
��������年現在, Ｊリーグは��年目のシーズンを迎
えている. ����年のＪリーグスタート当初には��
クラブであったＪクラブも, Ｊリーグディビジョ

ン１ (以下Ｊ�) に��クラブ, Ｊリーグディビジョ ン２ (以下Ｊ�) に��クラブ, 合計��クラブと増
加している. また, ����シーズン以降のＪリーグ
入りを目指して, Ｊリーグの下位リーグにあたる

日本フットボールリーグ (以下���) に所属する
ファジアーノ岡山, ニューウェーブ北九州, カター

レ富山がＪリーグへの入会申込みを行えるＪリー

－��－
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グ準加盟の登録を済ませている. さらに, ���の
下部リーグにあたる全国の地域リーグや都道府県

リーグでも, 将来的なＪリーグ入りを目指し活動

しているサッカークラブが増加しており, その数

は��クラブ以上にものぼっている��).
日本のサッカーリーグの構成は, 図１のように

なっている. プロリーグであるＪリーグの下位リー

グとして前述した���が位置する. また, ���の
下には９つ (北海道, 東北, 関東, 北信越, 東海,

関西, 中国, 四国, 九州) の地域リーグがあり,

それぞれの地域リーグの下には各都道府県リーグ

がある. またさらにその下には, 地区や市町村の

リーグが存在している. それぞれの階層のリーグ

では, リーグ成績に応じて上位リーグへの昇格と

下位リーグへの降格というシステムが存在してい

るため, 成績次第で上のリーグへ進む道が確保さ

れている. しかしながら, ���からＪ�への昇格
についてはリーグでの成績だけでは昇格が認めら

れない. Ｊリーグ規約��) によると, Ｊリーグへ
入会するには���の上位のクラブで�クラブの
法人化, �プロＡ契約書を締結した選手５名以上
の保有, �トップチーム (第１種) のほかに, 高
校生年代 (第２種), 中学生年代 (第３種) 及び

小学生年代 (第４種) のチームの保有, �ホーム
スタジアムの確保, �監督・コーチが一定のコー

チライセンスを取得していること, 以上の５つの

条件を満たしていることが求められている. すな

わち, Ｊリーグ加入を目指すクラブは競技力の向

上に加え, これらの条件を満たすためのクラブ経

営を行うことが求められるのである.

しかしながら, ���や地域リーグにおいてこれ
らの条件を満たすためのクラブ経営を行うことは

非常に困難である. ���でもリーグ加盟料は年間�����万円, 試合のための旅費等の経費を合計す
ると年間�����万円程度の経費を要するといわれ
ている�). したがって, Ｊリーグ加入を目標とす
るクラブは自主事業やスポンサー獲得によってこ

れらの経費をカバーする収入を確保し, 自立した

経営を行ないながら要求される条件を整備してい

かなければならない. こういった動きを受け, 日

本サッカー協会も����年��月にＪリーグ将来構想
委員会を発足させ, ����年３月には第１回報告
｢Ｊ�リーグの将来像｣ を発表した. ここではＪ�
リーグのクラブ数を��以上にする将来像が打ち出
され, ｢Ｊリーグ準加盟クラブ｣ 制度を制定して

Ｊリーグ入りを目指すクラブの活動をサポートす

る体制がとられたことが報告された�)���).
一方, ���や地域リーグにはＪリーグ加入を目
標としていないクラブももちろん存在している.

企業内運動部のクラブや, 大学のクラブ, 地域の

アマチュアのクラブなど, その形態や規模は様々

である�)��). このようなクラブにおいても, 所属
するリーグに応じて, 競技活動やその他の付随す

る活動が継続できるように経営を行っていかなけ

ればならない.

これまで, Ｊリーグに所属しているクラブや高

校生年代以下のサッカークラブの経営に関する研

究は難波ら��) や井上�), 武田ら��) など, いくつか
報告されているが, ���や地域リーグのサッカー
クラブの経営に関する研究は高藤ら��) のものを
除けば皆無であり, 法人格の有無など, 経営に関

する基本的な情報すらほとんど明らかにされてい

ないのが現状である. このような状況の中, ���
や地域リーグのサッカークラブの経営に焦点を当
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てて研究を行うことは有用であると考えられる.

また本研究では, 特に経営資源に着目して研究を

行うこととした. 経営資源とは ｢個々の企業がそ

の事業を遂行・展開し, 目標を達成するのに必要

な潜在能力をやどしているもの�)｣ と定義されて
おり, 組織の経営を分析す

る際に最も基本的な情報と

なるものである. 経営資源

は, 大きく ｢人的資源 (ヒ

ト)｣ ｢物的資源 (モノ)｣

｢資金的資源 (カネ)｣ に分

けることができるが��), サッ
カークラブにおいて ｢人的

資源｣ はクラブスタッフ・

指導者・選手, ｢物的資源｣

は事務所・練習場所, ｢資

金的資源｣ は年間総収入支

出規模, 事業資金等が該当

する.

本研究の目的は, ���と
地域リーグ (北海道, 東北,

関東, 北信越, 東海, 関西,

中国, 四国, 九州) に所属

しているクラブの経営資源

に着目し, 所属リーグ別,

運営形態別やクラブの目標

別の比較から, クラブ経営

及びリーグ経営に関する基

礎資料を得ることである.������
調査対象は, ����年度���に参加していた全��ク
ラブ及び各地域リーグ (北

海道, 東北, 関東１部２部,

北信越, 東海, 関西１部２

部, 中国, 四国, 九州) に

参加している全��クラブ,

合計���クラブとした (表１). 調査方法は調査対
象である全���クラブに対して郵送法によるアン
ケート調査を実施した. アンケート送付は����年��月下旬に行い, 回収は��月上旬を最終締め切り
とした. この結果��クラブから回答が得られた.������������������������

－��－
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回収率は����％であった.
調査内容は, まずクラブの属性として①所属リー

グ②クラブの運営形態 (独立法人, 任意団体など)

について, ③�リーグ加入目標の有無についてた
ずねた. 次にクラブの経営資源として ｢人的資源｣

｢物的資源｣ ｢資金的資源｣ についての質問を用意

した. ｢人的資源｣ についてはクラブスタッフや

選手の人数, 雇用形態, 業務内容について, また

下部組織の有無やクラブ運営におけるマネジメン

ト専門家の必要性について質問を行った. ｢物的

資源｣ については④活動場所に関する質問 (練習

場所の有無, 事務所の有無など) を, ｢資金的資

源｣ については⑤����年度年間の収入・支出につ
いてたずねた. なお, 質問項目の設定に関しては,

中学生及び高校生年代のサッカークラブについて

調査を行った武田ら��) の研究, スポーツ統括団
体について調査を行った宮崎ら�), 森本ら�) の研
究を参考とした.

またそれぞれの経営資源の分析については, ク

ラブの属性ごと, すなわち所属リーグ別, 運営形

態別, クラブの目標別に比較を行った.��� �����������
まず所属リーグでみると, ���が７クラブ

(����％), 地域リーグは��クラブ (����％) であっ

た. 地域リーグの内訳では, 関東, 北信越が４ク

ラブ (����％) と最も多く, 関西, 四国が３クラ
ブ (����％) であった (表２). 運営形態について

見てみると, 最も多いのが企業内運動部で��クラ
ブ (����％) , 次いで任意団体が��クラブ
(����％) であった. 一方, 株式会社, 有限会社,���のクラブは各１クラブ (���％) であり, 独
立法人格を有するクラブは３クラブ (����％) と
なっていた (表３).

次に, Ｊリーグ加入目標の有無については, Ｊ

リーグ加入目標ありのクラブは全体で６クラブ

(����％) であった. またＪリーグ加入目標の有
無について所属リーグ別に見てみると, ���では
１クラブ (����％), 地域リーグでは５クラブ
(����％) と地域リーグの方がＪリーグ加入を目
標としているクラブが多い傾向にあったが, フィッ

シャーの正確確率検定の結果では有意な関連はみ

られなかった (表４). Ｊリーグ加入を目指して

いるクラブの運営形態を見てみると, 任意団体が

４クラブ (����％) と最も多く, 次いで独立法人
が２クラブ (����％) という結果が得られた. 企
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総クラブ数 回答クラブ数 ％ 回収率��� �� � ���� ����

地域リーグ �� �� ���� ����
北海道 � � ��� ����
東北 � � ��� ����
関東(１部･２部) �� � ���� ����
北信越 � � ���� ����
東海 � � ��� ����
関西(１部･２部) �� � ���� ����
中国 � � ��� ����
四国 � � ���� ����
九州 �� � ��� ����
合計 ��� �� ����� ����

������� � ％

企業内運動部 �� ����
任意団体 �� ����
独立法人 � ������� � ���
株式会社 � ���
有限会社 � ���
行政 � ���
大学 � ���
専門学校 � ���
合計 �� ���������������������� 地域リーグ 全体� ％ � ％ � ％

Ｊリーグ加入目標あり � ���� � ���� � ����
Ｊリーグ加入目標なし � ���� �� ���� �� ����

(�����������)



業内運動部やその他のクラブ (行政や大学のクラ

ブ) でＪリーグ加入を目指しているクラブは０で

あった (表５).������������������������������������
人的資源として, まずクラブスタッフについて

たずねた. ここでは指導・事務等の業務内容や,

有給・無給, ボランティア等の身分を問わずクラ

ブ全体のスタッフについての問いとした. まず人

数についてみてみると, １クラブあたりの平均は

���人であった. クラブスタッフの最小は
２人 (東北リーグ, 四国リーグ所属クラ

ブ), 最大が��人 (北信越リーグ) となっ

ていた (表６).

所属リーグ別にクラブスタッフ数の平

均を比較したところ, 統計的に有意な差

は認められなかったが, ���が���人, 地
域リーグが���人と上位リーグである ���

でスタッフが多い傾向にあった (表７).

また, 運営形態別にクラブスタッフ数の平均を

比較したところ, 統計的に有意な差は認められな

かったが, 任意団体が����人, 次いで独立法人が����人と, 企業内運動部の���人やその他 (行政,

大学等) の���人と比べて多い傾向がみられた
(表８). 企業内運動部やその他 (行政, 大学等)

のクラブは企業や大学といった親組織の中に位置

づけられるため, 組織外部の人間をスタッフとし

調達・活用することが比較的困難であることが考

えられる. 一方, 任意団体や独立法人のような組

織として独立しているクラブのほうが, 人的資源

������������������������
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�������������������
Ｊリーグ加入目標あり Ｊリーグ加入目標なし� ％ � ％

独立法人 � ���� � ���
任意団体 � ���� � ����
企業内運動部 � ��� �� ����
その他(行政,大学等) � ��� � ����

�����������
クラブ数 最小(人) 最大(人) 平均(人) 標準偏差

クラブスタッフ �� � �� ��� ��������������������
クラブ数 最小(人) 最大(人) 平均(人) 標準偏差��� � � �� ��� ���

地域リーグ �� � �� ��� ���
(�����������)����������������

クラブ数 最小(人) 最大(人) 平均(人) 標準偏差

独立法人 � � �� ���� ���
任意団体 �� � �� ���� ����
企業内運動部 �� � �� ��� ���
その他(行政,大学等) � � � ��� ���
全体 �� � �� ��� ���

(�����������)



の調達・活用に関しては柔軟に対応ができている

ものと推察される.

さらにＪリーグ加入目標の有無別にスタッフ数

を比較したところ, 統計的に有意な差は認められ

なかったが, Ｊリーグ加入目標ありのクラブが����人, なしのクラブが���人と, Ｊリーグ加入
目標ありのクラブのスタッフ数が多い傾向にある

ことが分かった (表９).

次にスタッフの雇用形態についてみてみると,

有給スタッフ (正職員, アルバイト問わず) をひ

とりでも抱えているクラブは��クラブ (����％),
逆にボランティアスタッフのみで運営をおこなっ

ているクラブは��クラブ (����％) という結果が
得られた. Ｊリーグ加入目標の有無別に有給スタッ

フの有無についてみてみると, 統計的に有意な関

連は認められなかったが, 有給スタッフをひとり

でも抱えているクラブはＪリーグ加入目標ありの

クラブで３クラブ (����％), 加入目標なしのク
ラブで��クラブ (����％) と, 加入目標なしのク
ラブの方が多い傾向にあった. Ｊリーグ加入を目

指しているクラブであっても, それ以外のクラブ

に比べて有給のスタッフを抱える体制が整ってい

るとはいえない状況にあることが分かった.��������������
まずクラブ全体の選手数についてたずねたとこ

ろ表��のような結果が得られた. 選手数の平均は����人, 最も多かったクラブは関東リーグに所属
しているクラブで���人であった. 次に, 表��の

ようにクラブ選手数を人数ごとに４つに分けてみ

たところ, クラブ選手数が��人以下と答えたクラ
ブが��クラブ (����％) と最も多かった. リーグ
や大会での選手エントリー数が約��人程度という
ことを考えると, 選手数が��人以下のクラブは１
種のみで活動していると考えられる. また, ���
人以上のクラブも僅かではあるが２クラブ

(���％) あった.
また, １種に登録している選手数を調べたとこ

ろ表��のような結果が得られた. １種登録選手数
を��人以下と答えたクラブが��クラブ (����％)
と最も多かった. 次いで��人以上と答えたクラブ
が９クラブ (����％), ��人以上��人以下と答え
たクラブが６クラブ (����％) であった. １種登
録選手が最も多かったクラブは, 北信越リーグに

所属しているクラブで��人であった.
表��は下部組織の有無についてたずねた結果で
ある. これによると下部組織を保有しているクラ

ブは６クラブ (����％), 保有していないクラブ

鹿屋体育大学学術研究紀要 第��号, ����

－��－

�������� ％

～��人 �� ������～��人 � ������～���人 � �������人～ � ���
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������������ ％

～��人 �� ������～��人 � ������～ � ����
合計 �� �����

�����������������������
クラブ数 最小(人) 最大(人) 平均(人) 標準偏差

Ｊリーグ加入目標あり � � �� ���� ����
Ｊリーグ加入目標なし �� � �� ��� ���

(�����������)

�������
クラブ数最小(人)最大(人)平均(人)標準偏差

選手数 �� �� ��� ���� ����



が��クラブ (����％) であった. Ｊリーグ加入目
標の有無別に下部組織の有無についてみてみると,

Ｊリーグ加入目標ありのクラブでは下部組織を保

有しているのは１クラブ (����％) で, 統計的に
有意な関連はみられなかったがＪリーグ加入目標

なしのクラブ (５クラブ, ����％) よりも下部組
織の保有率が低い傾向にあることが分かった (表��). 下部組織の保有はＪリーグ加入の条件のひ
とつとなっているが, 条件整備の優先順位として

は高いとはいえない状況にあると推察される.

表��は, プロ契約選手の保有状況を調査したも
のである. これによると ７クラブ (����％) がプ

ロ契約選手を保有していた. プロ契約選手を最も

多く保有していたクラブは, 九州リーグに所属す

るクラブで��人であった. 次に所属リーグ別にプ
ロ契約選手保有の有無についてみてみると, 統計

的に有意な関連はみられなかったが, ���では２
クラブ(����％), 地域リーグでは５クラブ (����％)
がプロ契約選手を保有していた (表��). また,
運営形態別にプロ契約選手保有の有無についてみ

てみると, 独立法人でプロ契約選手を保有してい

るクラブが２クラブ (����％) と, 任意団体, 企
業内運動部, その他 (行政, 大学等) でプロ選手

を保有しているクラブより多い傾向にあることが

分かった (表��).

������������������������

－��－

������������ ％

下部組織あり � ����
下部組織なし �� ����
合計 �� �����

���������������������
プロ契約選手あり プロ契約選手なし 全 体� ％ � ％ � ％��� � ���� � ���� � �����

地域リーグ � ���� �� ���� �� �����
全体 � ���� �� ���� �� �����

(�����������)
�����������������������

下部組織あり 下部組織なし 全 体� ％ � ％ � ％

Ｊリーグ加入目標あり � ���� � ���� � �����
Ｊリーグ加入目標なし � ���� �� ���� �� �����

(�����������)
��������������������

プロ契約選手あり プロ契約選手なし 全 体� ％ � ％ � ％

独立法人 � ���� � ���� � �����
任意団体 � ���� � ���� �� �����
企業内運動部 � ���� �� ���� �� �����
その他(行政, 大学等) � ��� � ����� � �����
全体 � ���� �� ���� �� �����

���������������� ％

プロ契約選手 あり � ����
プロ契約選手 なし �� ����
合計 �� �����



Ｊリーグ加入目標の有無別にプロ契約選手保有

の有無についてみてみると５％水準で有意な関連

が認められ, Ｊリーグ加入目標ありのクラブ (４

クラブ, ����％) のほうがＪリーグ加入目標なし
のクラブ (３クラブ, ����％) よりもプロ契約選
手を保有していた (表��).�����������������
クラブ経営におけるマネジメント専門家の必要

性について質問したところ, 必要であると答えた

クラブは��クラブ (����％) であった. また, ど
のような業務でマネジメント専門家が必要である

かたずねたところ, プログラム開発・企画 (����
％), 資金調達 (����％), 人事管理 (����％),
スポンサー獲得 (����％), 施設管理 (����％)
といった, こちらが用意した選択肢のほとんどに

おいて高い回答率が得られた. 一方, マネジメン

ト専門家を必要としない理由についてたずねたと

ころ, Ｊリーグを目指すクラブではないから, 営

利目的ではないため, (企業スポーツであり) ア

マチュアでの活動だからといった回答が見られた.

次にクラブ経営におけるマネジメント専門家の

有無について質問したところ, マネジメント専門

家がいると答えたクラブは僅か４クラブ

(����％) であった. クラブ経営におけるマネジ
メント専門家が必要であると答えたクラブが��ク
ラブ (����％) であったことを考えると, 必要で
あると感じているが実際には配置できていない状

況にあることが窺える.

所属リーグ別にマネジメント専門家の必要性及

び有無について分析したところ, いずれも統計的

に有意な関連は見られなかった. 必要性について

は���では４クラブ (����％), 地域リーグでは��クラブ (����％) がマネジメント専門家が必要
であると答えた (表��). マネジメント専門家の
有無については���のクラブは１クラブ (����％),
地域リーグのクラブは３クラブ (����％) でマネ
ジメント専門家がいると回答があった (表��).
クラブの運営形態別にマネジメント専門家の必

要性及び有無について分析をおこなった. まず必

要性については, 独立法人のクラブでは３クラブ

(�����％), 任意団体のクラブでは７クラブ
(����％) が必要であると回答しており, 企業内
運動部クラブの６クラブ (����％), その他クラ
ブの１クラブ (����％) といった組織として独立
していないクラブと比較すると, 組織として独立
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－��－

�����������������������
必要 不要 全体� ％ � ％ � ％��� � ���� � ���� � �����

地域リーグ �� ���� �� ���� �� �����
全体 �� ���� �� ���� �� �����

(�����������)
����������������������

いる いない 全体� ％ � ％ � ％��� � ���� � ���� � �����
地域リーグ � ���� �� ���� �� �����
合計 � ���� �� ���� �� �����

(�����������)

���������������������������
プロ契約選手あり プロ契約選手なし 全 体� ％ � ％ � ％

Ｊリーグ加入目標あり � ���� � ���� � �����
Ｊリーグ加入目標なし � ���� �� ���� �� �����
全体 � ���� �� ���� �� �����

(�����������＜����������)



しているクラブでマネジメント専門家を必要と答

える割合が高いことが分かった (表��). 専門家
の有無についても, 独立法人のクラブで１クラブ

(����％), 任意団体のクラブで２クラブ (����％)
が専門家がいると答えており, 企業内運動部クラ

ブの１クラブ (���％), その他クラブの０クラブ
(���％) と比べると, 組織として独立しているク
ラブのほうがマネジメント専門家を配置できてい

る傾向にあることがわかった (表��).
最後に, Ｊリーグ加入目標の有無別にマネジメ

ント専門家の必要性及び有無について分析をおこ

なった. まず必要性については, Ｊリーグ加入目

標ありのクラブでは６クラブ (�����％) 全てでマ
ネジメント専門家が必要という回答があった. 一

方, Ｊリーグ加入目標なしのクラブでは��クラブ
(����％) が必要ありと答えており, 統計的に有
意な関連がみられた (表��). 次に, 専門家の有
無についてみたところ統計的に有意な関連はみら

れず, 専門家がいると答えたクラブはＪリーグ加

入目標ありのクラブで１クラブ (����％), Ｊリー
グ加入目標なしのクラブで３クラブ (����％) と
なっていた. Ｊリーグ加入目標があるクラブにお

いては, どのクラブもマネジメント専門家が必要

であるとの認識があるものの, 実際にはＪリーグ

加入目標なしのクラブと同程度の配置状況にある

ことが確認された (表��).
������������������������

－��－

����������������������
必要 不要 全体� ％ � ％ � ％

独立法人 � ����� � ��� � �����
任意団体 � ���� � ���� �� �����
企業内運動部 � ���� � ���� �� �����
その他(行政, 大学等) � ���� � ���� � �����
全体 �� ���� �� ���� �� ��������������������������

いる いない 全体� ％ � ％ � ％

独立法人 � ���� � ���� � �����
任意団体 � ���� � ���� �� �����
企業内運動部 � ��� �� ���� �� �����
その他(行政, 大学等) � ��� � ����� � �����
全体 � ���� �� ���� �� ����������������������������������

必要 不要 全体� ％ � ％ � ％

Ｊリーグ加入目標あり � ����� � ��� � �����
Ｊリーグ加入目標なし �� ���� �� ���� �� �����
全体 �� ���� �� ���� �� �����

(�����������＜����������)����������������������������
いる いない 全体� ％ � ％ � ％

Ｊリーグ加入目標あり � ���� � ���� � �����
Ｊリーグ加入目標なし � ���� �� ���� �� �����
全体 � ���� �� ���� �� �����

(�����������)



���������������������
まずクラブの事務を行う事務所の有無について

たずねたところ, 事務所があると答えたクラブは��クラブ (����％), 事務所はないと答えたクラ
ブは��クラブ (����％) という結果となった. 次
に, 確保している事務所の詳細について質問を行っ

た. 結果として, 事務所を設けている場所として

最も多かったのが ｢オフィスビルのテナントとし

て｣ が６クラブ (����％) であった. その他には
｢サッカー協会事務所の一画を借用している｣,

｢元コンビニを賃貸で利用している｣ といった回

答が見られた.

所属リーグ別に事務所の有無について分析を行っ

たところ, 統計的に有意な関連がみられ, 事務所

があると答えたクラブは ���で６クラブ
(����％) だったのに対して, 地域リーグでは９
クラブ (����％) で, ���のクラブのほうが事務
所を確保している割合が高いという結果が得られ

た (表��). 次にクラブの運営形態別に事務所の
有無について分析を行った. 事務所があると答え

たクラブは独立法人のクラブでは３クラブ

(���％) だったのに対して, 任意団体のクラブで
４クラブ (����％), 企業内運動部のクラブで６
クラブ (����％) という結果であった (表��). 最
後に, Ｊリーグ加入目標の有無別に事務所の有無

について分析をおこなった. 統計的に有意な関連

は認められなかったが, 事務所があると答えたク

ラブは, Ｊリーグ加入目標ありのクラブでは５ク

ラブ (����％) であったのに対して, Ｊリーグ加
入目標なしのクラブでは��クラブ (����％) となっ
ていた (表��).������������
クラブとして競技活動を行っていくうえで, 練

習を行う練習場所は必要不可欠である. そこで練

習場所の確保状況について質問を行った. その結

果, ��クラブ (����％) が練習場所を所有してい
るということが分かった. 残りの��クラブ(����％)

鹿屋体育大学学術研究紀要 第��号, ����

－��－

����������������
ある ない 全体� ％ � ％ � ％��� � ���� � ���� � �����

地域リーグ � ���� �� ���� �� �����
合計 �� ���� �� ���� �� �����

(�����������＜����������)

���������������
ある ない 全 体� ％ � ％ � ％

独立法人 � ����� � ��� � �����
任意団体 � ���� � ���� �� �����
企業内運動部 � ���� � ���� �� �����
その他(行政, 大学等) � ���� � ���� � �����
全体 �� ���� �� ���� �� ���������������������������

ある ない 全 体� ％ � ％ � ％

Ｊリーグ加入目標あり � ���� � ���� � �����
Ｊリーグ加入目標なし �� ���� �� ���� �� �����
全体 �� ���� �� ���� �� �����

(�����������)



については公共施設または学校のグラウンド等を

借用していることが分かった.

所属リーグ別に練習場所の確保状況について分

析を行ったところ, 統計的に有意な関連は見られ

なかったが, 練習場所を所有しているクラブは,���では５クラブ (����％) だったのに対して,
地域リーグでは８クラブ (����％) となっていた
(表��).
クラブの運営形態別に練習場所の確保状況につ

いて分析をおこなった. その結果, 独立法人のク

ラブ及び任意団体のクラブでは, 練習場所を所有

しているクラブは０であった. 一方, 企業内運動

部のクラブでは��クラブ (����％), 行政及び学
校クラブでは２クラブ (����％) が練習場所を所
有していた (表��).
最後に, Ｊリーグ加入目標の有無別に練習場所

の確保状況について分析をおこなった. 結果とし

て統計的に有意な関連がみられ, クラブとして練

習場所を保有しているクラブは, Ｊリーグ加入目

標ありのクラブでは０クラブだったのに対し, Ｊ

リーグ加入目標なしのクラブでは��クラブ
(����％) で, 約半数のクラブが練習場所を保有
しているという結果が得られた (表��).
これらの分析の結果, 練習場所の確保状況に関

しては, 企業内運動部や行政及び学校のクラブで

は母体となる組織がグラウンドを所有しており,

そこを練習場所として使用できる環境にあること

が推察される. 一方, 組織として独立している独

立法人クラブや任意団体クラブにとっては, グラ

ウンドを所有することは非常に難しく, 借用に頼

らざるを得ないという現状がみてとれる.�����������
まず, クラブ運営における各クラブの前年度収

入・支出規模について調査を行った. 収入・支出

のそれぞれについて記述統計をみると, 収入では

平均が�������万円, 標準偏差が�������万円となっ
ていた. 一方支出では平均が�������万円, 標準
偏差が�������万円であった. 収入・支出とも範
囲は最小値��万円から最大値１億�����万円まで
と大きな幅があるため, 標準偏差が大きな値となっ

������������������������

－��－

�������������������
自前 借用 全体� ％ � ％ � ％��� � ���� � ���� � �����

地域リーグ � ���� �� ���� �� �����
合計 �� ���� �� ���� �� �����

(�����������)
������������������

自前 借用 全体� ％ � ％ � ％

独立法人 � ��� � ����� � �����
任意団体 � ��� �� ����� �� �����
企業内運動部 �� ���� � ���� �� �����
その他(行政, 大学等) � ���� � ���� � �����
全体 �� ���� �� ���� �� ������������������������������

自前 借用 全体� ％ � ％ � ％

Ｊリーグ加入目標あり � ��� � ����� � �����
Ｊリーグ加入目標なし �� ���� �� ���� �� �����
全体 �� ���� �� ���� �� �����

(�����������＜����������)



ている.

表��, 表��は, 所属リーグ別に収入・支出規模 を比較したものである. その結果, 統計的に有意

な差はみられなかったが, 平均を見ると���所
属クラブは収入�������万円, 支出�������万円,
地域リーグ所属クラブは収入�������万円, 支出�������万円であり, ���のクラブのほうが総収入・
総支出ともに大きい傾向にあることが分かった.

表��, 表��は, クラブの運営形態別に収入・支
出規模を比較したものである. その結果, 標準偏

差が大きいものの, 独立法人のクラブが収入平均�������万円, 支出平均�������万円と最も大きな
規模であることが分かった.

表��, 表��は, Ｊリーグ加入目標の有無別に収
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Ｊリーグ加入目標なし �� �� ����� ����� �������
全体 �� �� ������ ������� �������

(������������)



入・支出を比較したものである. その結果, 統計

的に有意な差は見られなかったが, Ｊリーグ加入

目標ありのクラブでは, 収入・支出規模ともにＪ

リーグ加入目標なしのクラブと比べ大きな規模に

あることがわかった.��� �
本研究では, ���と地域リーグ (北海道, 東北,

関東, 北信越, 東海, 関西, 中国, 四国, 九州)

に所属しているクラブの経営資源に着目し, 運営

形態別やクラブの目標別の比較から分析を行った.

調査の回収率は����％と, 研究対象全体を把握で
きるデータが得られたとは言い難いが, 以下のよ

うなクラブ経営及びリーグ経営に関する基礎資料

を得ることができた.������������������������
まずクラブの属性においては, 企業内運動部の

クラブを中心として, 任意団体, 独立法人, 行政,

大学, 専門学校のクラブと, 様々な運営形態のク

ラブが混在していることがわかった. 本研究の調

査では独立法人格を有するクラブは３クラブ

(���％) と少ない傾向が窺えた. またＪリーグ加
入目標ありのクラブは７クラブ (����％) という
結果が得られ, この点においても目標の異なるク

ラブが���及び地域リーグには混在している現
状がみてとれた.

次に経営資源については, まず人的資源に関し

てプロ契約選手の保有状況, 下部組織の保有状況,

スタッフの雇用状況においてクラブ間で大きなば

らつきがみられた. また物的資源については, 主

に運営形態によって練習場の確保状況に違いがみ

られた. 資金的資源については, 収支規模におい

てクラブ間に大きな開きが認められた.

以上のことから, ���と地域リーグには運営形
態, 目標, 経営資源のそれぞれに関して, 多種多

様なクラブが混在していることが改めて浮き彫り

となった. このことがリーグの日程や有料試合の

開催など, 各リーグの運営に影響を及ぼす可能性

があると考えられる. 各リーグの運営に関しては,

運営委員会が最高議決機関としてリーグ事業計画

や予算決算, リーグ規約及びリーグ運営要綱の改

廃を業務として行っている. その運営委員会の構

成メンバーは, リーグに所属する各クラブから選

出されているため, 所属するクラブの意向がリー

グ運営に反映される仕組みとなっている. したがっ

て, リーグ運営に関する決定では, 例えばプロ選

手を抱え収入の確保に迫られたクラブとアマチュ

ア選手主体の企業クラブで意見の齟齬がみられる

ことが予想される.����������������������
クラブの属性においては, Ｊリーグ加入を目標

とする６クラブ全てが独立した運営形態をとって

いた. しかしながらそのうち独立法人格を有して

いるクラブは２クラブ (����％) であり, 残りの
４クラブ (����％) は任意団体であった.
人的資源に関しては４クラブ (����％) がプロ

契約選手を保有しているものの, 下部組織を保有

しているクラブは１クラブ (����％) となってい
た. 競技力の向上に直結する人的資源の確保が優

先順位として高く, 将来の選手育成や地域貢献と

いった役割を持つ下部組織の整備までには至って

いない現状にあることが推察される. マネジメン

ト専門スタッフに関しては, ６クラブ全てが必要

性を感じているものの実際に専門のスタッフを確

保できているクラブは１クラブ (����％) であっ
た.

物的資源に関しては, 特に練習場の確保状況に

おいて, 全てのクラブが公共施設や学校施設のグ

ラウンドを借用しており, 練習場を所有している

クラブは０であった.

資金的資源に関しては, Ｊリーグ加入を目標と

するクラブ間でも収支規模において���万円から
１億５千万円までと, 非常に大きな開きがあるこ

とがわかった. ちなみに日本サッカー協会��) で
は, Ｊ�入会前年度に望まれる事業収入として１

������������������������

－��－



億５千万円という数字を目安として掲げている.

このことから資金的資源の点においては, Ｊリー

グ加入の条件をクリアする段階にまで達している

クラブも存在していることも明らかとなった.�������
本研究では, 基本的なクラブの属性による比較

から経営資源の分析を行ったが, クラブ経営の一

部分について扱ったにすぎない. それぞれのクラ

ブや, クラブが所属するリーグの経営改善等の現

場のマネジメントに資するためには, それぞれの

経営資源についてのより詳細なデータの収集や分

析が必要であると思われる. また経営資源以外に

も, クラブをとりまくステークホルダーや組織体

系, クラブの情報などといった, クラブ経営に関

連する変数についての分析も不可欠であろう.

日本サッカー協会では, ����年度より ｢���ス
ポーツマネージャーズカレッジ｣ を創設し, 営利・

非営利を問わずスポーツ組織の創設・発展・維持

に必要となるスポーツ組織マネジメントの知識・

スキル・センスをもった ｢人材づくり｣ を行って

いる�). またＪリーグでは, ���や地域, 都道府
県リーグに所属し, Ｊリーグ加入を目指している

クラブを対象に, クラブの経営状態や常勤役員が

いるなどといった条件をもとに ｢準会員｣ 制度を

設け支援をはじめている�). このような流れから,
クラブ経営におけるマネジメント専門家や経営に

関する研究の重要性がますます高まってくること

が示唆され, リーグレベルやプロアマにかかわり

なく, このようなクラブの経営についての研究が

おこなわれることが期待される.���������
１) 秋元大輔 (����) Ｊリーグクラブをつくろう！.
ノースランド出版：東京, ����.
２) 朝日新聞 (����). Ｊリーグ ｢準会員｣ 制度を導

入へ. ���������. 朝刊第��面.
３) 井上俊也 (����) 持ち株会社解禁とプロサッカー

クラブの経営. スポーツ産業学研究第６回学会大会

号. �����－���
４) ���スポーツマネージャーズカレッジ (����) ス
ポーツマネージャーズカレッジとは. ����������������������������

５) ���(����) 日本フットボールリーグガイドブック����. 日本フットボールリーグ事務局：東京, ����
６) 金森久雄, 荒憲治郎, 森口親司 (����) 経済辞典
第４版. 有斐閣：東京. ������－����
７) 九州社会人サッカー連盟 (����) 九州サッカーリー
グ����. ��������
８) 宮崎千枝, 原田宗彦, 林幹広 (����) スポーツ統
括団体運営におけるマネジメント能力の必要性に関

する研究. 日本体育・スポーツ経営学会第��回大会
号. �����－���
９) 森本崇資, 原田宗彦, 世戸俊男, 横山誠 (����)
スポーツ・レクリエーション統括団体におけるマネ

ジメント能力を備えた人材の必要性について. 日本

体育・スポーツ経営学会第��回大会号. �����－�����) 難波修二郎, 原田宗彦, 藤本淳也 (����) 時列系
データにもとづくＪリーグのチーム経営に関する研

究―特に, 関西地区のＪリーグチームに注目して―.

日本体育・スポーツ経営学会第��回大会号. �����－�����) (社)日本プロサッカーリーグ (����) ���������������� ����Ｊリーグ規約・規定集. �����－�����) 高藤順, 八代勉, 柳沢和雄, 中尾健一郎 (����)
サッカークラブ経営における周辺外部組織との関係―

兵庫県姫路市サッカー協会の取り組み事例を中心と

して―. 日本体育・スポーツ経営学会第��回大会号.�����－�����) 武田隼, 高田一慶 (����) ���アンケート結果発
表. 第１回ジュニアクラブユースパイロット研修会

議事録. ����－����) 占部都美, 海道進 (����) 経営学大辞典. 中央経
済社：東京. ��������) (財) 日本サッカー協会 (����) Ｊリーグ将来構
想委員会第１回報告 ｢Ｊ�リーグの将来像｣. ���.��) 同 (����) ���.
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