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はじめに 
 
高知工科大学大学院の起業家コースに入学し、第二創業を研究テーマとして、

今回の博士論文を作成するまでに至った。この論文を完成するには、筆者のア

メリカ留学の経験も貴重な役割を果たしている。 
筆者は 1981 年 3 月 23 日、2 日前に同志社大学の卒業式を終え、アメリカダ

ラス大学大学院への留学を開始した。そして、1983 年 8 月、筆者はダラス大学

大学院経営修士課程（MBA : Master of Business Administration）を修了し、

オハイヨ州シンシナティーに本社がある、プロクター＆ギャンブル社にシステ

ムアナリストとして採用された。80 年代当時は、日本企業がアメリカ市場を圧

巻し、各企業が『カイゼン』『カンバン』など日本的経営手法を導入する事に懸

命だった。また日本式の『終身雇用』『年功序列』等のシステムも研究されてい

た。そんな中でトム・ピータース著の『エクセレントカンパニー』は、計量的

分析を中心とする従来の経営論に異議を唱え『人間の想像力』の重要性を強調

した。その著書の中でマーケティングに特出したとされていたプロクター＆ギ

ャンブル社で、管理情報システム（MIS : Management Information System ）
という自分の専攻と自分の可能性を生かせると考えたのである。  
現在、毎日の新聞、雑誌テレビ等を通じてＩＴ：Information Technology の

言葉を目にしないことがない。幸い筆者は、MIS の領域を 20 年前の大学院での

研究から始まり、プロクター＆ギャンブルでの経験を通じて、その後の自らの

経営管理手法として生かすことができて、住宅展示場の運営を主な事業内容と

するアドバンス開発株式会社の経営をおこなってきたのである。 
筆者が、アメリカの大学院で学んだ時のケース・スタディーは、日本企業の

躍進振りやアメリカ進出を紹介するものが多くあった。しかしバブル崩壊以降、

日本経済の低迷は長く続いており、中小企業の苦しみは色々な経済指標に出て

くる数字以上に深刻な状況である。その中で中小企業の復興なくしては、日本

の復興はありえないであろう。また、本業である住宅展示場の開発・企画運営

ビジネスの先行きの問題を抱えて『第二創業』として中国を新市場と位置付け

『ベンチャー精神』で挑戦することが、リーダーシップ論等中心として高知工

科大学の起業家コースで学んだことを実践出来ると考えた次第だ。2000 年に高

知工科大学の起業家コースに入学し、筆者にとって第二創業に欠かすことの出

来ない、起業論・リーダーシップ論・リスクマネジメント・国際経営論・マー

ケティング論等を学ぶことが出来た。それと同時に本学の入学を勧めてくださ

った辻正夫氏（本学起業家コース修士課程修了）の繋がりで、中国という新市

場へのネットワークを構築する機会を得た。まさしく高知工科大学が取り持つ

縁を頂き、今回の論文をまとめると同時に、事業展開をするという一石二鳥の
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恩恵を被ったこととなる。 
また、筆者は、日本で唯一の『プロゴルファー兼プロの通訳家』として、通

訳、翻訳、インタビュー等を通じて、米国を中心に 100 人を超えるティーチン

グプロと接する機会に恵まれた。また日本人プロゴルファーの米国でのツアー

参戦支援、ティーチング＆コーチングセミナーのコーディネート、日本での米

国ゴルフスクール展開等、日米ゴルフ界の橋渡し的な仕事に携わってきた。さ

らに、社団法人全日本練習場連盟の指導委員長として、指導者達を指導教育す

る立場として、スクールビジネスに携わって来た。これらの経験を生かして、

今後発展が期待される中国のゴルフ界を研究し、ゴルフスクールビジネスの展

開を通じて、『日中ゴルフ界の橋渡し的』仕事をすることにより、日中両方のゴ

ルフ界の発展に寄与出来るものと確信する。  
この論文が、第二創業・サービスの輸出の一例となり、再び日本経済が蘇る

ことへの示唆となれば幸いである。 
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第１章 研究の背景、目的、意義と概要 

 
1.1 研究の背景 
本研究は筆者が多年にわたる学術研究と社会経験の中で得た研究業績をもと

に、高知工科大学大学院起業家コースで起業論・リーダーシップ論・リスク・

マネジメント・国際経営論・マーケティング論等を加え、学術的、実践的に研

究をした成果をまとめたものである。 
本研究のテーマは『第二創業としての新市場進出とそのリスク・マネジメン

ト －中国における「Image Golf School」の展開－』である。このテーマを研

究する直接のきっかけは高知工科大学大学院起業家コースに入ったと同時に、

仕事上中国と関係を持つようになったことである。さらに、その背景には次の 3
点を挙げることが出来る。 
①日本経済の落ち込み。2001 年度のわが国の国内総生産(ＧＤＰ)は 502 兆

6,138 億円、経済成長率は名目マイナス 2.5％、実質マイナス 1.2％となりった。

実質経済成長率は、98 年度以来３年ぶりのマイナスとなり、マイナス幅も９８

年度（0.7％減）を上回り、統計上比較を可能とする 80 年以降では最大幅を記

録した。また 2002 年度の GDP は 499 兆 4,439 億円となり、1994 年以来 8 年

ぶり 500 兆円の大台を割った。 
②中国経済の飛躍的発展。中国経済は発展が著しく、国内総生産額では 2001

年に約 124 兆円に達し、米国、日本、ドイツ、フランスについで既に世界第 5
位の規模にまでなった。ここ 5 年間の GDP の伸び率でも７％以上を維持してお

り、今後も高い水準での成長が期待されている。中国政府は、第 10 次 5 ヵ年計

画において 2001 年から 2005 年の経済成長率を年平均７％に設定している。

2010 年の GDP を 2000 年の約 2 倍の 12 兆 5,000 億元とすることを目標として

いる。15 年後には日本を追い越す可能性があるといわれている。 
実際、中国貨幣の元がその国内での使い出に比べて過小評価されており、円

は逆に過大評価されていると考えられる。使い出を示す購買力平価で見ると中

国の経済規模は、すでに日本を少し上回りアメリカに次ぐ勢いを持ち、中国に

は膨大な潜在市場が存在していると考えられる。 
③日本ゴルフ産業の落ち込みと中国産業高度化の持続的進展によるスポーツ

サービス産業化の展開。 
バブル崩壊後、日本ゴルフ産業の落ち込みは深刻である。筆者は、本業では

ないが、PGA（日本プロゴルフ協会）の一員として、携わってきた日本ゴルフ

練習場事業の停滞にも懸念を抱かずにいられない。1993 年から、日本男子ゴル

フツアーのトーナメント数は年々減少し、2001 年に 90 年代の年 40 試合から
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30 試合まで減少した。さらに、ゴルフ場の倒産も相次ぎ、2002 年度では 108
のゴルフ場の倒産と過去最高の数字となったことが発表された。1 同様に練習

場の数も 1993 年から年々減少しているという現状である。 
一方、中国において、経済の発展を背景に、2008 年の北京オリンピックとい

う大きなイベントも控え、国民はスポーツ事業に対する関心が高まりつつある。

スポーツ産業の発展は今までない絶好の時期を迎えているといえる。日本の 26
倍もの国土と 10 倍以上の人口を有する中国において、今後ゴルフ産業が成り立

つ期待は大きい。現在中国では、既に 130 のゴルフ場が一気に建設され、まだ

60 のゴルフ場が開発中である。2  
 
本論文では、起業・第二創業に関する先行理論の研究からはじまり、筆者の

本業である住宅展示場事業と携わっているゴルフ練習場事業を事例研究とし、

中国経済全般からゴルフ市場の研究までの考察を踏まえて、社会主義市場経済

下でのスポーツサービス産業化の可能性を模索すると同時に、上海大都会ゴル

フ練習場でのゴルフスクールビジネスの展開という、中国新市場への進出を内

容とする第二創業の実践に役立つ研究を目指し、沈滞している日本経済の、そ

して中小企業再生のために一例を提言する。 
 

1.2 研究の目的 
現在までに中国に進出した企業数は数多く存在する。大企業に留まらず中小

零細企業に至るまで、その数は統計上の数字に表れないところに至るまで存在

すると考えられる。しかし、多くの日本企業は、欧米企業と違って、市場とし

ての中国に対する認識が薄く、いわゆる『ユニクロモデル』と言われるところ

の安い労働力を生かした生産工場としての位置付けがほとんどである。本論文

は、市場としての中国を重要視し、中国における産業高度化の進展にあわせて、

サービスシステム、管理システムの輸出を内容とするサポートマネジメント業

の中国での創設を研究テーマにしている。これによって、一方、今までの『ユ

ニクロモデル』以降の新しい形での中国進出モデルの可能性を追求する。さら

に、中国でゴルフ市場を研究し、上海でのゴルフスクールビジネス実践を通じ

て、社会主義市場経済下でのサービス産業のあり方を提言する。他方、日本国

内で成熟産業化してきた住宅産業に従事して、企業存続のための残された選択

としての第二創業を研究実践することが、高知工科大学起業家コースの果実で

あると考える。 

                                                  
1 『GOLF TATTLAER』2003 年 2 月号。 
2 2003 年 3 月 12 日、中国ゴルフ協会事務局長崔志強氏のヒアリングにより。 
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また、中国沿岸地域の地方政府自治区の多くは、税金特例等の各々の優遇事

例を提示して、外資の投資、工場誘致や合弁事業等に熱心である。しかし奮騰

する中国経済とは裏腹に、事業に失敗して撤退を余儀なくした企業の例も枚挙

に遑がない。本論文では、中国進出の成功例と失敗例を検証して、その違いを

分析してリスク管理手法を提言する。これにより今後の中国進出企業への提言

を呈するものと期待できよう。 
 
1.3 研究の意義 

2001 年に日本のゴルフ場誕生が 100 年を迎えた。日本において、ゴルフビジ

ネスは、中村寅吉、小野光一プロがカナダカップの優勝した 1957 年をきっかけ

とした第一次ゴルフブームからはじまったと一般的に考えられる。その中で、

本格的なゴルフスクールビジネスが日本で展開された時期と言えば、米国ゴル

フ財団（National Golf Foundation）からのゴルフスクールシステムが導入され

た 1985 年以降となる。  
筆者は 20 年にわたり米国でのゴルフスクールビジネスを研究してきた。米国

プロゴルフ協会（Professional Golfers’ Association of America）のビジネスプ

ログラムに幾度となく参加してきた。また Teaching & Coaching Summit（米

国プロゴルフ協会主催） にも参加した。米国ゴルフ財団主催の Teaching & 
Coaching Seminar では、日本人ティーチングプロの参加者のためにコーディ

ネーターとして通訳を担当してきた経験を持つ。また米国を中心としたゴルフ

スクールビジネスを取りまとめたものを、日本の市場に導入してきた経緯もあ

る。そして、社団法人全日本練習場連盟の指導委員長として指導者を教育する

仕事をしてきた。これらの研究と自己が持つ経験は本研究の独創性をもたらす

であろう。また中国市場での展開に関する研究は、更に新たな試みと言えよう。 
筆者は、1987 年の日本ゴルフ学会発足当時からその設立にかかわり、研究発

表も重ねてきた。ゴルフスクールビジネスに関する研究は、技術研究に比べて

数少ない。その意味では、ゴルフ界においてスポーツ経営学の持つ意味は大き

く、今後の研究が必要とされている。 
特に中国市場に対してのゴルフ産業論に関する研究は皆無に等しい。本論文

では、中国語のゴルフ専門誌や雑誌も含めて文献研究を重ねてきた。また中国

ゴルフ協会の秘書長である崔志強氏をはじめ、世界最大のゴルフ規模を誇るミ

ッションインゴルフクラブの会員部主任の方孝元氏、上海大都会ゴルフ倶楽部

の総経理である王亜明女史、広告代理店 BBDO の上海支店マネジャーの陳振伜

氏と黄健氏、中国人女子プロ第一号者の葉莉英女史、男子プロの朱プロ、上海

光明ゴルフ倶楽部の総裁である段康滋氏、総経理の原田行氏、上海太陽島国際

ゴルフ倶楽部の副総経理である張玉英氏他、多くの人々からインタビューをす

 10



ることができ、その内容が本研究の実証資料となっている。 
米国のゴルフスクールビジネスについても、トップ 100 人のティーチングプ

ロを中心としたプロ達にインタビューを実施してきた。なかでも、デビット・

レッドベター、ピーター・コスティス、ゲーリー・ワイレン博士、リック・ス

ミス、デーブ・ペルツ、ボブ・トスキ、ブッチ・ハーモン、ジョー・ティール、

ジャック・カーケンダル、モー・ノーマン、リック・マッコウード、ウォーリ

ー・アームストロング、ジム・マックリーン、ボブ・ルーテロ博士、エド・コ

ットレル博士、リン・マリオットなど、有名なティーチングプロから学んだも

のを体系化して研究してきたものは、すべて独自な試みである。 
 

1.4 研究の視角 
本論文は以下の 3 つの視角から分析を行っている。第一は、第二創業による

事業推進の理論とリスク・マネジメント理論の視角である。経済のサイクルが

大幅に短縮された現代では、ゼロからの起業よりも、第二創業による事業の推

進効果は注目されてきた。本論文はまずこの第二創業とリスク・マネジメント

理論の発展の視角から、「Image Golf School」の中国での展開の根拠と可能性を

理論的に検討する。第二は、新市場としての中国におけるゴルフ産業化の可能

性の視角である。ゴルフ産業化の理論と世界ゴルフ産業発展の歴史を参考に、

中国におけるゴルフ産業化の条件を検討し、さらにゴルフスクールの展開の可

能性と必要性を究明する。第三は、ケース・スタディーとして、「Image Golf 
School」というビジネスモデルの視角である。筆者はコンサルティングサービ

ス業とゴルフスクール産業での実践を基に、「Image Golf School」の構想を形成

し、その実態も完成させている。最後に、それを中国の事情に適応出来るよう

なモデルまで完成させる。 
 
1.5 論文の構成と内容 
本論文は 8 章から構成される。 

 第 1 章は研究の背景、目的、意義と概要を説明したものである。 
 第 2 章は第二創業による事業推進の理論である。この章では、現代の起業形

態の発展と日本における起業実態を研究し、その特徴から第二創業の台頭の必

然性を明らかにしていく。さらに、第二創業による事業推進の理論的根拠とそ

の優位性を、理論分析の展開と実例による実証の展開といった二つの側面から

究明していく。 
 第 3 章は第二創業における危機管理とリスク・マネジメントの理論である。

この章において企業における危機管理理論とリスク・マネジメントの理論を基

づき、新しい経営環境の中で第二創業におけるリスクの発生と特徴を究明し、
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そのヘッジの方法を模索していく。 
 第２、3 章の理論をもとに、第 4 章から異分野・新市場進出による第二創業の

事例考察を行う。第 4 章は現実における第二創業の必要性に関する検討を重点

としている。この章において、本業としての住宅展示場事業を事例として、そ

の変遷と現状についての分析を通じて、現状の厳しさを明らかにし、現実的に

第二創業の必要性を明らかにしたい。 
 第 5 章は異分野としてのゴルフ事業をテーマに、ゴルフ産業発展の歴史及び

日本ゴルフ産業の現状についての分析を通じて、ゴルフ産業の行方を追及し、

中国への進出の意義を解明していく。 
 第 6 章は新市場としての中国についての考察を内容とする。中国の改革開放

の推移と現状についての検討を通して、その特徴を明らかにし、第二創業の拠

点として選択する根拠を見出す。 
第 7 章において、中国におけるスポーツ政策の変遷による中国ゴルフ発展と

ゴルフ産業化の歩みを分析し、その発展の前景を予測し、本論文の結論として

の「Image Golf School」導入の可能性、必要性とその適応性を見出して行く。 
 第 8 章は「Image Golf School」構想の形成過程と沿革を説明し、中国での適

応性を検討し、「Image Golf School」の中国展開による第二創業ビジネスモデル

を具体化する。上記のような内容を踏まえて進めていく。 
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第2章 第二創業による事業推進の理論 

 

 近年長引く不況の日本経済の中、「第二創業」という言葉をよく耳にする。し

かし、「第二創業」が、今までの起業論において、独立して研究されたことのな

い概念である。最近、「第二創業」が盛んになったのは、やはり日本企業が何ら

かの不況脱出の方法を模索し、激しい競争のなかで勝ち抜こうとする努力の現

れであろう。 

 厳密にいえば、「第二創業」も「起業」の一種である。18 世紀後半イギリスで

始まった産業革命は、やがて世界に波及した。また、産業革命に誘発され、起

業ブームが起こったといわれている。それから約二百数十年経って、「起業」は

本質的には不変であるが、色々な形式で進化してきたのである。その中に、近

年の日本では、「第二創業」が企業にとって、存続するための重要な方法となっ

た。この章において、「起業」と「第二創業」という二つの概念について、その

異同と関係を究明していく。そして、なぜ今「第二創業」が必要なのか、「第二

創業」による事業推進の理論を展開していく。 
 
2.1 現代の起業形態の発展 

2.1.1 現代の起業形態 

 近代社会において、世界中の起業家達は、事業を起こし、新製品を生み出し、

産業の効率化を増進させ、さらに新しい産業の創出をもたらすまでいたるケー

スも少ない。その結果、今の社会の発展があったのである。 

 日本でも、多くの起業家は人類の進歩に貢献してきた。ソニーの井深大、盛

田昭夫や本田技研工業の本田宗一郎といった起業家がまさにそのような歴史的

な貢献を果たしたといえる。 

 今日の大企業も、すべて起業家の手によって創出され、小さな企業からスタ

ートしたものである。そして、その企業が時代の流れに順応し、顧客のニーズ

に合致することができれば、富を蓄積し、次の世代に引き継ぐ大きな企業に発

展したわけである。 

そこで、起業の理論を把握するために、まず現代起業の形態を見てみること

にしよう。その分類は概ね次の三種類ある。 
第一に、ベンチャー型。これは従来の起業であり、起業のプロト・タイプと

呼ばれるものである。これは基本型であり、いわゆる企業の創設者型である。

特に有名なものは米国のフォードである。現在ブームとなっている SOHO によ

る起業や IT を利用した起業はこのタイプのものが多い。松下、ホンダなど多く

の日本企業の起業はこのタイプに属している。 
第二に、チャンドラー型。企業の発展と戦略の組織の研究で著名な MIT の経
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営学者チャンドラー（Alfred. D. Chandler） が、彼の名著と言われる“Strategy and 
Structure” で言う Entrepreneur（起業家）型である。チャンドラーの定義による

と、「企業が進歩するために、環境変化に対応するために大きな変革をする経営

者を Entrepreneur といい、その大きな変革が一種の起業である」とチャンドラー

は考えている。使える経営資源を割り付ける経営者は企業におけるキーマンで

ある。そしてこの経営者の役割が企業の盛衰を決定的にするのであるが、ここ

ではこの役割を Entrepreneur と呼ぶ。これに反して、ただ単に与えられた方法で、

調整をし、評価をし、企画する人々は Manager（マネジャー）と呼び、起業的な

決定や行動は企業全体の経営資源の割付や再割付に影響するものを指すもので

ある。注意すべきことは、起業からあるいは一定の時期、順調に発展してきた

企業が、大きな曲がり角に直面する例が多々ある。最近の例では我国のダイエ

ー、米国では過去にフォードの例が有名である。これらに見られるように、困

難を克服し､企業が進化するためには、この経営者の Entrepreneur（起業家精神）

が大切だといわれている。これは企業の進化発展のために、時代の流れをつか

み、時代のニーズに合う変革を起こし、発展を遂げるタイプである。 
第三に、企業内起業型。このタイプの起業は米国のビジネスコンサルタント

の Gifford Pinchot が 1985 年に“Intrapreneuring”という著書で定義したものであ

る。彼は、「ビジネスばかりではなく総ての組織は存在意義のために、確たる競

争力（Core Competence）を持たなければならない。それはイノベーションで

ある」という思想から、「起業が必要なのは個人よりもむしろ、組織なのだ」と

して、組織内の起業化、組織的起業化を提唱したのである。この考え方は、Drucker
の思想の影響を述べているが、その底には日本の企業内起業化の影響があると

考えられる。基本的には現代はイノベーションが極めて速く行われることが必

要で、そのためには個人で出来る範囲を越えて、組織的に、また、市場対策等

も行われなければならない。そこに現代の組織の競争力が創生されると言うの

である。 
一般論としてイノベーションに必要な事項は次の 5 つの項目であると言われ

ている。それは①アイディア、②タイミング、③起業家、④資金、⑤遂行する

人々、だという。これらの５項目を個人や少数の人々がやり遂げることは極め

て難しい。そこで、組織的な取り扱いが必要だとするものである。特に、Pinchot
は一般のベンチャーキャピタリストは“I’d rather have a class A entrepreneur than a 
class B idea than a class A idea with a class B entrepreneur” （アイディアは優れて

いても起業家が並の場合よりも、アイディアは並でも起業家が優れている場合

が良い）としているといっている。このことは起業システムの良否が現実の起

業化の成否に直結するのである。 
その典型的な例として、NTT という組織内で新規事業を成功させた「i モード」
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の NTT ドコモの例を挙げることが出来る。 
 

2.1.2 日本における起業形態の変化と現状 
 戦後日本の起業は今日までの軌跡を見ると、上述の起業形態の第一のタイプ

（ベンチャー型）から、第二のタイプ（チャンドラー型）、第三のタイプ（企業

内起業）への変化がみられる。さらに、第二、三のタイプはゼロから創業より

も、再創業という「創業の繰り返し」の特徴、後述の「第二創業」とは共通点

をもっている。 
また、起業に際して、事業内容からみれば、概ね三世代の展開があったと言

われている。それは、以下の通りである。 
第一世代の起業形態は、物づくり系ベンチャーであり、その代表としてソニ

ー、本田、京セラ、カシオなどなど挙げられる。これらの起業の成功は日本の

高度成長を支えたと評価出来る。第二世代の起業形態は、サービス系ベンチャ

ーである。その代表はパソナ、HIS、ドトール、NOVA などが挙げられる。そ

して、第三世代の起業形態はソフトバンク、アスクル、楽天などを代表とする E
ビジネス系のベンチャーである。これらのベンチャーも日本経済の活発化を促

進していると言える。 
バブルの崩壊は、日本の起業事情に想像以上に大きな影響をもたらしている。 

大型倒産が相次ぎ、リストラがほぼすべての企業において行われている。完全

失業も最高記録を更新している。こうした状態の中、1995 年、当時の通産省は

「中小企業創造活動促進法」を実施し、新たなベンチャー企業の創業による経

済の活性化に乗り出したが、現実は依然として厳しい。日本経済の活力の源泉

は中小企業であると言われてきた。ところが、近年の開廃業率の低下を背景に、

中小企業はもとより我が国経済の活力の減退までもが懸念されている。 
 

図表 2－1 開業率と廃業率の変化の比較 
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     出所：総務省統計局『事業所・企業統計調査』を基に、加筆作成。 
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図表 2‐1 が示すように、期待し見ていた最近の開業率でも、伸び率は 2000
年に小幅 2.7%から 3.5%までに留まっている。反対に、不況の影響もあって廃

業率の増加は 3.2%から 5.6%までに昇り、開業率の増加を大きく上回ってしま

った。このような傍証から、起業の難しさを伺うことが出来る。そこで、第二

創業がだんだん脚光を浴びるようになってきた。 
一方、戦後、ものづくりとか小売業、卸売業、サービス業といった伝統的な

ビジネスモデル企業は今、勝ち組と負け組に二極化している現象が表面化して

きた。平成 11 年国税庁の統計で、日本には、270 万社の企業があり、休眠企業

を除くと 250 万社くらい会社がある。このうちの 72％が赤字の状態にある。黒

字はわずか 28％であった。ところが 30 年前は、７割が黒字で、３割が赤字と

いう正反対の割合であった。それは、伝統的な経営方式では「負け組」に入っ

てしまうことを意味している。したがって、「勝ち組」になるために第二創業を

試みる企業も多くなってきた。 
 

2.2 第二創業の定義と類型 
 長引く不況を背景に、事業をいかに継続・発展させていくかが、中小企業に

とって大きな課題となっている。その一つの方法として、第二創業が注目を集

めている。特に、中小企業が事業を継続していく方法として、第二創業がきわ

めて重要と指摘、積極的に支援していくことを求めている。 
 もちろん、前述のように、ゼロから新しく創業するための環境条件や物的・

人的条件を整えることの難しさが、第二創業への追い風になっている。しかし、

第二創業が盛んになりつつあるもう一つ重要な要因は、日本企業の組織そのも

のの特徴である。これについて、スタンフォード大学教授今井賢一氏は、第 5
回 KSP 国際フォーラムにおいて以下のように指摘した。 
「日本企業の伝統的な組織は非常に緻密な組織である。しかし、技術が複雑

化し、時代が激しく変化しているなかで、それらの組織は長い時間を経過して、

だんだんと疲労してきている。現実には問題が複雑になりすぎて、従来の組織

のなかではもはやうまく調整ができなくなってしまった。したがって、組織の

中の人材も、自分の能力を充分に発揮できないという状態になっている。つま

り仕分けしてやる必要がある。その一つの方法は第二創業になるわけである」3。 
 以上のようなことを踏まえて、この節では第二創業と類型を検討していく。 
 
 

                                                  
3 KSP 国際フォーラム実行委員会、『いま、なぜ起業家の時代か』、1995、98～100 ページ。 
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2.2.1 第二創業の定義 
 第二創業は基本的に起業の一種であり、厳密に言えば、ベンチャーの一種で

ある。また、「第二創業」という言い方自体は近年盛んに議論され、注目された

概念である。それについての研究はまだ本格的ではないため、その定義も明確

的かつ統一したものではない。以下挙げるのはアメリカベンチャー研究で有名

な学者、ワシントン大学教授カール・ヴェスパー氏の研究と経済産業省の見解

である。 
（１） カール・ヴェスパーの理論 
 カール・ヴェスパー教授は、著書『ニューベンチャー』のなかで、連続して

起こる起業を「第二事業」の理論と展開している。ここに挙げている「第二事

業」を第二創業と見なすことが出来ると考える。 
 カール・ヴェスパー氏は「ベンチャーの連続」という理論を提起した際、起

業家を 2 種類にまとめている。それは「スタート型」と「ランナー型」である。

すなわち、「スタート型」の起業家は同じ分野において起業を繰り返す「類似の

ベンチャーの連続」を実行するタイプである。それに対して、「ランナー型」の

起業家は、事業の成長に従って必要とされる新しいスキルを身につけることが

でき、異なった管理スタイルへの要求にも適応していくことが出来る「第二の

事業」を起こす。4 
 つまり、カール・ヴェスパー氏は上述のような「ランナー型」起業家によっ

て、新しいスキルを用いて、新しい管理スタイルによって、新しい事業を起こ

す行為を第二創業と考えるのである。  
（２） 経済産業省の定義 
 企業が置かれている環境はここ数年で劇的に変化している。空前のバブル景

気から長引く平成不況へ陥った。俗に「企業 30 年」という仮説もあるが、近年

そのサイクルも短くなっている。それがゆえに、目まぐるしく変化するニーズ

に素早く対応出来ることが「勝ち組」の条件となるといえよう。そのために、

起業より、第二創業は最適な手段であると考えられる。 
 第二創業という言葉の明確な定義はないが、経済産業省中小企業庁の「事業

承継・第二創業研究会」の中間報告（平成 13 年 8 月）によると、次のような記

述がある。「既存の企業が持っている経営資源を活かし、新たな事業に進出、事

業を大きく発展・変革させること」を第二創業と定義付けている。中間報告の

なかで、『事業体の維持・発展の観点からは、既存の事業体が、従前の事業を円

滑に維持すること（狭義の事業承継）のみならず、新たな技術や市場に進出し

                                                  
4 カール・ヴェスパー、『ニューベンチャー戦略』、同友館、1999 年、111～112 ページ。 
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て事業を大きく発展・変革させること（第二創業）も極めて重要である』と指

摘している。 
 すなわち第二創業とは、（1）事業承継を契機とした新事業への取り組み、(2) 新
たな市場への進出、新たな商品・サービスの提供等を通じた経営革新、(3) 異業

種への進出、業種転換等での新事業へのチャレンジなどを表す。 
そして、いろいろな価値観が変化し、将来が不透明であるといわれている昨

今、「昨日と同じことをやっていてはいけない。明日に向かって新たな取り組み

をしていかなければならない」との認識は深まってきている。ＢＰＲ（ビジネ

ス・プロセス・リエンジニアリング）といわれる抜本的な業務改善も視野に入

れて、積極果敢に業務改善や経営革新を進めていくことにより、勝ち残ってい

くことが第二創業の真髄であろう。 
 ちなみに、中小企業経営革新支援法に基づく経営革新計画の策定にあたり、

経済産業省は「新たな取り組み」を、(1) 新商品の開発または生産、(2) 新役務

の開発または提供、(3) 商品の新たな生産または販売の方式の導入、(4) 役務の

新たな提供方式の導入を定義した。 
 

2.2.2 第二創業の類型 
 上述のように、第二創業は一般的に「新分野進出」、「新事業開拓」であり、

経営の安定化やさらなる発展を図るため、戦略的に新たな柱の一つとなる事業

としてとらえられる。しかし、一口に第二創業と言っても、そのアプローチ方

法はいくつかに分類出来る。その類型を以下の５つにまとめたい。 
①新しい分野へ展開する「再創業」型第二創業。生きものは新陳代謝をしな

くては生きていけない。しかし、その生きものにもいつか「死」が訪れる。企

業もまた生きものである。企業はしかし、「第二、第三の創業」を意識的に行な

っていくことで、絶えざる新陳代謝が可能になる。つまり、創業の繰り返しに

よって、進化していくことで「死」を免れる。 
 この類型の例としては、ユニフォームメーカーの株式会社ジーベック（広島

県・府中市）を挙げたい。同社の広島県府中市は備後かすりの産地にあり、前

身の後藤被服（1948 年創業）は、かすり問屋に生地を卸すのが仕事であった。

しかし、時代の流れで地場産業のかすりが衰退し、60 年代後半に思い切ってユ

ニフォームの製造に業種転換した。地場産業の衰退が言われて久しいが、その

打開策として業種転換を行なった企業も少なくない。しかし、成功した企業は

そう多くはない。60 年代後半にはファーストフード、ファミリーレストランな

どの外食産業、大手スーパーチェーンなどが急速に店舗数を拡大していった時

期である。ユニフォーム需要の将来性を、こうした時代の流れから読み取った

ことにジーベックの業種転換が成功した最大の理由がある。もっとも、同社の
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後藤社長によれば、ユニフォーム製造業への転身にはもう一つの必然性があっ

たという。「広島市は戦前、戦中はいわば『軍都』で、軍服をつくっている会社

もこのあたりには結構ありました。軍服もユニフォームですから、そうした流

れの中に現在の事業を位置付けることもできます」と語った。ひとことで言え

ば、「土地柄」ということなのかも知れない。とはいえ、戦後生まれの企業で、

しかも業界でトップクラスにまで成長したのは、170 社（地元の被服組合加入企

業）ある地元企業の中でも同社だけというのはやはり注目に値する。土地柄と

いうことでついでに言えば、周辺にはユニフォームメーカーが集まっているた

めに「東京よりもむしろ情報は入手しやすい」（後藤社長）。したがって、地方

ゆえのハンデはない、という。「消費者ニーズの変化をいち早く読み取るために、

ショップ経営も行なっています。しかし、大事なのはあまり先を読み過ぎずに、

少しだけ先を見ることです」と、二代目社長の後藤社長はいう。そして、目下

「第二の創業」を継続中である。すなわちカジュアル分野への進出だ。本業が

好調な時にこそ、次の事業の芽を育てたい、というのがその理由である。それ

ばかりではない。「キャディー用ウェアを作り始めたので、これを切り口として、

いずれスポーツウェアの分野にも進出したいと思っています」（後藤社長）。今

という時に安住しない創業者精神がそこにはある。  
 ②本業から枝葉を広げる「多角化」型の第二創業。第二創業の中でも、最も

オーソドックスなのは、まったく未知で、新しい分野への進出ではなく、これ

まで培ってきた既存技術、ノウハウをベースに新分野への進出する方法である。

この場合、既得の技術力や設備が有効に使え、新たな投資を最小限に抑えるこ

とから、リスクが少ない特徴がある。従来付き合いの顧客のニーズを汲み取り、

それを第二創業の土台とすれば、営業体制もフル活用出来る。筆者が設計した

第二創業のビジネスモデルがこの類型に当てはまる。 
 この類型の実例として、繊維素材のプリント印刷に使われるスクリーン製版、

染料の配合を手掛ける株式会社小松プロセスに注目したい。同社は 2000 年に暗

い場所で光が当たると反射するカラーインク「アートブライトカラー」を開発

した。繊維はもちろん、紙や木材、コンクリート、鉄などにも使えるため、イ

ンクをチューブに詰めて、絵の具にしたり、スプレーに詰めて、ペンキにした

りするなど、用途を広げるための工夫をし、繊維産業以外に、いろんな業界へ

と販売ルートを拡大している。このような本業のノウハウを基礎にしたやり方

は第二創業の最も近道であろう。  
 ③ 産学官連携や異業種交流から業態を増やす「多業態」型第二創業。最近

産学官連携や異業種交流から生み出される第二創業も多くみられる。大学や研

究機関などにある研究と産業界のニーズのマッチングがうまくできれば、新製

品の開発や技術の高度化を図ることが出来る。また、バイオ、環境、福祉など
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の産業はそもそも業種横断的な技術開発が必要であり、単独の企業では解決の

難しい課題も、それぞれの分野で豊富な経験をもった研究機関や企業との連携

が有効である。 
 この類型の実例として、産学官連携を活かして第二創業を試みる企業、繊維

機械、産業機械、防衛機械などを製造・販売する石川製作所の実例を挙げたい。

同社は、売上げの主力を占めている繊維機械部門が急速に落ち込んだのを受け

て、新しい部門を立ち上げ、繊維機械の制御装置などを製造した技術、設備を

基盤としながら、電子機械やバイオ、医療機器など、いわゆる次世代の成長分

野をターゲットにした。同社は北陸先端科学技術大学と連携し、環境衛生測定

機器の開発に成功した。現在もなお研究開発員を大学に常駐させ、新たな研究

シーズの発掘に注力している。 
 ④システムを変化させることからの第二創業。取り扱う商品そのものや業務

内容は従来と同じでも、これまでとは経営システムをドラスティックに変化さ

せることも第二創業の範疇に入ると考える。そのような例として、テキスタイ

ルメーカーの丸井織物株式会社がある。同社は IT 技術の進歩を視野にいれ、高

度情報化を重要な経営資源と位置付け、社内 LAN の構築を手始めに、会社のホ

ストサーバーには生産状況や資材・製品の入出荷状況がリアルタイムに入り、

業務報告とそれに対する指示も速やかに行われる。また、イントラネットを使

ってクライアントが出荷状況を把握出来るまでになった。情報の共有化によっ

て、短納期化、多品種少ロット化に迅速な対応が取れるようになった。このよ

うな新しい経営システムの導入は企業に新しい生命力を吹き込んだといえよう。 
 ⑤社内ベンチャー型第二創業。社内ベンチャーも第二創業の一形態と考えら

れる。例えば最近多くの会社の中にｅコマース部門を作り育て挙げているのは

その例である。ここで、企業が持っている技術・人材・取引先、信用などの既

存の資源を活用出来るため、事業を展開する上でのリスクが軽減出来る。 
 
2.3 実例から見る第二創業の優位性  
 上述のように、第二創業によっては起業の新陳代謝を促進し、既存ノウハウ

や資源を最大限に活用し、事業展開のリスクを回避するなどのメリットがある。 
この節では、さらに様々の実例からその優位性を検討していく。 
          
2.3.1 経営の自由度を手に入れる 
 新幹線三島駅から歩いても 10 分余りの静岡県駿東郡長泉町は、晴れた日なら

富士山の雄姿が望める。自然環境のすばらしいこの地に、「第二の創業」に取り

組んでいる企業がある。それは通称「Z 会」と名が通っているの株式会社増進会

出版社である。通信教育で知られる″Z 会″の最大の売りは、いわゆる有名国私
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立大学への会員の合格率の高さである。 例えば昨年の実績でみると、東京大

学の全合格者数に占める Z 会会員の割合は実に 59.1％。京都大学が 53.４％、

一橋大学が 42.４％、大阪大学が 27.8％という具合である。受験生の間で Z 会

が「難しい Z 会～」と言われる一方、「受験の神様」扱いされているのもうなず

ける。 
「Z 会」がその名を知られるようになったのは、もちろん昨今のことではない。

そのルーツは実は戦前までさかのほる。「初代社長が実力増進会をつくって、東

京淀橋（新宿）で通信添削を始めたのが昭和 6 年（1931 年）。しかし、戦災に

あって中伊豆に疎開し、再開したのは昭和 27 年です。そのころから Z 会の略称

も使うようになりました」と、社長の藤井史昭氏は語る。 
 面白いのは、事業の再開にあたって、発祥の地である東京に戻ることをせず、

中伊豆にとどまったのである。「もし東京へ戻ったら高いビルも借りなくてはな

らないし、多大な出費を強いられた。なにしろ、当時は会員も数百人規模で、

売上げもわずかでした。しかし、地価の安いこの地にとどまったことで、価格

競争力と経営の自由度を手に入れることができました。おかげで資本を蓄積し、

今日の基礎が築けた」と藤井社長が言う。自らの企業体力を寸分に考えたうえ

で、いたずらな競争を避け、むしろ、「地の利」を活かしたとも言える。中伊豆

から現在地の長泉町に本社を移転したのが、昭和 54 年（1979 年）であった。

その後、会員数を急速に増やし、現在は約 16 万人。「Z 会」は教育産業の中で

も確固たるブランドになっている。 
そんな同社が 1996 年、「第二の創業」宣言ともいえる基本理念の再確認と組

織改革を行った。その基本理念とは「新しい社会の中核を担う人々に対して、

その役割にふさわしい知性・感性を育む教育・文化サービスを提供し、それを

通して日本社会の革新と発展に貢献する」である。また、組織改革としては若

い人材の登用に主眼を置いた。 
 しかし、これより前に増進会は既に改革への道筋を着実につけており、その

第一歩が 1985 年の株式会社組織への移行であり、その後に続く対面教育事業、

出版事業への進出である。 
対面教育事業は、一方的な講義ではなく、理解度を測る出題、質疑応答など

を盛り込んだ授業である。そこでは、生徒同士の議論も交えた「ゼミ形式」に

よる授業の導入も試みている。同 85 年に渋谷教室（東京）がスタートしたのを

皮切りに、教室は現在、全国で 15 ケ所。「60 年代後半は大手予備校と通信教育

との「棲み分け」ができていた時代でした。しかし、その後、予備校の全国展

開で、その垣根はなくなりました。現に、会員の６割が予備校にも通っている。

こうした時代の変化に対する答えの一つが教室運営です」（藤井社長）。 
 教育サービスの提供手段の多様化といえる。そして少子化という問題が、増
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進会のもうひとつの大きな変化の流れの中に存在する。教育産業にとってこれ

は死活問題である。 
 そこで同社では、通信教育事業、対面教育事業に続くものとして、出版事業

にも乗り出している。まず手始めに 92 年には「若山牧水全集」を出版した。９

４年から、中・高生を対象とした学習参考書や問題集をはじめ、「知の喜び」「考

える喜び」をキーワードとした「ペブル選書」を刊行している。これは受験生

だけでなく、社会人も読者に想定した内容であり、先の「若山牧水全集」を出

版した時の考えに通じている。 
 考えてみれば、増進会は「Z 会会員 OB」を数多くかかえているわけで、これ

らをマーケットとした商品は無数に考えられる。出版物もその一つである。出

版事業は従来の事業の延長線上のものともいえるが、見方によっては「脱受験」

の新規事業の側面も持っている。会員 OB という経営資源をどのように活用す

るかは増進会にとって大きなテーマだろう。基本理念もそれを視野に入れての

もの、と言えよう。 
 このように、Z 会は、第二創業の繰り返しによって、常にニーズの変化に対す

る敏感な反応力を保ったのと同時に、経営の自由化もそれによって手に入れた

のである。 
 
2.3.2 変化に応じて業態の複合化 
 時代の変化を感じ取ることができれば、発想は自由になる。変化に気付かな

いと、これまでの延長線上でモノを考え、思考に幅がなくなる。変化を捉える

アンテナを張りめぐらし、変化をチャンスとして捉える。こうすることで企業

は進化する。これも「第二の創業」の一つの優位性である。 
 ここで株式会社柿安を実例として分析することにする。 
 柿安４代目の赤塚社長は、しぐれ煮の製造・販売、東京進出、中華点心類の

製造・販売と、次々と新機軸を打ち出すことで沈滞気味だった老舗に新たな生

命を吹さ込むことに成功した。そして、今度は新業態「柿次郎」でこれまでと

は異なるファミリー層の開拓を狙っている。 
『柿安』は多少無理してでも都心の一等地に出店してきたが、『柿次郎』はも

っと幅広い層に利用を目的とした郊外型レストランで、そのコンセプトは、「食

と文化の融合」である。１号店は 1995 年８月にオープンしている。2600 坪の

敷地に長野県から旧民家を移築、再製した建物は、そのコンセプトを見事に体

現している。 
 店は母屋、蔵、長屋門などからなる独立店舗の集合体とし、それぞれが異な

つた営業形態をとっている。提供している料理も牛肉せいろ蒸、松花堂、麦と

ろといった和食からラーメンに至る多彩なメニューを持っている。ファミリー

 22



層の幅広いニーズに応えられるようにしている。「柿次郎」に見られる、業態の

複合化は外食産業に限ったことではない。 
 
2.3.3 多角化の派生効果 
 業態の複合化によって、多角化の派生効果が生じると考えられる。ほとんど

の起業家は一度企業の多角化に乗り出すと、新しいプロジェクトに着手する上

で、多くの機会に巡り合うことに気付いている。起業家の成功が知れ渡る、人々

は支援者を探すためのアイディアを授けてくれる。そこで、起業家が自分のチ

ャンスをつかむ。起業家たちが、当初意図した方法ではなく、むしろ意図して

いなかった方法で、新しい事業を起こす過程において、新しい発見がなされて

いき、その結果多角化の派生効果を生み出している。 
 その例として、カール・ヴェスパー氏は著書のなかでジョシア・ライオネル・

コーエンのことを挙げた。 
レストランの経営者であったコンラット・ヒューバートは、円筒の形状をし

たバッテリーと照明装置を備えた発明品を手に入れることが出来た。この円筒

形の装置は、フラワーポットの脇にしっかり固定させることが可能ならば、そ

の装置の上方で照明がつき、花を照らし出せる照明装置として独立させること

が出来るというアイディアを持ち、さらにそれを販売することを決心をした。

そしてエバレディ・フラッシュライトという名前に変更したのである。 
 この照明装置を発明し、それをヒューバートに販売権を譲った人物は、後に、

機雷起爆装置のアイディアを考え出し、アメリカ海軍にも販売している。彼は、

ポータブル扇風機の製造を開始したため、扇風機のモーターの一つを使って、

店舗用のウインド・ディスプレイを作る試みを行っている。そのディスプレイ

は、顧客の注意を引き付けるために小さな電気機関車が線路の上を走り回ると

いうものであった。その結果、店に来た顧客が自分たちの子供のためにそのデ

ィスプレイそのものを購入しはじめたのである。ライオネル・コーエンはいつ

の間にか、おもちゃの電気機関車の製造に取り組んでいったのである。 
 ヒューバートの例からは、表面上一連の偶然しか見出せない。しかし、ここ

から、必然的な派生機会の存在があったのである。というのも、通常、派生的

に現れる機会は、本来の起業内容と結び付いたものになるからである。製造面

の結び付きや、技術的なノウハウでの結び付き、あるいは販売経路での結び付

きといったものが必ずある。上の例は、特に多角化が更に新しい機会の発見を

促し、最初の販売経路もこの新しい事業のために使われていることを示してい

る。 
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2.3.4 業態革新によって市場を打開する 
 家電業界で、業態の複合化という業態革新を積極的に推し進めている株式会

社デンコードー（宮城県・仙台市）である。同社は、北海道から福島県まで、

東北地方で 89 店舗を展開する大型家電量販店である。販売する商品に合わせて

いち早く業態の革新をはかってきた同社は 1984 年、パソコン専門店「DAC（ダ

ック）」（Denkodo and Computer）をインストア方式でスタートさせている。 
 いわゆる従来型の家電量販店に新業態組み合わせた複合業態である。しかし、

同社ではさらに 1995 年「スーパーデンコードー」という新業態を登場させ、

DAC を同業態の中に吸収していった。一般家電製品に『DAC』が扱っていた情

報通信関連商品、これに中古 CD やゲームソフトなどのエンタティメント関連

商品を加えた「三位一体」が『スーパーデンコードー』のコンセプトであり、

これを新設すると同時に、従来からある店舗を段階的に『ス－パーデンコード

ー』 へとリニューアルしていくという戦略を井上元延社長は、語っている。 
 周知のように、このところ家電業界にはヒット商品がない。かつては三種の

神器扱いされた家電商品もほとんどの家庭に行きわたり、むしろ不要な家電品

に囲まれている家も少なくない状態である。 
 消費者二―ズは従来型の家電商品から情報通信機器関連、映像などのエンタ

ーテイメント関連商品へと明らかにシフトし、業態の革新を図っている。1995
年３月の多賀城店を皮切りに始まった「スーパーデンコードー1」の開設は、そ

の後も続き、現在店舗数は 27 店を数えるまでになっている。 
 このように、不況の産業が一般的に存在するが、不況のなかでも大きな市場

やニーズが存在している。業態の複合化という業態革新によって、ニーズを不

況の産業に引き込む、活気を吹き込む効果を狙えると考えられる。 
 
2.3.5 協業によって、時代のスピードについていく 
「デンコードー」から「スーパーデンコードー」への業態革新と並行する状況

で、同社が積極的に推し進めているのが新業態開発だ。前述した「DAC」が「ス

ーパーデンコードー」へと生まれ変わった。「DAC」がインストア形式だったの

に対し、完全な独立店舗として「DAC」を発展させた。同店は豊富な品揃えに

加え、サプライ関係や専門書も充実した。また、パソコントラブルに敏速に対

応出来るように専属スタッフを配置した「パソコンドック」、常設のパソコン教

室などを設けることで他社との差別化を狙っている。 
 この他にも、CD・ゲームソフト・書藷などカルチャー関連の商品の販売・買

い取りを行なう「Wonder Goo（ワンダーグー）」（三店）、CD、ビデオのレンタ

ルと CD、書籍の販売をコンビニ感覚で行なう（営業時間は 11 時から 24 時）

「TSUTAYA」（２店）、携帯電話や PHS、携帯情報端末など移動体通信関連商
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品を扱う「MEDIA SITE（メディアサイト）」（１店）、家電製品、情報通信関連

機器商品の修理を専門に行なう「Mr Concent（ミスターコンセント）」（１店）

なども展開している。 
 商品特性を考え、消費者ニーズに応えていく体制をとろうとすれば、もはや

単一の業態では不可能と同社は見ている。井上社長は、「複数の業態を持つこと

で、いろいろなユニットが考えられる。『スーパーデンコードー』に組みこめる

ユニットを増したい」と言う。                             

 業態を増やすことについては、他社との協業でカバーする考えはこの体制の

発想である。変化の激しい時代に全てを自社の力でやろうとするのは無理があ

り、時代のスピードについていけない、と井上社長は考えている。 
 周知のように、「TSUTAYA」はカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会

社（大阪市）がフランチヤイザーとして事業展開している。デンコードーはフ

ランチヤイジーとしてこれに加盟している。また、「Mr Concent」は北陸サン

キューグループ（福井県・福井市）の FC である。本体である「デンコードー」

と「スーパーデンコードー」の周りにこうした多様な業能を配し、そのスキマ

を埋めていくのが同社の戦略である。     
ほかにも、第二創業の優位性については、事業継承を円滑に行う為に有効だ

という点があると、産業省中小企業庁の調査からわかる。中小企業庁の調査で

は、実際に事業承継を経験した経営者の約四割が、新分野に進出している。新

分野に進出するタイミングとしては、事業承継後間もないケースが多く、承継

後三年未満で新たな事業に進出した人は 90％に達している。事業承継は新たな

事業・技術に挑戦するチャンスであり、これを生かすことが事業の円滑な継続

につながる。中間報告によると、後継者が新たな事業に進出し、事業を大きく

成長・発展させた例は多いという。山梨県にある明治創業の老舗印刷会社Ａ社

は、息子が事業を承継し、インターネットのホームページ作成の代行業に進出、

ＩＴ関連の事業が売上げの 30％を占めるまでになった。 
事業の承継問題も、中小企業にとって大きな課題となっている。承継をスム

ーズに進めるには、後継者を育成するための教育施設の整備が不可欠である。

授業料は約百万円と高額であるが、すでに中小企業大学校の事業承継コースが

存在する。そのため中小企業の従業員が気軽に受講出来るよう、授業料を安く

するなどの工夫が必要になると思われる。Ｍ＆Ａ（企業の合併・買収）やＭＢ

Ｏ（経営陣による企業買収）などのような第二創業も事業承継対策として有効

であると考えられる。なかでも、「現代版のれん分け」と言われているＭＢＯは、

企業を売却する場合に比べ、事業の継続性が確保され、従業員の雇用への配慮

も行き届きやすくなるなどのメリットがある。 
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2.4 実例から見る第二創業のタイミングと着眼点 
 企業が「第二の創業」とも言える「起業」を考えるとき、最も使われている

手法は、従来の事業の延長線上、もしくはその周辺領域で蓄積した技術、ノウ

ハウ、販売ルートなどを活用することである。 
「起業」するときは、未開拓の手つかずの市場、誰も気付かない鉱脈を探り

あてることがベストなのはいうまでもない。しかし、現実問題として、そうし

た市場があるのかという問題がある。大方のビジネスマンは首をかしげるであ

ろう。もちろん、それがある。続々と誕生するニュービジネスはそのことを証

明している。以下の事例は、すばらしい着眼点をもち、第二創業を実践した企

業の実例である。 
（１）流行っている時こそ第二創業を考えるべき  
 業態と業態のスキマ、商品と商品のスキマを見つけ、それを事業化すること

で 起業に成功した人は少なくない。 CD、ビデオ、ゲームソフトのレンタル、

リサイクル（買い取り再販）ショップを全国展開している株式会社ゲオ（愛知

県・春日井市）の遠藤結城社長もその一人である。 
 脱サラという経歴から一番になれる商売、つまり、競争相手のいない、新し

い分野をやろうということで始めたのがビデオのレンタルショップが 1986 年

（昭和 61 年）に 1000 万円の資本金でスタートした。２年後には法人化し、店

舗展開も弾みがついた。ここで注目すべきことは、その出店戦略にある。  
 1 号店を豊田市（愛知県）でスタートさせると、３号店は秋田（秋田市）、４

号店は山形（天童市）というように、いきなり地方への出店を決行した。通常

ならば地元である愛知県での展開を考えるか、又はマーケットも大きく、需要

も見込めそうな東京、大阪、名古屋などの大都市圏への出店を考えそうなもの

である。しかし遠藤社長は、参入企業が増えて競争が激しくなることを予想し、

地方に「楔」を打つことで対応するという、彼自身のビジネスのノウハウを確

立させた。この経営方法により、ゲオの出店エリアは地方が圧倒的に多い。1997
年９月時点の店舗数は 118 店（すべて直営）になった。地元である愛知県の 40
店は別格として、北海道８店、東北９店、九州８店に対し、東京は８店、大阪

はゼロという状態である。 
 大阪がゼロなのは、ライバルである「TSUTAYA」をチェーン展開しているカ

ルチュア・コンビニエンス・クラブの本拠地があるためとみられる。「競合のな

い、したがって、一番になれる可能性のあるビジネスしかしない」（遠藤社長）

という経営哲学の持ち主からすれば、あえて大阪に出店する意味はないという

ことだろう。 
 ライバル社である「TSUTAYA」とゲオはいろいろな意味で対照的である。例

えばゲオが直営展開なのに対し、「TSUTAYA」は FC であり、レンタルショッ

 26



プであるのに対し、ゲオはリサイクルにも力を入れている。売上高ではリサイ

クルがレンタルを抜くという業績をあげ、同社の 1997 年 3 月期の売上高は 237
億円であった。このうちの３割程度（残りはレンタルと卸売りなど）がリサイ

クルによるものとみられる。 
 その理由として、リサイクルの方が租利も大きく、不況期に合うビジネスで

あり、レンタルは供給過剰で淘汰の時代に入っていることにある。 
 ビデオなどのレンタルショップは全国で約 8,000 店あるといわれている。こ

れらが主として低価格を売りものとして競争しており、「はやり商売」の宿命で

あると、予想される現状であり、リサイクル事業展開に至ったのである。中古

販売はレンタルよりもノウハウが必要なこと、レンタルのように競争のあげく

の安売り競争がないだけ魅力的であると考えられる。              
 レンタル事業が好調な時期に、既に次の事業としてリサイクルを考える積極

的思考は、 「はやり商売」ゆえの危機感からの発想である。「はやり」はいつ

か廃れ、廃れてから次のことを考えるのでは遅い。本業が好調なときこそ次の

事業を考え展開していくと言った遠藤社長の積極性は、危機感の裏返しである。 
（２） 変化はチャンス 
「海のほか何も見られないときに、陸地がないと考えるのは、決してすぐれ

た探検家ではない」。こう言ったのは、イギリスの政治家であり、哲学者でもあ

るフランシス・ベーコンである。株式会社加ト吉（香川県・観音寺市）の加藤

社長もこの名言に触れて事業を発展させた一人である。 
それは世の中で、不変のものなど何一つとして存在していない。事業も時の

流れとともに、経営環境も、市場環境も変化している。また変化するからこそ、

経営飛躍のチャンスが生まれる。ある商品の寿命が尽きれば、それに代わる商

品が登場する。商品の盛衰の流れを目敏く見極め、市場へ的確なタイミングで

供給してこそ事業は大きく発展していくであろうという考えである。 
 しかし、人間、世の中が変化する事実を知っていても、自分が変化の渦中に

いるとなかなかそれを認めたがらない。それは、過去の社会環境の延長線上で

生きているために、つい過去にとらわれるからである。起業家、経営者の手腕

とは、海上でその陸地をいち早く発見するのに似ている。絶えずと変化する経

営、市場環境に対して、適切に対応するしなやかさの発揮が求められる。しな

やかな経営を保ち続けるためには「常なる危機感」と「チャレンジ精神」を行

動基準にしなければならない。 
前述したゲオは、リサイクルがレンタルを追い抜くまで成長した今、遠藤社

長が自社ソフトの制作・販売を発展させようと考えている。 
 具体的には、CD－ROM の制作・販売である。つまり、「川下」から「川上」 

へと事業を拡大していこうとしているわけである。とはいえ、同社がメーカー
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を志向しているわけではない。遠藤社長はこの点について、著作権をもつ仕事

に対し、コンテンツビジネスを希望し、店舗を多様化したメディアの場に展開

すると考えている。 
CD、ビデオ、ゲームソフト、あるいは書籍など、メディアミックスの店づく

りというのが遠藤社長の構想である。早い段階で地方への出店を優先させ、競

合相手がいないうちに「楔」を打ち込もうとしたのも将来のコンテンツビジネ

ス参入をにらんでのことであった。つまり、商品の「出口」となる店をまず押

さえ、次いでその販売形態にマッチする商品は自らも制作していこうと、遠藤

社長はこの新規事業のために実は大きな決断をしている。1996 年に、東京本部

を開設した理由は、ソフトをすべて社内で制作するのは無理があり、ソフトハ

ウスは東京に集中しているということである。 
 1996 年秋、初の自社開発ソフト「ソフトロボ」を販売したのを手はじめに、

現在は年間約 30 タイトルを制作している。また、前述のメディアミックスとい

う考えから、97 年２月には出版事業へも進出している。「スキマビジネス」は後

から続く企業の数が多ければ多いほど、それに比例して成長期間は短くなる。

「はやりビジネス」と言われる所以であろう。したがって、次々と新規事業を

興していくことが成長のための絶対条件となる。 
 しかし、スキマを起業のための突破口としながら、それをさらなる発展のた

めの跳躍台とすることは可能である。ゲオがレンタルショップ経営だけにとど

まっていたならば「はやりビジネス」の宿命を免れなかったかも知れない。同

社はコンテンツビジネスに進出したことで、そこから飛躍するための方向性を

見出したと言える。その業績を受け、2001 年 11 月 24 日大阪証券取引所のナス

ダック・ジャパン市場に上場を実現させた。 
（３） 時流をつかむとニーズを見出す 
「結婚式はお金がかかって当然」という考え方はすでに一昔のことであった。

この時代の流れを察知し、第二の創業を成功させたのは結婚式場「チャペルグ

リーンベル」を運営する株式会社錦（京都市）の鎌田九美夫社長である。 

 「両家の面子に関わる」などの日本人特有の意識は、世界に例をみない高額

結婚式を存在させてきた。しかし、最近の若者のなかに派手な挙式を嫌う人が

増えつつ、お金をかけずに質素な式を望む風潮も生まれてきているが、思い出

になる結婚式を挙げたいという気持ちは変わっていない。 

 そんななか、錦社の鎌田九美夫社長は「４万 8000 円挙式」という格安のパッ

ケージ商品を開発し、注目を集めている。26 歳のとき、元々和装関係のメーカ

ーに勤めていたノウハウを活かし、鎌田社長が独立を果たした。業態は貸衣装

屋として、戦略はディスカウントであり、マスコミを効果的に使いながら、１

０年以上にわたってまずまずの実績を上げ続けた。しかし、資産家の老舗が多
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い貸衣装業界で、いくら頑張ってみても限界は見えている状態であった。 

 暗中模索が続いたが、鎌田社長は仕事上、式場に出入りする機会が多く、地

味な施設での式を目にし、新しいビジネスの可能性を徐々に映し出されてきた。

そこで、あるイベントホールを借り受け、仮設のチャペルを設置することにし

た。6年前に事実婚や再婚など、様々な事情で式を挙げられなかった人たちに向

けて、9800 円という破格な金額で「記念撮影」をテレビで募集してみたところ

予想以上の反応があった。 

 意を強くした鎌田社長は、これら顧客の要望を反映する形で、本格的な挙式

の可能性を模索し始める。業績の拡大というよりも、社会性に目覚めた部分が

事業の拡大につながった。以降、低価格挙式の実現に向け企画をねり、その後

まもなく４万 8000 円という驚くべき低価格のパッケージ商品を開発、爆発的な

支持を得た。そして、三年前には、常設のチャペルと撮影場、着付け室などを

備えた現在のビルに転居をはたし、昨年１２月に立ち上がった大阪店と合わせ

て年間約１７００組のカップルが、チャペルグリーンベルで結婚式を挙げるま

でに成長した。また、低価格ゆえの気軽な贈答品としての需要も喚起し業績の

一端を担っている。その結果、貸衣装の会社は第二創業によって、成功を果た

したのである。 

 
上述の様々な実例から、第二創業は企業の優位性、特に中小企業の存続には、

非常に重要である。そこで、第二創業の成功要因に関する研究がより重要であ

ると考える。これについて、次節で詳述する。 
 

2.5 第二創業の成功要因に関する研究 
2.5.1 創業に必要な要素 
 いかなる形の創業においても、必要不可欠の要素がある。無論、第二創業も

一種の創業である以上、同じように、その最も基本的な必要要素として、次の

５つを挙げることが出来る。 
①製品やサービスのアイディアスペース。創業を計画する段階でも、どのよ

うな製品やサービスを提供するつもりなのか、というコンセプトがはっきりし

ていかなければならない。これは創業の最も基本的な条件ともいえよう。ちな

みに、成功するアイディアは緻密かつ正確なニーズの規模に対する事前の市場

調査に基づくものである。 
②技術的ノウハウ。企業の製品やサービスを生み出すためには、事業に従事

する誰かが、専門的スキルや知識を身につけていかなければならない。例えば、

自動車整備工場を開業しようとするのに、整備士がいなければ話が成立しない。

会計事務所を設立したければ、会計士や税理士が必要となる。起業家はそのノ
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ウハウを身につけていれば越したことがないが、起業家がそれを買ったり、借

りたりすることも出来る。しかし、いずれにしても、それが企業内になければ

ならない。 
技術的ノウハウの重要性は競争相手に対して多少関係を持つことであろう。

斬新なアイディアがあっても、それはあまり技術のいらない分野であれば、す

ぐにも競合参入者が追随してくる。反対に技術性が高ければ高い方が競合者の

参入障壁、あるいは競合者との差別化になるため、高収入の事業になる可能性

も高くなる。この技術的ノウハウが競合相手の参入障壁になる理由としては、

人々はそれをすぐに習得することができないからである。 
 創業者は参入しようとしている特定の分野における過去の独自の業績や彼ら

の参入計画が特定の分野において、すでにその分野にいる誰よりもいい仕事を

行うことが出来る特別の専門的知識を持っているならば、その分野への参入は

成功する可能性は大きいと考えられる。さらに、この技術的ノウハウを、新し

い事業において従業員がそれを身に付け、作業上において向上を図ことで、起

業の成功を導けるものであると考える。 
③人的ネットワーク。たとえ起業家は一人であっても、いざ起業となれば、

人の協力がなければならない。成功企業の創業の歴史をみても、起業内容のア

イディアの獲得を含めて、創業と営業の実質的な必要条件に関しては、他の人々

との接触が中枢的な役割を果たしているというのが一般的である。特に独特な

「仲間取引」の存在は大きい日本において、人的ネットワークの重要性が無視

できない。 
④物的資源。どのような事業の場合も、必要な物的手段は確保しなればなら

ない。これらの資源は資産や資本を含めているが、なかでも、起業家キャピタ

ルが最も重要であろう。 
⑤注文の獲得。製品やサービスに対する顧客の注文がなければ、どんな起業

も成功しない。したがって、市場規模の調査と顧客の獲得は起業家にとって、

それぞれ創業前と創業初期の活動の中心となる。 
以上の５つの要素は、各々独立して創業に影響を与えるではなく、常に相互

関連して作用している。これらの要素は創業の成功のためにすべて必要となる。 
なかでも、特に第二創業の成功の鍵となる要素は①の製品やサービスのアイデ

ィアの生み出すと⑤の注文の獲得である。それについては以下で詳述する。 
 
2.5.2 第二創業の成功の鍵 

――製品やサービスのアイディア―― 
第二創業とは事業転換を伴うと考えれば、いわゆるベンチャーの一種ととら

えることが出来る。しかも成功の確率が極めて高いベンチャーである。資金繰
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りや企業間取引などで経験豊かな経営者は、素人がいきなり会社を作るベンチ

ャーなどと比べると大きなアドバンテージがある。つまり、第二創業が既存事

業の基礎の上での再創業であるため、創業者の経験を別としても、人的のネッ

トワーク、物的の資源の備えには有利であり、起業者が技術的ノウハウの用意

もできているのは通常である。 
 しかし、そのアドバンテージを生かすも殺すも経営者次第である。まず必要

なのは、どの分野にどう参入すれば、新規事業を効果的に立ち上げることが出

来るのか…という分野の選択である。すなわち、第二創業の鍵となる要因は、

製品やサービスのアイディアを生み出すとなる、と考えられる。 
そして、成功した第二創業の経験をみれば、その選択は起業者自身の「勘」

や「ひらめき」をきっかけとなった例が少なくない。つまり、言葉で言い表せ

ない経営者の「センス」が成否を左右する傾向がみられている。さらに、成功

事例を分析すると、その「ひらめき」を生み出すベースには、好奇心旺盛な経

営者自身の資質が大きな役割を果たしていることが分かってくる。しかし、「好

奇心」や「ひらめき」だけでは足りない。当然のことながら、その新規事業の

将来性をしっかりと合理的に見定めなければならない。「勘」「ひらめき」「洞察

力」を確実に検証していかなければならない。  
また、この選択の成敗は第二の創業の成敗を決定するのけではなく、本業の

展開にも影響を与える。以下では第二創業のスタートコンセプト要因、産業と

戦略相互作用要因という二つの側面から、製品やサービスのアイディアを生み

出す成功要因の分析を行っていく。 
（１）第二創業のコンセプトの確定 
起業のための製品やサービスのアイディアを生み出すには、つまり特定ベン

チャーの開始を促す上で偶然的出来事の役割は、慎重な判断と計画的な探索が

伴うであっても、非常に強力である。事実、ほとんどの起業家はベンチャー・

アイディアを積極的に探索する時でも慎重に決定することもなく、むしろ試行

錯誤を繰り返しながら偶然に到達するものである。後になって考えると、ベン

チャーに関して事実上、起業家が他の人々に優る有利なスタートができたとい

う事情によって、その選択が影響されたことがわかる。これらの優位性には、

すべての重要な要素、技術的ノウハウ、個人的接触、物的資源、ベンチャー・

コンセプト、さらにベンチャー以外の追求過程での出来事から生まれる顧客の

注文さえもが含まれるであろう。とはいえ、第二創業のアイディアの選択にお

いて、必然的に成功に結び付く要因がある。そして、第二創業（ベンチャー）

における明白な実行可能性を探る鍵となる三つの質問としては、①人々はこの

第二創業による製品やサービスを欲しがるであろうか。②創業に漕ぎ着けよう

としているベンチャーから、商品（あるいはサービス）を買うだろうか。③ベ
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ンチャーは彼らの支払いで利益を得られるだろうか。 
 この三つの質問を順番にクリアーするコンセプトに当てはめてゆけば、選択

はより効率的に行われるであろう。つまり、市場は製品やサービスを欲しがる

だけでは、市場にその製品やサービスに対する支配能力がなければ、利益を得

ることができない。例えば、製品やサービスの内容が非常によくても、極めて

価格が高ければ、そのニーズは減少することになり、この創業による利益の獲

得も困難になるため、創業は成功に結び付かない。 
（２）産業と戦略相互作用要因 
新しい事業を展開する際に、産業の影響要素および産業と戦略の相互作用も

考えなければならない。このテーマについては、マクトゥーガルとロビンソン

による研究が最も大きく反映している。産業の成長と衰退には、ある程度一定

のパターンがあるように思われる。すなわち、初期に多くの新規企業が参入し

た場合、産業が成長し、成熟するにつれて、参入企業のほとんどが絶滅してし

まうのである。自動車、半導体、航空などの産業がすべてこれを証明している。

産業の競争パターンは、一般的に、産業の性質や産業のライフサイクル段階に

よって変化するのが認められる。 
マクトゥーガルとロビンソンの研究によると、産業構造は主に参入障壁の観

点から定義され、戦略はクラスター分析によって統計的にグループ化された一

群の変数から定義された。彼らの研究は、統計上の結果として測定された戦略

と産業構造がともに成果に有意な影響を与え、二つの間の相互作用が、最も強

い影響を生み出すことを明らかにした。5  
創業時からかなり長期にわたって、平均的に投資収益率から見た収益性は、

会社の戦略的地位によって決定されるように見える。カール・ヴェスパーの研

究において、大企業 2,500 以上の戦略事業単位に関する戦略計画研究所のデー

タによると、収益性と相関がある鍵となる四つの要因として、①資本集約度が

低く、②競争相手に比べて高いシェアを有し、③普及品よりむしろ差別化され

た商品を扱い、④成長市場にいること、が指摘されている。 
以上の要因と、産業と戦略相互作用要因を踏まえて、第二創業は、次５つの

条件で成功する傾向があるとまとめておきたい。①資本集約度が低く且つ成長

市場に参入すること、②多くのばらばらな競争相手よりもむしろ少数の主要な

競争相手と競合すること、③相対的に少数の顧客に販売すること、④商品（製

品やサービス）が顧客にとって大きな負担にならないこと、⑤初期の大きな収

益性よりむしろ、狭いセグメントで大きな市場シェアを狙うこと。 
                                                  
5 Patricia P. McDougall  and  Richard B. Robinson,  “New Venture 

Performance”, Presented at the Babson Entrepreneurship Research 
Conference, Calgary, 1988.   
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2.5.3 競合相手との差別化 

――カール・ヴェスパー氏の顧客特性の分析理論――  
 カール・ヴェスパーは著書の中で新規事業が既存企業との差別を狙うために

は、顧客の特性に対する研究が重要であると指摘している。 
競合相手に対する差別化を狙うには、まず新しい商品（製品やサービス）販

売対象である顧客の特性を把握しなければならない。一般的には、人々は新商

品（特に新しいサービス）よりも、これまでに買い続けてきた商品の方が安全

であると考える傾向がある。しかし、顧客の特性を性格に分析し、新しい商品

に顧客を引き込む可能性が出てくる。 
 そして、顧客の特性は、顧客の習慣、顧客の認識、顧客の制約要素に分ける

ことが出来るとカール・ヴェスパー氏は主張している。具体的には以下のよう

にまとめたい。 
まず、顧客習慣の作用は、人々はたとえ新規企業がより優れたものを提供し

ているとしても、既存の企業から購入し続けようとする力である。 
また、顧客の認識の働きは、既存企業から切り替え、新規企業から購入する

ことが望ましいかどうかに関する顧客の判断を決定するものである。これらの

認識は、新規企業が他の企業の提供していないものを提供しているか、新規企

業から購入した方が安いのか、より性能のいい新品を提供してくれるのか、よ

り良いサービスを提供しているのかといった事実の分析に基礎を置いている。

このような知識を基礎に、取引の判断となる。見込顧客を対象にしてこのよう

な問題を検討することは、新規企業が、その商品（製品・サービス）を顧客に

販売していく上での助けになり、同時に他の類似の顧客に売り込んでいく手助

けにもなる。このような能力が、一般に新規企業に、既存企業よりも弾力的な

特徴を与えることになり、そして大規模企業や一般的により大きな力をもった

競争相手をしのぐことを可能にさせるのである。 
最後に、顧客のシフトを制約する要素も存在している。それは、購買を新規

企業にシフトしようとするかどうかを合理的に判断するための基礎である。ポ

ーターはそれらを「切替コスト」と呼んでいる。その問題は、多くの場合、消

費者の購買にまつわる問題というより、業者間取引を行っている企業に該当す

る問題である。 
上述のような制約要素に対する対応策を探るための第一のステップは、その

潜在的な問題の存在を認識させることである。そして、その対策を生み出すこ

とは起業家が創業を成功させる前提になる。 
  以上の諸要因を総括して、成功する可能性の高い第二創業と失敗しやすい第

二創業の特徴の要点を次の図表 2－2 に示す。 
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 図表 2－2 第二創業の成功要因比較 

以上、第二創業に関する理論的考察を通じて、第二創業が今の時代に対応し

 

より成功する可能性の高い第二創業 失敗しやすい第二創業

高成長産業への参入 低成長産業

発見あるいは参入が比較的に困難 考えついたり参入するのが容易

高い技術ノウハウが必要とする 技術ノウハウがあまり必要としない

資本投下が少ない 高い資本投下が必要とされる

専門化が進んでいる 専門化が必要としない

規模の経済がそれほど重要ではない 規模の経済がかなり見られる

厳格な特許、商標、業務秘密法規がある 専有権がなく、簡単にコピーできる業種

従業員がそれほどいらない 従業員が多く必要とする

能力のあるかつ抱負のある人を採用する 平均的な技術者を採用する

起業率の高い地域 起業率の低い地域

 出所：筆者作成。 
 
 

やすい創業形態であると同時に、企業にとって不況を脱出し、生き残るための

重要な手段でもあることが明らかになった。そして、第二創業の成功要素をい

かに取り揃えることが第二創業の鍵となる。次章は第二創業におけるリスク・

マネジメントの理論考察をおこなう。 
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第3章 第二創業におけるリスク・マネジメントの理論考察 

 
企業経営において経営変革は必ず大きなリスクを伴う。その変化が企業の根

が倒産の憂き目に直面している。これは

いく。し

か

スク・マネジメントが必ず

 

底を覆すものになる可能性もある。多くの場合、企業はある市場の変化で、将

来の業績に疑問を持つ場合には、劣勢を挽回するべく、企業の市場を開発した

り、新事業に事業転換したりする。 
 現在、多くの建設業、特にゼネコン

かって建設市場の先行きに疑問を持った企業が、異分野として、不動産、特に

開発事業に手を出した結果でもある。建設業と不動産業はともに不動産を取り

扱う。しかし，建設業と不動産業では、資本装備率からみるとまったく異質な

産業である。後者は投資型，前者は非投資型であり，経営基盤はまったく違う。

このことは，建設業が開発や不動産に進出する場合には十分に注意する必要が

ある。単に，日常，建設を通して不動産を扱っているからと安易に進出して大

きな失敗に陥った。建設産業が労働集約的で，マネジメントが極めて重要であ

るのに対して、不動産業は資本の回転率が悪く、長期の視点から経済の先を洞

察することが、必要であったのである。 
 本論文の主題も、第二創業、新市場、新事業とリスクが多い。そこで課題を

含んでいるそれを如何に考え、ヘッジしていくかが、問題となる。 
企業は、目標を達成するため、企業戦略に沿って、経営を展開して

し、現在から未来に向かって、いろいろな予測不可能なことが発生し、目標

の達成の障害となる。つまり、様々の危機が発生する。これらの危機を今まで

の経験に基づき、危機をもたらす要素を出来るだけなくし、危機の発生を最大

限に予防する。また、危機が発生した場合に、いかにその被害を最小限に抑え

ることが、リスク・マネジメントの目的である。 
 企業を存続、発展させるためには、このようなリ

必要不可欠である。これは、成功企業と失敗企業の分水嶺であると言っても過

言ではないであろう。また、第二創業が展開される際、ある種のリスクをヘッ

ジ出来る優位性を持っている一方、第二創業に伴うリスクの存在も無視できな

い。すなわち、第二創業を展開する企業は第二創業のリスク・マネジメントを

避けては通れない。それにもかかわらず、今までのリスク・マネジメント理論

は、一般的な意味の企業のリスク・マネジメントに止まり、第二創業における

リスク・マネジメントの理論がほとんど存在しない。しかし、第二創業を展開

するためには、リスク・マネジメントの理論が当然必要となってくる。それゆ

えに、この章は、第二創業におけるリスク・マネジメントの理論を展開してい

く。 
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3.1 企業行為における危機とリスクの理論 

によって、危機の概念に関する研究が行われてきたが、い

ブスト（Selbst：1987）は、危機を組織的なものと関連付けて、「危機と

は

ベルマス（Habermas：1973）、ポーチャント

（

本大学教授大泉光一は「危機とは、個人または組織が通常

.1.2 リスクの定義 
危機発生の確率と発生強度のことを指す。その定義に関

reene，M．R．）は「リスクとは経済的損失の発生に関する不確

                                                 

3.1.1 危機の定義 
 過去多くの研究者

まだに統一した明確な定義付けがなされていない。代表的なものを以下に挙げ

る。 
セル

、組織の機能、目的の達成、生存や存在を防げる行動もしくは、多くの従業

員、顧客が好ましくないと認める人の影響のことをいう」と定義付けている。

つまり、セルブストはある行動やその行動の不十分さに注目して、危機を否定

的で脅威的なものと捉えた。 
ペロー（Perrow：1984）、ハ

Pauchant：1988）、ミトロフ（Mitroff：1988）という多数派は、次のような

定義付けをしている。「危機とは、自然がすべてのシステムを打ち壊したり、あ

る仮定や自分の主観、存在などに脅威を与えるものである。」この定義では、意

思決定者らに認識されている各種の危機のほとんどを網羅しているが、システ

ムがいかにしっかりと定義されているかが重要となる。組織に限ってみるのな

らば、この定義は個人、及び危機の認識といったものはまったく無視されてし

まうのである。  
 これに対して、日

の日常業務では対応できなかったり、突然の変化によってストレス状態になっ

ている状況のことである。危機はシステム全体に物理的な影響を与えるだけで

はなく、個人の基本的な固定観念、主観、実存的コアにまで影響を及ぼす崩壊

である」6と危機を定義し、危機はシステムに対してもたらす物理的ダメージだ

けではなく、組織や個人に対して主観的コアまでダメージをもたらすものであ

ることを付け加えた。  
 
3
 リスクとは一般的に

しても、それぞれの文献によって異なる。代表的な定義は以下のようなものが

挙げられる。 
 グリーン（G
定性である」と定義している。7 このように、リスクを「損害の不確実性」と

 
6 大泉光一著『企業危機管理の理論と実践』、中央経済社、1998 年、１～３ページ。  
7 Greene M.R. “Risk and Insurance”，South and Publishing Co．，Cincinnati 
 27，Ohio，1962，Ｐ．2． 
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定義するものは初期の文献に多い。 
また、バグリーニ（Baglini, N.A.）はリスクを「損害の可能性」と定義づけ

て

して、ウィリアムズ（Williams）とハインズ（Heins）は「リスクと

み取れる。

が、実際には同一とは考

究

.1.3 リスクの側面とその分類 
めに、リスクの源泉及びその衝撃領域を理解

ル（パフォーマンス）・リスク。以前よりも高いパフォーマンスを 
提

ると捉えるからである。これらの追加設計要件は、それぞれがリスクの源泉と

なりうる。 

いる。8  
 これに対

は与えられた状態のもとで一定期間中に起こりうる結果の変動である。」すなわ

ち、リスクを「実績損害と予想損害との偏差」として考えている。9 
 総括して、リスク概念は３つのアプローチから構成されることが読

すなわち、不確実性からのアプローチ、損失のチャンス（確率）としてのアプ

ローチと変動ないし偏差からのアプローチである。 
 リスクと不確実性は同じ意味で使われることが多い

えられない。ある種のリスクが高いかどうかを判断するためには、事件（事故）、

損失の発生／不発生から生じる潜在的な衝撃についての理解は重要である。 
 潜在的利益を追求することは常にリスクが伴う。これはリスクの本質を探

する際重要なポイントである。潜在的な利益は、リスクを伴った活動を成功さ

せることによってのみ得ることが出来るのである。したがって、潜在的利益が

増えると、リスクの高さも容認しなければならない。というのも、利益機会が

ない場合は、リスクを伴った活動を実施する理由はないからである。 
 
3
 リスクを効率的にヘッジするた

すること、すなわちリスクの側面とその類型の把握が非常に重要である。した

がって、発生の源泉から、リスクの類型を以下の５つの類型に分類することが

できよう。 
① テクニカ

供したり、新しい制約があったりするにもかかわらず、同等なパフォーマン

スを提供するために新しいデザインを開発することから生じるリスクである。

その多くは、新しいシステムや機器によってより高いパフォーマンスを求める

結果として発生するものである。信頼性や保守性などは、システムの調達の際

に注意しなければならない。それは、要望されたパフォーマンスレベルを達成

出来るよう効率的な設計を心がけている設計者に課せられた追加設計要件であ

                                                  
8 Baglini, N.A. “Risk Management in International Corporation”, Risk 

Studies Foundation, Inc., 1976, P．1．  
9 Williams,C.A.,Jr. and Heins, R.M., “Risk Management and Insurance”, 

6th ed., McGraw-Hill Book Companpany, 1989, P．8．  
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② プログラマチック・リスク。プログラムの範囲外にあるが、プログラムの 
方針に影響を及ぼす資源や活動を獲得または使用する際に発生するリスクであ

る。このリスクはプログラム実施計画を潜在的に阻害する要因に基づき分類さ

れ

ビリティ・リスクはテクニカルの側面とプログラマチック

の

ざるをえないことになる。したがって、コス

ト

次のような特有のリスクが

生する（図表 3-1 参照）と考えられる。ここで、企業の発展段階とリスクと

創業におけるリスク発生の特徴とそのヘッ

ジ

  出所：筆者作成。 

るのである。  
③ サポータビリティ・リスク。現在開発中または開発済みのシステムならび 

に現在採用しているシステムを稼動ならびに保守することにより発生するリス

クである。サポータ

側面の双方から構成されている。システムを稼動する際にどのようなサポー

タビリティが要求されるかは技術的なチャレンジが求められる設計段階で考え

なければならないのである。  
④ コストならびにスケジュールのリスク。企業の予算に制限がある時期に、 

あるプログラムのコストとスケジュールが超過した場合は、別のプログラムの

コストとスケジュールを減少させ

とスケジュールの超過のリスクは問題である。 
 
3.1.4 企業の発展とリスクの変化 
企業は設立からビジネスの展開までの各段階で、

発

の関係を理解しておくことは、第二

には重要であると考える。 

 

図表 3-1 企業の発展とリスク 

上場による
成長期

大 組織活性化
による成長期

協調による
成長期

権限委譲に 社会的リスク
よる成長期

経営管理に 不活性化
成長期 リスク

創造性に 官僚化リスク
よる成長期

創立期 統制リスク

管理リスク
小

リーダーシップ
リスク

創業複合
リスク

企業の発展段階 初期 成熟期

リ
ス
ク
の
程
度
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図表３－１を説明すると、次の通りになる。 

①創立期の複合リスク。企業の設立時で、通常少ない資本と人材で新しい技

術やノウハウ・アイデアを前面に打ち出して船出する段階といえる。当然なが

ら、いくつかのビジネスとしての基本的な事柄が無視されており、あらゆる種

類の経営リスクが存在しているという意味では、「複合リスク」をいかに制御・

管理するかが成長への鍵となる。特に、ベンチャービジネスに対するベンチャ

ーキャピタルの存在が必要であることからもわかるように、資金調達をいかに

行うかが成長のキーとなる。 

②創造性による成長期のリーダーシップ・リスク。ノウハウやアイディアの

商品化に成功し、ビジネスが順調に進み出す段階である。ヒト・モノ・カネを

総動員して商売をすることになり、経営者が総務、営業、財務そのほか、ほと

んどすべての業務に責任を持つことになる。この時点でのリーダーシップ・リ

スクの対策は、経営者が総合的な視野を持つことと、将来の成長を担保するた

めに企業の組織化を始めることである。この段階では、経営者の責務を一部肩

代りする人材をどのように確保するかが課題となる。 

めに権限委譲による成長の持続が行わる。この

段

が重要である。経営者

が

不活性化リスクが生じる。組織の一

員

③経営管理による成長期の管理リスク。成功をおさめ利益が出る時期である

ため、需要を満たすことに目が奪われ、組織や管理上の弱点を見過ごしがちで

ある。特に、正確な原価計算やＡＢＣ分析などにより、商品別の採算計算を行

うことが必要である。数値予測や経営資源管理、予算編成、部門別の業績評価、

管理会計などに重点を置く必要がある。 

④権限委譲による成長期の統制リスク。企業規模がかなり大きくなり、管理

職のモチベーションを上げるた

階で重要なのは、企業のビジョンが権限委譲された経営陣・管理職に明確に

理解され実行されていることである。事業部制を編成するなど分権化による分

散化した管理体制を統括することが重要となる。 

⑤協調による成長期の官僚化リスク。地域的にも企業規模が拡大し、地方分

権化が進むと組織の統一管理が困難になってくる。効率経営を妨げる官僚化を

防ぐため、企業の原点に戻る、組織全体が一丸となるために管理職が協調・協

力して動けるような、管理職教育を含めた仕組みの構築

再度中央集権化を目指す時期ともいえる。経営情報がスムーズに流れるよう

な仕組みをどうつくるかが、課題となる。 

⑥組織不活性化による成長期の不活性化リスク。企業の巨大化・組織化が過

度に進むと、柔軟で創造的な経営の維持が難しくなる。組織の官僚化・保守化

を含め構造上の無駄が著しく増え、組織に

として、個々人が自ら進んで効率的な業務活動が出来るような職場環境や仕
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組みづくりが、古い体制を変えるための課題となる。活性化を図るため、製販

の分別・別会社化や事業分割などが、経営課題となってくる。 

⑦上場による成長期の株式公開リスク。企業の発展段階とは別に、飛躍的な

成長を目指すために巨額な資本投資を導入する株式店頭登録、または一部二部

株

、会社更生法の適用などがある。

こ

は戦後の大

型

式市場への上場の機会がある。少数株主による私的企業から多数株主による

公的な企業になり、飛躍的な成長が望まれる一方、利害関係者が増え自由奔放

な企業経営に歯止めがかかることになる。この段階は、利害関係者へのディス

クロージャー（情報公開）やそのほかの社会的責任が問題となる。 

⑧企業倒産。企業が経営破綻に陥ると「倒産」という状態になる。この倒産

の形態には、破産、特別清算、商法の会社整理

うなると、債権者は回収できない債権の放棄を行うことになる。なぜならば、

総資産合計額よりも総負債合計額が多い債務超過、すなわち、資本の合計額を

超える累積損失のある状態となるため負債（債権者にとっての債権）のすべて

を資産によって、または資産を現金化して返済できないことになるからである。

近年、長引く不況のなかで、倒産という言葉はよく耳にする。しかし、倒産は

企業経営に際して、ごく普通なリスクの一種に過ぎない。図表 3-2

倒産を負債総額の大きい順にリストアップしたものである。 

 

図表 3-2 戦後の大型倒産のベスト 10 

順

位 

時期 企業名 負債総額

（億円） 

業種 倒産の形態

 

1 1996 年 10 月 日栄ファイナンス 9900 保険会社 

2

商法整理 

商法整理 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1993 年 11 月

1985 年 8 月 

1994 年 10 月

1995 年 3 月 

1991 年 8 月 

1995 年 11 月

1996 年 6 月 

1987 年 10 月

1995 年 10 月

村本建設 

三光汽船 

日本モーゲージ 

大阪総合信用 

恵川 

兵銀ファクター 

新京都信販 

新和光観光開発 

東京抵当信用 

5900 

5200 

5184 

4370 

4100 

3692 

3488 

3090 

3000 

総合建設工事 

外航海運 

貸金業 

貸金業 

料亭経営 

ファクターリング 

信販、貸金業 

不動産売買 

抵当証券 

更生法 

更生法 

特別清算 

商法整理 

破産 

特別清算 

破産 

破産 

出所：高梨智弘著『リスク・マネジメント入門』、日本経済新聞社、2002 年  

産には様々な理由が挙げられる。 理由として、以下の 3 点

ーズの 格に把

元データ出所：帝国データバンク調査資料。 

 

その主要な倒 を挙

げておこう。①経営の失敗、たとえば顧客のニ 変化を適 握できな
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かったため、商品開発に失敗したり、全社的なコス ずに

その例 ②債権

、これ 経営の

受ける ある。

滅的な けること ン

故 る

株 。社 中す 、取 化は突 め

るが、 を投じ る

であ 商法 よって 会社に

いう株

用が賠債額に比例する高額なものであ

ったため、ほとんど利用されていなかった。しかし、93 年 10 月から施行された

改

ト削滅ができ 価格破壊

の流れに流され、売上げが低迷することなどが である。 先の倒産

または経営破綻による債権回収が不可能な場合 は本来の 失敗とい

うよりも、相手企業の経営の失敗により被害を ケースで ③不慮の

災害による損失、地震や水害等により工場が壊 打撃を受 やタ

カーなどの船の事 などがその例であ 。 

⑨ 主代表訴訟 長に権限が集 るなど 締役会の形骸 き詰

るところ企業文化・経営風土に帰する問題であ それに一石 てい

のが株主代表訴訟 る。1950 年の 改正に 、株主が 損害を与

えた取締役の責任を問うとともに損害賠償請求を起こすことが出来ると

主代表訴訟制度が導入されたが、訴訟費

正商法で訴訟費用が一件当たり一律 8200 円に統一されたため、急激に取締役

の責任追及が増えている（表３-３参照）。代表訴訟では、取締役が損害賠償し

なければならない場合以外にも、社会に対する企業イメージのダウンにつなが

る場合や、経営陣が退陣させられリーダーシップに問題が起きたり、組織内で

社員が動揺したりすることによって経営活動にマイナスの影響を及ぼすことも

ある。 

 

表 3-3 主要株主代表訴訟例 

会社名 提訴年月 訴訟金額（億円） 請求内容 

東海銀行 

サイボー 

ミネベア 

大日本土木 

東京三菱銀行 

大和銀行 

ミドリ十字 

高島屋 

1995 年 1 月 

1995 年 2 月 

1995 年 3 月 

1995 年 11 月 

1995 年 11 月 

1995 年 11 月 

1996 年 8 月 

1996 年 8 月 

403.9 

83.98 

180.0 

64.55 

95.0 

14.5 

240.0 

1.6 

貸出金債権の放棄 

不公正な第三者割当増資 

子会社の新株引き受け 

ゴルフ場開発にかかわる債務保証

違法な貸出債権放棄 

ニューヨーク支店の違法取引 

薬害エイズ訴訟の和解による損害

総会対策に絡む利益供与 

出所：高梨、前掲書 

 

⑩予見不可能なリスク。純粋リスク10に対して保険をかけることが、その損失

                                                  
 リスクの中に、「投機リスク」に対して、予見不可能なリスクを「純粋リスク」と呼んで

いる。純枠リスクとは、自然災害のような、それが実現した場合には損害のみを発生させ

るリスクを「純粋リスク」という。このようなリスクの例としては、地震、火災、風水害、

10
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を回復させる手法として定着しているが、リスク・マネジメントの発展段階は

米国と比較してかなり遅れていると思われる。その理由の一つは、米国ではリ

スク・マネジメントと保険が密接に関係しているからであろう。すなわち、米

ジメ 実行すると、原則として保険料率が低

くなるという変動制と競争料率制を採用しているからである。一方、日本では

今までいわゆる固定制を採用しているため、リスクが低くなったからといって

保険料率が低くならない結果、保険との関係でリスク・マネジメントがあまり

えられる。日本でリスク・マネジメントを行う主たる理由

、もし何か大きな事故が発生し社会的な問題になると、企業としての社会責

任

な

が

二創業がゆえに、第二創業の特質によってヘッジ出来るリスクもあろう。これ

について、後説では詳述する。 

基本的な対策で最も重用だと思われることは、日本と外国とは「安全性の程

国では、企業がリスク・マネ ントを

発展しなかったと考

は

を問われることになるので、それを回避するためであると考えられる。 

もちろん、事前の予防に加え、リスクが実現した後の緊急対応・業務の再開、

そして通常の業務に回復させるというビジネス・リカバリー戦略も重要である。 

特に、戦争・紛争等が経済のボーダレス化や企業のグローバル化が進むにつれ、

浮き彫りになった。国際的に活躍する企業は大小を問わず国際的な紛争に巻き

込まれる可能性があることを前提に、リスク・マネジメントを行う必要がある。

1990年8月、イラクのクウェート武力制庄に端を発した湾岸戦争の勃発などは、

記憶に新しい事態である。また、東欧やアフリカでは民族紛争・宗教紛争が多

発している。カントリー・リスクの調査が重要となるのは、戦争・紛争等のリ

スクが非常に大きいからである。 

また、海外駐在員などの不慮の事故も同じように、国際化が進むと、当然

ら海外駐在員が増加することになる。当地での交通事故をはじめ、あらゆる

事故が考えられるが、1986 年に三井物産のマニラ支店長、若王子氏がフィリピ

ンで誘拐された事件のような要人の誘拐もその一つである。また 96 年 12 月に

起きた、ペルーの首都、リマで起きた政治的な要求を掲げた日本大使公邸人質

事件で数百人（うち日本人も百数十人）が公邸内に監禁され、一部の人質が解

放されたものの長期間にわたる拘着状態の後、最終的には少数の犠牲者で武力

解除されたケースなども記憶に新しい。 

上述のリスクの中には、第二創業の展開においても伴うリスクもあれば、第

                                                                                                                                                  
害、爆発、交通災害、労災、コンピュータ犯罪、停電、戦争、テロ、脅迫、誘拐などがあ

げられる。これらのリスクに対しては、保険をかけてある限り、損害の全部または一部の

カバーが出来る。そこで、インシュランス・カバレッジ（付保率・保険担保範囲）が、重

要なリスク・マネジメントのポイントとなる。 
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度に大きな差がある」という認識をしたうえで、普段からリスク意識を持ち、

些

 

トは、……会社のさらされているすべてのリ

ス

り大きく、

般管理より小さいもの12」という立場をとった。「リスク・マネジメントが保

本方針と種々の手段を用いて、

義する。メーアとヘッジスは対象リスク

のみに関わるリスクであ

り

細なことでも実行することである。スイスの世界経済フォーラムの 97 年競争

カランキングで二位になり、また一人当りの所得水準も先進国と同じような高

さで、カントリー・リスクも高くないと思われている香港では、住居の玄関の

扉に鉄格子の扉をつけ二重にしている。海外では、国民一人一人がリスク・マ

ネジメントを実施するという気持ちが特に重要だと考えられる。 

 
3.2 企業におけるリスク・マネジメント理論 
3.2.1 リスク・マネジメントの定義 

リスク・マネジメントの定義もリスクの定義と同様、文献によって異なる。

その代表的な論者と論述は次のようになっている。 
レニーは、「リスク・マネジメン

クを分析し、記録するように期待されている。……企業は革新と拡張のプロ

セスが進行する中で、リスクを回避する新しい方法を探索する意欲を含むもの

である。企業のリスク・マネジャーは、リスク軽減の目的を達成すべく、すべ

てのビジネス・リスクを分析・測定・分類するスタッフ・スペシャリストとな

るべきであると考えられる」11と述べている。 
 最も早くリスク・マネジメントテキストを著作したメーアとヘッジスは、「経

営管理上の機能としてのリスク・マネジメントは、企業の保険管理よ

全

険管理を有効ならしめるために最適な組織と基

いろいろな危険を管理すること」と定

を「すべてのリスク」とすることがなく、「ある特定のタイプのリスク」を対象

とした。この特定のタイプのリスクとは、損失の発生

、かれらの用語では非投機的リスクとされている。 
ウィリアムズとハインズは、「リスク・マネジメントの目的は、企業の目標な

いし目的と一貫して純粋危険の悪影響を最小限のコストで最小化することであ

る13」と述べている。 
また、ローゼンブルームは、「マネジメントは企業の究極的利潤に影響を及 

                                                  
11 Robert Rennie, “The Measurement of Risk”, The Journal of 
Insurance, 
 March 1961, P．83－91． 
12 Robert Mehr and Bob.A.Hedges, “Risk Management in the Business 

,C.A.,Jr. and Heins, R.M., Risk Management and Insurance, 6th 
mpanpany, 1989, P．11． 

Enterprise”, Richard D.Irwin, 1963 ．   
13 Williams

ed., McGraw-Hill Book Co
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す純粋危険の全局面に対する経営者の管理機能である14」と定義する。 
バグリーニは、「マネジメントの目的とは、ロス・コントロールとロス・ファ

イナンシングの最善の組み合わせによって、純粋危険の費用を最小化するよう

な企業資金割り当てを行う経済過程である15」と定義する。 
ドーマンは「リスク・マネジメントは個人や企業が直面する損失の可能性の

問題を解決するための科学的方法である16」というように定義している。 

付けている。 

業活動

全

干狭

く

そこでリスクの表現の仕方によって危機

管

に実現したリスクに適切に対処する経営管理の方法」となる。 

クに対して前もって理解し、いざという時の心構えができていることが重要で

起 が出来る仕組みとその行動に精通し

   

日本リスク・マネジメント学会長亀井利明は、「リスク・マネジメントは企業

の倒産を防止し、企業経営の合理的運営を図るためになされる企業危険の科学

的管理である17」と定義

上述の定義の方法はそれぞれ異なるが、リスク・マネジメントの対象リスク

との関連から、定義は次のような二極に示すことができ、その一極が企

般に作用するリスクを対象とする見解であるのに対し、もう一方の極は損失

のみ発生せしめるタイプのリスク（純粋リスク）を対象とする見解からの定義

である。18  
前者の代表的論者はレニーであり、彼の論述が最も広義にリスク・マネジメ

ントを把握しているとみられる。それ以外の論者は、多少対象リスクを若

とらえて、リスク・マネジメントを論じているに読み取れる。 
以上をまとめると、一般にリスク・マネジメントと言うと、経営リスクをい

かに管理するかの仕組みを意味する。

理・危険管理・リスク管理などの呼称が使わる。 

そして、現在一般的に使われているリスク・マネジメントの定義は「保険や

安全対策、さらには経営戦略などを活用して事業の偶発的あるいは人為的な損

失（リスク）を発生しないようにし、もしリスクが発生した場合には、それを

最小化し、さら

経営リスクを避ける秘訣は、まず関係者がリスクに対してそれが起きるかも

しれないことを常に認識していることである。次に、起きるかもしれないリス

ある。そしてリスクが起きるかもしれない時、起きてしまった時の、さらには

きないように予防するための実際の行動

                                               
14 Rosenbloom, J. S., “A Case Study in Risk Management Appleton-Century-Crops”, 
 New York, 1976,  P．16．  
15 Baglini, N.A.“Risk Management In American Multinational and International 

Corporation”, University Microfilms International, 1974, P．4．   
16 Dorfman,M.S., “Introduction To Risk Management and Insurance, 4th  ed., Prentice 
  Hall, Englwood Cliff, New Jersey, P．39． 
17 亀井利明『危険管理論』、中央経済社、1984 年、10 ページ。 
18 森宮康『リスク・マネジメント論』、千倉書房、1985 年、10 ページ。   
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ていること、つまり、経営リスクとその対応の仕方を認識して理解し、自分の

も

 

論

できないリスクも存在する。こ

れらの保険不可能リスクに対する保険外管理をどのように処理するかによって

は異なるものとなる。保険中心に

の投

機

略型リスク・

                                                 

のにしていることが必須の心掛けである。 

 

3.2.2 リスク・マネジメントの形態の類型 
リスク・マネジメントの定義に関しては、研究者よりそれぞれ異なるが、そ

の類型は次の三つに分けられるのが一般である。それらの類型を、南方哲也は

『リスク・マネジメントの理論と展開』19の中で、保険管理型、経営管理型、経

営戦略型といった３つのリスク・マネジメント形態に分類している。南方氏の

述によると、３つの類型のそれぞれの特徴は次のようなものである。  
（１）保険管理型リスク・マネジメント。主として純粋リスクを管理の対象

として、危険処理手段の中核に保険の合理的な利用を考え、そして、その前段

階として、事故の防止を図る。しかし、純粋リスクにおけるすべての保険可能

リスクが保険化出来るとは限らないため、保険外管理をどの範囲まで導入する

かによって保険管理型リスク・マネジメントの内容が異なる。また、保険可能

リスクの中にも、現実には保険をかけることの

も、保険管理型リスク・マネジメントの内容

構成された保険管理リスク・マネジメントは、保険の選択・実行に伴う資本、

資金、資産の維持管理を行う財務管理の一部という特徴をもつ。しかし、近年

の企業において、物的なリスク以外のリスクが巨大化したため、保険管理だけ

では、フォローできない部分は大きくなったのは現実である。 
（２）経営管理型リスク・マネジメント。純粋リスクのみならず、一部

的リスクをも含めて企業リスク全般をその対象とする。そして、処理手段と

して、必ずしも保険を中心に考えるものではなく、管理の科学的処理を現場管

理ではなく、部門管理レベルで取り扱おうとするところにこの種のリスク・マ

ネジメントの意義がある。その内容としては、リスク処理の計画、リスク処理

の組織、リスク処理の調整、リスク処理の統制からなっている。 
（３）経営戦略型リスク・マネジメント。経営管理型リスク・マネジメント

と同様、純粋リスクのみならず、企業リスク全般をその対象とする。つまり、

企業リスクの全般を部門管理としてのリスク・マネジメント部門で集中的に処

理しえないという認識から考え、企業リスクを全般管理リスクと部門管理リス

クに分類することによって、部門管理リスクを対象とする経営管理リスク・マ

ネジメントに対して、全般管理リスクを対象とするリスク・マネジメントを経

営戦略リスク・マネジメントとして類型化したのである。経営戦

 
19 南方哲也『リスク・マネジメントの理論と展開』、晃洋書房、2001 年、25～28 ページ。 
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マ

ジメントが

含

境の変化によるリスクの変化とリスク・マネジメント 
 

ンといわれるような厳しさを増しているよう

な環境である。21 世紀に続く激しい企業競争を勝ち抜くために、従来の経営に

経営手法を開発しなけれ

向けて経営環

が以前にも増して激変することが予想されるため、リスク要因も著しく変化

、その変

ネジメントは、リスク処理の具体的な執行活動は行わず、各管理部門でのリ

スク処理は、その担当部門の活動に任せ、いわゆるスタッフとしての機能を果

たす。したがって、経営戦略型リスク・マネジメントは全般管理と部門管理に

関連したリスクに対する助言、助力、調整、監視などのスタッフ機能を遂行す

るものであり、とりわけ、投機的リスクや経営戦略的リスクの取り扱いが重要

な意味をもつ。ここに、海外の進出、海外への投資のリスク・マネ

まれる。 
最近の傾向をみれば、従来の保険管理型リスク・マネジメントから、経営管

理型リスク・マネジメントへ、経営戦略型リスク・マネジメントへ移転する企

業が増えていることがわかる。 
  

3.3 企業経営環境の変化とリスク・マネジメント 

 経営環境が激しく変化する現代の企業にとって、過去の成功に学ぶよりも、

失敗を避けて経営リスクをどのように捉え、どう対応するかというリスク・マ

ネジメントが重要な時代が到来したといわれている。この章では、リスクは経

営環境の変化と共に、どのように変化しているかを検討することを通じて、現

在企業が求めているリスク・マネジメントはどのようなものか、また第二創業

においてどのようなものが求められているかを究明していく。 

 

3.3.1 経営環

現代の企業は、その存続を危うくするほどのさまざまなリスクに囲まれてい

るといって過言ではない。そこで、企業を取り巻く経営環境を見ると、1990 年

代の後半にはメガコンペティショ

かえて経営者は何をすればよいのか？まったく新しい

ばならないのか。それとも成功事例に学べばよいのか？という疑問に対して成

功事例も経営環境がまったく違ってしまえば、参考になるとは限らない。した

がって、過去の成功の手法に学ぶよりも、失敗を避けて成功のために経営リス

クをどのようにとらえどう対応するかという、経営リスクを管理するリスク・

マネジメントが重要な時代が到来したのであろう。それは、顧客の志向、技術

の進歩、為替変動、規制緩和、経済のボーダレス化など 21 世紀に

境

するからである。ここで、激変する経営環境の本質を見極めるために

化の構造を分析し、まったく新しい市場の出現に企業がどのように対応してい

くべきなのか、リスク・マネジメントを通した解決策を提案する。 

戦後 50 年間の経営環境の変化と、これから 21 世紀前半までの 50 年間に予想
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される経営環境の変化を明確な形でとらえることが、経営者にとって、新しい

展開を予測し、いかなる経営リスクにも対応出来るようにするためには重要で

ある。このような「変化を前提とした経営」と、「変化によって生じるリスクを

直視する経営」という二つの観点を踏まえて、特に経営戦略そのものにリスク・

マネジメントを組みこむことが、メガコンペティションを生き残る鍵となるで

あろう。 

１．経済高度成長時代の経営環境とリスク・マネジメント 

図表 3－4を参照してみると、景気の波があるとはいえ、市場拡大の流れに大

きな変化はなく、同一のパラダイムの中で同一の経営手法を実行出来るという

意味において継続的な上昇波動といえよう。 

 

図表 3-4 過去の経済発展（景気循環）の波 

大きなパラタイム変化はない＝上昇波動
景
気

比較的長い期間 

出所：高梨、前掲書。 

 

　　時　間

図表 3-5 従来の戦略的経済アプローチ 

戦後の のバブル経済崩壊時を

除き、右肩上がりの経済と言える（図表 3-4 参照）。右肩上がりの経済では、景

 

      出所：高梨、前掲書を元に筆者が加筆作成。 

 

長期展望に基づいた経営情報の分析に重点が置かれたタイプ 

経営情報の
分析

経営戦略
の策定

経営戦略
の実行

　情報分析の比重が大きく、実行までのサイクルタイムが長い

五十年のほとんどは、終戦直後の混乱期と最後
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気の好不況の波があるとはいえ市場が拡大しており、経営リスクは主として生

活をより豊かにする機能向上型製品を開発出来るかどうかにかかっていた。す

なわち、物不足時代に 多

く生産し、より大きなシェアを獲得することであった。このような意味におい

ては、パラダイム（内容については次項で詳述）は変化しておらず、経営情報

の分析に力点を置く伝統的な経営手法を的確に実行することに目的が置かれて

いた（図表 3-5 参照）。顧客の欲しいものを、じっくりと時間をかけて分析し、

その分析結果に基づいて商品の開発・製造・販売戦略を策定し、それを実行す

ればよかったのである。全体のサイクルタイムが 10 年以上というケースも珍し

くない時

しかしながら、バブル経済を経て戦後の一つの目標であった経済復興と豊か

める物が変わってきた。

在は飽食の時代と名づける人がいるほどモノ余り時代であり、顧客ニーズは

多

ける変化が発生した場合、すぐに対応出来る変化に対

応

完全に売り手市場で、企業の戦略の重点はいかにより

代であった。 

な社会づくりがある程度まで達成されると、消費者の求

現

様化しているため、市場がすでに買い手市場に変わった。個々のニーズをど

のように経営システムの中に取りこむかが、最大の経営リスクとなっている。

このような意味においては、従来の右肩上がりのパラダイムが変化し、今は図

表 3-6 にあるごとく、不連続の上下波動の時代と言えるであろう。このような

環境では、顧客ニーズをつかんだ短期で柔軟な経営戦略の実行に重点が置かれ

る。 

このような時代には、新しいパラダイムに合わせた戦略、すなわち、変化す

る環境のなか、即断即決で戦略を実行する新しい型の戦略的経営アプローチ（図

表 3-7 参照）が最適となる。志向の変化した顧客に合わせた新しい経営戦略の

練り直しには、市場の変化に即した経営情報分析の見直しなどが必要になる。

さらに、その経営情報の分析から、単一なる経営戦略を打ち出すだけではなく、

市場や顧客のニーズにお

出来るように、複数の経営戦略を策定し、すばやく実行に移るパターンにな

っている。したがって、情報収集・分析から最後の戦略の実行までのサイクル

タイムも短くなった。 
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図表 3-6 現在の経済発展（景気循環）の波 

パラダイムシフ

景
気

短くなってい
上下波動・不連続タイプ

時間
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出所：筆者作成。   

 

２．パラダイムシフトを招く環境条件とリスク・マネジメント 

右肩上がりの経済が終わり、いわゆるバブル経済も崩壊し、1990

ら先行き不透明な状況が続いている。80 年代と比較してみるとわかるように、

 

 

       

年代後半か

出所：高梨、前掲書。 

 

 

 

図表 3-7 変動の時代の新しい戦略的経営アプローチ 

経営戦
略の策
定

経営戦略
の実行

変化に対応出来る複数の戦略を策定と実行に重点が置かれたタイプ 

経営情報
の分析

経営戦
略の策
定

経営戦略
の実行

　
戦略策定や実行に比重が大きく、
サイクルタイムが短い



経営環境は以前とは様変わりであり、そこにはあらゆる状況の変化が見られる。 

者は利益を出すために、従来とはまっ

たく異なった経営手法の実行を余儀なく

ー

ムはそれに従わないと損を被ることになるビ

ジ

民主主義へのシフトなどが、

人

フト、品質における製品の品

質

例などが挙げられる。また鉄道会社がトラック輸送

の

経営環境の劇的な変化によって、経営

させられている。このような時期をパ

ラダイムシフトと呼んでいる。 

米国の科学史家トマス・クーン博士によると、パラダイムシフトとは「科学

者に一定の期間、問い方と答え方のお手本になるような古典的業績」である。

このバラダイムを経営の場面に応用したのが未来学者のジョエル・Ａ・バーカ

である。バーカーによれば「パラダイムとは、境界を決めるルールや規則を

意味し、その境界の中で何をすれば成功することが出来るかを教えてくれるも

の」となる。すなわち、パラダイ

ネスのルールや枠組みのことを言っている。 

そこで、パラダイムシフトが起きた場合には、今までとは比較にならないほ

どリスク・マネジメントが重要となる。また、新しいリスク・マネジメント手

法を導入することも成功要因のひとつとなる。 

古いパラダイムと新しいバラダイムの例には、次のようなものが考えられる。

少し遠い過去のパラダイムは、地球説における平らの地球・天動説から丸い地

球・地動説までの変化、政権における王権神授から

類の歴史に根本的な変化をもたらした。近代においてのパラダイムは、政治

体制における共産／社会主義と資本主義の対立から資本主義を認める共産主義

への変化、価格における上昇から価格破壊へのシ

重視から経営の品質重視へのシフトなども、近代社会とくに経済に対して大

きな影響を与えてきた。 

パラダイムシフトに乗り遅れた例は、枚挙にいとまがないと言える。チェス

ター・カールソンが発明した 20 世紀最大のヒット商品「コピー機」の原型の特

許を、大手写真会社やコンピュータ会社、電話会社がパラダイムシフトとして

見分けられず購入しなかったため、ビジネスチヤンスを逃してしまったことや、

スイスの時計業界が「ゼンマイ」仕掛けの従来の時計技術にこだわりクォーツ

時計の流れに乗り遅れた事

優位性に気付かなかったこともその一つである。大型コンピュータメーカー

が、パーソナルコンピューター（以下パソコン）が出現した初期の時代にその

可能性に目が向かなかったこともまたパラダイムシフトに乗り遅れた例の一つ

である。このようなパラダイムシフトを招く主な環境条件の変化は、以下の通

りである。 

①市場の変化 

大店法の改正による店の大規模化、「貨物自動車運送事業法」の施行によるト

ラック事業の参入規制が免許制から許可制へ、金融・保険・証券の事業規制の
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撤廃による、いわゆる日本版ビッグバンなどの規制緩和や、団塊の世代とその

子供たちが大きな購買層になるような人口構造の変化、通信販売やインターネ

ットなどの新しい販売チャネルの導入、グローバル化の進展による新規参入、

などの影響で市場の構造が急激に変化してきている。新しい市場に適切に対応

す

は、製造工程や製品自体の小型化やスピード化に効果がある

だ

いわれるように生活レベルが上がった消費者が、個性を主張し

始

企業の商品供給体制を少品種大量生産型から混流ラインのよ

う

行きが不透明な経済状態、また、海外からの

圧

競争状況が出現していると考えた方が適切であろう。特に、顧客

の変化が新しい市場での新しい型の競争優位を確立することを求めている、と

考

るために、大量仕入れ・共同仕入れなどによるコスト削減の必要性、新しい

商品の研究・開発、消費者行動に合った販売方法の構築、競争激化に対応する

ための、新しい経営の仕組みづくり等が重要となる。 

②技術の変化 

これまでのパソコンの普及に見られるようなダウンサイジングの進展や、半

導体の発展と利用範囲の拡大を見ても、またインターネットの出現を見ても技

術の変化のスピードアップは一目瞭然である。今まで考えてもみなかったよう

な新しい商品の出現、既存の商品の品質向上・コスト削減・小型化には著しい

ものがある。 

高度技術の導入

けではなく、経営管理や経営手法そのものに大きな影響を与えている。たと

えば、電子メールやイントラネットによる、効率的なコミユニケーションの普

及によって、間接部門の改革が急激に進んでいる。 

③顧客の変化 

飽食の時代と

めたり、本物を求め始めた結果、企業側からみた顧客の質が急激に変化して

いる。それは必要だから物を買うのではなく、より生活を豊かにするために物

を購入し、サービスを受けるため、より目の肥えた顧客が意思を主張する消費

行動が増えているからである。 

顧客の変化は、

な多品種少量生産型に変更させている。すなわち、経営資源に基づく生産体

制に合わせた固定的な生産から、顧客の要求に合わせた柔軟な生産への変更を

意味する。 

④競争の変化 

バブル経済の崩壊とその後の先

力を受けての各々の規制緩和による競争条件の変化や前述した市場、技術、

顧客などの変化から、競争そのものの形が変わってきている。パラダイムシフ

トが起きているため、従来と同じ舞台での競争激化ではなく、まったく新しい

場での新しい

えた方が良いといえよう。 
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⑤経済構造の変北 

バブル経済の崩壊後、土地価格の下落や株価の暴落によって、担保価値が激

減し、借入れができずに資金繰りが悪化し結果として、倒産企業が増え、不良

債権間題が表面化した。その結果、銀行などの経営破綻が起き、経済構造の変

化が始まったといわれている。特に土地や有価証券の担保価値がなくなり、中

小企業のファイナンスに問題が生じており、従来型の金融システムが崩壊した

といわれている。そこで、通産省の中小企業支援の政策によるベンチャービジ

ネ

しろ、為替の変動は企業の収益に直接影響を及ぼ

す

動が重要な影響を与える。したがって、為替の変動に対応出来る体

制をつくっておくことが重要である。そのために、外貨建て債権・債務を同額

に

から、

地域社会や顧客などに対する外向きの責任に住目が集まってきている。 

える

可能性もある。このような意味では、リスク・マネジメントを適切に実行する

ス研究の動きを始め、1996 年頃から民間企業を中心としたベンチャーキャピ

タルが次々と創設された。 

米国でエンジェルと呼ばれている個人投資家は、通常のベンチャーキャビタ

ルが投資をしないような技術やユニークなアイディアを持っている零細企業に

も投資をしている。日本でもこのような個人投資家が組織化を図る動きが起き

ている。 

⑥為替の変動 

輸出企業にしろ輸入企業に

。外貨と円の換算によって輸出は企業の売上高に、輸入は企業の売上げ原価

に直接かかわる。この為替の変動を長期で見ると、ほとんどずっと円高に動い

てきたといっても良いが、企業活動では、通常は短期に資金を動かすため、短

期の為替変

し、為替のポジションを均衡させる対策をとっている企業もある。 

⑦責任の変化 

株式を公開した上場企業だけではなく、非上場企業であっても企業の規模が

大きくなるとともに、社会に対する影響も大きくなる。さらに世界的な市民運

動の高揚と相まって急激に企業の社会的責任が問われるようになってきている。

株主代表訴訟やＰＬ法などでも、その責任範囲が急速に広がっているといえる。

企業内の業務清動を改善するなどの企業システムに対する内向きの責任

 

3.3.2 経営環境変化によるリスク・マネジメント内容の変化 

経営環境が変化する時代には、特に企業を取り囲むリスクをいかにコントロ

ールするかが重要となる。そのためには適切な仕組みが必要であり、その仕組

みを動かす人が鍵を握ることになる。もちろん、企業の存続にかかわるだけで

なく、経営者や従業員の安全、さらには社会全体にも大きなダメージを与

ことが、企業の社会的責任といえる。 
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高度化し、且つ複雑化した経営環境では、ヒト・モノ・カネの三要素に、情

報・トキ・企業文化を加えた 6 要素の経営資源を適切に配分することが必要で

ある。トキは経営資源のタイミングや経営戦略実行の速さなども含む概念であ

る。 
経営の国際化が進み、日本企業は経営の透明性と社会責任を求められ、地球

的な視野からのリスク・マネジメントが必要とされている。 

体的に次のようなものとなる。  

われる 3 要素の

経

実行の速さ、市場の状況や成熟度、経営環境への適応度合い、企業体制の良し

あ

象と言われ、富裕層が増えただけでなく、物品

税

は別なものを持っているという充足感など

が

スピードヘの対応や変化の本質を見極めることは困難なことであるが、企業

にとって、環境の変化に対応した経営改革を行うことが競争に勝つ最大の方法

である以上、その変化に対応するリスク・マネジメントを考えなければならな

い。具

（1）トキのリスク・マネジメント 
高度化し複雑化した経営環境のなかでヒト・モノ・カネと言

営資源だけでは、激しい競争について行けなくなっている。今はヒト・モノ・

カネの 3 要素に加えて、情報・トキ・企業文化を含めた 6 要素の経営資源を少

なくとも適正に配分することが必要と言われている。この第 5 の経営資源「ト

キ」は、時間の流れや経過ばかりでなく経営資源投入のタイミング、経営戦略

しなどを含む概念である。 
経営資源投入のタイミングを含む「トキ」に対するリスクの大きさは、特に

経営環境の変化の程度に比例すると考えられている。そこで、以下に主要な経

営環境の変化について説明する。 
①高級化。何年か前に、バブル経済の影響の一つとして 3000cc クラスの高級

車「シーマ」が飛ぶように売れ、当時「シーマ現象」と言われて高級化の代名

詞となった。それはカネ余り現

の廃止や初回の車検が二年から三年に延びたことなどによる高級品の値ごろ

感からの販売増であった。飽食の時代と言われるように、生活必需品がすべて

揃った結果、より豊かになり、人と

、このような高級化の消費行動を助長した。企業は、このような経営環境の

変化を的確に捉え、迅速な対応をする戦略の実行が重要となる。バブル経済や

その崩壊を含め、経済の好不況による市場の変化を敏感に察知するリスク・マ

ネジメントのシステム構築の必要性も生まれている。 
②健康ブーム。飽食の時代に入り、消費者はより個性化・多様化し、高級化

以外に本物志向や自然回帰志向が台頭している。このような流れのなかで、物

に対する要求から精神的なものや健康重視といった要求への傾向が顕著になっ

ている。21 世紀に向けて高齢化の進展も考慮すると、このような健康（精神的

な健康を対象とする消費志向も含む）をベースにした消費志向は変わらないと
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考えられる。事実、ビタミン剤やドリンク剤などの健康関連の飲食物、農薬を

使

に育った世代が、新しい個性を核とした、まった

く

いる。

価

について行

け 商品の調査研究だけで

は

わない有機栽培の果実や野菜、さらには、保存科や着色料を使用しない無添

加食品などが増えている。 
③世代交代。高齢化が進む人口構造の急激な変化は、シルバー層、団塊の世

代などと言うようなそれぞれの年代に応じた大きな購買層を形成している。特

に、ファミコン世代からパソコン世代へ脱皮した若い人たちが、新しい高度情

報社会で核となって活躍することが期待されている。この世代は、高度情報技

術を無意識に取り入れることの出来る新世代であり、情報関連産業の発展を支

えている。また、飽食の時代

新しい市場を構成している。それぞれの購買層のニーズに合わせたマーケテ

ィングや商品・サービス開発が重要となるとともに、考え方や生活信条がかな

り異なる各層の職場での協調協力関係も重要な経営課題となっている。 
④価格破壊。バブル経済の崩壊などによって購買力が低下した結果、販売競

争が激化している。さらに、市場競争は予想を上回る価格破壊の進展によって

ますます激しいものになってきている。それは、グローバル化の進展、規制緩

和、円高、購買力低下に対応するためのコスト削減競争などによる価格引き下

げ競争が激しくなってきているからである。なかでも、清涼飲料水、ファース

トフード、紳士服、パソコンを中心とした電子機器がその先陣を切って

格破壊の進展は、企業のコスト削減競争の焦点を、製品コスト中心の削減か

ら企業経営全体のコスト削減に転換させることを意味している。 
（2）合併・買収（M＆A）のリスク・マネジメント 
M&A の本質は、「トキを買う」ということである。メガコンペティションの

中で、企業の多くは不採算部門の削減や支店の統廃合、さらには人員削減によ

るコスト削減や経営の効率化を進めてきた。このような規模の縮小による経営

環境の変化への対応とは別に、規模の拡大戦略が M&A である。M&A を行う理

由は、ゼロからビジネスを作り上げていると激しい経営環境の変化

ないからである。工場の建設や人の雇用、また技術や

なく、販売チャネルや顧客などすべての経営要素を確立するには時問がかか

る。そこに変化の激しい時代に「トキを買う」M&A を実行する理由がある。

M&A のリスクは、多額の投資を必要とする、対象となるビジネスの価値評価が

適切にできないかもしれないということである。それは、純資産の時価評価、

特に営業権や将来収益の現在価値の測定・評価が難しいからである。さらに、

M&A はニつの人の集合体が一緒になるために「合併・買収による統合は文化的

な特徴に対する適応を通じて二つのグループが同化を試みる一つのプロセスと
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して見ることが出来る」20と言われるように、人の文化や精神にかかわるケアー

が重要である。 
（3）環境変化と継続的改善を内容とするリスク・マネジメント 
経営環境が激しく変化する時代には、企業経営の全システムが改善され続け

なければならない。そのためには、従来の状況を打破するための新しい経営手

法の採用・適用と、それを継続的に実行する必要があれば、柔軟に変更するこ

とが重要となる。環境変化に対する対策の主なものは以下の通りである。 

の統

合

グ。ベンチマーキングとは、現状のプロセスなどを業界内

外

マーキング・リエジニアリング・リストラチャリングの比較 

①リストラ。工場の閉鎖、支店の統廃合やダウンサイジングなどの不採算部

門の縮小、余剰人員の削減などの手法を中心とした規模の縮小による組織の再

構築をいう。一般に、不況期にとられる経営手法である。他にリストラの例と

しては、組織再編などによる経費削減、間接部門の人員削減、生産ライン

、コストの安い海外生産へのシフトによる工場の合理化、新卒者採用中止な

どが挙げられる。 
②リエンジニアリング。抜本的な企業改革を行うために、縦割りの機能別組

織を超えて、顧客二－ズの充足・顧客満足という観点から横断的な業務プロセ

スを抜本的に再編成するトップダウンのアプローチのことである。 
③ベンチマーキン

問わず、他社のベストプラクティス（最善の業務方法）と比較することによ

り、そのギャップを分析し現状を抜本的に改善・改革していく有効な経営手段・

方法論である。 
リストラ・リエンジニアリング、ベンチマーキングのそれぞれの特徴につい

ての比較は、図表 3－8 の通りである。 
 

図表 3－8 ベンチ

ベンチマーキング リエンジニアリング リストラ

改 革 の 原 則 現状の肯定または否定 根本的な改革（現状の否定） 現状の肯定の上での見直し
改 革 の 手 法 成功企業に学ぶ 全社的な改革手法 部分的な改善方法

改 革 の 対 象 ベストプラクティス ビジネスプロセス全体 不採算部門

効 率 化 の 方
法

全体的な効率化であ
り、必ずしも人員削減に
結びつくものではない

結果的に人員削減（合理化）に
結びつくことが多い

部分効率化。人員削減も目
標の一つ

成 功 の 担 保 すでに成功例がある 将来の成功の担保がない 短期の採算性

改 革 の 焦 点 最善を模索 変革に焦点がある 不効率の削減での改善
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出所：筆者作成。 
 

                                                  
20 A・F・ブオノ、J・L・ボウディッチ著『合併・員収の人材戦略』上田武・高梨智弘共訳、

日経 BP 社、1991 年。 



 図表 8 が示すように、ベンチマーキングなど 3 者すべての改革であっても、

改革の思考の方向性をみると、ベンチマーキングは、成功例に学ぶ経営者マイ

ンドからするとプラス思考と考えられる。リエジニアリングは、リスクを避け

る経営者マインドからすると、マイナス思考がみられる。リストラチャリング

は、短期思考で合理化という意味ではマイナス思考もみられる。 
 経営変革に対応するリスク・マネジメントとして、プロセスの再編成をする

リエンジニアリングが効果的である。エンジニアリングは、採算の悪い事業や

工場の売却・閉鎖、支店の統廃合、さらには人員を削減するリストラとは異な

、仕事の進め方やプロセス自体をゼロベースで考え直して、漸進的な改善で

なく飛躍的にパフォーマンスをあげる新しい経 改革手法である。 
 このリエンジニアリングの本質は、マイケル・ハマーの表現を借りると「も

し今日、車や雑誌を作り売り始めるとしたら、今、あなたがどのようにしてい

るかとは別にどうしようと思えるか？」となる。すなわち、競争に打ち勝つた

めには、顧客が満足する商品やサービスを提供するために最適な業務プロセス

を構築することである。 
 リエンジニアリングのリスクは、ベストな抜本的方法を考えつくかどうかと、

仮に抜本的方法を導入できたとしてもプロセスを抜本的に再編成するため、従

来の方法に慣れ親しんだ社員の抵抗にあったり、また社員の能力不足などのた

めにそれに積極的について行けないかもしれないということである。 
 リエンジニアリングを成功させるには、経営環境に適した最善のプロセスを

どのように構築するかが鍵となる。 
一方、ベンチマーキングは業界内外のベストプラクティスに学ぶため、すで

に成功しているという事実があり、リエンジニアリングの目標を提供する経営

手法ともいえる。 
 すなわち、現状を打破するプロセスを明確にでき、それもベストプラクティ

スという事実に基づく経営が出来るため、変革を行う場合に社内のコンセンサ

スを得やすいと言える。 
 ベンチマーキングの定義は「広く業界内外の優れた業務の実行方法（ベスト

プラクティス）を学習し、自社と他社とのギャップを埋め、さらには、そのレ

ベルを凌駕して、業績を飛躍的に改善するための経営変革手法」となる。 
 業界外のベンチマーキングは、比較対象をプロセスに落とし込むことで、業

績の壁を超えて企業の標準的業務活動のベストプラクティス （最善の業務方

法） に学ぶことが出来るため非常に有効である。 
 日本企業の生産性を向上させてきたのは、どちらかというと製造部門の生産

性向上に力点が置かれていた TQC（トータル・クオリティ・コントロール）で

あったが、現在は経営全体の品質向上を図る TQM（トータル・クオリティ・マ

り

は 営
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ネジメント）が重要であると言われている。 
（4）国際化や海外進出に伴うリスクとリスク・マネジメント 

 国際化は、海外への進出という「内→外」の国際化と、規制緩和や自由化に

によるリスクが考えられ

、関係した役員個人が反トラス

ト に直面してい

点を挙げることが出来る。 

。さらに発言しても主張がないと言われたりする。ビジネス社会ではコ

ミットメントはしないと言われている。た

と

より外国企業の活動の舞台を日本国内に提供する「外→内」の国際化がある。

どちらにしろ、国際的な競争条件（クオリティー、コスト、サイクルタイムな

ど）の差によるリスクとそれらの関係が変化すること

る。 
 米国で大和銀行が、支店における不正事件の隠蔽によって業務停止を受け、

米国から撤退しなければならなくなったり、A 社の価格カルテルに対して司法

省に提訴され、司法収引をしたにもかかわらず

法違反の疑いで起訴されたりするなど、日本企業は厳しい現実

る。 
 これらは、経営の透明性と社会責任を求められているものであり、経営者は

自ら襟を正して、グローバルな視野からリスク・マネジメントを実行しなけれ

ばならないことを、真肇な態度で受けとめなければない。その原因としては、

次の２

①文化の違い。文化の違いといえば、日本人が国際パーティに招待された際

に、言語の障壁のためか、それとも出不精なのか、出席したがらない人が多く

見受けられる。また、出席しても仲間だけでかたまったり、発言もあまりしな

い。国際社会では「沈黙は金」ではなく、むしろ「雄弁は銀」と考えるべきで

あろう

ミュニケーションが大事であり、欧米人に負けない日本のビジネスマンもいる

が、一般論として日本人は異質だと思われがちである。さらに、日本人はタテ

社会やムラ社会に住んでいると言われるように、米国のような契約社会と違っ

て通常の会話のなかでも、あまりコ

えば、「YES MAN」と言われたように長い間、自己主張がないと言われて

きた。それは照れの場合もあれば、単に「はい」というあいづちを打つ意味で

「肯定」を意味していないこともある。このような曖昧さは日本独特の文化で

あり、契約社会では通用しないと考えるべきであろう。 
② 日本的な経営管理方法の違い。アジアの他の国や、欧米のそれとの違いも 

良く理解しておかないと、海外子会社や合弁企業での労働争議や紛争の種にな

ることに気をつけなければない。 
日本は、どちらかというと、一般のビジネスマンはジェネラリストの集まり

であり、人と人との付き合いが重要視されている。そこで、「会社＝人」という

構図が見えてくる。このような意味で、終身雇用や年功序列型の「人の階層」

が出来る。日本独特の人間関係の中での横並び意識や総論賛成・各論反対など
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がその例である。中国は、日本と比較すると、個性を重んじるスペシャリスト

の集まりと言え、人間関係ではなく技能をより重要視する。そこで「会社＝技

能

ている。つまり、個性や個人の主張が重ん

じ

企業経営に伴って発生するリスクをヘッジする効果ももっている。

1 第二創業におけるリスク・ヘッジ効果 
し、企業を存続させ、活性化す

から、資金調達・仲間集めや、会社の設立といった過程を省くこと

出来る。つまり、会社がすでに存在し、資金も持っており、既存人材やノウ

く、新しい事業に生かすだけの

シ 創業は、起業期の資

本

」という等式が考えられる。どちらかと言うと、仕事に直結した「技術の階

層」が出来る。したがって、年齢とは無関係に能力が高ければ給与も高いとい

う能力主義が最近だんだん成り立っ

られる。 
 こういった要因で発生したトラブルは国際化に伴うリスクである。そのマネ

ジメントとして、まず異文化を勉強する上、充分に認識し、お互い尊重しあう

関係の構築から始めるしかないと考える。 
  
3.4 第二創業におけるリスク・マネジメント 
 前章において、現代企業における第二創業の必要性と優位性を分析した。第

二創業は、起業と異なる特徴をもっている。一方、起業である以上、企業経営

上のリスクも当然生じてくる。しかし他方、第二創業の特性によって、第二創

業自身は従来

これは第二創業の大きな特徴でもある。ここで、それを具体的に見てみること

にする。 
 
3.4.
 第二創業はそもそも、経営環境の変化に対応

るための企業の行為である。それゆえに、ある意味では、一種のリスク・ヘッ

ジ行為とも捉えられる。その代表的な側面は次の 2 点を挙げることが出来る。 
① 起業期の資本・人材・ノウハウ不足のリスクヘッジ 
第二創業はある意味では一種創業でもあるが、第一次創業の基礎をもってい

るのが一般的である。そのために、普通前述のような起業から企業への発展プ

ロセスの中

が

ハウもあって、それを新たに調達するのではな

問題になる。そのため、第二創業は起業期における資本・人材・ノウハウ不足

のリスクを回避する効果があると考える。 
 中でも第 2 章で述べたように、事業の枝葉を広げる「多角化」型第二創業や、

ステムの転換による第二創業、社内ベンチャー型の第二

・人材・ノウハウ不足のリスク・ヘッジには特に有効である。 
② 組織拡大による成長期の不活性化リスクのヘッジ 
前節でも触れたように、企業の成長につれて、それぞれの発展段階には異な 

るリスクが発生する。その一つは企業の発展につれ、組織の官僚化・保守化を
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含め構造上の無駄が著しく増え、組織に不活性化リスクが生じる。第二創業は

創業の繰り返しによって、企業が再び原点に戻り、絶えず新陳代謝機能を高め

ていく効果を発揮する。 

 例を挙げると、第２章で触れたように、産官学連携や異業種の交流によって、

同じ事業でも、新しい業態への転換によって、常に新しい風に吹かれ、新しい

ノウハウをもらうことによって、組織を活性化させることがである。 

 商品そのものや業務

が

が必要

する。 

が確立されなければならない。というのも、

報化が急速に進展した今では、情報収集システムは事業成功するか否か、リ

るからである。特に、第二創業

①情報は、分類され、ランクつけて収拾されるシス

伝達するシステム ③同業他社情

報

また、システムの転換による第二創業も同様、取り扱い

従来通り変わらなくても、システムの更新によって、新しい生命力が吹き込

まれ、活性化することが出来る。 

 このようなリスク・ヘッジの効果を利用して、第二創業によって、企業の存

続を図る企業家は少なくない。 

 

3.4.2 第二創業に伴うリスク・マネジメント 
 第二創業による環境の変化や経営改革は企業競争に勝ち抜く最大の方法であ

る。しかし、企業である以上、リスクが発生し、リスク・マネジメント

である。ここで、第二創業を展開する際のリスク・マネジメントを次のように

まとめることにしよう。 
 第一、情報の収集システムを整備

リスク・マネジメントは危機を認識するところから始まる。そのために、社

内に「情報の収集管理システム」

情

スクをヘッジ出来るかどうかの決め手となりう

を決めると、新しい分野や、業態、システムなどの対する認識の成功には、情

報の収集システムが決定的に重要なポイントとなる。 
また、情報収集システムの整備をチェックするためには、以下のシステムを

確立しなければならない。

テム ②「自社のマイナス情報」を徹底的に

を生かす工夫を勉強するシステム 
こういったシステムが確立できれば、リスク・マネジメントに必要な情報収

集がまず出来ると考えられる。  
第二、危機情報はトップに伝達される体制を樹立する。 
危機管理情報システム確立するためには、危機情報を必ず企業トップに伝え

る仕組みになっていなければならない。 
そこで、この危機情報はトップに伝達される体制をチェックするために、以

下の質問表をつくる必要がある。その内容は次のようになる。①危機管理は担

当スタッフとトップマネジメント層との共通認識はあるか？ ②「マイナス（危
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機）情報こそトップへ」という共通認識はあるか？ ③危機対応組織はトップ

直

機情報がトップに

伝

システムをつくる。 
 

情報を必要部門に伝達する必要性はまず全社で理解すること、

連

験情報を関連部門に伝達際のマ

ニ

当者は的確な

るシステムをつくる。 

のも、顧客情報の漏れは損害賠償を請求されることは企業にとって

轄になっているか？ ④危機情報がスムーズに伝えられるための工夫はなさ

れているか？ 
以上の質問に対して、すべて「YES」であれば始めて、危

達される体制になっていると考えられる。 
第三に、危機情報は水平方向に伝達する

前述したように、リスク・マネジメントは経営戦略型が理想的である。すな

わち、危機管理は総力戦である。担当部門だけではなく、関連部門すべて協力

して取り組まなければ、企業危機が発生する場合、乗り切ることが困難になる。

したがって、万一企業危機が発生した場合、その危機情報が関連部門に迅速に

伝えられるシステムがあらかじめ整っていなければならない。 
 そこで、危機

絡必要部門はあらかじめリストアップされること、自社の危機体験情報はし

っかりインプットしておくこと、自社の危機体

ュアルを作成しておくことが必要である。 
 第四に、情報を的確に評価・判断するために必要な「一般」情報は収集・蓄

積する。 
 情報は収集するだけでは意味がない。情報は具体的場面で危機判断に役立っ

てこそ意味がある。ところが、その危機判断を的確に評価・判断には、一般情

報が意外に重要である。というのも、リスク・マネジメントの担

危機判断を行うため、危機管理に関連する「一般情報」が重要な基礎知識にな

るからである。そのために、あらかじめ危機管理関連の「一般情報」を収集・

蓄積するための方法論を具体的に確立する必要がある。 
 第五に、「顧客預かり情報」は万全に守られ

 業務関係で、顧客から預かっている多くの秘密情報を防衛しなければならな

い。という

は大きな危機であるだけではなく、「情報管理のズサンな会社」と思われること

は、会社の信用が失われるを意味するからである。 
 そのために、以下のことをまず以下の認識を社内で確認することが必要であ

る。①顧客預かり情報は会社の利益と直接に連動している。②個人顧客からの

預かり情報はその個人の安全を左右するものである。それから、個人預かり情

報の防衛は、具体的方法論にまで徹底する。 
 第六に、危機を事前に排除するための社内システムを整える。 
 リスク・マネジメントの仕事において、実際に危機が発生した場合の対応業

務よりは、危機を事前に排除する業務の方に注目すべき。その理由は簡単で、 
事後対応に要する費用が高くつくからである。 
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 そこで、確認すべきことは以下のようなものである。①危機を事前に排除す

し、排除する責任を自覚してい

されている

、その危機の事前排除のシス

機管理の視点から検討する。 

社が社会的責任を追及され、世論の批

した企業組織を万全に

。 

ることの経済的価値について、社内共通の認識はあるか？ ②審査部門、経理

部門、監査役は、企業危機を事前にチェックして、排除するための部門である

ことが全社的に理解されているか？ ③審査部門、経理部門の各担当者や監査

役は、各自の任務は企業危機を事前にチェック

るか？ ④危機を事前に排除するためのルールやマニュアルは用意

か？ ⑤危機の事前排除ルールやマニュアルは、統一的に運用されるべきであ

るの社内コンセンサスはあるか？ 
 以上の質問の答えはすべて「YES」でなければ

テムは不十分であることを意味する。 
 第七に、危機対応のためのネットワークを築く。  
 危機管理は総力戦であることは、社内スタッフだけではなく、場合によって、

外部専門家の支援も必要となる。したがって、外部専門家とのネットワークを

日頃から構築することはリスク・マネジメントの重要な内容の一つである。そ

のためには、いざとなる時に連絡出来る外部専門家をリストアップすることと、

外部専門家とは日頃からコンタクトをとることは大事である。 
 第八に、提携（合弁）会社管理危

 子会社や提携先に不祥事や事故などが発生した場合、自社にも様々な影響が

及ぶ。特に不祥事が発生する場合、親会

判を浴びることもありうる。したがって、危機管理に適

するためには、子会社・関連会社・提携先の管理問題も、改めて自社の危機管

理の管理から見直す必要がある。 
 そのために、以下の 2 点をあらかじめ認識する必要がる。①子会社（提携先）

は自社の危機管理の問題でもある。②出資比率、派遣スタッフの内容など、子

会社（提携先）の概要は、危機管理の観点からされるべきである
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第4章 住宅展示場事業のケース・スタディーからみる第二創業の必要性 

第 2 章と第 3 章において、第二創業およびその際のリスク・マネジメントの

論を検討した。そして、その理論原理をもとに、住宅展示場運営事業から出

する第二創業の模索をケース・スタディーとして、この章から検討し、第二

業の必要性、可能性およびあり方を明らかにしていく。 

.1 本業としての総合住宅展示場事業 

.1.1 総合住宅展示場事業とは 
 日 住

展示場を訪れ、より良い住宅を選んでいる。このような総合住宅展示場を運

この総合住宅展示場事業は、住宅メーカーにとっては、同じ場所に競合する

メ をするという日本特有の販売方法であ

者にすれば、人生で一番高い買い物である住

るものがある。一般的に好立地と言われているのが、幹線道路に

面

を建設する。

企

 
 

理

発

創

 
4
4

本の住宅需要者が、住まいづくりを考えるときには、8 割以上の人が総合

宅

営する事業を総合住宅展示場事業という。展示場運営会社は需要者に、より先

進的かつ経済的な住まいの情報を提供するため、住宅メーカーのモデルハウス

を展示し、メーカーとユーザーの住宅情報の交流を図る役割を果たしている企

業である。 

住宅 ーカーが存在して、お互いに商売

る。自宅の新築を考えている消費

宅をその場で実際に見比べることが可能にしたシステムである。 
総合住宅展示場の開発・企画運営会社（以下、企画会社と言う）は、全国 20

社程度で、メディア系列、広告代理店系列、地主系列と独立系に大別される。

企画会社の業務は、大きく分けて展示場の開発とその後の運営に別れる。開発

の経緯は、そこに出展する住宅メーカーからの要望によるものと、企画会社か

らの提案によ

した、間口の広い、周りに建て替え需要がある一戸建ての住宅が存在する用

地である。そのような立地の所有者と企画会社が、約 5 年間の期間で賃貸借契

約を結び、総合住宅展示場として開発する。モデルハウスを展示する住宅メー

カーは、自己の負担でその地域戦略に適した自社のブランドの住宅

画会社の負担は、敷地内の給排水、電気工事、共有部分の工事、センターハ

ウス（アンケート回収場所、便所等）の建設、看板・掲示設備の設置などの部

分である。 
 開設後の企画会社の仕事は、展示場の運営業務となる。その主なものは、集

客に関する企画運営である。すなわち新築を計画している消費者に対して、展

示場に多く来場するように、広告宣伝活動を計画し、実施することである。テ

レビ、ラジオ、新聞、雑誌、チラシ、インターネット等のメディアミックスを

駆使して、より効果的な方法を検討し、計画を実施する。また来場者へのイベ
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ントとして、来場者を対象とする相談会（建築士会のセミナー・ファイナンシ

ャルプラナーのライフ設計相談・住宅金融公庫の相談会等）の開催、プレゼン

ト企画、色々な催し物（ガーデニング教室・フラワーアレンジメントセミナー・

不動産市等）も行う。要するに、各出展メーカーが自社の家を販売する営業活

出所：著者作成。 
 

住宅展示場名 

89

年 

90

年 

91

年 

92

年 

93

年 

94

年 

95

年 

96

年 

97

年 

98

年 

99

年 

00

年 

01

年 年 

03

年 

動を支援する為に、可能性がある消費者を集客するである。 
 
4.1.2 総合住宅展示場事業を展開するアドバンス開発株式会社の沿革 
同社の創立者の大東清四は、長年公務員として大阪府庁に勤め、外郭団体で

ある財団法人大阪住宅センターに出向していた。それまで建築畑で培ってきた

ものと、住宅メーカーや不動産業界のネットワークを生かして 15 年前に創業し

た。「21 世紀の住情報の提供」をテーマに、「事業を通じて社員と社会が共に前

進」する願いをこめて「アドバンス開発」と命名した。 
 
図表 4－1 アドバンス開発㈱展示場事業の推移 

02

住ｱﾒﾆﾃｨｰ大久

保 開設―― ―― ――――――――閉鎖        

住ｱﾒﾆﾃｨｰ円町   開設 ――――――――――閉鎖       

なんば大阪球

場住宅博   開設 ――――――――――――閉鎖      

なんば住宅博          開設―――― ―― 第② ――

住ｱﾒﾆﾃｨｰ桃山

六地蔵      開設――――――――名称変更     

桃山六地蔵住

宅博           第②―― ―― ―― ――

住ｱﾒﾆﾃｨｰ姫路      開設――――――――閉鎖     

東大阪住宅博         開設―――――― ―― 閉鎖   

東香里住宅博         開設―――――― ―― 閉鎖   

江坂住宅博          開設―――― ―― ―― 閉鎖

堺泉北住宅博             開設 ―― ――

大津ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ

住宅博                           開設 ――
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図表 4－1 は当社の展示場の開場と閉鎖を年代別に表したものである。一般的

に 長したものや、第 2 期へと

存続したものもある。 
1989 年 10 月に住アメニティー・大久保（京都府

宇

蔵（京都市伏見区・13 棟開）、1994 年 8 月に住アメニ

ティー・姫路（兵庫県姫路市・５棟）

1996 年から閉鎖が目立ってきた。その理由は日本住宅メーカーの経営現状によ

る要因が最も大きいと考える。それを後節において詳しく分析する。 
  

合住宅展示場事業の現状分析 
引く日本 も非常 厳 い 代 入

。 れ い 。 時 総 住

少である。 
研 所 「 、 国 総 住

率 2002 年に入ってか 激 状 に

めることが出来る。 
、展 場 展 低 に る 年度の

展示場数は 394 ケ所（前年比３ヶ所減）、区画枠数 6,009 区画（前

81 区画減）、 展 数 5052 棟 前 比 24 棟 ）

とういう大幅な減少を メ カ に

進 、 展 は 2001 年度の 87.
空 ス ー （ わ る

画 数 6,009 画 こ に して出展棟

ペ ス 、 国 957 画 る と わ る す

抜け状態になっている。これは前年の空きスペース（794 区画）よ

3 区画 増 の 7

展示場契約は、1 期約 5 年であるが、期間終了後延

アドバンス開発株式会社は

治市・４棟）、1991 年 4 月に住アメニティー・円町（京都市中京区・13 棟）、

1991 年 4 月になんば大阪球場住宅博（大阪市浪速区・21 棟）、1994 年 6 月に住

アメニティー・桃山六地

、1997 年 4 月に東大阪住宅博（大阪府東

大阪市・13 棟）、1997 年 9 月に東香里住宅博（大阪府枚方市・７棟）、1998 年

４月になんば住宅博（大阪府浪速区・23 棟）、1998 年 9 月に江坂住宅博（大阪

府吹田市・15 棟）、1999 年 9 月に桃山六地蔵住宅博（京都市伏見区・14 棟）、

2001 年 4 月に堺泉北住宅博（大阪府堺市・17 棟）開設、2002 年 4 月大津ﾌﾟﾘﾝ

ｽﾎﾃﾙ住宅博（滋賀県大津市・14 棟）などの総合住宅展示場を開設した。 
 1995 年までは、同社の総合住宅展示場は順調に開設し続けてきた。しかし、

84.1％に 2.9 ポイント低下した。これはあくまで全国平均であり、集客力のある

人気の展示場は 100％近い高出展率を維持している反面、六、七割にも満たない

4.1.3 全国総

 長 の不況の中で、住宅メーカーの経営 に し 時 に った

と言われている そ は総合住宅展示場にも反映して る 同 に 合 宅展

示場の大幅の減

 矢野経済 究 の 総合住宅展示場実態調査」によると 全 の 合 宅展

示場数も、出展 も ら 減 態 なっている。その特徴は以

下の 2 点にまと

第一に 示 出 率 下 よ 展示場事業収益の減少である。2002
全国の総合住宅

年比 出 棟 （ 年 4 減 であった。特に出展棟

数が 244 棟減 記録した。結果として住宅 ー ー よる

展示場の選別が み 出 率 0％から 84.1％へ低下した。す

なわち展示場の き ペ ス い ゆ 歯抜け状態）が増加している。全国の

展示場の区 枠 は 区 。 れ 対 数は 5,052 棟で、出展し

ていない空きス ー は 全 で 区 あ こ が か 。 なわち 1,000
棟分近くが歯

りも 16 が 加したこととなる。その結果、出展率は前年 8 .0％から
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ところもあり、展示場間の格差は拡大している。 
展示場運営では、出展率が 7 割台でペイラインで、8 割を超えると利益が出る

というのがおおよその目安だったが、最近では住宅メーカー側からの出展料の

値引き要求が強まっており、展示場運営は出展率が低下傾向のなかで、出展料

額要求にも対応しなければならないという厳しい状況である。 
の低下。図表 4－2 が住宅展示場の

、全国でも特出しており、全国に占める構成比は、

ト下がっているのは、それだけ住宅展示場

内

構成比% 構成比% 構成比% 2001

38.3 13.7 85.8 84.0
北陸 7 1.8 9 1.8 99 14.1 89.9 90.8

中国 25 6.3 281 4.7 237 4.7 9.5 84.3
88.1

数

の減

 第二に、地域別に近畿地方における出展率

2002 年地域別数・出展棟数では、ブロック別に全国の展示場数、区画枠数、出

展棟数、1 展示場当たり出展棟数、出展率を表している。関東ブロックでの展示

場数、区画枠数、出展棟数は

それぞれ 36.3％、38.9％、38.8％となっており、全国の三分の一以上が関東に

ある。近畿ブロックでは、それぞれが 15.5％、15.4％、14.4％となっている。

出展棟数が区画枠数よりも 1.0 ポイン

の空き区画が全国平均よりも悪いことを物語っている。特に 2002 年の近畿ブ

ロックの出展率は 78.8％と全国平均の 84.1％よりも 5.3 ポイントも低い。また

前年の近畿ブロックの 84.8％から 6.0 ポイントも低下したこととなる。この 1
年間に近畿ブロックだけで、出展棟数が 60 棟減少したこととなる。これは１展

示場あたりの出展棟数が、2001 年の 12.7 棟から 11.9 棟に、約 1 棟ずつ空き区

画が増えたこととなる。 
 

図表 4－2 住宅展示場の 2002 年地域別数・出展棟数 

年 2002年

北海道 11 2.8 152 2.5 124 2.5 11.3 87.0 81.6
東北 35 8.9 401 6.7 311 6.2 8.9 81.8 77.6
関東 143 36.3 2,336 38.9 1,962

１展示場当
り出展棟

出展率％
地域

展示場数 区画枠数 出展棟数

出所：矢野経済研究所『ヤノ・レポート』、2002 年６月、第 1120 号、２ページ。 
 
なぜ、総合住宅展示場事業はこのような局面を迎えたかについては、日本住

宅メーカーの経営状況の変化による展示場への出展の意欲の変化に原因がある

と考える。それは、以下の 4.2 節において、分析を行う。 

九州 32 8.1 432 7.2 362 7.2 11.3 86.3 83.8
全国 394 100 6,009 100 5,052 99.7 12.8 87.5 84.8

10 2
甲信越 23 5.8 271 4.5 241 4.8 10.5 91.8 88.9
東海 44 11.2 969 16.1 870 17.2 19.8 93.0 89.9
近畿 61 15.5 923 15.4 727 14.4 11.9 84.8 78.8

83.5
四国 13 3.3 135 2.2 119 2.4 9.2 90.6
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4.2 住宅展示場事業の変化と原因 
4.2.1 住宅メーカーの展示場への出展事情の変化 
総合住宅展示場に出展棟数の最も多いメーカーは、積水ハウスで出展棟数は

542 棟である。しかし、出展棟数の最も多い同社も前年の 552 棟から 10 棟減少

している。出展棟数 2 位の積水化学は上位メーカーの中でも最も減少幅が大き

、前年 447 棟から 35 棟減らし、412 棟となった。出展棟数上位１０社の前年

対比増減数は図表 4－3 の通りである。 
く

 
 図表 4－3 出展数上位 10 社の前年対比増減数 
 2001 年 2002 年 増減数 
積水ハウス 
積水化学 
大和ハウス 
住友林業 
ミサワホーム 
旭化成 
一条工務店 
パナホーム 

552 棟 
447 棟 
353 棟 
306 棟 
317 棟 
284 棟 
279 棟 
285 棟 

542 棟 
412 棟 
339 棟 
316 棟 
295 棟 
285 棟 
277 棟 
276 棟 

△ 10 棟 
△ 35 棟 
△ 14 棟 

10 棟 
△ 22 棟 

1 棟 
△ 2 棟 
△ ９棟 

三井

東日

△ ３棟 ホーム 239 棟 236 棟 
本ハウス 149 棟 129 棟 △ 20 棟 

出所：矢野経済研究所『ヤノ・レポート』、2002 年 6 月、第 1120 号、6 ページ。 

のはミサワホームの

2 棟減となる。以下、東日本ハウス 20 棟減、大和ハウス 14 棟減、積水ハウス

いる。 

4.

出展意欲について」という質問に対し

は、「既存展示場の継続契約の場合」には「やや消極的」が 2001 年の 48％か

19％と合わせると消極的で

あるという解答が 75％に達した。住宅メーカーが既存展示場の契約継続に昨年

 
図表 4－3 が示すように、上位メーカーの中で増加しているのは、住友林業と

旭化成の 2 社のみである。積水化学の次に減少幅が大きい

2
10 棟減、パナホーム 9 棟減と続いて

 
2.2 住宅メーカーの出展意欲の変化 

 総合住宅展示場へ、住宅メーカーの出展意欲には最近大きな変化がみられて

いる。その特徴は以下の 2 点にまとめることが出来る。 
第一に、新規出展には非常に消極的である。矢野経済研究所が実施したアン

ケートでは、「住宅メーカーの展示場への

て

ら 2002 年の 56％へと拡大し、「非常に消極的」の

 66



に 重かつ消極的にな ことがわ や積極的 回

答は昨年の 36％から今回は 22  
の場合」には、住 ーの消極的な姿勢がさらに顕著に現れ

ている。昨年最も多かった「やや積極的」という回答が昨年の 36％から今回は

1 ントも低下し 非常に消極 う回答が ％

から今回は 52％へと 31 ポイン に増加し 「非常に消極 2％
と「やや消極的」32％とを合わ 84％にも達

社から見た住宅メ 出展意欲に関する回答として代表的な

も 維持か縮小かのど 」、「出展継続の場合でも出展料の減額要

求 業効率の落ちて の見直し まってい

展 合は

立地とコンセプトで選別される」、「展示場撤退ではなく、展示場淘汰傾向が強

ま

の意欲アンケートの返答 

も増して慎 っている かる。「や 」とする

％へと減少した。

「新規契約 宅メーカ

6％へと 20 ポイ 、逆に「 的」とい 前年の 21
トも大幅 た。この 的」5
せると する。 

企画運営会 ーカーの

のは、「現状 ちらか

が強い」、「営 いる会場 機運が強 る」、「新規

示場を増やした分、既存のものを減らすことが前提」、「新規展示場の場

っている」などの回答があった。 
 
 
 図表 4－4 既存出展について住宅メーカー

10% 3%

非常に積極的 やや積極的 やや消極的 非常に消極的 その他

13% 37% 37%2000年

6%

4%

36%

22%

48%

56%

3%

19%

6%

0%

2001年

2002年

出所：矢野経済研究所『ヤノ・レポート』、2002 年 6 月、第 1120 号 
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図 4－5 新規契約出展について住宅メーカーの意欲アンケートの返答  

0 %

7 %

1 6 %

3 6 %

2 4 %

3 2 %

3 0 %

3 8 %

5 2 %

2 1 %

2 8 %

0 %

1 2 %

3 %

2 0 0 2 年

2 0 0 1 年

2 0 0 0 年

非 常 に 積 極 的 や や 積 極 的 や や 消 極 的 非 常 に 消 極 的 そ の 他

出所：同図表 4－5。 
 
第二に、既存出展には出展料の削減志向が強い。住宅メーカーによる展示場

の選別が進む中で、既存出展メーカーの維持や新規出展企業獲得の難しさ、さ

らに出展企業からの出展料の値下げ要求など、展示場運営の厳しさが現れてい

る。 

4.
が国の住宅産業が成長していく過程において、住宅展示場は住宅メーカー

の営業戦略上欠かせないものだった。また、ユーザーが実際に商品を確認して

具体的なイメージをつかむための現物見本として大きな役割を果たしてきた。

しかし、近年になって、総合住宅展示場へ出展意欲が低下した住宅メーカーは

多数である。その背景と要因は以下の２点にまとめたい。 
は

開をしてきた大手住宅メーカーの多くが、自社の展示場を削減していく方針を

 
2.3 住宅メーカー出展意欲低下の要因 
わ

第一に、戸建て注文住宅市場の縮小。これまで住宅産業が成長する過程で

経験したことがないほど戸建て注文住宅市場が縮小し、近い将来に住宅市場の

100 万戸時代到来も予測されている中で、多くの住宅メーカーは住宅展示場以外

の営業展開強化を今後の方針として打ち出している。さらに、利益確保のため

のコスト削減にも躍起になっており、費用対効果で住宅展示場を厳しく評価選

別し、効率の悪い展示場を淘汰する動きは今後さらに加速されよう。持家市場

が縮小していく中で、商圏が重複するような効率の悪い展示場は見直さざるを

えない状況であると同時に、受注の減少が続くようになると、人件費を除いて

も 1 ヶ所で年間 3,000 万円程度の維持費がかかるといわれる展示場を減らして

いかざるを得なくなる傾向が表面化した。2001 年の持家着工戸数が 36 年ぶり

に４０万戸を切るという戸建て需要の低迷の中で、これまで積極的に展示場展
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打ち出している。今後は住宅メーカーが個々の展示場集客力や営業効率を厳密

に

受注販促活動にも動いている。このように住宅展示場以外にも販売展開

が多様化するに伴い、契約源泉に占める展示場比率は相対的な低下傾向が見ら

 出所：筆者作成。 
 
 このように、総合住宅展示場事業は一つの分水嶺を向かえていると考えられ

る。また、図表 4－6 アドバンス開発株式会社の業績の推移を見れば、創業時か

らの売上げ、営業利益、当期利益、未処分利益、棟数、会場数の推移がわかる。

売上げは、第 11 期までは順調に伸びてきたが（17 億 7994 千円）それ以降は減

少傾向になっている。その推移は、図表 4－7アドバンス開発㈱の売上げと営業

利益の推移を見れば一目瞭然である。これは会場数の頭打ちに加えて、棟数の

減少、さらには、出展料の低下などの要因がある。 

 

数

チェックして維持か撤退かをより厳しく選別していくとみられる。 
第二に、住宅販売促進方法の多様化。現在、多くの住宅メーカーは、ＣＳ活

動の強化によって紹介受注の比率アップを目指している。ＩＴの積極的な活用

による

れる。 
 

 図表 4－6 アドバンス開発株式会社の業績の推移      

  

売上げ 

（千円） 

営業利益

（千円） 

当期利益 

（千円） 

未処分利益 

（千円） 

棟数 

 

会場

 

第１期(89.1/20-89.9/30) 16,886 -1,014 112 112 4 1 

第２期(89.10/1-90.9/30) 59,976 -15,556 -17,213 -17,101 4 1 

第３期(90.10/1-91.9/30) 310,862 11,116 8,904 -8,197 38 3 

第４期(91.10/1-92.9/30) 389,453 19,129 15,858 7,661 38 3 

第５期(92.10/1-93.9/30) 380,140 93 2,427 10,088 38 3 

第６期(93.10/1-94.9/30) 604,760 3,143 53 4,142 56 5 

第７期(94.10/1-95.9/30) 649,992 6,872 694 4,836 59 5 

第８期(95.10/1-96.9/30) 641,861 9,874 2,844 7,680 60 5 

第９期(96.10/1-97.9/30) 875,743 3,763 6,294 13,975 64 5 

第 10 期(97.10/1-98.9/30) 1,526,789 54,813 12,004 25,980 71 6 

第 11 期(98.10/1-99.9/30) 1,707,994 119,388 31,802 42,783 89 6 

第 12 期(99.10/1-00.9/30) 1,527,267 122,664 53,148 75,931 74 5 

第 13 期(00.10/1-01.9/30) 1,517,484 76,507 75,713 121,645 84 6 

第 14 期(01.10/1-02.9/30) 1,487,108 138,473 58,492 115,137 73 6 

第 15 期(02.10/1-03.9/30) 1,350,000 95,000 58,000 143,137 70 5 
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   図表 4－7 アドバンス開発㈱の売上げと営業利益の推移 
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1
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5
期

-20,000
0
20,000

60,000

100,000

140,000

上 (左メモリ/千円) 営業利益(右メモリ/千円）

400,000

800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000

1,800,000

40,000

80,000

120,000

160,000

売 げ
第 第 第

期 期 期
第 第 第

期 期

0
期

1
期

第

3
期

4
期

第

-40,000

：期間表示については、 期から第 期まで、 れ第 1 89.1/20-8 .9/3 、

２期は 89.10/1-90.9/30、第 は 90.10 91.9/30 期は 91 92.9/30、第５期

.10/1-93.9/30 、 第 ６ 期 は .10/1-94.9/3 第 94.10 .9/30 、 期  

.10/1-96.9/30、第９期は 0/1-97.9 第 10 10/ /30、第 期

.10/1-99.9/30、第 12 期は .10/1-00 、第 13 /30、第 4 期  

.10/1-02.9/30、 第 15 期は .10/1-03 、といっ を指す

所：筆者作成。 

全国の住宅展示場の数 伸び悩み 出展棟数 少する 、アド ス

注 第１ 15 それぞ 期は 9 0

第 ３期 /1- 、第４ .10/1- は

92 93 0 、 ７ 期 は /1-95 第 ８ は

95  96.1 /30、 期は 97. 1-98.9 11 は

98  99 .9/30 期は 00.10/1-01.9 1 は

01 02 .9/30 た期間 。 

出

 

が 、 が減 中で バン 開

発の展示場展開に関しても新規の開設が難しい時代に入ってきた。図表 4－8 が

示している住宅展示場の棟数と会場数の推移を見ても、会場数が第 10 期の 6 会

場をピークに一進一退を繰り返していることがわかる。ほとんどの会場の開催

期間が５年であり、毎年新規で一つの会場をオープンしても、期末を迎える会

場の閉鎖とで合計数が同じとなる。したがって会場数を増やす為には、新規の

オープン数を閉鎖会場数よりも増やすか、期限末が来る展示場を継続すること

が必要とな 。

 
 
 
 
 
 
 

る  
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図表 4－8 住宅展示場の棟数と会場数の推移 
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出所：筆者作成。 
 
4.3 第二創業の視点 
こういった厳しい住宅展示場市場を直面して、アドバンス開発株式会社にとっ

て

企画と運営を任せられる。中でも、住宅メーカーに代わって、

顧客との直接接触を通じて得た心得を住宅メーカーの営業マンの育成にも役立

ったのである。 
 

 

は第二創業の必要性があると考える。そして、筆者はアドバンス開発株式会

社が企画会社としての機能に着目し、第二創業の切口と考えている。  
 アドバンス開発株式会社は総合住宅展示場の企画運営企業として、住宅メー

カーの事業展開に様々な企画をして、コンサルティングサポートの役割を果た

してきた。その位置付けとして、図表 4－9 が示す通り、アドバンス開発は土地

オーナー、住宅メーカー及び顧客の真中に位置して、各方面から声を最も直接

聞く立場にある。一方土地オーナーに土地の活用の企画を提案し、一方住宅メ

ーカーに展示場の
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  図表 4－9 アドバンス開発の位置付け 

鎖後の

最も中心的な課題とする。そして、筆者はゴルフティーチン

プロとして世界中のゴルフ関係者との密接な関連を生かすべく、第二創業の

内容をゴルフ産業、特にゴルフスクールの中国での展開及びそのコンサルティ

ングサポートと考えている。というのも、既に斜陽化した日本のゴルフ産業で

は、第二創業する意味が薄いのに対して、世界の 5 分の 1 の人口を有する中国

に台頭しつつあるゴルフ産業において、ゴルフスクールが中国ゴルフ産業の発

展のなかで、花形商品、さらに金のなる木になると考えられる。その理由と根

拠を次章から詳しく検討していく。 
 

 

　　　土地利用企画 展示場の企画

土地利用契約 展示場の運営

契約後の土地管理 顧客からの要望の伝達と提案
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  出所：筆者作成。 
 
ほかにも、アドバンス開発は土地の活用に関わる出店の企画・コンサルティ

ングサポート業務を数多く行ってきた。例えば、東香里住宅展示場が閉

跡地を活用して、全国規模の薬局チェーンを経営しているセガミメディクス株

式会社の出店を企画し、コンサルティングサポート機能を実行した。2001 年 10
月東香里総合住宅展示場が閉鎖することにあたって、長年使用してきた土地を

引き続き活用するために、当社はドラッグストアの郊外大型化傾向を見込み、

展示場跡地への出店を提案した結果、セガミメディクス株式会社の最も大型店

舗がそこにできたのである。 
こういった機能を生かして、異分野において、第二創業の可能性とあり方を

本研究において、

グ



第5章 第二創業進出分野としてのゴルフ事業 
 
 前章では、本業としての住宅展示場事業が長引き不況のなかで、特に住宅産

業の厳しい現状のなかで、今のままの経営を維持することが、もはや事業の縮

小と後退を意味することになると考えられる。そして、この章では、新しい創

業の選択肢として、中国のゴルフ産業への進出を選んだ背景、理由を明らかに

したい。 
 
5.1 ゴルフ事業を第二創業の進出分野にした背景――「Image Golf School」構

想の形成過程  
この節では、「Image Golf School」に至るまでの、ビジネスモデルとそれに関

連した筆者のバックグラウンドについて述べる。図表 5‐1 はその過程を表すも

のである。 
 

想の形成過程のイメージ  
  

    図表 5‐1 「Image Golf School」構

出所：筆者作成。 
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1974 年 3 月に 近隣に 2 ヶ所の

ルフ練習場があったが、自動オートアップセッター（ボールが自動的に次の

動オートティーアップの導入により、顧客一人当たりの平均打球数

他の練習場より 1 割程度多くなった。  

習場との差別化を図り、施設産業的な発想であった。すなわちハード先行型の

ビ

ーンテニスクラブを開設した。ゴルフ練習場の打球売上げは、全

の８０％以上を占めており、残りがレッスン＆スクール、ショップ、飲食等

割合

が大きい。すなわちハードよりもソフトの充実が問われる産業である。  

はない。

そこに「食」 テニス

名が在籍して、

2900 1 月現在）。 
MIS(Management 

Information System)  
Administration) 

で MBA

クール部門の売上げは 倍に成長した。 
1989 年 1 月にアドバンス開発株式会社を設立したことは、既に記述したとお

東香里ゴルフセンターがオープンした。当初は

ゴ

ボールをティーアップする機械）を始めて導入する。これにより、ゴルファー

が毎回のショット後に、いちいちボールをティーアップする必要がなくなった。

また、精算業務が 1 球単位で行なわれるために、今までの練習場のような 1 コ

インや 1 籠単位ではなく、好きなときに好きなだけ球数を練習することが出来

る。この自

が

この当時のビジネススタンスは、最新鋭の機械を導入することにより他の練

ジネスモデルである。 
1979 年 4 月にゴルフ練習場に隣接する場所で、全天候型のハードコート 14

面の香里グリ

体

である。しかし、テニスクラブの場合は、スクール部門の売上げの占める

特にテニススクールの場合、学生アルバイトをテニスインストラクターとし

て起用してレッスンを行なうことが一般的である。したがって社会人になる前

の学生を、サービス業のプロに仕上げるまで教育することは、並大抵のことで

例えばレストランのウエートレスとして働く学生アルバイトの場合は、

とうい物が介在し、「モノ」が商品となる。それに対して、

スクールの学生アルバイトコーチの場合は、コーチとして提供するサービスが

商品となっている。しかも学生は 4 年の周期で入れ替わる宿命がある。今まで

学生としてサークルやクラブ活動で親しんできたテニスを、サービス業として

コーチをするまでは、テニスの腕前以外にも多くのことを学ぶことが必要とな

る。香里グリーンテニスクラブは現在学生コーチを中心に 55
名のスクール生を有するテニススクールになっている（2003 年

このスクールビジネスモデルの確立に役立ったのが、

で あ る 。 こ れ は 、 MBA(Master of Business
プログラムの中の専攻科目であり、企業や組織に有効な情報を

効率よく伝達して意思決定に役立てるシステム。著者は、米国のダラス大学院

課程の中の MIS を専攻した。そこで修得した知識を生かし、スクール

ビジネスモデルに応用したより適切な管理・運営を可能にした。その結果、ス

1989 年から 2002 年までの間で 2.47
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りである。会社の仕事は、基本的に住宅展示場の開発・企画・運営を通じて、

宅メーカーに対しての「サポート＆コンサルティングビジネス」と位置付け

て

ctors Corporation)を設立して、ゴ

ル

スクール委託運営業務をおこなう。その中には、NTT
系

と

住

いる。表向きは、住宅展示場の宣伝広告やイベント企画を行い、集客活動を

しているのであるが、最終的には出展住宅メーカーの営業活動が成功するよう

に、それぞれの会社に対してサポートを個別にしているのが現状である。この

サポート＆コンサルティングビジネスの足がかりとなったのが、社団法人全日

本ゴルフ練習場連盟の指導部会の委員長としての職責を全うした経験である。

練習場の指導者の研修や教育等をセミナーを通じて指導することは、自らの能

力を高めるのに役立ったと考える。 
1993 年 4 月に株式会社 SIC(Sport Instru
フスクール運営の委託運営ビジネスを展開する。スポーツクラブ内のゴルフ

レンジでのスクールやレッスンを担当して、インストラクターの派遣業務等を

行なったり、近隣練習場の

列のハロースポーツ、東急グループの東急オアシス、新日鉄系列のサンスポ

ーツ２１等のスポーツクラブや近隣のゴルフ練習場があった。ゴルフスクール

の運営に関してのノウハウをまとめた物が、社団法人日本プロゴルフ協会の表

彰を受けた(1997 年 PGA ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ「優秀賞」受賞、1999 年 PGA 研究発表「最

優秀賞」受賞、2001 年 PGA ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「優秀賞」受賞)。 
1997 年 10 月、筆者はアメリカのナチュラルゴルフと提携してゴルフスクー

ルビジネスを展開した。世界一のボールストライカーとして名高いモー・ノー

マンのスイング理論を研究し、科学的に分析したシステムを日本で紹介し、ス

クールビジネス展開をするまでに至った。また、週刊パーゴルフ、月刊ゴルフ

＆ゴルフにコラムを連載したり、『驚異の新ハンマー打法』（ごま出版）を出版

することによって、その理論を普及させた。さらに、ナチュラルゴルフのオー

ダーメイドのゴルフクラブ販売等を通じて、海外ビジネスネットワークを広げ

た。 
2000 年 9 月に、筆者は高知工科大学大学院起業家コースに入学し、第二創業

に欠くことのできない起業論、リーダーシップ論、リスク、マネジメント、国

際経営論、マーケティング論等を、学術的かつ実践的に研究することが出来た。 
2002 年 8 月に、日本ゴルフ学会第 15 回大会で、シンポジュウムにて「プロ

とアマチュアのスイングに見る特徴とその背景にあるもの」をシンポジストと

して発表した。イメージを目標に置くことにより、フォロースルーが大きく取

れて、ヘッドスピードが平均 5.6％、距離が約 12 ヤード伸びたことが立証され

た。今までのゴルフスクールは、スイングを形から矯正してきたが、イメージ

を中心に内面から見ていくことも重要であることを強調した。 
この様な筆者のバックグラウンドと今までのビジネスモデルを総合するこ
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が

も政治・経済活動や経済発展状況と密接

な

産業の行方

を

は外国人を中心とした別荘地帯を建設し、1901 年ゴルフ場が 4 ホールで

ス

 

山」にあるゴル

、今回第二創業のビジネスプランの形成の基礎になったのである。しかし、

創業の産業選択肢は成長産業分類の中で選ばれるのが一般的である。日本のゴ

ルフ産業が衰退していることを考慮し、筆者は第二創業の拠点を、日本ではな

く、高い経済成長を遂げ、巨大な潜在市場をもっている中国にしたのである。

その具体的な理由や根拠をこの章と次章において、詳述することにする。そし

て、最後の目的である「Image Golf School」を中国の新市場で展開するという

ことを第二創業として、展開していくビジネスプランを具体化していく。 
  
5.2 経済発展に密接に連動する日本ゴルフ産業の歴史 
 ゴルフは一種のスポーツとして、最

関係をもつスポーツといえる。それは、ゴルフの歴史から証明されている。

スポーツとしてのゴルフはいつ、どこで生まれたかについて、いまだに定論は

ない。しかし、文字記載のある限り、15 世紀のスコットランドではスコットラ

ンド王室の愛好家によって、ゴルフが盛んになったという記録が残されている。

もちろんプレーする人は貴族であった。それから 1608 年ゴルフがイングランド

に入り、さらに当時世界最強の国イギリス連邦の植民地拡大によって、世界各

国に広がったのである。現在では、ゴルフ大国と言えばアメリカ、日本、ヨー

ロッパなどの先進国となっている。さらに、ゴルフ場をビジネスの場とするケ

ースも多い。温故知新、歴史を振り返ることによって、今後ゴルフ

見えてくる。ここでまず、日本ゴルフの歴史をみてみよう。 
 
5.2.1 英国人によって舶来したゴルフ 
 日本の一号ゴルフ場はイギリス人アーサー・ヘスケス・グルーム氏がつくっ

た神戸ゴルフ倶楽部である。イギリスで生まれたグルーム氏は日本人と結婚し

た日本に愛着が深い人物である。彼がゴルフ場をつくったきっかけは、当時未

開発の地であった六甲山を開発したことから始まる。1895 年（明治 28 年）、グ

ルーム

タートした。完成当初は、グルームのプライベートコースであった。しかし、

このゴルフ場の噂は瞬く間に神戸中に広がり、さらに横浜、長崎などにも伝播

していった。  

5.2.2 日本人のためのゴルフ場の誕生と大衆化への展開 
 ゴルフ場は、日本で誕生した当初、事実上主に来日する外国人のためのもの

であった。日本人のための、日本人によるゴルフ場の第 1 号は、井上準之助氏

が設立した東京ゴルフ倶楽部のゴルフ場であった。それは 1914 年（大正 3 年）

5 月にオープンした現在駒沢オリンピック公園にある通称「大切
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フ

ゴル

楽部」（東京 GC）を設立した。そして、1914 年 5 月に 6 ホールが完成し、

が誕生したのである。 

、日本のゴル

場の歴史において、画期的なシステムの誕生といえよう。それと同時に、程

ル設計のコースの専門家を招聘して完

.2.3 戦争による打撃を乗り越えて、国民スポーツへの道のり 
至る軍事体制は、ゴ

場である。 
 関東初のゴルフ場「ニッポン・レース・クラブ・ゴルフィング・アソシエー

ション根岸コース」が誕生して 2 年後の 1908 年（明治 41 年）、井上氏は日本銀

行ニューヨーク代理店監査役として米国へ渡った。そこでゴルフに出会い、す

ぐにゴルフに熱中し始めた。帰国後、外国人のためにつくった根岸コースで、

遠慮しながらプレーすることに我慢できなくて、日本人によるゴルフクラブの

創設に乗り出し、社交グループ「東京倶楽部」の会員から有志をつのって、1913
年 12 月に「東京ゴルフ会」を組織した。さらにこれを母体として、「東京

フ倶

後 9ホールとなった。ついに日本人による日本のゴルフ場

 東京ゴルフ倶楽部が誕生してから、関西、九州でも外国人ゴルファーに気兼

ねなくプレー出来るようになった日本人ゴルファーたちは、次にクオリティー

の高いゴルフ場を求めるようになったのである。 
 さらに、日本のゴルフ場の歴史において、画期的な出来事は株主制で運営さ

れるゴルフ場の誕生である。1921 年頃、東京 GC は会員数が増えるとともに、

メンバーの技術も向上し、9 ホールのコースでは、対応しきれなくなっていたた

め、「程ヶ谷カントリー倶楽部」を完成させた。土地売収、借地のために、1921
年（大正 10 年）東京 GC 内に「程ヶ谷ゴルフ株式会社」が設立された。同社が

「程ヶ谷カントリー倶楽部」に土地を貸し、会社の株主は同時にゴルフクラブ

の会員になるという、合理的な運営方法をとった。現在株主制で運営されてい

るゴルフ場の多くが、この運営スタイルを採用していることから

フ

ヶ谷カントリー倶楽部は本格的な18ホー

成させた、日本初のチャンピオンシップコースが誕生したのである。1920 年代

初め、関西ではゴルフ場建設が相次ぎ、大衆化の傾向が強まった。関東でも、

もっと気軽にゴルフがしたいという中級階級のゴルファーたちが「武蔵野カン

ツリー倶楽部」をつくった。これまでのゴルフ場と異なり、建設費や入会金な

どの金銭面はもちろん、全長 2000 ヤードの 6 ホールという規模の面から言って

も、実に庶民的なゴルフ場であった。まさに関東におけるゴルフ大衆化に一役

買ったのである。 
 
5
 1937 年（昭和 12 年）の日支事変から第二次世界大戦に

ルフ場に大きな変化をもたらした。そのほとんどが軍事施設地として閉鎖に追

い込まれた。その中に神戸ゴルフクラブのように戦後また復活したゴルフクラ

ブもあれば、そのまま歴史の幕を閉じたゴルフクラブも少なくない。 
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 終戦後、1945 年（昭和 20 年）10 月から、続々とゴルフ場が再開した。経済

発展とともに、ゴルフ場の数は徐々に増加していった。そして、ゴルフの大衆

大掛かりなプロジェクトとして動き出していたゴルフ場建

はさらに加速していった。 
産に追いやら

化のうえで、大きな役割を担った大イベントが開催された。それは 1957 年（昭

和 32 年）の「第 5 回カナダカップ」である。会場となった霞ヶ関カンツリー倶

楽部には、36 カ国の選手が集まったなか、日本チーム（中村寅吉、小野光一）

が優勝した。この快挙は日本初のテレビ実況放送によって、一般の人たちの目

にも飛び込んだ。そして、ゴルフというスポーツが広く民衆に知れ渡ったので

ある。 
 これをきっかけに、1959 年頃からゴルフ場数が急速に増加していき、ゴルフ

人口も増していった。1970 年代に入ると、高度成長期の波はゴルフ産業にも大

きな影響を与えた。これまでの職人気質の高いゴルフ場建設から、大手ゼネコ

ンによる数百億円の大プロジェクトへと進化していった。また、ブランド志向

が高まったこともあり、海外の一流の設計家によって設計されたゴルフ場も急

速に増えていった。 
 さらに、日本のトーナメント界にジャンボ尾崎というニューヒーローが誕生

したことが、ゴルフブームに拍車をかけたのである。そして、1975 年（昭和 50
年）にゴルフ場数は 1,000 を突破した。1971 年（昭和 46 年）までに各地区の

ゴルフ連盟も組織され、日本ゴルフ場を支える組織ができたのである。また、

練習場の利用者数は 1991 年の 1 億 5 千万人のピークに達するまで、急激に伸び

てきた。1984 年の 76,137 人から実に 77,161 千人、率にして 2.01 倍に成長し

た。マーケットが 7 年で倍増したこととなる。この時期は、ジャンボ尾崎、青

木功、中嶋常幸プロとスター選手が、第 3 次ゴルフブームを作り上げた時期で

もあった。今までのブルジョア層が対象のゴルフ界がネコも杓子もゴルフをす

る時代として、ゴルフを「カジル」層がゴルフ練習場にファッションとして来

場する姿も良く見られた。  
 
5.2.4 バブル経済とその崩壊がゴルフ産業への影響 
 高度成長によって、民衆化を遂げたゴルフに、バブル経済は訪れた。ゴルフ

会員権は急速に値を上げた。また「接待ゴルフ」という言葉も生まれ、スポー

ツとしての純粋なゴルフのイメージから、仕事の延長、仕事の一部というイメ

ージに変えられた。

設

 しかし、バブル経済の崩壊後、ゴルフ場は経営困難となり、倒

れるゴルフ場も続出した。またここ数年でみられる傾向はセルフゴルフ場の登

場である。つまり、それはキャディーがいないだけではなく、クラブハウスに

スタッフを常駐させず、すべての精算を自動精算機で行っているというゴルフ
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場や、スループレーを導入しているゴルフ場である。このような現象にたいし

として愛されるはずであるが、バブル経済に崩壊による打撃が重くの

ーバル化が進むなかで、いかに新しい国際秩序に対応出

とめたい。 
第一に、1984 年から 2001 年の 18 年間で合計 983 のゴルフ場が増えたこと

のゴルフ人口の増加を考

ない、潤沢な資金を湯水のように得ることが出

て、これはバブル時にゴルフ場が身に付けた「サービスの偏重」からの脱皮に

よる純粋なスポーツとしてのゴルフへの変化であるという肯定的な評価もあれ

ば、サービスレベルの低下によって顧客の減少を招くのではないかという懸念

もある。 
 いずれにしても、ゴルフというスポーツほど、その時代、政治や経済に強く

影響されるスポーツはないことは周知の事実である。日本ゴルフの歴史が 100
年を迎えた現在、ゴルフがこれまで以上に多くの人々に、国民スポーツ、生涯

スポーツ

しかかっている。  
 
5.3 日本のゴルフ産業の現状 
 前述のように、日本ゴルフ産業は政治と経済の展開とともに、波瀾万丈の歴

史を見せている。また今は非常に厳しい時代を迎えている。日本ゴルフの関係

者たちは、経済のグロ

来る産業づくりをし、日本ゴルフ産業の再びの繁栄を実現させるか、という課

題に直面している。そして、第二創業という角度から、日本ゴルフ産業の再生

へ、サイドから提案することも本研究の目的の一つとなる。 
 
5.3.1 統計からみるゴルフ産業 
日本のゴルフ産業の現状を見るとき、まず練習場とゴルフ場の施設数の推移

とその入場者数の推移を見て分析研究することで、市場特性が浮かび上がって

くる。 
図表 5－2 は、日本のゴルフ練習場とゴルフ場の施設数の推移を 1984 年から

2001 年の 18 年間に渡り示したものである。これらから日本におけるゴルフ産

業発展の特徴を以下の 2 点にま

となる。これは率にして 66.92％の増加となる。この間

えると、需給のバランス以上にマーケットを無視したゴルフ場開発がされてき

た感じが否めない。 
その根底には、ゴルフ場の会員権販売に伴う預託金制度がある。すなわち経

営者サイドは、売上を計上する必要がなく、またゴルフ会員権市場相場が上が

り続けている限りは返還請求が

来たのである。バブル当時では、1,000 万円を超える新規会員権募集は珍しくな

く、1,500 人を集めれば 150 億円という巨額の資金が、転がり込んでくるわけで

ある。そして会員権相場は、株式相場以上にバブル化して高騰する結果となり、
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投機の手段として買い求めるゴルファーが横行した。ゴルフ場経営者にとって

みれば、会員権相場が上がり続ける限り、返す必要のない預かり金を税金もか

からずに持ち続けることが出来る。往々にしてゴルフ場開発で必要な資金以上

を得て、それを元手に次のゴルフ場開発に当たるという「雪だるま式」のゴル

フ場乱開発が行われてきた経緯がある。 
 
図表 5－2 日本のゴルフ練習場とゴルフ場の施設数の推移 

 

 練習場数 ゴルフ場数     

年度   前年 比率   前年 比率

1984 3825 255 7.1% 1469 31 2.2%

1985 4032 207 5.4% 1496 27 1.8%

1986 4170 138 3.4% 1538 42 2.8%

1987 4321 151 3.6% 1588 50 3.3%

1988 4545 224 5.2% 1640 52 3.3%

1989 4790 245 5.4% 1722 82 5.0%

1990 5099 309 6.5% 1818 96 5.6%

1991 5338 239 4.7% 1926 108 5.9%

1992 5420 82 1.5% 2028 102 5.3%

1993 5399 -21 -0.4% 2127 99 4.9%

1994 5359 -40 -0.7% 2200 73 3.4%

1995 5309 -50 -0.9% 2273 73 3.3%

1996 5233 -76 -1.4% 2340 67 2.9%

1997 5131 -102 -1.9% 2370 30 1.3%

1998 5037 -94 -1.8% 2404 34 1.4%

1999 4918 -119 -2.4

  出所：株式会社ゴルフ経営研究所資料。 
  

2000 4785 -133 -2.7% 2443 22 0.9%

2001 4611 -174 -3.6% 2452 9 0.4%

% 2421 17 0.7%

第二に、ゴルフ練習場の施設数は、1992 年をピークに減少に転じている。表

3－1 が示すように、練習場は 1992 年の 5,420 ヶ所をピークとして、その後は

現在まで減少の一途をたどっている。2001 年の 4,611 ヶ所は、13 年前の 1988
年レベルまでの施設数が減少したこととなる。1984 年 3,825 ヶ所から 9 年間で

1,595 ヶ所、41.70％増加した。1992 年のピークから 2001 年の 10 年間の減少
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数は 809 ヶ所、14.43％である。これは日本の景気の状況から 1 から 2 年遅れで

連動している。1992 年を境として練習場の施設数が減少している。9 年間で 809
施設が減少したこととなる。そしてその内訳は、最近にはるほど大きくなって

いる。最近の 5 年間の減少数は、合計 622 施設となり、9 年間の 76.89％である。

特に 2001 年の 174 施設の減少数は、過去最大で、今後もこの傾向が続くものと

思われる。 
第三に、練習場とゴルフ場の相関関係を見ると、ゴルフ練習場対ゴルフ場数

の比 ゴルフ場数の

1,469の2.60倍でその差2,356ヶ所であった。練習場数がピーク時であった1992
年の 5,420 の時、ゴルフ場数は 2,028 で、そ その差 92 ヶ所

となっ 1 年には、練習場数は 46 ゴルフ場の 2 1.8
その差 ヶ所 場数が フ場の 以下に たのは 2000 年に入っ

てからが始めてである。ゴルフ場の増減数は、 ーク 年で 8施設と、

練習場 309 施設 べれば 3 分の 1 である 後もこの は、

続き減少傾向が見られると思われる。これは、上記で述べたところの、練習場

数の減少傾向とゴルフ場数の微増傾向の関係結果から来る。 
 

5.3.2 ゴルフ場数が微増している数字の裏 
 表５－３は、ゴルフ場とゴルフ練習場を利用する人数を示している。 
利用者数は 1993 年からゴルフ場や練習場においてともに減少する傾向である。

また、前節で述べたように、ここ数年ゴルフ場の倒産が相次いでいる。それに

もかか 、統 は、ゴ フ練習 数は減 いるのに て、

フ場の ブル も微増 いる 原因は のような のであ  
 第一 ルフ も営業 続けて 。日本 ルフ場は 土が

人口密 い都 ら離れ 山岳地 設置さ 場合が多 すな

ゴルフ の利 が少 立地条 ために 用が利く が多

い。し て不 経営が しく、 や民事 法等の法 理が

た後も まま 場と 経営す 外使い ないのが であ

ゴルフ場の施設数の推移を見ても、1991 バブル 後もその 526
スも増 る。 間の 理さ 200 以上のゴルフ場があるが、そ

。 
業務を経て開発造成し営業を開始す

る

率の減少が明らかである。1984 年の練習場数は 3,825 で、

れぞれ 2.67 倍、 3,3
た。200 11 となり ,452 の 8 倍、

2,159 。練習 ゴル 2 倍 なっ

ピ 時の1991 10
の と比 、 程度 。今 倍数 引き

わらず 計上で ル 場の って 対し ゴル

数はバ 崩壊後 して 。その 以下 も る。

に、ゴ 倒産後 し いる のゴ 、国 狭く

度が高 市部か た 帯に れる い。 わち

場以外 用価値 ない 件の 、転 場合 くな

たがっ 況下で 厳 倒産 再生 的処 され

、その ゴルフ して る以 道が 現状 る。

年の 崩壊 数が コー

えてい この期 法的整 れた

の後も営業を続けているものがほとんどだ

またゴルフ場が計画されてから許可申請

までは、少なくても 5 年から 10 年を要する場合が多い。したがってバブル期

に計画されたゴルフ場が、バブル崩壊後にオープンすることも少なくなく、上

記の表５－３の推移となって出てきている。   
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図表 5－3 ゴルフ練習場とゴルフ場の利用者数の推移 

 年度 

練習場利用

者数(千人)     

ゴルフ場利用

者数(千人)     

   前年比 比率   前年比 比率 

1984 76137 3356 4.6% 66919 3494 5.5% 

1985 81153 5016 6.6% 68159 1240 1.9% 

1986 91244 10091 12.4% 72292 4133 6.1% 

1987 103892 12647 13.9% 77630 5338 7.4% 

1988 1 85 5.9% 

12.1% 778 9.5% 

5230 

1993 142110 -11060 -7.2% 99364 -29

120287 16395 5.8% 821 4555 

1989 134841 14556 89963 7

1990 145508 10667 7.9% 95193 5.8% 

1991 153298 7790 5.4% 98809 3616 3.8% 

1992 153170 -128 -0.1% 102325 3516 3.6% 

61 -2.9% 

1994 132260 -9850 -6.9% 97833 -1531 -1.5% 

1995 127455 -4805 -3.6% 97512 -321 -0.3% 

1996 126202 -1253 -1.0% 99651 2139 2.2% 

1997 125078 -1124 -0.9% 100529 878 0.9% 

1998 120111 -4965 -4.0% 96032 -4497 -4.5% 

1999 114948 -5162 -4.3% 93228 -2804 -2.9% 

2000 110152 -4796 -4.2% 90000 -3228 -3.5% 

2001 106010 -4142 -3.8% 90175 175 0.2% 

    出所：株式会社ゴルフ経営研究所資料。 
  
第二に、練習場は異業種への転換によって減少の要因である。練習場の開発

には、ゴルフ場のような時間のかかる特別な許認可が必要しない。また建設期

間も 6 ヶ月から 1 年弱とゴルフ場よりも短いため、経済状況に応じて施設数の

増減が起こって来た。ゴルフ練習場は、周辺 5 キロから 10 キロの半径を中心市

場としているために、ある程度の人口密度がある立地条件を満たしている。そ

の

移が見られる。過去にボー

ために練習場の跡地利用は意外と他業種に及ぶ。たとえば、大阪市内のシラ

ヤマスポーツセンターは、日曜大工とスーパーの複合施設となり、なんばゴル

フセンターは、住宅展示場に転用された。転用の可能性が少ないゴルフ場と比

べて、練習場はマーケットニーズにより施設数の推
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リング場で起きた現象に似ている。 
 

5.3.3 ゴルフ練習場とゴルフ場のマーケットの関係 
 前節の 研究所は集計、

発表した統計によると、2001 年度全国のゴルフ練習場利用者数は、1,060 万人

で、 減 し、率 ％の落ち込みとなった。10 連続の減少

となったこ 利用者数でも よう ルフ練習場の ット い

環境に こと いな のゴ 練習場 実態 面して ル

フ練習 ゴル 二つ ケッ 一体の ある を一度 認

する必 ある る。 は、 ゴルフ 利用 の減少 ル

フ場の利用者数との深い関係を分析する必要がある。 
 図表 5－4 の延利用者数の相関と図表 5－5 の一施設当たり利用者数の推移を

示している。 
 

図表 5－4 延利用者数の相関 

図表 5－3 を参照して、分析をおこなおう。ゴルフ経営

前年比 414 万人 少 で 3.8 年

の わかる に、ゴ マーケ は厳し

ある は間違 い。こ ルフ 市場の に直 、ゴ

場と フ場の のマー トは もので こと 再確

要が と考え ここで まず 練習場 者数 はゴ

  

        出所：『ゴルフマネジメント』2002 年 3 月号 
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     図表 5－5 一施設当たり利用者数の推移 

  

     出所： 同図表５－４。 
 
 図表 5－4、図表 5－5 からわかるように、ゴルフ場とゴルフ練習場のマーケ

ティングが一体となって動いている。まず図表 5－4 が示すように、ゴルフ練習

場の利用者数が 1991 年をピークに減少へと折り返し、ゴルフ場は翌 1992 年が

ピークで減少傾向を強めた。両者の深い関係が明らかである。 
また、図表 5－5 の一施設当たりの利用者数の動きからは、別の連動性が読み

取れる。一施設当たりの入場者数が早く減少したのはゴルフ場の方である。こ

こには、価格設定や予約を含めたプレーへの阻害要因が強く働いたと考えられ

る。その是正が前述したようなセルフプレーの増加や低料金化などの流れであ

る。 
もう一つ図表 5－5 から読み取れるのは、マーケティングが拡大するスピード

と縮小するスピードの相違である。需要拡大のスピードは比較的に緩やか

常に危険な要

小するペースが大きな角度で落ちているのはゴルフ練習

少に比べて、ゴルフ場の利用者数の落ち込みが急なためであ

。この動きが起きたのは、前にも触れたように、ゴルフのマイナス成長が起

であ

るのに対して、縮小するスピードは非常に速い。この動きには非

素が含まれている。縮

場の利用者数の減

る
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こっていないからである。ゴルフ練習場は施設数を減らすことで需給調整をし

いるが、ゴルフ場コース数を減らすというマーケティング機能がまだ働いて

ない。そのために、一施設当たり入場者数が急激に減少する結果になったの

 
5.4 マーケットからみるゴルフ産業の行方 

いままで、ゴルフ産業の落ち込みは景気の循環と関連付けて説明されること

が多かった。景気は循環するので、辛抱する木に花が咲くと考えると、ここは

我慢するしかないという主張である。しかし、世界秩序の変化や世界分業化の

進展などによって、日本経済は従来のシステムでは景気回復しないことがよう

やく認識された今、政治も経済も大きな転換期を迎えようとしている。ゴルフ

業界も変えなければならない。それは需要をつくることである。ゴルフしたい

人を掘り起こし、潜在市場を顕在化させ、需要規模を維持する。このようなマ

ーケティングはゴルフ業界に一番欠けていたのではないかと考える。その方法

としては、以下の 2 点を提言したい。 
第一に、経営意識の転換が必要である。日本ゴルフ業界に携わる関係者から

「ゴルフ好きだから、ゴルフを仕事として選んだ」という発言が良く聞く。こ

のような動機は仕事に情熱をもたらすプラス面はもちろんあるはず反面、自ら

の趣味をビジネスに転嫁し、消費者の志向を軽視するといった危険性も持って

る。それが日本のゴルフ業界で、マーケティングが定着しない原因となって

織の中核にある多くの関係者にも、同様

傾向が見られる。このような関係者の価値観や志向が、消費者の感覚と一致

要視する経営

意

がある。しかし、このような需要環境を変えるには、組織の転換を行わ

な

7
加えた 16 の組織が「日本ゴルフサミット会議」を結成し、ゴルフの普及と活動

て

い

である。 

い

いるという指摘がある。現在ゴルフ組

な

している場合は問題にはならなかった。しかし、ゴルフ市場を構成する中心層

が大きく変わった現在、ギャップが当然生まれたのである。このギャップを解

消するのが、マーケティングの役割であろう。経営者は、自分の道楽をビジネ

スの対象とすることの違いを十分に認識し、マーケティングを重

識の転換が大事である。 
第二に、組織の転換が必要である。現在ゴルフ市場の低迷は、ゴルフ人口の

減少と稼働率の低下による部分が大きい。それは既存ゴルファーの「ゴルフへ

の飽き」や「ゴルフ離れ」と一般生活者の「ゴルフ無関心化」が原因であると

の見解

ければいけない。それは需要環境の変化に対応できない既存組織の体質と能

力に問題がみられているからである。 
現在日本ゴルフ業界では一つの財団法人と 8 つの社団法人が認可され、活動

を展開している、このような多くの公益法人を抱えるスポーツは、他にはあま

りみられない。この他にも多くの任意のゴルフ団体が存在し、その中の つを
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を展開している。このような縦割り行政的な組織形式の弊害が近年指摘される

ようになった。まず、日本のゴルフ界では、活動の中核となる公的ゴルフ組織

は各々異なる監督官庁の管轄のもとにある。しかもその担当区割りはゴルフ活

っている。

動と直接な関係がなく、単に行政の都合によるものである。そのため行政主導

による縦割り展開の弊害が、需要構造の変化への迅速な対応を防げる障碍とな

 
ゴルファーとその需要が存在する市場はひとつである。ところが、供給側は

数の団体が個々に活動に取り組む

と

最も経済影響されやすい産業であるゆ

え

 

 

 

領域のことなる行政組織の監督のもとに、複

いった、複雑で矛盾する対応を取り続けてきた。 
経済高度成長を背景に、多量な新規ゴルファーの参入が可能な過去のゴルフ

市場では、このような組織的矛盾もさして問題にならなかった。ところが、ゴ

ルフを取り巻く環境が一変した現在、活性化への対応を防げる大きな障壁とな

ってきたのである。いくら多くの組織が結集し、共同のスローガンを掲げ行動

を起こしたとしても、現在のような共同体的な活動を続ける限り、その実現は

困難である。 
 
上述を総合してみると、ゴルフ産業は

、今日の日本経済のなかで、ゴルフ産業の発展が厳しい状況にあることがは

っきりしている。そこで、新しい起業に際する立地選択原則として、潜在市場

のある場所を選択すべく、中国に着目したのである。そして、新市場としての

中国ゴルフ市場について、次章で詳述する。 
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第 6 章 新市場としての中国における第二創業の根拠 

 

た。それ以来、あらゆる価格が地球規模で一つになろうとしている。同じ仕事

でも、日本人の給料は中国人の給料の数倍あるいは数十倍となると、負けるこ

とが目に見え

 1989 年のベルリンの壁崩壊は、ボーダレスの経済の開始のシンボルでもあっ

る。それは、給料も地球規模で一つの流れとして考えなければな

日本人は危機感だけを感じる必要もない。というのも、地球規模で価格が一つ

になっていく過程で、様々なビジネスチャンスも地球規模で生まれるからであ

る。チャンスをつかめるかどうかが鍵となる。 
 筆者はゴルフ練習場経営に関わる仕事に従事しながら、日本ゴルフ産業界も、

グローバル化の時代に対応出来る経営システムを模索しなければ再生できない

と痛感している。そこで、日本ゴルフ産業の再生策を、日本国内だけを考える

ではなく、地球規模で考えるべきである。そして、本研究を通じて、日本ゴル

フ産業再生のための国際的な第二創業の方法論を模索したい。 
 本章は産業論の角度から、産業分析を通じて、第二創業の立地選択を中国に

した理由を明らかにすると同時に、第三次産業に属しているスポーツ産業、と

りわけゴルフ産業が中国において、発展する背景や条件、可能性を検討して行

く。そして、ゴルフ産業化を背景に、第二創業としての「Image Golf School」
の展開の可能性を考察していく。 

6.1 中国における改革開放の推移と現状 
6.1.１ 計画経済から市場経済への軌跡 

中国は建国後半世紀の歴史において、本格的な経済発展を成し遂げたのは、

980 年代半ばからの十数年間であるといえる。この時期において、政府は長年

たり実行してきた計画経済対する見直しを行い、経済体制における市場経済

の移行が経済成長の一番の原動力であると考えられる。そして、このような

場経済体制への移行は、ゴルフ産業形成の条件を創出し、さらに発展する可

性をもたらしたと考える。 
ここでは、まず中国の「計画経済体制」を説明しておこう。 
中国の近代史を振り返ると、100 年近くの内外戦争のため、近代的な民族工業

ほとんど発展させることできなかった。1949 年中華人民共和国は建国後、長

内外戦争が終焉し、平和時代を迎えると同時に、自力で工業化を開始しよう

した。そこで旧ソ連 1930 年代の工業化のための社会主義的計画経済システム

らないからである。 
競争相手も、近くの同業者ではなく、世界のどこからでも現れる。とはいえ、

 

 

1
わ

へ

市

能

は

い

と
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をモデルとして、社会・経済政策を取り始めたのである。そして、旧ソ連を模

し、最初の経済発展 5 ヵ年計画が制定された。21 それには重工業化体制の構

築、生産 込まれていた。

の時期は「一五期間」と呼ばれている。 

監督官庁から企業へ、中央から地方へという二つの系統

  

「大躍進」とは、根拠のない高

になり、政治的

業生産性の大幅向上が実現した。更に、人

口の 8 割近くの農民はこの請負制によって、初めて収入を得る機会が与えられ

なった。 
で、中国政府は国民の生活を如何に早

倣

手段の社会主義化、計画経済体制の定着など内容が盛り

こ

中国の「計画経済体制」では、政府はすべての重要生産単位を国有化した。

1952 年に中央政府は全国的に計画・執行する最高行政機関として国家計画委員

会を創設し、一連の計画化措置を通じて政府統治制の企業の生産・流通過程は

もとより、資金の調達や労働力の配分・賃金にまで及ぶものであった。計画の

実施は具体的には産業

を通じて、計画指標を細分化し、下達していくというシステムで行われていた。 

しかし 1958 年から、毛沢東をはじめとする共産党は「大躍進」、「文化大革命」

などの政治運動を起こし、いわゆる「動乱期」が始まった。まず、「大躍進」期

間において、経済運営は極端に混乱させられた。

い目標を設定することによって、アメリカやイギリスにキャッチアップする「躍

進」を狙うことである。無論、この政策は国を躍進させるどころか、膨大な浪

費をもたらす結果になった。また、「文化大革命」時代において、人は「経済」

という言葉を口にするだけで罪になるほど、「政治運動」優先の時代に突入した

ため、1953 年から 1957 年までの間に始まった工業化も台無し

な試行錯誤が繰り返されていた。国民経済は 20 年間発展せず、産業政策も言う

までもなくなかった。1979 年から「鄧小平時代」に入り、毛沢東時代の「経済

発展より政治運営優先」路線が終焉し、中国政府は改革・開放の政策を採用し

た。そして、1980 年代半ばには、人民公社は解体され、生産請負制22が導入さ

れた。この生産請負制によって、農

た。これはまた消費市場が拡大する契機と

 第 6 次 5 ヵ年計画の 1981～85 年の間

く豊かにすることを課題にした。そのために、経済発展の重点を国民生活と密

接に関係する軽工業に置き、加工業に対する生産奨励政策を打ち出した。結果

的には、全国的にカラーテレビ、冷蔵庫、洗濯機など家電製品の加工業に対す

る過剰投資と生産能力の遊休化が生じた。これは、地方政府が生産規模の拡大

                                                  
21 5 ヵ年計画を制

定し、各産業の 5 ヵ年の達成目標を設定する。 一般に「一五期間」、「二五期間」…と呼ば

れる。

所得となる。  

中国において、全国人民体表大会は 1953 年から 5 年ごとに経済発展の

 
22 農民が村の所有する土地を借りて、一年間の収穫による収入の中から一定の金額を村に

納める契約を、村との間で取り決める制度が当時の生産請負制である。残る収入は農民の
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を追及した結果であると考えられる。この時期には、まだ市場メカニズムが重

要視されていなかったからである。 
1988 年国会計画委員会の中に産業政策司（司は日本の省庁なかの局に相当す

る）が設立された。翌年の 1989 年、政府は 5 ヵ年計画と別に、国家計画委員会

が「国務院の当面の産業政策に関する要点の決定」を公布した。ここでは「産

業

競

中国の改革・開放政策の実行は 1979 年から始まって、段階的に導入されたの

である。その理由と過程、さらにゴルフ産業を含むレジャー産業への影響につ

とめておこう。 

政策」という言葉が初めて使われた。23 この「産業政策」は日本の「産業政

策」とその理論についての研究を背景に、特に小宮隆太郎や正村公宏などの理

論が参考にされて、打ち出されたものと言われている。その意味としては、「産

業（部門）の資源分配、あるいは産業（部門）内の産業組織に、政府が介入す

ることによって、その国の国民的な目標を達成しようとする政策である」。24 産

業政策の直接の目標は、産業の発展を促進し、産業構造の高度化と産業の国際

争力の向上を進めることである。産業政策の手段は、政府の介入と市場メカ

ニズムを結合するという原則により、産業間・産業内の資源分配に介入するこ

とによって政策目標を実現することである。そして「国務院の当面の産業政策

に関する要点の決定」の中で、加工業の生産能力が過剰であることと、エネル

ギー、素材、輸送などの基礎産業の生産能力が不足している問題が指摘され、

供給過剰の業種を制限し、供給能力が不足する業種に支援するという産業構造

調整の政策が決定された。ここまで、また経済の発展は政府当局の計画によっ

て作用される比重が大きかった。 
そして、中国経済発展における一里塚的な存在は「社会主義市場経済体制」

へ転換するという 1992 年の政府の政策決定である。中国は長期間計画経済にお

いて試行錯誤を繰り返した末、市場メカニズムの存在を認めて、市場経済へ移

行することにようやく辿り着いたのである。これによって、経済における飛躍

的な発展が開始したのである。 
 
6.1.2 開放政策の推移  
 中国の開放政策による大規模な外資導入は中国経済発展の大きな機動力とな

り、そして、産業構造の高度化をもたらす大きな要因となった。なかでも、直

接投資による外国企業の中国進出は第三次産業の拡大をもたらし、またスポー

ツ産業やレジャー産業の発展には最も影響を与えたと考える。 

いて、本章で検討する。その前に、中国における対外開放政策導入の経過をま

                                                  
23 丸山伸郎著『中国主要産業の現状と展望』日本貿易振興会、1999 年、4 ページ。 
24 丸川知雄編『移行期中国の産業政策』アジア経済研究所、2000 年、70～72 ページ。 
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1979 年 7 月に公布された「合弁企業法」によって、禁止されていた外国の資

金、技術、管理システムなどの導入が解禁された。政府は対外開放の国内への

衝撃を緩和するために、開放地域を段階的に限定する政策をとった。この政策

に

経済特区の展開が外資の導入や外国企業の

進

 

 

よって、中国東沿岸部における発展経済圏の形成をもたらした。 
 最初に対外開放したのは東南部沿岸の広東・福建両省である。中央政府は両

省に「特殊政策・弾力的措置」をとる権限を与え、1980 年に広東省のシンセン・

珠海・汕頭、福建省の厦門を経済特区に決定した。特別経済技術開発区の企業

は、所得税や土地・インフラ（水、電力など）の使用及び原材料の輸入、出入

国などの面で優遇される。更に、1984 年には、大連、天津、上海、広州など 14
の沿海都市を沿海開放都市とすると共に、これらの都市に経済技術開発区を設

置し、経済特区と同様な優遇措置を与えた。1985 年 1 月には、上海市を中心と

する長江デルタ、珠海市を中心とする珠海デルタ、厦門を中心とするミンナン

デルタを沿岸経済開放区に指定し、対外開放の範囲をこれらの地区の農村部ま

で拡大した。1988 年 4 月に大連市を含む遼東半島と青島市を含む山東半島を経

済開放区に加えると同時に、海南島を広東省から独立させ、海南省として全島

を経済特区とした。その分布状況を整理し、作成した地図は図表 6‐1 である。

90 年代に入って、開放政策は従来の沿海地域から辺境地域と揚子江流域へと更

に拡大した。 
 そして、経済特区の優遇政策は大規模の外資が中国へ流入する最も大きな要

因の一つとなった。それと同時に、

出を大きな影響を与えたため、経済特区の分布状況は中国経済発展を理解す

るには非常に重要なキーポイントになっている。 
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図表 6‐１：中国対外開放経済特区分布図表  

タ 

珠海デル

ミンナンデル

シンセン 

タ 

 
   出所：筆者作成。 

 
6.1.3 外資導入の展開 

放政策のもとで中国が、最も経済の発展に影響を与えたのは外資の導入 
である。対外借款や、直接投資といった外資を経済発展のために積極的に活用

してきたからこそ、先進諸国は半世紀から百年掛かって実現したことを中国で

は、ここ二十数年の間で成し遂げてきたという奇跡的な発展ができたと考えら

れる。ここで、この中国経済にとって極めて重要な存在である外資の導入の推

移と特徴をまとめておこう。 
 まず、外資導入の段階をみると、中国の開放政策の流れと外資進出の動向か

らみると、経済発展とともに、五段階の展開を経過していると考えられる。中

の外資導入の形態には対外借款、直接投資、コマーシャル・クレジットなど

ある。また、対外借款は外国政府借款、国際金融機関借款、債券発行などを

む。直接投資は合弁会社、合作企業（協力会社）、独資企業（100%外資企業）、

開

国

が

含
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協力プロジェクト、支店・駐在員事務所などの方式を含む。コマーシャル・ク

レジットは委託加工貿易・補償貿易などを含む。そして、その 5 段階は以下の

ようなものとなっている。 
第一期 1979~84 年の開放政策の始動期である。借款を中心とする外資導入を

行った。直接投資は協力・合弁が主であった。 
第二期は 1985~91 年の開放政策の拡大期である。経済開発区の設定などはこ

の時期である。さらに、1986 年に外資奨励政策が公布されるなど、開放政策の

拡大とともに、外資進出の増加もみられた。 
第三期は 1992~94 年開放を全国範囲への拡張期である。1992 年、鄧小平の経

済特区視察の際発表した南巡講話によって、開放政策の対象は内陸まで押し広

げられ、一段の拡大時期となった。その結果、外資の対中進出の第一次ブーム

が出現した。1993 年１年間全国で契約された直接投資件数は 83,437 件であり、

開放政策をとって以来 12 年間の累計件数の倍に近い数字となっている。またこ

の時期を境に、外資導入のウェートは借款から直接投資に移った。 
第四期は 1995~99 年の引き締め期である。この時期における金融不安の発生

の要因などによって、各方面における産業政策の調整を行っていたた

導入が、特に直接投資の減少がみられた。 
第五期は 2000 年からの第二次投資ブームである。WTO 加盟交渉において、

政府はアメリカなど先進国に対して開放の拡大を約束したことがこの再びの外

資投資ブームを呼んだと考えられる。 
次章において、中国ゴルフの発展は以上の外資導入の各段階のつながりを見

ながら、詳しく分析を行なう。 
次に、外資投資の傾向についてみてみると、外資の流れは以下の二つの大き

、政府による借款から外資企業の設立による直接投

資への移行である。1990 年に対外借款と直接投資がそれぞれ 65.3 億ドルと 34.9
て、1998 のそれは 116.2 億ドルと 454.6 億ドルであっ

た

、外資系企業の生産・販売における現地化の進

め、外資

な傾向が見られる。第一は

億ドルであったのに対し

。25 導入された外資総額における直接投資の比率は 1990 年の 34％から 98
年 78％と大きく逆転したのである。直接投資の形態も合作（協力）から合弁へ、

更に合弁から 100%外資の独資へと流れつつある。その理由は二つ挙げられる。

一つには独資が認可される業種が増加したという中国外資政策の影響である。

もう一つは、外資企業の国内販売の解禁によって、外資も独資方式を求めるよ

うになったことである。そして

展につれて、外資系企業は技術・経営面で優位に立っているため、国内企業は

極めて苦しい立場に置かれている現状を呈している。第二は、外資の流入先の

                                                  
25 南亮進、牧野文夫編『中国経済入門』日本評論社、2001 年、158 ページ。   
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労働集約産業からハイテク産業など付加価値の高い産業へ移転する傾向である。

業種別直接投資を見ると、1990 年代初期、アパレルや紡績などの伝統的、労働

集約的産業と資源関連産業（非金属）に多くの外資企業が進出していたが、90
年代後半には電子、通信産業への直接投資による積極的な展開が見られるよう

に

ぞれ 36.3％と 58.8％である。26 

そ

①1997 年末現在、地域別の外資

導

 

っていくと考えられる。 
 

は以下の 4 点にまとめたい。 
 

対米貿易黒字国であること、第二に高付加価

値

                                                 

なった。1995 年外資企業がその産業全体に占める割合を企業数と付加価値か

らみると、電子と通信設備がもっとも高く、それ

の背後には、外資企業における中国市場に対して、コストダウン重視から中

国国内市場重視への戦略転換が隠されていると考えられる。 
 最後に、外資導入の特徴をまとめておこう。

入状況をみると、投資項目数、契約金額、及び実際に投下された金額のいず

れをとっても、圧倒的に東部地域に集中し、それぞれ 81.63％、86.82％、85.01％
と割合が大きかった。②産業部門別の状況を直接投資項目数からみれば、第二

次産業、第三次産業、第一次産業の順となっている。1997 年末現在は、第一次

産業 2.59％、第二次産業 75.9％、第三次産業は 21.45％となり、第二次産業へ

の直接投資の集中がみられる。27 
ここで、第二次産業、特に製造加工業への投資集中していたことがはっきり

している。第二次産業の成長は中国における都市化や国民所得の向上につなが

るため、さらに第三次産業の発展にもつなが

6.1.4 開放と外資導入の結果 
 開放政策のもとで、外資の導入の成果

第一に、第二次産業の発展が促進され、世界の工場になった。さらに、その

特徴としては、第一に世界最大の

製品へシフトしつつあること、第三に世界トップクラスの製造業が形成しつ

つあることなどがあげられる。図表 6‐2 が示すように、中国の対米貿易黒字は

80 年代から急速に増加し、2000 年に日本を凌駕し、世界最大の対米貿易黒字国

にまで成長した。その黒字額は 800 億米ドルを超えた。 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 南等前掲書、159 ページ。   
27 佐々木信彰編『中国経済の展望』、2000 年、31～32 ページ。   
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図表 6－2 対米貿易黒字の日中比較   

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 
出所：米国商務省資料。 

 
図表 6－3 中国から米国への輸出品目別シェア  

出所：WTO「国際貿易統計 2002」。 
 
 

さらに、図表 6‐3、図表 6‐4 が示すように、その輸出品目も付加価値の高

製品にシフトしている。WTO「国際貿易統計 2002 年」の資料によると、中

の米国への輸出品に占める電気・通信機器の割合は既に 4 分の 1 を超えてい

る（図表 6－3 参照）。また、日経新聞によると、2002 年末において、パソコン

ー、携帯電話が製造業に占めるシェアは、中国に

                
 
 25

％
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注：％は中国から米国への総輸出額に占める各品目の

0
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おいて既にそれぞれ 29.6％、54.1％、27.8％を占めており、日本の 2.3％、7.7％、

12.9％という割合を上回っていることが解る（図表 6－4 参照）。 
 
表 6－4 主要ハイテク製品の製造業における日中シェア比較のイメージ図 

 
第二に、産業高度化が促進したことである。外資は、沿岸部において労働集

約的な産業に進出し、加工貿易を発展させてきた。一方、沿岸部では、外資進

による労働機会と余剰人員が結び付くことで、経済が発展し、産業構造が変

化してき 成比では、第一次

ったのに対して、1999 年に 17.6％までに低

した。反対に、第三次産業の割合は 1980 年 21.4％から 32.9％まで上昇した

一次産業の縮小、特に三次産業の拡大は産業高度化を意味している。それと

時に、消費市場の拡大も意味

 
図表 6－5 中国の GDP 産業別構成比（2000 年）  

図

 
 
 
 
 
 
    
出所：日本経済新聞社資料。 

                   日本：7.7％               日本：12.9％  

日本：2.3％ 

出

た。図表 6‐5 が示すように、中国の GDP 産業別構

産業の割合は 1980 年に 30.1％であ

下

第
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第三に、経済発展における大きな地域差が表面化してきたことである、図表 6

－6 をみて読み取れるように、東部沿岸地域では、経済実力のある６つ「メガリ

ジョン」が形成されている。   

京・天津回廊、山東半島、長江デルタ、福建省、珠江デルタといった地理的

ループを、経済的連帯性によって、「メガリージョン」と称している。これら

地域において、改革開放以来、経済規模の拡大は著しい。そして、これらの

域のダイナミズムは の経済発展の牽引力になっている。 

  図表 6－6 中国発展する６つのメガリージョン 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

出所： 前研一『チャイナ・インパクト』2002 年。 
 
 

ー

 大前氏が『チャイナ・インパクト』になかで、中国の東沿岸部を東北三省、

北

グ

の

地 中国全体

 
 

 
 
 
 
 
 
 

大
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第四は、地域別産業構造の格差と二重構造の形成である。 

 

ある。また、省別の産業構造において、

合が依然と

て 70％前後となっている。 
歴史的・地理的条件に

規定されながらも、改革・開放後の積極的な外資導入によって大きく加速され

てきたと考えられる。 
 二重構造は無論問題視するのは一般的である。しかし、他方では、このよう

な二重構造こそが、農業社会である内陸部からの資源や安価の労働力の提供に

よって、東沿海部のさらなる工業化、サービス化という産業の高度化の基礎で

あり、中国の経済平均水準を向上させる必要条件にもなっている。 
そして、東沿海部におけるゴルフ産業を含むレジャー産業の形成の必要条件に

なる。 
 
6.1.5 沿海部のダイナミズムとその影響 
「メガリージョン」のような経済的な地域の形成はゴルフ産業の形成と発展

に直接的に影響を与えるため、ここで少し詳しく分析しておこう。 
 前節でも触れたように、中国経済を先導するのは中国の沿海部である。沿海

部では、中国政府の対外開放政策の一環として、1980 年代シンセンなどの５つ

の経済特区をはじめ、上海、広州など 14 の沿海開放都市を裁定された。そして、

1985 年 2 月に長江デルタ、珠江デルタなど沿海開放地帯として指定され、 資

導入、技術導入などの対外経済活動の自主権が与えられるとともに、投資する

企業、外国人、華僑などに対する優遇措置が認められた。そうした政策のもと

で、 対中直接投資額は大幅に増

するようになり、2001 年には 400 億ドルを超える勢いとなった。中国の工業

産高の 25％は外資企業に占めた。特に珠江デルタ、長江デルタでは、外資が

中し、産業集積が高まり、激しい地域間競争まで生まれてきた。 
開放の展開が最も速い珠江デルタは、中国華南、広東省の珠江流域を中心に、

別行政区の香港、マカオや経済特別区のシンセン市、珠海市をはじめ、恵州

産業構造を国内総生産額（GDP）比率でみれば、第二次産業がすでに 50％を

占める工業国で有りながら、就業比率でみると、第二次産業は 20％強に過ぎ 
ず、依然として第一次農業国の水準で

人口の六割を占める内陸農業地域と四割の東部沿海工業地域という経済地域の

二重構造が産業構造に投影されたものと思われる。東部沿岸工業地域の代表と

しての上海では第三次産業の就業者割合が既に 50％近くになり、反対第一次産

業がわずかしか残っていない。これに対して、西部地域ではまだ 30％以上の就

業人口が第一次産業にある。さらに、GDP に占める第一次産業の割

し

上述のような中国の産業構造にみられる二重構造は、

外

海外からの投資がスタートし、外資企業による

加

生

集

 

特
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市、東莞市、広州市などの工業都市が連がるエリアをさす。中でも、開放する

でに小さい漁村であったシンセンは最大の工業都市として、珠江デルタの中

心 積している。こ

エリアである。この地域は、国内最大の消費市

場

が進出するなど急成長している。この地域の経済をリ

を強化する必要がある。また、沿海部と内陸部でそれぞれの特性に応

た多層的な産業構造を形成して行かなければならない。特に、第三次産業に

導入することで、振興を図り、沿海

部

という理

な消費圏」

ま

的存在となって、電子電機関係、繊維関係の工場が数多く集

の地域は香港には隣接していることから、生産した製品を香港経由で世界各地

に輸出するルートが確立されており、世界の生産拠点として、「世界の工場」と

までいわれている。さらに、香港に隣接しているという独特の地理的位置から、

昼間に香港で仕事し、夜にシンセンで住むような香港人が増えつつ、香港人の

生活区にもなった現象が起きた。これはシンセンを中心とする珠江デルタにお

いてゴルフ産業の萌芽と発展にも決定的な要因となった。そのような現状を踏

まえて次の章において、詳しく検討していく。 
 長江デルタは、中国華南、江蘇省南京から上海まで長江沿いに広がる地域と、

その南部にあたる浙江省までの

であることから、国内市場へのアクセスに便利な立地条件を有している。1990
年代に入り、同地域への外資による直接投資は急増し、最近では珠江デルタを

抜く勢いでハイテク企業

ードするのは上海市である。上海市東部の浦東新区は中国最大の経済開発区と

してさまざまな優遇政策が与えられ、外国企業による投資が拡大している。こ

の地域のゴルフ場の建設も珠江デルタに続いて、急速に展開している。ここか

らも、ゴルフ産業と経済発展の密接な関係をみることができよう。 
 さらに、今後中国において、更なる産業高度化を進めるためには、外資との

協力関係

じ

おいては、外資の優れた技術・ノウハウを

の産業高度化をしていく必要がある。また反対に、内陸部において、沿海部

へ労働力の流動によって、第三次産業就業人口比重の低減につながる

由から、沿海部のリードで工業化を進む必要がある。ここには、ゴルフ産業と

いう日本のノウハウがまさに必要とされるものであろう。 
 
6.2 市場としての中国の可能性の研究 
6.2.1 変貌した中国のポイント 
中国経済発展の３つのキーワードはグローバル化、民営化と都市化はあるよ

うに、改革開放の政策のもとで、外資導入によって、中国経済のグローバル化

と都市化が進み、世界の工場だと言われるまで発展してきた。そして、近年さ

らに、世界の市場と見込まれ、さらに世界各国の企業マーケティング戦略の最

大なターゲットとなりつつある。このような「世界の工場」と「巨大

であることは、中国経済成長を支える２つの原動力と考えられる。ここでは、
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まず変貌した中国国内に見られるポイントを以下の三点にまとめておく。 
第一に、民営化による企業間競争時代の到来である。図表6－8が示すように、

GDP に占める国有企業割合は、改革初期の 1980 年には全体の 87％であったの

に対して、2001 年には 37％までに縮小した。この割合は市場化経済の進展につ

れ更に縮小すると考えられる。そして、2010 年に 15％までに縮小すると予測さ

れている。 
 
図表 6－8 GDP の企業形態別構成比 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

すように、

 

 
 
第二に、第一次産業縮小による都市化の加速である。図表6－9が示

注： 元＝ 円で換算している。

  年の数字は予測値である。

出所： モルガン証券資料。

 
 

1 15  

JP  
 2010  

都市人口は改革以来、右上がりの勢いが続き、2001 年には既に 5 億人に達して

いる。そして、先進国の歴史をみればわかるように、この都市化の加速は必ず

消費主要を喚起し、消費スタイルの近代化をもたらすことになる。 
 
       図表 6－9 全人口に対する都市人口の割合 
 
 
 
 
 
 

 
  
         

出所： JP モルガン証券資料。  

1979 年   ―――――→    2001 年 
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第三に、グローバル化による世界最大級の直接投資受入国に成長したことで

あ

  図表 6－10 海外からの直接投資受入額の推移 

人消費市場の形成 
中国マクロ経済指標を参照しながら、中国における

巨

る。図表 6－10 を参照すると、中国は 90 年代、特に 90 年代の後半から、外

資直接投資の受入額の増加は著しいことが明らかである。2002 年の直接投資受

入額は 6 兆円を超え、ついに米国（約 5.2 兆円）を抜き、世界最大の直接投資

受入国になった。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    出所：JP モルガン証券 （2002 年は同社推計値である） 
 
6.2.2 購買力向上による巨大な個

ここでは、図表 6－11 の 

大市場形成する要素の分析を行う。 
 
図表 6－11 中国マクロ経済指標の主要国比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：JETRO 資料。 
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（１）世界一の人

、すなわち個人消費市場の規模を測る場合、まず 12 億７,600
万

大することになる。 
また、中国の年齢別人口構成を見ると、現在、０～14 歳が 23％（日本 15％）、

7 となっており、日本と

べて 0～14 歳が 8 ポイント高く、65 歳以上 10 ポイント低い、若さみなぎる

成となっている。労働と消費の中心層となっていくこうした若年層の厚さは、

人消費市場がさらに拡大する可能性をみせている。 
２）所得水準の向上 
所得面を見ると、地域に大きな格差がある。しかし、最も経済発展の著しい

海市では年間所得が約 15 万円に達するほか、都市部平均で年間 6,000 元（約

万円）を超えている。しかし、農村部の年間所得は都市部のおよそ 3 分の 1
水準にある。さらに、勤務先や職種ごとにも大きな所得格差が存在し、外資

ている。こういっ

外資系企業の従業員の人数も外資系企業の増加によって増え続けているため、

の改善にも顕著に現れており、近年の

久消費財普及率（100 世帯当たりの保有台数）をみると、カラーテレビ、洗濯

機、冷蔵庫は都市部の各家庭にほぼ普及している。また 2000 年には、IT 製品

普及率数においてパソコン、携帯電話の急増が著しく、その後も市場の拡大

続いている。また、非常に高価格の自家用車の販売台数も急速に向上し始め

。 

表 6－12 都市部人口主要消費財の普及率 

 

口規模 
 中国の需要の力

人にも達する人口の多さが注目される。これは日本の 10 倍、アメリカの 5 倍

に相当する。沿海部都市の人口だけでも EU を凌ぐ 5 億人になっている。さら

に、少子高齢化の影響で日本人の人口が 2010 年をピークに減少に転じるのに対

して、中国は 2040 年まで増加し続け（出生率を一定として推計）、個人消費市

場への参加人数も拡

 

15～64 歳が 0％（同 68％）、65 歳以上７％（同 17％）

比

構

個

（

 

上

9
の

系企業従業員のでは、平均所得の 3～5 倍の給与水準に上昇し

た

高所得層・高消費層が形成されつつある。 
（３）生活と消費スタイルの変化 
 所得水準の向上は、各家庭の生活水準

耐

の

が

た

 
図

 
 
 
 
 
出所：中国統計年鑑。 
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、従来のいわゆる三種の神器の普及率は都市部では既図表 6－12 が示す通り

に高水準を示し、日本の水準に近付いている。また図表 6－13 を参照してみる

と、2001 年の販売台数は日本の半分近くになった。 
 
図表 6－13 中国の新車販売台数の推移 

 
 

激 

により、経営技術や経営ノウハウを含むハイレベルの外資の進出が促進

れ、経済活動はますます活発化していくであろう。図表 6－14 は、主な WTO

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：JP モルガン証券資料。 
 
（４）WTO 加盟の消費市場への刺

 着実に生活水準を向上させてきた中国の経済力を、さらに飛躍的にアップさ

せることとなる出来事のひとつとして、2001 年 12 月 WTO（世界貿易機関）へ

の加盟があげられる。これにより、中国は自由貿易体制に移行し、諸外国から

の輸入品の関税率引下げや、金融・情報・通信といったサービス分野にも外資

の参入が可能となる。また、より重要なポイントとなる知的所有権制度を設け

ること

さ

合意内容抜粋を示している。 
 
 
 
 
 
 

 102



 
 
図表 6－14 主な WTO 合意内容抜粋 
主な分野 合意内容ポイント 

関税率引下げ 工業業品は、現行の 16.6％から、2010 年に平均 8.9％へ引下げ 

コンピュータや半導体など、指定の IT 品目は 2005 年に０％に 

までに平均 15.0％へ引下げ 

自動車の関税は、現行の 70％から段階的に引下げ、5 年後 25％、部品は 10％

へ引下げ 

農産物は現行の 22.7％から、2010 年

輸入制限 自動車輸入数量（輸入割当枠）など 2005 年までに廃止 

国際ルール化 自由貿易体制を促し、加盟国間での貿易ルールが統一されるため、中国の貿易

政策が透明化へ 

法整備の強化、外国企業は投資しやくする 

金融 外資系銀行でも地域により人民元の取引が可能になる。段階的に地域を拡大す

る 

流通・小売 加盟 3 年以内に地域や店舗数制限を撤廃 

外資系企業が中国国内で製造した商品の流通が可能 

通信 加盟後 2 年以内に地理的制限を撤廃 

出所：新聞、雑誌などをもとに作成。 

 このようなことから、市場としての中国には非常にポテンシャル性があり、

力が感じられている。そこに、企業の第二創業としての可能性も充分あると

きな格差が生じた。この格差は内陸部から沿岸

への安い労働力の大量流動をもたらし、沿岸部の経済の一つ支えにもなって

る。この経済スタイルは中国の国際競争力の源泉になり、中国を世界の工場

成長させたともいえる。 
第三に、産業構造の高度化に伴って、中国人は消費スタイルもが様化し、購

力も大きく向上した。したがって、中国には巨大な市場が形成されている。

 

魅

考えられる。 
 
 以上中国における改革開放政策と市場の変遷軌跡について分析を通じて、次

の 3 点が明らかになった。 
 第一に、70 年代の末からの改革・開放政策、特に外資導入の奨励政策によっ

て、中国経済は飛躍的な発展が実現できた。そして、外資の進出によって、中

国における産業構造の高度化も大きく進んできた。 
 第二に、開放政策の東南沿岸部への傾斜によって、中国では、経済発展にお

ける東南沿岸部と西内陸部の大

部

い

に

 

買
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さらに貨幣の人民元の購買平価力や市場の潜在的なスケールなどを考えれば、

国人、少なくとも都市部住民、特に開放地区の大都市の消費水準は既に先進

並になっているとも評価出来る。 
両側面から、中国が世界の新市場として

ことは 同時に、中国を第二創業の拠点して考えられる。  
在 て多くの

企業が工業製品 考えると、

工業化による所 ると考え

られる。 
この中国市場に何を売るかは中国で何を作るかよりも単純ではない。しかし、

は我国 、物を売るので

の

なろう。スポーツサービスコンサルティング事業はまさにシステム・ソフトの

輸出である。 
こで、第二

ィング事業を内容とする第二創業が、中国では成功出来るどうかを次章から検

。 
 

中

国

 以上の 3 点は、国際競争力と購買力

成り立つ 明らかであると

しかし、現 まで中国は世界の工場として、ユニクロをはじめとし

の安価な生産基地として利用している。中国の将来を

得水準の急激な上昇は、中国国内市場の重要性を高め

基本的に の先進性を中国に売ることになろう。この場合

はなく、一つ ノウハウ的なシステム、すなわち、ソフトを売ることが大切に

そ 創業の成功要因の理論に基づき、スポーツサービスコンサルテ

討していく
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第7章 中国におけるゴルフ産業化からみる第二創業の現実性 

 
 前章では新市場としての中国に着目し、経済のグローバル化に直面する日本

ン

おけるスポーツ政策の変遷 
 

産業政策の変遷及びゴルフ産業の形成への影響を分析し、中国

に

.1.1 中国におけるスポーツの位置付けの推移 
一国政府によるスポーツの位置付けは、その国のスポーツ産業の発展には決

的な影響力をもつと考えられる。社会主義国の中国において特にそうである。

国ではスポーツ産業化の行方を明らかにするために、まず中国におけるスポ

ツの位置付けの変化を検討しよう。 
計画経済体制の時に、中国政府は「国家体委」というスポーツを統括する国

最高行政機関を設立し、そこから各競技スポーツ団体、体育大学や研究所な

の各直属部門、また地方体育運動委員会へと、スポーツ活動方針を行政指令

いう形で伝達する。そして、その計画に見合ったスポーツ経費は国の予算と

て組み立て、中央政府と地方政府から配分されることとなっていた。したが

て、改革・開放政策が取られる前までの中国では、このような「計画経済体

」をベースにしたすべてのスポーツ活動は国の財政予算内で賄われるもので

った。28 また、スポーツは国の福祉事業として位置付けされていた。当然、

場を通してスポーツにかかわる経済活動は市場の不在のため、成立すること

不可能であった。 
前章で述べたように、中国では改革・開放政策が進められるにつれ、特に外

                                               

企業は、生き残ることを図る手段となる第二創業の拠点として、中国を選択す

る実行性を分析した。この章において、さらにスポーツサービスコンサルティ

グ事業の中国での可能性を、中国におけるゴルフ産業化とそれによるサービ

スコンサルティング事業に対する必需性の側面から検討していく。 
  
7.1 中国に

中国において、従来の社会主義制度を代表する「計画経済体制」では、スポ

ーツ興行などを含むスポーツ産業活動は形成されなかったというよりも、その

必要がなかったのである。前章で述べたような市場経済への移行があったため、

スポーツがビジネスの一種とみなされ、スポーツ産業化が展開されてきた。本

章では、中国の

おけるゴルフ産業化の背景、要因及び潜在的市場性の存在の有無を明らかに

し、さらにゴルフ国際論の中国適用の可能性を検討したい。 
 
7
 

定

中

ー

 

の

ど

と

し

っ

制

あ

市

が

 

   
 陸小聡、平成 12 年度日本体育大学博士論文『中国におけるスポーツ産業政策の成立過程

に関する研究』、42 ページ。 
28
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資導入によって、産業高度化も推し進められてきた。その大きな成果は第一次

業規模の縮小と第二次産業の拡大。そして、更なる産業高度化を目指すため

に、第三 うに、

984 年国家標準局が公布した「国民経済分類とコード」では、スポーツは初め

産

次産業の振興が自然に政策の重点となった。図表 7－1 が示すよ

1
て第三次産業の「科学・教育と住民資質の向上サービス部門」に分類され、第

三次産業の構成要素として位置付けられたのある。 
 
図表 7－1 中国の第三次産業の分類（1984 年） 
部門 構成 
①流通部門 交通、運輸、郵便、通信、商業、倉庫など。 
②生産・生活サービス 金融、保険、不

部門 
動産、住民サービス、道路補修など。 

③科学・教育と住民資

質の向上サービス部門 
教育、文化、放送、科学研究、医療、スポーツ、社会

福祉など。 
④社会・公共サービス

部門 
国家機関、政党機関、社会団体、軍隊、警察など。 

出所： 筆者が資料より作成。 
 
 このような産業分類は中国政府が産業発展に対する新しい考え方の証である。

めにサービスを提供するとい

予備軍を確保するために、旧ソ連をモデルに、スポーツ

の才能の優れた学生を吸収し、早期専門化を目的とする青少年体育学校も設立

さ

その中で、非生産分野は、生産や生活の向上のた

う視点から、第三次産業と定義されたのである。したがって、この分類基準の

公布はこうした非生産分野における産業化、つまり経営活動の展開を可能にし

たのである。 
 
7.1.2 中国におけるスポーツ体制の変遷とスポーツ社会化政策への転換  
 中国において、競技スポーツの強化策と「挙国体制」が改革・開放前まで取

られてきた。冷戦時代では、スポーツの国際競争は冷戦構造に拘束されたまま、

スポーツ競技会で勝利は国民意識を高めると同時に自国制度の優越性を世界に

アピール出来るという考え方のもとで、中国のスポーツ政策は競技スポーツの

「挙国体制」が形成された。それはスポーツ行政が統制した競技力向上システ

ムのことである。スポーツ行政管理のトップ機関の「中央体育運動委員会」（1954
年に「国家体委」に、1998 年「国家体育総局」に改称した）は設立され、国家

体委の一貫した管轄下、国際スポーツ競技会に備え、常にナショナルチームが

常設された。さらに、

れていた。 
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 しかし、このようなスポーツ体制は広く社会の協力を得るには至っていなか

った。というのも、国家体委はそれ自身が統制による競技スポーツの「挙国体

制」に頼り、競技スポーツ活動を独占する結果になった。したがって、社会と

連携して効果的に競技スポーツを推進することは制度的に抑制され、「挙国体

制」がうまく機能できなかったのであった。 
 1986 年中央政府は「スポーツ体制の改革に関する決定」を公布し、その冒頭

に、「スポーツ体制の改革は、国の改革・開放方針に従い、スポーツの社会化、

学化を推進するものである」と、改革の基本方針を明確にした。具体的に、

動のための改革措置を講ずる

内容が盛り込まれた。また、この「決定」においてより重要なのは、それまで

政 れなかった スポン

サ ー

 このような政策の転換は、一般国民のスポーツへの参加意欲が高めることに

な

ップ行為が可能になったことが、非常に大きな意味がある。そして、80 年代後

半

とは、その裏付けであろう。さらに、このような背景に、1984 年に中国でゴル

場が建設されたのである。 

おいて、中国ゴルフの発展、現状を分析し、その問題所在を明

かにしたい。 

科

スポーツ政策上の規制緩和、企業や学校の競技活

策上許可さ 企業（外資を含む）などからスポーツ活動への

ーシップの承認やスポ ツ発展基金くじの発行の許可が決定された。 

ったと同時に、民営のスポーツ施設の開設や企業宣伝のためのスポンサーシ

から、民営のトレーニングセンターやフィットネスクラブの開設が相次ぐこ

フが登場し、初めてのゴルフ

 
7.2 中国ゴルフの発展歴史 
 中国のゴルフは中国伝統的スポーツと違って、まさに市場経済の発展につれ

て、発展してきたと言える。そして、スポーツとしてのゴルフ及び産業として

のゴルフはいずれも密接に経済発展とともに、中国では確実に萌芽、成長して

いる。この章に

ら

 
7.2.1 中国ゴルフにおける段階的な発展 
 中国のゴルフは、ゆっくり進む創設段階と強烈なゴルフブームによる急速な

発展段階がみられている。1984 年 8 月中国最初の開放地区である広東省中山市

にオープンした中山温泉ゴルフクラブが第 1 号となる。ちなみに、翌年の 1985

年に開場した第２、第３のゴルフ場も同じく広東省の珠海ゴルフクラブ及びシ

ンセンゴルフクラブである。 中国のゴルフ産業創設期においては、やはり南

方の広東省から始まり徐々に全国に広がっていった。まさに、前章で述べたよ

うな経済特区の広がり状況と合わせるようなものであった。そこは、南方にお

いて取られた開放政策が大きな意味を持っていることと、ゴルフ産業は経済発

展の影響を大きく受けていることが証明されているであろう。 
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   創設期のゴルフ場は、その全てに於いて合弁、合作形式をとり海外資本に頼

時進行していると捉えることが

可され

ムとなった。2001 年

まで、中国でオープンしたゴルフ場数はその前の十年間の 14 倍近く 137 にま

発展と高収入層人口の形成である。前章でも述べたように、

978 年以降、中国は鄧小平の改革・開放政策以来、経済特別区を設置し、外資

てきて、その結果 GDP は開放を始め

っていた。その後、中国国内の大資本による独資企業も見られるようになった。

2001 年末まで、中国に於いて、北は黒龍江省から、南は海南省まで全国に 137
のゴルフ場があり、そこでのプレーヤーの数は年々増加し、15 万人前後といわ

れている。29また堅調な増加傾向がみられている。 
 このような動きは経済発展の各段階とほぼ同

できよう。それは以下のような、1984～94 年のスタート段階、1994～2001 年

の第一次ブーム段階、2002 年以後の第二次ブーム段階という３段階の発展があ

った。そして、現在まさに第三次ブームの拡大が予想されている。以下では、

この段階的な発展の形成要因を分析してみよう。 
 1984 年の中山温泉ゴルフクラブの開設から 1994 年まで、上述のように、中

国は改革開放し始めて、経済特区の設置によって、経済発展が次第に加速した。

その中で、スポーツ政策の転換、特に企業のスポーツ事業への参入が許

たことを背景に、ヨーロッパで生まれたゴルフは中国でも登場したのである。

ただ、1994 年まで、そのスタート段階はゆっくりなものであった。10 のゴルフ

場は中央の直轄した大都市の北京、上海、天津と最も早く開放する経済特区に

設定された珠海デルタの珠海市という 4つの都市及びその周辺に集中していた。

プレーする人も 99％外国人から外資系企業の従業員であった。30  
 1994 年からゴルフ場の建設は中国において一つのブー

末

でのぼった。 
 
7.2.2 ゴルフブーム発生の要因 
中国では、90 年代の半ばから、ゴルフ場建設のラッシュが始まり、一大ブー

ムとなった要因を分析すると、以下の 3 点にまとめることが出来る。 
第一に、経済の

1
を導入し、輸出主導型の経済成長を推進し

た 1978 年から 97 年までの間に実質 5.9 倍に拡大した。その間の日本、アメリ

カの経済規模拡大の度合いを比較すると、それぞれ 1.8 倍、1.5 倍である。ゴル

フ人口も 20 万人までになっている。31 
また、図表 7－2 が示すように、GDP 地域別からみると、所得の平均数値は

                                                  
29 中国ゴルフ協会資料より。 
30 2003 年 3 月 12 日北京、中国ゴルフ協会でのヒアリングにて、同協会事業局

長崔志強氏の話によるもの。 
31 友行啓子著『図説中国経済入門』、1998 年、16 ページ。 
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791 元であるのに対して、最も低い地域である貴州省は 298 元と

い地域の上海市は 3,721 元であり、その格差が一目瞭然である。広東省、北京

市、上海市などの地域にゴルフをエンジョイすることが出来る高収入層が形成

されたのである。 
 
図表 7－2

低く、最も高

  一人当たり GDP の地域比較と日中比較

中 国（99 年） 貴州省 全体 広東省 北京市 上海市 
1 人当たり GDP 298 791 1,418 2,392 3,721 

日 本（年） 1956 1963 1968 1971 1973 
1 人当たり GDP 290 728 1,457 2,198 3,814 

（注 1）単位：ドル。当該年の為替レートで算出 
 

作
（注 2）「中国統計摘要」2000 年版、経済企画庁「アジア経済 2000」などにより
成 
 
とりわけ、中国では、国内の賃金水準は依然として割安だが、外資企業は別

格である。図表 7－3 が示すように、外資企業の月収は平均月収の 1.6 倍である。 
 
図表 7－3 賃金水準のアジア主要諸国比較 

  日本 中国 中国外資企業 韓国 タイ インド 
月平均賃金額 371,437 円 588.67 元 980.58 元 1,284,477 ｳｫ 5,998 ﾊﾞｰ

円換算額 
日本＝100 

371,437 円 
100.0 

9,303 円

2.5 
15,497 円 

4.2 
ﾝ 

123,310 円

18,894 円 
5.1 

3,650 円

1.0 
33.2 

ﾂ 1,189 ﾙﾋﾟｰ

 
注 1）主として 98 年における製造業労働者の賃金。ただし、中国の外資企業

（

 

 
第二に、中国ゴルフにプロ制度の導入はゴルフブームのきっかけとなった。

会の正式項目に認定されたことの影響を受け、

1 国 家 育委員会は正式にゴルフにプロ制度の導入を決定した。そし

2001 年末に、中国のプロゴルファーは 73 なった。内訳では、男子 42

（
賃金は全産業ベース 
 
注 2）労働省「海外労働白書」1999 年版、「中国統計年鑑」 1999 年版により

作成 

 また、香港からゴルファーは中国ゴルフの成長にも独特な役割を果たして

いる。香港人はゴルフ愛好家が 8 万人と多いのに対して、狭い香港の中でゴル

フ場が少ない上、消費水準が非常に高いため、彼らにとっては、大陸のゴルフ

場が非常に魅力的であろう。人民日報オンライン版 2002 年 8 月 27 日の報道に

よると、広東省 50 余のゴルフ場には、毎週末香港人が殺到し、そこに費やす費

用は毎月１億 1,300 米ドル以上である。

1990 年ゴルフは北京アジア大

992 年中 国 体

て、 名に
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名

た 2 年後の 1995 年から、中国ゴルフ協会は VOLVO 中国オ

プンを主催し、世界各国のプロを招くことによって、さらに中国人のゴルフ

に 積極的にワールドカッ

オ 、アジ ー、カナダツアー、日本ツアーなどの大

トに してきた の中の 張連偉 、200 の

プロテ を通り 度の日本のツアーに参加するまでになっ

中 於けるゴ は、年々速度を増して発展してきている。 
気が盛り上がり、中国では

三に、中国国際ゴルフ博覧会の開催にある。1998 年から、中国国際ゴルフ

博

2002 年この博覧会の影響力を更に大きくするために、場所を北京に移し、その

規 スポーツ用品市場の形成とスポ

ーツ・スポンサーシップの出現を意味している。 
国 ラ 親

ンド ャ 青少年ゴルフ体験キャンペーン、

製品 ンな イベン 開催さ うい こと っ

て、博覧会は一つの祭りとなって、ゴルファーや関係者のみならず、一般市民

国ゴルフの現状と問題所在 
7.

で

、女子 31 名と、女子プロの成長が目立つ。既に中国にもゴルフ協会が設立さ

れ、国際試合も開催されている。その中でもアジアでは、日本に続き 1995 年

11 月にシンセンのミッションヒルゴルフクラブにおいてワールドカップが開催

された。同じく、プロゴルフ協会も早くから設立された。 
プロ制度を導入し

ー

対する認知度が向上された。以来、中国のプロ選手は

プ、ヨーロッパ ープン アツア

きなトーナメン 参加 。そ 一人の プロは 1 年度

日本における スト 、今年

ている。この様に 国に ルフ

 同時に、雑誌やテレビの宣伝によって、ゴルフ人

一大ブームとして注目された。 
第

覧会がシンセンで開催して以来、毎年世界各国のゴルフ関連メーカーの大き

な関心を寄せている。それ以上に、ゴルフの影響の国内での拡大をもたらした。

模もさらに拡大した。これは、中国において

 博覧会が開催する期間中に、全 ゴルフク ブ経営者懇 日、新聞記者日、

有名ブラ ゴルフクラブ試用キ ンペーン、

ゴルフ関連 バーゲ どの トも れる。こ った によ

の興味も寄せられて、ゴルフが一般市民のなかでの認知度を高める役割も果た

している。 
 
7.3 中

3.1 中国ゴルフ場の特徴 
①中国のゴルフ場はレジャー施設の色彩が強い。これは中国政府のゴルフ場

開発における規制に関係している。中国では、ゴルフ場を建設する場合、所有

者はゴルフコースを建設すると同時に、一般住宅建築の開発と販売も同時に義

務付けられている。そのため、中国ではほとんどのゴルフ場の中に、宿泊施設、

娯楽施設はもちろん、近くに一般住宅マンションも開発されている。ゴルフ場

あると同時に、リゾートでもあるゴルフクラブが多い。 
その例を挙げてみると、広東省順徳市にある均安碧桂園ゴルフクラブは 18 ホ

ールのコースで、別荘をもつと同時に、非常に本格的な広東料理が大勢の人を
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魅了している。その料理は第 19 ホールとゴルファーたちに言われているほどで

ある。 
また広東省恵陽市にある棕櫚島ゴルフリゾートのホテルや別荘は部屋にそれ

ぞれ露天風呂があって、ゴルファーたちはプレーの後で、熱帯風景を楽しめる。 
② 立地や設計にこだわるゴルフ場が多い。広東省シンセン市にある中国最も 

大

 

ようとする。勝つためのス

なっているにも関わらず、課税においては中央政府により、ナイ

クラブや娯楽産業などのスポーツとはかけ離れた業種と同じグループに分類

設税と総売上げの 20％の営業税が高い率で

前者の３％の課税が廃止されることになっ

た

                                                 

きいゴルフ場のミッションヒルズゴルフクラブは、今 5 つの 18 ホールコース

を有している。それぞれのコースは、世界 5 大陸の代表的なプロゴルファーに

設計されたことで、大変こだわりが持たされている。 
雲南省昆明市の春城湖畔ゴルフリゾートは一年中ベスト状態の気候を有する

地方に立地している。夏の最高気温が 25℃以下、冬の最低気温が 8℃以上で、

雨量も適当であるため、球場は一年通して、ベスト状態に保っている。ここの

ゴルフ場はゴルファーに「天然のゴルフ楽園」と言われている。 
 

7.3.2 中国ゴルフの問題所在 
中国ゴルフ発展の問題を以下の４点にまとめることが出来る。 
第一に、政府の重視の欠如である。「近代スポーツ」の特徴の一つは、スポー

ツ競技を通じての政治利用の価値である。「競技スポーツの勝利はそのプレーヤ

ーの勝利に留まらず、社会的に拡大し、彼が関係する他者や社会、集団の威光

に結び付く」ことがいわれている。したがって、スポーツ競技の勝利を導くた

め、政府はスポーツ活動を支援する方向づけを与え

ポーツ体制を存続させるための財源の確保は国の経済問題となり、スポーツ政

策の課題となる。したがって、スポーツの立場からみれば、国の支援はそのス

ポーツの振興にとって必要不可欠の要素の一つとなったのである。特に、中国

では、産業政策の傾斜はその産業の盛哀興廃を左右するぐらい重要な意味もっ

ている。ところが、2001 年 4 月まで、中国におけるゴルフクラブは、主管部門

が体育総局に

ト

され、総売上げの３％の文化事業建

課税されている。2001 年 4 月から、

ものの、20％の課税はやはり他の国にも見られないような高額税率である。32 

課税方法としては、ゴルフ場の利益が出てから税金を差し引かれるのではなく、

頭から営業税として売上げの中から差し引かれる。実質多くのゴルフ場では、

この税策を執行されてからは、経営も困難になっている。このような高い課税

は、まだ幼児時代にある中国ゴルフ産業の成長には多大な影響を与えていると

 
32 人民日報オンライン日本語版 2001 年 4 月 9 日。 

 111



思われる。これからの中国の税制見直しを期待したいところである。 
第二に、ゴルフ消費は非常に高価なものとなっている。図表 7－4 は中国の 16

の有名ゴルフ場を例としてまとめた表である。ほとんどのゴルフクラブにおい

て

ら

850 元となっ

て

触れたよう

に、週末にプレーする大勢の香港人がこの相場を高騰させたと考えられる。反

的に安いものである。その理由としては、上海

ビアさがあ

る

                                                 

、会員はプレーフィーが必要ないが、ゴルフ会員権は非常に高く、普通 15 万

元（約 225 万円）から 50 万元（750 万円）の間で、日本のレベルに負けないぐ

い高価なものである。また、会員権を持っていない一般プレーヤーのその都

度のプレーフィーはかなり高くなっている。表からわかるように、会員と同伴

すれば、平日の平均水準は 500 元で、土日の平均水準は 700 元となっている。

一般プレーヤーであれば、その平均水準は平日の 650 元、土日の

いる。 
地域的にみれば、広東省は最もプレーフィーが高い地域で、最たるものとし

て長安ゴルフカントリクラブ平日 450 米ドル、日本円にすれば、54,000 円にも

のぼる高い消費となる料金体形となっている。その理由は、前にも

対に上海のゴルフクラブは比較

のゴルフ場の数が多いことと、地元のゴルファーが値段に対するシ

と考えられる。33 いずれにしても、このような消費水準は普通の人々にとっ

ては大変高いものに違いない。これはまた市場の拡大を制限するものとなると

いえよう。 
高い値段設定の原因は以下の 2 点が指摘出来る。一つは上述の高い課税が挙

げられる。いまひとつはコースに対する投資が高いことが挙げられる。中国で

は、ゴルフコース造りの技術や設備などほとんど輸入しなければならないため、

最初の投資が高く、回収するために、高い水準の価格設定もやむを得ない。 
第三に、専門管理人材と管理人材を育成する機関の不足である。中国ではゴ

ルフ事業の発足が遅いため、ゴルフの専門知識とゴルフ場の経営管理の専門知

識をもつ人材が非常に不足している。2001 年シンセン大学は全国唯一のゴルフ

運動管理学科を設けた。この学科の 22 名卒業生が各ゴルフ場に争奪されるほど

人気だったことはその裏付けであろう。 
 
 
 
 
 
 

 
33 １元＝15 円のレートで計算している。 
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図表 7－4 中国ゴルフ場消費水準表 

出所：『中国ゴルフ』誌資料を元に作成。 
 

大連ゴルフクラブ（遼寧省大連市） 18 580/880 780/1,080 120 カート200

西安国際ゴルフクラブ（陜西省西安市） 18 400/600 600/800 120 カート200

北京北辰ゴルフクラブ（北京市）

富春山居リゾートゴルフクラブ（浙江省杭州市） 18 1,050 1,550

大上海国際国際ゴルフクラブリゾート（上海市） 18 670/970 820/1,120 120

上海国際ゴルフクラブ（上海市） 18 225/490 305/805 110

南京昭富国際ゴルフクラブ（貴州省貴陽市） 18 240/400 300/500 130

クラブ コース
会員同伴プ
レーフィー

（平日/土日）

会員同伴プ
レーフィー

（平日/土日）

キャディー
その他

長安ゴルフカントリクラブ（広東省東莞市） 27 $450／$1,000 ――― $100 カート　$200

東莞峰景ゴルフクラブ（広東省東莞市） 18×2
400/800 500/1,000 220 カート200

三水温泉ゴルフクラブ（広東省三水市） 18
320/560 400/700 120 カート120

550 770 120 設備使用料790

林市） 18
0

海峡オリンピックゴルフクラブ（福健省長楽市） 18
600 0

天津楊柳青ゴルフクラブ（天津市） 18
480/680 600/800 100 設備使用料330

重慶国際ゴル

フィー

海南亜南亜龍湾ゴルフクラブ（海南省三亜市） 18
元

桂林楽満地ゴルフクラブ（広西省桂 400 880/98 110 カート250

420/560 /80 70

元

フクラブ（重慶市） 18
600 1,000 100

北京国際ゴルフクラブ（北京市） 18 450/770 650/1,100 150

18 700/1,200 ―――

注：長安ゴルフカントリクラブ以外に、すべて人民元である。

第四に、ゴルフ練習場が少ないことと管理面の遅れはゴルフ人口の増加に影

響している。日本では、ゴルフ場の数が 2400 に対して、練習場の数は 4700 で

あり、ほぼ倍である。練習場を中心にアマチュアゴルファーが育っている。反

対に、中国において、ゴルフ練習場が少ない上、練習場の利用料も大変高いた

め

中国ゴルフ産業化の可能性が充分あると考える。本章では、理論的根拠と今

後経済成長の余力という二つの側面から分析をおこなう。 
 
7.4.1 ゴルフ産業化の理論根拠 
（１） スポーツサービス産業の発展の理論 
 この章の冒頭でも触れたように、産業の自然的な発展方向は第一次産業から

次産 とそのウェートが大きくなっていく。第三次産業に属しているス

、ゴルファー育成のための機能が働いていないのが実情である。 
ここに、ゴルフ練習場産業が世界一と言える日本として、中国との協力の価

値があると考える。 
 

7.4 中国ゴルフ産業化の進展の可能性 

第三 業へ
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ポーツ産業も社会の進歩とともに、発展していく。その中で、スポーツサービ

ス産業の 持つと考えられる。以下で具体的

分析する。 
 まず、スポーツサービス産業の定義についてみてみよう。スポーツサービス

産業とは、「スポーツ消費者（見る消費者を含む）がスポーツ行動を起こす際に

必要となる、物的生産物（スポーツ用品）以外のサービスを提供することによ

り、収益を得ることを業とする産業」34を指す。 
 またスポーツサービス産業を構造論のアプローチと組織論のアプローチから

より具体的にみていく（図表 7－5 と図表 7－6 を参照）。 
組織的なアプローチからみると、スポーツサービス産業の中のスポーツ施設

の経営内容が、多彩な領域に区分されていることがわかる。さらに構造図をみ

ると、さまざまな要素が関連していることがわかる。そこで、スポーツサービ

ス産業において、サービスのハード化からソフト化への転換が見られている。 
つまりスポーツ産業のなかで、スポーツサービス産業の重要性が増してきたの

である。その理由を以下の通りとなる。スポーツ産業のさらなる発展のために、

スポーツ人口を増やさなければならない。しかし、少子化、余暇生活の多様化

などの原因によって、従来の単にスポーツ施設を増やすだけでは、逆効果とな

りうる。そこで、従来のハード先行政策より、スポーツ振興政策として、サー

ビスの内容や質の向上つまりスポーツサービス産業の発展に期待を寄せるよう

になっ

 そして、図 7－6 が示すように、産業組織的アプローチからみると、スポーツ

サ

と同時に、

消

ビスではなく、スポーツライフスタイルの提案などの総

合サービスも生まれる。 

 

発展はゴルフ産業化に大きな影響を

た。 

ービス産業はスポーツ産業化の一部分として、サービス産業化全体の発展を

基礎として、スポーツ産業化の進展に伴なって展開していくと考える。 
またスポーツサービス産業内部において、サービスコンサルティングの役割

が非常に重要となっている。というのも、スポーツ産業化の進展につれて、ス

ポーツサービスに対する消費者のニーズの多様化が生じてくる。それ

費者サービス品質の向上に対しても要求してくる。さらに、そのサービス内

容も単なる個々のサー

 

                                                  
34 原田宗彦編著、『スポーツ産業論入門』、杏林書院、1995 年。  
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図表 7－5 スポーツ産業の構造的アプローチ  

        

　　　　　スポーツ施設運営

スポーツ

管理）

設運営（経

・スポーツ施設運

営（経営）

（運営）

（コンサルティン

・スポーツ

・スポーツ
施設運営

・スポーツ情報

・スポーツ施設運

・スポーツイベント

サービス

スポーツサービス提供者

　　　　　スポーツイベント

　　　スポーツ行動　消費者
　スポーツ 　

・スポーツ施
設運営（施設

・スポーツ施

営）

営（コンサルティン
グ）

・スポーツ施設運

情報ネット
ワーク

ネットワーク

営（経営）

エリア プログラム
サービス

クラブ
サービス

情報
サービス

・スポーツイベント

・スポーツイベント

（経営） （運営）

・スポーツジャー
ナリズム

  
    出所：原田宗彦編著『スポーツ産業論入門』。 
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図 7－6 スポーツ産業の組織論的アプローチ 
 
 

 

出所：同図表 7－5。  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
          スポーツ用品製造業 

 
 
       スポーツ施設建設業 

 
 
スポーツ用品小売業 

 
 

 

 
 
 

スポーツ用品卸業 

 
スポーツサービス産業 

スポーツジャーナリズム事業　（テレビ・ラジオ・新聞・書籍・雑誌等）

スポーツイベント事業　　　オリンピック・ワールドカップ・その他の大規模のイベント

市民参加運動会・その他の市民参加スポーツイベント）
スポーツエージェント事業　（イベントマネジメント・プレーヤーマネジメント）

スポーツ情報ネットワーク事業
　　（スポーツライフスタイル提案事業）

フィットネスクラブ
スポーツクラブ ゴルフ場
ゴルフ場 各種リゾート施設
リゾートのスポーツ施設 各種スポーツクラブ
ホテルなどのフィットネス部門 スポーツスクール

その他のスポーツ施設
　　　　コンサルティング

運営（経営） トラベル
運営（人材派遣） スポーツライフスタイル提案
スクール（経営・人材派遣） カード

ファイナンス
情報提供
会員権売買

スポーツ施設運営事業

 
スポーツサービス産業 

      スポーツ用品流通業
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 そして、図 7－7 が示すように、スポーツサービス産業を発展させるために、

スポーツ政策から起業まで、すべての関わり要素の総合的作用が必要となる。 

   図 7－7 スポーツサービス産業振興の総合要因 
 

 
 所： 原田、前掲書。 
 

                   スポーツサービス産業 
 資金源              のビジネスチャンス      

スポーツ振興 

出

前述のように、中国は今まさに政策的にも、実践的にも図のような傾向にあ

。そ ス産業の発展の必然性が見える。一方、

表7－7から、企画やコンサルティングが核心となっていることを読みとれる。

こで、第 5 章冒頭にも触れたように、アドバンス開発のコンサルティングノ

ハウと筆者 ゴルフスクール経営面でのノウハウといった要素がまさに第二

業の強みに

２） スポー ・スポンサーシップの理論  
スポーツ・ス イベントに対する奉仕

あるいは寄付的な支援活動とは異なって、「投資や支援」を通して、「見返り

る こから、中国でもスポーツサービ

図

そ

ウ の

なるのであろう。 創

（ ツ

ポンサーシップは、単に企業のスポーツ 

的
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を得る」という「交換理論」で説明出来る。企業の得る便益は４つに分類出来

。 

ールし、認知度を向上させる絶好の機会となる。 
する特徴は「健康的」、

「健全」、「明るい」、「力強い」などポジティブなイメージを持っており、自社

商品やサービスのイメージ改善・向上効果に役立てる。 
第三は、販売流通経路の拡大と直接販売の実現。スポーツ用品メーカーはも

ちろん支援する選手に自社商品を使ってもらえる。一般企業でも、スポーツイ

ベントの参加者などが自社商品やサービスの使用者になる可能性を利用してコ

マ－シャルをすることが出来る。 
第四は、ホスピタリティ機会の確保である。スポンサーは、自社商品・サー

ビスの重要な消費者や関連企業をもてなすことによって、インフォーマルな形

で情報を収集するとともに密接な関係を構築・維持出来る。 
以上の便益は企業にとって非常に魅力的であり、特に経済の活発化につれて、

スポーツスポンサーの増加はみられる。中国はまさに経済高度発展の最中であ

り、売り出そうとしている企業は非常に多いため、スポーツスポンサーシップ、

特にゴルフのような新興スポーツへのスポンサーシップの展開はどんどん活発

化していくと考えられる。それによって、ゴルフ産業化は促進されるのであろ

う。 
 

7.4.2 中国今後の経済成長余力 
 中国は改革・開放政策のもとで、 済成長を遂げてきた。今後も中

国の経済成長が続き、そしてゴルフ産業の成長の促進要因になると考えられる。 
そ 8 が示すような予測

の根拠をまとめると以下の 点をなる。

フ業界に与える影響である。この影響はやはり他企

業と違いサービス業である限り違う角度から見なければならないかと思う。概

況

に解消さえすれば、少なくとも初期投資額を抑

と手頃な値段での顧客へのプレ

る

まず、認知度の向上である。企業名や商品・サービス名が知られていない企

業にとって、スポーツを通じて、多くの潜在的消費者にその名を気付かせ、ア

ピ

第二は、イメージの改善と向上である。スポーツの有

飛躍的な経

の予測は図表 7－8 が示す通りである。そして、図表 7－
3  

第一は、WTO 加盟がゴル

でも述べた通り、元々が国外からの資本及び資材に頼って来た所に、WTO 加盟

となれば、第一に中国にない資材の輸入が比較的容易に行なわれるのではない

かという期待感がある。ゴルフクラブをはじめボール又は、コース管理機械及

び設備、乗用カートまでその広がりは計りきれない。 又今では、これらの物も

少しずつではあるが中国国内に於いても生産されてきてはいる。これら諸々の

要素が WTO 加盟によりコスト的

えることが出来るはずである。それによりもっ
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ー料金提供も可能のはずである。事実、今の中国における料金体制は、アジア

に於いても高額に設定されている。そのでも中すでに、国内投資の企業による

国内資材を用いた、パブリック形式によるゴルフ場もできている。この様に中

国の WTO 加盟は、ゴルフ産業にとって少なくともいい面が多いのではないかと

思

ンセンサス予測） 

は、各種大型イベントとプロジェクトによる高成長への押し上げ効果で

われる。 

 

図表 7－8 中国経済の今後 10 年間の見通し（コ

  出所：Consensus Economics Inc., London（2002．10．7） 

  

第二

　　　尚、コンセンサス予想は市場の平均的な予想を指す。

「市場は中国政府の中長期目標が達成可能なものと見ている」と言える

実質GDP成長率 8.0 7.3 7.7 7.5 7.5 7.4 7.5 7.6 7.4
10.8 11.2 10.8

イ

注：　2002年以降んのデータは2002年10月現在の市場コンセンサス予想である。

掲げる目標は
→2010年のGDPを2000年の2倍

→年率7.1％

2000 2001

鉱工業生産伸び率 11.4 9.9 11.5 10.8 10.5 10.7

2008‐2012
年平均

実績値
20072004 2005 2006単位（％） 20032002

ンフレ率 0.4 0.7 -0.5 0.6 1.2 1.5 1.7 1.7 1.6

中国政府は中長期経済計画として

これを達成するために必要な年率GDP成長率は

ある。その大型イベントの代表はもちろん 2008 年の北京オリンピックが挙げら

トの成功は中国全体の経済レベルのアップを

スには約１兆 700 億円、競技など施

設

③南水北調：長江（南部）の水資源を黄河流域で利用 

れる。また西部大開発プロジェク

もたらすと予測されている。具体的に以下のような内容となっている。 
①2008 年北京オリンピック。開催にあたり、2008 年までの公共投資は約４

兆 2,000 億円相当だといわれている。中でも、交通・情報インフラの整備には

約 2 兆 7,000 億円、緑化・環境保全サービ

関連、その他には約 4,300 億円となる予定である。 
②第 10 次 5 ヵ年計画（2001～2005 年）による西部大開発。35 この西部の 3

                                                  
35 西部開発の 3 大プロジェクトの内容は以下のようなものである。 

①西気東送：タリム盆地～上海間他の天然ガス・パイプラインの建設 
②西電東送：内陸部に発電所を建設し、沿岸部に送電網を構築 
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大開発プロジェクトが中央政府によって制定された。2000 年から約 3 年間で既

に約 10 兆円を西部に再分配し、さらに 2010 年までに追加約７兆 5,000 億円を

環境整備対策として追加投入することを中央政府が宣言した。 
③他の大型プロジェクト。2020 年まで 8 本の幹線道路建設のプロジェクトに

は 2 兆 2500 億円の総投資額と、2005 年まで新幹線の敷設には 1 兆 5000 億円

の総投資額が予算されている。 
こういったイベントとプロジェクトの経済効果は、GDP 伸び率を毎年 0.3～

0.4 押し上げ、毎年 30 万人の雇用を創出し、観光産業収入約７兆 2,000 億円

になるという予測がある。36 

 
 

JP  
 

                                                 

％

第三は、株市場規模の拡大である。中国の経済成長に関する国家目標に沿っ

て、株式市場も今後拡大することが予想されている。2000 年 GDP の 134 兆 100
億円を 2010 年までにその 2 倍の 268 兆 2000 億円を目標していると中国経済当

局は 2001 年 3 月の第 10 次 5 カ年計画にて発表した。現在世界 3 位のドイツの

GDP 規模を超える。さらにその 10 年後、2000 年の 4 倍の 536 兆 4000 億円に

達する目標を 2002 年 11 月の第 16 回中国共産党にて発表した。この目標を達成

すると、現在世界 2 位の日本の GDP 規模に匹敵することになる。 
 

図表 7－9 中国の株式市場時価総額試算 

71
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150
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50

 2001 年    2005 年    2010 年    2020 年  

東証１部 
時価総額 
2001 年末値

 
出所： モルガン証券資料より作成。

 
 36 『JPMorgan Fleming』誌、中国国家統計局公表資料による試算。
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 経済成長に沿った株式市場規模の拡大を考える際には、各国の GDP に占める

株式市場時価総額の割合が参考になる。ちなみに 2001 年末現在中国のこの割合

は

証一部時価総額と同規模になると想定される。 
 

国株式市場を活性化させる要因となっている。 

長し、総消

費量の 67％までに急増した。 
中国においても、国民購買力の増加につれ、レジャーの需要の増加はみられ

ている。 
中国国内の法定休暇日は 1995 年から週休 2 日制が導入され、1999 年にはま

た旧正月、5 月 1 日、建国記念日前後に 1 週間の休日という三つの長期間休暇制

を実施し、有給休暇を加えると、年間 140 日近くの休暇時間がある。これは、

物理的にレジャー産業の発展の可能性をもたらした。そして、レジャー産業の

発展は国民の生活を充実させるニーズに相応しいだけではなく、雇用の拡大や、

産業構造のサービス化のニーズにも対応するものである。 
③ ゴルフ用品産業の発展 

 近年「MADE IN CHINA」のゴルフ用品は急速に増えている。これはゴルフ

の国内での発展よりも、外資企業の中国への進出や外国企業の委託生産の急増

によることが要因となっている。そして、こういった現象は反対に中国ゴルフ

産業化の進展

先進諸国経済成長の減速を背景に、欧米ゴルフ用品の有名メーカーは続々と

中国へ加工メーカーを探しに来た。アメリカのメーカーにおいては世界最大規

模のゴルフ用品生産基地として捉えている。そして今多くのメーカーは新しい

生産 を中

国に ultitech、
グ ーカーは次 ら次へ

約 54％である。そして、図 7－9 が示す通り、上記の経済成長目標を達成し

た上で、株式時価総額の対 GDP の割合が現状維持したと仮定すると、2020 年

には中国国内の株式市場は現在東

それと当時に、今進んでいる上海及びシンセン A 株市場の外国人投資家への

開放、香港を中心とした海外企業の中国本土株式市場への上場、民営化に伴な

う株式新規公開などがさらに中

②中国におけるレジャー産業による内需拡大狙いの動き 
 2002 年 2 月朱熔基首相は、これから国内需要の拡大を重要な位置に置かなけ

ればならないとの談話を受け、経済界では、今後台頭しつつあるスポーツ産業

を含むレジャー産業によって、内需の拡大を狙おうという動きが出てきたので

ある。 
 アメリカを例にすると、最近 100 年の間、生活必需品消費は社会総消費量の

割合が 60％も低下したのに対して、レジャー産業は反対に急速に成

を加速すると考えられる。 
 

拠点を中国に移している。例えば、Nike は今後の生産拠点の開拓重点

置くと宣言し、藤倉ゴム工業や、Advanced International M
リ プメーカーの かッ Lamkin Corp、Aldila などの大手メ
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とカリフォルニア州から出て、中国で工場を設立した。その規模は従来工場規

模よりも大き

 こういったメーカーの成長はスポンサーの増加を意味している。これらの企

は欧米企業のバックアップがあって、企業のイメージアップや認知度向上の

前 、スポーツ産業化

力の作用も考えて、今後スポーツ産業における更なる発展は必至であ

スポーツサービスが必要となっていく。 
 

において、スポーツサービス事業の展開には可能性と実行性が充分

に

 

くなっている。37 

業

ために、ゴルフ用品産業そのものの成長をもたらすと同時に、ゴルフ選手のス

ポンサーシップとして、スポーツとしてのゴルフの発展も支えていくであろう。 
 
 以上、本章では、中国におけるゴルフ産業化の可能性とスポーツサービスコ

ンサルティング事業の中国での展開の可能性を検討した。次の 3 点が明らかに

なっている。 
 第一に、中国におけるスポーツ政策の改革によって、スポーツが第三次産業

に分類され、スポーツにおける経営活動の展開が可能になった。それと同時に、

章でも触れたように中国の産業高度化が進展するにつれて

も急速に推し進められている。これは中国ではスポーツ産業が成長産業である

ことを意味する。 
 第二に、中国における今後経済発展の余力からみても、北京オリンピックの

押し上げ

ろう。そして、スポーツ経営学の観点からみて、スポーツサービス産業の重要

性が認識されていく。なかでも、スポーツ教育やスポーツライフスタイルの提

供などを代表とする高レベルの

第三に、第二創業による事業推進の理論から考えると、成長産業である中国

ゴルフ産業

ある。では、一体どのような展開がこれから中国スポーツ産業、特にスポー

ツサービス産業には相応しいか。日本のスポーツサービスシステムは中国にお

いてどのように適応をしながら成功させるか。といった問題意識を踏まえて、

次章は第二創業としての「Image Golf School」の中国における展開を詳述する。 
 
 

 
 
 
 

                                                  
 『PRO GOLF』誌、中国体育運動出版社、2002 年 11 月号（総第 9 号）、637

－7 ページ。 
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第 8 章 「Image Golf School」の中国展開による第二創業 

 
8.1 上海大都会ゴルフ練習場との業務提携 
 前節でも述べたように、中国ゴルフ産業化の進展にはゴルフスクールによる

上海大都会ゴルフ練習場は、上海のダウンタウンより車で 30 分の郊外にある

ド、ボディーマッサージ、レストラン、ジャズ＆カラオケバーなどの施

的なゴルフ教室としてスクールを開講しているのであるが、その実

ことを目標にしている。筆者はそれを「Image Golf School」と称する。ここ

、従来型と「Image Golf School」の相違を分析すると、図表 8－1 の通りと

る。 

 
 

ゴルファーの育成が必要である。そこで、このようなニーズに、アドバンス開

発と東香里ゴルフクラブのノウハウを活かして、上海での第二創業の発想が自

然にできたところで、上海大都会ゴルフ練習場から何らかの形で、提携したい

という話が持ち上げられた。 

練習場である。その規模は２階建てで６４打席である。上海で最初の本格的なゴルフ

教室を開講している。９ホールのショートコースとジム、サウナ、スイミングプール、テニ

スコート、ビリヤー

設がある。ボール単価は１球 1 元（約 15 円）。台湾資本の会社が練習場と周りの敷地

を購入して、施設内ショートコースを取り巻く別荘(コンドミディアム)の販売を手がけて

いる。社長の王亜明女史は、主に不動産販売に力を入れており、練習場はプロゴルフ

ァー朱彤彤に支配人兼インストラクターとして運営を任せている。 

 上海で最初の本格

態は、インストラクター個人の教え方に委ねられており、システム的な経営方式と教授

方法等は存在しないのが現状である。社長の王女史は、日本からのゴルフ練習場の

スクールの運営も含めた全体的な経営システムと教授システムの導入を考えており、

当社との業務提携の話となった。 

 
8.2  「Image Golf School」の特徴と中国への適用の可能性 
8.2.1 「Image Golf School」VS 従来のゴルフスクールの特徴 
 筆者は上海大都会ゴルフクラブとの提携を単なる提携よりも、第二創業の切

口にしようと考える。それゆえに、東香里ゴルフクラブのシステムをそのまま

「輸出」ではなく、アドバンス開発のコンサルティング力を土台として、トー

タルシステムパッケージを作り、中国の事情に合うゴルフスクールを作り上げ

る

で

な
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図表 8－1 Image Golf School と従来型ゴルフスクールの特徴比較 

業となる。「Image Golf School」と従来型ゴルフスクールとは根本的な相違が、

経営システム、

うと、図表 8

場において、ビギナーを中心としたゴルフ教室が始まったのである。

ルフ練習場側としても、施設の平日時の顧客獲得を目的としてのスクールや

Image Golf School 従来型ゴルフスクール

活用

②ﾃｨｰﾁﾝｸﾞﾃｷｽﾄ IG （付録１） 各人の経験

内　　　　　　容

経営ｼｽﾃﾑ

出所：筆者作成。 
 
この「Image Golf School」システムは中国でまだないのはもちろんのことで

はあるが、日本の従来型ゴルフ

ｺﾞﾙﾌｧｰ）の受入

スクールのシステムと異なるアプローチの第二

条の心得 職人集団

④ﾚｯｽﾝの中心 ｲﾒｰｼﾞ＆ｽｲﾝｸﾞの形成 ｽｲﾝｸﾞ矯正

練習ドリル 打球練習

⑩分析指標の方法 ｽｲﾝｸﾞﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ ――

⑪ｻｰﾋﾞｽｺﾝｾ ﾎﾟｰﾂﾗｲﾌｽﾀｲﾙの提案 ゴルフ技術の指導

の派遣

――⑫双方向交流ｼｽﾃﾑ

①経営理念 ﾊｯﾋﾟｰｺﾞﾙﾌｧｰの創出 打席の

Sﾏﾆｭｱﾙ

③ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ管理ｼｽﾃﾑ 18ヶ

⑤意識の焦点 ターゲット ボール

⑥到達点の引導 明確の目標 良いｽｲﾝｸﾞ

⑦癖の修正教学ｼｽﾃﾑ

⑧ｽｲﾝｸﾞのﾁｪｯｸ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰによる分析 コーチの目

⑨自己ｽｲﾝｸﾞの管理 CDアルバムによる管理 ビデオテープなど

ﾌﾟﾄ ｽ

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ＆経営ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

+

中国研修生（ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ＆

ｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑ

創

「意識の変革」とコンピュータなど IT技術の利用である。それを

教学システム、及びサービスシステムの３つの側面から分析を行

－1 のようになる。ここで、図表 8－1 を詳しく説明しよう。 
（１）経営システムの面において、経営理念、ティーチングマニュアル、イ

ンストラクター管理システムの 3 つの面から説明しよう。 
まず、図表 8－1 の①の経営理念について。従来日本のゴルフスクールは欧米

のそれと違うゴルフ練習場を中心に展開されてきた。すなわちゴルフ場が都心

から離れた山岳地域に位置していることが多く、交通アクセスがより便利なゴ

ルフ練習

ゴ
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レッスンの開催が大部分であったと思われる。それに対して「Image Golf 
chool」の経営理念は、「より多くのハッピーゴルファーを創造する」ことであ

。これは、ゴルフ本来の楽しみや奥深さを知ってもらうことにより、ゴルフ

ー自身がゴルフをより楽しめるためのサポートをすることである。一般のゴ

フスクールが、ゴルフスイングの矯正に終始することが多い現状で、ゴルフ

ァーを主役に考えることから始まることにより、大きな違いが生まれてくる。

この考えは、筆者がアメリカのトップティーチングプロとのインタビュー、通

訳や翻訳を通じて学んできた財産である（付録 2、ティーチングプロインタビュ

ー集参照）。 
次に、ティーチングマニュアルについて説明する（図表 8－1 の②に示してあ

る IGS マニュアルは付録１を参照）。1985 年の米国ゴルフ財団が日本のゴルフ

練習場でのスクール展開を開始するまで、ゴルフスクールやレッスンに関して

のティーチングマニュアルの存在は皆無であった。ゴルフに関する技術論につ

いては、往年のプロ達を中心に今までの経験に基づいたことを雑誌や書籍を通

じて発表されてきた程度であった。それもほとんどがゴーストライターによる

ものである。米国においては、米国プロゴルフ協会の会員でもある、ゲーリー・

ワイレン博士がゴルフ指導者向けに、「PGA Teaching &Coaching Manual」
をまとめ、広く指導者から高い評価を受けている。その中の「ボール飛球の法

則」は特に有名で、ボールの飛びを決定する要因として、１．打点の正確性、

２．クラブヘッドスピード、３．クラブヘッドの入射角度、４．インパクト時

のヘッドの向き、５．クラブヘッド軌道があるとうたっている。これにより、

いままで体の動きに焦点を当ててレッスンをしていた現状から、ボールの飛球

を見ることにより、クラブヘッドの動きの現象面を分析して結果を見出す、よ

り客観的で科学的なレッスンへの移行がなされた。筆者は、このマニュアルの

翻訳 像 験論」

を中心にレッスンしてきたものから、よりわかりやすく、論理的なティーチン

グマニュアルへと進化させてきたのが「IGS マニュアル」（「Image Golf School」
テ 1 IGS  

8 1

ないほどレベル

の

ルフプロフェッシ

ョ

S
る

ァ

ル

やビデオ映 化を手がけることにより、今まで指導者が、「各人の経

ィーチングマニュアル）である。（付録 、 マニュアル参照）。

最後に、図表 － の③のインストラクター管理システムについて。従来型の

日本ゴルフスクールでは、プロの持つ職人気質が、各人のレッスンスタイルに

よるところが往々にしてあった。ゴルファーも「お客様」ではなく師弟関係の

上でである「生徒」と位置する場合も多いのが現状である。他のスポーツサー

ビス業のスイミングスクールやテニススクール等では考えられ

低いサービスでしかない。その理由として１．ゴルフ練習場の経営サイドと

指導者との距離の隔たりがあった。２．プロゴルファーとゴ

ナル（指導者）との明確な職域分離がされていない。３．指導者の社会的地
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位が認知されていない。４．指導者自身の職業人的自覚が低い。５．指導者教

育のためのプログラムが確立されていない。６．指導者が職人気質で一匹狼的

な存在である。以上のような事が考えられる。Image Golf School は、指導者が

ゴルフ練習場の経営理念と合致することからスタートをする。そして各々のイ

ンストラクターが共通の目標身向かってレッスン＆スクール活動をするように、

下記の「インストラクター18 ヵ条心得」という管理マニュアルを設定し、それ

を管理の基準としている。 

Image Golf School インストラクター１８ヵ条心得 

と

1. サービス業に従事していることを、改めて認識する。 

インストラクター、ティーチングプロ してゴルファーに接してい

ることは、サービス業であり、師弟関係や教師と生徒の関係でない、

接客の根本からスタートする必要があると認識する。また常に感動

を与えるサービスを心掛ける

2. 出来るだけ多くの情報をゴルファーサイドから得る努力をする。 

ゴルファーの今までのゴルフの経験、これからの目標、スイングを

するときに心がけている事、思っている事等を知ることにより、ゴ

ルフ理論の一方通行や独りよがりのレッスンを避ける事が出来る。

そのためにインタビューの時間を充分にとる。  
3. レッスンの雰囲気を楽しく学

レッスン現場での安全を確保し、楽しさを演出する。継続性のある、

生涯スポーツとしてのゴルフを提案する。  
4. ゴルファーとインストラクターとの信頼関係を構築する。 

誠実に、一生懸命な指導を心がける。また自分自身のコミュニケー

ション能力を高めることにより、ゴルファーとの信頼関係をより深

いものとする。  
5. ゴルファー個人の能力を最大に引き出す。 

それぞれの長所を見付けて延ばす。与える注意点を毎回一つに限定

し、多くの矯正や指摘する事を避ける。 各個人に一番自然で反復

性の高いスイングを目指す。 
6. 各ゴルファーが、最終的に自分自 出来るようにアポ－とす

る。 

自分でわかるチェックポイントを示し、ゴルファー個人の「気付き」

を大切にする。また自分の学習段階を認識出来るようにする。  
7. 今までのセオリー、ゴルフ理論に固執しない。 

「左腕を延ばして、頭を出来る限りのこす。」のような今までのセオ

。 

びやすくし、継続しやすい環境を作る。 

 
身で学習
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リーからの弊害を取り除く。 ゴルフ理論、ティーチング手法に柔

軟性をもたせる。  
8. レッスンの目標を明確にする。 

各ゴルファーに目標を持たせ、実現可能な時期と具体的数値を決め

る。そのためのスケジュールと練習メニューを作製する。各レッス

ンの持つ目的も明確にする。  
9. ゴルフのホームドクターになれるように心掛ける。 

ゴルフスイングだけを矯正するスイングティーチャーに終わらず、

より幅の広いサポートが出来、ゴルファーの全ての悩みに答えられ

るゴルフ指導者を目指す。  
10. ゴルフゲームの５つの要素を、バランス良くサポートする。 

フルスイング、ショートゲーム、メンタル面、フィジカル面、そし

11. 集中力を高めるトレーニングを行う。 

単にボールを打つ練習をするだけではなく、実際のプレーで役立つ

練習を導入する。プレッシャーのかかった状況での対処等を含めた、

実際のプレーの為のメニューを入れる。   
12. グリップ、ポスチャー、ボールポジション、アライメントの基本を

大切にする。 

ボールを打つまでの４つの基本を習得する為に、充分な時間を割く。

また各ゴルファーのスイングルーティーンを、確立させる。   
13. シンプルに、わかりやすいレッスンを心がける。 

言葉でのレッスンを少なくし、ゴルファーの視覚と体感に訴えるよ

う工夫する。 

そのために効果的な練習ドリルや副教材、デモンストレーションを

多用する。  
14. 各個々人のイメージ、フィーリングやピタッとマッチする合い言葉

を大切にする。 

レッスン手帳を各ゴルファーに配布し、自分の注意点、良いショッ

トの時のイメージ等を書き込む。 またこちらからのレッスンのポ

イントも書き込む。  
 CD に各個人のスイング動画を収録し、スイングアルバムを作成する。 

定期的にスイング動画を CD に収録し、客観的にスイングを分析する。  
16. マニュアルでの明文化。 

指導者同士で、レッスンに関する定義や言語を文書で表現し統一す

る。  

てゴルフの動機付けをバランス良く見ていく。  

15.
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17. 

ない。お互いが持

18. 
セミナー等に積極的に参加して、常に学ぶ意

（２）教学 相違

が以下のよう

第一に、 ルフスクールは、

多くの場合が ール

は、スイング て打

球練習を通して、スイングレッスンが中心に行なわれる。米国インストラクタ

ーが来日し らしいゴル

フスイングを の作

り方を習得し フゲーム全体の中の

スイング形 らである。従来のゴルフスク

ールと Image
グの悪い所を グの

形を表面から のことは、擦り傷を治療

する事の例 中に

癌があったとしても、表面的な傷を治療することから由来している。例えば、

フォロースル しっ

かり伸ばしま 持ちの

中でスライ っているかもしれな

い。Image G いく。

ゴルフスイングでは日頃の運動では使わない左手前腕の回転運動が必要となる。

ダウンスイン た状

態でインパクトを迎えるために、結果的にスライスのボールとなる。そのスラ

イスを嫌が 、正

しい左手前腕の回転運動を身につける必要がある。Image Golf School では、ゴ

ルファーに対 習を

することから なら

ない強い体を作る健康管理を行なうようなものである。このような内容をレッ

スンの中心 ると

指導者同士が、切磋琢磨してお互いのティーチングレベルを向上す

る。 

他のインストラクターに対しての誹謗、中傷をし

っている情報やノウハウを出し合い、共有出来るようにする。  
常に指導者として学ぶ心を持ち続ける。 

他のレッスンの見学や

欲を持ち続ける。  

の面において、「Image Golf School」と従来ゴルフスクールの

になる。 
図表8－1の④のレッスンの中心について。日本のゴ

ゴルフ練習場において行なわれている。その為にゴルフスク

の矯正に終始しているのが現状である。すなわち打席に於い

て、日本のジュニアゴルファーを見て驚くことは、素晴

しているのであるが、いざコースをラウンドするとスコア－

ていないと感想を述べている。すなわちゴル

成に特化した部分が強調されているか

 Golf School の違いを見ていく。従来のゴルフレッスンが、スイン

矯正することを中心に行ってきたと思われる。しかもスイン

直すことが、その主眼となっていた。そ

から「バンドエイドレッスン」と揶揄される。その言葉は体の

ーで左肘が伸びずに引けてしまう癖を、「フォローでは両腕を

しょう」とレッスンをする。しかしそのゴルファーは、気

スすることを嫌った結果として、そのようにな

olf School では、ゴルファーの内面に目を向けて、検証して

グでその動きがスムーズに出来ずに、クラブフェースが開い

り、左肘を引いて直そうとする。本来スライスを直すためには

して正しい情報を理解してもらい、スイング形成を行なう練

始める。すなわち病気になってからの治療ではなく、病気に

とすることは新規ゴルファーの育成にも重要な意味をもってい
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考える。 
第二に図 について。アプローチやロングパットで 

距離感が合い えさ

せるようにする。ほとんどが地面にあるボールに意識があり、目標であるカッ

プの事など 習方

法が役立つ。まず目標に正対して立ちボールを下手投げでボウリングのように

転がすのだ。 ーを

持ちストロー を見ず

に目標を見 が、パッティングであれば

体の軸を動か これ

も３球ほどストロークをして距離が合ってきたら、今度はいつものパッティン

グを行う。この時に注意したいのが、イメージの持ち方である。視覚は地面の

ボ

けをボールに戻して来る。このとき頭の中にカップのイ

メ

表 8－1 の⑤の意識の焦点

にくいゴルファーは、ショット時の意識が何処にあるかを考

忘れてしまっている。そこで目標を意識するロングパットの練

３球ほどすれば距離感が合ってくるのであろう。今度はパタ

ク中ずっと目標を見続けながらストロークを行う。ボール

ながらスイングすることは不安感がある

さない為に正確にヒットすることが出来るのと考えられる。

ールに向けるのだが、意識は 100％カップに向けておく。その為に、カップを

2 秒以上凝視して目線だ

ージが鮮明に残った状態を保つ。したがって地面のボールは漠然と見ること

になる（間違ってもボールのネームが読めるほど凝視はさせない）。そうするこ

とにより自然と距離に合ったストロークがされて、距離感が合うようになる。

ちょうどキャッチボールで相手のグラブを見ただけで振りかざす腕の幅が自然

と決まったのと同じ事である。 
第三に、図表 8－1 の⑥の到達点の引導について。従来型の「良いスコアー」

を求めるより、明確な目標の設定に重点を置くように指導する。その理由は、

後者の方がゴルファーの進歩には効果的である。多くのゴルファーは「ゴルフ

が上達したい」という願望を持っている。にもかかわらず自分が望んでいるよ

うな上達が出来ないのが現状である。それに関係する興味深い調査がアメリカ

で行われていた。ミシシッピー大学卒業生が４０年後どのような生活をしてい

るかを調査が報告されている。３％―大成功、１０％－かなり成功、６０％－

まあまあ、２７％－他人の世話という結果であった。卒業時の能力がそんなに

変わらないのにもかかわらず、このような差が出ることが興味深い。この調査

の面白いところは、パーセントだけにとどまらず、どのようにして成功したか

を調査したことである。その結果明らかになったのは、「大成功者は明確な目標

を持っていた。かなりの成功者は漠然とした目標をもっていた。それ以外の人

は目標がなかった。」とのことだ。「人生を成功したい」という願望はだれでも

持っている。しかし具体的な目標に置き換えて到達するまで実行する人は少な

い。例えば「金持ちになりたい」ではなく「5 年後に 500 万円作る」とか「英

語を上達したい」ではなく「来春英検 2 級に合格する」という願望から目標へ

の転換が必要である。目標とは期限を設定した具体的な願望だ。期限を決め、
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より具体的な目標を立て計画表に落とし込めば、それに到達するためにやらな

ければならない事がより明確となる。ゴルフの場合も同じことが言えるのでは

ないか。ただ「上達したい」と願うだけではなく、「１年後にシングルハンディ

になる」という目標が決まれば到達までの手段が明らかになってくる。しかし

人間は元来弱いもので、上達したいという願望を持っていても、自ら期限を決

め

 

ゴルファーにとってのベストスイングは、プ

ロ

て目標を設定する者は多くない。ましてその目標に向かっての練習を継続し

て実行するケースは極めて稀である。それをサポートするのが Image Golf 
School の役割だ。あくまでも主役はゴルファー自身である。そして上達の第一

がやる気であると考えられる。そこでインストラクターが、「いかにゴルファー

のやる気を引き出すか」が問題となる。その為にゴルフの楽しさを強調し、練

習を継続する雰囲気を演出するのが重要となる。すなわち「心のサポート」で

ある。スイング形成から始まり、ショートゲーム、精神面、身体面、コースマ

ネジメント、そして心のケアーまでを、トータルでゴルファーをサポートする

システムが根底にある。 
第四に、図表の⑦の癖の修正について。従来型の「打球練習」に対して、「Image 

Golf School」では「練習ドリル」となる。つまり、癖を強制的に直すではなく、

各人の最も合うスイングを、癖を通じて見出すことである。顔が認識できなく

てもゴルフのスイングを見ることによって、プレーヤーがわかることがある場

合が多い。これは各人の持っている動作の仕草や歩き方などの特徴と同じで、

ゴルフスイングに各人の特徴が出るからである。ゴルフスイングの改造をする

場合注意することは、癖を欠点と思って修正しようとすることである。ゴルフ

スイングの癖は、体の作りや柔軟性などの肉体的要因から起因する場合が多い。

関節の可動領域が狭く、体の硬い

ゴルファーの模範的なスイングとは程遠い物となる。形だけゴルフスイング

を真似るのではなく自分自身に一番適したスイングを見つけるのが、上達の早

道となる。例えば体が硬く体重移動がスムーズに行かないゴルファーに対して

は、スポンジの上に立ちショットをすることで、体重移動がイメージ出来る場

合がある。Image Golf Schoolでは、このような練習ドリルが100種類以上あり、

それぞれのゴルファーの特徴に合わせて処方する。 
第五に、図表 8－1 の⑧のスイングチェック方法について。従来型の「コーチ 

の目」によるチェックではなく、「Image Golf School」では「コンピュータ分析」

によって行う。つまり、Image Golf School では、デジタルカメラで動画撮影し

たゴルフスイングを、QuickTime Player としてコンピュータ内に取り込む。こ

れにより、1 秒間に 15 コマ、1 スイング約 30 コマのスイング画像が、パソコン

画面にてノーマルスピードからコマ送り、コマ戻し等自由自在に再生すること

が可能となる。また好きなプロゴルファーやインストラクターのモデルスイン
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グを同じ画面に出し見比べることも可能だ。今までコーチの目では認識出来な

かった、細かな体の動きや、クラブシャフトの軌道等についても、パソコンを

使うことにより明らかにすることが出来る。その例を上海大都会朱プロのスイ

ングのチェックにして、イメージ図の図表 8－2 を参照されたい。 
 

図表 8－２スイングのチェック方法のイメージ図 

朱プロのスイングとチェックポイント 

トップオブスイングでの切り替

 
出所：筆者作成。 
 

上のイメージ図では、１ゴルフスイングの約３０フレーム中の８コマを抽出

えしでシャフトがしなっています。（赤線）。朱プロの切り返しのタイ

・プライス型( 早い) としなりが少ないめのクラ

 

朱プロのスイング＆チェックポイント 

したものである。デジタルカメラ動画であれば、更に詳しくスイング中のクラ

ブと体の動きをチェックすることが出来る。この方法を用いてスイングをチェ

ックすると、非常に細かく分解された動作を静止画面で同時に見ることが出来

るため、インストラクターは説明しやすく、ゴルファー自身にとっても理解し

やすくなる

第六に、自己スイングの管理について。図表 8－1 の⑨の従来型のビデオテー

プなどによる管理に対して、コンピュータが普及した現在、「Image Golf School」
では CD アルバムによって、より細かく正確に自分のスイングを把握すること

が出来る。従来、ビデオ とによって、自分のスイングを見

。 

ミングは、ニック テンポが ですので、シャフトのトルク

ブが適していると思われます。 また、ダウンスイングからの下半身の動きが大きすぎる傾向がみら

れます（上段右端写真の赤丸）。両足の下に根が生えているイメージを持てば、安定感が高まります。

テープを再生するこ
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ることが出来るが、それを同時にプロとの比較や分析などを行うことが難しい。

CD アルバムを利用して、コンピュータを使用することで、操作や指導がより簡

単になる。 
「人の欠点は良くわかるのに、自分のことはわからない」のは、ゴルファー

が自分自身のゴルフスイングを客観的に見る機会がないからであろう。聾唖者

が、発音機能があるのにも関わらず正しく喋ることが出来ないのは、発した声

を聞き取ることが出来ないからである。ゴルファーも同様に、自分のゴルフス

イングを自分で見ることが出来ない。だから他人にゴルフスイングの欠点はわ

っても自分のものはわからないことが多いのである。したがって客観的に自

分のゴルフスイングを観てチェックすることが重要となる。Image Golf School
では、スイング動画を、Quick Time Player に編集してそれをコンパクトディス

クに入れて個人の動画のスイングアルバムとして保存し活用している。Image 
Golf School の最終的な目標は、「ゴルファー自身が自分で問題点を認識し、解

決出来るまで成長する」ことを目指している。インストラクターがゴルファー

に出来る助言やアドバイスは、限られたものである。ゴルファー自身が自分の

ゴルフゲームの中での「気付き」を大切にして、自分でステップアップ出来る

ように、サポートをするのがインストラクターの役割と認識している。その為

のツールとして、ゴルファーのスイング動画を収録した CD の配布を行なって

いる。これによりゴルフスイングをコマ送りやコマ戻しで何回も見ることによ

り、客観的に簡単に自分のスイングを理解することが出来る。   
またプロのスイングと同じ画面上で比べることにより、一目瞭然で違いが認

識出来る。ゴルフスイングは、時間にして２秒以内である。インパクトの瞬間

は１万分の４秒と言われている。熟練したインストラクターでさえクラブヘッ

ドの軌道や体の動きを見極めることは簡単ではない。スイングをビデオカメラ

に収録してテープを再生して見ても、クラブヘッドの向きまでは確認できない。

その点デジタルカメラの動画撮影を使えば、１秒間に１５コマの写真撮影でク

ラブヘッドやクラブシャフトに至るまで鮮明に録画することが出来る。それを

CD 焼き付ければ、いつでもパソコン上で自分のゴルフスイングがチェックが

可能となる。しかも１枚の CD（80min/700MB）に３００スイング以上が収録

可能なため、アルバム的にゴルフスイングを収録して上達状況を観察、認識す

る

か

に

にはベストの媒体と言える。CD アルバムによるプロゴルファーとの比較のイ

メージ図を下記に示した。 
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第七に、図表の 8－1 の⑩の分析指標の方法。

ルフスクールにおいて

では、次のようなスイングチェックポイ

析して指標で表現することは、至難の業

ーに対するアドバイスについても、どれ

疑問である。筆者は、

わかり易い言葉でいかに正確に伝えてい

きた。人間の動作を言葉で表現すること

して、ゴルファーのスイング動作を制御

れる。 
１． インストラクターの認識が正しいか。

２． インストラクターが正しい言葉で表現しているか。

３． ゴルファーが同意して正しく認識しているか。

スイングチェックポイン

行われていなかった。「Image Golf S
ントを導入する。ゴルフスイングを分

である。インストラクターがゴルファ

ほど正確に伝わり理解されているかは

プロインストラクター兼プロの通訳家としての経験から、

くかという事を仕事を通じて研究して

は、実に難しい。その上アドバイスと

することは、いくつかの問題が挙げら

 
 

 

トにつ 
いて、従来ゴ chool」

４． ゴルファーが正しく動作出来ているか。 
ゴルファーの目標を元に、インストラクターが問題点の認識を正確に把握し

ているかどうかである。それに基づいて正しいアドバイスが出来る事が問われ

ここでは、スイングの分析力とコミュニケーション能力が問われる。これ

に対して、ゴルファーサイド は 力が必要となる。Image Golf 
School では、スイングチェックポイントの評価を通じて客観的な分析指標を用

いることにより、より明確な目標設定を可能にしている。その例を図表 8－3、8
－４でに示した。 
図表 8－3 が示すように、ゴルファーのスイングをチェックするための最も重

る。

で 理解力と運動能
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要なポイントを 14 項目に設定し、それぞれ点数をつけ、点数をテーブルグラフ

にまとめた。このテーブルグラフによって、ゴルファーのスイングのバランス

を明確に示せるようにした。 
 
図表 8－3 プロゴルファーのスイングチェックポイント 

 
 

 
 注：10＃と 37＃は中国ゴルフツアー賞金ランキングである。 
 出所： 筆者作成。
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宮本勝昌 24 30 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9 9 155

西 62 34 9 10 10 9 10 10 9 9 10 10 9 9 10 10 9 10 153

芹沢信 2

横 4

渡 34

中 33

高 32

ゾー 32

藤 31

細 31

井戸 31

東 27 8 8 8 8 9 9 8 8 7 8 8 9 8 8 8 9 131

桑原克典 14 33 9 8 7 9 8 6 8 8 8 8 7 8 8 8 9 128

高崎龍雄 87 38 9 9 10 9 5 9 8 9 6 7 8 7 9 8 6 9 128

桧垣豪 98 26 9 8 7 8 8 9 8 8 6 8 7 9 9 8 6 9 127
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朱トントン ３７＃ 34 8 8 9 9 8 9 7 8 8 8 5 6 7 8 7 8 123

平瀬真由美 22 33 9 8 8 9 7 5 7 8 7 8 8 8 8 6 8 9 123

西田 21

日下 20

中

川哲 1
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田真一 31 31 9 9 9 8 7 8 8 8 9 9 8 8 7 9 9 9 13
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川勝弥 71 27 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 9 8 9 1

橋勝成 143 52 8 8 7 8 7 9 8 9 9 9 9 8 8 8 8 9 1

・モー 32 35 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 9 9 9 9 8 9 1

田寛之 12 33 8 8 6 9 6 9 8 5 9 9 9 9 9 9 9 9 1

川和彦 44 32 9 8 9 8 8 8 7 8 8 7 9 9 9 8 7 9 1

木鴻樹 39 41 8 7 8 7 9 9 9 9 6 9 9 9 9 7 7 9 1

尾理子 61
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表 8－４ 朱プロのスイングチェックポイント 

ア

0
1
2
3
4
5

8
9

10
ドレス時の安定感

ハンドダウン度

スタンスの向き

背筋の軸

バックスイングの軌道

トップの姿勢

トップでのシャフトの向き

トップでのフェースの向き

ダウンスイングの軌道

インパクトの姿勢

体重配分

スイングテンポ

スイングバランス

スイング中の前傾姿勢

スイング軌道

フィニッシュの姿勢

      出所：筆者作成。 
 

 

ここで、

 

「

グサービス企業を目指す。具体的に、顧客の管理から入り、顧客の年齢、性別、

職業、志向、特技、趣味などを内容とするアンケートをとり、顧客の特徴をコ

ンピュータを使ってしっかり分析し、そして、個人個人がなぜゴルフを始めた

か（ゴルフをする目的）などを内容とするカウンセリングを重要視し、それぞ

れの特徴に合う目標設定を行い、最後にゴルフ以外のスポーツ内容も含むトレ

ーニングメニューを作り、顧客に提案する。 
また、図表 8－1 の⑫の双方向交流システムについて、「Image Golf School」

を通じて、日本と中国の交流システムは一方的に日本から中国に行くだけでは

なく、双方向の交流システムを採用する。つまり、一方では、日本からインス

ルと教学レベルの向上

に、中国側からの研修生を受け入れて、日本で技術や経験

身につけてもらう。このような双方向の交流によって、中国の現地企業はも

6
7

以上のようなスイングチェックポイントによるテーブルグラフによって、ゴ

ルファーが各自における長所や短所をより鮮明に示すことが出来る。

（３）サービスシステムの面では、「Image Golf School」と従来型ゴルフスク

ールと、最も根本的な相違がみられる。すなわち、サービスシステムの面から、

総合的なスポーツコンサルティングサービス企業を作り出すのである。

それをサービスコンセプトと双方交流システムの両角度から分析する。

まず、図表 8－1 の⑪のサービスコンセプトについて、従来型ゴルフスクール

はほとんどゴルフ技術の指導しかサービスとして提供して来なかった。一方、

Image Golf School」はゴルフ技術の指導をサービス内容の主要部分としなが

らも、スポーツライフスタイルの提案を行う総合的なスポーツコンサルティン

トラクターや経営マネジャーを派遣し、現地の経営レベ

を図る。それと同時

を
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ちろんレベルアップ出来る。日本側の従業員や顧客にとっても、中国人研修生

との交流によって、異文化に触れる機会が与えられ、企業の活性化につなぐ。 
 
総じて、「Image Golf School」は一種の新しい試みである。それは単なるゴル

フを練習出来る場所ではなく、IT 機器や技術を駆使し、よりゴルフの楽しさ、

更にスポーツライフの楽しさを顧客に知ってもらう場でもある。つまり、スポ

ーツライフスタイルの提供もサービス内容とするスポーツサービスシステムで

ある。 
 
8.2.2 「Image Golf School」の中国への適用の可能性 
現在の「Image Golf School」を中国のゴルフ業界にどれたけ適用性があるか

どうかは、未知数のところが大きい。しかし中国ゴルフ市場の研究と上海大都

会ゴルフ練習場 があるものと思

下の３点を挙げることが出来る。 
まず、上海は国際都市として、外国人が多いという点から、スポーツ人口の

規

は計 30
万

ものと

考

38

が集まっていることがその証明で

あ

との提携関係の中で、かなりの部分での適用性

われる。その理由として、以

模と素質から、日本とかなり類似することころが多い。 
上海関係部門が発表した最新の統計によると、上海で生活する外国人

人を超え、119 の国と地域に及んでいる。2003 年上半期、上海で就労手続き

を行った外国人は、昨年と比べ 31.79％増加した。このうち労働ビザを初めて申

請した人は 3,836 人に上り、昨年同期比で 43％増加した。ここ 3 年間に外国人

の就労者数は毎年 10％増加している。それは主に外国企業の増加による

えられる。統計によると、世界ベスト 500 社の多国籍企業の 146 社が上海浦

東に集まり、投資会社、貿易会社、仲介サービス機関の数は全体で 4,000 社を

超えている。また、外国人の構成から見ると、上海で働いている外国人の 70％
以上は専門家や企業の中・高級管理職である。上海市人事局国際処が発表した

統計によると、第 9 次五カ年計画（1996～2000、「九五」）以降、上海で招聘し

た外国人専門家は累計 25 万人に上り、現時点の就労者 8 万人の 70％以上が約 2
万社の外資系企業で就業し、中、高級管理職に就いている。  このような外国

人人口には高収入、高教育レベルの特徴があり、ゴルフに対する認知度が高い

と考えられる。上海大都市ゴルフクラブの料金水準は１時間のレッスン料が

7,500 円と日本よりも高いにも関わらず、顧客

ろう。すなわち、「Image Golf School」の展開の条件である市場が存在してい

る。 
次に、上海大都市ゴルフクラブは高レベルのインストラクターが揃っている。 

                                                  
38 「人民網日本語版」、2002 年 11 月 6 日。 
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現在当クラブでは朱プロ、葉プロをはじめとして、他にも英語を話せるマレー

シア人と中国人のインストラクターが 10 人ほど働いている。インストラクター

たちは技術レベルではなく、接客の面でも充分経験を積んでいるため、新しい

ゴルフスクールシステムを受け入れるにはそう難しくないと考えられる。また、

ク

面の可能性も高いと考えられる。「Image Golf School」システム一つ大

な特徴は IT 技術の活用である。そのために、通信技術、コンピュータ技術の

躍的に進歩している。

特

導を行うことも

可

モディフィケーシ

ョ

画する人々は Manager である。しかし起業的な決定や行動は、企業全体

の経営資源の割付や再割付に影響するものを指す。注意すべきことは、当社を

含めて、起業から一定の時期、順調に発展してきた企業が、大きな曲がり角に

ラブのマネジメントの責任者である王さんや朱さんは「Image Golf School」
システムの導入には非常に積極的な態度さえ感じられる。つまりシステムを導

入するためのソフト面の条件が備えられている。 
 最後に、IT 機器の普及によって、「Image Golf School」システムの基礎であ

るハード

き

使用が条件となる。近年、中国ではこういった IT技術が飛

に上海などの大都市では、コンピュータの普及、インターネットの普及がハ

イスピードで進んでいる。都市部では既に４分の１の家庭がコンピュータを保

有している。これによって、現地採用インストラクターの指導はもちろん、イ

ンターネットや E メールなどを用いて、事実上、日本からの指

能であると考える。 
ただ、実際の展開の中での、ジャスティフィケーションと

ンがその都度必要になってくると思われる。トータルパッケージシステムと

しての「Image Golf School」を実際に行っていくのはティーチングプロが大き

な役割を占めてくることは間違いない。したがってティーチングプロの教育や

経営理念の共有が今後の重要な課題になるであろう。 
 
8.3 「Image Golf School」の起業形態 
 第 2 章で述べた現代の起業形態の中で「Image Golf School」の今回の中国で

の展開を、MIT の経営学者であるアルフレッド・チャンドラーが提唱するチャ

ンドラー型と位置付けたい。すなわち「使える経営資源を割り付けるキーマン

としての Entrepreneur が企業の盛衰を決定的にする」と一致する。今までの右

肩上がりの成長経済の中では、今までの経営資源を従来道理に使うことに関す

る決定や行動をするマネジメント能力が重要な部分を占めていたのであるが、

ここでは起業家精神がもっとも必要とされるところであろう。任天堂が花札メ

ーカーからイノベーションを繰り返し、成長を繰り返してきたように、企業の

進化発展には一大変革を起こすチャンドラー型の起業タイプが参考となる。 
 この Entrepreneur に対して、ただ単に与えられた方法で、調整をし、評価を

し、企
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直

に「Image Golf School」の

とを、第二創業と定義付けている。そうすることによ

り

そして今回の取り組みは、第２章で見てきた第二創業の類型の５つの分類の

面するケースが多々あることである。その時に困難を克服し、企業が進化す

るためには、経営者の Entrepreneur（起業家精神）が大切だといわれるのであ

る。すなわち企業の進化発展のために、時代の流れをつかみ、時代のニーズに

合う変革を起こし、発展を遂げるタイプである。 
 ワシントン大学のカール・ヴェスパー教授が著書『ニューベンチャー』の中

で、連続して起こる起業を「第二事業」の理論として展開している。当社のア

ドバンス開発に於いても、住宅展示場事業に続いて、ゴルフ練習場事業を「第

二事業」と位置付け、更なる企業の繁栄存続のため

展開を試みたのである。その中でヴェスパー教授の「ランナー型」（事業が成長

するにしたがって必要とされる新しいスキルを身に付けることができ、異なっ

た管理スタイルへの要求にもて起用していくことが出来る39）の起業家になるこ

とを目指すことにより、今回の事例の成功に一歩近付くことが出来るものと確

信する。 
 俗に「企業 30 年」という仮説もあるが、当社に於いてもゴルフ練習場の開設

より 29 年が過ぎた。経済産業省中小企業庁の「事業継承・第二創業研究会」で

は「既存の企業が持っている経営資源を生かし、新たの事業に進出、事業を大

きく発展・変革させるこ

「生き物」としての企業のゴーイングコンサーン（継続性）が維持し可能と

なる。 
当社に於いても、筆者が創業者である父より代表取締役を受け継いだのが 3

年前であり、今まさしく「Image Golf School」を通じての新事業への取り組み

が、第二創業であろう。 
 

なかで明確に当てはまるものではないが、各々の分類を複合的に捉えたもので

ある。衰退する産業からこれから需要のある将来性が見込める業種への転換を

なし得たのは、時代の流れを読み取ることができたからである。今後の住宅産

業とゴルフ産業の成長の見込みは少なく、新市場を求めた展開は、まさしくこ

の「再創業」型第二創業にあたると言えよう。それと同時に本業枝葉を広げる

「多角化」型第二創業である点も否めない。すなわち全く未知で、新しい分野

への進出ではなく、これまで培ってきた既存記述、ノウハウをベースに新市場

へ進出するわけであるから、「多角化」型第二創業とも呼べる。したがって、筆

者は「Image Golf School」を「多角化再創業型」第二創業と称する。 
 
 

                                                  
39 カール・ヴェスパー、『ニューベンチャー戦略』、同友館、1999 年、111～112 ページ 
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8.4 「Image Golf School」のイノベーションとコア・コンピタンス 
まず、「Image Golf School」をイノベーションの視点から分析してみよう。 
ピーター・ドラッカーは、「起業家とは、変化を探し、変化に対応し、変化を

機会として利用するものである」40と主張している。そして「成功したイノベー

ションのほとんどは、きわめて平凡である。それらは、変化を利用したにすぎ

アイディアである。このアイディアを第二創業の理論的視点からに

ば、サービス産業の交流の事例として他の企業の参考になるものと思

の展開およびその見通しから見ても、明らかなとこ

             

ない」41と言っている。まさしくゴルフ産業におきている大きな変化を利用して

今回の中国展開を目指すこととなる。 
ここのまでの研究を踏まえて、「イノベーション」の必要な 5 つの項目は、１．

アイディア、２．タイミング、３．起業家、４．資金、５．遂行する人々にま

とめることが出来る。この 5 つの項目を「Image Golf School」のケースで見て

みると、次のようになる。 
１． アイディアに関しては、本章における特徴で述べてきたところである。

それは「トータルシステムパッケージ」としての「Image Golf School」
の

分析してみよう。まずこのアイディアのコンセプトにおいて、中国の

ゴルフ産業や市場についての分析を総括してみれば、ゴルフスクール

を通じるコンサルティングサービスはニーズ（市場）がある。次に、

ハードの面の投資（コスト）が小さいため、価格の面では消費者の受

け入れられるレベルである。最後に、産業と戦略の相互関係からみれ

われる。成長産業への進出であるため、市場の拡大が期待出来る。 
２． タイミングに関しては、前章でおける中国市場の成長傾向から見ても、

中国ゴルフ産業化

ろであろう。また、今回の上海大都会ゴルフクラブとの提携は、ファ

ーストステップとして理想的な形と思われる。 
３． 起業家に関しては、技術ノウハウの面からみれば、前でも触れたよう

に、筆者は非常に恵まれた体験を含め、コンサルティング事業やゴル

フスクール事業に携わってきて、「Image Golf School」を展開するため

のノウハウは有している。特に、日本での経験だけではなく、アメリ

カでの研究なども含むノウハウは競合相手よりも有利な点を多く持つ。

第二創業のためには、今までのマネジメント能力以上に必要とされる

                                     
40 ピーター・ドラッカー『イノベーションと企業家精神』、ダイヤモンド社、1985 年、43

ージ 
41 ピーター・ドラッカー『イノベーションと企業家精神』、ダイヤモンド社、1985 年、55
ページ 

ペ
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のが起業家精神である。高知工科大学でのリーダーシップ論と起業論

中国人社員を採し、このプロジェクトに

 

コンピタ

を提供す

として市

新しい

先のこと

造のため

の便益と

を磨かな

前章で ツ

サ

イルの提

提供を目

る技術を 身に付けなくてはな

ら

その接客

なる。 
最後に

てみると

うに、第二創業が消費者に受け入れられるために、顧客のシフト制約要素をク

リアしなければならない。つまり顧客の「切替コスト」が小さけれ い

ということである。この点において、顧客がスポーツサービスという商

で学んだ知識を活用することが可能となる。 
４． 資金に関しては、いわゆる「ユニクロモデル」と違い、工場施設や生

産設備等に投資の必要がなく、現存のキャッシュフローの中で可能な

範囲内である。第二創業として、非常に理想的な展開が出来ると考え

られる。 
５． 遂行する人々は、当社の人材および研修を受けてもらう現地のスタッ

フとなる。2003 年 2 月より、

加わり、体制を整えてきた。これから、東香里ゴルフセンターより中

堅インストラクターや経営マネジャーを上海へ派遣し、現地スタッフ

の教育にあたる。 
 
また、「Image Golf School」をコア・コンピタンスの視点から分析する。コア・

ンスとは、『顧客に対して、他社に真似のできない自社ならではの価値

る企業の中核的力』42を指す。これは、第二創業が市場の新しい参入者

場（消費者）に認められるかどうかの鍵となる点ともいえよう。 
市場を創造するためには、単に売上げを上げる為の手法といった小手

ではなく、新しい市場とは何かを洞察する必要がある。そして市場創

には次の 3 点に対して独自の戦略を構築する。①新しく追及する顧客

は、どんな物か。②その便益を提供するために、いかなる技術・能力

けばならないか。③今後どのように顧客と接するか。 
も述べたように、中国でもスポーツ産業化の展開が進む中、スポー

ービス産業として、単なる個々の商品の提供ではなく、スポーツライフスタ

供が顧客にとっては一種の便益である。ゴルフスクールはまさにその

的としている。当然ながら、その便益を提供するためのゴルフを教え

経営者も従業員は、知識の獲得、接客マナー等を

ない。そのためゴルフスクールの顧客は生徒であり、ゴルファーであるため、

の方法として、「Image Golf School」のインストラクターマニュアルと

、コア・コンピタンスの理論を顧客特性の理論と関連しながら分析し

、「Image Golf School」の成功確率が見えてくる。第 2 章でも述べたよ

ば小さ ほ

ど良い

                                                  
42 ゲーリー・ハメル、C・K・プラハード著『コア・コンピタンス経営』、日経ビジネス、

001 年 2
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品の切替

ため、成

 
8.
 第二創

させるた

リスク・ヘッジと言えよう。特に、世界市場経済の中での日本経済が沈滞して

い

し一方、

ジメント

ジメント

 前述のように、一般的に使われているリスク・マネジメントの定義は「保険

や安全対策さらには経営戦略などを活用して事業の偶発的、あるきは人為的な

スク

に

核に保険の合

理

するのが経営管理型リスク・マネジメントである。これは処理手段と

し

て、全般管理と部門管理に関連したリスクに対する助言、助力、調整、監視な

には、コストがそう高いものではないため、比較的にクリアしやすい

功の確率が高いと考えられる。 

5 「Image Golf School」のリスク・マネジメント 
業はそもそも、経営環境の変化に対応して、企業を存続させ、活性化

めの企業の行為であるから、それ自体が企業経営過程における一種の

る現在、企業存続のためには、常に変革と革新が企業内に必要となる。しか

企業経営である以上、第二創業にもリスクが生じれば、リスク・マネ

も必要となる。ここでは、「Image Golf School」におけるリスク・マネ

について考察する。 

損失（リスク）を発生させないようにする。もしリスクが発生した場合には、

それを最小化し、さらに実現したリスクに適切に対処する経営管理の方法」と

なる。リスクを避ける秘訣は、まず関係者がリスクに対してそれが起きるかも

しれないことを常に認識していることである。次に起きるかもしれないリ

対して前もって理解し、いざという時の心構えができていることが重要であ

る。また最悪のシナリオを描いて、どこまでの範囲であれば許容範囲であるか

を把握しておく必要もある。 
 第３章で見てきたリスク・マネジメントの類型として保健管理型、経営管理

型、経営戦略型の３つを見てきた。すなわち、危険処理手段の中

的な利用を考え、その前段階としての事故防止を図る。しかしリスクの中に

は、現実に保険をかけることの出来ないことも存在する。特に今回の場合は、

中国市場での保険制度の問題もふまえて、検討が必要となる。また「Image Golf 
School」がパッケージシステムとしての機能が中心であり、資金や資産等の物

的リスク以外によるところが多く、保健管理だけではフォローできないのが現

実である。 
 純粋リスクだけではなく、一部の投機的リスクも含めて企業リスク全般をそ

の対象と

て必ずしも保険を中心に考えるものではなく、管理の科学的処理を現場管理

ではなく、部門管理レベルで取り扱うリスク・マネジメント手法である。さら

に経営戦略型リスク・マネジメントでは、各管理部門でのリスク・マネジメン

トは、その担当部門の活動に任せ、スタッフとしての機能を果たす。したがっ

どのスタッフ機能を遂行するものである。ここに、海外進出のリスク・マネジ
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メントが含まれている。「Image Golf School」の中国での展開は海外進出のリス

ク・マネジメントを最も重要視しなければならないと考えられる。 
そこで、他産業の海外進出の失敗から学ぶリスク・ヘッジが非常に大事であ

と考えられる。ヤオハンの中国進出の例を挙げてみたい。 
ンにみる。ヤオハンの失

た。しかしその結果、今回、中国でも完全に立

 

れ物をつくっても金融は移るものではない。力を入れていること

る

中国を市場と見て、進出して大失敗した例をヤオハ

敗は広く知られているところである。一つの影響の大きい分析は、中西輝政京

大教授によるものである。それは次のような分析となる。 
「ヤオハンが国内でも問題があって事実上倒産しました。しかし、上海のヤオ

ハンはもっと大きな問題ではないかと思います。これはやはり世界の注目の的

になっているわけです。 
 鳴り物入りで進出したわけですし、北京政府当局も協力的で、とくに李鵬首

相の系統が非常に強く後押しし

ち行かなくなるとなったことで、日本ビジネス界の中国イメージ、あるいは中

国市場観はかなり大きな影響を受けるでしょう。 
 しかも、現地を見に行きますと、驚くべきことに店舗は上港の庶民にとって

すこぶる立地の悪い場所にあるのです。たしかに地価は安いし、また浦東もい

ずれ発展することは確かでしょう。しかし、小売りの購買客を目当てにした店

舗を、こういうところに大金をかけて建て、しかもよそより高い値段の品物を

並べて、それでなぜやってゆけると思ったのか、まったく理解できない。香港

華僑のすすめに乗って、しかも北京のいいなりになって一番まずいものを押し

つけられたのかもしれません。

 地下鉄があるわけではないし、自動車かバイクがなければ、とても行けない

ところです。やはり、このヤオハン上海店には、今後の中国ビジネスにとって

の、象徴的な意味があると思うのです。 
 この数年、上海ではオフィスビルが驚くべきペースでどんどん建ってきました。

このことについても、果たしてどうなるのか、もう何年も前から私たちは論じ

てきました。香港返還で国際金融機能が上海に移ってくる。その受け皿をつく

っているのだと説明する人もいたわけです。 
 しかし、入

はわかるのですが、フタを開けて為ると無計画につくり続けてきただけのこと

が明らかになりました。ここらへんで北京の強権によってでも止めるしかない

となったわけですが、これはある意味で中国型開発パターンの典型だと思うの

です。 
 つまり中国史の『盲流』とでもいうべき、非常に大きな流れがいったん出来

ると、いくらシステムとして市場経済であっても、もはや普通の市場メカニズ

ムは働かず、それをせき止める力というのは、絶対者の絶対権力以外にはなく
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なる。『それゆけドンドン』などという表現ではまったく不十分な、『怒涛のよ

うな途方もない奔流』が起こる。これが中国社会の本質なのです。ですから、

想像を絶した苛酷な権力行使が必要になるのです。そのとき初めて株序が生ま

れ

 

ったのではなく、

の拡大から十分期待出来るものである。ただし、慎

るわけです。先ほど述べた強烈な中央集権体制というのはせき止めるカだっ

たのです。しかし、それがいまや崩壊しつつある。」43 
この中国の盲流に、ヤオハンの経営陣の対応は「中国と心中する」という当

時の和田和男社長のコメントに如実に現れている、日本特有のウェットなもの

であった。したがって、中国を市場として進出したのが悪か

盲流に便乗しようとした、経営者の安易な考え方が、失敗を招いたことと思わ

れる。 
中国の市場性は其の経済

重に取り扱う必要があると言うことである。ここから外国へ進出する際のリス

ク・マネジメントが非常に重要であることも身にしみる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
43 長谷川慶太郎、中西輝政、「これからのアジア、これからの日本」、ＰＨＰ社、1997 年。 
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結論 
 
以上第 1 章から第 8 章まで、第二創業としての「Image Golf School」が中国

における展開を、第二創業の理論研究と事例考察の二つの側面から分析を行っ

てきた。ここでは、全文を総括して、明らかになったことを以下の三点にまと

める。 
 
第一に、第二創業による事業推進の理論及び第二創業におけるリスク・マネ

ジメントの理論についての研究を通して、第二創業が企業を存続させ、活性化

するための有効手段であることが明らかになった。 
起業論やベンチャーリングに関する理論の先行研究や第二創業の成功事例か

ら

、資本集約度が低

且つ成長産業への参入、技術ノウハウの保有、競争相手と差別化された商品

扱いなどが明確である。こういった成功要因を取り揃えることが第二創業の

功率を高める。さらに、第二創業が企業経営過程における一種のリスク・ヘ

ジ手段であると同時に、第二創業に独特のリスクも存在するため、そのリス

・マネジメントも必要である。 
 
第二に、「Image Golf School」の中国における展開の事例研究を通じて、第二

業として、スポーツコンサルティングサービス事業を中核とする「Image Golf 
chool」が新市場の中国への進出の可能性と実行性を論証した。 
長引き日本経済の不況の中で、特に日本住宅産業の落ち込みを背景に、筆者

本業である住宅展示場事業は非常に厳しい局面を迎えている。対策として、

者のゴルフティーチングプロとしての経験や技術ノウハウを生かし、IT 技術

活用する新型ゴルフスクールの展開を構想した。 
一方、経済が世界規模で動いている現在、第二創業の拠点も必ずしも日本国

に限ることはない。むしろ、ここ十数年間に飛躍的な経済成長を遂げてきた

国にはその市場がある。急速に発展している中国において、スポーツの産業

が急速に進んでいるにつれて、ゴルフ産業化も動き出したところである。そ

なかで、中国のゴルフ産業化によって、スポーツコンサルティングサービス

対するニーズは非常に大きい。このような事情はまさしく「Image Golf 
School」の市場を生み出している。このような成長産業である中国スポーツサ

ービス産業への進出を市場の面からみて、成功率が高い。 

、第二創業によって、経営の自由度を向上させ、事業の複合化によるビジネ

スチャンスの拡大及び多角化の派生効果などの第二創業による事業促進の優位

性が証明出来る。それと同時に、第二創業の成功要因として

い

の

成

ッ

ク

創

S

の

筆

を

内

中

化

の

に
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第三に、第二創業としての「Image Golf School」のモデルはシステム・ソフ

出モデルである。 
本は中国への進出において、物づくりを行うことによるコストダウン型の

「

ィングサービスやスクールの展開などの市場である。「Image Golf 
School」はまさしく、日本のゴルフスクールのノウハウ、日本のコンサルティ

ン

違いからビジネスモデル

の

 
 

 

 

トの輸

日

ユニクロ型」が主流であった。しかし、現在「もの」の交流（物の輸出や現

地生産）より、日本企業のノウハウの活用による「こと」の交流への方向転換

が今後中国と日本のビジネス交流の方向性である。その代表的なものとしてコ

ンサルテ

グサービスのノウハウを活かし、ゴルフ技術をゴルファーに教えるだけでは

なく、スポーツライフスタイルの提供を行う総合的なシステムの輸出である。 
当然、国際経営上の視点として、文化や商慣習等の

修正を余儀なくされることもあると思われる。この論文の中で見てきた第二

創業の実例からも実証されたように、絶え間ないイノベーションを企業活動の

なかで実行していくことがもっとも重要であると認識する。 
この「Image Golf School」の事例研究が今後の日本企業存続の一スタイルの

提案となることを期待している。 
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IMAGE GOLF SCHOOL PART 1 
 

朝一のドライバーの打ち方 

1. ｽﾀｰﾄの３時間前に

2. 充分ストレッチ  

3. 素振り  

4. 調子チェック  

5. 打つ前に深呼吸  

 

ョットは、プロでも緊張

する。 一般ゴルファーなら、なおのこと

。 みんなに見られているし、体も硬く

備ができていず、その日の調子もわか

い。 そんなんかで朝一ショットを成

、 

2. スタート時間の３時間前には起きて、ゴル

時間前に到着する。体が起

に体が起きて通常の運動をするために

は、最低３時間前には起きることだ。 

3 ストレッチを十分行う。 クラブを１本持

高まれば、体の稼動領域も大きくなり飛

距離アップにつながり、ケガの防止にも

役立つ。 

4. 振り練習。 ボールを打つ前にいつも

リズムでスイングできるように素振りを

う。ウォーミングアップの役割もある。

続の素振りをすれば、短時間に体が温

るので、寒い時のゴルフには最適。逆

ラブスイングは、ヘッドスピードを高める

習で飛距離アップに役立つ。インパクト

らフォローにかけて、「ビュン」という音

出るようにしよう。２本スイングは、両

に１本ずつクラブを別々に持ちスイン

することにより、両手のバランスの良い

きを可能にする。 

5.

は起床 1.  朝一番のティーシ

だ

準

らな

功させるための解決策として

フコースに１

きた状態になるには時間がかかるのだ。

１番ホールのティーグラウンドの立つとき

. 
ち、反動をつけずに体を十分に伸ばしき

ったところで、１５秒静止する。柔軟性が

素

の

行

連

ま

ク

練

か

が

手

グ

動

 スタート前に練習場で当日の調子をチェ
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ックしよう。その日によってボールの当り

具合や飛び方が違うものだ。練習場でそ

の日の打点とボールの飛び方を観察す

る事により、その日の調子を知る事が出

来る。 

6. 深呼吸を連続１分して、思いきってティー

。 

 

 

 

 

ショットする。コンペの仲間らがいて特に

緊張感がある場合は、ティーショットをす

る前に腹式呼吸を１分間することにより、

落ち着く事が出来る。また、１番ホールも

１８ホールの内の一つと考え、特に入れ

込みすぎないようにしよう

IMAGE GOLF SCHOOL PART 2 
 

フェースのどこに当たったかチェック 

    打点の正確性を高める方法 
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シールを利用して確認  

上達経過が一目りょう然になる 

１．ボー

 その中でボールの初速に影響するのがクラブヘ

ッドスピードと打点の正確性である。 
多くのゴルファーはヘッドスピードをあげるために

超尺ドライバーを使うのだが、クラブが長くなれば

なるほど当然打点の正確性は悪くなる。しかし自分

の打った球がクラブフェースのどの部分に当ってい

るのかを知っている人は少ない。超尺ドライバーを

使いながら平均飛距離を伸ばせない人は、改めて

自分の打点を調べてみることだ。ゴルフは１発だけ

良いショットが出れば良いものではない。いかに毎

回の飛距離が安定するかが重要なポイントとなる。

自分の打点の傾向を知ったうえで練習をすれば、

打点の正確性も高まり、一番手っ取り早い、飛距

離アップにつながる。  

 ここではフェース面にシール状でつける物を利用

した。実際にフェースのどこに当ったのかをシール

で確認すれば、自分の感触と違う事が多い事に驚

ングほどいい加減なも

のはない。５球連続で打ち、自分の打点の傾向を

知ることだ。またそれをノートに貼り付けて記録す

過が明確にチェックできる。

時間の経過と自分の上達具合がシールの打点傾

向を見るだけで一目瞭然となる。 

 ゴルフコースでは、ティーを５本並べて立て、その

ティーを飛ばすように素振りをする。クラブフェース

の裏にティーの当った後が残り同様の練習にな

る。いつでもスイートスポットの近くで当るようにな

れば、平均飛距離が伸びることは一目瞭然であ

る。そのために自分の打点の傾向を知り、バラつ 

ドライバーの飛距離を決定する要因は  

ルの初速 ２．打ち出し角度 ３．スピン

量。 

くことだろう。人間のフィーリ

ることにより上達の経
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きを少なくしよう。練習場での場合は、ティーペッグ

を素振りで打つ練習が、効果的だ。クラブヘッドの

真中で毎回パチンと捕らえることが出来れば、スイ

ングの安定度が高まった結果と判断できる。  
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る」 

一の接点 

鉛筆の握り方やお箸の持ち方と同様に一度クセが

ついてしまえば、なかなか直すことは難しい。 

要。多くのゴルファーは、強く握り過ぎている。書

いる。  

初心者ほど力を入れて筆を握ってしまう。ゴルフも

同様だ。だが最初から、ゆるゆるグリップが出来る

わけはない。「握りなれる」ことが重要なのだ。 

心感が出てゆるゆるグリップが可能となる。そうす

ば、コックを利用した滑らかなスイングになりヘッ

ドスピードが上がってくる。 

 

力み防止に｛クラブ｝「握りなれ

    グリップはクラブと体の唯

 

   

必修”ゆるゆる感” 

スイング変えるよりも簡単 

 

またグリップの握り方自体も大切だが、握りの強さも

重

道の達人の筆の持ち方を連想してもらいたい。指と

腕全体に力が入らず、実に滑らかに毛筆を動かして

日頃からイスに座りながらでも、クラブを顔の前に立

てた状態でゴルフクラブを握りなれる練習をしてみよ

う。両ひじを曲げることによって自然と強すぎるグリ

ップから開放される。また「握りなれる」ことによって

安

れ

一般的なスクエアーなグリップの目安は、親指と人 
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差

の

ず

ンと

よって違うはずだ。自分の自然な状態での手の甲の

向きによって自分自身のスクエアなグリップも決まっ

てくる。 

また、練習場にて色々なグリップを試してみることに

より、どんなボールが出るかを確認しよう。ストレート

を打つ為にスイングを変えるよりも、グリップ

の握りを変更するほうが極めて簡単なことが多いも

のだ。  

し指の間にはさんだティーの向きが右肩から右頬

当りを指す位置。しかしこれも個人差がある。ま

自分の自然な手の向きを知るために、両手をダラ

してみることだ。その時の手の甲の向きは人に

ボール
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ジ ドローボールの練習方法 「インサイドイン」の曲線をイメー

    ドローボールを打ちたいなら・・・ 

   

 「ドローを打ちたい」と思っているゴルファーは多い。

インパクトでスクエアー、あるいはクローズの状態で

ボールに当てることができないのか。原因の一つは

スライスの原因はインパクトでのフェースの開き  

それではなぜスライスが出るのだろう。現象面では

簡単に説明がつく。すなわちクラブヘッドの軌道に

対してインパクトでのフェース面が開いているから右

回転のスピンがかっかてスライスとなる。  

それではなぜバックスイングで開いたフェース面が

ゴルファーが持っているイメージのせいではないだ 

 

IMAGE G
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果的であろう。   
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ボールを曲げて打つ  フェードの練習方法 

    

練習場ではストレートボールのナイスショットばかり

を練習するものではない。時には、ボールを曲げる 

 

 

真っすぐ上げて 

  真っすぐ下ろすのは× 

真っ直ぐ下ろそうとしてしまいがちだ。本来のスイン

グは、サークル（円状）であり、直線ではないはず

そこでマットにインサイドからインサイドのクラブヘッ

ド軌道を示す曲線を描いて見よう。あるいは体の中

にフラフープを入れてスイングが円状のものである

ことをイメージしてみよう。「バックスイングをターゲッ

トラインに沿って真っ直ぐ上げ、フォローを真っ直ぐ

出す」という固定観念から開放されることによって、

クラブヘッドの動きも劇的にスムーズなものとなりフ

くなるはずだ。 

では右端の打席で練習すれば、前のネ

ットに当らないようにドローボールを打つ練習にも効

 

ろうか。 

練習場のアイアンマットには、白い直線が引かれて

いる場合が多い。ゴルファーがボールを打つときに

毎回ボールとその直線を見て練習する傾向が強

い。結果としてスイングのイメージが真っ直ぐあげて

だ。直線のイメージを持つことによってフェース面の

回転の少ないヘッドスピードの出にくいスイングにな

ってしまう。 

ェースもインパクトで返りやす

また練習場

IMAGE 
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てボールの飛び方を変えてみるのも一つの方法だ。 

 

握り方 みる 

練習をする事により、どこを変えればどんな球筋にな

るかを理解する必要がある。  

多くのゴルファーはナイスショットを練習してミスショッ

トを生み出す。シャンクで悩んでいる方に、「それで

は

すればシャンクになるかが分かって初めて直すこと

グリップの握り方もそ 、ウイーク、ストロ

ンググリップを練習場で試してみることだ。スイング

（

較的容易に変えることが出来る。 スイングをいじくり

ー  

とによってスイング自体が変わり球筋もかわる。  

フェースの返りが少ないインパクトゾーンになること

に気づくだろう。  

或いは練習場の左端の打席でネットを背にして打つ

ことにより、自然とフェード系のボールになる場合も

 

これは自分の背後に壁のような物をイメージすること

により、自然と背後のネットに当らないように体が反

応するからである。またグリップをウイーク気味にし

 

もいろいろ試して

シャンクを打ってみて下さい。」といっても出るのは

ナイスショット。実際にシャンクを練習してみて、どう

ができよう。  

うだ。スクエア

動いている形）をかえることは大変難しいが、グリッ

プ、構え、スタンスなど（止まっているときの形）は比

スランプに陥るケースが多い。 スイングはゴルファ

の内面のイメージや考えていることの現れである。

形を変えるのではなく、イメージや考え方を変えるこ

フックボールで悩んでいる方は、ターゲットラインの

直線をイメージしてみてはどうだろうか。それだけで

ある。 
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IMAGE GOLF SCHOOL PART 6 

「ボールの高さを自由に打ち分けできればいいな

あ～」と思っているゴルファーは以外に多いのでは

ないだろうか。アゲンストの風で低いティーショット

 

クラブで強打しないことがまず第一。しかし上から

打ち込み、強打することにより実際には、風に弱

い吹きあがるボールを打っている場合が多い。 

大きいクラブを使う。ボールの位置も左側に置くこ

とにより、インパクト時のロフト角が大きくなり打ち

より解決できる。まず低い球を打ちたいときは、目

標を低いところに設定する。 
すなわち目線を低くするのだ。そしてアドレス時に

ボールを真上から見るようにする。結果、構えが

 

高い球、低い球の打ち方  目線の調整で理想の構え 

 

打ち出し角度とスピン量 

で決まる 

を打ちたい場合や、前方の木を越すために高いボ

ールを打たなければ行けないケースなどに遭遇す

る。しかし実際は、低いボールを打とうとしてクラブ

を上から叩きつけバックスピンが多くなり結果的に

ボールが吹きあがってしまったり、高いボールを打

ちたいが為に、すくい打ちとなり結果的にトップし

てしまう場合が意外と多い。

そこで頭の中で整理しなければ行けないのは、ボ

ールの飛びに影響する要素だ。ボールの高低は、

初速が同じであれば打ち出し角度とスピン量によ

って決まる。アゲーンストでの注意点は、スピン量

を出来るだけ押さえること。したがって、大きめの

次に目の前の障害物よりも高く上げたいときは、

打ち出し角度の問題となる。従ってまずロフト角の

出し角度の高い球となる。 
またボールの高低は構えと目線を調整することに

両肩レベルのアドレスとなる。反対に高い球を打

ちたいときは、ボールの右横を斜めの視線で見る

事により、右肩が下がり気味の理想的なスタンス
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となる。目標の目線も空高かくに浮かんでいる雲

。そして高いフィニッシ

ュに向かって一気に振りぬく。 
するべきではない。  

 

等に焦 を合わせることだ点

決して小手先で調整

IMAGE GOLF SCHOOL PART 7 
 

  ボール４球並べて連続して打とう 

しかしアイアンのナイスショットでグリーンオーバ

ーしても満足しているプレーヤーは意外と多い。

特に飛ばしに命をかけているゴルファー達だ。 

同伴競技者や友達とショートホールを何番アイア

ンで打ったかを競っている。問題は狙った飛距離

と方向性を何番アイアンでも良いから正確に打ち

知る必要がある。アイアンの場合、各番手で１０

～１５ヤードの飛距離が違う。練習場で、すべて

る事だ。各クラブで 10 球づつ打ち、平均を出 

す。ショートアイアンで１５ヤードの間隔があるの

に、ロングアイアンではその間隔が１０ヤード以

下になるようでは、長いアイアンを打ちこなしてい

●アイアンの正確性を高めよう

からだの動き習慣づける 

狙ったところに行くまで練習を 

素振りも間に入れる。 
 

アイアンはターゲットに対してボールを運んでいく

クラブだ。従って距離と方向性の両方がかみ合

わなければならない。ピンの方向に真っ直ぐ飛ん

でいったとしても、飛びすぎてグリーンオーバーし

たり、短くて手前のハザードに入れば元も子もな

い。 

分けること。そのためには、まず自分の飛距離を

の番手を打ち、自分の飛距離をノートに書いてみ
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ないとういことになる。  

、マットの上に４球ボールを並べて連続でシ

アイアンの正確性を高める練習として効果的な

のが

ョットするものだ。４球とも狙ったところに行くまで

練習する。どんな状況でも自分のリズムでスイン

グできるようにしよう。そのための体の動きを習

慣付ける意味でも連続の打撃練習が有効とな

る。 

回以上行う

こと。ボールを打つことばかりを行うと、振りぬき

の悪い、ボー イングにな

ってしまうことがある。素振りを間に取り入れるこ

注意点は、４球打った後に素振りを４

ルに対して打ちに行くス

とにより、フィニッシュを最後まで取る、振りぬき

の良いスイングにすることができる。  

 

 8 

ル４個で囲み中心を打つ 

ェースのどこに当っているかを知ることを紹介し

た。理解しているようで自分の打点を正確に把握

していないゴルファーが意外と多いからだ。自分

の現状の癖、傾向を知る事によって、初めて直す

べき点が見えてくるのだ。 

ゴルフスイングにしても同様だ。他人には見えて

グを矯正するのは、鏡を見ずに化粧をしているよ

うなものだ。 

IMAGE GOLF SCHOOL PART
 

●ヘッド軌道知る練習法  ボー

以前、クラブフェースにシールを貼り、ボールがフ

もスイングしている本人は、自分のスイングを見

る事はできない。自分の姿を認識せずにスイン
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インサイドに抜けていれば 

真中（ボール）だけ飛ぶ 

従って鏡やビ 観的に自

分のスイングを見つめなおすことを定期的に行う

な

のスイングを何時も見せているのだから。  

ッド軌道が、インサイドインに抜けていれば、真中

のボールだけが飛んで行く。現実は右上と左下

のボールを打ってしまうことが多い。スイングが、

アウトサイドインのカット打ちになっているから

だ。どこのボールに当ったかによって、クラブヘッ

するにはもってこいの

練習方法だ。   

 

デオカメラ等を使って、客

必要がある。女性ゴルファーでビデオレッスンを

嫌がる生徒さんが多い。「自分のスイングを見る

事が恥ずかしい。みんなの前で批評されるのが

嫌だ。」とのことだ。しかしそれって、鏡で自分の

顔を見るのが嫌で、スッピンで皆の前にいるよう

もの、ではないだろうか。自分以外の人に自分

 話は脱線したが、自分のヘッド軌道を知ること

も重要である。その為の練習方法として大変効

果であるのが、４つのボールを正方形状に置き、

その中心のゴルフボールを打つものだ。クラブヘ

ド軌道が確認できる。自習

IMAGE GOLF SCHOOL PART 9 

方法  

 

●フェース面をコントロールする ハンガーを使ってチェック 
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グリップと一緒に握り 

フェース方向を理解 

くなくなってきた。クラブが長くなればなるほど、ヘ

ッドスピードが上がるのは確かだが、打点の正確

今回

いこう。 

いのか見ていこう。そのための道具としてハンガ

り、４０インチ以上先の小さな物よりも、手元にあ

るハンガーの方がより明確にフェースの向きを理

解できるからだ。まずスタンスした時にハンガー

は、目標に向いている。バックスイングでシャフト

が地面と平行の時、ハンガーは正面を向いてい

る。そしてトップでは斜め上の状態で、ハンガー

の柄の部分が右肩を指す状態。ダウンスイング

ーの向きは

正面。インパクトでは目標。フォローでシャフトが

地面と平行の時は、正面を向く。そしてフィニッシ

ュ時に斜めの状態で、柄の部分が左肩を指すの

だ。 

 これらを一連の動きの中でチェックしてみること

だ。最初はスローモーションで繰り返しハンガー

の向きをチェックしながらスイングをする。慣れて

いたら普通のスピードにもって行き、最終的には

ハンガーを使ってクラブフェースの正しい向きを

チェック 

 最近の超尺ドライバーであれば４８インチも珍し

性とフェース面のコントロールが難しくなる。打点

の正確さを高める練習は、以前に紹介したので、

はフェース面をコントロールする方法を見て

 超尺クラブの多くは、フェースの向きが最初か

ら左（クローズ）の状態で設計されていることが多

い。これは長い分、振り遅れによってフェースが

開きやすいから、最初からフェースを左に向けて

相殺しているのだ。それでは、スイング中にクラ

ブフェースの向きが、どのような方向であれば良

ーを使う。ハンガーをグリップと一緒に握り、フェ

ースの面と一致するようにする。こうする事によ

のシャフトが地面と平行の時、ハンガ
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ボールを打つ。それをビデオでチェックすれば、

ハンガーの向きを見ることにより簡単にフェース

面をチェックできる。インパクトの時にフェースを

 

合わせるのではなく、全体としてフェースの面の

感覚を持つことにより安定した球筋となる。  

イング”で安定度 UP 

 ゴルフゲームで１００ヤード以内のショットが６

５％を締めていることから、ショートゲームの重要

性が解かる。しかし練習の６５％をソートゲーム

に費やしているゴルファーは皆無だ。アマチュア

ゴルファーほど、練習の重点をショートゲームに

くべきだ。グリーン回から４打も 5 打もかかって

いながら、練習場でドライバーやアイアンのフル

ショットの練習ばかりをしていたのでは、上達は

望めない。  

 まずグリーン回りから使用する 2 本のクラブ（ラ

ンニングとピッチング）を、徹底的に使い慣れるこ

もどこでも良い。ボール扱いになれる事なくして、

自信を持って実際のショットをすることは出来な 

 その時に試して欲しいのが、パタースイングの

IMAGE GOLF SCHOOL PART 10 
 

●アプローチショット  ”パタース

フェース面クローズに 

手首を使わず 

”振り子”で 

置

と。練習場所は自宅の部屋やちょっとした広場で

い。  

アプローチショット。ピッチングや 7 番アイアンを

使ってのアプローチショットを、パッティングと同じ

ようにスイングをする。まず右手親指がシャフトを

握るくらい短くグリップをし、ボールに近くスタンス

を取り、パッティングのアドレスをする。この時ク
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ラブフェースのトウ部分が地面につき、ヒールが

地面より浮いているために、フェースの面をター

ゲットよりもクローズに向けることを忘れないでお

こう。ストロークはパッティングとまったく同じで、

手首を使わない振り子のようなスイングを心掛け

る。アプローチでの多くのミスは、安定していない

ストロークの為におこるトップやダブりなどだ。し

かしパターでトップやダブル人は少ない。何故な

イングするストローク

をしているからだ。これをアプローチに使わない

手はない。普通のアプローチスイングに比べて距

りからであればショット

の安定度が抜群に高まり、スコア―アップは間違

いない。一度お試しあれ。  

 

れば、体を固定して腕をス

離は落ちるが、グリーン回

IMAGE GOLF SCHOOL PART 11 
 

がクラブヘッドより常に先行” 

グである。プロのロブショット等高くて止まる球派

はかっこよく、真似したいのはやまやまである

が、まず一番ケガの少ない転がしをマスターする

ことだ。  

●ランニングアプローチ  ”グリップ

シャフトを伸ばすように 

2 本目のクラブを持ち、 

 グリーン回りのアプローチの基本は、ランニン

 ランニングアプローチが、ピッチショットに比べ

てミスが少ないのは、ボールに対してのクラブヘ

ッドの入り方の違いで、距離の誤差が少ないか

ら。ロブショットなどの場合、トップすればグリーン

オーバーは間違いないが、ランニングの場合は

そこそこゆるされる。 従って手前にハザード等

の障害物がない場合は、転がすことをお勧めす

る。  
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練習 

ヘ

ル

クラブ持ちながらショットをする。手首が折れてし

まえば、左脇にクラブが当ってしまう。左手甲が

折れずに、グリップがクラブヘッドより先行してス

トロークを行えば、いつでもボールをクリーンにヒ

のシャフトがフォロー

の時も左脇に当らずに、左前腕と一直線の状態

を保とう。  

 

ス

が付いているので転がしにはもってこいなのだ。

注意点は両手がシャフトを握るぐらい短くグリップ

 

 しかし第一バウンドは、グリーン面に直接落と

せるクラブを使うこと。グリーン以外でのボール

のはね方は、芝生の状態によって計算しにくいか

らだ。ランニングの注意点は、常にボールをクリ

ーンにヒットすること。そのために、グリップがクラ

ブヘッドよりも常に先行するようにする。すなわち

スイングの最下点よりも前にインパクトを向かえ

るダウンブローの打ち方。反対に手首が折れて、

ッドが手首よりも先に降りてきてしまえば、ボー

の手前を叩いてしまうダブりになる。ランニング

アプローチでは、ミスしてもトップ目であれば大き

なケガにはならない。 そのための練習として効

果的なのが、ショフトを伸ばすようにして 2 本目の

ットすることができる。2 本目

 またスプーンでのアプローチを練習してみよう。

プーンは、アイアンと違ってソールが広いため

にザックリすることがなく、しかも役１5 度のロフト

すること。フルショットでは、タイガー・ウッズにか

なわなくても、アプローチの技術で近づくことは可

能だ。  
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●ロブショット  ”ロフト角の多いウエッジで” 

多くのゴルファーは、バックスピンのついた、よ

く止まるショットに憧れる。そしてそのようなボー

ルを打とうとして、すくい上げたスイングとなり、ト

ップやダブる結果となってしまうことが多い。ラン

ニングアプローチと違って、ミスショットが大きな

ケガにつながってしまう。グリーン周りからおお叩

きする、苦い経験をお持ちのゴルファーも少なく

ないだろう。そこで、まずよく止まるボールの原理

を理解しよう。 

ードが目安となる。グリー

は、スイングを変えるのではなく、ボールに対す

るアドレスを変更する。まずボールの位置を左側

にずらすこと。そしてフェースを思いきって開くこ

と。後は小手先でボールをすくい上げようとせず

に、フィニッシュを思いきって高く取ること。 

 しかしこのショットをする時は、芝生の薄めの

タオルを使って家でも練習 

 アイアンショットで止まるボールは、バックス

ピンの量が多いのと高さの２つのポイント。両方

とも基本的には、打ち方よりもクラブの設計によ

るところが大きい。すなわちアプローチで止まる

ボールを打ちたいときには、ロフト角の多い（約６

０度）ウエッジを使うことだ。通常のスイングでボ

ールはロフト通り間違いなく上がってくれる。通常

のスイングでのボールの飛距離と転がりを知って

おこう。60 度のウエッジであれば、普通のスイン

グで 50 ヤードから 70 ヤ

ン面が早くより止まるロブショットが必要なとき

所では避け、クラブヘッドがボールの下に入るス

ペースがあるときにトライするようにしよう。また

ヘッドの開きぐわいによって、ボールが右に飛び

出すのでスタンスの向きの微調整も必要となる。

ちょうどバンカーショットのようなものだ。グリーン

をオーバーして下り止まりにくいアプローチの時
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に有効なショットとなる。 

 

 この時、ボールをクリーンに打とうとはせず、

手前の芝生からヘッドを滑らすようにスイングし

てみよう。実際の芝から練習する機会が少ない

のが現状だが、家の中でもできる練習方法があ

る。５枚重ねたタオルの上にボールを置いく。ボ

ールをタオルごとスイングするとロブショットの練

習になる。上の２枚から３枚のタオルとボールを

滑らせる感じで練習してみよう。  

LF SCHOOL PART 13 
 

ｃｍ砂を敷き練習” 

普通のアプローチよりも大きなスイングを必要

とする。そしてクラブヘッドをオープンにすること

薄く取るのぞけることを理解しよう。スイング自体

は変える必要がない。クラブヘッドが砂の中に深

く入らないようにするためにフェースを開くのだ

が、そのまま打てばフェースを開いた分だけボー

IMAGE GO

 

 

●バンカーショット  ”板の上に３

まず砂場で戯れることから始めよう。「習うより

も慣れろ。」とはこのこと。何を慣れるかというと、

砂の抵抗とボールの飛び具合。バンカーショット

は通常と違いはボールを直接打たない。その為

に

により、クラブヘッドが砂の中にめり込まず、砂を

ルは右に飛び出す。従ってスタンスを右に取り調

 168



視点はボールの５ｃｍ手前 整する。クラブフェースをオープンにすればする

ほど、ボールは右に、そして高く飛び出すのでス

タ

厚さで砂を敷き、その真中にボールを置いてバン

カーショ ンド

ウエッジのバウンスの機能を使うことにより、きれ

いにボールが飛び出すことがわかる。すなわち

ボールの下の砂を薄く取ることなのだ。この練習

では 3 センチの厚さの砂だけできれいにボール

が飛び出すことが解かるだろう。少しの砂さえあ

ればどこでも練習できる大変効果的なドリルだ。 

 もうひとつ重要なのがヘッドが砂に入るポイ

ント。通常のショットであればクリーンにボールを

ヒットするために視点は直接ボールを見るのであ

るが、バンカーショットの場合はボールの手前の

フェースを入れる所（ボールの手前約5センチ）に

を直接見たままで、その

手前約 5 センチにクラブヘッドを入れる事は難し

い。そのための練習として、バンカー内に直線を

引き、その線に合わせてボールなしで素振りをす

る。最初は打点がまちまちであるが、練習を重ね

て行くうちに、ポイントが安定するようになるであ

ろう。   

 

ンスとスイングの向きも右に変える必要があ

る。フェイスの開き具合によって同じ大きさのスイ

ングでどれだけボールの飛び方が違うかを体験

しよう。 

効果的な練習としては、板の上に約３センチの

ットをする。フェースをオープンにしサ

視点を合わせる。ボール
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ションでスィング” ●バンカーショット  ”スローモー
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ボールの下に千円札を 

敷いて打つ練習も効果的 

入り、ボールの手前を砂深く取ってしまう場合が

した、フェースをオープンにすることと打点を正確

にすることによりある程度の自信が付いたと思

う

て全く力の入っていないスイングだと思うことも多

いだろう。しゃかりきに力を入れて打つショットほ

どミスは多くなる。バンカーショットも同様。打つ

前に大きく行を吐き、肩の力を抜き、滑らかにし

かもゆっくりとスローモーションのようにスイング

するのだ。それでもボールは飛んでいくことを体

験し修得すれば、実際のプレー時に力みが取れ

ることだろう。同時に打ち急ぎによるミスショット防

止にも役立つ。  

千円札の幅のターフでバンカーショットを実際に

行う。ボールを千年札が見事にバンカー外に出

る事に感動を覚えるであろう。 

がイメージ。しかも自

分にピタリと当てはまるイメージを見つけること。

実際のプレーの時もボールの下に千円札をイメ

いきれいなターフが取れ

 前回は砂に慣れることを中心に練習をした。バ

ンカーショットの苦手な人は、恐怖心から力みが

多い。自信がないからフォロースルーも充分に取

れずに終わるスイングになってしまう。前回練習

。そこで更に一歩進んでバンカーショットをより

自分の得意技にするために、スローモーションシ

ョットを試してもらいたい。これはより落ち着いた

状態で可能になるのであるが、通常のバックスイ

ングでトップまで行い、トップからフィニッシュをス

ローモーションのように振り抜いてバンカーショッ

トを行うものだ。よくプロのショットを見てい 
 
 

 もうひとつの効果的な練習が、バンカー内に千

円札を敷き、その真ん中にボールを置く。そして

 ゴルフのなかで大切なの

ージすることにより、薄
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て、バンカーショットが得意になったプレーヤーも

多い。自分のイメージを大切にし、ピタリと当ては

めるものを見つけることも上達の道なのだ。  
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ジを鮮明に” 

斜や芝目によっての影響を受ける。思い道理の

クをしてもラインが違っていればカップインしな

パッティングに形はない」と言われるが、守るべき

の少ない振り子の様なストローク。すなわちパタ

ップ、腕、肩が一体となったストローク。特に左手

ーク中に変わらないことだ。また

 

IMAGE GO

●パッティング  ”カップのイメー

 

正確なストロークが先決 

 パッティングの名手は、ストロークが上手いと同時に、ラ

インの読み方が正確だ。パッティングは、普通のショットと

違って傾

ストロー

い。すなわちラインの読みと正しいストロークの両方が必

要となる。練習では、正確なストロークを習得することが

最初。「

基本はある。第一に安定したストロークをするために手首

の動き

ー、グリ

甲の角度がストロ 打った

後、すぐにボールを目で追うのではなく、そのままの状態

で目線を残す。その練習として、コインの上にボールを置

いてストロークをし、打った後に残ったコインが裏か表か

を確認してから目線を上げることを習慣付ければ、いわ

ゆる「ヘッドアップ」がなくなる。  
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 本来キ

しながら動

にターゲットを見ることなしに動作を行わなければ行けな

い。そのたえめカップ（ターゲット）のイメージを鮮明に持

ちながら、パッティングを行うことが重要となる。頭がすぐ

に上がるのは、カップのイメージが弱く、自信をもってスト

ロークをしていないからだ。 

 試しに目標をみたままの状態でストロークをしてみると

よい。ちょうどキャッチボールで相手のグラブ目掛けてボ

ールを投げるように、カップを見据えたままでパッティング

を行う事により、距離感が自然と養われる。そして普通の

構えに戻し、ボールを見てストロークを行う時でも、頭の

中にはカップのイメージを鮮明に持った状態でパッティン

グを行う。そのためには、アドレスのときにカップを 2 秒以

かに残す作業をする

ことだ。イメージが鮮明なほど距離感が合うことに気がつ

くことだろう。   

 

ャッチボールにしても、射撃にしても目標を直視

作を行うが、ゴルフだけは違う。ショットの最中

上凝視して鮮明にイメージを頭のな

IMAGE GOLF SCHOOL PART 16 
 

”カップを 50 センチオーバーする速さ” ●パッティングの科学  
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カップにふたをして 

パター半分の長さで 

止める練習を 

「ネバーアップ、ネバーイン」カップの手前で止まったボ

もカップまわりのは、プレーヤーによって踏みつけられる

為に直径約１．５メートルのドーナツ状で凹んだ状態に

なっている。すなわちカップの回りは盛りあがっているた

めに、弱いボールはカップ直前で曲がることがある。し

かもカップインぎりぎりのスピードでは、スパイクマーク

や芝目の影響も受けやすい。反対に強すぎるボール

は、カップに蹴られることが多い。「カップの向こう側に当

てるつもりで強気でパッティングをする」と言われるが、

ラインを狂いなくストロークできる人以外は疑問である。

目安としては、カップを外れた時のボールがパターの半

分の距離で止まるのが良い。カップにふたをしてパター

をし、ボールがパター半分の長さで止まる練習をしてみ

よう。結果として一番カップインの確立が高い、理想的

なスピードのパットとなる。  

にくいプレーヤは意外

と多い。これには、原因がある。上りでも下りでも、プレ

ーヤーは、重力に対して垂直にスタンスを取る。従って

上りの場合、目の位置からカップまでがボールからカッ

プよりも近くになる。 

 

 

 反対に下りの場合は、実際の距離よりも目の位置が

遠くに来る。ただでさえ下りで速いのに、実際よりも距離

が長く見えるので打ちすぎてしまうことが初心者の場合

は多い。上りは反対に、実際よりも短く見えるのでショー

トすることが多い。まず原理を知ること。そして仮想のカ

ールはいくらラインが合っていたとしてもカップインしな

いのは当然だ。それでは一番カップインしやすいスピー

ドは？ グリーンの速さにもよるが、実験では１７インチ

（５０センチ弱）カップをオーバーするスピードが一番カッ

プインの確立が高いとの実験結果が出ている。グリーン

面は芝目やスパイクマーク等があり完璧ではない。しか

 次に上りと下りの距離感が合い
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ップを上りのラインであれば遠くに、下りであれば手前

に、自分の頭の中でイメージすることだ。  

 

E GOLF SCHOOL PART 17 
 

 ”仮想カップをまっすぐ狙え” 

仮想カップの設定を行う。  

 曲がるラインはパッティングの強さによって曲がり度

合いが変わってくる。基本ラインを前回の理想的なスピ

プ側に向けて、ストロークで調節する打ち方をしている。

これでは安定したストロークは望めない。まず手でボー

ルを投げて、仮想の直線ラインとカップを見つけ 

IMAG

●グリーンの練習方法  

 

パスクエアに構え 

ストレートのパッティングを 

 前回は、下りと上りで仮想のカップを頭の中で前後さ

せイメージすることを行った。今度は曲がるラインでの

ード（約１７インチのカップオーバー）に合わせる。その

時に打ち出す方向の直線上に距離を合わせた所に仮

想カップを設定するのだ。その仮想カップに向かってス

トレートのパッティングを行う。多くのゴルファーは曲が

るラインでパターフェースの向きを仮想カップよりもカッ
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る。そしてその仮想カップに対してスクエアーに構え、ス

トレートラインのストロークを行うべきだ。  

 またスピードの違いによって３つの違うラインを見つけ

仮想カップを設定し練習することをお薦めする。特に下

りのパットの効果的な練習方法となる。同伴プレーヤー

等でラインがわかっている場合は、強めによりストレー

をのラインで打つことが出来るが、ラインが解からない

ときなどは、次に残すパットのことも考える必要がある

ために、より山をかけたラインの狙いとなるであろう。そ

の時にボールの３０～50 センチ前にスポットを見つけて

パターフェースを合わせれば、より正確性が高かまる。 

 カップ回りに１メートルの半径でボール１２個を円形に

置き、すべてカップインする練習をすることもお薦めなド

リルだ。すべてのラインが練習でき、しかも一つもミスで

ッティングとなる。  

 またドライバーやアイアン等、いろんなクラブでパッテ

りの違いを知ること

で、創造性にとんだプレーが可能になる。パターのトウ

 

きないプレッシャーの中でパ

ィングでパットをして、ボールの転が

や、ウエッジのリーディングウエッジ部分でもトライして

みよう。  

E GOLF SCHOOL PART 18 
 

 ”素振りでスイング固める” ●毎日５分、３週間で効果  

IMAG

 175



タオルを使ってリズミカルに

バーベルで動き強調し悪癖強

る

からこそ、何も考えずに手が動き食べ物を口に

ボールに対してアドレスしてから色々考えて、ス

し

てスタンスをとり、ターゲットのイメージを鮮明に

持ち、何も考えずに体が自然と無意識に動くよう

に、日頃からの素振りをお勧めする。 

タオルの端を括り、それを重りにして連続のスイ

ングを行う。フィニッシュで結び目が右脇の下に

ポンと当たり、そのままバックスイングをして、今

度はトップで左脇の下あたる。 ポンポンと同じリ

ングプレーンが安定し

てくると、タオルの結び目が脇の下の同じ所に毎

回あたる。最初はいらないところに力が入ってい

るために 3 分も続けていると、クタクタになる。次

第に慣れてくると、最後まで安定してスムーズな

素振りが可能となる。 

次はスローモーションスイング。1 キロぐらいのバ

ーベルを持ち、約 15 秒かけてスローモーションス

イングを行う。これはスイングの癖を直したり、矯 

 
制 

イングするゴルファーが多い。2 秒足らずのゴル

フスイングでは、考えながらながらできるもので

はない。意識して体を動かそうとすれば、スイン

グのスムーズさがなくなってしまう。ボールに対

ゴルフの上達のポイントは、まずクラブを振り慣

れること。その良い例が、お箸。毎日握ってい

運ぶことができる。ゴルフも理想は、ボールに向

かって何も考えずにスイングをすることだ。その

ためには日頃からクラブになれ親しみ振り慣れ

て、自然と体がゴルフのスイングを覚えるまで練

習する。実際にボールを打つことも大切だが、ス

イングを覚えるためには素振りが一番効果的な

練習方法となる。毎日五分、三週間続ければ自

分のスイングが形成される。 

まずタオルスイング。これは家の中でもＯＫ。バス

ズムでスイングしよう。スイ
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正などをするときに効果的だ。ボールを打ちなが

しい。スローモーションスイングなら、一部分の動

 

らスイングの形を変えたり癖を直すことは大変難

きを強調したり、動きを覚えこませるのに役立

つ。また女性ゴルファー等腕力のない人の筋力

アップにも適している。  

LF SCHOOL PART 19 

 柔軟性を高める運動で効果的なのは、壁に背

を向けて状態のままで上半身を水平に回転し、

IMAGE GO
 

●柔軟性を高め飛距離アップ   ”座った状態で上半身だけでトップを作る” 

クワイエットな下半身を意識 

 腰と肩の回転差（ねじれ）がパワーを産む。「歳

をとって飛距離が落ちた」と嘆いているゴルファ

ーは多い。しかし実際には体が硬くなったため

に、バックスイングでのトップが浅くなることによ

る場合が多い。体の柔軟性が少なくなり、肩が十

分に回らなければ結果としてヘッドスピードが落

ちる。体の回転を使ったフィニッシュまで十分に

振り切れないからだ。  

両手の平で壁をタッチしてみよう。最低でも自分

の両足の上まで両手が来なければ、体が硬い人

の部類だ。毎日 15 分のストレッチをお勧めする。

ストレッチは反動をつけずに、少し痛みのともなう

ところで 15 秒以上静止する。座った状態で上半
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身だけでトップの形を15秒取るのも効果的だ。毎

日続けると少しずつ自分の体が柔らかくなるの

が解かるだろう。 

 バックスイングの肩の回転を強調しすぎ、腰も

少なくない。肩を 90 度回回転する人が 転しようと

して、腰も同じように回転してしまえば、パワーの

源になるねじれが生まれない。座った状態で上

半身だけでトップを作るのは、体の柔軟性を高め

るのとゴルフスイングのパワーの源であるねじれ

を覚えるのに良い。通常のスイングにおいてもト

ップで右足の親指がしっかりと地面を押さえ、右

足打ち太ももが張っていることを確認しよう。その

状態で肩が 90 度回れば、柔軟性で合格点だ。そ

の状態で、腰の回転は 45 度までに押さえたい。

スポンジの上をねじっても下の部分がしっかりと

ないのと同じこと。「ク

ワイエットな下半身」（下半身がより安定している

こと）が最近のゴルフスイングの流れである。スイ

ング中に腰を回す意識を持たず、「どっしり」と安

のパワーを利用でき、飛距離がアップし同時に安

 

固定していなければ意味が

定感のある下半身を試みよう。結果としてねじれ

定度が増すショットが可能となる。  

F SCHOOL PART 20 

「やる気、実行、継続」” 

IMAGE GOL
 

●ゴルフ上達のポイント   ”目標へ
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「心のサポート」が我々の仕事 

願望を持っているにもかかわらず、思い通りに上

達できないのは れは具体的な

期限付きの目標を設定し、実行の計画表まで落

くる。しかし人間は元来弱いもので、上達したいと

までを、 シス

テムが必要となる。 

私は今まで、通訳、翻訳、インタビュー等を通じ

て、アメリカを中心に１００人を超えるティーチン

グプロに接する機会に恵まれた。彼らから学んで

来た、スイング理論、練習方法、ゴルフメソッド等

ールに反映すべく開

発した練習ドリルは２００種類にもおよぶ。それら

をゴルファー一人一人の個性に合わせて処方し

ていくのだ。上達したいゴルファーのために、そ

の道しるべを提示し、やる気を引き出し、生徒自

身が自ら進んで練習ドリルを実行する。 そして

結果を出すまで責任を持つことこそ本来の姿で

 ゴルファーの多くが「ゴルフが上達したい」という

どうしてなのか。そ

とし込まないからだ。ただ「上達したい」と願うだ

けではなく、「１年後にシングルになる」という目

標が決まれば到達までの手段が明らかになって

いう願望を持っていても、自ら期限を決めて目標

を設定する者は多くない。ましてその目標に向か

っての練習を継続して実行するケースは極めて

少ない。それをサポートするのが我々インストラ

クターの役割だ。  

しかしあくまでも主役はゴルファー自身。そして上

達のポイントはやる気、実行、継続。そこでインス

トラクターとして、「いかにゴルファーのやる気を

引き出すか」が問題となる。その為にゴルフの楽

しさを強調し、練習を継続する雰囲気を演出する

のが重要だ。すなわち「心のサポート」である。ス

イング形成がら始まり、ショートゲーム、精神面、

身体面、コースマネージメント、そして心のケアー

トータルでゴルファーをサポートする

の集大成として、ゴルフスク

 179



はないだろうか。 

 その大命題に対して挑戦すべく、また今後の日

本のゴルフレッスンを東香里ゴルフセンターから

変える意気込みである。  

F SCHOOL PART 21 

頭の中は１００％目標をイメー   ”目標みられぬゴルフショット” 

頭の中は１００％目標をイメージ目標を見ること

なく動作をしなければならないのが、ゴルフショッ

トだ。 射撃、アーチェリー、野球のピッチングに

しろすべて目標を見ながら動作を行う。すなわち

目標に視点と意識の両方を集中させるのだ。し

かしゴルフの場合は、目標を見ることなく地面に

あるボールを見ながらショットを行う。その時に目

う場合が多い。結果として「明治の大砲」と言わ

れるようなフォロースルーで体重がターゲット方

向に乗っていかないスイングとなる。素振りでは

きれいにフィニッシュの形が取れるのに、ボール

を打つとなると素振りのようなスムースなスイン

グにならない。いわゆる「素振りシングル、素振り

美人」となる。これはボールを打つことに意識が

おこるものだ。  

 

  

 

IMAGE GOL
 

● ジ 

叩くことへの意識集中禁物 

距離感にも適応 

 

標のイメージが鮮明に頭にあれば良いのだが、

往々にしてボールを叩くことに意識が向いてしま

向いており、目標に対するイメージが少ない結果
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プロがショットを打つときの手順を見てもらいた

ールに対してアドレスしてからも、目標を再確認

して凝視していることがわかると思う。初心者の

場合は目の前のボールを正確に打つことに躍起

となり、ターゲットのイメージが頭にないのが現状

である。アプローチやパッティングに於いて距離

感が合わないのは、ショットをするときに頭の中

でカップをイメージすることなく打っているからだ。

カップのイメージを鮮明に持つだけで不思議なく

らい距離がぴったりと合うことに驚くだろう。試し

に下手投げでカップを見ながらボールを投げる

ではどちら

の距離が合うかは一目瞭然である。 ゴルフの

い。まずボールの真後ろに立ちターゲットを見つ

め、今からショットをする球筋をイメージする。ボ

のと、目線を下にしたままで投げるの

場合は、カップを見ながらショットができないから

なおのこと、目標のイメージを持つことが重要と

なる。頭の中に第二の目を持ち、カップを見続け

る作業をすると、ボールに意思が伝わり思いどう

り操ることが出来るかも。  

 

 

ッシュを安定させよう（大きなミスが減るはず）”●終わりよければすべてよし ”フィニ  

IMAGE GOLF SCHOOL PART 22 
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空振りしても澄ました顔で 

大きなミスが減るはず 

 先週は、「明治の大砲」「素振りシングル」の原

因について見てきた。すなわちターゲットのイメー

グを作り上げることができるのだろうか。まずナイ

のスイング ッシュを

イメージして毎回この形を作る努力をしてみるこ

とだ。「終わり良ければ、すべて良し」とあるように

フィニッシュが決まれば、スイング全体も良いも

のになる。 

 一般ゴルファーの場合、ナイスショットとミスショ

してスコアーもまとまらないものとなる。強制的に

良いフィニッシュの形に持っていけば、スイング

の安定性が高まり、大きなミスがなくなる。 

 打ったボールが地面に落ちるまでは我慢してフ

ィニッシュの状態のままでボールの行方を見る努

力をしてみよう。時間にして３秒、バランスの良い

毎回、同じ形のフィニッシュをするのだ。例えミス

ショット、空振りをしたとしても澄ました状態でフ 

ジを持ち、目の前のボールに意識過剰になること

のないようにしようと言うものだ。しかしそれを思

うだけで、理想的なスイング形成を可能とするも

のではない。  

 それではどうすれば自分に適したゴルフスイン

スショットの時を思い浮かべてもらいたい。何の

抵抗もなく最後までクラブが振り抜けフィニッシュ

が決まっていただろ。ボールの行方を追う姿勢も

フィニッシュの状態のまま、バランスの良い形で

あったはずだ。 

 プロのトーナメントを見ていると、フィニッシュを

見れば遠目でも誰か判断がつく。体の柔軟性や

作りから、各プレーヤに適したスイングとフィニッ

シュがあり、毎回安定した同じフィニッシュをして

いるからこそ、遠目でも認識できる。従って自分

作りも、ナイスショットのフィニ

ットの落差が激しく、ショットが安定しない。結果と
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ィニッシュを決めれば、明るい未来が見えて来る

であろう。  

F SCHOOL PART 23 

 例えばダウンスイングでフェースが開き気味で

入ってくることが自分でわかったとしても、スイン

グの動きの中でそれを調整することなど不可能

かといえば、スイング全体を一連の動きとして捕

らえることだ。クラブフェースをインパクトの瞬間 

 

 

IMAGE GOL
 

●フェースはグルッと 180 度回転 ”バック＆フォロースイングをチェック” 

インパクトを挟んで、 

シャフトの動きは左右対称 

 ゴルフスイングの分解写真がちまたにあふれて

いる。ゴルフ雑誌では、タイガー・ウッズの連続写

真が毎週掲載されている。しかしである、１０万分

の４～５秒と言われているインパクトの瞬間の写

真を見てその形を復元しようとしても、土台無理

なことである。なぜなら運動命令の神経系統と筋

肉の反応が瞬時に対応できないからである。  

なことでも明らかだ。なのにもかかわらず、プロの

分解写真を見て、インパクトをまねようとしている

ゴルファーは意外と多い。分解写真は結果として

の形であり、それらの形に真似ようとすること自

体間違っている。 

 それではスイング形成の為に何をすれば良い

にスクエアーにしようとするのではなく、ダウンス
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イングとフォロースイングでクラブシャフトが地面

と平行になるポイントの間で正面から背面へと１

８０度回転するようにするのだ。 

 ダウンスイングのクラブシャフトが地面と平行に

なる時、同時にフットライン（両足つま先を結んだ

線）と平行にもなる。その時のクラブフェースの向

きは正面を向いている（左手甲が正面。クラブヘ

ッドのトウが空を向く）。 

 今度はフォロースルーのクラブシャフトが地面と

平行な時に、同時にフットラインと平行となる。 

（左手甲

が後ろを向き、クラブヘッドのトウが空を向く）。す

なわちインパクトを挟んでクラブシャフトの動きが

左右対称になっている。その間にクラブフェース

がグルッと１８０度回転するわけだ。正しく回転す

れば左右対称の中間地点であるインパクト時

に、フェースが真っ直ぐになる。インパクトでフェ

ースをスクエアーに合わせようとすれば、どうして

も遅れ気味の対応となり開いた状態でボールを

 考え方としては、左右対称のポイントのなかで

フェースの向きがグルッと１８０度回転してくると

見よう。その真ん中にインパクトがあると思えば、

一点で対応するのでははなくゾーンで捕らえるイ

ンパクトが可能となる。   

 

 

この時のクラブフェースの向きは真後ろ

とらえることとなる。 

”クリティカルサークルで” 
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●リボン付けスイングプレーン 
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正しいスイング面をチェックできる

 ゴルフスイングの中でクラブシャフトを見たとき

にどんな動きをしているのだろうか。正面から見

シュまでの となる。 

クル内でのクラブシャフトの動きは似通ってくる。

平行な位置の時にリストコックでクラブシャフトと

９０度の角度ができる。だから腕が１８０度動く間

このスイングプレーンが毎回のショットで安定し

ている為に確率の高いショットとなる。 ビデオカ

メラでターゲットの後ろから移してみれば自分の

スイングプレーンがよく分かるが、簡単に理解で

きる方法がある。クラブヘッドにリボンを付けてス

イングするのだ。 

 ダウンスイングからフォローにかけてのクリティ

カルサークルでのリボンがターゲットに対して向

なって入れば正しい

ビデオより簡単  

たときトップからフィニッシュまでの間にシャフト

は、実に５４０度以上動くこととなる。トップオフス

イングでクラブシャフトが地面と平行にから、イン

パクトまでは約２７０度。 インパクトからフィニッ

約２７０度の合計５４０度

 プロの中でも独特のゴルフスイングがいろいろ

ある中で、インパクトを中心とした左右１８０度、

合計３６０度に関してはクラブシャフトの動きが似

通っている。この３６０度のクラブシャフトの動き

をクリティカルサークルと呼ぶ。バックスイングで

クラブヘッドを外側にあげるジム・フュリークや内

側にあげるレイモン・フロイドもクリティカルサー

すなわちダウンスイングで腕が地面と平行な位

置からフォロースイングで腕が地面と平行な間

のスイングが一番重要となってくる。腕が地面と

に、クラブシャフトは３６０度動くこととなるのだ。 

 この間に描かれるゴルフシャフトの面が一般に

スイングプレーンと呼ばれている。プロの場合は

いているスイングプレーンに
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スイング面と言える。友人に後ろに立ってもらっ

てチェックしてみよう。   
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”スイングルーティンの大切さ” 

 「スイングのリズムやテンポを一定に保つこと

が大切だ」よく言われる。打ち急いでしまった

り、スイングが早くなってミスショットをするケー

スが多い。それでは何時でも自分のリズムとテ

ンポでスイングするためにはどうすれば良いの

だろうか。ゴルフスイング自体は２秒弱しかか

らない。そのスイングだけを単独でとらえるの

でなく、ボールにアドレスをする前の一連の動

 

順の順番やワッグルの回数や時間が違うが、

●毎回一定スタイル確立すべき 

 

ワッグル回数までをセットで習慣に

プレッシャーのかかる本番で生きる

いつでも自分のリズムとテンポで  

作（プリショットルーティーン）までも含めてセッ

トで考えることが必要となってくる。ライやコー

スの状況を見てクラブ選択と打つべきボール

の球筋を決める。ボールの後ろに立ってターゲ

ットを確認し、中間目標を見つけてボールに対

してアドレスを取り、ターゲットを再度確認しな

がらワッグルを数回行う。そしてショットをする。

 このプリショットルーティーンは人によって手 
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大切なのは毎回一定の自分のスタイルを確立

し習慣づけることだ。すなわち時間にして２０秒

の一連の動作が、プレッシャーがかかった時

や、重要な場面でのショットで慎重になりすぎ

て、ワッグルの回数が多くなり３０秒もかかって

しまっては、通常のショットを打つことができな

い。また練習の時からこのプリショットルーティ

ンも含めたセットとしてショットをして、動作が自

分の習慣になるまで行うことも重要だ。ちょうど

車をスタートさせるときにドアを開き、シートベ

け、サイドブレーキを

リリースして出発する一連の動作を、毎回同じ

に、ショットに

おいても習慣付け考えることなく自然な動きま

目標を持たない無意味なショットをしたことはな

 

ルトをして、エンジンをか

ようにできるまで慣れているよう

でなるように練習を重ねる。  

 ジャック・ニクラウスは「自分の人生のなかで

い」と言っている。「練習でのショットが、優勝の

かかったマスターズ４日目の１８番ホールのセ

カンドショットと思いこんで打つのだ」そこまで

集中力を高めたショットを通常の練習時からし

ているからこそ、本番で使えるのだ。ショットの

練習だけではなく、プリショットルーティーンも

一緒に練習しよう。  
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●距離感の重要性を再度認識しよう ”日米のゴルフコースの違い” 
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フェアウエーにヤーデージ表示 

毎ショットの飛距離がわかる 

米国のゴルフ場  

 ４

気

イバーでは４５インチが最も長いものである。どう

して

バ

ゴル

 

い

が

イバ

る

で、

の

イバーショットに於いても方向性が重視されるわ

けだ。それに加えて、飛ばしに命をかけている日

本

 

手

 ショートホールでの使用クラブの番手競争をす

るために、ロフト角の 少ないアイアンが「よく飛

ぶクラブ」としてよく売れている。しかし実際は、７

番アイアンのロフト角のクラブが８番となっている

だけのことなのだ。 

 「ゴルフはターゲットゲーム」とよく言われる。Ａ

地点からＢ地点、Ｂ地点からＣ地点へボールを運

ドからカップまで最小

打数でホールアウトをす るゲームであることは

ァーのすべてが知っているはずなのだ。な

のにもかかわらず飛ばしに固守するのは、一般

道でレーシングカーを運転しているようなもの。

例えば、直径３０メートルのグリーンの真ん中に

立っているピンに対して１５０ヤードのショッ 

７や４８インチの超長尺ドライバーが市場で人

を集めている。しかしアメリカでは 市販のドラ

アメリカ人より背が低 い日本人が長いドライ

ーを好むのだろうか。ひとつの原因は日米の

フコースの作りからきている。 

日本の場合、山岳地帯にゴルフコースができて

る場合が多く、コース の斜面に当ててボール

真ん中に戻ってくる場合がある。すなわちドラ

ーショットが多少ぶれても飛距離が重視され

。それに対して、アメリカのコースは平な地形

ウォ ーターハザード等の配置によりショット

ぶれがペナルティーとなるケースが多い。ドラ 

人ゴルファーは少なくない。 

それはドライバーだけではなく、アイアンの番 

にまでおよぶ。 

び、最終的にティーグラウン

ゴルフ
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トをする場合、距離が合えば１５ヤードづつ左右

にぶれてもグリーンにのる。 

 しかし飛距離が１５ヤードショートやオーバーの

場合は、いくら真っ直ぐに飛んでもグリーンにの

ること はない。それだけ正確な飛距離を出すこ

とが重要なポイントとなる。日本人ゴルファーで

覚が自然と付い

てくる。距離感の重要性を再認識しよう。  

 

自分の正確な飛距離を把握している人は以外と

少ない。特にロングアイアンは真っ直ぐ行 けば

グリーンオーバーでも納得しているゴルファーが

多い。パッティングでもそうであるが、３パットの

原因は距離感のミスによるものがほとんどだ。 

 アメリカでは、フェアウエーのスプリンックラーに

ヤーデージ表示があり１ヤード刻みでグリーンま

での距離がわかる。毎ショット正確に飛距離がわ

かることにより、距離に対する感

 

道具を多用しよう（その１：葉書）” ●ハガキ使ってイメージトレ ”小

IMAGE GOLF SCHOOL PART 27 
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身近の意外なもので 

4 種の効果が  

ことがある。 傘

などを振り回せば回り人の迷惑になるが、見てい

ある。以前にも、ハンガーやタオル、バーベル等

を使った練習を紹介した。今回は、日常に身近に

ある物を使ってゴルフの練習に役立つ方法を紹

介してみよう。 

どは

すぐに捨てられるが、ゴルフの練習には格好の

小道具となる。葉書を横にして口にくわえて、そ

の向きがスイングプレーンと一致するようにす

、実際にボールを打

つわけだ。第一の効用は葉書をくわえることによ

りスイングプレーンをイメージしやすくなる。すな

わち目の前にある葉書の面を拡大したものがス

イングの面とイメージできるからだ。二番目は、

バックスイングでの頭の動きが、くわえている葉

書の面に沿って動くようにすれば、正しい動きと

確認できる。すなわちバックスイングで頭も若干

動くのであるが、その動き方が自分でチェックで

きる。３番目は、トップで左肩が葉書の下に隠れ

れば、充分に肩の回ったのバックスイングが完成

したこととなる。理想的なトップの位置を形成する

のには便利な小道具となる。４番目は、葉書をく

わえてボールを打てば、歯を食いしばった力 

 駅のプラットフォーム等でゴルフスイングをして

いるゴルファーの姿を見受ける

て滑稽になる光景である。公衆の面前でゴルフ

のスイング練習をするのであるから、さぞかし自

分一人でもこつこつとやっていると思うのである

が、意外とそうでもない。ゴルフ場でのプレーだ

けで、一切練習をしないゴルファーは意外と多

い。またゴルファーの多くはゴルフクラブを持って

練習場でしかゴルフの練習ができないと思ってい

る。実はどこでも自分なりに工夫をすれば、ゴル

フの練習はすることができ、上達に結びつくので

 まずは葉書だ。送られてきた葉書のほとん

る。その状態でスイングをし
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んだインパクトになることを防げる。葉書を唇の

間に挟んでいるために、歯を食いしばることが出

来ずに、その分インパクトで力みすぎるスイング

にならない。以上の効用はごく一般的なものであ

るが、それぞれのゴルファーで、新たな使い方や

効用があるかもしれないので、是非実行され

色々と試されることをお勧めする。  

LF SCHOOL PART 28 
 

 ボールペンほど日常身近にある物もない。し

かし「字を書く」ことだけに使われている。これ

をゴルフ練習の小道具に使わない手はない。

 まずパッティング練習の時のグリップに挟

む。この時にペンの方向がターゲットと平行に

向くようにする。このペンがストロークの間、い

つでもターゲットをむくようにすれば、フェース

面の安定した動きとなる。 

 パッティングで重要なのは、いかにフェース

が狙った所を向いているかだ。 目線から近

いグリップの位置でボールペンを使ってフェー

スの面が確認できれば、ストローク時に於い

ても用意にチェックできる。 

 次は、ボールペンを口で加えながらパッティ

ングの練習を行う。 前回は葉書を口で挟ん

でショットの練習を行ったが、パッティングでは

ボールペンの方が使い勝手が良いのだ。 

 

 

IMAGE GO

●パッテイング練習に効果的 ”小道具を多用しよう（その２：ボールペン）” 

 

グリップにはさむ＝フェース面をチェック 

口でくわえる＝ストロークの距離感が安定 

ボールの代わりに＝まっすぐの軌道を体得 

 

 アドレスで加えたボールペンの先がボール 
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を向くようにする。 縮こまったスタイルのパッ

ティングアドレスでは、ボールペンの先がボー

パッティン

グを行うものです。 ターゲットに対して真っ直

ぐにボールペンを向けた状態におきます。 そ

してそのターゲットに向かってストロークを行う

  ゴルフボールであれば、ターゲットに対して

真っ直ぐのストロークの軌道でなくても、イン

いてい

ればボールが真っ直ぐに行く。 しかしボール

ペンであれば、ストロークの軌道とフェースの

向きの両方が正しい状態ではじめてターゲット

に対して真っ直ぐに飛び出す。 

 従ってボールペンを使かえば、よりシビアー

なパッティング練習となるのだ。  

 

ルよりも内側にくる。これでは距離感が安定す

るストロークができません。 

 上体を起こし気味にしてボールペンがボー

ルを差すようになれば、パターをつる感じの振

り子のストロークが可能となり、安定感が増す

ことでしょう。  

 次にボールペンをボール代わりに

のです。 

パクト時のフェースの向きがカップを向
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道具を多用しよう（その３：カーペットとビデオ●PW＆SW で柔らかく超えよう ”小

テープ)” 
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仮想ベアグラウンド 

ボールへの入り方を一定に  

 ゴルフゲームの中でスコアーを縮める最大のポ

イン

前

ーチ

 パ

見

の中で練習する光景を見ることは皆無である。部

屋

スペ

ーチ

 クラブはピッチングかサンドウェッジを使用し、

床はカーペット状のものが好ましい。絨毯であれ

ば、ラフからのアプローチと同様、クラブフェース

をボールの下に入れやすいので、シビアな練習

には適していない。その点カーペットであれば、

ボールと床に透き間がないために、クラブヘッド

が正確に入って来なければミスショットとなる。ち

ょうどベアーグラウンドの練習をしているようなも

のだ。この状態で正確にボールをヒットできるよう

になれば、どんなライでも対応することができる。 

 まずカーペットの上にボールを置き約８０センチ

前にビデオテープを立てる。５メートル程のショッ

トをするつもりで、目の前のビデオテープに当た

うにする。 

 部屋の中でのアプローチショット練習で怖いの

てターゲット方向に座布団等を置いてプロテクト

するのもよいのだが、目の前にビデオテープを立

てることにより、トップボールを防ぐこともできる。

本来のビデオテープを立てる意味はショットの精

度を高め、柔らかいボールを打つためのも 

のだ。ナイスショットであれば目の前のビデオテ

トは、ショートゲームである。パッティングは

回ふれたので、今回は小道具を使ったアプロ

の練習を紹介する。 

ッティングの練習マットをオフィスや自宅等で

かけることが多いが、アプローチショットを部屋

の中で２０ヤード以上のアプローチを練習する

ースが取れないことは当たり前だが、アプロ

ショットの感覚をみがく方法がある。 

ることなくボールが超えるよ

は、トップしてガラス等を壊してしまうことだ。従っ
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ープを柔らかなボールで越えて行くが、トップや

ダフり等のミスショットの場合は、ビデオテープに

当たってしまう。 

 サンドウエッジは、ボールの入りかたにより距

 

離のばらつきが大きいクラブである。日頃からカ

ーペットの上で練習をし慣れることにより、そのば

らつきを少なくすることができる。一番難しいサン

ドショットのアプローチをマスターすれば、他のク

ラブは簡単に思えてくる。 

LF SCHOOL PART 30 
 

 

フリ”をなくす”  ●コインの上にボールを置く ”ダ

 

 

IMAGE GO
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100 円玉がおすすめ 

ミスすれば飛んでゆくプレッシャー  

けではない。有名な例では、世

界一のボールストライカー（ボールを打つことに

通過するようにバック

スイングしたのだと言う。 

 バックスイングの軌道の目印に使う以外でもコ

インの用途は色々ある。以前パッティングの時に

コインの上にボールを置き、ストロークをした後に

残ったコインの裏表を確認する練習を紹介した。

を追うのではなく、打

った後も目線を残すことにより安定したストローク

を修得するためのものだった。 

にボールを置いて通常のショ

ットを行う。練習場でアイアンマットの上にコイン

を置き、歩の上にボールを置いてアイアンやフェ

アウエーウッドでショットを行うのだ。これはクリー

ンにボールを捕らえる練習として最適だ。昔は土

打席の練習場があり、アイアンショットを土から直

接打つことによりミスショットとナイスショットの違

いが一目瞭然であった。しかしマットの上からで

あれば、多少ダフって入ってもクラブヘッドが滑

り、ナイスショットと見分けがつきにくい。そこでボ

ールの下にコインを置くことにより手前から入れ

ば、コインも一緒に飛んでいってしまう。 

 自分にプレッシャーをかけ、集中力を高めるた

めの練習としては、百円玉を使うことをお勧めす

る。ミスショット（ダフり）をすれば１００円が飛んで 

 ポケットの中にはいつも小銭が入っている。ゴ

ルファーにとっての小銭の使い方は、グリーンで

のボールマークだ

関してはだれも右に出るものがいなかった）であ

るモー・ノーマンが小さい時からバックスイングで

クラブヘッドを低く真っ直ぐに引くためにコインを

置いて目印とした。ボールから約５０センチ後ろ

の、ターゲットラインより少し内側にコインを置い

て、その上をクラブヘッドが

これはすぐにボールの行方

 今回はコインの上
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いくのだから失敗は許されない。これを修得すれ

ば、クロスバンカーからの脱出するショットに使う

ことが出来る。すなわち少しのダフりも許されず、

クリーンに打たなければいけないショットである

から。 

LF SCHOOL PART 31 

 

 

 まずこのティーをグリップエンドに刺す。これに

よりクラブシャフトの グリップエンドがどこを向い

ているかが鮮明となる。ダウンスイングでグリップ

が腰の位置に来たときにティーがボールを刺す

のが理想的だが、いわゆるためのないスイング

の場合はそうならない。ダウンスイングでグリップ

エンドのティーをボールにぶつけるイメー ジを持

つことにより、自然とスイングにためができるので

トライしてみよう。あるいはフォロースルー

 

 

 

IMAGE GO
 

●小道具を多用しよう ”（その５：ティーペッグ）”  

安定性を高める 3 つの効用  

 ゴルフバックの中には誰でもティーを入れてい

る。このティーが意外と使い勝手の良い練習道

具となる。 

ではグ

リップが腰の位置あたりに来たときに、グリップエ

ンドのティーがボールのあった位置を指 
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すのが理想的である。しかしカット打ちの場合は

違う方向を指す。 そこでフォロースルーでグリッ

プエンドのティーがボールのあった位置を指すイ

メージを持つことで、フェースの返りがスムーズに

なりスライスが治ることがある。ちょっとしたティー

ではあるが、イメージと意識の持ち方でスイング

が見違えるものだ。 

 第二はティーショットの練習。以前にも紹介した

がボールなしで地面に立てたティーを打つことに

より、ドライバーショットの打点の正確性を高める

ものだ。フェースとソール面に残った跡で打点の

位置とスイング軌道を知ることが出きる。この場

きのウッドティーを使

用するほうが、クラブヘッドに跡が残りやすい。 

 最後に練習グリーンでの活用だ。ティーを２本

プに見たててパッティング練

習をされることは常識である。４本を正方形に立

ててその中にボールを置いてパ ッティングストロ

ークを練習するのも効果的だ。パターヘッドとスト

ロークの大きさとによってティーの間隔を変えて、

ティーに当ることなくパッティングが行われるよう

 

合プラスチックではなく色付

指して、仮想のカッ

に練習をすればストロークの安定度が高まる。 

 

LF SCHOOL PART 32 IMAGE GO
 

●小道具を多用しよう ”（その５：スポンジ）” 
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足の下にイメージするだけでも効果

えながらするものではな

い。理想的なのは何も考えずにスムースに

な体重移動の助けとなることがある。スポン

に対しては、両足の下に根っこが生えてい

ることをイメージする事により、安定感のあ

るどっしりとしたスイングになる。従って個々

のスイングに応じたイメージと小道具の使い

。 

 スポンジのもう一つの効果的な使い方とし

の下に挟む方法がある。これはス

イング中に腕が体から離れてしまい、独自

の動きをすることを防ぐ練習になる。腕と体

を固定するバンドの練習器具があるが、同

じ働きになる。スポンジの場合は左右の脇 

的 

体重移動が行われるかが重要なポイントで

ある。歩くときに右足を蹴って左足に体重を

かけることなどを、頭で考えながらするもの

ではないのと同様に、ゴルフスイングも頭で

考えながら体重移動を行うものではない。 

 そこでスポンジを使う事により、スムーズ

スムーズな体重移動を体感 

 スイング中に上手く体重移動が出来ない

ゴルファーは少なくない。体重配分の目安

は、アドレスで五分五分、トップで三対七、フ

ィニッシュで八対ニ。これは結果としての比

率であり、頭で考

ジの上に立ってスイングを行う。それと同時

に両足の下にスプリングが付いているような

イメージを持てば、相乗効果となるであろ

う。ゴルフではイメージが助けとなる場合が

多い。下半身の動きがガチガチで非常に硬

い時、足の下のスポンジをイメージするだけ

で体重移動が滑らかになる場合がある。反

対に下半身の動きが激しすぎるプレーヤー

方の選択がポイントだ

ては、脇
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の下を別ける事により、バックスイングとフォ

ロースイングでの腕の動きを個別でトレーニ

 

ングする事ができる。バックスイングで右脇

が空くフライングエルボーのゴルファーには

右脇にスポンジを挟むと良い。反対にフォロ

ーで問題の人には、左脇にスポンジを挟ん

で練習をしてみよう。  

CHOOL PART 33 
 

カーボール）” 

振りと下半身動きをチェックできる 

ッカーボールを持ってスタンスを取る事に

腕が脱力され、腕が自由に使いやすい姿

らと振ってみよう。クラブを持つよりもサッカ

ールがちょうど良い重さになり自然と左右 

IMAGE GOLF S

●小道具を多用しよう ”（その７：サッ

   

腕の

 サッカーボールの使い方は、大きく別けて腕の

振りと下半身の使い方の二通りがある。 まず腕

の振り。まずアドレスの姿勢を作り両手でサッカ

ーボールを持ちます。ゴルフクラブであれば両手

が一体となってグリップをするが、サッカーボー

ルを両手で持てば当然両手にボールの間隔だけ

開きができる。それだけ手と腕が個別に動き、そ

れらの動きが鮮明となる。まずアドレスである

が、サ

より両

勢となる。その状態から像の鼻のように左右にぶ

らぶ

ーボ
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に振

振り

のひ

向くよ

なわち左右の腰の高さの位置で手のひらが１８０

度回転しているのだ。 脱力した状態での腕の動

きと手の回転を覚えるには、このサッカーボール

は効果的である。 

 下半身の動きのチェックとしては、サッカーボー

ルを右足踵外側に置き、ボールを打つ。 サッカ

ーボールが動かずにそのままの状態であれば、

て右足で蹴ってしま

えばダメ。これは、アウトサイドインのスイング軌

にかけて右足踵が外側に

動いて結果的にサッカーボールを動かしてしまう

事なのだ。正しいスイング面であれば右足の踵

が外側に動くことなく左サイドへの体重移動が行

ちダウ

ンスイングで右膝が前に出ることなく左の膝に近

寄っていけば、結果として右踵でサッカーボール

を蹴ることはない。  

 

り子のように腕を振ることが出きる。左右の

で注意するのは、手の平の向き。左右とも手

らが腰の高さに来た時に両手の親指が上に

うにすれば、正しい腕の振りと言えよう。す

ＯＫ。ダウンスイングにかけ

道で、ダウンスイング

われ、サッカーボールは動かない。すなわ

LF SCHOOL PART 34 
 

”（テニスラケット）” ●小道具を多用しよう（その８） 

IMAGE GO
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 お箸の先に意識を集中するようにフェースの向

きを意識するためのテニスラケット 

は集中しているはずだ。そこ

に意識を集中することにより、結果として指や体

てスピードを上げて振るこ

とだ。その為の体の動きなのにもかかわらず、

「最初に形ありき」で体の動きを作ろうとすること

に無理がある。お箸の握り方を気にしすぎて、食

ようなものだ。従って

クラブヘッド、特にフェースの向きに意識を集中さ

せる意味で、テニスラケットが使える道具となる。

けを大きくして練習道具とし

て作っても良い。要するに不断はグリップから先

にある小さいクラブフェースを大きくすることによ

り、集中しやすくしているのだ。こうすることにより

クラブフェースがスイング中どこを向いているの

かが明確になる。インパクトの時に最大のヘッド

 

お箸を使って食事をするときに、どこに神経を集

中させるであろうか。 

 箸を握っている指の動きだろうか。腕の動かし

方だろうか。それともお箸の先で挟む食べ物だろ

うか。当然今まさにお箸を使って取ろうとしている

食べ物に対して意識

が自然と動いてくれる。食べ物を口に運ぶのに、

指や体の動きを考えながら行うことはない。 

  ゴルフの場合も実は同じことが言える。本来の

意識はボールをヒットするクラブフェースにあるべ

きだ。しかしグリップや体の動きなどに気を取ら

れているゴルファーは意外と多い。正しい動きの

習慣を付ける為の練習としては必要だが、実践

の場においては違うはずだ。反対に体の動きに

注意をはらい過ぎるために、肝心のクラブヘッド

に意識が集中していないことがある。ゴルフスイ

ングで大切なことは、クラブヘッドを一定の軌道

の中でスムーズにそし

べ物に意識が向いていない

クラブフェースの面だ
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スピードとスクエアーなクラブフェースが得られる

よう、テニスラケットをスイングしてみ

ラ

チェックしながら行えば、クラブフェースの向きへ

の意識の集中力が高ま

LF SCHOOL PART 35 

”（椅子）” 

 椅子に座ってのもう一つの練習は、座ったまま

でボールを打つことだ。少し腰高（約７０センチ）

の椅子を使用する。深く腰をかけるのではなく、

上体の前傾姿勢を保ったままお尻の部分を椅子

につけているぐらい。当然フルショットは出来ない

がハーフショットでの上半身の動きを習得するに

は絶好の練習となる。特にバックスイングで腰が

回り過ぎるゴルファーには特効薬となるであろ 

 

よう。テニス

ケットの面がスイング中どこを向いているかを

る。  

 

IMAGE GO
 

●小道具を多用しよう（その９） 

腰高の椅子に腰かけた状態で 

ショット 

（スエーの防止にも効果的）  

  椅子に座った状態でも、ゴルフの練習は可能

だ。居間でテレビを見ながらクラブを握り椅子に

座った状態で上に向けたクラブヘッドをくるくるを

回すのは、クラブに慣れ親しむうえからも良い練

習だ。目をつぶっても自分のグリップがいつでも

出きるようになるまで習慣付けることだ。両肘を

折った状態でクラブヘッドを上に向けてグリップを

すると不思議と柔らかなグリッププレッシャーとな

る。この状態で何回も慣れるまでグリップに親し

むことだ。 
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う。トップで腰が回りすぎていれば、体の捩れが

なく、パワーが生まれない。従って腰かけたまま

の状態でボールを打つことにより、体の捩れを生

む練習となる。腰掛けたままのトップで肩が９０度

回れば、体がかなり柔らかい人と言えよう。上半

身が十分に捩れたトップからであれば、ボールの

とびも普通のショットと大きく変わることなく飛んで

いく事に気付くであろう。 

 またスタンスの両サイドに椅子を置く事により、

スエーを防ぐ練習になる。バックスイングで腰が

の横に椅子を置く事

によりスエーを防ぐことが出きる。 

 

右にスエーする人は、右足

IMAGE GOLF SCHOOL PART 36 

 水が半分入ったバケツを持ってスイングしてみ

よう。あるいはボールが入っている練習場のかご

でも良い。当然フルスイングをするわけではな

い。ハーフスイング、特にスイングの始動の練習

なのだ。ゴル

 

●小道具を多用しよう（その１０） ”（バケツ）” 

「ゆったり」した 

バックスイングのための 

バケツ練習  

フで難しいのがスイングの始動。静

の状態から動に移るにあったってなんらかのきっ

かけが必要となる。だからゴルフのスイングでフ

ォーワードプレスが出てきたのであろう。グリップ

を少し前に出すことをスイングのきっかけとする

のがフォーワードプレースだ。クラブを後ろに上

げるために、一度前にグリップを持ってくること

は、非効率かもしれないが動きのきっかけとして

は効果的なのだ。  

 ベン・クレンショーやトム・カイト等多くの選手を

育てたハービー・ペニックゴルフスクールでは、ス
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イングの始動のためにこの練習を取り入れてい

る。すなわちボールの一杯入ったカゴをアドレス

の状態から左右にぶらぶらと振り子のようにスイ

ングする。スムーズに同じ軌道で、ボールがカゴ

からこぼれないようにしてスイングするのだ。多く

のプレーヤはあわててバックスイングしている。

クラブが軽いのと体を捩ることを怠っているため

だ。しかし理想的なトップスイングを形成するため

には、ゆっくりとした始動が必要となる。なにか重

が可能とな

る。スイングのリズムが悪いスランプの時など

は、この方法を試してみることだ。まずボールか

ごで何回となくスイングの始動を練習した後に、

をする。不思議とタイミ

ングがゆったりとするものだ。  

 

たいものを動かすときのスロースタートのように。

ボール入ったカゴでバックスイングの始動を練習

した後にクラブに持ち替えてゴルフスイングして

みると、ゆっくりとしたバックスイング

クラブに持ち替えてショット

IMAGE GOLF SCHOOL PART 37 
 

●小道具を多用しよう（その１1） ”（ホウキ）” 
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長めのホウキの素振りでスイングリズム習

（超長尺使用者に最適） 

 ゴルフではボールが地面に接しているため

に、スイングが立て振りになりやすい。すな

わちボール目がけてクラブヘッドを上から振

り下ろす動作になってしまう。結果としてつる

はしを振りかざしたようなスイングとなる。こ

れではロングアイアンやウッド等の長めのク

ラブを振ることが不可能となってしまう。 

ホウキで素振り

をすることだ。 

 ボールが地面からすこし浮いた所にあるつ

この練習で横振りの

感覚が修得できるだろう。スイングリズムに

ついても「まったり、ゆったり」になるはずだ。

振るためには手首等の小さな筋

肉を固定して、体全体の大きな筋肉をを使っ

たものになる。 

 最近は47インチ等の長尺クラブを使用して

いる方が多いが、その人達にとって最適の

練習道具となる。長いクラブを振るときの注

意点は、体の軸をしっかりしてゆったりと一

定のリズムで振ることだ。 

 

 クラブが長い分だけコントロールすることが

得

水平打法の感覚マスター  

  長めのホウキを持ってスイングすると、払

う感覚が身に付き、ロングアイアンやフェア

ウエーウッドの練習になる。 

 考え方はもっと水平打法。野球の外角低

めのボールを振る感覚だ。そうすればスイン

グが横振りとなりクラブが体に対してより水

平に振られることとなる。この感覚を養う為

に最も効果的なのが長めの

もりで、スイングする。

長いものを
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難しい。反対に言えば一定の軌道を同じリズ

ムでスイングすればそんなに狂わないのだ。

続ければ、自

分の動きとなるであろう。 

 

従って滑らかなスイングで大きくゆったりと振

る動作を、ホウキを使って確かめてみよう。

そして毎日 3 分間最低 3 週間

 

ホース）” 

でのタメを覚える  

フトリックショットで有名なポール・ハーンプ

、彼のデモンストレーションの中でホースの

クラブヘッドを付けたもので 200 ヤード以上

トレートボールを飛ばす。あまりの見事さに

。  

残。シャフトの硬さはスイングとヘッドスピー

IMAGE GOLF SCHOOL PART 38 

●小道具を多用しよう（その１２） ”（

背中にホースが当たってから 

ダウンスイング  

トップ

 ゴル

ロは

先に

のス

声を失ってしまうくらいだ。「シャフトなんてなんで

も良いわけだ」観客からのメッセージには納得で

きる

 そこで観客の一人が同じように試みたが、結果

は無

ドの速さで適用させているのが一般的。従ってプ

ロはＸ、上級者はＳ、一般がＲ、レディースがＬ等 
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の分

でハ

みせ

だっ

 そ 能にしたのか。

実はそれぞれのシャフトにマッチしたヘッドスピー

ドと切り返しのタイミングでスイングすることによ

ってすべてストレートショットを打って見せたの

だ。具体的には柔らかいシャフトになるほどにトッ

プでの切り返しのタイミングをゆっくりとし、同時

にヘッドスピードも落としていった。柔らかなシャ

フトになるほどフェース面がインパクトでスクエア

ーに戻ってくるのに時間がかかる為に、トップで

の切り返しでゆっくりと時間をかけて振る必要が

ある。  

 しかしトップで充分に時間を取っているゴルフー

は少ない。いわゆる「タイミングが早い」のだ。トッ

と言うことは、打急ぎになりやす

く、ミスショットの最大原因となっている。そこでホ

ースを使った練習方法が出てくる。ホースをクラ

 

類がされている。それらのすべてのシャフト

ーンプロは見事にストレートボールを打って

た。そして最後のおまけがホースのシャフト

たわけだ。  

れではどうして彼はそれを可

プでのタメがない

ブシャフトの長さに切り、スイングする。ホースの

先が背中に当たったと同時にダウンスイングを始

める。その状態であれば充分なトップでのタメが

形成され、ゆったりしたスイングリズムが身に付

く。  

LF SCHOOL PART 39 
 

 

●メンタル面の練習ふやす（ゴルフはシンプルに考えよう） 

IMAGE GO

 207



想像力をフルに活用 

常に目標決めて打つ  

らず多くのゴルファーは技術

面の向上ばかりに気を取られすぎているが、技

の

が大切だ」と言っている。  

 スイングの課題を練習しているのであれば良い

のだが、練習の５０％以上の時間をメンタル面の

トレーニングに使うのだ。メンタル面の練習と言っ

ても、なんら難しいことではない。まず練習場で

思い、同じように行

う。自分自身のイマジネーションをフル活用して

思い込むことが出来るかがポイントとなる。  

 ターゲット（目標）をしっかりと決め、そこにボー 

 いったい、ゴルフゲームにおいてメンタル面は

どれくらいを占めているのだろうか。私は最低で

も５０％以上はメンタル面が関与していると思っ

ている。にもかかわ

術とメンタルの両者が調和することでゴルファー

の最大の実力が発揮されることはあきらかだ。し

かし練習場で、ましてやゴルフ場でスイングの形

だけを気にして練習しているプレーヤーが多い

には驚かされる。  

 トム・カイト、ニック・プライス、パット・ブラットリ

ー等多くのツアープロをサポートしている世界有

数のスポーツ心理学者のボブ・ルーテロ博士は

「スイングの練習時にもメンタル面のトレーニング

をすること

 すなわち練習場でのショットを試合で使うため

には、その時にかかるプレッシャー等のメンタル

面を練習することが必要となる。  

 練習場で打つ目の前の１球が、試合で優勝の

かかったショットと思いこんで、自分にプレッシャ

ーをかけた状態を作り上げて打つことが出来る

であろうか。現状は、目標も取らずに思うままに

任せて練習しているプレーヤーがほとんどだ。  

の打球を試合でのショットと
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ルを運ぶことに集中する。そのターゲットも毎回

代えていく。頭の中ではスイングを考えないで、

シンプルにターゲット（目標）に集中するとのこと

だ。「ゴルフをシンプルに考える」 ルーテロ博士

がトッププレーヤーに課している最大の課題だそ

うだ。  

 

 

 ゴルフ上達に最も必要なものは、デザイヤー

（願望）、ディシプリン（訓練）とペイ

けをよく考えたうえで、達成可能なゴルフ目標を

期限を設定して立ててみよう。  

  その時、最初から「世界のトッププレーヤにな

りたい」のようなものではなく、ゴルフが 自分に

掘り下げて見つめてみることだ。その中でふつ

ふつとした願望が認められれば、目標もより明

確なものとなる。言葉だけで目標を設定しても、

気持ち（願望）が付いてこなければ「仏造って魂

入れず」になってしま う。  

 ジュニアの時に活躍した選手が将来にわた

 

IMAGE GOLF SCHOOL PART 40 

●願望、訓練、忍耐が上達への道（あなたのゴルフに必要なＤ.Ｄ.Ｐ）  

目標を期限設定して立てる  

シェント（忍

耐）の３つだ。まず自分の中でゴルフの位置づ

とってどれほどの意味を持っているのかを深く

っ

て伸びないケースは「バーンアウト（燃え尽き症 
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候群）」と言われるものが多い。自分の中でのゴ

ルフの位置づけが明確になわれて いないの

だ。  

 世界屈指のスポーツ心理学者であるルーテロ

博士は、選手との話し合いで 必ず上記のことを

充分な時間をかけてクリアーにすると言う。私自

身も生徒さんとのレッ スンではその事を抜きに

しては始められない。スイング改造に取りかか

るにしても、ゴルファー自身の目標が明確にな

ることを抜きにして取りかかることは出来ない。 

 そこで必要になるのがディシプリン（訓練）とペ

イシェント（忍耐）だ。ゴルフのスイング改造は、 

簡単にいくものではなく途中に必ず調子を崩す

ことがある。そんなときでも強い意志を持って続

 トム・カイトが 1992 年の全米オープンでメジャ

ー初優勝をするまでに、実に 22 回連続で挑戦し

続けた。一度も勝 つことが出来なければ、ほと

 デザイヤー（願望）、ディシプリン（訓練）とペイ

シェント（忍耐）の３つがあってゴルフが成熟す

る。  

 

けることが出来なければ、それまでの努力が水

の泡となる。  

んどの人はあきらめてしまうはず。しかしトム・カ

イトは毎 回、自分が優勝することを信じてあき

らめることがなかったから、９２年のペブルビー

チのメジャー初制覇につながったのだ。  

IMAGE GOLF SCHOOL PART 4１ 
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●コース戦略考えてティーアップを コースマージメント（ティーショット） 

狙いは対角線に 

（ティーマークの向きに注意）  

 

まる。普通は周辺よりも高くなっており、ティーマ

ークが左右に配置してある。  

 

ア

ラ

る

所とコース戦略を考えた上で、どこにティーアップ

を

 しかしどんなホールでもティーマークの真中で、

前

ー

球の人が、ティーインググラウンドの真中からフェ

ア

打

ちこんでしまう最悪の結果となることもある。 

 

に

線

ー

範囲も増える。ショットが変わらなくても、ティーア

ップの場所と狙いを変えるだけで結果が大きく変

わ

 

ー

つことも必要となってくる。そしてフェアウエーの

右サイドを対角線上に狙えば、曲がりの許容範

囲が格段に広がる。このようなゴルフプレーの戦

略はゴルフショットの精度以上にスコア―を左右

ゴルフの第一打は必ずティーグラウンドから始

ティーショットの最大の利点は、ボールをティー

ップできる事と、ティーマークの範囲内から２ク

ブレングスの中で打つ場所を自由に選択でき

点だ。従ってスタンスを含めてのライの良い場

するのかを選択する事が重要となる。 

のラインぎりぎりにティーアップをするゴルファ

が意外と多い。例えばスライスボールが持ち

ウエーの真中を狙って、結果として右のラフに

ちこんでしまう場合である。又は右のＯＢに打

スライサーの場合は、ティーグラウンドの右端

ティーアップをして、フェアウエーの左側を対角

上に狙うのだ。そうすることによってフェアウエ

の幅ををいっぱいに使う事が出来、ミスの許容

るのだ。 

ドローを打つプレーヤーでは、時としてティーマ

クをボールとスタンスの中に入れるほど左に立

することとなる。 
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 またこのティーマークがホールに対して真っ直

ぐに向いていない時が往々にしてあり、その方向

結ぶ中間目標

の目印を見付けておき、スタンス時にチェックす

ることを忘れないようにする。ナイスショットを打っ

ても方向が悪いばかりにラフやＯＢになる事ほど

馬鹿らしいことはない。  

 

に打ってしまったばかりにホールから外れてしま

う場合がある。従ってショットの前には必ずボー

ルの後ろに立ち、目標とボールを

 

 

 「ボールはあるがままの状態でプレー」するの

がゴルフの原則だ。ティショットを打った 後はグリ

ーンに乗るまで、ボールをさわることが出来な

い。 

 ゴルファー

る人がいる。しかし である。フェアウエーのボー

ル、ディボット、ラフ、ベア―グラウンド等により要

求され るショットも変わってくる。ラフの場合で

も、冬場のほとんど影響がないものから、粘り 強

くクラブにまとわりつくベントグラス、雨で水を含ん

だ状態、逆目、順目によっても状況が変わってく

る。 

IMAGE GOLF SCHOOL PART 4２ 

●いろいろなライを体験しよう コースマネージメント（セカンドショット） 

６インチプレーの練習はダメ  

の中には、6 インチ プレーで、いつも

ライの良い状態からのショットに慣れてしまってい
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 一般的なショットのようにボールをクリーンにヒ

ットできないのがラ フの厄介なところ。ショートア

イアンからミドルアイアンにかけて、セミラフから

打つと、 クラブヘッドとボールの間に芝生が入い

り、スピン量の少ないフライヤーとなり通常より 

も距離が出てしまったり、転がってグリーンオー

バーとなる事がある。 

 あるいはヘビーラ フでは、ヘッドスピーが殺さ

れ距離が落ち、手前のバンカーに入ってしまう場

合もある。 またクラブヘッドのネック部分に芝生

が絡まり、フェースがかぶさってしまってフックす 

ることもある。それ以上に深いラフの場合、ショー

トアイアンでしか脱出できない。 

 そんなこんなも、日頃から 6 インチプレーでボー

習にならない。 また

フェアウエーをキープする重要性も認識で出来な

くなってしまう。とりあえずノータッチで、色々なラ

イからのショットを体験してみることだ。 

 斜面からのショットについても同様に、ゴルフコ

る分だけ左を狙う。左上がりや左下がりの

場合は、斜面に逆らわずに振りぬくことがポイン

トだ。基本的に斜面からのショットは、下半身を安

定させバランスを崩さない 8 分目のスイングを心

掛ける。  

 

 

ルをさわってしまっては、練

ースで体験するしかない。前上がりではクラブを

短めに持ち、ボールがフックしやすいので、目標

の右を狙う。前下がりでは膝を深めに折り、スラ

イスす
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IMAGE GOLF SCHOOL PART 43 
 

測の大切さ 

  １００ヤード以内のシ

100 ヤード以内のショットを苦手としているプレー

ヤーが意外と多い。 

 ハーフショットでスイングの調整が出来ず、距離

感が合わない。あるいは手加減しすぎてトップや

シャンクなどのミスショットが出る

を短く持ってショットをすることだ。 

 同じクラブでも、短く持ってスイングすることによ

り距離を押さえることが出きる。この時、クラブを

短く握った分、ボールに近づいてアドレス

テンポを変えずに、どれだけ短く持てば、どれだ

け距離を押さえられるのかを練習でみにつけるこ

とだ。  

 サンドエッジのフルショットであれば 80 ヤード

を、短く持つことにより 60 ヤードぐらいまで調整で

きる。短く握ることと、バックスイングの大きさのコ

ンビネーションによる距離の調整が出きれば、ス

イングのリズ

 

●クラブを短く握り距離調整 歩

日頃から町中でトレーニング  

ョットがゴルフの６５％を

締めるといわれる。しかしフルショットが出来ない

悩みを持つプレ

ーヤーも少なくない。そこでお勧めなのがクラブ

すること

を忘れないようにしよう。またスイングのリズムや

ムを変えることなく同じタイミングで

ショットが出きる。ミスショットも減り、スコア―アッ

プには一番効果の出る領域だ。  

 そしてショット後に、歩測して自分のショットの飛

距離を確認するようにしよう。バックスイングをこ

こまで上げれば、何ヤードということを正確に 
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把握出きれば、グリーンオーバーや手前のバン

るミスがなくなる。  

 これには日頃、街中で出きる練習方法がある。

自分の今立っているところから次の電信柱まで

の距離を想像する。そして実際に歩いて歩測をし

時でも出きる練習なので

トライしてみよう。  

 

カーに まるという距離によ捕

てみるのだ。これは、目の訓練と歩測の正確性

を高める両方の練習になる。自分の 1 歩の歩幅

が、1 ヤードになるように日頃から練習をしておこ

う。歩いているときは何

 

 

ラブの機能を最大限に生かす 

バーと一度も使わなかったロングアイアンなど、

自分のプレースタイルを改めて認識することに役

立つ。ショートホール以外の 14 ホールですべて

でドライバーを使っているゴルファーは、もう一度

コースマネージメントを考え直す必要がある。 

ライバーまでの選択肢のなかから答えが出てこ

よう。毎回ドライバーを条件反射のように選ぶの 

IMAGE GOLF SCHOOL PART 4４ 

●クラブ選択の大切さ 14 本のク

何が自分のプレーに最適か 

各ホールで考える  

 ゴルフバックの中には 14 本のクラブがある。ラ

ウンド後に、どんなクラブを何回使ったかを検証

してみて欲しい。使用頻度が多いパターやドライ

 各ホールのよって自分にとっての最適な戦略を

考えてプレーをすれば、5 番アイアンぐらいからド
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は、選択できるチャンスを自分で放棄しているこ

ととなる。ドライバーでスライスを打つプレーヤー

が右ＯＢのホールでは、スライスしにくいスプーン

 クラブ選択は、ティーショットに限ったことではな

い。セカンドショット、アプローチ、バンカーからで

も自分で色々試してみることも必要だ。グリーン

回りからのアプローチでスプーンを使うことは、タ

イガー･ウッズで有名になった。ソールがあり、ダ

るために意外とラン

ニングに適しているのだが、「ランニングは 7 番ア

イアン」と決めているプレーヤにとっては、発想の

転換が必要だ。同様に距離のあるガードバンカ

ーからのショットでは、9 番アイアンを使えば強振

 14 本のクラブの機能を最大限に生かして最小

 

でティーショットすることも可能だ。ドライバーの距

離に深いサイドバンカーがあれば、手前に刻むク

ラブを選択するべきであろう。あるいはセカンドシ

ョットの距離を考えた上で、ティーショットのクラブ

を選択することもあろう。とにかく、無条件でドライ

バーを握ることをやめて、何が自分のプレーに最

適なクラブかを各ホールで考えてみることだ。 

ブりにくく、ロフトが付いてい

しなくても普通のスイングで距離を稼ぐことが出

来る。何時もバンカーショットはサンドウエッジと

決めてかからないことだ。セベ・バレステロスは、

ジュニア時代に３番アイアン１本で色々なショット

を練習したそうだ。バンカーからのショットも３番

アイアンでフェースを大きく開き、見事にエクスプ

ロ―ションショットをする。 

スコア―でホールアウトする知的ゲームを楽しも

う。  

IMAGE GO F SCHOOL PART 4５ L
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いボールは吹き戻される 

しかしほとんどのゴルファーは、距離を飛ばさな

ければならないと思って目一杯に振り、スピン量

の多い吹き上がったボールとなり、風で拭き戻さ

れてしまう。結果、グリーン手前のバンカーか、強

振のためにボールを曲げてしまうこととなる。  

逆にフォローの場合、ヘッド

スピン量が少ないボールは、フォローの風でドロ

ップしてしまうことがあるからだ。従ってスプーン

等で高

●風の流れを知る スピン量の多

強振せずにゆったりと  

「風は空中のハザード」と言われるほどゴルフは

風の影響を受けやすい。全米オープンが行われ

たぺブルビーチの 7 番ショートホールは、たかだ

か 106 ヤード。しかし海沿いの打ち下ろしの為、

通常ではウエッジのショットであるが、アゲーンス

トになればプロでもロングアイアンを使うことがあ

る。 

ゴルフボールが風の影響を一番受けやすいの

は、ボールが一番高い所と、スピードを失う時で

ある。海辺の打ち下ろしのショートホールとなれ

ば、風の影響が一番受けやすい状況となる。ここ

での注意点は、スピン量を押さえたショットを心掛

けること。特にアゲーンストでスピン量が多けれ

ば、ボールが吹きあがってしまい、風の影響をも

ろに受けてしまう。従って大きめのクラブで強振

せずに、ゆったりと振ることが重要となる。 

 

スピードが出ない人

にとっては、風の恩恵を受けにくい。初速が遅く

いボールを打つほうが、距離を稼げるケ 

ースがある。 

ールは良そう以上に

飛びすぎてグリーンオーバーとなるケースがある

反対に高く上がりすぎたボ
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ので、フォローでも風の影響の少ない低めのボ

ールを打つことをお勧めする。   

横風の場合は、球筋によって影響の受け方が違

を見ている場合がある。しかし大切なこと

は目標上空の風向きである。従ってピンフラッグ

 

うので注意が必要だ。スライス風でスライスを打

てば、ボールは大きく流されボールコントロール

がし辛い。出きれば風と反対の球筋を打つこと

だ。   

風の流れを知る方法として、足元の芝生をちぎっ

て方向

のなびいている向きやグリーン周りの高い木々

の揺れ方を、注意深く観察するようにしよう。ある

いは同伴プレーヤーが打ったのボールの流れ方

も参考となる。  

 14 本のクラブの機能を最大限に生かして最小

スコア―でホールアウトする知的ゲームを楽しも

う。  

 

 

●雨や同伴プレーヤーの対処方法 ベストのプレーに精神集中あるのみ 

IMAGE GOLF SCHOOL PART 4６ 
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細やか気配りで 

手元の濡れ注意！  

 芝生等はた

ちが悪い。特に冬場の雨などは、体が冷えあが

リップを濡らさないことだ。これはクラブ

のグリップと手袋の両 方のことだ。そのために

の原因となる。  

る。反対にボールとフェースの間に水が入

り、スピン量が少なくなるフライヤ ーで飛びすぎ

る事もある。ドライバーショットではランが出にく

く、キャリーで攻めるゴ ルフプレーが要求され

アウエーにボールを

置く事を心掛け ることだ。  

自分がコントロール出来ないものとして、同伴プ

イル

も上げられる。遅いプレーヤーに対していらいら

することは往々にしてあるが、 自分のプレーのリ

ズムを崩してしまっては、何もならない。他人のプ

レーがいくら遅くて も、自分でコントロールできる

のは、自分の気持だけである。前の組が遅くて、

あるいは 後ろの組に急かされても、自分の心理

状態だけは自分でコントロールするべきだ。 

風以外にプレーヤーを悩ますものとして、雨があ

る。グリップが滑ったり、水を含んだ

ってしまって、ゴルフに大切な フィーリングが鈍

ってしまいやすい。そんな中で、ベストのプレーを

するための注意点を 上げてみよう。 

第一にグ

雨の日には代えの手袋を多めに用意をして、濡

れたものとこまめ に付けかえるようにしよう。グ

リップ側は、傘の内側にタオルを掛けておき、そ

の都度拭 くように心掛ける。グリップが濡れてく

ると、滑るのことが不安になり、強く握ってしま う

ようになる。結果として滑らかなスイングが出来

なくなりミスショット

第二に芝生に水が含んだ状態となるためにラフ

などでは、振りぬけが悪くなり距離が落ち る原

因とな

る。とにかくラフを避けてフェ

レーヤーや前後のプレーヤーのプレー スタ
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すなわ ちボールに向かってプレーをする時は、

ターゲットだけを考えて、その他の邪念は頭から

取り去る努力をしてみよう。自分のプレーに集中

できば、結果は自ずと良くなるものだ。

 

 自分のス

コア―が、他人やその他の原因で悪くなったと言

 

い訳をするゴルファーが少なく ないが、自分のプ

レーや気持をコントロール出きるのは自分自身で

あり、他人ではない。 言い訳をするよりも、プレ

ー時の精神集中を高めることだ。  

 

 

 グリーンに上がる前に傾斜をチェック 

ークの練習の前に、ラインの読み方を研究しよ

う。  

IMAGE GOLF SCHOOL PART 4７ 

●パッティングのラインの読み方

時計回りに１周・・・ 

ライン観察も  

パッティングの上手い人は、ラインの読み方とス

トロークの正確性の両方にたけた人だ。思い通り

のパターをしたとしても、読みが違っていればカッ

プインしないのは当たり前のこと。今回はストロ

まずはグリーン全体の傾斜を読むこと。グリーン

面は大きな傾きもあれば、部分的な小さな起伏も

存在する。その中で、まず把握しなければいけな

いのが、グリーン面全体の傾斜であり、特にボー

ルとピンの間の傾斜。これは、グリーンにアプロ

ーチをするときに観察しておく事だ。受けグリ 
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ーでボールがピンの右にのればフック、左であれ

ばスライスとなる事は明らかだ。またピンの手前

う場合が

あるからだ。従ってラインを反対側から見ることに

よって、ダブルチェックをする。またパートナーが

パッティングをしている時に、時間があれば横か

らの観察もしてみよう。ボールとカップの高さがど

れくらい違うかという、傾斜の度合いを観察する

番良い。 

ボールとカップの高低差を正確に把握することに

より、上りと下りのパットのタッチが合ってくる。そ

  

ィ

時間を上手く使って、ラインを観察する事

をお勧めする。ラインの読みが正しく出きるように

なれば、後は思ったところへボールを転がすこと

に集中できる。  

 

であれば上り、奥からは下りのパットとなる事も

当たり前だ。しかし一端グリーン場に上れば、わ

からなくなる事も多いので、グリーンに向かって

歩いてくるときに全体の傾斜を把握するのだ。  

そしてボールをマークする時は、ピンを挟んでボ

ールの反対側からアプローチする事をお勧めす

る。ボールからカップを見た時と反対側から見た

ときでは、ラインの見え方がまったく違

為には、横から見ることが一

の為にはラインを横から観察することだ。

タイガーウッズのパッティングスタイルを観察す

れば、毎回時計回りにぐるりと一周するのが分か

る。これは、パッテイングのライン傾斜を読み取

るために行っている。一般のゴルファーは、プレ

ーの遅延にならないように、パートナーのパッテ

ングの

IMAGE GOLF SCHOOL PART 4８ 
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●パターを打つときの気持ち 邪念捨てて、頭の中をクリアに 

皆さんは、パターを打つときにどんな気持ちでし

ょうか。じっくりと自分自身の内面を見つめた事

がありますか。ゴルフほど、気持ちが結果に現れ

るスポーツは珍しい。特にショートゲームになる

グ時のメンタル面について詳しく見てみよう。 

パッティングの調子が良い時は、何のためらいも

なくスムーズにストロークが出ている時ではない

でしょか。反対に調子が悪い時は、不安な気持ち

の状態で行っていませんか。 パッテイングほどメ

ンタル面の持ち方で結果が大きくかわるものは

ありません。 

「このパットは絶対にはずせない。」「もしこれを外

してしまったら、負けてしまう。」等を考えながらパ

ットをしても、決して良い結果は望めない。そ

パッテイングに臨めば良いのだろうか。   

まず鮮明にラインを頭の中に描き、カップインす

るイメージを持った状態でアドレスに入ること。自

分の描いたラインを疑ったり、パッティングストロ

ークに関して不安を持った状態でパットを行って

はダメなのです。 

ラインを頭の中に描きつつアドレス 

自分を”名手”と信じて  

ほどそれが顕著になってくる。今回はパッティン

にもかかわらず、ほとんどのゴルファーは間違っ

た考えを持った状態でパッティングをしている。

れで

はどのように考えて、気持ちの整理をした上で、

とりあえず頭の中から疑念を取り払い、今現在の

プレーに一極集中した状態に頭をクリアーにしま

す。2 メートルの距離からプロでも半分以上の確

立で外すという事を知ることだ。にもかかわらず、

自分を追い詰めてしまうプレーヤーが多い。 

またグリーン上は真平らで完璧な状態でなく、常
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に真っ直ぐな転がりは期待できない。従ってプレ

ーヤーが出きる事は、スムーズなストロークをし

 

て転がりの良いパッティングをすることなのだ。そ

の結果として入る入らないは時の運と考えよう。

また自分自身をパターの名手と信じ、頭の中か

ら、不安や疑念を取り除いてからプレーする事

だ。そうすれば間違いなくカップインの確立が高

まるだろう。  

IMAGE GOLF SCHOOL PART 4９ 
 

 

 練習は偏らず総合的に 

練習場でドライバーばかりを打っているゴル

かもしれないが、より効果的な練習を総合的にす

ることにより、スコア―アップが格段に望める方

法がある。 

ゴルフゲームを体系

習だ。以前にも取り上げたことだが、１００ヤード

以内のショットが６５％をしめるのにもかかわら

ず、練習時間の半分以上をショートゲームに費

やしている人は意外と少ない。「パッティング、ア

プローチショット、バンカーショット等は、天性の

 

●精神面、肉体面をトレーニング

フルスイング、ショートゲーム  

ファ

ーをよく見かける。ストレス発散のためには良い

的に見た場合、フルスイング

の練習と同様に重要なのがショートゲームの練

も 
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ので練習で上達しにくい」と言う間違った考えもあ

るほど。 

アメリカでは、５０万円以上するショートゲームだ

けの３日間集中スクールがあり、プロも含めて大

変多くのプレーヤーが受講している。スコア―ア

ップのためには一番効果があがるエリアにもか

かわらず、練習をしないのはもったいない。   

またメンタル（精神面）とフィジカル（肉体面）のト

レーニングも重要となる。精神面といえば、瞑想

やマインドコントロール等を思い浮かべる人がい

るが、実際の打球練習中に出来ることが多い。ジ

ャック・ニクラウスは「自分のゴルフ人生のなか

で、目的のないショットを打ったことはない。練習

場での普段の１球が、マスターズの優勝を争うシ

れば、トッププロの

仲間入りが出来る」と言っている。すなわちただ

漠然とボールを打つよりも、プレッシャーのかか

った状態を自分で作る工夫が練習時から必要と

で優勝がかかっ

たショットと自分で思いこむ頭のトレーニングが集

中力を高め、プレッシャーに打ち勝つ助けとな

る。   

障害が少なく長くゴルフプレーを楽

しむために最低限必要なことだ。その最も重要な

のが体の柔軟性を高めるストレッチ運動であろ

う。これは家の中で毎日 15 分程度で出来る運動

なので、継続すればスイングの捻転度も高まり、

飛距離アップにもつながる。  

 

 

ョットと思って打つことが出来

なる。練習場での 1 球を、コンペ

肉体面のトレーニングと言えばハードの聞こえる

が、腰痛等の
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「ゴルフには色々な楽しみ方がある」と海外で外

人とプレーをしてつくづく感じる。メ ンバーとの交

「ゴルフのホームドクター」を目指してゴルファー

をサポートするのが私の仕事である のだが、究

極の目標は「ハッピーゴルファを創造する」こと

だ。いくらゴルフが上達して も、ゴルフプレーが

面白くなければ意味がないし、スコア―を追求す

るだけがゴルフでも ない。「何の為にゴルフをす

るのか」はゴルファー一人一人で違うのは当たり

前なのだ。  

従ってゴルファーに対してレッスンをする時は、

診をして

ァーに多いのは「私のゴルフ スイングを治して下

さい」という、まな板の鯉状態。そして週に 1 回の

スイングの形にこ だわるダンスレッスンのような

スクールとなる。私自身のレッスンも過去そうで

あった。 また多くの誤診や間違った治療を行っ

てきた。幸、人命に関わる問題にはならなかった

の だが、多くの生徒さんが、私

 

●エンジョイゴルフ ハッピーゴルファーを創造する 

自主性を高めて練習を  

流を楽しむためのゴルフ。上達する事が目的の

プレーヤー。リタイヤーした 夫婦が健康のため

のゴルフ。それによってプレースタイルもさまざ

ま。 

問

十分に現状を把握してから入 るように

している。そして目標を明確にする。しかしゴルフ

のモルモットとな

ってもらったことに申し訳なく感じている。 

最近になって感じることは、ゴルファー自身の自

主性を高めて自分で上達を促すことの大 切だ。

タイガー・ウッズがブッチ・ハーモンからスイング
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指導のすべてを受け入れるので はなく、自分の

選択し、吸収するこ

とを行っている。ゴルフ ァーが受身でなく、確固

たる自己のもとで成長できるよう手助けが出来れ

ない。   

 

ゴルフ 論と合致することを理

ば、これに勝る ものは

21 世紀に向けての一人でも多くのハッピーゴル

ファーの創造を手助けすべく、今後も微 力なが

らゴルファーに対してのトータルサポートを続け

ていきたい。   

F SCHOOL PART ５１ 

 

あるいは練習用の重いクラブも

 

IMAGE GOL
 

●クラブスイングドリル 両手のコーディネーションを養う。 

 

●両手に別々にクラブを 1 本づつ持ちスイングする。

●左右の腕力や握力の均等化を図る。 

アイアンクラブを 2 本持ち素振りをする

練習は、一般的によくされている。こ

れは野球のバッターが、ネックストバッ

ターズサークルに入って鉄製のバット

を振るようなものだ。実際のバットより

も重い鉄製のバットを振ることで、バッ

トを持ったときに振り抜きが良くなる。

ゴルフにおいても 2 本のゴルフクラブ

を振ることで実際のスイングの予行演

習がてきる。 

発売さ

れており、スイング形成のトレーニン 
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●スムーズなスイング形成に役立つ。  

して左右の手

は離れているのであるが、あたかも一

ることを目標とする。最初は左

右の握力や腕力の違いで、右手と左

手の描くスイングが一定にならないで

あろう。特に利き腕でない方の腕のス

イングがままならない場合が多い。女

性の場合は片手でスイングする腕力

が備わっていないこともあるからだ。 

しかし普通のスイングをするのであっ

ても、ゴルフクラブ 1 本を片手でスイン

グするくらいの腕力は欲しい。その意

味でも弱い腕のトレーニングにもな

更に練習で習得できるのは、普通に

スイングしている時には気付かない各

腕の動きと、働き方の再認識である。

双方の手が離れていることにより、相

互の腕の助け合いが利かず、各々が

独自に動く必要があるから。それに加

えて、左右の手と腕の動きの調和（ハ

ーモニー）が養われる。ゴルフスイン

グでは、左右の手のバランスが、調和

が意外と多いから。両手を離して別々

スイングする 2 クラブスイングで、そ

グに役立っている。今回の 2 クラブス

イングは、2 本のクラブを使う点では上

記の練習と同じであるが、練習方法が

まったく違う。まず両手に 1 本づつ

別々にクラブを持つ。そ

つのスイングのように同時に振るの

だ。左右の腕のがバラバラにならない

ように、普通のスイングと同じように素

振りす

る。  

して働くことが重要となる。なぜなら片

方の手が勝ちすぎてしまうミスショット

に
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のミスショットを少なくすることができ

る。  

OL PART ５２ 

働き別々に再認識 

ルファーから聞かれるのは、「スイン

右手で振るのか、左手で振るのか？」

前まで、ゴルフスイングは左手や左サ

リードで打つものとされていた。だが

実際は、個人個人によってスイング

意識の持ち方が違うので一概に言え

。当然ゴルフスイングは両手で行うも

い。また両手の働きが調和して、はじ

良いショットが可能となる。 

意味で、前回の 2 クラブスイングは両

コーディネーションを高めるための練

最適だ。 

 

IMAGE GOLF SCHO
 

 

●片手スイングドリル 左右の腕の動きと

 

●左手 1 本、右手 1 本で別々にスイングする。 

●左手のリードの役割を認識できる。 

●右手のパワーの使い方を習得できる。 

●弱い方の腕をトレーニングできる。 

よくゴ

グは

と言う質問だ。 

一昔

イドの

ニック・プライスがメジャー優勝をしたころか

ら、右手で打つというスイング理論が流行

った。 

しかし

中の

ない

のであって、どちらかの手だけで行うもので

はな

めて

その

手の

習に
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そして今回の片手スイングは、左右の腕の

動きと働きを別々に再確認し、それを習得

するための練習である。ちょうど飛行機で

片肺飛行するようなもの。通常では行わな

いが、個別の働きを知る上で、最適の練習

となる。   

まず左手１本で短めにゴルフクラブを持ち、

スリークオーターの素振りを行う。その時、

右足太ももに添えて

おく。右手が利き腕の人には、左手１本でク

ラブをコントロールしてスイングすることは、

並大抵のことではない。 

ましてや片手スイングでボールを打つとな

るとままならない。例えば、いつもと反対の

手で字を書いたり、お箸を使ってみるのと

同じことが起こる。いつものスムースな動き

ゴルフスイングの場合は両手で行うもので

あるのでが、片手単体でトレーニングをす

ることにより感覚を高められ、運動能力も

高めることができる。 

特にゴルフスイングでの前腕の回転運動

は、日常生活のなかでの動きと違うので、

この片手スイングの反復練習が効果的で

ある。ある程度スムーズな素振りが出来る

ようになった時点で、片手で実際にボール

を打つ練習も行う。両手で打ったときの半

自ずからゆったりとしたスイ

ングにならざるおえない。利き腕の片手ス

ングは、このゆったりとしたスイングリズ

ム習得に効果的だ。 

右手は伸ばした状態で

が出来ない。 

分の距離も飛ばないことに気が付くであろ

う。それ以上に片手の場合は、打ち急ぎが

出来ないので、

イ

 229



 

IMAGE GOLF SCHOOL PART ５３ 
 

 

まで１．５から２秒足らず。しかもインパクト

ても体の動きを考えながら対応できる速さ 

●連続の打球ドリル 

ボールを 4 球連続で打つリズム感を養う。 

ボールとの距離の感覚が養われる。 

頭で考えて動くのではなく、自然な体の動きに

なる。 

ゴルフの最大の特徴は、自分のタイミングでショットが出来る点だ。野球やテニスで

は、飛んで来るボールに対して打ち返す。即座の判断と反射神経が要求される。ゆっ

くり考えている暇などない。その点ゴルフは止まっているボールに対して、何時でも自

分のタイミングでスイングが出来る。反対に言えば、時間がありすぎて考えすぎてしま

う嫌いが有る。またアドレスの静止状態から体を動かす事は、意外と難しい。テニスな

ど飛んでくるボールに反応する場合は、無意識で体が反応するのであるが、ゴルフの

止まっているボールに対しては、時間があるために体の動きを考えながら動さを行っ

てしまう。しかし頭で考えながらスイングをすれば、滑らかな動きになりえない。  

ゴルフスイングはアドレスからフィニッシュ

の瞬間は１万分の４秒と言われている。と
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ではない。理想的なのは、目標だけをイメージして体の動きを考えずにスイングする

ことだ。ちょうどキャッチボールで相手の胸に向かって投げるときに腕や手の動きを考

えないのと同じこと。重要なのは自分の一定のスイングテンポとリズムを確立するこ

と。  そこで連続の打球をすることにより、スイング全体を一連の動きとしてとらえて

リズム良く体が自然と動くようにする。 

４球のボールを縦に並べておいて、その前で連続の素振りを行う。フィニッシュからゆ

っくりと戻してバックスイングをし でイ

ッキに振りぬく。リズムで言えば きってス

イングする。１，２，３、１，２，３、

前にステップする。その状態で４球を連続でショットするのだ。この練習によりボール

の位置や体との距離も、頭で考えることなく自然と体が対応するようになる。  

 

、トップまで持っていく。トップからはフィニッシュま

、１、２でフィニッシュからトップまで、３で思い

と連続のスイングを行いながら、左右の足を交互に

IMAGE GOLF SCHOOL PART ５４ 
 

 

●片足スイングドリル

片足（両足を揃える、クロスする、つま先を着ける）

でスイング。 

バランスの練習。 

明治の大砲を防ぐ。 

下半身の動きす過ぎを防ぐ。 

 

スタンスは肩幅」は一般的によく言われている。スイングの幅が広ければ土台が安

定しているが、体の回転がしづらくなる。タイガー･ウッズが以前に比べてスタンスの

幅を広くしてスイングをコンパクトにし、ショットの安定度を増したといわれる。反対に 

「
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スタンスの幅が狭すぎれば、体重移動や体の回転はし易くなるが、バランスが不安定

になりやすい。片足ではなおのことだ。  

まず片足スイングの前に、両足を揃えてスイングしてみよう。両足を揃えてフルスイン

の前

傾姿勢をとること自体難しいのだが、この状態からスイングをしてショットを試みよう。

どうすればバランスを崩さずにスイングできるかがわかるだろう。  

バランスを崩しやすいゴルファーには「両足の裏に根っこが生えているイメージ」を持

つようにすすめている。そのイメージを持つだけで下半身がどっしりとしたスイングに

なるから不思議だ。あるいは臍下丹田に意識を向けて、そこからの気を地面に落とし

こむようにするのも良い。気功やヨガをやっている人であれば、呼吸法やイメージを持

つことの大切さがわかるはずだ。これはバスや電車に乗っているときでも出来るの

で、日頃からバランスを取る

ば、斜面からのショットでもバランスを崩すことなくスイングが出来、ナイスショットにつ

ながる。  

 

グをして、バランスを崩さずにフィニッシュまでもっていければたいしたものだ。両足を

揃えることで、左右対称のスイングを意識して素振りすることができる。またバランス

が崩れやすいゴルファーにとってみれば、上半身を主体に使ってバランスを保ったス

イングを習得するのに効果的だ。両足を揃えてショットが出来るようになった後、次の

ステップは足を交差してスイングをする。両足を揃えた時と同様に、スリークオーター

ショットをしてみる。最後にトライして欲しいのは、片足スイング。片足でアドレス

練習をすることをお勧めする。片足スイングを習得すれ
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IMAGE GOLF SC

●黙とうスイングドリル 

目をつぶったままでスイング。 

フィーリングを大切に出来る。 

体の動きに敏感になれる 

調整のないスイングで自分の癖を知る。

覚からの情報がメインとなる。習った先生のスイングに生徒が似るのはそ

の為だ。しかし自分のスイングは当然ながら見ることは出来ない。ビデオに映った自

分のスイングを見て、最初は信じがたいと言われるゴルファーがいる。これは、日頃

から自分のスイングの形に意識を向けていないからである。ちょうど鏡を見ないで化

粧をしているようなものである。自分以外の人には自分の姿を見せているのにもかか

わらず、自分が自分の姿やスイングに無頓着なのには、いただけない。その意味で

鏡や、ビデオカメラ等を使って定期的に自分のスイングをチェックすることをお勧めす

る。  

体の動きに敏感に意識を向ける意味で、黙とうスイングが効果的だ。目を閉じた状態

でスイングしてみよう。バランスを保った状態でスイングをし、フィニッシュでストップす

る。スイングの体感をフィードバックとして、特に自分の課題に取り組めばスイング修

正もよりスムーズに行うことができる。目を閉じれば、視覚からの情報が入ってこない

分だけ、体からのフィードバックに対して敏感になれる。  

ゴルフスイングを覚えるにあたり、最初は「物まね」から入るであろう。ゴルフにかぎら

ずどんなスポーツでもそうであるように、新しい動作を習得する場合は手本やモデル

を参考にする。  

すなわち視

HOOL PART ５５ 
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練習場のゴムティーに合わせてドライバーを構え、目を閉じて素振りを行う。クラブヘ

ッドがゴムティーを捕らえて「パチン」と音がすればＯＫ。目を閉じたままでも、毎回毎

回クラブヘッドが同じ軌道を描くように、ゴルフスイングを習慣化し自分の物とする。そ

して実際にボールを打ってみる。その時のボールの飛び方が、本来の自分の持球で 

ある。手先で調整することなく、目を閉じてスムーズにスイングした時の球筋を大切に

しよう。自然とスイングしてスライスするのにもかかわらず、スイングを調整してフック

を打とうとしてスランプに陥るゴルファ

 

ーは意外と多いものだ。  

IMAGE GOLF SCHOOL PART ５６ 
 

 

●色々グリップドリル 

クロスハンド、10 フィンガー、スプリットグリップ、 

親指と人差し指だけ等でスイング。 

体感する。 

ボールの飛び方にも影響することを知る。 

たものだ。それまではほとんどのプレーヤーが、ベースボールグリップをしてい

た。そこで偶然に登場したバードングリップ＝オーバーラッピングは、今までより両手

していたのだ。だからこそ

左手の親指をグリップ上に伸ばしてシャフト＋α の太さを出している。このゴルフグリ

色々なグリップを練習することによりフィーリングを

グリッププレッシャー（握りの強さ）も調整する。  

ゴルフのグリップほど独特でややこしい握り方はない。最も一般的なオーバーラッピン

ググリップは、今から百年ほど前にハリー･バードンがたまたま手の怪我を補うために

見出し

の一体感が出やすいものだった。さらには、右手の平が左手の親指を包み込むこと

でヒッコリーシャフト以上の太さをだし、握りを安定することができた。  

考えてみれば、野球バットやテニスラケットは、ゴルフクラブに比べて太いグリップをし

ている。元来、右手の平は、ゴルフグリップ以上の太さを欲
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ップを習得し自分のものとしてしっくりとするまでにはかなりの時間がかかる。また一

端慣れたグリップの握りを変えるのも容易いものではない。  

 

日頃から色々なグリップを試してみて、それによって出るボールの球筋をチェックす

る。ゴルフスイングを変えるよりも握りを変えるほうが簡単であるから。スライス打ちの

ゴルファーが、グリップを変えることなく、スイングを変えてフックを打つことは難しい。

しかしグリップををフックにしたり、あるいは両手の感覚をあけるスプリットグリップにす

ることにより同じスイングでも球筋を変えることが出来る。  

まず左手の握りを３ナックルないし４ナックルグリップ（フックグリップ）にしてみよう。ス

イングを変えなくてもそれだけでボールの飛び方が違ってくることに驚くであろう。第２

ステップはスプレットグリップ。両手の感覚をあけることにより、フェースの回転が助け

られフックボールが打ちやすくなる。クラブフェースがオープンに入りスライスを打つゴ

ルファーにとってみれば、スイングを変えることなくボールの飛びを変えることは、「目

から鱗が落ちる」といった体験であろう。  
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IMAGE GOLF SCHOOL PART ５７ 
 

 

 

 

パートナーに対面してもらい、押したり引いたりしてバランスチェック。

トップで左足を上げる（充分に右に体重を乗せる）。 

）。 

。  

練習場で良いショットをしていてもコースではなかなか思うようにいかないケースがあ

る。  

その一つがコースの地形が関係している。日本のゴルフコースは山岳エリアにある場

合が多く、斜面を切り開いて作られてきた。従ってティーショット以外は、練習場の打

席のような平坦な地形を望めない。練習場でナイスショットが出て、コースで同じよう

に出来ないのは、波がなく足のつくプールで泳げて、海でおぼれているようなもの。本

来の目的は実際のプレーが出来るようになるためにもかかわらず、練習のための練

習で終わってしまうことが多い。ゴルフは自然の中で自分のパーフォーマンスを調和

させるゲーム。  

従って「ゴルフショットが先にありき」ではなくライの状態、スタンスの地形、風等々によ

ってそれに合うゴルフゲームが要求される。ゴルフショットについて言えば、いつでも１

００％の力でスイングをすれば、斜面の時は当然バランスを崩してしまう。すなわちバ

ランスの悪いスイングであれば、斜面からのショットや風の強い時などに対応すること

が出来ない。そこでバランスチェックドリルが有効となる。どんな状況のショットでも、

●バランスチェックドリル 

フィニッシュ主で右足をトントントン（左足 1 本で立てるぐらい

バランスの良いスイングを形成する。 

色々なグリップを練習することによりフィーリングを体感する
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第一に大切なことはバランスの保たれたスイングをすることだ。    

ちょうど平均台上のパーフォーマンスのように、体の重心点（臍下丹田）がいつでも平

均台の上にあれば良いが、一端ずれてしまうとバランスを崩してしまう。 まずアドレス

のバランスチェックを行う。パートナーに両肩を前から押してもらったり、引いた時にぐ

らつかないのようにする。安定したゴルフスイングのためには、どっしりとした土台が

前提となる。つぎはトップオブスイングでも、同様のチェックを行う。オーバースイング

になれば余計な体の動きがあり、バランスの崩れたスイングになりやすい。特にシャ

フトが地面と平行以上になればダウンスイングでスイングプレーンに戻す余分な動き

が必要となりバランスを崩すケースがある。最後はフィニッシュ。左足１本で立ち、右

足つま先で「トントントン」と地面をかるくたたけるようにしよう。  

 

IMAGE GOLF SCHOOL PART ５８ 
 

 

 

アドレスからフィニ

●スローモーションドリル 

２本のクラブを持ち、スローモーションでスイングする。

悪い癖を取り、新しい習慣付けの練習。  

筋肉の強化トレーニング。  

ッシュまでは 1.5 秒から 2 秒以内で行われる。トップからインパクト

までは 0.5 秒もない。インパクトは 10 万分の４から５秒と言われている。  

ルフだけに限ったことではない。野球やテニスなどでも基本の動きを身に付けるため

スイングの形を体に覚えこませる。 

従ってスイングの動作を頭で考えながら出来るものではない。頭で体の動きを考えな

がらスイングを行えば、ぎこちないものとなる。連続の打球ドリルで行ったように、何も

考えずに自然と体が反応することが理想となる。しかしその為には、基本的なゴルフ

スイングの基礎を体に覚えこませることが必要となる。基本動作の練習だ。これはゴ

 237



に、素振りなどの反復練習を行う。何回も同じ動きをすることで、体の潜在意識まで落

とし込む。丁度お箸を使いなれる様に、あるいは毛筆になれるために練習を重ねてき

またスイングの悪い癖を直したり新しい動きを習得する上でも、有効な練習となる。ゴ

ルフスイングを変えるにあたっては、実際のスイングをしながら行うことは容易ではな

い。しかもそれがダウンスイング以降の動作であればなおのことだ。プロでもトップの

位置を 2 センチ変えるために大変な労力を費やす。スローモーションで何回も体感し

ながらフィードバックを通じて確認をし、自分の体に染み込ませる作業が有効となる。 

 

たごとく、体の動きを考えることがないところまで、使いなれるのだ。  

そうは言っても最初は、動作を確認しながら行う必要がある。その時に効果的なのが

スローモーションドリルだ。通常の３倍から５倍の時間をかけてスイングをスローモー

ションで行う。ゆっくり行うから体感を通じてフードバックを得ながら体の動きを確認で

きる。クラブを２本重ねて持てば、より鮮明な体感が得られる。ゴルフスイングは、日

常にない動きをするので、ゆっくりと体の感触を確かめながら行うスローモーションス

イングが効果的だ。    

IMAGE GOLF SCHOOL PART ５９ 

 

チェックドリル 

 

●フェース

クラブヘッドを持ち上げて、パートナーにフェース向きをチェックしてもらう。

インパクトでの自然なフェースの向きの癖を知る。 

球筋の為にスイング調整することは本末転倒。 

ストロングﾞ、ウイークグリップの効用を知る。 

 

ゴルフボールはどうして曲がるのでしょうか。  

アドレスの状態でクラブフェースがスクエア―であったとしても、そのままインパクトに
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戻ってくるとは限らない。スイング軌道に対してヘッドの向きがスクエアーであれば、

ボールは真っ直ぐに飛ぶ。オープンであればスライス、クロ―ズであればフックとな

る。それでは、アドレスでスクエア―のものが、どうしてインパクトで真っ直ぐにならな

いのか。これは人それぞれからだの作りが違うことによる、スイングやグリップ等が影

自分の体をゆだねる。その状態でクラブフェースのリーデ

ィングエッジの向きを確認してもらおう。フェースがクローズであればフックがでやす

クラブフェースを努力して戻そうとすれば、その時々でボールの飛び方が違ってくるも

のだ。何も考えず、調整なしでスイングした時のボールが、自分の球筋だ。本来はそ

の球筋で駆使してゴルフゲームを組み立てるのが自然な姿である。ちょうど1992年に

ぺブルビーチで開催された全米オープンで、トム・カイトが優勝した時、コース戦略上

はドローボールが好ましいのだが、自分の持ち球のフェードで貫いた。自分にとって

自然なフェースの向きを知る上でこのドリルを使用してみては。  

 

響していることが多い。今回はグリップの握り方によるフェースの向きを見て行くこと

にしよう。インパクトの位置でのフェースの向きをチェックする簡単な方法としてフェー

スチェックドリルがある。    

アドレスの状態でクラブヘッドを持ち上げ、パートナーにネックの部分を支えてもらった

状態で腕を脱力して後方に

く、オープンであればスライスが持ち球となる。これはスイング中、遠心力が働いたと

きのフェースの向きがどちらに向きやすいのかをテストしていることになる。アドレスの

でフェースをスクウェアーに構えていても、脱力して腕を伸ばしたときのフェースはスク

エア―とは限らない。フェースチェックをしてオープンの状態なのにもかかわらず、真

っ直ぐのボールやドローを打とうとする事ほどばかげた事はない。スイングを調整して
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IMAGE GOLF SCHOOL PART ６０ 
 

 

サッカーのリフティングは、ボールを扱うための基本練習だ。しかしゴルフクラブを使っ

たリフティング練習は、あまり見うけることがない。ピッチングやサンドウエッジを使っ

てゴルフボールを何度となくリフティングする。途中ボールをフェー

●リフティングドリル 

クラブフェースの上でボールをリフティングする。 

クラブフェース面の感覚を高める。 

ボールの扱いになれる。 

アプローチの感覚を養う。 

スの上で止め、乗

せた状態にして、再度リフティングを開始できれば大したものだ。  

これはフェースの向きが常に地面に対して垂直の状態を保つことが要求される。この

感覚はインパクトでのフェースの向きをターゲットに対してスクエアーにする感覚に共

通するものだ。パターからドライバーショットまで、フェースの向きが飛ぶ方向に影響

を及ぼす最大要因だ。ミスショットをしてもフェースの向きさえ目標を向いていれば、ボ

ールはターゲットに向かって飛んでいく。従ってリフティングドリルの効用は、フェース

面の感覚を高めることが出来る点だ。  

もう一つは、打点の正確性を高める練習にもなる。リフティングになれるとフェースの

スイートスポットで当った時とそうでない時の違いが解かるようになる。ゴルファーの

中には、自分のショットがフェースのどこに当ったかが判らない人が多い。毎回のショ

ットがフェース面のどこで当ったかを知ることにより、今後の練習に役立てることが出

来る。最終的には、打点の正確性が高まることにより精度の高いショットを打つことが
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出来るようになる。  

またリフティングドリルにより、アプローチ感覚を養える。ショートゲームの距離感は、

実際の練習によって身につけなければならないが、リフティングをすることにより、ボ

ール扱いになれ、自然と距離感も出てくるようになる。ちょうど壁に向かってサッカー

ボールを蹴って練習をするように、リフティングでも力の入れ具合が習得できる。とり

あえず普通のゴルフショットと違い こでも出来る数少ない練

習方法だ。  

大東将啓（日本プロゴルフ協会Ａ級インストラクター） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

、危なくなく自分一人でど

 241



 
 
 

 
付録２ 

 
ティーチングプロインタビュー集 
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ゴルフスクールマトリックス 

トップインストラクターの共通点

インストラクター名 スクール名

P
G
A
メ

博
士
号
取
得
者

ゴ
ル
フ
ダ
イ
ジ

ェ
ス
ト
ベ
ス
ト

ゴ
ル
フ
マ
ガ
ジ
ン
ベ
ス
ト
1
0

マ
ニ

ュ
ア
ル
重
視

ド
リ
ル
＆
副
教
材
の
多
様

メ
カ
ニ
カ
ル
重
視

フ
ィ
ー

リ
ン
グ
派

ツ
ア
ー

プ
ロ
経
験
者

1 デビット・レッドベター ﾃﾞﾋﾞｯﾄ･ﾚｯﾄﾞﾍﾞﾀｰ ○ ○ ○ 1
2 ピーター・コスティス ｺｽﾃｨｽ･ﾏｯｺｰﾄﾞ･ ○ ○ 2
3 ゲーリー・ワイレン ｺﾞﾙﾌ･ｱﾗｳﾝｻﾞﾜｰ ○ ○ ○ 3
4 リック・スミス ﾘｯｸ･ｽﾐｽ･ｺﾞﾙﾌｱｶﾃﾞﾐｰ ミシガン州 ○ ○ ○ ○ 　 ○ 4
5 デーブ・ペルツ ﾃﾞｰﾌﾞ･ﾍﾟﾙﾂ･ｽｺｱﾘﾝｸﾞｹﾞｰﾑｽｸｰ

ン
バ
ー

所在地
５
０

0

･ｺﾞﾙﾌｱｶﾃﾞﾐｰ 世界各地52箇所 ○ ○ ○ ○
ﾗｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ アリゾナ州 ○ ○ ○
ﾙﾄﾞ フロリダ州 ○ ○ ○ ○ ○

ﾙコロラド州 ○ ○ ○ ○ ○ 5
6 ボブ・トスキ ﾎﾞﾌﾞ･ﾄｽｷ･ｺﾞﾙﾌﾗｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ フロリダ州 ○ ○ ○ ○ ○ 6
7 ブッチ・ハーモン ﾌﾞｯﾁ･ﾊｰﾓﾝ･ｺﾞﾙﾌｽｸｰﾙ ネバダ州 ○ ○ ○ ○ ○ 7
8 ジョー・ティール ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｺﾞﾙﾌｱｶﾃﾞﾐｰ ワシントン州 ○ ○ ○ ○ 8
9 ジャック・カーケンダル ﾅﾁｭﾗﾙ･ｺﾞﾙﾌｽｸｰﾙ イリノイ州 ○ ○ ○ ○ 9

10 モー・ノーマン カナダ ○ ○ 10
11 リック・マッコード ｽｲﾝｸﾞ･ｻﾞ･ｼﾝｸﾞ･ｺﾞﾙﾌｽｸｰﾙ オハイオ州 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11
12 ウォーリー・アームストロング フロリダ州 ○ ○ ○ ○ 12
13 ジム・マックリーン ○ 13
14 ボブ・ルーテロ 14
15 エド・コットレル 15
16 リン・マリオット ｺｰﾁﾝｸﾞ･ﾌｫｰ･ｻﾞ･ﾌｭｰﾁｬｰ アリゾナ州 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16

○
○
○

○
○

ｼﾞﾑ･ﾏｯｸﾘｰﾝ･ｺﾞﾙﾌｽｸｰﾙ フロリダ州 ○ ○ ○ ○ ○ ○
バージニア州 ○ ○

ﾅｼｮﾅﾙ･ｺﾞﾙﾌｽｸｰﾙ ノースカロライナ州 ○ ○ ○ ○

 
 

 
 

料金 安い 

競技志向 
ﾚｼﾞｬｰ志向 

料金 高い 専門型GS
ﾘｿﾞｰﾄ型 GS 

学校型 GS 

★ﾃﾞﾋﾞｯﾄ･ﾚｯﾄﾞﾍﾞﾀｰ･ｺﾞﾙ ﾐﾌｱｶﾃﾞ

ｺﾐｭﾆﾃｨｰ型 GS 

★ｺｽﾃｨｽ･ﾗｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

★ｺﾞﾙﾌ･ｱﾗｳﾝｻﾞﾜｰﾙ

★ﾘｯｸ･ｽﾐｽ･ｺﾞﾙﾌｱｶﾃﾞﾐｰ 

★ﾃﾞｰﾌﾞ･ﾍﾟﾙﾂ･ｽｺｱﾘﾝｸﾞｹﾞｰﾑｽｸｰﾙ 

★ﾎﾞﾌﾞ･ﾄｽｷ･ｺﾞﾙﾌﾗｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

★ﾌﾞｯﾁ･ﾊｰﾓﾝ･ｺﾞﾙﾌｽｸｰﾙ 

★ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｺﾞﾙﾌｱｶﾃﾞﾐｰ 

★ﾅﾁｭﾗﾙ･ｺﾞﾙﾌｽｸｰﾙ 

★ｼﾞﾑ･ﾏｯｸﾘｰﾝ･ｺﾞﾙﾌｽｸｰﾙ 

★ｽｲﾝｸﾞ･ｻﾞ･ｼﾝｸﾞ･ｺﾞﾙﾌｽｸｰﾙ 

★ｺｰﾁﾝｸﾞ･ﾌｫｰ･ｻﾞ･ﾌｭｰﾁｬｰ 

★ﾅﾁｭﾗﾙ･ｺﾞﾙﾌｽｸｰﾙ 
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デビッド・レッドベター  
（

 

 

David Leadbetter : David Leadbetter Golf Academy） 
1952 年、イングランドに生まれる。80 年にＰＧＡオブアメリカビジネススク

ールを卒業後、ティーチングプロとして活躍。ニック・ファルドをはじめ、ニ

ック・プライス、アーニー・エルスらをメジャーチャンピオンに育て上げた。

いわゆるボディースイング。手首などの小さな筋肉を使わず、体の大きな筋

肉を使うことで、コントロールされたスイングになると教える。そのためアス

レチックスイング理論といわれる。 
 クラブヘッドのスピードと方向性は、体でコントロールされるわけだが、ア

ベレージゴルファーのほとんどは、手先を使いすぎて逆に、クラブヘッドのコ

ントロールを難しくしている。 
 両手、両腕は体に対して受動的に動くべきで、大きな筋肉が両手、両腕の小

さな筋力をコントロールするとき、ショットが安定度を増すという。体のあら

ゆる部分を、両手、両腕、クラブと正しく連結し、順番どおりに動かしていく

ことで、ダイナミックな動きが生まれるのだ。 
 アスレチックスイングの基本は、グリップを含めた正しい姿勢にある。バッ

クスイングでは右足を軸、ダウンスイングでは左足を軸とする２軸上で、ボデ

ィースイングすると考える。バランスのとれた回転運動を基本と考えるため、

飛距離よりも方向性を重視したスイングだといえる。 
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インタビューでの着眼点： 
１．「好きこそものの上手なれ」と言う様に、仕事を天職と考えている点だ。

（教えることの幸せを感じてレッスンしている） 
２．とにかく熱心さが伝わる。（尽くす事により信頼関係が生まれる）

３．強いものやツキのある人間に人は集まる。（自分のツキを人から貰う）

４．ネームブランド展開が商品力を高める。（教え子がメジャー優勝）

５．真面目さと真摯な態度が人間力を高める。（常に学ぶことの重要性を説く）

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

1947 ャー大学卒業後、ティーチング

 
タイトリストの契約インストラクターとして、深堀圭一郎、奥田靖己、福沢孝

 
ピーター・コスティス

(Peter Kostis : Kostis-McCord Learning Ctr.) 
年、米国メイン州に生まれる。ハンプシ

プロに。ボブ。トスキスクールのヘッドインストラクターを経て、現在は二ク

ラウス、カクカッベキア、トム・カイトら２０名近くのツアープロを教える。

米国ゴルフ界きっての理論家でトーナメント中継のコメンテーターとしても有

名。
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昭プロ等の日本人ツアープレーヤーのサポートも行ってきた。毎年のハワイで

の

高い評

 ェー

ス

等

 
ンタビューでの着眼点： 
． 人間の感覚に頼らない客観的な視点（工学的）で物を見る。（副教材を

使用して客観的にプレーヤーに分からせる） 
． プレーヤーとのコミュニケーション能力が大切。（レッスンの目的とそ

れによる結果を明確にしたうえで、プレーヤーに納得してもらう） 
（分け隔てなく接す

（客観的な判断材料の重要性） 

チングマニュアル」を完成させる。 

キャンプは 10 年以上前から行われており、彼の明快なレッスンは参加者から

価を受けていた。 
特にパッティングのレッスンでは、レーザービームを使ってパターのフ

の向きをチェックしてプレーヤーの感覚と実際の向きのギャップを修正する

、目から鱗が落ちるような道具も多用されていた。 

イ

１

２

３． どんなプレーヤーに対しても公平な態度でのぞむ。

ることの大切さ） 
４． ビデオカメラの効果的利用。

５． 裏方さんへの気遣い。

 
 
 
 

（主役以外の人にも存在感を与える） 

 
ゲーリー・ワイレン博士 
（Dr. Gary Wiren ） 
オレゴン大学でゴルフ理論の博士号取得後、PGA の教育本部長に就任。「PGA

ティー

ボールの飛び方に影響するものが５つあると言うのが、ゲーリー・ワイレン



の考え方。(ボールの飛球法則) それは１．ヘッドスピード（インパクトでのヘ

ッドスピードが、ボールの飛距離に影響する）２．打点の正確さ（クラブのス

イートスポットの近くで、どれだけボールを捕らえるかで飛距離が決まる）３．

ヘッドの入射核が、ボ

ルのスピンに影響する。そのスピン量が、飛距離にかかわってくる） 
トなどの道具の問題や、気温、湿度、風などの

自

なら、ボ 。 

とワイレ が

ア

うことになる。ここからグリップ、ポスチャー、スイングの間違いを見ていく

こ

ンタビューでの着眼点： 
． ゴルフをスイングではなく、ボールの飛び方から見てティーチングに

生かした。（発想の着目点の大切さ） 
２． 理論を体系化し、マニュアルとして普及させた。（真理の追求とその公

３． 全米初のゴルフ理論博士としてのパイオニア的存在を確立する。

 
 
 
 

ヘッド軌道（インパクト前後のヘッドの動きが、ボールの飛び出し方向に影響

する）４．クラブフェースの向き（インパクトでのフェースの向きが、ボール

の曲がり具合を決める）５、クラブヘッドの入射角度（

ー

ボールの硬さやクラブのロフ

然環境もボールの飛びに影響を与える。しかし、同じクラブ、同じ自然条件

ールの飛びに影響するのは前述した 5 つだけだ

ボールの飛び方を見るだけで、インパクト時のフェースの向きを当てられる

ン博士はいう。例えば、左に飛び出してスライスした球は、ヘッド

ウトサイドインの軌道で、インパクトでのフェースの向きがオープンだとい

とになるのだ。 
 
イ

１

表の大切さ） 

人者としてのマーケティング戦略の成功事例）

４． 「PGA ティーチングマニュアル」

の影響力の強さの事例） 
５． ティーチング副教材の発注代行シ

 
 
 

（第一

 
のバイブル的存在。（権威ある出版物

ステムによるインストラクション機

能の向上（クラブ以外の販売ツールをシステム化した成功事例） 
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リック・スミス 
(Rick Smith : Rick Smith Golf Academy) 

シガン州のツリートップリゾートのディレクター。1996 年ゴルフマガジン

社ベスト１００ティーチングプロに選ばれる。現在、リー・ジャンセン、ジャ

ッ

正しい 真っ直ぐに飛ばない。ゴルフで

一

リック・スミスの理論。望ましいヘッドスピードと入射角度、パーフェクトな

ク

そのためには、まず正しいポスチャー（構え）をすることだ。 

これではバックスイングでインサイドにクラブを引きやすく、その反動で、ダ

ウ

正しい 度を

保ちながら膝を軽く折る。これで理想的なスイングプレーンを作ることが可能

となる。 
に重要なのが、アライメント（体の向き）。正確に構えるために、２ほんの

クラブを地面に平行に置くが、1 本がボールライン（ターゲットライン）、もう

本が、ボディーラインとなるようなする。そのクラブに対して、フェースをタ

ーゲットのスクエアにとり、足、膝、腰、方、目線を、ボディーライン上に構

えることで、ターゲットに対して平行になるようないする。 
しいポスチャーがとれなければ、どんな素晴らしいスイングをしても、目

標にボールは飛んでいかないという事だ。 

ミ

ク・ニクラウスなどを教えている。 
ポスチャーが出来なければ、ボールは

番大切なことは、インパクト時の正しいクラブフェースの入り方というのが、

ラブフェース面が、インパクトで必要だという。 

直立の姿勢から、ただ膝を折るだけでは、状態の前傾がなく、棒立ちになる。

ンスイングの軌道は、アウトサイドからになる。 
構えは、尻を後ろに出す姿勢をとり、上半身を前傾し、背骨の角

次

1

正

 248



 
インタビューでの着眼点： 
１． 自分を商品として高める努力を怠らないこと。

る上を目指して、仕事をする） 
２． 顧客がネットワークとなり更なる広がりとな

象） 
３． プリゼンテーションの大切さ。

要性） 
４． 攻めの戦略。（範囲を限定しない攻めの姿勢）

５． 徹底したアフターフォロー。（顧客満足度を高める重要性）

 
 

（自分の能力よりも更な

る。（顧客が顧客を呼ぶ現

（コミュニケーション能力と表現力の重

 
 

 
 

 

 

 
 

z : Dave Pelz Scoring Game School) 

ゴルフの６５パ

ー

む）を専門に教えている。 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

デーブ・ペルツ  
(Dave Pel
科学者としてＮＡＳＡで働く。プロ入り後は、特にショートゲームに関して

研究し、多くのツアープロが彼にアプローチやパッティングを習っている。シ

ョートゲームに関しては、世界的に有名。 
デーブ・ペルツは長年にわたって、ゴルフのボール、道具、プレーヤーの体

の動きなどを研究し、いろいろな実験をしてきた。その結果、

セントのショットが、100 ヤード以内で行われていることを発見、ショートゲ

ーム（バンカーショット、パッティングを含
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彼はアプローチショット（フィネスショットと呼ぶ）のボディーターンを理

解することが必要と説く。フルショットでは、パワーを生む為に肩と腰の回転

差

肩と腰が のボディーターン）が必要だという。 

ーターンスイングのほうが、プレッシャーのかかった時の安定度が増すためだ。 

でクリーンにボールを捕らえることが大前提。したがって、ボールの位置は、

必ずスイングの最下点よりも内側、右足の踵の前に置く必要がある。 
の真下に

グリップがくる構えを作る点だ。これでパーゲットラインに対して、真っ直ぐ

のストロークが可能になる。 

（抽象

（ニッチな

した高価格戦略をとり、成功を収め

ビデオ、練習器具や

（全米を中心にデーブ・ペルツ

 

 

（体のコイル）がいる。しかしショートゲームでは、パワーはいらないので、

一体となる回転運動（アプローチ

アベレージゴルファーに多い、手先主体のアプローチショットより、ボディ

またボールポジションも重要という。フィネスショットでは、クラブヘッド

パッティングで重要なのは、目標の真下にボールを置くことと、肩

 
インタビューでの着眼点： 
１． 科学的な実験やデータ収集によって説得力を増すことが出来る。

的な理論よりも受け入れられやすい） 
２． ショートゲームに特化したゴルフレッスン領域を構築した。

市場の想像） 
３． トッププレーヤーをターゲットに

る。（ターゲットセグメントの成功事例） 
４． 特許や肖像権等の知的所有権戦略をとる。（書籍、

トレーニング道具等の販売戦略） 
５． ゴルフ界におけるブランド戦略を実施。

ショーとゲームアカデミーを展開） 
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ボブ・トスキ 
(B olf Learning Center) 
ゴ

ロとして における役割は大きく、先駆

者

彼は、レッスンの時、ゴルファーに対して３つのＡを確認するという。すな

わ

ンは、往 ースがあるのだが、常に相

手

ーの目的 ンをしていても、独りよがりにな

っ

ルファー レッスンではなく、メンタル面

のサポートであることは、言うまでもない。また、同じゴルファーについても、

の成長段階で、助言の手法や方法が変わってくる。能力にかけ離れた課題を

えることは、ゴルファーのやる気を阻害することとなるからだ。 
 
インタビューでの着眼点： 
１． こちらが熱くなれば、相手も熱く返してくれる。（まず自分が熱心に、

直向にゴルファーに接する） 
２． 学べば学ぶほど自分の無知に気が付く。（謙虚な姿勢） 
３． 転身することの難しさを実践。（ツアーからレッスンへの転身） 
４． ハンズオンレッスンの大切さ。（ゴルファーに手を添えて体感させてあ

げる） 
５． トリックショットを見せる。（驚きと楽しさの演出） 

ob Toski : Toski-Battersby G
ルフ殿堂入りをした最初のプロ。40 年以上にわたりゴルフのティーチングプ

活躍した。特に日本でのゴルフレッスン

的存在である。 

ち１．Ability（能力）２．Ambition （意欲）３．Attitude（態度）。レッス

々にしてこちらからの一方通行で終わるケ

の反応を見定めた上で、相互にやり取りが必要となってくる。まずゴルファ

を見間違えると、いくら良いレッス

てしまうのだ。例えば、差し迫った試合に対処する方法を聞きに来ているゴ

に対して必要なのは、スイング面での

そ

与
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スのリオセコＧＣにて「ブッチ・ハーモンゴルフスクール」

を

茶目っ気

一杯のことをするのだ。このことからわかる様に、とても気さくで笑顔の耐え

ないどこにでもいるようなおじさんと言ったところ。しかし、いったんゴルフ

ス

着眼点に

のトッププロを指導して、自分の教え方に不安に陥ることが

説得力のあるレ

 
 
ブッチ・ハーモン 
(Butch Harmon : Butch Harmon Golf School) 
ネバダ州ラスベガ

開講。主な生徒にタイガー・ウッズ、グレッグ・ノーマン、テービス・ラブ

Ⅲなど。 
ブッチ・ハーモンは、とにかく人を楽しませることを心掛ける。特に最初の

レッスンでは、ゴルファーは緊張することが多い。日本人の場合は特にそうで

あろう。私が受け持った日本人ティーチングプロを対象とした講習会において

も、彼が最初に行ったのは「アイスブレーク」であった。日本語では耳慣れな

い言葉であるが、ようするに雰囲気を和ませることである。そのための小道具

まで用意していたのだ。ちょっと下品な写真だが、巨大な一物がついている子

供の全裸の写真を取り出し、局部を指で隠して、自分の子供の頃の写真だと言

う。思わず覗き込んだ時に隠していた指を動かして、驚かすという、

イングを分析させるとその表情は一変して、真剣そのもの。またその分析力、

は恐れ入る。 
 
インタビューでの着眼点： 
１． ティーチングプロとして自身を持ってゴルファーに接すること。（これ

は、世界

あるのだが、自分自身を疑い始めたら、相手に対して



ッスンが出来なくなるからだ。） 

 
 
 

 

tional Golf Academy） 
９７１年からティーチングプロとしての活躍を開始、パク・セリ、バル・

スキナー、サリー・リトル、湯原信光、鬼沢信子ら過去 200 人以上のプロを教

え

アにもレ

15 年間教えた日本人へのティーチングをまとめた「インストラクティング ザ 

２． とにかくゴルファーとの人間関係を大切にする。

係があればこそ。） 
３． 苦手のクラブを克服させる。

ーが多い。弱点の強化が大切。）

４． クラブヘッドが動く方向に体重を移動させる。

いゴルファーが多い。） 
５． スイングのリズムとテンポを大切にしよう。

取り肩が回りきる前にスイングを切り返すゴルファーが多い。

 
 
 

（伝えることも信頼関

（得意なクラブばかりを練習するゴルファ

 
（体重移動が出来ていな

（トップオブスイングで日

） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ジョー・ティール 
（Joe Thiel : Interna
１

る。一方で自ら米国ワシントン州に 3 つのゴルフコースを所有し、アマチュ

ッスンしていた。90 年にトゥルジットゴルフクールを開講、93 年に
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ジャパニーズ ゴルフスチューデント」を USPGA に発表し、同協会発足以来

11
ターを対象にした各種セミナーの講師を務めながら、校長であるインターナシ

ョ

 

１． 日本人は研究熱心だが、マイナス思考すぎる。（プラス発想で楽天的に

２． 使え

なければ意味がない） 
３． 「バンドエイドレッスン」では上達は望めない。（矯正指導から育成指

導へ） 
（ゴルファーのトータ

（プレースタイルまでもケ

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7 番目のマスタープロフェッショナルとなる。USPGA のプロ、インストラク

ナルゴルフアカデミーの授業もこなす。現在は同州オリンピア市在住。 

インタビューでの着眼点： 

考える必要性） 
練習の為の練習ではなく、ラウンドで役立つ練習が重要。（実際に

４． ゴルフスイング偏重のスクールから脱皮が必要。

ルケアーが必要） 
５． レッスンの場が練習場からゴルフコースへ。

アーする） 

ジャック・カーケンダル 
(Jack Karkendal : Natural Golf School) 
大学で物理学を専攻。会社員からプロに転向。1996 年にアメリカゴルフマガ

ジン社のベスト 100 ティーチングプロに選ばれる。ハンマー打法は、最近ツア
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ープロにも注目されている。 
ナチュラルゴルフスイングとは、ゴルフをプレーする為に科学的に立証され

た、よりシンプルで体にやさしい、アメリカの新しいゴルフ理論である。その

理論は、物理学者のジャック・カーケンダルによって提唱され、世界一のボー

ルストライカーのマー・ノーマンによって具現化された。1994 年の 12 月にア

メリカニューオリンズで開催された、ＰＧＡティーチング＆コーチングサミッ

ト

講演が行われ、広くこの理論が認められた。 

握るため 軸（右腕とシャフト）と 4 つのてこ（シャフ

ト

ぞれの横回転と縦回転の複雑な動きをマッチングさせ、背骨までも伸ばすよう

に

しか毎回このような複雑な動きを正確に繰り返すことが出来ない。 

で握ることを基本としている。こうすれば、右腕とシャフトは一体化し、一つ

のスイング円周上を回転することになり、フィンガーグリップに固有の複雑な

動きを省くことが出来る。 
また、ナチュラルゴルフスイングは、人間の体の自然な動きによるスイング

（最

ジ戦略の確立） 
５． 逆転の発想。（回転のゴルフスイングから右手

へ） 

において、モー・ノーマンが世界一のボールストライカーとした紹介され、

今までの伝統的なゴルフスイングであれば、右手のグリップをフィンガーで

に、スイング中に 2 つの

、手、前腕、上腕）が生じる。つまり、プレーヤーは、スイング中は、それ

して、スイング面を調整するように行われなくてはならない。限られた人で

しかし、ナチュラルゴルフスイングでは、ハンマーを握るように、右手の平

が出来る為、腰や肘、肩などの故障が少ないというメリットもある。

 
インタビューでの着眼点： 
１． 今までの固定概念に縛られずに、

初から色眼鏡で見ない） 
２． 生きたモデルを示すことで説得力を高める。

カーのモー・ノーマンの存在） 
３． クラブ販売をゴルフスクールと一緒にマーケティングした。

ルフメーカーと差別化展開） 
４． ハンマーという日常の道具と動作をゴルフに適用。

 

斬新な発想で物事をみる大切さ。

（世界一のボールストライ

（既存のゴ

（アイデアとイメー

中心のゴルフスイング
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モー・ノーマン 
（Moe Norman） 
世界一のボールストライカーとして、有名。リー・トレビノは、ベン・ホー

ガ

ト郊外で行われたエキジビションで、モー・ノーマ

ン

ーマンは

ドライバーを握って打とうとしていた。サム・スニードがここは刻みのホール

だとモー・ノーマンに言うと、彼は川の真ん中にある橋を狙っていると言って

テ

渡って向こう岸に転がって行った。そんな逸話が多い。 
 

で出来るゴルフに没頭する。ホールインワンが 18 回、43 回のコースレートを

樹

最年少の

 
 インタビューでの着眼点： 
１

さ

２． 自閉症からの克服は、自分の得意分野を作ること。（クラブを握れば自分

の舞台という感覚） 
３． 自分のスタイルを大切にする。（他人の言葉に惑わされずに、自分の信念

を貫く） 

ンやバイロン・ネルソンを含めても、世界一のボールストライカーは、モー・

ノーマンであると断言する。ケン・ベンチュリーは、彼をパイプラインモーと

呼んだ。 
 1969 年にカナダのトロン

はサム・スニードと共にラウンドした。240 ヤード先に川が横切っているパー

4 のホールで、サム・スニードは川の前で刻んだのに対して、モー・ノ

ィーショットを打った。ドライバーから放たれたボールは、狙い通りに橋を

少年時代に交通事故に合い、それがきっかけで自閉症になる。結果的に一人

立し、内５９のストロークが三回。62 歳のときに 59 のストロークで、世界

エッジシュートとなる。 

． 純粋に物事に打ち込めば、大成する。（一つのことに専念することの大切

） 
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４． 自信が確信となり回りを説得できる。

５． 視覚に訴えることの大切さ。

 

（大勢は、パイオニアに従う） 
（言葉よりもデモンストレーション） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ord & Dick Furry : Swing The Thing Golf School)   

ント＝体の向きなど）

ずクラブフェースを目標に合わせ、それか

体の向きをターゲットライン（目標とボールラインを結んだライン）と平行

の向きをターゲットに合わせると、実際には右

２．は、手首の使い方のトレーニング。ゴルフでの手首の使い方は、日常の動

イヤを、クラブフェースがタイヤとスクエアに当たるように叩くことで、手首

 スイングプレーンで重要なのは、スイング中、クラブヘッドかグリップエン

 
 
リック・マッコード＆ディック・ファーリー 
(Rick McC

50 年代に D.ファーリーが、スイング論を確立。パートナーの R.マッコードと

ともに、米国のオレンジレーク CC で、スイング・ザ・シング・ゴルフスクー

ルを開講している。 
正しいスイングは、ヘッドかグリップエンドがターゲットラインを指す。 

スイング・ザ・シングでは、スイングを４つに分けて教えているが、その中で

も、スイングプレーンを重要視している。 
その 4 つとは、１．プリスイング（グリップ、アライメ

２．ハンドエデュケーション（手首の使い方）３．スイングプレーン４．ピボ

ット（体重移動と体の回転）だ。 
 グリップは、クラブヘッドの重みが感じられるくらいに、柔らかく握ること

が重要という。アライメントは、ま

ら

に取るようにする。いきなり体

を向いていることになる。 

かし方と違うので、練習しなければ分からないのだ。例えば、地面に置いたタ

の強さと動き方が理解できる、と彼らはいう。 
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ドのどちらかが、ターゲットラインを常に指しているということだ。 
 
インタビューでの着眼点： 

ング）を全面に出したスクール展開の

。（資本と経営の分離のよ

（スイングプレーンボード

 
（理論と実践をスクールで展開） 

 

ールアメリカンにも選ばれる。70 年にプロ

れて、ゴルフレッスンもどんどん複雑になってい

っている。 

１． 教え方の理論（スイング・ザ・シ

成功事例。（人物ではなく、理論を全面に出す）

２． 研究者と具現者が、それぞれの領域を担当する

うなゴルフスクールのスタイル） 
３． 強烈な印象を与えるモニュメントをアピール。

をスクールの特徴とする） 
４． 海外展開の戦略事例。（日本スクール立ち上げ業務）

５． レクチャーと実技の総合スクールの実施

 

 

 

 
ウォーリー・アームストロング（Wally Armstoronng） 
1945 年生まれ。米国コネティカット州出身。12 歳からゴルフを始め、アマチ

ュアで活躍。フロリダ大学時代はオ

転向し、74 年からＰＧＡツアーで活躍。現在は家庭用品なでを教材に使った独

自のレッスン理論に基づいて世界中でクリニックやセミナーを行っている。著

書やレッスンビデオもユニークでわかりやすいと人気が高い。ジュニアを対象

にゴルフ入門のためのスナッグゴルフの開発、普及に携わる。 
スイングの研究か進むにつ

こうとしている。だが、いつでも一番知りたいのは「どうすればミスなく真っ

直ぐにボールを飛ばせるか」というシンプルな問題であろう。かれは、「身近に

ある小道具を教材（ティーチングエイド）にして簡単なドリルを行うだけで、

自然と正しいスイングが身に付けられる。」と言

スイングはサークル（円状）であるという感覚を覚えるために、フラフープ
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を使う。 
ゴルフボールは、地面に接している為に、どうしてもゴルフクラブを上から叩

ってしまうゴルファーが多く見受けられる。スラ

よるも ットし、スイングがサ

れたフ

ーが多いのが現状だ。しかし、体の動きに意識を向けると、スムーズな動きが

な視覚に訴えるこ

ることが出来る。ウォーリー・アームストロン氏の場合、日常品を道具等とし

使うことによりスイングのイメージ作りを助けるレッスンに長けている。 

フラフープや足型以外でも左の写真のような日用品を中心とした小道具（テ

ィ メージが持ちやすい

レ

。（身近な日用

５

る様にさせる） 

きつけるようなスイングにな

イスしたり引っ掛けたりするミスのほとんどは、こうした間違ったスイングに

のです。そこでフラフープを使って体の中心にセ

ークル状であることをイメージしやすくします。そしてスイング面にセットさ

ラフープに沿ってバックススイングし、フラフープに沿って振り抜く円

運動を体感してみます。ゴルフスイング中、体の動きに意識を向けるゴルファ

なくなり、動作がぎこちなくなる。従ってフラフープのよう

とが出来る道具を利用することにより、スイングのイメージを持つことを助け

て

左の写真は、ゴルフクラブヘッド部分に「足

型」のパネルをはった小道具だ。バックスイン

グとフォロースルーで「つま先が上を向く」と

イメージをすれば、自然と腕が回転して理想的

な動きが出来るというものだ。特にスライスで

悩んでいるゴルファーには、フォローするーで

つま先が上から更には後ろに向くようにすれば、

 クラブフェースが自然と回転しやすくなり、スライスが矯正できる。

ーチングエイド）を使うことにより、視覚に訴えて、イ

ッスンを実践している。 
 

インタビューでの着眼点： 
１． ゴルフスイングは理論から入らずに、視覚に訴える。(特にジュニアに対

しての注意を引く方法として有効) 
２． イメージを持つことを助けるティーチングエイド多用する

品を使う） 
３． 楽しませて、見せて、理解させて、実行できるレッスンを心掛ける。（ゴ

ルファーのヒントになる引き出しを多く用意する） 
４． スイングはサークル（円状）（フラフープがイメージをわかせるのに役立

つ） 
． 自分で実演でき、チックできるドリルを多用する。（ゴルファーが一人で

出来
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ジム・マックリーン  
（Jim McLean : Jim McLea

1994 年ＵＳＰＧＡのティー

ッド・ファクソン、ピーター・

ジム・マックリーンが提唱す

n
チ

つの回転

が

差（ギャップ）がパワーの源になる。例えば、ジ

ョン・デーリーはかた１１４度、腰 66 度とその差は 48 度。対して、チョップ・

転が 98 度、腰は 60 度で、その差 38 度。96 年の

ければ 結果からも分かるはずだ。ギャップ

とでクリアできるが、体が柔らかい女性が飛ばないように、柔軟性だけでなく

ない。 が 50 度、肩が 100

 

１． ータとして統計的に管理し、それを基にして理論

を導き出す。（感覚的なレッスンからの脱皮。） 

 Golf School）  
ャー・オブ・ザ・イヤー。トム・カイト、ブラ

ジャイコブセンらを教えている。 
るＸファクターは、どうすれば飛ばすことが出

来るかに注目した理論だ。「ゴルフスイングでは、膝、肩、腰、頭の 4
ある。膝を腰の約半分回転し、肩は腰の 2 倍回ることで最大限の飛距離を出

すことが出来る」とジム・マックリーンは強調する。 
この中で特に肩と腰の回転

ベックは、トップでの肩の回

ドライビングディスタンスじゃ。ベック 88 位、デイリーは 1 位。この差が大き

大きいほど飛距離が出るのは、この

を大きくするには、柔軟性が基本となる。これは、毎日のストレッチをするこ

土台となる、下半身の強さが必要だ。肩を回しても、腰も一緒に回っては今が

理想的な体の回転は、トップスイングで膝が 25 度、腰

度、頭が 25 度の状態であるとマックリーンはいう。 

インタビューの着眼点： 
 今までの経験則をデ
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２． ゴルファーは浮気症ということを認識する。

を渡り歩く性質がある。） 
３． 良い人材は、人種やバックグラウンドに関係なく、

分の力となるスタッフは、身近にいることが多い。

４． 誰に対しても真摯な態度で接する。

して接することの大切さ。） 
５． スタッフ間相互の連携の大切さ（

を図る。） 

 

（色々なティーチングプロ

色眼鏡で見ない。（自

） 
（地位や身分に関係なく、一個人と

同じ職場で働くスタッフの意思統一

 
 
 

 
 
 
 

。しかしアメリカでは１

５年ほど前からスポーツ心理学者のサポートを受けることがトッププロとして

は当たり前のことであった。その中で、中心的な存在がルーテロ博士であるこ

と

「いつ はゴルファーの意思

 
 
 
 
 
 

 
ボブ・ルーテロ博士 
(Dr. Robert Rotella)  
スポーツ心理学の権威。カナディカ大学でスポーツ心理学の博士過程を終了

し、現在バージニア大学スポーツ心理学の教授。トム・カイト、ニック・プラ

イス、デビッド・フロスト、ジョン・デーリーらの多数のプレーヤーをサポー

トしている。女子のプロでは、パット・ブラッレー、ジェーン・ゲディス、ロ

ージー・ジョーンズらが博士の教え子。 
田中秀道プロが、1995 年の日本のゴルフ界でシンデレラボーイになったのを

きっかけとして、メンタルトレーニングが注目された

は間違いない。 
でも主役はプレーヤーであり、最も大切にするの

 261



 262

ルなスポーツとう位置付け） 
３． ターゲットオリエンティッドが一

けを持つ） 
４． 目的意識がドライビングフォースになる。

点） 
５． 潜在能力を引き出すことがポイント。

る） 
 
 
 

だ

すように聞き役としてのスタンスを取る。「たかがゴルフ、されどゴルフである

が

いう博士 いは、どんな時

で

ことが、当たり前にできるようになるのは、難しいものだ。 

インタビューでの着眼点： 
１． 技術はティーチングプロ、精神面はスポーツ心理学者からアドバイス

を受けるのは欧米では常識（専門分野の分業化） 
２． ゴルフゲームの９０％以上を占めるのが精神的分野。（ゴルフはメンタ

番重要（頭の中は目標のイメージだ

（熱い想いを持つことが出発

（サポートする精神を持ち続け

 
 
 
 

 

士 
（

。」と言うようにサポート役に徹して、一人一人のからもつれた糸を研ぎほぐ

、各人の中でのゴルフの位置付けを鮮明にすることから、全てが始まる」と

の言葉に引き込まれた。「トッププロと普通のプロの違

も邪念なく、目標だけのイメージが頭の中に鮮明にある」簡単で当たり前の

 

 
 
 
 

 
 

 
 
エド・コットレル博

Dr. Edwin Cottrell : National Golf School） 
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ミナーへの日本

人スタッフの受け入れ窓口として活躍する。 
 重要性を特に説き、ショットの前にはＧＡＳ「ガ

ス

ン）」が入っているのを確認するのと同様のこと） ＧＡＳとは、 1．Grip 
(グ
うちのどれか正しくなければ、ナイスショットをしたとしても良い結果が生ま

れ

 
 

１． 最初から心を開けば通じ合うものがある。（こちらからまず声をかける） 
２

ッジシュート） 
３． 家族を大切にし、自分を大切にしている。（仕事と家庭と自分の時間配分

をしっかりと取っている） 
４． 人脈を大切にしている。（ネットワークの構築） 

（フランチャイズビジネスモデル

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

全米ゴルフ教育者協会理事長。National Golf School 名誉校長。NGF コンサル

タント。1987 年ゴルフの再考指導者に与えられる「NGF Joe Graffis Award」
を受賞。 
 National Golf Foundation 米国ゴルフ財団の教育部長として指導者の養成、講

習等に尽力される。特に日本との関係が深く、日本ゴルフ財団創設期からゴル

フスクールの開発業務、米国でのティーチング＆コーチングセ

ゴルフスイングでは、構えの

」をチックすることを強調する。 （ちょうど車の運転の前に「ガス（ガソリ

リップ) ２．Aliment （向き） ３．Stance（構え）の３つのことだ。その

ない。改めて基本に戻る重要性を物語っている。 

インタビューでの着眼点： 

． いつまでの向上心を持ち続ける大切さ。（ゴルファーの究極の目標は、エ

５． システムとマニュアルの構築の重要性。

の実施） 



 
ピア・ニールソン(Pia  Nilsson) 
1958 年、スウェーデン生まれ。 74 年から８1 年にかけてスウェーデンナショ

ーデンナショナルゴルフチームの

． 自分の能力に制限を設けない。（ゴルフ５４ビジョンの思想） 
立している。（リン・マリオットとの体制） 

（個性を大切し共用しない姿勢） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ナルアマチュアメンバーとして活躍。81 年に米国アリゾナ州立大学体育学部卒

業。83 年から 5 年間は米国 LPGA ツアーに、87 年から 3 年間は欧州女子プロ

ツアーに参戦。通産 8 勝を上げる。 
 その後、一線を離れて 96 年からは、スウェ

ヘッドコーチに就任。アニカ・ソレンスタムをはじめ、世界に通用するトップ

プレーヤを多く育て、ゴルフ王国スウェーデンの布石を築く。その功績により

98 年にはスウェーデンのカール・グスタフ１６世国王より国民栄誉賞を授与さ

れる。99 年レッスン・オブザ・イヤーを受賞。 
 
インタビューでの着眼点： 
１

２． レッスンに協業体制を確

３． 有名プレーヤーの輩出に貢献している。（アニカ・ソレンスタム他） 
４． イメージ作りを大切にしている。（プリショットルーティーンの重要性を

強調） 
５． レッスンにフレキシビリティー（柔軟性）とインディビジュアリティー

（個性）を重要視している。
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ゴルフスイングチェックポイント集 

付録３ 
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ゴルフスイングチェックポイント 
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合
計

1 宮本勝昌 24 30 10 9 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 9 155

2 西川哲 162 34 9 10 10 9 10 10 9 9 10 10 9 9 10 1 9 10 153

3 芹沢信雄 8 9 14

4 横田真一 9 9 13

5 渡辺司 37 46 8 6 9 7 9 9 8 8 9 9 9 9 9 8 8 9 13

6 中川勝弥 71 27 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 9 8 9 13

7 高橋勝成 143 52 8 8 7 8 7 9 8 9 9 9 9 8 8 8 8 9 13

8 ゾー・モー 32 35 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 9 9 9 9 8 9 13

9 藤田寛之 12 33 8 8 6 9 6 9 8 5 9 9 9 9 9 9 9 9 13

10 細川和彦 44 32 9 8 9 8 8 8 7 8 8 7 9 9 9 8 7 9 13

11 井戸木鴻樹 39 41 8 7 8 7 9 9 9 9 6 9 9 9 9 7 7 9 13

12 東尾理子 61 27 8 8 8 8 9 9 8 8 7 8 8 9 8 8 8 9 13

13 桑原克典 14 33 9 8 7 9 8 6 8 8 8 9 8 7 8 8 8 9 12

14 高崎龍雄 87 38 9 9 10 9 5 9 8 9 6 7 8 7 9 8 6 9 12

15 桧垣豪 98 26 9 8 7 8 8 9 8 8 6 8 7 9 9 8 6 9 12

16 葉莉英 １＃ 28 9 8 8 9 9 8 8 5 7 8 8 8 8 8 8 8 12

17 朱? ? ３７＃ 34 8 8 9 9 8 9 7 8 8 8 5 6 7 8 7 8 12

18 平瀬真由美 22 33 9 8 8 9 7 5 7 8 7 8 8 8 8 6 8 9 12

19 西田智慧子 40 36 8 7 8 9 7 8 7 7 6 6 8 8 8 8 7 9 12

20 日下部光隆 102 34 8 7 8 7 7 6 8 8 7 7 8 8 8 7 7 9 12

21 中村通 158 52 9 5 7 7 10 7 5 7 6 5 7 8 7 6 8 8 11
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宮本勝昌プロ
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アドレス時の安定感

ハンドダウン度

スタンスの向き

背筋の軸

バックスイングの軌道

トップの姿勢

トップでのシャフトの向き

トップでのフェースの向き
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体重配分

スイングテンポ

スイングバランス
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スイング軌道

フィニッシュの姿勢
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芹沢信雄プロ

0
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アドレス時の安定感

ハンドダウン度

スタンスの向き

背筋の軸

バックスイングの軌道
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トップでのフェースの向き
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インパクトの姿勢

体重配分

スイングテンポ

スイングバランス

スイング中の前傾姿勢
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トップでのフェースの向き

ダウンスイングの軌道

インパクトの姿勢

中川勝弥プロ
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細川和彦プロ
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渡辺司プロ
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高橋勝成プロ
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西川哲プロ
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井戸木鴻樹プロ
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藤田寛之プロ
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ゾー・モープロ
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東尾理子プロ
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桑原克典プロ
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高崎龍雄プロ
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葉莉英プロ
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桧垣豪プロ
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スイ

スイング



日下部光隆プロ
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フィニッシュの姿勢

平瀬真由美プロ 
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西田智慧子プロ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



朱孩孩プロ
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中村通プロ
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谷口徹プロのスイングとチェックポイント 

 
 
 
 
 

とにかくシ 的にアドレ

ス時のシ がスイングプ

レーンの基本となる(写真上の 2 本の青線)。バックスイングとトップでのクラブヘッドの位置もスク

エア－の状態で理想的です。独特なスイングに見えますが、基本に忠実なクラブの軌道です。 

ャフトプレーン(シャフトが描く軌道面)の素晴らしいゴルフスイングです。一般

ャフト面とインパクト時のシャフト面の間にスイング中、シャフトが納まるの

 274

でグリップしてリラックスし、脱力した腕の状態が保たれています。GOOD! ト

も上半身の前傾姿勢がアドレスでの角度のままの姿勢です（上段左端の青線と同

2 枚目の青線に体が収まっている）。ただバックスイングで、クラブヘッドが

す(上段左から 2 枚目の赤丸。青丸が基本）。フィニッスでのシャフトの納まりも

清田太一郎プロのスイングとチェックポイント 

 
 
 
 
 
 

アドレス プオブス

イングで 線内で上

段右から 外に上がる傾向

がありま 理想的です。

ッ

じ



川岸良兼プロのスイングとチェックポイント 

 
 
 
 
 
 

 

作がある為の反動なのです。フェースローテーションの少ないスイングを心掛ければ良いでしょう。 

藤田寛之プロのスイングとチェックポイント 

 
 
 
 

クローズスタンスの向きとなっています（上段左端写真の青線）。バックスイングでは、ヘッドがシャ

ットフェース（クローズ）で外側にあります。（上段左から２枚目の赤円と赤線）。トップでもフェー

スが空を向くクローズの状態です（上段右から２枚目の赤円）。そのために手首をロックさせた振り抜

豪快なゴルフスイングです。GOOD! しかしフォロースルーでのクラブフェースの向き（下段右から

2 枚目の赤丸ない）をチックすると、地面を向いているのがわかります。これはダウンスイングの時

点でフェースが開き気味（上段右端の赤丸内）になっているために、手首を使ってフェースを返す動

きでボールをコントロールしてアーノルド・パーマーのようなフィニッシュとなっています（青円）。
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中村通プロのスイングとチェックポイント 
    
   
 
 
 
 
 

 

丸と赤丸がグリップの位置を示しています)。トップのクラブヘッドの位置にも注意が必要です（赤円）。

西田智慧子プロのスイングとチェックポイント 
 
 
 
 
 
 
 
 

上半身の稼動領域の大変大きいゴルフスイングです。ＧＯＯＤ！ トップオブスイングでは肩が９０

度以上回っており背中が見えるほどの状態です（青円）。フィニッシュでは右肩が目標に向くほど最後

まで振り切れています（青円）。トップからフニッシュまでは、肩が２７０度回転したことになります。

（アベレージプレーヤーよりも９０度多い）体の柔軟性があるために可能なことなのでしょう。 

ハンドダウン気味のアドレス。そのためにシャフトが指す青線がフラットな角度になっています。イン

パクトでは、赤線角度で示されるようにアップライトな角度となります。上半身の前傾姿勢が伸び上が

った状態となっています。フリップの位置もアドレスから比べれば、拳一つ半ほど上に上がっています(青
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西田智慧子プロのスイングとチェックポイント 
 
 
 
 
 
 
 

 

両手両腕が、上半身と一体のスイングイメージを持てば、より安定したショットが生まれるでしょう。

西川哲プロのスイングとチェックポイント 

 
 

 
 

アドレスの姿勢が、トップオブスイング、インパクトとフィニッシュまでスイング中変わらない。

GOOD！（上段左端の青線で囲まれた下半身と上半身の角度が、上段右から２枚目のトップの位置と、

下段左から２枚目のインパクトの位置、下段右端のフィニッシュに位置で、見事に一致している。） 

その結果、スイングプレーンが安定した軌道のゴルフスイングが出来ている。 

アドレス時のグリップの位置とインパクト時のそれとは、拳一ほど上に来ているのがわかります(上段

左端の青円と下段左から二枚目の写真の赤円）。ダウンスイングでグリップが体から離れ気味の軌道を

描いて、シャフトがプレーン面よりも下から（寝た状態）で降りてくることから起こっております。



芹沢信雄プロのスイングとチェックポイント 

 
 
 

 

の青線)。） これによりクラブヘッド軌道が一定となり、ショットの安定度がたかまります。 

高崎龍雄プロのスイングとチェックポイント 

 
 
 

クラブヘッド軌道がバックスイング時はインサイドにあがり、ダウンスイングではアウトサイドから

下りて来ています。すなわちバックスイングでは、現在のヘッドの位置(上段左から２枚目の赤円)が、

青円に来て、ダウンスイングでも(下段左端の赤円)が青円に来るぐらいが基本的です。そうすることに

より、直線的なスイングプレーンの面が出来、より効率的なスイングが可能となります。 

スイングプレーン(スイングの面)が２本の青線の間に収まっています。ＧＯＯＤ！（バックスイングで

はクラブヘッドが下の線の上をあがり(上段左端の下の青線)、ダウンスイングでは上の線の上をなぞっ

てクラブヘッドが下りてきます(上段右端の上の青線、下段左端の上の青線、下段右から２枚目のうえ
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宮本勝昌プロのスイングとチェックポイント 
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下段左か ２枚目のシャフトの青線)。 

葉莉英プロのスイングとチェックポイント 
   

背筋が伸びて安定感のあるアドレスです(上段左端の青線)。バックスイングでシャフトが地面と平行の

ときにターゲットとも平行です(上段左から２枚目の青円)。GOOD！トップオブスイングでクラブフ

アドレス、インパクトとフニッシュ時の上半身の前傾姿勢が変わらない点が素晴らしいです(上段左端、

下段左から２枚目、下段右端の背筋の青線)。 この青線を軸とした回転運動のゴルフスイングがされて

いるために、安定感のあるシャフトプレーン(シャフトによって描かれる面)となっています(上段左端と

ら

ェースが天井を向いてクローズの状態です(上段右から２枚目の赤円)。これは、左手の甲が、甲側に折

れているからです。ダウンスイングからフォローにかけての動きはダイナミックで素晴らしいです。 



朱プロのスイングとチェックポイント 

 

   

朱プロのスイングとチェックポイント 

 

トップオブスイングでの切り替えしでシャフトがしなっています。（赤線）。朱プロの切り返しのタイ

ミングは、ニック・プライス型(テンポが早い)ですので、シャフトのトルクとしなりが少ないめのクラ

ブが適していると思われます。 また、ダウンスイングからの下半身の動きが大きすぎる傾向がみら

れます（上段右端写真の赤丸）。両足の下に根が生えているイメージを持てば、安定感が高まります。

スイングテンポをゆったりと取ることでトップオブスイングでのシャフトが、地面と平行ぐらいの位

置まで来るでしょう（上段右から２枚目写真の赤線から青線）。 ダウンスイングでは、体重がつま先

よりに来て、腰（重心）が伸び上がりながらインパクトをしているような感じです（下段左端の写真

の赤丸）。下半身をドッシリとイメージして、腰の上下運動を押さえればどうでしょう。  
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東尾理子プロのスイングとチェックポイント 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

中に巻きつくまでしっかりと振りぬいた形になっています(下段右端写真の青線)。 

東尾理子プロのスイングとチェックポイント 

  

バックスイングの途中でシャフトが地面と平行になる時に、ターゲットとも平行になっていることがわ

かります（上段左から２枚目の写真の青円）。ＧＯＯＤ！ ただダウンスイングでヘッドが内側に着すぎ

ているようです（上段右端の赤円）。青円の位置であればワンピースの面となり、一直線でボールに向か

って行く、ヘッドの軌道が可能となります。フィニッシュで姿勢は最高です(下段右端写真の青線）。 

 
 
 

 
 
 
 
 

アドレスで O 脚に構えることで、土台が安定したドッシリ感のある構えが可能となっています（上段左

端の青矢印）。その形がトップオブスイングまで保たれており、理想的な姿勢となっています。ただ左の

踵が地面から離れるのが少し早いように思われます（上段右端の赤円）。 フニッシュではシャフトが背



井戸木鴻樹プロのスイングとチェックポイント 

 

 
 
 
 

見られます(赤矢印)。ボールを押さえ気味のフェード系の球筋が、このゴルフスイングから覗えます。

桑原克典プロのスイングとチェックポイント 

 

トップオブスイングで腰が回りすぎている傾向が見られます(上段右から２枚目の上の赤円)。これは右

足がオープンで踵に体重が乗っているために起こっています(下の赤円)。 一般的には肩の回転の半分

以下に押さえることが出来れば、上半身の回転に伴う「捻れのパワー」が蓄積されます。 アドレス

で右足をスクエア－にして、トップで右足親指で地面を押さえるようにすればどうでしょう。  

下半身の動きが安定しているゴルフスイングです。ＧＯＯＤ！ 特に膝から下の上下運動が少なくク

アイエットな(ドッシリとした)動きです(青円)。然るにショットの安定度も高まると思われます。 ス

イングの軌道はアップライトで、ダウンスイングからアウトサイドイン気味の面になっていることが
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高橋勝成プロのスイングとチェックポイント 

 
 

な面になっている（下段左端の水色線と下段右から２枚目の水色線）ことがそれを物語っています。 

渡辺司プロのスイングとチェックポイント 

 
 
 

復元性の高い安定度のあるゴルフスイングです。ＧＯＯＤ！ 特に下半身の動きはドッシリとして理

想的な状態です。 ただアドレスでのハンドダウンでついたシャフトの腕の角度（上段左端の赤線と

青線）がインパクトでなくなる分（下段左端の青線）、上半身が上に向かって伸び上がることによって

調節している形が見受けられます。ハンドダウンの度合いが少なければ調整も少なくてすむでしょう。

「アドレスはインパクトの再現」と言われるような理想的なゴルフスイングです。ゴルフシャフトの

角度もグリップの位置もアドレス（上段左端の青線と青円）とインパクト(下段左端から２枚目の青線

と青円)で見事に一致しています。クラブシャフトで描かれるシャフトプレーン（面）が理想的に綺麗
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細川和彦プロのスイングとチェックポイント 

 
 
 

ダウンスイングで右腕が詰まった状態になっています(下段左端の赤サークル)。そのためにクラブフェ

ースがインパクト直前までオープンの状態で下りて来ています（下段左端の赤円）。そのままであれば、

スライスになるために、インパクト筑前に手首を大きく返すことを行なって帳尻を取っているのが見

受けられます（下段左から２枚目の赤円）。上半身の軸の回転をイメージしてみてはどうでしょう。 

 

日下部光隆プロのスイングとチェックポイント 

 
 
 
 
 

アドレスでのグリップと体の間隔（上段左端の青矢印）が、インパクトの時にグリップが体から離れ

たところを通るゴルフスイングになっています。 これは体の大きな筋肉を中心としたスイングより

も、腕と手が一人歩きをしている傾向のスイングといえます。 トップオブスイングで右脇が上がる

いわゆるフライングエルボー（上段右から２枚目の赤円）がそのことを物語っています。 
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桧垣豪プロのスイングとチェックポイント 

 
 
 
 
 
 

力みのない大変スムーズなスイングです。ＧＯＯＤ！ドライバーショットでありながら、ショートア

イアンのような雰囲気さえ感じられます。ただダウンスイングからフォロースルーにかけてアウトサ

イドインの軌道でクラブヘッドを上から打ちおろす感じがあります(赤線矢印)。上半身の軸を中心とし

た回転のイメージを持ちよりダウンスイングで横振りのイメージを持てばどうでしょう。 

 

中川勝弥プロのスイングとチェックポイント 

 
 
 
 
 
 
 

安定感のある理想的なアドレスの姿勢です（上段左端の青線）。ＧＯＯＤ！ 特に体重配分が良く、両

足の土踏まずで体重を支えている状態です。この状態がインパクトの時でもしっかりと地面を踏ん張

っているのがわかります（下段左端の青円）。これは下半身の土台となり、バタツキの少ない安定感の

あるスイングの最も重要なポイントとなります。 
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横田真一プロのスイングとチェックポイント 
 

 
 
 
 
 

ゾー・モープロのスイングとチェックポイント 

 
 
 
 
 

流れるような滑らかなゴルフスイングです。ＧＯＯＤ！ 特にフィニッシュで飛んで行くボールを見

る姿勢は、左サイドに体重が乗り安定感のある形です(青円)。 ただダウンシングと同時に頭が後ろに

動き、インパクト時には、アドレスよりも頭半分ボールから遠い位置にあります（青円から赤円）。同

じ動きであれば良いのでしょうが、ブレが大きくなれば、ミスショットにつながると思います。 

インパクト時の形が（下段左から２枚目の写真）アドレス時（上段左端の写真）と一致しているゴル

フスイングです。ＧＯＯＤ！ これはシャフトプレーン（シャフトが描く面）が安定していることで

も見ることが出来ます。（下段左端のダウンスイングのシャフトがボールを指し、フォローでも同じ面

を描きながら振り抜いている点）ショットの安定度を高める為には、一番重要なポイントです。 
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平瀬真由美プロのスイングとチェックポイント 
 
 
 
 

背筋がしっかり伸びて上半身の前傾姿勢が取れているアドレスです。ＧＯＯＤ！ ただトップオブス

イングでその前傾姿勢が延び上がり気味になってしまっています。結果的にアップライトのスイング

軌道になる傾向があります。野球スイングのような横振りをイメージすれば、上半身の軸を中心とし

た回転のゴルフスイングが可能となるでしょう。フィニッシュまでの振り抜きの良さは理想的です。 

 

平瀬真由美プロのスイングとチェックポイント 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ドッシリと安定感のあるアドレス。また腕が良く伸びている構えで、スイングアーク（スイングの弧）

が大きくとれる形をしています(青線)。ＧＯＯＤ！ トップオブスイングでは左踵が上がり左膝が前に

出る点が気になります(赤丸)。インパクトからフォロースルーにかけて両腕が良く伸びています（下段

左から２枚目の写真の青線）。その結果最後までしっかり振りぬいたフィニッシュとなっています。 
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神野光正様  平成 14 年６月５日  於 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース 

 

                    

   
 
 

アドレスの姿勢はバッチリです。GOOD! トップでも良く肩が回転した理想的なスイングです。しか

しダウンスイングからインパクトにかけてボールを叩くことに意識が向いているように思われます。し

たがって、当てて終わりの、フィニッシュの振りぬきが少ないスイングになっています。素振りのよう

に思い切って振りぬいてはどうでしょう。 

注意 

Good Good

 

羽柴啓子様   平成 14 年６月５日  於 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース 

 

   

   
 
 

どっしりした安定感のある構えです。ただハンドダウンが少し気になります。バックスイングからフ

ィニッシュまでとてもまとまりの良いスイングです。GOOD! スイングの軌道も抜群です。フィニッ

シュでも左サイドに体重が十分乗り、振り切れています。 後は、ヘッドスピードを上げる為に素振

りの練習をされてはどうでしょう。まずは振りなれることです。 

注意 

Good

Good
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 289

頭の位置が沈み込みます（上段右端の赤線）。 背骨の軸を中心としてよりフラットな横ぶりのゴルフ

スイングをイメージすれば、頭の上下運動と、ヘッド軌道の矯正に役立つと思います。 

 

綾田秀雄様   平成 14 年６月５日  於 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース 

 

 

   
 
 

アドレスは抜群の姿勢です。（上半身の前傾姿勢などは最高！）トップからインパクトまでもきれ

いです。GOOD! その後のフォローで左肘が引けてしまっているのと、フィニッシュで「明治の

大砲」になっているのは、ボールを打つ意識が強すぎるからではないでしょうか！？ 目標のイ

メージをしっかりと持ち、素振りのように最後まで振り切り、左足に体重移動しましょう。 

注意 

Good
Good 

前田浩輝様 於：エクシブ鳴門ゴルフクラブ ２００３年４月２６日（土） 
 

ドッシリとした安定感のあるアドレスです。GOOD! バックスイングでクラブヘッドがインサイドの

軌道であがりダウンスイングではアウトサイドから降りてきています。 またダウンスイングと同時に

注意

GOOD 



若林尚史様 於：エク ブ鳴門ゴルフクラブ ２００３年４月２６日（土） 
 
 
 
 
 

背筋の伸びた安定感のあるアドレスです。GOOD！ クラブヘッドの振りぬきも大変よく、ヘッドスピ

ードが走っているゴルフスイングです。 ただダウンスイングと同時に、頭の位置が沈み込み、インパ

クトを迎えるときに再度伸び上がるスイングとなっています。（上段右端の赤線はアドレスの姿勢の線

です）。疲れてきて上下運動が大きくなるとコントロールの幅を通り過ぎて、ミスショットとなります。

注意

GOOD 

シ

木村譲二様 於：エクシブ鳴門ゴルフクラブ ２００３年４月２６日（土） 

ゆったりとしたリズムのバックスイングと最後まで振りぬきの良いフィニッシュが素晴しいです。

GOOD！ ただスイング中に手首を使いすぎる傾向があります。そのためにトップオブスイングでは、

シャフトが目標をクロスしています（上段右から 2 枚目の赤線）。またインパクト周辺でも手首を使っ

てフェースを返しているように見られます。手首の動きを抑えてスイングしてみてはどうでしょう。 

GOOD 

注意
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松村千代勝様 平成 1５年４月１５日  於：北六甲カントリー倶楽部 東コース 

 

 

 

                                          

   
 

 

相変わらず豪快なゴルフスイングですね。GOOD! 上段右端のアドレスの青線をそのまま下段右端のイ

パクト直前に重ねてみました。 一番の違いはやはり頭の位置でしょう。 全体に体が縮こまりながらイ

ンパクトを迎えているように見られます。もう少し背筋の軸をイメージして回転のスイングを心掛ければ、

更なる飛距離アップと安定度が高まることでしょう。お試しください。 

Good 注意 
 

ン

太田栄造様 平成 1５年４月１５日  於：北六甲カントリー倶楽部 東コース 

 

 

 

 

                                          

   
 

 

構えとフィニッスは最高です。両方とも安定感のある姿勢です。GOOD! ただトップオブスイングでグリ

ップが体に近付きすぎている状態です。 左肘を伸ばし気味にして、グリップと胸の距離が、アドレスで

のそれと同じ距離に保つことが出来れば捻れのパワーが蓄積され、飛距離アップにつながることでしょう

インパクトからフィニッスにかけては、力みのない大変スムーズな振りをされています。 

Good 

Good 

注意

。
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恒藤光夫様 平成 ５年４月１５日  於：北六甲カントリー倶楽部 東コース

 

 

 

 

 

                                          

   
 

 安定感のあるアドレスです。GOOD! でも少しクローズスタンスになっています。そのために、トップオ

ブスイングの位置が浅くなっており、グリップの位置が耳の横です（上段右から２枚目の赤円）。青円の位

置にグリップが来れば、より肩の入った、捻れのパワーのあるトップとなることでしょう。 インパクト

では下半身が安定して下半身ん落ち着いた姿勢となっています。 

Good 

注意 

1  

1
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上野栄士様   平成 ５年４月１５日  於：北六甲カントリー倶楽部 東コース 

 

 

                                          

   
 

 

安定感のあるアドレスからの豪快なゴルフスイングです。GOOD! ボールがよく飛んで曲がらないのは、

フォロースルーでの手首の使い方を少なく押さえているからでしょ。 ただダウンスイングと同時に左膝

が前に出てくるのが気になります。インパクトまで左足踵を地面につけているイメージぐらい持てば、結

果として丁度良くなるのではないでしょうか。 お試しください。 

Good 注意 
 



高木皓次様   平成 1５年４月１５日  於：北六甲カントリー倶楽部 東コース 

 

                                          

   
 

 

ドッシリとした安定感のあるスタンスです。Good！バックスイングの軌道もバッチリです(上段左から２

枚目の青線)。ただトップでのグリップの位置が体に近付きすぎているように思います。その結果ダウンス

イングが上から（アウトサイド）下りで来て、インパクトで伸び上がり気味の姿勢になっています。トッ

Good Good 

注意 
Good 

Good 

プでグリップと胸の間隔がアドレス時のそれと同じぐらいになるように心がけてみればどうでしょ。 

 

北野友之様 平成 14 年 10 月 8 日 於：北六甲カントリークラブ東コース 

 

インパクトの形が素晴らしいですね。GOOD! 動画でチェックしますとトップオブスイングからダウ

ンスイングにかけての頭のゆれが激しいように見受けられます。（頭が後方に行く）コントロール範囲

内で納まるようにすれば良いのですが、大きすぎれば安定感を失うことがあります。チェックしてみ

てください。                              

注意 

Good 
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大  

                                        

   
 
 

個性的でダイナミックなスイングですね。GOOD! 気になる点はトップでのグリップの位置が頭に近

い所です（赤丸）。理想的な位置は、右肩の上ぐらいのです（青円）。 その為に、ダウンスイングか

らの軌道がアウトサイドインになっているのです。 よりフラットなスイングをイメージしてみては

どうですか。そうすればダウンスイングでインサイドからのスイング軌道になりやすいと思います。 

 

注意 

津晴一様   平成 14 年６月７日  於 茨木カンツリークラブ 東コース

14

注意

 フ

田丸道哉様   平成 年６月７日  於 茨木カンツリークラブ 東コース 

 

   
 
 

どっしりとした安定感のあるアドレスです。バックスイングでクラブへドがインサイドに上がり、トッ

プでシャフトがターゲットラインをクロスしています。その分アウトサイドインからクラブヘッドが下

りてくるスイング軌道になっています。スイングの面をイメージされてはどうでしょう。フォロースル

ーから ィニッシュにかけてはスムースなクラブヘッド運びをされています。GOOD! 

Good 注意 

Good 
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まとまりの良いゴルフスイングです。GOOD! 構えもドッシリと安定感のあるアドレスです。またバック

スイングではシャフトが地面と平行の時にターゲットと平行の教科書通りです。ただスイング軌道が少し

アウトサイドインになっております。これは、トップで上半身が伸び上がり気味になっているからかもし

れません。前傾姿勢を意識してフラットなスイング面をイメージされてみてはどうでしょう。 

Good Good 注意 

園田栄子様   平成 14 年６月７日  於 茨木カンツリークラブ 東コース 

溝口 薫様 平成 14 年 1１月３日 於：日野ゴルフクラブ キングコース 
 
 

フォロースルーからフィニッシュまでの振り抜きが素晴らしいゴルフスイングです。特にフィニッシ

ュではクラブシャフトが背中まで来る位に最後まで、振り切られておられます。 しかしトップでク

ラブが背中に当たる位まで来ています。これは左手首が折れた状態になっているからと思います。左

手中指、人差し指、小指の３本をしっかりと握れば、シャフトが平行なところで止まるでしょう。 

Good 

注意
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柏元優典様 平成 14 年 月３日 於：日野ゴルフクラブ キングコース 
 

コンパクトな安定度の高いゴルフスイングです。腰の負担を少なくされている雰囲気が伝わってきま

す。モー・ノーマン（ハンマー打法で世界一のボールストライカ）感じも、しないでもないですね。 

下段左端のインパクトの形は、体の正面でボールを捕らえている姿勢が素晴らしいです。ただバック

スイングで、クラブヘッドがインサイドに引けているのが、気になる点です。 

Good 

注意

 

久保

 

動画で見ますと、フィニッシュ後のカメラ目線が久保先輩らしいですね。インパクトの写真（左下）

は、アドレス（左上）の再現で素晴らしいです。ＧＯＯＤ！ ただトップオブスイングで（上段左か

ら３番目の写真）右足が突っ張った状態で、腰が回りすぎています。右膝をアドレスの形のままにキ

ープすれば、捻れのパワーが蓄えられ、更なる飛距離アップにつながると思います。 

Good 

注意

1１

賢記様 平成 14 年 1１月３日 於：日野ゴルフクラブ キングコース 
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神野資

 

思いっきり豪快に振りぬいていることが感じられるゴルフスイングです。ＧＯＯＤ！ ただインパク

トからフォロースルーにかけての下半身が動きすぎているように思います。（足元がホームランバッタ

ーのカブレラのようです）両足の裏に根が生えているイメージを持つと、下半身のドッシリ感が生ま

れて、より安定したショットが可能となります。お試しください。 

注意

生様 平成 14 年 1１月３日 於：日野ゴルフクラブ キングコース 

友孝様 平成 14 年 1１月３日 於：日野ゴルフクラブ キングコース

 

岩永  

動画で見れば、ゆったりとしたバックスイングの素晴らしいゴルフスイングです。トップオブスイン

グも左肘が良く伸びた、理想的な形です。ダウンスイングからフォローにかけてのクラブヘッド軌道

もオンプレーンでＧＯＯＤ！です。今回のゴルフコンペでは、間違いなく、「ベストスイング賞」であ

Good 

ります。 
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八尾善夫様 平成 年 ラブ キングコース 
 

大変スムーズでスイングテンポの素晴らしいゴルフスイングです。 ただスタンスの向きがクローズ

になっており、それにともなってバックスイングでクラブヘッドがインサイドに上がっています。結

果としてトップでは、クラブシャフトがターゲットラインをクロスした状態です。まず、スタンスの

向きをチェックして、バックスイングをワンピースにされては、どうでしょう。 

注意

注意

中村 洋様 平成 14 年 1１月３日 於：日野ゴルフクラブ キングコース 

14 1１月３日 於：日野ゴルフク

 

ジョン・デーリーもびっくりの豪快なゴルフスイングですね。しかも前半４０のスコア－でまとめて

来られる所は、すごいですね。 ただ、スイングがアップライト過ぎて、アウトサイドインの軌道に

なり、ボールが右に飛ぶゴルフスイングであります。もう少し野球スイングのような、横振りをイメ

ージされて見てはどうでしょう。そのためには上半身の前傾角度を深く取るアドレスをお勧めします。

注意



萩原真佐子様 平成 14 年 1１月３日 於：日野ゴルフクラブ キングコース 
 

 懐に余裕があり、「ドッシリ」としたアドレスです。GOOD! またフィニッシュで最後までクラブ

を振り抜き、飛んで行くボールを見る姿勢は、とても良いです。BEAUTIFUL！ ただインパクトで

爪先立ちになって、伸び上がりながらボールを打ってます。（左端上下の写真を比べてください。渕上

先輩の写真も参考に、して下さい。） 

Good 

注意

Good 

佐伯幸一様 平成 14 年 1１月３日 於：日野ゴルフクラブ キングコース 

 

 

フォロースルーからフィニッシュまでの振り抜きが素晴らしいゴルフスイングです。GOOD! 特にフ

ィニッシュの形は決まっています。もったいないのは、ダウンスイングで手で降ろしてくる感じのス

イングになっている所です。（上段の右端の写真） もう少し肩の回転を意識されれば、腕と手が後か

ら着いて来る感じになり、結果的にヘッドスピードが加速され、飛距離アップにつながるでしょう。 

Good 

注意
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中尾文彦様 平成 年 １月３日 於：日野ゴルフクラブ キングコース 
 

フォロースルーからフィニッシュまでの振り抜きが素晴らしいゴルフスイングです。特に右肩が目標

まで回転している形が、深堀啓一郎プロ張り。 ただバックスイングで、クラブを「ヒョイと」上げ

ているために、それにつられて腰も回りすぎています。トップオブスイングで、腰の回転角度を 45

度ぐらいに押さえれば、捻れのパワーが生まれ飛距離アップにつながるでしょう。   

Good 

注意

 

水池 亮様 平成 年 １月３日 於：日野ゴルフクラブ キングコース 
 

スイングプレーンの大変綺麗なスイングです。特にダウンスイングからフォローにかけてのシャフト

の描く軌道がオンピースで素晴らしいです。GOOD! ただ、動画でチェックすれば、トップオブスイ

ングからの切り返しで頭が沈み込み、インパクト直前で伸び上がる複雑な上下の動きがあります。頭

注意 Good 

14 1

14 1

を中心として回転のイメージを持てば、ショットの安定度が増すのではないでしょうか。お試しあれ。
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