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1 
 

序 論  

 

1． 研 究 の 背 景 と 問 題 の 所 在  

 

運 動 発 達 と は ， 出 生 か ら 高 齢 に な る ま で ， 生 涯 に わ た り 運 動 が 継 続 的

に 変 化 し て い く 過 程 で あ る ． 人 間 の 身 体 諸 器 官 の 発 達 過 程 を 踏 ま え る と ，

幼 児 期 は 神 経 系 機 能 の 発 達 が 著 し く ，そ の 運 動 発 達 は 多 様 な 動 き の 獲 得 と

質 の 向 上 と い う 特 徴 を も つ ． し か し ， 身 体 的 成 熟 は 同 一 年 齢 内 で も 個 々

人 に よ っ て 大 き く 異 な り ， 標 準 成 長 に 比 べ 加 速 的 に 成 長 す る 早 熟 型 の 子

ど も が 存 在 す る 一 方 で ， 成 長 の 進 行 が 緩 慢 で 遅 れ て 進 む 晩 熟 型 の 子 ど も

も 存 在 す る ． そ の 中 で ， 幼 児 の 運 動 や 運 動 遊 び の 様 子 を 観 察 す る と ， 表

出 さ れ る 動 作 は 実 に さ ま ざ ま で ， 運 動 学 習 が 進 行 す る 経 過 に も 個 人 差 が

み ら れ る ． 幼 児 期 に お い て ， そ の よ う な 運 動 パ フ ォ ー マ ン ス の 差 異 が い

か な る 理 由 で 表 出 さ れ る の か ， そ れ ら が 児 童 期 以 降 の 運 動 発 達 や ス ポ ー

ツ の タ レ ン ト 性 に ど う 関 係 す る か ， そ の 背 景 と な る メ カ ニ ズ ム は 不 明 確

な 点 が 多 く ， こ れ ら の 問 い に 対 す る 適 切 な 答 え は 現 在 の と こ ろ 存 在 し な

い ．  

運 動 発 達 を 考 え る 場 合 ， 個 別 機 能 的 な 発 達 だ け を 問 題 に す る の で は な

く ， 神 経 系 や 呼 吸 循 環 器 系 ， 筋 骨 格 系 な ど の 諸 機 能 の 関 係 の 中 で 捉 え て

い か な け れ ば な ら な い ． 運 動 発 達 に は ， 諸 機 能 が 密 接 に そ し て 相 互 に 関

連 し 合 い な が ら 働 き ， 運 動 や 動 作 が 新 し い 段 階 へ と 発 達 す る に つ れ ， 諸

機 能 の 連 関 の 仕 方 の 構 造 が 変 わ り ， 中 核 的 役 割 を 担 う も の が 変 わ っ て い

く こ と を 考 慮 に 入 れ る こ と が 必 要 で あ ろ う ． 本 研 究 は ， そ の メ カ ニ ズ ム

を 解 明 す る 緒 口 と し て ， 協 応 や 運 動 制 御 に 関 係 す る 協 調 運 動 の 問 題 を 対

象 と す る も の で あ る ．  



 

2 
 

B e r n s t e i n（ B e r n s t e i n , 1 9 9 6  工 藤 訳 2 0 0 3， p . 4 3） は ， 協 応 を ， 運 動 器

官 の 冗 長 な 自 由 度 を 克 服 す る こ と ， す な わ ち 運 動 器 官 を 制 御 可 能 な シ ス

テ ム へ と 転 換 す る こ と と 定 義 し て い る ． 協 応 は ， 運 動 の 合 理 性 と し て あ

わ せ も つ ， 質 的 側 面 と 量 的 側 面 が 調 整 さ れ た 運 動 の 単 位 と し て 捉 え る こ

と が で き る ． 運 動 能 力 を 評 価 す る 場 合 ， 一 般 に 「 速 く 走 る こ と 」 ， 「 遠

く へ 跳 ぶ こ と 」 ， 「 遠 く へ 投 げ る こ と 」 が 求 め ら れ ， 運 動 能 力 は 速 さ や

力 強 さ で 評 価 さ れ る こ と が 多 い ． し か し ， 先 に 述 べ た 協 応 に つ い て の 理

解 に 立 て ば ， 運 動 課 題 を 実 現 す る た め に 重 要 な の は ， 運 動 ・ 動 作 の 質 的

側 面 と 量 的 側 面 の 調 整 の 最 適 化 が な さ れ て い る か ど う か で あ る ． 運 動 ・

動 作 の 質 的 側 面 と 量 的 側 面 に お い て 調 整 の 最 適 化 が な さ れ て い れ ば ， 結

果 的 に パ フ ォ ー マ ン ス が 速 さ や 強 さ （ 記 録 の 良 さ ） に よ っ て 示 さ れ る 事

実 は 言 う ま で も な い ． し か し な が ら ， 幼 児 期 の 一 時 点 は 発 達 の 過 程 に 過

ぎ ず ， そ の よ う な コ ン デ ィ シ ョ ン 系 能 力 の 最 大 値 や ， 運 動 ・ 動 作 そ の も

の の 出 来 不 出 来 の み で 運 動 能 力 を 判 断 す る の は 尚 早 で あ り ， そ れ に 関 与

す る 潜 在 的 な 協 応 性 の 要 因 に 着 目 す る こ と が 必 要 で あ る と 思 わ れ る ．  

そ こ で 本 研 究 で は ， 動 作 ・ 運 動 の 操 作 や 制 御 過 程 を 規 定 す る 運 動 レ ベ

ル に つ い て ， 強 度 ， 精 度 ， テ ン ポ ， 定 常 性 な ど ， 動 作 ・ 運 動 の 経 過 に お

い て 要 求 さ れ る コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン の 視 点 で ， 実 証 的 デ ー タ か ら 運 動

発 達 と い う 現 象 に ア プ ロ ー チ す る ．  

コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 理 論 と は ， 旧 東 ド イ ツ の 運 動 学 者 で あ る K u r t  

M e i n e lの ス ポ ー ツ 運 動 学 を 基 盤 に ， G u n t e r  S c h n a b e lら に よ っ て 体 系 化

さ れ た ス ポ ー ツ ト レ ー ニ ン グ 理 論 の 中 心 的 概 念 で あ る ． コ オ ー デ ィ ネ ー

シ ョ ン 能 力 と は ，“ い ろ い ろ な 動 作 行 為 を う ま く こ な せ る ま で に 普 遍 化 し

た ，動 作 活 動 の 操 作・制 御 過 程 の 経 過 特 性（ M e i n e l  &  S c h n a b e l ,  1 9 8 7  綿

引 訳 1 9 9 1  p . 3 3 3）” と 定 義 さ れ ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 は パ フ ォ ー
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マ ン ス の 前 提 で あ り ， 運 動 や ス ポ ー ツ を 効 果 的 に 実 施 す る た め に 不 可 欠

な 能 力 で あ る （ H i r t z , 1 9 7 9； Z i m m e r m a n n , 1 9 8 3）． ま た こ の 能 力 は ， 運

動 ス キ ル の 習 得 ， 改 善 ， 安 定 化 の 速 さ ， そ の 質 を 左 右 し ， 状 況 や 条 件 に

あ っ た ス キ ル の 応 用 の レ ベ ル に も 影 響 す る （ M e i n e l  &  S c h n a b e l ,  1 9 8 7  

綿 引 訳 1 9 9 1  p . 3 3 5）． H i r t z（ 1 9 8 5） は ， 学 校 教 育 に お い て 重 点 的 に 指 導

す べ き コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン の 能 力 と し て ，バ ラ ン ス ，リ ズ ム 化 ，反 応 ，

定 位 ， 分 化 の 五 つ の 能 力 を 提 示 し て い る ．“ バ ラ ン ス 能 力 と は ，「 バ ラ ン

ス を 維 持 し た り ， 崩 れ を 素 早 く 回 復 す る 能 力 」， リ ズ ム 化 能 力 と は ，「 リ

ズ ム を 作 っ た り ，真 似 し た り す る 能 力 」，反 応 能 力 と は ，「情 報 を 選 択 し ，

素 早 く 反 応 す る 能 力 」 ,  定 位 能 力 と は ，「 場 と 物 の 動 き と の 関 係 で ，姿 勢

や 動 作 を ， 時 空 間 的 に 変 化 さ せ る 能 力 」， 分 化 能 力 と は ，「 動 作 を 正 確 に

行 な っ た り ，無 駄 な エ ネ ル ギ ー を 使 わ な い よ う に す る 能 力 」（綿 引 ，1 9 9 0，

p p . 1 0 5 - 111）”を さ す ．一 つ の ス キ ル に 対 し ，複 数 の コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ

ン 能 力 が 重 要 と な り ，ス キ ル の 性 質 に よ っ て 優 位 な 能 力 に も 違 い が あ る ．

ま た ， こ の 能 力 を 規 定 す る も の は ， 一 つ ひ と つ の 具 体 的 な 行 為 を 行 う と

き の 操 作 ・ 制 御 そ の も の で な く ， そ れ 以 外 の 行 為 に も 応 用 で き る 制 御 過

程 に み ら れ る 普 遍 的 な 経 過 特 性 で あ る （ M e i n e l  &  S c h n a b e l ,  1 9 8 7  綿 引

訳 1 9 9 1  p p . 3 3 5 - 3 4 0）．  

こ れ ら の 概 念 枠 は 仮 説 的 な 部 分 も あ る が ， こ の 枠 組 み が ス ポ ー ツ 種 目

か ら の 要 求 に も と づ い て 導 か れ た も の で あ り ， 含 ま れ て い る 能 力 や そ の

内 容 が 教 育 や 支 援 の 方 法 だ け で な く ，能 力 診 断 法 と し て も 理 解 し や す く ，

発 育 発 達 研 究 に お い て 有 効 な 基 礎 と な り う る ．  

本 研 究 は ， 協 調 運 動 の 発 達 特 性 に つ い て コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン に 焦 点

を あ て て 探 り ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 実 証 的 デ ー タ か ら ， 身 体 性

と い う 視 点 か ら の 子 ど も 理 解 に ア プ ロ ー チ し よ う と す る も の で あ る ．  
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2． 本 研 究 の 目 的  

 

本 研 究 は ， 幼 児 期 に お け る 協 調 運 動 の 発 達 特 性 に 関 し て ， コ オ ー デ ィ

ネ ー シ ョ ン の 理 論 か ら 論 究 し て い く も の で あ る ． 従 来 の 体 力 テ ス ト に よ

る エ ネ ル ギ ー 系 デ ー タ 中 心 の 体 力 ・ 運 動 能 力 評 価 に 欠 け て い た ， コ オ ー

デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 に つ い て 定 量 的 に 表 現 す る ． コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン

能 力 テ ス ト の デ ー タ を 中 心 と し て ， 多 面 的 に 協 調 運 動 の 発 達 特 性 を 規 定

す る 要 因 を 定 量 化 し ， 幼 児 期 に お け る 運 動 発 達 の 特 徴 を 把 握 す る こ と を

目 的 と す る ．協 調 運 動 の 発 達 特 性 の 定 量 的 評 価 に 関 す る 知 見 を 得 る た め ，

以 下 に 示 す 四 つ の 課 題 を 設 定 し た ．  

課 題 1   コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト お よ び タ ブ レ ッ ト を 用 い

た ト レ ー ス タ ス ク を 実 施 し ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 お よ

び 手 指 の 協 調 性・巧 緻 性 の 特 徴 を 定 量 的 に 把 握 す る と と も に ，

協 調 運 動 の 発 達 的 特 徴 に つ い て 検 討 す る ．  

課 題 2   発 達 性 協 調 運 動 障 害 の ス ク リ ー ニ ン グ で 用 い ら れ る 質 問 紙

を 用 い て ， 日 常 生 活 動 作 に 関 係 す る 身 体 統 制 ， 微 細 運 動 ， 全

般 協 応 性 の 視 点 か ら ， 幼 児 期 に お け る 協 調 運 動 の 発 達 特 性 を

把 握 す る ． さ ら に ， 課 題 １ で 得 ら れ た 結 果 を も と に ， コ オ ー

デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 と の 関 連 を 検 討 す る ．   

課 題 3   課 題 1・ 2 の 知 見 を も と に ，定 量 化 さ れ た コ オ ー デ ィ ネ ー シ  

ョ ン 能 力 か ら 主 成 分 を と っ て 指 標 と し ， 発 達 の 特 性 を 構 造 的  

に 捉 え る ．  

課 題 4   課 題 3 で 得 ら れ た 構 造 モ デ ル が ， 協 調 運 動 の 特 異 性 を い か

に 表 す こ と が で き る か 検 証 す る た め ， 床 反 力 デ ー タ か ら 静 止
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立 位 保 持 中 の 姿 勢 動 揺 を 評 価 し ， そ の 結 果 を 構 造 モ デ ル に あ

て は め ， 発 達 特 性 と の 関 連 を 検 討 す る ．  

 

3． 本 研 究 の 意 義  

 

幼 児 期 は 動 き の 質 に 大 き く 影 響 す る 脳 や 神 経 の 発 達 が 著 し く ， 生 活 に

必 要 な 基 本 的 な 動 作 が 確 立 す る ． し か し ， 近 年 ， 子 ど も の 体 力 ・ 運 動 能

力 の 低 下 ， 動 き や 動 作 の 未 成 熟 な ど に 典 型 的 に み ら れ る よ う に ， 子 ど も

の 発 達 の 変 容 ， さ ま ざ ま な 環 境 や 状 況 に お い て 身 体 を 最 適 に 動 か す 能 力

の 低 さ が 指 摘 さ れ て い る ． 子 ど も の 運 動 や 身 体 を 動 か す 遊 び が 全 人 的 発

育 発 達 を 促 し ， 幼 児 期 に お け る 身 体 活 動 が 児 童 期 以 降 の 運 動 発 達 の 基 盤

を 形 成 す る 上 で 非 常 に 重 要 な 時 期 で あ る こ と は 十 分 認 識 さ れ て お り ， 幼

児 教 育 の 現 場 で は ， さ ま ざ ま な 取 り 組 み が な さ れ て は い る が ， そ の 方 法

は 手 探 り の 状 態 で あ る ． こ れ は ， 発 育 発 達 の 過 程 か ら 幼 児 が 獲 得 し て い

く 運 動 能 カ の 発 達 特 性 ， 構 造 特 性 に つ い て 未 だ 明 ら か に さ れ て お ら ず ，

そ の 結 果 ， 現 状 を 把 握 す る た め の 測 定 方 法 や 評 価 方 法 が 確 立 さ れ て い な

い こ と に 起 因 す る こ と が 多 い .  そ れ ら を 個 別 具 体 的 に 示 す た め に は ， 第

一 に ， 運 動 能 力 の 基 本 あ る い は そ の 前 提 と な る コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能

力 を 正 確 に 捉 え ， 協 調 運 動 の 発 達 的 特 徴 を 明 ら か に す る こ と が 必 要 で あ

る .し か し ，こ れ ま で ，幼 児 期 に 焦 点 を あ て コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 と

の 関 連 で 協 調 運 動 の 発 達 特 性 を 積 極 的 に 論 じ た 研 究 は 少 な い ．  

協 調 運 動 を 規 定 す る コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 特 性 を 捉 え る と い

う こ と は ， 神 経 系 や 骨 格 筋 肉 系 の 著 し い 成 熟 の 時 期 に ， 現 象 す る 運 動 や

動 作 の 背 後 に ど の よ う な 成 熟 が 進 行 し て い る の か と い う こ と を 考 え る た

め の 視 線 を も つ こ と で あ り ， 発 育 発 達 期 の 子 ど も 理 解 に と っ て 重 要 な 知
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見 と な る と 考 え ら れ る ． ま た ， そ の 過 程 に お い て ， 動 き の 獲 得 の 困 難 さ

や 動 き そ の も の に 現 れ る 問 題 の 原 因 を 客 観 的 に 示 す こ と に よ っ て ， 子 ど

も の 発 達 や そ の 課 題 を 踏 ま え た 適 切 な 対 応 と 支 援 に つ な が る こ と が 期 待

さ れ る ．  

 

4． 論 文 の 構 成  

 

本 論 文 は ， 序 章 を 含 め 6 章 よ り 構 成 さ れ て い る ．  

序 章 で は ， 研 究 の 背 景 と し て ， 現 代 の 幼 児 に み ら れ る 運 動 ・ 動 作 の 変

容 に 着 目 し ， 児 童 期 以 降 の 運 動 発 達 の 基 盤 を 形 成 す る と い う 幼 児 期 の 重

要 性 を 踏 ま え た 上 で ， 協 調 運 動 の 発 達 特 性 の 把 握 ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ

ン 能 力 向 上 の 必 要 性 へ と 至 る 背 景 に つ い て 述 べ る ． そ し て ， 研 究 の 背 景

と 問 題 の 所 在 を 踏 ま え ， 本 研 究 の 目 的 と 意 義 を 示 す ．  

第 1 章 に お い て は ， 本 研 究 の 理 論 的 根 拠 と な る コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン

理 論 に つ い て ， ド イ ツ ・ ラ イ プ チ ヒ に お け る ト レ ー ニ ン グ 科 学 研 究 の ト

レ ー ニ ン グ 論 を 基 本 的 視 座 と し て ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 理 論 を 規 定 す

る こ と か ら 出 発 す る ． そ こ か ら ， 成 立 過 程 の 歴 史 的 概 観 を 通 し て ， コ オ

ー デ ィ ネ ー シ ョ ン の 具 体 的 構 造 に つ い て 整 理 し て い く ． ま た ， コ オ ー デ

ィ ネ ー シ ョ ン に 関 連 す る 調 整 力 の 概 念 に つ い て も あ わ せ て 整 理 し ， そ の

中 で ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン が 運 動 生 成 の プ ロ セ ス を 把 握 す る 上 で 重 要

な 概 念 で あ る こ と を 再 確 認 す る ．  

第 2 章 に お い て は ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト ， ト レ ー ス タ ス

ク の 結 果 か ら ， 幼 児 期 の コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 現 状 を 把 握 し ， コ

オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 に 関 す る 性 別 ・ 年 齢 間 の 比 較 か ら 発 達 特 性 に つ

い て 検 討 す る ． 情 報 系 の 操 作 ， 制 御 の プ ロ セ ス は ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ
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ン 能 力 の 発 達 と 水 準 を 左 右 す る 上 で 基 礎 と な る と い う 前 提 の も と に ， タ

ブ レ ッ ト を 用 い た ト レ ー ス タ ス ク を 実 施 し ， 幼 児 に お け る 手 指 の 協 調

性 ・ 巧 緻 性 の 特 徴 を 定 量 的 に 把 握 し ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 と の 関

連 に つ い て 検 討 す る ． （ 課 題 1）  

第 3 章 に お い て は ， D e v e l o p m e n t a l  C o o r d i n a t i o n  D i s o r d e r  

Q u e s t i o n n a i r e  2 0 0 7 の 日 本 語 版 （ N a k a i ,  M i y a c h i ,  O k a d a ,   Ta n i ,  

N a k a j i m a ,  O n i s h i ,  F u j i t a  &  Ts u j i i ,  2 0 11） を 用 い た 保 護 者 に 対 す る 質

問 紙 調 査 の 結 果 か ら ， 性 別 ・ 年 齢 間 の 比 較 ， 協 調 運 動 特 性 の グ ル ー プ 化

を 行 い ，幼 児 期 に お け る 協 調 運 動 に つ い て の 特 性 を 定 量 化 す る ．後 半 は ，

質 問 紙 調 査 の 結 果 と コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト と の 関 連 か ら 幼 児

期 に お け る 運 動 発 達 の 特 徴 に つ い て 検 討 す る こ と を 目 的 す る ．（ 課 題 2）  

第 4 章 に お い て は ， 第 2 章 ， 第 3 章 の 結 果 を 用 い て ， 定 量 化 さ れ た コ

オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 を 構 造 的 に 捉 え ， 各 々 の コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン

能 力 の 特 徴 や 能 力 間 の 関 連 性 を も と に 幼 児 に お け る 協 調 運 動 の 発 達 特 性

に つ い て 検 討 す る ． （ 課 題 3）  

第 5 章 に お い て は ， 各 章 ご と に 得 ら れ た 結 果 か ら ， 本 研 究 が ， 幼 児 期

の 協 調 運 動 に お け る 運 動 発 達 の 基 礎 的 研 究 と し て 位 置 づ け ら れ ， 各 章 で

得 ら れ た 知 見 が ，幼 児 期 の 運 動 発 達 の 多 様 性 を 明 確 に 示 す こ と を 述 べ る ． 

さ ら に ， 課 題 3 で 得 ら れ た 結 果 の 適 用 可 能 性 に つ い て ， 床 反 力 デ ー タ に

よ る 静 止 立 位 保 持 中 の 姿 勢 動 揺 特 性 の 評 価 か ら ， 協 調 運 動 の 発 達 特 性 に

み ら れ る 特 異 性 に つ い て 指 摘 し ， 幼 児 期 の 協 調 運 動 に お け る 発 達 特 性 の

評 価 指 標 に あ ら た な 示 唆 を 与 え 得 る こ と を 総 合 的 な 考 察 と し て 述 べ る と

と も に （ 課 題 4） ， 本 研 究 の 限 界 と 課 題 に つ い て 整 理 す る ．   
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第 1 章  コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン に 関 す る 概 念 規 定  

 

1 . 1 .  コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 理 論 に 関 す る 文 献 的 考 察  

 

1 . 1 . 1  関 連 用 語 の 概 念 整 理  

コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン と は 何 か を 考 え る に は ， ま ず ， 「 運 動 」 ， 「 動

作 」，「 行 為 」な ど 関 連 用 語 の 概 念 を 整 理 し て お く こ と が 必 要 で あ ろ う ．

金 子 （ M e i n e l , 1 9 6 0  金 子 訳 , 1 9 8 1） は ド イ ツ 語 の B e w e g u n g，  M o t o r i k

の 訳 語 と し て ，B e w e g u n gを「 運 動（ な い し 動 作 あ る い は 動 き ）」， M o t o r i k

を「 運 動 系（ な い し 運 動 性 ）」と し て い る ．運 動 な い し 動 作 B e w e g u n gは ，

人 間 の 有 機 体 に よ っ て 引 き 起 こ さ れ た ， 全 身 の あ る い は そ の 体 部 分 の 位

置 変 化 を さ し （ F e t z , 1 9 7 3  金 子 ・ 朝 岡 訳 , 1 9 7 9 ,  p . 7 2 ）， 運 動 系 M o t o r i k

は ， 運 動 能 力 B e w e g u n g s f ä h i g k e i t を 決 定 し て い る ， ま た 具 体 的 な 運 動

B e w e g u n gを 形 づ く っ て い る ， す べ て の 構 成 要 素 の 構 造 的 共 働 の 全 体 で

あ る （ F e t z , 1 9 7 3  金 子 他 訳 , 1 9 7 9 ,  p . 7 7 ） と 定 義 さ れ て い る ． ま た ，

B e r n s t e i nの 場 合 に は ，B e w e g u n gは 外 か ら 確 認 で き る 身 体 や 部 位 の 時 間

に 対 応 し た 変 位 を さ し ， M o t o r i kは ， そ れ に 対 応 す る 内 的 な 調 節 水 準 を

さ し て い て ， 子 ど も の 発 育 を 例 に あ げ な が ら ， 動 作 が 構 築 さ れ る 過 程 で

は ， 変 位 と し て の 動 作 と 修 正 水 準 と し て の 運 動 系 の 対 応 が 決 定 さ れ る と

説 明 し て い る （ B e r n s t e i n ,  1 9 9 6  工 藤 訳 2 0 0 3， p p . 11 5 - 11 8 ）． さ ら に ，

M e i n e l（ M e i n e l  &  S c h n a b e l ,  1 9 8 7  綿 引 訳 1 9 9 1  p . 4） は ， 動 作 と 運 動

の 概 念 は 活 動 の 二 つ の 側 面 で あ り ， 目 で 見 る こ と の で き る 外 的 側 面 が 動

作 で ， 内 面 的 側 面 が 運 動 で あ る と し な が ら ， 両 者 に 明 確 な 線 を 引 く こ と

が 難 し い こ と を 強 調 し て い る ．  

言 い 換 え れ ば ， 外 に 現 れ て 観 察 の 対 象 に な る 動 作 と ， そ れ を 産 み 出 す



 

9 
 

内 部 の 機 能 や 構 造 で あ る 運 動 は 対 に な っ て い て ， 表 出 さ れ る パ フ ォ ー マ

ン ス の 経 過 と 結 果 は 動 作 と 運 動 と い う 二 重 性 を は ら ん で い る と い う こ と

で あ る ．ゆ え に ，M e i n e l が 指 摘 し て い る よ う に ，動 作 と 運 動 を 厳 密 に 区

別 し て そ れ ぞ れ 独 立 し た 別 次 元 と し て 扱 う の は 適 切 で は な い ． し か し 他

方 で ， 動 作 と 運 動 を 区 別 す る こ と に よ っ て ， 出 力 さ れ た も の と 修 正 水 準

へ の 二 つ の 側 面 に 注 意 を 注 ぎ 観 察 す る こ と が 可 能 と な る ．   

「 行 為 」と は ，単 な る 動 作 で は な く ，“ 行 為 の 多 く は ，あ る 運 動 課 題 を

協 同 し て 解 決 す る 動 作 系 統 の 全 体 で あ る（ B e r n s t e i n , 1 9 9 6  工 藤 訳 2 0 0 3，

p . 1 7 1）”と 定 義 さ れ る ．そ し て ，S c h n a b e l（ M e i n e l  &  S c h n a b e l ,  1 9 8 7  綿

引 訳 1 9 9 1  p . 5 1） は ， そ の 行 為 に は 三 つ の 側 面 が あ る と し ， 一 つ は 目 標

を た て ， そ の 実 現 の た め に 行 為 の 結 果 と プ ロ グ ラ ム を 意 識 し て 予 測 す る

こ と ， 二 つ 目 は ， 実 行 の 意 思 を 決 定 す る こ と ， そ し て 三 つ 目 は ， 実 際 の

成 り 行 き を 分 析 ・ 統 合 し な が ら ， コ ン ト ロ ー ル し 調 節 す る こ と と し て い

る ． ス ポ ー ツ 場 面 で 言 え ば ， 課 題 に 向 け た い く つ か の 動 作 が 組 み 合 わ さ

れ る こ と に よ っ て 行 為 が 構 築 さ れ て い る と 考 え る こ と が で き る ．動 作 は ，

“ 行 為 の 目 標 に し た が っ て 全 身 や 体 部 位 の 位 置 や 変 化 を 組 織 し ， コ オ ー

デ ィ ネ ー ト す る こ と で あ り ， 感 覚 運 動 的 に 調 整 さ れ て い る 筋 肉 活 動 の 流

れ （ M e i n e l  &  S c h n a b e l ,  1 9 8 7  綿 引 訳 1 9 9 1  p p . 5 4 - 5 5） ” で あ り ， 行 為

を 構 成 す る 動 作 と そ れ を コ ン ト ロ ー ル す る と き の 内 的 な 運 動 の 過 程 す べ

て を 同 調 さ せ る こ と が コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン と 捉 え る こ と が で き よ う ．  

こ れ ら の こ と を 踏 ま え ， 本 研 究 で は ， 表 出 さ れ る パ フ ォ ー マ ン ス の 経

過 と 結 果 の 分 析 に は ， 運 動 と 動 作 の 二 重 の 視 線 を 関 連 付 け て は じ め て 理

解 で き る こ と を 念 頭 に 置 き つ つ ， 動 作 と 運 動 を 厳 密 に 区 別 せ ず ， 両 義 性

を も っ て 用 い る 言 葉 の 使 い 方 に な ら い 論 を 進 め て い く こ と と す る ．  

こ う し た 両 義 性 や 二 重 性 と い う 視 線 を も っ て ， 対 象 と な る 子 ど も た ち
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の 運 動 ・ 動 作 の 発 達 を 観 察 し ， 指 導 す る こ と の 重 要 性 が 指 摘 で き る だ ろ

う ． と り わ け ， 神 経 系 や 骨 格 筋 肉 系 の 著 し い 成 熟 の 時 期 に ， 保 育 や 教 育

に あ た る 者 に と っ て ， 現 象 す る 動 作 の 背 後 に ど の よ う な 成 熟 が 進 行 し て

い る の か と い う こ と を 考 え る た め の 視 線 を も つ こ と が 重 要 で あ る と い え

る ． 現 象 と し て の 出 来 不 出 来 と と も に ， 生 物 的 ， 心 理 的 ， 社 会 的 な 成 熟

が ど の よ う に 変 化 ・ 発 達 し て い る の か ， と い う 二 重 の 視 点 が ， 保 育 者 の

観 察 ・ 指 導 力 の 養 成 と い う 意 味 で も 大 き な 助 け に な る で あ ろ う ．  

 

1 . 1 . 2 .  コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン の 概 念  

本 研 究 に お け る コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン と い う カ タ カ ナ 表 記 は ，  

ド イ ツ 語 表 記 「 K o o r d i n a t i o n 」 の 対 義 語 で あ る 「 S u b o r d i n a t i o n 」 の カ

タ カ ナ 表 記 ， サ ブ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン と の 概 念 的 対 比 を 明 確 に し た 綿 引

（ 1 9 9 0） の 訳 出 に 準 じ た も の で あ る ． 英 語 表 記 「 C o o r d i n a t i o n」 と い う

言 葉 は ， 神 経 生 理 学 ， 心 理 学 ， 言 語 学 な ど 広 い 領 域 で 用 い ら れ ， さ ま ざ

ま な 訳 語 が あ て ら れ て い る ． 体 育 学 に お い て も ， 調 整 力 ， 協 応 ， 協 調 な

ど と い っ た 言 葉 で ， 既 存 の も の の 組 み 合 わ せ を 示 す 概 念 と し て 表 現 さ れ

て い る ． ど の 分 野 に お い て も そ れ ぞ れ 訳 語 が 用 意 さ れ て お り ， 統 一 さ れ

た 訳 語 が な い の が 現 状 で あ る ． ゆ え に ， 綿 引 （ 1 9 9 0 ,  p p . 4 - 5； M e i n e l  &  

S c h n a b e l , 1 9 8 7  綿 引 訳 1 9 9 1 , p .  x i i i ） は ， こ れ ら の う ち 一 つ の 訳 を 使 う

と す れ ば そ の 分 野 の 意 味 が 表 面 に 現 れ ， し か も 東 独 を 中 心 と し た

「 K o o r d i n a t i o n」 の 理 論 や モ デ ル が ， 協 応 や 協 調 よ り 大 き な 概 念 枠 を も

つ に 至 っ て い る こ と を 挙 げ て ， そ れ ら の 訳 を あ て ず 「 コ オ ー デ ィ ネ ー シ

ョ ン 」 と い う 訳 語 を 採 用 し た 理 由 と し て 述 べ て い る ．  

東 独 を 中 心 と し た コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 理 論 は ， B e r n s t e i n の 神 経 生

理 学 の 理 論 を 基 礎 に し て い る ． B e r n s t e i n は ， パ ブ ロ フ の 反 射 概 念 を 批



 

11 
 

判 し ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン の 一 般 理 論 を 打 ち 立 て て い く

（ B e r n s t e i n , 1 9 9 6 .  L a t a s h  &  Tu r v e y,（ E d s . a n d  Tr a n s .）  ; B o n g a a r d t  &  

M e i j e r , 2 0 0 0）． B e r n s t e i n（ 1 9 6 7 ,  1 9 6 9 ,  1 9 7 5） は ， 生 体 は ， 受 動 的 で は

な く 能 動 的 に 目 標 達 成 を 目 指 し て 環 境 に 作 用 を 及 ぼ す ， 部 分 に 分 け る こ

と の で き な い 全 体 な の で あ る と し て ， 理 論 の 重 要 な 概 念 の 一 つ に 「 能 動

性 」を あ げ て い る ．能 動 性 は ，構 造 と い う 点 で は ，  サ イ バ ネ テ ィ ク ス の

考 え 方 か ら ，内 容 と い う 点 で は ，生 物 学 の 考 え 方（ 人 間 で は ，  社 会 科 学

の 考 え 方 ） か ら 解 明 さ れ る ． 純 粋 な 反 射 と い う そ れ ま で の パ ブ ロ フ の 唯

物 論 的 学 説 の 考 え 方 か ら ， 発 生 上 の プ ロ グ ラ ム と 環 境 の 作 用 と に よ っ て

決 ま る 行 為 目 標 を 能 動 的 に 実 現 す る 自 己 調 節 系 と し て の 生 体 と い う 考 え

方 へ と 進 ん で い く ．B e r n s t e i n の コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 理 論 は ，人 間 が ，

ア ク テ ィ ブ ・ 能 動 的 に ， 目 標 達 成 を 目 指 し た 環 境 へ の 働 き か け に よ っ て

生 ま れ る 動 作 ・ 運 動 の 全 体 を 捉 え よ う と す る も の で あ る ． 要 す る に ， 人

間 は ， 内 部 か ら 制 御 さ れ た だ け の ス テ レ オ タ イ プ な 運 動 で は な く ， 能 動

的 に 均 衡 や バ ラ ン ス を 崩 し つ つ ， 環 境 の 力 を う ま く 利 用 し な が ら 動 い て

い る の で あ り ， そ の バ ラ ン ス の 崩 し 方 ， あ る い は ， 力 の 歪 み の 作 り 方 が

コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン の 根 拠 と な っ て い る ， と 考 え る の で あ る ． そ し て

B e r n s t e i n は ， こ の よ う な 理 論 に 基 づ い た 人 間 の 運 動 や 動 作 の メ カ ニ ズ

ム を 解 明 す る 上 で ， 鍵 と な る 概 念 と し て ， 平 衡 の 攪 乱 ， 自 由 度 ， 予 測 的

制 御 ， 制 御 の 階 層 構 造 な ど を 主 張 し た ． そ し て ， こ れ ら の B e r n s t e i n の

コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 理 論 を 基 礎 に し て ， ス ポ ー ツ 行 為 の 全 体 性 と い う

考 え 方 か ら ， S c h n a b e l（ 1 9 6 8）が ス ポ ー ツ 運 動 理 論 の 基 幹 と し て コ オ ー

デ ィ ネ ー シ ョ ン の 位 置 づ け を ま と め て い く ．  

実 際 の 運 動 や 遊 び 場 面 で は ， 平 坦 で 安 定 的 な 場 所 だ け で な く ， 不 安 定

な 場 所 で 走 っ た り ， 跳 び は ね た り ， と き に は 自 由 自 在 に 道 具 を 操 作 す る
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こ と が 求 め ら れ る ． ま た 集 団 的 な 運 動 や 遊 び で あ れ ば ， 予 測 で き な い 他

者 の 動 き を か わ す な ど ， 同 調 し て 運 動 課 題 を 解 決 し な け れ ば な ら な い ．

こ の よ う な 動 作 の 過 程 と 結 果 に お い て ， そ の 前 提 と な る の が コ オ ー デ ィ

ネ ー シ ョ ン の 要 因 と そ の 能 力 で あ る ． す な わ ち ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン

を 主 体 と 環 境 の 関 係 に お い て 捉 え る な ら ば ， 運 動 課 題 に 作 用 す る 不 確 定

な 外 乱 に 対 応 し て 運 動 や 動 作 が 生 成 さ れ ， そ の 形 が 目 的 に し た が っ て 機

能 的 に 変 動 し ， さ ま ざ ま な 力 の 相 互 作 用 に 秩 序 を も た ら す も の で あ る と

い え よ う ．   

そ し て そ の 秩 序 化 に は ， 膨 大 な 数 の 自 由 度 を 操 作 シ ス テ ム に よ っ て 支

配 し な け れ ば な ら な い（ M e i n e l  &  S c h n a b e l ,  1 9 8 7  綿 引 訳 1 9 9 1 , p . 5 8）．

運 動 に 関 与 す る 全 身 の 骨 格 は ， 多 数 の 可 動 性 関 節 に よ っ て 結 び 合 っ て い

て ， そ れ ぞ れ が 目 的 達 成 の た め に 動 作 し ， 体 節 は 三 次 元 空 間 の 中 で ば ら

ば ら に 動 く 可 能 性 を も っ て い る ． こ の 身 体 の 柔 軟 さ や 精 巧 な 関 節 機 構 が

生 成 す る ， 多 様 か つ 自 在 な 行 為 の 可 能 性 が 自 由 度 で あ る ． 一 方 で ， そ う

し た 多 様 な 可 能 性 が ， あ る 特 定 の 行 為 を 決 定 す る 際 に は 困 難 を 招 く の で

あ る ． し か し 人 間 は ， 行 為 を 達 成 し ， と き に は 巧 み さ を 発 揮 す る こ と さ

え あ る ． 要 す る に ， 行 為 の 達 成 や 巧 み さ の 発 揮 と は ， 冗 長 な 自 由 度 を 制

御 可 能 な 範 囲 ま で 減 少 さ せ る こ と で あ り ， い か に 自 由 度 を 克 服 す る か で

あ る ． そ し て そ の 実 現 に コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン が 最 大 の 役 割 を 果 た す ．  

子 ど も の 発 育 ・ 発 達 の 面 か ら も ， B e r n s t e i n の 考 え 方 は 参 考 に な る ．

そ れ に よ る と ，運 動 の 個 体 発 生 は ，生 物 的 発 生 プ ロ グ ラ ム に し た が っ て ，

コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 が 成 長 し て い く プ ロ セ ス と さ れ る ．要 す る に ，

環 境 の 変 動 に 適 応 す る た め に ， 動 作 器 官 の 自 由 度 を 広 げ な が ら ， い か に

コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン の メ カ ニ ズ ム を 獲 得 し て い く か と い う こ と で あ る ．

新 生 児 は 反 射 的 な 動 き し か で き な い が ， 徐 々 に 重 力 な ど の 外 力 や 環 境 か
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ら の 情 報 に 向 か っ て ア ク テ ィ ブ に 働 き か け ら れ る よ う に な る ． 初 め て 行

う 運 動 課 題 に 対 し て は ， 動 き が ぎ ご ち な い が ， 手 や 足 の 自 由 度 を 取 り 除

く な ど 制 約 す る こ と に よ っ て ， 外 力 と 筋 力 と が コ オ ー デ ィ ネ ー ト さ れ ，

手 や 足 の 動 き は ス ム ー ス に な っ て い く ．   

こ れ ら の こ と か ら 言 え る こ と は ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン の 概 念 の 中 で ，

運 動 や 動 作 の 分 析 が ， 中 枢 神 経 系 や そ の 指 令 に よ っ て 発 生 す る ， 神 経 活

動 あ る い は 生 理 学 的 現 象 の み を 対 象 と す る も の で は な い と い う こ と で あ

る ． 個 体 発 生 が ， 単 な る 系 統 発 生 の く り 返 し に す ぎ な い と い う こ と で は

決 し て な く ， 系 統 発 生 に よ っ て つ く り あ げ ら れ て き た 発 生 の プ ロ グ ラ ム

に 沿 い な が ら も ， 個 体 発 生 の タ イ ミ ン グ を 逸 す る こ と な く 身 に つ け て い

く こ と が 重 要 で あ る と い え る ．“一 人 ひ と り の 動 作 活 動 の 操 作・制 御 過 程

に は ， 共 通 し た 同 じ 法 則 が 認 め ら れ る が ， そ の 働 き の 速 さ ， 正 確 さ ， 細

や か さ ， 柔 軟 性 は 各 人 で 異 な る ． そ の 経 過 の 質 的 な 個 性 ， 経 過 の 質 が コ

オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 本 質 （ M e i n e l  &  S c h n a b e l ,  1 9 8 7  綿 引 訳

1 9 9 1 , p p . 3 3 4 - 3 3 5 .）”  で あ り ，こ れ ら の 視 点 に お い て 子 ど も の 運 動 ・ 動

作 を 観 察 す る こ と が ， 子 ど も 一 人 ひ と り の 特 性 の 理 解 と 適 切 な 支 援 や 指

導 に つ な が る も の と 思 わ れ る ．  

 

1 . 1 . 3 .  コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 理 論 の 体 系 化 と 形 成 過 程  

旧 東 独 に お け る ト レ ー ニ ン グ 科 学 は ， 国 家 施 策 の 中 に 組 み 込 ま れ て い

た ．1 9 5 0 年 初 頭 か ら ラ イ プ チ ヒ 体 育 大 学 で の 本 格 的 な 指 導 者 養 成 と 研 究

者 養 成 が 開 始 さ れ る ．中 で も ，コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 理 論 の 研 究 は ，1 9 7 0

年 代 初 頭 か ら 大 規 模 に 展 開 さ れ ， ラ イ プ チ ヒ 学 派 に お け る ト レ ー ニ ン グ

科 学 の 重 要 な 柱 の 一 つ と な っ て い る ．  
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コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン の 理 論 が ， 旧 東 独 で ま と ま っ た 形 で 提 示 さ れ る

の は ，S c h n a b e l の『 動 作 コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン に つ い て 』と い う 論 文 で

あ る （ S c h n a b e l ,  1 9 6 8） ．こ の 論 文 は ， M e i n e l の B e w e g u n g s l e h r e の 改

訂 作 業 の 中 で 書 か れ た も の で あ る ． す で に M e i n e l は ， 初 版

B e w e g u n g s l e h r e の 中 で ，“ ス ポ ー ツ 運 動 の 理 論 は ，あ る 連 関 を も つ 全 体

と し て ， 有 機 体 と 環 界 の 統 一 か ら 出 発 し な け れ ば な ら な い ． 人 間 と 環 界

と の 間 に は ， あ る 機 能 的 な 関 連 ， あ る 相 互 作 用 が 存 在 す る ． 運 動 す る 者

に は ， 物 的 ・ 人 的 環 界 と 積 極 的 に 対 峙 し な が ら ， 環 界 に 変 容 を 引 き 起 こ

す ば か り で な く ，自 分 も ま た“ 変 容 ”す る ．こ の“ 変 容 ”と い う も の は ，

と く に 運 動 が 次 第 に 合 目 的 的 に ， 経 済 的 に な っ て い き ， つ ま り ど ん ど ん

改 善 さ れ ， 協 調 が す す ん で い く 中 に 存 在 す る ． 技 術 的 完 成 に 至 る ま で の

運 動 の 協 調 化 と い う も の は ，個 人 の 生 活 の 過 程 に お け る 運 動 発 達 の 中 で ，

ま た 個 々 の 運 動 技 能 を 習 得 す る 場 合 に 行 わ れ る が ， そ れ は 運 動 学 の 中 核

的 問 題 な の で あ る ”  （ M e i n e l ,  1 9 6 0  金 子 訳 1 9 8 1， p . 8 0 .）  と し ， 高 次

神 経 活 動 の 生 理 学 の 重 要 性 を 指 摘 し な が ら ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン （ 金

子 は ， 協 調 化 と 訳 し て い る ） が 動 作 学 の 中 心 問 題 で あ る と 述 べ て い る ．   

コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン の 概 念 が 確 立 す る 以 前 は ， コ ン デ ィ シ ョ ン 能 力

と の 対 比 の 中 で ， 「 器 用 性 （ 巧 み さ ） 」 と し て コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能

力 を 捉 え て い た ． し か し ， こ の 言 葉 は 複 合 的 で ， 共 通 の 普 遍 的 概 念 と し

て の 器 用 性 （ 巧 み さ ） で は ， そ の 意 味 内 容 が 不 鮮 明 で あ る ． と り わ け ，

競 技 ス ポ ー ツ の よ う に 高 い 質 が 要 求 さ れ る 多 様 な 運 動 行 為 と そ の 関 連 で

は ，器 用 性 と い う 大 ま か な 概 念 の み で は も は や 対 応 し き れ な い こ と か ら ，

複 数 の コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 に 区 分 す る こ と が 必 要 と な り ， コ オ ー

デ ィ ネ ー シ ョ ン に 対 す る 見 方 や 考 え 方 が 体 系 的 に 理 論 づ け ら れ て い く ．

こ こ で は そ の 形 成 過 程 に つ い て 概 観 し た い .  
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H i r t z（ 1 9 6 4）は ，運 動 能 力（ 運 動 の 巧 み さ ）を ８ 種 類 の 特 性 と し て ，

反 応 能 力 ， 適 応 能 力 ， 制 御 能 力 ， 定 位 能 力 ， バ ラ ン ス 能 力 ， 連 結 能 力 ，

敏 捷 性 ， 器 用 性 に 区 分 し ， 複 合 的 な 運 動 特 性 で あ る と 定 義 し た ． 運 動 特

性 に よ っ て ， ス ポ ー ツ マ ン は 複 雑 な 運 動 コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン を コ ン ト

ロ ー ル し ， 運 動 能 力 を 短 時 間 で 習 得 し ， 運 動 活 動 を 状 況 の 変 化 に 合 わ せ

て す ぐ に 適 切 に 切 り 換 え る こ と が で き る と 述 べ て い る ．  

G u n d l a c h （ 1 9 6 8 ） は ， ス ポ ー ツ パ フ ォ ー マ ン ス を 規 定 す る 運 動 能 力

に は ， エ ネ ル ギ ー 系 プ ロ セ ス の ほ か に 情 報 系 プ ロ セ ス が あ る と い う 見 解

を 示 し た ． 運 動 能 力 を コ ン デ ィ シ ョ ン 能 力 と コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力

に 区 分 す る こ の 考 え 方 は ， 今 日 に お い て も 適 用 さ れ て い る 体 力 要 素 分 類

の 捉 え 方 の 出 発 点 と な っ て い る（ K r u g，H a r t m a n n  &  S c h n a b e l，2 0 0 2）．  

S c h n a b e l（ 1 9 7 3）は ，運 動 活 動 の 制 御 ・ 調 整 プ ロ セ ス に よ っ て 可 能 と

な る 基 礎 コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 と し て ， 運 動 操 作 ， 運 動 適 応 変 換 ，

運 動 学 習 能 力 と 定 義 し て い る ． そ の 後 ， B l u m e（ 1 9 7 8） に よ っ て ， 分 化

能 力 ， 連 結 能 力 ， 反 応 能 力 ， 定 位 能 力 ， バ ラ ン ス 能 力 ， 変 換 能 力 ， リ ズ

ム 化 能 力 の 七 つ の 能 力 に ま と め ら れ た ． さ ら に ， H i r t z（ 1 9 7 9， 1 9 8 5）

は ， 学 校 体 育 の 現 場 に お け る 体 育 授 業 の 要 求 を 反 映 し た 上 で ， 適 切 な ト

レ ー ニ ン グ 手 段 と し て も ， 能 力 診 断 法 と し て も 利 用 し や す い よ う ， 学 齢

期 に 重 点 的 に 指 導 す る べ き 能 力 と し て 整 理 し ， B l u m eの 定 義 し た 七 つ の

能 力 か ら ， 「 運 動 結 合 能 力 」 と 「 変 換 能 力 」 を 除 い た 五 つ の 能 力 を 学 校

ス ポ ー ツ に 関 す る 基 礎 コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 と し て い る ．  

ま た ， Z i m m e r m a n n（ 2 0 0 4） は ， 各 コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 関 連

を 示 し ， バ ラ ン ス 能 力 ， 定 位 能 力 ， リ ズ ム 化 能 力 が ， 運 動 学 習 能 力 ， 運

動 適 応 変 換 能 力 ， 運 動 操 作 能 力 の す べ て に 共 通 す る 重 要 な コ オ ー デ ィ ネ

ー シ ョ ン 能 力 で あ る こ と を 指 摘 し て い る ．  
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そ の 他 に も ， R o t h（ 1 9 8 2）は ，「 時 間 プ レ ッ シ ャ ー 下 で の コ オ ー デ ィ

ネ ー シ ョ ン 能 力 」 と 「 運 動 の 正 確 な コ ン ト ロ ー ル 能 力 」 と の 間 で ， ① 早

い 運 動 制 御 能 力 ， ② 早 い 運 動 適 応 ／ 変 換 能 力 ， ③ 精 確 な 運 動 制 御 能 力 ，

④ 精 確 な 運 動 適 応 ／ 変 換 能 力 の 四 つ の レ ベ ル の 構 造 案 を 示 し ， H i r t z

（ 1 9 9 4） は ， 理 論 研 究 ， 経 験 的 分 析 ， 演 繹 的 帰 納 法 か ら ① 精 確 な 運 動 調

整 能 力 ， ② 時 間 プ レ ッ シ ャ ー 下 で の コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 ， ③ 状 況

に 応 じ た 運 動 変 換 ／ 適 応 能 力 の 三 つ の 能 力 に 区 分 し て い る ． こ の よ う に

さ ま ざ ま な 見 解 が 提 示 さ れ て い る が ， 現 時 点 で は ， H i r t z ま た は B l u m e

に よ っ て 分 類 さ れ た 五 つ あ る い は 七 つ に 区 分 し た コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン

能 力 の 説 が 最 も 認 知 さ れ て い る ．  

 

1 . 1 . 4 .  コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 構 成 要 素  

コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 は ，B l u m e ( 1 9 7 8）に よ っ て 七 つ に 細 分 化 さ

れ ， 実 践 レ ベ ル の 形 式 に 体 系 化 さ れ て い る ． 各 能 力 と そ の 内 容 は 以 下 の

よ う に 整 理 す る こ と が で き る ．  

 

① 分 化 能 力 （ D i f f e r e n z i e r u n g s f ä h i g k e i t）   

分 化 能 力 は ， 個 々 の 動 作 位 相 や 部 分 身 体 動 作 を ， 経 済 的 に 目 的 に 呼 応  

し て ，精 細 に 調 整 す る こ と を 可 能 に さ せ る（ H a r t m a n n ,  M i n o w ,  &  S e n f，

2 0 11  高 橋 ・ 綿 引 ・ 上 田 訳 2 0 1 3， p . 1 6 4） ． 上 肢 や 下 肢 ， 頭 部 の 各 動 作

を 精 細 に コ オ ー デ ィ ネ ー ト す る 能 力 で あ る 巧 緻 性 や ， 筋 の 活 動 を 意 識 的

に 精 密 操 作 す る 能 力 は ， 分 化 能 力 の 形 成 度 を 表 す と み な さ れ て い る ． し

た が っ て ， 分 化 能 力 は ， ス ポ ー ツ 動 作 を よ り 良 い も の に 改 善 し た り ， 不

安 定 な も の を 安 定 に し た り す る と き に 重 要 な 能 力 で あ る ． 高 度 な 分 化 能

力 が 求 め ら れ る 運 動 課 題 と し て は ，角 度 や 力 発 揮 の 再 現 ，目 標 的 中 投 げ ，
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狙 っ た 地 点 へ の 跳 躍 ， 決 ま っ た 時 間 内 で 一 定 の 距 離 を 走 る こ と な ど が あ

る （ M e i n e l  &  S c h n a b e l , 1 9 8 7  綿 引 訳 1 9 9 1 , p . 3 4 4） ．  

② 連 結 能 力 （ K o p p l u n g s f ä h i g k e i t）  

連 結 能 力 は ， 各 部 分 身 体 動 作 を 的 確 に 互 い に コ オ ー デ ィ ネ ー ト し ， 特  

定 の 行 為 目 標 に 向 け ら れ た 全 身 体 動 作 と 関 係 づ け る 中 で そ れ を 行 う こ と

で あ る（ H a r t m a n n  e t  a l .，2 0 11  高 橋 他 訳 2 0 1 3，p . 1 6 4）．連 結 能 力 は ，

時 間 と 空 間 ， 力 動 性 の 各 パ ラ メ ー タ ー の 協 働 作 用 に み る こ と が で き ， 定

位 能 力 ， 分 化 能 力 ， リ ズ ム 化 能 力 に 密 接 な 関 係 に あ る （ M e i n e l  &  

S c h n a b e l , 1 9 8 7  綿 引 訳 1 9 9 1 , p . 3 4 6） ．  

③ 反 応 能 力 （ R e a k t i o n s f ä h i g k e i t）   

反 応 能 力 は ， 一 つ あ る い は 複 数 の シ グ ナ ル を 素 早 く 認 知 し ， 的 確 で 短

時 間 の 応 答 行 為 の 導 入 を 可 能 と さ せ る （ H a r t m a n n  e t  a l .， 2 0 11  高 橋 他

訳 2 0 1 3  , p . 1 6 4）．こ の 能 力 は ，環 境 か ら の 情 報 を 正 し く 認 知 す る こ と ，

受 容 し た 刺 激 を 素 早 く そ し て 正 確 に 処 理 す る こ と ， 正 し い タ イ ミ ン グ で

し か も 状 況 に あ っ た テ ン ポ で そ れ を 実 施 す る こ と に も と づ い て い る ． ま

た ， 変 換 能 力 ， 動 作 の ス ピ ー ド ， 知 的 な 能 力 な ど の 心 理 的 な 能 力 と の 関

連 が 密 接 で あ る （ M e i n e l  &  S c h n a b e l , 1 9 8 7  綿 引 訳 1 9 9 1 , p . 3 4 8） ．  

④ 定 位 能 力 （ O r i e n t i e r u n g s f ä h i g k e i t）  

定 位 能 力 は ， 空 間 と 時 間 に お け る 体 勢 と 動 作 の 変 動 を 定 め ら れ た 行 動

域 あ る い は 動 い て い る 対 象 に 関 連 づ け て 特 定 し 調 節 す る こ と を 可 能 と さ

せ る （ H a r t m a n n  e t  a l .， 2 0 11  高 橋 他 訳 2 0 1 3 , p . 1 6 5） ． 空 間 的 に 正 し く

定 位 さ れ た 動 作 の 操 作 に は ， 課 題 に そ っ た 力 の 使 用 ， 部 分 動 作 の 空 間 で

の 正 確 な 実 施 が 求 め ら れ ． し た が っ て ， 定 位 能 力 は 分 化 能 力 と 深 く 関 わ

る （ M e i n e l  &  S c h n a b e l , 1 9 8 7  綿 引 訳 1 9 9 1 , p . 3 4 9） ．   
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⑤ バ ラ ン ス 能 力 （ G l e i c h g e w i c h t s f ä h i g k e i t）   

バ ラ ン ス 能 力 は ， 全 身 の 平 衡 性 を 維 持 し ， こ の 状 態 の 動 作 行 為 の 最 中

お よ び そ の 後 ， そ し て 環 境 条 件 が 変 化 す る 中 で 保 持 あ る い は （ 素 早 く ）

回 復 す る こ と を 可 能 に さ せ る （ H a r t m a n n ,  e t  a l . ， 2 0 11  高 橋 他 訳

2 0 1 3 , p . 1 6 5） ． バ ラ ン ス 能 力 は ， 他 の コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 と 深 く

関 わ っ て い る が ， と り わ け 定 位 能 力 な ら び に 分 化 能 力 と 極 め て 密 接 に 関

係 し て い る （ M e i n e l  &  S c h n a b e l , 1 9 8 7  綿 引 訳 1 9 9 1 , p . 3 5 1） ．  

⑥ 変 換 能 力 （ U m s t e l l u n g s f ä h i g k e i t）  

変 換 能 力 は ， 行 為 遂 行 中 に 知 覚 さ れ た ， あ る い は 予 測 さ れ た 状 況 変 化

に 基 づ き ， そ の 行 為 図 式 を 新 た な 条 件 に 適 応 さ せ て ， 目 的 に 呼 応 し た 応

答 行 為 の 導 入 を 可 能 に さ せ る （ H a r t m a n n  e t  a l . ， 2 0 11  高 橋 他 訳

2 0 1 3 , p p . 1 6 5 - 1 6 6 ） ． 予 測 能 力 に よ っ て ， そ の 先 の 行 為 や 行 為 経 過 ま た

は 出 来 事 や 状 況 を 頭 の 中 で 先 取 り す る こ と が 可 能 と な る ． 変 換 能 力 は ，

定 位 能 力 と 反 応 能 力 に 密 接 に 関 係 し て い る （ M e i n e l  &  S c h n a b e l , 1 9 8 7  

綿 引 訳 1 9 9 1 , p . 3 5 2） ．  

⑦ リ ズ ム 化 能 力 （ R h y t h m i s i e r u n g s f ä h i g k e i t）  

リ ズ ム 化 能 力 は ， 外 部 か ら の 聴 覚 的 ， あ る い は 視 覚 的 手 段 を 介 し て 与

え ら れ る リ ズ ム を 動 作 で 再 生 す る こ と 可 能 と さ せ ， さ ら に ， あ る ス ポ ー

ツ 動 作 や 行 為 の “ 内 化 ” さ れ た ， イ メ ー ジ の 中 に 存 在 す る 特 定 の リ ズ ム

を 実 現 す る こ と を 可 能 と さ せ る （ H a r t m a n n  e t  a l . ， 2 0 11  高 橋 他 訳

2 0 1 3 , p . 1 6 6） ． リ ズ ム 化 能 力 は ， す べ て の ス ポ ー ツ 種 目 で 重 要 な コ オ ー

デ ィ ネ ー シ ョ ン の 前 提 で あ り ， と り わ け ， 分 化 能 力 と 定 位 能 力 お よ び 連

結 能 力 ， さ ら に は ， 知 的 ・ 芸 術 的 な 能 力 と も 密 接 な 関 係 に あ る （ M e i n e l  

&  S c h n a b e l , 1 9 8 7  綿 引 訳 1 9 9 1 , p . 3 5 3） ．  
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1 . 1 . 5 .  運 動 発 達 と コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン の 関 係  

こ れ ま で 述 べ て き た 個 々 の コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 は ， あ る 特 定 の

運 動 行 為 に 対 し て ， ど れ か 一 つ の コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 が 単 独 で パ

フ ォ ー マ ン ス の 前 提 と な る こ と は 決 し て な く ， 常 に 複 数 の コ オ ー デ ィ ネ

ー シ ョ ン 能 力 が 複 合 的 に 協 働 作 用 す る こ と を 強 調 し て い る ． ま た ， そ れ

ら は 互 い に 密 接 に 関 係 し て お り ， 知 性 あ る い は 意 志 な ど そ れ 以 外 の パ フ

ォ ー マ ン ス 前 提 を も 包 含 す る ．  

運 動 や 動 作 は ， エ ネ ル ギ ー 系 ， 知 覚 ・ 認 知 を 含 む 神 経 系 ， さ ら に は 環

境 と い っ た 運 動 を 制 約 す る 諸 要 素 を 組 織 す る も の で あ り ， コ オ ー デ ィ ネ

ー シ ョ ン は ， そ の 秩 序 形 成 ， 構 造 形 成 の プ ロ セ ス を 把 握 す る 最 も 重 要 な

概 念 の 一 つ と な る の で あ る ． 運 動 や 動 作 の 現 象 と し て の 出 来 不 出 来 と と

も に ， そ の 運 動 や 動 作 に 関 連 す る 諸 要 因 の 成 熟 が ど の よ う に 変 化 ・ 発 達

し て い る の か ， そ う い っ た 視 座 に 立 っ て 子 ど も を 観 察 す る こ と か ら ， 子

ど も に 対 す る 成 長 発 達 の 全 体 論 的 ア プ ロ ー チ が 可 能 と な る と 思 わ れ る ．  

ラ イ プ チ ヒ 学 派 は ， こ う し た 立 場 か ら 運 動 の 個 体 発 生 研 究 を 展 開 し て

い る ．  

 

1 . 2 .  日 本 に お け る 調 整 力 研 究  

 

1 . 2 . 1 .  体 力 要 素 と し て の 調 整 力 の 位 置 づ け  

ド イ ツ で は ，M e i n e l の 運 動 学 を 基 盤 に ，コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の

理 論 的 ， 実 践 的 研 究 が 進 め ら れ て き た の に 対 し ， 日 本 で は 神 経 系 の 運 動

能 力 と し て 捉 え ら れ た 調 整 力 の 研 究 が 進 め ら れ て き た ．  

猪 飼 ( 1 9 6 3） は ， 体 力 を 生 存 能 力 ( c a p a c i t y  f o r  s u r v i v a l） と 作 業 能 力

（ c a p a c i t y  f o r  p h y s i c a l  w o r k） の 二 つ に 解 釈 で き る と し ， 身 体 的 お よ び
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精 神 的 能 力 の 基 礎 と な る そ れ ら の 能 力 に つ い て ， 生 存 の た め に 体 の 外 部

環 境 や 内 部 環 境 の 変 動 に 対 応 す る 能 力 を 防 衛 体 力 ， そ し て 活 動 ・ 行 動 す

る た め に 必 要 な 能 力 を 行 動 体 力 と し た ． ま た ， 身 体 的 要 素 に 含 ま れ る 行

動 体 力 を 構 成 す る 要 素 を 形 態 と 機 能 と し ， 形 態 は 体 格 ・ 姿 勢 か ら ， 機 能

面 は 筋 力 ， 敏 捷 性 ・ ス ピ ー ド ， 平 衡 性 ・ 協 応 性 ， 柔 軟 性 ， 持 久 性 か ら 成

る と し ， 構 成 要 因 の 系 統 的 な 分 類 を 提 案 し た (猪 飼 ， 1 9 6 7 a）． さ ら に ，

調 整 力 に つ い て ，  “ 調 整 力 と は ，神 経 系 と 筋 肉 と の 関 係 で 神 経 が 主 に コ

ン ト ロ ー ル し て い る (猪 飼 ， 1 9 6 7 b）  ” と 述 べ ， 目 的 に 合 っ た 運 動 を 構

成 す る た め の 重 要 な 要 素 で あ る と い う こ と を 指 摘 し て い る ． ま た ， そ の

様 式 の 代 表 的 分 類 は ， “ 筋 肉 の 強 さ （ 量 的 ） の 調 節 ( g r a d i n g） ， 筋 肉 の

空 間 的 調 節 ( s p a c i n g），そ し て ，筋 肉 の 時 間 的 調 節 ( t i m i n g）の 三 つ に 分

け ら れ る ” と 述 べ ， あ る 目 的 に 対 し て ， ど の 程 度 の 力 を 発 揮 し ， 緊 張 と

弛 緩 を ど の よ う に 調 節 す る か ( g r a d i n g） ， 運 動 の 目 的 に 対 し て ， ど の よ

う に 主 働 筋 と 括 抗 筋 を 作 用 さ せ る か ( s p a c i n g） ， さ ら に ， こ の よ う な 筋

を ど の よ う な 順 序 で ，い つ 緊 張 さ せ る か ( t i m i n g）な ど が 具 体 的 な 課 題 で

あ り ， こ れ ら を 運 動 目 的 に 対 し て ， う ま く 調 節 で き る 力 が 筋 力 調 節 能 力

で あ り ， 身 体 調 整 能 の 主 要 な フ ァ ク タ ー と し て 位 置 づ け ら れ る こ と を 説

明 し て い る （ 猪 飼 , 1 9 6 7 b） ．  

 

1 . 2 . 2 .  調 整 力 の 定 義  

調 整 力 と い う 用 語 が 学 習 指 導 要 領 に お い て 初 め て 使 わ れ た の は ，1 9 6 8

年 改 訂 の 小 学 校 の 版 に お い て で あ る （ 文 部 省 ， 1 9 6 8） ． 第 8 節 「 体 育 」

の 中 の 「 目 標 」 に お い て ， 全 学 年 を 通 じ て 「 各 種 の 運 動 を 適 切 に 行 わ せ

る こ と に よ っ て 調 整 力 を 養 う 」 と い う 文 言 が 認 め ら れ る ． こ の 改 訂 に と

も な っ て 刊 行 さ れ た 文 部 省 「 指 導 書  体 育 編 」 （ 文 部 省 ， 1 9 6 9 ） で は ，
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初 め て 公 的 に 使 用 さ れ る 調 整 力 に 関 し て 補 足 が 示 さ れ ， 調 整 力 を 体 力 の

主 た る 側 面 で あ る 行 動 体 力 に 含 ま れ る 因 子 と し て 位 置 づ け ， こ の 下 位 因

子 と し て 平 衡 性 ， 巧 緻 性 ， お よ び 敏 捷 性 か ら 成 る こ と ， ま た 主 と し て 神

経 系 が 関 係 す る こ と が 想 定 さ れ た が ， こ こ で は ， 定 義 や 内 容 に つ い て 明

示 さ れ る こ と は な か っ た ．  

高 田 （ 1 9 6 8 ） は ， 調 整 力 に つ い て ，  “ 調 整 力 と は 反 射 的 ま た は 無 意

識 的 に 自 分 の う ご き を 目 的 に 合 致 す る よ う に ま と め た り ， あ る い は あ る

イ メ ー ジ を 大 脳 の 皮 質 に 描 い た り し な が ら ， そ れ に 向 か っ て 意 識 的 に 練

習 を 重 ね て 得 た 身 体 支 配 の 技 術 性 ， そ し て こ の 両 者 を 統 合 し て 全 身 を う

ま く コ ン ト ロ ー ル す る 身 体 支 配 の 力 で あ る ” と 述 べ ， 器 用 さ （ 調 整 力 ）

は ３ ～ 1 0 歳 頃 が 発 達 と し て の 重 点 期 に 際 会 す る と し て い る ．  

財 団 法 人 体 育 科 学 セ ン タ ー で は ，1 9 7 2年 か ら 1 9 7 7年 に か け て 調 整 力 専

門 委 員 会 が 設 置 さ れ ，調 整 力 の 研 究 に 力 が 注 が れ た（ 石 河・高 田・小 野 ・

勝 部 ・ 松 浦 ・ 宮 丸 ・ 森 下 ・ 小 林 ・ 近 藤 ・ 清 水 ， 1 9 8 7） ． 同 研 究 委 員 会 で

は ， 「 調 整 力 と は ， 心 理 学 的 要 素 を 含 ん だ 動 作 を 規 定 す る p h y s i c a l  

r e s o u r c e s  で あ る （ 石 河 ， 1 9 7 4） ． 」 と 定 義 し ， こ の 定 義 で は “ 調 整 力

が p e r f o r m a n c eで は な く 体 力 の 一 要 素 で あ り ， 調 整 力 の 良 否 は 人 間 の 動

き に 反 映 さ れ る の で ， 心 理 的 な 要 素 も 調 整 力 に 含 ま れ る こ と を 示 し て い

る ．さ ら に ，人 間 の 行 動 を c o - o r d i n a t e  し  i n t e g r a t eす る 能 力 ，つ ま り ，

N e u r a l  s y s t e mに 深 い 関 連 を も つ も の と し て 規 定 し ， 調 整 力 の 英 訳 と し

て 「 c o o r d i n a t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n  o f  h u m a n  m o v e m e n t」 が 適 当 で あ る

と し て い る ．  

藤 田 ・ 吉 本 ・ 加 藤 ・ 深 見 ・ 村 松 ・ 佐 藤 ・ 笠 井 （ 1 9 7 4） は ， “ 調 整 力 は

知 覚 系 に お い て 外 界 の 情 報 を 受 容 し ，そ れ に 基 づ い て 認 知・判 断 を 行 い ，

次 に 運 動 系 に 命 令 が 送 ら れ て 反 応 が 生 ず る と い う 一 連 の 神 経 過 程 の 中 に
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そ の 本 質 を 求 め る こ と に は 問 題 が な い ． ” と し て お り ， こ こ で の 運 動 と

神 経 系 の 関 係 性 は ， 両 者 の 相 関 関 係 と い う よ り も ， 神 経 系 が 運 動 の 基 盤

と な っ て い る と い う 捉 え 方 で あ る ．  

こ の よ う に ， 調 整 力 を 捉 え る 場 合 の 神 経 支 配 優 位 の 考 え 方 に は ， 意 見

の 一 致 を 見 る よ う で あ る ． し か し 他 方 で ， 調 整 力 を 神 経 系 優 位 と し て 捉

え る と し て も ， そ こ に 身 体 資 源 と し て の 側 面 を 加 え て 調 整 力 を 捉 え る 必

要 が あ る と い う 立 場 の 考 え 方 も あ る ．  

金 原 （ 1 9 7 2） は ， “ エ ネ ル ギ ー を 効 果 的 に 使 う 能 力 と し て の 調 整 力 は

大 き く ， 行 動 体 力 の 要 因 と し て の 調 整 力 と ， ス キ ル と し て の 調 整 力 の 二

つ に 分 け て 捉 え る 必 要 が あ る ． 柔 軟 性 は ， 安 全 な よ い 運 動 を す る た め の

基 礎 的 条 件 と し て の 一 つ に な る も の で ， 効 果 か ら 見 て エ ネ ル ギ ー を 効 果

的 に 使 う こ と に 関 係 し て い る ． ス キ ル と し て の 調 整 力 は ， 動 き を 実 際 に

見 る と 各 人 の 身 に つ け て い る 技 術 と し て ， ま た ， エ ネ ル ギ ー に 着 目 す る

と ， そ れ ぞ れ の 運 動 課 題 を 効 果 的 に 達 成 す る た め の エ ネ ル ギ ー の 効 果 的

な 使 い 方 （ 目 標 と し て の 技 術 の 身 に 付 い た 状 態 ） と し て 捉 え る こ と が で

き よ う ． 従 っ て ， こ の よ う な 捉 え 方 か ら は ， ス キ ル と し て の 調 整 力 が 運

動 技 術 の 上 達 を 示 す こ と に な る ．”と 述 べ て い る ．さ ら に ， “主 に エ ネ ル

ギ ー を 出 す 能 力 と し て の 能 力 ・ パ ワ ー ・ 持 久 力 な ど が 発 揮 さ れ る 運 動 や

作 業 に つ い て み る と ， 使 い 得 る エ ネ ル ギ ー は ， 各 人 の 身 に つ け て い る 体

力 要 因 と し て の 調 整 力 や 技 術 な ど の 優 劣 な ど に よ っ て 影 響 さ れ る ． こ う

考 え て く る と 調 整 力 は エ ネ ル ギ ー を 効 果 的 に 出 す こ と に も 関 係 し て い る

こ と が わ か る ” と 述 べ て い る ． つ ま り ， 動 作 は 神 経 系 （ 情 報 系 ） と エ ネ

ル ギ ー 系 が 互 い に 作 用 し て 一 体 と な っ て 可 動 す る と い う こ と を 示 し ， 体

力 概 念 か ら い う と ， エ ネ ル ギ ー 系 体 力 と 情 報 系 の 体 力 の 一 体 性 と い う こ
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と を 意 味 す る 神 経 筋 の 一 体 性 と い う コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン の 概 念 と 類 似

す る 捉 え 方 で あ る ．  

綿 引 （ 1 9 9 0） は ， “ 調 整 力 と は ， 人 間 が 身 体 運 動 を 行 う 時 ， そ の 身 体

に 作 用 す る さ ま ざ ま な 外 的 あ る い は 内 的 な 力 と ， 四 肢 ， 胴 体 あ る い は 頭

部 の 動 き を 時 間 的 ・ ベ ク ト ル 的 に 効 率 良 く 組 み 合 わ せ る こ と で ， そ の 運

動 目 的 を 効 果 的 に 達 成 し よ う と す る 能 力 で あ る ． こ の 力 は 身 体 動 作 の 流

れ を 一 定 に し ， そ れ に 関 わ る 要 因 の 組 み 合 わ せ を 安 定 さ せ よ う す る 運 動

操 作 能 力 ， 外 的 な 変 化 に 対 し ， 身 体 動 作 の 流 れ を 変 化 さ せ ， 身 体 各 機 能

の 調 整 を 図 る 運 動 適 応 変 換 能 力 ， そ し て そ れ ら の 自 己 に 取 り 入 れ よ う と

す る 運 動 学 習 能 力 の 三 つ に 分 け ら れ る ” と し て い る ． こ れ は ， S c h n a b e l

（ 1 9 7 3） が ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン を 「 操 作 ・ 適 応 ・ 運 動 学 習 」 の 三 つ

の 能 力 と 定 義 し た 考 え と ほ ぼ 同 義 で あ る ．  

こ の よ う に ， そ れ ぞ れ の 調 整 力 の 定 義 を み て い く と ， い く つ か の 共 通

項 を 見 出 す こ と が で き る が ，説 明 上 使 用 さ れ る 用 語 も 統 一 さ れ て お ら ず ，

研 究 者 の 視 点 や 立 場 に よ っ て 意 味 づ け さ れ て き た 経 緯 が あ る た め ， 統 一

的 な 見 解 に 至 っ て い な い の が 現 状 で あ る ． 加 納 （ 2 0 1 6） は ， 調 整 力 の 構

造 や 発 達 的 特 性 ， さ ら に は 調 整 力 を 発 達 さ せ る た め の 条 件 の 不 明 確 さ を

指 摘 し ， 調 整 力 研 究 の 課 題 と し て 挙 げ て い る ． 渡 辺 （ 1 9 8 9） は ， 調 整 力

の 理 解 を め ぐ る 混 乱 の 原 因 に つ い て ， “ 調 整 力 の 研 究 は 具 体 的 な 運 動 現

象 の 調 整 力 と し て の 典 型 か ら 引 き 出 す 作 業 か ら 出 発 し な け れ ば な ら な い ．

わ が 国 の 調 整 力 研 究 は ， 演 繹 的 な 方 法 で 捉 え よ う と す る た め に 既 成 概 念

の 置 き 換 え に 終 始 し て し ま い 新 た な 見 解 を 生 み 出 せ ず に い る と 思 わ れ

る ． ” と 述 べ ， 研 究 の 方 向 性 に 問 題 あ る こ と を 指 摘 し て い る ．  
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1 . 2 . 3 .  調 整 力 の 測 定 方 法 と 評 価  

幼 児 の 体 力 ・ 運 動 能 力 の 測 定 お よ び 評 価 方 法 に 関 し て は ， 前 述 の 体 力

や 運 動 能 力 の 構 造 を も と に ， 複 数 の 測 定 項 目 を 選 択 し ， 数 項 目 の 方 法 を

組 み 合 わ せ て 体 力 を 総 合 的 に 推 定 す る バ ッ テ リ ー テ ス ト （ 組 テ ス ト ） が

用 い ら れ る こ と が 多 い ． 東 京 教 育 大 学 体 育 心 理 学 研 究 室 の 幼 児 運 動 能 力

検 査 （ 松 井 ・ 松 田 ・ 森 國 ， 1 9 5 5； 松 田 ， 1 9 6 1） を も と に 作 成 さ れ た 幼 児

運 動 能 力 検 査 (S u g i h a r a ,  K o n d o ,  M o r i  &  Y o s h i d a ,  2 0 0 6 )は ,幼 児 の 運 動

能 力 の 実 態 を 把 握 す る た め ,ほ ぼ 1 0年 間 隔 で 行 わ れ て い る 全 国 調 査 の 検

査 方 法 で あ る .「 幼 児 の 運 動 能 力 テ ス ト 実 施 要 項 」（村 瀬・出 村 ，2 0 0 5）

に よ る と ,測 定 項 目 は ，走 力 ( 2 5 m走 ) ,跳 躍 力 (立 幅 跳 び ) ,投 力 (ソ フ ト ボ ー

ル 投 げ ) ,持 久 力 (体 支 持 持 続 時 間 ) ,お よ び 調 整 力 (両 足 連 続 と び 越 し )か

ら 成 る 5因 子・ 5種 目 か ら 構 成 さ れ て い る .な お , 1 9 8 6年 の 調 査 で は 捕 球 が

新 た に 付 け 加 わ り ,さ ら に 2 5 m走 の 代 替 種 目 と し て 往 復 走 ,ソ フ ト ボ ー ル

の 代 替 種 目 と し て テ ニ ス ボ ー ル 投 げ が 考 案 さ れ て お り ,天 候 ,園 環 境 ,あ

る い は 実 施 の 簡 便 性 な ど が 考 慮 さ れ て い る .  

調 整 力 に 関 し て は ， 財 団 法 人 体 育 科 学 セ ン タ ー で 体 系 的 な 研 究 が 進 め

ら れ て お り ，同 セ ン タ ー の 調 整 力 テ ス ト 検 討 委 員 会（ 栗 本・浅 見・渋 川 ・

松 浦 ・ 勝 部 ， 1 9 8 1 ） で は ,フ ィ ー ル ド ・ テ ス ト を 提 案 し て い る ． フ ィ ー

ル ド ・ テ ス ト は ， ① と び 越 し く ぐ り ,② ジ グ ザ グ ド リ ブ ル ,③ 反 復 横 と び

の 3項 目 で 構 成 さ れ て お り ， 3項 目 は 4歳 か ら 9歳 ま で の 年 齢 別 ・ 男 女 別 に

1 0段 階 の 得 点 基 準 が 示 さ れ て い る ．   

幼 児 期 に お け る 調 整 力 の 測 定 方 法 に つ い て 概 略 し て き た よ う に ， こ れ

ま で さ ま ざ ま な 運 動 課 題 や テ ス ト に よ っ て 測 定 が 試 み ら れ て き た ． し か

し ， 「 新 体 力 テ ス ト 」 の よ う な 定 ま っ た 運 動 能 力 測 定 は ， 幼 児 を 対 象 と

し た 測 定 と し て は 見 当 ら な い ． ま た そ の 中 で ， 調 整 力 を 比 較 的 容 易 に 測
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定 で き る 項 目 が 確 定 さ れ て い な い 現 状 も あ る ． 幼 児 期 に お け る 運 動 発 達

の 多 様 性 を 踏 ま え る と ， 幼 児 の 運 動 能 力 評 価 に 必 要 と さ れ る 神 経 系 に 関

与 す る 運 動 能 力 を ， 単 に 調 整 力 と い う 捉 え 方 だ け で 示 す に は 限 界 が あ る

こ と を 認 識 し ， 調 整 力 を さ ら に 構 造 的 に 捉 え て い く こ と の 必 要 性 が 指 摘

さ れ よ う ．  
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第 2 章  幼 児 に お け る コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 理 解  

 

2 . 1 .  コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト か ら み た 発 達 特 性  

 

2 . 1 . 1 .  目 的  

子 ど も の 体 力 ・ 運 動 能 力 は 長 期 的 な 低 下 傾 向 に 歯 止 め が か か っ た も の

の ， 依 然 低 い 水 準 に あ る （ 文 部 科 学 省 ， 2 0 1 6 ）． こ の よ う な 状 況 は ， 小

学 生 以 上 の 子 ど も に 限 ら ず ， 就 学 前 の 幼 児 に お い て も 同 様 に み ら れ る 傾

向 で あ り（ 森 ・ 杉 原 ・ 吉 田 ・ 筒 井 ・ 鈴 木 ・ 中 本 ・ 近 藤 ， 2 0 1 0； 森 ・ 杉 原 ・

吉 田 ・ 筒 井 ・ 鈴 木 ・ 中 本 ， 2 0 11）， 子 ど も の 体 力 ・ 運 動 能 力 低 下 の 問 題

は ， 幼 児 期 か ら 継 続 的 に 捉 え て い く こ と が 重 要 で あ る と 思 わ れ る ．  

2 0 0 8 年 に 改 定 さ れ た 幼 稚 園 教 育 要 領 （ 文 部 科 学 省 ， 2 0 0 8） に は ， 領

域「 健 康 」の 内 容 の 取 扱 い に お い て ，「十 分 に 体 を 動 か す 気 持 ち よ さ を 体

験 し ，自 ら 体 を 動 か そ う と す る 意 欲 が 育 つ よ う に す る こ と ．」が 追 記 さ れ

た ． こ の こ と は ， 幼 児 教 育 ， 保 育 現 場 に お い て 子 ど も の 運 動 能 力 の 低 水

準 化 が 教 育 上 の 問 題 と し て 認 知 さ れ て い る と 同 時 に ， 幼 児 期 に お け る 運

動 能 力 の 獲 得 に 向 け た 身 体 活 動 の 必 要 性 を 示 し て い る と い え る ．  

こ の よ う な 問 題 に 対 す る 解 決 へ の ア プ ロ ー チ は ， ま ず 子 ど も の 体 力 ・

運 動 能 力 を 把 握 す る こ と か ら 始 ま る と 考 え ら れ る ． こ れ ま で も ， さ ま ざ

ま な 方 法 で 体 力・運 動 能 力 を 測 定 評 価 す る 試 み が な さ れ て い る が ，“ わ が

国 に お い て 一 般 的 に 行 わ れ て い る 幼 児 期 の 運 動 能 力 テ ス ト は ， 走 ， 跳 ，

投 動 作 を 含 ん だ 測 定 項 目 を 中 心 と し ， “ そ の 測 定 項 目 ほ と ん ど が 筋 力 ，

持 久 力 ス ピ ー ド な ど の エ ネ ル ギ ー 系 ， コ ン デ ィ シ ョ ン 能 力 の 測 定 に 留 ま

っ て い る （ 上 田 ・ 綿 引 ・ 石 橋 ・ 今 西 ・ 森 藤 ， 2 0 0 4） ” ． し か し ， 早 熟 や

晩 熟 の 問 題 ， 運 動 発 達 を 考 え る 上 で 諸 機 能 の 関 係 の 中 で 捉 え る こ と の 重
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要 性 ， さ ら に 最 近 の 子 ど も に 見 受 け ら れ る 動 き の ぎ こ ち な さ や 身 の こ な

し の 悪 さ な ど ， 運 動 能 力 の 質 的 な 低 下 を 踏 ま え る と ， 単 な る エ ネ ル ギ ー

系 ， コ ン デ ィ シ ョ ン 能 力 の 測 定 で は ， 協 応 性 の 困 難 さ や 児 童 以 降 の 運 動

発 達 の 可 能 性 は 見 え に く い ． そ こ で 本 章 で は ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能

力 に 焦 点 を お い た 項 目 を 設 定 し ， 定 量 的 な 方 法 論 で 幼 児 の 発 育 発 達 段 階

特 有 の コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 現 状 を 理 解 し ， 運 動 発 達 の 本 質 を 見

極 め る た め の 基 礎 資 料 を 得 る こ と を 目 的 す る ．   

 

2 . 1 . 2． 研 究 方 法  

2 . 1 . 2 . 1  分 析 対 象 者  

愛 知 県 の 公 立 保 育 園 に 在 籍 す る 4 歳 か ら 6 歳 ま で の 幼 児 1 6 9 名（ 男 子

8 6 名 ， 女 子 8 3 名 ） を 分 析 対 象 と し た ． 対 象 の 適 合 基 準 は ， 上 ・ 下 肢 に

重 篤 な 外 傷 が な く ， か つ 視 力 障 害 や 神 経 障 害 の な い こ と を 条 件 と し た ．  

 

2 . 1 . 2 . 2 .  倫 理 的 配 慮  

対 象 者 の 保 護 者 お よ び 施 設 長 に 対 し ，本 研 究 の 目 的 ，意 義 ，測 定 内 容 ，

測 定 に 起 こ り う る 危 険 性 ， 個 人 情 報 の 取 り 扱 い な ど を 文 書 で 説 明 し ， 保

護 者 お よ び 施 設 長 か ら の 署 名 に よ っ て 同 意 を 得 た 上 で 実 施 し た ． す べ て

の 対 象 者 は 神 経 系 ， 筋 骨 格 系 の 疾 患 歴 が な い こ と を 保 護 者 の 申 告 に よ り

確 認 し た ． ま た ， 得 ら れ た デ ー タ は ， 個 人 が 特 定 さ れ な い デ ー タ と し て

統 計 的 に 処 理 し ， 研 究 実 施 者 の み が 閲 覧 で き る よ う 厳 重 に 保 管 し た ． な

お ， 本 研 究 は 武 庫 川 女 子 大 学 教 育 研 究 所 倫 理 委 員 会 の 承 認 を 得 て 実 施 し

た （ 承 認 受 付 番 号 0 0 7）．  
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2 . 1 . 2 . 3 .  デ ー タ の 測 定 方 法  

2 . 1 . 2 . 3 . 1 対 象 者 情 報 の 取 得  

運 動 課 題 の 実 施 に 先 立 ち ， 対 象 者 に 関 す る ① 生 年 月 日 ， ② 性 別 ， ③ 身

長 ， ④ 体 重 ， ⑤ 利 き 手 ， ⑥ 園 以 外 で 行 っ て い る ス ポ ー ツ 活 動 の 情 報 を 対

象 者 の 保 護 者 か ら 取 得 し た ．  

 

2 . 1 . 2 . 3 . 2  コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト の 内 容 と 手 順  

対 象 の 幼 児 に 対 し て ， M o k i s - S t u d i e（ A d l e r &  S e n f， 2 0 0 9， 2 0 1 5） で

用 い ら れ た M o t o r i k - Te s t s 5項 目 の コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト を 実

施 し た ．  

テ ス ト の 測 定 項 目 の 決 定 に お い て は ， 研 究 成 果 の 主 た る 活 用 が 国 内 の

幼 児 教 育 の 現 場 で あ る こ と ， さ ら に は ， 国 外 の 先 行 研 究 に 倣 っ た 場 合 ，

村 瀬 ら （ 2 0 0 5） が 指 摘 す る よ う に ， 研 究 対 象 と な る 幼 児 の 暦 年 齢 が 同 じ

で あ っ て も ， 人 種 な ど の 生 物 学 的 差 異 ， 文 化 な ど の 社 会 環 境 的 差 異 ， あ

る い は 就 学 時 期 の 違 い や 教 育 内 容 の 差 異 な ど に よ り 結 論 の 一 般 化 が 制 限

さ れ る 場 合 が あ る こ と を 考 え る と ， 本 来 で あ れ ば 国 内 の 体 育 学 あ る い は

体 力 科 学 に お け る 先 行 研 究 に 基 づ く こ と が 現 実 的 意 義 を も つ と 考 え ら れ

る ． し か し そ の 一 方 で ， 幼 児 の 体 力 ・ 運 動 能 力 を 対 象 と し た 測 定 評 価 の

研 究 は ， 現 在 ま で に さ ま ざ ま な 観 点 か ら 検 討 が な さ れ 成 果 が 蓄 積 さ れ て

い る が ， 研 究 領 域 ， 対 象 の 属 性 ， 適 用 さ れ た 手 法 な ど が 異 な り ， 明 ら か

に さ れ た 成 果 は 未 だ 十 分 に 整 理 さ れ 理 解 さ れ て い る と は 言 え な い ．ま た ，

本 研 究 全 体 を 通 し て ， ラ イ プ チ ヒ 学 派 に お け る コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 理

論 を 理 論 的 根 拠 の 主 軸 と し て い る こ と を 踏 ま え る と ， ザ ク セ ン 州 に お い

て 広 く 幼 児 の コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン に つ い て 調 査 さ れ ， デ ー タ の 蓄 積 が

あ る M o t o r i k - Te s t s に 沿 っ て 項 目 を 構 成 す る こ と が 妥 当 で あ る と 判 断 し



 

29 
 

た ．  

そ こ で 本 章 で は ， M o k i s - S t u d i e で 用 い ら れ た ７ 項 目 の M o t o r i k - Te s t s

の 中 か ら ， S t a n d w e i t s p r u n g （ 以 下 ， 立 ち 幅 跳 び ）， E i n b e i n s t a n d （ 以

下 ， 片 脚 バ ラ ン ス ），  S e i t l i c h e s  H i n - u n d  H e r s p r i n g e n（ 以 下 ， サ イ ド

ジ ャ ン プ ），  H a m p e l m a n n - S p r i n g e n （ 以 下 ， ハ ン ペ ル マ ン ジ ャ ン プ ）， 

B a l l w e r f e n  u n d - f a n g e n（ 以 下 ， ボ ー ル 投 ・ 捕 ） の 5種 目 で テ ス ト を 構 成

し た ．  

各 テ ス ト の 具 体 的 な 内 容 お よ び 実 施 方 法 に つ い て は Ta b l e  1 - 1  ，Ta b l e  

1 - 2 に 示 す ．  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1-1 コオーディネーションテストの内容と実施方法 

立
ち
幅
跳
び 

使用する用具 メジャー，踏み切り線（接着テープ），マット 

内容 
両脚を軽く開き，両足のつま先を踏み切り線の後ろに揃えて立つ． 

両脚で同時に踏み切り，前方へ跳ぶ． 

テストの指導 

テスト指導員が模範演技を見せる．その際，踏み切る前は，腕を

前後に振り，膝を曲げてもよいこと，踏み切りは片足で跳ばない

こと，着地は両足でするが，後ろに倒れたり，手を着いたりして

はならないことを説明する． 

できる限り遠くまで跳ぶように，被験者に要求する． 

測定 

記録は身体が床についた位置のうち，最も踏み切り線に近い位置

と踏み切り前の両脚の中央の位置とを結ぶ直線の距離（cm）を測

定する．測定は 2回実施し，高い値を記録とする． 

片
脚
バ
ラ
ン
ス 

使用する用具 W3cm×H4cm×L40cm の台，ストップウォッチ 

内容 

W3cm×H4cm×L40cm の台に開眼の状態で片脚立位をとる． 

測定時間は，右脚・左脚それぞれ 1 分間とし，1回ずつ実施する． 

遊脚肢が接地したり，台から落下してもすぐに台に立ち，測定を

続ける． 

テストの指導 
遊脚肢が接地したり，台から落下してもすぐに台に戻って，スト

ップの合図があるまで測定を続けるように促す． 

測定 測定時間は 1分間とし，遊脚肢が接地した回数を記録する．  
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Table 1-2 コオーディネーションテストの内容と実施方法 

サ
イ
ド
ジ
ャ
ン
プ 

使用する用具 障害物（W5cm×H2cm×L1m），ストップウォッチ 

内容 

障害物（W5cm×H2cm×L1m）の側方に立ち，テスト指導員の合 

図とともに，その障害物を跳び越すように両脚を揃えて左右に連 

続でジャンプする．測定は，15 秒間実施し 1 回のみとする． 

テストの指導 

テスト指導員が模範演技を見せる．その際，必ず両足で飛ぶという

ことを特に喚起する． 

中央の障害物を踏んでも中止しないでストップの合図があるまで

跳び続けることを説明する． 

練習として，5 回サイドジャンプをさせる． 

測定 
跳びはねと着地が両足同時ではない場合，または中央の障害物を踏

んだジャンプは除き，正しくジャンプした回数（回）を記録とする．  

ハ
ン
ペ
ル
マ
ン
ジ
ャ
ン
プ 

使用する用具 ストップウォッチ 

内容 

測定開始時は，両脚を閉じ両上肢は体側に下垂した立位をとる． 

テスト指導員の合図とともに，連続で開閉ジャンプし，それに合わ

せて上肢は側方への挙上・下垂の連続動作をする．  

テストの指導 

テスト指導員が模範演技を見せる．その際，上肢・下肢の開閉を正

しく行うことを特に明らかにする．練習として，5 回ハンペルマン

ジャンプをさせる． 

測定 

10 秒間実施し，上肢・下肢の動作が正しく，かつ下肢の開閉に合

わせて上肢の挙上・下垂がなされたジャンプ回数（回）を記録する． 

測定は 1 回のみとする． 

ボ
ー
ル
投
・
捕 

 
使用する用具 （φ16～18 cm，W70g 程度），平らな壁面 

内容 

体操ボールを使用し，次の 3 動作を 3 セット実施する．  

1. ボールを高く投げて，受ける．ボールを約 1m（頭頂部より高

く）の高さに投げて，受ける． 

2. ボールを壁面に投げて，受ける：子どもは，壁面から 1m ほど

離れて立つ．ボールを下から壁面に投げ，跳ね返ってきたら直

接受ける． 

3. ボールを壁面に投げ，ボールが床面に跳ね返った後に受ける：

子どもは，壁面から 2m ほど離れて立ち，ボールを壁面に投げ，

ボールが床面に跳ね返った後にボールを受ける．（順序：投げ

る－壁面－床面－受ける）． 

テストの指導 
テスト指導員が模範演技を見せる． 

2 回の練習試行後に測定を開始する． 

測定 3 種類のテストで成功回数を記録する． 
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2 . 1 . 2 . 4 .  コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト が 測 定 す る 能 力 要 因  

各 測 定 項 目 と そ れ ぞ れ の テ ス ト に よ っ て 測 定 さ れ る コ オ ー デ ィ ネ ー

シ ョ ン 能 力 と の 対 応 関 係 に つ い て ， M o k i s - S t u d i e ( A d l e r, &  

S e n f , 2 0 0 9 , 2 0 1 5 ) お よ び 同 様 の テ ス ト 項 目 で 調 査 を 行 っ て い る 先 行 研 究

に 基 づ い て 整 理 し た （ Ta b l e  2）． コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト の 五

つ の 測 定 項 目 に 対 応 し て ， 「 定 位 」，「 分 化 」，「 リ ズ ム 化 」，「 バ ラ ン ス 」，

「 反 応 」，「 連 結 」 の 六 つ の コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 を 評 価 す る ．  

立 ち 幅 跳 び は ， ま ず 上 肢 を 後 方 に 振 り 上 げ ， 下 肢 全 体 を 屈 曲 し て 上 肢

を 前 方 に 振 り 上 げ な が ら 踏 み 切 り ， 着 地 時 は ， 上 肢 を 前 方 に 位 置 し た 状

態 で ，再 び 下 肢 全 体 を 屈 曲 し な が ら 行 う ．つ ま り ，上 肢 の 振 り 上 げ 動 作 ，

下 肢 の 跳 び 出 し 動 作 に そ れ ぞ れ が 惑 わ さ れ ず ， 同 時 あ る い は 連 動 的 に 行

う 能 力 が 必 要 と さ れ ， こ の 能 力 は 連 結 能 力 に み る こ と が で き る ．  

片 脚 バ ラ ン ス は ， ヒ ト の 立 位 姿 勢 自 体 が ， 高 い 位 置 に あ る 大 き な 質 量

を 狭 い 支 持 面 で 支 え る と い う 不 安 定 な 特 徴 を も つ 上 に ， こ こ で の 課 題 は

片 足 で 安 定 的 な 立 位 を 維 持 す る 能 力 を 必 要 と し て い る ． バ ラ ン ス と は ，

安 定 の 維 持 と 動 揺 か ら の 回 復 の 両 者 の 均 衡 状 態 を 指 す も の で あ り ， 片 脚

バ ラ ン ス は ， 神 経 系 に よ る そ れ ら の コ ン ト ロ ー ル を 示 す バ ラ ン ス の 能 力

を 評 価 し て い る と い え る ．  

ハ ン ペ ル マ ン ジ ャ ン プ は ，下 肢 の 開 閉 動 作 と 上 肢 の 挙 上・下 垂 動 作 を ，

そ れ ぞ れ が 惑 わ さ れ ず に 同 時 あ る い は 連 動 的 に 行 う 連 結 能 力 に み る こ と

が で き る ． ま た ， ハ ン ペ ル マ ン ジ ャ ン プ の 内 化 さ れ た リ ズ ム を イ メ ー ジ

し 実 現 す る 能 力 が 必 要 で あ り ， こ の 能 力 は 動 き の リ ズ ム 化 を 表 し て い る

と い え る ．  

サ イ ド ジ ャ ン プ は ， 自 己 の 身 体 と 足 元 に 置 か れ た 障 害 物 と の 間 隔 を 認

知 し ， 次 の 跳 躍 を 効 率 よ く す る た め に す べ き 動 作 を 瞬 時 に フ ィ ー ド バ ッ
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ク し ， 下 肢 だ け で な く ， 体 幹 の 傾 斜 や 上 肢 の 使 い 方 を 精 細 に コ オ ー デ ィ

ネ ー ト す る 能 力 を 必 要 と し ， こ の 能 力 は 分 化 能 力 の 形 成 度 を 表 す も の と

み な さ れ る ． さ ら に サ イ ド ジ ャ ン プ に は ， 最 適 に 筋 の 緊 張 と 弛 緩 を 繰 り

返 し ， 特 定 の リ ズ ム （ こ こ で は 連 続 ） で 行 う 能 力 が 必 要 で あ り ， こ の 能

力 は 動 き の リ ズ ム 化 を 表 し て い る ．  

ボ ー ル の 投 ・ 捕 に 求 め ら れ る 投 動 作 は ， 自 己 の 身 体 と ボ ー ル と の 空 間

を 認 知 し つ つ ， 次 の 最 適 な 捕 球 に つ な が る ボ ー ル コ ン ト ロ ー ル が 必 要 で

あ り ，こ の 動 作 は 分 化 能 力 を 表 し て い る と い え る ．一 方 ，捕 球 動 作 に は ，

ボ ー ル と い う 動 的 対 象 物 に 対 し て ， 自 己 の 動 作 を 時 間 的 ・ 空 間 的 に 一 致

さ せ る 能 力 が 必 要 で あ り ， こ の 能 力 は 定 位 能 力 と し て 評 価 で き る ． さ ら

に ， 対 象 が タ イ ミ ン グ 点 に 達 す る ま で の 時 間 予 測 と 空 間 予 測 に 従 っ て 反

応 す る 能 力 も 必 要 で あ り ， 捕 球 動 作 は 反 応 能 力 の 形 成 度 も 示 し て い る と

い え る ．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2  The evaluation of coordination abilities of each test 
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Standing long jump      〇 ・Jumping force 
Balance on one leg    〇    
Hampelman jump   〇   〇 ・Skill of Hampelman jump 
Side-to-side jump  〇 〇    ・Jumping force 

Throw and catch a ball 〇 〇   〇 
 ・Skill of throwing and  

catching a ball 
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2 . 1 . 2 . 5 .  統 計 処 理  

対 象 者 の 生 年 月 日 ， 性 別 お よ び 身 体 ダ イ ナ ミ ク ス （ 身 長 ， 体 重 ） は ，

コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 に 影 響 す る 背 景 要 因 と し て 解 析 に 用 い た ． コ

オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト 5 項 目 の デ ー タ に つ い て ， 性 別 （ 男 子 ，

女 子 ），年 齢 群 別（ 年 中 児 ク ラ ス ・ 年 長 児 ク ラ ス ）に 平 均 値 お よ び 標 準 偏

差 を 計 算 し た ． 各 測 定 項 目 の 性 別 お よ び 年 齢 群 の 比 較 に は ， 性 別 ・ 年 齢

群 を 従 属 変 数 ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト デ ー タ を 独 立 変 数 と し

て ， 対 応 の な い 2 要 因 分 散 分 析 を 用 い て ， 性 別 ， 年 齢 群 ご と の 統 計 的 特

徴 を 明 ら か に し た ． な お ， 統 計 解 析 ソ フ ト は ， I B M  S P S S  S t a t i s t i c  2 2 . 0

を 使 用 し ， 危 険 率 5％ 未 満 を 有 意 水 準 と し た ．  

 

2 . 1 . 3 .  結 果  

分 析 対 象 者 の 各 年 齢 群 お よ び 性 別 の 身 長 お よ び 体 重 の 平 均 値 と 標 準 偏

差 を Ta b l e  3 に 示 す ．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3  The characteristics of subjects 
 

Grade(age） 
Height（cm） Weight（kg） 

Male 
Mean（SD） 

Female 
 Mean（SD） 

Male 
Mean（SD） 

Female 
Mean（SD） 

Middle(4－5)：（n=76） 
Senior(5－6)：（n=93） 

109.03（4.86）
114.30（5.31） 

106.99（3.72） 
114.09（4.89） 

18.58（2.80） 
19.54（3.52） 

17.48（2.16） 
19.49（2.89） 
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分 析 対 象 者 の 年 齢 群 お よ び 性 別 の コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト ５

項 目 の 平 均 値 と 標 準 偏 差 を Ta b l e  4  に 示 す ． 性 別 お よ び 年 齢 の 違 い に よ

っ て コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 平 均 に 差 が あ る か ど う か を 検 証 す る た

め に ， 性 別 と 年 齢 群 （ 年 中 児 ク ラ ス ・ 年 長 児 ク ラ ス ） と の 2 要 因 分 散 分

析 を 行 っ た ．  

立 ち 幅 跳 び に つ い て は ， 性 別 の 主 効 果 ， 年 齢 群 の 主 効 果 は と も に 有 意

で あ っ た が (順 に F  ( 1 , 1 6 5）= 6 . 4 6 7 ,  p < . 0 5；F  ( 1 , 1 6 5） = 2 9 . 0 6 0 ,  p < . 0 1），

両 要 因 の 交 互 作 用 は 有 意 で は な か っ た ( F  ( 1 , 1 6 5） = 1 . 11 7 ,  n . s）． 単 純 主

効 果 の 検 定 の 結 果 ，男 子 ，女 子 と も に 年 齢 群 間 に 有 意 な 差 が み ら れ (い ず

れ も p < . 0 1），男 女 と も 年 中 児 ク ラ ス よ り 年 長 児 ク ラ ス の 平 均 点 が 有 意 に

高 い 値 を 示 し た ． ま た ， 年 長 児 ク ラ ス に お い て 性 別 の 単 純 主 効 果 が 有 意

で あ り ( p < . 0 1），女 子 よ り 男 子 の 平 均 得 点 が 有 意 に 高 い こ と が 明 ら か と な

Table 4  The score of coordination test of each group（Mean（SD）） 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* p <. 05，** p <. 01 

 

Grade 
 (age） 

Standing  
long jump 
（cm） 

Balance on 
one leg 
 (times) 

Hampelman 
jump 

(times) 

Side-to-side 
 jump 
(times) 

Throw and  
catch a ball 

 (times) 

 Mean 
（SD） 

Mean 
（SD） 

Mean 
（SD） 

Mean 
（SD） 

Mean 
（SD） 

Middle 
(4－5)  

Male 
（n=37） 
Female 
（n=39） 

88.05 
（20.17）
84.03 
（15.27) 

12.86 
（4.44） 

11.28 
（4.78） 

8.19 
（4.25） 

11.36 
（4.50） 

11.65 
（4.76） 

13.41 
（5.36） 

3.11 
（2.20） 

4.10 
（1.96） 

Senior 
(5－6) 

Male 
（n=49） 
Female 
（n=44） 

105.53 
（19.58） 
  95.77 
（15.78） 

10.39 
（4.42） 

10.23 
（3.89） 

10.24 
（6.61） 

11.30 
（4.57） 

17.35 
（8.13） 

17.25 
（7.27） 

5.18 
（2.32） 

4.30 
（2.06） 

Sex 
Grade 
Sex ×Grade 

 6.467 * 
29.060** 
1.117  

1.652     
6.782 * 
1.100  

 6.948** 
1.548 
1.752 

0.649 
 21.308** 

0.809 

0.026 
11.667** 
 8.036** 
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っ た ． し か し ， 年 中 児 ク ラ ス に お い て は 性 別 に 有 意 な 差 は み ら れ な か っ

た ．  

片 脚 バ ラ ン ス に つ い て は ， 性 別 の 主 効 果 は 有 意 で は な く  

( F  ( 1 , 1 6 5） = 1 . 6 5 2 ,  n . s）， 年 齢 群 の 主 効 果 は 有 意 で あ っ た  

( F  ( 1 , 1 6 5） = 6 . 7 8 2 ,  p < . 0 5）． 両 要 因 の 交 互 作 用 は 有 意 で は な か っ た  

( F  ( 1 , 1 6 5） = 1 . 1 0 0 ,  n . s）． 単 純 主 効 果 の 検 定 の 結 果 ， 男 子 は 年 齢 群 間

に 有 意 な 差 が み ら れ た が ( p < . 0 5），女 子 は 年 齢 群 間 に 有 意 な 差 が み ら れ な

か っ た ． ま た ， 年 中 児 ク ラ ス ， 年 長 児 ク ラ ス と も 性 別 の 単 純 主 効 果 は 有

意 で は な か っ た ．  

ハ ン ペ ル マ ン ジ ャ ン プ に つ い て は ， 性 別 の 主 効 果 は 有 意 で あ り  

( F  ( 1 , 1 6 5） = 6 . 9 4 8 ,  p < . 0 1）， 年 齢 群 の 主 効 果 ， 両 要 因 の 交 互 作 用 は 有

意 で は な か っ た (順 に F  ( 1 , 1 6 5） = 1 . 5 4 8 ,  n . s； F  ( 1 , 1 6 5） = 1 . 7 5 2 ,  n . s）．

単 純 主 効 果 の 検 定 の 結 果 ， 男 女 と も 年 齢 群 間 に 有 意 な 差 が み ら れ な か っ

た ．ま た ，年 中 児 ク ラ ス に 性 別 の 単 純 主 効 果 が 有 意 で あ り ( p < . 0 1）  ，男

子 よ り 女 子 の 平 均 得 点 が 有 意 に 高 い こ と が 明 ら か と な っ た が ， 年 長 児 ク

ラ ス は 性 別 の 単 純 主 効 果 は 有 意 で は な か っ た ．  

サ イ ド ジ ャ ン プ に つ い て は ， 性 別 の 主 効 果 は 有 意 で は な く  

( F  ( 1 , 1 6 5） = 0 . 6 4 9 ,  n . s）， 年 齢 群 の 主 効 果 は 有 意 で あ っ た  

( F  ( 1 , 1 6 5） = 2 1 . 3 0 8 ,  p < . 0 1）． 両 要 因 の 交 互 作 用 は 有 意 で は な か っ た  

( F  ( 1 , 1 6 5） = 0 . 8 0 9 ,  n . s）． 単 純 主 効 果 の 結 果 ， 男 女 と も 年 齢 群 間 に 有

意 な 差 が 見 ら れ (い ず れ も p < . 0 1）， 男 女 と も 年 中 児 ク ラ ス よ り 年 長 児 ク

ラ ス の 平 均 点 が 有 意 に 高 い 値 を 示 し た ． ま た ， 年 中 児 ク ラ ス ， 年 長 児 ク

ラ ス と も に 性 別 の 単 純 主 効 果 は み ら れ な か っ た ．  

ボ ー ル 投 ・ 捕 に つ い て は ， 性 別 の 主 効 果 は 有 意 で は な く  
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( F  ( 1 , 1 6 5） = 0 . 0 2 6 ,  n . s）， 年 齢 群 の 主 効 果 と 両 要 因 の 交 互 作 用 は 有 意

で あ っ た (順 に F  ( 1 , 1 6 5） = 11 . 6 6 7 ,  p < . 0 1； F  ( 1 , 1 6 5） = 8 . 0 3 6 ,  p < . 0 1）．

単 純 主 効 果 の 結 果 ， 男 子 に お い て 年 齢 群 間 に 有 意 な 差 が 見 ら れ ( p < . 0 1），

年 中 児 ク ラ ス よ り 年 長 児 ク ラ ス の 平 均 点 が 有 意 に 高 い 値 を 示 し た が ， 女

子 に は 年 齢 群 間 に 有 意 な 差 は み ら れ な か っ た ． ま た 年 中 児 ク ラ ス ， 年 長

児 ク ラ ス と も に 性 別 の 単 純 主 効 果 が み ら れ (い ず れ も p < . 0 5）， 年 中 児 ク

ラ ス で は 女 子 の 方 が 男 子 よ り 有 意 に 高 い 値 を 示 し て い た の に 対 し ， 年 長

児 ク ラ ス で は 男 子 の 方 が 女 子 よ り 有 意 に 高 い 値 を 示 し た ．   

 

2 . 1 . 4 .  考 察  

コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 測 定 の 結 果 ，測 定 項 目 に よ っ て 年 齢 群 間 ，

性 別 に よ る 差 に 違 い が み ら れ た こ と か ら ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の

各 構 成 要 素 の 発 達 過 程 に 男 女 差 が あ り ， 発 達 時 期 お よ び そ の 急 進 性 に 違

い が あ る こ と が 確 認 さ れ た ． と り わ け 男 子 は ， 片 脚 バ ラ ン ス を 除 く す べ

て の 項 目 に お い て ， 学 年 の 上 昇 と と も に 有 意 に 高 い 値 を 示 し て お り ， 年

中 児 ク ラ ス か ら 年 長 児 ク ラ ス に か け て ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 発

達 傾 向 が 顕 著 で あ る こ と が 示 唆 さ れ た ． ま た ， 立 ち 幅 跳 び と サ イ ド ジ ャ

ン プ は ， 性 別 に 関 係 な く 学 年 の 上 昇 に よ り 有 意 に 高 い 値 を 示 し て い た ．  

立 ち 幅 跳 び の 動 作 を 観 察 す る と ， 立 ち 幅 跳 び 自 体 の 動 作 が で き な い 幼

児 は ほ と ん ど み ら れ な い ．つ ま り ，立 ち 幅 跳 び に 求 め ら れ る 跳 ぶ 動 作 は ，  

4歳 後 半 で す で に 発 達 が 進 ん で い る こ と を 示 し た 結 果 と い え る ． 跳 ぶ 動

作 自 体 は で き て も ， 動 作 の 効 率 性 に は 差 が あ り ， H e l l e b r a n d tら ( 1 9 6 1 ）

が ， 跳 ぶ こ と は 系 統 発 生 的 に 出 現 す る 動 作 で あ る が ， 上 ・ 下 肢 の 協 調 動

作 に よ っ て 跳 躍 力 の 推 進 力 を 得 る こ と は 学 習 に よ る も の で あ る と 指 摘 し

て い る こ と か ら も ， 立 ち 幅 跳 び の 測 定 値 は ， パ フ ォ ー マ ン ス 前 提 と し て
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の コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 に 起 因 す る と い う 視 点 に お い て 捉 え ら れ る

べ き で あ る と 思 わ れ る ．  

立 ち 幅 跳 び に 重 要 と さ れ る ， 上 肢 ・ 下 肢 の 動 き を 協 応 す る 連 結 能 力 ，

サ イ ド ジ ャ ン プ に 重 要 と さ れ る ， 間 隔 を 認 知 し ， 次 に す べ き 動 作 を 瞬 時

に フ ィ ー ド バ ッ ク し て 連 続 で 素 早 く 跳 躍 動 作 を す る た め の 分 化 能 力 が ，

性 差 に 関 係 な く 年 齢 の 上 昇 に 伴 っ て 顕 著 に 発 達 す る こ と を 示 し て い る と

い え る ． ま た ， 立 ち 幅 跳 び ， サ イ ド ジ ャ ン プ の 運 動 遂 行 に は 最 大 筋 力 や

瞬 発 力 と い っ た エ ネ ル ギ ー 系 の 能 力 も 影 響 し て い る と 考 え ら れ ， そ れ ら

の 能 力 が コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 発 達 に 関 与 し て い る も の と 推 察 さ

れ る ．   

ハ ン ペ ル マ ン ジ ャ ン プ と ボ ー ル 投・捕 に つ い て は ，年 中 児 ク ラ ス の み ，

男 子 よ り 女 子 の 平 均 得 点 が 有 意 に 高 い こ と が 明 ら か と な り ， エ ネ ル ギ ー  

系 能 力 の 関 与 が 少 な い 測 定 項 目 に お い て は ， リ ズ ム 化 ， 連 結 ， 分 化 ， 定

位 ， 反 応 と い っ た 能 力 要 因 に ， 低 年 齢 で 女 子 の 発 達 傾 向 を 示 し た と 考 え

ら れ る ．  

す べ て の 測 定 項 目 の 中 で ， ボ ー ル 投 ・ 捕 に の み 交 互 作 用 が 認 め ら れ ，

年 中 か ら 年 長 に か け て 平 均 値 の 高 値 が 男 女 で 入 れ 替 わ り ， 年 中 児 で は 女

子 が ， 年 長 児 で は 男 子 の 方 が 有 意 に 高 い 値 を 示 し た ． こ の こ と か ら ， ボ

ー ル 投 ・ 捕 に 含 ま れ る ， 時 間 的 ・ 空 間 的 定 位 能 力 ， 反 応 能 力 は ， 女 子 で

は 早 期 に 発 達 が 開 始 す る も の の ， そ の 速 度 は 緩 や か で あ る の に 対 し ， 男

子 は 女 子 に 比 べ 遅 れ て 発 達 が 開 始 さ れ ， 年 中 児 か ら 年 長 児 に か け て 著 し

く 発 達 す る も の と 推 測 さ れ る ．  

園 で の 遊 び の 性 差 に 関 す る 先 行 研 究 で は ， 自 由 な 遊 び に 取 り 組 む 環 境

で は ， 活 発 に 遊 ぶ 男 児 が 多 か っ た の に 対 し て 女 児 は 比 較 的 静 的 な 遊 び の

性 差 が み ら れ た （ 吉 田 ， 2 0 0 5） ． と り わ け ， “「 歩 く 」，「 走 る 」 と い っ
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た 動 作 に 比 べ ，「投 げ る 」は 後 天 的 に 獲 得 さ れ る 動 作 で あ り（ 桜 井 ，1 9 9 1，

p . 2 1 0）  ”，“ ボ ー ル を 投 げ る と い う 動 作 が ， 人 間 に と っ て 必 ず し も 必 要

な も の で な く ，学 習 す る こ と に よ っ て 身 に つ く も の（ 小 林・脇 田・八 木 ，

1 9 9 0， p p . 9 1 - 9 2） ” で あ る こ と か ら ， 運 動 遊 び の 量 お よ び 質 の 経 験 の 違

い が コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 性 差 に 影 響 し て い る 要 因 の 一 つ で あ る

こ と が 示 唆 さ れ る ．   

ボ ー ル の 投・補 に つ い て は ，ボ ー ル を 上 手 く 投 げ 上 げ る こ と が で き ず ，

捕 球 も ま っ た く で き な い 幼 児 が 存 在 し た ． そ こ に は 発 達 過 程 に お け る 視

覚 と 身 体 運 動 の 協 応 の 未 熟 さ ， 両 手 を 使 っ た 動 作 が 上 手 く い か な い と い

う 左 右 の 未 分 化 が 理 由 に あ る と 推 察 さ れ る ． 利 き 手 ， 利 き 足 が 定 ま ら な

い 左 右 の 未 分 化 も 含 め ， 時 間 的 ・ 空 間 的 定 位 能 力 ， 反 応 能 力 は 非 常 に 大

き な 個 人 差 が あ る こ と が 示 さ れ た ．  

先 行 研 究 と の 比 較 が 可 能 な 種 目 で あ る 立 ち 幅 跳 び は ， 先 行 研 究 の 結 果

に お い て も 同 様 に ，学 年 間 に 差 が 認 め ら れ て い る（ 佐 々 木・石 沢 ，2 0 1 4）.  

立 ち 幅 跳 び 以 外 の 項 目 に お い て は ， 幼 児 の コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 を  

同 様 の 項 目 で 測 定 し て い る 国 内 の 先 行 研 究 が 無 く ， 国 内 の デ ー タ に  

お い て 比 較 す る 対 象 は 無 い が ， ザ ク セ ン 州 の 幼 児 を 対 象 に 実 施 さ れ た コ  

オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン テ ス ト の 結 果 を み る と ， 同 様 に ， 測 定 値 の 水 準 に か  

か わ ら ず ， 全 般 に 学 年 間 の 差 が 大 き い こ と を 示 し て い た (  A d l e r &  S e n f， 

2 0 0 9，2 0 1 5）.  幼 少 期 に お い て は 多 く の 運 動 に お い て 身 体 の 発 育 に 伴 っ  

た パ フ ォ ー マ ン ス の 向 上 が み ら れ ， 量 的 な 変 化 が 顕 著 に み ら れ る も の  

と 思 わ れ る ．   
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2 . 1 . 5 .  ま と め  

本 節 の 目 的 は ， 幼 児 期 に お け る コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 特 性 を 定

量 的 に 把 握 す る こ と で あ っ た ．4 歳 か ら 6 歳 ま で の 幼 児 1 6 9 名（ 男 子 8 6

名 ， 女 子 8 3 名 ） を 分 析 対 象 と し ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト 5

種 目 （ 立 ち 幅 跳 び ， 片 脚 バ ラ ン ス ， サ イ ド ジ ャ ン プ ， ハ ン ペ ル マ ン ジ ャ

ン プ ， ボ ー ル 投 ・ 捕 ） を 実 施 し ， 年 齢 群 間 ， 性 別 間 の 差 を 検 討 し た ． そ

の 結 果 ，運 動 発 達 の 過 程 に お い て ，特 に 男 子 は ，年 中 か ら 年 長 に か け て ，

コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 発 達 傾 向 が 顕 著 で あ る こ と が 認 め ら れ た ．

ま た ， 性 別 に 関 係 な く 学 年 の 上 昇 に よ り ， 上 肢 ・ 下 肢 の 動 き を 協 応 す る

連 結 能 力 ， 分 化 能 力 が 著 し く 向 上 す る こ と が 示 唆 さ れ た ． さ ら に ， 時 間

的 ・ 空 間 的 定 位 能 力 ， 反 応 能 力 お よ び ボ ー ル を 操 作 す る 上 で の 分 化 能 力

に つ い て は ， 女 子 は 早 期 に 発 達 が 開 始 す る も の の ， そ の 速 度 は 緩 や か で

あ る の に 対 し ， 男 子 は 女 子 に 比 べ 遅 れ て 発 達 が 開 始 さ れ ， 年 中 児 か ら 年

長 児 に か け て 著 し く 発 達 す る も の と 推 測 さ れ る ．  
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2 . 2 .  タ ブ レ ッ ト を 用 い た ト レ ー ス タ ス ク に よ る 上 肢 の 協 調 性   

 

2 . 2 . 1 .  目 的  

人 が 何 ら か の 運 動 を す る 際 に は ， あ る 状 況 に 対 す る 知 覚 の も と で そ れ

に 協 応 す る 運 動 を 行 う ． 知 覚 情 報 と 体 性 感 覚 情 報 を 統 合 し て ， 対 象 と 自

己 の 身 体 の 位 置 を 自 己 中 心 座 標 系 に よ っ て 表 出 し ， 知 覚 入 力 と 運 動 出 力

を 結 び つ け る こ と で 運 動 プ ロ グ ラ ム が 生 成 さ れ る ．  

運 動 課 題 に は 運 動 の 仕 方 を 覚 え る 運 動 学 習 と ， そ れ を 正 し く 遂 行 す る

運 動 制 御 の 二 つ の 過 程 が 影 響 を 及 ぼ し ， 運 動 制 御 の ア プ ロ ー チ は 運 動 プ

ロ グ ラ ム 理 論 と シ ス テ ム 理 論 に よ っ て 説 明 で き る ． 前 者 は ， “ 運 動 は 運

動 プ ロ グ ラ ム お よ び 運 動 ス キ ー マ と い う 記 憶 表 象 と と も に 中 枢 に 貯 蔵 さ

れ て い る ． そ し て 一 般 運 動 プ ロ グ ラ ム が 特 別 な 不 変 特 性 （ 運 動 要 素 を 系

列 化 す る こ と や 相 対 タ イ ミ ン グ ， 相 対 的 力 量 の よ う な も の ） に よ っ て 特

徴 づ け ら れ る 一 組 の 諸 行 為 を 支 配 す る （ 佐 藤 ， 2 0 0 3）” と 仮 定 し ， 後 者

は ， 運 動 は 中 枢 神 経 シ ス テ ム に よ っ て 発 せ ら れ る 運 動 指 令 で は な く ， 神

経 シ ス テ ム と 活 動 す る 身 体 の 複 雑 な 相 互 作 用 か ら 生 じ る も の で ， 運 動 行

動 は そ の 目 標 を め ぐ っ て 組 織 化 さ れ ，運 動 に 寄 与 す る 諸 要 素 の 組 織 化 は 、

環 境 の 諸 側 面 に よ っ て 決 定 さ れ る （ K e l s o ,  H o l ,  R u b i n  &  K u g l e r ,  1 9 8 1 ;  

K u g l e r ,  K e l s o  &  C l a r k ,  1 9 8 2） と い う も の で あ る ． 人 の 運 動 行 動 が ， 末

梢 あ る い は 中 枢 か ら 一 方 的 に そ の 動 因 が 起 こ る の で は な く ， 中 枢 神 経 系

を 環 境 に 適 応 す る 自 己 調 整 シ ス テ ム と し て 捉 え る シ ス テ ム 論 的 ア プ ロ ー

チ が ， B e r n s t e i n の 理 論 的 系 譜 を た ど っ て い る こ と を 踏 ま え れ ば ， 人 が

行 う 運 動 に と っ て の 情 報 系 の 操 作 ， 制 御 の プ ロ セ ス は ， コ オ ー デ ィ ネ ー

シ ョ ン 能 力 の 発 達 と 水 準 を 左 右 す る 基 礎 と な る と 考 え ら れ る ．   

こ れ ま で ， 視 覚 と 運 動 の 関 係 ， 上 肢 の 協 調 運 動 の 発 達 に つ い て は ， 神
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経 生 理 ， 心 理 学 ， 工 学 ， 医 療 ， 教 育 な ど の 分 野 に お い て 研 究 が な さ れ て

い る ． 尾 崎 （ 2 0 0 0） は ， 幼 ・ 小 児 に 対 し て ペ ン で 円 を 塗 り つ ぶ す 課 題 を

行 い ， 上 肢 の 発 達 の 仕 方 が 筆 記 の 操 作 と し て あ ら わ れ る 様 子 に つ い て 検

討 し て い る ． 岡 ・ 三 浦 （ 2 0 0 7） は ， 知 的 障 害 者 の 手 先 の 不 器 用 さ を 視 覚

（ 知 覚 ） － 運 動 協 応 の 問 題 と し て 捉 え ， 知 的 障 害 者 に お け る 巧 緻 性 の 低

さ の 生 起 メ カ ニ ズ ム に つ い て 検 討 し て い る ． ま た ， 橋 爪 ・ 伊 ヶ 賀 崎 ・ 村

山 ・ 林 田 （ 2 0 1 2） は ， 幼 ・ 小 児 に 視 標 追 跡 描 円 運 動 課 題 を 実 施 し ， 独 自

の 評 価 シ ス テ ム に お い て 視 標 追 跡 描 円 運 動 課 題 能 力 の 発 達 を 定 量 化 し ，

発 達 モ デ ル を 提 案 し た ．こ の よ う に さ ま ざ ま な 研 究 が な さ れ て い る 中 で ，

コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 と の 関 連 で は 検 討 が な さ れ て い る も の は 散 見

し な い ．  

そ こ で ，こ こ で は 幾 何 学 模 様（ 円 ）の ト レ ー ス 時 の ペ ン 軌 道 を 計 測 し ，

そ の 結 果 を ， 周 回 回 数 ， 逸 脱 率 ， 躍 度 ノ ル ム の 指 標 か ら 分 析 し ， 幼 児 に

お け る 手 指 の 協 調 性 ・ 巧 緻 性 の 特 徴 を 定 量 的 に 把 握 す る と と も に ， コ オ

ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 と の 関 連 に つ い て 検 討 す る こ と を 目 的 と す る ．   

 

2 . 2 . 2  研 究 方 法  

2 . 2 . 2 . 1 .  分 析 対 象 者  

愛 知 県 の 公 立 保 育 園 に 在 籍 す る 4 歳 か ら 6 歳 ま で の 幼 児 1 6 9 名（ 男 子

8 6 名 ， 女 子 8 3 名 ） を 分 析 対 象 と し た ．   
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2 . 2 . 2 . 2  倫 理 的 配 慮  

対 象 者 の 保 護 者 お よ び 施 設 長 に 対 し ，本 研 究 の 目 的 ，意 義 ，測 定 内 容 ，

個 人 情 報 の 取 り 扱 い な ど を 文 書 で 説 明 し ， 保 護 者 お よ び 施 設 長 か ら の 署

名 に よ っ て 同 意 を 得 た 上 で 実 施 し た ． ま た ， 得 ら れ た デ ー タ は ， 個 人 が

特 定 さ れ な い デ ー タ と し て 統 計 的 に 処 理 し ， 研 究 実 施 者 の み が 閲 覧 で き

る よ う 厳 重 に 保 管 し た ． な お ， 本 研 究 は 武 庫 川 女 子 大 学 教 育 研 究 所 倫 理

委 員 会 の 承 認 を 得 て 実 施 し た （ 承 認 受 付 番 号 0 0 7）．  

 

2 . 2 . 2 . 3 .  デ ー タ の 測 定 方 法  

2 . 2 . 2 . 3 . 1 .  対 象 者 情 報 の 取 得  

運 動 課 題 の 実 施 に 先 立 ち ， 対 象 者 に 関 す る ① 生 年 月 日 ， ② 性 別 ， ③ 身

長 ， ④ 体 重 ， ⑤ 利 き 手 の 情 報 を 対 象 者 の 保 護 者 か ら 取 得 し た ．  

 

2 . 2 . 2 . 3 . 2 .  課 題 と 手 続 き  

手 指 の 協 調 性 ・ 巧 緻 性 を 評 価 す る た め ， 幾 何 学 模 様 （ 円 ） の ト レ ー ス

時 の ペ ン 軌 道 を 計 測 し た ． 測 定 に 用 い た 部 屋 は ， 園 内 の 遊 戯 室 と し ， 静

音 と 通 常 照 度 が 保 た れ て い る 環 境 と し た ．対 象 者 は 椅 子 に 座 っ た 状 態 で ，

前 方 の 机 に 置 か れ た タ ブ レ ッ ト 端 末 （ i P a d  P r o  1 3  i n c h ,  A p p l e社 製 ） の

画 面 に 描 画 し た ． こ の 時 ， 椅 子 の 高 さ は 2 9 c m， 机 の 高 さ は 5 0 c mと し ，

タ ブ レ ッ ト 端 末 ま で の 距 離 は 対 象 者 の 体 型 に 合 わ せ て 最 も 快 適 に 描 画 で

き る 位 置 で 行 っ た ． タ ブ レ ッ ト 端 末 の 画 面 に は ， 内 円 ( 中 心 か ら の 距 離

2 2 7 . 6 ド ッ ト )  と 外 円 ( 中 心 か ら の 距 離 2 5 7 . 6 ド ッ ト )  の 二 重 円 を 呈 示 し

（ F i g . 1） ， 対 象 者 に は 筆 圧 ペ ン （ A p p l e  P e n c i l ,  A p p l e社 製 ） の 先 端 で

内 円 線 と 外 円 線 の 間 を ト レ ー ス す る よ う 指 示 し た ．こ の と き 対 象 者 に は ，

器 具 に 上 肢 が 触 れ な い よ う に し て ペ ン を 持 ち ， 内 円 線 と 外 円 線 の 間 か ら
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で き る だ け 外 れ ず 描 く よ う 指 示 し た ． ト レ ー ス の 回 転 方 向 は 右 回 り ， 左

回 り ど ち ら で も 対 象 者 の 心 地 よ い 方 向 と し た ． ペ ン の 持 ち 手 は ， 対 象 者

の 利 き 手 か ら 始 め る こ と と し た ． 1試 行 は 3 0秒 間 と し ， 利 き 手 と 非 利 き

手 そ れ ぞ れ 3試 行 計 6試 行 を 実 施 し た ． な お ， 測 定 に お い て ， 1）  筆 圧 ペ

ン が 握 れ ず 描 画 で き な い ， 2）  よ そ 見 ， タ ブ レ ッ ト を い じ る な ど 課 題 に

集 中 で き て い な い ， 条 件 に 該 当 す る 場 合 は 対 象 者 が 要 求 さ れ た 課 題 を 満

た し て お ら ず ， デ ー タ の 信 頼 性 に 影 響 が 生 じ る 可 能 性 が あ る と 判 断 し て

分 析 対 象 か ら 除 外 し た ．  

タ ー ゲ ッ ト 円 の 表 示 お よ び ペ ン 軌 道 の 計 測 は 本 研 究 で 構 築 し た H a n d  

Wr i t i n g  ア プ リ （ ス ポ ー ツ セ ン シ ン グ 社 製 ） を 用 い た ． 円 描 画 中 の ペ ン

と タ ブ レ ッ ト 画 面 の 接 点 の 座 標 値 は ，サ ン プ リ ン グ 周 波 数 1 0 0 H z で 取 得

さ れ ， テ キ ス ト フ ァ イ ル と し て タ ブ レ ッ ト 端 末 内 部 の 記 録 媒 体 に 保 存 さ

れ た ．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

644 

1024

257.6

227.6

F i g . 1  実 験 装 置 の 設 定 (単 位 は ド ッ ト ） .  
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2 . 2 . 2 . 4 .  解 析 方 法 お よ び 解 析 項 目  

タ ブ レ ッ ト 内 部 に 保 存 さ れ た ペ ン 座 標 値 は ，C S V 形 式 で パ ー ソ ナ ル コ

ン ピ ュ ー タ に ダ ウ ン ロ ー ド し ， 数 値 解 析 を 行 っ た ． タ ブ レ ッ ト 座 標 系 で

表 現 さ れ た ペ ン 座 標 値 を ， タ ブ レ ッ ト 端 末 の 解 像 度 と 画 面 サ イ ズ の 比

（ 7 6 8  *  1 0 2 4  p o i n t s  =  1 9 5  *  1 4 7  m m） を も と に 実 長 換 算 し た 後 ， 2 次

の バ タ ワ ー ス 型 デ ジ タ ル フ ィ ル タ （ ロ ー パ ス ， 遮 断 周 波 数 1 0 H z， ゼ ロ

タ イ ム シ フ ト ） を 用 い て 平 滑 化 を 施 し た ． そ の 上 で ， 腕 —手 —指 の 微 細

な 協 調 性 を 定 量 す る 以 下 の 指 標 を 算 出 し た ．  

・ 周 回 回 数 ： 3 0 秒 間 の 試 行 中 に ， 円 を 周 回 し た 回 数 ．  

・ 逸 脱 率 ： 3 0 秒 間 に 描 画 し た 全 座 標 数 に 対 す る ，二 つ の タ ー ゲ ッ ト 円

外 に 逸 脱 し た 座 標 数 の 比 ． ペ ン 先 が タ ー ゲ ッ ト 円 外 に 多 く 逸 脱 す る

ほ ど ， 逸 脱 率 が 高 く な る ．  

・ 躍 度 ノ ル ム ： ペ ン 座 標 を 3 0 秒 間 の 試 行 区 間 に 渡 っ て 3 階 微 分 し て

躍 度 ベ ク ト ル を 得 ， そ の ノ ル ム を コ マ 数 で 除 し た も の ． ペ ン 操 作 の

滑 ら か さ を 表 現 す る ．  

 

2 . 2 . 3． 結 果  

2 . 2 . 3 . 1 .  ト レ ー ス タ ス ク に 関 す る 性 別 ・ 年 齢 間 の 比 較  

分 析 対 象 者 の 年 齢 群 お よ び 性 別 に み た 指 標 の 平 均 値 と 標 準 偏 差 を

Ta b l e  5 に 示 す ． 性 別 お よ び 年 齢 の 違 い に よ っ て 平 均 値 に 差 が あ る か 検

証 す る た め に ， 性 別 と 年 齢 群 （ 年 中 児 ク ラ ス ・ 年 長 児 ク ラ ス ） と の 2 要

因 分 散 分 析 を 行 っ た ．  

そ の 結 果 ，周 回 回 数 で は ，性 別・年 齢 群 の 主 効 果（ 順 に F  ( 1 , 1 6 5）= 1 . 5 8 3  

； F  ( 1 , 1 6 5）  = . 0 6 2 ,  い ず れ も n . s）， お よ び 両 要 因 の 交 互 作 用 は 有 意

で な く （ F  ( 1 , 1 6 5） = 3 . 4 4 5  n . s）， 躍 度 ノ ル ム も 同 様 に 性 別 ・ 年 齢 群 の 主
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効 果 （ 順 に F  ( 1 , 1 6 5） = 2 . 6 9 4； F  ( 1 , 1 6 5）  = 1 . 2 5 9 ,  い ず れ も n . s） お よ

び 両 要 因 の 交 互 作 用 は 有 意 で な か っ た （ F  ( 1 , 1 6 5） = . 2 6 4  n . s）． 逸 脱 率

の み 性 別 お よ び 年 齢 群 の 主 効 果 が 有 意 で あ っ た が ，（ 順 に F  ( 1 , 1 6 5 ）

= 8 . 2 0 5； F  ( 1 , 1 6 5）  = 6 . 9 4 8 ,  い ず れ も p < . 0 1）， 両 要 因 の 交 互 作 用 は 有

意 で は な か っ た （ F  ( 1 , 1 6 5） = 1 . 7 3 9  n . s）． 単 純 主 効 果 の 検 定 の 結 果 ， 年

中 児 ク ラ ス に お い て 性 別 に 有 意 な 差 が み ら れ （ p < . 0 1）， 男 子 よ り 女 子 の

逸 脱 率 が 低 か っ た ． ま た ， 男 子 に お い て 年 齢 群 間 に 有 意 な 差 が み ら れ

（ p < . 0 1）， 年 中 児 ク ラ ス よ り 年 長 児 ク ラ ス の 逸 脱 率 が 低 か っ た ．   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 5  The score of trace task of each group（Mean（SD）） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

** p <. 01 
 

Grade 
 (age） 

circle count out_rate jerk 
Mean 
（SD） 

Mean 
（SD） 

Mean 
（SD） 

Middle 
(4－5)  

Male 
（n=37） 
Female 
（n=39） 

5.57 
（2.50） 

4.39 
（2.87) 

29.79 
（13.92） 

21.52 
（14.36） 

3105434.7
（3330728.6） 

2059057.8 
（3736128.0） 

Senior 
(5－6) 

Male 
（n=49） 
Female 
（n=44） 

4.96 
（1.65） 

5.12 
（2.71） 

21.97 
（11.91） 

18.92 
（11.10） 

2311117.4 
（3264817.8） 

1763970.7 
（2058670.3） 

Sex 
Grade 
Sex ×Grade 

1.583 
 .062 
3.445 

8.205**    
6.948** 
1.739 

2.694 
1.259 
0.264 



 

46 
 

2 . 2 . 3 . 2 .  ト レ ー ス タ ス ク と コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト の 関 連  

ト レ ー ス タ ス ク （ 周 回 回 数 ， 逸 脱 率 ， 躍 度 ノ ル ム ） と コ オ ー デ ィ ネ ー

シ ョ ン 能 力 （ 立 ち 幅 跳 び ， 片 脚 バ ラ ン ス ， サ イ ド ジ ャ ン プ ， ハ ン ペ ル マ

ン ジ ャ ン プ ， ボ ー ル 投 ・ 捕 ） と の 関 連 を 検 討 す る た め ， ま ず ， ト レ ー ス

タ ス ク と 前 節 で 用 い た コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト の 結 果 相 互 の 相

関 関 係 を み た （ Ta b l e  6）． そ の 結 果 ， 年 中 児 ク ラ ス に お い て は ， 男 女 と

も ト レ ー ス タ ス ク の 各 指 標 と 各 コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト 項 目 間

に は 有 意 な 相 関 は み ら れ な か っ た ． 年 長 児 ク ラ ス お い て は ， 男 子 に 逸 脱

率 と ボ ー ル 操 作 の 間 に 有 意 な 負 の 相 関 が み ら れ （ r = - 0 . 3 6 0 ,  p < . 0 1）， 女

子 に は 逸 脱 率 と 立 ち 幅 跳 び の 間 に 有 意 な 負 の 相 関 が み ら れ た（ r = - 0 . 4 3 6 ,  

p < . 0 1）．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 6  The score of trace task and coordination test of each group 
:Correlations and Descriptive Statics (n=169) 

 
  

Circle count  Out- rate  Jerk  

Middle 
(4－5) 
Male

（n=37） 
 

Standing long jump（cm） 
Balance on one leg (times) 
Hampelman jump(times) 
Side-to-side jump(times) 
Throw and catch a ball(times) 

-.243 
.112 

. -.268. 
.117 
.137 

-.117 
-.083 
-.190 
.017 
-.060 

-.170 
-.122 
-.064 
.047 
-.010 

Middle 
(4－5) 

Female 
（n=39） 

Standing long jump（cm） 
Balance on one leg (times) 
Hampelman jump(times) 
Side-to-side jump(times) 
Throw and catch a ball(times) 

-.042 
.130 
.213 
-.111 
.122 

.014 

.030 

.094 
-.139 
.136 

.027 
-.043 
.172 
.029 
.189 

Senior 
(5－6) 
Male

（n=49） 

Standing long jump（cm） 
Balance on one leg (times) 
Hampelman jump(times) 
Side-to-side jump(times) 
Throw and catch a ball(times) 

-.110 
-.008 
.056 
.061 
-.225 

-.016 
.091 
-.219 
-.240 
-.360* 

-.212 
.234 
-.042 
-.278 
-.254 

Senior 
(5－6)  

Female 
（n=44） 

Standing long jump（cm） 
Balance on one leg (times) 
Hampelman jump(times) 
Side-to-side jump(times) 
Throw and catch a ball(times) 

-.175 
.123 
.160 
.172 
.079 

  -.436** 
.229 
-.073 
-.111 
-.258 

-.269 
.123 
-.082 
.008 
-.039 

** p <. 01 
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次 に ， 周 回 回 数 と 逸 脱 率 に 着 目 し ， ト レ ー ス タ ス ク に お け る コ オ ー デ

ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 影 響 に つ い て 検 討 す る た め ， 周 回 回 数 と 逸 脱 率 の 成

績 を 高 群 ・ 中 群 ・ 低 群 の 3 群 に 分 け ， 性 別 ， 年 齢 群 ご と に 一 元 配 置 の 分

散 分 析 を 行 っ た（ Ta b l e  7 - 1，7 - 2，7 - 3，7 - 4）．そ の 結 果 ，性 別 で み る と ，

男 子 の ボ ー ル 投 ・ 捕 に 逸 脱 率 の 効 果 が 有 意 で あ っ た （ F  ( 2 , 8 6 )  = 5 . 0 3 4 ,  

p < . 0 1 ) ． 多 重 比 較 の 結 果 ， 逸 脱 率 の 低 群 と 高 群 の 間 に 有 意 な 差 が あ り

（ p < . 0 1）， 高 群 の ボ ー ル 投 ・ 捕 の 結 果 が 低 群 よ り 高 か っ た ． ま た ， 年 齢

群 別 で は ， 年 中 児 ク ラ ス の 立 ち 幅 跳 び に 周 回 回 数 の 効 果 が 有 意 で あ っ た

（ F  ( 2 , 7 6 )  = 7 . 2 2 4 ,  p < . 0 1 )． 多 重 比 較 の 結 果 ， 周 回 回 数 の 低 群 と 中 群 ，

中 群 と 高 群 の 間 に 有 意 な 差 が あ り（ い ず れ も p < . 0 1），い ず れ も 中 群 の 立

ち 幅 跳 び の 結 果 が 低 群 お よ び 高 群 よ り 高 か っ た ．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 7-1  The score of coordination test of each group on trace task score level  (n=169) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** p <. 01 
 

Circle count    Low  
score 
group 

Middle  
score 
group 

High  
score 
group 

F L vs M vs H 
coordination test 
Standing long jump 

（cm） 
 

Middle 
（n=76） 

M 
SD 

81.64 
14.885 

95.92 
16.055 

80.00 
18.396 7.224✽✽ L＜M＞H 

Senior 
（n=93） 

M 
SD 

101.26 
16.474 

102.00 
19.599 

99.48 
17.834 .160  

Balance on one leg  
(times) 

 

Middle 
（n=76） 

M 
SD 

11.00 
4.899 

12.62 
4.750 

12.52 
4.302 .954  

Senior 
（n=93） 

M 
SD 

10.03 
2.983 

10.35 
4.325 

10.55 
5.026 .120  

Hampelman jump 
(times) 

 

Middle 
（n=76） 

M 
SD 

10.40 
4.509 

10.58 
3.931 

8.44 
5.268 1.680  

Senior 
（n=93） 

M 
SD 

10.52 
4.788 

9.97 
6.374 

11.74 
5.950 .776  

Side-to-side jump 
(times) 

Middle 
（n=76） 

M 
SD 

13.16 
6.019 

12.23 
5.172 

12.28 
4.169 .774  

Senior 
（n=93） 

M 
SD 

16.77 
6.136 

17.52 
7.197 

17.61 
9.570 .108  

Throw and  
catch a ball 

(times) 

Middle 
（n=76） 

M 
SD 

3.40 
1.848 

3.62 
2.061 

3.84 
2.478 .263  

Senior 
（n=93） 

M 
SD 

4.65 
1.942 

5.19 
2.455 

4.45 
2.278 .919  
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Table 7-3  The score of coordination test of each group on trace task score level  (n=169) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Circle count   Low  
score 
group 

Middle  
score 
group 

High  
score 
group 

F L vs M vs H 
coordination test 
Standing long jump 

（cm） 
 

Male
（n=86） 

M 
SD 

99.93 
20.508 

98.90 
22.220 

95.28 
22.332 .363  

Female 
（n=83） 

M 
SD 

88.286 
2.966 

94.357 
2.966 

88.037 
3.021 1.446  

Balance on one leg  
(times) 

 

Male
（n=86） 

M 
SD 

11.25 
4.368 

11.55 
4.755 

11.55 
4.733 .040  

Female 
（n=83） 

M 
SD 

9.89 
4.202 

10.86 
3.608 

11.44 
5.117 .897  

Hampelman jump 
(times) 

 

Male
（n=86） 

M 
SD 

10.04 
4.409 

8.93 
5.548 

9.14 
7.150 .288  

Female 
（n=83） 

M 
SD 

10.54 
4.872 

11.89 
4.549 

11.56 
4.108 .681  

Side-to-side jump 
(times) 

Male
（n=86） 

M 
SD 

13.93 
6.382 

14.34 
7.027 

16.38 
8.645 .896  

Female 
（n=83） 

M 
SD 

14.68 
6.348 

16.86 
7.117 

14.78 
6.589 .941  

Throw and  
catch a ball 

(times) 

Male
（n=86） 

M 
SD 

4.75 
2.605 

3.79   
2.336 

4.34 
2.482 1.075  

Female 
（n=83） 

M 
SD 

3.75 
1.555 

4.75 
2.171 

4.11 
2.172 1.821  

 
Table 7-2  The score of coordination test of each group on trace task score level  (n=169) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Out rate    Low  
score 
group 

Middle  
score 
group 

High  
score 
group 

F L vs M vs H 
coordination test 
Standing long jump 

（cm） 
 

Middle 
（n=76） 

M 
SD 

84.08 
15.809 

88.11 
16.848 

85.58 
21.084 .221  

Senior 
（n=93） 

M 
SD 

104.29 
14.211 

102.77 
16.870 

95.68 
21.138 2.106  

Balance on one leg  
(times) 

 

Middle 
（n=76） 

M 
SD 

11.84 
5.265 

12.70 
4.639 

11.54 
4.075 .323  

Senior 
（n=93） 

M 
SD 

9.35 
3.179 

10.06 
4.589 

11.52 
4.396 2.235  

Hampelman jump 
(times) 

 

Middle 
（n=76） 

M 
SD 

10.48 
4.134 

9.63 
4.289 

9.33 
5.538 .409  

Senior 
（n=93） 

M 
SD 

11.35 
4.701 

12.06 
6.180 

8.81 
5.856 2.886  

Side-to-side jump 
(times) 

Middle 
（n=76） 

M 
SD 

13.84 
6.336 

11.37 
3.992 

12.54 
4.718 1.665  

Senior 
（n=93） 

M 
SD 

18.58 
7.361 

18.23 
6.412 

15.10 
8.863 1.966  

Throw and  
catch a ball 

(times) 

Middle 
（n=76） 

M 
SD 

3.88 
2.027 

3.41 
2.099 

3.58 
2.302 .777  

Senior 
（n=93） 

M 
SD 

5.29 
1.936 

4.97 
2.228 

4.03 
2.387 2.756  
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2 . 2 . 4 .  考 察  

ト レ ー ス タ ス ク の 結 果 ， 逸 脱 率 に の み 年 齢 群 間 ， 性 別 間 に よ る 差 に 違

い が み ら れ た ．年 中 児 ク ラ ス に お い て は ，女 子 よ り 男 子 の 逸 脱 率 が 高 く ，

ま た 男 子 は 年 齢 群 に も 差 が み ら れ ， 年 中 児 ク ラ ス よ り 年 長 児 ク ラ ス の 逸

脱 率 が 低 下 し た ． こ の 結 果 か ら ， 低 年 齢 で の 男 子 の 操 作 性 が 低 く ， 年 齢

の 上 昇 に よ り 男 子 の 操 作 性 が 向 上 す る と 結 論 づ け ら れ る ．  

ト レ ー ス タ ス ク と コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 と の 関 係 で は ， 周 回 回 数

の 中 群 に お い て ， 年 中 児 ク ラ ス の 立 ち 幅 跳 び に 低 群 ， 高 群 と 比 し て 有 意

に 高 値 を 示 し て お り ， 必 ず し も 周 回 回 数 の 多 さ が コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン

能 力 の 高 さ に 影 響 し な い こ と を 示 し て い る ． こ の ト レ ー ス タ ス ク は ， 速

度 と 精 度 が 互 い に 相 反 す る と い う 特 徴 を も っ て い る ． 精 度 の 要 求 が 高 い

場 合 の 運 動 の 速 度 は ，精 度 の 高 さ が 要 求 さ れ な い 場 合 よ り も が 遅 く な る ．

Table 7-4  The score of coordination test of each group on trace task score level  (n=169) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** p <. 01 
 
 

Out rate    Low  
score 
group 

Middle  
score 
group 

High  
score 
group 

F L vs M vs H 
coordination test 
Standing long jump 

（cm） 
 

Male
（n=86） 

M 
SD 

101.28 
20.377 

99.26 
20.510 

93.73 
23.506   

Female 
（n=83） 

M 
SD 

89.57 
17.093 

95.70 
13.561 

85.68 
15.333   

Balance on one leg  
(times) 

 

Male
（n=86） 

M 
SD 

11.38 
5.361 

11.41 
4.396 

11.57 
4.023   

Female 
（n=83） 

M 
SD 

9.61 
4.149 

11.00 
4.057 

11.57 
4.686   

Hampelman jump 
(times) 

 

Male
（n=86） 

M 
SD 

11.00 
4.766 

9.56 
7.132 

7.60 
4.938   

Female 
（n=83） 

M 
SD 

11.39 
4.483 

11.30 
4.929 

11.29 
4.268   

Side-to-side jump 
(times) 

Male
（n=86） 

M 
SD 

16.59 
7.346 

15.67 
7.087 

12.57 
7.417   

Female 
（n=83） 

M 
SD 

15.86 
6.824 

16.11 
6.869 

14.39 
6.488   

Throw and  
catch a ball 

(times) 

Male
（n=86） 

M 
SD 

5.21 
2.455 

4.44 
2.486 

3.27 
2.164 5.034✽✽ L>H 

Female 
（n=83） 

M 
SD 

4.07 
1.741 

4.30 
2.145 

4.25 
2.171   
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こ の 精 度 と 速 度 の ト レ ー ド オ フ の 関 係 か ら 推 察 す る と ， 年 中 児 ク ラ ス の

周 回 回 数「 中 群 」に み ら れ た コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト の 結 果 は ，

最 適 な 速 度 で 運 動 を 遂 行 で き る 調 整 能 力 の 高 さ が パ フ ォ ー マ ン ス に 表 出

さ れ た も の と 考 え ら れ る ．  

 

2 . 2 . 5 .  ま と め  

幼 児 に お け る 手 指 の 協 調 性 ・ 巧 緻 性 の 特 徴 を 定 量 的 に 把 握 し ， コ オ ー

デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 と の 関 連 に つ い て 検 討 す る こ と を 目 的 に 幾 何 学 模 様

（ 円 ）を 描 画 時 の ペ ン 軌 道 を 計 測 し た ．計 測 デ ー タ か ら ，描 円 周 回 回 数 ，

タ ー ゲ ッ ト 円 か ら の 逸 脱 率 ， 描 画 の な め ら か さ の パ ラ メ ー タ ー か ら 分 析

し ，性 別 ，年 齢 群 に よ っ て 比 較 し た ．そ の 結 果 ，逸 脱 率 に の み 年 齢 群 間 ，

性 別 間 に よ る 差 に 違 い が み ら れ た ． 年 中 児 ク ラ ス に お い て ， 女 子 よ り 男

子 の 逸 脱 率 が 高 く ， ま た 男 子 は 年 齢 群 に も 差 が み ら れ ， 年 中 児 ク ラ ス よ

り 年 長 児 ク ラ ス の 逸 脱 率 が 低 下 し た ． こ の こ と か ら ， 低 年 齢 で の 男 子 の

操 作 性 が 低 く ， 年 齢 の 上 昇 に よ り 男 子 の 操 作 性 が 向 上 す る と 結 論 づ け ら

れ た ．  

ト レ ー ス タ ス ク は ， ペ ン の 位 置 が タ ー ゲ ッ ト か ら 外 れ て い な い か を 視

覚 情 報 に よ り 絶 え ず 確 認 し ， 常 に 運 動 に 修 正 を 加 え て い く フ ィ ー ド バ ッ

ク 制 御 が 関 与 し て い る と 想 定 で き る ． し た が っ て ， ト レ ー ス タ ス ク の 結

果 は ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト で 評 価 さ れ る 定 位 能 力 や 分 化 能

力 に 影 響 す る と 仮 定 し 測 定 を 実 施 し た ． そ の 結 果 ， 部 分 的 で は あ る が そ

れ ら の 影 響 を 現 す こ と が で き た ．  

人 が 行 う 運 動 に と っ て 知 覚 と の 協 調 が 重 要 で あ る ． し た が っ て ， 運 動

パ フ ォ ー マ ン ス の 特 徴 は ，状 況 の 認 識 や 判 断 と い っ た 情 報 処 理 の 過 程 と ，
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情 報 を 利 用 し た 運 動 遂 行 命 令 が 時 間 的 に 連 続 し て 生 起 す る こ と に よ っ て

表 出 さ れ る と 考 え ら れ る ．   

一 般 的 理 解 と し て の 運 動 の 評 価 基 準 の 中 核 は ，「 強 さ 」や「 速 さ 」に あ

る .し か し こ こ で の 結 果 は ， そ れ ら に 加 え て 運 動 の 最 適 化 に 向 け た 調 整

（ 操 作 ） す る 能 力 の 重 要 性 を 強 く 示 唆 し て い る と い え よ う ．  
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第 3 章  協 調 運 動 の 問 題 に 関 す る コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 理 論 に よ る  

ア プ ロ ー チ  

 

3 . 1． 発 達 性 協 調 運 動 障 害 の 理 解  

 

身 体 的 に も 知 能 的 に も 正 常 範 囲 で 明 ら か な 運 動 機 能 の 疾 患 が な い の

に ， 簡 単 な 運 動 の 遂 行 に 困 難 を 示 す 子 ど も が い る （ 是 枝 ， 2 0 0 5）． 子 ど

も の 運 動 能 力 の 発 達 に は ， 身 体 活 動 量 や 運 動 経 験 が 影 響 す る こ と が 報 告

さ れ お り ， 運 動 の 苦 手 さ や 身 体 的 不 器 用 さ に つ い て も ， 身 体 活 動 量 の 不

足 や 経 験 の 不 足 ， あ る い は も と も と の 気 質 ， 遺 伝 的 な 素 質 が そ の 要 因 の

一 つ と さ れ ， 時 に は 努 力 不 足 な ど の 運 動 に 対 す る 姿 勢 や 態 度 の 問 題 と し

て 一 義 的 に 扱 わ れ る こ と も あ る ． 子 ど も の 体 力 ・ 運 動 能 力 を 規 定 す る 要

因 に つ い て は ， 生 活 環 境 （ 池 田 ・ 青 柳 ， 2 0 1 6）， 保 護 者 の 身 体 活 動 （ 工

藤 ， 2 0 0 9；  L i ,  D i b l e y ,  S i b b r i t t  &  Y a n ,  2 0 0 6）， 在 園 中 の 活 動 内 容 （ 田

中 ， 2 0 0 9 a； 田 中 ， 2 0 0 9 b）， 日 常 の 身 体 活 動 量 （ 佐 々 木 ・ 石 沢 ・ 楠 原 ・

奥 山 , 2 0 1 3） な ど か ら 検 討 さ れ て き た が ， そ れ ら の 要 因 に 加 え ， 運 動 の

困 難 さ が 顕 在 化 す る 背 景 に 発 達 の 問 題 を 含 ん で い る 可 能 性 が 指 摘 さ れ る

よ う に な っ た ．  

身 体 運 動 の 制 御 や 協 調 運 動 に お い て 年 齢 や 知 的 水 準 か ら 予 測 さ れ る

以 上 の 困 難 さ を 示 す 事 例 は ， 特 別 支 援 教 育 や 小 児 医 学 分 野 の 他 ， さ ま ざ

ま な 領 域 に お い て 研 究 さ れ て い る ． そ こ で 扱 わ れ る 子 ど も の 不 器 用 さ に

つ い て の 用 語 は ， そ れ ぞ れ の 研 究 領 域 に お い て 呼 び 表 さ れ て い る が ， 近

年 は A m e r i c a n  P s y c h i a t r i c  A s s o c i a t i o n（ 1 9 8 7） の 「 発 達 性 協 調 運 動 障

害 」 （ D e v e l o p m e n t a l  C o o r d i n a t i o n  D i s o r d e r； 以 下 ， D C Dと す る ．） の

用 語 を 用 い る こ と で 国 際 的 コ ン セ ン サ ス が 得 ら れ て い る （ C h a m b e r s ,  
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S u g d e n  &  S i n a n i ,  2 0 0 5； P o l a t a j k o ,  F o x  &  M i s s i u n a ,  1 9 9 5） ．   

D C D と は ，全 身 を 使 う 粗 大 運 動 や 手 先 の 器 用 さ が 求 め ら れ る 微 細 運 動

の 協 調 困 難 と し て 発 現 す る ， 発 達 障 害 の サ ブ タ イ プ で あ る ． A m e r i c a n  

P s y c h i a t r i c  A s s o c i a t i o n（ 2 0 0 0）に よ る と ， D C D は ，神 経 筋 系 の 障 害 と

は 無 関 係 で は あ る も の の ， 運 動 領 域 に み ら れ る 運 動 遂 行 の 困 難 の 程 度 が

著 し い 状 態 を 指 し ， 有 病 率 は 5～ 11 歳 の 子 ど も の 約 6％ に 達 す る と 見 積

も ら れ て い る ． ア メ リ カ 精 神 医 学 会 の 診 断 基 準 で あ る 『 D S M - 5』 で は ，

D C D を 以 下 の よ う な 診 断 基 準 と し て い る ( A m e r i c a n  P s y c h i a t r i c  

A s s o c i a t i o n ,  2 0 1 3  高 橋 ・ 大 野 訳  , 2 0 1 4 )．  

 

A .  協 調 運 動 技 能 の 獲 得 や 遂 行 が ，そ の 人 の 生 活 年 齢 や 技 能 の 学 習 お よ

び 使 用 の 機 会 に 応 じ て 期 待 さ れ る よ り も 明 ら か に 劣 っ て い る ，そ の

困 難 さ は ， 不 器 用 （ 例 ， 物 を 落 と す ， ま た は ぶ つ か る ）， 運 動 技 能

（ 例 ， 物 を 掴 む ， は さ み や 刃 物 を つ か う ，書 字 ，自 転 車 に 乗 る ，ス

ポ ー ツ に 参 加 す る ）の 遂 行 に お け る 遅 さ と 不 正 確 さ に よ っ て 明 ら か

に な る ．  

B .  診 断 基 準 A に お け る 運 動 技 能 の 欠 如 は ，生 活 年 齢 に ふ さ わ し い 日 常

生 活 活 動（ 例 ，自 己 管 理 ，自 己 保 全 ）を 著 明 お よ び 持 続 的 に 妨 げ て

お り ，学 業 ま た は 学 校 で の 生 産 性 ，就 労 前 お よ び 就 労 後 の 活 動 ，余

暇 ， お よ び 遊 び に 影 響 を 与 え て い る ．  

C .  こ の 症 状 の 始 ま り は 発 達 障 害 早 期 で あ る ．  

D .  こ の 運 動 技 能 の 欠 如 は ，知 的 能 力 障 害（ 知 的 発 達 症 ）や 視 力 障 害 に

よ っ て う ま く 説 明 さ れ ず ，運 動 に 影 響 を 与 え る 神 経 疾 患（ 例 ，脳 性

麻 痺 ， 筋 ジ ス ト ロ フ ィ ー ， 変 性 疾 患 ） に よ る も の で は な い ．  
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公 に は ， A ~ D の 四 つ の 基 準 を す べ て 充 た し て い な い と D C D の 診 断 を

つ け て は い け な い こ と に な っ て い る ． し か し ， そ れ ぞ れ の 基 準 は あ い ま

い な 部 分 も あ り ，特 定 の 子 ど も が 一 つ ひ と つ の 基 準 を 満 た す か ど う か は ，

担 当 医 師 に よ る （ 宮 原 ， 2 0 1 7， p . 1 7） ． し た が っ て ， 発 達 臨 床 場 面 に お

け る 不 器 用 さ は ，D C D と 診 断 さ れ る も の か ら ，全 般 的 な 発 達 の 遅 れ に よ

っ て 生 じ て い る も の ， 運 動 経 験 の 不 足 に よ る も の ， ぎ こ ち な さ は 感 じ る

が 適 応 範 囲 に あ る も の な ど ， そ れ ら の 多 く が 必 ず し も 客 観 的 な 絶 対 的 基

準 の う え で 表 現 さ れ て い る と は 限 ら な い の が 現 状 で あ る ． そ の た め ，

D S M - 5 で は ， 部 分 的 に し か 基 準 を 充 た さ な い た め に D C D の 診 断 が つ け

ら れ な い 場 合 で も ， 実 際 に 運 動 の 問 題 で 困 っ て い る 子 ど も に は ， そ の 子

ど も に 応 じ た 運 動 指 導 を し た り ， 環 境 を 整 え た り す る 必 要 が あ る と 明 記

し て い る ． し か し な が ら ， 支 援 の 前 提 と な る ア セ ス メ ン ト に お い て ， 日

本 国 内 で は そ の ツ ー ル に 乏 し い ． そ の 背 景 に は ， 主 症 状 で あ る 不 器 用 さ

が ， 対 概 念 と な る 器 用 な 状 態 と は 明 白 に 線 引 き で き ず ， 他 者 と の 比 較 に

よ っ て 浮 か び 上 が っ て く る 相 対 的 な 概 念 で あ る こ と ， そ し て ， 単 な る 体

力 テ ス ト で は 不 器 用 さ ， す な わ ち 協 応 性 の 困 難 と い う 実 際 の 課 題 が 見 え

に く い こ と に あ る と 思 わ れ る ．  

ま た ，D C Dは 注 意 欠 如・多 動 性 障 害（ A D / H D），限 局 性 学 習 障 害（ L D），

自 閉 症 ス ペ ク ト ラ ム 障 害 （ A S D） と 併 存 す る こ と も 多 く ， A D / H D児 に お

け る 協 調 運 動 の 特 徴 に 関 す る 研 究 や ，D C Dを 伴 う A D / H D児 の 縦 断 的 研 究

も 行 わ れ て い る（ P i t c h e r  &  P i e k ,  2 0 0 3；R a s m u s s e n  &  G i l l b e r g ,  2 0 0 0）．

そ し て ， こ の 小 児 期 の 「 協 調 」 の 問 題 は 従 来 考 え ら れ て い た よ り 高 い 頻

度 で 青 年・成 人 期 に な っ て も 残 存 す る と さ れ て い る (ア ス ペ・エ ル デ の 会 ，

2 0 1 2 )．  
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D C D の 症 状 と し て 現 れ る 特 徴 は ，年 齢 に よ っ て 異 な る が ，年 齢 が 上 が

る に つ れ ， 学 校 や 日 常 生 活 で 複 雑 な 動 作 を 求 め ら れ る こ と が 増 え て く る

た め ， 症 状 が 顕 著 に 現 れ る ． 特 に ， 体 育 や 音 楽 ， 図 工 な ど 実 技 を 伴 う 授

業 に お い て は ，さ ま ざ ま な 場 面 で 課 題 が う ま く い か ず 症 状 が 顕 在 化 す る ． 

さ ら に ，D C D の 主 症 状 で あ る 不 器 用 さ は ，上 述 し た よ う な ス ポ ー ツ や 運

動 場 面 ， 日 常 生 活 や 学 業 に お い て 明 確 な 支 障 と な る だ け で な く ， そ こ か

ら 派 生 す る 集 団 場 面 で の 不 適 応 や 自 尊 心 の 低 下 な ど ， 二 次 的 影 響 を 及 ぼ

す こ と が 考 え ら れ て い る （ P o l a t a j k o  &  C a n t i n ,  2 0 0 5）． こ の よ う な 現 状

か ら ， 早 期 に そ の 兆 候 を 捉 え ， 早 期 に お け る 効 果 的 な 支 援 の 必 要 性 が 議

論 さ れ る よ う に な っ て き た ．   
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3 . 2 .  D C D Q - J と コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト の 関 連  

 

3 . 2 . 1 .  目 的  

D C Dを 評 価 す る 国 際 的 尺 度 と し て ，日 本 で は ，M o v e m e n t  A s s e s s m e n t  

B a t t e r y  f o r  C h i l d r e n第 2版 や D e v e l o p m e n t a l  C o o r d i n a t i o n  D i s o r d e r  

Q u e s t i o n n a i r e  2 0 0 7の 日 本 語 版 （ N a k a i ,  M i y a c h i ,  O k a d a ,   Ta n i ,  

N a k a j i m a ,  O n i s h i ,  F u j i t a  &  Ts u j i i ,  2 0 11）（ 以 下 ， D C D Q - Jと す る ．） な

ど が 開 発 さ れ て い る ．い ず れ も D C Dの 発 見 率 は 高 く ， D C Dの ス ク リ ー ニ

ン グ と し て 優 れ た 尺 度 で あ る ． し か し ， そ れ ら の 検 査 結 果 の 多 く は ， 身

体 運 動 の 困 難 さ を 断 片 的 に 指 摘 す る に と ど ま り ， 身 体 協 応 性 に 焦 点 を あ

て た 各 要 素 の 相 互 関 係 か ら は 十 分 検 討 さ れ て い な い ． ま た ， 子 ど も の 運

動 発 達 の 特 徴 は 等 質 で は な い こ と を 踏 ま え る と ， 多 様 な 評 価 軸 で 子 ど も

の 動 き を 観 察 す る こ と で ， そ の 過 程 に お い て ， 動 き の 獲 得 の 困 難 さ や 動

き そ の も の に 現 れ る 問 題 の 原 因 を 客 観 的 に 示 し ， そ れ を 手 が か り に 子 ど

も の 発 達 や そ の 課 題 を 踏 ま え た 適 切 な 対 応 と 支 援 に つ な げ る こ と が 可 能

と な る ． 幼 児 期 に お け る 協 調 運 動 の 発 達 の 仕 組 み を 解 明 す る こ と は ， 幼

児 期 の 発 育 発 達 研 究 に 重 要 な 知 見 と な る だ け で な く ， そ の 課 題 を 踏 ま え

た 支 援 の 確 立 と い う 観 点 に お い て も 重 要 性 ・ 緊 急 性 の 高 い 課 題 と い え よ

う ．  

そ こ で 本 章 で は ， D C D Q - J を 用 い て ， 保 護 者 に 対 す る 質 問 紙 調 査 の 結

果 か ら ， 幼 児 期 に お け る 協 調 運 動 に つ い て の 特 性 を 定 量 化 す る と と も に

コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト と の 関 連 か ら 幼 児 期 に お け る 運 動 発 達

の 特 徴 に つ い て 検 討 す る こ と を 目 的 す る ．   
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3 . 2 . 2 .  研 究 方 法  

3 . 2 . 2 . 1 .  分 析 対 象 者  

愛 知 県 の 公 立 保 育 園 に 在 籍 す る 4 歳 か ら 6 歳 ま で の 幼 児 1 6 9 名（ 男 子

8 6 名 ， 女 子 8 3 名 ） を 分 析 対 象 と し た ．  

 

3 . 2 . 2 . 2 .  倫 理 的 配 慮  

対 象 者 の 保 護 者 お よ び 施 設 長 に 対 し ， 本 研 究 の 目 的 ， 内 容 ， 個 人 情 報

の 取 り 扱 い を 文 書 で 説 明 し ， 保 護 者 お よ び 施 設 長 か ら の 署 名 に よ っ て 同

意 を 得 た 上 で 実 施 し た ． ま た ， 得 ら れ た デ ー タ は ， 個 人 が 特 定 さ れ な い

デ ー タ と し て 統 計 的 に 処 理 し ， 研 究 実 施 者 の み が 閲 覧 で き る よ う 厳 重 に

保 管 し た ． な お ， 本 研 究 は 武 庫 川 女 子 大 学 教 育 研 究 所 倫 理 委 員 会 の 承 認

を 得 て 実 施 し た （ 承 認 受 付 番 号 0 0 7）．  

 

3 . 2 . 2 . 3 .  課 題 と 手 続 き  

3 . 2 . 2 . 3 . 1  対 象 者 情 報 の 取 得   

調 査 の 実 施 に 先 立 ち ， 対 象 者 に 関 す る ① 生 年 月 日 ， ② 性 別 ， ③ 身 長 ，

④ 体 重 ， ⑤ 利 き 手 ， ⑥ 園 以 外 で 行 っ て い る ス ポ ー ツ 活 動 の 情 報 を 対 象 者

の 保 護 者 か ら 取 得 し た ．  

 

3 . 2 . 2 . 3 . 2 .  D e v e l o p m e n t a l  C o o r d i n a t i o n  D i s o r d e r  Q u e s t i o n n a i r e  日  

本 語 版 （ 以 下 ， D C D Q - J）  

調 査 は ， 幼 児 の 保 護 者 に 対 し て D C D Q - J（ N a k a i ,  M i y a c h i ,  O k a d a ,   

Ta n i ,  N a k a j i m a ,  O n i s h i ,  F u j i t a  &  Ts u j i i ,  2 0 11） に よ る 協 調 運 動 に 関 す

る 質 問 紙 調 査 を 行 っ た ．D C D Q - J は ， 5 歳 か ら 1 5 歳 を 対 象 と し ，日 常 動

作 に 関 係 す る 1 5 項 目 に つ い て ， 保 育 者 ま た は 保 護 者 が 回 答 す る も の で
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あ る ．そ の 内 容 は ，ボ ー ル を 投 げ る・ボ ー ル を 捕 る・ボ ー ル な ど を 打 つ ・

ひ も な ど を 跳 び 越 え る ・ 走 る ・ 考 え て 動 く ， の 6 項 目 で 構 成 さ れ る

「 C o n t r o l  d u r i n g  m o v e m e n t（ 以 下 ， 動 作 に お け る 身 体 統 制 ）」 ， 速 く 書

く ・ 正 確 に 書 く ・ 努 力 や プ レ ッ シ ャ ー （ を 感 じ や す い ） ・ （ は さ み な ど

を 使 っ て ） 切 る ， の 4 項 目 で 構 成 さ れ る 「 F i n e  m o t o r（ 以 下 ， 書 字 ・ 微

細 運 動 ）」，ス ポ ー ツ を 好 む ・ 新 し い ス キ ル を 学 習 す る ・ よ り 素 早 く 有 能

に で き る ・ 店 で 商 品 な ど を 乱 暴 に 扱 う ・ 疲 れ や す い ， の 5 項 目 で 構 成 さ

れ る 「 G e n e r a l  c o o r d i n a t i o n（ 以 下 ， 全 般 的 協 応 性 ）」 の 計 1 5 項 目 ， 三

つ の 下 位 尺 度 か ら な る ． い ず れ の 項 目 も ， 具 体 的 な 行 動 を 記 し て い る た

め ，保 育 者 や 保 護 者 な ど の 記 入 者 が イ メ ー ジ し や す い こ と が D C D Q - J の

長 所 で あ る と い え る ． 回 答 は ， 各 項 目 に 示 さ れ る 内 容 が ， 他 の 子 ど も と

比 べ て 自 分 の 子 ど も に ど の 程 度 当 て は ま る か に つ い て ，「全 く 当 て は ま ら

な い （ 1 点 ）」「 少 し だ け 当 て は ま る （ 2 点 ）」「 当 て は ま る （ 3 点 ）」「 ほ と

ん ど 当 て は ま る （ 4 点 ）」「 全 く そ の と お り （ 5 点 ）」 の 5 件 法 で 回 答 し ，

得 点 が 高 い ほ ど 協 調 運 動 機 能 が 高 い こ と を 示 す ．  

 

3 . 2 . 2 . 4 .  統 計 処 理  

D C D Q - J の 結 果 に つ い て ， 各 年 齢 群 お よ び 性 別 の 総 得 点 ， 三 つ の 下 位

尺 度 ご と の 得 点 の 平 均 値 お よ び 標 準 偏 差 を 算 出 し ， 性 別 お よ び 年 齢 の 違

い に よ っ て D C D Q - J の 平 均 に 差 が あ る か ど う か を 検 証 す る た め に 性 別 と

年 齢 群 （ 年 中 児 ク ラ ス ・ 年 長 児 ク ラ ス ） と の 2 要 因 分 散 分 析 を 行 っ た ．

さ ら に ， D C D Q - J の デ ー タ か ら ク ラ ス タ 分 析 を 用 い て 分 析 対 象 者 の グ ル

ー プ 化 を 行 っ た ． そ し て ， ク ラ ス タ グ ル ー プ に よ る コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ

ン 能 力 と の 関 係 性 を 明 ら か に す る た め に ， サ ブ グ ル ー プ ご と に 1 要 因 分
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散 分 析 を 行 っ た ． な お ， 統 計 解 析 ソ フ ト は ， I B M  S P S S  S t a t i s t i c  2 2 . 0

を 使 用 し ， 危 険 率 5％ 未 満 を 有 意 水 準 と し た ．  

 

3 . 2 . 3 .  結 果  

3 . 2 . 3 . 1 .  D C D Q - J に 関 す る 性 別 ・ 年 齢 群 間 の 比 較  

分 析 対 象 者 の 各 年 齢 群 お よ び 性 別 の D C D Q - J 総 得 点 と ，下 位 尺 度 ご と

の 得 点 の 平 均 値 お よ び 標 準 偏 差 を Ta b l e  8 に 示 す ． 性 別 お よ び 年 齢 の 違

い に よ っ て 平 均 得 点 に 差 が あ る か ど う か を 検 証 す る た め ， D C D Q - J 総 得

点 と 下 位 尺 度 の そ れ ぞ れ に つ い て ， 性 別 要 因 と 年 齢 群 （ 年 中 児 ク ラ ス ・

年 長 児 ク ラ ス ） を 年 齢 要 因 と す る 2 要 因 分 散 分 析 を 行 っ た ．   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Table 8  The score of DCDQ-J during subscale of each group（Mean（SD）） 
 

Grade     
(age） 

Control during 
 movement Fine motor 

General 

coordination 
DCDQ total 

 
Male 
Mean 
（SD） 

Female 
Mean 
（SD） 

Male 
Mean 
（SD） 

Female 
Mean 
（SD） 

Male 
Mean 
（SD） 

Female 
Mean 
（SD） 

Male 
Mean 
（SD） 

Female 
Mean 
（SD） 

Middle 
(4－5) 
Senior 
(5－6) 

17.49 
（5.11） 

19.73 
（5.79） 

18.84 
（4.44） 

17.73 
（4.65） 

11.24 
（3.86） 

13.22 
（4.16） 

14.31 
（3.07） 

14.48 
（3.93） 

14.14 
（4.71） 

15.65 
（4.96） 

16.59 
（3.25） 

15.41 
（4.45） 

42.86 
（12.00） 

48.61 
（13.43） 

49.47 
（9.25） 

47.61 
（10.46） 

Sex 
Grade 
Sex 
 × 
Grade 

0.171 

0.520 

 4.622* 

 14.106** 

3.500 

2.483 

2.784 

0.065 

  4.148* 

2.731 

1.034 

 4.901* 

* p <. 05，** p <. 01 
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そ の 結 果 ， D C D Q - J 総 得 点 で は 性 別 の 主 効 果 ， 年 齢 群 の 主 効 果 は と も

に 有 意 で は な い が（ 順 に F  ( 1 , 1 6 5）= 2 . 7 3 1 , n . s；F  ( 1 , 1 6 5） = 1 . 0 3 4 , n . s），

両 要 因 の 交 互 作 用 は 有 意 で あ っ た (F  ( 1 , 1 6 5） = 4 . 9 0 1 , p < . 0 5）． 単 純 主 効

果 の 検 定 の 結 果 ， 男 子 に お い て 年 齢 群 間 に 有 意 な 差 が 見 ら れ （ p < . 0 5），

年 中 児 ク ラ ス よ り 年 長 児 ク ラ ス の 平 均 点 が 有 意 に 高 い 値 を 示 し た が ， 女

子 に は 年 齢 群 間 の 有 意 差 は 見 ら れ な か っ た ． ま た ， 年 中 児 ク ラ ス に お い

て 性 別 の 単 純 主 効 果 が 有 意 で あ り （ p < . 0 1）， 男 子 よ り 女 子 の 平 均 得 点 が

有 意 に 高 い こ と が 明 ら か と な っ た ． し か し ， 年 長 児 ク ラ ス に お い て は 性

別 に 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た ．   

動 作 に お け る 身 体 統 制 で は ， 性 別 の 主 効 果 ， 年 齢 群 の 主 効 果 は と も に

有 意 で は な い が (順 に F  ( 1 , 1 6 5） = 0 . 1 7 1 , n . s； F  ( 1 , 1 6 5） = 0 . 5 2 0 , n . s），

両 要 因 の 交 互 作 用 は 有 意 で あ っ た (F  ( 1 , 1 6 5） = 4 . 6 2 2 , p < . 0 5）． 単 純 主 効

果 の 検 定 の 結 果 ， 男 子 に お い て 年 齢 群 間 に 有 意 な 差 が 見 ら れ（ p < . 0 5） ，

年 中 児 ク ラ ス よ り 年 長 児 ク ラ ス の 平 均 点 が 有 意 に 高 い 値 を 示 し た が ， 女

子 に は 年 齢 群 間 の 有 意 差 は 見 ら れ な か っ た ． ま た ， 年 中 児 ク ラ ス ， 年 長

児 ク ラ ス と も 性 別 の 単 純 主 効 果 は 有 意 で は な か っ た ．  

書 字 ・ 微 細 運 動 で は ，性 別 の 主 効 果 が 有 意 で あ り (F  ( 1 , 1 6 5） = 1 4 . 1 0 0 ,  

p < . 0 1）， 年 齢 群 の 主 効 果 (F  ( 1 , 1 6 5） = 3 . 5 0 0 , n . s） お よ び 両 要 因 の 交 互 作

用 は 有 意 で は な か っ た (F  ( 1 , 1 6 5）  =  2 . 4 8 3 , n . s）． 単 純 主 効 果 の 検 定 の

結 果 ，  男 子 に お け る 年 齢 群 の 単 純 主 効 果 が 有 意 で あ り ( p < . 0 5）， 年 中 児

ク ラ ス よ り 年 長 児 ク ラ ス の 平 均 点 が 有 意 に 高 い 値 を 示 し た が ， 女 子 は 年

齢 群 間 に 有 意 な 差 は 認 め ら れ な か っ た ． ま た ， 年 中 児 ク ラ ス に お い て 性

別 の 単 純 主 効 果 が 有 意 で あ り (p < . 0 1）， 男 子 よ り も 女 子 の 平 均 得 点 が 有

意 に 高 い 値 を 示 し た ． 年 長 児 ク ラ ス に お い て は 性 別 に 有 意 な 差 は 見 ら れ

な か っ た ．  
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全 般 的 協 応 性 で は ， 性 別 お よ び 年 齢 群 と も に 主 効 果 は 認 め ら れ な か っ

た が (順 に F  ( 1 , 1 6 5） =  2 . 7 8 4 , n . s； F  ( 1 , 1 6 5） = 0 . 0 6 5 , n . s）， 両 要 因 の 交

互 作 用 に は 有 意 な 差 が 認 め ら れ た (F  ( 1 , 1 6 5） = 4  . 1 4 8 ,  p < . 0 5）．単 純 主 効

果 の 検 定 の 結 果 ， 男 子 ，女 子 と も 年 齢 群 の 単 純 主 効 果 に 有 意 な 差 は 見 ら

れ な か っ た ． ま た ， 年 中 児 ク ラ ス に お い て 性 別 の 単 純 主 効 果 の 有 意 差 が

見 ら れ (p < . 0 5）， 男 子 よ り も 女 子 の 平 均 得 点 が 有 意 に 高 い 値 を 示 し た が ，

年 長 児 ク ラ ス に お い て は 性 別 に 有 意 な 差 が 見 ら れ な か っ た ．  

な お ，成 分 の 内 的 整 合 性 を み る  a  係 数 は ，身 体 統 制 0 . 8 7 4，書 字 ・ 微

細 運 動 0 . 8 6 9，全 般 的 協 応 性 0 . 7 5 5 で 三 つ の 下 位 尺 度 の い ず れ も が 0 . 7 0 0  

以 上 で あ る た め ， 本 研 究 の 分 析 の 結 果 に は 一 定 の 信 頼 性 が 担 保 さ れ て い

る も の と 考 え ら れ た ．  
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3 . 2 . 3 . 2 .  D C D Q - J に よ る グ ル ー プ 化  

D C D Qの 日 本 の 標 準 的 な 基 準 値 と し て 報 告 さ れ て い る （ N a k a i  e t  a l . ,  

2 0 11）「 動 作 に お け る 身 体 統 制 」，「 書 字 ・ 微 細 運 動 」，「 全 般 的 協 応 性 」

の そ れ ぞ れ の 平 均 得 点 と 標 準 偏 差 を 用 い て 分 析 対 象 者 の Z値 を 算 出 し ，k

平 均 法 ( k - m e a n s  c l u s t e r i n g )に よ る 非 階 層 型 ク ラ ス タ 分 析 を 行 っ た ．k平

均 法 で は 分 類 後 の ク ラ ス タ 数 を あ ら か じ め 設 定 す る が ， 本 研 究 で は こ の

ク ラ ス タ 数 を 4と 設 定 し た ． 第 1ク ラ ス タ に は 2 9名 ， 第 2ク ラ ス タ に は 4 9

名 ，第 3ク ラ ス タ に は 4 7名 ，第 4ク ラ ス タ に は 4 4名 の 調 査 対 象 が 含 ま れ て

い た ．人 数 比 の 偏 り を 検 討 す る た め に χ 2検 定 を 行 っ た と こ ろ ，有 意 な 人

数 比 率 の 偏 り は 見 ら れ な か っ た （ χ 2  =  5 . 8 4 0 , d f  =  3 , n . s）．  

次 に ，得 ら れ た 四 つ の ク ラ ス タ を 独 立 変 数 ，「動 作 に お け る 身 体 統 制 」，

「 書 字 ・ 微 細 運 動 」，「 全 般 的 協 応 性 」 を 従 属 変 数 と し た 分 散 分 析 を 行 っ

た ． そ の 結 果 ， 動 作 に お け る 身 体 統 制 ， 書 字 ・ 微 細 運 動 ， 全 般 的 協 応 性

に 有 意 な 群 間 差 が み ら れ た （ 順 に F  ( 3 , 1 6 5 ) = 1 5 5 . 4 9 6 , p < . 0 1； F  

( 3 , 1 6 5 ) = 11 6 . 3 1 2 ,； F  ( 3 , 1 6 5 ) = 1 3 4 . 2 9 8 ,い ず れ も p < . 0 1）． ク ラ ス タ ご と

に 各 群 の Z 値 を F i g . 2 に 示 す ． Tu k e y の H S D 法 （ 5％ 水 準 ） に よ る 多 重

比 較 を 行 っ た と こ ろ ，動 作 に お け る 身 体 統 制 の Z 値 に つ い て は 第 2 ク ラ

ス タ ＞ 第 3 ク ラ ス タ ＞ 第 1 ク ラ ス タ ＞ 第 4 ク ラ ス タ ， 書 字 ・ 微 細 運 動 の

Z 値 に つ い て は 第 2 ク ラ ス タ ＞ 第 1 ク ラ ス タ ＞ 3 ク ラ ス タ ＞ 第 4 ク ラ ス

タ ， 全 般 的 協 応 性 の Z 値 に つ い て は 第 2 ク ラ ス タ ＞ 第 1 ク ラ ス タ ＝ 第 3

ク ラ ス タ ＞ 第 4 ク ラ ス タ ， と い う 結 果 が 得 ら れ た ．   

第 １ ク ラ ス タ で は ， 動 作 に お け る 身 体 統 制 ， 全 般 的 協 応 性 が と も に マ

イ ナ ス の 値 を 示 し ， 書 字 ・ 微 細 運 動 は プ ラ ス の 値 を 示 し て い た ． こ の ク

ラ ス タ に 属 す る 者 は ， 動 作 に お け る 身 体 統 制 は 苦 手 で あ る も の の ， 微 細

運 動 に 関 し て は 得 意 と す る 傾 向 に あ る と 考 え ら れ る た め ，「微 細 運 動 優 性
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群 」 と し た ． 第 2 ク ラ ス タ で は ， 動 作 に お け る 身 体 統 制 ， 書 字 ・ 微 細 運

動 ， 全 般 的 協 応 性 が す べ て に お い て プ ラ ス の 値 を 示 し て い た ． こ の ク ラ

ス タ に 属 す る 者 は ，協 調 運 動 に お い て 優 れ て い る と 考 え ら れ る た め ，「協

調 運 動 得 意 群 」 と し た ． 第 3 ク ラ ス タ で は ， 動 作 に お け る 身 体 統 制 ， 書

字 ・ 微 細 運 動 ， 全 般 的 協 応 性 が す べ て に お い て マ イ ナ ス の 値 を 示 し て い

た が ，微 細 運 動 に 関 し て 特 に 苦 手 と す る 傾 向 に あ る と 考 え ら れ る た め「 微

細 運 動 劣 性 群 」 と し た ． 第 4 ク ラ ス タ で は ， 動 作 に お け る 身 体 統 制 ， 書

字 ・ 微 細 運 動 ， 全 般 的 協 応 性 が す べ て に お い て マ イ ナ ス の 値 を 示 し て い

た ．協 調 運 動 全 般 に お い て 苦 手 と し て い る と 考 え ら れ る た め ，「協 調 運 動

苦 手 群 」 と し た ．  
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次 に 各 ク ラ ス タ の 人 数 構 成 比 を 性 別 お よ び 年 齢 群 で 比 較 し た （ F i g . 3  

F i g . 4）．性 別 で は ，男 子 の 第 1ク ラ ス タ に は 1 6名 ，第 2ク ラ ス タ に は 2 6名 ，

第 3ク ラ ス タ に は 1 7名 ，第 4ク ラ ス タ に は 2 7名 の 調 査 対 象 が 含 ま れ て い た ．

女 子 の 第 1ク ラ ス タ に は 1 3名 ， 第 2ク ラ ス タ に は 2 3名 ， 第 3ク ラ ス タ に は

3 0名 ， 第 4ク ラ ス タ に は 1 7名 の 調 査 対 象 が 含 ま れ て い た ．  

年 齢 群 別 で は ， 年 中 児 ク ラ ス の 第 1 ク ラ ス タ に は 1 6 名 ， 第 2 ク ラ ス

タ に は 2 0 名 ， 第 3 ク ラ ス タ に は 2 3 名 ， 第 4 ク ラ ス タ に は 1 7 名 の 調 査

対 象 が 含 ま れ て い た ． 年 長 児 の 第 1 ク ラ ス タ に は 1 3 名 ， 第 2 ク ラ ス タ

に は 2 9 名 ， 第 3 ク ラ ス タ に は 2 4 名 ， 第 4 ク ラ ス タ に は 2 7 名 の 調 査 対

象 が 含 ま れ て い た ．  

性 別 お よ び 年 齢 群 に よ っ て 各 ク ラ ス タ の 人 数 に 差 が あ る か を 検 討 す

る た め に そ れ ぞ れ χ 2検 定 を 行 っ た と こ ろ ，性 別 お よ び 年 齢 群 と も ，い ず

れ の ク ラ ス タ に お い て も 有 意 な 人 数 の 差 は 見 ら れ な か っ た （ 順 に χ 2  =  

6 . 3 11 , d f  =  3 , n . s； χ 2  =  2 . 5 7 3 , d f  =  3 , n . s）．  
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3 . 2 . 3 . 3 .  D C D Q - J と コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト の 関 連  

こ こ で は ， 第 2 章 で 述 べ た コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト の 結 果 を

用 い て ， D C D Q - J と の 関 連 を 検 討 す る ． Ta b l e  9 に D C D Q - J の 総 合 点 お

よ び 下 位 尺 度 得 点 と コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト の 平 均 値 ， 標 準 偏

差 お よ び 相 関 係 数 を 示 し た ．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 9  The score of DCDQ-J during subscale and coordination test of each group（Mean（SD）） 
:Correlations and Descriptive Statics (n=169) 

 

 
 

Mean SD 

Correlations and Descriptive Statics  

DCDQ 
total 

Control 
during 

movement 

Fine 
motor 

General 
coordination 

Middle 
(4－5) 

M
（n=37） 

 

DCDQ total（points） 
CDM（points）  
FM（points） 
GC（points） 
Standing long jump（cm） 
Balance on one leg (times) 
Hampelman jump(times) 
Side-to-side jump(times) 
Throw and catch a ball(times) 

42.86 
17.49 
11.24 
14.14 
88.05 
12.86 
8.19 
11.65 
3.11 

12.00 
5.11 
3.85 
4.71 
20.17 
4.44 
4.25 
4.76 
2.20 

1.000 
.898 ** 

 .796** 
  .921** 
 .183 
－.046 
 .367* 
 .420** 
 .352* 

 
1.000 

  .534** 
  .766** 
 .097  
 .020 
 .242 
 .317 
 .406* 

 
 
1.000 

  .630** 
 .195 
－.086 
 .341* 
 .274 
 .236 

 
 
 

1.000 
   .201 
－.025 

   .394* 
   .503** 

.262 

Middle 
(4－5) 

F 
（n=40） 

DCDQ total（points） 
CDM（points）  
FM（points） 
GC（points） 
Standing long jump（cm） 
Balance on one leg (times) 
Hampelman jump(times) 
Side-to-side jump(times) 
Throw and catch a ball(times) 

49.74 
18.85 

 14.30 
 16.59 
84.03 
11.28 
11.36 
13.41 
4.10 

9.25 
4.44 
3.07 
3.25 
15.27 
4.78 
4.50 
5.36 
1.96 

 1.000 
 .902** 
 .831** 
 .829** 

－.079 
－.326* 
－.087 
 .023 
－.038 

 
1.000 
 .629** 
.608** 

－.102 
－.480** 
－.242 

.013 

.007 

 
 
1.000 

  .561** 
.125 
.142 

－.109 
－.001 
－.084 

 
 
 
1.000 
－.203 

.138 

.187 

.051 
－.018 

Senior 
(5－6) 

M
（n=49） 

DCDQ total（points） 
CDM（points）  
FM（points） 
GC（points） 
Standing long jump（cm） 
Balance on one leg (times) 
Hampelman jump(times) 
Side-to-side jump(times) 
Throw and catch a ball(times) 

48.61 
19.73 
13.22 
15.65 

105.53 
10.39 
10.24 
17.35 
5.18 

13.43 
5.79 
4.16 
5.00 
19.58 
4.42 
6.61 
8.13 
2.32 

1.000 
 .918** 
 .843** 
.930** 
.346* 

.372** 

.119 
 .389** 
.351* 

 
1.000 
.629** 
.792** 
.421** 

－.346* 
－.005 

.338* 

.368** 

 
 
1.000 
 .711** 
.243 

－.233 
.164 
.301* 
.186 

 
 
 
1.000 
.244 

－.410** 
.190 
.408** 

  .365** 

Senior 
(5－6)  

F 
（n=45） 

DCDQ total（points） 
CDM（points）  
FM（points） 
GC（points） 
Standing long jump（cm） 
Balance on one leg (times) 
Hampelman jump(times) 
Side-to-side jump(times) 
Throw and catch a ball(times) 

47.61 
17.73 
14.48 
15.41 
95.77 
10.23 
11.30 
17.25 
4.30 

10.46 
4.65 
3.59. 
3.87 
14.23 
3.89 
4.57 
7.27 
2.06 

1.000 
 .871** 
 .824** 
 .895** 
.196 

－.239 
.177 

 .271 
 .295 

 
1.000 
.527** 
.668** 
.188 

－.095 
.123 
.260 
.346* 

 
 
1.000 

  .668 ** 
 .060 
－0170 

.137 

.234 

.106 

 
 
 
1.000 
.248 

－.376* 
.202 
.205 
.285 

* p <. 05，** p <. 01，*** p <. 001 
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D C D Q - J の 総 得 点 で は ， 年 中 児 ク ラ ス の 男 子 は ， ハ ン ペ ル マ ン ジ ャ ン

プ ， サ イ ド ジ ャ ン プ ， ボ ー ル 操 作 に 有 意 な 正 の 相 関 が 認 め ら れ （ 順 に ，

ｒ = . 3 6 7 ,  p  < . 0 5 ;  ｒ = . 4 2 0 ,  p  < . 0 1； ｒ = . 3 5 2 ,  p  < . 0 5）， 年 中 児 ク ラ ス の

女 子 は ， 片 足 バ ラ ン ス に 有 意 な 負 の 相 関 が 認 め ら れ た （ ｒ =－ . 3 6 1 ,  p  

< . 0 5）  ．ま た 年 長 児 ク ラ ス の 男 子 は ，立 ち 幅 跳 び ，サ イ ド ジ ャ ン プ ，ボ

ー ル 操 作 に 有 意 な 正 の 相 関 が 認 め ら れ（ 順 に ，ｒ = . 3 4 6 ,  p  < . 0 5 ;  ｒ = . 3 8 9 ,  

p  < . 0 1； ｒ = . 3 5 1 ,  p  < . 0 5），片 足 バ ラ ン ス に 有 意 な 負 の 相 関 が 認 め ら れ た

が (ｒ =－ . 3 7 2 ,  p  < . 0 1）  ， 年 長 児 ク ラ ス の 女 子 は い ず れ の 項 目 に も 有 意

な 相 関 が 認 め ら れ な か っ た ．  

動 作 に お け る 身 体 統 制 で は ， 年 中 児 ク ラ ス の 男 子 は ， ボ ー ル 操 作 に 有

意 な 正 の 相 関 が 認 め ら れ (ｒ = . 4 0 6 ,  p  < . 0 5）  年 中 児 ク ラ ス の 女 子 は ， 片

足 バ ラ ン ス に 有 意 な 負 の 相 関 が 認 め ら れ た  (ｒ =－ . 4 8 0 ,  p  < . 0 1）  ．年 長

児 ク ラ ス の 男 子 は ， 立 ち 幅 跳 び ， サ イ ド ジ ャ ン プ ， ボ ー ル 操 作 に 有 意 な

正 の 相 関 が 認 め ら れ（ 順 に ，ｒ = . 4 2 1 ,  p  < . 0 1 ;  ｒ = . 3 3 8 ,  p  < . 0 5；ｒ = . 3 6 8 ,  

p  < . 0１ ）， 片 足 バ ラ ン ス に 有 意 な 負 の 相 関 が 認 め ら れ た (ｒ =－ . 3 4 6 ,  p  

< . 0 5）．年 長 児 ク ラ ス の 女 子 は ，ボ ー ル 操 作 に の み 有 意 な 正 の 相 関 が 認 め

ら れ た (ｒ = . 3 4 6 ,  p  < . 0 5）．  

書 字 ・ 微 細 運 動 で は ， 年 中 児 ク ラ ス の 男 子 は ， ハ ン ン ペ ル マ ン ジ ャ ン

プ に の み 有 意 な 正 の 相 関 が 認 め ら れ (ｒ = . 3 4 1 ,  p  < . 0 5）， 年 中 児 ク ラ ス の

女 子 は ， い ず れ の 項 目 に も 有 意 な 相 関 が 認 め ら れ な か っ た ． 年 長 児 ク ラ

ス の 男 子 は ， サ イ ド ジ ャ ン プ に 有 意 な 正 の 相 関 が 認 め ら れ (ｒ = . 3 0 1 ,  p  

< . 0 5），年 長 児 ク ラ ス の 女 子 は ，い ず れ の 項 目 に も 有 意 な 相 関 が 認 め ら れ

な か っ た ．  

全 般 的 協 応 性 で は ，年 中 児 ク ラ ス の 男 子 は ，ハ ン ン ペ ル マ ン ジ ャ ン プ ，

サ イ ド ジ ャ ン プ に 有 意 な 正 の 相 関 が 認 め ら れ（ 順 に ，ｒ = . 3 9 4 ,  p  < . 0 5 ;  ｒ
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= . 5 0 3 ,  p  < . 0 1）， 年 中 児 ク ラ ス の 女 子 は ， い ず れ の 項 目 に も 有 意 な 相 関

が 認 め ら れ な か っ た ． 年 長 児 ク ラ ス の 男 子 は ， 片 足 バ ラ ン ス に 有 意 な 負

の 相 関 が 認 め ら れ (ｒ =－ . 4 1 0 ,  p  < . 0 1）， サ イ ド ジ ャ ン プ ， ボ ー ル 操 作 に

有 意 な 正 の 相 関 が 認 め ら れ た（ 順 に ｒ = . 4 0 8 ,  p  < . 0 1 ;  ｒ = . 3 6 5 ,  p  < . 0 1）．

年 長 児 ク ラ ス の 女 子 は ， 片 足 バ ラ ン ス に の み 有 意 な 負 の 相 関 が 認 め ら れ

た (ｒ =－ . 3 7 6 ,  p  < . 0 5）．  

Ta b l e  1 0 に D C D Q - J の 総 合 点 お よ び 下 位 尺 度 得 点 と ト レ ー ス タ ス ク の

平 均 値 ， 標 準 偏 差 ， 相 関 係 数 を 示 し た ． そ の 結 果 ， 年 長 児 ク ラ ス の 男 子

に お い て ， 動 作 に お け る 身 体 統 制 の ， 躍 度 ノ ル ム に の み 有 意 な 負 の 相 関

が 認 め ら れ た (ｒ =－ . 3 2 2 ,  p  < . 0 5）．   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 10  The score of DCDQ-J during subscale  and coordination test of each group（Mean（SD）） 
:Correlations and Descriptive Statics (n=169) 

 

 

 

Mean SD 

Correlations and Descriptive Statics  

DCDQ 
total 

Control 
during 

movement 

Fine 
motor 

General 
coordination 

Middle 
(4－5) 

M（n=37） 

Cirkle-count 
Out-rate 
Jerk 

5.568 
29.79 

3105434.7 

2.504 
13.92 

3330728.6 

.151 
-.056 
.032 

.109 
-.018 
.006 

.038 
-.209 
-.034 

.235 

.048 

.104 

Middle 
(4－5) 

F（n=39） 

Cirkle-count 
Out-rate 
Jerk 

4.39 
21.52 

2059057.8 

2.87 
14.36 

3736128.0 

.231 

.122 

.170 

.216 

.192 

.174 

.111 
-.040 
.076 

.258 

.124 

.173 

Senior 
(5－6) 

M（n=49） 

Cirkle-count 
Out-rate 
Jerk 

4.960 
21.97 

2311117.4 

1.65 
11.91 

3264817.8 

-.003 
-.124 
-.269 

-.014 
-.106 

 -.322✽ 

.002 
.-.036 
-.152 

.007 
-.181 
-.226 

Senior 
(5－6)  

F（n=44） 

Cirkle-count 
Out-rate 
Jerk 

5.19 
18.92 

1763970.7 

2.71 
11.10 

2058670.3 

.118 
-.063 
.104 

.054 
-.030 
.005 

.186 
-.013 
.235 

.081 
-.124 
.057 

* p <. 05， 
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次 に ， ク ラ ス タ 分 析 に よ り 分 類 さ れ た 四 つ の 協 調 運 動 特 性 に よ っ て ，

コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト お よ び ト レ ー ス タ ス ク の 平 均 得 点 が 異

な る か を 検 討 す る た め 1 要 因 分 散 分 析 を 行 っ た ． コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン

能 力 テ ス ト の 項 目 ご と に ，各 ク ラ ス タ の 平 均 得 点 を Ta b l e  11・1 2 に 示 す ． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 11  The score of coordination test of each cluster（Mean（SD）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cluster 

Standing  
long jump 
（cm） 

Balance on 
one leg 
 (times) 

Hampelman 
jump 

(times) 

Side-to-side 
 jump 
(times) 

Mean 
（SD） 

Mean 
（SD） 

Mean 
（SD） 

Mean 
（SD） 

1 92.28 
(18.70) 

12.97 
(3.905) 

10.38 
(5.226) 

14.00 
(5.898) 

2 98.45 
(21.587) 

9.31 
(4.292) 

10.94 
(5.226) 

17.63 
(8.425) 

3 92.70 
(16.341) 

11.02 
(4.789) 

10.51 
(4.960) 

15.43 
(6.793) 

4 92.34 
(19.74) 

11.93 
(3.996) 

9.41 
(5.711) 

12.91 
(5.846) 

Table 12  The score of coordination test of each cluster（Mean（SD）） 

 

cluster 
Circle cout 

(times) Out-rate jerk 

Mean 
（SD） 

Mean 
（SD） 

Mean 
（SD） 

1 5.36 
3.02 

22.87 
13.34 

2972017.6 
(3798149.9) 

2 5.31 
2.70 

22.29 
13.12 

1800190.5 
(1923246.7) 

3 4.60 
2.26 

22.26 
14.80 

2341814.3 
(3685981.6) 

4 4.92 
1.90 

23.84 
11.83 

2309106.2 
(3164921.7) 
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コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト と ク ラ ス タ 分 析 に よ り 分 類 さ れ た 四

つ の 協 調 運 動 特 性 に よ っ て ， 平 均 得 点 が 異 な る か を 検 討 す る た め に 一 要

因 分 散 分 析 の 結 果 ， 立 ち 幅 跳 び と ハ ン ペ ル マ ン ジ ャ ン プ に は ク ラ ス タ 間

に 得 点 差 は な く （ 順 に F  ( 3 , 1 6 5） = 1 . 1 2 3 , n . s； F  ( 3 , 1 6 5） = 0 . 6 8 1 , n . s ），

片 脚 バ ラ ン ス ， サ イ ド ジ ャ ン プ ， ボ ー ル 投 ・ 捕 に つ い て は ク ラ ス タ 間 に

有 意 な 得 点 差 が み ら れ た （ 順 に F  ( 3 , 1 6 5） = 5 . 2 1 2； F  ( 3 , 1 6 5） = 3 . 9 8 8；

F  ( 3 , 1 6 5） = 4 . 5 7 6 ,す べ て p < . 0 1）．  

多 重 比 較 を 行 っ た と こ ろ ，片 脚 バ ラ ン ス ，サ イ ド ジ ャ ン プ ，ボ ー ル 投 ・

捕 に は ，「 協 調 運 動 得 意 群 」と「 協 調 運 動 苦 手 群 」に 有 意 な 差 が 見 ら れ た

（ い ず れ も p < . 0 1）．  

ま た ，片 脚 バ ラ ン ン ス に つ い て は ，「 微 細 運 動 優 性 群 」と「 協 調 運 動 得

意 群 」 に も 有 意 な 差 が 見 ら れ （ p <  . 0 1），「 微 細 運 動 優 性 群 」 よ り 「 協 調

運 動 得 意 群 」 の 平 均 得 点 の 方 が 有 意 に 低 い 値 を 示 し た ． ボ ー ル 投 ・ 捕 に

つ い て は ，「 微 細 運 動 劣 性 群 」と「 協 調 運 動 得 意 群 」に も 有 意 な 差 が 見 ら

れ （ p < . 0 1），「 微 細 運 動 劣 性 群 」 よ り も 「 協 調 運 動 得 意 群 」 の 平 均 得 点

の 方 が 有 意 に 高 い 値 を 示 し た ．  

ト レ ー ス タ ス ク に つ い て も 同 様 に ， ク ラ ス タ 分 析 に よ り 分 類 さ れ た 四

つ の 協 調 運 動 特 性 に よ っ て ， 平 均 得 点 が 異 な る か を 検 討 す る た め 1 要 因

分 散 分 析 を 行 っ た 結 果 ， c i r c l e - c o u n t  ， o u t - r a t e， j e r k の い ず れ に お い

て も ク ラ ス タ 間 に 得 点 差 は な か っ た（ 順 に F  ( 3 , 1 6 5）= 0 . 8 9 1 , n . s；F  ( 3 , 1 6 5）

= 0 . 1 3 9 , n . s； F  ( 3 , 1 6 5） = 0 . 8 5 3 , n . s）．  
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3 . 2 . 4 .  考 察  

D C D Q - J の 結 果 ， D C D Q - J 総 得 点 と 下 位 尺 度 の そ れ ぞ れ に つ い て ， 年

齢 群 間 ， 性 別 間 に よ る 違 い が み ら れ た ． 性 別 で み る と ， と り わ け 年 中 児

ク ラ ス で は ， 書 字 ・ 微 細 運 動 ， 全 般 的 協 応 性 に お い て 女 子 の 方 が 有 意 に

高 い 値 を 示 し て い る こ と か ら ， 低 年 齢 で は 男 子 の 微 細 運 動 や 身 体 の 協 応

性 に 未 熟 さ が 目 立 つ こ と が 推 察 さ れ る ． 他 方 で ， 男 子 は ， 動 作 に お け る

身 体 統 制 ， 書 字 ・ 微 細 運 動 に お い て 年 齢 の 上 昇 に よ る 著 し い 発 達 傾 向 を

示 し て お り ， 男 子 は 女 子 に 比 べ 遅 れ て 発 達 が 開 始 さ れ る が ， そ の 後 著 し

く 発 達 す る も の と 推 測 さ れ る ．  

D C D Q - J の ク ラ ス タ 解 析 に よ る グ ル ー プ 分 け か ら は ，「 微 細 運 動 優 性

群 」，「 協 調 運 動 得 意 群 」，「 微 細 運 動 劣 性 群 」，「 協 調 運 動 苦 手 群 」 の 四 つ

の サ ブ グ ル ー プ が あ る こ と が 示 唆 さ れ ， 幼 児 や 小 学 校 低 学 年 を 対 象 と し

た 先 行 研 究 （ N a k a i ,  e t  a l . , 2 0 11； 戸 次 ・ 中 井 ・ 榊 原 ， 2 0 1 6） の 結 果 と

一 致 し た ． ク ラ ス タ 解 析 に よ る 協 調 運 動 の 分 類 に よ り ， 子 ど も の 運 動 発

達 の 特 徴 は 等 質 で は な い こ と ， 協 調 運 動 発 達 の ア ン バ ラ ン ス さ が 存 在 す

る こ と が 考 え ら れ る ．  

四 つ の 協 調 運 動 の 発 達 特 性 と コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト と の 関

係 を 検 討 し た と こ ろ ， 片 脚 バ ラ ン ス ， サ イ ド ジ ャ ン プ ， ボ ー ル 投 ・ 捕 に

協 調 運 動 の 発 達 特 性 と の 関 連 が み ら れ た こ と か ら ， D C D Q - J に 関 す る 協

調 運 動 の 発 達 特 性 は ， 定 位 ， 分 化 ， バ ラ ン ス ， リ ズ ム 化 ， 反 応 の コ オ ー

デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 評 価 の 影 響 を 強 く 受 け る こ と が 示 唆 さ れ た ． ボ ー ル

投・捕 の 結 果 か ら は ，協 調 運 動 得 意 群 と 協 調 運 動 苦 手 群 の 間 だ け で な く ，

協 調 運 動 得 意 苦 手 群 と 微 細 運 動 劣 性 群 の 間 に お い て も 結 果 に 有 意 差 が み

ら れ た ． こ の こ と か ら ， ボ ー ル 投 ・ 捕 の テ ス ト に よ っ て 評 価 さ れ る 時 間

的・空 間 的 定 位 能 力 に は ，身 体 統 制 が 反 映 し て い る と 推 察 さ れ る ．ま た ，
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片 脚 バ ラ ン ス に お い て は ， 協 調 運 動 得 意 群 と 協 調 運 動 苦 手 群 と の 間 だ け

で な く ， 微 細 運 動 優 性 群 と 協 調 運 動 得 意 群 と の 間 に も 有 意 差 が 認 め ら れ

た ． こ の こ と か ら ， バ ラ ン ス 能 力 と 身 体 統 制 の 関 連 性 が 示 唆 さ れ ， 身 体

統 制 が バ ラ ン ス 能 力 に 大 き く 貢 献 し て い る も の と 推 察 さ れ た ．  

さ ら に ， サ ー ク ル デ ー タ と の 関 連 で み る と ， ク ラ ス タ 分 析 に よ る 分 類

で は 協 調 運 動 特 性 に よ る 違 い は み ら れ な か っ た ． ク ラ ス タ 分 析 の 結 果 で

は ， 微 細 運 動 に 特 化 し て 得 意 と す る ク ラ ス タ が あ り ， 微 細 運 動 の 評 価 指

標 の 一 つ と し て の ト レ ー ス タ ス ク の デ ー タ か ら ， 何 ら か の 関 係 性 が み て

と れ る と 仮 定 し て い た が 特 徴 づ け る こ と が で き な か っ た ． こ れ に は ， タ

ッ チ ペ ン や タ ブ レ ッ ト と い う 幼 児 に は な じ み の な い 筆 記 具 や 装 置 を 用 い

た こ と や ， 本 章 で 実 施 し た 運 動 課 題 あ る い は 解 析 方 法 で は ， 幼 児 の 微 細

運 動 を 十 分 に 捉 え る こ と が で き な い と い う 可 能 性 が あ る こ と が そ の 要 因

と し て 考 え ら れ る ．  

 

3 . 2 . 5 .  ま と め  

本 章 の 目 的 は ， 保 護 者 に 対 す る 質 問 紙 調 査 の 結 果 か ら ， 幼 児 期 に お け

る 協 調 運 動 の 特 性 を 定 量 化 す る と と も に ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ

ス ト と の 関 連 か ら 幼 児 期 に お け る 運 動 発 達 の 特 徴 に つ い て 検 討 す る こ

と で あ っ た ．   

D C D Q - J の 結 果 か ら ，（ 1）D C D Q - J 総 得 点 と 下 位 尺 度 の そ れ ぞ れ に つ

い て ， 年 齢 群 間 ， 性 別 間 に よ る 違 い が み ら れ ， そ の 発 達 傾 向 は ， 低 年 齢

に お け る 男 子 の 微 細 運 動 ， 身 体 の 協 調 性 の 未 熟 さ と 年 長 児 以 降 の 男 子 の

著 し い 微 細 運 動 ， 全 般 的 協 応 性 の 上 昇 と し て 特 徴 づ け ら れ る ．（ 2） 幼 児

期 に お け る 協 調 運 動 特 性 に は「 微 細 運 動 優 性 群 」，「協 調 運 動 得 意 群 」，「微

細 運 動 劣 性 群 」，「 協 調 運 動 苦 手 群 」 の 四 つ の サ ブ グ ル ー プ が あ る こ と が
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示 唆 さ れ た ．（ 3） D C D - J に 関 す る 協 調 運 動 の 発 達 特 性 は ， 定 位 ， 分 化 ，

バ ラ ン ス ， リ ズ ム 化 ， 反 応 の コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 評 価 の 影 響 を 強

く 受 け る こ と が 示 唆 さ れ た ．   

質 問 紙 調 査 は ， 教 師 や 保 護 者 に よ っ て 運 動 を 観 察 し 報 告 す る 方 法 で あ

る た め ， 第 三 者 の 主 観 が 介 在 す る 可 能 性 を 否 定 で き な い と い う 課 題 が あ

る が ， 本 章 で は ， D C D Q - J の 結 果 に 加 え コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス

ト と の 関 連 で 検 討 す る こ と に よ り ， 客 観 的 に 協 調 運 動 の 困 難 さ を 判 断 す

る 手 が か り を 示 す こ と が 可 能 性 と な っ た ． し か し ， 課 題 を 遂 行 す る 過 程

に お い て ， 協 調 運 動 の 発 達 特 性 の 違 い が ， ど の よ う な コ オ ー デ ィ ネ ー シ

ョ ン 能 力 の 特 異 性 を 示 す の か ， そ れ ら が 身 体 運 動 の 戦 略 と し て ど の よ う

に 表 れ る か ， ま た ， 協 調 運 動 発 達 の ア ン バ ラ ン ス さ や 微 細 運 動 の 発 達 特

性 に つ い て さ ら な る 検 討 が 必 要 と さ れ る ．  

D C D Q で は ， 動 作 に お け る 身 体 統 制 得 点 項 目 ( C D M )， 書 字 ・ 微 細 運 動

得 点 項 目 ( F M )  と 全 般 的 協 応 性 得 点 項 目 ( G C )  の 三 つ の 下 位 尺 度 得 点 の

合 計 得 点 を 算 出 し ，そ の － 2 S D 以 下 を D C D の 疑 い と し て 診 断 し て い る ．

し か し ， 得 点 が － 2 S D 以 下 で D C D と 判 定 さ れ る 場 合 ， そ れ ほ ど の 身 体

的 不 器 用 さ を も つ 子 ど も で あ れ ば ， こ の よ う な 調 査 以 前 に ソ フ ト サ イ ン

の 所 見 か ら D C D で あ る こ と が 判 定 で き る と い う 指 摘 も あ る（ 岡 ， 2 0 0 8）．

こ の 理 解 に 立 つ と ，こ れ ら の 調 査 を す る こ と の 本 来 の 意 義 は ，D C D で あ

る か そ う で な い か を 判 定 す る こ と 以 上 に ， ど の よ う な こ と に ど の 程 度 困

難 さ を 抱 え て い る か ， ど の よ う な 協 調 運 動 の ア ン バ ラ ン ス （ 特 性 ） が 動

き の 困 難 さ と し て 表 出 し て い る の か を 見 つ け る こ と に あ る と い え る ． そ

の 意 味 に お い て も ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 視 点 で 動 作 を 観 察 す る

こ と は ， 子 ど も 理 解 に 大 き な 意 義 が あ る と い え よ う ．  
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第 4 章  幼 児 期 に お け る コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 構 造 化   

 

4 . 1 .  幼 児 期 に お け る コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 構 造 指 標  

 

4 . 1 . 1  目 的  

こ れ ま で ， 課 題 1の 結 果 か ら は ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト か

ら コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 各 能 力 要 因 の 発 達 パ タ ー ン に お い て ， 性

別 お よ び 年 齢 に 違 い が あ る こ と が 示 唆 さ れ た ． ま た ， 課 題 ２ の 結 果 か ら

は ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト と D C D Q - Jを 組 み 合 わ せ る こ と に

よ っ て ， 幼 児 期 に お け る コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 発 達 的 特 徴 が よ り

顕 在 化 さ れ た と い え る ． そ の 中 で ， 協 調 運 動 の 特 性 に 大 き く 反 映 さ れ る

コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 は ， 時 間 的 ・ 空 間 的 定 位 能 力 ， 分 化 能 力 ， バ

ラ ン ス 能 力 で あ る こ と が 推 察 さ れ た ． こ の よ う に ， 課 題 １ ・ 2に お い て

個 々 の コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 発 達 特 性 に つ い て 個 別 事 象 的 に は ア

プ ロ ー チ す る こ と が で き た ． し か し ， 課 題 を 遂 行 す る 過 程 に お い て ， 発

達 特 性 の 違 い が ， ど の よ う な 協 調 運 動 の 特 異 性 を 示 す の か ， そ れ ら が 身

体 運 動 の 戦 略 と し て ど の よ う に 現 れ る か に つ い て 検 討 す る 場 合 ， 個 別 事

象 の 並 列 的 な 組 み 合 わ せ だ け な く ， 複 合 的 な 指 標 を 作 成 し て 発 達 構 造 を

総 合 的 に 考 察 す る こ と が 必 要 と な る ． し か し ， 関 連 す る デ ー タ 自 体 は 多

く あ り な が ら ， そ の よ う な 指 標 が 数 量 化 さ れ た も の は 少 な い ．  

そ こ で 本 章 で は ， 幼 児 期 に お け る 協 調 運 動 の 発 達 特 性 の 構 造 を 把 握 す

る こ と を 目 的 と す る ． こ こ で は ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト の デ

ー タ を 用 い て 主 成 分 分 析 を 行 い ， 各 々 の コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 特

徴 や 能 力 間 の 関 連 性 を も と に ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 発 達 特 性 の

構 造 化 を 試 み る ． 幼 児 期 に お け る 協 調 運 動 の 発 達 特 性 を コ オ ー デ ィ ネ ー
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シ ョ ン 能 力 の 視 点 で 見 た と き ， ど の よ う な 成 分 構 造 に な っ て い る の か を

検 討 し ， 個 々 人 の 戦 略 （ 運 動 の 行 い 方 の 特 性 ） を 把 握 す る た め の 足 が か

り と す る た め に は ， 主 成 分 分 析 に よ る 方 法 が 適 当 と 考 え た こ と に よ る ．

幼 児 期 に お け る 協 調 運 動 の 発 達 特 性 を 検 討 す る た め の 研 究 の 蓄 積 が 十 分

で は な い 現 状 に お い て ， こ の よ う な 探 索 的 分 析 が も た ら す 意 義 は 大 き い

と 考 え ら れ る ．  

 

4 . 1 . 2 .  研 究 方 法  

コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト の 各 項 目 デ ー タ か ら 相 関 係 数 を 計

算 し ， 相 関 行 列 を も と に 主 成 分 分 析 を 行 っ た ． 統 計 分 析 ・ 処 理 に は ， R

（ D e v e l o p m e n t  C o r e  Te a m）を 使 用 し ，本 研 究 の 統 計 的 な 有 意 水 準 を 5％

水 準 未 満 （ p＜ 0 . 0 5） と 設 定 し た ．  

 

4 . 1 . 3 .  結 果  

4 . 1 . 3 . 1 .  主 成 分 係 数 の 解 釈  

Ta b l e  1 3は ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト デ ー タ を 用 い た 主 成 分

分 析 の 結 果 で あ る ． 主 成 分 分 析 に よ る 情 報 量 の 圧 縮 程 度 を み る と ， 累 積

寄 与 率 が 示 す と お り ， 第 1主 成 分 に よ っ て 全 情 報 量 の 4 0 . 6 5％ が 吸 収 さ れ

て い る ． 次 い で ， 第 2主 成 分 の 寄 与 率 は 1 8 . 2％ で 第 2主 成 分 ま で の 累 積 寄

与 率 が 5 8 . 8 4％ ，第 3主 成 分 の 寄 与 率 は 1 7 . 0 9％ で 第 3主 成 分 ま で の 累 積 寄

与 率 が 7 5 . 9 3％ に 達 す る こ と か ら ， 第 3主 成 分 ま で で 全 体 の 約 7割 以 上 が

説 明 で き る こ と に な る ． よ っ て 三 つ の 主 成 分 を 検 討 す る こ と に よ っ て コ

オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン の 総 合 特 性 値 を 表 す と い っ て よ い で あ ろ う ． 以 下 で

は ， 固 有 ベ ク ト ル の 結 果 か ら ， 第 1主 成 分 か ら 第 3主 成 分 に 関 し て ， そ の

各 々 が い か な る 内 容 を 示 す も の で あ る か 検 討 す る こ と に す る ．  
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第 1主 成 分 は ， 逆 転 項 目 で あ る 片 脚 バ ラ ン ス 以 外 ， す べ て の 測 定 項 目

に つ い て 負 の 値 を と っ て い る と こ ろ か ら 考 え て ， 全 体 的 な コ オ ー デ ィ ネ

ー シ ョ ン 能 力 の 高 低 を 表 す 主 成 分 で あ る と 解 釈 で き る ． 第 1主 成 分 に 対

し ，最 も 大 き な 負 荷 量 を も つ の は 立 ち 幅 跳 び で ，次 い で サ イ ド ジ ャ ン プ ，

ボ ー ル 投 ・ 捕 で あ っ た ．  

第 2主 成 分 は ， 立 ち 幅 跳 び 以 外 ， す べ て の 項 目 に お い て 負 の 値 を と っ

て い る （ 片 脚 バ ラ ン ス は 逆 転 項 目 ） ． そ の 中 で も ， と り わ け 片 脚 バ ラ ン

ス の 負 荷 量 が - 0 . 8 3と 高 い こ と か ら ，バ ラ ン ス 能 力 を 表 し て い る 主 成 分 だ

と 解 釈 で き る ． バ ラ ン ス 能 力 が 特 徴 的 に 高 い の か 低 い の か を 表 わ す も の

と 考 え ら れ る ．   

第 3主 成 分 は ， 片 脚 バ ラ ン ス （ 逆 転 項 目 ） ， ハ ン ペ ル マ ン ジ ャ ン プ 以

外 ， す べ て の 項 目 に お い て 正 の 値 を と っ て い る ． し か し ， 負 荷 量 を み る

と ， ハ ン ペ ル マ ン ジ ャ ン プ の 負 荷 量 が - 0 . 9 2 6と 極 め て 高 く ， 他 の 項 目 の

負 荷 量 は 低 い こ と か ら ， 第 3主 成 分 は ， ハ ン ペ ル マ ン ジ ャ ン プ が 必 要 す

る リ ズ ム 化 お よ び 上 肢 下 肢 の 連 結 能 力 を 表 し て い る 主 成 分 だ と 解 釈 で き

る ．  

第 4主 成 分 は ， 他 の 主 成 分 と 比 較 し 固 有 値 お よ び 寄 与 率 か ら 判 断 す る

と ， 担 っ て い る 情 報 量 が 小 さ い ． 累 積 寄 与 率 を 見 て も 第 3主 成 分 ま で で

全 情 報 量 の 7 5 ％ 以 上 表 現 で き て い る の で ， 第 4主 成 分 は 解 釈 し な い こ と

と す る ．  
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4 .１ . 3 . 2 .  主 成 分 得 点 に よ る コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 発 達 特 性 の 類  

型 化  

F i g . 6 は ， 第 1 主 成 分 か ら 第 3 主 成 分 の ス コ ア の 散 布 図 で あ る ． 第 1

主 成 分 の 軸 は ， 全 体 的 な コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 高 低 を 分 け る 軸 で

あ り ， 第 2 主 成 分 の 軸 は ， バ ラ ン ス 能 力 の 高 低 を 分 け る 軸 で あ り ， 第 3

主 成 分 の 軸 は ， リ ズ ム 化 能 力 お よ び 上 肢 下 肢 の 連 結 能 力 の 高 低 を 分 け る

軸 で あ る ． こ れ ら の 軸 が 作 る 立 体 上 の 点 の 配 置 か ら ， 1 象 限 を １ グ ル ー

プ と す る 8 個 の グ ル ー プ に 類 型 化 さ れ た ． 第 Ⅰ 象 限 に 配 置 さ れ た グ ル ー

プ 1 は ， 総 合 的 な コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 ， バ ラ ン ス 能 力 ， リ ズ ム 化

能 力 お よ び 上 肢 下 肢 の 連 結 能 力 す べ て に お い て 低 い ． 第 Ⅱ 象 限 に 配 置 さ

れ た グ ル ー プ 2 は ， 総 合 的 な コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 ， バ ラ ン ス 能 力

は 低 い が ， リ ズ ム 化 能 力 お よ び 上 肢 下 肢 の 連 結 能 力 は 高 い ． 第 Ⅲ 象 限 に

配 置 さ れ た グ ル ー プ 3 は ， バ ラ ン ス 能 力 は 高 い が ， 総 合 な コ オ ー デ ィ ネ

ー シ ョ ン 能 力 ， リ ズ ム 化 能 力 お よ び 上 肢 下 肢 の 連 結 能 力 は 低 い ． 第 Ⅳ 象

限 に 配 置 さ れ た グ ル ー プ 4 は ， 総 合 的 な コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 は 低

い が ， バ ラ ン ス 能 力 ， リ ズ ム 化 能 力 お よ び 上 肢 下 肢 の 連 結 能 力 は 高 い ．

第 Ⅴ 象 限 に 配 置 さ れ た グ ル ー プ 5 は ， 総 合 的 な コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能

Table 13   The score of standing postural control of each group 
 

 
 

Importance of components PC1 PC2 PC3 PC4 
Standard deviation 

Proportion of Variance(％) 

Cumulative Proportion (％) 

  1.4256 
40.65 
40.65 

0.9539 
18.20 
58.84 

  0.9244 
17.09 
75.93 

  0.8213 
13.49 
89.42 

Standing long jump（cm） 

Balance on one leg (times) 

Hampelman jump(times) 

Side-to-side jump(times) 

Throw and catch a ball(times) 

-0.530 

0.358 

-0.352 

-0.516 

-0.448 

0.164 

-0.831 

-0.116 

-0.295 

-0.427 

0.161 

-0.050 

-0.926 

0.187 

0.281 

0.452 

0.316 

-0.070 

0.423 

-0.715 
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力 は 高 い が ， バ ラ ン ス 能 力 ， リ ズ ム 化 能 力 お よ び 上 肢 下 肢 の 連 結 能 力 は

低 い ． 第 Ⅵ 象 限 に 配 置 さ れ た グ ル ー プ 6 は ， 総 合 的 な コ オ ー デ ィ ネ ー シ

ョ ン 能 力 ， リ ズ ム 化 能 力 お よ び 上 肢 下 肢 の 連 結 能 力 は 高 い が ， バ ラ ン ス

能 力 が 低 い ． 第 Ⅶ 象 限 に 配 置 さ れ た グ ル ー プ 7 は ， 総 合 的 な コ オ ー デ ィ

ネ ー シ ョ ン 能 力 ， バ ラ ン ス 能 力 は 高 い が ， リ ズ ム 化 能 力 お よ び 上 肢 下 肢

の 連 結 能 力 が 低 い ． 第 Ⅷ 象 限 に 配 置 さ れ た グ ル ー プ 8 は ， 総 合 的 な コ オ

ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 ， バ ラ ン ス 能 力 ， リ ズ ム 化 能 力 お よ び 上 肢 下 肢 の

連 結 能 力 す べ て に お い て 高 い ．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6   Scatter diagram of principal components score 

〇 ： G r o u p  1  
△ ： G r o u p  2 
☆ ： G r o u p  3 
□ ： G r o u p  4 
● ： G r o u p  5 
▲ ： G r o u p  6 
★ ： G r o u p  7 
■ ： G r o u p  8 

 



 

80 
 

4 . 1 . 4 .  考 察  

コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト で 得 ら れ た 各 項 目 の デ ー タ は 相 互 に

関 連 が あ り ， 各 個 人 の デ ー タ は そ の 発 達 特 性 や 運 動 遂 行 に お け る 戦 略 に

よ っ て 特 有 の 性 質 を も っ て い る と 思 わ れ る .従 っ て ,測 定 デ ー タ 間 の 相 互

の 関 連 性 を 捉 え る 総 合 的 指 標 が 有 効 と 考 え ， 主 成 分 分 析 法 を 用 い て コ オ

ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 発 達 特 性 の 類 型 化 を 試 み た ．  

そ の 結 果 ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン の 総 合 的 な 能 力 の 成 分 を 中 心 に ， そ

れ を 支 え る 二 つ の 軸 で 示 さ れ る 協 調 運 動 の 特 性 が 明 ら か と な っ た ． 一 つ

の 軸 は バ ラ ン ス 能 力 で あ り ， も う 一 つ の 軸 は ， リ ズ ム 化 お よ び 上 肢 下 肢

の 連 結 能 力 で あ る ．   

F i g . 7・ 8は ， 主 成 分 分 析 に よ っ て 得 ら れ た 結 果 を 解 釈 し や す い よ う ２

次 元 に 分 け ， 概 念 的 に 表 し た も の で あ る ． F i g . 7は ， 第 1主 成 分 の 総 合 的

な コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 と 第 ２ 主 成 分 で あ る バ ラ ン ス 能 力 ， F i g . 8

は ，第 1主 成 分 の 総 合 的 な コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 と 第 3主 成 分 で あ る

リ ズ ム 化 お よ び 上 肢 下 肢 の 連 結 能 力 と の 関 連 を ， そ れ ぞ れ 2軸 で 表 し た

も の で あ る .   
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F i g . 7 は ， 総 合 的 な コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン の 得 点 が 右 方 向 に あ る デ ー

タ ほ ど 総 合 的 な コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 が 高 く ， バ ラ ン ス 能 力 は 上 方

向 に あ る デ ー タ ほ ど バ ラ ン ス 能 力 が 高 い と 解 釈 で き る .  F i g . 7 に 示 す A

に 属 す る グ ル ー プ の 特 徴 は ，コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン は 総 合 的 に は 低 い が ，

バ ラ ン ス は 優 れ る ． そ れ に 対 し て ， D に 属 す る グ ル ー プ の 特 徴 は ， 総 合

的 な コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン は 優 れ る が バ ラ ン ス は 不 得 意 で あ る ． バ ラ ン

ス 能 力 が 総 合 的 な コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 に 次 い で ， 運 動 の 特 性 を 特

徴 づ け る 第 2 主 成 分 と な っ た こ と は ， バ ラ ン ス 能 力 が 姿 勢 調 節 に か か わ

る 身 体 要 素 全 体 に よ る 機 能 で あ り ， 移 動 系 ・ 操 作 系 を 含 め ， さ ま ざ ま な

運 動 ス キ ル を 可 能 に す る 基 盤 で あ る と 捉 え る こ と が で き る ． し か し ， 先

に 述 べ た グ ル ー プ の 各 特 徴 か ら は ， 総 合 的 に コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力

が 高 い 場 合 で も ， バ ラ ン ス の 能 力 が 低 い 場 合 が あ り ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ

ョ ン 能 力 が 低 い 場 合 で あ っ て も バ ラ ン ス 能 力 は 高 い と さ れ る こ と が あ る ．

そ の こ と か ら 考 え る と ， A と B に 属 す る グ ル ー プ の バ ラ ン ス に は そ の 質

に 違 い が あ る こ と が 推 察 さ れ る ． 総 合 的 な コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン の 低 さ

か ら み て も ， A に 属 す る グ ル ー プ の 特 徴 と し て ， バ ラ ン ス の 良 さ が か え

っ て 豊 か な 動 き の 現 出 を 抑 制 し て い る と も 考 え ら れ る ．  

F i g . 8は ，右 方 向 に あ る デ ー タ ほ ど 総 合 的 な コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力

が 高 く ， 上 方 向 に あ る デ ー タ ほ ど リ ズ ム 化 お よ び 上 肢 下 肢 の 連 結 能 力 が

高 い と 解 釈 で き る .幼 児 期 は ，獲 得 し た い ろ い ろ な 動 作 を 改 善 し ，そ れ ら

を 結 合 す る こ と が で き る 初 歩 の 段 階 に あ た る 時 期 で あ る （ M e i n e l  &   

S c h n a b e l , 1 9 8 7  綿 引 訳 1 9 9 1 , p . 4 1 8 ） ． Gや Hに 属 す る グ ル ー プ は 動 作 の

結 合 が ま だ 不 完 全 で ， こ の こ と が 運 動 能 力 に 深 く 関 わ っ て い る と 思 わ れ

る ．  
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主 成 分 分 析 に よ っ て 得 ら れ た 三 つ の 軸 が 作 る 立 体 上 の 点 の 配 置 か ら ，

1 象 限 を 1 グ ル ー プ と す る ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 発 達 特 性 を 表

す 8 個 の グ ル ー プ が 類 型 化 さ れ た ． こ れ ま で の 運 動 の 評 価 は ， 速 く 走 れ

る か ど う か ， ボ ー ル が 遠 く に 投 げ ら れ る か ど う か と い っ た ， 運 動 ・ 動 作

の 「 で き る 」，「 で き な い 」 の 二 者 択 一 的 な 評 価 に 終 始 し て き た き ら い が

あ る ． コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 発 生 に つ い て は 未 だ 十 分 に は 明 ら か

に さ れ て い な い が ， 動 作 や 運 動 の 前 提 に あ る コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力

を そ の 構 造 か ら 捉 え る こ と で ， 動 作 や 運 動 が 上 達 し た 理 由 ， あ る い は う

ま く い か な い 原 因 が 何 か を 説 明 す る 手 が か り に な り ， そ れ が 教 育 や 保 育

現 場 に お け る 具 体 的 な 指 導 ・ 支 援 に つ な が る も の と 思 わ れ る ．   

 

4 . 1 . 5 .  ま と め  

コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト の デ ー タ を 用 い て 主 成 分 分 析 を 行

い ， 協 調 運 動 を 規 定 す る コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 発 達 特 性 の 類 型 化

を 試 み た ． そ の 結 果 ， 第 1主 成 分 が コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン の 総 合 的 な 能

力 ， 第 2主 成 分 が バ ラ ン ス 能 力 ， 第 3主 成 分 が リ ズ ム 化 お よ び 上 肢 下 肢 の

連 結 能 力 で あ っ た ． さ ら に ， こ れ ら の 軸 が 作 る 立 体 上 の 点 の 配 置 か ら ，

1象 限 を 1モ デ ル と す る 8モ デ ル が 想 定 さ れ た ．X軸 に 総 合 的 な コ オ ー デ ィ

ネ ー シ ョ ン 能 力 ，Y軸 に バ ラ ン ス 能 力 ，Z軸 に リ ズ ム 化 能 力 お よ び 上 肢 下

肢 の 連 結 能 力 を 表 現 し ，第 Ⅰ 象 限 か ら 第 Ⅷ 象 限 ま で に 区 分 化 す る こ と で ，

コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 視 点 か ら 協 調 運 動 の 発 達 特 性 の 類 型 を 提 案

す る こ と が で き た ． 協 調 運 動 の 特 徴 が 視 覚 化 さ れ ， 運 動 を 遂 行 す る 上 で

の 方 法 あ る い は 戦 略 の 多 様 性 を 知 る た め の 基 礎 的 な 分 析 が な さ れ た ． こ

れ ら の モ デ ル を 用 い る こ と に よ っ て ， 運 動 成 果 の 優 劣 の み の 評 価 で は な

く ， 潜 在 的 な 能 力 を 多 様 な 評 価 軸 で 捉 え る こ と が で き れ ば ， 個 々 の 能 力
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を 最 大 限 に 引 き 出 す た め の 理 論 的 根 拠 を 示 す こ と が 可 能 と な る と 思 わ れ

る ．  
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第 5章  総 合 考 察  

 

5 . 1 .  結 果 の ま と め  

 

本 研 究 は ， 従 来 の 体 力 テ ス ト に よ る エ ネ ル ギ ー 系 デ ー タ 中 心 の 体 力 ・

運 動 能 力 評 価 に 欠 け て い た ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 を 定 量 的 に 把 握

し ， 得 ら れ た 知 見 を も と に 幼 児 期 に お け る 協 調 運 動 の 発 達 特 性 に つ い て

検 討 す る こ と が 目 的 で あ っ た ． 設 定 し た 課 題 の 分 析 結 果 か ら ， こ れ ま で

得 ら れ た 知 見 を ま と め る と 以 下 の よ う に な る ．  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9 コオーディネーション能力の定量化に向けた課題 1・2・3 と成果 
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課 題 1は ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト お よ び タ ブ レ ッ ト を 用 い

た ト レ ー ス タ ス ク を 実 施 し ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 お よ び 手 指 の 協

調 性 ・ 巧 緻 性 の 特 徴 を 定 量 的 に 把 握 す る と と も に ， 協 調 運 動 の 発 達 的 特

徴 に つ い て 検 討 す る こ と で あ っ た ． 幼 児 期 は 神 経 系 機 能 の 発 達 が 著 し い

こ と ， 運 動 発 達 に お け る 早 熟 ・ 晩 熟 と の 関 連 ， 子 ど も の 体 力 ・ 運 動 能 力

が 長 期 的 な 低 下 傾 向 に あ る こ と な ど を 踏 ま え ， 成 長 発 達 の 子 ど も 理 解 に

お い て 全 体 論 的 ア プ ロ ー チ を 可 能 に す る た め ， 単 な る エ ネ ル ギ ー 系 ， コ

ン デ ィ シ ョ ン 能 力 の 測 定 で は な く ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 に 焦 点 を

お い た 測 定 項 目 を 設 定 し た ． 得 ら れ た テ ス ト 結 果 か ら ， 定 量 的 な 方 法 論

で 幼 児 の 発 育 発 達 段 階 特 有 の コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 現 状 を 理 解 す

る こ と を 目 的 と し た ． 4歳 か ら 6歳 ま で の 幼 児 1 6 9名 （ 男 子 8 6名 ， 女 子 8 3

名 ） を 分 析 対 象 と し て ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト 5種 目 （ 立 ち

幅 跳 び ， 片 脚 バ ラ ン ス ， サ イ ド ジ ャ ン プ ， ハ ン ペ ル マ ン ジ ャ ン プ ， ボ ー

ル 投 ・ 捕 ） を 実 施 し ， 年 齢 群 間 ， 性 別 間 の 差 を 検 討 し た ． そ の 結 果 ， 運

動 発 達 の 過 程 に お い て ， と り わ け 男 子 は ， 年 齢 の 上 昇 に 伴 い ， コ オ ー デ

ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 発 達 傾 向 が 顕 著 で あ る こ と が 認 め ら れ た ． ま た ， 性

別 に 関 係 な く 学 年 の 上 昇 に よ り ， 上 肢 下 肢 の 動 き を 協 応 す る 連 結 能 力 ，

分 化 能 力 が 著 し く 向 上 す る こ と が 示 唆 さ れ た ． さ ら に ， 時 間 的 ・ 空 間 的

定 位 能 力 ，反 応 能 力 お よ び ボ ー ル を 操 作 す る 上 で の 分 化 能 力 に つ い て は ，

女 子 は 早 期 に 発 達 が 開 始 す る も の の ，そ の 速 度 は 緩 や か で あ る の に 対 し ，

男 子 は 女 子 に 比 べ 遅 れ て 発 達 が 開 始 さ れ ， 年 中 か ら 年 長 に か け て 著 し く

発 達 す る も の と 推 測 さ れ た ． 以 上 に よ り ， 幼 児 期 に お け る コ オ ー デ ィ ネ

ー シ ョ ン 能 力 の 各 能 力 要 因 の 発 達 パ タ ー ン と そ の 中 に 性 差 が あ る こ と を

示 唆 す る 結 果 と な っ た ．  
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課 題 1 で は ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト に 加 え ， タ ブ レ ッ ト を

用 い た ト レ ー ス タ ス ク に よ る 上 肢 の 協 調 性 に つ い て 検 討 し た ． 幾 何 学 模

様 （ 円 ） の ト レ ー ス 時 の ペ ン 軌 道 を 計 測 し ， そ の 結 果 を ， 周 回 回 数 ， 逸

脱 率 ， 躍 度 ノ ル ム の 指 標 か ら 分 析 し ， 幼 児 に お け る 手 指 の 協 調 性 ・ 巧 緻

性 の 特 徴 を 定 量 的 に 把 握 す る と と も に ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 と の

関 連 に つ い て 検 討 し た ． そ の 結 果 ， 逸 脱 率 に の み 年 齢 群 間 ， 性 別 間 に よ

る 差 に 違 い が み ら れ た ． 年 中 児 ク ラ ス に お い て は ， 女 子 よ り 男 子 の 逸 脱

率 が 高 く ， ま た 男 子 は 年 齢 群 に も 差 が み ら れ ， 年 中 児 ク ラ ス よ り 年 長 児

ク ラ ス の 逸 脱 率 が 低 下 し た ． こ の 結 果 か ら ， 低 年 齢 で の 男 子 の 操 作 性 が

低 く ， 年 齢 の 上 昇 に よ り 男 子 の 操 作 性 が 向 上 す る と 結 論 づ け ら れ た ．  

ト レ ー ス タ ス ク と コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 と の 関 係 で は ， 周 回 回 数

の 中 群 に お い て ， 年 中 児 ク ラ ス の 立 ち 幅 跳 び に 低 群 お よ び 高 群 と 比 し て

有 意 に 高 値 を 示 し て お り ， 必 ず し も 周 回 回 数 の 多 さ が コ オ ー デ ィ ネ ー シ

ョ ン 能 力 の 高 さ に 影 響 し な い こ と を 示 し た ． こ の ト レ ー ス タ ス ク は ， 速

度 と 精 度 が 互 い に 相 反 す る と い う 特 徴 を も っ て い る ． 精 度 の 要 求 が 高 い

場 合 の 運 動 の 速 度 は ， 精 度 の 高 さ が 要 求 さ れ な い 場 合 よ り も 遅 く な る ．

こ の 精 度 と 速 度 の ト レ ー ド オ フ の 関 係 か ら 推 察 す る と ， 年 中 児 ク ラ ス の

周 回 回 数「 中 群 」に み ら れ た コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト の 結 果 は ，

最 適 な 速 度 で 運 動 を 遂 行 で き る 調 整 能 力 の 高 さ が パ フ ォ ー マ ン ス に 表 出

さ れ た も の と 考 え ら れ る ．一 般 的 理 解 と し て の 運 動 の 評 価 は ，「強 さ 」や

「 速 さ 」に そ の 中 心 的 基 準 が 設 定 さ れ る こ と が 多 い .し か し こ こ で の 結 果

は ， そ れ ら に 加 え て 運 動 の 最 適 化 に 向 け た 調 整 （ 操 作 ） す る 能 力 の 重 要

性 を 示 唆 し て い る と い え よ う ．   

課 題 2 で は ， 発 達 性 協 調 運 動 障 害 の ス ク リ ー ニ ン グ で 用 い ら れ る 質 問  
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紙 を 用 い て ， 日 常 生 活 動 作 に 関 係 す る 身 体 統 制 ，微 細 運 動 ，全 般 協 応 性

の 視 点 か ら ，幼 児 期 に お け る 協 調 運 動 の 発 達 特 性 を 把 握 し た ．質 問 紙 調

査 に は ，協 調 運 動 を 評 価 す る 国 際 的 尺 度 と し て ，高 い 水 準 の 精 度 が 保 た

れ て い る D e v e l o p m e n t a l  C o o r d i n a t i o n  D i s o r d e r  Q u e s t i o n n a i r e  2 0 0 7

の 日 本 語 版 （ D C D Q - J） を 用 い ， 保 護 者 の 視 点 で 子 ど も の 運 動 能 力 を 評

価 し た ．   

D C D Q - J の 結 果 か ら ，D C D Q - J 総 得 点 と 下 位 尺 度 の そ れ ぞ れ に つ い て ，

年 齢 群 間 ， 性 別 間 に よ る 違 い が み ら れ ， そ の 発 達 傾 向 は ， 低 年 齢 に お け

る 男 子 の 微 細 運 動 ， 身 体 の 協 調 性 の 未 熟 さ と 年 長 児 以 降 の 男 子 の 著 し い

微 細 運 動 ， 全 般 的 協 応 性 の 上 昇 と し て 特 徴 づ け ら れ た ． ま た ， 幼 児 期 に

お け る 協 調 運 動 の 特 性 に は 「 微 細 運 動 優 性 群 」，「 協 調 運 動 得 意 群 」，「 微

細 運 動 劣 性 群 」，「 協 調 運 動 苦 手 群 」 の 四 つ の サ ブ グ ル ー プ が あ る こ と が

示 唆 さ れ ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 と の 関 連 か ら み る と ， 協 調 運 動 の

発 達 特 性 は ， 定 位 ， 分 化 ， バ ラ ン ス ， リ ズ ム 化 ， 反 応 の コ オ ー デ ィ ネ ー

シ ョ ン 能 力 評 価 の 影 響 を 強 く 受 け る こ と が 示 唆 さ れ た ．   

D C D Q - Jの 結 果 に 加 え ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト と の 関 連 で

検 討 す る こ と に よ り ， 幼 児 期 に お け る 協 調 運 動 の 特 性 が よ り 顕 在 化 さ れ

た と い え る ． し か し ， 課 題 を 遂 行 す る 過 程 に お い て ， 協 調 運 動 の 発 達 特

性 の 違 い が ，ど の よ う な コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 特 異 性 を 示 す の か ，

そ れ ら が 身 体 運 動 の 戦 略 と し て ど の よ う に 現 れ る か ， ま た ， 協 調 運 動 発

達 の ア ン バ ラ ン ス さ や 微 細 運 動 の 発 達 特 性 に つ い て さ ら な る 検 討 の 必 要

性 が 示 さ れ た ．  

課 題 3は ， 課 題 1・ 2の 知 見 を も と に ， 定 量 化 さ れ た コ オ ー デ ィ ネ ー シ

ョ ン 能 力 か ら 主 成 分 を と っ て 指 標 と し ， 発 達 の 特 性 を 構 造 的 に 捉 え る こ

と で あ っ た ． 主 成 分 分 析 の 結 果 ， 幼 児 期 に お け る 協 調 運 動 の 特 性 は ， 第
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3主 成 分 ま で で 全 体 の 約 ７ 割 以 上 が 説 明 で き る こ と が 明 ら か と な っ た ．

そ の 内 容 は ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン の 総 合 的 な 能 力 の 成 分 を 中 心 に ， そ

れ を 支 え る バ ラ ン ス 能 力 と リ ズ ム 化 お よ び 上 肢 下 肢 の 連 結 能 力 の 二 つ の

軸 で 示 さ れ る 協 調 運 動 の 発 達 特 性 で あ っ た ． 人 間 の 運 動 発 達 に つ い て ，

M e i n e lら は ，“ 幼 児 期 は バ ラ ン ス 感 覚 ， リ ズ ム 化 能 力 ， 連 結 能 力 ， そ し

て い ろ い ろ な 面 を 含 ん だ 予 測 能 力 が 特 に 発 達 す る ． こ れ は 仮 説 に 過 ぎ な

い が ， こ う 考 え な い と 基 本 的 な 動 作 形 式 の 急 速 な 発 達 ， 実 施 調 整 と い う

点 で の は っ き り と し た 進 歩 が 認 め ら れ る よ う な 動 作 結 合 の 習 得 ， こ う し

た 事 実 を 説 明 で き な く な っ て し ま う （ M e i n e l  &  S c h n a b e l , 1 9 8 7  綿 引 訳

1 9 9 1 , p . 4 2 0） ．” と 述 べ て い る ． 課 題 3で 得 ら れ た 結 果 は ， 幼 児 期 に お け

る 協 調 運 動 の 特 性 と し て ， こ の 理 論 を 実 証 す る 一 つ の 結 果 を 導 い た も の

と 思 わ れ る ．  

さ ら に ， こ れ ら の 軸 が 作 る 立 体 上 の 点 の 配 置 か ら ， 1象 限 を 1グ ル ー プ

と す る 8個 の グ ル ー プ に 類 型 化 さ れ た ．X軸 に 総 合 的 な コ オ ー デ ィ ネ ー シ

ョ ン 能 力 ，Y軸 に バ ラ ン ス 能 力 ，Z軸 に リ ズ ム 化 能 力 お よ び 上 肢 下 肢 の 連

結 能 力 を 表 現 し ， 第 Ⅰ 象 限 か ら 第 Ⅷ 象 限 ま で に 区 分 化 す る こ と で コ オ ー

デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 発 達 特 性 を 構 造 化 す る こ と が 可 能 と な っ た ．  

で は ， 実 際 に は こ の 構 造 モ デ ル が い っ た い 何 を 表 す の か ， 具 体 的 に 子

ど も の 協 調 運 動 の 発 達 特 性 を ど の よ う に 把 握 す る こ と が で き る の か ， 構

造 モ デ ル の 適 用 可 能 性 に つ い て 検 討 し て み た い ．  
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Fig. 10 コオーディネーション能力の定量化に向けた課題と成果 
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5 . 2 .  幼 児 期 に お け る コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 構 造 モ デ ル の  

適 用 可 能 性  － 立 位 姿 勢 の 運 動 学 的 な 特 徴 か ら －  

 

5 . 2 . 1 .  目 的  

課 題 ３ に よ っ て ， 幼 児 に お け る 協 調 運 動 を 規 定 す る コ オ ー デ ィ ネ ー シ

ョ ン 能 力 の 発 達 特 性 を 構 造 化 し ， 運 動 を 遂 行 す る 上 で の 特 性 を 知 る た め

の 基 礎 的 な 分 析 が な さ れ た ． そ の 中 で は ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 を

総 合 的 に 表 す 軸 の 他 に ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 高 低 の タ イ プ を 反

映 す る 指 標 と し て バ ラ ン ス 能 力 が 示 さ れ た ． 一 般 に ， ヒ ト の バ ラ ン ス 能

力 は 静 的 バ ラ ン ス と 動 的 バ ラ ン ス に 大 別 さ れ る ． 両 者 の 違 い は ， 体 重 心

が 支 持 基 底 面 内 に 留 ま る 保 持 能 力 か ， あ る い は 体 重 心 の 支 持 基 底 面 が 移

動 し た 状 態 に お け る 保 持 能 力 か で あ る ． し か し ， ヒ ト の 立 位 姿 勢 保 持 を

多 関 節 運 動 協 調 と し て 捉 え る と ， た と え そ れ が 外 乱 の な い 安 静 状 態 で あ

っ て も ， 呼 吸 ， 心 拍 動 ， 筋 活 動 な ど の 影 響 を 受 け な が ら 間 欠 的 で 微 小 な

動 揺 が あ り ， そ の 中 で 全 身 の 筋 緊 張 の パ タ ー ン を 逐 次 調 整 し バ ラ ン ス を

保 と う と し て い る（ 種 田・高 林・渡 邉 ，1 9 8 9；高 田 ・渡 辺・掛 布・ 竹 内 ，

1 9 8 2； 間 野 ， 1 9 7 7）． つ ま り ， 状 況 お よ び 行 動 目 的 に 応 じ た 多 様 な 行 動

パ タ ー ン を 形 成 す る 過 程 に お い て ， 予 測 的 あ る い は 意 識 下 で あ る か ど う

か は 不 明 と し て も ， 個 々 人 の 姿 勢 戦 略 の も と で 最 適 化 に 向 け た チ ュ ー ニ

ン グ が 常 に 繰 り 返 さ れ ， そ れ が 協 調 運 動 に 影 響 を 及 ぼ し て い る と 考 え ら

れ る ．   

バ ラ ン ス 能 力 の 評 価 法 に は ， バ ラ ン ス 能 力 が 要 求 さ れ る パ フ ォ ー マ ン

ス の 観 察 や 測 定 に よ る 方 法 と ， 測 定 機 器 を 用 い て 分 析 的 に 解 析 を 行 な う

方 法 が あ る ． 前 者 の 方 法 と し て は ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト 項

目 の 片 脚 バ ラ ン ス の 課 題 に お い て ， 遊 脚 肢 の 接 地 回 数 か ら バ ラ ン ス 能 力
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を 評 価 し た ． こ の 評 価 は ， ど れ く ら い バ ラ ン ス を 崩 し た か と い う 量 的 な

把 握 は で き る が ， ど の よ う に 身 体 を 使 っ て バ ラ ン ス を 制 御 し て い る か と

い う 質 的 な 視 点 は 含 ま れ て い な い ． そ こ で 本 節 で は ， フ ォ ー ス プ レ ー ト

を 用 い て 姿 勢 制 御 過 程 に お け る 空 間 ・ 時 間 軌 道 推 移 に つ い て 解 析 し ， 得

ら れ た 知 見 を 先 の 構 造 モ デ ル に あ て は め る ． 姿 勢 制 御 が 表 現 し て い る 情

報 の 具 体 的 特 徴 を 構 造 モ デ ル に あ て は め る こ と で ， 子 ど も の 協 調 運 動 の

発 達 特 性 を ど の よ う に 把 握 す る こ と が で き る の か ， モ デ ル の 適 用 可 能 性

に つ い て 検 討 す る こ と と す る ．  

 

5 . 2 . 2 .  研 究 方 法  

5 . 2 . 2 . 1  分 析 対 象 者  

愛 知 県 の 公 立 保 育 園 に 在 籍 す る ４ 歳 か ら ６ 歳 ま で の 幼 児 1 6 9 名（ 男 子

8 6 名 ， 女 子 8 3 名 ） を 分 析 対 象 と し た ． 対 象 の 適 合 基 準 は ， 上 ・ 下 肢 に

重 篤 な 外 傷 が な く ， か つ 視 力 障 害 や 神 経 障 害 の な い こ と を 条 件 と し た ．  

 

5 . 2 . 2 . 2 .  倫 理 的 配 慮  

対 象 者 の 保 護 者 お よ び 施 設 長 に 対 し ， 本 研 究 の 目 的 ， 意 義 ， 測 定 内 容 ，

測 定 に 起 こ り う る 危 険 性 ， 個 人 情 報 の 取 り 扱 い な ど を 文 書 で 説 明 し ， 保

護 者 お よ び 施 設 長 か ら の 署 名 に よ っ て 同 意 を 得 た 上 で 実 施 し た ． す べ て

の 対 象 者 は 神 経 系 ， 筋 骨 格 系 の 疾 患 歴 が な い こ と を 保 護 者 の 申 告 に よ り

確 認 し た ． ま た ， 得 ら れ た デ ー タ は ， 個 人 が 特 定 さ れ な い デ ー タ と し て

統 計 的 に 処 理 し ， 研 究 実 施 者 の み が 閲 覧 で き る よ う 厳 重 に 保 管 し た ． な

お ， 本 研 究 は 武 庫 川 女 子 大 学 教 育 研 究 所 倫 理 委 員 会 の 承 認 を 得 て 実 施 し

た （ 承 認 受 付 番 号 0 0 7）．   
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5 . 2 . 2 . 3 .  課 題 と 手 続 き  

静 止 立 位 保 持 中 の 姿 勢 動 揺 特 性 を 評 価 す る た め ， フ ォ ー ス プ レ ー ト を

用 い た 床 反 力 お よ び 足 圧 中 心 点 （ C e n t e r  o f  P r e s s u r e； 以 下 ， C o P） の

計 測 を 以 下 の よ う に 行 っ た ． 測 定 に 用 い た 部 屋 は ， 園 内 の 遊 戯 室 と し ，

静 音 と 通 常 照 度 が 保 た れ て い る 環 境 と し た ． ま た ， 周 囲 に は 振 動 を 発 生

す る よ う な 機 器 が な い こ と を 確 認 し た ．  

床 面 に 設 置 さ れ た 床 反 力 計 の 上 に ， 中 心 線 を ま た い で 左 右 の 内 果 が 接

す る よ う に 起 立 し ， 両 腕 は リ ラ ッ ク ス し て 体 側 に 接 す る よ う に し ， 立 位

姿 勢 を 保 持 す る よ う 指 示 し た ． 幼 い 子 ど も で は 視 線 の 動 き が 頭 部 に 運 動

を 引 き 起 こ す 可 能 性 が あ る た め ， 視 線 の 動 き に よ り 姿 勢 動 揺 が 生 じ る こ

と を 防 ぐ た め に 約 2 メ ー ト ル 前 方 の 目 線 の 高 さ に 設 定 さ れ た 対 象 物（ 絵 ）

を 注 視 す る よ う に 指 示 し ， 視 野 内 に 動 き の あ る も の を 入 れ な い よ う に し

た ．   

測 定 者 の 合 図 と と も に ，そ の 後 6 0秒 間 の 床 反 力 お よ び C o Pを 計 測 し た ．

測 定 は ， 1試 行 の み と し た ． な お ， 測 定 に お い て ， 1）  試 行 中 に 足 部 が

床 か ら 離 れ て い る ， 2）  よ そ 見 ， 着 衣 を い じ る ， 手 を 動 か す な ど の 動 作

が 1試 行 に 5秒 以 上 認 め ら れ 課 題 に 集 中 で き て い な い ，の 条 件 に 該 当 す る

場 合 は ， 被 験 者 が 要 求 さ れ た 課 題 を 満 た し て お ら ず ， デ ー タ の 信 頼 性 に

影 響 が 生 じ る 可 能 性 が あ る と 判 断 し て 分 析 対 象 か ら 除 外 し た ．  

 

5 . 2 . 2 . 4 .  測 定 機 器 お よ び デ ー タ 処 理  

フ ォ ー ス プ レ ー ト は テ ク ノ ロ ジ ー サ ー ビ ス 社 製 T F P 4 0 4 0 11 A を 使 用 し

た ． 測 定 室 の 床 面 に ガ タ つ き が な く ， か つ 天 板 が 水 平 に な る よ う に 設 置

し た ． ロ ー ド セ ル か ら の 荷 重 電 圧 信 号 は フ ォ ー ス プ レ ー ト 内 部 の 1 2  b i t  

A / D 変 換 器 で サ ン プ リ ン グ 周 波 数 1 0 0 0 H z の デ ジ タ ル デ ー タ に 変 換 さ れ ，
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U S B ケ ー ブ ル を 介 し て ノ ー ト 型 パ ソ コ ン （ P V 6 3 - 2 7， T O S H I B A） に 保

存 さ れ た ． フ ォ ー ス プ レ ー ト の 制 御 に は ， 動 的 バ ラ ン ス 評 価 ア プ リ ケ ー

シ ョ ン Ve r s i o n  ( 1 . 2 . 5 . 1） を 使 用 し た ．  

 

5 . 2 . 2 . 5 .  解 析 方 法 お よ び 解 析 項 目  

床 反 力 デ ー タ お よ び C o P デ ー タ は ，２ 次 の バ タ ワ ー ス 型 デ ジ タ ル フ ィ

ル タ （ ロ ー パ ス ， 遮 断 周 波 数 1 0 H z， ゼ ロ タ イ ム シ フ ト ） に よ る 平 滑 化

を 施 し た ． 6 0 秒 間 の 計 測 区 間 の う ち ， 床 反 力 波 形 が 安 定 し た 2 5 秒 間 を

切 り 出 し ， 以 下 の 姿 勢 動 揺 指 標 を 算 出 し た ．  

・ C o P 軌 跡 長 (以 下 ， C o P） ： 2 5 秒 の 間 に C o P が 支 持 基 底 面 内 の 移 動

し た 総 距 離 を 表 す ， 姿 勢 動 揺 の 空 間 指 標 ． 単 位 時 間 あ た り の 姿 勢 動

揺 が 大 き く な る ほ ど ， 軌 跡 長 は 増 大 す る ．  

・ C o P 軌 跡 の 矩 形 面 積 （ 以 下 ， D I M ( R）） ： C o P が 支 持 基 底 面 内 を 移

動 し た 範 囲 の 左 右 お よ び 前 後 方 向 の 四 方 範 囲 を 直 線 で 囲 っ た 時 に で

き る 矩 形 の 面 積 を 表 す ， 姿 勢 動 揺 の 空 間 指 標 ． 前 後 左 右 方 向 に 大 き

な 範 囲 で C o P が 移 動 し た 場 合 に ， 高 値 を 示 す ．  

・ C o P 軌 跡 の 包 絡 面 積 （ 以 下 ， D I M ( E）） ： C o P が 支 持 基 底 面 内 を 移

動 し た 範 囲 の 外 縁 で 形 成 さ れ る 面 積 を 表 す ， 姿 勢 動 揺 の 空 間 指 標 ．

矩 形 面 積 と 類 似 し た 指 標 で あ る が ，ラ ン ダ ム な C o P 変 動 の 影 響 を 矩

形 面 積 ほ ど 受 け な い 特 徴 が あ る ．  

・ 床 反 力 矢 状 成 分 の 周 波 数 中 央 値 （ 以 下 ， M D F（ f r o n t）） ： 床 反 力 の

矢 状 成 分 を 高 速 フ ー リ エ 変 換 し て 各 周 波 数 帯 域 の パ ワ ー を 求 め ， 低

周 波 成 分 と 高 周 波 成 分 の パ ワ ー が 等 し く な る よ う に 定 め た 周 波 数 値

で あ り ， 姿 勢 動 揺 の 時 間 特 性 を 表 現 す る ． 身 体 が 前 後 方 向 （ 矢 状 方

向 ）に 短 い 周 期 で 揺 ら ぐ タ イ プ の 人 は ，周 波 数 中 央 値 は 高 値 を 示 す ．  
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・ 床 反 力 前 額 成 分 の 周 波 数 中 央 値 （ 以 下 ， M D F（ s a g i t t a l））： 上 記 と

同 様 に ， 床 反 力 の 前 額 成 分 を 高 速 フ ー リ エ 変 換 し て 各 周 波 数 帯 域 の

パ ワ ー を 求 め ， 低 周 波 成 分 と 高 周 波 成 分 の パ ワ ー が 等 し く な る よ う

に 定 め た 周 波 数 値 で あ り ， 姿 勢 動 揺 の 時 間 特 性 を 表 現 す る ．  

 

5 . 2 . 2 . 6 .  統 計 解 析  

床 反 力 デ ー タ の 解 析 結 果 に つ い て ， 性 別 ， 年 齢 群 別 （ 年 中 児 ク ラ ス ・

年 長 児 ク ラ ス ） に 平 均 値 お よ び 標 準 偏 差 を 計 算 し た ． 各 測 定 項 目 の 性 別

お よ び 年 齢 群 の 比 較 に は 対 応 の な い 2要 因 分 散 分 析 を 用 い た ． 次 に ， 前

節 の 結 果 を 踏 ま え ， モ デ ル 間 で 床 反 力 デ ー タ の 解 析 結 果 を 比 較 し ， バ ラ

ン ス 能 力 が 表 現 し て い る 情 報 の 具 体 的 特 徴 に つ い て 検 討 す る た め ， 1元

配 置 分 散 分 析 を 行 っ た ． な お ， 統 計 解 析 ソ フ ト は ， I B M  S P S S  S t a t i s t i c  

2 2 . 0を 使 用 し ， 危 険 率 5％ 未 満 を 有 意 水 準 と し た ．  
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5 . 2 . 3 .  結 果   

5 . 2 . 3 . 1 .  バ ラ ン ス 能 力 に 関 す る 性 別 ・ 年 齢 間 の 比 較  

両 足 立 位 姿 勢 バ ラ ン ス に お け る 床 反 力 デ ー タ の 平 均 値 と 標 準 偏 差 を 対

象 者 の 性 別 お よ び 各 年 齢 群 別 に Ta b l e  1 4 に 示 す ．性 別 お よ び 年 齢 の 違 い

に よ っ て 差 が あ る か を 検 証 す る た め に ， 性 別 と 年 齢 群 （ 年 中 児 ク ラ ス ・

年 長 児 ク ラ ス ） と の 2 要 因 分 散 分 析 を 行 っ た ．  

C o P に つ い て は ，性 別 の 主 効 果 は 有 意 で な く ( F  ( 1 , 1 6 4）= 0 . 2 7 1 , n . s），

年 齢 群 の 主 効 果 ， 両 要 因 の 交 互 作 用 は と も に 有 意 で あ っ た  

(順 に F  ( 1 , 1 6 4） = 11 . 4 5 8 ,  p < . 0 1； F  ( 1 , 1 6 4）  = 4 . 4 2 1 ,  p < . 0 5）． 単 純 主

効 果 の 検 定 の 結 果 ， 男 子 に お い て 年 齢 群 間 に 有 意 な 差 が み ら れ ( p < . 0 1），

年 中 児 ク ラ ス よ り 年 長 児 ク ラ ス の 平 均 点 が 有 意 に 低 い 値 を 示 し た が ， 女

子 の 年 齢 群 間 に は 有 意 な 差 が み ら れ な か っ た ． 性 別 の 単 純 主 効 果 は ， 年

中 児 ク ラ ス ， 年 長 児 ク ラ ス と も 有 意 な 差 は み ら れ な か っ た ．   

D I M ( R） に つ い て は ， 性 別 の 主 効 果 は 有 意 で は な く  

( F  ( 1 , 1 6 4） = 1 . 0 6 8 , n . s）， 年 齢 群 の 主 効 果 は 有 意 で あ っ た  

( F  ( 1 , 1 6 4） = 4 . 5 1 4 , p < . 0 5）． 両 要 因 の 交 互 作 用 は 有 意 で は な か っ た  

( F  ( 1 , 1 6 4） = 2 . 6 4 8 , n . s ）． 単 純 主 効 果 の 検 定 の 結 果 ， 男 子 は 年 齢 群 間 に

有 意 な 差 が み ら れ ， 年 中 児 ク ラ ス よ り 年 長 児 ク ラ ス の 平 均 点 が 有 意 に 低

い 値 を 示 し た が ( p < . 0 1）， 女 子 は 年 齢 群 間 に 有 意 な 差 が み ら れ な か っ た ．

ま た ， 年 中 児 ク ラ ス ， 年 長 児 ク ラ ス と も 性 別 の 単 純 主 効 果 は 有 意 で は な

か っ た ．  

D I M ( E） に つ い て は ， 性 別 の 主 効 果 は 有 意 で は な く  

( F  ( 1 , 1 6 4 ） = 0 . 6 5 8 , n . s ）， 年 齢 群 の 主 効 果 は 有 意 で あ っ た ( F  ( 1 , 1 6 4 ）

= 5 . 3 9 6 ,  p < . 0 5）． 両 要 因 の 交 互 作 用 は な か っ た ( F ( 1 , 1 6 4） = 3 . 7 3 1 , n . s）．

単 純 主 効 果 の 検 定 の 結 果 ， 男 子 に お い て 年 齢 群 間 に 有 意 な 差 が み ら れ ，
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年 中 児 ク ラ ス よ り 年 長 児 ク ラ ス の 平 均 点 が 有 意 に 低 い 値 を 示 し た が

( p < . 0 1），女 子 に 有 意 な 差 が み ら れ な か っ た ．ま た ，年 長 児 ク ラ ス に 性 別

の 単 純 主 効 果 が 有 意 で あ り ( p < . 0 5），女 子 よ り 男 子 の 平 均 得 点 が 有 意 に 低

い が 値 を 示 し た が ， 年 中 児 ク ラ ス は 性 別 の 単 純 主 効 果 は 有 意 で は な か っ

た ．  

M D F（ f r o n t） に つ い て は ， 性 別 の 主 効 果 は 有 意 で は な く  

( F  ( 1 , 1 6 4） = 0 . 0 0 6 , n . s）， 年 齢 群 の 主 効 果 は 有 意 で あ っ た  

( F  ( 1 , 1 6 4） = 5 . 9 2 , p < . 0 5）． 両 要 因 の 交 互 作 用 は 有 意 で は な か っ た  

( F  ( 1 , 1 6 4） = 0 . 4 1 7 , n . s）． 単 純 主 効 果 の 結 果 ， 男 子 に は 年 齢 群 間 に 有 意

な 差 が 見 ら れ な か っ た が 女 子 に は 有 意 な 差 が み ら れ ( p < . 0 5），年 中 児 ク ラ

ス よ り 年 長 児 ク ラ ス の 平 均 点 が 有 意 に 低 い 値 を 示 し た ． ま た ， 年 中 児 ク

ラ ス ， 年 長 児 ク ラ ス と も に 性 別 の 単 純 主 効 果 は み ら れ な か っ た ．  

M D F（ s a g i t t a l） に つ い て ， 性 別 お よ び 年 齢 群 の 主 効 果 は と も に 有 意

で は な く (順 に F  ( 1 , 1 6 4） = 1 . 9 7 2 , n . s； F  ( 1 , 1 6 4） = 0 . 0 0 , n . s）， 両 要 因 の

交 互 作 用 も 有 意 で は な か っ た ( F  ( 1 , 1 6 4） = 1 . 0 7 , n . s）．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 14  The score of standing postural control of each group（Mean（SD）） 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* p <. 05，** p <. 01 

 

 
Center of 
pressure 

(m) 

Rectangle 
dimension 

of CoP 
trajectory 

(m^2) 

Enveloped 
dimension 

of CoP 
trajectory 

(m^2) 

Median 
frequency of 
frontal GRF 
component 

(Hz) 

Median 
frequency of 

sagittal 
GRF 

component 
(Hz) 

 Mean 
（SD） 

Mean 
（SD） 

Mean 
（SD） 

Mean 
（SD） 

Mean 
（SD） 

Middle 
(4－5)  

Male 
（n=37） 
Female 
（n=39） 

.7387
（.33816） 
.6794
（.20578) 

.0032 
（.00259） 
.0030 
（.00288） 

.0016 
（.00141） 
.0014 
（.00128） 

.9051 
（.48832） 
.9578 
（.56850） 

.9546 
（.68307） 
.7564 
（.35359） 

Senior 
(5－6) 

Male 
（n=48） 
Female 
（n=44） 

.5329
（.16802） 
.6313
（.24301） 

.0018 
（.00123） 
.0028 
（.00267） 

.0008 
（.00050） 
.0013 
（.00128） 

.7748 
（.48625） 
.7333 
（.31402） 

.8698 
（.49677） 
.8397 
（.52536） 

Sex 
Grade 
Sex ×Grade 

.271 
 11.458 ** 

4.421 * 

1.068     
4.514 * 
2.648 

.658 
 5.396 * 
3.731 

.006 
5.92* 
.417 

.162 

.992 

.303 
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5 . 2 . 3 . 2 .  グ ル ー プ 間 に お け る バ ラ ン ス 能 力 の 関 係  

こ こ で は ， 課 題 3 の 課 題 を 踏 ま え ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 発 達

を 特 徴 づ け た 8 個 の グ ル ー プ 間 で 床 反 力 デ ー タ の 解 析 結 果 を 比 較 し た ． 

床 反 力 デ ー タ か ら ， C o P， D I M ( R )， D I M ( E )を 取 り 上 げ ， 8 個 の グ ル ー プ

間 と の １ 元 配 置 分 散 分 析 を 行 っ た （ F i g . 11， F i g . 1 2， F i g . 1 3） ． そ の 結

果 ， C o P,  D I M ( R） , D I M ( E） は ， と も に 有 意 な グ ル ー プ 間 の 差 が あ っ た  

(順 に F  ( 1 , 1 6 0 ) = 3 . 1 9 4 , p < . 0 1 ;  F  ( 1 , 1 6 0 ) = 2 . 9 8 5 , p < . 0 1 ;  

F  ( 1 , 1 6 0 ) = 3 . 1 6 9 , p < . 0 1 )． 多 重 比 較 に よ る と ， C o P,  は ， グ ル ー プ 2 と グ

ル ー プ 1， 5， 7， 8 の 間 に そ れ ぞ れ 有 意 差 が あ り （ い ず れ も p < . 0 5）， グ

ル ー プ 2 の 値 よ り グ ル ー プ 1， 5， 7， 8 の 値 が 低 か っ た ． D I M ( R )は ， グ

ル ー プ 2 と グ ル ー プ 3， 5， 7 の 間 に そ れ ぞ れ 有 意 差 が あ り （ い ず れ も

p < . 0 5）， グ ル ー プ 2 の 値 よ り グ ル ー プ 3， 5， 7 の 値 が 低 か っ た ．   

D I M ( E )は ,  グ ル ー プ 2 と グ ル ー プ 5，7 の 間 に そ れ ぞ れ 有 意 差 が あ り（ い

ず れ も p < . 0 5）， グ ル ー プ 2 の 値 よ り グ ル ー プ 5， 7 の 値 が 低 か っ た ．   
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Fig. 11  The standing postural control score of each group 

Fig. 12  The standing postural control score of each group  
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* p  < .  0 5  
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5 . 3 .  コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 発 達 特 性 を 示 す 構 造 モ デ ル の  

適 用 可 能 性 の 検 討  

 

前 章 の 課 題 3 で 得 ら れ た 協 調 運 動 を 規 定 す る コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能

力 の 発 達 特 性 を 示 す 8 個 の グ ル ー プ に ， 床 反 力 デ ー タ を あ て は め ， 構 造

モ デ ル に よ っ て ， 子 ど も の 協 調 運 動 の 発 達 特 性 を ど の よ う に 把 握 す る こ

と が で き る の か ，構 造 モ デ ル の 適 用 可 能 性 に つ い て 検 討 す る こ と と す る ．  

解 析 項 目 の ス コ ア を グ ル ー プ 間 で 比 較 し て み る と ， い ず れ の 解 析 項 目

に お い て も ， 総 じ て グ ル ー プ 2の ス コ ア が 他 の グ ル ー プ と 比 較 し て 高 く ，

グ ル ー プ 2の 姿 勢 動 揺 が 大 き い 傾 向 を 示 し た（ F i g . 11，F i g . 1 2，F i g . 1 3）．

構 造 モ デ ル の 示 す グ ル ー プ の 特 徴 か ら す る と ， グ ル ー プ 2だ け で な く ，

グ ル ー プ 1～ 4も 総 合 的 な コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 が 低 く ，そ の 中 で も ，

グ ル ー プ 1と 2は ， 両 者 と も 総 合 的 な コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 に 加 え ，

バ ラ ン ス 能 力 も 共 に 低 い グ ル ー プ で あ る ． そ れ に も か か わ ら ず ， 重 心 動

揺 に 違 い が 見 ら れ た と い う こ と は ， 両 者 の 姿 勢 制 御 は 決 定 的 に 運 動 戦 略
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0.005

Group_1 Group_2 Group_3 Group_4 Group_5 Group_6 Group_7 Group_8

dimE

Fig. 13  The standing postural control score of each group 

*  
*  

* p  < .  0 5  
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が 異 な る も の と 考 え ら れ る ． グ ル ー プ 1は ， 総 合 的 な コ オ ー デ ィ ネ ー シ

ョ ン 能 力 ， バ ラ ン ス 能 力 ， リ ズ ム 化 能 力 お よ び 上 肢 下 肢 の 連 結 能 力 の い

ず れ に お い て も 低 い グ ル ー プ で あ る ． グ ル ー プ 1の 両 足 の 立 位 姿 勢 に ，

小 さ い 動 揺 し か 現 出 し な い 理 由 と し て ， ゆ ら ぎ の な い 自 由 度 の 少 な い 運

動 戦 略 を と っ て い る こ と が 考 え ら れ る ． 両 足 の 立 位 姿 勢 に み ら れ る 姿 勢

の 剛 直 さ が ， 動 き を 制 約 し ， 不 安 定 な 片 脚 の 姿 勢 で は バ ラ ン ス を 崩 し や

す く し て い る 可 能 性 が あ る と 推 察 さ れ る ． ま た ， 総 合 的 な コ オ ー デ ィ ネ

ー シ ョ ン 能 力 の 低 さ か ら み て も ， 剛 直 な 姿 勢 が ， 新 た な 動 き の 獲 得 や 動

き の 最 適 化 の 妨 げ に 作 用 し て い る こ と も 考 え ら れ る ．  

そ れ に 対 し て グ ル ー プ 2は ， 総 合 的 な コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 ， バ

ラ ン ス 能 力 は 低 い が ， リ ズ ム 化 能 力 お よ び 上 肢 下 肢 の 連 結 能 力 は 高 い ．

連 結 能 力 は ， タ イ ミ ン グ を 合 わ せ ， 身 体 の 各 部 位 を 正 確 に ， 無 駄 な く 同

調 さ せ る 能 力 で ， ど の よ う な 姿 勢 を と っ て い る か を 感 覚 的 に 感 じ と る 能

力 で も あ る ． リ ズ ム 化 能 力 お よ び 上 肢 下 肢 の 連 結 能 力 が 高 い グ ル ー プ 2

は ， こ の 能 力 の 働 き に よ っ て ， 両 足 立 位 姿 勢 の 状 況 に お い て も 無 意 識 な

う ち に 絶 え ず 起 こ る 微 細 な 重 心 の 移 動 に 対 し て ，姿 勢 を 補 正 し よ う と し ，

そ れ が 重 心 動 揺 の 大 き さ と し て 現 れ て い る の で は な い か と 考 え ら れ る ．

し か し ， こ の 連 結 の 最 適 化 が ま だ 十 分 で は な く ， 片 脚 の 不 安 定 な 姿 勢 で

は ， バ ラ ン ス を 崩 し や す く し て い る の で は な い か と 考 え ら れ る ．  

課 題 1で 実 施 し た 片 脚 バ ラ ン ス の 測 定 場 面 を 観 察 す る と ， コ オ ー デ ィ

ネ ー シ ョ ン 能 力 評 価 の 高 低 に か か わ ら ず ， 表 出 さ れ る 運 動 や 動 作 は さ ま

ざ ま で あ っ た ． 例 え ば ， 遊 脚 側 の 下 肢 を 支 持 脚 側 に つ け る よ う に し て 姿

勢 を 保 持 さ せ る パ タ ー ン が 度 々 見 ら れ た ． 自 分 の 身 体 を 安 定 さ せ る た め

の 戦 略 と し て は ， 一 見 姿 勢 を 制 御 し て い る よ う で は あ る が ， 決 し て 機 能

的 な バ ラ ン ス 保 持 と は 言 え な い ． そ れ に 対 し て ， 微 細 な バ ラ ン ス の く ず
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れ や 揺 ら ぎ に 対 し て 無 理 に 静 止 し よ う と せ ず ， バ ラ ン ス を 不 安 定 に 保 ち

な が ら 姿 勢 を 制 御 す る 幼 児 も 見 ら れ た ． そ れ は ，柔 軟 な 姿 勢 に よ っ て バ

ラ ン ス を 不 安 定 に 保 ち な が ら ， 豊 か な 協 調 運 動 の 生 成 に つ な げ て い る の

で は な い か と 推 察 さ れ る ． 「 姿 勢 動 揺 が 大 き け れ ば 姿 勢 の 安 定 性 が 低

く ， 姿 勢 動 揺 が 小 さ け れ ば 姿 勢 の 安 定 性 が 高 い 」 と 評 価 さ れ る こ と が

一 般 的 で あ る か も し れ な い が ，床 反 力 デ ー タ を 構 造 モ デ ル に あ て は め た

結 果 は ， こ の 直 感 が 常 に 正 し い と は 限 ら な い こ と を 示 し て い る ． 協 調

運 動 を 規 定 す る コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 発 達 特 性 を 示 す 構 造 モ デ ル

は ， こ の よ う な ， さ ま ざ ま な 形 で 表 出 さ れ る 運 動 や 動 作 を ， 背 後 に あ る

要 因 か ら 説 明 す る こ と を 可 能 に す る と 思 わ れ る ．  

コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 視 点 に よ る 協 調 運 動 に お け る 発 達 特 性

の 構 造 化 は ， 協 調 運 動 を 遂 行 す る 上 で の 方 法 ， あ る い は 戦 略 の 多 様 性 を

知 る た め の ， 基 礎 的 な 知 見 と な る こ と が 明 示 さ れ た ． ま た ， 構 造 モ デ ル

を 用 い る こ と で ， 潜 在 的 な 能 力 を 多 様 な 評 価 軸 で 捉 え ， 個 々 の 能 力 を 最

大 限 に 引 き 出 す た め の 理 論 的 根 拠 を 明 確 に 示 す こ と の 可 能 性 も 示 唆 さ れ

た ．  

し か し ， 実 際 の 場 面 に お け る 適 用 可 能 性 に は ， い く つ か の 課 題 が 残 っ

て い る ． そ れ ぞ れ の グ ル ー プ の 具 体 的 特 徴 を 明 確 に す る に は ， リ ズ ム 化

お よ び 上 肢 ・ 下 肢 の 連 結 能 力 に つ い て ， 異 な る 側 面 か ら の 分 析 を 追 加 す

る こ と を 含 め ， 運 動 場 面 の 観 察 評 価 も 必 要 で あ ろ う ． ま た ， 個 人 の 運 動

や 動 作 を グ ル ー プ に あ て は め た 時 ， そ れ は 運 動 を 遂 行 す る 上 で の 個 人 の

特 異 性 で あ る の か ， あ る い は ， 発 達 の 一 つ の 過 程 で あ っ て ， 発 達 に 伴 っ

て グ ル ー プ 間 を 移 行 し て い く も の な の か 否 か ， 移 行 す る の で あ れ ば ど の

よ う な 順 序 性 が あ る の か ， 現 時 点 で は 不 明 で ， こ の 点 を 明 ら か に す る に

は 縦 断 的 な デ ー タ の 蓄 積 が 不 可 欠 で あ る ．  
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5 . 4 .  研 究 の 限 界 と 今 後 の 課 題  

 

本 節 で は ， 本 研 究 の 限 界 と 課 題 に つ い て ， 対 象 者 の 設 定 ， 研 究 方 法 の

2点 か ら 検 討 す る ． 本 研 究 で は ， そ の 対 象 者 を 保 育 園 に 在 籍 す る 年 中 児

ク ラ ス ， 年 長 児 ク ラ ス の 男 女 と し た ． 実 際 の ク ラ ス に は 4歳 児 か ら 6歳 児

ま で の 幼 児 が 在 籍 す る が ， 年 齢 群 を 年 中 児 ク ラ ス ， 年 長 児 ク ラ ス の 2段

階 に 区 分 し て 分 析 を 行 っ た ． こ れ は ， 分 析 に 用 い る た め の 基 準 値 を 示 し

た 先 行 研 究（ N a k a i ,  M i y a c h i ,  O k a d a ,  Ta n i ,  N a k a j i m a ,  O n i s h i ,  F u j i t a  &  

Ts u j i i ,  2 0 11） の 分 類 に も と づ い た こ と と ， 1歳 あ る い は 6カ 月 の 区 切 り

で は 個 人 間 の 変 動 係 数 が 大 き く ， 発 達 の 方 向 性 を 全 体 と し て 捉 え に く く

す る 恐 れ が あ る と 判 断 し た た め で あ る ． 本 研 究 で は ， 年 中 児 ク ラ ス ， 年

長 児 ク ラ ス の 二 つ の 群 分 け に よ り ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 が 発 達 過

程 で 向 上 す る こ と を 示 す こ と が で き た ． し か し ， 経 年 齢 的 な 変 化 と し て

得 ら れ た 知 見 は ， 2群 間 に 限 定 さ れ た も の で あ り ， 経 年 齢 的 な 変 化 の 捉

え 方 に 関 し て い え ば 限 界 を 有 し て い る ． 今 後 の 課 題 と し て は ， 運 動 能 力

テ ス ト が 実 施 可 能 な 3歳 児 後 半 程 度 か ら の デ ー タ の 蓄 積 と 細 分 化 さ れ た

年 齢 区 分 か ら 分 析 す る こ と が 必 要 で あ る と 考 え ら れ る ． ま た ， 本 研 究 の

よ う な 横 断 的 な 研 究 で は ， 発 達 過 程 の 一 次 点 し か 見 て い な い た め 連 続 的

に 生 じ る 発 達 を 捉 え る た め に は 十 分 と は い え な い ． と り わ け 幼 児 期 は ，

発 育 発 達 の 個 人 差 が 大 き い た め ， 横 断 研 究 に 加 え て 縦 断 的 な 研 究 デ ザ イ

ン を 用 い る こ と に よ っ て ， 各 コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 発 達 の 急 進 期

や 発 達 の 発 現 期 が 詳 細 に 把 握 で き る も の と 思 わ れ る ． さ ら に ， 年 齢 の み

を 発 達 段 階 の 拠 り 所 と す る こ と は ， 統 計 的 に 推 定 さ れ る 範 囲 か ら 外 れ る

子 ど も が 切 り 捨 て ら れ る 可 能 性 が あ る ． つ ま り ， 本 研 究 で は こ の 点 に お

い て も 発 達 段 階 の 定 義 が 限 定 的 で あ り ， 年 齢 以 外 の 要 因 に つ い て 発 達 段
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階 を 見 据 え コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 と の 関 連 を 検 討 す る こ と が 必 要 で

あ る と 思 わ れ る ．   

研 究 方 法 と し て は ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト を 中 心 に ，

D e v e l o p m e n t a l  C o o r d i n a t i o n  D i s o r d e r  Q u e s t i o n n a i r e  2 0 0 7の 日 本 語 版

（ D C D Q - J） を 用 い た 質 問 紙 調 査 ， ト レ ー ス タ ス ク ， 床 反 力 計 に よ る 両

足 立 位 姿 勢 バ ラ ン ス の そ れ ぞ れ の 測 定 デ ー タ か ら ， 多 面 的 に 発 達 特 性 を

定 量 化 し そ の 構 造 に つ い て 論 及 す る も の で あ っ た ． 測 定 に お い て は ， 妥

当 性 の あ る 測 定 方 法 を 使 っ て ， 信 頼 性 の 高 い デ ー タ を 得 る こ と が 重 要 で

あ る ． コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト に つ い て は ， １ 項 目 で 測 定 す る

内 容 に つ い て 複 数 の 能 力 要 因 が 相 互 に 関 連 し て い る た め ， 測 定 項 目 に よ

っ て 能 力 の 構 成 概 念 を ど の 程 度 適 切 に 反 映 し て い る か 明 確 に 示 す に は 限

界 が あ る ． 構 成 概 念 の 妥 当 性 に つ い て ， さ ら に 詳 細 に 検 討 す る こ と に よ

っ て ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン の 能 力 の 発 達 過 程 お よ び 発 達 特 性 の 全 容 を

明 ら か に す る こ と が で き る と 思 わ れ る ．   

ま た ， 本 研 究 で 得 ら れ た 知 見 は ， 幼 児 期 に お け る 運 動 発 達 特 性 の 一 般

的 な 理 論 的 枠 組 み と し て は 仮 説 の 域 を 脱 し て い な い ． 得 ら れ た 知 見 を も

と に 個 々 の 幼 児 の 発 達 特 性 を 認 識 し ， 幼 児 期 に お け る コ オ ー デ ィ ネ ー シ

ョ ン 能 力 の 向 上 に 向 け た 運 動 遊 び へ の 具 体 的 な 介 入 と そ の 効 果 の 検 証 な

ど へ 応 用 す る こ と が 今 後 の 課 題 で あ る ．   

 

 

 

 

 

 



 

104 
 

5 . 5 .  結 語  

 

幼 児 期 は 動 き の 質 に 大 き く 影 響 す る 脳 や 神 経 の 発 達 が 著 し く ， 生 活 に

必 要 な 基 本 的 な 動 作 が 確 立 す る ．し か し ，運 動 や 遊 び 場 面 を 観 察 す る と ，

運 動 や 表 出 さ れ る 動 作 は 実 に さ ま ざ ま で ， 運 動 発 達 に は 個 人 差 が み ら れ

る ． ま た ， 近 年 ， 子 ど も の 体 力 ・ 運 動 能 力 の 低 下 に 典 型 的 に み ら れ る よ

う に ， 子 ど も の 発 達 の 変 容 ， と り わ け 身 体 を さ ま ざ ま な 環 境 や 状 況 に お

い て 最 適 に 動 か す 能 力 の 低 さ が 指 摘 さ れ て い る ． 他 方 ， 子 ど も の 身 体 運

動 が 全 人 的 発 育 発 達 を 期 す も の で あ る こ と は 十 分 認 識 さ れ て い な が ら も ，

こ れ ま で ， 幼 児 期 に お け る 身 体 運 動 の 発 達 に 関 す る 研 究 は 多 く な い ． 子

ど も は 周 囲 の 人 や 物 と 運 動 を と お し て 多 角 的 に 活 発 に 関 わ る 機 会 が 十 分

に あ れ ば ，「 走 る 」，「 跳 ぶ 」，「 捕 る 」と い っ た ス ポ ー ツ 運 動 系 の ほ と ん ど

す べ て の 基 本 形 態 と ， そ れ ら の 組 み 合 わ せ を ， 小 学 校 入 学 ま で に 習 得 す

る （ M e i n e l ,  1 9 6 0  金 子 訳 1 9 8 1）， と 考 え ら れ て お り ， 運 動 発 達 研 究 に お

い て ， 幼 児 期 が 主 題 化 さ れ て こ な か っ た の は ， そ こ に も 要 因 の 一 つ が あ

る ． と こ ろ が ， 現 代 社 会 に お い て は ， 日 常 的 な 遊 び の 中 で 運 動 の 基 本 形

態 を 習 得 で き る 機 会 が 減 少 し て お り ， そ れ ら を 身 に つ け な い ま ま 小 学 校

に 入 学 す る 子 ど も が 増 え て い る ． 幼 児 期 に 基 本 的 な 運 動 や 動 作 を 身 に つ

け る た め に は ， 指 導 者 や 保 護 者 が 意 図 的 に 関 わ っ て い く こ と が 必 要 で あ

る が ， そ の た め に は 幼 児 に お け る 運 動 発 達 の 特 性 を 明 ら か に す る こ と が

喫 緊 の 課 題 で あ る ． 人 間 の 身 体 諸 器 官 の 発 達 過 程 ， 児 童 期 以 降 の 運 動 発

達 の 視 点 を 踏 ま え る と ， 運 動 能 力 の 基 本 あ る い は そ の 前 提 と な る コ オ ー

デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 に 焦 点 を あ て ， 協 調 運 動 の 発 達 的 特 徴 を 明 ら か に す

る こ と は ， 幼 児 期 の 発 育 発 達 研 究 に と っ て 重 要 な 知 見 と な る と 考 え ら れ

る ． ま た ， 神 経 系 や 骨 格 筋 肉 系 の 著 し い 成 熟 の 時 期 に ， 現 象 す る 運 動 や



 

105 
 

動 作 の 背 後 に ど の よ う な 成 熟 が 進 行 し て い る の か ， 現 象 と し て の 出 来 不

出 来 と と も に ， 生 物 的 ， 心 理 的 ， 社 会 的 な 成 熟 が ど の よ う に 変 化 ・ 発 達

し て い る の か ， と い う 二 重 の 視 点 は ， 保 育 者 の 観 察 ・ 指 導 力 の 養 成 と い

う 意 味 で も 大 き な 助 け に な る で あ ろ う ． 本 研 究 は ， 以 上 の 研 究 の 意 義 か

ら ， 幼 児 期 に お け る 協 調 運 動 の 発 達 特 性 を コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 に

焦 点 を あ て て 定 量 的 に 把 握 し ， そ の 発 達 特 性 が ど の よ う な 構 造 を 示 す の

か 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し た ．  

本 論 文 の 結 論 は 次 の 通 り で あ る ． コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 テ ス ト の

結 果 ， そ の 発 達 過 程 に お い て ， 各 コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 発 達 の 急

進 期 や 発 達 の 発 現 期 に 性 差 ，年 齢 に よ る 違 い が あ る こ と を 示 し た ．ま た ，   

保 護 者 に 対 し て 実 施 し た 質 問 紙 調 査 の 結 果 か ら は ， 協 調 運 動 の 発 達 特 性

の パ タ ー ン を 示 す こ と が で き ， 協 調 運 動 に 資 す る 能 力 要 因 の 構 造 は 一 元

的 で は な く ， 発 達 特 性 の ア ン バ ラ ン ス さ を 示 す 多 元 的 な 構 造 を も つ こ と

が 示 さ れ た ． 質 問 紙 調 査 の 結 果 か ら は ， 身 体 運 動 の 困 難 さ を 断 片 的 に 指

摘 す る に 留 ま ら ざ る を 得 な い 部 分 が あ っ た が ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能

力 テ ス ト と の 関 連 か ら 検 討 す る こ と に よ っ て ， 運 動 課 題 を 達 成 す る た め

に 必 要 と な る 各 構 成 要 素 の 相 互 関 係 に つ い て 明 ら か に さ れ た ．  

ま た ， コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 主 成 分 分 析 に よ り 協 調 運 動 を 規 定

す る コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 の 発 達 特 性 の 構 造 を 求 め た と こ ろ ， 幼 児

期 に お け る 発 達 特 性 に つ い て の 理 解 に は ， そ の 構 造 を 三 つ の 軸 で 捉 え る

こ と が 可 能 で あ る こ と が 確 認 さ れ た ． そ の 内 容 は ， 総 合 的 な コ オ ー デ ィ

ネ ー シ ョ ン 能 力 の 成 分 を 中 心 と し た ， バ ラ ン ス 能 分 と リ ズ ム 化 お よ び 上

肢 下 肢 の 連 結 能 力 で あ り ， こ れ ら の 軸 が 作 る 立 体 上 の 点 の 配 置 か ら ， 1

象 限 を 1グ ル ー プ と す る 8個 の グ ル ー プ に 類 型 化 さ れ た ．  

最 後 に ， 得 ら れ た 構 造 モ デ ル に 姿 勢 動 揺 の デ ー タ を あ て は め ， 動 作 遂
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行 の 戦 略 の 相 違 が ， 運 動 発 達 あ る い は そ の 過 程 の 特 徴 と し て 表 出 さ れ て

い る も の と 推 論 し ， 構 造 モ デ ル に よ っ て 幼 児 の 運 動 発 達 に お け る 特 性 の

多 様 性 を 説 明 で き る こ と の 可 能 性 に つ い て 述 べ た ．さ ら に こ の こ と か ら ，

こ れ ま で の 「 よ り 速 く 」，「 よ り 力 強 く 」 と い っ た 一 般 概 念 的 な 評 価 論 で

は な く ， 多 様 な 評 価 軸 を 見 つ け 出 す こ と の 重 要 性 を 指 摘 し た ．   

本 研 究 で 実 施 し た テ ス ト を 含 め ， 体 力 ・ 運 動 能 力 テ ス ト の 結 果 は ， 数

量 的 に 優 劣 を 評 価 す る こ と が 可 能 で あ る ． し か し ， こ れ ら の 結 果 か ら 得

る べ き 内 容 は ， 単 に 測 定 項 目 そ の も の の 数 値 だ け で は な い ． 例 え ば ， 測

定 項 目 の 一 つ で あ る 「 立 ち 幅 跳 び 」 の 場 合 ， 本 来 把 握 す べ き 内 容 は 立 ち

幅 跳 び の 記 録 だ け で は な く ，立 ち 幅 跳 び と い う パ フ ォ ー マ ン ス に 現 れ る ，

そ の 前 提 と な る 能 力 で あ る ． そ の 能 力 が 把 握 で き な け れ ば ， 保 育 ・ 教 育

の 現 場 に そ の 知 見 を 活 か す こ と は で き な い ． な ぜ な ら ば ， 保 育 ・ 教 育 の

現 場 に お け る 運 動 や 運 動 遊 び は ， 測 定 項 目 の 数 値 ， つ ま り 立 ち 幅 跳 び の

記 録 を 向 上 さ せ る こ と が そ の 目 的 で は な い か ら で あ る ．  

本 研 究 で は ， 運 動 の 成 果 ， パ フ ォ ー マ ン ス の 前 提 と な る 能 力 を コ オ ー

デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力 と し て 捉 え ， 幼 児 期 に お け る 協 調 運 動 の 発 達 特 性 に

つ い て 論 究 し た ． 協 調 運 動 の 発 達 特 性 を 多 様 な 軸 で 評 価 し 多 元 的 に 捉 え

た 試 み は ，個 別 並 列 的 に い く ら デ ー タ を 集 め て も ，“全 体 像 ”と し て の 具

体 的 な 運 動 の 発 達 特 性 は 見 え づ ら い こ と を 裏 付 け る も の で あ る ．  

本 研 究 の 主 題 で あ る 協 調 運 動 を 規 定 す る コ オ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 能 力

の 定 量 化 は ， 運 動 発 達 の 評 価 に 加 え て ， 介 入 後 の 検 証 な ど へ 応 用 す る こ

と が 期 待 で き る ． 本 研 究 で 得 ら れ た 知 見 を も と に ， 幼 児 期 の 協 調 運 動 に

お け る 発 達 特 性 の メ カ ニ ズ ム を さ ら に 詳 細 に 解 明 す る こ と が で き れ ば ，

幼 児 教 育 の み な ら ず ， 児 童 期 以 降 の 教 育 現 場 と を つ な ぐ 理 論 と し て ， 身

体 性 に お け る 子 ど も 理 解 を よ り 深 い も の に す る こ と が 可 能 と な る で あ ろ
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う ．  
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