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　大学 生 の 不適応 の 問題 に つ い て は，従来 よ り指摘され て きた大量留年や ス チ ュ
ー

デ ン トア パ シ
ー

と い っ た 大 学生特有の 問題 に 加 え て ，こ れ まで 中 学生 ・高校生 を 中心 に 見 ら れ た よ うな 不 登校を 中

心 とす る現象 の 拡大がみ られ る．高校 ま で の 発達課題が達成 され な い まま大 学 に移行 し ， 適応 に 大

き な困難を抱 え る 学生 が 増 え て き て い る と い え る．

　 と りわ け大 きな環境 の 変化 を経験す る入学直後 の 時期に は多 くの ス トレ ッ サ
ー

が存在する．大学

へ の 適応 に とっ て ， 1つ の 「ヤ マ 場」 ともい え る重要な時期で ある．こ の 時期の 問題 の ひ とつ に 不

木意入学 と入 学後の 不本意感があ り，出席放棄 （不登校） に つ なが りやす く ， やが て 休学や早期の

進路変更 （転学，退学） とな っ て い くの で ある． こ う した状況 の 中 で ，学生相談活動 に お い て も，
一般的 な学生 の 心 理 的適応 に こ れま で 以上 に配慮 し ， 個別的な 心 理 相談に とどまらず ， 適応 へ の 多

様 なサポ
ー

トを実施 して ．不登校
・
退学を防 ぐこ とが必要な局面 とな っ て き て い る．

　本稿で は ， 大学新入 生に焦点をあ て ， 意欲減退 傾向 と大学生活不安傾向の 2 っ の 側面 か ら大学 生

活 へ の 適応感 を調査 した結果 にもとつ い て，適応 の 状況 と修学状況 の 動 向 に つ い て 検討す る．
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1 ．問題

　大学生 に お ける大学生活不適応 の増加が指摘 され て

きて い る．従来，1970年代後半か ら80年代 に か げ て 盛

ん に指摘された大量留年や ス チ ュ
ーデ ン トア パ シ ーと

い っ た大学生特有 の 問題 に加えて，これまで 中学生 ・

高校生を巾心 に 見られた よ うな不登校を中心 とする 不

適 応状 態が 大学生 に ま で 拡 大 し て い る とも考 え られ

る．大学 へ の 進学率 が 50％ を超 え ， 入 学試験方式 が 多

様 化す るなか で ， 大学生 の 学力 ・パ ー
ソナ リテ ィ も多

様 化 し ， もは や大学生 は 「自主的 に 学 ぶ 自立 し た存在 」

とはい えない よ うな未成熟性を示す場 合も多 くな っ て

い る の で あ る．大久保 （2005）は，学校へ の 適応感を

構成する要因に つ い て ， 中学生 か ら大学生ま で に共通

する要因 と して ，居心地 の 良 さの 感覚，課題 ・目的 の

存在 ， 被信頼 ・受容感 ， 劣等感の 無 さの 4 つ を挙げ，

大学で の 適応感は高校時 代 の 学校 へ の 適応感 に 大き く

影響 される と述べ て い る．自己不確実感や 不全感を

抱 え ， 友人や教員 との 対人 関係が築けな い ， 学内で の

居場所を見 つ け られ な い な ど，高校 ま で の 発達課題 が

達成 されな い まま大学 に 移行 し ， 適応 に 大きな困難を

抱 える 学生が増え て き て い る とい え る．

　と りわけ新入 生 にお い て は，大学入学を果 した とい
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う思 い もつ か の間 ， 履修登録 ， 高校とは異なる大学 の

仕組み の 理解，講義 出席と課題 遂行，前期試験，大学

か ら離れ る夏休み ， 単位取得状況 の 判明 ， そ して新学

期の 開始 と， 多くの ス トレ ッ サーに対処 し なが ら次々

にすす ん で い く ス ケ ジ ュ
ー

ル を こ な して い くこ とはな

か なか 困難な課題で あ り，こ の 時期が適応 へ の 正 念場

で もある．

　大学新入生 が抱 く もうひ とつ の 大きな問題に ， い

わゆ る不本意 入 学 と入 学後 の 不本意 感が あ る．不本

意入学 とは本人 の 意に添わな い 入学の こ とで あ り， 不

適応感 に っ なが りやす い こ とは い うまで もない ．小林

（2000）は ， 不本意入 学に は ， 第一志望不合格型 ， 合

格可能性だ けを重視 して 「受か る大学 」 に 入学 した合

格優先型 ， 自分 の 興味
・適性 よりも資格取得な ど就職

の 有利 さを優先 し た就職優先型 ，
「自宅か ら通 学 で き

る 」 「学費 が 安 い 」 な ど経済 的 ・地 理 的事情 が 優先 さ

れ た家庭 の事情型 の 4 っ の 型が ある と して い る．また ，

入学後 の 不本意感 に つ い て も多様な要因を指摘 して い

る．授業がお もし ろ くな い （興味が もて な い ， 難 しい ），

履修登録 を失敗 し た，単位が とれ そ うに な い ，教員 へ

の違和感 ， 自らの 適性に疑問が 出て きた ， 情報不足 か

ら入 学後 に そ の 学部 ・学科 で は 自分がや りた い こ とが

で きな い とわ か っ た等々 で ある．こ う した 不本意入学

や不本意感 は，出席放 棄 （不登校） に つ なが りやす く，

や が て 休学や早期の 進路変更 （転学 ， 退学） とな っ て

い くの で ある．大学生 の 不登校に つ い て 田 中（2000）は ，

不登校 に 至 っ た 課題内容 と背景 に あ る 心 理 状態 の 二 つ

の側面か ら捉え る こ とが有効だ と して い る．さらに こ

の 心理状態 には，何 か 違 うとい うズ レ の 気持 ちや大学

に 入 る前に抱い て い たイメ ージ と実際の 大学生活の 差

の 実感 とい っ た 「自分 の な か の 違和感」 と，「ど こ か

こ の大学に合わな い 」 とい っ た 居心 地の 悪さ， 高校ま

で の 「生徒 」 とい う存在 か ら 「学生 」 に 変わ る こ との

困難さなど 「外的世界 との違和感」 とい う内的 ・外的

の 2 つ の 違和感を指摘 し て い る．内田 ら （2002） の 国

立大学86大学 ・学部 の 調査 に よれば ， 平成12年度の 平

均 休学率 は2．54％ （最 小値 0．5％ ・
最 大値 17．0％ ） で 平

成 7 年度か ら急増傾 向に あ り， 平均 退 学率は 1．61％ （最

小値 0．3％ ・最 大値 8．3％） で 平成 6 年 度頃か ら増加傾

向にあ る とい うこ とで ある．

　 こ うし た不 適応 増加 の 状況の 中 で ，
「学 生相談室 」

や 「カ ウ ン セ リ ン グ ・ル
ー

ム 」 とい っ た 大学に おける

学生支援の た め の機関は 急速に普及 し ， 現在の 設置率

は80％を超え て い る．そ の 活動 も，従来 の 専 門相談員

に よる個別の 面接を中心 と し たも の に とどま らず ， 対

人関係 を維持 し友だ ちづ くりをサポ
ー

トして ，不登校

やひ きこ もり， 早期退学を防 ぐため の 多様な試み が 行

われ るよ うに な っ て きて い る．その 内容は ， 気軽に 勉

強 した り講義 の 空 き時間 を過 ごす こ との で き る 「居場

所 」 の 提供，グル
ー

プ ワ
ー

ク に よる 「大学生活の 過 ご

し 方講座 」，生 活 リズ ム の 確保 を 目的 とす る 作業療法

的な ア プ ロ ーチ ， 家庭訪問 ， 教員との 交換日記ま で さ

まざまで ある．臨床心理士な ど専 門家 に よる支援だ け

で なく ， 大学院生 ・上 級生 に よ る修学相談 ・生活相談 ・

補習な ども定着 しつ つ あ る．大学 と して も，精神病理

的な問題を もつ 学生 へ の 対応に加えて ，

一般 的な学生

の 心理 的適応 に もこ れ まで に な く配慮 し，不登校
・
退

学 を防 ぐ こ とが 必要な局 面 とな っ て き て い る の で あ

る，また ，

一
方 で ボ

ー
ダ
ー

ラ イ ン ある い はそれ に 近 い

状態 の ようなパ ー
ソナ リテ ィ の 偏 りを示 す学生 や軽度

発達障害の 学生な ど専門的な対応が不 可欠 の 学生 も増

加 し て お り，必要 とされ る学生支援サ
ービ ス は多様化

し て き て い る．

　 こ うし た問題意識を背景 と し て ，著者は こ れ まで に

も継続 し て 大学生 の 適応性に 目を向け， 自画像に よ る

適応性評 価 の 吟味 （1996，2002，2004）や ス トレ ス と

コ ーピン グの 関連性 （2003）に つ い て検討を行 っ て き

た．退学
・
休学 の 事 由として は，「進路変更 （検討 中）」「経

済的理 由」 などが 示 される場 合が 多い が ， こ れ らの う

ち の か な りの もの が，不適応 感 に 関連す る心理的要因

を内在 し て い る と考 え られ る．学 生 側 の 申 し 出の とお

りに事務手続きを行い ， 結果 と し て 学業継続の 可能性

の あるケ
ー

ス を大学 か ら放 り出 し て し ま うこ との な い

よ う， 学生 の背崇に ある心理 的問題を把握 し ， 適切 に

対応 し て い く こ とが 必要な の で ある．本稿 で は，大学

新入生 に焦点をあ て 大学生活 へ の適応感を意欲滅退 と

大学生活不安 の 2 つ の 側面か ら調査 した結果 に もとつ

い て ， 学生 の 適応感の 状況 と修学状況 の動向につ い て

検討 した結果 に つ い て 報告す る．

2 ．方法

1 ）調査 1 ： 意欲減 退 度の 測 定

（1）調査用紙

　意欲減退度診 断検 査 （広島大 学保健管理 セ ン タ
ー，

1973）か ら社会的要因に よる意欲減退 に かかわ る項 目

を割愛 し，主体的要因 に よ る意欲減退お よび大学環 境

要因に よる意欲減退 の項 目を
一

部改変 し て調査用紙を

構成 し た （表 1 ）．項 目は，主体的要 因 （46項 目），大
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大学新 入 生 に お ける適 応感 の 検討

表 1　 意欲減退度診断検査項目

【主 体的 要因 に よる 意欲 滅退

　 1 日常生 活は 興味の あるこ とで い っ ぱい で あ

　 2 疲れや すい 方 で はな い

　 3 こ れ まで と同 じ よ うに 勉強 や仕事が で きて い る

　 4朝は す っ き りと気持ち よく 目が さめ る

　 5 人生 は価値 の ある もの だ と思 う

　 6幸 福だ と感 じるこ とが多い

　 7遊 びや レ ク リ エ
ー

シ ョ ン をい ろ い ろ 楽 しん で い る

　 8 とき どき元 気が 満 ちあふれ て きて、「や るぞ 」 とい う気 に な る

　 9体 の 調 子は とて も良い

10大騒 ぎで き る よ うな パ ーテ ィ
ー

や集 ま りが とて も好きだ

U 正 しい と思 うこ とは主 張すべ きだ

12 何ご とに つ け 自信が 有る方だ

13何 とな く体 が 弱 っ て い る よ うな 気 が す る

141 つ の こ とに 集中し て 打ち込む こ とがで きな い

15 自信欠 如だ と思 う

16 こ の ご ろ本 を読ん で も今まで の よ うに頭に 人 らな い

17 しょ つ ち ゅ う頭が 痛い

18 い つ も憂 うつ で ある

19相 手 に 話 しか け られ ない 限 り、自分 か らは 話 しか けない

20誰 も本 当の 自分 を理解 して くれ ない と思 う

21 これ か らど う生 きて い o て 良い の か 分 か らな くて あせ っ て い る

22初対面の 人 と話をす るの に は苦 労す る

23 もめ ご とが 起 きた時 は、黙 っ て い るの が
一

番 良い と思 う

24皆 と
．一緒に い て も、ひ と りぼ っ ち の よ うな気持に な る こ とが ある

25 じ っ とお とな し くし て い て も別に 退 屈な こ とはな い

26 自分か ら世 話役 に な るよ うな こ とは まずな い

27 自分は 役に 立 た ない 人 間だ と思 う

28 人か ら言われ た こ とをす ぐ忘 れ て しま う

29注 意 を集中 す るの に 曹 労す る

30勉 強や 仕事に 専念する こ と は な か な か 難 しい

31 体を動か す よ り．ぼ
一

っ と考 え事をす る の が 好きだ

32何 か を始め るの はい っ もお っ く う （めん ど う）だ

33 これ まで 一度も異 性 とデートした こ とが ない

34 自分の 身な りを気に しない 方 だ

35で き るだけ 人混み に は行か ない よ うに して い る

36人に失望する こ とが 多い

37 自分 自身の 木 当の 姿が わか らな い 。
38 しな ければ な らない と思 うが 、何を した らよ いか 分 か らない

39 私た ち は、こ れ とい っ た 目 的 もな く、な ん とな く生 きや が て 死

　 　 ん でい くの だ と思 う。
4Q私 は 心 か ら 信頼 で き る 人 を持 っ て い ない

41毎 日同 じ こ との 繰 り返 しで 生 活 に 張 り合い が ない

42人生 とはま っ た く偶然 の 積み 重ね で 無意味 な もの に思 われ る

43人は結局は 孤 独な ものだ と思 う

44私 は 他 人の ため に 役 に 立つ よ うな 人間に なれ そ うもない

45 自分が 木当 に 望ん で い る 将来が どん な もの か よ くわ か らない

46人生の 生き 方にっ い て ．現実 と理想の 差 を感 じ る

n 大学 環境 要 因に よる意欲 滅退

　 1 こ の 大 学は、第
一

志望だ っ た

　 2 こ の 大 学に かな り満足 して い る

　 3 私 は本 当に 入学 した い と思 っ て い た大 学 に 入学 した

　 4 大学で の 授業内容に 一応満足 し て い る

　 5 授業へ の 出席状況 は 良い 方だ

　 6で きれ ば、他の 学 科 に かわ りた い

　 7’本 当に 信頼で きる教員 に巡 り合え な い

　 8 大 学で 教員 と個人 的 に か か わ っ た こ と は な い

　 9 何 とな く教 員に 反 発 を感 じ る

10学内に は もっと精神的 な支えが 欲 しい

11 大学で ．心 の ふれ あ う友だ ちに 恵 まれ ない

学環境要因 （11項 目）の 57項 目で構成され，回答は 「は

い 」 「い い え」 の 2 件法 で ある．意 欲減退傾向を示す

方 向へ の 回答を各 1 点 と し，意欲減退傾向得 点が算出

され ， こ の 得点が高い ほ ど意欲減退 傾向が高 い こ とを

示す．こ の 調査は，．大学生 の 不適応 傾向を主 と し て 意

欲減退 （ス チ ュ
ー

デ ン トア パ シ
ー

） の 視 点か ら捉 えよ

うとす るもの で ある．

（2）調査対象

　2003年入 学の 大学 1年生225名（情報系学科　135名，

管理栄養士課程 90名）．

（3）調査の実施 時期 と手続き

　2003年 6 月．調査 は ， 必修科 目の 講義中 に 「学生生

活 に関する調査 」 として 実施 した．

　当 日欠席 の 学生 に つ い て は ， 概ね 1 ヶ 刀後 ま で を目

処 に 追調査を実施するな ど し て，可能 な限 り調査 を実

施 した．最終的な調査実施率は ， 在籍者 の 90．0％ で あ る．

2 ）　調査 2 ：大学生活不 安の測定

（1）調査用紙

　藤井 （1998）に よる大学生活不安尺度 の 項 目を
一部

改変 して 用 い た （表 2 ）．こ の 尺度は ，

　 口常 生 活不安 尺度 （13項 目）； 大学 生活 に お い て
一・．・

　　般的 に 感 じ る 不 安

　評 価不安尺度 （玉1項 目）： 試験 を含め，他人か らの

　　評価に対する 不安

　大 学不適 応 尺 度 （5 項 目）； 大学 に 対す る違和感 ・

　　 不適応 感

の 3 つ の 部分 に 関連す る質問項 目か ら構成 され て い

る．回答は ，
「は い 」 「い い え」 の 2 件法で 求め られる．

不安傾向 に 該 当する方 向へ の 回答を各 1 点 とし ， 大学

生活不安得点が 算出され，こ の得点が高い ほ ど高不安

で ある こ とを示 す．こ の 調査 は ， 大学生 の 不適応 傾向

を大学生活 に か か わ る全般的な不安 の 程度 か ら捉え よ

うとする もの で あ る．

（2）調査対象

　2004年度入 学の 大学 1 年生233名 （情報系学科 100

名，社会科学系学科40名，管理 栄養 士課程 93名）．

（3）調査 の 実施時期と手続き

　2004年 6月．調査 は ， 調査 1 と同様 ，
「大 学生活に

関する 調査」 と し て ，必 修科 目の 講義時に 実施 し，必

要に 応 じ て 1 ヶ月間程度 の 間に 追調査 を実施 し た．最

終的な調査実施 率は，在籍数の 95．1％ で あ る．
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表2　大学生活不安尺度項 目

【日 常生活 不 安尺度

　（1） 大学 で 人 が 自分 の こ と を ど う思 っ て い る の か 、気に なる

　 （2 ） 4 年 間で 卒業で き るか ど うか、不 安で あ る

　 （3 ） 留年 した らど うしよ うと、気 に なる

　 （4 ） 万
一

事故 に あ っ た り、病 気 を した らど う しよ うと心 配に なる

　（5 ）友達と
一緒 に何か を しなければならない とき．うまく協力で き

　 　 るか 不 安 で あ る

　（6 ） サ
ー

ク ル な ど で 先 輩た ち と うま く付 き合える か 心 配 で あ る

　 （7） 1 限 目の 授 業に き ちん と起 きて 出 席で きるか ど うか、不 安で あ る

　 （8） 先生 が近 くにい る と気 にな っ て 仕 方が ない

　 （9）
一

ヶ 月の 生活費 が足 りるか ど うか、心 配で あ る

　（10）授業 中、先生 の 言 っ て い る 内容が わか らず、不安 になる こ とが

　 　 あ る

　 （11） 大学 の 先 生 と話 をする とき、とて も緊 張す る

　 く12） 先 生 に
“
研 究 室 まで 来 る よ うに

”
と呼 ば れ た ら何 を言わ れ るか

　 　 とて も気に な る

　（13）将来、良　い 就職がで きるか どうか 、不安で ある

H 評 価不 安尺 度

　 （1 ）授 業 中 に何 か し なけれ ば な らな い とき、ミ ス を す るの で は ない

　 　 か と不 安に な る

　（2 ） 必修 科 目の 成績 が 「不 可j だ っ た らど う しよ うと心 配に なる

　 〔3 ）テ ス ト中に時閭が 残 り少なくなる と．自分の 考えが ま とま らな

　 　 くな る

　 〈4 ） テ ス トを 受 けて い て 、分か らない 問 題に 出合 う と、頭の 中が 真 っ

　 　 白に な っ て し ま う

　 （5 ） 成績 の こ とが 気 にな っ て 仕方 が ない

　 〔6 〕 大学 の 成績 の こ とを考 え る と、憂 うつ だ

　 （7 ）履修登録し た授業の 単位が きちん ともらえるか どうか 心 配で ある

　 （8 ） テ ス ト中 、緊張 し て 自分 の 力が 発揮で き な い

　 （9 ） 授業 やゼ ミ で 発表 す る時、声 が 震え る こ とが ある

　 〔10） 卒業 研究 が うま くで き るか どうか 、不 安で あ る

　 （11＞テ ス トを受 ける とき．悪 い 点 を と っ て しま うの で はな い か と心

　 　 配に なる

皿 大 学不 適応 尺 度

　 （1 ） こ ん な大学 に い た ら自分 がだ め に な る の で は な い か と憂 うつ な

　 　 気 分 になる

　 （2 ） こ の 大 学 に い る と 、何 か 不 安 な 気 持 ち に な る

　 （3 ） で きる こ とな ら、転学 あ る い は 転部 ・転科 し た くて 仕方 がな い

　 （4 ）入 学 した 学部 ・学 科 が 自分 に 合って い な い よ うな 気が して 不 安

　 　 で あ る

　 （5 ）大学 を退 学 したい と思 うこ とが ある

3 ．結果 と考察

1）意欲減 退傾向 に つ い て

　表 3は，学科別，領域別 に 意欲減退度得点 の 平均 を

示 して い る ．なお， こ の 尺度は ，性別に よる結果処理

を前提 に し て い な い ため ， こ こ で も性別を込み に し て

集計を行 っ て い る．主体 的要 因に よる意欲減退得 点，

大学環境要因に よる意欲減退 得点 とも学科 間に差 は 認

め られ ない ．すなわち ， 平均 し て ， 主 体的要因に つ い

て は 46項目中19項目， 大学環境要因に つ い て は 11項目

中 5項 目，両要 因を総合 して みる と57項 目中24項 目に

つ い て ， 意欲減退 傾向を示す反 応 が み られ る とい うこ

とで ある．表 4 は，全体 で の 平均点 ± 標 準偏差 をカ ッ

テ ィ ン グポ イ ン トと し て ， 2 つ の 要因別お よ び 総合的

な意 欲減退傾向 の 程度別 に ， 意 欲減退傾向 の 低い 群，

平均的な群，高い 群の 3 群 に 分類 し，入数分布を示 し

た もの で あ る，

　表 5 は，こ の 大学入学時 に 調査を実施 した対象学年

に つ い て ， 3 年次前期終了 まで の 退学 ， 休学 ， 留年等

の 動向を追跡 し，把握で きた学生 の 意欲減退度診断検

査の 結果 を示 した もの で ある．こ こ で まず注目され る

の は ， 調査未実施者が 12名 と未実施者 全体 の 約半数 を

占め て い る こ とで あ る．意欲 減退 傾向を検討する 以前

の 問題 として ，こ れ らの ケ
ー

ス では，講義 に 連続 して

欠席 し た た めに調査 が 実施 で きな か っ た の で あ り，入

学直後 の 早 い 時期か ら不登校な ど不適応 行動が現れ，

結果 とし て 退 学に つ な が っ て しま っ て い る こ とが わか

る．こ の時期で の継続的な欠席傾向を軽視せ ず適切 に

対応 し て い くこ との 重要性 を示唆する もの で ある，ま

た ， もうひ とっ の 特徴と して は ， 大学 環境要因に か か

わる 意欲減退傾向が 高 い こ とが 認め られ る、すなわ

ち ， 不適応感が主体的要因に よる もの で は なく， 不本

意入学や入学後 の 不本意感を背景 とする大学 へ の 違和

感 と し て 認知 され て い る こ と が ，退 学 と い う選択 に つ

なが っ て い る とも考 えられ る．これ に 対 し，少な くと

も大学に留ま っ て い る留年者に つ い て は ， 大学環境要

因 に よる意欲減退傾向 も高 い が，加 え て 総合的な意欲

減退 傾向が高い こ とが認め られ る．留年者も大学に 不

適応感 を持 っ て はい るが ， こ うし た全体的な意欲減退

傾向の 高さの た めに 「大学をや める」 とい う行動化ま

で に は至 らず ， 出席放棄やひ き こ もりとい う状態に留

ま っ て い る とい うこ とが で きる か もしれ な い ．

表 3　意欲減退度診断検査の 学科別平均点 （標準偏差）

情報系　　　　 管理 栄養士

N＝135　　　　　　　　 N＝90
全 　 体
N＝225

主体的要 因

大学環境要因

19，64　　　　　　　　　　　　　18．67
（7．59）　　　　　　　　　　　　（7．41）
4．78　　　　　　　　　　　　　　5．06
（2．20）　　　　　　　　　　　　（2．05）

19．25

（7．52）
4．89
（2．14）

総 　 　合
24．43　　　　　　　　　　　　23．72
（8．60）　　　　　　　　　　　　（8．16）

24．15
（8．41）
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大 学新 入 生 に お け る適 応 感 の 検 討

2 ）大学生活 不 安に つ い て

　表 6は，大学生活不安 尺度 につ い て ，学科別
・
性別

の 平均点を 示 した もの で あ る．ま た 表中 ，
「大学 1 年生 」

と して 示 した の は ， 本尺 度の 妥 当性検討 の た め に実施

された調査 （藤井，1998）の 結果 で あり， 大学 1 年生

の 平均的なデ
ー

タと考えて よい．こ のデータ と各学科

の 結果 とを比較 して み ると ， 情報系学科 で は ， 男女 と

も日常生 活不安，評価不安，総合得点にお い て ， い ず

れ も平均 よ り低 くな っ て お り ， 特 に 女子 で の 不 安 の 低

さが顕著 で ある．社会科学系学科男子 に つ い て も同様

に，大学生活に か か わ る不安 は 全般的 に高 くな い とい

える．なお， 女子 はサン プ ル 数が少な い た め結果の記

表 4　意欲減退傾向の 程度別 人 数分布

低意 欲減 退 傾 向群 平均群 高意 欲減退傾 向群

主体的要因
0〜 11点
　 　 　 30

12〜25点
　 　 　 153

26点〜

　 　 　 42

大学環境要因
0〜 2点
　 　 　 25

3〜6点
　 　 　 146

7点〜

　 　 54

総　　合
0〜 15点
　 　 　 25

16〜31点
　 　 　 156

32点 〜

　 　 　 44

表 5　 退 ・休学者等 の 意欲減退度診断検査 の 結 果

No ， 経 　 　過
主 体的要 因

意欲減退度
大 学環境要因 総 合

11 年前 期 で退 学 16 7 23
21 年前期で退 学 調査 未実施
31 年前期で退 学 調 査未実施
41 年前期で 退 学 23 8 31
51 年前期で 退 学 調 査未実施

61 年後 期で退学 調査未実施
71 年後期で 退 学 10 9 19
81 年後期で 退学 15 8 23
91 年後期で 退学 23 8 31
101 年後期で 退 学 調 査未実施

112 年前期 で退 学 調査未実施
122 年前期で 退 学 10 3 13
132 年前期で退 学 14 4 18
142 年前期で 退学 17 7 24
152 年前期で 退 学 調 査未実施

162 年後 期で退 学 27 9 36
17 留年決定後 ， 退学 調査未実施
18 留年決 定後，退学 調査未実施
19 留年 決定後，退学 21 6 27
20 留年決 定後 ， 退学 17 5 22
21 留年決定後，退学 調 査未実施
22 休 学後 ， 退 学 調査未実施
23 休 学後，退学 21 8 29
24 休 学後，退 学 30 6 36
25 留 年 24 9 33
26 留年 24 8 32
27 留年 16 3 19
28 留年 34 8 42
29 留 年 調 査未実施

注 ）表 中の 太字は，平均＋ 標準偏差以 上 の 高得点で あることを示 す
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述 を割愛する，両学科で の 不安 の 低 さは い うま で もな

く，大学生活へ の 適応性を示す指標で あるが ，一方で ，

不 安の低 さは意欲や達成動機の 低さに関連する とい う

見解 もあ り，こ の 点 に つ い て は，さらに 検討が必要 で

ある．こ れ らに対 し ， 管理 栄養上養成課程 で は ， 男女

とも，H 常生活 不安，評価 不安，総合得点 に お い て ，

平均 よ り高 くな っ て お り， 大学 生 活にか かわ る不安が

強 い こ とが認 め られる，こ の こ とは ， 前述 の 意欲減退

傾 向にお い て ，情報系学科 と管理 栄養 士課程 で の 差が

認め られなか っ た の とは 異なる特徴で あ る．管理 栄養

士課程に お い て は ， 将来の 資格取得 ・職業選択 の 目標

が 明確で ある．学生に と っ て は こ れが 大きな魅 力の ひ

とつ で あろ うが，一
方 で カ リ キ ュ ラ ム は 必修科 目 中心

の 自由度の 低い もの にな りが ち で あ り， 目標 の ために

継続 して 努 力す る こ とが求 め られ る．職業選択 の 結果

と自分の適性 との
一致に つ い て 疑 問を持 っ た り，自信

が揺 らぐこ ともある． 厂自分 は こ の 大学 （学部 ・学科）

に合わな い 1「お もしろ くな い 」とい う違和感 で はな く，

「こ こ で や っ て い ける の だろ うか 」 「や っ て い かな けれ

ば な らな い 」 とい う不 安 感が 強 くな る とい うこ とで あ

ろ う．管理栄養士課程で は ， 情報系 ・社会科学系学科

に比較 して 退 学
・
休学者 は少 な く，大学生活不安 の 強

さ と退学 ・休学とい う選択とは 必ず しも関連 しな い と

い える．もちろん ， 退学や休学 さえ し な ければ ， 大 学

に適応 して い る とい うこ とで はなく，重大な不適応感

を内在 して い る こ ともあ り， 今後なん らか の 問題 とし

て 顕在化する可能性 もある．ともすれば 目標 が不 明確

にな りが ちで ， 自由度 の 高い こ とが 動因 の 低下を招き，

無関心や 無気力が 「不安 の 低 さ」 と し て現れ る可能性

の ある情 報系
・社会科学系 の 問題 と合わせ て 注意深 く

対応 し て い く必要が ある，

　表 7 は，3 つ の 領域別お よび こ れ らを総 合した大学

生活不安 に つ い て，大学 1年生 の 平均点±標準偏差 を

カ ッ テ ィ ン グポイ ン トとし て ， 大学生活不安 の程度を

3 群に分類 し， 各群 の 人数分布を示 した もの で あ る．

まず，日 常生活 不 安 に つ い て，男 子 で 高 不 安群 が 少な

い の に対 して ， 女子 で 高不安群 が多い こ とが認 め られ

る．また ， 評価不安 に つ い て ， 男 子 で 低不安群が多 く

な っ て い る．課題 や試験 とそ の 評価 につ い て ，「気 に

しな い 」 学生が多 い とい うこ とで あ り，上述 の 指摘 と

同様 ， 学習意欲 の 問題を示峻 して い る とも考 え られる．

　次に ， 表 8 は ， 意欲 減退度診断検査 で 示 し た の と

同様 に，大学入学時に調査 を実施 し た 対象学年 に つ い

て ， 2 年次前期終了ま で の，退 学，休学等の動向を把

握 で きた対象 の 大学生活不安 尺 度 の 結果 を示 した もの

で ある．意欲減退度診断検査 と同様 ， こ こ で も， 調査

表 6　 大学生活 不安尺度　学科別
・性別 の 平均点 （標準偏差）

　　　　　情報系
M （N＝80）　　 F （N＝20）

　　　社会科学系
M 〔Nヨ37）　　　 F （N；3）

　　　管 理 栄養士

M （丶
≡23＞　 　 F （N＝70）

　　　　〈大 学1年 生 ＞
M （N＝456）　 　 F （N＝406）

目常生活不 安

評価 不 安

大学不適応

4．88　　 　　 4．70
（2．70）　 　 （3，29）
4，76　　 　　 4 ．05
（3．01＞　　 （2．98）
0．90　　　　 0．75
（1．43）　　 （1．29）

4．33　 　　 　 5．67
（3．06）　 　 　 （一）

4．03　 　　 　 6．00
（2．72）　　　 （一）

0．97　　　　 0，33
（L36 ）　　　 （

一
）

6，09　　 　　 6．79
（3，24）　 　 （3，31）
6．24　　 　　 6．66
（3．22）　　 （2．97）
1．09　　　　 0．93
（1，37）　　 （1．35）

5．07　 　　 　 5．41
（3，73）　　 （2．78）
5．57　 　　 　 6．22
（2．33）　　 （2．60）
1．14　　 　　　 0．70
（1．70）　　 （1．08）

総　　合
10，54　 　　 　 9、70
（5．70）　　 （6．07）

9．38　 　　 　 12．00
（5．17）　　　 （

一
）

13．43　　 　　 14．38
（5．95）　　 （6．37）

11．79　 　　 　 12．33
（5．70）　　 （5．06）

注 1　　
’
子

：1年 生 は，　 尺 又 の
削当 ‘・

言・の こ　 こ夷 也　　 こ x の 玉 乂 5入 早
・

ム立 5
一
て予 の

三
川 彳　　 　 ，1998

か らの デ
ー

タである．

表 7　大 学生活 不 安 の 程度別人数分布

男子 （n ＝140） 女子 （n＝90）
低不安群 平均群 高不安群 低不安群 平均群 高不 安群

日常生活不 安
0〜 2点
　 　 32

3〜 8点
　 　 93

9点 〜

　 　 15
0 〜 3点
　 　 21

4〜 7点
　 　 34

8点 〜

　 　 38

評価不 安
0 〜 3点
　 　 51

4〜7点
　 　 59

8点〜

　 　 30
0 〜3点
　 　 21

4〜 8点
　 　 45

9点 〜

　 　 27

大学 不適 応
0 〜 1点
　 　 99

2点
　 　 21

3点 〜

　 　 20
0点
　 　 56

1点
　 　 7

2点〜

　 　 27

総　　合
0〜6点
　 　 41

7〜 16点
　 　 79

17点〜

　 　 20
0〜 7点
　 　 17

8〜 16点
　 　 42

17点〜

　 　 34
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大学新入 生 に お ける 適応 感の 検 討

未実施者が 4 名あ る．全体 の 調査 未実施 者が 5 ％で あ

る こ とか らする と，相対的に未実施 の 比率が高 い ．や

は り， 入学直後の 早い 時期か ら欠席 し がち とな っ て い

る こ とが，結果 と し て 早期 の 退 学 に つ なが っ て い る．

また，大学不適応 の 不 安得点が 高い ケ
ース が 目立 つ ．

こ の 尺度を構成する 5 項 目 「こ ん な大学に い た ら自

分がだ めになる の ではな い か と憂 うつ な気分 に な る」，

「こ の 大学 に い る と ， 何か 不 安 な気持ち に な る 」，
「で

きる こ とな ら，転学ある い は転部 ・転科 した くて 仕方

が な い 」，
「入 学 し た 学部

・学科 が 白分 に合 っ て い な い

よ うな気が し て 不安 で ある 」，
「大学 を退学 した い と思

うこ とが あ る 」 の すべ て に 「は い 」 と応答 し，大学 へ

の違和感を強く感じ て い る こ とを示すケース が 3 名あ

る．こ れ に 対 して ，不安得 点が著 し く低 い （日常生活

不安 2 点以下 ， 総合 6 点以 下）ケ
ー

ス も5 名含まれて

い る．こ れ らは ， 意欲滅退型 の 不適応 とも考 え られる．

なお，今回 の 結果 か らは ， 日常生活不安や評価不安に

つ い て は ， 退学 ・休学 との 明確な関連 を指摘する こ と

が で きな い が ，不適応感 の 重要な要因 で ある こ とは明

らか で あ り， さらに ， 学業成績など修学 の状況 ， 現実

の 大学 生 活行動，自己効力感や 自尊感情 な どの 自己評

価 とい っ た さまざまな適応指標 との 関連 を検討し て い

く必要がある．

4 ．結 語

　大 学新 入生 を対象 に，意欲 減退 と大 学生活不安 の

2 っ の 側而か ら，大学不適応感の 実態に つ い て 検討を

行 っ て きた．

　そ の 結果，次 の よ うな こ とが明 らか にな っ た．

（D 入学直後の 早 い 段階か ら継続的 な欠席 （出席放棄）

が出現す る場 合は，これがそ の まま退学や休学 に つ な

が る 可 能性が 高い

（2）意欲減退 に つ い て は ， 不本意 入 学や入学後早期に

現れ る 不本意感 を背景 とす る大学 へ の 違和感 に 関連す

る意欲減退傾向が不適応行動出現を予測する 指標 とな

る．

（3）大学生活不 安に つ い て も， 前述 （2）の 意欲減退 と

関連す る結果が認 め られ，大学不適 応 に 関す る不 安が

不 適応行動出現 の 指標 となる こ とが 示唆され たが，極

端な不安 の 低 さ も意欲低下な どの 点で 問題に な る 可能

性が ある．

（4）退学 ・休学 との 関連が 明確にな らなか っ た H 常生

活不安や評価不安 に つ い て も，修 学状況や 自己評価な

どの 適応指標 との関連 を検討し て い く必要が ある．

　大学入学直後 の 学 生 に 対 し ， 不本意 入 学 で あ る か ど

うか ， 実際に 始ま っ た大学生活 の ど こ に 不満感 ・違和

感を持 っ て い るかな どを明 らか に し て い く こ とは，大

表 8　 退 ・休学者等 の 大学生活 不 安尺度の 結果

No ． 経　　過
日常生活不 安

　 　 大学生 活不安
評価不 安 大学不適応 総合

11 年前期で 退学 4 8 5 17
21 年前 期で 退 学 調査 未実施

31 年前期で 退 学 9 7 5 21
41 年後期で 退学 0 1 4 5
51 年後期で 退 学 5 6 3 14
61 年後期で 退学 5 2 2 9
71 年後期で 退 学 2 3 0 5
81 年後 期で 退 学 2 1 2 5
91 年後期で 退学 3 6 5 14
101 年後期で 退 学 調 査未実施
111 年後期で 退学 調査 未実施
121 年後期で 退 学 調査 未実施
132 年前期 で退 学 2 4 0 6
14 休学 11 11 1 23
15 休学 4 4 4 12
16 休学 1 0 1 2
17 休学 8 7 1 16
18 休 学 後 ， 復学 4 3 3 10
19 休学後，復学 12 9 1 22

注）表 中の 太字は ， 平均＋ 標準偏差以 上の 高得点で あることを示 す
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学側 に とっ て 取 り組む の に かな り抵抗 の ある課題 で あ

ろ う．しか し ， こ うした問題に真剣に 向き合い ， 学生

の 不適応感の構造 を明 らか に して い くこ とが ， 学生 の

大学生活 へ の 満足感 を高 める方策を探 る重要な手段 で

ある こ とは 間違 い な い ．退学・休学 の 事由と し て ，
「進

路変更 （検討中）」 「経済的理 由」 などが 示 される場 合

が多い が ， こ れ らの うちの か な りの もの が ， 不適応感

に関連する心理 的要 因を内在 して い る と考 え られ る。

こ れ らの 要 因を看 過 して ， 結果 と して 学 業継続 の 可能

性 の あるケ
ー

ス を大学か ら放 り出 して しまう こ との な

い よ う，学生 の 背景 にある心 理的問題 を把握 し，未成

熟な学生 を 「大学生 」 と して 育 て て い く こ とが重要な

課題なの で ある．

（2003）
・山 田ゆか り ・

天野寛　自画像に み る ス トレ ス 　名古

屋文理大学紀要第 4 号　 3 −12 （2004）
・
山 田ゆ か り　 青年期 に おける 自己概念　一

意欲減退

傾向との 関連性に つ い て （3）一　 日本心理学会第60

回大会発表論文集 （1996）

文献

・藤井義久　大学生活不安尺度 の 作成お よび信頼性 ・

　妥当性の検討　心 理 学研究，68 （6），441−448 （1998）
・広島大学保健管理 セ ン ター　意欲減退度診断検査

　未公刊 　（1973）
・岸良範 　大学休学 ・留年 の 現状 と 対策一学生 の メ ン

　タル
・

ヘ ル ス の 視点か ら　 青年心理，89　 （1991）
・小林哲朗 　大学 ・学部 へ の 満足 感　小林哲朗 ・高石

　恭子
・
杉原保 史 （編 ） 大学生 がカ ウ ン セ リン グを

　求 め る とき　 ミネル ヴァ 書房　（2000）
・大久保智生　青年 の 学校へ の 適応感 とそ の 規定要因

　一青年用適応感尺度 の 作成 と学校別 の 検討一　教育

　心理学研究 ，
53（3）， 307−319　 （2005）

・
田中健夫　大学生 に とっ て の 不登校 　小林 哲朗

・
高

　石恭子 ・杉原 保史 （編）　 大学生がカ ウン セ リ ン グ

　を求め る とき　 ミネル ヴァ 書房　（2000）
・鶴 田 和美 ・小川豊 昭 ・杉村和 美 ・山 口智 子 ・赤堀薫

　子
・船津静代

・鈴木國文 　名古屋大学 における不登

　校 の 現状 と対応 　名古屋大学 学生相談 総合セ ン タ ー

　糸己要第 2 号 ， 　2 −16 （2002）
・上地 安昭 　学生 の 意 欲減退　石井 完

一
郎 ・笠原嘉

　（編） ス チ ュ
ー

デ ン トア パ シ
ー　至文堂 （1981）

・内 田 千代子 ・中島潤子
・
野村正 文　大学 に お ける休 ・

　退 学 ， 留年学 生 に 関する調査
一

第 23報 一
そ の 1　 第

　23回全国大学 メ ン タル ヘ ル ス研究会報告書 （平成13

　年度）　（2002）
・山 田ゆか り ・天 野寛　自画像に よ る大学生 の適応性

　の 検討 　名
’
占屋文理大学紀要第 2 号 　3 −12 （2002）

・山 田ゆか り ・天 野 寛　大学生 に お ける ス トレ ス

　と コ
ーピ ン グ　名古屋 文理 大 学紀 要 第 3 号 1 −11

一36一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


