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校 長 の 話  「 通 知 表  と  元 号 」  

校 長  上 村 哲 也  

 

お は よ う ご ざ い ま す 。今 朝 も み な さ ん は 元 気 な あ い さ つ を し て い ま し た 。と

て も 嬉 し い 気 持 ち に な り ま し た 。  

今 日 で ２ 学 期 が 終 わ り ま す 。 １ ２ 月 は イ ン フ ル エ ン ザ が 猛 威 を 振 る い 、多 く

の 学 級 閉 鎖 が あ り ま し た が 、 予 定 通 り の 学 校 生 活 を 送 る こ と が で き 、 こ う し て

終 業 式 を 迎 え る こ と が で き ま し た 。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 。通 知 表 は 先 生 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

２ 学 期 の 取 組 を ご 家 族 の 皆 さ ん と 一 緒 に ふ り 返 っ て ほ し い と 思 い ま す 。  

 

さ て 、 あ と 少 し で 新 し い 年 を 迎 え ま す 。 

来 年 は 令 和 ６ 年 で す 。世 界 で は 、そ の 年

を 表 す と き に 、 例 え ば 2 0 2 4 年 と い う 表 し

方 を す る の が 一 般 的 で す 。 こ の 表 し 方 を

西 暦 と い い ま す 。西 暦 は 、イ エ ス・キ リ ス

ト が 生 ま れ た と さ れ る 年 を 始 ま り と し て

数 え た も の で す 。  

で す が 、 日 本 で は 、 令 和 ６ 年 と い う 表 し 方 を す る 方 が 多 い と 思 い ま す 。 こ の

表 し 方 を 「 和 暦 」 と い い 、 令 和 や 平 成 な ど を 「 元 号 」 と い い ま す 。 今 日 は 元 号

の 話 を し ま す 。 ち ょ と だ け 新 し い 知 識 を 増 や し ま し ょ う 。  

 

元 号 は 、今 か ら 2 0 0 0 年 以 上 も 前 、中 国 で 使 わ れ 始 め た も の で 、偉 い 人 が 、国

の 平 和 を 祈 っ て 縁 起 の い い 名 前 を つ け た り 、自 分 の 力 を ア ピ ー ル す る 意 味 を 込

め た 名 前 な ど を 付 け た り し て い た そ う で す 。 そ の 文 化 が 伝 わ っ て 、日 本 で も 元

号 が 使 わ れ る よ う に な り ま し た 。  

中 国 や 日 本 以 外 に も 、漢 字 を 使 う 文 化 の あ る 韓 国 や 北 朝 鮮 、ベ ト ナ ム や 台 湾

で も 元 号 が 使 わ れ て い た そ う で す が 、 今 も 元 号 を 使 っ て い る の は 、世 界 で も 日

本 だ け で す 。  

 

 



で は 、 ど の よ う に し て 元 号 を 決 め て い る の で し ょ う か 。  

実 は 元 号 の 決 め 方 は 法 律 で 決 ま っ て い ま す 。 今 は 天 皇 が 変 わ る と き （ 即

位 ） に 、 元 号 も 新 し い も の に す る 決 ま り に な っ て い ま す 。 総 理 大 臣 が 国 の 芸

術 や 歴 史 な ど に 詳 し い 専 門 家 を 何 人 か 選 び 、 新 し い 元 号 の ア イ デ ア を 出 し て

も ら い 、 最 後 は 政 府 が 決 定 し て い ま す 。  

 

日 本 で 元 号 が 使 わ れ る よ う に な っ た の

は 、 今 か ら 1 3 8 0 年 ほ ど 前 の （ 西 暦 ） 6 4 5

年 で す 。 最 初 の 元 号 は 「 大 化 」 で し た 。

そ の 年 に 大 き な 政 治 の 変 革 が あ り 、 中 国

の 制 度 を 取 り 入 れ て 元 号 を 使 う よ う に な

り ま し た 。 ６ 年 生 は 「 大 化 の 改 新 」 と 言

え ば ピ ン と く る で し ょ う ！  

「 大 化 」 か ら 、 今 の 「 令 和 」 ま で 、 日 本 で は 2 4 8 個 の 元 号 が 使 わ れ て き ま

し た 。  

 

そ れ に し て も 、 2 4 8 と い う 数 は 多 す ぎ る と 思 い ま せ ん か ？  実 は 、 今 と 昔 で

は 元 号 を 変 え る と き の ル ー ル が 違 っ て い る か ら な の で す 。  

「 明 治 」 か ら は 、 天 皇 が 即 位 す る と き に 新 し い 元 号 に 変 え る よ う に な り ま

し た が 、 そ れ よ り も 前 は 、 地 震 や 火 災 、 食 べ 物 が 足 り な い と い っ た 良 く な い

こ と が 起 き た 時 や 、 そ の 逆 に 、 美 し い 雲 が 現 れ る 、 珍 し い 模 様 の 亀 が 見 つ か

る と い っ た 良 い こ と が あ っ た 時 な ど 、 い ろ い ろ な 理 由 で 元 号 を 変 え て い た の

だ そ う で す 。 元 号 を 変 え る 「 改 元 」 と い う の は 、 そ れ ま で の 時 代 を 終 わ り に

し て 、 ま た 一 か ら 始 め る と い う 意 味 が 込 め ら れ て い た の で す 。  

 

こ こ か ら は 、 私 た ち に 関 係 す る ３ つ の 元 号 に つ い て 、 そ れ ぞ れ に 込 め ら れ

た 意 味 を 見 て み よ う と 思 い ま す 。  

【 昭 和 】  

「 昭 」 は 人 々 の 「 徳 」 （ 人 の 優 れ

た 力 、 良 い こ と に 従 う 能 力 ） 、

「 和 」 は 「 心 が 和 む （ や わ ら ぐ 、 お

だ や か 、 仲 良 く な る ） 」 こ と を 表 し

て い ま す 。 「 み ん な が 徳 を も て ば 、

仲 良 く な り 気 持 ち も 和 ら い で 落 ち 着

く 」 と い う こ と を 表 し 、 「 人 々 が 平 和 で 、 世 の 中 が 栄 え る こ と 」 ･･･そ ん な 時

代 に な る こ と を 願 っ て 付 け ら れ た 元 号 で す 。  



【 平 成 】  

「 平 」 に は 「 平 和 」 、 「 成 」 に は

「 目 的 を 果 た す 、 成 し 遂 げ る 」 と い う

意 味 が あ り ま す 。 つ ま り 平 成 と い う の

は 、 「 日 本 と い う 国 は も ち ろ ん 、 世 界

中 が 平 和 な 時 代 に な る よ う に 」 と い う

希 望 が 込 め ら れ て い る の で す 。  

 

【 令 和 】  

日 本 で 一 番 古 い 、 詩 や 歌 が 集 め ら れ

た 本 に 「 万 葉 集 」 と い う も の が あ り ま

す 。 そ こ に 、 次 の よ う な 歌 が 記 さ れ て

い ま す 。  

「 初 春 の 令 月 に し て 気 淑 く 風 和 ら ぎ  

梅 は 鏡 前 の 粉 を 披 き  蘭 は 珮 後 の

香 を 薫 ら す 」  

（ し ょ し ゅ ん の れ い げ つ に し て  き

よ く か ぜ や わ ら ぎ  う め は き ょ う

ぜ ん の こ を ひ ら き  ら ん は は い ご

の こ う を か お ら す ）  

こ れ を 分 か り や す く 訳 し て み る と 、  

「 こ の お 正 月 は 、 す っ き り と し た お

天 気 で 、 風 が や わ ら か く そ よ い で

い る 。 梅 の 花 が 白 く 咲 き 、 蘭 の 花 の よ い 香 り が た だ よ っ て い る 」 と な り

ま す 。  

「 令 」 に は 「 立 派 、 清 ら か 、 め だ た い 」 な ど の 意 味 が あ り ま す 。 昭 和 で も

使 わ れ た 「 和 」 に は 、 「 心 が 和 む 」 な ど の 意 味 が あ り ま し た ね 。 「 和 」 の 字

が 使 わ れ た の は 、 な ん と 、 2 0 回 目 だ そ う で す 。  

当 時 の 安 倍 総 理 大 臣 は 、 会 見 の 中 で 「 人 々 が 美 し く 心 を 寄 せ 合 う 中 で 文 化

が 生 ま れ 育 つ 」 と い う 意 味 を 込 め た と 話 し て い ま し た 。 ま た 、 国 は 外 国 に 向

け て 「 B e a u t i f u l  H a r m o n y＝ 美 し い 調 和 」 と 伝 え て い ま す 。  

私 た ち が 暮 ら す 「 令 和 」 が 、 平 和 で 皆 が 幸 せ に 暮 ら し て い け る よ う な 時 代

に し て い き た い で す ね 。  

ち な み に 日 本 由 来 の 元 号 は 令 和 が 初 め て な ん で す ！ こ れ ま で の 元 号 は す べ

て 中 国 由 来 で し た 。  

 



※ 参 考 に  

【 明 治 】  

明 治 と い う 文 字 は 「 明 る く 治 ま る 」 と 書 き ま す 。 つ ま り 、 新 し い 時 代 が

「 明 る い 国 に な る よ う に 」 と い う 願 い が こ め ら れ て い た 元 号 な の で す 。  

【 大 正 】  

「 大 」 に は 「 有 力 者 ･上 に 立 つ 人 」 な ど の 意 味 が 、 「 正 」 に は 「 間 違 い な

い ･整 っ て い る 」 な ど の 意 味 を あ り ま す 。 「 人 を み ち び く 人 は 、 み ん な の 言 葉

を し っ か り 聞 い て 行 動 す れ ば 、 政 治 は 正 し く 行 わ れ る 」 ･･ ･そ の よ う に な っ て

ほ し い と い う 思 い が 込 め ら れ て い ま す 。  

 

 

 こ れ で 話 は 終 わ り で す 。今 日 の 話 を 少 し 思 い 出 し て 、新 し い 令

和 ６ 年 を 迎 え 、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 ９ 日 （ 火 ） に 元 気 な 姿 で ま た 会 い ま し ょ う 。  

 

  

 

 

 

 

 

 


