
 

笹川スポーツ研究助成，１３０A１ -００８  
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抄録  
 

 昨今の女性アスリートの活躍で，女性のスポーツ参加への関心が高まっている現

在，女性のスポーツ指導者のキャリア発展を促すことは ,スポーツ振興にとって重要な

課題である．本研究は，スポーツを効果的に指導することに対する自信と考えられる

「コーチング効力感」に注目し，コーチング効力感と環境および個人要因の関係，さ

らにコーチング効力感とそれに関係する要因の男女間の違いを探索的に検討し，女性

のスポーツ指導者の経験およびキャリアパスについて理解することを目的とした．現

在スポーツ指導に携わる 3 2 8 名（女性 7 0 名，男性 2 5 8 名）を対象に，個人や指導歴

に関わる基本情報  ，コーチング効力感，ソーシャルサポート，ワークライフバラン

ス，ライフワークバランス，性差別への意識を測る，オンラインと紙媒体での質問紙

調査を実施した．また，女性のスポーツ指導者の経験およびキャリアに関する理解を

深めるために現役の女性のスポーツ指導者 3 名を対象に，フォーカスグループ・イン

タビューを行った .  コーチング効力感を従属変数とした回帰分析の結果，指導者講習

会への参加頻度，競技歴，指導にかける時間，同性から指導を受けた経験，指導人数

が，現役スポーツ指導者のコーチング効力感を向上させる情報源である可能性が示唆

された．反対に，ライフワークバランスは，コーチング効力感を低下させる要因にな

りうることが示された．また過去の研究（町田ほか,2012, 2013)と同様に，本研究

でも，女性は男性に比べ，コーチング効力感が低く．コーチング効力感のポジティブ

な情報源となり得る要因へのアクセスの少なさが，男性との効力感の違いに影響を与

えている可能性が示唆された．今後，女性と男性のスポーツ指導者のキャリアパスの

違いを考慮したコーチング教育プログラムの開発を積極的に進め，女性の妊娠出産の

社会的支援の方法も検討しながら，女性のスポーツ指導者の教育機会を増やしていく

必要がある．  
 

 
キーワード：コーチング，ジェンダー，キャリア，自信，サポート  
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A b s t r a c t  
 

G i r l s  a n d  w o m e n ’s  p a r t i c i p a t i o n  i n  s po r t  h as  s i g n i f i c a n t l y  i n c re a s e d  
f o r  t h e  p a s t  t w o  d e ca d e s ;  h o w e v e r,  a  n um b e r  o f  w o m e n  c o a c h e s  h a v e  no t  
be en  i n c r ea se d .  T he  pu r p os e  o f  t he  p r e se n t  s t u d y  wa s  t o  e xa m i ne  t h e  
i n d i v i du a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  p r e d i c t o r s  o f  “ co a c h i n g  s e l f - e f f i c a c y ”  
w h i c h  i s  d e f i ne d  a s  an  i n d i v i d u a l ’s  c o n f i d e n c e  t o  c o a ch  e f f e c t i v e l y.  We  
a l so  a i m e d  to  e x a mi ne  th e  ge n d e r  d i f f e r en c es  i n  c o a c he s ’ c a r ee r  p a t h s  
a n d  to  u n de r s t a n d  t he  u n i q ue  e x p e r i e nc e s  o f  w o m e n  c o a c h e s .  To  a  s a m p l e  
o f  3 2 8  c o a c h e s  ( 70  w o m e n ,  2 5 8  me n ) ,  w e  c o n du c t e d  o n l i n e  a n d  p a pe r  
su r v e y  w h i c h  a ss e s se d  t he i r  ba s i c  i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  c o a c h i n g  
e x p e r i e n c e ,  c o a c h i n g  s e l f - e f f i c a c y,  s o c i a l  s u p p o r t ,  w o r k - l i f e  a n d  l i f e - w o r k  
ba l a n ce ,  a n d  p e r c e i v e d  g e n de r  d i s c r im i n a t i o n .  We  a l s o  c o n d u c t e d  a  f o cu s  
g r o u p  i n t e r v i e w w i th  t h re e  wo m e n  c oa c h e s  t o  ga i n  d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t he i r  e x pe r i e n c es .  Re g r es s i on  a n a l y se s  r e s u l t s  s h o we d  t h a t  a  n um b e r  
o f  c o a c h i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a ms  a t t e n d e d  p e r  ye a r,  y ea r s  o f  c om p e t i t i v e  
e x pe r i e n c e ,  ho u r s  s pe n t  o n  co a c h in g  p e r  w e e k ,  e x p e r i e n c e s  o f  be i n g  
c o a c h e d  b y  co a c he s  w i t h  s am e  ge n de r,  a n d  a  n u m be r  o f  a t h l e te s  
c u r r e n t l y  co a c h i n g ,  w e r e  p o s i t i v e l y  re l a t e d  t o  c o a c h i n g  s e l f - e f f i c a c y,  
w h i l e  l i f e - w o r k  b a l a n ce  w as  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  c o a c h i n g  s e l f - e f f i c a c y.  
A l s o ,  be i n g  co n s i s te n t  w i t h  p a s t  r e s e a r c h  ( Ma c h i d a  e t  a l ,  2 01 2 ,  2 0 1 3 ) ,  
t h e  r e s u l t s  i n d i c a te d  t h a t  w o m e n  h as  l o w e r  c o a c h i n g  se l f - e f f i c a c y  as  
c o m p a r e d  t o  m e n ,  w h i c h  m a y  b e  d ue  t o  t h e i r  l i m i t e d  a c c e s s  t o  p o s i t i ve  
s e l f - e f f i c a c y  i n f o r m a t i o n .  To  i n c r e as e  a  n u m be r  o f  w o me n  c o a c h e s ,  i t  i s  
c r i t i c a l  t o  d e v e l o p  a  c o a c h i n g  e d u c a t i o n  p r o g r am  s p e c i f i c a l l y  t a r g e t e d  t o  
w o me n  t a k i n g  t h e  ge n d e r  d i f f e r e n c e s  i n to  t he  co n s i d e ra t i o n s .  I t  i s  a l s o  
ne c e s s a r y  o  e x p l o r e  t h e  w a y s  b y  w hi c h  w o me n  co a c he s  c an  be  su p p o r t e d  
t h r o u g h  m a jo r  l i f e  e ve n t s ,  s u c h  a s  p r e g n a n c y.   
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１．はじめに 
 
 コーチング効力感とは, スポーツを効果的に指

導することに対する自信と考えられる (Feltz et al., 
1999). Feltz et al. は，指導経験やソーシャルサポート

といったコーチング効力感の情報源，そしてコー

チング効力感がもたらす様々な影響を示し，コー

チング効力感モデルとして提唱した.モデルは, コ
ーチングの効果を検討する研究で広く用いられて

おり, スポーツ指導者の効力感が, 実際のコーチン

グ，コーチングに費やす時間，指導選手の効力感，

パフォーマンス, 及び道徳的行動と関係があること

が明らかにされている（e.g., Chow et al., 2009; Feltz et al., 
1999; Feltz et al., 2009; Vargas-Tonsing et al., 2003).  
昨今の女性アスリートの活躍に加え,平成23年に

「スポーツ基本法」が施行されたことにより, 女

性のスポーツ参加への関心が高まっている現在, 

女性のスポーツ指導者のキャリア発展を促すこと

は,スポーツ振興にとって重要な課題である．国外

においては、ビジネスを含む他分野での女性のキ

ャリア発展は，男性のキャリア発展とは異なった

ものであるという報告があるが（e.g., Tharenou, 2008), 
国内の女性のスポーツ指導者の現状やキャリア発

展に関して,スポーツ心理学的見地から検討を試み

た研究例は見当たらない． 

 
２．目的 
 
近年の研究で，コーチング効力感と，現役アス

リートや体育専攻学生の将来スポーツ指導をする

ことに対する興味や意志との関係が示されている

（Everhart & Chelladulai, 1998; 町田ほか，2012, 2013；

Moran-Miler & Flores, 2011). しかしながら，コーチング

効力感を促す環境や個人要因についての知見は未

だ少ない．よって本研究の目的は, コーチング効

力感と環境および個人要因の関係，さらにコーチ

ング効力感とそれに関係する要因の男女間の違い

を探索的に検討し，女性のスポーツ指導者の経験

およびキャリアパスについて理解をすることであ

った． 

 
３．方法 
 
筆頭著者の所属機関において，倫理委員会へ研

究計画の申請を行い，承認を得た．調査参加者の，

個人や指導歴に関わる基本情報 ，コーチング効力

感，ソーシャルサポート，ワークライフバランス，

ライフワークバランス，性差別への意識を測るた

め，質問紙調査をオンライン，また紙媒体で実施

した．また，女性のスポーツ指導者のキャリアを

取り巻く環境についての理解を深めるために，現

役の女性のスポーツ指導者を対象にフォーカスグ

ループ・インタビューを実施した． 
A．調査対象  
現在スポーツ指導に携わる 328名（女性 70名，

男性 258 名）を対象とした. 平均年齢は 36.88 歳
（SD = 10.79 ) であった．指導者としての役職は，

顧問が 70名(18.1%), 監督が 101名（26.1%), アシスタ

ントコーチが 111 名（28.7％），その他が 44 名

（11.4％）で，28競技種目からの参加であった． 
B．尺度  
(1) 基本情報 
 性別，年齢，現在最も時間をかけて指導をして

いるスポーツ，その指導歴，競技歴，指導にかけ

る時間，これまで指導を受けた女性・男性のスポ

ーツ指導者の人数，また共に指導を行った女性・

男性のスポーツ指導者の人数，さらに指導者講習

会への参加頻度などについての回答を得た． 
(2) コーチング効力感尺度 
日本語訳版コーチング効力感尺度（Feltz et al., 

1999; 町田ほか，2012）の 24項目で構成される能力

に対して，現時点での自信の程度を，1 (全く自信

がない)から 5（非常に自信がある）のライカート

尺度で回答を得た（α＝.96)． 
(3) 指導の現場でのソーシャルサポート 
 小牧・田中（1993）の 15 項目からなる職場ソー

シャルサポート尺度を使用した．指導しているス

ポーツの関係者の，各項目に示された行動に関し

て，1 (そう思わない)から 5（そう思う）のリッカ

ート尺度を用い評価した (α=.90)． 
(3) ワークライフ(WLC)・ライフワーク(LWC)バラン

ス 
 Netemeyer et al. (1996)のWork-Family Conflict Scaleの
Family（家族）を Life（私生活）に置き換え日本語

訳し使用した. 10 項目に 1 (全くそう思わない)から

7（非常にそう思う）のリッカート尺度を用い評価

した (WLC α=.90; LWC α=.91)． 
(4) 指導現場での性差別への意識 
  Foley et al. (2005)のGender Discrimination Scaleの日本

語訳を行った． 4 項目に，1(全くそう思わない)か
ら 5（非常にそう思う）のリッカート尺度を用い

評価した (α=.85)． 
C．フォーカスグループ・インタビュー 
現役の女性の大学スポーツ指導者 3 名を対象に

座談会形式のインフォーマルなフォーカスグルー

プ・インタビューを行った．「女性のスポーツ指導

者の経験を理解する」を主要な目的に，女性のス

ポーツ指導者を取り巻く環境，現状，また，女性

のスポーツ指導者の活躍を充実させる，もしくは

障害となる要因についてインタビューを行った． 
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４．結果及び考察   
 
A. 予備分析 
コーチング効力感と環境および個人要因に関す

る相関分析を実施した（表 1）．その結果，コーチ

ング効力感と指導にかける時間，指導人数，競技

歴，指導歴，スポーツ指導者講習会への参加頻度，

同性から指導を受けた経験，同性と指導をした経

験との間に有意な正の関係が見られた． 
 
 
表1 
コーチング効力感と個人及び環境要因の関係  

* p < .05, ** p<.01, *** p < .001  

 
表2 コーチング効力感，環境および個人要因の男女比較 

   
 
 

また，コーチング効力感，環境，個人要因の男女

の違いを検証するため t-検定，χ二乗検定を行った

（表 2)．結果，女性は男性よりもソーシャルサポ

ート，男女差別への意識が高く，男性は女性より

もコーチング効力感が高く，指導している選手の

総数が多く，競技歴，指導歴が長いことが明らか

になった．また，報酬の有無については，女性よ

りも男性の方が「ある」と回答した人数が多く，

同性から指導を受けた経験，同性と指導をした経

験については，男性よりも女性の方が「ある」と

回答した人数が多かった（表 3)． 

 

 

  
 
表3 
同性の指導者から指導を受けた経験および同性の指導者との指

導経験における男女比較 
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  また，m-plus version 7.1 を用い，コーチング効

力感，ソーシャルサポート，ワークライフバラン

スとライフワークバランス，性差別への意識の確

認的因子分析を行った．その結果，コーチング効

力感の５つの下位因子とそれをまとめる 2 次因子, 
χ2 (N = 326, 248) = 912.66, CFI = .90, TLI = .88, 
RMSEA = .09，ソーシャルサポートの1因子χ2 (N 
= 326, 90) = 406.26, CFI = .90, TLI = .88, RMSEA = .10，
ワークライフバランスとライフワークバランスの

2因子χ2 (N = 326, 34) = 179.51, CFI = .94, TLI = .93, 
RMSEA = .11，をそれぞれ確認した．性差別への

意識の1因子χ2 (N = 329, 2) = 62.56, CFI = .93, TLI 
= .78, RMSEA = .30, は，TLI, RMSEAの適合度指標

が基準に満たさなかったが，CFI は基準を満たし

ており，のちの分析にも使用することとした． 
 
 

表4 コーチング効力感の予測要因 

 

* p < .05, ** p<.01, *** p < .001  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

B.コーチング効力感と環境および個人要因の関係 
上記で確認された因子を使用し，コーチング効

力感を予測する要因を探るため，ステップワイズ

法の重回帰分析を行った．結果，指導者講習会へ

の参加頻度(β = .27, p<.001)，競技歴 (β = .15, p=.02)，
指導にかける時間(β = .19, p=.001)，同性から指導を

受けた経験(β = .13, p=.02)，指導人数(β = .13, p=.02)，
ワークライフバランス(β = -.11, p=.04)が有意なコー

チング効力感の予測要因として現れた(表 4)． 
 Step 2 に，性別を共変量として加えたが，説明率

に有意な変化は見られなかった 
 
C. 女性のスポーツ指導者の経験を理解する 

 インタビューで研究代表者が記録したフィール

ドノートを元に，帰納的分析を行った．インタビ

ューでは主に，指導環境，ステレオタイプ，サポ

ートについてのテーマが現れた． 
(1)指導環境 
 参加者全員が，他の職業（職員・教員）と兼任

しており，指導に対する責任の所在が不透明にも

関わらず，責任が大きいこと，さらに多忙さ，時

間と労力の負担の大きさが語られた．また期限付

きの指導者は，雇用の不安定さを語った．指導の

多忙さ，責任の大きさに関連し，参加者全員が生

活と指導とのバランスを取ることの難しさを示し

た．その指導生活の中での，妊娠及び出産を経験

することの難しさも語られた． 
(2)ステレオタイプ 
 まず，大学からのスポーツに対する理解の欠如に

ついて，他教員等から選手への評価を厳しくされ

ることもあると語られた．さらに指導は「趣味」

「ボランティア」という周りの意識があり，それ

が指導活動を制限していることが語られた．また，

指導現場が男性中心の社会であること，それに付

随した女性の指導者に対する固定観念の存在も示

唆した． 
(3)サポート 
 改善されているものの，未だ大学からの金銭的

サポート（奨学金・設備・手当など）が充実して

いると言えないことについて語られた．ただ，同

大学の同僚・上司をモデルとしたり，アドバイス

を得る機会があること，また，他大学，他スポー

ツの指導者からのサポートを得ていることなどが

示された．しかし，参加者全員が女性のスポーツ

指導者との交流は少ないと語った． 
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５．まとめ 

 
本研究の結果から，指導者講習会への参加頻度，

競技歴，指導にかける時間，同性から指導を受け

た経験，指導人数が，現役スポーツ指導者のコー

チング効力感を向上させる情報源である可能性が

示唆された．反対に，ライフワークバランスは，

コーチング効力感を低下させる要因になりうるこ

とが示された． 

過去の研究（町田ほか,2012, 2013)と同様に，本

研究でも，女性は男性に比べ，コーチング効力感

が低い可能性が示された．コーチング効力感のポ

ジティブな情報源となり得ると示された，指導者

講習会への参加頻度，競技歴，同性から指導を受

けた経験，指導人数が，女性が男性と比べて低い

数値を示した．この結果から，女性がこれらの機

会へのアクセスが少なく，それが男性との効力感

の違いに影響を与えている可能性が考えられる． 

フォーカスグループ・インタビューでは，スポ

ーツ指導者が共通して直面する課題，さらに妊

娠・出産に関しての考えや，女性に対する固定観

念に関することなど，女性固有の経験についても

語られた． 

本研究で，現役のスポーツ指導者を対象とした

コーチング効力感，ソーシャルサポート，ワーク

ライフバランス，及び性差別への意識を測る尺度

の予備的な信頼性が確立された．これからのスポ

ーツ指導者に関する調査での，これらの尺度の活

用が期待される．また，コーチング効力感への影

響は見られなかったものの，女性はスポーツ指導

の現場で性差別を感じていることが示された．女

性のスポーツ指導者を対象にしたフォーカスグル

ープ・インタビューでも，大きなテーマとして，

女性に対する固定観念／ステレオタイプが現れた．

性差別への意識がどのように女性のスポーツ指導

者のキャリアに影響を与えるかを, 今後の調査で

明らかにする必要がある． 

さらに，本研究で，女性と男性のスポーツ指導

者を取り巻く環境および個人要因の違いが示唆さ

れた．今回の調査の女性の参加者人数が男性の約

４分の１であったことからも，女性のスポーツ指

導者の絶対数の少なさが見える．また，今回の調

査で，女性のスポーツ指導者講習会への参加頻度

が男性と比べて少なく，女性が十分な機会を得ら

れていない可能性が示された．女性のスポーツ指

導者の育成のためには，女性と男性のスポーツ指

導者のキャリアパスの違いを考慮したコーチング

教育プログラムの開発を積極的に進め，女性の妊

娠出産の社会的支援の方法も検討しながら，女性

のスポーツ指導者の教育機会を増やしていく必要

があると考える．  
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たものです。 
 

17

SSFスポーツ政策研究 　第3巻1号


