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近年, 若者の就職活動風景 (たとえばリクルー

トスーツを着用して野球ドームの合同企業説明会

に参加する若者や, スマートフォンを片手に街や

駅を歩く若者) が��や新聞によって報道される
ことがある. 若者の就職事情は深刻視されており,

厚生労働省 (����) の調査 (��月�日現在) によ
れば����年度の大学等卒業予定者の就職内定状況

は, ����％で前年同期 (����％) を���ポイントも
下回る過去最低の水準であった. このことは就職

を希望する大学等卒業予定者の約３割強が就職浪

人やフリーターとなる可能性を示唆している.

一方で, リクルート社が発行する就職情報誌カ

レッジマネジメント����年�－�月版では, ����
年度の大卒求人倍率は����倍から����倍へと低下
しているものの, １倍以上は保たれており, 就職

を希望する若者１人あたりに１企業の採用が見込
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まれるということが示されている.

企業側は採用の意向を示すが, ��％以上の就職
希望者が内定を獲得できていない実態を鑑みると,

採用者側と就職希望者側との間に何らかのずれが

生じていると考えられる. たとえば経済産業省

(����) は, 採用を希望する企業側の求める人材
像と就職希望者が持つ資質との間にミスマッチが

生じ, そのことが内定に結びつかない要因のひと

つであることを指摘している. そういったミスマッ

チを軽減する試みとして, 経済産業省 (����) は
｢社会人基礎力｣ という概念を各企業の経営方針

や企業文化に基づく明確な指標として打ち出して

いる. 社会人基礎力とは, 経済産業省 (����) が
｢職場や地域社会の中で多様な人々とともに仕事

を行っていく上で必要な基礎的な能力｣ と位置づ

け, ｢前に踏み出す力 (アクション)｣, ｢考え抜く

力 (シンキング)｣, ｢チームで働く力 (チームワー

ク)｣ の３つに大きく分類している. さらに能力

要素が細分化されており, たとえば, ｢前に踏み

出す力｣ は主体性, 働きかけ力, 実行力, ｢考え

抜く力｣ は課題発見能力, 計画力, 創造力, さら

に ｢チームワークで働く力｣ は発信力, 傾聴力,

柔軟性, 情況把握力, 規律性, ストレスコントロー

ル力で説明されている. また, 読み, 書き, 計算,

基本��スキルといった ｢基礎学力｣ と, 仕事に

必要な知識や資格といった ｢専門知識｣ とともに

重要視され, さらに思いやりや公共心, 倫理観と

いった ｢人間性, 基本的な生活習慣｣ を備えるこ

とによって, 職場や地域社会で活躍するうえで必

要な能力を身に着けることができるとしている.

｢社会人基礎力｣ という概念が, 若者や教育機関

側に採用条件の一指標として発信されることによっ

て, 企業側との採用条件におけるミスマッチを軽

減することが見込まれている. そのため, 経済産

業省 (����) は教育機関に対し, 社会人基礎力の
可視化および向上を目的とした取り組みの積極的

な導入を求めている.

鹿屋体育大学では, 平成��年度から文部科学省
による ｢大学生の就業力育成支援事業｣ の選定お

よび経費措置を受けたことにより, 全学的な取り

組みとしてキャリア形成支援室の設立, 就職に関

する資質や能力向上の支援, 就職に有益な情報を

提供するためのカリキュラムやプログラムの導入

を進めている. その取り組みの一環として, 本学

学生の社会人基礎力の現状把握を行い, それらを

向上させることを目的としている. しかし, 従来

本学では社会人基礎力を含めた就職活動に重要と

される能力の測定が行われたことはないため, ま

ずは学生の基礎的データを把握する必要がある.

したがって, 本研究では本学学生の就職活動に重

要とされる能力の一つとされる社会人基礎力を測

定し, 現状を把握するとともに, 性, 学年, 専攻

課程別にデータを比較することで属性の違いによ

る社会人基礎力の特徴を明らかにすることとした.������������
鹿屋体育大学に在籍する１年次生から４年次生

の全学生数���名のうち調査協力に同意を示した
学生���名 (����％) に対し, 集合調査法による
アンケート調査を行った. アンケート実施時間は��分程度で, 実施時期は����年��月中旬であった.
なお, 分析データは３年次編入制度を利用して入

学した学生を除外した���名 (����％) を対象と
した. ３年次編入学者は, １, ２年次における鹿

屋体育大学以外の教育が社会人基礎力に対して影

響していることが予想される. 本研究では, 鹿屋

体育大学での教育環境において社会人基礎力がど

の程度育成されているかを明らかにすることが重

要であるため, ３年次編入は除外することとした.������
本研究における社会人基礎力の測定には, 株式

会社リアセックが開発した社会人基礎力に関する

調査票を使用した. この指標は, リクルートワー

クス研究所が開発した ｢基礎力 (�������������)
測定項目｣ に, 社会人基礎力要素に対応させるた
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め ｢遵法性・社会性｣ ｢創造力｣ の２項目を追加

した��項目で構成される (辰巳, ����). 調査票
は大分類, 中分類, 小分類に区分される (表１).

辰巳 (����) によれば, 大分類は企業を対象に実
施された����年以降の調査結果から認められる能
力領域の共通項を基盤として, 対人基礎力, 対自

己基礎力, 対課題基礎力に分類している. 中分類

および小分類については, 大分類である３つの基

礎力の構成要素とそれらを形成する下位項目をそ

れぞれ中分類, 小分類としている. 各質問項目に

おける回答カテゴリーは９段階に設定されており,

進級や経験によるレベル変化を詳細に把握でき,

大学３～４年次で到達できる標準的レベルを中位

(９段階の５) となるように調整されている (平

尾ら, ����). 本尺度の妥当性は, 抽出された要
素と企業の挙げる選考基準との関連性を検討する

ことによって認められている (辰巳, ����).
������
統計分析には統計ソフト�������������������
を使用し, 性, 専攻課程, 学年間における社会人

基礎力の比較は３要因の分散分析を実施した.�������
性, 専攻課程, 学年によって分類した学生数お

よび比率 (％) を表２に示した. 以下の表から本

研究に用いた対象者の属性として, 性別は男子学

生全体が���名と女子学生全体の���名より人数が
多く, 専攻課程はスポーツ総合課程が���名と武
道課程の���名より多数であった. 学年では１年
次生が���名と他学年より多数であった.
�����������������
社会人基礎力の大分類の平均得点を属性別に示

した (表３). 対人基礎力は���点－���点, 対自
己基礎力は���点－���点, 対課題基礎力は���点－���点の範囲であった.
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表１ 社会人基礎力の構成要素
大分類 中分類 小分類

対人
基礎力

親和力
親しみ易さ, 気配り, 対人興味・共
感・受容, 多様性理解

協働力
役割理解・連携行動, 情報共有, 相
互支援

統率力
話し合う, 意見を主張する, 建設的・
創造的な討議

対自己
基礎力

感情抑制力
セルフアウェアネス, ストレスコー
ピング

自信創出力
独自性理解, 自己効力感・楽観的思
考

行動持続力 主体的行動, 完遂

対課題
基礎力

課題発見力 情報収集, 本質理解, 創造力

計画立案力 目標設定, シナリオ構築

実践力
行動を起こす, 修正・調整, 遵法性・
社会性

表２ 対象者属性別による学生数

専攻課程

学年 性 スポーツ総合 武道 合計�年 男性 ��(����) ��(����) ���( ����)
女性 ��(����) ��( ���) ��( ����)
計 ���(����) ��(����) ���(�����)�年 男性 ��(����) ��(����) ���( ����)
女性 ��(����) ��( ���) ��( ����)
計 ���(����) ��(����) ���(�����)�年 男性 ��(����) ��(����) ���( ����)
女性 ��(����) ��(����) ��( ����)
計 ��(����) ��(����) ���(�����)�年 男性 ��(����) ��(����) ��( ����)
女性 ��(����) �( ���) ��( ����)
計 ��(����) ��(����) ��(�����)

※ ( ) 内は比率 (％)

表３ 属性別による社会人基礎力の平均値と標準偏差
スポーツ総合� 対人 対自己 対課題

学年 全体 ��� ���(����) ���(����) ���(����)�年 男性 �� ���(����) ���(����) ���(����)
女性 �� ���(����) ���(����) ���(����)�年 男性 �� ���(����) ���(����) ���(����)
女性 �� ���(����) ���(����) ���(����)�年 男性 �� ���(����) ���(����) ���(����)
女性 �� ���(����) ���(����) ���(����)�年 男性 �� ���(����) ���(����) ���(����)
女性 �� ���(����) ���(����) ���(����)

武道� 対人 対自己 対課題
全体 ��� ���(����) ���(����) ���(����)�年 男性 �� ���(����) ���(����) ���(����)
女性 �� ���(����) ���(����) ���(����)�年 男性 �� ���(����) ���(����) ���(����)
女性 �� ���(����) ���(����) ���(����)�年 男性 �� ���(����) ���(����) ���(����)
女性 �� ���(����) ���(����) ���(����)�年 男性 �� ���(����) ���(����) ���(����)
女性 � ���(����) ���(����) ���(����)

※ ( ) 内が標準偏差



�����
性 (�������������������) および学年 (�������������������) に主効果, 学年×専攻課程 �������������������) に交互作用が認められた. ３要因

(性×専攻課程×学年) による交互作用は認めら

れなかった (表４).

学年と専攻課程に交互作用が認められたことか

ら単純主効果の検定 (����������法) を行った結
果, 武道課程の学年間で１％水準の有意差が認め

られ, １年次生と４年次生 (�����), ３年次生と
４年次生 (�����) に差がみられた (図１). また,
４年次生の専攻課程間に５％水準の有意差が認め

られた (図１). すなわち, 武道課程において４

年次生の対人基礎力得点 (�����) は, １年次生
(�����) や３年次生 (�����) よりも有意に高く,
４年次生に限定すると, 武道課程 (�����) はス
ポーツ総合課程 (�����) よりも有意に得点が高
かった.

性別による主効果を検討した結果, 男子学生

(�����) の対人基礎力得点が女子学生 (�����)

よりも有意 (�����) に高かった.������
性 (�������������������) および学年 (�������������������) に主効果が認められ, ２年次生

(�����) の対自己基礎力得点が１年次生

(�����) よりも１％水準で有意に高かった. 性
別では女子学生 (�����) よりも男子学生
(�����) の得点が５％水準で有意に高かった.
２要因と３要因による交互作用は認められなかっ

た.������
性 (�������������������) および学年 (�������������������) に主効果, 学年×専攻課程 (�������������������) に交互作用が認められた. ３要因

による交互作用は認められなかった.

学年と専攻課程に交互作用が認められたことか

ら単純主効果の検定 (����������法) を行った結
果, 武道課程の学年間で１％水準の有意差が認め

られ, １年次生と２年次生および４年次生, ２年

次生と３年次生, ３年次生と４年次生にそれぞれ

５％水準で有意差がみられた (図２). また, １

年次生と４年次生の専攻課程間に５％水準, ３年

次生の専攻課程間に１％水準の有意差が認められ

た. すなわち, ４年次生 (�����) の対課題基礎
力得点が最も高く, 次いで２年次生 (�����) が
高かった. １年次生 (�����) と３年次生
(�����) の得点は同程度であった. 専攻課程間
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�������������������������������
社会人基礎力における３つの構成要素別 (対人

基礎力, 対自己基礎力, 対課題基礎力) に, 性×

専攻課程×学年の３要因によって分散分析を行っ

た (表４).

表４ 性×学年×専攻課程による社会人基礎力の検討 (３要因の分散分析)

性 学年 専攻課程 性×学年 性×専攻課程 学年×専攻課程 性×学年×専攻課程�� � �� � �� � �� � �� � �� � �� �
対人基礎力 � ����＊ � ����＊＊ � ���� � ���� � ���� � ����＊ � ����
対自己基礎力 � ����＊ � ����＊＊ � ���� � ���� � ���� � ���� � ����
対課題基礎力 � ����＊＊ � ����＊＊ � ���� � ���� � ���� � ����＊＊ � ����
誤差 ���



では, １年次生 (スポーツ総合；�����, 武道；�����) と３年次生 (スポーツ総合；�����, 武
道；�����) ではスポーツ総合課程が武道課程よ
りも対課題基礎力を高く評価しており, ４年次生

(スポーツ総合；�����, 武道；�����) のみ武道
課程が高く評価していた.

性別による主効果の結果は, 男子学生と女子学

生の間に有意差 (�����) が認められ, 男子学生
(�����) の得点が女子学生 (�����) よりも高かっ
た.

��
本研究では本学学生の就職活動に重要とされる

能力の一つとされる社会人基礎力を測定し, 現状

を把握するとともに, 性, 学年, 専攻課程別にデー

タを比較することで属性の違いによる社会人基礎

力の特徴を明らかにすることを目的とした.

全学生数の約７割にあたる���名の回答を分析
した結果, スポーツ総合課程では変化が認められ

なかった. 武道課程にのみ, 対人基礎力と対課題

基礎力に学年間での変動は認められた. 両課程に

おいて, 進級することによる社会人基礎力の向上

が認められなかったことについて, 社会人基礎力

は大学への在学年数によって向上される能力では

なく, 各学年によって多様を極める状況, たとえ

ばカリキュラム構成や運動部活動状況, 各種イベ

ントなどによって変化する能力であることが示唆

された.

武道課程のみ, 対人基礎力と対課題基礎力で各

学年間による得点差がみられた理由については,

本研究結果から明確に言及することはできないが,

前述したような各学年, 各課程における大学内外

の環境の差異が影響した可能性が考えられる. し

たがって今後は, 調査時期への配慮や各学年の社

会人基礎力に影響を与えると考えられる要因につ

いて検討する必要があるといえる. また, 本研究

は横断的研究であるため, 縦断的に調査を行うこ

とで鹿屋体育大学生における社会人基礎力の推移

を明確にしていくことが望まれる.

性別による比較では, すべての基礎力において

女子学生は男子学生よりも低い値であったが, 女

性は男性と比較して自己に関連する評価, たとえ

ば内面的な資質 (山本ら, ����) や自尊感情 (杉
山・菅, ����) を低く見積る可能性が指摘されて
いる. したがって, 本研究の結果から本学の女子

学生は男子学生よりも社会人基礎力が低いと一概

に述べることはできない. 社会人基礎力の評価を,

就職活動に重要な能力の評価のひとつとして確立

するためには, このような性や個人による自己評

価の差を解消するための方略を模索することが今

後の課題といえる. ���
本研究では, 鹿屋体育大学生の社会人基礎力の

現状を明らかにするとともに, 性や学年, 専攻課

程による比較から社会人基礎力の特徴を明らかに

した. その結果, 対人基礎力において武道課程の

４年次生が最も高く, 次いで２年次生が高い評価

をしていた. 性別では女子学生よりも男子学生に

高い評価がみられた.

対自己基礎力において, 学年別では２年次生が

１年次生よりも高い評価であった. 性別では, 女

子学生よりも男子学生に高い評価が認められた.

対課題基礎力において, 武道課程の４年次生お

よび２年次生が３年次生や１年次生よりも高い評

価であった. 専攻課程間では, １年次生と３年次
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図２ 対課題基礎力得点



生においてスポーツ課程が武道課程よりも高い評

価であり, ４年次生のみ武道課程がスポーツ課程

よりも高い評価であった. 性別では女子学生より

も男子学生に高い評価が認められた.

本研究は鹿屋体育大学生の社会人基礎力に関す

る基礎的研究であり, 他大学との比較や前年度得

点との比較は行っていない. したがって, 本研究

によって算出された得点が, 個々人の社会人基礎

力の有無や実社会への貢献度にどの程度有効であ

るかをここで言及することはできない. しかしな

がら, 社会人基礎力は経済産業省によって, 今後

とも認知および評価体制が推進されていくことか

ら, 鹿屋体育大学生と企業が求める人材の一致を

目指すために, 縦断的な社会人基礎力の調査の実

施が望まれる. ��
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