
六
年
生
の
休
業
！

一
月
も
終
盤
の
二
十
九
・
三
十
日(

月

・
火)

に
六
年
生
は
学
年
閉
鎖
と
な
り
ま

し
た
。
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
罹
患
し
て

し
ま
う
子
ど
も
が
相
次
ぎ
、
二
十
六
日

の
時
点
で
六
年
生
は
七
名
が
Ａ
型
に
罹

患
の
診
断
を
受
け
ま
し
た
。
翌
二
十
七

日(

土)

は
小
学
校
体
育
連
盟
主
催
の
サ

ッ
カ
ー
大
会
で
し
た
が
、
残
念
な
が
ら

棄
権
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。

二
十
七
日(
土)
か
ら
の
四
日
間
を
六

学
年
閉
鎖
に
し
て
お
休
み
の
措
置
を
取

り
ま
し
た
。
実
質
学
校
が
休
み
に
な
る

の
は
、
月
・
火
の
二
日
間
で
す
が
、
土

曜
か
ら
と
す
る
こ
と
で
、
休
日
の
不
用

意
な
外
出
や
健
康
管
理
・
感
染
予
防
に

細
心
の
注
意
を
払
っ
て
も
ら
う
た
め
で

し
た
。

過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
調
べ
て
み
る

と
、
四
年
前
に
も
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に

よ
る
閉
鎖
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
も
、

そ
の
学
年
は
二
年
生
。
な
ん
と
今
の
六

年
生
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

う
ー
ん
、
偶
然
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
で

す
が
、
こ
ん
な
こ
と
も
あ
る
ん
だ
な
あ

と
感
じ
た
次
第
で
す
。

平
成
二
十
五
年
度
の
閉
鎖
は
、
や
は

り
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
し
た
が
、
期
日

が
四
月
十
七
日
か
ら
。
な
ん
と
新
学
年

始
ま
っ
て
す
ぐ
の
頃
。
今
が
一
番
寒
い

時
期
で
す
が
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
春

に
な
っ
て
も
流
行
る
こ
と
が
あ
る
ん
で

す
ね
。
日
頃
か
ら
の
手
洗
い
う
が
い
、

ず
っ
と
続
け
る
よ
う
習
慣
化
し
て
い
き

た
い
も
の
で
す
。

持
久
走
大
会
・
延
期
！

学
年
閉
鎖
を
勘
案
し
て
、
三
十
日(

火)

に
予
定
し
て
い
ま
し
た
持
久
走
大
会
、

オ
ー
プ
ン
ス
ク
ー
ル
を
二
月
六
日(

火)

に
延
期
し
ま
し
た
。
お
仕
事
の
都
合
を

つ
け
た
り
お
休
み
等
を
取
得
さ
れ
た
り

し
て
、
楽
し
み
に
さ
れ
て
い
た
方
も
お

ら
れ
た
か
と
思
い
ま
す
。
学
校
の
状
況

を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
次
の
機
会
で
の

参
観
・
応
援
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

海
外
か
ら
の
お
友
達
交
流
会
！

本
校
は
、
こ
こ
数
年
外
国
語
活
動
を

校
内
研
究
の
テ
ー
マ
に
掲
げ
、
研
修
を

深
め
て
い
ま
す
。
ご
存
知
の
よ
う
に
、

新
し
い
学
習
課
程
を
定
め
た
新
学
習
指

導
要
領
で
は
、
三
年
生
か
ら
外
国
語
活

動
の
時
間
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
五

年
生
と
も
な
る
と
外
国
語
科
と
な
り
、

一
週
間
の
中
で
二
時
間
学
ぶ
こ
と
に
な

る
の
で
す
。

そ
れ
だ
け
日
本
に
と
っ
て
は
、
国
際

化
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
直
面
す
る
課
題

と
い
っ
た
と
こ
ろ
な
の
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
外
国
語
活
動
、
外
国
語
科
は

単
に
英
語
を
勉
強
す
る
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
世
界
に
目
を
開
き
、
多
様
な

言
語
が
あ
る
こ
と
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国

や
文
化
を
少
し
で
も
理
解
し
、
翻
っ
て

日
本
の
よ
さ
や
文
化
に
気
づ
く
こ
と
。

言
葉
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
身
振
り
手

振
り
、
表
情
・
笑
顔
で
、
自
分
の
気
持

ち
を
伝
え
て
い
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
力
を
高
め
る
こ
と
も
目
標
で
す
。

昨
年
、
熊
本
県
教
育
委
員
会
の
研
究

指
定
を
受
け
た
折
り
、
外
国
語
活
動
の

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
、
菊
陽
町
在
住

の
松
本
い
づ
み
先
生
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
し
た
。
株
式
会
社
グ
ロ
ー
バ
ル

ス
マ
イ
ル
ジ
ャ
パ
ン
を
主
催
さ
れ
、
英

会
話
教
室
や
留
学
、
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
の

企
画
・
運
営
な
ど
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
、
そ
の
縁
も
あ
っ
て
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
か
ら
の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
で
来
日

し
て
い
る
十
二
名
の
生
徒
と
四
名
の
先

生
方
が
本
校
を
訪
問
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
っ
て
よ
く
聞
く
け
れ

ど
も
、
私
は
ど
ん
な
国
か
詳
し
く
は
知

り
ま
せ
ん
。
赤
道
直
下
、
東
南
ア
ジ
ア
、

ス
マ
ト
ラ
島
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
大
地

震
と
大
津
波
に
襲
わ
れ
た
と
こ
ろ
。
ジ

ャ
ワ
島
。
バ
リ
島
、
コ
モ
ド
島
、
コ
モ

ド
ド
ラ
ゴ
ン
等
々
が
、
私
の
つ
た
な
い

知
識
。
う
ー
ん
、
も
う
ち
ょ
っ
と
調
べ

て
み
よ
う
か
と
ネ
ッ
ト
を
眺
め
る
と
、

人
口
は
二
億
三
千
万
人
を
超
え
、
世
界

第
四
位
。
東
西
に
五
千
百
十
㎞
、
一
万

三
千
以
上
の
島
々
か
ら
な
る
国
土
が
あ

る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
地
下
資
源

も
豊
富
で
あ
り
、
首
都
ジ
ャ
カ
ル
タ
に

は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
（
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連

合
）
の
本
部
が
あ
る
。
若
い
け
れ
ど
も

勢
い
が
あ
る
国
と
い
う
印
象
を
持
ち
ま

し
た
。

そ
ん
な
国
か
ら
の
訪
問
、
交
流
会
が

一
月
三
十
一
日
に
実
施
さ
れ
ま
す
。
こ

の
原
稿
は
、
そ
の
前
に
書
い
て
い
ま
す

の
で
、
詳
し
い
こ
と
は
、
次
回
に
載
せ

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
子
ど

も
た
ち
が
ど
ん
な
風
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
取
っ
て
、
交
流
を
深
め
て
く

れ
る
の
か
、
楽
し
み
で
す
。

編
集
後
記
！

あ
ま
り
の
寒
さ
に
私
自
身
も
や
ら
れ

て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
い
や
、
身
体

的
に
は
な
ん
と
も
な
い
し
、
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
も
予
防
接
種
の
お
か
げ
か
う
が

い
の
効
果
か
、
今
の
と
こ
ろ
兆
候
な
し
。

何
が
や
ら
れ
た
か･･･

気
持
ち
と
い
う
か
、

気
合
い
と
い
う
か
。
寒
い
の
で
何
事
に

も
億
劫
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

た
だ
で
さ
え
仕
事
が
遅
い
（
！
？
）

の
に
、
こ
う
な
っ
て
し
ま
う
と
始
末
が

悪
い
。
何
事
も
、
つ
い
つ
い
後
回
し
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
原
稿
や
ら
返
信

や
ら
、
あ
あ
、
溜
ま
っ
て
し
ま
っ
て･･･

春
を
待
ち
望
ん
で
い
ま
す
！
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イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
猛
威
！

四
年
ぶ
り
の
学
年
閉
鎖
！
！

ま
だ
ま
だ
寒
い
！
手
洗
い
う
が
い
を
忘
れ
ず
に
！

あおばのうた

第２０号

菊陽町立菊陽南小学校

校長 渡邊浩文

青
葉
の
詩

７月16日は釜石泊まり。夕食を求めてぶらぶら歩くと、

明かりがたくさんついた一角。滑り台をはじめとする遊

具がたくさんあることから、児童公園であることが分か

る。そこに２階建てのプレハブが２棟。全て飲食店。そ

のうちの一つに入る。遅かったせいか、ご飯は売り切れ。

酢飯しかないという。刺身やホヤ、銀ダラなどの陶板焼

きを食べる。三陸の海の幸はことのほか旨かった。

お店の大将に話を聞くと、以前の店は津波で流された

そうだ。ここでやっているとみんな来てくれる。それが

励みだと話してくれた。食べている途中にも、何組もの

来客がある。そのたびに大将は、ご飯がねえ、酢飯なら

あると繰り返す。幾度も繰り返すフレーズ、私が代わり

に言ってやろうかと思ってしまう。夜は更けていった。

翌17日は4時半起床。前夜かっておいたパンとコーヒー

で朝食とした。6時15分発の三陸鉄道南リアス線で「盛」

を目指す。ＮＨＫ朝ドラあまちゃんで有名になったのは

北リアス線。津波で分断されたままだ。それに、何せ本

数が少ない。ここから南下して、明日熊本に帰るための

始発乗車だ。日の出は4時30分。外は十分明るい。調べた

らこの日の熊本は5時20分が日の出。狭いようで日本は広

いと感じた。

そうこうしていると6時15分発車。乗客は一両編成の客

車に二人。リアス式海岸の海沿いを走る。海に突き出た

岬、それに囲まれた深い入り江。トンネルを抜けるとそ

の繰り返し。地図で見ただけでは分からない風景がそこ

にある。天然の良港を形作ったリアス式海岸だが、岬に

ぶつかって入り江に入り込む津波は、とんでもない高さ

になってしまう。

やがて列車は、「綾里」という駅に着いた。昔、綾織姫

という機織りが上手な姫がいたという伝説が残るこの地。

実は30年程前に中学校の理科教員をしていた頃、出会っ

た地名でもある。当時の理科資料集に綾里の名が記して

あった。1896年(明治29)明治三陸地震による津波の高さ、

38.2ｍ。授業をしながら生徒たちとどんな津波なんだろ

うと想像し、どんなところなのかと思いを巡らせていた。

列車はまたトンネルへ。(出口は近い(^̲^;)続く…）

校長ナベちゃんのみちのくひとり旅日記 その１１


