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地
震
や
台
風
な
ど
の
自
然
災
害
が
発
生
す
る
と
、
多
く
の
け
が
人

が
出
た
り
、
建
物
が
倒
壊
し
た
り
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
被
害
を

最
小
限
に
す
る
た
め
に
、町
民
の
皆
さ
ん
一
人
一
人
の
日
々
の
防
災
・

減
災
へ
の
取
り
組
み
が
重
要
で
す
。
普
段
か
ら
の
備
え
や
、
災
害
が

発
生
し
た
と
き
に
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
ら
よ
い
か
を
、
シ
リ
ー
ズ

で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

最
終
回
の
今
回
は
、
災
害
時
に
救
助
す
る
立
場
で
あ
る
消
防
士
を

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
ま
す
。
ま
た
、
災
害
関
連
の
本
な
ど
を
紹
介
し

ま
す
。

災
害
に

備
え
る

災
害
に

備
え
る

問
総
務
課
地
域
安
全
対
策
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消
防
士
歴　

年
目
、
芳
賀

２１

広
域
の
各
分
署
や
通
信
指
令

課
な
ど
を
経
験
し
、
今
は
消

防
隊
と
し
て
芳
賀
分
署
に
勤

務
し
て
い
る
荒
井
さ
ん
。
今

回
は
消
防
士
の
視
点
か
ら「
災

害
に
備
え
る
」を
テ
ー
マ
に
お

話
を
伺
い
ま
し
た
。

―
―
災
害
で
の
消
防
士
の
役
割

　

災
害
が
起
き
た
と
き
、
わ
た
し

た
ち
消
防
士
が
最
優
先
す
る
の
は
、

人
命
の
安
全
確
保
を
図
り
被
害
を

更
に
拡
大
さ
せ
な
い
た
め
の
消
火

活
動
で
す
。

　

東
日
本
大
震
災
の
よ
う
な
大
災

害
が
発
生
し
た
と
き
は
、
か
な
り

の
数
の
通
報
が
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
芳
賀
分
署
に
は
消
防
車
と
救

急
車
が
１
台
ず
つ
し
か
な
い
た
め
、

直
ち
に
現
場
へ
は
行
け
ま
せ
ん
。

で
す
が
、
通
報
が
あ
っ
た
現
場
に

は
時
間
が
か
か
っ
て
も
必
ず
確
認

に
向
か
い
ま
す
。
被
害
の
大
き
さ

は
電
話
で
は
判
断
が
つ
か
な
い
か

ら
で
す
。

あらい・かずあき●昭和50年生まれ
　平成8年芳賀広域消防にて消防士を拝命、茂木
分署に配属。芳賀郡内の各分署で消防隊・救急隊
として勤務後、真岡消防署特別救助隊や消防本
部通信指令課を経験し、平成27年4月から芳賀
分署警防第2係長として勤務。

消
防
士
に
聞
く
――
。こ
れ
か
ら
の
防
災
・
減
災
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―
―「
自
助
」の
重
要
性

　

防
災
と
言
う
と
、「
自
助
」「
共

助
」「
公
助
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い

た
こ
と
が
あ
る
人
も
多
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
簡
単
に
言
う

と
、
自
分
で
自
分
を
助
け
る
こ
と

＝「
自
助
」、
家
族
・
企
業
や
地
域

で
共
に
助
け
合
う
こ
と
＝「
共
助
」、

行
政
に
よ
る
救
助
・
支
援
の
こ
と

＝「
公
助
」
で
す
。

　

防
災
の
基
本
と
な
る
の
は
「
自

助
」
で
す
。
そ
れ
は
、
自
分
が
無

事
で
あ
る
か
ら
こ
そ
家
族
や
友

人
・
隣
人
な
ど
を
助
け
に
行
く
こ

と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、「
共
助
」

と
は
一
人
一
人
が
自
分
の
身
の
安

全
を
守
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を

前
提
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の

で
す
。

　
「
自
助
」に
取
り
組
む
た
め
に
は
、

災
害
に
備
え
、
家
の
安
全
対
策
を

取
っ
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

家
の
ま
わ
り
を
点
検
し
た
り
、
家

族
で
避
難
場
所
や
経
路
を
確
認
し

た
り
、
非
常
持
出
袋
や
備
蓄
食
料

を
準
備
し
た
り
と
対
策
を
し
て
お

く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

ま
た
、東
日
本
大
震
災
で
は「
公

助
の
限
界
」が
明
ら
か
に
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
行
政
自
身
も
被

災
し
て
機
能
が
ま
ひ
す
る
よ
う
な

大
規
模
災
害
時
に
、
公
助
の
主
体

で
あ
る
行
政
が
全
て
の
被
災
者
を

迅
速
に
支
援
で
き
な
い

状
況
に
陥
る
可
能
性
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

発
災
後
3
日
～
1
週
間

程
度
は
、
行
政
の
支
援

を
受
け
る
こ
と
な
く
、

住
民
主
体
で
災
害
に
対

応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
が
明
白

と
な
っ
た
の
で
す
。
身

の
安
全
を
確
保
し
生
き

延
び
る
た
め
に
は
、
町

民
の
皆
さ
ん
の「
備
え
る
」が
重
要

な
の
で
す
。

―
―
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
力
を
高

め
る
こ
と
で
成
り
立
つ「
共
助
」

　

防
災
の
基
本
は「
自
助
」と
話
し

ま
し
た
が
、
自
分
で
で
き
る
こ
と

に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。
阪
神
・

淡
路
大
震
災
で
生
き
埋
め
に
な
っ

た
人
が
、
誰
に
助
け
ら
れ
た
か
と

い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
っ
た
と
こ

ろ
、
約　

％
が
家
族
や
友
人
・
隣

６０

人
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

わ
た
し
た
ち
消
防
士
は
、
日
々

訓
練
を
積
ん
で
い
ま
す
が
、
大
規

模
災
害
が
発
生
し
救
助
対
象
者
が

多
す
ぎ
る
と
、
全
て
に
対
応
は
で

き
ま
せ
ん
。「
共
助
」に
よ
っ
て
た

く
さ
ん
の
人
が
助
か
る
の
で
す
。

地
域
で
助
け
合
う「
共
助
」を
成
り

立
た
せ
る
た
め
に
は
、
日
頃
か
ら

近
隣
の
人
に
声
を
か
け
る
な
ど
し

て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る

こ
と
が
重
要
で
す
。

―
―
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
単
位

で
防
災
を
考
え
る

　

自
治
会
な
ど
小
さ
な
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
単
位
で
、
災
害
時
の

助
け
合
い
体
制
に
つ
い
て
話
し

合
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
何
も

大
々
的
に
防
災
訓
練
を
実
施
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
地
域
の
お
祭

り
や
イ
ベ
ン
ト
の
一
部
に
防
災
訓

練
を
盛
り
込
む
の
も
ひ
と
つ
の
手

阪神・淡路大震災時に生き埋めに
なった人は、誰に助けられたか？

自力
35％

家族
32％

友人・
　隣人
 28％

通行人 3％ 救助隊 2％

【出典元】日本火災学会「1995年兵庫県南部地震に
おける火災に関する調査報告書」


