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国際オリンピック委員会 (���) には, ����年
７月現在で, ���の国・地域が加盟している (財

団法人日本オリンピック委員会�����������)｡
北京オリンピックのバスケットボール, バレーボー

ル, ハンドボールの屋内球技集団競技において,

オリンピックに出場できるのは, 予選を勝ち上がっ

た��カ国と, 開催国中国の合計��カ国のみである｡
日本が北京オリンピックに出場した屋内球技集団

競技は男女バレーボールのみだった (男子��位タ
イ, 女子５位タイ (５～８位))｡

しかし, これらの種目の中でも, バレーボール

においては, 男女とも金メダルを含めオリンピッ

クでのメダル獲得の常連である年代があり, 男子

ハンドボールにおいても, オリンピック出場の常

連だった年代がある (三浦ほか�����；表１)｡
近年では, オリンピックにおいてメダル獲得どこ

ろか, 予選を突破してオリンピック本戦へ出場す

ることも非常に厳しい状況である｡

一方, オリンピックにおける競技成績に関する

研究は, ����年ソウルオリンピックでの馬術, フェ
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ンシング, ボート, 陸上, 水泳, レスリングを大

陸間で比較したもの (山岸ほか�����) がある｡
この研究では, 競技成績の比較を単純に競技の順

位に競技得点を与えて地域の比較を行っている｡

しかし, 前述の種目における日本の本戦に参加で

きない現状や, ���の２代目会長を務めたピエー
ル・ド・クーベルタンの言葉である ｢参加するこ

とに意義がある｣ ことを考慮すると, 競技成績の

評価により大会での上位国のみを得点化するだけ

ではなく, 予選を勝ち上がってオリンピック本戦

へと参加した国々に対しても評価を与えることが

現実的であり, 理想的と考えられる｡ 大会への参

加を評価し, 得点化を規則として制定している国

民体育大会の成績決定方法 (財団法人日本体育協

会ほか�����) は, オリンピック大会における競
技成績を評価する新たな視点として極めて有益と

考えられる｡

また, この方法で分析することにより, 予選を

勝ち上がってオリンピック本戦に参加する国々や,

大陸の勢力の傾向を知ることができ, オリンピッ

ク本戦に出場するための対策を検討する上で意義

があると考えられる｡

そこで本研究では, 屋内球技集団競技男女計６

種目における, 現在までのオリンピックの競技成

績を本戦に参加した得点も考慮し, 日本と世界の

国々, および大陸間の比較を試み, 世界における

日本のランキング, 各大陸の競技成績の変遷につ

いて検討した｡
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屋内球技集団競技のオリンピックでの競技成績

においては, 財団法人日本体育協会 (�����������������������������), 財団法人日本体育協会
／日本オリンピック委員会 (�������������������), 財団法人日本オリンピック委員会 (������������������������) により発行された, オ
リンピック競技大会の報告書から収集した｡ なお,

日本チームが参加しなかった第��回ロンドンオリ
ンピック (������������������������������������･������･���������) と, 第��回モスク
ワオリンピック (�����������������������������������������������������) においては, 開
催国のオリンピック組織委員会発行の報告書から

収集した｡�������������
オリンピックにおける成績点は, 国民体育大会

における, 各正式競技の総合成績決定方法を参考

に算出した (財団法人日本体育協会ほか�����)｡
内訳は(�)競技得点, (�)参加得点であり, 競技得
点と参加得点を合計したものを１大会当たりの成

績点とする｡

(�) 競技得点
第１位から第８位までの国に与え, コート上の

プレイヤーの人数が５人以上７人以下の種別 (バ

スケットボール５人, バレーボール６人, ハンド

ボール７人) では, １位��点, ２位��点, ３位��
点, ４位��点, ５位��点, ６位��点, ７位��点,
８位５点とする｡ ただし, ５～８位を決定させな

かった競技については, ４チームが５位となるが,

競技得点は５位から８位までの順位の点数を加え,

当該国で等分する｡ つまり, １チーム当たり (��
＋��＋��＋５)�４�����点になる｡
(�) 参加得点
参加得点は��点とし, オリンピックに参加した
国・地域 (本研究では, 国とする) に与える｡ た

だし, オリンピック予選でオリンピックの出場権

を獲得しながら, オリンピックに参加しなかった

場合は与えない｡ なお, 国民体育大会ではブロッ

ク大会 (国体予選) に参加した都道府県にも参加

得点を与えているが, 本研究では, オリンピック

本戦に出場した国にのみ, 参加得点を与えること

とする｡�����������
１つの国が, オリンピックに出場した際の順位

を平均して算出した｡ ただし, ５～８位, ９・��
位, ��・��位を決定させなかった競技については,���の競技結果のとおり, すべて５位, どちらも
９位, どちらも��位とした｡������������������������
成績点の大陸別の割合についての変遷は, オリ

ンピックに出場した国々の順位を成績点に換算し

た得点を, アジア, アメリカ, ヨーロッパ, オセ

アニア, アフリカの５大陸別に集計して��年ごと
に区分し, 各年代別に割合を算出した｡������������������������������
これまでのオリンピックに出場した実績がある

国における競技成績について､ 種目､ 性別ごとに

ランキングで表したのが表２である｡

男子バスケットボールでは, 出場実績がある��
カ国中, 日本は��位であり, 出場時の平均順位は����位である｡ １位はアメリカ合衆国で, 成績点,
平均順位 (���位) とも突出している｡ 上位を見
ると, アメリカ大陸, ヨーロッパ大陸, オセアニ

ア大陸の国々がバランス良く占めているが, アジ

ア大陸の国は見当たらない｡ また, アジア大陸で

の日本は, 中国, フィリピン, 韓国に次いで４位

である｡

女子バスケットボールでは, 出場実績がある��
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カ国中, 日本は��位であり, 出場時の平均順位は���位である｡ １位はアメリカ合衆国で, 成績点,
平均順位 (���位) とも優れているが, 初期にお
いては, ソ連との優勝争いの結果敗れることもあっ

た｡ 上位を見ると, アメリカ大陸, オセアニア大

陸, アジア大陸, ヨーロッパ大陸の４大陸の国々

がバランスよく占めている｡ アジア大陸では, 中

国が３位, 韓国が７位と世界の上位であり, 日本

を含めた３カ国のいずれかがオリンピック出場を

果たしている状況である｡

男子バレーボールでは, 出場実績がある��カ国
中, 日本は５位であり, 出場時の平均順位は���
位である｡ このことから男子バレーボール界にお

いて, 日本は伝統国の一つとして挙げられる｡ １

位はブラジルであるが, 成績点で上位国と大差は

なく, 平均順位も���位と特に優れているとはい
えない｡ しかし, 第１回開催の����年東京オリン
ピックから連続出場を続けていて, かつ����年ア
テネオリンピック金メダル, ����年北京オリンピッ
ク銀メダルと近年実力を高めている伝統国である｡

上位を見ると, アメリカ大陸, ヨーロッパ大陸,

アジア大陸 (日本) が含まれているが, ヨーロッ

パ大陸の国々の割合が高い｡ アジア大陸では, 日

本の他には韓国が��位, 中国が��位であるが, こ
れら３カ国以外の出場国はない｡

女子バレーボールでは, 出場実績がある��カ国
中, 日本は１位であり, 出場時の平均順位は���
位と, 女子バレーボール界屈指の伝統国である｡

しかし, 成績点においては上位の国々とはほとん

ど差がない状況である｡ 上位を見ると, 日本の他

に中国が４位, 韓国が７位とアジア大陸の国々が

上位を占め, キューバ, アメリカ合衆国, ブラジ

ル等のアメリカ大陸と, ヨーロッパ大陸が含まれ

る｡ 表１において, 女子バレーボール競技は, 日

本そしてアジア大陸の国々が世界で最も伝統のあ

る屋内球技集団競技の種目であることが明らかに

なった｡

男子ハンドボールでは, 出場実績がある��カ国
中, 日本は��位であり, 出場時の平均順位は����

位である｡ 上位をヨーロッパ大陸の国々が独占し

ており, 成績点においての差はほとんどない状況

である｡ アジア大陸では韓国が��位とヨーロッパ
大陸の国々の一角に唯一食い込んでいる｡ 表�か
ら, 男子ハンドボールは, ヨーロッパの国々で盛

んな競技であることが明らかになった｡

女子ハンドボールでは, 出場実績がある��カ国
中, 日本は��位であり, 出場時の平均順位は���
位である｡ １位は韓国で, 初出場の����年ロサン
ゼルスオリンピックの銀メダルから上位入賞を継

続していることから, 成績点で他を引き離してい

る｡ アジア大陸では韓国の他に中国が６位と健闘

している｡ 上位を見ると, アジア大陸の２カ国以

外はヨーロッパ大陸の国々が占めている状況であ

る｡ 女子ハンドボール界は, アジア大陸とヨーロッ

パ大陸の２強であることが明らかになった｡

総括すると, 現在までのオリンピックで開催さ

れた種目, 性別における成績の国別ランキングに

おいて, 日本は, 女子バレーボールの１位を筆頭

に, 男子バレーボール (５位), 女子バスケット

ボール (��位), 男女ハンドボール (��位), 男子
バスケットボール (��位) の順であり, すべての
種目, 性別で��位以内であった｡ このことは,���の国・地域が加盟する現状においては, すべ
ての種目, 性別で日本は, オリンピック種目に採

用された初期から活躍していた伝統国の一つであ

ると考えられる｡

しかし, 北京オリンピックでこれらの種目, 性

別において大陸別予選等を突破して出場した国が��カ国 (開催国の中国を含めて合計��カ国) であっ
たことを考慮すると, 予選突破は並大抵ではない

ことも理解できる (表１)｡�������������������������
図１は, オリンピックに出場した国々の順位を

成績点に換算した得点を, 大陸別に集計して��年
ごとに区分し, 各年代別に割合を算出したもので

ある｡ これにより, 年代ごとの大陸間における当
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該種目の競技力の比較が可能になる｡

男子バスケットボールは, ����～����年代では
アメリカ大陸の割合が最も高く, ２位がヨーロッ

パ大陸で, ３位のアジア大陸も��％を超えていた｡
ところが, ����年代以降ヨーロッパ大陸がアメリ
カ大陸を上回り, ����年代ではヨーロッパ大陸の
勢力がアメリカ大陸を大きく上回っている｡ アジ

ア大陸は����年代以降低迷傾向が続いている｡ こ
れに対しオセアニア大陸が����年代以降勢力を拡
大し, １位ヨーロッパ大陸, ２位アメリカ大陸,

３位オセアニア大陸の順位が����年代まで続いて
いる｡

女子バスケットボールは, ����～����年代はヨ
ーロッパ大陸の勢力が強く, 次いでアメリカ大陸,

３位アジア大陸という序列だった｡ ����年代にお
いては, ����年ロサンゼルスオリンピックで韓国
が２位, 中国が３位になり, アジア大陸がアメリ

カ大陸に接近したこともあった｡ ����年代ではア

メリカ大陸がヨーロッパ大陸を上回るものの,����年代では再びヨーロッパ大陸がアメリカ大陸
を上回った｡ ����年代はオセアニア大陸が勢力を
拡大し, アジア大陸を上回って３位になり, ヨー

ロッパ大陸, アメリカ大陸, オセアニア大陸の�
大勢力となっている｡

男子バレーボールは, ����～����年代はヨーロッ
パ大陸の勢力が断然強く, 次いで日本の活躍によ

りアジア大陸, ３位にアメリカ大陸という序列で

あった｡ しかし, ����年代以降はアジア大陸の勢
力が衰退して, アメリカ大陸の勢力が拡大し,����年代までヨーロッパ大陸, アメリカ大陸の２
大勢力となっている｡

女子バレーボールは, ����～����年代では１位
ヨーロッパ大陸, ２位アジア大陸, ３位アメリカ

大陸という序列だった｡ 特に����年代は����年ミュ
ンヘンオリンピックの日本の銀メダル, 北朝鮮の

銅メダル, ����年モントリオールオリンピックの
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日本の金メダル, 韓国の銅メダルとアジア大陸の

国々が好成績を挙げ, ヨーロッパ大陸に肉薄して

いた｡ ����年代以降は, アメリカ大陸が台頭し,����年代ではヨーロッパ大陸に肉薄して２位に,����年代以降は, ヨーロッパ大陸を抜いてアメリ
カ大陸が１位になった｡ ����年代になってようや
くアフリカ大陸, オセアニア大陸の国々が出場し

たのが特徴的であるが, １位アメリカ大陸, ２位

ヨーロッパ大陸, ３位アジア大陸の３大勢力は変

わらない｡

男子ハンドボールは, 各年代を通じてヨーロッ

パ大陸の独壇場と言ってよい｡ 大陸に割り当てら

れた出場枠, 開催国枠以外の全部を, ヨーロッパ

大陸の国々が独占している状況である｡ 特筆すべ

きは, ����～����年代で, アフリカ大陸が２位と
健闘していることである｡

女子ハンドボールは, ヨーロッパ大陸が圧倒的

な勢力であるものの, ９回開催の内, 金メダル２

回 (����年ソウル, ����年バルセロナ) を含む計
６回メダルを獲得した韓国の活躍により, アジア

大陸の割合も高い｡ ����年代まで１位ヨーロッパ
大陸, ２位アジア大陸の２大勢力が続いている｡

総括すると, 男子バレーボール, 男女ハンドボー

ルにおいては初期から近年までヨーロッパ大陸が

強い勢力を示している｡

一方, 女子バレーボールにおいてはアジア大陸

とヨーロッパ大陸の２強であった勢力が, アメリ

カ大陸の台頭により, 現状では勢力が分散化して

きている｡ 女子バスケットボールにおいても初期

のヨーロッパ大陸が強い勢力だった年代から, ア

メリカ大陸, オセアニア大陸が加わり勢力がより

以上に分散化している｡

しかし, これらの種目, 性別は初期の年代から

ヨーロッパ大陸の勢力が強く, 現代まで一定の勢

力を保っている｡ このことから, これらの種別で

は全日本レベルの選手がヨーロッパのプロリーグ

へ移籍して技術や精神力を磨き, レベルアップを

目指す選手が存在している (三浦ほか, ����) と
考えられる｡

これに対し, 男子バスケットボールに関しては,

初期はアメリカ大陸の勢力が強く, 徐々にヨーロッ

パ大陸が勢力を拡大し, ����年代を境にヨーロッ
パ大陸がアメリカ大陸の勢力を上回り現在に至っ

ている｡ 初期のオリンピックでのアメリカチーム

の活躍や, 世界の男子バスケットボールの最高峰

はアメリカプロバスケットボールリーグの���
(�����������������������������) であることから,
日本の男子バスケットボール界はアメリカ大陸,

特にアメリカ合衆国に目を向けてしまいがちであ

る｡ しかし, これらの知見は, 近年ヨーロッパ大

陸の男子バスケットボールの勢力が強く, 今後ア

ジア大陸よりも格上のヨーロッパ大陸の国々でバ

スケットボール活動を目指していくことの有効性

を示すものであると考えられる｡����
本研究では, バスケットボール, バレーボール,

ハンドボールの３競技 (屋内球技集団競技) にお

ける, 現在までのオリンピックの競技成績を参加

得点も考慮して得点化し, 世界における日本のラ

ンキング, 各大陸の競技成績の変遷について比較

検討した｡

オリンピック世界ランキングにおいて, 日本は,

バレーボールで男子５位, 女子は１位と伝統国の

地位を築いていた｡ バスケットボールは男子��位,
女子��位, ハンドボールは男女とも��位だった｡
しかし, 近年の屋内球技集団競技における日本は,

メダル獲得どころか, 予選を突破してオリンピッ

ク本戦へ出場することも非常に厳しい状況である｡

これに対し, 近年オリンピックに出場して成績

を上げているのは, ヨーロッパ大陸の国々であっ

た｡ また, 男子バスケットボールを除く５種目は,

初期の年代からヨーロッパ大陸の勢力が強く, 現

代まで一定の勢力を保っている｡ その一方, 男子

バスケットボールのみは, 初期はアメリカ大陸の

勢力が強く, 徐々にヨーロッパ大陸が勢力を拡大

し, ����年代を境にヨーロッパ大陸がアメリカ大

三浦, 濱田：オリンピック屋内球技集団競技における日本の競技成績の変遷に関する比較研究

－��－



陸の勢力を上回り現在に至っていることが明らか

になった｡����
・三浦 健・濱田幸二(����) 男子バスケットボール
競技がオリンピックに出場するために望むこと －

トップ選手はヨーロッパ (特にドイツ) のプロリー

グを目指そう－. スポーツパフォーマンス研究. ���������.
・������������������������������������･������･���� ����������������������������������������������� ������ ��� ������������ ������������������� ��� ��� ��� ��������･������･�����������������������
・�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
・山岸明郎・古橋廣之進 (����) オリンピック競技成
績の地域別比較 －特にヨーロッパ地域を中心とし

て－. 日本体育学会大会号. ��：����
・財団法人大日本体育協会 (����) 第��回オリンピッ
ク大会報告書. 財団法人大日本体育協会：東京.�����������
・財団法人日本オリンピック委員会 (����) 第��回オ
リンピック競技大会報告書バルセロナ����. 財団法
人日本オリンピック委員会：東京. ���������������������������������

・財団法人日本オリンピック委員会 (����) 第��回オ
リンピック競技大会日本代表選手団報告書アトラン

タ����. 財団法人日本オリンピック委員会：東京.���������������������������������
・財団法人日本オリンピック委員会 (����) 第��回オ
リンピック競技大会日本代表選手団報告書 (����／
シドニー). 財団法人日本オリンピック委員会：東

京. ����������������������������������
・財団法人日本オリンピック委員会 (����) 第��回オ
リンピック競技大会日本代表選手団報告書 (����／
アテネ). 財団法人日本オリンピック委員会：東京.���������������������������������
・財団法人日本オリンピック委員会 (����) 第��回オ
リンピック競技大会日本代表選手団報告書 (����／
北京). 財団法人日本オリンピック委員会：東京.���������������������������������
・財団法人日本体育協会 (����) 第��回オリンピック
大会報告書. 財団法人日本体育協会：東京. ������

・財団法人日本体育協会 (����) 第��回オリンピアー
ド大会報告書. 財団法人日本体育協会：東京. ������

・財団法人日本体育協会 (����) 第��回オリンピック
大会報告書. 財団法人日本体育協会：東京. ������
・財団法人日本体育協会 (����) 第��回オリンピック
競技大会報告書. 財団法人日本体育協会：東京.�����������������
・財団法人日本体育協会 (����) 第��回オリンピック
競技大会第��回オリンピック冬季競技大会報告書.
財団法人日本体育協会：東京. ������������������
・財団法人日本体育協会／日本オリンピック委員会

(����) 第��回オリンピック競技大会報告書����年・
ミュンヘン. 財団法人日本体育協会／日本オリンピッ

ク委員会：東京. ����������������������������
・財団法人日本体育協会／日本オリンピック委員会

(����) 第��回オリンピック競技大会報告書モント
リオール・����. 財団法人日本体育協会／日本オリ
ンピック委員会：東京. ���������������������������������

・財団法人日本体育協会／日本オリンピック委員会

(����) 第��回オリンピック競技大会報告書ロサン
ゼルス／����. 財団法人日本体育協会／日本オリン
ピック委員会：東京. ������������������
・財団法人日本体育協会／日本オリンピック委員会

(����) 第��回オリンピック競技大会報告書ソウル����. 財団法人日本体育協会／日本オリンピック委
員会：東京. ���������������������������������
・財団法人日本体育協会・文部科学省・大分県 (����)
第��回国民体育大会実施要項. 財団法人日本体育協
会：東京, ���.
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