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2 0 7 0  旗 門 判 定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8  
2 0 7 1  旗 門 審 判 員 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0  
2 0 7 2  選 手 に対する責 任 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1  
2 0 7 3  制 裁および失 格 となる反 則 の即時 通 知 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1  
2 0 7 4  各 ラン終 了 後の旗 門 審 判 員の職 務 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2  
2 0 7 5  競 技 終 了 後の旗 門 審 判 員の職 務 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2  
2 0 7 6  旗 門 審 判 員の補 足 的 業 務 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2  
2 0 7 7  旗 門 審 判 員の位 置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3  
2 0 7 8  旗 門 審 判 員の人 数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4  
2 0 7 9  旗 門 審 判 員へのサポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4  

 
2 0 8 0  ビデオコン ト ロール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5  
2 0 8 5  ゲートフラッグ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5  
2 0 8 9  回 転 ポール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6  

 
2 0 9 0  選 手 の用 具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7  

 

第 3 部  
2 1 0 0  回 転 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8  
2 1 0 1  テクニカルデータ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8  
2 1 0 2  コース . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9  
2 1 0 3  コースセッティング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9  
2 1 0 4  コースインスペクション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1  
2 1 0 5  スタート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1  
2 1 0 6  回 転 競 技の実 施 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2  

 
2 2 0 0  大 回 転 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2  
2 2 0 1  テクニカルデータ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2  
2 2 0 2  コース . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4  
2 2 0 3  コースセッティング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4  
2 2 0 4  コースインスペクション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5  
2 2 0 5  スタート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5  
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2 2 0 6  大 回 転 競 技の実 施 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5  
 

2 5 0 0  パ ラレル競 技 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6  
2 5 0 1  定 義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6  
2 5 0 2  テクニカルデータ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6  
2 5 0 3  コースの選 定 及び整 備 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7  
2 5 0 4  コース . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7  
2 5 0 5  スタート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8  
2 5 0 6  フィニッシュ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9  
2 5 0 7  コースセッティング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9  
2 5 0 8  計 時 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0  
2 5 0 9  パラレル競 技の実 施 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1  
2 5 1 0  レースのコントロール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 5  
2 5 11  失 格／制 裁 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 5  
2 5 1 2  ペナルティータイム . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 6  

 
2 6 0 0  ハーフパイプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 6  
2 6 0 1  テクニカルデータ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 6  
2 6 0 2  ハーフパイプコース . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 7  
2 6 0 3  トレーニング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 7  
2 6 0 4  競 技 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 7  
2 6 0 5  ハーフパイプの実 施 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4  
2 6 0 6  シード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4  
2 6 0 7  選 手 の用 具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4  
2 6 0 8  場 内 放 送システム . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4  
2 6 0 9  ジャッジスタンド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5  
2 6 1 0  スタート及びフィニッシュ担 当 の役員 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5  
2 6 11  スタートエリア . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5  
2 6 1 2  フィニッシュエリア . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5  
2 6 1 3  ジャッジ（各 競技 会 レベル） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6  
2 6 1 4  ハーフパイプのジャッジング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6  
2 6 1 5  ジャッジの責 任 と職 務 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 7  
2 6 1 6  ハーフパイプの採 点システム . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 9  
2 6 1 7  ジャッジ基 準 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 0  
2 6 1 8  ジャッジ基 準 の考え方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2  

 
2 7 0 0  ス ノーボー ドクロス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2  
2 7 0 1  テクニカルデータ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2  
2 7 0 2  コース . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3  
2 7 0 3  コースセッティング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 4  
2 7 0 4  インスペクション／トレーニング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 4  
2 7 0 5  スノーボードクロス（ＳＢＸ）の実 施 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 5  
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2 7 0 6  スノーボードクロスにおける決 勝 の組 み合わせ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 7  
2 7 0 7  スタート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 8  
2 7 0 8  接 触 行 為 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 0  
2 7 0 9  抗 議 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 0  
2 7 1 0  最 終 順 位 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1  

 
2 8 0 0  ビ ッグエア . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1  
2 8 0 1  テクニカルデータ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1  
2 8 0 2  ビッグエアコース . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 2  
2 8 0 3  トレーニング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 2  
2 8 0 4  競 技 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 3  
2 8 0 5  ビックエアの実 施 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 2  
2 8 0 6  選 手 の用 具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 2  
2 8 0 7  場 内 放 送システム . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 3  
2 8 0 8  ジャッジスタンド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 3  
2 8 0 9  ビッグエアのジャッジング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 3  
2 8 1 0  ビッグエアの採 点システム . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 4  
2 8 11  ジャッジ基 準 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 5  

 

第 4 部  

特 別 ルール  
2 9 0 0  人 工 照 明 下 の競 技 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 7  

 
3 0 0 0  ス ロープス タイル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 8  
3 0 0 1  スロープスタイル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 8  
3 0 0 2  テクニカルデータ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 8  
3 0 0 3  選 手 の用 具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 9  
3 0 0 4  スロープスタイルの実 施 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 9  
3 0 0 5  場 内 放 送システム . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 0  
3 0 0 6  ジャッジスタンド . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 0  
3 0 0 7  スロープスタイルのジャッジング . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1  
3 0 0 8  スロープスタイルの採 点システム . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1  
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200 全競技種別共通規則 

 

200.1 FIS カレンダー大会はすべて、関連する FIS ルールの下に開催する。 
 
200.2 組織と運営 

各種競技会の組織と運営に関する規定や説明は、各ルールを参照する。 
 
200.3  参加 

FIS カレンダーに掲載されている競技会には、適切なライセンスを所持し、
所属国スキー連盟からエントリーされた選手だけが、現行クォーターに従っ

て参加できる。 
 

200.4  特別規則 
FIS 理事会は、予選会に関して様々な基準がある国内／国際競技会を開

催するために、国内スキー連盟にルールや規則を採用する権限を与える。

ただし、現行ルールの範囲内であることを条件とする。 

 

200.5  コントロール 
FIS カレンダーに掲載されている全競技会は、FIS 技術代表（以下
「TD」）が監督しなければならない。 

 
200.6  選手、オフィシャル、トレーナーに対して課され、公示されたあらゆる法的制

裁は、FIS 及び各国スキー連盟に認知する。 
 
201  競技会の分類及びタイプ 

 
201.1 特別ルール／参加制限のある競技会 

FIS加盟の各国スキー連盟、又はこれらの各国スキー連盟に所属し連盟の
承認を得たクラブは、近隣国スキー連盟又はそのクラブを、自らの開催する

競技会に招待することができる。ただし、これらの競技会を国際競技会とし

て公表、告知してはならない。また、告知の際に、制限内容を明確にしなけ

国際競技規則 ICR2008・第 200 条項 



2 

ればならない。 

201.1.1  特別ルール／参加制限のある競技会や、FIS 非加盟組織を含む競技会
を、FIS 理事会の承認する特別競技ルールの下で開催することができる。
そのようなルールは、競技会告知の際に公表しなければならない。 

 
201.2  FIS 非加盟組織との競技会 

FIS 理事会は、FIS 加盟国スキー連盟が、競技会にFIS 非加盟組織（軍
隊など）を招待することや、そのような組織からの招待を受理することを認め

ることができる。 
 

201.3  競技会の分類 
 
201.3.1  冬季オリンピック、FIS 世界選手権、FIS ジュニア世界選手権 
 
201.3.2  FIS ワールドカップ 
 
201.3.3  FIS コンチネンタルカップ 
 
201.3.4  国際 FIS 競技会（FIS レース） 
 
201.3.5  特別参加／資格基準のある競技会 
 
201.3.6  FIS 非加盟組織の参加する競技会 
 
201.4 FIS競技種別（FIS Disciplines） 

競技とはスポーツの１つの分野であり、また、１つ又は複数の種目を含む。

例えば、クロスカントリースキーは、FIS 競技種別であり、クロスカントリース
プリントは、種目である。 

 
201.4.1  FIS競技種別の承認 

新しい競技は１つ又は複数の種目からなり、少なくとも 25 ヶ国と３大陸で広
く行われている場合、FISプログラムの一部として含まれる。 

 
201.4.2  FIS競技種別からの除外 

競技が少なくとも２つの大陸の 12 の各国スキー連盟で行われない場合、 
FIS総会で FISプログラムからその競技を除外することができる。 
 

201.5  FIS種目（イベント Events） 
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 イベントは、スポーツの競技会、又はその競技のうちの１つである。それは、 
競技結果において順位（ランキング）をつけられ、メダル及び／又はディプ

ロマによって表彰される。 
 

201.6  競技会のタイプ 
 国際競技会は、次からなる： 
 
201.6.1  ノルディック競技種別 

クロスカントリー、ローラースキー、スキージャンプ、フライング、ノルディック

コンバインド、ノルディックコンバインド団体戦、ローラースキー又はインライ

ンによるノルディックコンバインド、スキージャンプ団体戦、プラスティック

ジャンプ台でのスキージャンプ、ポピュラークロスカントリー 
 

201.6.2  アルペン競技会 
滑降、回転、大回転、スーパー大回転、パラレル競技、複合、KO、団体戦 

 
201.6.3  フリースタイル競技会 
 モーグル、デュアルモーグル、エアリアル、スキークロス、ハーフパイ 
 プ、団体戦 
 
201.6.4  スノーボード競技会 

スラローム、パラレルスラローム、大回転、パラレル大回転、スーパーG、
ハーフパイプ、スノーボードクロス、ビッグエア、スペシャル競技、スロープス

タイル 
 

201.6.5  テレマーク競技会 
 
201.6.6  フィルングライテン 
 
201.6.7  スピードスキー競技会 
 
201.6.8  グラススキー競技会 
 
201.6.9  他のスポーツとの複合競技会 
 
201.6.10  チルドレン、マスターズ、障害者競技会等 
 
201.7  世界選手権大会プログラム 
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201.7.1  世界選手権のプログラムに含まれるためには、種目は、数において及び地
理的に認められた国際的立場があり、また、世界選手権大会プログラムに

含まれることが考慮される前に、少なくとも２年間ワールドカップに含まれて

いなければならない。 
 

201.7.2  世界選手権大会の前の３年以内に、種目は、(世界選手権プログラムに含
まれることを）認められる。 

 
201.7.3  単一の種目は、個人とチームランキングの両方を同時にもたらすことはでき

ない。 
 
201.7.4 FIS 世界選手権大会及び FIS ジュニア世界選手権大会のすべての競技

(アルペン、ノルディック、スノーボード、フリースタイル、グラススキー、ロー
ラースキー、テレマークスキー、スピードスキー)で、チーム種目及び個人種
目にそれぞれ最低８ヶ国の参加があった場合のみに、メダルは授与され

る。 
 
202 FIS カレンダー 

 

202.1  立候補と公表 

202.1.1  各国スキー連盟は、「世界選手権開催ルール」に従い、FIS 世界選手権の
開催立候補を表明する権利を持つ。 

202.1.2  その他すべての競技会については、FIS の発行する FIS カレンダー会議
ルールに従い、各国スキー連盟から FIS に国際スキーカレンダー申請を
行わなければならない。 

202.1.2.1  各国スキー連盟は 8 月 31 日までに、FIS カレンダープログラム
（ftp://ftp.fisski.ch/Software/Programs/）を使い FIS に申請を提出しなけ
ればならない。（南半球の大会は 5月 31日まで） 

202.1.2.2  競技会の割り当て 
各国スキー連盟への競技会の割り当ては、FIS と各国スキー連盟のコン

ピューターコミュニケーションを通じて行う。FIS ワールドカップの場合、カレ

ンダーは、各技術委員会の提案に基づき、理事会の承認を条件とする。 

 
202.1.2.3 コース公認 
  FIS カレンダー競技会は、FIS 公認を受けた競技コースまたはジャンプ台
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でのみ開催することができる。大会の申し込みをする際に、コース公認証番

号が記載されていなければならない。 
 

202.1.2.4  FIS カレンダーの公表 
 FIS カレンダーは、FIS により FIS ウェブサイト（www.fis-ski.com）で公

表される。キャンセル、延期、その他の変更については、FIS で絶えずアッ
プデートする。 

 
202.1.2.5  延期 
 FIS カレンダー競技会が延期となる場合、FIS に速やかに連絡し、各国ス

キー連盟に新しいインビテーションを送付しなければならない。さもなけれ

ば、その競技会は FIS ポイント対象とならない。 
 
202.1.2.6  カレンダーフィー 
 年会費に加え、FIS 総会の定めるカレンダーフィーを支払う。これは、FIS カ

レンダー上の各競技会について、毎年支払うものである。競技日の 30 日前

に提出された申請については、通常のカレンダーフィーに加え、50%の追加

料金を支払わなければならない。 

代替となった大会についてのカレンダーフィーは、全額の支払い責任が元

の開催国スキー連盟にある。 

シーズン初めに、各国スキー連盟に前シーズンの実績の 70％の請求書が

送られる。 

この請求額は当該国のFISアカウントから引き落とされる。 シーズン終了後、

各国スキー連盟は、シーズンのすべての競技会の詳細な請求書を受取る。

その後、差額が当該国の FIS アカウントから引き落とされる、もしくは入金さ

れる。 

 
202.1.3  レース開催者の任命 
 国内スキー連盟が、加盟スキークラブといったレース開催者を任命する場

合、「国内スキー連盟と開催者の登録用紙」又は同様の同意書を利用して

任命する。各国スキー連盟による FIS カレンダー大会申請は、当該大会
開催について必要な同意が確立されたものとする。 

  
202.2  他国でのレース開催 

ある国内スキー連盟が自国以外で開催する競技会は、開催地となる国のス

キー連盟が承認した場合にのみ、FIS カレンダーに掲載される。 

203  FIS ライセンス 

FISレースに参加するためのライセンスは、各国スキー連盟により FISに各



6 

競技種別（複数可）において選手登録をし、参加基準を満たす選手に、発

行される。 
 
203.1   FIS ライセンスイヤーは、7 月 1 日から始まり、翌年 6 月 30 日に終了す

る。 

203.2  FIS 大会への参加資格を得るには、選手は所属国スキー連盟が発行した
ライセンスを所持しなければならない。このライセンスは、当該ライセンスイ

ヤー期間中のみ、北半球及び南半球で有効である。 
 ライセンスは特定の 1 ヶ国又は特定の複数大会での参加に限って有効で
ある。 

203.2.1  各国スキー連盟は、FIS ライセンスを持つ登録選手全員が、国際スキー連
盟のルール（規則）を承諾していることを保証しなくてはいけない。特にドー

ピング事例における上訴裁判所としてのスポーツ仲裁裁判所（CAS）の独
占的権限に触れている条項を承諾していることを保証しなければならない。 

203.3  各国スキー連盟は、選手が、FIS 理事会によって承認された書式の選手宣
誓書に署名し、それを連盟に返送した場合にのみ、FIS ライセンスを発行
することができる。未成年の申請者から提出されるすべての書類には、保護

者（法的後見人）の署名が必要である。 

203.4  FISライセンス有効期限中、選手は１ヶ国のスキー連盟が発行するFISライ
センスを持って、国際 FIS競技会に参加することができる。 

203.5  選手は、競技をする国の市民権及びパスポートを所持していなければなら

ない。 

203.5.1  加えて、（他の国/スキー連盟で新たに登録する場合、）新たに登録する国

で生まれている選手、また、父または母がその国の国民である場合を除き、

新しい国/スキー連盟への登録変更のリクエスト日の直近の２年間、選手は

その国の主たる法的に有効な居住地を持っていなければならない。 

203.5.2  例外の状況及びスノースポーツの最大の利益と考えられる場合、FIS 理事

会は、前述の条件が満たされるにも関わらず、ライセンスの変更を付与また

は付与を却下する権利を完全なる裁量権で保持する。 

203.5.3   そのような例外的な状況がある旨を、書面にて、FIS 理事会が納得するよう
に説明する義務は、選手にある。 
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203.5.4  所属国スキー連盟を変更した選手は、自動的にそれまでの FIS ポイントを
失う。正当と認められるケースには、理事会が例外を認めることができる。 

203.5.5  FIS ライセンスが停止となった選手は、与えられた制裁を完了したことを証
明した後、新しいライセンスの発行を受けることができる。 

204  選手の資格 

204.1  各国スキー連盟は、次に該当する選手をサポート又はその組織の中で登

録をしてはならず、並びに FIS 又は国内レースに参加をするためのライセ
ンスを発行してはならない。 

204.1.1  不品行又はスポーツマンらしからぬ行為を犯したことがある、もしくは FIS 
医事規定やアンチドーピング規定を尊重しなかったことがある。 

204.1.2  直接もしくは間接的に、競技会への出場に対する金銭報酬を受ける、又は

受けたことがある。 

204.1.3   第 219 条に定められたよりも高価な賞を受ける、又は受けたことがある。 

204.1.4   所属国スキー連盟又は担当プールが当事者となってスポンサー、用品、広
告に関する契約を結んでいる場合を除き、自分の氏名、タイトル、個人写真

が広告に使用されることを許可する、又は許可したことがある。 

204.1.5  FIS ルールによる出場資格を持たない選手と故意に対戦する、又は対戦
したことがある。ただし、次の場合を除く。： 

204.1.5.1  その競技会を FIS 理事会が承認し、FIS 又は国内スキー連盟が直接コン
トロールしており、かつその競技会が“オープン”競技会として告知されてい

る。 

204.1.6  選手宣誓書に署名していない。 

204.1.7  出場停止処分中である。 

204.2  FIS レースに参加をするためのライセンス発行及びレースエントリーをもっ
て各国スキー連盟は、トレーニング及び競技会に対する十分かつ有効な傷

害保険がその選手にかかっていることを確認し、また全責任を負う。 

205  選手の義務と権利 
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205.1  選手には FIS ルールを熟知する義務があり、またジュリーからの追加的な
指示にも従わなければならない。 

205.2  ドーピングの影響下にある選手は、競技に出場することはできない。 

205.3  選手は FIS ルール、規則、ジュリーの指示に従わなければならない。 

205.4  表彰式に理由なく欠席した選手は、賞金を含むすべての賞に対する請求

権を失う。例外的な状況においては、所属チームのメンバーが代理出席す

ることもできるが、この代理人が表彰台に立つことはできない。 

205.5  選手は、組織委員会メンバー、オフィシャル、一般の人々に対し、礼儀正し

くかつスポーツマンらしくふるまわなければならない。 

205.6  選手へのサポート 

205.6.1  FIS レースに参加をするために、所属のスキー連盟を通して FIS に登録を
する選手は、次を受ける可能性がある： 

205.6.2  トレーニング及び競技会場への旅費全額 

205.6.3  トレーニング及び競技期間中の宿泊費全額 

205.6.4  ポケットマネー 

205.6.5  各国スキー連盟の決定に従い、所得喪失に対する補償 

205.6.6  トレーニングや競技のための保険を含む社会保障 

205.6.7  奨学金 

205.7  各国スキー連盟は、選手が引退した後の将来の職業や教育を保証するた

めに、資金を積み立てることができる。 
各国スキー連盟の判断に従ってのみ分配されるこれらの資金に対し、選手

は請求権を持たない。 

205．8  競技のギャンブル 
選手、コーチ、チーム役員、競技役員による自身が関係する競技会の結果

への賭博行為を禁止する。 
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206  スポンサーと広告 

206.1  各国スキー連盟又はそのプールは、資金提供や用品・商品の供給につい

て、オフィシャルサプライヤー又はスポンサーとして各国スキー連盟に承認

されている企業や組織と契約することができる。FIS 選手の写真、肖像画、
又は氏名を、FIS や IOC の出場資格ルールによって資格を持たないス
ポーツマンと一緒に使用した広告を禁止する。 
タバコ、アルコール製品、ドラッグ（麻薬）の広告も禁止する。また、選手（の

ウェアーや用品）へのそれらの広告も禁止する。 

206.2  そのような契約におけるすべての報酬は、各国スキー連盟又はスキープー

ルへ支払われなければならない。スキープールは、連盟規定に従って報酬

を受ける。 
 第 205.6 条に定められた場合を除き、選手がそのような報酬を例え一部で
あれ直接受け取ることはできない。FIS は契約書のコピーをいつでも請求
することができる。 

206.3  ナショナルチームに供給され、使用されている用品のマーキングやトレード

マークについては、第 207 条の規格に従わなければならない。 

206.4  FIS 大会における競技用品 
FIS ワールドカップ及び FIS 世界選手権においては、広告に関する FIS 
ルールに準じ、国内スキー連盟により提供され、かつ国内スキー連盟が承

認したコマーシャルマーキングのついた競技用品のみ使用が認められる。

ウェアー、用品へのわいせつな名前及びまた記号は、禁止されている。 

206.5   選手は、大会開催者が定めたフィニッシュエリア内のレッドラインを横切る
前に、スキーの片方又は両方やスノーボードを外してはならない。 

206.6  FIS 世界選手権、FIS ワールドカップ及びすべての FIS カレンダー大会
において、国歌演奏や国旗掲揚を伴う公式セレモニーに、選手が用品(ス
キー／ボード、ポール、スキーブーツ、ヘルメット、眼鏡類)を持ち込むこと
はできない。しかしながら、全セレモニー(トロフィー及びメダルの授与、国歌
演奏)が終了した後、プレス写真や撮影等のために、表彰台の上で用品を
持つことは認められる。 

206.7  勝利者のプレゼンテーション／表彰台での用品 

  FIS世界選手権大会及び全ての FIS カレンダーの種目では、選手は以下
の用品を表彰台に持ち込むことが許されている。 
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 - スキー／ スノーボード 
- 履物：選手はブーツを足に履くことができる。しかし、それ以外の場所
（例：選手の首周り等）に付けることは許されない。選手が足に履く場合を

除き、他のシューズをプレゼンテーション中に表彰台に持ち込むことはで

きない。 
- ポール：スキーの周囲に持ったり、取り付けてはならない。普通はもう一方 
 の手に持つこと。 

 - ゴーグル：着用するか、または首の周りの何れかとする。 
- ヘルメット：もし着用する場合、頭に着用するのみ。他の用品の上に乗せ 
 るなどの行為は認めない。例：スキーまたはポール。 
- スキーストラップ： スキーの製造メーカー名が付いたものを 2本まで使用 
 できる。内、1本はワックスメーカーのために使用できる。 
- ノルディックコンバインド、クロスカントリーのスキーポールクリップ：クリップ 
は、２つのポールを束ねるために使用できる。そのクリップの幅は２つの

ポールの幅が認められるが、4cm 以内とする。その長さ(高さ)は、10cm
が認められる。そのクリップの長い辺（サイド）は、ポールに対して平行で

なければならない。そのポールメーカーのコマーシャルマーキングは、そ

のクリップの表面全体を覆うことができる。 
 - その他全てのアクセサリーを禁止する。：ベルト付ウエストバック、 
ネックバンドに付いた電話、ボトル、リュックサック／バックパックなど。 
 

206.8  優勝者の非公式プレゼンテーション(フラワーセレモニー)、および大会終了
直後の大会エリアでの国歌演奏を伴う優勝セレモニーは、抗議時間終了

前であっても、開催者自らの責任において開催が認められる。スタートビブ

を見えるように着用することは義務である 

206.9 制限された通路（リーダーボード及び TV インタビューエリアを含む）での、
大会のスタートビブまたは各国スキー連盟のアウターウェアーの着用は、義

務である。 

207  広告とコマーシャルマーキング 

コマーシャルマーキングのサイズ、形状、数に関する規格は、毎年 FIS 理
事会がシーズンスタート前の春に決定し、FIS から公表する。 

207.1  用品への広告に関するルールには従わなければならない。 

207.2  これらのルールに違反した選手は、直ちに FIS に報告される。 

207.3  国内スキー連盟がこれらのルールの徹底をできない場合や、何だかの理由

で事例を FIS に問い合わせる場合、FIS は選手のライセンスの即時停止
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処置をとることができる。当該選手や当該国スキー連盟は、最終決定が下さ

れる前に、抗議する権利を持つ。 

207.4  ある選手の氏名、タイトル、個人肖像を、広告主がその選手に無断又は承

諾なしで、商品の広告、推薦、販売に関連付けて使用した場合、その選手

は所属国スキー連盟又は FIS に対して「委任状」を渡すことができる。この
委任状により、必要な場合は所属国スキー連盟又は FIS が、問題の企業
に対し法的手段に出ることができる。当該選手が委任状を提出しない場合、

FIS はその選手が当該企業に許可を与えたものと判断する。 

207.5  FIS 理事会は、選手の資格、スポンサーシップ、広告、選手へのサポート
に関するルール違反の有無や程度を調査する。 

207.6  すべての FIS カレンダー競技会（特に FIS ワールドカップ）において、競
技エリアやテレビエリアでの広告手段については、「FIS 広告ガイドライン」
を順守しなければならない。 
FIS 理事会が承認したこの「FIS 広告ガイドライン」は、FIS 大会開催者
契約の一部として不可欠なものである。 

208  テレビ、ラジオ、新しいメディアを含む電子通信メディア 

208.1  定義 
このルールの中では、次の定義が適用される。： 

テレビは、放送（over the air）、電信による、ケーブルもしくはサテライトサー

ビスの接続を通じてのいずれかで、信号を受信するテレビスクリーンを用い

て、アナログとデジタルの両方により、映像と音からなるテレビプログラムの

配信と受信として定義される。番組有料視聴制、定期視聴（subscription）、

インタラクティブ、ビデオ・オン・ディマンド、IPTV は、またこの定義に含まれ

る。ただし、取得され、利用される権利によるものとする。 

ラジオは、アナログとデジタルの両方により、放送、電信またはケーブルを

通じて固定及びポータブルの両方の装置に対するラジオプログラムの配信

と受信として定義される。 

新しいメディアは、ワイヤレス・コミュニケーション・テクノロジー、インターネッ

ト、既存または発明されるその他の同様のテクノロジーによる、固定、モバイ

ルまたはポータブル装置へのデジタルコンテント（テキスト、音声、映像、画

像等）の配信と受信として定義される。 

208.2 原則 
 
208.2.1 各国スキー連盟の権利 
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FIS に加盟した各国スキー連盟、およびそれらの連盟のみは、連盟がその

国で開催する FIS 大会のテレビ、ラジオ、並びに新しいメディアの配信の販

売権に関する契約を締結する資格がある。各国スキー連盟が、自国の以外

で大会を開催する場合、次の規則が、二国間協定に適用する。このような

契約は、FIS と協議して準備され、スキー及びスノーボードスポーツ、各国ス

キー連盟の一番の利益となる。このことは、連盟の自国での送信と同様に

他の国での送信にも適用する。 

 
208.2.2 大会へのアクセス 

いかなる場合でも、様々なメディアエリアへの入場は、権利者（ライツホル

ダー）及び非権利者（ノンライツホルダー）に与えられるアクセスの種類に

よって決められている。 
 

208.2.3     FIS理事会によるコントロール 
FIS 理事会は、各国スキー連盟及びすべての開催者による 208.2.条の原
則の順守をコントロールする。FIS、各国スキー連盟、大会開催者の利益に
不利となるような契約または個々の条項は、FIS 理事会によって適切に検
討されなければならない。 

 
208.2.4     冬季オリンピック、FIS世界選手権大会 

冬季オリンピック及び世界選手権大会のすべての電子メディアの権利は、

それぞれ IOC、FISに属する。 
 
208.3 テレビ 

高品質テレビを通しての最良の広範囲の報道 

テレビ会社または代理店との契約について、FIS カレンダー上の全スキー

／スノーボード大会、特に FIS ワールドカップのテレビ放送の質に注意を払

わなければならない。具体的には、次の点に留意する 

・スポーツを中心にした、最高品質かつ最適なテレビ信号の制作。 

・大会スポンサー及び広告の適切な露出と配慮。 

・FIS 競技会シリーズのレベルとその競技種別の現行マーケット状況に対し 

 て適切な製作基準、特にライブ放送で大会全体を制作し、全選手の放送 

 及び国際配信が含まれる。 

・人口統計及び／または規模に基づく、最大の潜在的視聴者露出を提供 

 するこれらのテレビチャンネルでの放送。 

・開催国の地域でのテレビマーケット事情から考えて適切な場合、開催国 

 内、そして最も関心の高い他国ではライブ放送をすべきである。 

・テレビのライブ放送には、適切なグラフィック（特にオフィシャルFISロゴ、タ 

 イミング・データインフォメーション、リザルト）、並びに国際音声が入って
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いなければならない。 

208.3.2 制作コスト 

基本のテレビシグナル（解説抜きのオリジナルの画と音）のアクセスに関連

する費用と他の製作コストは、製作会社または権利を管理している代理店

／会社と権利を購入したテレビ局の間で同意されなくてはいけない。 

208.3.3 ショートレポート（報道） 

ショートリポート及び情報（ニュースアクセス）は、次のルールに従ってテレビ

会社に提供される。ただし、ニュース素材の使用については、多くの国で国

内法と放送会社の関係が優先することを認識する。 

a. スポーツ大会へのニュースアクセスに関連する法律がある国では、その 

 法律が FIS 大会の報道に適用される。 

b. 一つの放送会社が独占的に得たプラグラム素材へのニュースアクセス 

 に関して、競合する放送局の間で合意がある国では、それらの合意が適 

 用する。 

c. FIS 競技会のテレビ放映権を取得かつ独占的に放送を行い、競合する 

 放送会社によるニュースアクセスに関する合意がない国では、権利保持 

 者（ライツホルダー）がその競技会を放送した４時間後に、最大 180 秒の 

 ニュースアクセスが競合する会社に与えられる。この素材の使用は、競技 

 会の終了の 48 時間後に中止される。もし権利を保持している放送会社が 

 競技会の終了から 72 時間以上遅れてその放送を行った場合、競合する 

 放送会社は、大会自体の48時間後に、ニュース素材を60秒放送できる。 

d. 国内のテレビ会社が放映権を購入していない国では、すべてのテレビ 

 会社が、素材が手に入り次第、180 秒のニュースを放送できる。他の取り 

 決めが同意されない限り、ニュース報道はホスト放送局または権利を管理 

 している代理店／会社よって製作及び配信される。そして、それは定期的 

 に予定されるニュース放送に限られる。 

208.4  ラジオ 
各関心がある国で主要ラジオ局にアクレディテーションを与えることが、ラジ

オを使ったFIS大会のプロモーションを促す。許諾されたアクセスは、ラジオ

プログラムの製作のためだけであり、ラジオ局のインターネットサイトで内容

を変更しないで配信もできる。 

208.5 新しいメディア 

208.5.1 インターネット 

国レベルで、テレビの権利保持者が必要な権利を得た場合、自身のウェッ

ブサイトで動画を配信することができる。ただし、そのサイトが自身のテリト
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リー外からのアクセスに対してブロック(geoblock)されることを条件とする。 

必要な権利が得られない場合、また海外からのアクセスに対して、放送局

はウェッブサイトに競技の写真を掲載することができる。（毎分写真1枚を上

限とする。） ビデオ素材へのアクセスに関して、放送局は閲覧者を FIS

ウェッブサイトに誘導する。FIS ウェッブサイトは、国際的規模のインターネッ

トニュースにアクセスするための唯一のソースである。 

FIS ウェッブサイトに掲載される競技会からのニュース素材の最長掲載時間

は、各競技種別／各セッションにつき 30秒である。競技素材以外は制限が

ない。ニュース素材は、競技終了の２時間半以内に、また、主な大会に関し

ては、４時間半以内に FIS ワールドカップの国際プログラムに責任がある会

社によって提供される。 また、ニュース素材は、大会終了後48時間までは

ウェッブサイトで閲覧可能となる。 

208.5.2 モバイル＆ポータブル機器 

 モバイル及びポータブル機器を通じての国内でのテレビプログラムのライブ

ストリーミングの内容は、通常の配信チャネルを通じて利用可能のプログラ

ムと異なってはいけない。最大 20 秒間のニュースクリップは、オペレーター

（配信会社）に提供され、すべての関連する編集及び配信コスト並びに関

連する権利保持者に交渉し要求される権利費を支払うものとする。彼らが、

サービスのためにより多くの素材を得ようとした場合、これは、関連する権利

保持者との交渉事になる。この規定が悪用されないことを保証するために、

これらの長いレポートは FIS ワールドカップの国際プログラムに責任がある

会社によって、製作及び配信される。 

208.5.3 将来の技術 

この 208.5 条に含まれる新しいメディアを管理する原則は、未来の技術によ

る FIS 権利の使用の基準となる。関連する委員会と専門家の推奨で FIS 理

事会は適切と考慮される制約を作る。 

209  フィルム権 

フィルム製作者とFIS世界選手権大会またはその他の国際競技会開催者と

の間で締結するフィルム記録に関する契約は、そのフィルムを大会が開催

された国以外で商業目的で上映される場合、FIS 理事会によって承認され

なければならない。 

210  競技会の開催 

211  組織 

211.1  開催者 
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211.1.1  FIS 競技会の開催者は、必要な準備を行い、開催地で競技運営を直接実
行する人物又はそのグループである。 

211.1.2  国内スキー連盟自体が競技会開催者ではない場合、その加盟クラブを開

催者として任命することができる。 

211.1.3  開催者は、アクレディテーションを受けた人が、競技規則及びジュリー決定

に関する規定を受け入れることを保証しなければならない。またワールド

カップレースの場合、この趣旨の徹底のため、有効な FIS シーズンアクレ
ディテーションを持っていない人全員の署名を集める義務が開催者にあ

る。 

211.2  組織委員会 
組織委員会は、開催者及び FIS から委任されたメンバー（実際のまたは法
の）により構成される。組織委員会には、開催者の権利、任務、義務が伴

う。 

211.3  203-204 条の資格を満たさない選手を含む競技会の開催者は、国際競技
規則（ICR）に違反したことになり、FIS 理事会はこの開催者に対し措置を
講じる。 

212  保険 

212.1  開催者は、組織委員会メンバー全員に損害賠償保険をかけなければな

 らない。組織委員会のメンバーではない FIS 職員及び FIS 任命の役員
(用品コントローラー、メディカルスーパーバイザー等)が、FIS に代わって
働く場合、FIS が彼らに損害賠償保険をかける。 

212.2  最初のトレーニング又は競技の前に、開催者は公認保険会社が発行した

保険承諾書（保険証書）あるいはカバーノート（保険引受証）を取得し、それ

を TD に提示しなければならない。組織委員会は、最低 100 万スイスフラ
ンを補償する損害賠責保険に加入することを要求している。推奨される賠

償総額は最低 300 万スイスフランであり、この金額は FIS 理事会の決定
（ワールドカップ等）に従って増額することがある。さらに、保険証書は、アク

レディテーションを受けた選手を含む参加者による、役員、コース作業員、

コーチ等を含む（がこれに限定されない）他の参加者に対する損害賠償保

険請求権が明白に含まれていなければならない。 

212.3  開催者が必要な保険書類を準備できていない場合、開催者又は開催国ス

キー連盟は、FIS 保険仲介業者に当該競技会の保険加入手配を依頼す
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ることができる(費用は開催者負担）。 

212.4  FIS 大会に参加する選手は全員、レースリスクを含む事故、輸送、レス
キュー費用を保証するのに十分な額の傷害保険に加入していなければな

らない。各国連盟は、自らが派遣と登録を行った全選手の適切な保険適用

について責任を負う。 
 各国スキー連盟又はその所属選手は、FIS、FIS 代表、組織委員会から
の要請に基づき、保険加入を証明するものをいつでも提示できなければな

らない。 
 

213  プログラム    

FIS カレンダーに掲載されている各競技会の開催者は、次の事項を含ん
だプログラムを公表しなければならない。 

213.1  競技名称、競技日程、開催地。また、競技会場に関する情報と、現地まで

の最善のアクセス方法。 

213.2  各競技のテクニカルデータと参加条件 

213.3  主要オフィシャルの氏名 

213.4  第 1 回チームキャプテンミーティング及びドローの時間と会場 

213.5  公式トレーニング開始とスタート時間のタイムテーブル 

213.6  公式掲示板の設置場所 

213.7  表彰（商品授与）の時間と場所 

213.8  エントリー締切日とエントリー用の住所。電話、ファックス、電子メールアドレ

スを含む。 

214  案内 

214.1  組織委員会は、大会案内を発表しなければならない。この案内には 213 
条に定める情報が含まれていなければならない。 

214.2  開催者は、エントリー数の制限について、FIS ルール及び決定に従わなけ
ればならない。201.1 条によりエントリー数を減らすことも可能であるが、案
内にそのことを明確にすることを条件とする。 
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214.3  競技会の延期や中止、またプログラムの変更については、電話、電子メー

ル、又はファックスで、FIS、招待した国又はエントリーのあった国の国内ス
キー連盟、及び任命された TD へ直ちに連絡しなければならない。競技会
の日程を早める場合、FIS の承認を得なければならない。 

215  エントリー 

215.1  すべてのエントリーは、組織委員会がエントリー締切日までに受け取れるよ

うに送付しなければならない。開催者は最初のドローの 24 時間前までに、
最終的かつ完全なリストを持っていなければならない。 

215.2  各国スキー連盟は、同一日程に開催される複数の競技会に、同一選手を

エントリーしてはならない。 

215.3  各国スキー連盟にのみ、国際競技会へのエントリーを行う資格が与えられ

る。いずれのエントリーも、次の事項を含むものとする。 

215.3.1  コードナンバー、氏名、誕生年、所属国スキー連盟 

215.3.2  エントリーする種目の正確な記載 

215.4  FIS 世界選手権へのエントリーについては、FIS 世界選手権開催ルール
を参照すること。 

215.5  各国スキー連盟による選手のレースエントリーは、当該選手と開催者の間

にのみ契約を成立させ、また選手宣誓書によって管理される。 

216  チームキャプテンミーティング 

216.1  第1回チームキャプテンミーティング及びドローの時間と会場は、プログラム
に記載されなければならない。その他すべてのミーティングに関する案内

は、第 1 回ミーティングの時にチームキャプテンに連絡されなければならな
い。緊急のミーティングは、余裕をもって連絡しなければならない。 

216.2  チームキャプテンミーティングでの議論の際、他国の代理人による出席は

認められない。 

216.3  チームキャプテンとコーチは、クォータに従い、開催者からアクレディテー

ションを受けなければならない。 
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216.4  チームキャプテンとトレーナーは、ICR やジュリー決定に従わなければなら
ない。また、礼儀正しくかつスポーツマンらしくふるまわなければならない。 

217  ドロー 

217.1  各大会及び各種目の選手のスタート順は、ドローかポイント順による特定の

方式に従い決定する。 

217.2  書面によるエントリーが締切日までに開催者に届いている場合のみ、各国

スキー連盟からエントリーされた選手のドローを行う。 

217.3  ドローの時、チームキャプテンかトレーナーの出席がない選手について、

ミーティング開始までに、エントリーした選手の出場が電話、電報、電子メー

ル又はファックスで確認された場合のみ、ドローが行われる。 

217.4  ドローされた選手が競技に欠場した場合、TD はその選手名と可能であれ
ば欠場理由を TD レポートに記載しなければならない。 

217.5  全参加国の代表をドローに招かなければならない。 

217.6   競技を 1日以上延期しなければならない場合、ドローもやり直さなければな 
らない。 

218  リザルトの公表 

218.1  非公式及び公式リザルトは、大会別ルールに従って公表する。 

218.1.1  リザルトの送信 
すべての国際大会では、スタートとフィニッシュの間は、ダイレクトコミュニ

ケーションがなければならない。冬季オリンピックでは、コミュニケーションは、

固定配線で確保されなくてはいけない。ワールドカップ、世界選手権大会、

オリンピック冬季競技大会の際、データサービスエリアでは、インターネット

（少なくとも ADSL スピード）への接続が要求される。 

218.2  全ての FIS 競技会から発生するデータとタイミングは、FIS、開催者国内ス
キー連盟、及び参加者が、ウェブサイトを含む自身の出版物の中で自由に

使うことができる。ウェブサイト上でのデータ及び計時利用は、FIS インター
ネットポリシーに定める条件に従う。 

218.3  FIS インターネットポリシーと FIS 競技会関連データの取り扱い 



19 

218.3.1  概要 
スキーとスノーボードのプロモーションの一環として、FIS は各国スキー連
盟に対し、メッセージや情報を会員やファンに提供することを奨励し、また

そのような努力に感謝する。このような情報提供に関しては、インターネット

というメディアの重要性が高まっている。 
次のポリシーは、FIS 競技会関連データの提供を通じて、各国スキー連盟
を支援するために、またそれらデータの公開と利用に関する条件を明確に

するために、定めたものである。 

218.3.2  FIS カレンダーデータ 
専用 FIS カレンダープログラムが開発されており、各国スキー連盟や第三
者が無料で利用できる。カレンダー情報の変更等を含む Fiscal.zip ファイ
ルは毎週利用可能であり、ftp サイト(ftp://ftp.fisski.ch)からダウンロード
することができる。この Fiscal.zip ファイルを FIS カレンダープログラムに
アップロードして利用する。 
その後、事業計画等の目的で必要な場合には、各国スキー連盟の独自ソ

フトウェアに、このカレンダーデータをエクスポートすることもできる。ただし、

このデータを第三者・組織に商業目的で譲渡することはできない 

218.3.3 リザルトとスタンディング 
FIS事務局が FISポイントの確認をし、承認した後、各国スキー連盟は、オ  
フィシャルリザルトを入手できる。このデータ入手を希望する場合は、FIS 
の IT マネージャーにリクエストする。利用方法、手順といった必要な情報
は、IT マネージャーから個々に提供する。FIS ワールドカップリザルトは、
リザルトサービスプロバイダのクレジットを含むものとする。各種カップシリー

ズのスタンディングについては、ワールドカップの場合はリザルトサービスプ

ロバイダから受け取り後、提供可能である。その他のカップシリーズの場合

は、マニュアルでのインプット後、提供可能である。 
1. FIS 競技会のリザルトとデータは、各国スキー連盟、開催者、参加者の 
 ウェブサイトでのみ利用可能とし、第三者・組織に商業目的で譲渡するこ 
 とはできない。各国スキー連盟は、成績評価等の目的に、このデータを独 
 自ソフトでの利用のためにダウンロードすることができる。 
2.各国スキー連盟のウェブサイトでリザルトを掲載する意向があるが、未加 
 工データをアップロードできるデータベース構造がない場合は、FIS ウェ 
 ブサイトの関連ページにリンクを貼ることができる。正確なアドレスは FIS  
 の IT マネージャーから入手可能である。 
3.FIS ウェブサイトから、独自のウェブサイトを持つ全ての加盟国スキー連 
 盟、スキー産業、関連メディアウェブサイトに、リクエストに応じてリンクを設 
 定する。またそれらのサイトから FIS ウェブサイトへの相互リンクも設定す



20 

べきである。 

 
218.3.4  開催者によるリザルトへのアクセス 

FIS ワールドカップ開催者は、当該レースのオフィシャルリザルトが、リザル
トデータベースのFIS ポイント確認手続で承認された後、これを入手するこ
とができる。これはワールドカップ用のコンピュータによる自動処理で、レー

ス終了後直ちに行われる。 
リザルトとスタンディングを含む PDF ファイルは、www.fis-ski.com や
ftp://ftp.fisski.ch/からダウンロードすることができる。ファイルは、次の種目
別コードと会場名で分類： 
AL (Alpine)、  CC (Cross-Country)、  JP (Ski Jumping) 、  NK 
(Nordic Combined)、 SB(Snowboarding)、 FS (Freestyle)個々の競
技は、www.fis-ski.com のカレンダーセクションに表示されているコーデッ
クスによって識別可能である。 

219  賞 

219.1  賞の授与に関する詳細ルールは、FIS が発表する。賞は、記念品、ディプ
ロマ、小切手又は現金からなる。記録に対する賞を禁止する。賞金の最低

額と最高額については、競技シーズン約 1 年半前の秋季に FIS 理事会
が決定する。開催者は、賞金額を 10 月 15 日までに FIS へ連絡しなけれ
ばならない。 

219.2  複数の選手が同タイムでフィニッシュした場合、又は同ポイントを獲得した

場合、同位となる。これらの選手には同じ賞、タイトル、又はディプロマが授

与される。タイトル又は賞の割り当てを、くじ引きや他の競技によって行うこ

とは認められない。 

219.3   すべての賞は、その競技又は大会シリーズの最終日までに授与される。 

220  サービススタッフ、サプライヤー、企業代表者 

原則として、これらの規定は全種目に適用され、特別ルールが考慮される。 

220.1  組織委員会は、アクレディテーションを受けたサプライヤー及び用品サービ

ススタッフのリストを TD に渡さなければならない。 

220.2   サプライヤー及び職務中の人物が、制限エリア内で広告活動を行ったり、
はっきりと認識できる 207 条違反のコマーシャルマーキングのついたウェ
アーや用品を身に付けることを禁止する。 
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220.3  アクレディテーションを受けたサービススタッフ及びサプライヤーは、FIS か
ら公式 FIS アクレディテーションを受け取り、特定の職務を遂行しなければ
ならない。個々の開催者は、それ以外の企業代表者やその他の主要人物

に対し、自由にアクレディテーションを発行することができる。 

220.4  公式 FIS アクレディテーション、又は開催者発行のコースやジャンプ台へ
の特別アクレディテーションを所持したすべての認定サービススタッフ、サ

プライヤー及びその他の人物は、コースやジャンプ台に出入りすることがで

きる(種目別ルールに従う）。 

220.5  タイプ別アクレディテーション 

220.5.1  はっきりと見えるアクレディテーションを付けた TD、ジュリー、220.3 条に述
べた人物は、コースやジャンプ台に出入りすることができる。 

220.5.2  チーム付きサービスマンは、スタートエリア及びフィニッシュのサービスエリ

アへ入ることができるが、コースやジャンプ台に入ることはできない。 

220.5.3  開催者の判断でアクレディテーションを受けた企業代表者でも、FIS アクレ
ディテーションを持っていない人物は、コース及び制限サービスエリアに入

ることはできない。 

221  医事サービス、健康診断、ドーピング 

221.1  各国スキー連盟は、レースに出場する自国選手の健康状態に責任を持つ。

男女とも選手は皆、自身の健康状態について徹底的な検査を受けることが

要求される。この検査は選手が所属する国内で実施する。 

221.2  FIS 医事委員会又はその代表者から要請があった場合、選手は競技前又
は後に健康診断を受けなければならない。 

221.3  ドーピングを禁止する。FIS アンチドーピング規程におけるあらゆる違反は、
FISアンチドーピング規程の規定の下に罰せられる。 

221.4  あらゆる FIS 競技会において、ドーピングコントロールが実施される可能性
がある(競技外も同様）。ルールと手順は、FIS アンチドーピング規程及び
FIS 手続きガイドラインに記載される。 

221.5  選手の性別 
選手の性別について疑問や異議申し立てが生じた場合、当該選手の性別
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判断に必要な手段を講じるのは、FIS の責任とする。 

221.6  開催者 に要求される医事サービス 
 FIS 競技会に参加するすべての者の健康と安全は、すべての開催者 に

とって重要な懸念である。これは、選手、ボランティア、コース作業員、観客

を含む。医事サポートシステムの具体的な構成は、様々な要因に基づかれ

る。 
・大会の規模とレベル（世界選手権大会、ワールドカップ、コンチネンタル

カップ、FIS レベル等） 

・予想される選手数、補助員数、観客数 

・また、大会医事組織の責任範囲（選手、サポートスタッフ、観客）は、決め

られるべきである。開催者/医事、レスキューサービス長は、オフィシャルト

レーニングまたは競技のスタート前に、必要なレスキュー設備の配置をレー

スディレクターまたはTDに確認しなくてはいけない。施設、資源、要員及び

チームドクターに関する具体的な必要事項は、各競技種別ルールおよびメ

ディカルガイドに書かれてある。メディカルガイドには、メディカルルールと

手続きについて書かれてある。 

222  競技用品 

222.1  選手は FIS 規程に適合した用品を使用する場合のみ FIS 競技に出場す
ることができる。選手は自分が使用する用品(スキー、スノーボード、ビンディ
ング、スキーブーツ、スーツ等)に関して責任を持つ。自分の使用する用品
が FIS 規格及び一般的な安全基準に適合すること、また正しく機能してい
ることをチェックするのは、選手の義務である。 

222.2   競技用品という用語は、選手が競技で使用する用品の全アイテムを含む。
これには専門機能を持つ器具はもちろん、衣服も含まれる。競技用品全体

で、ひとつの機能単位（functional unit）となる。 

222.3  競技用品分野における新開発は、すべて原則として FIS の承認を得なけ
ればならない。新しい技術開発の承認に対し FIS は如何なる責任も負わ
ない。そして、新しい技術開発は、導入時には健康に対する未知の危険を

含み、事故のリスクを高める原因になることもあり得る。 

222.4  新開発は、遅くともシーズン前の 5 月 1 日までに提出しなければならない。
新開発は、最初のシーズンは暫定的に承認されるのみで、次のシーズン前

に最終承認を得なければならない。 

222.5  競技用品委員会は、FIS 理事会の承認を得て、用品細則を発表する(認
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められた用品の定義や説明)。原則として、選手のパフォーマンスを修正し
たり、不完全なパフォーマンスになりやすい傾向を技術的に正す不自然ま

たは人工的な補助器具は除外する。また、選手の健康に影響を与えたり、

事故の危険性を高めるような競技用品も同様に除外する。 
 
222.6  コントロール 

競技シーズン前及び期間中、または競技会における TD への抗議の提出
時に、競技用品委員会メンバーまたはオフィシャル FIS 用品コントローラー
は、各種コントロールを実施することができる。十分根拠のある規程違反疑

惑がある場合、証人の立会いの下で、コントローラー又は TD が直ちに用

品を没収、封印して FISに送り、FISから最終的なコントロールのため公式
認定機関へ提出する。競技用品のアイテムに対する抗議の場合、敗訴した

側が調査費用を負担する。 
コントロールがルールに基づいて行われていなかったと説明できない限り、

FISテクニカルエキスパートがコントロールを行ったレースで、独立した検査
機関での用品又は用具の検査は要求できない。 

222.6.1  用品コントロール 
公式の FIS 測定手段を使用する FIS 用品測定エキスパートが任命された
全てのFISの大会では、過去の測定結果に関係なく、その時に実施された
測定結果が有効かつ最終である。 

223  制裁 

223.1  一般条件 

223.1.1 制裁の対象となり、ペナルティを課される可能性のある違反行為を、次の通

り定める： 
 - 競技規則違反又は不順守 

- 224.2 条によるジュリーまたは個々のジュリーメンバーからの指示への 
 不従順 

 - スポーツマンらしからぬ振る舞い 

223.1.2  次の行為も違反とみなす： 
 - 違反を犯そうと企てる 
 - 他者に違反を犯させる、又は助長する 
 - 他者が違反を犯すことに助言する 

223.1.3  ある行為が違反にあたるかどうかの判断には、次を考慮すべきである： 
 - その行為が故意によるものかどうか 
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 - その行為が緊急事態に起因するものかどうか 

223.1.4  全ての FIS 加盟連盟は、アクレディテーション登録されている会員も含め、
FIS 規約及び ICR による上訴する権利を条件に、これらのルール及び課
された制裁措置を受け入れ、認める。 

223.2  適用 

223.2.1  人物 
 これらの制裁は次に対し適用する： 

- FIS 又は FIS カレンダーに掲載されている大会（FIS 大会）の開催者か 
 らアクレディテーションを受け、競技エリア及び競技に関連するあらゆる会 
 場の内外にいる人物全員。 

 - アクレディテーションを受けていないが、競技エリア内にいる人物全員。 

223.3  ペナルティ 

223.3.1  違反行為により、次のペナルティが課される可能性がある： 
 - 戒告- 書面又は口頭 
 - アクレディテーションの取り消し 
 - アクレディテーションの拒否 
 - 100,000 スイスフラン以下の罰金 
 - タイムペナルティー 

223.3.1.1  FIS 加盟連盟は FIS に対し、連盟が手配しアクレディテーション登録をし
た人に課された罰金及び生じた総経費の支払に責任を負う。 

223.3.1.2  223.3.1.1 条に該当しない人物も、FIS に対し、罰金及び生じた総経費の
支払に責任を負う。そのような人物が罰金を支払わない場合、FIS 大会ア
クレディテーション申請への許可を、1 年間取り消すことがある。 

223.3.1.3  罰金の支払期限は、支払命令から 8 日以内である。 

223.3.2  大会に出場する全選手は、さらに次のペナルティが課される可能性がある： 
 - 失格 
 - スタートポジションの後退 
 - 賞及び収益の没収- 開催者を受益者とする 
 - FIS 大会への出場停止 

223.3.3  ルールに特に記載されている場合を除き、競技の最終リザルトに有利に働
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く違反でない限り、選手は失格にならない。 

223.4  ジュリーは、223.3.1 条及び 223.3.2 条に定められたペナルティを課すこと
ができるが、5,000 スイスフランを超える罰金処分や、違反の起きた FIS 
大会より後の大会への出場停止処分を選手に課すことはできない。 

223.5  次のペナルティ決定は、口頭で下すことができる： 
 - 戒告 

- 所属国連盟経由で大会開催者に登録していない人物の当該大会 
 アクレディテーションの取り消し 
- FIS のアクレディテーションを受けた人物の当該大会アクレディテーショ 
 ン取り消し 
- 競技エリア又は競技に関連するその他の会場内にいる人物の当該大会 
 アクレディテーションの拒否 

223.6  次のペナルティ決定は、書面とする： 
 - 罰金 
 - 失格 
 - スタートポジションの後退 
 - 競技出場停止 

- 所属国スキー連盟経由で登録した人物のアクレディテーションの取り消し 
- FIS のアクレディテーションを受けた人物のアクレディテーションの取り消 
 し 

223.7  書面によるペナルティ決定 
書面によるペナルティ決定は、違反者（選手でない場合）、その所属国ス

キー連盟、及び FIS 事務局長に送らなければならない。 

223.8  失格は全て、主審及び／又は TD レポートに記録する。 

223.9  ペナルティは全て、TD レポートに記録する。 

224  手続きガイドライン 

224.1  ジュリーの権限 
大会におけるジュリーには、前述ルールに従い、多数決をもって、制裁を課

す権利がある。賛否同数の場合は、ジュリー長の決定投票とする。 

224.2  会場内、特にトレーニング及び競技時間中において、投票権を持つ各ジュ

リーメンバーは、口頭戒告を発し、当該大会に有効なアクレディテーション
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を取り消す権限が与えられる。 

224.3  集団違反 
複数の人物が同時かつ同一条件の下で同じ違反を犯した場合、ひとりの

違反者に対するジュリー決定を、違反者全員に拘束力をもつものとみなす

ことができる。決定文書には違反者全員の氏名が記載され、ペナルティの

範囲は個々に査定する。決定内容は各違反者に通知される。 

224.4  制限 
違反者に対し、制裁発動手続きが違反後72 時間以内に始まらなかった場
合、その人物は制裁を受けない。 

224.5  疑いのある違犯の目撃者は、ジュリーの召集するヒアリングで証言しなけれ

ばならない。またジュリーは、全ての関連証拠を考慮に入れなければならな

い。 

224.6  用品ガイドライン違反に使用された疑いのある物を、ジュリーは没収するこ

とができる。 

224.7  ペナルティを課す前に(223.5 条及び 224.2 条による戒告及びアクレディ
テーションの取り消しの場合は除く）、違反に問われている人物には、ヒアリ

ングで口頭又は書面により抗弁する機会が与えられる。 

224.8  ジュリー決定は全て書面で記録し、次を含むものとする： 

224.8.1  犯した疑いのある違反行為 

224.8.2  違反の証拠 

224.8.3  違反したルール又はジュリー指示 

224.8.4  与えられたペナルティ 

224.9  ペナルティは違反に対し妥当なものとする。ジュリーが課す制裁範囲は、あ

らゆる軽減及び加重事由を考慮したものでなければならない。 

224.10  救済策 

224.10.1  224.11 条に規定された以外は、ICR に従い、ジュリーのペナルティ決定
を上訴することができる。 
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224.10.2  ICR の定める期限内に上訴しない場合、ジュリーのペナルティ決定は確定
的となる。 

224.11  次のジュリー決定については、上訴できない： 

224.11.1  223.5 条及び 224.2 条による口頭ペナルティ 

224.11.2  単一の違反に対して CHF1,000 未満の罰金を科す。そして、同一人物の
繰返しの違反に対して、追加の CHF2,500 の罰金(を課す。) 

 
224.12  その他全てのケースについて、ICR に定める上訴委員会(コミッション)へ

上訴できる。 

224.13  ジュリーは上訴委員会に対し、5,000 スイスフランを超える罰金処分や、違
反の起きた時より後の出場停止処分（223.4 条）について、勧告を提出す
る権利を持つ。 

224.14 FIS 理事会は上訴委員会に対し、ジュリーによるペナルティ決定書に関す
るコメントを提出する権利を持つ。 

224.15  手続きの費用 
旅費を含む費用及び現金経常費（手続費用）は、TD に支払われる費用と
同等に計算し、違反者が支払うものとする。ジュリー決定の全てまたは一部

破棄の場合、全ての費用を FIS が負担する。 

224.16  罰金刑の執行 

224.16.1  FIS が罰金刑の執行と手続費用について監督する。執行費用は手続費用
とみなす。 

224.16.2  違反者に課された罰金の未払いについては、違反者の所属国スキー連盟

の債務とみなす。 

224.17  振興基金 
罰金は全額、FIS ユース振興基金に払い込むものとする。 

224.18  FIS ドーピングルール違反には、これらのルールは適用されない。 

225  上訴委員会（コミッション） 
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225.1  任命 

225.1.1  FIS 理事会は、各種別のルール小委員会(ルール小委員会がない場合は、
各競技種別の委員会)から、上訴委員会の委員長と副委員長を任命する。
委員長が出席できない場合、又は偏見や先入観のため不適格な場合、副

委員長が議長を務める。 

225.1.2  委員長は、上訴又は審理のために提出された各ケースについて、各競技

種別のルール小委員会(ルール小委員会がない場合は、各種別の委員会)
から、3 名の上訴委員会委員を任命する。この3 名に委員長自身を含める
ことも可能である。委員会における決定は多数決とする。上訴委員会の委

員を務めるにあたり、委員は FIS 理事会から独立した存在とする。 

225.1.3   偏見や先入観を避けるため、又はそれらが現れるのを避けるため、上訴委
員会に任命される委員は、上訴中の違反者と同じ国の連盟に所属する者

であってはならない。さらに、上訴委員会に任命された委員は、違反者に

対し良くまたは悪く抱いている偏見や先入観を委員長に自発的に報告しな

ければならない。偏見や先入観をいだいている人は、委員長により上訴委

員会の委員としての資格を奪われる。委員長が不適格である場合、副委員

長によりその資格を奪われる。 

225.2  責任 

225.2.1  上訴委員会は、競技ジュリー決定に対する違反者又は FIS 理事会からの
上訴に関して、もしくは、競技ジュリーが制裁ルールに規定された以上のペ

ナルティを上訴委員会に勧告、付託した件に関してのみ、ヒアリングを開く。 

225.3  手順 

225.3.1 上訴の当事者全員が、ヒアリング期間の延長に書面で同意した場合を除き、

上訴は、委員長による上訴の受領後 72 時間以内に結審しなければならな
い。 

225.3.2  上訴及び意見は全て、書面で提出しなければならない。これには、当事者

が上訴を擁護又は対応するために提供するつもりの証拠も含まれる。 

225.3.3  上訴の場所と形式については、上訴委員会が決定する。 
上訴委員会委員は、その判決が公になるまで上訴の守秘義務を尊重する

ことを要求され、審議中、他の委員会メンバーのみと相談することが求めら

れる。上訴委員会委員長は、不平等な方法とならない限り、当事者から追
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加の証拠を要求することができる。 
 

225.3.4  上訴委員会は、224.15 条に従い、上訴費用の配分を行う。 

225.3.5  上訴委員会の判決は、ヒアリングの終了時に口頭で言い渡すことができる。

判決と判決理由は書面で FIS に提出し、FIS から当事者とその所属国連
盟、決定を上訴されたジュリーメンバー全員に送られる。決定書は FIS 事
務局で入手可能である。 

225.4  控訴 

225.4.1  上訴委員会の判決について、定款 52.1条、52.2条に従って、FIS 裁判所
に控訴することができる。 

225.4.2  FIS 裁判所への控訴は、上訴委員会判決の公表日から定款 52.1 条、
52.2条に規定する期日に従い、FIS 事務局長へ書面で提出する。 

225.4.3  上訴委員会又は FIS 裁判所への上訴により、競技ジュリー又は上訴委員
会のペナルティ決定の執行が遅れることはない。 

226  制裁の違反 

ICR223 条又は FIS アンチドーピング規程に基づき課した制裁に違反し
た場合、理事会は妥当と考えるさらなる制裁を課すことができる。このような

場合、次の制裁のいくつか又は全てを適用することができる： 

226.1  関与した個人に対する制裁： 
 - 文書戒告； 
 - 100,000 スイスフラン以下の罰金； 

- 一段階上の競技出場停止処分‐例：ドーピング違反に対して 3 ヶ月間 
 の出場停止処分が課された場合、この停止処分に違反すると、2 年間の 
 出場停止処分となる。ドーピング違反に対して 2 年間の出場停止処分が 
 課された場合、この停止処分に違反すると、生涯出場停止となる。 

 - 関与した個人のアクレディテーションの取り消し。 

226.2  国内スキー連盟に対する制裁： 
 - 国内スキー連盟への FIS からの財政支援の撤回； 
 - 当該国における今後の FIS 大会のキャンセル； 

- FIS 加盟国としての権利の全てまたは一部取り消し。このことは、全 
 FIS カレンダー競技会への参加、FIS 総会での投票権、FIS 委員会に 
 おける委員資格を含む。 



30 

第 2 部 
 

スノーボード競技共通規則 

 

冬季オリンピック及び FIS 世界選手権(スノーボード競技)におけるテクニカ
ル関連の組織については、国際競技規則に別途規定がない限り、FIS ス
ノーボードワールドカップ規則が適用される。 

 
2000 組織 

 詳細は 211条を参照。 
 
2001 組織委員会 

 
2001.1 構成 

組織委員会は、主催者及び国際スキー連盟から委任されたメンバー(個人
又は法人)により構成される。組織委員会には、主催者としての責務や権限、
義務がある。 
 

2001 .2  FIS による任命 

FISはすべての競技会と次についての技術代表とヘッドジャッジ（ハーフパ
イプとビックエア）を任命する： 
 

2001.2.1 ワールドカップレース 
-主審（またはレースディレクター） 

 -ヘッドジャッジとジャッジ 5人：（ハーフパイプとビックエアにおいて） 
2001.2.2 コンチネンタルレース 
 -ヘッドジャッジとジャッジ 5人：（ハーフパイプとビックエアにおいて） 
 
2001.2.3 冬季オリンピック及び FIS世界選手権及び FISジュニア世界選手権 
 -すべてのジュリーメンバー 
 
2001.2.4 その他のすべてのレースで技術代表は、次について任命できる： 
 -主審 
 
2001 .3  主催者による任命 

技術代表とヘッドジャッジをのぞくすべての組織委員会を主催者は任命で

きる。議長あるいは委員長が委員会の代表となり会議を開き、すべての問

題について決議する。それは決してそれ以外の人やグループによって決議

されるものではあってはならず、会議中および競技の終了に先だって FIS
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と綿密に話あい、公式に定めるべきである。また、競技に持ち越されるその

他必然的なすべての問題について職務を持つ。 
 

2001.3.1 競技委員長 
競技委員長は、役員全員の活動を監督したり、テクニカルな問題を検討す

るために競技委員会の会議を招集したりする。また、技術代表と相談した後

でチームキャプテンミーティングの議長を務めることが多い。 
 
2001.3.2 コース係長 
 コース係長は、ジュリーの指示や決定に従って、コースを整備する責任があ

る。コース係長は、競技に関連する地域の雪の状態に精通していなければ

ならない。 
 
2001.3.2 スタート審判 
 スタート審判は、公式インスペクションが始まるときからトレーニング及び競

技の終了まで、終始スタート地点にいなければならない。また、スタート地

点及びスタート体制に関する規則が適正に遵守されていることを確認しな

ければならない。 
 -スタートの規則とスタート体制が適正に遵守されていることを確認する。 
 -遅延スタート及び不正スタートの判断を行う。 
 -いつでもジュリーと即座に連絡が取れなければならない。 

 -棄権した選手、不正スタート又は遅延スタートをした選手又は他の違反を 
    した選手全員の氏名を報告する。 

 
2001.3.4 フィニッシュ審判 
 フィニッシュ審判は、公式インスペクションが始まるときからトレーニング及び

競技の終了まで、終始フィニッシュ地点にいなければならない。また、フィ

ニッシュ地点及びフィニッシュ体制に関する規則が適正に遵守されているこ

とを確認しなければならない。フィニッシュ地点の体制やフィニッシュのイン

ランやアウトランに関する規則がすべて適正に遵守されていることを確認し

なければならない。 
 -フィニッシュコントローラー、掲示及びフィニッシュエリアの観客管理を監督   
 する。 

 -いつでもジュリーと即座に連絡が取れなければならない。 
 -棄権した選手又は他の違反をした選手全員の氏名を報告する。 

 
2001.3.5 フィニッシュ係長（スノーボードクロスのみ） 

フィニッシュ係長は、フィニッシュラインジャッジの編成と監督に責任を負う。

フィニッシュ係長は、フィニッシュエリアでの抗議を受理する。フィニッシュ係
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長は、他のジュリーメンバーにあらゆる抗議を直ちに報告しなければならな

い。 
 
2001.3.6 ハーフパイプ係長 
 ハーフパイプ係長は、競技前及び競技中に、FIS によるハーフパイプ競技

場仕様に従って、ハーフパイプ競技場を設営したり、整備したりする責任が

ある。ハーフパイプ係長は、現地の雪の状態に精通して、競技会開催地の

出身でいなければならない。 
 さらにハーフパイプ係長は、： 
 -組織委員会の一員でなければならない。 
 -ジュリー及び FIS レースディレクターの指揮下にある。 
 -トレーニング及び協議中、ハーフパイプを常に FISハーフパイプ仕様に適 

 合させる義務がある。 
 -ジャッジスタンドの設置を監督する。 
 -ジャッジスタンドに必要なもの(机、いす、パーテーション、暖房器具など)を 

 支給する。 
 -ヘッドジャッジや技術代表がいない場合は、ハーフパイプの公式トレーニ 

 ングを管理する。 
 -ハーフパイプのチームキャプテンミーティングにはすべて出席する。 
 -ヘッドジャッジの要請に応じて、ジャッジに十分な飲食物を支給する。 
 -ハーフパイプの設営と維持に関して、経験があるものとする。 

 FISは、ハーフパイプの整備と維持を目的にテクニカルアドバイザーを要  
 請し、任命することがある。 

 
2001.3.7 計時計算係長 
 計時計算係長は、計時や計算、ジャッジのスコアなどについて、スタートと

フィニッシュの役員を調整する責任がある。アルペン競技では、計時計算

係長かジュリーに属する特別アシスタントがスタートインターバルを決定する。

次の役員は、計時計算係長の指揮下にある。 
 -スターター 
 -アシスタントスターター 
 -スタート記録員 
 -計時係長 
 -副計時係長 
 -フィニッシュコントローラー 
 -計算係長及びそのアシスタント 

 
2001.3.8 旗門審判係長 
 旗門審判係長は、旗門審判員の仕事を組織化し、監督する。また、各旗門
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を担当する審判員を指定し、配置する。１本目の滑走の終了時及び競技終

了時には、主審に渡すために旗門審判員の旗門記録表を集める。さらに、

旗門審判係長は、必要な物(旗門記録票、鉛筆、スタートリスト等)を適切な
ときに各旗門員に配布する。また、観客をコースに入れないようにしたり、

コースを維持したりするための手伝いができるように準備しておく必要があ

る。さらに、旗門審判係長は、要求されている時間内に旗門のナンバー付

けやマーキングが確実に終了するようにしなければならない。 
 
2001.3.9 旗門審判員 
 各旗門審判員は、単独又は複数の旗門を監督する責任を負う。旗門審判

員は、自分が監視するエリアを選手が正当に通過したかどうかを正確に監

視しなければならない。また、旗門審判員には、これ以外にも実行しなけれ

ばならない重要な職務が数多くある。こうした職務の詳細は、条項 2071 に
記載されている。 

 
2001.3.10 セクレタリー 
 セクレタリーは、競技のテクニカル面、とりわけドローの準備に関する事務全

体に責任がある。また、条項 2027.3で要求されている情報が必ず公式リザ
ルトに含まれるようにしなければならない。セクレタリーは、競技委員会の会

議やジュリー及びチームキャプテンのミーティングの議事録に関しても責任

がある。また、スタート、フィニッシュ、計時、計算及び旗門ジャッジングに関

わるすべての書式がきちんと用意され、関係役員に順序良く適切なタイミン

グで手渡されるようにする責任がある。さらに、公式抗議を受理し、それを関

係者に渡すことや、適切な準備によってリザルト計算を容易にし、それらが

競技終了後できるだけ迅速に複写され公表されるようにすることもセクレタ

リーの職務である。 
 
2001.3.11 会場係長 

 会場係長は、観客が入れないようにコースを立入禁止にするために必要な
手段を講じるものとする。詳細な計画に従って十分な人員を動員する必要

がある。大勢の観客がくると予想される場所には、ロープやフェンスをあらか

じめ設定しておく必要がある。観客が自由に移動できるように、フェンスの

後ろに十分なスペースが確保されるように配慮する 
 

2001.3.12 医療救助係長 
 医療救助係長は、公式トレーニング中及び競技中に、適切な救急処置及

び医療処置体制を組織する責任がある。コース全体のどこでも、電話か無

線で連絡がとれる状況になくてはならない。さらに、公式トレーニングが始ま

る前に、競技委員長と計画を打ち合わせておく必要がある。 
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 また、負傷した選手を収容し、治療するための適切な施設を手配しなけれ

ばならない。競技ドクターは、公式トレーニングが始まる前に、チームドク

ターと計画を打ち合わせておく。競技ドクターは、公式トレーニング中及び

競技中、電話か無線でアシスタントと連絡がとれる状況になくてはならない。

万一の場合に備えて、スキー又はスノーボードを得意とするドクター１名を

スタート地点で待機させる必要がある。このドクターはジュリーや他の救助

隊メンバーと常に連絡をとることがきるようにする。こうした業務はチームドク

ターに委任することもできる。メディカルサポート条件の詳細は FIS メディカ
ルガイドのチャプター１にて作成される。（メディアルールとガイドに含まれ

る） 
  
2001.3.12.1 救急処置とメディカルサービス 
 救急処置とメディカルサービスは、すべてのトレーニング中完全に機能する

状態でなければならない。メディカルサポート条件の詳細は、メディアルー

ルとガイドに含まれる FIS メディカルガイドのチャプター１にて作成される。 
 

2001.3.13 資材係長 
 コースの整備と維持、競技の進行及び情報の提供に必要なすべての備品

と道具の提供については、これらの職務が他の役員に特に割り当てられな

い限り、資材係長が責任を負う。 
 
2001.3.14 報道係長 
 報道係長は、組織委員会の支持に従い、ジャーナリスト、カメラマン、テレビ

及びラジオのレポーター向けの簡略報告や情報のすべてに対して責任を

負う。 
  
2001.3.15 通信音響係長 

 通信音響係長は、通信に関するあらゆる事柄とアナウンスについて、手配
したり調整したりする責任がある。通信音響係長は、無線、音響設備、音楽

の選択及びアナウンサーへの要点説明にも責任がある。 
 
2001.3.16 組織委員会に含まれるその他の係：（記述記載に関する書記職） 

-財務係長（会計係長） 
-宿泊・食事係長 
-プロトコル係長 

  組織委員会に含まれるその他のオフィシャルは主催者が承認する。 
 
2002 組織委員会の開催義務 
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2002.1  組織委員会は、競技会関係者に適切な情報をすべて(条項 212, 213, 214 
を参照のこと)提供する責任がある。宿泊施設や交通手段の詳細に関する
情報は、少なくとも競技会の 2か月前までに提供する必要がある。 

 
2003 組織委員会の基本費用 

 
2003.1 組織委員会は、FIS カレンダーの規定に従い、競技会の認可費を支払わ

なければならない。 
 
2003.2 組織委員会は、FIS の現行の方針に従い、ジャッジに報酬を支払わなけれ

ばならない。 
 
2003.3 組織委員会は、FIS の現行の方針に従い、FIS 技術代表に報酬を支払わ

なければならない。 
 
2003.4 組織委員会は、FIS の現行の方針に従い、宿泊施設を提供しなければな

らない。 
 
2003.5 組織委員会は、FISの現行の方針に従い、トレーニング及び競技で使用す

るリフトのチケットを支給しなければならない。FISレース（レベル 3と 4）の 1
日のリフトチケット代は、最大で 15EURO とする。CoC のイベントは CoC 
CUPのルールを参照のこと。 

 
2004 ジュリー 

 

2004.1  組織委員会のメンバーである次のジュリーメンバーは、囲われた競技エリア
におけるテクニカルな事柄に責任を負う（例外について、WC・CoC ルール
を参照のこと）： 

 
2004.1.1 アルペン種目(PGS, PSL, SL, GS) 
 -技術代表 
 -主審 
 -競技委員長 
 
2004.1.2 スノーボードクロス 
 -技術代表 
 -フィニッシュ係長 
 -競技委員長 
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2004.1.3 ハーフパイプ、ビックエア及び他の採点種目 
 -技術代表 
 -ヘッドジャッジ 
 -競技委員長またはパイプ係長 
 ジュリーによるすべての決定について、FIS の専門家(FIS コーディネー

ター、レースディレクター)がアドバイザーとなる場合がある。（WC・CoCも参
照のこと） 

 
2004 .2  冬季オリンピック、FIS 世界選手権大会のジュリーの任命 

  
2004.2.1 次について FIS理事会が任命する 
 -技術代表 
 -主審 
 -ヘッドジャッジ 
 -ジャッジ 
 -スタート審判 
 -フィニッシュ審判 
 -ビデオコントロール 
 
2004.2.2 スノーボード委員会から指命されたジュリーメンバーとしての TD は、スノー

ボード TDワーキンググループにて推薦され、、FIS理事会にて承認される。
推薦された TD は FIS 技術代表として有効なライセンスを持っていなけれ
ば承認されない。 

 
2004.2.2.1 スノーボード委員会から指命されたヘッドジャッジとジャッジは、スノーボード

ジャッジワーキンググループにて推薦され、、FIS 理事会にて承認される。
推薦されたヘッドジャッジまたはジャッジは有効な FIS ライセンスと FIS が
要求するその他のすべての資格を持っていなければ承認されない。 

 
2004.2.3 組織委員会の競技委員長は、開催国スキー連盟から推薦され理事会の承

認をえる。 
 

2004.2.4 ジュリーメンバーは、全員が同一の FIS 公式用語を用いて互いに理解しあ
う必要がある。 
 

2004.2.5 各国スキー連盟でスキーチームの責任を負っている人は、ジュリーメンバー

になることができない。 
 

2004.2.6 冬季オリンピック、FIS 世界選手権（スノーボード競技）において、FIS 理
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事会にて承認された人だけがジュリーとして任命される。（TD は含まれな
い） 
 

2004 .3  国際大会でのジュリーの任命（WC と CoC ルールも同様） 

 
2004.3.1 FISが TD とジャッジ（ヘッドジャッジ含む）を任命する 
 
2004.3.2 TDが次を任命する： 

-主審 
-不可抗力の場合の換わりのジュリーメンバー 

 
2004.3.3 可能な場合、女子の国際競技会のジュリーには女性を加える。 
 
2004.3.4 スノーボードクロスにおいて、競技委員長とフィニッシュ審判は主催連盟に

所属していなければならない。 
 
2004 .4 除外 

  
2004.4.1 選手はジュリーメンバーになれない。 
 

2004 .5 ジュリーの職務期間 
 

2004.5.1 任命されたジュリーメンバーは、第 1 回目の会議を開くために公式トレーニ
ングが始まるまでに集合する。 

 
2004.5.2 ジュリーの実務は、第 1回目の会議から始まり、抗議が提出されなかった場

合は、抗議締切時間終了時に終わり、提出された場合は、提出された抗議

すべてを処理した後に終わる。 
 
2004 .5 投票（WC と CoC ルールも参照） 

 
2004.5.1 技術代表はジュリーの議長である。技術代表が会議の指揮をとる。 
 
2004.5.2 ジュリーのうち次の各役員が 1票を有する。 
 -技術代表  全競技 
 -競技委員長  全競技 
 -フィニッシュ係長  スノーボードクロス競技 
 -ヘッドジャッジ  ハーフパイプ、スロープスタイル、ビックエア競技 
 -主審  アルペン全競技 
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 -FIS レースディレクター  スノーボードクロス競技 
 
2004.5.3 決定は出席メンバーの単純多数決投票により下される。(条項 2056.3は例

外)。投票が同数で分けた場合、技術代表が決定票を有する。（WC ルー
ル同様） 

 
2004.5.4 条項 2001.3.10 に従い、すべてのジュリーミーティング及びジュリー決定に

ついて議事録を作成し、各ジュリーメンバーの署名を添える。議事録には、

決定に際して各メンバーがどちらに投票したかも記録する。 
 

2004.5.5 議事録は少なくとも１つの FIS 公用語（英語、フランス語、ドイツ語）で記載
されていなければならない。 

 
2004.5.6 直ちに判断を下す必要があるにもかかわらず、ジュリー全員を招集できな

い場合、各ジュリーメンバーは、競技前又は競技中に、ジュリー全体に委ね

られるべき決定を規則に従って単独で下す権限を有する。ただし、この決

定は暫定的なものであり、できるだけ早くジュリーの総意としての追認を受

ける必要がある。 
 
2004 .6 ジュリーの職務 

 
2004.6.1 ジュリーは、公式トレーニングも含めた競技会全体を通じて、規則が遵守さ

れているかどうかを監視する。 
 
2004.6.2 技術面では、特に次の業務を遂行する： 
 -競技コースとセットコースをチェックする。 
 -雪の状態とコースの周りをチェックする。 
  -コース整備をチェックする。 
 -雪面硬化剤及びその他の化学製品の使用を承認する。 
 -観客の管理体制をチェックする。 
 -スタート、フィニッシュエリア及びフィニッシュからの出口をチェックする。 
 -応急処置の体制をチェックする。 
 -コースセッターを任命する。 
 -コースセッティングの時間を決定する。 
 -コースセッター及びスノーボードクロスのコースビルダー／デザイナーの作

業を監督する。 
 -旗門フラグをチェックする。 
 -テクニカル面での準備状況や天候を考慮して、競技コースをトレーニング

用に開放したり、閉鎖したりする。 
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 -コースインスペクションの方法を決定する。 
 -競技の前にコースをインスペクションする。（同様に公式ウォームアップエリ   

 アも） 
 -各ランの前走者の数を決め、前走者のスタート順を決定する。 
 -前走者の報告を受ける。 
 -コースコンディションや特殊な事情を考慮して、スタート順を変更する。 
 -スタートインターバルを変更する。 
 -旗門審判員に指示を与えたり、旗門審判員から情報を収集したりする。 
 -ジャッジスタンドやジヤッジの作業環境をチェックする。 

 
2004 .6 .3 運営面では、特に次の業務を遂行する： 

 -ドロー用に選手の順番を決める。 
 -決定された特定の基準に従って、ポイントを持ってない選手をグループ分

けする。 
 -再レースを許可する。 
 -レースを中止する（下記について早い時点で） 
 雪不足やコースの雪面状況が良くなかったり、均等に準備ができていない

場合、危険箇所の保護が不十分であると思われる場合、応急処置や救護

体制が不十分であったり不足している場合、観客の混雑をコントロールでき

ていない場合。 
 -雪や天候の状況に応じてコースを短縮する。 
 -競技を中断する(条項 2033 を参照のこと)。 
 -競技を終了する(条項 2034 を参照のこと)。 
 
2004 .6 .4 規律面では、特に次の業務を遂行する： 

 -身体的能力や技術的能力に欠けるという理由を根拠に選手を競技から除
外するという技術代表の提案について、判断を下す。 

 -競技エリアにおける用具や衣服上の広告に関する規定に基づいてチェッ
クを実施する。 

 -競技コースへの入場を許可する役員や技術者、医療関係者の人数を制
限する。 

 -競技会への参加が認められているチームキャプテンやトレーナー、コース
セッター、サービスマン、企業代表者が犯した反則に対する決定を下す。 

 -失格と制裁及び懲戒措置を公表する。 
 -制裁を科す。 
 -抗議に対する決定を下す。 
 -競技会全体を通して、特別な指示を出す。 
 
2004 .7 規則で網羅されていない問題 
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 一般的に、国際競技規則で明確にされていない問題についてはすべて

ジュリーが決定を行う。 
 
2004 .8 無線 

 国際 FIS カレンダーに記載されているすべての競技会において、ジュリー
メンバーは無線を携帯しなければならない。この無線は単一の専用周波数

で機能し、電波障害のないものでなければならない。スノーボードクロスで

は、コースジャッジも無線を携帯する必要がある。 
 
2004 .9 主審の職務と権利 

 国際競技会において、主審は、技術代表及び競技委員長とは異なる国籍

でなければならない。 
 
2004.9.1 主審の職務と権限 
 -スタート順のドローを行う。 
 -コースセッティング終了後直ちに、単独又はジュリーメンバーおよび指名さ  

 れた係員とともにコースインスペクションを行う。 
 -旗門を取り除いたり、追加したりして、コースを変更する。主審が単独で 

 コースインスペクションを行った場合は、主審の決定が最終決定となる。 
 -変更を決定したコースインスペクションにコースセッターやジュリー全員が 

 参加しなかった場合は、欠席したコースセッターやジュリーにコースの変更  
 を伝えなければならない。 

 -1本目の終了後と競技終了時に、ルール違反や旗門の不正通過につい 
 て、スタート審判、フィニッシュ審判及び競技役員から報告を受ける。 

 -各ランの終了後直ちに、主審決定報告書をチェックし、署名した上で公式 
 掲示板に掲示する。また、フィニッシュハウスには、失格した選手の氏名や 
 不正通過が発生した旗門ナンバー、失格の原因となった不正通過を記録 
 した旗門審判員の氏名及び正確な失格掲示時間を記したリストを掲示す 
 る。 

 -特殊な場合、例えば、ジュリーメンバーの間で意見の食い違いが起きた場 
 合や、参加選手が重傷を負った場合は、FISに報告書を送る。 

 
2004.9.2    技術代表との協力 

 主審及び副審は技術代表と緊密に連携して業務を進めなければならな 
い。 

 
2004 .10 テクニカルアドバイザー 

 ジュリーをサポートするため、FIS は全カテゴリーの競技についてテクニカ
ルアドバイザーを任命できる。 
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 テクニカルアドバイザーは、投票権はないが、ジュリー内で自分の意見を述

べる権限がある。 
 
2004.11    FISはジュリーや個々のジュリーメンバーへ制裁を科すことができる 
 
2005 技術代表 

 

2005.1 定義 
 
2005.1.1 技術代表の主な職務： 
 -FISの規則及び指示が守られていることを確認する。 
 -競技が円滑に実行されるように監督する。 
 -職務の範囲内で主催者に助言する。 
 -FISの公式代表者となる。 
 
2005.1.2 身分保証 

技術代表の組織は、スノーボード委員会の責任下にある。スノーボード技

術代表に関する技術代表ワーキンググループがこの権限を行使する。  
 
2005.1.3  技術代表は、有効な技術代表ライセンスを持っていなければならない。(例

外：条項 2005.3 を参照) 
 
2005.1.4 技術代表資格の取得 
 
2005.1.4.1 技術代表資格取得までの段階は次の通りである： 
 -TD クリニック／アップデートセミナーへの参加 

-志願者（最低でも 2年は各国連盟で活動した後）は、有効な TDおよび国 
 際 FIS TD委員もしくは責任者から任命される必要がある。 
-候補者（すべてのスノーボード競技の要素とルールを理解しているか雪上 
 の活動にて監視、監督される） 

 -技術代表雪上実施テスト 
 -技術代表 
 -筆記テスト 
 -FIS SB TD ワーキンググループへの推薦 
 
2005.1.4.2 各国スキー連盟は、技術代表の職務能力を備えた人物を推薦できる(志願

者)。スノーボード技術代表に関する技術代表ワーキンググループが TD の
推薦同様に TDの志願者の受け入れについて最終決定する。 
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2005.1.5 訓練 
 
2005.1.5.1 志願者に基本的な訓練を施す責任は、各国スキー連盟にある。 
 
2005.1.5.2 志願者が TD となるためには、FIS によって立案される雪上実施テストと筆

記試験に合格しなければならない。この試験は FIS の公用語の一つで行
われる。技術代表候補者は、最長2年以内にすべてのアルパインとフリース
タイルを含む国際競技会において（それぞれ異なる技術代表につくことが

望ましい）３つの実施課題を無事に遂行しなければならない。３回目の実施

課題は実技テストとなり、公式に派遣された技術代表がテストする。候補者

は各国連盟が開催する FIS後援の研修コースに参加しなければならない。 
 
2005.1.5.3 いかなる場合でも、技術代表一人が担当する技術代表志願者の人数は 1

名である。FISが例外を認める場合もある。 
 
2005.1.5.4 技術代表候補者への実施課題は、各国連盟の技術代表責任者からの申し

出に応じて調整する。FIS 事務局が各候補者のパフォーマンスと試験の報
告のコントロールを行う。 

 
2005.1.5.5  技術代表候補者には、彼らが実習やテストを行っている期間の費用の払い

戻しを受ける権限はない。 
 
2005.1.5.6 技術代表候補者の実技テストの競技に関することは、公式に任命された T

によりコントロールされ判定される。担当技術代表によって作成された FIS
公式報告書は、FIS 事務局へ 2部と代表候補者へ 1部を所属する国のス
キー連盟に送付される。 

 
2005.1.5.7 技術代表候補者は、当該競技会の報告書を作成し、FIS 事務局及び自国

の技術代表責任者に送付しなければならない。 
 
2005.1.5.8 技術代表は、受け持った技術代表候補者を訓練し、候補者の試験を彼に

あてがう責任がある。 
 
2005.1.5.9 実施テストが終了し、技術代表ワーキンググループの承認が確認された後、

技術代表候補者は、技術代表ナンバーが付記された技術代表ライセンス

を交付される。 
 
2005.1.6 ライセンス 

ライセンスは、ナンバーが付記された 12 カ月有効の身分証明書である。い
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かなる技術代表もライセンスを毎年更新しなければならない。 
 
2005.1.7 ライセンスの継続と失効 

ライセンスを持つすべての技術代表は、FIS が毎年開催するアップデート
プログラムに参加しなければならない。正当な理由なく 2年間連続でアップ
デートプログラムに欠席したり、又は技術代表の職務を怠ったりした場合、

その技術代表はライセンスを失う。技術代表ライセンスを再取得するために

は、技術代表候補者の資格を改めて取得し、候補者に対する要求事項を

再び満たす必要がある。 
 
2005 .2 選任 

 
2005.2.1 冬季オリンピック及び FIS 世界選手権及び FIS ジュニア世界選手権にお

いては、スノーボード委員会からの推薦を受け FIS 理事会にて任命され
る。 

 
2005.2.2 すべての国際競技会について、技術代表の選任は FIS スノーボード TD

ワーキンググループが行う。 
 
2005.2.3 主催連盟のメンバーは、技術代表になれない。例外として、FIS は主催国

に所属する技術代表を任命できる。ただし、この場合、主催クラブ、又は地

元スキー連盟のメンバーを技術代表として任命することはできない。 
 
2005 .3 代理技術代表 

 
2005.3.1  技術代表が冬季オリンピック及び FIS 世界選手権及び FIS ジュニア世界

選手権をつとめることができなくなった場合は、所属するスキー連盟および

FIS 理事会へ通知しなければならない。FIS 理事会はただちに他の技術
代表の任命を行うものとする。 

 
2005.3.2 技術代表が所属するスキー連盟は、その他のすべてのイベントにおいて、

代理技術代表をただちに任命する責任を持ち、当該組織委員会と FIS へ
ただちに報告しなければならない。 

 
2005.3.3 思いがけない理由で、冬季オリンピックあるいは FIS 世界選手権に到着す

ることができない場合、あるいわ遅刻して部分的もしくは全ての競技会にお

いて彼の職務が遂行できない場合は、FIS 理事会によりその競技会会場
にいるジュリーのメンバーの中から代理の技術代表が指名される。 
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2005.3.4 すべての国際競技会において、競技会を欠席する技術代表の代理となる

人物を、チームキャプテンミーティング前に指名する必要がある。代理とな

る技術代表も、他の技術代表と同様に、条項2005.1.6の条件を満たしてい
なければならない。 
 緊急の場合は、これらの条件を満たしていない人物を技術代表に指名でき
るが、競技の実施(継続)を保証できるだけの能力がなければならない。この
人物の選択には厳しい基準を適用しなければならない。 

 
2005.3.5 代理技術代表は、最初に選任されていた技術代表と同様の権限と義務を

有する。 
 
2005 .4 主催者の任務 

 
2005.4.1 主催者は、時間的に十分な余裕を持って技術代表との連絡を開始しなけ

ればならない。 
 
2005.4.2 競技会の中止や延期は、適用される締切期限を考慮に入れ、技術代表及

び FISに直ちに伝えなければならない。 
 
2005.4.3 すべての国際競技会について、技術代表は遅くとも競技又は公式トレーニ

ングの開始 24時間前には競技会会場に到着していなければならない。 
 
2005 .5 すべての競技の技術代表の職務 

 
2005.5.1 レース開始前 
 技術代表は、 

-競技会開催承認関連の書類に目を通し、特別認可の有無について主催 
 者に尋ねる。 
-技術代表が開催承認が下りていないと判断した場合、ジュリーは競技会を 
 中止しなければならない。 
-当該開催地で過去に実施された競技会に関する技術代表報告書を読み、 
 これらの報告書で提案された改善が実行されているかどうかをチェックす 
 る。 
-条項 212で要求されている損害保険証書を点検し、必要な場合は FISに 
 報告する。 

 -競技コース及びトレーニングコースのインスペクションを行う。 
 -公式トレーニングを監督し、旗門フラグを管理する。 
 -運営面及びテクニカル面での準備に協力する。 
 -FIS ポイントなど、公式エントリーリストをチェックする。 
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 -選手の FIS ライセンスの正当性 と年齢制限をチェックする。 
-ジュリーメンバー全員に渡るだけの十分な数の無線機があることを確認す 
 る。 

 -競技参加認定及びコース入場許可をチェックする。 
-整備やマーキング、観客管理及びスタートエリアとフィニッシュエリアのレイ 
 アウトに関して、競技コースをチェックする。 

 -ジュリーとともにコースセッティングを監督する。 
 -スノーボードクロスでは、競技ジュリーとともにコース造成を監督する。 
 -テレビ塔の位置をチェックし、適切に保護されていることを確認する。 
 -コース沿いにある救護施設の位置及び医療体制をチェックする。 

-掲示、手動掲示、通信、人の輸送、ジャッジスタンド等、テクニカルな設備 
 装置をすべてチェックする。 

 -すべてのトレーニング中、競技エリアにいる。 
-すべてのジュリーミーティング及びチームキャプテンミーティングに参加す 
 る。 
-組織委員会の役員及び FIS テクニカルアドバイザーと協力して業務を遂
行する。 

 -ジュリーの議長を務め、投票が同数で割れた場合は、決定票を有する。 
 -必要があれば、ジュリーメンバーを任命する。 

-回転、大回転、又はパラレル競技が｢不可抗力｣により公認コースで実施で 
 きない場合、主催者が提案する｢代替コース｣に競技会場を移動させる権 
 限がある。ただし、必要な公認基準が満たされていることが絶対条件であ 
 る。 

 
2005.5.2 競技中 
 技術代表は、 
 -コースエリアにいなければならない。 
 -ジュリー、チームキャプテン及びコーチと協力して業務を遂行する。 

-衣服や競技用品につけられている広告などに関して有効な規則や指示が 
 遵守されていることを確認する。 

 -テクニカル面や運営面から競技会の実施を監督する。 
 -FIS規則や指示の遵守に関して、主催組織に助言する。 
 
2005.5.3 レース終了後 
 技術代表は 
 -主審による失格報告書の作成を手伝う。 

-正当な抗議であれば、最終決定を求めるため、これをジュリーに提出す 
 る。 
-レースセクレタリーが作成した公式リザルトに署名し、表彰式の開催を許可 
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 する。 
-追加報告も含めた技術代表報告書を作成する。続いて 3日以内にその報 
 告書を FIS及びその他関係各所に発送する責任がある。 
-当該競技会における実際の経験を下に競技規則の変更に関する適切な 
 提案を FISに提出する。 
-すべての競技の中断や中止について、全ての詳細（条項 XXXX というよう
に）を記載した TD報告書を FIS と主催国連盟へ提出する。その報告書に
は、競技の中止についての可能性や勧告について及び FIS ポイントが付
くか否かの考慮を記載する。 

 
2005.5.4 一般に 
 技術代表は、 

-FIS規則で網羅されていない問題や、十分にカバーされていない問題に 
 ついて、これらがジュリーによって解決されておらず、かつ他の関係部署 
 の権限範囲に属さない場合に判断を下す。 
-主審及び副審とごく緊密に協力して業務を遂行する。 
-条項 2033の必要条件が該当する場合には競技の中断を指示し、条項 
 2034の必要条件が該当する場合には競技を中止させる権限がある。 
-選手を競技から除外することをジュリーに提案する権限がある。 
-職務遂行に必要なすべての事柄について組織委員会及びその管轄下に 
 ある全役員から支援を受ける権限がある。 
-例外的かつ特別な状況では、 
 技術代表の決定が最終的決定となり、拘束力を持つ。このような場合、技 
 術代表は決定とその理由を文書にして、直ちに FIS事務局に提出しなけ 
 ればならない。 
 

2005 .6 経費計算 

 技術代表は、最高で 600 スイスフラン₁₎までの払い戻しを受ける権限と、職
務遂行中に無料で宿泊施設と食事の提供を受ける権限がある。この規則は

インスペクションや競技会場への移動にも適用される(列車の場合はファー
ストクラス、飛行機の場合はツーリストクラス、自動車の場合は 1 ㎞当たり
0.70 スイスフラン、又は相当額)。さらに、往復の移動日についても、職務に
ついている日と同様に、固定日当 100 スイスフランが加算される。この日当
には報告書の郵送費などを含む。費用の二重請求(競技会最終日の帰宅
費用など)は認められない。業務上必要な往復の旅程で一泊する必要があ
る場合、この宿泊については正当な理由づけが行われた上で、別途清算さ

れるものとする。 
 ₁₎ 最高 600 スイスフランの払い戻しは、ワールドカップとコンチネンタルカッ
プを除くすべての競技会に適用される。 
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2005.7 制裁措置 
技術代表および認可された参加者やオフィシャルに対して、制裁措置が科

せられることがある。 
 
2006 ジャッジ 

 

2006 .1 定義 

 
2006.1.1 競技ジャッジは、各競技会レベルのライセンス(FIS スノーボードジャッジ

ワーキンググループの公認)を有する公式に認められた役員のグループで
ある。彼らは最新のルールとジャッジ基準に基づいてジャッジしなければな

らない。（FIS スノーボードジャッジマニュアルも参照） 
 
2006.1.2 身分保証 

ジャッジの組織は、スノーボード委員会の責任下にある。スノーボードジャッ

ジに関するジャッジワーキンググループがこの権限を行使する。  
 
2006.1.3  ジャッジおよびヘッドジャッジは、競技会レベルごとに異なる有効なライセン

スを持っていなければならない。（FIS スノーボードジャッジマニュアルも参
照） 

 
2006.1.4 ジャッジ資格の取得 
 
2006.1.4.1 ジャッジ資格取得までの段階は次の通りである： 
 -志願者 
 -筆記テスト（ジャッジクリニック） 
 -候補者 
 -ジャッジ実施テスト 
 -C レベルライセンスから A レベルライセンス 
 
2006.1.4.2 各国スキー連盟は、ジャッジとして FIS用の訓練を受けた人物を推薦できる。

スノーボードジャッジワーキンググループがその受け入れについて最終決

定する。 
 
2006.1.5 訓練 
 
2006.1.5.1 志願者に最初の訓練を施す責任は、各国スキー連盟にある。 
 
2006.1.5.2  志願者は、国際ジャッジクリニックに参加して、筆記試験に合格することで、
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FIS スノーボードジャッジワーキンググループから承認される。この試験は
FISの公用語の一つで行われる。 

 
2006.1.6 ライセンス 
 
2006.1.6.1 各国のスキー連盟は C レベルライセンスのみ発行できる。A, A-pro, 

B,B-pro レベルライセンスは FIS スノーボードジャッジワーキンググループ
のみにより発行される。（FIS スノーボードジャッジマニュアルを参照） 

 
2006 .2 選任 

 
2006.2.1 冬季オリンピック及び FIS 世界選手権及び FIS ジュニア世界選手権にお

いては、スノーボード委員会からの推薦を受け FIS 理事会にて全ジャッジ
員団について任命される。 

 
2006.2.2 すべての国際競技会について、全ジャッジ員団の選任は FIS が行う。（ス

ノーボードジャッジワーキンググループ） 
 
2006 .3 代理ジャッジ 

 
2006.3.1  ジャッジが冬季オリンピック及び FIS 世界選手権及び FIS ジュニア世界選

手権をつとめることができなくなった場合は、所属するスキー連盟および

FIS 理事会へ通知しなければならない。FIS 理事会は他のジャッジをただ
ちに任命しなければならない。 

 
2006.3.2 ジャッジが所属するスキー連盟と FIS が一緒となり、その他のすべてのイベ

ントにおいて、代理ジャッジをただちに任命する責任を持ち、当該組織委

員会と FISへただちに報告しなければならない。 
 
2006.3.3 思いがけない理由で、冬季オリンピックあるいは FIS 世界選手権に到着す

ることができない場合、あるいわ遅刻して部分的もしくは全ての競技会にお

いて彼の職務が遂行できない場合は、アシスタントヘッドジャッジもしくはス

コアベリフェアーが代理となる。 
 
2006 .4 主催者の任務 

 
2006.4.1 主催者は、時間的に十分な余裕を持ってジャッジと特にヘッドジャッジとは

常に連絡を開始しなければならない。 
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2006.4.2 競技会の中止や延期は、適用される締切期限を考慮に入れ、ジャッジ及び

FISに直ちに伝えなければならない。 
 
2006.4.3 冬季オリンピック及びFIS世界選手権及びジュニア世界選手権及びワール

ドカップにおけるジャッジの推薦については、スノーボードジャッジワーキン

ググループへ次の期間までに行うことができる： 
 冬季オリンピック： 
   国からの推薦はその大会の約 1年半前の毎年の秋の会議まで。 
 FIS世界選手権： 
   国からの推薦はその大会の約 1年前の毎年の春の会議まで。 
 FISジュニア世界選手権： 
   国からの推薦は各シーズンの毎年の秋の会議まで。 
 ワールドカップ：  
   国からの推薦は各シーズンの毎年の秋の会議まで。 
 

2006 .5 ヘッドジャッジの権限と職務 

-ヘッドジャッジはその競技会のレベルにおいて有効なライセンスを持って 
 いなければならない。 

 -ヘッドジャッジはジュリーメンバーとなる。（投票権を持つ） 
-ヘッドジャッジは、もしできればジャッジ員団とは別となり採点をせずに、 
 ジャッジの採点の正確さおよび計算係長とともにリザルトをチェックし 、 
 TD と共にジャッジエリア／スタンドを管理することに責任をもつ。 
-ヘッドジャッジは、ジャッジが緊急の場合には代理ジャッジを務め 
 ることができる。 
-ジャッジが 6人いた場合、ヘッドジャッジは採点する必要はない 
-ヘッドジャッジはすべてのジャッジが FIS スノーボードジャッジ基準にした 
 がっているか確認する責任がある。 
-すべてのジュリーミーティングとキャプテンミーティングへ出席しなければな 
 らない。競技会の前の最後のミーティングへジャッジ員団を参加させなけ 
 ればならない。 

 -ヘッドジャッジは、各ジャッジに対する移動手段、宿泊施設及び費用等の 
 すべての手配が整っていることを確認しなければならない。ヘッドジャッジ 
 は、連絡関係全般やスケジュール、タイムテーブル、用品、医療施設、出 
 席状況に関する責任を負う。したがって、ジャッジが担当する競技関連業 
 務においていかなる異例の事態が発生しても、ヘッドジャッジはこの事態 
 に対する全責任を負うことを受け入れなければならない。 

 
2006 .6 ジャッジング手順―ハーフパイプ、スロープスタイルとビックエア 

各ジャッジは、ジャッジ名、選手名及びビブナンバーをメモリーボード／スコ
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アカードに記録する。すべてのメモリーボード／スコアカードに各カテゴリー

のスコアが記録され、最終スコアの決定に用いられる(非公開採点システ
ム)。 
 

2006.6.1 すべての競技会においてジャッジは FISジャッジ基準に従う。 
 
2006.6.2  各ジャッジは、常に採点を絶え間なく書き続けて記録（メモリーボードとスコ

アーカード）していなければならない。 
 
2006.6.3 得点は、ヘッドジャッジおよび TD にて確認および承認されるまでは、公式

として発表されない。 
 
2006.6.4 ジャッジスタンドにおける各ジャッジ間の距離は、最低 1.5m とする。 

 選手の得点についてジャッジ間で話し合うことは最小限にする。（ヘッド
ジャッジによるコメントは除く） 

 
2006.6.5 競技中、選手又は観客がジャッジエリアに近づいて、ジャッジに話しかける

ことは禁止されている。 
 
2006.6.6 ジャッジまたはジャッジングから派生する問題または討論はすべて、ジュ

リーが処理する。ジュリーは、解決できない問題については FIS に問い合
わせることができる。 

 
2006.6.7 ジャッジは、費用の払い戻しを受ける権利がある。(条項 2006.8 を参照) 
 
2006 .7  ジャッジの人数̶ハーフパイプ、スロープスタイルとビックエア 

 
2006.7.1 冬季オリンピックと FIS世界選手権においては 8人のジャッジが必要となる
 -5 得点ジャッジ  -1 アシスタントヘッドジャッジ 
 -1 ヘッドジャッジ  -1 スコアベリフェアー 
 すべてのスコアジャッジの国籍は違わなければならない。 
 
2006.7.2 FIS ワールドカップと FIS ジュニア世界選手権とすべての他の国際競技に

おいては 6 人のジャッジが必要となる。 
 -5 得点ジャッジ 
 -1 ヘッドジャッジ 
 国際競技（COC とそれ以下の FIS レベル）における特別な場合として、 
 1 ヘッドジャッジ + 3 得点ジャッジが許される。 
 （例外については、FISによって許可される） 
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2006 .8 経費計算 

 ジャッジは、最高で 600 スイスフラン₁₎までの払い戻しを受ける権限と、職務
遂行中に無料で宿泊施設と食事の提供を受ける権限がある。この規則はイ

ンスペクションや競技会場への移動にも適用される(列車の場合はファース
トクラス、飛行機の場合はツーリストクラス、自動車の場合は 1㎞当たり 0.70
スイスフラン、又は相当額)。さらに、往復の移動日についても、職務につい
ている日と同様に、固定日当 100 スイスフランが加算される。この日当には
報告書の郵送費などを含む。費用の二重請求(競技会最終日の帰宅費用
など)は認められない。業務上必要な往復の旅程で一泊する必要がある場
合、この宿泊については正当な理由づけが行われた上で、別途清算される

ものとする。 
 ₁₎ 最高 600 スイスフランの払い戻しは、ワールドカップとコンチネンタルカッ
プを除くすべての競技会に適用される。 

 
2007 コースセッター 

 

2007 .1 必要条件 

 
2007.1.1  冬季オリンピック及び FIS 世界選手権及びジュニア世界選手権及びワー

ルドカップにおいて、コースセッターはFISより指名される。（セットの経験の
みにもとづいて） 

 
2007.1.2 その他の国際 FISカレンダーに記載されている国際競技会において、コー

スセッターは FIS あるいはジュリーあるいは組織委員会より指名される。 
 
2007.2 任命   
 
2007.2.1  冬季オリンピック及び FIS 世界選手権及びジュニア世界選手権及びワー

ルドカップにおいて、コースセッターとコースビルダーはレースディレクター

による審査の後に任命される。スノーボードクロスのコースセットについては、

レースディレクターがジュリーとコネクションコーチと共に行うことになる。 
 
2007.2.2 国際 FIS カレンダーに記載されている国際競技会において、コースセッ

ターはジュリーより任命される。2 本のランにて実施される競技（SL,GS）の
場合は、各ランは異なるコースセッターがセットするものとする。 

 
2007 .3  コースセッターとコースビルダーの監督 

 
2007.3.1 すべての競技会において、コースセッターとコースビルダーの仕事はジュ
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リーが監督する。 
 
2007 .4 選任の構成について 

 冬季オリンピック及びFIS世界選手権及びジュニア世界選手権及びワール
ドカップにおいて、コースセッターとコースビルダーの任務はジュリーと協力

しているレースディレクターによって監督される。 
 その他の競技会についての任務については、ジュリーが監督する。 
 
2007 .5 代理コースセッター 

 
2007.5.1 冬季オリンピック及び FIS 世界選手権及びジュニア世界選手権において、

ジュリーと協力しているレースディレクターが代理コースセッターを指名す

る。 
 
2007.5.2 その他の国際 FIS カレンダーに記載されている国際競技会において、ジュ

リーが代理コースセッターを指名する。 
 
2007.5.3 代理コースセッターは職務を果たせなくなったコースセッターと同等の資格

がなければならない。 
 
2007 .6 コースセッターの権限 

 
2007.6.1 コースの地形や安全対策に関して変更の導入を提案する権限がある。 
 
2007.6.2 コースセッティングだけに集中できるように、十分な人数のコースセット支援

要員を確保する権限がある。 
 
2007.6.3 コース係長から必要な資材の提供を受ける権限がある。 
 
（2007.6.4 競技コース設備に対する仕上げ作業を即座に完了させる権限がある。） 
 
2007.6.5 コースの最初のパネルの色を選択する権限があり、それは見やすさが決定

要因となる。 
 
2007 .7 コースセッターの職務 

 
2007.7.1 適切にコースセッティングするために、コースセッターは、地形、積雪量、参

加選手の技量に注意を払い、技術代表、主審、競技委員長及びコース係

長の立会いのもとで、競技エリアの地形を事前にインスペクションする。 
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2007.7.2 コースセッターは、競技コースの安全を最大限に考慮しながらセットする。 
 
2007.7.3 コースセッターは、グーフィー(右足前)の選手、又はレギュラー(左足前)の

選手どちらかが有利になることがないように、左右対称にコースセッティング

するように注意しなければならない。スタートと第 1旗門の間はターンをしな
いようにセットする。 

 
2007.7.4 選手がインスペクション中に妨げられることがないように、遅くともコースイン

スペクションの前までにセッティングを完全に終了させなければならない。 
 
2007.7.5 コースセッティングは、コースセッターが担当する業務である。コースセッ

ターは、国際競技規則の規定を遵守する責任があり、ジュリーメンバーの助

言を受ける。 
 
2007.7.6 コースセッターはすべてのチームキャプテンミーティングに出席し、コースに

ついて報告する。 
 
2007.7.7 コースセッターは、ジュリーに協力しなければならない。 
 
2007 .8 競技会場への到着 

 
2007.8.1 あらゆる競技について、コースセッターはできれば競技実施日の前日に競

技会場に到着していなければならない。いずれにしても第 1 回チームキャ
プテンミーティングまでには到着していなければならない。冬季オリンピック

及び FIS 世界選手権及びジュニア世界選手権及びワールドカップにおい
ては、レースディレクターが大会の何日前に到着するかを決定する。 

 
2008 受入れの権限と職務 

 
2008 .1 オフィシャル、メディカル、テクニカルの総人員 

 各競技会場での正しい利用定員は次の通り： 
 3選手まで    ： 3 トレーナー 2 ドクター 2テクニカル 
 4-5選手まで  ： 3 トレーナー 2 ドクター 3テクニカル 
 6-10選手まで ： 5 トレーナー 2 ドクター 4テクニカル 
 同様に FIS の代表も公式に受け入れる 
 

ナショナルチームのオフィシャル（チームキャプテン、他）も上記に含む。オ

フィシャルであることがわかるようにアームバンドをつけなければならない。

必要な場合、ジュリーはこの定員を減らすことができる。条項 220.3と 220.5 
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にて認められたオフィシャルおよびテクニカルとメディカル全員は、すべて

の安全に責任を持つ組織委員会のオフィシャルな精算に従わなければな

らない。 
承認されたすべての人々に（ジャーナリスト、コーチ、チームキャプテン、メ

ディカルスタッフ：ドクター、フィジオセラピスト、応急処置員、ほか）に関する

場合、ジュリーから与えられた指示が優先される。 
 

2008.2 チームキャプテンとトレーナー  
主催者は定員にしたがって、チームキャプテンとトレーナーを公式に受け

入れる。公式な受け入れの権限と職務は： 
 -ジュリーのメンバーの一人である。 

-FISから任命されていない場合や任命された人が不在の場合、競技役員 
 として指名される。 

 -公式トレーニングまたは競技中にパスまたはアームバンドを発行される。 
 -働きが決まっているかコースをマークする際にパスかアームバンドを発行さ 
 れる。 
-ジュリーの指示や指図に従う。 

 
2008.2.1  チームキャプテンとトレーナーは、ICR やジュリー決定に従わなければなら

ない。また、礼儀正しくかつスポーツマンらしくふるまわなければならない。 
 
2008.2.2 チームキャプテンまたはトレーナーは、引き受けたジュリーメンバーの一員と

しての職務またはコースセッターとして職務を責任をもって遂行しなければ

ならない。 
 
2009 前走者 

 
2009.1 主催者は、適格な前走者を少なくとも 3名用意する義務がある。通常と異な

る場合、ジュリーは、前走者の人数を増やすことや各ランごとに異なる前走

者を指名できる。 
 
2009.2 前走者は、前走用のスタートナンバー(ビブ)と FISから要求されるすべての

用具を着用しなければならない。（条項 2607を参照） 
 
2009.3 指名された前走者は、各競技様式にてコースを滑走できるだけの十分なス

ノーボードの実力を持っていなければならない。 
 
2009.4 1 本目で失格となった選手が 2 本目に前走者としてスタートすることは認め

られていない。規律上の理由で出場停止となっている選手を、前走者とし
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て指名することはできない。 
 
2009.5 ジュリーが前走者とそのスタート順を決定する。競技の中断後は、必要に応

じて前走者の追加が認められる。 
 
2009.6 前走者のタイムは公表されない。 
 
2009.7 要請があれば、前走者は雪の状態、視界及びコースラインについてジュ

リーメンバーに報告する。 
 
2010 選手の責任 

 
2010 .1 保険 

各選手は、適切な傷害保険に加入し、FIS 国際ライセンスの選手宣誓書に
署名しなければならない。 

 
2010 .2 スタートナンバー(ビブ) 

形状やサイズ、文字及び装着方法は変更してはならない。違反は失格とな

る。形状は少なくとも 8ｃm も大きく判別しやすいものでなければならない。 
スタートナンバーには商業名や商業マークを付けることができる。各スタート

ナンバーはマーキングが同じでなければならない。個々の文字や数字は、

10cmの高さを超えてはならない。 
 

2010 .3 広告 

 競技及びトレーニング中に着用される装備や用具に付けられる広告は、

FISのガイドラインに適合するものでなければならない。 
 
2010.4 選手は、規則や規定及びジャッジ基準に精通していなければならない。 
 
2010.5 選手は、表彰式に出席しなければならない。また、正しいビブを適正に着

用しなければならない。さらに、勝者は、メディア関係の活動に参加しなけ

ればならない。表彰式の時間は、選手向け公式情報の中で確定されるもの

とする。選手は、競技実施日以外に行われる表彰式に出席する義務はな

い。 
 
2010.6 ヘルメット：すべてのスノーボード競技で、すべての選手と前走者はスノー

ボードレース又はスキーレース用に製造された、視界の確保されるヘルメッ

トをインスペクション、トレーニング、競技中常に着用しなければならない。 
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2011 年齢制限 

 
2011.1 競技年度は、7月 1日から翌年 6月 30日までである。 

(チルドレン競技会を除く)国際競技会に出場するには、選手は当該競技年
（1月 1日-12月 31日）の暦年末までに 15歳の誕生日を迎えていなけれ
ばならない。ハーフパイプ及びスロープスタイルについては 13回目の誕生
日を迎えていればよい。 
つまり、競技年度初日(7 月 1 日)の時点で、アルペン競技やスノーボードク
ロス競技及びビッグエア競技の場合で、15 歳、ハーフパイプ及びスロープ
スタイル競技の場合で 13歳の誕生日をまだ迎えていなくても、選手は年度
初日(7月 1日)に出場権を獲得することになる。 

 
2011.2 国際ジュニア競技会の出場選手は、当該暦年中、又はその後に 20歳の誕
 生日を迎える選手に限定される。 
 
2011 .3 国際競技区分 

 参加できる生年 
  競技年度 08/09 09/10  10/11 11/12 
   
  チルドレンⅠ 1997 1998 1999 2000 
    1996 1997 1998 1999 
 
  チルドレンⅡ 1995 1996 1997 1998 
    1994 1995 1996 1997 
 
  ジュニア 1993 1994 1995 1996 
    1992 1993 1994 1995 
 
    1991 1992 1993 1994 
    1990 1991 1992 1993 
    1989 1990 1991 1992 
 
 ライセンス選手 
  アルペン、ビックエア 1993以前 1994以前 1995以前 1996以前 
  スノーボードクロス  
 
  ハーフパイプ     1995以前 1996以前  1997以前  1998以前 
         スロープスタイル    
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2020 スタート、フィニッシュ、計時、計算 
 テクニカル関連設備 
 
2020 .1 通信連絡 

すべての国際競技会において、複数の通信手段(電話又は無線機、等)を
スタートとフィニッシュの間に設ける必要がある。その通信手段は、有線つ

ながれているものか無線機でなければならない。無線の場合、その他のも

のと別のチャンネルでなければならない。冬季オリンピック及び FIS世界選
手権において、スタートとフィニッシュ間のすべての連絡用と計時用機器は、

確実に有線でつながれたものでなければならない。（ハーフパイプを除く） 
 
2020 .2 計時設備 

すべての競技会において、FIS の承認を受けた電気計時、スタートゲート、
光電管を使用しなければならない。計時についての特別な手順等につい

ての詳細は、FIS タイミングブック（別冊）にて参照することができる。 
 
2020.2.1 電気計時 

すべての国際競技会、FIS ワールドカップ、FIS コンチネンタルカップ、
FIS レースでは、同期され、電子的に独立した、時刻で作動する計時シス
テム 2つを使用しなければならない。 
レース開始前に片方をAシステム(メイン・システム)とし、もう片方をBシステ
ム(バックアップシステム)と指定する。 
全ての時刻は即時に自動的に連続して紙幣印字で少なくとも 1000 分の 1
の精度(0.001)で記録されなければならない。両システムとも、各選手のス
タート時刻とフィニッシュ時刻を数学的比較にすることで正味時間が計算で

きるようなものでなければならない。各選手の滑走の最終結果は算出された

コース上の正味時間の切捨てを行うことで 100 分の 1(0.01)の精度で表示
する。すべての国際競技会において、Aシステムはそれぞれのスタートゲー
トとつながるように設置しなければならない。B システムは他の電子スタート
ゲートと別につながるように設置しなければならい。ケーブルや無線、図、ス

タートゲートの設置についての詳細は、FIS タイミングブックにて参照するこ
とができる。 
すべての電気計時の技術的な設置については、できる限り選手の危険を

避けることを配慮して取り付ける必要がある。 
計時の同期は各ランのスタートから 60 分以内に行わなければならない。
（少なくともスタートの 30 分前までには行うことを推奨する）すべてのシステ
ムの同期は、各ランを通じて継続して行わなければならない。それらのラン

の途中に再同期してはならない。 
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2020.2.2 スタートゲート 

スタートゲートの支柱の間は、約 80～90cm とする。 

計時ゲートが｢プッシュオフ｣(“押し出し”)で使えない場合は、追加の柱を

「プッシュオフ」用に設置しても構わない。スタートゲートは、1 本のスタート

バーに接続された 2 つ（パラレル）、4 つあるいは 6 つ（スノーボードクロス）

の独立したワンバンドもしくはスタートシステムを備えたスタートメカニズムを

備え、ゲートを開いたり引いたりしなくてはスタートできないように設置され

る。 

 

2020.2.3  光電管 

 すべての競技会において、FIS に承認された光電管を2組、フィニッシュラ
インに設置しなければならない。通常の状態でフィニッシュする選手は、下

肢（くるぶしと膝の間）で光線を横切ることになるので、その高さにあわせて

光電管を設置する。 
 
2020.2.4 手動計時 

すべての競技会において、予備としての手動計時は、完全に分離され独立

したものを使用しなければならない。スタートとフィニッシュに設置されるバッ

テリーで稼働するストップウォッチあるいはハンドグリップは、少なくとも

1/100 秒の単位を正確に表示できる能力のある手動計時でなければならな
い。それぞれのランが始まる前までに、AシステムとBシステムの日時を同じ
にあわせておく必要がある。自動的もしくは手書きにて紙幣印字されたもの

もしくは手動計時で記録されたものは、スタートとフィニッシュにてすぐに利

用することができなければならない。 
 
2020.2.5 スコアボード 

主催者は、選手全員の記録タイムや記録スコアを、見える形又は聞こえる

形で継続的に発表するための適切な設備を用意しなければならない。 
 
2020.2.6 ケーブル無しの計時 

FIS レベル 3のイベントについてのみ、スタートとフィニッシュを FISで承認
されたケーブルで結ばない計時機器を使用することができる。これについて

の詳細は、FIS タイミングブックにて参照することができる。 
 
2020 .3 フィニッシュの計時 

 
2020.3.1 電子計時では、選手が身体又は用具のいずれかの部分でフィニッシュライ

ンを横切り、光電管の間の光線が反応した時にタイムが計測される。 
 フィニッシュで転倒した場合、選手の両足がフィニッシュラインを横切って 
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 いなくても、タイムが計測されることがある(条項 2025.3 を参照)。 
 -記録タイムが有効となる条件として、選手はボードを伴った状態で直接か 
 つ完全にフィニッシュラインを通過しなければならない(ボードを伴っていな 
 い場合、選手は失格となる)。 
 -手動計時では、選手のいずれかの部分がフィニッシュラインを横切ったとき 
 にタイムが計測される。 
 -フィニッシュコントローラーがフィニッシュラインの通過が正当であったかを 
 判断する。 

 
2020.3.2 メインの電動計時システム（A システム）が故障した場合、予備の電動計時

システム（Bシステム）によるリザルトが有効となる。（条項 2020.2.1参照） 
 スタートとフィニッシュの間で計時システムの配線が切れた場合は、この予

備電動計時システムによって、1/100秒単位のタイムを計算する。 
 システムA とシステム Bのどちらのネットタイムも利用出来ない場合、手動タ

イムを計算したネットタイムが有効となる。（条項 2020.3.2.1参照） 
 
2020.3.2.1 手動計時タイムの利用 
 手動タイムは、補正値を計算した後であれば、公式リザルトに使用できる。 
 補正値の計算 

電動計時タイムが計測されていない選手の前にスタートした 5 名及びその
選手の後にスタートした 5 名、又は必要な場合は、その選手の最も近い時
刻にスタートした 10 名の選手の電動計時タイムと手動計時タイムとの差を
計算する。 
そして 10のタイム差の合計を 10で割り、電動計時タイムのない選手の手動
計時タイムに適用する補正値とする。 

 
2020.3.3 プリンターで出された公式計時記録紙は、技術代表に渡す。当該競技が公

式承認されるまで、または計時や競技成績の抗議のために、競技主催者に

て保管される。 
その競技に参加した計時係長と技術代表によって確認および署名されたタ

イミングレポート（FIS 専用フォーマット）とリザルトを一緒に送付しなければ
ならない。 
 プリンターで出された公式計時記録紙（A システム、B システム、手動計時）
は、競技終了後 3 ヶ月または計時や競技成績の抗議のために競技主催者
にて保管される。 
 

2020 .4 チーム所有の非公式計時機器 

非公式の計時設備の取り付けの要求はチームキャプテンからなされなけれ

ばならず、設置の承認については、ジュリーにて決定される。冬季オリンピッ



60 

ク及び FIS 世界選手権については、主催者の計時設備のみが許可され
る。 
 

2021 スタート役員、フィニッシュ役員 

 

2021 .1 スターター 

スターターは、スタートの 10 分前までに、アシスタントスターターと、そして
電話もしくは無線を通じて計時係長と、時計の時刻を合わせなければなら

ない。スターターは、スタート予告及びスタート合図に関する責任だけでなく、

これらの合図の間に正確なインターバルを保つ責任もある。スターターはア

シスタントスターターを選手の監督にあたらせる。フリースタイル種目の場合、

スターターはヘッドジャッジと連絡を取り合わなければならない。 
 
2021 .2 アシスタントスターター 

アシスタントスターターは、正しいスタート順で選手をスタートに召集する責

任がある。 
 
2021.3 スタート記録員 

スタート記録員は、全選手について、実際のスタート時刻を記録する責任が

ある。 
 
2021.4 計時係長 

計時係長は、計時の正確性に責任がある。計時係長は、競技開始のできる

だけ直前及び競技終了のできるだけ直後に、スターターと時計の時刻を合

わせる。計時係長は(スコアボード等に)できるだけ速やかに非公式タイムを
発表しなければならない。電動計時が故障した場合、計時係長は直ちにス

タート審判及び技術代表と連絡を取らなければならない。 
 
2021.5 アシスタント計時員 

条項 2020.2.4 に従い、2 名のアシスタント計時員がストップウォッチを操作
する。アシスタント計時員 1名は、全選手の登録タイムを完全に記録する。 

 
2021.6 フィニッシュコントローラー／フィニッシュ係長(スノーボードクロス) 

 フィニッシュコントローラーとフィニッシュ係長は次の職務を担当する： 
 -最終旗門からフィニッシュまでのセクションを監督する。 
 -フィニッシュラインの適正通過を監督する。 
 -完走した選手全員についてフィニッシュ順を記録する。 
 
2021.7 計算係長 



61 

計算係長は、迅速かつ正確なリザルト計算に責任を負う。計算係長は、非

公式リザルトの迅速な複写業務及び抗議時間締切後又は抗議処理終了後

の公式リザルトの公表業務を監督する。 
 
2022 スタート 

 
2022.1 スタートエリア 

 スタートエリアは、スタートする選手、その選手のコーチ 1 名及びスタート役
員以外は入れないように閉鎖されていなければならない。スタートエリアは、

悪天候から適切に保護されていなければならない。コーチ、チームキャプテ

ン、サービスマン等のために、観客に妨害されることなく待機中の選手の世

話ができるような、ロープで囲った特別なエリアを設けなければならない。ス

タートの呼び出しを待つ選手のために適当な待避場所が用意されていなけ

ればならない。 
 
2022.2 スタート台 

 スタート台は、選手がリラックスしてスタートラインに立て、スタート後すばや

くフルスピードに到達できるように、設置する。アルペン種目とスノーボード

クロス種目では、常にプッシュオフポストをスタート台に取り付けるものとする。

スタート台の仕様は各種目の必要性に合わせて調整する。 
 
2022.3 スタート手順 

 スタートする選手に便宜を図ったり、邪魔したりする恐れのある役員や付き

添いは、選手の背後にいることを禁じられる。外部からの支援は一切禁止さ

れている。スターターの指示に従い、選手はスタートバーの後ろに立たなけ

ればならない。スターターはスタートにいる選手に触ってはならない。スター

トポスト又はその他同様の補助具を押してスタートすることは認められてい

る。 
 
2022.4 スタートシグナル／合図 
 
2022.4.1 すべてのシングルにて計測する競技（GS, SL, SBX）のスタートシグナルは

次の通り： 
 スターターは、スタート 10 秒前に各選手に｢10 秒｣と告げる。そしてスタート

してスタート 5 秒前から｢5、4、3、2、1｣とカウントし、「Go-Partez-Los(ス
タート)」のスタート合図を送る。スタートシグナルには、できれば自動音響信
号を使用する。スターターは、選手にスタート時計が見えるようにする。 

 
2022.4.2 パラレル競技のスタート合図は次の通り： 
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 スターターは、｢赤、用意は?(Red course ready?)｣、｢青、用意は?(Blue 
course ready?)｣｢注意(Attention)｣と声を掛けることによって、両選手の準
備が整っていることを確認してから｢ゴー(Go)｣又は音声による合図を1回出
す。 

 ｢選手用意、(Riders ready)｣というかけ声は、(連続する短いビープ音に続
いて、ひときわ音の大きいスタートビープ音が 1 回鳴ってゲートがオープン
するといった)音声によるスタート合図の場合にのみ用いるものとする。 

 
2022.4.3 フリースタイル競技（HP, BA, SBS）のスタート合図は次の通り： 

ヘッドジャッジから「ジャッジ準備完了(Judges Ready)」との連絡を受けた
後にスターターが｢ゴー(Go)｣と合図を出す。スターターはヘッドジャッジに 
例えば、”ビブナンバー22番、右（あるいは左）からドロップイン”と告げる。 
 

2022.4.4 スノーボードクロス決勝のスタート合図は次の通り： 
｢選手、用意(Riders ready)｣｢注意(Attention)｣ゲートはランダムに 1秒か
ら 4秒の間でオープンする。（この 1秒から 4秒はスターターの任意） 

 
2022 .5 スタート計時 

 スタート計時は、選手が膝から下の部分でスタートラインを横切った正確な

時間を計測する。 
 
2022 .6 遅延スタート 

 所定の時間にスタートする用意ができていない選手は制裁措置の対象とな

る。ただし、スタート審判は、遅刻が｢不可抗力｣によるものと判断した場合、

その遅刻を容認してもよい。ただし、選手個人の用具の故障や、選手の軽

い病気などは、｢不可抗力｣にはならない。疑問が残る場合、スタート審判は

暫定的にスタートを許可できる。 
 
2022.6.1 スタートインターバルが固定されている場合、遅刻した選手はスタート審判

に報告した後、スタート審判の判断に従って、固定インターバルでスタート

する。スタート審判は、遅れた選手がいつ（どの順番で）スタートするかを

ジュリーに知らせる。 
 
2022.6.2 スタートインターバルが固定されていない場合、遅刻した選手は条項

2105.3.1 に従ってスタートする。スタート審判は、遅れた選手がいつ（どの
順番で）スタートするかをジュリーに知らせる。 

 
2022.6.3 スタートに遅刻があった場合、スタート審判がすべての決定を行う。スタート

審判は、競技会終了後直ちに、遅刻によりスタートが許可されなかった選
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手、遅刻はしたがスタートが許された選手又は暫定的にスタートが許された

選手について、そのスタートナンバーと氏名を主審に報告しなければならな

い。 
 
2022 .7 有効スタート、不正スタート 

 固定スタートインターバルを採用する競技では、選手はスタートシグナルに

従ってスタートしなければならない。公式スタート時間の前後各5秒という制
限以内にスタートすれば、スタート時間は有効となる。この制限時間内にス

タートしない選手は制裁となる。フリースタイル種目（ハーフパイプとスロー

プスタイルとビックエア）において、スタート係の公式な“GO”という合図の少
なくとも 1 分以内にスタートすれば有効となる。この制限時間内にスタートし
ない選手は失格となる。スタート審判は、不正スタートをした選手又はス

タート規則に違反した選手について、そのスタートナンバーと氏名を主審ま

たはヘッドジャッジに報告しなければならない。 
 
2023 場内放送システム 

 
2023.1 すべての種目で音楽を使用できるが、ハーフパイプとビックエアでは使用が

義務づけられている。音響システムは、選手がコース上のどこにいても、

はっきりとゆがみなく聞こえるように出力が十分なものでなければならない。

スピーカーは、上から下までコースの片側(両側)に均等に配置されなけれ
ばならない。音声は、コース全体にいる選手に時差なしで届かなければな

らない。 
 
2023.2 音響係長は、競技役員と常に無線で連絡を取らなければならない。 
 
2023.3 音響係長は、競技中に流す音楽の準備及びテープの繋ぎに責任を負う。 
 
2024 コース及び競技 

 
2024 .1 コース 

 
2024.1.1 競技コースのテクニカルパート 
 スタートとフィニッシュには、競技に必要なアイテムとしてテレビ塔、用具計

測所、スポンサー広告用具等が設置される。 
 
2024 .2 コースセッティング 

 
2024.2.1 業務支援 
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 ポールを取りにいく等の作業に煩わされることなく、コースセッティングその

ものに集中できるように、コースセッターは、ジュリーが定めた時刻に業務支

援を受けるものとする。 
 コース係長は、次の資材や道具を不足なく準備しなければならない： 
 -十分の数の赤と青の回転ポール（ロングポールとスタッビーポール） 
 -適切な数のフラグ、色分けしてあること 
 -大槌、パール、ドリル、くさび等 
 -十分な数の旗門番号札 
 -ポールの位置をマークするための着色剤 
 
2024.2.2 三角バナーの位置 
 三角バナーの付いた旗門はすべて、コースの一般的なフォールラインに対

し直角(90°)に設置しなければならない。 
 
2024.2.3 旗門のマーキング 
 旗門ポールの位置は、競技の最初から最後まで見えるような着色剤を使っ

て、容易に認識できるように印をつけなければならない。 
 
2024.2.4 旗門のナンバリング 
 旗門には、コースの上から下に順に番号をつけるものとする。番号はアウト

サイドポールに付ける。スタートとフィニッシュは数に入れない。 
 
2024.2.5 コース及び地形の形状の明確化 
 すべての競技において、コースマークに次のものが使用される：  
 -小さな松の葉あるいはそれに似たような材料をコースに薄く広く撒く。 
  および/あるいは 
 -次の箇所に着色染料が使われる。ポールとポールの間に垂直方向に、 

 ハーフパイプのリップ部分、キッカーのランディングやエッジの部分等、水 
 平方向にコースを横切る部分（スノーボードクロス等）、著しく地形が変化 
 する部分やジャンプする部分等のアプローチ部分 

 
2024.2.6 予備ポール 
 コース係長は、十分な数の予備ポールを用意し、正しい場所に配置する責

任がある。予備ポールは、選手が誤ってそこに行ってしまわないように置か

なければならない。 
 
2024 .3 ウォームアップ用スロープ 

 適切なウォームアップ用スロープを用意しなければならない。このスロープ

は可能な限りレースコースに似たものとする必要がある。こうしたスロープヘ
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の観客の立ち入りは禁止するものとする。 
 
2024 .4 コースの閉鎖と変更 

 閉鎖されたコースでは、ジュリー以外の人物が、旗門やフラグを変えたり、

コースにマーキングしたり、コース構造(ジャンプ、こぶ等)を修正したりする
ことは禁止されている。 

 閉鎖されたコースに入った選手は、ジュリーによる制裁措置を受ける(インス
ペクションは例外とする) 

 大会の文章を作るために必要な場合等、閉鎖された競技コースへの入場を

許可される報道者やカメラチームはジュリーが決定する。同様に、ジュリー

の決定によって許可されたトレーナーまたはサービスマン、報道者やカメラ

マンやカメラチーム等が制限区域の内側にいる限り、人数や位置について

はジュリーの承認を得なければならない。 
 
2024 .5 競技 

  
2024.5.1 旗門の通過 

旗門は条項 2070.4.1によって通過となる。 
 

2024.5.2 旗門不通過後の滑走禁止 
選手が旗門不通過となった場合、それ以降の旗門を滑走することはできな

く、すみやかにコース滑走を棄権する。 

  

2025 フィニッシュ 

 
2025 .1 フィニッシュエリア 

 
2025.1.1 フィニッシュエリアは、フィニッシュに近づいてくる選手が視覚的にはっきりと

認識できるものでなければならない。またフィニッシュエリアは幅が広く、ゆ

るやかでスムーズなアウトラインを備えていなければならない。フィニッシュ

エリアは、整備が行き届いていなければならない。 
 
2025.1.2 コースに旗門を立てる時は、地形に沿った自然なラインを描いてフィニッ

シュラインを切れるように選手を誘導することに、特に注意する必要がある。 
 
2025.1.3 フィニッシュエリアは、完全にフェンスで囲まなければならない。無許可の入

場はいかなるものであれ、防がなければならない。 
 
2025.1.4  フィニッシュにある構造物との衝突を防ぐため、適切な保護措置等を講じて
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安全にするものとする。 
  
2025.1.5 滑走を終了した選手のために、実際のフィニッシュとは別に特別エリアが用

意されるものとする。このエリアでは、報道陣(印刷メディア及び視聴覚メ
ディア)との接触が可能であるとする。 

 
2025 .2 フィニッシュラインとそのマーキング 

 フィニッシュラインは｢フィニッシュ｣と記された水平のバナーに繋がった 2 本
（パラレルは 3本）の柱もしくは縦長のバナーにより標示される。フィニッシュ
の幅は、パラレル回転とパラレル大回転では 8m 以上(合計最低 16m)、大
回転及びスノーボードクロスでは 10m 以上とする。ハーフパイプ競技の場

合、フィニッシュラインの位置はヘッドジャッジが決定し、パイプのボトムを横

切り、ロールアウトデッキからロールアウトデッキまで延びるものとする(フィ
ニッシュラインは、ジャッジの対象となる最後のテイクオフ地点である)。例外
的措置として、テクニカルな理由又は地形的な理由であれば、技術代表が

現場でフィニッシュの幅を狭くすることができる。2 本のフィニッシュポスト、
又は 2 枚のバナーの間の距離をフィニッシュの幅と考える。計時装置を載
せる杭も最低でもこの幅を確保し、保護する必要がある。計時装置用の杭

はフィニッシュポスト又はバナーのすぐ後ろで、傾斜の下側に設置される。

フィニッシュラインは着色剤ではっきりと印さなければならない。 
 
2025 .3 フィニッシュラインの通過 

 フィニッシュラインは以下の状態で横切らなければならない： 
 -少なくとも片方の足がボードに付いている。 
 -フィニッシュエリア直前で転倒した場合は、両足で横切る。この場合、選手 

 の身体又は用具のいずれかの部分が計時システムを止めた時にタイムが  
 計測される。 

 -スノーボードクロスでは、フィニッシュの順位は身体又はスノーボードのい 
 ずれかの部分がフィニッシュラインを横切った時点で、判定される。 

 
2026 スタートエリア及びフィニッシュエリアにおけるマイク 

 スタートエリア内、フィニッシュエリア内及びフェンスで仕切られたエリア内で

は、主催者の同意なしに設置されたマイク(カメラや他の専門機器に取り付
けられた｢移動式｣又は、いわゆる｢ぶら下げ式｣マイク)は、トレーニング中及
び競技中ともに使用を禁止されている。 

 
2027 リザルトの計算及び発表 

 
2027 .1 非公式タイム及びスコア 
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 計時員が計測したタイムは、非公式タイムと見なされる。チェックを受け確認

される前に発表されるスコアも非公式と見なされる。非公式タイムや非公式

スコアは、滑走を終了した選手のために用意されたエリアやプレスエリアか

ら見やすいところに設置されたスコアボードに掲示される。可能な限り、非

公式タイムは観客にもスピーカーによって発表するものとする。 
 スノーボードクロスでは、コースの頂上及び麓にスコアボードを用意するもの

とする。 
 
2027 .2 非公式タイム、スコア、失格の発表 

 
2027.2.1 非公式タイム、スコア及び失格は、競技終了後(スノーボードクロスではレー

ス又はヒート終了後)、できるだけ早い時点で、公式掲示板及びフィニッシュ
エリアで発表するものとする。抗議の制限時間 15 分は、スノーボードクロス
以外（条項 2027.2.2）、計時が開始されてから、および／あるいは、失格の
発表の時点からカウントされる。 

 
2027.2.2 フィニッシュエリアとスタートエリアでの非公式タイムの発表及び書面と口頭

による失格の発表をもって、公式掲示板での発表に代えることができる。こ

の場合でも、抗議は失格発表後直ち(スノーボードクロスの場合、抗議は次
のレース又はヒートが始まる前)に申し出なければならない。又は遅くとも 15
分以内にフィニッシュラインにいる主審に口頭で申し出ること、さらにその後

に持ち込まれた抗議は無効とする取り決めをすることができる。チームキャ

プテンには事前にこの旨を通知しなければならない。 
 
2027 .3 公式リザルト 

 
2027.3.1 公式リザルトは、失格とならなかった選手のタイムやスコア又は(スノーボー

ドクロスの場合)着順によって確定する。 
 
2027.3.2 複数の選手が同タイム、同スコア、同ポイント又は同着となり、順位分けがで

きない場合は、ルールに従って選手全員が同位(同ポイント)を獲得する。た
だし、公式リザルトには、スタートナンバーが大きい選手から順に掲載され

る。 
 
2027.3.3 公式リザルトには、次の事項を記載しなければならない： 
 -主催クラブ又は主催連盟の名称 
 -競技会名、会場、種目、カテゴリー、(男子又は女子) 
 -競技実施日 
 -コース名、スタート標高、フィニッシュ標高、標高差、コース全長、アイテム 
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 の数、コースビルダー名、ハーフパイプの斜度、ジャンプの高さ、ビックエ  
 アのランディングの斜度などすべてのテクニカルデータ 

 -ジュリーメンバー及びジャッジの氏名と所属国 
-各ランについて、コースセッター及び前走者の氏名と所属国、旗門数、ス 
 タート時間 

 -天候、コース上の雪の状態、スタートエリア及びフィニッシュエリアの気温 
-順位、スタートナンバー、FIS コードナンバー、氏名、所属国(及びできれ 
 ば所属クラブ)、タイム、競技ポイントなど、選手に関するすべての詳細 
-各ランで、棄権、途中棄権、又は失格した選手のスタートナンバー、FIS 
 コードナンバー、氏名及び所属国 

 -計時担当企業やコンピューター担当企業など公式サービス企業の名称 
-完全なスコア計算(例：ジャッジ別スコア、各ラン及びジャッジカテゴリーごと 
 の合計スコア、技術代表の署名) 
-TDの署名 

 
2027.3.4 (公式、非公式の)リザルトリスト及びスタートリストは、白い紙に印刷しなけれ

ばならない。 
 
2027.3.5 所属国は大文字 3字の指定 FIS コードで表さなければならない(FIS公報

あるいは FIS web siteを参照のこと)。 
 
2028 表彰式 

 競技が終了する前や技術代表が表彰式を許可する前に表彰式を行っては

ならない。 
 主催者は、表彰式より前に優勝予定者を発表する権利がある。この発表は

非公式なものであり、公式な表彰式とは別の場所で行われる。 
 
2030 スタート順 

冬季オリンピック及び FIS 世界選手権及び FIS ジュニア世界選手権及び
FIS ワールドカップ、FIS コンチネンタルカップについては、特別ルールが
発行される場合がある。 

 
2031 スタート順とシード 

  
2031.1 出走する選手の分類は、ジュリーによって行われる。 
 
2031.2 選手の分類には、FISによって作成されたFISポイントリストが使われる。最

新の有効な FIS ポイントリストに選手の名前がない場合は、ノーポイントの
選手と同じグループに割り当てる。 
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2031.3  スタート順の決定には FISポイントリストが使用される。 
 第 1 グループは 16 名の選手で編成され、全選手が 30 名未満の場合、ま

たはそれらに近い数とジュリーが決めた場合は、10 名に減らすことができる。
アルペンとスノーボードクロス競技については、第 1 グループには、無作為
のマニュアルドローが行われる。その他の選手はランキングに従ってスター

ト順が決定する。ノーポイントの選手はその中でドローされる。フリースタイ

ル競技（ハーフパイプとスロープスタイルとビックエア）では、第 1 グループ
には、コンピューターによる無作為のドローが行われる。その他の選手もそ

のグループの中で無作為のドローが行われ、ノーポイントの選手もそのグ

ループの中で同様に行われる。ワールドカップ競技ではワールドカップ特

別ルールが適用される。 
  
2031.4 競技日の 1 日前にドローが行わなければならない。これはナイトイベントに

は有効ではない。 
 
2031.5 ドローはチームキャプテンミーティングにて行わなければならない。ダブルド

ローは、選手のスタート番号と名前による同時のドローが推奨される。 
 
2031 .6  異常な条件下でのスタート順(ファースト・シードを除く) 

 

2031.6.1 異常な条件下でジュリーはスタート順を変えることができる(降雪時等)。事
前に指名された 6名以上の選手が、ビブ番号 1番の前にスタートする。この
6名の選手はスタートリスト最後の 20％に当たる選手のうちから抽選され、ビ
ブ番号の逆順でスタートする。組織委員会より 6 名以上の適任な前走者が
提供される場合はこのルールは適用されない。 

 
2032 スタートインターバル 

 
2032 .1 通常のスタートインターバル 

 大回転及び回転競技では、通常、30秒から 60秒の規則的インターバルで
スタートする。ジュリーが異なる固定インターバルを設定することができる。

フリースタイル競技のスタートインターバルはヘッドジャッジによって設定さ

れる。 
 
2032 .2 特別なスタートインターバル 

 スタートインターバルは、次の条件の下で変更することができる： 
  
2032.2.1 テレビ放送の要求に応えるためにジュリーはスタートインターバルの時間を
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長くすることができる。 
 
2032.2.2 最初の 25名の選手(ビブ 1～25までのグループ)のスタートインターバルは、

最大で 120秒とすることができる。 
 
2032.2.3 スタートインターバルは、大回転では 30秒以上なければならない。 
 
2033 仮の再走 

 
2033.1 必要条件 

 
2033.1.1 役員の不手際、観客、動物又は他の正当と認められる理由によって競技中

に妨害を受けた選手は、妨害発生直後にジュリーのいずれかに仮の再走

を申し出ることができる。こうした申し出は、妨害を受けた選手のチームキャ

プテンも行うことができる。選手は妨害を受けた後、直ちにコースを離れな

ければならず、その地点より下に滑走して行ってはならない。（コースサイド

をのみ滑走可能）スノーボードクロスには適用されない。 
 
2033.1.2 特殊な状況や他のテクニカルな欠陥（スタートゲートの欠陥や計時等）が

あった場合、ジュリーが仮の再走を命じることができる。 
 
2033.1.3 スノーボードクロスにおいて、イエローフラッグにて止まった選手は、主催者

側の見解から可能だとジュリーが判断した状況の下にて、仮の再走をする

権利を持つ。ジュリーは、その選手の仮の再走をスタートリストの最後の選

手よりも前にすることができる。 
 
2033 .2 妨害の根拠 

 
2033.2.1 役員、観客、動物又は他の障害によるコース妨害があった場合。 
 
2033.2.2 すぐにコースを空けなかった転倒選手によるコース妨害があった場合(ス

ノーボードクロスの決勝には適用されない)。 
 
2033.2.3 前の選手の用具など、コース上に物体がある場合(スノーボードクロスには

適用されない)。 
 
2033.2.4 選手の妨害となるような応急処置活動が行われている場合。 
 
2033.2.5 前の選手が倒した後にすぐに立て直さなかったために、旗門が紛失した場
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合(スノーボードクロスの決勝には適用されない)。 
 
2033.2.6 その他似たような、選手の意志やコントロールが及ばない出来事で、著しい

減速の原因となったり、選手の滑りに影響したりして、選手のリザルトに影響

を与える出来事が起きた場合 (スノーボードクロスには適用されない)。 
 
2033 .3 仮の再走の有効性 

 
2033.3.1 主審又は他のジュリーメンバーは、適切な役員又はジャッジに直ちに質問

することができない場合、もしくは再レースの正当性を判断できない場合、

選手が時間に遅れるのを避けるために暫定的に仮の再走を許可できる。こ

の仮の再走は、ジュリーにより追認された場合にのみ、有効となる。 
 
2033.3.2 選手に仮の再走の権利を与える根拠となった出来事が発生する以前に当

該選手が既に失格となっていた場合、仮の再走は無効となる。 
 
2033.3.3 暫定的再走であれ、最終的に認められた再走であれ、例えタイムがもとのラ

ンよりも悪い場合でも、その再走は有効となる。 
 
2033.3.4 再走の要求が不当であることが明確な場合、その選手は失格となり、制裁

措置を受ける場合がある。 
 
2033 .4 仮の再走のスタート時間 

 
2033.4.1 スタート審判の裁量によって、選手は、スタート審判への報告後、固定イン

ターバルでスタートすることができるとともに、選手はスタートする前に準備

をするための時間を十分にとることができる。 
 
2033.4.2 スタートインターバルが固定されていない場合、手順は条項 2022.4 と

2022.7の規定による。 
 
2034 競技又はトレーニングの中断 

 中断された競技がその同日に終了しない場合、この競技は中止された競技

として扱われる。 
 
2034 .1 ジュリーによる中断 

 
2034.1.1 コース整備をするための中断の時刻や所要時間は、即座に公表しなけれ

ばならない。 
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2034.1.2 天候や雪の状態が悪かったり、不安定であるために実施される中断の場

合。 
 
2034.1.2.1 コース上の作業が終了次第又は天候や雪の状態が変わり、適正な競技運

営が確実になった場合、競技が再開される。 
 
2034.1.2.2 同じ理由により繰り返し競技の中断が命じられた場合、ジュリーは競技を中

止することになる。 
 
2034 .2 短時間の中断 

各ジュリーメンバーは、短時間の競技中断を指示する権利がある。旗門審

判員は短時間の競技中断を要求できる。 
 

2034 .3 報告 

 このような場合にはすべて、FIS 及び主催国連盟あてに TD から詳細な報
告書が作成される。その TD 報告書は、よく勧告が見いだされているか、競
技の中止が FIS ポイントの有無にかかわるかが含まれている。 

 
2035 競技の中止 

 
2035 .1 ジュリーによる中止 

 -選手が外部の妨害により著しく影響を受ける場合 
 -通常とは異なる状況が発生したり、レースの適正な運営がもはや保証でき

なくなった場合 
 
2035.2 報告書 

 条項 2034.3を参照。 
 
2036 上訴 

 競技の取りやめや中断、中止に関して、ジュリーの決定(条項 2057)に対し
ては上訴、技術代表の決定(条項 2051)に対しては抗議を申し立てることが
できる。こうした上訴や抗議は、問題となる決定が発表された後、24 時間以
内に FIS事務局宛に申し立てるものとする。 

 
2037 スタートが許可されない場合／制裁 

 次の場合に選手は制裁を受けることがあり、その制裁にはFISスノーボード
国際試合でのスタートが許されないことが含まれる。 

 
2037.1  衣服や用具に卑猥な名前 および/あるいは シンボルがついていた場合
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（条項 206.7 を参照）、あるいは、スタートエリアにてスポーツマンらしくない
ふるまいがあった場合（条項 205.5を参照） 

 
2037.2  FIS規則の用具（条項 222を参照）とコマーシャルマーキング（条項 207を

参照）に違反があった場合 
 
2037.3  FIS から要請があった健康診断（条項 221.2 を参照）の約束を辞退した場

合 
 
2037.4  選手に対して閉鎖されているコース（条項 2024.4 を参照）でトレーニングを

行った場合 
 
2037.5 全てのスノーボード競技において、競技用具仕様に適用したヘルメットを着

用しなかった場合 
 
2037.6 1本目で敗退した場合 
 
2037.7 これらの規則に違反してジュリーからの決定を受けた選手が実際にスタート

した場合、ジュリーはその選手に制裁を与えなければならない。 
 
2038 ペナルティー／制裁 

 ジュリーは次のような選手についてペナルティーおよび制裁を課すことがで

きる： 
 
2038.1 用具の広告の管理の規定に違反した場合。（条項 207.1） 
 
2038.2 許可されていない方法でスタートビブに変更を加えた場合。（条項 2010.2） 
 
2038.3 公式のスタートビブを着用あるいは携行していない場合。 
 
2038.4 旗門を不通過した場合やコース上の旗門にて求められたターンと同様の

ターンをした場合。 
 
2038.5 スタートに間に合わなかったときや不正スタートをした場合。 
 
2038.6 旗門不通過をした後に滑走を続けていた場合。 
 
2038.7 競技中に外部からの支援を受けた場合。 
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2038.8 条項 2037に違反した場合。 
  
2039 失格／制裁 
  選手は、次の場合は失格／制裁を受ける： 
 
2039.1 虚偽の申告で競技に参加した場合 
 
2039.2 他人の安全や資産を危険にさらす場合 
 
2039.3 選手の立ち入りが禁止されているコースでトレーニングをしたり、条項

2024.3 で禁じられている方法でコースを変更したり、トレーニングや競技の
実施に関してジュリーの指示に反する行動をした場合。 

 
2039.4 トレーニング、インスペクション及び競技においルールに従ったヘルメットま

たは公式スタートビブを着用しなかった場合又はスタートビブに変更を加え

た場合。 
 
2039.5 スタートに遅刻してきたり、不正スタートをしたり、又はスタートの実行に関す

る規定に違反した場合。 
 
2039.6 少なくとも片方の足をボードに留めた状態で旗門線を横切ることができな

かった場合。 
 
2039.7 ボードに乗った状態でコースを滑走できなかったり、又は条項 2025.3 に

従ってフィニッシュを通過できなかった場合。 
 
2039.8 競技中、どのような形であれ外部からの支援を受け入れた場合。 
 
2039.9 追いついた選手の最初の呼びかけでコースを明け渡さなかったり、妨害を

した場合。スノーボードクロスの決勝には適用されない。 
 
2039.10 後から実証できないことが明らかな仮の再走を不当に要求した場合。 
 
2040 上訴委員会 

 
2040.1 条項 225 を参照。 
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2050 抗議 

 
2051 抗議の種類 
 
2051.1 選手への入場許可及び競技用具の使用許可に対する抗議 
 
2051.2 コース又はコースコンディションに対する抗議 
 
2051.3 競技中における他の選手又は役員に対する抗議 
                            
2051.4 失格に対する抗議 
 
2051.5 計時及びスコア計算に対する抗議 
 
2051.6 ジュリーの指示に対する抗議 
 

2052 抗議の提出 

 抗議は、次のように提出するものとする： 
 
2052.1 条項 2051.1～2051.6 に従った抗議は、公式掲示板に指定されている場

所又はチームキャプテンミーティングで発表された場所に提出する。 
 
2052.2 条項 2034に従った抗議は FIS事務局に提出する。 
 
2052.3 フィジカルの理由による抗議のみ受入が可能である。 
 
2052.4 新たなフィジカルの理由による前の意見と元の意見を再考することを認める 
 
2052.5 全てのジュリーが最終決定を行う。ルールに基づいた抗議と上訴を覗いて 
 
2053 抗議の締切時間 

 
2053 .1 選手への入場許可に対する抗議については、ドローの前を締切時間と

する。 
 
2053 .2 コース又はコースコンディションに対する抗議については、競技開始

60分前を締切時間とする。 
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2053 .3 他の選手又は選手の用具に対する抗議、もしくは競技中の役員の反

則的な行為に対する抗議については、 
 -最後の選手のフィニッシュ通過後 15分以内を締切時間とする。 
 -スノーボードクロスの決勝と PGSの決勝の場合は、次のヒートが始まる前ま 

 でとする。 
 
2053 .4 競技における違反行為による失格に対する抗議については、失格の

掲示後 15分以内を締切時間とする。 
 
2053 .5 計時に対する抗議については、非公式リザルトリストの掲示後 15 分以内

を締切時間とする。 
 
2053 .6 ジュリーの指示に対する抗議については、ただちにおよび、条項

2053.4に従い抗議の決定発表がされる前を締切時間とする。 
 
2053 .7 誤計算及び誤った事務処理に対する抗議について 

 役員や選手の反則に関する抗議ではなく、リザルトの誤計算に関する抗議

は、競技会当日から 1 カ月以内に選手の所属する連盟を通して書留で郵
送された場合、審理の対象となる。誤りのあったことが証明された場合、正

しいリザルトリストが公表され、賞金も再分配される。 
 
2054 抗議の形式 

 
2054.1 抗議は、原則として書面で提出する。 
 
2054.2 例外として、条項 2051.3、2051.4、2051.5に従った抗議は、口頭で申し立

てることができる(条項 2027.2.2)。 
 
2054.3 抗議は、詳細にわたり具体的でなければならない。あらゆる証拠物件を含

む証拠を提出する必要がある。 
 
2054.4 抗議の提出に当たっては、100 スイスフラン又は他の通貨での相当額を預

託しなければならない。抗議が是認された場合にはこの預託金は返金され

るが、そうでない場合は、FISのものとなる。 
 
2054.5 ジュリーの決定の発表前であれば、抗議申立者は抗議を取り下げることが

できる。 
 この場合、預託金は返却される。ただし、ジュリー又はジュリーメンバーが、

例えば｢条件付き｣決定等の中間決定を行った場合、抗議を取り下げること
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はできない。 
 
2054.6 締切時間内に申し立てられなかった抗議、又は預託金を添えずに提出さ

れた抗議は審理されない。 
 
2055 資格 

 次の者が抗議を提出することができる。（ルールに従って書面または口頭に

て） 
 -国連盟 
 -コーチ 
 -チームキャプテン 
 -選手（SBX） 
 
2056 ジュリーによる抗議の処理 

 
2056.1 ジュリーはあらかじめ定め、公表しておいた場所及び時間に集まり、抗議を

処理する。 
 
2056.2 旗門通過に関する抗議の場合、旗門審判員及び必要であれば隣接する旗

門の旗門審判員又はその他の関係役員、選手当人、及び抗議側のチーム

キャプテン又はコーチを召集して出席させる。 
 さらに、ビデオテープ、写真、又は映像フィルムなど他の証拠を再確認し考

慮する。 
 
2056.3 投票にはジュリーメンバーだけが出席する。議事進行は技術代表が行う。

ジュリーミーティング議事録を作成し、技術代表がこれに署名する。決定に

は、出席しているジュリーメンバーだけでなく、投票権を有するジュリー全員

の過半数を必要とする。同数の場合は、技術代表の票が決定票となる。 
 決定の基本ルールは、規律維持が保証されるような形で、適用され、解釈

されなければならない。 
 
2056.4 決定は、ジュリーミーティングが終了次第、公式掲示板に掲示時間とともに

掲示されることにより、公式になる。スノーボードクロスの場合、決定は口頭

で発表される。 
 
2057 上訴権 

 
2057 .1 上訴 
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2057.1.1 次について上訴することができる： 
 -ジュリーの決定に対して（条項 224.11に関すること） 
 -ジュリーによる競技中止決定に対して(条項 2035) 
 -ジュリーのレース中止の際の FIS ポイント計算の勧告に対して 
 -公式リザルトリストに対して。この上訴は明白な誤計算に関する問題に対す

るものである。 
 
2057.1.2 上訴はすべて、FIS事務局に提出しなければならない。 
 
2057.1.3  時間制限 
  
2057.1.3.1 ジュリーの競技の決定については、上訴委員会へ 48時間以内に上訴が可

能である。 
 
2057.1.3.2 ジュリーの資格以外の事柄である公式リザルトについては 30 日以内に

FIS事務局経由で評議会へ上訴が可能である。 
 
2057.1.4 上訴に対する決定は、次の組織が行う： 
 -上訴委員会 
 -FIS理事会 
 
2057 .2 延長効果 

 証拠物件の提出(抗議、上訴)は、期限を延長する効力を持たない。 
 
2057 .3 提出 

 証拠は、具体的な証拠となるものを添えて文書で提出しなければならない。

期限を過ぎて提出された証拠は、FIS事務局により却下される。 
 
2058 公認 

すべての FIS スノーボードアルペン公認競技会は、公認を受けたコースで
実施しなければならない。特別な場合、FISあるいは競技ジュリーが例外お
よび技術的な資料や要求の逸脱を認めることもある。（条項 202.1.2.3 は
ハーフパイプ、スノーボードクロスおよびスロープスタイルには無効である） 

 
2070 旗門判定 

 
2070.1 各旗門審判員には、次の事項が記載された旗門記録表が渡される： 
 
2070.1.1 旗門審判員の氏名 
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2070.1.2 旗門の番号 
 
2070.1.3 ランの区別(1本目、2本目/予選、決勝) 
 
2070.2 選手が条項 2070.4 に従って正しく旗門(パラレルでは旗門マーカー)を通

過しなかった場合、旗門審判員は直ちに旗門記録表に次の事項を記入し

なければならない。 
 
2070.2.1 選手の(ビブ)スタートナンバー 
 
2070.2.2 当該旗門審判員が複数の旗門を担当する場合、反則が起きた旗門の番号 
 
2070.2.3 「F」という文字(反則を意味する Faultの頭文字) 
 
2070.2.4 発生した反則のスケッチ(スケッチマップは必須) 
 
2070.3 旗門審判員は、また、(例えば転倒した場合など)選手が外部からの支援を

受け入れていないかどうかを見なければならない。ほんの少しでも外部から

の支援を受ければ、失格となる。この種の反則も同様に、旗門記録表に記

入しなければならない。 
 
2070 .4 旗門の通過 

 
2070.4.1 少なくとも選手の前足がボード上のビンディングに固定された状態で、ボー

ド全体が旗門線を通過した場合、当該選手は正しく旗門を通過したことに

なる。転倒した場合、選手は回転線(ターニングライン)を通過しなければな
らない。 

 
2070.4.2 回転、パラレル回転、大回転、パラレル大回転、スーパーG 及びスノーボー

ドクロスにおける旗門線とは、バナーの底辺の 2 箇所とターニングポールを
結ぶラインを延長したものである。 

 
2070.4.3 選手のボードと両足が旗門線を通過し終わる前に、選手がポールをその垂

直位置から動かしてしまった場合でも、ボードと両足は本来の旗門線(雪面
上のマーキング)を通過しなくてはならない。ゲートポールまたはスタッビー
が無い場合、選手はもとにあったマーキングのあたりをターンしなければな

らず、この場合は旗門を通過したものとする。 
 
2070.4.4 旗門反則発生後の滑走継続禁止 
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 選手が旗門を通過し損ない、戻って旗門を正しく通過しなかった場合、そ

の選手にはそれ以降の旗門を通過する権利はない。この禁止事項を遵守

しなかった場合、選手にはジュリーによる制裁や失格および／あるいは罰

金が科せられることがある。 
選手が 2 つ以上の旗門を不正通過し、正しいとされる通過(ライン)のうちの
いずれか一つから明らかに外れた場合、その選手は自分の反則を認識し

ていたものと見なされる。 
 
2071 旗門審判員 

 
2071.1 すべての旗門審判員は以下に表記する項目をチェックカードに記載しなけ

ればならない。 
 
2071.1.1 旗門審判員の氏名 
 
2071.1.2 旗門番号 
 
2071.1.3 その滑走の名称（1本目または 2本目、予選または決勝） 
 
2071.1 各旗門審判員は、競技規則に精通していなければならず、ジュリーの指示

に従わなくてはならない。 
 
2071.2 優秀な旗門審判員であっても、競技を注意深く監視していながら、個々の

ケースで選手の犯した反則を見逃したり、誤って反則と判定したりしてしまう

ことがある。隣接する旗門の審判員やジュリーメンバー、又は公式ビデオ管

理担当者が選手について当該旗門審判員の記録と異なる報告をした場合、

ジュリーは選手の失格や抗議に関する決定を視野に入れた上で、自由裁

量でこれらの記録を解釈する。 
 
2071.3 旗門審判員が行う判定は、明瞭で偏らないものでなければならない。旗門

審判員は、冷静かつ注意深く慎重に振舞わなければならない。疑いのある

場合には、旗門審判員は疑わしきは罰せずの原則を守ることとする。 
 
2071.4 旗門審判員は、反則があったと確信した場合以外は、反則を宣告してはな

らない。抗議があった場合、当該旗門審判員はどのように反則が行われた

かを、はっきりと断固とした態度で説明できなくてはならない。 
 
2071.4.1 反則が起きたかどうか疑問を持った場合、旗門審判員は自身の記録を確

認するため、隣接する旗門の審判員に相談することができる。 
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 さらに、旗門審判員は、コース上のシュプールをチェックするため、ジュリー

メンバーを通じて、競技の短時間の中断を要求することもできる。 
 
2071.4.2 旗門審判員の判定は、公衆の意見に影響を受けてはならない。同様に、た

とえ経験豊かな者であっても、目撃者の意見を受け入れてはならない。旗

門審判員は、自分自身の意見で考え出さなければならない。 
 
2071.5 回転、パラレル回転、大回転、パラレル大回転、及びスノーボードクロスで

は、旗門審判員の責任は、自分の担当する最初の旗門に選手が近づいて

きたときに始まり、担当する最終旗門を通過したときに終了する。  
 
2072 選手に対する責任 

 
2072.1 選手は、エラーをしたり、転倒したりした場合、旗門審判員に向かって質問

することができる。一方で、旗門審判員は、選手が制裁や失格につながる

反則を犯した場合、可能であれば選手にそのことを知らせなければならな

い。 
 
2072.2 いずれの場合でも、旗門審判員は明瞭かつ断固とした声で、次の言葉のい

ずれかを使って、選手の質問に答えたり、選手に反則を知らせたりする。 
 
2072.2.1 ｢ゴー(行け)!｣旗門審判員が旗門の通過を正しいものと判定し、選手が失格

にならないと判断した場合。 
 
2072.2.2 ｢戻れ!｣選手が失格となる可能性がある場合。 
 
2072.3 旗門審判員は、原則として、これらの言葉を開催国の言語で言うものとする。

選手はこれらの表現を学んでおくべきである。また、こうした表現をチーム

キャプテンミーティングで伝えておくことも有益である。 
 
2072.3.1 選手は、自分の行動に対する全責任を負い、旗門審判員に責任を負わせ

ることはできない。 
 
2073 制裁および失格となる反則の即時通知 

 
2073.1 特に回転、大回転、スノーボードクロス（またはパラレル競技）では、旗門審

判員は失格となる反則を合図で即座に知らせることができる。 
 
2073.2 失格となる反則は、次の方法で即座に指摘する。 
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2073.2.1 視界がよい場合は、特定の色の旗を揚げる。 
 
2073.2.2 視界が悪かったり、霧が出ていたりする場合は、音による合図をする。 
 
2073.2.3 その他、主催者や認めたれたジュリーが用意した方法で合図する。 
 
2073.3 反則を即座に通知したとしても、旗門審判員は記録表への記入を免除され

るものではない。 
 
2073.4 旗門審判員は、要請があれば、ジュリーメンバーに情報を提供しなければ

ならない。 
 
2074 各ラン終了後の旗門審判員の職務 

 
2074.1 ジュリーの指示に従い、旗門審判係長(又はそのアシスタント)はすべての記

録票を回収し、主審に渡す。 
 
2074.2 1本目終了後、旗門審判係長は 2本目用の記録票を配布する。 
 
2075 競技終了後の旗門審判員の職務 

 
2075.1 失格や制裁となる反則を記録したり、仮の再走となる出来事を目撃した審

判員は、抗議の処理が済むまでジュリーの質問等に答えられるように待機

していなければならない。 
 
2075.2 ジュリーの呼び出しを待っている旗門審判員に解散許可を与えるのは、技

術代表の責任である。 
 
2076 旗門審判員の補足的業務 

 
2076.1 旗門審判員は、旗門記録票への必要な記入が済み次第、直ちに他の業務

に移らなければならない。旗門審判員は、とりわけ次の業務を頻繁に行う必

要がある。 
 
2076.1.1 旗門ポールを垂直に立て直す(傾いているポールは選手に有利になったり、

選手を妨害したりする)。 
 
2076.1.2 倒されて外れてしまったポールを元の正確な位置に立て直す。位置は雪上

に着色剤でマークされている。 
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2076.1.3 できれば、破れたフラグを取り替えたり、なくなったフラグを補充する。フラグ

は常にポールの下部に取り付けなければならない。 
 
2076.1.4 折れてしまったポールを色(青か赤)に従って取り替える。折れたポールの破

片は選手や観客に危険がないように片付ける。 
 
2076.1.5 自分の担当範囲のコースを維持整備する。 
 
2076.1.6 コースをきれいにしておく。 
 
2076.1.7 選手や第三者がコースにつけた目印を取り除いたり修復する。 
 
2076.2 コース上の担当範囲に指定された管理担当者がいない場合は、選手が滑

走中にどのような形であれ妨害を受けないように、旗門審判員が、(観客、カ
メラマン、他の選手等)すべての人が競技コースから十分な距離を保つよう
に管理しなければならない。 

 
2076.2.1 旗門審判員は、ジュリーからの指示に従い、参加承認を受けている人々を、

選手の邪魔にならないように各々の仕事ができる最適な場所に案内しなけ

ればならない。 
 
2076.3 旗門審判員は、ジュリーの指示(トレーニングの場所と時間、認められたト

レーニング方法、インスペクション、スケジュール等)が遵守されているかどう
かを監視しなければならない。 

 
2076.4 滑走中に妨害を受けた場合、選手は直ちに競技コースを離れ、最も近くに

いる旗門審判員に妨害を受けたことを報告しなければならない。報告を受

けた旗門審判員は、妨害が起きたときの状況を記録票に記入し、1 本目又
は 2 本目終了時にその旗門記録票をジュリーの求めに応じて見せることが
できるようにしておく。旗門審判員は、妨害を受けたことを直ちに主審か他

のジュリーメンバーに報告するよう当該選手に指示しなければならない。 
 
2077 旗門審判員の位置 

 
2077.1  旗門審判員は、人から離れた場所を選ばなければならない。旗門審判員

は、地形又は旗門及びコースの担当範囲を適切に監視でき、また直ちに行

動が起こせる程近い場所にいなければならない。ただし、選手を妨害しな

いように十分離れていなければならない。旗門ポール及び旗門は常に選手

にはっきりと見えるようにしなければならない。 
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2077.2 主催者は、旗門審判員を他から容易に見分けられるような外見にする必要

がある。服装は、旗門フラグと間違えるような色であってはならない。 
 旗門審判員と区別できるようなビブを着用することが好ましい。 
 
2078 旗門審判員の人数 

 
2078.1 主催者は、十分な人数の能力ある旗門審判員を用意しなければならない。

必要であれば、主催者が、旗門審判員係長同席のもとで最終指示を与える

ために、旗門審判員を集合させることができる。技術代表は、必要に応じて

この集会に参加できる。 
 
2078.2 主催者は、トレーニング及び特に競技に動員できる旗門審判員の人数を

ジュリーに知らせなければならない。 
 
2079 旗門審判員へのサポート 

 
2079.1 旗門審判員は、時間的に十分な余裕を持って、競技開始前に自分の位置

につかなければならない。旗門審判員の仕事は数時間に及ぶ場合もあり、

気象条件によっては辛いものとなる恐れもある。したがって、もし可能であれ

ば、主催者が防寒服を旗門審判員に支給することが望ましい。 
 
2079.2 旗門審判員の交替が必要とされるようであれば主催者は競技中(又は 2 本

目に)それまでの旗門審判員と交替する人数の旗門審判員交代要員を用
意する。 

 
2079.3 主催者は、担当場所にいる旗門審判員に飲食物を届けなければならない。 
 
2079.4 頻繁にポールが倒されたり、折られたりするような手間の多い場所では特に、

旗門審判員を補助するアシスタントを配置することが望ましい。 
 
2079.5 旗門審判員が職務を適正に遂行するために必要な用具は、事前に予測さ

れ、旗門審判員の手元に配備されていなければならない。特に次のような

ものが必要となる。 
 
2079.5.1 雪や水から記録票を保護するための特別なビニールカバー。 
 
2079.5.2 鉛筆、できればカバーに紐で取り付けられたもの。予備の鉛筆及びあらゆる

出来事を記録するための白紙数枚。 
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2079.5.3 コースを適正な状態に保つための作業に必要な道具：シャベル、くまで、

バール、ドリル、くさび等。 
 
2079.5.4 十分な数の、正しい色の予備ポール。これらの予備ポールは、選手を混乱

させるようであってはならない。これらの予備ポールは、旗門審判員側で

コースから十分離れた場所に危険がないようにとがった先を下にして雪の

中に斜めにさしておかなければならない。 
 できればバナーやフラグを予め取り付けておく。 
 
2079.5.5 スノーボードクロスの場合、競技の最初から最後までフィニッシュ係長との連

絡がとれるように、旗門審判員全員が無線を装備していなければならない。 
 
2080  ビデオコントロール 

主催者が公式なビデオコントロールを設置した場合、ジュリーは公式なビデ

オコントローラーを任命する。ビデオコントローラーの職務は、選手がコース

を通過しているか観察することである。スノーボードクロスとパラレル競技に

おいて、ビデオコントローラーが明確な失格や制裁をビデオで確認した場

合、失格についての最終決定をすることができる。 

 
2085 ゲートフラッグ 

 
2085.1 次の寸法の三角形のゲートフラグ（バナー）を使用してもよい。 
 （わずかな寸法の差は受け入れられる） 
 
    PSL/SL  PGS/GS/SBX/SBS 
 底辺の長さ： 100cm  130cm 
 長い方の高さ： 80cm  110cm 
 短い方の高さ： 45cm   45cm 
 
2085.2  すべての競技において、PSL/SL に PGS/GS 用のフラッグを仕様してもか

まわない。 
 
2085.3 フォールラインと旗門の底辺が直角(90°)になるようにフラッグを設置しなけ

ればならない。フラッグは旗門の底辺にあわせて取り付ける。 
 

2085.4 フラッグの色はスタッビーポールやロングアウトサイドポールと同じでなけれ

ばならない。（赤または青） 
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2085.5 フラッグは風を通す素材でなければならない。 
 
2085.6 フラッグの広告は、フラッグが外れる機能の風の透過性を減少させてはなら

ない。  
 

2089 回転ポール 

 アルペン種目とスノーボードクロスで使用されるすべてのポールは、ノーマ

ルポールとフレックスポールに細別される。 
 
2089.1 ノーマルポール 
 直径 20mm 以上 32mm 以下で継ぎ目がなく、丸くて均一なポールがノー

マルポールとして認められる。セットされた時に、雪面から 1.80m 以上出る

長さで、裂けない材質(プラスチック、プラスチックでカバーされた竹又は同
様の性質を持つ素材)でできていなければならない。 

 
2089.2 フレックスポール 
 フレックスポールにはスプリング入りの蝶番が付いている。フレックスポール

は FISの仕様を満たすものでなければならない。 
 
2089.2.1 スタッビーポール 
 スタッビーポールとは、蝶番の下部からポールの上端までの長さが45cm以

下で、先端が空洞となっているかパッドが付いているフレックスポールであ

る。 
    
  -ソフトパッドの長さ（おおよそ）： 35cm 
  -基部の長さ（おおよそ）： 25cm 
 
2089.3 フレックスポールの使用 
 国際 FIS カレンダーに記載されているすべてのスノーボードアルペン競技

では、フレックスポールを使用しなければならない。大回転及びスーパーG
競技では、旗門のアウトサイドポールにはノーマルポールを使用することが

できる。スノーボードクロスには両方のタイプを使うことができる。 
  
2089.3.1 回転及びパラレル回転競技 
 回転ポールは赤か青で、ポールと同色のバナーが付いていなければならな

い。ターニングポールは下部に大きなスクリューのついたスタッビーポール

でなければならない。アウトサイドポールは通常のフレックスポールとする。 
 
2089.3.2 大回転及びパラレル大回転競技 



87 

 これらの競技では、旗門は三角バナーを付けた回転ポール 1 本とスタッ
ビーポール 1本から構成される。インサイドのターニングポールには、スタッ
ビーフレックスポールを使わなければならない。アウトサイドポールは、フ

レックスポールでも(風が強い場合は)ノーマルポールでもよい。 
 
2089.3.4 スノーボードクロス競技 
 この競技では、旗門は三角バナーをつけた回転ポール 1 本とスタッビー

ポール 1本から構成される。インサイドのターニングポールには、スタッビー
フレックスポールを使わなければならない。アウトサイドポールは、フレックス

ポールでも(風が強い場合は)ノーマルポールでもよい。 
 
2090 選手の用具 

 
2090.1 スノーボード 
 スノーボード競技ではスノーボードしか使用できない。ボードの最小幅は次

のように制限されている： 
 滑走面の長さ 最小幅 
 135cm まで 14cm 
 135cm を超える 16cm 
 
2090.2 ビンディング 
 ビンディングは、ボードの長軸に対して斜めに固定しなければならない。

ブーツが互いに重なってはならない。 
 
2090.3 流れ止め用の器具、リーシュ(ひも) 
 主催者又はスキー場が要求しない限り、安全リーシュの使用は任意であ

る。 
 
2090.4 バランス及びスピードコントロール 
 選手が手袋以外のものを手に着用すること、又はポールやスティックなど、

バランスを取りやすくしたり、スピードを加減したりするための道具を利用し

たりすることは禁止されている。 
 背中のプロテクターの装着は可能であるが、空気抵抗を有利にする効果の

あるものは不可である。 
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第 3 部 
 

各種目のルール 
 

2100 回転 

 
2101 テクニカルデータ 

 
2101 .1 標高差 

 すべてのレースについて、コースの標高差は、120m 以上 180m 以下とす
る。男女で同一のコースを使用することができる。 

 
2101 .2 全長 

 
2101.2.1 コースの地表の全長は 400m 以上 600m 以下とする。コース全長は計測

テープ又はローラー計測器あるいは GPS で計測し、スタートリスト及びリザ
ルトに記載しなければならない。 

 
2101.3 全幅 

 
2101.3.1 1、2 本目とも同じ斜面にセットされる場合、コースの幅は少なくとも 30m 以

上でなければならない。特別なケースとして、インスペクターあるいはジュ

リーがコースの短い距離であれば例外を認めることがある。2本目が 1本目
のコースに再セットされる場合、コースの最小幅は 20m とする。 

 
2101.4 旗門 

 
2101.4.1 回転の旗門は、三角バナーで連結されたスタッビーポール（ターニング

ポール）1 本とフレックスポール（アウトサイドポール）1 本から構成される。
（条項 2085 条、2089条を参照のこと） 

 
2101.4.2 連続する旗門は、色が交互に並ばなければならない。 
 
2101.4.3 オフセットのターニングポール間の距離は、8～15m とする。コンビネーショ

ンのターニングポール間の距離は、6～8m とする。 
 -トリプルかクワッドを最低 1つ、ダブルコンビネーションを最低 3つ含むもの

とする。 
 -バナナゲートは、回転競技では設定してはならない。 
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2101.4.4 フォールラインと旗門の底辺が直角(90°)になるように三角フラッグを設置
しなければならない。三角フラッグは旗門の底辺にあわせて取り付ける。 

 
2101 .5 旗門数 

 最低： 35旗門 
 最大： 55旗門 
 
2102 コース 

 
2102 .1 コースの一般的特徴 

 
2102.1.1 理想的な回転競技コースには、前項に規定した標高差と斜度を考慮に入

れ、選手が最大限のスピードで巧妙かつ正確にターンができるように設計さ

れた連続ターンが盛り込まれていなければならない。グーフィー(右足前)又
はレギュラー(左足前)どちらかに有利になることがないように、コースは左右
対称にする。 

 
2102.1.2 回転競技では、すべてのターンを迅速に終わらすこととする。コースは通常

の技術とは相いれないアクロバット的な演技を要求するものであってはなら

ない。コースは、地形に適した旋回ルートを技術的に巧妙に構成したもの

で、単独又は複数の旗門で繋がれ、選手が流暢に滑ることができると同時

に、様々な半径の弧を描きながらの方向転換を要求し、ボード技術の幅広

い多様性を試すものとする。旗門は、フルターンが必要となるように、決して

フォールラインに沿ってのみセットするのではなく、トラバースも組み合わせ

る。 
 
2102 .1 .3 コース整備 

 回転競技はできるだけ固い雪の上で競わなければならない。競技中に降

雪があった場合、コース係長はその雪をパックするか、もし可能で、あれば

コースから除雪しなければならない。 
 
2103 コースセッティング 

 
2103 .1 コースセッター 

 
2103.1.1 回転競技斜面のインスペクション 
 コースセッターは、コースを設営する前に、このインスペクションを実施しな

ければならない。回転競技コースは、上位 30 名の選手の平均能力に相応
するものとする。 
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2103 .2 回転競技における旗門数とコンビネーションの数 

 回転競技では、ホリゾンタルゲート(オープンゲート)とバーティカルゲート(ク
ローズドゲート)の他、3～4 旗門から構成されるバーティカルコンビネーショ
ン(トリプル／クワッド)が 1か所以上 3カ所以下及びヘアピン(ダブル)コンビ
ネーションが 3カ所以上コースに組み込まれていなければならない。 

 
2103 .3 セッティング 

 回転競技のコースセッティングでは、次の原則を遵守する。 
 -標準化された旗門コンビネーションを単調に連続させることは避ける。 

 -極度に急激で鋭い減速を選手に強いる旗門は、現代の回転競技に備 
 わっているはずの難度を高めるものではなく、ただ滑走の滑らかさを損な  
 うだけのものなので、配置してはならない。 

 -難度の高い旗門コンビネーションの前には、選手がそのコンビネーション 
 を上手く制御して通過できるようにするための旗門を1つ以上配置すること 
 が望ましい。 
 -スタート直後又はコースの終わりに難易度の高いターンを設定するのは望 
 ましくない。選手がスピードにのってフィニッシュを通過できるように、最終 
 旗門はむしろスピードある滑走に適したものとする。 

 -選手や計時担当者への危険を避けるため、最終旗門はフィニッシュに近 
 すぎないようにする。最終旗門は、選手をフィニッシュラインの中央に誘導 
 するように配置しなければならない。 

 -コースセッターがセッティングの進行を監督できるように、回転ポールは配 
 置され次第、コース係長又はそのアシスタントが雪中にねじこむか、打ち 
 込むこととする。 

 
2103 .4 回転競技コースのチェック 

 コースセッターがコースセッティングを完了し次第、ジュリーは次の事項に

特別の注意を払いながら、コースがレースのできる状態にあることを確認す

る： 
 -回転ポールはしっかりと雪中に打ち込まれている。 
 -旗門の色は正しい順番で並んでいる。 
 -ポールの位置はマークされている。 
 -旗門番号は、アウトサイドポールに正しい順番で付けられている。 
 -ポールの雪上からの高さは十分である。 
 -選手が間違えないように、2つの回転競技コースは十分に離れている。 
 -各コースのフェンスは回転ポールから十分離れている。 
 -コースの端の障害物は取り除かれているか、安全対策がとられている。 
 -フィニッシュ前の最終旗門は、選手をフィニッシュ中央に誘導するように

なっている。 
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 -予備ポールは、選手が間違えないように正しく配置されている。 
 -スタートとフィニッシュは条項 2022及び 2025に適合している。 
 
2104 コースインスペクション 

 
2104.1 コースは、選手によるインスペクションの開始時から完璧なレースコンディ

ションになければならない。コース作業員は、インスペクション中の選手を邪

魔してはならない。インスペクションの方法はジュリーが決定する。選手は、

スタートビブを携行しなければならない。選手は、ボードに乗って整備され

たコースを滑り降りたり、旗門を通過したりしてはならない。選手は、ボードを

つけないで、歩いてコースにはいってはならない。選手がコースで｢シャドー

ライド｣をすることは禁止されている。選手は、インスペクション中に旗門に触

れる(握る)ことを禁じられている。1 回目の違反行為には警告が与えられ、2
回目の違反行為には当該種目における失格処分が科せられる。 

 
2104.2 選手のために出来る限り競技会場に、整備された練習用斜面を用意するこ

とは不可欠である。 
 
2105  スタート 
 
2105 .1 スタートインターバル 

 回転競技では、選手は不規則なスタート間隔でスタートする。計時計算係

長又はその特別アシスタントは、スターターに各選手がいつスタートしなけ

ればならないかを伝える。コース上の選手がフィニッシュラインを通過してい

なくても、次の選手はスタートできる。 
 

2105 .2 スタート順 

 
2105.2.1 1本目は、スタートナンバー順にスタートする。スタートナンバーは、ランキン

グリスト又は無作為のマニュアルドローの結果に従って交付される。 
 
2105.2.2 2本目のスタート順については、条項 2031.7 を参照のこと。 
 
2105 .3 スタート合図 

 スターターは、次のスタートの指示を受け次第、選手に｢Attention, 
Achtung, Ready (用意)｣と告知し、数秒後に「Go!, Partez!, Los! (スター
ト)」というスタート合図を出す。 

 公式スタート時間の前後各 5 秒という制限時間以内にスタートすれば、ス
タート時間は有効となる。この制限時間内にスタートしない選手は制裁や失
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格となる。 
 
2105.3.1 役員に呼ばれてから 1 分以内にスタートに現れなかった選手は、｢不可抗

力｣により遅刻した場合を除いて制裁や失格となる。前の選手が現れないた

めに発生したスタート時間の繰り上がりは、考慮する必要がある。ただし、ス

タート審判は、｢不可抗力｣によると判断した遅刻を容認することもできる。疑

いがある場合、ジュリーは選手に仮の再走を許可できる。 
 
2105.3.2 すべての競技において、プッシュオフポストをスタート台に取り付けるものと

する。スタート台の仕様は各種目の必要性に合わせて調整する。 
 
2106 回転競技の実施 

 
2106 .1 2 本のラン 

 回転競技は、異なった 2つのコースで実施される2本のランによって常に成
績を定めるものとする。両コースは、ジュリーの決定した順序で、1本目 2本
目と順番に使用されなければならない。選手を 2 グループに分けて両コー
スで同時にスタートさせることは禁止されている。可能な限り、1、2 本目とも
同日に実施する。 

 
2106 .2 2 本目における出場制限 

 女子の場合は 1本目の上位 15 選手、男子の場合は上位 25 選手が 2 本
目の出場資格を得る。ただし、コンチネンタルカップ及びそれ以下のレベル

の競技会では、時間的に余裕があれば、男子の場合は 45名、女子の場合
は 25 名の選手に対して、ジュリーが 2 本目の滑走を認める場合がある。こ
の場合は、1本目のスタートの 1時間以上前に告知されるものとする。 

 男女とも上位15名が 1本目のリザルトの逆順でスタートする。他の選手は 1
本目のリザルト順にスタートする。（条項 2031.7 を参照のこと） 

 
2106.3 ビデオ及びフィルムによる管理 

 国際 FIS カレンダーに記載されているレースはすべて、ビデオ又はフィル
ムによって管理することが望ましい。 

 
2200 大回転 

 
2201 テクニカルデータ 

 
2201 .1 標高差 
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2201.1.1 すべてのレースについて、コースの標高差は 200m以上 400m以下とする。
男女で同一のコースを使用することができる。 

 
2201 .2  全長 
 
2201.2.1  コース全長は計測テープ又はローラー計測器あるいは GPS で計測し、ス

タートリスト及びリザルトに記載しなければならない。 
   
2201 .3 全幅 

 コースの幅は、少なくとも 30m 以上でなくてはならない。1、2 本目とも同じ
斜面にセットされる場合（男女にて）、コースの幅は少なくとも 40m以上でな
ければならない。特別なケースとして、インスペクターあるいはジュリーが

コースの短い距離であれば例外を認めることがある。 
 
2201 .4 旗門 

 
2201.4.1 大回転の旗門は、三角バナーで連結されたスタッビーポール（ターニング

ポール）1 本とフレックスポール（アウトサイドポール）1 本から構成される。
（条項 2085 条、2089条を参照のこと） 

 
2201.4.2  連続する旗門は、色が交互に並ばなければならない。ただし、バナナゲー

トは、旗門とフラグの色を同じにする。 
 
2201.4.3 連続する2つの旗門の最短距離にあるポール間の距離は 10m以上でなけ

ればならない。旗門は、たとえ高速滑走中であっても、選手がはっきりとす

ばやく識別できるように配置しなければならない。旗門のバナーはレースラ

インに直角に取り付けるものとする。 
 
2201.4.4 フォールラインと旗門の底辺が直角(90°)になるように三角フラッグを設置

しなければならない。三角フラッグは旗門の底辺にあわせて取り付ける。 
 
2201 .5 旗門数 

 大回転競技のコースは、次のように設営しなければならない： 
 ターンの箇所数は、メートルで表した標高差の 11～15%とし、小数点以下

は四捨五入とする。ターニングゲート間の距離は、大回転の場合で 25～
30m (バナナを除く)とすることを推奨する。リザルトリストには、ターン数と旗
門数を例えば 25(ターン)/30(旗門)といった形式で記録しなければならな
い。 
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2202 コース 

 
2202 .1 コースの一般的特徴 

 地形は、できればうねりがあり、丘陵的であることが望ましい。コース幅は

40m以上とする。 
 コースを公認する権限があるインスペクターは、この最小幅が適切であるか

どうかを判断し、必要があれば幅を広げるように命じることができる。インス

ペクターや技術代表が例外と判断した場合、コース幅は 40m 未満でも構

わない。 
 
2202 .2 コース整備 

 コースは、少なくとも競技開始 20 時間前には、一般の立ち入りを禁止する。
コースは片側からもう一方の側までできるだけ平坦でなければならない。雪

はできるだけ固く固めなければならない。人工的手段(塩、水等)の使用は
認められている。危険な場所では、組織委員会が公認報告書あるいはジュ

リーからの要求にそった保護物(マットレス、パッド、ネット等の)を設置しなけ
ればならない。 

 
2203 コースセッティング 

 
2203 .1 セッティング 

 大回転コースのセッティングでは、次の原則を遵守する： 
 
2203.1.1 1 本目のコースは、競技の前日にセットするものとする。1 本目、2 本目とも

同じコースにセットできるが、2本目はセットし直さなければならない。 
 
2203.1.2 大回転のコースセッティングでは、回転競技と比べて、前述のように旗門幅

が広く、旗門間の距離が長いので、旋回はそれほど重要な要素にはならな

い。そこで、ほとんどの場合、回転競技の場合よりも地形を巧みに利用する

ことが一層重要となる。そのため、地形を最大限に活用しながら、主として

単独旗門を配置するほうがよい。旋回を設定することも可能だが主に地形

的変化に乏しい部分にする。 
 
2203.1.3 大回転では、様々なロングターンミディアムターン、ショートターンを見せる

ものとする。大回転のコースでは、選手が旗門間で自由にラインを選んで滑

走できるようにする必要がある。旗門は斜面のフォールラインに沿って配置

してはならない。できる限り、斜面の幅をフルに活用することが望ましい。

グーフィー(右足前)又はレギュラー(左足前)どちらかに有利になることのな
いように、コースは左右対称にセットする。 
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2204 コースインスペクション 

 

2204.1 競技当日、コースはトレーニングが行われないように立入禁止とする。旗門

は少なくともコースインスペクションが始まる 1 時間前には最終的にセットす
るものとする。 

 選手は、最終セッティング終了後、ジュリーの指示によりコース横またはコー

ス内をゆっくりと滑り下りる方法でコースを点検できる。ボードに乗って旗門

を滑って通過したり、コース上で旗門が要求するラインに沿ってターンを練

習したりといった行為は失格の対象となる。選手はスタートナンバーを携行

しなければならない。 
 選手は、インスペクション中に旗門に触れる(握る)ことを禁じられている。1

回目の違反行為には制裁が与えられ、2 回目の違反行為には、当該種目
における失格処分が科せられる。 

 
2204.2 競技会場の近くに整備された練習用斜面を用意することは絶対不可欠で

ある。 
 
2205 スタート 

 

2205 .1 スタートエリア 

 すべての競技において、プッシュオフポストをスタート台に取り付けるものと

する。スタート台の仕様は各種目の必要性に合わせて調整する。 
 
2205 .2 スタート順 

 1 本目は、スタートナンバー順にスタートする。スタートナンバーはランキン
グリスト又は無作為のマニュアルドローの結果にしたがって交付される(条項
2031及び 2032)。 

 
2205 .3 2 本目への出場制限 

 女子の場合は 1本目の上位 15 選手、男子の場合は上位 25 選手が 2 本
目の出場資格を得る。ただし、コンチネンタルカップ及びそれ以下のレベル

の競技会では、時間的に余裕があれば、男子の場合は 45名、女子の場合
は 25 名の選手に対して、2 本目の滑走をジュリーが認める場合がある。こ
の場合は、1本目のスタートの 1時間前に告知されるものとする。 

 男女とも上位15名が 1本目のリザルトの逆順でスタートする。他の選手は 1
本目のリザルト順にスタートする。（条項 2031.7 を参照のこと） 

 
2206 大回転競技の実施 
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 (男女とも)大回転競技は常に 2 本のランによって、成績を定めるものとする。
2 本目も同じ斜面で実施できるが、旗門は配置し直す必要がある。可能な
限り、1、2本目とも同日に実施する。 

 
2206 .1 ビデオ及びフィルムによる管理 

 国際 FIS カレンダーに記載されているすべてのレースは、ビデオ又はフィ
ルムによって管理することが望ましい。 

 
2500 パラレル競技 

 
2501 定義 

 パラレル競技では、2 名の選手が 2 つのコースを同時に並行して滑走する
競技である。2つのコースのコースセッティング、コースの地形、雪の状態は
できるだけ同一にする。 

 

2502 テクニカルデータ 

 
2502 .1 パラレル回転 (PSL)： 

  コースの標高差は 80～120m、旗門数は 18 以上。推奨されている旗門数
は約 25 旗門で、旗門の間隔（ターニングポールとターニングポール）は 10
～14mである。 

 コースの地表の全長は 250m 以上 450m以下で、推奨の全長は 350mで
ある。一般的に、パラレル回転のコースの平均斜度は 17 度から 22 度で、
全幅は 30m以上である。 

 
2502 .2 パラレル大回転 (PGS)： 

  コースの標高差は 120～200m、旗門数は 18以上。推奨されている旗門数
は約 25 旗門で、旗門の間隔（ターニングポールとターニングポール）は 20
～27mである。 

 コースの地表の全長は 400m 以上 700m以下で、推奨の全長は 550mで
ある。一般的に、パラレル大回転コースは通常の大回転と同様に地形の変

化は同一で、全幅は 40m以上である。 
 
2502 .3 旗門 

 
2502.3.1 パラレル回転/パラレル大回転の旗門は、三角バナーで連結されたスタッ

ビーポール（ターニングポール）1本とフレックスポール（アウトサイドポール）
1本から構成される。（条項 2085 条、2089条を参照のこと） 

 



97 

2502.3.2 連続する 2 つの旗門（バナナゲートはパラレル大回転のみ）の最短距離に
あるポール間の距離は 10m 以上で、旗門とフラッグの色を同一にしなけれ
ばならない。旗門は、たとえ高速滑走中であっても、選手がはっきりとすば

やく識別できるように配置しなければならない。旗門のバナーはレースライ

ンに直角に取り付けるものとする。 
 
2502.3.3 フォールラインと旗門の底辺が直角(90°)になるように三角フラッグを設置

しなければならない。三角フラッグは旗門の底辺にあわせて取り付ける。 
 
2503 コースの選定及び整備 

 

2503.1 2つ以上のコースを設営できる幅があって、(あらゆる地点からコース全体が
見渡せるように)できれば少しくぼんでいる斜面を選ぶ。斜面表面全体の地
形の変化は同一でなければならない。2 つのコースのレイアウトは、プロ
フィールと難度が同一でなければならない。 

 
2503.2 両コースとも同等な競技コンディションとなるように、回転競技のコース整備

と同様、選択した斜面全幅に渡り、雪は一律に固くなければならない。 
 
2503.3 競技を確実に円滑かつ迅速に進行できるように、コース沿いにリフトが必要

である。 
 
2503.4 コースは、全体をフェンスで囲む。コーチや選手及びサービスマン向けに

用意されるエリアもフェンスで囲うことが望ましい。 
 
2504 コース 

 
2504.1 2 つのコースを設営する場合、(上から見下ろした時に)左側にあるコースは

赤いポールと赤い三角バナーを使用し、(上から見下ろした時に)右側にあ
るコースは青いポールと青い三角バナーを使用する。 

 
2504.2 両コースは、同じコースセッターがセットし、同一で平行になるようにする。

コースセッターは、コースの流れを円滑にし、カーブ(非常にはっきりとした
カーブ)に多様性を持たせ、コースによってリズムに変化が出るようにしなけ
ればならない。この種目では、いかなる場合でも、スタートからフィニッシュま

でが長い直線的なラインにならないようにしなければならない。 
 ダブルコンビネーション及びトリプルコンビネーションの設置が認められてい

る。推奨される旗門数は、パラレル回転にておおよそ 23-30旗門、パラレル
大回転にておおよそ 18-25旗門とする。 



98 

2504.3 各コースの最初の旗門は、スタートから 8m から 10m までの間に設置しな
ければならない。 

 
2504.4 最終旗門の次のフィニッシュラインのすぐ手前では、各選手をフィニッシュラ

インに誘導できるように、2つのコースを明確に分けなければならない。コー
スセッターは、選手がそれぞれのフィニッシュラインの中央に誘導されるよう

に最終旗門を設置する。 
 
2504.5 2つのコースの間隔 
 2 つの相対する旗門の間隔(ターニングポールからターニングポールまでの

間隔)は、 パラレル回転 8 - 10m 
    パラレル大回転 9 - 12m 
 スタートゲートから最初の旗門（赤と青コース）は、同じ距離でセットしなけれ

ばならない。 
 
2505 スタート 

 
2505 .1 スタート台 

 スタート台は、選手がスタートラインにゆったりと立つことができ、スタート後

直ちにフルスピードに達することができるように準備しなければならない。 
 すべての競技において、プッシュオフポストをスタート台に取り付けるものと

する。スタート台の仕様は各種目の必要性に合わせて調整する。 
 
2505 .2  スタートゲート 

２つの異なるスタートゲートによる 2 種類のスタートの手順は次のとおりであ
ある： 
-同時スタート 

  同時にゲートが開き、選手が自分で開けられないようになっていなければ 
 ならない。 

 -遅延スタート（ディレイゲート） 
  1本目は同時にゲートが開かなければならない。2本目は、1本目のタイム 

 差でゲートが開く。選手が自分で開けられないようになっていなければなら 
 ない。 

 
2505 .3  不正スタート 

 次の場合、失格となる。 
 -選手がスタートゲートを操作した場合。 

 -スタート合図（聞き取れる および/または 見える）が出る前に、選手がス 
 タートゲートを通過しようとした場合。 
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2505 .5 スタートゲートの不調  

 スタート合図が出る前に選手がゲートに触れていないにもかかわらず、一方

又は両方のスタート装置が技術的不具合によって明らかに作動しなかった

場合、スタートはやり直しとなる。 
  
2505 .6 スタート合図 

 スターターは、｢赤、用意は?(Red course ready?)｣、｢青、用意は?(Blue 
course ready?)｣｢注意(Attention)｣と声を掛けることによって、両選手の準
備が整っていることを確認してから｢ゴー(Go)｣又は音声による合図を1回出
す。 

 ｢選手用意、(Riders ready)｣というかけ声は、(連続する短いビープ音に続
いて、ひときわ音の大きいスタートビープ音が 1 回鳴ってゲートがオープン
するといった)音声によるスタート合図の場合にのみ用いるものとする。 

 
2506 フィニッシュ 

 
2506.1 フィニッシュエリアは、左右対称でなければならない。フィニッシュラインはス

タートラインと平行でなければならない。（条項 2025条を参照のこと） 
 
2506.2 各フィニッシュラインは、一枚のバナーで繋いだ 2 本のポールで構成され、

これをフィニッシュとする。各々の幅は 8m 以上とする。フィニッシュラインは、
幅が約 1m以下の柱か縦長のバナーで区切られる。 

 
2506.3 フィニッシュへのアプローチと出口は、目で見てはっきり区別できるように設

置しなければならない。 
 
2507 コースセッティング 

 
2507.1 コースセッター 
 (FIS が選任していない場合)コースセッターは、競技ジュリーが指名する。

コースセッターはコースセッティングを始める前に、ジュリー及びコース責任

者(競技委員長及びコース係長)の立会いのもとでインスペクションを行い、
コースを点検しなければならない。 

 
2507.2 セッティング 

 -極度に急激で鋭い減速を選手に強いる旗門は、現代の回転競技に備 
 わっているはずの難度を高めるものではなく、ただ滑走の滑らかさを損なう 
 だけのものなので、配置してはならない。 

 -難度の高い旗門コンビネーションの前には、選手がそのコンビネーション 
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 を上手く制御して通過できるようにするための旗門を1つ以上配置すること 
 が望ましい。 
 -スタート直後又はコースの終わりに難易度の高いターンを設定するのは望 
 ましくない。選手がスピードにのってフィニッシュを通過できるように、最終 
 旗門はむしろスピードある滑走に適したものとする。 

 -選手や計時担当者への危険を避けるため、最終旗門はフィニッシュに近 
 すぎないようにする。最終旗門は、選手をフィニッシュラインの中央に誘導 
 するように配置しなければならない。 

 -コースセッターがセッティングの進行を監督できるように、回転ポールは配 
 置され次第、コース係長又はそのアシスタントが雪中にねじこむか、打ち 
 込むこととする。 

 
2507.3 コースのチェック 
 コースセッターがコースセッティングを完了し次第、ジュリーは次の事項に

特別の注意を払いながら、コースがレースのできる状態にあることを確認す

る。 
 -回転ポールはしっかりと雪中に打ち込まれている。 
 -旗門の色は正しい順番で並んでいる。 
 -ポールの位置はマークされている。 
 -旗門番号は、アウトサイドポールに正しい順番で付けられている。 
 -ポールの雪上からの高さは十分である。 
 -フラッグが正しく装着されている。 
 -安全フェンスやその他の安全設備は適切に設置されている。 
 -フィニッシュ前の最終旗門は、選手をフィニッシュ中央に誘導するように 

 なっている。 
 -予備ポールは、選手が間違えないように正しく配置されている。 
 -スタートとフィニッシュは条項 2022及び 2025に適合している。 
 
2508 計時 

 
2508 .1  予選 

独立した 2 系統の計時システムを用いて、各選手の滑走タイムを記録する。
（条項 2020.2 と 2020.3 を参照のこと） 

 
2508 .2 決勝 

 同時スタートであるため、独立した 2 系統の計時システムを用いて、2 名の
選手のフィニッシュにおけるタイム差だけを記録する。先着の選手がシステ

ムのシグナルを最初に切った時点で時計がスタートし、この先着選手の記

録はタイム｢ゼロ｣となる。続く選手がシグナルを切った時点で時計は止めら
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れ、後続選手の記録として、先着選手とのタイム差が 1/100 秒単位で計測
される。 

 
2509 パラレル競技の実施 

 
2509 .1 予選 

 
2509.1.1 予選用のコース 
 
2509.1.1.1 1本での予選コース 
 予選用のコースは別途セッティングする必要がある。予選用のコースは、旗

門数、フォールライン、斜度などがパラレル競技コースに類似していなけれ

ばならない。選手は全員予選として 1 本を滑り、男女とも上位 16 名が決勝
に進出する。予選出場者が 50名未満の場合は、上位8名だけが決勝に進
出する(条項 2523)。FIS と CoC レベルの競技会においては、予選 2本目
の滑走が可能である。（その場合は 2本合計タイムとなる） 

 
2509.1.1.2 2本での予選コース 
 予選用のコースは別途セッティングする。（一つのコースは女子、もう一つは

男子と別にする。選手の人数に応じてジュリーは１つのみのコースの利用を

決めることができる）予選用のコースは、旗門数、フォールライン、斜度など

がパラレル競技コースに類似していなければならない。選手は全員予選と

して 1本を滑り、男女とも上位 8名が決勝に進出する。９位から 24位までの
女子と 9 位から 32位までの男子は同じコースの予選 2 本目を滑る。（9位
の選手が最初で 24/32位の選手が最後となる）。そして再び男女とも上位 8
名（2本目のタイムのみの結果）が決勝に進出する。 

 
2509.1.1.3 予選でのタイブレーク 
 8位（予選 1本目にて）又は 16位（予選 2本目にて）で同位があった場合、

同位の選手は予選コースでもう1本滑走する。このランは予選終了後、直ち
に実施される。スタート順はドローで決定する。 

 
2509.1.1.4 決勝トーナメントに出場できる選手の数は、予選出場選手の人数によって

決まる。 
 -予選出場選手が 50名以上の場合、16名が決勝トーナメントに出場する。 
 -予選出場選手が 50名未満の場合、8名が決勝トーナメントに出場する。 

-男子女子ともに、予選出場選手が 50名未満の場合、時間的余裕があれ 
 ば、16名の決勝出場をジュリーが認めることもある。この場合は、予選の始 
 まる 1時間前に告知されるものとする。 
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2509.1.2 パラレルでの予選 
 
2509.1.2.1 パラレルによる予選方法 
 コースはパラレルにセットされる。これらのコースは決勝のコースと同じもしく

は同様にセットする。 
 予選 1本目： 
 予選のスタートは、すべての競技者は FISポイントランキング（上位 16人の

無作為ドローを除く）に従って決められる。 
 予選 1 本目は、奇数（1,3,5,….）が赤コース、偶数（2,4,6,….）が青コースを

滑走する。 
 赤コースの男女それぞれ 16 名と青コースの男女それぞれ 16 名（女子 32 

名と男子 32名）がエリミネーション（予選 2本目）へ進む。 
 エリミネーション（予選 2本目-女子 32 名と男子 32名）： 
 コースの入れ替え：予選 1 本目の赤コースの男女上位 16 名が青コースを

滑り、予選 1 本目の青コースの男女上位 16 位が赤コースを滑る。予選 1
本目とエリミネーション（予選 2本目）の合計タイムの男女各上位 16名が決
勝へ進出する。 

 順位 
 予選 1 本目とエリミネーションの両方を滑走した選手は、2 本合計タイムで

順位が決定する。その他の選手は予選 1本目のタイムで順位が決定する。 
 
2509.1.2.2 予選のタイブレーク 

予選 2本の合計タイムで 2人以上の選手が同順位となった場合、2本のベ
ストタイムで勝者を選ぶ。もしそれでも同順位の場合は、最新のワールド

カップスタンディングで選ぶ（ワールドカップの場合）。もしそれでも同順位

の場合は、ビブ番号の大きい選手が勝者となる。16 位にて同順位となった
場合は除く。（条項 2509.1.2.3 を参照のこと） 

 
2509.1.2.3 16位のタイブレーク 

16 位が同順位となった場合は、その選手は赤コースにてもう 1 本の滑走を
する。このランは予選終了後、直ちに実施される。スタート順はスタートにて

ドローで決定する。 
 
2509 .2  パラレル決勝 
 
2509.2.1 パラレルの決勝の組み合わせ 
 予選のリザルトを利用して、次のように 8組又は 4組のペアを作る。 
 
 グループ 
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 決勝進出者が 16名の場合 決勝進出者が 8名の場合 
 
  1位‐16位 1位‐8位 
  8位‐9位 
  5位‐12位 4位‐5位 
  4位‐13位 
  3位‐14位 3位‐6位 
  6位‐11位 
  7位‐10位 
  2位‐15位 2位‐7位 
 
2509.2.2 スタート順 

各ペアとも、リストで上位の選手が 1 本目で赤コースを滑走する。2 本目で
は、コースを取り替える。パラレルの決勝では、すべてのランでこの方法を

採用する。 
 
2509.2.3 パラレルの決勝は次から成り立つ： 

-1/8 ファイナル 
-1/4 ファイナル 
-1/2 ファイナル（準決勝） 
-順位決定戦（スモールファイナル） 
-決勝（ビックファイナル） 
 

2509.2.3.1 1/8ファイナル 
 1/8ファイナルの勝者が 1/4ファイナルへ進出する。 
 
2509.2.3.2 1/4ファイナル 
 1/4ファイナルの勝者が 1/2ファイナルへ進出する。 
 
2509.2.3.3 1/2ファイナル 

1/2 ファイナルの勝者が決勝（ビックファイナル）へ、敗者が順位決定戦（ス
モールファイナル）へ進出する。 

 
2509.2.3.4 順位決定戦（スモールファイナル）と決勝（ビックファイナル） 
 決勝（ビックファイナル）の勝者が 1位となり、敗者が 2位となる。 
 順位決定戦（スモールファイナル）の勝者が 3位となり、敗者が 4位となる。 
 
2509.2.3.5 パラレル選出システム（2509.1.2）が予選で使用される場合、男子 8 名、女

子 4 名のみの決勝を行ってもよい。その場合、その前の TC ミーティングで
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ジュリーはこのことを告知しなければならない。 
 
2509.2.4  5～8 位、及び 9～16 位は、予選のタイムにより決定する。ある順位グルー

プにランクされた選手は、例え下位の順位グループにランクされた選手の

予選タイムより遅くてもそのグループに残る(いったん上位8位になった選手
がタイムによって上位 8位から外されることはない)。 

 
2509.2.5  予選第 7 ラウンドから第 10ラウンドの敗者は、決勝戦出場選手が決勝 1本

目を滑る前に、3位決定戦の 1本目を滑る。次に決勝戦の 1本目が行われ、
続いて 3位決定戦の 2本目、決勝の 2本目の順で行われる。 

 
2509.2.6 パラレル決勝 2本形式 
 2人組の選手は各組とも 2本滑る。2本目で選手はコースを交代する。1本

目で完走しないか、失格になった選手は 2本目で 4%（1.5秒以内）のペナ
ルティを課せられたスタートとなる（条項 2512参照）。 

 スタートしない選手（DNS）はペナルティ・タイムを課せられる。両選手とも 1
本目でスタートしない場合、2 本目で勝った選手が自動的に次へ進む。両
選手とも 2本目でスタートしない場合、1本目で勝った選手が自動的に次に
進む。更に、一組の中で片方の選手が DNS でもう片方の選手が DSQ の
場合、これが 1 本目ならスタートしなかった方の選手がペナルティ･タイムを
課せられ、2本目なら（DSQ をしたが）スタートした方の選手が次に進む。 

 両選手が 2本ともタイの場合、予選タイムの速い選手が次のラウンドに進む。
予選タイム（予選 1 本目と予選 2 本目の合計）が同じ場合、2 本のうちの良
い方で決める。尚タイの場合、全員同じ順位となるが、ビブ番号が大きい方

が先の順となる。（ディレイゲートが使用される場合のみ、2 本目のフィニッ
シュ･ラインを 2人の選手が同時に切った場合、1本目で負けた方の選手の
勝ちとなる。） 

 
2509.2.7 パラレル決勝 1本形式 

条項 2509.2を参照して、8組又は 4組のペアを作る。 
選手の各ペアは 1本のみのランで行われる。各ヒートにて予選タイムの速い
選手がコース（赤か青）を選ぶことができる。競技者が同じ旗門で失格に

なった場合、または同タイムにて引き分けた場合は、2 本目を行う。その際
は、ドローにてコースを選ぶ。 
 

2509.2.8 パラレルの決勝における棄権（DNS） 
上位 16 名による決勝または上位 8 名による決勝で棄権した場合、当該選
手は自動的に 16位（上位 16名による決勝の場合）または 8位（上位 8名
による決勝の場合）となる。棄権した選手が 2名以上いた場合は、各選手の
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予選タイムに応じて、15位、16位、（7位、8位）というように順位が決定する。
（棄権した選手が 3名以上いる場合は、同様に 14位、15位、16位（6位、
7位、8位）となる）。 
もし、順位決定戦（スモールファイナル）と決勝（ビックファイナル）の 1 本目
において棄権した場合、対戦選手は 1度だけスタートしなければならない。 
 

2509 .3 コースインスペクション 

  
2509.3.1 選手は、スタートからフィニッシュまでコース脇を滑り降りる方法で、最低 10

分間のパラレルコース（予選と決勝）のインスペクションを 1 回だけ実施でき
る。選手は、インスペクション中に旗門に触れる(握る)ことを禁じられている。
1回目の違反行為には警告が与えられるが、2回目の違反行為には、当該
種目における失格処分が科せられる。 

 
2510  レースのコントロール 

 
旗門審判員は、両コースの外側に配置される。各旗門審判員には、担当す

るコースの色に応じた色(青か赤)のフラグが渡される。このフラグは自分の
担当セクションで発生した失格を直ちにジュリーに知らせる目的で使用され

る。コースの中間あたりには、黄色いフラグを持った競技役員 1名(ジャッジ)
が待機し、旗門審判員が判断した制裁や失格を直ちに判定し、失格が発

生したとされる方向に向かって黄色いフラグを挙げる。黄色いフラグが挙

がった時点で選手の失格が確定する。 
 
2511 失格／制裁 

 
2511 .1 失格の理由は次の通り： 

 -不正スタート（条項 2505.3） 
  -意図的であろうとなかろうと、対戦相手を妨害すること 
 -旗門の不正通過 
 -旗門の外側でターンをしなかった場合 
 -フィニッシュ時に少なくとも片足がボードに固定されていない場合 
 
2511.2 1 本目の滑走で失格、またはフィニッシュできなかった選手は、ペナル

ティータイムを課せられ 2本目をスタートする。 
 
2511.2.1 2本目で失格、または途中棄権した選手は敗退する。 
 
2511.2.2 両選手とも完走できなかった場合、通過旗門数が多い方が、 
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 -1本目の場合は、1本目の勝者となり、 
 -2本目の場合は、次のラウンドに進む資格を得る。 
 
2512 ペナルティ・タイム 

 ペナルティ･タイムは女子と男子の予選の最も速いタイムを元に計算される。

パラレル形式の決勝では、タイムの 4%、ただし最大で 1.5 秒のペナルティ
が適用される。 

 どんな場合も各組の 1本目のタイム差はペナルティ･タイムを上限とする。す
なわち、実際のタイム差が 3 秒、ペナルティ・タイムが 1.3 秒の場合、1 ラウ
ンド目の敗者に 1.3秒のハンディキャップをつけて 2本目スタートとなる。 

 2 本目終了後、両選手ともそれぞれペナルティ･タイムによりタイとなった場
合、2本目で勝った選手が次のラウンドに進む。 

 両選手とも 2 本目で同じ旗門で失格となった場合、1 本目で勝った方の選
手が次のラウンドに進む。 

 
2600 ハーフパイプ 

 

2601 テクニカルデータ 

 

2601 .1 定義 

 ハーフパイプとは、雪の中に作られた溝のことである。 
 
2601 .2 仕様 

 トラディショナルパイプ  
 テクニカルデータ：  最小 推奨 最大 
 傾斜角   14° 16° 18° 
 全長(メートル)  100m 120m 140m 
 幅（リップ to リップ）  14m 16m 18m 
 壁の高さ  3m 3.5m 4.5m 
 トランジション  3m 4m 5m 
 バーティカル   max. 0.2m @83° 
 ボトムフラット  5m以下 
 ドロップインエリア フラット  2mまで 
 壁からバナーフェンスまでの距離     2m 
 バナーから外側のフェンスまでの距離 0.5m 
 
 オーバーサイズパイプ  
 傾斜角   14° 16° 18° 
 全長(メートル)  120m 140m 160m 
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 幅（リップ to リップ）  16m 18m 20m 
 壁の高さ  4.7m 5.2m 5.7m 
 トランジション  5.2m 6.2m 7.2m 
 バーティカル   max. 0.2m @83° 
 
 すべてのハーフパイプ競技会は、これらの推奨値にしたがって、開催され

なければならない。 
 
2602 ハーフパイプコース 

 
2602.1 ハーフパイプコースは技術データ・仕様（2601.2 参照）を満たすものでなけ

ればならない。ハーフパイプコースは、少なくとも競技開始の 1 日前までに
は、作業が終了し、トレーニングが出来る状態になっていなければならな

い。 
 
2602.2 冬季オリンピック及び FIS 世界選手権及び FIS ジュニア世界選手権及び

FIS ワールドカップで使用されるハーフパイプはすべて、推奨・公認仕様に
適合し、ハーフパイプ整備専用に設計された整備用機械を備えていなけれ

ばならない。トレーニング期間は守られなければならず、競技開催日前に 2
日間のトレーニング期間が与えられる。特別な条件の下に、ジュリーはこの

トレーニング期間を短縮することができる。 
 
2602.3 ハーフパイプ内で行われた技だけが採点対象となり、ハーフパイプ以外で

行われた技はスコアに入らない。 
 
2603 トレーニング 

 
 トレーニングはジュリーの自由裁量にて決まり、最初のチームキャプテン

ミーティングにて発表される。（条項 2602.2参照） 
 
2604 競技方式 
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2604 .1 シングル形式（決勝：2 本のうちの 1 本採り） 

女子 全員参加 1～3位決勝進出 予選 1本目 

男子 全員参加 1～6位決勝進出 
女子 1本目の 4～15位が参加 1～3位決勝進出 予選 2 本目（予選 1 本

目順位の逆順スタート） 男子 1本目の 7～25位が参加 1～6位決勝進出 

女子 6名参加  決勝 1 本目（予選 2 本
目順位の逆順、予選

1 本目順位の逆順で
スタート） 

男子 12名参加  

女子 6名参加  決勝 2 本目（決勝 1 本
目の逆順でスタート） 

男子 12名参加  
1～6位     決勝 1本目又は 2本目の良い方 

7～15位 予選 2本目の結果 

女子 

16位以下 予選 1本目の結果 
1～12位    決勝 1本目又は 2本目の良い方 
13～25位 予選 2本目の結果 

最終順位 

男子 

26位以下 予選 1本目の結果 

2604.1.1 シングル形式（決勝：2本のうちの 1本採り、予選 2本目全員参加） 
女子 全員参加 1～3位決勝進出 予選 1本目 
男子 全員参加 1～6位決勝進出 
女子 1本目 4位以下全員が参加 1～3位決勝進出 予選 2本目 

（予選 1 本目順位の逆
順でスタート） 

男子 1本目 7位以下全員が参加 1～6位決勝進出 

女子 6名参加  決勝 1 本目（予選 2 本
目順位の逆順、予選 1
本目順位の逆順でス

タート） 

男子 12名参加  

女子 6名参加  決勝 2 本目（決勝 1 本
目の逆順でスタート） 男子 12名参加  

女子 1～6位 決勝 1本目又は 2本目の良い方 
 7位以下 予選 2本目の結果 

1～12位 決勝 1本目又は 2本目の良い方 

最終順位 

男子 
13位以下 予選 2本目の結果 

 1本目：男子 6位、女子 3位で決定不可のタイの選手は 2名とも決勝進
出する。2本目から決勝進出する選手が 1名減る。 

 2 本目：男子 12 位、女子 6 位で決定不可のタイの選手は 2 名とも決勝
進出する。決勝進出する選手が 1名増える。 
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2604 .2 シングル形式（決勝：3 本のうちの 2 本採り） 

女子 全員参加 1～3位決勝進出 予選 1本目 
男子 全員参加 1～6位決勝進出 
女子 1本目の 4～15位が参加 1～3位決勝進出 予選 2本目（予選 1本目

順位の逆順でスタート） 男子 1本目の 7～25位が参加 1～6位決勝進出 
女子 6名参加  決勝 1本目（予選 2本目

順位の逆順、予選 1本目
順位の逆順でスタート） 

男子 12名参加  

女子 6名参加  決勝 2本目（決勝 1本目
の逆順でスタート） 男子 12名参加  

女子 6名参加  決勝 3本目（決勝 2本目
の逆順でスタート） 男子 12名参加  

1～6位 決勝 1本目又は 2本目、3本目の 
うちの良い 2本 

7～15位 予選 2本目の結果 

女子 

16位以下 予選 1本目の結果 
1～12位 決勝 1本目又は 2本目、3本目の 

うちの良い 2本 
13～25位 予選 2本目の結果 

最終順位 

男子 

26位以下 予選 1本目の結果 
2604.2.1 シングル形式（決勝：3本のうちの 2本採り、予選 2本目全員参加） 

女子 全員参加 1～3位決勝進出 予選 1本目 
男子 全員参加 1～6位決勝進出 
女子 1本目 4位以下全員が参加 1～3位決勝進出 予選 2本目（予選 1本目

順位の逆順でスタート） 男子 1本目 7位以下全員が参加 1～6位決勝進出 
女子 6名参加  決勝 1本目（予選 2本目

順位の逆順、予選 1本目
順位の逆順でスタート） 

男子 12名参加  

女子 6名参加  決勝 2本目（決勝 1本目
の逆順でスタート） 男子 12名参加  

女子 6名参加  決勝 3本目（決勝 2本目
の逆順でスタート） 男子 12名参加  

1～6位 決勝 1本目又は 2本目、3本目の
うちの良い 2本 

女子 

7位以下 予選 2本目の結果 
1～12位 決勝 1本目又は 2本目、3本目の

うちの良い 2本 

最終順位 

男子 

13位以下 予選 2本目の結果 
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 1本目：男子 6位、女子 3位で決定不可のタイの選手は 2名とも決勝進
出する。2本目から決勝進出する選手が 1名減る。 

 2 本目：男子 12 位、女子 6 位で決定不可のタイの選手は 2 名とも決勝
進出する。決勝進出する選手が 1名増える。 

 
2604 .3 ヒート形式 

 
2604.3.1 予選 
  選手は男子20～30名、女子15～25名ずつのいくつかのヒートに分けら

れる。シード分けは次の通りに行う： 
 -ヒートの数は、TC ミーティングの前にジュリーが時間と試合にエントリー 

 している参加者の数に基づいて決定する。 
 -準決勝が行われるかどうかは TC ミーティングの前にジュリーが時間と試 

 合にエントリーしている参加者の数に基づいて決定する。 
 -選手はハーフパイプでワールドカップ･ポイントリスト又はFISポイントリス 

 トで個人最高順位の順に並べられる。（高い方のポイントでタイの場合 
 はもう片方のリストの順位で決定する。尚タイの場合は抽選（ドロー）で順 
 を決定する。） 

 -2つのヒートになる場合は順番の偶数と奇数で分ける： 
  ヒート 1：順番 1、3、5、7等 ヒート 2：順番 2、4、6、8等 
 -3つのヒートになる場合は順番に従って３つに分ける： 
  ヒート 1：順番 1、4、7等  ヒート 2：順番 2、5、8等  
  ヒート 3：順番 3、6、9等 
 -各ヒートとも 15～40 分間（ジュリーが決定する）のウォームアップを行い、  

 すぐに引き続き予選 2本を行い、そのうちのよい方 1本が採用される。 
 
2604.3.2  準決勝を行わない場合、決勝への選出は次の通りに行なわれる： 
 男子： 
 2 ヒート形式の場合：  各ヒートの上位 6名の選手 
 3 ヒート形式の場合：  各ヒートの上位 4名の選手 
 女子： 
 2 ヒート形式の場合：  各ヒートの上位 3名の選手 
 3 ヒート形式の場合：  各ヒートの上位 2名の選手 
 
2604.3.3 準決勝を行う場合決勝への選出は次の通りに行なわれる： 
 準決勝を行うヒート方法では、予選の結果により 6 名の選手が直接決勝

進出となる。2 ヒート形式の場合、各ヒートの上位 3 名が直接決勝進出と
なる。3 ヒート形式の場合、各ヒートの上位 2名が直接決勝進出となる。 
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 決勝にて 7番から 12番の出走は逆順でのスタートとなる。2ヒート形式の
予選の場合、各 1位の選手が、決勝で 12番と 11番出走となる。各 2位
の選手が決勝で 10番と 9番出走、各 3位の選手が 8番と 7番出走とな
る。3 ヒート形式の予選の場合、各 1位の選手が 12番、11番と 10番出
走、各 2位の選手が９番、8番と 7番出走となる。予選での結果は、逆順
にて決定する。（一番良いスコアの選手が遅いスタート順となる） 

 
その他 6 名の決勝進出選手（スタート順）は準決勝の結果にて決定する。
準決勝の結果は、逆順にて決定する。（一番良いスコアの選手が遅いス

タート順となる） 
 
2604.3.4 決勝：（女子６名、男子 12名） 
 決勝のスタート順は、第 1 ヒートの順位の上位 2名又は 3名又は 4名の

逆順、次いで第 2 ヒートの順位の上位 2 名又は 3 名又は 4 名の逆順と
なる。 

 決勝順位は次の通り： 
 女子 1位～6位  決勝 1本目又は 2本目のうちの良い方 
      7位以降  予選 1本目又は 2本目のうちの良い方 
 男子 1位～12位  決勝 1本目又は 2本目のうちの良い方 
        13位以降  予選 1本目又は 2本目のうちの良い方 
 
2604 .4 ダブル・アップ形式 

 (FIS レベル、コンチネンタルカップ・レベルの大会、予選のみ) 
 ジャッジメンバーは、ジャッジ・パネル 2 組とヘッドジャッジ 1 名となる。各

ジャッジ・パネルは 3名のジャッジからなる。これらのジャッジメンバーによ
り、総合印象のジャッジにて競技が行われる。 

 予選： 
 スタートする選手は 2つのヒートに分けられる。 
 シード分けは次の通りに行なわれる： 
 選手は最新の FIS ポイントリストで個人最高順位の順に並べられる。同

順位の場合は抽選(ドロー)で順を決定する。 
 偶数と奇数で 2つのヒートに分ける： 
 ヒート 1：順番 1、3、5、7等 ヒート 2：順番 2、4、6、8等 
 各選手とも 2本滑り、双方のジャッジ・パネルとも全選手を 1度ジャッジす

る。 
 各選手の得点は、双方のジャッジ･パネルの得点を合わせた合計得点と

なる。 
 この合計得点で全選手の予選ラウンドの順位を決定する。 
 例：ビブ番号 1番の選手の得点 
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 1本目：    2本目： 
 ジャッジ・パネル 1：   ジャッジ･パネル 2： 
 ジャッジ A得点： 7.0  ジャッジ D得点： 5.0 
 ジャッジ B得点： 6.5  ジャッジ E得点： 5.5 
 ジャッジ C得点： 7.0  ジャッジ F得点： 6.0 
 1本目得点：    20.5  2本目得点：   16.5 
 予選ラウンド合計得点： 36.5 
 男子上位 20名と女子上位 10名が決勝ラウンドへ進む。 
 
2604 .5 ジャムセッション 

 (FIS レベルのみ、決勝のみ) 
  決勝は男子 12 名、女子 6 名の選手と 3 人のジャッジからなる 2 グルー

プのジャッジメンバーにより、総合印象のジャッジにて競技が行われる。 
 選手は合計で 1時間の滑走をする。すべての滑走の中の良い 2本の合

計スコアにて決勝の順位が決定する。 
 
2604 .6 準決勝形式（コンチネンタル･カップと FIS レベルの大会のみ） 

 予選形式を 1 つ採用した後に、追加で準決勝を 1 本行い、更に選手人
数を減らすことができる。試合開始前の TC ミーティングにてジュリーはこ
のことについて告知しなければならない。 

 
 準決勝は 15～25名の選手で行なわれる。各選手とも 1本滑り、ジャッジ

は総合印象のジャッジをする。この中から 5～10名の選手が決勝に出場
する。 

 
2604 .7 準決勝ありのヒート形式 

 TC ミーティングの前に、ジュリー（ヘッドジャッジと技術代表と競技委員
長）はレースディレクターと一緒にどの競技形式を採用するか決定する。
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2604 .7 .1 予選 

 選手を男子 20～30名、女子 15～25名ずつのいくつかのヒートに分ける。 
  
2604 .7 .2 シード分けは次の通りに行う： 

 -ヒートの数は、TC ミーティングの前にジュリーが時間と試合にエントリーし 
 ている参加者の数に基づいて決定する。 

 -準決勝が行われるかどうかは TC ミーティングの前にジュリーが時間と試合 
 にエントリーしている参加者の数に基づいて決定する。 

 -選手はハーフパイプでワールドカップ･ポイントリスト又は FIS ポイントリスト 
 で個人最高順位の順に並べられる。(高い方のポイントでタイの場合はもう 
 片方のリストの順位で決定する。尚タイの場合は抽選(ドロー)で順を決定 
 する。) 

 -2つのヒートになる場合は順番を偶数と奇数で分ける： 
  ヒート 1：順番 1、3、5、7等 ヒート 2：順番 2、4、6、8等 
 -シードの例と手順については、条項 2604.3.1 を参照 
 
2604 .7 .3 準決勝を行う場合、直接決勝に進出する選手は次のように決定す

る： 

 男子 
  2 ヒートの場合： 各ヒート上位 3名の選手（3+3=6） 

  3 ヒートの場合： 各ヒート上位 2名の選手(2+2+2=6) 
 女子 
  2 ヒートの場合： 各ヒート上位 2名の選手（2+2=4） 
  3 ヒートの場合： 各ヒート上位 1名の選手(1+1+1=3) 
 
2604 .7 .4 準決勝からの決勝進出選手は次のように決定する： 

 男子 
  2 ヒートの場合： 各ヒートの 4～9位の選手(6+6=12) 
  3 ヒートの場合： 各ヒートの 3～6位の選手(4+4+4=12) 
 女子 
  2 ヒートの場合： 各ヒートの 3～5位の選手(3+3=6) 
  3 ヒートの場合： 各ヒートの 2～3位の選手(2+2+2=6) 
 選手は更に 2 本ずつ滑走し次の選手が決勝に進出する： 

 男子 
  上位 1～6位 
 女子 
  上位 1～３位 
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2605 ハーフパイプの実施 

 予選は、ハーフパイプ競技の一部をなすものである。 
 予選の公式結果は決勝進出選手を決定する。決勝に進出する選手人数

(男子 24名以下、女子 12名以下)は TC ミーティングで告知されなければ
ならない。 

  選出された選手の最終順位は、決勝のみで決定される。 
 公式結果には次のものが含まれる。 
 -予選での順位 
 -決勝出場選手の最終順位 
 競技形式は、ノックアウト形式またはシングル形式のどちらでも構わない。

ジュリーが決定し、TC ミーティングで告知しなければならない。 
 (ジャッジの準備ができ、スターターよりスタートするよう合図が出た後に)選

手がスタートした場合、その滑走は有効であり、ジャッジされる（たとえ最初

のヒットの前に選手が止まったとしても、再スタートは許されない）。 
 予選 1 本目で棄権(DNS)した選手や失格(DSQ)した選手は、予選 2 本目

をスタートすることができない。 
 
2606 シード 

 (男女ともに)1～16位までの選手は第 1シード内で無作為にドローされ、17
位以下の選手は第 2シード内で無作為にドローされる。 

 ｀ヒート形式によりシードは異なる。（条項 2604.3 を参照） 
 
2607 選手の用具 

 
2607.1 ビブ 
 スタートナンバーの形やサイズを変えてはならない。これに違反した場合は

制裁や失格となる。選手は全員、ウォームアップ、競技及び表彰式におい

て常にスタートナンバーを適切な位置に着用していなければならない。 
 
2607.2 ヘルメット 
 すべてのスノーボード競技において、インスペクション、公式トレーニング、

競技中は常にヘルメットは着用義務である。すべての競技者と前走者は、

スノーボード・レース又はスキーレース用に製造された、視界の確保される

ヘルメットを着用しなければならない。（条項 2010.6参照）競技者が背中の
プロテクターを装着することを強く推奨する。 

 
2608 場内放送システム 

 
2608.1 ハーフパイプ競技では音楽を使用する。音響システムは、選手がコース上
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のどこにいても、はっきりとゆがみなく聞こえるように音量が十分なものでな

ければならない。音響係長は、競技中に流す音楽テープの準備に責任を

負う。 
 
2609 ジャッジスタンド 

 
2609.1 足場を組んだエリアは 5m×2.5m以上なければならない。 
 ジャッジが選手の滑走を見る場所は、適正な人数の役員を収容し、ジャッジ

が滑走を監視できるだけの十分な広さがあり、競技運営に必要な適切な快

適さが確保されるように作らなければならない。ジャッジスタンドは、ハーフ

パイプの下部に設置しなければならない。ジャッジエリアはフェンスで囲み、

選手や観客が侵入できないようにしなければならない。 
 
2610 スタート及びフィニッシュ担当の役員 

 
2610 .1 スターター 

 スターターは、スタート予告合図及びスタート合図および選手がビブとヘル

メットを装着していることについて責任を負う。スターターは、ヘッドジャッジ

と無線で連絡を取れるようにしなければならない。 
 
2610 .2 フィニッシュ役員 

 フィニッシュ役員は、フィニッシュエリアに関わる事柄を担当する。フィニッ

シュ役員は、すべての選手の退場時の安全を確保し、フィニッシュ付近の

観客を管理する責任を負う。 
 
2611 スタートエリア 

 スタートエリアは、スタートする選手、その選手のコーチ 1 名及びスタート役
員以外は、入れないように閉鎖されていなければならない。（条項 2022 を
参照） 

 
2611 .1 スタート合図 

 競技のスタート合図は、スターターが出す。（条項 2022.4.3 を参照） 
 
2611 .2 ドロップインエリア 

 ドロップインは、選手に適切なスピードでハーフパイプコースに入るきっかけ

を与えるエリアである。ドロップインへのアクセスランプは、踏切台として使用

してはならない。 
 
2612 フィニッシュエリア 
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 フィニッシュエリアは、平坦で選手が安全に停止できるだけの広さがなけれ

ばならない。フィニッシュエリアは、完全にフェンスで囲わなければならない。

その場合のフェンスは、役員、メディア及び観客の視界が最大限確保され

るように設置しなければならない。出口ゲートは、選手がボードを外さずに

フィニッシュエリアから去ることができないように設置しなければならない。

（条項 2025 を参照） 
 
2612 .1 フィニッシュライン 

 ヘッドジャッジが設定するフィニッシュライン(パイプのボトムからリップまで、
壁を上方向に延びる色付きのラインでマークされている)は、テイクオフの最
終ポイントである。つまり、選手がこのライン上又はこのラインの手前でテイク

オフし、トリックを演じた場合、そのトリック(及び転倒)は当該選手のスコアに
カウントされる。フィニッシュラインを過ぎてから演じられたトリックは、スコア

にカウントされない。 
 
2613 ジャッジ（各競技会レベル） 

 
2613 .1 レベル 3～4 の競技会(FIS 大会とＮＣ大会) 

 他国からのジャッジが 1名いなければならない。 
  
 レベル 2の競技会(コンチネンタルカップ) 
 他国からのジャッジが 2名いなければならない。また、ヘッドジャッジは他国

の人であるべきである。 
  
 レベル１の競技会(WC、WJC、WJC and OWG) 
 ジャッジは全員異なる国の人でなければならない(ただしヘッドジャッジと

ジャッジ 1名が同じ国籍でも構わない) 
 (FIS スノーボード・ジャッジ･マニュアルも参照のこと) 
 
2613.2 レベル２，３，４の競技会において、不可抗力やその他の問題が起こった場

合については、ジュリーと FISが統一した例外を認めることができる。 
 レベル１の競技会については、FISのみが例外を認めることができる。 
 
2614 ハーフパイプのジャッジング 

 
2614.1 ハーフパイプの各競技会では、国際ジャッジ 5 名とヘッドジャッジが競技期

間中最初から最後まで競技に立ち会う。 
 
2614.2 ジャッジは、ハーフパイプ競技中、FISジャッジ基準に従いスコアをつける。 
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2614.3 ジャッジは、ビブナンバー別にスコアカードにスコアを記入する。又、特記

事項(トリック、転倒、スコア等)を記録するためにメモリーボードを携帯する。 
 
2614.4 ヘッドジャッジが話し合いを始めた場合を除いて、選手のスコアに関する話

し合いは最小限にする。 
 
2614.5 選手、チームの代表者又は観客が競技中、ジャッジスタンドに近づいたり、

ジャッジに話しかけたりすることは許されない。 
 
2614.6 ジャッジングから派生する抗議又は問題は、すべてヘッドジャッジ及び競技

ジュリーが処理する。 
 
2614.7 自分の家族が参加している競技会に、ジャッジとして任命されることは許さ

れない。（子供、兄弟、姉妹、夫、妻） 
 
2615 ジャッジの責任と職務 

  
2615 .1 ジャッジの責任と職務 

 ジャッジは、偏見を持たず、過去の印象にとらわれずに、選手の国籍や人

種、皮膚の色や宗教に関係なく、すべての選手を公平に審判し、順位をつ

けなければならない。 
 
2615.1.2 任命を受ける前に、利害の衝突が存在する可能性がある場合、ジャッジは

そうした衝突をすべて明確にヘッドジャッジに伝えなければならない。 
 
2615.1.3 ジャッジは、ジャッジとしての職務に就いている間は、競技期間の前後及び

競技期間中を通して、チームキャプテンや選手及び観客に対してジャッジ

ングに対する個人的見解を述べてはならない。 
 
2615.1.4 ジャッジは、すべての話し合いにおいて、思慮深く、道理をわきまえるものと

する。 
 
2615.1.5 ジャッジは、結果を事前に予測して言明してはならない。 
 
2615.1.6 ジャッジは、穏やかに批判を受け入れ、あらゆる状況において平静を保た

なくてはならない。 
 
2615.1.7 ジャッジは、どのような方法であれ、誹謗するようなやり方で他のジャッジの

行為を伝えてはならない。ジャッジの業務や行動に対する批判は、当該競
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技のヘッドジャッジに申し立てるものとする。 
 
2615.1.8 すべてのジャッジは、選手が演じる様々な技を見分けられるだけの熟練を

積んでいる必要がある。 
 
2615.1.9 ジャッジは、すべてのジャッジ要点説明会や競技終了後の会議及びチーム

キャプテンミーティングに出席し、常にヘッドジャッジからの連絡に応じられ

るようにする。 
 
2615.1.10 すべてのジャッジは、効率的でタイムリーにジャッジする能力を備えている

必要がある。 
 
2615.1.11 ジャッジは、あらゆる点で FISのジャッジング基準に従うものとする。 
 
2615 .2 ヘッドジャッジの責任と職務 

 
2615.2.1 ジャッジの宿泊や日当、移動の手配を支援する。 
 
2615.2.2 試合の前日にチームキャプテンミーティングを主催し、さらにジャッジ要点

説明会及び競技会終了後のジャッジとの分析会議を主催する。 
 
2615.2.3 技術代表、コース係長及び参加できるチームキャプテンと共に、必要な

コースインスペクションのすべてに参加する。 
 
2615.2.4 ジャッジセクレタリーに要点を説明し、ジャッジに必要なもの(文房具、スコア

カード、快適さを保つために必要なもの)を用意する。 
 
2615.2.5 適正に提出された抗議はすべて受理する。 
 
2615.2.6 競技中いつでもジャッジに適切な行動をとらせる。 
 
2615.2.7 ジャッジングのすり合わせをするために、トレーニング及び前走の最中の話

し合いをリードする。 
 
2615.2.8 ジャッジの担当するカテゴリーを決め、場合によっては担当の変更を管理

する。 
 
2615.2.9 基準を外れたスコアに関して話し合うなど、採点手順を監督し、管理する。 
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2615.2.10 選手を判定する用意がジャッジ側で整ったら、スターターにそれを知らせる。

ジャッジには、次の選手のビブナンバーを明瞭に伝える。 
 
2615.2.11  ジャッジスタンド及びジャッジスタンドで行われる活動の総合的管理に責任

を負う。 
 
2615.2.12  スコアの計算及びチェックに責任を負う。 
 
2615.2.13  タイブレークすべてについて正確さをチェックする。 
 
2615.2.14  緊急時には、代理ジャッジを務める。 
 
2615.2.15  ジャッジスタンドの位置や設備、レイアウトや視界を承認するために、ジュ

リーの一員として、ジャッジスタンドのインスペクションを行う。ジュリーによる

このインスペクションは、遅くても競技実施日の前日までに行う。 
 
2615.2.16 練習中及び競技中のハーフパイプの設営と維持管理を監督する責任を、

ジュリーの一員として、他のジュリーメンバー及びハーフパイプ係長と共に

負う。 
 
2615.2.17  競技におけるジャッジングに関するあらゆる問題について最終的権限を持

ち、ジャッジ業務におけるあらゆる違反に対して全責任を負うことを受け入

れる。 
 
2615.2.18 技術代表、競技委員長／ハーフパイプ係長と共にジュリーの一員となる。 
 
2616 ハーフパイプの採点システム 

 
2616.1 各ジャッジは、10点法を用いる。ジャッジは、3.8、6.7、7.3、9.9といったよう

に小数点 1 桁までスコアをつける。各ジャッジは、5人の中の 1 人として１０
点まで与えることができ、各ランの合計の最大は 50点となる。 

 
2616.2 各ジャッジは総合印象にて採点する。 
 
2616.3 スコアはすべて、各ランの終了後に掲示される。 
 
2616 .4 タイブレーク 

 
2616.4.1 1本形式(シングル・ラン) によるタイブレーク 
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 同得点(タイ)の選手がいる場合、同得点となった滑走における最も高い個
別得点 2 つを比較して良い選手が勝ちとなる。尚同得点の場合、同得点と
なった滑走における高い個別得点 3 つを比較して良い選手が勝ちとなる。
それでも尚同得点の場合、同得点のままとし、高いビブの選手が先の順と

なる。 
 
2616.4.2 2本のランの合計スコアによるタイブレーク 

-2 本のランを合わせたスコアが同点となった場合、最も高い個別得点 2 つ
を比較して良い選手が勝ちとなる。尚同得点の場合、最も高い個別得点 3
つを比較して良い選手が勝ちとなる。それでも尚同得点の場合、同得点の

ままとし、高いビブの選手が先の順となる。 
 

2616.4.3 2本の決勝（2本のうち 1本採り）によるタイブレーク 
2本のうちの良い方の滑走の得点が同じ選手が 2名以上いた場合、2本の
うちの良い方の滑走の個別得点のうち最も高い 2つを比較して良い方の選
手が勝ちとなる。尚同得点の場合、同得点となった滑走の最も高い得点 3
つで良い選手が勝ちとなる。まだ同得点の場合、決勝 2本のうちのもう片方
の滑走における個別得点の高い 2 つを比較して良い選手が勝ちとなる。そ
れでもまだ同得点の場合、決勝 2 本のうちのもう片方の滑走の個別得点の
うちの高い 3 つの良い選手が勝ちとなる。それでも尚同得点の場合、同得
点のままとし、高いビブの選手が先の順となる。 

 
2616.4.4 同点による決勝進出によるタイブレーク 

決勝進出のための予選1本目の最後順位に同じ得点の選手が2名以上い
た場合は、すべての選手が決勝進出となる。そのような場合、予選 2 本目
から決勝進出する選手はそれに応じて減る。（条項 2604参照） 

 
2617 ジャッジ基準 

 
2617 .1 総合印象 － ５ジャッジ 

 このカテゴリーを担当するジャッジは、滑走や試行されたルーティンの完成

度を初めとする滑走の全体的な正確度を評価することによって、滑走を採

点する。総合印象のジャッジは、個別に又は連続的に試行された技に関し

て、滑走の正確さを評価する。総合印象のジャッジは、トリックの連続性や

ルーティンにおける冒険の度合い及び選手がパイプをどのように使いこなし

ているかを評価するので、演技の全体的な構成が最も重要となる。総合印

象のジャッジは、転倒と停止を採点対象として考慮するとともに、滑りと採点

の減点率（条項 2617.2）に基づいて、それぞれの転倒と停止について減点
する。 
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 ジャッジ基準に関する考察 
 

総合印象のジャッジは、演技がどのように進行して、どのように流れていくか

という点についてルーティン全体を観察し、あらゆる点を採点対象として考

慮する。つまり、技の大きさや難易度、多様性、パイプの使い方、あらゆるト

リックの完成度が考慮されるということである。技の大きさとは、演じられたト

リックの高さを意味する。難易度では、演じられたトリックそのものだけでなく、

トリックの配置や採用されている組み合わせが検討される。多様性では、標

準技と回転技が適切に混ざった状態でパイプの両側のウォールで演じられ

ているかといった点が評価される。完成度とは、演じられた技の安定性、流

動性、及びコントロールに関するものである。 
 
ハーフパイプのランにおいて、最低限ストレートエア／ローテーションを行っ

た場合、総合印象を最大限に評価しなければならない。全く演技をしな

かった場合、得点から最大の減点数にて減点される。（2.0 x 5 judges = 
10.0 point） 
 
総合印象の担当ジャッジは、完成度や難易度の高い多様なトリックを表現

するために、選手がいかにして演技を組み立てているかという点に着目す

る。総合印象の担当ジャッジは、転倒について採点する際に、転倒がトリッ

クそのものに直接与える影響だけではなく、転倒によって選手の滑走の勢

いが落ちた結果、転倒後の数回のヒットにどのような影響が出るかといった

点も考慮する。また、総合印象の担当ジャッジは、選手の力強さ、円滑さ及

びパイプの使い方についても評価する。したがって、演技の最初に難易度

の高い技を試行した場合と同様に、技や冒すリスクが大きければ大きいほ

ど、選手の得点は高くなる。また、連続トリックも重要な要素である。例えば、

バックトゥーバック 720を連続トリックとして演じれば、こうしたトリックを 1回 1
回分けて演技したときよりも難易度が高くなる。 

 
2617 .2 転倒に対する減点は次の通りである： 

0.1～0.4 小さなミスとして：フラットな着地、着地の際に身体の
バランスを崩す、スピードチェック、かなり小さなハンドタッチ 
0.5～0.9 バランスをとるために手を使用したり、手を引きずる
1.0～1.5激しい接地および軽い転倒、身体が雪に接触する 
1.6～1.9停止や中断のない完全な転倒 
2.0  完全に停止する 

 
2617 .3 特別な進行：ハーフパイプ 

 停止 
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 選手がハーフパイプ内で 10秒以上停止した場合、その時点で選手は採点
される。選手は可及的速やかにコースから退出しなければならない。 

 
2618 ジャッジ基準の考え方 

 ３つの鍵(キー)となる概念によって、ハーフパイプ演技の評価の採点が行
われる。それは： 
 

 1 番目に｢多様性｣という概念について考えてみると、さまざまな種類のトリッ
クをたくさん演じることのできる選手は、そのスポーツに関して高い熟練技

術を持っていることを示していることになり、結果として、演じることのできる

技の数が限られている選手よりも優れていると言える。 
 2 番目に｢難易度｣について考えてみると、優れたスノーボーダーは、難易

度の高いトリックを演じることができなければならない。 
 3 番目の概念として、それぞれのトリックは理想的な「完成度」で演じなけれ

ばならない。この完成度こそ、ジャッジングで常に食い違いが問題となる概

念である。理想的な完成度とはいったいどのようなものなのか。それは各

ジャッジの裁量によるというのがその答えであり、これこそまさにジャッジの

対象となる競技の本質なのである。例えば、一人の選手が膝を少しだけ曲

げてボードにちょっと触れるといったやり方でメソッドエアを演じたとする。こ

れとは別に、ボードを手でつかみ、これを頭上に引きあげてキャッチし、両

足はまっすぐにしたままで、演技をした選手がいたとする。このとき、前者は、

後者と比較して、難易度の高い方法、かつ十分な完成度でトリックを演じた

とは言えない。こうした判断を下すのは、ジャッジの責任である。完成度の

ジャッジでは、難易度のジャッジと同様に、経験と観察が重要になることは

明らかである。 
 
2700 スノーボードクロス(SBX) 

 
2701 テクニカルデータ 

 
2701 .1 標高差 

 
2701.1.1 すべてのレースについて、コースの標高差は 100m 以上、240m 以下とす

る。アルペン種目とフリースタイル種目、また、男女で同一コースを使用する

ことができる。 
 
2701 .2 全長／傾斜角 

 
2701.2.1 コース全長は計測テープ又はローラー計測器あるいは GPS で計測し、ス
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タートリスト及びリザルトに記載しなければならない。推奨されるコースの地

表の全長は 500m 以上 900m以下とし、滑走タイムは約 40秒から 70秒、
平均斜度は 14°から 18°（急よりかは緩やかな方が良い）とする。 

 
2701 .3 全幅 

 
2701.3.1 コースの幅は、少なくとも40m以上でなくてはならない。特別なケースとして、

インスペクターあるいはジュリーがコースの短い距離であれば例外を認める

ことがある。 
 

2701 .4 旗門 

 
2701.4.1 スノーボードクロスの旗門は、三角バナーで連結されたスタッビーポール

（ターニングポール）1 本とフレックスポール（アウトサイドポール）1 本から構
成される。（条項 2085 条、2089条を参照のこと） 

 
2701.4.2  連続する旗門は、色が交互に並ばなければならない。ただし、バナナゲー

ト(一つのターンは同色となる)は、旗門とフラグの色を同じにする。 
 
2701.4.3 旗門は、たとえ高速滑走中であっても、選手がはっきりとすばやく識別でき

るように配置しなければならない。旗門のバナーはレースラインに直角に取

り付けるものとする。 
 
2701.4.4 状況によっては、選手は同色の 2旗門の間を通過することを要求されること

もある。(例：コリダー【通路】) 
 
2702 コース 

 
2702 .1 コースの一般的特徴 

コースは、できれば中斜面(緩斜面でも急斜面でもなく、理想的には平均斜
度 14°～18°)で様々な地形を含んでいることが望ましい。スノーボードク
ロスのコース幅は 40m 以上とする。（広い方がなお良い）条件によっては、
短い距離(50m以下の)であれば、コース幅を最低 20mとすることもできる。
スタートから最初のバンクまでの間（直線で最低でも 80m 以上、

100m-150m あればなお良い） がとても重要な場所であり、そこは、平らな
段（おおよそ 13°-15°）ではなく、最初のバンクまでに選手を隔てられるよ
うな特色のある長く平らな地域でなければならない。 
 
次の地形的特色のすべて又はいくつかが設定できるようなコースが理想的
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なスノーボードクロスコースである： 
(三日月形)バンク、ダブルバンク、シングル、ダブル又はトリプルのジャンプ
ローラー、オフセットローラー(シングル、ダブル、トリプル等)、ステップアッ
プジャンプ、スパインやダブルスパイン、プロスタイルジャンプ、ヒップジャン

プ、テーブルトップジャンプ、ステップダウンジャンプ、大回転タイプのミディ

アムターンまたはロングターン（あまり推奨ではない）「地形的特色の設定が

不可能な場合のみ含むことができる」 
これ以外の地形的特色も設定できるが、常に安全に対する配置を優先しな

ければならない。どのような場合でも、ギャップジャンプは禁止されていて、

スノーボードクロスの最後の部分に“コーナージャンプ“を含まないものとす

る。地形的特色は、選手がスピードに乗って滑走することが可能で、各地形

の前で滑走スピードが乱されることがないように設計しなければならない。 
 

2702 .2 コース整備 

コースは、遅くともトレーニング開始 20時間前には一般の立ち入りを禁止し
なければならない。地形的特色やジャンプは、トレーニングや競技中に適

正に維持できるように雪を引き締めて固くするため、十分時間をかけて作ら

なければならない。人工的手段(塩、水等)の使用は認められている。 
 
2703 コースセッティング 

 
2703.1 旗門のセッティングは、公式トレーニングの前に完了していなければならな

い。旗門のセッティングでは、地形的特色やジャンプを取り入れつつ、地形

を巧みに利用する。コースをスムーズなレースラインに合わせるために、ト

レーニング中にセッティングの微調整が必要になることもある。トレーニング

中に行われた変更については、選手全員とチームキャプテンがそのような

変更に気づくように、スタートエリアで告知しなければならない。 
 
2703.2 地形的特色やジャンプの数は、コースデザイナーの任意であるが、現実的

な範囲でできるだけ多くの異なる可能性を取り入れなければならない。選手

が踏み切りの位置から着地箇所が見ることができないようなブラインドジャン

プや地形的特色の設定は避けなければならない。コースは、スタート後でき

るだけ早く選手を隔てられるようにデザインしなければならない。(スタートか
ら最初のターンまでの間に 3～5 カ所のロール、その他の地形的特色を設
ける)。これらの地形的特色はスタートから最初のターンまでは直線に設置
する。スタートから最初のターンまでのストレート部分の距離は約 80m 以上
とする。スタートは比較的フラット(12°～14°)にする。 

 
2704 インスペクション／トレーニング 
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選手は、コース沿いかコース内をゆっくりと滑り降りながらコースをインスペク

ションすることが認められている。インスペクションを行う時間は競技ジュリー

の任意であるが、15 分以上とする。選手は見えやすい場所にビブを装着し、
ヘルメットを着用しなければならない。 
各々のコースにつき、実際の競技開始前に最低 1 回の公式トレーニングを
することが義務づけられる。通常の場合、公式トレーニングの長さは 1～2
時間で、競技実施当日の前日に行う(条件緩和の状況がそろっている場合、
競技ジュリーがその他の可能性について決定を下すことができる)。 

 
2705 スノーボードクロス(SBX)の実施 

 
2705 .1 予選 

 
2705.1.1 決勝に進出する選手を決定するために、各ランのタイムが計測される。 
 
2705.1.2 タイムレース形式の予選、2つの選択肢 
 a) 予選 1本： 全選手 1本滑り、タイムが計測される 
 b) 予選 2本： 全選手 2 本滑り、2 本のうちのタイムの良い方で予選

順位表を作成する（2 本とも同じスタートリストとなる）。
予選 1 本目でスタートしなかった(DNS)選手は予選 2
本目でスタートを許されない(DNF、DSQ の選手は予
選 2本目に参加が許される)。 

 
2705.1.2.1 予選 2 本目において、上位 16 人の男女とも予選 1 本目の逆順のスタート

となり、17位以降の選手は予選 1本目の順位と同じスタート順となる。 
 
2705.1.3 予選でのタイ 

 ベスト･タイムが同じ選手が 2 名以上いる場合、2 本の合計タイムで勝敗を
決定する。尚タイの場合、最新のワールドカップスタンディング（ワールド

カップの場合）または最新の FIS ポイント（FIS/Coc レベルの競技会）で選
ぶ。さらにタイの場合、全選手同じ順位とするが、ビブ番号の高い選手が先

の順に並ぶ。ただし、この勝敗決定方法は女子 16位、男子 32位でタイの
選手には適用されない。16位又は 32位でタイの選手が 2名以上いる場合
は勝敗が決定するまで全選手必要な回数の同点決勝戦を行う。この2名以
上の同点決勝形式の場合、選手は一緒に滑る。このルールは冬季オリン

ピックには適応されない。冬季オリンピックにおける同点決勝は個別の滑走

となる。タイの場合のレーンの選択は、スタートにてドローにて行われる。 
 
2705 .2 決勝 
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2705.2.1 決勝は、基本的に男子 48名、女子 24名／1 ヒートにつき 6選手、又は男
子 32名、女子 16名・ヒートにつき 4選手、又はジュリーが別途定めた人数
で行われるものとする。 

 
2705.2.2 スノーボードクロスは、シングルノックアウト方式で行われる。 
 
2705.2.3 各ヒートのフィニッシュ順位に基づき、先着 3選手(1 ヒート 6名の場合)又は

先着 2 選手(1 ヒート 4 名の場合)がラウンドを進んでいく。フィニッシュ順位
は身体の一部又はスノーボードがフィニッシュラインを先に通過した順で決

定される。可能な限り、フィニッシュライン・カメラ(ビデオ又は写真)が用意さ
れるべきである。タイの場合フィニッシュで写真判定を見て勝敗を決定する。

尚タイの場合、該当する選手は予選タイムの速い順に順位がつけられる。

予選タイム(＝2 本のうちのよい方)が同じ場合、予選 2 本合計タイムで勝敗
を決定する。それでも尚タイの場合は(予選タイムに基づく)ビブ番号の高い
選手が先に並ぶ。 

 
2705.2.4 3 位と 4 位でフィニッシュした選手は、それぞれのグループ内で予選タイム

によって順位が決まる。あらゆる場合において、それぞれのグループ（1/8
ファイナル、1/4ファイナル、等）内で決まった結果により、順位が決定する。 
 例えば、一度予選でトップ 16位以内になった選手は 16位以内の順位とな
る。 

 
2705.2.5 2人以上の選手がフィニッシュしなかったり、失格（プッシング、ホールディン

グ、旗門不通過、等）した場合、完走した長さ（旗門を通過した数）によって

順位が決められる。2 人以上の選手が同じ旗門でコースをフィニッシュしな
かったり、止まったり、失敗したり、失格した場合、その順位は最後のヒート

の順位によって決められる。 
 
2705.4 ビブ／選手の識別 
  
2705.4.1  コースジャッジからよく見えるように前と後ろ及び袖の部分に番号のついた

ビブをつける。 
 
2705.4.2 予選用のビブは、17 番あるいは 33 番から使用する。（決勝のペア数によ

る）。それよりも小さい番号は決勝のために使わずに残しておく。 
 
2705.4.3 選手(4～6名)の見分けを容易にするために、レース用ビブに加えて色の異

なるカラービブ又はアームバンド、レッグバンドを使ってもよい。カラービブ

を利用する際は、より見やすいように、前の腕か前の足につけること。 
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 (条項 2707.2参照) 
 
2705.5 旗門ジャッジ 
 スノーボードクロスでは、4～8 名の旗門審判員(コントロールセクション

ジャッジがフィニッシュ審判およびその他のジュリーと連絡するための無線

を携帯した)が必要である。これらのコントロールセクションジャッジは規則(イ
ンスペクション、トレーニング、旗門における失格、及び接触など)に精通し
ていなければならない。 

 
2705.6 競技ウェアー 

スノーボードクロスの競技ウェアーは、上着とパンツに分かれた 2 ピースで
なければならない。ぴったりとしたスピードスーツやダウンヒルスーツは認め

られない。突起物のないボディープロテクターやパッドは推奨される。プロ

テクター（バックプロテクター）は体に身につけていなければならない。ひも

では無いしめる装置あるいはその他の方式を使ってその衣類を体に密着さ

せることは認められる。 
 
2706 スノーボードクロスにおける決勝の組み合わせ 

 
 決勝における対戦選手の組み合わせは、次の通りである。 
 
2706 .1 決勝 

  

 1 ヒートにつき 4 名、男子 32 名の場合の 8 ヒートのランキング 

Heat # 1st position 2nd position 3rd position 4th position 
1 1 16 17 32 
2 8 9 24 25 
3 5 12 21 28 
4 4 13 20 29 
5 3 14 19 30 
6 6 11 22 27 
7 7 10 23 26 
8 2 15 18 31 
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2706 .2 1 ヒートにつき 4 名、女子 16 名の場合の 4 ヒートのランキング  
Heat # 1st position 2nd position 3rd position 4th position 

1 1 8 9 16 
2 4 5 12 13 
3 3 6 11 14 
4 2 7 10 15 

 
2706 .3 1 ヒートにつき 6 名、男子 48 名の場合の 8 ヒートのランキング  

Heat # 1st position 2nd position 3rd position 4th position 5th position 6th position 

1 1 16 24 32 40 48 
2 8 9 17 25 33 41 
3 6 11 19 27 35 43 
4 4 13 21 29 37 45 
5 3 14 22 30 38 46 
6 5 12 20 28 36 44 
7 7 10 18 26 34 42 
8 2 15 23 31 39 47 

 
2706 .4 1 ヒートにつき 6 名、女子 24 名の場合の 4 ヒートのランキング 

Heat # 1st position 2nd position 3rd position 4th position 5th position 6th position 

1 1 8 12 16 20 24 
2 4 5 9 13 17 21 
3 3 6 10 14 18 22 
4 2 7 11 15 19 23 

 
2707 スタート 

 
2707.1 スタート台とスタートゲート 
 スタート台は、選手がスタートラインにゆったりと立つことができ、素早いス

タートができるように準備しなければならない。すべての競技において、プッ

シュオフポストをスタートゲートの一部に取り付けるものとする。スタート台の

仕様は各競技の必要性に合わせて調整する。4 人／6 人用のスタートゲー
トは、同時にゲートが開き、選手が自分自身で開けられないようになってい

なければならない。スタートブロック（スタートゲートの板の裏側）は、スノー

ボードを保護するためにテフロンで覆われていなければならない。その装

置は、信頼性があり持ち運びができ機械的にコントロールされたものである。

それ故、電子的な装置はFISが許可しない限り認可されない。ワールドカッ
プ、世界選手権大会、冬季オリンピックにおいて、FIS の認可を得たスター
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ト装置を使用することができる。 
 
 スタート装置の寸法は： 
 ゲート間の幅： 90 – 100cm 
 （推奨値は 100cm） 
 ボードの高さ： 30 – 40cm 
 （推奨値は 40cm） 
 ハンドル間の幅： 80 – 90cm 
 （推奨値は 80cm） 
 
 ハンドルの長さ： 10cm 
 ハンドルの幅： 3 – 4cm 
 （推奨値は 4cm） 
 調整式の“ハンドル”：  可能 
 ゲートとの距離： 5 – 60cm 
 （推奨値は 60cm） 
 
2707.2 スタート･レーン ― 2つの方法： 
 a)各スタート・ポジションは色および／あるいは番号で識別される。 
  上から下へ見て左から右へポジションを設定する。 
  色の場合：  青—赤—黄—黒 (緑—白) 
  番号の場合： 1— 2 — 3 — 4  (5 — 6) 
 b)各ヒート内で予選順位で色を決める：  
  予選で最も速かった選手の色は：  赤 
  予選で 2番目に速かった選手の色は： 青 
  予選で 3番目に速かった選手の色は： 黄 
  予選で 4番目に速かった選手の色は： 黒 
 
2707.3 スタートレーンの選択 
 各ヒートにおけるスタートレーンは、予選タイムにのみ基づいて選択される。 

予選タイムが 1 番の選手がまず自分のレーンを選び、次に 2 番の選手、3
番の選手といった具合にヒートごとに順番にレーンを選択する。 
スタートし損なった場合は失格や制裁となる。競技に参加できる時間にス

タートに到着するのは、選手の責任である(条項：2022を参照のこと)。 
 
2707.4 スタート合図 

｢選手、用意(Riders ready)｣｢注意(Attention)｣ゲートはランダムに 1秒か
ら 4秒の間でオープンする。（この 1秒から 4秒はスターターの任意） 
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2707.5 不正スタート又はスタートゲート不具合 
 次の場合失格や制裁となる： 
 -選手がスタートゲートを操作した場合。 

-スタート合図が出る前に選手がスタートゲートを通過しようとした場合。(例：
スタートゲートを超えてジャンプする等) 

 -スタートゲートが開く前に選手がスタートゲート上に倒れた場合。 
 (ただしスタートゲートの不具合による場合は例外) 
 

スタート合図が出る前に選手がゲートに触れていないにもかかわらず、ス

タートゲートが技術的不具合によって明らかに作動しなかった場合や、ス

タートゲートが技術的不具合によって、スターター以外の一人の選手によっ

て開けられた場合、スタートはやり直しとなる。 
 

2708 接触行為 

他の選手を減速又は転倒させたり、コース外に押し出したりするような、押

す、引っ張る、その他の手段による故意の接触行為は禁止されており、自

動的に失格となる。避けようのない偶発的接触は許される。接触による違反

は、コースジャッジ及び競技ジュリーの裁量で判断される。 
 
2709 抗議 
 
2709 .1 抗議の報告 

失格や制裁は各ヒート終了直後に、アナウンスされ、かつ／またはコースの

スタートおよび／あるいはフィニッシュの決められた場所に掲示される。い

かなる抗議もフィニッシュ係長及び他のジュリーメンバー又はジュリーの指

名した者（チームキャプテンで発表された）に次のヒートが始まる前に報告さ

れなければならない。この後の抗議は受け付けられない。他の選手に妨害

をされた選手は抗議をする権利を得るために滑走を中断して手をあげる必

要はない。抗議は書面でされなくても良いが、この点以外は他の全ての

ICR規則が適用される。抗議費用は試合終了時又は終了以前に支払われ
なければならない。 

 
2709.2 意図的な接触による失格や制裁の扱い 

意図的な接触をして失格や制裁になった選手は自動的にそのヒートの最

下位となる。他の選手は全員、この意図的な接触の犠牲者も含め、フィニッ

シュした順で順位がつく。 
 SBXで意図的な接触の場合の再レースは許可されない。 

再レースは不可抗力又はそのヒートの選手以外の者に選手が妨害された

場合にのみ認められる。 
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2710 最終順位 

 
2710 .1 6 選手方式 

1～6 位までの選手は、決勝ヒートのフィニッシュ順に従って順位が決定す
る。7～12 位までの選手は、敗者復活戦のフィニッシュ順に従って順位が
決定する。残りの選手は全員、出場したラウンド(例えば準々決勝)とそのラ
ウンドにおける予選タイムに従って順位が決定する(例えば、準々決勝で13
～24位までの選手は、予選タイムに従って順位が決定する)。 

 
2710 .2 4 選手方式 

1～4 位までの選手は、決勝ヒートのフィニッシュ順に従って順位が決定す
る。5～7 位までの選手は、敗者復活戦のフィニッシュ順に従って順位が決
定する。残りの選手は全員、出場したラウンド(例えば準々決勝)とそのラウ
ンドにおける予選タイムに従って順位が決定する(例えば、準々決勝で 8～
16位までの選手は、予選タイムに従って順位が決定する)。 

 
2710 .3 SBX 決勝における DNF、DSQ、DNS 

 a) DNF/DSQ(競技上の事由による失格)が 1番先の順位がつき 
 b) DSQ(意図的な接触、等)は a)に次ぐ順位がつき 

c) DNSは b)に次ぐ順位がつく。 
 
32 名ラウンド又は 16 名のラウンドで棄権（DNS）した選手は自動的に 32
位又は 16位の順位がつく。棄権した選手が 2 名以上いる場合、各選手の
予選タイムに応じて、31 位、32 位(15 位、16 位)というように順位が決定す
る(棄権した選手が 3 名以上いる場合は、同様に 30 位、31 位、32 位(14
位、15位、16位)となる)。 

 
2800 ビッグエア 

 
2801 テクニカルデータ 

 
2801 .1 インラン 

 傾斜度： 22°(±2°) 
 全長： 60m(±2m) 
 幅： 8m以上 
 ジャンプ前のフラットエリア： 0°で 10m以上 
  
2801 .2 ジャンプ 

 幅： 5m以上 



132 

 高さ： 2.5～3.5m 
 テイクオフ角度： 25°～30° 
 ノールまでのジャンプテイクオフ： 10～18m 
 
2801 .3 ランディングヒル 

 傾斜度： 30°(±2°) 
 幅： 22m以上 
 全長： 35m 
 フラットまでのトランジション： 10m 
 
2801 .4 フィニッシュエリア 

 幅： 30m 
 奥行き： 30m 
 傾斜度： 0°～3° 
 
2802  ビッグエアコース 

 

2802.1 ビッグエアコースは、前項の仕様に適合していなければならない。 
 （条項 2801） 
 
2802.2  ビッグエアの競技場は、遅くても競技開始の前日には完成し、トレーニング

できるように準備が整っていなければならない。ドロップインは、選手がジャ

ンプに適切なスピードを出せるようにするためのエリアである。ランディング

は、フリップとスピンの両方に合った正しい角度でなければならない。 
 
2802.3  公式なキッカー内で行われた技のみが採点対象となり、公式なキッカーの

前や後の技はスコアに入らない。 
 
2803 トレーニング 

ビッグエア種目では、トレーニングは義務である。トレーニングには、選手の

流れを管理するためにスターターが立ち会う。トレーニング時間は、最初の

チームキャプテンミーティングでジュリー（TD あるいは競技委員長）から伝

達される。 
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2804 競技方式 

 
2804 .1 標準競技形式 

男子 全員参加 1～6位決勝進出 予選 1本目 

女子 全員参加 1～3位決勝進出 
男子 1 本目の 7～25 位または 7

位から全員が参加 
1～6位決勝進出 予選 2 本目（予選 1 本

目順位の逆順スタート） 
女子 1 本目の 5～20 位または 5

位から全員が参加 
1～3位決勝進出 

男子 12名参加  決勝 1 本目（予選 2 本
目順位の逆順、予選

1 本目順位の逆順で
スタート） 

女子 6名参加  

男子 12名参加  決勝 2 本目（決勝 1 本
目と同じ） 

女子 6名参加  
男子 12名参加  決勝 3 本目（決勝 1 本

目と同じ） 女子 6名参加  
1～12位     決勝 3本の中の良い 2本の合計 

13～25位 予選 2本目の結果 

男子 

26位以下 予選 1本目の結果 
1～6位    決勝 3本の中の良い 2本の合計 
7～20位 予選 2本目の結果 

最終順位 

女子 

21位以下 予選 1本目の結果 

 
2804 .2 予選―予選ラウンド 

 予選は、決勝と同じ日に実施する。 
スタート順（最初に女子か男子）は、最初のチームキャプテンミーティングで

伝達される。予選では、次の要領で 2回滑走が行われる。 
-第 1 ラウンド：全選手がスタートする。最初のラウンドのスコアが男子の場合
で上位 5位まで、女子の場合で上位 3位までの選手が決勝に進出する。 
-第 2 ラウンド：第 2 ラウンドには、残りの選手が全員出場する。男子の場合
で上位 5位まで、女子の場合で上位 3位までの選手が決勝に進出する。 

 
2804 .3  決勝 
 
2804.3.1 3本のうちの 2本採り 

決勝では、男子 12選手、女子 6選手が 3回の滑走が可能となる。各選手
のスコアのうち、得点の高い 2 つだけが評価の対象となる。3 回の滑走のう
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ち、得点が高い方から 2つのスコアの合計点によって、勝者が決定する。 
 

2804.3.2 2本のうちの 1本採り 
決勝の 2 本の滑走のうち良い方 1 本の得点を評価対象とする。ジュリーの
決定により、この場合決勝 2本目の出走順は、決勝 1本目の順位の逆順と
なる。 
 

2804 .4  ヒート形式 
 
2804.4.1 予選 

選手は男子 5～30 名、女子 5～25 名ずつのいくつかのヒートに分けられ
る。 

 
2804.4.2 シード分けは次の通りに行う： 
 -ヒートの数は、TC ミーティングの前にジュリーが時間と試合にエントリー 

 している参加者の数に基づいて決定する。 
 -選手はビックエアでワールドカップ･ポイントリスト又は FIS ポイントリス 

 トで個人最高順位の順に並べられる。（高い方のポイントでタイの場合 
 はもう片方のリストの順位で決定する。尚タイの場合は抽選（ドロー）で順 
 を決定する。） 

 -2つのヒートになる場合は順番の偶数と奇数で分ける： 
  ヒート 1：順番 1、3、5、7等 ヒート 2：順番 2、4、6、8等 
 -3つのヒートになる場合は順番に従って３つに分ける： 
  ヒート 1：順番 1、4、7等  ヒート 2：順番 2、5、8等  
  ヒート 3：順番 3、6、9等 
  -各ヒートとも 15～30分間（ジュリーが決定する）のウォームアップを行い、  

 すぐに引き続き予選 2本を行い、そのうちのよい方 1本が採用される。 
 
2804.4.3 予選から決勝進出は次の通りに決まる： 
 男子 
 2 ヒート形式の場合： 各ヒートの上位 5名の選手 
 3 ヒート形式の場合： 各ヒート上位 3 名の選手＋残る全選手のうちのスコア

が最も高い選手 1名。 
 女子 
 2 ヒート形式の場合： 各ヒートの上位 3名の選手 
 3 ヒート形式の場合： 各ヒート上位 2名の選手 
 
2804.4.4 決勝：(男子 10名／女子 6名 - 3本のうちの 2本採り) 

決勝では、男子 10選手、女子 6選手が 3回の滑走が可能となる。各選手
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のスコアのうち、得点の高い 2 つだけが評価の対象となる。3 回の滑走のう
ち、得点が高い方から 2つのスコアの合計点によって、勝者が決定する。 
 
決勝 1本目のスタート順  
2 ヒートの場合： 
予選の結果にてシードされ、各ヒートの 1 位が 10 番目と 9 番目、2 位が 8
番目と 7番目、3位が 6番目と 5番目と続く、、、 
3 ヒートの場合： 
予選の結果にてシードされ、各ヒートの 1位が 10番目と 9番目と 8番目、
2位が 7番目と 6番目と 5番目、3位が 4番目と 3番目と 2番目。全ての
ヒートの最高得点の選手が 1番目となる。 
各順位（1位、2位、3位）内の順番はスコアによって決まる。 
 

 決勝 2本目のスタート順 
 決勝 2本目のジャンプのスタート順は決勝 1本目と同じスタート順となる。 
 
 決勝 3本目のスタート順 
 決勝 1本目と 2本目の結果のベストスコアの逆順のスタート順となる。 
 

第 1 ヒートの順位の上位 3名又は 5名の逆順、次いで第 2 ヒートの順位の
上位 3名又は 5名の逆順、そして第 3 ヒートの順位の上位 3名の逆順、次
いで最も高いスコアの逆順となる。 

 
 ランキング 

各選手の最終スコアは決勝 1 本目と 2 本目の良い方と 3本目の合計で決
まる。採点されたトリックは、1本目または 2本目と 3本では異ならなければ
ならない。3本目は必ず採点される。 
 
異なるジャンプは： 
-明確に異なる回転数 
-異なるテイクオフ（スウィッチスタンス、ノーマル） 

 -明確に異なる回転方向 
 
2804 .5 ノックアウト競技形式 

 
2804.5.1 予選 
 選手は男子 15～30名ずつのいくつかのヒートに分けられる 
 
2804.5.2 シード分けは次の通りに行う：（条項 2804.4.2参照） 
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-ヒートの数は、TC ミーティングの前にジュリーが時間と試合にエントリーし 
 ている参加者の数に基づいて決定する。 
-選手はビッグエアでワールドカップ･ポイントリスト又は FISポイントリストで 
 個人最高順位の順に並べられる。(高い方のポイントでタイの場合はもう片  
 方のリストの順位で決定する。尚タイの場合は抽選(ドロー)で順を決定す 
 る。) 

 -2つのヒートになる場合は順番の偶数と奇数で分ける： 
  ヒート 1：順番 1、3、5、7等 ヒート 2：順番 2、4、6、8等 
 -3つのヒートになる場合は順番に従って３つに分ける： 
  ヒート 1：順番 1、4、7等 ヒート 2：順番 2、5、8等  
  ヒート 3：順番 3、6、9等 

-各ヒートとも 15～30分間（ジュリーが決定する）のウォームアップを行い、 
 すぐに引き続き予選ジャンプ 2本を行い、そのうちのよいジャンプ 1本が採  
 用される。 

 
2804.5.3 決勝への進出は次の通りに決まる： 
 男子 
 2 ヒートの場合： 各ヒートの上位 8名の選手 
 3 ヒートの場合： 各ヒートの上位 5 名の選手＋残る全選手のうち最も得

点の高い選手 1名 
 
 決勝：(男子 16名 - 1対 1) 
 1対 1形式決勝の組み合わせ： 
 1組： 1位 - 16位 
 2組： 8位 - 9位 
 3組： 5位 - 12位 
 4組： 4位 - 13位 
 5組： 3位 - 14位 
 6組： 6位 - 11位 
 7組： 7位 - 10位 
 8組： 2位 - 15位 
 
2804.5.4 1対 1形式決勝の仕組み： 
 -1/8 ファイナル(準々々決勝) 
 -1/4 ファイナル(準々決勝) 
 -1/2 ファイナル(準決勝) 
 -スモール・ファイナル(3位 4位決定戦)とビッグ・ファイナル(決勝) 
 
 -1/8 ファイナル(準々々決勝) 
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  1/8 ファイナルの各組の勝者が 1/4ファイナルに進む。 
 
 -1/4 ファイナル(準々決勝) 
  1/4 ファイナルの各組の勝者が 1/2ファイナルに進む。 
 
 -1/2 ファイナル(準決勝) 
  1/2 ファイナル各組の勝者はビッグ･ファイナルへ進む。 
  1/2 ファイナル各組の敗者はスモール・ファイナルへ進む。 
 
 -スモール・ファイナル(3位 4位決定戦)とビッグ･ファイナル(決勝) 
  ビッグ・ファイナルの勝者は 1位となる。 
  ビッグ・ファイナルの敗者は 2位となる。 
  スモール･ファイナルの勝者は 3位となる。 
  スモール･ファイナルの敗者は 4位となる。 
 
 -ジャンプ 2本のうち良い方のジャンプがカウントされる。 
 -勝者が進む。 

-予選得点の高い方の選手が決勝ラウンドを通じてずっと 2 番目にスタート
する。 

 -1位～2位： ビッグ･ファイナルで順位が決まる 
 -3位～4位： スモール･ファイナルで順位が決まる 
 -5位～8位： 予選結果で順位が決まる  
 -9位～16位： 予選結果で順位が決まる 
  
2804.5.5 選手は、ノックアウト形式の決勝において勝つために 2回同じ演技をするこ 
 とができる。（最大で 4回の勝つためのジャンプをする） 
 

 決勝において、もし選手が同じ演技を 2 回以上した場合、2 番に高い演技
が採点される。その後また同じ演技を行った場合、JNS を受けることになる。
（Jump Not Scored） 

 
 異なる演技としてみなされるためには、少なくとも次のいずれか一つの基準
を満たしていなければならない： 

 -異なる回転数 
 -異なるテイクオフ（スウィッチ、ノーマル） 
 -少なくとも 180度を伴う異なる回転方向 
 
 例としてある選手の場合 
  1/8 ファイナル -勝ち上がりジャンプ：バックサイド 720° 22.3pts 
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  準々決勝 -勝ち上がりジャンプ：バックサイド 720° 27.5pts 
   準決勝 -1回目のジャンプ ：バックサイド 720° 29.7pts 
    -2回目のジャンプ ：キャブ 900°       21.8pts 
  準決勝のバックサイド 720°は JNS となりキャブ 900°が採用される。 
 

注釈：異なるグラブは違うわざとして認められない。選手が同じ方向（バック

サイドあるいはフロントサイド）へ回転した際も同様であり、はっきりと回転数

の違いがわかるように演技しなければならない。 
例：バックサイド 720°よりも 45°多く回ったジャンプと、バックサイド 900°
よりも 45°少なく回ったジャンプは同じとみなされ一つのジャンプのみ得点
となる。 
 

2804 .6 ノックアウト競技形式（準決勝あり） 

 
2804.6.1 予選 

選手は男子 15～30 名、女子 15-25 名ずつのいくつかのヒートに分けられ
る。 

 
2804.6.2 シード分けは次の通りに行う： 

-ヒートの数とその人数は、TC ミーティングの前にジュリーが時間と試合にエ  
 ントリーしている参加者の数に基づいて決定する。 
-準決勝が行われるかどうかは TC ミーティングの前にジュリーが時間と試合 
 にエントリーしている参加者の数に基づいて決定する。 
-選手はビッグエアでワールドカップ･ポイントリスト又は最新の FISポイントリ 
 ストで個人最高順位の順に並べられる。 
-タイの場合は、もう片方のリストの順位で決定する。尚タイの場合は抽選(ド 
 ロー)で順を決定する。 

 -2つのヒートになる場合は順番の偶数と奇数で分ける： 
  ヒート 1：順番 1、3、5、7等 ヒート 2：順番 2、4、6、8等 
 -3つのヒートになる場合は順番に従って３つに分ける： 
  ヒート 1：順番 1、4、7等 ヒート 2：順番 2、5、8等  
  ヒート 3：順番 3、6、9等 

-各ヒートとも 15～30分間（ジュリーが決定する）のウォームアップを行い、 
 すぐに引き続き予選ジャンプ 2本を行い、そのうちのよいジャンプ 1本が採  
 用される。 

 
2804.6.3 予選から決勝への進出は次の通りに決まる： 
 男子 
 2 ヒートの場合： 各ヒートの上位 4名の選手 (4+4=8) 
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 3 ヒートの場合： 各ヒートの上位 3名の選手 (3+3+3=9) 
 
 女子 
 1 ヒートの場合： 各ヒートの上位 4名の選手 (4) 
 2 ヒートの場合： 各ヒートの上位 2名の選手 (2+2=4) 
 
2804.6.4 準決勝から決勝への進出は次の通りに決まる： 
 男子 
 2 ヒートの場合： 各ヒートの 5位-12位の選手 (8+8=16) 
 3 ヒートの場合： 各ヒートの 4位-8位の選手 (5+5+5=15) 
 
 女子 
 1 ヒートの場合： 各ヒートの 5位-12位の選手 (8) 
 2 ヒートの場合： 各ヒートの 3位-6位の選手 (4+4=8) 
 
 2本のジャンプを行いそのうちの良い方 1本の得点にて、次のように決勝へ

進出する： 
 男子 
 2 ヒートの場合： 上位 1位-8位の選手 
 3 ヒートの場合： 上位 1位-7位の選手 
 
 女子 
 1 ヒートの場合： 上位 1位-4位の選手 
 2 ヒートの場合： 上位 1位-4位の選手 
 
20804.6.5 決勝 
 男子（16名 - 1対 1) 
 1対 1形式決勝の組み合わせ： 
 1組： 1位 - 16位 
 2組： 8位 - 9位 
 3組： 5位 - 12位 
 4組： 4位 - 13位 
 5組： 3位 - 14位 
 6組： 6位 - 11位 
 7組： 7位 - 10位 
 8組： 2位 - 15位 
 
 女子（8名 - 1対 1) 
 1対 1形式決勝の組み合わせ： 
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 1組： 1位 - 8位 
 2組： 4位 - 5位 
 3組： 3位 - 6位 
 4組： 2位 - 7位 
 
2804.6.6 1対 1形式決勝の仕組み： 
 -1/8 ファイナル(準々々決勝) 
 -1/4 ファイナル(準々決勝) 
 -1/2 ファイナル(準決勝) 
 -スモール・ファイナル(3位 4位決定戦)とビッグ・ファイナル(決勝) 
 
 -1/8 ファイナル(準々々決勝) 
  1/8 ファイナルの各組の勝者が 1/4ファイナルに進む。 
 
 -1/4 ファイナル(準々決勝) 
  1/4 ファイナルの各組の勝者が 1/2ファイナルに進む。 
 
 -1/2 ファイナル(準決勝) 
  1/2 ファイナル各組の勝者はビッグ･ファイナルへ進む。 
  1/2 ファイナル各組の敗者はスモール・ファイナルへ進む。 
 
 -スモール・ファイナル(3位 4位決定戦)とビッグ･ファイナル(決勝) 
  ビッグ・ファイナルの勝者は 1位となる。 
  ビッグ・ファイナルの敗者は 2位となる。 
  スモール･ファイナルの勝者は 3位となる。 
  スモール･ファイナルの敗者は 4位となる。 
 
 -ジャンプ 2本のうち良い方のジャンプがカウントされる。 
 -勝者が進む。 

-予選得点の高い方の選手が決勝ラウンドを通じてずっと 2 番目にスタート
する。 

 
 -1位～2位： ビッグ･ファイナルで順位が決まる 
 -3位～4位： スモール･ファイナルで順位が決まる 
 -5位～8位： 予選結果で順位が決まる  
 -9位～16位： 予選結果で順位が決まる 
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ビッグエア競技　形式    男子            
              

   1/8ﾌｧｲﾅﾙ             
              
   Pair 1           
  1             
  16    QF 1         
               
   Pair 2            
  8             
  9      Semi 1       
               
   Pair 3            
  5             
  12    QF 2         
               
   Pair 4            
  4             

  13        
Small 
Final  Final   

                
   Pair 5             
  3             
  14    QF 3         
               
   Pair 6            

  6           
  11      Semi 2    
            
   Pair 7         
  7          
  10    QF 4        
               
   Pair 8            
  2             
  15             
                       
 

 
 

選手

ｸｫｰﾀｰ
ﾌｧｲﾅﾙ

ｾﾐ
ﾌｧｲﾅﾙ

ｽﾓｰﾙ
ﾌｧｲﾅﾙ ﾌｧｲﾅﾙ 表彰

1位－2位

3位－4位

5位－8位

9位－16位

ビッグファイナル

スモールファイナル
予選結果で順位が決まる

予選結果で順位が決まる

Big

2本のうち良い方にて順位が確定
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  女子              
         

  選手  
ｸｫｰﾀｰ
ﾌｧｲﾅﾙ          表彰  

         
   QF 1      
  1        
  8        
     Semi 1    
          
          
   QF 2      
  4        
  5        

      
Small 
Final  Final  

           
           
   QF 3      
  3        
  6        

        
     Semi 2 1位－2位  ビッグファイナル  
         
        

予選結果で順位が決まる

予選結果で順位が決まる

 
        
   QF 4       
  2         
  7         
                  

2805 ビックエアの実施

ビッグエア競技では、JNS（Jump Not Scored）とならない限りすべての滑走に対して得点が
つけられる。予選通過の時点で人数が制限されているため、決勝ランキングでは、男子で
全10選手、女子で全6選手の順位が決定する。残りの選手は全員、予選ラウンドで行った
2回のジャンプのうち高い方の得点に従って順位が決定する。  

2806 選手の用具

2806.1 ビブ  
FISの仕様に従う。  

2806.2 ヘルメット

FISの仕様と必要条件に従う。（条項2010.6を参照）

ｾﾐ
ﾌｧｲﾅﾙ

ｽﾓｰﾙ
ﾌｧｲﾅﾙ ﾌｧｲﾅﾙ

Big

スモールファイナル3位－4位

5位－8位

9位－16位

2本のうち良い方にて順位が確定
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2807 場内放送システム 

 
2807.1 ビッグエア競技では音楽を使用する。音響システムは、選手がビッグエア

コースの頂上にいても、はっきりとゆがみなく聞こえるように音量が十分なも

のでなければならない。 
 
2807.2 音響係長は、競技中、音楽テープ又は CDに関する責任を負う。 
 
2808 ジャッジスタンド 

 
2808.1 足場を組んだエリアは 5-10m×2-3m以上なければならない。 

ジャッジが選手の滑走を見る場所は、適正な人数の役員を収容し、ジャッ

ジが滑走を監視できるだけの十分な広さがあり、競技運営に必要な適切な

快適さが確保されるように作らなければならない。 
 
2809 ビッグエアのジャッジング 

 
2809.1 ビッグエアの各競技会では、ジャッジ 5 名とヘッドジャッジが競技期間中最

初から最後まで競技に立ち会う。（注：FIS レベルの競技会においては３名
のジャッジで構わない）5 名制のジャッジにおいては、最も高い得点と最も
低い得点を除外し、中の 3 つの得点を合計して、選手の得点を決める。3
人制のジャッジにおいては、全ての得点を合計する。 

 
2809.2 ジャッジは、ビッグエア競技中、ビッグエアジャッジ基準に従ってスコアをつ

ける。ジャッジは、準備段階も含めた競技期間中、ヘッドジャッジからの連

絡に応じられるようにしなければならない。 
 
2809.3  ジャッジは、ビブナンバー別にスコアカードにスコアを記入する。又、特記

事項(トリック、転倒等)を記録するためにメモリーボードを携帯する。 
 
2809.4 ヘッドジャッジが話し合いを始めた場合を除いて、選手のスコアに関する話

し合いは一切許されない。 
 
2809.5 選手、チームの代表者又は観客が競技中、ジャッジスタンドに近づいたり、

ジャッジに話しかけたりすることは許されない。 
 
2809.6 ジャッジングから派生する抗議又は問題はすべて、ヘッドジャッジ及び競技

ジュリーが処理する。 
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2809.7 自分の家族が参加している競技会に、ジャッジとして任命されることは許さ

れない。（孫、親、子供、兄弟、姉妹、夫、妻） 
 
2809 .8 ジャッジの責任と職務 

ジャッジの責任と職務に関する主な項目は、FIS ルールブックのハーフパ
イプの項に記載されている。（条項 2615.1 を参照） 
ビッグエアにおけるジャッジのすべての責任は、ハーフパイプとスロープス

タイルと同じ原則が適用される。 
 
2809 .9 ヘッドジャッジの責任と職務 

ヘッドジャッジの責任と職務に関する主な項目は、FIS ルールブックのハー
フパイプの項に記載されている。（条項 2615.1 を参照） 
ビッグエアにおけるヘッドジャッジのすべての責任は、ハーフパイプとスロー

プスタイルと同じ原則が適用される。 
 

2810 ビッグエアの採点システム 

 
2810.1  各ジャッジは、10点法を用いる。ジャッジは、3.8、6.7、7.3、9.8 というように

小数点 1 桁までスコアをつける。各ジャッジは１０点まで与えることができ、
各ジャンプの合計の最大は 50点となる。 

 
2810 .2 スコアはすべて、各ランの終了後に掲示される。 

 
2810 .3  タイブレーク 
 同得点(タイ)の選手がいる場合、同得点となった滑走における最も高い個

別得点 2 つを比較して良い選手が勝ちとなる。尚同得点の場合、同得点と
なった滑走における高い個別得点 3 つを比較して良い選手が勝ちとなる。
それでも尚同得点の場合、同得点のままとし、高いビブの選手が先の順と

なる。 
 
2810.3.1 予選ラウンド 

条項 2810.2以降にもタイの場合、以下のように順位を決める： 
第 1ラウンド：男子 5位、女子 3位を同点で争う選手は、決勝に進出する資
格を得る。このように男子 5位、女子 3位で同点となる状況が発生した場合
は、決勝出場選手が男子 10名女子 6名になるように、第 2 ラウンドに出場
する選手の人数を減らす。 
第 2 ラウンド：第 2 ラウンドで同点が発生した場合は、第 1 ラウンドのスコア
が高い方の選手が勝者となる。それでもまだ同点になる場合、決勝進出順

位で同位となっている選手は全員決勝に進出する。その場合、決勝に出場
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する選手の人数を増やすものとする。 
 
2810.3.2 決勝(3回のジャンプのうち上位 2つのスコアの合計で判定) 

3 回の決勝ジャンプのうち、(決勝順位決定に合計して用いた 2 回のジャン
プのスコアで)最も高い単独スコアを獲得した選手が勝者となる。これらのス
コアが同点の場合、合計されなかったスコア(上から 3 番目のスコア)が高い
方の選手が勝者となる。これらすべてのスコアが同点だった場合、両選手

は同点のまま、同順位となる。 
 
2811  ジャッジ基準 

各ジャッジは選手の滑りを総合印象にてジャッジする。各要素は次の 3つと
なる： 
1) 技（トリック）のコントロール（完成度、難易度、コントロール度） 
2) 大きさ 
3) 着地 

 
2811 .1  技（トリック）のコントロール  

選手がトリックをする場合、それを完璧に自在に操れることを見せなれなけ

ればならない。トリックの完成度は、スムーズかつバランスがとれコントロー

ルされた体の安定感が必要である。スピンは、最初から最後までリズムが一

定であり、かつ、独特の表現が求められる。故意ではない着地での取り戻し

は、ペナルティーとならない。 
グラブは、スピン中できるだけ長くつかみ、はっきりとしたトリックが求められ

る。素早いダブルグラブや小さなハンドタッチのようなはっきりとしないグラブ

は良い評価とならない。 
トリックは、自然でスムーズであり、技と難易度と大きさにおいて高い完成度

を見せる必要がある。 
 

2811 .2 大きさ 

ビックエアにおいて、“大きさ”とは高さと、選手がテイクオフから着地点まで

飛んだの長さの組み合わせから採点されるものである。滞空時間の大きさ

によってトリックの優越が決まる。同じ完成度のトリックの場合、より大きくジャ

ンプした選手が良い得点を得ることになる。 
 

2811 .3  着地 
着地点は、選手が再び雪に接しトリックの最後の箇所である。 
そして、トリックが完成するか未完成となるかの違いがでる箇所でもある。 
トリックの完成度を区別するために、着地が良くないトリックについてジャッ

ジにより減点される。 
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 減点基準： 
0.1～0.9 小さなミス ：手を引きずる 
1.0～1.9 中くらいのミス ：両手をつく、不安定にて反対となる 
2.0～2.9 大きなミス ：身体が雪に接触する 
3.0～   とても大きなミス ：ボードが最初に雪に接地しない 
 
減点による採点は、正しく着地した場合の得点から減点される。

例として、エアーでコントロールできなかったトリックにて 4.5 点
を獲得したが、着地で大きなミスにて 2.5点を減点された場合、
その選手の得点は 2.0点となる。 
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第 4 部 
 

特別規則 

 
 
2900 人工照明下の競技 

 
2900.1 人工照明下で競技を実施することは認められている。 
 
2900.2 照明は次の仕様を満たすものでなければならない： 
 
2900.2.1 光度は、コースのどこで計測しても、コース表面で平行に測定した場合で

80ルクス未満であってはならない。照明はできるだけ均一にする。 
 競技がテレビ放映される場合は、テレビプロダクション責任者が光度を
チェックする。必要に応じて、個別に特別な調整をする必要がある。 

 
2900.2.2 投光照明(フラッドライト)は、光によって滑降コースの地形的特徴が変わら

ないように設置しなければならない。照明は、選手に正確な地形の様子を

示すものでなければならず、深度や遠近感の正確性を変えるようなもので

あってはならない。 
 
2900.2.3 照明は、レースラインに選手の影を投影したり、まぶしさによって選手の目

をくらませたりしてはならない。 
 
2900.2.4 コースに隣接している障害物や建物は、明るく照明する必要がある。 
 
2900.3 技術代表とジュリーは、事前に照明が規則に合っていることをチェックしな

ければならない。主催者は、技術代表にコサイン修正付きの露光計を用意

しなければならない。 
 
2900.4 技術代表は、照明の質について、補足報告書を提出しなければならない。 
 
2900.5 コースセッターは、照明状態が最もよい場所のコースにセットする。 
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3000 スロープスタイル 

 
3001 スロープスタイル 

 試合は多様なヒット、ジャンプ、レール、テーブルトップ、ビッグエア等があり

選手が選択できるようなラインが 2つ以上あるコース上で行われる。 
 
3002 テクニカルデータ 

 
3002 .1 コースの全般的な特徴 

 平均斜度は 12°であるべきである。斜面は一定した勾配を有し、傾斜が大
きく変化しないべきである。 

 スロープスタイルのコースは幅が 30m 以上なければならない。コースの標

高差は 100m以上、200m以下でなければならない。 
 
3002 .2 スロープスタイル・コースの概要 

 スロープスタイル･コースは多様なアイテム(テーブルトップ･ジャンプ又は
ファン･ボックス、クォーター･パイプ、ウェーブ、レール、リッジ、その他承認

を受けたアイテム)を含むものである。コースにはアイテムの種類が 3つ以上、
アイテム数が合計で 6 つ以上あり、レギュラー又はグーフィーの選手のどち
らかが有利にならないもので、選手がフリースタイルの才能を発揮できる

コースであるべきである。各アイテム間の距離は滑らかなパフォーマンスを

可能にするものであること。滑走時間が 20 秒以上になるようにコースはデ
ザインされるべきである。アイテムは男女双方の選手が使用するものとして

造成されるべきである。 
 理想的なスロープスタイル･コースは技術的にチャレンジを要するもので、ア

イテムが幅広い多様性とバランスのとれた組合わせで含まれたものとなるべ

きである。 
 
3002 .3 スタートエリアとフィニッシュエリア 

 スタートエリアは選手が試合のための準備ができ、コーチ、スタッフ、メディ

ア･スタッフが作業できるよう、平坦で十分な幅がなければならない。フィニッ

シュエリアは選手が安全にパフォーマンスを終えることが可能となるように十

分に幅がなければならない。ジャッジスタンドからコースの全体が見えなけ

ればならない。 
 
3002 .4 例外 

 インドア(屋内)大会やシティ･イベント(都市部で開催の大会)の場合は、FIS
および／あるいは競技ジュリーは例外を認めることができる(インドア形式ま
たはイン･シティ形式)。 
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3002 .5 安全対策 

 トレーニングと競技中常に、スタートエリアにレスキュー／救急援助隊をス

タート地点に配置しなければならない。競技ジュリーは、開催地の下見と安

全対策をする義務がある。 
 
3003 選手の用具 

 
3003 .1 ビブ 

 ビブは組織委員会が配布し、形状やサイズを変えてはならない。フリースタ

イル用ビブを使用すべきである。試合に関連する全ての場面でビブは全て

適切な方法で着用されなければならない(インスペクション、トレーニング、
予選、決勝、表彰式)。 

 
3003 .2 ヘルメット 

 FIS の仕様と扱いに従う。（条項 2010.6 を参照） 
 
3004 スロープスタイルの実施 

 
3004 .1 インスペクション、トレーニング 

 選手はコースを横滑りする形で（アイテムの滑走をせずに）コースのインスペ

クションができる。インスペクションの時間はレース・ジュリーに一任される。

選手はビブとヘルメットを着用しなければならない。 
 実際の試合の(1時間以上)前に少なくとも 1回のトレーニングは行わなけれ

ばならない。その際、全選手が 2 回以上コースを最初から最後まで滑ること
が出来るようにすること。トレーニングは実際の大会の前日に行われるべき

である(ただし、特定の状況においてレース･ジュリーは他の可能性につい
て決定することができる)。 

 
3004 .2 予選 

 
3004.2.1 シード分け 
 TC ミーティング中に第 1 シードは男女とも 1～16 位の選手をランダム･ド

ローし、17位以下の選手は第 2シードとしてランダム･ドローをする。 
 FIS ポイントを有する選手がエントリーしていない場合、全選手一緒にラン

ダム･ドローをする。 
 
3004.2.2 予選の実施 
 選手は全員、公式に採点される滑走を 2 本滑ることができる。2 本ともビブ

番号に従う同じスタート順となる。予選最終順位を決定する上で 2 本のうち
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の高い方の得点だけがカウントされる。男子上位 10名、女子上位 6名が決
勝進出する。タイの選手がいる場合は低い方の得点で勝敗を決定する(尚
同点の場合はジャッジが総合印象でつけた個別得点の最も高い得点、以

下高い順の得点で同点決勝する)。 
 
3004 .3 決勝：2 本のうちの 1 本採りの場合 

 決勝では男子 10 名、女子 6 名の選手が 2 本滑走する。1 本目のスタート
順は予選結果に基づき、逆順となる(男子予選の 10位、女子予選の 6位が
最初にスタートする)。2 本目のスタート順は 1 本目の結果に基づく(最も高
い得点の選手が最後にスタートする)。2 本のうちの得点の高い方で勝者が
決まる。タイの選手がいる場合は低い方の得点で決定する(尚同点の場合
はジャッジが総合印象でつけた個別得点の最も高い得点、以下高い順の

得点で同点決勝する)。 
 
3004 .4 決勝：オープンセッションの場合 

 FIS レベルの競技会の決勝において、スタート順がランダムのオープンセッ
ションを使用してもよい。全選手は規定時間内(推奨：1 時間)に好きなだけ
コースをセッションする。オープンセッション中は全ての滑走が採点される。

各選手の最も高い得点のみが最終順位にカウントされる。タイの選手がい

る場合は当該選手の、次に高い得点で決定する。オープンセッションの利

用と時間は競技ジュリーによって決定され、TC ミーティングで発表される。 
 
3004 .5 競技ジュリー 

 スロープスタイルのジュリー構成は： 
 -技術代表 
 -競技委員長 
 -ヘッドジャッジ 
 
3005 場内放送システム 

 スロープスタイル競技では音楽を使用する。サウンドシステムはパワーのあ

るものでなければならず、コースの長さに関わらず、選手が斜面のどの部分

にいても音楽が明瞭に歪みなく聞こえなければならない。 
 音響係長は責任を持って適切な音楽を提供する。 
 
3006 ジャッジスタンド 

 足場は 5 - 10×2.5 - 3m以上の広さでなければならない。ジャッジ用観察
スペースは適切な人数の役員に十分なスペースと観察ができるスペースを

提供し、試合の運営用に適切な設備、備品を備えるように建設されるべき

である。ジャッジ･スタンドはスロープスタイル･コース全体の可能な限り最高
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の視界を確保できるように高さをもたせる必要がある。それが不可能な場合、

ジャッジ･スタンドを 2 つ設置し、ジャッジの人数を増やしてコースの観察を
行う必要がある。上位レベルの FIS 競技（冬季オリンピック、FIS 世界選手
権大会、FISワールドカップ）においては、2つのジャッジスタンドの設置と、
ジャッジの人数を増やす必要がある。各スタンドには最低 3 人のジャッジを
配置する。これにヘッドジャッジの数は含まれない 

 
3007 スロープスタイルのジャッジング 

 
3007 .1 ジャッジの人数 

 スロープスタイル競技にはジャッジ 5 名に加えてヘッドジャッジ 1 名が競技
を通して立ち会う。コースの長さや展望の関係で２つのジャッジスタンドとな

り、ジャッジ・チームが 2つになる場合、ジャッジ 6名(各セクション3名ずつ)
に加えてヘッドジャッジ 1名とする。条項 3006を参照。各ジャッジの得点の
合計得点が各選手の最終得点となる。低い FIS レベルの競技においては、
4人のジャッジ（ヘッドジャッジ含む）にて競技会を開催することができる。  

 
3007 .2 ジャッジ方法 

 スロープスタイルにおいては、総合印象のジャッジのみにて採点する。意図

した滑走ラインとアイテムの使い方を含む滑走全体の構成が重要となる。 
 
3007 .3 ジャッジの要素 

 スロープスタイルの総合印象のジャッジには 3つの主要な要素がある： 
 -トリックの難易度 
 -トリックの完成度(テイクオフ(踏み切り）とランディング(着地)を含む) 
 -トリックの高さ 
 転倒は完成度の一部をなすものとして、各トリックにおいて考慮される。 
 
3007 .4 全般基準 

 ヘッドジャッジが話し合いを始めた場合を除いて、選手のスコアに関する

ジャッジ間の話し合いは最小限にする。 
 -選手、チームの代表者又は観客が競技中、ジャッジスタンドに近づいたり、

ジャッジに話しかけたりすることは許されない。 
 -ジャッジングから派生する抗議又は問題はすべて、ヘッドジャッジ及び競

技ジュリーが処理する。 
 
3008 スロープスタイルの採点システム 

 
3008 .1 ポイント･システム 
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 ジャッジはそれぞれ 10点満点で小数点以下 1桁の採点システムで採点す
る。（例：3.6、6.4、7.7、9.8）最も高い得点と最も低い得点を除外し、中の 3
つの得点を合計する。ジャッジチームが 2 つに分かれる場合はどの得点も
除外せず、全得点を合計する。  
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