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For the Coach

勝利をめざす前に
大切なことがある。

指
導
者 

編
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指導者へ

指導者には選手を育て、教え、そして
守るべき役割があります。
選手にはフェアプレーの精神を指導し、
大好きな卓球を大いに楽しんでもらう
よう工夫しましょう。

勝利をめざす前に、
大切なものがあります。
大切な人がいます。
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For the Coach
子どもたちは楽しそうに卓球をしていますか。
子どもたちとはうまくコミュニケーションが取れていますか。
子どもたちが練習で恐がったり、
試合で緊張しすぎるような言葉がけをしていませんか。
子どもたちはスポーツマンとして、
正々堂々とした試合態度をとっていますか。
子どもたちは相手や審判員を尊敬し、
フェアプレーを守っていますか。
選手である前に、社会のルールを守り、
モラル（道徳）を欠いた行動をとっていませんか。

試合での勝利は、フェアプレーを守り、相手を尊敬し、
選手がベストパフォーマンスを出した賜

たまもの

物です。
子どもたちは次の時代の宝物です。
卓球がもっともっと好きになるように大切に育ててください。

子
ど
も
た
ち
を
教
え
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。
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指導者へ

　子どもたちは卓球選手である前にスポーツ選手であり、ス
ポーツ選手である前にひとりの人間です──であるならば、
モラル（道徳）を重んじる人でなければなりません。
　たとえば、試合会場でこういう光景を見ることがあります。
　競技フロア、応援席などに捨てられたペットボトルや弁当
箱などのゴミ、またおびただしいほどの忘れ物など。これら
は、スポーツ選手としての行動以前の問題であり、公衆道徳
の面からみても残念なことであります。
　競技場での行動、また競技場や練習場から離れた時の子ど
もたちの行動規範は保護者、また指導者の教育によるもので
もあります。試合で勝つことの前に、人として、スポーツ選
手としての行動を最初に教えていきましょう。

　また、卓球台の準備や掃除、後片付けなども「練習の一部」
であることを教えてあげましょう。整った練習環境を準備す
ることは基本中の基本です。
　社会のルールがあるように、卓球にも競技としてのルール
があります。そして、そのルールを守って正々堂々と戦うこ
とがスポーツの原点です。ルールを守らなければ、試合はメ
チャクチャになってしまいます。わざと相手を不快にさせる
バッドマナーを行い、相手をいらつかせたり、挑発したりす
るような選手には、指導者として必ず注意しなければなりま
せん。

モ
ラ
ル
を
持
ち
、

　
　ル
ー
ル
を
守
る
選
手
を
育
て
る

全日本選手権ホープ
ス・カブ・バンビでの、
忘れ物置き場の様子。
このように毎年かなり
の忘れ物が出る
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For the Coach

　「子どもは親の背中を見て育つ」とよく言われます。卓球でも同
じです。選手たちは指導者であるあなたの行動を見て、真似をする
のです。
　指導者であるあなた自身が、もしモラルの低い、ルールを守らな
い人であれば、選手たちもきっと真似をすることでしょう。
　たとえば、こういう指導者はいないでしょうか？

　飲酒した後で子どもたちを指導する人。
　いつも選手にネガティブ（否定的、消極的）なことを言い続け、
子どもを信用していない人。
　ベンチで居眠りをしている人。隣の台、他の試合を見ている人。
　ただ怒り続け、失敗やミスだけを注意する人。
　失点するたびに、嫌な顔をしたり、怒ったり、がっかりしたり、
無視したりする人。あげくの果てにその場を立ち去る人。
　負けた理由を選手のせいにばかりする人。
　選手が試合で負けると、握手もせずにさっといなくなる人。

　こういう指導者を選手は尊敬するでしょうか。
　指導者は選手にルールを教え、選手のモチベーションとやる気を
引き出し、卓球を好きにさせることが重要な仕事です。上にあげた
ような行動は指導者が自

じ か い

戒すべきこととして重く受け止めましょう。

ルールを守ることの大切さ──
子どもはあなたを見ていますcolumn
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指導者へ

　卓球はスポーツです。競技者として大切にするべきことは、
スポーツマンシップとフェアプレーです。
　スポーツマンシップとは、競技（試合）のルールを守り、
スポーツとしての品性とマナーを身につけたスポーツマンに
ふさわしい態度です。競技者として、勝利を求めることは当
然ですが、それは「勝つためには何をしても良い」というこ
とではありません。競技を離れた時に、相手と良好な交友関
係を持つことを、指導者として、はじめに子どもたちに教え
ることが重要です。スポーツ自体を楽しみ、正々堂々とプ
レーできる選手になれるよう、指導者が導いていくようにし
ましょう。

　指導者へのあいさつ、選手同士のあいさつはスポーツ選手とし
ての当然の行動です。
　「おはよう」「こんにちは」「ごめんね」「ありがとう」。
　指導者の子どもたちへのあいさつに対しては、子どもたちも自
然にあいさつを返すようになります。強制させる形ではなく、自
然なあいさつができるようにすることが大切です。もちろん、こ
れは練習場だけではなく、日常生活の中でも身につけさせるべき
ことです。
　試合中でのマナーとは、ルールを守り、相手や審判員を尊重し、

相手を不快にさせない
ことです。そして、相
手との試合前と試合後
の握手、審判員との握
手などの行動も子ども
たちには習慣化させま
しょう。

ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
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ッ
プ
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For the Coach

試合前後の“過剰な”お辞儀

選手としての態度。ラッキーな得点を
大きなしぐさで喜ばない

　試合の最初や最後で、四方八方にお辞
じ ぎ

儀をする選手をよく見かけ
ます。本人は礼儀のひとつとしてやっているのでしょうが、誰もい
ない方向にもお辞儀をすることも多々あり、あいさつというよりも、
ただの動作になっているように見えてしまいます。
　荻村伊智朗氏（故人・元国際卓球連盟会長）は生前、「試合コート
に入ったらあいさつは 1回、試合後に相手と握手するだけで良い」、
つまり、試合進行を遅らせるようなあいさつはしなくて良いと言っ
ていました。儀礼的にベンチや観客席へお辞儀を行うよりも、心の
こもった握手のほうがスポーツマンらしい態度といえるでしょう。
これからは、ベンチや観客席へのあいさつは、コートに向かう前に
すみやかに済ませ、試合前は相手と審判員に握手するようにしま
しょう。試合後は、まず相手と握手。次に審判員と握手をしましょう。

　相手のサービスミスや自分のネットイン、エッジボールなどで得
点をした時に派手なガッツポーズをとったり、ベンチが喜んで拍手
をする。これは当然ながら良い態度とは言えません。スポーツマン
としての姿勢を疑われる行為です。
　ネットインやエッジボールが入って得点した時には、選手は軽く
フリーハンドを挙げ、「すみません」というしぐさをするようにしま
しょう。ただし、ラリー中に「すみません」と言う必要はありません。
　スポーツマンとしての品性とマナーを持つ選手を育てることは、
卓球というスポーツの価値を高めることにもつながります。
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指導者へ

　「卓球を楽しくプレーしたい」という気持ちが、選手として
のフェアプレーの原点です。ルールを正しく理解し、ルールを
守り、相手と審判員に敬意を払い、正々堂々とした態度でプレー
することがフェアプレーです。
　指導者としては、自らルールを守り、常に選手を第一に考え
（プレーヤーズ・ファースト）、相手選手、相手チームに敬意を
払うことが、子どもたちの手本となります。また、子どもたち
にはどのような相手に対しても全力プレーを求めましょう。
　そして、相手と試合前・試合後にしっかり握手することを教
えていきましょう。これはスポーツマンシップ、フェアプレー
の原点です。
　指導者がルールを守らない場面を見ることがあります。たと
えば、ミスジャッジに対する抗議。個人戦では判定への抗議権
（※事実判定には抗議できない）は選手本人だけにあるのにも
かかわらず、ベンチコーチや観客席のコーチが審判員に抗議す
るという光景はよく見られます。
　また、指導者の態度が子どもたちの心を傷つけるような場面
もまれにあります。ゲーム中やベンチに帰ってきた選手を大声
で怒ったり、もしくは試合で一生懸命プレーして負けた選手に
対して、握手もせずにベンチからいなくなる指導者などです。
　どんな時もルールを守れる指導者、選手と正しい信頼関係を
築ける指導者でなければ、子どもたちにフェアプレーを教える
ことはできません。
　選手が一生懸命やったのであれば、良かった点をほめてあげ
ることや、その敗因を選手と一緒に話し合うことも必要です。
敗因の責任をすべて選手に押しつけることは指導者としてなす
べき態度とはいえません。「選手が第一」とする態度を指導者
が持ち続けることが大切です。まして、手を挙げるなど暴力を
ふるう指導者は子どもを指導する資格はありません。直ちに指
導の現場から立ち去るべきでしょう。

フ
ェ
ア
プ
レ
ー
と
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何
だ
ろ
う
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For the Coach

　審判員も人間です、間違うこともあるでしょう。
　よく見られるケースをあげます。
　相手選手が打ったボール。選手同士はエッジボールとして「イン
（セーフ）」だと思っていたが、審判員のジャッジは「アウト」。こ
の時、判定に従うべきなのか。明らかに選手が「イン」だと思えば、
「今のは入りました。相手の得点です」と自分から申告するのがフェ
アプレーです。
　入っていたはずであるのに、審判員が「アウト」とコールした。
相手選手は「今のボールは入りましたよね」と選手に向かってアピー
ル。 心の中で「イン」だと思っているのに、「いや、審判員がアウ
トと言ってますから……」と言うことは、選手自身が自分自身に対
して嘘をついていることになります。
　そういうわだかまりを持った
まま、 心が乱れた状態で試合を続
行して、負けてしまうケースも
たまに見受けられます。
　勝敗にかかわる接戦の大事な
場面で公正な態度を示すことは、
勇気と決断が必要ですが、この態
度こそが真のフェアプレーと言
えるでしょう。卓球というスポー
ツには、こういったフェアな態
度をとることが伝統として引き
継がれています。

長く世界のトップで活躍するサムソノフ（ベ
ラルーシ）。真摯な試合態度で知られ、フェ
アプレーを大切にする選手のひとり

明らかに自分の失点だが、
ジャッジが間違っていたら……
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指導者へ

　スポーツは勝敗によって互いの技術を競うものであって、
相手選手は「敵」ではありません。同じ卓球をやる「仲間」
であるという意識を、子どもたちに植えつけていきましょう。
　自分が教えている子どもたちも、試合で競う子どもたちも、
同じ卓球というスポーツをやる仲間であり、卓球界にとって
は大事な後継者でもあります。
　また、ゲームを司る審判員に対して、敬意を払うことも大
変大事なことです。
　指導者自らが、相手チームと相手選手と審判員をリスペク
トして、同時に子どもたちをリスペクトする態度が大切では
ないでしょうか。

試合前の選手待機所で対戦相手と仲良く接する子どもたち
（全日本選手権ホープス・カブ・バンビより）

リ
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For the Coach
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指導者へ

　卓球の大会には、これを主催し、陰で支えてくれる大勢の大
会サポーターの存在があります。選手だけが集まり、試合がで
きる、というものではありません。卓球台を用意したり、大会
プログラムを作ったり、参加を受け付けたりという大勢のサ
ポーターの尽力で大会運営は成り立っています。選手と指導者
は、そういった大会サポーターに対する感謝の気持ちも忘れて
はいけません。
　ある大会で、選手や指導者が早く帰りたいからといって、表
彰式に出ないで帰ったという話を聞いたことがあります。それ
は大会主催者や関係者の方々の立場からすると、とても残念に
感じる出来事です。
　大会を準備するために多くの関係者が、たくさんの時間を使
い、参加選手や入賞選手の喜びや笑顔を見たいと思って尽力し
ていたのに、悲しい気持ちになることでしょう。
　選手や指導者の方々は、大会に参加した時点で、そういった
サポーターとして働いていただいた方々への感謝の気持ちを忘
れないようにしましょう。

大
会
主
催
者
へ
の
敬
意
と
礼
儀
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For the Coach
　ゲーム中にベンチにいるコーチが 1本 1本声を出して指示し
たり、サインを送るケース。これは明らかなルール違反である
と同時に、選手が身につけていかなければならない創造性や判
断力を奪う行為でもあります。
　子どもたちが自分で考えて試合ができる選手に育てるために
は、一方的な指示を与えるのではなく、選手に考えさせる習慣
を普段の練習の時から培うことが大切です。これは試合だけで
なく練習でも同じです。自分で考えて、練習ができる、試合が
できる、行動ができるように教育することが指導者の役目です。

　指導者としての最大の武器は「言葉」です。
　指導者の言葉で、子どもたちは目を輝かせたり、モチベーション
（やる気）が高まったり、卓球が大好きになります。一方、何気な
いひと言が選手の心を傷つけたり、人格を否定するひと言が選手の
やる気を奪ってしまいます。ときに卓球をやることが苦痛になった
りするのです。

　指導者は選手のや
る気を引き出す「魔
法の言葉」をいくつ
もの引き出しに入れ
て準備しておき、必
要に応じて、選手に
言葉がけができるよ
うにしましょう。

自
立
し
た

選
手
を
育
て
る

指
導
者
の
言
葉
が
け
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指導者へ

　「プレーヤーズ・ファースト」（Players First）という言葉
があります。
　これは指導者自身ではなく、子どもたちを優先して考える
態度です。
　これからの卓球界を支えるのは、今、卓球を楽しんでいる
子どもたちです。彼らは卓球界の財産です。
　子どもたちが卓球を大好きになるような指導と接し方、子
どもたちが自分で考え、自分で行動できるような指導をしま
しょう。
　ミスだけをとらえて叱

しか

るのではなく、得点した時、技術が
向上した時にいっぱいほめてあげましょう。今日の試合の結
果だけではなく、明日、子どもたちがどんなプレーをしてく
れるのかを期待し、楽しみになるような指導をしましょう。
　子どもたちは指導者の所有物ではなく、ひとつの人格を持
ち、大きな可能性を秘めた大切な財産なのです。「プレーヤー
ズ・ファースト」を指導の基本として、子どもたちの可能性
を引き出すような指導を心がけましょう。

選
手
が
第
一
で
あ
る

「
プ
レ
ー
ヤ
ー
ズ・フ
ァ
ー
ス
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For the Coach

子ども　　ドロシー・ロー・ノルト

批判ばかりされた　子どもは　非難することを　おぼえる

殴られて大きくなった　子どもは　力にたよることを　おぼえる

笑いものにされた　子どもは　ものを言わずにいることを　おぼえる

皮肉にさらされたこどもは　鈍い良心の　もちぬしとなる

しかし、激励をうけた　子どもは　自信を　おぼえる

寛容にであった　子どもは　忍耐をおぼえる

賞賛をうけた　子どもは　評価することを　おぼえる

フェアプレーを経験した　子どもは　公正を　おぼえる

友情を知る　子どもは　親切を　おぼえる

安心を経験した　子どもは　信頼を　おぼえる

可愛がられ　だきしめられた　子どもは　

世界中の愛情を　感じとることを　おぼえる

「あなた自身の社会」（川上邦夫 訳）より



For the Player

　「真の勝利」とは、ルールを守り、審判員と相手選手に敬
意を払って正々堂々と戦い、つかみ取るものです。
　「真の勝者」とはフェアプレーに徹

てっ

し、審判員や相手選手
からも敬意を払われる選手です。ルール違反やアンフェア
なプレーで勝利しても、それは「真の勝利」とは言えません。
審判員や相手選手を不快にさせて勝利しても、その人を誰が
「真の勝者」とリスペクトしてくれるでしょうか。
　卓球選手として、最

さいぜん

善を尽くし、「真の勝者」となることを
めざしましょう。

P-17
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選手へ

　「グッド・ルーザー」（Good Loser）という言葉があります。
「良き敗者」です。
　ルールに従い、フェアプレーで戦い、勝つために最

さいだいげん

大限の
努
どりょく

力を積
つ

み、良いゲームをしましょう。ルール違反となる行
動を取

と

ってはいけません。
　良いゲームをするためには勝

しょうはい

敗にこだわりすぎないことで
す。そして、負けた時の態度も大事です。ふてくされた態度
を取らず、負けた結

け っ か

果を素
す な お

直に受け止
と

め、次に何をすべきか
を考えましょう。
　それが「良き敗者」の姿

すがた

といえるでしょう。
　選手が敗

はい

北
ぼく

に直
ちょくめん

面した時、いかに振
ふ

る舞
ま

えるか？　応援し
てくれた人や支

ささ

えてくれた人は、そこも見ているものです。
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For the Player

　卓球はひとりではできない競技です。それゆえ、仲間を大
切にすることが大事です。チームのため、卓球仲間のため、
そして自分を応援してくれるサポーターのための行動をとり
ましょう。お互いが助

たす

け合い、尊敬し合い、協
きょう

力
りょく

しながら卓
球を楽しみましょう。

フ
ォ
ア・ザ・チ
ー
ム
、

　
　フ
ォ
ア・ザ・サ
ポ
ー
タ
ー
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選手へ

リ
ス
ペ
ク
ト
す
る
人
た
ち

　「リスペクト」（respect）は「尊敬する」という意味です。
　選手は、試合で「相手」と「審判員」をリスペクトします。コー
トに入ったら試合前に相手選手と握手をして、審判員とも握手
をします。そして、ゲーム終了後に同

おな

じように相手選手と審判
員と握手します。これらは「リスペクト」の気持ちを表

あらわ

す行動
として習

しゅうかん

慣にしましょう。
　普

ふ だ ん

段の練習では「コーチ」をリスペクトしましょう。コーチ
の言葉に謙

けん

虚
きょ

に耳
みみ

を傾
かたむ

けることが、選手の強
つよ

くなる条
じょうけん

件のひと
つです。
　そして、あなたの周

まわ

りにはサポーターがいませんか。チー
ムの応援団

だん

、マネージャーのような裏
うら

方
かた

の人たち、ラケットを
買
か

ってくれたり、送
そう

迎
げい

をしてくれる保護者の方
かた

々
がた

……これらの
方があなたのサポーターです。このサポーターの方々への「リ
スペクト」も決して忘れてはいけません。
　最

さ い ご

後に、「卓球仲
な か ま

間」へのリスペクト。チームメイト、そし
て相手チームの選手たちもあなたの「卓球仲間」です。仲間が
いるからあなたが卓球をすることができるのです。卓球はひと
りでは決してできないスポーツです。仲間へのリスペクトを忘
れないことは、あなたにとってかけがえのない大切なことです。
　「今

き ょ う

日はありがとう」「また卓球をやろうね」「次は負けないぞ」
とお互

たが

いが声を掛
か

け合えるような関係になるためには、そうい
う仲間への思いやりや尊敬の気持ちが大切です。

P-14



For the Player

P-13

　1977年
ねん

世
せ か い

界選
せんしゅけん

手権バーミンガム大会、
男
だ ん し

子シングルスの 7回
かい

戦
せん

（ベスト 8決
けっ

定
てい

戦）でスウェーデンのステラン・ベ
ンクソン（71年世界チャンピオン）選
手とドイツのミルフリード・リーク選
手が対戦しました。
　ゲームオールの 20対19、ベンクソ
ン選手のマッチポイントでした。ラ

リーでベンクソン選手が打ったストレートへのバックハンドが、
コートをかすめましたが、セーフともアウトとも言える判断が難し
いものでした。ベンクソン選手も「ん？入ったよね……」というジェ
スチャーを示

しめ

していましたが、リーク選手はそのボールを拾
ひろ

いに
行ってコートに戻ってくるなり、何

なに

事
ごと

もなかったかのように、ベン
クソン選手に握手を求

もと

め、ゲームが終
しゅう

了
りょう

しました。
　世界選手権という大

おお

舞
ぶ た い

台で、ゲームを決
けっ

する大
だ い じ

事な場面で、リー
ク選手は正々堂々たる態度を見
せました。セーフともアウトと
も言える、誰もが躊

ちゅうちょ

躇したくな
る場面で、彼

かれ

はフェアプレーを
貫
つらぬ

いたのです。
　リーク選手はこの大会で「フェ
アプレー賞

しょう

」を受
じゅしょう

賞しました。

世界選手権でのフェアプレー賞
「エッジ？」「ミス？」
リーク選手の正々堂々たる態度

column

リーク選手は世界選手権という大舞台でフェ
アプレーを貫いた

男子シングルス7回戦でベンクソン選
手（手前）と対戦するリーク選手
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　フェアプレーというのは「公正にプレーする」ことです。
　たとえば、こういうケースがあります。相手の打

う

ったボールが自分
のコートのエッジをかすめた。審判員は見

み

落
お

として「アウト」と判
はん

断
だん

し、
自分の得点にした。ところが相手選手は「セーフ」だとアピール。
　あなたなら、どうしますか？
　自分はエッジボールだとわかっていても、判定がアウトだから、「ラッ
キー」だと思いますか？　相手選手がアピールしているのに「判定がア
ウトなので、自分の得点です」と主

しゅちょう

張しますか？
　相手のボールが入

はい

っていて、自分の得点ではないのに、ごまかして自
分の得点にしたままプレーを続

つづ

けると、嫌
いや

な気持ちを持ったままで戦う
ことになります。かりに試合で勝ったとしてもその嫌な気持ちは残りま
す。
　自分をごまかして審判員の誤

あやま

った判断のまま得点を受け入
い

れることは、
ルール違反ではありませんが、「公正＝フェア」な態度ではないことに
なります。その時に、「今

いま

の相手のボールは入っています」と審判員に
自
みずか

らはっきり言
い

うことが真
しん

のフェアプレーと言えるでしょう。

自分の失点だとわかっていたら……

イラスト後送
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Ping
 Pon

g !スマイ
ル
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　試合中
ちゅう

にアドバイスしたり、サインを送
おく

るのは違反行為で、イエローカードの対象
となります。｢頑

が ん ば

張れ｣「ファイト」のよう
な励

はげ

ましの応
おう

援
えん

ならアドバイスとはみなさ
れませんが、具

ぐ た い て き

体的に「バックを狙
ねら

え」「フォ
ア前だぞ」というようなアドバイスや、作

さく

戦
せん

を伝
つた

えるためのサインは違反行為です。
アドバイスやサインを送った人がイエロー
カード・退

たい

場
じょう

（ペナルティー）の対象です。

P-10

試合中のアドバイスやサインは違反行為！

敗者審判の役目を果たそう

観客席から相手選手
への暴言は違反行為！

　大
たいかい

会では、負けた選手が「敗
はい

者
しゃ

審判」として、次
つぎ

の試合の審判を務
つと

め
るのはよくあることです。負けた直

ちょくご

後に、次の審判員をするのは辛
つら

いこ
とですが、それが大会のルールならばしっかりと審判員の役

やく

割
わり

を果
は

たす
必
ひつ

要
よう

があります。

　観客席
せき

からアドバイスしたり、相手へ
のヤジは飛ばさないようにしましょう。
さわやかな応援は良いのですが、相手選
手へのヤジはマナー違反です。
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　判定に抗
こ う ぎ

議した人に対して、
ベンチからヤジを飛

と

ばす。こ
の行為はルール上

じょう

の処
しょ　ばつ

罰対象
にはなっていませんが、バッ
ドマナーであり、関

かんけいしゃ

係者とし
ては見

み

苦
ぐる

しく、目
め

をそむけた
くなる光

こう

景
けい

です。場合によっ
て（内容によって）警告の対
象になる可能性があります。

　卓球台
だい

やフェンスなどをけった
り、思

おも

い切
き

りボールを投
な

げつけた
りする行為は、バッドマナーとし
てイエローカードとなります。こ
のような違

い は ん

反が重
かさ

なるとレッド
カードで相手の得点となります。

P-9

自分のミスに怒って、
卓球台をドン !! は違反行為！

抗議中にベンチからヤジを飛ばすのは
バッドマナー
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　ゲーム間
かん

の休
きゅう

憩
けい

や、タイムアウトの 1分
ぷん

間
かん

を超
こ

えても、アドバイスが終
わらずに台

だい

につかない場合は、イエローカードの対
たい

象
しょう

となります。1分
となった時

じ て ん

点で審判員は ｢タイム」とか
「時

じ か ん

間です」とコールしますが、それは 1
分を過

す

ぎても出てこない時の警告です。
　ゲームをスムーズに進めるためにも、
1分間以

い な い

内でコートに戻りましょう。ま
た、ラリーとラリーの合

あ い ま

間にわざと相手
をじらすような行

こう

動
どう

もバッドマナーとい
えるでしょう。

　自分のモチベーションを高めようとす
る言

こ と ば

葉であったり、ガッツポーズはバッ
ドマナーとはなりません。しかし、大

おお

声
ごえ

で相手をののしったり、汚
きたな

い言葉を使
つか

っ
たり、観

かん

客
きゃく

に不
ふ

快
かい

感
かん

を与
あた

えた場
ば あ い

合、バッ
ドマナーとなり、イエローカード（警

けい

告
こく

・
2 回
かい

目
め

には失
しっ

点
てん

となる）が出
で

る可
か

能
のう

性
せい

が
あります。
　相手のボールがエッジボールやネット
インの時に、「きたねえ」などの暴

ぼう

言
げん

はつ
つしみましょう。

P-8

エッジ、ネットイン時の暴言は違反行為！

時間が過ぎているのに、
コートにわざと戻らないのは違反行為！
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握
手
は
ス
ポ
ー
ツ
の
礼
儀
の
基
本
で
す
！

対
戦
相
手
と

指
導
者
と

審
判
員
と



選手へ

　負けて悔しすぎて、あるいは勝ってうれしすぎて、試合後に相手選手
や審判員と握手しないのはスポーツマンシップに欠

か

ける行為です。また、
最
さい

近
きん

では、相手の顔
かお

も見
み

ずに、手のタッ
チだけという場

ば め ん

面も見
み

受
う

けられますが
これも好ましくありません。相手に敬
意を払いながらしっかりと握手をする
ことがスポーツの礼

れ い ぎ

儀の基
き ほ ん

本です。
　負けても、悔しい気持ちを抑

おさ

え、相手
を尊重し、「正

せい

々
せい

堂
どう

々
どう

と試合をしてくれ
てありがとう。今

こ ん ど

度は勝ちますよ」と
いう意味も込

こ

めて、相手としっかり握
手をすることが選手としての礼儀です。

P-6

相手のサービスミスやネットイン、
エッジボールへの、
ガッツポーズは
NG（ノーグッド）！

試合の後に握手を求め、
求められたら無視しない

　相手のサービスミスや、マイボールが
エッジやネットインで得

とくてん

点になった時
とき

の
ガッツポーズは、バッドマナーです。卓
球選手としては好

この

ましくない行
こ う い

為です。
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　スポーツマンシップにのっとり、 ルールを正
ただ

しく理
り か い

解し、
ルールを守

まも

り、相手と審判員に敬意を払い、公
こう

正
せい

な態度を持
つことがフェアプレーです。
　勝つためには何をしても良いのが卓球ではなく、選手とし
て自分自

じ し ん

身が、また相手選手が、そして試合を観
み

ている人
ひと

が、
戦い終わって清

すが

々
すが

しくなるような試合態度でプレーをしま
しょう。
　フェアプレーで試合をするからこそ、卓球をやる意

い

味
み

があ
り、卓球というスポーツの価

か

値
ち

を高
たか

められるのです。

フ
ェ
ア
プ
レ
ー
が
あ
る
か
ら
卓
球
が
あ
る

ネットインやエッジボールが入った時
には、軽くフリーハンドを挙げて、「す
みません」というしぐさをしよう
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　「スポーツマンシップ」とは、スポーツマンとしての品
ひん

性
せい

とマナーを身
み

につけている態度のことです。選手として、試
合では勝つために全

ぜん

力
りょく

を尽
つ

くすのは当
とう

然
ぜん

ですが、それは勝つ
ためには何

なに

をやっても良
よ

いということではありません。ス
ポーツマン同

どうし

士が競
きそ

い合
あ

い、高
たか

め合うから、スポーツをする
こと自

じたい

体を楽しむことができます。
　格
かく

下
した

の相手に対
たい

して手
て

を抜
ぬ

くようなプレーをしたり、試合
が終

お

わってから相手や審判員と握
あく

手
しゅ

をしないでベンチに戻
もど

る
……このような態度はスポーツマンの態度とはいえません。
どんなにうれしくても、悔しくても、相手と審判員に敬

けいい

意を
払
はら

うのがスポーツマンです。スポーツマンとしての態度を身
につけて、卓球を大

おお

いに楽しみましょう。

ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
シ
ッ
プ
を
知
っ
て
い
ま
す
か
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　「おはよう」「こんにちは」「ありがとう」。こちらから元

げ ん き

気
にあいさつをすれば、笑

え が お

顔のあいさつが返
かえ

ってきます。
　競

きょうぎじょう

技場、練
れんしゅうじょう

習場を使
し よ う

用した後
あと

はゴミは残
のこ

さず、忘れ物
もの

はし
ない。スポーツマンとして当

あ

たり前
まえ

のことを実
じっ

践
せん

しましょう。
　スポーツにはルールがあります。卓球にもルールがありま
す。ルールがあるからゲーム（試合）が展

てん

開
かい

できるのです。ゲー
ムは、ルールに従

したが

って相手選
せん

手
しゅ

と戦
たたか

い、審判員がルールに基
もと

づいて勝
か

ち負
ま

けを判
はん

定
てい

します。ルール・相手・判定を尊重し
ながら試合を進

すす

めていくことが、スポーツの原
げん

点
てん

です。

あ
い
さ
つ
と
ル
ー
ル
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　卓
たっ

球
きゅう

はルールを尊
そん

重
ちょう

し、相
あ い て

手を尊
そん

敬
けい

（リスペクト）するスポー
ツです。アンフェア（不

ふ せ い

正）な試
し あ い

合態
た い ど

度で勝
しょうり

利しても、あなた
は誰

だれ

からも勝
しょう

者
しゃ

として尊敬されません。
　また、指

し

導
どう

者
しゃ

や保
ほ ご し ゃ

護者、自
じ ぶ ん

分のまわりのサポーターへの感
かん

謝
しゃ

の気
き

持
も

ちを持つことが大
たい

切
せつ

です。対
たい

戦
せん

相手への尊敬と、自分の
試合をジャッジしてくれた審

しん

判
ぱん

員
いん

への尊敬と感謝の気持ちも忘
わす

れないでください。
　卓球から得

え

られることは勝利の喜
よろこ

びだけではありません。卓
球という素

す

晴
ば

らしいスポーツとの出
で

合
あ

いに感謝することで、あ
なたは無

む げ ん

限の楽
たの

しみを得ることができ、生
い

きていくうえで大切
な数

かず

多
おお

くのことを学
まな

ぶことができるはずです。

卓
球
が
好
き
な
選
手
た
ち
へ
。
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