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危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
必
要
性

　

自
然
災
害
を
は
じ
め
人
為
的
危
機
で
あ
る
職

員
の
不
祥
事
の
多
く
は
突
発
に
起
き
る
も
の
で

す
。
そ
の
際
に
、
即
座
に
そ
の
場
で
考
え
、
具

体
的
か
つ
的
確
な
指
示
等
を
出
す
こ
と
は
危
機

に
遭
遇
し
た
経
験
の
少
な
い
自
治
体
職
員
に

と
っ
て
は
至
難
の
業
で
す
。
特
に
人
命
に
か
か

わ
る
事
象
が
起
き
て
い
る
と
き
に
冷
静
な
判
断

を
求
め
る
こ
と
は
益
々
困
難
で
す
。
そ
れ
を
可

能
に
す
る
に
は
、
常
に
頭
の
中
に
危
機
が
発
生

し
た
場
合
の
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
用
意
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

マ
ニ
ュ
ア
ル
は
絶
対
か

　

台
風
や
地
震
等
の
災
害
対
策
を
は
じ
め
、
平
常

時
に
お
け
る
各
種
の
事
務
事
業
に
お
い
て
も
マ

ニ
ュ
ア
ル
が
利
用
さ
れ
、
事
務
の
停
滞
を
防
止

し
、
効
率
的
な
行
政
運
営
が
図
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
店
の
客
に
対
す

る
接
待
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
１
万
を
超
え
る
項
目
に
も

の
ぼ
り
、
注
文
の
受
け
方
、
お
客
の
質
問
に
対
す

る
答
え
な
ど
あ
ら
ゆ
る
事
態
を
想
定
し
て
マ
ニ
ュ

ア
ル
が
作
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
あ
る
フ
ァ
ス

ト
フ
ー
ド
店
で
有
名
な
話
が
あ
り
ま
す
。
男
性
客

が
ハ
ン
バ
ー
グ
セ
ッ
ト
10
組
を
注
文
し
た
際
に
、

店
員
が
「
店
内
で
お
召
し
上
が
り
に
な
り
ま
す
か
。

そ
れ
と
も
お
持
ち
帰
り
に
な
り
ま
す
か
」と
聞
い
た

と
い
う
話
で
す
。
つ
ま
り
、
優
れ
た
マ
ニ
ュ
ア
ル

で
あ
っ
て
も
突
発
事
態
を
す
べ
て
カ
バ
ー
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
日
常
的
な
い
わ
ゆ
る
平
時
の

対
応
な
ら
笑
っ
て
済
ま
す
こ
と
も
で
き
ま
す
が
。

オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
な 

マ
ニ
ュ
ア
ル
は
な
い

　

し
か
し
、
危
機
管
理
の
場
合
に
は
そ
れ
は
許
さ

れ
ま
せ
ん
。
大
き
な
事
故
や
災
害
が
発
生
し
た
場

合
の
危
機
管
理
は
、「
予
防
・
準
備
・
応
急
・
復
旧
」

の
順
で
、
必
ず
具
体
的
な
手
順
を
踏
ん
で
行
わ
な

け
れ
ば
危
機
に
直
面
し
て
も
効
果
的
な
対
応
は
望

め
ま
せ
ん
。
災
害
等
が
発
生
し
た
と
き
は
、
自
治

体
職
員
は
膨
大
な
応
急
対
策
業
務
に
追
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
住
民
等
か
ら
求
め

ら
れ
る
も
の
は
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
ま
す
。
非
常

事
態
に
な
っ
た
と
き
は
、
興
奮
し
頭
に
血
が
上
る

な
ど
し
て
、
訳
の
分
か
ら
ぬ
発
言
や
行
動
を
し
な

い
よ
う
平
時
の
と
き
か
ら
冷
静
な
頭
で
有
事
の
際

の
対
処
法
を
研
究
し
、
練
り
上
げ
た
マ
ニ
ュ
ア
ル

を
作
成
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
災
害
時
に
は
、

想
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
起
き
る
の
が
常
で

あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
記
載
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
危
機
に
お
い
て
は
不
特

定
要
素
が
多
い
た
め
１
０
０
点
満
点
の
マ
ニ
ュ
ア

ル
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
災
害
後
に
自
治
体
を
は
じ

め
民
間
企
業
に
対
し
、
災
害
時
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
効

用
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
し
た
結
果
、
①
マ
ニ
ュ

危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
①
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ア
ル
に
記
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
不
十
分
で
あ
っ

た
こ
と
、
②
有
事
に
際
し
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
読
む
時

間
が
な
か
っ
た
こ
と
、
③
マ
ニ
ュ
ア
ル
通
り
に
危

機
は
発
生
し
な
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
の
反
省
点
が

挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
マ
ニ
ュ

ア
ル
の
作
成
や
運
用
の
留
意
点
を
考
え
ま
す
と
、

ま
ず
、
事
前
に
リ
ス
ク
を
十
分
に
認
識
し
た
上
で
、

マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
時
に
大
切
な
こ
と
は
、
何
の
た

め
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
る
か
を
考
え
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
人
命
救
助
な
の
か
、
ダ
ム
等
の
施
設
を

守
る
た
め
か
、
混
乱
を
防
止
す
る
た
め
か
、
い
ず

れ
に
し
て
も
目
的
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
あ
れ
も
こ
れ
も
確
保
す
る
オ
ー
ル

マ
イ
テ
ィ
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
結
局
虻
蜂
取
ら
ず

に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
究
極
的
に
は
何
を
確
保
す

る
か
を
明
確
に
定
め
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

従
っ
て
、
抽
象
的
な
規
定
の
み
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で

は
意
味
を
成
し
ま
せ
ん
。

現
場
責
任
者
へ
の
権
限
の
付
与

　

緊
急
時
に
は
そ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
い
て
現

場
の
責
任
者
に
そ
の
権
限
を
付
与
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
緊
急
時
に
は
首
長
等
の
責
任

者
か
ら
指
令
し
て
い
た
の
で
は
間
に
合
わ
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
現
地
の
現
場
責
任
者
に
そ

う
い
う
権
限
を
与
え
て
お
き
ま
す
。
目
的
が
非
常

に
明
確
で
あ
れ
ば
、
現
場
責
任
者
は
、
そ
の
マ

ニ
ュ
ア
ル
に
従
っ
て
、
住
民
の
生
命
を
最
優
先
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
家
屋
を
損
壊
し
て
も
人
間
だ
け

は
助
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
判
断
を
躊

ち
ゅ
う
ち
ょ躇

な
く
下
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
下
し
た
判

断
は
、
そ
の
現
場
責
任
者
の
当
然
の
権
限
の
範
囲

と
し
て
許
容
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
あ
と

に
な
っ
て
「
な
ぜ
、
あ
の
よ
う
な
判
断
を
上
司
の

了
解
も
得
ず
に
下
し
た
の
だ
」
な
ど
と
叱
責
さ
れ

れ
ば
、
現
場
責
任
者
の
判
断
、
行
動
は
鈍
り
、
結

果
的
に
は
即
行
性
あ
る
対
応
は
阻
害
さ
れ
て
し
ま

い
ま
す
。
従
っ
て
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
「
判
断
基
準
」

あ
る
い
は「
行
動
規
準
」で
あ
り
、
規
定
内
容
は「
努

力
目
標
」
で
は
な
く
、「
責
任
限
界
」
で
あ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

失
敗
例
等
を
踏
ま
え
た
マ
ニ
ュ
ア
ル

　

過
去
に
発
生
し
た
台
風
や
地
震
の
災
害
経
験
に

対
す
る
対
応
策
は
、
項
目
別
順
（
例
え
ば
、
災
害

出
動
・
救
護
・
食
糧
運
搬
等
）
に
時
系
列
と
し
て

必
ず
記
録
し
、
文
書
化
し
て
お
く
こ
と
が
、
次
に

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す
る
と
き
大
い
に
役
立
ち
ま

す
。
そ
の
結
果
、
作
業
の
確
実
性
、
ス
ピ
ー
ド
の

向
上
、
ム
リ
・
ム
ダ
の
回
避
が
図
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
突
拍
子
も
な
い
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て

も
役
立
つ
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
で
き
ま
せ
ん
。
過
去
の

経
験
と
そ
の
結
末
・
結
果
を
基
準
に
し
て
行
動
し

て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。
特
に
、
危
機
の

マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
頭
で
考
え
た
り
、
机
上
の
空
論

や
上
手
に
い
っ
た
事
例
を
羅
列
し
て
も
あ
ま
り
役

立
つ
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
失
敗
例
や
反
省
例

を
踏
ま
え
た
方
が
実
務
上
有
益
で
あ
る
と
い
わ
れ

ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
災
害
時
の

場
合
に
は
、
時
系
列
と
し
て
①
初
動
期
（
災
害
を

認
知
し
た
直
後
）、
②
発
展
期
（
災
害
対
応
を
行
う

段
ど
り
の
実
施
）、
③
安
定
期
（
災
害
対
応
業
務
の

実
施
）、
④
撤
収
期
（
通
常
の
業
務
へ
の
復
帰
に
際

し
て
特
別
に
実
施
す
る
業
務
）
の
区
分
に
応
じ
て

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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