
 

 

 

 

 

 

 

 

チョコもちさんのペンネームでふと思い出しました。 

私の一番好きなお餅レシピが「ぜんざい」であったことを。 

ちなみに、あまーいぜんざいを作る時に、欠かせない調味料があります。 

それが「塩」です。 

私が 20 年ほど愛読している人間学の雑誌「致知」には、こんな文章があ

りました。 

ぜんざいをつくるのには砂糖がいる。 

しかし、砂糖だけでは本当にうまいぜんざいは出来ない。 

砂糖の逆の塩がいる。 

塩はからいから駄目だと鍋の外に放りだしていては、ぜんざいは

できない。塩を抱き込み溶かし込んだとき、初めてぜんざいは本物

の味になる。 

味の対比効果というのですが、対となる味、例えば甘味に対する塩味が同

時に存在すると、甘みが引き立つのです。 

スイカに塩をかけるのも、同じ原理からです。 

これは、料理の話ですが、人生においても私は全く同じことがいえると思



っています。 

「酸いも甘いも嚙み分ける」との言葉もあるように、あらゆる経験に大切

な意味があるにもかかわらず、単一的で整地された環境をついつい現代では

求められるようになってきています。 

それを、「除菌教育」や「無菌教育」と揶揄する識者の方々もいます。 

ある本の一節を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 かなりパンチのある文章ですが、これはそのまま、日本の教育事情の課題

を表している言葉と言えるえしょう。 

 世界の様々な教育現場を見てきて、そう思います。 

 日本は、明らかに教育現場が除菌化・無菌化されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば日本の教育現場においては、少しでもリスクのある遊具は、学校か

らことごとく撤去されました。 

その中には、体育の教科を学ぶ上で必須となる基礎感覚や基礎技能を育て

てくれるものが多分にあったにもかかわらず、です。 

少しでもリスクのある取り組みもは、ことごとく除外されました。 

典型的なのは、学校で行う祭り行事の食べ物がそうです。 

何かあったら困る。 

アクシデントが起きたら誰かが責任を取らねばならない。 

大多数の人が、「食べ物があった方がいい」と考えているにもかかわらず、

その GO サインが出せないようになってしまいました。 



でも、昔は、そんなこと当たり前に行われていました。 

以前の学校でも、食べ物をダイナミックに使って、様々なお祭りを行いま

した。 

以前も伝えたように、昔から、日本人は日常の事を「ケ」と呼び、祭りや

行事ごとなどの非日常を「ハレ」と呼んできました。 

日常の「ケ」では、贅沢や遊びをつつしんで地道に働きました。 

一方で、祭りや正月、節句といったハレの日には、ごちそうを食べたり賑

やかにお祝いをしたりしました。 

晴れ舞台、晴れ着などの「ハレ」という言葉はまさにそれです。 

また、祭りのにぎやかさ、荒々しさもハレの日ならではのものです。 

普段は秩序を乱さないようにしますが、ハレの日にはそこからはみ出すこ

とが良いとされました。 

「ハレ」と「ケ」。 

大切に受け継いでいきたい日本の文化です。 

だからこそ、この前のお祭りで子どもたちが腹の底から大きな声を上げて、

思い切り神輿を担いでいる姿に私は感激したのでした。 

あんな風に、日本人が受け継いできた文化を体感できる機会があるなんて、

なんと素晴らしいのだろうと改めて思ったからです。 

しかし、ここまで書いてきたように、除菌教育の中で学校現場からは、こ

うして諸々の「ダイナミックさ」がことごとく奪われてきました。 

これは危ないからダメ。 

あれも危険だからダメ。 

ルールや規制も必要ですが、過度に取り締まることが、別の形でのリスク

を生んでしまっていることを、教育現場はもっと知る必要があります。 

除菌・無菌で育った先に、本来身に付くはずだった荒波とも呼べる環境で

生き抜いていくために必要な力が得られなかったとしたら…。 

その責任は、一体だれが取るのでしょう。 

人間関係の諍いやもめ事も、同じだと思います。 

そのリスクを避け続けたことによって、本来は身に着けられるはずだった

生き抜くための力を獲得できなかったとしたら…。 

だからこそ、現代の学校や社会において、子どもたちが「失敗」という経

験を確保していくことはとても大切です。 

既に、大部分において過度な除菌化、無菌化が進んでいるからです。 

それはつまり、出来ることばかりに挑戦するのではなく、あえて失敗や挫



折を経験する場を意図的に作るということを意味します。 

子どもたちが歩いている道の上に、そっと小石をいくつか置いておくよう

なイメージです。 

柔道には、受け身の訓練があります。 

登山には、滑落訓練があります。 

学習も人間関係も、同じです。 

これから先も多くの挫折を経験していく中で、「失敗の練習」をすることは

欠くことができません。 

整地された、石一つ転がっていない道を歩んでいくことは、一見スムーズ

に見えるかもしれませんが、困難な局面に遭遇した時の対応力は、残念なが

ら育っていかないでしょう。 

もちろん、この匙加減というかバランスは実に難しいものです。 

そもそも乗り越えることが不可能なほどの大きな石を置くことは教育では

ありませんし、かといって過度な除菌化も望ましくない。 

つまり、乗り越えることが可能かどうかを見極めることが、我々大人に課

せられた大切なタスクだといえるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ここに書いてある通り、学校には本来「もまれる経験」というものが存在

していました。 

それはつまり、ぜんざいで言う所の「塩」に相当するものです。 

甘く優しい経験だけでは、本物の味わいは出ません。 

むしろ、思い出すだけで悔しさがこみ上げるようなほろ苦い経験があるこ

とで、人生にはぐっと深みが出ます。 

そして、自分の感じる喜びや幸せが一層引き立つのだと思います。 

 

ジャズシンガーの綾戸智恵さんという方は著書の中で、「大人になるとはど

ういう事？」の問いに、次のように答えています。 

色んな種類の涙を知ること。 

そして少しずつ優しくなること。 

悲しい時に流す涙、悔しい時に流す涙、そして嬉しい時に流す涙。 

色んな種類の涙は、子どもたちを一歩大人に近づけてくれることでしょう。 

 

人生の「塩」に位置する経験を積むこと。 

それを過度に除外したりせずに乗り越えること。 

これが、心の成熟には欠かせないと思っています。 

いろんな経験を得ることで、喜びの深さや人生の幸福感は一層引き立って

いくことでしょう。 

と、すいません、お餅の話で止まらなくなってしまいました。 

ぜんざいだけに少し熱くなってしまったかもしれません。 

甘く優しく気軽に読み流していただければ幸いです。 

 

☆↓読者ページはこちらから↓☆ 

投稿、お待ちしております！ 

https://docs.google.com/

forms/d/1qqf4cPLcjpcWa

imWdu-

6IFM73JahODYK4ROldg

7jLxM/edit 
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