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篠原一光さん

個
人
差
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
例
え
ば
、
踵
を
支
点
に
し
て
踏
み
か
え
た

り
、
足
を
ま
っ
す
ぐ
で
は
な
く
、
左
右
ど
ち
ら

か
に
傾
け
て
踏
み
込
む
な
ど
。

「
操
作
方
法
と
踏
み
違
い
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
ま
だ
は
っ
き
り
し
た
こ
と
が
い
え
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
ペ
ダ
ル
操
作
は
視
認
し
な
が
ら
で
は

な
く
、
体
の
感
覚
で
行
う
も
の
で
す
か
ら
、
体

の
向
き
が
不
安
定
だ
っ
た
り
、
踵
が
床
に
着
か

な
い
状
態
だ
と
、
た
い
へ
ん
危
険
で
す
。
運
転

す
る
前
に
シ
ー
ト
を
調
整
し
て
、
正
し
い
運
転

姿
勢
を
と
る
こ
と
は
有
効
だ
と
い
え
ま
す
」。

こ
の
ほ
か
に
も
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
加
齢
変

化
す
る
認
知
機
能
の
中
で
関
連
す
る
も
の
は
何

か
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
平
成
29
年

度
は
最
終
年
度
と
な
り
、
2
年
間
の
成
果
を
ふ

ま
え
、
研
究
は
続
け
ら
れ
る
。

認
知
機
能
は
加
齢
に
と
も
な
っ
て
変
化
す
る

の
で
、
そ
の
変
化
に
応
じ
た
運
転
を
心
が
け
て

ほ
し
い
と
、
篠
原
さ
ん
は
高
齢
ド
ラ
イ
バ
ー
に

訴
え
る
。

「
若
い
頃
は
対
象
を
視
野
に
と
ら
え
ら
れ
れ

ば
、
す
ぐ
に
気
づ
い
て
対
処
で
き
た
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
が
加
齢
に
よ
っ
て
視
野
が
狭
く
な
り
、

危
険
と
な
る
も
の
の
発
見
が
遅
れ
る
こ
と
で
慌

て
た
り
、
焦
っ
た
り
す
る
可
能
性
は
高
く
な
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
速
度
を
落
と
し
、
目
の
前

の
対
象
を
1
つ
1
つ
確
実
に
認
識
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
。
運
転
に
集
中
し
、
見
落
と
し
を
減

ら
せ
ば
、
慌
て
る
と
い
う
こ
と
が
な
く
な
り
、

踏
み
違
い
を
含
む
様
々
な
事
故
を
防
げ
ま
す
。

ま
た
、
駐
車
場
の
よ
う
な
場
所
で
ペ
ダ
ル
操
作

を
す
る
時
は
、
自
分
の
足
の
位
置
や
動
か
し
方

に
意
識
を
向
け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
」。

人
間
は
パ
ニッ
ク
に
陥
る
と
、
適
切
で
な
い
行

動
を
と
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
場
面
を
つ
く
り
出
さ
な
い
よ
う
に
安
全
運
転

を
実
践
す
る
と
と
も
に
、
ア
ク
セ
ル
か
ら
足
を

離
し
て
ブ
レ
ー
キ
を
踏
む
と
い
う
一
連
の
行
動
を

意
識
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
、
踏
み
違

い
事
故
の
防
止
に
つ
な
が
る
と
い
え
そ
う
だ
。

る
ま
で
に
多
少
の
余
裕
が
あ
る
時
に
起
き
や
す

い
。「
踏
み
か
え
て
い
る
途
中
に
ほ
か
の
こ
と

に
気
を
と
ら
れ
る
と
、
自
分
の
足
を
ブ
レ
ー
キ

ペ
ダ
ル
の
上
に
移
動
さ
せ
た
か
ど
う
か
の
記
憶

が
失
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

自
分
は
ブ
レ
ー
キ
の
ほ
う
に
踏
み
か
え
た
つ
も

り
で
も
、
実
際
に
は
踏
み
か
え
て
お
ら
ず
、
ア

ク
セ
ル
を
踏
ん
で
、
前
車
と
衝
突
し
て
し
ま
う

の
で
す
」。

も
う
1
つ
は
、
何
ら
か
の
き
っ
か
け
で
ド
ラ

イ
バ
ー
が
驚
い
た
こ
と
に
よ
る
踏
み
違
い
。
ク

ル
マ
が
自
分
の
予
期
し
な
い
挙
動
を
し
た
時
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や
、
何
か
に
接
触
し
た
時
な
ど
に
焦
っ
た
た
め

に
間
違
っ
て
し
ま
う
と
い
う
ケ
ー
ス
で
、
ク
ル

マ
を
発
進
さ
せ
る
時
に
起
こ
り
が
ち
だ
。
焦
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
ア
ク
セ
ル
を
踏
ん
で
し
ま
う

と
い
う
の
は
、「
ス
リ
ッ
プ
」
と
い
う
典
型
的

な
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
だ
と
篠
原
さ
ん
は
説

明
す
る
。
ク
ル
マ
の
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
と
い

う
行
動
は
ア
ク
セ
ル
か
ら
足
を
離
す
、
足
を
ブ

レ
ー
キ
に
移
動
さ
せ
る
、
ブ
レ
ー
キ
を
踏
み
込

む
と
い
う
行
為
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
こ

の
「
ス
リ
ッ
プ
」
は
途
中
段
階
を
省
略
し
て
、

い
き
な
り
最
後
の
「
踏
み
込
む
」
と
い
う
行
為

だ
け
を
し
て
し
ま
う
の
だ
。

「
一
連
の
動
作
を
順
序
良
く
実
行
す
る
『
行
動

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
能
力
』
は
加
齢
に
よ
っ
て
衰

え
て
い
き
ま
す
。
適
切
な
順
序
に
従
っ
て
行
動

す
る
時
に
必
要
な
の
が
抑
制
（
す
ぐ
に
し
て
し

ま
う
行
動
を
抑
え
て
、
し
な
い
よ
う
に
と
ど
め

る
）
と
い
う
は
た
ら
き
で
す
。
こ
の
抑
制
機
能

が
低
下
す
る
と
、
し
や
す
い
行
動
を
と
ど
め
る

こ
と
が
で
き
ず
に
、
や
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
ク
ル
マ
を
止
め
る
こ
と

に
直
結
す
る『
踏
み
込
む
』と
い
う
行
動
を
と
っ

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
」。

さ
ら
に
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
ペ
ダ
ル
の
操

作
方
法
と
踏
み
違
い
の
関
係
に
つ
い
て
も
検
討

し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
交
通
安
全
イ
ベ
ン
ト

の
参
加
者
を
対
象
に
、
ペ
ダ
ル
操
作
の
実
態
調

査
な
ど
を
行
い
、
一
般
の
ド
ラ
イ
バ
ー
が
ど
の

よ
う
に
右
足
を
使
っ
て
操
作
し
て
い
る
か
も
分

析
。
ア
ク
セ
ル
ペ
ダ
ル
は
踵
を
床
に
つ
け
て
踏

み
、
ブ
レ
ー
キ
ペ
ダ
ル
は
踵
を
浮
か
せ
て
踏
み

込
む
と
い
う
自
動
車
教
習
所
で
習
っ
た
通
り
の

操
作
し
て
い
る
人
は
一
部
で
、
操
作
方
法
に
は

交
通
心
理
学
や
認
知
心
理
学
を
専
門
と
し
て

い
る
篠
原
さ
ん
は
、
平
成
27
年
度
か
ら
（
公
財
）

国
際
交
通
安
全
学
会
の
研
究
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
「
ア
ク
セ
ル
と
ブ
レ
ー
キ
の
踏
み
違
い
に
関

係
す
る
高
齢
者
の
認
知
・
行
動
の
分
析
」
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
研
究
に
取
り
組

ん
で
い
る
。

「
ア
ク
セ
ル
と
ブ
レ
ー
キ
の
踏
み
違
い
事
故

は
若
年
層
（
18
～
24
歳
）
の
割
合
も
や
や
高
い

の
で
す
が
、
30
代
、
40
代
に
な
る
と
低
下
し
て

い
く
の
で
、
若
年
層
の
場
合
は
運
転
に
不
慣
れ

な
こ
と
が
踏
み
違
い
の
原
因
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
そ
の
後
、
60
代
、
70
代
に
な
る
に
つ
れ
て

割
合
は
増
加
し
て
い
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
高
齢

運
転
者
の
踏
み
違
い
事
故
に
焦
点
を
当
て
、
踏

み
違
い
と
い
う
行
動
の
エ
ラ
ー
そ
の
も
の
が
起

こ
る
原
因
と
対
策
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
」
と
、
篠
原
さ
ん
は
話
す
。

篠
原
さ
ん
ら
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
事
故
統

計
・
事
故
事
例
か
ら
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
、
4
つ
の
県
警
察
か
ら
提
供
さ
れ
た
、
踏
み

違
い
に
よ
る
死
亡
・
重
傷
事
故
の
事
例
を
分
析

し
、「
直
線
路
、
カ
ー
ブ
を
進
行
中
」「
駐
車
の

た
め
の
前
進
時
」
な
ど
13
の
類
型
に
分
類
し
た
。

駐
車
場
の
よ
う
な
場
所
だ
け
で
な
く
、
ブ
レ
ー

キ
を
踏
む
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
、
踏
み
違
い
事
故

は
起
き
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
高
齢
者
の

ア
ク
セ
ル
と
ブ
レ
ー
キ
の
踏
み
違
い
事
故
の
傾

向
は
、
次
の
2
つ
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
き
た
。

1
つ
は
、
走
行
中
の
踏
み
違
い
。
前
方
に
減

速
し
た
り
停
止
す
る
ク
ル
マ
が
現
れ
、
ア
ク
セ

ル
か
ら
足
を
離
し
て
、
ブ
レ
ー
キ
に
踏
み
か
え

よ
う
と
し
た
時
に
間
違
っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス

で
、
ア
ク
セ
ル
か
ら
ブ
レ
ー
キ
に
踏
み
か
え

高
齢
ド
ラ
イ
バ
ー
に
よ
る

ア
ク
セ
ル
と
ブ
レ
ー
キ
の
踏
み
違
い
事
故
の

原
因
解
明
に
取
り
組
む

加
齢
に
よ
っ
て

低
下
し
て
い
く

行
動
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
能
力

運
転
す
る
前
に

正
し
い
運
転
姿
勢
を

と
る
こ
と
が
有
効

運
転
中
、慌
て
る
場
面
を

つ
く
ら
な
い
よ
う
に

心
が
け
て
ほ
し
い

運転者 ( 第 1 当事者 ) の年齢層別・性別の全事故に占める
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※（公財）交通事故総合分析センターのデータをもとに分析
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