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Abstract

Around the turn from the nineteenth to the twentieth century, life philosophers such as Henri Louis Bergson

(tgSg-tg+t) and Ludwig Klages (tgZZ-tgS0) popularized a new concept: body as expression of soul. Rhythm as

interior principle of life lay at the core of this concept, and it was believed to integrate body and soul. Tarnagawa

School, one of the leading progressive schools inJapan, has practiced a type of physical education derived from this

concept since its foundation in 1929. Kuniyoshi Obara (1887-1977), who founded Tamagawa School, aimed to

educate the whole person and favored kinds of gymnastics and dance that promised to integrate body and soul.

Niels Bukh (tggO-tgSO), a representative of Danish Gymnastics, Sosaku Kobayashi (1893-1963) and Baku Ishii

(1886-1962), Japanese adherents of Emile Jaques-Dalcroze's (1865-1927) Eurythmics, were thus invited to

Tamagawa School. Paradoxically, Kobayashi and Ishii adored both Jaques-Dalcroze and Rudolf Bode

(tggt-tgSg), a fierce opponent ofJaques-Dalroze's. The present article aims to explain how the discord between

Jaques-Dalcroze's and Bode's teachings were being adapted to theJapanese school.

1.は じめに

-19世 紀から 20世 紀へ、そ して 20世 紀から 21世 紀へ :応、たつの世紀転換期の身体論一

17世紀前半にルネ・デカル ト (Rcnё Dcscartes,1596_1650)がJい身二元論を定立して以降、それぞれ

の時代思潮の影響を受けて変容を重ねてきた身体論は、20世紀前半には心身二元論に転換をせまる現

象学的視点が提起されたことによって、さらに20世紀後半には身体の地平線を社会へと拡張するポス

ト構造主義的視点が提起されたことによって、新しい展開をみせてきている1。
哲学的領域における身

体論の興隆に比して20年ばかり遅れをとるものの、教育学的領域においても1980年代から身体の意味

の見直しが活発に行われることになる。近代以降の身体教育の沿革は、精神―身体の二元論にたち体育

の目標を基礎体力の形成におく 「身体の教育」から精神―身体をひとつの統一とみなし体育の目標を身

体活動により獲得される発達におく 「身体による教育」へと移行してきたと概括されるが、身体論の主

1モ ーリス ・メルロ=ポ ンティ (Mauricc Merleau―Ponty,19081̈961)ら現象学の立場か らは精神一身体 という二

元論をつな ぐ構図が、 ルイ ・アルチュセール (Louis Althusser,1918‐1990)や ミシェル ・フーコー (Michel

Foucault,1926-1984)らポスト構造主義の立場からは身体の規律訓練と社会秩序の関係を解き明かす構図が、 さら

にジル ・ドゥルーズ (Gilles Deleuze,1925…1995)や フェリックス ・ガタリ (Fёlix Guattari,1930…1992)か らは逆

に身体という運動体による社会変容の構図が提起されている。
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