
2月21日は『国際
こくさい

母語
ぼ ご

デー』です！ 

「ネウン ポカ アイヌ  

プリチキ ルスイ クス」 
（なんとかして アイヌの風習を 
私どもは復活させたいのです） 

 

「アペヘコテ カムイノミ」 

(火の神への祈り)より 
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と き  ２月 15日（木） 午前10時 00分～ 

ところ  西脇市立隣保館上野会館 （大ホール） 

内 容  人権啓発ビデオ「大切なひと」鑑賞 

     ネット社会における部落差別と人権 

～誰もが一人の人間として尊重される社会の実現を目指して～ 

※ 講座生以外の方も自由にご参加ください。 

 

人権を みんなで知ろう 未来のために 

『国際母語デー』は、1952 年に当時パキスタンの一部だった東パキスタン（現バングラデシュ）の首都

ダッカで、パキスタン政府が、「ウルドゥ語をパキスタン唯一の国語」と掲げたことに反発し、「ベンガル語

を公用語」として認めるように学生運動を起こしたデモ隊に、警察隊が発砲し犠牲者が出た出来事から、「人

類が使う、全ての言語の保存と保護を促進する」ことを目的にユネスコによって制定されました。 

 

 

  
なぜ命に代えてま
で言語を守ろうと
したのかしら！ 

あなたの母語は
何ですか？ 

♦母語とは、人間が幼少期から自然に習得する言語のことだそうです。 

（母国語は、母国で使われている公用語のこと） 

同じ日本に生まれ育った人でも、母語は少しずつ異なりますよね。 

アイヌ語、関西弁、博多弁、沖縄語、手話・・・等々。 

 

*ユネスコでは言語と方言を区別せず全て言語で統一されています。 

 

大切なことは、地域独特の言葉や文化を知って

多様性を考える。そして、人口が減少している

今、自分たちの言葉や文化を尊重し残していく

ことですね。 

「国際母語デー⁉」 
う～ん聞き馴染み
がないわ～。 

他国を支配しようとするとき、被支配国では強制的に、支配国の言語で支

配国の文化を刷り込まれるといった状況があり、その地域に存在するオリジ

ナルな文化を取り上げ、支配国の文化に染めていく、その過程で言語が意図

的に消滅されていくという歴史があったのです。 
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「シンキ」は一般に方言のように思われて
いますが、「心気臭い（辛気臭い）」と広辞苑
にあるのでこれは共通語なのです。 
「イチビル」については、加美町方面(西脇

でも)では、小さい子どもたちが調子にのって
はしゃぐ時「この子、エライイチビットッテ
ヤ」というのだそうです。  

 
 
 
 
 

♢    ♢ 
 
▽私もヨンデ 
 
 私も時々つかいながら方言意識がなく、上
野会館で拾ったのが「ヨンデ」なのです。 
多分、「呼んで」をイメージされたと思うので
すが、実は全く違うのです。 
 「それ、うまそうでんなちょっとヨンデく

れてか」 
「あー、のどがかわいたわ、スンマヘンけ
ど、水一杯ヨンデーな」 

 「病気で身動きデケヘンとき、ごはんヨン
デもろて食べよったわ」 

など会話再現で、「食」に関係あることばだと
お気付きでしょう。 
しかし、これを共通語で表現するとなると簡
潔で、適切なことばが見つからないのです。 
「いただけませんか」 
「食べさせてもらっています」 

などといっても、「失礼な人や」といわれかね
ません。ましてや、「ヨンデ」を知らなかった
くだんの上野の女性はどう対応してよいのか
困ってしまったとおっしゃっていました。 
「わたしもヨンデー」と猫なで声で甘えら

れるとデレーッとして「どうぞどうぞ」とい
ってしまう。 
 いずれにしても、素朴で、お互いの信頼感
や親近感が彷彿（ホウフツ）とした温かい、
北播磨ならではのことばなのです。 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

次の日、私は朝から買い物に行ったお店を

尋ねて廻った。そして、あるお店の落とし物

の中にそのポーチを見つけた。嬉しかった。

私の所に戻ってきてくれたんだ。今度こそ無

くさないようにバッグにしっかり取り付け

た。 

 

 少し経って彼から電話があった。「ポーチ

使っているよ。ばばちゃんのお守りだよ」と

言うと、「お守りか…」と言ってフフフと笑

った。彼は五年生になり大きく変わったよう

だ。きっと身体も心も成長したのだろう。 

 

今年も春休みに彼が来た。私のバッグにポー

チが着いているのを見て、「使ってくれてい

るんだ」と言い、彼の顔がパッと輝いた。 

 

 

 

 
 

 

  

 

で笑顔を取り戻せたら、治療に前向きになれたらと

考えたのだ。人間は誰でも笑顔で幸せに暮らす権利 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

以前に、上野会館文芸教室の講師をされていた、丸山三郎先生が収集記録された 

「播磨方言拾遺
しゅうい

集」（平成９（1997）年～平成17(2005)年掲載分）より内容の 

一部をご紹介し、母語（方言）について、もう少し触れてみたいと思います。 

 

 

 

▽ 方言あれこれ 
 
方言の定義は実に簡単で共通語でないものは

すべて方言ですが、その共通語かどうかが問題
で誤解されることも多いのです。専門的には語
彙（ごい）、アクセント、語法から調べるのです
が、一般には語彙でいうのが一番わかりやすく、
いま日本に出ている国語辞典に記載されていれ
ば共通語で、そこになければ方言といえばよい
のです。 
例えば、私の最近の材料から申せば、イチビ

ルやイジクノシーは方言ですが、方言と思える
シンキクサイというのは実は共通語なのです。
シンドイやオマハンなど西日本広範囲に使われ
ることばでも、これは関西共通語であっても、
日本の共通語ではないのです。 
また、地名や人名は辞典になくても固有名詞

ですから方言ではありません。 
方言のなりたちは、その語源が素朴なものか

ら、古語からの転訛や俗謡、伝説からのものが
あり、簡単に解明できにくいものもあります。 

 
 

♢    ♢ 
 

▽イジクノシー仕事 
 
十二月中旬のある日、雨上がりの畑で、葉ボ

タンでエトの花壇づくりを始めていますと、 
「そないにセイダイテやっとたらエロまっし
ゃろがいな。何本程でんねん。 

 千本でっか。そらシンキなこってんなあ。 
コマイのはまたイジクノシでっしゃろ。 
ドナイナトちゅうわけにはいきまへんやろう
サケン、まあボチボチやんなはれ。」 

と道端の人がはげましてくださる。 
 さて、この近所の人のことばが私には楽しい
のです。この「イジクノシー」は語源から説明
が出来難い。多分、「いじくる」の動詞からの転
訛、形容詞となったと思うのですが、さわりま
わる、もてあそぶから、「細かな仕事など連続し
ているといらいらしてしまう」状態をあらわす、
それ以上の説明をするのは「イジクノシク」な
ってしまうのでやめにいたします。 
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季節の花をおしゃれに手軽に器にいけられます。 

花器や容器などに専用の給水スポンジを入れて花を挿す

ように活けていく、自由度の高いスタイルです。 

 

                    
        

『スィートピー』（フラワーアレジメント） 

 日時 毎月 第２水曜日 午後２時～ 

場所 上野会館 2階（図書室） 

 

 

 １月14日(日)、津万地区自治協議会主催で、八幡神社登山口と 

中池(上野)登山口にある大型案内板がリニューアルされたことを 

記念に、お披露目を兼ねたイベントが開催されました。 

当日は、多くの参加者があり、除幕式が行われたあと、 

皆さん一緒に八日山を登りました。 

              

 

 

 

澄みきった青空のなか、頂上からは３６０度のパノラマを 

楽しむことができました。 

『趣味の会』（ハンドメイド雑貨） 

 日時 毎月 最終金曜日 午後1時30～3時30分 

場所 上野会館 1階（教室1） 

雑貨づくりに興味のあるみんなが集まって、ワイワイ楽しく

おしゃべりしながら小物づくりをしています。昨年の交流祭

では、フリーマーケットに初出品しました！                   

        

12月 迎春用 

12月は、クリスマスやお正月用

リース作りをしました♪ 

６月 花かご 

除幕式 
（八幡神社登山口） 

※ 問合せ先 上野会館 ☎ 23-3451 

記念撮影 
（上野中池登山口） 
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編 集 後 記▶  
一年の平穏と多幸を願っていたであろう元日の午後、最

大震度7の大地震が能登半島を襲いました。 
北海道から九州までの広い範囲で揺れを観測し、その後、

津波も観測されました。多くの建物の倒壊、大規模な火災
が発生しました。兵庫県南部では揺れは小さかったかと思
いますが、29 年前の阪神・淡路大震災を思い出した人も多
いのではないでしょうか？ 
 能登半島付近では、2020年ごろから地震活動が活発化 
し、大地震の発生も予想されていたそうですが、今回の大
きな被害は防げなかったという記事も見ました。 
 ご存じのとおり日本は地震の多い国です。今後も大地震
が予想されています。もう一度、防災等について見直しま
せんか？ 
 以前に小さな地震が起きた翌日の会話ですが、「昨日、揺
れたね」と話題にのぼったときに関東出身の一人が「そう
よ、すぐにドアを開けたわ」と！周りの人たちは「はあ？
なんで～？」と口をそろえて聞きました。「地震でドアが歪
んであかなくなるかもしれない。逃げ道確保よ！」との回
答。初めて聞く「逃げ道確保」に笑いになってた全員が「地
域によって違うんだ。これからは覚えておこう」と納得し
ました。 
 自然災害は、起こることを避けることはできません。 
起きた時に被害を少しでも小さく抑える工夫・協力 
をしましょう。もしもの時の避難経路等もう一度 
確認して、災害に備えましょう。今回、被災された 
能登地方の方々のより早い復興をお祈りします。（Ｓ） 

 

２月の行事予定表 

日 月 火 水 木 金 土 
  

 

 
 

 
 
 

１ 
輪の会 

２ 
  

３ 
茶道Ａ 
ヨッピ会 

４ 
津人教 
市外研修 

 

５ 
文芸 
生花 
編物(サークル) 

６ 
茶道Ｂ 
 

７ 
かな書道 
編物Ａ 

８ 
３Ｂ体操 
 

９ 
 

10 
ヨッピ会 

11 
建国記念の日 
 

12 
振替休日 
 
 

13 
料理 
パソコン 
押花 

14 
編物Ｂ 
スィートピー 
 

15 
教養講座生等 
人権学習会 
10：00～ 

16 
趣味の会 
 

17 
茶道Ａ 
ヨッピ会 

18 

    

19 
 
 

20 
茶道Ｂ 
 

21 
編物(サークル) 
かな書道 

22    
３Ｂ体操 
 

23    
天皇誕生日 
 

24 
押花(サークル) 
ヨッピ会 

25 

 

26 
生花 

27 
パソコン 
絵手紙 

28 

 

29 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《相談(人権・福祉・教育・健康・年金など）》 

上野会館では、毎週月曜日を相談日に設けています。 

電話による相談も受け付けています。プライバシ

ーを厳守しますので、お気軽にご相談ください。 

《図書》 人権、一般、趣味、児童書等の閲覧・貸
出をおこなっています。お気軽にご利用ください。 

 
  

 

消火・避難訓練 

自由参加
だよ！ 

＝ おりひめ体操 


