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災
害
に
お
け
る
放
送
メ
デ
ィ
ア
の
役
割

|
|
阪
神
大
震
災
と
台
湾

S
H
大
地
震
の
比
較
|
|

〈
要
旨
〉

こ
の
論
文
の
図
的
は
、
災
害
7
v

に
お
け
る
放
送
メ
デ
ィ
ア

2

の
役
割
を
考
察
す
る

こ
と
に
あ
る
。

本
稿
で
は
、
放
送
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
を
考
え
る
た
め
、
放
送
メ
デ
ィ
ア
の
義
務
と
機

能
と
特
性
の
一
一
一
つ
の
側
面
か
ら
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、
法
律
に
定
め
ら
れ
て

い
る
日
本
と
台
湾
の
放
送
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
注
目
す

る
。
そ
し
て
、
災
害
時
に
、
放
送
の
機
能
が
う
ま
く
果
た
さ
れ
た
の
か
を
検
註
し
、
実

際
の
阪
神
大
震
災
と
台
湾
沼
山
大
地
震
の
例
を
通
し
て
比
較
す
る
。
次
に
、
放
送
メ
デ
ィ

ア
の
特
性
を
見
直
す
と
と
も
に
、
放
送
メ
デ
ィ
ア
は
何
を
す
べ
き
か
を
考
え
て
み
る
。

災
害
の
情
報
を
伝
え
る
時
に
、
特
に
注
窓
す
べ
き
点
は
何
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
こ

の
論
文
で
は
送
り
手
と
、
送
り
手
と
受
け
手
の
関
係
の
二
点
に
注
口
討
す
る
。
ま
ず
、
災

害
情
報
を
送
る
特
に
、
送
り
手
と
し
て
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
は
何
が
求
め
ら
れ
る
の

か
。
非
常
時
の
た
め
の
非
常
体
制
を
つ
く
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
情
報
を

伝
え
る
時
に
、
わ
か
り
や
す
さ
と
正
し
さ
以
外
に
も
、
情
報
源
の
信
慾
性
、
情
報
の
一

震
性
、
正
確
性
、
明
瞭
性
、
確
実
性
、
充
分
の
情
報
盤
、
指
示
性
、
繰
り
返
し
伝
え
る

洪

圏
財

こ
と
、
被
害
の
恐
れ
の
あ
る
地
域
の
明
示
な
ど
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。次

に
、
メ
デ
ィ
ア
と
受
け
手
の
関
係
を
考
え
て
み
よ
う
。
情
報
伝
達
に
関
し
て
い
え

ば
、
平
常
時
か
ら
誰
に
む
け
て
、
何
の
た
め
に
情
報
を
送
る
の
か
、
と
き
口
う
こ
と
を
事

前
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
と
り
わ
け
、
受
け
手
と
の
信
頼
関
係
を
築
く
こ

と
と
受
け
手
の
立
場
に
立
つ
で
も
の
ご
と
を
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

災
害
、
放
送
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
、
放
送
メ
デ
ィ
ア
の
義
務
、
阪
神
大
麓
災
、

台
湾
S
H

大
地
震
災
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1
.

は
じ
め
に

3
3

年
唱
月
N
H
日
台
湾
の
中
部
で
、
麓
度
7

以
上
の
地
麓
が
発
生
し
た
。

そ
の
地
援
が
悲
惨
な
災
害
を
起
こ
し
、
台
湾
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
。
3
3

年
同
月
コ
日
早
朝
、

日
本
で
阪
神
大
震
災
が
お
き
た
。
そ
の
大
農
災
も
ま
た

大
き
な
被
害
を
尽
本
に
与
え
、
そ
し
て
数
千
人
の
命
を
奪
い
、
数
え
切
れ
な
い

多
く
の
負
傷
者
を
出
し
た
。
地
麓
で
さ
ま
ざ
ま
な
開
題
が
生
じ
て
き
た
。
情
報

怯
達
は
そ
の
中
の

つ
で
あ
り
、
し
か
も
わ
れ
わ
れ
が
直
屈
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
大
き
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
構
報
を
伝
え
る
た
め
に
は
、

送
り
手
が
必
要
に
な
る
。
本
稿
で
は
、
情
報
を
伝
え
る
送
り
手
の
放
送
メ
デ
ィ

ア
を
例
に
、
災
害
が
起
こ
っ
た
時
、

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
ど
の
よ
う
な
働
き
を

し
た
の
か
を
考
察
す
る
。

防
災
の
た
め
、
包
本
で
は
訪
災
対
策
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
辺
火
窓
口
予
防
対

策
」
、
「
災
申
告
応
急
対
策
」
と
「
災
害
復
旧
対
策
」
の
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
災

害
情
報
の
伝
達
体
制
は
、
災
害
応
急
対
策
と
関
係
が
深
く
、

人
命
に
関
わ
る
情
報
を
す
み
や
か
に
伝
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

(
蹟
井
、

ロ
ヨ
目
)
。つ
ま
り
、
災
害
時
に
情
報
を
迅
速
か
つ
正
篠
に
怯
え
る
こ
と
が
肝
心

で
あ
り
、
人
の
生
命
を
守
り
、
人
の
財
産
を
確
保
で
き
る
最
も
大
事
な
手
段
で

あ
る
と
一
一
一
一
悶
え
る
。

日
本
は
災
害
対
策
や
災
害
対
策
基
本
法
が
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
、
台
湾
に

は
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
が
な
い
。
地
震
災
害
も
含
め
、
災
申
告
が
日
本
で
も
台

湾
で
も
頻
繁
に
起
こ
る
と
い
う
前
提
で
、
防
災
法
の
あ
る
臼
本
と
防
災
法
の
な

38 

い
台
湾
で
は
、
災
害
が
発
生
し
た
際
、
そ
れ
ぞ
れ
の
情
報
は
ど
の
よ
う
に
伝
え

ら
れ
る
の
か
。

一
方
、
組
情
報
を
伝
達
す
る
た
め
に
、
も
っ
と
も
重
要
な
手
段
の
一
つ

ま
で
も
な
く
、

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
、
災
窓
口
が
発

生
す
る
前
に
、
前
災
の
知
識
を
広
汎
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
、
災
害
の
発
生
直

前
に
早
期
に
は
警
告
の
信
号
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
災
害
が
起

こ
っ
た
場
合
に
は
、
迅
速
か
つ
的
確
な
清
報
を
伝
え
る
の
に
、

メ
デ
ィ
ア
は
大

き
な
役
割
を
は
た
し
、
神
聖
な
使
命
を
課
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

織
と
錨

(
M
0
0
0
〉
は
、
メ
デ
ィ
ア
は
社
会
組
織
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
災
害
研
究

の
大
切
な
一
環
と
し
、
災
害
事
件
で
重
要
な
役
割
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
述
べ

て
い
る
。

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
中
で
特
に
、
放
送
メ
デ
ィ
ア
の
働
き
を
考
え
る

と
き
、
放
送
メ
デ
ィ
ア
の
平
時
に
お
け
る
機
能
よ
り
む
し
ろ
、
緊
急
事
態
の
発

生
の
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
が
発
す
る
災
害
へ
の
警
告
、
予
訪
信
号
と
い
っ
た
機
能

に
注
目
し
た
方
が
い
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
放
送
メ
デ
ィ
ア
は
広
汎
性
、
即
時
性
、

浸
透
性
な
ど
の
特
性
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
「
多
く
の
マ
ス
・
メ
デ
イ

ア
や
情
報
伝
達
手
段
の
中
で
、
特
に
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
が
災
害
時
に
震
視
さ
れ

る
の
は
、
情
報
を
正
い
地
域
の
人
々
に
直
接
的
に
速
報
で
き
る
と
い
う
電
波
特

有
の
能
力
を
持
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い

か
し
、
本
当
の
災
害
の
場
合
、
例
え
ば
阪
神
大
震
災
の
時
と
台
湾
沼
山
大
地
麓

(
柳
田
否
認
、
可
-
日
凶
血)
0
2し

の
時
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
果
た
し
て
、
人
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
!
ズ
に
芯
じ
、

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
課
さ
れ
る
役
割
に
答
え
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
必
要
と
さ
れ
る

情
報
を
的
確
か
っ
迅
速
に
伝
え
た
の
か
。



マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
果
た
す
役
割
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
が
、
具
体
的
に
そ

の
役
割
に
は
ど
ん
な
内
容
が
あ
る
の
か
。
本
稿
で
は
ま
ず
、
日
本
と
台
湾
に
お

い
て
、
災
害
に
お
け
る
放
送
メ
デ
ィ
ア
の
義
務
付
け
の
側
面
か
ら
放
送
メ
デ
ィ

ア
の
役
割
を
と
ら
え
、
実
轄
の
阪
神
大
震
災
と
台
湾
沼
山
大
地
震
を
通
し
て
、

放
送
メ
デ
ィ
ア
が
う
ま
く
果
た
せ
な
か
っ
た
点
を
指
摘
し
て
比
較
す
る
。
最
後

に
、
放
送
メ
デ
ィ
ア
の
特
性
を
見
直
す
と
と
も
に
、
災
害
情
報
を
伝
え
る
時
の

特
に
住
意
す
べ
き
点
は
何
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。

2
.

災
害
報
道
の
義
務
付
け
!
日
本
と
台
湾
の
場
合

過
去
の
台
風
や
、
水
害
、
地
震
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
災
害
経
験
を
教
訓
に
し
て
、

日
本
の
災
窓
口
基
本
法
は
3
2

年
に
制
定
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
災
害
経
験
か

ら
、
メ
デ
ィ
ア
、
特
に
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ど
な
ど
の
放
送
メ
デ
ィ
ア
が
果
た
す
機

能
は
大
き
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
災
害
時
に
、
本
来
の
メ
デ
ィ

ア
の
報
道
機
能
以
外
に
、
防
災
機
能
と
い
う
も
う
一
つ
の
役
割
が
国
の
災
害
基

本
対
策
法
に
よ
っ
て
き
め
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
法
の
中
に
、
災
害
の
場
合
、

防
災
機
関
は
災
害
を
減
ら
す
た
め
に
尽
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
条
目

が
書
か
れ
て
い
る
o
N
T
T

や
電
力
会
社
な
ど
、
防
災
対
策
の
た
め
に
重
要
な

役
割
を
果
た
す
べ
き
機
関
を
指
定
公
共
機
関
と
し
、
そ
し
て
N
H
K

も
指
定
公

共
機
関
に
含
ま
れ
、
民
閤
放
送
も
指
定
公
共
機
関
に
原
則
と
し
て
は
含
ま
れ
る

(
慶
井
筒
、3
ま
)
。

む
ろ
ん
、
N
H
K

、
民
間
放
送
は
そ
も
そ
も
放
送
機
関
な
の
で
、
報
道
機
能

を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
災
害
が
発
生
す
る
と
、
N
H

K

は
も
ち
ろ
ん
、
各
地
方
の
民
間
放
送
局
も
本
来
の
報
道
機
関
の
機
能
を
果
た

し
な
が
ら
、
防
災
と
し
て
の
防
災
機
関
の
役
割
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
日

本
の
放
送
法
は
明
確
に
定
め
て
い
る
。
藤
井

(
M
3
C
は
、
N
H
K

な
ど
の
放

送
局
は
、
災
害
対
策
基
本
法
に
よ
っ
て
指
定
公
共
機
関
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た

気
象
業
務
法
や
放
送
法
に
よ
っ
て
警
報
と
災
害
情
報
の
伝
達
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
災
害
が
起
き
た
時
に
、
N
H
K

と
各
地

方
の
民
間
放
送
は

つ
の
機
能
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

つ
自
は
、
報
道
機
関
と
し
て
、
平
常
時
と
同
じ
よ
う
に
情
報
源
か
ら
ニ
ュ
ー
ス

価
植
の
あ
る
情
報
を
収
集
し
て
視
聴
者
に
送
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

二
つ
自
は
災
害
を
減
ら
す
た
め
に
防
災
機
関
と
し
て
の
役
割
を
実
行
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
以
上
に
述
べ
た
こ
つ
の
機
能
に
基
づ
い
て
、
阪
神
大
震
災
の
時

の
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が
起
こ
っ
た
か
を
考
え
て
み
る
。

一
つ
自
に
関
し
て
さ
ら
に
、
情
報
伝
達
と
外
部
か
ら
の
支
援
の
二
点
に
わ
け

て
考
え
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
情
報
伝
達
の
観
点
か
ら
考
え
る
。
地
震
が
予
想
も

で
き
な
い
ほ
ど
大
き
か
っ
た
た
め
、
平
常
時
と
同
じ
よ
う
に
情
報
を
送
る
の
は

難
し
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
人
的
資
源
と
物
的
資
源
が
足
り
な
か
っ
た
か
ら

だ
。
人
的
資
源
に
関
し
て
は
、
阪
神
大
震
災
は
早
朝
の

5

時
折
分
に
発
生
し
た
。

殆
ど
の
人
は
仕
事
場
に
い
な
い
時
だ
っ
た
。
人
が
い
な
い
の
で
、
情
報
を
収
集

さ
え
で
き
ず
、
情
報
を
視
聴
者
に
送
る
の
も
当
然
無
理
だ
っ
た
。
ま
た
、
た
と

え
地
震
の
こ
と
を
知
っ
て
、

い
で
出
勤
し
て
情
報
を
収
集
に
で
で
も
、
道
路

の
状
態
が
惑
い
た
め
に
呂
的
地
ま
で
行
け
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
。
物
的
資
源

39 一一災害における放送メディアの役答IJ



に
関
し
て
一
一
一
一
口
え
ば
、
災
害
で
、
情
報
伝
達
の
機
器
が
損
壊
を
受
け
る
こ
と
で
、

情
報
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
想
像
で
き
る
。
例
え
ば
情
報
伝
達
の
た

め
に
設
誼
さ
れ
て
い
る
回
線
の
障
害
が
起
き
た
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

予
想
外
の
大
き
な
事
故
が
発
生
し
た
こ
と
に
よ
り
、
平
素
は
丹
滑
に
情
報
を
伝

え
る
こ
と
の
で
き
る
シ
ス
テ
ム
が
壊
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
清
報
の
伝
達
も

連
れ
て
し
ま
・
っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

第
二
に
、
外
部
か
ら
の
支
援
が
遅
れ
る
こ
と
と
、
緊
張
感
が
な
い
と
い
う
指

摘
が
あ
っ
た

(
麗
井
、
お
ま
)
0
特
に
、
支
援
が
遅
れ
る
の
は
、
各
県
ご
と
に

放
送
す
る
の
で
、
平
常
時
か
ら
の
連
携
が
少
な
い
か
、
全
然
な
か
っ
た
こ
と
が

原
因
に
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
、
ど
の
よ
う
に
す
ば
や

く
人
力
を
支
援
す
る
か
が
問
題
に
な
る
。

メ
デ
ィ
ア
の
間
に
、
お
互

つ
ま
り
、

い
に
助
け
あ
っ
た
り
す
る
関
係
や
、
普
段
か
ら
メ
デ
ィ
ア
組
織
を
相
互
に
結
ぶ

関
係
が
う
す
い
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
は
、
平
常
時
に
は
メ
デ
ィ

ア
は
そ
れ
ぞ
れ
自
社
の
こ
と
だ
け
に
専
念
し
て
い
る
の
で
、
災
害
が
起
こ
っ
た

時
の
緊
急
体
勢
ゃ
、
他
社
と
の
協
力
関
係
を
築
い
て
い
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
。

二
つ
自
に
関
し
て
は
、

メ
デ
ィ
ア
は
災
害
被
害
を
減
ら
す
た
め
の
役
割
を
担

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
阪
神
大
震
災
で
は
、
災
害
が
起
こ
る
前
に
教

育
機
能
を
す
る
ど
こ
ろ
か
、
災
害
直
前
に
警
告
、
予
報
、
警
報
を
発
す
る
こ
と

も
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
災
申
告
が
記
き
た
後
、
す
ば
や
く
か
っ
正

確
に
情
報
を
伝
え
、
災
害
を
減
ら
す
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
と
も
一
言
い

をが
提た
供い
し。
、一「

災警
害 tE

署長
λ 坦
々7G

宗 q
露関
:手災
社哩
ム、 τ忠

商樫
な!鶏
混と
苦L し
のて
発視
生聴
を者
抑に
命IJ t脅
し報

ょ
う
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
住
民
と
同
じ
よ
う
に
被
害
を
受
け
た
も
の
と
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し
て
、
極
端
に
言
え
ば
、
自
ら
の
混
乱
状
況
や
「
S
O
S

」
を
っ
た
え
た
に
す

ぎ
な
か
っ
た
(
山
本
、
E

ま
)
。
」
以
下
の
例
を
み
て
み
よ
う
。

お
間
関
き
に
な
っ
て
お
分
か
り
に
な
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
放
送
局
の
放
送
と

い
う
よ
り
、
放
送
局
が
発
し
た
S
O
S

で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
大
変
恥
ず
か

し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
瞬
間
は
、
私
た
ち
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、

報
道
機
関
と
い
う
よ
り
ま
怠
に
被
災
者
と
し
て
叫
ん
で
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
状
況
で
の
放
送
が
却
分
ば
か
り
続
き
ま
し
た
(
放
送
文
化
基
金
、

戸
市Vゆ
凶
何
?
、
沼
山
{
}
凶

E
H
O内
山
)
。

こ
の
説
明
に
は
、
放
送
メ
デ
ィ
ア
の
従
業
員
が
ど
ん
な
立
場
に
立
た
さ
れ

た
の
か
、
ま
た
ど
ん
な
役
割
葛
藤
を
経
験
し
た
の
か
が
示
さ
れ
て
い
る
。

方

で
は
、
彼
ら
は
被
害
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
放
送
メ
デ
ィ
ア
の
従
業
員
で
も
あ

る
。
被
災
者
と
し
て
、
災
害
情
報
が
ほ
し
い
が
、
放
送
メ
デ
ィ
ア
の
従
業
員
と

し
て
、
報
道
機
関
の
責
任
と
防
災
機
関
の
責
任
と
の
両
方
の
責
任
を
負
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
他
方
で
は
、

メ
デ
ィ
ア
の
従
業
員
も
人
間
で
あ
る
。
人
間
で
あ
る

以
上
、
彼
、
彼
女
ら
に
も
家
族
や
親
し
い
人
が
い
る
。
災
害
が
起
こ
っ
た
時
に
、

番
駆
け
つ
け
た
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
自
分
の
家
族
や
最
愛
な
る
人
の

い
る
場
所
で
あ
る
。
し
か
し
、
災
害
被
害
を
減
ら
す
た
め
に
、
妨
災
機
関
と
し

て
の
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
会
社
に
出
る
か
、
出
な
い
か

と
い
う
役
割
葛
藤
が
生
じ
て
く
る
の
だ
。
へ
3
)



台
湾
の
状
況
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

台
湾
は
包
本
の
よ
う
に
災
害
へ
の
災
害
基
本
対
策
法
は
な
い
。
日
甲
忘
年
、

ア
メ
リ
カ
の
地
震
の
後
、
政
府
は
調
査
閣
を
ア
メ
リ
カ
に
行
か
せ
た
。
も
ち
ろ

ん
、
ア
メ
リ
カ
の
緊
急
措
置
や
災
害
後
に
と
る
行
動
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
か

ら
学
ぼ
う
と
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
翌
年
の

3
3

年
早
朝
の
5

時
制
分
に
、
日
本
の
神
戸
、
淡
路
で
、
規
模
叶
-
M
の
大
地
震
が
組
こ
っ
た
。
再

び
、
行
政
院
長
は
調
査
屈
を
臼
本
に
い
か
せ
た
。
目
的
は
、

ア
メ
リ
カ
に
調
査

聞
を
い
か
せ
た
と
き
と
同
じ
だ
っ
た
。
二
回
の
謂
査
経
験
に
基
づ
い
て
、

そ
れ

以
来
、
臼
本
の
よ
う
に
災
害
が
起
こ
っ
た
時
の
対
策
基
本
法
を
作
ろ
う
と
い
う

声
も
あ
が
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
、
災
害
に
対
す
る
法
案
が

い
ま
だ
に
立
法
院
で
討
議
、
審
査
中
の
ま
ま
で
あ
る
。

M
C
C
C年
や
っ
と
災
害

の
法
案
、
条
例
が
作
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
法
を
よ
く
よ
く
見
て
み
れ

ば
、
災
害
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
規
制
に
つ
い
て
は

つ
も
な
い
。

し
か
し
、
日
本
の
よ
う
に
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
を
決
定
す
る
災
害
基
本
対
策
法

は
な
い
が
、
災
害
の
と
き
に
、
放
送
メ
デ
ィ
ア
が
す
る
べ
き
こ
と
を
規
制
す
る

条
例
は
あ
る
。
そ
れ
ら
は
以
下
の
法
律
の
中
に
か
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、

麗
播
電
視
法
、
衛
恩
麗
播
電
視
法
、
有
線
麗
播
電
視
法
、
有
線
麗
播
電
視
系
統

経
営
者
天
然
災
害
及
び
緊
急
事
故
応
変
法
で
あ
る
。
そ
の
中
の
特
に
有
鰻
麗
播

電
揖
系
統
経
営
者
天
然
災
害
及
び
緊
急
事
故
応
変
法
に
基
づ
い
て
、
緊
急
事
故

や
自
然
災
窓
口
が
超
こ
っ
た
場
合
、
メ
デ
ィ
ア
は
警
告
の
商
面
を
出
す
べ
き
だ
と

い
う
規
定
が
あ
る
の
だ
。
し
か
し
、
法
の
条
例
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
条

文
は
ご
く
簡
単
な
記
述
に
過
ぎ
な
い
。
災
害
に
対
応
す
る
方
法
ゃ
、
メ
円
ア
ィ
ア

の
す
べ
き
こ
と
は
一
切
書
か
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
罰
則
に
つ
い
て
も
、
具
体

的
な
罰
則
が
明
記
さ
れ
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
た
だ
警
告
と
い
う
軽
い
処
罰

に
と
ど
ま
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
法
律
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
際
に
は

効
果
は
何
も
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
実
際
、

災
害
の
場
合
に

つ
の
大
き
な
問
題
が
生
じ
て
き
た
。
そ
れ
は
台
湾
の
放
送
形

態
と
深
く
か
か
わ
る
。
以
下
の
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
例
を
通
じ
て
そ
の
問
題
と

は
何
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
以
下
の
説
明
か
ら
始
め
る
。

驚
異
的
な
経
済
成
長
に
よ
っ
て
も
た
腎
り
さ
れ
た
海
外
旅
行
ブl
ム
の
な
か

で
、
世
界
の
放
送
事
情
を
自
に
す
る
人
々
が
増
え
る
に
つ
れ
、
政
府
・
与

党
に
の
み
偏
っ
た
従
来
の
報
道
や
質
の
低
い
番
組
に
対
し
て
、
関
民
の
開

で
次
第
に
批
判
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
(
渡
辺
、
日
喝
事
、
同
ニ
唱
品
目

日
甲
同
)
。

ま
た
、
台
湾
の
山
の
多
い
島
国
で
あ
る
以
上
、
地
上
波
に
よ
っ
て
の
電
波
が

届
か
な
い
と
こ
ろ
は
多
い
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
の
多
く
の
人
々
は
自
ら
、

わ

ゆ
る
第
四
台
と
い
う
違
法
な
ケ
ー
ブ
ル
経
営
者
と
契
約
を
し
、
自
国
の
テ
レ
ビ

番
組
の
み
な
ら
ず
、
外
国
、
特
に
日
本
の
プ
ロ
レ
ス
な
ど
の
番
組
か
ら
の
番
組

を
視
聴
し
始
め
た
。

初
年
代
後
半
に
な
る
と
、
徐
々
に
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
が
広
が
り
始
め
た
。

当
時
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
を
規
制
す
る
法
律
が
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

ア
ジ
ア
諸
問
自
で
は
異
例
と
も
言
え
る
早
さ
で
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
が
全
国

各
市
に
普
及
し
て
い
っ
た
(
渡
辺
、
芯
唱
∞
、M
M
M
ま
ム
ヨ
)
。
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ま
た
、
以
下
の
説
明
も
み
て
見
ょ
う
。

台
湾
の
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
局
は
行
政
院
と
国
民
党
が
独
占
し
て
き
た
が
、

初
年
の
戒
厳
令
解
除
と
と
も
に
、
ゆ
っ
く
り
し
た
速
度
な
が
ら
、

メ
♂
ア
ィ

ア
が
開
放
さ
れ
て
岳
由
化
が
始
ま
っ
た
。
メ
デ
ィ
ア
の
開
放
に
よ
り
、
ケi

ブ
ル
テ
レ
ビ
が
誕
生
し
て
急
速
に
広
が
り
、

開
年
代
に
は
そ
の
普
及
率
は
、

ア
ジ
ア
で
も
ト
ッ
プ
と
な
っ
た
(
混
同
列
放
送
文
化
研
究
所
、M
O宏
、
も
や

品
。
)
。

m
m年
代
に
は
い
り
、
や
っ
と
有
線
蹟
播
電
視
法
が
作
ら
れ
、
そ
し
て
ケ
i

ブ

ル
テ
レ
ビ
の
成
立
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の
無
線
電
視
(
地
上
テ
レ
ビ
)
が
市
場

を
寡
占
し
て
い
た
局
面
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
以
降
、

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ

ど
は
雨
後
の
竹
の

の
よ
う
に
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ど
の
隆
盛

に
つ
れ
て
、
テ
レ
ビ
市
場
の
乱
立
現
象
は
成
立
し
て
き
た
。
と
い
う
の
は
、
ま

ず
、
か
つ
て
の
地
上
波
寡
占
体
制
は
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
成
立
に
よ
っ
て
、
ま
っ

た
く
違
う
新
た
な
問
題
に
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

M
O
S
年
末
、
台
湾
の

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
加
入
世
帯
数
は
約
念
。
万
(
加
入
率
お
%
)

で
あ
る

(
N
H

K

放
送
文
化
研
究
所
、
M
O
O
-
)

。

災
害
の
情
報
伝
達
に
関
し
て
は
、
新
し
く
発
展
し
て
き
た
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ど

は
、
昔
の
地
上
波
と
は
違
う
方
法
で
情
報
を
伝
え
る
と
こ
ろ
に
重
要
な
意
味
を

持
っ
て
い
る
。
ど
こ
か
が
逢
う
の
か
は
、
以
下
の
二
つ
の
図
式
を
参
考
に
し
て

み
る
と
わ
か
る
だ
ろ
う
。

(台視)

(中被)

TTV 

CTV 

(筆視)CTS 

有線療矯電視j去以前、地上波によって放送された餐絡の流れ阪 1

地方経営台
TV Channel (地上波、

ケーブルテレビ、衛星

放送)
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上
の
闘
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ど
が
正
式
に
始
ま
る
前
に
、

T
T
V
(
台
湾
電
視
台
〉
C
T
V
(
中
関
電
視
台
)
C
T
S
(
中
葉
電
視
台
)

の
一
一
一
局
は
地
上
波
で
直
接
的
に
視
聴
者
に
番
組
を
送
り
情
報
を
伝
え
て
い
た
。

現
在
で
は
、
幻
%
の
高
い
視
聴
率
を
出
有
し
て
い
る
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ど
は
上
の

流
れ
と
は
違
う
形
で
番
組
を
放
送
し
情
報
を
流
し
て
い
く
。
違
い
を
見
て
い
く

と
、
ま
ず
チ
ャ
ネ
ル
の
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
も
う
一
つ
は
、

図
か
ら
克
て
分
か
る
よ
う
に
、
住
民
と
叶
〈

n
z
s
a

の
賠
に
、
地
方
経
営
台

が
あ
る
こ
と
だ
0
3

法
律
に
従
う
な
ら
ば
、
自
然
災
害
お
よ
び
緊
急
事
故
が
起
こ
っ
た
場
合
、
災

申
告
被
害
を
軽
減
す
る
た
め
の
緊
急
措
置
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
ん
な

措
震
を
取
る
か
と
い
う
と
、
放
送
中
の
番
組
を
停
止
し
、
災
害
の
た
め
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
そ
伝
え
る
と
い
っ
た
こ
と
を
地
方
経
営
会
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
問
題
が
超
こ
っ
て
し
ま
う
。
む
ろ
ん
、
災
害
の
た
め
に
、

地
方
経
営
台
は
普
通
の
番
組
を
カ
ッ
ト
す
る
こ
と
や
、
災
害
の
字
幕
な
ど
メ
ッ

セ
i

ジ
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
災
害
現
場
か
ら
の
最
新
情
報
を
伝
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
何
故
で
き
な
い
か
と
い
う
と
、
取
材
の
た
め
に
は
記
者
が

必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
状
で
は
、
地
方
ケ
ー
ブ
ル
経
営
台
に
は
、

つ

先
に
カ
メ
ラ
マ
ン
や
記
者
を
災
害
現
場
に
い
か
せ
災
害
に
関
す
る
新
し
い
情
報

を
集
め
る
と
い
う
力
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
る
と
、
地
方
経
営
台
は
情
報
源

を
持
つ
大
手
テ
レ
ビ
チ
ャ
ネ
ル
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
テ

レ
ビ
チ
ャ
ン
ル
か
ら
の
油
田
報
が
流
れ
て
こ
な
い
と
、
地
方
経
営
台
は
何
も
で
き

な
い
。
従
っ
て
、
い
く
ら
地
方
経
営
合
が
法
律
に
従
い
、
頑
張
っ
て
災
害
情
報

を
住
民
に
伝
え
よ
う
し
て
も
、

そ
れ
は
、
結
局
無
駄
な
作
業
に
終
わ
っ
て
し
ま

vつ
。日

本
も
台
湾
も
、
予
想
も
で
き
な
い
大
地
震
が
突
然
に
起
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
叶
-
Mと
吋
・
凶
の
規
模
で
、
影
響
範
囲
も
大
き
か
っ
た
。

日
本
は
県
ご
と
に
放
送
局
が
お
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
台
湾
は
多
く
の

放
送
局
が
台
北
に
お
か
れ
て
い
る
。
阪
神
大
震
災
の
場
合
、
地
元
の
放
送
局
は

ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
た
の
で
、
情
報
を
つ
た
え
る
こ
と
が
困
難
を
極
め
た
。
さ
ら

に
、
よ
そ
か
ら
の
支
援
や
手
伝
い
が
遅
れ
て
し
ま
う
か
、

ひ
ど
い
場
合
は
無
関

心
だ
っ
た
こ
と
で
、
状
況
は
い
っ
そ
う
深
刻
だ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
台
湾

の
場
合
、
発
災
誼
後
に
す
ば
や
く
災
害
の
様
子
を
メ
デ
ィ
ア
が
伝
え
た
が
、
災

窓
口
報
道
は
被
害
報
道
に
集
中
し
、そ
れ
に
台
北
に
集
中
し
が
ち
で
あ
っ
た
。
た

だ
し
、
被
害
が

番
ひ
ど
か
っ
た
の
は
台
北
で
は
な
く
て
、
台
湾
の
中
部
だ
っ

た
。

つ
ま
り
、
災
害
情
報
が
ほ
し
か
っ
た
の
は
台
北
だ
け
で
は
な
く
、
台
湾
の

中
部
の
台
中
と
高
投
で
あ
っ
た
。
日
本
の
地
震
が
早
朝

5

時
折
分
に
起
き
た
の

に
対
し
て
、
台
湾
沼
山
大
地
震
が
起
こ
っ
た
の
は
深
夜
l

時
訂
分
で
あ
る
。
そ

の
時
に
対
応
で
き
た
メ
デ
ィ
ア
の
従
業
員
が
多
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、

本
と
比
べ
れ
ば
ま
だ
多
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
で
も
、

日
本
と
同
じ
く
、
人

的
資
源
と
物
的
資
源
は
足
り
な
か
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
そ
の
た
め
、
情
報
伝

達
に
役
割
を
う
ま
く
果
た
し
た
と
は
一
一
一
一
口
い
が
た
く
、
防
災
任
務
を
よ
く
働
い
た

と
言
う
こ
と
も
い
い
が
た
い
。
そ
し
て
、

メ
デ
ィ
ア
の
従
業
員
に
は
役
割
葛
藤

の
現
象
も
あ
っ
た
。

日
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放
送
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
を
再
考
す
る

以
上
、
災
害
に
お
け
る
日
本
と
台
湾
の
法
律
に
規
定
さ
れ
た
メ
デ
ィ
ア
の
役

割
を
述
べ
て
き
た
。
上
述
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
こ
こ
で
災
害
時
に
お
け
る

メ
デ
ィ
ア
の
役
割
は
な
ん
で
あ
る
の
か
を
再
び
考
え
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
以
下

の
文
章
を
み
て
見
ょ
う
。

放
送
は
、
速
報
性
や
広
汎
性
な
ど
の
特
性
を
生
か
す
こ
と
で
、
災
住
一
日
時

の
強
力
な
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
災
申
品
目

対
策
基
本
法
で
N
H
K

が
指
定
公
共
機
関
に
な
っ
て
い
る
こ
と
や
放
送
法

が
放
送
事
業
者
に
防
災
に
役
立
つ
放
送
の
実
施
を
義
務
づ
け
て
い
る
の
も
、

放
送
の
公
共
性
と
と
も
に
災
害
時
の
機
能
に
着
目
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
災
害
放
送
は
地
震
の
規
模
や
被
害
状
況
の
中
に
い
る
人
々
を
安

心
さ
せ
る
行
動
指
示
情
報
や
安
否
情
報
、
生
活
情
報
な
ど
を
伝
え
る
「
訪

災
機
能
」
を
あ
わ
せ
も
つ
こ
と
が
必
要
だ

(
小
田
、
3
ま
σ
場
閉
め
ふ
一
次

の
図
を
参
照
)
0

以
上
の
説
明
は
災
害
に
関
す
る
放
送
メ
デ
ィ
ア
の
特
性
、
災
害
放
送
の
機
能
、

災
害
報
道
の
義
務
付
け
を
よ
く
、
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が

ら
、
放
送
メ
デ
ィ
ア
の
欠
点
に
つ
い
て
の
説
明
は
上
の
関
で
は
論
じ
て
い
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

印
刷
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
災
害
時
に
印
刷
メ
デ
ィ

ア
が
は
た
す
役
割
は
な
ん
で
あ
る
の
か
が
不
明
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
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放
送
メ
デ
ィ
ア
と
印
醐
メ
デ
ィ
ア
の
情
報
伝
達
の
機
能
、
特
性
を
見
比
べ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
印
刷
制
メ
デ
ィ
ア
の
特
性
・
機
能
を
あ
き
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
放

送
メ
デ
ィ
ア
が
で
き
な
い
こ
と
は
何
な
の
か
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
す
る
。

ま
ず
、
災
害
時
に
情
報
伝
達
の
特
性
に
関
し
て
は
、
放
送
は
電
波
媒
体
で
あ

り
、
そ
の
伝
達
ス
ピ
ー
ド
は
極
め
て
迅
速
だ
と
い
う
特
性
が
あ
る
(
蹟
井
筒
、

日
ゆ
甲
山
、
℃
∞
∞
)
。

つ
ま
り
、
放
送
メ
デ
ィ
ア
は
速
報
(
同
時
)
性
、
広
汎
性
、
明

瞭
性
、
訴
求
性
、
耐
災
性
な
ど
の
特
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
印
刷
桝

メ
デ
ィ
ア
は
放
送
メ
デ
ィ
ア
の
よ
う
な
特
性
を
持
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、
独
自

の
特
性
を
持
ち
災
害
の
時
に
機
能
を
巣
た
す
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
新
聞
は
「
詳
報
性
い
、
「
覧
性
」
、
「
論
評
性
」
な
ど
の
特
性
が

あ
る
た
め
、
よ
り
詳
し
い
情
報
を
被
災
者
に
送
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
説

明
す
れ
ば
、
狭
域
を
対
象
と
し
た
詳
細
な
情
報
を
伝
え
る
こ
と
の
難
し
い
放
送

メ
デ
ィ
ア
の
広
汎
性
に
た
い
し
て
、
狭
い
地
域
に
詳
細
な
情
報
を
開
け
る
こ
と

は
、
印
刷
メ
デ
ィ
ア
が
持
つ
利
点
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
震
井

(
3
2
)

は
、
日
本
の
放
送
政
策
が
、
都
道
府
県
単
位
で
放
送
局
を
お
く
と
い
う
基
本
方

針
を
と
っ
て
い
る
た
め
、
放
送
聞
か
ら
流
れ
る
矯
報
は
、

一
般
的
、
志
域
的
な

性
格
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
や
、

ど
の
伝
達
に
は
適
し
て
い

る
が
、
比
較
的
狭
い
地
域
に
だ
け
関
連
す
る
椅
報
、
と
り
わ
け
市
町
村
単
位
の

狭
い
地
域
を
対
象
と
し
た
避
難
の
勧
告
・
指
示
な
ど
の
伝
達
に
は
適
し
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

阪
神
大
箆
災
と
台
湾
沼
山
大
地
震
の
場
合
、
地
震
が
非
常
に
大
き
い
た
め
、

放
送
メ
デ
ィ
ア
、
特
に
テ
レ
ビ
を
視
聴
で
き
な
い
人
が
多
か
っ
た
。

つ
古
品
れ
ノ
、



テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
が
地
盤
で
壊
れ
た
か
、
倒
壊
し
た
家
の
中
に
下
敷
き
に
な
っ

た
の
だ
。
そ
れ
に
、
放
送
側
に
も
大
地
震
で
問
題
が
起
こ
っ
た
た
め
、
災
害
情

報
を
伝
え
る
人
力
が
足
り
な
い
状
況
に
陥
り
、
清
報
伝
達
機
能
が
壊
れ
た
状
況

に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。

つ
ま
り
、
受
け
手
は
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
を
持
っ
て
い

て
も
、
テ
レ
ビ
チ
ア
ネ
ル
や
、
ラ
ジ
オ
聞
か
ら
情
報
が
な
い
た
め
、
災
害
情
報

を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

も
う
ひ
と
つ
重
要
な
こ
と
が
あ
る
。
新
聞
は
、
保
存
し
て
置
け
ば
い
つ
で
も

読
め
る
し
、
検
索
機
能
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、
放
送
は
基

本
的
に
一
過
性
の
も
の
で
あ
り
、

ま
た
検
索
性
も
之
し
い

(
麗
井
、

日
甲
ま
、
忠
)
。
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
を
闇
い
て
い
る
人
は
い
つ
も
テ
レ
ビ
の
閤
商

な
い
し
ラ
ジ
オ
の
傍
に
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
伝
え
ら
れ
る
情
報
を

手
に
入
れ
る
か
ど
う
か
が
偶
然
性
に
左
右
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
接
す

る
住
民
の
数
が
偶
然
性
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
、
そ
の
聴
取

度
が
、
そ
の
時
々
の
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
聴
取
率
に
影
響
さ
れ
る
と
一
一
白
う
こ
と

で
あ
る
(
麗
井
、
3
2
)。
こ
の
偶
然
性
の
問
題
も
一
一
自
の
震
災
か
ら
考
え
て

よ
く
わ
か
る
。
と
り
わ
け
、
家
が
倒
壊
し
て
避
難
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
々

に
と
っ
て
は
、
こ
の
間
題
は
よ
り
深
刻
な
の
で
あ
る
。
何
故
か
。
避
難
し
た
人

の
数
が
多
か
っ
た
か
ら
だ
。

一
人
ず
つ
に
ラ
ジ
オ
か
、
テ
レ
ど
を
配
る
こ
と
は

ま
ず
困
難
で
あ
る
。
避
難
所
に
は
テ
レ
ビ
が
置
か
れ
で
あ
っ
て
も
、
何
十
人
か
、

何
百
人
で
一
台
の
テ
レ
ビ
を
一
緒
に
毘
る
こ
と
に
な
る
の
も
仕
方
が
な
い
。
眠

た
い
と
き
に
情
報
が
く
る
か
も
し
れ
な
い
し
、

み
た
い
と
き
に
ほ
か
の
人
に
占

拠
さ
れ
て
い
て
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
っ
た
理
由
で
、
情

報
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
。

放
送
は
時
間
的
制
約
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
新
聞
は
臨
機
応
変
に
博
報
を
伝

え
る
こ
と
が
で
き
る

(
蹟
井
、
3
ま
、
ど
)
。
台
湾
忠
二
人
地
麓
は
早
朝
l

時

円
引
分
超
こ
っ
た
。
そ
の
時
は
す
で
に
新
聞
の
縞
集
作
業
が
終
わ
り
に
近
い
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
地
震
の
す
ぐ
後
、
台
湾
の
聯
合
報
〈
新
聞
)
で
は
、
地
震
の
被

害
清
報
や
写
真
を
第

版
に
入
れ
替
え
る
こ
と
に
す
る
こ
と
に
き
ま
っ
た
。
ま

た
、
次
の
日
以
降
、

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
新
聞
を
出
輿
に
置
か
れ
て
い
る
人
の
た

め
に
送
っ
て
い
く
措
置
を
と
っ
た
。
山
が
多
い
台
湾
の
場
合
、
そ
の
状
況
は
い
っ

そ
う
深
刻
だ
っ
た
。
地
震
が
山
奥
の
台
湾
中
部
に
起
こ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述

ベ
た
。
テ
レ
ビ
な
ど
の
電
波
が
届
き
に
く
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ

ビ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
地
震
で
壊
れ
た
の
が
多
か
っ
た
。
す
る
と
、
ヘ
リ
コ

プ
タ
!
で
山
奥
に
い
る
人
の
た
め
に
運
ん
で
い
く
新
関
が
大
事
な
情
報
に
な
っ

た
。
そ
の
た
め
、
新
聞
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
の
有
効
性
が
再
認
識
さ
れ
た
の
は
、

こ
と
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
に
よ
る
情
報
伝
達
の
短
所
が
捕
え
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ

た
(
中
森
、
3

ヨ
)
。

機
能
を
め
ぐ
っ
て
考
え
れ
ば
、
印
刷
メ
デ
ィ
ア
は
災
害
、
被
害
情
報
の
報
道

機
能
を
果
た
す
以
外
に
、
妨
災
機
能
の
面
に
も
役
割
を
果
た
す
と
い
え
よ
う
。

災
害
発
生
直
後
、
人
々
は
災
害
に
関
す
る
情
報
や
、
行
動
指
示
な
ど
の
情
報
を

求
め
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
説
明
し
た
。
時
間
に
た
つ
に
つ
れ
て
、
ラ
イ
フ
ラ

イ
ン
や
、
水
、
食
べ
物
、
生
活
用
品
に
関
す
る
物
資
な
ど
と
い
っ
た
生
活
情
報

を
求
め
る
人
が
次
第
に
多
く
な
っ
て
い
く
。
例
え
ば
、
中
森

(
3
3
)
以
下
の

こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
い
に
お
け
る
兵
庫
県
内
の
避
難
場
所
は
、
ピ
ー
ク
時
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で
日
目
。
。
ヶ
所
を
越
え
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。つ
ま
り
、
避
難
場

所
単
位
で
考
え
る
と
、
端
的
に
言
え
ば
、
日
目
。
。
ヶ
所
の
そ
れ
ぞ
れ
に
応

じ
た
水
の
情
報
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
し
か
し
、
テ
レ
ビ
・
ラ

ジ
オ
の
放
送
局
側
に
し
て
み
れ
ば
、
ど
ん
な
に
詳
細
な
情
報
を
伝
え
よ
う

と
し
て
も
、
職
員
・
機
材
の
数
に
限
界
が
あ
り
、
と
て
も
全
て
の
詳
細
な

情
報
を
収
集
す
る
こ
と
は
難
し
い
わ
け
で
す
。
ま
し
て
、
給
水
車
や
物
資

を
運
搬
す
る
自
動
車
は
、
道
路
事
情
等
で
、
各
避
難
場
所
に
予
定
の
時
間

ど
お
り
到
着
で
き
る
か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
ま

で
詳
細
な
情
報
を
入
手
す
る
事
は
、
十
分
に
は
で
き
な
い
の
が
現
状
で
す

(
中
森
、
3
3
)。

以
上
の
説
明
か
ら
、
印
刷
桝
メ
デ
ィ
ア
は
災
害
後
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ

と
が
分
か
る
し
、
と
り
わ
け
被
災
者
に
た
い
し
て
必
要
不
可
欠
な
生
活
情
報
を

提
供
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
大
い
に
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し

か
し
、
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
デ
ィ
ア
に
は
強
み
も
あ
れ

ば
、
欠
点
も
あ
る
と
い
う
で
あ
る
。
い
か
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
デ
ィ
ア
の

強
み
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
の
か
が
こ
れ
か
ら
の
課
題
に
な
っ
て
い
る
。

4
.

考
察

「
情
報
と
は
、
発
表
者
(
行
政
機
関
な
ど
)

-
伝
達
者
(
メ
デ
ィ
ア
)

-
市
山
又

け
手
(
一
般
の
住
民
)
の
三
者
の
共
有
財
産
な
の
で
あ
る
、

一
一
者
が
相
好
理
解

を
深
め
合
つ
て
は
じ
め
て
本
来
の
有
効
性
を
発
揮
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
(
榔

回
、
3

話
、
主
凶
∞

)
内
引
用
者
)
。
」
こ
こ
で
は
、
発
表
者
に
つ
い
て
は
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r、、

論
じ
な
い
こ
と
に
す
る
が
、
再
び
メ
デ
ィ
ア
自
身
の
こ
と
、
と
送
り
手
と
受
け

の
関
係
を
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
災
害
情
報
を
送
る
と
き
に
、

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
は
何
が
必
要
な
の

か
。

な
り
よ
り
も
、
非
常
時
の
た
め
の
非
常
体
制
を
つ
く
り
、
平
時
か
ら
練
習
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
う
し
な
い
と
、
阪
神
大
震
災
の
時
の
問
題
、
メ
デ
ィ

ア
の
従
業
員
が
ジ
レ
ン
マ
に
立
た
さ
れ
た
の
と
向
じ
こ
と
が
再
び
起
こ
る
か
も

し
れ
な
い
。
今
回
の
阪
神
の
経
験
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

メ
デ
ィ
ア
同
士
の
間

に
普
段
か
ら
の
連
携
が
な
い
か
、
不
十
分
だ
。
そ
の
た
め
、
災
害
が
発
生
し
て

も
、
素
早
く
支
援
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
平
常
時
か
ら
、
ど

の
よ
う
に
し
て
、
他
の
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
と
協
力
し
て
メ
デ
ィ
ア
を
う
ま
く
使

い
分
け
、
よ
り
多
く
の
人
々
に
拙
情
報
を
伝
え
る
こ
と
に
努
力
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
こ
と
が
今
後
の
課
題
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
メ
円
ア
ィ
ア

の
自
身
の
こ
と
に
隠
し
て
言
え
ば
、
情
報
を
伝
え
る
時
に
、
以
下
の
こ
と
に
常

に
九
任
意
を
払
い
チ
ェ
ッ
ク
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。つ
ま
り
、
メ
デ
ィ
ア
は
靖
報

を
伝
え
る
に
際
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
特
性
を
よ
く
把
握
し
、
そ
し
て
わ
か

り
や
す
さ
以
外
に
も
、
情
報
掠
の
信
湿
性
、
情
報
の

貫
性
、
正
確
性
、
明
瞭

性
、
確
実
性
、
充
分
の
情
報
量
、
指
示
性
、
繰
り
返
し
の
頻
発
性
、
被
害
の
恐

れ
の
あ
る
地
域
の
明
示
な
ど
に
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

(
向
付
U
N也
記
ユ
口
付
伶
ぞ
白
山
町
民

u
}市V甲
h
F
e
M
M
J
V
M

一
)
。

次
に
、
メ
デ
ィ
ア
と
受
け
手
の
関
係
を
考
え
て
み
よ
う
。

情
報
伝
達
に
関
し
て
い
え
ば
、
誰
に
向
け
て
、
何
の
た
め
に
情
報
を
送
る
の



か
と
い
う
こ
と
を
事
前
に
考
蔵
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
印
制
メ
デ
ィ
ア
に

し
ろ
放
送
メ
デ
ィ
ア
に
し
ろ
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
人
々
の
駒
災
意
識
を
高
め

る
の
が
メ
デ
ィ
ア
の
目
的
で
あ
る
。
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
メ
『
ア
ィ

ア
の
普
段
か
ら
の
工
夫
が
格
段
に
要
求
さ
れ
る
。
た
と
え
些
細
な
こ
と
で
あ
る

と
し
て
も
、

H

ち
り
も
積
も
れ
ば
山
と
な
る
μ
と
い
う
よ
う
に
ど
ん
な
小
さ
い

工
夫
で
も
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
は
、
ど
ん
な
工
夫
が
必
要
で
あ

る
の
か
、
あ
る
い
は
具
体
的
に
仰
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

ま
ず
、
受
け
手
と
の
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
受
け
手
と
の

信
頼
関
係
に
関
し
て
い
え
ば
、
平
常
時
か
ら
の
努
力
が
よ
り
大
事
だ
と
わ
か
る
。

信
頼
関
係
と
い
う
も
の
は
盟
時
間
に
形
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、

一
方
的
に
努

力
す
る
だ
け
で
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。

つ
宇
品
、
れ
J
、

メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
、
受

け
手
が
信
頼
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
長
い
時
閣
を
経
て
築
き
上
げ
ら
れ
る
も
の

で
、
メ
デ
ィ
ア
の
努
力
と
受
け
手
の
理
解
が
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ど

ち
ら
一
方
で
も
欠
け
る
と
だ
め
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

メ
デ
ィ
ア
が
も
し
、

平
常
時
か
ら
不
正
確
な
情
報
ゃ
、
誇
張
さ
れ
た
実
態
を
伝
え
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、

受
け
手
は
減
る
一
方
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
災
害
に
な
っ
た
時
に
、
た
と
え

正
し
い
情
報
を
送
っ
て
も
、
受
け
手
側
が
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
疑

間
も
浮
上
し
て
く
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
普
段
の
時
に
、

メ
デ
ィ
ア
が
果

た
す
役
割
、
す
な
わ
ち
正
し
い
情
報
を
伝
え
る
こ
と
が
ど
れ
く
ら
い
重
要
で
あ

る
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

次
に
、
受
け
手
の
立
場
に
立
っ
て
も
の
ご
と
を
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
し
て
、
受
け
手
の
立
場
と
は
何
か
を
考
え
る
と
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
少

な
く
と
も
以
下
に
あ
げ
る
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
つ
ま
り
、

そ
れ
は
気
づ
き
、
学
習
と
理
解
、
行
動
す
る
と
い
う
一
二
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
。

ま
ず
、
人
々
の
災
害
知
識
や
防
災
意
識
を
高
揚
す
る
た
め
に
、
受
け
手
の
注
意

を
引
く
こ
と
は
初
歩
で
は
あ
る
が
、
な
り
よ
り
も
大
切
な
こ
と
だ
と
い
え
る
。

な
ぜ
な
ら
、
受
け
手
が
送
ら
れ
る
情
報
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
多

く
の
情
報
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
所
詮
無
用
の
長
物
と
な
っ
て
し
ま
う
。
情
報

の
な
か
か
ら
重
要
な
も
の
を
受
け
と
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
情
報
を
学
ぶ
と
い
う

の
が
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
の
二
番
目
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
だ
学
ぶ
だ
け
で
は
ま

だ
不
十
分
で
あ
る
。
理
解
が
な
い
と
伝
え
ら
れ
る
情
報
を
自
分
の
知
識
、
自
分

の
力
に
な
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
精
報
の
意
味
が
わ
か
る
か

ど
う
か
、
情
報
を
間
違
え
て
理
解
し
た
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
も
お
こ
り
う
る

か
ら
で
あ
る
。

上
述
し
た
こ
と
は
鰐
々
人
を
対
象
に
、
災
害
情
報
を
伝
え
て
、
人
に
情
報
を

理
解
し
て
も
ら
う
た
め
の
理
想
的
な
状
況
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
現
実
の
社

会
で
は
そ
う
簡
単
に
い
か
な
い
。
多
く
の
災
害
研
究
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

メ
デ
ィ
ア
よ
り
、
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
!
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ス

の
ほ
う
が
個
々
人
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

情
報
を
、

人
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
送
る
よ
り
、
家
族
か
、
地
域
を
一

人

個
の
単
位
と
し
て
災
害
情
報
を
伝
え
防
災
訓
練
の
活
動
を
行
う
ほ
う
が
よ
り
効

果
が
出
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
が
い
る
の
は
当
然
で
、
普
通
に
考

え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
力
を
メ
デ
ィ
ア
が
う
ま
く
利
用
す
れ
ば
、
あ
る

い
は
そ
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
!
の
協
力
を
も
ら
え
ば
、
情
報
が
偶
々
ま
で
浸

透
し
広
ま
っ
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
に
ど
う
す
れ
ば
よ
い
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の
か
、
と
い
う
こ
と
が
メ
デ
ィ
ア
の
今
後
の
課
題
に
な
っ
て
い
る
。

4
.

終
わ
り
に

災
害
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
が
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
い
る
。

3
8

年
代
は
自
然
災
害
軽
減
へ
の
冨
際
年
代
(
己
吋
L
u
m
-
-
E
m自
由
民O
口
弘

。
切
口
開
門
戸
出
向
。
吋
之
同
門
戸
同
町
即
日
間

)
U
g
S
吋
m
m円
宮
口
門
ぢ
ロ
)
で
あ
る
と
圏
連
は
宣
伝
し
た
。

そ
の
理
念
の
中
に
は
、
災
窓
口
が
発
生
し
た
後
か
ら
災
害
発
生
す
る
前
へ
の
防
災

意
識
を
高
め
る
と
い
う
こ
と
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い

の
か
。
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
災
申
一
一
口
の
専
門
家
と
の
協
力
を
得
て
、

マ
ス
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
i

シ
ヨ
ン
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
災
害
前
の
リ
ス
ク
軽

減
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
信
皇
后
ロ
L
3
0
U
3
2
芯
宮
咽

そ
の
役
都
は
リ
ス
ク
評
価
ゃ
、
予
防
対
策
、
大
衆
の
肪

日
明V甲
山
山
)
。

災
意
識
の
高
揚
、
大
衆
の
教
育
、
自
己
助
け
、
リ
ス
ク
に
対
す
る
有
効
な
反
応

な
ど
を
含
む
。

そ
れ
に
加
え
て
、
近
年
で
は
、
大
衆
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

8
5
r

ユ
浜
口
o
g
g
z
ロ
ルg
t
c
m
)とい

し
ば
し
ば
耳
に
す
る
。

そ
れ
は
危
険

の
情
報
(
ユ
尖
宮
内0
5
由
民O
ロ
)
を
大
衆
に
(
宮Z
R
)
開
け
、
伝
え
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
災
害
の
危
険
性
を
住
民
〆

特
に
危
険
地
帯
に
住
ん
で
い
る
住
民
に
伝
え
る
こ
と
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ

こ
で
い
う
危
険
(
叫
ぽ
巴
と
は
、
具
体
的
に
は
、
自
然
災
害
で
あ
る
地
俊
民
、
洪

水
、
台
風
、
火
山
爆
発
、
津
波
な
ど
と
人
為
災
害
で
あ
る
火
事
、
交
通
事
故
、

船
の
衝
突
な
ど
を
さ
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
災
害
の
性
格
は
巽

な
る
が
、
自
然
災
害
に
し
ろ
、
人
為
災
害
に
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
災
害
に
は
共
通

48 

性
が
あ
る
。
そ
の
共
通
性
と
は
、
災
害
の
起
き
る
蓑
然
性
心
。
手
立
与
忌
日
々
)

は
低
い
が
、
い
っ
た
ん
災
申
告
が
起
こ
っ
た
ら
、
相
当
に
大
き
な
範
囲
ま
で
影
響

(
E
$
6
0
0
5
2
5

忠
由
)
を
及
ぼ
す
こ
と
で
あ
る

R
a
k
g
h
w
窓
口
忠
仁
志
品
)
。

災
害
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
今
後
は
、
放
送

メ
デ
ィ
ア
と
印
刷
メ
デ
ィ
ア
の
ほ
か
、
広
域
を
対
象
に
清
報
を
伝
え
る
パ
ソ
コ

ン
通
信
や
衛
星
テ
レ
ビ
、
狭
い
地
域
を
対
称
に
す
る
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
、コ

ニL

ニ
テ
ィ
放
送
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
の
機
能
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
情
報

を
伝
え
る
特
に
、

一
方
通
行
で
は
な
く
、
双
方
向
に
情
報
を
伝
え
る
の
が
メ
デ
ィ

ア
の
重
嬰
な
役
割
で
あ
る
。
そ
し
て
、
住
民
の
信
頼
を
得
る
た
め
に
、
受
け
手

の
立
場
に
立
っ
て
も
の
ご
と
を
考
え
る
の
が
伺
よ
り
も
大
事
で
あ
る
。
と
問
時

に
、
メ
デ
ィ
ア
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
知
り
、
現
実
社
会
に
お
い
て
の
人
々
の

多
様
さ
、
メ
デ
ィ
ア
そ
れ
ぞ
れ
の
限
界
を
知
る
と
と
も
に
、
使
い
分
け
を
通
じ

て
他
の
メ
デ
ィ
ア
と
う
ま
く
連
携
し
、
受
け
手
の
た
め
の
災
害
情
報
を
伝
え
る

」
と
が
望
ま
れ
る
。

注
(
l
)
 
災
申
告
の
定
義
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
例
え
ば
、

E

〉
弘
同
的
目
的
円
四
門
戸
間
白
口
町
〈

O
E

8

口
口
町
口
同
門
町
民
向
島
一
口
巴
阿
国
向
陪
出
品
開
官
民

0
・
活
者
山
岡
山
口
町
田
∞

c
n
笠
可
。
可
。=
o
c

町
一
宮

田
E
Z
Hぐ
い
回
一
C
ロ
∞
己
口

ι
o
a
c
m
明
司
『
ヨF
R
M
白
-
E

口
出
血
口
弘
明
由
江
田
一
弘
広
三
官
三

D
出
ョ
(
明
江
門

N
W

3
A
M
M
W古
色
凶
同
)
。
災
害
位
相
は
準
備
(
司
円
四
苦
お
仏
出
向
田
明
)
、
反
応
{
湾
問
明
言
訪
問
。
)
、

自
復
{
何
回
口
C
〈
四
三
、
軽
減
(
室
内
仲
間
同
苦
出
)
の
四
つ
で
あ
る
(
む
お

F
o
r・
日
甲
∞
色
)
。

ワ
i

レ
ス
(
者
包
-
R
m
)の
災
申
告
の
待
問
的
局
面
で
は
、
彼
は
、
災
害
の
段
階

を
災
窓
口
前
の
状
態
、
欝
告
、
脅
威
、
衝
撃
、
活
動
開
始
、
救
援
、
復
興
、
復
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The Role of the Broadcasting Media in disasters 

-The Comparison of the Great Hanshin Earthquake and Taiwan 921 Ear岱quake-

HUNG, GuoTsai 

The purpose of this paper is to analyze the roles of the broadcasting media during disasters in 

three aspects: (1) to address the difference of the obligation of the broadcasting media regulated by 

law in Japan and Taiwan; and based on the (1), to look into how the roles of the media in these 

two countries were functioning in the case of Great Hanshin Earthquake in Japan and the 921 

Earthquake in Taiwan; and (2) to understand and examine the characteristics of the broadcasting 

media and think about ahat broadcasting media shoald do in the fature. 

Two suggestions were made in this study regarding the problem of media itself and the relationｭ

ship between media and the affected citizens. First, it is crucial for the media to establish an 

emergent system for the emergent period; meanwhile, in disseminating information when a disaster 

happened, attention especially needs be paid to the following factors. They are fastness, reliability, 

accuracy, clarity, consistency, certainty, sufficiency, guidance, frequency, location of effected area, 

the use of other media. Second, it is also essential to build the relationship between m巴dia and 

affected people during the ordinary time and when disseminating disastrous information, it is 

important that the media take the stance of ordinary people's and see things from the their 

Vlewpomts. 

Key Words 

Disasters, the role of the broadcasting media, the obligation of the broadcasting media, the Gre 

at Hanshin Earthquake, Taiwan 921 Earthquake. 
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