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海外よりもより正確な
日本の公認制度

　陸上競技場の検定員を務めて実に40年と
いう高木良郎さんにとって、その長いキャ
リアの始まりは学生時代にさかのぼります。
中央大学時代は、箱根駅伝のマネージャー。
また、理工学部で土木や測量を勉強してい
ました。その両方の経験が、今につながっ
ているそうです。
　検定の歴史は古く、日本では昭和９年

（1924年）に公認制度ができたと言われてい
ます。当時は数学の先生を中心に計算方法
などが議論され、１万の１（400ｍにつき４
㎝まで長くてもいい）以内という独自の検定
制度がありました。ただ、外国には、以前
は競技場の公認制度はなく、400ｍにつき13
㎝まで長くてもいいという規則があったそう
です（短いのはＮＧ）。1994年に世界陸連（Ｗ
Ａ／当時・国際陸連、IAAF）が認証制度
を制定し、すべての種目が１万の１以内、１
周の距離400ｍで４㎝以内、100ｍでも１㎝
以内という基準で世界中のトラックができ

ています。
 「ＷＡと日本の公認制度は計測方法のアプ
ローチが違っていて、日本はＷＡとは別の
やり方で計測をしています。直線の長さは、
日本は80ｍが一般で、ＷＡは84.39ｍが標準。
コーナーの半径は、日本は37.898ｍ、ＷＡは
36.5ｍ。レーンの幅は、日本は以前は1.25ｍ
でしたが、2019年からＷＡに合わせて1.22
ｍとなっています。また、日本では用器具
を義務づけています」
　数学の授業みたいに細かい数字がたくさ
ん出てきますが、高木さんは「昔は現場で
習うという感じでした。今は（学べるように）
分厚いマニュアルを作っています」と話し
てくれました。

１周400ｍってどこを測っているの？
　そもそも「１周400ｍ」といっても、どこ
を測ると400ｍになるのでしょうか？
 「実は１周の距離は縁石の高さが５㎝の場
合、縁石から外側30㎝のところを１周する
と400ｍになるように計測しています。２レー
ンは縁石がないので、20㎝外側が1周の距離

になるようにしています」
　１周の距離はもちろん、跳躍の助走路の
長さや砂場の大きさ、投てき角度など一定
の規則に合っているか検定をして、それぞ
れの競技が公平にできるようにしています。
 「計測は鉄のメジャー（鋼鉄製のメジャー）
で行うのが一番簡単で正確です。メジャー
は気温20度の時に100ニュートンの力で引っ
張ると正確な距離が出ます。気温が変わる
と鉄のメジャーがわずかながら伸び縮みす
るので、気温による目盛りの誤差を計算し
て計測します。寒い時はメジャーが縮みま
す。（50ｍの目盛りのところが実際は49.999
ｍといったように）。これを習うのが大変で
すね。また、競技場には計測するポイント
が９レーンで350 ヵ所もあります。内側と外
側にあるので合計700個。検定の時にチェッ
クします」。気温による誤差まで細かく計算
した上で、正確に計測しているんですね！
　日本には１種、２種、３種、４種、４種Ｌ（ラ
イト）まで５種類の公認競技場があります。
 「１種は国体や日本選手権など、２種は地域
の重要な大会などが開催される競技場です。

　陸上の大会はたくさんの「縁の下の力持ち」によって支えられています。今回は日本陸上
競技連盟施設用器具委員長の高木良郎さんに、公認陸上競技場の検定について聞きました。
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Riku JOB Navi
～陸上競技を支えるプロフェッショナルを徹底紹介！～

1956年、東京・葛飾柴又生まれ。中大附属高校から陸上を始め、長距離に取り組む。
中央大学では箱根駅伝マネージャーに。建設会社から三郷市役所に転職後、1982年に
技術役員、83年から検定員、施設用器具委員を務める。99年に施設用器具委員会副
委員長、2017年に同委員長を歴任。19年からは陸連理事に就任し、翌年に秩父宮章を
受章した。主な大会の審判歴は91年東京世界選手権用器具係副主任、2021東京五輪技
術総務。その他に国際大会、日本選手権など全国大会の技術総務を多数歴任。

高木良郎さん

検定員検定員No.16

い人がいれば、もちろん女性も大歓迎です。
どの審判部署の方もよいですが、用器具係
など技術総務関連を経験したほうがなじみ
やすいのではないでしょうか」。

安全に競技ができるために
　公認競技場は、2000年は約700あったの
ですが、毎年10ずつほど減っていて、昨年
は482まで減少しています。「競技場は維持
費がかかりますので、規則で決まっている
ことを時代とともに修正しながら指導してい
きます。競技場の検定は５年に１度ですが、
２年程前にどこを直すべきか現地指導を行
い、改修を行ったうえで検定を迎えます」
と高木さん。検定は概ね２日間で行い、距離、
高さ、施設、用器具の４項目をチェックして
いきます。
　お仕事のやりがいや今後の目標について
聞くと、陸上への情熱があふれます。
 「正確に、公正に。そして安全への手助け
をしたいという気持ちが大きいです。使用
する選手が安全に競技ができること、とに

かく競技場が良い環境になるように作るこ
とを目指して、検定員、技術役員みんなで
活性化していきたいです。今でもみんなが
がんばってくれていますが、さらに切磋琢
磨して、良い競技場作りを進めていきたい
と思います」
　読者に向けて、「公認競技場の検定は、陸
上競技の大元のことなので、興味のある人
にぜひ携わってもらいたいと思っています。
自分たちが学生の頃は、競技場の公認制度
のことを知らずに競技をしていたので、細
部まできっちりと整備されていることで競技
会が成り立っていることを知っていただけ
たらうれしいです」とのメッセージ。選手
のみなさんが現状打破するための晴れ舞台・
陸上競技場が、安心・安全で、なおかつ正
確であるために、高木さんは今日も準備し、
支え続けています。

また、トラック１周の距離は４種Ｌ以外どの
種別でも一緒ですが、3000ｍ障害物の水濠
は１種、２種は必要ですが、３種以下はなく
ても大丈夫です。４種Ｌは円盤投、ハンマー
投などの設備がなくても大丈夫などの規則
があります。また、競技場に置かれている
用器具が種別で違います」と高木さん。み
なさんが利用している陸上競技場も、第◯
種公認競技場と記載されていると思います、
ぜひ、今度確認してみてください！

検定員になるためには
　検定員になるためには、どのような手順
が必要なのでしょうか。高木さんに聞きまし
た。
 「まずは技術役員になることから始まりま
す。都道府県陸協の推薦で実技研修や会議
に出て知識を高め、検定に行っていただき
ます。任期は１期につき２年で、技術役員
を３期６年以上務めると、検定員になること
ができます。施設用器具委員会は検定の委
嘱や審査、検定技術を向上する研修の実施
など検定員や技術役員の業務をサポートし
ています」
　現在、検定員が48人、技術役員が92人い
ます。施設用器具委員会のメンバーは11人
いますが、全員が検定員や技術役員を兼ね
ているそうです。
　年齢層は技術役員が28歳から、検定員は
35歳から上限が70歳となっています。（技術
役員、検定員とも70歳）ちなみに、現在は
女性の検定員はいないそうですが、「やりた
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回答いただいた方の中から抽選で５名様へ陸連グッズをプレゼント！
今後の掲載内容の参考にさせていただきたいと考えておりますので、是非下記アンケートへのご協力をお願いいたします。
� https://forms.gle/GXZWmME9scoBodzX9

読者アンケート

https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1704/

https://www.jaaf.or.jp/racewalking/

大会JAAF Info第47回全日本競歩能美大会
併催 第17回日本学生20km競歩選手権大会

第107回日本陸上競技選手権大会・35㎞競歩

＜開催日＞
３月19日（日）８時10分スタート
＜開催場所＞
日本陸上競技連盟公認
能美市営20㎞コース（往復1.0㎞）

＜開催日＞
４月16日（日）８時00分スタート
＜開催場所＞
道の駅輪島ふらっと訪夢前往復コース・
日本陸連公認競歩コース（１周１㎞の往復コース）

公認競技場の規定について

https://www.jaaf.or.jp/pdf/about/rule/2022/
chap4_p389-393.pdf

大会ページ

競歩特設サイト「Race walking Navi」

https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1730/

大会ページ

＜開催日＞
４月８日（土）
＜開催場所＞
えがお健康スタジアム

（熊本県民総合運動公園陸上競技場）

吉岡隆徳記念 第77回出雲陸上競技大会

https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1731/

大会ページ＜開催日＞
４月16日（日）
＜開催場所＞
島根県立浜山公園陸上競技場

https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1750/

大会ページ

日本グランプリシリーズが開幕！
第31回金栗記念選抜陸上中長距離大会2023


