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ＪＧＡナショナルチームの
躍進を支えた
世界基準の強化プログラム
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レス・ジョーンズ氏がＪＧＡナショナルチームの
ヘッドコーチに就任したのは２０１５年秋のこと。海外か
らヘッドコーチを招へいしたのは初めてだった。
　かつてナショナルチームの強化を担当していたのは
トップアマとして活躍していたプレーヤーなどのボラン
ティア委員。スポーツ科学を基盤にした体系的なサポー
ト体制が成熟していなかった。たとえば、フィジカル面の
データを計測してトレーニングを行っても、それが実際
の競技パフォーマンスにどう影響しているのかが明確
にできていないなどの課題があった。
　これに対して海外の強豪国はヘッドコーチを中心に
スウィング解析やフィジカルなど各分野の専門家らが
連携して強化にあたるシステムが一般的である。海外
の強化プログラムを研究した結果、ＪＧＡがオーストラリ
アゴルフ協会（ＧＡ）に注目した。ＧＡでは２００８年、自国
開催の世界アマで惨敗した後、強化体制を再構築し、復
活につなげた実績があったからだ。ジョーンズ氏はＧＡ
の強化組織改革にコーチとして最初から加わっており、
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経験が豊富。世界各国とのパイプもあることからヘッド
コーチに最適と判断して招へいに至った。
　現在、ナショナルチームが取り組んでいる強化プロ
グラムはＧＡのそれをベースにしたもの。従来の強化
法は主観的なものに頼りがちだったが、現在は徹底的
にデータを採取して選手個々の「心技体」のパフォー
マンスを客観的かつ正確に評価してその選手に最適
なプログラムを提供している。その内容を具体的に
紹介していく。

２０１７年、ＪＧＡナショナルチームが快進撃を続けた。

ネイバーズトロフィーチーム選手権では

１３年ぶりの男女アベック優勝を果たし、

ノムラカップアジア太平洋アマチュアゴルフチーム選手権での

2位入賞など国際大会で例年以上の好成績を収めた。

ナショナルチームの一員である金谷拓実（東北福祉大学１年）が

日本オープンで２位に入ったことも記憶に新しい。

好成績の要因はオーストラリア人ヘッドコーチ、

ガレス・ジョーンズ氏が持ち込んだ

世界水準の強化プログラムにある。

その全貌を紹介する。

GARETH JONES (ガレス・ジョーンズ）

●オーストラリアナショナルコーチ
●サウスオーストラリアチーム ヘッドコーチ
●Glenelg Golf Club ヘッドコーチ
●Australian PGA Status ‒ Certified
●PGA Coaching Status ‒ Advanced
●日本オリンピック委員会認定ナショナルコーチ

1971年英国生まれ。95年にプロとなり、97、98年にはツアープレーヤーとして
活動した。その後、オーストラリア国立スポーツ研究所などを経てＧＡナショナル
コーチに就任。実績が評価されてＪＧＡナショナルチームヘッドコーチ招へいに至った

ガ



フィジカルチェック
　新年度のナショナルチームがスタートする１２月にＪＩＳＳ
（国立スポーツ科学センター）で体力、メディカル、メン
タル、栄養面、スウィング動作解析など数多くの測定を
実施する。これらのデータを詳細に評価して選手個々
のトレーニング内容を決めていく。

　まず負荷をかけるなどの本格的なトレーニングに入
る前に、正しい姿勢をとれているかどうかをチェックす
る。正しい姿勢がとれない選手には姿勢のトレーニング
を徹底的に課す。正しい姿勢をとれないまま負荷をか
けたトレーニングをすれば故障につながる危険性があ
るからだ。
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スウィングチェック
　３Ｄバイオメカニクス分析システム、弾道計測器のト
ラックマン、パッティング動作解析システムを駆使して
選手のスウィングやパッティングの動作を解析。専門
コーチとヘッドコーチがデータを基にスウィングの課題
点を解析し、改善方法にフィードバックしていく。

競技統計分析
　競技パフォーマンスの向上に大いに役立っているの
がオーストラリアで開発された『ＳＨＯＴＳ ＴＯ ＨＯＬＥ』
というゴルフ競技専門の統計ソフトだ。
　選手は実際のラウンドでの１打１打のデータをこのソ
フトに入力する。入力するデータは１打ごとのホールま
での距離や使用クラブ、ライ、難易度、ショットの結果な
ど多岐にわたる。
　データが蓄積されると、距離別にスコアに対する重
要度が色分けされて表示される。色が濃いほど、その距
離を磨けばスコアの良化に効果があるということを示
している。
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選手たちはさまざまなフィジ
カルチェックを受ける

フィジカル担当のグレッグ・
ローゼンバウアー氏に姿勢の
チェックを受ける選手たち（上）

骨格模型を使って説明する
ローゼンバウアー氏（下）

３Ｄバイオメカニクス測定中の選手を見守るジョーンズ氏

３Ｄバイオメカニクス分析
システムの画像（上）と
トラックマンで測定した
弾道データ（右）

３Ｄバイオメカニクス分析シ
ステム開発者のラムズデン氏
（前列中央）、ジョーンズ氏（前
列左）、ローゼンバウアー氏
（後列）がデータを分析し、
選手個々に最適なプログラム
を構築していく

『ＳＨＯＴＳ ＴＯ ＨＯＬＥ』では実際のラウンドにおけるさまざまな
データが表示され、どの部分を磨けばスコアメークに効果的なのかが
視覚的に分かる

　ここまでがフィジカルスクリーニングと呼ばれる準備
段階。それをクリアすればストレングストレーニングと
呼ばれる本格的なトレーニングに入る。
　ストレングストレーニングでは担当トレーナーが次に
紹介するスウィング解析のコーチやヘッドコーチと連携
して、目指すスイングを実現するために必要なトレーニ
ングを処方していく。

　３Ｄバイオメカニクス分析システムを担当するのが世
界的な動作解析のスペシャリストであるライアン・ラム
ズデン氏。彼もＧＡのスタッフの１人であり、システム自
体、同氏が開発したものだ。
　ジョーンズ氏とラムズデン氏が解析を基にアドバイ
スする時、重要視している３つの要素がある。1つ目は
「再現性の高いスウィング」であること、２つ目は「故障
をしにくいスウィング」であること、３つ目は「より大きな
力をボールに伝える」ということである。この３つの大原
則に基づき、さらには選手のバックグラウンドや将来の
目標なども精査してどのような過程で理想のスウィン
グをつくっていくのかを考え、実行していく。選手によっ
ては数年のスパンで長期的にスウィングを改造してい
く方法をとる。

　ジョーンズ氏らはこれまで蓄積してきた膨大なデー
タがあるため、海外のトップクラスとのスウィング比較
もできる。選手もトップクラスとの違いを理解しやすい
ため、アドバイスを受け入れやすいという利点もある。

　あるナショナルチームのメンバー、仮にＡ選手とする
が、彼を例にあげれば、１０～２０ヤードの距離が最も色
が濃くなっていた。Ａ選手は１０～２０ヤードからのアプ
ローチは平均してホールから２．６ヤードに寄っていた。
これを平均２．０ヤードにまで改善すれば１ラウンドあた
り０．４ストローク良化すると『ＳＨＯＴＳ ＴＯ ＨＯＬＥ』は
はじき出す。４日間大会ならば１．６ストロークもの差に
なるわけだ。ほとんどの選手は４０ヤード以内が重要だ
と表示される。いかにショートゲームがスコアに直結す
るかが客観的なデータで示されるのだ。
　ジョーンズ氏は練習におけるショートゲームの比率を
６５％にすべきと説く。ドライバーなどロングショットの練
習が多かった選手たちもデータを目のあたりにして
ショートゲームの練習に多くの時間を割くようになった。



合宿
　合宿はナショナルチーム合同強化合宿、オーストラリ
アキャンプ、体力強化合宿、国際公式戦・日本代表事前
合宿の４種類がある。

　ジョーンズ体制となった直後の２０１５年秋、ナショナル
チームはノムラカップアジア太平洋アマチュアゴルフ
チーム選手権で２６年ぶり９度目の優勝を果たした。２０１６
年はナショナルチームメンバーの畑岡奈紗が弱冠１７歳
で日本女子オープンを制する歴史的な快挙を達成。そし
て３年目の２０１７年はより結果にこだわり、４月にはネイ
バーズトロフィーチーム選手権で１３年ぶりの男女ア
ベック優勝を果たすなど数々の好成績を収めた。
　マレーシアで開催された１１月のノムラカップアジア太
平洋チーム選手権では大会新記録の通算５６アンダー
パーをマークしたタイには及ばず連覇を逃したが、高温
多湿の悪条件の中、26年ぶりのチーム優勝を果たした
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2015年大会のUAEでの経験を踏まえ、水分不足で競
技パフォーマンスを落とさないよう、選手の尿を採取し
体内の水分量を測定して、その選手がラウンド中などに
摂取すべき水分量を算出して水分補給の方法や量を指
導したことも実を結び、最終ラウンドでもスコアを伸ば
して通算４４アンダーパーで２位。稀にみるバーディー合
戦に見事対応した。
　ナショナルチームメンバーの個人での活躍も目立っ
た。金谷拓実は日本オープン２位のほか１１月にはオース
トラリアでプロのトーナメント２試合に挑戦。ニューサウ
スウェールズオープンでは終盤崩れて１１位だったが最
終ラウンドに一時首位に２打差に迫る奮闘ぶりだった。翌
週のオーストラリアンオープンではジョーダン・スピース
ら世界トップクラスが参戦する中、３日目にベストスコア
の６５を叩き出すなどして１９位タイに入った。
　この強化プログラムの目的はナショナルチームで好
成績を挙げることにとどまらない。ナショナルチームを卒
業した先まで見据え、世界のトッププロと伍して戦える選
手を育てていくことが大きな目標である。選手たちもそ
れを理解し、より高い意識を持って強化プログラムと向
き合っている。それが、結果となって表れてきたわけだ。
　畑岡はプロに転向した現在もナショナルチームの強化
プログラムを実行し、２０１７年は日本女子オープン連覇
などの実績を残した。
　経験や感覚に頼った指導から、科学的アプローチによ
る世界最先端の指導へと強化プログラムは進化を続け
ている。ジョーンズ体制４年目の２０１８年、ナショナル
チームのさらなる躍進が期待できる。

2018年度 JGAナショナルチーム

所属学校と年齢は平成29年11月末現在
ランキングは平成29年11月発表の日本アマチュアゴルフランキング

小倉    彩愛

佐渡山 理莉

西村    優菜

古江    彩佳

安田    祐香

吉田    優利

今野 大喜

大澤 和也

金谷 拓実

砂川 公佑

中島 啓太

米澤 　蓮

氏　名 所属学校 年 齢 ランキング

日本大学3年

日本大学3年

東北福祉大学1年

大阪学院大学1年

代々木高校2年

盛岡中央高校3年

20歳

20歳

19歳

19歳

17歳

18歳

3位

4位

1位

7位

5位

6位

いま の だい  き

おお さわ かず  や

かな や たく  み

すな がわ こう すけ

なか じま けい  た

よね ざわ れん

お  ぐら さ　え

さ   ど  やま り　り

にし むら ゆ　な

ふる  え あや  か

やす  だ ゆう  か

よし  だ ゆう  り

氏　名 所属学校 年 齢 ランキング

岡山操山高校2年

名護高校2年

大阪商業大学高校2年

滝川第二高校2年

滝川第二高校2年

麗澤高校2年

17歳

17歳

17歳

17歳

16歳

17歳

4位

2位

1位

5位

3位

8位

アデレードのグレネルグ
ＧＣで行われたオーストラ
リアキャンプの様子。ヤー
デージブックの記入法など
を学ぶ座学も重要な部分
を占める

ナショナルチームメンバーが競技で実際に使用したヤーデージブック。
グリーン上には多くのゼロライン（赤いＴ字の記号）が記入されている

水平器でグリーンの傾斜をチェックする選手たち

練習ラウンドでは情報を共有しながらヤーデージブックに記入する

　ナショナルチーム合同強化合宿は選手個々の長期的
な目標に向けて課題を抽出・克服するためのもので１２
月と６月に宮崎県のシーガイヤリゾートで開催してい
る。新年度のナショナルチームが集まる１２月はコンセ
プトを植え付ける座学が多い。ここでの最重要事項と
いえるのがヤーデージブックの活用法をマスターする
ことである。

　選手のヤーデージブックにはさまざまな記号や数字
が書き込まれている。これらの中でひときわ大事にな
るのがアルファベットのＴのような記号である。
　この記号は上りのまっすぐなラインを示すもの。ゼ
ロラインと呼ばれている。記号の脇には斜度も書き込
む。練習ラウンドの際、選手たちは水平器も持ち込ん
で徹底的にグリーンを調査し、何カ所ものゼロライン
を書き込んでいく。ショットをゼロラインにつければ自
ずとパッティングの成功率が上がり、スコアメークに直
結するわけだ。

　ショットに関してはインポジションとアウトオブポジ
ションをチェックする。インポジションとはゼロラインに
つけやすい位置、アウトオブポジションはその逆である。
　可能な限り多くの情報をヤーデージブックに記入し、
実際のラウンドでさらにショットごとの状況、結果を書
き入れていく。試合であれば最終ラウンドにはより多く
の情報が蓄積されることになる。
　これらの情報を基に選手はゲームプランを構築し、
実行していく。現在のナショナルチームにおいて競技パ
フォーマンスを高めるための柱となっているのがこの
ヤーデージブック活用法である。

　オーストラリアキャンプでは日本にはない環境の中
でより実戦に近い内容をこなしていく。体力強化合宿は
選手によって頻度は異なるがＪＩＳＳで行っている。国際
公式戦・日本代表事前合宿はシーガイヤリゾートか場
合によっては現地で開催。試合に向けて綿密に準備す
ることが目的だ。



―― そのような会員の方にはどう説明して納得してい
ただいたのでしょうか。
佐井　プレーヤー自身のＨＤＣＰインデックスからその日
プレーするコース、ティーのコースＨＤＣＰに換算して
プレーすることがいかに公平なのかということをお話
ししました。従来ですと、限りなく難しいコースでプレ
ーしてもやさしいコースでプレーしても同じＨＤＣＰ。
同じコースの場合でもバックティーからプレーしても
レギュラーティーからプレーしてもＨＤＣＰは変わりま
せんでした。

―― スロープシステムも５年目に入ろうとしています。
廣野ゴルフ倶楽部では初年度からすべての倶楽部競技
に採用したと伺いました。採用までの経緯をお聞かせ
願いますか。
佐井　ＪＧＡの役員の方から「関西で廣野が真っ先にやって
ほしい」と言われておりましたし、ここにいらっしゃる鈴木
理事長が当時、ＪＧＡハンディキャップ委員会の副委員長
を務めていたこともあって採用することは問題なく決ま
りました。我々ハンディキャップ委員会で最初に決めて、
理事会に報告しました。ただ、会員の皆様への説明なども
あって本来のスタートである１月１日からは少し遅れて、
４月１日から採用となりました。
鈴木　私は当時、廣野ではキャプテンだったのですが、
「やりましょう」と、もうそれだけです。

JGA Golf Journal Vol.10208 JGA Golf Journal Vol.102 09

１ヤード刻みの緻密な運用で
より正確なコースＨＤＣＰを算出

JGA ハンディキャップシステム
普及に向けたゴルフ場の取り組み

現行のＪＧＡハンディキャップシステム（ＵＳＧＡハンディキャップシステム準拠、通称スロープシステム）が

間もなく５年目に入ろうとしている。開場８５年の歴史を誇る廣野ゴルフ倶楽部（兵庫県）では初年度

の２０１４年から採用。より緻密な運用で倶楽部競技に活用している。その内容を鈴木一誠理事長、

佐井裕正ハンディキャップ委員長に聞いた。

ＪＧＡハンディキャップシステムの緻密な運用について語る佐井裕正ハンディキャップ委員長（左）、鈴木一誠理事長（右）。

―― 会員に説明するにはハンディキャップ委員長ご自身
がスロープシステムを理解しておく必要があると思い
ます。どのようにしてご自分の中に取り入れていきまし
たか。
佐井　ＪＧＡ開催の説明会にも行きましたし、ＪＧＡからい
ただいたガイドを読み込みました。さらに、ほかの倶楽部
さんが会員のみなさんにスロープシステムの概要を説明
するために作成した資料を取り寄せて、どのようにすれば
理解していただきやすいかということも研究しました。
―― これまでインタビューさせていただいた倶楽部では、
スロープシステム採用時に会員から多かれ少なかれ賛否
両論あったと聞いています。その点はいかがでしたか。
佐井　もちろんありました。「こういうことをする必要
があるのか」という意見もありました。

年 代 欧 米 日 本

2014年～

HDCPの概念が広まり始める

英国女子連盟が初のCR開発

1950年代 
JGA HDCP制度導入
（USGA制度を参考に開発）

1978年 
旧JGA制度施行
（USGA制度を参考に開発）

2010年 スロープ導入決定
（USGAとJGAが正式契約締結）

スロープシステム施行
（USGAハンディキャップシステム準拠）

USGAが初めてCR導入
（全米アマ優勝者のスコア）

全米各地区でHDCP
システムの改善策考案

USGAが
障害難易度査定法を考案
現行HDCP制度の基礎完成

CR=コースレーティング

【ハンディキャップの歴史】（概略）

USGAがスロープシステム
開発着手

USGAがスロープシステム
正式施行

現在世界約60の国と地域で採用

17世紀後半
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―― スロープシステム採用後、倶楽部競技で何か変化
はありましたか。
鈴木　マンスリーで優勝する会員の顔ぶれが変わって
きましたね。そういう意味ではスロープスシテムが普及
してきていると感じます。
佐井　以前は優勝される方の顔ぶれがある程度決まって
いましたからね。それに、ティーはプレーヤー自身が
選択できるように変更しました。以前は年齢で分けてい
ましたが。
鈴木　競技によって、レギュラーティーからラウンドす
る場合と、ゴールドティーからの数値の2通りのコース
HDCPの数値が倶楽部側から案内され、プレーヤー自
身がどちらかのティーでエントリーするか自由に選べ
ます。

佐井　シニアのプレーヤーが多い競技ではレギュラー
ティーでも微妙に前に出して距離を調節しています。そ
の場合は本来のレギュラーティーの距離から短くなった
分をＪＧＡ／ＵＳＧＡコースレーティング調整値に従って
その競技のコースレーティングを算出しています。たと
えば１番ホールは５ヤード前に出して、２番ホールは１０ヤード
前に出して、といった具合に１８ホール合計で１５０ヤード
短く設定したとすればコースレーティングを０．７少なく
するというように。
鈴木　マンスリーではレギュラーティーでコースレー
ティングがだいたい７２．０になるように設定していますね。
―― そこまで細かく運用されている倶楽部はあまり聞
いたことがありません。
佐井　レーティング調整表がありますから、それほど
手間になりませんよ。

鈴木　競技によって距離が違うのですから、コースレー
ティングが変わってしかるべきだと思います。
佐井　話は変わりますが、廣野には秋に男性と女性が
ペアを組むミックス競技があります。スロープシステム
はこのミックス競技で最も効果を発揮していると思い
ます。
―― どのような効果がありますか。
佐井　廣野のような古い倶楽部はレディースティーでも
距離が長くて厳しい場合が多いのです。ほかの倶楽部さん
の話ですが、レディースティーでも１００ヤード以上飛ば
ないと池を越えないホールもあります。こうなるとそれ
ほど飛ばない女性にはきつい。それがスロープシス
テムですと難しいほどコースＨＤＣＰが多くなりますから
気持ちも楽になります。同じような効果があるのか、廣野
でもミックス競技のスコアが圧倒的に良くなりました。
鈴木　最近はアンダーパーが出始めましたからね。
今までにはなかったことです。
佐井　そうなんです。女性のプレーヤーが非常にやる
気になっていますね。
―― スロープシステム採用後、ほかに何か効果を
感じるところはありますか。
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廣野ゴルフ倶楽部

―― おっしゃる通りです。
佐井　廣野を例にあげますと、バックティーが極端に
難しいのです。ＨＤＣＰ５のプレーヤーとＨＤＣＰ１のプレー
ヤーがレギュラーティーで対戦すると何とか勝負にな
りますが、バックティーからとなるとこのＨＤＣＰ差（４）
ではＨＤＣＰ５のプレーヤーはなかなか勝てません。そ
れくらい、バックティーでやると実力差が顕著に出るの
です。ところが、スロープシステムならば難易度によって
ＨＤＣＰをうまく調整してくれます。だからより公平に
プレーできるのだと伝えていきました。
―― 会員のみなさんは概ね理解していただいたようで
すか。
鈴木　全員というのは無理ですが、プレー頻度の高い方、
いわゆるアクティブメンバーの方からはある程度理解
していただきましたので、ＧＯでしたね。採用時には十分に
理解できていない方でも、実際にスロープシステムで
プレーしていくうちに理解してもらえるだろうという思
惑もありました。
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HDCPインデックス
証明書発行の流れ □ これ1枚あれば世界中で認められる

　 ゴルファー必携のIDカード

□ HDCPインデックスは米国をはじめ
　 世界約60の国と地域で通用
　 （全米アマなどのエントリーにも公式に認められる）

□ ローマ字併記なので従来の
　 国際HDCP証明書発行は不要

□ 毎月1日（月1回）更新され、常に
　 最新のHDCPインデックスを表示

世界基準の
HDCPインデックス証明書

※JGA加盟倶楽部に所属するゴルファーはNEW J-sys登録料・利用料が無料
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佐井　シニアのプレーヤーが多い競技ではレギュラー
ティーでも微妙に前に出して距離を調節しています。そ
の場合は本来のレギュラーティーの距離から短くなった
分をＪＧＡ／ＵＳＧＡコースレーティング調整値に従って
その競技のコースレーティングを算出しています。たと
えば１番ホールは５ヤード前に出して、２番ホールは１０ヤード
前に出して、といった具合に１８ホール合計で１５０ヤード
短く設定したとすればコースレーティングを０．７少なく
するというように。
鈴木　マンスリーではレギュラーティーでコースレー
ティングがだいたい７２．０になるように設定していますね。
―― そこまで細かく運用されている倶楽部はあまり聞
いたことがありません。
佐井　レーティング調整表がありますから、それほど
手間になりませんよ。

長い歴史を誇る廣野ゴルフ倶楽部もスロープシステムを採用
している

鈴木　競技によって距離が違うのですから、コースレー
ティングが変わってしかるべきだと思います。
佐井　話は変わりますが、廣野には秋に男性と女性が
ペアを組むミックス競技があります。スロープシステム
はこのミックス競技で最も効果を発揮していると思い
ます。
―― どのような効果がありますか。
佐井　廣野のような古い倶楽部はレディースティーでも
距離が長くて厳しい場合が多いのです。ほかの倶楽部さん
の話ですが、レディースティーでも１００ヤード以上飛ば
ないと池を越えないホールもあります。こうなるとそれ
ほど飛ばない女性にはきつい。それがスロープシス
テムですと難しいほどコースＨＤＣＰが多くなりますから
気持ちも楽になります。同じような効果があるのか、廣野
でもミックス競技のスコアが圧倒的に良くなりました。
鈴木　最近はアンダーパーが出始めましたからね。
今までにはなかったことです。
佐井　そうなんです。女性のプレーヤーが非常にやる
気になっていますね。
―― スロープシステム採用後、ほかに何か効果を
感じるところはありますか。

とアテストするようなシステムをつくっていくべきでは
ないでしょうか。アテスト不要ならばわざと悪いスコアを
入力して大きなＨＤＣＰを取得し、それを悪用して競技で
好成績を挙げることもできます。そのようなプレーヤー
が増えれば、システムの崩壊につながりかねません。
―― 個人入力でアテストを求めることは簡単ではない
と思いますが、何かいいアイデアはありますか？
鈴木　パソコンでの入力以外に、アテスト済のスコア
カードを実際に送ってもらってもいいかと思います。
あるいは、各ゴルフ場でアテスト済のスコアカードを
読み込んでデータを転送するようなシステムをつくる
ということも考えられます。よりフェアなＨＤＣＰにして
いくためにも対策を考えていただければと思います。
――　貴重なご意見ありがとうございました。

佐井　最終ホールまであきらめずに一生懸命にプレー
するという効果があると思います。
―― といいますと。
佐井　かつてＨＤＣＰひとケタのいわゆるシングルの
プレーヤーはある意味倶楽部の看板というようなところ
があったと思います。そのため、シングルにはスコア
だけでなく、ゴルファーとしての品格なども求められ
る。ですから、シングルになるには高いハードルがあり
ました。その反面、一度シングルになるとなかなか落ち
ない傾向もありました。ところがスロープシステムです
と毎月変動するわけです。シングルから落ちても頑張
ればすぐにシングルに戻れる。だから、最後まであきら
めずに１ストロークでも良くしようという励みになると
思うのです。
―― 確かにおっしゃる通りだと思います。では最後に
スロープシステムをより普及させるための提言など
ありましたらお聞かせください。
鈴木　所属倶楽部を通じてスコアカードを提出する方は
問題ないのですが、個人でパソコンなどから入力する
方はアテスト不要です。より公平さを期すためにきちん

ゴルファー

倶楽部

NEW J-sys※
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