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クロコディロス 70周年記念イベント
The HARVARD KROKODILOES 

65th Anniversary

クロコディロス 70周年記念イベント
The HARVARD KROKODILOES 

70th Anniversary
参加レポート

2016年3月4日／レポーター：佐藤梨奈

        2016クロコディロス日本公演（予定）

	 6月17日	 来日

	 6月19日	 倶楽部グリーとジョイントコンサート

	 6月20日	 コーチ・エイ社内コンサート

	 6月21日	 日本ハーバード・クラブ

	 6月24〜26日	 熊本県各地で公演と交流

	 6月27日	 離日

生涯学習開発財団では長年に渡り、国際文化交流事業の一つとして、
ハーバード大学の男声ア・カペラコーラスグループ〈クロコディロス〉の日本公演を開催してきました。

クロコディロスはハーバード大学で最も歴史がある1946年設立。
今年は70周年で、名誉会員として記念イベントに招かれ、取材を兼ねて参加しました。

レナード・バーンスタインが「奇跡のハーモニー」と賛えた実力を代々引き継ぎ、毎年夏に世界ツアーを行います。
今年は2年ぶりに日本公演が行われ、6/17〜27まで、東京と熊本県の各地でコンサートと交流をします。

（お近くで開催されるコンサートに参加ご希望の方は、財団までお問い合わせください）

←↓かつて来日したメンバーや、ドイ
ツのパトロンであるプリンセス・アレ
クサンドラファミリーらとも交流。

↑→記念イベントの招待状、チケット、パン
フレット。パンフレットの謝辞のページに
は最初に松田妙子と佐藤梨奈の名前が。

←↑レセプション会場でもあ
ちこちがステージになった。

↓来日予定の2016メンバー
12名（Webサイトより）。

70周年記念コンサートでは、
1960年 代〜2010年 代 ま で
各世代のOBたちがステージで
コーラスを披露。最後は100数
十名のクロコディロスが勢揃い。
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技
術
だ
け
で
な
く
良
い
も
の
を
作
ろ
う
と
す
る
姿
勢
を
伝
承

　

江
戸
小
紋
は
、
江
戸
時
代
の
大
名
た
ち
が
競
っ
て
裃

か
み
し
もに
小
紋
を

入
れ
た
こ
と
か
ら
発
展
し
、
粋
と
品
を
感
じ
る
風
合
い
が
今
も
愛

用
さ
れ
て
い
る
。
パ
タ
ー
ン
の
元
と
な
る
型
紙
づ
く
り
と
、
正
確

に
生
地
に
糊
を
乗
せ
て
い
く
作
業
は
高
度
な
職
人
技
だ
。
祖
父
の

小
宮
康
助
氏
が
創
業
し
、
１
０
０
年
の
歴
史
が
あ
る
小
宮
染
色
工

場
の
三
代
目
・
小
宮
康
正
氏
。
祖
父
か
ら
父
・
康
孝
氏
、
そ
し
て

康
正
氏
へ
と
つ
な
が
れ
た
の
は
、
匠
の
技
だ
け
で
な
く
改
良
の
精

神
だ
っ
た
。
江
戸
小
紋
の
ク
オ
リ
テ
ィ
を
さ
ら
に
高
め
、
現
在
、

２
人
の
息
子
、
康
義
氏
と
康
平
氏
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。「
江

戸
小
紋
」
の
呼
称
は
、
１
９
５
５
年
に
康
助
氏
が
重
要
無
形
文
化

財
保
持
者（
人
間
国
宝
）に
認
定
さ
れ
る
際
に
、
他
の
小
紋
染
と
区

別
す
る
た
め
に
採
用
さ
れ
た
も
の
。

︱
︱
高
度
な
伝
統
技
術
を
一
家
で
継
承
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、

い
つ
ご
ろ
か
ら
後
を
継
ご
う
と
思
わ
れ
ま
し
た
か
。

　

い
つ
と
い
う
か
、
ほ
と
ん
ど
洗
脳
で
す
ね
。
祖
父
は
「
孫
は
俺

が
仕
込
む
」
と
言
っ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
歌
舞
伎
な
ど
と
同
じ

で
、
良
さ
が
わ
か
っ
て
か
ら
入
っ
て
も
手
遅
れ
な
世
界
な
ん
で
す

よ
。
だ
か
ら
子
供
に
見
て
覚
え
さ
せ
る
ん
で
す
。
今
な
ら
職
人
技

も
だ
ん
だ
ん
解
明
さ
れ
て
き
た
の
で
、
大
学
く
ら
い
か
ら
理
論
的

に
教
え
始
め
て
も
、
技
術
の
継
承
は
可
能
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
よ
り
、
い
く
ら
伝
統
技
術
と
言
っ
て
も
用
途
が
な
く
な
っ

た
ら
滅
び
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
。
祖
父
は
、
ど
ん
な
に
良
く
て
も
古

い
型
紙
は
買
わ
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。「
そ
の
金
で
新
し
い
型
を

買
え
」
と
言
っ
て
、
型
紙
職
人
の
仕
事
や
技
術
が
後
世
に
残
る
こ

と
を
重
視
し
た
ん
で
す
。
そ
う
や
っ
て
祖
父
が
残
し
た
大
量
の
型

紙
を
、
父
は
ほ
と
ん
ど
使
っ
て
い
ま
せ
ん
。
祖
父
の
精
神
を
受
け

継
い
だ
か
ら
こ
そ
、
さ
ら
に
型
紙
の
品
質
を
高
め
た
か
ら
で
す
。

イ ン タ ビ ュ ー

⓬

1956年	 東京葛飾区にて重要無形文化財保持者・小宮康孝の
長男として生まれる

1972年	 父のもとで修業を始める
1980年	 第27回日本伝統工芸展初入選
1983年	 第30回日本伝統工芸展にて文部大臣賞	受賞
1988年	 突彫小紋	着尺両面染「立霞入り連子」文化庁買い上げ
1989年	 東京国立近代美術館「ゆかたよみがえる」展出品
1990年	 日本伝統工芸展10周年記念特別ポーラ奨励賞	受賞
1994年	 第７回MOA岡田茂吉賞	優秀賞	受賞
2006年	 第53回日本伝統工芸展にて高松宮記念賞	受賞
2007年	 第54回日本伝統工芸展鑑審査委員
2010年	 紫綬褒章受章

染織（江戸小紋）

 小宮康正
K o m i y a  Ya s u m a s a
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業
界
全
体
の
レ
ベ
ル
を
上
げ
な
が
ら
残
す
こ
と
が
小
宮
を
守
る
こ

と
に
な
る
と
い
う
、
う
ち
の
家
訓
み
た
い
な
も
の
で
す
。

︱
︱
小
宮
さ
ん
も
か
な
り
糊
の
研
究
を
さ
れ
た
そ
う
で
す
ね
。

　

紋
様
の
繊
細
さ
や
キ
レ
の
良
さ
を
染
め
上
が
り
に
反
映
さ
せ
る

に
は
、
防
染
糊
が
型
通
り
に
生
地
に
置
か
れ
、
し
か
も
取
れ
な
い

粘
り
気
が
必
要
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
滲
み
や
ム
ラ
の
な
い
シ
ャ

ー
プ
な
染
際
が
出
る
の
で
す
。
糊
は
糠ぬ

か

と
糯も

ち

米
の
粉
を
ペ
ー
ス
ト

状
に
し
た
も
の
に
、
防
染
の
た
め
の
活
性
炭
や
染
ま
ら
な
い
顔
料

な
ど
を
混
ぜ
て
作
り
ま
す
。
で
ん
ぷ
ん
質
に
よ
っ
て
水
切
れ
や
粘

り
気
を
調
節
し
、
紋
様
に
適
し
た
糊
に
し
ま
す
。
材
料
の
質
、
染

め
る
生
地
、
そ
の
日
の
気
候
な
ど
に
よ
っ
て
も
変
え
ま
す
。

　

糠
の
製
粉
業
者
が
廃
業
す
る
ピ
ン
チ
も
あ
り
ま
し
た
。
で
も
自

社
で
や
っ
て
み
る
と
、
原
料
を
吟
味
し
た
り
、
練
る
機
械
を
変
え

た
り
、
絵
柄
に
よ
っ
て
配
合
を
変
え
て
み
た
り
と
、
手
間
は
か
か

り
ま
し
た
が
品
質
は
む
し
ろ
良
く
な
っ
た
ん
で
す
ね
。
こ
の
世
界

は
分
業
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
型
紙
を
作
る
た
め
の
和

紙
、
型
彫
り
に
使
う
刃
物
、
染
め
る
前
の
生
地
、
染
料
な
ど
、
関

連
す
る
素
材
や
道
具
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
の
ど
れ
が
な
く

な
っ
て
も
大
変
で
す
が
、
そ
れ
を
機
に
よ
り
良
く
す
る
工
夫
が
生

ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
。

︱
︱
こ
の
板
場
に
も
様
々
な
工
夫
が
あ
る
そ
う
で
す
ね
。

　

は
い
。
建
物
の
窓
は
南
側
だ
け
で
す
。
長
板
を
乗
せ
る
馬
は
、

南
側
が
低
く
奥
に
行
く
ほ
ど
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
傾
斜
に

よ
り
、
南
か
ら
だ
け
の
光
を
長
板
の
面
に
当
て
ま
す
。
型
紙
で
糊

を
置
い
て
い
く
型
付
け
と
い
う
作
業
を
繰
り
返
す
際
に
、
正
確
に

絵
柄
を
合
わ
せ
る
た
め
で
す
。
床
は
土
間
に
し
て
湿
度
を
高
く
保

つ
こ
と
で
、
型
紙
や
防
染
糊
の
乾
燥
を
防
い
で
い
ま
す
。

︱
︱
今
日
は
な
ぜ
窓
を
閉
め
て
い
る
の
で
す
か
。

　

実
は
こ
れ
も
改
良
の
一
つ
で
、
繊
細
な
仕
事
を
す
る
と
き
は
、

窓
を
閉
め
て
電
球
１
灯
の
光
で
型
付
け
を
し
て
い
ま
す
。
湿
度
を

一
定
に
保
ち
糊
の
ム
ラ
を
出
さ
な
い
た
め
で
す
。
蛍
光
灯
で
は
ム

ラ
が
見
え
な
い
た
め
、
白
熱
電
球
の
製
造
中
止
で
ま
た
ピ
ン
チ
で

し
た
が
Ｌ
Ｅ
Ｄ
電
球
は
使
え
た
ん
で
す
。
型
付
け
の
後
に
染
料
の

入
っ
た
糊
で
し
ご
き
、
蒸
し
箱
に
入
れ
て
90
℃
で
１
時
間
程
蒸
し

ま
す
。
蒸
し
に
も
躊
躇
し
な
が
ら
ボ
イ
ラ
ー
を
導
入
し
ま
し
た

が
、
微
調
整
で
き
る
利
点
が
あ
り
活
用
し
て
い
ま
す
。

　

先
代
か
ら
引
き
継
い
だ
技
術
を
そ
の
ま
ま
続
け
る
こ
と
で
は
な

く
、
今
使
わ
れ
て
「
良
い
な
あ
」
と
思
わ
れ
る
も
の
を
作
り
続
け

る
姿
勢
こ
そ
が
、
伝
統
の
継
承
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
も
そ
も
江

戸
小
紋
は
、
明
治
43
年
に
、
蒸
し
て
絹
の
非
結
晶
領
域
に
染
料
を

閉
じ
込
め
る
と
い
う
大
き
な
変
革
を
し
た
か
ら
、
色
落
ち
し
に
く

い
着
物
と
し
て
生
き
残
っ
た
ん
で
す
。

︱
︱
親
か
ら
子
へ
着
物
を
着
つ
な
ぐ
の
に
も
適
し
て
ま
す
ね
。

　

実
は
そ
れ
を
か
な
り
意
識
し
て
、
う
ち
の
小
紋
は
生
地
の
ま
ま

の
色
で
は
な
く
、
薄
っ
す
ら
グ
レ
ー
に
す
る
着
色
防
染
を
し
て
い

ま
す
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
絹
は
長
年
タ
ン
ス
で
寝
か
せ
る
と
生

地
が
少
し
黄
変
す
る
の
で
す
が
、
グ
レ
ー
が
入
っ
て
い
る
と
そ
れ

が
目
立
た
ず
、
常
に
新
鮮
に
見
え
ま
す
。
技
術
的
に
は
型
付
け
糊

の
調
合
で
工
夫
し
て
い
ま
す
。
着
物
は
究
極
の
エ
コ
で
す
し
、
ぜ

ひ
親
か
ら
子
へ
つ
な
い
で
い
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

︱
︱
伝
統
技
術
の
継
承
と
も
似
て
い
ま
す
ね
。

　

そ
う
で
す
。
私
は
、
祖
父
、
父
か
ら
受
け
継
い
だ
良
い
技
を
守

り
な
が
ら
、
未
来
を
作
っ
て
い
く
思
い
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。
伝

統
は
受
け
継
ぐ
よ
り
も
、
伝
え
る
こ
と
の
方
が
難
し
い
で
す
。
伝

統
技
術
と
は
言
い
ま
す
が
、
息
子
た
ち
に
は
、
気
持
ち
は
い
つ
も

最
先
端
の
つ
も
り
で
取
り
組
ん
で
も
ら
い
た
い
で
す
。

聞き手：上野由美子（右）
古代オリエントガラス研究家。
UCL（ユニヴァーシティ・カレッジ・
ロンドン）考古学研究所在籍中。
2012年国際日本伝統工芸振興会
の評議員。ARTP副団長として
王家の谷発掘プロジェクトに参加
（1999年〜2002年）。聖心女子大
学卒業論文	『ペルシアガラスに
おける円形切子装飾に関する考
察』、修士論文『紀元前2000年紀
に於けるコア・ガラス容器製作の
線紋装飾に関する考察』ほか、執
筆・著書多数。

息子の康義氏が型付けの一部を実演してくれた。繊細な作業を素早く行う。

定番の鮫小紋でも、型紙職人によって仕上がりに差が出る。
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特
設
ト
ー
ク
シ
ョ
ー

 

多
元
的
共
生
社
会
に
お
け
る
日
本
文
化
を
考
え
る 

▼
２
０
１
６
年
３
月
15
日  

生
涯
学
習
開
発
財
団
に
て

「
実
践
し
て
楽
し
ん
で
、そ
の
先
に
感
じ
る
の
が
文
化
」

N
ishiura	Style 	

●	

西
浦
喜
八
郎
さ
ん
を
囲
ん
で
　
　
聞
き
手	

●	

苅
宿
俊
文
（
青
山
学
院
大
学
社
会
情
報
学
部
教
授
）

苅
宿　

今
日
は
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ

な
ら
西
浦
さ
ん
は
、
自
分
に
は
な
い
何
か
を
持
っ

て
る
人
だ
と
感
じ
て
い
る
か
ら
で
す
。N

ishiura 

S
tyle

と
い
う
、
お
茶
、
お
香
、
お
花
、
書
な
ど

の
日
本
文
化
を
楽
し
む
暮
ら
し
方
を
提
唱
・
実
践

さ
れ
て
い
る
一
方
、
全
く
無
関
係
に
思
え
る
地
球

物
理
学
者
で
も
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
そ
の
辺
の

経
緯
を
お
聞
き
か
せ
く
だ
さ
い
。

西
浦　

西
浦
家
は
西
浦
焼
の
窯
元
と
し
て
だ
け
で

な
く
、
商
社
と
し
て
、
明
治
期
に
財
閥
的
発
展
を

し
ま
し
た
。戦
争
の
影
響
で
解
体
さ
れ
ま
し
た
が
、

家
で
は
美
術
品
や
骨
董
に
囲
ま
れ
て
い
た
わ
け
で

す
。
私
の
父
は
美
術
品
市
場
を
営
み
つ
つ
、
私
を

週
３
日
も
美
術
館
に
連
れ
回
し
、「
こ
の
作
品
は

良
い
。
こ
れ
は
悪
い
か
ら
見
る
な
」
と
言
う
だ
け

で
、
私
が
「
何
で
？
」
と
質
問
し
よ
う
も
の
な
ら
、

「
そ
ん
な
質
問
を
す
る
こ
と
自
体
が
ダ
メ
だ
」
と

怒
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
感
じ
で
、
ア
ー
ト
に
囲
ま

れ
た
子
供
時
代
を
過
ご
し
、
確
か
に
目
は
養
わ
れ

ま
し
た
が
、
私
の
中
で
は
ア
ー
ト
は
嫌
な
も
の
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
ア
ー
ト
か
ら
逃
げ
る

意
味
も
あ
っ
て
、
地
球
物
理
学
を
学
ぼ
う
と
ア
メ

リ
カ
に
渡
っ
た
の
で
す
。

苅
宿　

そ
こ
か
ら
な
ぜ
、
ま
た
ア
ー
ト
的
な
生
き

方
に
戻
っ
て
こ
ら
れ
た
の
で
す
か
？

西
浦　

ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
、
友
人
が
く
れ
た
絵

に
現
れ
る
こ
と
を
受
け
止
め
受
容
す
る
力
。
結
果

的
に
そ
れ
が
人
に
役
立
つ
形
で
表
れ
る
ん
だ
ろ
う

と
感
じ
ま
す
が
、
そ
う
い
う
生
き
方
を
す
る
コ
ツ

み
た
い
な
も
の
は
あ
る
の
で
す
か
？

西
浦　

ア
メ
リ
カ
で
地
震
の
研
究
を
し
て
い
た

時
、
大
地
に
寝
っ
こ
ろ
が
っ
て
、
鳥
や
木
や
風
な

ど
自
然
の
動
き
を
観
察
し
ま
し
た
。
自
然
と
一
体

に
な
る
こ
と
で
見
え
る
も
の
が
あ
る
か
ら
な
ん
で

す
。
ス
マ
ト
ラ
沖
大
地
震
の
津
波
で
人
間
は
何
万

人
も
逃
げ
遅
れ
て
亡
く
な
っ
た
け
ど
、
象
は
高
台

に
逃
げ
て
生
き
延
び
ま
し
た
。
自
然
の
一
部
に
な

る
こ
と
で
磨
か
れ
る
感
覚
と
か
ア
ン
テ
ナ
の
よ
う

な
も
の
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

苅
宿　

生
涯
学
習
開
発
財
団
は
、
西
浦
さ
ん
が
国

際
交
流
の
中
で
実
践
的
、
ラ
ボ
的
に
日
本
文
化
を

伝
え
る
意
義
を
評
価
し
、
２
０
１
５
年
度
の
助
成

金
を
授
与
し
ま
し
た
。
異
文
化
交
流
に
お
い
て
心

が
け
て
い
る
点
は
あ
り
ま
す
か
？

西
浦　

相
手
が
ど
こ
の
国
の
人
か
は
意
識
し
ま
せ

ん
。
異
な
る
点
よ
り
も
、
例
え
ば
月
を
見
て
美
し

い
と
感
じ
る
共
通
点
を
重
視
し
ま
す
。
子
供
に
教

え
て
い
る
と
、
彼
ら
は
正
直
で
す
か
ら
、
つ
ま
ら

な
い
と
か
わ
か
ら
な
い
と
か
す
ぐ
態
度
に
出
ま

す
。
こ
の
子
た
ち
に
楽
し
ん
で
も
ら
う
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
も
う
誰
と
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
と
れ
る
と
感
じ
な
が
ら
や
っ
て
い
ま
す
。

苅
宿　

私
た
ち
は
、
目
的
を
持
っ
て
効
率
良
く
生

き
る
こ
と
に
囚
わ
れ
が
ち
で
す
。
西
浦
さ
ん
は
そ

れ
と
は
対
照
的
な
生
き
方
を
し
て
い
る
と
感
じ
ま

し
た
。
多
く
の
方
の
生
き
る
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

西
浦　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

葉
書
の
月
光
菩
薩
像
を
眺
め
て
い
た
時
、「
こ
の

菩
薩
は
１
０
０
０
年
も
の
間
、
暗
い
中
に
い
る
時

も
、
老
若
男
女
い
か
な
る
人
に
対
し
て
も
微
笑
み

を
与
え
て
続
け
て
い
る
ん
だ
。
自
分
で
ア
メ
リ
カ

に
来
る
と
決
め
た
の
に
寂
し
い
な
ど
と
思
っ
て
は

ダ
メ
だ
な
〜
」
と
感
じ
た
途
端
に
涙
が
あ
ふ
れ
ま

し
た
。
菩
薩
を
作
っ
た
人
の
孤
独
と
寂
し
さ
を
感

じ
ま
し
た
。
そ
し
て
前
へ
進
む
気
持
ち
を
喚
起
し

て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
に
「
ア
ー
ト
は
こ
う
い

う
力
も
持
つ
ん
だ
。
我
が
家
の
ア
ー
ト
に
携
わ
る

道
も
悪
く
な
い
」
と
感
じ
た
の
で
す
。

苅
宿　

日
本
文
化
を
教
え
る
き
っ
か
け
は
？

西
浦　

お
付
き
合
い
の
あ
っ
た
花
屋
さ
ん
か
ら

「
子
供
に
お
花
を
教
え
て
」
と
頼
ま
れ
た
の
が
始

ま
り
で
す
が
、
そ
の
後
は
自
然
な
流
れ
で
、
お
茶

や
お
香
や
書
に
も
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
う
ち

は
「
道
」
を
つ
け
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
流
派
を
越

え
て
親
も
参
加
で
き
る
ん
で
す
。
そ
の
う
ち
、
児

童
館
、
百
貨
店
、
お
寺
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
か
ら
「
う

ち
で
も
教
え
て
ほ
し
い
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
り
、

「
ア
メ
リ
カ
に
も
来
て
ほ
し
い
」
と
。
大
き
な
流

派
は
決
ま
り
事
が
多
く
、
素
人
が
す
ぐ
楽
し
め
る

段
階
に
は
い
か
な
い
で
す
。
う
ち
は
実
践
あ
る
の

み
で
、
子
供
も
外
国
人
も
楽
し
め
る
の
で
す
。

苅
宿　

み
ん
な
流
れ
で
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
来
て

ま
す
。
他
力
本
願
で
は
な
い
で
す
け
ど
、
目
の
前
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