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シ
ン
プ
ル
な
マ
ニ
ュ
ア
ル

　

マ
ニ
ュ
ア
ル
は
有
事
の
際
に
個
々
の
職
員
が
行

う
べ
き
「
役
割
と
行
動
」
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
シ
ン

プ
ル
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
マ

ニ
ュ
ア
ル
の
態
様
が
多
く
な
る
と
個
々
人
に
よ
り

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
ど
の
部
分
に
該
当
す
る
か
の
認
識

が
ま
ち
ま
ち
と
な
り
、
職
員
が
同
一
行
動
を
と
る
こ

と
が
難
し
く
な
り
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
意
義
が
失
わ
れ

て
し
ま
い
ま
す
。

　

反
対
住
民
の
混
乱
が
予
想
さ
れ
る
道
路
建
設
の

説
明
会
が
市
民
会
館
で
行
わ
れ
た
際
、
担
当
者
が
混

乱
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
度
に
応
じ
た
20
通
り
の

対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

あ
ま
り
事
細
か
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
た
場
合
、

各
担
当
者
の
判
断
が
緊
急
度
の
レ
ベ
ル
５
に
該
当

す
る
の
か
７
な
の
か
が
個
々
に
よ
っ
て
異
な
っ
て

し
ま
う
と
、
混
乱
を
防
止
す
る
た
め
の
統
一
的
な

行
動
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
せ
っ
か
く
の

マ
ニ
ュ
ア
ル
が
意
味
を
な
さ
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。

マ
ニ
ュ
ア
ル
書
は
コ
ン
パ
ク
ト
に

　

災
害
時
の
職
員
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
コ
ン
パ
ク
ト

な
手
帳
サ
イ
ズ
に
し
、
20
〜
30
ペ
ー
ジ
以
内
に
ま
と

め
る
の
が
適
当
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
携
帯
が
可

能
で
常
に
目
を
通
す
こ
と
に
よ
り
災
害
対
策
等
に

つ
い
て
の
認
識
を
深
め
、
特
に
初
動
に
お
け
る
各
自

の
行
動
に
つ
い
て
十
分
理
解
を
深
め
る
も
の
が
最

適
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
専
門
用
語
や
難
解
表
現

は
避
け
、
図
解
や
フ
ロ
ー
を
多
用
す
る
こ
と
で
す
。

マ
ニ
ュ
ア
ル
書
は
平
時
に
読
み
、
十
分
理
解
し
て
お

く
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。
し
か
し
、
マ
ニ
ュ
ア
ル

書
を
職
員
に
配
布
す
る
だ
け
で
は
、
目
を
通
さ
ず
机

の
中
に
入
れ
っ
放
し
に
な
り
が
ち
で
す
。
配
布
に
際

し
て
は
必
ず
研
修
会
や
説
明
会
を
開
い
て
説
明
し
、

さ
ら
に
研
修
で
の
活
用
、
庁
内
報
の
掲
載
、
昇
任
試

験
へ
の
出
題
や
面
接
試
験
な
ど
で
常
に
マ
ニ
ュ
ア

ル
へ
の
関
心
と
学
習
を
喚
起
す
る
こ
と
で
す
。
内
容

も
理
念
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
専
門
的
、
技

術
的
過
ぎ
る
の
も
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も

実
践
的
で
災
害
発
生
時
に
お
け
る
最
低
限
必
要
な

事
項
の
み
を
列
挙
す
る
も
の
で
よ
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

災
害
等
が
マ
ニ
ュ
ア
ル
通
り
に
進
行
す
る
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
応
用
が
可
能
な
さ

ま
ざ
ま
な
観
点
を
取
り
入
れ
て
作
成
す
る
こ
と
も

必
要
に
な
り
ま
す
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
定
め
る
も
の
は

あ
く
ま
で
も
標
準
的
・
基
本
的
な
も
の
で
あ
り
、
実

際
に
危
機
に
遭
遇
す
る
の
は
、す
べ
て
「
応
用
問
題
」

と
な
り
ま
す
。
従
っ
て
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
内
容
は
丸

暗
記
で
な
く
、
理
解
と
応
用
力
が
も
の
を
い
い
ま

す
。
完
全
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
と
い
う
も
の
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
新
た
な
事
故
・
事
件
が
あ
っ
た

と
き
は
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
不
都
合
部
分
を
検
証
し
、

見
直
し
を
図
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
マ

危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
②
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ニ
ュ
ア
ル
を
策
定
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
危

機
に
際
し
、
有
効
に
機
能
し
て
初
め
て
マ
ニ
ュ
ア
ル

本
来
の
役
割
を
保
つ
わ
け
で
す
か
ら
、
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
を
常
に
行
う
こ
と
も
大
切
に
な
り
ま
す
。

庁
舎
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

　

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
重
要
性
は
自
然
災
害
等
ば
か
り

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
職
場
で
も
危
機
は
発
生
し
ま

す
。
従
っ
て
、
自
治
体
の
庁
舎
管
理
に
お
け
る
マ

ニ
ュ
ア
ル
対
応
も
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

自
治
体
に
は
庁
舎
管
理
規
則
を
定
め
、
庁
舎
・
敷
地

お
よ
び
こ
れ
ら
の
付
属
設
備
に
つ
い
て
秩
序
の
維

持
お
よ
び
安
全
の
保
持
を
図
る
こ
と
と
し
、
管
理
者

を
定
め
、
管
理
者
の
指
揮
命
令
の
も
と
で
各
担
当
者

が
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
個
所
の
管
理
を
す
る
形
態
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
庁
舎
に
お
い
て
突
然
に
多
人
数
の
示

威
行
動
等
が
発
生
し
た
場
合
や
刃
物
を
持
っ
た
者

が
乱
入
す
る
こ
と
も
今
日
で
は
起
こ
り
得
ま
す
。

２
０
１
３
年
７
月
に
宝
塚
市
の
税
の
取
り
立
て
ト

ラ
ブ
ル
で
市
庁
舎
を
火
炎
瓶
で
放
火
し
た
事
件
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
際
に
、
管
理
者
が
と
っ
さ
に
ど

ん
な
具
体
的
行
動
を
取
る
か
の
細
目
が
定
ま
っ
て

い
な
い
の
が
多
く
の
自
治
体
の
現
状
だ
と
思
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
事
態
が
発
生
し
た
場
合
、
直
ち
に

職
員
が
具
体
的
な
行
動
を
取
れ
る
よ
う
マ
ニ
ュ
ア

ル
を
用
意
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
対
応
の
体
制
、
発
動
を
必
要
と

す
る
事
態
の
定
義
、
警
察
と
の
連
携
の
仕
方
、
職
員

の
具
体
的
な
行
動
様
式
、
証
拠
保
全
の
対
処
、
事
後

措
置
な
ど
を
定
め
て
お
き
ま
す
。
ま
た
、
事
前
に
予

測
で
き
る
事
態
に
対
し
て
は
、
個
別
の
役
割
分
担
や

相
手
方
へ
の
通
告
文
な
ど
も
用
意
し
て
、
不
測
の
事

態
へ
の
発
展
を
避
け
る
準
備
を
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

庁
舎
等
で
発
生
す
る
暴
力
行
為
等
は
、
ど
ん
な
小

さ
な
こ
と
で
も
許
容
し
て
い
ま
す
と
次
第
に
エ
ス

カ
レ
ー
ト
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
犯
罪
行
為
は
看

過
し
な
い
と
い
う
姿
勢
が
事
態
を
悪
化
さ
せ
な
い

た
め
に
必
要
な
こ
と
な
の
で
す
。
ア
メ
リ
カ
犯
罪
学

者
Ｊ
・
Ｑ
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
博
士
の
理
論
に
「
ブ
ロ
ー

ク
ン
ウ
イ
ン
ド
ウ
（
破
れ
窓
）
理
論
」
が
あ
り
ま
す
。

壊
れ
た
窓
を
放
置
し
て
お
く
と
通
行
人
が
誰
も
気

に
し
な
い
と
考
え
、
さ
ら
に
壊
し
、
最
後
に
は
建

物
全
体
が
崩
壊
し
は
じ
め
る
も
の
で
、
小
さ
な
無
秩

序
が
大
き
な
無
秩
序
を
も
た
ら
す
と
い
う
考
え
方

で
す
。

　

ア
メ
リ
カ
の
元
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
長
ル
ド
ル
フ
・

ジ
ュ
リ
ア
ー
ニ
氏
は
、
軽
微
な
犯
罪
を
放
置
す
る
と

地
域
全
体
の
治
安
が
悪
化
す
る
と
い
う
「
破
れ
窓
理

論
」
に
基
づ
く
施
策
で
８
年
間
の
市
長
任
期
中
に
同

市
の
犯
罪
を
激
減
さ
れ
た
こ
と
は
有
名
で
す
。
自
治

体
の
対
応
に
お
い
て
も
参
考
に
す
べ
き
で
す
。

　

ま
た
、
対
応
す
る
職
員
に
対
し
て
は
、
①
管
理
者

の
指
示
命
令
に
従
う
こ
と
、
②
絶
対
に
感
情
的
に
な

ら
な
い
こ
と
、
③
組
織
と
し
て
整
然
と
し
た
行
動
を

取
る
こ
と
（
複
数
人
で
対
応
す
る
）
な
ど
を
事
前
に

十
分
認
識
さ
せ
る
こ
と
も
大
切
な
こ
と
で
す
。
そ
し

て
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
つ
く
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
実

効
性
の
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
類
型
別
（
地

震
、
津
波
、
台
風
、
自
治
体
の
不
祥
事
、
事
件
の
発

生
等
）、
規
模
別
に
防
災
訓
練
等
を
重
ね
て
実
施
し
、

マ
ニ
ュ
ア
ル
ど
お
り
い
く
か
と
い
う
こ
と
を
検
証

す
る
こ
と
を
怠
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
先
に
述
べ
た

よ
う
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
は
あ
く
ま
で
も
手
段
で

あ
り
、
目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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