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国際スポーツ社会学会は, スポーツ社会学分野

の国際協力を推進するとともに研究者間の交流を

促進することを目的とした国際組織である. 学会

ホームページによれば, その歴史は����年にスイ
スのジュネーブで開催された ��������������������������������������������(����) まで
さかのぼる. ����年には西ドイツ (当時) のケル
ンで第１回の国際シンポジウムを開催し, 以降,

オ リンピック科学会議 (������� ������������������) や国際社会学会 (������������������������) などと共催しながら, ほぼ毎年学会大
会を開催してきた. ����年は４年に１度開催され
る国際社会学会 (�������������������������������������：���) の共催学会, 第��回国際社会学会とし
て����年７月��日から��日にかけて, スウェーデ
ン・ゴッテンブルグ市で開催された. この国際社

会学会は社会学に関連する領域の国際学会が一堂

に集結して開催されるもので, 今回は国際スポー

ツ社会学会をはじめ��の関連学会が, �����������������としてゴッテンブルグ市内７つの会場
で分散して開催された. 参加者数は���の国と地
域から�����名余りにのぼった. 筆者は,������������������������������������に参加する機会
を得たので, その概要をリポートする.����������������������
国際スポーツ社会学会が主管する ��������

�����������, ����������������は, 中央駅から
トラム (路面電車) でおよそ��分, ����������������������の�����キャンパスを会場として開催
された.

セッションのテーマは, スポーツ社会学研究の

現状からスポーツと健康との関連, スポーツ政策,

ナショナリズム, スポーツイベントと多様に設定

されていた. 今回, 本学からは筆者の他, 生涯ス

ポーツ実践センターの川西, 大学院博士後期課程

の方, 武岡, 修士課程 (東京サテライトキャンパ

ス) のゼッターランド, プロジェクト研究員の成

田の計６名が参加した. 全員, 発表申し込みを行っ

たが, オーラル発表としてアクセプトされたのは

川西のみで, あとは����������������として誌上
発表という形になった. ��の国際学会が一堂に会
しており, スポーツ社会学に割り当てられた会場

は１教室のみであったのに対し演題数は��に上っ
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ており, 限られたスペースと時間の中でおよそ３

分の１にあたる��演題が����������������とされ
た.

川西は�����������������������Ⅱのセッション
で“�������������������������������������������������������������������������������������������������������”のテーマで口頭
発表を行った. また, 方は �����������������������������のセッションで“���������������������������������������������������������������������, 武岡と成田は �������������������Ⅱのセッションで, それぞれ“����������������������������������������������������������������������,������������������������������� ������������������� �������� ����� �����������のテーマで誌上発表となった.
筆者は, オープンペーパーのセッションで,�������������������������������������������������������の演題で誌上発表を行った. 本発表は,
武道参加者の達成目標について, 日本とカナダの

武道参加者に対する質問紙調査の結果から, ２国

間の比較を行うことを目的とした.

因子分析よって得られた達成目標因子 (自我志

向因子と課題志向因子) について, 日本人参加者

とカナダ人参加者のそれぞれの因子得点の平均値

を算出し, �検定による比較を行った. その結果,
自我志向因子では日本人参加者が����の得点を示
したのに対して, カナダ人参加者の得点は�����

であった (������). 一方, 課題志向因子では,
日本人参加者が����であったのに対して, カナダ
人参加者は����であった (������). これらの結
果から, 日本人参加者はカナダ人参加者に比べて,

自我志向が強く課題志向が弱いことが明らかになっ

た. このことはすなわち, 日本人の武道参加者は

相手に勝つことや自分の技能を誇示するといった

志向がカナダ人参加者よりも強く, カナダ人の武

道参加者は自己の目標や課題を達成していこうと

する志向が日本人参加者よりも強いことを示して

おり, 日本の武道教育の在り方に一石を投じるも

のである.����������������としての発表者に対しては残
念ながら登壇の機会は与えられない. しかしなが

ら, ��������や資料を会場内で配布することがで
きるようにするなど, 一定の配慮は見られた. ま

た, 修士課程 (東京サテライトキャンパス) １年

のゼッターランドは, ����������������としての
発表であったが, �������������のセッションの
合間にショートスピーチの機会を与えられ,

“����������������������������������������������������������”のテーマでの研究の概要を報告
し, セッション終了後には海外の研究者から多く

の助言を得ることができたようである.

����������������の合間に, ������������������
の会場へも足を運んだ. 関連する他領域の発表を

聞くことができるのも, ジョイント学会のメリッ

トである. ����������������������������������
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���������������������のセッションは, ������������������と��������������������������������の
ジョイントセッションとなっており, 特に, 途上

国における平和な社会の発展のためにツーリズム

に対する期待の大きさが感じられるセッションで

あった. ナイジェリアの平和と発展へのパスポー

トとしてツーリズムへの期待は大きいは大きいも

のの, 国に対するネガティブなイメージをいかに

克服するかが課題とする発表が印象に残った. ま

た, 中国における文化大革命ゆかりの地域を, 観

光資源として再開発する����������(�����������������) に関する発表も, 興味深いものであっ
た. しかしながら, ジョイントセッションにもか

かわらず聴衆が��名にも満たず, 途上国に対する
関心の低さが露呈されたセッションであった.����
今回の国際スポーツ社会学会は, 国際社会学会

大会のひとつのプログラムとして開催されたため,

発表に用いる教室の数や時間に制限があり, スポー

ツ社会学の領域に関する発表の機会は必ずしも十

分であったとは言い難い. しかしながら, 世界各

国から研究者が一堂に会する機会として, その役

割は十分に果たされていたように感じる. 筆者も,

毎年参加しているヨーロッパスポーツ社会学会の

メンバーたちと再会することができ, 有意義な学

会参加とすることができた. 一緒に参加した大学

院生にとっても, 残念ながら口頭発表の機会は与

えられなかったものの, 海外の大学院生との交流

などはおそらくいい経験になっただろう.

最後に, 本学会大会への参加, 発表にご理解と

ご支援をいただいたことに感謝の意を表したい.
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