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ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
の
重
要
性

　

危
機
管
理
の
第
一
人
者
で
あ
る
初
代
内
閣
安
全
室

長
佐
々
淳
行
氏
は
「
危
機
管
理
はneed to know

の

原
則
が
あ
る
。
知
る
べ
き
人
が
知
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
事
件
、
事
故
の
悪
い
情
報
が
ト
ッ
プ
に
即
座

に
伝
わ
っ
て
い
る
か
が
危
機
管
理
の
基
本
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
ま
す
。
情
報
管
理
は
危
機
管
理
の
第
一

歩
と
い
わ
れ
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
事
態
の
発
生
に
備
え

て
普
段
か
ら「
情
報
管
理
」を
行
い
、
事
故
等
が
発
生

し
た
場
合
に
は
、
迅
速
な「
情
報
提
供
」を
す
る
こ
と

が
危
機
管
理
の
基
本
と
な
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
危
機
管
理
に
は「
ホ
ウ（
報
告
）レ
ン（
連

絡
）
ソ
ウ
（
相
談
）」
の
重
要
性
が
常
に
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
は
組
織
の
潤
滑
油
で

も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
情
報
、
特
に
悪
い
情
報

を
隠
ぺ
い
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
①
自
ら
の
保

身
を
優
先
す
る
こ
と
、
②
組
織
の
社
会
的
価
値
が

落
ち
る
こ
と
へ
の
恐
れ
、
③
不
測
事
態
は
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
の
で
、
な
か
っ
た
こ
と
に
し
よ
う
と

す
る
完
璧
主
義
へ
の
間
違
い
、
④
バ
レ
る
は
ず
が

な
い
と
い
っ
た
読
み
の
甘
さ
、
⑤
情
報
公
開
や
説

明
責
任
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
の
認
識
の
欠
如
な
ど

が
そ
の
要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
自
治
体
に
お

い
て
も
ト
ッ
プ
か
ら
個
々
の
職
員
ま
で
が
、
こ
れ

ら
の
要
因
を
払
拭
す
る
意
識
改
革
を
行
う
こ
と
か

ら
始
め
な
い
と
リ
ス
ク
を
取
り
除
く
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
こ
れ
が
情
報
を
取
り
扱
う
第
一
歩
と
な

り
ま
す
。

危
機
の
と
き
の
報
告

　

通
常
の
報
告
の
仕
方
は
、
い
わ
ゆ
る
「
六
何
の
原

則
」
①
だ
れ
が
（w

ho

）
②
い
つ
（w

hen

）
③
ど
こ
で

（w
here

）④
な
ぜ（w

hy

）⑤
何
を（w

hat

）⑥
い
か
に

（how

）に
従
っ
て
行
わ
れ
ま
す
が
、
事
故
や
災
害
が

発
生
し
た
い
わ
ゆ
る
有
事
の
際
に
、
こ
の
「
六
何
の

原
則
」に
従
っ
て
完
全
な
報
告
を
行
お
う
と
す
れ
ば
、

第
一
報
は
遅
れ
事
態
は
深
刻
な
状
態
に
な
り
、
手
遅

れ
で
役
に
立
た
な
く
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
完
全

な
も
の
で
な
く
て
も
い
い
か
ら
直
ち
に
報
告
す
る
こ

と
が
重
要
な
の
で
す
。
文
章
を
飾
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

こ
の
場
合
の
最
優
先
事
項
は
「
何
が
（w

hat

）」

起
こ
っ
た
か
で
す
。
人
身
事
故
な
の
か
、
爆
発
事

故
な
の
か
、
職
員
の
不
祥
事
な
の
か
で
す
。
そ
の

後
、
逐
次
、
断
片
情
報
で
も
報
告
さ
せ
る
こ
と
に

よ
り
、
完
全
な
情
報
に
近
づ
け
て
い
け
ば
い
い
の

で
す
。
こ
の
時
、
事
実
と
自
分
の
意
見
を
区
別
し

て
話
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
事
実
で

す
。
情
報
の
提
供
に
は
タ
イ
ミ
ン
グ
が
必
要
な
の

で
す
。
ど
ん
な
に
正
確
な
情
報
で
も
機
を
逸
し
て

し
ま
え
ば「
証
文
の
出
し
遅
れ
」に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
危
機
に
当
た
っ
て
は「
巧
遅
よ
り
拙
速
」が

原
則
で
す
。

　

ま
ず
は
一
報
を
入
れ
、
そ
の
後
事
実
が
判
明
す

る
都
度
、
報
告
を
し
て
お
け
ば
何
の
問
題
に
も
な

ら
ず
、
事
態
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
は
防
げ
る
は
ず

で
す
。
第
一
報
が
あ
っ
て
か
ら
数
時
間
後
に
ま
と

め
て
多
く
の
報
告
が
な
さ
れ
た
の
で
は
意
味
を
成

し
ま
せ
ん
。
事
実
等
が
判
明
次
第
、
逐
次
報
告
が

情
報
・
報
告
①
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な
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
な

お
、
そ
の
際
に
現
場
に
「
重
要
な
事
実
の
み
を
報
告

せ
よ
」
と
条
件
を
つ
け
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
現
場
に

は
、
判
明
し
た
事
実
を
す
べ
て
報
告
し
て
も
ら
い
、

報
告
を
受
け
た
側
が
内
容
の
重
要
性
等
を
吟
味
す

れ
ば
い
い
の
で
す
。

　

よ
く
い
わ
れ
る
話
で
す
が
、「
情
報
収
集
者
の
３

原
則
」
と
し
て
①
取
り
あ
え
ず
第
一
報
、
②
悪
い
情

報
ほ
ど
早
く
、
③
迷
っ
た
ら
報
告
、
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
大
切
な
こ
と
で
す
。「
何
か
お
か
し
い
」「
も
し

か
し
た
ら
」「
念
の
た
め
」
と
い
っ
た
感
覚
を
持
ち
、

空
振
り
を
恐
れ
ず
に
実
行
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
た

め
の
リ
ス
ク
対
応
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
減
点
主
義
に

の
っ
と
っ
た
管
理
手
法
は
や
め
る
べ
き
で
す
。
そ
こ

で
、
こ
の
体
制
を
確
保
す
る
に
は
、
情
報
の
受
け
手

側
で
あ
る
首
長
や
管
理
職
に
お
い
て
、
第
一
報
の
報

告
は
、
不
完
全
、
不
正
確
が
伴
う
情
報
で
あ
る
こ
と

を
強
く
認
識
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
な
ぜ
こ
ん
な

不
正
確
な
報
告
し
か
で
き
な
い
の
か
と
叱し

っ
せ
き責
し
て
し

ま
え
ば
、
今
後
は「
六
何
の
原
則
」に
従
っ
た
手
遅
れ

情
報
の
み
が
報
告
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、

傷
口
は
広
が
り
、
対
応
は
ま
す
ま
す
遅
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
の
要
因
を
作
る
の
が
首
長
の
叱
責
の

一
言
な
の
で
す
。

念
の
た
め
報
告
の
励
行

　

報
告
の
仕
方
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
し
て
は
、
口
頭
に
よ
る
有
事
の
報
告
は
、
結

論
か
ら
先
に
言
う
こ
と
で
す
。
結
論
は
20
文
字
以

内
を
心
掛
け
る
と
す
っ
き
り
と
し
ま
す
。
例
え
ば
、

「
Ａ
保
育
園
で
子
供
の
事
故
が
起
き
ま
し
た
」
で
す
。

報
告
事
項
が
複
数
あ
る
場
合
は
、
何
項
目
あ
る
か

を
先
に
述
べ
ま
す
。「
３
点
報
告
し
ま
す
。
第
１
は

…
…
で
す
。
次
は
２
点
目
で
す
…
…
最
後
に
３
点

目
で
す
」
と
い
う
よ
う
に
報
告
内
容
に
メ
リ
ハ
リ
を

つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
相
手
に
誤
解
さ
れ
な
い
よ

う
に
工
夫
す
る
こ
と
で
す
。
報
告
時
間
も
短
め
に

す
る
こ
と
を
心
掛
け
、
５
分
程
度
が
上
限
で
あ
り
、

そ
れ
以
上
に
な
る
な
ら
ば
書
面
に
し
た
ほ
う
が
正

確
で
早
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
な
お
、
書
面
の
場

合
も
文
章
で
は
な
く
図
や
フ
ロ
ー
に
し
て
、
口
頭

説
明
を
補
充
す
る
役
割
を
果
た
す
方
が
望
ま
し
い

で
す
。

　

事
故
等
が
発
生
し
た
際
、
報
告
す
べ
き
直
属
の
上

司
が
不
在
の
場
合
は
、
躊
躇
せ
ず
そ
の
上
の
上
司
に

報
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
大
至
急
の
場
合
は
、

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
に
直
接
連
絡
し
て
も
よ
い
と
い
う

「
中
抜
き
通
報
」の
ル
ー
ル
を
す
べ
て
の
職
員
に
浸
透

さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
制
度

化
し
て
お
け
ば
、
報
告
者
お
よ
び
飛
び
越
さ
れ
た
上

司
も
納
得
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
事

後
で
あ
っ
て
も
飛
び
越
し
た
直
属
の
上
司
に
報
告
し

て
お
く
こ
と
は
、
当
然
の
処
置
と
い
え
ま
す
。
こ
こ

で
注
意
す
る
こ
と
は
、
事
態
が
大
き
く
な
ら
な
い
で

終
結
し
た
と
き
に
、
中
抜
き
通
報
を
し
た
職
員
を
と

が
め
立
て
し
た
り
し
ま
す
と
、
本
当
に
大
き
な
事
態

が
発
生
し
た
場
合
に
一
般
職
員
が
連
絡
し
て
こ
な
く

な
り
、
緊
急
時
の
通
報
が
遅
れ
、
事
態
が
拡
大
し
て

し
ま
う
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。

　

部
下
の
報
告
を
聞
く
と
き
、
報
告
者
が
「
〜
と
い

う
こ
と
で
す
」「
〜
と
聞
い
て
い
ま
す
」と
言
っ
た
場

合
は
誰
が
言
っ
た
の
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
報
告
者
が
言
っ
て
い
る
の
か
、
消
防
職
員

な
の
か
、
市
民
な
の
か
で
、
内
容
も
意
味
も
変
わ
っ

て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
主
語
の
特
定
が

必
要
で
す
。
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