
Japanese Society of Physical Education

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Society 　of 　Physical 　Educat 二ion

体育学研究 39 ： 189−202，1994

「ス ポー
ツ経営」概念の 経営学的考察

清　水　紀　宏
1）

Towards 　a　definition　of
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Ab8tract

　　　In　this　paper ，
　the　concept 　of

‘‘
sport 　administration

”
was 　de丘ned ．　Sport　administration 　is　a 　special

・

ized　field　of　sport 　sciences 　as　well 　as　a　part　of　the　field　of　business　administration 　classified　by　each 　in−

dustry．1n　previous　stlldies 　on 　sport 　administration ，　there　has　not 　been　a　common 　understanding 　of

the　concept 　of 　sport 　administration 　among 　researchers ，　Accordingly　the　nature 　and 　meanings 　of 　sport

administration 　as 　a　special 五eld　of　business　administration 　was 　examined 　in　this　paper　by　reviewing

the　Japanese　literature　on 　those　subjects ・

　　　Sport　administration 　is　a　type　of　cooperative 　system 　for　business　administration ．　Cooperative　sys ・

tems 　for　business　administration 　are 　distinguished　from 　other 　types　of　cooperative 　systems 　on 　ac
・

count 　of　their　involvement　in　the　supply 　of　goods　andi　services ．　Thus　cooperative 　systems 　in　general，

such 　as　a　cooperative 　system 　for　learning　and 　the　one 　for　compe 亡itive　sport ，　are　not　the　oblect 　of

research 　in　sport 　administration ．

　　　Sport　business　is　a 　key　concept 　to　de丘ne 　sport 　administration ．　Sport　administration 　
means

　
a

cooperative 　system 　for　managing 　sport 　business．　Business　is　de丘ned 　i皿 previous　studies 　as　works 　
to

，upPly ・nece ・s・ry・9 ・・d ・ and ・erVices ・and ・as・th・ p ・・ cess 　th・t　ch・ng ・・these　p・・ c皿 ・d　g・・ds　and ・erv ’

ices　into　some 　utilities　or 　vallles ．　The　objective 　of 　sport 　business　is　to　supply 　services 　involved　in　the

diverse　functions　of　sport 　provision　and 　to　enrich 　people
’
s　life　with 　sport 　involvement ．

　　　Sp。，t・dmi・i・t・ati・n　is　a　unit ・d　wh ・1・ ・f・・g・ni・ati・ n 　and 　m … g・m ・nt　f・r　sp ・曲 ・・iness・　and

aims 　at　making 　comrnon 　benefit　for　al1　members 　centributing 　to　sport 　business．

　　　K ・yw ・・d・・ Sp ・rt ・dmi 鹹 mti ・叫 B ・ ・i… 8 伽 i・i・t・・ti・叫 Sp ・曲 u ・in・… C ・ ・P ・ mti ・e

　　　　　　　　　　　system

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Japan　J．　Phys．　Edu ¢ ．39： 189−202，　September，
1994）

キーワ
ー

ド ：ス ポーツ経営 ，

　　　　　　　　協働体系

1 ．緒

事業経 営，ス ポーツ事業 ，

冨

　わ が国 で は ， 日本体育学会の 設 立 （1950）を

契機に ，体育管理 に 関す る組織的な 研究活動が 開

始 す る 注1）．1970 年 代 に 入 っ て ，宇 土 に よ り

「体育管理学」
39）と して研究成 果の 体 系化が 図 ら

れ るが ， その 後ま もな くその 研究 内容は体育経営

学 へ と継承 された ．さら に 現在で は ， ス ポ ーツ経

営学 と当該学問分野 の 改称を遂げ ， 諸大学 の 講義

科 目や社会体育指導者養成 カ リ キ ュ ラ ム に も 「ス

ポ ーツ 経営学」が 設定 され る に 至 っ て い る ．しか

し なが ら，名辞が先行 し ，
ス ポ

ー
ツ 経営な る用語

が．多用 され る現在で も，学問対 象と し て の ス ポ
ー

ツ 経営概念 に つ い ては ，未だ研究者間 で も共通理

解が得 られ るま で に は 至 っ て い な い
42・51）。 こ うし

た学問名称の 変更に は ，体育や ス ポ ーツ をめ ぐる

1）金沢大学教育学部

　　〒920−11 石 川 県金沢 市角間町

1．Kanazawa　University，　Faculty　Of　Edtetn’燃 κ伽   ，　Kanaca・
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N 工工
一Electronic 　 Library 　



Japanese Society of Physical Education

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Soclety 　of 　Physlcal 　Educat 二lon

190 清水

現実 の 経営事象 の 発展 に 対応 させ よ うとす る 意図

が 根底に ある ． ス ポ ーツ 経営の 名称が用 い られ る

よ うに な っ た 背景に は ， 第
一

に ，
ス ポ ーツ と人間

と の 関わ り方が 多様 とな り，現代に お け る ス ポ ー

ツ が，従来 の よ うに 教育の 範疇の み で考えられ る

の で は な く，よ り多面的な機能や便益を もつ 文化

と して 再認識 され た こ と，第二 に ，
ス ポ ー ツ を供

給す る事業を 営 む組織主体 と し て ，学校や 地域 な

どの 公共部門だけ で な く ，
ス ポ ーツ ク ラ ブ や ス ポ

ーツ イ ベ ソ トな どを運営す る民間 セ ク タ ーの 比重

が高ま っ た こ と等があげられ よ う．こ うした ス ポ

ー ツ の 多面的な機能を射程に 入れ，多様 な ス ポ ー

ツ 供給主 体の 経営事象を包括する研究分野 として

ス ポ ーツ 経 営学が構想 され る こ とに なる と見 られ

る ．

　 しか し，単に ス ポ ー
ツ 経営実践 の 担 い 手が 多様

に な っ た とい うこ とだ けで は ，なぜ に 体育管理学

　体育経営学で は な く ，
ス ポ ーツ 経営学 で なけれ

ば ならな い の か に つ い て十分 な説明が な された こ

とに は な らな い ．つ ま り ， 体育管理 か ら体 育経

営，そ して ス ポ
ー

ツ 経営へ と い う概念的転換の 必

然性が吟味され て い な い の で あ る． こ うした状況

は ， 初期の 教育経営学 に お い て 教育経営 とい う語

が ， 教育に 関わ る様 々 な機関の 経営事象 ， 例えば

学校経営や 社会教育機関 に よ る経営な らび に 教育

行政 を包括 ・指称す る 合併機能 を果た す もの とし

て ，その 便宜 性 の み が前面に 押 し出 され，教育経

営概念 自体 の 吟味が欠落 して い た 状況注2）と酷似

し て い る，

　
一

方，北米で は ，ス ポ ー
ツ V ネ ジ メ ン ト とい う

用語 を ，「あ らゆ る セ ク タ ーに よ っ て 事業 と し て

行わ れ る ス ポ ーツ や エ ク サ サ イ ズ ，ダ ソ ス
， そ し

て プ レ イ に 特に 関連 した マ ネ ジ メ ン トの 理論 と実

践」
20）と定義 して い る ．つ ま り，ス ポ ーツ に 関わ

るあ らゆ る組織体 の マ ネ ジ メ ン ト現象を対象 とす

る 研究分野で ある と考え られ て い る．マ ネ ジ メ ソ

トと は ，
一

般 に ，あらゆ る協働現象に 共通に み ら

れ る 「getting 　things　done　through　people」11） （人

々 を通 じて 事を成 し遂げ る こ と）の 機能で あ る と

され る ．さ らに ，
マ ネ ジ メ ン トは things を 目的

合理 性に 即 して有効 に 推進する た め の 働 き（作用）

で ある か ら，things （協働の 目的）に よ っ て そ の

内容は 大 い に 異な っ て くる，北米 の ス ポ ー
ツ マ ネ

ジ メ ン ト概念を ，
ス ポ ーツ に 何 らか の 意味 で 関わ

る 事業 に お け る マ ネ ジ メ ン ト で あ る と捉えれぽ ，

マ ネ ジ メ ン ト 目的 （対象）は 近時 ， わ が国で提唱

され て い る全て の ス ポ ーツ 産業24）を包 括 し て し

ま う こ と に な る 注3）． こ う した概念規定 は ，ア メ

リ カ に お ける ス ポ ーツ マ ネ ジ メ ン ト の 成立 が ，
ア

ス レ テ ィ ッ ク ・プ ・ グ ラ ム の 財政危機が 深刻化

し ，
ス ポ ー

ツ 関連 の 職業領域に お い て ， 訓練 され

た能 力を有す る人材の 需要が拡大す る と い う現実

的な解決要請に 由来す る もの とみ て よ い で あろ う

（Parkhouse　and 　Ulrich22｝）．

　 ス ポ ーツ 経営学が経営 と い う人間の 主体的実践

を扱 う研究分野で あ る限 り，「一 つ の 社会的存在

と し て 社会的被規定性 を認め ね ぽ な らな い 」 （山

本46）p．198）で あろ う． しか し
一

方で ， ス ポ ー

ツ 経営学を単なる問題解 決技法 の 学，即 ち ， 処 方

箋的 ・規範的知識の 寄せ 集め と し て で は な く，一

個 の 分科科学 と して他分野 と は 明確に 区別 され る

理 論体系を定立 させ るた め に は ，「ス ポ ー
ツ 経営」

の 本質的理 解を 基と した概 念規定を示 さねばな ら

な い ．こ う した ，ス ポ ー ツ 経営学 の 容れ物が 不明

確で あれ ば，い か に 多数 の経営研 究が 積み 重ね ら

れ よ う と，科学 と して の 役割G4 ）を 果た す こ と は

不 可能 とな る ．ま た ， 際限な く広 が る ス ポ ー
ツ に

関わ る経営事象を ス ポ ー ツ 経営の 名の もとに 包括

して しまえば，経営学の 諸分科で ある既存の 特殊

経営学 と の 区別が曖昧に な り， やが て ス ポ ー
ツ 経

営学 の 自律性 が損な われ る事態が 予想 され る の で

あ る．例 えば ， 商業 ス ポ ーツ 施設 の 商品を扱 っ て

単なる マ ーケ テ ィ
ン グ技法 の 適用に 終始 して い た

り，ス ポ ー ツ の ク ラ ブ を
一つ の 組織体 と見な して

そ の 特質を 明確に す る こ とな く，組織 論 の 援用を

図る研究な どが増加 して い るが ， それ らは ス ポ ー

ツ サ ービ ス や ス ポ
ー

ツ 組織を題材に して い る に 過

ぎず， マ ー
ケ テ ィ

ン グ論や 組織論 その もの に は寄

与す る か も知 れな い が ，ス ポ ー
ツ 経営学 と して の

自律性 の 根拠を深め よ う とする 意図は 看取 され な

い ．さ ら に ，
ス ポ ーツ イ ベ ソ トや 民間 ス ポ ー

ツ 施

設 の 経営研究に つ い て は ，
サ ービ ス 事業一般 の 経

N 工工
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営 とど の 様に
一

線を画す る の か を明確に しない 限

り， 独 自の 理 論体系を構築す る こ とは不 可能で あ

る とい わ ねぽな らな い ．

　筆者 27−29〕は ，体育経営 ・管理 に 関わ る研究動

向を批判的に 考察 し ，
メ タ 理論的論議が未熟で あ

る こ と ， それ 故 ， 認識目的の 誤解，個別的 ・領域

別の 経営問題 へ の 執着，処方箋的知識 へ の 志向 ，

関連概念の 混乱な どの 問題が顕在 して い る こ とを

指摘 した ．続い て ， 体育経営学 の 学的性格に つ い

て 検討 し ，
こ れ を経 営学 と共 通す る実践理論科

学 注5｝と し て 規定す る こ とを 提案 した ． こ の 学的

性格に つ い て は ，
ス ポ

ー
ツ 経営学も同

一で ある と

考 え る．こ うした科学論的基礎 の論議は ，
ス ポ ー

ツ 経営学を
一

つ の 分科科学 と し て 定立 す る た め に

欠 くこ との で きな い 基本課題で あるが ， 同時に 実

践理 論科学た る ス ポ ーツ経営学 の 性格 の 根拠は ，

その 対象や方法と密接な関連を もつ ．経営学本質

論 の 確立 に 偉 大 な 功 績 を 残 し た と見 られ る 山

本45） （p．182）は ，「認 識対 象は 方法 を媒 介に 学

問体系 とい う認識 目的に 高め られ ， 認識 目的は 方

法 を 通 し て 認識対 象に 自己 を実現 して 科学 とな

る 」 と述べ
， 経営学 の 本質論は ，対象 と方法及び

認識 目的 （科学論）の 3 つ を基i本問題 とす る こ

とを指摘 し て い る．こ の 内 ， 対象は ，「学問の 自

律性の 最 も深 い 根拠をな し，経営学 に お い て 文字

どお り学的建設 の 基礎」 （p．206）で あ り，「経営

学 の 内容 を 規定 す る もの 」 （pp．181− 182）で あ

る ．殊に ，
ス ポ ーツ 経営学 は ， 「ス ポ ーツ 経営の

学」 （宇土 42））で あ り，ス ポ ー
ツ 諸科学及 び経営

学諸分科の 中に あ っ て ，ス ポ ーツ 経営 と い う事象

を研 究対象とす る と こ ろ に 独 自性 を もつ の で あ

り， 対象規定 の あ り方 こ そ ス ポ ーツ 経営学の 自律

性 の 根拠 となる もの で あ る ．

　小 島 と朴lo） （pp ．217−228）に 従え ば ，
ス ポ ー

ツ 経営概念 の 吟味に は，必要性 ， 有効性 ， 科学性

の 3 つ の 観点 が考 慮され な け れ ば な らな い が，

こ の うち特 に 重要な の は ，科学性 の 観点で あ る．

科学性に 支え られ た概念規定 とは ， 単に 辞書的な

意味記述で は な く， 認識対象で あ る ス ポ ーツ経営

事象 の 「本質 ・構造 ・機能 ・過程を分析 ・集約 し

た統 合的言 明」 （小島 ・朴 le）p．　227）で あ り，そ

れは ス ポ ーツ 経 営学の 範囲 と考察枠組を 想定す る

学問的探求の 起点で ある ．ス ポ ー ツ 経営 の 概念

は ，ス ポ
ー

ツ経営研究 の 中心的課題を示 し，その

諸成果 ・諸命題 を集約 し，

一
つ の 理論体系を構想

す る基台 とならねば ならな い ．

　さ て ，
ス ポ

ー
ツ 経営は ，「ス ポ ー

ツ 」 と 「経営」

の 二 つ の 語か ら成る構成概念で ある，従 っ て ，
ス

ポ ーツ 経営概念を形成す るた め に は ，両語の 意味

と両者 の 結合論理を明 らか に す る必要がある。し

か し なが ら ， 前者の 「ス ポ ーツ 」 とは 如何なる も

の か に つ い て は ，ス ポ ーツ 科学 の 基礎部門に 共通

の 課題 で あ り， こ こ で 特に 立 ち 入 る こ と は しな

い ．一
方 ， 後者 の 「経営」に つ い て は ス ポ ー

ツ 経

営学独 自の 理解が必要で あ る．ス ポー ツ 経営学を

ス ポ ー
ツ 科学 と同時に 経営学に も所属す る研究分

野で ある と見な し，特殊経営学 として の 独 自性を

確保 しよ うとするな らば，経営概念の 本質的把握

は 不可 欠で あ る ．し か し ， こ れ ま で の 体育経 営学

に お い て ，
こ の 点が必ず しも充分で ある とは言 い

難 い ．そ こ で ，本稿で は 経営学 に お け る対 象論

（経営 とは 何か ）を吟味 し ， 経営学に お け る経営

認識の 立場か ら ス ポ ー
ツ 経営概念を検討す る こ と

を 目的 とする．こ の こ とは ，
ス ポ

ー
ツ 経営 とい う

用語を既 に で きあが っ た概念と して問 い ，従来の

体育管理 ある い は 体育経営の 概念規定34・39〕を モ デ

ル と し て その 部分的修正 に と どま る の で は な く，

ス ポ ー
ツ 経営概念 自体 の 成立可 能性 を も含め ， こ

れ か ら形 成す べ き課題 と し て 検討すべ きこ とを 意

味 して い る．

皿．ス ポーツ 経営概念考究の 前提

　ス ポ ーツ 経営概念 の 考察に 際 し，本稿 の 立場を

明確に して お こ う．第一
に ，ス ポ ーツ 経営学は ス

ポ ー ツ 経営の 学 で あ る注 6）．ス ポ
ー

ツ 経営研 究 の

対象は ス ポ ー
ツ 経営に 他な らな い ．数件 の 系譜的

研究3・6・14）に 示 されて い る よ うに ， 体育管理 学 以

来の 対象研究は ， 全体 と して運動者と体育事業を

中心に 展 開され て きた とい え よ う． こ の 状況は ，

これ ま で の 体育管理 ・体育経営研究が ，「体育管

理 の 構造」 （宇土
39）pp．40−42）に 依拠 して 進 め

られ て きた こ とを端的 に 示 し て い る ．し か し な が

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



Japanese Society of Physical Education

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Soclety 　of 　Physlcal 　Educat 二lon

192 清水

ら，まず運動者研究は経営の 基礎的研究と して は

意義を もつ もの の ，運動者の 行動や意識 その もの

に 関心 が集中 して い る限 り経営研究では有 り得な

い 注7）．次 に ，体育事業研究 とし て
一

括 され る も

の の 多 くは ，事業活動の 結果として現れる サ
ービ

ス （商品）の研究で あ っ て ， 体育事業を事業 とし

て 問題 とす る研究 ，
つ ま り， 事業

一
般 と区別 され

る特殊的事業 として の 体育事業 の 事業過程や 事業

構造 を解明 し よ うとす る もの で は ない ．そ の 結

果 ， 体育 ・ス ポー ツ 経営事象の認識及び形成に ま

で結び 付けられる こ とが少ない 、もちろ ん ， 現実

の ス ポ
ー

ツ 経営実践に 対する運動者や ス ポ ーツ サ

ービ ス 研究の重要性を否定する もの で は ない ．但

し ， こ れ ら の諸研究は ， 経 営の た め の 研究 ， 経営

に 関わ る研究で あ っ て も，経営 の 研究 と は 言 い 難

い ，こ の よ うに 当該分野の 現状分析を批判的に吟

味するほ ど，
ス ポ ーツ 経営学は ，

ス ポ ーツ 経営 の

学 で ある こ とが再認識されねばな らない ．

　第二 に ，ス ポ ー
ツ 経営は経営

一
般の 特殊形態で

ある．本稿で用 い る経営学とは ，

一
般経営学注8）

の 略称で あ り， こ れに 対 し特殊経営学とは，事業

別経営学の 別名 で あ る が 注9）
，

ス ポ ー ツ 経営学は

こ の 特殊経営学の 一
分科に 位置づ けられ る と考え

る．それ は ，
ス ポ ーツ 管理学 ，ス ポ ーツ組織学，

ス ポ ー ツ 経済学 等で は な く，正 に ス ポ ーツ 経営学

を成立 させ よ うとす るか ら に 他 な らな い ．もし ，

ス ポ ー ツ経営学 が
一

般経営学及び他 の 特殊経営学

と何ら関係な く存在する の で あれば，もはや ス ポ

ー
ツ 「経営」 と い う名辞を 用 い る こ とは で きな い

で あろ う．特殊経営学 た る ス ポ ーツ 経営学は ，一

般経営学に お ける経営認識の 方法や結果を適用す

る と共 に ，ス ポ ー ツ 経営 の 対象た る事業の 性質や

特色を通 して 経営の 特殊性 を問題 とし，特殊経営

学の知識を
一

般化 して成立す る
一

般経営学 の 発展

に 寄与す るの で ある．

　第三 に ，
ス ポ ーツ 経営学 は ，

ス ポ ーツ 科学 の 一

領域 で もあ る．「目的 の ない 経 営，成果 の な い 経

営は考えられ ない 」 （山本48）p．257） とい われ る

よ うに 経営は，本来的tc一定の 成果の 実現を 目的

とす る ．ス ポ ーツ 経営学が 諸 々 の 経営で は な く ス

ポ ー
ツ 経営を扱 う学 である ならば ， そ の 最終 目的

は ス ポ
ー

ツ の 普及発展 に 向け られ る．ス ポ ー
ツ 科

学は 「総合科学」 （岸野 ・谷釜9）） と し て 特色 づ

け られて い るが ， こ の 「総合」あるい は 専門諸学

の 「統合」 の 役割を担い ， 科学 （理論）と実践 の

架け橋となる
一

領域と して ス ポ ーツ 経営学が位置

づ け られ る と考え る．か か る ス ポ
ー

ツ 経営学は ，

ス ポ ーツ 経営事象の 科学的認識を図 る と共に ，ス

ポ ー
ツ 科学 に おけ る他 の 基礎的 ・応用的諸学の 知

識を統合す る こ とに よ っ て ，経 営や 経済
一

般の 発

展で は な く，
ス ポ ーツ の 適切 な発展を実現 しよ う

とす るもの で あ る．

　最後に ，ス ポ ー
ツ 経営 と い う存在は ， 「一定の

社会的関係 に お い て 存立 し，歴 史的 ・
社会的規定

を受 け て 各 々 の 時代的特色を もつ 」 （山本49）p．

92）歴 史的 ・社会的存在 で あ る ．経営 は い つ の

時代 どの 社会に も存在す る（経営の
一

般性 ）反面 ，

社会に よ っ て生成 され た もの で ある こ とか ら ， 歴

史的段階や社会が 異なれば ， 経営 の 存在態様は異

なる （経営の 特殊性）．その 意味で 本稿の 関心 は ，

我が国の 現代ス ポ
ー

ツ経営で あ る．ス ポ ー
ツ 経営

概念は ，時代や 社会を越えた 普遍性を もつ もの で

は な く， 新 し い 時代，新 しい 社会の 到来が あれ

ば，必 然的に 修正 ・改変 され る ぺ き性格 を有す

る．

皿．経営学 における経営概念の 論議

　経営を対象とする専門学が経 営学で ある．「経

営学は 『経営の 学』で あ る．…経営学に お い ては ，

r経営』 の 把握が 出発点で あ り ， 到達点で あ る」

（山 本
48）pp ．20−21）．経営学 の 対 象が 一般的に 経

営で ある こ とは 多数の 学者の 認め る と こ ろ で あ る

が （酒井25）），経営 とい う言葉は 日常用 語 と して

も学界に お い て も多義に 用 い られ，さら に 「我 々

の 言葉で い う 『経営』に 当た る外国語は ， ドイ ツ

語に して も英語に して も フ ラ ン ス 語 に して もそれ

ぞれ 意味を 異に し」 （幽本48）　p．29），意味を 異に

す る外国語 をそ の まま経営 と翻訳する か ら混乱を

呼び，経営の 認識は ます ます難 しくなる．

　 こ の よ うに 多義的な経営諸概念を「同
一

性比較」

（山本
49 ）p．243）の 方 法で 整理 すれ ば，経 営経済

と経営管理 に 典型化され る．「世に は 経営経済学
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とか 経営管理学 とか を経営学 と混同 し て い る もの

が多い 」 （山本
49）p．16） と い b れ る ほ ど ， 二 つ

の 学説は 経営学 の 主流をな して きた ．経営管理

（マ ネジ メ ン ト）とは ， 経営 の 「主体的作用面 （管

理 作用 ・過程 ）」 で あ り ， これを対象 と し て 成立

する経営管理学 とは ，経営過程 の 中で管理作用を

中核的な機能ない し過程 と考 え ， 経営を管理 とい

う観点に お い て 把握 しよ うとす る見解の総称で あ

る．一
方，経営経済 とは ，経営 の 経済過程つ ま

り， 経営の 「客体的構造面」であ り ， これ を対象

とする経営経済学は ， 経営に おけ る資本の 調達 ，

運用 ・決算な どの運動過程 を問題 と して ， 経営を

経済的観点か ら把握 しよ うとす る見解の 総称で あ

る．簡潔 に 言 えば ， 経営経済学は ，「経 営の 客体

側
一

資本 の 運動過程
一

」を 対象と し，経営管理学

は 「経営 の 主体側一
資本 の 運用 行動

一
」 （山本49）

p．28）を対 象 と して きた ． こ の よ うに 経 営概念

に 関す る見解が ，経営学界で も大 きく対立す る根

本的な原因は ，経営が複雑 な内容の 経験対象で あ

り，そ の ま ま で は 独立学問の 成立根拠 となる認識

対象 と は 成 り得な い とす る 見解が支配的 で あ っ た

ため で ある．そ こ で ，一定 の 見地か ら多面的な経

験対象た る経営 の抽 象的一面を切 り取 り ， こ れを

思考上 の 統
一
体に 構成 し て 認識対象とする 構成主

義的方法論が有力な経営学方法論 と して適用 され

て きた ．その 結果，経営学 で は認識対象の 相違 を

め ぐっ て，上記 の 二 大経営学が対立 し，さら に 各

々 の学説 も多数の 学派に 細分 され て い る ．

　
一

方，我が国 の 経営学は ，こ うした諸外国 の 経

営学を共 に 理解 し ， それ らを統合 した 本格的な経

営学の 統
一

理 論を築 こ うと して きた ．そ の 代表的

な経営学者が山本安 次郎で ある．彼は ，まず経営

学に お け る対象理論 の 誤 りを指摘す る ．す なわ

ち ，経営経済学 ， 経営管理 学 の い ずれ に お い て

も，経営は は じめ か ら多面性
・
複雑性 の 高い 経験

対象で ある か ら， 典型的な理 論科学の 方法で ある

分析論理 に よ っ て 得られ た抽象的一面 しか 認識対

象た り得 ない と考え る ． し か し ， 経営管理 学は ，

あくまで管理 論で あ っ て経営学とは い えず，経営

経済学は 経済学の
一分類に 過ぎな い ．か くて ，経

営学に 固有な対象は存在せ ず，経営学の 自律性は

損なわれ る こ とに な る ．山本は こ う した経営学に

おけ る対象理 論の 伝統を批判 し，経営学の 対 象

は ， 経営の経済で も管理で もな く， 正に 「経営そ

の もの 」 で あ る と説 く．そ して ， Management

で も Betriebで もな い 経営 と は ，
「経営経済 と v

ネ ジ メ ン トの 両面 を含む統
一

体で ある」 （山本
49 ）

p．30） と見 る ．経営 そ の もの を 認識対象に す べ

きとす る山本 の 見解は ，従来 の 分析論理か ら総合

論理 へ とい う経営学 に 固有な論理の 転換か ら成立

した もの で ある．経営は ，様 々 な要素を含む複雑

な存在で あ り，その 内には経営管理 も経営組織 も

経営経済も，また資本 も労働 も含む．しか し，経

営は それ ら諸要素の 単な る 集合体で は な く，
シ ス

テ ム の 目的達成に 向け て経営要素が意識的に 統合

され た主体的存在 で あ る．経営を経営 と し て 把握

す る た め に は 「一面的 ・分析的 ・抽象的に と どま

る」 （山本49）　p ．30）の で は な く，全 体的 ・
統

一

的な観点か ら認識 しなけれ ぽな らな い 注lo）．経営

学は ， こ の よ うな主体的 ・統合的存在と して の 経

営その もの を研究対象 とすべ ぎとす る 見解は ，車

戸 13｝，高田
33），占部44｝等我が 国 の 多 くの 学者 が

提唱す る と こ ろ で もある ．か か る経営学固有の 方

法論は ， 山本 の 所説に
一

貫 した経営学の 自律性を

固め る基 台 とな る もの で あ り，その 意義や価値

は ，今日なお経営学界 に お い て 高 く評価されて い

る．そ こ で ， 本稿で は 経営学 の 中で も特に 山本の

所説を中心に 経営を理解 し ，
ス ポ ー

ツ 経営 の 概念

定立 を試み る こ とに す る．

N ．協働体系と して の ス ポーツ 経営

　協働体系は 注川 ，「経営学 ｝こ お け る新時代 の 始

祖」 （山本47＞） とい われ る パ ーナ ー ド （Bamard ）

の 提起 した 経営学の 基礎概念で あ る．人間 は ， 目

的を自覚 し ， これを実現する た め に 行動す るが，

こ の 目的 と個人能力ない し 目的実現 の 制約条件 と

の 矛盾か ら，目的を達成 し，制約を克服す る 協働

が成立す る。こ の 協働 の 成立 す る と こ ろ 様 々 な協

働体系 （軍隊，政府，家庭な ど）が 成立す るが ，

こ の 内，経営は現代に おける最 も典型的な協働体

系の 一つ で あ り， 山本 は こ れ を 「経営協働体系」

と称 し ， これ こそ経営学の 対象で ある とみ る．経
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営協働体系 は ，r一定 の 目的の もと に 財貨と サ
ー

ビ ス を 市場に 提供す る こ とに よ っ て その 存在 と活

動を社会的に 認知 された 事業体で あ り， 物的 ， 人

的，社会的諸要素か らな る人間協働の シ ス テ ム 」

〔高澤35り と規定され る．か か る経営協働体 系を

認識対象とする専門学が経営学に他ならな い ．経

営協働体系は ， 製品 また は サ
ービ ス の 提供を 目的

とす る こ と に お い て 他の 協働体系か ら区別 され

る． こ れ に 従 えば ，ス ポ ーツ 経営 とは ， お お よそ

ス ポ ーツ に 関わる商品ない しサ
ービ ス を提供する

こ とを存在 目的と して 成立 す る経営協働体系 の
一

種で ある と考 える こ とが で きよ う．

　 さて ，経営は性格を異に す る種 々 の 要素か らな

り ， それ らが 様 々 な関係を結ぶ複雑な 体系で あ

る ．従 っ て ， 経営を研究 し，そ こ に 潜む法則性を

明らか に す るため に は まず経営 を分析 して 考察す

る他 ない ．こ の 経営 分析は ， 「対 象 ・目的 ・方法

に よ りい ろ い ろ に 分類 され る」が ，「特に 重要な

の は 構造 分 析 と過 程 分析 で あ る 」 （山 本48］　p．

33）．山本 の こ の 主張 は ， 人間存在か らの ア ナ ロ

ジ ーに よ っ て 得 られた もの である ，人間 も経営 も

共 に 目的的存在で ある．「目的は 機能を通 して 実

現せ られ る べ く， 機能は構造的
・
過程的で なけれ

ぽ十 分な機能は 発揮で ぎな い 」 （山本50）p．36）．

即 ち，経営は 構造的存在で ある と同時に 過程的存

在で あ り，両者 の
一体的な相互関係 に よ っ て 機能

し，目的を追求 し て い る ．経営の 構造的側面に 対

応す る の が経営構造で あ り， 過程的側面に 対応す

る の が経 営過 程 な い し経営機能で あ る注12）．即

ち ，
ス ポ

ー
ツ経営協働体系も，

一
定の 構造を基礎

とす る過程的存在で ある．ス ポ ー
ツ 経営学は ， ス

ポ ー ツ 経営 をその 構造的側面 と過程的側面 の 統
一

的存在と して 把握 しよ うとする学で ある．

1． ス ポーツ経営の基本構造

　山本は ， 経営構造を 「客体的構造 と主体的構造

と の 統
一

と して の 経営協働体系の 形」 （山本4s）　p．

49）で ある と述べ ，客体的構造 契機と し て 事業

を ，主 体的構造契機 と して 企業 と経 営を抽 出す

る ．即 ち ， 経営 （体）の 基本構造を 「事業 （経営

対象），企業 （経営の 意志主体）， 経営 （経営の 行

為主 体） の 統
一

的存在」 （山 本
45 ）pp ．　237−238）

で ある と捉え て い る ．

　 まず 「事業 」 は ， 「経 営の 目的 で あ り， 投資の

対 象で あ り，経営を 支え る 基体で もあ る」 （山

本50｝p，25）．経営協働体系は ，商品や サ ー ビ ス

を 提供する こ とに 特徴が あ っ た が ， こ れを遂行

し ， 実現する もの が 事業で ある ．パ ーナ ー ド2）

（pp．　52−63 ）に よれば ，協働体系の 存続に 必 要な

条件は ，有効性 と能率で ある．こ の 内，有効性 と

は 協働体系の 目的達成で あ り， 経営協働体系の 目

的が商品
・サ ービ ス の 提供で ある とすれ ば，そ の

効果的達成 が シ ス テ ム の 存続 を決定的 に 規定 す

る．か くて ， 「経営存在が 存続 し発展す る か ど う

か は そ の 事業に 対する人間生活の 要求つ ま り社会

的要求に 経営が適応 し うる か 否 か に よる の で あ

る」 （山本50〕p．25 ）． こ の 意味 で 事業は ，経営協

働体系の 基体 なの で ある ．

　次に 経営の 主体的構造契機 と して の 「企 業」は ，

「投 資を 目的 とす る資 本結 合 の 組織体」 （山本 50〕

p．29）「資本所 有に 基づ く事業 の 意志主体」 （山

本
48）p．77） と規定 され る経営 の 主体で あ る．事

業が経営協働体系の 基体と して い か に 重要で ある

として も，事業だ けで経営協働体系が成立する の

で はな い ．事業が営 まれる た め に は ，資本が調達

されなければ ならな い ．資本が調達され る た め に

は企業が 存在 しな けれ ばな らな い ．す なわ ち，事

業 は 企業を前提 と して い る ，企 業は ， 投資す る こ

とに よ り事業を創設する 「事業経営の 主 体」 （山

本
50）p．29）で ある ．

　で は ，
い ま

一
つ の 主体的構造契機た る 「経営」

とは何 か ． こ こ で い う経営 とは ，「資本運用機能

（事業）の 組織」 （山本46）p．193） で あ り ， 「企 業

と事業 を 連結す る行為主 体」 （山 本46）　p．29）で

あ る．こ の 経営は ， 「経営協働体系の 中心に 立 ち ，

・
あ らゆ る経営要素を結合統

一
し全体性を維持

し，また総合力を発揮 して 経営協働体系の 生命力

を強化 発展させ る作 用を営 む」 （山本48）p．191）

とされ る．経営 とい う協働体系 （経営体）を広義

の 経営 とすれば ， こ こ で い う経営は 狭義 の経営で

あ り，協働体系の 統合維持を 司 る作用 の 主 体で あ

る．経営は ，企業 と事業の 結節点 に 立ち企業 の 要
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求を事業に ， 事業 の 要求を企業に 適応 させ ，経営

協働体系の 内的調整と外的調整を図 り，その 維持

発展を根本任務 とす る事業の 主体で ある．こ の 作

用 を営 む経 営 は ， 実は ，経営組 織 で あ る （山

本ca）　p．78）。組織は ，あ らゆ る協働体 系 の 中核

的位置を 占め ，他の シ ス テ ム （物的
・人的 ・社会

的 シ ス テ ム ）を統合 し ， 全体と して の 協働体系を

形成する ．従 っ て ， 経営組織は ，経営の 構造的側

面の 中心を 占め る．そ して ， 組織を基礎に 「事業

過程 の 合 理的運営」 （森15）p．90）に 当た るの が

管理 の 作用 で ある．経営管理 とは ，変化す る環境

の 中 で経営協働 シ ス テ ム の 均衡を維持 し て その 長

期的存続を 図 る専 門的過程 で あ る （飯野
5））．即

ち ，経営組織が経営の 構造 的側面 を示 す の に 対

し，経営管理 は経営の 過程的 （作用的）側面を意

味す る．か くて 山本は ， 経営を 「組織 と管理 との

統
一

」 （山本
46）p．244）と捉える ．

　以上 の 経営構造論 に 依拠すれば ，ス ポ
ー

ツ経営

の 構造は ，ス ポ ーツ に 関わ る商品 ・サ ービ ス を提

供する ス ポ ーツ事業 シ ス テ ム と事業に 投資 し創設

す る意思主体た る企 業 シ ス テ ム
， そ し て 両者を 統

合 し，全体 として の ス ポー ツ 経営協働体系を形成

・
維持す る作用 （経営管理 ）を担 うス ポ ーツ 経営

組織か ら成 る と考え られ よ う．

2．　 ス ポーツ事業経営

　経営構造論に 基づ けば ， 特殊経営学は ，経営の

主体 と客体 （対 象） の 種類に よ っ て 分類され る こ

とに な る ．か か る 二 つ の 分類基準を ス ポ ー
ツ 経営

に 適用すれば ，
ス ポ ーツ 経営の 主 体と対象に よ っ

て ，種 々 雑多なス ポ ーツ に 関わ る経営 をあげる こ

とが で きる ．まず，ス ポ ーツ に 何 らか の意味で関

わ る事業 に は ， 体育事業，ス ポ ーツ イ ベ ソ ト業 ，

ス ポー ツ ジ ャ
ーナ リ ズ ム 業 ，

ス ポ ーツ 用品の 製造

販売業， ス ポ ーツ 指導者育成事業 ，
ス ポ ー

ツ 知識

業 な ど ，
ス ポ

ー
ツ 産業全体 に 及ぶ ．一

方 ， 経営の

主体に は ス ポ ー
ツ 企業 （私企業），

ス ポ
ー

ツ 行政

体，複合企業 （第 3 セ ク タ ーな ど）が あげられ

る．こ の よ うに ，ス ポ ーツ に 関わる経営協働体系

に は，多種の ス ポ
ー

ツ 関連事業及び ス ポ ー ツ 関連

企業の 経営が 含まれ る こ とに なる．しか し ， 今日

の 経営は，事業経営に こそ特色があ り，特殊経営

学は 事業別経営学の 別 名 とさ えい わ れ る （山

本48）p．24）．事業の 特殊 性ゆ えに ， 経営や 企業

の 形態や 機能は 異 なる こ とに な る．体育経営学

が ，体育事業の 規定を基礎に して確立 された よ う

に ，
ス ポ

ー
ツ 経営学は ， ス ポ ーツ 事業の 本質 と特

殊性 を解明し，それに適合 した主体（経営 と企業）

の あ り方を説明 ・形成する学に 他な らな い ．ス ポ

ー ツ経営が，ス ポ ーツ に 関わ る全て の 経営で は な

く，
ス ポ

ー
ツ 事業を対象とす る経営で あ り， その

意味で ス ポ
ー

ツ 事業経営 （協働体系）の 略語で あ

るな らば， ス ポ ーツ 経営 シ ス テ ム の 憤域 を明 らか

に し ，
ス ポ

ー
ツ 経 営学 の 研究対象を決め る鍵概念

は ，
ス ポ

ー
ツ 事業に 求め られ る こ とに な る．しか

し， こ こ で い うス ポ ーツ 事業 の 意味，即 ちその 範

囲限定に つ い て は 未だ 試論 （宇土43＞・柳沢
52） ・

木村
8））の 域に とどま り共通理解が 得られ る まで

に は至 っ て い ない ．

V ．ス ポーツ 事業一ス ポーツ経営の 基体

1． 事業概念と ス ポー
ツ事業

　ス ポ ーツ 経営の 構造的契機 と して の ス ポ ー
ツ 事

業は ， どの 様に 考える べ きか ． こ の 問題 へ の 糸 ロ

として ，まず事業概念
一
般が どの よ うに捉え られ

て い るのか を知 る必要が ある．こ こ で は ，事業 を

経営学 の 根本概念 と して 意識的 に 取 り上 げて い る

山本 と河野 の 所説 に 注 目する ．まず山 本に よれ ば

事業 とは ，「資本の 運用 に よ っ て 人間生活に 必要

な商品ある い は用益を継続的反復的に 提供する仕

事な い し職業」 で あ り，それ は 「人間 の 社会生活

｝こ必要な商品 また は 用益を提供す る仕事で あるか

ら，本来的 に 社会的性格の もの で ある」 （山本50）

p．25）とされ る ．そ して こ の 事業は，「一方 で は

購買一生産一販売 と他方で は財務 と労務と い う互

い に 関連する 5 要素 か らなる必 然的な 構造 と過

程 を示す 」 （山本49〕p ．106） シ ス テ ム で ある ．次

に 河野は ， 次 の よ うに 事業を定義 し て い る E

「事業 とは ， 外的諸資源 とくに 諸知識を外部の 市場 に お

け る 効用
・価値の 貢献に まで 変換 させ る 過程 の こ とで

あ る．」 （河野
12）　p．16）
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「充足 され るぺ き人 間的欲求
・
供給 され る べ き経営的貢

献す な わ ち諸機会の た め に ， 外的諸資源 と くに 諸 知 識

が獲得され経営体内に 配分され ， 事業活動 （技術 ・製

造 ・販売 ・会計等）に お い て 努力 が 費消 さ れそれ に 伴

っ て 費用 が発生す る こ と に よ り生産 され た 経営体内 の

製品や製品系列 （また は サ ービ ス や サ ービ ス 系列）が ，

市場に お い て流通経路を通 じ顧客に まで 配給 され，最

終用途 の た め 顧客 に 受容 され て 購入 の 決定がなされ販

売 さ れ て 支払 い が な され る こ とVC よ っ て ，効用 ・価値

に ま で変換さ れ て 経済的成果 と して 実る こ とに な る経

営活動過程 の こ とで あ る ⊥　（河野
12）

　p．30）

　 以上 の 諸定義か ら ， 事業概念の 二 つ の 構成要件

が抽出で きる ．まず事業は ， 社会の 要求か ら生成

し ， こ れ を満足 させ る こ と に よ っ て 何 らか の 意味

で 社会に 貢献す るた め に ， 継続的 ・反復的に 商品

ある い は サ ービ ス を提供する仕事で ある t こ の 要

件は ，い わ ば事業の 性 格と存在 目的 で ある ．営利

事業 ・非営利事業 の 区別が用 い られ る こ とが ある

が ，
こ れは 事業 自体 の 目的で は な く，本来社会的

性格 の 事業を営利の 手段 と し て 利用する 主体側 の

性質を示す もの で あ り， 事業その もの は 主体 の 意

志に 関わ らず社会性を もつ もの で あ る．次に ，事

業は ， 諸資源を 効用
・
価値に 変換 さ せ る過程 で あ

る ． こ の 要件は ，事業の 実体す な わ ち構造的 ・
過

程的側 面 で あ る．山 本 の 事業 シ ス テ ム の 5要素

は 資源 の 変換構造及び過程を表 して い る．か か る

二 つ の 要 件か ら， ス ポ ー ツ 事業を定義す る な ら

ぽ ，それは 「人間生活に 必要な ス ポ ーツ に 関わ る

商品や サ ービ ス を継続的
・
反復的に 提供す るた め

の 仕事」で あ り，「諸資源 を獲得 し ， その 活用 に

よ っ て ス ポ ーツ に よ る効用
・
価値に まで 変換す る

過程」で ある と い え よ う．つ ま り ，
ス ポー ツ 事業

は ， そ の 主体の 種類や意図 に 関わ らず，ス ポ
ー

ツ

に 対す る 必 要や欲求を満た すた め に なされ る仕事

で あ り，仕事の 体系は資源を調達 し ， こ れ を変換

（活用） して そ の 目的 を達成する よ うに 仕組 まれ

る．こ の 定義か ら ，
ス ポ

ー
ツ 事業と ス ポ ーツ サ ー

ビ ス は ，明確 に 区 別 され なけ れ ば ならない こ とが

理 解 され よ う注 13〕．ス ポ ーツ 事業は 端的 に ， ス ポ

ーツ 商品 ・サ ー ビ ス の 提供を 目的 とす る 資源 の 変

換 シ ス テ ム で あ り ，
ス ポ ーツ に 関わ る 「便益 の セ

ッ ト」，ス ポ ー
ツ の 「機会 （チ ャ ン ス ）の 総称」（仲

澤 19）
， 柳 沢52）） として の ス ポ

ー
ツ プ ロ ダ ク トや

サ
ービ ス と混同 して は な らな い ．

　 以上，事業
一
般の 概念か らス ポ ーツ 事業概念 の

構成要件を考察した が ， それだけで ス ポ ー
ツ 事業

を特殊経営た るス ポ ーツ 経 営の 基体 として概念化

す る の に 充分で は な い ．なぜ ならば， ス ポ ー
ツ と

事業の 結合関係が暖昧であ り，
ス ポ

ー
ツ に 関わ る

い か なる商品やサ ービス を提供する の か ，い か な

る効用 や価値に 変換する事業なの か （何の た め に

提供す る の か ）が示 され て い な い か らで ある ．一

般経営学 にお ける事業概念は ， 事業
一

般 を問題 に

す るため事業の行為目的は捨象されて い る．しか

し ， 特殊経営学は 特殊事業を対象とす る経営 の 本

質や構造
・
機能を解 明す る の で あ り，数限 りな い

特殊事業 の 中か ら 自らの 対象とす る事業を選択 し

なければ ならない ．もち ろ ん，ス ポ ー
ツ に 何らか

の 意味で 関わ る事業す べ て を ス ポ
ー

ツ 事業に 包括

し て しまう立場 も考 え られ よ う，しか し ， 認識対

象として の 共属性，共通性 を保障 し ， 特殊経営学

と して の 自律性を確保する と同時に ，
ス ポ ー ツ 科

学 の 実践的な 目的に 寄与す るため に は ，何らか の

選択原理に よ り，ス ポ ー
ツ 経営学の 対象で ある ス

ポ ーツ 事業を抽象 しなければな らな い ．体育経営

学で は ，体育事業を 「体育現象の 成立 ・
維持に 必

要 な直接 的条件 の 整備に 関す る営み の 総称」 （宇

土 39）p．50） と定義 し て ぎた ．こ の 体育事業の 概

念を構成する の は ， 「体育現 象 （運動行動）の 成

立 ・維持」と い う体育事業 の 目的を 示す部分と「直

接的条件の 整備 に 関す る営 み 」 とい う事業の 内容

ない し プ ロ ダ ク トを示す部 分で ある．こ の 内 ， 事

業 目的が体育諸事業か ら体 育事業 を選択す る基準

とな り，ス ポ ー
ツ

・
運動行動の 成立 を企 図 しない

事業は ， 体育経営学の 考察対象か ら捨象され る．

ス ポ ーツ 事業の 規定に お い て も同様 の 立場を採用

する．即 ち ， 協働体系
一

般か ら経営協働体系を 特

色づけ る もの は ，協働体系 の 存在 目的た る商品や

サ ー ビ ス の 提供で あ っ たが ， 次に ， 種 々 の 経営協

働体系か ら ス ポ
ー

ツ 経営協働体系を 区別する もの

は ，い か な る商品や サ
ービ ス を何の た め に 提供す

る の か とい う事業の性 質ある い は 目的で ある．
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2．　 ス ポ
ー

ツ事業の定義

　宇土は ，運動 の 成立維持を 直接的な 目的 とす る

事業が 体育事業である と して ，体育 と関わる他の

事業と区別 した ．「認識対 象の 背後 に は 実践 的要

請 と して の 問題性 が あ る」 （高 田32｝　p．4）と い わ

れ るが，宇土の 定義は ， よ り多くの 人た ちが ス ポ

ー
ツ を実践す る こ と，すなわち ，

ス ポ
ー

ツ 人口 の

拡大が主要 な実践的要請で あ っ た我が国の 社会に

お い て 試み られた もの で ある ．しか し，事業運営

の経営環境は ， 歴史的 ・社会的に 変化す る． こ の

よ うな環境 の 相違 は，事業運営の あ り方の 相違を

もた ら し ， 誰の た め の ， 何 の た め の 事業運営か と

い う問題を新た に 提起する ．そ こ で ，現代社会が

ス ポ ーツ 経営学に 寄せ る解決要請 を考慮 し，ス ポ

ー
ツ 事業 の 目的を検討する．

　現代に お け る ス ポ ーツ は ，人 間 の 生活 と文化 に

お け る 不 可欠 の 要素で あ る と見な され る よ うに な

っ て い る と こ ろ に 特徴が み られ る
4・37・38〕．ま た ，

文化 と して の ス ポ
ー

ツ は ，誰 もが享受で きる基本

的 人権 の
一

つ に 位置づ け られ て い る ．文化 とい う

もの は ，人間が歴 史的 ・社会的な産物 として 創 り

出 した もの で ある ．こ の 創られた もの である文化

が ， 逆に 創 っ た 人間の 生活を支え ， 豊か さを もた

らす ．科学 に お ける認識対象論 ， 価値関連 の 原理

の 原型を示 し た Rickert23）は ，経験対象か ら認識

対象を選 択す る 際に 基準とな る価値と して 文化価

値を設定 した ．文化価値 とは ， 全て の 人に 認 め ら

れた普遍妥当性 を持 つ 価値で ある ．Ackoffi）は ，

こ の 文化価値 に 相当す る 理 想の
一

つ と して 「豊か

さ」を考え ， 高田
33） （pp．188−211）は 同様に 「人

間 の 幸福」を提唱 し て い る．つ ま り，文化の 存在

意義は ， 経済的 ・非経 済的豊か さを追求 し，人間

生活の 幸福 を実現す る こ とに あ る，ス ポ ーツ が
一

つ の 文 化で あ る な らば， こ の 本質的機能 を有す

る．し か し ， 文化は 単に 社会に 存在す る だけ で は

充分に 機能す る もの で は な い ．故に ，文化 とし て

の ス ポ ー
ツ の 効果的 ・効率的な伝達や普及 ， 及び

進化 （批判）
・創造 ・再形成を推進 し，ス ポ ーツ

の もつ 固有の 機能 を充分 に 発揮させ る社会の 営み

が 必 要 とな る ．同時 に ，文化の 働 きを誰 もが 享受

で きる権利の 保障が社会的な関心 事 となる ，事業

とは，本来個 人の生活 の 必 要 ・要求か ら家業 と し

て 成立 した もの が，次第に 個人の 要求か ら社会の

要求に 拡大 し，その 合理的 ・効果的充足の た め に

は個人の 能力の 限界を越える ｝こ い た っ て 社会的な

営み とし て 形成 され る よ うに なる．ス ポ
ー

ツ 事業

も，ス ポー ツ に 対する要求を充足 させ る社会的な

営み として 理解す る必要がある．以上 の 考察を総

合 し，ス ポ ーツ 経営学 の 根本概念た る ス ポ ーツ 事

業を ， 次の よ うに 定義する ．

　「ス ポ
ー

ツ 事業 とは ，   ス ポ
ー

ツ に 対す る需要

を発掘 ・受容 しそれ に 対応 して ，  ス ポ ーツ の 多

面的な機能を 内包 した 商品ある い は サ
ービ ス を継

続的に 提供す る こ とに よ っ て ，   人 々 が 自ら に 適

した豊かな ス ポ ーツ生活を実現 し ， もっ て   文化

と して の ス ポ
ー

ツ の 普及 と創造を図る，  諸資源

の 体系的な変換 シ ス テ ム で ある．」

　各 々 の 句節は ，
ス ポ

ー
ツ 事業概念 を形成す る要

件で あ り，種 々 雑多な ス ポ ーツ と関わ りの ある事

業か ら ス ポ ーツ 経営学 の 対象とす る ス ポ ーツ 事業

を抽 象する 際の 準拠となる．  は ス ポ
ー

ツ事業 の

本来的性格を表 して い る．ス ポ ー ツ事業は ，顕在

して い る現実的需要に 応 える の み な らず ，よ り多

くの 人 々 の 潜在需要を 発掘 し，ス ポ ーツ を享受す

る権利を保障す る社会的性格を持つ の で ある． 

は 事業の 存在 目的，すなわ ち何を提供す るの か を

示す．既 述の よ うに ，経営協働体系が社 会の 中 ｝こ

存在を 認め られ る の は 商品ある い は サ ービ ス を提

供す る こ とに よ っ て で あ り，その 具体的実現を 図

る の が 事業で ある．さ らに ス ポ ーツ 事業は ，
ス ポ

ーツ に 対す る多様化 した個人的 ・社会的要求に 対

応 し得る多面的な ス ポ ー ツ 機能が内包 されて い な

けれ ぽな らな い ．  と  は ， 事業の 行為 目的 ， す

な わ ち何の た め に 提供す る の か ，い か なる貢献 を

なす の か を示 して い る．事業は 幸福な人間生活 を

実現す るた め に 社会に よ っ て生成 された もの で あ

る ．ス ポ ーツ 事業が，広 く人間生活に 寄与す る の

は 全生活の 中に 適切に ス ポ ーツ が取 り込 まれ る こ

とに よ っ て で あ り，ス ポ ーツ 生活の 形成
・充実が

ス ポ ーツ 事業 の 直接的 な 目的 とな る．さ らに ，文

化 と して の ス ポ ーツ は ， ス ポ ー ツ 事業を仲介 して

供給者 と需要者が 相互影響関係を持 つ こ とに よ っ
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て 進化 ・発展す る．ス ポ ー
ツ事業は ， 単に 文化 と

して の ス ポ ーツ の 継承
・
普及 を図 る こ との み な ら

ず，長期的
・
価値志向的な次元か らス ポ ーツ 自体

を創造 し，新た な人間 と ス ポ ー
ツ の か か わ り合い

を創 り出そ うとす る意 図が含 まれ て い る こ とが要

請 され る．こ の 事業目的 （価値）は ，
ス ポ ーツ 事

業研究 に とっ て 本質的 な もの と非本質的な もの を

区別する 選択原理 とな っ て い る の で あ る。  は事

業 の構造 と過程 （何をす るの か ）を示 して い る ．

ス ポ ーツ 事業 とは ， 人的 ・物的 ・
資金的

・
情報的

・
時間的等の 諸資源を入 力 し，それを 目的に そ う

べ く変換 させ る こ とに よ っ て ，ス ポ ー
ツ の 機能を

内包 した 商品や サ ービ ス を提供 し ，
ス ポ ーツ の価

値 ・効用 を社会に もた らす シ ス テ ム で ある ．

　以上の 定義に 基づ けば ，現実に 存在 して い るあ

らゆる ス ポ ー ツ 関連の 個別事業 を ， ス ポ ー
ツ 事業

とその 他の 事業に 二 者択
一

的に 識別す る こ とは ，

不可能で あ り，か つ 意味を持た ない こ とに なる．

具体的な事業は，句節  か ら  の 要件を満た す限

りに お い て ス ポ ーツ 経営学の 対象た る ス ポ ーツ 事

業 とな るの で あ り， 同時に 別の 観点か ら見れば，

別の特殊経営学 の 対象 とな る の であ る．例えば，

ス ポ ーツ イ ベ ン ト業 を ス ポ ー
ツ事業に 含め るか 否

か の 論議は ， 不毛で あ り， それ は ス ポ ーツ 事業で

ある と同時に ，
サ

ービ ス 事業で あ り，娯楽事業で

あり ， 教育事業 （学習支援事業 ）で も有 り得る。

現実の 個別事業の い か なる側面 を抽象す るか に よ

っ て ， 事 業の 学 問的 な 位置づ け は 異な る の で あ

る．

W ．結語
一
経営の 特殊形態と して の ス ポーツ経営

　本稿は ，ス ポ ー
ツ経営学 の 対象論を深化 させ る

こ とを意図 した もの であ っ た．そ こ で こ こ で は，

こ れ まで の考察過程を要約 し ，
ス ポ ーツ 経営学 に

固有な対象を提起する．

　 まず， ス ポ ー
ツ 経営学の 対象は ス ポ ーツ 経営，

正確に は ス ポ ーツ 経営の 協働体系で ある こ とを確

認 した ．経営協働体系が ， 協働体系一般 と異 な る

存在理 由を もつ の は ，商品ある い は サ
ービ ス の 提

供を実現する事業で あ っ た． こ の 立場に よれ ば ，

ス ポー ツ に関わ る諸 々 の 協働体系とス ポ
ー

ツ に 関

わ る経営協働体系は 区別 され る ．即 ち ， 事業 を目

的 と しない ス ポ ーツ の 競技集団や 学習集団等の 協

働体系は ，
ス ポ ー

ツ 経営学の 対象とは な り得な

い 注14）．次に ，経営協働体系
一
般か ら ，

ス ポ ーツ

に 関わ る協働体系を選択 した ．こ の 段階で ス ポ ー

ツ 経営学は，経営協働体系
一

般を対象 とす る
一般

経営学に 対 し て ， ス ポ ー
ツ と何らか の 意味に お い

て関わ る商品ない しサ ービス を提供す る事業を基

体 とす る こ とに お い て特殊経営学 として の存在意

義を持つ ．さ らに ，
ス ポ ーツ に関わる経営協働体

系か ら ス ポ ー ツ 経 営の 協働体 系を選択する基準

は ，
ス ポ ーツ 事業概念 に 求め られ る． ス ポ ー

ツ 経

営学が ス ポ
ー

ツ 科学及び経営学の 中で 認識対象 の

共通性に 裏づ け られた 自律性を持 つ 分科科学と し

て 定立するた め に は ，ス ポ ーツ に 関わ る事業全般

（ス ポ ーツ 産業 ）を対象 とす る諸経 営で は な く，

ス ポ
ー

ツ 事業を客体とす る経営協働体系を認識対

象と しなけれぽ ならない ．こ こ に ，ス ポ ー
ツ 事業

概念を確立する こ と の 必要性 と意義が み られ る．

か か る ス ポ ー
ツ 事業 の 範囲を特定す る鍵に つ い て

は ， 事業の 特質 ， 特に 事業 目的に求め， ス ポ
ー

ツ

事業 の 定義を試み た．

　 さて ，ス ポ ーツ事業が ス ポ ー
ツ経営学の 考究枠

組 を規定す る根本概念と して い か に 重要で あ っ て

も ，
ス ポ ーツ 経営 ＝ ス ポ ー ツ 事業で はな い ．ス ポ

ー
ツ事業が定義 されて も，それで ス ポ ー

ツ 経営が

理解され た こ とに は な らない ．こ れ まで の 体育 ・

ス ポ ーツ 経営学に お い て も，体育 ・ス ポ ーツ 経営

とは ス ポ ーツ 事業 を営む こ と で あ る とされ ，事業

と経営の 区別が暖昧で あっ た ．経営構造論に よれ

ば ， 事業は 経営協働体系に あ っ て，経営の 意思を

遂行し ， その 実現を図る客体的側面で あ り，経営

は 事業の 主体と して の 組織を基礎 とする統
一
作用

（経営管理〉で あ っ た ．こ うした両者 の 相違は ，

経営 目的論を理 解する こ と に よ っ て よ り鮮明な も

の とな る ．

　高 田
31’33）

は ，伝統的 な経営学 の 認識対 象 （経

営経済と経営管理）に ， 経営 目的を付加すべ きこ

とを主張する．経営 目的は ， 経営協働体系の 「活

動範 囲を決定 し，経営環境を規定する 」 （谷 口
36）

p．309） とされ る ．即 ち ， 経営 目的論は ， 「経営
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（協働体系）の 存在理 由は 何か 」 とい う問題に 答

え る こ とを一
つ の 目標 とし て い る の で あ る．谷

口
se） （pp．311−312） に よれ ば こ の 経 営目的は 二

重性を持つ ．まず，経営協働体系が社会に 存在す

る の は 事業運営を担 うがゆ えで ある．これが経営

の 存在 目的で ある．つ ま り，
ス ポ ーツ 経営 とい う

協働体系の 存在意義は ，
ス ポ ニ ツ 事業 （運営）に

ある．次に 事業運営を 目的 とす る経 営協働体系の

環境は 歴史的 ・社会的に 絶えず変化する．こ うし

た経営環境の 相違 は ， 事業運営 の 意義づ け ， すな

わち誰の た め の ， 何の ため の 事業運営か とい う問

題を提起す る．こ の 問題に 関わ る事業運営の 方針

ない し基準が経営行為 目的で ある．

　経営学に おけ る経営 （行為） 目的論に は ， 歴史

的に 利潤 目的論や 経営 者効用論 が 提唱 され て き

た ．利潤 目的論は 企 業 （者）の ため の 利潤獲得を

目的とする もの で あ り， 経営者効用論は経営者に

と っ て の 効用を もた らす こ とで ある と考え る．こ

れ に 対 し，現代経営 で は ，「経営利潤」 （山本
48）

p，277）「共同利益」 （谷 口
36）p．319）が経営行為

目的である とされ て い る．経営 の 存在 目的で あ る

事業が 運営 され る た め に は ， 種 々 の 貢献者 か らな

る組織が成立 しなければならな い ． こ の 組織 に 貢

献す る者は ，一定 の 協働 目的達成に 向けて 組織の

中に 組み 込 まれ ， い わば組織人格 と して 行動する

こ とが 要請され る． こ の 組織 「貢献者 」 （バ ーナ

ー
ド
2），p．　78）に は ，組織の 構成員は もとよ り，

資本提供者，原料
・
資材

・諸種 の サ ービス の 供給

者，製品や サ ービ ス の 購 買者ない し顧客 も含まれ

る ．経営協働体系の 成立 ・維持 ・発展に は ，常 に

こ れ ら貢献者か ら の 貢献 を確保す る こ とが必要 と

なる．諸種 の 貢献者が協働に 参加 し組織的行動を

受容す る の は ， 協働へ の 参加 に よ っ て 彼ら個人 の

目的が達成 され る可能性 を持 っ て い る ときに 限 ら

れ る．即ち ， 顧客が何らか の 価値
・効用を獲得 し

た り，企業者が多 くの 利潤を得 る こ とだけで は ，

経営 とい う協働体系は 維持 され得な い ．か くて ，

経営に 利害関係を もち協働に参加す る全員の 利益

が経営 目的 となる．

　 ス ポ ー ツ 経営に お い て ，ス ポ ー
ツ 商品 ・サ ービ

ス 利用者が最大 の 利益を受け る こ とに つ い て は 何

ら異議を 差 しは さむ もの で は ない ．ス ポ
ー

ツ事業

は ス ポ ーツ に 対す る社会の 要求が存在 しそ れ に 応

じて い る限 りに お い て存続 し得る の で あ り，ス ポ

ーツ 事業が不要で あれぽ ス ポ ー
ツ 経営 は存在 しな

い か らで あ る．しか し ， 事業目的 と経営目的は区

別 され る必要が あ る ．事業協働体の 成 立 ・
存続

は ， 顧客 ・利用者の み に よ っ て 図られ る の で は な

い ．ス ポ ーツ 経営の 協働体系は 多数の 貢献者の 貢

献 に よ っ て その 目的 を達成す る．例え ば，学校 ス

ポ ーツ 経営の 場合 ， 管理者や 教職員以外に も行政

職員 ， 教育や体育の 研究所員 ， 様 々 な商品や サ
ー

ビ ス の 仕入 れ 業者 ， 外部指導者，PTA ，地域住

民 ， 児童生徒な ど多種多様な人 々 が関 与 し て い

る．学校に お ける ス ポ ーツ 事業の 目的は ， こ の 内

サ ービ ス の 参加者で ある 児童生徒 の 利益 （満足）

に 向け られ るが，ス ポ ー
ツ 経営の 目的は ，事業運

営に よ っ て経営 貢献者全 員の 利益 を確保 ・配分

し，か つ サ ービ ス の 提供 目的を効果的tc達成する

こ とに ある ． しか し ， 貢献者が ス ポ ー
ツ 経営の 協

働体系に 参加する動機は
一
様で な い か ら，協働へ

の 参加 目的 間に は コ ソ フ リ ク トが存在する ．即

ち ， 経営協働体系は 目標の 多元性 を もつ ．こ の 多

元的 な目標 の 内，い ずれか の 利害関係者の 目標が

無視 された り， 相互排反する こ とな く，複数 目標

が両立 ある い は相互促進の 関係を生み 出す よ うに

多 目標 が統合 されね ば な らな い （高田
30））． こ れ

を担当す るの が経営の 課題で あ り，そ の具体的実

現 を図 る の が組織 と管理 である ．こ こ に ，経営に

お ける組織 と管理 の 重要性が認識され よ う．統合

目的 の 実現に 向けて 組織が形成 され ， 全事業過程

に 対す る管理作用を通 して経営貢献者の要求が 充

足 され る の である．象徴的に い えぽ，経営 とは ，

組織 と管理 に よ る矛盾ある い は 対立す る もの の 統

一
で ある とい え よ う．

　特殊経営学ない し業種別経営学 と して の ス ポ
ー

ツ経営学は， ス ポ ーツ 事業の 性質や特色 （特に 投

入
・産出の 変換過程）を解明す る こ とな くして は

存在意義を もた ない ． しか し ，
ス ポ

ー
ツ 事業研究

に終始 して ス ポー ツ 事業経営を無視 して は な らな

い ．ス ポ ーツ 経営学は ，ス ポ ー ツ 事業 の 特殊性を

基礎 とす る経営組織 と経営管理 の 統
一

た る ス ポ ー
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ツ 経営 その もの を対 象 とす る分 野で あ る と考 え

る．

　最後に ，本稿の 考察内容は ，前提 した よ うに ，

ス ポ ーツ 経営を経営学 的経営 の
一

特殊形態 として

捉える立場か ら試み た結果に 他 ならず ，
ス ポ ーツ

経営学の 対象と して の ス ポ ー
ツ 経営を ， 経営学 的

経営に 限定 す る こ とを 意図す る もの で は な い ，

「経営は 人類 と共に 古 く， 個人 の 生活 も家の 生活

も事業活動 もその 他の 協働体 系もす べ て 経営で な

い もの は な い 」（山本
50）

， p．51） と も言わ れ る，

経営学的経営 と は ，経営学が認識対 象 とす る経営

で あ り， それ は 根源経営 （家 計）に 対す る派生経

営を意味する．経営学 に 対 して
， 家政学な い し生

活学 が存在 し ， そ の 中核に 家庭経営 学が 存在 す

る．今後 ， さ ら に こ の 方面か ら の検討を経 て ，
ス

ポ
ー

ツ 経営学的 ス ポ
ー

ツ 経営 が確立 す る もの と考

え る．

　本稿 は ，日本体育学会第43回 大会体育経営管理専門

分科会 シ ン ポ ジ ウ ム に お い て 発表 し た 内容 に ，学会 で

の 討議をふ まえ て 加筆修正 した もの で あ る．

注

注 1） 永田 171
に よ れ ぽ ， わ が国 の 体育経営学 の 発祥

　　 は ，大正 時代か ら昭和初期 に か け て で あ る と され

　　 て い る ．し か し，理 論の 構築及 び 体系化 を志向 し

　　 て 研究業績が蓄積 され始 め る の は ， 体育管理専門

　　 分科会の 設立 され た 昭和40年前後と 見 る こ とが 妥

　　 当で あ る と考え る．

注 2）　教育経営概念成立 の 背景に つ い て は ， 小鳥 ・

　　 朴
10〕

（pp．220ト 226） に 詳 しい ．

注 3）　 こ の こ とに つ い て 我が 国 で は ，ス ポ
ー

ツ 産業 と

　　 ス ポ ーツ マ ネ ジ メ ン ト と の 構造的関係が 宇 土 43｝
に

　　 よ っ て 提唱され て い る．

注 4） 朴
21）

に よれ ば ， 科学 は 理論 の 形成を通 して 事象

　　 を 説 明 し，予 測 す る機能を もつ ．

注 5）　実践理 論科学の意味や 本質に つ い て は ，清水
29）

　　 を参照 さ れ た い ．

注 6）　本稿で は ，ス ポ ーツ 経営学 の 対象を検討す る こ

　　 とを 目的と し て い る た め ，ス ポーツ 経営学を 「ス

　　 ポ ーツ 経営 の 学 」 で あ る と 規定 した が ，ス ポ ーツ

　　 経営学論 の 基本問題 に は 対象論 と同時 に 方法論 が

　　 確立 されなければな ら な い こ とは い う ま で もな

　　 い ．個別科学 の 独 自性は ，特定 の 対象 と特定 の 方

　　 法 に よ っ て 得られ るか らで あ る、その 意味か らい

　　 え ば，ス ポ ーツ 経営学を，「ス ポ ーツ 経営 の 経営

　　 学的研究」 と規定す る の が正当 で あ る と考え る，

注 7）　宇土
40）t＝ よ れば，運動者行動 の 発現

・
維持 の メ

　　 カ ニ ズ ム を 明 らか に す る研究は ，そ の 研究成果 が

　　 体育事業の 構造的 ・機能的な解明 に 関連する限 り

　　 に お い て意義を もつ ．

注 8）　一般経営学 と は ， 「特殊事業 の 特殊性を越 えて

　　
一

般化方法 に 徹す る とき，事業
一

般が考え られ，

　　
一

般経営が概念的 に 成立する 」 （山本48）　p．280）

　　 とい わ れ る よ うに ，事業
一

般 の 経 営を意味す る．

　　 従 っ て ，事業経営 の
一

般性，普遍性 を 追求す る た

　　 め ，自ず と抽象的 とな る．そ こ で 現実 に は ，工 業

　　 経営を経営
一

般 の 典型 と し て 研究対象 とす る学問

　　 を
一

般経営学 と い う．

注 9） 経営学辞典
16〕

に よれ ば ， 我 が 国 の 特殊経営学 に

　　 は ，工 業経営学，商業経営学 ，金融経営学，交通

　　 経営学，報道事業経営学，農業経営学 な どが 掲げ

　　 ら れ ，そ れ ぞ れ事業別 経営学 の 形 で 具体的考察が

　 　 な され て い る，

注 10） 全体的 ・統一的な観点 か らの 体育経営事象 の 認

　　 識方法 に つ い て は ，清水 29）
に 詳 しい ．

注 11）　協働体系とは ，「少な くと も，一
つ の 明確な 目

　　 的 の た め に 二 人以上 の 人 々 が協働す る こ とに よ っ

　　 て，特殊 の 体系的関係 に あ る物的，生物的、個人

　　 的，社会的構成要素の 複合体で あ る 」 （パ
ー

ナ
ー

　　 ド2＞
， P．67）．

注 12）　同様 の 見解は ，中村 18＞ ・佐藤a6
’
） ・占部“ ） ・吉

　　 永53）
に も伺う こ とが で きる．

注 13）　 ス ポ ーツ 事業と ス ポ ーツ サ ービ ス の 概念的区別

　　 に つ い て は ，柳沢sa），木村8＞に も指摘 され て い る．

注 14） 例えば，学習集団 の 経営学的研究 と称す る もの

　　 を ス ポ
ー

ツ 経営学 の 中 に 取 り入 れ よ う と す る 見

　　 解
41 ・e ）

も見 られ る が ，そ れ は 経 営 学 的 研 究 と い う

　　 よ りは管理 論的 （マ ネ ジ メ ン ト） 研究 と呼 ぶ の が

　　 ふ さわ しい と考える．
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