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　1930年前後 の わが国にお い て 見られ るス ポ ー
ツ の 基本動向は ， 19世紀後半欧米先進諸国 か ら受容され ，

上流 階級に依拠 して 展開された ス ポー
ツ が，そ の 身分的制約 を越 えて ，国民生活 へ 定着 した ス ポーツ へ

と移 り代 っ て い くとい う時代的特徴をもち，同時に また，そ うした国民的な規模 で の ス ポーツ の 普及 を

背景 に して ，それ に 対 す る政府 の 政策的関与が，思想善導策とい う政策形態をとっ て 展開が図 られる と

い う時期で もあ っ た．

　こ こ で は，こ うし て 具体化 した ス ポー
ツ に お ける思想善導策を，193D年前後の 時代状況 との 関連に お

い て 全体的構造的に とらえ る こ とに よっ て ，こ の 時期 に お け る ス ポーツ が 果 た した歴史的社会的役割を

明 らか に し よ うとするもの で ある．
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1 ．は じめ に

　わが国における ス ポーツ は，明治維新 の 社会的諸改

革 に よ っ て 具体化 した ， 政治的基盤 と し て の 天 皇制 の

政治機構 と，経 済的基盤 と し て の 資本主義 を基軸と し

て ，近代国家が 形 成 され て い く19世紀後半に ，欧米先

進諸国 か ら受容され定着 した とこ ろ に ， その 萌芽を見

るこ とが で き る．

　 こ う して わが国に 受容 され た ス ポーツ は ， 近代学校

教育制度の 確 立 に伴っ て 設置された高等教育機関に お

ける
．
課外活動 と して ，展開を見るにい た っ た とこ ろ に

基本的特徴があ っ た．と りわけ上流階級 の 子 弟 の 育成

基盤 で あ っ た高等教育機関 に定着し たス ポー
ツ は，以

後，身分的制約を帯びた性格 をもっ て 展開 して い くこ

と に な っ た
C］］．

　 しか しな が ら，20世紀を迎えた1910〜20年代にか け

て 高揚し て きた大正 デモ ク ラ シ
ー

運動 を背景と して ，

国民 の 経済的諸条件 の 改善，政治的自覚の 高ま り，社

会 的地位 の 向上等が徐 々 に進む 中で
，

ス ポ ー
ツ に 対す

る国民的な関心や要求も広 が り始め る よ うに な る，

　こ うした 経緯 を 経 て ス ポーツ は ， 従来 の 高等教育機

関 に お ける課外活動か ら、中 ・初等教育段階へ と身分

的制約を越 えて 普及 し始め て い き，広 く国民的 な関心

事 とな っ て 展開し て い くこ とにな っ た．

　1930年前後 に おけ る ス ポー
ツ は，まさに 上流 階級に

依拠 した ス ポーツ か ら， 国民的な規模 で の 普及 へ と移

り代 っ て い く ス ポーツ の 発展状況を象徴的 に反映した

もの とな っ た点 に お い て，近代ス ポ ー
ツ 史 の 展 開過程

に お い て 画期 を刻す る とこ ろ とな っ た．

　 同時に，こ うし た ス ポ
ー

ツ の 発展状況の 中 で
，

ス

ポ
ー

ツ が政府の 政策対象 とな っ て具体化す るに い た っ

た の もこ の 時期 で ある．ス ポ
ー

ツ による 思想善 導策と

して の 政策化 は，それ を如実に示 し たもの とな っ た．
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そ れ 故 に 本 稿 に お い て は，そ の 研究視角 として ，ス

ポーツ に よ る思想善導策の 成立経緯 とそ の諸実相，な

らび に そ の 歴史的性格 を ， こ の 時期 に お ける時代状況

との 関連 にお い て 全体的構造的に とらえる こ とに ょ っ

て ，1930年前後にお い て 展開 を見た ス ポー
ツ の 歴史的

社会的役割に つ い て，検証 を試み よ うとする もの で あ

る．

2．1920年代に い たるス ポー
ツ の基本動向

　 1920年代 に い た る ス ポ
ー

ツ は，その 萌芽期に 見 られ
・

た 上 流階級を対象 とする高等教育機関 に おける ス ポー

ツ か ら， 中 ・初等教育段階 へ と広が り見せ る よ うにな

る．

　すなわ ち こ の 時期に い た る と，学校教育にお い て は，

中 ・初等教育 の 普及が進み，1926年 の 学事統計 に よれ

ば
ce ”

，す で に 中
・小 学生 総数 は 960万 4421名 に 達 し，

小学校 へ の 就学率 も99．43％を占める に い た る等，国

民 の 教育的基盤は 大 きく広 が っ て い っ た．

　 こ うした学校教 育 の 普及状況 に対 応 して ， 学校 ス

ポ
ー

ツ も発展期を迎え る に い た っ た．従来高等教育機

関 を中心 として 普及 して きた ス ポ
ー

ツ は ， こ の 時期に

入 ると中学校段階に も定着する よ うに な り，各校 で 課

外 の 運動部 の 組織化 が 進み，校 内 ス ポ ー
ツ行事や対校

競技 が活況を呈す るよ うに な っ た．また各地の 小学校

に も運動部が 誕生 し て ，隣接校 との 対校競技が行われ

た り，県内 の 学童 ス ポ
ー

ツ大会 を開催する地方も現 わ

れ るなど，学校ス ポー
ツ は ，従来 の 高等教育機関にお

ける ス ポ
ー

ツ の 枠を越 えて ， 国民生活 の 中に徐々 に根

を下 ろ し て い く こ とに なっ た
〔ll2 〕

．

　 こ の ようなス ポ ー
ツ の 展開状況の 中で，ス ポーツ は，

新 たな様相を呈する よ うに なる．それ は，ス ポー
ツ に

対す る政府 の 政策的関与が具体化する にい た っ た こ と

を意味する．1924年に現れ た ス ポ
ー

ツ をめ ぐる 3状況

は，そ の 端緒的動向を示 すも の で あ っ た．
’

　すなわ ちそれ は，1924年 9月，「
体育 ノ普及発達 ヲ

図ル 為 メ 」 に
「
全国体育デー

」
（t「3 ）

が 設置 さ れ る に い

た っ た こ とで あ っ た．こ の 体育デ
ー

は
「11月 3 日全国

一
斉二 之 ヲ行 フ 」 もの とされ，そ の 対象は

「
学校，学

校衛生会 ， 教育会其他教育二 関係ア ル 団体」 とされた．

そ し て そ の 実施内容 と して ，「
体育講話会 ， 運 動競技 ，

ポ ス ター宣伝，登山，遠足」 等 が組み入れ られ て い っ

た．所管省 とな っ た文部省に よ る 「全国体育デー
の 調

査 」

〔u ‘ ）
に よれば，・こ の 年，「

第 1 回全国体育デ
ー

」

には，15，945団体が参加 し た こ とを明らか に して い る．

こ うして 「全国体 育デー
」 は，政府主催行事と し て，

全国的に開催 され る運び となっ た．

　っ い で，国内 で 唯
一

の 総合的な ス ポー
ツ 大会と して

，

「
明治神宮競技大会」

Ul．s）
が 決定され実施を見るにい

た っ た こ とで あ っ た．所管省内務省に よれば そ の 開催

趣旨は，「
全国 の 選手 を東 京に集め神前に於 て 光栄あ

る 全 国的
一

大競技を 行 ふ 1 こ と で あ り，それ は 「
明治

大帝 の御聖徳を憬仰する所以なるの み ならず国民の 身

体鍛錬並精神 の 作興上其効果 」 の 著 しい こ とが期待 さ

れた もの で あっ た．競技大会の 日程は
「毎年 11月明治

神宮例祭ヲ 含 ム
ー

定期間」 と され ，第 1 回競技大会 は，

1924年 10月30日〜11月 3 日ま で の 5 口間にわた っ て 開

催された。競技 種目は ，
「
トラ ッ ク フ ィ ル ド，フ ッ ト

ボ
ー

ル （ア ソ シ ェ
ー

シ ョ ン ・ラ グ ビ
ー

〉，
ベ ー

ス ボ
ー

ル ，ヴァ レ ーボー
ル ，バ ス ケ ッ トボー

ル ，ボー
トレ

ー

ス
， テ ニ ス

，
ホ ッ ケ

ー
， 水泳， 剣道 ， 柔道 ， 弓道 ， 相

撲，乗馬 」 等多種 目に 及 ん だ．競技選手 の構成は ，青

年団 ，

一
般 （学生を含む）， 軍人 ， 女子 の 各層の 代表

が全国か ら選出され ，選手数は3000名 を越し た．周民

諸層 を対象 と し た 政府主催 の 総合的なス ポーツ 大会は，

こ うして 開始され る こ とに なっ た．

　 さらにま た，オ リン ピ ッ ク国際大会に 対する国民的

な関心 の 高ま りの 中で，オ リン ピ ッ ク 代表派遣費と し

て ，国庫補助金 の 交付 が 具体化 した こ とで あ っ た．オ

リ ン ピ ッ ク 国際大会 へ の わ が 国 の 初参加は，1912年 の

第 5 回オ リン ピ ッ ク ・ス トッ ク フ ォ ル ム 大会に遡 るが，

そ れ 以 後代表派遣費は，一
貫 して派遣母体で ある 大 日

本体育協会 の 負担に依存せざるをえない 状況が続 い て

きた．しか し，1924年の 第 8 回 オ リ ン ピ ッ ク ・パ リ大

会か ち，代表派遣費 として 国庫補助金 6 万 円の 交付 が

決定 を見た こ とは
｛Z）

，オ リ ン ピ ッ ク 国際大会 へ の 参

加 をめぐっ て の 大 きな変化 で あっ た．この 大会にお け

る代表派遣費の 決算額が， 6 万 8，350円31銭で あっ た

こ とか らすれば ，
こ の 国庫補助金 が占める比 重 の 大き

さを知 る こ と が で きる．同時に こ の 国庫補助金は ，

1925年の 第 7 回極東選 手 権競技大会 へ の 代表派遣費 と

し て も，オ リン ピ ッ ク国際大会と同様 に，6 万円 の 交

付 が行われた
C3）．以後，以上 の 二 大国際ス ポーツ大

会に対す る政府 の 財政的支援は，恒常化 して い くこ と

と な っ た．

　 ス ポ
ー

ツ に対す る 国民的な関心 の 高ま りを背景に具

体化 した ，以 上 の よ うな政府 に よる政策的関与は，

1926年の 文部省に よる 2 つ の 訓令 の 公布 へ とつ な が っ

て い く．
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1930年前後の わ が国に お ける ス ポー
ツ動 向 とそ の歴 史的性格につ い て

　すなわち ， そ の 1 っ で ある
「

体育運動 ノ 振興 二 関ス

ル 件」 によれば
〔eG ，

，「
近 時学校 ノ 内外ヲ 問ハ ス 体育

運動著シ ク勃興シ 国民ノ間二 漸ク其ノ普及 ヲ 見 ル ニ 至

レ ル ハ 学校教育竝社会教育上洵 二 慶 フ ヘ キ コ ト1 で あ

る とし，ス ポー
ツ の 健全な発達を図 る た め に も ，

「体

育運動ノ指導 二 関ス ル 事項」，
「
運動選手及運動競技会

二 関 ス ル 事項 」，「体育運動団体 二 関 ス ル 事項 」 等の 3

項に関する具体的施策が提起された こ とで ある．

　つ い で 同年に 改正 公 布され た 」学校体操教授要目」

に よれば
CE7 ）

，体操科教材 として初めて ス ポー
ツ が導

入 され ，小学校，中学校，高等女学校，実業学校，師

範学校に お い て ，
「
走技 （短距離競争等）」，「

跳技 （走

幅跳等）」，
「
投技 （砲 丸投等 ）」，「

球技 （バ ス ケ ッ ト

ボー
ル ）」 等が そ の指導内容 と して 展開された こ とで

あ っ た．そ れ は 明治以降，一
貫 した 形式体操 中心 の 学

校体育に とっ て ，ス ポーツ 普及 の 時代的思潮を鮮明に

反 映 したもの で あ り，大 きな歴史上 の 変化 を意味す る

もの となる こ とで あっ た．

　 こ の ように して，1920年代 にい たる ス ポ ー
ツ の 定着

化 の 過程 で，政府の ス ポーツ に 対する政策的関与を生

み出す土壌 が 形成 されるに い た り，それ はやが て 1930

年前後 に お け る ， 本格的な ス ポーツ 政策 展 開 の 前哨 と

して の 役割 を果 たす こ とにな っ た．

3．思想善導策 の策定 とその時代状況

　1930年前後に具体化す るに い た っ た政府 による思想

善導策 の 策定は，こ の 時期 に展開を見 た時代状況 との

密接な関連の 中で進められた もの で あ っ た．そ の 意味

で
，

1930年前後 の 時代状況 を 背景的要因 と して 把握 し，

思想善導策がもつ 歴史的意義を明 らか に して お くこ と

は，以下 の 行論 にお い て 展開 され る，こ の 時期 に お け

る ス ポーツ の歴 史的性格 につ い て 論及を試み て い く上

か らも，きわ めて重要な研究視角とな る もの と思われ

る．

　すなわち，こ の 1930年前後 の 時代状況は ，1914年に

勃発 し た第一次世界大戦を契機と して ， 独 占段階 へ と

急膨張 して きた 日本 資本主義 が ，大戦の 終結 と ともに，

早 くも過剰生産恐慌 に陥 り，それ以降も本格的な景気

回復を見な い ままに，慢性的不況へ と移行 して い く時

期 で あ っ た．加 えて 1927年に惹起 した 国内金融恐慌 と，

さらに追い打ちをか けた米国 に始ま り，資本主義世界

を席捲 し た 1929年の 世界恐 慌とに よる相乗的影響に

よっ て，日本 資本主義は一
挙 に危機的状況 を迎 えた時

期 で もあ っ た．

　い み じ くも こ の 時期に創刊 され た 『日本経済年報』

で
「
旧平価金解金 の断行と，世界恐慌の 波及 とによっ

て 日本経済の 慢性 的不景気 は，著 し く急性化 され た．

斯くし て 日本経済の あ らゆ る部面 に，種々 なる混乱が

捲き起こ され つ つ ある」 と し ， そ の 結果として 「所謂

経営 の 合理化 が 行はれ る．経営の 合理化が伴ふ失業者

の 増大 は 今後 の 大問題 で あ らう」
［4 ）

と指摘 した よ う

に，こ うした 目本資本主義の 危機的状況 の 矢面 に立た

された国民生活は ， 企業の 倒産 ， 操業短縮な どによる

人員整理や賃 下げ，農産物価格の 暴落に よる農民生活

の 破綻などに よ っ て ，深 刻な窮乏化 へ の 道 へ と追 い や

られ る こ とにな っ た．「青田 賣 り」， 「娘 の 身賣 り」 ，
「

欠食児童 」 等 ，社会 問 題 が 激発 したの も こ の 時期で

ある．

　 こ の よ うに 国民生活 の 窮乏化が急速に進む 中か ら，

労働運動や農民運動を中心に，婦人運動，学生運動等，

国民の 生活や権利，民主主義を要求する 国民諸階層の

運動が高揚 し ， またそれ を通じ て ， 社会主義の 思想や

運動 も萌芽 し始める等．まさに 国家の 政治的，経済的

危機を示 す状況が惹起 され て くると こ ろとな っ た
CtSS ）

．

　 こ うし て 国家の体制的危機に直面 し た政府は ， そ の

打 開の た めの 諸施策を国内外に わ た っ て 策定し，遂行

し て い くこ とに な っ た 。 先ず対内的に は ， 1925年に 公

布 された治安維 持法 に もとつ い て，思想，言論，政治

活動等，国民 の 民主主義 ， 社会主義の 思想や運動に対

す る権力的規制が強化 され て い き，同時に他方に お い

て ，国民 に対する思想強化策と して の 思想善導策が，

全 国的に推進 される とい う二 面的施策が遂行 されて い

く こ とに な っ た．ま た対 外的 に は，1931年 の い わゆる

満州事変 の 勃発等に見 られ る，ア ジ ア 諸地域 へ の軍事

的経済的侵 出が具体化 され る に い たる等，国内外に わ

た っ て 諸施策 の 展開 が 図 られ る に い た っ た こ とで あっ

た．

　以上 の ように，1930年前後 におけ る，国家の 体制的

危機をめ ぐる時代状況の 中 で具体化 した思想 善導策は，

文字通 り政府 主導 の 国民 に 対す る 思想教化策 で あ っ た．

それ は，国家に 対する国民 の 批判や抵抗を宥和 し，転

化する こ とに よ っ て 体制を擁護 し，維持す る た め の 国

民 に対す るイデオ ロ ギー操作の 役割を期 し た もの で

あ っ た．それ ゆえに ，こ の 時期 における思想善導策は，

まさに喫緊 の 政治的課題 として，強力に推進され て い

くこ と に な っ た．

　そ し て そ の組織的基盤 として ，
1928年に文 部省に

「学生課 」 が 新設 され，各教育機関にお ける
「

学生生
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徒 の 思想の 調査研究に関する こ と， 学生生徒の思想運

動に関する こ と」 等 が管掌される こ とにな り
〔eg ）

，翌

1929年には
「
学生部 」

へ と組織の 拡大が行われた
  ）．

ま た 1932年 には ，

「
国民精神 文化研究所」 が設置され，

「我国体，国民精神の 原理 を闡明 し ， 国民 文化 を発

揚」 す る ため に，国民的な規模で の 思想教化運動が展

開されて い っ た
celn ．

　こ うし
’t国民 に対 する思想善導策は，以上の よ うな

時代状況 と政治的意図に もとつ い て策定され，遂行さ

れ て い くこ とに な っ た．

4 ．ス ポー
ツ に よる思想善導策の 諸実相

　思想善導策の 本格的な推進 に向けて ，
1920年末 ま で

に，そ の 組織的基盤 となるス ポー
ツ 行 政機構の改編，

整備が総合的に 進 め られ るに い た っ た．す なわ ち，

1928年文部省分課規程の改定が 行われ ，従前か ら設置

され て い た 「學校衛生課 」 は
「
體育課 」

へ と改称され，

組織的再編が行われ た
（t£ 12）

．こ れ に伴 っ て ス ポーツ行

政は，学校衛生を含め て ，学校及び地域社会を問わず，

文部省に機能的に
一

元化 され て推進され て い くこ とに

な っ た．

　そ して ス ポーツ政策の 策定に あた っ て は ， 文部大臣

の 諮 問機 関 として，既存 の
「
体育運動主事会議」 に加

え て，1929年 「体育運 動審議会 」 が設置され る運 び と

な り
〔e ’3， ，諮問体制 も整備，充実 され るに い た っ た．

さらに 1930年 「
地方体育運 動職員制 」 が公布 され

Cif14］

，

北海道庁な らびに各府県に専任の体育運動主事が配置

され る こ とに な っ た．こ れに もとつ い て 全国40道府県

40名 の 体 育運動主事 が 任命され ， 全国的に ス ポーツ行

政指導が強化 され る体制 も確立 され て い っ た．

　 こ う して 1920年代末ま で に ，わが国に おけ る ス ポー

ツ 行政の 体制的基盤 は確立 して い く こ とになっ た．と

こ ろ で こ の よ うな ス ポー
ツ 行政の 総合的な整備 に い た

る背景的要因は ， ど こ に あ っ たの で あろ うか．い うま

で もなくそれ は ，既述 の 1930年前後に 展開を見た時代

状況との 関連に 与る とこ ろ大 で あ っ た．それは何 より

も，ス ポー
ツ 行政を所管し た こ の 時期に おける文部大

臣の 政策的意図 の 中に ， 如実に 示 され るとこ ろ とな っ

た．

　すなわ ち，
1928年に は 文部大 臣 ， 勝田主計に よ る全

国体育運動主事会議 における訓示に見 られ るように，
「
我国 ノ 情勢ハ ，内外 共 二 事端極 メテ 多事」 で あ る こ

の 時期 にお い て ，
「

国民体育ノ指導奨励二 当 リテ ， 常

に国民思想ノ善導 ト国民体力 ノ増進 トニ 関 シ ，実際上

ノ効果 ヲ 収 ム ル コ
』
トニ 不断 ノ努力 ト，深甚ノ注意ヲ払

ハ レ タ イ コ ト」
〔th’5）

が強調され，合わせ て 同主事会議

に対 して
「

国民思想 ノ 善導 二 関 シ 体育運動実施上留意

ス ベ キ点如何」

〔注 IS）
，が諮問事項 とし て 提起され た経

緯を見 る に つ けて も ， こめ時期にお ける ス ポー
ツ 行政

の特徴 として ， 思想善導策 として の ス ポー
ツ を位置 づ

けた政策的意図を看取する こ とが で きる．

　また 1930年に は，
．
文部大臣に就任した 田 中隆 三 も貴

族院にお い て ，

・「

学生 に対し て穏健なる思想を注入 し

国民思想を健全」 にす るた めに，「穏健なる修養団体

並 に体育機関を奨励 して 国民思想 の 善導を計る こ と」

CEIT）
の 重要性 を力説 した ．そ して 田中の 主張は ， 学生

に と ど ま らず ，

』「過激 思想に 感染 せ しめざる方法と し

て積極 的に体 育運動を奨励 」 し，「青年団体の 体育と

相俟 っ て 大 い に 民衆体育 の 発育を促 し以 て 国民体育 の

普及 向上を期す る」
（elS）

こ とを政策的課題 とし て掲げ，

以下 の よ うに 全 国的 に行政指導 の 強化 を図 っ た．

1 ．工場 ， 鉱 山 ， 会社 ， 商店，官庁等 の 勤労働者に対

　する体育運動を奨励する こ と

1 ．官庁 ， 会社 ， 銀行，工 場等 に 体育指導者を置 き か

　 つ 運動場 を設けて 運動実行の機会を多か らしむる こ

　 と

1．体育運動に関する会や クラブの 発展 を図 り，老若

　男女の 運動 に親しむ機会を多か ら しむ こ と

1．各種屋外運動場 ， 屋内運動場， 武道場，山小屋等

　 の 施設を奨励し か つ 必 要 に応じて これ を助成する こ

　 と

1．学校の 運動場を適当な方法に よ り開放し民衆 の 体

　 育運動に利用せ しむ る こ と

1 ．運動場 に は管理 に お い て適当な る指導者を置く こ

　 と

　 こ の よ うに して ， 勝田 ， 田中両文部大臣の もとで ，

思想善導策 と して の ス ポー
ツ 政策の 展開 が進め られ る

こ とにな っ た ．

　 しか しなが ら ，
1930年 前後 の 時代状況 の 中 で ，ス

ポ
ー

ツ による思想善導策推進の 中心的役割を果た した

の は，文部大臣　鳩山
一

郎 で あ っ た．以下では，そ の

ス ポ
ー

ツ 論 を中心 に，彼 が 果 た した 歴史的役割を検証

す る こ とにする．

　 鳩山 は ，
1931年12月か ら1932年 5 月まで ，犬飼 　毅

内閣 の 文部大臣に就任 し た．そ して 引き続き1932年 5

月 か ら1934年 7 月 ま で ，斉藤　実 内閣 の 文部大臣 と し

て就任し，文部行政に関して 指導的役割を果た した．

と りわ け鳩山の 文部大臣就任期は，ス ポーツ に対す る
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1930年前後 の わ が 国に お ける ス ポーツ 動向 とそ の 歴 史 的性 格 につ い て

国民的な関心が高ま りを見せ ，．その 普及 へ の動向が顕

著に現れ て くる時期で あ り，同時 に そ うした ス ポー
ツ

状況 の 中で ，ス ポ
ー

ツ に対す る政府 の 政策化が総合的

に推進 され始める時期 で もあ っ た ．そ レて そ こ に お け

る 中心的な位置 と役割を果た したの が鳩山で あり，ス

ポ ー
ツ に お け る 思想善導策展開 の 主唱者 とな っ た．

　幼少時及び学生時代に お け る ス ポーツ経験 を通 じて

〔8 ）

， 文部大 臣在任 中に も，自らを ス ポー
ツ 宰相 と自

認 した鳩山に よれ ば ，
ス ポ

ー
ツ は

「
全精神 ノ 緊張ヲ傾

ケ テ 全 肉体ノ 活動 二 移 ス コ トニ 存ス ル ノ デ ア ッ テ，謂

バ バ 真面 目ナ ル 実行 ノ修練，真剣ナル 実力 ノ錬磨二 外

ナ ラヌ 」 場で あ り，
「
常 に 明朗快潤 ノ 気宇，不屈不撓

ノ精神 ， 公 明真摯ナル 態度ヲ以 テ ， 協カ
ー

致 ヨ ク幾多

ノ危機 ヲ打破 シ テ，最後ノ栄誉 二 向 ッ テ邁進 ス ル 競技

的試練ノ如キ ハ
， 到底他ノ 何者 ニ モ 之 ヲ 見 出ス コ トハ

デ キ ナ イ 」

（9 ）

も の で ある と され た．それ ゆ えに ス

ポーツ は，「議論で な く， 実際 で あ る．理 屈 の み で は

不 足 し た点 を，錬磨 と，精神 と，体験 とで補 っ て ゆ

く」 もの で あり，「すべ て の プ レ
ーが ，ま た そ の 人間

の 全人格を，赤裸 々 に 曝け出 し，投げ出 し，現 し切 っ

て 、た だ 真剣，無 垢 の もの とな っ て し ま ふ ．蔽す余地

も，包 む隙 もない ．人間 の 全容が ， 最もあ りの ままに，

最 も露骨 に 表れ き っ た真実な三 昧境 で ある 」

［1°）
と し

た．

　鳩山は そ の ような見地 に立 つ がゆえに，ス ポーツ は

　「
決 して 無味，索漠た る もの で は な く ， また健康，及

び肉体的 の み に編 した もの で ない と云 ふ ・．．一事で あ る 」

とし，否
「
それ所 か，興味 とか 娯楽的な意味 さ へ 十分

に含ん で居 りなが ら，尚且つ 体育 として 立 派 な目的が

遂行 され，同時 に ま た 精神修養の 効果 を，如実 に挙げ

得る場合す ら少な くない ．ス ポー
ツ に依 っ て 鍛 へ られ

教 えられ た 明瞭，快活 」 さは ，社会人 として 成長 して

か らも，「
必ず，相当立派な業績を残すに足 りよ うと

思ふ」
“u

と し て ，ス ポー
ツ が もつ 効用を強調 し て い

る，

　 しか し鳩山に よれ ば，「
ス ポーツ の 生命は，ど こ ま

で もフ ェ ア
ー

に終始す る とこ ろ に あ る．態度も，心事

も，すべ て 公 明，冷瓏で ，そ こ に は
・』

点 の 邪 曲も許 さ

れない 」
エ『田 ’

もの で あるとす る．い わ ば時代や社会 か

ら離れ た ス ポーツ の 純粋性こ そ，鳩山が繰 り返 し強 調

して きた ス ポーツ の 社会的有用性 で あ り，その 核心 に

他な らなか っ た ．

　 それ ゆえ に鳩山 は，当 面す る 時代状況 に 対応 して ，

ス ポーツ の積極的な適用 を試み ようとす る．すな わ ち，

ス ポー
ツ に よ る

「

試練 と鍛錬 トガ ，広 ク 国民 ノ 間 二 普

及 シ，・真三快潤豪毅 ナ ル 国民．ノ益 々 多キ ヲ 加 フ ル ニ

至」
（een）

るならば，目下の 「内ニ ハ 経済上 ニ モ 亦思想

上 ニ モ 幾多 ノ 問題ガ ア リ，外 ニ ハ 国際関係 ノ著シ キ緊

張ノ 巳 ム ナ キ 至 」
工削

っ て い る と は い え，「
今 日国家

ノ 重大問題 ト目サ レ テイル 思想国難，経済国難 ノ 如キ

モ ，自ラ解決デキ ル デア ラウコ トヲ信 ジ テ 疑 ハ ナ イ 」

Ctme2）
もの で あ るとした．そ の 意味で ，「次代国民 ノ中

堅 タル ベ キ青年子 女 ノ 間二 ，堅実ナ ル 体育運動 ノ普及

発達ヲ見ル コ ト」 は極め て重要 で ある とし，従来 の 民

間団体の努力に とどま らず ，

「

国家有用 ノ 施設 トナ シ，

教 育的見地 ヨ リ見テ
ー

層重要ナル 事業」
エ17）

として位

置 づ けて い く こ と が 緊 要 の 課 題 で あ る と した．

　ま た こ の よ うな ス ポ
ー

ツ に対す る社会的有用論は ，

同様な意味 で 以下 の よ うに も展 開 され て い る．すなわ

ち
「青年を して邪道に踏み入れ しむる誘惑 の 手 か ら引

離す意味 か らも，ス ポー
ツ は そ こ に非常な道徳性 をも

つ もの と言 へ る 」 と し ，

「

国事多端 の 非常時 に際 して ，

やや もす る と，有能な学生 に して 左翼的思想に浸み，

転 向してゆ く者 が 少 くない 」 とす る．した が っ て
「ス

ポ
ー

ツ の 普及，ス ポ ー
ツ マ ン

・
ス ピ リッ トの浸潤が，

左傾 しやす い 青年を，その 本 来の 正 しく健全 な る 思想

に 引戻す ために も，極 め て 有力 か つ 重要な る機関」

【th3！）

とな る こ とを 強調 して い る．

　 以上見て きた鳩山の
「
ス ポーツ の 生命は ， どこ まで

も フ ェ アーに 終始す る とこ ろ に ある．態度も，心事も，

す べ て 公明，冷瓏 で，そ こ に は一点の 邪曲 ， 混濁も許

され な い 」 とする こ の ス ポ
ー

ツ の 純粋性に対する認識

は ，
ス ポ

ー
ツ に よる思想善 導策の 核心をなす もの で

あっ た．こ うして ス ポ
ー

ツ に よる思想善導策は，こ の

時期 の 文部行政におけ る 重要政策課題 の
一つ と して位

置 づ けられ ，全国的に そ の 推進 が図 られ て い くこ とに

な っ た．

　 こ の よ うな文部行政の動向に対 して ，
ス ポ

ー
ツ 界 で

指導的役割を果た した河本禎助 （東京帝国大学教授，

全 口本 ス キ
ー連盟会長）の 見地を把握し て お くこ とも，

こ の 時期 に お け る ス ポ
ー

ツ 界 の 動向を知る 上 で 重要で

ある．

　 すなわ ち河本 によれ ば，
「
ス ポ

ー
ツ は社会 人 と して

の 人格 を向上せ しめ る ゆえ，よ し赤化思想が入 っ て来

て も，悪 い 部分 は 流出 して ，必ず浄化され て ，立派な

社会道徳 どして 生れ変 っ て 来 る だ らうか ら毫も心配 は

な い 」，「
また工 場 に お い て も資本家階級 の 工 場主や重

役 と，無産階級の 工場労働者 との 間に，不愉快 な衝突
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がよく起 るが，こ れ も若 し両者が，余暇に 同 じ種類の
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 e

ス ポーツ を楽しむな らば ， そ の 間に思想上 の
一

致点 が

出来 ，
ス トライ キなど起 らずに済む で あろう」，「学校

の ス トライ キ に し て も校長 を は じ め 生 徒，小 使 に い た

るま で余暇 に は 共に ス ポーツ を楽 しん で おれ ば ， 学校

騒動な ど起る筈 はな い 」

CE2d ）

と述べ て い る．

　 こ の よ うに ス ポーツ 界 で指導的役割を果た し た河本

の 見地 と ， 他方 で 既述 した 文 部行政の 頂点 に あ っ た鳩

山の ス ポ
ー

ツ に対する見地 とは，思想善導策を推進 し

て い くとい う視点 で ，基本 的に共通性 が あっ た 点を把

握 して お くこ とが重要 で ある．

　 こ うして 1930年前後 に お け る思想善導策と し て 展開

され る に い た っ た ス ポー
ツ 政策は，全国的な規模で発

展 して い くこ とに な っ た．

　 1924年 に始ま っ た
「
全 国体育デー は，1930年を迎

える い た っ て ，質，量 ともに 拡充 され て い っ た．「
第

7 回全国体育デ
ー

」 で は，文部省 は
「
学校，青年訓練

所，幼稚園，教育界，体育運動団体，在郷軍人会，工

場，会社，其 ノ 他体育 二 関係 ア ル 団体 」
へ 対象団体を

広げ て，
「
運動会，体操 会，競技検査 ，遠足、登山，

其 ノ 他適 当ナ ル 体育運 動 ヲ 行 フ コ ト」，そ れ らの 体育

事業 に対する表彰，体 育 に 関する講演会，講話会 ， 調

査研究の 発表，映画，ポ ス ター，パ ン フ レ ッ ト，リ
ー

フ レ ッ トの配布 ， 展覧会等諸行事の 開催に つ い て通牒

を発 し，政府主導に よ る 国民的な規模で の 普及 と宣伝

を大 々 的 に 行 っ た ［eE25〕．

　また同年初め て，文部省は
「

体育奨励金」 9 万円の

予算計上 を行い
［’3）

， 大学運動団体 ， 武道団体 ， 道府

県体育協会に 配布 して ， ス ポーツ奨励 の た め の 財政的

援助 を行 い ，以後恒常化 され て い くこ とに な っ た．

そ して 1931年を迎え ， 3 月 に は文部省主催の 「第 1回

体育展覧会亅 が東京科学博物館 で 開催 され
04｝ ，体育

団体 ， 武道団体，大学 ・専門学校か ら，ス ポー
ツ や衛

生に関す る用具や 資料 の 展 示があ り，また天 皇家か ら

の 出品も加わ り，ス ポーツ の 普及 と宣伝に寄与す る と

こ ろ とな っ た．

　ま た 広 く民間 か らの 募集に よ る 文部省選定 の
「
体育

運動歌」 が公 表 され る こ とに な っ た の も こ の 時期で

あっ た．
〔L’？6）

栄えゆ く （
一

力よみ 子 作 詞　東京音楽学校作曲）

　　　栄 えゆく

　　　夫 づ 御空 の 光 を うけて

　　　集 へ る我等の 心 は躍る

　　　　い ざやわが友我等が身 と魂

　　　　鍛 へ 磨 か むい ざい ざ共に

　　　　皇御国の力 となる まで

と高らか に歌わ れ て い っ た こ の 運動歌 は，ス ポーツ を

通 じた国家宣揚の ための 宣伝の 場として，大きな政治

的役割を果 た す こ とにな っ た ．

　さ らに また，1924年の第 8 回オ リン ピ ッ ク ・パ リ大

会 か ら始ま っ た ， 代表派遣費 に 対す る国庫補金 の 交付

は，1932年 の 第10回 オ リン ピ ッ ク ・ロ ス ア ン ジ ェ ル ス

大会か ら，従前 まで の 補助金 6 万円か ら，10万円 へ と

増額され る に い た っ た
cua ）．こ の 時期に い たるス ポ

ー

ツ の 普及 を背景 に して ，オ リン ピ ッ ク 国際大会に対す

る 国民的な関心や期待が高ま っ て きて い た状況を ， 鮮

明 に 反映 し た政策的配慮 とな っ た こ とは 明 らか で あ っ

た ．

　こ の 時期 における各種 ス ポ
ー

ツ 団体 の 組織化 も急速

に進め られ た．す で に1932年に は，政府調査に よ る ス

ポ
ー

ツ 団体の設置状況 は ，

「

陸上競 技，水上競技等各

種 目の 外我国在来 の 武道団体等 が あ っ て ，そ の 数現在

約 三 十餘団体 を算し各種 目を統制 し更に国際的に関係

を有 して い る 団体もあ る 」
CUt2S｝

ま で に組織的な発展 を

見るにい た っ た．なお こ の 時期 まで に種 目別 の 学生 ス

ポー
ツ 団体 と して ，日 本学生陸上競技連盟，日本学生

水 上競技連盟 ， 全 日本学生剣道連盟 ， 全 日本学生籠球

連合，全 日本学生 ス キー競技連盟な ど，全国的な組織

が 確立 して ，大学高等専門学校および中学校等に関す

る ス ポーツ 大会行事が開催 され る運び とな っ た．

　また全国道府県別に もス ポー
ツ 団体が 「

地方 に 於 け

る体育事業の 普及奨励 ， 連絡統制を計る 目的を以 て 」

設置 され ，「
其総数 四 十

一
を算 し昨年度調査 の 三 十 三

に 比 し八 を増加 して い る．尚目下設立計画 中の もの に

東京府体育協会，北海道体育連盟 が あ る．結局此の
一

府
一道を除い て未設 の 府県 は 大阪，京都，神奈川 ， 和

歌山 の 四 に過 ぎぬ状態 」 で ある との 調査報告がな され

て お り，しか もこ の 府県別 の ス ポーツ 団体の もとに 郡 ，

市を単位 として
「
そ の数約画百」 に達する協会や クラ

ブ が 統轄 され て い る と い う，全 国的な ス ポーツ の 普及

状況を示 すもの で あっ た
脚 】．

　 こ う して ス ポーツ が普及 し て い くうえで ，不可欠 の

物的条件 となる ス ポーツ施設 につ い て も，全国的な ス

ポーツ の普及 状況を反 映 して ，逐 次そ の 整備 に 対する

行政的措置が講ぜ られ て い く こ とにな っ た．1932年現

在 の ス ポー
ツ 施設に関す る政府調査に よれ ば，全国総

施設数は 641ヶ 所で あ り，そ の 内訳 は ，総合競技場 ，

一134　一
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1930年前後 の わ が 国 に お け る ス ポー
ツ 動向 とそ の 歴史的性 格につ い て

陸上競技場，野球場，庭球場，蹴球場，排球場 ， 籠球

場 な ど陸上 の ス ポ
ー

ツ 施 設は325ヶ 所 ，水 泳プー
ル

77ヶ 所 ，武道場69ヶ 所 ，ス キー ・
ス ケ

ー
ト場 170ヶ 所

の 実態 で あ っ た
（esc｝

．一方，地方的調査として ，
1931

年に東京市統計課が作成 した
「
ス ポ

ー
ツ 統計 」 に よ れ

ば，市内 の 競技場総数 は 154ヶ 所 で あ り，そ の 内訳は

フ ィ
ー

ル ド16ヶ 所，野球場50ヶ 所，テ ニ ス コ
ー

ト77ヶ

所，そ の他11ヶ 所とな っ て お り，

「

昭和に な っ て か ら

新設された もの だけで全体 の 約 5割 3分 に達し て い る

盛況」
（15〕

で あ っ た．

　 こ の 時期に お い て，思想 善導策 の 策定 とそ の 推進に

当っ て は ， 以上 の ようなス ポ ー
ツ をめ ぐる 諸実相 の 展

開 が 不可欠 の 歴史的条件 とな っ たの で あ り ，
ス ポ

ー
ツ

が 国民的な規模で 普及 して い くための 諸施策が ，政府

の 重要政策課題 の
一

っ とな っ た意義は そ こ に あ っ た．

以下 で は ，こ の よ うな ス ポ
ー

ツ に よ る 思想 善導策が有

す る歴史的性格につ い て 検討 を加 える こ とにする．

5 ．ス ポ
ー

ツ に よる思想善導策 の 歴史的性格

　　　一むすびに か え て 一

　既述 し た ように，1930年前後 の 時代状況 は．日本資

本主義の 矛盾の激化 と，そ れ に もとつ く国民生活 の 窮

乏化 を通 じて，不可避的 に惹起 して きた 国民 の 生活 を

守 り，権利を要求する 広汎 な国民 の 民主主義 の 諸運動

と関わ っ て ，緊迫し た政治，経済情勢の 展開を見た時

期で もあっ た．そ し て そ うした時代状況 の 中で ，政府

主導で 策定され た思想善導策は，文部省学生部を通 じ

た学生 ・生徒の 思想対策
〔E31）

， 各種思想教化事業や思

想教化 団体の 奨励 ・育成，国民精神文化研究所 の 設置

（if3！）
等 ， 国民に 対する思想強化策 と して 具体化 を 見 た

もの で あ っ た．それ は ， こ の時期に 文部大臣 に 就任 し

た鳩山 がい み じ くも指摘 した よ うに ，「一般国民を し

て 我が国体観念，国民理想に関 し明確な る知識を得せ

しめ 更 に 之 に 対す る確 固不抜 の 信念を確立 せ し め る と

共に国体 を中心 とする 国民文化 の振興 を図 る こ と」

脚
をめざして 展開 され るべ き とこ ろ の もの で あっ た．

　 し たが っ て そ こ で は，国家に対す る さまざま な批判

や抵抗を国体の 思想 で 包摂し て，体制擁護の 国民思想

へ と転化させ て い くとい う，国民に対す る イ デ オ ロ

ギ
ー

操作 が 意図され て い た こ とは，疑 うべ くもな い と

こ ろであっ た ．鳩山に よれば，こ の 時期に お ける
「
思

想国難，経済国難」
1酬

は，こ うして 政府 主導で その

打開策が求められ て い く こ とにな っ た．

　 こ の よ うな思想善導策を め ぐる時代状況の 中で，鳩

山が体育運動主事会議に対 して 諮問 した
「
現況二 鑑 ミ

民衆体育ノ普及向上二 関 シ 留意ス ベ キ事項如何」
〔eas）

は，国民 ス ポー
ツ の 普及 の 方策を，思想善導策 の

一
環

と し て 位置づ け よ う とす る，政策的意図 に よるも の で

あっ たで あ ろ うこ とは ， 以上 の 経緯か らして も容易に

うか が うこ とが で きよ う．

　 こ うして わが 国に お ける ス ポーツ は，そ の 歴史的展

開 過程 か ら見 て，萌芽期 に お ける身分的制約 の もとに

おかれ た上流階級 に依拠 した ス ポー
ツ か ら，それ を越

えて 国民生活 へ 定着する状況が現われ て い く中で ，
一

方で は それが槓桿 の 役割 を果 た して ， 国民 の イデオ ロ

ギ
ー

操作 と して の 思想善導策と して ，そ の 政治的役割

を果 た す こ とにな っ た．

　それゆえ に 思想善導策 として の ス ポ
ー

ツ は，それ自

体常 に
「
浄化 」 され て い て ，「純真無垢 」 の純粋性を

保持 して い なければな らなか っ た の で あ り，そ こ に鳩

山等 が い うス ポー
ツ の 社会的有用性 の 意義が あっ た．

　 こ の 時期にすで に盛況期を迎え て い た学生野球界で ，

野球 の あ り方 を め ぐっ て 起 こ っ た 野球浄化問題 が ， 政

府に よ る
「

野球統制1　
CESC］

へ の 道につ なが っ たとい う

事実をも っ て すれば，以上 の よ うな鳩山等 の 見地は自

ら明 らか となる とこ ろで ある．

　 こ の よ うに，ス ポー
ツ に よ る思想善導策とは ， 体制

擁i護の論理 を本質的 に 体 した，政府主導の ス ポー
ツ 政

策で あ っ た点に基本的な特徴があっ た．やが て それは，

野球の統制に 端を発 した，ス ポー
ツ 統制 の 道 へ とつ な

が っ て い くこ とに な り．そ して そ の こ とを通 じて，来

る べ き国家総動員体制 に 向けて ，ス ポー
ツ の 全面的な

統制が具体化す る 土壌が 形成され て い くこ とになる．

　 そ の 意味 で，す で に 見て きた ス ポー
ツ に よ る思想善

導策が 果た し た歴史的意義と役割 とに学びつ つ ，そ こ

か らの 教訓 を生 か し，時代 の 主体者 とな るべ き国民 の

生命 と健康 の 創造を期す る ス ポーツ の 自主的 ， 民主主

義的な発展 の 方途 を展 望 し，それを切 り拓い て い く目

的意識的な努力の蓄積，こ の こ とが今 囗から将来に向

けて ，ス ポー
ツ に託 され た 国民的課題 となるで あろ う

こ とを 総括 し，本稿 に お け る む すび と したい ．

注

1） 『明治以 降教育制度発 達史』 （第 9巻 ）
「
学事統計

　諸表」 か ら作成．

2 ）こ の 期 の 中 ・
小学校に お ける ス ポ ー

ツ の 普及状況

　につ い て は，各中 ・小学校史誌， 校友会雑誌，運動

　部史誌，各県教育会雑誌等 で 詳細 に記述 されてい る
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　めで参考 に なる．

3） 1924年 9 月22日，雑学第 26号 をも っ て ，「
全 国体

育デ
ー

実施促進竝普及方」 に 関する文部次官通牒が

発せ
’
られ，以後 「全国体育デ

ー
」 は政府主催行事と

　して 恒例化して い く こ とにな っ た ．

4 ）『官報』 （昭和 5年 2 月12日付）よ り．

5 ）内務省編 『第 1 回明治神宮競技大会報告書』（大

正 13年 3 月31日），
P ． 1 〜4 ．

6）これ は，文部省訓令第 3 号を以 て交布された 「体

　育運動 ノ振興二 関ス ル 件」 （大正 15年 3 月 8 目）か

　らの 引用によるもの ．

7 ） 1913年 に 公 布 され た 「学校体 操教授要 目 」 は ，

　1926年 5 月27日文部省訓令第 22号をもっ て，最初 の

　改訂が行われ た．こ れ に よ っ て ，学校体育に お い て

　ス ポーツ が初めて 導 入 され る こ とにな っ た．

8 ） 1930年前後 に お け る社会運動の 発展状況を把握す

　る上 で，次の資料が参考に なる．大原社会問題研究

　所 『日本労働年鑑』，政府刊行物 と して ，内務省警

　保局編 『社会運動 の 状況』， 司法省刑事局 『思想研

　究資料』，司法省調査課 『司法研究』，文部省学生部

　 『思想調査資料』等が あげ られ る．

9）す で に 1928年10月30日 ， 文部省分課規定 の 改正 に

　 も とつ い て 学生 課 が設置 され た．

10） さらに1929年 7 月 1 日， 文部省官制の改正 に よっ

　て 学生部が設置 され る等 ，「
学生生徒 ノ 思想 ノ 調査

　及 指導1 の た め の組織 の 再編がすすめ られ るに い

　 た っ た ．

11）文部省は，各都道府県 に対 して 国民精神文化講習

　会や思想指導委員会の 開催や設置 を通達 し ， 指導し

　て きたが ， そ の組織的な集大成 と して ，1932年 8 月

　22日，勅令第 233号 を以 て ，国民精神文化研究所を

　設置 し，「

国民 精神文化 二 関 ス ル 研 究，調査及指導

　ヲ 掌ル 」 組織を中央 に確立す るな ど，国民思想 の 善

　導事業 を推進し た．

12） 文部省分 課規定 中 の 改正 （昭和 3年 5月 4 日施

　行）に より，学校衛生課は体育課 とな っ た．これ に

　よ っ て ，従来内務省に お い て も所管され て い た 地域

　 ス ポー
ツ 行政 は 文部省 へ 移管され，こ こ に ス ポーツ

　行政機構の
一

元化が確立 され る こ とにな っ た．

13） 1929年 11月 7 日，文部省訓令発体132号をもっ て，

　体育運動審議会が 設置 され ， 文部大 臣 の 諮問機関 と

　 な っ た．

14） 1930年 8 月 8 日，勅令第 146号 を も っ て ，地 方体

　育運動職員制が 公布 され ，
つ づい て 同年 8 月 19日 ，

　文部省訓令第14号をもっ て ，体育運動主事定員が定

　
』
められた．

15）『昭和 3年度体育運動 主事会議要録』よ り
』
．．

16）同上 『昭和 3年度体育運動 主事会議要録』 よ
．
り．

17）『東京朝 日新聞』 （昭和 5 年 1月14日）貴族院公正

会 の 政務調査文部部会 における文部大臣
．
田 中隆 三 の

発言．

18）『東京朝日新聞』（昭和 5 年 8 月 22日）

19）『昭和 6 年度体 育運動主事会議要録』 中における，

文部大臣　鳩 山
・一・

郎 の 訓示 よ り．

20）『昭和 6年度体育運動主事会議要録亅よ り．

21） 同上 『昭和 6 年度体育運動主事会議要録』よ り．

22）同上 『昭和 6 年度体育運動主事会議要録』よ り．

23）同上 『昭和 6 年度体育運動主事会議要録』よ り．

24＞こ の 時期 の 新聞 に は，し ば しばス ポ ー ツ の 社会的

　有用論 が登場す るが，河本 の ス ポ
ー

ツ 論も
「東京朝

　 日新聞 J の ス ポーツ ・コ ラ ム に お い て ，

「
ス ポ ー

ツ

　と社会道徳＝思想善導に効果 ＝
」 につ い て 掲載され

　 た もの で あ る．

25） 1930年 10月 1 口，発 体 79号 を以 て 文部省 か ら，

　 「全 国体育デー実施要項」が 各地方長官，直轄学校長，

　公私立大学，高等学校，専門学校長 へ 通牒され た．

26） 1930年12月 7 日，文部省告示第244号 を以 て ，体

　育運動歌
「

栄えゆく」 ←
一
力 よみ子作詞〉 の 当選 が

　発表され，東京音楽学校で作曲 の あと， 翌年 4月公

　 表 され た．

27）前掲 『ス ポ
ー

ツ 八 十年史』， P ．101〜102．オ リン

　 ピ ッ ク国際 大会代表派遣 に 対 す る 国庫補助金 は ，

　 1924年第 8 回オ リ ン ピ ッ ク ・パ リ大会か ら，6万円

　 が 交付 され る こ とになっ た．こ の 大会 に向けて の 選

　手 数は 19名 （男子 19， 女子 0 ） で あ っ た．そ して

　 1932年第10回 オ リン ピ ッ ク ・
ロ ス ア ン ジ ェ ル ス 大会

　 で は ，
10万円 の 増額交付がなされ た。その 際の 選手

　数 は 131名 （男子 115，女子 16）と な り，参加選手数

　 か ら見て も，政府の オ リン ピ ッ ク国際大会に対す る

　財政支援 の もつ 意義 の 大 きさを示す大会とな っ た．

28）文 部大臣官房体育課 『本邦二 於ケル 体育運動 団体

　 二 関ス ル 調査』（昭和 7 年） より．

29）同上 『本邦 二 於 ケル 体育運動 団体 二 関 ス ル 調査』

　　（昭和 7 年）より．

30）文部大臣官房体育課
「
本邦

一般 社会に於ける主な

　 る体育運動場」 『内外調査資料 』（昭和 9 年）より．

31）す で に1928年 10月 30日，文部省分課規定の 改正 に

　 もとつ い て学生課が設置され ， さらに翌 1929年 7月
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1930年前後 の わ が国にお ける ス ポーツ動向 とそ の 歴 史的性 格に つ い て

　 1 日，文部省官制の 改正に よっ て学生部 が 設置 され

　る等 ，

「

学生生徒 ノ 思想 ノ 調査及指導， の ため の 組

　織 の 再編 がすすめられ るにい た っ た．

32）文部省 は，各道府県に 対 し て国民精神文化講習会

　や思想指導委員会の 開催や設置を通達 し，指導して

　きたが ，そ の 組織的な集大成 と して ，1932年 8 月 22

　日，勅令第233号 を以 て ，国民精神文化研究所を設

　置 し，「国民精神 文化 二 関 ス ル 研究，調査及指導 ヲ

　掌ル 」 組織を中央に確立 するなど， 国民思想の 善導

　事業を推進 し た．

33）1932年 9 月 8 日〜10日に い た る 3 口間 ， 文部省に

　お い て 全 国学務部長会議が 開催され た際，鳩山が行

　なρ た国民の 思想問題 に関する，文部省の 基本的な

　 見 解 を示 した 訓示．

34＞前掲 『昭和 6年度体育運動主事会議要録』よ り．

35） 『昭 和 8 年度体育運動主事会議要録』よ り．鳩 山

　 の
「
現況 二 鑑 ミ民衆体育ノ普及向上 二 関 シ 留意 ス ベ

　キ 事項如何 」 の 諮 問に対 して ，以 下の よ うな答申が

　 な され た．す なわち 「近時我ガ国民体育 ノ 興隆見 ル

　 ベ キモ ノ ア リト雖 モ ，其 ノ 分野 ハ 主 トシ テ 学校体育

　 ＝ 傾 キ ，民衆体育ニ ア リテ ハ ，未ダ不 振 ノ 状態ニ ア

　ル ヲ免 レ ズ ．而 シ テ現下挙国振張 ノ時局 二 当 リ， 特

　 二 建国精神 ト結 ン デ民衆体育 ノ振興 ヲ 期 ス ル ハ ，尤

　 モ 時宜 二 適 ス ル モ ノ ト謂 フ ベ シ」 と述べ られ，そ の

　具体策と して ，体育行政機構 の 整備 ・拡充，体育団

　体 の 組織およびそ の 統制，体育思想の普及
・宣伝 ，

　 体育施設の 充実等 の 諸事項が答申内容 とな っ て い た ．

36＞ 野 球 の 統制 は ，1932年 3月 280 ，文部省 訓令第 4

　 号を以 て 「
野球 ノ統制竝施行 二 関 ス ル 件 」 が公布 さ

　 れ た こ とに よ っ て 実施 に 移 され た．こ の 訓 令 は，そ

　 の 後 の ス ポ
ー

ツ 統制へ の 道 を開い て い くこ とになっ

　 た 点 で ，そ の 果 た し た歴史的役割は きわめて 大き い

　 もの が あっ た．

（6） 同上 『明治以降教育制度発達史』P ．574．

  　同 上 『明治以降教 育制 度 発 達史』 （第 7 巻）

　 P ．319．

（8） 鳩山
・一・郎 『私 の 自叙伝』，改造社 （1951）．こ の 自

　叙伝 に お い て鳩山は ， 両親に つ い て ， 家庭生活 と学

　園生活につ い て，政治家 として，自らの 歩ん だ道を

　回顧 して い るが，各所 で ス ポーツ との出合 い とその

　経験が語 られ て お り，ス ポ
ー

ツ宰相 と自認 し た背景

　を見 る こ とが で きる．

（9） 鳩山
一・

郎 『ス ポーツ を語 る 』，三 省堂 　P ，30

　 （1932）．

（1  　同上 『ス ポ
ー

ツ を語 る』，P ．32．

（11） 同上 ，
P ．61．

働　岸野 雄三 『近代 口 本 学校体 育 史 』，東洋館，

　 P ．172 （1959）．

（13）　 『東京朝日新聞』（昭和 5 年11月23日）．

qe　 『東 京朝 日新聞』（昭和 6 年 3 月13口）．

〔IS　 『東京朝 日新聞』（昭和 6 年 6 月12日）．

文献

〔1） 拙稿
「
日本における上 か らの 学校体育と民衆不在

　 の ス ポ ー
ツ 」 『体 育 史 　31巻』講談社 　P ，216

　 （1975）．

（2）　日 本体育協 会編 『ス ポ ー
ツ 八 十年 史』， P ．100

　 （1959）．

｛3） 同上 　 P ．100．

（4） 東 洋経 済 新報 社 『日本 経 済年 報』 （第 1輯），

　 P ．219〜20．

（5）　 『明治以降教育制度発達史』 （第 9巻） P　．568．
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