
 

 柳沢小学校の皆さん、こんにちは！実
じつ

は、パラオには季節
き せ つ

が 2つしかありません。それは、雨季
う き

と乾季
か ん き

です。パラオは今
いま

、雨季という季節で、日本
に ほ ん

のゲリラ豪雨
ご う う

のように突然大雨
おおあめ

が降
ふ

ります。

一日中
いちにちじゅう

降
ふ

ることはなく、１時間程度
じ か ん て い ど

で止
や

んでしまいます。でも、パラオ人
じん

はほとんど傘
かさ

をさしませ

ん。「なぜ？」と聞
き

いても、彼
かれ

らも「わからない」と言
い

っていました。「少
すこ

しくらいのことなら気
き

にしない！」というパラオ人のおおらかな人柄
ひとがら

が出
で

ているのかもしれません。 

パラオ語って？ 
 パラオの人々が使

つか

う「パラオ語」は、日本が統治
と う ち

していた時代
じ だ い

の影響
えいきょう

を大きく受
う

けています。その

ため、パラオ語全体
ぜんたい

の４分
ぶん

の１が日本語由来
ゆ ら い

の言葉だと言われています。では、日本語由来のものは

どのような言葉があるのでしょうか？ 
【パラオ語】 【意味】  【パラオ語】 【意味】 

センセイ 先生（せんせい）  サッポロ・イチバン カップラーメン 
ヤキュウ 野球（やきゅう）  アジダイジョウブ おいしい 
アブナイ 危ない（あぶない）  アイコデショ！ じゃんけんぽん！ 
ダイジョウブ 大丈夫（だいじょうぶ）  エモンカケ ハンガー 
ショウガナイ しょうがない  アラレ せんべい、あられ 

 そのまま日本と同
おな

じ意味
い み

のものもあれば、少
すこ

し変
か

わったものもありますね。 

ちなみに、パラオ語で「醤油
しょうゆ

」は何
なん

と言うでしょう？実
じつ

は、「キッコーマン」と言うそうです！パラ

オと野田市
の だ し

のつながりを感
かん

じますね。パラオ人の名前
な ま え

にも日本語が残
のこ

っています。例
たと

えば、「イトウ」、

「ウエダ」、「ワタナベ」、「タケシ」、「カズマ」、「ケイコ」、「ナオコ」などなど、日本で聞
き

いたことの

ある響
ひび

きが生活
せいかつ

の中
なか

でも聞こえてきます。 

パラオの公用語
こうようご

（国
くに

・地域
ち い き

が定
さだ

めた公式
こうしき

な言語
げ ん ご

）はパラオ語

と英語
え い ご

ですが、パラオの 南
みなみ

に位置
い ち

する「アンガウル島
とう

」で

は、世界
せ か い

で唯一公用語
ゆいいつこうようご

に日本語も選
えら

ばれています！これは、

戦争後
せんそうご

も日本人がその島
しま

に住
す

み続
つづ

けていたことが影響して

いるそうです。どこにある島なのか探
さが

してみてください！ 

パラオの伝統工芸品「イタボリ」 
 イタボリは、英語では「ストーリーボード」と言います。パラオに古

ふる

くから伝
つた

わる物語
ものがたり

を板
いた

に描
えが

き、手彫
て ぼ

りで彫
ほ

られています。昔
むかし

、文字
も じ

を持
も

たなかったパラ

オ人は、「バイ（伝統的
でんとうてき

な集会所
しゅうかいじょ

）」にパラオの歴史
れ き し

や

伝統
でんとう

を絵文字
え も じ

として絵画
か い が

で残しました。日本統治時代に

パラオに来
き

た日本人の土方久功
ひじかたひさかつ

さんがバイに描かれた

物語に興味
きょうみ

をもち、それを残すために、学校
がっこう

でパラオの

子どもに教
おし

えたことが始
はじ

まりと言われています。 

【アンガウル州
しゅう

の憲法
けんぽう

】 

赤線
あかせん

の部分
ぶぶん

に「Japanese(日本語)」と書かれています。 

 

【バイ（伝統的な集会所）】 【イタボリ（ストーリーボード）】 


