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第1会場

Toward to Facilitating Convergence of

Multidisciplinary Knowledge
Chair: Tadao Isaka (Ritsumeikan University), Chie Ikkai (Gunma

Prefectural Women’s University)
4:20 PM - 6:10 PM  第1会場 (3号館3階301教室)

Activities of the Health and Sports

Subcommittee of the Science Council of

Japan

*Miyachi Motohiko1 （1. School of Sport

Sciences, Waseda University）

[本部企画-S1-1]

Preparation and implementation for

generating the Multidisciplinary

Knowledge

*Hagiwara Goichi1 （1. Kyushu Sangyo

University）

[本部企画-S1-2]

What does Diversity mean for the

Multidisciplinary Knowledge creation ?

*Kanaya Mariko1 （1. University of Tsukuba）

[本部企画-S1-3]

第3会場

Sustainable Mature Society and Physical Education

and Sports Sciences
Chair: Tadao Isaka (Ritsumeikan University), Chie Ikkai (Gunma

Prefectural Women’s University)
4:20 PM - 6:10 PM  第3会場 (3号館4階402教室)

第2会場

Sustainable Mature Society and Physical Education

and Sports Sciences
Chair: Osamu Takamine (Meiji University), Kaori Araki (Juntendo

University)
4:20 PM - 6:10 PM  第2会場 (3号館4階401教室)

Sports-Tech Overview

*Kawamoto Toshio1 （1. NTTDATA Institute of

Management Consulting, inc.）

[本部企画-S2-1]

Human Augmentation Technologies for

physical and social functions

*Mochimaru Masaaki1 （1. Human

Augmentation Research Center, The National

Institute of Advanced Industrial Science and

Technology）

[本部企画-S2-2]

The 'human critical mass' of physical[本部企画-S2-3]

freedom and technology in sport

*Kiku Koichi1 （1. University of Tsukuba）

第6会場

Theme Symposium | 生涯スポーツ研究部会 | 【課題Ａ】 共生社会の実現に向
けた生涯スポーツ政策と協働システムをいかに構築するか

From the current situation and issues of the

collaborative system -The role played by "supporting

sports"-
Chair: Mitsumasa Goto (Meiji University)
2:00 PM - 3:50 PM  第6会場 (2号館1階11教室)

Sport Volunteering in Japan

*Shibuya Shigeki1 （1. Sasakawa Sports

Foundation）

[生涯スポーツ-SA-1]

Roles and Future Issues of Sports

Volunteers through Special Olympics

Sports Volunteering

*Tabiki Toshikazu1 （1. Hokuriku Gakuin

University）

[生涯スポーツ-SA-2]

Cohesive Society and Sport Volunteer

*Ninomiya Masaya1 （1. Bunkyo

University）

[生涯スポーツ-SA-3]

第8会場

Theme Symposium | 健康福祉研究部会 | 【課題Ａ】 健康増進につながる体力
・運動の在り方をいかに考えるか

Promotion of Health and Physical Fitness According

to Different Lifestyles: Lived Experiences of Women,

Health and Sport
Chair: Masayuki Takao (Tokai University) Designated Debater:

Rieko Yamaguchi (Josai University)
2:00 PM - 3:50 PM  第8会場 (2号館2階21教室)

The Need for Gender-specific

Conditioning

*Sunaga Mikako1 （1. Nippon Sport Science

University）

[健康福祉-SA-1]

Gender Differences in Children's Physical

Activity and Secular Trends in Physical

Fitness

*Nakano Takahiro1 （1. Chukyo University）

[健康福祉-SA-2]

The Curriculum Guidelines and Women's

Sports

*Takahashi Shuichi1 （1. Japan Women’s

College of Physical Education）

[健康福祉-SA-3]
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Theme Symposium | 競技スポーツ研究部会 | 【課題Ａ】 トップアスリート養
成をいかに効果的に行うか

The Significance and Challenge in University as a

Base for Top Athlete Development II -Articulation of

top Athletes from Universities to the Professional

Sports Teams or Non-Professional Teams Sponsored

by Corporations-
Chair: Hironori Tanigama (Toyo University), Yosuke Tahara

(Aoyama Gakuin University)
2:00 PM - 3:50 PM  第1会場 (3号館3階301教室)

Para- athletes perspective

*Mizuno Yoko1 （1. Nippon Sport Science

University）

[競技スポーツ-SA-1]

Perspective from Women's Basketball

*Ikeda Eiji1 （1. University of Tsukuba）

[競技スポーツ-SA-2]

Perspective from Men's Soccer

*Susa Tetsutaro1 （1. Hannan University）

[競技スポーツ-SA-3]

第2会場

Theme Symposium | スポーツ文化研究部会 | 【課題A】グローバル課題の解決
に向けてスポーツから何が提案できるか

International Development through Sport and

Sustainability
Chair: Masahiro Kawanishi (Doshisha University), Masayuki

Enomoto (Shiga University)
2:00 PM - 3:50 PM  第2会場 (3号館4階401教室)

Position and Possibility of

International Development and Peace

through Sport Studies

*Yamaguchi Taku1 （1. University of

Tsukuba）

[スポーツ文化-SA-1]

A Japanese Perspective on

Developing Countries Promoting

Sports Development

*Sagawa Tetsuya1 （1. Kanazawa

University）

[スポーツ文化-SA-2]

Possibilities of Lesson Study

Approach in International

Cooperation in “ Sport and

Development”

*Saito Kazuhiko1 （1. Hiroshima

University）

[スポーツ文化-SA-3]

第3会場

Theme Symposium | 学校保健体育研究部会 | 【課題Ａ】 大学体育の授業をい

かに良質なものにするか

The possibility of university physical education

classes for creating symbiotic society: From the

perspective of understanding diversity
Chair: Hiroshi Imashuku (Sakushin Gakuin University), Taro

Obayashi (University of Tsukuba)
2:00 PM - 3:50 PM  第3会場 (3号館4階402教室)

Physical education class for Hearing

and Visually Impaired Students

*Kogo Yuka1, *Kazuhiko Amano1 （1.

Tsukuba University of Technology）

[学校保健体育-SA-1]

Possibility for university physical

education classes by including

gender and sexuality perspective

*Noguchi Aya1 （1. Juntendo University

Faculty of Health and Sports Science）

[学校保健体育-SA-2]

Possibility of university physical

education classes utilizing tangible

and intangible cultural properties that

lead to multicultural understanding

*Hosotani Yoko1 （1. Toyo University）

[学校保健体育-SA-3]

第6会場

Oral (Theme) | 生涯スポーツ研究部会 | 【課題Ａ】 共生社会の実現に向けた生
涯スポーツ政策と協働システムをいかに構築するか

生涯スポーツ研究部会【課題 A】口頭発表①
Chair: Kyosuke Uchida (Tokai University)
11:00 AM - 12:03 PM  第6会場 (2号館1階11教室)

中学校運動部活動の地域移行における

学校及び地域関係者の認識と課題

（政,社）

*Kotaro Asahara1 （1. NSSU）

11:00 AM - 11:15 AM

[生涯スポーツ-A-01]

運動部活動における学校と地域ス

ポーツ団体との連携に関する研究：組

織間関係論の視点から（経）

*Makiko Sakai1, Seiichi Sakuno2 （1.

Waseda Institute for Sport Sciences, 2.

Faculty of Sport Sciences, Waseda

University）

11:16 AM - 11:31 AM

[生涯スポーツ-A-02]

運動部活動のステークホルダー間の関

係構造に関する検討（教）

*Hiroshi Takagi1, Koji Ishii1, Naoki Suzuki1

（1. Tokyo Gakugei University）

11:32 AM - 11:47 AM

[生涯スポーツ-A-03]
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部活動における教師の成長過程とその

影響要因に関する研究（教,経）

*Makoto Ito1, Ebbe Daigo1, Norihiro

Shimizu1 （1. Tsukuba University Sport

Management Lab）

11:48 AM - 12:03 PM

[生涯スポーツ-A-04]

第7会場

Oral (Theme) | 生涯スポーツ研究部会 | 【課題Ａ】 共生社会の実現に向けた生
涯スポーツ政策と協働システムをいかに構築するか

生涯スポーツ研究部会【課題 A】口頭発表②
Chair: Kiyokatsu Watahiki
11:00 AM - 11:47 AM  第7会場 (2号館1階12教室)

共生社会ホストタウンと公共スポーツ

施設経営（経）

*Kosei Uehara1, Chihiro Kanayama2 （1.

Ritsumeikan Univ., 2. Ritsumeikan Univ. ）

11:00 AM - 11:15 AM

[生涯スポーツ-A-05]

障害者の地域参加と共生的スポーツコ

ミュニティへの参加との関係（ア）

*Nozomi IIDA1, Mayumi Saito2 （1.

Tsukuba Univ., 2. Tsukuba Univ.）

11:16 AM - 11:31 AM

[生涯スポーツ-A-06]

障害者および障害者スポーツに対する

意識の変化に関する研究（ア）

*Motoaki Fujita1 （1. Nihon Fukushi

University）

11:32 AM - 11:47 AM

[生涯スポーツ-A-07]

第8会場

Oral (Theme) | 健康福祉研究部会 | 【課題Ａ】 健康増進につながる体力・運動
の在り方をいかに考えるか

健康福祉研究部会【課題 A】口頭発表①
Chair: Tetsuhiro Kidokoro (Nippon Sport Science University)
11:00 AM - 11:47 AM  第8会場 (2号館2階21教室)

新型コロナウィルス感染症流行下における

産後女性の身体活動量は健康関連 QOLに影

響するか？（ア）

*Yumi Nomura1, Tomoko Araki2 （1. Chiba

Institute of Technology , 2. Osaka Yukioka

College of Health and Science）

11:00 AM - 11:15 AM

[健康福祉-A-01]

発散型の運動プログラムがストレスや脳疲

労に及ぼす効果（介）

*Moritoshi Matsuzaki1, Miki Tachiyama2 （1.

[健康福祉-A-02]

Shimonoseki City University, 2. MikiFunnit

Co.Ltd.）

11:16 AM - 11:31 AM

スキップ動作のイメージに伴う気分と身体

感覚に関する一考察（介,発,心）

*Junko Kikuchi1, Mayumi Kuno Mizumura2 （1.

Ochanomizu Univ.graduate school , 2.

Ochanomizu Univ.）

11:32 AM - 11:47 AM

[健康福祉-A-03]

第9会場

Oral (Theme) | 健康福祉研究部会 | 【課題Ａ】 健康増進につながる体力・運動
の在り方をいかに考えるか

健康福祉研究部会【課題 A】口頭発表②
Chair: Masashi Asakura
11:00 AM - 11:47 AM  第9会場 (2号館2階22教室)

大学入学時の体力レベル別にみた精神的健

康度の変化（体力学）

*Yuichi Nakahara-Gondoh1, Kenji Tsunoda2,

Toshihiko Fujimoto3 （1. Fukuoka Pref. Univ.,

2. Yamaguchi Pref. Univ., 3. Tohoku Univ.）

11:00 AM - 11:15 AM

[健康福祉-A-04]

A Study on "Jubilo-Meshi," a Health and

Wellness Project of Industry-Government-

Academia-Private Sector Collaboration

*Kazuko Takahashi1, Ryoichi Ema1 （1.

SHIZUOKA SANGYOU UNIVERSITY）

11:16 AM - 11:31 AM

[健康福祉-A-05]

Handbuch Gesundheitssport (2006) に示

されたドイツのスポーツ健康科学研究によ

る運動と健康増進・体力向上との関係につ

いての研究的アプローチ（政,介,社）

*Shigeru Tada1 （1. no institution）

11:32 AM - 11:47 AM

[健康福祉-A-06]

第10会場

Oral (Theme) | スポーツ文化研究部会 | 【課題A】グローバル課題の解決に向
けてスポーツから何が提案できるか

スポーツ文化研究部会【課題 A】口頭発表①
Chair: Fumie Yamazaki (Niigata University of Health and Welfare)
11:00 AM - 11:47 AM  第10会場 (2号館4階45教室)

大学生アスリートはどのように日焼け

予防を行っているのか？（心,社）

*Aeri Machida1, Kyosuke Enomoto1, Yuichi

Matsubara2, Hirokazu Arai3 （1. HOSEI

[スポーツ文化-A-01]
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Univ., 2. OSAKA OHTANI Univ., 3. HOSEI

Univ. ）

11:00 AM - 11:15 AM

第11回オリンピック冬季競技大会

（1972/札幌）閉会後における恵庭岳

滑降競技場跡地の復原に関する一考察

（史）

*Soya Ishizuka1 （1. Japan Sport

Association）

11:16 AM - 11:31 AM

[スポーツ文化-A-02]

コロナ禍における「ホストタウン事

業」を通した学生の国際理解に関する

研究（人）

*Ryu Sakamoto1 （1. University of

Tsukuba）

11:32 AM - 11:47 AM

[スポーツ文化-A-03]

第5会場

Oral (Theme) | 学校保健体育研究部会 | 【課題Ａ】 大学体育の授業をいかに良
質なものにするか

学校保健体育研究部会【課題 A】口頭発表②
Chair: Koji Takahashi (Nagasaki University)
11:00 AM - 12:19 PM  第5会場 (2号館4階4E教室)

生涯スポーツ推進のための経済学的視

点を取り入れた教育の可能性について

（教,経,心）

*Nobuko Sano1, Hiraku Shiho2 （1.

RIKKYO UNIVERSITY, 2. Tokyo Woman's

Christian University）

11:00 AM - 11:15 AM

[学校保健体育-A-06]

大学体育におけるこころの準備運動と

しての「笑いワーク」の教育効果

（教,方）

*Eri Fujita1,2, Shiho Hiraku1, Yukio

Tanaka1,2 （1. Tokyo Woman's Christian

University, 2. Tokyo University of

Agriculture and Technology）

11:16 AM - 11:31 AM

[学校保健体育-A-07]

The whereabouts of principles of

physical education in Japan

*Shohei Takao1 （1. Nippon Sport Science

University）

11:32 AM - 11:47 AM

[学校保健体育-A-08]

新型コロナウイルス感染症対策のため

にオンデマンド型遠隔授業を活用した

体育実技系必修科目の検討（介,生）

[学校保健体育-A-09]

*Tomoaki Bunya1, Tomomi Monri1, Takeshi

Miyakawa1 （1. Kawasaki University of

Medical Welfare）

11:48 AM - 12:03 PM

大学における教員養成課程での身体運

動文化としてのダンス教育の重要性

（介,ア,教,バ）

*Masae Yamazaki1 （1. kanazawa

university）

12:04 PM - 12:19 PM

[学校保健体育-A-10]

第1会場

Oral (Theme) | 競技スポーツ研究部会 | 【課題Ａ】 トップアスリート養成をい
かに効果的に行うか

競技スポーツ研究部会【課題 A】口頭発表①
Chair: Wakaki Uchida (Kyushu University)
11:00 AM - 11:47 AM  第1会場 (3号館3階301教室)

もしアスリートがパーソナルコーチン

グを受けたら（教,方）

*Kenryu Aoyagi1 （1. Kanto Gakuin

University, College of Economics）

11:00 AM - 11:15 AM

[競技スポーツ-A-01]

大学における学習支援は競技スポーツ

を教育に結びつけられるのか（哲）

*Takaharu Kishii1 （1. Univ. of Tsukuba）

11:16 AM - 11:31 AM

[競技スポーツ-A-02]

A case study of issue on junior athlete

development system in speed skating

*Shunichi Onodera1, Toshinobu Kawai2

（1. Graduate School of Comprehensive

Human Science, University of Tsukuba, 2.

Faculty of Health and Sport Science,

University of Tsukuba）

11:32 AM - 11:47 AM

[競技スポーツ-A-03]

第2会場

Oral (Theme) | 競技スポーツ研究部会 | 【課題Ａ】 トップアスリート養成をい
かに効果的に行うか

競技スポーツ研究部会【課題 A】口頭発表②
Chair: Riki Sukou (Japan Women's College of Physical Education)
11:00 AM - 11:47 AM  第2会場 (3号館4階401教室)

絶対的状況下におけるアスリート支援

のための アスリート・ターミナルケア

とスポーツチャプレンの機能（心）

*maeda shogo1 （1. Toyo Univ.）

[競技スポーツ-A-04]
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11:00 AM - 11:15 AM

トップスポーツにおけるスポーツ

ファーマシストのあり方（社）

*Sachiko Otsuka1, Jun Seino2,3, Yuki

Oshiba4, Mitsugi Ogata2 （1. NTT Medical

Center Tokyo, 2. Faculty of Health and

Sport Sciences, University of Tsukuba, 3.

R&D Center for Smart Wellness City

Policies, University of Tsukuba, 4.

Yamanashi Gakuin University Faculty of

Health and Nutrition）

11:16 AM - 11:31 AM

[競技スポーツ-A-05]

幼少期における競技経験が大学野球選

手の競技レベルに及ぼす影響（方,発）

*Ryuto Fuke1, Yoshimitsu Kohmura2,

Kazuhiro Aoki1 （1. Juntendo University

Graduate School, 2. Juntendo University）

11:32 AM - 11:47 AM

[競技スポーツ-A-06]

第3会場

Oral (Theme) | 学校保健体育研究部会 | 【課題Ａ】 大学体育の授業をいかに良
質なものにするか

学校保健体育研究部会【課題 A】口頭発表①
Chair: Kaori Kimura (Tokai Gakuen University)
11:00 AM - 12:19 PM  第3会場 (3号館4階402教室)

医療系大学生における健康に関連する

心と身体のフィットネス（保,発,生）

*Tetsuya Mizuno1, Yosuke Mizuno2, Tatsuo

Yagi3, Hideki Takaoka4, Miki Kurihara5,

Takuma Wada6, Seiji Yoshitake7 （1.

Tokyo Medical and Dental University, 2.

Doctoral Program in Sociology Graduate

School of Human Sciences, Sophia Univ.,

3. Tokai University, 4. Keiai University, 5.

Sophia University, 6. Izumo Hokuryo

Junior &High School , 7. Graduate School

of Comprehensive Human Sciences,

Tsukuba Univ.）

11:00 AM - 11:15 AM

[学校保健体育-A-01]

コロナ禍における学生の健康及び生活

に関する調査からみるアフターコロナ

への試み（スポーツ栄養）

*Hatsuho Zeniya1, Saiko Shirakawa2 （1.

International Budo University, 2. Showa

Women's University ）

11:16 AM - 11:31 AM

[学校保健体育-A-02]

大学生の対処資源測定尺度の作成

（心）

*Shunsuke Sakata1, Namika Motoshima2,

Takumi Nakasuga3, Kojiro Matsuda4,

Takashi Naito5, Yoshio Sugiyama6 （1.

Yokohama college of commerce, 2.

Kyushu Sangyo Univ., 3. Hyogo Univ. of

Teacher Education, 4. Kumamoto Gakuen

Univ., 5. Hokkai-Gakuen Univ., 6. Kyushu

Univ.）

11:32 AM - 11:47 AM

[学校保健体育-A-03]

大学体育授業の主観的恩恵に及ぼす学

修者個人要因および学修状況要因の検

討（心）

*Junichi Nishida1 （1. Kindai Univ.）

11:48 AM - 12:03 PM

[学校保健体育-A-04]

大学体育授業での心拍計を用いた積極

性の評価は授業中の心拍数および授業

後の快感情を増加させる（バ,生）

*Yoichi Ohta1, Kyohei Takahashi2 （1.

Shizuoka University of Welfare, 2.

Kumamoto Gakuen University）

12:04 PM - 12:19 PM

[学校保健体育-A-05]

第1会場

オープニングセレモニー・総会
9:30 AM - 10:40 AM  第1会場 (3号館3階301教室)

第7会場

ランチョンセミナー②／株式会社 SPLYZA
Chair: Kai Toyoshima
12:40 PM - 1:40 PM  第7会場 (2号館1階12教室)

ICTを活用した体育における新たな楽しさや

価値の発見

*Taku Komizo1 （1. Kashiwa City

Kashiwadaihachi Elementary school）

[ランチョン2-1]

第4会場

ランチョンセミナー①／順天堂大学スポーツ健康医科

学推進機構（ JASMS）①
司会：鈴木 宏哉（順天堂大学スポーツ健康科学部）
12:40 PM - 1:40 PM  第4会場 (3号館8階801教室)

スポーツの「やりすぎ」と「やらなさす[ランチョン1-1]



©Japan Society of Physical Education, Health and Sport Sciences 

 

Japan Society of Physical Education, Health and Sport Sciences The 72nd
Conference of the Japan Society of Physical Education, Health and Sports

Sciences
ぎ」を考える

*Koya Suzuki1, Yuki Someya1 （1. Juntendo

University）

書籍展示会場

書籍展示
10:00 AM - 5:00 PM  書籍展示会場 (3号館1階)

企業展示会場

企業展示
10:00 AM - 5:00 PM  企業展示会場 (第一体育館)
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General Symposium

Toward to Facilitating Convergence of Multidisciplinary Knowledge
Chair: Tadao Isaka (Ritsumeikan University), Chie Ikkai (Gunma Prefectural Women’s University)
Wed. Aug 31, 2022 4:20 PM - 6:10 PM  第1会場 (3号館3階301教室)

今回のメインテーマである「総合知を生み出す体育・スポーツ・健康科学」を支え、推進する本学会の今後の方

向性について以下の点から議論し、今後の発展につなげるシンポジウムとしたい。その一つは、学会本来の持つ

文理横断の強み、ならびに他の学会にない身体についての総合知を生み出す学会の強みは何か。2つめとして、老

若男女の別だけでなく、様々な分野・考え方の者が集まる本学会は、まさにダイバーシティ環境の中で、体

育、スポーツ、健康を議論できる学会であり、「発想のダイバーシティ」からwell-beingへとつなげていく学会の

姿を示せないか。3つ目として若手の学会員からみて、「総合知を生み出す学会」の良さは何か、また総合知を生

み出せる研究者は、大学や研究機関にとってどのような魅力になるのかについて、学会員のキャリアの観点から

本学会の強み、魅力は何かについても議論したい。以上の論点を中心に、今後の本学会の方向性、展望について

学会員の皆さんと議論を深めるシンポジウムとしたい。
 

 
Activities of the Health and Sports Subcommittee of the Science
Council of Japan 
*Miyachi Motohiko1 （1. School of Sport Sciences, Waseda University） 

Preparation and implementation for generating the Multidisciplinary
Knowledge 
*Hagiwara Goichi1 （1. Kyushu Sangyo University） 

What does Diversity mean for the Multidisciplinary Knowledge
creation ? 
*Kanaya Mariko1 （1. University of Tsukuba） 
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Activities of the Health and Sports Subcommittee of the

Science Council of Japan
*Miyachi Motohiko1 （1. School of Sport Sciences, Waseda University）

＜演者略歴＞ 

鹿屋体育大学卒業、同大学院修士課程終了後、川崎医療福祉大学健康スポーツ学科、国立健康・栄養研究所を経

て、現職。専門分野は、運動生理学、健康スポーツ科学。厚生労働省の身体活動基準の策定や国民健康・栄養調

査の企画・検討のための検討会委員、日本学術会議会員。

 
日本学術会議は、我が国の人文・社会科学、生命科学、理学・工学の全分野の約87万人の科学者を内外に代表す

る機関であり、210人の会員と約2000人の連携会員によって職務が担われている。設立から73年を経て、現在は

第25期（1期3年）の活動が進められている。第二部（生命科学系）の健康・生活科学委員会の中に、健康・ス

ポーツ科学分科会が設置され、現在13名の委員により活動している。近年では、スポーツ庁長官からの審議依頼

に対する回答「科学的エビデンスに基づく『スポーツの価値』の普及の在り方」や、提言「子どもの動きの健全

な育成をめざして～基本的動作が危ない～」などを表出してきた。健康・スポーツ分科会は第二部に所属してい

るが、人文・社会系、生命科学系、理学工学系を専門とする幅広い研究分野の会員、連携会員が所属し、共同し

て活動を続けている。本発表では、日本学術会議における健康・スポーツ科学分科会がこれまでに進めてきた活

動を紹介することで、本シンポジウムのテーマ「『総合知支える学会』を目指して」の議論の活性化に貢献でき

ればと考えている。

 
 

(Wed. Aug 31, 2022 4:20 PM - 6:10 PM  第1会場)

Preparation and implementation for generating the

Multidisciplinary Knowledge
*Hagiwara Goichi1 （1. Kyushu Sangyo University）

＜演者略歴＞ 

米国アーカンソー州立大学大学院修了（M.S. Sports Administration）、九州工業大学大学院生命体工学研究科脳

情報専攻短縮修了（博士（学術））。国立大学法人鹿屋体育大学大学院准教授を経て現職。専門はスポーツマネ

ジメント。その他、株式会社リトルソフトウェア顧問、スポーツ庁長官賞などの受賞歴。

 
人文・社会科学、および自然科学を含むあらゆる「総合知」により、社会の課題を解決するために様々な取り組

みが行われている。私は「総合知」を生み出すためにスポーツ科学の若手研究者の立場から何を準備するべき

か、または実践することができるのかを考えながら教育・研究・社会貢献に寄与するための努力を重ねてい

る。学位を取得した研究内容を発展させることは基より、 Beyond 5G、メタバース、 XRの時代でスポーツをさ

らに発展させるために異分野の研究領域から新たな学びを得るための挑戦を続けている。30代の若手研究者とい

う立場を活かし、失敗を恐れない実践を続け、40代、50代には総合知を生み出す立場になれるような研究者にな

ることを目指したい。本学会では若手研究者が失敗を恐れずに実践している初学者「総合知」の事例と今後の展

望について語り、学会員の皆様と様々な議論をしたい。

 
 

(Wed. Aug 31, 2022 4:20 PM - 6:10 PM  第1会場)
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What does Diversity mean for the Multidisciplinary

Knowledge creation ?
*Kanaya Mariko1 （1. University of Tsukuba）

＜演者略歴＞ 

筑波大学体育系准教授。鹿屋体育大学を経て筑波大学に着任、現在に至る。筑波大学大学院大学体育スポーツ高

度化共同専攻修了。専門は体操競技、スポーツ運動学。大学における体育実技の授業、競技スポーツや社会体育

の現場において日々多様な人材に関わっている。本学会ダイバーシティ委員会委員長。

 
体育・スポーツ・健康分野におけるダイバーシティとはいかなるものなのか、ダイバーシティを促進するために

はどうすべきなのか、ダイバーシティの促進によって得られるメリットは何か。これらは筆者が昨今、様々な組

織に属する中で、ことあるごとに出会う問いである。一方で、本分野は、老若男女、多種多様な人々が集うこと

から、そもそもダイバーシティの最たるものであり、まさしく「総合知」の宝庫であるとも考えられる。とする

と、本分野がこのダイバーシティ環境を有効活用し、より社会の発展に貢献しうるにはどのようにすべきなのだ

ろうか。筆者は、日々、大学の体育教員として非専門・専門学生、大学院生（修士、博士）と関わり、体操競技

のコーチやマネージャーとして競技スポーツや社会体育の現場でジュニア、学生、日本代表など多様な選手や指

導者たちと関わっている。つまりは、日常的にダーバーシティ環境にすでに身を置いているといえる。今回はこ

のような自身の活動を事例として、「総合知」創造のためのダイバーシティについて考えてみたい。この発表を

きっかけに本テーマについて皆様と議論を深めていければ幸いである。
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General Symposium

Sustainable Mature Society and Physical Education and Sports Sciences
Chair: Tadao Isaka (Ritsumeikan University), Chie Ikkai (Gunma Prefectural Women’s University)
Wed. Aug 31, 2022 4:20 PM - 6:10 PM  第3会場 (3号館4階402教室)

現在の日本社会は、少子高齢化、貧困や格差、孤立や孤独など、様々な問題を抱えている。さらに自然環境とい

うグローバルな問題も加わり、社会の持続可能性は深刻かつ具体的な課題としてある。社会やスポーツの持続可

能性を探ると、現状維持ではなく変革―不断前進―が求められるだろう。 

　他方、現代社会ではデジタル化やネットワーク化、そしてそれらを前提とするビッグデータとAIの活用も進んで

おり、またテクノロジーが各種産業や医療、介護に様々な利便性の向上をもたらしている。スポーツ分野におい

ても、先般策定された第3期スポーツ基本計画では、デジタル技術を活用してスポーツ界に新たなビジネスモデル

を創出することが施策目標として掲げられた。これまでスポーツにおいて応用されてきたテクノロジーやデータ

サイエンスは、成熟した持続可能な社会を志向する変革にも応用可能なのだろうか。そもそもテクノロ

ジーは、スポーツ文化自体の持続可能性にいかに貢献するのだろうか。 

　以上の問題意識から、本シンポジウムでは、スポーツや身体活動分野において活用されるテクノロジーや

データサイエンスの可能性とそれらの社会への応用を模索することで、成熟した持続可能な社会に対するス

ポーツの貢献について考えたい。
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General Symposium

Sustainable Mature Society and Physical Education and Sports Sciences
Chair: Osamu Takamine (Meiji University), Kaori Araki (Juntendo University)
Wed. Aug 31, 2022 4:20 PM - 6:10 PM  第2会場 (3号館4階401教室)

現在の日本社会は、少子高齢化、貧困や格差、孤立や孤独など、様々な問題を抱えている。さらに自然環境とい

うグローバルな問題も加わり、社会の持続可能性は深刻かつ具体的な課題としてある。社会やスポーツの持続可

能性を探ると、現状維持ではなく変革―不断前進―が求められるだろう。 

　他方、現代社会ではデジタル化やネットワーク化、そしてそれらを前提とするビッグデータとAIの活用も進んで

おり、またテクノロジーが各種産業や医療、介護に様々な利便性の向上をもたらしている。スポーツ分野におい

ても、先般策定された第3期スポーツ基本計画では、デジタル技術を活用してスポーツ界に新たなビジネスモデル

を創出することが施策目標として掲げられた。これまでスポーツにおいて応用されてきたテクノロジーやデータ

サイエンスは、成熟した持続可能な社会を志向する変革にも応用可能なのだろうか。そもそもテクノロ

ジーは、スポーツ文化自体の持続可能性にいかに貢献するのだろうか。 

　以上の問題意識から、本シンポジウムでは、スポーツや身体活動分野において活用されるテクノロジーや

データサイエンスの可能性とそれらの社会への応用を模索することで、成熟した持続可能な社会に対するス

ポーツの貢献について考えたい。
 

 
Sports-Tech Overview 
*Kawamoto Toshio1 （1. NTTDATA Institute of Management Consulting, inc.） 

Human Augmentation Technologies for physical and social
functions 
*Mochimaru Masaaki1 （1. Human Augmentation Research Center, The National

Institute of Advanced Industrial Science and Technology） 

The 'human critical mass' of physical freedom and technology in
sport 
*Kiku Koichi1 （1. University of Tsukuba） 
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Sports-Tech Overview
Digital Transformations in the Sports Industry

*Kawamoto Toshio1 （1. NTTDATA Institute of Management Consulting, inc.）

＜演者略歴＞ 

総務省を経て、現職。中長期の成長戦略立案、新規事業開発、産官学連携、DXを得意とする。スポーツ・不動

産・メディア・教育・行政情報化・街づくりなど幅広い領域が守備範囲。早稲田大学スポーツビジネス研究所招

聘研究員、Sports-Tech &Business Lab発起人事務局長。

 
スポーツ産業において、 IT(情報技術）による新たな付加価値を生み出すソリューション・プレイヤーを「

Sports-Tech（スポーツテック）」と呼称する。世界を見渡せば、北米・欧州では巨大なスポーツ産業の

マーケットが形成されているが、その背景には、 Sports-Techの戦略的活用が寄与している。金融における

Fintech、製造業における Industry4.0と同様に、スポーツ産業もテクノロジーにより変革し、従来なかった体験

価値の創出や、新たなビジネスモデル構築の余地がある。本講演では、産官学連携で、デジタル化時代に即した

次世代スポーツビジネス、周辺産業や地域と連携したスポーツビジネスエコシステムの創出を目指すコンソーシ

アム「 Sports-tech &Business Lab」の発起人であり、事務局長を務める立場から、スポーツや身体活動分野にお

けるテクノロジーやデータサイエンスの活用の可能性について全体像を俯瞰するとともに、類型化したうえで、

Sports-Techの全体像について整理する。

 
 

(Wed. Aug 31, 2022 4:20 PM - 6:10 PM  第2会場)

Human Augmentation Technologies for physical and

social functions
*Mochimaru Masaaki1 （1. Human Augmentation Research Center, The National Institute of Advanced

Industrial Science and Technology）

＜演者略歴＞ 

1993年慶應義塾大学大学院博士課程生体医工学専攻修了。博士（工学）。同年工業技術院生命工学工業技術研究

所入所。2001年改組により産業技術総合研究所。デジタルヒューマン工学研究センター長、サービス工学研究セ

ンター長、人間情報研究部門長を経て2018年より現職。専門は人間工学、バイオメカニクス、サービス工学。

 
人間拡張技術とは「人に寄り添い、人を高める」技術である。センサやロボット、 VRなどを身にまとうことで一

時的に人の能力が高められるだけでなく、それを継続的に使用することで人本来の能力も維持増進することを目

指している。特に、人の身体能力を高めたり、コミュニケーション能力や社会性を高める研究が注目されてい

る。講演では、スポーツに関わる身体能力を拡張する技術、健康を維持するための身体活動を継続するためのモ

ティベーションを拡張する技術、そのモティベーションに繋がる社会性の拡張技術などの最新動向を紹介す

る。さらに、これらの人間拡張技術をサービスとして社会実装する地域連携型の実証試験の取り組みを紹介して

いく。その上で、人間拡張がもたらす未来の社会像について俯瞰する。障害者や高齢者の身体性・社会性が拡張

されともに活躍できる社会になるという明るい未来像だけでなく、人間拡張によって産み出される多様性の拡大

や、格差社会も併せて見通していく。その上で、いかにして社会変化の予兆を見いだし、それを技術開発や制度

設計、国際標準にフィードバックしていくかという研究のフレームワークを紹介する。
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The 'human critical mass' of physical freedom and

technology in sport
*Kiku Koichi1 （1. University of Tsukuba）

＜演者略歴＞ 

1987年筑波大学大学院博士課程単位取得退学。教育学博士（1988年、筑波大学）。九州大学講師、奈良女子大

学助教授を経て、現職。現在、日本体育・スポーツ・健康学会会長、及び日本スポーツ社会学会会長を務める。

 
スポーツは、古来、その特有の道具や用品の開発によって競われ表現されるべき身体能力を特定したり、競い合

おうとする身体能力にふさわしい道具や用品を工夫したりして、それぞれが独特の行い方（スポーツ技術）を持

つ多様な種目を開発してきた歴史がある。 

　またスポーツは、歴史的に「相手を直接支配する格闘型から間接的な優劣を競う競争型、さらに記録を競い合

う達成型」へと変化してきているが、この変化は近代社会を成立させる暴力に対する嫌悪感の高まりといった感

性レベルの変化とともに、社会全体における人間への能力評価が「体力から技能へ、そして知略へ」とその重点

を変化させていったことに対応する。つまり、成熟社会におけるスポーツは、このような社会を成立させる暴力

への嫌悪感やそれに付随する人間性（ humanism）の維持や発展との関係から成立し、これらを希求しているこ

とを理解しておかなければならない。しかし一方で、因果論に基づく知性と技術の結びつきが人間（社会）を破

壊する装置を生み出したように、この新たな暴力性をいかに人間社会が幸福に導かれるような目的論的なコント

ロール下におくのかが課題とならざるをえない。スポーツテクノロジーの発展では、この因果論と目的論との関

係において、どのような身体的解放の「人間的臨界点」とも呼ぶべき着地点を見出していくのかが問われている

と考えられる。



[生涯スポーツ-SA-1]
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Theme Symposium | 生涯スポーツ研究部会 | 【課題Ａ】 共生社会の実現に向けた生涯スポーツ政策と協働システムをいかに構
築するか

From the current situation and issues of the collaborative system -The

role played by "supporting sports"-
Chair: Mitsumasa Goto (Meiji University)
Wed. Aug 31, 2022 2:00 PM - 3:50 PM  第6会場 (2号館1階11教室)

本テーマ研究部会では、昨年度のテーマ別シンポジウムから、共生社会と生涯スポーツが共存するためにはス

ポーツのパラダイムチェンジが必要であることが共有された。このパラダイムチェンジにはスポーツの見方を変

える、広げる必要があり、「する」だけでなく「みる」、「支える」という視点からも共生社会と協働システム

を考えることが重要である。そこで今回は、「スポーツボランティア」という存在に着目する。スポーツボラン

ティアは、「支えるスポーツ」の象徴的な存在であり、共生社会において生涯スポーツがどのように位置づくの

かという文脈において、スポーツボランティアが果たす機能は、共同システムの中核を担うと考えている。そこ

でスポーツボランティアの役割や現状、課題について協議することとした。 

　このような趣旨を踏まえ、「スポーツボランティアの現場について」笹川スポーツ財団の澁谷茂樹氏からお話

をいただく。次に、北陸学院大学の田引俊和氏から「スペシャルオリンピックスのスポーツボランティアを通し

て考えるその役割と今後の課題」についてお話をいただく。最後に、文教大学の二宮雅也氏から、「共生社会と

スポーツボランティア」と題しお話をいただく。 

　発表を踏まえ、共生社会実現に向けた、協働システム構築に、スポーツボランティアを例とした「支えるス

ポーツ」がどのような役割を果たす、または担うべきであるのかについて意見交換し、今後の政策や法律上、具

体的にどのような課題があるのかについて討議を深めてゆく。
 

 
Sport Volunteering in Japan 
*Shibuya Shigeki1 （1. Sasakawa Sports Foundation） 

Roles and Future Issues of Sports Volunteers through Special
Olympics Sports Volunteering 
*Tabiki Toshikazu1 （1. Hokuriku Gakuin University） 

Cohesive Society and Sport Volunteer 
*Ninomiya Masaya1 （1. Bunkyo University） 
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Sport Volunteering in Japan
*Shibuya Shigeki1 （1. Sasakawa Sports Foundation）

＜演者略歴＞ 

　笹川スポーツ財団 スポーツ政策研究所 シニア政策ディレクター 

　日本スポーツボランティアネットワーク 事務局長

 
スポーツを「する」「みる」活動を成立させる上で不可欠なスポーツボランティアは、地域におけるスポーツの

指導や大小さまざまな規模の大会運営、スポーツ活動の基盤となる競技団体、地域のクラブ・チームの運営な

ど、その活動内容は多岐にわたる。しかしながら、「スポーツボランティア」という言葉に多くの人々がもつイ

メージは、国際的・全国的スポーツイベントやプロスポーツ興行で一般公募されるイベントボランティアに限定

されている。近年、ある程度の規模のスポーツイベントでは、一般公募によるボランティアが大会の運営に重要

な役割を果たすようになってきた。また、そこで活動するボランティアの多くが、活動そのものや活動を通じて

得られる人とのつながりに強いモチベーションを抱き、多くのイベントに積極的に参加し、活動の質を高める好

循環を生み出している。本発表では、わが国のスポーツボランティアを概観するとともに、イベントボラン

ティアの好事例の紹介・分析を通じて、広くスポーツをささえる現場が抱える課題解決に向けた議論を喚起した

い。

 
 

(Wed. Aug 31, 2022 2:00 PM - 3:50 PM  第6会場)

Roles and Future Issues of Sports Volunteers

through Special Olympics Sports Volunteering
*Tabiki Toshikazu1 （1. Hokuriku Gakuin University）

＜演者略歴＞ 

知的障害者スポーツ組織「スペシャルオリンピックス」を中心に、長年、スポーツボランティアとして障害のあ

る人たちのスポーツに携わる。立命館大学大学院社会学研究科修了（社会学博士）、社会福祉士、日本パラス

ポーツ協会(JPSA)上級障がい者スポーツ指導員。

 
「スペシャルオリンピックス」は、47都道府県に活動拠点を設け、全国で８千人（2019年末時点）を超える知的

障害のある会員の日常的、継続的なスポーツを支援している。多くの部分を、理念を共有する企業・団体等の協

賛、および全国の約１万人（同時点）のスポーツボランティアが支え、日々のスポーツの協働や生涯スポーツイ

ベントの開催、ボランティア研修などを行いながら知的障害者スポーツの裾野を広げることを目指してきた。 

　活動を始めて25年が経ったいま、活動範囲や知的障害のある会員が拡大し、求められる内容も多様化してい

る。新たな発見もあり、従来からのボランティア募集や養成だけでは対応できなくなっている部分もみられるよ

うになってきた。今後、木を繁らせ、山を高める（日本パラスポーツ協会）といったことも含め、活動を持続可

能なものにしていくためにはその役割、位置付けを明確にしていく必要がある。スポーツボランティアは何を支

えるのか、また支えようとしている生涯スポーツとはどのようなもので、どう捉えればいいのか、一つの障害者

スポーツ組織の動向、課題とともに、あらためて考える。

 
 

(Wed. Aug 31, 2022 2:00 PM - 3:50 PM  第6会場)

Cohesive Society and Sport Volunteer
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*Ninomiya Masaya1 （1. Bunkyo University）

＜演者略歴＞ 

文教大学人間科学部教授 

日本財団ボランティアセンター理事 

日本スポーツボランティアネットワーク理事

 
数多くのスポーツボランティアの募集が行われている今日であるが、そこにはボランティア参加を困難にしてい

る障壁が存在していることがある。発表者は、識者として東京2020大会のボランティア運営サポート、並びに大

会ボランティアとして実際の活動に携わったが、実際に大会組織委員会や自治体のボランティアサポートは十分

だったとは言えない。それは、スポーツボランティアというキーワードがイメージさせる参加者像が固定化され

ていることに起因する問題であり、また、ボランティアという活動のイメージにも連動するものである。つま

り、スポーツボランティアにおける「 general」に関する課題であると捉えている。本発表では、スポーツボラン

ティア活動の事例報告を通じてその問題にアプローチしたい。尚、この発表テーマにおける共生社会（ Cohesive

Society）とは、「必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった方が自分の意思で参加できる社会」を意

味するが、逆説的には「参加しないことも選択できる状況」として捉えている。 Volunteerの本質的な意味である

「自由意志」を尊重しながら、スポーツボランティアの現場から広がる共生社会の可能性についてディス

カッションを深めたい。
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Theme Symposium | 健康福祉研究部会 | 【課題Ａ】 健康増進につながる体力・運動の在り方をいかに考えるか

Promotion of Health and Physical Fitness According to Different

Lifestyles: Lived Experiences of Women, Health and Sport
Chair: Masayuki Takao (Tokai University) Designated Debater: Rieko Yamaguchi (Josai University)
Wed. Aug 31, 2022 2:00 PM - 3:50 PM  第8会場 (2号館2階21教室)

これまで健康や体力を語る際の中心であった「青年・壮年期の健常男性」に対し、多様なライフスタイルやライ

フコースを念頭において、これからの健康増進や体力向上のあり方を考えることが狙いである。本課題では

“「女」を生きることと健康・スポーツ”というサブタイトルのもと、ジェンダー／セックスとしての女性のス

ポーツ経験や健康増進のあり方に焦点をあてる。この点について、本年度は特に学校教育や部活動の現状とその

課題を明確化することに照準する。シンポジストには保健体育科教育、発育発達、運動生理学の専門家をお招き

し、それぞれの視点から本課題への考察を示していただく。また、ジェンダー研究に精通している専門家を指定

討論者としてお招きし、女性をめぐる体育・スポーツ・健康科学による複数的な知のあり方をどのように考

え、社会に向けて提示していくべきなのかについて領域横断的に議論を展開していく。学問的高度化は、ともす

ればそれぞれの学問領域の内閉化を推し進めてしまうが、それを避けるためにも「女」として生きる経験に寄り

添いながら、健康増進や体力向上のこれからのあり方について考察を深めていきたい。
 

 
The Need for Gender-specific Conditioning 
*Sunaga Mikako1 （1. Nippon Sport Science University） 

Gender Differences in Children's Physical Activity and Secular
Trends in Physical Fitness 
*Nakano Takahiro1 （1. Chukyo University） 

The Curriculum Guidelines and Women's Sports 
*Takahashi Shuichi1 （1. Japan Women’s College of Physical Education） 



[健康福祉-SA-1]

[健康福祉-SA-2]

©Japan Society of Physical Education, Health and Sport Sciences 

Japan Society of Physical Education, Health and Sport Sciences The 72nd Conference of the Japan Society of Physical Education, Health
and Sports Sciences 

(Wed. Aug 31, 2022 2:00 PM - 3:50 PM  第8会場)

The Need for Gender-specific Conditioning
*Sunaga Mikako1 （1. Nippon Sport Science University）

＜演者略歴＞ 

博士（医学）。日本オリンピック委員会強化スタッフ（医・科学スタッフ）、日本陸上競技連盟科学委員、日本

体力医学会理事、日本トレーニング科学会会長。運動時生理反応の男女差や月経周期の影響を考慮し、女性のた

めの効率的なコンディショニング法やトレーニングプログラムの開発を目指し研究に取り組む。

 
成人女性の生物学的特徴として、月経周期を有することが挙げられる。月経周期とは、月経開始から次の月経の

前日までの期間と定義され、約一ヶ月の周期で性ホルモン濃度が大きく変化　する。このような性ホルモンの変

動は、コンディション（こころやからだの調子）に影響を与えることが知られている。さらに、女性は妊娠・出

産や閉経などライフステージによっても性ホルモン濃度は大きく変化し、心身の健康状態に影響を及ぼす。した

がって、女性の場合には、生涯を通じて性ホルモンの影響を考慮した体調管理が必要となる。しかしながら、そ

れにかかわる情報は十分に普及していないというのが現状である。また、健康の維持増進のためには子どもの時

期からの継続的なスポーツ活動が有効であるが、月経随伴症状を理由にスポーツ参加に消極的になってしまう

ケースもある。今後は、学校教育や部活動を通して、女性のヘルスリテラシーを高める機会を作ることが必要で

あると考える。本セッションでは、主に月経周期に伴うコンディションの変化に着目し、健康問題やスポーツ活

動への影響について検討したい。

 
 

(Wed. Aug 31, 2022 2:00 PM - 3:50 PM  第8会場)

Gender Differences in Children's Physical Activity and

Secular Trends in Physical Fitness
Focusing on the Characteristics of Girls in These Factors

*Nakano Takahiro1 （1. Chukyo University）

＜演者略歴＞ 

筑波大学体育科学研究科修了。博士（体育科学）。名古屋学院大学教授を経て2021年4月より中京大学スポーツ

科学部教授。2010~11:Indiana University 在外研究員。現在は、スポーツ庁の体力、運動能力、運動習慣等調査

有識者委員会委員長などを務め、子どもの運動促進や体力向上、運動の社会、教育的効果などについて研究。

 
子ども期は、その後の運動への嗜好性を決定づける可能性のある重要な時期である。特に、女児では小学校中高

学年頃から、運動の好き・嫌いや得意・苦手の意識が男児以上に明確化し、嫌いあるいは、苦手と回答する児童

が増加する傾向にある。そのため、この時期の運動実施については多くの配慮が必要であると考える。また、近

年では体力低下の傾向やそれに強く関連するスクリーンタイムの増加傾向なども男女差が見られることが我々の

研究データからわかってきている。さらに、女児の保護者においては、男児の保護者に比べて、運動やスポーツ

に期待する度合いが低下することも、我々の調査からわかっている。本発表では、運動の嗜好性に関する性

差、体力変化の性差、運動に対する期待の違いなど、ここで記した事項を中心に、実際の研究データを用いて紹

介する。さらに、小学校における運動部活動参加の実態や、その関連要因に関しても部活動改革に関する調査

データから検討を加える。以上を通して、子ども期の運動実施に関して、性別で配慮すべき事柄を発育発達の観

点も交えながら議論したいと思う。
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The Curriculum Guidelines and Women's Sports
*Takahashi Shuichi1 （1. Japan Women’s College of Physical Education）

＜演者略歴＞ 

1988年4月から2008年3月まで山形県公立高等学校教諭、2008年4月から2014年3月まで山形県教育委員会指導

主事、2014年4月から2019年3月まで文部科学省国立教育政策研究所教育課程調査官兼スポーツ庁政策課教科調

査官、2019年4月から日本女子体育大学体育学部教授。2017・2018年改訂学習指導要領の編集を務める。

 
2017・2018年改訂の学習指導要領の体育科・保健体育科の目標には「生涯にわたって心身の健康を保持増進し

豊かなスポーツライフを実現（継続）する」旨の記載がある。また、同解説では、「豊かなスポーツライフを継

続していくためには，運動の技能を高めていくことのみならず，体力や技能の程度，性別や障害の有無，目的等

の違いを越えて，運動やスポーツの多様な楽しみ方を社会で実践することが求められる。そのため，新たに共生

の視点を踏まえて指導内容を示すこととした」と示されている。他方、体育の授業を除く1週間の総運動時間が

0分の児童生徒の割合が、小学校男子4.0%、小学校女子5.0%、中学校男子5.6%、中学校女子11.5%、高等学校男

子14.9%、高等学校女子32.9%という調査結果もある。 

　本発表では、学習指導要領の趣旨や内容及び歴史的な経緯等について説明するとともに、学校における体育授

業の現状等について紹介し、女性の運動やスポーツについて考えてみたい。
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Theme Symposium | 競技スポーツ研究部会 | 【課題Ａ】 トップアスリート養成をいかに効果的に行うか

The Significance and Challenge in University as a Base for Top Athlete

Development II -Articulation of top Athletes from Universities to the

Professional Sports Teams or Non-Professional Teams Sponsored by

Corporations-
Chair: Hironori Tanigama (Toyo University), Yosuke Tahara (Aoyama Gakuin University)
Wed. Aug 31, 2022 2:00 PM - 3:50 PM  第1会場 (3号館3階301教室)

本シンポジウムでは、トップアスリート養成の拠点としての大学の意義と問題点を取り上げる。2年目となる今回

は、トップアスリートが大学での競技生活を経て、さらにプロ・実業団の世界へ進んで飛躍を遂げていく際の一

つの課題として、両者の「接続」の側面に着目することとした。①パラアスリート、②女子バスケット

ボール、③男子サッカーという視点を設定し、各々の指導現場を熟知する3名のシンポジストが登壇する。卒業後

も高いレベルで競技を継続するアスリートにとって、「大学」と「プロ・実業団」は、それぞれ個別に完結し得

るものではなく、両者の「接続」は大きな意味を持つ。また、競技によっては、大学在学中から「プロ・実業

団」の世界にチャレンジするケースも少なくない。トップアスリートが大学からプロ・実業団へとスムーズに移

行するためには、大学ではどのような点を考慮した指導が必要なのか、大学生としてのアスリートはどのような

意識を持てばよいのか、アスリートが所属する大学にはどのような環境整備が求められているのか、等々、競技

や専門領域の枠組みを超えた積極的な議論から、課題解決の糸口を見出したい。
 

 
Para- athletes perspective 
*Mizuno Yoko1 （1. Nippon Sport Science University） 

Perspective from Women's Basketball 
*Ikeda Eiji1 （1. University of Tsukuba） 

Perspective from Men's Soccer 
*Susa Tetsutaro1 （1. Hannan University） 
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Para- athletes perspective
*Mizuno Yoko1 （1. Nippon Sport Science University）

＜演者略歴＞ 

2020年同学教育学研究科実践教科教育学専攻博士後期課程満期退学。2015年日体大陸上競技部パラアスリート

ブロック監督に就任。陸上競技部で指導したパラアスリートが、2016年リオデジャネイロパラリンピックで1名

3位入賞、東京パラリンピックで2名入賞。現在も陸上パラアスリートの育成・強化の第一線で活躍している。

 
現在日体大では、2017年にアスレチックデパートメント（以下 AD）が創設され、強化、キャリア、人事育

成、マーケティングの4つに同時に取り組むことで「好循環を創出し、継続的な強化を図り、トップアスリートを

輩出し続ける」ことを目的として様々な取り組みが行われている。しかし、トップアスリートの競技継続とした

キャリア支援の取り組みについてはほとんど行われていない。日体大の場合は、 ADだけではなく学生支援セン

ターの学修・キャリア支援部門の事業も行われているが、一般の学生向けになり、競技を継続したいトップアス

リートは個人的に「アスナビ」などで就職先をさがすか、部活動単位で就職先を探すのが現状である。 

2015年に陸上部パラアスリートブロックが発足し、2016年に日本財団からパラアスリートに向けた奨学金が設

置されことで、スポーツを行う障がい者学生が急増した。そして4年後の2020年には、その第１期生が卒業を迎

えた。その時からの実状について発表し、今後デュアルキャリア支援にどのように取り組んでいくか、学生であ

るアスリートはどのような意識を持つべきか、就職先となる企業等との連携をどう構築するかについて、皆さん

と問題を共有したい。

 
 

(Wed. Aug 31, 2022 2:00 PM - 3:50 PM  第1会場)

Perspective from Women's Basketball
*Ikeda Eiji1 （1. University of Tsukuba）

＜演者略歴＞ 

筑波大学体育系助教（女子バスケットボール部コーチ）。 

山形大学地域教育文化学部准教授（女子バスケットボール部監督）を経て、2021年より現職。

 
わが国の女子バスケットボールにおいて、大学生トップアスリートが卒業後に目指す「プロ・実業団」の世界に

は、トップリーグである「 WJBL」、あるいは、日本社会人バスケットボール連盟の主催する「地域リーグ」、が

挙げられる。前者は、長らく「高卒」選手の割合が大きいことが特徴的であったものの、近年では、「大卒」選

手の割合が徐々に大きくなっている傾向にある。一方で、後者は、従前より「大卒」選手の割合が高いことが特

徴的である。このように、 WJBLの第1回大会が開催された約20年前と比べ、全体として、大学を経て高いレベル

で競技を継続するというキャリア形成を行う選手が増えてきていることは、「大学からプロ・実業団」という

「接続」が、女子バスケットボール選手のキャリア形成に幾ばくかの好ましい役割を果たしていることの証左だ

と思われる。本シンポジウムでは、私自身が指導した学生の中で「プロ・実業団」の世界に身を投じた選手を事

例として取り上げ、当該の「接続」において留意すべき事項を紹介（提案）するとともに、皆さまとの議論をと

おして、解決すべき問題点・課題について考察したい。

 
 

(Wed. Aug 31, 2022 2:00 PM - 3:50 PM  第1会場)

Perspective from Men's Soccer
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*Susa Tetsutaro1 （1. Hannan University）

＜演者略歴＞ 

1986年筑波大学大学院体育科学研究科満期退学 

1987年阪南大学商学部助教授、現流通学部教授、阪南大学サッカー部監督(2021年まで)、 

1990年代関西学生サッカー連盟理事長・技術委員長、1991年全日本サッカー連盟理事、現技術委員

 
20年以上長期低迷していた日本サッカーは、競技人口の拡大をベースとした地盤形成を背景に93年 Jリーグ発足

を実現させた。02W杯誘致と結びついて JFAは強化諸策に着手。しかし皮肉にも日本サッカーの強化の連環から

大学サッカーが外れることに。 

　その隘路の克服に、99年度全日本大学サッカー連盟は5ヵ年計画を策定。 JFAとの連携強化(特別強化指定選手

制度・トレーニング費用の制度化等)、各地域リーグ戦の通年制化と試合数の増加、全国大会の改革によるレベル

アップと地域リーグの活性化の企図、二軍選手への Iリーグの創設、ユニバーシアードを基軸とした大学選抜の強

化等に着手、悉く実現。結果、 Jリーグの新加入選手のほぼ過半数を大卒選手が占め、即戦力率・フル代表選出数

の増加に結実。 

　問題点として、トレーニング環境・試合環境の整備、生活基盤の確立、教育体制づくり、一般学生との結びつ

き強化が挙げられる。入場料収入や放映権料に期待できない現状で、自立した資金調達が鍵ではないか。 FIFAの

トレーニング補償金・連帯貢献金にほど遠い Jリーグのトレーニング費用の大幅増額の問題。同時に大学と地域と

の連携強化に根差した大学スポーツ事業の自立化にあると考える。
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Theme Symposium | スポーツ文化研究部会 | 【課題A】グローバル課題の解決に向けてスポーツから何が提案できるか

International Development through Sport and Sustainability
Chair: Masahiro Kawanishi (Doshisha University), Masayuki Enomoto (Shiga University)
Wed. Aug 31, 2022 2:00 PM - 3:50 PM  第2会場 (3号館4階401教室)

スポーツと「開発」の関係性は非常に多様であり、スポーツの開発（スポーツ振興、スポーツに関わる諸課題の

解決）、スポーツと開発（スポーツが個人や集団、社会に与える影響の検証）等、様々な視点で論じられてい

る。グローバル課題の解決に向けてスポーツから何が提案できるかという点に関して、本シンポジウムでは「ス

ポーツを通じた開発」について議論を展開していく。「スポーツを通じた開発」とは、国際規模の社会課題の解

決にスポーツの力を活用するものであり、ここでの社会課題とは特に開発途上国において深刻な貧困や紛争、教

育、ジェンダー、感染症等の課題を指すものである。現在、国際連合やJICA、NGOや企業等、様々な組織に

よってスポーツを通じた開発支援が行われているが、支援の現場ではどのような課題が生じているのだろうか。 

　以上の問題関心のもと、本シンポジウムではスポーツを通じた開発支援の動向を概説した上で、支援先におい

て体育・スポーツがどのように享受されているのか、それにともなう身体文化の変容過程、体育科教育に関わる

具体的な支援事例を報告し、持続可能な開発支援のあり方ならびに、そこでの体育やスポーツの意義について議

論を深めていく。
 

 
Position and Possibility of International Development and
Peace through Sport Studies 
*Yamaguchi Taku1 （1. University of Tsukuba） 

A Japanese Perspective on Developing Countries Promoting
Sports Development 
*Sagawa Tetsuya1 （1. Kanazawa University） 

Possibilities of Lesson Study Approach in International
Cooperation in “ Sport and Development” 
*Saito Kazuhiko1 （1. Hiroshima University） 
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(Wed. Aug 31, 2022 2:00 PM - 3:50 PM  第2会場)

Position and Possibility of International

Development and Peace through Sport Studies
*Yamaguchi Taku1 （1. University of Tsukuba）

＜演者略歴＞ 

筑波大学体育系助教。UNESCO IPL専門家。NGO理事・事務所長、JICAプロジェクトマネージャーなどを歴任し

ながらスポーツ国際開発の実践者として在外で15年以上勤務して現職。2016年にロイヤル・モニサラポン勲章大

十字章を受勲。現在の主な研究テーマは「過去・現在・未来のスポーツが各開発課題に果たす役割」。

 
現今の社会では、世界で猛威を振るう COVID-19、無秩序な社会を象徴する終わりなき紛争、歯止めの利かない

地球温暖化や自然災害の頻発など、社会的弱者はおろか一般市民の安全保障でさえも難しい状況に陥ってい

る。そんな状況下において、個人の能力を高め、社会に潤いを与える等、時代に応じて重要な役割を担ってきた

スポーツのソフトパワーは、さらなる進化を遂げ、「スポーツを通じた開発（ IDS）」或いは「平和と開発のため

のスポーツ（ SDP）」等と呼称されるまでに至り、平和や開発などの領域で活用される中で成長の一途を辿って

いる。 

　しかし、実活動を軸に世界へ広まったこの現象は、活動内容が多様で汎用性が高く、各地の文脈に合わせた処

方箋が講じられることから、研究対象になり辛く、学術分野から敬遠されていたように感じられる。しかし、そ

もそも総合科学領域にある開発学やスポーツ科学は、応用科学との親和性も高いことから、個別の状況に合わせ

た研究に向いており、多様な研究の可能性が秘められている。 

　今回の発表では、こうしたスポーツと開発をめぐる背景を解き明かしながら、参加者の皆さんの興味を高めつ

つ、後の議論の足掛かりとなる情報を提供したい。

 
 

(Wed. Aug 31, 2022 2:00 PM - 3:50 PM  第2会場)

A Japanese Perspective on Developing Countries

Promoting Sports Development
A Case Study of Thailand's Rapid Economic Development in the 1990s

*Sagawa Tetsuya1 （1. Kanazawa University）

＜演者略歴＞ 

金沢大学人間社会研究域人間科学系教授。大妻女子大学人間生活科学研究所助手、金沢大学教育学部助教授を経

て現職。筑波大学大学院体育科学研究科単位取得満期退学、教育学修士。専門はスポーツ社会学、スポーツ人類

学。1986年からタイ、ミャンマー、ネパールなどにおいて子ども調査に従事。

 
私が初めて東北タイ調査に参加した1986年頃のタイ国は発展の途上にあり、前近代と近代が入り交じり、首都バ

ンコクと地方には明瞭な都鄙差が認められた。東北タイの純農村、地方都市、バンコク都、そして日本という近

代化・都市化水準の異なる地域勾配を研究枠組みとして、子どもの発育、生活、遊び・スポーツの研究を開始し

た。 

　伝統的生活様式の残る純農村においてさえ新校舎に建て替えられ、教室にテレビや PCが導入された。学校対抗

のスポーツ競技会が盛んに開催され、教育省体育局がスポーツスクールを設置し、タイ国におけるスポーツの地

位が上昇した。途上国の中でいち早く経済発展を進めたタイでは、スポーツの普及と発展を急いでいるように見

受けられた。その結果として、伝統菓子よりもスナック菓子を選ぶが如く、子どもたちは伝統遊びよりもス

ポーツを好むようになり、世代を越えて連綿と続いてきた伝統遊びを静かに消失させることになった。こうした

国々に寄り添ってスポーツ開発を語るとき、「容易く伝統文化を消失させてよいのか」「世界共通となったス

ポーツだけに力を注ぐことでよいのか」と発信することが使命だと感じるようになっていた。
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(Wed. Aug 31, 2022 2:00 PM - 3:50 PM  第2会場)

Possibilities of Lesson Study Approach in

International Cooperation in “ Sport and

Development”
From the view of the“ Physical Education Teacher Capacity Development Support in Peru” project

*Saito Kazuhiko1 （1. Hiroshima University）

＜演者略歴＞ 

広島大学大学院人間社会科学研究科教授。青年海外協力隊（シリア）、JICA客員研究員、日本学術振興会特別研

究員、徳山工業高等専門学校准教授、金沢大学准教授などを経て現職。広島大学大学院国際協力研究科修了、博

士（教育学）。専門はスポーツ教育学、スポーツ国際開発学。

 
東京五輪開催を契機に、体育・スポーツ分野の国際貢献事業「スポーツ・フォー・トゥモロー（ SFT）」が開始

された。本事業は2014年に始まり、2021年度末まで行われ、100ヵ国以上を対象、1,000万人以上の裨益者を創

出することを目標とし、2019年にその数値目標は達成された。 

　発表者は、本事業の一つであった「ペルーに対する体育教師の能力開発支援」のプロジェクトリーダーを務め

た。ペルーでは2017年施行新カリキュラムにて小学校体育授業時間数が週2コマから3コマに増加し、適切な体育

授業が展開できる体育教師の育成が急務となり、日本の知見の共有が求められることとなった。そこで、発表者

らは、日本・ペルー両国での体育科教育専門家チームを作り、「体育授業研究」を紹介・導入する活動を実施し

た。 

　本プロジェクトでは、ペルーの文脈や、関係者の関心に応じた授業研究の展開を行い、現地専門家の主体性を

尊重しながら、持続的発展を追及することを重視した。 SFTプロジェクト終了後も、授業研究の展開を軸に、両

国での交流が続いている。 

　本発表では、本プロジェクトでの具体的な活動内容やその成果について、関係者へのインタビューの結果など

も踏まえつつ、報告したい。
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Theme Symposium | 学校保健体育研究部会 | 【課題Ａ】 大学体育の授業をいかに良質なものにするか

The possibility of university physical education classes for creating

symbiotic society: From the perspective of understanding diversity
Chair: Hiroshi Imashuku (Sakushin Gakuin University), Taro Obayashi (University of Tsukuba)
Wed. Aug 31, 2022 2:00 PM - 3:50 PM  第3会場 (3号館4階402教室)

本シンポジウムでは、「大学体育の授業をいかに良質なものにするか」という課題を達成するために、３年間の

テーマ「大学体育から提案する質の高い学校保健体育の提供、実現」を設定した。２年目のテーマは「共生社会

の創造に向けた大学体育授業の可能性－多様性理解の観点から－」である。 

　現代社会における課題の１つとして共生社会の創造を挙げることができるが、多様な人間の有り様を互いに尊

重し他者と協働することができる人間を育成することが教育には求められる。それでは、身体や身体運動文化を

基とする大学体育授業は如何なる貢献ができるのであろうか。本シンポジウムでは、多様性理解という観点から

共生社会づくりに対する大学体育授業の可能性を検討するため、３つの立場からシンポジストにご発表いただ

く。その３つの立場とは、「障害学生支援」（向後氏・天野氏）、「ジェンダー・セクシュアリティ」（野口

氏）、「多文化（異文化）」（細谷氏）である。各シンポジストの教育実践や経験を基に、共生社会の創造に必

要な人材を育成するための大学体育授業の可能性をご提案いただき、これからの授業のあり方を検討する。
 

 
Physical education class for Hearing and Visually Impaired
Students 
*Kogo Yuka1, *Kazuhiko Amano1 （1. Tsukuba University of Technology） 

Possibility for university physical education classes by including
gender and sexuality perspective 
*Noguchi Aya1 （1. Juntendo University Faculty of Health and Sports Science） 

Possibility of university physical education classes utilizing
tangible and intangible cultural properties that lead to
multicultural understanding 
*Hosotani Yoko1 （1. Toyo University） 
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(Wed. Aug 31, 2022 2:00 PM - 3:50 PM  第3会場)

Physical education class for Hearing and Visually

Impaired Students
*Kogo Yuka1, *Kazuhiko Amano1 （1. Tsukuba University of Technology）

＜演者略歴＞向後佑香氏 

筑波大学体育センター・特任助教（2012.7～2015.3）、筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター・助教

（2015.4～現在） 

 

＜演者略歴＞天野和彦氏 

筑波大学体育科学系・文部技官（1991.5～1993.3）、筑波大学体育科学系・助手（1993.4～1996.3）、筑波技

術短期大学・助手（1996.4～2005.9）、筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター・准教授（2005.10～現

在）

 
平成28年4月1日より障害者差別解消法が施行されました。これに伴い、多くの大学で、障害学生の受け入れと障

害学生に対する支援体制の整備が進んでいるものと思われます。一方で、障害種別や程度によって、求められる

支援内容は多岐にわたるため、多様なニーズへの対応に困難を感じている大学もあると考えられます。そのよう

な中、さらに座学とは異なる配慮が必要とされる体育授業において、障害学生への対応はまだまだ担当教員個人

の試行錯誤に委ねられる部分が大きい状況にあるのではないでしょうか。様々な背景を持つであろう全ての大学

生に対して、より良質な大学体育の授業を提供していくためにも、大学における障害学生の教育・支援について

実効性のある知見を大学間で共有していくことは大変重要と考えます。そこで、筑波技術大学はわが国で唯一の

聴覚・視覚障害学生のための大学であることから、本シンポジウムでは、本学における体育授業の現状、および

体育授業を行う際の聴覚・視覚障害学生のための配慮と工夫について発表します。この発表が障害理解の深化や

大学での体育授業における支援拡充の一助となることを期待いたします。

 
 

(Wed. Aug 31, 2022 2:00 PM - 3:50 PM  第3会場)

Possibility for university physical education classes

by including gender and sexuality perspective
*Noguchi Aya1 （1. Juntendo University Faculty of Health and Sports Science）

＜演者略歴＞ 

順天堂大学スポーツ健康科学部助教。専門は「スポーツと開発」と「スポーツとジェンダー・セクシュアリ

ティ」。米国の大学院卒業後、スウェーデンでプロ女子サッカー選手を経験。その後、ザンビアのNGOにて半年

間、スポーツを通じたジェンダー平等を現場で実践。帰国後、スポーツ庁国際課に勤務し、2018年から所属大学

で勤務を開始。現在、国際基督教大学博士後期課程課程在籍。一般社団法人S.C.P. Japan共同代表。

 
大学体育は教員が独自性を発揮し「楽しむこと」を中心に据えた授業づくりができることから、目的や意義はこ

れまで、運動機会の提供、生涯スポーツの導入、ソーシャルスキル獲得の場などと言われてきた。大学体育は学

生のスポーツ参加のハードルを下げ、多様な目的を運動に持つ学生たちを包摂してきたと言えるであろう。一方

で、これまでの大学体育において、ジェ　ンダーやセクシュアリティの課題はあまり議論されてこなかった。女

子学生の運動機会や種目選択は男子学生と本当の意味で平等なのだろうか。多様な性自認や性的指向を持つ学生

たちにとって、機会の平等と心理的安全は保障されていると言えるのか。また、大学体育は学生たちが真の公正

や平等について考え、議論を深める場としても有効であると考える。性別、性自認、性的指向、性表現に関わら

ず、誰もがスポーツに平等に安全・安心にアクセスできるスポーツ環境を議論することは、誰もが安心・安全に

豊かに暮らせる共生社会を考えるきっかけも創出するであろう。小学校の義務教育から学生たちの身近に存在し
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てきた体育だからこそ、ジェンダーやセクシュアリティの課題を身近に感じてもらうことができるのではない

か。

 
 

(Wed. Aug 31, 2022 2:00 PM - 3:50 PM  第3会場)

Possibility of university physical education classes

utilizing tangible and intangible cultural properties

that lead to multicultural understanding
*Hosotani Yoko1 （1. Toyo University）

＜演者略歴＞ 

博士（スポーツ科学）。早稲田大学大学院博士後期課程単位取得退学後、四国大学講師、リオデジャネイロ州立

大学客員研究員を経て2018年より現職。ダンスや体操経験を活かし大学在学中にカポエイラを始め、国際大会優

勝・入賞多数。エスニックスポーツの変容や教材化を研究する。本学会ではスポーツ人類学専門領域所属。

 
これまで発表者は、2008年から断続的に、有形・無形文化財を活用した大学体育授業（半期・集中・単発含

む）を行ってきた。前者については、日本遺産有形文化財である四国遍路の一番札所から六番札所（約15㎞）ま

での歩き遍路体験を通じて、ウォーキングによる健康維持促進と、地域住民との触れ合い（お接待含む）による

地域文化理解を深めることを目指した。一方、後者については、ユネスコ無形文化財のブラジル伝統格闘技カポ

エイラを扱った。授業では技術習得のみならず、既存の競技スポーツと異なる価値観で行われるカポエイラ固有

の世界観の体験を通じた異文化理解促進を目指した。真の多文化・異文化理解とは一朝一夕の知識習得や体験だ

けでは決して成しえないが、体育授業における、自らの身体を介する短期的体験だけでも、異文化理解の入口と

して当該文化を内側から捉える好機となる。こうした体験は、受講生のその後における多文化をとらえる視点づ

くりに有益なのではないか。そのような観点から、両者のこれまでの実践事例を踏まえて、共生社会の創造に向

けた大学体育授業の可能性について提案する。
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Oral (Theme) | 生涯スポーツ研究部会 | 【課題Ａ】 共生社会の実現に向けた生涯スポーツ政策と協働システムをいかに構築す
るか

生涯スポーツ研究部会【課題 A】口頭発表①
Chair: Kyosuke Uchida (Tokai University)
Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 12:03 PM  第6会場 (2号館1階11教室)
 

 
中学校運動部活動の地域移行における学校及び地域関係者の認識
と課題（政,社） 
*Kotaro Asahara1 （1. NSSU） 

11:00 AM - 11:15 AM   

運動部活動における学校と地域スポーツ団体との連携に関する研
究：組織間関係論の視点から（経） 
*Makiko Sakai1, Seiichi Sakuno2 （1. Waseda Institute for Sport Sciences, 2.

Faculty of Sport Sciences, Waseda University） 

11:16 AM - 11:31 AM   

運動部活動のステークホルダー間の関係構造に関する検討（教） 
*Hiroshi Takagi1, Koji Ishii1, Naoki Suzuki1 （1. Tokyo Gakugei University） 

11:32 AM - 11:47 AM   

部活動における教師の成長過程とその影響要因に関する研究
（教,経） 
*Makoto Ito1, Ebbe Daigo1, Norihiro Shimizu1 （1. Tsukuba University Sport

Management Lab） 

11:48 AM - 12:03 PM   
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11:00 AM - 11:15 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 12:03 PM  第6会場)

中学校運動部活動の地域移行における学校及び地域関

係者の認識と課題（政,社）
子どもを主語として円滑な移行のための条件に関する考察

*Kotaro Asahara1 （1. NSSU）

 
本研究は中学校運動部活動地域への移行において子どもたちにとって最善のあり方を実現させるための政策を見

出す事を基本理念とし、２０２３年度からの「休日の中学部活地域移行」において生徒誰もが運動部活を選択で

き、その継続を可能とする地方自治体の政策について考察することを目的とした。 

方法：フィールドを M市（２４万人）とし、対象者を部活顧問、競技団体役員、スポーツ推進員役員、 PTA役

員、総合型地域スポーツクラブ役員、公民館の役員、地区スポーツ協会役員に半構造化インタビュー調査を実施

した。  

結果（ N=９）：職務は会長４、理事長・理事３、その他２、中学校での運動部活動経験有８、公認指導者資格保

有２、審判資格保有５であった。休日の地域移行を知っていた５、なんとなく知っていた４、所属団体の地域移

行への協力についてとてもそう思う６、ややそう思う３、具体的なアクションについては検討をしている２、検

討をしようとしている2、アクションはない4、経済的・時間的理由で部活動を諦めざるを得ない生徒が出ないよ

うにする事について、諦めるようなことは絶対あってはならないと思う5、ある程度出ても仕方ないと思う4で

あった。 

　インタビューでは、移行を受け入れる側の「地域」の定義がされていない事、指導者の質・量の確保・賠償責

任保険の整備、練習施設確保・使用料減免、山間部と市街部との格差等が課題として示された。また、学校と地

域がコミュニティスクールにおいて従来から積み上げてきた関係を活かす事、今回の移行を契機として、学校課

題のみならず地域課題の解決や生徒自らが考えて運営する能力を高める等、発想の元となる意見が得られた。  

まとめ：地域部活動では、①スポーツで仲間と楽しむ、②競技力向上に応える、③小学生や地域との交流、の３

Wayが見えてくる。今後、中学生・その保護者、スポーツ少年団役員等へのインタビューを行う等、さらなる検討

が必要である。

 
 

11:16 AM - 11:31 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 12:03 PM  第6会場)

運動部活動における学校と地域スポーツ団体との連携

に関する研究：組織間関係論の視点から（経）
連携が生まれる条件、プロセス、結果に着目して

*Makiko Sakai1, Seiichi Sakuno2 （1. Waseda Institute for Sport Sciences, 2. Faculty of Sport Sciences,

Waseda University）

 
学校運動部活動は、令和5（2023）年度より週末の活動が地域へ移行されることで検討が進められ、全国で推進

事業が開始されている（スポーツ庁, 2021：2022）。しかし、運動部活動を地域へ移行するためには、近隣の総

合型地域スポーツクラブ（以下、総合型クラブと略す）や民間スポーツ団体などのパートナーが必要であり、学

校としてはパートナーをどのようにして見つけるのか、 何をどのように進めていけばよいのかなどの具体的な課

題がある（作野, 2013）。それらの課題について、先行研究では、事例から導き出された連携の条件や段階的移

行方法、地域ぐるみの総合型クラブ設立の経緯などから個別具体的な示唆は得られるものの、組織間関係論の視

点からの知見は充分に得られていない。 

　本研究では、運動部活動における学校と地域スポーツ団体（総合型クラブや競技団体、行政組織等）との連携

について、連携が生まれる条件、連携のプロセスおよび結果の3つの観点に着目し（ Gray&Wood, 1991;

Thomson and Perry, 2006）分析を行った。また分析枠組みとして、非営利ヒューマンサービス組織における組
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織間関係を段階的に表した Bailey and Koney(2000)の「戦略的提携開発の4つのフェーズ」を援用した。データ

は、日本スポーツ協会等による定期刊行誌、新聞、スポーツ庁資料等に掲載された学校と地域スポーツ団体との

連携事例を対象とし、関係組織との連携の内容（型）、連携の契機や課題、関係性の経年変化などを抽出し

た。発表当日は結果の詳細について報告する。

 
 

11:32 AM - 11:47 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 12:03 PM  第6会場)

運動部活動のステークホルダー間の関係構造に関する

検討（教）
*Hiroshi Takagi1, Koji Ishii1, Naoki Suzuki1 （1. Tokyo Gakugei University）

 
運動部活動は教科指導を補完し、日本の教育を支える重要な要素となっている。スポーツ庁（2018）が発表した

「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」において「公益財団法人日本体育協会、地域の体育協

会、競技団体及びその他のスポーツ団体は、総合型地域スポーツクラブやスポーツ少年団等の生徒が所属する地

域のスポーツ団体に関する事業等について、都道府県もしくは学校の設置者等と連携し、学校と地域が協働・融

合した形での地域でのスポーツ環境の充実を推進する」と述べた。経済産業省（2021）が2021年6月に発表した

「地域×スポーツクラブ産業研究会第1次提言」においては、日本のスポーツ基盤を支えてきた運動部活動の転換

を推進する為には、サービス業としての地域スポーツクラブが成長し持続可能性を維持する「社会システムの再

設計」の必要性を主張した。このように、政府は学校外のステークホルダーを活用・連携して外部化をする方向

性を持つことがわかる。学校を取り巻く環境の変化により、運動部活動の担い手は学校内に留まらず、総合型地

域スポーツクラブ、スポーツ少年団、地域住民などのステークホルダーへと広がりを見せている。本研究で

は、レビューの対象となる運動部活動に関する研究を整理し、運動部活動を構成するステークホルダーを抽出

し、その変遷と課題を整理する事を目的とした。明らかになったステークホルダーの課題の要因や背景につい

て、運動部活動を取り巻く社会や学校の状況を踏まえながら検討を進めた結果、運動部活動を相互に影響を及ぼ

し合うステークホルダーの中で振る舞う「システム（ INCOSE,2015）」として可視化をした。システムとしての

特性を持った問題であれば適用することができるため、組織など人間が介在するシステムの設計にも有効である

と考えた。

 
 

11:48 AM - 12:03 PM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 12:03 PM  第6会場)

部活動における教師の成長過程とその影響要因に関す

る研究（教,経）
インタビュー調査から

*Makoto Ito1, Ebbe Daigo1, Norihiro Shimizu1 （1. Tsukuba University Sport Management Lab）

 
学校部活動が教育課程内の教科との関連が図られるものであることから、教師も部活動研究の対象としてこれま

で多くの先行研究が行われてきた。部活動と教師に関する研究は、生徒に効果的な部活動を提供するための人的

資源として教師に関心を向けた研究と、教師の過剰労働の原因として部活動に関心を向けた研究に大別され

る。ところが、教師を関心の中心に置き、部活動に関与することで教師自身が得る効果についてはこれまで関心

が向けられてこなかった。神谷（2015）は、部活動は教師にとって自身の教育活動を振り返り新たな課題に気づ

くための「自己研修の場」といえると論じているが、教師教育、力量形成の先行研究においても、部活動におけ

る顧問教師の成長について検討した研究は見られない。以上の背景から本研究は、これまで部活動に意義を見出

して関与してきた教師が、顧問教師として部活動でどのような経験をし、どのように自らを成長させてきたのか
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を明らかにすることで、教師にとって部活動がどのような力量形成の場になり得るのかを検討する。予備調査と

して行った自記式質問紙調査の結果から、顧問教師は部活動で「競技指導者として」、「教師として」の二つの

成長の様相を見せることが示された。また、類似した経験であっても成長の様相が異なることや、負担感を獲得

してしまう場合があることが示唆された。このことから、部活動での経験そのものだけではなく、教師の信念な

どの個人的な要因、教師間関係などの学校の組織的な要因の影響によって成長の様相が異なる可能性が考えられ

る。そこで、中学校または高等学校の教師を対象に半構造化インタビューを行い、教師が部活動で成長する過程

を記述し、その成長過程に影響する要因を検討した。本発表では、インタビューテキストを SCAT分析を用いて理

論化し考察を行った結果を報告する。
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Oral (Theme) | 生涯スポーツ研究部会 | 【課題Ａ】 共生社会の実現に向けた生涯スポーツ政策と協働システムをいかに構築す
るか

生涯スポーツ研究部会【課題 A】口頭発表②
Chair: Kiyokatsu Watahiki
Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 11:47 AM  第7会場 (2号館1階12教室)
 

 
共生社会ホストタウンと公共スポーツ施設経営（経） 
*Kosei Uehara1, Chihiro Kanayama2 （1. Ritsumeikan Univ., 2. Ritsumeikan Univ. ） 

11:00 AM - 11:15 AM   

障害者の地域参加と共生的スポーツコミュニティへの参加との関
係（ア） 
*Nozomi IIDA1, Mayumi Saito2 （1. Tsukuba Univ., 2. Tsukuba Univ.） 

11:16 AM - 11:31 AM   

障害者および障害者スポーツに対する意識の変化に関する研究
（ア） 
*Motoaki Fujita1 （1. Nihon Fukushi University） 

11:32 AM - 11:47 AM   
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11:00 AM - 11:15 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 11:47 AM  第7会場)

共生社会ホストタウンと公共スポーツ施設経営（経）
インクルーシブな活動の創出に向けた施設類型化の試み

*Kosei Uehara1, Chihiro Kanayama2 （1. Ritsumeikan Univ., 2. Ritsumeikan Univ. ）

 
東京2020パラリンピック開催に際し政府主導のもとで取り組まれた共生社会ホストタウンは、①パラリンピアン

との交流、②心のバリアフリー、③ユニバーサルデザインの街づくりという3つの指針を通して、開催都市以外で

も大会波及効果を取り込むことを見据えた政策である。共生社会ホストタウンに登録されている自治体では、そ

れぞれの特徴を生かしつつ地域において共生社会の実現を目指した取り組みを展開してきた。政策という環境は

公共スポーツ施設経営に影響を及ぼす。またスポーツ組織の環境適応行動は戦略との調和が重視される（山

下,2006）。本研究は、共生社会ホストタウンという環境下における該当市区町の公共スポーツ施設に着目し、施

設が共生社会ホストタウンの活動をどのように捉えてインクルーシブな活動を生み出そうとするのかを把握する

ことを目的とした。組織は外部環境からさまざまな文化的影響を受け、組織文化として「言語的シンボ

ル」、「行動的シンボル」、「物理的シンボル」の3つのシンボルを表出する（坂下,2002）。本研究では、施設

の外部環境として共生社会ホストタウンの3つの指針を取り上げ、施設の内部特性として組織文化の3つのシンボ

ルを取り上げた。共生社会ホストタウン登録情報（首相官邸 web,2021）より該当市区町の具体的な取り組みを

抽出し、施設の外部環境と内部特性から9つのマトリックスに整理することで30項目にまとめた。また、共生社会

ホストタウンが目指すインクルーシブな活動を組織有効性として捉え、障害者が地域の公共スポーツ施設を利用

するための15項目を設定した。調査は、共生社会ホストタウンに登録されている105の市区町に所在する、一般

公共スポーツ施及び障害者優先スポーツ施設から200施設を選抜して郵送法にて行う。外部環境と内部特性を示す

30項目により施設類型化を図り、類型別の組織有効性を把握することとした。

 
 

11:16 AM - 11:31 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 11:47 AM  第7会場)

障害者の地域参加と共生的スポーツコミュニティへの

参加との関係（ア）
*Nozomi IIDA1, Mayumi Saito2 （1. Tsukuba Univ., 2. Tsukuba Univ.）

 
障害者基本法では2011年の一部改正から、「地域社会における共生」が登場する。しかし、障害者が参加するコ

ミュニティは閉鎖的なものに止まるなど、障害者を包摂した共生社会の実現には未だ遠い。ところで、障害者を

包摂したコミュニティ形成において、ソーシャルキャピタルの概念の利用可能性が示されている(Chenoweth

&Stehlik, 2004)。また、ソーシャルキャピタルの蓄積は抑うつや QOL（生活満足度）などの心理社会的健康にも

関係するとされ、障害者自身の心理社会的健康にも寄与できることが推察できる。そうしたソーシャルキャピタ

ルの醸成手段として度々スポーツコミュニティが取り上げられるが、障害者はそこに現れない。ましてや共生的

スポーツコミュニティへの参加実態や、それにより障害者の心身にもたらされる影響は明らかになっていな

い。そこで本研究では、障害者の共生的スポーツコミュニティへの参加状況と、個々の地域参加との関連の傾向

を明らかにすることを目的とした。調査対象はスポーツコミュニティ参加者とした。障害者と健常者がともにス

ポーツ活動を行うコミュニティと障害者のみのスポーツコミュニティ、健常者のみのスポーツコミュニティの３

群に分けて検討した。調査方法は質問紙調査とし、調査項目は地域参加の様子としてソーシャルキャピタルに基

づく項目、並びに心理社会的健康に関する項目として生活満足度と主観的幸福感に関する項目とした。加えて質

問紙調査を補うものとして、コミュニティの構成員に関する質問を含めた面接をコミュニティ代表者に対して

行った。その結果、共生的スポーツコミュニティに参加することは、地域に参加した生活の充足と相互に関連す

ることが示唆されたことから、多様で共生的なスポーツコミュニティへの参加が、障害者の地域参加に貢献し得

る可能性について報告する。
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11:32 AM - 11:47 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 11:47 AM  第7会場)

障害者および障害者スポーツに対する意識の変化に関

する研究（ア）
*Motoaki Fujita1 （1. Nihon Fukushi University）

 
東京でのパラリンピック開催が決定後、多くの人々がパラリンピックや障害者スポーツに注目するように

なった。新聞やテレビにおいてもパラリンピックに関する話題が多く取り上げられた。これらが人々の意識など

に何らかの影響を与えていることが推察される。人々の障害者に対する意識がより肯定的になることは、パラリ

ンピック自国開催による無形のレガシーの一つと言える。そこで、本研究ではパラリンピック国内開催が決定し

て以降、障害者や障害者スポーツに対する人々の意識がどのように変化したかを明らかにした。 

　本研究では2014年、2016年、2018年、2019年、2020年、2021年に障害者および、障害者スポーツに関す

るインターネットを利用したアンケート調査を実施した。回答者は委託した社会調査会社に登録されているモニ

ター約130万人から希望した2066名（各年とも同じ）であった。質問項目は障害者に関する質問が5問、障害者

スポーツに関するものが5問計10問に対して5件法にて回答してもらった。 

　その結果、障害者に対する意識も、障害者スポーツに対する意識も徐々にポジティブになってきていることが

明らかになった。とりわけ2021年の調査結果は過去の調査結果と比較すると高い水準であった。 

　パラリンピック国内開催決定以降、テレビや新聞、ＳＮＳ等のメディアで取り上げられることが増えたこ

と、学校でパラリンピック教育が数年にわたって展開されたこと、各地で障害者スポーツ啓発イベントが開催さ

れたこと、そして、2021年にパラリンピックが東京で開催されたことなどが影響していると考えられる。
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健康福祉研究部会【課題 A】口頭発表①
Chair: Tetsuhiro Kidokoro (Nippon Sport Science University)
Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 11:47 AM  第8会場 (2号館2階21教室)
 

 
新型コロナウィルス感染症流行下における産後女性の身体活動量は健
康関連 QOLに影響するか？（ア） 
*Yumi Nomura1, Tomoko Araki2 （1. Chiba Institute of Technology , 2. Osaka Yukioka

College of Health and Science） 

11:00 AM - 11:15 AM   

発散型の運動プログラムがストレスや脳疲労に及ぼす効果（介） 
*Moritoshi Matsuzaki1, Miki Tachiyama2 （1. Shimonoseki City University, 2. MikiFunnit

Co.Ltd.） 

11:16 AM - 11:31 AM   

スキップ動作のイメージに伴う気分と身体感覚に関する一考察
（介,発,心） 
*Junko Kikuchi1, Mayumi Kuno Mizumura2 （1. Ochanomizu Univ.graduate school , 2.

Ochanomizu Univ.） 

11:32 AM - 11:47 AM   
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11:00 AM - 11:15 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 11:47 AM  第8会場)

新型コロナウィルス感染症流行下における産後女性の身体

活動量は健康関連 QOLに影響するか？（ア）
*Yumi Nomura1, Tomoko Araki2 （1. Chiba Institute of Technology , 2. Osaka Yukioka College of Health and

Science）

 
【背景】身体活動は母子の健康に好ましい影響を与えるが、出産後は身体活動量が減少することが指摘されてい

る。新型コロナウイルス感染症流行により世界的な身体活動不足が課題となっているが、産後女性の身体活動の

実態や健康への影響については明らかでない。本研究では、感染症流行下における身体活動レベルによる産後女

性の健康関連 QOLの差異について検討することを目的とした。 

【方法】2020年4月以降に出産した産後1年未満の女性590名を対象に、2021年3月から2021年10月の期間にイ

ンターネット調査を実施した。身体活動量の評価には国際標準化身体活動質問票 (IPAQ-SF)を用い、1週間あたり

の総身体活動量と活動レベルを算出した。また、健康関連 QOLの尺度として The Short Form-12 Health Survey

(SF-12v2)を用いた。 IPAQ-SFの3つの活動レベルを再定義し、 Moderate levelと High levelを活動群に統合し、

Low levelを低活動群として健康関連 QOLの比較を行った。 

【結果】1週間あたりの総身体活動量の平均は19.3メッツ・時/週であった。研究参加者の活動レベルは活動群が

54.1%、低活動群が45.9%に該当した。活動群は非活動群に比べ、 SF-12v2の下位尺度である身体機能、体の痛

み、全体的健康感、日常役割機能（身体）、日常役割機能（精神）、社会生活機能、活力のスコアが有意に高

かった。心の健康については統計学的有意差は認められなかった。また、身体的健康および精神的健康のサマ

リースコアは活動群は非活動群に比べて有意に高かった。 

【考察および結論】本研究の結果は、身体活動と健康関連 QOLは正の関連を有するという先行研究の結果を支持

し、感染症流行下においても一定以上の身体活動を実施することは産後女性の心身の健康に好ましい影響をもた

らす可能性が示唆された。

 
 

11:16 AM - 11:31 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 11:47 AM  第8会場)

発散型の運動プログラムがストレスや脳疲労に及ぼす効果

（介）
*Moritoshi Matsuzaki1, Miki Tachiyama2 （1. Shimonoseki City University, 2. MikiFunnit Co.Ltd.）

 
【目的】本研究では、医療、福祉現場などに勤務する女性を対象に、発散型の運動プログラム（フリーダムコラ

ボレーションダンス： FCD）が、ストレスや脳疲労に及ぼす効果について検証すると事を目的とした。【方

法】対象は、医療・福祉現場などに勤務する女性33名（37.3±8.0）とした。発散型の運動プログラムは、チアダ

ンスをベースにした運動プログラム（ FCDレッスン）で、スタジオにて集合対面型で行う「対面 FCDレッス

ン」を週2回、 web上に提供された録画映像を視聴しながら実施する「自宅 FCDレッスン」を週4回実施する事し

た。実施期間は4週間とした。実施期間前後に、精神心理的指標として、脳疲労診断16ヶ条、内田クレペリン検

査、 POMS2、アテネ不眠尺度、生理的変化について臨床検査（生化科学検査、血液学的検査）、特殊検査（血中

プラズマローゲン濃度、血中カテコールアミン濃度）を行った。【結果考察】脳疲労診断16ヶ条のスコアは、有

意に低下し、脳疲労の軽減が示唆された。アテネ不眠尺度のスコアは、有意に低下し、不眠状態の改善が示唆さ

れた。 POMS2については、ネガティブな下位尺度が有意に低下し、ポジティブな下位尺度は有意に上昇した。こ

れらのことからネガティブな感情が抑制され、ポジティブな感情が向上することが示唆された。臨床検査、特殊

検査に変化は見られなかったが、対面 FCDレッスンの受講が7回以上の14名について検証したところ、血漿プラ

ズマローゲン濃度は、3.5±1.1 mg/dlから4.0±1.3 mg/dlへ有意に上昇し、定期的な FCD実施が、脳疲労を改善さ

せることが示唆された。【結論】週2回程度の定期的な FCDレッスンへの参加により、ストレスや脳疲労を改善さ



[健康福祉-A-03]

©Japan Society of Physical Education, Health and Sport Sciences 

Japan Society of Physical Education, Health and Sport Sciences The 72nd Conference of the Japan Society of Physical Education, Health
and Sports Sciences 

せる可能性が示唆された。

 
 

11:32 AM - 11:47 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 11:47 AM  第8会場)

スキップ動作のイメージに伴う気分と身体感覚に関する一

考察（介,発,心）
*Junko Kikuchi1, Mayumi Kuno Mizumura2 （1. Ochanomizu Univ.graduate school , 2. Ochanomizu Univ.）

 
スキップ動作は跳躍による全身のリズミカルな移動運動で、動作を行うことにより、快感情などの情動が惹起す

る可能性が示唆される。本研究では、動作に伴う気分や感情の変化を歩行と走行、スキップ動作について調査

し、スキップ動作へのイメージおよびスキップ動作中の主観的な身体イメージと比較することにより、スキップ

動作との関連が強いイメージについて考察する。対象は、18～65歳の男女114名（46.04歳 SD11.76、男性41名

（46.4歳 SD11.19）、女性71名（45.9歳 SD12.27））で調査用紙と googleフォームを併用し調査を行い、回答

を得た。 「快感情」「リラックス感」「不安感」の3つの下位尺度で測定するポジティブ感情測定尺度（ MCL-

S.2）では、「快感情」の4項目すべてで、スキップ動作が歩行と走行に対して有意に高い値(ｐ＜0.001)を示し

た。「リラックス感」では歩行が歩行走行に対して2項目で有意に高く(ｐ＜0.001)、ほかの2項目でスキップが歩

行走行に対して有意に高い値(ｐ＜0.001)、「不安感」では4項目すべてでスキップが歩行走行に対して有意に低

い値(p<0.05)であった。スキップは「快感情」「不安感」「リラックス感」すべての項目で歩行と走行に対して

有意な差が見られたが、歩行と走行とでは「リラックス感」（ p<0.001）のみに有意な差が示された。 対象

を、週一回以上定期的に運動している人と、運動を特にしていない人の2群に分けて比較したところ、2群間の有

意差は走行の「快感情」「リラックス感」に見られたが、スキップのすべての項目において2群間の差はな

かった。またスキップ動作の主観的イメージでは、女性の方が男性よりも「嬉しい」「リズミカル」「楽し

い」で有意に高い値(p<0.05,0.01)を、また男性の方が「恥ずかしい」で有意に高い値(p<0.01)を示した。
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健康福祉研究部会【課題 A】口頭発表②
Chair: Masashi Asakura
Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 11:47 AM  第9会場 (2号館2階22教室)
 

 
大学入学時の体力レベル別にみた精神的健康度の変化（体力学） 
*Yuichi Nakahara-Gondoh1, Kenji Tsunoda2, Toshihiko Fujimoto3 （1. Fukuoka Pref.

Univ., 2. Yamaguchi Pref. Univ., 3. Tohoku Univ.） 

11:00 AM - 11:15 AM   

A Study on "Jubilo-Meshi," a Health and Wellness Project of
Industry-Government-Academia-Private Sector Collaboration 
*Kazuko Takahashi1, Ryoichi Ema1 （1. SHIZUOKA SANGYOU UNIVERSITY） 

11:16 AM - 11:31 AM   

Handbuch Gesundheitssport (2006) に示されたドイツのスポーツ健
康科学研究による運動と健康増進・体力向上との関係についての研究
的アプローチ（政,介,社） 
*Shigeru Tada1 （1. no institution） 

11:32 AM - 11:47 AM   
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11:00 AM - 11:15 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 11:47 AM  第9会場)

大学入学時の体力レベル別にみた精神的健康度の変化（体

力学）
入学時から卒業間際にかけての追跡研究

*Yuichi Nakahara-Gondoh1, Kenji Tsunoda2, Toshihiko Fujimoto3 （1. Fukuoka Pref. Univ., 2. Yamaguchi Pref.

Univ., 3. Tohoku Univ.）

 
【目的】大学入学時の体力レベルの違いによって、卒業時の精神的健康度に変化がみられるかどうかについて検

討した。  

【方法】2018年4月に入学した大学生を対象に、入学直後に文部科学省の新体力テスト（12歳～19歳対象の全

8種目）を実施し、2022年2月（卒業間際）の追跡調査に参加した61名を分析対象とした。なお、本対象者は2年

次の3月以降、コロナ禍で過ごした特徴を有す。体力レベルは、新体力テストの総合評価基準表（ A～ Eの5段階

評価）を用い、 A～ Cを中高体力群（45名）、 D・ Eを低体力群（16名）と定義した。精神的健康度として

POMS2の各指標を用いた。統計解析には、二元配置共分散分析を用い、性別と入学直後の総活動量（ IPAQ-

short）を調整した。  

【結果】入学直後の POMS2の各指標には、いずれも有意な群間差はなかった。追跡調査の結果、「怒り－敵

意」、「抑うつ－落込み」、「総気分得点」において交互作用が認められた。単純主効果検定の結果、入学時か

ら卒業間際にかけて、低体力群のみ「怒り－敵意」が有意に上昇（悪化）した一方で、中高体力群のみ「抑うつ

－落込み」が有意に低下（改善）した。また、卒業間際の比較において、低体力群の「怒り－敵意」と「総気分

得点」は、中高体力群に比べて有意に高値（不良）であった。  

【結論】大学入学時の体力レベルの違いによって、 POMS2の複数の指標において異なる時間変化が認められ、中

高体力群は、低体力群に比して精神的健康度を良好に保っていることが示された。本対象者は、大学生活の半分

以上をコロナ禍で過ごした学生である。このような困難な環境下にあっても、体力レベルが高いことは精神的健

康を良好に保つ上で、一つの重要な保護因子となり得ることが示唆された。

 
 

11:16 AM - 11:31 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 11:47 AM  第9会場)

A Study on "Jubilo-Meshi," a Health and Wellness Project

of Industry-Government-Academia-Private Sector

Collaboration
*Kazuko Takahashi1, Ryoichi Ema1 （1. SHIZUOKA SANGYOU UNIVERSITY）

 
本研究は、「ジュビロ飯」誕生までの経緯と波及効果について明らかにする事を目的にする。本プロジェクト

は、磐田市、静岡産業大学、静岡県立農林環境専門職大学、ジュビロ磐田、磐田商工会議所、市内企業との産学

官民協働によリ、食とスポーツによる地域の健康向上と経済活性化を目指す。2020年から１年かけて討議を重ね

「ジュビロ飯」を誕生させた。本プロジェクトの目的は、①健康課題の解決（フレイル予防）②運動習慣の改善

（スポーツ実施率の向上）③企業連携による産業振興と新たな産業創出である。誕生までの経緯、波及効果、今

後の挑戦等について各団体担当者へ半構造面接を行った。その結果、次のことが明らかになった。前述の①②で

は、ジュビロ飯食前にはスクワット等の運動やべジファーストの習慣化の推奨により、運動と食教育を推進でき

た。しかし、フレイル予防やスポーツ実施率向上については検証できていない。③では次の点で成果がみられ

た。磐田市初の産学官民連携による事業化。「ジュビロ飯」の展開先拡大（２大学の学食・磐田グランドホテル

レストラン・市内店舗・保育園等）。地産地消による地域の食材消費。静岡産業大学における卒業研究（市民の

健康増進に繋がる知見提案）や学生や高校生による市民のスポーツ実施率向上とメニューのアイデア創出。情報
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発信（新聞報道、磐田市・ジュビロ磐田・静岡産業大学での HPや SNS）。④他の団体での類似の企画に繋

がった。以上の事より、磐田市が「スポーツのまち」イメージ日本１になった事が追い風になり、「ジュビロ

飯」は市内に定着すると共に、様々な広がりをもって拡散した事が明らかになったが、「食とスポーツ」による

地域の健康向上への効果検証は今後の課題である。

 
 

11:32 AM - 11:47 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 11:47 AM  第9会場)

Handbuch Gesundheitssport (2006) に示されたドイツの

スポーツ健康科学研究による運動と健康増進・体力向上と

の関係についての研究的アプローチ（政,介,社）
*Shigeru Tada1 （1. no institution）

 
2006年版は、1998年版を全面的に改定したものになっている。いずれの版でも、 K.Boes（フランクフル

ト、カールスルーエ）、 W.Brehm（バンベルク）の二人が編者になり、ドイツ全域に展開された研究機関に籍を

置くスポーツ健康科学、スポーツ医学、医学、公衆衛生、社会学、教育学、心理学を専門とする38名(第

1版)、39名(第2版)の研究者たちが筆を取っている。また巻末には、1970年代に遡る約1330点（第

1版）、1500点（第2版）の文献表が収められている。このように平面的、時間的両面からスポーツと健康の関係

を捉えた研究として、ハンドブックは、それぞれ1990年代後半、2000年代半ばの視点から両者の関係を捉えた

ドイツのスポーツ健康科学研究について概観を与えるものとなっている。 

　他方、第1版と第2版では、著者が半数近く入れ替わっている。第2版は編者自身が語るように、全体的に新たに

健康スポーツのテーマを捉え直したものとなっている点が注目される。この間、10年に足らないとはいえ、21世

紀に入っての健康とスポーツとの関係を巡る新たな状況の展開が基礎になっていることが予想される。編者たち

の言葉によれば、それは社会法典第5巻における2000年の「予防に関する章」の法改定や、リスク因子発現の予

防、病の早期発見、重症化の遅延のための包括的な法的基礎となる2004の「予防法」草案の策定として現れてい

る。 

　本発表では、以上のようなヘルスケアを巡る社会の動きを念頭において新たに編集されたハンドブック『健康

スポーツ』の第2版（2006年）を論究の中心において、運動と健康増進・体力向上との関係について、ドイツの

スポーツ健康科学研究がどのようなアプローチを試みているか、その際に研究の枠組みとなっている事項をまと

めることで、議論の話題を提供していきたい。後期産業発展国として、日独両国は多くの課題を共有してお

り、示唆を受けることができる論点もあると考えられるからである。
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Oral (Theme) | スポーツ文化研究部会 | 【課題A】グローバル課題の解決に向けてスポーツから何が提案できるか

スポーツ文化研究部会【課題 A】口頭発表①
Chair: Fumie Yamazaki (Niigata University of Health and Welfare)
Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 11:47 AM  第10会場 (2号館4階45教室)
 

 
大学生アスリートはどのように日焼け予防を行っているの
か？（心,社） 
*Aeri Machida1, Kyosuke Enomoto1, Yuichi Matsubara2, Hirokazu Arai3 （1. HOSEI

Univ., 2. OSAKA OHTANI Univ., 3. HOSEI Univ. ） 

11:00 AM - 11:15 AM   

第11回オリンピック冬季競技大会（1972/札幌）閉会後における
恵庭岳滑降競技場跡地の復原に関する一考察（史） 
*Soya Ishizuka1 （1. Japan Sport Association） 

11:16 AM - 11:31 AM   

コロナ禍における「ホストタウン事業」を通した学生の国際理解
に関する研究（人） 
*Ryu Sakamoto1 （1. University of Tsukuba） 

11:32 AM - 11:47 AM   
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11:00 AM - 11:15 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 11:47 AM  第10会場)

大学生アスリートはどのように日焼け予防を行ってい

るのか？（心,社）
*Aeri Machida1, Kyosuke Enomoto1, Yuichi Matsubara2, Hirokazu Arai3 （1. HOSEI Univ., 2. OSAKA OHTANI

Univ., 3. HOSEI Univ. ）

 
本研究の目的は、運動部に所属する大学生アスリートを対象に、競技活動中の日焼け予防行動の変容ス

テージ、実際に行っている日焼け予防行動について調査を行い、大学生アスリートの日焼け予防行動の実態を探

索的に調査することであった。 測定項目は、人口統計学的データ、競技活動中の日焼け予防行動の変容ス

テージ、および実際に行っている日焼け予防行動についてであった。日焼け予防行動の変容ステージについて

は、前熟考期「私は現在、競技活動において日焼け予防をしていない。また、これから先もするつもりはな

い」、熟考期「私は現在、競技活動において日焼け予防をしていない。しかし、近い将来 (6か月以内) に始めよう

とは思っている」、準備期「私は現在、競技活動において日焼け予防をしている。しかし、定期的ではな

い」、実行期「私は現在、競技活動において定期的に日焼け予防をしている。しかし、始めてから6か月以内であ

る」、維持期「私は現在、競技活動において日焼け予防をしている。また、始めてから6か月以上継続してい

る」の5項目で尋ねた。実際に行っている日焼け予防行動については、「顔用の日焼け止めを使用」「帽子を着

用」などの9項目で尋ねた。 分析の結果、前熟考期が67.4%と最も多く、実行期が3.1%と最も少なかった。ま

た、日焼け予防ステージについて、性別間では、男性は女性に比べ、未実施群 (前熟考期・熟考期) の割合が有意

に多く (男性77.6%／女性50.0%)、実施群の割合が有意に少なかった (男性22.4%／女性50.0%)。競技場所間で

は、室内では未実施群の割合が95.8%、実施群の割合が4.2%と未実施群の割合が多く、室外では未実施群の割合

が61.3%、実施群の割合が38.7%と室内と比較して両群の間の差は小さかった。学年別 (1年生／2―4年生) では

有意な差が見られなかった。このことから、性別間や競技場所間で日焼け予防に関する準備性に差があること

や、学年は日焼け予防行動と関連しない可能性が示された。

 
 

11:16 AM - 11:31 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 11:47 AM  第10会場)

第11回オリンピック冬季競技大会（1972/札幌）閉会

後における恵庭岳滑降競技場跡地の復原に関する一考

察（史）
行政文書および大会組織委員会議事録の検討を中心に

*Soya Ishizuka1 （1. Japan Sport Association）

 
1972年に札幌で開催された第11回オリンピック冬季競技大会（以下、札幌大会）では、スキー競技の滑降種目に

特化した会場として恵庭岳滑降競技場が建設されたが、大会終了後には競技施設を撤去し、跡地に植林を施す復

原工事が行われた。これはオリンピック・ムーブメントにおける環境保護対策の初事例とされている。先行研究

では、復原工事に至るまでの経緯について明らかにされているが、競技場跡地の処理方策決定以降の競技場竣工

に至る経緯については明らかにされていない。また、近隣都市や競技団体関係者が競技場の存置を要望していた

ことが明らかになっているが、それに対する大会組織委員会の対応については明らかにされていない。 

　そこで本研究では、行政文書や大会組織委員会議事録の検討を行い、恵庭岳滑降競技場跡地の処理方策決定以

降の競技場竣工に至る経緯や、競技場の存置要望に対する札幌大会組織委員会の対応について明らかにする。ま

た、本研究結果に基づき、オリンピック・ムーブメントにおける環境保護や持続可能性のあり方について若干の

考察を行う。 

　検討の結果、主に以下の4点が明らかになった。1)工事施行によって削られた箇所は速やかに緑化するととも
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に、競技施設を札幌大会開催年内に撤去することが条件付けられていた。2）プレ大会として実施された「札幌国

際冬季スポーツ大会」の運営実績や国際スキー連盟の指摘を踏まえ、札幌大会における競技会を安全に実施する

ことを目的として土地形状を変更するための工事が行われていた。3) 近隣都市や競技団体関係者から恵庭岳滑降

競技場の存置を求める意見が挙がったが、大会組織委員会は復原を条件として建設許可がなされていること

や、国際社会から環境問題を無視あるいは軽視していると批判を受ける可能性があると考え、存置案を退けた。4)

大会終了後、恵庭岳滑降競技場跡地の一部が「支笏湖自然の村」として後利用されていた。

 
 

11:32 AM - 11:47 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 11:47 AM  第10会場)

コロナ禍における「ホストタウン事業」を通した学生

の国際理解に関する研究（人）
つくば市・筑波大学におけるスイスチームのアテンド経験に着目して

*Ryu Sakamoto1 （1. University of Tsukuba）

 
東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会（以下、東京２０２０大会）では、国連加盟国を超える２

０６ヶ国が参加をした。東京２０２０大会は、国境を越えて一つの場所に集まり国際交流のできる絶好の機会で

あったともいえる。東京２０２０大会では取り組みの一つとして、グローバル化の推進、地域の活性化等を目的

とし、東京２０２０大会参加国・地域との人的・経済的・文化的な相互交流を図った「ホストタウン事業」が各

地方自治体で行われた。しかしながら、コロナウイルスの蔓延により、地域間での交流などといった当初予定し

ていた活動ができないホストタウンやホストタウン事業自体を中止する地方自治体が数多くあった。スイス選手

団の受け入れを行った茨城県つくば市でも、当初予定していた事前キャンプ合宿で来日する選手の練習見学会や

来日する選手のためのウェルカムイベントの開催が中止になり、選手と市民との交流は難しい状況になった。一

方、限られた人数ではあるが、自発的に応募し、アテンドスタッフとして選手補助などの業務をした学生がいた

ことも事実である。一般に「ホストタウン事業」の目的の達成は難しかったといわれるが、彼ら、彼女らの経験

の中には、当初の目的に関わる重要な経験が含まれていたのではないか。本研究では、以上の問題意識に基づ

き、つくば市のホストタウン事業に関わった学生のアテンド経験に着目し、文献およびインタビュー調査を通し

て、これら内容を明らかにした。文献研究より、ホストタウン事業の発足経緯と目的、つくば市での受け入れ経

緯から活動内容、コロナウイルス対策まで明らかになった。また、インタビュー調査により、ホストタウン事業

での活動を通じて、参加した学生達は国際意識に変容があり、オリンピックバリューの理解が促進されてい

た。これは、コロナ禍で開催された東京２０２０大会の成果の一端を明示することにつながるものと期待され

る。
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Oral (Theme) | 学校保健体育研究部会 | 【課題Ａ】 大学体育の授業をいかに良質なものにするか

学校保健体育研究部会【課題 A】口頭発表②
Chair: Koji Takahashi (Nagasaki University)
Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 12:19 PM  第5会場 (2号館4階4E教室)
 

 
生涯スポーツ推進のための経済学的視点を取り入れた教育の可能
性について（教,経,心） 
*Nobuko Sano1, Hiraku Shiho2 （1. RIKKYO UNIVERSITY, 2. Tokyo Woman's

Christian University） 

11:00 AM - 11:15 AM   

大学体育におけるこころの準備運動としての「笑いワーク」の教
育効果（教,方） 
*Eri Fujita1,2, Shiho Hiraku1, Yukio Tanaka1,2 （1. Tokyo Woman's Christian

University, 2. Tokyo University of Agriculture and Technology） 

11:16 AM - 11:31 AM   

The whereabouts of principles of physical education in Japan 
*Shohei Takao1 （1. Nippon Sport Science University） 

11:32 AM - 11:47 AM   

新型コロナウイルス感染症対策のためにオンデマンド型遠隔授業
を活用した体育実技系必修科目の検討（介,生） 
*Tomoaki Bunya1, Tomomi Monri1, Takeshi Miyakawa1 （1. Kawasaki University of

Medical Welfare） 

11:48 AM - 12:03 PM   

大学における教員養成課程での身体運動文化としてのダンス教育
の重要性（介,ア,教,バ） 
*Masae Yamazaki1 （1. kanazawa university） 

12:04 PM - 12:19 PM   
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11:00 AM - 11:15 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 12:19 PM  第5会場)

生涯スポーツ推進のための経済学的視点を取り入れた

教育の可能性について（教,経,心）
ジェンダー・スタディーズに立脚して

*Nobuko Sano1, Hiraku Shiho2 （1. RIKKYO UNIVERSITY, 2. Tokyo Woman's Christian University）

 
目的  

2022年3月25日に第３期スポーツ基本計画が策定された。そこでは「女性」というジェンダーに属する人々のス

ポーツ推進については詳細な記載が見られるが、「男性」については「女性」同様の指針等がみられない。この

状況からも分かる通り、未だ、スポーツ実施については、「女性」、「男性」というジェンダーに違いがみら

れ、「男性」のスポーツ実施には「男性」特有の問題があり、「女性」には更なるスポーツ推進施策が国を挙げ

て期待されている。 これまで様々な方法でジェンダーの視点に立ったスポーツ推進施策が図られてきたが、管見

では明らかな結果をもたらす方法は見当たらない。そこで本研究では、大学体育教育に経済学の視点を盛り込む

ことで、スポーツ推進の向上が可能かどうかの検討に資する知見を得ることを目的に、スポーツに関する意識調

査を実施した。  

方法 

2022年4月に関東圏の共学の4年制大学の学生を対象に Web調査を実施した。対象者は264人（「女

子」154人、「男子」106人、「その他」４人）であった。学年は1年生が150人と最も多く、かつ、スポーツ学

を専攻する者の割合が多かった。  

結果及び考察 

90％以上の人がスポーツをすることは自分の人生にとって重要だと考え、約80％の人がこれまでスポーツを十分

に経験してきたと考えていた。約75％の人が生涯にわたってスポーツをすることで将来の自分の医療費は大幅に

削減される、約80％の人が将来の介護費が大幅に削減されると考えていた。一方で約40％の人がスポーツするた

めにお金をかけることに抵抗があると答えた。 これまでの体育の時間に「女子」というジェンダーに属する人は

スポーツを熱心に実施してきたと思うかについては約40％の人が熱心と回答し、「男子」というジェンダーに属

する人については約75％の人が熱心であったと回答したが、回答者の性別によって回答傾向が異なることが示唆

された。スポーツと「経済」との関わりに関する知見を開陳する。

 
 

11:16 AM - 11:31 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 12:19 PM  第5会場)

大学体育におけるこころの準備運動としての「笑い

ワーク」の教育効果（教,方）
*Eri Fujita1,2, Shiho Hiraku1, Yukio Tanaka1,2 （1. Tokyo Woman's Christian University, 2. Tokyo University of

Agriculture and Technology）

 
【緒言】健康長寿社会実現のためスポーツ実施率の向上が課題となっており、大学体育教育の果たす役割は大き

い。笑いは緊張緩和や幸福感、活力、友好的な感情などのポジティブな感情を喚起するため、笑いによる心の準

備運動は大学体育授業の教育効果の向上や体育授業におけるコミュニケーションをスムーズに高める効果がある

と推測され、多くの大学が大学体育の教育目標に掲げるコミュニケーション能力向上等の教育効果向上に役立つ

と思われる。 【目的】本研究では、大学体育におけるこころの準備運動としての「笑いワーク」が大学体育授業

の教育効果に与える影響について検証する。 【方法】2021年10月～12月に大学体育実技授業内で介入調査を

行った。授業開始時に通常の準備運動に加えて笑いワークを実施する授業（介入群）と通常の準備運動のみを行

う授業（対照群）を設定した。両群ともに同一の内容からなる体育実技授業を実施し、笑いの準備運動が与える

影響について、気分・感情評価(POMS2短縮版)、コミュニケーション・スキル尺度(ENDCOREs)、初年次体育授
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業の主観的恩恵評価尺度を用いて検討を行った。 【結果】その結果、笑いワーク実施群の体育実技後の

POMS2の気分プロフィール変化は、笑いなしの対照群に比べてより大きな改善効果がみられた。 ENDCOREs結

果から、笑いワーク実施群では「表現力」「自己主張」「関係調整」に良好な変化がみられた。初年次体育授業

の主観的恩恵評価尺度では、笑いワーク実施群では笑いなしの対照群に比べて「チームや班のみんなで協力しあ

うことの大切さの理解」や「技術の上手い下手に関わらず、いろんな人と互いに関われた」という項目において

有意に得点が高く、コミュニケーション能力の向上がみられた。 【考察】「笑いワーク」をこころの準備運動と

して活用することにより、大学体育授業の教育効果やコミュニケーション能力向上のアプローチとして期待でき

る。

 
 

11:32 AM - 11:47 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 12:19 PM  第5会場)

The whereabouts of principles of physical education

in Japan
Consideration on the process of transition from “ principles” to “ philosophy”

*Shohei Takao1 （1. Nippon Sport Science University）

 
日本体育・スポーツ・健康学会は、学際的な研究を推進し、実践的・応用的な学術知を社会へ発信すべ

く、2020年に応用（領域横断）研究部会を設立した（菊，2022）。学際的・実践的な知の産出を期した制度設

計の変革は、体育学会が発足した1949年以降、はじめてのことであるといえるだろう。 

　とはいえ、わが国の体育学には、学際的・実践的な知を志向する研究領域が存在していなかったわけではな

い。体育学には、「体育原理」と呼ばれる研究領域があった。「体育原理」は、米国の“ principles of physical

education”（以下， PPE）をモデルとしてわが国に受容された。 PPEは、人文・社会科学から自然科学へいたる

知見を集約し、体育実践に寄与しうる原理原則を体系化しようとする研究領域である（深澤，2016）。1962年

には、体育学会に「体育原理専門分科会」が設けられ、「体育原理」の研究組織は学会制度のなかに拠点を獲得

することとなった。 

　だが、わが国の「体育原理」は、 PPEをモデルとしたものであったにもかかわらず、その実質は、おおよそ体

育の哲学的研究を志向するものであったといわれている（佐藤，2006）。結果的に、2005年には、「体育原理

専門分科会」は、「体育哲学専門分科会」へ名称変更がなされている。 

　もっとも、わが国の「体育原理」の歴史を紐解いてみると、少ないながらも PPEを志向した痕跡を確認するこ

とができる（前川，1981；川村，1985）。また、「体育原理」を人文・社会科学的な領域に収斂することに対

しては、一定の疑義が投げかけられてもいた（飯塚，1965）。学際的で実践的な知への志向は、「体育原理」の

名のもとで萌芽しつつあったと考えられる。 

　そうであるならば、学際性と実践性を志向した「体育原理」は、どこへいったのだろうか。この点を究明すべ

く、本研究では、日本体育学会の設立から2005年の名称変更までの期間において、「体育原理」がいかなる概念

として理解されてきたのかを考証し、わが国の体育原理研究の展開について考察する。

 
 

11:48 AM - 12:03 PM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 12:19 PM  第5会場)

新型コロナウイルス感染症対策のためにオンデマンド

型遠隔授業を活用した体育実技系必修科目の検討

（介,生）
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大学１年生対象の2020年度秋学期授業の調査結果から

*Tomoaki Bunya1, Tomomi Monri1, Takeshi Miyakawa1 （1. Kawasaki University of Medical Welfare）

 
【背景】2020年度は新型コロナウイルス感染症対策として、対面授業から遠隔授業（大学の方針によりオンデマ

ンド型を採用）に切り替えることを余儀なくされた。コロナ禍においては外出や行動の制限により、体力低下や

体調の変化が憂慮され、また授業に対する満足度の低下も懸念された。【授業内容】ストレッチングやレジスタ

ンス運動、有酸素性運動など多岐にわたる種目や強度で、一人でも楽しく行える動画や静止画（計32点）を配信

した。これらを視聴し実践した感想等を LMSに送信すること、そして自宅等で実践した運動内容と振り返りを記

録することを課題とした。オンデマンド型ながらも双方向を意識し、様々な感想、Ｑ&Ａ、運動時の工夫や他の学

生に勧めたいことを LMSに掲載し、教員－学生間、学生同士の情報共有に努めた。【方法】対象は451名（男性

99名、女性352名）である。調査は全授業終了後に対面で実施した。【結果・考察】体調の変化として肩こ

り、腰痛、目の疲れ、憂鬱感は軽減傾向にあったが、寝付きや寝起きは増悪傾向にあった。体型は「引き締

まった」が「緩んだ」の1.6倍であった。柔軟性、筋力、全身持久力は「変わらない」か「向上した」が多

く、「向上した」は「低下した」の9.0、3.6、1.4倍であった。授業満足度（満足・やや満足・やや不満・不

満）の満足群は88％（男性80％、女性90％）であり、女性がより高値を示した。対面授業ができない前提での回

答ではあるが、双方向としての工夫を2/3以上の学生が高評価だったことが関係していると推察する。また、好評

価の配信内容は愁訴や姿勢の改善を主としており、日頃の悩みに即した運動であったことも一因と思われる。さ

らに「体育は苦手だが楽しかった」「対面の方が楽しいが役に立った」などの自由記述がみられ、大学体育の意

義として、社会人になってからも活用できる運動の情報提供が重要であると考える。

 
 

12:04 PM - 12:19 PM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 12:19 PM  第5会場)

大学における教員養成課程での身体運動文化としての

ダンス教育の重要性（介,ア,教,バ）
*Masae Yamazaki1 （1. kanazawa university）

 
I



[競技スポーツ-A-01]

[競技スポーツ-A-02]

[競技スポーツ-A-03]

©Japan Society of Physical Education, Health and Sport Sciences 

Japan Society of Physical Education, Health and Sport Sciences The 72nd Conference of the Japan Society of Physical Education, Health
and Sports Sciences 

Oral (Theme) | 競技スポーツ研究部会 | 【課題Ａ】 トップアスリート養成をいかに効果的に行うか

競技スポーツ研究部会【課題 A】口頭発表①
Chair: Wakaki Uchida (Kyushu University)
Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 11:47 AM  第1会場 (3号館3階301教室)
 

 
もしアスリートがパーソナルコーチングを受けたら（教,方） 
*Kenryu Aoyagi1 （1. Kanto Gakuin University, College of Economics） 

11:00 AM - 11:15 AM   

大学における学習支援は競技スポーツを教育に結びつけられるの
か（哲） 
*Takaharu Kishii1 （1. Univ. of Tsukuba） 

11:16 AM - 11:31 AM   

A case study of issue on junior athlete development system in
speed skating 
*Shunichi Onodera1, Toshinobu Kawai2 （1. Graduate School of Comprehensive

Human Science, University of Tsukuba, 2. Faculty of Health and Sport Science,

University of Tsukuba） 

11:32 AM - 11:47 AM   



[競技スポーツ-A-01]

[競技スポーツ-A-02]

©Japan Society of Physical Education, Health and Sport Sciences 

Japan Society of Physical Education, Health and Sport Sciences The 72nd Conference of the Japan Society of Physical Education, Health
and Sports Sciences 

11:00 AM - 11:15 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 11:47 AM  第1会場)

もしアスリートがパーソナルコーチングを受けたら

（教,方）
大学生アーチェリー選手を対象とした実践事例報告

*Kenryu Aoyagi1 （1. Kanto Gakuin University, College of Economics）

 
パーソナルコーチングとは、受け手の目標達成に向けて、対等な関係性で傾聴や質問などを用いた対話を行

い、気づきや学び、自発的な行動を引き出すような関わり方である。パーソナルコーチングの場合、コーチはそ

のスポーツやスポーツ科学に関する知識および経験を有する必要はなく、一般に専門的な技術・戦術の指導やス

ポーツ科学的な内容の教授が多いスポーツコーチングとは異質なものであると言える。 

　パーソナルコーチングは経営者や管理職、または従業員などを対象にビジネス領域で用いられることが多い

が、一部ではアスリートへの実践も行われており、パフォーマンス向上やメンタル面などへの好影響が期待され

ている。しかし、アスリートを対象としたパーソナルコーチングに関する研究は希少である。そこで本研究で

は、アスリートを対象としたパーソナルコーチングを企画実践し、どのような作用があるのかを探索することを

目的とした。大学のアーチェリー部に所属する学生2名（男性1名、女性1名）を対象に、約半年間、10回程度の

パーソナルコーチングセッションを行い、終了後に半構造化インタビューを実施した。コーチングを担当した

コーチ2名は国際コーチング連盟に認定されたプログラム（ ACTP）を受講し、試験を経て取得する資格である

CPCC（ Certified Professional Co-Active Coach）を保有していた。いずれもアーチェリーの競技経験はないた

め、技術や知識、戦術の指導はできないコーチであった。コーチに対しても、介入終了後に半構造化インタ

ビューを実施した。 

　インタビューからは、パフォーマンス（得点や安定感）やモチベーションの向上、競技への向き合い方の変

化、自己理解や自己一致の進展など、様々な作用の可能性が示唆された。また、チームのマネジメントやチーム

パフォーマンスへの好影響、競技以外の生活への波及効果についても認識されていた。介入内容およびインタ

ビューの詳細は学会会場にて報告する。

 
 

11:16 AM - 11:31 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 11:47 AM  第1会場)

大学における学習支援は競技スポーツを教育に結びつ

けられるのか（哲）
*Takaharu Kishii1 （1. Univ. of Tsukuba）

 
本発表は、学習支援を切り口に「大学スポーツ」の教育理念を問うものである。  

学生のスポーツは今まで体育会や学生競技連盟などの学生自治により営まれ、大学はほとんど関与してこな

かった。そのような大学にとって不透明な運営から生じる諸課題の解決を目的の一つとしながら2019年3月に一

般社団法人大学スポーツ協会（ UNIVAS）が設立された。 

　UNIVASが振興の対象とする「大学スポーツ」は、「教育、研究又は社会貢献の一環として行われる学生の競技

スポーツ」（定款第3条）として定義されている。これまでは単に学生の行う競技スポーツであったものを「大学

スポーツ」と呼び直しているのであるが、その経緯は定かにされていない。ここから、教育の一環としての競技

スポーツとはどのようなものであるのか、言い換えれば、「大学スポーツ」の教育理念はどのようなものである

か、という問いが生じる。  

教育のための事業としてよく例示される方策が、競技スポーツ活動への参加に際した成績基準の設定と競技ス

ポーツに取り組む学生に対する学習支援である。その背景としてよく想定されるのは、授業を疎かにする学生の

姿、あるいはそれを黙認する大学の姿勢である。なかでも、それを課題と捉え唱えられる学習支援は、大学で為

される教育（授業）に向かうこと、すなわち学習すること、を助けるという点でたしかに教育的な取り組みのよ
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うに見える。  

しかし、これには問題点もある。すなわち、ここでは競技スポーツが教育を妨げる要素になっていないと言うだ

けで教育的な取り組みであるとまでは言えていないということである。ただし、仮に支援に積極的な教育として

の要素が見つけられるのであればこの問題も解消されよう。つまり、この支援が大学教育においてどう捉えられ

ているかを探ることは、学習支援に教育としての根拠のひとつを置く「大学スポーツ」の掲げる教育理念を問う

方法として有効であろう。

 
 

11:32 AM - 11:47 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 11:47 AM  第1会場)

A case study of issue on junior athlete development

system in speed skating
*Shunichi Onodera1, Toshinobu Kawai2 （1. Graduate School of Comprehensive Human Science, University

of Tsukuba, 2. Faculty of Health and Sport Science, University of Tsukuba）

 
わが国のスピードスケート競技は、一貫指導システムのモデルづくり(日本オリンピック委員会，1999)の調査対

象となり、2018年の平昌オリンピックの成功（紅楳，2020）、2022年の北京オリンピックの活躍につな

がった。しかし、育成年代の競技人口は減少の一途をたどり、インターハイの優勝タイムも過去20年停滞してい

る。今後も継続的に高い国際競技力を保つためには、競技参画人口を拡大しつつ、競技特性を考慮した長期の競

技者発掘・育成、強化のシステムとその具体的なプログラムを作成し、地方競技団体と連携しながら実行できる

体制づくりが求められる。本研究は、スピードスケート競技におけるジュニア年代の指導及び育成組織に関

わった当事者へのインタビューから、育成システム構築の阻害要因を考察することで、育成システム構築や改善

につながる知見を得ることを目的とする。
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Oral (Theme) | 競技スポーツ研究部会 | 【課題Ａ】 トップアスリート養成をいかに効果的に行うか

競技スポーツ研究部会【課題 A】口頭発表②
Chair: Riki Sukou (Japan Women's College of Physical Education)
Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 11:47 AM  第2会場 (3号館4階401教室)
 

 
絶対的状況下におけるアスリート支援のための アス
リート・ターミナルケアとスポーツチャプレンの機能（心） 
*maeda shogo1 （1. Toyo Univ.） 

11:00 AM - 11:15 AM   

トップスポーツにおけるスポーツファーマシストのあり方（社） 
*Sachiko Otsuka1, Jun Seino2,3, Yuki Oshiba4, Mitsugi Ogata2 （1. NTT Medical

Center Tokyo, 2. Faculty of Health and Sport Sciences, University of Tsukuba, 3.

R&D Center for Smart Wellness City Policies, University of Tsukuba, 4. Yamanashi

Gakuin University Faculty of Health and Nutrition） 

11:16 AM - 11:31 AM   

幼少期における競技経験が大学野球選手の競技レベルに及ぼす影
響（方,発） 
*Ryuto Fuke1, Yoshimitsu Kohmura2, Kazuhiro Aoki1 （1. Juntendo University

Graduate School, 2. Juntendo University） 

11:32 AM - 11:47 AM   
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11:00 AM - 11:15 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 11:47 AM  第2会場)

絶対的状況下におけるアスリート支援のための アス

リート・ターミナルケアとスポーツチャプレンの機能

（心）
アスリートとしての「死」と人間としての「再生」

*maeda shogo1 （1. Toyo Univ.）

 
新型コロナウイルス感染症世界的蔓延の影響により、東京五輪2020は、五輪史上初1年延期という事態に見舞わ

れた。開催が近づいているにも関わらず開催可否は不透明であり、更には中止や再延期という国民からの意見が

約６割以上を占めるといった状況であった。2021年7月23日に賛否両論の中、開会式が開催されたが、中止を求

める声が減少することはなかった。政治的・経済的な理由による強引な五輪議論は、本来の主役であるアス

リート達を置き去りにしている。特に、開催の可否、世論や社会の変化にトップアスリート達は翻弄され続け

た。努力を続けてきたアスリート達は何も悪くないにも関わらず、五輪に関わること自体が悪である、といった

世論さえ生まれ、東京五輪代表候補選手は未だかつて無い心理状態に追い込まれた。東京五輪の開催可否に関す

る報道に翻弄される代表候補者選手達のゆれうごく精神状態の変容を開催直前までの約１年間、詳細なヒアリン

グ調査を行い、明らかにした。多くのトップアスリートが五輪の開催有無、通常開催の有無に対して不安を

もっており、また、その不安への克服も「開催されると信じる」といった、いわば「思考停止」にする事による

克服である事が推察された。また、「不安はない」と回答した選手もいたが、その根拠や理由は極めて曖昧であ

り、「不安はあるが克服している」と回答した選手達と同様、「思考停止」的な状態である事が推察された。つ

まり、今回の調査結果からトップアスリート達が「自分の努力では解決できない困難」に直面した時に発生する

不安や絶望は、根本的には解決はしない、という傾向が強い事が明らかとなった。そこから、トップアスリート

達が「自分達の努力ではどうしようもない」という状況に直面した場合、指導者はどのようなケアが可能である

のか、といった点に着目し、トップアスリートを支える仕組みづくりについて検討する。

 
 

11:16 AM - 11:31 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 11:47 AM  第2会場)

トップスポーツにおけるスポーツファーマシストのあ

り方（社）
*Sachiko Otsuka1, Jun Seino2,3, Yuki Oshiba4, Mitsugi Ogata2 （1. NTT Medical Center Tokyo, 2. Faculty of

Health and Sport Sciences, University of Tsukuba, 3. R&D Center for Smart Wellness City Policies, University

of Tsukuba, 4. Yamanashi Gakuin University Faculty of Health and Nutrition）

 
第3期スポーツ基本計画では、スポーツ・インテグリティの確保と推進が掲げられている。その中では、教育研修

や研究活動等を通じたドーピング防止活動の展開が求められている。しかし、その推進を担う一人と考えられる

スポーツファーマシスト（以下、 SPと略す）が果たす役割や活動目標について、研究として明らかにした調査は

ない。そこで、アスリートやアンチ・ドーピング（以下、 ADと略す）に関わる多様な対象者の観点から、 SPの

あり方を明らかにすることを目的とした。調査対象者は、「トップスポーツに関わる者」で、「 SPとして AD活

動に従事する者」（中央競技団体で活動する SP2名）、「 SPと AD活動を熟知し、その推進を図る者」（公益財

団法人日本アンチ・ドーピング機構専務理事1名）、そして「 SPから ADに関するサポートを受けたことがある

者」（中央競技団体強化責任者1名、オリンピックメダリスト2名）を設定した。調査は、半構造化インタ

ビューを行い、リサーチクエスチョンとして「トップスポーツにおいて SPが求められることとは」を設定し

た。分析は、修正版グラウンデッド・セオリーアプローチにて行った。本研究の結果から、 SPは、トップアス

リートを薬やサプリメント使用時の不安から守り、安心して競技に取り組めることを支えることが求められると
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示唆された。また、スポーツに関わる他の医療従事者と連携し、トップアスリートの健康を支える役割を担う存

在となることも示唆された。さらに、その実現に向けて、自身の専門的な資質能力の向上のために、スポーツを

基盤とした学習を継続し、それによって推進される SPの活動が、社会に広く認知される必要性が示された。

SPは、スポーツに資する薬の専門家として、スポーツ・インテグリティの確保に向けて、教育的役割を担う可能

性も示唆された。

 
 

11:32 AM - 11:47 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 11:47 AM  第2会場)

幼少期における競技経験が大学野球選手の競技レベル

に及ぼす影響（方,発）
*Ryuto Fuke1, Yoshimitsu Kohmura2, Kazuhiro Aoki1 （1. Juntendo University Graduate School, 2. Juntendo

University）

 
【目的】本研究では、日本の大学野球選手を対象に、野球を始めた時期や専門化した年齢、他種目経験など競技

経歴の現状を明らかにし、競技経歴と各年代における競技レベルとの関連性を分析した。更に、中学生の時期に

使用していたボールと各年代の競技レベルにも関連性があるのかを調査した。【方法】全日本大学野球連盟に加

盟しているチームに所属する選手589名を対象にインターネットによるアンケート調査を実施した。質問項目

は、野球を始めた年齢、野球以外の競技経歴、各年代における野球の最高成績、使用球、怪我(障害)、競技レベル

(べンチ入りメンバー、ベンチ外メンバー)などとした。競技経歴と各年代の競技レベルとの関連性、及び中学生の

時期に使用していたボールと各年代の競技レベルとの関連性について X2検定を行った。【結果及び考察】調査の

結果、野球を始めた平均年齢は7.8±1.8歳であり、野球に専門化した平均年齢は10.0±3.2歳であった。他種目経

験者は328人であり全体の58%であった。そのうち233人(71%)の選手は野球に加えて他に１種目の競技経験があ

り、２種目以上の競技種目を経験していた選手は95人(29%)であった。競技経歴と各年代の競技レベルでは高

校、大学で有意な関連が見られ、３歳から９歳の間で専門化し、野球以外の競技経験が無い選手で高校における

競技レベルが高い傾向があった。また、３歳から９歳の間で専門化し、野球以外の競技経験が有る選手で大学に

おける競技レベルが高い傾向があった。さらに、中学生の期間で使用していたボールと各年代の競技レベルで

は、高校において有意な関連が見られたが、大学における競技レベルでは有意な関連がなかった。以上の結果か

ら、専門化する時期が早い方が競技レベルは高い傾向にあるが、幼少期に複数の競技を経験することは大学での

競技力向上に影響を及ぼす可能性が示唆された。
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Oral (Theme) | 学校保健体育研究部会 | 【課題Ａ】 大学体育の授業をいかに良質なものにするか

学校保健体育研究部会【課題 A】口頭発表①
Chair: Kaori Kimura (Tokai Gakuen University)
Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 12:19 PM  第3会場 (3号館4階402教室)
 

 
医療系大学生における健康に関連する心と身体のフィットネス
（保,発,生） 
*Tetsuya Mizuno1, Yosuke Mizuno2, Tatsuo Yagi3, Hideki Takaoka4, Miki Kurihara5,

Takuma Wada6, Seiji Yoshitake7 （1. Tokyo Medical and Dental University, 2.

Doctoral Program in Sociology Graduate School of Human Sciences, Sophia Univ.,

3. Tokai University, 4. Keiai University, 5. Sophia University, 6. Izumo Hokuryo

Junior &High School , 7. Graduate School of Comprehensive Human Sciences,

Tsukuba Univ.） 

11:00 AM - 11:15 AM   

コロナ禍における学生の健康及び生活に関する調査からみるアフ
ターコロナへの試み（スポーツ栄養） 
*Hatsuho Zeniya1, Saiko Shirakawa2 （1. International Budo University, 2. Showa

Women's University ） 

11:16 AM - 11:31 AM   

大学生の対処資源測定尺度の作成（心） 
*Shunsuke Sakata1, Namika Motoshima2, Takumi Nakasuga3, Kojiro Matsuda4,

Takashi Naito5, Yoshio Sugiyama6 （1. Yokohama college of commerce, 2. Kyushu

Sangyo Univ., 3. Hyogo Univ. of Teacher Education, 4. Kumamoto Gakuen Univ., 5.

Hokkai-Gakuen Univ., 6. Kyushu Univ.） 

11:32 AM - 11:47 AM   

大学体育授業の主観的恩恵に及ぼす学修者個人要因および学修状
況要因の検討（心） 
*Junichi Nishida1 （1. Kindai Univ.） 

11:48 AM - 12:03 PM   

大学体育授業での心拍計を用いた積極性の評価は授業中の心拍数
および授業後の快感情を増加させる（バ,生） 
*Yoichi Ohta1, Kyohei Takahashi2 （1. Shizuoka University of Welfare, 2.

Kumamoto Gakuen University） 

12:04 PM - 12:19 PM   
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11:00 AM - 11:15 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 12:19 PM  第3会場)

医療系大学生における健康に関連する心と身体の

フィットネス（保,発,生）
ここ10年間の推移を中心に

*Tetsuya Mizuno1, Yosuke Mizuno2, Tatsuo Yagi3, Hideki Takaoka4, Miki Kurihara5, Takuma Wada6, Seiji

Yoshitake7 （1. Tokyo Medical and Dental University, 2. Doctoral Program in Sociology Graduate School of

Human Sciences, Sophia Univ., 3. Tokai University, 4. Keiai University, 5. Sophia University, 6. Izumo Hokuryo

Junior &High School , 7. Graduate School of Comprehensive Human Sciences, Tsukuba Univ.）

 
【緒言】健康が心身の両側面から理解されるように、体力（フィットネス）にも身体的要素と精神的要素があり

（猪飼：1969）、この考え方は我が国の保健体育領域でも広く用いられている。本研究では医療系大学生を対象

に健康に関連する心身のフィットネスの現状を検討する。 

【方法】2010 年度～2020 年度に首都圏にある A医療系大学に在籍した１年生男女学生 3115 名（平均年齢

18.56 ± 1.61 歳）を対象に、健康に関連する身体的フィットネス（身長、体重、握力、上体起こし、長座体前

屈、20mシャトルランテスト）と精神的フィットネス（ HRMF-62；自律性、肯定的な向き合い方、柔軟性、心の

状態（水野ほか：2022）の測定を実施した（2020年度のみ身体的フィットネスの測定は実施していない）。測

定・調査は、各年度当初の4～5月及び翌年1月に行われた。 

【結果】身体的フィットネス：年度当初の男子学生の握力と20mシャトルランテストはここ10年で低下する傾向

にあり、2019年度の測定値は2010年度の測定値より有意に低かった（p<.001）。また、女子学生の20mシャト

ルランテストにおいても同様に、その値は2016年以降で徐々に低下する傾向にあり、2019年度の測定値は

2010年度の測定値より有意に低かった（p<.001）。女子学生の20mシャトルランテストにおいても、2016年以

降で徐々に低下する傾向にあり、2019年度の測定値は 2010年度の測定値より有意に低かった（p<.001）。精神

的フィットネス：４尺度得点とも推移は男女で異なっており、一定の傾向は見られなかった。また、心の柔軟性

尺度において、男女とも2020年度にのみ有意な低下が認められた（p<.05）。総合：種目また性別により相違は

あるが、心身のフィットネスにおける多くの項目において、初年次教育の期間に向上が見られた。 

【考察】近年における身体的フィットネスの低下は全国的な傾向と一致していた。また、2020年度にのみ認めら

れた心の柔軟性低下は COVID-19感染拡大禍における様々な生活行動上の制限によるものと考えられた。

 
 

11:16 AM - 11:31 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 12:19 PM  第3会場)

コロナ禍における学生の健康及び生活に関する調査か

らみるアフターコロナへの試み（スポーツ栄養）
*Hatsuho Zeniya1, Saiko Shirakawa2 （1. International Budo University, 2. Showa Women's University ）

 
【背景】新型コロナ感染症（ COVID-19）の感染拡大による社会情勢の大きな変化の中、 S女子大学では2020年

度においては、オンラインによる授業が大半を占めることになった。実験・実習・演習・実技などの科目に関し

ては、2021年度前期（春期）においては、履修者の「密」を避けるために、隔週登校や授業時の人数制限さらに

は、授業内容の変更などにより、充実した授業を確保する工夫の下での実施となった。2021年度後期（秋期）に

おいても、対面授業は可能な限り回復した。しかし、14週・15週の授業についてはオンライン授業として年度を

終えることになった。【目的】コロナ禍での学生の健康や生活に関する状況について把握することは、アフ

ターコロナに備えることとして、不可欠であると考えた。さらに、2022年度前期からは、感染対策をとったうえ

で、対面授業が再開された。コロナ禍での学生の状況を把握したうえで、対面授業となった学生の健全な学生生

活の一助となることを目的とした。【方法】調査対象は、 S女子大学で一部対面授業が再開した2021年後期10月

上旬に登校し、対面授業を受講している学生で、調査に同意を得られた、1年次～4年次の女子学生133名で
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あった。 Googleフォームを用いた WEBアンケート調査を実施した。調査は、主旨を説明した後、回答を依頼し

た。調査項目は、健康・運動・大学生活に関する内容とした。なお、本調査は昭和女女子大学連理委員会の承認

を得て実施した。【結果と考察】対象学生は、基本は、「健康」であると考えているが、「運動不足」や「食

事」についての不安や改善策を模索している状況であった。しかし、注視をすることは、学生が卒業まで、健康

で充実した学生生活を送ることが大切であり、終わりの見えないコロナ禍で、教育の質の確保と身体的・精神的

にも良好な状態をたもつための対策を考慮することが必要となる。

 
 

11:32 AM - 11:47 AM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 12:19 PM  第3会場)

大学生の対処資源測定尺度の作成（心）
*Shunsuke Sakata1, Namika Motoshima2, Takumi Nakasuga3, Kojiro Matsuda4, Takashi Naito5, Yoshio

Sugiyama6 （1. Yokohama college of commerce, 2. Kyushu Sangyo Univ., 3. Hyogo Univ. of Teacher

Education, 4. Kumamoto Gakuen Univ., 5. Hokkai-Gakuen Univ., 6. Kyushu Univ.）

 
ストレス対処は多くの研究により効果が検証されるが、ストレス対処に必要とされる対処資源（ Lazarus

&Folkman，1984）は特に国内において研究はわずかである（栗山・佐々木，2021）。対処資源には、認知的要

因、情動的要因、身体的要素が定義され（ Hammer＆ Martin，1985)、他者との交流や競技力向上の工夫が必要

となる大学一般体育に影響を受ける可能性がある。上記より本研究では、大学一般体育による対処資源への効果

を測定するための尺度作成を目的とした。 尺度草案として、 Hammer＆ Martin(1985)の定義を参考に、大学生

が持ちかつ大学一般体育にて影響される可能性を考慮し、認知的要因として自尊感情（島本・石

井，2006等）、他者への肯定的態度（天貝，1997等）、楽観性（外山，2013）、情動的要因として感情調整能

力（小塩、2002）、社会的要因としてソーシャルキャピタル（芳賀ほか、2017）、情報処理能力（島本・石

井，2006）、身体的要因として健康・体力（新規作成）に関連する42項目を収集した。また、基準関連妥当性を

検討する項目として、渋倉・森（2002）及び尾関ほか（1991）を参考に、問題焦点型、情動焦点型、回避型を

測定する10項目を引用した。 尺度草案について大学生438名（18.8±1.08歳）を対象に質問紙調査を実施し

た。最尤法・バリマックス回転による因子分析を実施したところ、体力、自尊感情、情報活用能力、ソーシャル

キャピタルの４因子が抽出され、内的一貫性、構造的妥当性が確認された（ Cronbach’ s α=.84～.74，

GFI=.93， AGFI=.91， CFI=.94， RMSEA=.05）。次に構成概念妥当性の確認として、ストレス対処との相関を

確認したところ、問題焦点型にはすべての対処資源が有意な正の相関（ r=.49～.24）を持ち、情動焦点型には体

力を除くすべての対処資源が有意な正の相関（ r=.22～.25）を持ち、回避型にはすべての対処資源が有意な相関

を持たなかった。 今後は、大学一般体育を受講する学生を対象に、本尺度により測定される対処資源を縦断的に

検討することで、その効果を検討することが可能となる。

 
 

11:48 AM - 12:03 PM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 12:19 PM  第3会場)

大学体育授業の主観的恩恵に及ぼす学修者個人要因お

よび学修状況要因の検討（心）
学修成果の要因モデル構築に向けて

*Junichi Nishida1 （1. Kindai Univ.）

 
高等教育機関における社会的成果の把握は世界的な潮流となり、わが国でも大学教育の学修成果の可視化が求め

られている。大学教育では個々の科目の総和がプログラム全体としての学修成果になると捉えられ、認証評価等

による評価のみでは十分ではない。体育科目レベルでは、近年、学習者の自己報告に基づく評価ツール（初年次
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体育授業の主観的恩恵評価尺度： PBS-FYPE）が作成され、平常時やコロナ禍における大学体育授業による学修成

果の把握が進められている（西田他、2016、2022）。同時に、いくつかの体育授業の学修成果要因が見出され

ているものの、断片的要因にフォーカスしているため学修成果を高める知見は揃っていない。本研究では、大学

体育授業の学修成果へ影響する要因を明らかにすることを目的とした。「大学体育授業研究プロジェクト（ UPE

Project）」にて、2017年に複数回調査を実施し、収集されたデータより体育授業の受講者を分析対象者とし

た。調査内容は、学修者個人要因として ENDCOREs、社会性測定尺度、レジリエンス要因尺度、日本語版 TIPI-

J、また学修状況要因として学習動機尺度、大学生版運動不振尺度、大学生版体育授業における動機づけ雰囲気測

定尺度、大学体育版教員リーダーシップ行動尺度、大学体育実技経験評価尺度、そして PBS-FYPEで

あった。データ分析を行った結果、 PBS-FYPE全体得点について、まず学修者個人要因では「意思表示」、「対人

関係」、「統御力」が抽出された。次に、学修状況要因では「集団志向」、「充実志向」、そして、「熟達雰囲

気」「挑戦達成」が抽出された。 本研究にて学修者個人要因と学修状況要因から捉えることより、複数の要因が

関連していることが明らかになった。今後は、各関連要因の主観的恩恵への影響性を詳細に検討し、より高い学

修成果を得るための学修成果獲得モデルを構築していく必要性がある。

 
 

12:04 PM - 12:19 PM  (Wed. Aug 31, 2022 11:00 AM - 12:19 PM  第3会場)

大学体育授業での心拍計を用いた積極性の評価は授業

中の心拍数および授業後の快感情を増加させる

（バ,生）
*Yoichi Ohta1, Kyohei Takahashi2 （1. Shizuoka University of Welfare, 2. Kumamoto Gakuen University）

 
大学体育実技授業では「積極性」を成績評価の一つとして用いていることが多い。しかし、「積極性」の評価は

教員の主観に頼るところが大きい。したがって、客観的な指標で積極性を評価することができれば、成績評価基

準の明確化に繋がるだろう。 運動強度や運動時間の増加は、最大心拍数や平均心拍数の増加に繋がるものと考え

られることから、授業中の心拍数が「積極性」の客観的な評価指標となる可能性が考えられる。しかし、大学体

育授業で心拍数を「積極性」の客観的指標とした場合に、学生に与える身体的および心理的影響は明らかにされ

ているとは言えない。そこで、本研究では、大学体育授業での心拍計を用いた積極性の評価が、授業中の心拍数

及び授業前後の感情変化に与える影響を検証した。 本研究では、体育授業を受講した60名（男性38名、女性

22名）を解析の対象とした。 研究の対象となる授業は、心拍計を装着して2回実施した。1回目には、積極性は成

績評価の一つであるというシラバスに記載されている説明を行い授業を実施した。2回目には、積極性を心拍数に

よって評価するという説明の後授業を実施した。それぞれの授業の前後に、改訂版ポジティブ感情尺度を用いて

気分調査を行った。授業はバスケットボールを実施し、レクリエーションとドリブルリレーを行った後、5分間の

ゲームを2回実施した。心拍数の測定開始から終了まではおよそ50分程度であった。 授業中の最高心拍数と平均

心拍数および高強度心拍数の出現時間は、心拍数によって積極性を評価した2回目の授業で、1回目と比較して有

意に増大した。また、両授業共に、授業後に快感情が有意に高まり、その増加量は2回目の授業のほうが有意に大

きかった。 これらの結果から、大学体育授業での心拍計を用いた積極性の評価は授業中の心拍数および授業後の

快感情を増加させることが示された。
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General Meeting

オープニングセレモニー・総会
Wed. Aug 31, 2022 9:30 AM - 10:40 AM  第1会場 (3号館3階301教室)
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Luncheon Seminar

ランチョンセミナー②／株式会社 SPLYZA
Chair: Kai Toyoshima
Wed. Aug 31, 2022 12:40 PM - 1:40 PM  第7会場 (2号館1階12教室)

共催社名：株式会社SPLYZA　
 

 
ICTを活用した体育における新たな楽しさや価値の発見 
*Taku Komizo1 （1. Kashiwa City Kashiwadaihachi Elementary school） 
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(Wed. Aug 31, 2022 12:40 PM - 1:40 PM  第7会場)

ICTを活用した体育における新たな楽しさや価値の発見
*Taku Komizo1 （1. Kashiwa City Kashiwadaihachi Elementary school）

 
従来の学校体育にはなかった「みる」スポーツの体験も積極的に取り入れながら、子供たちにスポーツの様々な

楽しみ方を伝えている柏市立第八小学校の小溝先生。 

　「スポーツは考える力を育む」というコンセプトで全国の学校部活動や学校教育中心に展開中の映像分析

ICTツールの SPLYZA Teams。 

　今回のランチョンセミナーでは、小溝先生が SPLYZA Teamsを活用した体育の授業において、生徒が新たに触

れることができた「考える楽しさ」を中心に発表して頂きます。
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Luncheon Seminar

ランチョンセミナー①／順天堂大学スポーツ健康医科学推進機構（

JASMS）①
司会：鈴木 宏哉（順天堂大学スポーツ健康科学部）
Wed. Aug 31, 2022 12:40 PM - 1:40 PM  第4会場 (3号館8階801教室)
 

 
スポーツの「やりすぎ」と「やらなさすぎ」を考える 
*Koya Suzuki1, Yuki Someya1 （1. Juntendo University） 
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(Wed. Aug 31, 2022 12:40 PM - 1:40 PM  第4会場)

スポーツの「やりすぎ」と「やらなさすぎ」を考える
*Koya Suzuki1, Yuki Someya1 （1. Juntendo University）

 
順天堂大学スポーツ健康医科学推進機構（ JASMS）は、スポーツと医学の融合による社会課題の解決を目指して

いる。 

子どもたちのスポーツ現場では、成長期からの「やりすぎ」によるスポーツ障害の発生や、勝利主義を超えた勝

利至上主義の問題点が指摘されている。一方で「やらなさすぎ」の問題も顕著であり、小・中学生の体力・運動

能力は、コロナ禍も一因となり急激な低下傾向に転じている。そのため、運動あそびの実践などによる幼児期か

らの運動習慣形成が急務となっている。また、成人についてもスポーツ低関心・無関心が積年の課題となってい

る。若年期の運動習慣は、その後の生涯を通した運動習慣形成や中高年期の疾病発症に影響を及ぼすことが知ら

れており、本学における文京区在住の高齢者を対象としたコホート研究(Bunkyo Health Study)や順天堂大学体格

体力累加測定研究（ J-Fit+ Study）、順天堂同窓生研究（ Juntendo Alumni Study）からも、関連する興味深い結

果が得られている。 

本セミナーではこの分野に精通したスポーツ政策やスポーツ医科学の研究者が、スポーツ行政の動向や自身の研

究を例に、この重要な社会課題に対する対策のヒントを自由に語る。 
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Exhibition

書籍展示
Wed. Aug 31, 2022 10:00 AM - 5:00 PM  書籍展示会場 (3号館1階)
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Exhibition

企業展示
Wed. Aug 31, 2022 10:00 AM - 5:00 PM  企業展示会場 (第一体育館)
 

 


