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熟
る

雨
期
明
け
て
ア
サ
イ
ー
高
値
の
巷
か
な

　
ア
マ
ゾ
ン
に 

92
歳
の 

初
鏡

　「
今
日
は
ま
ず
、
こ
の
俳
句
の
意
味
を
み
ん

な
で
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
」

　
中
学
３
年
生
の
国
語
の
授
業
。
山
本
瑞
絵

先
生
は
こ
の
日
、
教
科
書
に
は
載
っ
て
い
な

い
、
一
つ
の
俳
句
を
紹
介
し
た
。「
日
本
の
俳

句
な
の
に
、
な
ん
で
ア
マ
ゾ
ン
？
」。
そ
ん
な

声
が
、
教
室
の
あ
ち
こ
ち
か
ら
聞
こ
え
て
く

る
。

　「
こ
の
俳
句
を
作
っ
た
の
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
で

暮
ら
す
日
系
人
の
女
性
で
す
」

　「
日
系
人
？
ブ
ラ
ジ
ル
？
」

　
遠
く
離
れ
た
ブ
ラ
ジ
ル
の
地
で
、
日
本
文

化
が
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
く
生
徒
た
ち
。

そ
の
様
子
を
見
て
、
山
本
先
生
は
こ
う
続
け

た
。「
今
か
ら
１
０
０
年
以
上
も
前
に
日
本
か

ら
移
住
し
た
人
た
ち
が
、
大
切
に
受
け
継
い

で
き
た
ん
で
す
よ
」。
ア
マ
ゾ
ン
で
92
歳
を

迎
え
て
も
、
祖
国
の
新
年
の
習
慣
を
忘
れ
な

い
―
。
そ
ん
な
温
か
い
気
持
ち
が
込
め
ら
れ

た
一
句
だ
っ
た
。

　
２
０
１
３
年
の
夏
、Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
教
師
海
外

研
修
で
ブ
ラ
ジ
ル
を
訪
問
し
た
立
命
館
宇
治

中
学
校
・
高
等
学
校
の
山
本
先
生
。
そ
こ
で

出
会
っ
た
の
は
、
挫
折
を
繰
り
返
し
な
が
ら

も
、
一
致
団
結
し
て
は
い
上
が
っ
て
き
た
日

系
社
会
の
人
々
だ
っ
た
。「
彼
ら
の
不
屈
の
精

神
は
、
日
本
の
戦
後
復
興
と
も
つ
な
が
る
。

未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
、
こ
の
現
状
を

伝
え
た
い
と
思
っ
た
ん
で
す
」。

　
そ
こ
で
思
い
付
い
た
の
が
〝
俳
句
〞
だ
。「
普

段
の
国
語
の
授
業
に
組
み
込
め
ば
、
生
徒
た

ち
も
ブ
ラ
ジ
ル
を
身
近
に
感
じ
て
く
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
」。
日
本
の
飲
料
メ
ー
カ
ー
に

よ
る
俳
句
コ
ン
テ
ス
ト
の
受
賞
作
に
、
日
系

ブ
ラ
ジ
ル
人
の
作
品
を
見
つ
け
、
授
業
の
導

入
に
し
よ
う
と
決
め
た
。

　「
わ
あ
、
日
本
語
だ
！
」

　
山
本
先
生
が
現
地
で
撮
影
し
て
き
た
写
真

を
見
て
、
生
徒
た
ち
か
ら
歓
声
が
上
が
る
。

そ
こ
に
写
っ
て
い
た
の
は
、
日
本
食
レ
ス
ト
ラ

ン
、Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｄ
Ａ
と
い
う
名
前
の
ス
ー
パ

ー
、
た
こ
焼
き
屋
、
吉
野
家
…
。
ま
さ
に
〝
日

本
づ
く
し
〞
だ
っ
た
。「
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
屋
を

最
初
に
ブ
ラ
ジ
ル
に
紹
介
し
た
の
は
、
日
本

人
な
ん
で
す
よ
」。
山
本
先
生
の
言
葉
に
、
み

ん
な
目
を
丸
く
す
る
。

　
そ
し
て
次
に
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ

た
の
は
、
山
本
先
生
が
現
地
で
行
っ
た
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
映
像
だ
。「
ブ
ラ
ジ
ル
に
渡
っ
た
当

時
は
何
も
で
き
ず
に
苦
労
し
た
け
れ
ど
、
そ

ん
な
試
行
錯
誤
が
、
今
の
自
分
を
つ
く
っ
た

と
言
え
ま
す
」。
日
系
人
の
小
長
野
道
則
さ
ん

の
言
葉
に
じ
っ
と
聞
き
入
る
。「
日
本
の
文
化

が
ブ
ラ
ジ
ル
に
根
付
い
て
い
る
こ
と
を
知
っ

て
、
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
に
思
い
ま

し
た
」
と
溝
谷
美
音
さ
ん
は
話
し
て
く
れ
た
。

続
い
て
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
暮
ら
す
日
系
人

が
作
っ
た
俳
句
を
選
び
、
季
語
や
そ
の
俳
句

が
作
ら
れ
た
背
景
を
考
え
る
学
習
だ
。

雨
期
明
け
て 

ア
サ
イ
ー
高
値
の 

巷
か
な

「
ア
サ
イ
ー
っ
て
い
う
食
べ
物
が
あ
る
ん
だ

ね
！
雨
期
は
あ
ま
り
採
れ
な
い
の
か
な
」

木
漏
れ
日
の 

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト 

カ
カ
オ
熟

る
　「

僕
た
ち
が
普
段
食
べ
て
い
る
チ
ョ
コ
レ
ー

ト
も
ブ
ラ
ジ
ル
産
か
も
？
」

夜
逃
げ
せ
し 

移
民
思
う
や 

枯
野
星

「
逃
げ
た
く
な
る
く
ら
い
つ
ら
い
時
も
あ
っ

た
の
か
な
…
」

み
ん
な
で
俳
句
を
読
み
解
き
な
が
ら
、
現

地
で
懸
命
に
生
き
る
人
た
ち
に
思
い
を
は
せ

地
球
の
反
対
側
で

見
つ
け
た
日
本

距
離
も
時
間
も
超
え
た

俳
句
か
ら
の
学
び

ブラジルの日系人が作った俳句を基に、現地の人々がどのような生活を送ってきたかを想像する

現地で撮った写真やビデオなどを使って授業する山本先生。自分たちの先生が見てきた現実は、生徒
たちの心により響いたようだ

山本先生が現地で購入したコショウや
アサイー、カカオなどを見ながら、俳句の
内容について話し合う

校内の「学習発表会」
で、ブラジルと日本の関
係や日系人の俳句など
をポスターにして掲示

JICAの教師海外研修でブラジルを訪れた山本先生（左
から2人目）。「日系社会の俳句会の人たちとの交流も授
業に取り入れたい」

る
。
そ
う
し
て
い
る
と
、
一
つ
、
二
つ
と
、
ブ

ラ
ジ
ル
と
日
本
の
共
通
点
が
見
え
て
き
た
。

そ
し
て
最
後
は
、
そ
の
俳
句
に
「
脇
句
」

を
つ
け
る
作
業
だ
。
日
系
人
の
五
・
七
・
五

の
俳
句
に
、
七
・
七
の
脇
句
を
つ
け
る
。
今

ま
で
の
学
び
の
成
果
と
、
一
人
一
人
の
セ
ン
ス

の
見
せ
ど
こ
ろ
だ
。

「
万
緑
や
緑
の
地
獄
と
呼
ば
れ
し
地
」
と
い

う
俳
句
か
ら
、「
こ
の
地
に
実
る
努
力
の
証
」

と
詠
ん
だ
の
は
永
田
阿
結
さ
ん
。
上
村
真
子

さ
ん
は「
母
が
子
に
伝
う
ア
マ
ゾ
ン
冷
奴
」に
、

「
故
郷
の
味
を
ま
ね
し
て
今
日
」
と
い
う
脇
句

を
付
け
た
。
ど
の
作
品
も
力
作
だ
っ
た
。

「
山
本
先
生
の
授
業
を
受
け
て
、
一
気
に
ブ

ラ
ジ
ル
が
身
近
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
場
に

行
か
な
い
と
分
か
ら
な
い
こ
と
も
多
い
と
思

う
の
で
、
い
つ
か
行
っ
て
み
た
い
」
と
岡
本

月
乃
さ
ん
は
目
を
輝
か
せ
る
。
遠
い
ブ
ラ
ジ

ル
に
あ
る
〝
日
本
〞
を
知
り
、日
本
人
と
し
て
、

自
分
の
足
元
を
見
つ
め
直
し
始
め
て
い
る
。

ブ
ラ
ジ
ル
と
俳
句
で
つ
な
が
る

国
際
的
な
感
覚
を
育
む
た
め
、
海
外
研
修
や
国
際
交
流
を

積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
立
命
館
宇
治
中
学
校
・
高
等
学
校
。

今
年
の
授
業
で
学
ぶ
国
は
、
地
球
の
反
対
側
の
ブ
ラ
ジ
ル
だ
。

世界とつながる
教室
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