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ソ フ ト テニスにおけ るバ ッ クハ ン ド ス ラ イ スス ト ロ ーク の有効性について

The effects of backhand slice stroke 
山 本 忠 志* 長 井 紗 帆** 
YAMAMOT0 Tadashi NAGAI Saho 

on soft tennis games
松 下 健 二***

MATSUSHITA Kenji 

本研究は, ソ フ ト テニスにおいて硬式 テニスのス ト ロ ーク技術 を用いた, 表面 を使用 し たバ ッ クハ ン ドス ラ イ スス ト ロ ー

ク の特性 を明 ら かにす る と と も に, そのス ト ロ ーク技術 を用いた際のゲーム展開から、 そのス ト ロ ーク の有効性 を明 ら か

にす る こ と を目的 と し た .

1 . バ ッ クハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ー ク の特性 を みる ためにバ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ー ク に よ る伸 びる ボール, サイ ド

変化のボール, 止ま る ボールに加え て , 表面およ び裏面によ る順回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク , さ ら に裏面によ る逆

回転のバ ッ ク ハ ン ド ス ト ロ ーク の 6 つのス ト ロ ーク に よ る ボール軌跡の比較 をす る ために 3 次元分析 を行 っ た . その結

果 , 伸 びる ボールはバウ ン ドの高 さは低 く , ピ ーク ま での速度は速 く , 着地点が長かっ た . サイ ドに変化す る ボールで

はバウ ン ド後大き く 変化す る こ と で打ち損 じ を させる . ま た, 止ま る ボールでは相手に前方への身体移動 を要求す るこ

と になり , 打球態勢 を崩すこ と ができ る可能性を示唆するものであっ た. 以上のこ と からゲームにおいてポイ ント 奪取

のために有効に働 く も のと 考え ら れる .

2 . 試合におけ る有効性については ダブルス10試合 , シ ングルス 6 試合の試合 を行 っ た結果 , バ ッ クハ ン ド ス ラ イ ス ス ト

ロ ーク を相手に打 っ た際に, 相手がボールを空振 り す るこ と や相手が ミ ス シ ヨ ツト をす るこ と が多 く な るこ と が示 さ れ

た . ま た , レ シーブ時に使用す る こ と によ り , 相手から チ ャ ンス ボールが返球 さ れ, 前衛が ボレ ーやスマ ツシユを決め

るこ と ができ る場面が認めら れた . 伸びる ボールでは ダブルスの場合, 詰ま っ た状態での返球が多 く なり , サイ ドに変

化す る ボールでは ラ ケ ッ ト の端に ボールが当 たり ミ ス シ ヨ ツ ト にな るかも し く は返球 し て も コ ー ト よ り も外に出 さ れる

ため , 次のス ト ロ ークへの対応が遅 く な るため有効であ る . シ ングルスでは , 長い ボールだけ ではな く , 短い ボールも

相手に対 し ては有効な ボールと なり , 打て るス ト ロ ーク の種類が増え るこ と はポイ ント にな り やすい可能性から , よ り

有効であ るこ と が明 らかにな っ た .

以上の結果 , 今回採用 し た硬式 テニ スのバ ッ クハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク の打球方法は, ソ フ ト テニ スのゲ ームにおけ

る ポイ ン ト 奪取に有効な手段であ るこ と が認めら れた. 
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1. 目的
現在我が国では, 硬式 テニスと 軟式 テニス (以後ソ フ

ト テ ニ ス) の 2 つのテ ニ スが行 われてい る . ソ フ ト テ ニ

スは1878 (明治11) 年, 日本政府の招きで来日した G ・ 

A ・ リ ー ラ ン ドが, ア メ リ カ から用具を取り 寄せて受講

者に教え た . その時使用 さ れた ボールはロ ー ンテニ ス用

で, 入手 し に く く , 国内で製造するにも技術的に無理で

あっ た. その代用品と し て, 比較的入手 しやすい女の子

の手まり用のゴム球を使用 し, 1879年に東京師範学校で

日本製 ゴムボール (三田 ゴム) を用いて行われたのが始

ま り と さ れてい る ' )
.

ソ フ ト テニスのス ト ロ ーク技術のう ち グラ ン ドス ト ロ ー

ク には, 順回転をかけ て打つものと逆回転をかけ て打つ

も のの 2 種類があ る 2). ソ フ ト テニ ス では ラ ケ ッ ト の同

一面 (片面) のみを使用 してス ト ロ ーク動作は行われて

い る . 日本 ソ フ ト テニ ス連盟によ る と , ルール上両面 を

使用 し て も反則ではないと いわれてい る . しかし , 現在

のソ フ ト テニスでは前衛が相手前衛から き た ボレ ーな ど

を フ ォロ ーす る際以外 , 両面は使用 さ れていない . なぜ

ソ フ ト テニスのグラ ン ド ス ト ロ ーク で片面 しか使用 し な

いのかは, 現在までの調査結果では不明であ る .
と こ ろ で , ソ フ ト テ ニ スのゲームで使用 さ れる グラ ン

ド ス ト ロ ーク は , フ ォ アハ ン ド ス ト ロ ーク では順回転 , 
逆回転のロ ン グシ ヨ ツ ト お よ び シ ヨー ト シ ヨ ツ ト , バ ッ

ク ハ ン ド ス ト ロ ーク では順回転のみのロ ン グ シ ヨ ツ ト お

よ びシ ヨ ー ト シ ヨ ツ ト で あ る . よ っ て現在のソ フ ト テニ

ス では , 順回転の フ ォ アハ ン ド ス ト ロ ーク と バ ッ ク ハ ン

ド ス ト ロ ーク , そ し て逆回転の フ ォ アハ ン ド ス ト ロ ーク

の 3 つのス ト ロ ーク技術で試合戦術が構成 さ れてい る . 
逆回転のバ ッ ク ハ ン ド ス ト ロ ーク は シ ヨ ー ト シ ヨ ツ ト の
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み打たれてい るが, ロ ン グシ ヨ ツ ト は打た れてい ない . 

ロ ン グシ ヨ ツ ト が打たれてい ない理由 と し て , そのス ト

ロ ーク動作での肩関節の内旋と 前腕の回内動作から , 逆

回転 をかけ て斜め前のネ ッ ト 近 く にボールを落と すよ う

な シ ヨ ツ ト や , 繁 ぎのよ う な球足の短い シ ヨ ツ ト は打て

る も のの, ロ ン グシ ヨ ツ ト を打つこ と は不可能であ る 3).

一方, 両面 を使用す る硬式 テニスでは, フ ォ ア ハ ン

ド ス ト ロ ー ク やバ ッ ク ハ ン ド ス ト ロ ーク におい て , 順回

転 のロ ン グ シ ヨ ツ ト お よ び シ ヨ ー ト シ ヨ ツ ト は も ち ろ ん

のこ と , 逆回転のス ト ロ ーク において も ロ ン グシ ヨ ツ ト

や シ ヨ ー ト シ ヨ ツ ト の ボール を , ス ト レ ー ト に も ク ロ ス

に も打ち分け ら れてい る . すなわち ソ フ ト テニスに比べ

てよ り多用 な ス ト ロ ーク が用い ら れてい る . ソ フ ト テ ニ

スに も 硬式 テ ニ スの逆回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク の

ス ト ロ ーク技術 を取り 入れる こ と によ っ て , ゲームでの

ス ト ロ ーク技術が 3 種類から 4 種類と なり , ゲーム展開

の幅を広げる こ と がで き る も のと 考え ら れる .
こ れま で に, ソ フ ト テ ニ ス におい て硬式 テ ニ スの逆回

転のバ ッ ク ハ ン ド ス ト ロ ーク を使用 さ れなかっ た理由 と

し て , 1 . 打球速度がフ ォ アハ ン ド ス ト ロ ーク よ り も 遅

い, 2 . 浮いたシ ヨ ツト に成り やす く 滞空時間が長い等

の理由が挙げ ら れ, こ れら の シ ヨ ツ ト は相手前衛に処理

さ れやす く あま り 有効な シ ヨ ツ ト で ない と さ れてき たか

ら であ る . しか し ながら こ れら の理由は選手の感覚から

のも のであり , 実験的に解析 し たも のではない .
そ こ で本研究では ソ フ ト テ ニ ス におい て , 硬式 テ ニ ス

と同様に表面 を使用 し , 逆回転をかけ たバ ッ クハ ン ドス

ト ロ ーク (以後バ ッ クハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク ) を新

たに試みよ う と す る も ので あ る . そ し て , そのス ト ロ ー

ク の特性 を明 ら かにす る と と も に, そのス ト ロ ーク技術

を用い た際のゲームの展開から , そのス ト ロ ーク の有効

性を検討するこ と を目的と する. 

11. 方法
1 . バ ッ ク ハ ン ド スラ イ ス ス ト ロ ークの特性に関す る

分析

1 ) 被験者

新 しいス ト ロ ーク技術であるため被験者については, 
バ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク を打つこ と がで き る テ

ニス経験者 2 名と した.
1 名の被験者 (A) は30年以上硬式テニスの経験を持

ち , 各ス ト ロ ーク を思い通り に打てる技能の持ち主であ

り , 加え て ソ フ ト テ ニ スの グラ ン ド ス ト ロ ーク も十分打

て る技能 を有 し てい た . しか し ながら ソ フ ト テニスのス

ライ スス ト ロ ーク については肩関節に若干の損傷を有す

る ため, こ のス ト ロ ーク につい ては ソ フ ト テ ニ ス歴10年

の被験者 (B) が打つこ と にした.
2 ) 方法
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硬式 テニスにおけ る逆回転のスライ スス ト ロ ークのボー

ル特性と し て①バウ ン ド後ボール速度が増 し ボールが伸

びる , ②バ ウ ン ド後 ボールが横 に カ ー ブす る , ③バ ウ ン

ド後ボール速度が落ちその場で止ま るの 3 種類みら れる . 
そこ で, 被験者A に 3 種の打球を硬式 テニスの打球方法

にて打ち分け るよ う に要求 し た.
1 . 表面 を使用 し たバ ッ クハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク に

よ る伸 び る ボール

2 . 表面 を使用 し たバ ッ ク ハ ン ド ス ライ ス ス ト ロ ーク に

よ るサイ ド変化す る ボール

3 . 表面 を使用 し たバ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク に

よ る止ま る ボール

こ れら に加え て , 硬式 テニスの打球方法によ る順回転

のバ ッ クハ ン ドス ト ロ ーク ( 4 . 表面 を使用 し た順回転

のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク ) と ソ フ ト テニ スの打球方法

によ る順回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク ( 5 . 裏面 を使

用 し た順回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク ) を打たせた . 
そ し て, 被験者B には 6 . 裏面 を使用 し た逆回転のバ ッ

クハ ン ド ス ト ロ ーク を打たせた .

以上 6 種類のス ト ロ ーク について, コ ート 内で 2 バウ

ン ド し たボールを有効打と し て, 各ス ト ロ ーク計10球打

たせた .

3 ) ボール軌跡の計測

2 台 のハイ ス ピ ー ド カ メ ラ (CASIO 社製 EXILIM 
PRO Ex -Fl ) を使用 し , テニス コ ー ト の半分のサイ ド

ライ ン側方 と バ ッ ク ライ ン後方よ り シ ヨ ツ ト 時のネ ッ ト

を超え てから のボール軌道 を撮影 し た . 半分の コ ー ト の

右半分側に , 2 メ ー ト ルのキ ヤリ ブ レ ー シ ヨ ン ( 1 メ ー

ト ルごと に印 をつけ てい る) をつけ た. 撮影 さ れた画像

を , 画像処理ソ フ ト Frame-DIAS II V 3 を用いて 3 次
元分析 を行い, ネ ッ ト を越えバウン ド (着地点) を し て

から最高点までの軌跡におけ る時間, 距離, 速度, およ

び高 さ , さ ら に着地点から次の着地点までの時間と 距離

を算出した (図 1 ) . 

図 1 . 3 次元分析項目

4 ) 続計処理

6 つのス ト ロ ークの比較と し て, 一元配置の分散分析



ソ フ ト テ ニ スにおけ るバ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク の有効性 につい て

を行い , 有意な差異が認めら れた場合には, Tukey を用

いて各種類の有意性の検討 を行っ た . なお, 有意水準は

5 %未満と し た. 

2 . 試合におけ るバ ッ クハ ン ド スラ イ ス ス ト ロ ークの有

効性について

1 ) 被験者

被験者は, H 市にある中学校の男子ソ フ ト テニス部 3 
年生のう ち硬式 テ ニ スのバ ッ クハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ー

ク (スライ ス) を十分に打つこ と ができ る者 3 名を選ん

だ . ま た 3 名は , 県 レベルの ト ッ プク ラ スの生徒であ る . 

ダブルスの試合 を行 う 際には, 試合 を行う 際に実力の差

がないよ う に 3 年生の被験者と 練習においてほぼ同様の

実力 を有 し , 対等にス ト ロ ークの交換ができ る同 じ中学

校男子生徒の2 年生 2 名を対戦相手と した.
本研究の目的, 実験の方法, 撮影内容などを被験者, 

学校に対 し ては, 口頭と書面で説明 し , その後校長, 学

校側, ク ラ ブ顧問に実験に参加す る同意を得た .
2 ) 方法

( 1 ) 実験試合の手順と 記録方法

平成25年10月から11月上旬にかけ, ダブルス10試合お

よ び シ ン グルス 6 試合の計16試合 を行 っ た . ゲーム中 , 
いつス ラ イ ス を使用 し たのかがわかるよ う に, ス ラ イ ス

を し ない被験者の後方 と , ゲーム全体が見え るよ う にス

ライ スをする被験者の後方の2 方向より ビデオ撮影を行っ

た . なお , ゲーム中にはス ラ イ ス を し た被験者には自己

申告 を し て も らい記録を取 っ た .
ダブルス , シ ン グルス16試合の ビデオから , 被験者が

スライ ス を打っ た後の相手の返球の動き を観察 し , 相手

の返球の代表的な ものを 5 種類に分類する と共に, それ

ぞれの出現率 (%) を算出 した . また, 試合の全ポイ ン

ト 数, ス ラ イ ス出現回数, ス ラ イ スによ る ポイ ン ト 数の

それぞれの出現率 (%) を算出 し た . 
( 2 ) 試合の行い方について

ダブルス10試合のう ち 6 試合 , シン グルス 6 試合のう

ち 3 試合は, 被験者に対 し て試合中のバ ッ クハ ン ド ス ラ

イ スス ト ロ ークの使用方法な どの課題を与えず, 被験者

自 ら考え試合を行っ た. その後, 被験者と対戦相手に感

想 を聞いた .
一方, バ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク の有効性 を明 ら かにす

る ため, ダブルス10試合のう ち 4 試合 , シ ン グルス 6 

試合のう ち 3 試合は, 被験者に対 し て試合中のス ライ ス

の使用方法について以下に示す課題を与え , 被験者にそ

の課題を意識 し て試合 を行 っ て も ら っ た . ダブルス試合

で被験者に与えた課題と し て, 後衛に対 し ては,
・ 余裕 を持 っ て打て る シュ ー ト ボールを ス ラ イ スで返球

するこ と

・ 届き そう で届かない ボールをス ラ イ スで返球す る こ と
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・ ス ラ イ ス を様々な コ ースに打ち わけ る こ と

・ ス ラ イ ス ボールに長短や , 高 さ をつけ た ボールを返球

す るこ と と し た.
さ ら に, 前衛 に対 し ては

・ レ シーブで ス ライ ス を使用す るこ と

・ バ ッ ク ラ イ ンで ス ト ロ ーク をす る際にス ラ イ ス を使用

し て, 前につ く こ と

・ レ シーブ を打つ際にボールに長短 をつけ て返球す るこ

と

・ ス ラ イ ス ボールに長短や , 高 さ を つけ た ボールを返球

す るこ と と し た.
また, シングルス試合で被験者に与え た課題と し ては, 

・ 余裕 を も っ て打て る ス ラ イ ス ボールは , 左右に振 っ て

返球するこ と

・ 余裕 を も っ て打て る ス ラ イ ス ボールは , 短 く 返球す る

こ と と し た.
そ し て, 各々の試合の結果から有効性について検討 し

た . 

111. 結果
1 . 6 種類のス トロ ークにおけるボール軌跡に関する分析

6 種類のス ト ロ ーク の特性 をみるために正面 (Front) 
から と 横 (s ide) から の 2 方向から撮影 し た ボール軌跡

画像の一例を図 2 に示 し た.
図 2 は表面 を使用 し たバ ッ クハ ン ド ス ライ スス ト ロ ー

ク によ る伸 びる ボールの軌跡 を示 し たも ので あ る . ネ ッ

ト を越えてから一つ日のバウン ド地点までの距離が長 く , 
バウ ン ド を着いてから もバウ ン ドの高 さが低いまま , ボー

ルが伸 びてい る こ と が示 さ れた . サイ ド変化のボール軌

跡は, ネ ッ ト を越え てから一つ目の着地点までの距離が

長 く , 伸 びがみら れ, バウ ン ド後の高 さが高い軌道を示

す と と も に横への曲がり 具合は大き な ものであ っ た. 止

ま る ボール軌跡では, ネ ッ ト を越え てから一つ日の着地

点までの距離が短 く , 伸 びはあま り 見 ら れないがバウ ン

図 2 表面 を使用 し たバ ッ クハ ン ド スラ イ ス ス ト ロ ークによ

る伸びるボールの軌跡 Front (上図) と Side (下図)
から撮影
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ドの高 さは高い も のであ っ た . 順回転のバ ッ クハ ン ド ス

ト ロ ーク では, 着地点から次の着地点までの距離がはる

かに長 く よ く 伸 びてい るこ と , そ し てバウ ン ドの高 さは

かな り 高 く , よ く 跳ねてい た . 裏面によ る順回転のバ ッ

ク ハ ン ド ス ト ロ ーク は , 表面 によ る順回転のバ ッ ク ハ ン

ドス ト ロ ークのス ト ロ ーク に比 し て若干 , 次の着地点ま

での距離が長 く 弾み, 高 さは低 く 見 ら れた . 裏面によ る

逆回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ークは , ネ ッ ト を越え てか

ら一つ目の着地点までの距離が他の 5 種類のス ト ロ ーク

よ り も短 く , バウ ン ドの高 さは高い .
2 . 6 種類のス ト ロ ーク によ るボールの高 さ , 時間 , 距

離, 速度の比較

図 3 は着地点から最高点までの高 さ について各10本の

平均と 標準偏差の 6 種類のス ト ロ ーク比較について示 し

たものである. 1 に対 して 3 , 4 , 5 , 6 に 1 %水準で

有意に高い値を示 し , 2 に対 して 3 , 4 , 5 , 6 に, 3 
に対 して 4 , 6 では有意に高 く なるという 結果であっ た. 
つま り , 1 , 2 , 3 のバ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ボールは順

回転の 4 , 5 やソ フ ト テニスの逆回転のボール 6 よ り も

バウ ン ド の高 さ が低い と い う 結果であ っ た . ま た, 1 , 
2 , 3 では, 1 と 2 に有意な差はなかっ たが, 1 , 2 よ
り も 3 はバウ ン ドが高い と い う 結果であ っ た . 
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図 3 . 最高点ま での高 さの比較

*' : p < 0.01 * : p < 0.05
表面 によ るバ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク の伸 び る ポ ール

表面によ るバ ッ クハン ド スラ イ スス ト ロ ークのサイ ド変化のボ ール

表面 によ るバ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク の止ま る ポ ール

表面によ る順回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク

裏面によ る順回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク

裏面によ る逆回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク

図 4 は着地点から最高点までの時間について各10本の

平均 と 標準偏差の 6 種類の比較について示 し たも のであ

る. 1 に対 して 3 , 4 , 5 , 6 に 1 %水準で有意に高い

値を示 し , 2 に対 して 4 , 5 , 6 に, 3 に対 して 6 で 1 
%水準で有意に高い値を示 し た. つまり , 1 , 2 のバ ッ

クハ ン ド ス ラ イ ス ボールは , 順回転の 4 , 5 およ び 6 の
ソ フ ト テ ニ スの逆回転のボールよ り も ピ ーク ま での時間

は短い と いう こ と がわかっ た . また, 3 は 4 , 5 の順回

転のボールと は差がなかっ た も のの, 6 のソ フ ト テ ニ ス

の逆回転のボールよ り も , 時間が短い こ と がわかっ た . 
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図 4 . 最高点までの時間の比較

** : p < 0.01
表面に よ るバ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク のイ中び るボ ール

表面によ るバ ッ クハン ド スラ イ スス ト ロ ークのサイ ド変化のボール

表面 に よ るバ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク の止 ま る ボ ール

表面によ る順回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク

真面によ る順回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク

裏面によ る逆回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク

さ らに, 1 , 2 , 3 では, 1 と 2 , 2 と 3 に差はなかっ

た も のの, 1 と 3 では 3 のボールの方で時間がかかる と

いう こ と がわかっ た . 
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図 5 . 最高点までの距離の比較

** : p < 0.01
表面 に よ るバ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク のイ中び る ポ ール

表面によ るバ ッ クハン ド スラ イ スス ト ロ ークのサイ ド変化のボール

表面 に よ るバ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク の止 ま る ポ ール

表面によ る順回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク

裏面によ る順回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク

裏面によ る逆回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク

図 5 は着地点から最高点までの距離について各10本の

平均 と標準偏差の 6 種類の比較について示 し たも のであ

る. 1 に対 して 4 , 5 , 6 に 1 %水準で有意に高い値を

示 し , 2 に対 して 4 , 5 , 6 に 1 %水準で, 3 に対 して

も 4 , 5 , 6 に 1 %水準で有意に高い値を示 した. 4 に
対 しては 5 , 6 に, 5 に対 し 6 に 1 %水準で有意に高い

値 を示 し た. つまり , 1 , 2 , 3 のバ ッ クハ ン ドス ライ

ス ボールは , 順回転の 4 , 5 やソ フ ト テニ スの逆回転の

ボール 6 よ り も ピーク までの距離は短い と いう こ と がわ

かっ た. ま た, 1 , 2 , 3 ではと も に有意な差はみら れ

なかっ た .
図 6 は着地点から最高点までの速度について各10本の

平均 と標準偏差の 6 種類の比較について示 し たものであ

る. 1 に対 して 2 , 3 に 1 %水準で有意に低い値を示し, 
4 , 5 は 1 %水準で有意に高い値を示 し た. 2 に対 し て
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ソ フ ト テ ニ スにおけ るバ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク の有効性 につい て
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図 6 . 最高点までの速度の比較

** : p < 0.01
表面 に よ るバ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ークの伸 び る ボ ール

表面によ るバ ッ クハン ド スラ イ ス ス ト ロ ークのサイ ド変化のボ ール

表面 に よ るバ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ークの止ま る ボ ール

表面 に よ る順回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク

裏面 に よ る順回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク

裏面 に よ る逆回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク

は 4 , 5 に, 3 に対 しても 4 , 5 に 1 %水準で有意に高

い値を示 し た. 4 に対 し ては 5 で有意に高 く , 6 では有

意に低 く 示 さ れた . 5 に対 し ては 6 で有意に高い値 を示

し た . つま り , 1 , 2 , 3 のバ ッ クハ ン ド ス ラ イ ス ボー

ルは, 順回転の 4 , 5 よ り も ピーク までの速度は遅い と

い う こ と がわかっ た . だが, 6 と の差はなかっ た .
また, 1 , 2 , 3 では, 1 よ り も 2 , 3 が遅い と いう

こ と がわかり , 2 , 3 に差はみら れなかっ た . 
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図 7 . 着地点から次の着地点までの時間の比較

** : p < 0.01 * : p < 0.05
表面 によ るバ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク の伸 び る ボ ール

表面によ るバ ッ クハン ド スラ イ スス ト ロ ークのサイ ド変化のボ ール

表面 によ るバ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク の止ま る ボ ール

表面によ る順回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク

真面によ る順回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク

裏面によ る逆回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク

図 7 は着地点から次の着地点までの時間について各10 
本の平均 と 標準偏差の 6 種類の比較について示 し たも の

である. 1 に対 して 2 では 5 %水準で, 3 , 4 , 5 , 6 
では 1 %水準で有意に高い値を示 し た. 2 に対 し て 3 , 
4 , 5 , 6 に 1 %水準で有意に高い値を示 し , 3 に対 し

て 6 に 5 %水準で有意に高い値を示 し た. 5 に対 し ては

6 に 1 %水準で有意に高い値を示 した. つまり 1 , 2 の
バ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ボールは , 順回転の 4 , 5 やソ フ

ト テニスの逆回転のボール 6 よ り も時間が短いと いう こ

と がわかっ た . だが, 3 は 6 と の差はあ っ た も のの, 順
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回転の 4 , 5 と は差がなかっ た .
また, 1 , 2 , 3 では, 1 より も 2 , 3 で時間が長 く , 

2 よ り も 3 は さ ら に時間がかかっ てい る と いう こ と がわ

かっ た .
図 8 は着地点から次の着地点までの時間での距離につ

いて各10本の平均 と標準偏差の 6 種類の比較について示

し たものである. 1 に対 し て 4 , 5 に 1 %水準で有意に

高い値を示 し , 2 に対 して 4 , 5 , 6 に 1 %水準, 3 に
対 して 4 , 5 , 6 に 1 %水準で有意に高い値を示 した. 
4 に対 して 5 に 5 %水準で有意に高い値を, 6 に 5 %水

準で有意に低い値を, 5 に対 し て 6 に 1 %水準で有意に

低い値 を示 し た . つま り , 2 , 3 のバ ッ クハ ン ド ス ライ

ス ボールは , 順回転の 4 , 5 やソ フ ト テニ スの逆回転の

ボール 6 より も距離が短いという こ とがわかった. だが, 
1 は 6 と の差がなかっ た. また, 1 , 2 , 3 では, 差が

なかっ た . 
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図 8 . 着地点から次の着地点までの距離の比較

** : p < 0.01 * : p < 0.05
1 . 表面 に よ るバ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ークの伸 び る ボ ール

2 . 表面によ るバ ッ クハン ド スラ イ スス ト ロ ークのサイ ド変化のボ ール

3 . 表面 に よ るバ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ークの止 ま る ボ ール

4 . 表面によ る順回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク

5 . 裏面に よ る順回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク

6 . 裏面に よ る逆回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク

2 . 試合におけ るバ ッ ク ハン ド スラ イ ス ス ト ロ ークの有

効性について

1 ) 課題な しの試合について

課題な し と し て行 っ た ダブルス試合10試合のう ち 6 試
合およ びシ ングルス試合 6 試合のう ち 3 試合での試合に

おけ る結果, ポイ ン ト 数, スライ スによ る ポイ ン ト 数, 
被験者と対戦相手の感想は次のよ う に示 さ れた.

ダブルス 1 試合目は 3 年生が 3 0 で勝ち, スライ ス

出現回数は全14ポイ ン ト 中 6 ポイ ン ト でス ライ スによ る

ポイ ン ト は 1 ポイ ン ト で あ っ た .

3 試合日は 3 0 で 3 年生が勝ち , スライ ス出現回数

は全21ポイ ン ト 中 6 ポイ ン ト で ス ライ スによ る ポイ ン ト

は 3 ポイ ン ト であった. 試合が終わった後の感想と し て, 
後衛が 「 ス ライ ス を深 く 打つのが難 しかっ た」 と言っ て

いた.
6 試合日も 3 年生が3 -0 で勝ち , スライ ス出現回数
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は全19ポイ ン ト 中10ポイ ン ト で ス ラ イ スによ る ポイ ン ト

は 8 ポイ ン ト であ っ た . 前衛から 表面のボレ ーが新 し く

でてき ていた. 試合が終わっ た後の感想では後衛が 「 ス

ラ イ スで相手 を崩す こ と を意識 し てやっ た」 ( ゲーム中

4 ポイ ン ト 成功) , 「通常のス ト ロ ークの一つと し て使え

る感覚がある」 と 述べ, 相手 2 年生は 「取り に く い, 回

転を理解でき ないが、 いつも とは違う 方向へい く」 と述

べていた. 前衛は 「 どち ら に動いていいのかわから ない」

と 述べていた .
シングルスの 1 試合目, 3 年生が 3 0 で勝ち, スラ

イ ス出現回数は全14ポイ ン ト 中 7 ポイ ン ト で ス ライ スに

よ る ポイ ン ト は 5 ポイ ン ト であ っ た . 試合が終わっ た後

の感想 と し て 「 シ ン グルスの方が使い やすか っ た」 や

「 ダブルスよ り も ス ラ イ スが取り に く い」 と 述べてい た .
2 試合目も 3 年生が3 - 1 で勝ち , スライ ス出現回数

は全20ポイ ン ト 中10ポイ ン ト で ス ラ イ スによ る ポイ ン ト

は 8 ポイ ンであ っ た .
3 試合目は 3 年生同志で行い 3 - 1 であ っ た . ス ラ イ

ス出現回数は全24ポイ ン ト 中 6 ポイ ン ト でスライ スによ

る ポイ ン ト は合計 5 ポイ ン ト であ っ た .
2 ) 課題ありの試合について

ダブルス試合10試合のう ち 4 試合 , シン グルス試合 6 
試合のう ち 3 試合で, 被験者に課題を与えた場合の試合

結果と 課題に対す る ポイ ン ト 数, ス ライ スによ る ポイ ン

ト数, 被験者と対戦相手の感想である.
ダブルス試合の 1 試合目は 3 年生が 3 0 で勝ち , ス

ラ イ ス出現回数は全15ポイ ン ト 中 6 ポイ ン ト で ス ライ ス

によ る ポイ ン ト は 4 ポイ ン ト であ っ た . その際与え た課

題は後衛に対 し て 1 . 余裕があり そう な シュ ー ト ボール

が返っ てき た際にスライ ス を使用 し てほ しい , 2 . 届き

そ う で届かないバ ッ ク のボールの際にス ラ イ ス を使用 し

てほ しい と し , 前衛に対 し ては 1 . レ シーブでスライ ス

を使用 し てほ しい , 2 . 後ろから 上がる際にス ラ イ ス を

使用 し てほ しい と し た. その結果, 前衛の課題に対 し て

レ シーブ 4 回使用 ( 4 ポイ ン ト 中 3 ポイ ン ト がスライ ス

によ る ポイ ン ト ) , 後衛の課題に対 し て ギリ ギリ 届 く か

届かないかのボール 1 回使用 ( 1 ポイ ン ト 中 1 ポイ ン ト

がス ラ イ ス によ る ポイ ン ト ) で あ っ た . 試合後の感想で

は後衛 が 「 ス ラ イ ス を打 つのが難 し か っ た」 , 前衛 が

「 ス ラ イ ス を打つ と チ ャ ンス ボールが返 っ て く る」 な ど

があり , 「相手は取り に く かっ た, 下からす く う よ う な

打ち方 しかで き ない , ス ラ イ ス を打たれる と 、 シュ ー ト

ボールを打つのは無理」 な どがみら れた .

3 試合目は 2 , 3 年生合同チームが4 1 で勝ち, ス

ラ イ ス出現回数は全25ポイ ン ト 中 8 ポイ ン ト で , ス ライ

スによ る ポイ ン ト は 5 ポイ ン ト であ っ た . 課題は前衛に

対 し て レ シーブの際に長短をつけ たス ラ イ ス を打 っ てほ

しいであ る . その結果, ス ト ロ ーク を含め 3 回使用 し , 
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3 ポイ ン ト 中 2 ポイ ン ト をス ラ イ スよ る ポイ ン ト と す る

こ と ができ た. 試合後の感想と し て前衛と し て 「上にあ

がる際にス ラ イ ス を使用す る と いい」 , 後衛 と し て 「何

回かス ライ ス を受け る と ス ライ スにな れて く る」 , 「ス ラ

イ ス をス ライ スで返球で き るが、 ス ライ スから順回転を

打つのは難 し い」 な どがみら れた .

4 試合日は 3 年生が2 年生相手に 3 - 2 で勝 っ た . ス

ライ ス出現回数は全50ポイ ン ト 中23ポイ ン ト あり , ス ラ

イ ス によ る ポイ ン ト は11ポイ ン ト あ っ た . 与え た課題は

後衛に対 し てスライ ス をス ト レ ー ト のみでな く 、 ク ロ ス ・ 

逆クロ スにも打つと し た. その結果, レ シーブ、 ス ト ロ ー

ク を含 め ク ロ ス ・ 逆 ク ロ ス ・ ス ト レ ー ト の ボールを11回

使用 し たと こ ろ , 11ポイ ン ト 中 8 ポイ ン ト がス ライ スに

よ る ポイ ン ト と な っ た . 試合後の感想では , 後衛 では

「 ス ラ イ スは引 っ張 る ボール (逆 ク ロ ス) の方が打 ちや

すい」 や 「スライ スで高めのボールも振り 切れば打てる」 , 
前衛では 「チ ャ ンス ボールは表面で ボレ ーがで き る」 や

「 レ シーブはス ラ イ スが使え る , 高 さ を付け たス ラ イ ス

を使 っ た方がいい, 長いスライ ス ボールが返 しに く い」

や 「回転が違う ため浅い ス ラ イ ス ボールにな る と取 れな

い」 な どがみら れた .
シングルス試合の 1 試合日は 3 年生同志の対戦で 3 - 

2 のゲームで あ っ た . ス ライ ス出現回数は全34ポイ ン ト

中11ポイ ン ト あり , ス ライ ス によ る ポイ ン ト は 7 ポイ ン

ト で あ っ た . 与え た課題は打 て る ボールは左右 に振 っ て

ほ し い で , その結果 レ シー ブ , ス ト ロ ーク 時の ボール6 

回使用 した中 5 ポイ ン ト がスライ スによ るポイ ン ト であっ

た. 試合後の感想では 「強 く 打つと ボールが止ま っ た, 
バウ ン ドが低 く 取り に く い」 な どがみら れた .

2 試合日は3 年生同志で 3 -1 のゲームあ っ た . ス ラ

イ ス出現回数は全28ポイ ン ト 中11ポイ ン ト で ス ライ スに

よ る ポイ ン ト は 5 ポイ ン ト であ っ た . 与え た課題は打て

る ボールは左右に振 っ てほ しい で , その結果 レ シーブ、

ス ト ロ ーク時のボール 3 回使用 し た中 2 ポイ ン ト がス ラ

イ スによ る ポイ ン ト と な っ た . レ シーブで ミ ドルに短い

ス ライ ス を打ち決ま る ポイ ン ト が多 く 見 ら れた . ス ラ イ

ス を し ない被験者から、 「はねない」 と い う 発言があ っ

た .

3 試合日は3 -0 のゲームで あ っ た . ス ライ ス出現回

数は全17ポイ ン ト 中 9 ポイ ン ト で ス ライ スによ る ポイ ン

ト 7 ポイ ン ト あ っ た . 与え た課題は打 て る ボールは左右

に振 っ てほ しい と打て る ボールは短めに打 っ てほ しいで , 

その結果, レ シーブ、 ス ト ロ ーク時のボール 6 回使用中

6 ポイ ン ト がス ラ イ スによ る ポイ ン ト と な っ た . 試合後

の感想では 「いつも打つス ト ロ ーク と タイ ミ ングが違う」

や 「止ま る ボールが多 い」 な どがみら れた .
以上の全試合におい てバ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ー

ク を打 っ た際の相手の返球についてゲーム分析 し , 相手
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の返球を 5 種類に分析 し た結果, 表 1 に示す結果と なっ

た .

表 1 . 相手の返球 5 種類

相手の返球 割合(%) 

ダブルスの試合後の被験者の感想と し て

・ ス ラ イ ス を打つのが難 しかっ た

・ ス ラ イ ス を打つ と チ ャ ンス ボールが返 っ て く る

・ ス ライ ス を深 く 打つのが難 しかっ た

・ 前衛がつ く と ま た違 っ た感 じ にな る

・ 上にあがる際にス ラ イ ス を使用す る と いい

・ ス ラ イ スは引 っ張 る ボール (逆 ク ロ ス) の方が打 ちや

すい

・ ス ライ スで高めのボールも振り 切 れば打 て る

・ レ シーブで ス ラ イ スが使え る

・ 高 さ を付け たス ラ イ ス を使 っ た方がいい

・ ス ライ スで相手 を崩すこ と を意識 し てやっ た

・ 通常のス ト ロ ークの一つと し て使え る感覚がある

・ 風があ る方がス ラ イ ス ボールはのっ てい く

・ 風があ っ て も 思う と こ ろ に打て る

・ カ ッ ト サーブは難 し い

・ ロ ブが必要かも し れない

対戦相手から

・ 下からす く う よう な打ち方 しかできない (チ ャ ンスボー

ルにな っ て し ま う )
・ ス ラ イ ス を打た れる と 、 シュ ー ト ボール (ネ ッ ト ぐ ら

いの高 さ で直線的に速度の速い ボール) を打つのは無

理

・ 取り に く い

・ 何回かス ライ ス を受け る と ス ライ ス にな れて く る

・ ス ライ ス をス ライ スで返球で き るが, ス ライ スから順

回転を打つのは難 しい

・ バ ッ ク の構え を し た際には, 逆ク ロ ス を待つが (引 つ

張 る ため) ボールがこ ない

・ 長い ス ライ ス ボールが打ちに く い (返 し に く い)
・ 回転が違う ため浅いス ラ イ ス ボールにな る と取 れない 

回転を理解でき ないが、 いつも と 違う 方向へい く

・ 前衛は どち ら に動いていいのかわから ない

・ 風 も あり ス ラ イ スが く る と と り あえず後衛に返そう と

な る

・ ス ライ スが く る と打つと こ ろ を迷う

・ ロ ブは軌道が変わる (取 るか迷う )
・ 伸 び る ボール と 止 ま る ボールがあ る

・ ロ ーボレ ーはス ライ スがかかっ ていて も変わら ない

な どがみら れた . 

1.スライス→空振り

2.スライス→相手ミス

3.スライス→チャンスボール

4.スライス→少し山なりボール

5.スライス→シュートボール

%
 

%
 

%
 

0
 

0
 

1
 

1
 

3
 

1
 

2
 

2
 

2
 

1 のス ラ イ ス→空振り につい てはバ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ

スス ト ロ ーク を相手に打つと相手がボールを取 る こ と が

でき ないと いう ものであり , 10%の割合で見ら れた. 2 
のス ラ イ ス→相手 ミ スについ ては , バ ッ クハ ン ド ス ラ イ

スス ト ロ ーク を相手に打つと 相手が, ボールをネ ッ ト に

かけて ミ スを したり , 返球 して く るがバ ッ ク アウ ト になっ

て し ま っ たり , ボールに触 っ ただけ で返っ て こ なかっ た

り と いう ものであり , 20%見ら れた. 3 のスライ ス→チ ャ

ンス ボールについ ては , バ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ー

ク を相手に打つと , 相手が山なり のよ う な ボールを返球

し , スマ ツシユな どでその後に容易 にポイ ン ト が取 れる

よ う な返球のこ と であり , 21%見 ら れた . 4 のスライ ス

→少 し山 な り ボールについ ては , バ ッ クハ ン ド ス ラ イ ス

ス ト ロ ーク を相手 に打つ と , チ ャ ンス ボールの時 と は少

し違う が前衛 を越え ない , 頭から胸元の高 さのボールの

返球のこ と で , 容易にボレ ーな どで ポイ ン ト の取れる返

球であ る . こ れも同 じ く 21%見 ら れた . 5 のス ライ ス→

シ ュ ー ト ボールについ ては , バ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト

ロ ーク を相手に打つと その打球について十分に対応 し , 
ネ ッ ト と ほぼ水平のス ピー ドのある ボールの返球であり , 

3 %見ら れた.
図 9 は ダブルス10試合のス ラ イ ス出現回数, 全 ポイ ン

ト 数, ス ラ イ スによ る ポイ ン ト 数 を示 し た も のであ る . 
ダブルス10試合のス ラ イ ス出現回数は98本 , 全 ポイ ン ト

数は252ポイ ン ト , ス ラ イ スによ る ポイ ン ト 数は51ポイ

ン ト であ っ た . 全 ポイ ン ト 数 を100% と し て考え る と , 
スライ ス出現回数は全体の39%, スライ スによ る ポイ ン

ト 数は全体の20% と なっ た. 
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' 出現回数 - 全 P - 決定 P

図 9 . ダブルスの試合における結果
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図10. シ ングルスの試合における結果

図10は シ ン グルス 6 試合のス ラ イ ス出現回数, 全 ポイ

ン ト 数 , ス ライ スによ る ポイ ン ト 数 を示 し た ものである . 

シ ングルス 6 試合のス ラ イ ス出現回数は54本, 全 ポイ ン

ト 数は117ポイ ン ト , ス ラ イ スによ る ポイ ン ト 数は36ポ

イ ン ト であっ た . 全ポイ ン ト 数を100% と し て考え る と , 
ス ラ イ ス出現回数は全体の46%, ス ラ イ スによ る ポイ ン

ト は全体の31% と な っ た.
シングルスの試合後の被験者の感想と し て

・ シ ン グルスの方が使いやすかっ た

・ ダブルスよ り も ス ラ イ スが取 り に く い

・ いつも打つス ト ロ ーク と タイ ミ ングが違う

・ 強 く 打つと ボールが止ま っ た

・ 止ま る ボールが多 い

対戦相手から

・ バウ ン ドが低 く 取り に く い

な どがみら れた . 

IV. 考察
1 . バ ッ クハン ドスラ イ スス トロ ークの特性に関する分析

4 種類の逆回転のス ト ロ ーク と し て 1 . 伸びる ボール, 
2 . サイ ド変化のボール, 3 . 止ま る ボール, 6 . 裏面

よ る逆回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク を比較す ると , 1 . 
伸 びる ボールはバウ ン ドの高 さ が低 く , ピ ーク ま での時

間は短 く , 距離は長い , 速度は一番速い . バウン ドから

次の落下までの距離も長 く 時間も短いため全体と し てみ

て も一番打球速度は高い も のと考え ら れる . こ れら よ り

1 . 伸びる ボールは速度が速 く あまり 跳ねないため返球

を試みる者にと っ ては 「伸 びて く る」 感 じ を受け る も の

と 考え ら れる . 2 . サイ ド変化のボールは伸 びる ボール

に比べて速度は低いものの 4 打法の内でも 2 番目に速 く , 
バウ ン ド も 2 番目に低い . こ れに加え て 1 . 伸 びる ボー

ルよ り も外側への変化がはるかに大き く 返球者に と っ て

打ち損 じ を させやすいものと考え ら れる. 3 . 止ま るボー

ルはバウ ン ドの高 さ が 1 . 伸 びる ボール, 2 . サイ ド変

化のボールに比べて高 く , ピーク までの距離は短いが時

間は 1 . 伸 びる ボール, 2 . サイ ド変化のボール, 3 . 
止ま る ボールの中で一番長 く かかっ てい る . 特にバウ ン

ドから次の落下地点までの距離が 4 打球中最も短い こ と
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は返球者に と っ て自分の方に向かっ て ボールが飛んで こ

ない よ う に 「止ま っ て」 見え る も のと考え ら れる .
以上の結果は , 硬式 テニ ス におけ るバ ッ ク ハ ン ド ス ラ

イ ス ス ト ロ ーク の打球特性がソ フ ト テニ ス用のボールを

使用 し た際にも同様に見 ら れるこ と を示 し てい る .
6 . 裏面 によ る逆回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ークは 4 

打法中バウン ドが一番高 く , ピークまでの距離, 所要時

間およ び次の落下地点までの距離が一番長い . こ のこ と

は返球者にと っ て ボールを見る余裕ができ て し まう こ と

や, 相手前衛に取 ら れて し ま う こ と から , バウ ン ド を着

いてから の変化だけ では, 攻撃的な ボールが打て るこ と

は少ない と考え ら れる .
一方 , 1 . 伸 びる ボール, 2 . サイ ド変化のボール, 

3 . 止ま る ボールに関 し てはソ フ ト テニスの逆回転のバ ッ

ク ハ ン ド ス ト ロ ーク と は違い , バウ ン ドの高 さ も低い こ

と がわかっ ており , ピーク ま での速度に差はない も のの, 

ネ ッ ト を超えてからの始めの着地点が長 く , 順回転のバ ッ

クハ ン ド ス ト ロ ーク と変わら ない . つま り , 速度や回転

に変化はあ るも のの, 順回転と ほぼ同 じ よ う な攻撃がで

き る と考え ら れる . さ ら に, 今までは逆回転のバ ッ クハ

ン ド ス ト ロ ークはバウ ン ド後に右に跳ねる よ う な軌跡 を

も っ てい た . 今回のバ ッ クハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク に

は , 2 . サイ ド変化のボールのス ト ロ ーク のよ う に, ソ

フ ト テニスの逆回転と同 じ よ う な軌跡を し ていたも のも

あ っ たが, 1 . 伸 びる ボールのよ う にバウ ン ド をつい て

から伸 びる よ う に感 じ る ボールや , 3 . 止ま る ボールの

よ う にバウ ン ド をついてから止ま るよ う に感 じ るよ う な

ボールの 2 種類ある こ と がわかっ ており , こ れまでにな

い逆回転のボールで あ る ため, 硬式 テニ スの打法によ る

バ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク は , 新 たに ソ フ ト テ ニ

スに取り 入れて使用でき る有効なス ト ロ ーク であるこ と

が考察 さ れた . 4 . お も て面によ る順回転のバ ッ クハ ン

ド ス ト ロ ーク と 5 . 裏面によ る順回転のバ ッ クハ ン ド ス

ト ロ ーク の比較 をす る と , バウ ン ドの高 さ , ピ ーク ま で

の時間, ま た落下までの時間には差がない も のの, ピー

ク までの距離, 落下までの距離は 5 . 裏面によ る順回転

のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク の方が長 く , 速度について も

5 . 裏面 によ る順回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク のほう

が速い も のであ っ た . こ れは, 硬式の順回転よ り も ソ フ

ト テニ スの順回転はス ピ ンがかかっ てお ら ず , バウ ン ド

をついた際に勢いが劣 ら ずに次のバウ ン ドまでい っ てい

る ため, 速度が変わら ず, 距離が長 く な っ たのだ と考え

ら れ る .

1 . 伸 びる ボールと 3 . 止ま る ボールの打ち方の違い

は, イ ンパク ト ( ボールがガ ッ ト に当 たる瞬間) の面の

角度に違いがあるこ と がわかっ た (図11) . 上図が 1 . 
伸 びる ボールの フ ォ ームで あ る . こ れは面 を少 し ねかせ

た状態で ボールを打ち , その後は前に押 し出すよ う す る
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図11 . 伸びるボール (上図) と止まるボール (下図) の
打 ち方

( 3 枚目の右手首の角度を見ると手の甲が打球方向に向

いてい る) . そう するこ と で, 回転を しかけた状態で ボー

ルが前方へ飛んでい く ため, バウ ン ド時にはあま り 抵抗

がな く , その後も ボールは勢い を落と すこ と な く 飛んで

い く . そのため, ボールを受け る相手は, ボールが向かっ

て く るよ う に感 じ る . こ れを ボールが伸 びてい る と 感 じ

るのだと い う こ と がわかっ た . 一方, 下図の 3 . 止ま る

ボールの フ ォ ームは 1 . 伸 びる ボールよ り も面 を立て て

ボールを打つ ( 3 枚目の手の甲が上 を向いてい る) . こ

う す るこ と で , ボールに対す る回転が多 く な るため, バ

ウ ン ド を し た際に止ま る勢いが大き く なり , バウ ン ドの

高 さ が高 く な る . よ っ て こ のボールを受け る相手は ボー

ルが向かっ てこ ない ため止ま っ たよ う に感 じ るのだと 考

察でき る . 中学生の感想に 「強 く 打つと ボールが止ま っ

た」 があ っ たがこ れはア ンダー 回転 を強 く かけ る と い う

こ と を表現 し ており , 下の段の図と同 じ打法 を し ていた

も のと 推察 さ れる . 

2 . 試合におけ るバ ッ クハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ークの有

効性について

被験者に課題を与え ながら ダブルス10試合 , シン グル

ス 6 試合の試合 を通 し て, バ ッ クハ ン ド スライ スス ト ロ ー

クが最も有効に出たのは, バ ッ クハ ン ド スライ スス ト ロ ー

ク を相手に打 っ た際に, 相手から の返球がない , 相手が

ボールを空振り す る と いう 場面であ っ た . 次に, 相手が

ミ ス をす る こ と で あ る . 空振 り に関 し ては , 試合当初に

多 く 見 ら れ初めて受け る ボールに対 し て動 く こ と ができ

ずに, 空振り を し て しまう 場面や, 跳ねる方向に戸惑う

場面が見 ら れた . 相手のミ スに関 し ては, 空振り の時と

同様に, 跳ねる方法がわから ないがボールにギリ ギリ 触

れた と き や , 逆回転のバ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク

に対 し て , 順回転のシュ ー ト ボールを打と う と す るがう

ま く 打 てずに, バ ッ ク アウ ト やネ ッ ト ミ ス を し て し ま う
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と いう 場面が多 く 見ら れた.
こ のよ う なこ と を踏まえ , ダブルス , シングルスの各々

の試合時の有効な打ち方は, ダブルスの場合 , 初めての

相手にバ ッ クハ ン ド ス ライ スス ト ロ ーク を打つと , 今ま

でのバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク の逆回転のボールでのバウ

ン ド後の伸 びが違う ため, 多 く はチ ャ ンス ボールが返 っ

て く る と いう こ と が結果に示 さ れた . そこ で , レ シーブ

時 にバ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク を使用す る こ と に

より , 相手からチ ャ ンスボールが返球さ れ, 前衛がボレー

やスマ ツシユな どで決めるこ と ができ , 後衛, 前衛, 共

にレ シーブで使用す る と有効である と考え ら れる . ま た

前衛に関 し ては, サーブ をバ ッ ク ライ ン上で行う ため, 
その後ネ ッ ト の定位置まで走 っ ていかなけ ればいけない . 
その際にバ ッ クハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク を使用 し , 伸

びる ボールを相手の足元に送る と返球が困難になり , チ ャ

ンス ボールが返球 さ れる . そ れを前衛がそのま ま ボレ ー

な どを決めるこ と も可能であ る . また, ゲームのス ト ロ ー

ク も含める と , バ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク の内 , 

伸 びる ボールと サイ ド に変化す る ボールは ダブルスの場

合, 短い ボールを打つよ り も , バ ッ ク ライ ンに近 く 長い

ボールを打つほう が返球者は伸 びる ボールでは詰ま っ た

状態で返球す る事にな る . ま たサイ ド に変化す る ボール

の場合はラ ケ ッ ト の端 に ボールが当 たり ミ ス シ ヨ ツ ト に

な るかも し く は返球 し て も コ ー ト よ り も外に出 さ れるた

め, 次の打球への対応が遅 く な るため有効である と考え

ら れ る .

ソ フ ト テニ スのボールは ゴムで で き てい る ため, 風に

よ っ てロ ビ ン グやス ラ イ スは ボールの方向が変化 し やす

い . だが, バ ッ クハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク を ゲーム中

に使用 し た被験者は, 風があ っ て も思う と こ ろに打て る

と 述べた. こ れは, 順回転のス ト ロ ーク と同様に回転と

ス ピー ドが十分に備わっ てい る ため, 風を気にす る こ と

な く 思 っ てい る コ ースに打て る ため 4) と 考え ら れる .

ゲーム中後衛のス ト ロ ークの中で, 逆クロ ス展開でバ ッ

クハ ン ド側にボールがき た場合 , 多 く の人は逆ク ロ スに

打ち返す, 引 っ張 るよ う な打球を打つ. その際にロ ビ ン

グを打つのか シュ ー ト ボールを打つのか, ま たは順回転

のボールを打つのか, 逆回転のボールを打つのかが相手

前衛は今まで理解で き てい た 5). だが, 今回のバ ッ クハ

ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク に関 し ては , 逆 ク ロ ス を待 っ て

い て も ス ト レ ー ト に打 た れる こ と や , 順回転のボールを

打つのか, 逆回転のボールを打つのかがわかり づ ら く , 
どう 動いていいのかわから ない と いう 相手前衛から の感

想 を聞いた . さ ら に, 相手前衛に対 し て ボールが上がっ

て き て も , バ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ボールは ボールが揺 れ

る ため, 取り に く い と いう 意見 も あ っ た . こ のよ う に, 
バ ッ クハ ン ド ス ラ イ ス ボールは相手前衛が返球の仕方 を

迷う よ う な ボールであり , ゲーム中に使用で き る有効な



山 本 忠 志 長 井 紗 帆 松 下 健 二

ボールであ る こ と がわかっ た .
次に シン グルスでは, ダブルス と は違い1対1で試合 を

行う ため, 前衛がい ない . シン グルスで , バ ッ クハ ン ド

ス ライ スス ト ロ ーク を使用す る と , 前後左右にボールを

自由に配球するこ とができ る. また, 風が強い日にも思っ

た コ ースに打つこ と がで き る と被験者は述べてい た . さ

ら に, 試合中に態勢 を崩 し次のボールを打つまでの時間

を作 り たい時な どにも ス ライ ス をかけ るこ と で , 相手 を

崩 し時間を作 るこ と ができ る.
シングルスで試合を した対戦相手に対 しては, ス ト ロ ー

ク や特にレ シーブ時に短い ボールを打つこ と や, ス ライ

スの特性によ り バウ ン ド後 ボールの跳ねが低い ため, 返

球が し に く く , バ ッ クハ ン ド ス ライ スス ト ロ ークは有効

である と い う こ と がわかっ た . 今までのシ ン グルスの中

で も、 フ ォ アハ ン ドの逆回転のボールに長短 をつけ たス

ト ロ ークは多 く 見ら れてき たが, バ ッ クハ ン ドのス ト ロ ー

ク に関 し て逆回転のボールで攻めるこ と は少な く , 基本

的には順回転のみで ス ト ロ ーク を し てき た . 今回バ ッ ク

ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ー ク を シ ン グルス に取 り 入 れる こ

と によ り , バ ッ クハ ン ドで使用で き るス ト ロ ーク が 2 つ
から 5 つに増え , ゲームの幅も増え る ものと考え ら れた.

シ ン グルスは , ダブルス と は違い , 長い ボールだけ で

はな く ダブルスでは比較的に有効性が低かっ た短い ボー

ルも相手に対 し ては有効な ボールと な るこ と が結果から

も実証 さ れてい る . そのため, ダブルスよ り も打 て る ス

ト ロ ーク の種類 も増え る と 考え ら れる . よ っ て , バ ッ ク

ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ー ク は ダブ ルス よ り も シ ン グルス

で使用するほう がポイ ン ト になり やすい可能性から よ り

有効であるこ と が示唆 さ れた. 

V. 総括
本研究では, ソ フ ト テニスにおい て , ルール上使用す

る こ と が禁止 さ れてい ないが実際にはほと んど使用 さ れ

ない表面 を積極的に使用す るこ と によ っ てゲームの展開

がどのよ う に変化す るかを明 らかにするこ と目的 と し た. 
そ こ で ソ フ ト テ ニ スのバ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク

を硬式 テニスのス ト ロ ーク技術 を用いて打球 させ, ソ フ

ト テ ニ ス ボールを使用 し た際のス ト ロ ーク の特性 を明 ら

かにすると と も に, そのス ト ロ ーク技術 を用いた際のゲー

ムの展開から、 そのス ト ロ ークの有効性を明 らかに し た. 
1 . バ ッ ク ハ ン ド スラ イ ス ス ト ロ ークの特性について

バ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク の特性 を みる ために

1 . ス ラ イ ス ス ト ロ ーク の伸 びる ボール, 2 . ス ラ イ ス

ス ト ロ ークのサイ ド変化のボール, 3 . ス ライ スス ト ロ ー

ク の止ま る ボールと , 4 . 表面によ る順回転のバ ッ クハ

ン ド ス ト ロ ーク , 5 . 裏面によ る順回転のバ ッ クハ ン ド

ス ト ロ ーク およ び 6 . 裏面によ る逆回転のバ ッ クハ ン ド

ス ト ロ ーク の 6 つのス ト ロ ーク によ る ボール軌跡の比較
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を行 っ た .
その結果, 1 の伸 びる ボールはバウ ン ドの高 さは低 く , 

ピーク までの速度は速 く , ネ ッ ト を超え てから の始めの

着地点が長 く , 相手に対 し て ボールが落下後伸びて く る

よ う に感 じ さ せ る も ので あ っ た . よ っ て硬式 テニ スでの

ト ッ プス ピ ン ド ラ イ ブのバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ーク と ほぼ

同 じよ う な攻撃ができ るこ と が示唆 さ れた.
2 のサイ ド に変化のボールのよ う にバウ ン ド後大き く

サイ ド に変化す る ボールは相手の打球 ポイ ン ト にズ レ を

も たら し , 打ち損 じ を させる可能性が考え ら れる .
3 の止ま る ボールのよ う にバウ ン ド を し てから止ま る

よ う な ボールは相手に前方への身体移動 を要求するこ と

になり , 打球態勢を崩すこ と ができ る と考え ら れる .
以上のこ と から こ の 3 種の打球方法はゲームにおいて

ポイ ン ト 奪取のために有効に働 く も のと 考え ら れる .
一方 , 6 の裏面によ る逆回転のバ ッ クハ ン ド ス ト ロ ー

クはスライ スス ト ロ ークの 4 打法中バウ ン ドが一番高 く , 
ピーク までの距離, 所要時間およ び次の落下地点までの

距離が一番長い . こ のこ と は返球者にと っ て ボールを見

る余裕ができ て し まう こ と や, 相手前衛に容易に返球さ

れて し ま う こ と から , バウ ン ド後の変化 だけ では, 攻撃

的な ボールにな り え ない も のと考え ら れる .
2 . 試合におけ るバ ッ ク ハン ド スラ イ ス ス ト ロ ークの有

効性について

ダブルス10試合 , シ ングルス 6 試合の試合 を通 し て , 
バ ッ クハ ン ド ス ライ スス ト ロ ーク の効果についてみる と , 

バ ッ クハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク を相手に打 っ た際に , 

相手がボールを空振り す る こ と や相手がミ ス シ ヨ ツ ト を

す る こ と が多 く な る こ と が示 さ れた . ま た, レ シーブ時

にバ ッ クハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク を使用す る こ と によ

り , 相手から チ ャ ンス ボールが返球 さ れ, 前衛がボレ ー

やスマ ッ シュ を決めるこ と ができ , 後衛, 前衛, 共にレ

シーブで使用す ると有効であ る場面が認めら れた. ゲー

ムのス ト ロ ーク も含める と , バ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト

ロ ーク の内 , 伸 びる ボールと サイ ド に変化す る ボールは

ダブルスの場合 , 短い ボールを打つよ り も , バ ッ ク ラ イ

ンに近 く 長い ボールを打つほう が返球者は伸 びる ボール

では詰ま っ た状態で返球す る事にな る . またサイ ドに変

化す る ボールの場合は ラ ケ ッ ト の端 に ボールが当 たり ミ

ス シ ヨ ツ ト にな るかも し く は返球 し て も コ ー ト よ り も外

に出 さ れる ため, 次のス ト ロ ーク への対応が遅 く な る た

め有効であ る と考え ら れる .
バ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク は , 逆 ク ロ ス を待 っ

てい て も ス ト レ ー ト に打た れる こ と や , 順回転のボール

を打つのか, 逆回転のボールを打つのかがわかり づ らい . 
ま た, 相手前衛に ボールが上がっ てき て も , バ ッ クハ ン

ド ス ラ イ ス ボールは ボールが揺 れる ため, 取 り に く い と

いう 意見もあ っ た. こ こ から , 相手前衛から も迷う よ う
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な ボールにな っ てい る こ と が分かっ たため, バ ッ クハ ン

ドスライ スス ト ロ ークはゲーム中に使用でき る有効なボー

ルであ るこ と がわかっ た .
シ ングルスで試合 を し た対戦相手に対 し ては, ス ト ロ ー

ク や特に レ シーブ時に短い ボールを打つこ と が, 返球が

し に く く , バ ッ クハ ン ド ス ライ スス ト ロ ーク が有効であ

る と いう こ と が明 ら かにな っ た .
シ ン グルスは , 長 い ボールだけ では な く , 短い ボール

も相手に対 し ては有効な ボールと な るこ と から , ダブル

スよ り も打 て る ス ト ロ ーク の種類 も 増え る こ と は シ ン グ

ルスで使用す るほう がポイ ン ト になり やすい可能性から

よ り 有効である こ と が明 ら かにな っ た .
以上の結果を総括する と , 今回採用 し た硬式 テニスの

バ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク の打球方法は ソ フ ト テ

ニスのゲームにおけ る ポイ ン ト 奪取において大変有効な

手段であるこ と が認めら れた . 

VI . 今後の課題

本研究は, ソ フ ト テニスの打球技術の中に新たに硬式

テニスの打球技術 を取り 入れるこ と に着目 し , その打球

技術の特性, 試合におけ る有効性を検討するこ と を目的

と し た .
3 種類のバ ッ クハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク を新 たに加

え て , 試合 を行 っ た と こ ろ ゲームの加点 に繁げ る こ と が

でき , 有効性が見ら れた. しかし , 試合を続けてい く と

対戦相手 も バ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ボールの回転に慣れが

生 じ る ため, 返球が可能 と な る . そのため, こ れから は

ゲーム展開 を考慮 し ながら 3 種類のバ ッ クハ ン ド ス ライ

ス ス ト ロ ーク を , い つ , どのよ う に使用す ればゲームの

加点はも ち ろ んのこ と , 試合の勝利に素がるのかについ

て検討す る必要があ る . ま た , シュ ー ト ボールのみで な

く , 山 な り のボールであ るロ ビ ン グボールについ て も , 

打球の特性を考慮 し ながら取り 入れるこ と によ っ て さ ら

に, ゲームの展開が増え る可能性があ る .
今回の実験では屋外のみで実験を行っ てき たが, ソ フ

ト テニスは屋内な どで試合 を行う こ と も あ るため, 屋内

の有効生についても , 今後の研究で検討が必要な部分で

ある . また, 本研究では対象者を中学生に し て行っ てき

たが, バ ッ ク ハ ン ド ス ラ イ ス ス ト ロ ーク を戦術 と し て定

着 させるためにも , 今後はこ れら の成果に加え プロ 選手

を対象と し た実験を行う 必要があると考え る . 
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