
5

2005年7月10日発行（毎月1回10日発行）●SJ388号

OPINION
私はこう考える

２
０
０
５
年
４
月
、
第
26
回
国
際
交
通

安
全
学
会
賞
論
文
部
門
を
受
賞
し
た
「
テ

ー
ラ
ー
メ
イ
ド
制
動
支
援
シ
ス
テ
ム
に
関

す
る
基
礎
研
究
」
は
、
芝
浦
工
業
大
学
の

澤
田
東
一
教
授
と
小
口
泰
平
教
授
、
そ
し

て
廣
瀬
さ
ん
と
の
共
同
研
究
の
成
果
で
あ

る
。
ク
ル
マ
が
ド
ラ
イ
バ
ー
の
個
性
に
合

っ
た
支
援
を
可
能
に
す
る
シ
ス
テ
ム
を
提

供
し
た
点
で
画
期
的
な
研
究
と
高
く
評
価

さ
れ
た
。
テ
ー
ラ
ー
メ
イ
ド
は
、
医
療
分
野

に
お
い
て
、
遺
伝
情
報
を
も
と
に
し
た
個

人
に
合
っ
た
予
防
・
治
療
を
行
う
こ
と
を

意
味
す
る
。
廣
瀬
さ
ん
た
ち
の
研
究
が
め

ざ
し
た
の
は
、運
転
に
お
け
る
テ
ー
ラ
ー
メ

イ
ド
で
、個
々
の
運
転
者
の
特
性
に
合
わ

せ
た
運
転
支
援
シ
ス
テ
ム
の
構
築
で
あ
る
。

「
人
に
よ
っ
て
運
転
の
仕
方
が
微
妙
に

違
う
こ
と
は
、
助
手
席
に
乗
っ
た
時
に
わ

か
り
ま
す
。
自
分
の
運
転
感
覚
と
違
う
加

減
速
を
頻
繁
に
行
わ
れ
る
と
不
快
に
な
っ

た
り
、
車
間
距
離
が
短
す
ぎ
る
と
か
、
制

動
が
遅
い
と
か
で
不
安
に
な
っ
た
り
し
ま

す
。
現
在
あ
る
運
転
支
援
シ
ス
テ
ム
も
機

能
的
に
は
問
題
な
い
の
で
す
が
、
自
分
の

運
転
感
覚
と
関
係
な
く
、
あ
る
条
件
に
な

る
と
一
律
に
制
動
や
加
減
速
を
促
し
、
指

示
す
る
の
で
、
わ
ず
ら
わ
し
さ
を
感
じ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
運
転
支

援
は
個
々
の
運
転
者
が
そ
の
支
援
に
納
得

操
舵
を
支
援
す
る
シ
ス
テ
ム
、
加

速
操
作
を
支
援
す
る
シ
ス
テ
ム
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
今
回
の
研

究
は
、
制
動
に
重
点
を
置
い
て
テ

ー
ラ
ー
メ
イ
ド
運
転
支
援
シ
ス
テ

ム
を
提
案
し
て
い
る
。
ま
ず
、
廣

瀬
さ
ん
は
運
転
者
の
制
動
要
因
が

制
動
の
開
始
か
ら
停
止
ま
で
の
間

に
遷
移
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
つ
ま
り
、
運
転
者
は
、
制
動

の
最
初
の
部
分
で
は
前
車
と
の
相※

対
減
速
度
、
次
に
相
対
速
度
、
最

後
の
部
分
で
車
間
距
離
を
重
視
す

る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
制
動
要
因

を
組
み
入
れ
、
以
下
の
手
法
で
支
援
シ
ス

テ
ム
を
構
築
し
た
。
①
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
シ

ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
を
使
っ
て
運
転
者
の
制
動

特
性
を
計
測
す
る
。
②
制
動
特
性
が
「
あ

ら
い
」「
普
通
」「
ゆ
っ
く
り
」な
ど
の
タ
イ

プ
に
分
け
て
グ
ル
ー
プ
化
し
て
個
人
カ
ル

テ
を
作
成
。

③
カ
ル
テ
を
使
っ
て
、
そ
の
人
の
お
お
ま

か
な
特
徴
に
合
っ
た
モ
デ
ル
（
レ
デ
ィ
メ

イ
ド
ド
ラ
イ
バ
ー
モ
デ
ル
）
を
構
築
。

④
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
ド
ラ
イ
バ
ー
モ
デ
ル
で

日
常
的
に
運
転
し
て
計
測
し
、
そ
の
人
の

操
作
の
特
性
を
表
し
た
モ
デ
ル
へ
と
洗
練

さ
せ
て
、
テ
ー
ラ
ー
メ
イ
ド
運
転
支
援
シ

ス
テ
ム
を
構
築
す
る
。

「
こ
の
支
援
シ
ス
テ
ム
は
、
高
齢
ド
ラ
イ

バ
ー
に
つ
い
て
も
、
加
齢
に
よ
る
パ
フ
ォ

ー
マ
ン
ス
の
低
下
、
運
転
特
性
の
変
化
な

ど
を
デ
ー
タ
に
入
れ
て
使
え
ば
、
安
全
運

転
、
運
転
負
担
の
軽
減
な
ど
が
期
待
で
き

て
、
よ
り
長
く
、
安
全
に
運
転
が
で
き
る

よ
う
に
な
る.

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
ど
の

よ
う
に
実
用
化
す
る
か
で
す
が
、
ド
ラ
イ

バ
ー
の
運
転
特
性
を
入
力
し
た
Ｉ
Ｃ
チ
ッ

プ
を
運
転
免
許
証
に
搭
載
し
て
、
車
両
が

違
っ
て
も
そ
の
機
能
が
使
え
る
よ
う
に
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」。
将
来
は
遺
伝
子

情
報
を
組
み
入
れ
た
シ
ス
テ
ム
へ
と
発
展

さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
を
、
廣
瀬
さ
ん
は
め
ざ

し
て
い
る
。

※
こ
こ
で
の
相
対
減
速
度
、
相
対
速
度
は
、

相
対
減
速
度
…
自
車
か
ら
み
て
先
行
車
に
接
近
し
て
ゆ

く
速
度
の
変
化
率

相
対
速
度
…
自
車
か
ら
み
て
先
行
車
に
接
近
し
て
ゆ
く

速
度
の
大
き
さ
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個
々
の
運
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運
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支
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シ
ス
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を
構
築
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し
、
信
頼
感
を
も
ち
、
お
せ
っ
か
い
に
な

ら
ず
、
違
和
感
が
な
い
と
い
う
機
能
が
必

要
に
な
り
ま
す
。
今
回
の
研
究
の
目
的
は
、

個
々
の
ド
ラ
イ
バ
ー
の
運
転
特
性
を
モ
デ

ル
化
し
て
、
運
転
支
援
シ
ス
テ
ム
に
学
習

さ
せ
、
個
別
の
特
性
に
応
じ
た
運
転
支
援

を
可
能
に
し
て
、
安
全
で
快
適
な
運
転
に

寄
与
す
る
こ
と
で
す
」。

運
転
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
そ

の
人
の
運
転
行
動
を
計
測
し
て
モ
デ
ル
化

す
る
必
要
が
あ
る
が
、
個
人
の
モ
デ
ル
を

即
座
に
構
築
す
る
こ
と
は
難
し
い
。「
そ
こ

で
、
運
転
行
動
に
つ
い
て
は
加
速
（
ア
ク

セ
ル
）操
作
、操
舵（
ハ
ン
ド
ル
）操
作
、
制

動（
ブ
レ
ー
キ
）操
作
に
着
目
し
て
、
お
お

よ
そ
の
運
転
特
性
を
把
握
す
る
と
い
う
方

法
を
考
え
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
ブ
レ
ー
キ

の
か
け
方
で
、
せ
っ
か
ち
に
か
け
る
タ
イ

プ
、
の
ん
び
り
か
け
る
タ
イ
プ
な
ど
、
ま
ず

運
転
行
動
を
タ
イ
プ
別
に
お
お
ま
か
に
分

類
し
た
カ
ル
テ
を
作
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え

て
日
常
の
運
転
操
作
を
計
測
し
て
、
個
人

の
特
性
に
合
わ
せ
た
運
転
支
援
シ
ス
テ
ム

を
作
成
す
る
と
い
う
考
え
方
で
す
」。

テ
ー
ラ
ー
メ
イ
ド
運
転
支
援
シ
ス
テ
ム

は
、
制
動
操
作
を
支
援
す
る
シ
ス
テ
ム
、

国際交通安全学会賞論文部門を受賞する廣瀬
さん

★効果的な安全手法を学ぶ 

［山口大学／交通と安全］

朝
８
時
40
分
、
澤
さ
ん
は
講
義
室
に
入

る
と
、
集
ま
っ
た
学
生
た
ち
に
２
枚
の
紙

を
配
っ
た
。
澤
さ
ん
は
毎
回
、
講
義
の
最

後
に
学
生
か
ら
、
そ
の
日
の
質
問
を
紙
に

書
い
て
提
出
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
１
枚

は
、
こ
の
日
の
提
出
用
、
も
う
１
枚
は
前

回
、
学
生
か
ら
受
け
付
け
た
質
問
に
対
し

て
澤
さ
ん
が
回
答
を
つ
け
た
も
の
。
学
生

か
ら
多
く
寄
せ
ら
れ
た
質
問
に
つ
い
て
は
、

再
度
解
説
を
行
う
。「
冒
頭
に
前
回
の
講
義

へ
の
質
問
の
回
答
を
行
う
こ
と
で
、
自
然

に
復
習
が
で
き
る
の
で
す
」
と
澤
さ
ん
は

言
う
。

こ
の
日
の
テ
ー
マ
は
『
視
覚
情
報
処
理

の
限
界
』。「
み
な
さ
ん
の
前
に
あ
る
プ
ロ

ジ
ェ
ク
タ
ー
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
文
字

を
一
瞬
だ
け
映
し
出
し
ま
す
の
で
、
そ
れ

を
書
き
取
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
」
と
澤
さ

澤
さ
ん
は
「
相
手
に
よ
り
簡
単
に
理
解
し

て
も
ら
お
う
と
し
た
ら
、
自
分
自
身
が
わ
か

り
す
く
理
解
す
る
方
法
を
見
つ
け
る
こ
と
が

大
切
。『
交
通
と
安
全
』
の
講
義
の
場
合
は
、

そ
れ
が
実
験
で
し
た
」
と
言
う
。

ま
た
、
澤
さ
ん
は
講
義
後
の
学
生
へ
の
フ

ォ
ロ
ー
も
重
視
し
て
い
る
。「
講
義
の
最
後
に

『
質
問
は
あ
り
ま
す
か
？
』
と
尋
ね
て
も
、
学

生
は
手
を
挙
げ
ま
せ
ん
。
で
も
、
質
問
は
あ

る
の
で
す
。
そ
こ
で
、
学
生
に
質
問
を
書
い

て
提
出
し
て
も
ら
い
、
次
回
の
講
義
に
文
書

で
回
答
す
る
方
法
を
と
り
ま
し
た
」。
中
に
は

講
義
と
関
係
な
い
質
問
も
出
て
く
る
そ
う
だ

が
、
そ
れ
に
も
澤
さ
ん
は
き
ち
ん
と
答
え
る
。

自
分
以
外
の
学
生
が
何
を
疑
問
に
感
じ
て
い

る
か
知
る
こ
と
も
勉
強
だ
と
い
う
考
え
か
ら

だ
。

学
生
か
ら
は
「
実
験
な
ど
自
分
が
参
加
で

き
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
受
講
し
て
い
て
飽

き
な
い
」
と
い
う
声
が
聞
か
れ
た
。
ま
た
、

あ
る
学
生
は
「
通
学
な
ど
で
自
転
車
に
乗
る

時
は
こ
の
講
義
で
学
ん
だ
こ
と
を
意
識
し
て

い
ま
す
」
と
話
す
。
澤
さ
ん
の
無
事
故
で
卒

業
し
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
は
、
学
生
た
ち

に
確
実
に
届
い
て
い
る
よ
う
だ
。

実
験
を
通
し
て
理
解
す
る
交
通
安
全

●目的
学生が大学在学中に交通事故の加害者にも被害者
にもならず、無事に卒業してほしいという考えか
ら、澤さんが1995年度より開講。共通教育（教養
科目）と位置づけられ、前期（4月～9月）に15回
（うち1回は試験）行われ、2単位が認められる。
●実施日（取材日）
2005年6月2日（木）8：40～10：10
●受講生数
189名（1年生が中心）
●教科書
「交通安全論概説」（成山堂書店・澤喜司郎著）

講
義
の
冒
頭
で

前
回
の
復
習
を
行
う

ベーシック・データ

ん
が
言
う
。
最
初
は
２
文
字
、
次
は
３
文

字
と
１
文
字
ず
つ
増
え
て
い
き
、
８
文
字

『
Ｍ
Ｓ
Ｔ
Ｌ
Ｊ
Ｙ
Ｄ
Ｚ
』
と
映
し
出
さ
れ
る
。

「
最
後
も
８
文
字
で
す
が
、
こ
れ
は
や
さ
し

い
で
す
よ
」
と
澤
さ
ん
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ

ー
に
は
『
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｉ
』
と
出
た
。

答
え
合
わ
せ
を
す
る
と
、
８
文
字
『
Ｍ
Ｓ

Ｔ
Ｌ
Ｊ
Ｙ
Ｄ
Ｚ
』
を
正
確
に
書
き
取
れ
た

学
生
は
い
な
か
っ
た
。
一
般
成
人
で
は
、

１
度
（
瞬
間
）
に
意
味
の
な
い
文
字
列
を

完
全
に
認
知
で
き
る
の
は
４
個
程
度
。
８

個
に
な
る
と
正
確
に
認
知
す
る
の
は
不
可

能
に
な
る
。
こ
の
実
験
で
、
人
間
が
１
度

に
認
知
で
き
る
情
報
の
数
に
は
限
界
が
あ

る
こ
と
を
、
学
生
た
ち
は
確
か
め
た
。「
最

後
の
『
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｉ
』
は
、
８
文

字
目
を
『
Ｉ
』
と
書
け
ま
し
た
か
？
き
ち

ん
と
見
て
い
な
い
と
『
Ｈ
』
と
書
い
て
し

ま
っ
た
は
ず
で
す
。
こ
れ
は
思
い
込
み
に

よ
る
も
の
で
す
」。

こ
の
後
、
交
通
事
故
の
原
因
は
ド
ラ
イ

バ
ー
の
認
知
の
欠
如
・
遅
れ
や
判
断
の
誤

り
に
よ
る
も
の
が
多
く
、
そ
の
原
因
は
人

間
の
認
知
能
力
の
限
界
や
認
知
を
誤
ら
せ

る
錯
覚
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
澤
さ

ん
は
解
説
し
て
い
っ
た
。

人
間
の
認
知
能
力
の
限
界
を

実
験
で
確
か
め
る

相
手
に
よ
り
簡
単
に

理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に

山
口
大
学
（
山
口
県
山
口
市
）
で
は
、

『
交
通
と
安
全
』
と
い
う
講
義
を
前
期
（
４

月
〜
９
月
）
に
開
講
し
て
い
る
。
経
済
学

部
教
授
・
澤
喜
司
郎
さ
ん
が
、
自
動
車
の

安
全
性
の
限
界
、
人
間
の
身
体
的
機
能
的

限
界
、
交
通
事
故
を
取
り
巻
く
社
会
経
済

的
環
境
に
つ
い
て
説
明
し
、
人
間
が
な
ぜ

交
通
事
故
を
起
こ
す
の
か
、
ど
う
す
れ
ば

交
通
事
故
を
回
避
で
き
る
の
か
、
科
学
的

な
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
、
解
き
明
か
し
て

い
く
と
い
う
内
容
だ
。

こ
の
日
の
講
義
に
対
す
る
学
生
の

質
問
と
澤
さ
ん
の
回
答
の
一
例

錯
覚
は
防
ぐ(

錯
覚
を
お
こ
さ
ず
に
正
し

く
見
る)

こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う

か
。
人
間
は
錯
覚
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
わ
か
っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
は
ど
ん

な
訓
練
を
し
て
も
改
善
し
な
い
の
で
す

か
？

防
ぐ
こ
と
は
で
き
ず
、
ど
ん
な
訓
練
を

し
て
も
改
善
し
ま
せ
ん
。
す
べ
て
の
人

間
が
錯
覚
を
起
こ
し
ま
す
。
た
だ
し
、

程
度
は
人
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

回
答

質
問

(a) 
 

(b) 
 

(c) 
 

(d) 
 

垂直水平錯覚の例
椎名健『錯覚の心理学』より

この日は錯視（視覚的錯覚）の体験も行われた。上図
の垂直と水平に線分が交わる４つの図形の中から、垂
直と水平の線分の長さが等しく見えるものを選ぶ。正
解は（ａ）だが、これを選んだ学生は少なかった

運
転
免
許
証
に

搭
載
し
て
実
用
化


