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I .  諸 言  

 

1 .  バ ス ケ ッ ト ボ ー ル の 競 技 特 性  

 

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 競 技 は 「 ボ ー ル の 所 有 と シ ュ ー ト の 攻 防 を め ぐ り ，

相 対 す る 2 チ ー ム が ， 同 一 コ ー ト 内 で 同 時 に 直 接 相 手 と 対 峙 し な が ら ，

一 定 時 間 内 に 得 点 を 争 う ゲ ー ム 」（ 日 本 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 協 会 ， 2 0 0 2 ）  

と 定 義 さ れ ， ま た ゲ ー ム の 勝 敗 に 関 し て は 「 競 技 時 間 が 終 了 し た 時 点 で

得 点 の 多 い チ ー ム を 勝 ち と す る . 」（ 日 本 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 競 技 ， 2 0 2 1 ）  

と 定 め ら れ て い る こ と か ら も ， 試 合 時 間 終 了 時 ま で に 相 手 チ ー ム よ り も

多 く の 得 点 を 上 げ た チ ー ム が 勝 利 す る ．  

 

2 .  バ ス ケ ッ ト ボ ー ル の 勝 敗 要 因  

 

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 競 技 が ，「 得 点 の 相 対 比 を 争 う 競 技 で あ る た め ， 自

チ ー ム の 究 極 の 課 題 は ， ゲ ー ム 終 了 時 に 相 手 チ ー ム と の 得 点 差 を 正 に す

る こ と で あ り ， 得 点 差 を 正 に す る た め の 唯 一 の 方 法 は ， 自 チ ー ム が 得 点

し 相 手 チ ー ム に 得 点 を 許 さ な い こ と . 」（ 宮 副 ら ， 2 0 0 7 ） と い う 特 徴 を

持 っ て い る こ と か ら も ， 文 字 通 り い か に し て 自 チ ー ム が 多 く 得 点 を し ，

相 手 チ ー ム に 得 点 を さ せ な い か の 手 段 を 熟 知 し て お く こ と が 重 要 で あ る

こ と は 周 知 の 通 り で あ る ．  

「 得 点 す る た め の 唯 一 の 方 法 は シ ュ ー ト し て そ れ を 成 功 さ せ る と い う

こ と で あ る 」（ 吉 井 ， 1 9 8 6 ） と い う こ と は ， し た が っ て ， 得 点 を 高 め る

た め に は シ ョ ッ ト 成 功 数 を 増 大 さ せ る 必 要 が あ る こ と を 意 味 す る ． そ の

他 に も ， バ ス ケ ッ ト ボ ー ル に お け る 勝 敗 が ， シ ョ ッ ト の 成 功 数や成 功率
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に 大 き く 影 響 し て い る と い う こ と は ， 多 く の 研 究 で 報 告 さ れ て い る  

（ 一 井 ， 1 9 7 1； 八 板 ， 2 0 0 7； 鈴 木 ， 2 0 1 2； 日 高 ， 2 0 1 3； 前 田 ，

2 0 1 4；川島， 2 0 2 1 ）．  

一 方 で ， 吉 井 （ 1 9 5 6 ） は 「 た だ 単 に 両 者 の シ ュ ー ト 技 術 の 優 劣 の み

が ,  ゲ ー ム の 勝 敗 を決定 す る も の と は 考えら れ な い 」 と述べて お り ，

勝 敗 に は シ ョ ッ ト以外の 要素も 重 要 で あ る こ と が窺える ．加えて ，岡本

（ 1 9 8 9 ） は 「 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル の ゲ ー ム の 勝 敗 を左右す る 要 因 につい

て は ，様々な 要素が複雑に絡み合 っ て い る 」 と述べて お り ， ま た 大神ら

（ 2 0 0 3 ） も 「 勝 敗 を決す る 要 因 は ， シ ュ ー ト 技術の優劣に留ま らず，

シ ュ ー ト に至る過程に様々な状況が複合 的 に混在す る こ と か ら ， 多岐に

亘る 」 と の見解を示し て い る こ と か ら ， 得 点 を す る た め 唯 一 の 方 法 は シ

ョ ッ ト で あ る と い う こ と は事実で あ る が ， そ こ に至る ま で の過程に絡み

合 っ て い る さ まざま な そ の 他 の 要 因 要素も 極 め て 重 要 で あ る事が示唆さ

れ て い る .   

 

3 .  勝 敗 要 因 と そ の 数 値 化  

 

宮 副 ら （ 2 0 0 7 ） は ，「 具 体 的 な 作 戦 計 画 を 立 案 し ， ゲ ー ム 中 に 素 早

く ま た 的確な判断を下す た め に は ， 多岐に亘るデータ項 目 の う ち ， 勝 敗

因 に強く影響を与え得 る で あろう 項 目 を予め把握し て お く 必 要 が あ る 」

と述べて い る よ う に ， 多 く の 研 究者が 勝 敗 要 因 へ の把握を し て お く こ と

の 重 要 性 を報告し て い た こ と は先述し た 通 り で あ る ．  

し か し ，実際の 現 場 で 「 数 的データを 活 用 す る際， コ ー チ の 多 く は ，

自 ら が 勝 敗 因 と認め る 項 目 を 抽 出 し た後に ，頭の中で そ れ ら の 数 値 に何

ら か の統計解析 を施し ，作戦 を立案す る 上 で の 一つの判断基 準 と し て い



  
 
 3 

る . 」 (丹慶勝市， 2 0 0 5 ) と述べら れ て お り ， ま たナイ ト ら （ 1 9 9 2 ） は

「 コ ー チ が統計的観点 か らどの く ら い の確率が適切か と い う 基 準 を認識

す る こ と は ， 競 技者やチ ー ム の 出来栄えを 正確に判断す る た め の 基礎に

な る 」 と 指摘し て い る こ と か ら ， 試 合 に 勝 利 す る と い う 目 的 を 達 成 す る

た め に は ， 勝 敗 要 因 のみを理解し て お く こ とだけ で は不十分 で あ る と 考

えら れ る ．   

こ れ に 関 し て ，倉石（ 2 0 0 5 ） は 「 数 値 も何も な く”頑張れ”で は ，

プレーヤー に と っ て は雲をつかむよ う な話に な り かねな い ，具体的 に何

を す る か が は っきり と し て い な け れば，頑張り よ う が な い の で あ る 」 と

述べ，具体性 の な い選手 へ の 指示は ，力の発揮場 所 を不明確化 す る こ と

を示唆し て お り ，倉石（ 2 0 0 5 ） は加えて ，「 し っ か り と し た 数 値 で表現

す る こ と に よ り ， チ ー ム と し てプレイヤー と し てやら な け ればな ら い こ

と が ，具体化 す る 」 と 指摘し て い る こ と か ら ， 基 準 と な る よ う な具体的

な 数 値 に よ っ て選手 に伝達 す る こ と に よ り ， チ ー ム と し て の 方向性 が明

確化 す る こ と が 考えら れ る ．  

い くつか の先行研 究 に着目 し てみる と ，前田（ 2 0 1 4 ） は ， 日 本 の ト

ップリ ーグで あ る ， N a t i o n a l  B a s k e t b a l l  L e a g u e （ 通称， N B L ）

の 2 0 1 3 - 2 0 1 4 レ ギ ュ ラ ー シ ー ズ ン の 試 合 を 対 象 に 分 析 を 行 い ， F G M

（ F i e l d  G o a l  M a d e： シ ュ ー ト 成 功 数 ）， F G％ （ F i e l d  G o a l  

P e r c e n t a g e： シ ュ ー ト 成 功 率 ）， D R E B （ D e f e n s i v e  R e b o u n d ： デ

ィ フ ェ ン ス ・ リ バ ウ ン ド ）， P T S（ P o i n t s ： 得 点 ）， P T S / P o s s  

( P o i n t s  P e r  P o s s e s s i o n ： 得 点 効 率 ) ， R E B％ （ R e b o u n d  

P e r c e n t a g e： リ バ ウ ン ド 獲 得 率 ） が 勝 敗 に 影 響 を 与 え る 要 因 で あ る

と し ， 各 要 因 の 基 準 値 を そ れぞれ 算 出 し た ． ま た川島（ 2 0 2 1 ） は ， 接

戦 の 試 合 の第 4 クォーター （以下， Q と す る ）残り 5 分 間 を 対 象 と し て
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分 析 を行い ， ロ ー ス コ ア ゲ ー ム ， ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム ， ハ イ ス コ ア ゲ ー

ム ご と の 勝 敗 要 因 を 明 ら か に し ， 最 終 的 に は ， F G M， F G％ ， P P P

（ P o i n t s  P e r  P o s s e s s i o n ： 得 点 効 率 ）， e F G％ （ E f f e c t i v e  

F i e l d  G o a l  P e r c e n t a g e：シ ュ ー ト効率） が 接 戦 時 の ゲ ー ム の 勝 敗

に影響を与える 要 因 で あ る と 結 論づけ ，該当 の 各 項 目 の 基 準 値 を 算 出 し

て い る ．  

 

4 .  競 技 規 則 （ ル ー ル ） の 変 更 に よ るクォーター 制 の 導 入  

 

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 競 技 の ル ー ル は ，「 1 8 9 1 年 に ネ イ ス ミ ス に よ っ て

1 3 ヶ条定 め ら れ 」（簑川ら ， 2 0 1 6 ），「 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル の普及や発展，

正 し い 技術の修得 ， 高度化 し た 試 合 に ル ー ル を公平に適用 す る こ と を 目

的 と し て 」（ 日 本 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 協 会 ， 1 9 8 1 ），今日 ま で に幾度も の

ル ー ル の改正 が行われ てきた ．近年で の ル ー ル改正 と し て の 大幅な 変 更

点 と し て は ，「 2 0 0 1 年に 2 4 秒ル ー ル の適用 」（簑川ら ， 2 0 1 6；中井 ，

2 0 1 2 ） が な さ れ ，「 2 0 0 1 年（ 1 9 9 9 年） に 競 技 時 間 が 2 0 分 ハ ーフか ら

1 0 分 4 ピリオド 制 へ 変 更 」（渡部， 2 0 1 2；内山ほか ， 2 0 1 8 ） さ れ る な

ど， そ の 他 に も い くつか のオフェン ス の 制限時 間 に 関 す る ル ー ル 変 更 が

行われ た （ 内山， 2 0 0 2 ）， そ の中で も ， 2 4 秒ル ー ル などと い っ た ，オ

フェン ス の 制限時 時 間 に 関 す る ル ー ル の 変 更 は ，「 ゲ ー ム の スピー ド ア

ップ」（ 日 本 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 協 会 ， 2 0 0 9 ） を よ り志向す る こ と と な り ，

「 トランジシ ョ ン ・ ゲ ー ム が益々強調」（ 内山ら ， 2 0 0 1 ） さ れ る よ う に

な っ た こ と か ら も ， バ ス ケ ッ ト ボ ー ル の 試 合 に 大きな 変 化 を も た ら し た

と 言える ．  

2 0 分 ハ ーフか ら 1 0 分 のクォーター 制 へ 変 更 さ れ た こ と に よ っ て ， 2 0
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分 を２回の前後半で行っ て い た 時 と 比べ，「「状況を 変 化 さ せ る 要 因 の影

響」 の 検 証 に拍車を か け た 」（ 内山ほか ， 2 0 1 8 ）． ま た ， 2 0 分 ハ ーフ時

は前後半間 の 1 回のみの休憩時 間 で あ っ た が ，クォーター 制 に よ っ て 3

回の休憩時 間 に 増えた こ と か ら ，体力回復に よ るパフォーマン ス の向上

やコ ー チ か ら選手 へ の 指示が できる機会 の 増加に よ り ，状況を 変 化 さ せ

る 要 因 が 増えた こ と が 考えら れ る ．  

加えて ，「 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 競 技 の ゲ ー ム 結 果 は 時 間 に 大きく依存し

て い る 」（ M a r t i n e z， 2 0 1 4 ） と述べら れ て い る こ と か ら も ， 2 0 0 1 年

の ル ー ル 変 更 に よ っ て 「ピリオド毎の 戦 い 方 の 重 要 性 を こ れ ま で以上 に

顕現 化 す る 」（ 内山ほか ， 2 0 1 8 ） よ う に な っ た こ と は明ら か で あ り ， こ

れ ま で以上 に 各 Q の具体的 な 戦術戦略を構築す る こ と の 重 要度が 増 し た

と いえる ．  

ま た ， こ れ ま で に も ， ル ー ル の 変 更 が バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 競 技 の 戦術や

選手 のパフォーマン ス にどの程度影響を与えた の か を報告し た 研 究 は 多

数 存 在 し て い る （ 清 水 ， 2 0 0 8； 佐 藤 ， 2 0 1 2； 吉 岡 ， 2 0 1 4； S e r g i o  

e t  a l . ， 2 0 1 8 ， R i c a r d o  e t  a l . ， 2 0 2 3 ）  

 

5 .  クォーター と 勝 敗 の 関 係 性  

 

2 0 0 1 年の 大幅な ル ー ル 変 更 に よ っ て ，クォーターごと の 戦 い 方 が 非

常に 重 要 に な っ た こ と は先述し た 通 り で あ る が ， こ れ ら の 各 Q に着目 し ，

そ の 重 要度や勝 敗 と の 因 果 関 係 を明ら か に し ， そ の 結 果 を報告し た 研 究

は い く つ か 存 在 し て い る （ 池 田 ら ， 2 0 0 5； 内 山 ら ， 2 0 1 8； 青 木 ら ，

2 0 1 9； G o m e z  e t  a l . ， 2 0 1 3； M o r e n o  e t  a l . ， 2 0 1 3； J o s e  A ，

2 0 1 4 ;  B o t o n d， 2 0 2 1 ）．  
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まず， そ れぞれ のクォーター を独立し た も の と し て捉える と ， そ の 重

要度は ，「最終 得失点 差 が 1 9 点以下で あ れ 2 0 点以上 で あ れ ，「第 1 」

「第 3 」「第 4 」 の 各ピリオド で あ り ，第 2 ピリオド も含め た 各ピリオ

ド の 重 要度は 「第 3＞第 1＞第 4＞第 2 」 の 順 に優位で あ る ．」（ 内山ら ，

2 0 1 8 ） と述べた ． ま た ，車椅子バ ス ケ ッ ト ボ ー ル に お け る流れ の 勝 敗

分 析 の 研 究 （池田ら ， 2 0 0 5 ） で は ， 勝 敗 に影響を及ぼすクォーター は

第 1 Q ，第 3 Q ，第 4 Q と し ， そ の 重 要度は第 3 Q＞第 1 Q＞第 4 Q で あ る と

報告し て い る こ と か ら ，クォーター の 重 要度は先述し た 順序が 妥 当 で あ

る と 考えら れ る ．  

ま た ， 得失点 差 などを 考慮し た状況別のクォーター と の 関連に着目 す

る と ， 1 9 点 差以内 の ゲ ー ム に お い て ，青木ら （ 2 0 1 9 ） は ，「 試 合 全体

の 得 点 差 と 有 意 な 相 関 がみら れ たクォーター は ， 1 部リ ーグで は 3 Q が ，

2 部リ ーグで は 1 Q が 勝 敗 に影響し て い る 」 と述べて い る ．つま り ， 試

合 終 了 時 に 1 9 点 差以内 の” B a l a n c e d  G a m e”に お い て ， 勝 敗 に影響

を与えるクォーター は第 3 Q ，或い は第 1 Q で あ り ， こ れ ら の 結 果 は 内山

ら （ 2 0 1 8 ）や池田ら （ 2 0 0 5 ） に お け る 知見を支持 す る も の で あ っ た ．  

最終 得失点 差 が 2 0 点以上 の” U n b a l a n c e d  g a m e s ”に 関 し て ， 内山

ら （ 2 0 1 8 ） は ，「「第 1 ピリオド 」 の 得失点 差 が 勝 敗 に影響を与える 要

因 で あ る ．」 と述べて お り ， ま た ， 関西学生バ ス ケ ッ ト ボ ー ル リ ーグを

対 象 と し た青木ら （ 2 0 1 9 ） の 研 究 で も ，「 2 0 点 差以上 の 得 点 差 の 大き

い 試 合 に お い て は ，クォーター の主効果 が認め ら れ ，第 1 Q＞第 2 Q の 有

意 な 差 が認め ら れ た 」 と報告し て い る ． す なわち ，「第 1 クォーター で

の 勝 利 は ,  試 合 の 勝 利 の た め に 極 め て 重 要 で あ る ．」 と い う J o s e

（ 2 0 1 4 ） の報告や，「 対 戦 相 手 の質， 試 合 の 場 所 ，或い は スターティン

グクォーター が ， バ ス ケ ッ ト ボ ー ル の ゲ ー ム の最終 的 な 結 果 に お い て 非
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常に 大きく影響す る こ と が実証 さ れ て い る ．」  と述べた G o m e z  e t  a l．，

（ 2 0 1 3 ）や  M o r e n o  e t  a l．，（ 2 0 1 3 ） の報告か ら も窺える よ う に ，

試 合 終 了 時 に 2 0 点 差以上 が開い た” U n b a l a n c e d  G a m e”に お い て は ，

第 1 Q の 重 要度が 非常に 高 い こ と が示唆さ れ て い る ．  

以上 の こ と か ら ， 勝 敗 に影響す るクォーター は第 2 Q を除い た 3 つの

クォーター で あ り ， そ の 重 要度は第 3 Q ，第 1 Q ，第 4 Q の 順 で あ っ た ．

加えて ，累計得失点 差 が 2 0 点以上 の 試 合 に お い て は ，第 1 Q の 得失点

差 が 勝 敗 に影響を与える 要 因 で あ る こ と が明ら か と な っ た ．以上 の こ と

は ，最終 得失点 差 が拮抗す る ゲ ー ム と 得失点 差 が 大きく開い た ゲ ー ム と

で 勝負の 分 か れ 目 と な るクォーター が異な る こ と を 意 味 し て い る ．  

そ れ ぞ れ の ク ォ ー タ ー の 関 係 性 ， す な わ ち 相 互 依 存 関 係 に 関 し て ，

（ 内山ら ， 2 0 1 8 ） は ，「「第 1→第 2 （累積）」，「第 2 （累積）→第 3 （累

積）」，「第 3 （累積）→第 4 」」 と述べ， 時系列的 に先行す るクォーター

の 得失点 差 は 次 のクォーター に契機と し て機能す る こ と を説明し た ．加

えて ， 各クォーター と 勝 敗 の 関 係 性 に 関 し て は ，「「第 3 （累積）→勝 敗 」

お よび「第 4→勝 敗 」 は 因 果連鎖が強く ， 勝 敗 に 大きな影響を及ぼし て

い る ．」（ 内山ら ， 2 0 1 8 ） と述べて お り ， こ れ は第 1 Q ，第 2 Q お よび第

3 Q で の 得失点 差 は 勝 敗 を優位に予測す る こ と を 意 味 し て お り ，第 1 Q ，

第 2 Q ，第 3 Q に お い て 相 手 に 勝 る チ ー ム は ゲ ー ム に お い て 勝 利 す る可能

性 が 高 い こ と を示唆し て い る ．  

し か し な が ら ， 内山ら （ 2 0 1 8 ） は第 3 Q ，第 4 Q ， 勝 敗 に 関 し て ，「「第

3 (累積 )→第 4 」 お よび「第 4  →勝 敗 」 に お け るパス 係 数 をみる と ，累

積得失点 差 8 点以内 の ゲ ー ム に お い て は ，第 3 ピリオド ま で の累積得失

点 差 に よ っ て第 4 ピリオド の展開を説明す る こ と は できず，最終 1 0  分

間 の 戦 い 方 次第で ゲ ー ム の 勝 敗 が決す る可能性 を残し て い る と いえる . 」
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と述べた ． こ れ は す なわち ，第 3 Q 終 了 時 の累計得失点 差 が 8 点 差以内

の ゲ ー ム に お い て は ，例え 8 点 差以内 で 勝 っ て い た と し て も第 4 Q で ，

そ し て そ の 試 合 で 勝つ可能性 が 高 いわけ で は な い ， と い う こ と を 意 味 し

て お り ，第 4 Q の 戦 い 方 次第で は逆転さ れ る可能性 が あ る こ と を示唆し

て い る ．  

こ の逆転の た め の具体的 な 数 値 に 関 し て は ， こ れ ま で の い くつか の先

行研 究 で も 言及さ れ て い る ． スペイ ンプロフェッ シ ョナル リ ーグ（ A C B ）

の 2 0 0 8 - 2 0 0 9 年 レ ギ ュ ラ ー シ ー ズ ン の 試 合 を 対 象 に 行 わ れ た

S a m p a i o ら （ 2 0 1 0 ） の 研 究 で は ，「挽回が可能で あ る か否か の最終 得

点 差 は 8 点 差 で あ る 」 と述べら れ て お り ， ま た ， ハ ンガリ ー の男子プロ

フェッ シ ョナル リ ーグ（ N B  I / A ） の 2 0 1 8 - 2 0 1 9 年 P l a y o f f s を 対 象

に 分 析 を行っ た B o t o n d（ 2 0 2 1 ） の 研 究 で は ， よ り具体的 に調査を行

う た め ，第 4 Q 開始時 の最大 得失点 差 が 8 点 差以内 の ゲ ー ム を 接 戦 の 試

合 と 定 義づけ た ． こ れ ら 2 つの報告は ， 内山ら （ 2 0 1 8 ） が 結 論づけ た

結 果 を支持 す る も の で あ っ た ．  

 

6 .  研 究 目 的  

 

内山ら （ 2 0 1 8 ） は ，「第 3 ピリオド 終 了 時 ま で の累積得失点 差 が 8 点

差以内 で あ れば， 9 点 差以上 に 比べ，逆転の可能性 が 高 い 」 こ と を示唆

し た ．累計得失点 差 が第 3 Q 終 了 時 に 8 点 差以内 で あ れば， そ の 時 点 で

勝 敗 を予測す る こ と は 極 め て困難で あ る の な らば， 勝率を限り な く 高 め

る観点 に お い て は ，第 3 Q 終 了 時 に累計得失点 差 を 9 点 差以上 に広げ る

こ と で 勝 率 を 限 り な く 高 め る こ と が で き る と 考 え ら れ る ． 青 木 ら

（ 2 0 1 9 ） も ，「 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 競 技 に お い て 勝 利 す る た め に は 3 Q ま
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で に 相 手 チ ー ム よ り 多 く の 得 点 を挙げ る こ と が 重 要 」 と述べて い る ．  

つま り ，「第 3 ピリオド ま で の 各ピリオド の 得失点 差 に よ っ て 大 方 の

ゲ ー ム の 勝 敗 が説明できる と捉えら れ ，第 3 ピリオド ま で の ゲ ー ム を如

何 に 展 開 す る か が 「 ゲ ー ム の 流 れ 」 に と っ て 重 要 で あ る 」 ( 内 山 ら ，

2 0 1 8 ） こ と は明白で あ り ，第 3 Q ま で の累計得失点 差 と第 4 Q 単体で の

得失点 差 に着目 し ， 勝 敗 と の 関 係 性 を理解す る 方 が ゲ ー ム の流れ を明確

に表し て い る と 言える ．  

こ れ ま で ， い くつも の 勝 敗 要 因 に 関 す る 研 究 が な さ れ てきた が ， そ の

多 く は 試 合 全体で の 勝 敗 要 因 の 研 究 （ 宮 副 ら ， 2 0 0 7； C s a t a l j a y  e t  

a l . , 2 0 0 9；前田， 2 0 1 4； Ç e n e ， 2 0 1 8；小林ら ， 2 0 2 0 ）や ,  試 合 終

盤で の 研 究 (川島， 2 0 2 1； L o r e n z o  e t  a l . ,  2 0 1 0； S a m p a i o  e t  

a l . ， 2 0 1 0； G o m e z  e t  a l . ， 2 0 1 5 ) で あ っ た ． し か し な が ら ，第 3 Q

ま で の ゲ ー ム展開の 重 要 性 が複数 の 研 究 で報告さ れ て い る の に も 関わら

ず， そ こ に着目 し 勝 敗 要 因 を明ら か に し た も のや， ま た 基 準 値 を 算 出 し

た 研 究 は見当 た ら な い ．  

そ こ で ， 本 研 究 で は ， 日 本 の 男 子 ト ッ プ リ ー グ で あ る J A P A N  

B A S K E T B A L L  L E A G U E （以下， B . L E A G U E と す る ） に お い て第 3 Q 終 了

時 の累積得失点 差 が 9 点以上 を 達 成 す る た め の 要 因 要素を明ら か に し ，

基 準 値 を 算 出 す る こ と を 目 的 と す る ．「 コ ー チ が統計的観点 か らどの く

ら い の確率が適切か と い う 基 準 を認識す る こ と は ， 競 技者やチ ー ム の 出

来栄えを 正確に判断す る た め の 基礎に な る 」 ( K n i g h t  a n d  N e w e l l，

1 9 8 6 ) と 述 べ ら れ て い る こ と か ら も ， 基 準 値 を 算 出 す る こ と は ， 指 導

現 場 に お い て ，練習の ミクロ ・マクロ 的計画の作成 ， ゲ ー ムプラン の立

案， 試 合中の状況の把握，プレイヤー へ の具体的 な 指示の 一助と な る ．  
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I I .  方 法  

 

1 .  方 法 の 手 順  

本 研 究 に お け る 検討は ， 宮 副 ら （ 2 0 0 7 ），前田（ 2 0 1 4 ），川島（ 2 0 2 1 ）

が採用 し た 方 法 を 参 考 に行な っ た ．具体的 に は ，「 1 . 達 成 要 因 の 抽 出 」，

「 2 . 抽 出 さ れ た 各 要 因 に お け る 基 準 値 の 算 出 」，「 3 . 算 出 さ れ た 基 準 値

の 妥 当 性 の 検 証 」 の 3 段階で行う ．  

 

2 .  「 1 . 達 成 要 因 の 抽 出 」  

 

1 ）  接 戦 と 非 接 戦 の 試 合 の 定 義  

内山ら （ 2 0 1 8 ） は ，「第 3 ピリオド 終 了 時 ま で の累積得失点 差 が 8 点

差以内 で あ れば， 9 点 差以上 に 比べ，逆転の可能性 が 高 い 」 と述べ， こ

の 結 果 か ら川島（ 2 0 2 1 ） は ，「第 3 Q 終 了 時 点及び ,  試 合 終 了 時 点 の 得

点 差 が 8 点以内 」 の 試 合 を 「 接 戦 」 の 試 合 と 定 義づけ た ．  

し か し な が ら ，「第 3 ピリオド ま で の 各ピリオド 終 了 時 の累積得失点

差 と第 4 ピリオド の 得失点 差開始時 の 得失点 差 を 用 い て 勝 敗 と の 関 係 を

理解す る 方 が 「 ゲ ー ム の流れ 」 を些か明確に表し て い る と 言える ．」（ 内

山ら ， 2 0 1 8 ） と述べら れ て い る こ と か ら も ， 試 合 終盤のみだけ で は な

く ， 終盤以外の 分 析 も行う 必 要 性 が あ る こ と は先述し た と お り で あ る ．

そ こ で 本 研 究 で は ，第 3 Q ま で に着目 し そ の中で も ，累積得失点 差 9 点

以上 の 試 合 を 対 象 に 研 究 を行う こ と か ら ，「第 3 Q 終 了 時 点 の 得 点 差 が 9

点以上 」 の 試 合 を 「 非 接 戦 」 の 試 合 と 定 義 し た ．  

参 考 に し た理由と し て ,  2 つの先行研 究 は ，（ 1 ）実力が拮抗し て い る

中で リ ーグ戦 が行われ て い る ，（ 2 ） F I B A ル ー ル に 基づい て 競 技 が行わ
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れ て い る こ と か ら ， 本 研 究 の 研 究 対 象 に適応可能と 考えた ．  

 

2 ）  ス コ ア の 基 準  

川島（ 2 0 2 1 ） は ，「 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 競 技 は ボ ー ル ゲ ー ム の中で 唯 一 ，

2 4 秒と シ ュ ー ト を放つま で に 時 間 的 制限が あ る も の の ， 試 合 全体のテ

ンポやリズム に は ，毎試 合違い が あ る と 考えら れ る ．」 と述べて お り ，

チ ー ム に 所属し て い る選手 の 特 徴やヘッ ド コ ー チ の 意向や選好， 対 戦 チ

ー ム の スタイ ル などに よ っ て 全 て の 試 合 のテンポやリズム に は違い が あ

る と 考えら れ る ．渡部（ 2 0 1 2 ） は ， こ の こ と に 関 し て ，「 試 合 のテンポ

を 意図的 に速め て シ ュ ー ト 試行に 持 ち こむ有効な 攻撃と し てファス ト ・

ブ レ イ ク が 挙 げ ら れ る ．」 と 述 べ て お り ， 倉 石 （ 2 0 0 7 ） に よ る と ，

2 0 0 1 年の ル ー ル改正以降，ファス ト ・ブレイクは 日 本 で も 非常に 重 要

な 攻撃方 法 と な っ て お り ， ま た ， 大きなプレイヤー が い ればス ロ ーダウ

ン し ，セッ トオフェン スばか り に こだわる部分 が 多 か っ た が ，最近で は

大きなプレイヤー で もファス ト ・ブレイクに積極 的 に 参加し な け ればな

ら な い形がノーマル に な っ てきて い る と も述べて い る ． し か し な が ら ，

B u n n（ 1 9 6 4 ） は ，ファス ト ・ブレイクの 重 要 性 に加え，ファス ト ・ブ

レイクは 相 手 チ ー ム と の 間 に生じて い る身体的 な劣勢を均等化 す る 性質

を 有 し て い る ， と し た ． こ れ は す なわち身体的 に劣っ て い る チ ー ム はフ

ァス ト ・ブレイクに よ っ てテンポを 上 げ る こ と で身体的 な 差異を均等化

す る こ と が でき，逆に身体的 に優れ て い る チ ー ム はテンポを落と し ，セ

ッ トオフェン ス を行う こ と で身体的優位性 を 利 用 す る こ と が できる ， と

い う こ と を 意 味 し て い る と いえる ．  

 オフェン ス を組み立て る 要素の 1 つと し て ，「 攻撃回数 を 増やし て ハ

イ ス コ ア ゲ ー ム に す る か ，ゆっ く り と 攻 め て ロ ー ス コ ア ゲ ー ム に 持 ち込
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むか ．」（倉石， 2 0 1 8 ） と述べて い る こ と か ら も ， 本 研 究 に お い て は ，

「第 3 Q 終 了 時 点 で の両チ ー ム の 得 点 の 合計値 」 に よ っ て ，「①ロ ー ス コ

ア ゲ ー ム ( 7 9 点〜 9 9 点 ) 」，「②ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム ( 1 0 0 点〜 1 2 9 点 ) 」，

「 3 ハ イ ス コ ア ゲ ー ム ( 1 3 0 点〜 1 7 0 点 ) 」 に 分類し た (表 1 ) ．  

  

 

図 1   非 接 戦 時 に お け る第 3 クォーター 終 了 時 点 で の 得 点 分布  
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表1  スコアの基準

130〜160

① ロースコアゲーム

② ミドルスコアゲーム

③ ハイスコアゲーム

スコアの基準

82〜99

100〜129

130〜170

　① ロースコアゲーム

　② ミドルスコアゲーム

　③ ハイスコアゲーム

スコアの基準

79〜99

100〜129
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3 ）  分 析 対 象  

日 本 の男子ト ップリ ーグで あ る ， B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 0 2 4 シ ーズン

のレギュラー シ ーズン の 内 ，「 1 )  接 戦 と 非 接 戦 の 試 合 の 定 義 」 の 接 戦

に 該 当 す る 3 7 5 試 合 （ N = 7 5 0 ） と ， 非 接 戦 に 該 当 す る 2 6 4 試 合

（ N = 5 2 8 ）， 合計 6 3 9 試 合 （ N = 1 2 7 8 ） を 分 析 対 象 と し た ． そ の際，「 2 )  

ス コ ア の 基 準 」 に 基づい て 分 析 を行っ た ．尚， 本 研 究 に お け る 「 9 点 差

以上 リ ー ド チ ー ム 」 の 定 義 は ,  「第 3 Q 終 了 時 点 で の リ ー ド が 9 点以上

の チ ー ム 」 で あ り ,  「 9 点 差以上 ビ ハ イ ン ド チ ー ム 」 の 定 義 は ,  「第

3 Q 終 了 時 点 で の ビ ハ イ ン ド が 9 点以上 の チ ー ム 」 と す る ． ま た ，「 8 点

差以内 リ ー ド チ ー ム 」 の 定 義 は ，「第 3 Q 終 了 時 点 で の リ ー ド が 8 点以

内 の チ ー ム 」 で あ り ，「 8 点 差以内 ビ ハ イ ン ド チ ー ム 」 の 定 義 は ，「第

3 Q 終 了 時 点 で の ビ ハ イ ン ド が 8 点 差以内 の チ ー ム 」 と す る ．  

（試合）

試合数 割合（%）

接戦の試合 322 100%

41 12.73%

引き分け（第３Q終了時点） 17 5.28%

対象試合 264 81.99%

延長線

表3　接戦の試合の内訳

  　　　　　

（試合）

8点差以内 8点差以内

リードチーム ビハインドチーム

24 24 48

174 174 348

66 66 132

264 264 528

表2　対象試合 (接戦の試合)

合計

(79〜99)

　 ②ミドルスコアゲーム

　 ①ロースコアゲーム

(100〜129)

　 ③ハイスコアゲーム

(130〜170)

合計



  
 
 14 

 

  

（試合）

試合数 割合（%）

非接戦の試合 393 100%

139 35.37%

大逆転
2 13 3.31%

延長線 5 3.60%

対象試合 375 95.42%

注 ： 1 「Unbalanced Game」とは試合が終了時点において20点差以上の得失点差がある試合を指す.

　 　 2 「大逆転」の試合は, 非接戦試合におけるリードチームが第4Qにおいて逆転され敗北した試合を指す.

表5　非接戦の試合の内訳

Unbalanced Game 
1

（試合）

9点差以上 9点差以上

リードチーム ビハインドチーム

31 31 62

263 263 526

81 81 162

375 375 750

表4　対象試合 (非接戦の試合)

合計

(79〜99)

　 ②ミドルスコアゲーム

　 ①ロースコアゲーム

(100〜129)

　 ③ハイスコアゲーム

(130〜170)

合計
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4 ）  分 析 項 目  

ゲ ー ム 分 析 を行う に あ た り ，データの客観性 と 正確性 を担保す る た め ，

B . L E A G U E 公式ホー ムページに記載さ れ て い る B o x  S c o r e ， P l a y  b y  

P l a y か ら の スタッツ分 析 （飯野， 2 0 1 0 ） に よ っ て収集し た 3 6 項 目 を

分 析 対 象 と し て 抽 出 し た （表 6 ）．  

分析項目

2FGM 

2FGA 

2FG% 

2FGM-P 

2FGA-P 

2FG%-P 

2FGM-M 

2FGA-M 

2FG%-M 

3FGM 

3FGA 

3FG% 

FGM 

FGA 

FG% 

FTM 

FTA 

FT% 

 3Point Field Goal Made（3ポイント成功数）

 2FGM-M/2FGA-M

 （ペイントエリア外シュート成功率）

 （ペイントエリア内シュート成功率）

 2Point Paint Field Goal Percentage 

 （ペイントエリア外シュート試投数）

 2Point Middle Field Goal Attempt 

 （ペイントエリア外シュート成功数）

 2Point Middle Field Goal Made 

 2FGM-P/2FGA-P

内容

 2Point Field Goal Made（2ポイント成功数） 

 2Point Field Goal Percentage（2ポイント成功率） 

 2Point Field Goal Attempt（2ポイント試投数） 

 2FGM/2FGA

 2Point Middle Field Goal Percentage 

 Free Throw Attempt（フリースロー試投数）

 Free Throw Made（フリースロー成功数）

 FGM/FGA

 Field Goal Percentage（シュート成功率）

 Field Goal Attempt（シュート試投数）

 Field Goal Made（シュート成功数）

 FTM/FTA

 Free Throw Percentage（フリースロー成功率）

 3FGM/3FGA

 3Point Field Goal Percentage（3ポイント成功率）

 3Point Field Goal Attempt（3ポイント試投数）

表6  分析項目

 （ペイントエリア内シュート試投数）

 2Point Paint Field Goal Attempt 

 （ペイントエリア内シュート成功数）

 2Point Paint Field Goal Made 
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5 ）  分 析 方 法  

P e a r s o n の積率相 関 分 析 を 用 い て ， 全 試 合 に お け る 各 項 目 と第 3 Q 終

了 時 点 で の累積得失点 差 の 関 係 を ス コ ア別（①ロ ー ス コ ア ゲ ー ム ，②ミ

ド ル ス コ ア ゲ ー ム ，③ハ イ ス コ ア ゲ ー ム ） に 分 析 し た ． 次 に ， 同様の 手

順 で 非 接 戦 時 の 試 合 の み を ス コ ア 別 に 分 析 を 行 っ た ． 本 研 究 で は ，

B . L E A G U E に お け る第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失点 差 が 9 点以上 の リ ー

ド を 達 成 す る た め の 基 準 値 を 算 出 す る こ と を 目 的 と し て お り ， よ り 正確

なデータを 算 出 す る た め に ， < 1 >全 試 合 に お け る リ ー ド チ ー ム のデータ，

OREB 

DREB 

REB 

AST 

STL 

BLK

TO

PF 

POSS 

PPP 

eFG% 

TO% 

OREB% 

FTR 

PTS

Point-FB 

Point-TO

Point-SC  Second Chance Points（セカンドチャンスによる得点） 

 Fast Break Points（ファストブレイクによる得点） 

 Points Per Possession（得点効率）

 FGA+ FTA*0.44+ TO 

 Possession（攻 撃 回 数 ）

 Personal Foul（ファウル）

 Turnover（ターンオーバー）

 Steal（スティール）

 Block（ブロック）

 Defensive Rebound（ディフェンス・リバウンド）

 Offensive Rebound（オフェンス・リバウンド）

 FTA÷FGA 

 Free Throw Rate（フリースロー獲得率） 

 OREB/(OREB+相 手 の DREB) 

 （オフェンス・リバウンド獲得率） 

 Assist（アシスト）

 Rebound（リバウンド）

 Offensive Rebound Percentage 

 TO/(FGA+ (FTA*0.44)+ TO) 

 Turnover Percentage（1回の攻撃でのTO発生率）

 FGM+3PM*0.5/FGA 

 Effective Field Goal Percentage（シュート効率）

 PTS/(FGA+ (FTA*0.44)+ TO) 

 Turnover Points（TO後による得点）

 Points（得点 ）
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ビ ハ イ ン ド チ ー ム のデータの両チ ー ム のデータに お い て 有 意 な 相 関 が認

め ら れ た 項 目 を第 3 Q 終 了 時 点 で の リ ー ド ・ ビ ハ イ ン ド に影響を与える

要 因 と し た ．  

加えて ， < 2 >非 接 戦 時 の 試 合 に お け る 9 点 差以上 リ ー ド チ ー ム のデー

タ ,  9 点 差以上 ビ ハ イ ン ド チ ー ム のデータの両チ ー ム のデータに お い て ，

有 意 な 相 関 が認め ら れ た 項 目 を 非 接 戦 時 に お け る リ ー ド ・ ビ ハ イ ン ド に

影響を与える 要 因 と し ， < 1 >と < 2 >で 抽 出 さ れ た 項 目 の 共 通 項 目 を ，第

3 Q 終 了 時 点 で の累積得失点 差 が 9 点以上 の リ ー ド を 達 成 す る こ と に影

響を与える 要 因 と し た ．統計解析 に は ， S P S S  2 9  f o r  M a c を使用 し ，

有 意水準 は 5％未満と し た ．  

 

3 .  「 2 . 抽 出 さ れ た 各 要 因 に お け る 基 準 値 の 算 出 」  

1 ）  分 析 対 象  

「 1 . 勝 敗 要 因 の 抽 出 」 と 同様， 日 本 の ト ップリ ーグで あ る B . L E A G U E

の 2 0 2 3 - 2 0 2 4 シ ーズン の 内 ，「 1 )  接 戦 と 非 接 戦 の 試 合 の 定 義 」 の 接 戦

に 該 当 す る 2 6 4 試 合 （ N = 5 2 8 ） と ， 非 接 戦 に 該 当 す る 3 7 5 試 合

（ N = 7 5 0 ）， 合計 6 3 9 試 合 （ N = 1 2 7 8 ） を 分 析 対 象 と し た ． そ の際， ス

コ ア別（①ロ ー ス コ ア ゲ ー ム ，②ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム ， 3 ハ イ ス コ ア ゲ

ー ム ） に 分類し た ．  

 

2 ）  分 析 項 目  

「 1 . 勝 敗 要 因 の 抽 出 」  で明ら か に な っ た ，第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得

失点 差 が 9 点以上 の リ ー ド を 達 成 す る こ と に影響を与える ス コ ア別の 各

要 因 （①ロ ー ス コ ア ゲ ー ム 4 項 目 （ F G M， F G％， P P P， e F G％），②ミ

ド ル ス コ ア ゲ ー ム 1 2 項 目 （ 2 F G％， 2 F G％ - P， 3 F G M， 3 F G％， F G M，
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F G％， D R E B ， A S T， T O， P P P， e F G％，  P o i n t - T O），  ③ハ イ ス コ ア

ゲ ー ム 6 項 目 （ 3 F G％， F G M， F G％， R E B ， P P P， e F G％） を 分 析 項 目

と し た ．  

 

3 ）  分 析 方 法  

各 項 目 の 分 析 に は ， 対応の な い t 検 定 を 用 い ，累積得失点 差 （第 1 Q〜

第 3 Q ） が 9 点以上 の リ ー ド チ ー ム と 8 点以内 の リ ー ド チ ー ム ， ま た ，

9 点以上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム と 8 点以内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム 間 の 差 の 検

定 を ス コ ア別に 算 出 し た ．統計解析 に は ， S P S S  2 9  f o r  M a c  を使用

し ， 有 意水準 は 5％未満と し た ．  

B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 0 2 4  レギュラー シ ーズン の ス コ ア別の 各 項 目 の

累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点以上 の リ ー ド チ ー ム と 8 点以上 の リ

ー ド チ ー ム ， ま た 9 点以上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム と 8 点以内 の ビ ハ イ ン ド

チ ー ム の平均値 ，標準誤差 か ら ，母平均で あ る ス コ ア別の 各 項 目 の平均

値 の区間推定 を行な っ た ． そ の際，母集団か ら標本 を取り 出 し ， そ の標

本 か ら母平均の 9 5％信頼区間 を求め た ． ま た ， 有 意水準 は 5％と し た ．

そ の 結 果 ， ス コ ア毎に 各 項 目 の下側 9 5％信頼区間 の 値 ， 上側 9 5％信頼

区間 の 値 を 算 出 し た ．  
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基 準 値 の 算 出 に あ た っ て ， 4 つの 指標と な る 基 準 値 を 算 出 し ， そ れぞ

れ を 本 研 究 で は 以 下 の よ う に 「 9 M L S」 3 ，「 9 M L F」 4 ，「 8 L B S」 5 ，

「 8 L B F」 6 と記載す る ．「 9 M L S」 の 算 出 に は ， 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー

ム の 上側 9 5％の信頼区間 の最大 値 が示す 値 と し た ． ま た ，「 9 M L F」 の

算 出 に は ， 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム の下側 9 5％の信頼区間 の最大 値

が示す 値 と し た ． そ し て ，「 8 L B S」 の 算 出 に は ， 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン

ド の チ ー ム の 上側 9 5％信頼区間 の最大 値 が示す 値 と し ， ま た ，「 8 L B F」

の 算 出 に は ， 8 点 差以内 の ビ ハ イ ン ド の チ ー ム の下側 9 5％の信頼区間

の最大 値 が示す 値 と し た ．  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 最低限こ の 数 値 を超える こ と で ， 9 点 差 の リ ー ド を下回る こ と は な い

数 値 ．（ リ ー ド が 8 点 差以内 に縮ま る こ と は な い 数 値 ）  

4 最低限こ の 数 値 を超えな け れば， 8 点 差 の リ ー ド を 上回る こ と は な い

数 値 ．（ リ ー ド が 9 点 差以上 に広が る こ と は な い 数 値 ）  

5 最低限こ の 数 値 を超える こ と で ， 9 点 差 の ビ ハ イ ン ド を下回る こ と は

な い 数 値 ．（ ビ ハ イ ン ド が９点 差以上 に広が る こ と が な い 数 値 ）  

6 最低限こ の 数 値 を超えな け れば， 9 点 差 の ビ ハ イ ン ド を 上回る こ と は

な い 数 値 ．（ ビ ハ イ ン ド が 8 点 差以内 に縮ま る こ と は な い 数 値 ）  
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4 .  「 3 . 算 出 さ れ た 基 準 値 の 妥 当 性 の 検 証 」  

 

1 ）  分 析 対 象  

「 1 ． 勝 敗 要 因 の 抽 出 」，「 2 ． 抽 出 さ れ た 各 要 因 に お け る 基 準 値 の 算 出 」  

と 同様， 日 本 の ト ップリ ーグで あ る B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 0 2 4 シ ーズン

のレギュラー シ ーズン 6 3 9 試 合 （ N = 1 2 7 8 ） を 対 象 と し た .   

 

2 ）  分 析 項 目  

「 2 ． 抽 出 さ れ た 各 要 因 に お け る 基 準 値 の 算 出 」 に お い て 算 出 さ れ た

各 項 目 の 9 M L S の 基 準 値 ， 9 M L F の 基 準 値 ，加えて ， 8 L B S の 基 準 値 ，

8 L B F の 基 準 値 を 分 析 項 目 と し た ．  

 

3 ）  分 析 方 法  

算 出 さ れ た そ れぞれ の 基 準 値 に 対 し て ，該当 す る 項 目 数 を ス コ ア別に

算 出 し た ． そ し て ， P e a r s o n の積率相 関 分 析 を 用 い て ， 基 準 値 に該当

す る 項 目 数 と第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失点 差 と の 関 係 を ス コ ア毎に 分

析 し た ．  

な お ，統計解析 に は ， S P S S  2 9  f o r  M a c  を使用 し ， 全 て の統計的

仮説検 定 に お け る 有 意水準 は 5％未満と し た ．  
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I I I  結 果  

 

1 .  「 達 成 要 因 の 抽 出 」  

 

3 ）  全 て の 試 合  

( 1 )  ロ ー ス コ ア ゲ ー ム  

表 7 は 全 試 合 の ロ ー ス コ ア ゲ ー ム に お け る リ ー ド ・ ビ ハ イ ン ド チ ー ム

毎の 各 項 目 と第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失点 差 と の 関 係 を示し た も の で

あ る ．  

そ の 結 果 ， B . L E A G U E 2 0 2 3 - 2 0 2 4 シ ーズン に お け る 全 ロ ー ス コ ア ゲ

ー ム で は ,  2 F G M（ リ ー ド : r = 0 . 4 5 0 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン

ド : r = 0 . 3 6 3 ， p = 0 . 0 0 8 ）， 2 F G ％ （ リ ー ド : r = 0 . 5 4 0 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ

ハ イ ン ド : r = 0 . 3 4 1 ， p = 0 . 0 1 3 ）， 2 F G M - P（ リ ー ド : r = 0 . 4 3 3 ，

p = 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 3 0 0 ， p = 0 . 0 2 9 ） ， F G M（ リ ー

ド : r = 0 . 7 0 4 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 6 7 6 ， p < 0 . 0 0 1 ）， F G ％

（ リ ー ド : r = 0 . 5 7 9 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 6 3 4 ， p < 0 . 0 0 1 ），

A S T（ リ ー ド : r = 0 . 3 6 4 ， p = 0 . 0 0 7 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 4 0 9 ，

p = 0 . 0 0 2 ） ， P P P（ リ ー ド : r = 0 . 6 4 7 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン

ド : r = 0 . 7 8 7 ， p < 0 . 0 0 1 ）， e F G％ （ リ ー ド : r = 0 . 6 0 1 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ

ハ イ ン ド : r = 0 . 6 0 1 ， p < 0 . 0 0 1 ） の 8 項 目 が第 3 Q 終 了 時 点 ま で の リ ー

ド 達 成 に影響を与える 要 因 で あ る こ と がわか っ た ．  
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表 7   全 試 合 に お け る リ ー ド ・ ビ ハ イ ン ド 毎 の 各 項 ⽬ と 累 積 得 失 点 差 （ 第 1 〜 第 3 ） と の 関 係  

2FGM

2FGA

2FG%

2FGM-P

2FGA-P

2FG%-P

2FGM-M

2FGA-M

2FG%-M

3FGM

3FGA

3FG%

FGM

FGA

FG%

FTM

FTA

FT%

OREB

DREB

REB

AST

STL

BLK

TO

PF

POSS

PPP

eFG%

TO%

OREB%

FTR

Point-FB

Point-TO

Point-SC

ビハインドチームリードチーム 項目名

Low Score Game

   ： 有 意 な 正 の 相 関 が 認 め ら れ た 項 ⽬  

 

   ： 有 意 な 負 の 相 関 が 認 め ら れ た 項 ⽬  

 

   ： 有 意 な 相 関 が 認 め ら れ な か っ た 項 ⽬  

 

   ： 両 チ ー ム に お い て 有 意 な 相 関 が 認 め  

ら れ た 項 ⽬  
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( 2 )  ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム  

表 8 は 全 て の 試 合 の ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る リ ー ド ・ ビ ハ イ ン ド

チ ー ム毎の 各 項 目 と第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失点 差 と の 関 係 を示し た

も の で あ る ．  

そ の 結 果 ， B . L E A G U E 2 0 2 3 - 2 0 2 4 シ ーズン に お け る 全 ミ ド ル ス コ ア

ゲ ー ム で は ， 2 F G M（ リ ー ド : r = 0 . 1 7 5 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン

ド : r = 0 . 2 9 3 ， p < 0 . 0 0 1 ）， 2 F G ％ （ リ ー ド : r = 0 . 2 5 6 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ

ハ イ ン ド : r = 0 . 3 1 0 ， p < 0 . 0 0 1 ）， 2 F G M - P（ リ ー ド : r = 0 . 1 8 3 ，

p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 2 4 7 ， p = 0 . 0 0 1 ）， 2 F G％ - P（ リ ー

ド : r = 0 . 1 9 3 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 2 1 4 ， p = 0 . 0 0 1 ）， 3 F G M

（ リ ー ド : r = 0 . 3 9 6 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 2 4 8 ， p < 0 . 0 0 1 ），

3 F G％ （ リ ー ド : r = 0 . 3 6 7 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 2 6 3 ，

p < 0 . 0 0 1 ） ， F G M（ リ ー ド : r = 0 . 5 6 3 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン

ド : r = 0 . 2 6 3 ， p < 0 . 0 0 1 ）， F G ％（ リ ー ド : r = 0 . 4 3 0 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ

イ ン ド : r = 0 . 4 7 8 ， p < 0 . 0 0 1 ）， D R E B （ リ ー ド : r = 0 . 3 1 1 ， p < 0 . 0 0 1 ．

ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 2 3 0 ， p < 0 . 0 0 1 ）， R E B （ リ ー ド : r = 0 . 2 2 6 ，

p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 1 6 4 ， p < 0 . 0 0 1 ） ， A S T（ リ ー

ド : r = 0 . 3 4 5 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 3 0 7 ， p < 0 . 0 0 1 ）， T O（ リ

ー ド : r = - 0 . 1 3 7 ， p = 0 . 0 0 5 ． ビ ハ イ ン ド : r = - 2 . 0 0 0 ， p < 0 . 0 0 1 ） ,  

P P P（ リ ー ド : r = 0 . 5 5 0 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 5 9 3 ，

p < 0 . 0 0 1 ）， e F G％ （ リ ー ド : r = 0 . 4 7 9 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン

ド : r = 0 . 4 9 7 ， p < 0 . 0 0 1 ）， T O％ （ リ ー ド : r = - 0 . 1 4 9 ， p = 0 . 0 0 2 ． ビ

ハ イ ン ド : r = - 0 . 2 0 8 ， p < 0 . 0 0 1 ）， P o i n t - F B （ リ ー ド : r = 0 . 2 3 4 ，

p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 2 3 1 ， p < 0 . 0 0 1 ）， P o i n t - T O（ リ ー

ド : r = 0 . 2 9 2 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 6 8 3 ， p < 0 . 0 0 1 ） の 1 7 項
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目 が第３ Q 終 了 時 点 ま で の リ ー ド 達 成 に影響を与える 要 因 で あ る こ と が

わか っ た ．  

  
表 8   全 試 合 に お け る リ ー ド ・ ビ ハ イ ン ド 毎 の 各 項 ⽬ と 累 積 得 失 点 差 （ 第 1 〜 第 3 ） と の 関 係  

2FGM

2FGA

2FG%

2FGM-P

2FGA-P

2FG%-P

2FGM-M

2FGA-M

2FG%-M

3FGM

3FGA

3FG%

FGM

FGA

FG%

FTM

FTA

FT%

OREB

DREB

REB

AST

STL

BLK

TO

PF

POSS

PPP

eFG%

TO%

OREB%

FTR

Point-FB

Point-TO

Point-SC

項目名リードチーム ビハインドチーム

Middle Score Game

（    ）： 有 意 な 正 の 相 関 が 認 め ら れ た 項 ⽬  

 

（    ）： 有 意 な 負 の 相 関 が 認 め ら れ た 項 ⽬  

 

（    ）： 有 意 な 相 関 が 認 め ら れ な か っ た 項 ⽬  

 

（    ）： 両 チ ー ム に お い て 有 意 な 相 関 が 認 め  

ら れ た 項 ⽬  
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( 3 )  ハ イ ス コ ア ゲ ー ム  

表 9 は 全 て の 試 合 の ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お け る リ ー ド ・ ビ ハ イ ン ド チ

ー ム毎の 各 項 目 と第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失点 差 と の 関 係 を示し た も

の で あ る ．  

そ の 結 果 ， B . L E A G U E 2 0 2 3 - 2 0 2 4 シ ーズン に お け る 全 ハ イ ス コ ア ゲ

ー ム で は ， 2 F G M（ リ ー ド : r = 0 . 2 3 4 ， p = 0 . 0 0 5 ． ビ ハ イ ン

ド : r = 0 . 2 3 2 ， p = 0 . 0 0 5 ）， 2 F G ％ （ リ ー ド : r = 0 . 1 7 6 ， p = 0 . 0 3 5 ． ビ

ハ イ ン ド : r = 0 . 1 7 6 ， p = 0 . 0 3 5 ）， 2 F G M - P（ リ ー ド : r = 0 . 2 4 4 ，

p = 0 . 0 0 3 ． ビ ハ イ ン ド : r 0 . 2 3 1 ， p = 0 . 0 0 5 ）， 2 F G％ - P（ リ ー

ド : r 0 . 1 7 1 ， p = 0 . 0 4 0 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 1 7 1 ， p = 0 . 0 4 0 ）， 3 F G M

（ リ ー ド : r = 0 . 2 4 4 ， p = 0 . 0 3 0 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 2 7 9 ， p < 0 . 0 0 1 ），

3 F G％ （ リ ー ド : r = 0 . 2 9 2 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 3 1 4 ，

p < 0 . 0 0 1 ） ， F G M（ リ ー ド : r = 0 . 5 8 3 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン

ド : r = 0 . 5 7 5 ， p < 0 . 0 0 1 ）， F G A （ リ ー ド : r = 0 . 1 7 6 ， p = 0 ; 0 3 5 ． ビ ハ

イ ン ド : r = 0 . 1 9 0 ， p = 0 . 0 2 3 ）， F G ％（ リ ー ド : r = 0 . 3 5 5 ， p < 0 . 0 0 1 ．

ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 3 7 4 ， p < 0 . 0 0 1 ）， D R E B （ リ ー ド : r = 0 . 1 3 4 ，

p = 0 . 1 0 9 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 3 3 1 ， p < 0 . 0 0 1 ） ， R E B （ リ ー

ド : r = 0 . 2 2 4 ， p = 0 . 0 0 7 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 2 4 0 ， p = 0 . 0 0 4 ）， A S T

（ リ ー ド : r = 0 . 3 7 3 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 3 4 4 ， p < 0 . 0 0 1 ），

S T L （ リ ー ド : r = 0 . 1 7 7 ， p = 0 . 0 3 4 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 1 8 9 ，

p = 0 . 0 2 3 ）， T O（ リ ー ド : r = - 0 . 2 2 1 ， p = 0 . 0 0 8 ． ビ ハ イ ン ド : r = -

0 . 2 6 5 ， p = 0 . 0 0 1 ）， P P P（ リ ー ド : r = 0 . 5 1 6 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン

ド : r = 0 . 5 8 3 ， p < 0 . 0 0 1 ）， e F G％ （ リ ー ド : r = 0 . 3 6 2 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ

ハ イ ン ド : r = 0 . 4 2 2 ， p < 0 . 0 0 1 ）， T O％ （ リ ー ド : r = - 0 . 2 4 1 ，

p = 0 . 0 0 4 ． ビ ハ イ ン ド : r = - 0 . 2 9 8 ， p < 0 . 0 0 1 ）， P o i n t - T O（ リ ー
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ド : r = 0 . 3 5 0 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 3 0 2 ， p < 0 . 0 0 1 ） の 1 8 項

目 が第３ Q 終 了 時 点 ま で の リ ー ド 達 成 に影響を与える 要 因 で あ る こ と が

わか っ た .  
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表 9   全 試 合 に お け る リ ー ド ・ ビ ハ イ ン ド 毎 の 各 項 ⽬ と 累 積 得 失 点 差 （ 第 1 〜 第 3 ） と の 関 係  

（    ）： 有 意 な 正 の 相 関 が 認 め ら れ た 項 ⽬  

 

（    ）： 有 意 な 負 の 相 関 が 認 め ら れ た 項 ⽬  

 

（    ）： 有 意 な 相 関 が 認 め ら れ な か っ た 項 ⽬  

 

（    ）： 両 チ ー ム に お い て 有 意 な 相 関 が 認 め  

ら れ た 項 ⽬  

2FGM c

2FGA

2FG%

2FGM-P

2FGA-P

2FG%-P

2FGM-M

2FGA-M

2FG%-M

3FGM

3FGA

3FG%

FGM

FGA

FG%

FTM

FTA

FT%

OREB

DREB

REB

AST

STL

BLK

TO

PF

POSS

PPP

eFG%

TO%

OREB%

FTR

Point-FB

Point-TO

Point-SC

ビハインドチーム項目名リードチーム

High Score Game
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( 4 )  総 括  

表 1 0 は 全 て の 試 合 に お け る リ ー ド ・ ビ ハ イ ン ド チ ー ム毎の 各 項 目 と

第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失点 差 と の 関 係 を示し た も の で あ る ．  

ロ ー ス コ ア ゲ ー ム で は ， 2 F G M， 2 F G ％ ， 2 F G M - P， F G M， F G ％ ， A S T，

P P P， e F G％ の 8 項 目 が ， ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム で は ， 2 F G M， 2 F G ％，

2 F G M - P， 2 F G％ - P， 3 F G M， 3 F G％ ， F G M， F G ％ ， D R E B ， R E B ， A S T，

T O， P P P， e F G％， T O， P o i n t - F B ， P o i n t - T O の 1 7 項 目 が ， ハ イ ス

コ ア ゲ ー ム で は ， 2 F G M， 2 F G ％ ， 2 F G M - P， 2 F G％ - P， 3 F G M， 3 F G％ ，

F G M， F G A ， F G ％ ， D R E B ， R E B ， A S T， S T L ， T O， P P P， e F G％ ， T O％ ，

P o i n t - T O の 1 8 項 目 が第３ Q 終 了 時 点 ま で の リ ー ド 達 成 に影響を与え

る 要 因 で あ る こ と が明ら か に な っ た ．  

加えて ， ロ ー ス コ ア ゲ ー ム ， ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム ， ハ イ ス コ ア ゲ ー ム

の 全 て の累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） に お い て リ ー ド の チ ー ムデータ

と ビ ハ イ ン ド の チ ー ムデータの両チ ー ム のデータに お い て ， 有 意 な 相 関

が 認 め ら れ た 項 目 は ， 2 F G M， 2 F G％ ， 2 F G M - P， F G M， F G％ ， P P P，

e F G％の 7 項 目 で あ っ た ．  

以 上 の こ と か ら ， B . L E A G U E の 全 試 合 に お い て ， 2 F G M， 2 F G％ ，

2 F G M - P， F G M， F G％ ， P P P， e F G％ が 第 ３ Q 終 了 時 点 ま で に リ ー ド を

達 成 す る こ と へ の影響を与える 要 因 で あ る こ と が明ら か に な っ た ．  
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  表 1 0   全 試 合 に お け る リ ー ド ・ ビ ハ イ ン ド 毎 の 各 項 ⽬ と 累 積 得 失 点 差 （ 第 1 〜 第 3 ） と の 関 係  

Low Middle High Low Middle High 

2FGM

2FGA

2FG%

2FGM-P

2FGA-P

2FG%-P

2FGM-M

2FGA-M

2FG%-M

3FGM

3FGA

3FG%

FGM

FGA

FG%

FTM

FTA

FT%

OREB

DREB

REB

AST

STL

BLK

TO

PF

POSS

PPP

eFG%

TO%

OREB%

FTR

Point-FB

Point-TO

Point-SC

リードチーム
項目名

ビハインドチーム

   
（青色枠）：有意 な正の 相関が認めら れ た項目  

 
 
  （赤色枠）：有意な負の相 関 が認め られた 項 目  
 
 
  （白色枠）：有意な 相関が認めら れ なかった 項目  
 
 
  （黒色枠）：両チー ムにお いて有 意 な相関が認めら れた 項目   
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4 ）  非 接 戦 時 の 試 合  

 

( 1 )  ロ ー ス コ ア ゲ ー ム  

表 1 1 は 非 接 戦 時 の ロ ー ス コ ア ゲ ー ム に お け る リ ー ド ・ ビ ハ イ ン ド チ

ー ム毎の 各 項 目 と第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失点 差 と の 関 係 を示し た も

の で あ る ．  

累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム で は ， 2 F G％，

2 F G％ - P， 2 F G％ - M， F G M， F G％， P P P， e F G％の 7 項 目 に お い て ，累

積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） と の 間 で 有 意 な 正 の 相 関 が認め ら れ た ．累

積 得 失 点 差 （ 第 1 Q〜 第 3 Q ） 9 点 差 以 上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム で は ，

3 F G％， F G M， A S T， P P P， e F G％の 5 項 目 に お い て ，累積得失点 差 （第

1 Q〜第 3 Q ） と の 間 で 有 意 な 正 の 相 関 が認め ら れ た ．  

そ し て ， 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム と 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム

の 両 チ ー ム デ ー タ で 有 意 な 相 関 が 認 め ら れ た 項 目 は ， F G M（ リ ー

ド : r = 0 . 5 9 8 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 6 4 8 ， p < 0 . 0 0 1 ）， F G％

（ リ ー ド : r = 0 . 5 3 0 ， p = 0 . 0 0 2 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 5 3 1 ， p = 0 . 0 0 2 ），

P P P（ リ ー ド : r = 0 . 6 5 4 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 6 9 8 ，

p < 0 . 0 0 1 ）， e F G％ （ リ ー ド : r = 0 . 5 5 1 ， p = 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン

ド : r = 0 . 5 8 8 ， p < 0 . 0 0 1 ） の 4 項 目 で あ っ た ．  

以上 の 結 果 か ら ， B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 0 2 4 レギュラー シ ーズン に お

け る ロ ー ス コ ア ゲ ー ム で は ， F G M， F G％， P P P， e F G％の 4 項 目 が ， 非

接 戦 時 に お け る ，第 3 Q 終 了 時 点 ま で の リ ー ド 達 成 に影響を与える 要 因

で あ る こ と が明ら か に な っ た ．  
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表 1 1   リ ー ド ・ ビ ハ イ ン ド 毎 の 各 項 ⽬ と 累 積 得 失 点 差 （ 第 1 〜 第 3 ） と の 関 係  

9点差以上 9点差以上

リードチーム ビハインドチーム

2FGM

2FGA

2FG%

2FGM-P

2FGA-P

2FG%-P

2FGM-M

2FGA-M

2FG%-M

3FGM

3FGA

3FG%

FGM

FGA

FG%

FTM

FTA

FT%

OREB

DREB

REB

AST

STL

BLK

TO

PF

POSS

PPP

eFG%

TO%

OREB%

FTR

Point-FB

Point-TO

Point-SC

Low Score Game

項目名

（    ）： 有 意 な 正 の 相 関 が 認 め ら れ た 項 ⽬  

 

（    ）： 有 意 な 負 の 相 関 が 認 め ら れ た 項 ⽬  

 

（    ）： 有 意 な 相 関 が 認 め ら れ な か っ た 項 ⽬  

 

（    ）： 両 チ ー ム に お い て 有 意 な 相 関 が 認 め  

ら れ た 項 ⽬  
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( 2 )  ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム  

表 1 2 は 非 接 戦 時 の ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る リ ー ド ・ ビ ハ イ ン ド

チ ー ム毎の 各 項 目 と第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失点 差 と の 関 係 を示し た

も の で あ る ．  

累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム で は ， 2 F G％，

2 F G％ - P， 3 F G M， 3 F G A ， 3 F G％ ， F G M， F G％ ， D R E B ， R E B ， A S T，

S T L ， P P P， e F G ， P o i n t - T O の 1 4 項 目 に お い て ，累積得失点 差 （第

1 Q〜第 3 Q ） と の 間 で 有 意 な 正 の 相 関 が認め ら れ ， T O と T O％の 2 項 目

に お い て は 有 意 な負の 相 関 が認め ら れ た ．  

ま た ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム

で は ， 2 F G M， 2 F G％ ， 2 F G M - P， 2 F G％ - P， 2 F G％ - M， 3 F G M， 3 F G％ ，

F G M， F G ， F T ％ ， D R E B ， A S T， P P P， e F G％ ， P o i n t - F B ， P o i n t -

T O の 1 6 項 目 に お い て ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） と の 間 で 有 意

な 正 の 相 関 が認め ら れ ， T O の１項 目 に お い て は 有 意 な負の 相 関 が認め

ら れ た ．  

そ し て ， 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム と 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム

の 両 チ ー ム デ ー タ で 有 意 な 相 関 が 認 め ら れ た 項 目 は ， 2 F G％ （ リ ー

ド : r = 0 . 1 7 9 ， p = 0 . 0 0 4 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 2 9 0 ， p < 0 . 0 0 1 ）， 2 F G％

- P（ リ ー ド : r = 0 . 1 5 1 ， p = 0 . 0 1 4 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 2 1 2 ， p < 0 . 0 0 1 ），

3 F G M（ リ ー ド : r = 0 . 3 9 0 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 2 6 5 ，

p < 0 . 0 0 1 ）， 3 F G％ （ リ ー ド : r = 0 . 3 2 9 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン

ド : r = 0 . 3 2 8 ， p < 0 . 0 0 1 ）， F G M（ リ ー ド : r = 0 . 4 7 3 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ

イ ン ド : r = 0 . 5 7 7 ， p < 0 . 0 0 1 ）， F G％（ リ ー ド : r = 0 . 3 5 8 ， p < 0 . 0 0 1 ．

ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 5 2 6 ， p < 0 . 0 0 1 ）， D R E B （ リ ー ド : r = 0 . 3 6 3 ，

p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 1 2 2 ， p = 0 . 0 4 7 ） ， A S T（ リ ー
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ド : r = 0 . 2 6 5 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 2 7 0 ， p < 0 . 0 0 1 ）， T O（ リ

ー ド : r = - 0 . 1 7 6 ， p = 0 . 0 0 4 ． ビ ハ イ ン ド : r - 0 . 1 2 7 =， p < 0 . 0 3 9 ），

P P P（ リ ー ド : r = 0 . 4 9 4 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 6 1 3 ，

p < 0 . 0 0 1 ）， e F G％ （ リ ー ド : r = 0 . 4 2 4 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン

ド : r = 0 . 5 4 3 ， p < 0 . 0 0 1 ）， P o i n t - T O（ リ ー ド : r = 0 . 1 6 3 ， p = 0 . 0 0 8 ．

ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 2 1 2 ， p < 0 . 0 0 1 ） の 1 2 項 目 で あ っ た ．  

以上 の 結 果 か ら ， B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 0 2 4 レギュラー シ ーズン に お

け る ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム で は ， 2 F G％， 2 F G％ - P， 3 F G M， 3 F G％， F G M，

F G％， D R E B ， A S T， T O， P P P， e F G％， P o i n t - T O の 1 2 項 目 が ,  非 接

戦 時 に お け る ，第 3 Q 終 了 時 点 ま で の リ ー ド 達 成 に影響を与える 要 因 で

あ る こ と が明ら か に な っ た ．  
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表 1 2   リ ー ド ・ ビ ハ イ ン ド 毎 の 各 項 ⽬ と 累 積 得 失 点 差 （ 第 1 〜 第 3 ） と の 関 係  

9点差以上 9点差以上

リードチーム ビハインドチーム

2FGM

2FGA

2FG%

2FGM-P

2FGA-P

2FG%-P

2FGM-M

2FGA-M

2FG%-M

3FGM

3FGA

3FG%

FGM

FGA

FG%

FTM

FTA

FT%

OREB

DREB

REB

AST

STL

BLK

TO

PF

POSS

PPP

eFG%

TO%

OREB%

FTR

Point-FB

Point-TO

Point-SC

Middle Score Game

項目名

（    ）： 有 意 な 正 の 相 関 が 認 め ら れ た 項 ⽬  

 

（    ）： 有 意 な 負 の 相 関 が 認 め ら れ た 項 ⽬  

 

（    ）： 有 意 な 相 関 が 認 め ら れ な か っ た 項 ⽬  

 

（    ）： 両 チ ー ム に お い て 有 意 な 相 関 が 認 め  

ら れ た 項 ⽬  
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( 3 )  ハ イ ス コ ア ゲ ー ム  

表 1 3 は 非 接 戦 時 の ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お け る リ ー ド ・ ビ ハ イ ン ド チ

ー ム毎の 各 項 目 と第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失点 差 と の 関 係 を示し た も

の で あ る ．  

累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム で は ， 2 F G M，

2 F G A ， 2 F G M - P， 2 F G A - P， 3 F G％ ， F G M， F G％ ， O R E B ， R E B ， A S T，

P P P， e F G％， O R E B％， P o i n t - S C の 1 4 項 目 に お い て ，累積得失点 差

（第 1 Q〜第 3 Q ） と の 間 で 有 意 な 正 の 相 関 が認め ら れ た ．累積得失点 差

（第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム で は ， 3 F G M， 3 F G％，

F G M， F G％， D R E B ， R E B ， P P P， e F G％， P o i n t - T O の 9 項 目 に お い て ，

累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） と の 間 で 有 意 な 正 の 相 関 が認め ら れ た ．  

そ し て ， 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム と 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム

の 両 チ ー ム デ ー タ で 有 意 な 相 関 が 認 め ら れ た 項 目 は ， 3 F G％ （ リ ー

ド : r = 0 . 2 5 6 ， p = 0 . 0 2 1 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 3 5 8 ， p = 0 . 0 0 1 ）， F G M

（ リ ー ド : r = 0 . 5 1 4 ， p < 0 . 0 0 1 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 4 5 2 ， p < 0 . 0 0 1 ），

F G％ （ リ ー ド : r = 0 . 2 7 5 ， p = 0 . 0 1 3 ． ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 2 5 9 ，

p = 0 . 0 1 9 ） ， R E B （ リ ー ド : r = 0 . 3 4 4 ， p = 0 . 0 0 2 ． ビ ハ イ ン

ド : r = 0 . 2 7 4 ， p = 0 . 0 1 3 ）， P P P（ リ ー ド : r = 0 . 3 5 3 ， p = 0 . 0 0 1 ． ビ ハ

イ ン ド : r = 0 . 4 8 3 ， p < 0 . 0 0 1 ）， e F G％ （ リ ー ド : r = 0 . 2 4 9 ， p = 0 . 0 2 5 ．

ビ ハ イ ン ド : r = 0 . 3 7 0 ， p < 0 . 0 0 1 ） の 6 項 目 で あ っ た ．  

以上 の 結 果 か ら ， B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 0 2 4 レギュラー シ ーズン に お

け る ロ ー ス コ ア ゲ ー ム で は ， 3 F G％ ， F G M， F G％ ， R E B ， P P P， e F G％

の 6 項 目 が ， 非 接 戦 時 に お け る ，第３ Q 終 了 時 点 ま で の リ ー ド 達 成 に影

響を与える 要 因 で あ る こ と が明ら か に な っ た ．  
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表 1 3   リ ー ド ・ ビ ハ イ ン ド 毎 の 各 項 ⽬ と 累 積 得 失 点 差 （ 第 1 〜 第 3 ） と の 関 係  

9点差以上 9点差以上

リードチーム ビハインドチーム

2FGM

2FGA

2FG%

2FGM-P

2FGA-P

2FG%-P

2FGM-M

2FGA-M

2FG%-M

3FGM

3FGA

3FG%

FGM

FGA

FG%

FTM

FTA

FT%

OREB

DREB

REB

AST

STL

BLK

TO

PF

POSS

PPP

eFG%

TO%

OREB%

FTR

Point-FB

Point-TO

Point-SC

High Score Game

項目名

（    ）： 有 意 な 正 の 相 関 が 認 め ら れ た 項 ⽬  

 

（    ）： 有 意 な 負 の 相 関 が 認 め ら れ た 項 ⽬  

 

（    ）： 有 意 な 相 関 が 認 め ら れ な か っ た 項 ⽬  

 

（    ）： 両 チ ー ム に お い て 有 意 な 相 関 が 認 め  

ら れ た 項 ⽬  
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( 4 )  総 括  

表 1 4 は リ ー ド ・ ビ ハ イ ン ド チ ー ム毎の 各 項 目 と第 3 Q 終 了 時 点 で の累

積得失点 差 と の 関 係 を示し た も の で あ る ．  

ロ ー ス コ ア ゲ ー ム で は ， F G M， F G％， P P P， e F G％の 4 項 目 が ， ミ ド

ル ス コ ア ゲ ー ム で は ， 2 F G％ ， 2 F G％ - P， 3 F G M， 3 F G％ ， F G M， F G％ ，

D R E B ， A S T， T O， P P P， e F G％， P o i n t - T O の 1 2 項 目 が ， ハ イ ス コ ア

ゲ ー ム で は ， 3 F G％， F G M， F G ， R E B ， P P P， e F G％の 6 項 目 が第 3 Q 終

了 時 点 ま で に 9 点 差以上 の リ ー ド を 達 成 す る こ と へ の影響を与える 要 因

で あ る こ と が明ら か に な っ た ．  

加えて ， ロ ー ス コ ア ゲ ー ム ， ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム ， ハ イ ス コ ア ゲ ー ム

の 全 て の累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） に お い て 9 点 差以上 の リ ー ド チ

ー ムデータと 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ムデータの両チ ー ム のデータ

に お い て ， 有 意 な 相 関 が認め ら れ た 項 目 は ， F G M， F G ， P P P， e F G％の

4 項 目 で あ っ た ．  

以上 の こ と か ら ， B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 0 2 4 レギュラー シ ーズン の 非

接 戦 時 の 試 合 に お い て ， F G M， F G％， P P P， e F G％が ，第 3 Q 終 了 時 点

ま で の リ ー ド 達 成 に影響を与える 要 因 で あ る こ と が明ら か と な っ た ．  

( 1 ) と ( 2 ) の 結 果 よ り ， 全 試 合 と 非 接 戦 時 に お け る ス コ ア別の 各 項 目

の 共 通 項 は ， ロ ー ス コ ア ゲ ー ム で は ， F G M， F G％， P P P， e F G％の 4 項

目 が ， ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム で は ， 2 F G％ ， 2 F G％ - P， 3 F G M， 3 F G％ ，

F G M， F G％， D R E B ， A S T， T O， P P P， e F G％， P o i n t - T O の 1 2 項 目 が ，

ハ イ ス コ ア ゲ ー ム で は ， 3 F G％ ， F G M， F G％ ， R E B ， P P P， e F G％ の 6

項 目 で あ り ， こ れ ら の ス コ ア別の 各 項 目 が第 3 Q 終 了 時 点 ま で に 9 点 差

以上 の リ ー ド を 達 成 す る こ と へ の影響を与える 要 因 で あ る こ と が明ら か

と な っ た ．  
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表 1 4   リ ー ド ・ ビ ハ イ ン ド 毎 の 各 項 ⽬ と 累 積 得 失 点 差 （ 第 1 〜 第 3 ） と の 関 係  

Low Middle High Low Middle High 

2FGM

2FGA

2FG%

2FGM-P

2FGA-P

2FG%-P

2FGM-M

2FGA-M

2FG%-M

3FGM

3FGA

3FG%

FGM

FGA

FG%

FTM

FTA

FT%

OREB

DREB

REB

AST

STL

BLK

TO

PF

POSS

PPP

eFG%

TO%

OREB%

FTR

Point-FB

Point-TO

Point-SC

リードチーム ビハインドチーム
項目名

   
（青色枠）：有意 な正の 相関が認めら れ た項目  

 
 
  （赤色枠）：有 意な負の相 関 が認め られた 項 目  
 
 
  （白色枠）：有 意な 相関が認めら れ なかった 項目  
 
 
  （黒色枠）：両チー ムにお いて有 意 な相関が認めら れた 項目   
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2 .  「 抽 出 さ れ た 各 要 因 に お け る 基 準 値 の 算 出 」  

 

1 ）  ロ ー ス コ ア ゲ ー ム  

( 1 )  F G M  

図 2 は ， ロ ー ス コ ア ゲ ー ム に お い て ，第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失点

差 が 9 点以上 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点以内 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点以内 の ビ

ハ イ ン ド チ ー ム ， そ し て 9 点以上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム の F G M の平均，

標準偏差 ，下側 9 5％信頼区間 の 値 ，平均の 差 の 検 定 ， 9 M L S の 基 準 値 ，

9 M L F の 基 準 値 ， 8 L B S の 基 準 値 ， 8 L B F の 基 準 値 を示し た も の で あ る ．  

ロ ー ス コ ア ゲ ー ム に お け る F G M は ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） が

9 点以上 の リ ー ド チ ー ム と 8 点以内 の リ ー ド チ ー ム の 間 に 有 意 差 が認め

ら れ ， ま た ， 8 点以内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム と 9 点以上 の ビ ハ イ ン ド チ ー

ム の 間 に も 有 意 差 が認め ら れ た ．  

ロ ー ス コ ア ゲ ー ム に お け る F G M の 9 M L S の 基 準 値 は ， 1 8 . 8 5 本 ， 9 M L F

の 基 準 値 は 2 0 . 4 1 本 で あ っ た ． ま た ， 相 手 に リ ー ド を 許 し て い る状況

下に お い て ， 8 L B S の 基 準 値 は 1 5 . 3 6 本 ,  8 L B F の 基 準 値 は 1 5 . 5 4 本

で あ っ た ．  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

図２  ロース コアゲ ームに おける F G M  
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( 2 )  F G％  

図 3 は ， ロ ー ス コ ア ゲ ー ム に お い て ，第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失点

差 が 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以

内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム ， そ し て 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム の F G％

の平均，標準偏差 ，下側 9 5％信頼区間 の 値 ，平均の 差 の 検 定 ， 9 M L S の

基 準 値 ， 9 M L F の 基 準 値 ， 8 L B S の 基 準 値 ， 8 L B F の 基 準 値 を示し た も の

で あ る ．  

ロ ー ス コ ア ゲ ー ム に お け る F G％は ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第３ Q ） が

9 点以上 の リ ー ド チ ー ム と 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム の 間 に 有 意 差 が認

め ら れ ， ま た ， 8 点 差以内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム と 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン

ド チ ー ム の 間 に も 有 意 差 が認め ら れ た ．  

ロ ー ス コ ア ゲ ー ム に お け る F G％ の 9 M L S の 基 準 値 は ， 4 0 . 5 5％ ，

9 M L F の 基 準 値 は 4 1 . 4 0％で あ っ た ． ま た ， 相 手 に リ ー ド を 許 し て い る

状 況 下 に お い て ， 8 L B S の 基 準 値 は 3 3 . 6 5％ ， 8 L B F の 基 準 値 は

3 3 . 6 7％で あ っ た ．  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3  ロース コアゲ ームに おける F G％  
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( 3 )  P P P  

図 4 は ， ロ ー ス コ ア ゲ ー ム に お い て ，第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失点

差 が 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以

内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム ， そ し て 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム の P P P

の平均，標準偏差 ，下側 9 5％信頼区間 の 値 ，平均の 差 の 検 定 ， 9 M L S の

基 準 値 ， 9 M L F の 基 準 値 ， 8 L B S の 基 準 値 ， 8 L B F の 基 準 値 を示し た も の

で あ る ．  

ロ ー ス コ ア ゲ ー ム に お け る P P P は ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第３ Q ） が

9 点以上 の リ ー ド チ ー ム と 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム の 間 に 有 意 差 が認

め ら れ ， ま た ， 8 点 差以内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム と 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン

ド チ ー ム の 間 に も 有 意 差 が認め ら れ た ．  

ロ ー ス コ ア ゲ ー ム に お け る F G％の 9 M L S は ， 0 . 8 4 点 ， 9 M L F の 基 準

値 は 0 . 8 5 点 で あ っ た ． ま た ， 相 手 に リ ー ド を 許 し て い る状況下に お い

て ， 8 L B S の 基 準 値 は 0 . 6 6 点 ， 8 L B F の 基 準 値 は 0 . 7 0 点 で あ っ た ．  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4  ロース コアゲ ームに おける P P P  
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( 4 )  e F G％  

図 5 は ， ロ ー ス コ ア ゲ ー ム に お い て ，第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失点

差 が 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以

内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム ， そ し て 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム の e F G％

の平均，標準偏差 ，下側 9 5％信頼区間 の 値 ，平均の 差 の 検 定 ， 9 M L S の

基 準 値 ， 9 M L F の 基 準 値 ， 8 L B S の 基 準 値 ， 8 L B F の 基 準 値 を示し た も の

で あ る ．  

ロ ー ス コ ア ゲ ー ム に お け る e F G％は ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第３ Q ）

が 9 点以上 の リ ー ド チ ー ム と 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム の 間 に 有 意 差 が

認め ら れ ， ま た ， 8 点 差以内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム と 9 点 差以上 の ビ ハ イ

ン ド チ ー ム の 間 に も 有 意 差 が認め ら れ た ．  

ロ ー ス コ ア ゲ ー ム に お け る e F G％ の 9 M L S は ， 4 6 . 4 7％ ， 9 M L F は

4 7 . 6 9％で あ っ た ． ま た ,  相 手 に リ ー ド を 許 し て い る状況下に お い て ，

8 L B S は 3 7 . 7 9％， 8 L B F は 3 8 . 3 7％で あ っ た ．  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 5  ロース コアゲ ームに おける e F G％  
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2 ）  ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム  

( 1 )  2 F G％  

図 6 は ， ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お い て ，第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失

点 差 が 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差

以 内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム ， そ し て 9 点 差 以 上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム の

2 F G％の平均，標準偏差 ，下側 9 5％信頼区間 の 値 ，平均の 差 の 検 定 ，

9 M L S の 基 準 値 ， 9 M L F の 基 準 値 ， 8 L B S の 基 準 値 ， 8 L B F の 基 準 値 を示

し た も の で あ る ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る 2 F G％は ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第３ Q ）

が 9 点以上 の リ ー ド チ ー ム と 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム の 間 に 有 意 差 が

認め ら れ ， ま た ， 8 点 差以内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム と 9 点 差以上 の ビ ハ イ

ン ド チ ー ム の 間 に も 有 意 差 が認め ら れ た ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る 2 F G％の 9 M L S の 基 準 値 は ， 5 3 . 7 7％，

9 M L F の 基 準 値 は 5 5 . 0 3％で あ っ た ． ま た ， 相 手 に リ ー ド を 許 し て い る

状況下に お い て ， 8 L B S は 4 8 . 2 5％， 8 L B F の 基 準 値 は 4 8 . 7 7％で あ っ

た ．  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

図 6  ミドル スコア ゲーム におけ る 2 F G％  
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( 2 )  2 F G％ - P  

図 7 は ， ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お い て ，第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失

点 差 が 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差

以 内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム ， そ し て 9 点 差 以 上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム の

2 F G％ - P の平均，標準偏差 ，下側 9 5％信頼区間 の 値 ，平均の 差 の 検 定 ，

9 M L S の 基 準 値 ， 9 M L F の 基 準 値 ， 8 L B S の 基 準 値 ， 8 L B F の 基 準 値 を示

し た も の で あ る ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る 2 F G％ - P は ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第

３ Q ） が 9 点以上 の リ ー ド チ ー ム と 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム の 間 に 有

意 差 が認め ら れ ， ま た ， 8 点 差以内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム と 9 点 差以上 の

ビ ハ イ ン ド チ ー ム の 間 に も 有 意 差 が認め ら れ た ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る 2 F G％ - P の 9 M L S の 基 準 値 は ， 5 7 . 7 7％，

9 M L F の 基 準 値 は 5 8 . 5 8％で あ っ た ．  

ま た ， 相 手 に リ ー ド を 許 し て い る 状 況 下 に お い て ， 8 L B S の 基 準 値 は

5 2 . 2 8％， 8 L B F の 基 準 値 は 5 2 . 7 5％で あ っ た ．  

  

 

 

 

 

 

 

 

図 7  ミドル スコア ゲーム におけ る 2 F G％ - P  
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( 3 )  3 F G M  

図 8 は ， ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お い て ，第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失

点 差 が 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差

以 内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム ， そ し て 9 点 差 以 上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム の

3 F G M の平均，標準偏差 ，下側 9 5％信頼区間 の 値 ，平均の 差 の 検 定 ，

9 M L S の 基 準 値 ， 9 M L F の 基 準 値 ， 8 L B S の 基 準 値 ， 8 L B F の 基 準 値 を示

し た も の で あ る ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る 3 F G M は ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第３ Q ）

が 9 点以上 の リ ー ド チ ー ム と 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム の 間 に 有 意 差 が

認め ら れ ， ま た ， 8 点 差以内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム と 9 点 差以上 の ビ ハ イ

ン ド チ ー ム の 間 に も 有 意 差 が認め ら れ た ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る 3 F G M の 9 M L S は ， 7 . 1 2 本 ， 9 M L F は

7 . 7 9 本 で あ っ た ． ま た ， 相 手 に リ ー ド を 許 し て い る状況下に お い て ，

8 L B S の 基 準 値 は 5 . 5 1 本 ， 8 L B F 成 の 基 準 値 は 5 . 6 3 本 で あ っ た ．  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 8  ミドル スコア ゲーム におけ る 3 F G M  
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( 4 )  3 F G％  

図 9 は ， ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お い て ，第３ Q 終 了 時 点 で の累積得失

点 差 が 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差

以 内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム ， そ し て 9 点 差 以 上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム の

3 F G％の平均，標準偏差 ，下側 9 5％信頼区間 の 値 ，平均の 差 の 検 定 ，

9 M L S の 基 準 値 ， 9 M L F の 基 準 値 ， 8 L B S の 基 準 値 ， 8 L B F の 基 準 値 を示

し た も の で あ る ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る 3 F G％は ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第３ Q ）

が 9 点以上 の リ ー ド チ ー ム と 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム の 間 に 有 意 差 が

認め ら れ ， ま た ， 8 点 差以内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム と 9 点 差以上 の ビ ハ イ

ン ド チ ー ム の 間 に も 有 意 差 が認め ら れ た ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る 3 F G％の M L S の 基 準 値 は ， 3 5 . 9 3％，

9 M L F の 基 準 値 は 3 8 . 7 0％で あ っ た ． ま た ， 相 手 に リ ー ド を 許 し て い る

状 況 下 に お い て ， 8 L B S の 基 準 値 は 2 8 . 4 3％ ， 8 L B F の 基 準 値 は

2 8 . 7 4％で あ っ た ．  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 9  ミドル スコア ゲーム におけ る 3 F G％  
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( 5 )  F G M  

図 1 0 は ， ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お い て ，第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失

点 差 が 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差

以内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム ， そ し て 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム の F G M

の平均，標準偏差 ，下側 9 5％信頼区間 の 値 ，平均の 差 の 検 定 ， 9 M L S の

基 準 値 ， 9 M L F の 基 準 値 ， 8 L B S の 基 準 値 ， 8 L B F の 基 準 値 を示し た も の

で あ る ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る F G M は ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第３ Q ）

が 9 点以上 の リ ー ド チ ー ム と 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム の 間 に 有 意 差 が

認め ら れ ， ま た ， 8 点 差以内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム と 9 点 差以上 の ビ ハ イ

ン ド チ ー ム の 間 に も 有 意 差 が認め ら れ た ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る F G M の 9 M L S の 基 準 値 は ， 2 2 . 7 6 本 ，

9 M L F の 基 準 値 は 2 4 . 3 2 本 で あ っ た ． ま た ， 相 手 に リ ー ド を 許 し て い る

状況下に お い て ， 8 L B S の 基 準 値 は 1 8 . 7 1 本 ， 8 L B F の 基 準 値 は 1 9 . 8 4

本 で あ っ た ．  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 1 0  ミド ルスコ アゲー ムに おける F G M  
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( 6 )  F G％  

図 1 1 は ， ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お い て ，第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失

点 差 が 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差

以 内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム ， そ し て 9 点 差 以 上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム の

F G％ の 平 均 ， 標 準 偏 差 ， 下 側 9 5％ 信 頼 区 間 の 値 ， 平 均 の 差 の 検 定 ，

9 M L S の 基 準 値 ， 9 M L F の 基 準 値 ， 8 L B S の 基 準 値 ， 8 L B F の 基 準 値 を示

し た も の で あ る ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る F G％は ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第３ Q ）

が 9 点以上 の リ ー ド チ ー ム と 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム の 間 に 有 意 差 が

認め ら れ ， ま た ， 8 点 差以内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム と 9 点 差以上 の ビ ハ イ

ン ド チ ー ム の 間 に も 有 意 差 が認め ら れ た ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る F G％の 9 M L S の 基 準 値 は ， 4 6 . 1 5％，

9 M L F の 基 準 値 は 4 8 . 6 2％で あ っ た ． ま た ， 相 手 に リ ー ド を 許 し て い る

状 況 下 に お い て ， 8 L B S の 基 準 値 は 3 9 . 9 9％ ,  8 L B F の 基 準 値 は

4 1 . 2 8％で あ っ た ．  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 1 1  ミド ルスコ アゲー ムに おける F G％  
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( 7 )  D R E B  

図 1 2 は ， ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お い て ，第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失

点 差 が 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差

以 内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム ， そ し て 9 点 差 以 上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム の

D R E B の平均，標準偏差 ，下側 9 5％信頼区間 の 値 ，平均の 差 の 検 定 ，

9 M L S の 基 準 値 ， 9 M L F の 基 準 値 ， 8 L B S の 基 準 値 ， 8 L B F の 基 準 値 を示

し た も の で あ る ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る D R E B は ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第３ Q ）

が 9 点以上 の リ ー ド チ ー ム と 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム の 間 に 有 意 差 が

認め ら れ ， ま た ， 8 点 差以内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム と 9 点 差以上 の ビ ハ イ

ン ド チ ー ム の 間 に も 有 意 差 が認め ら れ た ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る D R E B の 9 M L S の 基 準 値 は ， 2 1 . 0 5 本 ，

9 M L F の 基 準 値 は 2 1 . 2 4 本 で あ っ た ． ま た ， 相 手 に リ ー ド を 許 し て い る

状況下に お い て ， 8 L B S の 基 準 値 は 1 8 . 4 0 本 ， 8 L B F の 基 準 値 は 1 9 . 1 1

本 で あ っ た ．  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 1 2  ミド ルスコ アゲー ムに おける D R E B  
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( 8 )  A S T  

図 1 3 は ， ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お い て ，第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失

点 差 が 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差

以内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム ， そ し て 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム の A S T

の平均，標準偏差 ，下側 9 5％信頼区間 の 値 ，平均の 差 の 検 定 ， 9 M L S の

基 準 値 ， 9 M L F の 基 準 値 ， 8 L B S の 基 準 値 ， 8 L B F の 基 準 値 を示し た も の

で あ る ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る A S T は ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第３ Q ）

が 9 点以上 の リ ー ド チ ー ム と 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム の 間 に 有 意 差 が

認め ら れ ， ま た ， 8 点 差以内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム と 9 点 差以上 の ビ ハ イ

ン ド チ ー ム の 間 に も 有 意 差 が認め ら れ た ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る A S T の 9 M L S の 基 準 値 は ， 1 4 . 4 5 回，

9 M L F の 基 準 値 は 1 5 . 6 2 回で あ っ た ． ま た ， 相 手 に リ ー ド を 許 し て い る

状況下に お い て ， 8 L B S の 基 準 値 は 1 2 . 0 3 回， 8 L B F の 基 準 値 は 1 2 . 6 3

回で あ っ た ．  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 1 3  ミド ルスコ アゲー ムに おける A S T  
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( 9 )  T O  

図 1 4 は ， ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お い て ，第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失

点 差 が 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差

以内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム ， そ し て 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム の T O

の平均，標準偏差 ，下側 9 5％信頼区間 の 値 ，平均の 差 の 検 定 ， 9 M L S の

基 準 値 ， 9 M L F の 基 準 値 ， 8 L B S の 基 準 値 ， 8 L B F の 基 準 値 を示し た も の

で あ る ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る T O は ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第３ Q ）

が 9 点以上 の リ ー ド チ ー ム と 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム の 間 に 有 意 差 が

認め ら れ な か っ た ． そ の た め ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） が 9 点 差

以上 リ ー ド 達 成 の 要 因 と は な ら な い と 考えら れ る ． し か し 一 方 で ， 8 点

差以内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム と 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム の 間 に は 有

意 差 が認め ら れ た ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る T O の 9 M L S の 基 準 値 は 7 . 6 0 回 ,  9 M L F

の 基 準 値 は 8 . 7 7 回で あ っ た ． ま た ， 相 手 に リ ー ド を 許 し て い る状況下

に お い て ， 8 L B S は 1 0 . 8 1 回， 8 L B F の 基 準 値 は 9 . 7 5 回で あ っ た ．  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 1 4  ミド ルスコ アゲー ムに おける T O  
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( 1 0 )  P P P  

図 1 5 は ， ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お い て ，第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失

点 差 が 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差

以内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム ， そ し て 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム の P P P

の平均，標準偏差 ，下側 9 5％信頼区間 の 値 ，平均の 差 の 検 定 ， 9 M L S の

基 準 値 ， 9 M L F の 基 準 値 ， 8 L B S の 基 準 値 ， 8 L B F の 基 準 値 を示し た も の

で あ る ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る P P P は ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第３ Q ）

が 9 点以上 の リ ー ド チ ー ム と 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム の 間 に 有 意 差 が

認め ら れ ， ま た ， 8 点 差以内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム と 9 点 差以上 の ビ ハ イ

ン ド チ ー ム の 間 に も 有 意 差 が認め ら れ た ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る P P P の 9 M L S の 基 準 値 は 0 . 9 6 点 ， 9 M L F

の 基 準 値 は 1 . 0 4 点 で あ っ た ． ま た ， 相 手 に リ ー ド を 許 し て い る状況下

に お い て ， 8 L B S の 基 準 値 は 0 . 8 1 点 ， 8 L B F の 基 準 値 は 0 . 8 7 点 で あ っ

た ．  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 1 5  ミド ルスコ アゲー ムに おける P P P  
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( 1 1 )  e F G％  

図 1 6 は ， ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お い て ，第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失

点 差 が 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差

以 内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム ， そ し て 9 点 差 以 上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム の

e F G％の平均，標準偏差 ，下側 9 5％信頼区間 の 値 ，平均の 差 の 検 定 ，

9 M L S の 基 準 値 ， 9 M L F の 基 準 値 ， 8 L B S の 基 準 値 ， 8 L B F の 基 準 値 を示

し た も の で あ る ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る e F G％は ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ）

が 9 点以上 の リ ー ド チ ー ム と 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム の 間 に 有 意 差 が

認め ら れ ， ま た ， 8 点 差以内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム と 9 点 差以上 の ビ ハ イ

ン ド チ ー ム の 間 に も 有 意 差 が認め ら れ た ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る e F G％の 9 M L S の 基 準 値 は 5 3 . 2 0％，

9 M L F の 基 準 値 は 5 6 . 5 9％で あ っ た ． ま た ， 相 手 に リ ー ド を 許 し て い る

状 況 下 に お い て ， 8 L B S の 基 準 値 は 4 5 . 7 5％ ， 8 L B F の 基 準 値 は

4 7 . 4 6％で あ っ た ．  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 1 6  ミド ルスコ アゲー ムに おける e F G％  
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( 1 2 )  P o i n t - T O  

図 1 7 は ， ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お い て ，第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失

点 差 が 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差

以 内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム ， そ し て 9 点 差 以 上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム の

P o i n t - T O の平均，標準偏差 ，下側 9 5％信頼区間 の 値 ，平均の 差 の 検

定 ， 9 M L S の 基 準 値 ， 9 M L F の 基 準 値 ， 8 L B S の 基 準 値 ， 8 L B F の 基 準 値

を示し た も の で あ る ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る P o i n t - T O は ，累積得失点 差 （第 1 Q〜

第 3 Q ） が 9 点以上 の リ ー ド チ ー ム と 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム の 間 に

有 意 差 が認め ら れ た ． し か し な が ら ， 8 点 差以内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム と

9 点 差以上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム の 間 に は 有 意 差 が認め ら れ な か っ た ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る P o i n t - T O の 9 M L S の 基 準 値 は 1 1 . 3 3

点 ， 9 M L F の 基 準 値 は 1 3 . 0 8 点 で あ っ た .  ま た ， 相 手 に リ ー ド を 許 し

て い る状況下に お い て ， 8 L B S の 基 準 値 は 8 . 8 7 点 ， 8 L B F の 基 準 値 は

8 . 0 9 点 で あ っ た ．  

  

 

 

 

 

 

 

 

図 1 7  ミド ルスコ アゲー ムに おける P o i n t - T O  
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3 ）  ハ イ ス コ ア ゲ ー ム  

( 1 )  3 F G％  

図 1 8 は ， ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お い て ，第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失点

差 が 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以

内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム ， そ し て 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム の 3 F G％

の平均，標準偏差 ，下側 9 5％信頼区間 の 値 ，平均の 差 の 検 定 ， 9 M L S の

基 準 値 ， 9 M L F の 基 準 値 ， 8 L B S の 基 準 値 ， 8 L B F の 基 準 値 を示し た も の

で あ る ．  

ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お け る 3 F G％は ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ）

が 9 点以上 の リ ー ド チ ー ム と 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム の 間 に 有 意 差 が

認め ら れ た ． ま た ， 8 点 差以内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム と 9 点 差以上 の ビ ハ

イ ン ド チ ー ム の 間 に も 有 意 差 が認め ら れ た ．  

ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お け る 3 F G％の 9 M L S の 基 準 値 は 4 5 . 6 0％， 9 M L F

の 基 準 値 は 4 4 . 0 0％で あ っ た ． ま た ， 相 手 に リ ー ド を 許 し て い る状況

下に お い て ， 8 L B S の 基 準 値 は 3 5 . 7 4％， 8 L B F の 基 準 値 は 3 4 . 8 8％で

あ っ た ．  

  

 

 

 

 

 

 

 

図 1 8  ハイ スコア ゲーム にお ける 3 F G％  
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( 2 )  F G M  

図 1 9 は ， ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お い て ，第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失点

差 が 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以

内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム ， そ し て 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム の F G M

の平均，標準偏差 ，下側 9 5％信頼区間 の 値 ，平均の 差 の 検 定 ， 9 M L S の

基 準 値 ， 9 M L F の 基 準 値 ， 8 L B S の 基 準 値 ， 8 L B F の 基 準 値 を示し た も の

で あ る ．  

ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お け る F G M は ,  累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） が

9 点以上 の リ ー ド チ ー ム と 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム の 間 に 有 意 差 が認

め ら れ ， ま た ， 8 点 差以内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム と 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン

ド チ ー ム の 間 に も 有 意 差 が認め ら れ た ．  

ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お け る F G M の 9 M L S の 基 準 値 は 2 7 . 2 2 本 ， 9 M L F

の 基 準 値 は 2 7 . 9 2 本 で あ っ た ． ま た ， 相 手 に リ ー ド を 許 し て い る状況

下に お い て ， 8 L B S の 基 準 値 は 2 2 . 6 6 本 ， 8 L B F の 基 準 値 は 2 3 . 9 1 本

で あ っ た ．  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 1 9  ハイ スコア ゲーム にお ける F G M  
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( 3 )  F G％  

図 2 0 は ， ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お い て ，第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失点

差 が 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以

内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム ， そ し て 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム の F G％

の平均，標準偏差 ，下側 9 5％信頼区間 の 値 ，平均の 差 の 検 定 ， 9 M L S の

基 準 値 ， 9 M L F の 基 準 値 ， 8 L B S の 基 準 値 ， 8 L B F の 基 準 値 を示し た も の

で あ る ．  

ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お け る F G％は ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） が

9 点以上 の リ ー ド チ ー ム と 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム の 間 に 有 意 差 が認

め ら れ ， ま た ， 8 点 差以内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム と 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン

ド チ ー ム の 間 に も 有 意 差 が認め ら れ た ．  

ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お け る F G％の 9 M L S の 基 準 値 は 5 3 . 2 8％， 9 M L F

の 基 準 値 は 5 3 . 2 0％で あ っ た ． ま た ， 相 手 に リ ー ド を 許 し て い る状況

下に お い て ， 8 L B S の 基 準 値 は 4 6 . 6 2％， 8 L B F の 基 準 値 は 4 7 . 2 2％で

あ っ た ．  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 2 0  ハイ スコア ゲーム にお ける F G％  
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( 4 )  R E B  

図 2 1 は ， ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お い て ，第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失点

差 が 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以

内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム ， そ し て 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム の R E B

の平均，標準偏差 ，下側 9 5％信頼区間 の 値 ，平均の 差 の 検 定 ， 9 M L S の

基 準 値 ， 9 M L F の 基 準 値 ， 8 L B S の 基 準 値 ， 8 L B F の 基 準 値 を示し た も の

で あ る ．  

ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お け る R E B は ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） が

9 点以上 の リ ー ド チ ー ム と 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム の 間 に 有 意 差 が認

め ら な か っ た ． そ の た め ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） が 9 点 差以上

リ ー ド 達 成 の 要 因 と は な ら な い と 考えら れ る ． ま た ， 8 点 差以内 の ビ ハ

イ ン ド チ ー ム と 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム の 間 に も 有 意 差 が認め ら

れ な か っ た ．  

ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お け る R E B の 9 M L S の 基 準 値 は 2 8 . 7 8 本 ， 9 M L F

の 基 準 値 は 2 7 . 4 0 本 で あ っ た ． ま た ， 相 手 に リ ー ド を 許 し て い る状況

下に お い て ， 8 L B S の 基 準 値 は 2 6 . 1 0 本 ， 8 L B F の 基 準 値 は 2 5 . 2 9 本

で あ っ た ．  

  

 

 

 

 

 

 

 

図 2 1  ハイ スコア ゲーム にお ける R E B  
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( 5 )  P P P  

図 2 2 は ， ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お い て ，第 3 終 了 時 点 で の累積得失点

差 が 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以

内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム ， そ し て 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム の P P P

の平均，標準偏差 ，下側 9 5％信頼区間 の 値 ，平均の 差 の 検 定 ， 9 M L S の

基 準 値 ， 9 M L F の 基 準 値 ， 8 L B S の 基 準 値 ， 8 L B F の 基 準 値 を示し た も の

で あ る ．  

ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お け る P P P は ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） が

9 点以上 の リ ー ド チ ー ム と 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム の 間 に 有 意 差 が認

め ら れ ， ま た ， 8 点 差以内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム と 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン

ド チ ー ム の 間 に も 有 意 差 が認め ら れ た ．  

ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お け る P P P の 9 M L S の 基 準 値 は ， 1 . 1 1 点 ， 9 M L F

の 基 準 値 は 1 . 1 6 点 で あ っ た ． ま た ， 相 手 に リ ー ド を 許 し て い る状況下

に お い て ， 8 L B S の 基 準 値 は 0 . 9 5 点 ， 8 L B F の 基 準 値 は 1 . 0 0 点 で あ っ

た ．  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 2 2  ハイ スコア ゲーム にお ける P P P  
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( 6 )  e F G％  

図 2 3 は ， ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お い て ，第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失点

差 が 9 点 差以上 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム ， 8 点 差以

内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム ， そ し て 9 点 差以上 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム の e F G％

の平均，標準偏差 ，下側 9 5％信頼区間 の 値 ，平均の 差 の 検 定 ， 9 M L S の

基 準 値 ， 9 M L F の 基 準 値 ， 8 L B S の 基 準 値 ， 8 L B F の 基 準 値 を示し た も の

で あ る ．  

ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お け る e F G％は ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ）

が 9 点以上 の リ ー ド チ ー ム と 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー ム の 間 に 有 意 差 が

認め ら れ ， ま た ， 8 点 差以内 の ビ ハ イ ン ド チ ー ム と 9 点 差以上 の ビ ハ イ

ン ド チ ー ム の 間 に も 有 意 差 が認め ら れ た ．  

ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お け る e F G％の 9 M L S の 基 準 値 は 6 2 . 5 8％， 9 M L F

の 基 準 値 は 6 2 . 9 4％で あ っ た ． ま た ， 相 手 に リ ー ド を 許 し て い る状況

下に お い て ， 8 L B S の 基 準 値 は 5 3 . 6 1％， 8 L B F の 基 準 値 は 5 4 . 4 0％で

あ っ た ．  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 2 3  ハイ スコア ゲーム にお ける e F G％  
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4 ）  B . L E A G U E の 非 接 戦 の 試 合 に お け る リ ー ド の 基 準 値  

 

表 1 5 ， 1 6 ， 1 7 に B . L E A G U E の 非 接 戦 の ロ ー ス コ ア ゲ ー ム ， ミ ド ル

ス コ ア ゲ ー ム ， ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お け る リ ー ド チ ー ム の 9 M L S の 基 準

値 と 9 M L F の 基 準 値 を示し た ．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 5   B . L E A G U E の 非 接 戦 の 試 合 に お け る リ ー ド の 基 準 値  

9MLS の基準値 9MLF の基準値

FGM 18.85 本 20.41 本

FG% 40.55% 41.40%

PPP 0.84 点 0.85 点

eFG% 46.47% 47.69%

ロースコアゲーム
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表 1 6   B . L E A G U E の 非 接 戦 の 試 合 に お け る リ ー ド の 基 準 値  

9MLS の基準値 9MLF の基準値

2FG% 53.77% 55,03%

2FG%-P 57.77% 58.58%

3FGM 7.12 本 7.79 本

3FG% 38.93% 38.70%

FGM 22.76 本 24.32 本

FG% 46.15% 48.62%

DREB 21.05 本 21.24 本

AST 14.45 回 15.62 回

TO 7.60 回 8.77 回

PPP 0.96 点 1.04 点

eFG% 53.20% 56.59%

Point-TO 11.33 点 13.08 点

ミドルスコアゲーム

表 1 7   B . L E A G U E の 非 接 戦 の 試 合 に お け る リ ー ド の 基 準 値  

9MLS の基準値 9MLF の基準値

3FG% 45.60% 44.00%

FGM 27.22 本 27.92 本

FG% 53.28% 53.20%

REB 28.78 本 27.40 本

PPP 1.11 点 1.16点

eFG% 62.58% 62.94

ハイスコアゲーム
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5 ）  B . L E A G U E の 接 戦 の 試 合 に お け る ビ ハ イ ン ド の 基 準 値  

 

表 1 8 ， 1 9 ， 2 0 に B . L E A G U E の 接 戦 の ロ ー ス コ ア ゲ ー ム ， ミ ド ル ス

コ ア ゲ ー ム ， ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お け る リ ー ド チ ー ム の 8 L B S と 8 L B F

の 基 準 値 を示し た ．  

 

  

表 1 8   B . L E A G U E の 接 戦 の 試 合 に お け る ビ ハ イ ン ド の 基 準 値  

8LBS の基準値 8LBF の基準値

FGM 15.36 本 15.54 本

FG% 33.65% 33.67%

PPP 0.66 点 0.70 点

eFG% 37.79% 38.37%

ロースコアゲーム
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表 2 0   B . L E A G U E の 接 戦 の 試 合 に お け る ビ ハ イ ン ド の 基 準 値  

8LBS の基準値 8LBF の基準値

3FG% 35.74% 34.99%

FGM 22.66 本 23.91 本

FG% 46.62% 47.22%

REB 26.10 本 25.29 本

PPP 0.95点 1.00点

eFG% 53.61% 54.40%

ハイスコアゲーム

表 1 9   B . L E A G U E の 接 戦 の 試 合 に お け る ビ ハ イ ン ド の 基 準 値  

8LBS の基準値 8LBF の基準値

2FG% 48.25% 48.77%

2FG%-P 52.28% 52.75%

3FGM 5.51 本 5.63 本

3FG% 28.43% 28.74%

FGM 18.71 本 19.84本

FG% 39.99% 41.28%

DREB 18.40 本 19.11 本

AST 12.03 回 12.63 回

TO 10.81 回 9.75 回

PPP 0.81 点 0.87 点

eFG% 45.75% 47.46%

Point-TO 8.87 点 8.09 点

ミドルスコアゲーム
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3 .  「 算 出 さ れ た 基 準 値 の 妥 当 性 の 検 証 」  

 

1 ）  ロ ー ス コ ア ゲ ー ム  

B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 4 シ ーズン のレギュラー シ ーズン に お け る ロ ー

ス コ ア ゲ ー ム で は ，「 9 M L S の 基 準 値 」 に該当 す る 項 目 数 と第 3 Q 終 了 時

点 に お け る累積得失点 差 と の 相 関 関 係 は 0 . 6 0 と な り ，強い 正 の 相 関 が

認め ら れ た （図 2 4 ）． こ の こ と か ら ， 本 研 究 に お け る 「 9 M L S の 基 準 値 」  

の 妥 当 性 が示さ れ た ．  

「 9 M L S の 基 準 値 」 に該当 す る 項 目 数 と第 3 Q 終 了 時 点 に お け る累積得

失点 差 と の 相 関 関 係 は - 0 . 6 0 7 と な り ，強い負の 相 関 が認め ら れ た （図

2 5 ）． こ の こ と か ら ， 本 研 究 に お け る 「 9 M L S の 基 準 値 」  の 妥 当 性 が示

さ れ た ．  

ま た ，「 8 L B S の 基 準 値 」 に該当 す る 項 目 数 と第 3 Q 終 了 時 点 に お け る

累積得失点 差 と の 相 関 関 係 は 0 . 7 5 3 と な り ，強い 正 の 相 関 が認め ら れ

た . （図 2 6 ）． こ の こ と か ら ， 本 研 究 に お け る 「 8 L B S の 基 準 値 」 の 妥

当 性 が示さ れ た ．  

そ し て ，「 8 L B F の 基 準 値 」 に該当 す る 項 目 数 と第 3 Q 終 了 時 点 に お け

る累積得失点 差 と の 相 関 関 係 は - 0 . 6 5 0 と な り ，強い負の 相 関 が認め ら

れ た （図 2 7 ）． こ の こ と か ら ， 本 研 究 に お け る 「 8 L B F の 基 準 値 」 の 妥

当 性 が示さ れ た ．  

加えて ， 9 点 差以上 リ ー ド 達 成 の チ ー ム の 内 ，「 9 M L S の 基 準 値 」 に該

当 す る 項 目 数 の平均は 2 . 2 1 個， 9 点 差以上 リ ー ド未達 成 の チ ー ム の 内 ，

「 9 M L F の 基 準 値 」 に該当 す る 項 目 数 の平均は 2 . 2 6 個で あ っ た ． 一 方 ，

8 点 差以内 ビ ハ イ ン ド 達 成 の チ ー ム の 内 ，「 8 L B S の 基 準 値 」 に該当 す る

項 目 数 の平均は 2 . 0 0 個， 8 点 差以内 ビ ハ イ ン ド未達 成 チ ー ム の 内 ，
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「 8 L B F の 基 準 値 」 に該当 す る 項 目 数 の平均は 2 . 1 9 個で あ っ た ．  
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2 ）  ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム  

B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 4 シ ーズン のレギュラー シ ーズン に お け る ミ ド

ル ス コ ア ゲ ー ム で は ，「 9 M L S の 基 準 値 」 に該当 す る 項 目 数 と第 3 Q 終 了

時 点 に お け る累積得失点 差 と の 相 関 関 係 は 0 . 5 6 5 と な り ，強い 正 の 相

関 が認め ら れ た （図 2 8 ）． こ の こ と か ら ， 本 研 究 に お け る 「 9 M L S の 基

準 値 」  の 妥 当 性 が示さ れ た ．  

「 9 M L F の 基 準 値 」 に該当 す る 項 目 数 と第 3 Q 終 了 時 点 に お け る累積得

失点 差 と の 相 関 関 係 は - 0 . 4 3 9 と な り ，強い負の 相 関 が認め ら れ た （図

2 9 ）． こ の こ と か ら ， 本 研 究 に お け る 「 9 M L F の 基 準 値 」  の 妥 当 性 が示

さ れ た ．  

ま た ，「 8 L B S の 基 準 値 」 に該当 す る 項 目 数 と第 3 Q 終 了 時 点 に お け る

累積得失点 差 と の 相 関 関 係 は 0 . 5 8 1 と な り ，強い 正 の 相 関 が認め ら れ

た . （図 3 0 ）． こ の こ と か ら ,  本 研 究 に お け る 「 8 L B S の 基 準 値 」 の 妥

当 性 が示さ れ た ．  

そ し て ，「 8 L B F の 基 準 値 」 に該当 す る 項 目 数 と第 3 Q 終 了 時 点 に お け

る累積得失点 差 と の 相 関 関 係 は - 0 . 4 4 2 と な り ，強い負の 相 関 が認め ら

れ た （図 3 1 ）． こ の こ と か ら ， 本 研 究 に お け る 「 8 L B F の 基 準 値 」 の 妥

当 性 が示さ れ た ．  

加えて ， 9 M L S の チ ー ム の 内 ，「 9 M L S の 基 準 値 」 に該当 す る 項 目 数 の

平均は 6 . 6 7 個， 9 M L F の チ ー ム の 内 ，「 9 M L F の 基 準 値 」 に該当 す る 項

目 数 の平均は 6 . 4 2 個で あ っ た ． 一 方 ， 8 L B S の チ ー ム の 内 ,  「 8 L B S

の 基 準 値 」 に該当 す る 項 目 数 の平均は 6 . 0 3 個， 8 L B F チ ー ム の 内 ，

「 8 L B F の 基 準 値 」 に該当 す る 項 目 数 の平均は 6 . 0 0 個で あ っ た ．  
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図 2 8  9 M L S の 基 準 値 に 該 当 す る 項 目 数 と 累 積 得 失 点 差 （ 第 3 Q ） と の 関 係  

図 2 9  9 M L F の 基 準 値 に 該 当 す る 項 目 数 と 累 積 得 失 点 差 （ 第 3 Q ） と の 関 係  
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図 3 0  8 L B S の 基 準 値 に 該 当 す る 項 目 数 と 累 積 得 失 点 差 （ 第 3 Q ） と の 関 係  

図 3 1  8 L B F の 基 準 値 に 該 当 す る 項 目 数 と 累 積 得 失 点 差 （ 第 3 Q ） と の 関 係  
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3 ）  ハ イ ス コ ア ゲ ー ム  

B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 4 シ ーズン のレギュラー シ ーズン に お け る ハ イ

ス コ ア ゲ ー ム で は ，「 9 M L S の 基 準 値 」 に該当 す る 項 目 数 と第 3 Q 終 了 時

点 に お け る累積得失点 差 と の 相 関 関 係 は 0 . 5 6 5 と な り ，強い 正 の 相 関

が認め ら れ た （図 3 2 ）． こ の こ と か ら ， 本 研 究 に お け る 「 9 M L S の 基 準

値 」  の 妥 当 性 が示さ れ た ．  

「 9 M L F の 基 準 値 」 に該当 す る 項 目 数 と第 3 Q 終 了 時 点 に お け る累積得

失点 差 と の 相 関 関 係 は - 0 . 4 3 9 と な り ，強い負の 相 関 が認め ら れ た （図

3 3 ）． こ の こ と か ら ， 本 研 究 に お け る 「 9 M L F の 基 準 値 」  の 妥 当 性 が示

さ れ た ．  

ま た ，「 8 L B S の 基 準 値 」 に該当 す る 項 目 数 と第 3 Q 終 了 時 点 に お け る

累積得失点 差 と の 相 関 関 係 は 0 . 5 8 1 と な り ，強い 正 の 相 関 が認め ら れ

た . （図 3 4 ）． こ の こ と か ら ， 本 研 究 に お け る 「 8 L B S の 基 準 値 」 の 妥

当 性 が示さ れ た ．  

そ し て ，「 8 L B F の 基 準 値 」 に該当 す る 項 目 数 と第 3 Q 終 了 時 点 に お け

る累積得失点 差 と の 相 関 関 係 は - 0 . 4 4 2 と な り ，強い負の 相 関 が認め ら

れ た （図 3 5 ）． こ の こ と か ら ， 本 研 究 に お け る 「 8 L B F の 基 準 値 」 の 妥

当 性 が示さ れ た ．  

加えて ， 9 M L S の チ ー ム の 内 ，「 9 M L S の 基 準 値 」 に該当 す る 項 目 数 の

平均は 2 . 8 4 個， 9 M L F の チ ー ム の 内 ，「 9 M L F の 基 準 値 」 に該当 す る 項

目 数 の平均は 3 . 1 5 個で あ っ た ． 一 方 ， 8 L B S の チ ー ム の 内 ，「 8 L B S の

基 準 値 」 に 該 当 す る 項 目 数 の 平 均 は 3 . 1 3 個 ， 8 L B F チ ー ム の 内 ,  

「 8 L B F の 基 準 値 」 に該当 す る 項 目 数 の平均は 3 . 1 8 個で あ っ た ．  
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図 3 2  9 M L S の 基 準 値 に 該 当 す る 項 目 数 と 累 積 得 失 点 差 （ 第 3 Q ） と の 関 係  

図 3 3  9 M L F の 基 準 値 に 該 当 す る 項 目 数 と 累 積 得 失 点 差 （ 第 3 Q ） と の 関 係  
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図 3 4  8 L B S の 基 準 値 に 該 当 す る 項 目 数 と 累 積 得 失 点 差 （ 第 3 Q ） と の 関 係  
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I V  考 察  

 

1 .  ロ ー ス コ ア ゲ ー ム ,  ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム ,  ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お け

る 共 通 達 成 要 因  

 

1 ）  F G M  

B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 0 2 4 シ ーズン で は ， F G M は ロ ー ス コ ア ゲ ー ム ，

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム ， ハ イ ス コ ア ゲ ー ム 3 つ全 て の ゲ ー ム に お い て ， 9

点 差以上 の リ ー ド 達 成 に影響を与える 項 目 で あ っ た ．  

ロ ー ス コ ア ゲ ー ム に お け る ，「 9 M L S」 の 基 準 値 は 1 8 . 8 5 本 ，「 9 M L F」

の 基 準 値 」 は 2 0 . 4 1 本 ，「 8 L B S」 の 基 準 値 は 1 5 . 3 6 本 ，「 8 L B F の 基 準

値 」 は 1 5 . 5 4 本 で あ っ た ．「 9 M L S」 の 基 準 値 と 「 9 M L F」 の 基 準 値 か ら ，

2 0 本前後が累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点 差以上 の リ ー ド と 8 点

差以内 の リ ー ド を 分 け るポイ ン ト で あ る と推察 さ れ る ． ま た ，仮に リ ー

ド さ れ て い た と し て も ， 1 5 本前後，或い は そ れ以上 の 本 数 を 達 成 す る

こ と で ，逆転の可能性 を最後の 1 0 分 間 に限り な く残し て お く こ と が で

きる ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る ，「 9 M L S」 の 基 準 値 は 2 2 . 7 6 本 ，「 9 M L F」

の 基 準 値 は 2 4 . 3 2 本 ，「 8 L B S」 の 基 準 値 は 1 8 . 7 1 本 ，「 8 L B F」 の 基 準

値 は 1 9 . 8 4 本 で あ っ た . 「 9 M L S」 の 基 準 値 と 「 9 M L F」 の 基 準 値 か ら

2 4 本前後が累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点 差以上 の リ ー ド と 8 点

差以内 の リ ー ド を 分 け るポイ ン ト で あ る と推察 さ れ る ． ま た ，仮に リ ー

ド さ れ て い た と し て も ， 2 3 本前後，或い は そ れ以上 の 本 数 を 達 成 す る

こ と で ，逆転の可能性 を最後の 1 0 分 間 に限り な く残し て お く こ と が で

きる ．  
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ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お け る ，「 9 M L S」 の 基 準 値 は 2 7 . 2 2 本 ，「 9 M L F」

の 基 準 値 は 2 7 . 9 2 本 ，「 8 L B S」 の 基 準 値 は 2 2 . 6 6 本 ，「 8 L B F」 の 基 準

値 は 2 3 . 9 1 本 で あ っ た . 「 9 M L S」 の 基 準 値 と 「 9 M L F」 の 基 準 値 に 大き

な 差 が な か っ た こ と か ら も ， 2 7 本前後が累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ）

9 点 差以上 の リ ー ド と 8 点 差以内 の リ ー ド を 分 け るポイ ン ト で あ る と推

察 さ れ る ． ま た ，仮に リ ー ド さ れ て い た と し て も ， 2 3 本前後，或い は

そ れ以上 の 本 数 を 達 成 す る こ と で ，逆転の可能性 を最後の 1 0 分 間 に限

り な く残し て お く こ と が できる ．  

F G M が 勝 敗 要 因 に密接 に影響し て い る こ と は ， こ れ ま で の先行研 究 で

も 同様の 結 果 が報告さ れ て い る  ( J u k i c  e t  a l . ， 2 0 0 0； J a v i e r  e t  

a l . ， 2 0 1 3； G o m e z  e t  a l . ， 2 0 1 5； M o r r i s s e y  e t  a l . ， 2 0 2 0；

川島， 2 0 2 1 ) ．  

「 得 点 す る た め の 唯 一 の 方 法 は ， シ ュ ー ト し て そ れ を 成 功 さ せ る こ と

で あ る ．」 ( 吉 井 ， 1 9 8 6 ) と述べら れ て い る こ と か ら も ，「 得 点 につな が

るフィー ル ドゴー ル の 成 功 数 を 増やす こ と 」 (元安， 2 0 1 8 ) が 非常に 重

要 な 要素で あ り ，加えてディフェン ス 時 で は ， 相 手 の F G M の 本 数 を減

ら す こ と に よ っ て累積得失点 差 を 9 点以上 に広げ て い く こ と を可能に す

る と 考えら れ る ．  

そ も そ も ， F G M に は 2 P o i n t （以下， 2 P と す る ） と 3 P o i n t （以下，

3 P と す る ） の 2 種類が存在し て い る ． こ れ ら 2 つの違いや重 要度に 関

し て ， B o t o n d  ( 2 0 2 1 ) は ， ハ ンガリ ー男子のプロ 1 部リ ーグに お い て

「 勝者は よ り 多 く のフィー ル ドゴー ル を 高確率で決め ， 相 手 よ り も 2 P

を よ り 頻 繁 に ， よ り 効 果 的 に 決 め た . 」 と 述 べ た ． ま た 小 林 ら （ 2 0 2 0 ）

の 研 究 で も ，「長期間 にわた る リ ーグ戦 に お い て 勝率を 高 め る た め に は ，

2 P を安定 し て獲得 す る力を身につけ さ せ る こ と が 重 要 で あ る ．」 と し ，
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デフェン ス側の局面に お い て も ，「ディフェン ス の圧力に よ り ， 相 手 の

2 P の 成 功 数 ， 試投数 ， 成 功率を減少さ せ ， 3 P の 試投率と 得 点率を 増加

さ せ る こ と も 勝率を 高 め る こ と につな が る ．」 と述べて い る ． ま た ，「ゴ

ー ル下の シ ュ ー ト 数 は 勝 敗 に 大きく影響す る 」（倉石， 2 0 0 5 ） こ とや，

「 リ ング近く で の シ ョ ッ ト は よ り 成 功率が 高 い ．」（ F r a n e  e t  a l . ，

2 0 1 5 ） と示唆さ れ て い る こ と か ら ， F G M の中で も リ ングか ら近い距離

の シ ョ ッ ト で あ る 2 P シ ョ ッ ト を優先し て狙う こ と が 非常に 重 要 で あ る

と 考えら れ る ．  

シ ョ ッ ト 試 行 に 関 し て ， T r n i n i c ( 2 0 0 2 ) は ，「 フ ィ ー ル ド ゴ ー ル の

失敗 は 勝 利 チ ー ム と 敗 戦 チ ー ム を区別す る際に影響を与えて お り ， 敗 戦

チ ー ム の シ ョ ッ トセレクシ ョ ン の悪さ を示し て い る ．」 と 指摘し た ． ま

た ， K n i g h t ・ N e w e l l（ 1 9 9 2 ） も ，「 シ ョ ッ ト セ レ ク シ ョ ン は 試 合 の

勝 敗 に 大きく影響し て い る ．」 と 指摘し て い る こ と か ら も ， い か に し て

適切な シ ョ ッ ト を選択し て い く か ， と い う こ と が 重 要 で あ る と 考えら れ

る ．  

そ の シ ョ ッ トセレクシ ョ ン に 関 し て ， 吉 井 ( 1 9 5 6 ) は ，「最も望ま し い

の はマークな し で の至近距離か ら の シ ュ ー ト で あ る こ と は勿論 で あ る が ，

シ ュ ー ト すべきか否か の判断は まず第一 にマークの 有無に よ っ て な さ れ

る べ き で あ り ， 距 離 と か 位 置 は 判 断 の 第 二 次 的 な 要 件 と な る に す ぎ な

い ．」 と 言及し て い る ．つま り ， シ ョ ッ トセレクシ ョ ン の判断基 準 の最

優先事項 はノーマークに お け る シ ョ ッ ト 試行で あ る こ と が理解できる ．

し か し な が ら ， S k i n n e r  ( 2 0 1 2 ) は ， N B A に お け る シ ョ ッ トセレクシ

ョ ン に 関 し て ，「 N B A のプレイヤー は ， シ ョ ッ トクロ ックの早い 段階で ，

中程度に質の 高 い シ ョ ッ ト チャン ス に 妥 協 す る こ と を望ま な い可能性 が

高 く ， そ れ は後で よ り良い チャン ス が訪れ る と信じて い る か ら で あ る ．
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（中略）例えば，プレイヤー が ， 自 チ ー ム の そ の 時 のポゼッ シ ョ ン中に

ボ ー ル をター ンオー バ ー す る可能性 は 基 本 的 に な い と 考えて い れば， ボ

ー ル を保持 し ，後の チャン ス を待つ傾向が強い ．（中略）． N B A チ ー ム は

シ ョ ッ トクロ ックの早い 段階で シ ョ ッ ト を放つこ と に過度に消極 的 で あ

る可能性 が示唆さ れ た ．」 と報告し て い る こ と か ら も ，単純にマークマ

ン の 有無のみだけ で は な く ， シ ョ ッ トクロ ックやプレイヤー の 特 徴 ， な

どと い っ た様々な状況要 因 に よ っ て 変 化 す る と 考えら れ る ． こ の 点 に 関

し て ， バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 指 導教本 （ 2 0 1 6 ） に は 「 ゲ ー ム 当 日 ま で に し

っ か り練習を積み重ね， チ ー ム のメン バ ー 全員に よ る 共 通理解の も と ，

プレイ を行う こ と が 大切で あ る 」 と記載さ れ て い る ． す なわち ，良い シ

ョ ッ トセレクシ ョ ン の理解に は ， チ ー ム 全体の 共 通認識を 日々の練習で

構築し て い く 必 要 が あ る と 考えら れ る ．  

ま た ， シ ョ ッ ト が外れ た 時 は リ バウン ド の局面と な る が ， そ の リ バウ

ン ド に 関 し て ， 鮎 川 ら ( 2 0 1 5 ) は ，「 低 身 長 に よ る デ ィ ス ア ド バ ン テ ー

ジが 考えら れ る ．」 と述べて い る こ と か ら も ， チ ー ム と し て の 共 通認識

が な さ れ て い る シ ョ ッ トセレクシ ョ ン が 相 手 に も悟ら れ て し まえば，身

体的 な優劣に依存し ，低身長で 非力な選手 は不利 と な っ て し ま う ． そ の

た め ， チ ー ム と し て の 共 通認識が な さ れ て い る 上 で且つ相 手 に簡単に悟

ら れ る こ と の な いセレクシ ョ ン が適切な シ ョ ッ トセレクシ ョ ン で あ る と

考えら れ る ．  
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2 ）  F G％  

B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 0 2 4 シ ーズン で は ， F G％は ロ ー ス コ ア ゲ ー ム ，

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム ， ハ イ ス コ ア ゲ ー ム 3 つ全 て の ゲ ー ム に お い て ， 9

点 差以上 リ ー ド 達 成 に影響を与える 項 目 で あ っ た ．  

ロ ー ス コ ア ゲ ー ム の 「 9 M L S」 の 基 準 値 は 4 0 . 5 5％，「 9 M L F」 の 基 準

値 は 4 1 . 4 0％ ，「 8 L B S」 の 基 準 値 は 3 3 . 6 5％ ，「 8 L B F」 の 基 準 値 は

3 3 . 6 7％で あ っ た ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム の 「 9 M L S」 の 基 準 値 は 4 6 . 1 5％，「 9 M L F」 の 基

準 値 は 4 8 . 6 2％，「 8 L B S」 の 基 準 値 は 3 9 . 9 9％，「 8 L B F」 の 基 準 値 は

4 1 . 2 8％で あ っ た ．  

ハ イ ス コ ア ゲ ー ム の 「 9 M L S」 の 基 準 値 は 5 3 . 2 8％，「 9 M L F」 の 基 準

値 」 は 5 3 . 2 0％，「 8 L B S」 の 基 準 値 は 4 6 . 6 2％，「 8 L B F」 の 基 準 値 は

4 7 . 2 2％で あ っ た ．  

倉石（ 2 0 0 5 ） は ， 自 チ ー ム の F G％の具体的 な 数 値 に 関 し て ，「ほとん

どの ケ ー ス で は 4 1％以上 が 勝 ち ， 4 1％未満が負け る と い う ケ ー ス が 多

い ．」 と述べて い る ． 他 の 2 つの ス コ ア の 値 よ り も ロ ー ス コ ア ゲ ー ム の

F G％の 値 は 1 番数 値 が低い ． こ れ に は 2 つの 要 因 が 考えら れ る ． 1 つ目

は ， 意図的 にテンポを遅く す る 場 合 で あ る ．倉石（ 2 0 0 7 ） は ，「 大きな

プレイヤー が い ればス ロ ーダウン し ，セッ トオフェン スばか り に こだわ

る部分 が 多 か っ た 」 と述べて い る こ と か ら も ，身体的 に優れ て い る チ ー

ム は P P P の 高 さ と O R E B 獲得確率の 高 さ の観点 か ら もテンポを遅く す る

可能性 が あ る ． ただこ の 場 合 で あ る と 意図的 にテンポを遅く し て い る た

め ， シ ョ ッ ト確率が 必ず他 よ り低く な る と は 考えに く い ． そ の た め ，今

回の 場 合 で 考えら れ る 要 因 と し て は ， シ ョ ッ ト失敗 数 の 増加に よ る シ ョ

ッ ト確率の低下に よ っ て ロ ー ス コ ア の ゲ ー ム展開に な っ た と 考える こ と
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が 妥 当 で あ る ．以上 の こ と か ら も ， ロ ー ス コ ア ゲ ー ム に お け る F G％の

全 て の 数 値 が 他 の 2 つと 比べ，低い 結 果 と な っ た こ と が推察 さ れ る ． そ

の た め ， 4 1％と い う 数 値 を 目 指 し ， 更 に そ の 数 値 を 上回っ て い く こ と

で 得失点 差 が広が っ て い く こ と可能性 が 高 ま る と 考えら れ る ． ま た ，仮

に リ ー ド さ れ て い た と し て も ， 3 3％前後，或い は そ れ以上 の確率を 達

成 す る こ と で ，逆転の可能性 を最後の 1 0 分 間 に限り な く残し て お く こ

と が できる ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お い て は ，「 9 M L S」 の 基 準 値 と 「 9 M L F」 の 基

準 値 か ら 4 7％前後が累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点 差以上 の リ ー ド

と 8 点 差 以 内 の リ ー ド を 分 け る ポ イ ン ト で あ る と 推 察 さ れ る ． 川 島

（ 2 0 2 1 ） も 「 ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お い て は ，（ 中 略 ） 4 5％ 前 後 が 勝

敗 を 分 け るポイ ン ト で あ る と推察 さ れ る ．」 と述べて い る こ と か ら も ，

4 5％の 数 値 よ り も 高 い 4 7％前後の 値 は 妥 当 で あ る と推察 さ れ る . ま た ，

仮に リ ー ド さ れ て い た と し て も ， 4 0％前後，或い は そ れ以上 の確率を

達 成 す る こ と で ，逆転の可能性 を最後の 1 0 分 間 に限り な く残し て お く

こ と が できる ．  

ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お い て は ，「 9 M L S」 の 基 準 値 と 「 9 M L F」 の 基 準

値 に 大きな 差 が な か っ た こ と か ら も ， 5 3％前後が累積得失点 差 （第 1 Q

〜第 3 Q ） 9 点 差以上 の リ ー ド と 8 点 差以内 の リ ー ド を 分 け るポイ ン ト

で あ る と推察 さ れ る ．倉石（ 2 0 0 5 ） は ，「 シ ュ ー ト が 5 0％入 れば相 当

な確率で ， そ れ を超えて い れば， チ ー ム は 必ず勝 利 を 得 る こ と が 多 い が ，

大 差 の ゲ ー ム以外で は 5 0％を超える こ と が あ ま り な い ．」 と述べて い る

こ と か ら も ， 5 3％と い う 数 値 は 妥 当 で あ る と 考えら れ る ． ま た ，仮に

リ ー ド さ れ て い た と し て も ， 4 7％前後，或い は そ れ以上 の 本 数 を 達 成

す る こ と で ，逆転の可能性 を最後の 1 0 分 間 に限り な く残し て お く こ と
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が できる ．  

こ れ ま で の先行研 究 （ T r n i n i c， 2 0 0 2； I b a n e z  e t  a l . ， 2 0 0 3；

M a r i n h o， 2 0 0 6；八板・野寺， 2 0 0 7；前田， 2 0 1 4；川島， 2 0 2 1 ） に

お い て も ， F G％が 勝 敗 を 分 け る 重 要 な 要 因 で あ る こ と が報告さ れ て い

る ．  

 「 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル の ゲ ー ム そ の も の が シ ュ ー ト確率を 争 う 競 技 と は

言え，“高確率の チ ー ム が 勝 利 す る”と い う こ と に な る 」（倉石， 2 0 0 5 ）

と述べら れ て い る こ と か ら もオフェン ス の 目 的 が 「 成 功率の 高 い シ ョ ッ

ト を うつこ と 」（ K r a u s e ， 1 9 9 9 ） で あ る の は明ら か で あ る ． そ の た め ，

「 高 い確率の シ ョ ッ ト チャン ス を 増やす た め に は ，可能な らばいつで も

ボ ー ル を イ ンサイ ド に 入 れ る こ と が 大切」（ S m i t h， 1 9 8 1 ） で あ る ． ま

た ， シ ョ ッ ト の 試行は ， リ ングか ら の距離が長く な るほど難易度が 増 す

（八板ら ， 2 0 1 7 ） た め ，オフェン ス で 得 点期待値 の 高 い シ ョ ッ ト を放

つた め に は できる限り リ ングに近づく 必 要 が あ る （小林ら ， 2 0 2 1 ）．以

上 の こ の こ と か ら も ， イ ンサイ ド の 得 点 が F G％を 高 め る 上 で 重 要 で あ

る こ と が理解できる ．  

加えて ， 吉 井 （ 1 9 5 6 ） は ，「 い か に し た ら よ り 多 く の シ ュ ー ト を 試み

る こ と が 出来る か ， ま た い か に し た ら そ の 成 功率を 高 め る こ と が 出来る

か ， こ の両面の努力の 成 果 に よ っ て ゲ ー ム の 勝 敗 が決す る と い う こ と が

出来る の で あ る ．」 と述べて い る こ と か ら も ，期待値 の 高 い 2 P シ ョ ッ ト

アテンプト を 増やす こ と で ， F G％の確率を限り な く 高 め る こ と が でき，

累積得失点 差 9 点 差以上 （第１ Q〜第 3 Q ） を 達 成 す る こ と が できる ， と

推察 さ れ る ．  
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3 ）  P P P  

B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 0 2 4 シ ーズン で は ， P P P は ロ ー ス コ ア ゲ ー ム ，

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム ， ハ イ ス コ ア ゲ ー ム 3 つ全 て の ゲ ー ム に お い て ， 9

点 差以上 リ ー ド 達 成 に影響を与える 項 目 で あ っ た ．  

ロ ー ス コ ア ゲ ー ム に お け る ，「 9 M L S」 の 基 準 値 は 0 . 8 4 点 ，「 9 M L F」

の 基 準 値 は 0 . 8 5 点 ，「 8 L B S」 の 基 準 値 は 0 . 6 6 点 ，「 8 L B F」 の 基 準 値

は 0 . 7 0 点 で あ っ た ．「 9 M L S」 の 基 準 値 と 「 9 M L F」 の 基 準 値 に 大きな

差 が な か っ た こ と か ら も ， 0 . 8 5 点 に近づけ る こ と が累積得失点 差 （第

1 Q〜第 3 Q ） 9 点 差以上 の リ ー ド と 8 点 差以内 の リ ー ド を 分 け るポイ ン

ト で あ る と推察 さ れ る ． ま た ，仮に リ ー ド さ れ て い た と し て も ， 0 . 7 0

点前後，或い は そ れ以上 の 本 数 を 達 成 す る こ と で ，逆転の可能性 を最後

の 1 0 分 間 に限り な く残し て お く こ と が できる ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る 「 9 M L S」 の 基 準 値 は 0 . 9 6 点 ，「 9 M L F」

の 基 準 値 は 1 . 0 4 点 ，「 8 L B S」 の 基 準 値 は 0 . 8 1 点 ，「 8 L B F」 の 基 準 値

は 0 . 8 7 点 で あ っ た ．「 9 M L S」 の 基 準 値 と 「 9 M L F」 の 基 準 値 か ら 1 . 0 0

点前後が累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点 差以上 の リ ー ド と 8 点 差以

内 の リ ー ド を 分 け るポイ ン ト で あ る と推察 さ れ る ． ま た ，仮に リ ー ド さ

れ て い た と し て も ， 0 . 8 5 点前後，或い は そ れ以上 の 本 数 を 達 成 す る こ

と で ，逆転の可能性 を最後の 1 0 分 間 に限り な く残し て お く こ と が でき

る ．  

ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お け る ，「 9 M L S」 の 基 準 値 は 1 . 1 1 点 ，「 9 M L F の

基 準 値 」 は 1 . 1 6 点 ，「 8 L B S」 の 基 準 値 は 0 . 9 5 点 ，「 8 L B F」 の 基 準 値

は 1 . 0 0 点 で あ っ た ．「 9 M L S」 の 基 準 値 と 「 9 M L F」 の 基 準 値 に 大きな

差 が な か っ た こ と か ら も ， 1 . 1 5 点前後が累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ）

9 点 差以上 の リ ー ド と 8 点 差以内 の リ ー ド を 分 け るポイ ン ト で あ る と推
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察 さ れ る ． ま た ，仮に リ ー ド さ れ て い た と し て も ， 1 . 0 0 点前後，或い

は そ れ以上 の 本 数 を 達 成 す る こ と で ，逆転の可能性 を最後の 1 0 分 間 に

限り な く残し て お く こ と が できる ．  

元安（ 2 0 1 8 ） は ，「 勝率の 高 い チ ー ム は 1 回あ た り のオフェン ス で の

得 点期待値 が 高 く ， 非常に 重 要 な 勝 因 と な る ． バ ス ケ ッ ト ボ ー ル に お い

て い か に し て 自 チ ー ム の シ ョ ッ ト の確率を 高 め ， 相 手 チ ー ム の シ ョ ッ ト

の 確 率 を 落 と す こ と は 非 常 に 重 要 な 勝 因 と な る ．」 と 述 べ ， 宮 副 ら

（ 2 0 0 7 ） も 「 P t s / P o s s e s s i o n は ， 攻 撃 の 質 を 指 し 示 し ， よ り 成 功

率の 高 い 戦術を立案し ， よ り 成 功率の 高 い シ ュ ー ト を選択す る こ と が ，

ゲ ー ム に 勝つた め の 重 要 な 要 因 で あ る ．」 と報告し て い る よ う に ， 勝 敗

要 因 の観点 で は 非常に 重 要 な 指標で あ る こ と が示唆さ れ て い る ． そ の 他

の 研 究 で も ， P P P が 勝 敗 に影響を与える 要 因 で あ る と い う こ と が報告さ

れ て い る （ 吉 井 ， 1 9 9 4；中村， 2 0 0 0；小林ら ， 2 0 2 0 ）．  

接 戦 の 試 合 に着目 し た川島（ 2 0 2 1 ） の 研 究 で は ，「 1 点 を 争 う よ う な

接 戦 の 試 合 終盤に お い て は ， い か に 1 回の 攻撃で確実に 1 点 を取る こ と

が 勝 敗 を 分 け る 要 因 で あ る 」 と い う こ と が報告さ れ て お り ， ま た ， 日 本

の ト ップリ ーグを 対 象 に行っ た前田（ 2 0 1 4 ） の 研 究 に お い て も ， P P P

の 基 準 値 は 1 . 0 0 で あ る と 結 論付け た ． 日 本 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 協 会テク

ニカル ハウス （ 2 0 2 2 ） で は ，「 P P P が 1 . 0 0 を 上回っ て い る国は 3 ヶ国

のみで ，優勝 し た アメリカを筆頭にベス ト 4 に残っ た 3 チ ー ム で あ る ．」

と報告さ れ て い る ． そ の た め ， 本 研 究 の累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ）

達 成 の P P P の 基 準 値 が ロ ー ス コ ア ゲ ー ム 0 . 8 5 点 ， ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム

1 . 0 0 点 ， ハ イ ス コ ア ゲ ー ム 1 . 1 5 点 で あ っ た こ と か ら も ， 1 . 0 0 点前後

が 全 て の ゲ ー ム に お い て 目 指 すべき基 準 値 で あ る ， と 考える こ と が 妥 当

で あ る ．  
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こ の 1 . 0 0 と い う P P P の 値 を 達 成 す る た め の 要素と し て ，川島（ 2 0 2 1 ）

は 「 1 本決め るごと に 1 点加点 さ れ る ，フリ ー ス ロ ー を獲得 す る こ と が

重 要 な 要素で あ る と 考えら れ る ．」 と述べて い る ． こ れ ま で の先行研 究

（ T r n i n i c， 2 0 0 2； C s a t a l j a y  e t  a l . ，  2 0 0 9； G o m e z  e t  a l . ，  

2 0 1 5； Ç e n e ， 2 0 1 8 ） で も ， フ リ ー ス ロ ー が 勝 敗 を 分 け る 要 因 と し て

挙げ ら れ て お り ，倉石（ 2 0 0 5 ） は ，「 ボ ックス ス コ ア を見る 時 に ，フリ

ー ス ロ ー が 多 い こ と ， そ し て そ の確率が 高 い こ と が 勝 敗 の 分 か れ 目 に な

っ て い る こ と が 多 い ． アメリカン ・ バ ス ケ ッ ト ボ ー ル で は ，フリ ー ス ロ

ー の 試投数 と 成 功 数 の 数 は ， 必ずクロ ーズア ップさ れ る . 」 と報告し て

い る こ と か ら ，フリ ー ス ロ ー の 重 要度の 高 さ が窺える ． そ の理由と し て ，

「フリ ー ス ロ ー は バ ス ケ ッ ト ボ ー ル の中で 数少な いクロ ーズド スキル 」

（小林ら ， 2 0 2 0 ） で あ り ，誰に も邪魔を さ れ な い た め ， 1 番期待値 が

高 い シ ョ ッ ト で あ る と 考えら れ る ． し か し な が ら ， 本 研 究 で はフリ ー ス

ロ ー に 関 す る 項 目 全 て に 全 ス コ ア で 有 意 な 結 果 は 得 ら れ な か っ た .  こ

れ につい て は ，「 対 象 の 競 技レベル が 高 い 場 合 に はフリ ー ス ロ ー の 成 功

率に 有 意 な 差 が認め ら れ な い可能性 が あ る 」（元安， 2 0 1 8 ） こ と が 関 係

し て い る と 考えら れ る ． す なわち ， 本 研 究 で 対 象 と し た B . L E A G U E の

よ う に 競 技レベル が 高 い 場 合 はフリ ー ス ロ ー を外す こ と が頻繁に は起き

な い た め ， そ れぞれ に 有 意 な 差 が な か っ た こ と が 考えら れ る ． し か し な

が ら ，「フリ ー ス ロ ー の 試投数 が 多 け れば総 得 点 の 増 大 につな が り ， 得

点 差 を 大きく す る こ とや勝率を 高 く す る こ と に影響す る と 考えら れ る ．」

（小林ら ， 2 0 2 0 ） と述べら れ て い る こ と か ら もフリ ー ス ロ ー の獲得 が

P P P の 基 準 値 を 達 成 す る た め の 重 要 な 要素で あ る こ と は明ら か で あ る ．  

以上 の こ と か ら ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点以上 を 達 成 す る

た め に は ， 本 研 究 で も P P P の 値 が 重 要 な 要 因 で あ り ， そ の た め に はフ



  
 
 84 

リ ー ス ロ ー を獲得 す る こ と が 重 要 で あ る と推察 さ れ る .  

 

4 ）  e F G％  

B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 0 2 4 シ ーズン で は ,  e F G％は ロ ー ス コ ア ゲ ー ム ，

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム ， ハ イ ス コ ア ゲ ー ム 3 つ全 て の ゲ ー ム に お い て ， 9

点 差以上 の リ ー ド 達 成 に影響を与える 項 目 で あ っ た ．  

ロ ー ス コ ア ゲ ー ム に お け る 「 9 M L S」 の 基 準 値 は 4 6 . 4 7％，「 9 M L F」

の 基 準 値 は 4 7 . 6 9％，「 8 L B S」 の 基 準 値 は 3 3 . 6 5％，「 8 L B F」 の 基 準

値 は 3 3 . 6 7％で あ っ た ．「 9 M L S」 の 基 準 値 と 「 9 M L F」 の 基 準 値 に 大き

な 差 が な か っ た こ と か ら も ， 4 7％前後が累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ）

9 点 差以上 の リ ー ド と 8 点 差以内 の リ ー ド を 分 け るポイ ン ト で あ る と推

察 さ れ る ． ま た ，仮に リ ー ド さ れ て い た と し て も ， 3 3％前後，或い は

そ れ以上 の確率を 達 成 す る こ と で ，逆転の可能性 を最後の 1 0 分 間 に限

り な く残し て お く こ と が できる ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お け る 「 9 M L S」 の 基 準 値 は 5 3 . 2 0％，「 9 M L F」

の 基 準 値 は 5 6 . 5 9％，「 8 L B S」 の 基 準 値 は 3 9 . 9 9％，「 8 L B F」 の 基 準

値 は 4 1 . 2 8％ で あ っ た ．「 9 M L S」 の 基 準 値 と 「 9 M L F」 の 基 準 値 か ら

5 5％前後が累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点 差以上 の リ ー ド と 8 点 差

以内 の リ ー ド を 分 け るポイ ン ト で あ る と推察 さ れ る ． ま た ，仮に リ ー ド

さ れ て い た と し て も ， 4 0％前後，或い は そ れ以上 の 本 数 を 達 成 す る こ

と で ，逆転の可能性 を最後の 1 0 分 間 に限り な く残し て お く こ と が でき

る ．  

ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お け る 「 9 M L S」 の 基 準 値 は 6 2 . 5 8％，「 9 M L F」

の 基 準 値 は 6 2 . 9 4％，「 8 L B S」 の 基 準 値 は 4 6 . 6 2％，「 8 L B F の 基 準 値 」

は 4 7 . 2 2％で あ っ た ．「 9 M L S」 の 基 準 値 と 「 9 M L F」 の 基 準 値 に 大きな
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差 が な か っ た こ と か ら も ， 6 2％前後が累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9

点 差以上 の リ ー ド と 8 点 差以内 の リ ー ド を 分 け るポイ ン ト で あ る と推察

さ れ る ． ま た ，仮に リ ー ド さ れ て い た と し て も ， 4 7％前後，或い は そ

れ以上 の 本 数 を 達 成 す る こ と で ，逆転の可能性 を最後の 1 0 分 間 に限り

な く残し て お く こ と が できる ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム と ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に 関 し て ，「 ミ ド ル ス コ ア ゲ

ー ム ， ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お い て は ， 勝 ち の 基 準 値 と負け の 基 準 値 か ら ，

5 2％ が 勝 敗 を 分 け る ポ イ ン ト で あ る と 推 察 さ れ る ．」 と い う 川 島

（ 2 0 2 1 ） の 算 出 し た 数 値 を超える 数 値 と な っ て お り ， 本 研 究 で 算 出 さ

れ た 基 準 値 は 妥 当 で あ る と 考えら れ る ．  

e F G％と は ，「 e f f e c t i v e  F i e l d  G o a l  P e r c e n t a g e 」 の略で あ り ，

「 3 ポイ ン ト シ ュ ー ト は 2 ポイ ン ト シ ュ ー ト に 比べ， 1 . 5 倍の 得 点 を取

る こ と が できる た め ， 通常の F G％に 3 ポイ ン ト シ ュ ー ト の価値や効果

を加えた シ ュ ー ト 成 功率を示す 項 目 」（川島， 2 0 2 1 ） で あ る ．「 e F G％

は ， F G％ か ら 選 手 （ ま た は チ ー ム ） の シ ョ ッ ト 効 率 を 分 離 す る ．」

（ K u b a t k o， 2 0 0 7 ) と述べら れ て い る こ と か ら も ， 3 P の価値や効果 が

加算 さ れ た こ と に よ っ て ， F G％と は異な る 数 値 で あ る こ と が理解でき

る ．  

「 e F G％は ， 3 P M を 考慮し た も の 」（ K u b a t k o， 2 0 0 7 ） で あ る こ と ，

そ し て 「 3 P シ ュ ー ト はポイ ン ト が 1 . 5 倍で あ る た め ， 当然だが 一回の

ゴー ル で の効果 は 大きい ．」倉石（ 2 0 0 5 ） こ と か ら も e F G％の 数 値 の向

上 に は 3 P の 影 響 は 非 常 に 大 き い と 考 え ら れ る ． し か し な が ら ，

C s a t a l j a y  e t  a l . （ 2 0 1 3 ） の 研 究 で は ， シ ョ ッ ト の効率が チ ー ム の

成 功 に 非常に 重 要 な役割を し て い る こ と を明ら か に し た 上 で ，「 こ の事

実は ， 2 ポイ ン ト シ ョ ッ ト率や 3 ポイ ン ト シ ョ ッ ト率を 勝 利 チ ー ム と 敗
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戦 チ ー ム の区別指標と し た い くつか の先行研 究 の 結 果 と 一致す る ．」 と

述べて お り ， ま た T s a m o u r t z i s  e t  a l . （ 2 0 0 5 ) は ，「 バ ス ケ ッ ト ボ

ー ル の シ ョ ッ ト効率が最も 高 く な る の は ， チ ー ム がディフェン スプレイ

ヤー を積極 的 に 参加さ せ る こ と な く ， バ ス ケ ッ ト に近い状況を作り 出 し

た ときで あ る 」 と述べて い る こ と か ら も ， 高 い シ ョ ッ ト効率を 達 成 す る

た め に は ， 3 P のみで は な く 2 P も 非常に 重 要 で あ る と 考えら れ る ．加え

て ， 更 に シ ョ ッ ト効率を 高 め る た め に ，「 勝者は最大限のプレッ シャー

の も と で難し い シ ュ ー ト シ チ ュエー シ ョ ン を避け る た め に ， よ り効果 的

にオフェン ス を組織す る こ と が できた ． 勝 っ た チ ー ム と負け た チ ー ム の

も う 1 つの主な違い は ，最大 のディフェン スプレッ シャー下で の 3 ポイ

ン ト シ ョ ッ ト の パ フ ォ ー マ ン ス が 優 れ て い た こ と で あ る ．」

（ C s a t a l j a y  e t  a l . ， 2 0 1 3 ） と述べて い た こ と か ら も ， 2 ） F G％と

同様 ,  適切な シ ョ ッ トセレクシ ョ ン で シ ョ ッ ト 試行を行う こ と の 重 要

性 を示唆し て い る と と も に ， そ の中で も い くつか のタフシ ョ ッ ト を も決

め切る こ と が 非常に 重 要 で あ る ， と 考えら れ る ．  

一 方 ， デ ィ フ ェ ン ス の 観 点 か ら は ， 勝 者 は よ り 優 れ た デ ィ フ ェ ン ス

パフォーマン ス を示し た ( T s a m o u r t z i s  e t  a l . ， 2 0 0 5 )  と述べら れ

て い る こ とや，「 シ ョ ッ ト 試行に お け るディフェン スプレッ シャー のレ

ベル につい て ， 試 合 の 勝者と 敗者の 間 に統計的 に 有 意 な 差 が あ る こ と が

明ら か に な っ た ．」（ C s a t a j a y， 2 0 1 3 ) と あ る こ と か ら も ， 相 手 の シ ョ

ッ ト 試行に 対 し て シ ョ ッ ト ・ コ ンテス ト 7 を行う こ と に よ っ て ， シ ョ ッ

ト 試行者にプレッ シャー を か け続け る こ と が 重 要 で あ る ．  

「 シ ョ ッ ト の効率性 は ， 直 接 得 点 につな が る こ と か ら ， 勝 利 の た め に

最 も 重 要 な 指 標 で あ る ．」（ O l i v e r ， 2 0 0 4 ） と 報 告 さ れ て い る こ と や ，

「 シ ョ ッ ト効率の 重 要 性 が ， チ ー ム の 成 功 に貢献 す る 重 要 な 要 因 で あ る
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こ と が示さ れ た ．」（ C s a t a l j a y， 2 0 1 3 ） と報告さ れ て い る こ と か ら も ，

本 研 究 に お い て も ， e F G％が累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点以上 を

達 成 す る 要 因 で あ っ た こ と が 考えら れ る ．  

 

2 .  ロ ー ス コ ア ゲ ー ム  

ロ ー ス コ ア ゲ ー ム に お い て は ，先述し た 共 通 達 成 要 因 と 同じ項 目 で あ

っ た ．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 シ ョ ッ ト ・ コ ンテス ト と は ， 試投を行お う と し た 攻撃者の ボ ー ル に 対

し て 手 を あ げプレッ シャー を か け ， 試投を妨害す る行為の こ と を 指 す ．

（ B r o w n， 2 0 0 5 ）  
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3 .  ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム  

 

1 ）  2 F G％  

B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 0 2 4 シ ーズン で は ,  2 F G％は ミ ド ル ス コ ア ゲ ー

ム の ゲ ー ム に お い て ,  9 点 差以上 リ ー ド の 達 成 に影響を与える 項 目 で あ

っ た ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム の 「 9 M L S」 の 基 準 値 は 5 3 . 7 7％，「 9 M L F」 の 基

準 値 は 5 5 . 0 3％，「 8 L B S」 の 基 準 値 は 4 8 . 2 5％，「 8 L B F」 の 基 準 値 は

4 8 . 7 7％で あ っ た ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お い て は ，「 9 M L S」 の 基 準 値 と 「 9 M L F」 の 基

準 値 か ら 5 5％を 目 指 す こ と が累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点 差以上

の リ ー ド と 8 点 差以内 の リ ー ド を 分 け るポイ ン ト で あ る と推察 さ れ る ．

ま た ，仮に リ ー ド さ れ て い た と し て も ， 4 8％前後，或い は そ れ以上 の

確率を 達 成 す る こ と で ，逆転の可能性 を最後の 1 0 分 間 に限り な く残し

て お く こ と が できる ．  

ハ板・野寺（ 2 0 0 7 ） は 「 得 点 の約 6 0％を占め る 2 P の安定 が 勝率を

高 め る た め に は 必 要 な条件に な る 」 と述べて い る ． ま た ， Ç e n e （ 2 0 1 8 ）

は ， 得失点 差 が開い た 試 合 に お い て ， 2 F G M が 重 要 な 要素の 1 つで あ る

と述べた ． そ の中で ，「 試 合 で は ， 相 手 よ り 高 いフィー ル ドゴー ル率を

記録す る こ と の 重 要 性 を示し ， そ の中で も 2 P フィー ル ドゴー ル率の 重

要 性 が支配的だっ た ．」 ( M o r r i s s e y  e t  a l . ， 2 0 2 0 ) と報告さ れ て い

る こ と か ら も ， 2 F G％が累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点 差以上 の 達

成 に影響を与える 要 因 で あ る と 考えら れ る ．  

し か し な が ら ， 本 研 究 に お い て ， 2 F G％は ロ ー ス コ ア ゲ ー ム と ハ イ ス

コ ア ゲ ー ム に お け る累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点 差以上 を 達 成 す
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る 要 因 と は な ら な か っ た ．  

こ れ に は ， 2 P シ ョ ッ ト の シ ョ ッ トエリ ア が 関 係 し て い る と 考えら れ

る ． 2 P の シ ョ ッ トエリ ア に 関 し て は ，ペイ ン トエリ ア 8 とペリメター

エリ ア 9 が存在す る ．「オフェン ス は 得 点期待値 の 高 い シ ュ ー ト を す る

た め ， で き る だ け リ ン グ に 近 づ く 必 要 が あ る ．」（ 小 林 ら ， 2 0 2 1 ) と 述

べら れ て い る こ と か ら も ， リ ングと の距離が近づくほど得 点期待値 は 高

く な る が ， 一 方 で ，「 現代の バ ス ケ ッ ト ボ ー ル に お い て ， 1 つか 2 つの

ド リブル の後の ミ ド ルレンジジャンプシ ョ ッ ト を 相 手 に放た せ る よ う に

す る 人 も い る 」 ( M e s s i n a ， 2 0 1 1 ) ． そ し て ， 八 板 ら （ 2 0 1 7 ） は 「 ジ

ャンプシ ョ ッ ト 」 は 成 功 の期待値 が最も低い シ ョ ッ ト で あ る ， と述べて

い る こ と か ら も 2 P シ ョ ッ ト の う ちペリメター の シ ョ ッ ト の確率はペイ

ン トエリ ア で の シ ョ ッ ト確率と 比べて低く な る と 考えら れ る ．つま り ，

2 F G％の 試行エリ ア に期待値 の低いペリメター の シ ョ ッ ト も含ま れ る こ

と ， そ し て ， 試行本 数 が少な い ロ ー ス コ ア ゲ ー ムや， 3 P の 試行本 数 が

増加す る ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お い て は ， 2 F G％の影響が少な か っ た と 考

えら れ る ．  

以 上 の こ と か ら ， 2 F G％ は ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム の ゲ ー ム に お い て ， 9

点 差以上 リ ー ド の 達 成 に影響を与える 項 目 で あ っ た ．  

 

 

 

8 ペイ ン トエリ ア と は ， コ ー ト 上 の リ ングか ら最も

近い 制限区域を 指 す （図上 の青いエリ ア ）．  

9 ペリメターエリ ア と は ， 3 ポイ ン トライ ン とペイ

ン ト リ ア の 間 の区域を 指 す ．  

図．ペイントエリアとペリメターエリア 
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2 ）  2 F G％ - P  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム の 「 9 M L S」 の 基 準 値 は 5 7 . 7 7％，「 9 M L F」 の 基

準 値 は 5 8 . 5 8％，「 8 L B S」 の 基 準 値 は 5 2 . 2 8％，「 8 L B F」 の 基 準 値 は

5 2 . 7 5％で あ っ た ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お い て は ，「 9 M L S」 の 基 準 値 と 「 9 M L F」 の 基

準 値 か ら 5 8％前後が累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点 差以上 の リ ー ド

と 8 点 差以内 の リ ー ド を 分 け るポイ ン ト で あ る と推察 さ れ る ． ま た ，仮

に リ ー ド さ れ て い た と し て も ， 5 2％前後，或い は そ れ以上 の 本 数 を 達

成 す る こ と で ，逆転の可能性 を最後の 1 0 分 間 に限り な く残し て お く こ

と が できる ．  

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 競 技 は ，「ゴー ル が地上 か ら離れ て い る た めゴー ル

付近に よ る シ ュ ー ト の 方 が確率が 高 い 」（ 高橋， 2 0 1 0 ）． す なわち ， リ

ン グ か ら 1 番 近 い エ リ ア で あ る ペ イ ン ト エ リ ア に 侵 入 し 攻 撃 を す る  

「ペイ ン トエリ ア アタックを 活 用 す る こ と に よ り ， 多 く の 得 点機会 を創

出 す る こ と が できる 」（片桐・小津和 ,  2 0 1 8 ）． ま た ，「ゴー ル に近づく

こ と に よ っ てファウル の可能性 が 高 ま る ．」 ( M e x a s  e t  a l . ， 2 0 0 5 )  

こ と か ら も ，ペイ ン トエリ ア へ の侵入 に よ っ てフリ ー ス ロ ー を獲得 す る

こ と に もつな が る た め ，ペイ ン トエリ ア に侵入 す る こ と が 非常に 重 要 で

あ る と 考えら れ る ．  

そ の中で も ，「レイ ア ップシ ョ ッ ト 1 0 は最も容易で確実な シ ョ ッ ト 」

（長谷川， 2 0 0 7 ）  で あ り ， シ ョ ッ ト リ リ ー ス が リ ング近く で あ る こ と

か ら も 「 成 功 の期待値 の 高 い最も容易な シ ョ ッ ト 」（八板， 2 0 1 7 ） で あ

る と述べら れ て い る ． そ の た め ， よ り 高 い 2 F G％ - P の 値 を獲得 す る た

め に は ，レイ ア ップシ ョ ッ ト の アテンプト を 増やす 必 要 性 が あ る と 考え

ら れ る ．  
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し か し な が ら ，「 ボ ー ル が リ ングに近づくほどディフェン ス は よ りタ

イ ト に な り ， ボ ー ル 保 持 者 に 与 え ら れ る ス ペ ー ス は よ り 小 さ く な る 」

（クラウス ・ ビ ム ， 2 0 1 0 ） こ とや，「ゴー ル付近で シ ュ ー ト を す る に は ，

相 手 の守備を打ち破っ てペイ ン トエリ ア へ シ ュ ー ト を す るプレーヤー と

ボ ー ル が侵入 し て い か な け ればな ら な い 」（片桐・小津和， 2 0 1 8 ） こ と

か ら も ド リブル か ら のレイ ア ップで のペイ ン トエリ ア の侵入 のみで は困

難で あ る と 考えら れ る ．ペイ ン トエリ ア に侵入 す る 方 法 に 関 し て小林ら

（ 2 0 2 1 ）  は ， ド リブル以外の 方 法 （①ボ ー ル を 持 っ て い な い人が 制限

区域に 入 り ， そ の選手 へパス を す る②制限区域の 周辺に選手 が立ちポス

トプレー で中に 入 る ） も提示し て い る ． そ の た め ，ペイ ン トエリ ア で の

得 点確率を 高 め る た め に は ， ボ ー ル保持者が ド リブル でレイ ア ップす る

こ とだけ で は な く ， ボ ー ル 非保持者がカッティング 1 1 やポス ト ア ップ

1 2 を行う こ と も 非常に 有効で あ る と 考えら れ る ．加えて ，「ゴー ル付近

に ボ ー ル を集め ら れ る の は ，ディフェン ス の崩壊を 意 味 す る 」（倉石，

2 0 0 5 ） こ と か ら もゴー ル付近で 得 点 を量産さ れ る こ と はディフェン ス

に と っ て は 大きなダメージと な る ． そ の た めディフェン ス は そ の 攻撃を

防 ぐ た め に収縮せざる を 得 な く な り ，「 アウトサイ ド のプレイヤー へ の

プレッ シャー も軽減さ れ ，オフェン ス を 有 利 に展開す る こ と が できる 」

（ 長 門 ・ 内 山 ， 2 0 0 5 ) と 述 べ ら れ て い る こ と か ら も ア ウ ト サ イ ド プ レ

イヤー がオープン に な る可能性 も 非常に 高 く な る ．以上 の こ と か ら も ，

2 F G％ - P は累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点以上 を 達 成 す る た め に 重

要 な 項 目 で あ り ， 数 値 を よ り 高 め る観点 に お い て はペイ ン トエリ ア侵入

時 に お い て ， 自 ら が シ ョ ッ ト ま で 持 ち込むの か ，或い はオープン に な っ

て い る アウトサイ ド のプレイヤー にパス を 出 す の か ， と い っ た状況判断

も確率を 高 め る 上 で は 非常に 重 要 な 要素で あ る と 考えら れ る ．  
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1 0 レイ ア ップシ ョ ッ ト は ， バ ス ケ ッ ト ボ ー ル の 導 入 段階か ら 必ず指 導 す

る 技術で あ り ， リ ングへ向か っ て のカッ トやド リブル か ら のランニング

ジ ャ ン プ で ， で き る だ け リ ン グ に 近 づ い て シ ョ ッ ト す る 場 合 に 用 い る

（ 日 本 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 協 会 ， 2 0 1 9 ）．  

1 1 リ ングに向か っ て打ち破る た め の 方 法 と し て ， ボ ー ル を 持 た な い選手

が 防 御 陣 形 を 突 破 し ， フ リ ー に な る た め の 移 動 す る 行 為 （ 土 田 ら ，

2 0 0 1 ） を 本 研 究 で はカッティングと し て述べて い く ．  

1 2 ゴー ル近く の 比較的狭いエリ ア で よ り 有 利 なポジシ ョ ン を獲得 す る た

め に身体を使っ て 相 手 を押さえ，パス を 得 る こ と を 指 す （ 日 本 バ ス ケ ッ

ト ボ ー ル 協 会 ， 2 0 1 9 ）．  



  
 
 93 

3 ）  3 F G M  

B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 0 2 4 シ ーズン で は ， 3 F G M は ミ ド ル ス コ ア ゲ ー

ム の ゲ ー ム に お い て ， 9 点 差以上 リ ー ド の 達 成 に影響を与える 項 目 で あ

っ た ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム の 「 9 M L S」 の 基 準 値 は 7 . 1 2 本 ，「 9 M L F」 の 基 準

値 は 7 . 7 9 本 ，「 8 L B S」 の 基 準 値 は 5 . 5 1 本 ，「 8 L B F」 の 基 準 値 は 5 . 6 3

本 で あ っ た ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お い て は ，「 9 M L S」 の 基 準 値 と 「 9 M L F」 の 基

準 値 か ら 7 本 を 目 指 す こ と が累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点 差以上

の リ ー ド と 8 点 差以内 の リ ー ド を 分 け るポイ ン ト で あ る と推察 さ れ る ．

ま た ，仮に リ ー ド さ れ て い た と し て も ， 5 本前後，或い は そ れ以上 の 本

数 を 達 成 す る こ と で ，逆転の可能性 を最後の 1 0 分 間 に限り な く残し て

お く こ と が できる ．  

近年の バ ス ケ ッ ト ボ ー ル で は ， 高 い精度の３ポイ ン ト シ ュ ーター の 出

現 に よ っ て ，長距離か ら の シ ョ ッ ト が 試 合 に 大きな影響を与える よ う に

な っ てきて い る （ G a r c i a ， 2 0 1 3 ）． こ れ ま で の い くつか の先行研 究 に

お い て も ， 3 F G M が 勝 敗 に 大 き く 影 響 し て い る こ と が 報 告 さ れ て い る

（ K a r a p i d i s  e t  a l . ， 2 0 0 1； S a m p a i o  a n d  J a n e i r a ， 2 0 0 3；

D u r k o v i c  e t  a l . ， 2 0 0 5； I b á ñ e z  e t  a l . ， 2 0 0 9； G a r c i a ，

2 0 1 3 ） こ と か ら も ， 3 F G M の 重 要度の 高 さ は明ら か で あ る ．  

山村ほか ( 2 0 1 9 ) は ， 3 P につい て 「 ス リ ーポイ ン ト は 1 回の シ ュ ー ト

で最も 多 く の 得 点 を 得 ら れ るだけ で は な く ， チ ー ム 全体に勢い を も た ら

し ， 相 手 に 大きなダメージを与える こ と が可能で あ る 」 と述べて お り ，

「 勝 利 のみな らず大量な 得 点 差 をつけ た い 場 合 に は ， 3 P の 成 功 数 が鍵

と な る ．」（小林ら ， 2 0 2 0 ） と報告さ れ て い る こ と か ら も ，累積得失点
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差 （第 1 Q〜第３ Q ） 9 点以上 を 達 成 す る観点 に お い て も ， 3 F G M は 大き

な影響を与える 要 因 で あ る と 考えら れ る ．  

し か し な が ら ， ロ ー ス コ ア ゲ ー ム と ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お い て 達 成 要

因 と な ら な か っ た ． ロ ー ス コ ア ゲ ー ム に お い て は 3 F G A の少な さ に加え，

決め た 本 数 に 関 し て も少な い こ と が影響し て い る と 考えら れ る ． ま た ，

ハ イ ス コ ア ゲ ー ム で は ，「近年の バ ス ケ ッ ト ボ ー ル のオフェン ス は ，フ

ァス トブレイクか ら ア ー リ ーオフェン ス を経てセッ トオフェン ス へ と継

続的 に 攻撃す る こ と が主流で あ り ， 2 4 秒の中で スピーディー な チャン

スメイクか ら シ ョ ッ ト す る こ と が求め ら れ て い る ．」（清水， 2 0 0 6 ） と

述べら れ て い る こ と か ら も ，テンポの速い ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お い て は

攻撃回数 も 増加し ， 3 F G A も 増える と 考えら れ る ． そ の た め ， 9 点 差以

上 の リ ー ド を 達 成 す る観点 に お い て は ， 3 P を決め た 本 数 よ り も そ の確

率の 高 さ の 方 が 重 要 で あ る と 考えら れ る ． ま た ，ファス トブレイクか ら

ア ー リ ーオフェン ス の過程お い て まずは リ ングか ら近く ， 得 点確率の 高

い 2 P を狙う こ と が優先さ れ る こ と か ら も ， 本 研 究 で は ハ イ ス コ ア ゲ ー

ム に お い て も 達 成 要 因 と な ら な か っ た可能性 が 高 い と 考えら れ る ．  
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4 ）  D R E B  

B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 0 2 4 シ ーズン で は ， D R E B は ミ ド ル ス コ ア ゲ ー

ム の ゲ ー ム に お い て ， 9 点 差以上 リ ー ド の 達 成 に影響を与える 項 目 で あ

っ た ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム の 「 9 M L S」 の 基 準 値 は 2 1 . 0 5 本 ，「 9 M L F」 の 基

準 値 は 2 1 . 2 4 本 ，「 8 L B S」 の 基 準 値 は 1 8 . 4 0 本 ，「 8 L B F」 の 基 準 値 は

1 9 . 1 1 本 で あ っ た ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お い て は ，「 9 M L S」 の 基 準 値 と 「 9 M L F」 の 基

準 値 に 大きな 差 が な い こ と か ら 2 1 本 を 目 指 す こ と が累積得失点 差 （第

1 Q〜第 3 Q ） 9 点 差以上 の リ ー ド と 8 点 差以内 の リ ー ド を 分 け るポイ ン

ト で あ る と推察 さ れ る ． ま た ，仮に リ ー ド さ れ て い た と し て も ， 1 9 本

前後，或い は そ れ以上 の 本 数 を 達 成 す る こ と で ，逆転の可能性 を最後の

1 0 分 間 に限り な く残し て お く こ と が できる ．  

ゲ ー ムテンポが遅く 1 回のオフェン ス の 攻撃効率やシ ョ ッ ト 成 功率が

非常に 重 要 で あ る ロ ー ス コ ア ゲ ー ムや，逆に ゲ ー ムテンポが早く 3 P シ

ョ ッ ト が 非常に 重 要 と な る ハ イ ス コ ア ゲ ー ム と は異な り ， ミ ド ル ス コ ア

ゲ ー ム は複数 の 項 目 が 重 要 な 要素と し て含ま れ て い る こ と か ら ， 1 回の

ポゼッ シ ョ ン を簡単に 相 手 に譲ら な い こ と が 非常に 重 要 で あ る と 考えら

れ る ． そ の た め ，「 相 手 チ ー ム の 攻撃回数 を減ら し ， 自 チ ー ム の 攻撃回

数 を 増加さ せ る 」（前田， 2 0 1 4 ） こ と が できる D R E B は 非常に 重 要 な 項

目 で あ る と 考えら れ る ． D R E B の 重 要 性や勝 敗 へ の影響につい て は ， こ

れ ま で た く さんの先行研 究 で報告さ れ て い る （武井 ， 1 9 8 4； T r n i n i ć  

e t  a l . ， 2 0 0 2； I b á ñ e z  e t  a l . ， 2 0 0 3； G o m e z  e t  a l . ， 2 0 0 6；

G ó m e z  e t  a l . ， 2 0 0 8 ）．  
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前田（ 2 0 1 4 ） も ，「ディフェン ス ・ リ バウン ド を 1 本獲得 す る こ と は ，

相 手 チ ー ム の シ ュ ー ト が不成 功 に 終わっ た こ と を示し ， 相 手 のオフェン

ス リ バウン ド の獲得 を阻止し た こ と を 意 味 し て い る ．」 と述べて お り ，

T r n i n i ć  e t  a l . ，（ 2 0 0 2 ） は ，「ディフェン シブリ バウン ド は ， よ り

良いディフェン スレベル と 関連し て い る ．良いディフェン ス は ， 攻撃チ

ー ム に 有効性 の低い悪い シ ュ ー ト を打た せ ， そ れ を リ バウン ド で獲得 す

る ． そ の 上ディフェン シブリ バウン ド は ， 相 手 チ ー ム が バ ス ケ ッ ト に よ

り近い位置で新し いポゼッ シ ョ ン を 得 る こ と を避け る ．」 と述べて い る ．

す なわち 勝 利 チ ー ム のパフォーマン ス は ， D R E B の 数 の 多 さ に よ っ て も

判 別 で き る ( G ó m e z  e t  a l . ， 2 0 0 8； I b á ñ e z  e t  a l . ， 2 0 0 3；

T r n i n i ć  e t  a l . ， 2 0 0 2 ) こ と か ら も ， デ ィ フ ェ ン ス の 良 し 悪 し は

D R E B の 数 値 か ら評価す る こ と が できる と 考えら れ る ．  

D R E B の獲得 に 関 し て ， C s á t a l j a y  e t  a l . ，（ 2 0 1 7 ） は ，「ディフ

ェン ス に お け る ボ ックス アウト の 重 要 性 は ，選手 のポジシ ョ ン と 結びつ

け て 考える こ と は できな い ．」 と述べて い る こ と か ら も ， 全 て の選手 が

ディフェン シブ・ リ バウン ド の た め の ボ ックス アウト 1 3 の 準備・ 意識

を 持つこ と が 重 要 で あ る と推察 さ れ る ．  

D R E B の獲得 に よ っ て ， 自 分 た ち の 攻撃回数 を 増やし ， 相 手 の 攻撃回

数 を減ら す こ と は ， 得失点 差 を広げ る機会 を 増やす こ と に繋が り ，累計

得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点 差以上 を 達 成 す る 重 要 な 要 因 で あ る と 考

えら れ る ．  

 

1 3 ボ ックス アウト と は ， 1 人ひと り が 相 手 に 対 し て壁をつく り な が ら ，

チ ー ム で連携し て リ バウン ド ボ ー ル を獲得 す る た め のエリ ア を占め る 技

術の こ と を 指 す （ 日 本 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 協 会 ， 2 0 1 9 ）．  
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5 ）  A S T  

B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 0 2 4 シ ーズン で は ， A S T は ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム

の ゲ ー ム に お い て ， 9 点 差以上 リ ー ド の 達 成 に影響を与える 項 目 で あ っ

た ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム の 「 9 M L S」 の 基 準 値 は 1 4 . 4 5 回，「 9 M L F」 の 基

準 値 は 1 5 . 6 2 回，「 8 L B S」 の 基 準 値 は 1 2 . 0 3 回，「 8 L B F」 の 基 準 値 は

1 2 . 6 3 回で あ っ た ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お い て ，「 9 M L S」 の 基 準 値 と 「 9 M L F」 の 基 準

値 か ら 1 5 回前後が累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点 差以上 の リ ー ド

と 8 点 差以内 の リ ー ド を 分 け るポイ ン ト で あ る と推察 さ れ る ． ま た ，仮

に リ ー ド さ れ て い た と し て も ， 1 2 回前後，或い は そ れ以上 の回数 を 達

成 す る こ と で ，逆転の可能性 を最後の 1 0 分 間 に限り な く残し て お く こ

と が できる ．  

ア シ ス ト と は ，「 成 功 し た シ ュ ー ト につな が っ たパス を集計し た も の

で あ り ， チ ー ム が連携し て 得 点 を生み出 し た 指標」（小林ら ， 2 0 2 0 ） で

あ る ． 1 人の選手 のみで は な く主に 2 人の選手 の連携に よ っ て生み出 さ

れ る 数 値 で あ る こ と か ら も ， ア シ ス ト は 「 チ ー ムワークの尺度で あ り ，

優れ た状況判断力，予測力， コ ーディネー シ ョ ン能力，タイ ミ ング， チ

ー ム の 成 熟度， そ し て実行力を 必 要 と す る ．」（ M o r r i s s e y， 2 0 2 0 ） こ

と が明ら か に な っ て い る ．  

スペイ ン の男子プロフェッ シ ョナル リ ーグを 対 象 と し た 研 究 （ G o m e z  

e t  a l . ， 2 0 0 8 ） に お い て ， ア シ ス ト が 勝 利 に影響を与える最も 重 要 な

指標で あ る ， と述べら れ て お り ， ま た 日 本女子バ ス ケ ッ ト ボ ー ル リ ーグ

（ W J B L ） を 対 象 と し た 大神・長門（ 2 0 0 8 ） の 研 究 に お い て も ，「 シ ュ

ー ト に至る過程のパスワークプレイ が 勝 敗 を決す る 要 因 の 一つで あ る 」
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と報告さ れ て い た こ と か ら も ア シ ス ト の 重 要度性 が示唆さ れ て い る ． 本

研 究 に お い て も先行研 究 と 同様の傾向が示さ れ ，加えて ，「 ア シ ス ト は

チ ー ムワークの 指標で あ り ， よ り 多 く の 得 点 と 勝 利 の機会 を与えて く れ

る 」（ H o o f l e r  a n d  P a y n e ， 1 9 9 7 ） 項 目 で あ る こ と か ら も ，累積得失

点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点以上 を 達 成 す る こ と に影響を与える 要 因 で あ

る と 考えら れ る ．  

一 方 ， 本 研 究 で は ， A S T は ロ ー ス コ ア ゲ ー ム と ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お

い て累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点以上 を 達 成 す る こ と に影響を与

える 要 因 と は な ら な か っ た ． こ の こ と に 関 し て ，「ター ンオー バ ー で最

も 多 か っ た の は パ ス （ 4 0 . 2％ ） で あ っ た ．」 ( A n a s t a s i a d i s， 1 9 9 5 ）

と い う 指摘が 関 係 し て い る と 考えら れ る ．つま り A S T は シ ョ ッ ト の 成

功 につな が っ たパス を集計し た も の で あ る が ， そ のパス がター ンオー バ

ー につな が る可能性 が 高 い こ と か ら ，パス ミ ス と い っ たター ンオー バ ー

の主な 要 因 の頻度を減ら す た め コ ン ト ロ ー ル さ れ たプレイ スタイ ル に よ

り ， 試 合 の状況を解決す る際の リ スクを減ら す こ と が A S T の回数 に影

響し た と推測さ れ る ． ま た ， チ ー ム に よ っ て は ， 各選手 が ボ ー ル を保持

す る 時 間 に 差異が あ る 場 合 も あ り ， チ ー ム の中で も卓越し た能力を兼ね

備えるエー スプレイヤー を 有 す る チ ー ム に よ っ て は ， そ のプレイヤー に

ボ ー ル が集ま りやす く ， ま た そ の ま ま 得 点 ま で 持 っ て い く こ と の機会 の

多 さ も 考えら れ る ． そ の た め ， チ ー ムワークが あ ま り発揮さ れず， 結 果

と し て A S T の影響が な か っ た と い う こ と が 考えら れ る ．  
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6 ）  T O  

B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 0 2 4 シ ーズン で は ， T O は ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム の

ゲ ー ム に お い て ， 9 点 差以上 リ ー ド の 達 成 に影響を与える 項 目 で は な か

っ た ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム の 「 9 M L S」 の 基 準 値 は 7 . 6 0 回，「 9 M L F」 の 基 準

値 は 8 . 7 7 回 ，「 8 L B S」 の 基 準 値 は 1 0 . 8 1 回 ，「 8 L B F」 の 基 準 値 は

9 . 7 5 回で あ っ た ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お い て ，「 9 M L S」 の 基 準 値 と 「 9 M L F」 の 基 準

値 か ら 8 回前後が累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点 差以上 の リ ー ド と

8 点 差以内 の リ ー ド を 分 け るポイ ン ト で あ る と推察 さ れ る ． ま た ，仮に

リ ー ド さ れ て い た と し て も ， 1 0 回を超えな い こ と で ，逆転の可能性 を

最後の 1 0 分 間 に限り な く残し て お く こ と が できる ．  

本 研 究 の 非 接 戦 時 の ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お い て T O は ，累積得失点

差 （第 1 Q〜第 3 Q ） を広げ る 要 因 で あ る こ と は認め ら れ た が ， 一 方 で累

積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） が 9 点 差以上 で リ ー ド し た群と 8 点 差以内

で リ ー ド し た群に お い て は 有 意 な 差 は認め ら れ な か っ た ．  

T O と は ，「 得 点 す る た め に 必 要 な シ ュ ー ト局面に たどりつく こ と が で

きずに ， 相 手 に 攻撃権を与えて し ま うプレイ 」（渡部， 2 0 1 2 ） で あ る こ

と か ら も ， T O に よ っ て ， 得 点 す る機会 を失うだけ で な く ， 相 手 に 得 点

す る機会 を与えて し ま う こ と につな が り ， 自 分 た ち が不利 な状況に陥る

可能性 が 高 い ． そ の た め ， ハ イ ス コ ア ゲ ー ム よ り もテンポが落ち る ミ ド

ル ス コ ア ゲ ー ム に お い て は ，「 ミ ス を待つ」 こ と に 基づい た コ ン ト ロ ー

ル さ れ たプレー スタイ ル （ T r n i n i c  e t  a l . ， 2 0 0 2 ） に よ り ， T O を

限り な く少な く す るプレー選択を行う こ と で ， リ ー ド し て い る チ ー ム の

T O 数 が少な い こ と が 結 果 と し て 9 点 差以上 と 8 点 差以内 の リ ー ド チ ー
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ム の 有 意 差 が な い こ と につな が っ た と 考えら れ る ．  

 

7 ）  P o i n t - T O  

B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 0 2 4 シ ーズン で は ， T O は ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム の

ゲ ー ム に お い て ， 9 点 差以上 リ ー ド の 達 成 に影響を与える 項 目 で あ っ た ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム の 「 9 M L S」 の 基 準 値 は 1 1 . 3 3 点 ，「 M L F」 の 基 準

値 は 1 3 . 0 8 点 で あ る こ と か ら も 1 2 点前後が累積得失点 差 （第 1 Q〜第

3 Q ） 9 点 差以上 の リ ー ド と 8 点 差以内 の リ ー ド を 分 け るポイ ン ト で あ る

と推察 さ れ る ． ま た ，「 8 L B S」 の 基 準 値 は 8 . 8 7 点 ，「 8 L B F」 の 基 準 値

は 8 . 0 9 点 で あ る こ と か ら も ，仮に リ ー ド さ れ て い た と し て も ， 8 点前

後 ， 或 い は そ れ 以 上 の 点 数 を 達 成 す る こ と で ， 逆 転 の 可 能 性 を 最 後 の

1 0 分 間 に限り な く残し て お く こ と が できる ．  

6 ) の T O の 項 目 に お い て は ，第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失点 差 が 9 点

以上 の リ ー ド チ ー ム と 8 点以内 の リ ー ド チ ー ム に お い て 有 意 な 差 が認め

ら れ な か っ た こ と か ら ， ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お い て T O は 9 点 差以上

の リ ー ド を 達 成 す る こ と に影響を与える 要 因 と は な ら な か っ た ． し か し

な が ら ，網野ほか （ 2 0 1 7 ） は ，「均等に与えら れ た 攻撃機会 を い か に 得

点 に 結びつけ る か が 勝 利 す るポイ ン ト で あ る が ，ター ンオー バ ー は 得 点

を す る権利 を失う と 同 時 に 相 手 に 攻撃す る機会 を与える こ と で あ る 」 と

述べて お り ， T O に よ っ て ， 攻撃転換後のディフェン ス が難し く な り失

点 す る リ スクの 増加が こ れ ま で の先行研 究 に よ っ て報告さ れ て い る （柳

原・中島， 2 0 1 1；小林ら ， 2 0 2 0 ）．  

H a n  e t  a l . （ 2 0 2 0 ） はター ンオー バ ー後のオフェン ス に 関 し て ，

「 得 点 の発生割合 が 5 0％ほどと 高 く ，ター ンオー バ ー が 自 分 た ち の効

果 的 な 得 点機会 を生み出 す ．」 と報告し て い る こ と か ら も ， 相 手 の T O に
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よ り 攻撃権が移り 変わっ た際のオフェン ス は 得 点 を挙げ る観点 に お い て

も 非常に 重 要 な 要素で あ り ， T O 後の 得 点 を示す P o i n t - T O の 項 目 は 非

常に 重 要 で あ る と 考えら れ る ． す なわち ， 本 研 究 に お い て ， ミ ド ル ス コ

ア ゲ ー ム に お け る P o i n t - T O が累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点以上

リ ー ド 達 成 に影響を与える 要 因 で あ る と い う 結 果 に な っ た こ と は ， こ れ

ま で の先行研 究 と 同様の 結 果 を示し た と いえる ．  

加えて ，「 勝 利 チ ー ム は 敗 戦 チ ー ム よ り もター ンオー バ ー後のセッ ト

プレー の 試行回数 が少な く ，ファス トブレイクの 試行回数 が 多 か っ た ．」

（ H a n  e t  a l . ， 2 0 2 0 ） と報告さ れ て い る こ と か ら も T O 後のオフェン

ス に はファス トブレイクを 有効的 に使う こ と に よ っ て よ り 得 点機会 の創

出 が可能と な る こ と が 考えら れ る ．  

し か し な が ら ， 本 研 究 に お い て ，ファス トブレイクに お け る 得 点 を示

す 値 で あ る P o i n t - F B の 項 目 は累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点以上

の 達 成 要 因 と は な ら な か っ た ． こ の傾向は ，ファス トブレイクの回数 の

増加に よ っ て ，テンポが速く な る こ と か ら ，ター ンオー バ ー の 増加が引

き 起 こ さ れ る こ と に 起 因 し て い る と 推 察 さ れ る ． W o o d e n（ 1 9 6 6 ） や

渡辺（ 2 0 1 2 ） の先行研 究 に お い て も ，ファス トブレイクの 増加や速い

テンポに よ る 攻撃回数 の 増加が ， ミ ス の 増加につな が る ， と の報告が さ

れ て お り ， 同様の 結 果 が示さ れ て い る ．  

そ の た め ，ター ンオー バ ー後のオフェン ス の展開が 非常に 重 要 に な る

こ と は明白で あ る ． H a n  e t  a l . （ 2 0 2 0 ） は ， シ ョ ッ ト が 成 功 し な い

場 合 ま た は T O に よ っ て 攻撃権を譲っ て し ま う 場 合 が ， T O 後のオフェン

ス の 2 0％以上 を占め て い る ， と報告し て い る ． す なわち ， こ の約 2 0％

以上 を占め るター ンオー バ ー後のオフェン ス の 内 ， T O 数 を減ら す こ と

で P o i n t - T O の 値 を 増やす こ と が できる と 考えら れ る ．「注目 すべきは ，
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ディフェン ス の 数 よ り もオフェン ス の 数 の 方 が 多 い 場 合 のポジティブな

ファス トブレイクを 多 く し ，オフェン ス の 数 よ り もディフェン ス の 数 の

方 が 多 い 場 合 のネガティブなファス トブレイクを少な く す る こ と が適切

な 状 況 判 断 に 繋 が り ， 勝 利 の 理 由 と な っ た 可 能 性 が あ る ．」（ H a n  e t  

a l . ， 2 0 2 0 ） と示唆さ れ て い る こ と か ら も ， 数 的 有 利 で あ る かどう か

の判断は適切に行わな け ればな ら な い ．  

つま り ， P o i n t - T O の 得 点機会 を 増加さ せ る た め に は ，ファス トブレ

イク時 の T O を できる限り少な く す る 必 要 が あ る ． そ の た め に は ， 相 手

の T O に よ っ て 攻撃権が切り替わっ た瞬間 に ，オフェン ス は ，「 "集”か

ら”散”を心掛け 」（倉石， 1 9 9 8 ），キャリヤー のプレイヤー ま た は ボ

ー ル を扱えるプレイヤー が ボ ー ル をキャリ ー し ， 数 的 有 利 な状況の可否

を 的確に判断しプレー の選択を行う こ と でファス トブレイク時 の T O を

限り な く少な く す る こ と が可能に な る と 考えら れ る ．  

 

8 ）  3 F G％  

B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 0 2 4 シ ーズン で は ， 3 F G％は ミ ド ル ス コ ア ゲ ー

ム に お い て は 9 点 差以上 リ ー ド の 達 成 に影響を与える 項 目 で あ っ た ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム の 「 9 M L S」 の 基 準 値 は 3 8 . 9 3％，「 9 M L F」 の 基 準

値 は 3 8 . 7 0％で あ る こ と か ら も 3 9％を 目 指 す こ と が累積得失点 差 （第

1 Q〜第 3 Q ） 9 点 差以上 の リ ー ド と 8 点 差以内 の リ ー ド を 分 け るポイ ン

ト で あ る と推察 さ れ る ． ま た ，「 8 L B S」 の 基 準 値 は 2 8 . 4 3％，「 8 L B F」

の 基 準 値 は 2 8 . 7 4％で あ っ た こ と か ら も ，仮に リ ー ド さ れ て い た と し

て も ， 2 9％前後，或い は そ れ以上 の確率を 達 成 す る こ と で ，逆転の可

能性 を最後の 1 0 分 間 に限り な く残し て お く こ と が できる ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム は ， 文 字 通 り ロ ー ス コ ア ゲ ー ム と ハ イ ス コ ア ゲ ー ム
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の 間 に位置し て い る こ と に加え， そ の母数 の 多 さ か らペー スや得 点 の 分

布に もばらつきが あ る と 考えら れ る ． そ の た め ，「 得 点 差 を 大きく す る

た め に は ， 2 P の 試投率と 得 点率を 高 め る 戦術を取り な が ら も ，状況に

よ っ て は 3 P に よ る 得 点 を効果 的 に織り交ぜて い く 必 要 が あ る と 考えら

れ る ．」（小林ら ， 2 0 2 0 ） と報告さ れ て い る こ と か ら も ， ミ ド ル ス コ ア

ゲ ー ム に お い て は 9 点 差以上 で リ ー ド し て い る チ ー ム は 8 点 差以内 で リ

ー ド し て い る チ ー ム よ り も ， よ り 多 く 高確率で 3 P シ ョ ッ ト を 成 功 し て

い る と 考えら れ る ． そ の た め 有 意 な 差 が認め ら れ ， 9 点以上 の リ ー ド の

達 成 要 因 と な っ た こ と が 考えら れ る ．  

 

4 .  ハ イ ス コ ア ゲ ー ム  

( 1 )  3 F G％  

B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 0 2 4 シ ーズン で は ， 3 F G％は ハ イ ス コ ア ゲ ー ム

の ゲ ー ム に お い て ， 9 点 差以上 リ ー ド の 達 成 に影響を与える 項 目 で あ っ

た ． ハ イ ス コ ア ゲ ー ム の 「 9 M L S」 の 基 準 値 は 4 5 . 6 0％，「 9 M L F」 の 基

準 値 は 4 4 . 0 0％で あ る こ と か ら も 4 5％前後が累積得失点 差 （第 1 Q〜第

3 Q ） 9 点 差以上 の リ ー ド と 8 点 差以内 の リ ー ド を 分 け るポイ ン ト で あ る

と推察 さ れ る ． ま た ，「 8 L B S」 の 基 準 値 は 3 5 . 7 4％，「 8 L B F」 の 基 準 値

は 3 4 . 9 9％ で あ っ た こ と か ら も ， 仮 に リ ー ド さ れ て い た と し て も ，

3 5％前後，或い は そ れ以上 の確率を 達 成 す る こ と で ，逆転の可能性 を

最後の 1 0 分 間 に限り な く残し て お く こ と が できる ．  

3 P 成 功率が 勝率に影響し て い る こ と につい て は こ れ ま で い くつか の先

行研 究  (八板・野寺， 2 0 0 7；元安， 2 0 1 8 ) で も報告さ れ て い る ． し か

し な が ら ， 本 研 究 に お い て は ロ ー ス コ ア ゲ ー ム に お い て のみ，累積得失

点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点以上 の 達 成 に影響を与える 要 因 と は な ら な か
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っ た ． こ の 結 果 に 関 し て ， ロ ー ス コ ア ゲ ー ム に お い て は ， ゲ ー ムテンポ

に よ る チ ー ム の 戦術的 な 要 因 が影響し て い る と 考えら れ る ．「 バ ス ケ ッ

ト ボ ー ル はゴー ル が地上 か ら離れ て い る た めゴー ル付近に よ る シ ュ ー ト

の 方 が 確 率 が 高 い ．」 高 橋 ( 2 0 1 0 ) と 指 摘 さ れ て い る こ と か ら も ， テ ン

ポが遅い こ と に よ るポゼッ シ ョ ン 数 の減少に よ っ て ， チ ー ム と し て 1 回

のオフェン ス効率に 大きく依存し ， 得 点確率が 高 い 2 P シ ョ ッ ト にフォ

ーカス さ れ る こ と か ら ． 3 P シ ョ ッ ト の 重 要度は 2 P シ ョ ッ ト よ り も低い

傾向が あ る と 考えら れ る ． そ の た め ， ロ ー ス コ ア ゲ ー ム に お い て 3 F G％

は累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点以上 の 達 成 に影響を与える 要 因 と

は な ら な か っ た こ と が 考えら れ る ．  

ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お い て は ， ゲ ー ム のテンポが 他 の 2 つと 比べて速

く ， ま た ， 試 合展開で 大きく 点 差 が離れ た ゲ ー ム に 出 て く る 特 徴 が トラ

ンジシ ョ ン に よ る 得 点 （倉石， 2 0 0 5 ） で あ る こ と ,  そ し て近年の バ ス

ケ ッ ト ボ ー ル の世界傾向で は ， ス リ ーポイ ン ト の アテンプト とメイクの

本 数 の 重 要 性 が世界的 に 高 ま っ て い る （ G a r c i a  e t  a l . ， 2 0 1 3 ） こ

と か ら も ， 3 P シ ョ ッ ト の 試行は 他 の ス コ ア別ゲ ー ム よ り も 増える と 考

えら れ る ．つま り ， 3 P の シ ョ ッ ト 試行数 が 多 い ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お

い て 3 F G %の チ ー ム 間 の 差 が ，最終 的 な 得 点 差 に 大きく影響す る と 考え

ら れ ， こ れ は す なわち 9 点 差以上 リ ー ド の よ う に 「 大量な 得 点 差 をつけ

た い 場 合 に は ， 3 P の 成 功 が鍵と な る 」（小林ら ， 2 0 2 0 ） こ と か ら 3 F G %

が 高 い こ と が 重 要 で あ る と 考えら れ る ．以上 の こ と か ら も 9 点以上 の リ

ー ド の 達 成 要 因 と な っ た こ と が 考えら れ る ．  
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( 2 )  R E B  

B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 0 2 4 シ ーズン で は ， R E B は ハ イ ス コ ア ゲ ー ム の

ゲ ー ム に お い て ， 9 点 差以上 リ ー ド の 達 成 に影響を与える 項 目 と は な ら

な か っ た ．  

ハ イ ス コ ア ゲ ー ム の 「 9 M L S」 の 基 準 値 は 2 8 . 7 8 本 ，「 9 M L F」 の 基 準

値 は 2 7 . 4 0 本 で あ る こ と か ら も 2 8 本前後が累積得失点 差 （第 1 Q〜第

3 Q ） 9 点 差以上 の リ ー ド と 8 点 差以内 の リ ー ド を 分 け るポイ ン ト で あ る

と 推 察 さ れ る . 「 8 L B S」 に 基 準 値 は 2 6 . 1 0 本 ，「 8 L B F」 の 基 準 値 は

2 5 . 2 9 本 で あ っ た こ と か ら も ，仮に リ ー ド さ れ て い た と し て も ， 2 6 本

前後，或い は そ れ以上 の 本 数 を 達 成 す る こ と で ，逆転の可能性 を最後の

1 0 分 間 に限り な く残し て お く こ と が できる ．  

R E B （ リ バウン ド ） と は ， O R E B （オフェン シブリ バウン ド ） と D R E B

（ディフェン シブリ バウン ド ） の 合計値 で あ る ．  

O R E B （オフェン シブリ バウン ド ） に 関 し て ， 高橋（ 2 0 1 0 ） は ，「オフ

ェン シブリ バウン ド のほとんどが確率の 高 い シ ュ ー ト か被ファウル につ

な が る 」 と述べ， C s á t a l j a y  e t  a l . （ 2 0 1 7 ） は ，「オフェン シブリ

バウン ド は新た な 得 点機会 を 意 味 し ，ディフェン シブプレーヤー はディ

フェン ス に費やさ れ る 時 間 が 増える た め ，肉体的 ・精神的 なプレッ シャ

ー に さ ら さ れ る . 」 こ と か ら も ，オフェン シブリ バウン ド が 重 要 な 項 目

で あ る こ と は明ら か で あ り ，オフェン ス リ バウン ド獲得 の 重 要 性 に 関 し

て も ,  こ れ ま で の幾つも の先行研 究 に よ っ て報告さ れ て い る （佐々木，

1 9 8 0；高橋， 2 0 1 0； C s á t a l j a y  e t  a l . ， 2 0 1 7；小林， 2 0 2 0 ）．  

D R E B （ディフェン シブリ バウン ド ） に 関 し て も ，「ディフェン シブリ

バウン ド は 勝者と 敗者を区別す る . 」 と G o m e z  e t  a l . ( 2 0 0 6 ) は報告

し て お り ， T r n i n i c  e t  a l . （ 2 0 0 2 ） も ， D R E B は ， 勝 利 チ ー ム に 関
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連す る 項 目 の中で 非常に 重 要 な 項 目 の中の 1 つで あ る ， と述べた ．以上

の こ と か ら ， D R E B が 勝 敗 要 因 に 関 し て 非常に 重 要 で あ る こ と は明白で

あ る ． こ れ ま で の い くつか の先行研 究 日 お い て も ， D R E B の 重 要度の 高

さ は 報 告 さ れ て い る （ 武 井 ， 1 9 8 4； T r n i n i c  e t  a l . ， 2 0 0 2；

I b á ñ e z  e t  a l . ， 2 0 0 3； G o m e z  e t  a l . ， 2 0 0 6； G ó m e z  e t  a l . ，  

2 0 0 8； I b á ñ e z  e t  a l . ， 2 0 0 9； C s á t a l j a y  e t  a l . ， 2 0 1 7 ）．  

し か し な が ら ， 本 研 究 に お い て ， R E B は ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第

3 Q ） 9 点以上 を リ ー ド 達 成 に影響を与える 項 目 で あ っ た の に も 関わらず，

９点 差以上 リ ー ド の群と 8 点 差以内 リ ー ド の群に お い て ， 有 意 な 差 は認

め ら れ な か っ た ． こ れ に は シ ョ ッ ト 成 功率が 関 係 し て い る こ と が 考えら

れ る ．前田（ 2 0 1 4 ） は ，「オフェン ス ・ リ バウン ド （ O R E B ） が 試 合 の

勝 敗 に影響を与える 要 因 と は な ら な か っ た ， こ の傾向は ， シ ュ ー ト 成 功

率が 高 け れば，オフェン ス リ バウン ド の発生回数 が少な く な り ，両者が

反比例の 関 係 に あ る た めだと推察 さ れ る . 」 と述べ， シ ョ ッ ト 成 功 に よ

るオフェン ス リ バウン ド機会 の減少が 関 係 し て い る と 考えら れ る ． ま た ，

ハ イ ス コ ア ゲ ー ム のみで 有 意 な 正 の 相 関 が認め ら れ た の は ， ハ イ ス コ ア

ゲ ー ム に お い て は速いテンポに よ る アテンプト の 増加に よ っ て リ バウン

ド 数 が 他 よ り も 多 か っ た こ と に起因 し て い る と 考えら れ る ．  

以上 の こ と か ら も ， R E B は ，「 相 手 チ ー ム の 攻撃回数 を減ら し ， 自 チ ー

ム の 攻撃回数 を 増加さ せ る . 」（前田， 2 0 1 4 ）役割が あ る こ と か ら も ，

得失点 差 を広げ る 要 因 要素で る こ と は明ら か に な っ た が ， 本 研 究 に お い

て は ，累積得失点 差 （第 1 Q〜第 3 Q ） 9 点以上 リ ー ド を 達 成 す る 要 因 と

は な ら な か っ た ．  
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5 .  総 合 考 察  

本 研 究 で は ， B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 0 2 4 レギュラー シ ーズン を 対 象 に ，

第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失点 差 を 9 点以上 達 成 す る こ と に影響を与え

る 要 因 と し て ，①ロ ー ス コ ア ゲ ー ム 4 項 目 （ F G M， F G％， P P P， e F G％）

② ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム 1 2 項 目 （ 2 F G％ ， 2 F G％ - P， 3 F G M， 3 F G％ ，

F G M， F G％， D R E B ， A S T， T O， P P P， e F G％， P o i n t - T O）③ハ イ ス コ

ア ゲ ー ム 6 項 目 （ 3 F G％， F G M， F G％， R E B ， P P P， e F G％） が 抽 出 さ

れ た ． し か し な が ら ，第 3 Q 終 了 時 点 で の累積得失点 差 9 点以上 の チ ー

ム群と 8 点 差以内 の チ ー ム群の平均の 差 の 検 定 か ら②ミ ド ル ス コ ア ゲ ー

ム 1 項 目 （ T O），③ハ イ ス コ ア ゲ ー ム 1 項 目 （ R E B ） に お い て は 有 意 差

が認め ら れ な か っ た こ と か ら も ， 本 研 究 に お い て ，第 3 Q 終 了 時 点 で の

累積得失点 差 が 9 点以上 を 達 成 す る こ と に影響を与える 達 成 要 因 は ，①

ロ ー ス コ ア ゲ ー ム 4 項 目 （ F G M， F G％， P P P， e F G％）②ミ ド ル ス コ ア

ゲ ー ム 1 1 項 目 （ 2 F G％， 2 F G％ - P， 3 F G M， 3 F G％， F G M， F G％， D R E B ，

A S T， P P P， e F G％， P o i n t - T O）③ハ イ ス コ ア ゲ ー ム 5 項 目 （ 3 F G％，

F G M， F G％， P P P， e F G％） で あ っ た ．  

ロ ー ス コ ア ゲ ー ム ， ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム ， ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お い て ，

共 通 す る 達 成 要 因 と し て は （ F G M， F G％， P P P， e F G％） の 4 つで あ っ

た ．「 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル の ゲ ー ム そ の も の が シ ュ ー ト確率を 争 う 競 技 」

（倉石， 2 0 0 5 ） で あ る こ と か ら も 「 成 功率の 高 い シ ョ ッ ト を うつこ と 」

（ K r a u a e ， 1 9 9 7 ） が 非常に 重 要 で あ る ． そ の た め ，以上 の 4 つの 項 目

が 全 て の ス コ ア別に お け る 共 通 達 成 要 因 と し て 導き出 さ れ た と 考えら れ

る ．   

こ れ ら 4 つの 項 目 の 達 成 に は ， チ ー ム と し て の 共 通認識が な さ れ て い

る 上 で且つ相 手 に簡単に悟ら れ る こ と の な い適切な シ ョ ッ トセレクシ ョ
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ン を常に心が け ， ま た 1 本決め るごと に 1 点加算 さ れ るフリ ー ス ロ ー の

獲得 も 極 め て 重 要 で あ る と 考えら れ る ．加えて ，「パス と ド リブル の 正

確な状況判断， 攻撃側の選手 間 の適切な距離間隔（選手 間 が 5～ 6 歩の

距離の維持 ） は、ディフェン ス の 成 功 を 防 げ ， 一 方 で ボ ー ル を 持 っ て い

な い 選 手 と バ ス ケ ッ ト ボ ー ル の 意 図 的 な 動 き を 可 能 に す る ．」

（ T r n i n i c  e t  a l ,  2 0 0 2 ） と述べら れ て い る こ と か ら も ，適切な ス

ペー シ ングに お け る 的確な状況判断も こ れ ら を 達 成 す る 上 で 非常に 重 要

で あ る と推察 さ れ る ．   

ロ ー ス コ ア ゲ ー ム に お い て は ， ゲ ー ム のテンポが遅く ，ポゼッ シ ョ ン

や得 点 も ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ムやハ イ ス コ ア ゲ ー ム に 比べて少な い と 考え

ら れ る ． そ の た め ， 数少な いオフェン ス回数 の中で リ ー ド し ， 得失点 差

を広げ る と い う 目 的 を 達 成 す る た め に は ， 1 回のオフェン ス あ た り の シ

ョ ッ ト 成 功 数やま た シ ョ ッ ト確率， ま た 得 点効率が 重 要 で あ る と 考えら

れ る ． す なわち ， そ れ ら を 達 成 す る た め に は ， シ ョ ッ ト確率を 高 め る た

め の適切な シ ョ ッ トセレクシ ョ ンや，誰に も邪魔さ れ る こ と な く シ ョ ッ

ト を 試行できるフリ ー ス ロ ー の獲得 が 非常に 重 要 で あ る と推察 さ れ る .   

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お い て は ， ロ ー ス コ ア ゲ ー ムやハ イ ス コ ア ゲ ー

ム に 比べ， 算 出 さ れ た 達 成 要 因 が 1 1 項 目 と 多 い 結 果 と な っ た ． こ の 結

果 に 関 し て ， 試 合 の母数 の 多 さや， ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム が ロ ー ス コ ア ゲ

ー ム と ハ イ ス コ ア ゲ ー ム の中間 的 な立ち位置で あ る こ と ， に よ っ て 重 要

な 項 目 が 多 数存在し た ， と 考えら れ る ．具体的 な 項 目 に 関 し て は ，先述

し た 共 通 達 成 要 因 に 加 え ,（ D R E B ， P o i n t - T O， ( T O ) ） な ど と い っ た

ポゼッ シ ョ ン に 関 係 す る 項 目 が複数 項認め ら れ た ． そ の た め ， ミ ド ル ス

コ ア ゲ ー ム に お い て は ，適切な シ ョ ッ トセレクシ ョ ンやフリ ー ス ロ ー の

獲得 に加え， い か に 自 分 た ち のポゼッ シ ョ ン を 増やし ， 相 手 にポゼッ シ
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ョ ン を与えな い か ， と い う観点 か ら ゲ ー ム を進め て い く こ と が 重 要 で あ

る と 考えら れ る ．   

ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お い て は ， ゲ ー ム のテンポが早く ， ま た 得 点やポ

ゼッ シ ョ ン も ロ ー ス コ ア ゲ ー ムやミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム と 比べて ， 多 い と

考えら れ る ． 算 出 さ れ た 項 目 は ， 共 通 達 成 要 因 に加え， 3 F G％で あ っ た ．

先述し た よ う に ハ イ ス コ ア ゲ ー ム は ゲ ー ムテンポが早く ， シ ョ ッ ト の ア

テンプト 数 も 増加す る と 考えら れ ， ま た ，両チ ー ム の 得 点 の和が 1 番多

い の も ハ イ ス コ ア ゲ ー ム で あ る こ と か ら ，１本 の シ ョ ッ ト 成 功 で 1 番得

点 が 入 る 3 P シ ョ ッ ト の 重 要度も 高 ま る と 考えら れ る ． し か し な が ら ，

リ ン グ か ら の 距 離 が 長 く な る ほ ど 難 易 度 が 増 す （ 八 板 ， 2 0 1 7 ) こ と か

ら も アウトサイ ド の シ ョ ッ ト が 増加す る と ， シ ョ ッ ト が失敗 す る機会 も

増加す る と 考えら れ る ． そ の た め ， 本 研 究 で は 達 成 要 因 と し て認め ら れ

な か っ た が ， そ の落ち た シ ョ ッ ト を い か に し て 自 分 た ち の ボ ー ル に し そ

し て そ の 次 のポゼッ シ ョ ン を 自 分 た ち の も の に できる か ， が 非常に 重 要

な 要素で あ り こ れ を担う の が R E B で あ る ． す なわち ， ハ イ ス コ ア ゲ ー

ム に お い て は ，適切な シ ョ ッ トセレクシ ョ ンやフリ ー ス ロ ー の獲得 に加

え，良い シ ョ ッ トセレクシ ョ ン に お け る 3 P シ ョ ッ ト の 試行やポゼッ シ

ョ ン を よ り 多 く獲得 できる R E B の獲得 に も注力し ゲ ー ム を進め て い く

こ と が 重 要 で あ る と 考えら れ る ．  

以上 の 抽 出 さ れ た 各 項 目 に 関 し て ， 基 準 値 の 算 出 を そ れぞれ行っ た ．

ま た ， 算 出 さ れ た 基 準 値 に 対 し て ，該当 す る 項 目 数 と第 3 Q 終 了 時 点 に

お け る累積得失点 差 に は強い 相 関 関 係 が認め ら れ た こ と か ら ,「 ス コ ア

毎に 算 出 さ れ た 各 項 目 の 基 準 値 を 達 成 ， 達 成 し た 項 目 数 が 増加す るほど ,

第 3 Q 終 了 時 点 に お い て累計得失点 差 が 9 点以上 リ ー ド す る可能性 が 高

く な る 」 こ と が示唆さ れ た .   
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こ の こ と か ら ,本 研 究 で 算 出 し た 基 準 値 は , B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 0 2 4

レギュラー シ ーズン に お け る第 3 Q 終 了 時 点 に お け る累積得失点 差 9 点

以上 リ ー ド の 達 成 要 因 を 検討す る際の客観的 要 因 に な る と 考えら れ る ．  

 

6 .  指 導 現 場 へ の 活 用  

本 研 究 で 算 出 さ れ た 「 基 準 値 」 は ，実際の 指 導 現 場 に お い て コ ー チだ

け で は な く選手個人のパフォーマン ス などと い っ た 多角的 な視点 に お い

て 重 要 な役割を担っ て い る と 考えら れ る .  

「 数 値 も何も な く”頑張れ”で は ，プレーヤー に と っ て は雲をつかむ

よ う な話に な り かねな い ． し っ か り と し た 数 値 で表現 す る こ と に よ り ，

チ ー ム と し てプレーヤー と し てやら な け ればな ら な い こ と が ，具体化 す

る の で あ る ．」（倉石， 2 0 0 5 ） と述べ， 抽 象 的 な表現だけ で は な く 「 基

準 値 」 と い っ た具体的 な 数 値 なども駆使し て選手 に伝達 す る こ と に よ っ

て 「個々そ し て チ ー ム で チェックす る こ と が でき，プレーヤー も理解し

やす く ，集中しやす い 」（倉石， 2 0 0 5 ） と 考えら れ る .  

ま た ，「 コ ー チ が統計的観点 か らどの く ら い の確率が適切か と い う 基

準 を認識す る こ と は ， 競 技者やチ ー ム の 出来栄えを 正確に判断す る た め

の 基礎に な る 」 ( K n i g h t  a n d  N e w e l l， 1 9 8 6 )  こ とや，「 ゲ ー ム 分 析

に よ っ て 得 ら れ たデータが効果 的 な作戦 を立案し た り 合理的 な練習計画

を作成 す る 上 で不可決で あ る 」（ 宮 副 ら ， 2 0 0 7 ） と 指摘し て い る よ う に ，

試 合前の具体的 な 戦術戦略の立案や練習計画の作成 に お い て も 「 基 準 値 」

を 用 い る こ と で よ り具体性 の あ る明確な 試 合前の 準備へ とつな る と 考え

ら れ る ． そ し て ，実際の 試 合 に お い て も コ ー チ が こ れ ら の 「 基 準 値 」 を

理解し て お く こ と で ，客観的 な 試 合 の状況把握を す る こ と が でき， 試 合

の流れ に迅速に 対応が できる と 考えら れ る ．  
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以上 の こ と か ら ， 本 研 究 で 算 出 さ れ た 「 基 準 値 」 は 指 導 現 場 に お い て

1 ）プレイヤー へ の提示， 2 ） 戦術戦略の立案及び，練習計画の作成 3 ）

試 合 の状況把握と 対応と い う観点 か ら 有効に 活 用 できる可能性 が あ る と

推察 さ れ る ．   
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V  結 論  

本 研 究 で は ， 日 本 の 男 子 ト ッ プ リ ー グ で あ る B . L E A G U E の 2 0 2 3 -

2 0 2 4 レギュラー シ ーズン を 対 象 に ，第 3 Q 終 了 時 点 に お け る累積得失

点 差 が 9 点以上 リ ー ド す る 達 成 要 因 を明ら か に し ， 基 準 値 を 算 出 す る こ

と を 目 的 と し た ． 基 準 値 の 算 出 は ，「 1 . 勝 敗 要 因 の 抽 出 」，「 2 ． 抽 出 さ

れ た 各 要 因 に お け る 基 準 値 の 算 出 」，「 3 ． 算 出 さ れ た 基 準 値 の 妥 当 性 の

検 証 」 の 3 段階で行っ た ．  

B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 0 2 4 レギュラー シ ーズン に お い て ， ロ ー ス コ ア

ゲ ー ム は F G M， F G％， P P P， e F G％の 4 項 目 ， ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム は

2 F G％ ， 2 F G％ - P， 3 F G M， 3 F G％ ， F G M， F G％ ， D R E B ， A S T， P P P，

e F G％ ， P o i n t - T O の 1 1 項 目 ， ハ イ ス コ ア ゲ ー ム は 3 F G％ ， F G M，

F G％， P P P， e F G％の 5 項 目 が第 3 Q 終 了 時 点 に お け る累積得失点 差 9

点 以 上 の リ ー ド 達 成 に 影 響 を 与 え る 要 因 で あ っ た ． ま た ， そ の 中 で も

F G M， F G％， P P P， e F G％の 4 項 目 は 全 て の ス コ ア別の 結 果 に 共 通 し た

項 目 で あ っ た こ と か ら も 9 点 差以上 達 成 に お い て 特 に 重 要 な 項 目 で あ る

こ と が明ら か に な っ た ．  

ロ ー ス コ ア ゲ ー ム に お い て は ， F G M が 2 0 本前後， F G％は 4 1％， P P P

は 0 . 8 5 点 ， e F G％は 4 7％前後が 各 項 目 の 基 準 値 で あ る ．  

ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム に お い て は ， 2 F G％ が 5 5％ 前 後 ， 2 F G％ - P は

5 8％前後， 3 F G M は 7 本 ， 3 F G％は 3 9％， F G M は 2 4 本前後， F G％は

4 7％前後， D R E B は 2 1 本 ， A S T は 1 5 回前後， T O は 8 回前後， P P P は

1 . 0 0 点前後， e F G％は 5 5％前後， P o i n t - T O は 1 2 点前後が 各 項 目 の

基 準 値 で あ る ．  

ハ イ ス コ ア ゲ ー ム に お い て は ， 3 F G％が 3 9％， F G M は 2 7 本前後，

F G％は 5 3％前後， R E B は 2 8 本前後， P P P は 1 . 1 5 点前後， e F G％は
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6 2％前後が 各 項 目 の 基 準 値 で あ る ．  

試 合前の 相 手 チ ー ム の 分 析 などを含め た スカウティングに よ っ て ， 自

チ ー ム の強みが引き立ち ， そ し て 相 手 チ ー ム の弱みを引き出 さ せ る よ う

な ゲ ー ムプランニングを 基 本 的 にどの チ ー ム も行っ て い る ． そ し て ， バ

ス ケ ッ ト ボ ー ル 競 技 は屋内 競 技 で あ り外的 要 因 にほとんど影響さ れ る こ

と が な い こ と か ら ， 他 の ボ ー ル 競 技 の中で も再現 性 が 高 い 競 技 で あ り ，

以上 の 2 つの 点 か ら も ， あ る程度ゲ ー ム の展開を予想す る こ と は可能で

あ る ． し か し な が ら ， 相 手 も 同じよ う に スカウティングを行っ て 試 合 に

向け て 準備を行な っ て く る こ とや ,外的 要 因 が な い と は いえ ,そ の 日 の

選手 の コ ンディシ ョ ン などと い っ た観点 か ら も予想外の事態が起きる可

能性 も あ る ． そ の た め ,完全 に ゲ ー ム の展開を予測す る こ と は難し い .  

こ れ ら の こ と も 考慮す る と ，実際の 試 合 に お い て は ， 試 合 の序盤は ス

コ ア別の 数 値 を 全 て 達 成 し よ う と す る の で は な く ,共 通 達 成 要 因 で あ っ

た （ F G M， F G％， P P P， e F G％） の 4 つの 項 目 に注力し て ゲ ー ム を進め

て い く こ と で ゲ ー ム序盤か ら力の 入 れどころが明確化 す る ． そ の た め に

は ，適切な スペー シ ングに お い てパスやド リブル など正確な状況判断を

行う こ と ， そ し て チ ー ム と し て の 共 通認識が な さ れ て い る 上 で且つ相 手

に簡単に悟ら れ る こ と の な い適切な シ ョ ッ トセレクシ ョ ン を常に心が け ，

ま たペイ ン トエリ ア を 攻撃す る こ と に よ るフリ ー ス ロ ー の獲得 が 重 要 で

あ る ． そ し て ， 試 合 が進みゲ ー ム展開が あ る程度予測できる 段階で ス コ

ア別の そ の 他 の 達 成 要 因 に も注力す る こ と で 試 合 を よ り優位に進め て い

く こ と が可能に な る と 考えら れ る ．  

本 研 究 に お け る 基 準 値 は ， B . L E A G U E の 2 0 2 3 - 2 0 2 4 レギュラー シ ー

ズン のみを 対 象 に 算 出 し た ．今後， 指 導 現 場 に お い て よ り信頼性 ・ 妥 当

性 の 高 い客観的 数 値 の 算 出 を行う た め に も ，プレイオフと の 比較や， ま
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た シ ーズン を複数年に し ， 多 く の蓄積データを 参 考 に 基 準 値 を 算 出 す る

こ と を今後の 課 題 と す る ． ま た ， 他 の国のプロ リ ーグに お け る 基 準 値 を

算 出 す る こ と も今後の 課 題 で あ る ．  
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け る 勝 敗 と 得失点 差 に着眼し た 研 究 ． スポーツパフォーマン ス 研

究 ， 1 2： 7 2 2 - 7 3 6 ．  

4 1 ）  小林大地，松藤貴秋，稲葉泰嗣（ 2 0 2 1 ） バ ス ケ ッ ト ボ ー ル の 試

合 に お け るター ンオー バ ー の 特 徴 と 勝 敗 と の 関 係 ．中京大学体育

学論叢， 6 2 （ 1 ）： 9 - 2 2 ．  

4 2 ）  K u b a t k o ,  J . ,  O l i v e r ,  D . ,  P e l t o n ,  K .  a n d  

R o s e n b a u m ,  D .  T . （ 2 0 0 7 ） A  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  

a n a l y z i n g  b a s k e t b a l l  s t a t i s t i c s ,  J .  o f  

Q u a n t i t a t i v e  A n a l y s i s  i n  S p o r t s ,  3 ( 3 ）  

4 3 ）  倉石平（ 1 9 9 8 ）倉石平のオフェン シブバ ス ケ ッ ト ボ ー ル ．ベー

ス ボ ー ルマガジン社， p 1 6 0 ,  1 6 6 ．  
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4 4 ）  倉石平 ( 2 0 0 5 ) バ ス ケ ッ ト ボ ー ル の コ ー チ を始め る た め に .   

日 本 文 化 出版 ,  p p . 8 1 ,  8 5 - 8 6 ,  1 0 7 ,  1 8 3 ,  1 8 8 - 1 9 0 .   

4 5 ）  倉石平（ 2 0 0 7 ）中高生の た め の バ ス ケ ッ ト ボ ー ル トランジシ ョ

ン ・プフクティス ・ベー ス ボ ー ルマガジン社、 p 8 8 .  

4 6 ）  倉石平・田渡優（ 2 0 1 8 ） バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 勝つた め のオフェン

ス の教科書．洋泉社， p p . 1 4 .  

4 7 ）  クラウス、 J・ピム ， R .：三原学ほか訳（ 2 0 1 0 ）

B a s k e t b a l l d e f e n s e  l e s s o n s  f r o m  t h e  l e g e n d s .社会評

論社：東京， p p . 3 5 - 3 9 .  

4 8 ）  K r a u s e ,  J・ M a y e r ,  D・ M e y e r ,  J ,  B a s k e t b a l l  s k i l l  &  

d r i l l． H u m a n  K i n e t i c s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 9 9 .  

4 9 ）  L o r e n z o ,  A . ,  G ó m e z ,  M .  Á . ,  O r t e g a ,  E . ,  &  I b á ñ e z ,  

S .  J . ( 2 0 1 0 ) .  G a m e  r e l a t e d  s t a t i s t i c s  w h i c h  

d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  w i n n i n g  a n d  l o s i n g  u n d e r - 1 6  

m a l e  b a s k e t b a l l  g a m e s .  J o u r n a l  o f  S p o r t s  S c i e n c e  

&  M e d i c i n e ,  9 ( 4 ) ,  6 6 4 .  

5 0 ）  前 田 健 滋 朗 （ 2 0 1 4 ） バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 競 技 に お け る 勝 敗 要 因 に

関 す る 研 究―日 本男子ト ップリ ーグに お け る 基 準 値 の 検討― .  

早稲田大学スポーツ科学研 究科修士論 文 .   

5 1 ）  M a r i n h o ,  J .  ( 2 0 0 6 )  T h e  s t a t s  v a l u e  f o r  w i n n i n g  

i n  t h e  w o r l d  b a s k e t b a l l  c h a m p i o n s h i p  f o r  m e n  

2 0 0 6 .  F I T N E S S  P e r f o r m a n c e .  6 ( 1 )： 5 7 - 6 1 .  
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5 2 ）  M a r t i n e z ,  J .  A .  ( 2 0 1 4 )  T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  

f i r s t  q u a r t e r  o n  t h e  f i n a l  r e s u l t  i n  b a s k e t b a l l .  

R e v i s t a  i n t e r n a c i o n a l  d e  M e d i c i n a  y  c i e n c i a s  d e  

l a  A c t i v i d a d  F i s i c a  y  e l  D e p o r t e ,  1 4 :  7 5 5 - 7 6 9 .  

5 3 ）  M e s s i n a ,  E .  ( 2 0 1 1 ) ,  M y  f a v o r i t e  d r i l l s  [ o n l i n e  

v i d e o ] .  F I B A  E u r o p e  –  C o a c h i n g  C l i n i c s .  

R e t r i e v e d  f r o m :  

h t t p : / / c o a c h i n g . f i b a e u r o p e . c o m / D e f a u l t . a s p ? c i d = {

E 8 D B E C 5 1 - 0 2 1 2 - 4 C 9 D - B 3 8 7 -

4 C B 5 D 1 D 3 A 7 2 2 } & c o i d = { F 3 F D E F 0 6 - 3 2 B 7 - 4 2 F 3 - A E D 2 -

7 E E 3 A 4 B F 9 4 8 3 } & a r t i c l e M o d e = o n &  

5 4 ）  M e x a s ,  K . ,  T s i s k a r i s ,  G . ,  K y r i a k o u ,  D . ,  a n d  

G a r e f i s ,  A .  ( 2 0 0 5 )  C o m p a r i s o n  o f  e f f e c t i v e n e s s  

o f  o r g a n i z e d  o f f e n c e s  b e t w e e n  t w o  d i f f e r e n t  

c h a m p i o n s h i p s  i n  h i g h  l e v e l  b a s k e t b a l l .  

I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  P e r f o r m a n c e  A n a l y s i s  i n  

S p o r t ,  5： 7 2 - 8 2 .  

5 5 ）  簑川圭太，能登真一 ，加藤雅規 ，梅津卓，衛藤晃平（ 2 0 1 6 ） 大

学男子バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 競 技 に お け る ゲ ー ム 分 析 -北信越大学男

子 1 部リ ーグを 対 象 に -．新潟医療福祉会誌， 1 5 （ 2 ）： 2 1 - 2 6  

5 6 ）  宮 副信也・ 内山治樹・ 吉田健司・佐々木直 基 ・後藤正 規

（ 2 0 0 7 ） バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 競 技 に お け る ゲ ー ム の 勝 敗 因 と 基 準

値 の 検討．筑波大学体育科学系紀要 ， 3 0 : 3 1 - 4 6 .   

  



  
 
 124 

5 7 ）  M o r e n o ,  E . ,  G ó m e z ,  M . ,  A . ,  C a s a i s ,  L . ,  a n d  

S a m p a i o ,  J . ( 2 0 1 3 )  E f f e c t s  o f  s t a r t i n g  q u a r t e r  

s c o r e ， g a m e  l o c a t o n  a n d  q u a l i t y  o f  o p p o s i t i o n  i n  

q u a r t e r  s c o r e  i n  e l i t e  w o m e n ' s  b a s k e t b a l l．

K i n e s i o l o g y， 4： 4 8 - 5 4 .  

5 8 ）  元安陽－（ 2 0 1 8 ）国内プロ バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 「 B リ ーグ」 に お け

る スタッツお よびア ド バ ン ス スタッツが 勝 敗 に及ぼす影響．長崎

国際大学論叢， 1 8 : 8 1 - 8 7 .  

5 9 ）  中井聖（ 2 0 1 2 ） バ ス ケ ッ ト ボ ー ル に お け る ル ー ル改正後の 試 合

内容と 戦術の 変 化 ．近畿医療福祉大学紀要 ， 1 3 （ 2 ）： 3 9 - 4 7 .  

6 0 ）  中村彰久（ 2 0 0 0 ） ボ ックス ・ ス コ ア を 利 用 し た バ ス ケ ッ ト ボ ー

ル の ゲ ー ム 分 析 -日 本 リ ーグ男子 1 部の 場 合 ・ ・ 日 本体育学会 大

学号． 5 1： 3 7 7 .  

6 1 ）  日 本 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 協 会 （ 1 9 8 1 ） バ ス ケ ッ ト ボ ー ル の歩み −日

本 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 協 会 5 0 年史 − 	

6 2 ）  日 本 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 協 会 （ 2 0 0 9 ）国際競 技 規 則 の 変 更 につい

て ー バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 競 技 規 則 変 更 点 の概略ー .  

6 3 ）  日 本 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 協 会 ( 2 0 1 4 ) バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 指 導教本 [上

巻 ] .  株式会社大修館書店 ,  p p . 4 2 - 4 3 .   

6 4 ）  日 本 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 協 会 （ 2 0 1 9 ） バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 指 導教本

［下巻］．改訂版．株式会社大修館書店， p p . 2 8 7 - 2 9 4 .  

6 5 ）  日 本 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 協 会“バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 競 技 規 則” 2 0 2 1

年度 .  

h t t p s : / / t o k o r o z a w a . w . w a s e d a . j p / k g / d o c / 5 0 _ r o n b u n /

2 0 2 1 / 5 0 2 0 A 0 2 6 . p d f  ，（ 参照日： 2 0 2 4 年 1 1 月 0 8 日 ）  

https://tokorozawa.w.waseda.jp/kg/doc/50_ronbun/2021/5020A026.pdf
https://tokorozawa.w.waseda.jp/kg/doc/50_ronbun/2021/5020A026.pdf
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6 6 ）  岡本 重夫（ 1 9 8 9 ） バ ス ケ ッ ト ボ ー ル の ゲ ー ム 分 析 に 関 す る 研

究 ・ 勝 敗 を 規 定 す る 要 因 の 検討：奈良教育大学紀要 ， 3 8 ( 1 ) （人

文 ・社会 ）： 7 5 - 8 1  

6 7 ）  O l i v e r （ 2 0 0 4 ）  B a s k e t b a l l  o n  p a p e r :  r u l e s  a n d  

t o o l s  f o r  p e r f o r m a n c e  a n a l y s i s .  P o t o m a c  B o o k s ,  

I n c .  

6 8 ）  大神訓章，浅井慶一 （ 2 0 0 3 ） 全 日 本女子バ ス ケ ッ ト ボ ー ル チ ー

ム の 攻撃形態か ら捉えた 戦力分 析 ．山形大学紀要 ， 1 3 ( 2 )： 6 9 -

1 7 7  

6 9 ）  大神訓章，長門智史（ 2 0 0 8 ） バ ス ケ ッ ト ボ ー ル に お け る ア シ ス

トプレイ の適正評価。山形大学紀要。 1 （ 3 ）： 1 4 1 - 1 5 1 .  

7 0 ）  R i c a r d o  A n d r é  B i r r e n t o  A g u i a r ， J o s e  M a r i a  

G i m e n e z， E n r i q u e  O r t e g a ．（ 2 0 2 3 ）． B a s k e t b a l l  

M o d i f i e d  R u l e s  I n f l u e n c e  i n  t h e  F i n a l  S c o r i n g．

I V  C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l  d e  I n v e s t i g a c i ó n． 7 -

1 7 ．  

7 1 ）  S a m p a i o ,  J .  a n d  J a n e i r a ,  M .  ( 2 0 0 3 ) .  S t a t i s t i c a l  

a n a l y s e s  o f  b a s k e t b a l l  t e a m  p e r f o r m a n c e :  

u n d e r s t a n d i n g  t e a m s '  w i n s  a n d  l o s s e s  a c c o r d i n g  

t o  a  d i f f e r e n t  i n d e x  o f  b a l l  p o s s e s s i o n s .  

I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  P e r f o r m a n c e  A n a l y s i s  i n  

S p o r t ,  1： 4 0 - 4 9 .  
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7 2 ）  S a m p a i o， J . ， L a g o ,  C . ， C a s a i s ,  L . ， a n d  L e i t e ， N .  

( 2 0 1 0 )  E f f e c t s  o f  s t a r t i n g  s c o r e - l i n e ， g a m e  

l o c a t i o n  a n d  q u a l i t y  o f  o p p o s i t i o n  i n  b a s k e t b a l l  

q u a r t e r  s c o r e .  E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  S p o r t  

S c i e n c e s， 1 0 ( 2 )： 3 9 1 - 3 9 6 .  

7 3 ）  佐々木三男（ 1 9 8 0 ）女子バ ス ケ ッ ト ボ ー ル の 勝 因 分 析－リ バウ

ン ド ボ ー ル につい て ．慶応大学体育研 究 所紀要 ， 2 0 （ 1 ）： 1 5 -

3 5 .  

7 4 ）  佐 藤 亜 紀 子 （ 2 0 1 2 ） バ ス ケ ッ ト ボ ー ル の ル ー ル 改 正 に よ る パ フ

ォーマン ス へ の影響  と今後の 課 題 ．  

7 5 ）  S e r g i o  J . I . J . G . - R . ,  G ó m e z  M . - Á . ,  G o n z a l e z -

E s p i n o s a  S . ,  G o n z a l e z - E s p i n o s a  S .  ( 2 0 1 8 ) .  T h e  

i m p a c t  o f  r u l e  m o d i f i c a t i o n s  o n  e l i t e  b a s k e t b a l l  

t e a m s '  p e r f o r m a n c e .  J .  H u m .  K i n e t ． 6 4 ， 1 8 1 - 1 9 3 .   

7 6 ）  清水信行（ 2 0 0 6 ） シ ュ ー ト ・セレクシ ョ ン を再考 す る P a r t  1 .

バ ス ケ ッ ト ボ ー ルマガジン、 1 4 （ 4 ）： 1 2 - 1 5 .  

7 7 ）  清水利佳 ( 2 0 0 8 ) バ ス ケ ッ ト ボ ー ル に お け る ル ー ル 変 更 に伴う 現

状と 課 題 ．鈴鹿国際大学紀要 ， 1 5： 6 5 - 7 6 ．  

7 8 ）  S m i t h  ( 1 9 8 1 )  B a s k e t b a l l :  M u l t i p l e  o f f e n s e  a n d  

d e - f e n s e .  P r e n t i c e  H a l l  :  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  

p . 3 2 ,  8 6  

7 9 ）  鈴木良和（ 2 0 1 2 ） 勝つた め の脳力バ ス ケ ッ ト ボ ー ル I Q 練習法 ．

マイナビ ， P . 1 1 .  

8 0 ）  高橋済（ 2 0 1 0 ） バ ス ケ チ ト ボ ー ル に お け る リ バウン ド が 勝 敗 に

及ぼす彩醬・ 大 成学院大学紀要 . 1 2： 6 7 - 7 1 .  
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8 1 ）  武井光彦（ 1 9 8 4 ） バ ス ケ ッ ト ボ ー ル に お け る シ ュ ー ト につい て

の条件。体育の科学， 3 4 （ 3 ）： 2 5 1 - 2 5 3 .  

8 2 ）  丹慶勝市（ 2 0 0 5 ）：統計解析 ，ナッメ社，東京 .  

8 3 ）  T o m i s l a v  Đ u r k o v i ć， D a r i o  G j e r g j a ， N e n a d  M a r e l i ć，

A n t e k o l o v i ć  L j u b o m i r （ 2 0 0 5 ） T h e  a n a l y s i s  o f  t w o  

g r o u p s  o f  b a s k e t b a l l  t e a m s  b a s e d  o n  t h e  

s i t u a t i o n a l  p a r a m e t e r s  o f  t h e  g a m e ． 4 t h  

I n t e r n a t i o n a l  S c i e n t i f i c  C o n f e r e n c e  o n  

K i n e s i o l o g y  -  S c i e n c e  a n d  P r o f e s s i o n  -  C h a l l e n g e  

f o r  t h e  F u t u r e： 4 6 6 - 4 6 9 ．  

8 4 ）  T r i n i é ,  S . ,  D i z d a r ,  D . ,  &  L u k s i é ,  E .  ( 2 0 0 2 ) .  

D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  w i n n i n g  a n d  d e f e a t e d  t o p  

q u a l i t y  b a s k e t b a l l  t e a m s  i n  f i n a l  t o u r n a m e n t s  o f  

E u r o p e a n  c l u b  c h a m p i o n s h i p .  C o l l e g i u m  

A n t r o p o l o g i c u m ,  2 6： 5 2 1 - 5 3 1 .  

8 5 ）  T s a m o u r t z i s  E v a n g e l o s， K a r y p i d i s  A l e x a n d r o s，

A t h a n a s i o u  N i k o l a o s（ 2 0 0 5 ） A n a l y s i s  o f  f a s t  

b r e a k s  i n  b a s k e t b a l l． I n t e r n a t o n a l  J o u r n a l  o f  

P e r f o r m a n c e  A n a l y s i s  i n  S p o r t ， 5 ( 2 )： 1 7 - 2 2 ．  

8 6 ）  土田了輔・坂井和明・榊原潔（ 2 0 0 1 ）：球技 に お け る 戦術的行動

に 関 す る 研 究 （ 2 ） -バ ス ケ ッ ト ボ ー ル のモー シ ョ ン ・オフェン ス

につい て -． 上越教育大学研 究紀要 ， 2 1 ( 1 )： 2 0 .  
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8 7 ）  内山治樹・武井光彦・ 大神訓章・ 日 高哲朗（ 2 0 0 1 ）世界ト ップ

レベル に お け る バ ス ケ ッ ト ボ ー ル チ ー ム の集団行動に 関 す る 研

究：第  1 8 回アジア女子選手権大 会 の ゲ ー ム 分 析 ． スポーツ方 法

学研 究 ， 1 4 （ 1 ）， p . 1 0 4 .  

8 8 ）  内山治樹（ 2 0 0 2 ） バ ス ケ ッ ト ボ ー ル に お け るグル ープ戦術の構

造分 析：「運動形式」 に着目 し た構造主義 的 アプロ ー チ ． スポー

ツ方 法学研 究 ， 1 5 （ 1 ）： 1 - 1 4 .  

8 9 ）  内山治樹，長門智史（ 2 0 0 5 ） 「 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル に 競 技 に お け

る チ ー ムオフェン ス の構想‐パッ シ ングゲ ー ム に着目 し て‐」 ，

スポーツコ ー チ ング研 究 ， 1： 1 7 - 4 5 ．  

9 0 ）  内山治樹・池田英治・ 吉田健司・町田洋介・網野友雄・柏倉秀徳

( 2 0 1 8 ） バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 競 技 に お け る 「 ゲ ー ム の流れ 」 と 勝 敗

と の 因 果 関 係 に 関 す る 研 究： 4 つのピリオド の 相互依存関 係 に着

目 し て ．体育学研 究 ， 6 3 : 6 0 5 - 6 2 2  

9 1 ）  渡部亜来子（ 2 0 1 2 ） バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 競 技 に お け るター ンオー

バ ー が 勝 敗 に及ぼす影響．  

早稲田大学大学院スポーツ科学研 究科修士論 文 ．  

9 2 ）  W o o d e n ,  J  ( 1 9 6 6 )  P r a c t i c e  m o d e r n  b a s k e t b a l l .  

R o n a l d  P r e s s ,  p 1 4 1 .  

9 3 ）  八板昭仁，野寺和彦（ 2 0 0 7 ） バ ス ケ ッ ト ボ ー ル の ゲ ー ム に お け

る シ ョ ッ ト 成 功率が 勝 敗 に及ぼす影響。九州共立大学スポーツ学

部研 究紀要 ， 1 ( 1 )： 1 7 - 2 2 .  

9 4 ）  八板昭仁・青柳領・ 大山泰史・野寺和彦（ 2 0 1 7 ） バ ス ケ ッ ト ボ

ー ル の ゲ ー ム に お け る リ バウン ド ボ ー ル獲得 に影響す る 要 因 と獲
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附録  

  

相関係数 有意確率 相関係数 有意確率
2FGM 0.310 0.000 0.322 0.077
2FGA -0.187 0.313 0.195 0.292
2FG% 0.556** 0.001 0.247 0.181
2FGM-P 0.307 0.093 0.338 0.063
2FGA-P -0.047 0.800 0.345 0.057
2FG%-P 0.469** 0.008 0.077 0.682
2FGM-M 0.031 0.868 -0.084 0.653
2FGA-M -0.313 0.086 -0.265 -0.150
2FG%-M 0.447* 0.013 0.035 0.854
3FGM 0.166 0.372 0.335 0.066
3FGA 0.139 0.454 -0.045 0.809
3FG% 0.170 0.361 0.363* 0.044
FGM 0.598** 0.000 0.648** 0.000
FGA -0.039 0.833 0.142 0.447
FG% 0.530** 0.002 0.531** 0.002
FTM 0.197 0.228 0.065 0.729
FTA 0.107 0.567 0.025 0.894
FT% 0.214 0.257 -0.154 0.417
OREB -0.212 0.251 -0.065 0.730
DREB 0.148 0.426 0.293 0.109
REB -0.043 0.816 0.157 0.400
AST 0.325 0.074 0.442* 0.013
STL 0.149 0.425 0/288 0.115
BLK -0.146 0.432 0.298 0.103
TO -0.184 0.321 -0.198 0.286
PF 0.008 0.967 0.120 0.520
POSS -0.101 0.589 -0.013 0.945
PPP 0.654** 0.000 0.698** 0.000
eFG% 0.551** 0.001 0.588** 0.000
TO% -0.166 0.373 -0.227 0.220
OREB% -0.019 0.921 -0.039 0.835
FTR 0.125 0.502 0.021 0.909

Point-FB 0.276 0.133 0.180 0.331
Point-TO 0.328 0.072 0.197 0.289
Point-SC 0.042 0.822 0.046 0.807

累積得失点差との相関(LOW-LEAD) 累積得失点差との相関(LOW-BEHIND)

表 2 1  全 て の 試 合 に お け る チ ー ム 毎 の 各 項 目 と 累 積 得 失 点 差 と の 関 係 （ ロ ー ス コ ア ゲ ー ム ）  
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相関係数 有意確率 相関係数 有意確率

2FGM 0.075 0.277 0.294** 0.000
2FGA -0.065 0.293 0.088 0.157
2FG% 0.179** 0.004 0.290** 0.000
2FGM-P 0.103 0.097 0.241** 0.000
2FGA-P -0.003 0.965 0.100 0.105
2FG%-P 0.151* 0.014 0.212** 0.000
2FGM-M -0.058 0.352 0.101 0.103
2FGA-M -0.115 0.063 -0.018 0.770
2FG%-M -0.030 0.633 0.239** 0.000
3FGM 0.390** 0.000 0.265** 0.000
3FGA 0.181** 0.003 -0.087 0.160
3FG% 0.329** 0.000 0.328** 0.000
FGM 0.473** 0.000 0.577** 0.000
FGA 0.110 0.075 0.011 0.863
FG% 0.358** 0.000 0.526** 0.000
FTM -0.064 0.304 0.035 0.568
FTA -0.054 0.380 -0.041 0.511
FT% 0.041 0.511 0.162** 0.009
OREB -0.089 0.152 -0.082 0.183
DREB 0.363** 0.000 0.122* 0.047
REB 0.193** 0.002 0.026 0.679
AST 0.265** 0.000 0.270** 0.000
STL 0.129* 0.036 0.038 0.537
BLK 0.113 0.068 0.087 0.160
TO -0.176** 0.004 -0.127** 0.039
PF 0.038 0.539 0.069 0.268
POSS -0.024 0.700 -0.092 0.139
PPP 0.494** 0.000 0.613** 0.000
eFG% 0.424** 0.000 0.543** 0.000
TO% -0.171** 0.005 -0.115 0.061
OREB% -0.030 0.630 0.067 0.281
FTR -0.073 0.236 -0.048 0.437

Point-FB 0.105 0.089 0.128 0.039
Point-TO 0.163** 0.008 0.212** 0.000
Point-SC 0.042 0.497 0.090 0.146

累積得失点差との相関(MID-LEAD) 累積得失点差との相関(MID-BEHIND)

表 2 2  全 て の 試 合 に お け る チ ー ム 毎 の 各 項 目 と 累 積 得 失 点 差 と の 関 係 （ ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム ）  
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相関係数 有意確率 相関係数 有意確率
2FGM 0.298** 0.007 0.041 0.717
2FGA 0.314** 0.004 -0.013 0.911
2FG% 0.067 0.552 0.044 0.700
2FGM-P 0.280* 0.001 0.070 0.536
2FGA-P 0.328** 0.003 -0.010 0.932
2FG%-P 0.030 0.789 0.085 0.448
2FGM-M 0.001 0.991 -0.076 0.501
2FGA-M -0.024 0.835 -0.006 0.;960
2FG%-M 0.059 0.605 -0.049 0.667
3FGM 0.107 341.000 0.374** 0.000
3FGA -0.117 0.297 0.124 0.270
3FG% 0.256* 0.021 0.358** 0.001
FGM 0.514** 0.000 0.452** 0.000
FGA 0.196 0.080 0.094 0.404
FG% 0.275* 0.013 0.259* 0.019
FTM 0.102 0.363 0.058 0.608
FTA 0.059 0.602 0.024 0.831
FT% 0.132 0.241 0.022 0.;847
OREB 0.298** 0.007 -0.010 0.927
DREB 0.182 0.105 0.444** 0.000
REB 0.344** 0.002 0.274* 0.013
AST 0.266* 0.016 0.418** 0.000
STL 0.210 0.060 0.104 0.356
BLK 0.062 0.581 0.023 0.837
TO -0.067 0.555 -0.091 0.417
PF -0.001 0.994 -0.052 0.647
POSS 0.192 0.085 0.050 0.659
PPP 0.353** 0.001 0.483** 0.000
eFG% 0.249* 0.025 0.370** 0.000
TO% -0.103 0.359 -0.120 0.287
OREB% 0.446** 0.000 0.084 0.457
FTR -0.004 0.971 -0.025 0.822

Point-FB 0.075 0.504 0.145 0.195
Point-TO 0.183 0.103 0.223* 0.045
Point-SC 0.257* 0.021 -0.021 0.849

累積得失点差との相関(HIGH-LEAD) 累積得失点差との相関(HIGH-BEHIND)

表 2 3  全 て の 試 合 に お け る チ ー ム 毎 の 各 項 目 と 累 積 得 失 点 差 と の 関 係 （ ハ イ ス コ ア ゲ ー ム ）  
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相関係数 有意確率 相関係数 有意確率
2FGM 0.450** 0.000 0.363** 0.008
2FGA 0.036 0.797 0.153 0.276
2FG% 0.540** 0.000 0.341* 0.013
2FGM-P 0.433** 0.001 0.300* 0.029
2FGA-P 0.177 0.205 0.212 0.127
2FG%-P 0.470** 0.000 0.173 0.217
2FGM-M 0.026 0.856 0.090 0.523
2FGA-M -0.262 0.058 -0.078 0.578
2FG%-M 0.447** 0.000 0.135 0.335
3FGM 0.191 0.170 0.350* 0.010
3FGA 0.146 0.298 -0.114 0.416
3FG% 0.167 0.231 0.413** 0.002
FGM 0.704** 0.000 0.676** 0.000
FGA 0.185 0.184 0.037 0.792
FG% 0.579** 0.000 0.634** 0.000
FTM 0.024 0.865 0.153 0.275
FTA 0.073 0.601 0.211 0.130
FT% -0.071 0.615 -0.229 0.103
OREB -0.003 0.985 0.010 0.946
DREB 0.304* 0.027 0.248 0.073
REB 0.233 0.094 0.180 0.196
AST 0.364** 0.007 0.409** 0.002
STL 0.217 0.118 0.052 0.711
BLK -0.021 0.883 0.315* 0.022
TO -0.025 0.858 -0.349* 0.010
PF -0.108 0.441 0.020 0.886
POSS 0.217 0.119 -0.148 0.290
PPP 0.647** 0.000 0.787** 0.000
eFG% 0.601** 0.000 0.673** 0.000
TO% -0.075 0.595 -0.342* 0.012
OREB% 0.137 0.327 0.088 0.529
FTR 0.049 0.725 0.199 0.154

Point-TO 0.990** 0.011 0.115 0.410

累積得失点差との相関(LOW-LEAD) 累積得失点差との相関(LOW-BEHIND)

表 2 4  非 接 戦 に お け る チ ー ム 毎 の 各 項 目 と 累 積 得 失 点 差 と の 関 係 （ ロ ー ス コ ア ゲ ー ム ）  
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相関係数 有意確率 相関係数 有意確率
2FGM 0.175** 0.000 0.293** 0.000
2FGA -0.015 0.753 0.072 0.138
2FG% 0.256** 0.000 0.310** 0.000
2FGM-P 0.183** 0.000 0.247** 0.001
2FGA-P 0.051 0.289 0.115* 0.017
2FG%-P 0.193** 0.000 0.214** 0.001
2FGM-M -0.015 0.754 0.092 0.058
2FGA-M -0.122* 0.012 -0.071 0.140
2FG%-M 0.031 0.525 0.212** 0.000
3FGM 0.396** 0.000 0.248** 0.000
3FGA 0.163** 0.000 0.007 0.887
3FG% 0.367** 0.000 0.263** 0.000
FGM 0.563** 0.000 0.568** 0.000
FGA 0.139** 0.004 0.082 0.089
FG% 0.430** 0.000 0.478** 0.000
FTM 0.036 0.460 0.061 0.210
FTA 0.019 0.692 0.020 0.686
FT% 0.083 0.086 0.102* 0.034
OREB -0.006 0.907 -0.004 0.926
DREB 0.311** 0.000 0.230** 0.000
REB 0.226** 0.000 0.164** 0.000
AST 0.345* 0.000 0.307** 0.000
STL 0.177** 0.000 0.045 0.348
BLK 0.011 0.818 0.088 0.067
TO -0.137** 0.005 -0.200** 0.000
PF 0.016 0.738 -0.014 0.769
POSS 0.067 0.164 -0.042 0.389
PPP 0.550** 0.000 0.593** 0.000
eFG% 0.479** 0.000 0.497** 0.000
TO% -0.149** 0.002 -0.208** 0.000
OREB% 0.080 0.099 0.111* 0.022
FTR -0.012 0.809 -0.017 0.726

Point-TO 0.292** 0.000 0.683** 0.000

累積得失点差との相関(MID-LEAD) 累積得失点差との相関(MID-BEHIND)

表 2 5  非 接 戦 に お け る チ ー ム 毎 の 各 項 目 と 累 積 得 失 点 差 と の 関 係 （ ミ ド ル ス コ ア ゲ ー ム ）  
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相関係数 有意確率 相関係数 有意確率
2FGM 0.234** 0.005 0.232** 0.005
2FGA 0.146 0.080 0.123 0.141
2FG% 0.176* 0.035 0.176* 0.035
2FGM-P 0.244** 0.003 0.231** 0.005
2FGA-P 0.162 0.052 0.131 0.118
2FG%-P 0.171* 0.040 0.171* 0.040
2FGM-M -0.030 0.724 0.016 0.849
2FGA-M -0.022 0.796 -0.004 0.959
2FG%-M 0.010 0.902 0.054 0.524
3FGM 0.244** 0.030 0.279** 0.000
3FGA 0.033 0.691 0.070 0.403
3FG% 0.292** 0.000 0.314** 0.000
FGM 0.583** 0.000 0.575** 0.000
FGA 0.176* 0.035 0.190* 0.023
FG% 0.355** 0.000 0.374** 0.000
FTM 0.089 0.289 0.101 0.290
FTA 0.043 0.611 0.093 0.267
FT% 0.039 0.639 -0.008 0.925
OREB 0.185* 0.026 0.022 0.794
DREB 0.134 0.109 0.331** 0.000
REB 0.224* 0.007 0.240** 0.004
AST 0.373* 0.000 0.344** 0.000
STL 0.177* 0.034 0.189* 0.023
BLK -0.067 0.422 0.016 0.847
TO -0.221** 0.008 -0.265** 0.001
PF -0.066 0.429 -0.066 0.433
POSS 0.054 0.520 0.078 0.355
PPP 0.516** 0.000 0.583** 0.000
eFG% 0.362** 0.000 0.422** 0.000
TO% -0.241** 0.004 -0.298** 0.000
OREB% 0.302** 0.000 0.092 0.272
FTR 0.008 0.923 0.040 0.635

Point-TO 0.350** 0.000 0.302** 0.000

累積得失点差との相関(HIGH-LEAD) 累積得失点差との相関(HIGH-BEHIND)

表 2 6  非 接 戦 に お け る チ ー ム 毎 の 各 項 目 と 累 積 得 失 点 差 と の 関 係 （ ハ イ ス コ ア ゲ ー ム ）  
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