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・
災
害
と
市
民
メ
デ
ィ
ア
の
関
係

市
民
メ
デ
ィ
ア
は
、
災
害
を
き
っ
か
け
に
設
立

さ
れ
た
り
変
化
す
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
日
本
で
は
、
１
９
９
５
年
の
阪
神
・
淡
路

大
震
災
時
に
「
情
報
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
と
い
う

言
葉
が
生
ま
れ
、
97
年
ナ
ホ
ト
カ
号
重
油
流
出

事
故
後
に
は
「V

iVa!

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ
ト
」、

２
０
０
０
年
の
有
珠
山
噴
火
の
際
に
は
「
有
珠
山

ネ
ッ
ト
」
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
東
日
本
大
震
災
で
は
、
市
民
メ
デ
ィ
ア

の
動
き
が
非
常
に
活
発
で
、
情
報
発
信
に
お
い
て

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
テ

レ
ビ
や
新
聞
を
中
心
に
見
て
い
る
人
と
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
を
よ
く
見
て
い
る
人
と

の
間
で
情
報
の
断
絶
が
起
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。

持
っ
て
い
る
情
報
が
異
な
り
、
そ
の
溝
が
な
か
な

か
埋
め
ら
れ
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

う
え
、津
波
と
原
発
事
故
も
重
な
っ
て
い
る
の
で
、

情
報
が
あ
ふ
れ
、
把
握
し
づ
ら
い
と
い
う
課
題
が

あ
り
ま
す
。

・
市
民
メ
デ
ィ
ア
の
役
割

市
民
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
は
、
情
報
の
チ
ャ
ン
ネ

ル
を
持
っ
て
い
な
い
人
に
必
要
な
情
報
を
届
け
る

た
め
の
回
路
を
つ
く
る
と
い
う
、
イ
ン
フ
ラ
（
社

会
的
基
盤
）
支
援
を
す
る
こ
と
。
た
と
え
ば
、
日

本
語
を
解
さ
な
い
外
国
人
に
は
単
に
翻
訳
す
る
だ

け
で
は
な
く
、
そ
の
方
た
ち
が
何
を
求
め
て
い
る

の
か
、
日
本
人
と
の
交
流
を
ど
う
進
め
る
か
な
ど

を
、
地
域
社
会
全
体
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
発

信
す
る
役
割
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
地
域
の
人
の

み
に
発
信
す
る
だ
け
な
く
、
全
国
に
広
く
伝
え
る

と
い
う
意
識
も
必
要
で
す
。

・
市
民
メ
デ
ィ
ア
に
関
わ
る
人
の
留
意
点

留
意
点
は
３
つ
。ま
ず
、現
地
の
人
の
情
報
ニ
ー

ズ
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
。
そ
し
て
、
２
つ
目
は
自

分
自
身
の
態
度
を
常
に
振
り
返
る
こ
と
。
情
報
を

持
っ
て
い
る
こ
と
自
体
が
権
力
に
な
る
の
で
、
気

づ
か
な
い
う
ち
に
「
上
か
ら
目
線
」
の
よ
う
な
態

度
が
現
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
３
つ
目

は
、
個
人
情
報
の
守
秘
に
配
慮
す
る
こ
と
。

・
市
民
メ
デ
ィ
ア
の
課
題

市
民
メ
デ
ィ
ア
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
違
い
、
誰

も
が
簡
単
に
存
在
を
知
り
得
な
い
た
め
、
存
在
を

知
ら
せ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
外
国
語
で
放
送
し

て
も
、
外
国
人
が
知
ら
な
け
れ
ば
情
報
は
届
き
ま

せ
ん
。
情
報
を
得
る
の
に
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
だ
け
で

は
な
く
、
市
民
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
選
択
肢
も
あ
る

こ
と
を
、
時
間
は
か
か
っ
て
も
知
っ
て
も
ら
う
こ

と
が
必
要
で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
た
と
え

ば
災
害
時
に
は
避
難
所
に
放
送
時
間
の
貼
り
紙
を

掲
示
し
た
り
す
る
努
力
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
特

定
の
情
報
に
頼
る
の
で
は
な
く
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

情
報
に
触
れ
、
そ
の
意
味
を
自
分
で
読
み
解
こ
う

と
い
う
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
を
学
校
教
育

や
社
会
教
育
の
な
か
で
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
災
害
時
だ
け
で
な
く
、
市
民
社
会
を
作
る

う
え
で
も
重
要
で
す
。

・
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
市
民
メ
デ
ィ
ア
の
動
き

こ
れ
ま
で
の
災
害
に
比
べ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

Ｆ
Ｍ
を
立
ち
上
げ
た
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で

の
情
報
発
信
な
ど
、
当
事
者
自
ら
が
立
ち
あ
が
っ

て
市
民
メ
デ
ィ
ア
を
支
え
て
い
る
事
例
が
多
い
と

感
じ
ま
す
。

一
方
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
課
題
も

あ
り
ま
す
。
ネ
ッ
ト
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
な
か
に

閉
じ
こ
も
る
こ
と
。
サ
イ
バ
ー
カ
ス
ケ
ー
デ
ィ
ン

グ
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
カ
ス
ケ
ー
ド
と

は
、
連
な
っ
た
小
さ
な
滝
の
こ
と
。
水
が
落
ち
る

災害時には、「情報」が動く。
市民の立場で情報支援や
提言活動をしてきた
浜田忠久さんのお話から、
市民が担い手となる
参加型の「市民メディア」の
課題や可能性について
考えてみましょう。

災害と
市民メディアを

考える
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に
従
っ
て
速
度
が
速
く
な
っ
て
い
く
よ
う
に
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
議
論
を
す
る
う
ち
に
極
端
な
意
見

が
賛
同
を
得
や
す
く
な
り
、
過
激
な
方
向
に
進
ん

で
い
く
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
自
分
が

心
地
よ
い
情
報
の
み
に
ア
ク
セ
ス
し
、
そ
れ
以
外

の
情
報
を
見
な
く
な
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
今
回

は
原
発
問
題
で
そ
の
現
象
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
今
回
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
Ｆ
Ｍ
は
い
く
つ

か
の
地
域
で
立
ち
上
が
っ
て
い
ま
す
。
阪
神
・
淡

路
大
震
災
を
機
に
開
局
し
た
「
Ｆ
Ｍ
わ
ぃ
わ
ぃ
」

は
、
被
災
地
へ
機
材
を
運
ん
だ
り
、
多
言
語
放
送

の
サ
ポ
ー
ト
を
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
Ｆ
Ｍ
は
市
区
町
村
に
ひ
と
つ
し
か
認
め
ら
れ

ず
、
認
可
基
準
も
か
な
り
厳
し
い
た
め
、
そ
れ
が

開
局
の
足
か
せ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

・
市
民
の
発
信
の
場
と
し
て
の
可
能
性

パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス*

は
、
60
年
代
に
ア
メ

リ
カ
の
公
民
権
運
動
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、
情

報
発
信
を
市
民
の
権
利
と
し
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ

で
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
求
め
に
応
じ
て
ケ
ー
ブ
ル

テ
レ
ビ
の
営
業
利
益
の
５
％
ま
で
を
パ
ブ
リ
ッ
ク

ア
ク
セ
ス
の
た
め
に
使
う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
お
り
、
市
民
が
発
信
す
る
番
組
枠
を
も
う
け
る

だ
け
で
な
く
、
機
材
や
編
集
室
を
貸
し
た
り
、
編

集
技
術
や
質
の
高
い
番
組
づ
く
り
の
た
め
の
教
育

も
行
い
ま
す
。
カ
ナ
ダ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
台
湾
で

も
同
様
の
制
度
が
実
現
し
、
一
時
的
に
韓
国
で
も

作
ら
れ
ま
し
た
。
日
本
で
は
ま
だ
法
制
化
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。
古
く
は
60
年
代
に
岐
阜
県
の
郡
上
村

で
始
ま
っ
た
の
が
日
本
で
最
初
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア

ク
セ
ス
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
２
年
ほ
ど
で
終

了
し
ま
し
た
。
現
在
は
、
中
海
テ
レ
ビ
が
市
民
に

解
放
し
て
い
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
が
進
ん
で

い
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
現
地
に
行
く
と
「
あ
ん

な
も
の
誰
も
見
な
い
」
と
い
う
返
事
が
返
っ
て
き

ま
す
。
運
動
会
や
ピ
ア
ノ
発
表
会
と
い
っ
た
、
趣

味
的
な
番
組
も
あ
る
か
ら
で
す
。「
じ
ゃ
あ
、
な

く
て
も
い
い
の
で
は
」
と
問
え
ば
「
そ
れ
は
違
う
」

と
。
社
会
に
問
題
が
あ
っ
た
時
に
、
市
民
が
発
言

す
る
権
利
を
担
保
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
言
い
ま
す
。
普
段
は
誰
も
見
な
く
て
も
、
い
ざ

と
い
う
時
に
必
要
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
を
広
く
解
釈
す
る
と
、

誰
も
が
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
権
利
が
あ
る
と

い
う
こ
と
。
今
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
あ
り
、
誰

も
が
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
検
索
が
必

要
な
た
め
、
情
報
に
た
ど
り
つ
け
な
い
可
能
性
も

あ
り
ま
す
。
対
し
て
、
ス
イ
ッ
チ
さ
え
入
れ
て
お

け
ば
情
報
が
流
れ
て
く
る
テ
レ
ビ
放
送
は
、“
自

動
的
な
”
メ
デ
ィ
ア
と
言
え
ま
す
。
質
が
低
い
、

内
容
が
薄
い
と
い
っ
た
課
題
は
あ
っ
て
も
、
ア
メ

リ
カ
の
よ
う
に
有
事
の
た
め
に
担
保
し
て
お
く
と

い
う
考
え
は
必
要
で
し
ょ
う
。

構
成
／
秋
池
智
子
（
編
集
部
）

「東日本大震災時のメディアの役割に関する総合調査」報告会（日本民間放送連
盟主催）で、評価が高かったのはラジオだった。東京新聞2011年10月22日。

＊放送という公共サービスを、公共の主体である市民が利用する権利のこと。情報発信の手段としてメディアの利用を
保障する制度や、一定の条件のもとに視聴者自身に企画制作させ、それを放送する番組のことを指す場合もある。
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