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災
害
情
報
―
伝
達
の
環
境
づ
く
り

　
（
一
財
）消
防
科
学
総
合
セ
ン
タ
ー
は
、
２
０
１
５

年
（
平
成
27
年
）
３
月
、
興
味
あ
る
調
査
結
果
を
公

表
し
た
。「
避
難
し
や
す
い
環
境
（
避
難
を
促
進
す
る

環
境
）
の
整
備
に
係
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」
と
題
す
る
報

告
書
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
発
災
時
に
情

報
伝
達
、
避
難
誘
導
、
そ
れ
に
避
難
場
所
な
ど
に

つ
い
て
、
自
治
体
が
現
在
、
ど
の
よ
う
な
対
策
を

取
っ
て
い
る
か
を
伝
え
る
資
料
で
あ
る
。
最
近
、

土
砂
災
害
や
豪
雨
被
害
な
ど
が
多
発
し
、
住
民
へ

の
災
害
情
報
の
伝
え
方
や
避
難
所
の
在
り
方
に
つ

い
て
改
め
て
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
報
告
書
は
、

こ
う
し
た
課
題
を
検
討
す
る
際
の
貴
重
な
資
料
で

あ
る
。
今
回
は
こ
れ
を
参
考
に
災
害
情
報
と
避
難

所
の
在
り
方
に
つ
き
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
ち

な
み
に
、
調
査
は
全
国
１
７
４
１
市
町
村
を
対
象

に
す
る
が
、
回
収
率
は
そ
の
約
半
数
、
８
１
１
団

体
に
止
ま
っ
て
い
る
。

　

調
査
結
果
は
、
は
じ
め
に
、
自
治
体
が
住
民
に

対
し
緊
急
情
報
を
ど
う
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
か

を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
判
明
し
た
の
は
、

９
割
を
超
え
る
自
治
体
が
各
種
の
携
帯
電
話
会
社

が
提
供
す
る「
エ
リ
ア
メ
ー
ル
・
緊
急
速
報
メ
ー
ル
」

を
住
民
へ
の
情
報
伝
達
の
手
段
に
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
携
帯
電
話
の
普
及
率
は

95
％
に
達
す
る
。
ス
マ
ホ
は
50
％
に
近
づ
き
、
早

晩
、
普
及
度
は
携
帯
と
肩
を
並
べ
る
は
ず
で
あ
る
。

普
及
率
の
拡
大
が
、
今
後
は
技
術
革
新
の
進
展
と

相
乗
効
果
を
発
揮
し
、
携
帯
電
話
や
ス
マ
ホ
が
緊

急
情
報
の
一
番
の
伝
達
ツ
ー
ル
に
な
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
る
。

　

そ
れ
と
は
別
に
、
防
災
メ
ー
ル
を
住
民
に
直
接
、

届
け
る
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、
そ
れ
を
登
録
制
と

す
る
自
治
体
が
あ
る
。
そ
の
数
は
６
割
（
８
１
１
件

中
、
４
８
８
団
体
）
に
及
ぶ
が
、
問
題
は
ど
れ
ほ
ど

の
数
の
住
民
が
受
信
に
必
要
な
登
録
を
し
て
い
る

か
で
あ
る
。
制
度
を
整
備
し
た
6
割
の
自
治
体
を

調
べ
る
と
、
登
録
済
み
の
住
民
は
1
割
以
下
に
止

ま
っ
て
い
る
。
伝
達
文
例
を
あ
ら
か
じ
め
用
意
し

災
害
時
に
即
、
対
応
で
き
る
体
制
を
構
築
す
る
と

こ
ろ
、
毎
月
1
回
、
テ
ス
ト
メ
ー
ル
を
流
し
迷
惑

メ
ー
ル
と
の
混
同
を
避
け
よ
う
と
努
力
す
る
団
体
、

分
か
り
や
す
さ
を
念
頭
に
内
容
の
組
み
立
て
に
腐

心
す
る
自
治
体
な
ど
、
行
政
側
は
登
録
制
の
定
着

に
努
力
を
重
ね
て
い
る
。
残
念
な
こ
と
に
、
折
角

の
シ
ス
テ
ム
を
住
民
側
は
生
か
し
切
れ
て
い
な
い

の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
の
先
、
自
治
体
は
こ
の
制

度
に
つ
い
て
広
報
活
動
を
よ
り
一
層
、
充
実
し
、

制
度
の
普
及
を
図
る
努
力
を
重
ね
る
必
要
が
あ
る
。

防
災
無
線
の
限
界
と
補
完

　

多
発
す
る
最
近
の
水
害
で
は
、
防
災
無
線
の
音

声
が
豪
雨
で
か
き
消
さ
れ
、
住
民
に
避
難
情
報
が

届
か
な
か
っ
た
な
ど
の
問
題
が
発
生
し
て
い
る
。

防
災
無
線
の
弱
点
を
補
完
す
る
方
法
の
1
つ
は
、

自
治
体
が
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
制
度
を
取
り
入
れ
る

災
害
か
ら
の
避
難

─
住
民
を
守
る
情
報
と
誘
導

明
治
大
学
名
誉
教
授
、
日
本
自
治
体
危
機
管
理
学
会
会
長　
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こ
と
で
あ
る
。
住
民
が
自
治
体
の
提
供
す
る
無
料

電
話
を
利
用
し
、
災
害
の
現
状
を
確
認
す
る
補
完

制
度
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
準
備
す
る
団
体
は
３
割

に
も
満
た
な
い
（
８
１
１
団
体
中
、
１
９
２
件
）。

制
度
の
導
入
に
コ
ス
ト
が
か
か
る
と
は
思
わ
れ
な

い
が
、
自
治
体
は
今
後
、
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
の
意

義
と
効
果
を
再
度
、
検
討
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

　

一
方
、
従
来
か
ら
要
援
護
者
に
対
す
る
緊
急
情

報
の
提
供
に
工
夫
が
必
要
と
言
わ
れ
て
き
た
。
最

も
確
実
な
方
法
は
、
緊
急
時
に
自
治
体
が
要
援
護

者
個
人
に
直
接
、
電
話
を
か
け
る
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
実
施
し
て
い
る
地
方
団
体
は

５
％
に
も
満
た
な
い
。
直
接
電
話
を
か
け
る
こ
と

は
な
い
と
い
う
消
極
的
な
回
答
が
半
数
近
く
、
45
％

に
も
及
ん
で
い
る
。
今
後
、
改
善
策
を
検
討
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。

　

自
治
体
が
情
報
伝
達
の
対
象
に
す
る
区
域
に
つ

い
て
、
報
告
書
は
「
町
丁
目
」
を
情
報
伝
達
の
基
本

と
す
る
自
治
体
が
一
番
、
多
く
、
そ
れ
に
「
あ
ら

か
じ
め
危
険
が
あ
る
と
指
定
し
た
箇
所
」
と
「
小
学

校
区
」
が
続
く
と
記
録
し
て
い
る
。
さ
ら
に
詳
し

く
調
べ
る
と
、
自
治
体
は
自
治
会
・
町
内
会
を
情

報
伝
達
の
基
礎
単
位
と
す
る
こ
と
が
多
い
。
た
だ

最
近
、
町
内
会
・
自
治
会
の
役
割
変
化
が
マ
ス
コ

ミ
の
関
心
を
集
め
る
。
そ
れ
ら
組
織
が
急
速
に
機

能
を
低
下
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
る
。

行
政
側
に
と
っ
て
は
便
利
で
コ
ス
ト
の
か
か
ら
な

い
住
民
組
織
の
活
用
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
限
界

が
見
え
る
。
組
織
は
ほ
ぼ
例
外
な
く
高
齢
化
し
て

き
た
。
都
市
部
で
は
町
内
会
や
自
治
会
そ
の
も
の

が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
が
増
え
て
い
る
。
こ
の
先
、

自
治
体
は
情
報
伝
達
の
対
象
と
な
る
基
礎
組
織
や

地
域
を
ど
う
細
分
化
す
る
か
、
新
機
軸
を
考
え
る

過
渡
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受

け
る
。

指
定
避
難
所
の
態
様
と
改
善
策

　

自
治
体
は
住
民
を
災
害
か
ら
守
る
た
め
、「
指
定

避
難
所
」
と
呼
ば
れ
る
施
設
を
準
備
す
る
の
が
一
般

的
で
あ
る
。
小
中
学
校
の
体
育
館
な
ど
が
避
難
場

所
に
指
定
さ
れ
る
が
、
不
測
事
態
が
発
生
す
る
と

住
民
は
消
防
団
員
や
行
政
職
員
に
誘
導
さ
れ
、
そ

う
し
た
施
設
に
集
ま
る
。
避
難
し
た
住
民
は
指
定

避
難
所
に
は
、
当
然
、
飲
料
水
や
食
料
、
そ
れ
に

毛
布
の
備
蓄
が
あ
る
と
思
う
。
と
こ
ろ
が
、
実
情

は
期
待
と
は
か
け
離
れ
た
状
況
に
あ
る
。
飲
料
水

や
食
料
の
備
蓄
が
な
い
と
答
え
た
自
治
体
が
26
・

６
％
に
及
ん
で
最
も
多
い
。
収
容
定
員
の
「
１
〜
2

割
」
が
24
・
１
％
、
7
割
以
上
と
答
え
た
と
こ
ろ
は

23
％
に
止
ま
る
。

　

こ
う
し
た
心
許
な
い
現
状
は
改
善
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
妨
げ
て
い
る
の
は
予
算
で

あ
る
。
備
蓄
に
は
資
金
が
要
る
。
た
だ
、
危
機
管

理
対
策
で
は
、
相
当
な
資
金
を
か
け
な
が
ら
、
そ

れ
が
使
わ
れ
な
い
こ
と
が
最
も
素
晴
ら
し
い
政
策

に
な
る
。
こ
れ
は
備
蓄
物
資
に
つ
い
て
も
同
様
で

あ
る
。
備
蓄
し
た
物
品
に
は
賞
味
期
限
や
使
用
期

限
な
ど
の
規
制
が
あ
る
。
使
わ
れ
な
け
れ
ば
廃
棄

さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
逆
説
的
で
あ
る
が
平
穏
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
す
証
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
近
の
財

政
的
事
情
は
そ
う
し
た
「
無
駄
」
を
許
さ
な
い
。
そ

こ
で
次
善
の
策
と
し
て
、
自
治
体
は
業
務
継
続
計

画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
に
優
れ
た
大
手
ス
ー
パ
ー
や
コ
ン
ビ

ニ
の
役
割
に
着
目
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ら
企
業

と
の
間
で
災
害
時
に
は
指
定
避
難
所
に
飲
料
水
や

食
料
を
優
先
的
に
供
給
す
る
取
り
決
め
を
交
わ
す
。

財
源
の
乏
し
い
中
で
の
苦
肉
の
策
で
あ
る
が
、
こ

の
他
に
も
指
定
避
難
所
に
冷
暖
房
や
厨
房
設
備
を

敷
設
す
る
こ
と
、
そ
れ
に
情
報
収
集
と
い
う
点
か

ら
Wi
―
Fi
設
備
を
整
え
る
こ
と
が
、
こ
の
先
の
政
策

課
題
で
あ
る
。
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