
令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日   二 学 期 終 業 式  

校  長  の  話  「 通 知 表  と  お 正 月 」  

校 長  上 村 哲 也  

 

お は よ う ご ざ い ま す 。今 朝 は 寒 か っ た で す ね 。で も 、み な さ ん は 元 気 な あ い

さ つ を し て い ま し た 。会 釈 を し て す れ 違 う 人 も 随 分 増 え て き ま し た 。と て も 嬉

し い 気 持 ち に な り ま し た 。お 正 月 は 、い ろ い ろ な 方 と あ い さ つ を 交 わ す 機 会 も

多 い と 思 い ま す 。 き ち ん と し た あ い さ つ を 心 が け ま し ょ う 。  

今 日 で ２ 学 期 が 終 わ り ま す 。コ ロ ナ 禍 の 中 、ほ ぼ 予 定 通 り の 学 校 生 活 を 送 る

こ と が で き 、無 事 に ２ 学 期 の 終 業 式 を 迎 え る こ と が で き ま し た 。 ま ず は 、児 童

の み な さ ん や 職 員 の み な さ ん の 取 組 に 感 謝 し ま す 。  

 

さ て 、今 日 は 担 任 の 先 生 か ら 通 知 表 が 手 渡 さ れ ま す 。１ 学 期 に も 話 ま し た が 、

通 知 表 は 私 た ち か ら の 応 援 メ ッ セ ー ジ で す 。 ぜ ひ 、 大 切 に 読 ん で く だ さ い 。  

そ れ か ら 、今 日 配 付 し た「 学 校 だ よ り 」に 、「 家 の 人 に 伝 え た い 自 分 で が ん

ば っ て い た こ と 」を 書 く 欄 を 設 け ま し た 。そ こ に 記 入 し て 、通 知 表 と あ わ せ て

１ 学 期 の 取 組 を ご 家 族 の 皆 さ ん と 一 緒 に ふ り 返 り 、楽 し い 冬 休 み と お 正 月 を 迎

え て ほ し い と 思 い ま す 。  

 

と こ ろ で 、「 お 正 月 」と は い っ た い ど の よ う な 意 味 が

あ る の か で し ょ う か 。 今 日 は 、 そ の 話 を し て み ま す 。  

 

＜ お 正 月 の 由 来 （ 意 味 ） ＞  

お 正 月 は 年 神 様 （ 歳 神 様 ） を 家 に 迎 え 、 お 祝 い を す る 行 事 で す 。 年 神 様 と

は 、 豊 作 や 子 孫 繁 栄 の 守 り 神 で す 。 年 の 始 め に そ れ ぞ れ の 家 に や っ て き て 、

家 族 を 見 守 っ て く れ る 神 様 だ と 言 い 伝 え ら れ て き ま し た 。  

ま た 、 「 正 す 」 と い う 言 葉 に は 「 改 め 直 す ・ 初 め 」 な ど の 意 味 が あ り ま す 。  

 お 正 月 は 、 年 の 始 め に 家 族 が そ ろ っ て 、 古 い １ 年 を 終 え 、 新 し い １ 年 の 幸

せ 願 う 大 切 な 節 目 な の で す 。  

 

＜ お 正 月 の 期 間 ＞  

そ の 昔 「 お 正 月 」 は １ 月 の 別 の 呼 び 方 で し た 。 今 は 、 １ 月 １ 日 を 「 元 旦 」

３ 日 ま で を 「 三 が 日 」 、 ７ 日 ま で を 「 松 の 内 」 と 区 別 し 、 １ 日 ～ ７ 日 ま で の

期 間 を 「 お 正 月 」 と 呼 ぶ よ う に な り ま し た 。  

  

 



＜ お 正 月 の 風 習 ＞  

お 正 月 に は 様 々 な 風 習 が あ り 、 そ れ ぞ れ 深 い 意 味 が 込 め ら れ て い ま す 。  

 

〇 お せ ち  

年 神 様 へ の お 供 え 料 理 で 、 家 族 の 幸 せ や 繁 栄 を 願 う 縁 起 の よ い も の で す 。  

黒 豆 は 「 ま め に 働 き 元 気 に 暮 ら せ る よ う に 」  

エ ビ は 「 腰 が 曲 が る ほ ど 長 生 き す る よ う に 」  

こ ぶ 巻 き 「 よ ろ こ ぶ （ 喜 び ） に 通 じ る よ う に 」  

伊 達 巻 「 知 識 が 豊 か に な る よ う に 」 ･･ ･巻 物 に 見 立 て て  

紅 白 か ま ぼ こ 「 紅 は め で た さ や 喜 び 、 白 は 神 聖 な 色 を 表 す 」  

・ ・ ・ な ど の よ う に 、 お か ず の １ 品 １ 品 に も そ れ ぞ れ 意 味 が 込

め ら れ て い ま す 。  

 

〇 鏡 餅  

年 神 様 へ の お 供 え も の で あ り 、 年 神 様 が 宿 る も の で も あ る と 言 わ れ て い ま

す 。 な ぜ 「 鏡 」 と 言 わ れ て い る の か 、 そ の 由 来 は ず っ と 昔 ま で さ か の ぼ り ま

す 。 そ の 時 代 、 鏡 は 丸 い 形 の 銅 鏡 で し た 。 日 の 光 を 反 射 し 太 陽 の よ う に 輝 く

こ と か ら 、 鏡 は 神 様 が 宿 る も の と と ら え ら れ る よ う に な っ た そ う で す 。 そ の

「 鏡 」 に 似 せ て 作 ら れ た の が 鏡 餅 と 言 わ れ て い ま す 。  

鏡 餅 を お し る こ な ど に し て 食 べ る こ と を 鏡 開 き と い い 、 主 に 1 1 日 に 行 わ れ

ま す 。  

 

〇 お 雑 煮  

も と も と は 、 年 神 様 へ の お 供 え 物 や 餅 な ど を 一 緒 に 煮 た も の で 、 お 餅 は 年

神 様 に 供 え た も の を い た だ き ま し た 。 昔 の 人 は 、 年 神 様 と 同 じ 物 を 食 べ る こ

と で 、 １ 年 を が ん ば っ て い く 力 を 授 け て い た だ こ う と 考 え た そ う で す 。  

中 に 入 れ る 具 材 や 味 つ け は 地 域 に よ っ て 大 き く 異 な り ま す 。 年 神 様 は も と

も と 豊 作 の 守 り 神 な の で 、 お 餅 と い っ し ょ に そ の 土 地 で 採 れ た 作 物 を 入 れ る

の が 風 習 で す 。 そ の た め 、 地 域 に よ っ て 具 材 も 味 付 け も 大 き く 異 な る も の と

な り ま し た 。  

 

〇 門 松  

古 く か ら 、 松 の 木 は 神 様 の 宿 る 木 と し て 伝 え ら れ て い た そ う で す 。 そ の 松

の 木 を 玄 関 前 に 置 く こ と で 、 年 神 様 を お 迎 え す る 目 印 に し て い ま す 。 門 松 は

７ 日 に 取 り は ら い ま す 。 門 松 の 立 て て あ る 期 間 を 「 松 の 内 」 と 呼 び 、 す な わ

ち 年 神 様 の い ら っ し ゃ る 期 間 と な る の で す 。  

 



〇 注 連 飾 り （ し め か ざ り ）  

「 こ こ は 神 様 が い ら っ し ゃ る の に ふ さ わ し い 神 聖 な 場 所 」 と い う こ と を 示

す た め に 飾 る と い わ れ て い ま す 。 室 内 に 悪 い も の が 入 ら な い よ う 、 玄 関 や 床

の 間 な ど に 飾 る の が 一 般 的 で す 。  

〇 お 年 玉   

お 年 玉 は も と も と 、 お 金 で は な く お 餅 を 配 っ て い た そ う で す 。 年 神 様 に 供

え て い た お 餅 に は 魂 が 宿 る と 考 え 、 そ の か け ら を 「 年 魂 （ と し だ ま ） 」 と し

て 分 け 与 え て い た そ う で す 。 そ れ が 時 代 と と も に 移 り 変 わ り 、 今 の よ う に な

っ た と 言 わ れ て い ま す 。  

お 年 玉 と い う 風 習 に は 、 大 人 か ら 子 ど も へ 、 年 神 様 へ の お 供 え 物 の か け ら

を い た だ い て 健 や か に 育 つ よ う に と い う 願 い が 込 め ら れ て い る の で す 。 こ の

由 来 を 踏 ま え て 、 お 年 玉 を あ り が た く い た だ き 、 大 切 に 使 っ て く だ さ い ね 。  

 

 こ れ で 話 は 終 わ り で す 。今 日 の 話 を 思 い 出 し て 、ご 家 族 の 皆 さ ん と 楽 し い お

正 月 を 過 ご し て く だ さ い 。  

新 年 の １ 月 ７ 日 （ 金 ） に 元 気 な 姿 で ま た 会 い ま し ょ う 。  

  

 

 

                             
 

 

 


