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一
般
的
な
「
基
本
型
」
訓
練
（
ド
リ
ル
）

　

先
回
、
災
害
時
に
お
け
る
首
長
の
意
思
決
定
の

難
し
さ
に
つ
い
て
触
れ
、
防
災
訓
練
の
重
要
性
を

指
摘
し
た
。
一
般
的
に
行
わ
れ
る
防
災
訓
練
は
、

住
民
や
職
員
も
参
加
す
る
日
程
を
予
告
し
た
基
本

訓
練
（
ド
リ
ル
）
と
呼
ば
れ
る
方
法
で
あ
る
。
こ
れ

は
関
東
大
震
災
が
起
こ
っ
た
9
月
1
日
な
ど
、
大

き
な
災
害
が
発
生
し
た
日
に
実
施
す
る
と
こ
ろ
が

多
い
。
こ
の
方
法
は
、
災
害
が
発
生
し
た
際
、
ど

の
よ
う
な
課
題
が
出
る
か
を
予
想
し
、
い
ろ
い
ろ

な
問
題
を
体
感
で
き
る
点
で
効
果
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
た
だ
、
訓
練
を
告
知
す
る
た
め
緊
張
感

や
逼ひ
っ
ぱ
く迫

感
と
い
う
点
で
は
物
足
り
な
さ
が
残
る
。

　

自
治
体
が
基
本
的
な
防
災
・
避
難
訓
練
を
ど
の

程
度
の
頻
度
で
実
施
し
て
き
た
か
を
紹
介
す
る
と
、

年
１
回
と
い
う
と
こ
ろ
が
も
っ
と
も
多
い
。
こ
と

に
北
海
道
で
は
、
年
１
回
、
訓
練
を
実
施
し
て
い

る
市
町
村
は
道
内
自
治
体
、
79
市
町
村
の
５
割
に

達
す
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
や
や
少
な
い
の
は
九
州
・

沖
縄
地
方
で
あ
る
。
年
１
回
開
催
と
報
告
し
た
市

町
村
の
数
は
、
２
９
３
団
体
の
内
、
４
割
に
な
る
。

目
を
引
く
の
は
、
九
州
・
沖
縄
地
方
で
は
数
年
に

１
回
し
か
訓
練
を
し
な
い
と
い
う
自
治
体
が
２
割

近
く
に
及
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
訓

練
を
年
２
回
以
上
実
施
す
る
自
治
体
も
あ
る
。
東

海
・
北
陸
地
方
の
自
治
体
で
は
、
市
町
村
の
25
％

近
く
が
こ
の
分
類
に
入
る
。
東
海
地
方
で
予
想
さ

れ
る
地
震
に
備
え
て
の
対
応
策
と
考
え
ら
れ
る
。

　

地
域
差
と
は
別
に
防
災
訓
練
の
実
施
は
自
治
体

の
規
模
に
も
関
係
し
て
い
る
。
職
員
数
が
２
０
０

名
以
下
の
小
規
模
自
治
体
に
な
る
と
、
２
割
近
い

と
こ
ろ
が
数
年
に
１
度
し
か
訓
練
を
実
施
し
て
い

な
い
。
一
方
、
職
員
数
が
６
０
０
人
以
上
の
大
規

模
自
治
体
に
な
る
と
、
32
％
近
い
市
町
村
が
年
２

回
以
上
、
防
災
や
避
難
訓
練
を
実
施
し
て
い
る
（
日

本
防
火
・
危
機
管
理
促
進
協
会
．
２
０
１
８
．「
災
害

対
策
・
対
応
に
お
け
る
地
方
自
治
体
と
住
民
に
よ

る
協
働
に
関
す
る
調
査
研
究
」）。

「
劇
場
型
」
訓
練
の
功
罪 

―
ロ
ー
ル
プ
レ
ー
イ
ン
グ
ゲ
ー
ム

　

基
本
訓
練
と
は
別
に
、
図
上
訓
練
と
呼
ば
れ
る

「
劇
場
型
」
の
方
法
も
あ
る
。
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

訓
練
、
ロ
ー
ル
プ
レ
ー
イ
ン
グ
方
式
な
ど
の
名
称

で
も
呼
ば
れ
る
が
、
災
害
が
発
生
し
た
舞
台
を
想

定
し
、
そ
れ
を
巡
っ
て
参
加
者
が
実
戦
さ
な
が
ら
、

真
剣
に
立
ち
向
か
う
手
法
で
あ
る
。
劇
場
型
で
は

「
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
」
と
呼
ば
れ
災
害
や
そ
の
対
策

な
ど
に
つ
い
て
指
示
を
出
す
グ
ル
ー
プ
が
作
ら
れ

る
。
こ
れ
に
関
わ
る
の
は
少
数
の
ス
タ
ッ
フ
で
あ

る
。
彼
ら
の
役
割
は
、
事
故
や
災
害
が
い
つ
、
ど

こ
で
発
生
し
た
か
を
「
考
案
」
し
、
訓
練
の
舞
台
設

定
を
描
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
受
け
る
の
は
、「
プ
レ
ー
ヤ
ー
」
と
呼
ば

れ
る
別
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
、

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
か
ら
出
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
指

示
に
対
応
す
る
訓
練
の
主
役
に
な
る
。
災
害
の
種

類
や
規
模
、
被
災
状
況
な
ど
を
把
握
し
た
上
、
課

防
災
訓
練
の
諸
相

─
基
本
型
、
劇
場
型
、
学
習
型
─
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題
解
決
の
た
め
の
行
動
指
針
を
練
り
上
げ
る
の
が

プ
レ
ー
ヤ
ー
の
責
任
に
な
る
。
二
つ
の
異
な
る
グ

ル
ー
プ
は
普
通
、
別
々
の
部
屋
で
作
業
を
進
め
る

が
、
相
互
の
間
で
い
ろ
い
ろ
な
や
り
と
り
が
交
わ

さ
れ
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
か
ら
プ
レ
ー
ヤ
ー
の

元
に
震
度
７
の
地
震
が
発
生
し
、
各
地
で
火
災
が

発
生
し
て
い
る
と
い
う
指
示
書
が
届
く
。
火
災
に

加
え
土
砂
災
害
が
同
時
に
発
生
し
た
と
い
う
情
報

が
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
う
し
た
舞
台
設
定
を
受
け
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
は

遅
滞
な
く
地
域
に
適
し
た
対
応
策
を
考
え
る
。
途

中
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
か
ら
被
害
者
の
数
が
増
加

し
て
い
る
と
い
う
予
想
外
の
難
題
が
出
る
か
も
知

れ
な
い
。
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
行
動
を
起
こ
そ
う
と
し

て
い
る
最
中
に
報
道
記
者
に
扮ふ
ん

し
た
別
の
プ
レ
ー

ヤ
ー
が
意
地
悪
な
質
問
を
ぶ
つ
け
る
展
開
も
あ
る
。

い
ず
れ
も
実
際
に
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
、
臨
場

感
に
あ
ふ
れ
た
状
況
を
生
み
出
す
仕
掛
け
で
あ
る
。

自
治
体
を
例
に
す
る
と
、
市
長
が
市
長
役
の
プ

レ
ー
ヤ
ー
に
な
ら
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
で

き
れ
ば
他
の
自
治
体
と
共
同
で
訓
練
を
実
施
し
、

市
長
役
は
他
の
自
治
体
職
員
が
演
じ
る
こ
と
が
望

ま
れ
る
。

　

報
道
記
者
な
ど
を
想
定
し
実
際
に
近
い
場
面
を

生
み
出
そ
う
と
す
る
「
劇
場
型
」
訓
練
で
は
、
無
理

難
題
が
飛
び
出
し
プ
レ
ー
ヤ
ー
役
を
困
ら
せ
る
場

面
も
出
て
く
る
。
劇
場
型
訓
練
で
は
真
面
目
に
取

り
組
む
結
果
、
時
と
し
て
プ
レ
ー
ヤ
ー
同
士
の
怒

鳴
り
合
い
や
一
触
即
発
の
緊
迫
し
た
場
面
も
表
れ

る
。
緊
張
感
の
続
く
訓
練
で
あ
れ
ば
成
果
も
大
き

く
な
る
可
能
性
が
高
ま
る
が
、
問
題
は
時
と
し
て

プ
レ
ー
ヤ
ー
が
訓
練
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
真
剣
に
な
り
過
ぎ
る
結
果
、
訓
練
の
後
、

職
場
で
の
人
間
関
係
が
お
か
し
く
な
る
ケ
ー
ス
も

発
生
す
る
。

期
待
さ
れ
る
「
学
習
型
」
訓
練

　
「
学
習
型
」
訓
練
を
実
施
す
る
と
い
う
方
法
も
あ

る
。
こ
れ
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
か
ら
意
地
悪
な

指
示
は
出
さ
な
い
。
プ
レ
ー
ヤ
ー
同
士
の
い
さ
か

い
も
起
き
な
い
。
訓
練
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
通
り
に
粛
々

と
消
化
す
る
方
法
で
進
む
。
学
習
型
で
は
プ
レ
ー

ヤ
ー
が
災
害
対
応
と
は
何
か
を
体
験
し
、
そ
れ
に

ど
う
対
応
す
る
か
な
ど
実
務
処
理
に
重
点
を
置
く
。

余
分
な
劇
場
型
の
舞
台
設
定
は
し
な
い
た
め
面
白

み
を
欠
く
が
、
学
習
型
は
危
機
状
況
に
向
け
た
対

応
策
を
学
習
し
、
そ
れ
を
検
討
す
る
の
が
訓
練
の

目
的
に
な
る
。
現
在
、
総
務
省
消
防
庁
は
自
治
体

の
首
長
を
対
象
に
、
1
対
1
で
危
機
対
応
を
学
習

す
る
訓
練
を
行
っ
て
い
る
。「
市
町
村
長
の
災
害
対

応
力
強
化
の
た
め
の
研
修
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
受
講

す
る
市
町
村
長
を
指
導
す
る
の
は
、
首
長
と
対
に

な
っ
て
指
導
す
る
「
研
修
指
導
員
」
で
あ
る
。
彼
ら

は
防
災
対
策
の
研
究
者
や
被
災
経
験
を
持
つ
実
務

家
で
あ
る
。

　

研
修
指
導
員
と
受
講
す
る
首
長
は
、
マ
ン
ツ
ー

マ
ン
方
式
で
災
害
対
応
の
態
勢
の
確
立
、
避
難
情

報
の
収
集
と
発
信
、
大
規
模
災
害
へ
の
対
策
、
そ

れ
に
避
難
所
の
設
置
や
運
営
な
ど
に
つ
い
て
研
修

を
受
け
る
。
受
講
す
る
市
町
村
長
が
受
け
取
る
情

報
は
、
実
際
の
災
害
時
と
同
様
、
事
前
に
内
容
を

知
ら
せ
な
い
「
シ
ナ
リ
オ
非
開
示
型
」
で
あ
る
。
こ

う
し
た
方
法
か
ら
、
参
加
者
は
災
害
時
の
混
乱
や

緊
迫
し
た
状
況
を
肌
で
感
じ
、
危
機
的
雰
囲
気
を

疑
似
体
験
す
る
。
そ
の
中
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
意

思
決
定
を
行
う
が
、
実
践
型
の
首
長
研
修
は
受
講

者
の
感
度
が
よ
く
、
今
後
も
中
身
の
充
実
し
た
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
学
習

型
は
、
将
来
、
対
象
を
拡
大
し
、
自
治
会
や
町
内

会
の
役
職
者
の
訓
練
に
利
用
す
べ
き
で
あ
る
。
そ

の
際
の
テ
ー
マ
は
避
難
所
の
運
営
に
決
め
る
の
が

得
策
。
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