
スポーツツーリズム

観光教育研究セミナー
和歌山大学 国際観光学研究センター

～メガイベントが日本社会を変える～

観
光
教
育
研
究
セ
ミ
ナ
ー　
　

ス
ポ
ー
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム　
〜
メ
ガ
イ
ベ
ン
ト
が
日
本
社
会
を
変
え
る
〜

Wakayama University
Center for Tourism Research
和歌山大学 国際観光学研究センター 

Center for Tourism Research
国際観光学研究センター 



観光教育研究セミナー

和歌山大学　
国際観光学研究センター

スポーツツーリズム
～メガイベントが日本社会を変える～

ISBN 978-4-910479-03-3



2



3



4



5



6



7

和歌山大学国際観光学研究センター（CTR）は2016 年 4月に開所し、今年度で5年目を迎えます。

開所以来、CTR が継続して取り組んできた事業の一つとして，スポーツツーリズムをテーマとした「観光

教育研究セミナー」の年次開催が挙げられます。ゴールデン・スポーツイヤーズと呼ばれる2019 年から

2021年にかけて、世界的スポーツイベントであるラグビーワールドカップ、東京オリンピック・パラリン

ピック、ワールドマスターズゲームズ関西が日本で開催されることになりました。世界的にも類を見ない

メガスポーツイベントの連続開催を迎え、スポーツツーリズムが日本で注目を集めるなか、観光学研究

センターとして、これらのイベント、またイベント開催に伴うスポーツツーリズムが日本社会に与える影

響について議論を深めるため、本セミナーシリーズはスタートしました。

本セミナーシリーズの共通テーマを「スポーツツーリズム～メガイベントが日本社会を変える～」と設

定し、1年目は「スポーツツーリズム概論」、2年目は「国内スポーツツーリズム研究の発展」、3 年目は「メ

ガスポーツイベントを通したまちづくり・地域再生」、4 年目は「メガスポーツイベントの効果」、そして最

終年は「メガスポーツイベントのレガシー」というテーマでスポーツツーリズムに関する議論を深めてま

いりました。それぞれの基調講演には、スポーツツーリズム研究領域を代表する国内外の先生方にご登

壇いただきました。加えて、各回のパネルディスカッションにも、著名な研究者と実務者にご講演をいた

だき、スポーツツーリズムが日本社会へもたらす具体的な影響について議論することができました。

最後に、本セミナーシリーズ開催だけではなく、本書出版に際し、基調講演ならびにパネルディスカ

ッションのご講演者の皆様には大変なご尽力をいただきました。この場を借りて、厚く御礼申し上げます。

また、本セミナーシリーズをご後援いただいた、スポーツ庁、観光庁、和歌山大学観光学部同窓会「飛

耀会」、和歌山大学経済学部同窓会「柑芦会」東京支部に感謝申し上げます。本セミナーシリーズが本

書として形を残すことは望外の喜びであり、メガスポーツイベント開催のレガシーの1つとなれば嬉しい

限りです。ご存知の通り、未曾有のコロナウイルス感染症の影響により、東京オリンピック・パラリンピ

ックとワールドマスターズゲームズ関西がそれぞれ1年延期となりました。コロナウイルス感染症がいち

はやく終息し、東京オリンピック・パラリンピックとワールドマスターズゲームズ関西が名実ともに「コロ

ナに打ち勝った証」として開催されることを祈念しております。

出版にあたって

2020 年 12 月吉日

和歌山大学国際観光学研究センター　センター長代理
伊藤　央二
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<PartⅠ>
"The State and Future of Sport Tourism 
in Japan"
Tom Hinch

Thank you for inviting me to meet with 
you. It is a real pleasure to be here. I have 
been asked to talk about sport tourism 
and to provide an overview of this concept, 
along with some observations to consider 
in the context of the major sporting events 
that Japan will be hosting over the next 
few years. You should also note that my 
academic background is in geography. I am 
particularly interested in sport and place 
including the impacts that sport has on 
the destination where it is played and the 
perceptions of sport tourists about these 
places. 

Many of the thoughts that I am going to 
share with you today are drawn from two 
books: Sport and Tourism: Globalization, 
Mobility and Identity (Higham & Hinch, 
2009) and Sport Tourism Development 
(Hinch & Higham, 2011). Both of these books 
were written in collaboration with Dr. James 
Higham, a colleague from the University of 
Otago in New Zealand. Today’s comments 
draw heavily from these collaborations. To 
summarize, I am interested in the way sport 
events are used to construct the places that 
host them. This presentation draws on my 
past work and is meant to challenge the way 
you think about sport tourism. 

Sport Tourism: The Concept, Key Elements 
and Strengths

This section of my presentation provides 
an overview of: 1) the basic concept of sport 
tourism; 2) key elements covered by this 
concept; and, 3) its fundamental strengths. 
Sport tourism is a blend of phenomena 
associated with sport and the phenomena 

associated with tourism. To compete or 
participate in sport, you have to travel and 
when you travel substantial distances, you 
are a tourist. A similar observation can be 
made about tourism in that there are many 
aspects of tourist attractions that relate 
directly or indirectly to sports. This overlap 
between the realm of sport and the realm of 
tourism is the focus of today’s presentation. 

James Higham and I conceptualize sport 
tourism as “sport based travel away from the 
home environment for a limited time where 
sport is characterized by unique rule sets, 
competition related to physical prowess, 
and play” (Hinch & Higham, 2001). From a 
tourism perspective this conceptualization 
includes basic elements of: travel, duration, 
and return to home. It also includes the 
reason for traveling which in this case is 
for sport. This raises the question of “what 
is sport?” Sport has been defined in many 
different ways. The way that James and I see 
sport is that it is characterized by unique 
rule sets, by competition related to physical 
prowess, and by an underlying sense of 
play. As such, our conceptualization of 
sport tourism is broad and inclusive. It’s not 
just about elite sport; it’s about all types of 
sports including recreational ones.

For example, in terms of rules, sports 
played at the highest level of competition 
such as the Olympic Games have very 
detailed rules and everyone must follow 
the same ones. In contrast, if you travel to 
the coast today you will find people surfing. 
These sur fers wi l l  have a much more 
informal set of rules in their recreational 
pursuit of this activity but they still exist as 
a framework for the conduct of the sport. 
My point is that our conceptualization of 
sport requires rules but it recognizes that 
these rules range from very formal to very 
informal.

A similar point can be made in terms 
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of the way compet it ion is used in our 
conceptualization. It can be the very direct 
competition of two Sumo wrestlers battling 
for supremacy in the ring. In this case, there 
is going to be a winner and a loser. However, 
competition can be more internal in nature 
such as a recreational skier who is trying 
to master new skills. Alternatively, this 
competition dimension can pit the athlete 
against the environment such as surfers 
that are trying to ride a variety of waves 
and currents with the objective of being in 
harmony with the environment. 

The point that I am making is that I 
conceptualize sport tourism broadly. I am 
not only talking about elite sport, I am 
talking about recreational sport as well. For 
example, one of my favorite personal sport 
tourism activities is cycle touring. This 
recreational sport connects me to place in 
ways that I could never connect if I were 
traveling in a car. 

There are three major elements in the 
typology of sport tourism: events, active 
sport and heritage/nostalgia. Major sport 
events are usual ly character ized by a 
relatively small number of participating 
athletes in contrast to a large number of 
spectators. This is the type of sport tourism 
that is the subject of much attention in 
Japan at the moment with the prospect of 
hosting the Rugby World Cup, the Olympics, 
and the World Masters Games. But there are 
also other types of events to consider. One 
of the strengths of sport tourism in Japan 
is that there are many participation-based 
events like triathlons, cycling competitions 
and marathons. These participant-based 
events are a very important component of 
sport tourism. 

“Act ive sport tourism” is the second 
component of the sport tourism typology 
and it involves travel related to active and 
independent engagement in pursuits such 

as downhill skiing, surfing, cycling, and 
golf. Often, recreational athletes travel long 
distances to participate in these sports. 
While this type of sport tourism does not 
have as high of a media profile as major 
sport events, it is pervasive. In fact, research 
in Canada suggests more people travel to 
actively engage in sport pursuits than travel 
to be spectators at events. Even though 
major events often have a high media 
profile, active sport tourism may in fact be 
more impactful. 

The last category in the typology is 
smaller in terms of part icipation. This 
e lement  focuse s  on “spor t  her i t age” 
including nosta lgia . Examples include 
visiting a facility where there has been 
a major sport event in the past. Another 
example would be traveling to a sport team 
reunion such as the one I will be going to 
in November. Like many reunions, it will 
feature a bunch of old guys reimagining 
their youth.  It is a form of nostalgia and I 
will be traveling halfway across Canada to 
attend this reunion.

In all of these cases, sport functions as 
a tourist attraction. It can be the primary 
purpose of the trip as it is for many of 
the people visiting Rio de Janeiro for the 
Olympics at the moment. They are there 
to see the Olympics. In two months’ time 
or when the Carnival is being celebrated 
in Rio de Janeiro, visitors to the city will 
be participating in the Carnival but may 
also want to see the Olympic venues. In 
this case, sport is a secondary attraction 
as one of a bundle of attract ions that 
draw visitors to Rio. Finally, sport can be 
a tertiary tourist attraction. For example, 
I attended a baseball game two nights ago 
featuring the Swallows against the Tigers. I 
didn’t anticipate attending this game before 
I arrived in Tokyo but it turned out to be a 
major part of my experience while I have 
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been in the city. It has impacted the way I 
understand the city and country.

Spor t has three major st rengths as 
a tourist attraction: 1) it is cultural in 
nature; 2) it tends to facilitate authentic 
exper iences ;  and ,  3)  i t  i s  a power fu l 
reflection of identity and place. There are a 
variety of ways in which sport functions as a 
cultural attraction. The opening ceremonies 
of the Rio Olympics are a good example of 
“culture and sport.” They take the form of 
a cultural program offered in conjunction 
with the sport ing compet it ions of the 
Games. The ceremonies allow the hosts to 
construct a narrative that will inf luence 
the way we understand Brazil. They talked 
about the Carnival, they talked about the 
history of Brazil and they talked about it in 
a way that they wanted the world to think 
about them. For example, they did not dwell 
on the less savory role of slavery in their 
history although they did not pretend that 
slavery didn’t happen. Instead, they used the 
opening ceremony as a way of highlighting 
the attractive parts of their history.

Another way that sport can function as a 
cultural tourist attraction is through “sport 
subcultures.” The social world of sport can 
be illustrated by subculture of surfing. At its 
core, surfing is about the skill set possessed 
by surfers but it also includes their values, 
the way they speak, the way they dress, and 
the way they think. Surfers are also likely to 
exhibit distinctive travel careers. They will 
tend to visit places that their peer group 
feels are relevant to their sport. 

Finally, sport can function as a cultural 
tourist attraction by the fact that “sport 
is culture.” A good example is the sport 
of Sumo wrestling. Sumo is indigenous to 
Japan and there are certain values and 
traditions associated with it that ref lect 
Japanese cu lture or at least par ts of 
Japanese culture. Baseball would be another 

example of the idea of sport as culture. 
Although it has roots in the United States 
and the rules are similar, there are cultural 
differences to how the game is played in 
Japan. My experience as a spectator at the 
professional baseball game here gave me 
deeper insight into the culture of Japan. 

A second strength of sport as a tourist 
attraction is its ability to foster “authentic 
experiences.”  Travelers are often looking 
for real experiences (Pine & Gilmore, 2011) 
as i l lustrated by the popularity of the 
Lonely Planet Travel Guides designed to 
appeal to travelers looking for experiential 
authenticity. One of the advantages of 
sport is that it facilitates those kinds of real 
experiences by way of uncertain outcomes. 
A good example is the baseball game that 
I referred to earlier. The lead changed a 
number of times throughout the game so 
I didn’t know which team would win until 
the end of the game. Even the players didn’t 
know whether they were going to hit a home 
run or strike out. These unknowns helped 
to make the competition and my experience 
authentic. This is not the case with many 
types of other tourism attractions where it 
is easy to predict what is going to happen. 
An example would be a traditional ethnic 
dance, which the performers repeat three or 
four times a day. Given this repetition, the 
dance is bound to get very routine for the 
performers and predictable for the audience.
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  A second trait that helps sport to be 
authentic is that display is a normal part of 
sport. In contrast, display is not a normal 
characteristic of cultural attractions such 
as a sacred ethnic dance. The minute a 
tourist starts to observe such a dance, they 
change the experience for the performers. 
But the baseball players were not disturbed 
that I was up in the stands. In fact, a large 
audience might have even improved athletic 
performance, as the players were excited 
to perform for their fans. The all sensory 
experience of the baseball game also added 
to its authenticity for me. I saw the sights, 
I smelt the food, and I heard the chants 
for each batter. The emotional dimension 
of the game also made it authentic. When 
the home team hit a homerun the majority 
of the spectators jumped to their feet in 
celebration In fact the fan in front of me 
turned around and gave me a “high five” 
after one homerun. But if the visiting team 
hit the homerun, the hometown crowd 
would let out a col lect ive groan. The 
point is, that spectators did not hide their 
emotions, like they might have in some 
other types of tourism activity. And finally, 
sport has advantages as an attraction in 
terms of authenticity because it can foster 
a sense of community. The “high five” that 
I received form the fan seated in front of 
me is a good example. It is unlikely that I 
would be “high fived” if I was sightseeing 
on a busy street in Tokyo but I was part of a 
collective community at the baseball game. 
The shared experience of the game helped 
me to connect with local residents in a way 
that I wouldn’t have been able to at many 
other types of tourist attractions. 
  The third strength of sport as an authentic 
tourist attraction is that it is a powerful 
element of “ ident ity and place.” I f you 
were to ask someone in a country that you 
are visiting what they do in their leisure 

time they would quite often mention their 
sporting interests. It is a part of who they 
are, and at a collective level, it reflects at 
least part of the character of the nation. 
As we are current ly watching the R io 
Olympics, it is common for us to keep track 
of the medal counts, to wave our flag and to 
exhibit other nationalistic behaviors. Sport 
is one of the ways that we identify ourselves 
individually and as a collective. It therefore 
infuses places with meaning. R io is a 
different place today than it was four days 
ago (before the Olympics started). These 
Games are still in progress but over the next 
two weeks our understandings of Brazil will 
change. Sport infuses a place with meaning 
and the Olympics will infuse Japan with 
meaning when they occur here.

My Understanding of Sport Tourism 
in Japan

In this section of my presentation, I am 
addressing the question of “What I have 
learned about sport tourism in Japan?” 
Please note that I have only visited Japan 
three times to date and all of these visits 
have occurred within the last six months. 
The point is that I am still learning. While I 
am not an expert on sport tourism in Japan 
I am building a foundation of knowledge. 
One of the key things that I have learned is 
that Japan has many young students who 
are showing great interest and asking great 
questions about sport tourism. You have 
a number of strong academics working in 
this area including Professors Harada, Hagi, 
Kimura, Nogawa, Yamaguchi and many 
others. Japanese academics are building 
a strong academic foundation for sport 
tourism. We are going to hear more about 
this during the panel discussion later but 
at this point I would like to report on a 
comprehensive review of the Japanese sport 
tourism literature that I am conducting 
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with Professor Ito. This review covered 
sport tourism literature related to Japan 
from 1990 to present. We reviewed 21 
publications written in English and 107 
publications in written in Japanese. Selected 
highlights include publications that: 1) 
provide insight into the economic impact of 
sport tourists at sport-for-all events (Kubo 
& Morino, 2000; Nogawa et al., 1996); 2) 
demonstrate the relevance of the social 
dimension of sport tourism such as Shimizu’s 
(2014) exploration of the link between sport 
and national identity in the Tokyo Olympic 
bid; 3) provide environmental insights such 
as Harada’s (2016) examination of Japan’s 
competitive advantages in terms of natural 
resources for sport tourism; and finally, 
4) explore social-psychological topics like 
constraints to sport tourism (Nishio, 2014).
  The sport tourism typology introduced 
earl ier serves as a good framework to 
discuss what I have learned about sport 
tourism in Japan. It appears that in terms of 
the “heritage/nostalgia” dimension, there is 
considerable potential for industry growth 
as well as academic research. One example 
of current practices in this area is the 
national high school baseball tournament 
played annually at Koshien Stadium. This 
tournament characterizes the importance 
of nostalgia in sport through the players’ 
practice of pocketing some soil from the 
infield before they leave for home. These 
athletes wi l l be connected to Koshien 
Stadium for the rest of their lives. Some 
of them will come back to visit and many 
will tell their future children about it. This 
type of memory promotes sport facilities 
as tourist attractions. Other sports such a 
Sumo and Karate also have strong heritage 
and nostalgia dimensions with significant 
growth potential in Japan.
  The rea lm of  “ac t ive spor t”  i s  wel l 
developed especially in in terms of the 

domestic market with insight provided 
by The White Paper of Leisure in 2015 
(Nihon Seisansei Honbu, 2015). According 
to this report, the five top ranked active 
sports characterized by overnight stays for 
domestic tourists are: 1) Skiing, 2) Golf, 3) 
Fishing, 4) Tennis, and 5) Cycling. Skiers are 
the most likely group to stay overnight in 
this study sample at 50% followed by golfers 
at 34% and fishers at 24%. These findings 
suggest the domestic sport tourism market 
is strong and that further examination is 
needed of travel behavior related to other 
sports. It should also be recognized that 
domestic sport tourists are often greater 
than international sport tourists both in 
terms of number of visits and in terms of 
total expenditures. It is therefore a very 
important market to consider. 
  Now let us consider the event sector 
in Japan with its current focus on the 
upcoming: World Rugby Cup 2019, the 
Tokyo Olympics 2020 and the Kansai World 
Master Games in 2021. Japan will soon be 
hosting these major events and there are a 
number of other smaller ones as well. The 
event sector is clearly the area of the sport 
tourism typology that Japan is emphasizing 
at the moment both in terms of media 
attention and public investment. This focus 
will be reflected in my comments about the 
future of sport tourism in Japan that will 
close this presentation.
  Before turning to the future of sport 
tourism, I would like to end this section by 
highlighting what I have recently learned 
about the Japan Sport Tourism Alliance 
(JSTA). As currently constructed, the JSTA 
is an excellent mechanism through which 
to leverage the potential benefits of these 
major events and to generate additional 
sport tourism activity in Japan. Canada, 
my home country, also has a sport tourism 
alliance that actually predates yours by 
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about five years. However, I believe that 
Japan has created a stronger and more 
effective organization. Like the Canadian 
version, a key function of JSTA is to help 
municipalities and prefectures to bid on 
and deliver spectator based events. But in 
addition, your alliance is actively engaged in 
encouraging the development of active and 
participation based sports, and supporting 
regional development. Your alliance has a 
broader scope of engagement that includes 
two major elements of the sport tourism 
typology and it explicitly addresses the 
underlying public sector goal of sport 
tourism, which is regional development. 
As such, the JSTA represents a competitive 
strength for sport tourism in Japan. 

The Future of Sport Tourism in Japan
It is a “fool’s game” to try to predict the 

future. So I am not going to pretend that I 
have a “crystal ball” that will allow me to 
provide details on what the future holds for 
sport tourism in Japan. Instead, I ask you 
the question: “What kind of future do you 
want?” 
  J a p a n  i s  a t  a  c r i t i c a l  m o m e n t  o f 
opportunity in terms of sport tourism 
deve lopment .  You h ave  t h re e  m ajor 
international sporting events scheduled 
over the next five year. What are you going 
to do with these opportunities especially 
given the high investment that is required 
for host ing? Executing these events is 
going to be exciting and fun but you need 
to think carefully about what you are going 
to be left with once the events are over. You 
should be thinking about their legacies and 
recognizing that these legacies will not 
happen by accident. You will have to actively 
engage in planning and actively engage in 
the execution of your strategies in order to 
achieve the types of benefits that you want. 
Now is the time to leverage, collaborate 

and strategize if you hope to achieve your 
desired future.
  Consider what you can learn from past 
major events such as the Olympics (Weed, 
2007). In particular consider the lessons 
from the 1992 Olympics in Barcelona, the 
1996 Games in Atlanta and the 2000 Games 
in Sydney. The Barcelona Olympics were 
one of the most successful Games from a 
sport tourism perspective based on the 
way they shaped urban redevelopment and 
the perception of Barcelona as a tourist 
dest ination. These Games changed the 
city structurally and they reimaged it . 
Barcelona’s image was transformed from a 
decaying Mediterranean port to a cultural 
c ity that has become one of the most 
popular destinations in Europe. Hosting 
the 1992 Olympics played a key role in this 
development. 
  In contrast, the 1996 Olympics in Atlanta 
stand out as a missed opportunity in terms 
of sport tourism. Tourism promot ions 
associated with the Games were focused 
on the city of Atlanta and its immediate 
surroundings. They failed to consider the 
larger national context of United States or 
even that of the eastern seaboard of the 
US. Instead, games organizers focused on 
commercial sponsorship and corporate 
development. As such, the public interest, 
at least in terms of sport tourism, was 
not emphasized or realized. The Atlanta 
Olympics did not leverage legacies like 
improved destination image or extensive 
reg iona l  development  bec ause t he i r 
imagination and scope of interest was too 
narrow.

The Sydney Olympics in 2000, on the 
ot her ha nd ,  were probably t he most 
impressive modern Olympic competition in 
terms of sport tourism development (Brown, 
2000). To a large extent, this success was 
due to a conscious strategy to position the 
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whole country as a tourism destination 
rather than just focusing on the host city. It 
wasn’t just Sydney, it wasn’t just the state of 
New South Wales; it was the whole country 
of Australia that was promoted as a tourist 
destination. This was a key sports tourism 
legacy of the Games. The Australian hosts 
not only consciously made that a goal of the 
Games; they implemented strategies and 
tactics to successfully achieve that objective. 
For example, relevant host organizations 
included representation from a broad range 
of stakeholders in the tourism and the 
sports industries. These representatives sat 
at the same table and worked together to 
not only develop strategies to achieve the 
positive legacies that they sought but they 
also actively developed strategies on how to 
minimize the negatives impacts that might 
arise. 
  A good example of the way the tourism 
benefits of the Games were maximized was 
the strategy to make the visiting media’s 
job easier. Remember that along with the 
accredited media visiting these events there 
are many non-accredited reporters at the 
Games. While the accredited media wear 
security badges that provide them access to 
many facilities and special privileges, non-
accredited media get few of these perks 
even though they have a substantial impact 
on the way the host destination is viewed 
around the world. Recognizing the potential 
impact of the non-accredited media, the 
Sydney hosts built facilities and provided 
services that made their job easier. Similar 
collaborations were fostered in terms of 
Games related research thereby creating 
a stronger sport tourism research and 
information legacy than was normally the 
case at the Olympics. 
  Currently, you can learn from what is 
happening at the Rio Olympics. Rio de 
Janei ro was a l ready a major tour ism 

destination that featured iconic attractions 
such as Christ the Redeemer, Sugar Loaf 
Mountain and Carnival. However, the media 
coverage leading up to the Rio Olympics has 
been brutal. There have been a series of “bad 
news” stories including the threat of the 
Zika virus, concerns about crime, political 
unrest, and a crumbling economy in Brazil. 
Given these fundamental challenges, the 
merit of the current Olympic model with 
its character ist ica l ly h igh investment 
requirement, is being questioned (Gregor, 
2016; Willes, 2016). The tone of these news 
stories is starting to improve with the on-
set of the Games but there are important 
lessons for future hosts at this stage. The 
main lesson is to “be careful what you ask 
for.” Rio made its successful bid for the 
2016 Olympics many years ago. The bid 
was submitted before current economic 
downturn, before their polit ics started 
to get really messy, and before the Zika 
virus became an issue. Hosts can’t control 
everything that happens between the time 
of the bid and the actual event. This reality 
highlights the importance of planning in 
general and media positioning in particular. 
You need to think about how the traditional 
media understands Tokyo and Japan. This is 
even more complicated with the increasing 
relevance of social media. Consider, how you 
can influence or how you can respond to 
the Games related issues that will trend on 
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social media prior to, during and after the 
Games. 
  What will be the legacies of your major 
events? What are your objectives? What are 
the intentional things you want and what 
might the unintentional outcomes be for 
which you can develop mitigation strategies? 
You need to think about these questions 
across the whole range of geographic scales 
including local, regional, national and even 
international. You need to go beyond the 
business model that focuses purely on the 
financial dimension of these events and 
consider things like community, regional 
development and more generally, the whole 
concept of sustainability. Ask yourselves 
how you going to make this event and the 
legacies associated with it sustainable in 
the future? From a destination perspective, 
you need to consider the economic, social, 
environmental and political dimensions and 
as well as the direct financial performance. 
Consider how you can minimize the costs 
and maximize the benefits. From a sport 
tourism perspective you also have to think 
about the experience of the tourist. Are they 
enjoying their visit to Tokyo, to the Rugby 
World Cup sites, and to the World Master’s 
Games? This enjoyment is critical to the 
sustainability of the desired event legacies. 
   What are the “personal outcomes” that you 
are seeking from these events? What will be 
the travel profiles of the visitors? What will 
they spend money on while they are here? 
How are they going to interact with the local 
residents? These are the types of questions 
that you should ask both prior to and during 
the events. Think about what travel profiles 
you would like to see and then market the 
events to attract these types of individuals. 
It is also important to consider what kind 
of experience (Kleiber, Walker & Mannell, 
2011) you would like these visitors to have 
while they are in Japan and how you can 

help to facilitate this type of experience. 
Compare the desired experience to the 
actual experience and manage that situation 
as required.
  Recognize that visitors wil l not only 
experience the event but that they will also 
experience the place where the event occurs. 
Consider the destination through their eyes 
and minds in order to understand how they 
are experiencing that place. 
  You also need to consider the personal 
o u tc om e s  fo r  r e s id ent s  i n  t h e  h o s t 
community. This includes the nature of 
their volunteer experiences, the social 
psychological dimensions such as their level 
of satisfaction with their hosting roles, and 
the impacts of the event on their physical 
health and activity levels. It is particularly 
important that the residents have a genuine 
sense of ownership of the event. It shouldn’t 
be something that’s is forced on them. 
Rather, it should be something that they see 
as a celebration of their community. If the 
residents see it this way, then it’s probably 
going to work well in terms of achieving 
your objectives.
  Now, you need to consider the “social, 
cultural and political outcomes” that you 
want from these events. These include 
outcomes related to: sport development 
and health, opportunity costs, stakeholder 
participation, volunteer capacity, potential 
congestion/amenity loss, place identity and 
image, and media coverage. For example, will 
the World Cup stimulate the development 
of youth Rugby in Japan? Events like the 
Paralympics held in conjunction with the 
Olympics have the potential to impact 
attitudes and the development of youth 
sport for children who have special needs. 
What type of outcomes will you aim for 
related to volunteer capacity? How will 
you avoid burning out volunteers and 
instead build volunteer capacity that can 
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be sustained beyond these events? My 
personal advice is that for you to achieve 
the social, cultural and political outcomes 
that you seek, you should do what ever it 
takes to obtain host community buy-in at a 
grassroots level. These events must be seen 
as an integral part of their community. If 
the events are not in the community’s best 
interest, you shouldn’t be hosting them. It 
really doesn’t matter if you have tourists or 
if they are having a good time unless the 
local residents are also happy. It is critical 
to obtain their support. 
  “Economic outcomes” should be considered 
in terms of: financial investments, economic 
i mp ac t s ,  d i s t r ibut ion ,  a nd  r eg ion a l 
development (Getz, 2012). Can you afford the 
investment required to deliver the event? 
How can you leverage these investments to 
achieve optimal economic impacts? Beyond 
the generation of positive economic impacts, 
it is critical that there is a fair and equitable 
distribution of these benefits over space and 
time. It’s not enough to generate substantial 
revenue from the event if these economic 
benefits are not being shared appropriately 
with the resident hosts. Finally, are these 
events posit ioned to generate regional 
development beyond the immediate host 
city? They should build capacity throughout 
the country.
  “Environmental outcomes” are the next 
major group to consider. What do you 
want from these events as it concerns the 
environment? How much are you prepared 
to draw down your natural resources? What 
kind of impacts will these events have on 
your flora, fauna, land, air and water? How 
will it shape your urban landscapes? What 
about pollution? Beyond your own borders, 
you need to consider environmental issues 
like the impact of long haul travel on climate 
change. 
  Careful considerat ion of the type of 

environmental outcomes that you desire 
and the development of strategies to achieve 
these outcomes offers the potential for 
significant environmental benefits. These 
events can generate best practices captured 
in environmental strategy and policy. These 
strategies and policies can leave you with 
a positive environmental legacy that is 
sustainable.
  You are currently in a position to decide 
which of these outcomes are most important 
for you. Do not fall into the trap of having 
a narrow focus, thinking short term, and 
looking at one event at a time. You have a 
critical mass of major events on the horizon 
and they provide you with an opportunity 
to achieve outcomes that benefit the whole 
country. 
  To end my presentation, I would like to 
summarize my personal advice as you 
make decisions about sport tourism over 
the next five years. Number 1: Leverage the 
investments that you are making so that 
you optimize your return. Think about: 1) 
your event expenditures as investments; 
2) target host communities, tourists, travel 
trade actors and media; 3) recognize that 
the temporal range of these events includes 
pre-event, the actual event and post event 
phases; 4) plan within a broad spatial range 
that starts at the local level but expands to 
the regional, national and global level; and 
5) develop explicit policies to leverage event 
sport tourism investments for development 
in the realms of active and nostalgia sport 
tourism. 
  Number 2: Make a point of collaborating 
with other stakeholders even if it seems 
more expedient to work in isolation. You 
need to col laborate at the level of the 
tourism and sport sectors. This collaboration 
shouldn’t be temporary. You have the 
opportunity to build linkages between these 
realms to facilitate ongoing collaboration 
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and posit ive outcomes .  Coord inat ion 
between the national and local governments 
is essential. This will help government’s 
to invest public dollars wisely. Finally, 
collaboration is needed across institutional 
sectors including the private sector, the 
public sector and the academic sector. No 
one institutional sector can manage these 
major events optimally on its own because 
none of them have the necessary internal 
capacity. A synergy is created when these 
sectors collaborate that is greater than the 
sum of their individual contributions.
  Number 3: Adopt balanced strategies that 
recognize that these are not just “one off” 
events but that they are part of an event 
portfolio and that they connect to active 
sport tourism as well as heritage/nostalgia 
sport tourism. Recognize a full range of 
event sizes and outcomes. Don’t just think 
big. Also think small, think of the micro 
impacts that these events can have as 
the aggregation of these impacts will be 
substantial. Finally, continue to set targets 
and develop strategies on both the demand 
and supply sides of these events. 

Conclusion
Capitalize on the synergy that exists 

between sport and tourism. My sense is that 
you have a strong foundation to work from 
but this is a moment of opportunity and you 
need be engaged as a coordinated group. 
You have an opportunity to use the mega 
events that are scheduled over the next five 
years as a “spring board” to attain a higher 
level of sport tourism engagement. I wish 
you well in this endeavor. Thank you very 
much. 

加藤：ありがとうございました。3部構成で、ス
ポーツツーリズムとは何か、また、日本のスポー

ツツーリズムとその現状と可能性、また、メガイベ
ントのホストになるという、その日本への期待や
可能性というお話をいただいたと思います。そこ
で、特にどんなことを得たいのか、チャンスをうま
く使うためにも、また、どのように関係者がコラボ
レーションしていくのかということにもアドバイス
をいただいたかと思います。
　今後、さまざまな議論につながっていくたくさ
んの示唆をいただいたと思いますけれども、まだ
お時間がございますので、休憩に入る前に、いく
つかご質問を受け付けたいと思います。ご質問は
日本語でも英語でも構いません。もちろん、先ほ
どお手元にご用意しましたこちらの質問表に書い
ていただくことも可能ですけれども、ぜひ、ここで
もご質問を受け付けたいと思います。

Questioner 1：Hello, I would just like to ask 
how to ensure that sport is for everyone. 
Events like the Olympics tend to focus on 
the middle and upper classes that have the 
resources to travel long distances. How 
can the interests of the working people be 
addressed for such events including their 
interests related to active sports? 

Hinch：There is not an easy answer to your 
question. However, I agree with your point 
that sport tourism tends to be dominated by 
privileged people for the simple reason that 
it takes money to engage in events like the 
Olympics. 
  It is therefore important for governments 
to be engaged in the process of sport 
tourism. Theoret ica l ly they should be 
focused on the “public interest” of these 
events. Decisions about major events should 
not be left solely to corporate sponsors 
because they are looking out for their self-
interest. Corporate sponsors tend to market 
such events to high-income earners who 
make up the corporations’ target markets. 
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I f the government is involved and tax 
dollars are being used to support the event 
then they need to engaging citizens from 
lower social economic strata in order to 
protect the public interest. It’s important to 
distribute the costs and benefits of the event 
equitably across all socio economic levels. 

Questioner 2：Given that you were in Rio 
and Brazil six months before the Olympics 
started, I wonder whether you are aware of 
any examples of leveraging used to obtain 
legacies at the Rio Olympics? If so, please 
share them with us.

Hinch：There is one example that comes 
to mind. While I was in Brazil, I taught a 
course on sport tourism. As part of the 
course we hosted guest speakers who talked 
about their research. One of the speakers 
described a federal government program 
for schools that promoted the development 
of Olympic sports for school children. The 
government was also apparently funding the 
construction of facilities in the countrywide 
to help house these sports at a grassroots 
level .  These programs were meant to 
leverage the Olympics by increasing sport 
engagement in rural areas but unfortunately 
the programs were apparently halted due to 
budget issues.

Questioner 3：During your presentation 
you suggested that hosts should “be careful 
what you wish for.” I think it’s interesting 
that Sydney returned so much to Australia – 
even more than was originally anticipated. 
You suggested that the Barcelona Olympics 
were also a success from a sport tourism 
perspective. Please tell us more about the 
aftermath of the Olympics in Barcelona and 
what the locals think of tourists these days?

Hinch：I don’t have detailed information on 

the current state of tourism in Barcelona 
but I know that the city underwent not 
only physica l redevelopment but a lso 
redevelopment of its image. Initially, the 
locals were very pleased about the increase 
in tourism. More recently, there have been 
concerns about “overtourism” in the city. 
The local government is actually considering 
putting a limit on the number of tourists 
that can come into Barcelona in response to 
concerns about crowding and the erosion 
of the sense of community due to the high 
number of visitors. 

加藤：では、お時間になってまいりましたので、こ
こで一度休憩に入らせていただきます。この後の
パネルディスカッションの中でも、ご質問してい
ただければと思います。ではこれから10分の休憩
に入らせていただきます。受付でも質問票を受け
付けておりますので、そちらのほうにお願いしま
す。
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<Part Ⅱ >

加藤：では、お時間となりましたので、パネルディ
スカッションのほうに移らせていただきます。こ
のパネルディスカッションは1時間を予定しており
ますけれども、まず最初に、お二人のパネリストよ
り、10分ほどのプレゼンテーションをいただきま
す。本日のパネリストをご紹介させていただきま
す。最初に、スポーツ庁地域振興担当参事官、仙
台光仁様より、スポーツとメガイベントと地域振
興についてご講演をいただきます。
　また、続きまして、本学講師、伊藤央二教員よ
り、日本におけるスポーツツーリズム研究につい
てプレゼンテーションを行います。また、その後、
Tom Hinch先生もパネリストに加わっていただ
いて、ディスカッションを進めていきたいと思い
ます。それでは、仙台様、よろしくお願いいたしま
す。

「スポーツ・メガイベントと地域振興」
仙台　光仁

皆さま、こんにちは。ただいまご紹介にあず
かりましたスポーツ庁の参事官、仙台と申します。
本日は暑い中お疲れさまでございます。まず、お
伺いしたいんですけれども、スポーツ庁という役
所があるというのはみなさんご存じでしょうか。
もしかすると、知らない方もいらっしゃるかもし
れませんので、ちょっとスポーツ庁の人間の前で、

さすがに「知らない」と言うのは気が引けると思
います。後ろを向いてますので、手を挙げていた
だいて。（背中を向ける）ありがとうございました。
スポーツ庁を大多数の方がご存じだということが
背中で分かりました。これは、いつも、私どもの今、
オリンピック・パラリンピックのためにリオに行っ
ている鈴木長官が持ちネタにしているものなんで
すけど、最初、3割ぐらいしか手が挙がらなかっ
たのですが、最近、だいぶ認知されてきたと思
います。それでは、スポーツ・メガイベントと地
域振興について、時間10 分ですけれども、もう
1分ぐらいたってしまいましたが、まず、地域振
興の話をさせていただいた後で、メガイベントと
の関係についてお話しさせていただきたいと思い
ます。

まず、スポーツ庁ですけれども、スポーツ庁
について、若干説明させてください。スポーツ庁
は、4つの政策の柱として、スポーツ基本法の理
念を踏まえて、スポーツを通じて「国民が生涯に
わたり心身とも健康で文化的な生活を営む」こと
ができる社会の実現を目指すということで、去年
の10月1日に発足いたしました。その4つの柱の
中で、スポーツによる健康増進や国際競技力の
向上、これは前々から始まっていたことなんです
けれども、霞が関において、スポーツの司令塔
になるということで、それまでいろいろな省庁が
やっていたスポーツによる地域・経済の活性化
ですね。スポーツによる経済の活性化ということ
を、特に新しい分野として大きな柱の一つとして
やっております。

その核になるものがスポーツツーリズムだと考
えております。先ほどお話に出ました日本スポー
ツツーリズム推進機構、ここは5年前に創立さ
れておりますし、また、カナダでは、10 年以上
前に、もうスポーツツーリズムをやっているとい
うことですので、機構が生まれているということ
ですので、新しい分野の柱とはいえ、行政が数
年以上遅れてますから、遅れを取り戻すように頑
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張っております。スポーツツーリズムが何なのか
とか、そういうお話は、もう先程のお話にもあり
ましたし、また、本日、私どもが普段ご指導をい
ただいている先生方もいらしていますので、説明
は省かせていただきまして、スポーツ庁がどうい
う取り組みをしているのかということを中心に説
明させていただきたいと思います。

まずは、地域スポーツコミッションへの支援と
いうことです。フィルムコミッションという組織が
ございます。例えば映画のロケ地ですとか、そう
いうものを誘致して地域振興を図ろうという組織
ですが、スポーツコミッションはそのスポーツ版
で、スポーツを通じて、例えば合宿地やスポーツ
イベント、それから、見るイベント、するイベン
トのようないろいろなイベントの招致や合宿等を
通じて、地域に人を呼び込むことによって、また
地域が盛り上がることによって、スポーツで地域
を元気にしようとする、そういうコミッションを
支援しております。これは、先ほど、Hinch先生
の中で、コラボレーションが大事だという話があ
りましたが、まさに地域のいろいろな資源、企業、
スポーツ団体、それから地方公共団体のコラボ
レーションによって、地域を盛り上げようというこ
とを支援しているものでございます。

それから、政府の中ですけれども、文化庁・
観光庁との包括的連携協定を、今年の3月に結
びまして、観光と文化とスポーツは非常に親和性
が高いものですから、これらを融合させて、そ
して3人4脚ですか、分かりませんけれども、3
庁で一緒に取り組んでいこうというものでござい
ます。そのキックオフの行事といたしまして、今、
実は、スポーツ文化ツーリズムアワード2016と
いうものを募集しております。これは、スポーツ
と文化とツーリズムを合わせた、どのようなツー
リズムが考えられるのだということを公募してい
るものでございまして、12日が締め切りとなって
おりますので、ぜひ、スポーツ庁、観光庁、文化
庁のどこでも結構ですが、ホームページをご覧に

なっていただいて、応募していただければと思い
ます。スポーツと文化と観光の関わり方につきま
しては、先にありましたandでもSubでもasでも、
どれでも結構ですので、よろしくお願いいたしま
す。

もう一つ、スポーツ未来開拓会議という会議
を開いております。この中で大きく打ち出してお
りますのが、今までは、公共施設設置側にとっ
て、いろいろ施設を建てなければいけないです
とか、維持管理をしなければいけないですとか、
お金がかかるもの、コストセンターだという考え
がありましたけれども、これからは、スポーツが
お金を、利益を、それをスポーツや社会、経済、
うまく循環させていこうという新たなる方法を打
ち出しております。その大きな柱の一つに、スタ
ジアム、アリーナ改革というものがございまして、
するスポーツから見るスポーツへ、賑わいの中心
へ、今、プロ野球やサッカー、それからバスケッ
トボール、いろいろありますけども、そういうお
客さんを呼んでにぎわいの中心にしようという方
法を打ち出しております。

それから、大学スポーツの振興、これはちょっ
と、今回のテーマとあんまり関係ないようですけ
れども、大学につきましては、高等教育の重要
な要ということで、大学のスポーツを学習する意
義というのは、非常に公共性があるということで、
取りまとめをホームページに掲載しております。
詳細については、今日、皆さまに説明することは
しませんが、まさにスポーツツーリズムと大学の
関係についても触れられておりますので、ぜひ、
ホームページをご覧いただきたいと考えておりま
す。

地域活性化におけるスポーツのチカラというの
は、先ほどのHinch先生より詳しい説明をいた
だきましたので省略いたしますけれども、経済効
果や社会的効果が大きいというものでございま
す。これらのチカラを掛け合わせることで、スポー
ツのチカラを最大化させようということです。国
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が地域振興をやるということは、若干、矛盾して
いるような感じがいたします。スポーツによる地
域振興の主役は、あくまで地方の現場の皆さま
だと、われわれは考えています。われわれとしま
しては、先ほど申し上げましたコミッションの支
援や、スポーツ文化ツーリズムアワードの表彰、
こういった活動を通じまして、地域の皆さま方の
活動を支援していきたいと考えております。

その中で、いくつか例を挙げてみますけれど
も、三重県の熊野市、ここは、マリンスポーツ
観光を開発しているということでございます。こ
こはスポーツ庁のスポーツコミッション支援事業
で支援しております。それから、静岡県三島市、
ここには、バレーボール・東レアローズの立派な
スタジアムが、アリーナがありまして、そこを活
用して、米国バレーボールチームを相手にホスト
タウンの登録が決定しているというものですが、
この三島市に対してもスポーツ庁として、先ほど
のコミッション事業に支援しております。それか
ら、群馬県みなかみ町、ここは起伏に富んだ地
形と、急な川があるのですが、そこを利用してラ
フティング、キャニオニング等のアウトドアスポー
ツが楽しめる環境を整備するというもので、ここ
も非常にいい事例ということで、横展開できない
かどうか、今、できるように優良事例として、皆
さんに広めることをスポーツ庁として考えており
ます。それから徳島県。徳島県は、ご存じかも
しれませんけれども、「VS東京」ということで、
東京に対抗するという宣言をしておりまして、東
京に勝つんだということで頑張っております。写
真は、私どもの鈴木長官がイベントの一つとし
ましてシンポジウムを開いたときに、現地のアス
リートの皆さま、それから知事と対談している様
子ですけども、もう一枚の写真にありますような
ラフティングの世界大会が開かれるということで、
東京からも飛行機ですぐという立地ですが、非常
に、スポーツの観光資源、スポーツの資源が整っ
てるなという感じがしております。ここも、私ど

もが支援しております。どの地域にも、きっとチャ
ンスがあります！実は、普段、マイナスと思われ
ているところがスポーツにとっては非常にメリット
なんだ、おいしいところを含んでいるんだという
図でございますけれども、今日は資料をお配りし
ております。Hinch先生のプレゼンテーションに
もだぶりますので、今回は省略させていただきま
す。

これからの5年間に向けて、メガイベントとい
いますと、ラグビーワールドカップ、それからオ
リンピック・パラリンピック、ワールドマスターズ
ゲーム関西が有名ですけれども、それ以外の、
もう来年から、アジアの冬季競技大会が札幌市
で開かれる。それから、ソフトボール、バレーボー
ル、いろいろな大会が開かれます。また、2021
年以降、いろいろな大会が開かれますので、こ
のメガイベントを、決して開催地だけで終わらせ
ないということが、われわれスポーツ庁の役目だ
と考えております。そのワールドカップで世界各
地から来ていただいた方々をおもてなしして、先
ほどの施策も活用いたしまして、ここだけではな
い、開催地だけではなくて、その一歩先に足を
運んでいただけるように、スポーツ庁として努力
しているところでございます。私どもの鈴木長官
が常々言っているんですけれども、スポーツを見
てそのまま帰るのではなくて、やってそのまま帰
るんではなくて、一晩泊まって温泉に浸かって、
おいしい料理を堪能して、そして帰っていただく。
そして何回も来ていただくというような、そうい
うリピーター、日本に対してリピーターを作るよ
うなきっかけになるということがメガイベントで、
まさにメガイベントが日本社会を変えるというこ
とですけれども、ここへつながるんではないかと
考えております。日本は、東西に長く、南北に長く、
いろいろなスポーツができるところです。先ほど、
甲子園の例がありましたけれども、日本全体が
甲子園になるように、何かの大会を開くときには、
世界何かの大会を開くときには、日本に行こうと
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いうふうに、世界の皆さんが考えていただけるよ
うに、スポーツ庁としてもこれから取り組んでい
きますので、よろしくお願いいたします。

加藤：仙台様、ありがとうございました。どの地域
にもチャンスがあるという、おいしいものを食べ
て泊まってと、まさに観光に通じるお話をしてい
ただきました。また後ほど、ディスカッションでよ
ろしくお願いいたします。それでは、引き続きまし
て伊藤先生、よろしくお願いします。

「日本におけるスポーツツーリズム研究」
伊藤　央二

和歌山大学の伊藤と申します。よろしくお願い
いたします。私は研究者の立場から、日本にお
けるスポーツツーリズム研究について、今までど
ういうことが明らかにされてきて、今後どういう
ことを明らかにしなければいけないのか、という
内容でお話しさせていただきます。

Hinch教授とスポーツツーリズムの研究を日
本で行おうという話になったときに、まず私たち
が考えたことが、これまで日本のスポーツツーリ
ズム研究でどんなことがされてきて、何が分かっ
ていて何が分かっていないのかを明確にする必
要があるということでした。そのために、包括的
レビュー（Comprehensive Review）を行おうと
考えました。私の今回のプレゼンテーションは、
その包括的レビューの結果を基にお話しさせて
いただきます。包括的レビューでは1990 年から
現在までの日本語と英語の文献を検索しました
が、私の今日のプレゼンテーションでは日本語
文献の結果のみ、ご紹介させていただきます。

どのようなデータベースを使ったかと言います
と、国立国会図書館、CiNii、J-Stageという日
本の主要な文献データベースを用いて検索いたし
ました。検索キーワードは、「スポーツ」と「ツー
リズム」そして、「スポーツ」と「観光」の2つのセッ

トを用いました。検索結果でヒットした文献数は
一見多いのですが、スポーツとツーリズムのキー
ワード検索なので、実際にはスポーツツーリズム
に関係ない文献も引っかかっております。そこで、
タイトルや抄録、どのような雑誌に掲載された
かという精査を行い、そこから107 編のスポーツ
ツーリズム関連文献を特定しました。

内訳では、93編が学術論文・文献でした。こ
こであえて文献と入れたのは、学会の論文集でし
たり、雑誌の記事といった文献も入れていますの
で、論文だけではなく文献という言葉も用いてお
ります。そして、6冊の書籍、そして8編の章（チャ
プター）というものが107 編の文献に含まれてお
ります。これらの107 編の文献を年代別にグラフ
にしてみました。パッと見て分かるように、数字
が伸びています。皆さん、不思議に思うかもし
れませんが、1999年だけ9 編で飛び抜けていま
す。これは、『体育の科学』で、観光人類学の視
点から民族スポーツを考えるという特集号が組
まれ、6編がそちらに掲載されたため、9 編とい
う大きな数字になっています。その6編を除くと
3編となり、だいたいその前後の年と同じ数字に
なっております。2009年には10 編となり、ちょっ
とジャンプアップしています。これは、2008 年
に観光庁が設置されたのと少し関係があるのか
と私は考えております。その後、少し落ちるので
すが、2013 年に12編となり、また少し伸びまし
た。こちらは、仙台参事官とHinch教授もご紹
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介されていた通り、2012年に日本スポーツツー
リズム推進機構という組織が設立されたことに
関係しているかもしれません。そういった背景も
あり、2013 年から文献数が増えてきたのではな
いかと私は考察しております。最後に、2016 年
は4編なのですが、こちらは検索を行ったのが
2016 年の5月でしたので、この数字は6月以降
伸びていくのではないかと考えております。

107 編の文献を、研究の種類別に分類してみ
ました。こちらは、Hinch教授が先ほどご紹介し
たので、あまり深くはお話ししませんが、今回の
包括的レビューではイベント型を2つに分類して
おります。まず、観戦イベント型です。例えばJ
リーグやプロ野球の試合を見に行くというケース
が当てはまります。観戦がメインのイベントです。
参加イベント型というのは、市民マラソン大会や
トライアスロン大会に参加するといった実際に参
加することがメインのイベント参加ということに
なっております。ご覧いただければ分かるのです
が、観戦イベント型が35％と参加イベント型が
51％、2つ合わせて86％となり、約90％弱がイ
ベントに関連する研究でした。残りの13％がア
クティブ型、残りの1％がノスタルジア型となって
おります。今回、イベントに関するセミナーです
ので、イベント型の文献にフォーカスしてお話を
進めたいと思います。

観戦・参加イベント型の研究分類と内訳には、
研究論文・文献が93編あったのですが、そのう
ち72％がイベントに関する内容でした。書籍を
見ていただくと分かるのですが、こちらは100％
となっており、6冊あるうちの全てがイベントに
関する内容でした。そして、章（チャプター）に
関しても62.5％がイベントに関する内容でした。
この結果からも、やはり日本のスポーツツーリズ
ム研究がイベントにフォーカスしてきたというこ
とが分かると思います。この研究論文・文献とい
うものにさらに着目してお話を進めさせていただ
きますが、イベント研究論文・文献が67 編あり

ました。そのうち、今回のセミナーテーマである
メガイベントに関する論文・文献は11編でした。
さらに、この11編を見てみますと、査読付き学
術論文というのが3編しかありませんでした。研
究者の方でしたら、査読付きという意味が分か
ると思うのですが、査読というのは同分野の研
究者や専門家の方が審査して、これは良い論文
ですねと認められた、要はお墨付きを得られた
論文ということになります。11編ある内の3編し
か査読付きではなかった。つまり、全体で見ると
107 編という量はあるかもしれないが、論文の質
という面を見ると、少し日本は遅れているかもし
れないというようなことがここから分かります。

続いて、11編のメガイベント論文・文献のテー
マをご紹介させていただきたいと思います。テー
マを分類してみました。一つがイベント、もう一
つが観光、そして地域、この3つのトピックに分
かれると私は考えております。1つ目のイベント
は、やはりオリンピックやワールドカップ、例え
ば2002年の日韓ワールドカップというイベント
自体にフォーカスした文献がありました。2つ目
の観光というトピックは、観光行動です。例えば、
インバウンドツーリズム、ツーリストの観光行動
や観戦行動というテーマに焦点を当てた文献が
ありました。最後の3つ目が地域となります。こ
ちらは、先ほど仙台参事官からもご紹介があり
ましたスポーツコミッションやキャンプ地誘致な
どが当てはまります。皆さん、おそらくご存知だ
と思いますが、2002年のサッカーワールドカッ
プの中津江村を事例とした文献が含まれていまし
た。カメルーン代表がキャンプを張った場所なの
ですが、そこでのキャンプ地誘致の事例やどのよ
うに地域活性に役立ったかというような研究報告
が行われておりました。

現在までのスポーツツーリズム研究を紹介して
きたのですが、今後、どういった研究が求めら
れるかというのを、私なりに少し考えてみました。
もちろん、観戦・参加イベント型のスポーツツー
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リズムが日本で注目を浴びていますが、これか
らはアクティブ型やノスタルジア型というスポー
ツツーリズムの知見を蓄えていかなければいけ
ないと思っております。メガイベントに関しては、
やはりメガイベントの観戦者や参加者に焦点を
当てた研究ももちろん重要となりますが、スポー
ツボランティアに焦点を当てた研究も重要だと考
えます。ボランティアの方がいなければ、このよ
うなメガイベントは開催できません。ボランティ
アの方も、全国だけではなく世界各地から東京
オリンピックに来ることが考えられます。各地か
ら来るということは、彼らもスポーツツーリスト
ということです。そういう方の観光行動などを調
べることも一つの研究テーマだと思います。加え
て、スポーツコミッションが行う地域でのメガイ
ベントに関するプレイベントやポストイベントも
研究の対象になると思います。また、メガイベン
トがプロ野球観戦者やJリーグ観戦者にどのよう
な影響を与えたかということも一つの研究トピッ
クになるでしょう。

以上がイベント型なのですが、アクティブ型に
関しましては、宿泊を伴うスポーツ・野外レクリ
エーションの関心・参加が、実際に変化したのか
どうか、メガイベント開催に伴いどう変化したの
かを明らかにするということが、一つの研究トピッ
クになるかと思います。あとは、宿泊を伴うスポー
ツ・野外レクリエーションを促進するために、環
境・施設整備がどのように行われているのか、ま
たプロモーションをどのように行っているのかと
いうことも、重要な研究トピックでしょう。最後
のノスタルジア型に関しては、メガイベントの開
催地、スタジアム、キャンプ地、関連ミュージア
ム等に、観光客が今後訪れるかどうかといった
検証が必要になると思います。あとは、その施
設の整備や運営やプロモーションについてもノス
タルジア型という視点から研究を行う必要があ
ると考えております。

最後になりますが、レガシーという用語が、特

に東京オリンピックを背景に盛んに使われてい
ます。公的資金をたくさん投入しますので、何か
を残さなきゃいけない。つまり、メガイベントの
開催を正当化する理由が必要となり、そのため
にどのようなレガシーをどのように残すかという
議論が活発に行われています。これは研究者に
とっても、同じだと私は考えております。学術論
文の目的が3つあると言われているのですが、一
つが記録（document）となります。例えば、ど
のようなメガイベントの研究を行ってどのような
調査方法を行ったのかという記録を残すことにな
ります。そしてもう一つが保存（archive）です。
その記録を保存することです。ただし、Jordan 
and Zanna (1999) が主張していることは、保存
するだけでは十分ではないということです。研究
者が自分たちの本棚にしまっておくだけでは意味
がないということです。研究から得られた知見を
共有（share）しなければいけない。学術論文は
コミュニケーションの手段であり，その重要性を
こちらの社会心理学者の先生たちが指摘してお
ります。つまりレガシーということで、今回のメ
ガイベントを契機として、日本のスポーツツーリ
ズム研究の知見といったレガシーを記録、保存
して国内外に発信、共有していくことが重要だと
考えております。

まとめとして、最初の「何が分かっているのか？」
と「何が分かっていないのか？」という問いへの
答えについて簡単に述べさせていただきます。ま
ず1つ目として、「分かっていること」は国内のス
ポーツツーリズム研究が成長しているということ
です。これはスポーツツーリズム研究の萌芽期と
捉えることができると思います。その中でも、特
にイベント型スポーツツーリズムへの着目が多い
ということが分かりました。2つ目の「分かって
いないこと」は、アクティブ型とノスタルジア型
のスポーツツーリズムの知見が非常に乏しいとい
うことです。加えて、イベント型スポーツツーリ
ズムが多いと報告しましたが、研究の量ではな
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く、今後は研究の質を考えていく必要があります。
最後に、メガイベントを契機として、リサーチ・
レガシーを創出し、日本のスポーツツーリズム研
究を萌芽期から発展期へと導いていくことが研
究者の役割であると考えております。以上で私の
発表を終わります。ご清聴ありがとうございまし
た。

パネルディスカッション

加藤：伊藤先生、ありがとうございました。日本の
スポーツツーリズムの研究について傾向というこ
とでお話しいただきましたけれども、イベントだ
けでなく、リサーチの研究のレガシーという非常
に新しい視点も加えていただけたかと思います。
それでは、ここからはパネルディスカッションとさ
せていただきます。
　先ほど、会場の皆さまからいただきました質問
も、こちらでいたしながらお話を進めていきたい
と思いますので、よろしくお願いします。では、早
速なんですけれども、まず、お二人のプレゼンを
していただいたことを踏まえまして、Tom先生の
ほうから、コメントをいただきたいと思います。

Hinch：I apologize for not understanding 
the details of your presentations given that 
I am not fluent in Japanese but I did have a 
chance to see the PowerPoint presentations 
before the session started. I was particularly 
impressed with the first presentation about 
sport mega events and development. It fits 
very well with some of the ideas that I was 
trying to present in my earlier presentation. 
Given what you have said, it appears to me 
that the organizers of the Tokyo Olympics 
are implementing strategies to connect these 
events to the local community.

I was particularly encouraged that the 
benefits from the forthcoming mega events 
are meant for d ist r ibut ion throughout 
surrounding regions and the country as 
a whole. It is also encouraging that the 
outcomes of these events a re not just 
being considered in terms of economics 
but a lso in terms of the socia l and the 
cultural dimensions of sport development. 
The concept of community was frequently 
mentioned in the presentation and is critical 
to the success of these types of events. The 
host community has to be supportive. Visitors 
will not feel welcome if local residents are 
not happy with the event. Host cities need 
to be characterized by a genuine sense of 
celebration. The presentation provided a 
good example of the three points I made 
toward the end of my presentation. Event 
hosts must leverage their investment, they 
need to collaborate with other stakeholders, 
and they need to adopt balanced strategies 
that capitalize on the full scope of sport 
tourism typologies. 

In the presentation about adventure, it’s 
evident that there is a very active academic 
community in Japan that is examining sport 
tourism. Based on my understanding of 
the sport tourism literature in general, it is 
apparent that one of the real strengths of 
research in Japan has been the insight gained 
in terms of sport-for-all events. I believe that 
you have a better understanding of these 
types of events than is found in many other 
parts of the world. 

加藤：では、Tom先生から質問ということでよろ
しいですか。

Hinch：I have question for the first presenter. 
I was very encouraged by what you have to 
say in terms of the activities of your agency. 
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What do you see as the biggest challenge 
facing Japan relat ive to ach iev ing the 
kind of benefits that you outlined in your 
presentation?

仙台：ありがとうございます。課題と言うことです
が、われわれが考えております課題は、先ほど、
ちょっと強調し忘れたかもしれないんですけれど
も、大きなメガイベントがありますけれども、それ
単発だけでは、むしろ良くないということです。わ
れわれとしては、冒頭のモデレーターの加藤先
生のお話にもありましたとおり、エコシステムとし
て、スポーツが根付いていくようにしなければい
けない。もちろん、突破口はメガイベントでいいん
ですけれども、ここで、いろいろな有形、無形の財
産ができます。スタジアムもできますしアリーナも
できます。またはボランティアのノウハウもできま
す。それが、今後、そこで終わるのではなく、聞い
た話では、ロンドンオリンピックのときは、さすが
に何か、オリンピックで人が混むだろうというの
で観光客は落ち込んだんですけど、その後も順調
に伸びていった、と。順調に伸びていったという
ことは、行っていいことがあった。または口コミで
いいことが広がったと思うんですけれども、その
ようにスポーツ庁は、そもそもオリンピック・パラ
リンピックのためにできたんでしょう？と言われる
ときがあるんです。違います。それはもう、別な組
織委員会があり、また政府の中に別の部署があり
ますので、そうではなくて、われわれはオリンピッ
ク・パラリンピックの後、どうやってそれが根付い
て、オリンピック・パラリンピック、ラグビーワール
ドカップ、さまざまなメガイベントの後、どうやっ
て自動的に動いていくのか、自走していくのかと
いうことを常に考えております。

加藤：ありがとうございます。実際、会場からご
質問をいただいた中に、実際、イベントを長期的
に生かせるものにするためにはどうしたらいいの

かというご質問があったんですけれども、それに
お答えいただいたかと思います。

Hinch：Thank you. This is a quick question 
for Prof. Ito. As you know, I don’t read 
Japanese and a lot of the other academics 
outside of Japan have that same limitation. 
Should Japanese academics be trying to 
publish in English or would this create other 
issues?

伊藤：やはり学術界でも英語が世界共通言語で
すので、英語で書いたほうが読まれる数が多くな
るということは間違いないと思います。特にメガ
イベントの研究などはそうで、メガイベントは日本
で行われるだけではなく、例えばオリンピックは4
年ごとに別の都市で開催されます。ワールドマス
ターズゲームズやラグビーワールドカップもそう
です。そのため、研究知見を日本だけにとどめる
のではなく、国外にも発信することが重要です。
ただし、英語だけで論文を書くと、やはり英語が
得意ではない研究者もいらっしゃいますので、特
に若い大学生や院生の教育という意味も含めて、
日本語で論文を書くことにも重要なミッションが
あると考えております。ですので、どちらがいい、
悪いではなく、これもHinch教授がおっしゃられ
たように、バランスが重要と考えます。

Hinch：I would agree. It is important to 
have balance and it really depends on which 
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audience you are targeting with your work. 
So I definitely think that it’s important to 
publish in both languages. 
   The Japan Sport Tourism Alliance and 
the other organizations that exist related 
to sport tourism in Japan are impressive. 
I am particularly excited that there is an 
interest in how the events planned for the 
next few years can create legacies in areas 
of active sport tourism and participation 
based events. But I also think there is room 
for Japanese academics to explore active 
sport tourism in more depth. Travel related 
to the sport of surfing is a case-in-point. 
Surfing is particularly exciting because it’s 
going to be a demonstration event at the 
Tokyo Olympics. It will be very interesting 
to see how the exposure of this sport at the 
Olympics will impacts surfing in terms of 
active sport tourism. I therefore challenge 
researchers to track these impacts.
  I also think there is much potential for 
research related to the Rugby World Cup, as 
it is a different type of event. For example, it 
features multiple competitions over a longer 
period of time than the Olympics. There 
are considerable opportunities for research 
associated with this type of framework, as 
visiting spectators will have a substantial 
amount of time between matches to engage 
in other types of tourist activities. Another 
research question would be how the Rugby 
World Cup impacts national identity in 
Japan. The World Masters Games is different 
again and there will be a whole series of 
questions that can be explored in relation to 
this event. 

加藤：今、メガイベントへの期待というお話が
あったんですけれども、いただいたご質問の中
に、特に和歌山にどんなことが期待できるでしょ
うかっていうものがあったんですけれども、和歌
山という地域でスポーツツーリズムという視点か

ら、何か期待されるものはありますでしょうか。

仙台：和歌山については、やはり関西圏にあると
いうことが大きな強みだと思います。ですので、
先ほど申し上げましたワールドマスターズゲーム
関西の機会を利用して、ぜひ、てこ、レバレッジに
していただければと思います。それから、例とし
ては三重県の例も挙げましたけども、和歌山県も
非常に観光的には恵まれていますよね。そこを利
用したスポーツを発展させていただければ、非常
に足を運びやすいと言いますか、良い具合に発
展して伸ばしていくことができると思っています。
説明のときに緊張して、なかなかお話しできませ
んでしたけれども、われわれスポーツ庁が考えて
いることは、決して東京やワールドカップの開催
地、それからマスターズゲームの開催地だけでは
なく、その効果を全国津々浦々に、隅々まで波及
させていくことだと考えておりますので、この機会
を捉えて、ラグビーワールドカップでも、確かに試
合と試合の間がありますので、その間に呼び込め
るような作戦がいいんじゃないかと思います。も
ちろん、もう既に皆さん考えていらっしゃると思
いますけど。

加藤：ありがとうございます。会場のご質問でも、
やはり地方のほうにどうやって流れを作ったらい
いのかというものがあり、ぜひ試合の間と間の時
間には、和歌山にもお立ち寄りいただければと思
います。Tom先生からも。

Hinch：Each prefecture or community 
that is thinking about hosting an event 
or that has an interest in other types of 
sport tourism should consider what gives 
it a competitive advantage. Advantages 
might be found in local resources such 
as a particularly attractive surf beach, a 
climbing area or a river that is ideal for 
canoeing. Alternatively, the advantage may 
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be found in a sport association that has 
strong volunteer resources or in supportive 
sponsors for the event or activity. The key 
point that I am making is that there should 
be a connection between place and the type 
of sport tourism that you are considering to 
feature as an attraction. 

加藤：では会場のほうから他に質問をいただけ
ればと思いますけれども、いかがでしょうか。

質問者：メガスポーツイベントにおける合宿地の
誘致についてお伺いします。まずTom先生に、海
外で合宿地誘致をメガスポーツイベントのときに
やられていると思うんですけれども、そういった
際に、長期的に誘致をすることによって地域住民
の方々に効果があったのかという事例を教えて
いただきたいです。仙台さんには、今、さまざまな
日本の自治体が合宿誘致に動いているとは思う
んですけれども、その期間に、もし合宿をした場
合、地域住民であったり、今まで合宿をやってい
た人たちが使えないっていうことで、持続可能性
から考えると果たして本当にそれにメリットがあ
るのかっていうのが疑問に思うのですが、その辺
をどうお考えでしょうか。伊藤先生には、そういっ
た合宿地誘致でどういった形で地域住民が理解
を得るための研究をしていくべきなのかっていう
のを教えていただければと思います。

加藤：では、3人の方に、それぞれご質問いただい
たんですけど、まず、Tom先生、よろしいですか。

Hinch：I think the training camps represent 
a great opportunity for sport tourism 
development. Training camps for Rugby 
and Olympic athletes are posit ioned to 
capture benefits in the pre-event phase. 
The camps will foster connections in terms 
of identity and the relationship between 
those teams and the host communities. 
These links can carry through to future 
sport tourism markets and perhaps even 
expand. For example, the Canadian swim 
team is conduct ing their pre Olympic 
training in Wakayama. Their presence in 
the community will build awareness of 
Wakayama as a destination for potential 
visitors from Canada. The camp will provide 
the initial connection, which may lead to 
more contact in the future.

加藤：では、仙台様。

仙台：合宿誘致でメリットがあるのかということ
なんですけれども、やはり、これについてはいろい
ろな議論があります。一つ言えることは、今、先生
のお話にもありましたとおり、事前に十分に話し
合って、そして住民の方々が一体感をもって、「こ
の合宿は自分たちのものなんだ」という機運を醸
成することが非常に大事なのではないかと思いま
す。どんなイベントでも、最初のうちは反対する人
もいるかもしれません。例えば、ある島でやって
いるサイクリングのイベントを、最初は主催者以
外は傍観していたんですが、もう今では、その島
の人が、われわれのイベントなんだということで、
行く先々で、いろいろな食べ物を出したり何かし
て、一体として、批判しているよりも見て一緒に騒
いだほうがいいんだというふうに変わったという
ことです。聞いた話ですけれども、東京マラソン
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でも、最初は交通規制をするということで反対意
見もあった。でも、今ではすごい大きなイベントに
なって、反対する人はいないです。ということで、
事前の十分な準備と、何よりも住民の合意、それ
から、成功させるということが大きな鍵と思って
おります。われわれは地域の優良事例をいろいろ
調べていますけれども、どこも成功しているとこ
ろは、住民の方々がわがこととして、イベントを歓
迎して、自分たちのお祭りだって感じでそこまで
もっていくということ、それは国の力ではなく、やは
り住民の皆さん自身にかかっていると思います。

伊藤：研究者として、地域住民の理解をどう明ら
かにするかということなのですが、これは縦断的
調査を用いて、同じ人にキャンプの開催前後で尋
ねて、実際にそれが良かったかどうかを聞くと良
いかと思います。また、地域の人たちに積極的に
スポーツボランティアなどに参画してもらい、自
分たちがそういうボランティア活動を通して、キャ
ンプ地をホストしているという感覚を与えるこ
と、持ってもらうことが重要と思います。あとは、
キャンプ地になることで、オリンピックに出場する
ような一流のアスリートと触れ合いの場がいろい
ろできると思います。それも一つのメリットと思い
ます。

加藤：ありがとうございます。他にご質問。どうぞ。

Questioner：You mentioned fishing, which 
is a very popular active sport, but probably 
will not be featured at the Olympics any 
time soon. However, you also suggested 
that there was a possibility of promoting 
secondary activities associated with these 
sporting events. Given that sport fishing 
is of interest to many people, do you think 
that it has potential as sport tourism in 
association with these events? While it is 
unlikely to become an Olympic sport could 

you just comment about the potential of 
sport fishing in Japan?

Hinch：I don’t know a lot about sport fishing 
in Japan. In fact, I don’t know a lot about 
sport fishing in Canada. I just visited our 
lakeside cottage for the last three weeks 
and I didn’t manage to catch one f ish. 
Having said that, I recognized that sport 
fishing does fit under the definition of sport 
tourism that I mentioned earlier. In fact, in 
terms of competitive sport fishing, major 
sports fishing tournaments have become 
increasingly popular with participants from 
across the North America. Notwithstanding 
these competitions, fishing for pleasure 
is a much more popular activity. It often 
requires a very substantial amount of travel 
as fishers search for appropriate sites. This 
travel requirement is particularly true for 
fishers from urban areas, who may have to 
travel substantial distances to visit their 
favorite fishing places. While fishing is 
definitely a powerful draw and may present 
a competit ive advantage for particular 
regions in Japan, I am not sure that there is 
a strong overlap between the sport tourists 
who are likely to come to the major events 
that you have scheduled and sport fishers. 
Of the three major events that we have been 
discussing, the World Masters Games may 
be the most likely candidate for participants 
who may be attracted to sport fishing. 

加藤：お時間が迫ってまいりましたので、もう1
つ。

Questioner：I would like to know more 
about the successful example of the Sydney 
Olympics in terms of the sport tourism 
research that was conducted.

Hinch：One of the legacies of Sydney 
Olympics was the knowledge that was 
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created through research related to these 
Games. My understanding is that the 
academics in Australia collaborated, in 
some type of research consortium. They set 
up a coordinated research program so that 
different universities with different expertise 
were able to address questions, which they 
were well posit ioned to investigate. As 
result, they captured synergies that would 
have been missed if they had all worked 
independently of each other. I am not sure 
whether those collaborations have been 
maintained but if they have, they would be 
part of legacy of the Games. 

加藤：では、あと1つだけ。よろしいですか。

Questioner：I would like to challenge the 
idea that Sydney was necessarily a success 
to everyone. There was a lot of backlash 
within Sydney by various communities 
because they weren’t consulted about the 
Games, especially those communities that 
exist in indigenous areas. There was altered 
development legacy whereby the funding 
for promised long-term development 
was discontinued immediately after the 
Olympics. After the large expense of hosting 
the Games, there was barely any sport 
development investment within Australia. 
The same has happened after the London 
Olympics. There has been dramatic drop 
in the funding for sport development after 
the initial push for the Olympics. Typically, 
there is a lack of continuity after the event 
with funding for youth sport development 
often decreasing. 

Hinch：I agree with your concerns. Every 
major event has both benefits and costs 
and the distribution of those benefits and 
costs really vary from one event to another. 
My comments about the Sydney Olympics 

focused on its successes in the context of 
sport tourism. I really wasn’t commenting 
many of the other dimensions. But you have 
raised a critical point. Host communities 
need to be careful with these special events 
because once the event is done, it’s quite 
easy for that funding, for all that support, 
for all that excitement, for all that passion 
- to be lost. The real measure of a legacy is 
whether you can keep those things going.

加藤：ということで、ここでお時間になってしまい
ましたので、パネルディスカッションは閉会させ
ていただきます。パネリストの方々に今一度拍手
をお願いいたします。



34

Tom Hinch

1
2

3
4



35

5
6

7
8



36

9
10

11
12



37

14

15
16

13



38

18

19
20

17



39

22

23
24

21



40

26

27
28

25



41

30

31
32

29



42

仙台　光仁

1
2

3
4



43

5
6

7



44

伊藤　央二

1
2

3
4



45

5
6

7
8



46

9
10

11
12



観光教育研究セミナー 2017 Vol.1
in 東京

2017年8月10日（木）15:00－17:30
於：フクラシア品川クリスタルスクエア（港南口）

3 階会議室 G

主催：和歌山大学 国際観光学研究センター、観光学部
後援：スポーツ庁、観光庁、和歌山大学観光学部同窓会「飛耀会」

和歌山大学経済学部同窓会「柑芦会」東京支部

スポーツツーリズム2
～メガイベントが日本社会を変える～



48

野川　春夫　Haruo Nogawa

坂井　文　Aya Sakai

太田　正隆　Masataka Ota

伊藤　央二　Eiji Ito

順天堂大学スポーツ健康科学部　特任教授（2017年当時：現、順天堂大学大学
院スポーツ健康科学研究科　特任教授）
1949 年東京都生まれ。東京学芸大学教育学部保健体育科卒業。米国カリフォル
ニア州立ヘイワード大学大学院研究科体育学修士課程修了。同オレゴン州立大学
大学院研究科教育学博士課程終了。1988 年鹿屋体育大学助教授（1995 年教
授）。1998 年より順天堂大学スポーツ健康科学部教授。2009 年同大学スポー
ツ健康科学部長。国内スポーツツーリズム研究の先駆者であり、専門分野はス
ポーツ社会学、生涯スポーツ、イベントマネジメント。特に、1996 年にJournal of 
Travel Research に掲載されたスポーツツーリズム研究論文は国内外から高い評
価を受けている。2005 年10 月より半年間2016 東京オリンピック基本構想委員
会副座長を務める。日本スポーツ振興センター常勤監事を経て、現在（公財）日本
スポーツクラブ協会理事長を務める。

東京都市大学都市生活学部　教授
横浜国立大学工学部建築学科卒業。ハーバード大学デザイン大学院ランドスケー
プ・アーキテクチャー修士修了。ロンドン大学PhD。一級建築士。オックスフォード
大学、UCLA 等で客員研究員。国土交通省、内閣府、スポーツ庁の委員会や検討
会、新宿区や台東区の景観審議会、委員会等の委員。ロンドンオリンピック会場整
備についての研究を行い、2016 年のスタジアム・アリーナ推進官民連携会議のス
タジアム・アリーナ改革指針において座長を務める。北海道大学工学部建築都市
コース准教授を経て現職。

JTB 総合研究所MICE 戦略室　主席研究員
1981年、明治大学文学部史学地理学科地理学専攻、同大学大学院博士前期（政
治学）修了。㈱国際会議事務局（現JTB コミュニケーションデザイン）にて、国際
会議、展示会、インセンティブ、各種イベントの企画運営に従事。コンベンション総
合研究所所長、GMT 総合研究所所長（グローバルマーケティングトラベル内）で
MICE 及びインバンド分野の調査研究に従事。2006 年の国土交通省の「国際会
議、国際文化・スポーツイベント等観光交流拡大検討会」の事務局を務めるなど，
スポーツMICE 等を通しスポーツツーリズムのプロモーションに携わる。2013 年
より現職。

和歌山大学 観光学部 講師／同 国際観光学研究センター研究員、CTR Tourism 
& Sports ユニットサブリーダー（2016年当時：現、国際観光学研究センター セン
ター長代理／同 観光学部 准教授）

講　師

モデレーター

パネリスト



49

<PartⅠ>

「スポーツツーリズム序章 ～スポーツツーリズム
の発展とイベントの役割～」
野川　春夫

皆さん、こんにちは。このようなチャンスを
いただきまして大変、緊張しております。先ほ
どはセンター長の加藤先生、それから学部長の
藤田先生とも挨拶をさせていただきました。先
ほどのご紹介ですが、鹿屋体育大学から順天堂
に移ったんですけれど、順天堂大学では英語を
教えるということで赴任しました。最初は総合
英語を教えておりました。

それはそれといたしましてスポーツツーリズ
ムの研究動機からお話しします。私が鹿屋体育
大学にいたのは昭和63年からです。昭和64年
になったときに菜の花マラソンが確か1月7日
だったと思うのですけれども、初めての調査を
ゼミでやろうとした前日に昭和天皇がご崩御さ
れました。しかし翌日は菜の花マラソン大会を
開催するか、しないかが全然分かりませんでし
た。鹿児島県という土地柄、多分中止かなと予
想していましたが、予想に反してやってしまっ
たわけです。それがよかったのかどうかは別と
いたしましてそういうことがありました。

ちょうど1990年から91年に当時の通産省
が21世紀の産業としてスポーツと観光が次期
基幹産業として非常に重要になるというふうに
出されていました。そのときそんなことあるは
ずないとみんな笑っていました。スポーツと観
光が別に変われるのか、そんな話がありました。
私もどうかと思っていましたが、たまたまホノ
ルルマラソンに2回参加していました。自分の
子どもが生まれた年には必ず走ってみようとい
う動機です。なぜ走ったかというとフィニッ
シャーズのTシャツが欲しかったんですね。あ
れは買えないのです。そのTシャツを生まれて
きた自分の子どもにあげたいということで85

年と87年に走っていました。その後に89年も
実は走っちゃったんです。この時からスポーツ
ツーリズムの実証研究を手掛けたのです。

マラソン参加を考えたとき、なんで自分はあ
の苦しい42.195を走るためにお金がなくても
行くのだろうか。非常に多くの人間が参加して
いてリピーターも多いのは、どういう仕組みな
んだろうということを考えていました。この時
期、たまたま日本スリーデーマーチという、埼
玉県の東松山市で1日大体3万人から4万人集
めるようなイベントが毎年開催されていまし
た。たまたまそのイベントを主催する協会の専
務理事が私の高校の先輩だったのです。その方
から「おい、野川手伝え」と言われまして、朝
から運営の手伝いをしました。このイベントに
は、50キロのコースと30キロのコースと20
キロのコースと10キロのコースがあるんです
けれど、50キロコースは大体、朝の3時ぐら
いに参加者が集合して、「エイエイオー！」の
掛け声の出発式をします。それでみんな出掛け
るわけです。帰ってくるのが夕方の5時ぐらい
です。私は、その「エイエイオー！」を日本語
と英語でやるように頼まれまして、「ヘイヘイ
ホー」とか言いながらやって手伝ったというの
が最初です。このイベントには、海外の参加者
も多かったので英語の案内も必要でした。

ところが東松山市は泊まる所が非常に粗末
なんです。そこでの体験から、ただ走るだけ
とか歩くだけでも宿泊が伴った瞬間に経済の
活性化を生むので全然違ってくるというのは
何となく感じました。それでスポーツイベン
トと観光を足すと地域の活性化になるという
前提条件を実感しました。本当に地域活性化
になったのかということが実はほとんど立証、
あるいは検証されていないんですね。たまた
まホノルルマラソンの参加者調査を89年から
始めていたので菜の花マラソンの調査に活か
せました。その当時は、体育経営管理学講座



50

というゼミでして、山口泰雄先生（現神戸大
学教授）と菊池秀夫先生（現中京大学教授）と、
それから亡くなられた教授の池田勝先生がいた
ゼミでした。このゼミには大学院生の2年生と、
それから大学院生の1年生、学部の3年生を全
部連れていって初めてフィールド調査をしまし
た。そのときの大学院には今、神戸大の教授に
なっている長ヶ原さん、大阪体育大教授の藤本
淳也さんなどいろんな方がいらっしゃいます。

この調査をやった理由は、鹿児島県にはいろ
いろなイベントがあるけれども参加者が右肩上
がりになっているのはその菜の花マラソンだけ
で、あとは全部右肩下がりでした。正月の第2
週目の日曜日にそのイベントがあるのですが、
どんな秘密があるのかを探ろうという話になり
ました。そういうふうに提案したのが実は山口
先生なのです。たまたま。山口先生と菊池先生
と私が昼食にラーメン食べていた時、「野川さ
んどう思う？」「指宿に行ってみようか」とい
う話になって、菊池先生にも入ってもらい3人
で手分けして実証調査研究が始まりました。山
口先生はボランティア研究をやりたい。菊池先
生は地域活性化をやりたい。そして私が参加者
の顧客満足度を担当することになりました。こ
の調査研究は今でもやっています。来年になる
と29年目ぐらいになるんじゃないかなと思い
ます。このようなかたちでゼミ生たちが生の
データをきちんと採るという練習をやったわけ
です。

先ほども言いましたようにスポーツツーリズ
ムをどういうふうにやっていったのかなと自分
でじっくり振り返ると、やはり一番はホノルル
マラソン。その次に指宿の菜の花マラソンです
ね。ホノルルマラソンも指宿の菜の花マラソン
も実は地域で課題があったんですよね。ホノル
ルマラソンはクリスマスの大体2週間前の土曜
日に行われます。クリスマスの2週間前という
のはちょうど感謝祭のサンクスギビングとクリ

スマスの間で、米国人にとって一番お金が使え
ない時期なんです。ですからどういうふうにし
たらホノルルあるいはハワイに観光客を呼べる
かという、そういう仕組みを作りたいというこ
ともあったんですね。最初は心臓に持病のある
人たちに歩かせるところからジョギングに移行
して、その後心臓病の人だけでなく健康づくり・
フィットネスブームに乗って、ハワイ以外の参
加者が注目の的になり急にばっと膨らんだわけ
です。

同じように昭和30年のころは、指宿といい
ますと新婚旅行のメッカだったんです。お正月
といいますか年末のときでも有名な温泉街があ
るのでお客がいっぱい来たんです。ところが最
近は温泉にも来ない、お客も来ない。どうした
らいいかということで指宿市の観光協会のほう
が頭をひねりました。観光客を呼び戻す目的で
始めたイベントです。その企画に乗ったのが航
空会社のJALとか、そのころはANAと、それ
からJASというのもありましたよね。日本エア
システムです。そういう航空会社が全部相乗り
して、観光とイベントを合わせたという形です。
これらのイベントでは、必ず1泊せざるを得な
いような日程を組みます。そういうところから
始まって、われわれは調査をしていろいろなと
ころで参加者から「あれが欲しい」、「これが欲
しい」、「こうしてほしい」、「ああしてほしい」
という要望を引き出しました。その調査結果を



51

観光協会実行委員会のところに持っていき、「こ
んなふうな事を参加者は希望しています」と提
案すると、彼らは翌年には必ずすぐ修正します。
次の年のイベントでは、いろいろなことが改善
されていました。

この点が、教育委員会主催のイベントと観光
協会主催のイベントとの違いなんです。教育委
員会主催の場合は、ほとんど修正しない。『来
られるものなら来てみろ』という運営方法です
が、観光協会は参加者の立場になって、イベン
トの企画立案をする。そういう点で教育委員会
主催ではホスピタリティ溢れるイベント運営は
無理なんです。あまり言っちゃいけませんが、
そんなふうに思っています。

スリーデーマーチというイベントは先ほど紹
介したように3日間連続歩くイベントです。3
日間、東松山の周辺をぐるぐる、ぐるぐる歩き
まわります。50キロコースに登録すると50キ
ロを3日間連続で歩きます。「俺の血まめこん
なに破れたよ」と、お風呂の中で参加者がぐちゃ
ぐちゃになった足の裏を見せ合って自慢し合っ
ている光景も見られます。晩の8時ぐらいにそ
ういう方々はもう寝てしまいます。30キロコー
スの参加者、20キロコースの方も3日連続歩
きます。スリーデーマーチの参加者は、歩くだ
けですのでほとんどお金を使わなくていいわけ
です。参加費もそれほど高くないのです。東武
東上線を運営する東武電鉄がいろいろお金を出
したり、朝日新聞が予算を工面していたと思い
ます。それからキャッシュは出せないが、バ
リューインカインドというかたちで賞品や参加
賞を全部そろえてくれる各種スポンサーのいる
イベントでした。

このイベントも最初は日本人がメインだった
んですけれども韓国と一緒にやるとか、台湾と
一緒にやっていました。ウォーキングの本家本
元はオランダのナイメーヘンです。本日出席
されている山口志郎君（神戸大学山口泰雄教授

のご子息）が多分参加したと思いますが、実は
フォーデーマーチです。1日40キロ歩きます。
4日間で160キロ全部歩いて最後の日はみんな
で「カンポー」とオランダ語で言うそうです。
通常はゴール後にビールをがっと飲むそうです
が、そのビールを飲んで2人死んだということ
でビールは最近出ないらしいです。このイベン
トの参加者は少なくとも3日間ナイメーヘンに
滞在するとどの程度の経済効果があるか調べて
みたいということを聞いています。

ホノルルマラソンは開催地が離島ということ
なので、お金がハワイから逃げないという前提
で経済効果を見込んで多分設定したということ
が考えられました。同じように新潟の佐渡トラ
イアスロン大会、こちらもフルのイベントなん
です。佐渡島に3日間泊まらなくてはならない
ような日程にしています。ちょっとせこいやり
方というのは言い過ぎかもしれませんが、この
ような設定で3日間宿泊させるとどの程度の経
済効果があるかを調べました。実は、マラソン
やトライアスロン、そしてウォーキング参加者
はみんな疲れちゃって、カラオケにも行かない
し、飲み屋にも繰り出さないので意外とお金が
落ちないというのが分かりました。

あとは、東京都のやっている奥日光クロスカ
ントリースキーという歩くスキーのイベント調
査もしました。こちらも確か2泊3日でしたの
で実地調査をしました。離島の調査では、沖
縄で1,000人ぐらいしか住んでいない伊是名島
でもトライアスロン大会をやっているので、山
口先生と調べに行きました。そのうち小規模
イベントではつまらないからワールドカップ
も1994年にやってみようかと欲を出したとこ
ろ、科研費に申請したら当たっちゃったんです。
それで米国に約10か月行けました。ところが
実際に調査をしようとするとすごく難しいんで
す。その後も、ワールドカップ1998年のスポー
ツツーリスト調査や、オランダ・ベルギー共催
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のEURO2000、それから日韓ワールドカップ
2002などを対象にスポーツツーリズム研究を
計画しておりました。

最初は、エコノミックインパクトスタディー
ズという経済効果研究がとても興味がありま
したので、先行研究を調べたのですが日本は
ほとんどございませんでした。それで海外の文
献をいろいろ調べていくと、アーチャーとかコ
リンなどの論文が掲載された、クーパー（C.P. 
Cooper）さんが編集者になっている『Progress 
in Tourism, Recreation and Hospitality 
Management』の1巻から3巻までの本を見つ
けました。この本にいろいろな良い文献があり
ました。これらを大体読んで研究の枠組みにし
ようと思いましたが、きちんとした理論は実は
あまり見つかりませんでした。

エコノミックインパクトスタディーズでは、
経済効果がどのぐらいあるかという結果を調べ
るだけです。経済効果を調べるだけで何をする
のか、実はあまり目的がはっきりしないという
のが私の印象でした。インプットアウトプット
アナリシス（Input-Output Analysis）や、乗数
を掛けるとか、産業連関分析表等がいろいろ書
いてあるのですが、これは経済学を勉強してい
る人と一緒に研究をやらなきゃできないと思い
ました。その当時、鹿屋体育大学では経済学専
門の先生はいらっしゃらないんです。農業経済
学をされていた先生がいたのでいろいろ聞いて
みると、「そんなこと知らない、俺は分からない」
と言われたので、それ以上の研究を進めること
ができませんでした。これが多分、単科大学の
弱みでしょうね。

では、総合大学であればみんなが手伝ってく
れるか？実は手伝ってくれません。大学の先
生、私も今、特任教授ですからかなり気楽なこ
と言えますが、やはりぶら下がるものが前にぶ
ら下がっていないとみんな動いてくれない。そ
のぶら下げ方が非常に重要だと思いますが、そ

れはちょっと端に置いておきましょう。エコノ
ミックインパクトスタディーズをだいぶやって
みましたが、先にやられちゃったなと思ったの
がユーロ96年ですね。サッカーの母国イング
ランドで開催されたヨーロッパ・ネイションズ
トーナメントです。この国別対抗トーナメント
への欧州各国からのスポーツツーリスト調査を
シェフィールド大学の研究者3人が『Football 
came home』というインパクトスタディーを
やったんです。厚い報告書でしたけれど中身は
大したことはなく、そんな難しくなかったので
これだったらわれわれもできるとすぐ思ったん
です。ところが、どういう調査手順でやったか
がちゃんと書かれていないんです。何人から
データを採ったという数量はどうでもいいんで
す。どのようにデータを採ったかが知りたいん
です。ところがそれが書いていない。いわゆる
調査手順のプロシージャーズをかなり端折った
報告書です。そういうことをされると検証調査
（Replication study）ができないので困ります。

94年のアメリカのワールドカップですが、
このとき米国サッカー協会は確か500億円の
黒字を出したと記憶しています。非常に上手な
運営方法でした。スポーツボランティアを一番
上手に運営したのがおそらく、94年のアメリ
カ大会だと思います。この大会では、各都市に
会場の立候補をさせるためにコンサルがいろい
ろなことを書いた資料を入手しました。イベン
トにおける経済効果予想ですがインフレなんで
すよ。ほぼ全ての数字がインフレ。そこで、よ
く分かったことはコンサルはインフレの数字を
使ってプレゼンテーションをするけれどもそれ
の検証は絶対しないということです。したがっ
て、コンサルが予測した経済効果がそのとおり
になっているかどうかはほとんど分からない。
またアメリカの大学の研究者はそういう研究を
ほとんどやらないというのが分かります。これ
はなぜかというと、お金がない、研究費がない
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のです。アメリカの大学の研究者はそれほど予
算がないので、全米や広い地域をカバーするよ
うな研究はなかなかできないといえます。94
年はたまたま科学研究費が採択されたので米国
に行き、いろいろな大学の研究者と話をしたり、
コンサルのアソシエートに相談しましたが、経
済効果のデータ収集は無理だと言われました。
たまたま私は昔、アメリカサッカー協会で働い
ていたのでアメリカサッカー協会の技術員の知
人数名に頼んで何人かデータを収集を試みまし
た。また、日本から団体の観光客が西鉄観光さ
んを通してくるので、日本サッカー協会とコン
タクトをとって調査を試みましたが成功しませ
んでした。アンケート調査を試みましたが後で
お話ししますけれども見事に失敗しました。

それからあとはやっぱり研究の枠組みが知りた
いと思いリーパー（Leiper）さんの書かれた『The 
Framework of Tourism towards a Definition of 
Tourism, Tourist and the Tourist Industry』を
見つけ、古いんですけれども、調査をするため
には必ず概念定義から操作定義にちゃんと落と
さないとデータが採れないということを確認し
て、研究をやり直しました。92年のイアニキ
ス（Andrew Yiannakis）と、ギブソン（Heather 
Gibson）さんが発表した“Roles tourists play”
という研究が多分、体育スポーツ関係では初め
ての研究じゃないかなと思っています。それま
ではレジャーレクリエーションでも少し研究さ
れていたんですけれども、体育スポーツの研究
者たちがスポーツとツーリズムのことを研究す
るというのはなかったと思います。現在、スポー
ツツーリズムと言っているんですけれど、ス
ポーツツーリズムで検索すると20年ぐらい前
だと出てきませんでした。スポーツアンドツー
リズムという言い方でしたね。そのころは、コ
ンピューターでの文献検索が非常に難しかった
のでほとんど研究インデックスを使っていろい
ろ調べたと思います。

それで私は何をしたかというと、最初の調査
研究を93年から始めて大体、毎年研究を完成
させました。一番失敗したのが94年の北米ス
ポーツ社会学学会のときに発表したときです。
先ほどのイアニキス先生がたまたま座長だった
のですが、発表している最中に「おまえの言っ
ていることは違う」と言われたので、発表より
も議論になってしまったというのを今でも覚え
ています。あとはメンフィス大学で『Economic 
impact of Sport-for-All Event』 ス ポ ー ツ・ イ
ン・ザ・シティのカンファレンスで発表したり、
『Travel, Events and Management in Sports
（TEAMS）』というイベントツーリズムの研究
集会ワシントンDCであったので、ラウンドテー
ブル・セッションに招かれて発表したりしてお
りました。これが最初の頃の発表です。

それから、これはこちらの工藤先生との共同
研究です。確か2006年頃と思いますが、北米
スポーツ社会学学会で発表したものです。この
ころは、イチロー選手を筆頭に日本の素晴らし
い選手たちが大リーグに行ったので、大リーグ
ツアーがすごく流行した年です。スポーツツー
リズムのアウトバウンド版と言えと思います。

あとは、こちらは確か台湾か韓国で発表した
研究でインバウンドスポーツツーリズムを日本
にどう呼ぶかという話をしました。同じような
ものですけれども、こちらのほうは韓国の研究
集会で発表したものです。これは10年前だと
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思うのですけれども、確か韓国か台湾において
7カ国の研究者が集まってスポーツツーリズム
の発表をしました。

それからこれが北米スポーツ社会学学会で発
表したデータですが全部、飛行機内で採ったも
のです。このときは中国人の観光客が入国する
がスポーツツーリストとしてはほとんど入って
こない。これをどうしたらいいのかと、そうい
う発表でございます。

私は大学教員ということもあり、論文を書い
てもジャーナルに掲載されないと話にならない
わけです。論文が掲載されるような研究をする
ためにはやはり科学的なアプローチをしなきゃ
いけないということになると当然、妥当性、そ
れから信頼性ということで要は研究方法・研
究手順をきちんとやらなくちゃいけない。した
がって、概念定義にはかなりこだわるようにし
ました。それから概念定義を明確にした後に操
作定義をきちんとすると。日本の研究の場合は
私の知っている範囲ですと、概念定義の議論は
するが操作定義までに辿り着かない傾向があり
ます。測り方が上手じゃないという研究がかな
りあると思います。

それから研究の視点というか、視座、研究の
切り口ですよね。ぱっと見て面白いな、これ読
んでみたいなと思うような、そういう切り口、
キーワードで書かないと他の研究者は読んでく
れないということは分かるわけです。また、2
番煎じ、3番煎じはほとんど論文としての価値
がないと言われる傾向があるので、研究の視座
をどう工夫するか。これがスポーツツーリズム
で一番難しいんじゃないかと今でも思っていま
す。あとはどのような方法で、どういう手順で
実証研究を進めるかということをきちんと書い
てあげる必要があります。自分のやった研究を
次につなげていきたいときに、研究方法と研究
手順をきちんと書いておいてあげないと次に
やってみようとする人が検証できません。検証

できないというのは反復性がないわけですか
ら、その反復性・再現性を可能にするためにも
きちんと書いておいたほうがいい。私は、演繹
法ではなくて帰納法から始めました。モデルが
なかったからどうしてもケーススタディーにな
らざるを得ませんでした。今後は、母集団をど
う特定するかでしょうか。

現在、1,400万人から1,500万人のインバウ
ンドツーリストが日本に来ると言われていま
す。1,500万人の母集団の特性は何なのかとい
うことをある程度きちんと把握せずに、手あた
り次第データを採ったらいいじゃないかという
わけにはいかないわけです。そうするとサンプ
リング抽出方法や、サンプリングの数などもき
ちんと考えなくちゃいけない。それから研究に
は必ず限界があるので、できることとできない
ことを明確にして、できる範囲で何をどこまで
明らかにするかというのを考えなきゃいけない
などを、自分でやりながら何度も何度も考えた
ということがあります。

例えば概念定義としてツーリズムを観光とし
ますか？あるいは旅行としますか？観光は英語
で言うと一般的にサイトシーイングですね。し
かし、観光はサイトシーイングだけでいいので
しょうか。旅行はトラベル、移動ですよね。では、
スポーツツーリズムは何ですか？ドゥスポーツ
に参加するトラベルですか、あるいは観戦に行
くのですか？あるいはボランティアとして行く
のでしょうか？

ホノルルマラソンのすごさは、ボランティア
がやばいというほど集まってきます。ボラン
ティアは、6時間声が枯れるまで一生懸命やっ
てくれて、ボランティアTシャツとバッチが欲
しいと言われていますが、それを欲しい人たち
が必ず来る。ところが、その人たちは3年間続
けると必ずバーンアウトする。スポーツボラン
ティアは3年間でバーンアウトするなんてこと
があったんです。スポーツツーリズムとは何で
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しょうか。一番肝のところはなんでしょうかね。
これがあいまいなままスポーツツーリズムの研
究を皆さんしましょうと叫んでも、無理だねと
いう声が自分の中にあります。

それとスポーツツーリズムは地域活性化と結
び付けられます。地域活性化とは何ですか？　
地域活性化の研究をいくつかあたりましたが、
ほとんどの研究において概念定義も書いていな
ければ操作定義も書いていません。読み終わっ
ても何だったのか、あの研究は、という論文が
あちこちで見られる。同じようなことが経済効
果でもあります。経済波及効果がまた曲者です。
この辺のところを1つ1つきちんと論理的に詰
めていかないと残念ながら学際領域にならない
ですね。これらの研究対象を学際領域にできる
かどうかというのはやはり研究者がきちんと研
究しないと駄目なんじゃないかと思います。

WTOというワールドツーリズムオーガニ
ゼーションは、スポーツツーリズムの概念的と
して、大体このようなことを書いてあります。
スポーツやスポーツイベントへの参加・観戦・
応援を主目的、主目的です。旅行して少なく
ともそこに24時間以上滞在する。ここで最初、
私たちも「これは」と言っていましたが、この
定義は人間のことを指しているんです。ツーリ
ズムじゃなくて人間のことです。これは本当は、
ツーリズムのことじゃないと私なんか思ったり
します。日本で大変多い1日だけのイベント。
それは日帰りの人、これは何と呼ぶのか。これ
はスポーツツーリストと最初、呼んだのですけ
れどちょっと違うだろうと思いました。宿泊し
ないのだからということでエクスカーショニス
トというふうに私は勝手に名付けました。残念
ながら本来だったらこの概念定義について、ば
ちばちのバトルがないといけないですよ。「そ
れは違うだろう」、「その考え方はおかしい」。
残念ながらそういうディスカッションがなかな
か日本では起きないのです。

一般的にはスポーツツーリズムの定義は、ス
ポーツ参加だけでなくスポーツに関わる3つの
次元におけるスポーツ＋旅行＝新たな観光資源
となります。この観光資源ということが入って
くることを想定してスポーツツーリズムという
研究をいたしました。スポーツイベント参加の
ための旅行、観戦のための旅行、趣味の参加。
実はイベント参加者を対象とした研究が多いの
ですけれども一番、安定しているのは趣味のス
ポーツ参加です。ゴルフで1泊、ダイビングで
2泊、スキーに3泊、実は趣味のスポーツ参加
を昔から日本人はいっぱいやっているわけです
よ。この人たちをわれわれは何と呼んでいたん
だろうと思いました。スポーツツーリズムは急
に始まったことではない。日本ではスポーツ合
宿も盛んですので実はすごい前からやっている
ので、概念をどう捉えてそれをどういうふうな
角度から研究に持っていくかというのが多分ガ
イドラインとして必要と思われます。

趣味のスポーツ参加者を私はスポーツラバー
と命名しました。最近面白いのがホノルルマラ
ソンのときから感じていましたが、参加する人
に付いていく同伴者が案外います。この層が
増えれば増えるほど実はパイが増えて経済活動
等いろいろなところに影響が出てきます。これ
はある意味考えたほうがいいのは、参加する人
プラスアルファをこれからどのように取り込ん
でいくかという話になると思います。そして経
済効果の話になっていきますと、この経済効果
はこれもなかなか実は測れないのですが、私が
スポーツツーリズムの研究をもういいやと決断
したのは、経済効果ではもう論文が通らないと
いうことが2003年から分かったわけです。ス
ポーツツーリズムの経済効果研究から新しい切
り口へ、いわゆるパースペクティブを変えるか、
あるいはもっと大掛かりな装置でやらざるを得
ないと感じたからです。

大掛かりな装置というのはなかなか難しいで
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すよね。実証研究には研究計画上に穴がいっ
ぱいあるんです。査読者は、どこでもつつけ
るのです。だから理論研究という言い方で、何
か訳の分からないことをずっと言っていく方が
実は学術論文としては通りやすいと感じていま
した。鹿屋体育大学時代は、われわれがやるべ
きことは実証研究でデータに基づいて何か提言
しない意味がない。エビデンスがないのに何を
言っているのかということでした。どうしてか
といいますと、スポーツツーリズムの研究領域
は非常に将来性があるわけです。ワールドカッ
プとも親和性があり、いろいろな分野でスポー
ツツーリズムは可能性があるからこそ言葉遊び
のような研究ではいけないのです。言葉を操る
だけよりもきちんとしたデータを基にして、こ
ういう状況ではこんな傾向がありますとかいう
のをきちんと出せることがいいと確信していま
した。

そうすると地域の限定が必要になります。一
番い理想的なのは離れ小島です。また日数の限
定も必要です。何カ月もかける研究はできない
のですが、1日のイベントでは経済効果は多分、
分かりません。後から坂井先生たちもお話にな
ると思いますが、FIFAワールドカップを94年
にアメリカで調べてみました。決勝の会場で
あったパサデナ市とか他の開催市においてヒア
リングをしましたが、ワールドカップ1カ月間
でサッカー観戦者の支払った税金はどのくらい
か明らかになっていません。税金のリターンが
開催都市にどういうかたちで入ってくるかとい
うことで実は経済効果が分かるので、税額が分
からないのに経済効果を語るとは片腹痛いと笑
われました。従来の変数に各種税金が加わった
ことから、もっと慎重に研究の枠組みを組みな
おす必要と、各変数をどのような操作定義にし
て測定できるかたちにしなくちゃいけないかと
いうことを考えたりしました。

あとは対象者であるポピュレーションの範囲

と経済効果の算定法ですね。あとは経済活動の
実態を調べる際、「あなたの財布に今、幾ら入っ
ているの？」という質問をしたらいいですよと
言う研究者がいます。しかし、現実に赤の他人
からこの質問をされて、本当のことを誰が教え
てくれますか？「あなたたちの資産は幾らです
か？」という質問にも答えてくれません。本当
のこと教えてくださいと尋ねても、教えてくれ
る人は殆どいないですよね。つまり経済効果で
も同じことです。本当にお金をいくら使ってど
んな効果があったかを聞き出すというのは容易
ではないわけです。そういうことを頭に入れて
研究をやればもう少し良い研究が出てきそうで
す。

これの図はハスラー（Haeseler）さんという
研究者が発表したモデルです。こんな難しい
モデルは私には分からないよと言いながら、こ
れを使って何とかしようと1998年に思ってい
ました。そちらにいる岡安先生がこれにだまさ
れて私の研究室に入ってしまったということな
んですけれども、原著をいくら探しても見つか
らない。このモデルがどのくらい妥当性がある
かということも多分、分からないまま発表され
るわけです。こういうモデルは、一見よさそう
なんですけれどももっとシンプルにできないで
しょうか。研究モデルはシンプルじゃないと使
えないですよね。

このヨーロッパ選手権（EURO2000）に行っ
たときのお話を後からしたいと思うんですけれ
ども、間宮さんといいまして順天堂大学のス
ポーツマネジメントを作ったときに招聘された
電通の鬼十則の信仰者なんですよ。この方はい
ろいろな素晴らしいアイデアを持っていて、野
川君、これ調べてやったらいいと、一緒にやろ
うといったのがスポーツ施設のネーミングライ
トです。彼のほうから、これからはサッカーだ
よなと言ってきました。それまで彼はサッカー
嫌いでした。興味関心はプロ野球だけだった
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んですね。ところがJリーグやワールドカップ
サッカーの人気が出てきたので、ちょっと調
べに行ってこようかということでやった研究
です。EURO2000の調査研究はEURO1996の
『Football came home』が下敷きになってい
ます。ここから何を学んだか。経済効果の研究
しようとしてもオランダとベルギーだけでやろ
うとして無理だということが分かりました。そ
の理由は、ヨーロッパは陸続きだからです。ブ
リュッセルとかロッテルダムで試合があったか
らといっても観客はどんどん移動しますので、
お金の動きも流動的になる。ヨーロッパでの開
催では、ホテルに泊まらない観客が4割いるわ
けです。みんな車や電車で移動して、中心地か
ら離れた大きな公園で野外キャンプをして、し
こたまアルコールを飲んでわいわい騒げる場所
をヨーロッパの開催国は作っています。それが
フットボールカルチャーみたいなものです。そ
こには絶対おまえは行くなとベルギーの友人に
言われたので、そのキャンプ場は見ていません。
ヨーロッパは陸続きだと経済効果の研究はやっ
ぱり難しい。イギリスの場合は、離れ島ですの
で案外できたということで、これは問題なかっ
た。

どうやってデータを収集するか。これが一番
悩ましかったですね。なぜ調査したかというと、
ヨーロッパのサッカーのチャンピオンシップで
2カ国共催が初めてでした。この2年後に日韓
共催があったので、共同開催の役割分担等の取
り決めをオランダとベルギーがいろいろやって
いると聞いたので、これは科研費にまた当たり
そうだということで計画したのです。科研費は
当たりませんでしたが、学内研究費が出ました
のでオランダとベルギーに行きました。開幕戦
がブリュッセルでありました。決勝戦はオラン
ダのアムステルダムではなくてロッテルダムで
やりました。なぜあそこでやったのかよく分か
らないんですけれども。

そ の と き は300万 円 の 予 算 が あ っ た の で
800人から1,000人ぐらいデータを採りたいと
いうことで、ヨーロッパのマーケティング会社
にコンタクトしたら1ケース3,000円だったら
やるよという返事でした。1ケース3,000円で
す。日本では1ケース2,400円と言われました。
ベルギーの大学に知人がいたので、カトリック
ルーヴェン大学の先生にお願いして400人の
データを収集してもらいました。データが1週
間後に送られてきたんですけれど全部、虫食い
で使い物にならないデータでした。このデータ
では使えないのでお金を払えませんと支払いを
断りました。虫食いのデータでは話にならない
ですからね。次善の策でしたが、たまたま私の
後輩のサッカーコーチが大学研修でオランダに
行っていることが判明したので、その彼と電話
で話し合いまして協力をお願いしました。アン
ケートに答えてくれたらユーロを渡すという方
法ではどうだと訊ねたら、「先生それは危ない。
キャッシュ持っていたら襲われちゃうから他の
物にしてほしい」と言われました。そこで、ヨー
ロッパ人は何が欲しいんだと訊いたら実はピン
バッチが喜ばれると言われました。その時期は
日韓ワールドカップのピンバッチは横ではなく
てボールが縦に2つ並んでいるやつだったんで
すね。サッカーに関連する人たちはお金で買え
ないこのピンバッチをすごく欲しがっていると
いうことを言われました。「さあ、皆さん、ア
ンケートに答えてくれる人はこのバッジがもら
えます」というプラカードにピンバッジを2個
ほど刺してロッテルダムなどの中央駅の周辺を
歩いていると、回答希望者がぱっぱっと手を挙
げて、850部集まりました。アルバイトの学生
には、完全回答じゃないとお金は払わないと後
輩は言ったそうです。オランダ人の学生が協力
してくれたので、850部は全部完全回答だった
んです。ピンバッチの威力はすごいですね。こ
れは2020年オリパラのピンバッジですけれど
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国内では欲しい人はいないでしょうね。
2002年のピンバッジですが、一個90円でし

た。2002年のワールドカップでは、キリンビー
ルがキャッシュで10億円支払うオフィシャル
スポンサーでした。キャッシュ以外にそれから
もうあと10億円分を確かバリューインカイン
ドというかたちで日韓のワールドカップに提供
しています。ピンバッチはキリンビールが全部
作ったんですよね。たまたまキリンビールの監
査役を知っていたので何とかならないかと頼ん
だら原価で卸すので、90円で1枚どうですと
言ってくださいました。学生にはアンケート1
部500円払いました。1部とったら500円。そ
のころだから10ギルダーですよ。そんな方法
でやりました。

ホノルルマラソンのときには、一番効率がい
いのは参加者がチャーター便で来るので、その
人たちが空港で集まったところでデータを採る
のが正解だろうということでホノルル空港内
にてアンケート調査を実施しました。たまたま
私の知り合いがホノルル空港で勤務していたの
で、その人間に頼んだらアクレディテーション
を提供してくれたんですよね。空港内どこでも
行ってよいアクレディテーションです。また、
アンケート調査への協力依頼のアナウンスまで
してくれましたので、想定以上にデータを収集
できました。この調査結果を学会で発表をした
ら、そんなにデータが集まるはずがない、この
データは捏造（ねつぞう）だと座長の先生が言
うのです。この時は、思わず殴ろうかという衝
動に襲われました。

空港内でデータを収集するのはすごくいいア
イディアです。それはなぜかというと最初の調
査ではマラソンを走り終わった直後にやってみ
たんです。疲れてそれどころじゃないと。終わっ
て帰ろうとするとき、もう明日にしてくれとな
るんですね。宿泊ホテルに翌日行っても、買い
物だからと断られました。ほとんどデータが採

れなかったので、帰りの便でアンケートに回答
してもらい羽田空港か成田空港で投函してくだ
さいと依頼した方法はほとんど駄目だったんで
す。ワールドカップ1994年のときには、西鉄
観光さんにお願いをしてグループツアーの帰り
の飛行機便で回答してもらい、タラップを降り
るときにアンケートを集めてくださいと言って
お金を渡したんだけれどそれでも10％ぐらい
しか採れませんでした。機内に乗った瞬間に
ビールを飲んだらもう全て忘れて誰も答えてく
れない。だからデータを採るというのは実はす
ごく難しいのです。お金と時間がかかる。これ
がですからEURO2000のときにはアムステル
ダムとアイントホーフェンとロッテルダムの3
会場で調査をやりました。

こういうことを何回か繰り返しながらどうい
う方法でやると一番データが採れるかという
ことが重要なので、先ほどもお話ししました
ように調査員はオランダスポーツアカデミーの
学生延べ20人、英語、ドイツ語、フランス語
等が堪能な学生。オランダ人の場合には本当い
ろいろな言葉をしゃべれますのであまり問題が
ないんですね。この調査では5カ国語の質問票
をバックトランスレーションで2回ぐらいやっ
て、それで作ったのを基にやりました。A4、1
枚半ぐらいです。試合のスタジアムの最寄りの
中央駅にてインタビューで行いました。一番確
実な方法がインタビューしながら相手に回答さ
せながらどんどん、どんどん記入してもらう方
法です。そうすると協力してくれる人が増える
のです。それで最後の設問まで回答してくれた
ら「いいですよ」と言ってバッジを渡すんです
ね。アンケートを渡して回答してくれと言う
と、いわゆる虫食いの回答になっちゃうんです
よね。そうすると使えないのです。そういうこ
とも考えながらやってもらいましたと理解して
います。

直接消費はどうかというと、ワールドカップ
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アメリカ大会では日本人のツーリストは飲食費
にお金を使って宿泊費が高くなっている。次
いで買い物、交通費の支出ですね。こちらは
EURO1996のヨーロピアンの直接消費ですね。
われわれの調査じゃなくてシェフィールド大学
の調査では、飲食費と買い物が多くて、宿泊費
はすごく少ないです。宿泊費にあまりお金を使
わないんですね。テントで寝ちゃうとか、開催
会場に泊まらないという旅行のやり方だったと
いうことです。やはり日本人とは全然違う旅行
様式になっていると言えます。

体育学会で発表したときに一般のツーリスト
とスポーツツーリストはどう違うんですかと質
問されたんです。その時、私は「一般のツーリ
ストとは何ですか」と逆に質問をしました。一
般とは何ですか？回答をもらえませんでした。
ツーリスト自体がちゃんとした定義になってい
ないのです。一般と言われた瞬間にこちらも詰
まっちゃいました。これはJTBさんのほうのい
ろんなデータがあったのでそれを基にして出し
てみました。こういうふうな直接消費しか実は
分からない。本当に幾ら使ったのかは分かりま
せんね。

それからスポーツの試合を主として観戦にい
くけれども実際は毎日試合がないので、いろい
ろな所に行くだろうと思っていろいろ聞いてみ
ると、やはり史跡巡りとか、歓楽スポットの回
答が多かったんです。いわゆる飲み屋ですね。
バーみたいな所。日本人のホノルルマラソン参
加者はほとんどこれらの場所に行きません。マ
ラソンを走る前には絶対に歓楽スポットに行
かないし、走った次の日もう帰っちゃうから行
けないということですね。EURO2000の欧州
のスポーツツーリストがどのくらい2002年に
日本に来てくれるかということも調べたんです
ね。そうすると英国人はそんなに高くないです
が、非欧州国は案外高いということが分かった
んです。やっぱり北に行くほど訪日希望は低く

なりますね。
もうそろそろ最後にしたいと思います。ス

ポーツツーリズム研究とは何なのかといったと
き、現象学で終わってしまう可能性があるわけ
です。それを現象学ではなくて固有の学問体系
として発展させなくちゃいけないと思います。
ただし、どんな理論を柱に据えるかというのは
議論の余地があるだろうと思います。ツーリズ
ムは、スポーツイベントとは非常に親和性が高
いということですけれども、観戦型だけではな
く、参加型とボランティアの支えが入りますの
で、プッシュ要因よりもプル要因が強いと言わ
れるわけですよね。

こちらのほうは順天堂大学の工藤先生が論文
で発表された理論的な枠組みですね。スポーツ
ツーリズムあるいはツーリズム全般でもいいん
ですけれどもプッシュファクターとプルファク
ターをどのようにセットしたら観光客がリピー
ターになるかという研究です。プッシュファク
ターは、例えばハッピーマンデーが増えてきて
3連休が増えましたと、どこかへ行けます。あ
るいはプレミアムフライデーになりました。仕
事の時間がいわゆる短くなったという、プッ
シュ要因がいろいろあります。けれどもプッ
シュ要因があっても飲みに行かない、スポーツ
に行かない人は沢山いるわけです。なぜか？そ
れはいわゆる魅力がない、誘い込むような誘因
力がないとお客は来ない。そうするとスポーツ
ツーリズムの場合の誘因力は何なのか。この辺
はコンテンツと場所も含めて、プルファクター
という話に多分なるのではないかと思います。
新国立競技場を今建設中ですけれども、簡単に
言うとザハ・ハディッドさんの案のほうが僕は
好きです。あの斬新なスタジアムに行ってみた
いと思います。隈さんのデザインは単なるスタ
ジアム、どこにでもあるようなスタジアム。こ
れはお客から見ると1回行ったらもう十分にな
るから、施設型としては困るわけです。
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観光資源の場合、どうやったら2回、3回と
行きたいかを創り出します。オーガスタのマス
ターズゴルフコースですが、あそこは年に2週
間しか一般市民は見られません。一般の人は
会員にはなれないしゴルフもできない。同じよ
うにイギリスのウィンブルドンのセンターコー
ト、第1コートではありません。センターコー
トも2週間しか見せない、2週間しか入れない。
だからこそ聖地になってみんなが行きたがるの
です。聖地だからといって別に素晴らしいもの
があるかどうか、それは人によって感じ方が違
うかもしれませんけれど、そういう魅力をどの
ように醸し出すか。

あと日本人がよく言うおもてなしで本当にリ
ピーター率は上がるのか。どんなにおもてなし
がよくてもいわゆるプルファクターの魅力がな
ければ人は多分来ないだろう。特にこの魅力の
中で私が言いたいのは、日本のスポーツ施設は
アメニティが少ないですよ。快適性が、これが
多分すごく弱いと思います。新幹線にこれから
乗られる方はいらっしゃると思いますが、新幹
線のプラットホームに座る椅子は充分あります
か？顧客を立たせているんですよ。いろいろな
荷物を持って大変な人が多いのにエレベーター
がちゃんと設置されていない。旅行客の立場に
たってのホスピタリティとアメニティが欠如し
ている。アメニティをどう作るかというのは多
分、非常に重要で、それを考えていくとスポー
ツツーリズムに止まらずMICEという研究の枠
組みになるんじゃないかと思われます。

英語で書いてしまっていますが、皆さんお分
かりですよね。来年から2022年まで極東アジ
アにおいて冬季オリンピック、ラグビーのワー
ルドカップ、東京オリンピック、関西ではワー
ルドマスターズゲームズ、そして北京のウイン
ターオリンピックゲームがあって、これがこの
極東地域にかたまって開催されるというのは初
めてなんですよね。この機会をどう使うかを多

分、日本だけが考えていてもしょうがないので、
開催3カ国で連携して旅行の利便性とか値段と
か交通費などを工夫できるとよいですね。3カ
国に台湾を加えて4カ国でできるかというぐら
いの、そういうパースペクティブがあってもい
いのではないかと思います。日本はツーリズム
ネーションになり得るのか？なると思います。
いろいろな面白いカルチュラルトラディション
があるからです。

スポーツ合宿だけではなくて剣道とか柔道な
どの稽古体験もあります。柔道であればやはり
道場で練習をする、朝稽古をする。これはカル
チュラルエクスチェンジになります。さらに段
位が取れれば海外の参加者は大喜びですね。そ
ういうものを上手に絡めていけば1年間を通し
ていろいろできると思います。日本には自然
や温泉もある。アメニティ面の充実とコンベン
ションを設定するなど打つ手はあります。海外
の旅行者にとって、一番高いのは多分、公共交
通費だと思います。シドニーオリンピックでは、
入場券を持っているとほとんどの公共機関（電
車とバス）が無料でした。ああいう仕組みを作
るとツーリストにはありがたいですね。さらに
もうちょっと広げてユーレイルパスみたいなも
のを安価な周遊券作るともっともっと行動範囲
が広がるので、国の政策になると思いますが、
このような提案をぜひともやっていったらいい
んじゃないかと思います。

私のお話はこれぐらいにさせていただいて、
雑ぱくなお話ですみませんけれども終わりにさ
せていただきます。どうもご清聴ありがとうご
ざいます。
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<PartⅡ>

伊藤：それでは第二部を始めさせていただきま
す。パネルディスカッションのテーマは「スポー
ツツーリズムの持続的発展に向けての要因とプ
ロモーションを考える」でございます。野川先生
からのお話にもありましたように、2019年にラ
グビーワールドカップ、2020年に東京オリンピッ
ク・パラリンピック、そして2021年にはワールドマ
スターズゲームズ関西というメガイベントが日本
で3年連続で開催されます。そのため現在では、
スポーツツーリズムという言葉が日本ですごく脚
光を浴びておりますが、これが一過性のものにな
らず持続性を持ちながら発展していくことが求め
られております。そこで本パネルディスカッション
では、メガスポーツイベント後のスポーツツーリ
ズムの持続的発展に向けた重要な要因、野川先
生はこちらを基調講演で誘引力と呼んでおりまし
たけれども、そちらの要因とそのプロモーション
方法を議論したいと思います。
　本ディスカッションには、パネリストに坂井文
教授、太田正隆研究員をお招きしました。東京都
市大学で教鞭をとられる坂井教授は、都市計画
がご専門ですが、スポーツに関しましても、ロンド
ンオリンピック会場整備についての研究等をこれ
まで行ってこられました。本日は、坂井教授が座
長を務められましたスタジアム・アリーナ推進官
民連携会議のスタジアム・アリーナ改革支援につ
いてお話しいただきます。もうひと方のパネリスト
のJTB総合研究所主席研究員である太田先生は、
これまで国際会議、展示会、インテンシブ、各種
イベントの企画運営に従事されてこられました。　　　
また2006年の国土交通省の国際会議、国際文
化・スポーツイベント等観光交流拡大検討会の事
務局を務められるなど、スポーツマイスを通しス
ポーツツーリズムのプロモーションに深く携わっ
てこられました。本日は、そのスポーツツーリズム
のプロモーションについてお話しいただきます。

それではまず坂井文先生、よろしくお願い致しま
す。

「これからのスタジアム・アリーナ」
坂井　文

　皆さん、こんにちは。坂井でございます。どうぞ
よろしくお願いいたします。座って失礼させてい
ただきます。私は、ご紹介がありましたように専
門は建築と都市計画でして、建築や都市をつく
り、マネジメントしていく研究をしております。本
日は、要因とプロモーションということで、ここに
もありますようにスタジアム・アリーナというのが
起爆剤になるかと考えています。スポーツツーリ
ズムを持続可能に展開していくにはどうしたらい
いかというようなことを考えておりますので、その
お話を少しさせていただきます。
　先ほどご紹介がありましたけれども、スポーツ
庁のスタジアム・アリーナ改革推進WG座長という
ことで、次にご紹介しますスタジアム・アリーナの
改革推進というのを作りました。皆さまご承知の
こととは思いますけれども、2016年に政府が発
表しました日本再興戦略に、スポーツを成長産業
として現在の3倍規模の産業にするということが
あります。もちろんこれはスタジアム・アリーナと
いったような施設だけではなくて、スポーツその
ものの産業ということですのでいろんなところを
含んでいます。ここにもありますように、飲食・宿
泊・観光を巻き込んで地域活性化の起爆剤とな
ることを期待するということでスポーツ庁のほう
もいろんな取り組みをしています。その先駆けに
なりましたのが、このスポーツ未来開拓会議。会
議の下の組織としてこのスタジアム・アリーナ推
進官民連携会議というものがセットされました。
またその下のサブ組織として、スタジアム・アリー
ナ改革ガイドブックを作ることが取り組まれまし
た。その指針を託されたのが先のワーキンググ
ループでございました。もう一つのワーキンググ
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ループである資金調達・民間資金活用が作った
指針と活用方針を一緒にしてガイドブックという
ものが昨年度末、ホームページで全て見られるよ
うになっております。
　私が担当したこの改革指針のほうについて少
しお話しさせていただきます。スタジアム・アリー
ナと申しましても公共のものと民間のものとござ
いますが、多くは公共のものです。公共のものは
大体国体を機につくった施設で各都道府県にあ
るというような形になっています。スポーツは教
育ということもあって、国体の時に使われる施設
は市民利用を中心に考えられており、いわゆる経
営とか運営といったことよりも市民の皆さんへの
公共サービスという側面が強い施設でした。指針
は、スポーツ施設の固定観念とか前例主義、いわ
ゆるお役所の方々の考え方を変えようというのが
出発点でございました。民間資金を入れる民間
活用を取り入れて、またスポーツチームみたいな
民間組織も少し参画するような、スタジアム・ア
リーナのあり方というのはどんなものだろうか、
というような指針を作るということでございまし
た。いうなれば官民の新しい公益ということで、
この辺りもいろいろとワーキングの中では議論に
なりました。多くが都市公園の中にある公共財産
として、今までは市民活用が主な役割でありまし
た。民間投資や、スポーツチームの関わりのある
スタジアム・アリーナがこれからも出てくると思い
ますので、新しい公共といったところをどういうふ
うに考えるのかというようなことも議論しながら、
この改革指針を作りました。
　目的の1つは地域活性化です。これは先ほどの
野川先生のお話の中でもどうやって進めるのか
というところで議論しているところでもあるんで
すが、ポイントとしてはスマート・ベニューの考
え方があります。これは今政策銀行のほうで議論
しているものですけれども、民間活力、街なか立
地、高い収益力向上、エリアマネジメントというよ
うなことを考えた多機能複合型のスタジアム・ア

リーナを目指すということです。エリアマネジメン
トというのが少し聞きなれない言葉かもしれませ
ん。今まで都市開発といいますと単体で建築物を
1つの敷地につくるということが多かったです。し
かし最近は、例えば本日皆さんが品川の駅を降り
られて、グランドコモンズという非常に大きな緑
を真ん中にした両側にビルが並んでいる一角に気
づかれたと思います。それぞれのビルには、キャ
ノンとか大林とか、いろんな会社が入っているん
ですが、真ん中のグランドコモンズの所は誰でも
気軽に下りてきて、たばこを吸うところもあるし、
ランチタイムなんかはあそこで皆さん座って食べ
ていらっしゃる。それぞれのビルがそれぞれのビ
ルのことは面倒を見るのだけれども、そこに通ず
るペデストリアンデッキなり、グランドコモンズと
いう緑のところは、皆さんでマネジメントしていき
ましょうというようなことが多くの巨大都市開発
では現在行われています。丸の内についてもエリ
アマネジメントという考え方を使って、それぞれに
再開発を進めるのだけれども、そのエリアのブラ
ンディングを高めるためにエリア一体でマネジメ
ントしています。このエリアマネジメントというこ
とが昨今都市開発とか都市計画の中でも大きな
話題になっています。

　ではどうしてこのスタジアムとエリアマネジ
メントかというと、スタジアム・アリーナの
建物をつくることによって、周りの産業も良
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くし、持続可能に発展していくことを考えてい
るからです。そうすることによって、その地域
一帯が継続的に活性化するというようなことを
これからは考えていかなくてはなりませんとい
うことです。あまり言いたくない言葉ですけれ
ども箱物行政みたいなことでつくられていたス
タジアム・アリーナといった考えではなく、周
りの地域を一体的に考えていくためのスタジア
ム・アリーナをこれからつくっていきましょ
う、ということです。当然それは地域のシンボ
ルになるでしょうし、新たな産業の集積の核と
なる。つまり、このスタジアム・アリーナを中
心として他の産業も呼び起こすような、そう
いったエリアをつくっていきましょう、という
広くまちづくりに寄与するということをこの改
革指針の中では強く推しております。当然、経
済活性化ということも目標に入れておりまし
て、今まではどちらかというと市民利用が多く
行政サービスとして行政が管理しコストもか
かっていたのですが、これからはフロフィット
センター、そこから利益を収益力を付けた施設
にしていかなきゃいけない。「観る」というこ
とを楽しむということを付けたサービスを提供
する施設にならなくてはいけない。今まではど
ちらかというとスポーツを「する」、市民の方
がそこで趣味のスポーツをするということだっ
たのですけれども、これからは収益性を高め
る、観るという観点も付けていこうということ
です。この改革指針についてはホームページを
見ていただくと、事例が海外のもの、日本のも
のを含めてたくさん載っております。ここから
先は少し事例ということで私が調査研究してい
るロンドンのお話を少しさせていただきたいと
思います。
　ロンドンといえば2012、もう5年前になっ
てしまいましたけれども、ロンドン・オリン
ピック・パラリンピックが行われました。この
時はパラリンピックが非常に大盛況で、もちろ

んオリンピックもそうでしたが、パラリンピッ
クにお越しいただいた方の人数が過去最高とな
りました。インクルーシブ・デザインや、レガ
シーという言葉（東京オリンピックで皆さん聞
き覚えがあると思いますが）がキーワードで
した。ロンドンオリンピックの際には2012年
の開催後の利用についても非常に注意深く計画
され、レガシーを残したオリンピックとしてよ
く言われるものでございます。もともとはこの
主要会場は、川を中心にした荒れたエリアでし
た。工場がたくさんあり不法投棄も多い、非常
に汚い川でしたがオリンピックを契機に都市基
盤整備を進め、今は公園になっています。オリ
ンピック後は、スタジアムも少し規模を小さく
し、つまり減築（減らす築と書きますが）をし
て規模を縮小させました。また仮設の施設は取
り壊したりして周辺は今住宅開発が進んでおり
ます。現在は驚くほど多くの工事が進んでいま
す。これは選手村のすぐ横で今行われている住
宅開発。これはスタジアムから見た横が住宅お
よびオフィス街です。これも自転車競技場のす
ぐ横に住宅開発。先ほどの公園の横にも住宅開
発ということで、多くの住宅開発がなされてい
ます。
　こういった今の開発を呼び起こした最初のマ
スタープランが優れていたのです。また個別の
建築物についてもデザイン審査を受けた、質の
いいデザインのものになっています。オリン
ピック実行委員会は、全ての施設を計画する責
任者として、安全、サスティナブル、平等と多
様、レガシー、デザインとアクセスビリティと
いう大きなコンセプトを打ち立てていました。
また同時に、個別の建築物については、CABE
という組織によってそのデザインが審査されま
した。先ほど申し上げたインクルーシブ・デザ
イン、サスティナビリティなデザイン、そして
レガシーという点をポイントとして、全施設お
よびマスタープランという全体計画を、33回
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の審査会を通してそれぞれの計画者に対してレ
ビューを行ったということです。
　事例を通して、このサスティナビリティとい
う観点について紹介します。皆さんご存じの
ようにオリンピックの時には一気に何万人と
いう方がいらっしゃる。敷地の中心を川が流れ
ているので、橋を架ける必要があるのですけれ
ども、一気に多くの方が通るためにはそれなり
の幅員、幅が必要でした。しかしながらその
後は、そのように大量の交通量はないこと、
一気に1万人も来るということはまずないこと
がわかっていました。よって最初から、これは
2012年以前の計画の時に描かれていた絵です
が、オリンピックの後には減築して幅を半分に
するという計画をしていました。おととし行っ
た際に工事をしていましたけれども、減築して
橋を半分にしている写真でございます。サス
ティナブルな会場整備ということがわかるかと
思います。
　インクルーシブというのは、身体障害という
ハンディキャップもそうですが、多国籍、非常
にグローバルな都市であるロンドンおよびイギ
リスにおいては、民族が違う、宗教が違うとい
うことも含んで、このインクルーシブ・デザイ
ンという言葉のほうがよく使われています。例
えばいろいろな宗教の人がやってくる場所で、
特に1日5回もお祈りをしなくてはならない宗
教もございますので、礼拝所をつくることを含
んだインクルーシブ・デザインが非常に重要視
されました。また公園のカフェは、悠々と大型
の車いすの方も入れるようなデザインになって
いるし、入り口は全く段差がないのは当然とい
うことです。こちら施設の中では、車いすの方
でも健常者のお母さまとか恋人と一緒に来るこ
とももちろんあり、健常者の方の椅子と車いす
の場所が隣り合うような計画を立てた例です。
こういったことは、デザイン審査会の時にもう
少しインクルーシブなデザインになりませんか

というような審査結果を出して、設計事務所で
設計変更をしたということになります。
　ここからは既存のスタジアムについての話し
です。ウェンブリー・スタジアムは、フット
ボールの好きな方であれば大体知っていらっ
しゃる有名なスタジアムです。スタジアムはロ
ンドンの地下鉄の駅から数分の距離にあり、ス
タジアムに行く途中はホテルがたくさん立ち並
んでいます。近年、地元の役所もスタジアムの
前に庁舎を新築したほど、現在、周辺の都市開
発が進んでいます。スタジアムの駅とは逆の方
向に行くと今度はショッピングセンターです。
つまり、ホテル、ショッピングセンター、スタ
ジアムが立ち並び、まちなかがきれいに整備さ
れている。オリンピックの会場となった既存の
スタジアムは何箇所かありますが、ウェンブ
リーはオリンピック後に一番地価が上がったま
ちとなりました。今ここの住宅開発が非常に人
気だそうです。都市計画や建築の視点から地域
活性化を評価する際には地価の上昇がひとつの
評価基準になります。地価によって固定資産税
が決定されるため、自治体の財源が少し潤うと
いうことにもなります。
　このような都市開発が連鎖的に起こるという
ことは、スタジアム・アリーナを中心に都市開
発をどういうふうに誘引するのかを考えるうえ
では参考になります。スポーツツーリズムとは
異なりますが、スタジアムに観戦に来た人がホ
テルに泊まり、ショッピングモールで食事や買
い物をするという意味では参考になるかもしれ
ません。雑ぱくになりましたけれども、私から
のお話は以上です。

伊藤：坂井先生、ありがとうございました。それで
は続きまして、太田先生、よろしくお願いします。
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「スポーツ・ツーリズムの持続的発展に向けて
の要因とプロモーションを考える」

太田　正隆

　太田と申します。よろしくお願いいたします。
ちょっと私は立ってお話をさせてください。簡単
に自己紹介をいたします。JTB総合研究所とい
うところでMICE戦略室の研究をやっています。
40年ほどこの商売をやっていて、いわゆる旗を
持って一般のお客さまを連れて添乗員をやって
レジャーで回るということはほとんどしたことが
ありません。実際には何かというと、企業のイン
センティブであったりとか、それから国際会議の
プロデューサーをやったり、あるいは展示会を実
際にプロデュースしてやったりとか、そのようなこ
とをやっていました。それからスポーツイベント
であれば空手トーナメントとかで、少し旅行の部
分もさせていただいたきました。いろんなことを
やっているうちに、それの頭文字を集めてくると
MとIとCとEということでMICEということになっ
た次第でございます。ということで、最近はいわ
ゆる現場のプロデューサーというよりは、どちら
かというと坂井先生がやられている都市計画の
中の例えばコンベンション施設の建築とか、それ
からそれをどういうふうに性能をアップさせるの
かということをやっております。僕は新築とか改
築とか増床といったところの審査員をさせていた
だいたりもしております。いわゆるIRのところには
必ず今、プラスMICEが入らなければいけないとい
うこともありまして、そんなようなところでそちら
のほうのいろいろお手伝いもしていますので、最
先端の都市づくり、まちづくりみたいなことのお
話をさせていただいております。
　実際に野川先生のお話の中でツーリズムか
ツーリストかというと、私のこれからお話しする
ところはツーリストの目線で最終的にツーリズム
になる流れになるのかなというふうに思います。
ツーリズムの立場ということで、皆さんよくご存じ

の「みる」とか「する」とか「ささえる」とかという
3つのスポーツがあります。これは早稲田の原田
先生がずっと提唱されています。「みる」スポー
ツをツーリズム、旅行会社の立場で言うと、家で
観られちゃ、ちょっと困る。やっぱり行って観ても
らわないと困る。それから、「ささえる」スポーツ
だったら指導するとか支援するというようなもの
です。「する」スポーツでいくと、参加する、競技
する。競技はまさにアスリートですよね。参加す
るのはアマチュアも含めてみんなで参加してみる
と、参加していただいたほうがツーリズム、ある
いは旅行会社の立場からいうと非常に効果的で
あり、期待したいというところになります。
　「みる」スポーツの行って観る、あるいは家
で観るということで言うと大体こんなようなキー
ワードが出てきます。プロスポーツに関してはわ
れわれはプロになるわけじゃないので、これはわ
ざわざ行って観ないと、家で観てもいいのかなと
いう部分もあります。でも、そうはいいながら実際
に観ると臨場感とか一体感とか、あるいはインパ
クトとか、先ほどから出ている開催地の魅力です
ね。そこに行って試合が終わったらすぐ目つぶっ
て家まで帰る。そんなことはあり得なくて、どこか
を周遊するというようなことも絶対あるというの
がツーリストの立場です。ツーリズムの旅行会社
の立場としては、いろいろ行ってもらわないと商
売になりませんというふうになります。
　「する」スポーツというところでいくと、こんな
ようなキーワードがあります。もちろんアスリート
ですから記録とか威信をかけてやるというのは
当然なんですけれども、われわれは単なる事業者
としてツーリストとして行くんでしたら気軽に行き
たいし、経験があったらそのスポーツを観たい、
あるいは観たこともない斬新、あるいは遊び感覚
のようなものを経験したい。私も最近ちょっと変
わった靴を履いているんですけれども、健康志向
でありたいなとかですね。そういうようなことで、
最近はレンタルとか現地で調達できるようなとこ
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ろが普通にありますので、非常にお気に入りのあ
る観光がでてくるかなと思っております。
　「ささえる」スポーツでは、これはツーリズム
という部分に行くと本当に専門家ばかりなんです
けれども、ツーリストの立場で行くと、先ほどの
野川先生のお話にあったようにボランティアとい
う立場でものすごい、例えば東京オリンピックで
すと8万人ぐらいのボランティアが必要になりま
す。それはわれわれでもいろんな立場でも参加で
きるのかなということになるし、それが支えるス
ポーツの一つになるというところになるかと思い
ます。スポーツツーリズムの持続的発展のために
は、私は本物の研究者ではなくて、若干大学等で
教えていますけれども、やはりなんちゃって研究
者みたいなもので、ツーリズムの立場で言うと家
で観られちゃ困りますのでなるべく外に来てほし
いと思います。地域の側からすると魅力をつくり
ながらまさに押すんじゃなくて引っ張り込むと。
プル要因という開催地の魅力をつくっていくとい
う立場になりたいと。だから競技するアスリート
よりは、気軽、お手軽、遊び感覚で参加する、い
わゆる開催地のほうの支援をしていく。指導する
方々の分母は小さいので、支援するボランティア
のお世話をしていきたいと、いうふうに考える立
場であるのかなということになります。

　私は学部の頃は人文地理、地理学、文化人類
学を勉強していました。坂井先生と真逆で大昔
の村の中の結いとか共同とか共同作業だとか、

そういったもろもろを研究していました。それと、
大学院では政治学、実際には自治体のあるべき
姿とか、どうやったら限界集落にならないのか、
そんなようなことをやっていました。今たまたまそ
ういった立場でいろいろ見聞きすることが多くて
ちょっと助かっているかなと思います。こういうと
ころでいくと、この開催地の魅力というのは、私
の場合は今の坂井先生のお話に、都市の中に拠
点となるハードをつくるというよりは、ものすごく
田舎の何もない所の資源をどうやって使ってやり
ましょうかという立場で最近は立つことが多いで
す。そうはいいながらMICE施設とか、IRとか最
先端の話題にももちろん参加することも多いです
けれども。
　じゃあプロモーションをどうするのかというと、
これは継続しなければいけないということで、先
ほど野川先生も含めて皆さんご指摘しています
ね。何か仕掛けがないと、Tシャツ1枚でもそこに
行くとそのTシャツがもらえる。逆にそこに行か
ないともらえないということでわざわざお金をか
けて行くというようなことも必要でしょう。ボラン
ティアをするのに別にお金をもらわない、自分で
お金、自腹を切って行くような、そんな方式もあり
ます。それから簡便性ですね。要は手っ取り早く、
じゃあこれから皆さん行きましょうかといったと
きに参加できるような、道具が要らないとか、あ
るいは道具が現地で調達できると。そんなことを
やっていくとツーリストのあり方に持続性がでて
くるのかなと思います。それから周遊性ですね。
観るとかいろいろあります。実はJTBは『るるぶ』
という雑誌があります。これは、「みる」「たべる」
「あそぶ」の頭じゃなくてお尻を取って『るるぶ』
という雑誌になっています。取りあえず知らない
方が多いんですけれども。こういうことで周遊した
ら、結局行ったら何がメインだったかよく分かん
ないんですが、取りあえず楽しかったというような
ことを思っていただければ、さらに次に今度は食
べることと観ることを少し主体としようかとか、参
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加しながら食べるかということも当然できます。
　例えば、歩くとか走るとか漕ぐとか泳ぐと
か、これだけスポーツに通じる部分が結構あり
ます。皆さん、大体歩くとか、それから滑ると
いうとスキーだとかいろいろ思い浮かべるかと
思います。それなりのキーワードでいろんなス
ポーツがあります。日本スリーデーマーチは野
川先生にもご紹介いただきましたけれども、私
は今埼玉県、このまちの近所に住んでいます。
今年で40回だそうです。既に参加国が30カ国
以上で、参加者が8万6,000人。40年間続けて
これだけ大きくなりました。まだまだ続くそう
です。一つ仕掛けとして国際マーチングリー
グ、いわゆるスリーデーマーチという歩く大会
が世界中にあるそうです。23カ国、27大会指
定されて認定されています。ここを8大会歩く
と国際マスターウォーカーの称号がもらえる。
これはお金じゃ絶対買えません。8回、20キロ
以上歩かなきゃいけない。そんなようなことの
仕掛けをつくっているということで、地味です
けれども埼玉県の東松山は国際的な大会になっ
ています。あと、これは最近流行っているロン
グトレイルです。北海道から南のほうまでいろ
んなところでロングトレイル、これはハイキン
グコースじゃないかとちょっと思ったりもしま
すけれども。九州だとオルレとか呼ばれていま
すが、いろんなやり方をやっていますね。要は
歩きましょうということです。
　それから走る。これは皆さんご存じの東京マ
ラソンです。来年2月にあります。2017年の
今年の大会だと申し込みは30万人、出走者が3
万6,000人、観客数が100万人です。まさに観
るとか、実際アスリートではなくても出るとか
ですね。そうはいいながら、もちろん実際にア
スリートの選考会も兼ねているということで
100万人の動員数も出るような突き抜けたブラ
ンドになっているということです。先ほど言い
ました、食べると走るを一緒にしている大会も

あって、これはたまたまなんですけれども、今
年あるそうです。お調べしたらスイーツもある
そうです。現地の周辺で作っているいろんなス
イーツを食べる。お水を取るように取って食べ
ながら走っていくというようなことです。これ
は結構ありますね。スイカマラソンとか、あと
カラーランとか、いろいろなマラソンがありま
す。これはまさに、別にこれで世界記録を出し
たってという内容ではありますが、ただモチ
ベーションを食べ物で釣るとか、そのような仕
掛けがあるということになると思います。漕ぐ
というところでいくと、埼玉県ではツール・
ド・フランスのブランドを使ってさいたま新都
心でやっています。あと、サイクリングでいう
と四国の愛媛ですけれども、埼玉もそうです
し、水上のラフティングで漕ぐとかもありま
す。あと、四国全体でコグウェイもあります。
漕ぐ道ですね。漕ぐも自転車を漕ぐとか、ラフ
ティングでカヌーを漕ぐとか、いろんなものが
ある。滑るというところですと、皆さん、ス
キーとかスノーボードを思い出したと思うんで
す。これはキャニオニングというもので、何年
も前から結構流行っています。私はやったこと
はないんですけれども、結構怖そうですが面白
そうですね。こういう滑り落ちるようなものも
あるということになります。
　広域事例としては、群馬、新潟、それから長
野の一部でやっている雪国観光圏というところ
があります。観光客来てくださいということだ
けではなくて、雪国を旅しましょうとか、ここ
でいろんなメニューを作っています。スポーツ
が中心ではないんですけれども夏も冬も来てく
ださいという、そんなような仕掛けをしている
ということになります。そろそろエンディング
にします。
　じゃあ私自身はどうだったかというと、これ
は17歳です。今とはちょっと違いますが、こ
れは本人なんです。これは明日香の石舞台で
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す。神戸まで船で行って、大阪、京都、奈良へ
行って、紀伊半島を下がって新宮でそのまま串
本まで行って戻って、ずっと東京まで約1,300
キロぐらい。昔は漕げましたが、今はもう無理
です。疲れちゃったらどうするかというと、自
動車の上に自転車を積んで。アクセサリーで
す。昔は健全なサイクリスト。その後、四国の
しまなみの所にちょっと乗りに行きました。現
在はちょっと疲れたオートバイを大人買いして
今は同じ二輪でもこういうふうになっていま
す。体格も全然違います。昔は、友達が少ない
ので山も1人で行っていました。これは最近で
は、つい先週学生を連れて品川の東海道五十三
次の最初の宿場をずっと歩いて、この辺を12
キロ歩きました。お金はあまりかからないです
よね。こういうふうになってくると、それなり
にちょっと形は変わっても、ツーリズムという
のか、あるいはスポーツというのかちょっと分
かりませんけれども、というようなことになっ
てきます。
　まとめにはいります。どうしても学校でやっ
ているスポーツから地域スポーツになりにく
い。この時に柔道をやっていました。会社に
入って、じゃあ帰りにちょっと柔道をやろうか
と冗談で言ったんですが全く冗談に聞こえな
い。ばかか、おまえはと言われ、柔道をやるこ
とはなかったです。ですからすぐにきっぱりや
めました。競技スポーツから生涯スポーツ。ア
スリートで一流選手になればいいんですけれど
も、なかなかそれは数が少ない。そうすると生
涯スポーツになりにくい。できれば地域スポー
ツがあって、そこで生涯スポーツができるよう
になるともっといいのかなと思います。それら
を体感とか体験とか経験するようなものを含め
たスポーツツーリズムというような形にシフト
するんじゃなくて、間口を広げるということに
していくと、スポーツツーリズムがより広範囲
に広がっていく。あるいは深く、長くというふ

うにつながるかなと思います。ありがとうござ
いました。

パネルディスカッション

伊藤：太田先生、ありがとうございました。それで
は坂井先生、太田先生のプレゼンテーションを
受けて、野川先生からコメントをよろしくお願い
いたします。

野川：大変僭越ではございますが、コメントをさ
せていただきます。坂井先生のほうでご紹介され
たロンドンのオリンピックスタジアムあるいはオ
リンピックパーク、それからウェンブリー・スタジ
アムとか、あるいは今回はありませんでしたがウィ
ンブルドンのように非常に魅力的な所がござい
ますよね。そこはまた地域で再開発をして地域住
民のためにされているのでしょうか。それとも、い
わゆる観光ツーリズム的なものをやっていくとい
うことをされているのか、その辺りをちょっと教え
ていただきたいです。それからもう一つは、デザイ
ン審査等ということで、いわゆるインクルーシブ・
デザインという形でわれわれからすれば忘れがち
な社会的弱者といいますか、そういう方々に対し
ての施策とかそういう仕掛けというのを、ストー
リー性を持たせてどのようにされているのかを教
えていただきたいと思います。エリアマネジメント
というようなことなので、基本的にはその地域の
課題解決だと思います。そういうのをご覧になっ
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て、例えば和歌山だったらどのような課題解決が
必要になるかというのを伊藤先生がお聞きしてい
たと思いますが、その辺のところもお願いしたい
と思います。

太田先生のほうは年齢が私も近いので、そう
いえばああいう髪の毛とラッパズボンをはいたこ
ともあります。周遊性というのがどういうふうに
海外から来る人たちに、日本人でもそうかもしれ
ないんですが、中国とか韓国とか台湾とか、日
本人は1カ所にとどまらないで1日でどんどんあ
ちこちに行きますよね。そういうある意味での周
遊性ではありますが、もうちょっとゆっくり一箇
所一箇所行ったほうがいいんではないかなという
ふうなのが、逆に継続性とどんなような関係に
なるのかなというのが一つです。あとはやはり体
験をどんどん勧めるということでしたが、スポー
ツというところからさらにヘルスという健康、あ
るいはウエルネスというそういう観点のところが
入ってきて非常に社会的には異なるではないかと
思っています。それをもう少し深めると今度はヘ
ルスツーリズムのところにも入っていって、非常
に日本の場合にはいろいろな仕掛けができると
思いますので、スポーツ＆ヘルスツーリズムのと
ころのお考えなんかもお聞きしたいなと思いまし
た。

坂井：はい。ありがとうございました。3つほど頂
きましたけれども。まずは再開発というか、魅力
づくりが地域住民のためかツーリズムかというと
ころで、オリンピックのメイン会場についてお話
しさせていただきますと、実は両方というのが答
えではあります。実はここのエリアは非常に寂れ
ていたというか、deprivedという言葉が一番当て
はまる荒廃していたところでした。住まれていた
方はどちらかというと社会的弱者の方、低所得者
の方がたくさんいた場所です。そこがオリンピック
会場になった時に、一番地元の自治体およびロン
ドン市、国も心配したのは、そういう方が住めな

いような場所になってしまう、ジェントリフィケー
ションが起こるのではないかということです。き
れいになったはいいけれども、もともと住んでい
た方はどこへ行ったのだろうか、みたいなことが
起きないようにというのは2012年が決まった時
からずっと心配されていました。政策的には、そ
うした住民が住める住宅もつくりながら新規の住
民のための住宅もつくることが進められました。
会場は公園になりましたが、最初の計画する時か
ら地域の自治体は、今まで住んでいる住民による
税金は一切払いませんとしていました。公園は維
持管理が結構かかるのですが、その維持管理費
を新たに入ってくる住民への特別税で負担するし
くみにしています。最初に公園をつくると計画し
た時に、地域住民に負担がないように持続可能
な仕組みを考えだした政策です。
　ツーリズムという点で言えば、実は私もオリン
ピック会場をつくっている時から驚いたことがあ
ります。ストラトフォードという大きなターミナル
駅が一番最寄りの駅なのですが、降りた瞬間に
皆さんが目にするのは巨大なショッピングモー
ルです。ショッピングモールを通らないとオリン
ピック会場に行けない計画になっているのです。
でも、そのショッピングモールの中にもちゃんと
オリンピック会場を一望できるようなテラスが設
けてあったりして、うまく使っているのです。今で
もオリンピック会場に調査しに行くときにはその
ショッピングモールを通って行かざるを得ないの
ですが、いろいろな意味でツーリストが使えるよ
うな機能、食事や買い物という場所があるという
ことになります。
　インクルーシブ・デザインについては、ロンド
ン市はオリンピック会場のみならずロンドン市内
で観光客がたくさん行くような、例えばテムズ川
沿いのプロムナードと呼ばれる遊歩道では、日本
でいうところのバリアフリーというインクルーシ
ブ・デザインをしています。これはある意味当たり
前の取組みでもあります。特筆すべきは情報開示
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です。ITを使ったインクルーシブ・デザインです。
私も初めて知りましたが、車いすの方とか目が見
えない方とか、皆さん、ある場所に行く前に多く
のリサーチをする。そこで、そのリサーチするため
の情報を送り出すという情報基盤の構築をロン
ドン市は行ったのです。例えば、最寄りの駅を降
りてから目的の施設までの写真がシームレスに掲
載されているHPでは、ここはちょっと段差がある
のでこちらから行ってくださいみたいな写真と注
意書きがあります。またレストランとかショッピン
グモールがグループをつくって、それぞれの施設
でお茶を飲むとき、ご飯を食べるとき、泊まると
きに、うちはどんなような施設でどんなふうにイ
ンクルーシブ・デザインに対応していますという
ような情報開示をまとめてしているホームページ
があります。施設に行く前のプランニングの時点
で、食事や買い物のプランができるようにしてい
る。つまりストーリー性を持って弱者の方の旅行
をサポートする情報開示と、都市においてスムー
スな移動ができる施設の整備がされているとい
うことです。日本はどちらかというと都市整備は
ある意味得意ですが、この情報基盤整備のほう
が少し遅れているのではと思いました。
　3点目のエリアマネジメントです。エリアマネジ
メントは、私がお話しした丸の内とか品川とか東
京とか大阪の北側のヤードとか、大きな都市開
発の際にスポットライトを浴びていますが、実は
住宅地のエリアマネジメントも重要です。また地
方都市においても取組みが増えてきました。先生
にご指摘していただいたように、地域の課題解決
から始まっていますが、目指すところはそのエリ
アのブランディングもしくはシビックプライドなん
て言葉もありますけれども、そこにどれだけの価
値をよみがえらせ、付加していくかということなの
です。丸の内と和歌山も同じような手法というふ
うにはいかないかもしれませんが、目指す先は同
じで、どれだけの価値を付けられるのか。その地
域の人たちが考えなくては、誰も考えてくれませ

んよということなのです。エリアマネジメントは、
そこに住んでいる市民、そこで事業をやっている
事業者、そして行政が産官連携でやるというのが
大前提です。地域課題を皆さんで共有し、それを
どうしたら解決できるかというルール作りをし、そ
して最後にこうなりたいよねというようなビション
を作って動きながら、エリアをマネジメントしてい
くということだと思います。

野川：はい。ありがとうございます。

太田：お題を2つほど頂きました。1つは周遊性と
いうことですね。周遊性も例えばゴールデンルー
トといって東京から関西、どちらから入って行っ
ても同じなんですけれども、同じ所をずっと行く
というのがそろそろ陳腐化していきています。や
はりそうはいってもアクセスや宿泊のインフラが
非常にしっかりとしておりますので、だからそこに
つい行ってしまう。あるいはついそこを手配して
しまう。手配する立場も楽なもんですから。そう
いう点で言うと、やはりインフラを多少なりとも整
備しなくてはいけない。じゃあそこでヒルトンホテ
ルをずらっとつくらなくてはいけないかというと、
そういうものではありません。やはりそろそろ量
的課題から質的課題に多分変わってきています。
今旅館もそうですけれども、バスで10台、20台
ぽーんと来てという時代ではなくなってきていま
すので、その規模に応じた対応の仕方というのが
求められています。
　もう一つはやはりマーケティング的にいわゆる
ビギナー、初心者の人、それからリピーターで来
る人、あとヘビーユーザーでもう10回も20回も来
ている人は、当然観光行動の仕方が違います。思
考も違って、人種、国によっても全然違う。それか
ら年齢、男女、グループかあるいは個人でも全然
違います。その辺をやはり地域も含めてちゃんと
したマーケティングをやっていかないといけませ
ん。今まではたくさん来てほしいと、去年よりこ
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れだけ増えましたとかって観光庁はそのようなこ
と言っていますけれども、ちょっと危険なのは中
身をちゃんと見ていかないとそれに対して準備が
できにくいということです。そうなると、周遊しよ
うにもキャパで全然アウトになってしまうとかで
すね。要は1,000人の村へ1,000人の観光客が来
たときに、もうにっちもさっちもいかない。そうす
ると10人が100回来ると延べ1,000人になります
ということで少し周遊をつくるとか、そんなような
考え方が必要になると思います。それと、いわゆ
るバスで動くとかということになると、先ほどの話
じゃないですが最近は健康志向も含めて歩いて
行くような方々も散見される。それから自転車で
行くような方も散見される。それから、レンタカー
の使い勝手もいろいろと良くなっている。そうす
ると、そういったものを少し組み合わせていける
ようなコースを作るといいですね。今、糸魚川を
ジオパークとしてユネスコが指定しておりますけ
れども、ジオパークといいますから変わった地形
とか変わった川の所とか、当然ながらきれいに並
んでいるわけではありません。そうすると、そこを
全部一遍に見せるのは無理ですね。そうなると3
回に分けて来たらどうですかというような格好で
組んでいかないとなかなかまず回遊したくてもで
きない。山のてっぺんの地形と谷の奥とまた全
然違いますし。そういったような設計なりマーケ
ティングをしていかないとなかなか難しいと思い
ます。
　最近、秋田の古民家に行ってきたんですけれ
ども、例えば古民家再生でやる方とか皆さんいっ
ぱいいらっしゃいますので、そういった方々と連
携をとることも重要です。やっぱり小ぶりでそろ
そろ量的な目標よりも質的な目標でロングテール
でやる必要があるのかなというのが周遊性につ
いての私の感想です。それから健康についてです
ね。以前いろいろメディカルツーリズムが日本で
流行ったときに沖縄に行ったりとか、あちこちの
病院へ行ったり回ったりしました。一つはいわゆ

る予防医学的に病気になる前にどうしようかみた
いな話。それから、高度な機械を日本はたくさん
持っていますので、治療をする。その後のリハビ
リテーション。3つかなと思ったんですけれども、
その前にやっぱり予防する前に健康志向の方々
に来て欲しいというときに、例えば地域ブランド、
いわゆる地域の食材ということで、食ということ
で気を使っている方、あるいは自信を持って生産
をしている方々とそれを求めて来る白人の方々が
確かにいたりします。そういった部分を食とか素
材だとかでうまく健康志向とかに繋げる。もちろ
んオルレを含めて歩くような、散歩をするコース
をつくるとかも考えれられます。それから、生活
習慣そのものを変えるような長期滞在できるよう
なことも一部やっていく必要があると思います。
そういった試みをアジア向け、修学旅行向けの農
家体験だとか、ファームステイといいますけれど
も、そういったところで近場だと埼玉の秩父の奥
のほうとか、いろいろ積極的にされているという
所もあります。あとは、白人がメディテーションし
たくてどこかの宿坊に泊まって、高野山に入って
いるとかあります。ああいうところで出てくるのが
精進料理ですから多分健康にもいいでしょうし、
そういったようなことも当然必要だと思います。
　先ほどショッピングモールの話がちょっと出ま
した。最近はいろいろ、ショッピングモールはア
ミューズメント化しています。皆さんも多分すごく
暇なときって言ったら怒られちゃいそうですが、
日曜日に家族とかで行かれたとき、お父さんは行
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くところがないのでショッピングモールのそばで
こうやって寝ていたりとかですね。さらに言うと、
地域のお年を召した方とか、あるいは健康志向の
方を対象にショッピングモールの開く前に、朝7
時とか8時からそこを使ってウォーキングするよう
なこともいろいろイオンさんとかがやっているそ
うです。何と全天候制です。嵐雨関係なく、冷暖
房付きです。歩く場所も安全ですよね。ですから、
そういった使い方をするのは非常に結構だと思い
ます。幕張でもやっているようですし、レクなども
流行っているようですので、そういったようなこと
で都市型のショッピングモールを観光とは別の
使い方もできるのかなと思います。以上です。

伊藤：ありがとうございました。それでは時間も
少なくなってきました。フロアの方からご質問を
頂きたいと思います。ご質問がある方は、挙手の
上、お名前と所属、質問をよろしくお願いいたし
ます。

質問者：スポーツ施設の最大の問題は、大体365
日のうち、スポーツ利用は大抵60日とか、すごく
いいところで100日。それにどうしても芝生を埋め
たりするから2カ月ぐらい駄目でしょうけれども。
とにかく半分以上は使っていない。ただで使わせ
ているか、使っていない状態で、こういう都市施
設というのはやっぱり大変問題があると思うんで
す。やっぱりそういう、スポーツ以外のところでど
う使い倒すかというのがこれからの課題だろうと
思いますし、スポーツツーリズムにおいても、今
太田先生のお話でスポーツの前の時間に有効利
用するというようなお話がありましたけれども、ま
さにそういうことをもっといろいろ考えていって、
スポーツ以外のところで使い倒すというところ
をやはり大きな課題、問題としてやっていかない
と、これが本当にスポーツ施設として持続可能か
どうかだと思います。やっぱりスポーツ以外のとこ
ろで稼がなきゃいけないと思うんですが、そうい

う観点からいって周りにショッピングセンターが
あるのはいいんですけれども、それよりは施設自
体をもう少し稼げるような、スポーツ以外で楽し
めるようなことを考えるべきなんじゃないかと思
いますが、それについて両先生に意見を聞きたい
と思います。

坂井：はい。ありがとうございます。ご指摘のと
おりで、われわれも先ほどの指針を作った時にも
他の施設とかも勉強しながらいろいろと考えまし
た。施設を見せていただきますと、やっぱりコン
ベンションとして使っている。はたまた健康意識
で活用していたりとか、本当にいろいろと皆さん、
いろんな苦心をしている。また、今お話しにあっ
たように芝生とかの場合、芝生を痛めないように
コンサートをする必要があったり、コンベンショ
ンをするにはどうしたらいいのか、といった装置
の問題もあります。工夫と知恵で施設を利活用す
る必要があります。施設といえば、コンサートの
場合は騒音の課題があるので屋根を付ける必要
があるということあります。しかし屋根付き、特に
自動開閉する屋根などは建設にも維持管理にも
大変なお金がかかります。維持管理の費用につ
いても考えた上で計画すべきである、ということ
は指針の中でもつくづく書いたつもりです。

質問者：ありがとうございます。

太田：はい。私はスポーツ施設のほうはあまりご
縁がないので、どちらかというとコンベンションと
かエキシビションの施設に関わることが多いです
が、われわれも全く同じです。稼働率が一部では
高過ぎるから増築をする。横浜なんかそうです。
かたや、いつもがらがらで投資もなくて電気代の
ほうがよっぽどかかってしまうというとこもありま
す。一つは地域のばらつきがあるということです。
もちろん展示会がじゃあ全国でできるかというと
そうでもありませんしということです。今だと一番
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近いのは香川県高松市がつくろうとしていて、そ
れはどうするのかなとか、そんなようなことも含め
てやはり使い方のマーケティングが課題だと思い
ます。そういったところもやっていかなきゃいけ
ないとは思いつつ、札幌ドームの見学をした時に
は、あそこはラグビーでも使える。要するに世界
初、ラグビー、サッカー、野球ができて、天然芝と
人工芝、両方とも入れ替えができる世界初の全天
候性能型というのは確かに凄いですよね。そこま
でのフルスペックでやるのはそれはそれで凄いの
ですが、どうなのかしらみたいなところです。じゃ
あ他でも同じようなことができるかどうかとなる
と、都市型で非常に厳しい状況がと思います。

という話をしていてもしょうがないので、最近
ではPFIやコンセッションという民間投資が利用
されていますが、やっぱりもっと自由に使えると
いう考えが必要ですね。一つの横浜とか東京だ
けの指標じゃなくて、日本全体の中のバランスで
どう考えるかとかしていかないと、同じ時期に勢
いよくたくさんつくると同じ時期に当然陳腐化し
ます。二千何年問題とか、しょっちゅう言ってい
ますよね。あれはその次は多分2040 年です。僕
はその頃はいませんけれども、今お若い方が50
歳ぐらいの時にまた問題が出てくると思います。
そうするとやっぱり経営者はどうするかとかとい
う、ホールマネジメントのようなものが必要にな
ると思います。劇場はそれなりにすごい力が入れ
られて、法律もできてそれなりにやって、もちろ
ん苦しいことは事実なのですが。だからMICEの
国際会議とか展示会でなかなかお金が取れるよ
うなもの、一般の人に学会を1万円でどうぞと言っ
ても絶対に入りませんね。そんなことでホールマ
ネジメントのようなことを少し、多分われわれも
含めて推し進めていければいいかなと思います。
以上です。

質問者：ありがとうございます。

伊藤：ありがとうございました。そろそろ時間です
のでまとめさせていただきたいんですけれども、
いろいろなテーマと大きく絡んでまとめるのが難
しいですね。坂井先生から魅力あるスタジアム、
また周辺地域整備を通してスポーツツーリズム
を持続的に発展させる重要な要因をご指摘いた
だきました。そして太田先生には、継続性、関連
性、周遊性といった3つキーワードからのスポー
ツツーリズムのプロモーション方法をご教示いた
だきました。私が聞いていて少し驚いたのは、2
人のプレゼンテーションから「地域」というキー
ワードがすごい出てきたことです。この「地域」と
いうキーワードは本パネルディスカッションのタ
イトルには全く含まれていないのですが、打ち合
わせの時点からやはり地域活性化、地域のまちづ
くりというようなキーワードが出てきました。例え
ば坂井先生におかれましてはスタジアムを中心と
したまちづくり、そして地域活性化。また太田先
生に関しましては、地域の特色を生かした周遊性
に着目したスポーツツーリズムのプロモーション
方法など、「地域」が密接にスポーツツーリズム
と関わってくるんだなというのを感じました。

　次年度、3年目ですが、「メガイベントとまちづ
くり」というテーマを予定しております。そちらで
は、メガイベントが開催都市圏外にもたらす影響
について、和歌山大学観光学部の特色である地
域再生の視点から議論していきたいと思います。
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坂井先生から、「私はこちらのほうが合っていた
のではないですか」と、打ち合わせで言われま
した。やはりスポーツツーリズムが今弱いところ
は、野川先生や坂井先生、太田先生のプレゼン
テーショにもありましたが、学際的視点ならでは
こそ、なかなか知識が集約できていない点が挙
げられます。その学際性が今弱点になっているん
ですけれども、それを強みに変えて、例えば今回
ありますように政策的な視点、また坂井先生のご
専門である都市計画、また太田先生のご専門で
あるMICE等、そういうようないろんな視点から
今後スポーツツーリズム研究を野川先生がおっ
しゃった調査方法や操作定義をしっかりして、そ
ういうものをしっかりした調査方法に基づき調査
をすることで、今後スポーツツーリズムがさらに
発展していくのではないかというふうに考えてお
ります。
　この理論を踏まえまして、来年度ではしっかり
とした調査方法やアカデミックな立場を踏まえ
ながらまちづくり、地域活性化というものを議論
していきたいと思います。もしお時間がございま
したら来年もどうぞ皆さん、ご参加いただければ
と思います。本日はお忙しいところご参加いただ
き、ありがとうございました。
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社団法人 日本スポーツ健康産業団体連合副会長、日本トライアスロン連合顧問、
Ｊリーグ参与等を務める。著書として「スポーツ産業論第 6 版」（編著）、「オリン
ピックマーケティング」（監訳）、「スポーツマーケティング」（編著）「スポーツ・ヘ
ルスツーリズム」（編著）「スポーツイベントの経済学」（単著）「スポーツ都市戦略」

（2016 年度不動産協会賞受賞）他多数。

東海大学体育学部スポーツ・レジャーマネジメント学科　講師
1981 年東京生まれ。早稲田大学卒業後、株式会社 JTB 首都圏に勤務。退社後、
早稲田大学スポーツ科学研究科修士・博士後期課程修了（博士）。早稲田大学スポー
ツ科学学術院助手・助教、オタワ大学客員研究員を経て、現在、東海大学体育学
部スポーツ・レジャーマネジメント学科講師。専門はスポーツマネジメント、スポー
ツマーケティングで、スポーツ消費者行動やスポーツイベントが開催地域にもたら
すインパクトなどを研究。公益社団法人 スポーツ健康産業団体連合会事業部会委
員、スポーツマネジメント研究編集委員などを務める。著書には「J リーグマーケティ
ングの基礎知識」（共著、創文企画）、「スポーツ産業論（第 6 版）」（共著、杏林書院）、

「よくわかるスポーツマーケティング」（共著、ミネルヴァ書房）など。

株式会社 JTB 総合研究所　主席研究員
JTB グループが全社で推進する観光を基軸とした地域活性化事業として立ち上げ
た「地域交流プロジェクト」を JTB 本社で推進するべく、全社戦略の策定や人財
育成に取組み、観光庁、経済産業省、文科省等の中央省庁における観光立国に
関する様々な政策にも関わっている。また全国各地から講演会やパネルディスカッ
ションの出演依頼も多数あり、全国各地の観光地域づくりや６次産業化に関する
セミナーやシンポジウムにおける講演活動や観光人材育成講座の講師や一般社
団法人 日本スポーツツーリズム推進機構における観光地域づくり委員会委員長な
ど観光分野の各種委員を多数務めている。内閣官房地域活性化伝道師として全
国各地の観光振興のアドバイスも行っている。2018 年 4 月より現職。

和歌山大学 観光学部 講師／同 国際観光学研究センター研究員、CTR Tourism 
& Sports ユニットサブリーダー（2016年当時：現、国際観光学研究センター セン
ター長代理／同 観光学部 准教授）

講　師

モデレーター

パネリスト
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<PartⅠ>

「ポスト 2020 年に向けたスポーツ都市戦略」
原田　宗彦
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<PartⅡ>

伊藤：スポーツツーリズムが注目を浴びておりま
すが、その注目が一過性で終わるものではなく、
原田先生の基調講演でもご指摘がありましたよ
うに、メガイベント開催後にも継続的に注目を浴
びるためにも、計画的なスポーツ都市戦略、仕掛
けづくりが重要になると考えております。そこで、
本パネルディスカッションでは、特に昨今注目
を浴びておりますITに焦点を当て、これからのス
ポーツ都市戦略を議論したいと思います。
　本ディスカッションには、パネリストに押見大
地先生、山下真輝様をお招きいたしました。押見
先生は、早稲田大学スポーツ科学研究科修士・
博士後期課程修了後、早稲田大学スポーツ科学
学術院助手・助教、オタワ大学客員研究員を経
て、現在、東海大学体育学部スポーツ・レジャー
マネジメント学科にて教鞭をとられております。
専門はスポーツマネジメント、スポーツマーケ
ティングで、スポーツ消費者行動やスポーツイベ
ントが開催地域にもたらすインパクトなどを研究
されております。もうお一方のパネリストのJTB総
合研究所の主席研究員である山下様は、これまで
観光庁、経済産業省、文部科学省等の中央省庁
における観光立国に関するさまざまな政策に関
わってこられました。また、原田先生が会長を務
められている日本スポーツツーリズム推進機構
においても観光地域づくり委員会委員長を務め
るなど、観光分野の各種委員を多数務められて
おります。
　それでは、まず初めに押見大地先生よりご講
演をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願
いいたします。

「スポーツツーリズムの最前線 ～ IT を活用した
ポスト2020 年のスポーツ都市戦略を考える～」
押見　大地

皆さん、こんにちは。東海大学から来ました
押見と申します。今回頂いた私のテーマは「ITを
活用したポスト2020 年のスポーツ都市戦略を考
える」ということで、若干アナログ人間の私です
けれども、ITというテーマを頂きましたので、私
なりにスポーツツーリズム、スポーツイベント、
もしくはITを活用したポスト2020 年の都市戦略
というのを考えてきました。その内容を発表させ
ていただきたいと思います。

皆さん、もう最近はニュースで聞かない日はな
いというぐらいIT、ICT、VR、AI、Big Dataと
いうような話が新聞でもニュースでも全部あると
思います。で、消える職業、なくなる仕事みたい
なものの中に、スポーツに絡んでくると、スポー
ツの審判だったり、こういったものもなくなるの
ではないかみたいな話があったりして、ゴールの
判定システムも今年のワールドカップで話題にな
りましたけれども、ちょっと時間がないのでお見
せできませんが、ここにドローンフットボールと
いう動画（https://flarebbdo.com/work/drone-
football/）を見られたことがある方もいるかもし
れないんですけれども、要はドローンが審判を
やっていて、コントロールしているんですね。ペ
プシの動画で面白いのですが、そういったスポー
ツの世界にもAI、IT、Big Data が進出してきて
いるということです。

内閣府が予測しているのは、2030 年までに
AI、IoTを活用した場合に132兆円押し上げが
あるだろうという算出をしているような流れもあ
ります。ビッグデータとよく聞くんですけれども、
じゃあ何なんですかということですが、基本的に
は3Vといわれます。volume、量ですね。Big、
量が多い。そして、varietyなので、いろんなデー
タです。これまでは1、2、3とか数字とか、も
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しくはテキストデータですけれども、写真とか音
声データとかを全部含めて分析できる。そういう
のもイメージしています。あとは、velocityとい
うのは、データの処理速度がめちゃくちゃ速い。
5G、そういう話です。これを含めてビッグデータ
の特徴だというふうに言われています。

これがじゃあ何の役に立つのですかという話
になると、データを用いて予測とか、もしくは商
品の推奨です。これが、ビックデータがすごくよ
く使われるパターンの一つです。交通渋滞の予
測の精度が上がったりとか、もしくは、皆さんも
経験があると思うのですが、Amazonとかで購
入していると、自分がちょっと興味ありそうな商
品とかをどんどん推奨してきますよね。あれを煩
わしいと思う人ももちろんいるのですが、結構自
分が興味のありそうな本とかを推薦されて、思わ
ずポチッとしてしまったことがあるかもしれない
です。それってやっぱり膨大なデータ、個人につ
いてはそんなに多くはないと思うのですが、それ
を用いて予測し商品を推奨するというようなこと
がある。で、2020 年には世界の70％以上がス
マホを携帯するのではないかというようなデータ
があったりとか、石油からデータの世紀に移行す
るというようなことが背景としてあるということで
す。皆さんもよく聞く話かもしれません。

じゃあ、スポーツと今回のテーマであるITの
活用例をパッと見ていきたいんですけれども、例
えば、これは日経新聞なので皆さんも見たことが
あるかもしれませんが、VRを使って画面を見な
がら筋トレをするというようなことであったり、こ
れはスポーツではないのですが、例えば飛行機
の座席のアップグレードをVRで経験させて、「ど
うですか、いいでしょう」みたいな形で推薦して
いくような形、VRを使ってのプレゼンです。もし
くはプロ野球とVRみたいな話もあります。いろ
んな角度から観戦ができますというような技術で
す。

あとは、最近主流なエニタイムフィットネス。

24時間行けるというようなフィットネスがありま
すが、これは、当然のようにアプリを使いながら、
トレーニングの記録をして、いろんなトレーニン
グを推奨してくれると、つまり24時間なのでイン
ストラクターの経費削減にもなりますし、自分個
人のパーソナライズされたトレーニングを推薦し
てくれるというようなものでも使われているとい
うことです。

あとは、スタジアムでも最近はクラウド対応型
スタジアムみたいな形で、いろんなデータ処理が
クラウド上、つまりUSBとかじゃなくてクラウドの
ところで保存されてどんどん処理されていくよう
なことであったり、ビーコンといって、こういうチッ
プみたいなものがあるんですけれども、皆さんが
ショッピングに行ったりしたときに、自分の携帯
に何かアプリをダウンロードした場合に勝手に広
告が入ってきたりとか、そういったことをこのビー
コンを使って発信するんです。で、いろいろな情
報を個人の携帯にどんどん送ってくると。

さっき原田先生のプレゼンでもあったんですけ
れども、ランナーのGPSとかありましたね。こ
れはやっぱりマラソン大会でも既に導入されて
いて、これもビーコンを使っているのですが、ラ
ンナーが今どこにいるのかというのをやってい
ると。昨日たまたま別のマラソン大会にインタ
ビューで行ったんですけれども、そこでも使って
いると。で、評判はどうですかと言ったら、家族
が走っていたり友達が走っている人たちに対する
評判がすごくいいと、つまりどこを走っているか
が分かるから応援にパッと出られるし、町の人
たちも分かりやすいから非常にいいということは
おっしゃっていました。

あとは、これは今日の日経のマーケティング
ジャーナルに載っていたのですが、顔ですよね。
今後どんどん進んでいくのは表情認識の分析で
す。つまり、これはライブの盛り上がりを、これ
までわれわれはアンケート調査をして、後の数値
を入力して、満足した1 ～ 7みたいな形で満足度
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を測ったりしていたのですけれども、一番の課題
は、見ているときのデータが取れないのです。つ
まり、終わった後はアンケートを取れるし、事前
でも取れるのです。でも、肝心の中身、経験し
ている中身が分からないというようなことを解決
する手段として顔認証ですよね。顔の表情を8つ
の感情の項目で分類していく、驚きとか、喜びと
か。それでそれを数値化していくと。で、来場す
る前にカメラを設置しておけば性別とか年齢とい
うのをどんどん認識していって、そのライブ会場
にはどういう年齢層の人がいて、ライブ中はどん
な表情をしていてとか、というのをまとめてデー
タ化するというような活用が進んできているとい
うことです。

ただ、オンライン・オフラインというような話で、
ハイテク化がどんどん進んでいく中において、一
方で、例えば写真がありますよね。皆さんもスマ
ホで写真をバンバン写しますが、一方ですごく売
れているのは、チェキってご存じですかね。撮っ
たらその場でシュッと出てくるような写真。あれ
が今すごく売り上げを伸ばしていると。つまり、
あっちのアナログの世界とデジタルの世界って、
実は、ぶつかるわけじゃないんですけれども、一
方が伸びれば一方が全部なくなるかというとそう
ではなくて、やっぱり物足りないよねと、やっぱ
り写真が欲しいよねというような需要もあるとい
うことです。そうすると、ハイタッチの交流ですね、
人と人が触れ合うような経験が逆に差別化要因
になるのではないかというふうにマーケティング

研究者のコトラーが言ったりします。
つまり、IT 社会におけるスポーツの立ち位置

です。こういうふうに顔を合わせて体を動かすよ
うな爽快感。デジタルから離れて運動するような
ことが該当するでしょう。例えばこれはアナログ
ゲームのイベントというのがあって、ゲームマー
ケットです。右肩上がりで上がっているんです。
アナログゲームというのは、カードゲームとか、
ボードゲームとか、デジタルではないゲームです。
こっちの需要がやっぱり一方では上がっているん
です。みんな今はスマホでゲームをやったりして、
オンラインでやっているんですけれども、オフラ
インのゲームの需要もやっぱり伸びているという
ことです。人々というのは意外と、オンラインだ
けではなくて、やっぱりオフラインも欲しいと。

これはeスポーツの会場ですが、eスポーツ
はネットで通信されてゲームで対戦しますけれ
ども、この会場というのは、人々は熱狂したい
わけです、他の観客と一緒に。なので、やって
いるのはデジタル上でコンテンツが提供されて
いるけれども、人々が求めているのは、実はやっ
ぱりみんなで一緒に応援したいとか、といっ
たところになるわけです。じゃなければ、通信
で見られるので家で見ていればいい。というこ
とになるので、やはりデジタル社会におけるス
ポーツの優位性みたいなものというのはあるの
ではないかというのが私の感想です。

これは別に皆さんに細かく見ていただく必要
のない資料で、スポーツ庁がスポーツ産業の成
長促進事業として、スポーツ×ITということ
で取り組みを今始めようとしています。する、
みる、ささえるに分けてやっているんですけれ
ども、その中でも親和性が高いのは観光ですよ
ねというような資料があります。これを僕の中
でいろいろ資料を見ながらまとめたのがこの一
つなんですが、するスポーツ、みるスポーツと
いうのがあって、ささえるというのもあるんで
すけれども、まずするスポーツ、みるスポーツ
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の中には、顧客の経験、つまりスポーツツーリ
ズムであったり、スポーツを見たり、したいと
いう経験があります。スポーツというのは経験
が中心。カスタマージャーニーと言うのですが、
これをいかに拡張できたり、もしくは補完する
というのが、ITがスポーツにもたらすところと
してはすごく大きいだろうなと。で、ささえる
部分、この部分に、つまり戦略、マネジメント、
マーケティングの部分ではセグメンテーション
とかターゲティング、プロモーション、これは
データを使ってプラットフォームを作ってい
く。もしくはデータを収集したり、それを分析
して可視化するというようなことがすごく大事
になってくるということです。これをちょっと
説明していきます。

カスタマージャーニーという経験価値のフ
レームワークを使っていきたいんですが、つま
りこれは何かというと、顧客が製品やサービス
を知ってから購買・推奨に至る道筋・過程のこ
とです。昔は、本当によく言われていたのが、
ある商品を見て注目し、興味を持って、欲求が
あって、記憶して、行動に出るというAIDMA
モデルというようなのが消費者の行動として
言われていたんですけれども、最近はこうい
うCo-creation、共創したり、電子決済をした
りとか。あとはConversationという、会話を
したり、シェアをしたりという世界になって。
さらに、Fファクターへの信頼、Friendsとか
Families、Facebook Fan、Twitter Followersの
影響がより強くなっています。つまり、お店
の推薦じゃなくて、友達とかとのつながりの
中で推薦を信頼する関係ということから、5A
モデルといった新たなプロセスも提唱されて
います。認知、Appealがあって、調査をして、
Actionまでは大体一緒なんですが、推奨する、
Advocateといったところが5Aモデルの大きな
違いになってくるわけです。

時間もそんなにないのでここは細かく説明し

ませんが、このプロセスを把握していって、タッ
チポイントとチャネルなので、旅行を決めたと
き顧客はどんな過程を経たのかなとか、その時
にどういうコミュニケーションツールを使った
のかなと、Facebookなのかな、ホームページ
なのか、決済はオンラインなのかな、振込なの
かなといったところを押さえていって顧客を分
析していく必要があるだろうというのがあるか
なと思います。なぜなら意思決定の過程がこれ
までとは変わってきたからというところになり
ます。

これは私が原田先生と一緒にスポーツ合宿の
団体にインタビュー調査をして、その意思決定
過程を分析したものなのですが、スポーツ合宿
の場合は、スポーツ合宿に行きたいという要求
がバンとあります。その次にやるのがつながり
の先生に電話をするんです。部活の先生や仲間
に電話をしたりして「どっかいいとこありませ
んか」って聞いて、場所を推薦してもらったら、
すぐにそこに行動にいって、結構高い確率でま
た同じ場所に行くというようなことが特徴とし
てありました。ただ、参加者側の課題としては、
このつながり、逆に言うとつながりがないと困
る。で、スポーツ合宿では、マッチメーキング
とか、あとは練習環境の情報が不足していると
非常に不安であるというような課題がある（図
参照）。

受け入れ側の課題としては、施設とか、そう
いった情報が結構バラバラで、どこの体育館が
空いていてとか、というのが結構取りづらい、
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統一化しづらい。あるいは危機対応だったり、
外国人選手が来たらどうしようみたいな、そう
いったものがあるので、こういったものを一
元化するプラットフォームを作ったりすること
が、ITの役割としては挙げられるかと思います。
ですので、この情報の一元化、カスタマージャー
ニーを網羅したアプリとかの開発、マッチメー
キング、練習環境、予算管理、危機対応みたい
なものを統括できるようなアプリケーションの
開発が重要になるんじゃないかなということで
す。

これが最後のトピックになってきますが、
データを収集する・分析する・可視化すると
いう部分で、よくイベントの効果測定、経
済効果とか社会効果の測定をしますけれど
も、これを測定するときにすごくいい指標と
してはSMARTという指標があって、Specific、
具体的なのかと。で、それがちゃんと測定
（Measurable） で き る の か、 そ れ が 実 現
（Achievable）できるのか、組織のミッション
に合致（Relevant）しているのか、そして期限
（Time-bound）が明確か。こういう指標を基に、
スポーツイベントを開催したり、ツーリズムで
人を呼び込んだときに、どう測っていくかとい
うところが重要になってくるということであり
ます（図参照）。

例 え ば こ れ で す。Homeless World Cupと
い う の が メ キ シ コ で あ り ま す。『 ビ ッ グ イ
シュー』って、皆さんも町中で立っている人を
見たことがあると思いますが、そこが主体と
なって、結構大きな大会をやって、日本代表も
参加しています。そこの計算を、経済効果であっ
たり無形資産みたいな形で、時間がないので細
かい話はできないんですが、こういう数値化を
するということなんです。どっかで大まかに推
計する部分もあるとは思うんですけれども、何
かを起こしたときの数値化をどれだけできるか
といったところが非常に大事なのかなと思いま
す。それをまとめていくと、質的なデータでも
良いのでデータを収集していく必要があると思
います。例えばインタビュー調査でも取りあえ
ずはいいと思うんです。現場の人であったりス
テークホルダーに聞くといったところのデータ
収集をした上で課題や魅力の分析を可視化して
いって、新しいサービスを開発したり、もしく
は現状のサービスを最適化する。で、人が集まっ
て、市民が満足してというサイクルを繰り返し
ていく。そのツールとしてITのツールを使う
というようなことが非常に大事になるだろうと
いうことです。

最後に事例だけを少し紹介しますが、スポー
ツ都市戦略でトロント市にインタビューに行っ
たことがあったんですけれども、トロント市は
人口が273万人ぐらいです。5,000を超える文
化・スポーツイベントを開催しているというこ
とです。これは、Pan American Games、アメ
リカ大陸の大会。そのレガシープランとしてこ
れをつくりました。イベントへの補助金は年間
2億円なのですが、これをつくるのに1年半ぐ
らいかけて地域の自治体のステークホルダーに
インタビューをして、アンケートを取って、計
2,000を超える人にインタビュー調査をしてこ
れを作り上げたということです。この柱として
は3つあって、その一つにオンラインプラット
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フォーム。やはりさっき言ったような、要はス
ポーツ施設とか、そういったところのデータを
集約してプラットフォームを構築していくとい
うようなところがありましたので、トロントも
やはりITを意識したスポーツ都市戦略をやっ
ているというのが分かりました。

あとは、これはシンガポールのタンピネスと
いう都市にあるコミュニティセンター。スタジ
アムとかいろんな複合型の施設です。これの面
白いところは、この施設には行動記録をモニ
ターするカメラが付いています。また、5,000
円から1万円ぐらいこの施設で使えるクーポン
のついた住民向けのカードを配ります。これは
購買記録とかに全部ひも付いていて、カメラで
彼らがフィットネスセンターで遊んだりしてい
るのを自動的に収集して、そうしたデータを
使って、それを次のサービス改善に役立てて、
住民の健康に役立てるというような実験装置に
もなっているということです。非常に面白い事
例だと思います。

あ と は、 こ れ はCopenhagen wheel project
といって、自転車のホイールにセンサーを付け
て、自転車で街のデータを収集するものです。
混雑状況であったり、道路の状態、気温、湿度、
もしくは大気汚染の濃度、騒音を、これを使っ
て、要は市民がその自転車を使うことでデータ
をどんどん収集できると。で、混雑状況も分か
るし、彼らはアプリをダウンロードして自分の
エクササイズに役立てるというような、そうい
うプロジェクトもあったり、これもITの活用
になります。

課題としてはいろいろと人材不足というとこ
ろがあるんですが、もう時間があまりないので
ここは飛ばしていきたいと思いますが、あまり
人材が不足して、いないのであればアウトソー
シングしましょうよという話です。あとは、結
構自治体とかには眠っているデータがいっぱい
あるので、オープンデータにして公開して、ア

プリを開発するのが得意な人たちにどんどん開
発させるということです。これも最近始まって
いますが、いろいろなデータをオープンにして
アプリを開発させると、これは僕も使っていま
す。これもオープンデータで作られたアプリで、
子ども向けの遊具の施設とかトイレの情報とか
がアプリにあって、お父さんやお母さんには非
常にいいと、というようなアプリを開発しても
らうというようなこともあったりします。

まとめとしては、先ほど最初に言いましたけ
れども、する・みるの部分では、ITというのは
顧客経験を拡張したり補完するような役割があ
るだろう。で、ささえる部分で、戦略・マネジ
メント・マーケティングでは、セグメンテーショ
ンとかターゲティングがありますけれども、プ
ラットフォームを作ったり、情報の一元化です
よね。で、データを収集して分析、それを可視
化していくというようなところに非常に役立つ
ものになるんだろうなというのが私の発表にな
ります。

伊藤：押見先生、ありがとうございました。それで
は山下様、引き続きお願いいたします。

「観光振興における ICT 活用のあり方」
山下　真輝

JTB 総合研究所の山下と申します。よろしくお
願いいたします。スポーツツーリズムに関しては、
原田先生といろいろと勉強させていただきなが
ら、先ほどカナダのCanadian Sport Tourism 
Allianceの話がありましたけれども、まさにその
構想から始まって、今、オリンピック・パラリンピッ
クが決まったということで一気にスポーツツーリ
ズムへの関心が高まっております。その背景には、
やはり先ほど原田先生のお話にもありましたよう
な、新しい体験といいましょうか、コト消費に対
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するやっぱり消費者の動きが大きいかなというふ
うに思います。

私の問題意識としては、観光の視点から申し
上げますと、やはり国内のマーケットは大きく変
わっていると思うんです。今、外国人旅行者が
2,800万人以上、今年は3,000万人になるだろ
うという話もありますけれども、外国人が4兆円
以上のお金を使っていますが、日本国内では日
本人が20 兆円以上観光にお金を使っています。
そういったものを全部足すと25 ～ 26 兆円ぐら
いが観光ツーリズムのマーケットだというふうに
なっているんですが、よくよく考えますと、2006
年の頃、外国人旅行者がまだ733万人しか来て
いなかった時に、外国人の消費額は非常に小さ
かったんですけれども、実は30 兆円以上の観光
消費額があったわけです。

一時、非常に日本の景気が悪くなった時代に、
全体が22兆円ぐらい下がった時代があって、今
は盛り返してはいるものの、この10 年間で観光
のマーケットというのは4兆円から5兆円減って
いるというふうになるわけです。じゃあその間は
日本の人口が減ったのか、日本の景気は本当に
そこまで落ちたのかということを考えますと、こ
の10 年間に生まれたマーケットはいっぱいある
じゃないですか、さっきのeスポーツもしかりで
す。ゲーム、スマートフォン。そして、例えばCD
が売れなくなっても、この夏、毎週末に何がある
かというと、野外フェスがずっと行われています。
先週からROCK IN JAPANが始まって、7月末に
はFUJI ROCK があった。ボブ・ディランが来まし
たけれども。そういう、CDが売れなくなっても、
若い人たちは体を使って音楽を聴き、みんなで
その感動を共有し、シェアしていく。そういうよ
うな新しい音楽の聴き方があって、ライブ・コン
サート市場は右肩上がりなわけです。ということ
は、この間にやはり、2000 年にアメリカのパイ
ンとギルモアさんという経済学者が Experience 
Economyという考え方を発表されました。新し

い経済があると、農業経済、産業経済、サービ
ス経済があって、その次にExperience Economy
というのがあるんだと、これを2000 年の頃に言
われたことがありました。まさに今そういう消費
行動になってきていると。

一方で、観光というのはまさにコト消費の典
型なんですけれども、にもかかわらず、何でこの
10 年間に4兆円も5兆円もマーケットを失ったん
ですか。これは、明らかに観光地の受入側が提
供しているサービスと消費者が求めているものに
ギャップがあるんではないかということを考えざ
るを得ないわけです。そういう意味では、この
ICTを使って何を考えていかなくちゃいけないか
というと、一つは観光の受け入れの人たちの生
産性向上を考えざるを得ません。非常に今は人
材不足で人がいませんから、データを使ってマー
ケティングをして広告宣伝費を極力下げていく必
要がある。旅館の裏側のバックヤードも、いろ
んな意味で生産性を向上しなきゃいけない。

それからもう一つは、やっぱり新しい経験の
価値の提供。ICT があるから、10 年前には体験
することができなかった新しい体験を伝える。こ
のことは考えていく必要があるだろうと思います。
その中で、JTB 総合研究所のほうでも新しいサー
ビスが消費者にどのような変化をもたらしたかと
いうのを最近プレスリリースで出していたんです
が、ここにあるように、デスクトップやノートパソ
コン、スマートフォンを持っている人というのは
もう当たり前になってきて、フィーチャーフォンみ
たいのを持っている人はどんどん減っていますの
で、こういったデバイスの問題が出てきますと当
然消費行動が大きく変わってきます。

ちょっと小さくて見えないと思うんですが、新
しい技術やサービスが広がってどういうふうに行
動が変わりましたかというふうに聞きました。こ
れはぜひ、JTB 総合研究所のホームページにリ
リース文がありますので細かくご覧になっていた
だきたんですが、例えば購買のところでも、現
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金以外で買い物をするとか、インターネットで買
う、それから店舗で見た商品をインターネットで
購入するみたいな人たちが当然増えてきて、店舗
で買うとか、それからバスや電車に乗るときに現
金で切符を買うんだという人はどんどん減ってい
ると。そういう意味で新しい技術が、それによっ
てお金の使い方が変わってきて、限りなくキャッ
シュレスに特に都市部ではなっていると思います
し、手続き関係もインターネットで行う。特に役
所や銀行の手続きとか、コンビニの荷物の受け
取りとか、ライブ・コンサートのチケットなんかも、
ほとんどチケットの生券というのは持っている人
がだんだん少なくなってきているわけです。そう
いうふうに行動が変わってきた。

そして、旅ではどうかって聞くと、旅行中に現
地の情報を検索するという人は明らかに増えて
きましたんで、今度は、タビマエ、タビナカ、タ
ビアトというふうに業界では言われていますけれ
ども、明らかにタビナカ、現地に着いてからどの
ように情報を提供するかというところが主戦場に
なってきたわけです。旅行のビジネスの中ではで
すね。もちろん出発前の予約、スマートフォンで
予約をする、インターネットで旅行商品を買うと
いうタビマエのビジネスが大きいというのはある
んですが、そういった旅のスタイルも変わってき
たと言えます。

それから、新しい技術やサービスで便利になっ
たと思うことという中で、ちょっとこれは聞き捨
てならないんですが、わざわざ出掛けなくても欲
しいものが手元に届くという人がすごく増えてい
て、そういう意味では「もう旅行に行かなくても
いいんじゃないの」というように言われる人もい
るんですけれども、よりそういった技術がどんど
ん向上すればするほどリアル体験を求めるという
傾向も実はあっています。国際会議がどんどん増
えています。インターネットで技術が高まれば高
まるほどなぜか国際会議とか企業ミーティングの
数が世界的には増えているんです。フェイス・トゥ・

フェイスミーティングというキーワードになってい
ますので、こういう方がいる一方でリアル体験は
増えております。

観光において考えなくちゃいけないことを3つ
挙げているんですが、ツーリズム戦略の観点で、
まず一つは、先ほど4 ～ 5兆円減っていますと
いう話がありましたけれども、DMOの人たちが
これから考えなくちゃいけないのはいかに新たな
ターゲットを増やすか。これは国内もインバウン
ドもしかりです。それから、閑散期にどのような
価値を生み出していくのか。観光地はシーズナリ
ティが大変大きいですから、やっぱり忙しいとき
と暇なときに従業員を抱えていられないというよ
うな問題がありますから、閑散期に新たな価値
を生み出すというところにDMOの真骨頂がある。
年間の入込の平準化を図る、そこにスポーツイベ
ントを当てていくんです。例えば鹿児島の菜の花
マラソン、これも閑散期に旅館の人たちが頑張っ
て生み出したスポーツイベントなんです。3つ目
が地域での滞在時間を伸ばす。日帰りを1泊、1
泊を2泊、そして1週間滞在、ロングステイ。ど
うやってそこの地域で楽しんでいただくかという
目的をつくる。そのことが観光消費額が上がると
いうことになるんです。

そういうことを考えたときに観光地における
マーケティング手法とか、またマネジメント手法
が変わってくる。こういうことを考えていない結
果として、この10 年間観光消費が4兆円も5兆
円もなくなっているんじゃないんですかと、ある
程度仮説けれども、でもこの期間に行政の人と
か民間の人がさぼっていたわけではないですよ
ね。一生懸命ゆるキャラで踊ったりとか、イベン
トでビラを配って頑張ってきたんです。でも、そ
の結果として4兆円も5兆円もマーケットが減っ
ている可能性があるわけです。これは埼玉県の
秩父。先生が埼玉は何もないとおっしゃったけれ
ども、郊外に行くといろんな建築物などがある
わけです。郊外に行くといろいろあるんです。最
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近行って面白かったのが、長瀞ってあるじゃない
ですか。昔は長瀞ライン下り。今はものすごくラ
フティングの人がいっぱいいます。昔はライン下
りで岩を見たりとか、物見遊山の観光だったと思
うんですけれども、今は確実にみんなで感動を
シェアする。もう全然スタイルが変わってきてい
ると思うんです。長瀞峡のところに行くと、もう
次から次に上からラフティングのボートが流れて
きます。

日本人もそうなっていますが、外国人もやはり
これから滞在時間を伸ばしていただかなくちゃい
けないということで、各政府のほうも消費額を上
げていこうという試み。そのために質の高い観光
地を、文化財をもっと活用しようとか、ショッピ
ングもそうでしょうし、さまざまな食のガストロノ
ミーツーリズムと、いろんなことをやろうじゃな
いかと、それではファイブスターのホテルも要る
よねみたいな。で、滞在時間を伸ばそうというこ
とでやっていまして、これがかなり今はいい形に
なっているんです。

最近観光庁が発表したデータ、これも細かい
ところはリリースをご覧いただければと思います。
既にご覧になった方も多いと思うんですが、主要
4カ国のアジアの方々は、ほとんどがリピーター
の方になってきました。中国はまだ初めてという
人が6割ぐらいいるんですけれども、ほとんどア
ジアの方はリピーターになってきました。10回以
上のハードリピーターの方も多いです。そういう

人たちがどういう行動をとるかといいますと、訪
日回数が増えるにつれて1人当たりの旅行消費量
が上がっていく。皆さんはどうでしょうか。同じ
ところに何回も何回も旅行に行ったら、だんだん
お買い物もしなくなってきて、安いところに泊まっ
て消費額が減るんじゃないですかね。インバウン
ドは違います。回数が増えれば増えるほど1人当
たりの消費額はなぜか上がっている。これはな
ぜか。中国の場合でも、最初の訪問時は22.1万
円ですが、10回以上だと30万円以上使ってい
ます。さらに、地方での訪問回数が増えているん
です。これはなぜこういう現象が起きてくるのか。
先ほど原田先生がおっしゃったようにパウダース
ノーからコーラルリーフまである。ものすごく多
様な国だからです。来れば来るほどやりたいこと
が増えてくるんです。その中で、観光庁の委員会
の中でも、「楽しい国 日本」。これはなかなか私
は素晴らしいキーワードだと思っています。体験
型でまさにExperienceを重視しようと、モノか
らコトだと。爆買いも、いい物はもう中国で全部
買えますから、別に日本で買う必要はないわけ
です。ですから、こういう「楽しい国 日本」って
シンプルでいいじゃないですか。そういう価値あ
る消費をつなげていこうということ、これは大事
なキーワードです。

その中で、外国人旅行者の消費を、今は4兆
円ですが、8 兆円までにしようと、さらには15兆
円に持っていこうじゃないかと。そのためにどう
いうExperienceが日本で待っているんですかと
いう話になると思うんですね。だから、地域資源
の活用、新たな体験型コンテンツの掘り起こし、
そして体験型観光の充実ということで、本当に自
然をどう活用するか。ここで国立公園の活用だっ
たりする場合もあるし、あとお祭りにもっと外国
人に参加してもらおうとか、それから、ナイトタ
イムエコノミーといわれていますが、夜のやっぱ
り楽しいエンターテインメント、そして、チケッ
トなんかの買いやすさみたいな問題が、VRとか
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ARの活用によっての新たな体験というのはある
と思うんです。外国人旅行者というのは、夜が
つまらないと今盛んに言われていますけれども、
夜のエンターテインメントが弱いということで盛
んに今いろんな取り組みが日本国内の中で始まっ
ていまして、東京都もナイトタイム観光という言
い方をして、今都庁でも推進されています。これ
はやっぱり、日本人ももっと夜は外、夜遊びとい
うのはちょっと啓蒙すると怒られちゃうんですが、
夜の時間がやっぱりもう一つ新しいライフスタイ
ルになるんじゃないかなと思います。

今はそういう意味で、例えばチームラボの
ミュージアムがお台場にできたりとか、いろんな
デジタルアートのコンテンツができたり、それか
ら、野球場のスタジアムも本当ににぎやかです
し、eスポーツのスタジアムとかいろんなものが
できると思うんです。そういう意味でこの夜にもっ
と楽しもうという動きは非常に素晴らしいと思い
ます。六本木アートナイトは私も一度参加したこ
とがあるんですが、夜通しプログラムがあります。
ほぼ24時間です。そういうアートの世界で今六
本木は非常に取り組みを進めていますので、こう
いった都心部の、遊休資産と私は呼んでいます
けれども、実はビジネス街というのは夜は死んで
いるところがいっぱいあるんですが、今度はそう
いうところで新しいデジタルアートとかがあっても
いいと思うんですけれども、非常に六本木の取り
組みは素晴らしいと思うんです。JTBのほうでも
今、DRUM TAOと組んで新しいノンバーバルの
エンターテインメントを始めました。そういう取
り組みが今、松竹さんとかいろいろなところも始
めていますけれども、こういう問題意識が日本の
国内の中で高まってきたというのは素晴らしいこ
とだと思うんです。

また、外国人旅行者は日本に来て何をしたい
と思っていますかというのを聞いてみると、日本
食というのは非常に高いんですが、スノースポー
ツがかなり上位に出てくるんですけれども、何と

いってもやっぱり自然系のニーズというのは高い
と思うんです。これは、リピーターになればなる
ほど日本のやはり自然環境の素晴らしさというこ
とに理解が深まってくると思うんです。その自然
をどのように使っていくのかというのがまさにア
ウトドアスポーツ。スポーツ庁が掲げて原田先生
が座長で取り組んでいる協議会でこういった議論
があるわけです。これが有名な、先ほどもお話
が出ましたけれども、内閣府の取り組みですが、
こういったものがまさに「楽しい国 日本」のコン
テンツになってくると思うんです。

最後に、新しい技術というのはいったいどうい
うふうになってくるのかという話なんですけれど
も、今大きな社会問題になっているのが、まさ
にこういった外国人旅行者で大変混雑していると
いう問題です。今は荷物の問題が社会問題になっ
ていまして、市内のホテルも荷物がいっぱいに
なってきてバンケットルームがつぶれていってい
ます。中国の方は、朝食を食べるときに荷物を
全部持って下りてしまって、「すいませんが、ご飯
を食べた後に荷物と一緒に下りてください」と言っ
ても荷物と一緒に下りてくるらしくて、朝食会場
の周りが荷物であふれるらしいんです。京都なん
かも今市内のバスが大変です。

こういう問題をどのように解決するかというこ
とで、今は手ぶら観光ということが国の中でも
言われております。日本の駅とかいろんなところ
がバリアフリーになっていないので非常に困りま
す。出張に来るたびに、特に今のような暑い時期
はなんて街だって思うんですが、やっぱりこういっ
た荷物移動が今は日本の地方観光においても問
題になっていると思います。そういう中で、これ
もJTBの取り組みを紹介しますと、LUGGAGE-
FREE TRAVELということで、最初の出発の時点
で、宿泊予約をしていただいた時に、その人の
行動に合わせて荷物が次の旅館、次の旅館とい
うふうに宅配できる仕組みをヤマト運輸さんとパ
ナソニックの共同開発で行って、今サービスが始
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まっております。その取り次ぎの荷物取次店を今
どんどん開発をしているところなんですが、こう
いった形で企業との連携の中でやっていく。だ
から、荷物はもうヤマト運輸さんの伝票もいちい
ち書かなくてよくて、全部行動に合わせて伝票が
日本に着いたら用意されていて、アプリで全部
操作ができて、フロントなんかでチェックインの
ときに荷物を預けたら次のところに行く。で、ま
た次のところに行く。

こういうことができるということは何ができる
ようになるのかということなんですけれども、例
えば荷物なしに2泊分だけ持っていって自転車
で移動すればいいんじゃないかという話になっ
てくるんです。こういうことで、やはりこういう荷
物の問題をICTで解決することによって新しい価
値を提供していくということだと思うんです。ス
イスでは今スイスモビリティという取り組みで、
LUGGAGEサービスがあって、スイスの国内は人
間の能力だけで、自然エネルギーだけで動ける、
移動しようよということで、カヤックとか自転車
を使ってスイス国内を移動しましょう。だから
LUGGAGEサービスもありますよということでスイ
スの国内の中を旅してもらうというのを国を挙げ
て取り組んでいるわけですが、日本はまだまだ
国全体でそのような、旗振りはしていますけれど
も、「あとは企業が頑張ってね」という形になっ
ていますので。

そういう一つの行動を生み出して、新しく日本
の体験をしませんか、だからこういう景色も見ら
れますよということを啓蒙していく、そんなICT
であってほしい。まさに新たな体験のためにICT
を使う。とにかく技術があればいいということで
はなくて、先ほどハイタッチの交流という話があ
りましたが、そういう体験を生み出していくよう
な新しい技術であってほしいなというふうに思っ
ております。

パネルディスカッション

伊藤：山下様、ありがとうございました。それで
は、次にコメンテーターの原田先生からお2人の
ご講演に関してのコメントをいただきたいと思い
ます。よろしくお願いいたします。

原田：素晴らしい発表をありがとうございまし
た。では、押見先生のほうから、ちょっと質問とい
いますか、私のコメントを含めてお聞きしたいん
ですが、さっき山下さんのお話にもありましたけ
れども、やはり観光地の受入体制が石器時代み
たいな観光のところが結構ありますよね。例えば
スノーリゾートの世界だと、例えばツェルマットに
来るスキーヤーってもう全部情報が入っている。
CIMですよね。ひも付いていて、この人は何回目と
か。で、10回以上来ている人はバッジをもらえて、
ツェルマットの中にいるとすごく「すごいね」と
言われるみたいな、そういったまさにひも付けが
必要になっているんですが、いわゆるそういうス
ポーツにおけるファンエンゲージメントを地域全
体で高めていく。地域の顧客とする。われわれも
研究でプロスポーツのファンの研究をよくやって
いるんですけれども、それを地域に拡大したとき
にどういうことが必要かというのが1点です。
　2つ目は、さっきのコペンハーゲンのwheel 
projectって面白いですね。あれは多分コペン
ハーゲンの環境問題とか交通問題なんかの解決
に結びつくと。こういうのをシビックテックと言い
ます。早稲田大学の私の同僚の稲継先生が『シ
ビックテック』というすごくいい本を書いているん
ですが、今後そういう社会問題解決のためのテク
ノロジーとかが重要になると思うんで、何かそう
いうところでご意見を頂ければなと思います。

伊藤：先に、押見先生お願いします。

押見：ありがとうございます。地域のファンエン
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ゲージメントをどう上げていくかということで、ま
ず難しいのは、要は、スイスの事例を僕は分かっ
ていないんですが、モニタリングができていない
という。ひょっとしたら地域へのファンエンゲージ
メントが高い人はいるかもしれないですが、その
人たちをつかまえられないというのが一番のまず
問題だと思っています。昨日鹿児島の指宿菜の
花マラソンというところの事務局にインタビュー
したんですが、毎年リピーターもいて、参加者が
1万人いて、毎年来てくれる人がいるということは
分かっていると。ただ、じゃあその辺りの例えば
データを取られていますかと言うと、「いやいや、
取っていません、事務局2人しかいないので」みた
いな回答なんです。どこに行ってもやっぱり大体
そうなんです。
　じゃあどうしたらいいのといったときに、いきな
りアプリにいくのも大変なので、アウトソーシング
じゃないですけれども、近くに例えば鹿屋体育大
学があって、データ収集を依頼したりとか、結構
アウトソースをどんどんしちゃっていいと思ってい
て。そういったところと連携を組んでいくと、ファ
ンのことをつかまえるデータをまず取っていける
と。じゃあどうやったらファンエンゲージメントを
高めていけるんだろうというふうになるので、まず
はデータとか、データというと数字ってなるかも
しれないですけれども、インタビューでも全然い
いと思うんです。いつも、人手が足りないのでい
つも終わっちゃうので、そこのまずデータ収集を
どうやっていくか。無理であれば、どうやってアウ
トソースするかということを考えるのがファースト
ステップなんだろうなというのが、いろんなインタ
ビューをしていての印象です。
　で、シビックテックですよね。ホイールを使って
社会問題を解決するというものなんですけれど
も、スポンサーシップの別の資料を読んでいる
ときに、最近のスポーツスポンサーシップのモチ
ベーションといいますか、一番大事なところはイ
シュードリブンで、イシューというのは、要は課題

を解決するための提案を、例えばスポンサーシッ
プしてくれた人たちに対してどう提供するのか。
さっきのHomeless World Cupもそうなんですけ
れども、やはりホームレスというのは全世界共通
のイシュー、課題であって、じゃあそれをスポーツ
イベントというものを使ってどう解決していけるか
というのが始まりにもなっていたということです。
あそこですごく大事だったのは、イベントをやっ
ただけで終わるわけじゃなくて、その効果がどれ
だけあったのか。それを経済効果と社会効果に
落として発表していったということがありますの
で、ただスポーツイベントをやりました、オッケー
ではなくて、それが社会の課題にどう影響したの
かということを明らかにする、数値化するという
ことがすごく大事だと思います。私の今日のプレ
ゼンはちょっと時間切れであまり伝え切れなかっ
たんですが、そこが本当に大事だというふうには
思っています。で、そこを使う上でITは多分使える
んだと思います。難しければアウトソーシングし
ようという話です。

原田：ありがとうございます。では山下さんにコ
メントと質問なんですが、先ほどのリアル×バー
チャルの話は非常に面白くて、バーチャルに行け
ば行くほどリアルの世界に引き戻されるというの
が非常に多い。スポーツがまさにリアルで、リバー
ラフティングをいくらYouTubeで見ても実際にや
らないと何も分からないし、実際にやると濡れま
すので、ものすごいバーチャル体験だと思うんで
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す。で、今後、例えば日本の優位性をさらにこのリ
アルの中で伝えていくには何が必要なのか。例
えばイギリスに行くと、ウィンブルドンとか、ラグ
ビーもプレミアリーグとかものすごいイベントが
あって、例えばサッカーだけで年間120万人の外
国人がサッカーを見るんですが、温泉はないし、
野生の猿もいないし、コウロギも鳴いていない、
単調な風景ですよね。結構だから全然ビジネスモ
デルが違うと思うんですが、じゃあ日本の場合、
今持っている優位性をさらに高めていくには何が
必要なのかなというのを少しお聞きしたいと思い
ます。それが1点目です。
　2点目は、先ほどの旅行かばんの話は非常に印
象的で、いわゆるサービステクノロジー、サービス
サイエンスの世界だと、本当の感動とか満足を得
るには、不満を解消していかないと、不満を持っ
たままではたぶん経験価値というのはそんなに
高まらないと。そうなると、安全とか、アクセスと
か、交通とか、混雑とか、利便性ですよね。そう
いったものを完全に解消していかないと本当の
意味での感動は生まれないんだろうなと思うの
で、今後さらにそういう旅行環境の整備というの
は必要だと思うので、じゃあLUGGAGEの次に来
るのは何かなというのを、ちょっとお考えをお聞
きしたいと思います。

山下：ありがとうございます。日本の優位性という
のは、これは本当に知れば知るほど圧倒的にすご
いなというふうに感じておりまして、日本の通常
面積を考えても、ヨーロッパの地図に重ねたとき
にスカンジナビア半島のてっぺんからスペインの
先っちょまであるような、広大な日本なんです。そ
こにパウダースノーからコーラルリーフがあって、
そして、それぞれの県ごとに多様な文化があると
いうのは、恐らく世界的にもない多様性というの
が日本の面白さだと思うんです。ですから、日本
の旅行というのは、恐らくヨーロッパ1周旅行以上
のものすごい多様な観光のスタイルがあるんで、

そこに触れた外国人が知れば知るほど何回も来
たくなるということはすごく分かる気がします。で
すから、そのやっぱり多様性とか、それから、本当
に日本の人と知り合わないと分からない世界とい
うのはいっぱいあるんで、もっと外国人旅行者と
日本人との接点を増やすということはすごく大事
なことだと思うんです。
　都内でもやはり、サラリーマンがいっぱい来る
ような有楽町のところとか新橋に外国人旅行者
が来て、ビールケースに座っている外国人がサラ
リーマンと会話をしている風景とかをよく見るん
ですけれども、そういうシーンがもっともっと日本
全体に広がっていって、やっぱり日本人に触れる
ということがすごく大事なところだと思います。最
近はいろんな翻訳の新しいテクノロジーが出たり
とか、それからぐるなびさんがやっているように、
レビューを全部多言語化するようなサービスを
やっておられるような会社もありますけれども、
日本が本当に生活の中身を見せていくということ
がこれからはすごく大事なことなので。
　で、自然なんかも、ただ単に景色がきれいとい
うことではなくて、その自然の中にある日本人の
暮らしというのはいったい何だろうかというよう
なことがすごく大事になってくるんで、より一層日
本人ということに対する興味・関心が増えてくる
外国人にそのことを伝えていく。それをどのよう
なプロセスで行うか。特に地方都市については、
まだまだ発見されていないことがたくさんあっ
て、外国人に対してですね。そういう、地方に分
散している中でしっかりつくっていく。それが観
光地の受入体制の組織化、組織の高度化とか、
DMOの話とかにつながってくるんではないかなと
いうふうには感じているところであります。そうな
ると、方言とかそういったものも含めて、あと食な
んかは特にそこに大きく、日本の多様性を一番実
は象徴しているのは食文化ですから、日本のガス
トロノミーというものにもっとスポットを当てても
いいんじゃないかなと思っています。
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　あと不満の解消というところなんですけれど、
本当に今荷物問題が非常にフォーカスされている
んですが、あとはずっと言われてきたことは交通
問題なんですけれども、やはりこれは、今Uberと
かも含めたシェアリングエコノミーとその規制の
障害というのがありますけれども、どんどん今、
例えば北海道なんかでもローカル鉄道がどんど
ん廃止になっていますし、地方都市というのは公
共交通機関がやはり立ち行かなくなっています。
一方で、シェアリングモビリティといいましょう
か、そういったものをどう連携していくか。空いて
いる車、朝と夜は農業をしていますが、日中は暇
になるから車を運転してもいいよという農家の方
がおられたりとか、例えば、分かりませんけれど
も、行政が持っている公用車がどう活用できるか
とか、そんないろんな、これを含めて全部遊休資
産だと思っているんです。だから、日本の国内に
ある遊休資産をうまく活用していって解消できる
不満というのはいっぱいあるんではないかなとい
うふうに思っていますんで、交通問題というのは
永遠の課題ではあるんですが、これをもっと解決
していかなくちゃいけないなと。
　まだまだいっぱいありますが、難しいのは、例
えば直島の芸術祭に来ている、島に来ている外
国人というのは、ものすごく不便な思いをしても
たどり着いてきているんです。直島の運用をして
いる光デザイナーの方に聞くと、便利にしたくな
いって言うんです。こうやってやっとたどり着いた
とか、やっと発見したというものが大事なんでと。
そこもまた、便利にし過ぎないことのバランスも
すごく難しいなと思っていまして、その辺の全て
の不満を解消すればいいかというと、そこのバラ
ンスもあるなと思って、ちょっと悩ましいところで
す。

伊藤：ありがとうございました。それでは、もう少
しで時間なので、最後にフロアの皆さまから質問
があればお願いしたいと思います。挙手の上、ご

所属、お名前をおっしゃっていただいて質問をお
願いしたいと思います。はい、どうぞ。

質問者：話された内容とはちょっと違うんです
が、自分が興味を持っているのが、中国でよく使
われているWeChatペイのようなキャッシュレス
の使用に関して、日本では今後、使用とか、広まる
可能性があるのかについて押見先生に少しお聞
きしたいなと思います。

伊藤：押見先生、お願いします。

押見：一般に皆さんに知られている範囲での回答
しかできないんですけれども、LINE Payとかそう
いったものがどんどん進んでいますし、今後も進
んでいくとは思うんですが、やっぱり結構日本って
現金、地方に行けば行くほどだと思うんですけれ
ども、なかなか抜けきれない部分があると思いま
す。ちなみに、東海大学の学生でキャッシュレス
について調べた学生がいたんですが、大学生は
キャッシュレスをするかしないかみたいな話で、
半分は払っていて、半分はやっていないと。なぜ
やっていないかというと、便利なのか分からない
とか、あとは個人情報がどうとか、キャッシュレス
にすることで個人情報を取られるのかなとか、そ
ういったところがあるので、その辺の情報をちゃ
んと開示するということもすごく大事なのかなと
思います。私も今頑張ってキャッシュレスにするよ
うにはしています。

伊藤：その他に質問はございませんか、あとお一
方ほどお時間があります。せっかくなのでどうぞ。

質問者：今日は素晴らしいお話をありがとうござ
いました。われわれ、東京というよりも日本です
けれども、来年はラグビーのワールドカップ、そし
て再来年はいよいよオリンピック・パラリンピック
ということで、非常に大きなイベントを迎える。そ
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して、ここでは間違いなく相当な数のインバウン
ド、海外からのお客さまを迎えることになると思
うんです。で、当然どちらのイベントもたくさんの
お客さんが来られることは放っといても間違いが
ないというふうには思うんですが、問題は、この1
回来たお客さんをどう次につなげていくか、定着
させていくかというところが大いなる課題である
というふうに認識しておるんですが、ぜひ、今日お
られる、山下さんもそうですし、原田先生もそうな
んですけれども、見識のある方に、何か思われる
ことがありましたらアドバイスなり知見なりを教
えていただきたいと思います。

山下：こういう国際メガスポーツイベントがあると
やはり、業界ではロングホールとよく言いますけ
れども、遠くからの人が増えてきます。ロンドン
オリンピックの後はやっぱりアジアからのロング
ホールのお客さんが増えたというんです。今、東
アジアはある意味では、待っていてもと言うと語
弊がありますが、どんどん増えていくことは間違
いがないわけでして、このオリンピックを契機に、
やはりヨーロッパやアメリカの人たちに継続的
に来ていただくというのがすごく大事です。特に
ヨーロッパとかアメリカの方々が旅に求めている
ものというのはやっぱり、非常にアクティビティ志
向が強くて、例えば世界にはアドベンチャーツー
リズムという北米とかが中心の大きなマーケット
があって、例えば1週間で30万とか40万ぐらいの
パッケージで、その地域の文化とか、それからアク
ティビティを体験しながらストーリー性のある旅
をしていくというような、そういうマーケットが結
構あるんです。単発でラフティングとか里山サイク
リングということじゃなくて、本当に日本国内を1
週間ぐらい移動しながら、一つのテーマを考えな
がら日本の多様性、自然とか文化を体験していく
というような、そういうスタイルのマーケットが実
は世界にあります。
　こういったことというのはなかなか日本国内の

観光庁とかも気付かなかった、世界には結構そう
いうアクティビティ志向の強いマーケットがあっ
て、かなり年収の高い、でも平均年齢は35歳ぐら
いのラグジュアリーマーケットの中でもちょっと
また違うマーケットが存在していて、そこに大きな
国際機関があるんです。そこにCNNとかナショナ
ルジオグラフィックのようなマスコミも入っている
ような国際ネットワークがあって、実はこういう人
たちに日本というのはすごい国らしいということ
がだんだん知られてきているんです。
　恐らく東京のオリ・パラがあったときに、東京
がどんな街かということよりも、日本というのは
いったいどういう国なんだということにかなりの
フォーカスが当たると思います。特に今はSDGsと
かいう問題になってくるんで、それを日本が先行し
てやっていかなくちゃいけない時に、やっぱり日
本の自然環境保護とか、文化財の保護とか、それ
と実は地方部にそういう面白いものがあるという
ことになってくるので、東京オリンピックというの
は東京だけの問題というよりも、実は世界的に注
目されるのは恐らく日本のローカルではないかな
というふうに思います。その情報をどれぐらい発
信して、世界でも体験できないような実はユニー
クな体験ができるデスティネーションなんだとい
うことをぜひ伝えていく必要があるかなという
ふうに思います。確実にそこに注目が当たるんで
す。
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原田：今のご質問を受けてなんですが、実は東京
オリンピックって住む人にとっては迷惑千万なイ
ベントなんです。その辺がフェンスだらけになっ
て立ち入り禁止区域ができて、アパホテルが1泊
10万円になりますから、普通に東京に来ようと
思っても来られなくなっちゃうんですね。で、多分
混雑して、これ、大会期間中に台風が2回来たら、
オリンピック期間が延びてどうするんだぐらいの
心配もあるんですが、今山下さんがおっしゃった
ように、副産物、それによって東京あるいは日本
全体が世界からフォーカスされる。ロンドンオリ
ンピックのときは、実はロンドンに来る観光客っ
て前年比6～7％減だったんです。でもその後、継
続的にイベントを仕掛けながら増やしていったの
で、東京都もポスト2020を語るならば、次のイベ
ントですよね。オリンピックほどの大きいものは
必要ないと思うので、ノーメガスポーツイベントと
か、そういういろんなことで日本に注目を集めて
いくのが重要だなと思います。
　あと、アジア、私はこの2カ月でフィリピンとバ
ンコクに出張で行ったんですが、若いんですよ。
フィリピンの平均年齢が今何歳かご存じですか。
24歳。日本は43歳です。腰が痛いとか膝が痛い
なんていう人はいない。だから、スポーツは本当
に親和性が高い。フィリピンとバンコクに行って
びっくりしたのは、プロのバレーボールリーグが
今ものすごく盛んで、フィリピンも毎日ライブでバ
レーボールを流しています。ということで、アジア
のことを、皆さんがご存じないケースが多い。例
えば、マレーシアにラグビーなんて絶対ないと思
われるでしょう。ところが、コブラテンズって10人
制のラグビーのイベントをやって、ガーっと人が
集まってやって、それを日本に持ってこようみたい
な話もあって、やっぱりリサーチですよね。いろん
なことをリサーチしながら、ポスト2020に何がい
いかと常にアンテナを張りながら戦略的にやって
いくというのが重要だと思います。

伊藤：ありがとうございました。そろそろ時間で
すのでパネルディスカッションを終わりたいと思
います。このパネルディスカッションを最初企画
したとき、私は、原田先生に基調講演をお願い
することは決めていたんですけれども、先生に、
スポーツ都市戦略のパネルディスカッションはど
うしましょうかとお話ししたときに、「伊藤先生、
ポスト2020はITだ」というふうに言われて、「あ
あ、ITか」と。押見先生のお話にもあったんです
けれども、やはり研究というのは後追いになりが
ちなんですね、原田先生も今おっしゃられたよう
に。実際にどういうことがあって、それをじゃあど
う実証・検証していこうという流れになりますの
で、実際に私どもITがこんなにスポーツ都市戦略
に重要になるとは思っていなくて、これを研究者
として今後どういうふうに突き詰めていくのかと
いうのがすごく重要になるのかなというふうに私
自身このパネルディスカッションを通して感じま
した。
　また、今回はITにフォーカスしましたけれども、
ITからまちづくり、もちろんスポーツ都市戦略と
いうものに派生しましたし、あとはスポーツコミッ
ションの経済効果や、文化社会というと、押見先
生が言われたソーシャルインテグレーション（社
会統合）、どうやって社会的問題を解決していく
か。こういうトピックが、ITから幅広く波及してい
くんだなと感じました。言ってしまえば、こういう
メガイベントを開催することが、ただ単に都市、も
ちろんスポーツ振興だけではなく日本の社会を
変えるという視点で、すごく重要な示唆を今回の
セミナーで得ることができたのかなというふうに
私自身感じました。
　次年度は、メガイベントの効果・インパクトに
ついてオタゴ大学のジェイムス・ハイアム先生を
お招きして、議論します。今回はIT、スポーツ都市
戦略に絞りましたけれども、来年はもっと大きな
視点から、じゃあメガイベントの効果にはどうい
うものがあるんだろうというものを包括的に議論
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していきたいと思います。そういった意味では原
田先生、押見先生、山下様にはすごくいい流れを
つくっていただきました。そして、内容的にも非常
に充実した新規性のあるトピックだったのかなと
いうふうに私自身も感じております。皆様にとりま
しても有意義な時間になったことを願っておりま
す。それでは、パネルディスカッションを終わりた
いと思います。先生方、どうもありがとうございま
した。
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<PartⅠ>

“Sports, events and sustainable 
development”
James Higham

Konnichiwa and Kia Ora. It’s an absolute 
pleasure to be here. Thank you very much 
to everyone who is here, but particularly, 
can I say, a very warm thank you to the 
University of Wakayama and the Center for 
Tourism Research, which has been hosting 
me here in Japan over the last week or so 
and to Kumi and to Eiji and to Adam and 
to the admin support staff and to everyone 
who has made this visit possible.

I am very grateful for the opportunity 
to speak to you all, particularly given that 
Japan is the center of the universe for sports 
at the moment. The eyes of the world are on 
Japan with this incredible array of sports 
events and sports activities taking place 
here, right now with the Rugby World Cup 
and over the coming years, of course we 
have also had this event recently in Japan, 
next year the Tokyo Olympics and the World 
Masters Games. This is an incredible array 
of sports and events that are taking place 
now and in the not-too-distant future, and 
they offer a very timely opportunity for us 
to think about sports and to think about 
sports in relation to development and to 
think about the opportunities that these 
sorts of sports and these sorts of events 
offer to the country of Japan.

When I look at these events, I see a great 
diversity. We have team-based sports. We 
have individual-based sports. We have 
mixed sports, single sports. We have the 
absolute elite level of competitive sports. We 
have those sports that are very competitive, 
but sub-elite at least the masters-level 
competitors. We have power sports. We have 
lifestyle sports. There is amazing variety 

and diversity of sports, and with those 
different sports come all sorts of different 
opportunities. And it’s great to be here to 
offer some of my considered thoughts on 
those sorts of opportunities, particularly 
as they relate to sustainable development. 
That’s what I want to do over the next 60 
minutes or so.

By way of an overview, I want to explore 
some aspects of sport that I have been 
studying, particularly with a colleague 
of mine, Tom Hinch, from the University 
of Alberta. He has spoken in this forum 
previously. In our writ ing together, we 
thought about some of the aspects of sports 
that may be of interest to this audience. I 
want to talk very briefly about the origins 
of sports and some interesting insights 
from sports in ancient t imes. I want to 
run through these things. I want to talk 
about the functions of sports and how the 
functions of sports within societies are 
constantly changing, constantly evolving. 
I want to talk briefly about definitions of 
sport because there are different ways that 
we can define sports. I want to highlight two 
ways, technical and interpretive definitions 
that tell us different things about sports that 
we might want to be aware of.

Part of the purpose is to consider the co-
evolutionary forces in sport and society, 
by that I mean I want to talk about how 
sports shape our societies, but also how 
our societies shape sports. Then I want 
to address the sustainable development 
goals, but I am going to focus on three 
in part icular ; SDG 3 Good hea lth and 
wellbeing, SDG 5 Gender equality, and SDG 
10 Reduced inequalities. I just want to share 
some thoughts and some reflections. These 
SDGs that aren’t necessarily as front of mind 
or high profile as the big environmental 
challenges, for example, that we face. They 
are perhaps not the first SDGs we think 
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about, but these are very important SDGs, 
no less important than any others, and I do 
want to talk briefly about them and share 
some thoughts and reflections before I offer 
some concluding remarks. I am hopeful 
that my presentation will provide a nice 
introduction to the other panelists and their 
presentations, which I am really looking 
forward to.

In terms of the origins of sport, I read 
a book not so long ago about Alexander 
the Great of Ancient Greece, Alexander of 
Macedon. I was fascinated when I read in the 
earlier chapters of his life. At a very young 
age, in his early 20s, Alexander the Great 
was preparing for his Persian campaign, he 
was planning to avenge the Persian invasion 
of Greece led by Xerxes. In preparation 
for his departure his armies were ready, 
he was ready to leave, he didn’t know how 
long he was going to be away from Greece 
for. On the eve of his departure, he hosted 
the Olympian Games in Northern Greece. 
You are going to be hosting the Olympic 
Games in 2020, but in the 3rd century BC 
Alexander hosted the Olympian Games. 
The reasons why he hosted the games were 
quite unique. He hosted the Olympic Games 
because he wanted to convince everyone 
in ancient Greece that he was a demigod, 
that he was half human and half god, that 
he was a demigod of Greece. So, on this 
coin you can see Alexander with the ram’s 
horn on the helmet indicating godliness. He 
wanted to be sure that his people would be 
loyal to him while he was away in battle and 
that they would worship him, and that’s why 
he hosted the Olympic Games. It served a 
very specific purpose for Alexander before 
his Persian campaign. Of course he never 
returned to Greece, he died a decade later, 
but that was the purpose of the Olympic 
Games in his time, in Ancient Greece.

It’s interesting to think about the origins 

of sport, and it’s interesting to think about 
why we engage in sports and why we host 
sports. It leads us, I think, to these sorts 
of considerat ions. Sports are cultura l 
phenomena. They are very much a human 
phenomenon. Sports are cultural forms of 
bodily engagement. Sports movements are 
not natural movements; they are cultural. 
The landscapes of spor t a re cu ltura l 
landscapes. They are largely designed for 
human purposes at the built end of the 
continuum. Last night I was at Yokohama 
Stadium, it’s a built sports scape, 70,000 
fans in this arena, this amazing stadium. 
But even sports that take place in natural 
environments are still cultural. When I 
take my son snowboarding, it looks like a 
lovely mountain with beautiful snow, but 
it’s a cultural environment. It’s groomed. Its 
shape is managed for the purposes of the 
skier or the snowboarder. Even the snow 
maybe artificial, maybe made by people. So, 
we have this interesting aspect of sports 
venues being more or less natural. And some 
sports of course rely on environments that 
are as natural and unmodified as possible.

Sports are social ly constructed. Our 
sports are a reflection of our culture and 
our society. Of course the sports that we 
practice in New Zealand are very different 
to sports that are practiced in other parts 
of the world. One of the things that Tom 
Hinch and I wrote about was how sports 
are a mirror of our society. They reflect our 
societies. Our sports evolve and change as 
our societies change. Sports can be a very 
vivid expression of national identity or local 
identity, and it’s really important that we 
understand this and it’s really important 
that we protect the uniqueness of sports. 
One of the reasons why tourists may choose 
to travel is to experience the unique culture 
of the destination, and sport is a really 
important expression of unique culture and 
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identity.
I have to draw on some of my experiences 

over the last week or so, because one of 
the things that Tom and I wrote about was 
that sport may be all of these things that 
I have mentioned, but they may also be 
very powerful tourism attractions. When I 
went to see the Hanshin Tigers, I could see 
evidence of this very very clearly. Eiji took 
me to Kobe to watch this. We don’t play 
baseball in New Zealand. I didn’t go to this 
game because I am a baseball fan. I went 
to this game because I was intrigued, and 
the sport itself was really interesting, it 
was fascinating. Eiji explained the rules to 
me, and I found it really entertaining and 
interesting. I wasn’t a fan; I was wearing the 
shirt, I was wearing the cap, but I was there 
as an observer, as a tourist. But in addition 
to the game there were lots of aspects of the 
Tigers' experience that really engaged me as 
a tourist, such as the sports museum. I was 
able to get an understanding of the place, 
the community, the history, the sports club, 
fascinating insights into aspects of society. 
Then of course, apart from the game, there 
was how the crowd performed and how 
the crowd interacted with the players. 
This for me was a fascinating aspect of the 
experience. The game was very close. It was 
really fun to be there. I wanted the home 
team to win. But the most fascinating thing 
for me was how the crowd would sing and 
how the crowd would chant and how the 
crowd would let the balloons go up at the 
end of the 7th inning. I have never seen this 
before. It was really fascinating. As a tourist, 
this was really really attractive to me. It 
gave me fascinating insights into sport and 
society.

Of course, yesterday I went to Yokohama 
Stadium for the All Blacks against South 
Africa, and here again we saw aspects of 
national local culture. We were watching 

the big screen, another game, and the crowd 
was getting more and more excited, and in 
the background we could hear these beating 
drums that was adding to the atmosphere. I 
have never seen anything like this at a game 
of rugby. This was rugby being produced 
Japanese-style, and it was amazing. Not 
only that, but as a tourist, I was able to 
interact with local people in ways that I 
could never have done if it wasn’t for the 
sport. Here we have some school kids on 
the train going to Yokohama to the same 
game. As soon as they saw our All Blacks 
shirts, we were together because they were 
All Blacks fans, and we had a fantastic time. 
It was really really fun. I would very rarely 
be able to do this as a tourist, engaging with 
local communities outside of the context of 
sports. It wasn’t just once, it was the whole 
evening. We had an absolute party with 
these other kids who were all united with 
us, complete strangers, because of the All 
Blacks. Two kids had a rugby ball, so we 
started playing rugby. This was right outside 
the stadium, and we had a fantastic time 
interacting because of sport. Sport created 
these new relationships between hosts and 
guests, removed barriers, and it was just 
unforgettable.

Then, there are the All Blacks, and I could 
show you very proudly how well they played 
and how well they performed. But one thing 
in particular stood out to me after the game, 
sometime after the game had finished. The 
South Africans had left the field, they had 
disappeared, they had gone. The crowd was 
still excited. There were lots of people still 
in the stadium, and the All Blacks came 
down to our end of the field and they lined 
up facing the crowd and bowed to thank 
the Japanese audience, and this moment of 
connection made me feel really proud, and 
they did it on all four sides of the stadium. 
I don’t know whose idea this was, but the 
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Japanese in the crowd absolutely loved it 
and reacted in a very friendly and respectful 
way. It was really a very special moment as 
expressed through this particular sport.

Let me share some thoughts around 
definitions, definitions of sport, because in 
our writing, Tom and I have thought about 
different ways of understanding sports. We 
think particularly about two approaches. 
The f irst I want to ta lk about are the 
technical definitions, and the technical 
approach to define sport tries to explain 
what is and what is not a sport and these 
definitions usually identify certain defining 
qualities or criteria. The most common 
is that sports are physical activities, they 
engage the body in physical movement. 
However, with any of these criteria, we can 
think of them as very varied.

This is very physical and most people 
would agree that Olympic long jumping is 
a sport. It qualifies as a physical activity. 
But what about this? This is eGaming. 
This is gaming online. This person may be 
competing against one of these other people 
or they may be competing with someone 
in real time on the other side of the world, 
virtual sports. These may be considered 
sports? Are they physical enough to qualify? 
That’s an open question. Virtual sports, 
eSports, have huge audiences now. Like 
these arenas that might have 15,000 fans, 
and the competitors are sitting at their 
consoles competing with each other and 
being projected onto the screens. They have 
massive fans. But it’s up to us to decide if 
this is a sport or not on the basis of physical 
activity.

Secondly, in terms of technical definitions, 
sports are competitive. We play to win. 
There should be an element of competition. 
But again, compet it ion is very varied. 
Again, there is a big variation in elements 
of competition. Usually in sports, we think 

about human opponents; the All Blacks, 
New Zealand playing against South Africa, 
or Japan playing basebal l against the 
USA, human opponents. But look, there 
are all sorts of ways that we can engage 
in competition. We might compete against 
judges like in gymnastics or diving, and 
the judges will determine who wins. We 
might compete against timing devices like 
cycle time trials. We are trying to beat the 
clock. You are racing against the clock. 
There are a l l sorts we might compete 
against machines. There are a l l sor ts 
of aspects of competit ion, from human 
opponents to all sorts of other measures of 
competition. Of course individually we may 
be very competitive or we may not be very 
competitive in our sports. We may be social. 
We may want to keep fit. We may want to 
engage with similar people. These may be 
other reasons for engaging in sports.

My colleague at Otago, Mark Falcous has 
said that increasingly now we see sports 
that are self-referenced. These are sports 
that are referenced by the individual in 
relation to themselves. They may be running 
in a marathon, and they don’t care if they 
come first or last. Their performance, their 
competition is referenced to themselves. 
They may have a time that they want to 
beat, three and a half hours. If they are 
faster, they are happy, they have won. If they 
are slower, have to train harder, try again 
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next time. Self-referenced sports may also 
relate to our identity. Who we want to be? 
What sort of person we want to be? These 
are different ways of looking at competition 
in sport.

T h i r d ly,  t e ch n ic a l  de f i n i t ion s  a r e 
institutionalized. There are rules. Sports 
have rules, right? We need to know what 
the rules are, so we can understand how to 
play fairly, how to compete, to win or lose. 
But again, this criteria can be confusing. 
We have some rules that are codified and 
enforced. At the rugby yesterday, the referee 
would blow the whistle and no one would 
question the referee, very strict rules. But 
some sports have rules that are informal or 
casually implied, just by agreeing between 
the players maybe. Other sports have no 
written rules, but informal rules are passed 
over through participation. You have to be 
part of the culture of the sport to learn the 
rules. Some sports, participants don’t want 
any rules. They don’t want to be constrained 
or compromised by someone else’s rules. 
They just want to freewheel. They want to 
engage in the sport on their own terms. And 
in this area in recent decades, certainly in 
New Zealand we have seen huge growth in 
these sorts of sports where participation is 
self-referenced and rules are not considered 
to be enforced where people can experiment 
and trial and play with the sport for their 
own purposes. These are sports that are 
relatively free of rules and increasingly 
linked to sport subcultures, people who 
want to express themselves through sports.

These technical def init ions are very 
useful, but they are also compromised 
because although technical def init ions 
have defined sports, going right the way 
back to Alexander the Great and to ancient 
civilizations, sports from the dawn of time 
have been competitive, physical, rules-based. 
But the failing of technical definitions is that 

they don’t capture the evolution of sports 
over time. Some scholars have rejected the 
idea that sports can be defined in technical 
terms and have called for an alternative 
approach. This alternative approach to 
studying sports is called the interpretive 
approach. The interpretive approach says 
that sports are socially constructed that 
they are a reflection of their sociohistorical 
circumstance.

Sports vary in space and time. Sports 
in New Zealand are different to sports in 
Japan. Sports in New Zealand 50 years 
ago are very different to sport in New 
Zealand today or in the future. So, John 
Bale defined sports as– whatever you see 
in the newspaper, the sports section of the 
newspaper, and here we have New Zealand, 
Japan, UK newspapers, very different ideas 
of their sports. This idea captures the fact 
that sports are evolving and constantly 
changing as our societies change over time. 

I really like this approach because it helps 
us to appreciate that sports are dynamic, 
that they are constantly changing within 
our societies.

The interpretive approach allows us to 
better differentiate between two models of 
sports, and I really like this approach. The 
first model is referred to as the dominant 
power and performance sports. These 
are typically team sports. They are based 
usually on physical prowess and ski l l , 
like the Rugby World Cup. The power and 
performance sports comply typically with 
these sorts of criteria. They are usually 
team-based, like the Japan rugby team here. 
They are competitive. The rules are sacred. 
You have to respect and abide by the rules. 
They are often based on physical prowess, 
strength, skill. Leadership is conservative. 
That means that the players abide by the 
authorities for the sport. They don’t question 
the rules. They have to comply with the 
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rules. They can’t challenge the rules. They 
can’t question the rules. They can’t question 
the referee. The referee’s judgment is sacred. 
Training is typically rigid and repetitive to 
instill the skills required to play the sport 
and contribute to the team. This is the 
power and performance model.

But the interpretive approach also allows 
us to recognize the emerging pleasure and 
participation model of sport, and these are 
the sorts of criteria that are increasingly 
associated with pleasure and participation 
sports. These are often individual sports 
where there may be a sense of community 
around individuals that engage in the 
sport . They may be experimental , and 
part of the attraction of the sport may be 
because part icipants want to have fun 
and experiment and push the boundaries. 
Some of the legends of these sorts of sports 
have done things that no one thought 
possible. There are no rules. They just 
want to experiment, freewheel. The rules 
are abandoned or resisted; don’t want to 
be constrained by someone else’s rules. 
Authority is resisted. Some might engage in 
the sport intermittently. They may engage 
in the sport and stop and come back to the 
sport later in life. Others may rarely engage 
in serious leisure, and the sport may be 
absolutely central to their identity and to 
their lifestyle. Their job, where they choose 
to live, what they do in their lives, it’s all 
built around the sport.

Lifestyle choices and expressions of 
ident ity may be powerful ly expressed 
through these sorts of sports. These are 
the pleasure and participation model of 
sports. Snowboarding, sailboarding, surfing, 
mountain biking. When I was a boy at 
school, these were not available. It was only 
the power and performance sports that 
were available. I am pleased to say that 
my son can surf at school now if he wants 

to. This is an option. He can represent the 
school at surfing. There are lots of kids at 
his school in New Zealand who don’t want to 
play rugby. They don’t have the physique for 
rugby. They don’t want that physical sport. 
They want alternative sports. Now I am 
pleased to say they have that opportunity 
and they are respected for their choice of 
sports.

Let’s think about these aspects of sport 
in relation to some of the SDGs. I would 
like to begin with 'SDG 3 Good health and 
wellbeing'. I am going to suggest in this 
lecture that globalization and the increasing 
connectivity of the world has contributed 
to a crisis of identity where the traditional 
foundat ions of our ident ity have been 
eroded and undermined, and increasingly in 
a globalized world people are searching for 
new constructions of identity. Previously, we 
might identify ourselves by nation. I am a 
New Zealander, and this means something, 
but today being a New Zealander means 
much less, it’s much less clear what that 
means than in the past. We have to find new 
ways of constructing our identity, and sports 
have become increasingly important. Sports 
and tourism have become really important 
in how we construct our identity. 

Spor t subcu ltures a re an aspect of 
culture that is shared within a group, 
and these subcultures may be based on 
activity, occupation, race, ethnicity. These 
sorts of aspects might inform our personal 
identities, of course we are going to focus 
particularly on activities and on sports. 
In New Zealand we have certainly seen 
the growth of action sports, which have 
become a really important site of identity 
formation and identity development. Sport 
subcultures, I am cit ing here the work 
of Scarlett Hagen at the University of 
Otago, a recent PhD student, supervised 
by my colleague, Mike Boyes. She is an 
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international mountain biker, and her PhD 
focused on sport subculture. She identifies 
these sorts of qualities of sport subcultures. 
You can see them for yourself these aspects 
of l i festyle, individualist ic freedom of 
lifestyle expressions, connection to localized 
environmental spaces, membership being 
informal, members may engage in the 
subculture as they choose. These I think are 
really nicer insights into how subculture 
may be linked to personal identity.

What does that mean for SDG 3 Good 
health and wellbeing? Well, again I cite 
Scarlett Hagen’s work here, and in her 
research she identifies that belonging to 
an action sport subculture has measurable 
positive effects on the quality of life of 
pa r t ic ipa nt s .  In our cur rent moder n 
societ ies, these aspects of health and 
wel lbeing are important and you can 
see them for yourself. Physical health, 
friendship, satisfaction, and happiness. 
Being closely related ,  hav ing a c lose 
relat ionsh ip w it h your loca l  natura l 
env ironment . Cha l lenge and t ransfer, 
development skills that are transferable into 
other aspects of one’s life, happiness. Also 
these sorts of things; goal setting, caring for 
others, being part of a community that looks 
after each other, purpose of living, status, 
but also being part of a self-help system 
where other members of the subculture 
help participants in all aspects of their lives. 
I think these sorts of action-based sport 
subcultures are really really important for 
us to think about in relation to good health 
and wellbeing.

What about gender equality, SDG 5? Well, 
let me use the example of rugby because 
the sport of rugby in New Zealand has 
changed phenomenally in recent years, 
and I want to share with you some of those 
dynamics within our society. In the 1970s, 
the male engagement with rugby looked 

like this. Here’s the All Blacks performing 
the haka in the early 1970s, this is 1972. 
And aside from all else, I would have to 
say that this performance of a haka would 
today be considered a national disgrace 
and embarrassment. The haka would be 
performed for the crowd’s entertainment. 
There were no cultural understandings, no 
cultural meaning. You can see here, these 
guys don’t even know what they are doing, 
they are looking at each other to work out 
what they should be doing next. When you 
see the haka being performed in the '70s, I 
am shamefully embarrassed. But the point 
here is that in the 1970s males played rugby 
and females washed their jerseys. This is 
a historical photograph from the 1970s, 
and it’s absolutely real. The female role in 
rugby was to hang out all the jerseys on the 
washing line to make sure that they were 
ready for the next game.

We saw yesterday TJ Perenara leading 
the All Blacks haka at Yokohama Stadium, 
and it’s awesome. There has been a cultural 
renaissance. The All Blacks in the late '80s 
had a Māori captain who said, “We are 
going to stop doing the haka, we are not 
going to do it anymore, unless we do it for 
real.” It was a defining moment. But did you 
know that the Black Ferns are the female 
equivalent of the All Blacks in New Zealand? 
Ten years ago, there would have been no 
female haka. This is a fantastic and very 
public expression of our society evolving 
and changing. I want to show you a little 
YouTube clip to show you the Black Ferns 
haka. (Video)

The women no longer wash the jerseys. 
The Black Ferns are an incredible force in 
gender politics in New Zealand now. This 
team has some incredibly good players, so 
much so that many people want to see the 
Black Ferns in New Zealand more than they 
want to see the All Blacks. They have got 
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some players who are household names. 
And this is what happened to New Zealand 
in December last year, totally unimaginable. 
Five years ago, two years ago, this player, 
Black Fern’s player, Kendra Cocksedge, won 
the New Zealand Player of the Year Award, 
a female Black Fern beating out All Blacks. 
These two guys played at Yokohama Stadium 
yesterday. This guy is injured, Brodie 
Retallick. These guys are legends of the 
sport in New Zealand. But a female won that 
esteemed Player of the Year Award last year 
for the first time. It’s absolutely amazing. 
What a contrast. This is a reflection of how 
our society has evolved.

I also want to talk about 'SDG 10 Reduced 
inequalities' and I will stay with the example 
of sports in New Zealand. I want to share 
some insights again that show us how 
important sports are within our societies. 
These t wo pic tures were ta ken f rom 
Yokohama Stadium last night during the 
game and straight after the game. I like this 
picture because it illustrates the respect that 
the players have for each other, the respect 
between the teams. But it hasn’t always 
been like this. You are probably not aware, 
but in 1981 the South African Springboks 
toured New Zealand when the apartheid 
regime was very much still in place in South 
Africa and it divided New Zealand society. 
Pro-tour rugby supporters who argued that 
sport/politics don’t mix. Anti-tour protesters 
who tried to stop the tour with protests 
against the racism in South Africa that at 
times became very bloody. This tour played 
out over two months, and the country was 
bitterly divided in 1981.

But something interest ing happened 
during that tour. The protest movement 
began as a protest against racism in South 
Africa, and Nelson Mandela imprisoned 
on Robben Island said that when he heard 
about the protests in New Zealand it was 

like sun began to shine through his prison 
cell window. But during the course of the 
protests, increasingly there was indigenous 
Māori engagement in the protest movement, 
not because of racism in South Afr ica 
so much as racism in New Zealand. This 
became also a protest movement against 
Māori disadvantage in New Zealand colonial 
society. One of the outcomes that we can 
directly link to the 1981 Springbok tour is 
reflection upon race relations in our own 
country. This was an important step in the 
Māori cultural renaissance. The moment 
was grasped to advance a Māori cultural 
renaissance. Upon reflection, the Springbok 
tour was a driver of social change in New 
Zealand society. 

One of those aspects, which we didn’t 
even think about before, is the Te Whare 
Tapa Whā, Māori Health Model. This is 
an indigenous hea lth framework, and 
previously in New Zealand we didn’t even 
think about this. It’s a health model that is 
embedded in the Māori cultural worldview 
and Māori views on health. Māori health, 
indigenous health frameworks see four 
pillars or four cornerstones of good health 
and they are home or community, spiritual 
health, physical health, and emotional or 
mental health. They are not separate, they 
are all part of the Māori world. Contrast that 
with the dominant colonial European model 
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of health, which focusses predominantly 
on the physical manifestations of health. 
In New Zealand, if you don’t feel well, you 
go to the doctor, and the doctor examines 
you physically and arrives at a diagnosis. 
This is not how Māori see health. Because 
of this, many Māori may avoid medical 
care to avoid physical examination. Now 
in New Zealand, it is important that Māori 
healthcare systems are available to provide 
a unified approach to health services. So, the 
Springbok tour, the sport of rugby in that 
moment fundamentally shifted New Zealand 
society.

Looking to the future. It’s interesting 
to note that the International Olympic 
Committee sees sports as a human right and 
the United Nations tells us that sport is a 
low cost high impact tool for humanitarian 
and human development. Those are big 
claims. Those are big words. Sport, as we 
can see here from the IOC and from the 
United Nations, has a critical role to play 
in our societ ies. We would argue that 
sport and tourism are increasingly being 
recognized as really important in terms 
of quality of life, in terms of subjective 
wellbeing, but there are still enormous 
barriers to achieving these aspirations. 
There are enormous barriers to achieving 
sport as a human right and as a tool for 
human development.

Many sports remain defined by social 
class, race, and gender. Many sports are 
not easily accessible. Many sports are not 
available to people who might benefit by 
participating in sports. Many sports are 
closed. There are many barriers to sport in 
our societies, and we need to be conscious 
of those barriers. Particularly when we 
live in societies, some more so than others, 
where there a re rea l concerns about 
sedentary lifestyles, like kids who spend a 
lot of time on devices without getting out 

into the environment, kids who are wedded 
to the internet and social media, living 
unhealthy lifestyles. We have an obesity 
epidemic in New Zealand and getting kids to 
participate in sports, but also not necessary 
to be Roger Federer or Kei Nishikori, but to 
be healthily engaged in sports throughout 
their lives. These are critical challenges. 
Exclusion continues to be a feature of many 
contemporary sports. There are many 
people who just do not have the financial 
resources or the ability to access facilities 
or the ability to access nature, the financial 
power to buy equipment. So, these are 
forms of exclusion, all sorts of constraints 
or barriers, we need to think about, barriers 
to engagement and barriers to access, 
barriers of access to sports locations, these 
are issues that we also need to be thinking 
about.

I am going to finish a few minutes early, 
but I do want to finish with this quote, which 
as it happens is the last sentence from the 
book, the third edition of the book that Tom 
and I worked on in 2017, and that is to say: 
Our societies face enormous challenges 
relating to sustainable development. We 
face enormous challenges in addressing 
the SDGs. These include rising inequalities, 
global health threats that I have touched on, 
environmental degradation, how we manage 
our environments, how we try and protect 
those environments from degradation, 
natural resource depletion, exhausting 
resources, climate change. These are some 
of the challenges that we cannot ignore and 
that we have to face up to and confront. 
The social and political forces that shape 
our sport and that shape our tourism 
practices, we argue, have critical roles to 
play in transforming our societies to make 
these challenges. Sports, whether they are 
competitive or less competitive, whether 
they are high in physical engagement or 
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less, whether there are rules applied or not, 
sports like the Olympic Games, sports like 
surfing, these sports have enormous and 
important roles to play to address these 
challenges that we face in our societies.

As I say, this is the concluding paragraph 
of the book and it is forward-looking 
statement. I really hope that here in Japan 
you can use the Rugby World Cup and 
the experiences that it offers, you can 
use the Olympic Games and the legacy 
opportunities, you can use the Masters 
Games, you can use sports like surfing 
and the development of active, physically 
engaged individual sports - that you can use 
these sports across the spectrum to achieve 
some of these honorable outcomes.

Thank you for your attention, and I look 
forward to the continuing presentations and 
discussions.

<PartⅡ>

Doer i ng：Hel lo .  A l l  r ight ,  t ha nk you 
everyone for second round of the discussion. 
First of all, I’d like to thank CTR and the 
administrative staff for organizing the 
conference, for coordinating all the effort, 
getting everything together. So, I really, 
really appreciate that. So, thank you so 
much. I ’d also l ike to thank James for 
spending the week with us in Wakayama. 
We’ve put him to work, and this was the 
last big event that he had to do today. So, 
James, thank you very much for the week, 
we’ve learned so much, and thank you for 
your presentation today. Thank you to 
the audience for coming and thank you to 
Tokyo for hosting us. It’s always fascinating 
to come to Tokyo, especially I spend most 
of my time in research in Wakayama, in 
Fukushima, in Miyazaki; so, the non-hosting 

communities of a lot of these events and 
seeing how they kind of play out, how they 
negotiate these big events.

Coming from Fukushima where now it’s 
still recovering and at some places, there’s 
still nothing and then walking downtown, 
Shibuya, and watching everyone line up to 
buy new consumer products, seeing all the 
bright lights, seeing a sea turtle flying across 
the sky on the screen of a skyscraper, those 
contrasts for me are devastating really, and 
they raise a lot of questions. So, this seminar 
is about those kind of questions, the big 
events, the sporting events. James kind 
of highlighted the complex relationships 
between sport ing events, tourism, and 
sustainable development goals. And in this 
discussion panel, I want to focus on two 
specific areas that James also started to 
highlight. One is the use of sport and mega 
events for disaster recovery in the context 
of Fukushima and two is the use of sporting 
events and l i festyle sports for gender 
equality.

Mega events, the Olympics, they promise 
a lot and often deliver very little. When we 
are talking about, you know, the disaster 
recovery Olympics, this is also a big promise 
but once the Olympics were established, we 
talk about the recovery in terms of Tohoku, 
a big broad area covering six prefectures. 
We’re not talking about Fukushima, we 
don’t mention that word, we don’t connect 
those words in terms of the Olympics. So, 
this is a challenge and opportunity for us 
to discuss in terms of mega events. So, to 
address that issue, we’ve invited Prof. Hideki 
Okumoto from the Faculty of Economics, 
at the University of Fukushima. So, a round 
of applause for Okumoto-sensei, thank 
you so much for coming. We spent a lot 
of time together in the ocean and on the 
beach in Minamisoma, I really appreciate 
his help and everything he has done for me 
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and my research and my knowledge and 
understanding of Fukushima. So, thank you 
so much.

In terms of gender equality, we have 
Associate Professor of Sociology and Sport, 
and sociology and gender studies, from the 
University of Marketing and Distribution 
and Science – did I get that right? Yes, 
correct – in Kobe, Eri Mizuno sensei. A 
round of applause for Eri-sensei. Eri’s work 
has been particularly inspiring for me, I 
have been studying Japanese surf culture, 
surf research, surf tourism in Wakayama, 
Fukushima, and Miyazaki. And one thing 
you learn about surfing in Japan, it’s highly 
managed and controlled by gender relations. 
It’s a man’s world for the most part in a lot 
of areas. And to learn about that, I read 
everything, in English and Japanese, that 
Prof. Mizuno has written. Her work is really, 
really gaining ground internationally, and 
I’m just really so happy to have met you last 
year and to have you here today. So, thank 
you so much.

So, the structure of today’s presentation, 
we’re goi ng to have Okumoto -sensei 
present for 15 minutes ,  and Mizuno-
sensei present for 15 minutes, and then 
we are going to open it up for response by 
Prof. James Higham, a response back by 
the speakers, a little bit by me and then 
conclusion. It sounds very structured but 
during the discussion, I hope, you know, 
we can interrupt each other, ask questions 
anytime. So, without further ado, I’d like to 
welcome Okumoto-sensei for his 15 minutes. 
Welcome!

「地域スポーツによる地域活性化の可能性とス
ポーツイベントの役割～南相馬市サーフツ－リ
ズム構想と震災後の取組～」
奥本 英樹

Thank you. Adam, for giving me a good 
opportunity to make my presentation.

ここから、われわれは日本語で進めていくとい
う話となっていましたので日本語で失礼いたしま
す。私は英語が下手ですので日本語で話します
が、随時Adam が必要に応じて通訳してくれると
思います。こんにちは。私は福島大学の経済経
営学類に所属しており、専門はファイナンスとい
うことで、実はツーリズムとはあまり関連のない
分野を専門にしています。ただ、趣味がサーフィ
ンということもありまして自分のライフワークとし
て福島県南相馬市のツーリズムにかかわっており
ます。

福島は、もともと日本でも歴史の古いサーフエ
リアでした。そこで日本ならではの本当の意味で
のサーフタウンを作ろうという試みを2003 年、
正確に言うとその準備段階を含めて2002年から
取り組んでいて、本日はそうした取り組みの立ち
上げ当時の話から、東日本大震災での被災、そ
して震災後に行っている活動など、いろいろと経
験してきたことを話させていただきたいと思いま
す。先ほどのHigham先生のお話を伺っている
中で、非常に共通する部分、共感する部分が多
くありましたので、それらも含めて話をしていけ
ればと思っています。

そもそも、南相馬市、2002年当時は原町市
という町だったのですが、そこでサーフタウンを
作ろうということを思ったのは次のような背景が
あったからです。当時にいたるまでもともと、こ
の福島の原町市というのは、日立製作所の下請
け会社や孫請け会社などが多く存在し、いわゆ
る日立の城下町として成り立っていた工業の町
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だったんです。ところが、1990 年以降になって
くると、円高の進行とともにどんどん工場の海外
進出が始まり、雇用がなくなっていきました。そ
うした状況の中で原町市役所では原町市製造業
再活性化プランというものを作るということにな
り、私もそのメンバーに加わることになりました。
その当時、私は趣味としてサーフィンを原町市の
ビーチでやっていたのですが、活性化プランの作
成において目にする資料や会議などの議論にお
いて非常に違和感を覚えていたのです。

町のいろいろな指数、例えば人口の減少もそ
うなのですが、高齢化率や若者の流出率という
ものを見ると、非常に悲観的な数字が並んでい
ました。しかし一方で、原町市のサーフポイント、
原町市にはいくつかのサーフポイントがあるので
すが、そこには非常に多くの若い人たちが集まっ
ていて、かつ同時に、県外ナンバーの車も数多
く集まっている。実際に統計的に表れてくるデー
タと、私が実感している感覚とは全く違ったわけ
です。そこには、地元のサーフポイントを愛する
すごくサーフィンのうまい子たちだけでなく、多く
の若い子たちがいるのですが、彼、彼女らの地
元の原町市ではどんどん工場が閉鎖され仕事が
なくなっていくわけですから、仙台とか東京とか
に仕事を求めて出て行くしかない。つまり、彼、
彼女らは大好きな原町市であるにもかかわらず、
自分たちのスキルを生かせずに去って行くしかな
い。またその結果サーフィンからも離れてしまう
子たちもいたわけです。そうした状況で、彼、彼
女らのサーファーとしてのスキルというものを活
かすこと、かつ、それほどサーファーにとって魅
力のある所なのだから、その魅力というものを町
の一つの資源にしていこうと考えたわけです。そ
してそのためには、まずサーファーたちのもつス
キルを活用できるような仕事を創らないといけな
い。そのような仕事を創ってサーフポイントをさ
らに活性化させることによって、よりこの地域の
魅力を高めていけることができるのではないか、

ということがそもそもの発想だったわけです。
ただこの時大きな問題がありました。私がこ

の構想を初めて市長に申し上げたときに、市長自
身は酒が入っていたせいもあったと思いますが、
「面白いじゃないか」という話になり構想実現に
向けた調査のための予算をつけてくれました。し
かし、実際にそのための活動を始めると、町の
人たちが反発したのです。当時の原町市の人た
ちにとって、おそらくサーフィンをしない多くの日
本全国の人にとってもそうだと思いますが、いわ
ゆるサーファーとは色が黒くて髪の毛が長い、ま
たタトゥーなどが入っているといった「怖い」ある
いは「ガラの悪い」人としてのイメージがあった
のだと思います。しかも、サーファーは「ごみを
捨てて行く」、「そこら中で用をたす」などの勘違
いもされていました。そもそもサーファーは海に
入る人たちなのですから海を絶対に汚さないの
ですが。そのような雰囲気の中で、サーファーた
ちを市に集めるということは「治安が良くならな
い」など、様々な反対意見を言われていたのです。
それが2002年、まさに立ち上げ当時のことでし
た。

しかし、サーファーたちが原町市のサーフポイ
ントで大好きなサーフィンを毎日のようにやって
いたり、そうしたポイントに多くの人が集まると
いうことは、その場所にものすごく大きな魅力が
あるからなのです。私は常々経済学的な観点で
ツーリズムを考えますが、現在の日本において
政府が目指している観光立国の考え方は、視点
が「マネー」重視になっているのではないかと思
います。すなわちいかに交流人口を増やして経
済効果を生み出していくか、簡単に言うと多くの
人に訪れてもらいそこでお金を使ってもらうかと
いうことです。しかし、そのような「マネー」に
重点を置くツーリズムというのは、たぶん長続き
はしないでしょう。ツーリズムの本質とは何か。
例えば皆さんも、おそらくハワイとかオーストラ
リアとかスイスとか、いろいろな観光地に行かれ
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た経験がおありだと思いますが、観光で多くの人
を呼び、本当に魅力的な町になっている所という
のは、その土地の住民たちがその土地を愛して
います。その土地の資源というものを本当に大事
にしていて、自分たちがライフスタイルの中でそ
うした大切な資源を楽しんでいるということがわ
かります。したがって、福島県原町市で私がこの
活動を始めたときに重視したことは、ツーリズム
の本質を考えることでした。つまり人々の交流か
らはじまり、さらには訪れてくれた人たちがここ
に住みたいと思えるまで町の価値を高めていく。
これはマネーではなくて、その町に住むことの意
味を作るということ。バリューの世界なんです。
そのためには、この町での生活スタイルが自分
に合っているといわれるような原町市独自のライ
フスタイルを創り上げなくてはなりません。万人
が来てくれなくてもいいわけです。原町市のライ
フスタイルを愛してくれる人たちが原町市に住み
たいと思ってくれればいい。そう思われる環境を
作ることが大切なのです。

ところで原町市を訪れここに住みたいと思う人
たちにとって、町に住むということは、ただそこ
でサーフィンができればいい、レジャーができれ
ばいいというわけではなくて、そこに住み、仕事
をして、子育てをするなど、その土地で暮らして
いく上での全ての仕組みがその人たちにとって良
いものでないといけない。したがって、この構想
を実現するにあたり、サーファーだけではなくて、
いかに地域住民を巻き込むかということで、市
役所に原町市の様々な分野の人たちを集めるよ
うな会議を作ってもらいました。このスライドに
あるように、行政はもちろん関わりますが、商工
業者、ホテル・旅館業組合、さらには教育委員
会とか、様々な方面の方々が集まる会議を作って
いただいて、そうした会議などを通じて現在の「南
相馬市（旧原町市：筆者注）サーフツーリズム構
想」というものがあるのです。

先ほど述べましたように、統計上現れる経済

指標の中で見てきた当時の原町市というのは、
非常に衰退していました。しかし一方で、いわゆ
る経済指標になかなか上がってこないもの、わ
が国がそういうところをこれまできちんと重視し
てデータとして把握してこなかったからだと思う
のですが、データ上にはない様々な価値が原町
市には存在していました。まさにそれこそが行政
がそれまで気付いていなかった地域資源、つま
り海であり、それを活かそうと思ったのです。

構想が出来上がったところで、われわれは構
想実現のための計画、すなわち「原町市（現南相
馬市：筆者注）サーフツーリズム計画」を2003
年に作りました。そこでのミッションというのは、
このスライドに書いてあるとおりで、海というも
のを活用して、海が大好きなマリンスポーツ、マ
リンレジャー愛好者たちを集めるだけではなく
て、原町市の住民自身が海を楽しむ町にするこ
とでした。そのためにはレクリエーションだけで
はなくて、海を使った教育の仕組みや高齢者お
よびフィジカルハンディキャップのある人などへ
の福祉プログラムも作る必要があります。それら
を進めながら、海を年間通じて楽しめる町にす
ることを目指して、キャッチフレーズも作りました。
それは「老若男女を問わず年間を通じて海と共
生できる町」というキャッチフレーズで、これに
よって原町市サーフツーリズム計画の価値観を原
町市全体で共有できるようにしました。次に、計
画のミッションができたところで、この計画を実
現し実際に町の価値を高めていくための戦略を
策定しました。一つの道筋は現在わが国で進行
している高齢人口の増加に対して高齢者のため
の住民価値を高める道筋と、もう一つの道筋は
地域全体の人たちが、海で自分たちのライフスタ
イルを向上させ自分たちの生きている時間という
ものをよりハッピーにできるような仕組みを作る
ものです。その結果、東京で子育てをするよりも、
福島、原町市で子育てをしたいという基盤を作
ることを戦略として決定しました。
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戦略が決定されるとそれを実行し、成功した
ときには原町市はどのような町になっているの
か。つまり、経営戦略ではミッションとその達成
のための戦略が決まれば、それを達成したとき
にどんな将来になっているかというビジョンが非
常に大切になります。原町市のビジョンがここに
ある2006 年に作ったスライドです。2006 年に
原町市のビジョンを示したのは、2006 年に当時
の原町市が北側の鹿島町という町と南側の小高
町という町との合併を行ったからです。この合併
により、工業の町であった原町市と漁業の町で
ある鹿島町、農業の町である小高町が一緒にな
り、サーフツーリズム計画の可能性がより広まっ
たのです。合併後、当時から10 年以内にこのス
ライドにあるような町を実現しようとしました。
このビジョンについて説明するととても15分では
足りませんので、これについては南相馬市サーフ
ツーリズム構想が南相馬市のホームページでも
公開されておりますから、もし関心がおありでし
たら少し見ていただければと思います。簡単に申
し上げると、海を中心にしながら商工業も、また
教育や学校を通じて子どもたちも、さらには福祉
プログラムを通じて高齢者も含めた南相馬市の
住民すべてが一年中海を楽しめるようなサーフタ
ウンを作っていこうというプランです。

さて、このスライドは2009年のものになっ
ていますが、先ほど申し上げたように2003 年、
2004年ぐらいまでは、まだわれわれの活動に
反対する方も多くいました。実際サーファー自身

も反対する人たちが多かったのです。サーファー
というのは、自分たちのポイントをすごく大事に
します。大事にしているがあまり、ビジター、つ
まりよそ者が入ってくるってことを嫌うのです。な
ぜかというと、ビジターによって自分たちのリズ
ムというのが狂ってくるからです。このように自
分たちのポイントを地元サーファーがまるで縄張
りのように守る行動や現象をいわゆるサーファー
用語でローカリズムというのですが、本来そうし
た行動は必要ないはずなのです。しかし、なぜ
そんなものができてしまったかというと、楽しく
サーフィンできるポイントが日本の沿岸で、どん
どん消滅していったからだと思います。当時の原
町市では地元サーファーがサーフィンを楽しめな
くなるほどまではビジターサーファーがいなかっ
たため、ローカリズムはそれほど強くなかったと
いえます。しかし、われわれの活動によりビジ
ターサーファーが急増し、地元サーファーがサー
フィンを楽しめなくなるのではといった危惧が一
部の地元サーファーから出てきて、反対の声とし
て上がりました。したがって、そういった声をな
くしていくために、われわれはこの活動の目的を
丁寧に説明し、徐々に認知を進めていきながら
地元サーファーの理解を得ていきました。そして
2009年において、2006 年のビジョンをさらに
進めてより一層海を楽しむために、農業ともコラ
ボしていくことや、漁業ともコラボしていくことな
どを決め、このスライドにあるような新たな方向
性を示していったわけです。

今ほど申し上げましたが、あらためて日本と
いうのは島国なのに、海からどんどん遠ざかる
国になっているような気がします。ここでは南
相馬市でわれわれが開催してきたイベントの話
をしたいと思います。イベントは非常に重要で、
南相馬市の人たちにわれわれの活動である「南
相馬市サーフツーリズム計画」を認知させるう
えで大いに機能しました。われわれは「南相馬
市サーフツーリズム」を理解し、一緒になって
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取り組んでもらうために実際にサーフィン大会
を中心にいろいろなイベントをやっていきまし
た。それらのイベントでは、ただサーフィンコン
テストをするだけではなくて、例えばこの写真、
青いTシャツを着ているのは私なのですが、ビー
チクリーンのイベントや、子供や家族向けのサー
フィンやウィンドサーフィン、シーカヤックなどの
体験会、フラダンス、サンドアートなどいろいろ
行いました。これらの何が大事だったかというと、
サーフツーリズム計画を推進し「こういう町にし
ていくんだ」というときに、実際にこのローカル
イベントをやることで、「本当にこの海ってそうい
う人たちが集まる海なの？」という疑問を市民の
人たちから払拭することに役立ったということで
した。

特に、ローカルイベントとはいっても、2004
年に開催した全日本サーフィン選手権は日本の
サーフィン大会の中では最も大きな大会なので
す。大会中は選手、スタッフ含めて2,000人規
模くらいで県外から集まってきますので、そうし
た人数がほんの5万人ぐらいの町にやってくると
ホテル、旅館などは満杯になります。しかもそ
れが一週間弱続き、マスコミもいろいろなメディ
アがやってきますから、町はびっくりするわけで
す。その後も、毎年こうした大会を行ったことに
よって、市民の間で「あ、プロも来るんだ。それ
くらいの海なんだ」っていうことが認知されてい
きました。さらに、先ほど申し上げたようにサー
フィンの大会だけではなくて、さまざまな海の活
動、教育プログラムとか福祉のプログラムなども
同時に行ったことで、町の人たちがどんどん海に
関心をもつようになったのです。また、海でのプ
ログラムを安全に行えるようにライフセーバー隊
も2004年に組織しました。これはサーファーた
ちのスキルを使って仕事を増やすという取り組み
の最初のものでもあります。

ここで一つのエピソードとしてすごく衝撃だっ
たことがあります。私はサーフィン大会時に一般

の子供向けにサーフィン体験を行っていたのです
が、その際、今後の活動のために感想をアンケー
ト形式で聞いていました。アンケートに答えてく
れたうちの一人で4歳児ぐらいの子どもだったの
ですが、海に入った感想を聞くとその子供は「海
の水がしょっぱくてびっくりした」と言っていまし
た。それぐらい 「日本人って、今、海から離れちゃっ
たんだな」と強く感じました。その後も継続し
て大会を開催しながら、同時に海を活かすため
の様々な活動を数多く行っていきました。これは
2010 年の大会の風景なのですが、ちょっと写真
で良いものがなくて申し訳ありません。実際、こ
の年の大会というのは、サーフィンスクールやフ
ラダンスなどだけではなくて、砂浜にスケートボー
ドのランページを作り、スケーターやサーファー
が楽しめるようにしました。そこには、当時まだ
8歳だった平野歩夢も来ていたことも一つのエピ
ソードです。平野歩夢のお父さんがすごくサーフィ
ンをする方なので一緒に来ていましたね。この
大会ではサーフィン雑誌や海に関連する雑誌の
取材も来ていて、ある記者から「ここは日本じゃ
ないみたい。まるでカリフォルニアみたいね」と
言われたことが印象深いです。

このように計画が順調に進み、いよいよ本気
で農業や漁業ともコラボした町づくりを推進し
ようと思ったところに、2011年、震災がきてし
まいました。これらは全部私が撮った写真なの
ですけど、われわれのサーフィン大会をやってい
たポイントがこのような状況になってしまったり、
防波堤がこのように破壊されたり。でも、われわ
れにとってそれ以上に大きかった問題が、この原
発の問題だったわけです。ちなみに、これは除
染の活動の風景ですが、一番こっちで除染してい
るのは私です。除染は本当に地味な作業でした。
実際にフレコンバッグに入った除染による廃棄物
があちらこちらにあって、人がどんどん離れていっ
てしまいました。多くの人がどんどん離れていく
中で、福島にいながら福島においていかにスポー
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ツが大事だったかということがわかりました。サー
ファーやスノーボーダーなど私の友人含めて、私
たちはみな原発の問題が起こったときに、われわ
れの大好きな福島はなくなってしまうんじゃない
かと感じました。福島ですが、サーフィンだけじゃ
なくてスノーボードやスキーのためのゲレンデも
素晴らしいところがたくさんあります。これはハー
フパイプの写真ですが、ゲレンデだけでなく実は
バックグラウンドも素晴らしいですね。世界のス
ノーモービラーとかスノーボーダー、有名なプロ
などもお忍びで遊びに来るような場所です。この
ほかにもモトクロスもあります。モトクロスも世界
チャンピオンを生んでいたりしますね。最近だっ
たらエアショーの室屋さんも福島市内で活動して
いますし、猪苗代湖のジェットスキーも有名です。

また、映画「ワイルドスピード」でドリフトの
指導をしている人は福島、二本松市の人です。
ニュージーランドとかオーストラリア、アメリカな
どの人たちが、ドリフトを学びに二本松に来てい
る。福島はいわゆるエクストリームスポーツのメッ
カなのです。震災と原発事故後、私や南相馬で
一緒に活動してきた仲間や友人たちは、こうした
自然を相手に行うエクストリームスポーツを楽し
めることが福島のスタイルだということを発信し、
この環境を何としても残したいと様々なメディア
のほか日本各地で訴えました。すると、それに共
感する人たちがいっぱい集まってきて、「じゃあ、
子どもたちが今外で遊べないんだったらまず、イ
ンドアパークを作ろうよ。」ということになりまし
た。そしてクラウドファンディングのほかにも様々
な形で多くの人たちが協力してくれ、インドアパー
クが実現しました。このとき作り上げたインドア
パークは、まさに福島のエクストリームスポーツ
カルチャーが全部ここに集約されているようなも
のです。名称は「CHANNEL SQUARE」というの
ですが、スケートボード、スラックライン、ボル
ダリングなどを子供たちが楽しめるようになって
います。スケートボードは、サーフィンやスノーボー

ドなどの基礎も学べます。インドアパークを開設
するにあたってのわれわれの合言葉は「福島から
オリンピック選手を」でした。

2012年にCHANNEL SQUAREを開設した当
時は、スノーボードがすでにオリンピック種目に
なっていて、先ほどの平野歩夢も何回もここに来
てデモを行ってくれました。こうした中で私たち
は県や市、また多くの民間団体に対して、福島
がメッカとなりうる多くのエクストリームスポーツ
は、「間違いなくいずれオリンピック種目になりま
す」とずっと言い続けてきました。だから、福島
の環境を取り戻すだけでなく、かつて以上に良
い環境にしていくべきだと。すると、皆さんもご
存じのとおり、サーフィンが東京オリンピックの
正式種目になりました。CHANNEL SQUAREで
行えるボルダリングもオリンピック種目になりま
した。ゆくゆくはスラックラインもトランポリンに
代わってオリンピック種目になるだろうし、仮に
正式種目にならなくても、エクストリームスポー
ツのイベントは世界中でメガイベントとして開催
されており、そういった大会で活躍できる選手を
福島から生み出すことを目標に今もインドアパー
ク中心に活動を進めています。現在ではこの目
標に町の人たちも共感して、子どもたちが集まっ
てきています。

これまで話しましたように、スポーツというも
のは、メガスポーツイベントはもちろん、ローカ
ルイベントもまちづくりに機能します。しかし、
イベントを行う上で一番大事なことは、なぜそれ
をやるかということです。その地域にそのスポー
ツが根付いている、あるいはエクストリームス
ポーツのようなライフスタイルスポーツであれば、
そのライフスタイルを愛する人たちがそこにい
る、ということがスポーツイベントとまちづくりを
つなぐポイントではないでしょうか。つまり、イ
ベントはマネーのためじゃないのです。人を呼ん
でお金をそこに落としてくれるためだけのイベン
トだったら、それはその町の活性化にさほど効果
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はないと思います。そうではなく、そのスポーツ
イベントによって、その地域のスタイルというも
のがその地域の人たちに根付く、あるいは気付く。
それこそが、地域においてスポーツイベントと、
もしくはスポーツそのものと地域活性化とがつな
がる道だと、私は考えています。15分という中で、
若干延長してしまいましたが、私のプレゼンテー
ションはこれで終わりたいと思います。どうもあ
りがとうございました。

「オリンピックとジェンダー平等 ～サーフィンの
種目化がもたらす意義と課題～」
水野 英莉

はじめに

こんにちは、水野英莉と申します。奥本先生
のお話を聞いて、なんだか胸がいっぱいな気持
ちのまま始めます。サーフィンの話をこのような
場で、実際サーフィンをしているサーファーととも
にすることができるというのは本当に感慨深いで
す。近年ようやく海外でもサーフィンをテーマとし
た学会が開催されるようになりましたが、日本で
はまだまだあまりないことです。私は、大学院の
ときに「サーフィン研究をしたい」と言ったら、「ふ
ふふふ」という感じで何人もの人に微笑まれたこ
とがあって（学問としてどうなのか疑われたのか
もしれません）、そこから考えれば遠くまできた
ものだなと感じます。このような機会をくださっ
たこのセンターの皆さんと、Adam先生に、心か
ら感謝をしたいと思います。ありがとうございま
す。

今から、サーフィンがオリンピックの正式種目
になることで、どのようなインパクトがあるのか、
社会的に見るとどのような変化があるのかという
ことをお話してみたいと思います。私の専門は、
社会学とジェンダー論です。ジェンダーという用
語には非常に多様な意味がありますので、簡単

に定義をしてみますと、男らしさ女らしさとか、
女性・男性に求められる社会的な規範・役割な
どを意味します。そして、そういったことがジェ
ンダーだとするならば、それぞれ役割があること
自体は、別に悪いことではないように聞こえるか
もしれませんが、単なる区分ではなく、ポイント
はそこに不平等があるということです。個人の能
力が性別によって決められてしまうことで、参加
できない、達成できない、伸ばすことができな
いということが、スポーツでも起きています。そ
ういった性からくる不平等を、どうしたらなくせ
るのかということを考えたいわけです。例えば、
今日お話しするオリンピックなどは、ジェンダー
スタディーズの視点から言いますと、「男らしさの
競技場」とか、「男性性の保護区」というふうに
呼ばれていて、圧倒的に男性が優位な世界です。
スポーツを批判的に読み解こうとする立場です。
今日は、オリンピック種目になったことをまずは
お話しして、ジェンダーの視点から分析していく
ことになります。

オリンピック新種目へ
サーフィンは東京2020の正式なオリンピック

種目になりました。40人の選手が出場する非常
に狭き門です。サーフィン自体は色々なタイプの
ボードで行われるのですが、ショートボードとい
う短いボードを使ったイベントになります。国際
サーフィン連盟との連携があって、連盟に登録す
る国から選手が選出されます。会場は千葉県長
生郡一宮町ですが、ここは通称 「志田下」と呼
ばれ、関東のサーフィン道場に例えられるような
ところです。プロアマのトップサーファーたちが、
しのぎを普段から削っている、練習しているポイ
ントです。

IOCは、若者層の取り込みに力を入れたくて、
サーフィンのほかにもスケートボードも新種目と
して取り入れたと言われています。オリンピック
種目化がもたらすことということを考えてみると、
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サーフィンの性質として、比較的大きな変化があ
ると推測することができるでしょう。それは、サー
フィンは、例えばライフスタイルスポーツと呼ば
れたりします。近代スポーツとは少し違って、既
存の文化に抵抗する性質であるとか、そういっ
た倫理観、信念、習慣のようなものを社会学の
用語でエートスと言うんですが、そういったもの
が大きく変化する可能性があります。

サーフィンのエートスは失われるのか
サーフィンは非常に流 動性の高い海という

フィールドでします。海というのは、文化的象徴
的な意味としては、都会から離れた所、あるい
は文明化以前の存在として長らく扱われてきまし
た。ヨーロッパでは、長く海は魔物が住んでいる
所とされ、海水浴や日光浴が体に良いという健
康言説が生まれるまで、みんなが避けてきた場
所なのです。ですから、境界上にあるもの、流
動性があるもの、そういうところで既存のメジャー
なカルチャーに対して、あるいは国家主義に対し
て抵抗する抵抗文化の要素、60 年代のヒッピー
文化とか、そういったものを非常に多く要素とし
て持っている文化実践なのです。それゆえ、オリ
ンピックのように国同士が対抗する、近代主義
的なスポーツ大会の種目にサーフィンが入るとい
うのは、従来持っていた抵抗のエートスを失うか
もしれないと考えることができます。ただ、同時
に、サーフィン文化と近代スポーツに、そこまで
親和性がないかと言うとそうでもなくて、サーフィ
ンというのは1900 年代初頭にカリフォルニアで
花開いた文化ですが、その文化の中心層は西洋
の白人で、中産階級の健康な男性です。非常に
対抗文化ではあるけれども、資本主義、拡大主
義、植民地主義的な帝国主義的な性質を持って
いて、そういった意味では近代スポーツとも親和
性があるということです。

さきほど、Higham先生からもスポーツの特
徴でありましたけれども、グッドマンの定義でも

あるように、近代スポーツの特徴というのは、合
理性と数量性を追求するもので、サーフィンも、
そういった性質を、ある程度受け止めながら競
技スポーツとしてやってきたという部分もあるの
です。身近な例でお話ししますと、私は1995年
ぐらいにサーフィン研究を始めましたが、当時は
サーファーたちに「サーフィンの研究をしている」
と言い、その説明をするときに「スポーツ社会学
の視点で」というようなことを言うと、サーファー
たちから「サーフィンはスポーツじゃない」と怒
られました。そこから考えたら、今は、かなりス
ポーツ的な扱いになりました。時代の変化ととも
に、サーフィンは常に対抗文化的な要素も保持し
つつ、近代スポーツ寄りになってきているのかも
しれません。

男女の平等のレガシー？
ジェンダーの視点から考えると、近代スポーツ

の特徴というのは、男性中心主義的であるとい
うことも意味します。例えばこのグラフをご覧い
ただくと、男性と女性のオリンピック参加者の比
率です。現在は女性が半数ぐらいを占めますが、
近代オリンピックの歴史の中で徐々に増えていき
ました。最初の大会では、女性はゼロです。こ
の当時は、女性はスポーツなどするべきではな
い、女性の身体は弱いのでスポーツには耐えら
れないと考えられていました。オリンピック種目
というのは、スポーツなら何でもなりうるのでは
なく、男性の身体性が有利な種目しかありませ
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ん。例えば水泳などは比較的短い距離の種目し
かなく、遠泳などはありません。遠泳だと、女性
のほうに記録が出やすいと言われることもあるの
です。近代スポーツというのは、近代社会の合
理性や競争性を、男性が身につけ鍛錬させるも
のとして発展した歴史がありますので、オリンピッ
クは基本的に男性に有利な種目を採用している
わけです。男性に優位な種目が多いので、女性
は男性と戦っても勝ち目がありません。ですから、
カテゴリーを2つに分けることで、女性の参加は
拡大し、ある程度の平等が達成されてきました。
例えば、男女同数というのがオリンピック種目の
原則ですので、これまで女子選手数が圧倒的に
少なかったサーフィンの競技は、男女の数の偏り
が改善していくきっかけになるかもしれません。

従来サーフィン大会において、女子のラウンド
は、一日の中でも波が良くない時間帯に行われ
ていたのが、同じ空間、同じ時間、同じ条件で
行われるようになるかもしれません。例えばプロ
もアマチュアも、今のサーフィンの大会は、男女
で賞金に格差がかなりあります。オリンピックで
女子が活躍すれば、報奨金も近づく可能性があ
るでしょう。2019年以降、WSL（ワールドサー
フリーグ：世界のクオリファイされたサーファー
が出場できる大会）が、賞金を男女同額と決定
しました。これは大変画期的なことです。さらに、
最近 Adam先生から教えていただいたのですが、
カリフォルニア州では、2020 年のイベント以降、
カリフォルニア州内のスポーツイベントは、全部
男女同額にするという法律ができました。オリン
ピックの種目となることで、男女の平等性が促進
し、平等のレガシーが残されることは期待できる
かもしれません。

性別二元性の強化
近代スポーツをする、そしてオリンピックで戦

うというのは、男性の身体性が有利に働くところ
に女性が入っていくということを意味します。し

かしオリンピックは、理念としてはあらゆる形態
の差別に反対していますから、ゆっくりではあり
ますが、女性に対する差別は改善してきていると
は思います。では平等になってきているから、こ
のままでいいかというとそうではありません。た
だ男女のカテゴリーに分けて、両者の数がそろっ
たからといって、自動的に平等になるわけではあ
りません。女性の参加は拡大するが、性別で2
つにカテゴリーを分けることで、常に女性のほう
が「見応えがない」というように判断され、女性
は常に二流の地位に置かれ続けることになるとも
言えます。男性の身体性を基準とした高度なス
ポーツのパフォーマンスを、男女で比較し優劣を
つけるということを、男女カテゴリー分けは可能
にもしてしまうからです。

近代スポーツの特徴として、さっき、グッド
マンの7つの特徴をお話ししましたが、ジェン
ダー視点から考えると、もう一つ大きなキーワー
ドが必要です。それは、性別二元制、gender 
binaryというものです。これは、性を「男」と「女」
のどちらかに分類する社会規範のことで、性別
（sex）、社会的（gender）、性的指向（sexuality）
が生まれながらに関連付けられているという考え
方です。具体的に言うと、人間は男なら男らしく
するのが自然で当たり前で、女の人を好きになる
だろうという想定です。時間の都合上、あまり詳
しくお話しできませんが、オリンピックが定めて
いる性別の条件というのがあり、そこに必ずしも
当てはまらない身体の特徴を持つ人も、世の中
にはいっぱいいます。いろんなジェンダーアイデ
ンティティーもあるし、いろんな体の状態もあり
ます。そういう選手たちが出場できない、失格
になるという排他性もあります。カテゴリーで分
けることで可能になる平等もあれば、排他性もあ
ります。私たちは、誰でもスポーツを楽しむ権
利を持っていますが、オリンピックのようなイベ
ントや近代スポーツには、大きな差別性の問題
が含まれていることを忘れてはいけないと思いま
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す。サーフィンが近代スポーツ化するというのは、
こうした二面性を含んでいることを意味している
と私は考えます。

メディアに見られる女性のモノ化
サーフィンとジェンダーの研究から、男性中

心的な状況に対する批判的研究が出てきまし
たので、いくつか 紹介したいと思います。残
り5分 で すので 駆 け足で い き た いと 思 いま
す。一つは、「ホワイトヘゲモニー」という考
え方です。もともとハワイでは、サーフィンと
呼ばれる以前に、「ヘエナル」と呼ばれる波乗
り遊びを、男性も女性も行っていました。そ
れ を白人の入植 者たちが 禁じることもあり、
またその後には白人がサーフィンとして商品化し、
ハワイの人たちから収奪していく歴史があります。
ヘゲモニーというのは覇権という意味で、その土
地に暮らすネイティブの人々を周縁化し、サーフィ
ンは欧米の白人中産階級、健康な、異性愛の男
性が中心・優位となって表象されていることを批
判的にとらえる分析視角なのです。ここには性の
問題だけではなく、人種、エスニシティも関わる
問題であり、インターセクショナルな視点が必要
とされています。

それから、「女性のモノ化」も問題視されてい
ます。ビデオを見ていただきたいのですが、全部
は見られないと思うので少しだけ流します。これ
は、2013 年のROXY Proという女子のトップサー
ファーが出場する大会の宣伝です。ここに映って
いる女性がいますね。これ、上半身何も着てい
ない状態で、この人、最後まで顔が映らないの
です。しかもサーフィンするところも出てきません。
ではこの女性はモデルさんなのかというと、そう
ではなくて、この人は、なんと世界最多のワール
ドタイトルを持つ素晴らしい女性プロ選手で、ス
テファニー・ギルモアです。最後まで半裸状態、
後ろからしか映らない、お尻しか映らないという
状況で終わっていくんです。これは非常に象徴

的で、今のサーフィンの男性中心主義・性別二元
体制を非常によく表していて、女性の表象が非
常に偏っていることをよく表しています。このCM
動画を作ったブランドであるROXYに対する不買
運動がアメリカで起こりました。でも、日本では、
そのようなニュースは、一切サーフメディアが紹
介しませんでした。私自身、長らく知らなかった
のです。文献を読んでいるときに気付いて、こん
なことがあったのか、と。ですから、日本に限らず、
サーフィンのカルチャーにも問題があるし、サー
フィンのメディアにも大きな問題があります。

オルタナティブなゴール
では、こうしたイベントは、そしてサーフィン文

化がより公平で平等なものになるには、何を目標
にすればいいでしょうか。少なくとも、さきほど
の動画のようにあからさまな女性に対する差別に
は、終止符を打つべきでしょう。素晴らしいプロ
選手のパフォーマンスを無視し、女性をモノ化し、
コンテンツとして消費することをやめましょうとす
るべきです。

サーフィンとジェンダーの研究から2つ、皆
さんに視点を、何をゴールにするかというとき、
基準になるものを紹介したいと思います。一つ
はサーフフェミニズム（Surfeminism）という
概 念です。これは、クリスタ・コマー（Krista 
Comer）というアメリカの研究者が作ったことば
で、サーフィンを通して女性をエンパワメントしよ
う、性差別的に対して自覚的であろうとすること
を目指します。日本のサーフィン雑誌は、女性向
けでない限り日本の女性が表紙になったことはこ
れまで管見の限りありませんが、きちんと増やし
ていくとか、さきほどのような女性のモノ化のよ
うな差別を意識化していくということをやってい
きましょうということです。それからもう一つは、
性別二元体制とも関わりますけど、「サーフィンの
未来をクィアする」。クィアするっていうのは、異
性愛主義が中心な世界を批判的に見ながら、い
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ろんな多様性に配慮しながらいろんな人が関わ
れるよう、そういう未来を作っていきましょうと
いう考え方です。これは現在オーストラリアにい
るリサハンター（Lisahunter）という研究者が提
唱した概念です。

最後にまとめます。オリンピック種目になって、
平等の機会は確かにありそうです。可能性もあり
そうです。ただし、カテゴリーを分けて男女同数
だから平等になったというところで終わってはい
けません。ベースにある性別二元制、これを批
判的に意識的にしていかなければ、平等は実現
しないと思います。多様性と公平性への配慮が
これまで以上に必要です。そのためには、ジェン
ダー、セクシュアリティ、エスニシティに関する
インターセクショナルな視点が非常に必要である
といえます。私自身は、もう一つ、オリンピック
のようなメガイベントよりは、小さなイベント、ス
モールイベントの可能性を私自身は信じていまし
て。例えば女性向けの、子ども向けのサーフィン
イベント、サーフィン大会、それから、さっき奥
本先生が紹介してくださっていた、地域密着型の
イベント、そういうものの可能性を信じています。
これについては、また機会を改めてお話したいと
思います。ありがとうございました。

パネルディスカッション

Doering：Thank you so much, Mizuno-
sensei and Okumoto-sensei. Maybe it was 
the first time many people learned about 
surfing. First time? Okay. Who is the first 
time to learn about surfing? So, many of 
these issues, revitalization, gender issues, 
these are issues in all Japanese society, 
right? But as James Higham pointed out, 
society can affect sport but sport can also 
affect society. And so we kind of see that 
happening now with the new sports, lifestyle 

sports, kind of offering opportunities and 
challenges at the same time for shifts in 
society. So, I’d like to ask Prof. Higham for 
his response to the speakers.

Higham：Thank you, Adam, and thank you 
to the speakers. I’ll have to say my Japanese 
is not very good but fortunately, Ikumi was 
sitting by my side to summarize your talks. 
I’ve scribbled down lots and lots of notes. 
I’d like to say for a start that these two 
speakers have given expression and detailed 
insights into exactly the sorts of questions 
and issues that I just touched the surface of, 
in my talk about sport and society.

These sorts of insights, as Adam said, 
who knows about surfing, not many of us 
but these sorts of critical insights, these 
sort of critical studies are so important to 
scratching beneath the surface and casting 
light, shedding light on to things that we 
don’t often think about, things that we’re 
not aware about, things that we often don’t 
talk about. This is the privilege of research. 
It’s also the responsibility of researchers 
to reach out with their research and to 
explain and to provide those insights, 
those nuanced, those fine-grained insights 
into really important matters and really 
important issues.

So, specifically to the two speakers, firstly, 
in terms of disaster, disaster recovery, 
we’ve heard how complex these issues 
are, and we’ve heard about some of those 
complexities. There are so many different 
perspectives, so many different insights that 
need to be understood and accommodated 
in our response to disasters. We know a 
little bit about earthquakes and disasters 
in New Zealand. In the three weeks before, 
the terrible earthquake here in March 2011, 
our city of Christchurch was destroyed by 
an earthquake on the 23rd of February, 
just literally a few days beforehand. We’ve 
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learnt a lot about recovery and resilience 
has become a really important part of 
our frame of thinking. How do we rebuild 
communities? How do we make them more 
resilient in the future? One of the things 
that we’ve learnt is that organizations at 
different scales and analysis, from central 
government through regional and local 
governments, are not just interested in 
economic recovery but interested in all 
aspects of environment and society across 
the government ministries. Local groups, 
local organizat ions, communit ies have 
to work together in order to meet their 
recovery aspirations.

Then there are questions around surfing, 
and there are two aspects of surfing that 
I found particularly fascinating. One was 
the Olympics and surfing becoming part 
of the Olympic program and that’s really 
interesting because surfing is a lifestyle 
sport and it’s different to the majority of 
the Olympic sports which are power and 
performance sports. So, we need to think 
carefully about how lifestyle sports become 
part of the Olympic program and why. 
These are really, really important questions. 
There are some who feel that when their 
sport becomes part of the Olympic program 
that their sport has arrived, that this is a 
breakthrough, that this is a very good thing, 
that they want their sport to be recognized 
as an Olympic sport.

But there are others, and particularly 
with lifestyle sports, who may feel that 
becoming part of the Olympic program 
actually destroys their sport. So, there’s the 
opposite perspective and that is that the 
sport has, perhaps, become mainstreamed 
and in becoming mainstreamed, it becomes 
increasingly controlled by the media or by 
organizations, government organizations, 
sports organizations, or by commercial 
interests and sponsors and for lifestyle 
sports that can be resisted. Snowboarding 
i s  a  c l a s s i c  e x a m pl e  o f  t h i s .  W h e n 
snowboarding became part of the Olympic 
program, Winter Olympics, the innovators of 
snowboarding walked away, said we do not 
want our sport to be controlled by the IOC 
or by sports organizations or by commercial 
interests. That’s going to destroy the sport 
that should be free to innovate and be free 
from rules. So, these are tensions that I 
think we really need to be mindful of.

One final comment, related to gender. 
I just want to recognize this really, really 
important point that female sport remains 
mi les beh ind men’s  spor t ,  a nd I  just 
scribbled down things like sponsorship 
and support and facilities and payment. 
Mention was made of payment for elite 
sports people, travel, profile. In New Zealand 
we have a really critical debate going on 
at the moment. Some people think that 
remuneration should be based on television 
audience and more people want to watch 
the men in their sports. So, women don’t 
get sponsorship and don’t get remuneration 
like men, and there are others that say that 
under such disadvantaged circumstances, 
women drop out of sport often. Men have 
far greater career aspirations and pathways 
and opportunities than women. 

I’ll finish on a personal note. I’m the father 
of two daughters and it saddens me that 
they do not have the same opportunities in 
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sports as their male counterparts. So, I’ve 
outlined in my talk about how society has 
changed in my lifetime, and we still got a 
long way to go and that’s being really vividly 
expressed in those presentations today. So, 
thank you, again.

Doering：Thank you very much for your 
comments, James. We’re running a little 
bit over the t ime and the schedule. So, 
we’re going to open it up to questions and 
discussions for the next six minutes, but 
before we open it to the audience, do you 
guys have any questions or response to 
James?

奥本：ありがとうございます。2点ほど補足させて
いただきたいと思います。一つは東日本大震災
の復興において、福島にとって本当に大事ものは
何かということです。震災と原発の事故で福島が
負ったダメージというのは、一言で言うと「分断」
なんです。まず、コミュニティが分断してしまっ
た。放射線に対しての考え方も住民一人一人分断
されているし、同時に歴史も分断されてしまった
んです。それまでの生活がいきなり奪われるわけ
ですから。そういった中で、本当に何が必要だっ
たのかと考えると、やはり広い福島のその地域、
地域においてアイデンティティーがしっかりして
いなければならないということだと思います。地
域のアイデンティティーを地域住民が共有してい

ないと復興につながらない。もちろん一時的に
は、政府からのマネーは非常に効果があります。
町のインフラが壊れていますから。しかし、長期
的に見た場合、ある地域にもう一度人が戻ってく
るためには、その地域に住む「意味」が大事で、そ
れは私のプレゼンテーションでも申し上げました
が、そうした「意味」をしっかりと皆が共有してい
ないと、なかなか人は戻らない。南相馬市ではあ
る地区の区長さんが「最初に海に戻ってきたのは
サーファーだった」とおっしゃってくれましたが、
その背景は、南相馬市のサーファーにとって自分
たちのライフスタイルの中にサーフィンというも
のがあって、そうしたスタイルをもう一回、それは
例えば宮崎とか四国とか湘南などの他地域では
なくて、やはり福島で取り戻したいという人たちが
戻ってきたということだと思います。この点におい
て、南相馬市という地域にサーフィンというスポー
ツが根付いていて、地域の資源となっていたとい
うことが非常に大事だったのだと思います。
　もう一点は、サーフィンがオリンピック種目に
なることについてなのですが、これについては水
野先生のほうがより詳しいかと思いますが、私自
身ものすごく心配している部分があります。やは
り、ライフスタイルスポーツっていうものがオリン
ピック種目にされると、先ほどの水野先生にもあ
りましたように、技が計数化されないといけませ
んし、ジャッジが明確になぜこの選手の技が別
の選手の技より上なのかという説明をしなけれ
ばいけない。そうなってくると、サーフィンという
のは、そもそも、さまざまな波、気象、地形など
によって条件が変わるスポーツで、そのような二
度とない特定の条件にいかにフィットするかがだ
いご味であるにもかかわらず、ジャッジにおいて
より明確な基準を作ろうとすると、おそらく人工
的な波でやっていかなきゃいけなくなる。そうす
ると、器械体操などと同じになってきて、サーフィ
ンというスポーツのスタイル性がなくなってきて
しまう。その点がすごく私は心配するところでは
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あるんですが。スノーボードの例を挙げますと、
例えば平野歩夢やショーン・ホワイトがメダルを
取りましたけれども、彼らにとってメダル獲得は、
それのみが目指すところではないと思います。ス
ノーボードはいまだにスタイルスポーツとして成り
立っています。それは、スノーボーダーの目指すと
ころはやはり自然の中でどんなスノーボーディン
グをするかというところであって、それはメダル獲
得よりも重要であり、またそうした世界にはゴー
ルドメダリストよりもリスペクトされるようなレ
ジェンドたちが数多くいるからだと思います。日
本でも、平野歩夢よりも布施忠のほうがメジャー
だったりするわけですが、そういった意味では、
そのスポーツを愛する人たちが、そのスポーツに
対してどこまでこだわりを持って、そのスポーツの
本質をどこまで発信していくかによっても変わっ
ていくのかなと思います。以上です。

水野：私のほうからは、Higham先生に、1点だけ
コメントさせていただきたいと思います。基調講
演のほうでもお話をいただいたときに、改めてス
ポーツの力とかスポーツの喜びみたいなものを、
先生のレクチャーを聞いて思い出しました。「思
い出す」ということは、つまり、私はスポーツをす
ごく愛して、サーフィンをすごく愛してるのに、その
喜びっていうのを普段、とても見出しにくいという
ことなのです。それが、やっぱりジェンダーの差別
でありしんどさなのではないかと思います。
　Higham先生が、さっき視聴率のお話をされ、
テレビオーディエンスは女性のほうが少ないか
ら、報酬が安く、男性のほうが多いから多いとい
う考え方もあって、多くのスポーツが、そういっ
た市場の論理で動いている状況があると思いま
す。それについては、私は間違っていると思ってい
て、イコールプレイにはイコールペイが必要だと
思います。労働の基本と同じで、同じことに対し
て同じペイがなければいけないと思います。さき
ほど触れたカリフォルニア州のスポーツイベント

の男女同額、WSLの同額のこともそうですし、平
等になっていく動きがあると思います。他にも、
巨大な波で行うビッグウェーブイベントがあって、
プロでも一つ間違えば死んでしまうような波に、
女性も男性も同じように入ります。プレーヤーの
視点からしたら同じリスクを冒し、同じ努力をして
（場合によっては女性の方が何倍も努力をして）
そこに到達できる。だから同額が制度化されるべ
きだと私は思っています。このアイデアをお話し
できるチャンスをくださってありがとうございま
す。

Doering：We have six-seven minutes left. So, 
we’ll take questions from the audience.

質問者：一つ質問なんですけども。先ほどの先
生方お二人のお話で、例えば、スポーツツーリズ
ムは経済効果ではなく、いかに住民がライフス
タイルを取り入れながらそれを愛するか。また、
それに対して、例えば性別の差別もないというと
ころが水野先生は重要だという話だったんです
が、例えば先ほどのラグビーの話でニュージーラ
ンドにおいてはそういった差別がなく、また、そう
いった日々の中で男女に関係なく、ライフスタイ
ルスポーツとして、どういう形でニュージーランド
は、特にラグビーに対して取り入れているのか。日
本は、どちらかというとコンタクトスポーツってイ
メージがやっぱり強いので、どうしても、ちょっと
避ける傾向があるんですけれども。ちょうど金曜
日ぐらいに『アナザースカイ』をやっていたとき
に、男女関係なく、子どもでもラグビーを取り入れ
て、日々の中でそういう形で取り入れてるのを見
たときに、非常に日本にない文化だなと思いまし
たが、そのへん、James先生のコメントとか、実
際のニュージーランドの事例を教えていただけれ
ばと思います。

Higham：So, thank you for your question. 
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I’m not sure if I understand it exactly as 
you expressed it , but I will try to offer 
some insights. You’re talking about gender 
equality in sports and how to advance 
gender equality in sports, I think. You also 
talked about contact sports, physical contact 
sports. I would just say initially that in the 
sport of Rugby, I’ve mentioned that women’s 
participation has just advanced enormously, 
as I outlined in my talk, but there’s still a 
long way to go. Amazing strides have been 
made but I think mention was made of 
paid equity and access to resources. The 
progress that has been made so far has 
resulted in – I don’t know if it’s driven or 
resulted in – redistribution of resources 
because male Rugby in New Zealand has 
tradit ional ly been wel l-resourced and 
well-sponsored, well-funded by media and 
television broadcasting.

Some of those resources are now being 
shared w ith fema le par t ic ipants and 
particularly the Blacks Ferns, the national 
team. So, they now have access to greater 
facilities, to better coaching, to better physio 
support, dieticians, etcetera. The Black 
Ferns are incredibly successful team on the 
field and they’ve done so without the same 
resources as their male counterparts, and I 
say that in some of our sports now, football, 
New Zealand football, for example, has now 
committed to equal pay for men and women 
in their sport and they have put a marker 
in the ground and said we think this is 
important. They want to encourage females 
to play their sport, and I think that that is a 
massive breakthrough because other sports 
are going to look old and outdated and 
conservative if they don’t do the same.

So, it’s going to be really interesting to 
see which other sports actually follow that 
lead from football and move seriously in 
this direction. We’re also now beginning 
to see changes in spectatorship, spectator 

experiences and behaviors in terms of 
things l ike really seriously supporting 
women sport by going to see them and 
support them. And the media are seeing 
that, the sponsors are now seeing that, they 
are seeing the sponsorship possibilities and 
responsibilities to support women sport. So, 
it feels as if we’re at a crossroad and maybe 
we are approaching a tipping point in New 
Zealand where we’re going to see another 
really significant change in society in terms 
of women sport, and I really, really hope 
that that’s the case. I hope that answers 
your question.

Doering：Thank you for your question. Time 
is up, unfortunately, but the conversation 
will continue. We’ll stick around – we’ll 
stay here afterwards and have more of a 
discussion. So, in closing, I just wanted to 
kind of also highlight some of the events. So, 
bringing together international framework, 
international understanding, also examples 
from New Zealand and from Rugby and from 
different sports, probably was an interesting 
learning experience for you, Japanese 
audience. I think it’s important to learn from 
these examples and, of course, use them 
in the Japanese context, but it works both 
ways. Sharing the Japanese experience, the 
Japanese knowledge, Japanese example 
internationally is also very, very, very 
important. I’m sure James is going to come 
away with a depth of knowledge about what’s 
happening in Japan, in Fukushima, and the 
gender issues, that you never had any idea 
about before.

This information, this knowledge needs 
to be shared with the world and there’s a 
few languages you can do it in, but English 
is one of the languages that is going to be 
accessible to most people. I want to read this 
work in English and I’ll do whatever I can to 
publish it in English because it’s just – it’s so 
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rich in context, rich in knowledge, and it does 
need to be shared. Your knowledge about 
Fukushima, the world needs to – everyone 
needs to hear that, it’s such an amazing 
story. And the gender issues going on in 
surfing, you know, we know it so well, but 
it’s not known to the rest of the world. And 
I just think that international and domestic 
two-way flow of information is absolutely 
critical. So, I just want to thank you all, 
James and Eri and Hideki for coming today 
and sharing your information with us, and 
thank you for listening in English and in 
Japanese.
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<PartⅠ>

「ゴールデン・スポーツイヤーズ（GSYs）のレガ
シー」
間野　義之

　皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました早
稲田大学の間野です。伊藤先生、ご紹介ありがと
うございました。それでは早速ですけれども、40
分間、話題提供ということで皆さんと情報を共有
したいと思います。
　ゴールデン・スポーツイヤーズの名付け親とい
うのもおこがましいのですが、1年延期したことに
よって、ゴールデン・スポーツイヤーズという言葉
がむなしく聞こえる時もありますが、一方で3年が
4年に延びたというポジティブな見方もできるの
ではないかと思っております。2019年、ラグビー
ワールドカップ、昨年は本当に盛り上がりました。
そして、本当は今年に東京オリンピック・パラリン
ピックが開催だったのですが1年延期となりまし
て、ワールドマスターズゲームズも再来年に延び
ました。ラグビーワールドカップは世界第3位のメ
ガスポーツイベント、東京オリンピック・パラリン
ピックは第2位。必ずラグビーのワールドカップは
夏のオリンピックの前の年に開催されていたので
すが、これが連続して同一国で開催されるのは世
界で初めてです。そして、するスポーツの世界最
高の祭典であるワールドマスターズゲームズも、
夏のオリンピックの翌年に開催されていたのです
が、これも同一国で開催されるのは世界で初めて
ということでありまして、くしくも3年連続になった
ということで、これをゴールデン・スポーツイヤー
ズと呼んでみました。紹介映像があるので、ご覧
ください。
　今、ご覧いただきましたように、まさにスポーツ
の力で地方創生や観光につなげていこうという
ことですが、やっぱりこれだけ3年の時間を使い
ますので、やってお終いではなく、その後に何を
残すのか、レガシーが重要だということは皆さん

も同じお考えだと思います。元々、レガシーとい
うのは、語源がラテン語のLEGATUSでありまし
て、ローマ教皇の特使という意味でありました。
キリスト教を普及するためにローマ教皇が特使
をヨーロッパ各地に派遣をして、そこに教会をつ
くって、聖書を置いてミサをしたのですが、ただそ
れだけではなかなかキリスト教が普及しなかっ
た。当然、そこには土着の宗教があったわけです
ので、新興宗教であるキリスト教を普及するため
に、当時、最先端のローマの技術や文化や知識
を伝授したことによって、結果として教会に通っ
ているうちに暮らし向きが良くなる。そして、特使
が帰った後、その後にも文化的な生活が残るとい
う、こういう極めて宗教的な背景を持った言葉で
あります。形があるものもないものも含む、多様
な概念です。
　IOC、国際オリンピック委員会もこちらを定義
しておりまして、オリンピックの憲法ともいわれる
オリンピック憲章の第1章の中に、オリンピック競
技大会の良いレガシーを開催都市ならびに開催
国に残すことを推進するのだと。これがIOCの使
命であり役割であるということを明示しておりま
す。これは、ある研究者が立候補ファイルと最終
報告書からこのレガシーについて分類したものな
のですが、有形なものも無形なものも双方、非常
に多様な概念です。文化、経済、環境、イメージ、
情報教育、ノスタルジー、オリンピックムーブメン
ト、政治、心理、社会問題、スポーツ、持続可能
性、都市化、ありとあらゆることがこのレガシー
に含まれるわけです。もちろんツーリズムもこの中
に含まれるわけです。一方で、これはGrattonが定
義したものですが、この有形と無形以外にもポジ
ティブとネガティブなものもあるし、計画的なも
のと偶発的なものもあるといわれています。われ
われはともすると、ポジティブで有形で計画的な
ものばかりにフォーカスしがちですが、このレガ
シーキューブ全体を見て、レガシー全体をマネジ
メントする必要があることが分かります。当然、ネ
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ガティブで偶発的な無形なもの、こんなことにも
留意をしていく必要があります。
　ロンドン大会、ここがレガシーオリンピックとい
われているのですが、先ほどのオリンピック憲章
は2002年につくられました。オリンピックの開催
都市というのは7年前に決定しますので、2002年
の時点ですと2008年の北京オリンピックの際に
は既に決定しておりました。IOCのオリンピック憲
章の中でも、招致段階からレガシーをしっかりプ
ランニングせよということですので、この2012年
のロンドン大会の招致段階からレガシーをプラン
ニングしたオリンピックが始まったわけです。当
時、招致段階でロンドンレガシーとして、イギリス
を世界トップのスポーツ国家にする、東ロンドン
の再開発にする、若い世代を啓発する、持続可
能なオリンピックパークを設計する、そして、イギ
リスが創造的、協調的であり、またビジネスチャ
ンスに満ちている、これらのことを世界にアピー
ルする、この5点をロンドンレガシーとしました。
実際、このオリンピック・パラリンピックを活用し
て、積年の政策課題を解決するということで、東
ロンドン地区というのは非常に貧しく、恵まれな
い地域だったのですが、ここをクイーンエリザベ
スオリンピックパークとして再生させました。こ
の写真があるように、非常に汚れた地域でした。
そこを246ヘクタール、ディズニーランドとディズ
ニーシーを足したものよりも少し広いぐらいの面
積ですけれども、そこに1.5兆円の予算をかけて、
2年土地を調整して、4年間で会場を建設し、古い
工場だとか倉庫220を壊して、200万トンの土地
を浄化して、川沿いにありますので新しく30の橋
を架けて作り直しました。ある意味で、これは開
発型のオリンピックであります。われわれのこの
ゴールデン・スポーツイヤーズというのは、実は開
発型ではないので、これがそのまま参考にはなら
ないと思います。しかし、ロンドンの例を見てみま
すと、選手村をそのまま使って、今、新たな町をつ
くって、その中には学校や保育園、コミュニティー

スペース、医療施設を建設して、ここで人が暮らし
て、そしてデジタル産業の集積地として人が働け
る場所をつくりました。これがロンドンオリンピッ
クの最大のレガシーといわれています。彼らの
2007年のコミットメントを2013年の実績報告で
見ますと、大体この5つのコミットメントが達成さ
れています。あえて言うならば、若い世代の啓発
というものは実はあまりうまくいっていません。そ
れ以外の面に関しては、ほとんどが計画通りに実
行されています。

　では、このロンドンはどこを参考にしたかと聞
きますと、シドニーです。シドニーというのは、実
は開発型のオリンピックでした。シドニー郊外に
オリンピックパークをつくって開発をしました。そ
して、今ではシドニーの中でも人が住みたいエリ
アとして開発されて、コモンウェルス銀行という
オーストラリア最大の銀行の本社が移ってきた
りして、2000年からですから、今、ほぼ20年たっ
て、1つの立派な街として整備されてきています。
では、シドニーはどこを参考にしたかというと、バ
ルセロナです。1992年のバルセロナオリンピック
開催当時は、まだピレネー山脈の南はアフリカだ
なんていうことを揶揄されるような後進国であっ
たのですが、このバルセロナオリンピックを経て、
スペインは見事な経済成長を迎えるとともに、バ
ルセロナは今、世界の中でも押しも押されぬ観光
地、観光都市へ変貌したということであります。
　これはある研究者が、アトランタから北京まで
の開催都市の住民に対して重要だと考えるレガ
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シーについての質問調査の結果ですが、アトラン
タとシドニー、こちらでは街の中心部の美化、通
信環境、ちょうどインターネットが普及する頃で
すね。オリンピック100年記念公園ができた、シ
ドニーの文化を世界に発信できた、スタジアムが
できた、パラリンピックを開催したことで障害者
を広く受け入れる環境ができたことと答えていま
す。一方で、その後の2004年のアテネと北京で
は、空港、地下鉄、道路。つまりオリンピックの年
次が新しいかどうかは別として、発展途上国では
インフラも含めた有形なレガシーを。そして、成
熟国家ではどちらかといえば無形なレガシーを
重要だと考える傾向にあるということです。
　われわれ日本では、既に3回オリンピックを
やっております。64年の東京大会では、新幹線、
首都高、国立競技場、代々木体育館ができたと
いわれていますが、実はネガティブなこともあり
ます。東京というのは水の都といわれていました
が、首都高速道路を川の上につくったこともあっ
て、都心の川が消失したというような言われ方も
しております。無形なものとしては、戦後復興、平
和国家アピール、そして、56年の国連への復帰、
OECD、オリンピック、70年万博につながっていっ
たといわれています。今では当たり前の衛星放送
の技術も、NHKが開発しました。スローモーショ
ンなんかもそうです。そして、警備員が足りないの
で警備会社ができたり、選手村のカフェテリアを
まねてファミリーレストランができたり、選手村
のお風呂が間に合わないので、プラスチックを成
形して当てはめるというユニットバスがそのとき
に誕生したり、このような新しいビジネスもできま
した。札幌も地下鉄、地下街、自動車道。スタジア
ムやジャンプ競技場などもありましたが、樹木の
広域伐採の問題、これは滑降のコースをつくるた
めです。ダウンヒルのコースをつくるためにそのよ
うな問題が出ました。一方で無形のレガシーとし
ては、スキー、スケートが高度経済成長と相まっ
て国民に普及、浸透したり、オリンピック学習が

進んだり、ということもありました。98年長野大
会も新幹線、高速道路、公園。一方で膨大な施設
維持費ということで、今でのスラローム会場が膨
大な維持費があって、これを閉鎖するかどうかと
いうことが問題になったりしているわけです。一
方で無形のレガシーとしては、長野市内の小中学
校が1つの国を決めて、その歴史や文化を学んで
応援するという「一校一国運動」だとか、スポー
ツボランティアの誕生などがありました。
　このゴールデン・スポーツイヤーズ、さまざまな
有形・無形なレガシーがありますが、1つはスポー
ツの成長産業化ということをうたっております。こ
れは2015年にスポーツ庁ができて、新しい政策
をつくろうということ、それから、この3つの大会
が連続したゴールデン・スポーツイヤーズが誕生
したということで、この機運にあずかって、これま
では遅れていた日本のスポーツ産業を成長化さ
せようということです。2016年にこのスポーツ未
来開拓会議というものをつくりまして、私が座長
を務めさせてもらいました。今では多くの方がご
存知の通りの5.5兆円を15兆円まで伸ばす、3倍
化するということをこのときの数値目標として掲
げさせてもらいました。これは内訳なのですが、
5.5兆円の中で見ますと、一番多いのはスタジア
ム、アリーナとなっています。これを2025年まで
に3.8兆円まで成長させようと。一方で伸びしろだ
けを見ると、周辺産業と当時呼んだスポーツツー
リズムなどが1.4兆円から4.9兆円まで成長させる
ことができるだろうということでした。この2025
年段階を見ても、最も大きな内訳を占めるところ
は周辺産業も含めたスポーツツーリズムだという
ふうに私たちは考えました。
　これは日本政策投資銀行が今年の6月2日か
ら12日に、アジア、欧米、オーストラリア、12カ国
の20歳から59歳の海外旅行経験者に対してイン
ターネット調査を行ったものです。まさかこんな
パンデミックが起きるということは、リスクとして
は考えていましたが、現実に起きるところまでは
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想定していなかったのですが、その中でも例えば
アジア居住者の56％はやっぱり日本に行きたい
と。欧米豪居住者に関すると、1位はアメリカの
28％なのですが、第2位は日本の24％となってい
ます。われわれは今、第3波がきて、大変緊張し
た状況にあるのですが、世界から見たらそれでも
やっぱり日本はコロナが終息したら行きたいとい
う国で、アジアの中では第1位、欧米豪居住者の
中でも第2位で、世界の中で最も行きたい国であ
るということには変わりないわけであります。
　実際、これはCOVID-19による人口当たりの死
者数を表したもので、札幌医大がジョンズ・ホプ
キンス大学のデータを基に集計しているもので
す。昨日の時点でのものですが、このカーブを見
てください。このカーブの急激な上がり方もそう
なのですが、左側の目盛りを見ていただきます
と、昨日の時点で人口100万人当たりの死亡者数
は、イギリスが886人、アメリカが834人、フラン
スが830、ブラジルが820と、みんな800を超え
ています。日本はどうなのかというと、17.2人で
す。もう桁が全然違います。日本の中では今、病
床も含めて医療が逼迫し始めていて、大変な状況
であることは間違いないのですが、世界全体で見
渡した時には、日本のこの状況というものは、世
界の大都市、イギリスというのは2012年にオリ
ンピックをやって、アメリカをなぜ挙げたかという
と2028年のロサンゼルスオリンピックがあって、
フランスは2024年のパリオリンピック、ブラジル
は2016年にリオオリンピックがあったからなので
すが、そういった国々と比べたらはるかに死者数
が少ないことが分かります。日本のコロナの感染
状況というものは世界から見ると、むしろ安全安
心な国に映って見えるというのが実情だと思いま
す。
　実際、行きたいという人たちがいるわけですけ
れども、ロンドン大会の時には外国人観光客の
誘致というものに、「グレイトキャンペーン」とい
うことで、もうとにかくグレイト何々というのを全

部に付けて、例えばSports is greatとかいろんな
ことに付けました。あるいはニューヨークの電車
にもユニオンジャックをラッピングしたりして、も
う徹底的に観光客招致を図ったわけです。こうい
う一般的なことに加えて行った招致で、その後も
実は観光客も伸びているのですが、もちろん今は
このコロナの影響で国家間の移動ができません
が、統計が取れている限り、2019年まではイギリ
スは観光客伸びています。その1つは、世界のメ
ディアがイギリスの地方を報道する、それが地方
に波及させる最も効果的な方法であるという認識
のもとに、毎年1,000名程度の海外メディアを招
へいしたということです。世界中から35名の国際
的なジャーナリストを招へいして、イギリス国内
の観光情報や地域情報を提供して、大会会場、
歴史的な文化的な地域や行事を題材にした32編
の短編映画を作成した、要はそれぞれの国で放
送ができるようなものをつくったということです。
簡単に言いますと、インフルエンサーです。イン
フルエンサーに関してこのマーケティングをやっ
たというところがポイントです。これにつながると
いう見方をできるとすれば、私はこの「一校一国
運動」なんていうものもインフルエンサーマーケ
ティングの1つだと実は思っています。もちろん小
中学生の国際理解教育であることは当然なので
すが、ちょっと紹介映像があるので、こちらもご覧
ください。
　今ご覧いただきましたのは、どちらかというと
子どもの目線で見ていますが、じゃあこの応援を
してもらったジャマイカの選手やケニアの選手
が、それぞれどんなふうに感じて、それを持って
自国に帰って、どのように伝えてくれているのかと
いうことが重要です。そこまでこの映像の中には
なかったですが、間違いなく彼らは長野を宣伝し
てくれるというふうに思っています。他にも、アス
リート、メディアとの交流で、今回で言えば例えば
青森県今別町という高齢化率48％で人口3,000
人弱の青森の最北端の町の1つでありまして、北
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海道新幹線の青函トンネルの入り口であります。
そこがモンゴルのフェンシングチームの合宿を
受け入れております。他にも千葉県山武市でも、
同じように今度はスリランカと協定を結んで、ス
リランカのアスリートを受け入れております。この
ように、ホームページを作ってSNSで、そして映像
を作って宣伝するのも大事なのですが、実際に来
年、オリンピック・パラリンピックのアスリートが
日本に来て、そして再来年には、ワールドマスター
ズゲームズに多くの参加者が世界から来ること
が期待されているわけです。ワールドマスターズ
ゲームズに来られる方というのは、間違いなく経
済的には裕福な方々であって、そして精神的にも
いろんな意味で余裕がある方々が世界から来る
わけです。彼らが自国に帰った時には、彼ら自身
が有力なインフルエンサーになると私は考えてい
ます。
　これは2024年パリ大会のレガシープランです
が、ムハマド・ユヌスというグラミン銀行の総裁、
この人をパリの名誉市民にしまして、ユヌスセン
ターというのをつくります。グラミン銀行はご承
知のとおり、マイクロファイナンスということで、バ
ングラデシュの方ですが、バングラデシュで金融
機関から借り入れができないような人たちに、無
担保で貸し付けをして、それを受けた人たちがそ
れなりに事業を興して生計を立てて収入を上げ
て、そして実際に返済をして生活を軌道に乗せて
いくという、そういった仕組みを作ったことによっ
てノーベル平和賞を受賞されました。パリ大会
ではアスリートと若者とテクノロジーを組み合わ
せたて、社会課題を解決していくこと。具体的に
は、貧困ゼロ、失業ゼロ、炭素排出量ゼロ、こう
いったことをパリ大会のレガシープランと言って
います。
　つまり、ハードだとかソフトだとかということも
もちろんあるのですが、このゴールデン・スポー
ツイヤーズを通じて、われわれはどんな社会課題
を解決していくのかということを、本気で考える

タイミングになってきていると思います。そういっ
た意味では、リモートが可能なウィズコロナの時
代に、スポーツツーリズムというのはどのような
社会課題解決につながるのか。単にとにかく観
光客さえ来ればいいのか。今では京都にしろ大
阪にしろ、日本の観光地は人が少なくて困ってい
て、GoToキャンペーンというのでGoToトラベルが
行われているのですが、1年前の今ごろは全国各
地でオーバーツーリズム・観光公害ということが
いわれて、人が来過ぎて困っているなんていうこ
とを言っていたのです。今となって分かることで
すが、それはある意味、嬉しい悲鳴だったわけで
す。
　けれども、実際、今日のリモートセミナーもそう
ですが、いろんなことが必ずしも対面でなくても
できるようなこの時代に、本当にスポーツツーリ
ズムというのは必要なのかどうなのか。それは何
のためになるのか。人がそもそも遠距離を移動す
ることの意味は何なのか。鉄道や航空機などが
できて、われわれ一般の人でも国境を越えて簡単
に移動ができるようになったのは、実はつい最近
のことです。まだ50年前は1ドル360円で、誰もが
簡単に外国に行ける時代じゃなかったのです。そ
れでみんなが動いて、経済活動が盛んになって、
これが今のように一瞬でも止まると、大きな社会
問題になっているわけです。でも、そもそも人が
遠距離を移動するということは一体どういう意味
があるのか。そして、スポーツ、これは元々がプレ
イ、遊びであるわけですが、人が遊ぶということ
は一体どういう意味があるのか。ホモルーデンス
は、ヨハン・ホイジンガが1938年に唱えた概念で
ありますが、ホモサピエンスであると同時にわれ
われはホモルーデンス、つまり遊ぶために生まれ
てきた人間である。われわれ日本の中でも、『梁
塵秘抄』の中には「遊びをせんとや生れけむ」と
いう文言があって、平安時代から人と遊びの問
題、これは労働だけでは人が生きていけません
ので、遊びが重要か、労働が重要かということを
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言っているわけではないのですが、一体、遠くま
で来て遊ぶことの意味は一体何なのだろう。ある
いは人と人が直接に対面することの意味は何な
のだろうと。
　スポーツツーリズムでとにかく面白くてエキサ
イティングで、だから人が集まって、そして何かお
金が落ちて、本当にそれだけでいいのかどうなの
か。もっと何か深い意味というものをわれわれは
考えなければいけないのではないのか。そんな意
味でスポーツツーリズムはどちらかというと、他
人ごと、他所ごとであったものではあるのですが、
このゴールデン・スポーツイヤーズという絶好の
機会を与えられたわれわれとしては、これはやっ
ぱり自分ごと、我々ごとと捉えて、どんな本当のス
ポーツツーリズムといったもの、それを通じたレ
ガシーがつくれるのかということを、本気で考え
なければいけないタイミングなんじゃないのかと
思います。
　まず、その関心を持ってもらうためには、インフ
ルエンサーの人に、このわれわれ日本、あるいは
関西も含めたそういうスポーツ資源の価値につい
て理解してもらうというところから始めなければ
いけないのですが、ただ人が来て、それでスポー
ツをして、あるいはスポーツを見て帰る。そこに一
体どういう意味があるのかということを、このウィ
ズコロナ時代には本気で考えなければいけませ
ん。そのことをわれわれ研究者だけでなく、未来
を担う若者も含めて全員参加で、それがどういう
ことなのかということを考える時代になったと思
います。くしくも、今このコロナ禍というものは、い
ろいろなことを皆さん考え、再認識して再検討す
るような時代になっているわけでありますので、
スポーツツーリズムもKPIをあげて、人数やそこ
で落としたお金だけを数えるのではなく、その内
容とか質について考えなければいけない、そうい
うタイミングではないかと思います。予定の時刻
になりました。問題提起ということで私のお話を
終わらせていただきます。どうもご清聴ありがと

うございました。

伊藤：間野先生、ありがとうございました。ビデオ
も2つ使っていただき、本当に分かりやすいご説
明、ありがとうございました。
　基調講演の質問はパネルディスカッションと同
時に行いたいと思いますので、お一人、林先生か
らご質問がチャットボックスにありましたけれど
も、後でまとめてパネルディスカッションの際に
質問をさせていただきたいと思います。もし何か
他に質問がありましたら、どしどしチャットボック
スにご記入、ご投稿いただければと思います。
　それではまずは前半は以上ということで、休憩
を挟みまして2時50分からパネルディスカッショ
ンを始めたいと思います。まずは間野先生、基調
講演どうもありがとうございました。

間野：ありがとうございました。
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<PartⅡ>

伊藤：それでは時間になりましたので、後半のパ
ネルディスカッション「スポーツイベントのレガ
シー」を始めたいと思います。僭越ながら引き続
き、伊藤が本パネルディスカッションのモデレー
ターを務めさせていただきます。よろしくお願い
いたします。
　前半の間野先生の基調講演でも触れられまし
たが、ゴールデン・スポーツイヤーズを通して、ス
ポーツの成長産業化やスポーツツーリズムの活性
化が期待されています。これを一過性のもので終
わらせるのではなく、ゴールデン・スポーツイヤー
ズ後にも持続させるために計画的なレガシー創
出が重要となります。そこで本パネルディスカッ
ションでは、前半は参加者であるオリンピアン・
パラリンピアンの視点として巽先生から、そして
後半は社会変革という社会の視点として仲伏達
也様からスポーツイベントのレガシーについてご
講演をいただきます。まずは巽先生にご講演いた
だき、その後続けて仲伏様にご講演いただきま
す。両先生のご講演に対するコメントを間野先生
より頂戴し、巽先生と仲伏様からコメントに対す
るレスポンスを頂戴いたします。その後、視聴者
の方々からのご質問にお答えしたいと思っており
ますので、引き続きチャットボックスを通してご質
問をお寄せいただければ幸いです。
　それでは前半のパネリストの巽樹理先生をご
紹介させていただきます。もう皆さんもご存じか
と思いますが、巽先生はシドニーオリンピック、ア
テネオリンピックで、アーティスティックスイミン
グのチーム種目で銀メダルを獲得されたメダリス
トでいらっしゃいます。大阪体育大学大学院博士
前期課程修了後、現在は追手門学院大学社会学
部准教授として教鞭を執られながら、アスリート
ネットワーク副理事長、関西ワールドマスターズ
ゲームズ理事も務められ、学術的・社会的にも幅
広くご活躍されております。それでは巽先生、どう

ぞよろしくお願いいたします。

「オリンピアン ・パラリンピアンからみた開催都
市・国のイメージ形成に影響を与える要因」
巽　樹理

皆さん、こんにちは。ただいまご紹介にあず
かりました、追手門学院大学の巽樹理と申します。
よろしくお願いします。では、「オリンピアン・パ
ラリンピアンから見た開催都市・国のイメージ形
成に影響を与える要因」と題しまして、約20 分
間お時間を頂ければと思います。よろしくお願い
します。簡単に自己紹介をさせていただきますが、
先ほど伊藤先生のほうから過分な紹介を頂きまし
たので、私のほうからは、かいつまんで紹介をさ
せていただきたいと思います。2つ目の、この一
般社団法人アスリートネットワーク副理事長をさ
せていただいておりますが、こちらは略してAN
というんですけれども、アスリートが自らの成長
過程で得た本物の感動、そして過程で得た経験
を、次世代を担う子どもたちに伝えるという、自
発的に構成されたトップアスリートの集団のネッ
トワークでございます。本日の発表資料にも出て
くるのですが、ご協力をいただいたアスリートも
このネットワークでつながっている方です。もし
宜しければアスリートネットワークで検索してみ
てください。

そして、先ほど間野先生の動画資料でも紹介
がありましたが、2021年のワールドマスターズ
ゲームズの理事もさせていただいております。こ
れもコロナで1年延期になりましたので、私はオ
リンピックに出場させていただきましたが、自分
が楽しみながら出場するということで、ぜひドリー
ムチームを組んで出場できる、このワールドマス
ターズゲームズというのにもできたら出場したい
なと思っております。そして、こちら、今、写真
のほうが出てきたかと思いますが、現在はシニ
アのアーティスティックスイミングのヘッドコーチ
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をさせていただいております。地域に根付いたク
ラブ、そして現場を重視して、高齢者のスポーツ
クラブの在り方に注目しております。なんとこの
写真の方たち平均年齢が72歳という、本当に高
齢者というか超高齢者なんですけれども、幾つ
になっても心身ともに健康でいきいきをモットー
に、2022、ワールドマスターズゲームズの出場
を目指して、指導のほうをしたいなと思っており
ます。

こちらですが、日本代表として約10 年間活動
をさせていただきました。その間に、アーティス
ティックスイミングの代表として出場した試合、も
しくは遠征の一覧になります。95年から2004
年までの一覧になりますが、これはたまたまなん
ですけれども、スイスが3回と一番多かったので
愛着も湧きますし、印象としては非常に根強いで
す。この赤字の2000 年と2004年のこれがオリ
ンピックになります。この年はシンクロに関しま
しては、プレオリンピックと本戦のオリンピック
がございますので、大体プレオリンピックが4月、
本戦が8月と、2回にわたって現地のほうに行か
せていただいております。今回の演題にあります
ように、オリンピアン・パラリンピアンから見た
オリンピック・パラリンピックに対しての国や都
市、イメージを自身の経験も踏まえて一緒に見て
いけたらいいかなと思っております。

メガスポーツイベントにおけるアスリートの視
点です。今回のテーマである都市のイメージなん
ですけれども、メガスポーツイベントのレガシー
創造において、大会や都市のイメージ向上という
のは非常に重要な課題であり、先行研究からも
あるように、長期的なベネフィットの視点を持っ
てイベントを開催することが重要視されるように
なっています。特に開催都市や開催国のイメージ
としては、昨年2019年のラグビーワールドカッ
プでは、アジアで初めて開催され、日本のスポー
ツ文化やおもてなし、そしてもちろん日本選手の
粘り強い、ワンチームとしての活躍もあって、世

界に良いイメージを示すことができた成功事例
ではないかなと思っております。そして、今回は
メガスポーツイベントの代表でもあるオリンピッ
ク、そしてパラリンピックに焦点を当てまして、参
加者としてのアスリート、すなわちオリンピアン・
パラリンピアンは、重要なステークホルダーであ
りながら、メガスポーツイベントにおける都市イ
メージに関する研究というのは少なく、ツーリス
トや地域住民の視点から多く行われてきました。
こういった点から実際に出場するアスリートが大
会に対して、どのような評価をしているのか、ど
のようなイメージを抱くのかに注目する必要があ
ると思います。そこで今回は、オリパラに出場す
るアスリートは大会をどのように評価しているの
か、開催都市に対して抱くイメージ、評価に影響
を与える要因は何なのかというのを、インタビュー
してきました。

インタビュー調査です。こちらがインタビュー
の対 象者、A、B、C、Dと4名になります。強
調したい点としましては、1回の出場ではなくて
2回以上、すなわち複数回オリンピックもしくは
パラリンピックに出場した選手に厳選いたしまし
た。理由としましては、1回では何がなんだか
分からないまま、オリンピックはこういうものだ、
パラリンピックはこういうものだと全てを受け入れ
て、そういうものだと断定されがちだと思います。
2回以上だとオリンピック・パラリンピック大会、
大会とは試合だけではなくて、例えば選手村で
あったりスケジュールであったり、雰囲気も他の
国際大会とかと違ってきますので、いろんな面で
比較も可能となります。

今回は4名のアスリートに打診をしたところ、
本当に皆さん快く引き受けてくれました。競技種
目名を出すかどうか、ここには個人競技、団体
競技、出場回数ということで記載をしているので
すが、競技種目名を出すことによって、やはり3
回、4回出場だと、その種目では本当にレジェン
ドで個人が特定されますので、掲載は控えさせ
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ていただきました。あと、口頭で補足しますと、
この4人のうち3 名がオリンピアンです。1名が
パラリンピアン。そして、うち現役選手、実は、
東京ももう内定しているんですけれども、現役選
手が1名いらっしゃいます。4名のうち2 名がメダ
リストでございます。ちなみに私が所属していた
アーティスティックスイミングの選手ではありませ
ん。4名と少ないかもしれませんが、やはり4年
に1度のオリンピック・パラリンピック、そしてオ
リンピックに関しては1回の出場日本代表選手数
が約300人ぐらいです。それに複数回出場とい
うような方はもっと限定されますので、非常に貴
重なインタビューができたのではないかと思って
おります。インタビュー内容はこちらになります。
開催都市に対するイメージや大会全体を通して
得た経験など、幅広く質問項目を設定いたしまし
た。大会の成績と自身の評価、大会や開催都市
に対するイメージ、大会期間のスケジュール。そ
して、競技場面以外の評価。そして、ハード面、
選手村などの設備に関する評価。そして、大会
を通して得た経験などの発信になります。

それでは、インタビューをした結果を報告いた
します。まずは参加大会や開催都市に対するイ
メージです。アスリートはやはりオリンピック・パ
ラリンピックに日本代表として参加していますの
で、「楽しむ」というよりはやはり勝利至上主義の
「戦いの場」として成績を求めて行っております。
吹き出しにもあるように、大会を振り返った時に、
「やはり成績のことが最初に思い浮かべる。トラ

ウマで苦しい思い出」と言っていますので、この
方はもしかしたら思うような成績ではなかったの
かもしれません。イメージとしては成績のほうに
引っ張られている気がするとのことです。他のア
スリート、下の吹き出しなんですけれども、「ロン
ドンは最高の街。試合でも観客が多く入っていた
し、満員の中で競技ができたことは本当によかっ
た。やっぱり競技場面の雰囲気がイメージとして
は強い」ということなのですが、実はこれはパラ
の選手なんです。パラのロンドン大会は大成功と
してよく挙げられていますが、選手側としても観
客や街の方がとても温かく迎えてくれて、雰囲気
がすごく良かったというふうな良いイメージでお
さまっているようです。やはりこれは複数回出場
した者だから、ロンドン大会は観客が満員で最
高だったというふうに言えるのだと思います。オ
リンピックは満席になることが本当に多いんです
けれども、このパラの選手いわく、観客の空席
が目立つ大会も多く、このロンドン大会は満席、
それに声援がすごく温かくて素晴らしいと、良い
印象を持っています。このように、開催都市や国
に対するイメージというのは、競技成績や出場ま
での過程、ここにはちょっと掲載できていないん
ですけれども、つらかった過程であったり、やり
切った過程、そしてパラ選手の発言にもあったよ
うに、観客なども含めた競技場面にひも付いたも
のになっている可能性が示唆されました。

こちらの写真はロンドンの水泳会場ですが、
やはり観客席の数というのはオリンピックになる
ととても多くなります。これは少し余談にはなる
んですけれども、私は2000 年のシドニーオリン
ピックが1回目の出場で、やはり審美系のスポー
ツとしては観客を味方に付けたい競技ではあるん
です。確か事前に現地の方、オーストラリアのシ
ドニーの方を対象に、日本のイメージは何です
か、というような逆の調査をしたというふうに聞
きました。現地の方が日本のイメージを複数キー
ワードを挙げて、その中でやはり武道というのは
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上位にありました。結果的にシドニーオリンピッ
クは空手が力強く、日本の武道のイメージを表
現しやすいということになり、演技テーマに決ま
りました。本物の空手というのはもう何十年もやっ
ている人から見たら、ちょっと未熟だったかもし
れませんが、しかし、私たちも本当に空手道場
に通って、失礼がないように礼から始まって、最
初の10 秒の陸上動作というんですけれども、そ
こでは型をしっかり披露することで、この写真に
あるように本当に多くの観客の方から大声援が聞
こえてきて、実感としては、あ、これはいけるな
というように感じました。余談でしたが、このよ
うに観客数がとても多いオリンピック・パラリン
ピックですので、こういった声援というのがとて
も力になって、印象付けられるというのはあるか
と思います。

続いて大会期間中のスケジュールです。これは
皆さんの想像に難しくないと思うのですが、原則
は日本代表チームでの団体行動が基本となりま
す。開催地を味わう時間というのは、競技が終
わった後、日本に帰国するまでのほんのひととき、
希望としては開催地をもっと観光したかったとい
うような意見の声もありました。観光は半日でき
たらとてもいいほうだと思っています。アスリート
はやはり日本代表選手として、自己負担は幾らか
ありましたが、やはり国からの税金で行かせても
らっているという意識は皆さんあります。なので、
決められた範囲での行動が基本になってきます。
吹き出しにもあるように、選択肢もなかったと書
いていますが、これに同感いたします。試合後
の観光も日本代表選手は団体行動が基本、これ
はそうだと思います。リストアップしているお土
産を買うのでほぼ観光が終わりというような人が
多くあったと思います。ただ、上の吹き出しにも
あるように、アテネオリンピックというのはやは
りオリンピック発祥の地ということで、オリンピッ
クの本戦の時はそんなにゆっくり観光している時
間はなかったのですが、先ほど一覧表にもあった

ように、4月ぐらいの時にプレオリンピックでア
テネの会場に行った時に、古代オリンピックの会
場であったり、パルテノン神殿を見に行きました。
下の吹き出しにもあるように、「選手村のそばに、
ロンドンの時はショッピングモールがあったので、
食事とか買い物も割と自由だった」ということな
んです。実はこれもパラの選手の話だったんです
けれども、話を聞いていると、パラの選手のほ
うが少し自由かなと感じることも多々ありました。
でも、これは競技や個人、団体の違い、そして、
ベテラン選手だからということもあるかと思いま
す。これがもっと多くの方にインタビューすると、
この辺も明らかになってくるのではないかと思い
ます。

そして、大会期間中の食事に対する評価です。
選手村のレストランは24時間オープンです。ID
カードがあって食べ放題なんですけど、いろんな
種類、そしてたくさんのボランティアスタッフがお
ります。このインタビューした4人とも、レストラ
ンの記憶は比較的しっかり残っていました。どこ
の大会でこれはおいしかったねという話もありま
した。吹き出しにあるように、「食事の記憶ははっ
きりしている。北京大会の時は北京ダックがあっ
たり、印象深かった」ということです。下の方
は大会のイメージというと、やはり選手村とかレ
ストランの食事というのが印象深いということで
す。食べるものがおいしくないと良い雰囲気では
ないということで、マクドナルドばかり食べてい
たような大会もあったみたいです。毎回、スポン
サーであるマクドナルドというのはレストランの中
に入っています。アスリートはあまりマクドナルド
を食べているイメージはないかもしれませんが、
実は私たちも食事が終わってから、こういったマ
クドナルドを食べていました。こういったちょっ
とした楽しみというか、食事の時間というのが比
較的強く印象付けられているということが考えら
れます。

そして、選手村に対する評価です。これに関
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しては、結構評価が異なりました。やはり多くの
時間を選手村で過ごしていますので、設備や環
境というのはとても重要になってくるということ
がアスリートの発言からも読み取れると思いま
す。距離とか立地という言葉もすごく出てくるん
ですけれども、3食を食べますのでレストランま
での距離が徒歩圏内で行けるのか、それか選手
村の中でバス移動で結構遠いとか、その辺が重
要になってきます。特にパラの選手は義足の選
手とか車いすの選手もいらっしゃいますので、選
手村の中のどこに配属されるのかというのも結構
重要になってくるというふうにお話がありました。
国で場所が決められていますので、これは選手
村の写真ですけれども、こういう場所取りはどう
やって決めるのかなというのも非常に興味深いと
ころではあります。この左の写真なのですが、多
分、皆さんが思っているよりも結構広い、本当に
1つの村になっています。1つ1つの建物に、こ
れは日本の建物とか、ブラジルの建物、アメリ
カの建物というようにそれこそワンチームとして、
やっぱりオリンピックは他の国際大会と違って、
こういう選手村があるというのが一つ大きな特徴
かなというふうに思っています。

そして、その他、興味深い話を少し紹介した
いと思います。複数回参加しているからこそ、で
きることとかやれること、発信力が大きくなって、
またそれに賛同してくれる人も増えてきていると
実感するアスリートもいました。一方で、オリパ
ラ教育などの面からも、大会参加時の国際交流
を希望するような発話も見られました。先ほど間
野先生からもありました一校一国運動、あれも
素晴らしいと思います。今はもう少し交流などが
あるかもしれませんが、私も2回経験をさせてい
ただいて、現地の交流というのが、それこそ現
地の子どもたちにイベントや教室開催、そういっ
た交流がもう少しあってもよかったのかなと振り
返ると感じます。そういう余裕もあまりなかった
と言えばなかったかもしれませんが。下の吹き出

しにもあるとおり、オリンピックの思想であった
りとか、これも同感で、終わってからオリンピア
ン・パラリンピアンに対して結構研修というのが
任意参加ではあるんですけれども、あります。も
う少し事前にオリンピック教育とか精神であった
り、知って事前に学習してから出場すると、もう
少し違った見え方ができたんじゃないかというふ
うに思っております。

今回は4名のアスリートにインタビューをさせ
ていただいたんですけれども、全て日本代表の
選手でしたので、これは日本代表のアスリートに
特徴的な結果であるのか、海外との比較があれ
ばもっと多角的な視点から考察できるのかなと
思っております。そして、海外チームのコーチと
海外の選手に軽く聞き取りをしたところ、両者と
も大会の後、それもオリンピックとか他の国際大
会もそうなんですけれども、大会が終われば基
本的には現地解散というか、その後はもう自由と
いうような話が、2カ国のコーチと選手に聞いた
んですけれども、そのようなちょっとびっくりす
るような話がありました。なので、家族を現地に
呼んだりとか、もしくは恋人と自由にその後、しっ
かり観光を満喫して帰っているような印象が見受
けられました。今まで述べたように、日本チーム
のアスリートに特有のこういうタイトなスケジュー
ル感なのかもしれませんが、基本的にはオリン
ピックもそうですし、翌日に帰国する。その後も、
もう飛行機を降りたところからスケジュールが大
体決まっていまして、その後、インタビューとか
記者会見があったり、翌日、3日間ぐらいはメダ
リストは結構拘束されます。官邸にあいさつに
行ったり、スポンサーにあいさつに行ったりと非
常にタイトなスケジュールではありますが、こう
いう海外チームのアスリートは、日本よりは開催
都市や国に対するイメージというのを強く実感し
ている可能性があるかなと感じました。

結果のまとめなのですが、経験豊富なオリン
ピアンとパラリンピアンに今回インタビューをし
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て、大会への評価というのは、やはり成績にひ
も付いている部分は大きいものの、選手村など
の設備も印象深く残っているということが明らか
になりました。アスリートはやはり勝利を求めて
遊びに行っているのではなく、やはり戦いに来て
はいるが、その中で選手村でのちょっとした休息
であったりとか食事など、楽しみなどの経験も明
瞭な記憶として蓄積しています。今回、スポーツ
ツーリズムのシンポジウムでしたが、オリパラに
出場しているアスリートの印象というのは、言う
までもなく成績とか選手村に偏っていたんですけ
れども、観光というのは限定されているものの、
やはりもう少し日本の選手もせっかく来たのだか
ら、終わってからの観光という意味では充実させ
たいなと私個人的にも感じます。今回、開催地
での経験として、アスリートの記憶をインタビュー
調査により捉えることができたという点では、非
常に重要な知見となったかなと思っております。
今後、もし拡充するなら、国内のアスリートに対
するインタビュー調査の継続と、対象となるアス
リートをもう少し範囲を広げて拡大する必要が
あるかなというふうに思っております。なかには、
今回のインタビュー者ではないのですが、あまり
にも苦しい思い出というか、記録を消しているア
スリートもいましたが、オリンピック・パラリンピッ
クにおけるアスリートの経験をより詳細に今後も
検討していく方向で、機会があれば私のほうも
進行できたらいいかなと思っております。ご清聴
ありがとうございました。

伊藤：巽先生、ありがとうございました。インタ
ビューもしていただき、研究としてまとめていた
だきありがとうございました。巽先生ならではの
研究、調査、発表ですし、巽先生だからこそ聞け
た内容もあるのではないかなと思います。さらに
巽先生ご自身の経験から考察していくという、や
はりこれも巽先生ならではの非常に素晴らしい
知見かなと、私もとても勉強させていただきまし

た。ありがとうございました。

巽：ありがとうございました。

伊藤：さて、引き続きまして、もうひとかたのパネ
リストの仲伏様のご講演に移りたいと思います。
仲伏様は三菱総合研究所のビジネス・コンサル
ティング部門、副部門長兼キャリア・イノベーショ
ン本部長であられ、これまで都市開発、地域経営
や教育、スポーツの関連分野の調査研究、コンサ
ルティング業務に関わってこられました。また、産
官学200以上の組織が参画したレガシー共創協
議会では事務局長を務められ、その間大規模ス
ポーツイベントのレガシー創出に関わる提言、情
報発信、機運醸成、プロジェクト創出などを進め
られてきました。それでは仲伏様、どうぞよろしく
お願いいたします。

「社会変革トリガーとしてのメガイベントの可能
性」
仲伏　達也

今、ご紹介いただきました、三菱総合研究所
の仲伏と申します。20 分ほどお時間を頂きまし
て、「スポーツイベントをトリガーにした社会変革」
というテーマでお話したいと思います。私の場合
は巽さんと違いまして、今日ご参加の方からする
と、一体何者やと思われる人がほとんどだと思
いますので、ちょっと自己紹介をさせていただき
たいと思います。1991年に実は間野さんと同期
で、三菱総研に入社しまして、元々、都市開発と
か地域づくりの仕事をしたり、その後、電子政
府とか地域情報化という仕事をやっていました。
同時に、まだシンクタンク業界ではあまり仕事と
してなかった、教育とかスポーツ分野の仕事、こ
れを間野さんと一緒になってつくり始めたという
ことがあります。その後、いったん会社の経営の
ほうに移りまして、東京オリンピック・パラリンピッ
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クの開催が決まった直後に、そのオリンピック・
パラリンピックのレガシーを社会に浸透させてい
くような、ある意味、社会運動的な潮流づくりを
担う部署に移りまして、4年ほどやってまいりま
した。まだ、ラグビーのワールドカップも開催す
る前ではあったんですけれども、その途中で、ま
た経営のほうに3 年間行きまして、この10月にま
た現場に戻ってきたというような経歴を持ってお
ります。ですので、スポーツ分野の仕事を知らな
いわけではないし、個人的にもスポーツ大好き
人間で、オリンピックも現地で3回見ていますし、
サッカーのワールドカップも4回、ラグビーのワー
ルドカップも2回、現地で大会を見ているぐらい
好きなのですが、どちらかというとスポーツの少
し周辺、都市づくりとか社会づくり、あるいは企
業の経営、そんな目線で今日はお話しできれば
いいかなと思います。ご存知だと思いますけれど
も、イノベーションというのは知と知の新結合、
今までくっついていない既存の知同士の出会い
で生まれるものです。お集まりの皆さんは多くが
スポーツだったりツーリズムのご専門の方だと思
いますが、私の話を通じて、違う角度からの意見、
情報提供を踏まえて、知と知の新たな出会いと
いう展開に少しでもなって、お役に立てればと思っ
ております。

それではお話に入りたいと思いますが、まず
前半戦は、そもそも社会変革が何で今必要なの
かという話をしたいと思います。このスライドは、
少子高齢化から始まって、いろんな社会の課題
や潮流を示しているものなのですが、実はこれ、
私が30 年前に入社した直後に調査報告書に記載
した課題を、記憶をたどって列挙したものです。
今とほとんど変わっていない、そういうふうな印
象をお持ちではないかと思います。もちろん個々
の内容は変わっていますし、技術的にもいろいろ
変わっておりますけれども、テーマとしては実は
30 年前と課題が変わっていないということであ
ります。例えば今回、菅さんに政権が変わって、

あるいはコロナ対応で大騒ぎになりました、行
政のデジタル化とか学校のデジタル化、こういっ
たことも実は20 年、30 年前からずっと言われて
いて、私も若干仕事で関わったのですが、残念
ながら当時、そこまでの変革には持ち込めませ
んでした。そういったつけが今回、表に出てきて
いるということかなと思います。そういった意味
で、よく失われた20 年とか30 年と言われます
が、別の言い方をすると社会変革が起こらない、
そんな日本であったのではないかなというような
振り返りをしているところです。

幾つか例をお示ししたいと思いますが、これ
は経済成長、日本のGDPですね。以降、3 枚の
スライドはいずれも共通で、90 年の辺りの各国
の数字を100と置いています。それからの変化
率、変化を見たということですので、これは絶対
値の比較ではないということはご注意ください。
GDPを見ると、日本の場合、この一番下の線で
す。他国が先進国であっても、この30 年間で結
構な割合で伸びていて2倍、3倍に増えているし、
シンガポールに至っては7倍ぐらいに増えている
中、日本はほとんど横ばいということです。変化
していないということ。以前は経済水準トップク
ラスというような時もありましたけれども、いま
や絶対水準でもトップクラスではなく、一人当た
りGDPだと世界で30 番目ぐらいですかね。そう
いった状態だということであります。

それから、年齢構成であったり人口の話も、こ
のグラフはよくあちこちで見ると思いますけれど
も、人口減少はさらに進んでおりますし、特に働
き手の人口というのはどんどん減っているという
ようなことでありますが、これも何十年も前から
予想された結果です。最近、例えば不妊治療な
んかの話がようやく出ていますが、それに意味が
ないとは言いませんけれども、短期的にはもう回
復するのは手遅れな状態です。もっともっと早く
手を打っていなければいけない、社会変革を起こ
していなければいけなかった、そういった一つの
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例ということでご紹介をしたいと思います。
それから環境面。これも最近、菅さんが2050

年にカーボン排出ゼロということを初めて宣言さ
れましたが、実は日本というのは、30 年前は環
境先進国といわれていましたけれども、それか
らは各国のほうがこの分野での進歩、進展は進
んでいます。右側のグラフを見ていただくと、経
済成長するために必要なCO2排出量というのは、
日本は30 年前とほぼ変わっていないんです。東
日本大震災の影響もあって、原子力発電所が今、
ほとんど止まっています。その間、化石燃料依
存になってしまったということもあって、実際の
絶対水準でもCO2排出という観点でいけば、日
本は環境の先進国とはとても言えない、こんな
状況であるかなということです。繰り返して言い
ますと、この30 年間、課題としては分かっていた、
こうしなければいけないということも分かってい
たんだけれども、ほとんど変革ができなかった
というふうに評価してもいいかなと思っています。

それがなぜかということなのですが、ここで
5点挙げています。1つは、特に60 代、70 代、
80 代の人たちからすると、戦後復興、高度経済
成長、そしてバブル経済、そこでの成功体験が
あまりにも強過ぎた。しかも、それを実力と勘
違いしてしまった。この成功の裏にはいろんな環
境要因があったんですね。人口がそもそも増え
ているという状況があったにもかかわらず、当時
の成功体験からなかなか逃れられない。そこで
できた慣性を変えるのはなかなか難しいというこ

とです。
それから、よく言われます岩盤規制ですね。

既得権がいろんなところにできてきてしまってい
て、しかもそれは目に見えないルールだったりす
る。別の言い方をすれば、外部から目に見えない、
ガバナンスができていない、少し前のスポーツ界
もその一部だったかもしれませんが、既得権が
あってなかなか変革できないということでありま
す。

そして、過度なリスク重視。リスクを軽視する
ことはできませんけれども、あまり過度に考えて
しまうと、やっぱり失敗ができない。いろんな意
味で最近は失敗をたたく風土。何か挑戦をして
も、それで失敗して、それをナイストライと言え
ない環境が、ネット社会でさらに強まっている。
こうなると新しいチャレンジはなかなかやりづら
い、そんな社会になっていると思いますし、特に
行政に対しては失敗しないという無謬神話があ
るものですから、行政が何かを失敗するともうめ
ちゃくちゃたたかれるので、新しいことにも取り
組めない。恐らくその背景には高齢化というのも
あって、どうしても人間、年を取ると保守的にな
らざるを得ないということもあるかなと思います。　
それから4点目は、日本でなかなかイノベーショ
ンが起こりづらいといわれる要因として挙げられ
る、ダイバーシティーの欠如ということですよ。
異なるものを排除してしまう。「ちがいをちからに」
というのは渋谷区のキャッチフレーズで、私はと
てもいいなと思っているのですが、日本は違いを
力にできない社会です。スポーツでも本当のチー
ムワークが得意ではない、苦手なんじゃないか
なと私なんかは思っています。本当のチームワー
クというのは異なるものをうまく組み合わせて、
新しい価値を生み出していくということなんです
けれども、どうしても何となく仲良しというイメー
ジで捉えられてしまっています。今でもスポーツ、
いろんな芸能、文化、学界において、個人で世
界一の人はいっぱいいるんですけれども、なか
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なか企業も含めてチームで1位は最近はほとんど
ないという状態を見ても、チームワークが実は苦
手なんじゃないかと思ったりもします。

そして、最後の点も非常に重要なポイントなん
ですが、経済的に成熟をしてしまって、大きくパ
イが増えない中で何かを変えようとすれば、ネガ
ティブなインパクトを被る人たちが必ず出てきて
しまう。全員がハッピーとなるような変革はない。
そうなると、なかなか変革をしづらい。人口が増
えて、経済が成長していれば、多くの人がハッピー
となる変革もやりやすいのですが、残念ながら
日本はそういうタイミングを過ぎてしまったとい
うことが、この20 年、30 年変革をできなかった
原因ではないかと思います。結構、これはスポー
ツ界であったり、スポーツのメガイベントにも共
通するような話かなということで挙げさせていた
だいています。

次のスライドでは、今後、変革を進めていこ
うとしたときに、社会として必要な視点という
のを3つ挙げています。これはスポーツメガイ
ベントをトリガーにして社会変革を進めていこ
うとした時にも共通する重要なポイントだろう
と思います。1つ目がファーストペンギン、いわ
ゆる先駆けです。南極大陸とか氷山の上から
海に飛び込む際に、ペンギンの群れの中で誰
か1人が飛び込むとみんな後を追って飛び込ん
できます。この最初に飛び込むというのは非常
に勇気が要ることで、場合によっては死んでし
まうかもしれないなかで、そういう行動を起こ
せる人をファーストペンギンといいますが、そ
ういったスタンスというのは非常に重要だろうと。
特に予測困難な社会であったり未来であったり、
正解がない社会では、まずやってみるということ
が非常に重要なわけです。このファーストペンギ
ンがいないと新しいものを誰もやらない、そうい
うことになってしまうので、これは非常に重要な
ポイントだと思います。

それから2点目は、やっぱり社会そのもののサ

ステナビリティという観点です。これは特に最近、
企業、産業界も、収益の前に社会とか世界のサ
ステナビリティに貢献しないと、持続的な収益も
危ういだろうということで、経営モデルが変わり
つつあります。ESGであったりSDGsというキー
ワードで代表されますけれども、そもそも企業の
存在意義を再定義するということだろうと思いま
す。そういう動きがあります。こういったことが
今後の社会の変革の際に、企業に限らず必要に
なってくるだろうなということであります。

3点目に重要なのは、やっぱり共感を得るとい
うことであります。高度経済成長の時期であれば、
政府とか社長だとか、そういう権威であったり、
政策であったり、論理、あるいは利益、メリット、
こういったもので世の中が動いていたと思います
けれども、いまやそうではないと。今でも政府
が動かないと世の中は変わらないんじゃないかと
いう意識は残っていて、政府が失敗すれば批判
をするだけという状態でありますが、いまやもう
政策、政府の力では世の中は動かないと。誰か
がファーストペンギンになって共感を得ていく。
存在意義とか目的、何のためにやるのかというこ
とを広めて、それを共感につなげて、じゃああの
人についていこうと、一緒にやってやろうと、こ
ういった動きにしていかないと社会変革は動かな
いんじゃないかと考えています。

そういうふうな立ち位置になった時に、スポー
ツのメガイベントというのは、実はこの社会変革
のトリガーになり得るんじゃないかなというのが、
今日のお話の後半戦になります。既にゴールデン・
スポーツイヤーズでいろんなレガシーが生まれて
いるというのは、先ほど、間野さんからのお話
にもありましたが、ダイバーシティーとかインク
ルージョンはだいぶ進んできています。だいぶ記
憶が薄れているかと思いますが、国立競技場と
かロゴの見直しもありました。こういったものは
以前であれば国なり、権威ある主体が決めたら、
なかなかそれは変えられなかったんです。過去
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は市民がおかしいなと思っても変えられなかった
のが、今回、市民が声を挙げて、いったん決め
たものを見直したと。見直した結果がいいかどう
かはちょっと今日は横に置きますけれども、そう
いう権威ある組織、主体が決めたことを市民の
力によって変革できたということは、非常に大き
なレガシーかなと思っています。スポーツ団体に
代表されるようなガバナンス面も変わってきてい
ます。そして、いろんな先進技術とか社会制度と
いうことも、このオリパラであったりラグビーワー
ルドカップに向けて、いろんなものが進んだとい
う意味でレガシーとしてあるんじゃないかなと思
います。

それからスポーツメガイベントの可能性として
は、先ほどの巽さんじゃないですけれども、ス
ポーツ選手はやっぱり発信力がありますし、イベ
ントそのものが発信力があると。そこを通じて、
いろんな社会課題解決、社会変革の共感を得て
いくというのは非常に大きな可能性があると思い
ます。また、間野さんのお話にもあります締め切
り効果ですね。このイベントが開催されるまでに
何とかやってみよう、まずやってみようというきっ
かけづくりには非常に大きな力があります。そし
て、今、来年のオリンピック・パラリンピックを
開催することに対して反対の声もありますが、も
し本当にやるのであれば、やっぱり社会実験の
ファーストペンギンになるというような意気込み
で取り組むと。コロナ対応と、いろんな心の豊
かさ、こういったものを両立するような大会にす
るんだと。こういうような可能性も秘めていると
思います。

もう少し具体例でお話ししようと思いますけれ
ども、ちょっと時間が足りなくなってきたのでこ
のスライドはごく簡単にと思いますが、経済成長
面、先ほど日本の経済は30 年間ほとんど成長し
ていないという話をしました。これに対して、菅
政権も継承するというアベノミクス3 本の矢とい
うのがありましたが、1本目の矢、2 本目の矢、

金融緩和、財政拡大。これはやっぱり持続的で
はないし、潜在的なリスクもあって、何とか支え
てはいますけれども、これを継続的に経済成長
につなげることは難しいというのは誰もが分かっ
ています。実際、金融が緩和されても、社会に
お金が余ってしまっている状態であれば、経済
成長にはつながらないと。お金を使わない状態
を何とかしないといけないということであります。
他方、3 本の矢の3つ目の構造改革はまだでき
ていないといわれているのですが、これは私の
個人的な見解ですけれども、構造改革とかDX
化とかグローバル化ということは必要ではあって
も、パイが広がらない中でこれが進んでしまうと、
結局、特定の人たちだけにそのパイが行き渡っ
て、格差が広がるという状態になってしまいます。
すなわち、構造改革だけをやっても結局パイが
広がらず、いろんな問題が解決されないというふ
うに思っています。何が鍵になるかというと、一
番下に書いてある3つ目です。共感とか豊かさと
か、今、問題になっている不要不急。ここが本
当の持続的な消費拡大であり、経済成長につな
がるものであるというふうに思っていますが、エ
ンターテインメントとしての見る、支えるスポーツ
というのが該当しますし、心の豊かさとか健康目
的でするスポーツ、この可能性もありますし、当
然、今日の中心の話題であるスポーツツーリズ
ム、こういった波及効果というのもあります。経
済成長を持続的に実現しようとすると、これはス
ポーツに限りませんが、3 本の矢ではなく、不要
不急であったり、豊かさ、こういったものにお金
を払うような仕掛け、仕組みが不可欠なのではな
いかというふうに思っております。

最後のページになりますけれども、そういった
可能性を秘めたスポーツメガイベントですが、そ
の際に重要だと思う視点ということであります。
パーパス、目的であったり、ビジョン、何を目指
すか、あるいは何のためにというのは、これは実
は今、企業、産業界に強く求められているもの
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であります。企業は収益を上げるためのものとい
うのは、間違っている考え方でありまして、やっ
ぱり社会的な存在であって、何らかの社会の課
題を解決する、そういった存在であるべきという
のが、アメリカの経営者から去年、ようやく発信
がされました。日本の場合は、元々こういったこ
とを掲げていた企業もなくはないですけれども、
これだけ世の中がいろんな価値観が多様化して
くる中で、働き方も変わってくる中で、企業とし
ても一体何のために存在しているのだと。われ
われは何のためにこういう活動をしているのかと
いうことが今問われているんです。それがなけれ
ば、若い人たちは企業に入ってくれません。そう
いった認識であります。

これをスポーツ界であったり、スポーツのメガ
イベントを開催するに当たっても考える必要があ
るんじゃないかなと思います。このスライドに記
載した A、B、Cは、スポーツイベントの目的の
例ですけれども、1つはやっぱりエンターテイン
メントとしての目的というのは当然あると思いま
すが、その場合は顧客ファーストであったり、自
律性とか持続可能性、こういったものが非常に重
要になってくるなというふうに思います。それか
らB、個人にとっての健康とか豊かさとか自己実
現、これは企業で非財務価値に当たると思いま
すけれども、これが目的の場合は、参加者とか
アスリートを第一に考えていくことでありますし、
自発性だとか競技性だとか遊びというものが重
要になってくるのだと思います。そして、Cはこれ
から特にスポーツメガイベントに求められる、社
会課題解決や社会価値という目的であり、ソー
シャルファーストや、社会の共感を得るという視
点が大切になってくる。スポーツ、あるいはオリ
ンピック・パラリンピックと政治を結び付けるな
ということはよく耳にするのですが、政治という
のは世の中を変える仕組み、手段でありますか
ら、本当に社会変革とか社会課題解決をスポー
ツとかイベントでやろうとすれば、ここを結び付

けるのは当たり前のことじゃないかなと思ったり
もします。ここら辺はいろんな異論もあるかと思
いますが、こういった目的、それぞれ1つではな
いと思います。こういった何のためにやるのかを
改めて確認をして、特に税金投入となると、何で
スポーツのために税金をこれだけ投入しなきゃい
けないのかという説明も求められます。これがエ
ンターテインメントとか個人の自己実現、競技性、
これだけであれば私はいまさら税金をつぎ込ん
でやる意味は、それほど合理的ではないかなと
思います。共感も得られない。そうじゃなくて、
やっぱり社会課題解決に何らかつながるからこ
そ、税金を投入する意味、意義が認められると。
そんなふうに思っていますが、ここで言いたいこ
とは、スポーツ界、あるいはメガイベントを進め
る上でも何のためなのか、何を目指すのかという
ことがますます重要になってくる、そんなことが
ポストコロナ、コロナを経てさらに強まってきて
いるのかなと思います。

実は、この「未来を問い続け、変革を先駆け
る」というのは、三菱総合研究所の新しい経営
ビジョンであります。先ほど、経営に3 年間携わっ
たという話を申し上げましたが、この3 年間で新
しい経営理念をつくりまして、特に変革を先駆け
るというところに、若い人が賛同してくれました。
シンクタンクというと、とかくいろんなものを分
析して提案し提言すると。悪い言い方をすると
言いっ放しという存在ではありましたが、それで
は社会は変えられないと。やっぱり誰かが変革
を先駆けないと世の中が変わらないのであれば、
われわれ自身も変革を先駆けることに貢献した
いという思いがこめられております。スポーツ界、
スポーツツーリズム、あるいはスポーツメガイベ
ントに関わる方々も、ぜひそんな観点でこれから
取り組んでいただけると、まさにレガシーが残り、
社会がいい方向に進むのではないかなと思って
おります。どうもご清聴ありがとうございました。
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パネルディスカッション

伊藤：仲伏様、ありがとうございました。社会変
革トリガーというすごくキャッチーなキーワード
で、私も勉強させていただきました。特に最初の
スライドで、30年前の社会課題が今とほとんど
変わっていないというのがすごく衝撃な事実で、
確かに見てみると、本当にそのとおりだなと感じ
ました。また最後の税金のお話ですけれども、や
はりスポーツイベントを行うことで、本当に税金
を使っていいのか、投入していいのかという論点
は、やはり研究者としましても、この研究に税金
を投じてもらう価値のあるものなのかどうかとい
うような、科学研究費などは税金から来ています
ので、研究者の視点にも結び付いていくのかなと
聞いていて思いました。改めまして、ありがとうご
ざいました。
　それでは、間野先生、巽先生にもカメラをオン
にしていただいて、パネルディスカッションに入っ
ていきたいと思います。まずは最初に間野先生
のほうから、巽先生、仲伏様のご講演をお聞きし
て、コメントや質問等をそれぞれご提示いただき
まして、巽先生と仲伏様にご回答いただければ
と思います。間野先生、よろしくお願いいたしま
す。

間野：巽先生、日本の場合には、まさに税金で選
手派遣をして帰ってくるので、それとメダルを取
らなければいけないという、それが非常に制約
になって、行った先で自由に観光ができないと。
あまりそんな印象は持てないということだったと
思うのですが、今回、このゴールデン・スポーツイ
ヤーズでオリンピアン・パラリンピアン、それ以
外にもワールドマスターズゲームズで多くのプレ
イヤーがやって来ます。実際、彼らにどんなふう
にわれわれが接すると、関西や日本に対して良い
印象を持ってもらって、彼らが帰った後にインフ
ルエンサーとして、日本は良かったよ、大阪は良

かったよ、京都は良かったよと言ってもらえるよ
うにするには、どんな準備をしたら良いでしょう
か。

巽：間野先生、ありがとうございます。間野先生
の資料にもありました、一校一国運動は私はすご
くいいなと思うんですけれども、あれは長野オリ
ンピックだけだったのですかね。

間野：その後のオリンピックでも引き継がれてい
るはずなのですが。

巽：私はあまりそういったものを経験したことが
なく、次は東京オリンピック・パラリンピックで迎
え入れるほうなのですが、やっぱり多くの子ども
たちが夢を見るオリンピック・パラリンピック、そ
してラグビーワールドカップとかにもなりますの
で、ぜひそういった、子どもだけではないかもし
れないんですけれども、現地の人との交流という
のは絶対に必要というか、継続してやるべきなん
じゃないかなというふうには、個人的には思って
おります。ただ、大会前となると本当に選手村と
かもそうなんですけれども、すごくぴりぴりして
いるんです。そんな余裕も全くない状況ではあり
ますので、大会が終わってから、やっぱり今、半
日ぐらいしかないという話をさせていただいたん
ですけれども、ちょっと税金という話もあるんで
すけれども、もう少し、1日とか2日ぐらい時間を
余裕を持って取って、現地の方、そしてアテネオリ
ンピックの時なんかはもう本当にIDを付けていた
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ら、ピストン運動でバスがツアーといいますか、も
う自動的にそこまで連れていってくれて、われわ
れはそこでお土産を買ったり、少しだけ自由な時
間を与えてもらえるような環境があったので、そう
いうのはすごくいいなというふうに思いました。そ
こであまり自由解散といって、いろんな所に行く
よりは、日本がぜひここに来てほしいというのを、
スポット的にA、B、Cぐらいを挙げて、そこにピス
トン運動としてバスで、IDを付けていたら無条件
に連れていってくれる。そこで交流ができるとか、
買い物ができるとか、そういった仕組みづくりと
いうのも一つありなのかなと感じました。

間野：ありがとうございます。試合が終わった後
ですよね。もうさっさと帰るのではなく。GoToトラ
ベルは今、日本国民に限定していますが、オリン
ピアン・パラリンピアンとかワールドマスターズ
ゲームズの参加者にもそんなバウチャーを配った
りして、少し長く終わった後も日本を見てもらうよ
うな。多分、そんなに大きな金額じゃなくても、結
構効果的なのではないかという気もしています。

巽：ありがとうございます。

間野：では、仲伏さんに。結局、ツーリズムはト
レードオフで、来た人がその国とかその場所で消
費をしない代わりに、場所を移動してそこで消費
をするだけですよね。世界全体のパイとか国際間
のパイということを考えた場合にはどんなやり方
があるのでしょうか。

仲伏：経済成長を輸出拡大で実現すればよいと
いう人もいるのですが、私は今、間野さんが指摘
されたとおり、お互いのことを考えると輸出で経
済成長は持続可能ではないなと思っているので、
やっぱりツーリズムもお互いさまというか、行って
来てもらう両方だなと思います。ツーリズムという
のは、仮に海外に旅行に行ったら、その分、国内

の消費が落ちるかというと、そうでもないと思う
んです。心の豊かさとか、自分の人生を豊かにす
るために支出というのは、その分生活費を減らす
かというとそうではないと思うので、その部分に
ついてはお互いに交流し合うということで、お互
いのGDPを高め合うということができるものだと
思いますから、呼び込むだけではなくて、われわ
れ自身も行くということが重要だと思います。今
は海外旅行に行っていた日本人も行けなくなって
しまっていますけれども、今後、インバウンドで来
てもらうことだけを考えるのではなく、われわれ
自身が逆に海外に旅行していくということも併せ
て考えていく必要があるかなと。今、間野さんの
指摘を受けて、そう感じました。

間野：国と国もそうですが、観光地の人もいつも
来てもらうばかりの自分のインバウンドばかりを
考えているのですが、確かに行って来ての交流
で、関係人口をどう増やしていくのかというとこ
ろにつなげないと、インバウンドに満足して笑み
をこぼしながらも、去年はもうオーバーツーリズ
ムで迷惑だとか、そんなことになったりして、やは
りバランスが悪いと思います。だから、スポーツ
ツーリズムも冬の間だけスキー場で稼ぐとか、夏
の間だけ海で稼ぐのではなく、稼いだ人はじゃあ
今度どこでどう使うのかという循環が大事だとい
う気がしています。どうも重要なコメントをありが
とうございます。
　伊藤先生、どうぞ司会進行をお戻しします。

伊藤：間野先生、ありがとうございました。巽先
生、仲伏様、コメントをありがとうございます。あ
と残り10分ほどになりましたので、視聴者の方か
らの質問に移りたいと思います。まず、最初に間
野先生へということで質問を頂いております。自
然資本を活用したアウトドアツーリズム、またア
ドベンチャーツーリズムの可能性や起爆剤につ
いて間野先生のお考えを教えてくださいというこ
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とです。間野先生のプレゼンテーションでもあり
ましたとおり、やはりアジアや欧州でもコロナ後、
日本に来たいという声がたくさんあるというなか
で、サーフィンなどもオリンピックの種目にもなり
ましたし、自然を生かした、ちょうど今、間野先生
のコメントにありましたとおりスキー場とかも、や
はり日本のパウダースノーを生かしたアウトドア
ツーリズムを今後伸ばしていこうというような、観
光庁やスポーツ庁の流れもありますけれども、そ
の辺について間野先生のお考え、コメントを頂い
てもよろしいでしょうか。

間野：日本の固有の自然とか、気候を生かした
ツーリズムというのは非常に魅力的だと思いま
す。ただ、中長期的に見ると、気候変動の影響を
大きく受けていて、スキー場のパウダースノーと
いうものも、いつまでどこの場所で保証されるの
かは実は分からない状況になってきています。で
すので、もちろん当面の間は、日本の固有性で、日
本でしかできないような自然型のスポーツという
ものは、非常に可能性はあると思いますが、やは
りわれわれは仲伏さんが指摘したように持続可
能性ということも同時に見ないと、取りあえず外
国からお客さんが来て、満足だ、それでお終いで
は多分いけないと思います。そこで得た利益を一
体何に使っていくのかという、そこまで見通した
ツーリズムの考え方が必要ではないかと思いま
す。

伊藤：ありがとうございます。確かに気候変動、
グローバルウォーミングで、スキーシーズンなど
もだんだん狭まってきている、人工の雪を使おう
などありますけれども、やはりそれでも自然の雪、
パウダースノーの質を取り戻すにはなかなか難し
いというところもまだあると思います。やはり持続
可能性という視点を含めて、今後、スポーツツー
リズム、アウトドアツーリズムを考えていくべきか
なと思います。

　それでは巽先生に質問が来ていますが、実際
にオリンピック・パラリンピックの選手のインタ
ビューは大変興味深いものでしたということで、
その中に、先ほど巽先生もコメントされていまし
たが、やはり一校一国運動、そういうものを通し
て外国選手がどう感じたか、また、帰国後どんな
発信をしたかを、ぜひインタビューをしていただ
きたいですというコメントをいただきました。巽
先生の最後のスライドで、今後、こういう研究を
深めていくためには、やはり外国の選手、海外と
の比較も大切ですねということもおっしゃられて
いましたし、やはり情報発信としましては、最近、
選手の方々はSNSを使って、自分の行った先を
アピールしているので、それをフォロワーとかが
キャッチして、選手だけではなくその周りにもど
んどんつながっていけばいいかなと思うのです
が、巽先生ご自身、やはり外国の選手と日本の選
手を比較した上で、一体どういうようなことを、今
後こういう面白そうなトピックがあるかなみたい
なものがありましたら、ご共有いただければと思
います。

巽：ありがとうございます。今回のテーマは、私
の正直ど真ん中の専門分野テーマではなくて、今
回、お話を頂いて初めてこういうインタビューをし
ましたが、いろいろ見えてきたという、本当に入り
口の入り口に過ぎないかなと思っております。間
野先生、仲伏さんからいろんなご意見を頂きまし
て、本当に考えさせられることがたくさんありまし
た。先ほども申したとおり、一校一国運動という
のは、すごくいいなと思いまして、私自身も正直や
りたかったなと思えるような活動だなと思ってい
ます。外国の方に関しては、多分、今まで、伊藤先
生もいろいろ研究をされているのですが、こうい
うオリンピアンとかパラリンピアンを対象にした
質的調査というのは、数が少ないのかなと思って
いますので、今後より充実したものに、私も携わ
れる範囲でしていきたいなと思っております。
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　先ほどありましたとおり、やっぱりオリンピッ
ク後、講演会であったり、それこそSNSもそうな
んですけれども、イベントに招致されたりとか、
かなり発信力という意味では、前より後のほうが
すごく大きくなっていると思います。ちょっとイン
タビューの追記で、複数回出場していたので、も
ちろん講演会とかイベントをされているので、ど
ういったことを発信しているのかということも聞
いてみたのですが、一番多くは、今までの成長過
程、そのオリンピック・パラリンピックまでの過程
で自分が得られた経験を、子どもたちに伝えてい
るというものが圧倒的に多かったと思います。そ
の辺りも、今後、国内そして国外も含めて、幅広く
いろんな人の協力を得ながらやっていけたら面白
いんじゃないかなと思っております。

伊藤：ありがとうございます。本当に今、巽先生
がおっしゃられたとおり、オリンピアン・パラリン
ピアンの方々になかなか調査できないので、やは
りこれは巽先生のコネクションならではの研究か
なと思いますので、ぜひ、私も非常に楽しみにして
いますので、続きをどうぞよろしくお願いいたしま
す。

巽：ありがとうございます。

伊藤：最後に仲伏様にお聞きしたいのが、スポー
ツツーリズムの意義として、やはり昨年のラグ
ビーワールドカップのように、私たちも今回のプ
レゼンテーションでワンチームというフレーズが
何回か出てきていましたし、仲伏様の最後のスラ
イドにもありましたように、やはり共感を呼んだ
というところにつながったのではないのかなと、
私は仲伏様のプレゼンテーション、そして今回の
こちらのコメントを聞いて感じました。このワン
チームやラグビーワールドカップの日本の活躍と
いうのが、社会変革トリガーになったのかどうか
というのを、仲伏様のご意見をお聞かせいただけ

ればと思います。

仲伏：ありがとうございます。なかなか難しいで
すね。コロナがなかったらもっといろいろ広がっ
ていた可能性はあると思います。彼らがあれだけ
求心力を持って共感を得たというのも、チャレン
ジをしてリスクを恐れず、変えてやろうという意気
込みでやった、それが花を開いたからこそあれだ
けの共感を得たということだと思います。私自身
は、彼ら、あるいはラグビーワールドカップその
ものが何かを残すというよりは、あれを見てやっ
てやろう、失敗してもいいからチャレンジしてみ
ようという思いを、どれだけの国民というか、われ
われ自身が持てるかというところに尽きるかなと
思っています。
　今日、被災者の方もいらっしゃるので失礼が
あってはいけないですけれども、東日本大震災
の時も、これで社会は変わるといわれました。阪
神淡路大震災の時もこれで社会は大きく変わる
といわれました。もちろん部分的には変わってい
ますけれども、実は本質的には変わっていない、
変わり切れていないという日本社会を考えると、
放っておいて何かが変わるということはあり得な
いのだと思います。どれだけの多くの人が、政府
とか大企業とかリーダーに依存するんじゃなく
て、自らが思ったこと、例えば本当に自然資本を
活用したツーリズムがいいと思った人がいれば、
それにチャレンジしてみるという人がどれだけた
くさん出てきて、周りは足を引っ張るんじゃなく
て、いいじゃんと後押しする、そんな広がりがいか
にできるかということだと思います。本当はコロ
ナがなければそういったことがもうちょっと世の
中に出てきたかもしれないし、逆にこのコロナを
乗り越える時に、これからそういったものは生き
てくる、可能性としか言えないですね。くるとはな
かなか言えないんですけれども、そういう可能性
はひょっとしたら少し、ラグビーワールドカップは
残してくれたかもしれないので、これからかなと
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思っています。

伊藤：ありがとうございます。確かにコロナのせ
いで本当はこういう予定・計画があったとか、もし
かしたらラグビー人口が増えたとか、もしくはもっ
と共感が増したとか、何か新しいムーブメントが
できていたとかあったかもしれません。コロナ
後、終息した後、どういうふうにこのラグビーワー
ルドカップのレガシーが使われていくかというも
のを見ていきたいというふうに思います。
　そろそろお時間になりましたので、最後、先生
方に一言コメントを総括として頂ければと思い
ます。まずは間野先生、よろしくお願いいたしま
す。

間野：今日、60名を超える方にお申し込みいただ
きまして、実際は40人以上の方にお越しいただき
まして、誠にありがとうございました。5年連続の
セミナーが今日で最終日を迎えたわけですが、
やっぱり仲伏さんや巽先生のお話にあったよう
に、他人ごと、他所ごとじゃなくて、我々ごと、自
分ごととして、自分自身が取り組めるかどうかだと
思います。誰かが何かをいつかやってくれるのを
待っていても変わりません。自分でやれることか
ら自分で変えていく。この奇跡の3年、ゴールデ
ン・スポーツイヤーズを黙って指をくわえてただ見
ておくのもそれも人生ですし、これをチャンスだ
と思って何かを変えようと思うのも自分の人生で
す。どちらを選ぶのも、皆さんそれぞれの人生で
はありますが、ぜひ、われわれ、このスポーツツー
リズムというものに期待を込めて、われわれ自
身、自分からの変革というものをチャレンジして
いきたいというふうに思っています。今日はありが
とうございました。

伊藤：ありがとうございます。では、巽先生、よろ
しくお願いいたします。

巽：まずは本当に貴重な機会を頂きまして、あり
がとうございました。元アスリートが今何ができ
るかというのを、ただ単に試合に参加して終わり
ではなくて、もう一度やっぱりこの機会を得て、
社会にどのように貢献、還元できるか、そしてレ
ガシーとして何が残せるかというのも、当本人の
アスリートも考えなければならないのではないか
なと、アスリートネットワークというネットワーク
もありますので働き掛けて、皆さんと一緒に考え
るきっかけを持ちたいなと感じました。また皆さ
ん、引き続きご指導いただきたいと思います。本
日はどうもありがとうございました。

伊藤：ありがとうございました。では、最後に仲伏
様、よろしくお願いいたします。

仲伏：ありがとうございます。最後もちょっと脱
線するかもしれませんが、冒頭、10月に私は現場
の組織に戻ったというお話をしました。その中で
久々に、20代、30代、40代の社員と同じ組織に
なって、1カ月ぐらい結構議論をしたんです。その
ときに一番驚いたのは、私は今53歳でバブル世
代といわれた世代ですが、それ以上の世代に対
する、20代、30代の、ある意味反発というか批判
というか、自分たちは彼らの世代のせいで犠牲に
なっているという思いが結構共通で出てきたこと
にすごく驚いたんです。40代以下の皆さんからす
るとそんなのは当たり前かもしれませんが、改め
て我々以上の世代に対するいろんな不平不満を
感じて、やっぱり私自身、次の時代の社会に対し
ての責任というのを最大限果たさないといけない
と思っています。これはどの世代だからというこ
とではないと思いますけれども、やっぱり次の世
代のことを考えて、今何ができるかということが
問われている状況だし、実はコロナというのはそ
ういったことを考えさせ直してくれた機会かなと
思っています。今日、ご参加の皆さんも何となくそ
ういったことが一歩踏み出せていけるといいのか
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なと感じた次第です。どうもありがとうございまし
た。

伊藤：仲伏様、ありがとうございました。予定の
時刻を過ぎてしまいましたので、以上をもちまし
てパネルディスカッションとさせていただきます。
3名の先生方、ありがとうございました。そして、
改めまして、本日は皆さまお忙しいところ、本セミ
ナーにご参加いただき誠にありがとうございまし
た。主催者を代表しまして、心から御礼申し上げ
ます。また、間野先生、巽先生、仲伏様、お忙し
い中ご参加いただき、大変ありがとうございまし
た。その他、本セミナーの開催に当たりまして、さ
まざまなご協力を頂きました皆さまに、改めまし
て心から感謝申し上げます。
　5年前に、こちら本セミナーシリーズの共通
テーマを、スポーツツーリズム、メガイベントが日
本社会を変えると設定し、1年目はスポーツツー
リズム概論、2年目は国内スポーツツーリズム研
究の発展、3年目はメガスポーツイベントを通し
たまちづくり・地域再生、4年目はメガスポーツイ
ベントの効果、そして、今日の最終年である今年
はメガスポーツイベントのレガシーといったテー
マで議論を深めてまいりました。今回と同様、各
回の基調講演、パネルディスカッションには著名
な研究者と実務者の皆さまにご講演を頂き、メガ
スポーツイベント開催を契機とし、日本社会に何
が問われるのか、この5年間でさまざまなトピック
について議論することができました。ご講演者の
皆さまには大変なご尽力を頂き、この場を借りて

厚く御礼を申し上げます。
　現在は本セミナーシリーズをまとめた報告書
を、国際観光学研究センターで作成しておりま
す。年度末にはセンターのホームページでPDFを
公開する予定ですので、ご覧いただけますと幸い
です。今回のセミナートピックでもありましたが、
本セミナーシリーズがメガスポーツイベントのレ
ガシーの1つ、そして社会変革のトリガーの1つと
なれば嬉しい限りです。最後に、コロナウイルス
感染症がいち早く終息し、東京オリンピック・パ
ラリンピックとワールドマスターズゲームズ関西
が、名実ともにコロナに打ち勝った証として開催
されることを祈念しております。本日、そしてこれ
までの5年間、お付き合いいただき誠にありがと
うございました。今日はお忙しいところご参加い
ただき、誠にありがとうございました。
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