
－��－

����������������������������������������������������������
濱田幸二＊, 塩川勝行＊, 三浦 健＊, 高橋仁大＊, 小島隆史＊＊,

坂中美郷＊＊, 生瀬良造＊＊＊, 中西康己＊＊＊＊, 成田明彦＊＊＊＊＊�����������������������������������������������������������������
－��������������������������－����������＊������������������＊���������＊���������������＊��������������＊＊���������������＊＊��������������＊＊＊����������������＊＊＊＊��������������＊＊＊＊＊����������������������������������������������������������������������������������������������������������������→���→�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������→��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

＊鹿屋体育大学体育学部スポーツパフォーマンス系
＊＊鹿屋体育大学大学院修士課程
＊＊＊全日本大学バレーボール連盟
＊＊＊＊筑波大学
＊＊＊＊＊東海大学



��� �
バレーボール競技は, ボールを３回以内のコン

タクト (ブロック接触は除く) で相手に返球する

という三段攻撃１)２)が存在する｡ このことは, 他

の球技, 例えば, 類似したネット型のテニス競技

では, 相手から送られたボールを１回で返球しな

くてはならない｡ また, ゴール型のサッカー競技

やラグビー競技では, 自チームでボールを制限な

く保持することができるものと比べても特殊��)で
あり, バレーボール競技の場合自チームで３回以

内のコンタクトの中で, 如何に有利に試合を展開

(得点) するかが勝敗の分かれ目となる｡ そのた

めに, 各技術の精度を高める事が必要８)��)であり,
これまでサーブ, サーブレシーブ (レセプション

と同義, 以下レセプションと記載), トス, スパ

イク, ブロック, スパイクレシーブ (ディグと同

義, 以下ディグと記載) といった各技術の分析が

以下のような観点で行われてきた｡ 出村ら８)は,

技能の合理的・客観的評価尺度の作成を行い, 豊

田ら��)は, サーブ, レセプション, トス, スパイ
ク, ブロック, ディグの各技術評価について考察

を行っている｡ また, 都澤ら��－��)は, バレーボー
ルプレーヤーの攻撃力の評価を, スパイク, ブロッ

ク, サーブについて報告しているが, スパイク決

定率が高かったのは, レセプションやトスが良かっ

たからという関連性については考慮していない｡

川田９)は, バレーボールにおける三段攻撃は,

｢相手コートから飛来してくるボールに対して受

けとめるプレイと, それをスパイクまでつなぐプ

レイが同じ本数だけ行われていることになる｡ ス

パイクは単独では存在しえないプレイ｣ であると

述べ, チーム力の攻撃力評価に関して報告してい

る｡ チーム力評価に関して米沢ら��)��)は, ｢レセプ
ション＋攻撃の組み立て＋カバー｣ と, 相手の攻

撃を ｢ブロック＋ディグ＋カウンターアタック＋

カバー｣ に着目し, 田原��)は, スパイカーの攻撃
力評価をポジション別に分析し, レセプションと

トスの成否から, スパイカーの決定力の分析を行っ

た｡ しかし, 連続した ｢レセプション→トス｣,

｢トス→スパイク｣ という分析ではないため, ど

の技術が主要因でチーム力が向上, または低下し

たのか考察されていなかった｡ 連続したプレイに

関して川田９)は, スパイク決定にいたる主要因を

トスの種類 (トスの速さ, 上げられた位置) と,

相手ブロックの参加人数に着目し分析を行った｡

その結果, 状況に応じたトスの配球がスパイク決

定に関係していることが結論づけられた｡ しかし,

チーム力の攻撃力に関する連続したひとつのラリー

(三段攻撃) ｢レセプション→トス→スパイク｣ の

研究であったため, 自チームが優位に戦うために

技術を修正していくという研究ではなかった｡

他競技での連続する技術に関する研究では, 洲

ら��)が水球競技において, アシストパスからのシュー
ト技術について分析を行ったが, アシストパスの

成否とシュートの成否についての連続する技術と

しての考察は行われていない｡

このように, 各技術の連続性, すなわちレセプ

ションからトス, トスからスパイクといった連続

する直前の技術 (トスの前のレセプションや, ス

パイクの前のトス) の修正については, これまで

全くと言っていいほど行われていない｡

連続する技術の修正とは, レセプションをセッ

ターがバックゾーンでセットアップするしかない

返球でも, セッターが修正しスパイカーが十分な

体勢で攻撃できるトスをあげ, 相手の守備を崩し

たスパイクが打てる (プラスの修正) ようにした

り, 逆にレセプションをセッターが定位置でセッ

トアップできるように返球しても, その次のトス

が乱れスパイカーが十分な体勢で攻撃できなかっ

たり (マイナスの修正) することである｡

また, ����イボイノフ２)によれば, 複合技術練

習を行った方が個別の技術練習を行った場合より

効果が高いと述べている｡ 各技術の連続性を明ら

かにすれば, チームの強化という点から大いに意

義があると考えられる｡ 特に三段攻撃が存在する

バレーボール競技の場合, 技術は単独で存在する

ものではなく, 直前の技術が次の技術の結果へ影
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響される｡ チーム内で最終スパイクまでに ｢いい

状態｣ に修正することができるセッター (２つ目

をプレーする) が大変重要３)４)��)であると考えら
れる｡

濱田ら６)のチームの特徴を表す攻撃分類である

バレーボールのラリー形式においては, レセプショ

ンからの攻撃, スパイクレシーブからの攻撃, チャ

ンスボールからの攻撃, ブロックフォローからの

攻撃の４種類について全て分析した｡ チームによっ

てスパイクレシーブからの攻撃は決定力が高いが,

レセプションからの攻撃は他のチームに比べて低

いなど, チームの特徴 (長所や短所) が明確にな

る｡ また, 都澤ら��－��)や米沢��)の, レセプション
からの攻撃によってサーブ権を獲得する能力が,

バレーボールゲームの勝敗に最も影響を及ぼして

いると報告したことや, 吉田ら��)��)が, ｢レセプショ
ンからの攻撃によってサーブ権を獲得する能力が,

相手と接戦するための負けない能力｣ と述べ, 如

何にレセプションからの攻撃の決定力を上げるか

が重要であると結論づけている｡ 本研究では, レ

セプションからの攻撃に的を絞り, また, その中

でも今回は第１報として, 三段攻撃の１つ目から

２つ目の前半部分のレセプションからトスまでの

連続する技術の修正という観点で分析及び考察を

することとした｡

今回分析の対象としたアジア東部地区バレーボー

ル女子選手権大会は, 国内の大学単独チームの参

加出場ではなく, 全日本大学選抜チーム (ユニバ

シアード女子チーム) であった｡ 選抜チームとい

うことから年間の合同練習時間に制限 (この大会

に臨むに当たり行った合宿期間は１週間であった)

があり, 各選手間のコンビネーションも確立され

ていない (発展途上であったと思われる), そこ

で三段攻撃の中心��)である２本目をボールタッチ
するセッターが, レセプションを修正するか他の

参加国と比較し, 日本チームが今後どのように強

化していけばよいか考察を加えたいと思う｡��������� �
平成��年度第５回アジア東地区バレーボール女
子選手権大会(７月��日～��日, 於：台湾, 屏東
市)で行った公式戦の日本戦４試合計�����(１位
台湾, ２位日本, ３位中国, ４位香港, ５位マカ

オ) を対象とし試合結果を表１に示した｡��� �� 日本の行った公式戦をコート後方よりビデオ

撮影し, レセプション, サーブ, トス, スパイク

の成否及び評価について ｢����������(バレーボー
ル分析ソフト) ����｣ を用い集計分析した｡
また, 以下の分析項目から考察を行った｡

① レセプション返球率

② トス成功率

上記レセプション返球率とトス成功率について

は, χ２検定を行い日本チームと対戦チームを比

較分析した｡

③ レセプション→トス修正値を算出し, 対応の

ないｔ検定を行い, 日本チームと対戦チームを比
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較分析した｡� 評価内容及び算出方法 (技術評価基準は小

島��)が作成したものを参考にした)
① レセプション返球率 (レセプションを４段階

評価し, �評価と�評価を成功とし, 総受球数
のうち, この二つの占める割合)�評価：セッターが定位置で処理した｡�評価：セッターが２, ３歩移動して処理した｡�評価：セッターがアンダーで, もしくはセッ
ター以外が二段トスで処理した｡�評価：相手コートにそのまま返った｡ または,
はじく, 落とすなどしてそのまま得点された｡

② トス成功率 (トスを４段階評価し, �評価と�評価を成功とし, 総トス数のうち, この二つの
占める割合)�評価：スパイカーが万全の体勢で打つことが
できるトスである｡�評価：スパイカーが打つことができるトスで
ある｡�評価：主に２段トスや高いトスである｡�評価：３球目で返球することを念頭においた
トスであり, スパイクすることは困難なトスであ

る｡ または, ドリブルなどセッターのミスで相手

に得点された｡

③ レセプション→トス修正値

レセプションの評価とトスの評価の違いによっ

て得点の再修正 (�評価は４点, �評価は３点,�評価は２点, �評価は１点) をつけ, それらを

合計から (例：レセプションが�評価で５点か
ら, トスが�評価で４点, この場合は４－５で－
１点となる, その計算を全部の機会で行う) 平均

値を求めた｡ レセプションで�評価からトスも�
評価になった場合は, ０点ではなく, 一定の効果

があったと見なし, ＋１点とした｡������������������� (表２参照)

バレーボール競技において, 緒言でも述べたが

試合で勝つためには相手サーブ権のときに確実に

ポイントをとること (レセプションからの攻撃)

が重要となる｡ そのポイントをより多く奪取する

ために, レセプションの成功率が大きく影響する｡

ここでは, そのレセプション返球率について考察

を行う｡

台湾戦 (図１－１) では, 表２で示すように,

日本がレセプション機会��回中, 成功��回でレセ
プション返球率����％に対して, 台湾はレセプショ
ン機会��回中, 成功��回でレセプション返球率����％であり, χ２検定の結果有意な差は見られ

なかったが, 台湾が日本を上回った｡ 台湾に比べ

てレセプション返球率が悪かったことは, 日本が

唯一ストレートで敗戦を期した試合において, 大

変重要な要因であったと考えられた｡ レセプショ

ン返球率が悪いということは, いくら優秀なセッ

ターがトスで修正を行い ｢いい状態｣ でスパイク

攻撃をさせても, サイドアウトポイントを取る確
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率が低くなり, 先行研究９,��)でもあったように勝
利する確率が低くなる｡ 今後はスパイカーのスパ

イク修正能力も検討する必要がある｡

中国戦 (図１－２) では, 日本がレセプション

機会���回中, 成功��回でレセプション返球率����％に対して, 中国はレセプション機会���回
中, 成功��回でレセプション返球率����％であり,
χ２検定の結果有意な差は見られなかったが, 中

国が日本を上回った｡ 台湾戦と類似した結果となっ

たが, 試合結果はフルセット (総得点は低かった

が) で日本が勝利している｡ 先行研究��－��)では,
試合で勝利するためにはレセプションの成功率を

上げないといけないとあるが, この中国戦では違

う結果となった｡ このことよりトス成功率とトス

修正能力が勝敗に影響を及ぼしていると考えられ

た｡

香港戦 (図１－３) では, 日本がレセプション

機会��回中, 成功��回でレセプション返球率����

％に対して, 香港はレセプション機会��回中, 成
功��回でレセプション返球率����％であり, χ２

検定の結果有意な差は見られなかった｡ 試合結果

は, 大差で日本がストレート勝ちしている｡ その

勝因はレセプションの安定だけではなく, 他の得

点要素 (例えば相手ミスポイントやスパイクポイ

ント等) において, 日本の得点能力が香港に比べ

て高かったと推察された｡

マカオ戦 (図１－４) では, 日本がレセプショ

ン機会��回中, 成功��回でレセプション返球率����％に対して, マカオはレセプション機会��回
中, 成功��回でレセプション返球率����％であり,
表２で示すようにχ２検定の結果日本が有意 (χ２

＝���������＝��������) に上回った｡ 試合結果
は, 香港戦以上に大差で日本がストレート勝ちし

ている (表１)｡ 要因としてはレセプションの安

定と, 香港同様に日本の得点能力がマカオに比べ

て高かったと推察された｡
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������� (表３参照)

バレーボール競技において, スパイクでポイン

トするのが全得点の約��％といわれている１)｡ ス

パイクポイントを向上させるには, その前の技術

であるトスの結果に左右される部分が大きいと考

えられる｡ ここでは, そのトス成功率について考

察を行う｡

台湾戦 (図２－１) では, 日本がトス機会��回
中, 成功��回でトス成功率����％に対して, 台湾

はトス機会��回中, 成功��回でトス成功率����％
となり, χ２検定の結果有意な差は見られなかっ

た｡ トス成功率では, レセプション返球率で下回っ

た日本が台湾を上回った｡ その要因としては, 台

湾が戦術上, 高いトスを多用する戦術をとったた

め評価が�評価となり台湾の修正値が低くなっ
たと考えられた｡ また, 日本は, セッターが悪い

レセプションを高い技術で修正しトスを成功させ,

スパイカーへ ｢いい状態｣ にしてトスを上げたと
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図�－� レセプション返球率 日本対マカオ������ �����
表２ レセプション返球率

日本 対 台湾 日本 対 中国 日本 対 香港 日本 対 マカオ��� 日本 台湾 有意差 χ２値 日本 中国 有意差 χ２値 日本 香港 有意差 χ２値 日本 マカオ 有意差 χ２値������ ����� ����� �� ����������� ����� �� ����������� ����� �� ����� ����� ����� �� ������������ ����� ����� �� ����������� ����� �� ����������� ����� �� ����������� ����� �� ������� ����� ����� �� ����������� ����� �� ����������� ����� �� ����������� ����� �� ������������ � � � � ����� ����� �� ���� � � � � � � � ������� � � � � ����� ����� �� ������ � � � � � � � ��������� ����� ����� �� ����������� ����� �� ����������� ����� �� ����������� ����� �� ������
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考えられた｡

中国戦 (図２－２) では, 日本がトス機会��回
中, 成功��回でトス成功率����％に対して, 中国
は, トス機会��回中, 成功��回でトス成功率����
％となり, 試合全体ではχ２検定の結果有意な差

は見られなかったが, 日本が中国を上回った｡ こ

の試合で日本は負傷者 (ライトポジション) が出

てしまい選手交代やシステムの変更を余儀なくさ

れ, そのことでレセプション返球率も悪くなった

と推察された｡ 特に５セット目レセプション返球

率とトス成功率が中国より悪かったにもかかわら

ず, 勝利することができたのは, レセプションや

トスではなく他の要素 (例えば相手ミスポイント

やスパイクレシーブからの攻撃ポイント等) でカ

バーしたものと推察された｡ また, 表３で示すよ

うに３セット目は, 日本が中国に比べて有意

(χ２＝���������＝��������) に高いトス成功率
を示した｡ 中国のセッターのトスがみだれ (トス

成功率が日本の約半分), 日本が中国に勝利する

ことができたと考えられた｡

香港戦 (図２－３) では, 日本がトス機会��回
中, トス成功��回のトス成功率����％に対して,
香港は, トス機会��回中, トス成功��回の����％
となり, χ２検定の結果有意な差は見られなかっ

たが, 日本が香港を上回った｡ 香港は, レセプショ

ンとトスのパフォーマンスが日本より低く, 日本

はミスが出てしまう恐れのある高度なコンビネー

ション攻撃を仕掛ける必要がなく, ｢安全で単調

なトス｣注)を上げたため, トス成功率が高く安定

していたと推察された｡

マカオ戦 (図２－４) では, 日本がトス機会��
回中, トス成功��回のトス成功率����％に対して,
マカオは, トス機会��回中, トス成功��回のトス
成功率����％となり, 試合全体では, χ２検定の

結果有意な差は見られなかったが, 日本がマカオ

を上回った｡ ただし表３で示すように, ３セット

目は日本がマカオに比べて有意 (χ２＝���������＝��������) に高い成功率を示した｡ マカオも
香港同様に, レセプションとトスのパフォーマン

スが日本より低く, 日本は高度なコンビネーショ

濱田, 塩川, 三浦, 高橋, 小島, 坂中, 生瀬, 中西, 成田：バレーボールにおける連続する技術の修正能力に関する研究 (１)
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ン攻撃を仕掛ける必要がなく, ｢安全で単調なト

ス｣注)を上げたため, トス成功率が高く安定して

いたと考えられた｡ また, トス機会が他の試合と

比べて少なかったのは, サーブポイントやブロッ

クポイントといったボールが相手コートにある場

合が多かったことも推察された｡

�������������� (表４参照)

台湾戦 (図３－１) では, 日本の修正値�����
に対して, 台湾は�����であった｡ ｔ検定の結果
有意な差は見られなかったが, 台湾はレセプショ

ンが�評価の時, 徹底して�評価のトス (高い

トス) を上げており, それ以外, 例えばレセプショ

ンが�評価直後のトスの精度では, 日本のレセ
プションが �評価��回中, トスの �評価��回
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表３ トス成功率
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����％に対して, 台湾はレセプション�評価が��
回中, トスの�評価��回����％と台湾が大きく上
回っていた｡

このことは, 台湾は大学の選抜チームではなく,

完全なナショナルチーム (����年に行われた世界
選手権のメンバー) であったため経験も豊富でチー

ムとして完成していると考えられた｡ セッターは

スパイカーとのコンビネーションも合っていて,�評価のレセプションの時は, 万全の体勢でスパ
イクが打てるトス (�評価) を上げていた｡ 逆に
日本は�評価のレセプションが, 選抜チームと
して完成しきっていなかったため, そのまま �
評価のトスになった場合が台湾に比べて少なく乱

れていた (コンビミス) と考えられた｡ 日本の今

後の課題として, レセプションの成否にかかわら

ず, セッターとスパイカーのコンビネーション攻

撃の精度を高め, 常に十分な体勢でスパイク出来

るようにしなくてはならないだろう｡

中国戦 (図３－２) では, 日本の修正値�����
に対して, 中国は�����であった｡ 勝利したセッ
ト (５セット目を除く) では, 日本が中国より修

正値が高い傾向であり, ｔ検定の結果表４で示す

ように３セット目では, 中国はマイナスの修正値

を示し日本が有意 (�＝��������＝���������) に
高い値を示した｡ これは, レセプションが良くて

もトスで悪くしてしまうということである｡ また,

レセプションが�及び�評価のとき, トスで修
正できた機会は, 日本が中国より上回っていた｡

特にレセプションが�評価直後のトスの精度が
良く, 日本のレセプションが�評価��回中, ト
スが�評価に修正できたのは��回����％に対し,
中国はレセプションが�評価��回中, トスが�
評価に修正できたのは��回����％となっていた｡
試合結果はフルセットで勝つことができたが,

総得点及びレセプション返球率で中国の方が高い

数値を上げていた｡ しかし, トス成功率及び修正

濱田, 塩川, 三浦, 高橋, 小島, 坂中, 生瀬, 中西, 成田：バレーボールにおける連続する技術の修正能力に関する研究 (１)
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値は, 日本のほうが高い数値を上げていた｡ この

ことは, 試合で勝つためには, トスで修正するこ

とができる優秀なセッターが重要であると考えら

れた｡

香港戦 (図３－３) では, 日本の修正値���に
対して, 香港は�����であった｡ ｔ検定の結果表
４で示すように, 日本の修正値が試合全体で有意

(�＝��������＝����������) に高かったというこ
とは, レセプション返球率があまり変わらなかっ

たにもかかわらず, 日本が香港に大差で勝利した

要因と考えられる｡ 中でも, レセプションで�
評価直後のトスの精度が日本と香港では大きく違っ

た｡ 日本のレセプションの�評価��回中, トス
の�評価が��回���％であったのに対し, 香港は
レセプションの�評価��回中, トスの�評価が

��回����％となっていたことが勝敗を分けた大き
な要因となったと考えられた｡

マカオ戦(図３－４)では, 日本の修正値�����
に対して, マカオは�����であった｡ ｔ検定の結
果有意な差は見られなかったが, レセプションが�及び�評価のとき, トスで修正できた機会は,
日本はマカオより上回っていた｡ また逆に, 日本

が修正できなかったものは, 全体��回中�回の���
％に対して, マカオは全体��回中��回の����％で
あった｡ 日本が安定して修正をできていたことと,

マカオはレセプション返球率も悪く, トスでも上

手く修正することができなかったため大差がつい

たと考えられた｡
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表４ レセプション→トスの修正値

日本 対 台湾 日本 対 中国 日本 対 香港 日本 対 マカオ

日本 台湾 �検定 日本 中国 �検定 日本 香港 �検定 日本 マカオ �検定
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バレーボール競技において, 連続する技術の修

正能力として今回 ｢レセプション→トス｣ に着目

して分析を行った｡ その結果, 試合で勝利するた

めには, レセプション返球率とトス修正値の両方

を向上させなくてはならないと考えられた｡

また, 日本チームに関しては, ｢レセプション

→トス｣ で, 修正率は台湾以外の他国よりも評価

を上げていた｡ 負けた試合 (台湾戦) において日

本は, レセプションが�評価のとき, トスが�
評価になる割合が低かったため, 今後日本チーム

のパフォーマンス向上のため, レセプションが�
評価のときスパイカーが十分な体勢でスパイクで

きるように, コンビネーション攻撃の精度を上げ

ることが必要であると考えられた｡

注) 箕輪ら��)によると ｢優れたセッターとは, 状

況に応じて味方の攻撃をより有利な状態で行わせ

ることができるセッターのこと｣ と定義している｡

このことは, トスが味方にとって雑 (丁寧ではな

い) であっても, 相手よりも味方のほうが有利な

状況にすることによって, 得点できる場合もある

ということである｡ 川田９)も ｢いい状況とは, 相

手ブロック参加人数が少ないほうがスパイク決定

率は高い｣ と結論づけ, ある程度丁寧さは欠ける

が, 相手ブロックを拡散するトスがいいとし, 逆

に, ファーストレシーブが乱れたときは特に, よ

り丁寧なトスを心掛ける必要があるとしている｡

本研究で述べている ｢安全で単調なトス｣ とは,

相手チームのシステム等考慮に入れない, 自チー

ムにとって必ずしも有利ではないが, 自チームの

選手が十分な体勢で攻撃できるサードテンポのト

スとした｡����������
１) ��セリンジャー(����) セリンジャーのパワーバ

レーボール ベースボールマガジン社

２) ����イボイノフ(����) バレーボールの科学 泰

流社

３) 藤原道生(����) バレーボールゲームの戦術的研

究－����������������に関する一考察－ 筑波大学

体育学研究科研究論文集 第��巻：��������
４) 福原祐三(����) バレーボールのゲームにおける

トスについて 日本体育学会 第��回大会号：����
５) 福原祐三ら(����) バレーボールにおけるローテー
ションのバランスについて(�) 筑波大学体育科学

系紀要��：��������
６) 濱田幸二ら(����) チームの特徴にあったコーチ

ングの検討－返球パターンの分析から－ 鹿屋体育

大学研究紀要 第��号：��－���
７) 広瀬恒平, 中川昭(����) ラグビーにおけるコン

タクトプレーのトレーニングに関する実践的研究

－筑波大学ラグビー部の攻撃継続能力の向上を目的

として－ 筑波大学体育科学系紀要��：������
８) 出村慎一ら(����) バレーボールゲーム中におけ

る技能評価の検討 金沢大学教育学部紀要 第��号：���－����
９) 川田公仁(����) バレーボールのトスに関わる研

究－アタック決定状況とブロック参加数を中心とし

た考察－ 筑波大学体育研究科研究論文集 第��巻：���－������) 小島隆史ら(����) 大学女子バレーボール競技に

おけるスパイクレシーブ及びカウンターアタックの

重要性 －鹿屋体育大学の西日本インカレでの躍進

を例に－ 鹿屋体育大学学術研究紀要 第��号：��������) 工藤健司ら(����) バレーボールにおける攻撃力

評価に関する研究(�) －プレーヤーのポジション

別攻撃力評価の試み－ バレーボール研究 第４巻

第１号：�������) 工藤健司ら(����) バレーボールにおける攻撃力

評価に関する研究(�) －����オリンピック大会女
子最終予選, 日本チームと対戦チームの攻撃力比較－

バレーボール研究 第５巻第１号：��������) 工藤健司, 柏森康雄(����) バレーボールにおけ

る攻撃力評価に関する研究 －攻撃組立状況別の攻

撃力分析－ バレーボール研究 第３巻第１号：������) 森田淳悟ら(����) バレーボール競技の攻撃の特

徴 日本体育大学紀要 第��巻１号：����������) 小川宏, 黒後洋(����) ラリーポイント制による

バレーボールゲームの勝率確率について ～シュミ

レーション値と実際値の比較から～ バレーボール

研究 第７巻第１号：�������) 箕輪憲吾, 吉田敏明(����) バレーボールゲーム

におけるセッターに関する研究 バレーボール研究
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第３巻第１号：�������) 都澤凡夫ら(����) バレーボールプレーヤーの攻

撃力の評価方法に関する研究 筑波大学体育科学系

紀要６：��－�����) 都澤凡夫ら(����) サーブレシーブからの攻撃に

おけるサイドアウト率に関する理論的研究 筑波大

学体育科学系運動学研究４：��������) 都澤凡夫ら(����) サーブレシーブからの攻撃に

おけるサイドアウト率に関する研究(�) 筑波大学

体育科学系運動学研究５：����������) 都澤凡夫ら(����) サーブレシーブからの攻撃に

おけるサイドアウト率に関する研究(�) 筑波大学

体育科学系運動学研究７：���������) 都澤凡夫ら(����) サーブレシーブからの攻撃に

おけるサイドアウト率に関する研究(�) 筑波大学

体育科学系運動学研究８：��������) 洲雅明ら(����) 水球競技におけるアシストパス

の評価基準 水泳水中運動科学６：��������) 鈴木 理(����) ゲーム構造に依拠したバレーボー
ル教材づくりのための基礎研究 バレーボール研究

第６巻：������) 田原武彦(����) バレーボールにおける攻撃力評

価に関する研究 総合研究所所報��：���－������) 豊田 博・島津大宜(����) バレーボール技術の

評価に関する研究(第２報) 女子一流チーム・選手

の国際試合における技術成績について 体育学紀要

第６号：��－�����) 米沢利広(����) バレーボールのゲーム分析－ゲー
ムの勝敗に影響を及ぼす決定パターンの貢献度 福

岡大学体育学研究��－�：��������) 米沢利広ら(����) バレーボールゲームにおける

勝敗の予測 －大学女子バレーボールチームについ

て－ バレーボール研究 第２巻第１号：��������) 米沢利広(����) バレーボールゲームのチーム力

評価に関する研究 －���能力と��能力による評
価－ 福岡大学スポーツ科学研究����：�������) 米沢利広・大隈節子(����) バレーボールゲーム

のチーム力評価に関する研究Ⅱ －大学女子チーム

のトップレベルについて－ 福岡大学スポーツ科学

研究����：��������) 吉田敏明・箕輪憲吾(����) ��点ラリーポイント
制のバレーボールゲームにおけるゲーム結果と得点

に直接関連する技術との関係 スポーツ方法学研究����：��������) 吉田敏明・箕輪憲吾(����) バレーボールの攻撃
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