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３
つ
目
は
、
積
極
姿
勢
（Proactive

）
で
あ
る
。

危
機
管
理
で
は
、
各
種
の
問
題
が
発
生
す
る
こ
と

を
想
定
し
、
事
前
準
備
に
力
点
を
置
く
こ
と
が
勧

め
ら
れ
る
。
消
極
姿
勢
（Reactive

）
を
と
ら
な
い

こ
と
、
こ
れ
は
言
う
に
易
し
い
が
、
な
か
な
か
で

き
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
首
長
に
は
日
ご
ろ

か
ら
、
職
員
、
議
員
、
そ
れ
に
住
民
に
向
け
て
、

危
機
を「
意
識
」し
、
災
害
に
つ
い
て
の「
認
識
」を

深
め
、
危
機
に
関
す
る
「
知
識
」
を
蓄
積
す
る
こ
と

の
必
要
性
を
説
く
こ
と
は
で
き
る
。
自
治
体
の
場

合
に
は
、
そ
れ
に
「
組
織
」
の
充
実
が
つ
く
が
、
そ

れ
ら
は
「
危
機
管
理
の
４
識
」
と
呼
ば
れ
る
。
首
長

に
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
４
識
を
上
げ
る
た

め
に
積
極
的
に
取
り
組
む
姿
勢
（Proactive

）
を
保

つ
こ
と
で
あ
る
。
首
長
は
、
図
上
訓
練
や
危
機
予

知
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
（
Ｋ
Ｙ
Ｔ
）
な
ど
、
費
用
を
か
け

な
い
施
策
を
展
開
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

ガ
マ
ン
力
、
処
方
箋
、
説
得
力

　

首
長
に
求
め
ら
れ
る
４
つ
目
の
「
Ｐ
」
は
、
ガ
マ

ン
力 

（Perseverance

） 

で
あ
る
。
市
長
が
マ
ク
ロ

な
視
点
か
ら
事
故
や
災
害
を
把
握
し
、
細
部
に
わ

た
る
執
行
権
限
を
現
場
に
委
ね
る
と
、
当
然
、
市

長
と
現
場
の
責
任
者
と
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
ま

れ
る
。
市
長
が
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
施
策
が
現

場
で
進
む
可
能
性
も
高
ま
る
。
そ
の
結
果
、
首
長

は
イ
ラ
イ
ラ
す
る
こ
と
が
多
い
。

　

今
回
の
大
震
災
に
お
い
て
も
、
イ
ラ
イ
ラ
が
極

限
に
達
し
た
首
相
は
、
自
ら
福
島
原
発
の
視
察
や

電
力
会
社
に
出
向
き
、
大
声
を
上
げ
て
対
策
本
部

の
対
応
を
な
じ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

最
高
意
思
決
定
権
者
と
し
て
や
っ
て
は
な
ら
な
い

禁
じ
手
で
あ
る
。
指
揮
者
が
登
場
し
た
た
め
に
、

対
策
本
部
は
か
え
っ
て
混
乱
し
、
対
策
の
策
定
が

遅
れ
る
。

　

首
長
に
は
、
沈
着
で
あ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、

部
下
を
信
頼
し
職
員
に
対
し
て
問
題
解
決
に
取
り

組
む
時
間
的
余
裕
を
あ
た
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
結
果
を
冷
静
に
待
つ
、
こ
の
ガ
マ
ン
が
、
結

局
は
問
題
の
解
決
を
促
進
す
る
結
果
に
つ
な
が
る
。

首
長
の
イ
ラ
イ
ラ
を
抑
え
る
方
法
の
一
つ
は
、
市

長
が
つ
め
る
対
策
本
部
と
現
場
の
双
方
に
記
録
係

を
置
く
こ
と
で
あ
る
。
記
録
係
は
、
刻
々
と
進
む

災
害
の
対
応
策
を
時
系
列
化
し
て
記
録
に
残
す
。

そ
れ
ら
を
数
日
毎
に
突
き
合
わ
せ
、
市
長
と
現
場

が
微
調
整
を
図
る
。
そ
の
点
か
ら
も
、
記
録
を
残

す
こ
と
の
意
義
は
極
め
て
大
き
い
。

　

最
後
は
、
処
方
箋
（Prescriptive

）
と
説
得
力

（Persuasion

）
で
あ
る
。
推
進
し
て
き
た
施
策
が

行
き
詰
ま
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
方
針
を

変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
面
も
出
て
く
る
。

そ
う
し
た
非
常
事
態
に
備
え
、
市
長
に
は
平
常
時

か
ら
代
替
案
を
出
す
覚
悟
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ

を
出
す
タ
イ
ミ
ン
グ
が
問
題
で
あ
る
が
、
代
替
案

は
既
に
先
行
し
て
き
た
対
策
を
全
面
的
に
取
り
替

え
る
も
の
で
は
な
い
。
従
来
の
施
策
の
欠
点
を
精

査
し
、
そ
れ
を
補
正
す
る
処
方
箋
の
性
格
を
持
つ

も
の
で
あ
る
。
処
方
箋
は
既
定
の
方
針
を
継
続
し
、

そ
れ
を
改
善
す
る
内
容
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
方
策
を
破
棄
し
、
新
し

い
方
針
で
最
初
か
ら
や
り
直
す
と
い
う
方
針
は
、

危
機
状
況
で
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
５
つ
の
「
Ｐ
」
を
説
明
し
て
き
た
。
そ

れ
ら
に
共
通
す
る
も
う
一
つ
、
６
つ
目
の
「
Ｐ
」
が

あ
る
。
実
際
に
は
、
こ
の
最
後
の
「
Ｐ
」
が
首
長
に

は
欠
か
せ
な
い
重
要
な
資
質
に
な
る
の
か
も
知
れ

な
い
。
そ
れ
は
説
得
力
（Persuasion
）
で
あ
る
。

首
長
に
欠
か
せ
な
い
の
は
、
職
員
や
議
員
、
そ
れ

に
住
民
を
納
得
さ
せ
る
説
得
力
で
あ
る
。
こ
と
に

危
機
状
況
で
は
、
各
方
面
か
ら
要
望
や
不
満
が
出

る
。
そ
れ
ら
に
的
確
に
対
応
し
な
い
と
、
首
長
へ

の
不
信
感
は
募
り
、
職
員
は
リ
ー
ダ
ー
に
つ
い
て

こ
な
い
。

　

首
長
は
理
詰
め
の
説
明
を
す
る
こ
と
、
論
理
に

一
貫
性
あ
る
解
説
を
心
掛
け
る
こ
と
、
相
手
の
身

に
立
っ
た
案
を
提
示
す
る
こ
と
、
そ
れ
に
相
手
の

意
見
に
耳
を
貸
す
「
傾
聴
力
」
を
体
得
す
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
ら
が
、
説
得
力
を
向
上
さ
せ
る
決
め

手
に
な
る
。

危
機
発
生
と
首
長
の
役
割

　

危
機
に
際
し
て
首
長
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果

た
す
べ
き
か
。
こ
れ
ま
で
の
連
載
で
既
に
指
摘
し

て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
難
題
に
つ
い
て
は
２
つ
の

異
な
る
見
解
が
あ
る
。
阪
神
淡
路
大
震
災
が
発
生

し
た
際
、
当
時
の
笹
山
幸
俊
・
神
戸
市
長
は
マ
ス

コ
ミ
か
ら
の
取
材
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
要
請
に
一

切
、
応
じ
な
か
っ
た
。
公
開
の
場
に
ほ
と
ん
ど
姿

を
見
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
問
題
の
解
決
に
専
念
し
た
。

結
果
と
し
て
市
長
は
、
相
当
の
期
間
、
神
戸
市
民

の
前
に
姿
を
見
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

そ
の
こ
と
を
批
判
し
た
市
長
が
い
た
。
建
設
省

出
身
で
当
時
の
横
浜
市
長
、
高
秀
秀
信
氏
で
あ
る
。

同
氏
は
自
著
、『
大
震
災　

市
長
は
何
が
で
き
る

か
─
自
治
体
の
危
機
管
理
』（A

sahi N
ew

s Shop, 

１
９
９
５
）
の
中
で
、
大
災
害
に
際
し
て
市
長
は
、

で
き
る
限
り
公
開
の
場
に
顔
を
見
せ
る
こ
と
が
重

要
と
く
り
返
し
指
摘
し
て
い
る
。
罹り

さ
い災
し
た
住
民

は
、
市
長
の
積
極
な
姿
に
触
れ
る
と
、
不
安
は
和

ら
ぎ
心
理
的
な
焦
燥
感
は
緩
和
さ
れ
る
と
高
秀
氏

は
主
張
し
た
。

　

こ
の
２
人
の
市
長
が
と
っ
た
対
応
策
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
利
点
と
欠
点
が
あ
る
。
危
機
に
際
し
て
公

選
市
長
が
果
た
す
べ
き
機
能
や
役
割
に
つ
い
て
、

今
な
お
論
議
が
続
く
。
た
だ
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、

災
害
や
事
故
に
臨
ん
で
首
長
に
は
、
次
に
挙
げ
る

６
つ
の「
Ｐ
」に
関
心
を
寄
せ
る
必
要
が
あ
る
。

マ
ク
ロ
思
考
、
一
貫
性
、
積
極
姿
勢

　

１
つ
は
、
全
体
像
（Perspective

）
で
あ
る
。
首

長
が
細
か
い
問
題
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
と
、
事
の
本

質
を
見
失
う
。
首
長
に
は
地
域
の
一
部
で
発
生
し
た

災
害
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
自
治
体
全

体
の
文
脈
で
検
討
す
る
ク
セ
を
つ
け
る
こ
と
が
望

ま
し
い
。
ミ
ク
ロ
な
見
方
し
か
で
き
な
い
首
長
は
、

往
々
に
し
て
災
害
現
場
の
実
情
を
過
小
や
過
大
評

価
す
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
点
、
全
体
像
か
ら
問

題
を
検
討
す
る
首
長
は
、
現
場
の
こ
と
は
現
場
に

任
せ
る
と
い
う
方
針
を
と
る
こ
と
が
多
い
。

　

２
つ
目
は
、
一
貫
性（Persistent
）で
あ
る
。
こ

れ
は
災
害
時
に
は
、
こ
と
に
重
要
に
な
る
。
大
き

な
災
害
や
事
件
に
遭
遇
し
た
首
長
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
課
題
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
首
長
が

対
応
策
に
つ
い
て
一
定
の
方
針
を
決
め
る
と
、
そ

こ
か
ら
ブ
レ
て
は
な
ら
な
い
。
相
当
な
事
由
が
な

い
限
り
、
リ
ー
ダ
ー
は
決
定
し
た
方
針
に
従
い
、

忠
実
に
施
策
を
展
開
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
職
員
は
混
乱
し
、
首
長
は
信

頼
性
を
失
う
。

　

こ
う
し
た
過
ち
を
回
避
す
る
た
め
、
首
長
は
補

佐
機
能
を
充
実
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
補
佐
機

能
を
担
う
の
は
、
副
市
長
や
総
務
部
長
、
そ
れ
に

危
機
管
理
監
な
ど
で
あ
る
。
彼
ら
の
仕
事
は
い
く

つ
か
あ
る
選
択
肢
を
精
査
し
、
そ
の
中
か
ら
最
良

と
思
わ
れ
る
施
策
を
選
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
首
長
に

は
、
補
佐
役
が
選
ん
だ
最
終
案
に
関
し
て
、
イ
エ

ス
か
ノ
ー
の
決
断
を
下
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

首
長
は
危
機
管
理
に
つ
い
て
は
ア
マ
チ
ュ
ア
で
あ

る
。
公
選
職
の
首
長
に
対
応
策
の
イ
ロ
ハ
か
ら
検

討
を
委
ね
る
方
法
に
は
無
理
が
あ
る
。
首
長
は
取

捨
選
択
に
時
間
を
食
わ
れ
、
誤
っ
た
政
策
決
断
を

下
す
可
能
性
も
高
い
。

不
測
事
態
の
発
生
と
首
長
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
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