
 

 

【 麦 茶 の日】・ ・・ 鈴  木  

初 夏 に な り ま し た ね 。麦 畑 一 面 が 黄 金 色 に 輝 く 季 節 を 迎

え ま し た 。  

麦 が 原 料 と い え ば 、麦 茶 で す ね 。 6 月

１ 日 は「 麦 茶 の 日 」と い う の だ そ う で す 。  

麦 茶 の 原 料 で あ る 大 麦 の 収 穫 時 期 で

も あ り 、衣 更 え の 日 で あ る と い う こ と か

ら 1 9 8 6 年 全 国 麦 茶 工 業 協 同 組 合 に よ っ て 制 定 さ れ た そ う

で す 。  

麦 茶 が 飲 ま れ る よ う に な っ た の は 、 縄 文 時 代 の 末 期 で 、

戦 国 時 代 に も 飲 ま れ て お り 、江 戸 時 代 に 入 る 頃 に は 気 軽 に

飲 め る も の と し て 伝 わ り 、お 茶 の 代 わ り と し て 飲 ま れ て い

た よ う で す 。  

麦 茶 は 、夏 の 飲 み 物 で す ね 。4 0 度 近 く ま で 気 温 が 上 が る

夏 で す が 、 夏 を 乗 り 越 え る た め の 効 能 が あ り ま す 。  

ま ず 一 つ 目 は 、 体 を 冷 や し て く れ る 効 果 が あ り ま す 。 暑

い 夏 を 乗 り 越 え る に は 、 最 適 の 効 果 で す 。 た だ し 、 冷 た い

飲 み 物 を 飲 み 過 ぎ る と 、 お 腹 を 壊 す こ と が あ り ま す 。  

二 つ 目 は 、 血 液 を サ ラ サ ラ に し て く れ る 効 果 で す 。 運 動

な ど で 、 汗 を か く と 血 液 は ど ろ ど ろ に な っ て し ま い ま す 。

そ こ で 麦 茶 を 体 の 中 に 摂 り 入 れ る こ と で 「 ビ ラ ジ ン 」 と い

う 成 分 が 血 を ど ろ ど ろ か ら 、 サ ラ サ ラ に し て く れ て 、 更 に

ど ろ ど ろ に な り に く く し て く れ る 働 き も あ る の だ そ う で

す 。  

三 つ 目 は 、 イ ラ イ ラ を 鎮 め る 効 果 で す 。 チ ョ コ レ ー ト に

も 含 ま れ て い る G A B A と い う 成 分 も 含 ま れ て い て 、こ の 成

分 は ア ミ ノ 酸 の 一 種 で 神 経 伝 達 物 質 を 抑 え る 効 果 が あ り

ま す 。 高 ま っ た 神 経 を 鎮 め て く れ る の で 、 イ ラ イ ラ し て い

る と き な ど に も 麦 茶 を 飲 む こ と で そ の イ ラ イ ラ を 鎮 め て

く れ ま す 。 ス ト レ ス を 抱 え て い る 時 、 な か な か 眠 れ な い 時

に も 麦 茶 が お 勧 め だ そ う で す 。  

子 ど も の 頃 は 、母 が 作 っ た 砂 糖 入 り の 甘 い 麦 茶 を 飲 ん だ

記 憶 が あ り ま す 。 今 は 、 塩 を 入 れ て 塩 分 補 給 に も な り 良 い

の だ そ う で す 。  

こ の 夏 は 麦 茶 を 、お 腹 を 壊 さ な い 程 度 に ガ ブ ガ ブ 飲 み た

い な と 思 い ま す 。  

【非 認 知 能 力（ EQ）】・・ ・ 小  倉  

「 非 認 知 能 力 」 と い う 言 葉 は ご 存 じ で し ょ う か ？  

人 間 の 能 力 は 、 大 き く 「 認 知 能 力 」 と 「 非 認 知 能 力 」 の

2 種 類 に 分 か れ て い ま す 。 そ も そ も 認 知 と は 、 物 事 の 捉 え

方 の こ と で す 。 人 に よ っ て 物 事 の 捉 え 方 に は 特 徴 が あ り 、

人 は 認 知 に よ っ て 気 分 や 行 動 が 左 右 さ れ ま す 。 認 知 能 力

（ I Q）は 目 に 見 え る 能 力 で テ ス ト や 知 能 能 力 で 測 定 で き る

能 力 で す が 、非 認 知 能 力（ E Q）と は 人 格 を 構 成 す る 内 面 的

な 能 力 で 、生 き て い く た め に 必 要 な 能

力 と さ れ 数 値 化 は さ れ て い ま せ ん 。  

 最 近 で は 、さ ま ざ ま な 事 件 が 続 い て

お り ま す が 、研 究 結 果 に も あ る よ う に 、

非 認 知 能 力 が 重 要 視 さ れ る よ う に な

っ た 背 景 に は 、教 育 を 受 け た か ら と い っ て I Q、学 歴 、収 入

が 高 く な る わ け で は な く 、I Q に は あ る 年 齢 で 教 育 の 有 無 に

差 が な く な る 。幼 少 期 に 非 認 知 能 力 を 育 て る こ と で 学 習 意

欲 、社 会 性 が 高 ま り 、結 果 的 に 成 績 や 学 歴 が 高 く な る の で 、

遺 伝 、 費 や し た 時 間 、 潜 在 能 力 の 形 成 の 要 因 で は な い よ う

で す 。 こ れ か ら の 1 0 0 年 時 代 に は 、 A I に は で き な い 社 会

的 ス キ ル （ コ ミ ュ ニ ケ -シ ョ ン 力 、 判 断 力 、 思 考 力 、 表 現

力 、忍 耐 力 )を 伸 ば し た 方 が 幸 せ に な る 確 率 が 高 い と さ れ て

い ま す 。 大 人 に な っ て か ら で も 鍛 え ら れ る の で 、 ① 他 人 と

協 力 す る 時 間 を 持 つ （ 創 造 性 、 コ ミ ニ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力

を 高 め る ） ② コ ツ コ ツ 何 か を や っ て み る （ 計 画 性 、 自 尊 心

向 上 ） ③ 小 説 を 読 む （ 他 者 の 気 持 ち を よ み と る 力 を 磨 く ）

④ 仕 事 以 外 の 目 標 を も つ （ 自 己 肯 定 感 上 昇 ） ⑤ 友 達 の 趣 味

や あ そ び を や っ て み る （ 好 奇 心 を 持 つ 、 積 極 性 を 高 め る ）

こ れ は 、一 朝 一 夕 で 身 に つ く も の で は な い の で 意 識 を し て 、

こ の 世 の 中 が 厳 し く 変 化 し て い る 時 代 を の り き る た め に

こ の E Q も 身 に つ け て い き た い で す 。  

そ れ と 、 最 近 読 ん だ 本 に 書 い て あ り ま し た が 、 い つ で も

ど こ で も 実 践 で き る「 そ 」「わ 」「か 」の 法 則 … 掃 除 、笑 い 、

感 謝 の 三 つ を 毎 日 心 が け る こ と 、あ り が と う と 言 い 続 け て

い る と 嫌 な こ と を 忘 れ る よ う で す 。不 平 不 満 、愚 痴 、悪 口 、

文 句 を 言 っ て し ま っ た ら 、 と に か く 、 あ り が と う と 言 い 続

け て く だ さ い 。 心 穏 や か に な る そ う で す 。  

【 6 月水 無月 】・ ・ ・手  塚  

水 無 月 は 6 月 の 別 名 で す 。 水 の 無 い 月 と 書 き ま す が 、

「 み な づ き 」の「 な 」は 連 体 助 詞 と 呼 ば れ る も の で 、「～

の 」 に あ た る た め 、 「 水 の 月 」 と い う 意 味 と な り ま す 。 

諸 説 あ り ま す が 、田 ん ぼ に 水 を 入 れ 込 む 時 期 と も 重 な る

の で 、 そ の よ う に 名 付 け ら れ た と 考 え ら れ て い ま す 。  

［ 6 月 の 行 事 ］ 1 日 ： 衣 替 え … 中 国 の 宮 中 で は 、 旧 暦 の

4 月 1 日 と 1 0  月 1 日 に 夏 冬 の 服 を 入 れ 替 え る 習 慣 が あ

り ま し た 。 日 本 へ は 平 安 時 代 に 伝 わ っ た と さ れ ま す 。 明

治 時 代 に 新 暦 が 使 わ れ る よ う に な り 、現 在 の 6 月 1 日 と

1 0 月 1 日 に 夏 冬 の 服 を 衣 が え す る よ う に な り ま し た 。  

 1 1 日 ： 入 梅 （ に ゅ う ば い ） … 梅 雨 入 り の 頃 。 栗 花 落

（ つ い り ） と も 呼 ば れ 、 こ の 頃 咲 く 、 栗 の 花 が 雨 で 散 る

様 か ら つ け ら れ た そ う 。 2 1 日 ： 夏 至（ げ し ）… 1 年 の 中

で 昼 の 長 さ が 最 も 長 く 、 夜 が 短 く な る 日 。 こ こ か ら 徐 々

に 暑 さ を 増 し 、 本 格 的 な 夏 に な っ て い き ま す 。 3 0 日 ：

夏 越 し の 祓（ な ご し の は ら え ）… 新 年 か ら 半 年 分 の 厄 を

落 と す 日 。多 く の 神 社 で 茅 草（ ち ぐ さ ）

作 り の 輪 を く ぐ る 行 事 が 行 わ れ ま す 。 

 「 水 無 月 の 夏 越 し の 祓 を す る 人 は 千

歳 の 命 延 ぶ と い う な り 」と 唱 え な が ら 、

八 の 字 を 書 く よ う に 3 回 茅 草 の 輪 を

く ぐ っ て 穢 れ を 祓 い ま す 。 和 菓 子 に は 、 6 月 の 別 名 と 同

じ 「 水 無 月 」 と い う も の が あ り ま す 。 夏 越 し の 祓 の 際 に

い た だ く も の で 、三 角 形 の う い ろ う の 上 に 邪 気 を 払 う と

さ れ る 食 べ 物 、 小 豆 を 散 ら し た お 菓 子 で す 。 そ の 昔 、 宮

中 で は 氷 を 氷 室 に 貯 蔵 し て い ま し た が 、夏 越 し の 祓 の 日

に 取 り 出 し て 疫 病 除 け と し て 臣 下 に 振 る 舞 っ て い た そ

う で す 。 和 菓 子 水 無 月 は そ の 時 の 出 来 事 に あ や か り 、 氷

に 見 立 て た う い ろ う と 貯 蔵 の 際 に 付 い た 土 を 小 豆 で 表

現 し た 季 節 感 の あ る お 菓 子 と な っ て い ま す 。  

 皆 さ ん が 知 っ て い る 行 事 、知 ら な い 行 事 が あ っ た と 思

い ま す が 、こ れ ら は 昔 か ら 日 本 で 行 わ れ て き た も の で す 。 

 現 代 は 季 節 を 感 じ に く く な っ た と 言 わ れ る 事 が 多 く

な り ま し た が 、時 に は 四 季 を 感 じ て ゆ っ た り と し た 気 分

に 浸 る の も い い も の か と 思 い ま す 。  

 


