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ABSTRACT

　In this study, we investigated the ability to adjust grip strength in childhood by 
comparing the characteristics of force generation and relaxation. Twenty-six boys 
and twenty-five girls in fifth grade （11 years old） performed their strongest grip 
[maximum voluntary contraction （MVC） task］．adjusted from complete relaxation 
to their self-perceived half strength [generation task （0% MVC to 50% MVC）］．
and adjusted from maximum voluntary strength to their self-perceived half strength 
[relaxation task （100% MVC to 50% MVC）］．Two trials were performed for each 
task, and the average value was calculated. In addition, during the generation and 
relaxation tasks, the relative values were calculated based on the 100% MVC, and 
the constant and absolute errors from the target value （50% MVC） were evaluated. 
There were no significant relationships in the constant error among the force levels 
of maximum, generation, and relaxation tasks for boys and girls. The relative values 
were significantly smaller during the relaxation task than during the generation task 
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　要　旨

　本研究では，握力による出力調節課題を用いて，

随意的な出力増加および減少時における調節特性

について，幼少期の発達過程に着目し検討するこ

とを目的とした．児童後期である小学5年生の男

子26名，女子25名を対象とし，立位姿勢で利き

手による握力発揮を課題動作とした．最大努力で

力発揮 （0%から100%へ） する「最大握力課題」，

最大努力に対する半分 （50%） の力へ調節 （0%か

ら50%へ） する「半分増加課題」，最大努力で力

発揮をした状態から半分の力へ調節 （100%から

50%へ） する「半分減少課題」を各2試技ずつ行っ

た．発揮された張力を記録し，各課題2試行の平

均値，半分増加および半分減少課題については，

最大握力課題に対する相対値を算出し，目標値 

（50%） との誤差 （恒常誤差，絶対誤差） から正確

性を評価した．その結果，最大握力課題の平均値

と半分増加および半分減少の恒常誤差との関係性

については，男女ともに有意な関係性は認められ

なかった．半分増加および半分減少課題の相対値

については，半分減少課題が半分増加課題よりも，

また女子が男子よりも有意に小さかった．恒常誤

差については，半分減少課題が半分増加課題より

もまた女子が男子よりも，マイナス方向に有意に

大きかった．さらに男子のみ半分増加と半分減少

の相対値について有意な正の相関がみられた．こ

れらの結果から，幼少期における筋出力調節能力

において，最大努力による握力発揮能力と目標値

への出力調節能力には関係性は認められず，自ら

の最大努力による力発揮能力と，狙ったように自

らの身体をコントロールする力である調整力は，

異なる能力を示す可能性が示唆された．また，男

女ともに減少させる調節は増加させる調節よりも

正確性は低いが，児童期における男子は女子より

も調整力が高いことが示された． 

and were smaller in girls than in boys. The constant errors were significantly negatively 
greater during the relaxation task than in the generation task in boys and girls, and 
greater in girls than in boys during the generation and relaxation tasks. Moreover, there 
was a positive correlation in the relative values between generation and relaxation in 
boys. These results suggest that the ability to exert maximum power and adjust power 
are different, and the ability of force control is higher in boys than in girls during 
childhood.


