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だい１６か 千羽鶴 

 日本の｢折り紙｣は世界中でよく知られている。よく折られるのは鶴である。鶴は元気

で、長生きであることから、縁起がいい動物とされている。 

折り鶴は５００年前から始まったと言われているが、特に世界的に知られるようにな

ったのは、第２次世界大戦の原爆で白血病になった佐々木禎子さんの話がきっかけであ

る。 

入院した禎子さんはある日、千羽鶴を折り始めた。千羽鶴とは、折り鶴を１０００羽

作り、糸などで綴じて束ねたものである。貞子さんは、「千羽鶴を折ると、願いが叶う」

という日本の言い伝えを信じ、病気が治ることを願いながら毎日折った。しかし、願い

は叶わなかった。禎子さんは亡くなってしまったのである。 

１９５８年、禎子さんや他の原爆で亡くなった子どもたちのために「原爆の子の像」

が建てられた。 

なお長寿のシンボルでもある折り鶴は、病気平癒の願いを込めて、入院している人へ

のお見舞いとして贈られることもある。 

 

グループになって、次のことについて話し合ってください。それから、グループの意

見をまとめて、発表してください。 

１．タイで縁起がいいとされている動物は何ですか。また、動物の他に縁起がいいも

のはありますか。縁起がいいものを贈る習慣がありますか。あったら、どんな時

に贈りますか。 

２．タイ人はどんなものをお見舞いに持って行きますか。 
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だい１７か 日本の歴史 

年 時代 できごと 

紀元前約 1 万年 縄文 狩りや漁をしたり、植物を取ったりして生活し

ていた。 

紀元前約 300 年- 

西暦 300 年 

弥生 稲作が始まり、金属の道具が使われるようにな

った。 

西暦 300 年 大和 

（古墳） 

大和という国を作り、天皇が国を治める政府が

できた。 

西暦 710 年-794 年 奈良 奈良に平城京という都を作った。漢字を使って

日本語を表すようになった。 

西暦 794 年-1192 年 平安 都を京都にうつし、平安京と名付けた。平仮名

や片仮名が使われるようになり、世界で最も古

い『源氏物語』という小説ができた。 

西暦 1192 年-1333 年 鎌倉 武士による政治が始まり、鎌倉に幕府という役

所を作った。 

西暦 1338 年-1573 年 室町 将軍が代わり、京都の室町に幕府をうつした。

農業の技術や商工業が発達したが、武士同士の

争いが続いた。 

西暦 1573 年-1603 年 安土桃山 日本を統一する武士が現れた。ポルトガル人や

スペイン人との貿易が始まり、キリスト教が伝

わった。茶道が盛んになった。 

西暦 1603 年-1867 年 江戸 徳川家康という武士が、江戸に約２６０年間続

く幕府をひらいた。３代将軍の時代から外国と

の貿易を禁止し、鎖国が始まった。キリスト教

も禁止された。 

西暦 1868 年-1912 年 明治 鎖国をやめ、欧米から新しい文化や技術が入っ

てきた。江戸が東京という名前になった。 

西暦 1912 年-1926 年 大正 第一次世界大戦があった。 

西暦 1926 年-1989 年 昭和 第二次世界大戦があった。戦後、日本は大きく

発展した。１９６４年の東京オリンピックは、

アジアで初めて行われたオリンピックである。 

西暦 1989 年-現在 平成  現代 
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グループになって、次のことについて話し合ってください。それから、グループの意

見をまとめてほかのグループに発表してください。 

１．タイの歴史はいつから始まりますか。どんな時代がありますか。 

２．タイのそれぞれの時代は、日本のどの時代に当たりますか。それから、その時代

にどんな出来事がありましたか。 
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 だい１８か 年賀状 

日本ではお正月に年賀状という新年を祝うはがきを送り合う習慣がある。日本の年賀

状または年賀はがきの形はタイ人がお正月に送るカード（日本人はクリスマス・カード

と呼ぶ。）と違って、はがきの形をしている。郵便局の年賀状も、民間の会社の年賀状

もある。郵便局の年賀状には宝くじのように６桁の数字が書かれている。１月中旬に、

当選番号が発表される。当たったら、景品がもらえる。 

 年末に投函されたものが郵便局に集められ、通常は元日にまとめて一度に各戸に配達

される。年賀状に書く挨拶のことばは「明けましておめでとうございます」「新年おめ

でとうございます」などである。それから、日頃のお付き合いへの感謝のことば（昨年

はいろいろとお世話になりました。1）や、かわらぬ付き合いを願うことば（今年もよ

ろしくお願いします。）を添えることが多い。 

 なお年末には、「よい年をおむかえください」ということばをおくる。 

 

グループになって、次のことについて話し合ってください。それから、グループの意

見をまとめて、発表してください。 

１．タイの新年を祝うカードには日本の年賀状のように干支の絵が入っていますか。

入ってない場合はどんな絵が入っていますか。 

２．タイでは、新年を祝うために、どんなことばを書きますかどんなことを書きます

か。 

  

                                                        
1現行の『あきこ』では、「去年色々お世話になりました。」となっていますが、第 2版では、

「昨年はいろいろとお世話になりました」に修正されます。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%9C%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B5%E4%BE%BF%E5%B1%80
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 だい１９か 俳句 

俳句は日本の詩の一種である。短く制限された文字数の中で、それ以上に深い出来事

や物事を表す。読み手は想像力を使い、意味を自由に解釈できる。 

俳句は五・七・五と呼ばれる１７音で構成されているが、母音や子音で韻を踏む決ま

りはない。 

本来、俳句は季節を表すのに使われていた。以下は、最も有名な俳句の一句である。 

 

ふるいけや かわずとびこむ みずのおと 

（古い池 蛙が飛び込む 水の音） 

 

この俳句は、江戸時代の俳諧師、松尾芭蕉によって詠まれた。春の暖かい時期、林に

ある古い池という静寂さに包まれた場所で、蛙が一匹池に飛び込み、小さな水音を立て

てその静寂さを一瞬打ち破る、という意味である。 

現在、俳句は世界に広まり、タイでも俳句のコンテストがある。そして、現代の俳句

は季節を表すだけではなく、同時代の出来事について書かれたものも少なくない。 

 

〔２００１年度 日本航空・国際交流基金バンコクの俳句コンテストで 

選抜されたタイ人の学生の俳句〕 

俳句①：摩天楼 風に吹かれた稲穂 平和な水の道 

俳句②：子供はスカイトレインに乗り 人々はインターネットを使い 

私はまだお手玉で遊んでいる 

 

グループになって、次のことについて話し合ってください。それから、グループの意

見をまとめて、発表してください。 

１． タイの詩にはどんなものがありますか。その詩には、音の数などどのような決ま

りがありますか。 

２． 俳句を作ってみて、グループのメンバーに読んでもらいましょう。それから、誰

の俳句が一番好きか、理由も考えて、投票しましょう。 
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だい２０か 日本の高校の文化祭 

 日本の高校は４月に始まり翌年３月に終わる。高校の文化祭は秋に行われることが多

い。父兄や卒業した学生、他の学校の学生が参加できるように、大体２、３日かけて週

末に行う。 

文化祭では様々な学生の発表がある。たとえば劇、音楽、茶会、生け花、美術作品の

展示などである。それから、クイズやゲーム、お化け屋敷などお客さんが参加できるも

のもある。 

高校の文化祭の目的は、学生の作品を展示したり学生が日頃学んだことを発表したり

することである。また、お客さんに学校のことを紹介する機会でもある。 

 

グループになって、次のことについて話し合ってください。それから、グループの意

見をまとめてほかのグループに発表してください。 

１．あなたの学校の文化祭はいつ行いますか｡文化祭ではどんな活動がありますか。

文化祭であなたは何をしますか。 

２．他の学校の文化祭には行ったことがありますか｡あったら自分の学校のものと比

べて、相違点を話しましょう。 
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だい２１か 待ち合わせ場所 

１９３４年、渋谷駅前に忠犬ハチ公の銅像が設置された。この銅像は、渋谷の待ち合

わせ場所のシンボルとなっている。ハチは約１０年間、渋谷駅の前で、死去した飼い主

（東京帝国大学農学部の教授、上野英三郎）の帰りを待ち続けた犬である。 

交通アクセスが良いことや、お店がたくさんあることから、人々はよく駅の近くで待

ち合わせをする。そこで、シンボルがあってわかりやすい場所が、待ち合わせ場所にな

る。 

昔は時間と場所を正確に決めて待ち合わせをしたが、今は携帯電話で連絡を取り合え

る。そのため約束の時間や場所が大まかであっても、問題が起こることは少ない。 

 

グループになって、次のことについて話し合ってください。それから、グループの意

見をまとめて、発表してください。 

１．あなたは友だちとどこで待ち合わせをしますか。 

２．あなたの地域の待ち合わせ場所はどんなところですか。 

３．あなたは約束の時間の前に行きますか、約束の時間の後に行きますか。その理由

は何ですか。 

４．約束時間どおりに友達が来なかったら、どうしますか。そのような経験がありま

すか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本語訳 

だい１９か： パリダー・チラウッティナン 

 

日本語校正 

だい２０か： 早川直子 

だい１６か～１９か、だい２１か： 植田志穂 


