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2024年
ねん

秋
あき

号
ごう

  

 多
た

言
げん

語
ご

情
じょう

報
ほう

支
し

援
えん

員
いん

(英語
え い ご

担
たん

当
とう

) 

石田
い し だ

 厚子
あ つ こ

 

秋
あき

のけはひ
い

 

 

今年
こ と し

は、「源氏
げんじ

物 語
ものがたり

」の作家
さっか

、 紫 式 部
むらさきしきぶ

を主人公
しゅじんこう

にした、テレビドラマ
て れ び ど ら ま

が人気
にんき

です。 

「源氏
げんじ

物 語
ものがたり

」は今から約 1000 年前に 完
かん

成
せい

したとされる日本
にほん

で 一 番
いちばん

古い
ふる 

長 編
ちょうへん

小 説
しょうせつ

で、

千 年
せんねん

にわたり、読
よ

まれている作 品
さくひん

です。主人公
しゅじんこう

は 輝
かがや

くように 美
うつく

しく才 能
さいのう

にも恵
めぐ

まれた

皇子
おうじ

1、 光 源
ひかるげん

氏
じ

です。 幼
おさな

いころに亡
な

くなった 美
うつく

しい 母
はは

の 面 影
おもかげ

を求
もと

めて、たくさんの

女 性
じょせい

と 恋 愛
れんあい

をします。今
いま

では、漫画
まんが

の主 人
しゅじん

公
こう

としても有 名
ゆうめい

ですね。 

 

作家
さっか

の 紫 式 部
むらさきしきぶ

は 朝 廷
ちょうてい

2で 働
はたら

いていた 女 官
にょかん

3で、

王 朝
おうちょう

文化
ぶんか

4が 発 展
はってん

した時代
じだい

の貴族
きぞく

社 会
しゃかい

を 美
うつく

しい

文 章
ぶんしょう

で書
か

きました。 千 年
せんねん

も前
まえ

に、 紫 式 部
むらさきしきぶ

がこのよ

うな 美
うつく

しい 物 語
ものがたり

を書
か

いていたのは、当時
と う じ

の識字率
しきじりつ

5な

 
1 皇子

お う じ

：天皇
て ん の う

の息子
む す こ

 

2 朝廷
ちょうてい

：天皇
て ん の う

や貴族
き ぞ く

が政治
せ い じ

を行
おこな

う場所
ば し ょ

やしくみ 

3 女官
に ょ か ん

：朝廷
ちょうてい

で働
はたら

く女性
じ ょ せ い

 

4 王朝
おうちょう

文化
ぶ ん か

：平安
へいあん

時代
じ だ い

、主
お も

に貴族
き ぞ く

社会
し ゃ か い

で花開
は なひら

いた日本的
に ほ ん て き

特色
と くし ょ く

をもつ文化
ぶ ん か

 

5 識字率
し き じ り つ

：文字
も じ

の読
よ

み書
か

きができる人
ひ と

の割合
わ り あ い
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どを 考
かんが

えると 驚
おどろ

きます。 男 性
だんせい

を 中 心
ちゅうしん

に 使
つか

われていた 漢 文
かんぶん

も自在
じざい

に読
よ

み、弦楽器
げんがっき

の

「そう」の 名 人
めいじん

でもあったようです。「もののあわれ」（しみじみした 感 情
かんじょう

）を理解
りかい

し、「 三 十
さんじゅう

六歌仙
ろっかせん

6」の１人
ひとり

です。 

 

紫 式 部
むらさきしきぶ

は「源氏
げんじ

物 語
ものがたり

」の 他
ほか

にも、たくさんの和歌
わ か

や、 宮 中
きゅうちゅう

7の様子
ようす

を日記
にっき

と手紙
てがみ

で書
か

いた「 紫 式 部
むらさきしきぶ

日記
にっき

」を 残
のこ

しています。「 紫 式 部
むらさきしきぶ

日記
にっき

」に「 秋
あき

のけはひ
い

」という 有 名
ゆうめい

な

一 文
いちぶん

があります。 

 

 秋
あき

の気配
けはい

が 深
ふか

まるにつれて、この土御門邸
つ ち み か ど て い

の様子
ようす

は、言葉
ことば

では 語
かた

りつくせないほど

の素晴
す ば

らしい 趣
おもむき

8につつまれている。 

 池
いけ

のまわりの木々
き ぎ

の 梢
こずえ

9、鑓水
やりみず

10のほとりの草
くさ

むら、それぞれが 一 面
いちめん

に 美
うつく

しく色
いろ

づ

き、あたりの空
そら

一 面
いちめん

の様子
ようす

も、実
じつ

にあざやかな風情
ふぜい

11がある。 

 それらに、そのまま引
ひ

き立
た

てられて、不断
ふだん

12の( 中 宮
ちゅうぐう

13様
さま

の 安 産
あんざん

祈願
きがん

のための)御読経
みどきょう

の声 々
こえごえ

が、いっそう 心
こころ

にしみいる。 

 少
すこ

しずつ、 涼
すず

しくなる 風
かぜ

の気配
けはい

の 中
なか

、絶え間
た  ま

なく聞
き

こえて来
く

るせせらぎの音
おと

は、夜
よ

通
どお

し聞
き

こえ 続
つづ

けて、 風
かぜ

と 水
みず

との区別
くべつ

もつかない（現代語
げんだいご

訳
やく

） 

 
6 三十

さんじゅう

六歌仙
ろ く か せ ん

：平安
へいあん

時代
じ だ い

の和歌
わ か

の名人
めいじん

３６人
にん

 

7 宮 中
きゅうちゅう

：天皇
て ん の う

が住
す

むところの中
なか

 

8 趣
おもむき

：あじわい。おもしろみ。 

9 梢
こずえ

：木
き

の幹
みき

や枝
えだ

の先
さ き

。木
き

の先端
せんたん

 

10 鑓水
やりみず

：庭
にわ

に水
みず

を引
ひ

き入
い

れて作
つ く

った流
なが

れ 

11 風情
ふ ぜ い

：独特
ど く と く

の 趣
おもむき

。あじわい。 

12 不断
ふ だ ん

：絶え間
た  ま

ないこと。途切
と ぎ

れることのないこと 

13 中宮
ちゅうぐう

：天皇
て ん の う

の正妻
せいさい
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今
いま

と 違
ちが

って、移動
いどう

手 段
しゅだん

もほとんどなく、

空 調
くうちょう

14もない時代
じだい

。主
おも

な通 信
つうしん

手 段
しゅだん

は、手

紙に 限
かぎ

られていた時代
じだい

だからこそ、人 々
ひとびと

の、自然
しぜん

や人
ひと

の 心
こころ

を 敏 感
びんかん

に 感
かん

じる 力
ちから

が、 磨
みが

き上
あ

げられていったのかも知
し

れませ

ん。 限
かぎ

られた空間
くうかん

の 中
なか

で、自分
じぶん

の五感
ごかん

15を

研
と

ぎ澄
す

ませて、秋
あき

の気配
けはい

を 心
こころ

一 杯
いっぱい

に 感
かん

じていた 紫 式 部
むらさきしきぶ

の 感 性
かんせい

16には目
め

を見張る
み は  

もの

があります。と同時
ど う じ

に、一 種
いっしゅ

の羨 望
せんぼう

17の思い
おも  

も湧
わ

いてきます。 

 

今
いま

を生
い

きる 私
わたし

たちも、たまには、スマートフォン
す ま ー と ふ ぉ ん

を置
お

い

て、 深 く
ふか  

息
いき

を吸
す

い込
こ

み、 硯
すずり

18に 水
みず

を少
すこ

し 注
そそ

いで、

墨
すみ

の香り
かお 

を 楽
たの

しみながら、 墨
すみ

を磨
す

り、月
つき

を見
み

て、人
ひと

や

自然
しぜん

の変化
へんか

を思い
おも  

、ゆっくり 筆
ふで

をとって 文
ぶん

を書く
か く

、そん

な贅 沢
ぜいたく

な時間
じかん

を持
も

ちたいと思
おも

います。 

 

 

 
14 空調

くうち ょ う

：室内
し つな い

の空気
く う き

の温度
お ん ど

・湿度
し つ ど

などを調整
ちょうせい

すること。 

15 五感
ご か ん

：視覚
し か く

（みる）、聴覚
ちょうかく

（きく）、味覚
み か く

（味
あ じ

わう）、嗅覚
きゅうかく

（嗅
か

ぐ）、触覚
しょっかく

（皮膚
ひ ふ

で感
かん

じる）の５
いつ

つの感覚
か ん か く

のこと 

16 感性
かんせい

：物事
も の ご と

に感
かん

じる 能力
のうり ょ く

 

17 羨望
せ ん ぼ う

：うらやましく思
お も

うこと 

18 硯
すずり

：石
い し

などで作
つ く

った、墨
すみ

を磨
す

る道具
ど う ぐ
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〈文化
ぶ ん か

交 流
こうりゅう

ひろば情 報
じょうほう

コ
こ

ーナ
な

ーをご利用
り よ う

ください〉 

日本語
に ほ ん ご

学 習
がくしゅう

の情 報
じょうほう

や外国人
がいこくじん

のための生活
せいかつ

情 報
じょうほう

などを多言語
た げ ん ご

により提 供
ていきょう

します。 

【場
ば

所
しょ

】 練
ねり

馬
ま

区
く

光
ひかり

が丘
おか

３－１－１ 

【電話
で ん わ

】 ０３－３９７５－１２５２ 

【開設
かいせつ

日時
に ち じ

】 平日
へいじつ

（午前
ご ぜ ん

10時
じ

～午後
ご ご

１時
じ

）、土
ど

・日
にち

・祝
しゅく

（午
ご

後
ご

１時
じ

～４時
じ

） 

        ※年末
ねんまつ

年始
ね ん し

など「文化
ぶ ん か

交 流
こうりゅう

ひろば」休 館
きゅうかん

日
び

を除
のぞ

く 

【対応
たいおう

言語
げ ん ご

】 英
えい

語
ご

（火
か

・木
もく

・土
ど

）、 中
ちゅう

国
ごく

語
ご

（水
すい

・金
きん

・日
にち

）、韓
かん

国
こく

語
ご

（月
げつ

）         

※その他
た

の言語
げ ん ご

はお問
と

い合
あ

わせください。 

＜外国語
がいこくご

相談
そうだん

窓口
まどぐち

をご利
り

用
よう

ください＞ 

地域
ちいき

振興課
しんこうか

事業
じぎょう

推 進 係
すいしんがかり

では、英語
えいご

・中国語
ちゅうごくご

・韓国語
かんこくご

・タガログ
た が ろ ぐ

語
ご

・日本語
に ほ ん ご

でいろ

いろな相談
そうだん

ができます。電話
でんわ

での相談
そうだん

も受
う

け付
つ

けます。 

【場
ば

所
しょ

】 地域
ちいき

振興課
しんこうか

（区
く

役
やく

所
しょ

本
ほん

庁
ちょう

舎
しゃ

９階
かい

） 練馬区
ね り ま く

豊玉
とよたま

北
きた

６－１２－１  

【電話
でんわ

】 ０３－５９８４－４３３３ 

【開設
かいせつ

日時
に ち じ

】 平日
へいじつ

（午
ご

後
ご

１時
じ

～５時
じ

） 

【対応
たいおう

言語
げ ん ご

】 英語
えいご

：月
げつ

～金
きん

、 中
ちゅう

国
ごく

語
ご

：月
げつ

～金
きん

、韓
かん

国
こく

語
ご

：金
きん

、タガログ
た が ろ ぐ

語
ご

：月
げつ

  

※その他
た

の言語
げんご

はお問
と

い合
あ

わせください。 

＜日本人
にほんじん

と外国人
がいこくじん

が交 流
こうりゅう

できるイベント
い べ ん と

などを開催
かいさい

しています。詳
くわ

しくはこちら＞ 

【区
く

公式
こうしき

HP】https://www.city.nerima.tokyo.jp/gaikokunohitomuke/bunka.html 

【QRコード
こ ー ど

】 

   

 

 

事業
じぎょう

推進係
すいしんがかり

からのお知
し

らせ 

練馬区
ね り ま く

地域
ちいき

振興課
しんこうか

事業
じぎょう

推 進 係
すいしんがかり

 

〒１７６－８５０１ 

練馬区
ね り ま く

豊玉
とよたま

北
きた

６－１２－１ 

練馬区
ね り ま く

役所
やくしょ

本 庁 舎
ほんちょうしゃ

９階
かい

 

電話
でんわ

０３（５９８４）４３３３ 

e-mail:CHIIKI17@city.nerima.tokyo.jp 

 

  

編 集
へんしゅう

：文化
ぶんか

交 流
こうりゅう

ひろば 

（ 光
ひかり

が丘
おか

３－１－１） 

多言語
た げ ん ご

情 報
じょうほう

支援員
しえんいん

 

石田
い し だ

 厚子
あ つ こ

 （英語
えいご

担当
たんとう

） 

奈
な

須
す

 清
きよ

美
み

  （中国語
ちゅうごくご

担当
たんとう

） 

呂
よ

 佳
が

玉
おく

    （韓国語
かんこくご

担当
たんとう

） 

https://www.city.nerima.tokyo.jp/gaikokunohitomuke/bunka.html
mailto:CHIIKI17@city.nerima.tokyo.jp

