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誌上参観日
まだ見たことのない「英和」をさがして。

特集
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今号の表紙は、特集記事で小学部の撮影をしていただい
た写真家・笠井爾示さんの一枚。芸能人やアーティスト
のポートレート撮影で有名な笠井さんですが、相手が誰
であろうと、その人らしい自然な表情を捉えられるのが
プロの仕事。初対面なのにこんな笑顔を撮るなんてさす
がです。5～6ページには他にもたくさんの「英和の笑
顔」を掲載しています。

今号の表紙

「あなたはその岩を打て。
	そこから水が出て、民は飲むことができる。」

出エジプト記17章6節

本当はモーセに求めるのではなく、神さまに祈るべきでした。
そうすれば、不要な争いも不安もなかったはずです。
必要なのは、祈り、神さまの御心を求めること。
神さまからの答えを得てご用をすることができたモーセは
幸いです。

日本基督教団　鳥居坂教会　牧師　野村　稔

聖書の言葉

在学生や卒業生にとって、毎日の学院生活はあまりにも当たり前な風景の連続です。
でも、立場や時代によって、同じ風景が違って見えることもあるはず。

もしかするとそこには意外な発見があるかもしれません。
今回の特集では、「卒業生やその近親者として英和に一定の予備知識を持ちながら、

まだそこに足を踏み入れたことが無い」という方々に、いまの英和の日常を、参観していただきました。

誌上参観日

東洋英和幼稚園

中
な か お ゆ う こ

尾有子さん（楓美会会長・左）
鈴
す ず き け い こ

木慶子さん（楓美会副会長・右）
中尾さんは中学から、鈴木さん
は大学から英和。「噂に聞く、英
和幼稚園の自由な保育風景を参
観できるなんて本当に楽しみ」
（中尾さん）。

▶▶ p3

笠
か さ い ち か し

井爾示さん（写真家）
雑誌や広告を中心に一線で活躍
されている写真家。高1の娘さ
んは中学から英和。自身は10代
までのほとんどをドイツで過ご
したため、日本の小学校生活に
興味津々。

小学部

▶▶ p5

内
うちさ か つ ね お

坂庸夫さん（編集者）
妻の芳美さんは幼稚園～短大と
生粋の英和卒業生。自身は、雑
誌「Tarzan」や「Popeye」など
に創刊時から携わる名物編集者。
「妻の原点を探ってみたい」。

中高部

▶▶ p7

吉
よしも と な お こ

本直子さん（ライター）
高等部卒業生。医療系の雑誌や
書籍を中心に、取材や執筆、
編集を手がける。「私が英和に
いた頃の大学は短大でした。も
ちろん、横浜キャンパスに行く
のは初めてです」。

大学・大学付属かえで幼稚園

▶▶ p9

特 集

C O N T E N T S

02

11
東洋英和ビジュアル歴史館　File.1

英和が始まった場所

13

KAEDE People 第12回
独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）カンボジア事務所

戸倉 裕子さん

15

Event Report
東洋英和楓の会主催 春の講演会

中村 哲先生

18 Event・Report・Topics

特 集

誌上参観日
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噂 に 聞 く

自 由 な 保 育 は 、

本 当 に 自 由 で し た 。

東洋英和
幼稚園

この日はあいにくの雨模様でした。園のホー
ルに入った2人は、決められた遊びではなく自
分たちがしたい遊びを自由気ままに楽しむ園児
たちの様子に興味津々。ノコギリやカナヅチを
使っている年長の子たちには、ちょっとびっく
り。「子どもたちは体験を通して、道具の特徴を
身をもって学んでいきます。」（園長先生）。
遊びが終わると、切り替えてきちんと片づけ
をする園児にまた感心しきりの2人。この後も、
お弁当の様子を見たり、階上で作業をしていた
お母さま方とお話したり、先生と一緒にお見送
りをしたり。最後まで驚きと笑顔に包まれた参
観でした。

kindergarten

雨の日でもお部屋で
これだけしっかり

遊べるのは理想的ね

とっても活発で
礼儀正しいのが
印象的でした。

さぁ、お迎えの
時間ですよ。

汚れても
へっちゃら。

や っぱ り お 弁 当
の時間はみんな
大好き。

いつもは園児が元気に駆け回っている園庭。部屋
の中からじっと水たまりを見つめている子たちも。

お昼ごはんはお弁当が基本。
「お行儀良くみえるのは気のせいかしら」（中尾さん）園児と一緒に遊んでいるように見える先生たち。

でもその目は常に周囲の園児たちの安全に。

帰りの時間になると、気持ちを切り替えて身支度を始めるのは、
英和の幼稚園児ならでは。

特 集 誌上参観日

安全に配慮した
木製遊具がたくさん

あって素敵！

行き届いた配慮が
あってこその

自由保育ですね。
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英 和 の 顔 っ て ど ん な 顔 ？

撮影：笠井爾示

primary school

写真家がレンズを通して見た英和の風景。授業中も、休み時間も、クラブ活動の時間も、
そこにはいつも英和らしい笑顔があふれていました。

小学部

特 集 誌上参観日
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運
動
大
好
き
な
ス
ポ
ー
ツ
＆
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
雑
誌
の
編
集
者

に
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
女
学
校
取
材
の
依
頼
が
来
ま
し
た
。
中

学
高
校
の
授
業
を
参
観
し
て
、
彼
女
た
ち
が
ど
ん
な
学
校
生
活

を
送
っ
て
い
る
の
か
、
言
葉
に
あ
ら
わ
し
て
ほ
し
い
、
と
。

女
子
マ
ラ
ソ
ン
選
手
、
女
子
テ
ニ
ス
選
手
な
ら
ま
だ
し
も
、

取
材
対
象
は
ま
っ
た
く
の
別
世
界
、
東
洋
英
和
の
お
嬢
さ
ま
た

ち
。
そ
れ
も
中
学
生
、
高
校
生
で
す
。
汗
と
涙
の
ス
ポ
根
物

語
と
は
畑
が
違
う
、
お
腹
を
凹
ま
す
筋
ト
レ
と
は
世
界
が
違
う
、

何
を
ど
う
尋
ね
て
い
い
も
の
や
ら
…
。
も
ち
ろ
ん
丁
重
に
お
断

り
し
ま
し
た
。

で
す
が
、
困
っ
た
こ
と
に
英
和
訪
問
と
聞
い
て
、
あ
る
こ
と

を
思
い
つ
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
実
は
身
近
な
と
こ
ろ
に
英
和

の
卒
業
生
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
彼
女
は
幼
稚
園
か
ら
短
大
ま

で
16
年
を
学
院
に
在
籍
、
筋
金
入
り
の
、
絵
に
描
い
た
よ
う
な

英
和
生
。
こ
の
英
和
育
ち
な
ら
で
は
の
言
動（
み
な
さ
ん
な
ら

お
よ
そ
見
当
は
つ
く
で
し
ょ
う
）の
数
々
に
、
驚
い
た
り
感
心

し
た
り
、
日
々
飽
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
英
和
を
卒
業
し

て
10
年
経
っ
て
も
20
年
経
っ
て
も
、「
三
つ
子
の
魂
百
ま
で
」を

地
で
行
く
、
ば
り
ば
り
現
役
英
和
生
で
す
。

い
つ
の
間
に
か
頭
の
中
に
大
き
な
？
マ
ー
ク
が
で
き
て
き
ま

し
た
。
英
和
生
は
幾
つ
に
な
っ
て
も
英
和
生
な
の
で
し
ょ
う

か
？　
英
和
ら
し
さ（
う
す
う
す
は
わ
か
っ
て
い
て
も
）
っ
て
、

い
っ
た
い
な
に
？　
麻
布
・
鳥
居
坂
に
通
う
女
子
は
い
つ
、
ど

う
や
っ
て
英
和
生
に
な
る
の
で
し
ょ
う
？　
長
年
抱
え
て
い
た

謎
を
解
く
チ
ャ
ン
ス
が
目
の
前
に
あ
り
ま
す
。

気
が
つ
け
ば
夏
の
あ
る
日
、
英
和
の
講
堂
の
入
口
で
讃
美
歌

と
聖
書
を
携
え
て
い
ま
し
た
。
英
和
生
た
ち
が
講
堂
に
入
っ
て

行
き
ま
す
。
お
し
ゃ
べ
り
な
し
、
無
言
で
整
列
し
て
進
み
、
さ

く
さ
く
と
席
に
つ
き
ま
す
。
讃
美
歌
の
あ
と
、
こ
の
日
は「
主

が
ベ
タ
ニ
ア
で
香
油
を
注
が
れ
る
」と
い
う
お
話
、
ふ
む
ふ
む

凡
人
に
も
わ
か
り
や
す
い
。
そ
う
か
な
る
ほ
ど
、
英
和
生
は
毎

朝
、
い
ち
ば
ん
に「
敬
神
奉
仕
」の
基
礎
を
学
ぶ
の
か
。

そ
し
て
、
お
昼
過
ぎ
ま
で
い
く
つ
か
の
授
業
を
参
観
さ
せ
て

も
ら
い
、
何
人
か
の
英
和
生
と
先
生
た
ち
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し

ま
し
た
。

ボ
ー
ル
を
弾
ま
せ
走
り
ま
わ
る
彼
女
た
ち
、
ミ
シ
ン
を
踏
む

彼
女
た
ち
、「
せ
ん
せ
、
せ
ん
せ
」と
職
員
室
に
駆
け
込
む
彼
女

た
ち
、
Ｐ
Ｃ
を
操
作
し
て
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
す
る
彼
女
た

ち
、
こ
ち
ら
の
と
ん
ち
ん
か
ん
な
質
問
に
も
賢
く
答
え
る
彼
女

た
ち
…
。

幼
少
期
・
少
年
期
の
家
庭
環
境
、
教
育
環
境
は
人
格
の
形
成

に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す
が
、
東
洋
英
和
女
学
院
も
あ
る
種

の
共
通
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
育
ん
で
い
ま
す
、
そ
れ
も
他
に
類
を

見
な
い
、
い
わ
ゆ
る
英
和
生
と
呼
び
呼
ば
れ
る
特
別
な
気
質
。

英
和
生
キ
ャ
ラ
は
卒
業
し
て
も
決
し
て
消
え
る
こ
と
な
く
、
む

し
ろ
彼
女
た
ち
の
人
生
を
自
信
を
も
っ
て
進
ま
せ
て
い
ま
す
。

興
味
津
々
、
そ
し
て
充
実
の
半
日
で
し
た
。
な
ぜ「
他
に
類

を
見
な
い
特
別
な
気
質
」が
育
つ
の
か
、
そ
し
て
肝
心
の
英
和

生
の
中
身
が
明
確
に
な
っ
て
き
ま
し
た
、
彼
女
た
ち
の
共
通
項

が
見
え
て
き
ま
し
た
。
独
断
と
偏
見
、
大
い
な
る
勘
違
い
か
も

知
れ
ま
せ
ん
が
以
下
に
並
べ
て
み
ま
す
。

独
特
な
キ
ャ
ラ
が
育
つ
わ
け
は
？

　

❶ 

同
じ
よ
う
な
家
庭
環
境
の「
大
切
に
育
て
ら
れ
た
」子
女
が

集
ま
る
か
ら
。
英
和
卒
業
生
は
家
族
や
親
近
者
を
英
和
に
入

れ
た
い
と
思
う
し
、オ
ー
プ
ン
ス
ク
ー
ル
な
ど
で
在
学
生
の「
優

し
さ
」「
思
い
や
り
」に
触
れ
る
と
自
分
も
あ
あ
な
り
た
い
、
こ

の
学
校
に
入
り
た
い
と
願
い
、
そ
の
よ
う
な
子
女
が
入
学
す

る
か
ら
。

❷ 

建
学
の
理
念
で
あ
る「
敬
神
奉
仕
」が
日
々
、
礼
拝
と
い
う

日
常
で
語
ら
れ
、
ま
た
聖
書
の
授
業
で
詳
し
く
説
明
さ
れ
る

か
ら
。

❸ 

小
学
部
か
ら
の
在
学
生
た
ち
が
、
中
学
受
験
で
入
っ
て
き

た
ア
ウ
ェ
イ
の
子
ど
も
た
ち
に
、
聖
書
を
開
く
と
こ
ろ
か
ら

英
和
の
一
か
ら
十
ま
で
を
教
え
て
あ
げ
る
か
ら
。
1
ヶ
月
も

す
る
と
全
員
が
ホ
ー
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ス
テ
ー

ジ
系
部
活
は
先
輩
後
輩
の
規
律
が
し
っ
か
り
し
て
い
て
、
そ

こ
で
も「
英
和
生
」は
連
綿
と
伝
え
ら
れ
て
ゆ
き
ま
す
。

❹ 

野
尻
キ
ャ
ン
プ
と
い
う
学
年
を
超
え
た「
み
ん
な
で
助
け

合
う
」共
同
生
活
体
験
も
英
和
生
を
作
り
ま
す
。

で
は
そ
の
独
特
な「
英
和
生
」ら
し
さ
、
っ
て
何
で
し
ょ
う
？

🅐 

い
ち
ば
ん
大
き
な
共
通
項
は
、
主
か
ら
、
隣
人
か
ら「
私

は
愛
さ
れ
て
い
る
」「
見
守
ら
れ
て
い
る
」と
い
う
絶
対
的
な
自

信
で
し
ょ
う
。
家
族
か
ら
、
先
生
か
ら
、
学
友
か
ら
、
世
界

中
か
ら
愛
さ
れ
て
い
る
と
い
う
安
心
と
余
裕
が
学
内
の「
居
心

地
の
よ
さ
」「
英
和
大
好
き
」に
つ
な
が
り
ま
す
。
彼
女
た
ち
に

と
っ
て
英
和
は「
お
う
ち
」で
す
、
先
生
も
同
級
生
も
等
し
く

家
族
で
す
。
ま
た
、「
愛
さ
れ
て
い
る
」「
守
ら
れ
て
い
る
」と

い
う
自
信
は
、
学
外
で
は
彼
女
た
ち
の
鎧
や
剣
に
な
っ
て
く

れ
ま
す
。
何
を
や
っ
て
も
平
気
、
恐
い
も
の
知
ら
ず
に
つ
な

が
り
、
と
き
に
ハ
ラ
ハ
ラ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

🅑 

小
さ
い
頃
か
ら
自
我
が
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
自
分
の

意
志
、
意
見
を
持
っ
て
い
て
、
周
囲
を
気
に
せ
ず
考
え
た
事

を
ま
っ
す
ぐ
に
貫
い
て
ゆ
き
ま
す
。
頑
固
で
す
が
、
わ
が
ま

ま
と
言
わ
れ
る
手
前
で
折
れ
る
賢
さ
も
持
っ
て
い
ま
す
。

🅒 

と
り
わ
け
、
他
人
に
優
し
い
の
で
す
。
自
分
の
こ
と
は
さ

て
お
き
、真
っ
先
に
困
っ
て
い
る
人
を
助
け
ま
す
。
世
話
好
き
、

お
節
介
と
言
わ
れ
た
り
も
し
ま
す
。　

🅓 

幼
稚
園
は
別
で
す
が
、
女
子
だ
け
で
過
ご
す
た
め
、
実
年

齢
よ
り
幼
く（
無
邪
気
）に
見
え
ま
す
。「
愛
さ
れ
て
い
る
」自
信

か
ら
で
し
ょ
う
か
、
小
さ
い
と
き
か
ら
英
和
生
で
あ
る
こ
と

に
誇
り
を
持
っ
て
い
ま
す
。
時
と
場
所
、
相
手
に
応
じ
た
礼

儀
作
法
、
立
ち
居
振
る
舞
い
を
心
得
て
い
ま
す
。
び
っ
く
り

す
る
ほ
ど
外
面
が
い
い
と
も
言
え
ま
す
。

英
和
生
の
み
な
さ
ん
、
ど
う
で
し
ょ
う
、
こ
の
答
え
は
あ
っ

て
い
る
で
し
ょ
う
か
？

自分たちで自然に作っていく「 英和らしさ 」。

junior high school & high school

中
高
部

特 集 誌上参観日
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初
め
て
の
横
浜
キ
ャ
ン
パ
ス
訪
問
は
、
か
え
で
幼
稚
園
か
ら

ス
タ
ー
ト
。
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
離
れ
た
、
た
ま
プ
ラ
ー
ザ

の
住
宅
街
に
あ
る
こ
の
幼
稚
園
に
は
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
が
な
い
。

保
護
者
と
手
を
つ
な
い
で
登
園
し
、
ク
ラ
ス
担
任
が
出
迎
え
る
。

身
じ
た
く
を
し
て
園
庭
に
駆
け
出
す
子
ど
も
た
ち
は
、
朝
か
ら

元
気
だ
。
年
長
組
で
は
こ
の
日
、
ケ
ニ
ア
か
ら
来
園
し
た
エ
ス

タ
先
生
を
迎
え
て
の
礼
拝
か
ら
一
日
が
始
ま
っ
た
。
ス
ワ
ヒ
リ

語
で「
ジ
ャ
ン
ボ
！
」と
挨
拶
を
交
わ
し
、
一
緒
に
讃
美
歌
を
う

た
い
、
祈
る
。

礼
拝
を
終
え
園
長
の
大お

お
す
き漉

知
子
先
生
が「
さ
あ
、
１
週
間
の
始

ま
り
の
月
曜
日
で
す
。
今
日
は
何
を
し
て
遊
ぶ
か
、
も
う
決
め

て
い
ま
す
か
？
」と
問
い
か
け
た
。「
今
日
は
、
○
○
を
し
ま
す
」

で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
集
団
活
動
を
す
る
時
間
も
あ
る
が
、
自

由
に
遊
ぶ
時
間
に
何
を
す
る
の
か
は
、
子
ど
も
た
ち
一
人
ひ
と

り
が
自
分
で
決
め
て
動
き
出
す
。

こ
の
自
由
を
重
ん
じ
る
保
育
は
、
放
任
主
義
と
は
違
う
。
一

人
ひ
と
り
の
子
ど
も
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
ペ
ー
ス
で
や
り
た
い

こ
と
を
深
め
て
い
く
の
を
見
守
る
先
生
た
ち
に
は
、
柔
軟
性
と

忍
耐
が
必
要
だ
ろ
う
。個
々
の
成
長
過
程
を
尊
重
す
る
心
が
あ
っ

て
こ
そ
の
保
育
だ
と
い
う
こ
と
が
、
よ
く
わ
か
っ
た
。
こ
こ
で

育
つ
子
ど
も
た
ち
、
う
ら
や
ま
し
い
な
ぁ
。

幼
稚
園
を
後
に
し
て
、
い
よ
い
よ
大
学
へ
。
3
時
限
目
に
、

人
間
科
学
部
・
渡
辺
和
子
教
授
の「
人
間
科
学
基
礎
演
習
Ⅰ
」を

聴
講
す
る
。
２
年
生
が
履
修
す
る
科
目
で
、
宮
崎
駿
の
映
画
か

ら
ひ
と
つ
を
選
び
、
そ
の
作
品
で
語
ら
れ
る
主
題
に
つ
い
て
自

分
な
り
に
考
え
て
発
表
す
る
と
い
う
。
こ
の
日
は
、『
ハ
ウ
ル

の
動
く
城
』『
千
と
千
尋
の
神
隠
し
』に
つ
い
て
、
３
名
の
学
生

が
発
表
を
行
っ
た
。
ま
ず
、
登
場
人
物
と
あ
ら
す
じ
を
ま
と
め
、

自
分
な
り
の
テ
ー
マ
を
見
つ
け
て
論
じ
た
。「
ハ
ウ
ル
の
容
姿
と

心
の
変
化
は
ど
う
連
動
し
て
い
る
か
」「
ソ
フ
ィ
の
コ
ン
プ
レ
ッ

ク
ス
と
容
姿
の
変
化
の
意
味
と
は
？
」あ
る
い
は「
千
尋
の
両
親

の
言
動
と
湯ゆ

婆ば
あ

婆ば

と
の
相
違
点
」な
ど
、
若
い
学
生
た
ち
の
視
点

は
な
か
な
か
刺
激
的
。
発
表
後
は
、
渡
辺
教
授
の
コ
メ
ン
ト
に

続
い
て
、出
席
者
全
員
が
他
者
の
発
表
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
。

渡
辺
教
授
は
、
学
生
た
ち
の
発
表
の
中
身
は
も
ち
ろ
ん
、
ス

ラ
イ
ド
や
レ
ポ
ー
ト
作
成
の
基
礎
の
学
習
も
重
視
し
て
い
て
、

「
文
献
を
引
用
し
た
部
分
と
自
分
の
意
見
の
部
分
は
、
き
ち
ん

と
区
別
し
て
書
く
こ
と
」「
作
品
名
に
は
、
二
重
カ
ギ
括
弧
を

付
け
て
」な
ど
と
細
か
く
指
摘
し
て
い
た
。
４
年
生
で
卒
業
論

文
を
ま
と
め
る
た
め
の
準
備
な
の
だ
ろ
う
。

授
業
が
終
わ
り
、
今
度
は「
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー
」へ
。
進

路
に
つ
い
て
、
学
生
に
ど
ん
な
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
る
の
か

知
り
た
か
っ
た
の
だ
。
話
を
聞
か
せ
て
く
れ
た
の
は
、
高
野

澤
し
の
ぶ
さ
ん
。
大
学
設
置
準
備
室
か
ら
の
最
古
参
の
事
務

ス
タ
ッ
フ
だ
。

「
本
学
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
の
特
徴
は
、
正
課
の
授
業
と

し
て
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー
、
学
習
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
の
３
つ
の
柱
で
構
築
さ
れ
て
い
て
、
有
機
的
に
連

携
し
合
っ
て
学
生
を
支
援
し
て
い
る
こ
と
で
す
」

ま
ず
、
１・
２
年
次
に
開
講
さ
れ
る「
キ
ャ
リ
ア
設
計
Ⅰ・
Ⅱ
」

と
い
う
科
目
が
あ
る
。
就
活
が
始
ま
っ
て
か
ら
慌
て
な
い
よ
う
、

早
い
時
期
か
ら
し
っ
か
り
自
分
の
将
来
を
見
据
え
キ
ャ
リ
ア
に

つ
い
て
考
え
る
の
だ
。
一
方
で
、
学
習
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
が
、

自
学
自
習
に
必
要
な
力
を
養
う
た
め
の
支
援
や
資
格
試
験
の
対

策
講
座
な
ど
を
行
う
。
そ
し
て
、
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー
が
各
種

の
就
職
セ
ミ
ナ
ー
や
個
別
の
相
談
を
通
し
て
、
就
職
活
動
の
実

践
的
な
支
援
を
担
う
。〝
就
職
決
定
率
98
％
〟〝
就
職
満
足
度

92
％
〟の
実
績
は
、
こ
の
３
本
柱
の
連
携
の
成
果
な
の
だ
ろ
う
。

「〝
顔
と
名
前
が
一
致
し
て
い
る
支
援
〟が
で
き
る
と
こ
ろ
が
、

本
学
の
強
み
。
個
々
の
学
生
の
進
路
と
状
況
は
、
ほ
ぼ
把
握
し

て
い
ま
す
。
ま
だ
内
定
の
出
な
い
学
生
に
は
電
話
を
か
け
て

〝
最
近
ど
う
？ 

こ
ん
な
求
人
が
来
て
い
る
け
ど
、
受
け
て
み
な

い
？
〟と
励
ま
し
ま
す
」

共
通
し
て
い
た
の
は
、
成
果
主
義
で
は
な
く
、
園
児
や
学
生

が
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
自
分
で
見
つ
け
、
そ
れ
に
向
か
う

姿
を
尊
重
し
、
支
援
す
る
ス
タ
イ
ル
。
う
〜
ん
、
素
敵
。
や
っ

ぱ
り
英
和
だ
わ
！

やりたいことを「 自分で見つける 」ための場所

かえで幼稚園の木登りに感動 ！
園庭に根づき高く伸びたイチョウの木。一番下の枝は年長児が
やっと飛びつけるくらい高いところにあるけれど？大漉先生曰
く、「大人が抱っこして木登りを手伝うことはしません。自分で
登れる時を待ちます。最初の枝に自分の力で飛びついて上がれる
子なら、体力や木登りの体験からして木のてっぺんまで登らせて
も大丈夫だと思えるからです」。なるほど、納得！

人間科学部２年生の授業風景。ジブリ作品をひとつ選び、自
分なりに分析してプレゼンテーションする。

人間科学部の渡辺和子教授は、東
洋英和女学院大学死生学研究所の
所長を務める。2003年に設置さ
れた同研究所は「学際的な死生学」
を目指して活動し、毎年、公開
講座を開催するほか、『死生学年
報』を出版している。

学生たちは、口頭発表のためにスライ
ドを準備し、レジュメを配る。提出し
たレポートは、製本されて１冊に。

「学生が大きく成長するのは、３年生の春から４年生の初夏
にかけての１年間。実際に企業の説明会に出席し、採用試
験や面接を受けるという経験を経て社会の厳しさを知り、
１年前とは別人のような顔になって大学に帰ってきます 」

（キャリアセンター・高野澤さん）。相談ブースの机には、そ
れぞれにティッシュの箱が。ここで流した涙は、社会に出
ていくために決して無駄にはならないだろう。

右）園庭の畑には、子どもたち
と同じくらいの背丈のカカシ
が。これも子どもたちの作品
だとか。そろそろ美味しそう
なピーマンが収穫できそう。

左）礼拝でのひととき。子ども
たちはじっと目を閉じて、何
を思っているのだろう。

緑に囲まれた横浜のキャンパスは、
歩いているだけで自然のパワーがも
らえそう。チャペルでは、昼休み
の時間に礼拝が行われていた。

木登りの木に下げられた札。チャレンジしたい
子どもが来たら、大人は手を貸さずに見守るの
が英和スタイル。

university 

大
学
・

大
学
付
属

か
え
で
幼
稚
園

特 集 誌上参観日

右）園庭のプールで遊ぶ子もいれ
ば、虫取り網を持ってかけまわ
る子、室内で工作に没頭する子
もいる。

左）園庭の奧にある木工室には、
鋸や金槌などの道具が並ぶ。年中
クラスの子どもが、先生に見守ら
れながら、鋸を使ってギコギコと
板を切っている。踏ん張った両足
が真剣だ。
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File.1

英和が始まった場所

現在も東洋英和の校舎が建つ鳥居坂。名の由来は、江戸時代初期、坂の上に鳥

居丹州侯の屋敷があったからだと伝えられている。

一説には、麻布氷川明神がむかし大社のころ、ここに二の鳥居があったからの

名ともいう。（『増補港区近代沿革図集　麻布・六本木』　港区教育委員会刊より）

1884年（明治17年）の開校以来今日に至るまで、「鳥居坂」は東洋英和と切って

も切れない場であり、卒業生はじめ関係者にとって心のふるさとであり続けて

いる。

今号から始まるこのコーナーでは 、
東洋英和にまつわる写真や歴史的史料などをもとに 、

ビジュアルで英和の歴史を紐解いていきます 。

『増補港区近代沿革図集　麻布・六本木』　港区教育委員会刊

18621885

18961924

4

1

5

2

3

1

2

3

4

5

1862年（文久2年）の鳥居坂。現在、中高部の校舎が建つあたりは松平丹波守、
東洋英和幼稚園・小学部は大久保加賀守の中屋敷となっている。

丘の上の建物が東洋英和学校（現 麻布学園）とされる。麻布十番あたりの風景。
1885年（明治18年）

最初の校舎。1885年（明治18年）

　

1896年（明治29年）。鳥居坂の右に「東洋英和学校」「麻布尋常中学校」そのさ
らに右上に「東洋英和女学校」の文字が見える。この後、1900年（明治33年）
に移転した。

1924年（大正13年）。中高部のほぼ現在の位置に「東洋英和女学校 」がある。
東洋英和幼稚園・小学部は「李王世子邸」。

六本木交差点 六本木交差点

鳥居坂鳥居坂
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初
め
て
の
海
外
勤
務
で

支
援
の
重
要
性
を
再
認
識

今
回
、
休
暇
で
一
時
帰
国
。
取
材
後
に
都

内
で
英
和
の
同
級
生
た
ち
と
旧
交
を
温
め
る

予
定
だ
と
い
う
戸
倉
裕
子
さ
ん
だ
が
、「
東
京

の
ラ
ッ
シ
ュ
に
耐
え
ら
れ
ず
、
こ
こ
に
は
も
う

住
め
な
い
か
も
と
い
う
感
じ
で
す
」
と
苦
笑
い

を
浮
か
べ
る
。
国
際
協
力
機
構
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）

カ
ン
ボ
ジ
ア
事
務
所
に
赴
任
し
た
の
は
、

２
０
１
４
年
12
月
。
広
報
担
当
と
し
て
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
政
府
開
発
援
助

（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）
事
業
や
支
援
活
動
に
つ
い
て
現

地
の
人
々
に
知
っ
て
も
ら
い
、
あ
る
い
は
日

本
国
内
に
向
け
て
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
役

立
っ
て
い
る
の
か
を
発
信
す
る
こ
と
が
主
な

仕
事
だ
。

「
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
日
本
が
最
初
に
青
年
海
外

協
力
隊
を
派
遣
し
た
国
の
１
つ
。
昨
年
は
そ

の
50
周
年
記
念
に
加
え
、
南
部
経
済
回
廊
の

一
部
を
成
す
メ
コ
ン
川
の
ネ
ア
ッ
ク
ル
ン
橋

（
つ
ば
さ
橋
）
が
完
成
し
、
そ
れ
ら
の
Ｐ
Ｒ

に
追
わ
れ
ま
し
た
。
今
、
私
た
ち
が
重
点
を

置
い
て
い
る
の
は
産
業
人
材
育
成
で
す
。
カ

ン
ボ
ジ
ア
は
20
年
間
の
内
戦
か
ら
復
興
し
、

近
年
は
７
％
の
経
済
成
長
を
続
け
て
い
て
、

首
都
プ
ノ
ン
ペ
ン
で
は
日
本
を
含
む
外
資
系

企
業
の
進
出
が
相
次
い
で
い
ま
す
。し
か
し
、

内
戦
の
影
響
で
未
だ
に
人
材
不
足
に
悩
ん
で

い
る
の
が
現
状
で
す
。
当
面
は
産
業
の
発
展

に
必
要
な
質
の
高
い
人
材
を
ど
う
や
っ
て
育

て
る
か
が
大
き
な
課
題
で
あ
り
、
広
報
と
し

て
も
力
を
入
れ
た
い
テ
ー
マ
の
１
つ
で
す
」

実
は
戸
倉
さ
ん
に
と
っ
て
、
今
回
の
カ
ン

ボ
ジ
ア
が
初
め
て
の
海
外
勤
務
だ
と
い
う
。

92
年
に
海
外
経
済
協
力
基
金
に
就
職
し
、
以

来
、
総
務
、
人
事
、
秘
書
、
広
報
と
い
っ
た

管
理
部
門
で
働
い
て
き
た
。

「
基
本
的
に
は
現
場
で
頑
張
っ
て
い
る
人
を

裏
で
サ
ポ
ー
ト
す
る
仕
事
で
す
。
も
と
も
と

海
外
志
向
は
な
い
し
、
性
格
的
に
も
前
に
出

る
の
が
嫌
い
な
の
で
、
自
分
に
は
向
い
て
い

る
な
と
思
っ
て
や
っ
て
き
ま
し
た
」

し
か
し
、
組
織
変
更
に
伴
っ
て
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
に

転
属
し
た
こ
と
で
状
況
が
変
わ
る
。
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ

に
勤
務
す
る
職
員
は
海
外
勤
務
が
必
須
で
、

意
思
と
は
無
関
係
に
海
外
に
行
か
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
た
の
だ
。

「
最
初
は
抵
抗
し
て
い
ま
し
た
。
ず
っ
と
管

理
部
門
だ
っ
た
の
で
事
業
の
細
か
い
手
続
き

も
知
ら
な
い
し
、
歳
も
歳
だ
し
、
今
さ
ら
私

が
行
っ
て
何
が
で
き
る
ん
だ
ろ
う
と
思
っ

て
。
で
も
実
際
に
現
場
を
見
る
こ
と
で
、
初

め
て
仕
事
の
全
体
像
が
つ
か
め
た
。
何
の
た

め
、
誰
の
た
め
の
支
援
な
の
か
を
改
め
て
認

識
し
ま
し
た
」

日
本
も
戦
後
し
ば
ら
く
は
国
際
社
会
の
援

助
を
受
け
て
い
た
。
復
興
を
遂
げ
、
ア
ジ
ア

諸
国
へ
の
賠
償
と
し
て
始
ま
っ
た
の
が
、
日

本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
だ
。
そ
の
目
的
や
在
り
方
は
、

国
内
外
の
状
況
の
変
化
と
と
も
に
変
わ
っ
て

き
た
が
、
基
本
に
あ
る
理
念
は
「
安
定
と
繁

栄
」
だ
と
戸
倉
さ
ん
は
話
す
。

「
国
際
協
力
と
い
う
の
は
、
豊
か
な
国
が
貧

し
い
国
に
何
か
を
施
す
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
当
事
国
の
政
策
に
基
づ
い
て
サ
ポ
ー
ト

を
提
供
し
、
お
互
い
の
発
展
と
利
益
に
寄
与

す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
対
等
な
関
係
の
上
に

成
り
立
つ
も
の
で
す
。
特
に
貿
易
依
存
国
で

あ
る
日
本
は
、
途
上
国
と
の
関
係
を
深
め
て

い
か
な
い
と
生
き
残
っ
て
い
け
な
い
。
そ
の

た
め
に
は
安
定
と
繁
栄
が
必
要
で
、
そ
の
土

台
づ
く
り
を
担
う
の
が
私
た
ち
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の

役
目
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」

苦
手
だ
っ
た
女
子
校
生
活
も

今
に
つ
な
が
っ
て
い
る

中
学
部
か
ら
東
洋
英
和
へ
。
選
ん
だ
基
準

は
、「
受
験
科
目
が
２
科
目
（
当
時
）」
だ
っ

た
こ
と
と
、「
土
曜
日
が
お
休
み
」
だ
っ
た
こ

と
。
し
か
し
、
い
ざ
入
学
し
て
み
る
と
、
想

像
以
上
の
お
嬢
様
学
校
だ
っ
た
こ
と
に
戸

惑
っ
た
。
し
か
も
自
宅
か
ら
離
れ
て
い
た
た

め
、
家
を
出
る
の
は
毎
朝
６
時
半
。
何
本
も

電
車
を
乗
り
継
い
で
、
学
校
に
着
く
頃
に
は

疲
れ
果
て
て
い
た
と
い
う
。

「
朝
の
礼
拝
が
な
け
れ
ば
も
っ
と
寝
て
ら
れ

る
の
に
な
あ
っ
て
（
笑
）。
た
だ
、
土
曜
日
に

一
人
で
美
術
館
や
映
画
に
行
く
の
が
楽
し
み

で
、そ
の
点
に
関
し
て
は
英
和
に
来
て
良
か
っ

た
な
っ
て
」

周
囲
と
の
ズ
レ
を
感
じ
な
が
ら
過
ご
し
た

６
年
間
。
そ
の
お
お
も
と
の
原
因
は
、
集
団

行
動
が
苦
手
な
こ
と
に
あ
る
と
気
づ
い
た
の

は
大
学
に
入
っ
て
か
ら
だ
。　

「
女
子
校
っ
て
ト
イ
レ
に
行
く
の
も
着
替
え

を
す
る
の
も
一
緒
、
と
い
う
空
気
が
あ
る
。

そ
れ
が
大
学
に
行
け
ば
、
学
食
で
一
人
で
食

べ
て
い
て
も
ヘ
ン
な
目
で
見
ら
れ
な
い
。
好

き
な
よ
う
に
行
動
で
き
る
っ
て
い
い
な
と
思

い
ま
し
た
」

そ
し
て
、
大
学
３
年
の
時
に
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
の
ジ
ャ
カ
ル
タ
を
訪
れ
た
こ
と
が
、
そ
の

先
の
道
を
方
向
づ
け
た
。初
め
て
の
途
上
国
。

現
地
の
人
々
が
暮
ら
す
貧
し
い
バ
ラ
ッ
ク
の

真
横
を
外
国
人
の
高
級
車
が
走
る
光
景
に
胸

が
ざ
わ
つ
い
た
。
就
職
活
動
の
時
、
国
際
協

力
と
い
う
仕
事
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
そ

の
記
憶
が
残
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
。

「
今
で
こ
そ
学
生
に
人
気
の
高
い
職
種
で
す

が
、
当
時
は
そ
れ
っ
て
何
を
す
る
仕
事
？　

と
い
う
感
じ
で
し
た
。
私
自
身
、
就
活
情
報

誌
で
求
人
を
見
つ
け
て
か
ら
、
付
け
焼
き
刃

で
勉
強
し
ま
し
た
」

一
方
で
大
学
院
に
行
く
夢
も
あ
り
、
数
年

働
い
た
ら
辞
め
る
つ
も
り
で
い
た
と
い
う
。

結
局
、仕
事
の
忙
し
さ
も
あ
っ
て
叶
わ
な
か
っ

た
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
と
考
え
る
柔
軟

さ
が
、
今
の
キ
ャ
リ
ア
へ
と
導
い
て
き
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
。

「
英
和
に
い
た
時
も
同
じ
で
す
が
、
た
と
え

ば
こ
こ
を
辞
め
て
他
に
行
っ
て
も
、
あ
ま
り

変
わ
ら
な
い
と
思
っ
て
い
て
。
そ
れ
よ
り
も

今
い
る
場
所
で
と
り
あ
え
ず
や
っ
て
み
る
、

そ
し
て
そ
の
中
で
自
分
の
得
意
な
こ
と
を
見

つ
け
て
、
そ
れ
を
生
か
し
て
い
く
と
い
う
の

が
私
の
や
り
方
。
あ
れ
ほ
ど
嫌
が
っ
て
い
た

海
外
勤
務
だ
っ
て
、
今
は
日
の
丸
を
背
負
う

気
持
ち
で
仕
事
を
し
て
い
る
。
そ
ん
な
自
分

に
自
分
で
ビ
ッ
ク
リ
し
て
い
ま
す
が
（
笑
）」

英
和
で
過
ご
し
た
６
年
間
は
、
今
の
戸
倉
さ

ん
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
。

Y
U

K
O

 T
o

k
u

r
a

第12回

地雷処理現場の視察。JICAは機材などを
提供している

メコン川にかかる「つ
ばさ橋」。カンボジア
紙幣のデザインにも
使われている

現地スタッフと共に

英和時代。集団行動が面倒くさ
かった、と言いながらも笑顔

地雷処理現場の視察。JICAは機材などを

現地スタッフと共に

今
い
る
場
所
で

と
り
あ
え
ず
や
っ
て
み
る

戸
倉
裕
子 

さ
ん

1988年高等部卒。92年早稲田大学第一文学部心理学科
卒業後、海外経済協力基金（OECF）に就職。99年組織
統合で国際協力銀行（JBIC）へ。この間、役員秘書や広
報を担当。2008年、組織改編に伴いJICAに転属。JICA
では、広報、人事（新卒採用活動）などを担当。さらに、
JICA関西（神戸）で途上国行政官の研修受入や民間企
業との連携業務に従事。2014年よりカンボジア事務所
に赴任。カンボジア事務所では、広報活動の他、カン
ボジア人スタッフの労務管理、採用などの業務を行っ
ている。

とくら　ゆうこ
独立行政法人国際協力機構（JICA）　カンボジア事務所

K A E D E  P e o p l e

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）

カ
ン
ボ
ジ
ア
事
務
所

メコン川にかかる「つ
ばさ橋」。カンボジア
紙幣のデザインにも
使われている
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Event Report

中村 哲先生「アフガンに命の水を」
東洋英和楓の会主催 春の講演会

2016年6月11日、楓の会では、医師の中村哲先生をお迎えして春の講演会を開催しました。今回は、長年にわたりパキスタン・アフガ

ニスタン地域で行っている、医療、水源確保、農業支援などの活動について、「アフガンに命の水を」と題してお話しいただきました。

中村 哲氏
1946 年 9 月 15 日、福岡県生まれ。73 年九州大学医学部卒業。国立肥前

療養所、大牟田労災病院、馬場病院を経て、84 年パキスタン・ペシャワー

ルでハンセン病診療を開始。ミッション病院ハンセン病棟医長、ジャパン・

アフガン・メディカルサービス顧問、ペシャワール・レプロシー・サービ

ス病院院長、ペシャワール会医療サービス病院総院長を歴任。現在、ピー

ス・ジャパン・メディカルサービス（平和医療団・日本）総院長。

■ Profile

土着化することで診療を継続

活動のきっかけは、1984 年パキスタンのペシャワールで行

われた「ハンセン病根絶5か年計画」に参加したことです。私

の任務はハンセン病治療センターの設立でしたが、患者数2,400

名に対して、ベッド数はわずか16床。パンを焼くオーブントー

スターにガーゼの入った金属のボールを入れ、煙が出かけた頃

に取り出す。狐色に焦げていれば消毒済み、白いのは未消毒。

こういう状態でした。「モノやお金がもっと必要」ということで、

現地活動を支える日本のペシャワール会の活動が活発化し、現

在に至っています。

私たちが活動を始めたのはソ連軍侵攻の数年後で、難民キャ

ンプで細々と診療を続けていましたが、大きな転換がありまし

た。“ハンセン病コントロール ”自体が先進国側のアイデアで

あって、実状に即していないと判断したんです。ハンセン病が

多いということは同時に他の感染症の巣窟であることが多く、

それも山中の貧しい人たちに多い、ということを私たちは知っ

たのです。そこで、ハンセン病の多発地帯に入って行って、一

般的な診療をしながら、ハンセン病を特別扱いせずに感染症の

一つとして診る、という方針を打ち出しました。

ソ連軍撤退の後を追うように、アフガニスタンの山岳地帯に

診療所を次々と建設していきました。ところが、ハンセン病コ

ントロール達成宣言が出ると、一斉に援助が引き上げられてし

まった。話題性がある間はヒトもモノもカネも集まるが、話題

性が無くなると嘘のように引いてしまう。でも、私たちは患者

を診続けなくてはならない。ハンセン病は、その後のケアまで

含め一生に近い付き合いが必要です。「日本からの補給が続く

限り、全部は無理でも、この地域の患者だけでも継続して診よう」

と自前の病院を建て、現地に土着化することで診療継続できる

体制ができたのが1998年でした。

命をつなぐために井戸を再生

体制が整い、「さあ、今から」というときにアフガニスタンを

襲ったのが、2000 年夏の世紀の大干ばつでした。国民の半数

に相当する1,200 万人が被災しました。

当時、私たちの診療所の周りからは村々が次々と消えていき

ました。つい最近まで栄えていた村が、半年の間に砂漠と化す。

そして、子どもが汚い水を口にして赤痢などで死んでいく。水

がないということは、飲み水はもちろん、食べ物も採れない。

そのために栄養失調になって抵抗力がなくなり、簡単な病気で

も死ぬんです。若いお母さんが小さい子を胸に抱いて、時には

何日もかけて診療所にやってくる。生きてたどり着くのはまだ

ましで、外来で列をなして待っている間に、子どもが胸の中で

冷えていくという姿は、ごく一般的に見られました。

清潔な水、十分な食べ物さえあれば、とりあえず命をつなげ

られる人たちがいる。そこで、残った住民たちを集めて、枯れ

た井戸の再生を始めたのが2000年 6月でした。その後の5年

間で約1,600か所で清潔な飲料水を確保、という大きな仕事に

発展しました。

報道と現実の激しい落差

2001年 9月10日米国同時多発テロが発生すると、翌日から

アフガン報復爆撃しかるべし、という流れが作られました。私

たちはそれに反対して、「テロに加担しているのは一部の人間。

アフガニスタンに必要なものは、爆弾の雨ではなくて、パンと

水である」と主張しました。が、10月に首都カーブル空爆が始

まりました。

流された映像は、ほとんどは爆弾を落とす側の映像であって、

落とされた側の映像はなかったと思います。実際行われたのは

無差別爆撃で、真っ先にやられたのが、お年寄り、子ども、女性、

弱い人たち。そうこうするうちに、タリバン政権が倒れました。

すると、世界中がまた映像に騙された。当時日本で盛んに流さ

れた映像は、「女性を圧迫する極悪非道のタリバン」「自由と正

義のアメリカ軍や同盟者を歓呼の声で迎えるアフガン市民の

姿」。これが繰り返し流される。そして、アフガン問題は忘れ去

られていきました。

実際は何が起きたか。それまで絶滅に近かったケシ畑が、米

軍の進駐と共に見事に復活し、数年も経たずアフガニスタンは

世界の麻薬の 90％以上を供給する麻薬立国に転落しました。

確かに自由はやってきた。麻薬栽培の自由。女性も自由になった。

女性が外国兵相手に売春する自由。これは決して言い過ぎでは

ないと思います。

江戸時代の知恵をアフガンに

復興には農業用水が不可欠ということで、カレーズと呼ばれ

る地下水利用の灌漑設備を復旧していったのですが、干ばつで

地下水が枯渇してしまう。そうなると大河川からの取水以外に

ないという結論になり、河川から水を引く「緑の大地計画」を

2003年から開始しました。

計画当初、現地にある道具はつるはしとシャベルだけでした。

これには私も面食らいましたが、「業者や技師に頼めば立派なも

のが作れるかもしれない。でも誰がメンテナンスするのか。地

元の人たちの手で作り、自らメンテナンスし、子孫へ受け継い

でいくべきではないのか」と思い直しました。

そしてたどり着いたのが、私の郷里福岡県の筑後川にある江

戸時代から稼働している「斜め堰
せき

」という古い水利施設でした。

建設された 220 年前はダンプカーも重機もなく人力だったは

ず。アフガニスタンでもできないことはないと、これをコピー

することから始めました。10年後、アフガンに江戸時代の取水

堰が完成しました。用水路の壁も江戸時代からある蛇
じゃかご

籠。針金

の籠の中に石を詰めて重ね、その裏側に柳の木を植えると、根

が石の隙間に入ってきて、針金が錆び落ちても、伸びた柳の根

が生きた籠となって壁の構造を崩さない。現地にはコンクリー

トは無くても石が豊富にあります。しかも、アフガン人の農民

なら石の積み方に習熟しています。

神の望まれる「和解」と「恵み」を

この十数年を通して、予備軍まで入れると約1,000名の熟練

工集団が作られました。現在彼らが中心となり、取水設備の整

備が次々と行われ、当初目標の9割近くを達成しています。数

年後には1万 6,500haを潤し、65万人の人々がここで安心して

生きていかれる農村地帯が復活する予定です。困っている地域

は他にもたくさんありますから、熟練工集団をさらに増やし、

他地域に展開しようという計画を立てています。“東部穀倉地帯

の復活 ”を目前にして、みんな希望を持って生きています。

私たちはあらゆる勢力と協力しています。「政府だ」「反政府だ」

とか、もうそんなことはどうでもいい。「まず手を取り合って生

き延びよう」と。次の展開に向けての努力も続けられています。

この三十数年間を振り返って浮かぶキーワードは、「和解」と

「恵み」です。私たちは、武器があれば未来を守れるとか、金さ

えあれば豊かになれるという錯覚に陥りがちです。神は人間に

本当に必要なものをすべてご存じです。それを人間はなかなか

発見できていない。争いによって恵みは決して発見できません。

人と人はもちろん、人と自然が和解することで、恵みを実感す

ることができ、次の新しい世界が築かれていくのだと私は思っ

ています。我々はどこに行くべきでしょうか。いまの時代こそ、

神の恵み、神の望まれる和解が必要ではないでしょうか。

会場との質疑応答
医師として脂が乗りきる38 歳で 、なぜ現地医療に従事しよう

と考えたのか？

「最初に訪れたのは32歳で山岳隊員としてヒンズークシ山に登っ

たとき。『こんなところで暮らしながら仕事をしたい』と思ってい

たら、ペシャワール行きの話が来た。『あそこだったら』という軽

い気持ちで受けたのがきっかけです。我々クリスチャンには便利

な言葉があって、『そこに召された』と理解いただければ（笑）」

現地で受け入れられるために必要なことは？

「基本は、『その人が何を欲しているのかを知る』『危険な仕事ほ

ど先頭に立ってやる』です。これができれば、たいていの人は

付いて来ると私は思います」

英和でも国際貢献や国際協力という志を持つ生徒は多いが 、 

どのような能力や資質が大事か？

「いかに相手の話をよく聞き、相手の気持ちをよく理解するか、

だと思います。志が尊くても、我々はつい独りよがりになりが

ちです。単に理解するのではなく、自分に対する謙虚さも必要

ですね」

※この内容は当日の録音テープを元に一部割愛・再編集したダイジェ
スト版です。
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	M

き
扱わせていただきます。

楓の会ではグッズとして「マグカップ」

と「ストラップ」を販売しています。楓

の会関連および学院関連イベントでぜひ

お求めください。
「ストラップ」
（革製・黒）

「オール英和マグカップ」（左）「英和ベアマグカップ」（右）
価格：いずれも1,500円、「ストラップ」（革製・黒）800円

東洋英和女学院大学
「村岡花子記念講座」開設企画セミナー開催　—港区と東洋英和女学院の連携事業—

「日本の近代化とキリスト教学校 
〜女子教育の歴史にみる東洋英和〜」

八代目中村芝翫襲名披露公演　歌舞伎座

受　講　料 ： 無料

場 所 ： 東洋英和女学院大学
   大学院201教室(六本木キャンパス)
   東京都港区六本木5-14-40

【申込方法】
メール、FAX、往復ハガキにて下記生涯学習センター横浜
キャンパス事務室宛にお申込ください。

◎宛先
東洋英和女学院大学　生涯学習センター
〒226-0015　神奈川県横浜市緑区三保町32
TEL：045-922-9707　FAX：045-922-9701
E-mail：shougaictr@toyoeiwa.ac.jp

◎記入事項
お名前、ご住所、電話番号、FAX番号、参加希望の回（複
数回記入可）をご記入ください。

◎当日
返信FAX、返信ハガキを必ずご持参ください。メールにて
お申込の場合は返信メール画面写等確認可能なものをご
提示ください。

◎申込締切
各回開催日の2週間前（各回先着順200名）

東洋英和女学院大学では、2017年度より新たな記念講座を開設するにあたり、そのプレ企

画としてパネルディスカッションと講演で構成される連続セミナーを実施いたします。

連続テレビ小説「花子とアン」の主人公のモデルにもなった卒業生村岡花子女史の名前を冠

する記念講座では、女性学と自校史がテーマとなりますが、今回のセミナーでは東洋英和の近

代を題材にキリスト教学校のあり方を考えます。

東洋英和幼稚園卒園生である歌舞伎役者の中村橋之助丈が、名跡・八代目中村芝翫

を襲名することになりました。この慶事をお祝いし、是非観劇くださいますよう、

ご案内申し上げます。

10月 「十月大歌舞伎」
昼の部　幡随長兵衛　
夜の部　口上　熊谷陣

11月 「吉例顔見大歌舞伎」
昼の部 連獅子
夜の部 口上　盛綱陣屋

【申込先・問合せ先】　八代目　中村芝翫　e-mail   nakamurashikan@gmail.com　fax     03-3406-4102

第1回：2016年10月15日（土）＜パネルディスカッション＞

「女子教育とミッションスクール」
◦ 加納孝代／活水女子大学学長 
◦ 村上陽一郎／東洋英和女学院評議員 ほか
◦ モデレーター：泉恵理子／日経ビジネスアソシエ編集長

第2回：10月29日（土）＜講演＞

「史料室所蔵資料にみる女学生の日常」
◦ 東洋英和女学院史料室

第3回：11月19日（土）＜講演＞

「三人の女性から日本の近代を読む」
◦ 与那覇恵子／東洋英和女学院大学教授

第4回：2017年1月21日（土）＜講演＞

「日本の近代化を支えた女性たち」
◦ 池田明史／東洋英和女学院大学学長

第5回：1月28日（土）＜パネルディスカッション＞

「これからの社会とキリスト教学校」
◦ 村岡恵理／作家 
◦ 深町正信／東洋英和女学院院長　ほか 　　

※時間はいずれも14時〜16時

楓の会グッズ

「オール英和マグカップ」（左）「英和ベアマグカップ」（右）



【申込方法】
下記事項を明記の上、メールにてお申し込みください。
お申し込みは楓の会会員に限ります。
名前、学院との関係、電話番号、人数（原則4名まで）

kaedenokai@toyoeiwa.ac.jp
電話・FAXでのお申し込みも受け付けます。

TEL03-3583-3354
FAX03-3584-5227
※電話での受付は9：00～17：00（土日・祝日を除く）

【申込期間】

2016年10月3日（月）〜11月2日（水）
定員になり次第締め切らせていただきます。当日受付でお
名前と申し込み人数を確認させていただいたのち、代金と
引き換えにチケットをお渡しいたします。

「ザ・メイプルズ・コンサート〜珠玉のオペラ合唱曲を歌う〜（秋の芸術公演）」

日　時	：	2016年11月12日（土）14時～（12時30分頃受付開始）

場　所	：	中高部　新マーガレット・クレイグ記念講堂

出　演	：	指揮・江上孝則　

	 	 ソプラノソロ・MASAMI

　　　					ピアノ・岡崎渚紗、牧華子

	 	 ダンス・高井彩加　

	 	 合唱・ザ・メイプルズ
曲　目	：オペラ「タンホイザー」「カルメン」「魔笛」より

	 	 オペレッタ「メリー	ウィドー」「こうもり」より　他

チケット	：	2,000円

ザ・メイプルズ合唱団の紹介
2012年楓の会オペラ名曲コンサートのために結成された、学院初
の混声合唱団。同窓会総会、ホームカミングデーなど学院内の行
事で発表の場を重ね、2015年代々木上原けやきホールにて初の
単独コンサートを成功させる。現在、メンバーは約50名。MASAMI
（奥村昌見、76年高等部卒）の指導で、オペラの合唱曲を中心に
レパートリーを増やしている。

ザ・メイプルズ合唱団

江上孝則（オペラ指揮者）

MASAMI（オペラ歌手）
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東洋英和楓の会主催イベントのお知らせ
楓の会では、以下のイベントを予定しています。ぜひご応募ください。




