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げます．また，本論文の審査過程において，ご助言を頂
いた査読者の先生方に対しましても，心よりお礼申し上
げます．

参考文献
阿江美恵子（1985）集団凝集性と集団志向の関係，および集団

凝集性の試合成績への効果．体育学研究，29：315-323．
阿江美恵子（1986）集団凝集性尺度の再検討．スポーツ心理学

研究，13：116-118．
阿江美恵子（1987）スポーツ集団の凝集性に関する文献的研究．

体育学研究，32：117-125．
Bandura, A. （1997） Self-efficacy: The exercise of control. W. H. 

Freeman, p. 477. 
Carron ,  A.  V.  （1982） Cohes iveness  i n  spor t  groups : 

Interpretations and considerations. Journal of Sport 
Psychology, 4: 123-138. 

福原俊太郎・福田愛・近藤智津恵・松井尚子・塩崎一昌・竹内
直樹・平安良雄（2006）横浜市立大学における学生のメン
タルヘルスに関する研究（２）．神奈川県精神医学会誌，56：
65-74．

福崎千穂（2021）週１回の大学院体育授業におけるトレーニン
グが学生の持久力と筋力に及ぼす効果．大学体育スポーツ
学研究，18：121-131．

ハガーM，ハヅィザランティス N 湯川進太郎・泊真児・大石千
歳（訳）（2007）エクササイズとスポーツへの社会心理学的
アプローチ．北大路書房，pp.179-181．

長谷川千里・及川佑介（2016）高等学校における体育実技授業
や課外活動等の実態調査．東京女子体育大学女子体育研究
所所報，10：21-30．

橋本公雄（2009）「健康・スポーツ科学演習」の授業で人間関係
は醸成できるのか？．大学体育学，6：23-31．

橋本公雄（2012）体育実技授業における心理社会的要因を媒介
変数としたメンタルヘルス改善・向上効果のモデル構築．
大学体育学，9：57-67．

橋本公雄・渡壁史子・西田順一（2000）運動に伴う一過性のポ
ジティブな感情の増加とメンタルヘルスの改善・向上との
関係．体育・スポーツ教育研究，1：5-12．

林直亨・宮本忠吉（2009）週１回の大学授業における筋力トレー
ニングが筋力に与える影響．体育学研究，54：137-143．

一宮厚・馬場園明・福盛英明・峰松修（2003）大学新入生の精
神状態の変化―最近14年間の質問票による調査の結果から．
精神医学，45：959-966．

一宮厚・福盛英明・馬場園明・峰松修（2004）大学生の入学時
の精神状態と留年・休学・退学との関連について―対人緊
張は大学生の就学を阻害する．精神医学，46：1185-1192．

五十嵐幸一（2020）高校時代の体育実技授業の実態に関する研
究．医療創生大学研究紀要，33：31-43．

樫塚正一・五藤佳奈・伊達萬里子・田嶋恭江（2008）集団凝集
性と心理的競技能力の関連性について：大学女子ハンドボー
ル選手の場合．武庫川女子大学紀要，56：77-85.

小林未季代・内田遼介・土屋裕睦（2016）スポーツ集団の心理
状態を評価する枠組みの提案：集合的効力感と集団凝集性
による２次元アプローチ．体育学研究，61：245-255．

近藤和久・周東和好・伊藤政展（2015）中学校の体つくり運動
における長なわとび運動が生徒の集団凝集性と運動有能感

に及ぼす影響．上越教育大学研究紀要，34：265-274．
持田和明・高見和至・島本好平（2015）チームスポーツ競技に

おける集団凝集性および集団効力感に影響する個人要因の
検討―構成員のライフスキルが集団に及ぼす影響―．スポー
ツ産業学研究，25：25-37．

持田和明・高見和至・島本好平（2021）集団凝集性及び集団効
力感に影響を与える個人要因―大学サッカー部員のライフ
スキルと組織市民行動に着目した因果モデルによる検討―．
スポーツ産業学研究，31：1-15．

文部科学省（2014）学生の中途退学や休学等の状況について．
https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/10/_
icsFiles/afieldfile/2014/10/08/1352425_01.pdf，（参照日2021
年２月21日）．

文部科学省（2016）大学スポーツの振興に関する検討会議中間
とりまとめ～大学のスポーツの価値の向上に向けて～．
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/005_
index/toushin/_icsFiles/afieldfile/2016/08/02/1375308_1.
pdf，（参照日2021年２月21日）．

西田順一・橋本公雄・木内敦詞・堤俊彦・山本浩二・谷本英彰
（2016）体育授業における大学生の主観的恩恵評価およびそ
の大学適応感に及ぼす影響性．体育学研究，61：537-554．

西田順一・橋本公雄・山本勝昭（2009）「大福帳」を用いて対人
コミュニケーションスキル支援を意図した大学体育実技が
初年次学生の大学適応感に及ぼす影響．大学体育学，6：
43-54．

小畑治（2018）体育授業におけるストレスへのアプローチ．体
育科教育，66（2）：46-50．

大久保智生（2005）青年の学校への適応感とその規定要因―青
年用適応感尺度の作成と学校別の検討―．教育心理学研究，
53：307-319.

及川佑介・長谷川千里（2017）高等学校における体育実技授業
の実態調査：体育女子大学生と一般女子大学生の比較．東
京女子体育大学女子体育研究所所報，11：41-43．

佐々木万丈（2003）体育の授業に対する適応：中学生の場合．
体育学研究，48：153-167．

島本好平・石井源信（2007）体育の授業におけるスポーツ経験
が大学生のライフスキルに与える影響．スポーツ心理学研
究，34：1-11．

清水裕士（2014）個人と集団のマルチレベル分析．ナカニシヤ
出版，pp. 1-12．

Spink, K. S. （1990） Collective efficacy in the sport setting. 
International Journal of Sport Psychology, 21: 380-395.

杉山佳生（2008）スポーツ実践授業におけるコミュニケーショ
ンスキル向上の可能性．大学体育学，5：3-11．

須崎康臣・杉山佳生（2015）大学生の体育適応感が学校適応感
に及ぼす影響：自己調整学習の視点から．体育学研究，60：
467-478．

竹村りょうこ・島本好平・加藤貴昭・佐々木三男（2013）スポー
ツ集団における学生アスリートのセルフマネジメントに関
する研究：スポーツ・セルフマネジメントスキル尺度の開
発．体育学研究，58：483-503．

徳永幹雄・橋本公雄（1980）体育授業の「運動の楽しさ」に関
する因子分析的研究．健康科学，２：75-90．

鳥井淳貴・中須賀巧（2021）大学体育授業における場所選択行
動から見える学習者の適応感：異なる履修形態のクラスを
対象としたソフトボール授業での調査．大学体育スポーツ

80



鳥井・中須賀：大学体育授業の集団凝集性の変化と適応感の関連

学研究，18：65-74．
筒井茂喜・望月陽太郎・中須賀巧（2020）身体接触を伴う運動

「組ずもう」が学級の集団凝集性に及ぼす影響―小学校４年

生児童を対象として―．兵庫教育大学研究紀要，57：177-
185．

（受付：2022.�1.�5，受理：2022.�5.�19）

81



� 大学体育スポーツ学研究，20：2023

Students’ sense of belonging to their university 
in association with changes in group cohesiveness 
in physical education classes

Abstract
This study aimed to examine the relationship between changes in students’ group cohesiveness scores and sense 
of belonging to their university in physical education classes at university. Two questionnaire surveys on group 
cohesiveness and sense of belonging to the university as perceived in physical education classes were conducted 
with 63 students who attended physical education classes at a four-year university. The physical education class 
that was the subject of this study was a 90-minute softball class held on an outdoor field from the 11th to the 15th 
session (Five sessions in total) out of a total of 15 sessions.The first questionnaire was conducted in the first of five 
classes and the second was conducted in the last class. In order to capture the group cohesiveness of the learn-
ers, eight teams were formed and a total of five softball games were conducted.The subjects were classified into 
Increased and Decreased groups, on the basis of the changes seen in group cohesiveness scores. Two-way 
analysis of variance and analysis of simple main effect were conducted for each scale score. The results were as 
follows. (1) In the first survey, there was no difference in sense of belonging to the university between the Increased 
and Decreased groups; however, in the second survey, the sense of belonging to the university was significantly 
lower in the Decreased group than in the Increased group. (2) In the Increased group, there was no difference in 
sense of belonging to the university between the first and the second surveys; however, in the Decreased group, 
the sense of belonging to the university was significantly lower in the second survey than in the first survey. These 
results suggest that if physical education classes reduce students’ group cohesiveness, they may also reduce 
students’ sense of belonging to their university.
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