な
つ
く
」
（‐４９
頁
）
こ
と
と

並
ん
で
、
大
石
先
生
の
何
よ
り
の
特
徴
だ
っ
た
。
彼
女
は
よ
く
泣
く
が
、
同
時
に
、
「思
わ
ず
ふ
き
だ
し
」
た
り
、
「き

ゃ
っ
き
ゃ
っ
と
わ
ら
つ
」
た
り
、
「
は
ら
を
か
か
え
て
、
思
う
ぞ
ん
ぶ
ん
笑
っ
た
」
り
、
よ
く
笑
う
人
で
あ
る
こ
と
は
、

小
説
を
読
め
ば
よ
く
わ
い
る
。

だ
が
、
「
二
十
四
の
瞳
』

の
作
者
は
、
敗
戦
後
の
時
点
に
立

っ
て
、
戦
争
を
反
省
す
る
視
点
か
ら
こ
の
小
説
を
書

い

た

の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
「
こ

の

い
て
く
れ
た
な

う
作
者
の
願
い
や
祈
り
が
こ
め
ら
れ
て

い
た

の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
「
（戦
争
中
は
）
い
っ
さ
い
の
人
間
ら
し
さ
を
犠
牲
に
し
て
人
々
は
生
き
、
そ
し
て
死
ん
で

☆

１

い

っ
か
と

（製
頁
）
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
作
者
が
大
石
先
生
を
い
わ
ゆ
る

一師
範
タ
イ
プ
」
（三
か
ら
い
わ
れ
た
こ
と

は
忠
実
に
や
り
、
そ
こ
か
ら
は
み
出
す
こ
と
は
し
な

‐
‐
‐
　
　
‐
　
　
　
　
１
　
１
　
　
　
　
☆
３

て
陰
湿
、
優
越
感
と
劣
等
感
の
共
存
な
ど
）

（ワ
頁
）

い
、
上
の
人
に
へ
つ
ら
い
、
下
の
者
に
は
権
威
的
、
表
裏
が
あ

つ

と
し
て
描

い
て
い
な
い
こ
と
は
、
彼
女
の
茶
目

っ
気
の
あ
る
小

さ
な
抵
抗
を
見
れ
ば
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
二
十
四
の
瞳
』
に
つ
い
て
は
、
日
本
人
の
戦
争
責
任
に

二十四の瞳 (映画)

あらすじ

1928年 (昭和3年 )、 大石先生は新任の女教師として小豆島の岬の分教場に赴任する。一年生12人の子供たちの受け持ちとなり、日合の古い慣習に苦労しながらも、良い先生になろうとする大石先生。

ある日、大石先生は子供のいたずらによる落とし穴に落ちてァキレス腱を断裂、長期間学校を休んでしまうが、先生に会いたい―心の子供たちは逮い道のりを泣きながら見舞いに来てくれる。

しばらくして、大石先生は本校に転勤する。その頃から、軍国主義の色濃くなり、不況も厳しくなって、登校を続けられない子供も出てくる。やがて、結婚した発生は軍国教育はいやだと退職してしまう。
戦争が始まり、男の子の半数は戦死し、大石先生の夫も戦死してしまう。また、母親と末娘も相次いで世を去る。

長かつた苦しい戦争も終わり、大石先生はまた分教場に戻り教鞭を取ることになる。教え子の中にはかつての教え子の子供もいた。その名前を読み上げるだけで泣いてしまう先生に、子供たちは「泣きミツ先生」とぁだ名をつけた。

そんな時、かつての教え子たちの同窓会が開かれる。その席で、戦争で失明した磯吉は一年生のときの記念写真を指差しながら(オリジナル版では指差す位置がずれ、涙を誘う)全員の位置を示す。真新しい自転車を贈られ、大石先生は胸が一杯になり、涙が浴れてきた。その自転車に乗つて大石先生は分教場に向かう。

ら
」
と
い

対
す
る
視
点
が
な
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と
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