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おはようございます、小原大二郎です。

実は来年の頭にちょっとした

イベントをやろうと思っています。

詳細は近々発表しますが、

参加型の楽しいイベントにするつもりです。

その企画が出たのは半年前なのですが

気付けばもう 12 月なんですね！（驚）

いよいよ時間も無くなってきたので、

先週末はレッスンの合間に

必死に企画を詰めていました。

それにしても人間って甘いですね。。。

気を許すと怠けてしまいます。

予定が分かっていて、

準備しなきゃと思っていたけど

気付いたら当日だった・・・

なんて経験ありませんか？

怠けようとするのは私たちの本能です。

ぼーーっとしていると

気付けば怠ける方になびいてしまいます。

ベスト・オブ・メールマガジン
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ゴルフでも同じですが、

怠けないようにすることって大変です。

大事なのは、自分の中の怠け者と

上手く付き合うことだと思います。

そのために、最もいい方法があります。

それは、、、デッドラインを作ることです。

デッドラインとは締切りのこと。

嫌な言葉ですよね～。

仕事でよく使う言葉かもしれません。

しかしデッドラインがない場合、

ほとんどの目標は達成されません。

例えば小説家になりたいと思っていても

なぜたいていの場合は達成されないか知っていますか？

締切りがないからです。

どんなストーリーにしようか？

どんな構成にしようか？

登場人物はどうしようか？

などを頭を抱えながら考え、

喫茶店でアイディアを練ったり、

お風呂に浸かりながらひらめきが出るのを

ずーっと待っているだけなんです。

これでは何も起きないです。

なぜなら、締切りがないからです。

デッドラインを決めることで、

ベスト・オブ・メールマガジン
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目標を達成しなくてはいけなくなります。

やるしかなくなります。

デッドラインをいつも意識している人、

デッドラインを意識していない人では、

レッスンでの質問内容も大きく変わってきます。

例えば、デッドラインが意識できていない人は、

「毎日どれくらいの時間をかけてビジネスゾーンをやったらいいですか？」

「1 日何球くらい腰から腰のスイングをやればいいのか？」

と言ったことを知りたがっています。

これは全然ダメです。

こういう方は自分では何もできない病にかかっています。

しかも、かなりの重症です。

実際に上達できる方は、こんな質問はしません。

本当に質問するべきことは、

「どのくらい時間をかければいいのか？」ではなく、

「目標に近づくために、今、他に出来ることはないか？」なのです。

上達に近づくには、行動しかありません。

私の場合は 2002 年までに

プロになるとデッドラインを敷きました。

 

そこまでに達成できなかったら

ゴルフの道は諦めると決めていました。

目標から逆算して練習内容を決め、

どんなことにも締切りを作っていきました。

ベスト・オブ・メールマガジン
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そして実際にデッドラインまでにプロになりました。

私はデッドラインのパワーを知っています。

でも今でもデッドラインを設けることを、

ついためらってしまうことがあります。

（今回の企画がそうでした。）

なぜなら、デッドラインがあると苦しいからです。

デッドラインを守るために、

時には楽しいことを我慢しなければなりません。

徹夜で仕事をしなければならないこともありますし、

ずーっとその仕事のことで頭がいっぱいになります。

なかなかきついです。

でも、、、

実際にデッドラインを設定して、それをきちんと守ることが出来れば。

驚くほど素晴らしい結果が手に入ります。

ゴルフだけでなく色んなことが上手く行くようになっていくはずです。

あなたのゴルフ人生はすぐにでも

大きく変わり始めると思います。

屁理屈は抜きにして、

デッドラインを作ってみましょう！

もし出来ることなら今、

いつまでに（何年の何月何日までに）

スコアいくつを達成すると決めてしまいましょう。

またメールします。
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こんにちは、大森睦弘です。

さて、今回は

　「技・バンカーは頭で決まり」

についてお話しします。

グリーン周りのバンカーショットでは、知識があれば、かなり簡単に打ててしまいます。

バンカーを練習できる場所も少ないという事もありますが、バンカーは知識でばっちりです。

ガード・バンカーショットの要点
グリーンを守る様に配置された、ガード・バンカーに足を踏み入れたら、そんなに練習していな

くても、次のことさえ頭に入っていたら、そこそこうまくいきます。

とはいえ、あまりたくさんあると、いちいち思い出していられませんね。

でも、実際に本チャンのグリーンに向かって、バンカーショットの練習できる環境は、それほど

多くはないので、せめて頭で練習しておきたいものです。

ですから、このリストをどこかにメモしておいて、ラウンドに出かける前には、必ず、一通りイ

メージでやってみるといいです。

（０）心得

（１）バウンスを砂に叩きつける

（２）ボールの手前を狙う

ベスト・オブ・メールマガジン
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バンカーは頭で決まり

F
神戸の自宅より、、、
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（３）フェースはターゲット方向

（４）ボールから離れるほど飛ばない

（５）左脚荷重

（６）ヘッドを動かす

（７）肩の高さで振る

（８）フィニッシュでフェースを顔に向ける

心得
バンカーは脱出が最優先です。

また、トーナメントプロのサンドセーブ率（バンカーからワンパット以内）は、上位から５０位

ぐらいでだいたい５０％です。

なんとかワンパットにしたい気持ちはありますが、バンカーから乗せたら２パットであがれたら

よしとしましょう。

バウンスを砂に叩きつける
サンド・ウエッジのバウンスは、ジーン・サラゼンが、苦労を重ねて発明した、バンカーショッ

トで、ものすごい威力を発揮するものです。

飛行機の尾翼を上にあげた様子を見た瞬間に、閃いたらしいですが。

バウンスは、ヘッドの下側に出っ歯ている部分です。

このバウンスを、砂にたたきつけるのです。

そうすることで、砂が爆発して、その爆発した砂ごとボールが浮いて、バンカーの外へ飛び出し

ます。

ボールを打つと思ったら、大間違いです。
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確かに、バックスピンを利かせて、ボールを止めたいとか、トーナメントの場面ではあるかもし

れません。そんなときは、ボールにぎりぎりフェース面を滑らせて入れます。

バウンスはほとんど利かせません。

しかし、それは、すごく難しい技術ですし、トップしてグリーンオーバーの、最悪ＯＢにだって

なる打ち方です。

とにかく、まずは、バウンスを砂に向かって叩きつけるイメージです。

バウンスが砂に叩きつけられると、パンという音がします。この音を、バンカーではいい音と言

います。

このパンという、いい音をめざして、バウンスを砂に叩きつけるのです。

<h2> ボールの手前を狙う </h2>

バウンスを砂に叩きつけるのですから、ボールは打ちません。

ですから、ボールの手前に、バウンスを叩きつければいいのです。

１０ｃｍも手前に叩きつけても、なぜかボールは飛び出します。

なぜかって、思えるほど、砂が爆発する勢いを使えたら、簡単なのです。

１０ｃｍも手前ということは、いくらバンカーショットでも、ダフっているといいます。

でも、それでもいいのです。

出すだけなら、それでいいと考えることが重要です。

１０ｃｍ手前と、５ｃｍ手前では、確かに飛ぶ距離とか変わります。

しかし、とにかくバンカーから脱出するという意味では、どちらも出ます。

しかも、トップしたり、飛び過ぎてバンカーを超えてしまうことはありません。

バンカーで一番怖いというか、絶対やってはいけないことは、ボールの上側を、直接叩いてしま

うトップです。
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トップすると、グリーンをはるかに超えてしまうか、バンカーの壁につきささるかの、どちらか

と思って間違いありません。その、どちらも、悲劇となります。

グリーンオーバーは、即ＯＢの可能性があるし、バンカーの壁では、そこで目玉となって、次の

バンカーショットもかなり難易度があがります。

ところで、あまり手前に入り過ぎても、トップになる可能性があります。

しかし、雨上がりなどで、バンカーに砂がほとんどない場合以外は、５ｃｍ～１５ｃｍの約１０

ｃｍの幅にバウンスを落とせば、大丈夫です。

ある意味、これぐらい適当に打ってしまっても、いいのです。

出して、２パットであがれれば、最高なのですから。

クラブフェースはターゲット方向
バンカーショットでは、フェースとの間に砂がはいって、基本的にはボールは直接フェース面に

直接は当たりません。

ということは、フェース面でつぶれて、ヘッドの軌道に一緒についていく時間は、ほぼゼロとな

ります。

ヘッドと一緒に動かないので、ボールは砂が爆発した方向に飛び出します。

砂自体も、ほとんどフェースとは接しないで、飛ばされた砂で飛ばされる感じになります。

そのため、砂は、ほとんどフェース面の方向に飛びます。

ということで、ボールの手前にしっかりバウンスを落としているなら、ボールはヘッドの軌道と

いうよりも、フェースが向いた方向に飛びます。

ですから、バンカーショットでは、フェース面は打ち出したい方向に向けて構えます。

ボールから離れるほど飛ばない
同じスイングをした場合、ヘッドのロフトが大きいほど、ボールは高くあがり、飛びません。
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バンカーでは、目の前にある砂の壁を超えるために、ボールは上にあげたいので、ロフトが大き

なクラブを使います。

サンド・ウエッジが一番ロフトが大きいクラブですね。

しかし、持っているサンド・ウエッジのロフトよりも、もっと大きなロフトが欲しい場合もあり

ます。

その場合は、フェースを開きます。

フェースを開くというのは、シャフトを中心にして、フェースを右に向けることです。

フェースを開くほど、実質のロフトが大きくなるだけではなく、バウンスがたくさん出ます。

バウンスが多く出るということは、それだけ砂が爆発しやすくなるということで、バンカーから

は脱出しやすくなります。

ですから、バンカーでは、高く上にあげたいというだけではなく、バウンスを出して砂から浮き

やすくして、バンカーショットを簡単にする意味で、フェースを開くということが効果的です。

さて、フェースを開くと、そのままでは、フェースの向きは右を向いているので、ボールは右に

飛び出してしまいます。

方向性を正しくするためには、オープンにしてフェースが右を向いた分、ハンドダウンして、

フェースを左向きに補正します。

これで、フェースの実質的向きを、打ち出し方向に向くようにできます。

フェースを開くほど、ハンドダウン、ようするに、ボールから離れて、手元を下にさげるように

します。

実は、飛距離調整を、このハンドダウンで行うと、簡単になるのです。

飛ばしたいときは、ボールに近づいてというか、ノーマルショットの感じで、フェースも開かず、

そのままボールの手前にバウンスを叩きつけてショットします。
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飛ばしたくないとか、高くあげたいほど、ボールから離れて、ハンドダウンにします。

同時に、フェースを開いて、実質的なフェースの向きを、打ちたい方向に合わせます。

セットアップで、ボールからどれだけ離れたら飛距離が落ちるかという感じで、飛距離を調整す

ることは、セットアップで飛距離を調整できるので、再現性が高く、簡単ですね。

左脚荷重
バンカーでは、絶対トップしたくなかったですね。

すくい打ちになるほど、軌道がアッパー軌道となる度合が大きいということですから、トップの

確率がグンとアップしてしまいます。

すくい打ちを、絶対防止する対策は、左に７０％ぐらい体重を乗せた、左脚荷重です。

これぐらい左に乗って、体重移動はご自分からは絶対行おうとしないでテークバックして、その

場で体をターンさせます。

そうすれば、１００％すくい打ちにはなりません。

また、体重移動しない方が、バウンスを砂に落とす場所を正確にできるので、有利です。

バウンスを入れる位置は適当でいいとはいえ、できれば、そんなにばらつかない方がいいですね。

ヘッドを動かす
手元より、クラブヘッドをより多く動かすようにします。

ヘッドスピードは高くしたいけれど、バウンスを入れる位置は、いくら適当でいいとは言っても、

できればそんなにばらつかせたくないからです。

手元が上に高くあがるほど、ヘッドが戻ってくる位置の精度は悪くなります。

ですから、テークバック開始では、下半身を使って動きますが、上半身の動きとしては、手元を

できるだけ上にあげないで、コックを多く使って、ヘッドをひょいと上にあげるように動きます。
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肩の高さで振る

腕を肩の高さより上にあげると、バウンスが入る位置の精度が極端に悪くなるので、腕を上にあ

げる高さは、肩の高さまでとします。

ですから、バンカーでのフルショットは、腕が肩の高さまでとします。

この幅で、５ｃｍ～１５ｃｍ手前にバウンスを落とした時の最大飛距離は、当然出せるパワーに

も依存しますが、だいたい２０～３０ｙぐらいです。

ガードバンカーでは、２５ｙも飛べば、十分ですね。

そして、距離調整を、振り幅やリズムで行う事も可能ですが、砂をある程度の強さで爆発させた

いので、あまり振り幅は小さくしません。

フィニッシュでフェースを顔に向ける
フィニッシュでフェースを顔に向けるようにします。

バンカーで前腕を左にねじる動きでフェースを閉じると、フェースが砂にささって、バウンスで

砂を爆発させることができず、ボールがバンカーから出にくくなります。

前腕を絶対に左にねじらないための防止策として、フィニッシュでフェースを顔に向けるように

しようとしてください。

フィニッシュでフェースを顔に向けるためには、前腕はむしろ右に回すぐらいのイメージが必要

となりますので、絶対左にねじってフェースを閉じる動きがゼロとなります。

そして、バウンスも長い時間下に多くでやすくなり、それだけ砂の中からヘッドが上に浮きあが

ります。

これぐらいの知識を、前もって頭に入れておくだけで、あなたのバンカーショットは、見違える

ように、安心して見ていられるようになります。

当然、バンカーからは楽々脱出です。

では、また。
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こんにちは。近藤です。

今回は、コースで、

特に、アプローチでのダフリやトップが多く出てスコアを崩してしまう ...

と、いう方に有効な練習方法を紹介していきたいと思います。

せっかくショットがグリーンの近くに運べても

そこからのアプローチがグリーンに乗らなかったり、

又は、行ったり来たりしてしまってはそれまでのショットが台無しになってしまいますよね。

そこで、今回は、アプローチを成功させるための

有効な練習方法を紹介していきたいと思います。

アプローチのポイントはいくつかありますが、

特にその中でも重要なのがリズムとテンポです。

リズムとテンポが狂ってしまうと当然、スピードが変わりますので、距離がバラバラになってし

まいますし、それだけでなくスイング中の動きを一定に反復して再現することが難しくなりま

す。

インパクトで、急激に手首を使いすぎてしまったり、体が伸び上がってしまっているような動き

の原因になります。

そこで、今回の練習方法は、リズムとテンポを一定にするという練習方法なのですが、どのよう

にやっていくか？と言いますと、グリップの持ち方に特徴があります。

通常では、グリップに指を絡めるように、こんな感じで握っていきますが、今回紹介する練習方

法では指で握らずに、手の平でグリップを挟むように持っていきます。

ベスト・オブ・メールマガジン

アプローチのリズムを整えるレッスン

F
千葉駅のドトールより、、、
rom: 近藤雅彦
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このように、両手の平で、グリップを挟むように持ちます。

そして、このグリップで小さいスイングから行っていきます。

このように持つことで、パターのように振り子のリズムで

スイングを行いやすくなります。

そして、インパクトで手首を使うようなパンチの入るような動きが抑制され、

一定のグリッププレッシャーでスイングを行いやすくなります。

私も以前、アプローチの特にダフリが原因で

スコアを崩すことが多く悩んでいたのですが、

この練習方法を行うことでかなり改善することが出来ました。

是非、コースでダフリやトップが多く出て、スコアを崩してしまうアプローチのミスが多いとい

う方は、こんな練習方法を試してみてください。
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お楽しみ様です、モンゴです！

ゴルフ、楽しんでますか～？ ^^

さて、今日は初めに申し上げておきますが、

モンゴにしては珍しく「邪道的」な話をします。

ですので、あんまりそういう話が好きでない人は、

どうぞこのまま読まないでおいてください！

でも、ちょっと邪道的なことも知りたいぞという人は、

このまま読み進めてください。

というわけで、今日のテーマは。。。

　「スライスを応急処置で直す方法はないの？」

というご相談です。

スライスの人が左を打つのは OK？
> ドライバーが安定せずスライス気味だと思い、

> 左に向いて打つとまっすぐ行ってしまったりします…

> こんな私は、一体どうすればよいのでしょうか？

なあるほどお。。。

確かに、この方のようにスライスをいやがって

あえて左を向いて打っている人、

読者さんの中にも結構いるのではないでしょうか？

ベスト・オブ・メールマガジン

珍しく邪道の方法を教えましょう…

F
千葉の自宅より、、、
rom: モンゴ
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もちろん、スコアを悪くしないために応急処置的にそういうことをするのも、

アリといえばアリですね。

実際、自分の弱点がそれなわけですから、

やることは戦略として間違っていません。ですが。。。

厳しいことを言うようですみませんが、

練習ではやっぱり直したほうがいいとモンゴは思います！

なぜかというと、練習でもそれをやってしまうと、

いつまでたってもそのスライスは治らないからです。

だって実際、この方は左を向いて打つと

まっすぐ飛んで行くとおっしゃっているので。。。

ゴルフの前提となる再現性の部分で問題があるということになります。

方向性をよくするために…
もしあなたが、ゴルフ場に競技ではなくて

友達と一緒に行く機会なんかがあれば。。。

足元にゴルフクラブを一本置いて、その方向に打つとか

そういう練習ができたら理想ですね。

あ、競技ではこういうことをしてはダメですが、

プライベートでゴルフをする分には問題ありません。

で、やってみて、打ったあとに自分の足元に自分のスタンスラインの線を確認してみます。

（これもゴルフクラブがあればできますね）

 

それで、自分が実際にどっちのスタンスを向いているのかを

しっかり確認してみるということですね。

なぜこんなことをやるのかというと、
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自分でも向いているつもりがない方向に向かって

ボールを打っていることが結構あるからです。

これについては以前のモンゴのメールでも書きましたが、

けっこう左を向いていたり、右を向いていたりということはあることなんですね。

どうしても応急処置をしたいなら…
ですが、そんなこと言っても応急処置でもなんでもいいから

このスライスを何とかしてくれ～！

そういうあなたは、超応急処置の方法をこっそりお教えします。

やることはけっこう簡単です。

　「普通に構えた時に右足を靴半個分下げる」

いわゆるインテンショナルショットで

フックを打つときのスタンスにするわけですね。

※インテンショナルショット＝わざとボールを曲げるショット

身体はターゲットラインと平行に構えて、

構えた後に靴半個分足を引いて、それから素振りしましょう。

靴半分、それでもまだ曲がるのなら、足一個分ですね。

「なんか気持ち悪いな」と思っても、

身体を慣れさせて打つようにしましょう。

ですが、繰り返しになりますが、あんまりオススメめはしません。

やはりちゃんと基本からビジネスゾーンで直していきたいですね。

でも、少しでも参考になればうれしいです！

それでは、今日も楽しいゴルフを！

モンゴより
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こんにちは。プロクラブフィッターの

徳嵩力一（とくたけ・かついち）です。

今日なんですが、

　「スプーン（3W）は入れて OK ？　まだ早い？」

ということで、あなたにお話ししたいと思います。

３Ｗ（３番ウッド）、あなたのバッグの中に入っていますか？

なんでこんなことをお話しようと思ったかというと、

先日、インターネット上でたまたま

こんな質問を目にしたからなんです。

ドライバー VS スプーン
質問を誰かがして、それに対して読者が回答するサイトなんですが、

こんな感じの質問でした。

> 現在、ドライバー、５番ウッド、

> アイアンは３番から PW、

> ウエッジが２本、そしてパターの 13 本なんですが、

> ３番ウッドは必要ですか？

>

> ウッドは得意なほうではないので、

> 失敗するなら５Ｗか３Ｉのほうがと思っています。

　「スプーンは入れといた方がいいですか？」

ベスト・オブ・メールマガジン

スプーン (3W) は入れてOK？
まだ早い？

F
千葉のクラブ工房より、、、
rom: 徳嵩力一
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という質問は、自分もフィッティングをしていると

よく聞かれる質問だったりします。

話は少しそれますが、

たまに、こんなことを聞くことがあります。

　「ドライバーよりスプーン（3 番ウッド）の方が飛ぶんだけど」

という声です。

ドライバーに自信がないとき、代わりにスプーン、

という人もいらっしゃるかもしれません。

確かに

・スプーンのほうがシャフトが短いので、

　ミートしやすいと感じる

・スプーンのほうがヘッドが小さいので

　ヘッドが返ってインパクトでスクエアに戻しやすい

など、そういう理由はもちろんあると思います。

ドライバーにはない安心感を感じて打てるのなら

スプーンを入れておくという選択肢もアリなのかもしれません。

ですが、自分の見解としては。。。？

スプーンは結構上級者でもシビアなクラブ
いろいろな考えはあるかもしれませんが、

基本的にかなり上手な方でなければ

自分としては３Ｗを入れるのはオススメしていません。
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そもそも３Ｗはヘッドスピードとミート率が要求されるクラブです。

基本、セカンドショットなどに用いるクラブなので、

地面にあるボール浮かせられる力とヘッドスピードが必要です。

ハッキリ申し上げて、かなりの上級者であっても、

一番シビアなクラブの部類といえます。

ですので正直、今の私のお客様にも３Ｗは薦めていません。

ちょっと極端な例かもしれませんが、

ショートホールでティーアップして打てるなら、

そこで使う用途があると言えなくもないです。

たとえば、ショートホールでドライバーだと

飛び過ぎちゃってハザードや OB。

左右に池とかがあって曲げたくない。

そういう状況でティーアップして打てるのなら、

選択肢の一つとしてあるのかもしれません。

ですが、ティーショットで「ドライバー以外のもう一つの選択肢」

としてだけスプーンを入れるというのは、

使い方としてもったいないです。

また、これもちょっと極端な例ですが、

「持ち玉が高く上がってしまう人」なら、

３Ｗをオススメすることもあるかもしれません。

ロフトのない３Ｗもボールが上がる人ということですが、

ほとんどの人にとっては、厳しいと思います。

ミスしてもクリーク（５Ｗ）と同じぐらい飛んでくれるのなら、

入れる価値があるでしょうが、一番良くないのは、
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下の番手よりも飛ばない、トップするなら。。。

３Ｗを入れるのは選択肢から外してもよいのではないかと。

ゴルフバッグを「４番打者」だけにしない
言い方としては少し厳しいかもしれませんが、

ウッドとアイアンのカテゴリーということでは、

３番アイアンがバッグに入ってない人には、スプーンは無理です。

それぐらいの難易度だと思って下さい。

だいたいの目安ですが、

アイアンが５番から入っているのなら、

ウッドも５番からが限界ということです。

６番から入っているひとであれば、

７番ウッドぐらいから、という感じでしょうか。

もちろん理論上、スプーンは「飛ぶ」ので、

14 度ぐらいのもの入れたがる方も多いです。

でも、入れるならボールが上がる、

ロフトの多目のユーティリティ（ＵＴ）を入れるほうが

まだ選択肢としては先かなと思います。

（このへんは診断させていただいて、ということになりますが）

自分はよくお客様に言っているんですが、

　「バッグの中を４番打者ばっかりのチームみたいに

　　しないほうがいいですよ」

とお伝えしています。
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野球でもそうですが、役割分担ができてこそ

優勝を狙えるチームになるわけですよね。

長距離ヒッターばかりに偏ってしまうと、

下位打線が逆にスカスカな感じになって、

今度はグリーン周りの対応が難しくなる。。。

そこがクラブセッティングの難しいところ、なんですけどね。

なんだかまとまらない話になってしまったかもですが、

あなたにもぜひ、自分のレベルと個性にあった

クラブセッティングをしてほしいと思っています。

私のこのような話が、そのための助けになるのなら

これほどうれしいことはありません。

それでは、また次回。

徳嵩力一


