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要　約

　本研究は ，学生 の 所属大学へ の 愛着感に焦点をあて，大学 生活 を ど う捉 えて い る の か とい う認知次元 との 関連

を
， 大学1年生 380 名を対象 と して 調査 した．大学生 活 の 認 知次元 を明 らか にするため に 因子分析を実施 した と こ

ろ ，
“

実践
”

因子 ，

“

自由度
”

因子，
“
主体性

”
因子 ，

“
不安

”
因子 ，

“
交友

”
因子 の 5因子 を抽 出 した．さ らに ，大

学へ の 愛着感 を独立変数 ， 各認 知次元 を従属 変数 とす る重 回帰分析 を実施 し，愛着感 に 関連 する認知次元 を明ら

か に し た と こ ろ
， 有意な因子 として

“
不安

”
因子以外 の 4 因子 が選 出 された．こ れ らの 結果か ら，大学に 対 す る

愛着感は新入生 の 大学生 活に影響 を与 え，なお か つ 環境 へ の 適応 に も関連する こ とが示唆 された．

キ ー
ワ
ー

ド　大学環境，愛着感，環境 移行 ，適応

は じめに

環境移行

　人は，自ら意識する しない に かかわ らず，周囲を取

り巻 く環境 と影響 しあい なが ら活動し て い る．こ こ で

い う環境 とは，建築物の よ うな物理的環境の み な らず ，

個人 を取 り巻 く他者 との 関係 を含む 対 人的環境 ， 社 会

を形作る 法や制度な どの 杜会的環境をも含むが，人 の

発達 を考 えた とき， 人生 を過 ご して い く上 で たび た び

こ れ まで 慣れ親 しん だ環境か ら新た な環境 へ と移 り変

わ る こ とを経験する．人生 の 出来事や移動 に よ っ て こ

れ らの 環境が 変わ る こ と，お よ びそ こ に生 じる状態 の

こ とを環境移行 1・　2） と い う，環 境移行は ，人 の 生涯発

達 を 通 じ て 迎 え る
， 進学，就 職 結婚，子育 て ，配偶

者 の 死 な ど さまざまなライ フ ・イベ ン トで 生 じ，人 は

そ の 時 々 で 新た な環境へ と 適応 して い くこ と が求め ら

れ る．積極 的に適応 して い くよ うな と きもあれば，環

境 の 変化 に対応 しきれない 場合 には強 い ス トレ ス にさ

らされる と きもある．

　こ の ような適 応上 の 問題 は，心理 学で は臨床心 理

学 的な立 場 で 捉 えられ る こ と が多い ．す なわ ち，新

環境 へ の 適応不 全 が引 き起 こ す個人 の さ まざまな不

適応 の症例 を取 り上 げ，そ の 問題 に対 して ど の よ う

な 心理 的援助 が 必要 で あ る か
，

と い うこ と に 注 目す

る の で ある．

　
一方で

， そ の 人 の 周 囲を取 り巻 く具体 的 な環境 と

の か か わ りをも含め ，人 と環境 とを一
つ の 系 と み な

し ， そ こ で 生 じる問題 を巨視 的 に捉 えよ うとす る立

場が ある ， こ の 場合，適応 （な い しは不適応）に影

響 を与える環境の 要因 は何 で あ るか，とい う立場で

捉 え る こ と に なる．したが っ て ，適応 不全 に対する

心 理 的援助 の 方略 を検討す る こ とよ りは，どち らか

と い え ば ，人 が環境 を ど う評価 し環境が 人 に どの よ

うな影響 を及 ぼす もの な の か を明 らか に する こ と に

主 眼が置かれ る．

　 こ れ ら2つ の 視点は相対す る もの で はな く，そ れぞ

れ を補完する もの で あ る が ，本研究で は と くに後者

の 視点 に 重点 を置 くもの とす る．

大学環 境へ の 移行 と適応 の 問題

　高等学校な どか ら大学へ の進学は，個人の役割や

生 活す る地域 社会が変化する こ との ある ，環境移行

の
一
種 と して捉え る こ とが で き る ．

　昨今 の大学進 学の 実情は，大部分の学生 に と っ て，

将来の 生活設計へ の 道を拓 くパ ス ポ ートを得る こ と
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が第
一

義 に あ り，そ の 上 で 多少の 教養を身 に つ け，

か つ ，大学生 活 を楽 しむ
3 〕 とい う指 摘 が あ り，明確

な 目的意識 を持た な い まま入 学 した学生 ，ある い は

大学生活の 中で 目的意識 を獲得で きな い 学生 の 中に

は，適応す る こ とが かなわず，無気力 ・無 関心 に陥

る もの も現れ る．

　で は大学環境へ の 適応 は い か な る要因 に よっ て影

響 され る の で あろ うか．適応 とは個人 と環境の 関係

を示す概 念 で あ り，個人 と環境の 調和 ・一致
4｝

で あ

る とい え る が ，その要因は，進学前の 要因と進学後

の 要因とに大別で き る と考え ら れ る ．

　例 えば前者 に つ い て は ，古 くは柳井
5）が 進学動機

と大学で の適応の 関連 を検討 して い る ．そ れ に よ れ

ば，自らの 適性 を踏 まえなが ら 自分の専 門を選択 し

た学生 と
， 親の すすめ な ど他律的 な要因で 自分 の専

門を選択 した学生 とで は，前者 の 学生 の 方が大学へ

の 適応度が 高 い こ とを示して い る ，また
， 渕上

6）は
，

高校3年生 を対象 と し て
， 大学へ の 進学志望動機の構

造 を因子分析 に よ り検討 し て い る ．そ れ に よ れ ば
，

高校3年生 の 大学進学志望動機 と し て
， 専門知識 を深

め た い
， 広 く教養 を身に つ けた い と い う欲 求に かか

わ る
“
大学 の 本来的機能

”
因子 ， 親孝行 の た め

， 親

の すすめ な ど親へ の 配慮 に か か わ る
“

家族へ の 配慮

と規 範機能
”

因子 ， 人生 の 決定 を遅 らせ よ うとする

欲求 に か か わ る
“

モ ラ ト リア ム機能
”

因子，大学で

多 くの 人 と知 り合 い た い ，クラブ活動 に参加 した い

な ど の 欲 求 に か か わ る
“
大学 の 副 次的機能

”
因子 ，

裕福 な生 活を送 りた い ，
一

流企業 に就職 した い な ど

の 欲 求 に か か わ る
“
大 学 の 経 済価 値機能

”
因子 ，

と

い う5因子 を抽出して い る．さ らに，志望動機 と他者

か らの 影響 との 関連 も検討 し，生 徒が 目的意識 を持

っ て 進学 しよ うと意思 決定す る際 に は，父 親や教 師

の 影響力 が深 く関与す る こ と を見 出 し て い る．古

澤 ・山下
7〕に よる女子 高校生 を対 象と した進 学動機

の 因子分析 的研究で も，ほぼ 同様 の 因子が得 られ て

い る．佐藤
8〕 は，音楽大学に 入学 した 1，2年生 を対

象 と して ，進 学理 由 の 因子分析結果 と進学後の 適応

に つ い て検討 して い る．それ に よ れば，進 学理 由と

して ，専門 的な知識 や技術 を身につ けた い な どとい

う
“
将来展望

”
因子，自分の 音楽 的才能に 気づ きそ

れ を生 かせ る と思 っ た とい う
“
能力活 用

”
因子，音

楽が 自分の
一

部で あ り支 え で あ る とい う
“
同
一

視
”

因子，家 族 や先生 の すす めが あ っ たか らとい う
“
他

者の すすめ
”

因子，音楽以外 に得意科 目が ない など

とい う
“
消極的動機

”
因子の 5因子 を抽 出して い る．

さ ら に，前者 3因子 を積極的動機 ， 後者 2因子 を消 極

的動機 と し て ，適応 と の か か わ りを検討 し，積極的

動機 を持 っ て 入 学 した学生 は そ うで な い 学 生 に比 べ

て 大学へ の 適応度が高 い こ と を見出 して い る ．

　こ れ ら の 研 究 は い ずれ も，明確 な進学 理 由や志 望

動機 を持 っ て 大学進 学す る 学生 は ，そ うで な い 学生

に比 べ て 大 学環境 へ よ りよ く適応す る傾 向があ る こ

とを示 して い る。

　
一

方，進 学後 の 要 因 に 関す る研 究 で は ，例 えば飯

島 ら
P）

に よ る検討が ある． こ れは ，大学新入 生 を追

跡調査 し，大学環境 へ の 適 応過程 を進 学後の ス トレ

ス や 不安に対す るサ ポ
ー

ト対象 との 関連 か ら検討 し

た もの で ある ．大学入学後の 4月を始め として ，6月，

9月，12月とい う4つ の 時系列で 比較検討 して い るが，

女子 は男子 よ りサ ポー ト対象を利用 して 不安の 低減

を図 っ て い る こ と，大学へ の 適応 が進む に つ れ て サ

ポート対象 は入学前の 同性や 異性 の友人か ら現在の

同性や異性の 友人 ， 先輩 ， 先生 へ と移 っ て い くこ と，

新環境に順化 し て 安定期 を迎え る 12月の 時点で はサ

ポ ート対象が 家族へ と回帰 し て い くこ と，とい う3点

を明 らか に して い る ．また，大久保 ・青柳
ω

は，環

境に お ける 文脈か らの 要請 と調和 し た形で 自己の 欲

求 を充足で きる 場を 「居場所」 と定義 し，大学環境

に居場所 を求め られ る か否か を適応の
一

側面 と位置

づ けて ，大学生 個別 の イ ン タ ビ ュ
ーに よ る 質的調査

を行 っ て い る ，そ れ に よ れ ば
， 大学 に お い て 自らが

抱 い て い る欲 求を充足 で き て い る と感 じ て い る 学生

の ほ うが
， そ うで ない 学生 に比べ て よ り適応的な状

態 に ある こ とを明 ら か に し て い る ．ま た
， 川野 ら

IT ）

は ，短大生を対象 と して ，短大入学時の 環境移行の

過程 につ い て検討 して い る．こ れ は有機体発 達 論的

シ ス テ ム 論 的ア プロ ー
チ

J2・J3） に 基づ くもの で
， 短大

入学 時 の 環境 移行に つ い て ，
ゴ ール デ ン ウ ィ

ー
ク明

けか らほ ぼ 1週 間お きに7回 に わ た っ て 時系列的に気

分 を調査 し，同時に，そ の 気分 が何 に よ っ て もた ら

され る の か と い う原 因帰属 を 記 述 し ， そ れ ら を手が

か り と して 移行過程 の モ デ ル化 を試み て い る ．こ の

検討 は ，あ る ひ と つ の 短大 の 在学生 を 対 象と し た少

数事例 の 質的分析 で ある た め，どの 程度 の 蓋然性を

もつ か は疑 問 で あ る もの の
， 短大へ の 移行 過 程 を ，

混乱 期 （気分 は 良 くな く移行 に 際 して 混乱が続 き新

規な環境に焦 点化 で きな い 時期 ）， 移行作業期 （新環

境 に働 きか ける こ と で 惰緒的な安定を図 る 時期），課

題期 （学生全 て に共通す る重 要 な課題 に取 り組 む こ

と が求め られ，それが結果 と して 短大へ の 焦 点化 を
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促す時期 ）の 順 に 移 り変 わ る と い うモ デ ル を提示 し

て い る点 で 興味深 い ．

　こ れ ら の 研 究 は
， 進 学後 の 要 因 に焦点 を あ て て い

る が
， 適 応 をど の よ うな観点か ら捉 える の か につ い

て は多様 なアプ ロ ー
チが ある こ とを示 唆 して い る，

　こ れ まで見 て きた とお り， 環境移行に伴 う適応 の

要 因は
， 移行 前に して も移行後に して も， さま ざま

な要因が 取 り上 げ られ て きて い る が ，そ の 多 くは

個 々 人 の 動機や対人 的環境 に注 目す る もの であ る と

い える ． それ に 比 べ て ，移 行 した具体的な環境 自体

を ど う捉 えて い る の か とい う観点 か らの 検討 は少 な

い ．亀 岡
14・　 15〕 は ，大学環境 の 評価 を 目的 と して ，大

学生 が大 学 生活 をどの ように認知 して い るか に つ い

て 検討 し て きたが，本研究で はそれ らの 検討の 延 長

と して ， とくに 大学 とい う物 理 的環境へ の愛着 の 度

合 い に 注 目 して ，環境へ の 適応 の 問題 を考察す る．

物理 的 な環境へ の 愛着は，と くに 場 所へ の愛着
16 ） と

呼ばれ る ．愛着 （attachment ） とは，人 の 発達初期 に

乳 幼児 か ら母親 へ 向け られ る 情愛の こ とで あ る
17）．

養育者 と の 愛着の 形成が後の そ の子 の 社会性発達 の

基礎 を な す と考え られ て お り，発達に お ける 適応 に

影 響す る と考え られ て い る．場所 へ の 愛着 （place

attachment ）とは，こ の 愛着の対象を対人で はな く対

場所 へ と 置 き換 え た概念で あ り， 人間 と場所 との 問

の 感情的 な つ な が りとい う定義で 多 くの 研究に用 い

ら れ る よ うに な っ て きて い る
1s ），本研究 に お け る愛

着 もその 意味で使用する が，場所 へ の 愛着の研究は，

自ら が 住 まい 暮 らす住区や 地域社会 を中心に行 わ れ

て き て お り，こ の 観点か ら大学環境 を捉 えた研究は

み られ な い ．そ こ で ， 本研 究で は まず学 生生活 の場

と して の 大学へ の 認 知次元 を捉 え ， そ の 上 で ，認知

次元 と愛 着 と の 関連 を検討 する こ と を目的 と し， 適

応 の 問題 を考察する こ と を 試 み る．

方　法

調査対象 者　東京都 区内 にある4年制大学に通学する

大学1年生 380名．対象者 の 平均 年齢は 18．53歳 ， SD は

0．67で あ っ た．内訳 は男子 学生 353名，女子学生 27名

で あ っ た ，

調 査方 法 　東京都 近郊 の 大学 の 複数学部 に お い て 集

団で 質問 紙調査 に よ り実施 した ．調査用 紙の 構成は，

大学生 活 の 認知に 関する 65項 目，大学校舎概観 の 印

象 に 関す る13項 目，所属大学 学部 へ の愛着に関 す る

20項 目， 日ご ろ の 学生 生活 の 実態 に 関す る 10項 目，

そ して プ ロ フ ィ
ー

ル項 目に よ っ て 構成 した．こ の う

ち，認 知 に関す る 65項 目 は 大学 生 に 対 し て 学生 生 活

をど う思 うか とい う自由記 述 の 内容 を参考 に し て 項

目化 し た ．大 学校舎 外観 の 印象 に つ い て は POE

（Post−occupancy 　Evaluation ：占有後環境評価）に役立

て る ため の 評価項 目と して 含め た ．愛着に関する 項

目は 近隣i地域へ の 愛着感評定尺度
IP） に基づ い て ，内

容 を大学環境へ の 愛着 を示す もの へ 改訂 して用 い た ．

こ れ らの 項 目へ の 評定は
， すべ て 「非常に あて は ま

る」か ら 「まっ た くあて は まらな い 」 まで の 7段階評

定 と した ．なお本研究 で は ，200 工年6月か ら7月 にか

け て 調査 した デ
ー

タか ら認 知 に関 する 項 目と愛着 に

関す る項目の 関連 につ い て 言及 した．

結果 の処 理　結果 の 処理 は，大学生 活の 認 知次元 の

検討，認知次元 と愛着感 との 関連 ， とい う2点を明 ら

か に す る 円的 で 行 っ た．

　まず，大学生活の認知に 関す る全 65項 目に つ い て ，

「非常 に あ て は まる」を7，「ま っ た くあて は まらない 」

を1とい うように順 に得点化 し，対象者 か ら得 られ た

評定値 を元に項 目分析 を行 っ た．項目分析は ，1）各

項 目 に対する評定平均値 と標準偏差 を算出 し，平均

値 ± 標準偏差 の 値が評定段 階を超え る よ うな天井効

果，フ ロ ア効果を示す項 目を確認す る，2）それ らの

効果が認め られ なか っ た項 目を対象 と して 反復主 因

子法に よ る 因子分析を行 う，とい う手順 で 実施 した．

因子分 析 で は，各項 目の 共通性 の 値 が 低 い も の

（0．16未満）や 因子負荷量 （0．40未満 の 項 目，複数の

因子 に高 い 負荷量 を示す項 目は削除対象 と して検討

する ）を参考に し て ，因子 ご とに独立性 を保 つ よ う

に項目を取捨選択 し，不良項目を整理 した．そ して ，

残 っ た 項 目 に よ り大学生活の 認知次元 を抽出する た

め に反復主因子法に よ る 因子分析 を行 っ た．

　次 に，大学 へ の 愛着感尺 度 を構成する 全20項 目

（表1）に つ い て
， 反 転項 目の 得 点を そ ろ え た の ち ク

ロ ン バ ッ クの α 係数 を算出 し，尺度の 内的
一

貫性 を

確認 し た ，さ ら に
， 愛着感 を 独 立 変数 ， 因子分析 に

よ っ て 得 られ た認知次元 を従属変数 とする フ ォ ワ ー

ドセ レ ク シ ョ ン 式 の ス テ ッ プ ワ イ ズ重 回帰分析 を行

い ，愛着感 に影響する認知次元 を選出し た．

　最後に ， 愛着感尺度 の 各項 目の 合計得点を算出 し，

合計得点 の 高 い 方か ら上 位25 ％ の 対象者 を上位群 ，

低 い 方 か ら下位25％ の 対 象者 を下位群 ，そ の 間 に該

当す る対象者 を 中位群 と し，因子分析 に よ っ て 得 ら

れた認知 次元 ご と の 因子得点平均値 と標準偏差 を算

出，重 回帰分析 で 選択 され た 認知次元 を対 象と し て
，

愛着感 の 程度 に よ る差異 を検討す る た め に，因子得
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点平均値 を独立 変数 ， 愛着感 を従属変数 とする 1要因

3水準 の 分散分析を行 っ た ．

表 1 愛 着感尺度の 項 目

1 新聞やテ レビに 自分の 通う学部が 出て も気に ならない ・※
2 自分 の通う学部を悪くい う人 ば許せ ない

3この 学部 に通っ ている人が退 学して去っ ていくの は残念だ

4 自分 の通う学部を描 いた絵 や写 真が あれ ば 取っ ておく

5 時代とともに 学部の 周辺の 町並み も変わっ て 当たり前だ※

6 私の 生活で重要 なの は、学部よりも家庭の 雰囲気だ ※

7 同じ学部に通っ て い て も、知 らない 人 はよそ者同然だ ※

8 「同 じ学 部 の よしみ で 」とい われ ると断れ ない

9 卒業して しまえ ば、再 びこの 学部に 来たい とは思わな い ※

1D こ の学部 は私 の本拠 地 とはい えない ※

11 この 学部 は生 きが いだ

12 この 学部 は私 の 体の 一部の ようなもの だ

13 学 部 全体 につ い て考 える機会 はあまりない ・※
14 「私 たち」とい うと、自分 とこの 学部 の 人 々 が頭 に浮か んで くる

15学 部 の 対抗 行事 で 、この 学部 が負 けても気に ならない ※

16 同じ学部で も用 の ない 場所 に は 興 味がない ※

17 学 部 内に有 名人 が い ても自分 とは関係ない ※

t8 「あなたの 学部」とい われ てもピンとこ ない ※

19学部内の 景観の 急激な変化に は耐えられない

20 学部の仲間よりアル バ イトの 仲間の ほうが 共感で きる人が 多い ※

因子分析 の 結果

結　果

※ は反 転項 目

　大学生活 に対 す る認知 を測る65項目を項 目分析 し，

最終的 に 23項 目を分析 に用 い た． こ れ らの 項 目 に対

し て 因子分析 （反復 主 因子法 ，バ リ マ ッ ク ス 回転 ）

を行 い ，因子寄与率，項 目 の まと ま りな どを検討 し

た結果，5因子解 を最適解 と判断 した （表2）．

　第1因子は，「授業は高等で 実践的だ と感 じる」，な

どの 項 目へ の負荷量 が高 く，
“
実践

”
因子 と命名 した．

第2 因子は，「自由に行動で きる時間が多 い 」な どの

項 目へ の 負荷量が 高 く，
“
自由度

”
因子 と命名 した．

第3因子は，「大学で は全 て を決め る の は 自分で あ り，

自主性が 尊重 さ れ る」な どの項 目へ の負荷量が 高 く，
“
主体性

”
因子 と命名 し た ．第4 因子 は 「授業の 内容

が 濃 くて ，つ い て い くの が つ らい と感 じ る」な どの

項 目へ の負荷量 が 高 く，

“
不安

”
因子 と命名 した ．第

5因子 は，「大学で は気 の合 う友達が で きて 楽 し い 」

などの 項目へ の 負荷量が 高 く，

“
交友

”
因子 と命名 し

た．なお，各因子 の ク ロ ン バ ッ ク の α 係数は，0．78 ，

0．77
，
0．73

，
0．68

，
0．75で あ っ た ，第4因子が やや小 さ

め で あ る が ，概ね各因子 の 内的
一

貫性は保 たれ て い

る と判断され た ，
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表2　 因子 分析 の 結果

項 目内容

　 　 　 　 　 説明 分散

h

※ 因 子 負荷量040 未満の 瓸は省略

抽出因子 と愛着感との関連 〜重 回帰分析 の結果

　愛着感尺度 の ク ロ ン バ ッ ク の α 係 数は O．82を示 し，

尺度 の 内 的
一

貫性 は保 たれ て い る と判 断 された ．そ

こ で ，愛着感尺度 に影響する 認知次元 を検 討する た

め に，愛着感 を独立変数，抽 出 された5因子 を従属 変

数とする ス テ ッ プ ワ イズ重 回帰分析を行 っ た と こ ろ ，

有意水準 1％ で 第 1因子 の
“
実 践

”
因子，第 5因子 の

“
交友

”
因子，第2因子 の

“
自由度

”
因子，さら に有

意傾 向を示 す因子 として 第 3因子 の
“
主体 性

”
因子 を

選出 した （表3）．

表3　重 回帰 分析の 結果

Ste 　　　 変数
1　

“
実践

”
因子

2　
“
交友

”
因 子

3　
“
自由度

”
因子

4　
“

主体性
”

因 子

回帰係数　説明率
0．260
．230
．100
．07

0．110
．080
．020
．01

　 厂

47．フ5　 ＊ ＊

36 ．20 　 ＊＊

6．99　 ＊＊

3，40　 ＋

＋ p〈，10 ＊ p く，05 ＊＊ ρく．01

選出因子 と愛着感との 関連〜分散分析の 結果

　重 回帰分析 に よ り選出 した各因子 の 因子得点 と大

学へ の 愛着感 との 関連 を細か く検討する ため に ，各

認知次元 を独立変数 ， 愛着感3群 （上位群 98名，中位

群180名，下位群93名） を従属変数 とする分散分析 を

行 っ た ．そ の 結果 ， 第 1因子 の
“
実践

”
因子 （F

（2，368） ＝ 27．37，pく．01），第2因子 の
“
自由度

”

因子

（F （2 ，
368 ）＝4．08

， pく．05），第3因子の
“
主体性

”
因

子 （F （2，368） ＝ 6．36，p〈．01），第5因子の
“
交友

”
因

子 （F （2 ，
368 ）ニ17．54，p〈．01）に お い て 群 間で 有意

差が認め られた．

　こ れ らの有意差が 認め られ た 因子に つ い て Tukey 法

に よ る 多重比較 （α ＝ ．05）を行 っ た とこ ろ
， 第1因子

で は 上 位群 と下位群，中位群 と下位群の 間で 有意差

が 認 め ら れ た （図 1）．第2 因子 で は 上位群 と下位群 の

問で の み有意差が 認め られ た （図2）．第3因子で 上位

群 と下位群 ， 中位群 と下位群の 問 で有意差が 認め ら
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れ た （図 3）．第5因子 で は
， 上位群 と下位群 ，上位群

と中位群 ，中位群 と下位群 の 全 て の 群問 で 有意差 が

認め られ た （図4）．
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考 　察

因子分析に よ る検討

　因子分析 の 結果，
“
実践

”
因子 ，

“
自由度

”
因子 ，

‘‘
主体性

”
因子 ，

“
不安

”
因子 ，

“
交友

”
因子 の 5因子

を抽出 し た ．

　
“

実践
”

因子は
， 大学で学ぶ こ と は こ れ まで の 教

育課程で 学 ん で き た こ と よ り高度 な知識 や技術 を身

に つ ける こ とが で きる
，

とい う大学教育 と くに授業

に対する 期待 に か か わ る 因子 で あ る と考 えられ る．

白石
2°）に よ れ ば

， 大学新入生 は初め て 出会 う大学 の

授業 に よ っ て
， 大学 の 授業に対す る第一印象が形成

され る と し て い る ．また ，大学の 授業 の 評価に 対 し

て は ，白らの 持 つ 主観 的 な期待水準 に照 ら し合 わせ

て 評価 し，そ の 評価 は 比 較的早期 に決 ま る傾向に あ

る こ と を報告 して い る．そ の期待は過剰 な もの で あ

る 可 能性 は あ る もの の ，こ の 因子が大学生活の 重要

な
一

側 面 を担 うもの で あ る こ とは推察で きる．

　
“
自由度

”
因子 は，項 目 の 内容 を見る 限 りは，自

由や ゆ と りもしくは開放 的 な雰囲気 を表す因子で あ

る よ うに捉 えられ る．しか しなが ら，所属大学 ・学

部 が 人文 社 会系か理 工 系か に よ りそ の 自由度の認知

は変 わる と考 えられ る．経験的に ，人文社会系学部

よ り理 工 系学部の ほ うが課題や レ ポー トが 多 く課 さ

れ時 間的 な 自由 さはあ ま り感 じ られな い とい う声 も

聞 く．こ の 因子に まとま っ た項目の 評定平均値 を人

文社 会系学部 と理工 系学部 とに 分けて 表4 に記 した ，

各系列学部の 対象者数が大幅 に異な る の で ，単純比

較 は で きな い もの の
，

理 工 系学部在籍者 （N ＝ 324 ）

よ りも人文社会系学部在籍者 （N ＝56）の ほ うが 大学

生活 に 自由を感 じ て い る こ とが うか が え る ，こ の 因

子の 意味 を解釈する 際に は，大学進学が 必ず しも自

由が増え る とい う こ とをあ らわ す もの で は な い
， む

しろ 入学前に 予想 し た 以上 に束縛 され る か ら こ そ 自

出や ゆ と りに言及す る
，

と い う側面 があ る の で はな

い か とい うこ とを考慮する必要があ ろ う．

　
“
主体性

”
因子 は ，自らの 行 動 を主体 的 に選択 し

そ の 選択 に 責任 を負うこ と を求め られ る ，と い うこ

とを意味する ．入学後 の 行動 の 自由度 が増 す にせ よ

減 じ る に せ よ
， 大学 生 に な る と い うこ と は ，年齢的

に も成人 に 近 づ く こ と にな り，社 会 的 な責 任 も こ れ

まで よ りも増大 する．
“
主体性

”
因子が抽出 され た と

い うこ と は ，自分 の 行動 に 対 す る 自覚の 芽生 えに伴

う環境へ の 積 極的 関与 を表す もの と考え られる．

　
“

不安
”

因子 に ま と ま っ た項 目は，主 に 講義 に対

する 不安 を示 す も の で あ る．他 の 因子 と比 べ る とそ

の ま と ま りや内的
一

貫性は 弱 い が ，こ の 因子は進学

後 の 大学生が感 じる実感 の
一

側 面 を捉 える も の と考

え ら れ る ．
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“

交友
”

因子は，大学に お ける対人関係 ，と りわ

け友人関係 に かかわ る 因子で ある ．古川 ら
Z’｝ は

， 入

学後1ヶ 月すなわ ち5月中旬 と い う時期 まで に 新た な

環境にお け る友人関係 を形成する こ とが 移行 に伴 う

危機 を回避する た め に 重要 で ある こ とを指摘 し て い

る ．友人関係 は 大学の 副次的な機能で ある が，学生

が 大学 環境 に 馴 染む た め に は きわ め て重要 な要 因 と

な りうる こ とが示唆され る ．

表4　
“
自由度

”
因子 に ま とま っ た項 目の 評定平均値 の 学部間比較

　 　 　 　 　 　 　 内 人 文社 会系 理 工 系 差

窪糖騫騰譎嫐 鸛灘 亀諜 。。て ． 、 1器　 1：；1
：ll莓毟謹驫螂芻驚黌毳壌謝ら　　 1：鷺　 1：ll
塁：緡齪鬮驚器晶蠍 、　　　　　 1器　 1：ll
　 　 　 　 　 　 　 平 均値

旙

1：詣
1：器

4．24　　　　　　3．48　　　　 0．77

大学生活 の認知 次元 と愛着感 との関連

　重 回帰分析 の 結果，大学へ の 愛着感は
“
実践

”
因

子，
“
交友

”
因子，

“
自由度

”
因子，

“
主体性

”
因子 と

い う認知次元 との 関連が認め られた ．回帰係数はそ

れ ぞ れ ，0．26，0．23
，

0．10，0．07で ，符号は い ずれ

も＋ で あっ た ．こ れ は，大学 へ の愛着 を喚起する に

は
， 実践的教育環境，大学 に お ける 交友関係，活動

の 自由度，さ ら に は，環境 に対する 積極的関与を考

慮すべ きで ある とい うこ とを示 した こ と に なる ．つ

ま り，こ れ らを高め る ほ ど大学に対する 愛着が高 ま

る とい うこ とに な る．また，分散分析で は
， 選出さ

れ た4因子 はい ずれ も，愛着感得点が高い 上位群の方

が 下位群の 因子得点平均値 を有意 に 上 回 っ た．こ れ

は
，

い ずれ の 因子に お い て も
， 大学へ の 愛着が 高 い

群の ほ うが 低 い 群よ りも各 因子の 内容 を強 く認知 し

て い る こ と を示 し
， 重 回帰分 析 の 考察 を裏付 け る も

の で ある ．

　では ， 大 学環境 へ の 愛着が高 まる こ と が移 行後の

適応状態に影響 を与える もの な の で あろ うか．対象

へ の 愛着と適応 と の 関連 を論 じた文献は多い が ， 例

えば丹 羽
22 〕は ，高校か ら大学へ の 移行期 にある青年

の 親 へ の 愛着が，移行に伴 う新環 境へ の 適応過程 に

及ぼ す影響 に つ い て検討 して い る ．そ こ で は 親へ の

愛着 を強 く感 じて い る群が そ うでな い 群 よ りも ス ト

レ ス 状 況 にお け る 孤独感や対人 関係不安を感 じな い

傾 向を明 らか に し，適 応 へ の 影響に言 及 して い る．

こ れは場所 へ の 愛着で はな い が ，
一

般 的 に愛着の対

象となる もの が身近 に あ る と感 じ られ る こ とが新環

境へ の 適応 に影響 を及 ぼす もの と考えられ る．一
方

で ，場所 へ の 愛着 と適応 との 関連 に つ い て は，園 田
IS）

が場所 へ の 愛着の 基本的 な効果 と して 心地 よさや安

心感が 育 まれ る こ とを指摘 して い る程度で ，直接 に

そ の 関連 を扱 っ た文献は見 当た らな い ．加藤 ら
！3） は，

個人が 自己を よい 適応 の状態に ある と意識 して お り，

生活 にお ける安心感 ， 充実感 ， 生 きが い 感 を感 じて

い る こ と を適応感 と呼ん で お り， そ の 定義に よ れ ば
，

場所 へ の 愛着は そ の環境へ の 適応 に影響を及ぼ す も

の で あ る こ とが 予測 さ れ る ．た だ
， 本研 究 も大学環

境へ の 愛着 と適応 との 関係 を直接扱 っ た もの で は な

い た め ， 上述 の 予測 を検討する に は
， さ らにデ

ータ

を蓄積 し，適応 に かか わ る 尺度な ど との 関 連性 を検

討す る必 要が あ る．各学年の 縦 断的変化を比較する

必要 もあ ろ う．こ れ らは，今後 の 課 題 とした い ．
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     A  Psychological Study on  Environmental [bransition to a New  University

: Effects of  Environmental  Cognition and  Attachment on  Adjusting to the University

Seiro Kameoka

                                     Abstract

  Tlie present study  examined  relationships  between  environmental  cognition  of  student's university  life and  their attachment

to the university. An  environmental  cognition  scale  on  student  university  life and  an  attachment  scale  were  administrated  to

380 new-comer  students. A  factor analysis,  principal factor extraction  with  orthogonal  rotation  was  performed  on  the date of

the cognitive  scale  and  the factors extracted  were  then  analyzed  by a  multiple  regression  analysis.  Results of  the factor

analysis  extracted  five factors as the cognitive  dimensions  of  the student  university  life : (1)''practice", (2)"freedom"',

(3)'Tsubjectivity'', (4)'`anxiety'', and  (5)''friendship'' factors. In addition,  results  of  the multiple  regression  analysis  showed

significant  relationships  between  student's  attachment  to the university  (individual variables)  and  all  factors in cognition

(dependent variables)  except  
"anxiety''

 factor. Those results suggest  that new-comer  students'  attachment  to their university

influence and  relate to the adjustment  to the environment  as  well  as  their overal1  quality of  university  life.

Keywords: University environment,  Attachment, Environmental transition, Adjustment
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