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Abstract

　　　The　purpose　of　this　study 　is　to　c1arify 　the　characteristic 　types　of　professional　ideology　which

began　to　arise 　among 　the　vadous 　parties　oon   med 　with 　baseba11　in　the　Taisho　periOd，　by　using

ahistorico ・sociological 　perspective．　The　objects 　of　this　study 　are 　three　teams，　i．e ，，　the　Japan
Athletic　Association（in　Japanese，　Nippon　Undo 　Kyo1【aD ，　the　Tenkatsu　baseball　team （Tenkatsu

Yakyu　Dan）and 　the　Daimai　baseball　team （Daimai　Yakyu　Dan）because　it　weuld 　be　conoeivable

that　these　three　teams 　can 　be　o   anized 　in　a　manner 　based　on　the　characteristic 　type　of

professional　ideolegy，　The 　perspectives　and　frameworks　for　analysis 　are　made 　up 　concretely 　by

ideologically　interrelated　types　between　the　baseball　system 　and 　the　economic 　system 　frorn　the

viewpointof 　that　system ．　That　is，　as 　two 　mOde 置types  ardi   the　formation　of　ideo且ogy ，　it　was

thought 　that　there　was 　one 　type　of　autonornous 　formation（Type　A）which 　takes　preoedence 　over

the　profit　within 　the　basebal1　system ，and 　the　other （Type　B）of　a　heteronem。us 　fbmation　which

favours　the　profit　Within　the　economic 　system 　in　disregard　of　that　of　the　baseball　system ．

　　　As　a 　resu 且t　of　analyzing 　the　abOve 　three　teams ，　the　arising 　of　a　professional　idcology　can 　be

classified 　as 　fol且ows ：

　　　1） TheJapan 　Athletic　Assoeiation　was 　a　party　which 　100ked　forward　to　internal　reform 　by

natural 　growth ，
　and　promoted　professionalism　in　or 　ler　to　realize 　a　particu且ar　ideal，　that　is　to

develop　sound 　basebal且within 　their　systern 　without 　allowing 　the　involvement　of　an 　economic

order ，　i．e，，enterprise．（Type　A）
　　　2） The　Tenkatsu　baseball　team 　was 　an

‘‘
enterprise ・1ed” type　of　party，　which 　Iooked

forward　to　an 　external 　re正orm 　of　the　system 　with 　the　desire　to　promote　professionalism　by

allowing 　the　involvernent　of　the　economic 　order 　and 　being　utilized　by　such 　an 　order ．（Type　B）

　　　3） The　Daimai　baseball　team 　possessed　the　same 　ideo且ogy 　as　type　B ，　but　it　was 　an

‘’
enterprise ・置eadi  

”
type　of　the　baseball　syste叫 anew 　oonservative 　party　which 　tried　to

maintain 　an 　amateur 　qualification．（Type　C）
　　　These　three　types　of　professiona且ideology　at　the　dawn 　of　the　basebaU　periOd　are 　not 　only

paid　attention 　to　from　the　viewpOint 　of　the　effect　on 　the　estab 且ishment　of　the　later　professional
baseball　systern ，

　but　a且so　n   d　to　be　evcarnined 　further　in　order 　to　resolve 　the　fundamental

pmblems 　regarding 　the　professionalization　of　the　present　world 　of　spOrt 　considered 　in　its

entlrety 。
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，
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キー
ワ
ード ：野球，プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル ・イデ オ ロ ギー，

　 　 　 　 　大正時代

1．は じ め に

　 近代か ら現代社会 に至 る ス ポ ー
ツ の 歴史の 中

で
， 今 日ほ どス ポ ー

ッ と経済 と の 「制度的 な」

結 び付 きが 強 く意識 され ， 所謂ア マ チ ュ ア ・ ス

ポ ー ツ の プ ロ 化 が 1つ の 社会現象 と して 認知 さ

れ ， 容認され て い る時代 は なか ろ う．か つ て ，

近代 オ リ ソ ピ ッ ク に お ける ア マ チ ＝ ア ・ス ポ ー

ツ 精神の 守護神 と ま で い わ れ た Brundage3｝の

「プ ロ ・ ス ポ
ー

ツ は ス ポ
ー

ツ で は な くビ ジ ネ ス

だ． ア マ チ ュ ア ・ス ポ ー ツ の ア マ チ ュ ア は 余計

な形容詞」 と い う言葉か らは 隔世 の 感があ り，

時代 はすで に ス ポ ー
ッ ・イ ベ ン トに 企業名を つ

け た 冠 大会が何の 抵抗 もな く開催 され．各種 イ

ベ ン トの 賞金や参加選 手 に 対す る参加料等の 報

酬 は 言 うに 及 ばず， 日本体育協会 ま で もが新 た

な 『日本体育協会 ス ポ ー
ッ 憲章』を施行し ， 事

実上 ア マ チ ュ ア競技会に 対す る プ ロ 参加 へ の 道

を開 く事態 とな っ て い る
31）．部分的で は あ るが

，

ソ ウ ル ・オ リソ ピ ッ ク に お ける同様な現象は 末

だ 記憶 に 新 し い と こ ろ で ある．

　 と こ ろ で ， これ まで 近 代 ス ポ ー
ツ の 生成 ・発

展過程を考え る上 に お い て ，それを推進 し，発

展 させ て い く関係者 の 考 え方 と し て ア マ チ ュ ア

リ ズ ム を前提 とす る と ら え方が主流 を占め て お

り，その 制度的発展過程に お い て プ ロ ・ス ポ ・一

ツ を連続的に 布置 し よ うとする考え方はあ ま り

見 られ な い
tSi）

．例 えぽ
， わ が国に お ける プ ロ 野

球の 成立 と い う歴 史社会的現象 に 対 し て は
， そ

の 当時に 直接 関わ っ た ある偉大な人物か ，あ る

い は 当時は それ と認め られ な くと も死後 に
…種

の カ リ ス マ 性 を付与 された 名前の は っ きり し た

個人 の 思い つ きや行為か ら説明 しよ うとする試

み が 多 く見 られる
tt2）． しか し，ア マ ・プ ロ の 区

別 な く，社会的制度 の 発展形態と して ス ポ ー
ツ

の それ をみ た場合，当然そ こ に は 制度 とし て の

ス ボ ー
ッ 内部 の 関係者に よ る様 々 な考 え方の 反

映 を看取で きる は ずで あ り，その 考 え方 の 内実

に は 当該 ス ポ ー
ツ 種 目に か か わ る金銭報酬を伴

う専門家集 団の 結成 とその 組織化，す なわ ち ス

ポ ー ツ の プ ロ フ ェ
ッ シ ョ ナ ル 化 （； プ ロ 化） を

推進 し よ うとする 考え方が 何 ら か の 形 式と内容

を伴 っ て 出現 して い た と して もお か し くは な い

で あろ う．

　先 の プ ロ 野球の 例で 言 えぽ，近年， プ ロ 野球

の 成立 が読売新聞社お よ び読売 巨人軍 を中心 と

す る 従来 の 成立史 と は 異な る角度か ら取 り 上 げ

られ て お り， と りわ けその 成立前史 と して の 大

正 期 に お け る プ ロ 野球 チ
ー

ム
， 日本 運 動協 会

チ
ー

ム の 動向 とそ の 周辺 を取 り扱 っ た 書籍
ise ）

な い し論文
D，が若干で はあ るが 散見 され る よ う

に な っ て きた． またそ こ で は
， 同 じ く プ ロ 野球

チ
ーム で あ りな が ら対照的 な存在 と して の 天 勝

野球 団，あ る い は セ ミ ・プ ロ チ
ー

ム と し て の 大

毎野球 団が取 り扱わ れて い る． しか し ，
い ずれ

の 文献 も日本運動協会 チ
ー

ム
， 天勝野球団が 本

格的 な プ ロ 野球制度成立 （昭和 11 年 2 月 5 日の

日本職業野球 連盟の 成立）以前 に 結成 されて い

た事実 は 認め なが らも， 前述 した 問題意識か ら

それ らの チ ーム 結 成に働い た 野球関係者 を始め

とする内外の プ ロ 化 を推進 しよ うとする 考え 方

は 明 らか に され て お らず，また そ れが後 の 本 格

的 な プ ロ 野球 制 度成 立 に ど の よ うな意義 を 持

ち ， 発展 し て い っ た の か に つ い て は 究明 し て い

な い ． さらに
， 大正 と い う時代に 同時 に 発生 し

た こ れ ら 3 チ ーム 結 成の 背後 に あ る ス ポ ー
ツ ・

イデオ ロ ギ
ー

の 比較分析やそ こ か ら見い 出され

る今日 の ス ポ
ー

ツ 状況に 対す る興味深 い 原初形

態 と し て の 考察は な され な い ま まに な っ て い

る．確か に これ ま で の 論 稿
151

で は
， 明治期か ら醸

成 された 武士道的 イデ オ ロ ギ ー
の 延長線上 に 大

正 期 に お ける こ の 3 チ ー ム の ス ポ ー
ツ ・イデ オ

ロ ギ ー
を 位置づ け ，

プ ロ 野球制 度成立に 向け た

制度 内 的一心 理的 利害 状 況 e3 ）
の 歴 史的類型 と

して その
一

部 を明 らか に した ， しか し，そ こ で

扱わ れた 3 チ ーム の イ デオ ロ ギ
ー

の 内実 は 資料

的に 詳細な検討 が な され て お らず， また社会学

的な制度 的視点 か ら プ 卩 フ ェ ッ シ ョ ナ ル ・イ デ

ナ 卩 ギ ーと して 本格的 な類型化 を試 み， さ ら に

そ れ らを比較検討 した もの で は なか っ た ．
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　 こ こ で 用 い た ス ポ ー
ツ に か か わ る 「プ ロ

フ ＝ ッ シ ョ ナ ル ・イデ オ ロ ギ
ー

」 と は
， 前述 し

た ス ポ
ー

ツ の プ ロ 化を推進 す る イ デ オ ロ ギ ーの

こ とで あるが
， 詳 細に は 次の よ うに 考え る こ と

がで きる．す なわ ち，それは 何 らか の 社会的利

害を反映 して プ ロ ・ ス ポ ーツ 集団を社会的制度

と し て 位置付けよ うとす る まとま っ た 意識形態

で あ り， 基本的 に は ，1） 成員の 生 計維持に 必 要

な最小限の 報酬 （fees）， 2）資格 の 設定 ， 3）倫

理綱領 の 確立 ，
4）地位 向上 運動を 目指す職能

集 団 の 形成，5）特別 な技術 と訓練
3°）

， を め ざそ

うとす る意識 に よ っ て特徴づ け られ る，そ して ，

制度的 に その 意識形態は
， 1）に か か わ る社会的

制 度と し て の 経済制度 の ス ポ ー
ツ 制度 へ の 介

入，利用過程 と，2）か ら 5）に か か わ る文化制度

と し て の ス ボ ー
ッ 制度 の 自律的な展開過程 と の

相互関係 に よ っ て 規定 され る と考 え られ る，特

に こ こ で は
， 前者 の 1）に 中心的に か か わ り合 い

な が ら経済制度 の 制度的秩序が ス ポ
ー

ツ 制度 の

制 度的局 面 （sphere） をそ の 手段 と して 巧 み に

利用 しよ うとす る意識形態を 「経済的 イデ オ ロ

ギ ー
」と定義し て お く

18）
．ま た ， 1）へ の 意識形 態

を制 度的 自立 の た あ の 必 要条件あ る い は 手段 と

して 含み つ つ
， 主に 後者の 2）か ら 5）に か か わ っ

て 制度内部 の 関係者がある身分的 な利害状況に

規定 されなが らその 確立 を め ざそ う とす る意識

形態を 「プ ロ フ ヱ ッ シ ョ ナ ル ・ イ デオ ロ ギ ー
」

と して 定義 して お く．

　 と こ ろで ，

一般 に企業 に お ける文化事業に は ，

1）人 々 の 文化欲 求の 高 ま りに 対 し て 企 業が文

化 を商品 と して ，生産 ， 販 売，
サ ー ビ ス を通 し

て 利益 を 目的 と し て 行動 す る 事業 と，2）利益

を 目的 とせ ず，企 業の 社会的貢献 と して企業利

益 の
一

部を社会 に 還元 し て い く事業 とがあ る と

い わ れ る
39〕．確か に 今 日に お い て は ，企業が幅

広 い 文化 ・ 芸術活動に 対 して 積極的に 支援す る

運動， い わ ゆる 「企業 メ セ ナ 」運動が注 目され ，

上記 2）の 意味 に お い て ， 経済制度 の 組織で ある

企 業 と文化制度 と の 新た な展開過程 が 注 目され

る よ うに な っ て きた
47）

．しか し ，
こ の 上記 2）の

意味で の 企業 と文化制度 との 関係は
， あ くま で

近代お よび現 代社会 に お け る制度 の 相互 連関過

程 に お ける 歴 史的な所産 と し て み て い くべ きで

あ り ，
こ こ で の 議論 の 焦点 は も っ ぱ ら 1）の 観点

か ら経済制度 とし て の 企 業 と文化制度 と し て の

ス ポ ー ツ と の 関係を と らえなが ら， 経済制度の

もつ 制 度的秩序に 左右 されず，利用 されず ， さ

ら に は 下位制 度化 されない プ ロ ・ス ．fe ッ 制 度

成立の た め の 自立 的 ， か つ 自律的 な「プ ロ フ ＝
ッ

シ ョ ナ ル ・イ デ オ ロ ギ ー
」 の 萌芽 の 内実を 問 う

こ とに あ る．

　そ こ で 本研 究で は ，
プ ロ 。ス ポ ー ツ の 成立 を

前提 と して ， と りわ け大正期の 野球 に お い て 関

係者に 芽生 え始め
， 具体的 なチ ー ム 結成に つ な

が っ た 日本運動協会チ ーム ，天勝野球団，大海

野球団各チ
ー

ム の 結成動機 を ス ポ ーッ ・イ デ オ

ロ ギ
ー

の 側面か らとらえ直 し ， それ を 上記 の よ

うな 「プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル ・ イデ オ ロ ギ
ー

」 の

萌芽 と して とらえる と同時に ， そ の 内実 を歴 史

社会学的 に 分析 し ， 今 日の ス ボ ー
ッ 状況 と の 関

係を 明 らか に す る こ とを 目的 とす る．そ こ で特

に 焦点化され る分析の 枠組み は，上記 3 チ
ー

ム

を対象 と した 野球制度 と経済制度 との 相互関係

の 形態か らみ た プ ロ フ ェ
ッ

シ ョ ナ ル ・イデ オ ロ

ギ ーの 類型化 で あ る ．また ， 本研究 に 基づ く発

展 的な 見解 と して ， それ らが 果た した 昭和初期

の プ ロ 野球成立 に 対す る 役割 と そ の 今 日的意義

へ の 示 唆が考察 され る こ と に な ろ う，

2。プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナル ・イデ オ ロ ギ
ー

　 生成 へ の 制度的視 点

　
一分析 の 枠組み 一

　 ス ポ ー
ツ や プ ロ ・ス ポ

ー
ツ を どの よ うな共通

の 概念構成に よ っ て 分析 の 対象 と し て と らえ ，

そ れ に 基づ い て その 構成要素を どの よ うな手続

きに よ っ て 仮説的 に 設定 して い くの か に つ い て

は
， 本研究に お ける歴 史現象の 社会学的分 析に

と っ て まず明 らか に して お か ね ぽな らない 不 可

欠 の 課題で ある． ま た ，イ デ オ ロ ギ ー概念や ス

ポ ー
ツ ・ イ デ オ ロ ギ ーに つ い て もそ の 概念 は 極

め て 多義に 渡 っ て お り eO ，分析の た め の 有 効な

名 目的 定義
ff5）が そ の 前 提 と し て 措 定 され な け
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れば な らない で あろ う．

　 こ の 課題に つ い て ， これ まで ガ
ー

ス ・ミ ル ズ

の 制度概念に基づ く次の よ うな ス ポ ーツ お よび

プ ロ ・ ス ポ ー
ツ に お ける共 通 の 概念構成 を示 し

て きた
ls・le・17・24）

．そ の 共通の 概念を構成す る要素

は
，

ス ポ ー
ツ ・ シ ン ボ ル の 局面 （ス ポ ー

ッ ・イ

デ オ ロ ギ
ー
， ス ポ

ー
ツ ・ ル ール ， ス ポ ー

ツ ・ シ

ン ボ ル ），
ス ポ ー

ツ ・テ ク ノ ロ ジ ー
の 局面（ス ポ ー

ツ 行動様式 ，
ス ポ

ー
ッ 文物），

ス ポ ーツ地位の 局

面 （ス ポ ー ツ 組織等） とに 分類 され る が
，

こ こ

で 必 要 なの は
， と りわ け ス ポ ー ッ 。 シ ン ボ ル の

局面の 構成要素で あ る ス ポ ー
ッ ・イ デオ ロ ギ

ー

の 概念を 名 目的に 明 らか に し，定義す る こ とで

あ る
ts6 ）

．詳 細な議論 に つ い て は 紙幅 の 関係上
，

割愛せ ざるを得な い が，本研究で は ス ポ ーツ ・

イ デ オ ロ ギ ーを 「ス ポ ー
ツ の 存在を正 当化し ，

人間や 社会に 対す るそ の 意義を明示 す る ス ポ ー

ツ 価値観を中心 と した社会的 な利害を反映 す る

あ る程度 ま とま っ た意識形態」 （菊
15 》p．　94− 95）

とし て 一応 とらえ てお く，す なわ ち ，
ス ポ ー

ツ ・

イデオ ロ ギ
ー

とは ， ある 程度理念的に 整序され

て い る とこ ろ の 概念 の 社会的存在形態お よび そ

の 体系で あ り， よ り簡単に い えぽ社会的利害 を

反映 した制度を支える 人 々 の 考え方， それに 対

す る意味，価値の 付与の 総体 と し て と らえ られ

る で あろ う．また ， 分析の た め の 段 階的把握 と

し て ， こ こ で は 特定個 人の 持 つ 「考え方」 の イ

デ オ ロ ギ ー的性格 を 「信念」 と し ， 特定集団の

そ れ を 「信条」 とし，それ らが ス ポ ー
ッ 界全体

に 明示 され得る段 階ま で 達 した もの を 「イ デ オ

卩 ギ
ー

」 として
一

応 区別 して お くこ とに す る．

しか し，本研究が対象 とす る 「イデオ ロ ギー
」

は その 萌芽の 段 階で あ るため に ， 言説の 内容が

「信念」や 「信条」 の レ ベ ル に 止 ま らざるを得 な

い 限界を もつ こ とが予 想 され る，そ の 場合 ， そ

れ ら 「信 念」 や 「信条」 をあ る社会的 ・制 度的

利 害に 拘 束 された 言説 と と らえ る こ と に よ っ て

イ デ オ ロ ギ
ー生成の 萌芽 と し て 論 じて い くこ と

に した い ．

　次に ， 先の ガ ー
ス ・ミ ル ズ 8｝

や Feibleman6｝，

さ らに は サ ム ナ ー41 ）
や 佐 伯 ら

36 ）
の 見解 を も と

に ，制度化の 概念か らプ ロ フ ェ
ッ シ ョ ナ ル ・イ

デ オ ロ ギ ーの 生成 は 大 きく 2 つ に類型化す る こ

とが 可能 で ある．す なわち ， 制度化 の 概念か ら

制度 の 成立形態を 「自然成長 的制度」 と 「制定

的制度」 の 2 つ に 類型化す る と （佐伯 36，
p．　35），

野球 の 成長 ， 発展 をめ ぐる経 済制度 との イ デ オ

ロ ギ ー
的関係は

， あ くま で 従 来の 野球 イ デ オ 卩

ギ ー
の 自然成長的発展形態と し て 野球制度内部

に お け るプ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル ・イデオ ロ ギ ーを

と らえて い く立場 と ， 経済制度内的イ デ オ ロ

ギ ー
の 介入 ， 利用を 許容した制定的形態 と して

そ れ を見て い く立 場の 2 つ に 大 きく分 け られ る

と い うこ とで あ る．本研究で は仮説的に ，両老

の ヘ ゲ モ ニ ー関係に お い て ， 前者 を野球制度内

部 の 利益を優 先 した 自律的 なイ デオ ロ ギ
ー生成

の あ り方 （仮に A タ イ プ の イ デ オ 卩 ギ ー生成）

と考え ， 後者を制 度外 的利益 （こ こ で は 経済制

度 内部の イ デ オ ロ ギ ー）を優先 し た 他律的 なイ

デ オ ロ ギ ー生成 の あ り方 （仮に B タ イ ブ の イデ

オ ロ ギ ー生成） と考えて お く．具体的 な前者 の

野球制度内部 の 利益 とは ， 野球制度の 維 持 ・ 存

続 ・発展 に 関 わ っ て あ くまで 制度内部 の 利害状

況や 理 念的側面 ， 例 えば伝統 的 な武土道的精神

や 精神修養的側面の 尊重 ， 野球に 関わ る様 々 な

ル
ー

ル や マ ナ ー
の 遵守 ， 選手の プ レ ーを常に 最

高度に 発揮 で きる環境 の 整備 な どを ， 野球関係

者の 主体性や 自立 性お よ び 自律性の もとに 文化

と し て の 野球 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ と し て 確立す

る こ とを意味す る。 こ れ に 対 し，後者 の 制度外

的利益 とは ，経済制 度内部 の イデオ ロ ギ
ー

に 代

表 され る経済的利益，例 えば経済収益や イ メ ー

ジ ア ッ プに つ なが る宣伝効果に み られ る メ デ a

ア 機能な どを優先させ，その 主要 な 目的 をあ く

まで経済制度の 主 に 組織的側面に お ける 維持 ・

存続 ・発展に お くこ と を意味 する．

　以上の よ うな見解 を もと に ， 制度的視点か ら

野 球 に お け る プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル ・イ デ オ ロ

ギ ー生成 の 内実を類型化する と図 1 の よ うな分

析の 枠組み が 得 られ る．以下 ， 大正期の 3 チ
ー

ム に み られ る プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル ・イ デ オ ロ

ギ ーの 萌芽は ，こ の 枠組 み に 沿 っ てそ の 内容が
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大 正期 の 野 球 に お け る プ ロ フ ェッ シ ョ ナ ル
・

イ デ オ ロ ギ
ー

の 萌芽に 関す る 研究 5

（野 球
制 度外）

（野球
制度内）

［A タ イ プの イ デ オ ロ ギー生 成 ］

野球制 度 内 的 イ デ オ ロ ギ ーの 自然成長的発展 と し て の

プ ロ フ ェッ シ ョ ナ ル ・イ デ オ 卩 ギー
の 生成

一一
制度内的利 益 を優先 した 自律的 な イ デ オ 卩 ギ

ー

［B タ イ ブ の イ デ オ ロ ギ ー生成］

他 の 制度外的 イ デ t ロ ギーの 介 入 ・利 用 を許容 し た

プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル 。イ デ オ ロ ギ ー
の 生 成

一一制 度 外 的 利 益 を優先 し た 他律的 な イ デ オ 卩 ギー

図 1．野球 に お け る プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル ・イ デ オ ロ ギ
ー
生成 の タ イ プー分析の 枠組 み

一注 T，

記述，説 明，評価され る こ とに なる．

3．大 正期 の 野球 に お ける プ ロ フ ェ ッ シ ョ

　 ナ ル ・イデ オ ロ ギー萌芽 の 3 類型

　 1）日本運動協会チ
ー

ム の 場合

　 1905（明治 38）年に 行われた第 1回早稲 田大

学米国遠征 メ ン バ ー
で あ り，当時の 野球部長 で

あ っ た安部磯雄 の 指導，影響を 受け た 河野安通

志 ， 橋戸　信 （通称，頑鉄）， 押川　清らは ， 他

大学関 係者 らを も発起人 と しなが ら
es ）1921 （大

正 10）年合資会社 日本運動協会 を結成 した ．雑

誌 r運動界』 に 掲載 された 「日本運動協會創立

の 趣意」 に よれば ， 彼 らが こ の 運動協会を設立

し よ うと し た 動機は
， 運動競技を学生の 専有物

に す る の で な くあ ら ゆ る階級 や 年齢 を越 えた

人 々 に広 く普及 させ よ うと した こ と， した が っ

て その 目的は
， まず東京市民が要求す る 理想的

競技場を提供 し，こ こ に 運動界 の 理想の 姿 を示

して 運動競 技界の 健全 な る進歩，発展を図 る こ

とに 求め られ た
32）

，「定款」に 定 め られた 事業 目

的 と し て は
，
「一，運動競技に 關す る

一切 の 事業，

二 ，運働場 競技場の 設 計工 事 ， 工 事 監督修繕請

負及 び之れ に附帯す る
一切 の 業務 ，

三 ，各種運

動髓育用具の 製造販賣及び 之れに 附帯す る
一

切

の 業務」 （日本運動協会発起人
一

同
32 ）

p．127）が

挙げ られて い た が ，実 際に 手掛け る こ とが で き

た の は 日本運動協会専属 チ ーム （通称 ， 芝浦協

会 チ ーム ） とい う プ ロ 球団の 創設 ， 経営 と， 日

本運動倶楽部 と い う現在で い うと こ ろ の テ ニ ス

ク ラ ブ兼 ア ス レ チ ッ ク ク ラ ブ の 経営だ け で あ っ

た ．

　と こ ろで ，そ の 「起業豫算」の 内訳 （日本運

動協会発起人一同32｝p．121− 122）で は，総額予

算 90，000 円の うち 75，455円 30銭 が 芝 浦 に 6

千余坪 （約 2 万平 方 メ ー トル ） の グ ラ ン ドを造

るた め の 借地 権の 費用に 充て られ て お り，それ

に 関連 して 外塀 と 6 ヵ所 の 門に 1．500 円， ス タ

ン ドと固定 ネ ッ トの 費用が 3 ，500円見積 もられ

て い た ．こ れ らの 予算内訳か ら考える と，河野，

橋戸 ， 押川 ら協会 関係者は
， 当時 の 米 国大 リ

ー

グ の 経営状況 を参考に し なが らまず本拠地球場

造 りか ら着手 した とい う こ とが理 解 で きよ う．

球場 を持つ こ と に よ っ て 経済的，物質的に 他 の

経済的制度 か ら自立 した 野球制度内的 基盤 を確

立 し よ うとする点で ，
r河 野た ち が こ の 時 ，

い か

に 明確な理 念を も っ て プ ロ 球団経営 に 乗 り出 し

た か が分か る」 （佐藤
3s ）p．17）の で ある．また ，

図 2 に 示 す 1921 （大 正 10）年 に 計画 され た

1922 （大正 11）年度に おけ る協会チ ーム 完成後

予 算 の 内 訳 （日 本 運 動協 会 発 起 人 一 同
32）p．

125− 126） を 見て も， 彼 らが 初 の プ ロ 野球 チ
ー

ム の 経営に あた っ て詳細 に 収入 と支出の 予算を

検討 し ， 利益金 の 処分法ま で 正 確 な数宇を も っ

て示 して い た こ とが理解 され る．さ らに ，
こ の

財政的基盤 は 日本運動倶楽部規則第 5項 「本倶

楽部員た らん とす る も の は 入會金 と し て 金貳拾

圓を ， 會費 と し て
一

年分金 拾 貳 圓を 日本運動協

會に 納む る もの とす」 （日本運 動協会 発起人
一

同
32）p．136）とあ る よ うに ， すべ て 会員の 入 会金

と会費を もとに した資本 に よ っ て 形成 され 運用
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図 2 ．日本運動協會専屬チ
ー

ム 完 成 後 豫 算

（日本運動協会発起 人
一

同
s2 ） p．125− 126）

さ れた の で あ る．以 上 の よ うな 予算関連事項

は ， こ の 当時の 一部の 野球関係者がすで に 確立

された 自立的 な ク ラ ブ経営的発想とそれ を具体

化する 力量 を持 っ て お り ， 日本 の 野球 の 発展 の

た め
， ある い は 米国大 リ

ー
グを模範 と し て そ の

域に 達す るた め ， 用意周到に 他 の 経済制度に 左

右 され な い 自律的な プ ロ フ ェ ッ シ ・ ナ ル ・ イ デ

オ ロ ギ ーを実現 し よ うとし て い た
一

証左 と考え

られ よ う．

　次 に ， 日本運動協会 チ ーム の 結成それ 自体の

目的 と して は
， 橋戸　信が 「職業野球團設立 の

主 旨」 と題 し プ ロ ・チ ーム 設立の 事情に つ い て ，

「本協會専屬 の チ ーム は ，實 に 本邦 最初 の プ ロ

フ ェ
ッ シ ョ ナ ル ・チ ーム で あ る．人格 に於 い て ，

技術に 於 い て ， 大學チ
ー

ム 以上の 強チ ーム とな

り，本邦球 界の 指南軍た るを 期する の で あ る」

（橋戸 Mp ．63）と述べ て い る よ うに ，職業野球 団

が こ れ か ら の 野球界の リーダ ー
シ ッ プ を と り，

その 技量 は もちろ ん の こ と人格に お い て も大学

野球チ
ー

ム を上 回 っ て 外 国チ ーム と互角に 対抗

し，以て 国 民各層の 支持を得 ， 野球界全体の 発

達に 寄与す る こ とを明 らか に し て い る．そ して
，

こ の よ うな 「プ 卩 フ ェ ッ シ ョ ン 」 に対する純粋

な技量 ・人格の 優越性 へ の 認識 と先の 西 欧合理

的 な ク ラ ブ経営的発想の 醸成 とは
， 互 い に 相矛

盾す る こ とな く野球制度 内部で 自律的に 展 開，
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強化 され て い た の で ある．

　例 えぽ ， 選手の 募集 ｝こ つ い て は
，

「世間に 名

乗 っ て 出て恥 か し くない ，學歴 もあ り，人格に

於て も申分な く，そ して ， 優秀 な技倆を 具備 し

た 選 手」 （河野
22）
p．48）を採用 し よ うと し た し

，

その 待遇条件 と し て こ の 時す で に 賞与 は もち ろ

ん の こ と，公傷に 対 する保証か ら現在の プ ロ 野

球の 年金制 度 に 当た る 恩給制 度 まで 考 えて い

た ．また ， 技術の ほ か に 人格や学力 を相 当重視

し，その 力量 を伸ぽすた め に 学校へ ま で も行 く

こ とを許可 し て い る
10｝
．協 会 チ ーム 監督河 野安

通志 は，「物質上 の 問題は 極め て 些細 な る こ と で

…所謂興行的 に プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル 根性に な り

勝ち の 浮薄を警め て
， 我國の 職業野球團は ，斯

くの 如き立派 なる もの で ある と，寧ろ吾 に 習 ひ ，

他を改め さす る程の 懽威がある もの をば ， 球 界

に名乗らしめ な い な らば
， 凡て は 徒勞に 歸 し て ，

且 つ ，
一

般球界の フ ァ ン が期待に も叛 か ねば な

らな い 羽 目とな る の で あ る」 （河野
23 ）

p．　16）と述

べ ，技術的に は もち ろ ん ， 人格的 に も球界の 模

範 とな る よ うな チ
ー

ム を作 らなけれ ば プ ロ 球団

の 前途 は な い と主張 し た ．こ の 信条は ，日本運

動倶楽部 ハ ウ ス に お い て 行わ れ た 見習い 研修 時

の 合宿生活に お い て よ り
一

層明確に 現実化さ

れ ， 午 後 1時か ら 4時まで の 野球の 実技練習を

除 け ば ，「野球理 論」「野球 英語」の ほ か ，
厂薄記 」

「
一

般英語」「数学 」 等の 勉 強の 時間 に そ の 大半

が 割 り当て られ て い るば か りで な く，「腕は 第一

に 必要で あ るが
， 素行が修 ま らね ぽ ， 選手 と し

て の 眞の 価値 は 認め られ得な い 」 （河野
23 ）p．　16）

と して合宿生活 に おけ る規律を最大限重視 し，

ま さ に 「ス トイ ッ ク な合宿生活」 （佐藤
3s）
p．　37）

を選手に 送 らせ て い た の で ある ．

　 こ の よ うに 日本運動協会 チ
ーム 結成 を め ぐ る

河野 ， 橋戸 ， 押川 ら野球関係者の プ ロ フ ェ ッ シ ョ

ナ ル ・ イデ オ P ギ
ーの 萌芽 は，他の 経済的秩序

に 支配 され な い 自律的 な プ ロ 野球 チ ーム を作 る

こ と に よ っ て 彼 らの 理 想 とす る運動競技 の 姿 と

野球の 発展 を推進 し ， それを具体化 させ よ うと

し た もの で あ っ た が ， 歴史的に は 1923（大正 12）

年 の 関東大震災 に よ る被災か ら立ち 直 る こ とが

で きず ， 翌 1924 （大正 13）年京阪神急行電鉄株

式会社社長小林一三 の 好意に よ っ て 宝塚協会 と

して再 出発 し た ． しか し，
こ こ で 注 目され る の

は
，

こ の 宝塚協会 チ
ーム へ の 移行の 際 に も監督

河 野安通 志は 阪急電鉄の 意向 に よ る チ ーム づ く

りを拒否 し，協会の 理 想 とす る プ ロ 野球 チ
ーム

実現に つ い て 阪急電鉄 が認め る こ とを絶対条件

と した
51 ）とい う点で あろ う．そ の 後 ， 1929（昭和

4 ）年 7 月に 満州遠征 を最後 と して チ
ーム は 解

散 した が，宝塚協会を含 め た約 9年間余 の 通 算

成績は ， 322勝 131敗 14 分 で あ っ だ ゜，
．

　2）天勝野球団の 場合

　 こ れ ま で 述べ て きた 日本運動協会チ ーム の 結

成 とほぼ 同時期 に ，同 じ く プ ロ ・ チ ーム と して

天勝野球 団が 結成 され た ．天勝野球部員 ， 鶴 芳

生は 野球団発足の 事情に つ い て 「松旭 齋天勝 は

大に 感ず る所有 りて昨年二 月 （筆者注 ；大正 10

年 2 月）チ ー ム を作 り舊慶應選手小野氏 の コ
ー

チ の 下 に 熱心 な る練習を開始致 しま し た。當時

横濱 に て 興行中殊に 晝 夜二 回の 興行 に も係わ ら

ず，選手は 毎朝八 時 よ り公 園 グ ラ ン ドに て 熱心

に 小野氏よ り コ ーチ を受け た 甲斐 あ っ て 技倆 は

メ キ メ キ 上 達 して 各選手 の 鼻息の 荒い の に は 大

に 驚 きま した 」 （鶴
12 ）
p．115）と述べ て い る．「舊

慶應選手小野氏」 とは慶応大学の 往年の 名投手

小野三 千磨 の こ と で あ り，そ の 後大毎野球団 の

エ
ース と し て 活躍 し ， 毎 日新聞運動部記者 を経

て 都市対抗野球 の 育て の 親 と言わ れ た 人物 で あ

る．そ の メ ン バ ーは
，

「前慶應の 永岡 君 ， 前法政

の 浅井君，オ
ー

ル 呉 の 脇坂 君」（鈴木 43 ｝p．　22）「明

大先輩か ら は 中澤君を入 れ ，

…法政現 役田中君

を呼 び ， 更に 慶大先輩か らは 鈴木君 を招い て ，

之 に 現役の 濱野君 を抜き來 り，巨漢青山 を 相撲

チ
ーム か ら抜擢 して陣容の 整備 は オ サ オ サ 大毎

に次 ぐ粒揃 ひ」（運動界編集部
5°）p．　84）で あ っ た．

そ の 当時 の 六 大学 に お け る 有力 選手 を 多 数集

め
， 有名 コ

ー
チ を つ けた天勝野球団 は ， 日本 ば

か りで な く満州 ・ 朝鮮 に お い て も天勝一座 の 興

行 と と もに 試合を行 っ て い た 12）．

　 すな わ ち ， こ の チ ーム は 奇術 松旭 斎天勝一座

付 の それで あ り，各大学 出身者 の 有名選手 を集
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め
， 各地 の 興行先で その 宣伝 と人気を高め るた

め に 試合を行 っ て い た の で ある．前述 した 「松

旭齋天勝は大い に 感ずる所有 りて」 とい う， こ

の プ ロ ・チ
ー

ム 結成の 動機 に つ い て ，
二 代 目天

勝の 夫 ， 中井　繁は ，「野球部 を作 っ た の は初代

天 勝の 夫 ， 野 呂辰 之助で ， 興行先で 地元の チ ー

ム と試会 を して 大 い に 宣伝 し よ うと い うね ら い

で した」 （中井
2e））と明確 に 天勝野球団結成の 目

的 を語 っ て い る． こ の 信念の 背景に は
， 天勝

一

座 と い う経済制度 の 内に 組み込 まれた組織が
，

野球制度の 有す る シ ン ボ ル 的要素をその 経済 目

的の ため に 手段化 し ， 利 用 し よ うと した 典型的

な野球制度外的な経 済的 イデ オ ロ ギ ーの 存在が

看取 され る で あ ろ う，も っ と も， 明 確 な プ 巨 ・

チ
ー

ム で は な い が， こ の よ うな宣伝 の た め の 野

球チ ーム は こ の 時期盛 ん に 結成 されて い た よ う

で あ り
12〕

，天勝
一

座 の 野 呂辰之助もその 辺 を考

慮 して 思 い きっ た 有名選 手 に よ る お 抱 え野球

チ ー ム を作 ろ うと した と い うこ とで あろ う．

　 し か し ，
こ の よ うな経済的 イデ オ ロ ギー

に対

し，実際に プ レ
ーを し て い た選手， コ

ー
チ 等の

意識や 信 念 は ど うで あ っ た の か ．前述 した 鶴

芳生は
，
「尚チ ー

ム は 他 の 同業者間 に 於け る チ
ー

ム と異な り，廣告本位 の チ
ー

ム で は有 りま せ ん ．
　 　 ？ マ

…商 買 と野球 の 試合 は 別 問題 で す．」 （鶴 12 ）
p．

117）と言 い ，1923（大正 12）年当時の 主将 で あ

り，
コ
ー

チ も務め た 鈴木関太郎も 「プ ロ フ ＝
ッ

シ ・ ナ ル チ ーム で は あ りますが ， 精神に 於い て

は ， 學生 チ ーム と少 しも変 わ りは あ りませ ん．

野球道の 精神を尊重 して ， 飽 く迄球界の 健全な

る發達に 貢献した い と考 へ ます」 （鈴 木 43〕p．23）
と述べ

， 野球道 の 精神を尊重す る こ とに つ い て

は
， 日本運動協会 チ ーム と同様 な野球 イデ オ 卩

ギ
ー

を主張 して い た ． と こ ろが
， 前出 の 中井が

世 間の プ ロ 野球に対する蔑視を承知 の 上 で多数

の 大学選 手が集ま っ て きた理 由に つ い て ， 第 1

次世 界大戦後の 不 景気 に よ る就職難 の さなか 高

給で 大学 出身 の 有名選手を駆 り集め た 野 呂辰 之

助 の 意図に 触 れた よ うに
29）

， 結局の と こ ろ金 銭

的理 由が 第 1 の 動機 と して あげ られ る と考 え ら

れ る．事実，同年 8 月 30 日芝浦球場で 行わ れた

日本国内初 の プ ロ ・チ
ーム 同士の 試合 （対 日 本

運動協会 チ
ー

ム 戦 ， 結果は 1− 5で 負 け） に お

い て
， 彼 ら は 「天勝軍は …素質 もあ り面 も揃 っ

て は居 るが粘 りが な く， 底力がない ．それは 言

う迄 もな く練習なきチ
ー

ム の 悲哀で あ る．如何

な天才で も ， 名手も練習に 遠 か っ て は 思ふ よ う

な プ レ ーは能 きな い ．
…

過去 の 惰力を集め た だ

けの もの ならば，其チ ーム の 存在 に は 何 の 期待

を も有た れな くなる であ ろ う」（運動界編 集部
5°）

p．85） と酷評 され て い た の で あ っ た．

　 こ の よ うに ，天 勝野球団に 関係する個 々 人の

プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル に 対 す る信 念は それ と し

て，結局彼らは 受動 的に天勝
一座の 経済的イデ

オ ロ ギ ー
を受容 して い た に す ぎず，そ こ に は 野

球制度内部 か ら の 自然成長的な イ デ オ ロ ギ
ー
改

革 と して 実際 の プ ロ ・チ
ー

ム 作 りを し よ うとす

る具体的行動 は認め られな い ．した が っ て ， 天

勝野球 団は ， 日本運動協会チ ーム に お け る野球

制度内部の イ デ オ ロ ギ
ー

と異な り，野球 シ ソ ボ

ル の 利用 を企図す る企 業の 経済的イ デ オ ロ ギ ー

の 目的 に 対 して 完全 に 手段 化 され た プ ロ ・ チ ー

ム と い え る で あろ う，

　 3）大毎野球団の 場合 E9 ）

　大毎野球 団は， 1920 （大正 9 ）年 9 月に 大 阪

毎 日新 聞社 の 専属 チ ーム と して 公 認さ れた
， 当

時の 実業団チ ー ム の 中で 最強 と称せ られ た 野球

チ ーム で あ っ た ．その メ ン バ ー
構成 をみ て み る

と チ ー
ム 結成時か ら 1929（昭和 4 ）年 3 月の 解

散時 まで 毎年 とい っ て よ い ほ ど
， 有力選手 の 入

退社が繰 り返 されて お り， そ の 出身校は 早慶 を

中心 に 東京五 大学ばか りで な く，関西 方面 の 有

力校 も少な くな か っ た 。実業団最強 の チ ーム と

称せ られ る よ うに な るた め に は，「社員 が筆 を執

る畭暇 に ，その 得意 とす る野球技を以て ，眞の ，

フ ェ ア プ レ ーを宣傳する」 （深江
7））程度 の 意識

や考え方で は と うて い 不 可能で あ り
， 事実 ， 新

聞記者 と して の 資質 よ りも何 よ りも， まず野球

技術 の 優秀 な者を次 々 と入社 させ て い た の で あ

る． した が っ て ， こ の チ ーム は まず第 1に 技 量

優秀 な選 手を集め る こ と に よ っ て 最強チ ーム と

な り ， それ と同時 に その 野球 シ ン ボ ル が人 々 に
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対す るイ ソ パ ク ト，影響力 を有す る こ とを期待

されて い た チ
ーム と考え られ よ う． し か も ，

こ

の チ
ーム の 性 格は

，
た だ単 に 「運動の 奨勵」 「運

動を宣傳す る」 （木造
19）p．63）こ とを 目的 と した

の で は な く， 大阪毎 日新聞社が 1925 （大正 14）

年 の 米国遠征に 際 し 「大毎の 海外宣伝 に 大 きな

効果 を残 した 」 （毎 日新聞社史編算委員会
27））と

述 べ て い る よ うに ，
「新聞宣伝 の た め の チ

ーム 」

（毎 日新聞社 史編纂 委員 会
27 ，

）で あっ た の で あ

る． こ の 点 で ，大毎野球団は 先の 天勝野球団 と

同
一

の 経済的イ デオ ロ ギ ーに 支え られた チ ーム

と い え るで あろ う．

　しか し ， 天勝 野球 団 と異な り， 選 手に は社内

で
一

定の 仕事が与え られて い る こ とに な っ て い

た ．米国遠征の 際に 監督 として 同行 した大 阪毎

日新 聞社総務の 奥村信太郎は
， 大毎 チ

ーム の 選

手 は い ずれ も若 い 新聞記者の 群だ か ら，

一面新

聞記者 と し て の 見学 と修養 とを檀に した い と い

うと こ ろ か ら進ん で 計画 は 遂行 され た と言 い ，

大毎 チ
ーム の 米 国遠征 を以 て 単な る 野球修行 と

い うよ りも ， む しろ若 い 記者団 の 修学旅行 と い

う方に 重 きを置 ぎた い との 趣 旨を表 明 して い

る
4｝
．また ， 代表的 な監督で あ っ た 木造龍蔵は ，

1923 （大正 12）年の 極東選手権大会 野球競技 の

代表をめ ぐ っ て 「プ ロ の 大毎に 参加資格 が あ る

の か 」 と い う大議論 に 際 し ， まず第 1に 団員は

一部 の 嘱託員 を除 い て 普段 は 職務 を行 っ て い る

こ と
， 第 2 に 野球 の 手 当て は特別 に

一切受けて

い な い こ と，第 3 に 入場料徴収は学校チ ーム で

も行 っ て い る こ と等を挙 げて 「大阪毎 日野球團

を以 っ て 職業チ
ーム な りとす る理 由は 寸毫 も存

在 して 居 らな い 」 （木造 19）
p．64）と断言 した． と

くに 第 1 の 理 由に つ い て は ， 各選手の 業 務内容

ま で 明 ら か に し て こ れ を 証 明 し よ う と し

た if1°）． さ ら に ， 彼は その 後に お い て も「社で は

國 民體質改良 の 見地か ら運動を 宣傳す る とい ふ

こ とに 非常に 熱心 です，だ か ら地方等に野球を

宣傳す る と い ふ 野球團 に 樹 して は 暇を 與 へ て 呉

れ ますし
， 他 の 社 員諸君 もよ くこ の 趣旨を諒解

して 多忙 を 忍ん で 我 々 を 出 し て 呉 れ る の で す．」

（木造
2°，

） と述 べ て い る ．

　と こ ろが ， 当時大毎野球 団の 外野手 で 木造 が

公 表 した業務 内容 が「西 部毎 日原稿整理」とな っ

て い る 菅井栄 治は
，

「私 は ，一応西部毎 日原稿 整

理 と い う職 に あ り ま し た が ， 社会部や 運動部 の

記者 もや りま した ．が ， そ れ は あ くま で 建前で ，

本当の 仕事 は野球 で した ．あち こ ち の 毎 日新聞

の 販売店に 頼まれて 遠征 し ， 地元 の チ ーム と試

合 を する と毎 日新 聞の 部数が 増え る 」
C°）

と証言

し て い る． つ ま り，経営者や 幹部が どの よ うな

理 想を掲げ，理 由づ けを し て み て も ， そ の 実態

はや は り大 阪毎 日新聞社 が毎 日新聞 の 販売部数

を増や すた め に ，野球制度 内の シ ン ボ ル 的要素

を利用 しよ う とした典型的事例 と して とらえ ら

れるの で あ る．だか らこ そ昭和 4年 3 月 ， 昭和

に入 っ て か らチ
ーム 成績 が 次第に 不 振 とな り，

「新聞宣伝 の た め に テ ィ
ー

ム を 持 つ こ と も
一

考

を要 する状態 に 至 っ た 」（毎 日新 聞社 史編纂委員

会
27
りとき ， 上記 の 意味 で 「功成 り名遂げて 」（毎

日新聞社史編纂委員会 26〕）くれた大毎野球 団は
，

深 まる 不況 を背景 と しなが ら解散 して い くの で

あ る ．

　 した が っ て ， 大毎野球 団の 場合 ， そ こ に み ら

れ る経済的 イ デ オ ロ ギ ーは ， ま さ に 経済制度 の

目的 に 対す る野球制 度の 手段 化 で あ り． こ の 点

に つ い て は 先の 天勝野球団 と同一の 意味を 有す

る イ デ オ ・ ギ ーの タ イ プ と し て 位置 づ け られ よ

う． しか し ， 選手資格に つ い て 大阪毎 日新聞社

の 意向を体 し た 大毎野球団関係者は ，選手が新

聞社本来の 職務遂行 に 励ん で い る こ とを喧伝す

る こ と に よ り，
チ

ー
ム お よび選手 を完全 な プ ロ

フ ェ ッ シ ョ ナ ル ・チ
ーム お よ び職業選手 と して

見 なされ な い よ う，
ア マ チ ュ ア と し て の 性格づ

け を巧 妙 に 行お うとす る意図を も っ て い た と考

え られ る．そ して その 性格づ け は ， 上記 の 木造

の 弁明に 代表 され る よ うに 極 め て 暖昧な ベ ール

に 包まれ て お り，秘密主義的で
， 今 日 の 高度化

された ア マ チ ュ ア 。ス ポ ー
ツ 全体の 持つ 制度的

性 格 （プ ロ 化現象） と相通 じる と こ ろ がある と

思わ れ る．そ の 意味 で は ， こ の 当時 の 典型的 な

野球制度に 対す る経済 的イ デ オ ロ ギ ーの 中に す

で に そ の よ うな タ イ プ の イ デ オ ロ ギ ーが類型化
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10 菊 ・古 園井

され る こ と に ，よ り
一

層注 目す べ き必要が あろ

うと思わ れ る．

　 4） ス ポーツ 雑 誌 に 見 られ るプ ロ フ ェ ッ シ ョ

ナ ル ・イデ オ ロ ギーの 萌芽

　 その 他，比較的 イ デ オ ロ ギ
ー
的水準に 近 い 言

説 と し て 当時 の 代表的雑誌で あ る「野球界』（明

治 44年創刊 ， 主幹横井鶴城） と r運動界』（大

正 9年創刊，主幹太田 四 州） を中心 に 見て み よ

う．両雑誌 とも早稲田 系 メ ソ パ ー
を 中心 とする

雑誌で あるだけに ， そ の 中心的主張は先 に 例証

し た 日本運動協会チ ーム 結成 の 信念や信条 と酷

似 して い る．

　 r野球界』誌は，大正 9 年 1 月号で 「職業野

球 團組織 の 方策及 現今 の 球界 に 封す る意見」
52 ）

と題 す る特集 を組み ， 旧早慶選手 を中心 に ア ソ

ケ
ー

ト調査 を実施 し て い る．そ の 結果 ， 回答者

13名 中 ま っ た く職 業 野 球 団 に 関 心 を 示 さ な

か っ た の は 旧一高選手長與又 郎の み で
， 他は 必

要 は 認め る と肯定 しなが らも時期 尚早 との 意見

を含め て す べ て 職業 野球 団 に 対し て は好意的で

あ り ， 中 に は フ ラ ン チ ャ イ ズ 制 を唱える者 （旧

慶大選手 ・ 富樫 與一） もい た．全 般的に は ，資

本の 充実 と プ レ ーヤ ーの 技術 の 向上が 第
一
条件

と して あげ られ ， その た め に は 株式会社 組織 の

結成 と球場 の 確保 が急務で ある こ とが強調され

て い る．また ，主幹横井鶴城は，大正 10年の 日

本運動協会 の 設立 に 対 して 厂武士道 的な運動 の

精神 に こ り固 まれ る職業選 手 に依 っ て組織せ ら

れ る職業團が 生 まれ て ，始め て ， 野球技 は ，名

實 が な っ た 國民的 ゲ ーム と發達 す る 事 が 出來

る 」 （横井5‘））と述べ
， 武 士 道的イ デ オ 卩 ギ ーの

延長線上 に プ ロ フ ヱ ッ シ ョ ナ ル な精神 を位置づ

け る こ と に よ っ て ，その イ デ オ ロ ギ ー
的性格の

一
端を明 らか に した．

　 『運動界』誌 は
， 大正 10年 10 月号か ら日本

運動協会の 後身で ある 宝塚協会が 解散 した 翌月

の 昭和 4年 8 月号ま で 通算 250頁余 に わ た っ て

協会チ ーム の 戦績 と戦況 を伝 えて お り，
こ の 雑

誌 の 協会 チ ー
ム に 対す る注 目度の 高さ と好意的

な姿勢 を伺 い 知 る こ とがで きる．主幹太 田四州

は ，協会 チ ーム 解散に 際し て 「運動協會の 主た

る 目的は 理 想的 専門的野球選手 を養成 す る に

あ っ た 」 （太 田
3帥）の で あ り 「更に 他の 言葉を以

て すれぽ形は 營利 式の 會社で あ っ た が，其の 主

義精神は 武士 道的 な選手養成 に あ り ， それに 依

る球界 の 鬱 気打開… （中略）…凡て は 此 の 精神

を心 と し，此主義 を根本 と し て 邁往 した 」 （太

田
33）

）と の 認識 を示 した ．プ ロ 野球 とは，まず

も っ て 野球に 専念 し ， あらゆ る野球 人 の 模範 と

な る よ うな精神 ＝ 武士道的精神を有す る選手 に

よ っ て形成 され た 理 想的な野球 の 体現 として位

置づ け られ て お り， その 信条 は 当時の 野球関係

者 が考 え る 野球制度内部 の 高邁 な理念や 理想を

擁護す る武士 道的 なプ ロ フ ＝
ッ シ ョ ナ ル ・イ デ

オ ロ ギ ーと し て の 性格 を有 し て い た
’
と見 る こ と

が で きよ う．

4． ま とめ に か えて

　 こ れ まで 述 べ て きた 大正 期の 野球 に お ける 3
チ ーム の 代表的 なイ デ オ ロ ギ ー

を先 の 図 1 に 示

し た 「分析 の 枠組み 」 か ら再度 類型化 し て み る

と ， 日本運動協会 チ ーム は A タ イ プ
t 天勝野球

団は B タ イ ブ
， 大毎野球 団は B タ イ プ と同様の

イデ オ ロ ギ ーを有す るが ア マ チ ュ ア 資格に 固執

し よ う とす る C タ イ ブ の イ デ オ ロ ギ
ー

と し て

分類する こ とが可能 で あ る．確 か に ， C タ イ プ

の イ デ オ ロ ギ ーを先 に 定義 し た プ 卩 フ ェ
ッ シ ョ

ナ ル ・ イ デオ ロ ギ
ー

の 5 つ の 要件に 照 らし合わ

せ て 考察し て み る と，と りわ げ 2），3），4）に 関

す る 重要 な 意識形態の 欠如が指 摘 され ， イデオ

ロ ギ
ー

自体 と し て は 決 し て プ P 化を め ざそ う と

は して い な い ． しか しな が ら，企業主導型 の 生

計維持機能とそ れ を基盤 と した特別 な野球技術

の 育成 お よ びそ の た め の 訓練は，そ の 財政的基

盤 を背景 と しつ つ B タ イ プ の イ デ オ ロ ギ ー
に

転化 され る傾向を もつ もの と考 え られ る．また ，

その よ うな傾 向は 1993 年に 設 立 予定 の プ ロ ・

サ ッ カ ー
の 成立 状況 に お い て もみ られ，そ の 意

味 で は C タ イ プ の イ デ オ ロ ギ ーを あ えて ブ 卩

フ ェ ッ シ ョ ナ ル ・ イ デ オ ロ ギ ー
の

一
変形 と し て

類型化 する こ と に よ り，今 日の プ 卩 化 に み られ

る前 記 2）， 3），4）の 要件 に 関 わ る プ ロ フ ＝ ッ
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（野球
制度外）

（野球
制度内）

経 野

済
制

度

……・・……　 ……・X ・…閃…………… 球
制

度

　 　 　 　 　 　 　 自

野 球 制 度の 発展

制内 内
イ 介 入 ・利 用 イ 介 入・利 用 の 許容

デ デ

オ 制
言 ア マ チ ュア 資格 と して の 介入 ・ 口 ア マ チ ュア 資格
ギ 利用 ギ と し て の 介 入 ・
； 1 利用 の 許容

自然 成 長 的制度……A タ イ ブの イ デオ ロ ギー

　　　　　　　（日本運動協会 チ
ーム の 例 ）

制定的制度
……B タ イ ブの イ デ ナ ロ ギ ー

　 　 　　 　 　 　 　（天 勝野球団 の 例）

制定的制度
……C タ イ プ の イ デ オ 卩 ギ ー

　 　 　　 　 　 　 　（大 毎 野 球 団 の 例）

図 3，萌芽期に お け る野球の プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル ・イ デ オ ロ ギ
ー生 成の タ イ ブ （大正期）En

シ ョ ナ ル ・イ デ オ ロ ギー
の 欠 如が歴史社会学的

に 浮き彫 りに で きる可能 性があ る もの と考え ら

れ る．

　し た が っ て ， 図 3 に 示 され る よ うに ，（1） A

タ イ プ の イ デ ナ ロ ギ ーと し て の 日本運動協 会

チ
ー

ム の 例は
， 野球制度以外の 経済制 度に お け

る組織 （企業）の 介入 を許 さず ， あ くま で 制度

内部 の 野球の 健全 な発展 と い う理想を実現す る

た め に プ ロ 化を推進 し よ うとす る 自然成長的 な

制 度内改革派 ， （2）B タ イ プ の イ デ オ ロ ギ ー
と

して の 天勝 野球 団の 例 は ， 野球制度外の 経済制

度 に お け る 経済的 イ デ オ P ギ ーの 介入 を 許 容

し，その 手段化を容認 し
， 利用 され る こ とに よ っ

て プ ロ 化を推進 しよ うとする企業主導型 の 制定

的な制 度 外 改革派 ， （3）C タ イ プ の イ デ オ 卩

ギーとして の 大毎野球団の 例は， B タ イ プ と同

様な イデ オ ロ ギーを有す るが，そ の 資格に お い

て ア マ チ ュ ア に 固執 しよ うとす る 企 業主導型の

制定的な制度外保守派， と して 大正 期 の 野球に

お け る各 々 の プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル ・イ デ オ ロ

ギ ーの 萌芽を類型化す る こ とがで きる と考え ら

れ る． また ， 当時 の 雑誌 の 論調の
一端を垣間見

て み る と，A タ イプ の イ デ オ ロ ギ
ーが ， 武士 道

的 なイ デオ ロ ギ ー的性 格を有 しな が ら早稲 田 大

学出身者を中心 とする身分的基盤 を中心 に 展開

され，あ る程度の ま とま りを も っ た 意識形態 と

して その 存在を認め る こ とが で きる よ うに 思わ

れ る．

　 と こ ろ で ，そ の 後の 1936（昭和 ll）年 日本職

業野球連盟結成 に よ っ て ， 戦前 に お ける プ ロ 野

球組織は制度的な成立 をみ るわ けで あるが
， そ

の 中心的野球関係者 で あ っ た早稲 田大学 出身 の

市 岡忠男，浅 沼誉 夫，慶応大学 出身 の 三 宅大輔

らの イ デ オ ロ ギ
ー的状況は ，歴史的推移 の 中 で

A タ イ プ の イ デ オ 卩 ギ
ー

を 基盤 と し つ つ そ の

限 界を 補完す る 形で 読売新 聞社 に よ る B タ イ

プ の イ デ オ ロ ギ
ー

の 可能性を受容す る独 自の プ

卩 フ ェ ッ シ ョ ナ ル ・イ デオ ロ ギ ーを形 成 し て い

る こ とが理解 で きる
44 ）
．ま た

，
C タ イ プ の イ デ

オ ロ ギ
ーは

， 今 日なお わ が国の 高度化 された ア

マ チ ュ ア ・ス ポ
ー

ッ を支え る セ ミ ・プ ロ フ ェ ッ

シ ョ ナ リズ ム と して ， その 選手雇用 と経済的収

支の 暖昧性 お よ び選手 の 待遇 に 関わ る対外的 な

秘密主義的，偽装的性格を保持 しつ つ
， ますま

す巧妙 に
一

般 化され て い る よ うに 思わ れ る．

　 しか し ， 大正期 の 野球 に 芽生 えた 3 つ の 典型

的な プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル ・イデ オ ロ ギ ーの 萌 芽

の 影響 に つ い て は ，な お様 々 な角度か ら の 詳細

な歴史社会学的 な検討が 必要で あり， 戦前 の プ

ロ 野球制度成立 に 果た した 意義や役割，ある い

は ア マ チ ュ ア 野球界 へ の 影響 ， さら に は 他の ス

ポ
ー

ツ へ の イデ オ Pt ギ
ー
的影響な ど多 くの 課題

を残 して い る こ と は 論を また な い ．が
，

ス ポ
ー

ツ 制 度の 諸 局面，と りわ け そ の シ ン ボ ル 局面や

テ ク ノ ロ ジ ー局面の 経済制度に 果た す効果 ， 影

響が さ らに 増大 して い る今 日的 状況 を考 え る と

き， 大正 期に 日 本 運動協 会が示 した ス ポ ー
ッ 制

度内部 の 利益 とその 理 念を堅 持した プ ロ フ ェ ッ

シ ョ ナ ル ・イ デ オ ロ ギ ー
の 内実 ，

お よ び そ の 社

会的機能に さ らに 注 目す る こ とは極 め て重要 な
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こ と の よ うに 思わ れ る ．なぜ な ら，経済制度 と

の 平等な位置関係を保ち なが ら ス ポ ー
ッ 制度 の

自律的 な自然成長的発展を期す る た め に は
， も

はや 従来の ア マ チ ュ ア ・イ デ オ ロ ギ ーに 内包 さ

れ た 倫理性 ， 理 念性の 自律的な展 開 と共通する

プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル ・イ デオ ロ ギ
ー

の 自律的な

自己展開の 可能性 とその 内容が議論 される必要

が ある と思われ る か らで ある，

　 （付記 ；本研究 は 日本体育学会第 41回 大会 に お い て

「ス ポ
ー

ツ に お け る プ ロ フ ェッシ ョ ナ ル ・イ デ オ 卩 ギ ー

の 萌芽 に 関す る歴 史社会学的研究
一

大正 期 の 野球 を め

ぐ っ て
一

」 と題 し て 発表 した 内容 に 加筆 した もの で あ

る．）

注

注 1）確 か に 概念的 に は，ス ポ ーツ を制度 と と らえ

　る 立 場 か ら Loyi5，の 「Play−Work 連 続 体 の 線 上

　に お け る Sport」 の 指摘 や ア マ 。 プ ロ に 統
一

した

　原理 を 主張す る 山本
53 ），「ス ポ ーツ 労 働 」を キ ー概

　念 と して そ の 対立を止揚 し よ うとす る森川
2S ），さ

　ら に は Stone’2〕に よ る displayと し て の sport の

　内的変質の 問 題 ，
RigauerS5）の 人 間疎外的労働 と

　 して の プ ロ ・ス ポ ー
ツ の 問題等 々 ，多様な見解が

　示 され て きて い る．し か し，プ ロ ・ス ポ
ー

ツ の 成

　立 を含 め て ス ポ ーツ の 制度的発展過程 を社会学

　的視点 か ら分析 し，実証 した 研究 は，こ れ まで の

　 と こ ろ ダ ニ ン グ 。シ ェ ア ド （Dunning　 and

　Sheard）5｝の ラ グ ビーを 対象 と した 研 究 しか 散 見

　で きない 状況 に あ る．

注 2）わ が 国 の ブ 卩 野球 の 歴史 を 取 り扱 っ た 文献

　は
， 小説 ， 物語，随筆を含め て 夥し い 数に 上 るが ，

　比較的客観的事実を記そ うとす る 馬立 4D），鈴木
15；，

　鈴木
4e ｝らの 記述に お い て も，読売新聞社主 で あ っ

　た 正 力松太郎 を 「日本 プ ロ 野球 の 偉大な る生 み の

　親」 と し て暗黙裡 に 了解 し， 彼 個 人 の 詳細 な 行 動

　や 考 え 方を 好意的 に 描 こ う と し，さ らに そ の カ リ

　ス マ 性 を 暗黙裡 に 強調 し よ う と して い る．

注 3）大塚久雄
34 ，は ，M ．ウ ＝一パ ーの 社会科学方法

　論を特徴づ け よ うとす る 試み の 中で ，歴 史 の ダ イ

　ナ ミ ッ ク ス が マ ル ク ス 主義的な階級的利害状況

　 と理念 の 相関，さ らに は 篌者を人間 の 身分的状況

　に 通 じ る 理 念的 世 界像 と み て ，そ れ と 前者 と の 相

　剋関 係 か ら描 か れ る とす る．こ こ で の 厂制 度内的

　
一

心理 的利害 状況」 と は ，こ の よ う な 大 塚 の

　 ウ ェーバ ー
解釈 に 従 い ，階級概念を中心 とす る外

　的
一

経済的 な利害状況 に 対応す る 概念 と して
， 何

　 よ り もまず制度を支 え る 人 々 の 身分的状況 に 規

　定 され た 内的
一

心 理 的 な 利害状況 に 関連す る用

　 語 と して 用 い た．し た が っ て ，こ こ で の 議論の 焦

　点 は
，

プ ロ 野球制度成立に 向 け た何ら か の 身分的

　状 況 に 規定さ れ た 理 念の 総体 とそ の 社会的機能

　 に 向け られ る こ とに なる．

　 注 4）佐伯
371

は ，厳密 な意味 に お け る イ デ オ 卩

　 ギ ーとは 全世界の 解釈 に 関す る 体系 性 を も っ た

　「世界観 」 と呼ば れ る 総体的 イ デ オ ロ ギ
ー

と し て

　 い るが ， こ れ に 対 し，芸術 や 学問など人間的営み

　 と し て の 固有性 を もつ 世界 に つ い て も，そ の 体系

　性 に お い て は 未成熟 で あ る が 社会的利害 を 反 映

　す る ある程度ま とまっ た 意識形態 が 存在 し て る

　 と い う意味 に お い て イ デ オ 卩 ギーと して と ら え

　られ る と して い る．しか し，ス ポ ーツ に 関す る イ

　 デ ナ ロ ギ ー
的認識 は ま だ 未成熟 な 状態 に あ り，そ

　 の 要 因 は 単 な る ス ポ
ー

ツ 研究内部 の 問 題 と い う

　 よ りは，近代文化 論 に お け る イ デ オ P ギ
ー
的認識

　そ れ 自体の 本質的問題 で あ る との 見解を示 して

　 い る．パ リナ ン （Barion）2｝
もイ デ オ ロ ギ

ー
概念 の

　歴史社会的規定性 を辿 り なが ら，そ の 特徴と して

　それ 自体 の 意味 が 極 め て 流動的 な 性質を もつ 概

　念で あ る こ とを指 摘 して い る．

注 5）多々 納
‘帥 は 従来の ス ポーツ の 概念規定 に み ら

　れ る 本質主義的，評価的要素 を廃 し，そ の 概念 の

　 実 体 化 を厳 し く批判す る．そ の 定義は ，あ くま で

　 認 識 段 階 に 応 じた 我 々 の 認識 目的 や 観点 と の 関

　係か ら相対的に 決定 され る もの で あ り，その 主張

　は真偽の 問題で は な く，目的論的正当性 の 問題 で

　あ る とす る，

注 6） ガ
ー

ス ・ミ ル ズ （Gerth＆ Mills）3 ，
は，制度内

　的秩序 を地 位，シ ソ ボ ル ，テ ク ノ 卩 ジ ー，教 育 の

　 4 つ の 局面 か ら構成す る こ とに よ り，各 制度 間 に

　 み られ る 共 通 の 諸構成要素を析出 し，社会制度 と

　人 間 の 全 体 像 を 描 きな が ら そ の 構造的 問 題 性 を

　指摘 し よ う と試 み る．シ ン ボ ル 局面 に つ い て は

　「「シ ン ボル 」は 視 て 感 じ と られ る か，聴 い て 感 じ

　と られ る で あろ う．つ ま り，それは 。記号，信号，

　表象，儀礼，言語 ， 音楽 ， そ の他の 芸術と い っ た

　もの で あ ろ う．こ の よ うな シ ソ ボ ル がな けれ ば，

　わ れ わ れ は 人 間 の 行為 者 の 行 為 を 理 解 で き な い

　 だ ろ うし，また ，通常 は ，行為者が こ うした シ γ
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大正 期 の 野球 に お け る ブ ・ フ ェ
ッ

シ ョ ナ ル ・イ デ オ ロ ギ ーの 萌芽 に 関す る 研究 13

　ボ ル を信 用 し ， 使用 す る こ と か ら，制度的秩序 の

　支持や 正当性 が もた ら さ れ る の で あ る．」 （ガ
ー

　ス 。ミ ル ズ
s｝p，46） と い う定義がな さ れ て い る．

注 7）野球制度 と経済制度 の 制度的局面 と して イ デ

　オ ロ ギ
ー
を位置 づ け た場 合 ， A タ イ プ の 野 球制度

　内部 の プ P フ ェ ッ シ ョ ナ ル ・イ デ オ ロ ギ
ー

の 生成

　は ，野球関係者の 総体的 な社 会 的 利 害を 反 映 し つ

　つ ，その 制度内部 の イ デ オ ロ ギ ーをあくま で擁護

　 し，経済制度内部 の 経済的 イ デ オ ロ ギ ー
の 介 入 や

　文化的ヘゲ モ ニ ーを 許容 し な い 自律的 な イ デ オ

　 ロ ギ
ー

と し て 規定す る こ とが で きる．他方，B タ

　 イ ブ の プ ロ フ ェッ シ ョ ナ ル ・イ デ オ ロ ギ ーの 生 成

　は，経済制度内部 の 経済的 イ デ オ ロ ギ ーを優先 さ

　せ ，そ の 介入 や 利用 を通 した 文化的 ヘ ゲ モ ニー
を

　許容す る 他律 的 な イ デ オ ・ ギ ーと し て 規定す る

　 こ とが 可能 で あ る．

注 8） 厂合資會社 日 本運動協會定款」 「第二 章　社員

　及 出資」の 項に よ れ ぽ，「第 五 條　當會社 の 資 本 金

　總額 は金八萬五 千圓也 と し， 各社員の 氏名及出資

　額 並 に 其 種 類 及 び 責 任 程 度 を 定 む る こ と 左 の 如

　 し 」と して 針重 敬喜、飛 田 忠順，三 島彌 彦 ら計 32

　名 の 発起 人 の 名前 が 列挙 され て い る （日 本運動協

　会 発起 人
一

同
32 ）

p，127
− 131）．

注 9） こ の 節 で の 大毎野球団 の 歴 史的 記 述 は，木

　造
21 ），毎 日新聞社史編纂委員会

t6・z7）
等 の 資料 を 主

　 に 参照 し た ．

注 10） 木造 が 示 した 大毎野球団員の 職務 は
，

「日下

　輝　運 動記事及 事務，小野三 千磨　同，腰本　壽

　支那 課，森　秀 雄 　政 治 部 編 輯，高 須
一

雄 　外 國

　通信 部，内 海　寛　西 部 毎 日原 稿 整 理 ，内海 深 三

　郎　校 正 見 習，菅井榮治　西部毎 日原稿整理 ， 川

　越 朝 太 郎　同，井 川 完事業部」 （木造
19，
p．63） と

　な っ て い るが
， さ らに 詳細 な 業務内容 や 時間帯，

　仕事 の 密度 と野球 の 練習 と の 関係 に つ い て は 示

　 され て い な い．
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