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ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
・
リ
ポ
ー
ト
の
重
要
性

　

危
機
管
理
の
た
め
に
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
必
要

な
情
報
が
適
時
適
切
に
入
手
で
き
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
ト
ッ
プ
が
情
報
要
求
を
明
示
せ
ず
、「
待

ち
情
報
」
の
姿
勢
で
は
情
報
収
集
活
動
が
鈍
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
中
間
報
告
、
定
時
報

告
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
も
実
務
上
大
切
に
な
り
ま

す
。
例
え
ば
、
台
風
等
で
災
害
出
動
す
る
場
合
、

現
地
か
ら
の
報
告
は
事
態
に
変
化
が
あ
る
か
否
か

に
か
か
わ
ら
ず
、
定
時
に
必
ず
報
告
さ
せ
る
こ
と

で
す
。
異
常
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
し
て
報
告
が

漏
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
報
告
の
受
信
者
と

し
て
は
、
事
態
が
急
変
し
た
た
め
報
告
が
で
き
な

い
こ
と
も
想
定
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
事
態

を
確
定
す
る
た
め
に
も
「
何
時
現
在
異
常
な
し
」
の

一
報
を
入
れ
る
べ
き
で
す
。
い
わ
ゆ
る
「
ネ
ガ
テ
ィ

ヴ
・
リ
ポ
ー
ト
」
の
重
要
性
で
す
。
今
日
に
お
い
て

は
、
現
場
に
お
も
む
く
時
は
、
必
ず
携
帯
電
話
を

持
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
携
帯
電
話
で
定
時
に
（
例

え
ば
朝
９
時
、
正
午
な
ど
）そ
れ
ぞ
れ
の
本
部
な
り
、

現
場
指
揮
者
に
定
期
的
に
電
話
で
報
告
す
る
こ
と

が
必
要
で
す
。
携
帯
電
話
は
、
被
災
地
あ
る
い
は

事
故
等
の
現
場
に
連
絡
す
る
の
は
つ
な
が
り
に
く

い
の
で
す
が
、
被
災
地
等
か
ら
の
発
信
は
非
常
に

容
易
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
報
告
の
方
法

を
あ
ら
か
じ
め
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
沿
っ
て
定
め
て
お

く
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
し
て
、
電
話
や
口
頭
で

報
告
を
受
け
る
と
き
は
、
勘
違
い
や
事
実
誤
認
を

防
ぐ
た
め
に
も
、「
主
語
」
を
確
認
す
る
こ
と
が
大

切
に
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
大
き
な
災
害
な
ど
で
現
場
が
混
乱
し

て
い
る
場
合
に
は
、
ト
ッ
プ
に
誰
か
が
報
告
し
て

い
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
ト
ッ
プ
に
肝
心
な
情
報

が
伝
わ
ら
な
い
こ
と
が
現
実
に
生
じ
ま
す
。
従
っ

て
、
情
報
担
当
者
は
「
報
告
し
て
い
る
と
思
い
ま
す

が
」の「
念
の
た
め
報
告
」を
必
ず
励
行
す
る
よ
う
に

し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
特
に
、
ト
ッ
プ
等
に

直
接
伝
え
ら
れ
ず
伝
言
を
お
願
い
し
た
よ
う
な
場

合
は
、
必
ず
ト
ッ
プ
に
伝
わ
っ
た
か
ど
う
か
を
確

認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。「
伝
え
た
」
と
い
う
こ
と

と
「
伝
わ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
は
違
い
ま
す
。
相
手

に
こ
ち
ら
の
意
思
が
伝
わ
っ
て
初
め
て
、
伝
え
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
報
告
を
受
け
た
上
司

も
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
・
リ
ポ
ー
ト
に
対
し
「
何
も
な
い
の

に
い
ち
い
ち
報
告
す
る
な
」、
念
の
た
め
報
告
に
対

し
「
そ
ん
な
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
」
な
ど
と
反
応

し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
知
っ
て
い
て
も
知
ら
な
く

て
も
「
あ
り
が
と
う
。
大
変
に
参
考
に
な
る
よ
」
と

言
え
る
上
司
で
あ
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

「
悪
い
報
告
を
し
た
部
下
を
誉
め
よ
」

　

危
機
管
理
の
場
合
、
情
報
に
関
し
て
重
要
な
こ

と
は
、
政
府
機
関
、
警
察
、
消
防
、
自
衛
隊
、
気

象
庁
お
よ
び
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
関
係
者
で
あ
る
電
気
、

ガ
ス
、
水
道
、
電
話
等
と
多
く
の
機
関
が
参
加
し

ま
す
が
、
各
機
関
ご
と
に
意
思
決
定
、
組
織
運
営
、

テ
ク
ニ
カ
ル
・
タ
ー
ム
等
す
べ
て
が
自
治
体
と
は

異
な
り
ま
す
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
正

確
さ
を
確
保
す
る
に
は
、
通
常
以
上
に
気
を
付
け
、

情
報
・
報
告
②
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互
い
に
連
絡
事
項
を
受
信
し
た
側
が
復
唱
す
る
な

ど
の
慎
重
な
対
応
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
た
め
に
は
、
上
記
機
関
と
頻
繁
に
会
合
等
を
設

定
し
、
ス
ム
ー
ズ
な
意
思
疎
通
が
図
ら
れ
る
よ
う

に
心
掛
け
て
お
く
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
に
な
り

ま
す
。

　

報
告
事
項
に
つ
い
て
有
名
な
話
と
し
て
、
紀
元

５
世
紀
の
フ
ン
族
の
ア
ッ
チ
ラ
大
王
は
「
悪
い
報
告

を
し
た
部
下
を
誉
め
よ
。
悪
い
報
告
を
し
な
か
っ

た
部
下
を
罰
せ
よ
」、
ま
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
「
良
い

報
告
は
翌
朝
で
も
よ
い
。
悪
い
報
告
は
即
刻
、
わ

れ
を
起
こ
せ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
決
断
と
指
揮
命
令

が
必
要
だ
か
ら
」、
さ
ら
に
内
閣
官
房
長
官
時
代
の

後
藤
田
正
晴
氏
は
「
私
が
聞
き
た
く
な
い
よ
う
な
悪

い
本
当
の
事
実
を
報
告
せ
よ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

い
か
に
悪
い
情
報
が
重
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
ト
ッ
プ
に
伝
わ
り
に
く
い
か
を
示
し
た
言
葉
と

い
え
ま
す
。
特
に
、
自
分
に
責
任
の
一
端
が
あ
る

悪
い
状
況
で
起
き
た
時
に
は
、「
責
任
を
追
及
さ
れ

る
の
で
は
な
い
か
」「
マ
イ
ナ
ス
の
評
価
を
受
け
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
か
」
な
ど
の
思
い
が
頭
に
浮
か

び
、
上
司
へ
の
報
告
を
躊
躇
し
が
ち
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
事
態
が
ま
す
ま
す
悪
い
方
向
に
進
み
、

ど
う
し
よ
う
も
な
い
段
階
に
な
っ
て
初
め
て
報
告

し
て
も
、
上
司
と
し
て
も
手
の
施
し
よ
う
が
な
く

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に

は
必
ず
報
告
す
べ
き
事
項
を
あ
ら
か
じ
め
列
挙
し
、

報
告
者
に
対
し
明
示
し
て
お
く
こ
と
が
実
務
上
大

切
と
な
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
①
人
命
に
か
か

わ
る
事
項
、
②
マ
ス
コ
ミ
に
報
道
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
る
事
項
、
③
直
ち
に
役
所
等
に
出
向
く
必
要

が
あ
る
事
項
、
④
議
会
が
開
会
中
で
翌
日
緊
急
質

問
等
が
起
こ
り
得
る
事
項
な
ど
が
そ
の
事
例
と
し

て
考
え
ら
れ
ま
す
。
職
員
に
と
っ
て
悪
い
ニ
ュ
ー

ス
を
上
司
に
伝
え
る
の
は
嫌
な
も
の
で
す
。
し
か

し
、
本
当
は
、
悪
い
ニ
ュ
ー
ス
の
方
が
貴
重
な
の

で
す
。
上
司
で
あ
る
管
理
者
は
、
悪
い
ニ
ュ
ー
ス

を
伝
え
た
職
員
に
対
し
て
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
対
応
を
図
っ
て
い
け
ば
情

報
の
共
有
か
ら
疎
外
さ
れ
な
く
て
済
む
こ
と
に
な

り
ま
す
。

情
報
管
理
も
危
機
管
理

　

さ
ら
に
、
情
報
管
理
に
つ
い
て
考
え
て
お
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
危
機
管
理
が
発
生
し
、
ま

だ
発
表
す
る
段
階
に
至
っ
て
な
い
時
期
に
情
報
が

漏
え
い
し
、
マ
ス
コ
ミ
等
に
報
道
さ
れ
、
混
乱
を

招
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
情
報
の
漏
え
い
は
、
意

外
と
身
近
な
家
族
や
秘
書
あ
る
い
は
ト
イ
レ
や
車

中
か
ら
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
し
、
ト
ッ
プ
か

ら
の
不
用
意
な
発
言
か
ら
漏
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
内
部
告
発
も
最
近
の
傾
向
と
し
て
考
え
ら
れ

ま
す
。
ま
た
、
危
機
管
理
が
発
生
し
た
課
の
職
員

が
異
常
に
高
揚
し
、
派
手
な
動
き
や
雰
囲
気
か
ら

庁
舎
内
の
記
者
ク
ラ
ブ
の
記
者
に
気
取
ら
れ
て
し

ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
平
素
か
ら
の
危
機
管
理

対
策
が
も
の
を
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

　

情
報
の
保
管
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。「
収
集
」
し
た

一
次
情
報
、
そ
れ
を
も
と
に
「
評
価
・
分
析
」
し
た

二
次
情
報
が
あ
り
、
こ
れ
を
時
間
軸
で
見
ま
す
と

「
現
在
」
使
っ
て
い
る
情
報
、「
将
来
」
使
う
で
あ
ろ

う
情
報
、
そ
し
て
「
過
去
」
に
使
っ
た
情
報
を
保
管

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
情
報
は
保
管

す
る
た
め
に
保
管
す
る
の
で
は
な
く
、
使
用
す
る

た
め
に
保
管
す
る
の
で
す
か
ら
、
保
管
す
る
際
に

は
、
そ
の
情
報
の
活
用
目
的
に
応
じ
て
、
い
つ
、

ど
こ
で
、
誰
が
、
何
を
、
ど
う
し
た
、
ど
う
い
う

訳
で
、
の
５
Ｗ
１
Ｈ
の
原
則
に
従
っ
て
整
理
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
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