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第 一 節  本 研 究 の 目 的 と 背 景  

 

本 研 究 の 目 的 は ，明 治 期 か ら 現 代 に 至 る 競 技 と し て の 剣 道 の

形 成 過 程 を 探 究 す る こ と を 通 し て ，剣 道 に お け る 競 技 ス ポ ー ツ

性 と 型 の 術 理 の 対 抗 関 係 を 解 明 す る こ と に あ る ．  

“ 競 技 ス ポ ー ツ 性 ”と は 試 合 で 勝 利 志 向 の 強 い 剣 道 観 及 び そ

れ に 付 随 す る 竹 刀 操 作 の 技 術 及 び 剣 道 の 審 判 規 定 や 試 合 方 法

に 対 す る 工 夫 を 指 し ，“ 型 の 術 理 ” と は 日 本 刀 の 操 作 法 に 裏 打

ち さ れ た 剣 道 観 や 技 術 性 を 指 す ．  

本 研 究 の 目 的 に 至 る 背 景 に は 三 つ あ る ．一 つ 目 は 筆 者 の 純 粋

な 動 機 ，二 つ 目 は 社 会 状 況 ，三 つ 目 は 先 行 研 究（ 第 二 節 ）で あ

る ．  

本 研 究 に 着 手 し た 純 粋 な 動 機 は ，20 07（ 平 成 19）年 の 剣 道 試

合 に お い て ，筆 者（ 当 時 高 校 生 ）は 審 判 員 か ら 自 身 の 剣 道 を“ あ

て っ こ 剣 道 ” と 指 摘 さ れ た こ と に あ っ た ． 審 判 員 は ，“ 一 本 ”

と 判 断 さ れ る“ 有 効 打 突 ”を と ろ う と す る 筆 者 の 姿 勢 が 不 十 分

だ と し て こ の 言 葉 で 表 現 し た の で あ る ．当 時 の 筆 者 は ，剣 道 界

に あ て っ こ 剣 道 と そ う で な い 剣 道 と が あ る と 認 識 し て は い な

か っ た ．し か し 大 学 進 学 後 も 剣 道 を 続 け て い る う ち に 2 つ の 剣

道 の 違 い を 明 確 に し た い と い う 思 い が 強 く な っ た ．そ し て ，日

本 剣 道 形 や 剣 術 の 形 稽 古（ 柳 生 新 陰 流 ）に 取 り 組 む よ う に な り ，

あ て っ こ 剣 道 と は 異 な る 身 体 感 覚 を 覚 え る よ う に な っ た ．そ う

し た 過 程 で ，剣 道 に は 競 技 ス ポ ー ツ 性 と 型 の 術 理 の 両 方 が 対 抗

し な が ら 併 存 し て い る の で は な い か と 考 え る よ う に な っ た ．こ

れ が 本 研 究 の 動 機 で あ る ．  

社 会 状 況 に お い て 今 日 ，武 道 は 日 本 文 化 を 象 徴 す る も の と し
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て ， 国 内 外 を 問 わ ず 広 く 認 知 さ れ て い る よ う で あ る ． 例 え ば ，

日 本 を 代 表 す る サ ッ カ ー や 野 球 の チ ー ム 名 に“ サ ム ラ イ ブ ル ー ”

や“ 侍 ジ ャ パ ン ”な ど と い っ た 名 称 が 使 わ れ て い る ．ま た ，200 3

（ 平 成 15）年 に は ハ リ ウ ッ ド 映 画“ ラ ス ト サ ム ラ イ ”を 観 て 海

外 で 多 く の 武 道 フ ァ ン が 現 れ 武 道 ブ ー ム と な っ た ．最 近 で は 刀

剣 を 擬 人 化 し た オ ン ラ イ ン ゲ ー ム（“ 刀 剣 乱 舞 ”，20 15 年 サ ー ビ

ス 開 始 ）の 影 響 に よ っ て 刀 剣 に 興 味 を 示 す“ 刀 剣 女 子 ”も 増 え

て い る ．こ う し た 大 衆 文 化 が 引 き 金 と な っ て 武 道 を 始 め る 人 口

が 急 増 し た と も い え る ．  

し か し ，武 道 が 普 及 す れ ば ，様 々 な 問 題 も 発 生 す る ．武 道 が

ス ポ ー ツ の 枠 組 み で 捉 え ら れ て い る 以 上 ，例 え ば ，オ リ ン ピ ッ

ク 種 目 と な っ た 柔 道 で は ，組 め ば 日 本 人 に 負 け る か ら 組 ま せ な

い よ う に 戦 う ，あ る い は 反 則 で ポ イ ン ト を 取 得 し 勝 ち を 得 る と

い う 方 法 に 終 始 し ，見 事 な 技 に よ る 一 本 を 目 指 す 柔 道 を み る こ

と が 難 し く な っ て い る 傾 向 に あ る ．ま た ，相 撲 で は ル ー ル で 禁

じ ら れ て い な い に も 関 わ ら ず ，横 綱 で あ る 白 鵬 の 張 り 手 や か ち

上 げ を“ 汚 い と か 醜 い と 感 じ る 人 ”や“ 張 り 手 や か ち 上 げ を や

る 回 数 が 多 い こ と に 不 満 を 持 つ 人 ”も い る 1 と 報 じ ら れ て い る ． 

こ れ は ，チ ャ ン ピ オ ン シ ッ プ に 見 ら れ る 剣 道 も 同 じ よ う な 現

象 が 見 ら れ る ．相 手 の 打 突 部 位 に“ あ て さ え す れ ば よ い ”と す

る 価 値 観 に 支 え ら れ た 剣 道 の 稽 古・試 合 の 方 式 ，い わ ゆ る“ あ

て っ こ 剣 道 ”と い わ れ る 現 象 が 浮 上 し た ．つ ま り ，前 述 し た 武

道 に は 正 し い あ る い は 正 し く な い と さ れ る 性 質 が あ る ．  

2012（ 平 成 24）年 か ら ，武 道 は 中 学 校 に お け る 保 健 体 育 の 必

                                              
1 不 詳 （ 2 0 1 8）『 日 本 経 済 新 聞 』， 7， 6， 日 本 経 済 新 聞 社 ．  
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図 1 剣道に伴う文化性  

修 教 材 と な っ た ．教 育 基 本 法 が 194 7（ 昭 和 22）年 の 制 定 以 来 、

59 年 ぶ り に 改 正 さ れ ， そ の 教 育 目 標 に は 「 伝 統 と 文 化 を 尊 重

し ，そ れ ら を は ぐ く ん で き た 我 が 国 と 郷 土 を 愛 す る 」態 度 を 養

う と の 表 現 を 盛 り 込 ん だ 2．こ の 目 標 を 実 現 す る た め の 一 環 と

し て ，武 道 は 中 学 校 の 保 健 体 育 で 必 修 化 さ れ た の で あ る ．し た

が っ て ，ス ポ ー ツ の 側 面 を も 有 す る 武 道 は そ の 文 化 的 で 伝 統 的

な 側 面 ，い わ ゆ る“ 武 道 の 独 自 性 ”が よ り 一 層 求 め ら れ る よ う

に な っ た ．  

こ の よ う な 武 道 に 対 す る 考 え 方 や 社 会 状 況 か ら ，筆 者 は 剣 道

の 正 否 を 決 定 す る 性 質 は 何 か と い う 問 い 持 ち な が ら 競 技 と し

て の 剣 道 文 化 の 形 成 過 程 に 着 目 し た ．こ の 形 成 過 程 に 着 目 す る

理 由 は ，剣 道 に は 三 つ の 文 化 性 3 が あ り ，競 技 と し て 剣 道 が 発

展 す る な か で そ の 正 否 が 問 わ れ て き た か ら で あ る ．  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                              
2 不詳（ 2006）『読売新聞』， 12 月 15 日，読売新聞社．  
3 加 賀 谷 誠 一 （ 2 0 0 7），『 剣 窓 』， 4 月 号 ， 全 日 本 剣 道 連 盟 ， p . 1 4．  
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“ 実 用 文 化 ”と は ，戦 国 時 代 の 真 剣 勝 負 の 場 に お い て 相 手 の

攻 撃 に 対 し て 護 身 あ る い は 戦 闘 で 殺 傷 す る 身 心 技 法 4 を 追 求

し た こ と ，“ 芸 道 文 化 ” と は 江 戸 時 代 と い う 平 和 な 時 代 を 迎 え

て ，“ 剣 術 ” が 殺 し 合 い の 方 法 と し て で は な く ， 自 分 自 身 を 鍛

え る 手 段 に 変 わ っ た こ と ，“ 競 技 文 化 ” と は 真 剣 勝 負 の 場 か ら

江 戸 時 代 中 期（ 十 七 世 紀 中 頃 ）に 考 案 さ れ た 竹 刀 と 防 具 を 使 用

し て 安 全 か つ 自 由 に 勝 負 が で き る 場 へ と 変 わ っ た 5 と さ れ る ．

す で に 剣 道 文 化 に 伴 う 価 値 は 明 治 期 以 前 に 出 揃 っ て い た こ と

に な る ．  

 

第 二 節  先 行 研 究 と 本 研 究 の 課 題  

 

日 本 剣 道 の 技 術 性 に 関 す る 歴 史 研 究 で は “ 競 技 ス ポ ー ツ 性 ”

と“ 型 の 術 理 ”を め ぐ る 研 究 が な さ れ て き た ．前 者 で は ，試 合

で 勝 利 志 向 の 強 い 剣 道 観 及 び そ れ に 付 随 す る 竹 刀 操 作 の 技 術

及 び 剣 道 の 審 判 規 定 や 試 合 方 法 に 対 す る 工 夫 が 論 じ ら れ ，後 者

で は ，日 本 刀 の 操 作 法 に 裏 打 ち さ れ た 剣 道 観 や 技 術 性 が 論 じ ら

れ て き た ．し か し ，こ れ ら 相 互 の 関 係 に つ い て は ，こ れ ま で 本

                                              
4 大 保 木 に よ れ ば ， 身 心 技 法 と は 技 法 に お い て ， 身 と 心 が 不 可 分

の 関 係 に あ る と い う 意 味 で 使 用 さ れ る ． 心 身 で は な く 身 心 と す る

の は ， 身 が 先 に 鍛 え ら れ ， そ の 後 に 心 が 深 め ら れ て い く こ と を 指

す と い う （ 大 保 木 輝 雄 ， 2 0 1 7， 1 0 月 の 聞 き 取 り ）． 本 研 究 で も ，

剣 術 ・ 剣 道 の 技 法 に は 有 効 打 突 の 要 件 の よ う に 「 充 実 し た 気 勢 ，

適 正 な 姿 勢 を も っ て 竹 刀 の 打 突 部 で 打 突 部 位 を 刃 筋 正 し く 打 突

し ， 残 心 あ る も の 」（ 剣 道 試 合 ・ 審 判 規 則 ・ 第 1 2 条 ） と い っ た 心

法 ， 刀 法 が 含 ま れ て い る の で そ れ を 総 称 す る 意 味 で 技 法 と は 記 さ

ず ， 身 心 技 法 と 示 す ．  
5 作 道 正 夫 （ 2 0 0 7），『 剣 窓 』， 4 月 号 ， p p . 1 4 - 1 7．  
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格 的 研 究 が な さ れ て こ な か っ た ．以 下 で は ，こ の よ う な 研 究 史

に つ い て 説 明 し ， 本 研 究 の 観 点 を 明 確 に す る ．  

 

1． 武 道 の 人 文 学 的 研 究  

 

武 道 の 研 究 史 を 人 文 学 的 研 究 の 視 点 か ら 概 観 し ，本 研 究 に 関

わ る 先 行 研 究 と の 関 係 か ら 課 題 を 明 ら か に す る ．な お ，人 文 学

的 研 究 の 視 点 か ら の 武 道 の 研 究 史 に つ い て は ，榎 本 鐘 司 が ま と

め て い る 6 た め 参 考 に す る ．   

日 本 武 道 学 会 が 設 立 さ れ る 19 68（ 昭 和 43）年 以 前 に お い て ，

武 道 に 関 す る 人 文 学 的 研 究 は ，体 育 史 や 芸 能 史 の 一 領 域 と し て

行 わ れ て き た ．例 え ば ，西 山 松 之 助 の『 家 元 の 研 究 』（ 195 9）や

今 村 嘉 雄 の 『 十 九 世 紀 に お け る 日 本 体 育 の 研 究 』（ 1967） な ど

が あ る ．  

武 道 の 基 盤 的 研 究 に は 『 日 本 武 道 全 集 』（ 1 966－ 1 967， 全 7

巻 ）， 同 著 を も と に し た 『 日 本 武 道 体 系 』（ 19 82， 全 10 巻 ） が

あ る ． こ れ ら を 刊 行 し た の は ， 今 村 ， 岸 野 雄 三 ， 小 笠 原 清 信 ，

石 岡 久 夫 ，入 江 康 平 ，島 田 貞 一 と い っ た 名 だ た る 研 究 者 た ち で

あ っ た ． こ れ ら の 研 究 と 並 行 し て 渡 辺 一 郎 は 『 明 治 武 道 史 』

（ 1971），『 武 道 の 名 著 』（ 19 79），『 近 代 武 道 史 研 究 資 料 集 』（ 198 0

－ 1988） な ど 続 々 と 武 道 文 献 史 料 を 刊 行 し た ．  

 武 道 学 会 設 立 後 に は ，杉 江 正 敏 が『 ア サ ヒ ス ポ ー ツ 』，『 体 育

と 競 技 』な ど の 雑 誌 を 整 理 ，分 析 し ，武 道 学 会 で 発 表 し た（ 197 3

                                              
6 榎 本 鐘 司 （ 2 0 0 9）『 現 代 ス ポ ー ツ 評 論 2 1』， 創 文 企 画 ， p p . 1 2 0-

1 2 7．  
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－ 199 7）． 本 節 が 参 照 し た 榎 本 の 論 考 以 降 に ， 上 記 の 成 果 の 一

部 が 『 写 真 と 記 事 で た ど る 武 道 の 近 代 史 』（ 2017） と し て 日 本

武 道 館 よ り 出 版 さ れ て い る ．  

 こ う し た 武 道 の 基 盤 的 研 究 を も と に し な が ら ，武 道 の 研 究 は

実 践 的 認 識 に 基 づ く 研 究 が 中 心 と な っ て 行 わ れ て き た ．中 林 は

“ 武 道 に お け る 精 神 性 と は 何 か ”を 正 面 か ら 研 究 し ，武 道 は“ 術

や 技 の 鍛 錬 ，修 行 あ る い は 習 熟 と 直 接 関 連 す る ”と い う 実 践 的

認 識 を 強 調 し た ．言 い 換 え れ ば ，身 体 に 即 し て 身 体 で 自 覚 す る

と い う 認 識 で あ る ．  

一 方 ，近 年 に お い て 武 道 の 全 体 像 を と ら え る 手 が か り と な る

研 究 に は 酒 井 利 信 の『 日 本 精 神 史 と し て の 刀 剣 観 』（ 20 05），本

節 が 参 照 し た 榎 本 の 論 考 以 降 に は ，寒 川 恒 夫 の『 日 本 武 道 と 東

洋 思 想 』（ 2014）， 中 嶋 哲 也 の 『 近 代 日 本 の 武 道 論 ：〈 武 道 の ス

ポ ー ツ 化 〉 問 題 の 誕 生 』（ 2017） な ど が あ る ．  

 す で に 榎 本 も 指 摘 し て い る よ う に 2000 年 代 以 降 ， 古 流 武 術

に 伝 承 さ れ て き た 特 殊 な 技 法 の 研 究 が 注 目 さ れ は じ め て き て

い る ．例 え ば ，今 日 で は 魚 住 孝 至・吉 田 鞆 男 他「 日 本 の 武 道 文

化 の 成 立 基 盤 -新 陰 流 と 一 刀 流 剣 術 の 研 究 を 通 じ て 」（ 2014），

立 木 幸 敏「 小 野 派 一 刀 流 に お け る 切 落 の 由 来 に つ い て － 三 重 お

よ び 五 点 を 参 考 に 」（ 2016） な ど の 論 文 が あ る ．  

以 上 ，武 道 の 人 文 科 学 的 研 究 は 資 料 の 発 掘 と そ の 整 備 、同 時

に 若 い 研 究 者 の 輩 出 に よ っ て 発 展 す る こ と に な る ． 2000 年 以

降 ， 資 料 に 基 づ く 歴 史 的 研 究 は 細 分 化 し て 展 開 し て い っ た ．  
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2． 競 技 と し て の 剣 道 の 形 成 過 程 に 関 す る 研 究  

 

 本 研 究 の テ ー マ で あ る 競 技 と し て の 剣 道 の 形 成 過 程 に 関 す

る 研 究 は ，1970（ 昭 和 45）年 以 降 か ら 活 発 に 行 わ れ て き た ．先

に 示 し た 武 道 の 基 盤 的 な 研 究 以 降 に 行 わ れ 始 め て お り ，競 技 と

し て の 剣 道 研 究 は 上 記 の 研 究 を も と に な さ れ た こ と が わ か る ．

競 技 と し て の 剣 道 の 基 盤 的 研 究 は 中 野 八 十 二 の「 剣 道 の 技 術 史 」

（『 ス ポ ー ツ の 技 術 史 』， 1972，大 修 館 ）に よ っ て な さ れ た ．同

著 の 目 的 は ，剣 術 か ら 剣 道 に 至 る 技 術 史 を 概 観 す る こ と に あ っ

た ．具 体 的 に は ，“ 叩 合 技 法 の 時 代 ”，“ 刺 突 技 法 の 時 代 ”，“斬 撃

技 法 の 時 代 ”，“ 近 世 の 打 突 技 法 ”，“ 近 代 の 打 突 技 法 ”，“ 現 代 の

打 突 技 法 ” に 分 け て 概 観 し て い る ．  

 1970（ 昭 和 45）年 以 降 は 中 野 の 研 究 と 並 行 し て 剣 道 に お け る

ル ー ル の 基 盤 的 な 研 究 が 行 わ れ た ．村 山 輝 志・国 分 国 友 が 著 し

た『 剣 道 試 合 審 判 規 定 :規 定 の 変 遷 史 』(1 975 )に は ，18 84（ 明 治

17） 年 か ら 1969（ 昭 和 44） 年 ま で の 剣 道 ル ー ル が ま と め ら れ

て い る ． そ の 後 ， 村 山 は 1976（ 昭 和 51） 年 に 剣 道 と 柔 道 の ル

ー ル の 性 格 を 探 究 し た 論 文「 審 判 規 定 の 変 遷 か ら み た 武 道 (柔・

剣 道 )の 性 格 」 を 発 表 し た ． 当 該 論 文 で は 武 道 に お け る 実 戦 的

ル ー ル 7 が 中 心 と な っ て お り ，「 こ の ル ー ル を 補 充 し ， で き る

だ け 公 平 に ，し か も 安 全 に ス ピ ー ド あ る 試 合 を 展 開 さ せ る た め

に ， 技 術 的 ， 形 式 的 ， 強 制 的 性 格 と も い う べ き ル ー ル が 改 正 ，

                                              
7 相 手 を 一 撃 の も と に 制 す る と い う 技 術 を 中 心 に し た ル ー ル を 指

す ．［ 村 山 輝 志 （ 1 9 7 6）「 審 判 規 定 の 変 遷 か ら み た 武 道 (柔 ・ 剣 道 )

の 性 格 」 武 道 学 研 究 9， p . 1 6］ .  
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増 補 さ れ て き た 」 8 と 武 道 の ル ー ル を 総 括 し て い る ．  

 こ れ ら の 研 究 が も と に な っ て ，競 技 と し て の 剣 道 の 形 成 過 程

に 関 す る 詳 細 な 研 究 が 始 ま っ た ．筑 波 大 学 の 修 士・卒 業 論 文 集

で は ， 長 尾 進 （ 1982）「 剣 道 に お け る 有 効 打 突 基 準 の 変 遷 に つ

い て：打 突 部 位 の 問 題 を 中 心 に 」 9，田 中 美 和（ 198 3）「 剣 道 に

お け る 掛 声 の 効 用 に つ い て の 一 考 察 」 な ど が 挙 げ ら れ る ．  

 そ の 後 ，中 村 民 雄 は 中 野 の 研 究 を 踏 襲 す る か た ち で「 武 道 の

技 術 史 研 究 序 説 」（ 1991） を 発 表 し ， 単 に 技 術 に 着 目 す る の で

は な く ，文 化 と の 関 わ り の な か で 技 術 に 着 目 す る こ と を 示 し た ．

ま た ，中 村 は そ う し た 研 究 の 一 環 と し て 剣 道 の 技 術 史 を ま と め

た 『 剣 道 辞 典 ： 技 術 と 文 化 の 歴 史 』（ 1994） を 著 し た ．  

 2000 年 代 に な る と ，剣 道 研 究 の 成 果 は『 剣 道 の 歴 史 』（ 2003）

と し て 集 約 さ れ た ．『 剣 道 の 歴 史 』と は 2003（ 平 成 15）年 に 全

日 本 剣 道 連 盟（ 以 下 ，全 剣 連 ）が 刊 行 し た も の で あ る ．当 時 の

会 長 で あ っ た 武 安 義 光 は ，全 剣 連 に よ る 初 の 剣 道 史 で あ り ，剣

道 の 普 及 と 発 展 の た め に 共 通 の 歴 史 的 認 識 を 持 つ と い う 意 図

で 刊 行 し た 1 0 と 述 べ て い る ． こ れ 以 降 も 競 技 と し て の 剣 道 の

形 成 過 程 に 関 す る 詳 細 な 研 究 は 続 け ら れ ， 今 日 に 至 っ て い る ．

例 え ば ，矢 野 裕 介 の「 1900 年 前 後 に お け る 剣 術 の 体 操 化 過 程 に

み る 胴 技 の 変 容 ： 小 沢 卯 之 助 ら の 武 術 体 操 法 に 着 目 し て 」

                                              
8 村 山 輝 志 （ 1 9 7 6）「 審 判 規 定 の 変 遷 か ら み た 武 道 (柔 ・ 剣 道 )の 性

格 」 武 道 学 研 究 9 ,  p . 1 6. 

9 こ の 長 尾 の 研 究 は の ち に ，「 近 世・近 代 に お け る 剣 術・剣 道 の 変 質

過 程 に 関 す る 研 究  面 技 の 重 視 と 技 術 の 変 容 」（ 明 治 大 学 人 文 科 学

研 究 所 紀 要 ， 1 9 9 6） と し て ま と め ら れ て い る ．  

10 武 安 義 光 （ 2 0 0 3）『 剣 道 の 歴 史 』， 全 日 本 剣 道 連 盟 ， p p .2 - 3．  
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（ 201 4）， 坂 本 太 一 の 「 剣 道 に お け る 技 の 体 系 の 変 遷 過 程 に 関

す る 研 究 :竹 刀 に 着 目 し て 」（ 201 5）な ど が 挙 げ ら れ る ．こ の よ

う な 研 究 史 の 延 長 線 上 に 本 研 究 は 位 置 づ け ら れ る ．  

 

3． 剣 道 に お け る 競 技 ス ポ ー ツ 性 と 型 の 術 理 に 関 す る 研 究  

 

前 述 の よ う に 競 技 と し て の 剣 道 の 形 成 過 程 を 取 り 扱 う 研 究

は 多 く 蓄 積 さ れ て い る が ，競 技 ス ポ ー ツ 性 と 型 の 術 理 に 関 す る

研 究 は そ れ ほ ど 多 く は な い ．  

 

（ 1） 競 技 ス ポ ー ツ 性  

 筆 者 が 見 た 限 り で は ，浅 見 裕 に よ る 剣 道 の 競 技 ス ポ ー ツ 性 に

つ い て の 研 究「 体 育 教 材 と し て の 剣 道 に 関 す る 研 究（ そ の 1）：

剣 道 の ス ポ ー ツ 化 関 連 し て 」 1 1（ 1979）が 出 発 点 に な る だ ろ う ．  

浅 見 は ，現 代 剣 道 の 機 能 と 価 値 を 明 確 に す る た め に ，「 戦 後 ，

剣 道 が 復 活 す る た め に ス ポ ー ツ 化 を 図 っ た 過 程 」 1 2 を 論 じ ，「 そ

こ に 潜 む 学 校 体 育 で 弊 害 と な る 問 題 点 」 1 3 を 明 ら か に し た ．浅

見 の 意 見 は ，① 戦 前 の 剣 道 が 抱 え て い た マ イ ナ ス 特 性 は 斬 切 動

作 に あ り ， そ の 反 省 に 立 っ て 戦 後 の ス ポ ー ツ 剣 道 が あ る こ と ，

② 撓 競 技 時 代 （ 1950－ 1954） は 「 斬 切 と 密 着 し た 打 撃 技 術 を ，

安 易 な あ て っ こ と い う 打 撃 技 術 で も よ い と し て ，技 術 の レ ベ ル

                                              
1 1 浅 見 裕 （ 1 9 7 9）「 体 育 教 材 と し て の 剣 道 に 関 す る 研 究 （ そ の 1）：

剣 道 の ス ポ ー ツ 化 関 連 し て 」． 岩 手 大 学 教 育 学 部 研 究 年 報 ， 39，

p p . 8 5 - 9 7．  
12 同 上 ， p . 8 9．  
13 同 上 ， p . 9 1．  
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を 引 き 下 げ た 」 1 4 と す る 認 識 に あ り ，戦 後 の 撓 競 技 に あ て っ こ

が 悪 影 響 を 与 え た と の 認 識 を 示 し て い る ．ま た ，③ 剣 道 界 指 導

者 ら の 現 代 剣 道 ス ポ ー ツ 化 反 対 論 及 び 技 術 主 義（ エ リ ー ト 主 義

乃 至 貴 族 主 義 ）へ の 批 判 ，そ し て ，④ 現 代 剣 道 の 技 術 追 求 の 立

場 は ，2 点（ 稽 古 過 程 の 重 視 と 試 合・勝 敗 重 視 ）に 集 約 さ れ る ．  

 1980 年 代 以 降 ，大 塚 忠 義 ら は 浅 見 の 研 究 を 発 展 さ せ ，歴 史 的

な 跡 づ け を 始 め た ．大 塚 忠 義 が 行 っ た 一 連 の 研 究 は 以 下 の と お

り で あ る ．い ず れ も“ 高 知 大 学 教 育 学 部 研 究 報 告 ”と し て 発 表

さ れ た も の で あ る ．  

 

  大 塚 忠 義（ 1984）「 近 代 剣 道 批 判  第 2 部 ル ー ル 形 成 過 程

の 考 察 そ の 1－ 昭 和 2 年 規 程 以 前 の 剣 術 の 意 味 と 思 想 性

－ 」．  

  大 塚 忠 義（ 1986）「 近 代 剣 道 批 判  第 2 部 ル ー ル 形 成 過 程

の 研 究 そ の 2－ 大 日 本 武 徳 会 の 試 合 と 昭 和 二 年 規 程 の 思

想 性 と 構 造 に 関 す る 研 究 － 」  

  大 塚 忠 義（ 1989）「 近 代 剣 道 批 判  第 2 部：ル ー ル 形 成 過

程 の 研 究 そ の 3－ 虚 構 的 技 術 の 発 展 と 規 定 の 二 重 構 造 に

よ る 軍 事 的 再 利 用 の 研 究 － 」  

  大 塚 忠 義（ 1990）「 近 代 剣 道 批 判  第 2 部：ル ー ル 形 成 過

程 の 研 究 そ の 4－ 現 代 剣 道 の 理 念 と ル ー ル 形 成 過 程 の 研

究 － 」  

  大 塚 忠 義（ 1990）「 近 代 剣 道 批 判  第 1 部：現 代 剣 道 の 技

術 を め ぐ る 状 況 と 剣 道 論 」  

                                              
1 4 同 上 ， p . 9 3．  
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 こ う し た 一 連 の 研 究 は 『 日 本 剣 道 の 歴 史 』（ 1995） に ま と め

ら れ た ．大 塚 は 主 に 近 代 と い う 時 代 を 対 象 と し て 剣 道 の 競 技 ス

ポ ー ツ 性 を 探 究 し た ．大 塚 は ，戦 後 の 試 合 審 判 規 則 は あ て っ こ

剣 道 を 是 正 す る た め に 改 訂 さ れ 続 け た が ，あ て っ こ 剣 道 を 克 服

で き な か っ た と の 事 実 認 識 に 立 っ て 以 下 の 点 を 立 論 し た ． ①

「 竹 刀 と 真 剣（ 刀 ）な ら び に 技 術 の 修 練 と 人 間 の 修 養 と い う 二

重 構 造 に よ っ て 仮 想 さ れ た 虚 構 の 剣 道 理 念 」 1 5 こ そ 見 直 さ れ る

べ き で あ る ， ② そ の 見 直 し の た め に は ，「 刀 の 技 術 と 思 想 」 1 6

を 根 拠 と す る 「 真 剣 思 想 」 1 7 を 越 え た 現 代 剣 道 の 確 立 に あ る ．

こ こ で 大 塚 は 剣 理 剣 道 の 思 想 が 抱 え る 問 題 を 明 確 に し て 問 題

解 決 の 方 向 性 を 指 摘 し た ．具 体 的 方 法 に つ い て は『 剣 士 に 告 ぐ 』

（ 2005） で 競 技 ル ー ル の 見 直 し 案 を 提 示 し た ．  

大 塚 の 研 究 を 補 い ，発 展 さ せ た も の に は 坂 上 康 博（ 199 8）「 剣

道 の 近 代 化 と そ の 底 流：三 本 勝 負 を 中 心 に 」が 挙 げ ら れ る ．坂

上 は ，真 剣 勝 負 の 伝 統 及 び 実 践 的 修 身 科（ 剣 道 は 競 技 で は な い ）

と い う 観 念 が 明 治 期 以 降 の 剣 道 の 競 技 と し て の 合 理 的 な 発 展 ，

剣 士 た ち が 存 分 に そ の 実 力 を 出 し 合 え る 試 合 方 法 の 創 出 を さ

え ぎ っ た と 結 論 し て い る ．近 年 に お い て ，坂 上 は「 G HQ 占 領 下

に お け る 剣 道：規 制 ，存 続 ，ス ポ ー ツ 化 ，芸 能 化 の 諸 相 」（ 2016）

を 発 表 し ，剣 道 史 に お い て こ れ ま で あ ま り 語 ら れ て こ な か っ た

GHQ 占 領 下 の 剣 道 実 践 の 諸 相 を 探 究 し て い る ．  

同 じ く 大 塚 研 究 を 発 展 さ せ た も の と し て は ，木 寺 英 史 の 研 究

                                              
1 5 同 上 ， p p . 8 7 - 8 8．  
16 同 上 ， p . 5 6．  
17 同 上 ， p . 5 6．  
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『 日 本 刀 を 超 え て 』（ 2014）が あ る ．木 寺 は“ 竹 刀 は 刀 ”で あ る

と す る「 日 本 刀 代 用 論 」 1 8 に つ い て 正 面 か ら 取 り 扱 っ た ．現 代

剣 道 は ス ポ ー ツ で あ る か ら 一 次 的 目 的 は 試 合 で 勝 つ こ と に あ

る が ，そ こ で 開 発 さ れ た 技 は“ 剣 の 理 法 ”に 適 さ な い と し て 否

定 さ れ る 現 実 を 指 摘 す る ．否 定 す る 側（ 剣 理 剣 道 ）が「 竹 刀 は

日 本 刀 の 代 わ り で あ る 」 1 9 と い う 信 念 に 立 っ て い る 点 を ，木 寺

は「 日 本 刀 代 用 論 」 2 0 と し て 批 判 し た ．そ の 上 で 竹 刀 に よ る 技

法 に は 刀 の 技 法 と は 別 の 視 点 か ら 現 代 剣 道 の 在 り 方 を 追 求 す

る ．  

 

（ 2） 型 の 術 理  

日 本 刀 の 操 作 法 に 裏 打 ち さ れ た 剣 道 観 や 技 術 性 に 関 す る 代

表 的 な 近 世 の 研 究 が あ る ．そ れ は 榎 本 の「 幕 末 剣 道 に お け る 二

重 的 性 格 の 形 成 過 程：競 技 性 の 顕 在 化 お よ び 伝 統 性 と 競 技 性 の

折 衷 」（ 1988） が 挙 げ ら れ る ． こ こ で い う 伝 統 性 と は 剣 道 に お

い て“ 競 技 化 で き な い 部 分 ”を 指 す ．榎 本 は 近 世 後 期（ 1830 年

以 降 ）の“ 長 竹 刀 の 流 行 を 契 機 ”と し て ，試 合 打 込 試 合（ 撃 剣 ）

の 技 術 体 系 が 確 立 し ，真 剣 操 作 を 前 提 と し た 技 術（ 剣 道 の 型 に

み る 術 理 ）と 竹 刀 操 作 (競 技 ス ポ ー ツ 性 )の 分 化 が 進 ん だ こ と を

歴 史 的 に 実 証 し た ．  

一 方 ，修 士・卒 業 論 文 レ ベ ル で も こ う し た 視 点 は 扱 わ れ る よ

う に な る ． 例 え ば ， 酒 井 利 信 （ 1986）「 現 代 剣 道 に お け る 打 突

技 術 に 関 す る 一 考 察 ： 斬 る と い う 技 術 ・ 意 識 を 中 心 に 」 で は ，

                                              
1 8 木 寺 英 史 （ 2 0 1 4） 日 本 刀 を 超 え て ， ス キ ー ジ ャ ー ナ ル ， p . 3 . 
19 同 上 ， p . 1 0．  
20 同 上 ， p . 1 0．  
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竹 刀 で “ 斬 る ” と い う 技 術 は ど の よ う な も の な の か を “ 刃 筋 ”

や“ 手 の 内 ”，“ 刀 剣 観 ”な ど を キ ー ワ ー ド と し て 探 究 し て い る ．  

 近 年 で は 剣 道 の 型 の 術 理 と 競 技 ス ポ ー ツ 性 ，さ ら に は 芸 道 性

に 着 目 し た 大 保 木 に よ る 剣 道 の 技 術 と 歴 史 に 関 す る 包 括 的 研

究 が あ る ．そ れ が 大 保 木 の「 剣 道：そ の 歴 史 と 技 法 」（『 武 道 』，

2015－ 2017，三 年 間 二 十 五 回 に わ た っ た 連 載 ）で あ る ．大 保 木

は 形 稽 古 と 現 代 剣 道 に お け る 身 心 技 法 の 乖 離 を 埋 め る 観 点 か

ら“ 剣 道 の 理 念 ”制 定 者 の 思 想 の ル ー ツ を 探 り ，日 本 剣 道 史 を

俯 瞰 す る 中 で そ の 中 核 思 想（ 剣 術 の“ 一 刀 ”，“ 機 を み て ”，“ 身

を 捨 て る ”） を 示 し ， そ れ が 「 剣 の 理 法 」 2 1 に 含 意 さ れ る こ と

を 仮 説 的 に 提 示 し た ．こ れ は 剣 理 剣 道 と あ て っ こ 剣 道 の 両 者 へ

活 か す た め に 示 め さ れ た 理 論 で あ り ，大 保 木 は あ て っ こ 剣 道 を

剣 理 剣 道 へ 向 か う た め の 過 程 2 2 と し て 捉 え ， 必 ず し も 否 定 し

て い な い ．  

 以 上 の 先 行 研 究（ 1）か ら（ 3）を み た と き ，競 技 と し て の 剣

道 の 形 成 過 程 を 考 察 す る た め に 5 つ の 時 代 区 分 を 設 け た ．第 一

期 は 竹 刀 打 ち 込 み 稽 古 の 開 始 か ら 撃 剣 の 誕 生 ま で （ 1711 年 か

ら 1868 年 ），第 二 期 は 明 治 維 新 か ら 初 め て 剣 道 専 門 家 が 出 場 し

た 全 国 大 会 で あ る 昭 和 天 覧 試 合 2 3 ま で（ 1868 年 か ら 1929 年 ），

第 三 期 は 戦 争 が 続 き ，結 果 的 に 日 本 が 敗 戦 す る ま で（ 1929 年 か

                                              
2 1 大 保 木 輝 雄 （ 2 0 1 7）『 武 道 』， 2 月 号 ， 日 本 武 道 館 ， p .1 1 0 . 
22 大 保 木 氏 へ の 聞 き 取 り 2 0 1 8 . 3. 2 3 .  
23 昭 和 天 覧 試 合 と は ， 昭 和 天 皇 の 即 位 を 記 念 し て 、 皇 居 内 の 済 寧

館 に お い て 開 催 さ れ た 全 国 大 会 で あ り ， 初 め て 剣 道 専 門 家 が 参 加

し た ． 剣 道 専 門 家 と は ， 生 活 の 大 部 分 を 剣 道 の 修 行 に あ て ， 質 ・

量 と も に 一 般 の 剣 道 家 を は る か に 凌 駕 す る ほ ど の 稽 古 を し て い た

人 物 を 指 す （ 戦 前 に は 剣 道 専 門 家 と い う 部 門 や 呼 び 方 が あ っ た ）．  
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ら 1945 年 ），第 四 期 は 敗 戦 後 の 剣 道 禁 止 か ら 剣 道 の 理 念 制 定 ま

で（ 19 45 年 か ら 1975 年 ），第 五 期 は 剣 道 の 理 念 制 定（ 1975）以

降 で あ る ．  

 

4． 各 観 点 の 先 行 研 究  

 

こ れ ま で 正 面 か ら 取 り 扱 わ れ て こ な か っ た ，剣 道 の 競 技 ス ポ

ー ツ 性 と 型 の 術 理 と が 対 抗 し つ つ も 併 存 し て い く 過 程 に つ い

て ，明 治 維 新 以 降 現 代 に 至 る 剣 道 史 を 精 査 し て ，次 の 三 つ の 観

点 か ら 解 明 す る ．  

観 点 1：戦 前 に お け る 学 生 剣 道 界 の 剣 道 に 対 す る 取 り 組 み の

実 態 は ど う で あ っ た か ．（ 第 1 章 ）  

観 点 2：剣 道 競 技 の 目 的 で あ る 有 効 打 突 の 思 想 は ど の よ う に

変 遷 し て き た か ．（ 第 2 章 及 び 第 3 章 ）  

観 点 3：剣 道 に お い て 勝 利 至 上 主 義 的 な 剣 道 と 批 判 さ れ て き

た“ あ て っ こ 剣 道 ”と 全 日 本 剣 道 連 盟 制 定 の ” 剣 道 の 理 念 ” に

そ っ た“ 剣 理 剣 道 ”と は ど の よ う に 対 抗 し て き た か ．（ 第 4 章 ）  

 観 点 1 に つ い て ．戦 前 の 学 生 は ど の よ う に 撃 剣 に 取 り 組 ん だ

の か ．二 高 の 剣 道 学 生 だ っ た 庄 子 は ，学 生 剣 道 界 は「 大 正 末 期

か ら 昭 和 初 期 に か け て 極 め て 活 発 な 動 き を 示 し 」 2 4，「 学 生 剣

道 連 盟 が 逆 に 武 徳 会 を リ ー ド す る よ う な 結 果 を 来 し 」 2 5 た と 評

価 し て い る ． 大 塚 忠 義 ら は ， 学 生 の 活 躍 を ，「 武 徳 会 や 専 門 家

が 剣 道 の 競 技 化 に 消 極 的 で あ っ た 」 2 6 の に 対 し て「 剣 道 の 技 術

                                              
2 4 庄子宗光（ 1966）『剣道百年』，時事通信社， p.147，．  
25 同上， p.152．  
26 大塚忠義，坂上康博，宇都宮伸二（ 1990）『のびのび剣道学校』，窓
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的 発 展 と 競 技 化 の 先 端 を 担 っ た の は 学 生 や OB た ち で あ っ た 」

2 7 と さ ら に 掘 り 下 げ ， 剣 道 専 門 家 の 指 導 内 容 を 鵜 呑 み に せ ず ，

「 専 門 家 と は 違 う 自 分 自 身 の 生 活 や 人 生 の 中 で 自 ら の 剣 道 」 2 8

を 考 え た と 彼 ら の 感 性 及 び 知 性 と そ の 主 体 性 を 評 価 し て い る ．

杉 江 正 敏 は ，剣 道 の 競 技 化 に つ い て「 敗 戦 に よ る G HQ の 指 導 に

よ っ て の み 進 展 し た も の で は な く 戦 前 に そ の 萌 芽 と 流 れ が 存

在 し ，学 生 の 試 合 を 中 心 に 自 主 的 に 現 在 に 近 い と こ ろ ま で 到 達

し て い た と い う 認 識 が 必 要 で あ ろ う 」 2 9 と 総 括 し て い る ．具 体

的 に は 学 生 が「 ス ポ ー ツ 的 試 合 方 法（ 対 抗 戦・リ ー グ 戦・ト ー

ナ メ ン ト 法・三 審 制 ）」 3 0） の 摂 取 を 試 み た と 評 価 さ れ て お り ，

学 生 に よ っ て 剣 道 の 競 技 ス ポ ー ツ 性 が 台 頭 し た と い え る ．   

吉 村 哲 夫 は こ う し た 戦 前 に お け る 学 生 剣 道 の 理 念 は「 現 代 に

通 じ る“ 審 判 の 公 明 性 ”と“ 競 技 化 ”の 追 求 」 3 1 に ま と め る こ

と が で き る と い う ．し か し ，旧 制 高 校 の 学 生 た ち が 学 生 剣 道 の

理 念 形 成 に 果 た し た 役 割 に つ い て 言 及 し た 研 究 は ほ と ん ど 見

ら れ な い ．剣 道 の 競 技 化 に お け る 文 化 的 葛 藤 に 悩 ん だ 様 々 な 領

域 の 人 々 の 行 動 に つ い て は ， 大 塚 3 2， 坂 上 康 博 3 3 の 研 究 で 主

に 武 徳 会 な ど 剣 道 界 の 指 導 者 側 を 中 心 に 行 わ れ て き て い る が

                                              
社， p.35．  
27 同上， p.35．  
28 同上， p.35．  
29 杉江正敏（ 2003）『剣道の歴史』，全日本剣道連盟， p.24．  
30 同上， p.24．  
31 吉村哲夫（ 2003）剣道の歴史，全日本剣道連盟， p.109．  
32 大塚忠義（ 1996）『日本剣道の歴史』，窓社， pp.21-153．   
33 坂上康博（ 1998）『日本文化の独自性』，創文企画， pp.157-194．  
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学 生 剣 道 界 に つ い て は そ の 重 要 性 が 指 摘 3 4  3 5 さ れ つ つ も 未 だ

本 格 的 な 研 究 は な さ れ て こ な か っ た ．そ こ で こ こ で は ，旧 制 高

校 の 中 で も 東 西 の 両 雄 的 立 場 に あ り ，東 西 で 対 抗 試 合 の 先 駆 け

と な っ た 一 高 と 三 高 を 取 り 扱 い ，競 技 ス ポ ー ツ 性 と 型 の 術 理 に

つ い て 考 察 し た ．  

 観 点 2 に つ い て ．第 二 章 で 検 討 し た 三 つ の 気 勢 ，姿 勢 ，刃 筋

は 1927（ 昭 和 2）年 ， 大 日 本 武 徳 会（ 18 95 年 結 成 ，以 下 ，「 武

徳 会 」） が 制 定 し た 「 大 日 本 武 徳 会 剣 道 試 合 審 判 規 定 」（ 以 下 ，

「 昭 和 2 年 規 定 」）で 初 め て 示 さ れ た ．そ の 後 ，こ の 規 定 は 1 945

（ 昭 和 20）年 の 日 本 の 敗 戦 に 至 る ま で 続 き ，気 勢 ，刃 筋 ，姿 勢

は 1953（ 昭 和 27） 年 に お け る 戦 後 の 最 初 の 規 定 に 引 き 継 が れ

た ．  

有 効 打 突 の 制 定 に 関 す る 研 究 成 果 に は 大 塚 の も の が あ る ．大

塚 は 戦 前 に お け る 武 徳 会 の 規 定 に つ い て ，そ の 規 定 の ほ と ん ど

が「 競 技 化 に 伴 っ て 発 生 」す る 競 技 者 の「 卑 怯 な 振 る 舞 い を 防

止 」 3 6 す る た め だ っ た と 述 べ て い る ．こ の こ と は 戦 前 の 社 会 状

況 や ，武 徳 会 が 規 定 し た 剣 道 の ル ー ル に よ っ て 導 き 出 さ れ た も

の で あ る 3 7．   

戦 後 に お け る 最 初 の 有 効 打 突 は ，「 科 学 化 の 方 向 」を「 中 断 」

                                              
3 4 小沢幸正（ 1978）「旧制高校剣道と旧制富山高校剣道」，『旧制高校史

研究』， 16 号， p.53．  
35 大保木輝雄，数馬広二，長尾進（ 2002）『関東学生剣道連盟五十周年

記念誌』，関東学生剣道連盟， pp.9-35．  
36 大 塚 忠 義 （ 1 9 9 5）『 日 本 剣 道 の 歴 史 』， 窓 社 ， p . 3 4．  
37 大 塚 忠 義（ 1 9 8 4）「 近 代 剣 道 批 判 2－ ル ー ル 形 成 過 程 の 考 察 1－ 昭

和 2 年 規 程 以 前 の 剣 術 の 意 味 と 思 想 性 」， 高 知 大 学 教 育 学 部 研 究 報

告 ．  
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3 8 し ，当 時 の 剣 道 家 が 感 覚 的 に 戦 前 と 同 じ 規 定 を 用 い た と い う ．  

い ま だ 研 究 の 余 地 が あ る と す れ ば ，大 塚 が 取 り 扱 っ て い な い 技

術 に 対 す る 考 え 方 ，す な わ ち 刃 筋 に み ら れ る 型 の 術 理 に つ い て

で あ る ． 本 研 究 で は 刃 筋 に み ら れ る 型 の 術 理 に 着 目 し な が ら ，

競 技 ス ポ ー ツ 性 と の 関 係 を 考 察 し た ．  

観 点 3 に つ い て ．前 述 し た 浅 見 ，大 塚 ，木 寺 ，大 保 木 の 研 究

か ら 明 ら か な よ う に ，あ て っ こ 剣 道 を 巡 る 問 題 が 指 導 者 間 で 否

定 的 に 議 論 さ れ て い る に も 関 わ ら ず ，そ の こ と 自 体 が 論 文 レ ベ

ル で 究 明 さ れ て い な い ．し た が っ て ，あ て っ こ 剣 道 自 体 に 焦 点

を 絞 っ て 競 技 ス ポ ー ツ 性 と 型 の 術 理 に つ い て 考 察 し た ．  

 

5． 本 研 究 の 課 題  

 

以 上 か ら 本 研 究 の 課 題 は 5 つ あ る ．  

①  竹 刀 打 ち 込 み 稽 古 の 開 始 か ら 撃 剣 の 誕 生 ま で （ 1 711 年 か

ら 1868 年 ） の 競 技 ス ポ ー ツ 性 と 型 の 術 理 の 関 係  

②  明 治 維 新 か ら 初 め て 剣 道 専 門 家 が 出 場 し た 全 国 大 会 で あ

る 昭 和 天 覧 試 合 ま で（ 186 8 年 か ら 1929 年 ）の 競 技 ス ポ ー

ツ 性 と 型 の 術 理 の 関 係  

③  戦 争 が 続 き ， 結 果 的 に 日 本 が 敗 戦 す る ま で （ 1929 年 か ら

1945 年 ） の 競 技 ス ポ ー ツ 性 と 型 の 術 理 の 関 係  

④  敗 戦 後 の 剣 道 禁 止 か ら 剣 道 の 理 念 制 定 ま で （ 1 945 年 か ら

1975 年 ） の 競 技 ス ポ ー ツ 性 と 型 の 術 理 の 関 係  

                                              
3 8 大 塚 忠 義 （ 1 9 8 4） 近 代 剣 道 批 判 2－ ル ー ル 形 成 過 程 の 考 察 1－ 昭

和 2 年 規 程 以 前 の 剣 術 の 意 味 と 思 想 性 ， 高 知 大 学 教 育 学 部 研 究 報

告 ．  
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⑤  剣 道 の 理 念 制 定（ 1975）以 降 の 競 技 ス ポ ー ツ 性 と 型 の 術 理

の 関 係  

こ の よ う な 課 題 を 踏 ま え て ，本 研 究 は 欧 米 諸 国 か ら ス ポ ー ツ

が 本 格 的 に 輸 入 さ れ る 3 9 明 治 期 以 降 か ら 現 代 の 剣 道 に 焦 点 を

絞 っ て ，剣 道 に お け る 型（ 日 本 剣 道 形 ）の 術 理 と 競 技 ス ポ ー ツ

性 (試 合 )と の 対 抗 関 係 を 競 技 と し て の 剣 道 の 形 成 過 程 か ら 探

究 す る ．  

 

第 三 節  研 究 方 法 と 本 研 究 の 意 義  

 

 本 研 究 は 主 に 文 献 に よ る 目 的 の 解 明 を 試 み た ．本 研 究 は 先 に

示 し た 三 つ の 観 点 を 通 し て ，明 治 期 か ら 現 代 に 至 る 競 技 と し て

の 剣 道 の 形 成 過 程 を 探 究 し ，剣 道 に お け る 型 の 術 理（ 日 本 剣 道

形 ）と 競 技 ス ポ ー ツ 性（ 試 合 ）と の 対 抗 関 係 を 解 明 す る こ と に

あ る ．本 研 究 の ポ イ ン ト は 三 つ の 観 点 を 正 面 か ら 取 り 扱 う こ と

に あ り ，こ こ に 本 研 究 の 独 自 性 が あ る ．ま た ，本 研 究 は ① 武 道

論 分 野 へ の 貢 献 ， ② 学 校 教 育 へ の 貢 献 が 挙 げ ら れ る ．  

① に つ い て ．武 道 論 分 野 に お い て は 武 道 の 技 術 史 ，思 想 史 と

い う 側 面 に 対 し て 新 た な 知 見（ 学 生 剣 道 の 諸 相 ，有 効 打 突 の 思

想 ， あ て っ こ 剣 道 と 剣 理 剣 道 の 問 題 ） を 加 え る こ と が で き る ．

さ ら に ，本 研 究 の 知 見 は 戦 前・戦 後 の 剣 道 史 を 包 括 的 に 把 握 し ，

剣 道 に 対 す る 考 え 方 や 社 会 的 評 価 ，普 及 状 況 を 解 明 す る こ と に

繋 が る だ ろ う ．  

② に つ い て ．学 校 体 育 は 生 涯 に わ た る「 豊 か な ス ポ ー ツ ラ イ

                                              
3 9 中 嶋 哲 也 （ 2 0 1 7）『 近 代 日 本 の 武 道 論 』， 国 書 刊 行 会 ， p. 1 5．  
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フ 」 4 0 の 構 築 に 寄 与 す る こ と を 目 標 と し て い る ．そ の 一 環 と し

て「 ス ポ ー ツ の 意 義 や 価 値 」 4 1 を 理 解 さ せ る こ と が 求 め ら れ て

い る ．そ の た め に は「 ス ポ ー ツ の 文 化 的 特 性 や 現 代 の ス ポ ー ツ

の 発 展 」 4 2（ 従 前 の「 ス ポ ー ツ の 歴 史 ，文 化 的 特 性 や 現 代 の ス

ポ ー ツ の 特 徴 」 4 3 を 含 む ）に つ い て の 知 識 を 獲 得 さ せ る 必 要 が

あ る ．本 研 究 は“ ス ポ ー ツ の 文 化 的 特 性 や 現 代 の ス ポ ー ツ の 発

展 ”に 関 す る 知 識 の 幅 を 広 げ ，深 め る こ と で き る と 考 え ら れ る ． 

 

第 四 節  用 語 と 本 研 究 の 構 成  

 

（ 1） 用 語  

本 研 究 で 主 に 使 用 す る 用 語 に は ，“ 剣 術 ”，“ 撃 剣 ”，“ 剣 道 ”，

“ 競 技 ス ポ ー ツ 性 ”，“ 型 の 術 理 ”，“ 剣 理 剣 道 ”，“ あ て っ こ 剣 道 ”，

“ 対 抗 関 係 ” が あ る ．  

①“ 剣 術 ”，“ 撃 剣 ”，“ 剣 道 ”に つ い て ．撃 剣 と い う 用 語 は 剣

術 の 意 味 で 日 本 書 紀 に 見 え る ．  江 戸 中 期 に 竹 刀 打 ち 込 み 稽 古

が 始 ま る と そ の 稽 古 方 式 を も 撃 剣 と 呼 ん だ ．剣 術 を 指 す 言 葉 に

は ほ か に 兵 法 が あ っ た が ， 近 世 に 入 り 剣 術 が 主 に 用 い ら れ た ．

明 治 期 に は 剣 術 の 意 味 で 撃 剣 の 語 が 使 用 さ れ た が ，19 19（ 大 正

8） 年 以 降 剣 道 の 語 が 使 用 さ れ る よ う に な り 今 日 に 及 ん だ ． 本

研 究 で は こ う し た 実 態 を 踏 ま え て 文 脈 に よ っ て 適 宜 使 い 分 け

                                              
4 0 文 部 科 学 省 （ 2 0 1 8）『 高 等 学 校 学 習 指 導 要 領 解 説  保 健 体 育 編  

体 育 編 』， p . 6．  
41 同 上 ， p . 1 5．  
42 同 上 ．  
43 同 上 ．  
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た ．  

②“ 競 技 ス ポ ー ツ 性 ”と は 試 合 で 勝 利 志 向 の 強 い 剣 道 観 及 び

そ れ に 付 随 す る 竹 刀 操 作 の 技 術 及 び 剣 道 の 審 判 規 定 や 試 合 方

法 に 対 す る 工 夫 を 指 し ，“ 型 の 術 理 ” と は 日 本 刀 の 操 作 法 に 裏

打 ち さ れ た 剣 道 観 や 技 術 性 を 指 す ．  

ま た ，型 と 形 に つ い て 源 了 圓 に よ れ ば ，形 と は 人 間 の 意 識 的・

無 意 識 的 な 動 作 に よ っ て つ く ら れ る も の で あ り ，型 は 思 考 錯 誤

を 繰 り 返 し て い る う ち に 無 駄 な も の が す っ か り な く な っ て ，機

能 性 ， 合 理 性 ， 安 定 性 が あ り ， そ し て 一 種 の 美 が あ る 4 4 と い

う ． 本 研 究 で は こ れ に 従 っ て ，“ 型 ” を 使 用 し ， 定 め ら れ た 手

順 に 従 っ て 行 わ れ る 一 連 の 身 体 動 作 を 示 す と 定 義 す る ．洗 練 さ

れ た 動 き の パ タ ー ン を 型 と 表 記 す る が ，そ の 型 に い た る た め の

稽 古 は 形 稽 古 と 表 記 す る ．  

 ③ 剣 理 剣 道 と あ て っ こ 剣 道 に つ い て ．剣 理 剣 道 と は ，日 本 剣

道 形 に 即 し て 示 さ る よ う に な っ た 剣 の 理 法 に 基 づ く 剣 道 を 指

す ．一 方 ，あ て っ こ 剣 道 と は 打 突 部 位 に“ あ て さ え す れ ば よ い ”

と す る 価 値 観 に 支 え ら れ た 剣 道 の 稽 古・試 合 の 方 式 ，そ の よ う

な 意 識 と 定 義 す る ．  

 ④ 対 抗 関 係 と は 競 技 ス ポ ー ツ 性 と 型 の 術 理 が 併 存 し な が ら

ど ち ら か が 強 く な っ た り 弱 く な っ た り 、一 貫 し て 併 存 し て い る

こ と を 含 め た 関 係 を 指 す ．  

  

                                              
4 4 源 了 圓 （ 1 9 8 9）『 型 』， 創 文 社 ， p . 1 4．  
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（ 2） 本 研 究 の 構 成  

 本 研 究 の 構 成 は 以 下 の 通 り で あ る ．  

 

第 一 章  戦 前 に お け る 競 技 剣 道 の 展 開 ： 旧 制 高 校 を 中 心 に  

第 一 節  競 技 剣 道 の 幕 開 け：竹 刀 打 ち 込 み 稽 古 の 登 場 と 発 展  

第 二 節  旧 制 高 校 と 校 友 会 雑 誌  

 第 三 節  旧 制 高 校 の 校 風 ： 武 士 的 精 神 ・ 指 導 者  

 第 四 節  学 生 剣 道 の 勃 興 と 対 抗 試 合  

第 五 節  学 生 た ち の 剣 道 観  

第 六 節  学 生 た ち の 技 術 と そ の 精 神 ： 勝 利 へ の 工 夫  

 

第 二 章  戦 前 に お け る 競 技 剣 道 の 展 開 ： 有 効 打 突 を め ぐ っ て  

第 一 節  戦 前 に お け る 有 効 打 突 の 変 遷  

第 二 節  有 効 打 突 の 刃 筋 に 対 す る 考 え 方 の 変 遷  

第 三 節  日 本 剣 道 形 の 制 定 と 普 及  

 

第 三 章  戦 後 に お け る 競 技 剣 道 の 展 開 ： 有 効 打 突 を め ぐ っ て  

第 一 節  戦 後 に お け る 有 効 打 突 の 変 遷  

第 二 節  有 効 打 突 の 刃 筋 に 対 す る 考 え 方 の 変 遷  

第 三 節  撓 競 技 と 剣 道 の 関 係  

第 四 節  日 本 剣 道 形 の 取 り 扱 い  

 

第 四 章  戦 後 に お け る 競 技 剣 道 の 展 開 ：  

“ 剣 の 理 法 ” を め ぐ っ て  

第 一 節  剣 理 剣 道 と あ て っ こ 剣 道  

第 二 節  剣 理 剣 道 の 刀 法 論 及 び 心 法 論 ：  
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“ あ て っ こ 剣 道 ” 否 定 の 論 理  

第 三 節  刀 法 の 技 術 と 方 法 ： 柳 生 新 陰 流 の 袋 竹 刀 操 法 か ら  

第 四 節  剣 理 剣 道 と あ て っ こ 剣 道 の 相 克 ：  

あ て っ こ 剣 道 の 論 理  

第 五 節  あ て っ こ 剣 道 の 是 正 に 関 す る 議 論  

 



 

 

第一章  

 

競技剣道の幕開けと展開  
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は じ め に  

 

本 章 で は ， ① 江 戸 中 期 か ら 江 戸 後 期 （ 17 11－ 1868）， ② 明 治

維 新 か ら 昭 和 天 覧 試 合（ 1868－ 1929）ま で を 対 象 と し ，当 該 時

期 に お け る 型 の 術 理 と 競 技 ス ポ ー ツ 性 の 対 抗 関 係 を 明 ら か に

す る ．  

 

第 一 節  競 技 剣 道 の 幕 開 け ： 竹 刀 打 ち 込 み 稽 古 の 登 場 と 発 展  

 

1． 庶 民 剣 士 の 時 代 ： な ぜ 庶 民 は 剣 術 家 に な れ た の か  

 日 本 の 歴 史 学 者 は 江 戸 時 代 の 多 面 性（「 環 太 平 洋 の 時 代 」，「 漂

流 の 時 代 」，「 世 論 政 治 の 時 代 」，「 庶 民 剣 士 に 時 代 」 1） を 指 摘

す る ． 多 面 性 の 一 つ に 庶 民 剣 士 の 時 代 が あ る ．  

日 本 の 剣 術 は 刀 剣 の 文 化 と し て 発 展 し て き た ．古 代 の 刀 剣 は

信 仰 の 対 象 と し て 存 在 し た が ，10 世 紀 に お け る 日 本 刀 の 形 成・

使 用 以 降 ，刀 剣 は 弓 箭 と 並 ん で 兵（ 武 器 ）の 権 威 の シ ン ボ ル の

一 つ と し て 考 え ら れ た ．騎 射 に 次 い で 武 芸 の 中 心 に あ っ た 剣 術

は ，戦 乱 が 収 ま っ た“ 元 和 偃 武 ”の 江 戸 時 代 に い た っ て 戦 国 期

以 前 の 実 戦 的 な 実 用 性 の 追 求 か ら 剣 術 を 求 道 的 に 追 求 す る 芸

道 と し て 発 展 す る ．  

平 川 新 は 『 武 術 英 名 録 』（ 1860） を 取 り 上 げ ， 庶 民 剣 士 の 活

発 な 活 動 実 態 を 明 ら か に し た ．庶 民 剣 士 と は ，百 姓 剣 士（ 在 村

の 剣 術 修 行 者 ）と 町 人 剣 士（ 城 下 町 な ど に 住 む 剣 術 修 行 者 ）を

合 わ せ た 呼 び 名 で あ る ．  

 170 0 年 代 ， 江 戸 幕 府 は 百 姓 や 町 人 の 脇 差 事 情 を ほ と ん ど 把

                                         
1 平 川 新 （ 2 0 0 8）『 日 本 の 歴 史 』， 1 2 巻 ， 小 学 館 ， p . 2 4．  
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握 し て お ら ず ，こ れ に 加 え て 百 姓 や 町 人 は 剣 術 を 禁 止 さ れ て い

な か っ た ．1800 年 代 に な る と ，幕 藩 領 主 の 財 政 が 厳 し く な っ て

い く ．領 主 は 御 用 金（ 借 上 金 ）や 献 上 金 を 裕 福 な 百 姓 や 町 人 に

勧 め ，金 額 に 応 じ て 特 権 を 与 え ら れ た ．こ れ に 伴 い 武 士 身 分 を

示 す 帯 刀（ 二 本 差 し ）は 一 部 の 町 人 や 百 姓 の 間 で 増 え て い っ た ． 

百 姓 に よ る 武 芸 の 稽 古 の 禁 止 は 180 5（ 文 化 2）年 で あ り ，江

戸 の 町 人 が 武 芸 の 稽 古 を 禁 止 さ れ た の は 1 843（ 天 保 14） 年 の

こ と だ っ た ．し か し ，ほ と ん ど 効 果 は な か っ た ．そ れ は 江 戸 幕

府 が ，意 外 な ほ ど に 世 論（ 民 意 ）に 神 経 を 使 い ，対 立 す る 世 論

を 合 意 に 導 く こ と に 腐 心 し て い た 2 か ら だ と い う ．し た が っ て ，

幕 府 は い か に も 厳 し く 武 芸 の 禁 止 を 取 り 締 ま っ た よ う な イ メ

ー ジ が あ る が ，禁 止 は“ 教 諭 ”程 度 に と ど ま っ た ．一 方 ，他 流

試 合 が 本 格 的 に 解 禁 さ れ る の は 天 保 年 間（ 183 0－ 1 844）で あ る

が ，竹 刀 打 ち 込 み 稽 古（ 後 述 ）が 開 始 さ れ る と 安 全 性 が 保 障 さ

れ た こ と も あ り ，江 戸 中 期 以 降 ，他 流 試 合 は 次 第 に 広 ま っ た 3

と い う ．こ こ に も“ 教 諭 ”に と ど ま っ た 影 響 が み ら れ る と 推 測

す る ．  

こ う し た 江 戸 時 代 の 制 度 や 庶 民 剣 士 の 活 動 実 態 の な か で ，竹

刀 打 ち 込 み 稽 古 が 広 ま り ，武 士 階 級 の み な ら ず 町 人 や 百 姓 の よ

う な 新 し い 担 い 手 が 登 場 す る ．  

 

2． 竹 刀 打 ち 込 み 稽 古 の 登 場  

江 戸 時 代 初 期 か ら 正 徳 年 間（ 171 1－ 17 15）に 至 る 以 前 は 形 稽

古 を 主 と し た が ，そ れ は 次 第 に「 形 式 を 尊 重 す る あ ま り ，華 美

                                         
2 同上， p.20. 
3 酒井利信（ 2010）『日本剣道の歴史』，スキージャーナル， p.180. 
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と な り ，遊 芸 化 の 傾 向 が み ら れ る 」 4 よ う に な っ た ．正 徳 年 間

（ 1711－ 1716）に ，現 代 の 剣 道 で 使 用 す る よ う な 面・小 手 ，竹

刀 の 改 良 が な さ れ た 5 ．正 徳 年 間（ 17 11－ 171 6）に お い て 第 八

代・長 沼 国 郷 は 第 七 代・山 田 光 徳 と 共 に 形 稽 古 を 補 完 す る た め ，

面・小 手 ，竹 刀 を 改 良 し た 6 ．宝 暦 年 間（ 1 751－ 17 63）に は 一

刀 流 の 中 西 忠 蔵 が 面・小 手 に 胴 を 加 え て 面 に も 改 良 を 施 し た 7 ．

ま さ に 宝 暦 年 間 は 一 刀 流 が 竹 刀 打 ち 込 み 稽 古 の「 採 用 に 踏 み 切

っ た 時 期 」 8 で あ っ た ．竹 刀 打 ち 込 み 稽 古 と い う 中 西 忠 蔵 の「 面

白 キ 」 9 発 明 は ， 次 第 に 「 是 ニ テ コ ソ 劔 術 ナ リ ト 思 ヰ 込 ， 我 モ

我 モ ト 面 小 手 シ ナ ヘ ヲ 用 意 シ テ ，是 ヲ 出 精 ス ル コ ト 盛 」 1 0 に な

っ た と あ る よ う に ，中 西 派 一 刀 流 の 門 人 た ち は 盛 ん に 竹 刀 打 ち

込 み 稽 古 を 行 っ た と い う ．そ の 後 ，竹 刀 打 ち 込 み 稽 古 は 次 第 に

勢 力 を 広 げ ， 多 く の 流 派 に 採 用 さ れ て い っ た 1 1 ．  

竹 刀 打 ち 込 み 稽 古 が 始 め ら れ て 約 1 00 年 後 ，稽 古 を 指 導 し た

中 西 派 一 刀 流 四 代 目 中 西 忠 兵 衛 子 正 は ，竹 刀 と 竹 具 足（ 防 具 に

相 当 ）を 用 い て 稽 古 す る 一 刀 流 兵 法 者 の 現 象 に 疑 問 を 持 っ て い

た ．「 今 世 ニ 一 刀 流 ト 称 ス ル 兵 法 遣 ヒ ヲ 見 ル ニ ， 多 ク シ ナ ヘ ヲ

持 ，鉄 面 ヲ 掛 ，竹 具 足 ヲ 用 ヰ ，互 ニ 合 氣 ヲ 用 ヰ テ ，我 打 タ レ マ

                                         
4 杉 江 正 敏 （ 2 0 0 3）『 剣 道 の 歴 史 』， 全 日 本 剣 道 連 盟 ， p . 9．  
5 大 保 木 輝 雄 （ 2 0 1 6）『 武 道 』， 9 月 号 ， 日 本 武 道 館 ， p .9 7．  
6 長 尾 進 （ 2 0 1 8）『 武 道 』， 7 月 号 ， 日 本 武 道 館 ， p p . 3 1 -3 2．  
7 大 塚 忠 義 ， 坂 上 康 博 ， 宇 都 宮 伸 二 （ 1 9 9 0）『 の び の び 剣 道 学 校 』，

窓 社 ， p . 1 1．  
8 大 保 木 輝 雄 （ 2 0 1 6）『 武 道 』， 9 月 号 ， 日 本 武 道 館 ， p .9 7．  
9 中 西 子 正 （ 1 8 2 2）「 一 刀 流 兵 法 鞱 袍 起 源 考 」．（ 渡 辺 一 郎 （ 1 9 79）．

『 武 道 の 名 著 』， 東 京 コ ピ ー 出 版 ， p . 1 5 8）  
10 同 上 ．  
11 大 塚 忠 義 ，坂 上 康 博 ，宇 都 宮 伸 二（ 1 9 9 0）『 の び の び 剣 道 学 校 』，

窓 社 ， p . 1 1．  
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ジ 敵 ヲ バ 打 ン ト 志 シ テ ，日 々 ニ 打 合 テ 大 汗 ヲ 流 ス 者 ヲ ビ タ ゞ シ 」

1 2 と ， 互 い に 気 を ぶ つ け 合 っ て （ 合 気 ）， 打 た れ ま い 打 と う と

専 心 す る ，つ ま り 勝 負 の 結 果 に こ だ わ る こ と を 実 戦（ 切 り 合 い ）

の 観 点 か ら 問 題 視 し て お り ，こ の 時 期 に 既 に 当 て さ え す れ ば よ

い と す る 実 態 が あ っ た こ と が わ か る ．当 時 の 状 況 に つ い て ，大

保 木 は 『 一 刀 流 兵 法 鞱 袍 起 源 考 』（ 中 西 子 正 ， 1822） を も と に

次 の よ う に ま と め て い る ．  

 

中 西 忠 蔵 の 時 代 に は 道 場 に 通 う 弟 子 も 多 く ，稽 古 に 精 を 出 す

も の も 多 か っ た が ，そ の 稽 古 は ，流 儀 の 意 味 も わ か ら ず ，形

だ け を 繰 り 返 し ，肝 心 の 勝 負 に は 程 遠 く ，素 人 に も 劣 る 様 相

で あ っ た ．そ れ 故 ，面 小 手 を 着 用 し 竹 刀 を も っ て ，お 互 い に

思 い 通 り に 打 ち あ い を さ せ て み た 所 ，様 々 な 構 え や 形 の ほ ぐ

れ 効 果 も あ り ，未 熟 の 兵 法 使 い の 相 手 位 に は な る よ う な 力 が

つ い て い た ．こ の 自 由 に 打 ち あ う 方 法 が 中 西 先 生 の 工 夫 だ と

勘 違 し ，多 く の 弟 子 が 集 ま り 稽 古 に 精 を 出 し て い た ．し か し

先 生 は ，そ れ ら の 弟 子 た ち に 一 刀 流 の“ 本 明 の 位 ”に 導 こ う

と し た が 真 意 を 会 得 す る も の は 誰 も い な か っ た ．し か し な が

ら ，自 ら 問 題 意 識 を も っ て 取 り 組 む 者 も あ る の で ，彼 ら に は

組 （ 組 太 刀 ） を 教 え ， 竹 刀 を 好 む 者 に は 竹 刀 打 ち を 教 え た ．

な か に は 両 方 を 学 ぶ も の も あ っ た 1 3．  

 

こ の こ と か ら 形 稽 古 の み を 行 う 者 ，竹 刀 に よ る 稽 古 の み を 行

う 者 ，両 方 を 行 う 者 が い る こ と が わ か り ，実 践 者 の 価 値 観 に 即

                                         
1 2 中 西 子 正 （ 1 8 2 2）「 一 刀 流 兵 法 鞱 袍 起 源 考 」．［ 渡 辺 一 郎 （ 1 97 9）

『 武 道 の 名 著 』， 東 京 コ ピ ー 出 版 ， p . 1 5 8］  
13 大 保 木 輝 雄 （ 2 0 1 7）『 武 道 』， 2 月 号 ， 日 本 武 道 館 ， p . 1 17．  
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し て 行 う 稽 古 の 仕 方 が 窺 わ れ る ．一 方 ，打 た れ ま い 打 と う と 専

心 し て 大 汗 を 流 す と い う 竹 刀 打 ち 込 み 稽 古 の 意 味 に つ い て は

木 刀 に よ る 形 式 的 教 授 や 師 弟 の 個 人 的 関 係 か ら 脱 し ，人 々 を し

て 安 全 な 自 分 の 道 で あ り ，大 汗 を 流 す ほ ど 楽 し い も の で あ っ た

1 4 と 考 察 さ れ て い る ．さ ら に ，こ の こ と が 武 士 階 級 の み な ら ず

町 人 や 百 姓 の よ う な 新 し い 担 い 手 を 登 場 さ せ た 1 5 と い う ．  

 

3． 竹 刀 打 ち 込 み 稽 古 の 発 展  

180 0 年 代 に 入 る と 剣 術 に お い て 流 派 間 の 交 流 や 情 報 交 換 は

さ ら に 進 み ，竹 刀 や 剣 術 道 具 の 製 作 法 も 進 化 し ，弘 化 期（ 1 845 -

1848）頃 ま で に は 今 日 の 剣 道 に 相 当 す る 技 術 体 系 が 作 ら れ て い

っ た 1 6 ． 例 え ば ， 江 戸 の 師 範 を こ と ご と く 打 ち 破 っ た 大 石 進

は 長 竹 刀 を 作 成 し ， 剣 術 道 具 を 改 良 し た 1 7 ． 大 石 の 長 身 か ら

繰 り 出 さ れ る 諸 手 突 き や 左 片 手 突 き ，胴 技 は 面 技 と 小 手 技 を 中

心 と す る 江 戸 の 剣 術 家 の 弱 点 を つ く 結 果 と な っ た 1 8 ．  

現 在 の 踏 み 込 み 動 作 や 引 き 揚 げ に 相 当 す る 技 術 ，勝 敗 に 関 わ

る 一 本 と い う 言 葉 が 確 認 さ れ る の も 1800 年 代 で あ る ． 長 尾 は

踏 み 込 み 動 作 に つ い て ，武 藤 為 吉 (神 陰 流 )が 師 の 加 藤 田 平 八 郎

に 宛 て た 書 簡（ 1849）や 千 葉 周 作 の 門 で 学 ん だ 高 坂 昌 孝（ 北 辰

一 刀 流 ）の 著 作（ 1884）か ら“ 飛 び 込 み ”，“ 踏 み 込 み ”と い う

表 現 は 走 り 込 む よ う な も の で は な く ，あ く ま で“ 一 足 ”で 踏 み

込 む も の で ，「 の ち の 踏 み 込 み 足 に 近 い 技 術 と 考 え ら れ る 」 1 9

                                         
1 4 大 塚 忠 義 （ 1 9 9 5）『 日 本 剣 道 の 歴 史 』， 窓 社 ， p . 1 1．  
15 同 上 ， p . 1 1．  
16 長 尾 進 （ 2 0 1 8）『 武 道 』， 1 1 月 号 ， 日 本 武 道 館 ， p . 3 8．  
17 同 上 ， p . 4 5．  
18 中 村 民 雄（ 1 9 9 4）『 剣 道 辞 典：技 術 と 文 化 の 歴 史 』，島 津 書 房 ，p . 10 0． 
19 長 尾 進 （ 1 9 9 6）「 近 世 ・ 近 代 に お け る 剣 術 ・ 剣 道 の 変 質 過 程 に 関
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と し ， 1800 年 代 以 降 ，「 剣 術 が よ り 安 全 性 を 高 め た こ と に よ っ

て は じ め て 出 現 し て き た 技 術 」 2 0 と 位 置 づ け て い る ．一 方 ，引

き 揚 げ に お い て も ， 幕 末 か ら そ う し た 現 象 は あ る 2 1 ． 勝 敗 に

関 わ る 一 本 と い う 言 葉 は ，勝 小 吉 に よ る 次 の よ う な 文 脈 で 登 場

す る ．勝 小 吉 と は 勝 海 舟 の 父 で あ り ，忠 也 派 一 刀 流 の 鵜 殿 甚 左

衛 門 に 剣 術 を 習 っ た 人 物 で あ る ．  

 

或 日 ，少 し 気 ぶ ん が い ゝ か ら ，寒 稽 古 に 出 た ら ，小 林 も 来 て

い て ，「 俺 様 ，一 本 願 ひ た い 」と ぬ か す か ら「 見 る 通 り ，久 し

く 不 快 で い ま 月 代 も す ら ず 居 る 位 だ が ，せ つ 角 の 事 だ か ら 一

ぽ ん 遣 ひ ま し や う 」と い つ て 遣 つ た が ，先 弐 本 つ ゞ け て 勝 つ

た ら ，小 林 が 組 付 い た か ら ，腰 車 に 掛 て な げ て や る と あ お の

け に た お れ た か ら 、腹 を 足 に て お さ へ て 、の ど を つ ゐ て や つ

た 2 2（ 勝 小 吉 ， 1843）  

 

 ま さ に 小 吉 の 腕 っ ぷ し の 強 さ が 窺 わ れ る 文 脈 で あ る 。こ の 文

脈 で は ，小 吉 と 小 林（ 中 也 派 一 刀 流・近 藤 弥 之 助 の 内 弟 子 ）が

勝 負 す る 様 子 が 描 か れ て お り ，小 吉 が 小 林 に 対 し て 有 効 な 技 を

二 本 続 け て 取 得 し ， 勝 利 し て い る ．  

1850 年 代 以 降 ，ペ リ ー 来 航（ 185 3）に 始 ま る 欧 米 世 界 か ら の

外 圧 と 百 姓 一 揆 が 激 化 す る ．そ う し た 状 況 下 で 幕 府 は 戦 力 強 化

を は か る た め に 講 武 所 を 設 立 し た ．  

                                         
す る 研 究 ： 面 技 の 重 視 と 技 術 の 変 容 」， 明 治 大 学 人 文 科 学 研 究 所 紀

要 ， p . 5．  
20 同 上 ， p . 6．  
21 中 村 民 雄（ 1 9 9 4）『 剣 道 辞 典：技 術 と 文 化 の 歴 史 』，島 津 書 房 ，p . 88． 
22 勝 子 吉（ 1 8 4 3）『 夢 酔 独 言 』， p. 6 6 .（ 勝 部 真 長 編 ， 2 0 1 5，『 夢 酔 独

言 』， 講 談 社 ）  
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講 武 所 に つ い て は ，1）“ 講 武 所 規 則 ”，“ 掟 ”を ど う 捉 え る か ，

2）剣 術 の 実 用 性 を ど う 捉 え て い た の か ，3）講 武 所 の 組 織 が も

た ら し た も の は 何 か と い う 三 つ の 観 点 か ら 次 の よ う に ま と め

ら れ て い る 2 3 ．  

1）に つ い て ．① 実 戦 を 重 視 し ，“ 形 ”で は な く“ 試 合 ”の み

に 限 定 し た こ と に よ っ て“ 流 派 ”の 存 在 自 体 を 否 定 す る こ と に

な っ た ．② 竹 刀 の 長 さ を“ 三 尺 八 寸 ”に 限 定 し た の は ，当 時 流

行 し て い た 長 竹 刀 の 防 止 策 に よ っ て 実 戦 か ら の 乖 離 を 防 い だ ．

③ 小 川 町 に 移 転 し た 後 は ，武 士 と し て の 道（ 武 道 ）が 強 調 さ れ ，

修 養 的 な 旧 来 武 術 の 復 興 が 意 図 さ れ ，国 内 に お け る 内 憂 対 策 の

た め の 武 力 組 織 と し て 企 図 さ れ て い た ．  

2） に つ い て ． ① 講 武 所 が 行 っ た 試 合 は 武 士 の 体 力 ， 胆 力 を

強 化 す る 体 錬 的 効 果 を も た ら す ．② 講 武 所 専 門 職 の 人 材 が ，将

軍 警 護 と い う “ 実 用 ” に 適 す る よ う に 組 織 化 さ れ ，“ 奥 詰 ” 職

が 新 設 さ れ ， 講 武 所 の 精 鋭 集 団 （ 60 名 ） が 登 用 さ れ た ．  

3） に つ い て ． ① 競 争 原 理 を 徹 底 し た こ と に よ り ， 人 事 も 実

力 に よ る 人 材 登 用 が 進 行 し た ．② 武 術 上 覧 が 御 目 見 以 上 の 旗 本

だ け で な く 格 式 の 低 い 御 家 人 に も 聞 か れ る こ と に よ り ，将 軍 や

幕 閣 と の 距 離 が 近 く な り ，武 術 に よ る 人 材 登 用 の 道 が 聞 か れ た ．

③ 剣 槍 柔 の 専 門 家 集 団 が 配 置 さ れ た 遊 撃 隊 の 多 く は 幕 府 の 崩

壊 に よ り 武 術 を 断 念 せ ざ る を え な い 境 遇 と な り ，明 治 以 降 の 武

術 界 に 姿 を み せ る こ と は な く ，多 く の 人 材 を 失 い ，武 術 文 化 の

水 準 維 持 が 下 降 し た ．④ 竹 刀 の 長 さ を 統 一 し ，試 合 を 人 に 見 ら

れ る も の と し て 演 出 し た こ と な ど は ，明 治 以 降 の 剣 道 の 近 代 化

に 貢 献 し た ．  

                                         
2 3 大 保 木 輝 雄 （ 2 0 1 6）『 武 道 』， 6 月 号 ， 日 本 武 道 館 ， p .8 6 . 
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こ う し た 状 況 で 撃 剣 が 普 及 し ，明 治 期 以 降 の 剣 道 に 向 か う 契

機 と な っ た ．  

 

第 二 節  旧 制 高 校 と 校 友 会 雑 誌  

 

1． 旧 制 高 校 の 誕 生  

明 治 維 新 の 文 明 化 政 策 に よ っ て 一 時 下 火 と な っ た 撃 剣（ 剣 道 ）

は ，1877（ 明 治 10）年 の 西 南 戦 争 終 結 後 に 実 戦 的 実 用 性 が 再 評

価 さ れ る と 警 察 に 導 入 さ れ た ．撃 剣 の 普 及 を 担 っ た も う 一 つ の

要 因 が 1886（ 明 治 19） 年 の 中 学 校 令 に よ っ て 発 足 し た 旧 制 高

等 中 学 校 に 入 学 し た 学 生 た ち で あ っ た ．こ の 年 か ら 翌 年 に か け

て 第 一 高 等 中 学 校 以 下 ，第 二 ，第 三 ，山 口 ，第 四 ，第 五 ，鹿 児

島 を 冠 す る 七 つ の 高 等 中 学 校 が 設 立 さ れ ，1894（ 明 治 27）年 に

高 等 学 校 令 が 公 布 さ れ る と ほ ぼ 全 て が 高 等 学 校 と 改 称 し た ．そ

の 後 高 等 学 校 は 全 国 各 地 に 設 置 さ れ て い き 昭 和 初 年 に は 28 校

の 設 置 を 見 た 2 4 ． 旧 制 高 校 で は ス ポ ー ツ が 盛 ん で あ り ， 後 に

一 高 の 事 例 で み る よ う に 撃 剣 の ク ラ ブ 活 動 も 学 校 開 設 後 ま も

な く し て 行 わ れ た と 思 わ れ る ．撃 剣 及 び 柔 道 な ど 武 道 の 全 国 的

統 括 団 体 と な る 大 日 本 武 徳 会（ 以 下 ，武 徳 会 ）が 設 立 さ れ た の

は 1895（ 明 治 28） 年 で あ り 旧 制 高 校 は 武 徳 会 な ど と 影 響 し 合

っ て 剣 道 史 を 作 っ て い く こ と に な る ．明 治 後 半 に な る と ，中 学

校 体 育 教 科 と し て“ 柔 術 ”，“ 撃 剣 ”が 採 用 さ れ ，学 校 で の 撃 剣

普 及 の 度 合 い が 強 く な っ て い く ．な お 本 論 文 で は 原 則 と し て 高

等 中 学 校 と 高 等 学 校 の 時 代 を 併 せ て 旧 制 高 校 と し ，ナ ン バ ー の

冠 を 付 す 場 合 に は 第 一 高 等 学 校 を 一 高 と い う 様 に 各 校 を 略 記

                                         
2 4 秦 郁 彦 （ 2 0 0 3）『 旧 制 高 校 物 語 』， 文 春 新 書 ， p . 8 6．  
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し た ．  

1873（ 明 治 6） 年 ， ベ ー ス ボ ー ル（ 野 球 ） が 一 高 の 前 身 で あ

る 開 成 学 校 に 紹 介 さ れ る と た ち ま ち 大 流 行 と な っ た 2 5 よ う に

ボ ー ト レ ー ス な ど の 対 抗 競 技 形 式 の ス ポ ー ツ が 隆 盛 と な っ た ．

撃 剣 の 最 初 の 対 抗 戦 は ，1901（ 明 治 34）年 の ，三 高（ 京 都 ）と

四 高（ 金 沢 ）と の 試 合 で あ る ．一 高（ 東 京 ）は 二 年 後 に 二 高（ 宮

城 ） と の 有 志 試 合 を 行 っ て い る ．  

近 代 競 技 ス ポ ー ツ は ，競 技 規 則 に よ っ て 競 技 す る 対 戦 者 双 方

に 競 技 の 公 平 性 と 勝 敗 決 定 の 客 観 性 を 保 証 す る こ と に よ っ て

対 戦 者 を 真 剣 に さ せ て 勝 敗 を 競 わ せ る ．勝 敗 に 対 す る 真 剣 さ は

対 抗 試 合 2 6 に お い て 昂 進 さ れ る の で 学 生 を 刺 激 し 応 援 に か り

た て た 2 7 ． し か し 撃 剣 は そ の 出 自 を 刀 剣 に よ る 斬 り 合 い に 置

く た め 刀 剣 や 実 戦 の 思 想 ，礼 式・作 法 な ど の 伝 統 的 な 文 化 的 属

性 が あ り ，競 技 ス ポ ー ツ と は 大 き な 差 が あ っ た ．一 方 ，明 治 期

の 剣 道 界 の 動 向 に お い て ， 1880（ 明 治 13） 年 に 山 岡 鉄 舟 2 8 が

春 風 館 を 興 す と ，そ の 精 神 修 養 道 的 な 色 彩 を 帯 び た 指 導 は 著 名

な 剣 道 家 に 影 響 を 与 え て 多 く の 門 人 を 生 ん だ ．無 刀 流 は 剣 道 に

                                         
2 5 国 民 新 聞 運 動 部 編 著（ 2 0 0 0）『 日 本 野 球 史 』，ミ ュ ー ジ ア ム 図 書 ，

p . 4．（ 同 名 原 著 ， 1 9 2 9 年 ）  

26 日 本 国 語 大 辞 典 に よ る と 試 合（ 仕 合 ）と 競 技 は 同 意 で あ る ．本 稿

で は 原 則 と し て 競 技 を も ち い た が 資 料 引 用 で 仕 合 が 用 い ら れ て い

る 場 面 で は 仕 合 を 使 用 す る な ど 場 面 に 応 じ て 使 い 分 け た ．

h t t p s : / / j a p a n k n o w l e d g e． c o m /l i b r a r y /（ 2 0 1 9． 6． 7 ア ク セ ス ）  

27 明 治 2 3 年 の 第 一 高 等 中 学 校 対 白 金 ク ラ ブ の 試 合 の 六 回 に 柔 道 部

の 一 団 が 現 れ ， グ ラ ン ド 脇 に 陣 取 っ て 怒 声 罵 声 を あ げ て い る ．［ 国

民 新 聞 運 動 部 編 著（ 2 0 0 0）『 日 本 野 球 史 』，ミ ュ ー ジ ア ム 図 書 ，p . 82．］  
28 1 8 8 0（ 明 治 1 3） 年 に 山 岡 鉄 舟 は 無 刀 流 の 開 祖 と な り ， 1 8 8 4（ 明

治 1 7） 年 に 小 野 業 雄 か ら 一 刀 流 を 学 び 一 刀 正 伝 無 刀 流 を 開 い た ．  
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よ る 人 間 形 成 を 志 向 し て お り ，そ の 武 士 的 思 想 と と も に 一 高 を

中 心 に 旧 制 高 校 の 剣 道 の み な ら ず 戦 後 の 剣 道 理 論 に ま で 影 響

を 与 え た 2 9 と い わ れ る ． 資 料 に つ い て は 一 高 の 「 校 友 会 」 3 0

と 三 高 の 「 嶽 水 會 」 が そ れ ぞ れ 独 自 に 発 行 し た 『 校 友 會 雑 誌 』

と『 嶽 水 會 雑 誌 』を 検 討 し た ．併 せ て 両 校 そ れ ぞ れ の 対 戦 相 手

で あ っ た 二 高 ，四 高 ，五 高 ，六 高 の 関 係 資 料 ，ま た 特 に 四 高 の

対 戦 高 で あ っ た 富 山 高 等 学 校 OB の 資 料 を 検 討 し た ． 以 下 で は

本 節 が 主 に 用 い る 資 料 の 書 誌 的 情 報 を 説 明 す る ．  

 

2． 校 友 会 雑 誌 の 書 誌 的 情 報  

以 下 ，表 1 は 一 高 及 び 三 高 に お け る 雑 誌 の 書 誌 的 情 報 で あ る ．

左 に は 一 高 を ， 右 に は 三 高 を 示 し た ．  

 

表 1 一 高 及 び 三 高 に お け る 雑 誌 の 書 誌 的 情 報  

紹 介 項 目 / 高

校 名  

一 高  三 高  

校 友 会 の 発 足  1890（ 明 治 23） 年  189 4（ 明 治 27） 年  

発 行 期 間 と 号

数  

〇 校 友 會 雑 誌：18 90（ 明

治 23）年 1 号 － 1940（ 昭

和 15） 年 3 71 号  

〇 護 国 会 雑 誌（ 改 題 ）：

1941（ 昭 和 16）年 1 号

－ 1944（ 昭 和 19） 年 7

号  

〇 嶽 水 會 雑 誌 ： 18 99

（ 明 治 32） 1 号 －

194 0（ 昭 和 15）年 1 34

号  

〇 1 ヶ 月 あ る い は 3

ヶ 月 に 一 度 発 行  

                                         
2 9 長 尾 進 （ 2 0 1 9）『 武 道 』， 7 月 号 ， p p . 3 8 - 4 4， 2 0 1 9．  
30 校 友 会 は 普 通 名 詞 で あ る が 一 高 は こ の 名 称 を 固 有 名 詞 と し て 使

用 し た ．  



33 

 

〇 1 ヶ 月 あ る い は 3 ヶ

月 に 一 度 発 行  

判 型  縦 22 ㎝  A5（ 縦 21 ㎝ ） 縦 21 ㎝ （ A5）  

構 成  内 容 は 主 に「 論 説 」，「 思

潮 」，「 創 作 」，「 雑 録 」，

「 文 苑 」，「 批 評 」，「 雑

報 」，「 部 報 」「 附 録 」等

で 構 成 ．  

左 に ほ ぼ 同 じ ．  

発 行 団 体  第 一 高 等 学 校 校 友 會  第 三 高 等 学 校 嶽 水 會  

一 号 あ た り の

頁 数  

一 号 あ た り ， お よ そ

100 か ら 12 0 頁  

左 に 同 じ ．  

雑 誌 の 役 割  〇 自 校 の 考 え 方 や 活 動

状 況 を 学 校 内 外 に 示 す

媒 体 ．  

左 に 同 じ ．  

 

 項 目 ご と に 一 高 と 三 高 を 比 較 す れ ば ，発 行 期 間 は 一 高 の 方 が

三 高 よ り も 9 年 早 く 発 行 し ， 4 年 長 く 刊 行 し て い る ．号 数 に お

い て 一 高 の 雑 誌 は 合 計 378 号 あ り ，三 高（ 13 4 号 ）の 約 3 倍 で

あ る ． 判 型 ， 構 成 は 両 校 と も に ほ ぼ 同 じ で あ る ．  

一 高 は 母 校 の 雑 誌 を ，「 我 同 窓 が 平 素 懐 抱 せ る 思 想 言 行 」 を

反 映 す る 「 寫 眞 」 3 1 で あ り ，「 我 校 現 在 の 位 地 」 や 「 校 風 」 を

知 る た め の 「 媒 介 者 」 3 2 と 位 置 づ け て い る ．  

同 様 に 三 高 は 母 校 の 雑 誌 を ，「 盛 ん に 其 活 達 な る 抱 負 を 呼 號

し ， 尚 進 ん で 其 學 餘 の 研 鑽 を 公 に す べ き 唯 一 の 貴 重 な る 雑 誌 」

                                         
3 1 鐵 笛 剣 侠 （ 1 8 9 5）『 校 友 會 雑 誌 』， 4 7 号 ， p . 4 9．  
32 臨 南 子 （ 1 8 9 5）『 校 友 會 雑 誌 』， 5 1 号 ， p . 6 6．  



34 

 

と 位 置 づ け て い る ．加 え て ，三 高 で は「 第 一 高 等 中 學 校 ノ 校 友

會 雑 誌 ト ， 東 西 對 峙 相 追 ス ル 」， 三 高 の 雑 誌 は 「 天 下 に 公 示 せ

る も の な れ ．苟 も 夫 れ 一 高 等 學 校 の 機 關 誌 な り 」 3 3 と 一 高 を 意

識 し て 編 集 ，発 行 し て い る ．こ の こ と は 三 高 の 判 型 や 構 成 が 一

高 と ほ ぼ 同 じ こ と か ら も 窺 え る ．  

 

3． 校 友 会 雑 誌 に お け る 武 道 関 係 記 事 の 整 理  

 一 高 の 武 道 系 の 校 友 会 に は ，「 撃 剣 部 」，「 柔 道 部 」，「 弓 術 部 」

が あ り ，三 高 も 同 様 で あ る ．以 下 の 表 2 は ，一 高 と 三 高 に お け

る 武 道 関 係 記 事 の 情 報 で あ る ．な お ，両 雑 誌 に お け る 武 道 関 係

記 事 は 必 ず し も 毎 回 ， 雑 誌 に 記 載 さ れ て い な い ．  

 

表 2 一 高 及 び 三 高 に お け る 武 道 関 係 記 事 の 情 報  

書 誌 情 報 /高

校  

一 高  三 高  

掲 載 期 間  〇「 撃 剣 部 」… 1891（ 明

治 24）年 ～ 192 6（ 昭 和

元 年 ） 年  

〇「 柔 道 部 」… 1891（ 明

治 24）年 ～ 192 4（ 大 正

13） 年  

〇「 弓 術 部 」… 1891（ 明

治 24） ～ 1 923 年 （ 大

正 12） 年  

〇「 撃 剣 部 」… 1 899（ 明

治 32） 年 ～ 192 0（ 大 正

9） 年  

〇「 柔 道 部 」… 1 899（ 明

治 32） 年 ～ 193 2（ 昭 和

7） 年  

〇「 弓 術 部 」… 1 905（ 明

治 38） 年 ～ 193 0（ 昭 和

5） 年  

掲 載 回 数  〇 「 撃 剣 部 」 … 74 回  〇 「 撃 剣 部 」 … 30 回  

                                         
3 3 南 海 （ 1 9 0 2） 嶽 水 會 雑 誌 ， 1 5 号 ， p . 9 0．  



35 

 

〇「 柔 道 部 」… 11 3 回  

〇 「 弓 術 部 」 … 90 回  

〇 「 柔 道 部 」 … 31 回  

〇 「 弓 術 部 」 … 18 回  

主 な 構 成  〇 「 ～ 部 報 」，「 ～ 大

会 」，「 ～ 部 寒 稽 古 」と

い う タ イ ト ル で 構 成 ． 

〇 主 に 試 合 の 実 施 ，結

果 と 考 え 方 ．  

左 に 同 じ ．  

武 道 系 部 活

動 の 掲 載 状

況  

雑 誌 に 武 道 系 の 部 活

動 が 掲 載 さ れ は じ め

て か ら ，ほ と ん ど が 巻

末 の「 雑 報 」あ る い は

「 部 報 」の 中 で 掲 載 さ

れ て い る ．  

左 に 同 じ ．  

主 な 変 化  〇「 撃 剣 部 」は「 剣 道

部 」と 途 中 で 名 称 を 変

更 す る こ と な く ，最 後

の 記 事 が 掲 載 さ れ る

1926（ 昭 和 元 ）年 ま で

一 貫 し て い る ．  

〇「 弓 術 部 」は「 弓 道

部 」と 名 称 を 変 更 す る

こ と な く ，最 後 の 記 事

が 掲 載 さ れ る 19 23

（ 大 正 12） 年 ま で 一

貫 し て い る ．  

〇 1899（ 明 治 32） 年 か

ら 190 0（ 明 治 33）年 ま

で ， 撃 剣 部 と 柔 道 部 は

「 撃 剣 柔 道 部 」 と し て

活 動 し て い た が ， 1901

（ 明 治 34） 年 に 分 離 ．  

〇 1911（ 明 治 44） 年 以

降 は「 撃 剣 部 」か ら「 剣

道 部 」 と 名 称 を 改 め て

い る ．  

〇 1921（ 大 正 10） 年 以

降 は ，「 弓 術 部 」は 名 称

を 「 弓 道 部 」 と 変 更 ．  
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 ま ず ，構 成 と 掲 載 位 置 に つ い て で あ る ．主 な 構 成 は 両 校 と も

に「 ～ 部 報 」，「 ～ 大 会 」，「 ～ 部 寒 稽 古 」と い う タ イ ト ル で 掲 載

さ れ ，そ の 中 身 は 部 の 活 動 状 況 と 考 え 方 を 記 述 し て い る ．ま た ，

掲 載 回 数 で は 両 校 と も に 「 柔 道 部 」 が 「 剣 道 部 」 や 「 弓 術 部 」

に 比 べ て 多 く ，掲 載 位 置 は ほ ぼ 巻 末 の「 雑 報 」あ る い は「 部 報 」

の 中 で 掲 載 し て い る ．  

次 に 記 事 タ イ ト ル の 変 化 に つ い て で あ る ．一 高 で は「 撃 剣 部 」

と「 柔 道 部 」は 最 初 か ら 独 立 し て い る ．一 方 ，三 高 で は 雑 誌 の

発 行 当 初 ，「 撃 剣 柔 道 部 」（ 19 01 年 に 分 離 ）と し て 活 動 し て お り ，

ひ と つ の 校 友 会 と し て 確 立 し て い な か っ た ．記 事 タ イ ト ル に お

い て 両 校 で は 最 初 か ら 「 柔 道 部 」 を 用 い て い る ． こ れ は 1 882

（ 明 治 15）年 に 講 道 館 柔 道 が 創 設 さ れ ，数 年 後 に 古 流 柔 術 を 席

巻 し ， 急 速 に 柔 術 界 を 柔 道 界 に 塗 り 替 え た こ と に よ る ． 一 方 ，

一 高 の「 撃 剣 部 」と「 弓 術 部 」は 名 称 を 改 め て い な い ．一 高 の

部 史 が 記 載 さ れ た 『 向 陵 誌 』（ 1930， 1984） に よ る と ， 同 校 は

1926（ 昭 和 元 ）年 以 降 も「 撃 剣 部 」，「 弓 術 部 」の ま ま で あ っ た ．

対 し て 三 高 で は 「 撃 剣 部 」 が 191 1（ 明 治 44） 年 に ，「 弓 術 部 」

が 1921（ 大 正 10） 年 に そ れ ぞ れ 「 剣 道 部 」 と 「 弓 道 部 」 に 変

更 し て い る ．次 に ，「 撃 剣 」，「 剣 術 」か ら「 剣 道 」へ の 移 行 に つ

い て 木 下 は ，戦 前 の 著 書 ，団 体 名 ，公 的 文 書 等 の 検 討 か ら そ の

始 ま り を 「 明 治 40 年 頃 」 3 4（ 木 下 ， 20 05） と 見 て い る ． 武 術

か ら 武 道 へ の 名 称 変 更 は ， 19 19（ 大 正 8）年 ，西 久 保 弘 道 が 武

徳 会 会 長 ，武 術 専 門 学 校 学 校 長 と な る と 武 徳 会 内 の「 柔 術・剣

                                         
3 4 木 下 秀 明 （ 2 0 0 5）「“ 撃 剣 ”“ 剣 術 ” か ら “ 剣 道 ” へ の 移 行 過 程 に

関 す る 検 討：『 文 部 省 第 一 回 撃 剣 講 習 録 』の 分 析 」，体 育 学 研 究 5 0，

p . 2 6 0．  
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術・ 弓 術 」を「 柔 道・ 剣 道・ 弓 道 」へ ，同 校 の「 武 術 」を「 武

道 」 3 5 へ と 変 更 さ れ た と 指 摘 し ， 中 嶋 が 詳 細 に 検 討 し た 3 6 よ

う に ， 1919（ 大 正 8） 年 で あ る ．  

以 上 か ら ，両 校 の「 柔 道 部 」と い う 名 称 の 使 用 ，三 高 の「 剣

道 部 」（ 19 11），「 弓 道 部 」（ 1921）へ の 名 称 変 更 は 当 時 の 状 況 に

そ っ た も の で あ り 各 校 の 内 情 に よ る 変 更 で は な か っ た と い え

る ．一 方 ，一 高 の「 撃 剣 部 」，「 弓 術 部 」と い う 名 称 は 当 時 の 名

称 変 更 の 状 況 と は 対 照 的 で あ っ た こ と が わ か る ．  

 

  

                                         
3 5 中 村 民 雄（ 1 9 9 4）『 剣 道 辞 典：技 術 と 文 化 の 歴 史 』，島 津 書 房 ，p . 14． 
36 中 嶋 哲 也（ 2 0 1 7）近 代 日 本 の 武 道 論 ，国 書 刊 行 会 ，p p . 1 4 0 - 1 64．  
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第 三 節  旧 制 高 校 の 校 風 ： 武 士 的 精 神 ・ 指 導 者  

 

1． 一 高  

188 6（ 明 治 19）年 ，熾 烈 な 競 争 に 勝 ち 抜 い て 入 学 し て き た 一

高 の 学 生 た ち は そ の 背 後 に 畏 敬 の ま な ざ し を 感 じ ，矜 持 の 中 で

生 き る こ と が で き る 眩 し い 存 在 で あ っ た ．欧 化 主 義 が 基 調 の 時

代 に ，彼 ら に は 人 物 の ゆ と り と 自 由 ，自 重 を 養 成 す る 人 格 教 育

が 施 さ れ た 3 7 ． し か し 全 寮 制 の 生 活 下 に 学 生 た ち を 支 配 し て

い た 雰 囲 気 は ，剛 健・質 実 ，国 家 主 義 と 武 士 的 精 神 が 結 び つ い

て“ 鉄 拳 ”や“ 柔 術 ”，“ 日 本 魂 ”と 等 し い も の と し て イ メ ー ジ

化 さ れ る 一 高 魂 で あ っ た 3 8 ． 日 本 の ス ポ ー ツ で 最 初 の 対 抗 試

合 は 立 教 大 学 対 工 部 大 学 校（ 明 治 6 年 開 校 ，東 京 大 学 の 前 身 の

一 つ ）の 間 で 行 わ れ た ベ ー ス ボ ー ル の 試 合 と い わ れ る ．工 部 大

学 校 の 学 生 ら は ，立 教 は 毛 唐 の 大 学 な の で ，自 分 ら の 有 利 な 撃

剣 や 柔 道 で は な く ，彼 ら の 得 意 と す る 遊 戯 で あ る ベ ー ス ボ ー ル

の 試 合 を 選 ん だ ．ま た そ う す る 内 に 工 部 大 学 の た め に 俺 達 は 立

つ ，い や「 立 た ね ば な ら ぬ ．学 校 の た め だ 」 3 9 と 憤 激 の 声 が 彼

ら を 支 配 し た と い う ．主 君 の た め ，お 国 の た め に 身 命 を 惜 し ま

ず 戦 う 武 士 の 剛 勇・勇 猛 と 同 質 の 精 神 性 が 対 抗 試 合 に 臨 む 若 者

達 を 支 配 し た 武 士 的 精 神 で あ っ た こ と が わ か る ．こ の 精 神 を 発

揮 で き る 第 一 の 運 動 は こ の 時 代 当 然 武 士 の 生 業 と し て の 武 芸

に 相 当 す る 撃 剣 や 柔 術（ 柔 道 ）で あ っ た ．1899（ 明 治 32）年 の

                                         
3 7 竹 内 洋（ 1 9 9 9）『 学 歴 貴 族 の 栄 光 と 挫 折 』，中 央 公 論 新 社 ，p . 36 及

び p . 7 7．  
38 同 上 ， p p . 2 1 4 - 2 1 6．  
39 国 民 新 聞 運 動 部 編 著（ 2 0 0 0）『 日 本 野 球 史 』，ミ ュ ー ジ ア ム 図 書 ，

p p . 2 8 - 2 9．  
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資 料 に は ， 一 高 学 生 自 ら ，「 勤 儉 を 緯 と し 尚 武 を 経 と し て 織 り

な せ る 校 風 は 實 に 吾 人 の 先 輩 が 大 に 與 り て 力 を 致 せ し 所 に 非

ず や ， 校 風 は 即 ち 我 部 風 な り 」 4 0 と し ， こ れ に よ っ て 「 文 弱 」

を ふ せ ぎ ，「 士 氣 の 萎 靡 」を し り ぞ け ，「 廉 恥 」の 心 を 養 ふ「 武

士 」 4 1 的 精 神 を 育 て る こ と を 強 調 し て い る ． こ う し た 雰 囲 気

は 明 治 20 年 代 後 半 以 降 の 「 明 治 武 士 道 」 4 2 の 流 行 の 波 に 乗 っ

て 一 高 に 受 け 継 が れ て 同 30 年 代 半 ば ま で 支 配 し て い た が ， こ

の 頃 か ら 運 動 部 を 中 心 と す る 学 生 文 化 が「 武 弊 の 害 」 4 3 と し て

批 判 に さ ら さ れ る よ う に な る ．  

竹 内 は 明 治 20 年 代 の 一 高 魂 を 国 家 主 義 と 武 士 的 精 神 の 結 合

と 性 格 づ け 4 4 ， そ う し た 学 生 の 思 想 傾 向 は ， 1906（ 明 治 39）

年 に 新 渡 戸 稲 造 が 校 長 に 就 任 す る と 西 洋 文 化 を 中 核 に し た 教

養 主 義 へ と 転 換 し は じ め る 4 5 と 校 風 の 変 質 を 示 唆 し て い る ．

し か し こ う し た 校 風 の 変 質 の 影 響 は 必 ず し も 一 高 剣 道 部 に 及

ん で い な い ． 1907（ 明 治 43）年 ，一 高 の 校 友 会 記 事 は ，尚 武・

高 潔 を 求 め つ つ も 尊 大 な 学 生 た ち の 精 神 性 を 次 の よ う に 記 し

て い る ． 一 高 剣 道 部 は ，「 劔 道 を 以 て 只 一 の 遊 與 の 末 技 と な す

も の は ，共 に 談 ず る に 足 ら ず ，劔 道 を 以 て 従 ら に 腕 力 を 養 ふ と

な す も の は ，無 聲 堂 裡 に 入 る を 要 せ ず 」，我 ら が 求 め る 人 間 は ，

「 軽 佻 情 弱 の 俗 潮 を 眼 下 に 睥 睨 し て ， 内 は 尚 武 の 気 風 を 養 ひ ，

外 は 嚴 健 の 身 體 を 鍛 へ ん と 欲 す る 者 」 4 6 た ち で あ る ．  

                                         
4 0 撃 剣 部 員 （ 1 8 9 9）『 校 友 會 雑 誌 』， 8 8 号 ， p . 5 9．  
41 撃 剣 部 員 （ 1 8 9 9）『 校 友 會 雑 誌 』， 8 8 号 ， p . 4 4．  
42 菅 野 覚 明 （ 2 0 0 4）『 武 士 道 の 逆 襲 』， 講 談 社 現 代 新 書 ， p. 2 6 0．  
43 竹 内 洋（ 1 9 9 9）『 学 歴 貴 族 の 栄 光 と 挫 折 』，中 央 公 論 新 社 ，p . 2 17 . 
44 同 上 ， p . 2 1 4．  
45 同 上 ， p . 2 3 3．  
46 原 人 生 （ 1 9 1 0）『 校 友 會 雑 誌 』， 2 0 1 号 ， p . 4 4．  
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2． 三 高  

三 高 の 校 風 に 関 し て は 個 人 主 義 な 自 由 な 雰 囲 気 や「 反 中 央・

非 体 制 的 気 質 」 4 7 が 指 摘 さ れ て き た ．竹 内 に よ る と ，対 抗 試 合

な ど で 三 高 を 訪 れ た 他 校 の 生 徒 は ，三 高 に つ い て「 個 人 ベ ー ス

で 独 創 的 な 仕 事 を す る 人 に は む い て い る が ，組 織 人 や 組 織 の 指

導 者 に は む い て い な い 」 4 8 と 思 っ て い た と い う ．三 高 が 設 置 さ

れ た 明 治 20 年 代 か ら 他 の 旧 制 高 校 に 比 べ て 三 高 の 平 民 の 割 合

は 最 も 多 く ，一 高 の 士 族 率 60 パ ー セ ン ト に 対 し て 三 高 は 37 パ

ー セ ン ト で あ っ た と い い ，明 治 時 代 の 京 都 は「 新 聞 配 達 や 牛 乳

配 達 が い つ 来 る か は っ き り し な い 」，「 仕 事 を 力 一 杯 ま じ め に し

な い 」 4 9 町 風 が あ っ た と い う よ う に 一 高 と 異 な る 校 風 が 醸 成 さ

れ て い た と 思 わ れ る ．こ う し た 三 高 で あ る が ，一 高 が 東 京 帝 国

大 学 主 催 高 等 学 校・専 門 学 校 剣 道 大 会（ 以 下 ，東 京 帝 大 高 専 剣

道 大 会 ） に お い て 最 初 の 優 勝 を す る 1925（ 大 正 14） 年 ま で ，

京 都 帝 国 大 学 主 催 高 等 学 校・専 門 学 校 剣 道 大 会（ 以 下 ，京 都 帝

大 高 専 剣 道 大 会 ）に お い て ，1914，1916，1917，1925 年 と 4 回

に わ た っ て 決 勝 に 進 出 し ， 1914 年 ， 1925 年 の 2 回 優 勝 し た 実

績 を も つ 関 西 に お け る 強 豪 校 で あ っ た ．  

1899（ 明 治 32）年 の 三 高 の『 嶽 水 會 雑 誌 』第 一 号 に よ る と ，

「 校 友 会 規 則 」（「 嶽 水 會 規 則 」－ 筆 者 ）の 活 動 の 目 的 に は ，「 天

武 諸 般 ノ 藝 術 ニ 依 リ 精 神 ヲ 修 養 シ 智 力 体 力 ヲ 錬 磨 シ 以 テ 校 風

ヲ 振 作 」 5 0 と あ り ，撃 剣 を は じ め と す る 武 術 や 諸 種 の 運 動・ス

ポ ー ツ に よ る 徳 育（ 精 神 の 修 養 ）と 知 育 ，体 育 の 三 育 主 義 に よ

                                         
4 7 秦 邦 彦 （ 2 0 0 3）『 旧 制 高 校 物 語 』， 文 藝 春 秋 ， p p . 1 2 0 - 1 21 . 
48 竹 内 洋（ 1 9 9 9）『 学 歴 貴 族 の 栄 光 と 挫 折 』，中 央 公 論 新 社 ，p . 1 39．  
49 同 上 ， p p . 1 3 8－ 1 3 9．  
50 不 詳 （ 1 8 9 9）『 嶽 水 會 雑 誌 』， 1 号 ， p . 8 9．  
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る バ ラ ン ス の と れ た 目 標 が 掲 げ ら れ て い る ．191 4（ 大 正 3）年 ，

六 高 は 三 高 と の 対 抗 試 合 の た め に 遠 征 し た ．試 合 の 前 に 六 高 の

練 習 態 度 を 見 た あ る 三 高 生 は ，「 如 何 に 武 士 的 精 神 － 正 義 廉 恥

－ に 缺 乏 せ る か 」 5 1 と 六 高 を 批 判 し て お り ， 一 高 同 様 の 正 々

堂 々 の 倫 理 的 態 度 ，“ 武 士 的 精 神 ” が 広 く 行 き わ た っ て い た こ

と が わ か る ．  

以 上 の よ う な 旧 制 高 校 の 武 士 的 精 神（ 公 正 ，正 義 ，廉 恥 ，勇

猛 な ど を 含 む ）は ，彼 ら の 求 め る 勝 利 が“ 公 明 正 大 ”で あ る こ

と の 追 求 に お い て ， 一 定 の 影 響 を 与 え た と 考 え ら れ る ．  

 

3． 指 導 者 ・ 師 範 の 剣 道 観  

 

表 3 一 高 及 び 三 高 の 剣 道 師 範  

校 名  師 範 名  生 没 年  就 任 期 間  古 流 経 歴 ほ

か  

一 高  根 岸 信 五

郎  

1844- 191 3  189 1- 190 3  神 道 無 念 流  

一 高  得 能 関 四

郎  

1903- 190 8  184 2－ 19 08  直 心 影 流  

一 高  檜 山 義 質  1864- 194 0  190 8-？   北 辰 一 刀 流  

一 高  中 山 博 道  1872- 195 8  190 8-？   神 道 無 念 流  

一 高  佐 々 木 保

蔵  

1881- 193 8  191 7-？   不 詳  

三 高  香 川 善 治

郎  

1899- 190 8？   184 8- 192 1  無 刀 流  

                                         
5 1 勝 矢 （ 1 9 1 4）『 嶽 水 會 雑 誌 』， 58 号 ， p . 5 8．  
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三 高  内 藤 高 治  1862- 192 9？  190 8- 192 9？   北 辰 一 刀 流  

＊ 表 の 作 成 の 典 拠 資 料 は 以 下 に よ る ． 根 岸 は 『 校 友 会 雑 誌 』（ 10 号 ，

p． 33）・ 同 雑 誌 （ 131 号 ， p． 5 8）， 得 能 は 同 雑 誌 （ 1 31 号 ， p． 58）・

同 雑 誌（ 17 5 号 ， p． 9 7）， 檜 山 は 同 雑 誌（ 17 5 号 ， p． 9 7），  中 山 博 道

は 同 雑 誌 （ 17 5 号 ・ p． 9 7），  佐 々 木 は 『 先 輩 佐 々 木 保 蔵 氏 追 悼 号 』

（ 1 94 1， p． 87），香 川 は『 嶽 水 會 雑 誌 』（ 1 号 ， p． 80），内 藤 は 同 雑 誌

（ 4 0 号 ， p． 91） に 拠 っ た ．  

 

一 高 剣 道 部 （ 創 部 明 治 22 年 ） の 礎 を 築 い た 人 物 は 部 長 の 塩

谷 時 敏（ 1855 -1925）と 師 範 の 根 岸 信 五 郎 と さ れ る 5 2 ．塩 谷 は

明 治・大 正 時 代 の 漢 学 者 で あ る ．18 89（ 明 治 22）年 よ り 一 高 教

授 と な り 大 正 9 年 ま で 勤 め た 5 3 ． 教 育 の 面 で は 二 十 数 年 間 漢

文 を 講 義 し ，そ の 一 方 で 北 辰 一 刀 流 小 栗 篤（ 徳 ）三 郎 の 門 弟 で

も あ っ た 5 4 ． 18 90（ 明 治 23）年 に 一 高 に「 撃 剣 部 」（ 以 下 ，剣

道 部 ）が で き る と 初 代 部 長 と し て 1920（ 大 正 9）年 ま で 尽 力 し

た ．後 に 見 る よ う に 塩 谷 は 一 高 の 剣 道 に 明 確 な 方 向 性 を 示 し て

お り ， 剣 道 に 対 し て 高 い 見 識 を 有 し て い た ． 一 高 OB は 次 の よ

う に 塩 谷 の 剣 道 を 語 っ て お り ，真 剣 の 観 念 に 支 え ら れ た 豪 快 な

剣 道 を 実 践 す る 姿 が 読 み 取 れ る ．  

 

靑 山 先 生 の 劍 で あ る が ， 先 生 は そ の 典 型 と も い ふ べ き で ，

                                         
5 2 矢 野 一 郎（ 1 9 4 1）『 先 輩 佐 々 木 保 蔵 氏 追 悼 号 』，一 高 弥 生 会 ，p . 96．  
53 2 0 世 紀 日 本 人 名 事 典 ． h t t p s :/ / j a p a n k n o w l e d g e． c o m /l i b r a ry /

（ 2 0 1 9 / 0 7 / 1 2 ア ク セ ス ）．な お 、塩 谷 時 敏 の 息 子 で あ る 温 は 大 正 末

期 か ら 東 京 帝 大 の 剣 道 部 長 を 務 め て お り 親 子 で 一 高 及 び 東 京 帝 大

に 関 わ っ て い た ．  

54 今 井 彦 三 郎 （ 1 9 4 0）『 礫 荘 雑 話 』， 菁 莪 書 院 ， p p . 4 - 5．  
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堂 々 た る 體 躯 と 不 撓 不 屈 の 氣 魄 を 以 て ，猛 烈 な る 氣 合 と 共 に

非 常 な る 勢 で ，竹 刀 を 大 上 段 に 振 り か ぶ つ て 敵 手 を 打 込 ん で

く る ．そ の 物 凄 さ は 今 で も ゾ ッ と す る 位 で ，然 も 毎 に 正 面 を

切 つ て く る 正 攻 法 で あ る ．又 ，敵 手 に 打 た れ る 場 合 で も ，敵

手 の 竹 刀 の 強 弱 に よ つ て は ，わ ざ と 自 分 の 面 で 受 け て ，そ ん

な 事 で 俺 の 面 は 斬 れ な い ぞ と ，怒 鳴 り つ け る の で ，私 等 は 先

生 の 劍 道 は“ 面 を も つ て 受 け る ”劍 だ と ，陰 口 ま で た ゝ い た

も の で あ る 5 5 ．  

 

塩 谷 は「 撃 剣 ノ 利 ハ  心 膽 ヲ 錬 リ  肢 体 ヲ 健 ニ シ  悪 衣 麤 食

ヲ 厭 ハ サ ル ニ 在 り 」 5 6 と ，剣 道 の 利 点 を 心 身 の 成 長 と 質 実 の 気

風 の 要 請 に 求 め て い る ． そ の 二 十 数 年 後 の 19 13（ 大 正 2） 年 ，

塩 谷 は 述 べ る ．  

 

吾 人 が 平 生 劔 を 習 ふ 時 に は 敵 と す る 所 は 纔 に 一 人 で あ る け

れ ど も  一 旦 緩 急 の 際 は 四 方 八 方 か ら 敵 を 受 け て も 猶 ほ 之

れ に 處 し て 適 當 な る 處 置 に 誤 ら な い  仲 々 以 て た ゞ 一 人 の

敵 と 言 ふ 譯 に は 行 か ぬ ，且 つ 劔 を 學 ぶ 者 の 微 塵 油 斷 を し な い

所 の 精 神 は 獨 り 敵 手 と 相 對 し て 相 競 ふ 時 の み で は な く  窹

寱 に も 造 次 顚 沛 に も 劔 士 と し て 武 士 と し て 相 離 る 可 ら ざ る

も の で あ る ，即 ち こ の 精 神 が 心 膽 を 練 磨 し て 一 旦 緩 急 あ る 時

に 用 を な す も の で あ る 5 7 ．  

 

塩 谷 が 求 め た の は 1890（ 明 治 23） 年 発 布 の 教 育 勅 語 に 述 べ

                                         
5 5 吉 原 良 三 （ 1 9 4 0）『 礫 荘 雑 話 』， 菁 莪 書 院 ， p . 1 9 5．  
56 不 詳 （ 1 8 9 1）『 校 友 會 雑 誌 』， 10 号 ， p . 4 0．  
57 鹽 谷 時 敏 （ 1 9 1 3）『 校 友 會 雑 誌 』， 2 2 6 号 ， p . 1 2 4．  
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る 戦 争（ 一 旦 緩 急 あ る 時 ）に お け る 臣 民 の 覚 悟（ 報 国 心 ）で あ

る ．塩 谷 は 心 胆 錬 磨 す る 日 本 の 武 士 的 精 神 を 継 承 し て い こ う と

し て い る の で あ る ．  

根 岸 は 士 族 で あ り 神 道 無 念 流 の 第 六 代 継 承 者 で あ っ た ．根 岸

の 師 範 就 任 は 18 91（ 明 治 24） 年 で あ り 創 部 二 年 後 か ら 十 数 年

に わ た っ て 指 導 し た ．1911（ 明 治 44）年 の 中 学 校 令 施 行 規 則 の

一 部 改 正 に 伴 っ て 行 わ れ た 東 京 高 等 師 範 学 校 に お け る 第 1 回

目 の 講 習 会（ 1911 年 ，期 間 は 5 週 間 ）で は ，校 長 の 嘉 納 治 五 郎

に 請 わ れ て 剣 道 理 論 を 担 当 し て い る 5 8 ． ま た 根 岸 は 高 野 佐 三

郎 ，内 藤 高 治 と と も に 大 日 本 帝 国 剣 道 形 調 査 委 員（ 全 国 か ら 25

名 選 出 ）の 主 査 五 名 の 一 人 に 選 ば れ ，同 形 制 定 に 尽 力 し て い る

5 9 ．根 岸 以 後 の 師 範 は ，得 能 関 四 郎（ 1903－ 1908 師 範 ．直 心 影

流 ．警 視 庁 剣 術 世 話 掛 ），檜 山 義 質（ 1908-？ 師 範 ．北 辰 一 刀 流 ，

警 視 庁 剣 術 世 話 掛 ），中 山 博 道（ 190 8-？ 師 範 ．神 道 無 念 流 ．根

岸 の 高 弟 ），佐 々 木 保 蔵（ 1917-？ 師 範 ．流 名 不 詳 ．一 高 卒 ．石

田 和 外 の 高 校 時 代 の 恩 師 ） で あ る 6 0 ．  

 一 方 1899（ 明 治 32） 年 創 部 の 三 高 で 師 範 の 任 に 当 た っ た 人

物 は 香 川 善 治 郎 6 1（ 1848 -1921 師 範 ．無 刀 流 ）で あ っ た ．香 川

は 丸 亀 藩 剣 術 指 南 の 直 清 流 矢 野 市 之 進 か ら 目 録 を 授 け ら れ た ，

関 西 各 地 を 渡 り 歩 い た 後 ，東 京 の 榊 原 健 吉 道 場 で 修 行 し ，学 習

                                         
5 8 中 村 民 雄 （ 1 9 9 4）『 剣 道 辞 典  技 術 と 文 化 の 歴 史 』， 島 津 書 房 ，

p . 2 2 4．  
59 同 上 ， p . 3 6 4．  
60 根 岸 は『 校 友 会 雑 誌 』（ 1 0 号 ，p . 3 3，1 8 9 1），得 能 は 同 雑 誌（ 同 雑

誌 ， 1 3 1 号 ， p . 5 8， 1 9 0 3）， 檜 山 は 同 雑 誌 （ 同 雑 誌 ， 1 75 号 ， p . 9 7，

1 9 0 8），中 山 は 同 雑 誌（ 同 雑 誌 ，1 7 5 号 ，p . 9 7，1 9 0 8），佐 々 木 は『 先

輩 佐 々 木 保 蔵 氏 追 悼 号 』（ 1 9 4 1， p . 8 7） に よ っ た . 
61 不 詳 （ 1 8 9 9）『 嶽 水 會 雑 誌 』， 1 号 ， p． 8 0 . 
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院 の 撃 剣 部 で 指 南 し た ．こ の 頃 無 刀 流 の 山 岡 鉄 舟 と 試 合 を し て

敗 れ ， 弟 子 入 り し て 厳 し い 修 行 に 耐 え ， や が て 高 弟 と な っ た ．

1895 年 （ 明 治 28 年 ）， 大 日 本 武 徳 会 か ら 精 錬 証 を 授 与 さ れ た

達 人 で あ っ た 6 2 ． 香 川 の 後 を 継 い だ の は 内 藤 高 治 6 3 （ 1908-

1929 師 範 ．北 辰 一 刀 流 ）で あ る ．内 藤 は 師 範 就 任 前 に は 東 京 で

警 視 庁 世 話 掛 ，早 稲 田 大 学 師 範 な ど の 要 職 に 就 い て い た が ，武

徳 会 常 議 員 ・ 楠 正 位 の 懇 請 に よ っ て 武 徳 会 に 奉 職 し た 6 4 ． 内

藤 は 根 岸 と 同 様 に 大 日 本 帝 国 剣 道 形 調 査 委 員 の 主 査 に 選 ば れ

て 同 形 制 定 に 尽 力 し て い る 6 5 ．武 徳 会 ，京 都 帝 大 ，三 高 の 師 範

を 死 去 す る 1929（ 昭 和 4） 年 ま で 兼 任 し て お り 6 6 ， 広 く 剣 道

界 の 重 鎮 で あ っ た ．  

 

（ 1） 形 稽 古 と 刃 筋 の 重 要 性  

根 岸 は ，竹 刀 を「 眞 劍 ニ 摸 製 シ テ 代 用 ス ル 」と し 剣 道 を「 刀

劔 の 使 用 法 を 研 究 練 磨 す る 」 6 7 も の と し て い る ．こ う し た 根 岸

の 技 術 観 は 19 14（ 大 正 3）年 の 次 の 試 合 批 判 に 表 れ る ．今 の 試

合 に は「 平 打 峯 打 」が 多 く 見 ら れ る が ，そ れ は「 刀 と 云 ふ 實 物

を 以 て 修 行 し て 居 ら ぬ か ら 唯 々 竹 刀 と も 刀 と も 思 は ず 棒 切 れ

を 持 つ 」 6 8 と 考 え て 試 合 を 行 っ て い る か ら で あ る ．  

                                         

6 2 森 川 竜 一（ 1 9 8 3）『 無 刀 流 秘 録  香 川 善 次 郎 伝 』，香 川 善 次 郎 伝 刊

行 会 ， p p . 9 3 - 1 0 4 . 

63 霞 月 （ 1 9 0 8）『 嶽 水 會 雑 誌 』， 40 号 ， p． 9 1．  
64 高 岡 謙 治（ 1 9 8 0）『 剣 聖 内 藤 高 治 』，体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ，p p . 19 -

2 0．  
65 大 保 木 輝 雄 （ 2 0 1 7）『 武 道 』， 1 月 号 ， 日 本 武 道 館 ， p p. 8 2 - 8 3．  
66 宮 崎 茂 三 郎（ 1 9 8 0）『 剣 聖 内 藤 高 治 』，体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ，p . 13 3． 
67 根 岸 信 五 郎 （ 1 8 8 4）『 撃 剣 指 南 』， 東 京 金 玉 出 版 ， p . 1 5．  
68 根 岸 信 五 郎（ 1 9 1 4）『 剣 道 講 和 』，有 信 館 本 部 ， p . 1 44．（ 中 村 民 雄
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ま た 根 岸 は 刃 筋 に 相 当 す る 太 刀 筋 と い う 言 葉 を 用 い て そ の

防 止 策 と し て の 形 の 重 要 性 を 語 る ．「 形 と 云 ふ も の は 剣 術 の 基

本 で ，是 が 太 刀 筋 ，姿 勢 構 ひ 等 の 厳 格 な る 教 へ で あ り ま す か ら ，

對 抗 試 合 を 行 ふ 前 に 於 て 充 分 に 練 習 し て 一 手 一 足 も 忽 せ に せ

ざ る 様 留 意 せ し め て 置 い た な ら ば ，對 抗 試 合 に 際 し て 太 刀 筋 姿

勢 構 ひ 等 も 備 は り ，打 方 に 於 て も 無 理 な 打 方 や 平 打 ち な ど の 無

い 様 に な る 」 6 9 と ．一 方 内 藤 も ま た 刃 筋 を 重 視 す る 剣 道 観 を も

っ て お り ，「 血 も 出 な い や う な 撃 ち 方 ， 突 き 方 」 や 「 片 手 で ヒ

ョ イ と 突 出 す 」 7 0 こ と を「 死 生 の 機 を 寸 間 に 於 て 決 す る 」 7 1 と

い う 点 か ら 批 判 し ，「 肉 を 切 ら し て 骨 を 切 る 」 7 2 よ う な 打 突 を

目 指 し て い る ．刃 筋 を 学 ぶ た め の 稽 古 に つ い て 内 藤 は「 刀 剣 の

刃 筋 を も 調 ぶ る の 必 要 あ り て 是 は 是 非 形 に 依 ら ざ る 可 か ら ず ，

申 す 迄 も な く 剣 の 使 用 法 は 斬 る と 突 く と の 二 つ な る を 以 て ，常

の 稽 古 に も 能 く 此 の 刃 筋 を 大 切 な り と す ，初 学 の 時 に 此 の 刃 筋

の 事 を 心 得 て 習 学 す べ し 」 7 3 と 形 稽 古 と 刃 筋 の 重 要 性 を 述 べ て

い る ．こ こ で は こ の よ う な 剣 道 観 を 一 高 ，三 高 の 学 生 た ち が し

ば し ば 聞 か さ れ て い た こ と を 確 認 し て お き た い ．  

  

                                         
編 ， 2 0 0 3，『 近 代 剣 道 書 選 集 』， 第 五 巻 所 収 ， 本 の 友 社 ）．  
69 同 上 ， p． 1 5 8．  
70 内 藤 高 治（ 1 9 1 0）『 武 徳 会 誌 』，9 号 ，雄 松 堂 出 版 ，p . 5 8．（ 新 田 満

夫 ， 1 9 8 5，『 武 徳 誌 』  復 刻 版 ， 東 京 ， 雄 松 堂 出 版 ）  
71 内 藤 高 治 （ 1 9 0 6）『 武 徳 誌 』， 7 号 ， 雄 松 堂 出 版 ， p . 6 1．（ 新 田 満

夫 ， 1 9 8 5，『 武 徳 誌 』  復 刻 版 ， 東 京 ， 雄 松 堂 出 版 ）  
72 内 藤 高 治（ 1 9 1 0）『 武 徳 会 誌 』，9 号 ，雄 松 堂 出 版 ，p . 5 8．（ 新 田 満

夫 ， 1 9 8 5，『 武 徳 会 誌 』  復 刻 版 ， 東 京 ， 雄 松 堂 出 版 ）  
73 内 藤 高 治 （ 1 9 0 7）『 武 徳 誌 』， 7 号 ， p . 6 2．（ 新 田 満 夫 ， 1 9 8 5，『 武

徳 誌 』  復 刻 版 ， 東 京 ， 雄 松 堂 出 版 ）  
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（ 2） 師 範 た ち の 勝 敗 観 ･倫 理 観  

根 岸 は 1914（ 大 正 3） 年 の 試 合 を 見 て ，「 勝 負 に 拘 泥 」 す る

と「 粗 暴 の 言 語 動 作 」に 陥 る ，あ る い は「 術 の 劣 れ る 同 志 を 軽

蔑 」 7 4 す る こ と に 陥 り ，相 手 に 対 す る 礼 節 に 欠 け る こ と に な る

と 批 判 す る ．根 岸 の 目 は 剣 道 家 の 品 格 に 置 か れ て い る こ と が わ

か る ． 一 方 内 藤 は 1918（ 大 正 7） 年 の 試 合 を 見 て ，「 唯 勝 て ば

よ い と 思 つ て 」学 ぶ と「 刀 法 の 刃 筋 等 に 於 て 誤 り 多 く ，そ の 人

の 心 事 も 自 ら 下 劣 の 動 作 を 生 ず る 」 7 5 と 根 岸 と 同 様 に 品 格 を 欠

く 点 を 批 判 す る ．内 藤 も ま た 竹 刀 打 ち 込 み 方 式 の 剣 道 競 技 が 刃

筋 の 観 点 を 無 視 し た 当 て あ い に な る 現 象 面 と 同 時 に ，た だ 当 て

る こ と を 求 め る 心 を 品 格 の 欠 け る も の と 評 価 し て い る こ と が

わ か る ．ま た 内 藤 は 相 手 に 勝 っ て「 我 は 何 某 に 勝 つ た ，彼 は 聞

い て ゐ た よ り 強 く な い 」と 思 っ た り ，誰 か に 言 い ふ ら す る こ と

は「 技 術 の 進 歩 」 7 6 を 遅 く す る と い う が ，勝 利 へ の 執 着 が 内 省

を 欠 い て 驕 り を 生 み こ と の 結 果 ，技 の 進 歩 を も 遅 ら せ る と し た ． 

こ の よ う に 根 岸 ，内 藤 の 勝 敗 観 は 稽 古 や 試 合 で の 勝 利 と い う

価 値 を 第 一 義 と せ ず ，品 格 や 日 本 刀 の 操 作 法 に 裏 打 ち さ れ た 真

剣 の 観 念 に 剣 道 の 価 値 を 置 い て い る 点 で 一 致 し て い た ．し か し

彼 ら が 学 ん だ 北 辰 一 刀 流 や 神 道 無 念 流 の 基 本 的 前 提 は 竹 刀 で

稽 古 ・ 試 合 を す る こ と 7 7 で あ り 竹 刀 剣 道 を 否 定 し て い な い ．

彼 ら 自 身 も 矛 盾 の な か で の 指 導 に 悩 ん だ も の と 思 わ れ る ．二 高

剣 道 部 OB の 片 山 三 郎 は ，1915（ 大 正 4）年 に ，内 藤 の 剣 道 に つ

                                         
7 4 根 岸 信 五 郎（ 1 9 1 4）『 剣 道 講 和 』，有 信 館 本 部 ， p . 1 48．（ 中 村 民 雄

編 ， 2 0 0 3，『 近 代 剣 道 書 選 集 』， 第 五 巻 所 収 ， 本 の 友 社 ）．  
75 内 藤 高 治 （ 1 9 1 8）『 国 民 思 潮 』， 第 7 巻 ， 第 7 号 ， p . 2 4．  
76 内 藤 高 治 （ 1 9 1 8）『 国 民 思 潮 』， 第 7 巻 ， 第 6 号 ， p . 2 4．  
77 長 尾 進 （ 2 0 0 3）『 剣 道 の 歴 史 』， 全 日 本 剣 道 連 盟 ， p . 2 57．  
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い て 記 し た 以 下 の 手 紙 を 現 役 の 二 高 剣 道 部 に 送 っ て い る ．  

 

内 藤 先 生 と も あ る べ き 人 が  中 ら ざ る に 引 き 上 げ  全 く 勝

負 を の み 争 ふ 如 き 様 子 に 候 ひ し が  常 に は 如 何 ，武 術 學 校 の

生 徒 に は 勝 負 を 眼 中 に 置 か ざ る べ き こ と を 標 榜 致 し 居 り な

が ら か ゝ る 醜 態 を 演 ず る に 至 り て は  到 底 見 る に 堪 え ざ る

次 第 に て  斯 道 の 爲 に 憤 慨 す る 者 に 候 7 8 ．  

 

二 高 OB の 片 山 は ， 内 藤 が 平 素 の 教 え に 反 し て 勝 負 を 争 っ て

い る か に 見 え る そ の 姿 に 内 藤 の 言 行 不 一 致 を 見 て と り 憤 慨 し

て い る ．  

 

第 四 節  学 生 剣 道 の 勃 興 と 対 抗 試 合  

 

1． 校 内 試 合 と 招 待 試 合  

187 8（ 明 治 11）年 ，慶 応 義 塾 は 三 田 山 上 に 剣 道 会 を 組 織 す る

と ， 翌 1879（ 明 治 12） 年 ， 学 習 院 は 榊 原 鍵 吉 （ 直 心 陰 流 ） を

招 聘 し「 剣 道 」 7 9 と い う 科 目 を 設 け て 授 業 を 実 施 し た ．学 生 剣

道 の 始 ま り で あ る ．一 高 で は ，18 91（ 明 治 24）年 以 前 か ら 校 内

の み の 試 合 が 行 わ れ て お り ，資 料 で は そ れ 以 降 か ら 他 校 を 招 聘

し た 大 会 を 開 催 す る に 至 っ た こ と が 確 認 で き る ．学 生 剣 道 界 に

お け る 最 初 の 対 抗 試 合 は 招 待 形 式 で 実 施 さ れ た ．  

1891（ 明 治 24）年 ，一 高 は 近 郊 の 東 京 帝 国 大 学（ 以 下 ，東 京

                                         
7 8 片 山 三 郎 （ 1 9 1 5）『 尚 志 会 雑 誌 』， 1 0 3 号 ， p . 1 4 4．  
79 大 保 木 輝 雄（ 2 00 2）『 関 東 学 生 剣 道 連 盟 五 十 周 年 記 念 誌 』，関 東 学

生 剣 道 連 盟 ， p p . 9．  
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帝 大 ） や 学 習 院 ， 国 学 院 等 を 迎 え ，「 撃 剣 部 大 會 」 8 0 を 開 催 し

た ． 一 高 の 招 待 試 合 は 第 5 回 か ら 第 30 回 ま で 26 回 確 認 で き

る ．招 待 さ れ た の は ，近 隣 の 警 察 ，大 学 ，高 校 ，道 場（ 例 え ば ，

皇 宮 警 察 ，学 習 院 ，有 信 館 な ど ）で あ る ．校 友 会 雑 誌 に よ る と

第 6 回 目 か ら 三 本 勝 負 ，一 本 勝 負 の 表 記 が 見 ら れ よ り 詳 し く 大

会 結 果 が 記 述 さ れ る よ う に な る 8 1 ． こ れ に 対 し て 三 高 の 招 待

試 合 は わ ず か に 2 回 で あ る ． 第 1 回 目 は 1 908（ 明 治 41） 年 に

開 催 さ れ ，近 隣 の 大 学 ，高 校 ，専 門 学 校 ，中 学 校 が 招 待 さ れ て

六 十 組 の 試 合 数 が 行 わ れ た 8 2 ． 第 2 回 目 は 1 912 年 （ 大 正 元 ）

年 に 実 施 さ れ ，組 数 は 不 詳 で あ る が 20 校 か ら 約 40 名 が 招 待 さ

れ た ．こ の 大 会 で は 前 述 し た 大 学 ，高 校 な ど に 加 え て 武 専 も 参

加 し て い る 8 3 ． ま た 同 大 会 で は 三 本 勝 負 ， 一 本 勝 負 ， 武 徳 会

流 ， 居 合 の 表 記 が 見 ら れ る ．  

 

2． 対 抗 試 合  

明 治 30 年 代 に な る と 他 県 へ 赴 い て 当 該 県 の 学 校 と 団 体 戦 形

式 の 対 抗 試 合 が 行 わ れ る よ う に な る ．関 東 で は 1903（ 明 治 36）

年 に 一 高 と 二 高（ 宮 城 ）が 対 抗 試 合 を 行 い 8 4 ，関 西 で は そ れ よ

り も 2 年 早 く 三 高 と 四 高 が 対 抗 試 合（ 1901）を 実 施 し て い る 8 5 ．

こ の よ う に 学 生 剣 道 の 対 抗 試 合 は ，校 内 の み の 試 合 か ら 近 郊 の

学 校 を 招 聘 し た 招 待 大 会 ，さ ら に 他 県 の 学 校 と の 試 合 へ と 空 間

的 な 広 が り を 見 せ る の で あ る ．  

                                         
8 0 不 詳 （ 1 8 9 1）『 校 友 會 雑 誌 』， 3 号 ， p . 4 1．  
81 か と 生 （ 1 8 9 4）『 校 友 会 雑 誌 』， 3 5 号 ， p p . 6 9 - 7 3．  
82 霞 月 （ 1 9 0 8）『 嶽 水 會 雑 誌 』， 40 号 ， p . 9 1．  
83 松 生 ・ 後 生 （ 1 9 1 2）『 嶽 水 會 雑 誌 』， 5 0 号 ， p . 7 3．  
84 不 詳 （ 1 9 0 4）『 校 友 會 雑 誌 』， 13 7 号 ， p p . 8 7 - 1 0 1．  
85 不 詳 （ 1 9 0 1）『 嶽 水 會 雑 誌 』， 12 号 ， p p . 7 2 - 7 3．  
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表 4 一 高 及 び 三 高 の 対 抗 試 合 ，高 専 大 会 に お け る 試 合 の 状 況  

年 号  一 高  三 高  

1901/明 34   四 高 と 対 抗 戦 (『 嶽 』 9

号 ， pp． 73-76) 

1903/明 36  二 高 と 対 抗 戦 (『 向 』

(1913)， pp． 189 -191) 

 

1904/明 37  二 高 と 対 抗 戦 (『 校 』1 35

号 ， pp． 70-7 2) 

 

1907/明 40   四 高 と 対 抗 戦 （『 嶽 』 37

号 ， pp． 91-96）  

1908/明 41   六 高 と 対 抗 戦 （『 嶽 』 40

号 ， pp． 87-90）  

1912/大 1  〇 五 高 と 対 抗 試 合 (『 嶽 』

51 号 ， p． 109 ) 

〇 六 高 と 対 抗 戦 (『 嶽 』

51 号 ， pp． 10 8- 11 4)  

1913/大 2  第 1 回 京 都 帝 大 主 催 高

専 剣 道 大 会 (『 歴 』p．36 0)  

1914/大 3  〇 六 高 と 対 抗 戦 (『 嶽 』

58 号 ， pp． 51-56) 

〇 京 都 帝 大 主 催 高 専 剣

道 大 会 （ 優 勝 ） (『 歴 』

p． 36 0)  

1923/大 12  二 高 と 対 抗 戦 (『 校 』2 92

号 ・ pp． 88-91) 

 

192 4/大 13  第 1 回 東 京 帝 大 高 専 剣  
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道 大 会 (『 歴 』 p． 3 60) 

1925/大 14  東 京 帝 大 高 専 剣 道 大 会

（ 優 勝 ）(『 歴 』p．36 0)  

京 都 帝 大 高 専 剣 道 大 会

（ 優 勝 ） (『 歴 』p． 36 0)  

1926/昭 1 〇 二 高 と 対 抗 戦 (『 校 』

306 号 ・ pp． 2-8) 

 

1929/昭 4  京 都 帝 大 高 専 剣 道 大 会

（ 優 勝 ）(『 歴 』（ 20 03），

p． 33 0)  

注 ： 表 中 の 文 献 名 は 以 下 の よ う に 略 記 し た ．『 校 友 會 雑 誌 』 → 『 校 』，

『 嶽 水 會 雑 誌 』→『 嶽 』，『 向 陵 誌 』→『 向 』，『 剣 道 の 歴 史 』→『 歴 』．

第 二 高 等 学 校（ 仙 台 ）→ 二 高 ．第 四 高 等 学 校（ 金 沢 ）→ 四 校 ，第 六 高

等 学 校（ 岡 山 ）→ 六 高 ．東 京 帝 大 と 京 都 帝 大 が 実 施 し た 全 国 大 会 は 第

1 回 及 び 一 高 と 三 高 が 優 勝 し た 大 会 の み を 記 し た ．  

 

一 高 の 対 抗 試 合 は 4 回 で ，対 戦 相 手 は す べ て 二 高 で あ る ．二

高 剣 道 部 （ 当 時 は 撃 剣 部 ） の 歴 史 は 1893（ 明 治 26） 年 に 遡 る

伝 統 校 で あ る ．一 方 ，三 高 の 対 抗 試 合 は 6 回 で ，対 戦 相 手 の 内

訳 は ，四 高 が 2 回 ，六 高（ 岡 山 ）が 3 回 で あ る ．一 高 は 二 高 と

の み 試 合 し て い る ．そ の 理 由 は 不 明 だ が ，二 高 の み が 挑 戦 し た

と い う こ と で あ る ．つ ま り 一 高 は 意 識 の 上 で 旧 制 高 校 の 王 者 と

し て 挑 戦 さ れ る 側 で あ っ た と 思 わ れ る ．対 抗 戦 が 始 ま っ て 十 年

未 満 の 明 治 時 代 の 二 高 の 記 述（ 190 8）を み る と ，二 高 は 一 高 と

の 「 親 睦 」 を 深 め る と と も に ，「 模 範 的 仕 合 を 學 行 し 以 て 吾 が

堂 々 た る 高 等 学 校 生 徒 の 態 度 を 公 表 」 8 6 と 記 し ，対 抗 意 識 の 一

端 と 自 負 心 を 示 し て い る ．  

                                         
8 6 準 備 委 員 （ 1 9 0 8）『 尚 志 會 雑 誌 』， 7 9 号 ， p . 2．  
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一 方 三 高 は 四 高 ， 五 高 （ 熊 本 ）， 六 高 と 試 合 を し て い る が ，

一 高 同 様 に そ の 立 場 は 挑 戦 を 受 け る 側 で あ っ た ．挑 戦 者 の 四 高

は そ の 動 機 を ， 学 生 同 士 の 「 美 し い 交 情 」（ 一 致 団 結 ） と 「 親

睦 」，「 強 健 な る 学 風 」 8 7 の 養 成 に あ っ た ，ま た 生 徒 に 対 抗 試 合

と い う「 清 涼 剤 」 8 8 を 与 え て そ の 活 動 を 活 発 化 さ せ よ う と し た

と 記 し て い る ． 一 方 同 時 期 の 六 高 の 資 料 に は ，「 近 頃  を こ が

ま し く 井 の 蛙 の そ れ な ら で  身 の 程 知 ら ざ る 義 と は 存 じ 候 へ

ど も  御 快 諾 の 榮 に 接 し た く  一 日 千 秋 の 思 も て 相 待 居 り 候 」

8 9 と 慇 懃 無 礼 と 思 え る よ う な 挑 戦 状 を 三 高 に 発 し て い る ．五 高

は 京 都 帝 大 高 専 剣 道 大 会 に お い て 優 勝 数 最 多 の 最 強 高 （ 五 回 ）

で あ っ た ．五 高 の 剣 道 部 史 に よ れ ば 五 高 の 対 抗 試 合 は 1 904（ 明

治 37） 年 に 山 口 高 校 や 七 高 と の 対 戦 か ら 始 ま る 9 0 ． 対 抗 試 合

の 目 的 は 母 校 と 自 分 た ち の「 面 目 」の た め に「 勝 つ 」 9 1 こ と で

あ っ た ． 三 高 に 五 高 が 挑 戦 す る の は 1911（ 明 治 44） 年 の こ と

で あ る が こ れ は 「 天 下 に 覇 を 稱 」 9 2 そ う と す る 試 み で あ っ た ．

殊 勝 な 四 高 を 除 け ば 強 い 勝 利 主 義 の 志 向 が 窺 わ れ る ．  

  

                                         
8 7 河 合 良 成 （ 1 9 0 7）『 北 辰 会 雑 誌 』， 4 8 号 ， p p . 1 0 8 - 1 1 0．  
88 河 合 良 成 （ 1 9 0 7）『 北 辰 会 雑 誌 』， 4 8 号 ， p . 1 0 8．  
89 六 陵 子 （ 1 9 0 8）『 校 友 會 會 誌 』， 1 9 号 ， p p . 9 8 - 9 9．  
90 土 井 ・ 正 徳 （ 1 9 2 1）『 龍 南 』， 17 6 号 ， p p . 4 6 - 4 7．  
91 土 井 ・ 正 徳 （ 1 9 2 1）『 龍 南 』， 17 6 号 ， p . 4 7．  
92 土 井 ・ 正 徳 （ 1 9 2 1）『 龍 南 』， 17 6 号 ， p . 5 5．  
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3． 帝 国 大 学 主 催 高 等 学 校 ・ 専 門 学 校 剣 道 大 会  

大 正 時 代 に 入 る と 学 生 剣 道 の 試 合 は さ ら に 活 発 化 し ， 1 913

（ 大 正 2）年 に 京 都 帝 大 高 専 剣 道 大 会 が 開 催 さ れ た ．最 も 歴 史

の 古 い 学 生 に よ る 全 国 規 模 の 大 会 で あ り 剣 道 青 年 が そ の 優 勝

を 目 標 と す る 晴 れ 舞 台 で あ っ た ．こ の 大 会 を 企 図 し た 大 野 熊 雄

（ 五 高 出 身 ） は 当 時 盛 ん で あ っ た 警 察 官 の 剣 道 が ，「 馬 鹿 力 の

上 ， 技 術 が な い の で ， 肘 な ど 殴 ら れ る と 腫 れ 上 」 っ て し ま う ，

「 警 官 と 稽 古 す る と ，生 傷 の 絶 え た 事 は な か っ た 」 9 3 こ と か ら ，

「 何 と か し て 学 生 剣 道 を 向 上 発 展 さ せ た い 」 9 4 と い う 念 願 を 以

て こ の 大 会 を 創 設 し た と い う ．  

遅 れ る こ と 11 年 ， 1924（ 大 正 13）年 に は 東 京 帝 大 高 専 剣 道

大 会 が 実 施 さ れ た ．同 大 会 の 試 合 形 式 は 持 久 力 と 敢 闘 精 神 が 要

求 さ れ る 9 5 一 校 十 名 の 勝 ち 抜 き 方 式 （ 三 本 勝 負 ） で 行 わ れ た

9 6 ．東 京 帝 大 高 専 剣 道 大 会 は ，当 初 は 国 が 設 置 し た 官 立 の 高 等

学 校 の み の 出 場 で あ っ た が 第 17 大 会 か ら 私 立 の 参 加 も 認 め ら

れ た 9 7 ．旧 制 高 校 OB の 小 沢 幸 正 は ，旧 制 高 校 剣 道 の 特 色 は“ 母

校 の 名 誉 ” の た め に ，「 対 抗 戦 に 勝 た ん が た め の 剣 道 で あ り ，

そ の た め に 壮 絶 な 猛 練 習 を 重 ね て 各 人 が そ れ ぞ れ 独 特 の 技 を

工 夫 し て い た 」 9 8 と い う ．18 78（ 明 治 11）年 ，慶 応 義 塾 は 三 田

山 上 に 剣 道 会 を 組 織 す る と ， 翌 187 9（ 明 治 12） 年 ， 学 習 院 は

                                         
9 3 大 野 久 磨 夫 （ 1 9 6 8）『 剣 士 一 代 』， 日 本 武 教 社 ， p . 4 7．（ 書 に は 久

磨 夫 と あ る が ， 正 式 に は 熊 雄 で あ る ）  
94 同 上 ， p . 4 8．  
95 小 沢 幸 正 （ 1 9 7 8）「 旧 制 高 校 剣 道 と 旧 制 富 山 高 校 剣 道 」，『 旧 制 高

校 史 研 究 』， 1 6 号 ， p . 5 5．  
96 吉 村 哲 夫（ 2 0 0 3）『 剣 道 の 歴 史 』，全 日 本 剣 道 連 盟 ，p p . 3 2 8 - 3 2 9．  
97 吉 村 哲 夫 （ 2 0 0 3）『 剣 道 の 歴 史 』， p p . 3 2 8 - 3 2 9．  
98 小 沢 幸 正 （ 1 9 7 8）「 旧 制 高 校 剣 道 と 旧 制 富 山 高 校 剣 道 」，『 旧 制 高

校 史 研 究 』， 1 6 号 ， p . 5 3．  
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榊 原 鍵 吉 （ 直 心 陰 流 ） を 招 聘 し 「 剣 道 」 9 9） と い う 科 目 を 設 け

て 授 業 を 実 施 し た ．学 生 剣 道 の 始 ま り で あ る ．そ の 後 ，明 治 30

年 代 か ら 他 県 の 学 校 と の 対 抗 試 合 が 実 施 さ れ る よ う に な る ．  

大 正 期 に 入 る と 臨 時 教 育 会 議 は 官 立 高 等 学 校 を 10 校 ， 実 業

専 門 学 校 を 17 校 ，専 門 学 校 を 2 校 新 設 す る 計 画 を 策 定 し た 1 0 0）

．そ の 結 果 運 動 部 が 新 設 さ れ ，武 道 及 び ス ポ ー ツ 人 口 も 増 大 し

た 1 0 1）た め ，運 動 部 の 対 抗 試 合 に は よ り 多 く の 選 手 が 参 加 し ，

対 抗 試 合 は 多 く の 人 々 の 関 心 事 と な っ て い く ．  

以 上 の よ う な ，学 生 剣 道 界 の 状 況 は 昭 和 初 期 に お い て 次 の よ

う に 評 さ れ る よ う に な る ．「 武 徳 会 を 根 源 と す る 所 謂 専 門 家 と ，

一 は 京 大 主 催 の 全 国 高 、専 試 合 を 中 心 と す る 学 生 剣 道 」が あ り ，

武 徳 会 は「 剣 道 の 道 徳 化 を 叫 ん で 勝 敗 を 度 外 視 し 、真 の 剣 道（ 實

［ マ マ ］い へ ば 徳 川 時 代 に 発 達 せ る 剣 道 ）に 到 着 せ ん 」 1 0 2） と

し ，学 生 剣 道 は「 剣 道 の 一 般 化 を 叫 ん で 、之 に 聊 か 西 洋 の ス ポ

ー ツ を 加 味 し ， 全 然 勝 敗 を 争 は ん と し て い る 」 1 0 3） ．  

  

                                         
9 9 大 保 木 輝 雄（ 2 00 2）関 東 学 生 剣 道 連 盟 五 十 周 年 記 念 誌 ，関 東 学 生

剣 道 連 盟 ， p . 9．  
10 0 竹 内 洋（ 1 9 9 9）学 歴 貴 族 の 栄 光 と 挫 折 ，中 央 公 論 新 社 ， p p . 11 2 -

1 1 3．  
10 1 中 嶋 哲 也（ 2 0 1 7）近 代 日 本 の 武 道 論 ，国 書 刊 行 会 ，p p .1 9 5 - 1 9 6．  
10 2 大 野 熊 雄 （ 1 9 2 8） ア サ ヒ ス ポ ー ツ ， 第 6 巻 ， 第 1 号 ， 朝 日 新 聞

社 ， p . 1 9 . 
10 3 同 上 ， p . 1 9 . 
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第 五 節  学 生 た ち の 剣 道 観  

 

1． 旧 制 高 校 に お け る 竹 刀 の 捉 え 方  

 1896(明 治 29)年 ， あ る 一 高 生 は 竹 刀 を 非 常 に 強 く 握 る こ と

な く 刀 剣 で 斬 る つ も り で に ぎ る べ き と 次 の よ う に 記 し て い る ．

「 竹 刀 を 非 常 に 強 く 握 り つ め て 極 力 以 て 敵 を 打 て ば ，敵 は 爲 め

に ひ る む か 如 く 見 ゆ れ ど も ，剣 術 は 決 し て 人 を な ぐ り 殺 す に あ

ら ず ん ば ， 切 る 積 り に て 稽 古 せ ら る べ き な り 」 1 0 4 ． ま た 4 年

後 の 1900（ 明 治 33）年 に は ，「 一 旦 相 對 す る や ，己 が 手 に せ る

も の は 唯 の 竹 束 と は 夢 々 思 ふ べ き に あ ら ず ，必 ず 眞 劍 に 心 得 な

く て は 適 は ず 」 1 0 5 と ， 竹 刀 を 保 持 す る 際 の 精 神 が 刀 剣 の 観 念

で あ る こ と を 示 し た ．根 岸 の 思 想 が 学 生 に 浸 透 し て い た 様 子 が

窺 え る ．  

三 高 も 同 様 で あ っ た こ と は 1 902（ 明 治 35） 年 の 撃 剣 の 試 合

で 柔 道 部 の 選 手 が 竹 刀 を つ か ん で 相 手 選 手 を 滅 多 打 ち に し た

際 の 審 判 の 発 言 に 見 え る ．「 検 證 の 先 生 」 は 「 竹 刀 を つ か め ば

手 は 切 れ た り と い ふ ， こ の 時 笑 聲 四 方 よ り 起 る 」 1 0 6 と あ る ．

柔 道 部 選 手 が 竹 刀 の ど こ を つ か ん だ の か は 不 詳 だ が ，指 導 者 の

意 識 が 竹 刀 は 刀 剣 で あ り 剣 道 は 当 て あ い で は な い と す る 点 は

一 高 の 場 合 と 同 じ で あ っ た ．  

 そ れ か ら 十 数 年 後 の 1914（ 大 正 3）年 ，三 高 は 六 高 と の 対 抗

試 合 を 行 っ た ．こ の 試 合 で は 試 合 前 日 の 練 習 態 度 と 試 合 当 日 の

審 判 に 関 す る 問 題 が 起 き て い る ．三 高 は 練 習 態 度 に つ い て ，「 試

合 の 前 日 我 等（ 三 高 － 筆 者 ）の 道 具 竹 刀 我 等 が 命 と 恃 む 竹 刀 －

                                         
1 0 4 研 刀 生 （ 1 8 9 6）『 校 友 會 雑 誌 』， 5 7 号 ， p . 7 9．  
10 5 部 員 （ 1 9 0 0）『 校 友 會 雑 誌 』， 97 号 ， p . 8 0．  
10 6 不 詳 （ 1 9 0 2）『 嶽 水 會 雑 誌 』， 18 号 ， p . 1 3 3．  
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武 士 の 魂 － さ へ 無 断 に 引 き 出 さ れ 使 は れ て 打 捨 て ら れ て あ つ

た 」 1 0 7 と 述 べ 竹 刀 の 扱 い 方 に 対 す る 六 高 の 非 礼 を 戒 め て い る ． 

こ の よ う に 一 高 と 三 高 の 学 生 は 基 本 的 に 竹 刀 を 刀 剣 と し て

扱 う 思 想 を 原 則 と し て い た ．こ の こ と は 対 戦 校 の 二 高 1 0 8  1 0 9，

四 高 1 1 0  1 1 1， 五 高 1 1 2  1 1 3， 六 高 1 1 4  1 1 5 も 例 外 で は な く ， 稽 古

や 試 合 に お け る 刀 剣 に 関 す る 記 述 を 資 料 か ら 確 認 で き る た め ，

明 治 か ら 大 正 期 ま で 刀 剣 の 観 念 を 持 っ て い た と い え る ．  

 

2． 一 高 生 の 剣 道 観 ： 勝 利 至 上 主 義 の 否 定  

 

（ 1） 勝 利 至 上 主 義 の 否 定  

189 1（ 明 治 24）年 10 月 ，一 高 は 多 く の 招 待 者 を 招 い て 秋 季

大 会 を 開 催 し た ．こ の 大 会 を 観 戦 し た 一 高 の 学 生 は ，勝 ち 負 け

に 拘 泥 し て 騒 ぎ た て た 一 高 生 を ，「 主 の 勝 つ も 客 の 負 る も 優 然

と し て 粛 然 と し て 威 義 を 保 つ 亦 善 か ら す や 」 1 1 6 と ， 招 待 者 へ

の 礼 節 に 欠 け た 自 己 中 心 的 な も の で あ る こ と ，ま た 剣 道 の 勝 負

が 真 剣 勝 負 を 前 提 に す る と い う 本 来 的 意 味 を 理 解 し て い な い

こ と を 批 判 し て い る ．こ の 8 年 後 ，一 高 は 対 外 試 合 へ の 参 加 を

取 り や め る 決 定 を 下 す ．あ る 部 員 が 語 っ た そ の 主 旨 は 以 下 の よ

                                         
1 0 7 勝 矢 （ 1 9 1 4）『 嶽 水 會 雑 誌 』， 58 号 ， p . 5 4．  
10 8 疎 狂 生 ( 1 9 0 0 )尚 志 會 雑 誌 ， 4 2 号 ， p p . 6 8 - 7 0，．  
10 9 不 詳 （ 1 9 1 3） 尚 志 會 雑 誌 ， 9 7 号 ， p p . 5 5 9 - 5 6 0．  
11 0 金 子 要 人 （ 1 9 1 2） 北 辰 会 雑 誌 ， 6 3 号 ， p p . 8 5 - 9 1．  
11 1 ま つ ぎ （ 1 9 1 6） 北 辰 会 雑 誌 ， 75 号 ， p p . 1 6 8 - 1 6 9．  
11 2  不 詳 ： 龍 南 会 雑 誌 （ 1 9 0 4） 1 0 6 号 ， p p . 6 6 - 6 9．  
11 3 土 井 ・ 正 徳 （ 1 9 2 1） 龍 南 ， 1 7 6 号 ， p . 7 2．  
11 4 六 陵 子 （ 1 9 0 8） 校 友 會 會 誌 ， 19 号 ， p p . 1 0 1 - 1 0 4 . 
11 5 不 詳 （ 1 9 1 4） 校 友 會 會 誌 ， 3 8 号 ， p . 1 2 2．  
11 6 不 詳 （ 1 8 9 1）『 校 友 會 雑 誌 』， 10 号 ， p . 3 7．  
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う で あ っ た ．「 対 外 試 合 の 様 子 を よ く 見 て い る と こ れ を 止 め た

方 が よ い と 思 う ．自 分 に 十 分 に 実 力 が あ れ ば こ そ 挑 戦 を 拒 み 得

る が 現 状 は そ う で は な い ．十 分 な 準 備 も し な い で お い て 挑 戦 を

受 け て こ れ を 断 る の は 卑 怯 な 心 を も つ か ら だ ．我 ら 武 陵 1 1 7 健

児 の す べ き こ と で は な い ．刻 苦 精 励 し て 戦 わ ず し て 勝 ち う る よ

う 準 備 せ よ 」 1 1 8 （ 筆 者 訳 1 1 9）． 記 者 は 刻 苦 勉 励 の 稽 古 を 通 し

て 孫 子 の 兵 法 に お け る 最 高 の 境 地 を 得 る ま で 準 備 す べ き こ と

を 説 く ．こ の よ う な 論 理 で“ 対 外 試 合 を や め る べ き だ ”と す る

思 想 の 背 後 に は 指 導 者 の 存 在 が 窺 え る ．つ ま り ，塩 谷 や 根 岸 の

影 響 に よ っ て 一 高 生 は 勝 敗 に こ だ わ ら な い 剣 道 の 伝 統 を 形 成

し て い っ た と 推 認 さ れ る ．  

 

190 2（ 明 治 35）年 当 時 の 一 高 生 は ，剣 術 家 が「 小 巧 を 弄 し て

技 術 の 末 に 走 り 」，「 未 だ 劍 の 心 法 を 解 せ ざ る 」 1 2 0 と 次 の よ う

に 批 判 し て い る ．  

 

現 在 剣 客 と 称 す る も の の 多 く は 頑 固 で 無 知 で あ り ，ど う で も

よ い 巧 み さ を 弄 ん ぶ よ う な 技 術 の 末 に 走 っ て ，勝 つ こ と の み

に 精 神 を 奪 わ れ て い る ．彼 ら は 技 術 を 理 解 す る が 剣 の 心 法 は

                                         

1 1 7 「 武 陵 」は 東 京・本 郷 の 一 高 の あ っ た 向 ヶ 丘 の 漢 語 的 美 称 ．「 武 」

は 「 武 蔵 野 」 あ る い は 「 武 道 」 の 「 武 」 で も あ る ． h t t p : / / w w w 5 f．

b i g l o b e．n e．j p / ~ t a k e c ha n / S 1 0P 2 2 8 h a r u t o u k a i．h t m l（ 20 1 9 / 0 7/ 0 6

ア ク セ ス ）  

11 8 撃 劔 部 員 （ 1 8 9 9）『 校 友 會 雑 誌 』， 8 8 号 ， p . 5 6．  
11 9 「（ 筆 者 訳 ）」 の あ る 引 用 箇 所 は 比 較 的 難 解 の た め 、 読 者 の 弁 を

考 え て 筆 者 の 訳 文 を 加 え た ． 以 下 ， 必 要 に 応 じ て 行 っ た ．  
12 0 狂 劍 生 （ 1 9 0 2）『 校 友 會 雑 誌 』， 1 2 0 号 ， p p . 6 1 - 6 2．  
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理 解 し て い な い ．わ が 剣 道 部 は 少 な く と も 彼 ら 剣 客 の 亜 流 を

脱 し て 元 気 に 打 ち 合 い ， 勇 気 を も っ て 戦 い ， 礼 儀 を 厳 守 し ，

真 実 を 求 め ， 級 1 2 1 の 上 下 を 問 わ ず ， 先 輩 で あ る か 後 輩 で あ

る か を 問 題 に せ ず に ，一 つ 一 つ 剣 の 心 法 を 悟 得 す る よ う に 努

め な く て は な ら な い 1 2 2 ．（ 筆 者 訳 ）  

 

同 様 の 記 事 は 19 06（ 明 治 39） 年 に も 見 え る ．  

 

今 迄 に て は 撃 劍 の 見 世 物 等 の 惡 習 慣 等 残 り 居 り ，勝 負 に 潔 よ

か ら ざ る 事 等 も あ り て 實 に 慨 嘆 の 至 り な き ．若 し 幸 に し て か

く し て 各 學 校 の 親 睦 を 計 る と 共 に 撃 劍 に 一 定 の 統 一 を 來 し  

潔 白 な る 仕 合 に 我 國 本 來 の 武 術 の 面 目 を 發 揚 す る を 得 ば  

武 道 の 發 展 期 し て 待 つ べ し 1 2 3 ．  

 

一 高 生 が 否 定 す る の は ，“ 勝 負 の 念 は 常 に 其 頭 腦 を 去 ら ず ”

と い う 態 度 で あ る ．“ 剣 の 心 法 ” を も 解 さ な い と い う 評 価 は ，

塩 谷 が 小 栗 か ら 学 ん で い た 一 刀 流 の 教 え ，恐 ，驚 ，惑 ，疑 の 四

戒 (四 病 )を 知 っ て い た と 推 察 さ れ ，剣 道 家 と し て の 態 度・心 構

え を い っ た と 考 え ら れ る ．  

1910（ 明 治 43）年 ，一 高 は 二 高 と の 対 抗 試 合 に 勝 利 す る が ，

そ の 際 の 記 事 ，「 若 し 勝 敗 の 數 に 捕 ら わ れ て そ れ 以 上 何 者 を も

求 む る な く ん ば ， 今 日 の 光 榮 あ る 勝 利 も 一 時 を 飾 る 虚 空 の 虹 」

                                         
1 2 1 一 高 に お け る 剣 道 の 階 級 は 段 の 取 得 前 に 級 を 置 い た ． こ の 級 制

度 は い つ 制 定 さ れ た か は 不 明 で あ る が ，『 校 友 會 雑 誌 』で は 1 8 9 6（ 明

治 2 9）年 か ら 確 認 で き る（ 不 詳 ，1 8 9 6『 校 友 會 雑 誌 』，5 5 号 ，p . 28）．  
12 2 狂 劍 生 （ 1 9 0 2）『 校 友 會 雑 誌 』， 1 2 0 号 ， p p . 6 1 - 6 2．  
12 3 不 詳 （ 1 9 0 6）『 校 友 會 雑 誌 』， 15 7 号 ， p . 6 0．  
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1 2 4 に も 勝 利 主 義 へ の 戒 め が み え る ． ま た 二 高 学 生 も 一 高 と ほ

ぼ 同 質 の 思 想 を も っ て い た ．一 高 と の 対 抗 試 合 に お け る「 準 備

委 員 」の 学 生 は 二 高 の『 尚 志 會 雑 誌 』に お い て 広 く ス ポ ー ツ 運

動 の 世 界 を 批 判 し ，「 東 都 運 動 会 」は い た ず ら に ，「 競 技 勝 敗 の

み に 傾 注 し て 殆 ん ど 學 生 的 活 動 の 範 囲 を 脱 却 し 商 實 的 果 た 興

行 物 的 に 傾 」 い て い る ，「 吾 人 は こ ゝ に 模 範 的 仕 合 を 學 行 し 以

て 吾 が 堂 々 た る 高 等 学 校 生 徒 の 態 度 を 公 表 せ ん こ そ 誠 に 生 徒

一 同 の 希 望 」 1 2 5 で あ る と 述 べ て い る ．  

 

（ 2） 東 京 帝 大 高 専 剣 道 大 会 で の 優 勝  

こ の よ う な 一 高 の 伝 統 も ，大 正 時 代 に は 大 き な 揺 ら ぎ を 迎 え

る ．臨 時 教 育 会 議 は 官 立 高 等 学 校 を 10 校 ，実 業 専 門 学 校 を 17

校 ， 専 門 学 校 を 2 校 新 設 す る 計 画 を 策 定 し た 1 2 6 ． そ の 結 果 運

動 部 が 新 設 さ れ ， 武 道 及 び ス ポ ー ツ 人 口 も 増 大 し た 1 2 7 た め ，

運 動 部 の 対 抗 試 合 に は よ り 多 く の 選 手 が 参 加 し ，対 校 試 合 は よ

り 多 く の 人 々 の 関 心 事 と な っ て い く ．学 生 剣 道 界 も 同 様 で ，対

抗 試 合 は 発 展 し て 1913（ 大 正 2）年 に 始 ま っ た 京 都 帝 大 高 専 剣

道 大 会 の 参 加 校 は 1914（ 大 正 3） 年 に は 6 校 か ら 12 校 へ と 増

え て い き ， ま た 1924（ 大 正 13） 年 に 始 ま っ た 東 京 帝 大 高 専 大

会 は 最 初 か ら 12 校 が 参 加 し て お り 剣 道 界 関 心 の 一 大 イ ベ ン ト

と な っ て い た ．1923（ 大 正 12）年 ，あ る 一 高 生 は ，対 外 試 合 へ

の 批 判 に 対 す る 反 論 を 次 の よ う に 述 べ て い る ．  

                                         
1 2 4 不 詳 （ 1 9 1 0）『 校 友 會 雑 誌 』， 19 7 号 ， p . 7 6．  
12 5 準 備 委 員 （ 1 9 0 8）『 尚 志 會 雑 誌 』， 7 9 号 ， p . 2．  
12 6 竹 内 洋（ 1 9 9 9）『 学 歴 貴 族 の 栄 光 と 挫 折 』，中 央 公 論 新 社 ，p p . 11 2 -

1 1 3．  
12 7 中 嶋 哲 也（ 2 0 1 7）『 近 代 日 本 の 武 道 論 』，国 書 刊 行 会 ，p p .1 9 5 - 1 9 6．  
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対 外 試 合 は 技 と 心 を 練 っ て 剣 道 を 向 上 発 展 さ せ る の に 有 益

で あ る こ と は 論 を 待 た な い ．し か し 知 識 人 は し ば し ば そ の 弊

害 を 強 調 し て 正 々 堂 々 と し て 行 う 試 合 そ の も の を 非 難 す る

の で ，密 か に 憂 慮 し て い る ．私 は 理 想 的 な 試 合 を 行 っ て 天 下

の 模 範 と な り ，剣 道 に 貢 献 す る こ と を 年 来 の 希 望 と し て い る

1 2 8 （ 筆 者 訳 ）．  

 

こ の 記 事 に よ っ て 試 合 そ の も の を 否 定 す る 意 見 が あ る こ と

が わ か る ．著 者 が 理 想 的 試 合 を 行 っ て 模 範 と な っ て 剣 道 を 向 上

発 展 さ せ る と 抱 負 を 述 べ て い る こ と は 勝 利 主 義 に よ る 相 当 に

見 苦 し い 試 合 が あ る こ と か ら で あ ろ う ．そ の 2 年 後 の 1 925（ 大

正 14）年 ，一 高 は 晴 れ の 優 勝 を 遂 げ ，学 生 は 次 の よ う に 記 し た ．  

 

大 正 14 年 12 月 28 日 ， 第 2 回 全 国 高 等 学 校 専 門 学 校 剣 道 争

奪 戦 に 於 け る 光 栄 あ る 優 勝 は ， か の 消 々 た る 千 萬 の 邪 剣 も ，

只 一 の 正 剣 に 抗 す な き を 明 ら か に 語 る も の た る 1 2 9 ．  

 

対 戦 校 を 邪 剣 の 剣 士 ， 自 校 を 正 剣 の 剣 士 と す る 自 画 自 賛 し ，

昨 年 優 勝 の 水 戸 高 校 と の 決 勝 戦 に つ い て は ，「 實 に や 千 萬 の 邪

剣 も 一 の 正 剣 に 如 か ざ り き ．人 の 和 と 正 剣 と を 把 持 し て 只 管 精

進 怠 ら ざ り し 我 等 の 頭 上 に は 今 や 紅 の 大 優 勝 旗 燦 然 と し て 輝

き た り 」 1 3 0 と あ り ，精 進 を 重 ね た 結 果 と し て の“ 正 剣 ”へ の 自

負 が 窺 わ れ る ．  

                                         
1 2 8 不 詳 （ 1 9 2 3）『 校 友 會 雑 誌 』， 29 2 号 ， p . 8 8．  
12 9 不 詳 （ 1 9 2 6）『 校 友 會 雑 誌 』， 30 6 号 ， p . 2．  
13 0 不 詳 （ 1 9 2 6）『 校 友 會 雑 誌 』， 30 6 号 ， p . 8．  
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（ 3） 試 合 へ の 不 参 加 と そ の 意 味  

“ 光 栄 あ る ” 優 勝 の 翌 1926（ 大 正 15） 年 ， 一 高 の 選 ん だ 決

断 は 優 勝 を 争 う 試 合 へ の 不 参 加 で あ っ た ．そ れ は「 理 想 的 試 合 」

1 3 1 を 目 指 す 宣 言 で も あ っ た ． 不 参 加 の 理 由 は ， ① 試 合 に お け

る 勝 敗 の 決 定 方 法 と ，② 第 2 回 の 東 京 帝 大 高 専 剣 道 大 会 に お け

る 試 合 の 在 り 方 に 対 す る 意 見 で あ っ た ．② に つ い て は ，第 2 回

の 東 京 帝 大 高 専 剣 道 大 会 は す で に「 成 立 当 事 の 先 輩 の 精 神 」が

「 全 く 沒 却 せ ら れ 」，単 な る「 優 勝 旗 争 奪 の 爲 の 試 合 」 1 3 2 に な

っ て し ま っ て い る こ と で あ っ た ．一 高 は 対 抗 試 合 に 参 加 す る こ

と で“ 正 剣 ”が“ 邪 剣 ”と 化 す と 認 識 し た の で あ る ．① に つ い

て は 部 長 塩 谷 の “ 仕 合 は 無 検 証 ”（ 自 己 審 判 ） で 行 う べ き で あ

る と す る 年 来 の 主 張 で あ っ た ．塩 谷 の 試 合 に お け る“ 検 証 ”の

廃 止 提 案 は ， 創 部 か ら 16 年 た っ た 1907（ 明 治 40） 年 に 遡 る ．

同 年 の 資 料 1 3 3 に よ る と 検 証 と は 審 判 員 が 試 合 に お い て「 絶 對

の 權 」を 持 っ て 勝 負 を 決 す る 制 度 で あ る ．つ ま り 塩 谷 の 意 見 は

自 己 審 判 制 度 を 採 用 す べ き だ と い う も の で あ っ た ．一 高 生 に よ

れ ば ，「 試 合 者 は 全 く 是 （ 審 判 員 － 筆 者 ） に 依 頼 し ， 爲 に 神 な

ら ぬ 審 判 者 の 時 と し て の 誤 謬 な る 判 決 に も 盲 從 」す る し か な く ，

「 不 平 不 滿 の 間 に ， 試 合 を 了 る 事 」 1 3 4 が 度 々 あ っ た と い う ．

塩 谷 の 意 見 は 学 生 た ち に 受 け 入 れ ら れ ，一 高 で は「 勝 負 に 重 を

置 く の 弊 を 矯 め ん 」た め に「 審 判 を 廢 」 1 3 5 し た ．審 判 員 を 廃 す

                                         
1 3 1 不 詳 （ 1 9 2 3）『 校 友 會 雑 誌 』， 29 2 号 ， p . 8 8．  
13 2 遠 山 澤 次 郎 ・ 稻 月 光 三 郎 ・ 小 柴 保 雄 （ 1 9 3 0）『 向 陵 誌 』， 第 一 高

等 学 校 寄 宿 寮 編 ， p p . 5 4 7- 5 4 8．  
13 3 委 員 （ 1 9 0 7）『 校 友 會 雑 誌 』， 43 号 ， p . 7 8．  
13 4 委 員 （ 1 9 0 7）『 校 友 會 雑 誌 』， 43 号 ， p . 7 8．  
13 5 吉 植 委 員 （ 1 9 0 9）『 校 友 會 雑 誌 』， 1 9 1 号 ， p . 7 6．  
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る と い う こ と は 試 合 者 相 互 が 公 正・廉 恥 の 精 神 で 有 効 打 突 の 有

無 を 自 己 宣 告 す る 方 法 を 意 味 し て い る ．一 高 生 が 塩 谷 の 指 導 以

降 ほ ぼ 一 貫 し て 持 し た 勝 利 主 義 批 判 は 武 士 的 精 神 と 表 裏 を な

し て い た と い え る ．  

 

3． 三 高 生 の 剣 道 観  

 

（ 1）“ 精 神 の 修 養 ” か ら “ 運 動 と し て の 発 達 ” へ  

190 3（ 明 治 36）年 ，三 高 生 の 時 實 は 次 の よ う に 述 べ て い る ．  

 

現 今 の 撃 剣 家 中 よ く 諸 氏 の 精 神 に 偉 大 な る 感 化 を 興 う る も

の 果 た し て 幾 人 か あ る  さ れ ば 今 日 に 於 て こ れ を 以 て 精 神

の 修 養 に 資 せ ん と す る は 蓋 し 思 わ ざ る の 甚 だ し き も の な り  

然 れ ど も 余 は 信 ず こ れ な き が 故 に 決 し て 撃 剣 の 価 値 を 喪 ふ

（ 失 う － 筆 者 ）を 要 せ ず  只 一 個 の 運 動 と し て 優 に 他 の 運 動

と 対 峙 し て 遜 色 な く 益 々 発 達 進 歩 せ し む べ き も の な り と  

余 は 今 更 こ れ が 運 動 と し て の 効 果 の 如 何 を 言 ふ を 要 せ ざ る

べ し 1 3 6 ．  

 

時 實 は 剣 道 に“ 精 神 の 修 養 ”と い っ た 固 有 の 価 値 が 付 着 し て

い る と い っ た 過 大 な こ と は 喧 伝 す る 必 要 は な く ，他 の ス ポ ー ツ

に 勝 る よ う に 剣 道 を 発 達 さ せ る べ き だ と い う ．剣 道 に お け る 精

神 の 修 養 と い う 効 果 ば か り を 説 く と ，「 一 の 誇 大 は 以 て 全 般 を

没 却 す る 」 1 3 7 可 能 性 が あ る た め で あ る ． 当 時 の 三 高 剣 道 部 は

                                         
1 3 6 時 實 綿 海 （ 1 9 0 3）『 嶽 水 會 雑 誌 』， 2 2 号 ， p . 1 1 6．  
13 7 同 上 ．  



63 

 

柔 道 部 と 分 離 し て ま も な い 頃 で あ っ た ． そ う し た 影 響 も あ り ，

他 の 運 動 部 の 方 が 人 気 が あ り し か も 剣 道 部 員 の 人 数 が 少 な か

っ た た め ，「 此 の 運 動 の 少 数 者 に 限 ら る ゝ を 最 大 の 遺 憾 」 1 3 8 と

し て お り ，他 の 競 技 ス ポ ー ツ に 比 べ て 遜 色 な い“ 運 動 ”と し て

の 変 化 を 剣 道 に 求 め て い た と 思 わ れ る ．で は 三 高 生 の 意 識 は ど

の よ う に 変 化 し た の か ．  

 

(2)勝 利 主 義 の 昂 進 ： 対 抗 試 合 と 京 都 帝 大 高 専 剣 道 大 会  

以 下 の 記 事 は 三 高 学 生 あ る い は OB の 昂 進 し て 止 ま な い 勝 利

へ の 強 い 希 求 を 示 し て い る ．  

1906（ 明 治 39）年 ，三 高 は 六 高 と 対 戦 し ，敗 北 す る 1 3 9 ．翌

年 の 記 事 に は ，「 嗚 呼 我 敗 れ ぬ  我 等 は 今 諸 君 の 前 に 此 悲 報 を

披 瀝 せ ざ る べ か ら ざ る を 悲 し む ．（ 中 略 ） 熱 誠 な る 囑 望 に 反 き

た る の 罪 を 謝 す 」 1 4 0 ．  

1912（ 大 正 元 ）年 ，三 高 は 対 抗 戦 で し ば し ば 苦 杯 を な め て き

た 六 高 に 試 合 を 断 ら れ る 屈 辱 を 受 け た ．「 彼 も と よ り 中 国 の 雄

と し て 常 に 豪 語 を 縦 に せ る 者 ，別 し て 去 歳 以 来 我 の 進 出 を 測 り

汲 々 と し て 戦 備 か 修 め た り と い へ ば 正 々 の 陣 を 張 つ て 我 軍 を

迎 へ て ぞ 武 士 の 道 に も か な ひ ぬ べ き を 只 一 言 都 合 に よ り て こ

と わ る と い ふ ， こ れ 何 の 心 ぞ や 」 1 4 1 ．  

1913（ 大 正 2）年 ，第 1 回 京 都 帝 大 高 専 剣 道 大 会 開 催 ． 東 寺

真 言 宗 大 学 に 敗 北 1 4 2 ．  

                                         
1 3 8 同 上 ．  
13 9 不 詳 （ 1 9 0 6）『 嶽 水 會 雑 誌 』， 40 号 ， p p . 8 7 - 9 0．  
14 0 不 詳 （ 1 9 0 7）『 嶽 水 會 雑 誌 』， 43 号 ， p p . 1 0 9 - 1 1 0．  
14 1 不 詳 （ 1 9 1 2）『 嶽 水 會 雑 誌 』， 51 号 ， p . 1 1 4．  
14 2 不 詳 （ 1 9 1 4）『 嶽 水 會 雑 誌 』， 57 号 ， p . 1 1 2．  
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1914（ 大 正 3） 年 ， 三 高 は 六 高 と の 試 合 を “ 復 讐 戦 ” と 位 置

づ け た が 再 度 敗 北 ．三 高 生 勝 矢 は ，「 我 等 は 負 け た 負 け た ，あ ゝ

こ れ が 負 け た の で あ ろ う か ，（ 中 略 ） 我 等 は 再 び 彼 等 の 毒 刃 に

倒 れ た の か 」 1 4 3 ．  

1920（ 大 正 9）年 の 優 勝 を 逃 し た 三 高 生 の 盛 は ，「 今 年 こ そ 石

に か じ り つ い て も と い う 観 念 」 を 持 っ て 「 過 度 の 練 習 」 を し ，

遂 に は 「 身 体 を い た め た も の さ へ あ つ た 」 1 4 4 ．  

 

（ 3） 武 士 的 精 神  

191 4（ 大 正 3）年 の 六 高 と の 対 抗 試 合 前 日 ，練 習 態 度 に 関 す

る 問 題 が 起 き て い る ．三 高 に よ れ ば「 試 合 の 前 日 我 等（ 註：三

高 ）の 道 具 竹 刀 我 等 が 命 と 恃 む 竹 刀 － 武 士 の 魂 － さ へ 無 断 に 引

き 出 さ れ 使 は れ て 打 捨 て ら れ て あ つ た 」 1 4 5 と い う ． そ の た め

三 高 は「 彼 等（ 六 高 － 筆 者 ）の 如 何 に 武 士 的 精 神 － 正 義 廉 恥 －

に 缺 乏 せ る か 」 1 4 6 と 六 高 の 練 習 態 度 を 批 判 し て い る ． こ れ に

つ い て 六 高 は ，「 道 具 竹 刀 位 は 充 分 準 備 し て る ． 決 し て 三 高 の

道 具 竹 刀 を 使 つ た こ と は な い 」，「 否 拝 借 し た く も 借 る に 足 る べ

き も の が な か つ た の だ ，そ れ は 三 高 は 多 く 大 學 の 道 場 に て 稽 古

す る た め か ，彼 れ 自 身 の 道 場 は 荒 廃 し て ，道 具 竹 刀 に は 塵 が 三

寸 も た ま つ て 居 た 」 か ら だ ，「 武 士 の 魂 と 稱 す る 彼 れ 等 と し て

は ， あ ま り に 矛 盾 も 甚 だ し い で は な い か ， こ れ も 負 け た か ら ，

竹 刀 一 本 が 武 士 の 魂 呼 ば わ り さ れ た の だ ろ う 」 1 4 7 と 痛 烈 に 反

                                         
1 4 3 勝 矢 （ 1 9 1 4）『 嶽 水 會 雑 誌 』， 58 号 ， p . 5 4．  
14 4 盛 （ 1 9 2 1）『 嶽 水 會 雑 誌 』， 7 7 号 ， p p . 1 - 3．  
14 5 勝 矢 （ 1 9 1 4）『 嶽 水 會 雑 誌 』， 58 号 ， p . 5 4．  
14 6 同 上 ．  
14 7 不 詳 （ 1 9 1 4）『 校 友 會 會 誌 』， 40 号 ， p . 8 8．  
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論 し た ．武 士 的 精 神 を め ぐ る 両 校 の 非 難 の 応 酬 は 三 高 が 六 高 に

関 す る 批 判 記 事 を 取 り 消 す と い う 処 置 を す る こ と に よ り 収 束

し た ．一 高 と 比 べ て 競 技 ス ポ ー ツ 性 が 強 い 三 高 や 六 高 に お い て

も 武 士 的 精 神 は 否 定 さ れ る も の で は な か っ た ．  

 

第 六 節  学 生 た ち の 技 術 と そ の 精 神 ： 勝 利 へ の 工 夫  

 

 旧 制 高 校 剣 道 の 特 色 は ，“ 母 校 の 名 誉 ”の た め に 猛 練 習 を し ，

「 対 抗 戦 に 勝 た ん が た め の 剣 道 」 1 4 8 で あ っ た と い う ． 学 生 た

ち は そ の た め の 手 段 と し て 技 術 を 工 夫 し た ．旧 制 高 校 の 剣 道 史

を 詳 細 に 調 べ た も の に は 筆 者 が 見 た 限 り ，1978（ 昭 和 53）年 の

富 山 高 等 学 校 OB の 小 沢 幸 正 の も の だ け で あ る ． そ の タ イ ト ル

と 目 次 は 次 の よ う に な っ て い る ．  

 

旧 制 高 校 剣 道 と 旧 制 富 山 高 校 剣 道 部  

 

一  緒 言  

二  旧 制 高 校 剣 道 の 特 徴  

三  戦 後 の 剣 道 に つ い て  

四  イ ン タ ー ハ イ 戦 績  

五  昭 和 天 覧 試 合 に お け る 旧 制 高 校 選 士 の 活 躍  

六  東 大 京 大 定 期 戦  

七  旧 制 イ ン タ ー ハ イ の 復 活  

八  旧 制 富 山 高 校 剣 道 部 － そ の 苦 闘 の 歴 史 と 光 輝 あ る 終 焉  

                                         
1 4 8 小 沢 幸 正 （ 1 9 7 8）「 旧 制 高 校 剣 道 と 旧 制 富 山 高 校 剣 道 」，『 旧 制

高 校 史 研 究 』 1 6 号 ， p . 53．  
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小 沢 は 学 生 た ち の 工 夫 の 姿 を ，「 間 合 の 外 か ら 飛 び 込 み 」（ 以

下 ，「 飛 び 込 み 」），「 打 っ て か ら の 引 き 揚 げ 」（ 以 下 ，「 引 き 揚 げ 」），

「 二 刀 」 1 4 9 の 三 つ に ま と め て 活 写 し て い る ．“ 飛 び 込 み ”は 互

い の 剣 先 が 触 れ 合 う か ，そ れ よ り も 遠 い 間 合 か ら 後 ろ 足 で 踏 み

切 り ，前 足 を 前 方 へ す ば や く 飛 び 上 が る よ う に 踏 み 込 む 動 作 で

あ る ．“ 打 っ て か ら の 引 き 揚 げ ” と は 攻 防 に 対 応 で き る 構 え か

ら 即 ， そ う し た 構 え に 戻 ら な い こ と で あ る ．  

 

1． 道 具 と 審 判 規 定 の 工 夫  

 

(1)勝 利 へ の 工 夫 ： 軽 い 竹 刀  

三 高 の 剣 風 を 示 す 1907（ 明 治 40） 年 当 時 の 資 料 が ， 三 高 に

対 し て 敵 愾 心 を 抱 く 四 高 の 記 事 に 見 え る ．  

 

世 の 中 の 人 は 四 高 大 敗 の 原 因 を 竹 刀 の 大 小 に 帰 し て い る よ

う だ ．三 高 の 竹 刀 の 用 い 方 は 軽 や か で ，そ の 重 さ も 四 高 の 三

分 の 二 程 度 だ ．あ る 者 は 三 高 の 剣 道 は 技 に 精 神 が 入 っ て い な

い と 罵 る が ，そ ん な こ と は わ か ら な い ．竹 刀 が 細 い か ら 推 定

し て 評 価 し た 結 果 だ 1 5 0 （ 筆 者 訳 ）．  

 

当 時 の 竹 刀 の 重 さ の 規 定 は な く ，武 徳 会 に お け る「 剣 術 講 習

                                         
1 4 9 小 沢 は 旧 制 富 山 高 校 の 1 9 4 4（ 昭 和 1 9） 年 卒 業 の O B で あ り ， 自

身 は 二 刀 を 使 用 し た ． 小 沢 の 論 稿 は 自 身 の 体 験 ， 1 9 3 3（ 昭 和 8） 年

以 降 の 資 料 ，先 輩 の 言 葉 を 引 用 し な が ら 書 か れ て い る ．（ 小 沢 幸 正 ，

1 9 7 8，「 旧 制 高 校 剣 道 と 旧 制 富 山 高 校 剣 道 」，『 旧 制 高 校 史 研 究 』 1 6

号 ， p p . 5 2 - 5 6）．  
15 0 不 詳 （ 1 9 0 7）『 北 辰 會 雑 誌 』， 48 号 ， p . 1 2 4．  
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規 定 」（ 1907） で は 体 型 に よ っ て 幾 分 か 調 整 し て よ い が 基 本 的

に は 三 尺 八 寸 と い う 長 さ の 規 定 の み で あ っ た 1 5 1 ．し た が っ て

旧 制 高 校 に お い て も 長 さ は 三 尺 八 寸 で あ り 重 さ の 規 定 は な か

っ た ． 三 高 と 四 高 と の 太 刀 の 重 さ の 極 端 な 差 に つ い て ， 当 時 ，

四 高 で は 無 刀 流 三 代 目 の 石 川 龍 三 が 指 導 し て い た こ と に よ る ．

四 高 で は 無 刀 流 と の 関 係 か ら 竹 刀 を 三 尺 二 寸 と し 竹 刀 を 真 剣

に 見 立 て て 通 常 よ り 重 い も の を 使 用 し て い た 1 5 2 ．三 高 師 範 の

内 藤 は ，人 に よ っ て「 身 體 の 長 短 と 力 の 強 弱 が あ る ．そ れ で 分

に 應 じ た も の を 持 つ て 自 在 の 妙 に 達 す る 事 を 学 ば ね ば な ら ぬ 」

1 5 3 と 述 べ て い る こ と か ら 判 断 し て あ ま り に も 長 く 軽 い 竹 刀 で

な け れ ば 容 認 し て い た の で あ ろ う ．三 高 の 竹 刀 が 軽 く 細 い と い

う こ と は 素 早 い 振 り や 当 て で 勝 利 を 勝 ち 取 ろ う と し て い た こ

と を 意 味 す る ．  

 

（ 2） 審 判 規 定  

191 4（ 大 正 3）年 ，三 高 対 六 高 の 対 抗 試 合 は 次 の よ う な ル ー

ル で 行 わ れ た ．「 上 段 に 構 へ し と き の み 左 小 手 を 採 用 す る こ と ，

敵 の 竹 刀 を 打 ち 落 せ し 際 直 ち に 敵 を 討 つ と き は 勝 と す 但 し 組

討 ち と な り し と き は 引 分 け と す ，胴 突 な し ，引 分 は 絶 對 に な き

こ と ，審 判 官 は 交 互 表 裏 四 勝 負 毎 に 交 代 の こ と 其 の 順 序 は 兩 審

判 に 一 任 の こ と ，竹 刀 を 故 意 に 打 ち 捨 て 組 討 ち を な さ ざ る こ と 」

1 5 4．  

                                         
1 5 1 中 村 民 雄 （ 1 9 9 4）『 剣 道 辞 典  技 術 と 文 化 の 歴 史 』， 島 津 書 房 ，

p . 7 2．  
15 2 石 田 和 外・吉 田 一 郎（ 1 98 0）『 石 田 和 外 遺 文 抄 』，石 田 恭 子 ，p p . 1 61 -

1 6 9．  
15 3 内 藤 高 治 （ 1 9 1 8）『 国 民 思 潮 』， 第 7 巻 ， 第 3 号 ， p . 3 7．  
15 4 不 詳 ： 校 友 會 會 誌 ， 3 8 号 ， p p .1 2 3 - 1 2 4， 1 9 1 4．  
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三 高 と 六 高 の 対 抗 試 合 に お い て 上 段 の み に 左 小 手 が 限 定 さ

れ た こ と は ，各 校 の 内 情 に よ る も の で は な か っ た ．幕 末 に お い

て す で に 右 小 手 に 打 突 部 位 を 集 約 し つ つ あ り ，左 小 手 は 大 正 期

ま で の 剣 道 書 で ご く 少 数 し か 散 見 さ れ な く な っ た 1 5 5．そ の 後 ，

左 小 手 は 相 手 が 上 段 の よ う に 一 定 の 条 件 下 で の み 有 効 と 認 め

ら れ る よ う に な っ た ．そ の 理 由 に つ い て 中 村 は「 仏 教 的 な 聖 な

る 手 ，機 能 的 に も 右 利 き の 人 が 圧 倒 的 に 多 い 右 手 を 抑 え 込 む こ

と に よ り ，そ の 人 の 行 動 力 を 封 じ る と い う ，象 徴 的 な 部 位 と し

て 右 前 腕 部 が 打 突 部 位 に 集 約 さ れ て い っ た 」 1 5 6 と 述 べ て い る ．

筆 者 が 見 た 限 り ，胴 突 き を な し と し た 明 確 な 理 由 は 資 料 に お い

て 見 当 た ら な か っ た が ，学 生 剣 道 の 理 念 で あ っ た“ 競 技 化 ”の

追 求 と い う 観 点 か ら 考 察 す れ ば ，技 術 の 多 様 性 を 重 視 し た か ら

で は な い か と 推 測 す る ． そ れ は 昭 和 40 年 代 に お い て 上 段 技 は

全 盛 で あ っ た が ，胸 突 き を 有 効 打 突 と し て 採 用 し た こ と に よ り ，

上 段 技 が 減 少 し て 直 線 的 な 剣 道 へ と 変 わ っ た 1 5 7 と い う 事 例 が

あ っ た か ら で あ る ．こ の 事 例 か ら ，学 生 は 技 術 の 画 一 性 を 避 け

る た め に 胴 突 き を な し に し た の で は な い か と 思 わ れ る ．引 き 分

け は “ 絶 対 に な し ” と し て い る 点 は 勝 敗 の 明 瞭 化 が 窺 え る ．  

三 高 と 六 高 の 対 抗 試 合 で は 審 判 の 表 裏 交 代 制 度 を 次 の よ う な

過 程 で 決 定 し た ．表 裏 と は 主 審 の 裏 側 に 副 審 を 配 置 す る 二 審 制

を 指 し ， 主 審 が 主 な 決 定 権 を 持 つ 審 判 制 度 1 5 8 で あ る ．  

六 高 に お い て 審 判 員 は 公 明 性 の 観 点 か ら 第 三 者 を 置 く べ き

                                         
1 5 5 中 村 民 雄 ： 剣 道 辞 典  技 術 と 文 化 の 歴 史 ， 島 津 書 房 ， p . 7 3，

1 9 9 4．  
15 6 同 上 ， p . 7 3．  
15 7 同 上 ， p p . 7 5 - 7 6．  
15 8 太 田 順 康 （ 2 0 0 9） 剣 道 を 知 る 辞 典 ， 日 本 武 道 学 会 剣 道 専 門 分 科

会 ， p . 8 9．  
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と し て い た が ，三 高 は 両 校 剣 道 部 の 師 範 が 表 裏 を 交 互 に 交 代 し

な が ら 審 判 す る こ と を 求 め た 1 5 9． 三 高 は 第 三 者 に 審 判 を 任 せ

な い 理 由 と し て ，た だ ず っ と「 或 る 事 情 の た め 」 1 6 0 と し て 明 確

な 回 答 を 濁 し た と い う ．こ れ に 折 れ た 六 高 は 仕 方 な く 主 審 を 一

方 の 剣 道 師 範 に 偏 ら せ な い た め に ，四 回 主 審 を や る ご と に 表 裏

を 交 代 す る こ と を 審 判 制 度 に 加 え た 1 6 1． こ れ に は 三 高 も 合 意

し ， 三 高 対 六 高 に お け る 対 抗 試 合 の 審 判 制 度 が 決 定 し た ．  

 

2． 技 術 の 工 夫  

 

（ 1） 飛 び 込 み  

金 子 近 次 は『 剣 道 学 』 (1924)の「 踏 切 及 び 其 教 授 法 」で 踏 み

込 み 足 の 方 法 を 詳 述 し て い る ．「 左 足 の 踏 み 切 り 」 1 6 2 を 強 調 し

て い る と こ ろ が そ れ ま で の 剣 道 書 に み ら れ な い 斬 新 な も の で

あ っ た ．そ れ は「 直 線 方 向 へ の 敏 捷 性 や 前 進 距 離 を 増 す こ と に

は 有 効 で あ る が ， 身 体 バ ラ ン ス の 面 か ら は 不 安 定 と な る 要 素 」

を も っ て お り ，「 真 剣 操 作 の 観 点 か ら は 危 険 性 」が「 高 い 」 1 6 3

た め 踏 み 込 み 動 作 は 真 剣 操 作 と は 異 な る 技 術 で あ っ た か ら で

あ る ．小 沢 に よ る と 狭 き 門 を 突 破 し て 入 学 し て く る 学 生 た ち の

多 く は 素 人 同 然 で あ り ，短 期 間 で 選 手 に す る に は 間 合 い に 入 っ

て か ら の 技 巧 を こ ら し た 打 ち 合 い だ け を 練 習 し て い て は 間 に

                                         
1 5 9 不 詳 （ 1 9 1 4） 校 友 會 會 誌 ， 3 8 号 ， p . 1 2 4．  
16 0 同 上 ， p . 1 2 4．  
16 1 同 上 ， p . 1 2 4．  
16 2 長 尾 進（ 1 9 9 6）「 近 世 ・ 近 代 に お け る 剣 術 ・ 剣 道 の 変 質 過 程 に 関

す る 研 究 ： 面 技 の 重 視 と 技 術 の 変 容 」， 明 治 大 学 人 文 科 学 研 究 所 紀

要 ， p . 5．  
16 3 同 上 ．  
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合 わ な い ． そ こ で 用 い ら れ た の が ，「 間 合 の 外 か ら 一 気 に 飛 び

込 ん で 打 ち ，そ の ま ま 相 手 の 横 を ダ ッ と 駆 け 抜 け て 行 く 技 」 1 6 4 ，

す な わ ち 飛 び 込 み で あ っ た ．間 合 の 取 り 方 と 入 る 瞬 間 が 勝 負 の

技 で あ っ た が ， そ の 豪 快 さ は 旧 制 高 校 生 に ふ さ わ し か っ た 1 6 5

と い う ．ま た 二 高 の 庄 司 宗 光（ 1926 年 卒 ）は 東 大 対 警 視 庁 戦 に

お い て こ の 技 で 15 人 抜 き を し て お り ，有 効 な 技 で も あ っ た 1 6 6 ．

最 初 に 確 認 で き る の は ，190 7（ 明 治 40）年 ，一 高 が 主 催 し た 第

十 九 回 撃 剣 大 会 の 末 廣（ 一 高 ）と 一 二 三（ 早 大 ）の 試 合 に お い

て で あ る ．末 廣 は 一 二 三 に 比 し て 背 が 小 さ く ，一 二 三 は「 小 男 」

と「 高 を く く っ て 」面 を 末 廣 に 打 ち 込 ん だ ．末 廣 は 一 二 三 の 竹

刀 を く ぐ っ て「 見 事 飛 び 上 が つ て（ 一 二 三 -筆 者 ）の 面 」 1 6 7 を

打 っ た と い う ．こ の 記 述 で は 相 手 の 打 ち 込 ん だ 竹 刀 を く ぐ っ て

い る の で 間 合 の 外 か ら で は な い が 勢 い よ く 飛 び 込 み な が ら 打

つ 様 子 が 窺 え る ． ま た 1909（ 明 治 42） 年 の 一 高 撃 剣 部 ・ 創 立

二 十 周 年 記 念 大 会 で は 一 高 の 岡 本 が 高 等 商 業 学 校 （ 校 名 不 詳 ）

の 余 語 と 対 戦 し ，「 飛 鳥 の 如 く 飛 び 込 み 様 の 面 一 本 」 1 6 8 を 決 め

て 岡 本 が 勝 利 し て い る ．さ ら に 同 大 会 の「 荒 武 者 」と 呼 ば れ る

明 治 大 学 の 岡 田 と 一 高 の 渡 邊 の 試 合 で は 岡 田 が「 飛 び 込 み て の

小 手 」を 決 め て 勝 利 し て お り ，小 手 打 ち を 見 た 執 筆 者 は「 上 手

也 」 1 6 9 と 評 価 し て い る ．  

一 方 ，三 高 の 記 録 は 1912（ 大 正 元 ）年 の 京 都 の 武 徳 殿 で 行 わ

                                         
1 6 4 小 沢 幸 正（ 1 9 7 8）「 旧 制 高 校 剣 道 と 旧 制 富 山 高 校 剣 道 」，『 旧 制 高

校 史 研 究 』 1 6 号 ， p . 5 4．  
16 5 同 上 ．  
16 6 同 上 ．  
16 7 委 員 （ 1 9 0 7）『 校 友 會 雑 誌 』， 16 8 号 ， p . 8 6．  
16 8 少 陵 生 （ 1 9 0 9）『 校 友 會 雑 誌 』， 1 9 1 号 ， p . 6 9．  
16 9 同 上 ， p . 7 0．  
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れ た「 京 都 各 學 校 聯 合 劔 術 第 二 十 一 回 大 會 」に 見 え る ．同 大 会

は 各 学 校 の「 大 將 」格 が 出 場 す る 大 き な 大 会 で ，三 高 か ら は 10

名 が 出 場 し た 1 7 0 ． 同 志 社 大 学 の 甲 藤 と 対 戦 し た 三 高 の 清 水 は

互 い に 譲 ら ず 一 対 一 の 同 本 数 に も つ れ 込 ん だ が 最 後 は 清 水 の

「 飛 び 込 ん で の 胴 」に よ っ て 勝 敗 が 決 し た ．評 者 は「 堂 々 た る

勝 負 」 1 7 1 と し て 評 価 し て い る ． 次 に 他 の 旧 制 高 校 の 様 子 を 三

つ の 事 例 で み て み る ．① 191 2（ 明 治 45）年 ，四 高 主 催 の 招 待 試

合 に お い て ，旧 制 医 学 専 門 学 校（ 校 名 不 詳 ― 筆 者 ）の 吉 田 と 対

戦 し た 四 高 の 高 橋 は ，「 敵 に 向 か つ て 立 上 が り 飛 込 み 様 に 胴 」

1 7 2 を 打 っ て 勝 負 を 決 め た ．② 190 8（ 明 治 41）年 ，五 高 に お け

る 部 内 の み の 校 内 試 合 に お い て ，坂 田 は「 飛 び 込 み 様 籠 手 と 面

と を 取 」 1 7 3 っ て 勝 っ た ． ③ 1909（ 明 治 42） 年 ， 三 高 と 六 高 の

対 抗 戦 に お い て は ， 六 高 の 山 崎 は ，「 飛 鳥 の 如 く 飛 び 廻 り 荒 れ

廻 る 」 1 7 4 よ う な 動 き を し て 敵 を 翻 弄 し て 勝 ち を 得 た ． 以 上 の

よ う に 飛 び 込 み は 明 治 40 年 代 に は 旧 制 高 校 に お け る 剣 道 の 技

術 と し て 採 用 さ れ て い た 様 子 が わ か る ．  

 

（ 2） 引 き 揚 げ  

旧 制 高 校 の 剣 道 を 記 し た 小 沢 に よ れ ば 引 き 揚 げ は ，「 自 分 の

打 っ た 一 本 を 強 調 し て 相 手 を 委 縮 さ せ ， 審 判 を 牽 制 す る 」 1 7 5

の が 目 的 で 当 時 は 戦 法 の 一 つ で あ っ た と い う ．一 高 と 三 高 に お

                                         
1 7 0 不 詳 （ 1 9 1 2）『 校 友 會 雑 誌 』， 51 号 ， p p . 1 1 2 - 1 1 3．  
17 1 同 上 ， p . 1 1 3．  
17 2 金 子 要 人 （ 1 9 1 2）『 北 辰 会 雑 誌 』， 6 3 号 ， p . 8 9．  
17 3 不 詳 （ 1 9 0 8）『 龍 南 』， 12 6 号 ， p . 8 3．  
17 4 六 陵 子 （ 1 9 0 9）『 校 友 會 會 誌 』， 2 2 号 ， p . 1 7 3．  
17 5 小 沢 幸 正（ 1 9 7 8）「 旧 制 高 校 剣 道 と 旧 制 富 山 高 校 剣 道 」，『 旧 制 高

校 史 研 究 』 1 6 号 ， p . 5 5， 1 9 7 8．  
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け る 引 き 揚 げ の 記 述 は 早 く ， 両 者 と も に 1 902（ 明 治 35） 年 か

ら 確 認 で き る ．一 高 で は「 撃 劍 部 十 四 回 大 會 」に お い て 一 高 生

同 士（ 田 島 と 野 山 ）の 試 合 が あ っ た ．彼 ら は 撃 剣 部 の な か で も

「 熱 心 家 」で ，軍 配 は 田 島 に あ が っ た が 両 者 は 打 突 部 位 に 竹 刀

が 当 っ て も 当 ら な く て も 「 引 擧 げ た （ 引 揚 げ た － 筆 者 ）」 1 7 6 ．

そ う し た 二 人 の 姿 を 評 者 の 碧 天 生 は「 奇 観 」 1 7 7 と 評 し て い る ．

一 高 に は 勝 利 主 義 に 抵 抗 し た 無 検 証 の 精 神 ま た 竹 刀 を 刀 剣 の

代 用 と す る 思 想 が 学 生 に 浸 透 し て い た た め ，そ う し た 思 想 か ら

外 れ る 引 き 揚 げ は 一 高 生 に と っ て 珍 し い こ と で あ っ た と 思 わ

れ る ．  

一 方 三 高 で は 同 高 が 主 催 す る 第 1 回「 嶽 水 会 撃 劔 大 会 」の 三

高 生 同 士（ 折 田 と 内 海 ）の 試 合 で 見 ら れ た ．内 海 は 面 一 本 を 取

っ て「 竹 刀 を ひ き あ げ 」 1 7 8 た と あ る ．他 の 旧 制 高 校 を 見 る と ，

「 引 き 上 げ 」（ 引 き 揚 げ ） と い う 言 葉 は 二 高 ， 四 高 ， 五 高 に 見

ら れ た ．① 二 高 に お け る 部 内 の み の 校 内 試 合 で は 二 高 の 神 崎 が

面 や 小 手 に 当 た る と す ぐ に「 長 叫 」し て 太 刀 を「 引 き 上 げ 」 1 7 9

た ．② 四 高 が 主 催 し た 招 待 試 合 で は 同 高 の 高 橋 が「 敵 に 向 か つ

て 立 上 が り 飛 込 み 様 に 胴 を 打 ち 反 身 に な り て 引 上 げ 」 1 8 0 た ．

③ 五 高 が 主 催 し た 招 待 試 合 で は ，同 高 の 富 永 が「 打 込 む や 否 や

面 さ あ ー と 引 上 げ た ．皆 の 視 線 は 審 判 官 に 集 つ た ．然 し 審 判 官

は 厭 し て 居 る ． 再 び 打 込 む で 同 じ く 引 き 上 げ 」 1 8 1 て よ う や く

面 を 取 得 し た と あ る ． 中 村 に よ る と 引 き 揚 げ は 明 治 40 年 代 か

                                         
1 7 6 碧 天 生 （ 1 9 0 2）『 校 友 會 雑 誌 』， 1 1 6 号 ， p p . 6 1 - 6 2，．  
17 7 同 上 ， p . 6 2．  
17 8 不 詳 （ 1 9 0 2）『 嶽 水 會 雑 誌 』， 18 号 ， p . 1 3 3．  
17 9 按 劍 號 天 子 （ 1 8 9 7）『 尚 志 會 雑 誌 』， 2 5 号 ， p . 7．  
18 0 金 子 要 人 （ 1 9 1 2）『 北 辰 會 雑 誌 』， 6 3 号 ， p . 8 9．  
18 1 不 詳 （ 1 9 0 3）『 龍 南 』， 97 号 ， p . 6 5．  
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ら 竹 刀 を 刀 剣 と し て 扱 う 思 想 に よ っ て 「 由 々 し き 問 題 の 一 つ 」

1 8 2 と し て 剣 道 界 に 認 知 さ れ て い た が ， 今 回 の 検 討 で は 旧 制 高

校 に お い て は 明 治 30 年 代 に は 広 く 行 わ れ て い た 可 能 性 を 示 唆

し て い る ．  

 

（ 3） 二 刀  

明 治 時 代 に お い て 竹 刀 に よ る 二 刀 は ，二 刀 流 の 奥 村 左 近 太 が

警 視 庁 の 撃 剣 大 会 に お い て 逸 見 宗 助 と 引 き 分 け た こ と に よ り

一 時 脚 光 を 浴 び る が ，普 及 に は 至 っ て い な か っ た 1 8 3 P．学 生 剣

道 と 二 刀 流 の 関 係 は 看 過 で き な い 1 8 4 P と さ れ る よ う に ， や は

り 学 生 剣 道 に よ っ て 普 及 し た 技 術 と 考 え ら れ る ．こ れ に 加 え て

よ く 用 い ら れ た の は “ 片 手 技 ” で あ る ．  

自 身 が 二 刀 で あ っ た 小 沢 に よ る と 二 刀 は 対 抗 戦 に 勝 た ん が

た め の 一 戦 法 と し て 独 特 の 発 展 を 遂 げ ，旧 制 高 校 に お い て「 史

上 例 を 見 ぬ ま で の 二 刀 の 全 盛 時 代 を 出 現 し た 」 1 8 5 と い う ． そ

の 時 期 は 大 正 末 期 か ら 昭 和 初 期 に か け て で あ っ た 1 8 6 ． 二 刀 に

は 二 種 類 あ り ，「 大 刀 を 右 手 に 持 つ の を 正 二 刀 ， 左 手 に 持 つ の

を 逆 二 刀 」と 呼 ん で い た ．「 大 刀 を 上 段 に ，小 刀 を 正 眼 に 構 え ，

小 刀 で 相 手 の 竹 刀 を 払 い ，受 け ，大 刀 で 打 ち 込 む の が 定 法 で あ

る が 」，「 個 人 に よ り 色 々 の タ イ プ の 二 刀 が い た 」と い う ．ま た

                                         
1 8 2 中 村 民 雄 （ 1 9 9 4）『 剣 道 辞 典  技 術 と 文 化 の 歴 史 』， 島 津 書 房 ，

p p . 8 7 - 8 8．  
18 3 佐 々 木 博 嗣 （ 2 0 0 3）『 武 蔵 の 剣  剣 道 二 刀 流 の 技 と 理 論 』， ス キ

ー ジ ャ ー ナ ル ， p p . 1 6 5 - 17 0．  
18 4 同 上 ， p . 2 0 0．  
18 5 小 沢 幸 正（ 1 9 7 8）「 旧 制 高 校 剣 道 と 旧 制 富 山 高 校 剣 道 」，『 旧 制 高

校 史 研 究 』 1 6 号 ， p . 5 6．  
18 6 中 村 民 雄 （ 1 9 9 4）『 剣 道 辞 典  技 術 と 文 化 の 歴 史 』， 島 津 書 房 ，

p . 3 2 0．  
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旧 制 高 校 に お け る 二 刀 は 「 喧 嘩 と 同 じ 」 で ，「 道 具 外 れ で も よ

い か ら 打 っ て 打 っ て 打 ち ま く 」 1 8 7 る ス タ イ ル だ っ た と い う ．

二 刀 選 手 の 存 在 は 一 高 に お い て も 確 認 で き る ．190 4（ 明 治 33）

年 ，紅 白 に 分 か れ て 勝 ち 抜 き 戦 を 行 っ た 校 内 試 合 に お い て ，「 我

こ そ 二 刀 流 宮 本 無 三 四 の 末 流 を 汲 む も の な り と 名 乗 り 」 1 8 8 を

挙 げ て 出 場 し た 渡 邊 は 面 で 一 人 ，胴 で 一 人 ，計 二 人 に 勝 ち 抜 い

て い る ．し か し 対 抗 試 合 で の 二 刀 の 使 用 は 確 認 で き な い ．小 沢

に よ る と 旧 制 高 校 で 各 校 と も に 二 ，三 人 の 二 刀 陣 を 備 え て い た

1 8 9 と い う が ， 熱 心 に 対 策 を し た 高 校 の 一 つ が 二 高 で あ っ た ．  

二 高 が 二 刀 1 9 0 対 策 の 稽 古 を 行 い 始 め た の は 1929（ 昭 和 4）

年 か ら で あ る ．と い う の も 二 高 は 1928（ 昭 和 3）年 の 京 都 帝 大

高 専 剣 道 大 会（ 第 十 六 回 ）に お い て 熊 本 医 科 大 学 予 科 と 対 戦 し ，

同 予 科 の 二 刀・安 永 に 大 将 を 含 め て 4 人 抜 か れ て 惨 敗 し た か ら

で あ る ．こ の こ と が き っ か け で 二 高 は 二 刀 対 策 が 全 国 制 覇 へ の

鍵 と 考 え ， 高 野 佐 三 郎 に 助 言 を 求 め た 1 9 1 ． 高 野 は 二 刀 に 精 通

す る 指 導 者 と し て 高 弟 の 乳 井 義 博 を 二 高 の 師 範 に 推 薦 し た ．

                                         
1 8 7 小 沢 幸 正（ 1 9 7 8）「 旧 制 高 校 剣 道 と 旧 制 富 山 高 校 剣 道 」，『 旧 制 高

校 史 研 究 』 1 6 号 ， p . 5 6．  
18 8 不 詳 （ 1 9 0 4） 校 友 會 雑 誌 ， 1 57 号 ， p . 5 7， 1 9 0 4．  
18 9 小 沢 幸 正（ 1 9 7 8）「 旧 制 高 校 剣 道 と 旧 制 富 山 高 校 剣 道 」，『 旧 制 高

校 史 研 究 』 1 6 号 ， p . 5 6．  

19 0 学 生 の 二 刀 の 使 用 は 1 94 3（ 昭 和 1 8）年 に 文 部 省 内 の 大 日 本 学 徒

体 育 振 興 会 が 定 め た「 学 徒 剣 道 試 合 規 定 」に お い て「 両 刀 ハ 之 ヲ 用

ヒ ズ 」 と 定 め ら れ ， 禁 止 さ れ た （ 吉 村 哲 夫 ， 2 0 0 3『 剣 道 の 歴 史 』，

全 日 本 剣 道 連 盟 ， p . 3 3 4）．戦 後 は 1 9 9 4（ 平 成 3）年 ，学 生 剣 道 界 で

復 活 し た ．  

19 1 蔎 樂 信 薾（ 1 9 7 9）『 第 二 高 等 学 校 史 』，第 二 高 等 学 校 尚 志 同 窓 会 ，

p p . 4 9 8 - 4 9 9．  
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1929（ 昭 和 4）年 か ら 二 高 師 範 と な っ た 乳 井 は さ っ そ く 二 刀 対

策 を 開 始 し た ． 具 体 的 に は 乳 井 師 範 ， 二 刀 使 い の 二 高 OB で あ

る 佐 藤 及 び 竹 崎 と の 試 合 を 毎 日 行 う こ と で あ っ た 1 9 2 ．  

そ う し た な か で 二 高 は 二 刀 に 悩 ま さ れ た 点 は 主 に 二 つ あ る

こ と に 気 づ く ．一 つ は「 小 刀 」に 注 意 を 奪 わ れ て「 無 謀 な る 面

を 飛 ん で は 小 刀 に 受 け ら れ て 横 一 文 字 に 胴 」 を 打 た れ る こ と ，

も う 一 つ は「 大 刀 」を 意 識 し す ぎ て「 竹 刀 」が 無 意 識 の う ち に

「 上 向 き に な る 所 」を 小 手 を 打 た れ る こ と で あ っ た ．二 刀 と 対

峙 す る 場 合 は 攻 防 に お い て「 敵 の 間 合 」に 入 ら ず に 常 に「 攻 撃

的 積 極 的 」 に 動 く と い う 「 根 本 原 理 」 1 9 3 を 見 出 し た ．  

 

（ 4） 片 手 技  

各 校 の 校 友 会 雑 誌 に よ る と 片 手 技 は 二 高 ，四 高 ，五 高 で 明 治

時 代 か ら 以 下 の よ う に 確 認 で き る ．① 二 高 の 紅 白 試 合 に お い て

大 江 山 は「 飛 び 込 」み な が ら「 片 手 打 ち 」 1 9 4 で 面 を 打 ち ，勝 ち

を 得 た ．② 四 高 の 宗 接 は「 片 手 打 の 名 人 」で あ り 片 手 打 ち で「 胴 」

1 9 5 を 取 得 し た ． ③ 五 高 の 招 待 試 合 に お い て 同 高 の 野 中 は 「 片

手 打 」 1 9 6 で 胴 を 拂 い 一 本 取 得 し た ． 以 上 の よ う に 旧 制 高 校 に

お い て 片 手 技 が 有 効 で あ っ た 様 子 が わ か る ．片 手 技 は 1919（ 大

正 8）年 か ら 武 徳 会 に お い て「 最 も 正 確 な る も の 」 1 9 7 で あ れ ば

一 本 と し て 認 め ら れ る よ う に な る ．し か し 見 て き た よ う に 旧 制

高 校 で は 1919（ 大 正 8）年 以 前 か ら 有 効 で あ っ た た め ，片 手 技

                                         
1 9 2 齋 藤 （ 1 9 2 9）『 同 窓 会 会 報 』， pp . 3 0 - 3 1．  
19 3 同 上 ， p . 3 1．  
19 4 侠 劍 子 （ 1 9 0 1）『 尚 志 會 雑 誌 』， 4 5 号 ， p . 2 1．  
19 5 金 子 要 人 （ 1 9 1 2）『 北 辰 會 雑 誌 』， 6 3 号 ， p . 8 9．  
19 6 不 詳 （ 1 9 0 8）『 龍 南 』， 11 5 号 ， p . 1 1 4．  
19 7 中 村 民 雄 （ 1 9 8 5）『 近 代 剣 道 史 』， 島 津 書 房 ， p . 2 3 3．  
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は 学 生 剣 道 界 で 育 て ら れ た 側 面 を も つ と 考 え ら れ る ．旧 制 高 校

で 用 い ら れ た 有 効 で あ っ た 二 刀 も 片 手 技 の コ ン ビ ー ネ ー シ ョ

ン で あ り 一 刀 で の 片 手 技 と 相 互 に 影 響 し 合 っ て 技 術 を 高 め た

と 推 察 さ れ る ．  

明 治 期 か ら 大 正 期 に か け て 旧 制 高 校 は 道 具 ，審 判 制 度 ，技 術

の 工 夫 に よ っ て 公 明 正 大 な 勝 利 を 追 求 し た ．当 該 時 期 の 旧 制 高

校 に お け る 公 明 正 大 な 勝 利 の 追 求 は ，竹 刀 操 作 と 刀 剣 の 観 念 と

の 乖 離 を 生 み 出 し な が ら ，結 果 的 に 近 代 ス ポ ー ツ に 類 似 し た 競

技 文 化 を 作 り 上 げ て い っ た ．  
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お わ り に  

 

 本 章 で は ， ① 江 戸 中 期 か ら 江 戸 後 期 （ 1711－ 18 68）， ② 明 治

維 新 か ら 昭 和 天 覧 試 合（ 1868－ 1929）ま で を 対 象 と し ，当 該 時

期 に お け る 型 の 術 理 と 競 技 ス ポ ー ツ 性 の 対 抗 関 係 を 明 ら か に

し た ． 主 な 成 果 は 以 下 の 通 り で あ る ．  

 

1）江 戸 中 期 か ら 江 戸 後 期（ 17 11－ 1 868）に お い て ，当 該 時 期

で は ① 竹 刀 を 相 手 に 当 て さ え す れ ば よ い と す る 実 態 が あ っ た

こ と （ 1822）， ② 勝 敗 を 示 す “ 一 本 ” と い う 言 葉 が み ら れ る よ

う に な っ た こ と （ 184 3） を 明 ら か に し た ．  

2）師 範 の 根 岸 信 五 郎（ 一 高 ）及 び 内 藤 高 治（ 三 高 ）の 勝 敗 観

は 稽 古 や 試 合 で の 勝 利 と い う 価 値 を 第 一 義 と せ ず ，刀 剣 の 観 念

と 品 格 に 剣 道 の 価 値 を 置 い て い る 点 で 一 致 し て い た ．し か し 彼

ら が 学 ん だ 神 道 無 念 流 や 北 辰 一 刀 流 の 基 本 的 前 提 は 防 具 を 着

用 し 竹 刀 で 撃 ち 合 う 撃 剣 試 合 を 重 視 し て い た ．彼 ら の 影 響 を 受

け た 学 生 も ま た ，対 校 試 合 の 在 り 方 を 模 索 し た こ と が 確 認 で き

た . 

3） 一 高 生 は ,剣 道 長 塩 谷 の 指 導 も あ り ,勝 利 主 義 に 対 し て 勝

負 に 臨 む 個 々 人 の 心 の 在 り 方（ 心 法 ）を 重 視 し て い た ．そ れ は

対 校 試 合 が 勝 利 主 義 を 昂 進 さ せ る と し ，第 2 回 の 東 京 帝 大 高 専

剣 道 大 会 の 不 参 加 を 表 明 す る こ と に 発 展 し た ． 彼 ら は ,審 判 員

に 対 す る 不 信 感 か ら ，審 判 員 を 廃 し て 試 合 者 相 互 が 公 正・廉 恥

の 精 神 で 有 効 打 突 の 有 無 を 自 己 宣 告 す る 自 己 審 判 制 を 主 張 し

た ．三 高 に お い て も 武 士 的 精 神 は 否 定 さ れ る も の で は な か っ た

が ，対 抗 試 合 や 京 都 帝 大 高 専 剣 道 大 会 が 継 続 開 催 さ れ る に つ れ
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て 勝 利 へ の 希 求 は 増 大 し た ．  

4） 一 高 と 三 高 を は じ め 旧 制 高 校 の 学 生 は 基 本 的 に 竹 刀 を 刀

剣 と し て 扱 う 思 想・態 度 を 原 則 と し た ．し か し 一 方 で 帝 国 大 学

主 催 高 専 大 会 に 参 加 し た 学 生 た ち は ，母 校 の 名 誉 の た め に 対 抗

試 合 で 勝 つ た め に 以 下 の 技 術 を 採 用 し て 実 践 し た ．「 飛 び 込 み 」，

「 引 き 揚 げ 」，「 二 刀 」，「 片 手 技 」な ど の 技 術 は 広 く 行 わ れ て い

た ．ま た ，試 合 に 有 利 な 道 具（ 竹 刀 ）を 工 夫 し た ．さ ら に ，審

判 規 定 の 工 夫 に よ っ て 試 合 の 公 明 性 を 求 め た ．  

 

本 章 を 総 括 す れ ば ，江 戸 中 期 か ら 後 期 は 型 の 術 理 を 基 本 と し

な が ら も ，結 果 的 に 競 技 ス ポ ー ツ 性 の 萌 芽 が み ら れ た 時 期 で あ

る ．江 戸 中 期 ，江 戸 初 期 に 体 系 化 さ れ た 形 稽 古 を 補 完 す る た め

に 竹 刀 打 込 稽 古 が 開 始 さ れ た が ，江 戸 後 期 に は 竹 刀 打 ち 込 み 稽

古 の み を 修 業 す る 者 が 増 加 し ，形 に 示 さ れ た 日 本 刀 の 操 作 法 を

逸 脱 す る 竹 刀 独 自 の 技 術 （ 引 き 揚 げ や 片 手 技 ， 踏 み 込 み 動 作 ）

が 見 ら れ る よ う に な っ た ．ま た ，竹 刀 を 相 手 に 当 て さ え す れ ば

よ い と す る 実 態（ 1822）が あ り ，さ ら に 、当 該 時 期 は 勝 敗 を 示

す “ 一 本 ” と い う 言 葉 （ 18 43） が み ら れ た ．  

明 治 維 新 か ら 昭 和 天 覧 試 合（ 192 9）ま で は ，学 生 に よ る 公 明

正 大 な 勝 利 の 追 求 に よ っ て 競 技 ス ポ ー ツ 性 が 次 第 に 台 頭 し ，型

の 術 理 が 薄 れ て い く 時 期 で あ る ．明 治 初 年 ，剣 道 は 一 時 衰 退 し

た が ，旧 制 中 学 校 の 設 立 に 伴 い 柔 道 と と も に 撃 剣 が 校 友 会 な ど

の 活 動（ 部 活 動 ）と し て 実 施 さ れ た ．明 治 後 半 ，中 学 校 体 育 教

科 と し て“ 柔 術 ”，“ 撃 剣 ”が 採 用 さ れ ，学 校 で の 撃 剣 普 及 の 度

合 い が 強 く な っ た ．そ の た め ，剣 術 の 流 儀 を 超 え た 剣 道 の 基 礎・

基 本 を 示 す 大 日 本 帝 国 剣 道 形 （ 現 日 本 剣 道 形 ） が 制 定 さ れ た ． 
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そ の 後 の 学 生 た ち の 関 心 は 公 明 正 大 な 勝 利 の 追 求 を 通 じ て

剣 道 そ の も の が 持 つ 新 た な 価 値 を 見 い だ そ う と し た こ と に あ

る ．具 体 的 に は ，明 治 期 か ら 大 正 期 に か け て 旧 制 高 校 は 武 士 的

精 神（ 公 正 ，廉 恥 ，勇 猛 ，剛 健 な ど を 含 む ），道 具 ，審 判 制 度 ，

技 術 の 工 夫 に よ っ て 公 明 正 大 な 勝 利 を 追 求 し た ．こ の こ と が 学

生 剣 道 の 理 念（ 審 判 の 公 明 性 と 競 技 化 の 追 求 ）形 成 に 一 定 の 貢

献 を 果 た し た ．当 該 時 期 の 旧 制 高 校 に お け る 公 明 正 大 な 勝 利 の

追 求 は ，竹 刀 操 作 と 刀 剣 の 観 念 と の 乖 離 を 生 み 出 し な が ら ，結

果 的 に 近 代 ス ポ ー ツ に 類 似 し た 競 技 文 化 を 作 り 上 げ て い っ た ．

そ の こ と が 戦 後 剣 道 の 復 活 の 原 動 力 と な り ，“ あ て っ こ 剣 道 と

剣 理 剣 道 ” の 併 存 を も た ら す 契 機 と な っ た ．  

 

 



 
 

第二章 

 

戦前における競技剣道の展開： 

有効打突をめぐって 
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は じ め に  

本 章 で は ，明 治 期 以 降 を 対 象 と し（ 18 68 年 か ら 19 45 年 ），当

該 時 期 に お け る 型 の 術 理 と 競 技 ス ポ ー ツ 性 の 対 抗 関 係 を 明 ら

か に す る ．  

な お 以 下 は ，本 章 で 参 考 に す る 主 な 資 料 と 人 物 を 示 し た ．し

た が っ て ，資 料 に あ る デ ー タ を 用 い る 場 合 に は 煩 雑 さ を 避 け る

た め ，（  ） 内 に 苗 字 と 年 号 を 示 し た ．  

 

表 5  本 章 で 取 り 扱 う 資 料  

年 号  著 者  タ イ ト ル ・ 出 版 社  

1895  大 日 本 武 徳 会 が 設 立 ．  

1910  小 関 教 政  『 剣 道 要 覧 』・大 日 本 武 徳 会 山 形 県

支 部  

1915  高 野 佐 三 郎  『 剣 道 』・ 剣 道 発 行 所  

1920  高 野 佐 三 郎  『 日 本 剣 道 教 範 』・ 朝 野 書 店  

1923  中 山 博 道  『 剣 道 手 引 草 』・有 信 館 本 部 出 版 部  

1927  小 沢 愛 次 郎  『 剣 道 指 南 』・ 文 武 書 院  

1927  大 日 本 武 徳 会 が「 有 効 な 撃 突 」に つ い て ，「 充 實 セ

ル 氣 勢 」，「 刄 筋 ノ 正 シ キ 業 」，「 適 法 ナ ル 姿 勢 」を 初 め

て 記 載 し た 「 試 合 審 判 規 定 」 を 制 定 ．  

1928  高 野 佐 三 郎  『 ア ル ス 運 動 大 講 座 』［ 合 綴 3]・ア

ル ス  

1931  高 野 佐 三 郎  

 

『 剣 道 教 本 （ 上 下 ）』・ 三 省 堂 ．  

中 村 民 雄 編（ 2 003）『 近 代 剣 道 書 選

集 』，第 五 巻 － 剣 道 講 習 会 ，本 の 友 社  
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1936  高 野 佐 三

郎 ・ 高 野 弘 正  

『 小 学 剣 道 指 導 書 』・ 東 洋 図 書  

1937  中 山 博 道  『 剣 道 必 携 』・東 京 市 目 黒 區 報 國 館  

1937  中 山 博 道 ・

中 山 善 道  

『 日 本 剣 道 と 西 洋 劍 技 』・審 美 書 院  

194 2  高 野 佐 三

郎 ・ 高 野 泰 正  

『 剣 の 気 魄 』・ 共 同 公 社  

1944  小 沢 愛 次 郎  『 皇 国 剣 道 史 』・ 田 中 誠 光 堂  

1945  剣 道 の 禁 止  

 

 戦 前 に お け る 有 効 打 突 の 制 定 に 関 す る 文 献 は ，“ 範 士 ” の 称

号 を 持 ち ， 1927（ 昭 和 2）年 ま で 存 命 だ っ た 剣 道 家 の も の に 着

目 し た ．剣 道 家 は ，高 野 佐 三 郎 ，中 山 博 道 ，小 関 教 政 ，小 澤 愛

次 郎 の 4 名 で あ る ．範 士 と は 武 徳 会 が 各 流 派 の 壁 を 越 え て 認 定

す る も の で あ り ，「 各 流 派 の な か で も 実 力 が 抜 き ん で て い る 」

1 人 物 に 与 え ら れ る 称 号 で あ る ． な お “ 範 士 ” を 取 得 し た 剣 道

家 は ， 1903（ 明 治 36） 年 か ら 192 7（ 昭 和 2） 年 5 月 ま で 62 名

2 い る ．剣 道 家 の 文 献 は『 剣 道 要 覧 』（ 小 関 ，1910），『 剣 道 』（ 高

野 ， 1915），『 剣 道 手 引 草 』（ 中 山 ， 19 23）な ど 11 点 を 資 料 と し

た ．  

 本 章 で 取 り 扱 う 戦 前 に 活 躍 し た 主 な 剣 道 家 を 紹 介 す る ．戦 前

に 活 躍 し た 剣 道 家 の 略 歴 は ，『 明 治 武 道 史 』（ 渡 辺 一 郎 ，1971），

『 近 世 剣 豪 伝 』（ 小 沢 丘 ， 1989），『 剣 道 辞 典 ： 技 術 と 文 化 の 歴

史 』（ 中 村 民 雄 ， 1994） に よ っ た ．  

                                                 
1 坂 上 康 弘 （ 1 9 9 8）『 日 本 文 化 の 独 自 性 』， 創 文 企 画 ， p． 1 6 9．  
2 中 村 民 雄 （ 1 9 8 5）『 史 料  近 代 剣 道 史 』， 島 津 書 房 ， p p． 3 2 9 - 33 3  
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1）高 坂 昌 孝（ ？ ）．高 坂 は も と も と 姫 路 藩 の 剣 術 師 範 で あ り ，

弘 化 年 間（ 1845－ 184 8）に 千 葉 周 作 に 学 ん だ 人 物 で あ る ．有 名

な 著 作 に は 『 千 葉 周 作 先 生 直 傳 剣 術 名 人 法 』（ 1884， 以 下 『 剣

術 名 人 法 』） が あ る ． こ の 著 は 千 葉 周 作 の 門 に 入 っ た 高 坂 が 師

の 応 答 や 指 導 内 容 に つ い て 筆 録 し た も の で あ る ．千 葉 周 作 の 技

術 に か か わ る 資 料 と し て は ，千 葉 自 筆 の 解 説 書 が 発 見 さ れ て い

な い ．そ の た め『 剣 術 名 人 法 』は ，千 葉 の 技 術 を 伝 え る 重 要 な

著 作 と 位 置 づ け ら れ る ．  

2） 廣 瀬 眞 平 （ ？ ）． 廣 瀬 の 略 歴 に つ い て は 管 見 し た と こ ろ ，

詳 細 な 情 報 は ほ と ん ど わ か っ て い な い が ，廣 瀬 は 千 葉 周 作（ 北

辰 一 刀 流 ）の 三 男 ，千 葉 道 三 郎 に 剣 術 を 学 ん だ 人 物 で あ る ．本

研 究 で 取 り 上 げ る 廣 瀬 の 著 作 『 劔 法 秘 訣 』（ 1884） は ， 父 周 作

と 兄 栄 次 郎 か ら 伝 承 さ れ る 北 辰 一 刀 流 の 術 理 を 師 の 道 三 郎 か

ら 廣 瀬 へ と 伝 え ，そ れ を 廣 瀬 が「 修 行 心 得 」・「 他 流 仕 合 」・「 真

剣 果 合 」・「 剣 戒 」の 4 項 に 分 け て ，整 理・収 録 し た 好 著 と さ れ

る ．  

3）隈 本 実 道（ 1850－ 190 5）． 隈 本 は ， 旧 鹿 児 島 藩 剣 術 師 範 ・

直 真［ 註：マ マ ］影 流 の 隈 元 実 記 の 子 と し て 生 ま れ る ．隈 本 は

1877（ 明 治 10）年 の 西 南 戦 争 に お い て ，抜 刀 隊 を 率 い て 活 躍 し

た 人 物 で あ る ． ま た ， 隈 本 は こ の 戦 争 の 経 験 か ら 18 87（ 明 治

20）年 に 短 柄 竹 刀 に よ る 片 手 剣 術 を 考 案 し ，振 気 流 道 場 を 建 て ，

軍 人 志 願 者 の み を 入 門 さ せ て 稽 古 を し た ．本 研 究 で 取 り 上 げ る

隈 元 の 著 作 『 武 道 教 範 』（ 1895） は ， 日 清 戦 争 の 従 軍 中 に 執 筆

し ，「 第 一 編 綱 領 」，「 第 二 編 振 気 流 短 柄 剣 術 」，「 第 三 編 練 体 柔

術 」か ら 成 る ．ま た ，本 書 は 当 時 に お い て 最 も 精 神 修 養 を 重 ん

ず べ き こ と を 力 説 し た も の と さ れ る ．  
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4）橋 本 新 太 郎（ ？ ）．橋 本 の 略 歴 は 廣 瀬 と 同 様 ，管 見 し た と

こ ろ 詳 細 な 情 報 は ほ と ん ど わ か っ て い な い が ，橋 本 は 日 清 戦 争

後 ，撃 剣 を 正 課 教 材 へ 採 用 す る 民 間 の 動 き が 高 ま る な か で ，武

道 の 体 操 化 を 試 み た 人 物 で あ る ．橋 本 の 著 作『 新 案 撃 剣 体 操 法 』

は ，「 準 備 演 習 」，「 基 本 演 習 」，「 稽 古 及 試 合 」の 3 部 か ら 成 る ．  

5）小 沢 卯 之 助（ 1865－ 1 927）．小 沢 は 神 奈 川 県（ 相 模 国 ）に

生 ま れ る ．1884（ 明 治 17）年 に 東 京 府 師 範 学 校 を 卒 業 ，そ の 後

は「 小 学 校 訓 導 」と な る ．日 露 戦 争 時 ，北 辰 一 刀 流 を 塚 田 亀 太

郎 と い う 人 物 か ら 学 び ，そ れ を「 体 操 化 」す る ．亀 田 は 小 沢 と

同 じ 海 軍 士 官 学 校 に 勤 務 し て い た 剣 道 教 師 で あ る ．小 沢 の 著 作

『 武 術 體 操 法 』は ，「 武 道 」の う ち ，「 体 育 方 法 と し て 適 当 な る

も の を 抜 粋 し ，こ れ を 体 操 に 同 化 さ せ ，学 校 体 育 と し ，学 校 体

育 と し て 生 徒 に 興 味 を 感 じ さ せ つ つ ，少 時 間 に そ の 効 果 を あ げ

る よ う 編 成 し た も の 」 で あ る ．  

6）望 月 馬 太 郎（ ？ ）．望 月 の 略 歴 に つ い て は 管 見 し た と こ ろ ，

詳 細 な 情 報 は ほ と ん ど わ か っ て い な い が ，「 仏 教 の 真 理 」 に よ

っ て「 心 膽 を 錬 磨 す る 」心 枝 一 刀 流 を 主 唱 し た 人 物 で あ る ．望

月 の「 講 武 」は ，『 至 誠 忠 愛 』と い う 彼 の 著 作 の う ち ，「 心 枝 一

刀 流 の 技 法 ・ 教 授 法 」 を 中 心 と す る 項 で あ る ．  

7）柳 多 元 次 郎（ 1864－ 1933）．柳 多 は 宮 城 県 に 生 ま れ ，山 岡

鉄 舟（ 一 刀 正 伝 無 刀 ）に 学 ん だ 人 物 で あ る ．柳 多 の 著 作『 剣 道

教 範 』は ，「 一 刀 流 の 組 太 刀 」，「 団 体 教 授 法 」を 基 本 と し ，「 斯

道 の 沿 革・昔 時 の 剣 道 の 状 況・竹 刀 長 短 の 問 題・剣 道 の 教 授 要

綱 ・ 撃 込 み 稽 古 法 な ど を 略 述 し た 好 著 」 で あ る ．  

8）小 関 教 政（ 1871－ 193 6）．小 関 は ，亀 山 藩（ 京 都 府 亀 岡 市 ）

に 生 ま れ る ．1891（ 明 治 24）年 ，当 時 新 潟 県 知 事 を し て い た 籠
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手 田 安 定 の 門 に 入 り ，心 形 刀 流・無 刀 流 を 学 ぶ ．18 92（ 明 治 25）

年 ，宮 内 省 皇 宮 警 手・剣 術 世 話 掛 を 拝 命 す る ．そ の 後 ，新 潟 県・

滋 賀 県・京 都 府・福 井 県・山 形 県・大 阪 府 の 各 警 察 部 に お い て

剣 術 師 範 を 歴 任 し ， 1933（ 昭 和 8） 年 ， 関 東 庁 剣 道 教 師 （ 日 本

の 植 民 地 統 治 機 関 ） と な る ．  

9）内 藤 高 治（ 1862－ 192 9）．水 戸 藩 弓 術 師 範 ，市 毛 五 郎 右 衛

門 高 矩 の 六 男 と し て 生 ま れ る ．母 は 北 辰 一 刀 流 剣 術 師 範 ，渡 辺

清 左 衛 門 の 娘 で あ る ．つ ま り ，武 術 家 の 家 に 生 ま れ た 人 物 で あ

る ．1899（ 明 治 32）年 以 降 ，武 術 教 員 養 成 所（ の ち 武 道 専 門 学

校 に 改 称 ）の 剣 道 主 任 教 授 ，大 日 本 帝 国 剣 道 形 制 定 の 主 査 委 員

（ 1911） な ど を 歴 任 し て い る ．  

10）高 野 佐 三 郎（ 1862－ 19 50）．高 野 は 埼 玉 県 に 生 ま れ る ．祖

父 ・ 佐 吉 郎 （ 苗 正 ） は 中 西 派 一 刀 流 4 世 ・ 中 西 子 正 の 高 弟 で ，

3 歳 か ら 中 西 派 一 刀 流 の 形 稽 古 を つ け た ．そ の 後 ，高 野 は 190 8

（ 明 治 41）年 ，東 京 高 等 師 範 学 校 講 師 に 就 任 ．1 912（ 明 治 45）

年 ，大 日 本 武 徳 会 に 剣 道 形 の 調 査 委 員 会 が 設 け ら れ ，全 国 か ら

25 名 の 委 員 が 選 ば れ た ． 高 野 は そ の う ち 5 名 の 主 査 の 一 人 に

選 ば れ ，剣 道 形 制 定 の 中 心 的 人 物 と な っ た ．191 6（ 大 正 5）年 ，

東 京 高 等 師 範 学 校 教 授 に 昇 任 す る ．  

11）中 山 博 道（ 1872－ 19 58）．中 山 は 石 川 県 に 生 ま れ る ．富 山

藩 の 山 口 一 刀 流・斉 藤 理 則 に 習 う ．1889（ 明 治 22）年 に 上 京 し ，

根 岸 信 五 郎 の 神 道 無 念 流 の 道 場・有 信 館 へ 入 門 ．18 98 (明 治 31)

年 ，二 十 七 才 の 時 に 神 道 無 念 流 の 免 許 皆 伝 ．19 02（ 明 治 35）年 ，

有 信 館 を 継 承 す る ．中 山 は 1927（ 昭 和 2）年 ま で に 剣 道・居 合・

杖 道 の 範 士 号 を 授 与 し て い る ．  

12）小 沢 愛 次 郎（ 1864-1945）．小 沢 は 埼 玉 県 に 生 ま れ る ．剣
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術 は 忍 藩 剣 術 指 南 松 田 十 五 朗 に 小 野 派 一 刀 流 を 学 び ，免 許 皆 伝

を 受 け る ．1890（ 明 治 23）年 か ら 埼 玉 県 議 に な る ．18 98（ 明 治

31）年 ，第 五 回 帝 国 議 会 衆 議 院 議 員 に 当 選 し ，19 10（ 明 治 43）

年 ま で 務 め る ．こ の 期 間 に 武 術 の 正 科 編 入 運 動 に 尽 力（ 1911 年 ，

撃 剣 ・ 柔 術 が 正 科 採 用 ）． 1896（ 明 治 29）年 か ら 熊 谷 中 学 校 の

剣 道 師 範 ，1908（ 明 治 41）年 か ら 大 日 本 武 徳 会 埼 玉 県 支 部 な ど

の 剣 道 教 師 を 歴 任 し ， 埼 玉 県 の 重 鎮 と し て 活 躍 す る ．  

 

第 一 節  戦 前 に お け る 有 効 打 突 の 変 遷  

 

 1985 年 （ 明 治 28） 武 徳 会 設 立 か ら 1 927（ 昭 和 2） 年 の 5 月

に 規 定 さ れ た 昭 和 2 年 規 定 が 制 定 さ れ る ま で 11 の ル ー ル 3 が

存 在 し た 4．そ れ ぞ れ は 武 徳 会 本 部 が 制 定 し た ル ー ル で は な い

も の も あ る が ，い ず れ も 武 徳 会 所 属 者 が 制 定 に 関 係 し た ．例 え

ば ，19 24（ 明 治 13）年 に 第 一 回 明 治 神 宮 大 会 の 剣 道 部 門 は「 武

徳 会 を は ず し て 有 志 で 剣 道 部 を 組 織 」し て 開 催 し て い る 5．第

                                                 
3 以 下 ，1 1 の 剣 道 試 合 審 判 規 定 ．な お ，⑨ 以 外 は『 史 料 近 代 剣 道 史 』

を 参 照（ 中 村 民 雄 ，1 9 8 5，『 近 代 剣 道 史 』，島 津 書 房 ，p p . 2 1 5 - 2 3 7）．

個 人 の 著 作 で は ① 隈 元 実 道『 武 道 教 範 』（ 1 8 9 5），② 小 関 教 政『 剣 道

要 覧 』（ 1 9 1 0），③ 柳 多 元 治 郎『 剣 道 教 範 』（ 1 9 1 1），④ 河 合 昇 道『 剣

道 修 業 秘 法 』（ 1 9 1 6） の 中 に 著 述 さ れ て い る ． 武 徳 会 が 制 定 し た も

の は ⑤「 剣 術 審 判 員 心 得・ 剣 術 試 合 者 心 得 」（ 1 9 0 2），⑥「 剣 術 審 判

員 心 得 ・ 剣 術 出 演 者 心 得 」（ 1 9 07），⑦「 剣 術 講 習 規 定 」（ 1 9 0 7），⑧

「 剣 道 試 合 に 関 す る 心 得 」（ 1 9 1 9） で あ る ． そ の 他 に は ⑨ 『 第 一 回

明 治 神 宮 大 会 報 告 書 』に み る 試 合 審 判 規 定（ 太 田 順 康 ， 2 0 0 3，剣 道

の 歴 史 ， 全 日 本 剣 道 連 盟 ， p p . 5 4 4 - 5 4 5）， ⑩ 「 明 治 神 宮 競 技 大 会 剣

道 部 競 技 規 定 」（ 1 9 2 5）， ⑪ 「 警 視 廳 剣 道 審 判 規 定 案 」（ 1 9 2 6） が あ

る ．  
4 中 村 民 雄 （ 1 9 8 5）『 近 代 剣 道 史 』， 島 津 書 房 ， p p . 2 1 5 - 2 37 . 
5 太 田 順 康 （ 2 0 0 3）『 剣 道 の 歴 史 』， 全 日 本 剣 道 連 盟 ， p p .3 5 5 - 3 56 .  
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1 回 の 「 剣 道 部 部 内 協 議 」 6 に は 中 山 博 道 や 高 野 佐 三 郎 な ど 武

徳 会 関 係 者 が 参 加 し て い る こ と か ら ，19 25（ 大 正 14）年 の 第 二

回 明 治 神 宮 大 会 に お け る 「 明 治 神 宮 競 技 大 会 剣 道 部 競 技 規 定 」

7 に も 武 徳 会 関 係 者 が 影 響 し て い る と 考 え ら れ る ． ま た ， 192 6

（ 大 正 15）年「 警 視 廳 剣 道 審 判 規 定 案 」 8 は「 有 効 打 突 の 判 定

基 準 を よ り 厳 密 化 し 審 判 員 の 恣 意 的 判 断 を 避 け る よ う な 工 夫

が な さ れ 」，そ の 後 の「 各 種 大 会 の モ デ ル 」 9 と な っ た ．し か し ，

打 突 の 規 定 内 で 気 勢 ， 姿 勢 ， 刃 筋 と い う 言 葉 は 見 ら れ な い ．  

こ の よ う に ， 昭 和 2 年 （ 1927） 以 前 の 心 得 や 規 定 に は 有 効 ，

無 効 な 打 突 を 具 体 的 に 示 し て い る が ，充 実 し た 気 勢 ，適 正 な 姿

勢 ，刃 筋 の 正 し い 技 と い う 三 つ の 条 件 を 示 す ま で に は 至 っ て い

な か っ た ．打 突 時 を 含 む 打 突 前 後 の 姿 勢 は ，「 審 判 心 得 」（ 柳 多

元 次 郎 ， 1911） や 「 審 判 規 定 並 び に 審 判 者 心 得 」（ 河 合 昇 道 ，

1916），「 第 二 回 陸 軍 武 道 大 會 組 合 及 規 定 」（ 1927） に お い て 重

視 す る と い う 記 述 が 見 ら れ た ．大 日 本 武 徳 会 が 制 定 し た「 大 日

本 武 徳 会 剣 道 試 合 審 判 規 定 」（ 以 下 ，「 昭 和 2 年 規 定 」） に よ っ

て 初 め て 上 記 三 つ の 要 素 が 示 さ れ た ．昭 和 2 年 規 定 と は「 撃 突

は 充 実 な る 気 勢 と 刃 筋 の 正 し き 業 及 ひ 適 法 な る 姿 勢 と を 以 て

爲 し た る を 有 効 と す 」 1 0 で あ る ．  

有 効 打 突 の 変 化 は ，1943（ 昭 和 18）年 の「 大 日 本 武 徳 會 劍 道

試 合 審 判 規 程 」 1 1 に み ら れ る ．第 一 条 で は「 試 合 ハ 攻 撃 ヲ 主 眼

                                                 
6 同 上 ． な お ， 1 9 25 年 （ 大 正 14） 第 二 回 明 治 神 宮 大 会 後 ， 武 徳 会

は 不 参 加 を 表 明 し た ．  
7 中 村 民 雄 （ 1 9 8 5）『 近 代 剣 道 史 』， 島 津 書 房 ， p . 2 3 3．  
8 同 上 ， p . 2 3 4 . 
9 田 口 榮 治 （ 2 0 0 3）『 剣 道 の 歴 史 』， 全 日 本 剣 道 連 盟 ， p p .3 0 1 - 3 07 .  
10 著 者 不 明 （ 1 9 8 2）『 三 十 年 史 』， 全 日 本 剣 道 連 盟 ， p． 59．  
11 中 村 民 雄 （ 1 9 8 5）『 近 代 剣 道 史 』， 島 津 書 房 ， p . 2 6 6．  



 

87 
 

ト シ 斬 突 ヲ 確 實 ニ シ 實 戰 的 氣 魄 ヲ 以 テ 行 ヒ 特 ニ 姿 勢 態 度 ニ 留

意 ス ベ シ 」と あ り ，第 二 条 で は「 試 合 ハ 適 正 有 効 ナ ル 斬 突 一 本

ヲ 以 テ 勝 負 ヲ 決 ス 」と 明 示 さ れ た ．つ ま り ，昭 和 2 年 規 程 の“ 撃

突 ” か ら “ 斬 突 ” へ の 変 化 で あ っ た ．  

 

第 二 節  有 効 打 突 の 刃 筋 に 対 す る 考 え 方 の 変 遷  

 

明 治 初 期 ，気 勢 1 2，姿 勢 と い う 言 葉 は す で に み ら れ る ．『 明

治 武 道 史 』（ 1971） に お い て 気 勢 は ， 廣 瀬 ， 隈 元 ， 橋 本 が 使 用

し ，姿 勢 は ，廣 瀬 ，隈 元 ，橋 本 ，小 沢 ，望 月 ，柳 多 が 使 用 し て

い る ．  

一 方 ，刃 筋 と い う 言 葉 は 見 ら れ な い が ，例 え ば 根 岸 が「 夫 レ

撃 劍 ノ 術 タ ル ，實 戰 ニ 臨 ミ 自 身 ノ 防 禦 ヲ 鞏 固 ニ シ ，敵 手 ヲ 刺 撃

シ テ ，全 勝 ヲ 占 ム ル ヲ 學 ブ ニ 在 リ 」（ 根 岸 ，1 884）と 述 べ ，森 が

「 彼 我 ト モ ニ 眞 劍 ト 見 做 シ 遣 フ 可 シ 」（ 森 ， 1888） と 述 べ て い

る よ う に 彼 ら の 剣 道 観 は 真 剣 の 観 念 に よ っ て 支 え ら れ て い る ． 

明 治 期 後 半 ，初 め て 刃 筋 を 使 用 し た の は 筆 者 が 見 た 限 り ，内

藤 で あ る ．内 藤 は『 武 徳 誌 』，『 武 徳 会 誌 』に お い て 刃 筋 を 7 回

使 用 し て い る ． 内 藤 は 刃 筋 に つ い て ，「 常 の 稽 古 に も 能 く 此 の

刄 筋 を 正 す を 大 切 」で あ り ，特 に「 初 學 の 時 尤 も 大 切 な る 心 得

と す 」（ 内 藤 ， 1907）と 述 べ て い る ．そ れ は ，「 不 具 の 技 を 演 ず

る の み な ら ず ，苟 も 武 士 道 の 精 髄 た る 劍 術 を 學 ぶ も の に 最 も 貴

ぶ べ き 心 事 の 鄙 陋 を 来 す 恐 れ 」（ 内 藤 ， 1907） が あ る か ら と 技

                                                 
12 『 武 道 の 名 著 』（ 渡 辺 一 郎 ， 1 97 9），「 武 道 の 傳 書 」（ 渡 辺 一 郎 ，

1 9 7 8），『 日 本 武 道 体 系 』（ 今 村 義 雄 ， 1 9 8 2） を 確 認 し た と こ ろ ， 江

戸 時 代 か ら す で に 武 術 の 用 語 と し て 気 勢 ， 残 心 が み ら れ る ．  
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術 と 心 法 の 両 面 か ら 刃 筋 を 重 視 す る 理 由 を 述 べ て い る ．こ れ 以

降 ，内 藤 は 大 正 時 代 に も 刃 筋 と い う 言 葉 を『 国 民 思 潮 』（ 1918）

で 使 っ て い る が ，内 藤 以 外 の 使 用 は 昭 和 2 年 規 定 が 制 定 さ れ る

ま で 見 ら れ な い ．  

 刃 筋 と い う 言 葉 が 内 藤 以 外 に も 使 用 さ れ る よ う に な る の は ，

1927（ 昭 和 2） 年 の 有 効 打 突 の 規 定 以 降 で あ る ． し た が っ て ，

刃 筋 は こ の 規 定 以 降 に 明 確 に な っ た 概 念 と い え る ．  

1927（ 昭 和 2）年 以 降 ，刃 筋 を 使 用 し て い る 人 物 は 高 野 と 中

山 で あ り ，刃 筋 は 打 突 と の 関 係 で 語 ら れ て い る ．打 突 全 般 に お

い て「 打 つ 時 に は 拇 指 と 無 名 指 と 小 指 に 力 を 入 れ ，左 右 の 手 で

物 を 絞 る 」（ 高 野 ， 1931） よ う に 打 突 す る こ と が 重 要 で あ る ．

そ の 理 由 は 「 刄 筋 が 曲 っ て ゐ て は 切 れ ま せ ぬ 」（ 高 野 ， 1942）

と 述 べ て い る よ う に 真 剣 の 観 念 が 背 景 に あ る ．特 に 刃 筋 は 左 右

の 面 を 打 突 す る と き に 注 意 さ れ る（ 高 野 ，1931・中 山 ，1937）．

具 体 的 に は ， 打 突 時 に 「 前 臂 を 交 叉 」 す る こ と ，「 左 拳 は 常 に

體 の 中 心 を 外 れ ぬ 」（ 中 山 ， 1 937） こ と に あ る ．  

 中 山 は 打 突 に つ い て ， 192 7（ 昭 和 2）年 の 有 効 な 打 突 の 規 定

制 定 以 降 ， 次 の よ う に 解 説 し て い る ．  

 

撃 突 と は 相 手 を 斬 撃・刺 突 す る 動 作 に し て 之 が 奏 効 に は 充

實 せ る 氣 勢 と 正 確 な る 刀 法 及 適 法 な る 姿 勢 を 必 須 の 要 件 と

す ．而 し て 此 處 に 氣 勢 と は 意 志 の 將 に 活 動 せ ん と す る 状 態 な

り ．即 ち 充 實 せ る 気 勢 と は 鷲 鳥 の 鳥 雀 を 拍 つ が 如 き を 謂 ふ べ

し ．正 確 な る 刀 法 と は 各 關 節 及 掌 中 の 合 理 的 作 用 に よ り 操 作

す る 刀 の 運 用 法 ，適 法 な る 姿 勢 と は 各 種 撃 突 時 に 於 け る 正 し

き 體 勢 を 謂 ふ （ 中 山 ， 1937）  
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 中 山 の 解 説 で は「 刃 筋 」が「 正 確 な る 刀 法 」に 置 き 換 え ら れ

て い る ．こ れ は「 各 關 節 及 掌 中 の 合 理 的 作 用 に よ り 操 作 す る 刀

の 運 用 法 」と あ る よ う に ，高 野 と 同 様 ，打 突 に お い て 真 剣 の 観

念 が 前 提 と な っ て い る ．こ の よ う に 1927（ 昭 和 2）年 以 降 ，前

述 し た 内 藤 の 説 明 に 加 え る か た ち で 刃 筋 の 説 明 は 詳 し く 示 さ

れ る よ う に な る ．  

 

第 三 節  日 本 剣 道 形 の 制 定 と 普 及  

 

今 日 の 日 本 剣 道 形 は「 刀 の 合 理 的 な 操 作 」 1 3 を 学 ぶ 形 稽 古 と

位 置 づ け ら れ て い る ．日 本 剣 道 形 の 原 型 に な っ た 大 日 本 帝 国 剣

道 形 は 1912（ 大 正 元 ）年 に 制 定 さ れ た ．内 藤 は 大 日 本 帝 国 剣 道

形 で も 刃 筋 が 学 べ る こ と を 以 下 の よ う に 指 摘 し て い る ．  

 

併 し 斯 の 如 き 形 が 出 来 ま し た 以 上 は ，旧 来 各 流 に あ る 所 の

形 は ，不 用 と 申 す 次 第 で は な く ，全 く 中 学 程 度 の 教 授 に ，適

す る ま で の 形 で あ り ま す 。元 来 形 の 必 要 な る 所 以 は ，体 の 備

え ，気 合 ，呼 吸 ，着 眼 ，間 合 ，足 踏 ，手 の 裏 ，刃 先 ，刃 筋 等

の 理 を 知 覚 せ し む る の が 根 本 で あ り ま す 1 4 

 

こ の 記 述 の 正 確 な 時 期 は 不 明 だ が ，お そ ら く 大 日 本 帝 国 剣 道

形 が 制 定 さ れ た 1912（ 大 正 元 ）年 10 月 以 降 の 記 述 と 思 わ れ る ．

                                                 
1 3 福 本 修 二 （ 1 9 9 1）『 武 道 』， 1 月 号 ， 日 本 武 道 館 ， p . 8 3．  
14 高岡謙治（ 1980）剣聖  内藤高治，碧水会・体育とスポーツ出版，

p.60. 
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ま た ， 内 藤 の い う “ 中 学 程 度 ” と は 当 時 の 尋 常 中 学 校 が 12 歳

か ら の 5 年 間 で 卒 業 で き た 1 5 こ と か ら ，12 か ら 17 歳 ぐ ら い の

学 生 が 対 象 で あ っ た と い え る ．  

大 日 本 帝 国 剣 道 形 の 制 定 経 緯 に つ い て は 高 野 佐 三 郎（ 制 定 委

員 主 査 の 一 人 ） が 次 の よ う に 述 べ て い る ．  

 

さ て こ の と き の 制 定 に つ い て ，組 太 刀 の こ と を 少 し お 話 申

し 上 げ る と ，こ の 太 刀 の 形 は ，徳 川 時 代 の 師 範 で あ っ た 小 野

家 ，柳 生 家 ― こ の 両 先 生 の 制 定 さ れ た も の が ，モ ト と な つ て

ゐ る こ と は 御 承 知 の 通 り で す な ．両 先 生 が ，公 儀 の 御 指 南 番

と な ら れ る と き ，現 今 ，剣 道 に 自 分 の 流 の 特 長 を 持 っ た も の

が 何 人 あ る か ― と い ふ こ と を 調 べ ら れ た 節 ，二 百 六 十 余 流 あ

っ た ．そ こ で ，何 流 は ど う い ふ 構 へ を す る ，ど の 流 で は ど う

い ふ 太 刀 を 使 ふ と い ふ こ と を 厳 密 に た ゞ さ れ た と こ ろ ，特 長

の あ る も の が こ ゝ に 五 十 六 あ る と い ふ こ と に な り ま し た ．ま

づ そ れ を 土 台 と し て ，こ の 形 に は こ れ を 合 せ る ，こ の 形 に は

こ れ で や る と ，柳 生 流 は 柳 生 流 ，一 刀 流 は 一 刀 流 と ，そ れ ぞ

れ に こ の 形 が 五 十 六 本 あ る ． こ れ を 組 太 刀 と 申 し た の で す ．

形 と は 申 し ま せ ん ．こ の 組 太 刀 こ そ は ，名 人 と い は れ る 人 々

が 調 査 し ， 審 査 し つ く し た 至 れ り 尽 く せ り の も の で あ つ て ，

こ れ が 剣 道 の 真 理 に な つ た の で す 1 6 

 

                                                 
1 5 秦郁彦（ 2000）旧制高校物語，文春新書， pp.60-68．  
16 高野佐三郎（ 1942）『新武道』国防武道協会， pp.43-44．  
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 主 に 大 日 本 帝 国 剣 道 形 は 小 野 派 一 刀 流 ，柳 生 新 陰 流 の 組 太 刀

（ 流 派 の 形 お よ び 剣 道 の 真 理 ）を 参 考 に し て 制 定 さ れ た こ と が

わ か る ．  

 ま た ，大 日 本 帝 国 剣 道 形 の 効 果 に つ い て 高 野 は 以 下 の よ う に

述 べ て い る ．  

 

剣 道 の 形 は 剣 道 の 技 術 中 最 も 基 本 的 な る も の を 選 み て 組

み 立 て た る も の に し て ，之 に よ り て 姿 勢 を 正 確 に し ，眼 を 明

ら か に し ，技 癖 を 去 り 太 刀 筋 を 正 し く し ，動 作 を 機 敏 軽 少 に

し ，刺 撃 を 正 確 に し ，間 合 を 知 り ，気 位 を 高 め 気 合 を 練 る 等 ，

甚 だ 重 要 な る も の な り 1 7 

 大 日 本 帝 国 剣 道 形 は 学 校 教 育 の 教 材 と し て 導 入 さ れ た が ，一

部 で は こ の 形 を 軽 視 す る 傾 向 が あ っ た ．三 つ の 事 例 か ら そ の こ

と が わ か る ．  

一 つ 目 は ，富 永 堅 吾（ 東 京 高 等 師 範 学 校 の 教 員 ）の 言 葉（ 1 925）

で あ る ．  

 

今 日 で も 昔 か ら 傳 へ ら れ た 形 が 尚 存 し て 居 る け れ ど も ，次

第 に 頽
く ず

れ て ，大 日 本 帝 国 剣 道 の 形 の 制 定 以 来 は ，こ れ が 最

も 廣 く 行 わ れ て 居 る 現 状 で あ る ．（ 中 略 ） 今 日 で は 竹 刀 を 以

て の 稽 古 や 試 合 を 専 ら と し て ，形 の 修 行 を 疎
う と

ん ず る 傾 向 が

あ る 1 8．  

 

                                                 
1 7 高野佐三郎（ 1915）『剣道』，剣道発行所， p.279．  
18 富永堅固（ 1925）『最も実際的な学生剣道の粋』，慶文堂書店， p.206． 
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富 永 は ， 当 時 ， 竹 刀 と 防 具 を 使 用 し た 稽 古 や 試 合 が 盛 ん で ，

日 本 剣 道 形 が あ ま り 実 施 さ れ て い な い 状 況 を 記 し て い る ．富 永

が 所 属 し た 東 京 高 等 師 範 学 校 は ，18 86（ 明 治 19）年 に 設 立 さ れ

た 官 立（ 現 在 の「 国 立 」に 相 当 ）の 高 等 師 範 学 校 で あ り ，主 に

中 学 校 の 剣 道 教 員 を 養 成 し て い た ．  

二 つ 目 は ， 大 日 本 武 徳 会 武 道 専 門 学 校 を 1 922（ 大 正 11） 年

に 卒 業 し た 黒 住 龍 四 郎 の 言 葉 で あ る ．   

 

武 道 専 門 学 校 は 入 学 し て 1 年 間 ，切 返 し に 終 始 し た ．寒 稽

古 も ほ と ん ど 切 返 し で あ っ た ．つ ま り ，小 手 先 の 技 よ り 心 を

錬 る こ と が 剣 道 の 本 質 で あ る こ と か ら ，体 力 と 精 神 力 の 鍛 錬

を 重 視 し た 内 藤（ 内 藤 高 治 ）の 主 旨 で あ っ た ．さ ら に ，先 生

は 帝 国 剣 道 形 を 重 視 さ れ ，形 こ そ 剣 道 の 技 の 基 本 で あ る と 主

張 し ，講 習 会 で は 毎 水 曜 日 は 形 だ け で ，稽 古 は 全 然 な か っ た ．

そ の 当 時 は 講 習 生 も 多 く な か っ た し ，一 般 に 形 に 余 り 興 味 を

も っ て い な い 者 が 多 か っ た の で ， 水 曜 日 形 の 実 施 者 は 寥 々
りょうりょう

た る も の で あ っ た ．多 く の 者 は そ れ ぞ れ 学 校 や 警 察 に 指 導 に

行 っ て し ま い ，内 藤 先 生 と 私 だ け の こ と も あ っ た ．奥 山 君 や

先 生 の 甥 御 西 山 「 田 中 正 雄 」 氏 な ど よ く 出 席 し て い た 1 9．  

 

大 日 本 武 徳 会 武 道 専 門 学 校 に お い て ，毎 週 水 曜 日 は 日 本 剣 道

形 の み を 稽 古 し た が ，竹 刀 と 防 具 を 使 用 し た 稽 古 に 興 味 が 集 中

し ， 参 加 者 が 少 な か っ た と 黒 住 は 述 べ て い る ．  

                                                 
1 9 黒住龍四郎（ 1980）『剣聖内藤高治』，碧水会・体育とスポーツ出版，

p.294．  
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三 つ 目 は ，鈴 木 勝 治（ 段 位 審 査 員 の 一 人 ）の 言 葉（ 19 39）で

あ る ．  

 

東 京 府 体 育 協 会 剣 道 部 段 審 査 会（ 中 学 生 対 象 ）を 以 上 の 通

り 開 催 し た が ，逐 年 同 協 会 の 基 礎 も 確 立 し 加 入 校 も 八 十 一 校

の 多 き に 及 び ，受 審 者 も 逐 年 ，そ の 数 と 質 と を ま し つ ゝ あ る

こ と は 同 慶 に 堪 へ な い 所 で あ る ．（ 中 略 ）受 験 者 全 般 に ，技 量

の 向 上 は 真 に 結 構 で あ つ た ．但 し 剣 道 形 は 未 だ 十 分 に 徹 底 せ

ず ，如 何 に も 俄 か 仕 込 み と い う 感 が 多 か っ た ．従 つ て 受 験 の

場 合 に ，あ は て た り ，順 序 を 誤 つ た も の が 比 較 的 に 多 か っ た

の は 遺 憾 で あ る 2 0．  

 

鈴 木 は 受 験 者 の 技 術 が 年 々 ，向 上 し て い る が ，日 本 剣 道 形 が

十 分 に 徹 底 さ れ て い な い と 指 摘 し て い る ．東 京 府 体 育 協 会 剣 道

部 段 審 査 会 と は ，中 学 生 を 対 象 と し た 段 位 審 査 会 で あ る ．初 段

か ら 三 段 ま で の 受 験 者 は 4 41 名 で あ り ， 90 名 が 合 格 し た 2 1．  

特 に 1930（ 昭 和 5）年 か ら 日 本 の 敗 戦（ 1945）ま で は 戦 争 が

続 く 時 期 で あ り ，次 第 に“ 実 戦 即 応 ”の 剣 道 が 求 め ら れ る よ う

に な る 2 2． 戦 後 剣 道 の 復 活 に 尽 力 し た 笹 森 順 造 （ 小 野 派 一 刀

流 ）は ，実 戦 即 応 の 剣 道 を 求 め ら れ ，『 実 戦 刀 法 』（ 194 4）を 著

し た ．笹 森 は「 實 戰 場 に 進 發 す る 人 の 爲 に は 五 年 十 年 と 竹 刀 剣

道 を 學 ば せ る よ り は 直 ち に 古 來 の 流 儀 の 必 殺 の 刀 法 を 習 は せ

                                                 
2 0 鈴木勝治（ 1939）『刀と剣道』，第二巻，雄山閣， pp.145-146．  
21 同上．  
22 杉江正敏（ 2017）『写真と記事でたどる武道の近代史』，日本武道館，

pp.148-149. 
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る の は 有 効 適 切 で あ る 」 2 3 と 述 べ ，大 日 本 帝 国 剣 道 形 を 学 べ と

は い っ て い な い ．つ ま り ，実 戦 的 実 用 性 に お い て は 流 派 の 組 太

刀 の 方 が 高 い と い え る ．  

 ま た ，笹 森 は「 竹 刀 剣 道 の 改 む べ き 要 點 」 2 4 と し て ，実 戦 性

の 低 い 点 を ま と め て い る ． 以 下 ， 簡 潔 に ま と め る ．  

 

  緊 張 感 が 薄 れ る 防 具 の 使 用  

  限 定 さ れ た 打 突 部 位  

  自 由 に 打 突 で き る 竹 刀 の 使 用  

  円 形 で 反 り が な い 竹 刀 の 形 状  

  歩 行 と は 違 う 特 殊 な 足 さ ば き （ 送 り 足 ）  

 

 こ う し た 剣 道 の 点 か ら ，一 部 で 竹 刀 打 ち の 稽 古 は 刀 を 折 る こ

と に 繋 が る と ま で 酷 評 さ れ た 2 5．以 上 ，当 時 の 剣 道 は 実 戦 即 応

が 強 調 さ れ た こ と に よ っ て ，か え っ て 実 戦 に は 適 さ な い 点 が 浮

き 彫 り に な っ て い っ た ．  

  

                                                 
2 3 笹森順造（ 1944）『實戰刀法』，富山房， p.16. 
24 同上， pp.6-17. 
25 杉江正敏（ 2003）『剣道の歴史』，全日本剣道連盟， p.26．  
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お わ り に  

 

本 章 で は ，明 治 期 以 降 を 対 象 と し（ 18 68 年 か ら 19 45 年 ），当

該 時 期 に お け る 型 の 術 理 と 競 技 ス ポ ー ツ 性 の 対 抗 関 係 を 明 ら

か に し た ． 主 な 成 果 は 以 下 の と お り で あ る ．  

① 1927 年 に 大 日 本 武 徳 会 に よ っ て 制 定 さ れ た 有 効 打 突 の 規

定 は ，竹 刀 操 作 が 真 剣 操 作 に 密 接 に 繋 が る こ と が 重 視 さ れ て い

た ．  

② 有 効 打 突 の 三 要 素 と そ の 説 明 は 明 治 時 代 に お け る 剣 道 家

の 文 献 に よ っ て す で に 示 さ れ て い た ．  

③ 戦 争 が 続 い た 1930（ 昭 和 5）年 か ら 日 本 の 敗 戦（ 19 45）ま

で は ，剣 道 の 型 の 術 理 が 実 戦 性 の 観 点 か ら 見 直 さ れ ，日 本 刀 の

操 作 法 に 対 す る 関 心 が 高 ま っ て い く と 共 に ，競 技 ス ポ ー ツ 性 が

一 部 で 酷 評 さ れ る な ど し て 薄 れ て い く 時 期 で あ っ た . 

 



第三章 

 

戦後における競技剣道の展

開：有効打突をめぐって 
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は じ め に  

 

 本 章 で は ，敗 戦 後 の 剣 道 禁 止 か ら 剣 道 の 理 念 制 定 ま で（ 194 5

年 か ら 1975 年 ） を 対 象 と し ， 当 該 時 期 に お け る 型 の 術 理 と 競

技 ス ポ ー ツ 性 の 対 抗 関 係 を 明 ら か に す る ．  

本 章 で 参 考 と し た 主 な 資 料 と 人 物 は 以 下 の と お り で あ る ．し

た が っ て ，資 料 に あ る デ ー タ を 用 い る 場 合 に は 煩 雑 さ を 避 け る

た め ，（  ） 内 に 苗 字 と 年 号 を 示 し た ．  

 

表 6 本 章 で 取 り 扱 う 資 料  

年 号  著 者  タ イ ト ル ・ 出 版 社  

1945  剣 道 の 禁 止  

1953  1927（ 昭 和 2） 年 の 三 要 素 （「 充 実 し た 気 勢 」，「 刃 筋

の 正 し い 技 」，「 適 法 な る 姿 勢 」） を 持 っ て 「 有 効 な 撃

突 」 が 復 活 ．  

1956  庄 子 宗 光  『 剣 道 五 十 年 』・ 時 事 通 信 社  

1956  高 野 茂 義  『 剣 道 一 路 』・ 産 業 経 済 新 聞 社  

1956  村 上 貞 次  『 剣 道 入 門 』・ 愛 隆 堂  

1957  小 沢 丘  『 剣 道 ： 習 い 方 と 上 達 法 』・ 鶴 書 房  

1957  庄 子 宗 光 ・ 村

上 貞 次  

『 剣 道 早 わ か り 』・ ベ ー ス ボ ー ル マ

ガ ジ ン 社  

195 8 学 校 剣 道 研 究

会 （ 鈴 木 幾

雄 ・ 中 野 八 十

二 ・ 村 上 貞

『 学 校 剣 道 の 指 導 ： 指 導 の 手 引 き 解

説 』 修 文 社  
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次 ・ 渡 辺 敏

雄 ・ 藤 崎 寛

之 ・ 湯 野 正

憲 ・ 平 野 五

郎 ）  

1959  村 上 貞 次  『 正 し い 剣 道 の 学 び 方 』・ 不 昧 堂 書

店  

1960  有 効 打 突 「 一 本 」 の 三 要 件 の 変 更 ．「 刃 筋 」 が 削 除 ．  

1960  永 井 高 一 郎 ・

大 滝 忠 夫 ・ 中

野 八 十 二  

『 す も う ・ 柔 道 ・ 剣 道 』（ 少 年 少 女

体 育 全 集 ： 12 )・ ポ プ ラ 社  

1966  小 沢 丘  『 剣 道 に 強 く な る 』・ 秋 田 書 店  

1966  村 上 貞 次 ・ 阿

部 忍  

『 写 真 と 図 解 に よ る 剣 道 』・ 大 修 館

書 店  

1966  小 沢 丘  『 コ ー チ 学  剣 道 編 』 (新 体 育 学 講

座 ： 第 40 巻 )・  

逍 遥 書 院  

1966  中 野 八 十 二  『 剣 道 の 楽 し み 方 』・  

西 東 社  

1967  小 沢 丘  『 剣 道 入 門 』・ 鶴 書 房  

1968  小 沢 丘  『 剣 道 教 室 』・ 鶴 書 房  

1968  湯 野 正 憲  『 剣 心 去 来 』・ 鷹 書 房  

1968  佐 藤 忠 三  『 剣 道 と 人 生 』・ 佐 藤 忠 三  

1970  庄 子 宗 光  『 剣 道 百 年 』・ 時 事 通 信 社  

1972  鈴 木 幾 雄  『 新 し い 剣 道 指 導 法 ： 教 え る 人 ・ 初
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め て 習 う 人 へ 』・ 笠 間 書 院  

1972 中野八十二（著） 

岸野雄三・多和

健雄（編）  

「剣道の技術史」・大修館書店（『スポー

ツの技術史：近代日本のスポーツ技術の

歩み』）  

1973 橋本明雄  『図解剣道の教室』・図鑑の北隆館  

1975 「剣道の理念」制定  

1976 湯野正憲  『剣道指導ハンドブック』・大修館書店  

 

1979 佐藤忠三  『剣道の学び方』・体育とスポーツ出版

社  

1979 湯野正憲・岡村

忠典  

『剣道教室』・大修館書店  

1984 小沢丘・  

小沢博  

『ザ・ベスト剣道』・大修館書店  

1985 中野八十二  『剣道上達の秘訣』・体育とスポーツ出

版  

1987 有効打突「一本」の三要件の変更．「刃筋」の復活  

1989 木村篤太郎  『卆翁百話：文と武の遺文』・島津書房  

1992 湯野正憲  『艸生庵残筆』・島津書房  

1993 小川忠太郎  『剣道講話』・体育とスポーツ出版  

1972 中野八十二  

岸野雄三・多和

健雄（編）  

「剣道の技術史」・大修館書店（『スポー

ツの技術史：近代日本のスポーツ技術の

歩み』）  

 

次 に 戦 後 の 剣 道 家 に つ い て 説 明 す る ．戦 後 に 活 躍 し た 剣 道 家

の 略 歴 は 主 に『 剣 道 辞 典：技 術 と 文 化 の 歴 史 』（ 199 4）に よ り ，
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細 か い 点 は 各 剣 道 家 の 著 作 に よ っ た ．  

1）佐 藤 忠 三（ 1891－ 1976）．佐 藤 は 山 形 県 出 身 で ， 19 22（ 大

正 11）年 ，大 日 本 武 徳 会 武 道 専 門 学 校 卒 業 し ，卒 業 後 は 同 校 の

助 手 と な る ． 1930（ 昭 和 5）年 に は 同 校 の 教 授 と な る ． 1953 年

か ら は 北 管 区 警 察 学 校 剣 道 教 授 と な り ，196 6（ 昭 和 41）年 ま で

務 め 挙 げ た 人 物 で あ る ．195 3（ 昭 和 27）年 ，全 剣 連 に よ っ て 有

効 打 突 が 規 定 さ れ た 時 の 全 剣 連 役 員 で あ る ．  

2）木 村 篤 太 郎（ 1886－ 1982）．木 村 は ，奈 良 県 五 条 町 に 生 ま

れ る ．1911（ 明 治 44）年 ，東 京 帝 国 大 学 を 卒 業 し ，弁 護 士 登 録

さ れ る ．1942（ 昭 和 17）年 ，大 日 本 武 徳 会 剣 道 部 会 の 発 足 に 際

し て は 部 会 長 に 就 任 し ，翌 年 に 発 足 し た 大 日 本 剣 道 界 の 副 会 長

に 就 任 ．1946（ 昭 和 21）年 ，幣 原 内 閣 の 検 事 総 長 ，司 法 大 臣 ．

1952（ 昭 和 27）年 ，全 剣 連 の 発 足 と と も に 初 代 会 長 に 就 任 し ，

1972（ 昭 和 47） 年 ま で 務 め あ げ る ．  

3）庄 子 宗 光（ 1905－ 1986）．庄 子 は 宮 城 県 柴 田 郡 に 生 ま れ る ．

1929（ 昭 和 4）年 ，東 京 帝 国 大 学 卒 業 ，報 知 新 聞 社 に 入 社 す る ．

1939（ 昭 和 14）年 に は 満 州 鉱 業 開 発 株 式 会 社 に 入 社 ．195 3（ 昭

和 27） 年 ， 全 剣 連 ・ 専 務 理 事 と な る ． 19 61（ 昭 和 36） 年 に は

日 本 体 育 協 会 理 事 に 就 任 す る ．  

4）小 沢 丘（ 1900－ 1991）．小 沢 は 埼 玉 県 北 埼 玉 郡 岩 瀬 村 に 生

ま れ る ．幼 少 の 頃 よ り 小 野 派 一 刀 流 ，鏡 新 明 智 流 ，直 心 影 流 免

許 皆 伝 の 父 愛 次 郎 に 学 ぶ ．1922（ 大 正 11）年 ，東 京 高 等 師 範 学

校 を 卒 業 し ，福 島 県 立 磐 城 中 学 校 教 諭 を 勤 め る ．そ の 後 ，警 察

大 学 や 日 本 体 育 大 学 な ど の 教 諭 を 歴 任 し ，全 剣 連 会 長・副 会 長 ，

埼 玉 県 剣 道 連 盟 会 長 な ど も 務 め る ．  

 5） 鈴 木 幾 雄 ． 1910（ 明 治 43） 年 東 京 都 中 野 区 に 生 ま れ る ．
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東 京 都 高 等 師 範 学 校 に 入 学 し ，菅 原 融 先 生 に 師 事 す る ．そ の 後 ，

1948（ 昭 和 23 年 ） ま で 府 立 五 中 に 勤 務 ． 戦 後 は ， 豊 島 区 千 川

中 学 校 教 頭 ，教 育 庁 指 導 主 事 を 歴 任 す る ．ま た ，國 學 院 大 学 剣

道 師 範 ， 朝 日 生 命 剣 道 師 範 と し て 剣 道 の 普 及 に あ た る ．  

6） 中 野 八 十 二 ． 新 潟 県 北 蒲 原 郡 に 生 ま れ る ． 剣 道 は 小 学 校

時 代 に 村 の 青 年 団 の 試 合 を 見 て 興 味 を 覚 え た ．192 4（ 大 正 13）

年 ， 新 潟 県 立 新 発 田 中 学 校 に 入 学 ． 192 9（ 昭 和 4） 年 ，東 京 高

等 師 範 学 校 体 育 科 入 学 ．194 1（ 昭 和 16）年 ，東 京 高 等 師 範 学 校

講 師 ．1945（ 昭 和 20）年 ，東 京 市 等 師 範 学 校 教 授 ． 196 4（ 昭 和

44） 年 ， 東 京 教 育 大 学 教 授 と な る ．  

7） 村 上 貞 次 ． 1910（ 明 治 43）年 に 生 ま れ る ． 東 京 高 等 師 範

学 校 卒 ，剣 道 教 士 ，日 本 体 育 専 門 学 校 講 師 ，東 京 学 芸 大 学 教 授 ，

日 本 体 育 学 会 評 議 員 ，全 日 本 剣 道 連 盟 剣 道 連 盟 専 門 委 員 等 を 歴

任 す る ．  

8）湯 野 正 憲（ 1915－ 1980 年 ）．熊 本 県 立 八 代 中 学 校 出 身 ．中

学 時 代 は 藤 谷 東 四 郎（ 東 京 高 等 師 範 学 校 出 身 ，剣 道 三 段 ）の 勧

め で 剣 道 を 始 め た ．1939（ 昭 和 14）年 に 東 京 高 等 師 範 学 校 へ 入

学 ．19 42（ 昭 和 17）年 に 第 一 東 京 市 立 中 学 校（ 現 在 の 東 京 都 立

九 段 高 等 学 校 ） に 奉 職 し た ． 195 8（ 昭 和 33） 年 ，『 学 校 剣 道 指

導 の 手 引 き 』作 成 委 員 ．東 京 都 都 立 九 段 高 校 に は ，教 諭 と し て

26 年 間 勤 続 ．  

 9）小 川 忠 太 郎（ 1901－ 1992）．埼 玉 県 熊 谷 市 に 生 ま れ る ． 12

歳 の と き に 直 心 陰 流 七 尾 菊 太 郎 の 指 導 を 受 け る ．19 23（ 大 正 12）

年 ， 国 士 館 高 等 科 に 入 学 ． 19 29（ 昭 和 4） 年 ， 国 士 館 専 門 学 校

剣 道 講 師 ．1945（ 昭 和 20）年 ，終 戦 に 伴 う 学 生 改 革 に よ り 国 士

館 を は じ め と す る 各 学 校 の 剣 道 教 師 を 解 職 ．19 53（ 昭 和 28）年 ，
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警 視 庁 剣 道 師 範 と な る ．197 1（ 昭 和 46）年 以 降 ，剣 道 の 理 念 制

定 に 尽 力 す る ．  

10）井 上 正 孝（ 1907－ 20 03）．福 岡 県 朝 倉 市 に 生 ま れ る ．家 は

農 家 ．福 岡 県 の 朝 倉 中 学 に 入 学 し ，そ の 後 東 京 高 等 師 範 学 校 へ

と 進 学 す る ．卒 業 後 は ，大 阪 北 野 中 学 校 で 教 鞭 を と り ，1968（ 昭

和 43） 年 か ら 東 海 大 学 教 授 と な る ． 19 71（ 昭 和 46） 年 以 降 ，

剣 道 の 理 念 制 定 に 尽 力 す る ．な お ，中 野 八 十 二 と は 同 級 生 で あ

る ．  

 

第 一 節  戦 後 に お け る 有 効 打 突 の 変 遷  

 

戦 後 最 初 の 規 定 は 東 京 剣 道 倶 楽 部 主 催・国 鉄 剣 道 倶 楽 部 後 援

に よ る 第 一 回 全 国 剣 道 競 技 選 手 権 大 会（ 194 9 年 ，原 宿 開 催 ）の

も の で あ る ．有 効 打 突 の 項 は な く ，有 効 打 突 に 相 当 す る 打 突 は

一 点 と し て カ ウ ン ト さ れ た 1．ま た ，「 乱 暴 」な 打 突 や「 足 搦 」，

「 濫 り に 発 声 」 2 す る こ と は 禁 止 さ れ て い る ． こ れ ら の 規 定 か

ら は 剣 道 の 活 動 を 制 限 し た GH Q の 影 響 が 窺 え る ． GH Q は 太 平 洋

戦 争 終 結 ま で の 剣 道 が 「 軍 国 主 義 を 鼓 舞 」 し ，「 軍 事 訓 練 の 一

部 」 3 と し て 重 視 さ れ た と 見 て お り ， 他 の 武 道 よ り も 剣 道 を 厳

し く 制 限 し た ．し た が っ て ， GH Q は「 日 本 刀 及 び そ れ に 付 随 す

る 一 切 の 思 想 を 排 除 」 4 す る こ と を 剣 道 に 求 め た ．  

こ れ に 加 え て ， GHQ の CIE は「 剣 道 ・ 武 道 」と い う 名 称 を 用

                                                 
1 不 詳 （ 2 0 0 3）『 剣 道 の 歴 史 』， 全 日 本 剣 道 連 盟 ， p p . 5 5 1- 5 5 2．  
2 不 詳 （ 2 0 0 3）『 剣 道 の 歴 史 』， 全 日 本 剣 道 連 盟 ， p p . 5 5 1- 5 5 2．  
3 杉 江 正 敏 （ 2 0 0 3）『 剣 道 の 歴 史 』， 全 日 本 剣 道 連 盟 ， p . 27．  
4 大 保 木 輝 雄 （ 2 0 1 5）『 武 道 』， 4 月 号 ， 日 本 武 道 館 ， p p． 6 5－ 6 6． 
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い た 団 体 を「 許 可 し な い 」 5 と い う 意 向 を 示 し た た め ，「 日 本 刀

及 び そ れ に 付 随 す る 一 切 の 思 想 を 排 除 」 し ，「 剣 道 」 と い う 名

称 を 用 い な い 撓 競 技 が 考 案（ 195 0）さ れ た ．撓 競 技 と は 竹 に 布

製 の 袋 を 被 せ た 袋 撓 を 用 い て シ ャ ツ と ズ ボ ン の 上 か ら 防 具 を

着 用 し ，制 限 時 間 内 に 多 く 相 手 の 打 突 部 位 を 袋 撓 で 当 て た 方 が

勝 利 す る 競 技 で あ る ．第 一 回 全 国 剣 道 競 技 選 手 権 大 会 の 規 定 と

比 較 し て ，撓 競 技 の 規 定 は 発 声 ，足 搦 な ど の 制 限 に つ い て は 同

様 で あ る が ，「 有 効 得 点 」の 項 が 追 加 さ れ た ．「 有 効 得 点 」の 判

定 基 準 は 試 合 前 に 「 審 判 会 議 を 開 き 充 分 な る 打 合 せ 」 を 行 い ，

「 競 技 者 に 告 示 」 6 す る も の と し た ．  

 

表 7 有 効 打 突 の 主 な 変 遷  

1953  

（ 昭 和 28） 年  

「 充 実 し た 気 勢 ，刃 筋 の 正 し

い 技 ，適 法 な る 姿 勢 と を 持 っ

て 加 え た 撃 突 」  

全 剣 連 『 三 十

年 史 』， 1982・

p． 60 

196 0 

（ 昭 和 35） 年  

「 有 効 な 打 突 は“ し な い ”の

打 突 部 で 打 突 の 部 位 を 充 実

し た 気 勢 と 適 法 な 姿 勢 と を

以 て 確 実 に 打 突 し た も の と

す る 」  

村 山 輝 志 ・ 国

分 国 友 『 剣 道

試 合 審 判 規

定 』，1 976・ p．

210  

1987  

（ 昭 和 62） 年  

「 充 実 し た 気 勢 ，適 正 な 姿 勢

を も っ て ，竹 刀 の 打 突 部 で 打

突 部 位 を 刃 筋 正 し く 打 突 し ，

残 心 あ る も の 」  

全 剣 連 『 全 剣

連 広 報 』（ 70

号 ），1 987・ p．

8 

                                                 
5 不 詳 （ 2 0 0 3）『 剣 道 の 歴 史 』， 全 日 本 剣 道 連 盟 ， p . 2 1 6．  
6 不 詳 （ 2 0 0 3）『 剣 道 の 歴 史 』， 全 日 本 剣 道 連 盟 ， p . 5 5 4．  
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全 剣 連 発 足 後 ，最 初 の 規 定（ 195 3）は ，民 主 主 義 的 改 変 が 教

育 制 度 に 加 え ら れ ，現 代 剣 道 が「 日 本 刀 及 び そ れ に 付 随 す る 一

切 の 思 想 を 排 除 」 7 し た 体 育 ・ ス ポ ー ツ と し て 再 出 発 し た に も

関 わ ら ず ，戦 前 と 同 様 の 要 件 を 以 て 有 効 打 突 は 規 定 さ れ た ．こ

れ は 日 米 間 の 講 和 条 約 発 効 に よ る 日 本 の 独 立 に 伴 う 全 剣 連 の

発 足 ，ま た 全 日 本 撓 競 技 連 盟 の 下 で 有 効 打 突 が 当 て 合 い に 傾 斜

し た こ と に 対 す る 全 剣 連 側 の 信 念 の 貫 徹 と も い え る ．19 54（ 昭

和 29）年 に 両 連 盟 が“ 全 日 本 剣 道 連 盟 ”の 名 称 の 下 に 合 併 す る

と 戦 後 民 主 化 運 動 の 高 ま り を 受 け ，19 60（ 昭 和 35）年 ，学 校 体

育 に 現 代 剣 道 を 導 入 す る た め ，一 旦 ，刃 筋 が 削 除 さ れ る ．し か

し ， 臨 時 教 育 審 議 会 の 第 四 次 答 申 が 出 さ れ る 19 87（ 昭 和 62）

年 に は 再 び 刃 筋 が 入 り ，竹 刀 で 打 突 部 位 を 打 突 す る に も 関 わ ら

ず ，刃 筋 の 想 定 が 求 め ら れ た ．以 下 ，戦 後 か ら 現 在 ま で の 有 効

打 突 規 定 の 変 化 を 見 な が ら 刃 筋 が 強 調 さ れ て く る 経 緯 を 確 認

し て お き た い ．  

中 野 八 十 二（ 範 士 九 段 ，教 員 ）は ，昭 和 30 年 代（ 19 55－ 1964）

か ら 徐 々 に ，“ 斬 れ た ”と い う「 斬 打 的 打 突 技 術 」 8 が“ 当 て る ”

と い う 「 当 打 的 打 突 技 術 」 9 に 変 化 し た と 述 べ る ．  

 

オ リ ン ピ ッ ク を 契 機 に し て 剣 道 の 精 神 面 の 復 活 は な っ た が

技 術 面 の 復 活 は か な ら ず し も で き た と は い え な い ．す な わ ち ，

                                                 
7 大 保 木 輝 雄 （ 2 0 1 5）『 武 道 』， 4 月 号 ， 日 本 武 道 館 ， p .6 5．  
8 中 野 八 十 二（ 1 9 7 2）『 ス ポ ー ツ の 技 術 史：近 代 日 本 の ス ポ ー ツ の 歩

み 』， 大 修 館 ， p . 2 8 3．  
9 同 上 ， p . 2 8 3．  
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従 来 の 斬 打 的 打 突 技 術 が 第 2 期 以 後 徐 々 に 形 成 し て 当 打 的

打 突 技 術 に な っ た こ と で あ る ．  

 

中 野 の い う 斬 打 的 技 術 と は“ 斬 れ た ”と い う こ と が 打 突 の 基

準 に な っ て い る 技 術 で あ る ．一 方 ，当 打 的 技 術 と は ，規 則 ど お

り に 当 て る と い う こ と が 打 突 の 基 準 に な っ て い る 技 術 で あ り ， 

“ 当 て る ” に は 偶 然 ，打 突 部 位 に 当 た っ た 打 突 も 含 ま れ て い る ． 

1972（ 昭 和 47）年 ，東 京 大 学 の 学 生 で あ っ た 舟 木 隆（ 段 位 不 明 ）

は ，「 少 し 軽 く て も タ イ ミ ン グ が 良 い と ［ 註 ： 有 効 打 突 を ］ 取

っ て く れ た 時 代 で す ね 」 1 0 と 回 顧 し て お り ，斬 る 意 識 を も っ た

打 突 意 識 の 薄 れ が わ か る ．“ 剣 道 の 理 念 ”制 定 後 の 19 78（ 昭 和

53） 年 ，“ タ イ ミ ン グ が 良 け れ ば ” 有 効 打 突 と な る “ 当 打 的 打

突 技 術 ” 傾 向 を 是 正 す る た め ， 全 剣 連 は 有 効 打 突 を 「 打 突 前 ，

打 突 後 の 状 態 ，打 突 後 の 態 度 等 を 総 合 し て 決 定 す べ き 」 1 1 と い

う 観 点 を 示 し て い る ．  

さ ら に ，1987（ 昭 和 62）年 に は 有 効 打 突 の 基 準 を 明 確 に す る

た め “ 刃 筋 正 し く ” ，“ 残 心 ” が 有 効 打 突 の 要 件 に 追 加 さ れ ，

“ 充 実 し た 気 勢 ，適 正 な 姿 勢 を も っ て ，竹 刀 の 打 突 部 で 打 突 部

位 を 刃 筋 正 し く 打 突 し ，残 心 あ る も の ”（ 剣 道 試 合・審 判 規 則・

第 12 条 ）と な っ て 現 在 に 至 る ．加 え て ，有 効 打 突 の 判 定 が「 経

験 則 に 依 存 」 1 2 し て い る こ と か ら 客 観 化 で き る 事 項 に つ い て は

そ の 文 章 化 が 望 ま れ ，『 剣 道 試 合 ・ 審 判 ・ 運 営 要 領 の 手 引 き 』

                                                 
1 0 舟 木 隆 （ 2 0 1 7）『 剣 道 日 本 』， 東 京 ， ス キ ー ジ ャ ー ナ ル ， p . 9 0．  
11 全 日 本 剣 道 連 盟（ 1 9 7 8）『 全 剣 連 広 報 』，3 0 号 ，全 日 本 剣 道 連 盟 ，

p . 6．  
12 福 本 修 二 （ 2 0 0 3）『 五 十 年 史 』， 全 日 本 剣 道 連 盟 ， p . 6 5．  
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（ 2002，全 剣 連 ）が 発 行 さ れ た ．こ こ に 示 さ れ た 有 効 打 突 の 要

件（ 姿 勢 ，気 勢・発 声 ，打 突 部 位 ，竹 刀 の 打 突 部 ，刃 筋 ）・要 素

（ 間 合 ，［ 註 ： 打 突 の ］ 機 会 ， 体 捌 ， 手 の 内 の 作 用 ， 強 さ と 冴

え ），残 心（ 身 構 え ，気 構 え ）は ，段 位 審 査 な ど の 試 験 問 題 と し

て も 提 出 さ れ ， 現 代 剣 道 の 指 針 と な っ て い る ．  

 

表 8 有 効 打 突 の 理 合 の 要 件 ・ 要 素  

理 合  要

件  

姿 勢  気 勢・発 声  打 突 部 位  竹 刀

の 打

突 部  

刃 筋  

要

素  

間 合  （ 打 突 の ）  

機 会  

体 捌  手 の

内 の

作 用  

強 さ と 冴

え  

残 心  構

え  

身  

構 え  

気 構 え   

＊ 『 剣 道 試 合 ・ 審 判 ・ 運 営 要 領 の 手 引 き 』（ p.7， 2002） よ り

作 成  

 

第 二 節  有 効 打 突 の 刃 筋 に 対 す る 考 え 方 の 変 遷  

 

 全 剣 連 の 初 代 主 要 役 員 の 小 沢 は 刃 筋 に つ い て 言 及 し て い る ．

剣 道 に お け る 禁 止 期 間 の 影 響 が 窺 わ れ る ．そ の 影 響 と は 撓 競 技

に お い て 真 剣 の 観 念 は 禁 止 さ れ て い た こ と に あ る ．小 沢 に よ れ

ば ，刃 筋 と は「 第 一 に 要 求 さ れ る 」こ と で あ り ，「 武 術 的 要 素 」

（ 小 沢 ， 1966）と 位 置 づ け て い る ．ま た ，刃 筋 を 想 定 す る こ と

は ，相 手 の 刃 に 向 か っ て い く と い う「 気 迫 」を 養 う こ と で も あ
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る （ 小 沢 ， 1966）．「 刃 筋 が 通 ら な い 平 撃 ち な ど は 斬 れ な い し ，

又 美 も 感 じ ら れ な い 」と し ，刃 筋 を 立 て る こ と に よ る 斬 撃 の 機

能 美 に つ い て も 触 れ て い る （ 小 沢 ， 1966）． こ の 時 期 の 刃 筋 は

戦 前 に お け る 効 率 的 な 竹 刀 操 作 を 教 え る と い う よ り も ，む し ろ

刃 筋 を 想 定 し た こ と に よ る 緊 張 感 が 強 調 さ れ て い る ．  

 そ の 後 ， 現 代 の 剣 道 復 活 の 大 枠 を 『 学 校 剣 道 指 導 の 手 引 き 』

（ 195 8）で 示 し た「 学 校 剣 道 研 究 会 」 1 3 に お い て ，刃 筋 は「 本

質 的 な 意 味 を 表 わ す 為 に 弦 の 反 対 側 」（ 学 校 剣 道 研 究 会 ，195 8）

を 意 味 す る と い う ． 学 校 剣 道 研 究 会 の 著 作 が 出 版 さ れ た 2 年

後 ，有 効 打 突 の 要 件 か ら 刃 筋 は 削 除 さ れ る が ，そ こ に 込 め ら れ

た 意 味 に つ い て の 記 述 は な い ．ま た ，刃 筋 の 正 し さ に つ い て は

「 打 突 に 於 て 示 さ れ た 打 突 部 に 打 突 し ，決 し て 横 な ぐ り に し な

い こ と 」（ 学 校 剣 道 研 究 会 ，1958）と 技 術 的 観 点 か ら 述 べ ら れ ，

真 剣 を 連 想 す る よ う な 説 明 は な い ．  

 “ 剣 道 の 理 念 ”（ 1975）が 制 定 さ れ る と ，刃 筋 は 強 調 さ れ る ．  

中 野 は 主 に 技 術 的 な 観 点 か ら 竹 刀 と 刀 の 関 係 に つ い て「 真 剣

の つ も り と か ， 刀 の 操 法 の 通 り と か ， そ う い う こ と を 言 っ て ，

大 袈 裟 に 昔 の 剣 道 に 帰 れ と 指 摘 し て い る 人 も お る け れ ど も ，そ

う い う こ と が 実 際 問 題 と し て ， 竹 刀 で 出 来 る わ け が な い 」（ 中

野 ，1985）と 真 剣 と 竹 刀 の 操 作 は 全 く 同 じ で は な い と 述 べ て い

る ．一 方 ，日 本 刀 の 操 作 法 が 持 つ 次 の よ う な 考 え 方 は 受 け 継 ぐ

必 要 が あ る と い う ．  

 

  「 軽 く て も［ 註：刃 筋 が 通 れ ば ］斬 れ る 」（ 緊 張 感 の 創 出 ）  

                                                 
1 3 大 保 木 輝 雄 （ 2 0 1 5）『 武 道 』， 日 本 武 道 館 ， p p . 7 4 - 7 5．  
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  「 体 の 方 向 と 竹 刀［ 註：あ る い は 日 本 刀 ］の 方 向 」が 別 々

に な ら な い （ 安 定 し た 打 突 ）  

  相 手 の 日 本 刀 が 自 分 に 突 き 刺 さ ら な い よ う に 相 手 か ら 自

分 の 「 中 心 を は ず す 」（ 緊 張 感 と 打 突 の 機 会 の 創 出 ）  

  「 左 拳 が い つ も 中 心 か ら は ず れ な い 」（ 効 率 的 な 竹 刀 操 作 ） 

 

小 川 は 刃 筋 の 持 つ 精 神 的 な 観 点 か ら そ の 重 要 性 を 説 明 し て

い る ．小 川 は「 日 本 刀 を 使 っ て は じ め て 刃 筋 の 問 題 が 出 る ．そ

し て 刃 筋 の 中 に は 何 が 入 っ て い る か い う と ，人 間 の 生 死 の 問 題

が 入 っ て い る ． 日 本 刀 は 斬 ら れ た ら 終 り 」（ 小 川 ， 1993） と 述

べ て い る ．小 川 は 刃 筋 と い う 言 葉 に よ っ て ，勝 負 は 一 度 き り で

あ る か ら 繰 り 返 せ な い と い う 真 剣 味 を 養 成 す る こ と を 指 摘 し

て い る ．こ の よ う に「 剣 道 の 理 念 」制 定 後 ，刃 筋 と い う 言 葉 は

技 術 的 な 側 面 に 加 え て 精 神 的 な 側 面 が 強 調 さ れ た ．  

 

第 三 節  撓 競 技 と 剣 道 の 関 係  

 

 本 節 で は ，撓 競 技 と 復 活 し た 剣 道 の 関 係 を 確 認 す る ．前 述 し

た よ う に 撓 競 技 は 1950（ 昭 和 25） 年 に 考 案 さ れ ， そ の 3 年 後

に 剣 道 が 復 活 し た ．撓 競 技 は 剣 道 と い う 名 称 を 用 い ず ，日 本 刀

及 び そ れ に 付 随 す る 一 切 の 思 想 を 排 除 し た 競 技 と し て 位 置 づ

け ら れ た ． 当 時 の 雑 誌 で は ，「 あ ち ら さ ん が 大 嫌 い 」 な 「 恫 喝

的 掛 聲 や 肉 を 切 ら し て 骨 を 斬 る 式 の 一 撃 必 殺 的 剣 道 」と「 護 身

防 禦 を 主 眼 」と し て「 シ ナ イ で ポ ン 〱 」相 手 の 隙 を つ い て 反 省

を 促 し ，し か も「 ス リ ル 」の あ る「 撓 競 技 」が 対 比 さ れ て い る ．

剣 道 が 復 活 す る ま で の 3 年 間 で ，撓 競 技 と 剣 道 の 関 係 か ら 様 々
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な 声 が 上 が っ て い る 1 4．  

 

  地 方 に 於 て は ，在 来 の 剣 道 が し な い 競 技 に 変 じ ，或 は し な

い 競 技 は 占 領 下 に 於 け る 剣 道 の カ モ フ ラ ー ジ 的 存 在 で あ

る  

  し な い 競 技 の よ う な 変 な も の が 入 っ て い る か ら い つ ま で

も 剣 道 が 採 用 に な ら な い  

  剣 道 の 経 験 者 で し な い 競 技 の よ う な 遊 び の ス ポ ー ツ は 役

に 立 た な い  

  し な い が へ な へ な し て 頼 り な く 面 白 く な い  

  し な い 競 技 は 剣 道 の リ － ド ア ッ プ ゲ ー ム と な す べ き だ  

 

 撓 競 技 の 指 導 と 普 及 に 努 め た 中 野 八 十 二 は ，① 剣 道 ，フ ェ ン

シ ン グ と は 別 の 競 技 ，② 戦 後 す ぐ の 社 会 的 ニ ー ズ に 沿 っ た 競 技 ，

③ 戦 前 の 剣 道 よ り も 撓 競 技 の 方 が 体 育 教 材 と し て 内 容 は 整 っ

て い る と い う 点 か ら こ れ ら の 声 に 答 え た ．  

剣 道 が 復 活 す る と 撓 競 技 は 前 述 し た 剣 道 の リ ー ド ア ッ プ と

し て の 側 面 が 強 調 さ れ 始 め る ．1 953（ 昭 和 28）の 座 談 会 で は ，

全 剣 連 と 全 日 本 撓 競 技 連 盟 を 兼 任 し た 大 島 功 と 庄 子 宗 光 は 次

の よ う に 語 る ．撓 競 技 は「 剣 道 の 修 練 の 一 方 面 を 担 当 す べ き も

の 」（ 大 島 ）で あ り ，剣 道 の「 素 地 」 1 5（ 庄 子 ）を 作 る も の で あ

る ．  

同 様 に 三 橋 秀 三（ 元 東 京 高 等 師 範 教 授 ，19 04－ 19 84）は 撓 競

                                                 
1 4 中 野 八 十 二（ 1 9 5 2）『 学 校 体 育 』，8 月 ，日 本 学 校 体 育 研 究 連 合 会 ，

p p . 4 0 - 4 1．  
15 庄 子 宗 光 （ 1 9 5 6）『 剣 道 五 十 年 』， 時 事 通 信 社 ， p . 3 5 8．  
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技 に つ い て 次 の よ う に 述 べ て い る ．撓 競 技 は 戦 前 の「 剣 道 を 基

礎 と し て 考 案 」 さ れ た も の で あ り ，「 剣 道 の ジ ュ ニ ア ー 的 な も

の 」 1 6 で あ る ．ま た ，三 橋 は 撓 競 技 に つ い て「 中 学 生 以 下 の 子

供 に は 適 し て い る 」 一 方 で ，「 高 等 学 校 以 上 の 者 に は 打 つ た 時

の 感 覚 が 物 足 り な い の と ， 用 具 の 破 損 が 甚 だ し い 」 た め ，「 残

念 な が ら 適 当 な も の と は 考 え ら れ な い 」 1 7 と 撓 競 技 の 現 状 を 指

摘 し た ．  

そ の 後 ，一 般 の 人 々 か ら は「 今 ま で し な い 競 技 を や っ て き た

の に ま た［ 註：剣 道 の ］道 具 を 買 わ ね ば な ら ぬ 」な ど の 理 由 か

ら 剣 道 と 撓 競 技 を「 何 と か 一 本 化 」 1 8 し て ほ し い と の 声 が 次 第

に 多 く 上 が る よ う に な っ た ．こ う し た 状 況 も あ り ，1954（ 昭 和

29） 年 に 全 剣 連 は 当 時 の 社 会 的 ニ ー ズ に 沿 っ て 諸 規 定 を 整 え ，

全 剣 連 と 全 撓 連 は 全 日 本 剣 道 連 盟 の 名 称 の 下 に 合 併 す る ．1 957

（ 昭 和 32）年 に は ，撓 競 技 と 剣 道 の 内 容 を 整 理 統 合 し ，学 校 剣

道 と し て 中 学 ，高 校 で 実 施 す る 通 知 が 文 科 省 か ら 出 さ れ ，撓 競

技 と い う 名 称 は 消 滅 し た ．  

 

第 四 節  日 本 剣 道 形 の 取 り 扱 い  

 

 現 在 ，全 剣 連 が 正 式 に 採 用 し て い る 日 本 剣 道 形 は ，旧 大 日 本

武 徳 会 が 1912（ 大 正 元 ）年 に 制 定 し ，1917（ 大 正 6）年 に 加 注 ，

さ ら に ， 1933（ 昭 和 8）年 に 加 注 増 補 し た も の を 原 本 と し て い

                                                 
1 6 三 橋 秀 三 （ 1 9 5 4）『 学 校 剣 道 』， 新 体 育 社 ， p . 2 0 . 
17 同 上 ．  
18 庄 子 宗 光（ 1 9 8 5）『 加 藤 橘 夫 著 作 選 集 』，ベ ー ス ボ ー ル マ ガ ジ ン ，

p . 2 2 0 .  
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る 1 9．戦 後 ，剣 道 は 体 育・ス ポ ー ツ と し て 再 出 発 し た ．そ れ に

伴 っ て ， 日 本 刀 及 び そ れ に 付 随 す る 一 切 の 思 想 は 排 除 さ れ た ．

日 本 剣 道 形 は「 武 器 ，刀 剣 の イ メ ー ジ か ら ，教 材 か ら は ず さ れ

て い た 」 2 0．  

日 本 剣 道 形 を 再 認 識 す る 契 機 は ，19 80（ 昭 和 55）年 に 開 催 さ

れ た 高 段 者 研 究 会 で あ り ， 1933（ 昭 和 8）年 の 原 本 で は 青 少 年

に 分 か り に く い と い う こ と が 示 さ れ た ． こ う し て 19 81（ 昭 和

56）年 ，原 本 を や さ し い 文 体 に 改 め ，原 本 の 解 釈 を 統 一 し た『 日

本 剣 道 形 解 説 書 』 が 作 成 さ れ た ．  

転 機 は ， 1991（ 平 成 3）年 の 学 習 指 導 要 領 改 訂 に あ る ．名 称

は 格 技 か ら 武 道 へ 変 更 さ れ た ． 指 導 要 領 に は ，「 対 人 的 技 能 の

指 導 に 関 し て 形 の 取 り 扱 い を 工 夫 す る こ と も 有 効 で あ る 」と 示

さ れ た ．こ の よ う な 事 情 か ら 福 本 修 二 は ，学 校 教 材 と し て の 日

本 剣 道 形 の 意 義 と 効 果 を 次 の よ う に 述 べ て い る 2 1．  

 

  礼 法 や 正 し い 姿 勢 を 理 解 さ せ 易 い ．  

  竹 刀 と 木 刀 の 違 い に よ り ， 握 り 方 や 刃 筋 の 立 て 方 （ 平 打

ち ） な ど 正 し い 振 り 方 を 理 解 さ せ 易 い ．  

  気 の つ な が り や 攻 め 合 い の 感 覚 ， 意 識 を 体 験 さ せ る こ と

が で き る ．  

  木 刀 の 使 用 に よ り 刀 法 へ の 接 近 が 図 ら れ 緊 張 感 ， 緊 迫 感

を 体 験 さ せ る こ と が で き る ．  

  危 険 性 を 理 解 さ せ ， 安 全 に 対 す る 意 識 や 相 手 を 尊 重 す る

                                                 
19 全日本剣道連盟（ 1981）日本剣道形解説書，全日本剣道連盟， p.1. 
20 福本修二（ 1991）武道，日本武道館， p.84.  
21 同上， p.84.  
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心 を 養 う ．  

 

 以 上 の よ う な 効 果 が 改 め て 周 知 さ れ ，そ れ ま で 学 校 教 材 と し

て 取 り 扱 わ れ て こ な か っ た 日 本 剣 道 形 は 19 90（ 平 成 3）年 以 降 ，

よ う や く 取 り 扱 わ れ る よ う に な っ た ．   

 

お わ り に  

 

 本 章 で は ，敗 戦 後 の 剣 道 禁 止 か ら 剣 道 の 理 念 制 定 ま で（ 194 5

年 か ら 1975 年 ） を 対 象 と し ， 当 該 時 期 に お け る 型 の 術 理 と 競

技 ス ポ ー ツ 性 の 対 抗 関 係 を 明 ら か に し た ．主 な 成 果 を 以 下 の と

お り で あ る ．  

① 当 該 時 期 の 有 効 打 突 は 刃 筋 に み ら れ る 型 の 術 理 よ り も 競

技 ス ポ ー ツ 性 が 強 調 さ れ た ．  

② 剣 道 の 復 活 後 ，国 民 体 育 大 会 へ の 参 加 も 公 認 さ れ “ 打 突 に

よ る 竹 刀 剣 道 ” と し て 復 活 し た が ，こ れ は や が て 勝 敗 に こ だ わ

る “ 当 て る 技 術 ” （ 当 打 ） を 助 長 す る に 至 っ た ．  

③ そ の 原 因 は ,敗 戦 か ら 19 91（ 平 成 3） 年 ま で の 間 に 型 の 術

理 を 示 す 日 本 剣 道 形 が 学 校 教 育 か ら 下 火 と な っ た こ と が 主 な

影 響 で あ っ た ．  

以 上 ，敗 戦 か ら “ 剣 道 の 理 念 制 定 ”ま で は ，戦 前 に 比 べ て 剣

道 の 競 技 ス ポ ー ツ 性 が 一 気 に 高 ま り ，そ れ に 伴 っ て 型 の 術 理 は

急 速 に 希 薄 化 す る こ と に な っ た と い え る ．次 章 で 詳 し く 扱 う が ，

こ の こ と を 憂 い た 戦 前・戦 後 を 体 験 す る 剣 道 指 導 者 た ち は “ 剣

道 の 理 念 ”と“ 剣 道 修 行 の 心 構 え ”を 制 定（ 19 75）し て 過 去 の

精 神 性 の 継 承 を 願 っ た ．  



 
 

 
 

第四章 

 

戦後における競技剣道の展

開：“剣の理法”をめぐって 
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は じ め に  

本 章 で は ，剣 道 の 理 念 制 定 以 降（ 19 75）を 対 象 と し ，当 該 時

期 に お け る 型 の 術 理 と 競 技 ス ポ ー ツ 性 の 対 抗 関 係 を 明 ら か に

す る ．  

 

第 一 節  剣 理 剣 道 と あ て っ こ 剣 道  

 

1． 剣 理 剣 道 の 登 場 と あ て っ こ 剣 道 批 判  

“ あ て っ こ ”と い う 言 葉 の 初 出 は 筆 者 が 見 た 限 り ，戦 後 の『 朝

日 新 聞 』（ 1975.1.8） の 記 事 に 見 ら れ ，「 当 て っ こ 嘆 く 長 老 」 1

と 報 道 さ れ て い る ． こ の 報 道 は 197 5（ 昭 和 50） 年 3 月 に 制 定

さ れ た“ 剣 道 の 理 念 ”の 直 前 で あ る ．つ ま り ，あ て っ こ 剣 道 と

は“ 剣 道 の 理 念 ”制 定 と 同 時 期 に 明 確 に な っ た 概 念 で あ り ，“ 剣

道 の 理 念 ” か ら 逸 脱 す る 剣 道 を 指 す 言 葉 と い え る ．  

近・現 代 の 歴 史 で 見 る と ，剣 道 の 理 念 制 定 委 員・小 川 忠 太 郎

（ 1901-1992）は あ る 講 演 会（ 198 7）で ，あ て っ こ 剣 道 が 広 ま っ

た 契 機 に つ い て ，「 昭 和 四 年 の 天 覧 試 合 を 区 切 り 」 2 と し て「 一

般 の 人 の 剣 道 の 稽 古 」 3 が「 打 っ た ，打 た れ た の あ て っ こ 剣 道

の 稽 古 」 4 ． と な っ た と 回 顧 し て い る ． こ の よ う に 既 に 戦 前 で

も み ら れ た あ て っ こ に 対 す る 評 価 は ，戦 後 ，連 合 国 軍 最 高 司 令

官 総 司 令 部 （ GHQ） に よ る 剣 道 の 禁 止 を 受 け た 全 日 本 撓 競 技 連

                                              
1 著 者 不 明 （ 1 9 7 5）『 朝 日 新 聞 』， 1 . 8， 朝 日 新 聞 社 ．  
2 小 川 忠 太 郎 （ 1 9 9 3）『 剣 道 講 話 』， 体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ， p . 8 3 
3 同 上 ， p . 8 3．  
4 同 上 ， p . 8 3．  
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盟 の 設 立（ 1950）に 伴 い ，軍 国 主 義 的 要 素 を 払 拭 す べ く 日 本 刀

の 観 念 を 排 除 し ，フ ェ ン シ ン グ の 様 式 を 採 用 し た 撓 競 技 5 が 一

点（ ポ イ ン ト ）を 競 い 合 う 競 技 と し て ，加 え て 試 合 数 を 増 加 し

た こ と で も 助 長 さ れ る 結 果 と な っ た 6 ．  

評 価 の 転 機 は 1952（ 昭 和 27） 年 に 全 日 本 剣 道 連 盟 （ 以 下 ，

全 剣 連 ）が 設 立 さ れ ，1954（ 昭 和 29）年 に 全 日 本 撓 競 技 連 盟 と

合 併 す る こ と に よ っ て 剣 道 界 が 一 本 化 さ れ た こ と に あ る ．こ れ

以 降 ，全 剣 連 は ，撓 競 技 で 発 生 し た 打 突（ 当 て 合 い ）結 果 の み

を 数 量 的 に“ 一 点 ”と し て 評 価 す る 方 法 か ら ，打 突（ 打 ち 合 い ）

前 後 の 過 程 を 打 突 の 質 を も 含 め た“ 一 本 ”を 評 価 す る 内 容 へ 変

更 し た ．“ 一 本 ”を 巡 っ て の 評 価 方 法 は「 剣 術 講 習 規 定 」 7 に「 一

本 」 8 と い う 言 葉 が 見 ら れ る よ う に 1900 年 代 （ 明 治 33－ 42）

に は 各 地 で 普 及 し て い た と 考 え ら れ る ． 1927（ 昭 和 2）年 に 有

効 打 突 （ 一 本 ） が 明 文 化 さ れ ， 有 効 打 突 の 要 件 （ 気 勢 ， 刃 筋 ，

姿 勢 ） が 示 さ れ た ． そ れ が 1 953（ 昭 和 28） 年 の 試 合 審 判 規 定

に 反 映 さ れ た 9 の で あ る ．  

あ て っ こ 剣 道 の 隆 盛 に 対 し て 全 剣 連 は ，19 71（ 昭 和 46）年 に

                                              
5  撓 競 技 と は 竹 に 布 製 の 袋 を 被 せ た 袋 撓 を 用 い て シ ャ ツ と ズ ボ ン

の 上 か ら 防 具 を 着 用 し ，制 限 時 間 内 に 多 く 相 手 の 打 突 部 位 を 袋 撓 で

当 て た 方 が 勝 利 す る 競 技 で あ る ．  
6 浅 見 裕 （ 1 9 7 9）「 体 育 教 材 と し て の 剣 道 に 関 す る 研 究 （ そ の 1）：

剣 道 の ス ポ ー ツ 化 関 連 し て 」．岩 手 大 学 教 育 学 部 研 究 年 報 ，3 9，p .9 1． 
7 著 者 不 明（ 1 9 0 7）『 武 徳 誌 』，二 篇 七 号 ，武 徳 誌 発 行 所 ，p . 8 0．（ 新

田 満 夫 ， 1 9 8 5，『 武 徳 誌 』， 復 刻 版 ， 雄 松 堂 出 版 ）  
8 “ 一 本 ” と い う 言 葉 は 『 武 徳 誌 』［ 著 者 不 明 （ 1 9 0 7），『 武 徳 誌 』，

二 篇 七 号 ， 武 徳 誌 発 行 所 ， p . 8 0．］ に 記 載 さ れ て い る が ， そ の 内 容

は 明 文 化 さ れ て い な い ．  
9 大 保 木 輝 雄 （ 2 0 1 6）『 武 道 』， 6 月 号 ， 日 本 武 道 館 ， p .6 8．  
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剣 道 指 導 理 念 委 員 会 を 立 ち 上 げ た ．19 75（ 昭 和 50）年 に は 現 代

剣 道 の 在 り 方（ 目 的 ）を 糾 す た め 1 0 に“ 剣 道 の 理 念 ”（ 剣 道 は

剣 の 理 法 の 修 錬 に よ る 人 間 形 成 の 道 で あ る ）を 制 定 す る ．メ ン

バ ー は 松 本 敏 夫（ 当 時 ，全 剣 連 副 会 長 ， 1908－ 19 87）を 委 員 長

と し ， 70 歳 代 の 小 川 を 除 い て 60 歳 代 を 中 心 に 11 名 （ 松 本 敏

夫 ，委 員 は 堀 口 清 ，小 川 忠 太 郎 ，玉 利 嘉 章 ，中 野 八 十 二 ，湯 野

正 憲 ，大 島 功 ，井 上 正 孝 ，小 川 政 之 ，広 光 秀 国 ，笠 原 利 章 ）で

構 成 さ れ た 1 1 ．“ 剣 道 の 理 念 ”の“ 剣 の 理 法 ”に 込 め ら れ た 含

意 こ そ が ， あ て っ こ 剣 道 を 否 定 す る 理 念 で あ っ た ．   

2007 年 ，全 剣 連 は“ 剣 道 の 理 念 ”の 理 解 を 深 め る た め に“ 剣

道 指 導 の 心 構 え ”を 制 定 し た ．こ の 時 期 ，既 に 学 校 武 道 の 必 修

化 計 画（ 2012）が 俎 上 に 載 せ ら れ ，剣 道 の 海 外 普 及 1 2 が 進 み ，

あ て っ こ 剣 道 へ の 対 策 は 喫 緊 の 課 題 と な っ た ．例 え ば ，山 本 隆

夫 （ 町 道 場 の 館 長 ） は 試 合 の 講 評 で ，「 最 近 は 勝 利 至 上 主 義 で

当 て っ こ 剣 道 に な っ て し ま っ て い る 」 1 3（『 毎 日 新 聞 』2015. 4. 26）

と の 認 識 を 示 し ， ま た 田 原 弘 徳 （ 範 士 八 段 ， 警 察 ） は 2017 年

の 状 況 に つ い て「 試 合 の 結 果 に よ り 評 価 さ れ る 時 代 」 1 4 と な り ，

「 子 供 の 頃 か ら 技［ 註：マ マ ］を 当 て る 剣 道 を 指 導 す る 事 が 剣

道 指 導 の 主 流 」 1 5 に な っ て い る と 嘆 く ．   

  

                                              
1 0 松 本 敏 夫 （ 1 9 8 2）『 三 十 年 史 』， 全 日 本 剣 道 連 盟 ， p . 5 5．  
11 同 上 ， p . 5 5．  
12 3 年 に 1 度 の 世 界 剣 道 選 手 権 大 会 は 1 9 7 0 年 か ら 開 始 さ れ ， 2 0 15

年 に は 5 2 の 加 盟 国 ・ 地 域 に 至 る  
13 著 者 不 明 （ 2 0 1 5）『 毎 日 新 聞 』， 4 . 2 6， 毎 日 新 聞 社 ．  
14 田 原 弘 徳 （ 2 0 1 7）『 剣 道 時 代 』， 1 0 月 号 ， 体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ，

p . 1 2 5．  
15 同 上 ， p . 1 2 5．  
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2．“ 剣 道 の 理 念 ” 及 び “ 剣 道 指 導 の 心 構 え ” 策 定 の 経 緯  

 

全 日 本 剣 道 連 盟 は ，1975（ 昭 和 50）年 に“ 剣 道 の 理 念 ”を 制

定 し ，そ の 内 容 を「 剣 道 は 剣 の 理 法 の 修 錬 に よ る 人 間 形 成 の 道

で あ る 」 1 6 と 示 し た ．制 定 の 事 情 に つ い て ，制 定 の 中 心 人 物 で

あ っ た 二 名 の 委 員 は 次 の よ う に 語 っ て い る ．  

 

○ 松 本 敏 夫 （ 1908－ 1987，「 剣 道 の 理 念 」 制 定 委 員 長 ）  

剣 道 の あ り 方 お よ び 目 的 に つ い て は ，時 代 の 流 れ に と も な い ，

い ろ い ろ と 変 化 し て い る が ，終 戦 後 こ れ を 明 確 に 示 す も の が

な か っ た の で ，全 日 本 剣 道 連 盟 は 昭 和 四 十 六（ 19 71）年 十 二

月 ，現 代 に 即 し た 剣 道 の 理 念 の 確 立 を め ざ し て ，剣 道 指 導 理

念 委 員 会 （ 後 に 理 念 委 員 会 ） を 設 け る こ と に な っ た 1 7 ．  

 

○ 小 川 忠 太 郎 （ 1901-19 92）  

日 本 の 剣 道 は ，昭 和 四 年 の 天 覧 試 合 を 区 切 り と し て ，一 般 の

人 の 剣 道 の 稽 古 の や り 方 が 変 わ っ て し ま っ た ．つ ま り 打 っ た ，

打 た れ た の あ て っ こ 剣 道 の 稽 古 と な っ て し ま っ た ．そ れ が ズ

ー ッ と 凡 そ 五 十 年 以 上 ，今 日 迄 及 ん で い る の で あ る ．（ 中 略 ）

こ の 大 問 題 を 解 決 す る に は ど う し た ら よ い か ？ そ れ に は 正

し い 剣 道 の 理 念 を つ く ら な け れ ば い け な い 1 8 ．  

                                              
1 6全 日 本 剣 道 連 盟 H P， h t tp : / / w ww . k e n d o . o r . j p / k e n d o / c on c e p t / 
17 松 本 敏 夫 （ 1 9 8 2）『 三 十 年 史 』， 全 日 本 剣 道 連 盟 ， p . 5 5．  
18 小 川 忠 太 郎（ 1 9 9 3）『 剣 道 講 和 』，体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ， p . 8 3．こ

こ で い う 天 覧 試 合 と は ，昭 和 天 皇 の 即 位 を 記 念 し て ，皇 居 内 の 済 寧

館 に お い て 開 催 さ れ た 全 国 大 会 で あ り ，初 め て 剣 道 専 門 家 が 参 加 し
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“ 剣 道 の 理 念 ”は 勝 敗 に こ だ わ る“ あ て っ こ 剣 道 ”で は な く ，

剣 道 の 本 質 に 則 っ た 指 針 と し て 制 定 さ れ た も の だ と い う ．こ の

こ と に つ い て ，杉 江 正 敏 は『 剣 道 の 歴 史 』の「 総 論 」で ，競 技

と 「 剣 道 の 理 念 」 の 在 り 方 を 以 下 の よ う に 述 べ て い る ．  

 

競 技 化 の 進 行 と 理 念 の 間 に で き て く る さ ま ざ ま の 隔 り を 埋

め る た め に は ，「 形 の 修 練 」「 剣 道 講 和 」な ど と と も に ，先 に

述 べ た「 気・剣・体 」 1 9 の 一 致 や ，一 騎 打 ち の 美 学 を 反 映 す

る 剣 道 独 自 の 競 技 特 性 を 通 じ て ，伝 統 文 化 と し て の 内 容 が 学

ば れ る こ と が 望 ま れ る ．ま た ，文 武 の 道 を 通 じ て の 日 本 人 の

自 己 修 練 の 考 え 方 は ，全 人 教 育 及 び 生 涯 教 育 の 歴 史 と し て 装

い を 新 た に し な が ら 継 承 さ れ ，発 展 さ せ な け れ ば な ら な い 2 0 ． 

 

 杉 江 の“ 競 技 化 の 進 行 と 理 念 の 間 に で き て く る さ ま ざ ま の 隔

た り 埋 め る ”と い う 言 葉 は ，先 の 小 川 の 言 葉 と 合 わ せ て 考 え て

み る と ，あ て っ こ 剣 道 の 進 行 に な か な か 歯 止 め が か か ら な い と

い う 現 実 が あ る こ と を 示 し て い る ．『 剣 道 の 歴 史 』 刊 行 か ら 8

ヶ 月 後 ，2003（ 平 成 15）年 9 月 に 全 日 本 剣 道 連 盟 は 連 盟 設 立 か

                                              
た ．剣 道 専 門 家 と は ，生 活 の 大 部 分 を 剣 道 の 修 行 に あ て ，質・量 と

も に 一 般 の 剣 道 家 を は る か に 凌 駕 す る ほ ど の 稽 古 を し て い た 人 物

を 指 す （ 戦 前 に は 剣 道 専 門 家 と い う 部 門 や 呼 び 方 が あ っ た ）．  
19 “ 気 剣 体 一 致 ”と は ，相 手 と の 攻 防 を 効 果 的 に 行 う た め の 要 素 を

表 現 し た 言 葉 ． 気 と は 気 力 （ 活 動 を 生 み 出 す エ ネ ル ギ ー ）， 剣 と は

竹 刀 操 作 ， 体 と は 体 さ ば き と 姿 勢 で あ る ．  
20 杉 江 正 敏 （ 2 0 0 3）『 剣 道 の 歴 史 』， 全 日 本 剣 道 連 盟 ， p . 35 
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ら 半 世 紀 を 経 て 全 日 本 剣 道 連 盟 は ，“ 長 期 構 想 企 画 会 議 ” と い

う 委 員 会 を 設 置 し た 2 1 ．  

第 一 次 企 画 会 議 で は “ 剣 道 の 理 念 ” が 形 骸 化 ・ お 題 目 化 し

て い る の で は な い か と の 指 摘 が な さ れ ，「 剣 道 指 導 の 心 構 え 」

2 2 を 作 成 す る こ と を 決 定 し た ． 第 二 次 企 画 会 議 で は ， ど の よ

う に す れ ば 現 場 の 指 導 者 が “ 剣 道 の 理 念 ” の 理 解 を 深 め る こ

と が で き る の か が 問 題 と な っ た ．「 竹 刀 と 刀 の 関 係 」 2 3 を ど う

考 え る の か ， 具 体 的 に は ，「 斬 突 か ら 打 突 へ の 継 承 と 創 造 の 過

程 」 2 4 を ど う 考 え る の か ， と い う こ と が 論 点 と な っ た ． そ の

後 ， 問 題 は 刀 の 観 念 の 継 承 に 絞 ら れ た ． 斬 突 か ら 打 突 へ と 継

承 さ れ た “ 刀 の 観 念 ” の 欠 如 は ， 危 険 な 日 本 刀 を 忌 避 す る 傾

向 が あ る こ と ， ま た ， 若 者 が 日 本 刀 に 触 れ る 機 会 が 少 な い 2 5

こ と に よ る と 指 摘 し て い る ． 委 員 ら は ，“ 刀 の 観 念 ” を 継 承 す

る た め に は ，“ 刀 法 ”（ 真 剣 操 作 ） の 説 明 が 必 要 で あ る と い う

指 摘 が あ る ． ま た ， 刀 の 観 念 の 意 味 に つ い て ， 刀 が 外 敵 に 向

け た 単 な る “ 武 器 ” と し て で は な く ，「 心 の 迷 い を 断 ち 切 る 」

2 6 と い う 自 分 自 信 の 内 部 に 生 じ た 邪 悪 な 心 を 払 い 清 め る と い

う 観 念 を 含 ん だ 考 え 方 で あ る こ と を 確 認 し た ． こ う し て 制 定

さ れ た の が ，“ 剣 道 指 導 の 心 構 え ”（ 2007） で あ る ．  

次 節 で は 剣 道 の 二 大 専 門 雑 誌 の 記 事 を 用 い て 剣 理 剣 道 を リ

ー ド す る 剣 道 指 導 者 の 剣 道 観 を ， 剣 理 剣 道 を 構 成 す る 技 法 要

                                              
2 1  高 橋 亨 （ 2 0 0 6）『 剣 窓 』， 2 月 号 ， 全 日 本 剣 道 連 盟 ， p . 1 8．  
22 高 橋 亨 （ 2 0 0 6）『 剣 窓 』， 1 2 月 号 ， 全 日 本 剣 道 連 盟 ， p .1 8．  
23 高 橋 亨 （ 2 0 0 7）『 剣 窓 』， 2 月 号 ， 全 日 本 剣 道 連 盟 ， p .1 8．  
24 作 道 正 夫 （ 2 0 0 7）『 剣 窓 』， 4 月 号 ， 全 日 本 剣 道 連 盟 ， p . 1 4．  
25 高 橋 亨 （ 2 0 0 7）『 剣 窓 』， 2 月 号 ， 全 日 本 剣 道 連 盟 ， p p. 1 8 - 1 8．  
26 大 保 木 輝 雄 （ 2 0 0 7）『 剣 窓 』， 3 月 号 ， 全 日 本 剣 道 連 盟 ， p . 2 0．  
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件・要 素 に つ い て ，そ れ ら を 刀 法 と 心 法 に 分 類 し ，掘 り 下 げ て

分 析 す る ．  

 

第 二 節  剣 理 剣 道 の 刀 法 論 及 び 心 法 論 ：“ あ て っ こ 剣 道 ” 否 定

の 論 理  

 

 剣 理 剣 道 の 核 で あ る “ 剣 の 理 法 ” に つ い て ，“ 剣 道 の 理 念 ”

制 定 委 員 の 松 本 と 小 川 の 関 係 史 料 に よ っ て 定 義 を し て お く ．彼

ら に よ る と「 剣 の 理 法 」 2 7 と は 理 合 に 適 っ た 攻 防 ，打 突 の こ と

で あ る ．小 川 に よ る と「 理 法 」 2 8 を 最 初 に 使 用 し た の は 松 本 で

あ る ． 松 本 は 19 76（ 昭 和 51） 年 ， 剣 道 中 堅 指 導 者 講 習 会 に お

い て 理 法 と 理 合 は 同 義 で あ り ，「 無 理 を し な い 剣 の 理 に 適 っ た

攻 防 ， 打 突 」 2 9 と 定 義 し た 上 で 理 法 は 「 刀 法 と 心 法 」 3 0 で 構

成 さ れ ，両 方 が 一 体 に な る と 理 に 適 っ た 攻 防 ，打 突 が で き る と

説 明 し た ．ま た ，小 川 も 同 様 に「 理 法 は 大 き く 分 け る と 刀 法 と

心 法 に な る 」 3 1 と 述 べ て お り ，両 者 と も 剣 の 理 法 は 刀 法 と 心 法

に 分 類 し て 説 明 で き る と し た ．両 者 に よ れ ば 刀 法 に は 無 理 の な

い 攻 防 と 打 突 を 可 能 に す る 姿 勢 ，打 突 の 機 会 ，体 捌 き な ど が 含

                                              
2 7 相 手 と 日 本 刀 を も っ て 対 峙 し た 場 合 ，刃 の 片 方 は 相 手 に ，も う 片

方 は 自 分 に 向 い て お り ，そ れ ら を 合 わ せ て 両 刃 の“ 剣 ”を 示 す ．“ 剣 ”

は 日 本 刀 を 持 っ て 互 い に 向 き 合 う 場 は ，同 じ こ と が 2 度 と 起 き な い

真 剣 な 場 と い う 意 味 を 持 つ（ 小 川 忠 太 郎 ， 1 9 9 3，『 剣 道 講 話 』，体 育

と ス ポ ー ツ 出 版 ， p . 1 3）．  
28 小 川 忠 太 郎 （ 1 9 9 3）『 剣 道 講 話 』， 体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ， p . 1 4．  
29 松 本 敏 夫（ 1 9 9 4）『 剣 道 時 代 』，4 月 号 ，体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ，p . 1 1．  
30 同 上 ， p . 1 1．  
31 小 川 忠 太 郎 （ 1 9 9 3）『 剣 道 講 話 』， 体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ， p . 6 2．  
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ま れ る 3 2 ． 松 本 に よ れ ば ， 心 法 と は 無 理 の な い 攻 防 と 打 突 を

支 え る 心 の 在 り 方 で ，自 分 の 心 の 在 り 方 か ら 相 手 や 周 囲 に 対 す

る 態 度 ま で を 含 む 3 3 と い う ．  

で は ，“ 剣 の 理 法 ” を 構 成 す る 刀 法 と 心 法 を ， 現 代 剣 道 で 試

合 を 中 心 に 活 躍 し て い る 著 名 な 高 段 者 た ち が ど の よ う に 考 え

て い た の だ ろ う か ． 2017（ 平 成 29）年 の『 剣 道 時 代 』及 び『 剣

道 日 本 』（ 各 12 回 ， 以 下 『 時 代 』，『 日 本 』） を 用 い て ， 19 名 の

剣 道 家 及 び 雑 誌 編 集 者 ら の 剣 道 観（ 何 が 正 し い 剣 道 か ）を 見 る

と ，剣 理 剣 道 を 構 成 す る い く つ か の 技 法 要 件・要 素 に つ い て 言

及 し て い る こ と が 読 み 取 れ る ．な お ，技 法 の 説 明 は 全 剣 連 が 刊

行 し た『 剣 道 和 英 辞 典 』（ 2000），『 剣 道 指 導 要 領 』（ 200 8）を 参

考 に し た ．  

 

表 9 現 代 剣 道 の 試 合 を 中 心 に 活 躍 す る 19 名 の 剣 道 観  

名 前 ・  

段 位 ・ 職 業  

大 事 に

す る 技

法  

主 な 成 績  雑 誌・ペ ー

ジ 数  

『 剣 道 時 代 』

編 集 者  

姿 勢  な し ．  『 剣 道 時

代 』 2 017，

1・ p. 15  

谷 勝 彦 ， 教 士

八 段  

教 員  

姿 勢  

間 合 の

攻 防  

全 日 本 選 抜 剣 道 八 段 優

勝 大 会 出 場 ， 全 日 本 剣

道 選 手 権 大 会 出 場 ， 東

『 剣 道 時

代 』 2 017，

2・ p. 37  

                                              
3 2 松 本 敏 夫（ 1 9 9 4）『 剣 道 時 代 』，4 月 号 ，体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ，p p . 11 -

1 2．  
33 小 川 忠 太 郎 （ 1 9 9 3）『 剣 道 講 話 』， 体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ， p . 6 2．  
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西 対 抗 大 会 出 場 ， 都 道

府 県 対 抗 大 会 出 場 ， 国

体 出 場 ， 全 国 教 職 員 大

会 出 場  

米 屋 勇 一 ， 教

士 七 段  

警 察  

姿 勢  全 日 本 剣 道 選 手 権 大 会

出 場 ，世 界 大 会 出 場 ，東

西 対 抗 大 会 出 場 ， 都 道

府 県 対 抗 大 会 出 場 ， 全

国 警 察 官 剣 道 選 手 権 大

会 出 場 ， 国 体 出 場  

『 剣 道 時

代 』 2 017，

3・ p. 50  

忍 足 功 ， 範 士

八 段  

警 察  

姿 勢  東 西 対 抗 出 場 ， 国 体 出

場  

『 剣 道 時

代 』 2 017，

9・ p. 20  

越 川 一 孝 ， 錬

士 六 段  

警 察  

姿 勢  全 日 本 剣 道 選 手 権 大 会

出 場 ， 全 国 警 察 官 剣 道

選 手 権 大 会 出 場  

同 上  

馬 場 欽 司 ， 教

士 七 段  

教 員  

姿 勢  全 日 本 剣 道 選 手 権 大 会

出 場  

『 剣 道 日

本 』 2 017，

12・ p .56  

茂 木 良 文 ， 八

段 （ 称 号 不

明 ）， 教 員  

姿 勢 ，機

会 ，間 合

の 攻 防  

全 日 本 剣 道 選 手 権 大 会

出 場 ， 国 体 出 場  

 

『 剣 道 時

代 』 2 017，

4・ p. 77  

『 剣 道 日 本 』

編 集 部  

姿 勢 ，体

捌 き ，機

会 ，間 合

な し ．  『 剣 道 日

本 』 2 017，

11・ p .12 3  
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の 攻 防  

宮 崎 史 裕 ， 教

士 八 段  

警 察  

姿 勢  全 日 本 剣 道 選 手 権 大 会

出 場 ， 世 界 剣 道 選 手 権

大 会 出 場 ， 全 国 警 察 剣

道 選 手 権 大 会 出 場  

『 剣 道 時

代 』 2 017，

6・ p. 39  

忍 足 功   

 

姿 勢  重 複 の た め 上 記 参 照  『 剣 道 時

代 』，201 7，

9・ p. 20  

中 村 藤 雄 ， 教

士 七 段  

大 義 塾（ 道 場 ）

塾 長  

姿 勢  大 義 塾 塾 長 と し て 多 く

の 少 年 少 女 の 指 導 に あ

た り ， 20 11（ 平 成 23）

年 の 全 日 本 少 年 少 女 剣

道 錬 成 大 会 で は チ ー ム

を コ ー ト 優 勝（ 全 16 コ

ー ト ） に 導 い て い る ．  

『 剣 道 日

本 』 2 017，

4・ p. 56  

馬 場 欽 司 ， 教

士 七 段  

教 員  

姿 勢  全 日 本 剣 道 選 手 権 大 会

出 場  

『 剣 道 日

本 』 2 017，

9・ p. 44  

高 鍋 進 ， 教 士

七 段 ，  

警 察  

体 捌 き  全 日 本 剣 道 選 手 権 大 会

出 場 ， 世 界 剣 道 選 手 権

大 会 出 場 ， 全 国 警 察 剣

道 選 手 権 大 会 出 場  

『 剣 道 時

代 』 2 017，

1・ p. 48  

小 山 正 洋 ， 教

士 八 段   

企 業  

体 捌 き  全 日 本 選 抜 剣 道 八 段 優

勝 大 会 出 場 ， 全 日 本 剣

道 選 手 権 大 会 出 場 ， 東

同 上 ・

p.1 28  
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西 対 抗 大 会 出 場 ， 都 道

府 県 対 抗 大 会 出 場 ， 国

体 出 場  

中 村 藤 雄  体 捌 き ，

竹 刀 操

作  

重 複 の た め 上 記 参 照  『 剣 道 日

本 』 2 017，

4・ p. 58  

笠 村 浩 二 ， 範

士 八 段  

警 察  

体 捌 き  全 日 本 選 抜 剣 道 八 段 優

勝 大 会 出 場 ， 全 日 本 剣

道 選 手 権 大 会 出 場 ， 東

西 対 抗 大 会 出 場 ， 都 道

府 県 対 抗 大 会 出 場 ， 国

体 出 場 ， 全 国 警 察 官 大

会 出 場  

『 剣 道 時

代 』 2 017，

8・ p. 18  

古 川 和 男 ， 範

士 八 段  

教 員  

機 会 ，間

合 の 攻

防  

全 日 本 選 抜 剣 道 八 段 優

勝 大 会 出 場 ， 全 日 本 剣

道 選 手 権 大 会 出 場 ， 世

界 大 会 出 場 ， 東 西 対 抗

大 会 出 場 ， 都 道 府 県 対

抗 大 会 出 場 ，国 体 出 場 ，

全 国 教 職 員 大 会 出 場  

『 剣 道 時

代 』 2 017，

7・ p. 78  

渡 邊 哲 也 ， 範

士 八 段  

警 察  

間 合 の

攻 防  

全 日 本 剣 道 選 手 権 大 会

出 場 ， 都 道 府 県 対 抗 大

会 出 場 ， 全 国 警 察 官 大

会 出 場  

国 体 出 場  

『 剣 道 時

代 』 2 017，

1・ p. 140  
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桜 木 は る み ，

教 士 七 段 ， 桜

武 館 副 館 長  

間 合 の

攻 防  

国 体 女 子 ， 全 国 家 庭 婦

人 剣 道 大 会 な ど の 監 督

と し て チ ー ム を 優 勝 に

導 い た 経 験 を 持 つ ．  

『 剣 道 日

本 』 2 017，

5・ p. 58  

田 原 弘 徳 ， 範

士 八 段  

警 察  

充 実 し

た 気 迫 ，

機 会 ，間

合 の 攻

防  

全 日 本 選 抜 剣 道 八 段 優

勝 大 会 出 場  

『 剣 道 時

代 』，201 7，

10・ p .12 5  

 

1． 刀 法 の 観 点 か ら 見 た 剣 理 剣 道  

上 記 ，資 料 の 記 述 を 分 析 し ，彼 ら が 用 い る 技 法 要 件・要 素 を

使 用 頻 度 順 に 並 べ る と ，① 姿 勢（ 12 回 ），② 間 合 の 攻 防（ 7 回 ），

③ 体 捌 き（ 5 回 ），④ 打 突 の 機 会（ 4 回 ）で あ り ，20 02（ 平 成 14）

年 の 有 効 打 突 の 要 件・要 素 が 問 題 視 さ れ る ．こ こ で は そ れ ら 4

つ の 観 点 を 軸 と し て “ 技 法 要 素 ”（ 要 件 を 省 略 ） と し ， そ の 内

容 を 具 体 的 に 把 握 す る ．  

 1） 姿 勢 ． 姿 勢 は 構 え の も と で ， 良 い 姿 勢 と は 相 手 の い か な

る 動 作 に 対 し て も「 敏 捷 で し か も 正 確 に ，か つ 自 由 に 対 処 で き

る 」 3 4 こ と を 指 す ．そ の 結 果 生 ず る 価 値 は ，機 会 を 捉 え た 後 の

打 突 を 容 易 3 5 に し ， 有 効 打 突 “ 一 本 ” に 繋 が り や す く 3 6 ， 体

                                              
3 4 全 日 本 剣 道 連 盟（ 2 0 0 8）『 剣 道 指 導 要 領 』，全 日 本 剣 道 連 盟 ，p . 36．  
35 谷 勝 彦（ 2 0 1 7）『 剣 道 時 代 』，2 月 号 ，体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ，p . 37．  
36 宮 崎 史 裕（ 2 0 1 7）『 剣 道 時 代 』，6 月 号 ，体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ，p . 3 9．  
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に 負 担 を か け な い た め 高 齢 で も 実 施 可 能 3 7 で あ り ，「 綺 麗 」 3 8

あ る い は「 強 さ や ，美 し さ 」 3 9 が 表 現 で き る 現 代 剣 道 を 挙 げ て

い る ． 対 極 に あ る 正 し く な い 姿 勢 は ，「 打 突 時 に 前 傾 姿 勢 に な

る 」 4 0 ， 攻 防 の な か で 「 左 拳 が 正 中 線 か ら 外 れ る 」 4 1 ，「 左 拳

が 浮 く 」 4 2 あ る い は「 手 元 を 上 げ る 」 4 3 ，次 の 攻 撃 に 繋 が ら な

い「 防 御 の み の 姿 勢 」 4 4 と あ る よ う に ，正 し い 姿 勢 が 崩 れ た 動

作 と 認 識 さ れ て い る ．以 上 か ら ，正 し い 姿 勢 は ，臨 機 応 変 な 性

能 を 持 ち ， 美 し さ と 有 効 打 突 が 実 現 で き る と 帰 納 さ れ る ．  

2）間 合 の 攻 防 ．間 合 は 相 手 と 自 分 と の 距 離 で あ り ，「 一 歩 踏

み 込 め ば 打 て ，一 歩 退 け ば 相 手 の 打 突 を 外 せ る 距 離 」 4 5 を“ 一

足 一 刀 ”の 間 合 ，そ れ よ り も“ 近 い 間 ”，“ 遠 い 間 ”が あ る ．間

合 の 攻 防 と は ，“ 偶 然 ” で は な く “ 意 図 的 ” な 打 突 を す る た め

自 分 に 有 利 な 間 合 で ，相 手 に 変 化 や 反 応 を 起 こ し て 打 突 の 機 会

を 得 る こ と 4 6 を 指 す ． 間 合 の 攻 防 の 要 は 互 い に 打 て る 「 危 険

な ゾ ー ン 」 4 7 を 知 り ，「 相 手 を 崩 す こ と 」 4 8 が 理 想 と さ れ ， そ

                                              
3 7 忍 足 功（ 2 0 1 7）『 剣 道 時 代 』， 9 月 号 ，体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ， p .2 0 
38 米 屋 勇 一（ 2 0 1 7）『 剣 道 時 代 』，3 月 号 ，体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ，p . 5 1．  
39 茂 木 良 文 （ 2 0 1 7））『 剣 道 時 代 』， 4 月 号 ， 体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ，

p . 7 7．  
40 宮 崎 史 裕（ 2 0 1 7）『 剣 道 時 代 』，6 月 号 ，体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ，p . 3 9．  
41 忍 足 功（ 2 0 1 7）『 剣 道 時 代 』，9 月 号 ，体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ，p . 20．  
42 越 川 一 孝 ． 同 上 ， p . 2 0．  
43 茂 木 良 文（ 2 0 1 7）『 剣 道 時 代 』，4 月 号 ，体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ，p . 2 0．  
44 馬 場 欽 司（ 2 0 1 7）『 剣 道 時 代 』，9 月 号 ，ス キ ー ジ ャ ー ナ ル ，p . 5 6．  
45 全 日 本 剣 道 連 盟（ 2 0 0 8）．剣 道 指 導 要 領 ．東 京 ，全 日 本 剣 道 連 盟 ，

p . 4 1．  
46 同 上 ， p p . 7 2 - 7 3 . 
47 桜 木 は る み（ 2 0 1 7）『 剣 道 日 本 』，5 月 号 ，ス キ ー ジ ャ ー ナ ル ，p . 5 6．  
48 谷 勝 彦（ 2 0 1 7）『 剣 道 時 代 』，2 月 号 ，体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ，p . 37．  

 



 
 

125 
 

の 結 果「 タ イ ミ ン グ や ス ピ ー ド に 頼 ら ず と も 」 4 9 相 手 を 打 突 で

き る と い う ．以 上 か ら 間 合 の 攻 防 は ，打 突 の 機 会 を 見 出 す こ と

に あ り ， 無 駄 打 ち の な い 打 突 を 可 能 に す る と さ れ る ．  

3） 体 捌 き ． 体 捌 き は 「 足 さ ば き 」 5 0 を も と に し ， 相 手 を 打

突 す る ，ま た は 打 突 を 避 け る た め の 動 作 で あ る ．体 捌 き に よ っ

て 「 技 が 空 を 切 る こ と 」 5 1 が な く ，「 生 涯 に 亘 っ て 正 し い 剣 道

を 実 践 」 5 2 で き る と さ れ る ．ま た ，相 手 に さ か ら わ な い 体 捌 き

を す れ ば ，「 美 し く ， 品 が で る 」 5 3 と い う ． 姿 勢 と の 関 係 に お

い て ，体 捌 き は 美 し い 姿 勢 の 保 持 に 役 立 つ と 考 え ら れ る ．つ ま

り 体 捌 き と は 打 突 の 攻 防 に 必 須 の 移 動 能 力 で あ り ，品 格 を 生 み

出 す と さ れ る ．  

 4） 打 突 の 機 会 ． 打 突 の 好 機 を み る に は “ 技 の 起 こ り ”，“ 技

の つ き た と こ ろ ”，“ 居 つ い た と こ ろ ”な ど が あ る 5 4 ．田 原 は ，

打 突 の 機 会 の 選 択 に よ っ て「 無 駄 打 ち 」 5 5 の な い 現 代 剣 道 を つ

く る と し ，打 突 の 機 会 や 間 合 の 攻 防 を 無 視 し た 現 代 剣 道 が 無 駄

打 ち を 量 産 し ，品 格 を 失 う こ と を 示 唆 し て い る ．む や み に 動 か

な い 静 的 な 態 度 が 持 つ 品 格 の 醸 成 に 必 要 と さ れ る ．  

以 上 の 言 説 分 析 か ら ，剣 理 剣 道 は こ れ ら 4 つ の 技 法 要 素 が 融

合 す る こ と に よ っ て ，強 く 美 し い 現 代 剣 道 を 構 成 す る と 主 張 し

て い る こ と が わ か る ．そ の 目 指 す と こ ろ は ，い か な る 事 態 に も

                                              
4 9 渡 邊 哲 也（ 2 0 1 7）『 剣 道 時 代 』，1 月 号 ，体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ，p . 1 40． 
50 全 日 本 剣 道 連 盟（ 2 0 0 8）『 剣 道 指 導 要 領 』，全 日 本 剣 道 連 盟 ，p .4 6 . 
51 高 鍋 進（ 2 0 1 7）『 剣 道 時 代 』．1 月 号 ，体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ，p . 48．  
52 笠 村 浩 二（ 2 0 1 7）『 剣 道 時 代 』，8 月 号 ，体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ，p . 1 8．  
53 中 村 藤 雄（ 2 0 1 7）『 剣 道 日 本 』，4 月 号 ，ス キ ー ジ ャ ー ナ ル ，p . 5 8．  
54 全 日 本 剣 道 連 盟（ 2 0 0 0）『 剣 道 和 英 辞 典 』，全 日 本 剣 道 連 盟 ，p . 25．  
55 田 原 弘 徳 （ 2 0 1 7）『 剣 道 時 代 』， 1 0 月 号 ， 体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ，

p . 1 2 5．  
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対 応 可 能 な 正 し い 姿 勢 “ 1） と 2） ” 及 び 移 動 能 力 3）， そ し て

機 会 を 見 て の 打 込 み 4）の 3 点 で あ り ，そ れ ら が 動 作 の 無 駄 を

省 い た 品 格 を 養 成 す る と い う 点 に あ る ．  

 

2． 心 法 の 観 点 か ら 見 た 剣 理 剣 道  

“ 剣 道 の 理 念 ”制 定 者 の 松 本 ，小 川 の 剣 道 観 を 見 る と 心 の 在

り 方 を 重 視 し ，具 体 的 に は“ 平 常 心 ”に あ る と い え る ．松 本 は

“ 平 常 心 ”に つ い て「 平 常 と 少 し も 変 わ ら な い 心 持 ち 」 5 6 で あ

り ，心 の 乱 れ は 自 分 の 動 作 を 乱 し ，相 手 に 打 つ 機 会 や「 不 快 な

念 」 5 7 を 与 え て し ま う と い う ．“ 不 快 な 念 ”と は ，「 う ま い こ と

勝 っ て や ろ う 」 5 8 と い う 勝 利 の み を 意 識 す る 態 度 ，ま た は「 敬

愛 の 気 持 ち 」 5 9 の な い 態 度 を 指 す ．小 川 は“ 剣 道 の 理 念 ”の 講

話 で「 平 常 心 是 道 」 6 0 と し ，自 分 が 平 常 心 で は な い こ と を「 分

か れ ば 大 き な 収 穫 」 6 1 と 述 べ て い る ．そ れ に 気 づ く 人 間 は ，二

度 と な い 人 生 で「 平 常 心 で 生 き ら れ な い の は 悔 し い 」 6 2 と 感 じ ，

「 発 奮 」 6 3 す る と い う ． そ の 例 と し て 小 川 は ， 1929（ 昭 和 4）

年 ， 昭 和 天 覧 試 合 で 優 勝 し た 持 田 盛 二 が ，「 平 常 心 を 失 っ た 試

合 」 6 4 が あ っ た こ と に 気 づ い た た め ， そ の 後 40 年 以 上 に 亘 っ

                                              
5 6 松 本 敏 夫（ 1 9 9 4）『 剣 道 時 代 』，4 月 号 ，体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ，p . 1 2．  
57 同 上 ， p . 1 2．  
58 同 上 ， p . 1 2．  
59 同 上 ， p . 1 2．  
60 小 川 忠 太 郎 （ 1 9 9 3）『 剣 道 講 話 』， 体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ， p . 6 4．  
61 同 上 ， p . 2 5．  
62 同 上 ， p . 2 5．  
63 同 上 ， p . 2 5．  
64 同 上 ， p . 2 5 . 
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て 平 常 心 を 保 つ た め の 修 行 を 続 け た と い う 逸 話 を 紹 介 し ，平 常

心 を 保 つ た め に 修 行 し 続 け る 必 要 性 を 述 べ て い る ．  

角 は「 試 合 と な る と 防 御 偏 重 の 動 作 に 走 っ て し ま う 実 態 」 6 5

に 対 し て「 剣 道 試 合 が 臆 病 者 を 育 て て 見 過 ご し て い る 」 6 6 と 危

惧 し ，「 正 し い 剣 道 を 貫 く 態 度 や 勇 気 を ふ る っ て 果 敢 に 攻 撃 を

続 け る 態 度 の 形 成 」 6 7 を 主 張 す る ． ま た ， 谷 は ，「 打 ち た い ，

打 た れ た く な い を 優 先 」 6 8 す る 態 度 は 試 合 が“ う ま く な る ”可

能 性 は あ る が ，「 剣 道 の 質 」 6 9 の 向 上 を 見 込 め な い と 述 べ て い

る ．  

両 者 が 語 る 要 は 相 手 の 打 突 を 恐 れ て 身 を 固 め ず ，打 た れ る 場

所 へ ス ム ー ズ に 入 る“ 捨 て 身 ”の 覚 悟（ 勇 気 ）が な け れ ば ，試

合 に お け る 勝 ち を 全 う で き な い と す る ，佚 斎 樗 山 が 天 狗 に 語 ら

せ た 身 心 技 法 の 世 界 で あ る ．因 み に 天 狗 は 敵 に 向 か っ て 生 ，死 ，

敵 ， そ し て 我 を 忘 れ て ，「 無 心 に し て 自 然 の 感 に 任 す る 時 は ，

変 化 自 在 に し て 応 用 無 礙 な り 」 7 0 と い う が ，こ こ に 現 代 剣 道 家

の 剣 道 思 想 が ，刀 の 技 法 と そ の 古 典 的 思 想 と 重 な り 合 っ て 剣 理

剣 道 を 構 成 し て い る こ と が 理 解 さ れ る ．以 上 の よ う に 剣 理 剣 道

で は ，勝 利 の み を 意 識 す る 態 度 は 心 の 乱 れ と さ れ ，心 法（ 平 常

心 と 捨 て 身 の 覚 悟 ）を 要 求 す る ．そ の 心 法 は 剣 理 剣 道 の 技 法 に

影 響 し ，技 法（ 有 効 打 突 ）の 成 就 に よ っ て 剣 道 の 質 を 高 め る と

                                              
6 5 角 正 武（ 2 0 1 7）『 剣 道 時 代 』，1 0 月 号 ，体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ，p . 74．  
66 同 上 ， p . 7 4 . 
67 同 上 ， p . 7 4 . 
68 谷 勝 彦（ 2 0 1 7）『 剣 道 時 代 』，7 月 号 ，体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ，p . 35．  
69 同 上 ， p . 3 5．  
70 石 井 邦 夫 訳 註・佚 斎 樗 山（ 2 0 14）『 天 狗 芸 術 論・猫 の 妙 術 』，講 談

社 ， p . 2 5．『 天 狗 芸 術 論・ 猫 の 妙 術 』は『 田 舎 荘 子 』（ 1 7 2 7 年 ）内 の

一 話 ．  
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さ れ る の で あ る ．  

以 上 ， 本 節 の 1 及 び 2 を ま と め れ ば ，“ 剣 道 の 理 念 ” 制 定 委

員 お よ び 19 名 の 剣 理 剣 道 の 指 導 者 が 考 え る 剣 理 剣 道 と は ， 正

し い 姿 勢 を 乱 さ ず ，攻 防 に 容 易 に 移 れ る 無 理・無 駄 の な い 動 き

で 行 い ，ま た ，そ れ が 機 能 美 と 結 び つ い て 品 格 を 養 成 す る 剣 道

を 形 成 し て い る と 理 解 さ れ た ．一 方 ，あ て っ こ 剣 道 と 称 さ れ る

勝 利 の み を 意 識 す る 態 度 は ，心 の 乱 れ ，心 法 の 未 熟 と さ れ ，技

法 に 影 響 し て ， 有 効 打 突 の 成 就 が 難 し い と さ れ る の で あ る ．  

次 節 で は ，刀 法 の 技 術 と 方 法 に つ い て 柳 生 新 陰 流 を 伝 承 す る

実 践 者 を 事 例 に し て 確 認 し た い ．  

 

第 三 節  刀 法 の 技 術 と 方 法 ： 柳 生 新 陰 流 の 袋 竹 刀 操 法 か ら  

 

本 節 で は 刀 法 の 一 つ で あ る 刃 筋 に そ っ た 操 作 技 術 の 事 例 と

し て 日 本 の 剣 術 に 注 目 す る ． 柳 生 新 陰 流 の 伝 書 に 表 現 さ れ る

「 五 ヶ の 習 」と「 是 極 一 刀 」の 教 え に 注 目 し ，同 流 を 研 修 す る

吉 田 道 場 で フ ィ ー ル ド ワ ー ク を 実 施 し た ．具 体 的 に は そ の 教 え

が 吉 田 道 場 で ど の よ う に 動 き と し て 表 現 さ れ ，機 能 し て い る の

か を イ ー ミ ッ ク な 視 点（ 実 践 者 の 視 点 ）か ら 記 述 し た ．そ の 上

で 吉 田 道 場 の 袋 竹 刀 操 法 は ど う 実 施 さ れ る の か を 分 析 し ，実 践

者 の 刀 法 に 対 す る 考 え 方 を 明 ら か に す る ．  

剣 術 は 江 戸 初 期 に 袋 し な い（ 刀 の さ や に 装 着 す る 革 袋 に 割 っ

た 竹 を 仕 込 ん だ し な い で ，ひ き は だ し な い と も 呼 ぶ ）や 木 刀 な

ど を も っ て 実 施 す る 形 稽 古 が 体 系 化 さ れ ，現 在 ま で 伝 承 さ れ る ．

代 表 的 な 剣 術 の 一 つ に 柳 生 新 陰 流（ 陰 流 を 学 ん だ 上 泉 伊 勢 守 信

綱 に よ っ て 16 世 紀 の 後 半 に 創 始 ） が 挙 げ ら れ る ． 同 流 は 現 代
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剣 道 の 思 想 に 大 き な 影 響 を 与 え ， 現 在 ま で 多 く の 史 料 を 残 し ，

袋 し な い を 用 い て 相 手 を 打 突 す る に も 関 わ ら ず 刀 法 に そ っ た

打 突 を 実 施 し て い る ．ま た ，同 流 の 実 践 者（ 指 導 者 と 非 指 導 者 ）

は 袋 し な い を 日 本 刀 に 持 ち 替 え て も 同 様 の 操 作 が で き る よ う

に 意 識 し て 稽 古 す る 7 1 ． こ の こ と に つ い て ， 吉 田 に よ れ ば 袋

し な い と い う“ 柔 軟 性 の あ る 道 具 ”を 用 い る た め ，競 技 に 変 様

す る 可 能 性 は あ っ た が ，柳 生 家 は 代 々「 実 際 に 刀 を 用 い て 打 ち

込 む と 同 様 の 太 刀 筋 が 用 い ら れ て い る か 否 か 」7 2 を 大 事 に し た

た め ，競 技 や 娯 楽 の 方 向 に 変 様 し な か っ た と 述 べ て い る ．後 で

詳 し く 述 べ る が ，本 研 究 で は 上 記 の よ う な 意 識 を も っ て 稽 古 し ，

代 々 ，柳 生 新 陰 流 を 伝 承 す る 吉 田 鞆 男 氏 の 道 場（ 以 下 ，吉 田 道

場 と 略 す ）を 対 象 と し た ．本 節 は フ ィ ー ル ド ワ ー ク 7 3 と 文 献 研

究 に よ っ た ．  

フ ィ ー ル ド ワ ー ク の 内 容 は 主 に 聞 き 取 り と 参 与 観 察 に 分 け

る こ と が で き ， 2 つ の 情 報 の 質 は 異 な っ て い る ．聞 き 取 り の 情

報 は 聞 き 取 り す る 場 を 設 け て 実 施 す る と い う 閉 じ ら れ た 方 法

                                              
7 1 現 代 剣 道 と 柳 生 新 陰 流 の 打 ち 方 に つ い て ，現 代 剣 道 で は「 打 突 時

に 両 拳 を 前 方 に 押 し 出 す こ と に よ っ て 」（ 作 道 正 夫・杉 江 正 敏 ，2 00 8，

「 形 剣 術 と 竹 刀 剣 道 −斬 突 か ら 打 突 そ の 身 体 技 法 の 系 譜 」，武 道 学 研

究 4 0 .）， 打 突 力 を 獲 得 し ， 両 手 で 梃 子 の 原 理 を 用 い て 相 手 を 打 つ

が ，柳 生 新 陰 流 で は 袋 し な い を 両 手 で 用 い て 相 手 を 上 か ら 下 に 打 ち ，

梃 子 の 原 理 は 使 わ ず ，打 突 力 は 打 突 時 の 袋 し な い に 自 分 の 体 重 を の

せ る こ と で 獲 得 す る（ 2 01 4 年 6 月 か ら 2 0 1 6 年 9 月 ま で ，筆 者 が 柳

生 新 陰 流 の 稽 古 で 見 て 体 験 し た 認 識 ）．  
72 魚住孝至・吉田鞆男他（ 2005）「日本の武道文化の成立基盤−新陰流と

一刀流剣術の研究を通して−」，武道・スポーツ科学年報．  
73 フィールドワークとは「研究対象となっている地域または社会へ研究

者自身がおもむき，その地域または社会に関し何らかの調査を行うこ

と」である（渡邊欣雄・杉島敬志， 1944，『縮小版文化人類学事典』，弘

文堂， p.641）  
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で 収 集 さ れ る が ，参 与 観 察 の 情 報 は あ る 集 団 の 日 常 的 な 活 動 に

自 分 が 身 を お く な か で 聞 い た り 見 た り 体 験 し た り す る と い う

開 か れ た 方 法 で 収 集 さ れ る ．特 に 参 与 観 察 に お け る 自 ら の 体 験

は 参 与 観 察 を 通 し て あ る 集 団 か ら 聞 い た 情 報 を 保 障 す る も の

と し て 重 要 で あ る ．参 与 観 察 の 情 報 は 他 者 の 情 報 ，そ れ を 受 け

て 参 与 観 察 者 が 理 解 し た こ と ，そ の 理 解 の 根 拠 と な っ た 参 与 観

察 者 の 当 時 の 状 況 と い う 3 つ か ら フ ィ ー ル ド ノ ー ト に 記 述 さ

れ る ．こ う し て フ ィ ー ル ド ノ ー ト や 動 画 ，画 像 な ど に ま と め ら

れ た 参 与 観 察 の 情 報 は ，参 与 観 察 者 の 視 点 か ら 出 さ れ た も の で

あ る か ら ，参 与 観 察 者 は 情 報 公 開 の 是 非 を あ る 集 団 に 確 認 す る

が ， 改 め て あ る 集 団 か ら 加 筆 ・ 訂 正 し て も ら う こ と は な い ．  

本 節 で 扱 う デ ー タ は 2014 年 6 月 か ら 2016 年 9 月 ま で 毎 月 1

か ら 2 回 ， 合 計 約 50 回 以 上 の フ ィ ー ル ド ワ ー ク で 収 集 し た ①

動 画 や 画 像 ，② フ ィ ー ル ド ノ ー ト に 記 述 し た 当 時 の 実 践 者 た ち

の 認 識 及 び 筆 者 の 体 験 と 認 識 で あ る ．  
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1． 吉 田 道 場 と は な に か  

 吉 田 道 場 と は 道 場 主 の 吉 田 鞆 男 氏 が 中 心 と な っ て 柳 生 新 陰

流 と 小 野 派 一 刀 流 の 形 を 稽 古 ，伝 承 し て い る 道 場 で あ る ．稽 古

は 毎 月 2 回 ， 1 対 1 で 稽 古 を す る ぐ ら い な ら 十 分 な 10 か ら 12

畳 の 場 で 稽 古 す る ． 鞆 男 氏 の 父 ・ 重 成 氏 は 尾 張 柳 生 ・ 第 10 代

柳 生 厳 周 氏 の 高 弟 ・ 神 戸 金 七 氏 と 尾 張 柳 生 ・ 第 11 代 柳 生 厳 長

氏 に 学 ん だ 人 物 で あ る ．特 に 神 戸 氏 は「 戦 争 で 伝 承 が 断 ち 切 れ

る こ と を 憂 え て ，出 征 し た 若 者 が 帰 郷 す る 時 に 見 る よ う に と 尾

張 柳 生 家 相 伝 の 伝 書 を 書 き 写 し 」， そ れ を 出 征 し た 重 成 氏 が 写

し な が ら 解 釈 し た 7 4 ．父・重 成 氏 の 学

ん だ 柳 生 新 陰 流 の 形 と 伝 書 は 現 在 ，鞆

男 氏 に 伝 わ っ て い る ．図 1 は ，明 治 期

以 降 の 尾 張 柳 生 系 統 の 主 な 伝 系 7 5 で

あ る ．  

吉 田 道 場 の 特 徴 は ，① 吉 田 家 が 代 々

柳 生 新 陰 流 を 伝 承 し て い る こ と ，② 伝

書 に 記 述 さ れ る 文 言 を 動 き に 復 元 し

て 稽 古 す る こ と ，③ 1 人 が 全 体 を 指 導

す る の で は な く ， 常 に 1 体 1 で 稽 古

し ，稽 古 す る 側 と 稽 古 を み て い る 側 の

2 つ の 側 面 か ら 指 導 さ れ る こ と ，④ 日

本 刀 を 意 識 し て 袋 竹 刀 を 操 作 す る こ

と に あ る ．   

                                              
7 4 魚住孝至・吉田鞆男他（ 2005）「日本の武道文化の成立基盤−新陰流と

一刀流剣術の研究を通して−」，武道・スポーツ科学年報．  
75 同上．  
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図 2 明治期以降の尾張柳生系統  
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2． 吉 田 道 場 に お け る 刀 法 の 技 術 と 方 法  

 筆 者 は 柳 生 新 陰 流 の 伝 書 に み ら れ る“ 五 ヶ の 習 ”と“ 是 極 一

刀 ” と い う 教 え に 焦 点 を 絞 っ て 刀 法 の 技 術 と 方 法 を 分 析 し た ．

吉 田 道 場 で は 五 ヶ の 習 と 是 極 一 刀 の 教 え は ，相 手 を 制 す た め の

核 心 的 な 動 作 と し て 位 置 づ け ら れ て い た ．相 手 を 制 す と い う 動

作 は ，初 め に 習 う 基 本 動 作 の 五 ヶ の 習 を 駆 使 し て い つ ど の よ う

に 五 ヶ の 習 を 用 い る の か と い う 是 極 一 刀 の 教 え に 従 っ て 相 手

を 制 す と い う 一 連 の 流 れ に あ る ．そ う し た 動 作 を 分 析 し た 結 果

は 以 下 の と お り で あ る ．  

 1） 五 ヶ の 習 の 袋 竹 刀 操 法 へ の 影 響 ．  

実 践 者 の 五 ヶ の 習 に 対 す る 認 識 と 動 き を 分 析 し た と こ ろ ，袋

竹 刀 操 法 へ 影 響 す る 教 え は ，① 左 肘 を 曲 げ な い で 伸 ば し て い る

こ と ，② 前 の 膝 に 体 重 を 傾 け て お り ，後 ろ の 膝 を 曲 げ な い で 伸

ば し て い る 点 に あ っ た ．筆 者 は 2 つ の 教 え が 意 識 し た 刃 筋 を 維

持 す る こ と に 繋 が る と 理 解 し た ．  

 2） 是 極 一 刀 の 袋 竹 刀 操 法 へ の 影 響 ．  

実 践 者 の 是 極 一 刀 の 教 え に 対 す る 認 識 と 動 き を 分 析 し た と

こ ろ ，袋 竹 刀 操 法 へ 影 響 す る 動 き は ，① 自 分 の 正 中 線 と 腰 を 軸

と し て 上 肢 を 回 転 さ せ て い る こ と ，② 袋 竹 刀 を 握 っ て い る 両 拳

の 間 の 中 心 が い つ で も 自 分 の 正 中 線 上 に 位 置 し て い る こ と ，③

左 肘 を 伸 ば し て い る こ と （ 五 ヶ の 習 ）， ④ 前 の 膝 に 体 重 を 傾 け

て お り ， 後 ろ の 膝 を 曲 げ な い で 伸 ば し て い る こ と （ 五 ヶ の 習 ）

で あ っ た ．筆 者 は ① と ② か ら 自 分 が 打 ち た い 方 向 に 刃 筋 が 自 ず

と 変 化 す る こ と ，是 極 一 刀 の な か で も 五 ヶ の 習 が 機 能 し て い る

こ と を 理 解 し た ．こ の よ う な 技 術 は い つ で も 刃 筋 を 維 持 し な が
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ら 袋 竹 刀 を 操 作 で き る よ う 意 識 す る こ と に 役 立 っ て い る と 考

え ら れ る ．  

 以 上 か ら 刃 筋 に そ っ た し な い 操 作 は い つ も 身 体 全 体 の 運 動

と し な い 操 作 が 伴 う よ う に 意 識 し て し な い を 操 作 す る こ と で

あ り ，そ う し た 動 作 を 実 践 者 は 刀 法 の 重 要 な 内 容 と 認 識 し て い

る と い え る ．  

 

第 四 節  剣 理 剣 道 と あ て っ こ 剣 道 の 相 克：あ て っ こ 剣 道 の 論 理  

 

1． 剣 理 剣 道 か ら 見 た あ て っ こ 剣 道 批 判  

本 節 で は ，剣 理 剣 道 の 立 場 に あ る 指 導 者 の な か で も あ て っ こ

剣 道 に 言 及 し て い る 前 述 の 指 導 者（ 小 川 ，近 ，田 原 ）の 刀 法（ 姿

勢・間 合・打 突 の 機 会 ）と 心 法（ 勝 利 へ の 執 着 ）に 関 す る 言 葉

の 分 析 を 通 し て ，あ て っ こ 剣 道 の 技 法 に 対 す る 認 識 を 明 ら か に

す る ．  

刀 法 の 観 点 に つ い て ．上 記 の 検 討 で 剣 理 剣 道 の 正 し い 姿 勢 は

打 突 動 作 へ の 移 行 を 容 易 に し ，美 し い 剣 道 を 形 成 す る と さ れ た ．

あ て っ こ 剣 道 に は 姿 勢 の 崩 れ が 含 意 さ れ て い る ．こ の 論 点 に 関

し て 小 川 は ，「 当 て た 方 が 面 白 い 」 7 6 か ら 「 当 て っ こ を 教 え る

と 呼 吸 が 乱 れ て し ま う 」 7 7 と 述 べ て い る ．“ 呼 吸 法 ” で は “ 姿

勢 ” が 大 事 で あ り ，「 姿 勢 が 正 し く な い と 呼 吸 法 」 7 8 が 乱 れ る

か ら で あ る ．ま た ，小 川 は「 膕［ 註：膝 の 裏 ］が 曲 が っ て い る 」

                                              
7 6 小 川 忠 太 郎 （ 1 9 9 3）『 剣 道 講 話 』， 体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ， p . 2 1 2． 
77 同 上 ， p . 2 1 2．  
78 同 上 ， p . 2 1 2．  
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7 9 と「 当 て さ え す れ ば い い 試 合 」 8 0 に 見 ら れ る と い う ．理 由 は

「 左 足 が 曲 が る と 丹 田 の 力 が 抜 け 」 8 1 ，「 腹 の 力 が 抜 け る と 腰

が の び 」 8 2 ，「 ア ゴ が で る 」 8 3 と 述 べ ， 膕 の 曲 が り が 姿 勢 全 体

の 崩 れ を 示 す と 捉 え て い る ．一 方 ，近 は ，当 た れ ば 良 し と す る

の で は な く ，正 し い「 姿 勢 ，構 え 」 8 4 か ら「 遠 間 で 気 を 充 実 さ

せ ，気 で 勝 っ て 」 8 5 ，相 手 の「 気 を 捉 え て 捨 て て 打 ち 」 8 6 ，“ 残

心 ” の 備 わ っ た “ 一 本 ” を 出 す こ と を 求 め る ． 残 心 （ 打 突 後 ，

相 手 の 反 撃 に 即 ，応 じ ら れ る 身 と 気 の 構 え ） 8 7 と は 刀 法 と 心 法

の 両 面 を 持 ち 合 わ せ た 技 法 8 8 で あ る ． 残 心 は 姿 勢 つ ま り 打 突

後 の 構 え と 態 度（ 気 構 え ）で あ り ，近 も ま た 剣 理 剣 道 の 立 場 に

い る こ と が わ か る ．他 方 ，田 原 は ，無 駄 打 ち は“ 当 て さ え す れ

ば よ い ”と い う 無 駄 打 ち を 戒 め ，間 合 の 攻 防 と 打 突 の 機 会 の 重

要 性 を 主 張 し て い る ．ま た ，田 原 は 現 状 に つ い て 剣 道 の 指 導 は

「 当 て る 剣 道 」 8 9 が 主 流 に な っ て い る と 批 判 し ，「 無 駄 打 ち の

                                              
7 9 同 上 ， p . 2 3 2．  
80 同 上 ， p . 2 3 3．  
81 同 上 ， p . 2 3 3．  
82 同 上 ， p . 2 3 3．  
83 同 上 ， p . 2 3 3 
84 近 光 正（ 2 0 1 7）『 剣 道 時 代 』，4 月 号 ，体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ，p . 57．  
85 同 上 ， p . 5 7．  
86 同 上 ， p . 5 7．  
87 全 日 本 剣 道 連 盟（ 2 0 0 0）『 剣 道 和 英 辞 典 』，全 日 本 剣 道 連 盟 ，p . 11 4． 
88 松 本 敏 夫（ 1 9 9 4）『 剣 道 時 代 』，4 月 号 ，体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ，p p . 11 -

1 2．  
89 田 原 弘 徳 （ 2 0 1 7）『 剣 道 時 代 』， 1 0 月 号 ， 体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ，

p . 1 2 4．  
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無 い 」 9 0 ，「 充 実 し た 気 迫 」 9 1 ，「 気 品 の あ る ，美 し い 剣 道 」 9 2

を 目 指 す べ き だ と い う ．以 上 ，あ て っ こ 剣 道 に 対 す る 高 段 者 の

意 識 は ，不 正 な 姿 勢 で ，無 駄 打 ち を し ，気 品 と 美 し さ を 欠 い た

現 代 剣 道 に あ る と 理 解 さ れ る ．  

心 法 の 観 点 に つ い て 剣 理 剣 道 を 構 成 す る 要 素 は 平 常 心 に あ

り ，“ 打 ち た い ， 打 た れ た く な い を 優 先 ” す る 態 度 は “ 剣 道 の

質 ”を 劣 化 す る と さ れ た（ 前 述 ）．こ の 論 点 に つ い て ，小 川 は ，

当 て さ え す れ ば い い と す る 「 試 合 は だ め 」 9 3 と 批 判 し ，「 良 い

試 合 ， 悪 い 試 合 」 9 4 を 分 け る の は ，「 心 が 正 し い か 正 し く な い

か 」 9 5 だ と い う ．つ ま り ，あ て っ こ 剣 道 は 勝 利 へ の 執 着 心 を 持

つ 剣 道 と さ れ る ．と す れ ば ，そ の 批 判 は“ 勝 利 の 質 ”の 問 題 と

な り ，勝 利 の 成 否 は 個 人 の 価 値 観 に 還 元 さ れ る ．剣 理 剣 道 の 立

場 で は ，勝 敗 に 執 着 せ ず ，崩 れ な い 姿 勢 で 間 合 の 攻 防 か ら 打 突

の 機 会 を 作 り ，必 然 的 に 有 効 打 突（ 一 本 ）を と っ た 場 合 が 正 し

い 勝 ち 方 で あ る か ら ，あ て っ こ 剣 道 の 不 正 な 勝 ち 方 と は ，勝 敗

に こ だ わ り ，姿 勢 を 崩 し て 無 駄 打 ち を 量 産 し ，偶 然 に も 有 効 打

突（ 一 本 ）を と っ た 場 合 と な る ．さ て ，近 や 田 原 は ，正 し い 打

突 を 形 成 す る 技 法 要 素 と し て 「 気 の 充 実 」 9 6 を 挙 げ る ． 剣 理

剣 道 で は 心 が 乱 れ て い な い 状 態 と 重 な り ，前 述 し た 有 効 打 突 の

                                              
9 0 同 上 ， p . 1 2 5．  
91 同 上 ， p . 1 2 5．  
92 同 上 ， p . 1 2 5．  
93 小 川 忠 太 郎 （ 1 9 9 3）『 剣 道 講 話 』， 体 育 と ス ポ ー ツ 出 版 ， p . 1 7 0． 
94 同 上 ， p . 1 7 0．  
95 同 上 ， p . 1 7 0．  
96 気 と は 身 心 の 働 き を 充 実 ・ 調 和 さ せ る た め の エ ネ ル ギ ー と 定 義

さ れ る ．（ 全 日 本 剣 道 連 盟 ， 2 0 0 0，『 剣 道 和 英 辞 典 』， 全 日 本 剣 道 連

盟 ， p . 5 4）．  
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成 就 に よ っ て 確 認 で き る ．以 上 か ら あ て っ こ 剣 道 は ，執 着 心 を

持 ち ，気 の 充 実 を 伴 わ な い ，平 常 心 を 欠 く 現 代 剣 道 と し て 認 識

さ れ て い る こ と が わ か る ．  

以 上 3 名 の 有 力 な 剣 理 剣 道 家 に よ る あ て っ こ 剣 道 批 判 を 検

討 し た が ，そ の 内 容 は 第 3 章 で 剣 理 剣 道 を 参 考 に し て 示 し た あ

て っ こ 剣 道（ 姿 勢 を 乱 し ，即 ，攻 防 に 移 れ な い 無 理・無 駄 の あ

る 動 き や 心 の 在 り 方 に よ っ て 機 能 美 と 結 び つ か ず ，品 格 を 養 成

し な い 剣 道 ）と 同 一 で あ る こ と が 確 認 さ れ た ．結 局 ，そ れ は“ 剣

の 理 法 ”（ 剣 理 ） の 欠 如 体 だ と い う の で あ る ．  

 

2． 剣 理 剣 道 に 対 す る 疑 問  

 あ て っ こ 剣 道 に 対 す る 言 説 批 判 が 繰 り 返 さ れ て い る に も か

か わ ら ず ，あ て っ こ 剣 道 は 現 代 の 剣 道 に お け る 競 技 規 則 に は 反

し て い な い ．そ の た め ，な ぜ 試 合・稽 古 で あ て っ こ 剣 道 を し て

は い け な い の か と い っ た 趣 旨 の 疑 問 が あ る ．本 節 で は イ ン タ ー

ネ ッ ト 上 の コ メ ン ト 2 例 を 検 討 し ，さ ら に ，あ て っ こ 剣 道 と 批

判 さ れ た 剣 道 家 の 意 見 を 検 討 す る ．  
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（ 1） イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 意 見  

使 用 す る 参 考 サ イ ト は 以 下 で あ る ．  

「 O KWAVE」 9 7（ 20 00 年 開 設 ）は 登 録 す れ ば 誰 で も 自 由 に 質 問

と 回 答 が で き る ．質 問 数 は 累 計 約 3608 万 件 ，毎 月 約 310 0 万 人

が 訪 れ る ．  

「 Y ahoo 知 恵 袋 」 9 8（ 2005 年 開 設 ）は 上 記 と 同 様 に 質 問・回

答 サ イ ト で あ る ． 質 問 数 は 累 計 約 1 億 8 千 万 件 ， 毎 月 約 4 200

万 人 が 訪 れ る ．  

 

① あ て っ こ 剣 道 者 A の 疑 問 (2 012）  

引 き 技 や 突 き や 逆 胴 を 軽 視 す る 風 潮 に 疑 問 を 感 じ て お り

ま す ．例 え ば ，町 道 場 等 に 於 い て こ れ ら の 技 を 先 生 方 と の

稽 古 中 に 使 う 事 は ，邪 剣 ，無 礼 で あ る と 言 っ た 風 潮 は 無 い

で し ょ う か ．先 日 あ る 道 場 で 稽 古 さ せ て 頂 い た 際 ，私 は 先

生 方 に 積 極 的 に 技 を 仕 掛 け ま し た ．合 気 を 外 し ，竹 刀 を 撃

ち 落 と し ， 突 き を 繰 り 出 し ， 引 き 技 も 逆 胴 も 打 ち ま し た ．

お 相 手 戴 い た 先 生 か ら は ，『 君 の 剣 道 は 暴 力 だ ，正 し い 剣 道

を し な さ い ．高 段 者 の 剣 道 を 目 指 す べ き だ 』と お 叱 り を 受

け ま し た ．中 段 に 構 え て ゆ っ く り 気 を 練 り 合 っ て 面 ば か り

を 打 つ ，鍔 迫 り 合 い で の 駆 け 引 き や 引 き 技 を 用 い る 事 無 く

『 互 い の 無 言 の 合 意 』で 間 合 い を 切 っ て 構 え 直 す … そ れ が

正 し い 剣 道 だ と お っ し ゃ い ま し た ．私 に 打 ち 込 ま れ た 方 が

言 う べ き 言 葉 で し ょ う か ．で は ，私 の『 暴 力 』に 屈 し た 先

                                              
9 7 h t t p s : / / o k w a v e . j p /（ 20 1 8， 2， 1 2 閲 覧 ）  
98 h t t p s : / / c h i e b u k u r o . y ah o o . c o. j p / ? f r = c o m m o n- n a v i  （ 2 0 1 8，

2， 1 2 閲 覧 ）  
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生 の 剣 道 は ，武 道 と し て の 真 価 を い か ほ ど お 持 ち で し ょ う

か ．踏 み 込 み も し な い で『 お め ぇ ～ ん 』と そ の 場 打 ち ，ま

と も に 打 て て も い な い の に 自 己 満 足 な 残 心 を 取 る 老 人 剣

道 が 高 段 者 の 剣 道 と は … ．こ の 様 な 先 生 方 は 少 な く な い と

感 じ ま す ．格 式 に あ ぐ ら を か い て 積 極 性 や 多 様 性 を 否 定 し ，

精 神 面 に こ だ わ り 過 ぎ て ，理 屈 先 行 の 剣 道 に な っ て い る 気

が し ま す ． 胸 突 き が 禁 止 さ れ た り ， 開 始 線 が 引 か れ た り ，

ル ー ル も 様 々 な 変 容 を し て 来 ま し た が ，ル ー ル 内 で の 技 の

多 様 性 を 認 め な い 風 潮 で あ れ ば ，武 道 と し て も ス ポ ー ツ と

し て も 衰 退 す る と 思 い ま す ．当 て っ こ 剣 道 が い け な い と 言

わ れ て お り ま す が ，当 て る 為 の 技 術 ，当 て さ せ な い 為 の 技

術 を 競 う の が 剣 道 で す ．も ち ろ ん ，軽 い 打 ち そ の 他 不 十 分

な 打 突 は 一 本 と 認 め る 必 要 は あ り ま せ ん が ，稽 古 で あ れ 試

合 で あ れ 審 査 で あ れ ，立 ち 合 う の に 特 定 の 概 念 に だ け と ら

わ れ る の は い か が な も の で し ょ う か 9 9 

 

② あ て っ こ 剣 道 者 B の 疑 問 (2 013）  

私 は ５ 才 か ら 中 ３ ま で 剣 道 を し て い ま し た ．私 の 道 場 は 基

本 に 厳 し く 礼 儀 に も 厳 し い 道 場 で し た が 大 会 に 行 く ほ ど

剣 道 っ て 不 公 平 な 競 技 だ と い つ も 思 っ て い ま し た ．強 い 道

場 は 正 し く 振 り か ぶ ら な い 腕 を 前 に 出 す 打 ち 方 で ，先 生 は

あ れ は ス ポ ー ツ だ ！ 当 て っ こ 剣 道 だ と よ く 言 っ て ま し た

し 皮 を 切 れ て も 骨 は 切 れ ん み た い な ．私 は 道 場 の 剣 道 と 試

合 の 剣 道 を 使 い 分 け て い ま し た が（ 基 本 の 剣 道 と 当 て っ こ

                                              
9 9 同 上 .（ 2 0 1 8， 2， 1 2 閲 覧 ）  
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剣 道 の 中 間 ぐ ら い な ）よ く 皆 の 前 で お 前 の 剣 道 は 我 流 だ 等

と 叱 ら れ ま し た ．私 に と っ て は 剣 道 っ て な ん な ん だ ろ う と

思 い ま し た し ， 日 々 嫌 い に な り 辞 め た ん で す 1 0 0 

 

表 10 批 判 と そ れ に 対 す る 疑 問  

人 物  高 段 者（ 剣 理 剣 道 ）の あ

て っ こ 剣 道 批 判  

あ て っ こ 剣 道 者 A・ B の 剣 理

剣 道 に 対 す る 疑 問  

批 判 ・

そ れ

に 対

す る

疑 問  

批 判 の 論 点  批 判 に 対 す る 疑 問  

刀 法  〇 正 し く 振 り か ぶ ら ず

打 つ → 皮 し か 斬 れ な い

→ 不 正 な 剣 道（ 質 問 者 B

の 師 範 ）  

〇 不 正 な 姿 勢 （ 小 川 ）  

〇 無 駄 討 ち を す る （ 田

原 ）  

積 極 性 や ル ー ル 内 で の 技 の

多 様 性 を 否 定 し て い る の で

は な い か と い う 疑 問 ．   

〇 鍔 迫 り 合 い で の 駆 け 引 き

や 引 き 技 な し ． 突 き や 逆 胴

を 軽 視 ゆ っ く り 気 を 練 り 合

っ て 面 ば か り 打 つ ．  

〇 踏 み 込 み を し な い で お め

ぇ ～ ん と そ の 場 打 ち ．  

心 法  〇 気 の 充 実 を 伴 わ な

い ， 心 が 乱 れ た 剣 道 ．

（ 小 川 ・ 近 ・ 田 原 ）  

精 神 面 に こ だ わ り 過 ぎ て ，

理 屈 先 行 の 剣 道 に な っ て し

ま っ て い る の で は な い か と

                                              
1 0 0 同 上 .（ 2 0 1 8， 2， 1 2 閲 覧 ）  
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〇 勝 利 の み へ 執 着 心 を

持 つ （ 小 川 ）  

い う 疑 問 ．  

 

剣 道

観  

“ 剣 の 理 法 ” の 修 錬 に

よ る 人 間 形 成  

当 て る 為 の 技 術 ， 当 て さ せ

な い 為 の 技 術 を 競 う の が 剣

道  

 

表 8 は 2 人 の 意 見 を 2 つ に 切 り 分 け 4 つ の 観 点 で 整 理 し た ．

表 8 の 左 欄 に は ， 3 名 の 剣 道 高 段 者 が 語 っ て い た 批 判 内 容 と あ

て っ こ 剣 道 者 B が 語 る 剣 理 剣 道 指 導 者 の あ て っ こ 剣 道 に 対 す

る 批 判 の 論 点 を 合 わ せ て 記 し た ．右 欄 に は あ て っ こ 剣 道 者 A の

剣 理 剣 道 へ の 疑 問 を 掲 げ た ．  

左 欄 の 内 容 は 剣 理 剣 道 高 段 者 の 不 正 な か た ち を 表 現 し て お

り ，そ こ か ら 逆 に 同 高 段 者 が 刀 に よ る 正 し い 振 り か ぶ り ，姿 勢 ，

打 突 の 機 会 ，平 常 心 等 を 強 調 し て い る こ と が わ か る ．右 欄 の 内

容 か ら は 同 高 段 者 が 面 打 ち を 重 視 し ，そ の 場 打 ち が 多 く ，動 き

が 少 な く ，ま た 技 に 多 様 性 の な い 点 が わ か る ．現 段 階 で わ ず か

に 2 例 し か 見 ら れ な い の は ，疑 問 に 対 す る 回 答 者 の 一 人 が ，「 質

問 者 の よ う に 疑 問 を 持 つ 人 間 が 素 直 に そ れ を 言 い 出 せ な い 環

境 が 問 題 で あ る 」 1 0 1 と 述 べ て い る よ う に ， 指 導 さ れ る 立 場 に

あ る 者 に は 剣 道 界 の 権 威 者 が 主 唱 す る 剣 理 剣 道 に 対 す る 批 判

が 難 し い か ら で あ ろ う ．  

一 方 ，あ て っ こ 剣 道 者 A は 彼 ら の や り 方 を 積 極 性 と 多 様 性 の

排 除 と し て 疑 問 を 持 っ て い る ．そ の 帰 着 点 は ，剣 道 高 段 者 に お

い て は 刀 法 ・ 心 法 が “ 剣 道 の 理 念 ” に 謳 わ れ る 剣 道 観 （“ 無 執

                                              
1 0 1 h t t p s : / / o k w a v e . j p / q a /q 7 5 8 0 93 5 . h t m l （ 2 0 1 8， 2， 12 閲 覧 ）  
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着 心 ”を も つ 人 間 形 成 ）へ と 方 向 付 け ら れ る の に 対 し ，あ て っ

こ 剣 道 者 A は そ こ へ の 飛 躍 を 抑 制 し て ，あ く ま で も 競 技 に お け

る“ 当 て る 為・当 て さ せ な い 為 ”の 技 術 の 次 元 で 考 え て い る 点

に あ る ．  

次 に ，あ て っ こ 剣 道 と い う 批 判 を 受 け な が ら 優 れ た 実 績 を 残

し た 恵 土 孝 吉 に よ る 1975 年 以 降 の 意 見 を 検 討 す る ．  

 

（ 2） 恵 土 孝 吉 の 疑 問 と 意 見  

恵 土（ 中 京 大 学 名 誉 教 授 ）は 中 京 大 学 在 学 中 ， 4 年 連 続 で 全

日 本 剣 学 生 剣 道 選 手 権 大 会 の 決 勝 に 進 出 し ，19 58（ 昭 和 33）年 ，

1961（ 昭 和 36）年 に 優 勝 し て い る ．ま た ，全 日 本 剣 道 選 手 権 で

は 1970（ 昭 和 40） 年 に 2 位 入 賞 を 果 た す な ど 全 国 レ ベ ル の 大

会 で 高 い 実 績 を 持 つ ．そ の 恵 土 は「 い ろ い ろ な と こ ろ か ら 自 分

の 剣 道 は あ て っ こ 剣 道 と 批 判 を 受 け 」 1 0 2 て き た ． な ぜ あ て っ

こ 剣 道 と し て 批 判 さ れ な く て は な ら な い の か ．そ の 理 由 は 恵 土

の 剣 道 観 に あ る ．剣 道 は 有 効 打 突 (一 本 )を と る た め の 技 術 で あ

り ，合 目 的 性 を 第 一 義 と す る ．姿 勢 の 維 持 が 先 に あ る の で は な

く ，た と え「 ど ん な と こ ろ で も 打 て る よ う に ，ど こ か ら で も 打

て る よ う に 」 1 0 3 す る ． つ ま り ， 恵 土 に と っ て 現 代 剣 道 と は ど

ん な に 姿 勢 が 乱 れ て も 一 本 を と る こ と が で き る 技 術 な の で あ

り ，剣 理 剣 道 が 重 視 す る“ 正 し い 姿 勢 ”は 必 ず し も 絶 対 で は な

い と い う 意 味 で 相 対 化 さ れ る ．恵 土 に と っ て 現 代 剣 道 の 場 は あ

                                              
1 0 2 恵 土 氏 へ の 聞 き 取 り ． 20 1 8． 4． 1 3．  
10 3 恵 土 幸 吉（ 1 9 8 9）『 剣 道 日 本 』，12 月 号 ，ス キ ー ジ ャ ー ナ ル ，p . 7 6. 
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く ま で も 「 競 技 の 世 界 」 1 0 4 （ 高 校 生 か ら 40 歳 代 ま で が 対 象 ）

の も の で あ る ．“ 競 技 の 世 界 ” で は あ て っ こ 剣 道 の 技 法 要 素 と

さ れ る「 無 駄 な 打 ち 」 1 0 5 や“ 姿 勢 の 崩 れ ”な ど も 有 効 打 突 と し

て 容 認 さ れ る べ き だ と い う ．し か し 恵 土 は 剣 理 剣 道 を 否 定 す る

わ け で は な い ．明 鏡 止 水 の 心 境 で 行 う 品 位 あ る 動 作 の 剣 道 ，ま

た「 無 駄 な 打 ち 」 1 0 6 や“ 姿 勢 の 崩 れ ”の な い 品 格 あ る 動 作 や 平

常 心 が 求 め ら れ る 剣 道 を ，50 歳 代 以 降 の 剣 道 家 が 行 う「 修 養 の

世 界 」 1 0 7 の も の と し て 認 め て い る ．  

以 上 ，恵 土 の 意 見 は ， A,B ら 当 て っ こ 剣 道 と 批 判 さ れ る 弱 い

立 場 の 人 々 が 語 り 難 か っ た 意 見 を 代 弁 し て 強 力 に 反 論 し て い

る と い え よ う ．  

さ て ，本 章 の 考 察 を 通 し て ，あ て っ こ 剣 道 の 主 張 を 以 下 の 点

に 要 約 す る ． ① あ て っ こ 剣 道 で も 競 技 規 則 上 は 違 背 性 が な い ，

② あ て っ こ 剣 道 は 現 代 剣 道 に 内 在 す る 積 極 性 つ ま り ダ イ ナ ミ

ッ ク な 動 作 を 持 つ ，③ 規 則 内 に お い て 技 の 多 様 性 を 持 つ ．① は

適 法 性 の 主 張 ，② と ③ は 現 代 剣 道 の 実 践 者 に 動 機 づ け を 与 え る

“ 面 白 さ ”，“ 楽 し さ ”で あ る ．こ れ ら が“ 剣 道 の 理 念 ”制 定（ 1 975）

以 降 ，あ て っ こ 剣 道 が い ま だ に 根 強 く 残 っ て い る 要 因 と 考 え ら

れ る ．ま た ，現 代 剣 道 の 一 本 は 審 判 員 3 名 が 瞬 間 的 に 彼 ら の 主

観 で 判 定 す る た め ，あ て っ こ 剣 道 的 な 打 突 を 一 本 と す る 考 え 方

の 形 成 に 少 な か ら ず 影 響 し て い る と 考 え ら れ る ．つ ま り ，こ れ

ら の 意 見 は 現 代 剣 道 の ル ー ル に プ ラ ス さ れ る か た ち で 打 突 の

                                              
1 0 4 恵 土 孝 吉 （ 1 9 9 3）『 全 日 本 学 生 剣 道 連 盟 四 十 周 年 記 念 史 』， 全 日

本 学 生 剣 道 連 盟 ， p . 3 2 9 . 
10 5 同 上 ， P . 3 2 9．  
10 6 同 上 ， P . 3 2 9．  
10 7 同 上 ， P . 3 2 9．  
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判 定 に 作 用 し ，“ 剣 の 理 法 ”（ 剣 理 ）の 欠 如 体 で あ る あ て っ こ 剣

道 的 な 打 突 を 有 効 と す る の で あ る ．し か し 恵 土 の 剣 道 観 で 見 た

よ う に ， 2 つ の 剣 道 を 融 和 さ せ る 可 能 性 は 残 さ れ て い る と 思 わ

れ る ．  

 

第 五 節  あ て っ こ 剣 道 の 是 正 に 関 す る 議 論  

 

1． 大 塚 忠 義 と 木 寺 英 史 の 理 論  

 “ 剣 道 の 理 念 ”制 定 後 の 19 95（ 平 成 7）年 ，大 塚 は あ て っ こ

剣 道 を 克 服 す る た め に“ 剣 道 の 理 念 ”こ そ 見 直 す べ き と い う 意

見 を 記 し て い る ． 加 え て 2014（ 平 成 26） 年 に は ， 木 寺 に よ っ

て“ 剣 道 の 理 念 ”が 機 能 し て い な い と 指 摘 さ れ た ．両 氏 が“ 剣

道 の 理 念 ”の な か で 問 題 と し た の は 竹 刀 を 刀 の 代 用 と す る 考 え

方 で あ っ た ．  

 大 塚 は 竹 刀 で の 打 ち 合 い を 切 り 合 い と 想 定 す る に は 無 理 が

あ る と い う ．そ の 理 由 は「 竹 刀 を 刀 と 思 っ て ，そ う 思 っ た 時 に

想 起 さ れ る 諸 々 の 態 度 や 緊 張 感 ，意 識 の 問 題 や 思 い 込 み で 解 決

し な け れ ば な ら な い と い う ，そ う い う 思 想 を 確 保 」 1 0 8 し ，“ 技

術 を 正 そ う と し た ”点 に あ る と い う ．彼 は 刀 の 技 法 と 思 想 を そ

の ま ま 現 代 剣 道 に 入 れ た“ 真 剣 思 想 ”で は な い 思 想 の 作 成 を 剣

道 界 の 課 題 と す べ き 1 0 9 と し ， 晩 年 に は 課 題 解 決 の た め “ 有 効

打 突 ”に 着 目 し て そ の 見 直 し 案 を 提 示 し た ．大 塚 は「 第 三 者 に

                                              
1 0 8 大 塚 忠 義 （ 1 9 9 5）『 日 本 剣 道 の 思 想 』， 窓 社 ， p . 9 1 . 
10 9 同 上 ， p . 5 6．  
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よ る 審 判 と 試 合 規 則 」 1 1 0 が「 竹 刀 剣 道 と 真 剣 剣 道 」 1 1 1 の 異 な

っ た 世 界 を 培 っ た と し ，試 合 審 判 規 則 に 注 目 し た の で あ る ．有

効 打 突 に は 打 突 の 質 を 追 求 す る 「 文 化 的 特 質 」 1 1 2 が 表 現 さ れ

て い る が ，“ 剣 道 の 理 念 ”制 定 後 ，“ 有 効 打 突 ”の 改 訂 に よ っ て

評 価 に「 斬 れ た か ど う か 」 1 1 3 の 基 準 が 入 り 込 ん だ た め ，見 直 し

が 必 要 だ と い う ．大 塚 の 主 張 は 真 剣 を 前 提 と す る 思 想 に 対 し て ，

あ て っ こ 剣 道 の 技 術 主 義 思 想 を“ 文 化 的 特 質 ”と し て 深 め よ う

と す る 主 張 で あ っ た と も い え る ．  

 大 塚 は“ 竹 刀 剣 道 ”が 培 っ た 思 想 と 技 法 を も と に 新 た な 規 則

を 提 示 し て い る ．そ の テ ー マ は「 相 手 に 打 た さ ず ，相 手 を 崩 し

て ， そ し て 美 し く 打 つ こ と 」 1 1 4 で あ る ．  

以 下 ，四 つ の 有 効 打 突 に 関 す る 基 準 と 時 間 ，勝 利 本 数 ，反 則

を 示 し た ．①「 正 確 ，強 度 ，崩 し の 三 条 件 の 中 で 正 確 性 と 他 の

条 件 の 1 つ を 伴 う 打 突 を 有 効 打 突 と す る 」 1 1 5， ② 「 正 確 ， 強

度 ， 崩 し の 三 条 件 を す べ て 伴 う 確 実 な 打 突 を 圧 倒 打 突 （ 仮 称 ）

と す る 」 1 1 6，③「 試 合 の 勝 負 決 着 は ，圧 倒 打 突 一 本 ，ま た は 先

登［ 註：マ マ ］の 有 効 打 突 二 本 で 勝 ち と す る ．制 限 時 間 は 七 分 」

1 1 7，④「 反 則 を 二 回 行 え ば ，相 手 方 に 有 効 打 突 一 本 を 与 え る ．

                                              
1 1 0 大 塚 忠 義 （ 2 0 0 5）『 剣 士 に 告 ぐ ： 日 本 剣 道 の 未 来 の た め に 』， 窓

社 ， p . 4．  
11 1 同 上 ， p . 4．  
11 2 同 上 ， p . 6 2．  
11 3 同 上 ， p . 6 2．  
11 4 同 上 ， p . 9 2．  
11 5 同 上 ， p . 9 2．  
11 6 同 上 ， p . 9 2．  
11 7 同 上 ， p . 9 2．  
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た だ し ，判 定 制 の 場 合 を 除 き ，一 回 の み の 反 則（ マ イ ナ ス 0.5

本 ）に よ る 失 点 に つ い て は 勝 敗 の 判 定 に は 用 い な い 」 1 1 8．大 塚

は“ 正 確 ，強 度 ，崩 し ”の 三 条 件 を 基 準 と し て 有 効 打 突 よ り も

高 い レ ベ ル に あ る 打 突 を “ 圧 倒 打 突 ” と し て 設 定 し ，“ 真 剣 思

想 ” を 乗 り 越 え よ う と し た の で あ る ．  

大 塚 の 影 響 を 受 け た 木 寺 は ，現 代 剣 道 が「 日 本 刀 で の 技 術 か

ら 離 れ て 独 自 の 技 術 を 生 み 出 し て い る 」 1 1 9 と し ， 剣 理 剣 道 の

も つ 矛 盾 を 突 い た ． し か し そ の 思 想 を 全 面 的 に 否 定 せ ず ，「 竹

刀［ 註：打 突 ］の 合 理 性 を 維 持 」 1 2 0 し ，「 日 本 刀 の 伝 統 性 を 保

持 し た 打 突 技 術 」 1 2 1 に つ い て 具 体 的 な 提 唱 を し て い る ．半 面 ，

木 寺 は“ 剣 道 の 理 念 ”が 剣 道 界 に お い て 機 能 し て い な い 原 因 を

次 の よ う に 指 摘 し た ．そ れ は ① 技 の 変 質 と い う「 実 体 」 1 2 2 を ，

“ 剣 の 理 法 ”の 修 錬 で「 観 念 的 」 1 2 3 に 解 決 し よ う と し た こ と ，

②「 日 本 刀 代 用 論 の 前 提 と な っ て い る 観 念 と し て の 日 本 刀 」 1 2 4

が 「 現 在 で は ほ と ん ど 機 能 」 1 2 5 し て い な い こ と に あ る ．  

木 寺 は 帯 刀 が 許 可 さ れ た「 維 新 以 前 は ，実 体 と し て の 日 本 刀

が 存 在 し ，木 刀 も 竹 刀 も 観 念 的 」 1 2 6 に は 日 本 刀 で あ り ，「 観 念

と し て の 日 本 刀 が 機 能 」 1 2 7 し て い た と す る ．ま た ，「 実 体 と し

                                              
1 1 8 同 上 ， p . 9 2．  
11 9 木 寺 英 史（ 2 0 1 4）『 日 本 刀 を 超 え て 』，ス キ ー ジ ャ ー ナ ル ，p . 1 8．  
12 0 同 上 ， p . 5．  
12 1 同 上 ， p . 5．  
12 2 木 寺 氏 へ の 問 い 合 わ せ（ 2 0 1 8．3．1）に よ る と“ 実 態 ”の 誤 り ．  
12 3 木 寺 英 史（ 2 0 1 4）『 日 本 刀 を 超 え て 』，ス キ ー ジ ャ ー ナ ル ，p . 6 8．  
12 4 同 上 ， p . 6 8．  
12 5 同 上 ， p . 6 8．  
12 6 同 上 ， p . 6 6．  
12 7 同 上 ， p . 6 7．  
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て の 日 本 刀 が 失 わ れ た 維 新 以 後 も ，観 念 と し て の 日 本 刀 は 存 在 」

1 2 8 し て い た と い う ．し か し ，「 戦 後 ，［ 註：体 育・］ス ポ ー ツ と

し て 再 出 発 し た 」 1 2 9 現 代 剣 道 で は 「 観 念 と し て の 日 本 刀 は 消

失 」 1 3 0 し た と す る ． こ こ か ら 木 寺 は 剣 道 特 有 の 合 理 的 な 打 突

を 行 う 方 法 と し て ，日 本 刀 を 用 い て い た 時 代 の「 歩 行 形 態 」 1 3 1

（ 体 幹 が ね じ れ な い ， 同 側 の 肩 と 腰 が 同 期 す る 動 作 ） 1 3 2 に よ

る 打 突 動 作 の 提 起 を 試 み て い る ．こ れ は 近・現 代 剣 道 の 持 つ 刀

や 刃 筋 の 観 念 を 捨 て る 一 方 ，近 世 の 身 体 動 作 を 入 れ て 竹 刀 を 前

提 と す る 剣 道 技 術 に 伝 統 性 を 植 え る 試 み 1 3 3 と い え る ．  

こ の よ う に 大 塚 と 木 寺 は ，竹 刀 を 刀 と 想 定 す る こ と に 批 判 的

で あ る が ，現 代 剣 道 が 刀 の 技 法 と 思 想 を 柱 に し て き た 事 実 に 立

ち ，そ れ を 全 て 捨 て 去 る べ き と は 述 べ て い な い ．大 塚 の 批 判 は ，

刀 の 想 定 に よ っ て「 醜 い 殺 し 合 い も 妥 当 化 」 1 3 4 さ れ る こ と ，ま

た ，刀 を 持 っ た こ と の な い 人 は「 刀 に よ る 美 し い 斬 り 方 」 1 3 5 を

理 解 で き な い こ と を 指 摘 し ，刀 を 想 定 せ ず と も 良 い 打 突 が で き

る 規 則 の 改 正 を 提 案 し た の で あ る ．こ の 提 案 は 剣 理 と い う 観 念

的 思 想 を 捨 て 去 り ，技 術 に よ る 科 学 的 な 解 決 を 志 向 し よ う と し

て い る ．一 方 ，木 寺 は ，現 代 剣 道 の 評 価 は「 結 果 性 技 術 」 1 3 6（ 打

                                              
1 2 8 同 上 ， p . 6 7．  
12 9 同 上 ， p . 6 7．  
13 0 同 上 ， p . 6 7．  
13 1 同 上 ， p . 1 8 0 . 
13 2 同 上 ， p . 1 7 7．  
13 3 同 上 ， p . 1 8 3．  
13 4 大 塚 忠 義（ 1 9 9 6）『 剣 道 時 代 』，4 月 号 ，ス キ ー ジ ャ ー ナ ル ，p . 2 3．  
13 5 同 上 ， p . 2 3．  
13 6 木 寺 英 史（ 2 0 1 4）『 日 本 刀 を 超 え て 』，ス キ ー ジ ャ ー ナ ル ，p . 9 8．  
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突 時 の 評 価 ）と「 経 過 性 技 術 」 1 3 7（ 打 突 前 後 の 過 程 評 価 ）を 含

む と し ，“ い か に 相 手 を 打 突 す る か ” と い う 課 題 を 持 つ 「 経 過

性 技 術 」 1 3 8 が「 剣 道 ら し さ 」 1 3 9 の 正 体 で あ り ，刀 の 技 法 と 思

想 か ら 継 承 さ れ た と い う ．そ れ を 継 承 し ，合 理 的 な 打 突 動 作 を

行 う た め に 近 世 の 歩 行 形 態 の 導 入 に よ っ て ，技 術 的 に 解 決 し よ

う と 丹 念 に し て 具 体 性 の あ る 提 案 を し て い る ．  

 

2． 大 保 木 輝 雄 の 理 論  

こ れ に 対 し て 大 保 木 は ，“ 剣 道 の 理 念 ” 制 定 者 の 思 想 の ル ー

ツ を 辿 り ，剣 理 剣 道 が 想 定 す る 竹 刀 操 作（ 打 突 技 法 ）と 日 本 刀

操 作 （ 斬 撃 技 法 ） は 似 て 非 な る も の で あ る 1 4 0 と 指 摘 す る ． し

か し な が ら ，大 保 木 は 剣 理 に 込 め ら れ た 刀 の 技 法 を 支 え る“ 機

を み る ” と い う 思 想 1 4 1 を 共 有 す る こ と に よ っ て ， 剣 理 剣 道 と

あ て っ こ 剣 道 の 両 方 に 活 か す こ と が 可 能 で あ る と 考 え た ．そ の

思 想 と は ，あ て っ こ 剣 道 に み ら れ る 相 手 に「 打 っ て 勝 つ 」 1 4 2 こ

と で は な く ，「 勝 っ て 打 つ 」 1 4 3（ 形 稽 古 の 精 神 ）こ と だ と さ れ

る ．“ 勝 っ て 打 つ ” と は 単 に 打 突 前 に 有 利 に な っ て 打 突 す る こ

と で は な く ，打 つ べ き 好 機 を 打 突 前 に 把 捉 す る こ と で あ り ，例

え ば 新 陰 流 の 十 字 勝 ち あ る い は 一 刀 流 組 太 刀 の 切 落 し な ど の

                                              
1 3 7 同 上 ， p . 9 9．  
13 8 同 上 ， p . 9 9．  
13 9 同 上 ， p . 1 1 8．  
14 0 大 保 木 氏 へ の 聞 き 取 り 2 0 1 8 . 3. 2 3 .  
14 1 同 上 ．  
14 2 同 上 ．  
14 3 同 上 ．  
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形 稽 古 に 体 現 さ れ て い る 1 4 4 と い う ． つ ま り ， 形 稽 古 で 表 現 さ

れ る 仕 太 刀（ 勝 つ 側 ）は「 身 を 捨 て て 」 1 4 5，一 足 一 刀 の 間 合 に

打 た せ に 入 る こ と で ，打 太 刀（ 負 け る 側 ）が 打 突 す る 必 然 的 な

状 況 を 作 り 出 し ，そ こ に 生 じ る“ 機 を み て ”行 う「 一 刀 」 1 4 6 を

体 得 す る こ と を 指 す ．大 保 木 は そ れ を 必 然 的 に 正 し い 刃 筋 が 生

れ る「 身 心 技 法 」 1 4 7 と 定 義 し ，こ の 技 法 に 剣 理 の 核 心 を 見 て い

る ． こ こ か ら 大 保 木 は ，“ 剣 の 理 法 ” に は 日 本 刀 で の 切 り 合 い

と は 対 照 的 な 文 化 性 が あ る と し て 大 塚 ，木 寺 の 論 と 対 立 し た 見

解 を 示 す 一 方 ， こ の 文 化 性 は 竹 刀 で も 表 現 可 能 で あ る と し て ，

あ て っ こ 剣 道 克 服 へ の 道 を 示 し た ．  

竹 刀 操 作 の 合 理 性 ，美 的 価 値 を 追 求 し て 行 く 道 を 示 し た 大 塚 、

木 寺 に 対 し て ,刀 法 の な か に 法 則 的 な も の を 見 て ,そ れ を 現 代

の 剣 道 に 活 か す こ と を 考 え る 両 者 は , あ て っ こ 剣 道 克 服 へ の

二 つ の 道 を 示 し た と い え る .  

  

                                              
1 4 4 大 保 木 輝 雄 （ 2 0 1 7）『 武 道 』， 3 月 号 ， 日 本 武 道 館 ， p .9 2 . 
14 5 同 上 ． p . 9 4．  
14 6 同 上 ， p . 1 0 4 . 
14 7 大 保 木 輝 雄 （ 2 0 1 6）『 武 道 』， 6 月 号 ， 日 本 武 道 館 ， p .6 8．  
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お わ り に  

 

本 章 で は ，剣 道 の 理 念 制 定 以 降（ 19 75）を 対 象 と し ，当 該 時

期 に お け る 型 の 術 理 と 競 技 ス ポ ー ツ 性 の 対 抗 関 係 を 明 ら か に

し た ． 主 な 成 果 は 以 下 の 通 り で あ る ．  

 

1） 戦 後 に 剣 道 の 禁 止 を 受 け て 始 ま っ た 撓 競 技 は “ 一 点 ” と

し て 数 量 的 に 評 価 す る 方 法 を と っ た た め ，結 果 的 に あ て っ こ と

い う 展 開 を 助 長 し た ．そ の 後 ，19 52（ 昭 和 27）年 に 全 剣 連 が 全

日 本 撓 競 技 連 盟 と 合 併 し ，打 突（ 打 ち 合 い ）前 後 の 過 程 と そ の

質 を も 含 め た 動 作 を “ 一 本 ” と し て 評 価 す る 方 法 を と っ た が ，

あ て っ こ 現 象 は 衰 え ず ，19 75（ 昭 和 50）年 に“ 剣 道 の 理 念 ”が

制 定 さ れ ，そ の 歯 止 め が 強 ま っ た ．20 03（ 平 成 15）年 の“ 剣 道

指 導 の 心 構 え ”で“ 剣 道 の 理 念 ”の 具 体 的 な 方 向 性 を 示 し た が ，

な お 存 在 を 失 っ て い な い ．  

2）“ 剣 道 の 理 念 ”が 制 定（ 1975）さ れ て か ら 2002（ 平 成 14）

年 に か け て 有 効 打 突 の 規 則 は 詳 細 に 規 定 さ れ ，結 果 的 に あ て っ

こ 的 な 打 突 は 是 正 さ れ る 状 況 に な っ て き た ．こ こ に ，稽 古 及 び

試 合 の 実 践 者 た ち を 剣 理 剣 道 へ と 志 向 さ せ ，あ て っ こ 剣 道 を 是

正 し よ う と す る ， 全 剣 連 の 意 志 と 立 場 を 見 る こ と が で き る ．  

3） ① 剣 理 剣 道 と は ， 正 し い 姿 勢 を 乱 さ ず ， 攻 防 へ と 容 易 に

移 れ る 無 理・無 駄 の な い 動 き で 行 い ，ま た そ れ が 機 能 美 と 結 び

つ い て 品 格 を 養 成 す る 剣 道 で あ る ．② あ て っ こ 剣 道 の 勝 利 の み

を 意 識 す る 態 度 は ，心 の 乱 れ ，心 法 の 未 熟 と さ れ ，そ れ が 技 法

に 影 響 し て ， 有 効 打 突 の 成 就 が 難 し い ．  

4） 小 川 ら 有 力 な 剣 理 剣 道 家 の 言 説 を 分 析 し た 結 果 ,上 記 3)
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と 同 じ 剣 理 の 欠 如 体 で あ る と い う 帰 結 を 見 た ．一 方 ，あ て っ こ

剣 道 の 剣 理 剣 道 に 対 す る 主 張 は 以 下 の 点 に あ る ．あ て っ こ 剣 道

は ① 競 技 規 則 上 は 違 背 性 が な い ，② 現 代 剣 道 に 内 在 す る 積 極 的

（ ダ イ ナ ミ ッ ク ）な 動 作 を 持 つ ，③ 規 則 内 に お い て 技 の 多 様 性

を 持 つ ．こ れ ら は あ て っ こ 剣 道 が 根 強 く 残 存 す る 要 因 と 考 え ら

れ た ．  

 

本 章 を 総 括 す れ ば ，“ 剣 道 の 理 念 ” 制 定 後 は ， そ れ ま で の 競

技 ス ポ ー ツ 性 を 保 持 し な が ら 次 第 に 型 の 術 理 の 重 要 性 が 再 認

識 さ れ て い く 時 期 で あ る ．剣 理 剣 道 は 機 能 美 と 結 び つ い た 品 格

と 姿 勢 を 乱 さ ず 即 ，攻 防 に 移 れ る よ う な 無 理・無 駄 の な い 動 き

で 行 わ れ る ．あ て っ こ 剣 道 は あ く ま で 競 技 に お け る 積 極 的 で 多

様 な 打 つ・突 く・か わ す と い う ス ポ ー ツ 的 技 術 の 次 元 で 行 わ れ

る ．1975（ 昭 和 50）年 の 理 念 制 定 以 降 ，二 つ の 剣 道 が 明 確 と な

っ て 今 日 に 至 る ．あ て っ こ 剣 道 が 根 強 く 残 存 す る 要 因 に は ① 競

技 規 則 上 は 違 背 性 が な い ，② 現 代 剣 道 に 内 在 す る 積 極 的（ ダ イ

ナ ミ ッ ク ）な 動 作 を 持 つ ，③ 規 則 内 に お い て 技 の 多 様 性 を 持 つ

こ と が 挙 げ ら れ る ．こ れ に 加 え て 戦 後 の 剣 道 復 活 の 過 程 に み ら

れ た 打 突 の ポ イ ン ト 化 の 傾 向 が 影 響 し て い る ．剣 道 研 究 者 ら の

議 論 を 用 い れ ば あ て っ こ 剣 道 が 減 少 す る 可 能 性 は あ る が ，あ て

っ こ 剣 道 は 現 状 で は 衰 え て お ら ず ，現 代 剣 道 と い う 枠 の 中 で 剣

理 剣 道 と 対 抗 し ，批 判 に さ ら さ れ な が ら 今 後 も 併 存 す る で あ ろ

う ．  

 



 

終章 
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第 一 節  成 果  

 

本 論 文 の 目 的 は ，明 治 期 か ら 現 代 に 至 る 競 技 と し て の 日 本 剣

道 の 形 成 過 程 を 探 究 す る こ と を 通 し て ，剣 道 に お け る 型 の 術 理

と 競 技 ス ポ ー ツ 性 と の 対 抗 関 係 の 解 明 す る こ と に あ っ た ．主 な

成 果 は 以 下 の 通 り で あ る ．  

 

（ 1）  江 戸 中 期 か ら 後 期 は 型 の 術 理 を 基 本 と し な が ら も ，結 果

的 に 競 技 ス ポ ー ツ 性 の 萌 芽 が み ら れ た 時 期 で あ る ．  

江 戸 中 期 ， 江 戸 初 期 に 体 系 化 さ れ た 形 稽 古 を 補 完 す る た

め に 竹 刀 打 込 稽 古 が 開 始 さ れ た が ， 江 戸 後 期 に は 竹 刀 打 込

稽 古 の み を 修 業 す る 者 が 増 加 し ， 形 に 示 さ れ た 日 本 刀 の 操

作 法 を 逸 脱 す る 竹 刀 独 自 の 技 術（ 引 き 揚 げ や 片 手 技 ，踏 み 込

み 動 作 ）が 見 ら れ る よ う に な っ た ．さ ら に ，当 該 時 期 は 当 て

さ え す れ ば よ い と す る 実 態（ 182 2），勝 敗 を 示 す“ 一 本 ”と

い う 言 葉 （ 1843） が み ら れ る よ う に な る ．  

明 治 期 か ら 昭 和 天 覧 試 合（ 1929）ま で は ，学 生 に よ る 公 明

正 大 な 勝 利 の 追 求 に よ っ て 競 技 ス ポ ー ツ 性 が 次 第 に 台 頭 し ，

型 の 術 理 が 薄 れ て い く 時 期 で あ る ．明 治 初 年 ，剣 道 は 一 時 衰

退 し た が ， 旧 制 中 学 校 の 設 立 に 伴 い 柔 道 と と も に 撃 剣 が 校

友 会 な ど の 活 動（ 部 活 動 ）と し て 実 施 さ れ た ．明 治 後 半 ，中

学 校 体 育 教 科 と し て“ 柔 術 ”，“ 撃 剣 ”が 採 用 さ れ ，撃 剣 に お

け る 普 及 の 度 合 い が 強 く な っ た ．そ の た め ，剣 術 の 流 儀 を 超

え た 剣 道 の 基 礎・基 本 を 示 す 大 日 本 帝 国 剣 道 形（ 現 日 本 剣 道

形 ）が 制 定 さ れ た ．そ の 後 の 学 生 た ち の 関 心 は 公 明 正 大 な 勝

利 の 追 求 を 通 じ て 剣 道 そ の も の が 持 つ 新 た な 価 値 を 見 い だ
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そ う と し た こ と に あ る ．具 体 的 に は ，明 治 期 か ら 大 正 期 に か

け て 旧 制 高 校 は 武 士 的 精 神（ 公 正 ，廉 恥 ，勇 猛 ，剛 健 な ど を

含 む ），道 具 ，審 判 制 度 ，技 術 の 工 夫 に よ っ て 公 明 正 大 な 勝

利 を 追 求 し た ．こ の こ と が 学 生 剣 道 の 理 念（ 審 判 の 公 明 性 と

競 技 化 の 追 求 ）形 成 に 一 定 の 貢 献 を 果 た し た ．当 該 時 期 の 旧

制 高 校 に お け る 公 明 正 大 な 勝 利 の 追 求 は ， 竹 刀 操 作 と 刀 剣

の 観 念 と の 乖 離 を 生 み 出 し な が ら ， 結 果 的 に 近 代 ス ポ ー ツ

に 類 似 し た 競 技 文 化 を 作 り 上 げ て い っ た ． そ の こ と が 戦 後

剣 道 の 復 活 の 原 動 力 と な り ，“ あ て っ こ 剣 道 と 剣 理 剣 道 ”の

併 存 を も た ら す 契 機 と な っ た ．  

（ 2）  戦 争 が 続 い た 19 30 年 か ら 日 本 の 敗 戦（ 1945）ま で は ，剣

道 の 型 の 術 理 が 実 戦 性 の 観 点 か ら 見 直 さ れ る と 共 に ， 競 技

ス ポ ー ツ 性 が 薄 れ て い く 時 期 で あ る ． 19 37 年 ， 国 民 に 戦 時

意 識 を 徹 底 さ せ る“ 国 民 精 神 総 動 員 運 動 実 施 要 綱 ”が 定 め ら

れ た ．そ の た め 剣 道 は ，“ 実 戦 即 応 ”の 技 術 習 得 が 求 め ら た ．

そ の 一 環 と し て ， 武 徳 会 は 試 合 を 三 本 勝 負 か ら 一 本 勝 負 に

改 め ， 1941 年 か ら は 日 本 刀 の 操 作 法 に 適 っ た “ 斬 突 ” を 試

合 で 重 視 し た ． こ う し た な か で 剣 道 に お い て 主 流 と な っ て

い た 竹 刀 操 作 の 実 戦 性 が 一 部 で 酷 評 さ れ ， 日 本 刀 の 操 作 法

に 対 す る 関 心 が 高 ま っ て い っ た ．  

（ 3）  日 本 が 敗 戦 し て （ 19 45） か ら 剣 道 の 理 念 制 定 （ 19 75） ま

で は ，戦 前 に 比 べ て 剣 道 の 競 技 ス ポ ー ツ 性 が 一 気 に 高 ま り ，

そ れ に 伴 っ て 型 の 術 理 は 一 気 に 希 薄 化 す る 時 期 で あ る ． 日

本 は 敗 戦 を 迎 え ，GHQ に よ る 思 想 統 制 に よ っ て ，剣 道 は“ 日

本 刀（ 剣 ）の 観 念 ”を 払 拭 し た“ 体 育・ス ポ ー ツ ”と し て 再

生 し ， 19 52 年 ， 全 日 本 剣 道 連 盟 が 設 立 さ れ た ． そ の 後 ， 国
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民 体 育 大 会 へ の 参 加 も 公 認 さ れ“ 打 突 に よ る 竹 刀 剣 道 ”と し

て 復 活 し た ．し か し ，こ れ は や が て 姿 勢 を 崩 し て ま で も 勝 敗

に こ だ わ る“ 当 て る 技 術 ”（ 当 打 ）を 助 長 す る に 至 っ た ．当

て る 技 術 の 助 長 は ，敗 戦 か ら 199 1 年 ま で 型 の 術 理 を 示 す 日

本 剣 道 形 が 学 校 教 育 か ら 下 火 と な っ た こ と も 影 響 し た ． こ

の こ と を 憂 い た 戦 前 ・ 戦 後 を 体 験 し て い る 剣 道 指 導 者 た ち

は ， 1975 年 に “ 剣 道 の 理 念 ” と “ 剣 道 修 行 の 心 構 え ” を 制

定 し ， 剣 道 修 行 に 励 ん だ 先 人 の 精 神 性 の 継 承 を 願 っ た ．  

（ 4）  “ 剣 道 の 理 念 ”制 定 後 は ，そ れ ま で の 競 技 ス ポ ー ツ 性 を

保 持 し な が ら 次 第 に 型 の 術 理 の 重 要 性 が 再 認 識 さ れ て い く

時 期 で あ る ．剣 理 剣 道 は 日 本 剣 道 形 を ベ ー ス に し ，機 能 美 と

結 び つ い た 品 格 と 姿 勢 を 乱 さ ず 即 ， 攻 防 に 移 れ る よ う な 無

理・無 駄 の な い 動 き で 行 わ れ る ．あ て っ こ 剣 道 は 日 本 剣 道 形

を ベ ー ス と せ ず ， あ く ま で 競 技 に お け る 積 極 的 で 多 様 な 打

つ・突 く・か わ す と い う ス ポ ー ツ 的 技 術 の 次 元 で 行 わ れ る ．

1975 年 の 理 念 制 定 以 降 ， 二 つ の 剣 道 が 明 確 と な っ て 今 日 に

至 る ． あ て っ こ 剣 道 が 根 強 く 残 存 す る 要 因 に は ① 競 技 規 則

上 は 違 背 性 が な い ，② 現 代 剣 道 に 内 在 す る 積 極 的（ ダ イ ナ ミ

ッ ク ）な 動 作 を 持 つ ，③ 規 則 内 に お い て 技 の 多 様 性 を 持 つ こ

と が 挙 げ ら れ る ． こ れ に 加 え て 戦 後 の 剣 道 復 活 の 過 程 に み

ら れ た 打 突 の ポ イ ン ト 化 の 傾 向 が 影 響 し て い る ． 剣 道 研 究

者 ら の 議 論 を 用 い れ ば あ て っ こ 剣 道 が 減 少 す る 可 能 性 は あ

る が ，あ て っ こ 剣 道 は 現 状 で は 衰 え て お ら ず ，現 代 剣 道 と い

う 枠 の 中 で 剣 理 剣 道 と 対 抗 し ， 批 判 に さ ら さ れ な が ら 今 後

も 存 続 す る で あ ろ う ．  
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こ の よ う に ，競 技 ス ポ ー ツ 性 と 型 の 術 理 は 競 技 と し て の 剣 道

の 形 成 過 程 の な か で 対 抗 し な が ら 今 日 ま で 併 存 し て き た の で

あ る ．  

 

第 二 節  課 題  

 

江 戸 時 代 に 形 稽 古 を 補 完 す る た め に 竹 刀 打 ち 込 み 稽 古（ 撃 剣 ）

が 始 ま っ た .竹 刀 打 ち 込 み 稽 古 が あ て っ こ 剣 道 を 生 み 出 す と い

う 剣 道 史 の 定 説 は ，あ て っ こ 剣 道 に は 剣 術 の 目 的 で あ る“ 斬 る ”

が“ あ て る ”に 変 質 し た こ と 示 し て い る ．こ の 変 質 が 剣 術 に 技

術 的 汎 用 性 を も た ら し ，誰 に で も 行 う こ と の 出 来 る 大 衆 的 な 文

化 と し て 今 日 に 至 っ た と い え る ．  

将 来 の 剣 道 の 発 展 を 考 え る と き ，重 要 な 問 題 の 一 つ は 剣 道 に

お け る 試 合 ，昇 段 審 査 ，稽 古 の 関 係 を 追 求 す る こ と に あ る と 考

え ら れ る ． そ の た め に は ， 次 の 三 つ の 課 題 が 挙 げ ら れ る ．  

①  競 技 剣 道 の 形 成 過 程 を さ ら に 検 討 す る ．  

②  昇 段 審 査 と 稽 古 ， 試 合 の 関 係 を 明 確 に す る ．  

③  日 本 剣 道 形 に 示 さ れ た 所 作 や 動 き の 意 味 を 明 確 に す る た

め に 剣 術 （ 一 刀 流 や 新 陰 流 ） の 形 稽 古 を 探 究 す る ．  
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第一章 戦前における剣道競技の展開：旧制高校を中心に 

 

1．一高『校友會雑誌』における武道関係記事 

 

（1）剣道 

年号 著者・タイトル 主な内容 号・ペー

ジ 

1891 不詳・「撃劍部大会」 撃剣を学ぶことについて 3 号・

pp.42-44 

 不詳・「撃劍部規則」 部のルール 9 号・

pp.3-4 

 不詳・「撃劍部秋季大

会」 

試合結果，大会運営の反

省 

10 号・

pp.33-37 

 藍谷時敏・「秋季撃劍

大會ヲ記シ幷セテ所感

ヲ述フ」 

大会の感想，撃剣を学ぶ

ことについて 

10 号・

pp.38-41 

 不詳・「校友會委員會

及其の結果」 

撃劔部の予算 15 号・

pp.30-31 

1893 武骨生・「劍道一斑」 根岸信五郎『撃剣指南』

の紹介 

23 号・

pp.22-28 

 河田景与・「劍術の無

形的に必要なることを

述ふ」 

竹刀をもって行う剣道が

精神的に必要な理由 

24 号・

pp.15-18 

 不詳・「撃劍部第五回

大會」 

試合結果，試合内容 24 号・

pp.57-62 

 不詳・「撃劍部寒稽

古」 

皆勤者について 24 号・

pp.62-63 

 不詳・「撃劍部小集

會」 

会の実施報告 26 号・

pp.73-74 

 不詳・「撃劍部小集

會」 

試合結果 31 号・

pp.49-47 

 根岸信五郎（撃劍部教 試合で有利な竹刀の長さ 32 号・
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師）・「竹刀長短の優

劣」 

について pp.15-19 

1894 不詳・「撃劍部寒稽

古」 

寒稽古実施のお知らせ 33 号・

pp.49-50 

 不詳・「撃劍部概況」 寒稽古実施報告・撃剣を

学ぶことについて 

34 号・

pp.60-62 

 か，と生・「撃劍部第

六回大會」 

試合結果，試合内容 35 号・

pp.69-73 

 不詳・「撃劍部小集

會」 

試合結果 40 号・

pp.93-94 

1895 不詳・「撃劍部近況」 寒稽古実施報告 44 号・

pp.73-74 

 不詳・「校友會委員

會」 

撃剣部の予算 44 号・

p.68 

 不詳・「第七回撃劔部

大會並びに撃劔部慰勞

親睦會」 

大会実施報告，試合内

容，慰労会実施報告 

45 号・

pp.54-58 

 不詳・「撃剣部近況」 試合結果，試合内容 47 号・

pp.58-60 

 不詳・「撃劔部報」 試合結果 52 号・

pp.77-78 

1896 不詳・「撃劍部寒稽

古」 

寒稽古実施のお知らせ 53 号・

pp.80-81 

 不詳・「撃劍部寒稽古

結局」 

寒稽古実施報告 54 号・

pp.83-84 

 お，み・「第八回撃剣

部大会」 

試合結果，試合内容 55 号・

pp.59-66 

 講武道人・「劔華餘

録」 

試合結果，試合内容 56 号・

pp.20-29 

 研刀生・「撃剣部近

況」 

試合結果，試合内容 57 号・

pp.76-81 

 印束剣侠・「撃剣部 試合結果，試合内容 58 号・
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報」 pp.64-69 

 不詳・「撃剣部近況」 部の現状 59 号・

pp.75-76 

 印束剣侠・「撃剣部々

報」 

試合結果，試合内容 60 号・

pp.52-55 

1897 不詳・「撃剣柔道兩部

近況」 

部の現状 64 号・

pp.92-93 

1897 不詳・「撃剣部大會」 試合結果，試合内容 65 号・

pp.75-84 

 不詳・「委員會決議ノ

事項」 

撃剣部の予算 67 号・

pp.65-66 

 部員某・「撃剣部報」 試合結果，試合内容，渡

邊昇の演説 

67 号・

pp.77-81 

 駿山生・「撃剣部報並

望部員諸士」 

剣道を学ぶ理由，試合結

果，試合内容 

68 号・

pp.64-69 

 不詳・「撃劔部報」 試合結果 70 号・

pp.70-72 

1898 不詳・「撃剣柔道兩部

寒稽古開始」 

寒稽古開始のお知らせ 73 号・

p.55 

 琵琶法師・「撃剣部紅

白勝負の事」 

試合結果，試合内容 74 号・

pp.51-62 

 不詳・「撃劔部寒稽

古」 

寒稽古実施報告 74 号・

pp.86-88 

 不詳・「撃劔部部報」 撃剣部の現状 75 号・

p.56 

 不詳・「委員會及記名

式」 

撃剣部の予算 76 号・

pp.64-65 

 二毛老人・「撃劔部第

十回大會記事」 

試合結果，試合内容 76 号・

pp.66-74 

 沖天子・「撃剣部報」 試合結果，試合内容 77 号・

pp.87-94 

 不詳・「撃剣部報」 試合結果，試合内容 78 号・
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pp.76-80 

 部員某・「撃剣部報」 撃剣部の現状 79 号・

pp.67-68 

 不詳・「撃剣部報」 試合結果 81 号・

pp.58-62 

 不詳・「撃剣部報」 試合結果，試合内容 82 号・

pp.80-85 

1899 不詳・「撃劔部寒稽

古」 

寒稽古実施報告 84 号・

pp.75-79 

 不詳・「撃劔部武邊

會」 

試合結果，試合内容 86 号・

pp.80-85 

 不詳・「校友會會計報

告」 

撃剣部の予算 86 号・

p.93 

 撃劔部員・「第十一回

撃劔部大會記事」 

試合結果，試合内容 88 号・

pp.44-62 

 部員・「撃劔部員の昇

級」 

部内の昇級者一覧 88 号・

p.95 

 委員・「撃劔部報」 試合結果 91 号・

pp.65-67 

 委員・「撃剣部報」 試合結果 92 号・

pp.57-59 

1900 委員・「撃剣部紅白勝

負記事」 

試合結果，試合内容 93 号・

pp.59-61 

 不詳・「撃劔部寒稽

古」 

寒稽古実施報告 95 号・

pp.81-83 

 武辺侠・「撃劔部大会

概評」 

試合結果，試合内容 96 号・

pp.21-37 

1900 部員・「撃剣部報」 試合結果，試合内容 97 号・

pp.78-84 

 委員・「撃劍部報」 試合結果，試合内容 98 号・

pp.116-

120 
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 委員・「撃劔部報」 昇級者一覧 99 号・

p.81 

 委員・「撃劍部報」 試合結果，試合内容 101 号・

pp.53-60 

 三部齊東野人・「撃劔

紅白勝負記事」 

試合結果，試合内容 102 号・

pp.50-59 

1901 委員・「撃剣部報」 寒稽古実施報告 104 号・

pp.93-96 

 碧天生・「第十三回撃

剣部大會記事」 

試合結果，試合内容 106 号・

pp.36-52 

 委員・「撃劔部々報」 試合結果，試合内容 108 号・

pp.99-106 

 一部委員・「撃剣部小

集會記事」 

試合結果，試合内容 111 号・

pp.77-81 

 武香生・「撃剣部紅白

勝負記事」 

試合結果，試合内容 112 号・

pp.115-

108 

1902 委員・「撃剣部報」 寒稽古実施報告 115 号・

pp.56-59 

 碧天生・「撃劍部第十

四回大會記事」 

試合結果，試合内容 116 号・

pp.56-72 

 委員・「撃劍部報」 試合結果，試合内容 118 号・

pp.94-101 

 不詳・「撃劔部報」 試合結果，試合内容 120 号・

pp.61-66 

 不詳・「撃劔部々報」 試合結果，試合内容 122 号・

pp.61-65 

 不詳・「撃劍部報」 寒稽古実施報告 125 号・

pp.55-58 

1903 不詳・「撃剣部明治三

十五年度會計報告」 

撃剣部の会計 125 号・

pp.58-60 

 不詳・「撃剣部報」 試合結果，試合内容 126 号・
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pp.79 

 白龍生・「撃劔部報」 試合結果，試合内容 128 号・

pp.148-

157 

 委員・「撃剣部報」 根岸信五郎の代わりに得

能関四郎を撃剣部教授に

迎える，試合結果，試合

内容 

131 号・

pp.58-65 

1904 不詳・「撃劔部報」 寒稽古実施報告 135 号・

pp.70-72 

 桂城生・「撃劔部報」 試合結果，試合内容 136 号・

pp.64-73 

 不詳・「撃劔部報」 試合結果，試合内容（二

高対交戦），会計報告 

137 号・

pp.87-101 

1904 不詳・「撃劍部報」 部の現状，試合結果 139 号・

pp.54-59 

 不詳・「撃劔部報」 試合結果，試合内容 141 号・

pp.96-102 

1905 不詳・「撃劍部報」 試合結果 144 号・

pp.74-75 

 不詳・「撃劍部報」 寒稽古実施報告，試合結

果，試合内容 

145 号・

pp.108-

117 

 不詳・「撃劍部報」 試合結果，試合内容 146 号・

pp.74-81 

 不詳・「撃劍部報」 試合結果，会計報告 147 号・

pp.80-83 

 不詳・「撃劔部報」 試合結果 148 号・

pp.107-

111 

 不詳・「撃劍部報」 新入部員の紹介 149 号・

pp.48-50 
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 不詳・「撃劍部報」 試合結果，試合内容 150 号・

pp.69-73 

 不詳・「撃劍部報」 試合結果，試合内容 151 号・

pp.88-92 

 不詳・「撃劔部報」 昇級者一覧 152 号・

pp.114-

115 

1906 不詳・「撃劍部報」 寒稽古実施報告 155 号・

pp.61-67 

 不詳・「撃劍部大會部

報」 

試合結果，試合内容 157 号・

pp.53-64 

 不詳・「撃劍部報」 試合結果，会計報告 158 号・

pp.109-

112 

 不詳・「撃劔部報」 試合結果，藍谷時敏の演

説 

159 号・

pp.54-57 

 不詳・「撃劔部報」 昇級者一覧 160 号・

p.96 

 不詳・「撃劔部報」 試合結果 161 号・

pp.55-56 

 不詳・「撃劔部報」 試合結果 162 号・

pp.77-78 

1907 委員・「撃劍部報」 寒稽古実施報告，試合結

果，試合内容 

165 号・

pp.100-

105 

 キシ・「撃劔大會」 大会のお知らせ 167 号・

p.49 

 委員・「撃劍部報」 試合結果，試合内容 168 号・

pp.77-93 

 不詳・「撃劍部部報」 試合結果 172 号・

pp.52-56 

1908 不詳・「撃劍部報」 試合結果 173 号・
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pp.49-50 

 不詳・「撃劔部報」 寒稽古実施報告，試合結

果，試合内容 

175 号・

pp.92-99 

 不詳・「撃劍部大會」 大会の実施報告 177 号・

p.52 

 劍狂生・「第廿回撃劍

部大會記事」 

試合結果，試合内容 177 号・

pp.60-78 

1908 剣狂生・「撃劔部報」 試合結果，試合内容 181 号・

pp.77-82 

 黒主翁・「撃劍部報」 試合結果 182 号・

pp.106-

109 

1909 不詳・「撃劍部々報」 寒稽古実施報告，試合結

果 

185 号・

pp.77-82 

 不詳・「撃劔部報」 試合結果，試合内容 188 号・

pp.63-68 

 不詳・「撃劍部部報」 試合結果 189 号・

pp.92-95 

 少陵生・「撃劔部報」 試合結果，試合内容 191 号・

pp.63-78 

1910 不詳・「撃劍部々報」 試合結果 195 号・

pp.63-66 

 不詳・「撃劔部報」 試合結果，試合内容 197 号・

pp.68-80 

 不詳・「撃劔部報」 部の現状，試合結果，試

合内容 

201 号・

pp.43-48 

1911 委員・「撃劔部部報」 寒稽古実施報告，試合結

果 

204 号・

pp.72-76 

 不詳・「校友會々計決

算報告書」 

撃剣部の決算と予算 204 号・

pp.122-

123 

 不詳・「撃劍部報」 試合結果 207 号・
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pp.79-83 

 不詳・「撃劍部々報」 部の現状 209 号・

pp.58-59 

 不詳・「撃劔部々報」 試合結果 211 号・

pp.69-71 

1912 委員・「撃劔部々報」 寒稽古実施報告 214 号・

pp.63-67 

 不詳・「校友會々計決

算報告書」 

撃剣部の決算と予算 214 号・

pp.98-99 

 不詳・「撃劔部報」 試合結果 216 号・

pp.32-36 

1913 不詳・「撃劔部報」 寒稽古実施報告，試合結

果 

225 号・

pp.90-95 

 不詳・「撃劔部第二十

五回大會記事」 

試合結果，試合内容 226 号・

pp.123-

131 

 不詳・「撃劔部々報」 試合結果，試合内容 231 号・

pp.23-30 

1914 不詳・「撃劍部部報」 寒稽古実施報告，試合結

果 

235 号・

pp.15-22 

 禰津・「對二高撃劍試

合交渉顛末」 

二高との試合不成立 236 号・

pp.60-62 

 不詳・「撃劍部部報」 試合結果，試合内容 238 号・

pp.78-84 

1915 不詳・「撃劍部部報」 寒稽古実施報告，試合結

果 

244 号・

pp.39-46 

 不詳・「撃劍部部報」 昇級者一覧 246 号・

pp.85-86 

 不詳・「撃劍部部報」 試合結果 249 号・

pp.97-101 

1916 不詳・「撃劍部々報」 寒稽古実施報告 254 号・

pp.64-65 
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 不詳・「撃劍部部報」 試合結果 256 号・

pp.93-95 

1916 不詳・「撃劍部々報」 試合結果 257 号・

pp.61-63 

1917 不詳・「撃劍部々報」 寒稽古実施報告，試合結

果 

265 号・

pp.25-32 

 不詳・「撃劍部部報」 試合結果 268 号・

pp.99-102 

1918 不詳・「撃劍部部報」 寒稽古実施報告，試合結

果 

273 号・

pp.47-52 

1919 不詳・「撃劔部々報」 試合結果，試合内容 277 号・

pp.48-59 

1922 不詳・「撃劔部報」 彌生會北陸遠征之記 289 号・

pp.100-

103 

 不詳・「大正十年度第

一高等学校校友會々計

決算報告書」 

撃剣部の決算と予算 289 号・

pp.103-

104 

1923 不詳・「撃劔部對二高

試合顛末」 

二高との試合実施報告 292 号・

pp.88-91 

1926 不詳・「撃劍部々誌」 寒稽古実施報告，試合結

果，試合報告 

306 号・

pp.2-8 

 

（2）柔道 

年号 著者・タイトル 主な内容 号・ページ 

1891 不詳・「柔道部紅白試

合」 

試合実施報告 7 号・p.28 

 不詳・「柔道部規則」 部の規則 9 号・pp.2-6 

 不詳・「柔道部大會」 試合結果，試合

内容 

11 号・pp.31-35 

1892 不詳・「柔道部大會」 試合結果，試合

内容 

21 号・pp.23-28 
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1893 不詳・「柔道部紅白試

合」 

試合結果，試合

内容 

32 号・pp.35-37 

1894 不詳・「柔道部寒稽古」 寒稽古実施のお

知らせ 

33 号・p.50 

 不詳・「柔道部勝負」 寒稽古実施報告 35 号・pp.74-75 

 不詳・「柔道部大會」 試合実施報告 37 号・pp.80-83 

1895 不詳・「校友會委員會」 柔道部予算 44 号・p.68 

 不詳・「柔道部寒稽古の

終結」 

寒稽古実施報告 44 号・p.70 

 不詳・「柔道部紅白試

合」 

試合結果 45 号・pp.52-53 

 不詳・「柔道部大會」 試合結果，試合

内容 

48 号・pp.101-105 

 不詳・「柔道部月次勝

負」 

試合結果 51 号・pp.84-85 

1896 不詳・「柔道部規則改正

廣告」 

部の規則改正 53 号・pp.1-2 

 不詳・「柔道部寒稽古結

了」 

寒稽古実施報告 53 号・pp.84-86 

 漁長生・「柔道部大會」 試合結果，試合

内容 

57 号・pp.70-76 

 不詳・「柔道部々聲」 試合結果，試合

内容 

58 号・pp.32-41 

 不詳・「柔道部報」 試合結果 60 号・pp.56-58 

 無念生・「柔道部報」 試合結果，試合

内容 

61 号・pp.55-60 

1897 不詳・「撃劍柔道兩部近

況」 

撃剣部と柔道部

の現状 

64 号・pp.92-94 

 部員・「柔道部々報」 試合結果，試合

内容 

65 号・pp.86-88 

 角喜久治・「柔道」 柔道の歴史と技 66 号・pp.8-17 
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法 

 不詳・「委員會決議事

項」 

柔道部予算 67 号・p.65 

 な，り，生・「柔道部大

會」 

試合結果，試合

内容 

67 号・pp.67-76 

 不詳・「柔道部々報」 柔道部の現状 70 号・pp.73-76 

 部員・「柔道部月次勝

負」 

試合結果，試合

内容 

72 号・pp.76-78 

1898 不詳・「撃劍柔道兩部寒

稽古開始」 

寒稽古のお知ら

せ 

73 号・p.55 

 不詳・「柔道部寒稽古概

況」 

寒稽古実施報告 74 号・pp.88-92 

 柔道部選手一同・「謝

辞」 

校友会に対する

柔道部の謝辞 

75 号・不詳（目次

の次ページ） 

 不詳・委員會及記名式 柔道部予算 76 号・pp.64-65 

 不詳・「對第二高等学校

柔道紅白勝負」 

試合結果，試合

内容 

76 号・pp.80-85 

1898 南溟生・「柔道部大會記

事」 

試合結果，試合

内容 

77 号・pp.78-86 

 部員・「柔道部報」 試合結果 80 号・pp.63-65 

 部員・「柔道部報」 試合結果，試合

内容 

81 号・pp.62-66 

1899 部員・「柔道部寒稽古」 寒稽古実施報告 84 号・pp.79-82 

 柔道部撰手一同・「謝

辞」 

校友会に対する

柔道部の謝辞 

86 号・不詳（目次

の次ページ） 

 不詳・「花吹雪」 二高との交渉，

試合結果，試合

内容 

86 号・pp.1-43 

 不詳・「花吹雪」（第二） 撰手応援に関す

る注意，柔道部

決算報告 

87 号・pp.1-26 
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 柔道部員・「柔道部大會

記事」 

試合結果，試合

内容 

88 号・pp.62-70 

 大會記者・「柔道部員の

昇進」 

昇級者一覧 88 号・pp.96-97 

 場末・「柔道部報」 部の現状，試合

結果 

92 号・pp.60-67 

1900 部員某・「柔道部報」 柔道実施の効果 93 号・pp.61-63 

 部員・「柔道部寒稽古」 寒稽古実施報告 95 号・pp.84-87 

 部員・「柔道部々報」 試合結果 96 号・pp.76-78 

 一部員・「柔道部大會記

事」 

試合結果，試合

内容 

97 号・pp.30-43 

 委員・「柔道部々報」 試合結果 98 号・pp.113-116 

 部員・「柔道部報」 部の現状 99 号・pp.78-81 

 委員・「柔道部報」 試合結果 100 号・pp.66-68 

 委員・「柔道部報」 試合結果，試合

内容 

101 号・pp.60-65 

1901 不詳・「柔道寒稽古」 寒稽古実施報告 105 号・pp.76-78 

 部員・「柔道々部報」 試合結果，試合

内容 

106 号・pp.90-94 

 影武者・「柔道部大會記

事」 

試合結果，試合

内容 

108 号・pp.36-56 

 委員・「柔道部記事」 試合結果，試合

内容 

112 号・pp.102-

108 

1902 部員・「柔道部報」 試合結果，試合

内容 

114 号・pp.101-

109 

 委員・「柔道部報」 寒稽古実施報告 115 号・pp.59-63 

 委員・柔道部々報 試合結果，試合

内容 

116 号・pp.80-87 

 水葉武者・「柔道部大會

記事」 

試合結果，試合

内容 

117 号・pp.49-79 

 柔道部委員・「仕合に就 試合出場の勧め 118 号・pp.101-
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て」 105 

 委員・「柔道部報」 試合結果，試合

内容 

121 号・pp.83-88 

1903 委員・「柔道部報」 寒稽古実施のお

知らせ 

124 号・pp.56-57 

 不詳・「柔道部報」 試合結果，試合

内容 

131 号・pp.65-78 

 不詳・「柔道部々報」 試合実施報告

（出稽古） 

132 号・pp.76-78 

1904 不詳・「柔道部々報」 部の現状（柔道

は art ではな

く，

principle） 

133 号・pp.67-68 

 不詳・「柔道部々報」 寒稽古実施報告 135 号・pp.76-79 

 不詳・「柔道部々報」 試合結果，試合

内容 

137 号・pp.101-

115 

 不詳・「柔道部報」 柔道部の現状 139 号・pp.51-54 

 不詳・「柔道部報」 送別会について 141 号・pp.75-79 

1905 不詳・「柔道部報」 寒稽古実施のお

知らせ 

143 号・pp.86-87 

 不詳・「柔道部報」 寒稽古実施報告 146 号・pp.92-93 

 不詳・「向陵の櫻」（聯合

柔道大會） 

試合結果，試合

内容（高等商業

との対抗試合） 

146 号・pp.1-19 

 不詳・「柔道部報」 試合結果，試合

内容，会計報告 

148 号・pp.116-

137 

 不詳・「柔道部報」 部の現状 149 号・pp.45-48 

 ロング生・「柔道部紅白

勝負記事」 

試合結果，試合

内容 

152 号・pp.85-96 

1906 柔道部選手一同・「謝

辞」 

校友会に対する

柔道部の謝辞 

155 号・不詳（目

次の次ページ） 
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 不詳・「柔道部報」［連合

試合の記事］ 

試合結果，試合

内容 

156 号・pp.1-16 

 不詳・「柔道部報」 寒稽古実施報告 157 号・pp.64-66 

 筑紫太郎・「柔道部報」 試合結果，試合

内容 

158 号・pp.96-108 

 不詳・「柔道部記事」 試合結果，試合

内容 

162 号・pp.78-88 

1907 委員・「柔道部報」 連合試合中止の

お知らせ 

164 号・pp.83-85 

 プロ―ト生・「柔道部

報」 

部の現状，試合

結果，試合内容 

168 号・pp.93-103 

 不倒生・「柔道部報」 試合結果，試合

内容 

171 号・pp.56-63 

1908 不詳・「柔道部報」 寒稽古実施報

告，試合結果，

試合内容 

176 号・pp.66-74 

1908 

 

長生・「柔道部部報」 試合結果，試合

内容 

182 号・pp.94-105 

1909 不詳・「柔道部々報」 寒稽古実施報

告，試合結果 

185 号・pp.68-77 

 不詳・「柔道部報」 試合結果 188 号・pp.69-73 

1910 鐵冠生・「柔道部々報」 試合結果 194 号・pp.81-82 

 不詳・「柔道部々歌」 部の歌 195 号・p.120 

 不詳・「柔道部々報」 寒稽古実施報

告，二高との対

抗試合会計報告 

196 号・pp.99-106 

 不詳・「柔道部々報」 試合結果・試合

内容（二高との

対抗試合） 

197 号・pp.58-69 

 不詳・「柔道部報」 試合結果，試合

内容 

198 号・pp.85-89 

 不詳・「柔道部々報」 部の現状，試合 201 号・pp.41-43 
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結果 

1911 不詳・「柔道部報」 寒稽古実施報

告，試合結果 

206 号・pp.84-91 

 不詳・「柔道部報」 試合結果 207 号・pp.84-85 

 不詳・「柔道部報」 試合結果 210 号・pp.22-24 

 不詳・「柔道部報」 部の現状，試合

結果 

211 号・pp.65-69 

1912 不詳・「柔道部報」 試合結果（附属

中との対抗試

合） 

212 号・pp.87-88 

 不詳・「柔道部々報」 寒稽古実施報告 214 号・pp.59-62 

 不詳・「校友會々会計決

算報告」 

柔道部会計 214 号・p.98 

 不詳・「柔道部報」 試合結果 215 号・pp.95-101 

 不詳・「柔道部報」 試合結果，試合

内容 

216 号・pp.36-45 

1913 不詳・「對第二高學校柔

道試合交渉顛末」 

二高との試合中

止 

221 号・pp.47-50 

 不詳・「柔道部々報」 寒稽古実施報告 223 号・pp.97-101 

 長州・「第二十二回柔道

部々報」 

試合結果，試合

内容 

225 号・pp.80-90 

 長州生・「柔道部々報」 試合結果，試合

内容 

226 号・pp.116-

123 

 不詳・「柔道部々報」 試合結果 227 号・pp.119-

122 

1914 小林俊三・永野護「柔道

部々報」 

試合結果，試合

内容（二高との

対抗試合） 

233 号・pp.83-100 

 不詳・「柔道部部報」 寒稽古実施報告 235 号・pp.42-47 

1915 齊藤・「柔道部々報」 試合結果 241 号・pp.48-53 

 不詳・「柔道部部報」 寒稽古実施報 247 号・pp.119-
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告，試合結果 126 

1916 不詳・「柔道部部報」 試合結果，試合

内容 

258 号・pp.32-36 

1917 不詳・「柔道部部報」 試合結果，試合

内容 

264 号・pp.87-92 

1918 不詳・「柔道部部報」 二高との対抗試

合決算報告 

273 号・pp.45-47 

1924 不詳・「柔道部部報」 部の現状 300 号・pp.2-7 

 

（3）弓道 

年号 著者・タイトル 主な内容 号・ページ 

1891 不詳・「弓術部大會」 試合実施報告 7 号・pp.30-31 

 不詳・「弓術部規則」 部の規則 9 号・p.8 

 不詳・「入部案内」 弓術部の入部案内 9 号・p.9 

 不詳・「弓術部大會」 試合実施報告 12 号・pp.46-47 

1892 妙月生・「弓矢の考」 弓術の歴史 14 号・pp.20-26 

1893 不詳・「弓術部報」 試合実施報告 30 号・pp.50-52 

1894 不詳・「弓術部報」 試合実施報告，弓

術の技法 

37 号・pp.77-79 

 不詳・「校友會委員會」 弓術部予算 44 号・p.68 

1895 不詳・「弓術部報」 試合結果 44 号・pp.71-72 

 不詳・「弓術部大會」 試合結果 47 号・pp.60-61 

 不詳・「弓術部報」 部の現状 51 号・pp.85-86 

 不詳・「弓術部報」 試合結果 52 号・pp.79-80 

1896 不詳・「弓術部大會」 試合結果 57 号・pp.82-84 

 部員・「弓術部員に檄

す」 

部の在り方 65 号・pp.84-85 

 不詳・「弓術部大會」 試合結果，試合内

容 

68 号・pp.69-74 

1897 不詳・「弓術部報」 試合結果 71 号・pp.64-65 

1898 委員・「弓術部報」 部の現状 73 号・pp.56-59 



181 
 

 不詳・「弓術部報」 寒稽古実施報告 74 号・pp.100-

101 

 不詳・「弓術部大會」 試合結果，試合内

容 

78 号・pp.83-86 

 不詳・「弓術部」 試合結果，試合内

容 

84 号・pp.82-85 

1899 舊弓術部委員・「前々號

各部寒稽古始の記者に

答ふ」 

寒稽古実施報告 85 号・pp.66-67 

 部員・「弓術部報」 試合結果，試合内

容 

87 号・pp.62-66 

 部員・「弓術部報」 試合結果，試合内

容 

91 号・pp.67-71 

1900 一部員・「弓術部寒稽古

概況」 

寒稽古実施報告 95 号・pp.83-84 

 部員・「弓術部報」 試合結果，試合内

容 

97 号・pp.84-88 

 部員・「弓術部大會記

事」 

試合結果，試合内

容 

98 号・pp.43-53 

 部員・「弓術部々報」 試合結果，試合内

容 

98 号・pp.120-

124 

 弓狂子・「弓術に就て」 弓術の技法 100 号・pp.14-21 

 一部員・「弓術部報」 試合結果，試合内

容 

101 号・pp.67-70 

1901 一部員・「弓術部寒稽

古」 

寒稽古実施報告 104 号・pp.89-90 

1901 不詳・「弓術部大會記

事」 

試合結果，試合内

容 

108 号・pp.31-36 

 不詳・「弓術部報」 試合結果，試合内

容 

108 号・pp.86-92 

 不詳・「弓術部報」 試合結果，試合内

容 

112 号・pp.106-

108 
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1902 弓術部委員・「弓術部々

報」 

寒稽古実施報告 115 号・pp.63-66 

 は，こ・「弓術部並大會

記事」 

試合結果，試合内

容 

117 号・pp.79-94 

 不詳・「弓術部日誌」 試合実施報告 120 号・pp.75-78 

1903 不詳・「弓術部報」 寒稽古実施報告 125 号・pp.53-55 

 不詳・「弓道部出征記」 試合結果，試合内

容 

127 号・pp.78-82 

 不詳・「弓術部々報」 試合結果 130 号・pp.98-99 

 委員・「弓術部々報」 試合結果，試合内

容 

132 号・pp.72-76 

1904 委員・「弓術部々報」 試合結果，試合内

容 

135 号・pp.72-76 

 委員・「弓術部々報」 試合結果，試合内

容，会計報告 

137 号・pp.82-86 

 委員・「弓術部々報」 試合結果 138 号・pp.84-85 

 委員・「弓術部々報」 試合実施報告 140 号・pp.66-67 

 不詳・「弓術部々報」 試合結果 142 号・pp.79-81 

1905 不詳・「弓術部々報」 寒稽古実施報告 145 号・pp.105-

108 

 不詳・「弓術部報」 試合結果 148 号・pp.113-

116 

 不詳・「弓術部々報」 会計報告 149 号・p.45 

 不詳・「弓術部々報」 試合結果 150 号・pp.73-74 

 不詳・「弓術部々報」 試合結果，試合内

容，寒稽古実施の

お知らせ 

152 号・pp.96-

103 

1906 不詳・「弓術部々報」 寒稽古実施報告，

会計 

155 号・pp.80-84 

 不詳・「弓術部々報」 部の現状 156 号・pp.74-75 

 不詳・「弓術部々報」 試合結果，試合内 157 号・pp.71-75 
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容 

 不詳・「弓術部々報」 部の現状 158 号・pp.112-

113 

 不詳・「弓術部々報」 部の現状 159 号・pp.59-61 

 不詳・「弓術部々報」 部の現状，試合結

果 

161 号・pp.61-63 

 不詳・「弓術部報」 部の現状 162 号・pp.66-67 

1907 不詳・「弓術部報」 試合結果 163 号・pp.55-57 

 不詳・「弓術部報」 寒稽古実施報告，

試合結果 

165 号・pp.110-

113 

1907 不詳・「弓術部報」 部の現状 166 号・p.60 

 不詳・「弓術部報」 試合結果 167 号・pp.55-57 

 不詳・「弓術部報」 部の現状 168 号・p.113 

1908 不詳・「弓術部報」 部の現状 175 号・pp.79-81 

 不詳・「弓術部々報」 部の現状 179 号・pp.108-

109 

 不詳・「弓術部々報」 部の現状 180 号・pp.70-71 

 不詳・「弓術部々報」 部の現状 182 号・pp.91-94 

1909 

 

不詳・「弓術部々報」 寒稽古実施報告 184 号・pp.101-

103 

 不詳・「弓術部報」 試合実施報告 187 号・pp.63-66 

 不詳・「弓術部報」 部の現状 190 号・pp.99-

100 

1910 不詳・「弓術部寒稽古」 試合結果，寒稽古

実施報告 

195 号・pp.75-78 

 不詳・「弓術部報」 試合結果 197 号・pp.80-82 

 不詳・「弓術部報」 試合結果 201 号・pp.57-59 

1911 不詳・「弓術部報」 試合結果 205 号・pp.53-55 

 不詳・「弓術部々報」 試合結果 206 号・pp.91-92 

 委員・「弓術部々報」 試合結果 207 号・pp.85-87 

 委員・「弓術部々報」 試合結果 211 号・pp.71-73 
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1912 弓術部・「弓術部々報」 寒稽古実施報告 214 号・pp.67-69 

 草間俊次郎・「弓術部々

報」 

試合結果，試合内

容 

217 号・pp.49-53 

1913 弓術部委員・「弓術部々

報」 

試合結果，試合内

容 

221 号・pp.57-59 

 弓術部・「弓術部々報」 寒稽古実施報告 225 号・pp.104-

107 

 不詳・「弓術部々報」 試合結果 229 号・pp.59-61 

 不詳・「弓術部々報」 部の現状 232 号・pp.125-

126 

1914 弓術部・「弓術部々報」 寒稽古実施報告 235 号・pp.23-25 

1916 不詳・「弓術部部報」 試合結果 256 号・pp.96-98 

1918 不詳・「弓術部部報」 寒稽古実施報告，

試合結果，試合内

容 

272 号・pp.64-68 

 不詳・弓術部部報 試合結果，試合内

容 

273 号・pp.40-45 

1919 不詳・弓術部部報 試合結果 278 号・pp.44-49 

1923 不詳・「弓術部大正十一

年略史」 

試合結果，試合内

容 

292 号・pp.107-

110 

1924 大日方勝・「弓術部京都

遠征記」 

試合結果，試合内

容 

299 号・pp.13-16 

1925 不詳・「弓術部部報」 試合結果，試合内

容 

304 号・pp.21-24 

 

 

2．三高『嶽水會雑誌』における武道関係記事 

 

（1）剣道部 

年号 著者・タイトル 主な内容 号・ページ 

1899 不詳・「撃劔部」 部の現状 1 号・p.80 
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1901 不詳・「撃劍柔道部記

事」 

道場の修復，寒稽

古実施のお知らせ 

9 号・pp.73-76 

 不詳・「対第四高等学

校競技」 

四高との対抗戦実

施報告 

12 号・pp.72-73 

 不詳・「撃劍柔道部の

分離」 

撃劍部と柔道部の

独立 

13 号・pp.74-75 

1902 不詳・「嶽水會撃劍大

會」 

試合結果，試合内

容 

18 号・pp.133-

136 

1903 時實錦海・「撃劍紅白

勝負」 

試合結果，撃剣に

ついて 

22 号・pp.115-

117 

1907 緑波生・「撃劔紅白勝

負」 

四高との対抗戦の

試合結果，試合内

容 

37 号・pp.91-96 

1908 吉武眞貫・「撃劍部記

事」 

六高との対抗戦，

試合結果，試合内

容 

40 号・pp.87-90 

 霞月・「劔道部大會

記」 

試合結果 40 号・p.91 

1909 不詳・「劍道部岡山遠

征記」 

試合結果 43 号・pp.109-

110 

1910 嶽水會理事・「撃劍部

報告」 

四高の三高侮辱問

題 

46 号・pp.3-4

（付録内ページ

数） 

 二本杉・「撃劍部々

報」 

神戸高商との対抗

戦，試合結果，試

合内容 

47 号・pp.142-

145 

1911 不詳・「撃劍部々報」 寒稽古実施報告，

大会実施報告 

48 号・pp.111-

112 

 不詳・「撃劍部々報」 試合結果 49 号・pp.72-73 

 不詳・「劍道部々報」 試合結果，試合内

容 

50 号・pp.90-91 

1912 不詳・「劔道部報」 試合結果，五高対 51 号・pp.108-
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抗戦，六高との対

抗戦交渉結果 

114 

1912 松生，後生・「劔道

部々報」 

部の現状，試合結

果 

52 号・pp.72-75 

1913 不詳・「劔道部々報」 試合結果 55 号・pp.96-97 

1914 不詳・「劔道部々報」 六高との交渉結

果，試合結果，試

合内容 

57 号・pp.110-

114 

 玉置東岳・「本校對六

高撃劍試合印象記」 

六高・井上審判の

不正について 

58 号・pp.39-42 

 勝矢・「劔道部々報」 試合結果，試合内

容 

58 号・pp.51-56 

1915 不詳・「劍道部報」 試合結果，試合内

容 

60 号・pp.14-20

（「雑報」内のペ

ージ数） 

 不詳・「劍道部報」 試合結果 61 号・p.3（「雑

報」内のページ

数） 

1916 横山生・「劍道部々

報」 

試合結果，試合内

容 

62 号・pp.78-80 

1917 不詳・「劍道部報」 試合結果，試合内

容 

65 号・pp.7-10

（「雑報」内のペ

ージ数） 

 不詳・「劔道部報」 寒稽古実施報告，

試合結果（劍道大

会，対弥生会） 

66 号・pp.8-9

（「雑報」内のペ

ージ数） 

1918 不詳・「京大主催全國

高等學校及専門學校劍

道大會出陣の記」 

試合結果，試合内

容 

68 号・pp.3-6

（「雑報」内のペ

ージ数） 

 不詳・「劍道部報」 試合結果 69 号・pp.5-6

（「雑報」内のペ

ージ数） 
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1920 SK 生・「劍道部報」 試合結果，試合内

容 

74 号・pp.11-15

（「部報」内のペ

ージ数） 

 

（2）柔道部 

年号 著者・タイトル 主な内容 号・ページ 

1899 不詳・「柔道寒稽古」 寒稽古実施報告 1 号・p.79 

1901 不詳・「撃劍柔道部記

事」 

道場の修復，寒稽

古実施のお知らせ 

9 号・pp.73-76 

 不詳・「柔道部記事」 寒稽古実施報告，

試合結果，試合内

容 

10 号・pp.67-70 

 不詳・「對第四高等學

校金澤醤學専門學校聯

合有志者柔道紅白試

合」 

試合結果，試合内

容 

12 号・pp.73-76 

 不詳・「撃劍柔道部の

分離」 

撃劍部と柔道部の

独立 

13 号・pp.74-75 

1902 怒□［字の消失］生・

「武徳裡の決戦」 

試合結果，試合内

容 

17 号・pp.94-101 

1903 不詳・「柔道部寒稽古

及び講道館京都分場勝

負」 

試合結果，試合内

容 

22 号・pp.113-

115 

1907 金夢，緑波・「柔道紅

白勝負」 

四高との対抗戦の

試合結果，試合内

容 

37 号・pp.97-105 

 不詳・「三高對六高柔

道仕合記事」 

六高との対抗戦，

試合結果，試合内

容 

37 号・pp.111-

113 

1908 不詳・「柔道大會記

事」 

試合結果 40 号・pp.99-100 

1909 ハナ・「柔道部報」 試合結果，試合内 42 号・pp.78-81 
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容，寒稽古実施報

告 

 不詳・「柔道部報」 六高との対抗戦，

試合結果，試合内

容 

43 号・pp.105-

109 

1910 不詳・「柔道部報」 試合結果，試合内

容 

46 号・pp.97-99 

1910 嶽水會理事・「柔道部

報告」 

四高の三高侮辱問

題 

46 号・pp.6-7 

 頓首・「柔道部報」 四高の三高侮辱問

題の経過報告 

47 号・pp.139-

142 

1911 山巌・「柔道部々報」 試合結果，試合内

容 

49 号・pp.70-71 

1912 不詳・「柔道部報」 対抗試合（五，六

高）の試合結果，

寒稽古実施報告 

52 号・pp.77-80 

1913 不詳・「柔道部々報」 寒稽古実施報告 55 号・pp.94-96 

1914 不詳・「柔道部々報」 試合結果，試合内

容 

57 号・pp.98-104 

1917 不詳・「柔道部々報」 試合結果 67 号・p.2（「雑

報」内のページ

数） 

1919 不詳・「柔道部報」 試合結果 72 号・pp.7-8

（「部報」内のペ

ージ数） 

1920 K・T 生・「柔道部部

報」 

部の現状，試合結

果 

75 号・pp.26-27

（「部報」内のペ

ージ数） 

 T・O・「柔道部々報」 部の現状，試合結

果 

76 号・pp.2-3

（「雑報」内のペ

ージ数） 

1921 盛・「柔道部部報」 部の現状，試合結 77 号・pp.1-3
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果 （「雑報」内のペ

ージ数） 

1922 不詳・「柔道部々報」 合宿実施報告，試

合結果 

80 号・pp.72-76 

1923 廣川・「柔道部」 試合結果，試合内

容 

83 号・pp.76-82 

 鎌田・「柔道部報」 試合結果，試合内

容 

85 号・pp.93-97 

1929 鈴木良一・「柔道部々

報」 

試合結果 101 号・pp.13-17

（「部報」内のペ

ージ数） 

1930 鈴良一・「柔道部々

報」 

試合結果 104 号・pp.3-5

（「部報」内のペ

ージ数） 

1931 不詳・「柔道部々報」 試合結果 106 号・pp.8-13

（「部報」内のペ

ージ数） 

1932 不詳・「柔道部々報」 試合結果 109 号・pp.11-15

（「部報」内のペ

ージ数） 
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（3）弓術部 

年号 著者・タイトル 主な内容 号・ページ 

1905 再興委員 下斗米秀

二郎・「弓術部報」 

射始式について 31 号・pp.101-

103 

1911 不詳・「弓術部々

報」 

部の現状，試合結果 48 号・pp.107-

109 

1913 不詳・「弓術部部

報」 

部の現状 54 号・pp.112-

113 

 不詳・「弓術部々

報」 

試合結果，試合内容 55 号・pp.84-87 

 不詳・「弓術部歡迎

大會」 

部の現状，試合結果 56 号・pp.14-15

（「部報」中のペ

ージ数） 

1914 弓術部・「弓術部

報」 

部の現状，試合結果 59 号・pp.12-13 

1915 不詳・「弓術部報

報」 

部の現状，試合結果 61 号・pp.5-6

（「部報」中のペ

ージ数） 

1917 不詳・「弓術部々

報」 

部の現状，試合及び

寒稽古実施報告 

65 号・pp.6-7

（「雑報」内のペ

ージ数） 

 不詳・「弓術部報」 試合結果 67 号・pp.2-3

（「雑報」内のペ

ージ数） 

1918 不詳・「弓術部報」 試合結果 70 号・pp.15-16

（「部報」内のペ

ージ数） 

1919 不詳・「弓術部報」 試合結果 72 号・pp.12-14

（「部報」内のペ

ージ数） 

1920 不詳・「弓術部報」 試合結果 74 号・p.15

（「部報」内のペ
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ージ数） 

 不詳・「弓術部部

報」 

試合結果 75 号・pp.23-24

（「部報」内のペ

ージ数） 

1921 S・S・「弓術部部

報」 

部の現状，試合結果 77 号・pp.5-6

（「部報」内のペ

ージ数） 

 松村・「弓術部報」 部の現状 78 号・p.3（「部

報」内のページ

数） 

1926 澤村・「弓道部」 部の現状，試合結

果，試合内容 

95 号・pp.28-32

（「部報」内のペ

ージ数） 

1928 不詳・「弓道部々

報」 

試合結果 98 号・pp.36-38

（「部報」内のペ

ージ数） 

1930 不詳・「弓道部々

報」 

試合実施報告 104 号・pp.5-6

（「部報」内のペ

ージ数） 

 

 

第二 戦前における競技剣道の展開：有効打突を中心に 

 

1．『明治武道史』における有効打突に関する言葉 

 

名前と著作・

成立年 

姿勢 ページ数 

撃剣指南・根

岸信五郎・

1884 

「刺撃之法」 

中段若クハ下段ノ姿勢ニアツテ、右足ノミ

七寸乃至八寸許ヲ進メ、全體ヲ稍前ニ傾

ケ、左手ヲ以テ竹刀ヲ握リ、五指ヲ上ニ向

ケ敵ノ左方ヲ突キ、其距離敵ニ及バズト思

p.17 
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量スルトキハ、姿勢ヲ乱サズ送リ足ヲナシ

テ敵ニ突入ル。 

 中段或ハ下段之姿勢ニアリテ、敵手ノ構ニ

隙アル部分ヲ見認ムルトキ、竹刀ヲ引直ス

ト同時進ンデ兩手ヲ表裏ニ突キ込ム。之ヲ

諸手刺ト云フ。 

同上 

體育演武必

携・隈元実

道・1896 

肩へ剣の姿勢に復す［八相の構え］。 p.324 

撃剣體操法・

橋本新太郎・

1896 

構ヒノ姿勢ヲ崩スベカラズ p.348 

 基本演習ノ全部ヲ習得セシ後モ、姿勢・技

癖等ヲ矯正シ、妙用ヲ會得セン 

p.348 

 構ヒノ姿勢ヲ執ルニハ、必ズ間合（撃突距

離外即チ彼我ノ刀尖接セザル程ノ距離）ノ

外ニ於テスベシ。然ラザレバ、敵手ノ奇襲

ヲ受クル恐アリ。 

p.358 

 ［休めの姿勢］ 

生徒ハ姿勢ニ留意スルコトナク、先ヅ左足

ヲ足尖ノ方向出シ、其場ニ立チテ休息ス。 

p.349 

 肩刀ノ姿勢［竹刀を右手で持ち、右肩に立

てかけた姿勢］（2 回） 

p.351 

 精眼ノ姿勢（19 回） p.352, 

p.353, 

p.354 

 面ヘ延び込マントスル姿勢 p.357 

武術體操法・

小沢卯之助・

1897 

氣ヲ附ケノ姿勢（13 回） p.369，

p.371，

p.375，

p.377，

p.379，
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p..380，

p.381，

p.408，

p.417 

 不動ノ姿勢（7 回） p.371，

p.374，

p.409，

p.421 

 面撃ニ同ジキ姿勢ヲ保ツ p.382 

望月馬太郎・

講武・1904 

他人に犯す事の出來ざる嚴正と云ふは、即

姿勢の正しき也。構込の堅固なる也。され

ば構込と云ふは、演武の姿勢であり、故に

姿勢の嚴正なるは、一見他人をしても敬信

愛慕の念を起さしむ。抑も姿勢を以て、構

込と解する時は、單り武術に而己に留まら

ず、茶道・生花、及び武官・文官・學校等

皆一定の道あり。姿勢禮式之れである。若

し其道に在る者にして、獨り規則に背き、

勝手気儘の學動を爲す時は、一見他人の擯

斥を受るのみに止まらず、規律として又許

さゞる處也。 

p.497 

 外は外形の雛形に基き、眞正の姿勢を保

ち、内に秀達の智能を活動し、無念無想心

決定するを肝要とす。 

p.497 

 形の上に於ける構込は、前述の通りで足り

ますが、嚴正威縮とか、端正洪徳とか、神

霊顯妙とかいう云ふ點に至りますと、心の

姿勢上より、外形の雛形を形作るの法が有

舛。 

p.497 

柳多元次郎・

剣道教範・

1911 

姿勢の注意すべきものを學ぐれば、（イ）

身體は直立不動にして、前後左右に傾か

ず、姿勢の氣位あること。（ロ）顔面は仰

p.687 
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がず、俯かず、傾かず、歪まず、額に皺よ

せず、敵に對して虚心平氣なる事。（ハ）

眼球は動かさず、獨りに瞬せず、郎に敵を

見る事。（ニ）頸椎は直ぐに、两肩を輕く

下げ、脊柱を直ぐに、臂を出さず、腰を屈

めず。 

 沈着にして、機敏なる動作、嚴粛にして端

正なる禮法、自然の姿勢を保つ構備防備、

正確なる執刀法、突撃法等を習得して、眞

正に勝つべき、道理を會得せむしむるもの

とす。 

p.687 

 不動の姿勢 p.689 

 構備、防備にありては、心、氣、力の三つ

が、手、足、體等の各部に凝滞なく、心身

此に一致して、自然の形容を保つべき、正

しき姿勢なるを要す。 

p.690 

 ［審判心得］ 

精神修養に重きを置き技術上の勝敗は成べ

く決せざるを可とす。何となれば、初心の

中は只に僥倖の勝のみに汲々として、正確

なる刀法、端正なる姿勢は、之が爲めに崩

れ、心術鍛錬の方法を忽にし、眞正に勝つ

べき道理を誤るものあるが故なり。 

p.697 

 

名前と著作・成

立年 

気勢 ペー

ジ数 

剣法秘訣・廣瀬

眞平・1884 

對手英進（ウチスヽミ）ノ気勢（イキオ

ヒ）ニ鋭キトキハ、我単々我ガ身ノ防衛ヲ

事トシ、強テ敵ヲ撃チ突カント欲スベカラ

ズ。然ルトキハ、對手自然ニ斯ノ気勢ヲ失

ヒ惰気ヲ生ズルモノユエ、此時ニ乗ジテ鋭

ク撃入リ、以テ勝ヲ制スベシ。 

p.57 
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 對手ニ気勢（イキオヒ）ヲ張ラシムルハ、

假令我ガ業優レルモ意外ノ失敗ヲ取リ、又

對手ノ気勢ヲ挫クトキハ、我術劣レルモ十

分ノ勝利ヲ占め得ルコトアリ。 

p.57 

 恐ラクハ最初未熟者ヲ出シテ失敗ヲ取リ、

大ニ敵ノ勇氣ヲ増シテ藩士ノ気勢ヲ損ゼジ

ニ因リシコトト考察シ、他流試合ニ氣合ノ

関係アルコト 

p.57 

 他流試合ノ際ハ敵ヲシテ我技量ヲ測リ知ラ

シメズ、又少シク畏怖ノ心ヲ起サシメ、以

テ其気勢ヲ挫ク様、自ラ應對學動等ニ注意

ヲ盡サンコトヲ要ス。 

p.58 

武道教範・隈元

実道・1895 

道具を着用するに至ては、一に気勢を助

け、二に偶然無為の所為にあらざるを證

し、三に一勝一敗を分ち、亂撃を防制する

が爲めなりとす。 

p.245 

撃剣體操法・橋

本新太郎・1896 

試合ニ在テハ、一囘ノ撃突功ヲ奏セザル

モ、其気勢ヲ變ゼズ 

p.348 

 

2．『武徳誌』における刃筋 

 

〇『武徳誌』（刃筋） 

文脈 著者・タイトル 発行年・巻数・ページ

数 

刀剣の刄筋をも調ぶる

の必要ありて是は是非

形に依らざる可らず 

内藤高治・「剣道初

歩（第二回）」［講

話］ 

1907・三巻二篇七号・

p.62 

常の稽古にも能く此の

刄筋を正すを大切なり

とす 

同上 同上 

初學の時に此の刄筋の

事を心得て習學すべし 

同上 同上 
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刄筋を正して修學する

を以て初學の時尤も大

切なる心得とす 

内藤高治・「剣道初

歩（第三回）」［講

話］ 

1907・三巻二篇八号・

p.48 

初學の時に於て姿勢を

矯めず刄筋を正さず、

唯勝たんことをのみ専

一とするに於ては無理

に體を使うが故に刄筋

も正確ならず不具の技

を演ずるのみならず、

苟も武士道の精髄たる

劍術を學ぶものに最も

貴ぶべき心事の 鄙陋
ひ ろ う

を

来す恐れあり 

同上 同上 

所謂太刀の持様、刄筋

の心得、構へ備への事

共其他講武に關する總

ての事を能く守りて稽

古する 

同上 同上 

刀の刄筋、手の内握方

の強弱、間合等の加減

の如きは初學の時に能

く習ひ置くべし 

同上 同上 
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