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も うひ とつ の ス ポー
ツ 空間で はどうなの か。そ の 空間 は ス タジア ム の よ うな 公 開 され た 表舞台 で は な く舞台裏 と して の 「飛

び地 」 で あ り、そ こ で は 「ス ポー
ツ する 身体」 が 「教 え る 身体／学ぶ身体」 として 対峙する とい う二 重性を帯び る。

　 「教え る ／学ぶ 」 と は、なに か を知 っ て い る者が知 らない 者と向き合 っ て、後者を最初 とは違 っ た存在 に 変えて しまう

こ と で あ る 。 そ こ に は知る者と知 ら な い 者の 非対称性 と、後者を変化 させ る荒 々 しい 力が存在す る。こ の 力は ス ポ
ー

ツ空

問 が孕 む 暴 力 と どう交 わ り、ど う相 反 す るの か 。 そ れ が 暴力に 近づ くの は野蛮人 と して か、プレ イヤーと して か、それ と

も紳士 と して なの か 。 こ う した 問 い を念頭 に、今回与 え られた テ
ー

マ を考 え て みたい 。

　昨年末、ロ ン ドン五 輪 に 出 場 を し た 日本代表 を含 む 女子選手 15 人が、五 輪 に 向けた強化合宿などで 園 田 隆二 監督や コ ー

チ に よる 暴力行為やパ ワーハ ラ ス メ ン トがあっ た と JOC （日本オ リン ピ ッ ク委員会）に 告発をした。

　 「15人」 に よる 暴力告発は 「日本ス ポー
ツ 史上最大の 危機」 と して 社会 に 大きな波紋を投 じた。しか し 「事件 」 は

一

組織 の 内部抗争 で は な く、人 間 の尊 厳、人 権尊 重、非暴力 とい う、日本 ス ポー
ツ 界 に おけ る思想 の 大転換 と軌を

一
にす る

もの で あ る。平成 23 年に ス ポーツ基本法が制定され、東京五 輪招致運動中に起きた こ の 事件は、一過性 で ない 真 の ス ポー

ツ の 民主主義 とい う胎動 の 現れ なの で は な い だろ うか 。

　柔道に お ける エ リートア ス リートに 対す る コ ーチ の暴 力 事 件 は、今回の 事件 が初 め て で は ない 。私が フ ラ ン ス 代表 の コ ー

チ を つ とめ て い た 2004 年 の ア テ ネ五 輪で、韓 国 の コ ーチ が 公然で選手 を 殴りその コ
ー

チ は解任された こ とがある。また

フ ラ ンス で は、指導者 が 選手 に暴力をふるえば刑事事件 に なり、指導者 の資格を失う こ と に な る。選手 と コ
ー

チに よる双

方向で 対等な人間関係が、確立 さ れ て い る うえ、人権意識を欠い た 暴力監督は 避難さ れ る の が 世界の 常識 で ある。し か し

なが ら 、 これ まで 日本 で は 部活動 の なか で体罰が容認され て きた。

　こ の よ うに今日私た ちが 直面 してい る 「日本 ス ポ
ー

ツ 史上危機的な状況」 は、こ れ ま で 勝利至上主義で 進められて きた

ス ポ
ー

ツ 施策 に つ い て 、暴力か ら 非暴力、体罰か ら脱体罰、とい っ た よ うに 日本人 の 思 想 を も 見 直 す き っ か け を も た ら し

つ つ あ る の で は ない だろ うか。言 い か え れ ば、こ れ ま で 柔道界 で 蔑視され て い た弱者 で あっ た女性が、「権力や 暴力」 に

対 して rNO 」 と声をあげた こ と、それ らは 人権意識や ス ポー
ツ の 社会的価値が、日本社会 に おい て 深 く根付 き浸透 した

こ との 反 映 に ほ か な らな い 。

　発表で は学校 運 動 部 の 体罰問題 に つ い て 、主に 、ス ポ
ー

ツ 指導現場が どうして 暴力 と親和性をもっ て しまうの か、ス ポ
ー

ツ 指導現場 の 特殊な空間 と構造そ して そ の ダイナミズムと課題 につ い て述 べ た い 。

　楽 し み や 気晴 ら しで あ るは ず の ス ポー
ツ は、日本 で は 明治期以 降、学校を 通 して 広 ま っ て い っ た。い まで は学齢期 に あ

る すべ て の 者 が 体育 の 授業を通 して様々 な ス ポー
ツ を学び、放課後 の 学校 とい う保護さ れ た環境で 運動部活動に取 り組む

こ とが で き る 。 先人が築き上げて きた 日本の学校体育は、世界 に誇れるシ ス テ ム で ある。

　しか し、学校 とい う教育機関が担 い 手 とな っ た た め か、わ が 国に おけ る ス ポーツ は 、 そ の教育的側面ばか りが強調され、
遊びの 要素 は否定 さ れ が ちで あっ た。い まで も学校に は そ の 傾向が根強 くあ る。部活動は ひ た す ら ま じめ に、記録 の 向上

や チーム の 勝利を 目指 して 取 り組むもの で ある し、「週 1回だけ体を 動か し た い 」 者の 受け皿 に はな りえ て い な い 。 また、
高体連等 の 競技会は 学校ごと に チ

ー
ム を編成す る た め、まず は 試合 に 出 られ るか ど うか の 競争があ る 。

「選手」 に 選 ば れ

て 「チーム 」 の 一員 とな り、学 校 を 代表 して 「競技」 に 参加す る形式は、自ずと競技志向を助長する。勝 つ こ とがすべ て

に優先され る 「勝利至上主義」 や 、部活動だけや っ て い ればよい とす る 「部活動第
一

主義」 は、こ の ような状況下で 発生

す る 思想 で ある。さらに、個 々 の 指導場面 は教室の 中 と同様 の 閉鎖空 間 で あ り、部 員 と指導者間 に 何が 起きて い る の か 、

第三者に は み え に くい とい う問題もあ る。体罰を め ぐる一
連 の

“
悲 Ut］　

”
は、こ の よ うな背景 の もと で起きて い る。それ は

競技 レベ ル の 高低 に 関わらず、広 く学校体育の指導現場 に み る こ とが で きる の で あ る。

　報告者は、体育教師 と して 26 年 間、高校生 の指導 に あた っ て い る。ま た高体連 や 竸技 団 体の 仕 事 を 通 して 、あ る い は
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