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１月号 

  「卯
う

年
どし

を迎
むか

えて」🐇 

校長
こうちょう

 判
はん

治
じ

 珠美
た ま み

 

新年
しんねん

あけましておめでとうございます。 

Happy New Year! ハッピー ニューイヤー（英語
え い ご

） 

  Feliz Ano Nuevo! フェリス アニョ ヌエヴォ（スペイン語
ご

） 

新年快乐 シンチェンクワイロ/サンニン・ファーイロッ（中国
ちゅうごく

・北京語
ぺ き ん ご

/広東語
かんとんご

） 

새해 복 많이 받으세요 セヘ・ボンマニ・パドゥセヨ（韓国語
かんこくご

） 

Manigong bagong taon マニゴン・バゴン・タオン（フィリピン・タガログ語
ご

）  

クッル・サナ・ワ・アントゥム・ビハイル（シリア・アラビア語 بخير وأنيم عام كل
ご

） 

 

昨年
さくねん

も載せさせて
の      

いただきましたが、神橋
かみはし

小
しょう

とつながる国
くに

の新年
しんねん

のあいさつです。 

今年
こ と し

は「うさぎ年
どし

」。本来
ほんらい

の干支
え と

でいうと「癸卯（みずのと・う）の年
とし

だそうです。 

「癸
き

」「卯
う

」の言葉
こ と ば

の意味
い み

を組み合わせると「これまでの努力
どりょく

が花開き
はなひら  

、実り始める
みの  はじ    

こと」

となり、縁起
え ん ぎ

のよさを表
あらわ

しているということです。 

 干支
え と

は中国
ちゅうごく

から伝わった
つた     

そうなので、他
た

の国々
くにぐに

では使われない
つか        

のかと思い
おも  

、調
しら

べてみる

と、いろいろな国
くに

で使
つか

われているようです。日本
に ほ ん

では、「子（ね・ねずみ）、丑（うし）、寅

（とら）、卯（う・うさぎ）、辰（たつ）、巳（み・へび）、午（うま）、未（ひつじ）、申（さ

る）、酉（とり）、戌（いぬ）、亥（い・いのしし）」ですが、中国
ちゅうごく

では 猪
いのしし

は豚
ぶた

のことだっ

たり、タイやベラルーシでは、うさぎではなく猫
ねこ

だったり、モンゴルでは寅
とら

ではなく豹
ひょう

だ

ったり、ベトナムでは、牛
うし

ではなく水牛
すいぎゅう

だったりするそうです。それぞれの国
くに

の文化
ぶ ん か

によ

って、少し
す こ し

ずつ違
ちが

いがあるのですね。 

 ともあれ、「これまでの努力
どりょく

が花開き
はなひら  

、実り始める
みの  はじ    

」

という卯
う

年
どし

。コロナの第８波
だ い   は

を乗
の

り越え
こ  

、安心
あんしん

・安全
あんぜん

な

学校
がっこう

生活
せいかつ

が送れる
おく    

ようになることを願
ねが

ってやみません。 

 本年
ほんねん

もどうぞよろしくお願い
 ね が  

申し上
も う  あ

げます。 

             

本校のうさぎ「ゆき」ちゃん 

 

 


