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概要

研究目的 : 本研究 の 目的 は
,

逆上 が り の 手 の 振 り

方 と熟練度及び評価 の 観点 と の 関係 を 明 ら か に す

る こ と′で あ っ た ｡ 研究方法 : 被験者は
, 富山大学

教育学部 の学生男子6 6 人 ､ 女子1 2 0 人 , 計18 6 人 で

あ る｡ 測定項目 は
,

1 ) 鉄棒の 振 り方 ,
2 ) 親 指

が 鉄棒 の 下 か ら 回 っ て い る か 否 か
,

3 ) 順手 と 逆

手 の 両方 の 在り方 で 逆上 が り が で き る か否か
,

4 )

握り方 と逆上 が り の 評価 と の 関連性 ,
5 ) 逆上 が

り の 在り方 の 履歴 に関する 調査 で あ っ た ｡ 結果 :

逆上 が り が で き な い 被験者は1 8 % で あ っ た
｡ 順手

で 行 っ た被験者は8 8 % で あり
,

逆手 で 行 っ た 被験

者 は1 2 % で あ っ た . 噸手 ･ 逆 手 の 振り方 と 逆上 が

り が で き る ･ で き な い こ と の 関連性は 認 め ら れ な

か っ た
｡ 順手で 鉄棒を痕 っ た 時 に親指 が下か ら 回 っ

て い な い 被験者は 逆上 が り が で き る 被験者の う ち

1 1 人, で き な い 被験者 の うち 2 人 で あ
,

つ た
｡

順 手

で 逆 上 が り が で き る に も か か わ ら ず逆手 で で き な

い 被験者 は2 0 人 で あ っ た
｡ 逆上 が り の 熟練度 と握

り 方 と の 間 に 統計的 に 有意 な 関連性 は 認 め ら れ な

か っ た ｡ 逆上 が り の で き る 評価者 は､ 評価 の 重要

な観点 と し て 手 の 在 り方 を 回答 した が
､

逆上 が り

の で き な い 評価者は 手 の 振 り方 の 項目 を 選択し な

か っ た
｡ 実際 の 握り方 と や り や す い と 思 っ て い る

握 り方 の 出現率の 問 に 有意 な関連性が 認 め ら れ た ｡

ま た
,

教師 の 指導 で 逆手 か ら順 手 に起り方 を 変更

し た被験 者 は6 1 % で あり , 自分 で 変更 し た被験者

は33 % で あ っ た ｡ 握り方 を変更し た 時期 に つ い て
,

3 3 % が 小学生 の 時 に
､

1 3 % が 中学生 の 時 に ､ 5 1 %

が 大学生 の 時 に変更 し て い た ｡ 結論 : 鉄棒 の 握 り

方 は 教師 の 指導 に よ る と こ ろ が 多 い が , 昭和6 0 年

代 に 小学生時代 を送 っ た被験者は 握り方 の 指導 を

必ず し も受け て い な い と考え ら れ る ｡ 握り方 は
,

逆上 が り の 重要 な要因 と し て 認識 さ れ て い な い こ

と が 明 ら か に な っ た が
,

親 指 を 鉄棒 の 下か ら 回 し

て 握 る基本 の 学習 の 必要性が 明らか に な っ た
｡

l 緒言

小学校学習指導要領解説体育編 で は
, 第 3 学年 ･

第 4 学年 の 鉄棒運動 に つ い て
｢ 鉄棒運動 で は

,
上

が り技
,

支持回転技 , 下 り 技 の 中 か ら
, 自 己 の 能

力 に 適 し た 技 を 選び
,

そ れ ら の 技 に 取り組 ん だ り
,

あ る 程度正確 に で き る よ う に し た り す る と と も に
,

上 が り 技
,

支持回転技 , 下 り技を 組 み 合 わ･せ て で

* 金沢市 立野 田 中学校講師

- 1 6l -



き る よ う に す る ｡ ｣ と 解説 し
,

上 が り 技 の 例 と し

て 逆 上 が り が 例 示 さ れ て い る
1 )

｡ 器 械運 動 は
,

｢
で き る ｣

･ ｢
で き な い ｣ が 明確 に あ ら わ れ る 運動

で あ る
2 ) と い わ れ て い る が

,
ひ と つ ひ と つ の 技 に

,

そ の 技が で き た と 判断 で き る~
一

定 の 運動経過 が あ

る
3 )

｡
そ の た め

, で き な い 子 に 悲哀感
, 挫折感 ,

虜 等感 な ど の マ イ ナ ス の 感僧を 抱 か せ る 恐 れ が あ

り
, 時 に は 体育 へ の 否定的 な参加態度 の 要因 と も

な る
3 ) 4 )

｡

一

方 で
,

子 ど も た ち は ｢
で き な か っ た

こ と｣ が ｢
で き る｣ よ う に な っ た 時 に 大 き な 喜 び

を 味わ う こ と も で き る
4 )

｡ 文 部省 で は
,

｢ す べ て

の 児童 が 『
技』 の 達成 の 喜 び を味わ え る よ う に す

る た め に は
,

一

人
一

人 の 児童 が 自己 の 技能 の 程度

に応じ た 『
技』 を 選 ん だ り , 課題 が 易 し く な る よ

う な 場や補助具 を 活用 し て 取 り組ん だ り す る こ と

が 大切 や あ る
｡ ｣

2 )
と し て い る

｡

昭和4 4 年 の 小学校指導書体育編で は
, 第 1 学年

の ｢器械運動 ･ 鉄棒遊 び ･ 懸垂振 り｣ で
｢
鉄棒を

順手 で 握 っ て ぶ ら さ が り
,

ひ ざを 曲げ て 体 を 前後

に 振る ｡ ｣ と い う よ う に 順 手 の 指導 が 行 わ れ て い

た
5 )

｡ 第 2 学年 で は
,

｢ 器械運 動 ･ 鉄棒遊 び ･ さ

か 上 が り｣ で ｢ 鉄棒を 傾手 ま た は さ か 手 で 起 り
,

片足 で 踏 み 切 り 片足 を 振 り 上 げ て さ か さ に な り
,

腕 を 曲げ て 体 を 鉄棒の 上 に 引 き 上 げ, 腹部 を軸 に

して 後方 に 回 り
, 体 を 起 こ し て 腕 立 て 懸垂 と な る ｡ ｣

と い う よ う に 順手 ま た は 逆 手 で の 逆上 が り が 取 り

上 げ ら れ て い る
6 )

｡
そ し て

, 第 3 学年 で は ｢
器械

運動 ･ 鉄棒 運動 ･ 『 さ か 上 が り ･

後 ろ お り』｣ で

｢
鉄棒 を順 手 で 握り

,
両足 で 踏 み 切り

,
ひ ざ

, 腰

を 曲げて 腹部 を 鉄棒 に つ け
,

回 っ て 上 が り
,

体 を

起 こ し
■
て 腕 立 て 懸垂 と な る ｡ ｣ と い う よ う に 順手

で 行 う よ う 指導 さ れ て い た
7 )

｡ と こ ろ が ､ そ の 後

の 昭 和
.
5 3 年

8 )

, 平 成元年
9 )

, 平 成1 1 年
1 0)

の 指導書

に は 順手 , 逆手 に 関 す る 記述 は 見当 た ら ず
, 平成

3 年 の 小学校体 育指導資料 の 1 ･ 2 ･ 3 学年 の 鉄

棒 遊 び で
,

｢ 鉄棒 の 握 り 方 の 工 夫 , 順手 ( 親指 は

下 か ら) ･ 逆 手 ･ 甘 逆手｣ が 記載 さ れ て い る だ け

で あ る
川

｡

野 沢 ら
1 2) は

, 第 2 学年 の ｢ さ か 上 が り｣ の 学習

指導案 で
,

｢ 逆手 に も っ て 腕考ま げ て か ま え る ｡ ｣

と 逆手 で の 指導 を 記述 し
,

教 材 の ね ら い に は ､

｢順 手 で も 逆 手 で も , ま た 片 さ か 手 で で も で き る

よ う に な る
｡ ｣ と 記 し て い る ｡ そ し て ､ 第 3 学年

の
｢ さ か 上 が り ･

後 ろ お り｣ の 学習 指導 案で は
,

｢ 胸 ぐ ら い の 鉄棒 を 順手 で に ぎり , さ か 上 が り の

練習 を す る ｡ ｣ と 記 し て 順手 で の 指導 を 述 べ て い

る ｡ す な わ ち
,

逆手 か ら 順手 へ と 学年進行 に よ る

指導案 を作成 し て い る ｡

逆上 が り の 手 の 在 り 方 は
, 順手 と 逆手 , 片逆手

の 3 通 り が 考 え ら れ る が
,

こ れ ま で 逆上 が り の 手

の 握 り方 に 関す る報告 は見 当た ら な い
｡ 本研究 は

,

逆上 が り の 手 の 握 り 方 と熟練度 お よ び評価 の 観 点

と の 関係を明 ら か に す る こ と を 目的 と し た
｡

H 研究方法

1 . 被験者

被験者 は
, 富山大学教育学部の 1 年生,

2 年生
,

3 年生 で
,

男性6 6 人 ､ 卑性1 2 0 人, 計1 8 6 人 で あ る ｡

男性 と 女性 の
■
身長 の 平均値 ( ± 標準偏差) は そ れ

ぞ れ1 7 2 . 5 ( 士 6 . 2)_ c m
,

1 5 7 . 9 ( ±4 . 7) c m で あ っ

た
｡

2 . 測 定項目

1 ) 鉄棒 の 在り方 の 調査

被験者 は高さ1 1 0 c m
,

1 2 0 c m の 2 つ の 鉄棒 か ら ,

自由練習 の 後
,

自分 に あ っ た 高さ を 選 ん で
,

一

回

目 の 逆上 が り を し た ｡ 被験者に よ る 逆上 が り の 試

技中 に順手 ･ 逆手 ･ 片逆手 の 記録 を行 っ た
｡

ま た
,

親指 が 鉄棒の 下 か ら 回 っ て い る か 否 か に つ い て の

記録も行 っ た
｡

2 回目 の 試技は
,

1 回目 の 試技 と

違う握り方 (順手 は 逆手 で
,

逆手 は 順手 で
,

片逆

手 は 他 の 握り方 で) で 逆上 が り を 行 っ た ｡ 被験者

が 希望 し た 場合 は
,

そ れ ぞ れ の 試技を2 回 ま で 行 っ

た
｡

2 ) 握 り 方 と 逆上 が り の 評価 と の 関連性

被験者 の 逆上 が り の 熟練度 と 振 り 方 と の 関係 を

検討 す る た め に
,

被験者 は 他 の 被験者が 行 う逆 上

が り を 1 (未熟) ･ 2 (普通) ･ 3 ( 熟練) の 3 段

階 で 評価 し た o ま た
,

評価者 は 6 項目 で 示 さ れ た

評価 の 観点 ( I . 上体 を 後方 へ 倒 す 速 さ
,

2 . 振

り 上げ足 の 振 り の 強 さ と 方向
,

3 . 蹴 り 足 の 振 り

の 強 さ と 方 向,
4 . 床 を 蹴 る 足 の 位置

,
5 . 腕 の

引 き つ け の 強 さ
,

6 . 手 の 振 り 方 (順手 ､ 逆手 な
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逆上 が りの 握 り方に 関す る研究

ど)) か ら
,

重要視 し た 3 項目 を 選 び,
I ( や や

重要) ･ 2 ( 重要) ･ 3 (最も重要) の 3 段階で 回

答し た
｡

3 ) 逆上 が り の 握り方 の 履歴 に 関す る 調査

被験者に 逆 上 が り の 握 り 方 の 履歴調査 を し た
｡

調査項目 は ,
1 ) ど の 在 り方 が や り や す い か ?

2 ) 苦 か ら今 の 握 り方 で し て い た か ? 3 ) 2 )

で
｢ い い え ｣ と答え た被験者は

,
な ぜ振り方 を 変

え た の か ? い つ 変え た の か ? に つ い て 調査 し た ｡

3 . 統計処理

本研究 の 結果は
, 平均値 ( ± 標準偏差) で 示 し

た
｡ 逆上 が り が で き る ･

で き な v ) こ と と 握り方 と

の 関連性,
実際 の 振 り 方 と握 り や す v ゝ と 思 う 捉.

り

方 と の 関連性を検討す る た め に
, x

2

検定 を 行 っ

た ｡ 統計的有意水準 は p < 0 . 0 5 と し た ｡

‖ 結果

本研究 で は 片逆 手 で 逆上 が り を 行 う被験 者 は い

表1 逆上 が りが で き る ･ で きな い こ と と握り方の 関係

(人数)

握り方 性 で きな い でき る 計

逆手 女 5 -1 3 1 8

.
男 0 5 5

順手 女 2 8 7 4 1 0 2

男 1 6 0 6 1

計 3 4 1 5 2 1 8 6

な か っ た ｡
1 8 6 人中逆上 が り が で き な か っ た被験

者は3 4 人 ( 1 8 % ) で あ っ た
｡

ま た
,

1 回目 の 試技

を 順手 で 行 っ た も の は1 6 3 人 ( 8 8 % ) で あ り
,

逆

手 で 行 っ た も の は2 3 人 (1 2 % ) で あ っ た (表 1 ) 0

順手 ･ 逆手 の 握り方 と 逆 上 が り が で き る ･

で き な

い こ と の 関連性は 認 め ら れ な か っ た ( x
2 検定) o

ま た
, 順 手 で 鉄棒を 握 っ た 時 に親指 が 下 か ら回 っ

て い な い 被験者 は 逆上 が り が で き る被験者 の う ち

1 1 人 ､
で き な い 被験者の う ち 2 人 で あ っ た

｡
`

順 手 で も 逆手 で も 逆 上 が り が で き る被験者 は

1 2 6 人 で あ っ た ｡ 順手 で 逆 上 が り が で き る に も か

か わ らず逆 手 で で き な い 被験者は2 0 人 で あ っ た
｡

そ の うち過 去 に 順手 で 逆上 が り を行 っ て い た の は

1 5 人 で あ り , 過去 に 逆手 で 行 っ て い た履歴 の あ. る

被験者は 5 人 で あ っ た ｡ 5 人 の 被験者 の 中で H .

c . は 逆 手 で の 練習 に よ り∴ ど ち ら の 握 り方 で も

逆上 が り が 可能 に な っ た が
､ 鉄棒が 1 4 0 c m の 高さ

に な る と 逆手 で は で き な か っ た ｡ 逆手 で 逆上 が り

が で き る に も か か わ らず順手 で 逆上 が り が で き な

い 被験者は 4 人 で あ っ た ｡ そ の 4 人 は ､ 順手 で 逆

上 が り を 行 っ た 経験 は な か っ た ｡

逆上 が り の 熟練度 は
,

5 人 の
~被験者 (評価 者)

が つ け た 3 段階の 点数 の 平均値 を 基 に し て
, 平均

値3 . 0 の 被験者を熟練者 と し ,
そ れ 以外 ( 平均値

3 . 0 未満) の 被験者を未熟練者 と し て 区分 し た ｡

そ の 結果 , 未熟練者 は1 0 4 人 で あ り
,

そ の う
､

ち8 8

人 が 順 手 で 試技を 行 い
,

1 6 人 が 逆手 で 試技を行 う

た
｡

ま た
, 熟練者 は8 2 人 で あ り

,
そ の う ち7 5 人 が

表 2 逆上がりがで きる 評価者と で きな い 評価者が選んだ評価の観点別度数

逆 上 が り 評価 の 観点 やや重要 重要 最 も重要

で きな い 1 . 上 体 を 後方 - 倒す速さ ･ 6 2

2 . 振 り 上 げ 足 の 振 り の 強さと方 向 3 8

3 . 蹴 り 足 の 振 り の 強さ と 方向 8 5

4
.

･ 床 を蹴 る 足 の 位置 1 2

5 . 腕 の 引き つ け の 強 さ
ノ

4 5

6 . 手 の 握 り 方 (順 手 ､ 逆 手 な ど) 0 0

で き る 1 . 上 体 を 後方 - 倒す速 さ

2 . 振 り 上 げ 足 の 振 り の 強 さ と 方向

3 . 蹴 り 足 の 振 り の 強さ と方 向

4 . 床 を蹴 る 足 の 位置

5 . 腕 の 引き つ け の 強さ

6 . 手 の 握 り 方 (順 手 ､ 逆 手 な ど)

19 2 1

2 9 3 4

3 1 4 7

1 7 1 0

3 1 2()

3
p

2
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順 手 で 試 技 を 行 い
,

7 人 が 逆手 で 試 技 を 行 っ た ｡

逆上 が り の 熟練度 と握 り 方 と の 関連性 を検討 す る

た め に
､ x

2

検定 を 行 っ た と こ ろ , 統計的 に 有 意

な関連性 は 認 め ら れ な か っ た
｡ 逆上 が り の で き る

評価者は ､ 評価 の 観点 と し て 手 の 在り方 を 回答 し

た が ､ 逆上 が り の で き な い 評価者 は 手 の 握 り 方 の

項自を 選択し な か っ た (表 2 ) 0

傾 手 で 逆上 が り を し た1 5 6 人 の 被験者 の うち1 6

人 ( 1 0 % ) が ､ ア ン ケ ー ト調査 で は 逆手 の 握り方

の 方 が や り や す い と 回.答 し
,

逆手 で 試行 し た2 3 人

の 被験者 の う ち 4 人 (1 7 % ) が 順手 の 握り方 の 方

が や り や す い と 栴答 し た o 実際 の 在り方 と や り や

す い と 思 っ て い る 握り方 の 出現率 の 間 に 有意 な関

連性 が 認 め ら れ た [ x
2

( 1
､

N - 1 7 9) - 6 2 . 1 9
,

P < 0 . 0 0 1】｡
ま た

, 順手 で 逆 上 が り を し た1 5 8 人

の 被験者 の う ち5 7 人 (3 6 % ) が 過去 に 逆手 で 逆 上

が り を し て い た と 回答 し
､ 逆手 で 試行 し た2 3 人 の

被験者 の う ち 1 人 ( 4 % ) が 順手 で 行 っ て い た と

回答し た ｡ 以前 は 逆手 で 行 っ て い た が 現在順 手 で

逆上 が り を 行う被験者 の 中 で 在り方 を 変更し た 理

由を 回答し た の は5 4 人 で あ っ た ｡ そ の う ち ､ 教師

の 指導 で 変更 し た被験者 は3 3 人 ( 6 1 % ) で あり
,

自分 で 変更 し た 被験要は1 8 人 ( 3 3 % ) ､ 友 人 の ア

ド バ イ ス に よ り変更 し た 被験者は 3 人 ( 6 % ) で

あ っ た
｡ 在 り 方 を 変更 し た 時期 に つ い て 回答 し た

45 人 の 被験者 の う ち1 5 人 (3 3 % ) が 小学生 の 時 に
､

6 人 (1 3 % ) が中学 生 の 時 に ､ 1 人 (2 % ) が 高

校生 の 時 に
､

2 3 人 (5 1 % ) が 大学生 の 時 に変更 し

て い た ｡

】V 考察

本研 究 の 被験者 は
,

昭 和5 3 年及 び平成元年 の 指

導書 に よ る 逆 上 が り が 提示 さ れ た 時代 の 小学 生 で

あ っ た
｡

こ の 時代 の 指導書 に は 昭和4 4 年 の 指導書

に 記載 さ れ て い た 魔手 ･ 逆手 に 関 す る 記述 は 見 当

た ら な い
｡

し か し な が ら･ , 昭和5 0 年 に 初版発行 さ

れ 昭和5 5 年 に 4 版発行 さ れ た 図解鉄棒運動編
12)

に

は
､ 昭和4 4 年 の 指導書 に 握示 さ れ て t/ ) た 学年進行

に 伴 う逆 上 が り の 指導案 が 記述 さ れ て い る ｡ 昭和

4 4 年 の 指導書 や 米械運動 の 指導案 は
､ 小学校 3 年

生 で 順 手に よ る 逆 上 が り が で き る よ う に な り
, 高

学年 で は 回転技 へ と つ な が る よ う 例示 さ れ て い た ｡

本研究 に お い て
,
返上 が り が で き な い 被験者 の 割

合 は1 8 % で あ り
,

全被験者 の1 2 % が 逆手 で 逆上 が

り を 行 っ て い た ｡ ま た
,

逆手 か ら 順 手 に 変更し た

経験 の あ る被験者 の う ち61 % が 教 師の 指導 に よ り

変更 し て い た
｡ そ の う ち3 3 % が 小学 生 の 時 に

,

1 7 % が 中学生 の 時 に
,

5 0 % が 大学生 に な っ て か ら

指導を 受 け て い た
｡ 逆手 か ら , 順 手 へ の 移行 は 教

師 の 指導 に よ る と こ ろ が 多い が
,

昭和6 0 年代 に 小

学生時代 を送 っ た 被験者は 逆上 が り に 関し て 順手

の 握 り 方 の 指導を 必ず し も 受 け て い な い と 考 え ら

れ る ｡ 本研 究 の 結果,
逆手 で 行 い な が ら も順手 で

行う は う が や り や す い と 回答し て い る被験者 の 出

現率が 有意 に 高 か っ た こ と か ら も
, 順手 と 逆手 の

両方 の 握 り 方 を 指導す る 必要性が あ る と 考 え ら れ

る ｡

野沢 ら
1 2) は

, 小学校 2 年生 の ｢ さ か 上 がり｣ の

指導案 で
｢
順 手 で も 逆手 で も

,
ま た 片 さ か 手 で で

も で き る よ う に な る｣ と い う ね ら い を 設定 し て い

る
｡ 本研 究 の 結果 ,

1 6 % の 被験者 が 反対 の 振 り 方

で 逆上 が り が で き な か っ た
. 従 っ て

,

･

逆 上 が り の

指導 に お い て
,

い ろ い ろ な 握り方 を 試 み る 場面の

設定 が 必要 で あ る と 考 え ら れ る ｡

逆上 が り が で き る 評価者 (被験者) の 中 で
, 辛

の 在り方 の 項 目 を 重要 な 評価 の 観点 と し て と ら え

て い る 人 は わ ず か 2 0/o に す ぎな か っ た
o

一

方 , 逮

上 が り が で き な い 評価者 (被験者) は 手 の握 り 方

を 評価 の 観点 と し て 捉 え て い な か っ た
｡ 在り方 は

,

逆上 が り の 重要 な要因 と し て 認識さ れ て い な い こ

と が 明 ら か に な っ た ｡ 平成1 1 年 の 指導書 に は第4

学年 で ｢ 上 が り技
,

支持回転技 , 下り技を組み 合

わ せ て で き る よ う に す る ｡ ｣
1 )

と あ り
,

上 が り技の

例 と し て 逆 上 が り が 例示 さ れ て い る ｡ 上 が り 技 か

ら 回転技 に ス ム ー ズ に 移 る た め に は 順手 と 逆手 の

両方 が自在 に で き る こ と が 望 ま し い
13)

｡ し か し
,

今回 は 逆 上 が り だ け の 運動 で あ っ た た め 握 り 方 が

重要 な要 因 と し て と ら え ら れ な か っ た の で は な い

か と 考 え ら れ る
｡ 今後 , 逆 上 が り か ら の 支持 回転

技 を 組 み 合 わ せ た 運動 の 中 で 握 り 方 が ど の よ う に

評価 さ れ て い る の か 検討 す る 必要が あ る ｡ 本研 究

の 被験者1 8 6 人 の う ち 13 人 ( 7 % ) は
､ 親 指 を 鉄

棒 の 下 か ら 回 さ な い で 逆 上 が り を 行 っ て い た ｡ し
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逆上 が りの 在り方に 関す る研究

か し ､ 逆上が り の 指導に は ｢
順手

･ 逆手
･ 片逆手

の い ずれ の 握 り方 で も ､ 親指と 四指を そ ろ え る よ

う握 っ て は い け な い
｡ 手 が 鉄棒か ら離れ や すく な

り , 大 変危険 で あ る
｡ 必 ず親指 で 鉄棒 を 包 む よ う

に す る
｡ ｣

1 4)
と い う こ と も 指摘さ れ て い る よ う に

､

順 手
･ 逆手 ･ 片逆 手 の 在り方 の 指導と と も に親指

を 鉄棒右耳回す指導も 必要と考え ら れ る o

1 1 0 皿 の 高さ の 鉄棒 で
,

順手 で 逆上 が り が で き

る に も か か わ ら ず 逆 手 で で き な か っ た 被験 者

H . C . は
,

小学生 の 時 は 逆手 で 行 っ て い た
｡

し か

し な が ら , 大学生 に な る と逆上 が りが で き な く な っ

て お り , 順手 で 練習 を 行 っ た
｡

1 日2 0 分 の 1 0 日間

の 練習 に よ り
,

1 3 0 c m の 高き ま で 両方 の 握 り 方 で

で き る よ う に な っ た
｡

し か し な が ら
,

1 4P c m の 高

さ で は順 手 で
'
し か 逆上 が り が で き な か っ た ｡ 1 人

の 被験者で は あ っ た が
,

｢ 小学生 の 時 に 順 手 で も

逆手 で も
,

ま た 片 さ か 手 で で も で き る よう に な る
｡ ｣

1 2) と い う こ と の 重要性を 示唆 し て い る と 考 え ら

れ る ｡
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