
安全・安心への
視点

自然災害、事故、テロ、パンデミック……

現代人はさまざまなリスクとともに生きている。

技術的そして社会的に安全性を高めるにはどうするか、不安を払拭するにはどうするか、

緊急時にはどのように行動すればいいか ?

絶対安全はあり得ず、今後リスクとどうつきあえばいいか ?

福島第一原子力発電所事故を経て、日本の原子力発電所が再稼動に向かうなか、

「社会」「技術」「行動」「コミュニケーション」「公と私」という安全・安心をめぐる各側面について、

各分野の専門家・有識者の意見を聴いた──
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「
安
心
」
は
誰
か
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
個
人
個
人
が
自
分
で
リ
ス
ク
を
認
識
し
て
主
体

的
に
対
処
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
も
の
だ
。
そ
れ
に

は
リ
ス
ク
情
報
が
き
ち
ん
と
社
会
で
共
有
さ
れ
て
い

る
と
と
も
に
、
教
育
等
を
通
じ
て
意
識
づ
け
が
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
そ
れ
が
で
き
る
社

会
こ
そ
が
安
全
・
安
心
な
社
会
と
い
え
る
が
、
日
本

の
現
状
は
程
遠
い
。

　

リ
ス
ク
、
つ
ま
り
「
好
ま
し
く
な
い
こ
と
」
は
人

に
よ
っ
て
異
な
る
。
商
売
を
し
て
い
る
人
に
は
経
済

的
ダ
メ
ー
ジ
が
好
ま
し
く
な
い
し
、
子
育
て
中
の
人

に
は
子
供
の
安
全
を
脅
か
す
も
の
が
好
ま
し
く
な
い
。

リ
ス
ク
を
考
え
る
上
で
重
要
な
こ
と
は
、
多
様
な
利

害
関
係
者
の
「
好
ま
し
く
な
い
こ
と
」
を
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
共
有
す
る
こ
と
。
ま
た
そ
の

利
害
関
係
は
直
接
的
な
関
係
者
だ
け
で
な
く
間
接
的

な
関
係
者
に
も
及
ぶ
。
目
の
前
に
見
え
な
い
利
害
関

係
者
を
い
か
に
多
様
な
価
値
観
で
想
像
で
き
る
か
も

重
要
に
な
る
。

　

現
代
社
会
は
複
雑
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
電
力
を

は
じ
め
道
路
・
物
流
・
情
報
通
信
な
ど
、
我
々
の
社

会
・
生
活
の
基
盤
で
あ
る
イ
ン
フ
ラ
は
す
べ
て
つ
な

が
っ
て
い
る
。
電
力
供
給
が
途
絶
え
る
と
道
路
も
物

流
も
情
報
通
信
も
機
能
停
止
に
陥
る
。
電
力
は
イ
ン

フ
ラ
の
中
で
も
基
幹
と
な
る
も
の
。
だ
か
ら
こ
そ
電

気
事
業
者
は
強
い
使
命
感
を
持
っ
て
供
給
責
任
を
果

た
そ
う
と
す
る
。
ど
ん
な
と
き
で
も
「
自
分
た
ち
で

何
と
か
す
る
」
と
い
う
意
識
が
強
い
わ
け
だ
が
、
そ

れ
だ
け
で
は
緊
急
時
に
後
手
に
回
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

電
力
供
給
を
守
る
に
は
道
路
・
物
流
・
情
報
通
信
等

の
助
け
も
必
要
だ
。
イ
ン
フ
ラ
を
支
え
て
い
な
が
ら
、

逆
に
支
え
ら
れ
て
い
る
面
も
あ
る
。
い
わ
ば
相
互
依

存
の
関
係
に
あ
り
、
自
己
完
結
で
き
る
も
の
で
は
な

い
。
イ
ン
フ
ラ
事
業
者
同
士
の
連
携
や
国
・
自
治
体

あ
り
、
社
会
の
共
感
が
得
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難

い
。

　

電
気
事
業
者
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
平
時
よ
り

も
有
事
の
緊
急
時
対
応
が
し
っ
か
り
と
で
き
る
こ
と
。

例
え
ば
緊
急
時
対
応
を
基
準
に
し
て
組
織
を
つ
く
り

直
す
と
ど
う
な
る
か
。
有
事
に
備
え
た
人
的
・
物
的

リ
ソ
ー
ス
は
、
平
時
に
は
ム
ダ
と
映
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
有
事
に
は
そ
れ
こ
そ
が
生
き
残
り
に
つ
な
が

る
。
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
（
抵
抗
力
・
回
復
力
）
と
し
て

の
ム
ダ
を
ど
う
備
え
る
か
、
電
力
全
体
、
国
全
体
で

議
論
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
将
来
の
リ
ス
ク
シ
ナ
リ
オ
を
描
く
と
、

ど
の
よ
う
な
対
応
能
力
が
必
要
か
。
技
術
者
は
リ
ス

ク
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と
思
い
が
ち
だ
が
、
事

故
は
起
き
る
も
の
と
し
て
、
継
続
的
に
対
策
の
前
提

を
検
証
・
学
習
し
、
現
場
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し

て
い
く
こ
と
が
肝
要
だ
。
例
え
ば
米
軍
の
訓
練
や

企
業
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
で
は
、
敢
え

て
敵
の
立
場
か
ら
自
社
の
脆
弱
性
を
探
り
出
す
手
法

「
レ
ッ
ド
チ
ー
ム
」で
危
機
管
理
能
力
を
磨
い
て
い
る
。

　

原
子
力
は
原
子
力
だ
け
で
閉
じ
て
考
え
て
は
い
け

な
い
。
相
互
依
存
す
る
社
会
の
な
か
で
、
我
々
は
ど

う
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
に
向
き
合
う
か
。
原
子
力

が
そ
の
議
論
の
き
っ
か
け
と
な
り
、
社
会
全
体
と
し

て
リ
ス
ク
に
向
き
合
う
意
識
が
高
ま
れ
ば
、
原
子
力

を
持
続
的
に
使
い
続
け
る
こ
と
も
可
能
だ
と
考
え
て

い
る
。

な
ど
が
一
体
と
な
っ
て
動
く
ス
キ
ー
ム
が
望
ま
れ
る
。

と
り
わ
け
原
子
力
の
緊
急
事
態
は
国
家
的
危
機
管
理

レ
ベ
ル
の
事
態
。
一
事
業
者
で
何
と
か
し
よ
う
と
い

う
問
題
で
は
な
く
国
を
挙
げ
た
対
応
が
不
可
欠
だ
。

　

残
念
な
が
ら
日
本
は
欧
米
に
比
べ
る
と
、
そ
の
種

の
連
携
が
弱
い
。
も
と
も
と
縦
割
り
行
政
の
も
と
に

定
め
ら
れ
た
法
制
度
に
則
り
社
会
が
動
く
な
か
、
緊

急
時
に
も
国
・
自
治
体
・
事
業
者
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ

の
枠
組
み
の
中
で
動
く
た
め
、
シ
ー
ム
レ
ス
な
対
応

に
は
至
っ
て
い
な
い
。
結
果
、
隙
間
に
落
ち
た
問
題

が
リ
ス
ク
を
さ
ら
に
拡
大
さ
せ
る
。

　

相
互
依
存
社
会
に
お
い
て
リ
ス
ク
は
シ
ス
テ
ミ
ッ

ク
（
複
合
的
）
に
現
れ
る
。
技
術
リ
ス
ク
が
顕
在
化

す
る
一
方
で
、
経
済
リ
ス
ク
、
文
化
的
摩
擦
が
起
き

る
な
ど
、
異
な
る
リ
ス
ク
が
さ
ま
ざ
ま
に
現
れ
る
。

緊
急
事
態
が
生
じ
た
原
因
が
自
然
災
害
で
あ
れ
、
事

故
で
あ
れ
、
テ
ロ
や
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で
あ
れ
、
人
命

安 全 ・ 安 心 へ の 視 点
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心
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を
守
り
、
多
様
な
社
会
的
機
能
を
守
り
、
被
害
を
最

小
化
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
つ
ま
り
オ
ー
ル
ハ

ザ
ー
ド
対
応
で
、
高
度
に
複
雑
化
し
相
互
依
存
を
深

め
る
社
会
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

　

原
子
力
の
安
全
も
、
そ
う
い
う
大
き
な
流
れ
の
中

で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
東
日
本
大
震
災
以
降
、
頻

繁
に
使
わ
れ
る

「
世
界
最
高
水
準

の
安
全
性
」
と
い

う
言
葉
に
は
違
和

感
を
覚
え
る
。
も

ち
ろ
ん
技
術
的
な

安
全
性
を
高
め
る

こ
と
は
重
要
だ
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
な

い
。
人
命
は
も
ち

ろ
ん
、
さ
ま
ざ
ま

な
社
会
的
・
経
済

的
機
能
の
喪
失
、

地
域
の
生
活
・
文

化
的
営
み
の
破
壊
、

日
本
や
地
域
の
風

評
被
害
な
ど
も
、

安
全
が
損
な
わ
れ

た
状
態
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
と
こ
ろ

が
規
制
機
関
も
事

業
者
も
、
未
だ
技

術
的
安
全
性
に
終

始
し
て
い
る
感
が

産業競争力懇談会＋東京大学政策ビジョン研究センター「レジリエント・ガバナンス研究会」の資料をもとに作成

日本のリスク 相互連関マップ［資源・エネルギー関連］

レジリエンス（抵抗力・回復力）に関する国内外対比

日本 諸外国 
自然災害系が中心 （地震、津波など） 対象リスク オールハザード（経済、環境、自然、技術など）

絶対におこってはならない事象に対する脆弱性評価 リスク評価 ナショナル・リスク・アセスメント（発生可能性と影響度による評価）
（ローカル・アジェンダとしての）防災、減災、強靱化 背景認識と目的 （グローバル・アジェンダとしての） ナショナル・レジリエンス

官民それぞれが個別具体対応 体制 官民協調 （ホール・ガバメント・アプローチ）

＊資源・エネルギー関連＝「エネルギー確保の不安定化」「資源価格の極端な変動」「原子力発電の利用管理問題」は、経済、環境、地政学、社会、
テクノロジーのすべての分野と関連している。「原子力発電の利用管理問題」は、「環境破壊を招く大事故」や「政治の混乱」と相互連関している。

東京大学政策ビジョン研究センター「日本のリスク・ランドスケープ 第2回調査結果」（2015年1月）の資料をもとに作成
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グレーゾーン

　

原
子
力
や
化
学
プ
ラ
ン
ト
、
航
空
機
や
ロ
ケ
ッ
ト

な
ど
─
─
「
巨
大
技
術
」
と
は
、
単
に
規
模
が
大
き

い
技
術
で
は
な
く
、
設
計
段
階
で
将
来
起
こ
り
得
る

す
べ
て
を
想
定
で
き
な
い
技
術
。
例
え
ば
ど
ん
な
負

荷
が
か
か
る
の
か
？  

何
が
致
命
打
に
な
る
の
か
？  

な
ど
。
だ
か
ら
設
計
だ
け
で
な
く
、
運
用
、
保
守
、

廃
棄
ま
で
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
全
体
を
考
え
て
安
全

を
確
保
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
巨

大
技
術
で
は
想
定
外
の
事
象
が
起
こ
る
こ
と
を
前
提

に
す
る
。
そ
れ
を
我
々
技
術
者
だ
け
で
な
く
、
一
般

の
人
々
に
も
理
解
し
て
も
ら
わ
な
い
と
い
け
な
い
。

　

想
定
外
に
ど
う
対
応
す
る
か
。
例
え
ば
隕
石
の
落

下
。
隕
石
落
下
に
備
え
て
絶
対
壊
れ
な
い
よ
う
設
計

す
る
の
は
非
現
実
的
だ
ろ
う
。
で
は
三
〇
ｍ
の
津
波

に
対
し
て
は
？ 

一
五
ｍ
で
は
ど
う
か
─
─
事
象
は

も
と
も
と
連
続
的
で
、
こ
こ
ま
で
や
れ
ば
大
丈
夫
と

い
う
こ
と
は
な
い
。
切
れ
目
の
な
い
連
続
事
象
に
対

し
、
ど
う
対
応
す
る
か
が
安
全
確
保
の
基
本
姿
勢
だ
。

　

こ
の
連
続
的
な
事
象
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
「
深
層

防
護
」
の
基
本
的
な
考
え
方
。
例
え
ば
航
空
機
落
下

く
ら
い
な
ら
設
計
で
対
応
で
き
る
が
、
隕
石
落
下
だ

と
確
実
に
壊
れ
る
か
ら
「
逃
げ
る
」
対
応
が
必
要
と

な
る
。
よ
く
「
世
界
最
高
水
準
の
基
準
」
と
い
う
が
、

非
常
に
大
き
な
地
震
動
を
設
定
し
極
め
て
堅
固
な
構

造
に
し
た
り
、
巨
大
な
防
潮
堤
を
築
く
こ
と
だ
け
で

は
、
十
分
に
安
全
を
確
保
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

東
日
本
大
震
災
で
は
防
潮
堤
で
守
ら
れ
て
い
る
は
ず

の
地
域
の
人
の
被
害
が
大
き
か
っ
た
。
防
潮
堤
か
ら

離
れ
た
地
域
の
人
は
迅
速
に
避
難
し
た
が
、
ひ
と
た

び
安
全
と
思
っ
た
人
は
逃
げ
遅
れ
、
危
険
な
目
に

遭
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

原
子
力
に
も
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
以
前

か
ら
五
層
の
深
層
防
護
の
思
想
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、

設
計
で
対
応
で
き
る
範
囲
に
つ
い
て
は
規
制
で
定
め

に
対
応
す
る
に
は
、
マ

ニ
ュ
ア
ル
を
つ
く
る
だ
け

で
な
く
い
か
に
臨
機
応
変

に
対
応
で
き
る
か
。

　

安
全
対
策
は
設
計
か
ら

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
避
難

ま
で
全
体
を
踏
ま
え
て
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

複
雑
な
巨
大
技
術
を
す
べ

て
設
計
し
尽
く
す
こ
と
は

あ
り
得
ず
、
オ
ペ
レ
ー

シ
ョ
ン
と
の
バ
ラ
ン
ス
で

安
全
を
確
保
す
る
。
持
て

る
資
源
に
は
限
り
が
あ
る

か
ら
、
頻
度
や
影
響
度
な

ど
に
応
じ
て
合
理
的
に
対

応
す
る
。
ど
こ
か
で
線
引

き
を
し
て
片
方
だ
け
に
注

力
す
る
の
で
は
な
く
全
体

を
カ
バ
ー
す
る
。
海
外
の

事
故
事
例
な
ど
も
電
力
会

社
間
で
共
有
し
な
が
ら
、

こ
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を

日
々
改
善
し
続
け
る
こ
と

が
肝
要
だ
。

　

安
全
確
保
の
基
本
と
し

て
、
連
続
し
た
事
象
と
い

う
世
界
観
を
ま
ず
は
持
た
な
い
と
い
け
な
い
。
ど
こ

か
で
線
引
き
し
よ
う
と
す
る
の
は
安
心
し
た
い
か
ら

だ
ろ
う
が
、
実
は
「
安
心
」
と
い
う
概
念
は
欧
米
に

は
な
い
。

　

人
は
安
心
し
た
途
端
に
安
全
で
な
く
な
る
。
昔
は

け
っ
こ
う
危
険
な
遊
具
も
あ
り
、
子
供
た
ち
は
常
に

緊
張
し
な
が
ら
遊
ん
で
い
た
。
今
は
親
が
先
回
り
し

て
危
険
を
排
除
す
る
か
ら
、
子
供
は
何
が
危
険
か
わ

か
ら
ず
か
え
っ
て
大
怪
我
を
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は

健
全
な
状
態
で
は
な
い
。
人
間
が
弱
く
な
っ
て
い
る
。

人
間
の
代
わ
り
に
ど
ん
ど
ん
技
術
に
任
せ
る
こ
と
が

増
え
、
人
間
は
ま
す
ま
す
弱
く
な
る
。
連
続
す
る
事

象
に
対
し
て
技
術
と
人
間
の
バ
ラ
ン
ス
に
よ
り
安
全

を
確
保
し
て
い
く
べ
き
だ
。

　

日
本
の
規
制
は
一
旦
、
安
全
の
た
め
の
基
準
を
定

め
る
と
、
基
準
に
則
っ
て
百
点
を
求
め
る
一
方
、
グ

レ
ー
な
領
域
は
手
を
つ
け
に
く
い
た
め
目
を
背
け
る

傾
向
が
あ
る
。
原
子
力
の
連
続
事
象
の
全
体
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
電
力
会
社
。
特
に
グ
レ
ー
な
領

域
で
、
地
域
や
自
治
体
、
メ
ー
カ
ー
な
ど
と
も
協
力

し
て
継
続
的
か
つ
自
主
的
な
改
善
活
動
の
実
施
を
求

め
た
い
。
そ
し
て
一
般
の
人
々
も
含
め
、
巨
大
技
術

に
安
心
す
る
こ
と
な
く
安
全
の
た
め
の
自
己
判
断
を

忘
れ
ず
に
続
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
結
果
と

し
て
安
全
で
安
心
な
社
会
を
実
現
で
き
る
は
ず
だ
。

ら
れ
、
力
を
入
れ
る
一
方
、
設
計
基
準
外
の
想
定
外

に
つ
い
て
は
軽
視
し
て
い
た
面
が
あ
っ
た
。
福
島
第

一
の
事
故
で
は
こ
れ
ま
で
の
想
定
外
が
現
実
の
も
の

と
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

そ
し
て
現
在
は
設
計
基
準
外
に
つ
い
て
も
新
規
制
基

準
に
よ
り
大
幅
に
強
化
さ
れ
て
い
る
。

　

安
全
（
白
）
か
ら
危
険
（
黒
）
へ
向
か
う
間
に
は

グ
レ
ー
の
領
域
が
あ
る
。
設
計
で
対
応
で
き
る
範
囲

で
は
決
ま
っ
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
従
っ
て
対
応
す
る
こ

と
が
基
本
と
な
る
が
、
設
計
基
準
外
で
は
現
場
の
判

断
に
よ
る
「
臨
機
応
変
」
な
対
応
が
重
要
と
な
る
。

ま
た
、
深
層
防
護
の
第
三
層
と
第
四
層
の
接
続
を
考

え
る
と
設
計
を
担
う
メ
ー
カ
ー
と
よ
り
緊
密
に
連
携

す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
第
四
層
と
第
五
層
の

接
続
を
考
え
る
と
、
敷
地
内
は
電
力
会
社
が
安
全
を

守
り
、
敷
地
外
は
自
治
体
が
主
導
し
て
住
民
を
避
難

さ
せ
る
と
い
う
連
携
が
発
生
す
る
だ
ろ
う
。
想
定
外
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笠
原
直
人 

東
京
大
学
大
学
院
工
学
系
研
究
科
原
子
力
国
際
専
攻
教
授

技
術深

層
防
護
、巨
大
技
術
に
お
け
る

連
続
事
象
へ
の
処
方
箋

かさはら　なおと
東京大学大学院工学系研究科
原子力国際専攻教授
1960年東京都生まれ。東京大学大
学院工学系研究科修士課程修了。工
学博士（東京大学）。動力炉・核燃料
開発事業団（現・日本原子力研究開発
機構）入所、高速増殖炉の構造設計評
価法の研究開発に従事、フランス原
子力庁カダラッシュ研究所客員研究
員などを経て、2008年より現職。著
書『原子力教科書 高速炉システム設
計』、共著『福島原発で何が起こった
か──政府事故調技術解説』『震災後
の工学は何を目指すのか』など。
http://www.n.t.u-tokyo.ac.jp/kasahara/

リスク概念による潜在的危険性の認識

日本 欧米

笠原直人氏の資料をもとに作成

安全 安全危険 危険

想定内←　→想定外

原子力発電所における深層防護による対策の強化（関西電力）

事故以前の対策 事故直後の対策 さらなる安全性向上対策

設計基準外

第5層
人的被害防止
環境回復

防災
◦緊急時対応体制の
　強化、充実
◦重大事故対策
  ◦がれき撤去用重機の
  　配備 等
◦緊急安全対策
  ◦電源確保
  ◦冷却確保
  ◦浸水対策

◦原子力緊急事態支援センターの
　整備
◦恒設非常用発電機
◦免震事務棟
◦大容量ポンプ
◦中圧ポンプ
◦フィルタ付ベント設備
◦静的触媒式水素再結合装置
◦特定重大事故等対処施設 等

第4層
大規模な放射性物質の放出防止
格納容器損傷防止

（放出抑制・拡散緩和）
アクシデント・マネジメント
常用機器等による炉心損傷回避、
格納容器破損回避のための
アクシデント・マネジメント対策

第3層
事故の

影響緩和

著しい炉心損傷防止

設計基準内

炉心損傷防止
格納容器健全性維持

緊急炉心冷却装置、格納容器スプレイ系 等

◦火災防護対策 等
第2層 原子力施設の異常拡大防止 異常検知・停止装置 等

第1層 原子力施設の異常発生防止 インターロック 等

■福島第一原子力発電所事故以前の対応範囲
■福島第一原子力発電所事故後の対応範囲

【ソフト面の強化】要員確保・訓練の強化と継続
（安全システム全体を俯瞰できる人材の育成強化 等）

http://www.kepco.co.jp/corporate/energy/nuclear_power/
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緊
急
事
態
と
は
、
あ
る
日
突
然
、
予
想
し
て
い
な

い
事
態
が
発
生
し
、
日
常
と
は
異
な
る
対
処
が
求
め

ら
れ
た
り
、
時
間
が
限
ら
れ
る
な
か
、
自
分
で
対
処

し
な
け
れ
ば
重
大
な
結
果
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な

状
況
の
こ
と
。
つ
ま
り
、「
突
発
性
」「
予
想
外
性
」

「
非
日
常
性
」「
時
間
的
切
迫
性
」「
対
処
の
当
事
者

性
」「
結
果
の
重
大
性
」
な
ど
に
よ
り
現
れ
る
。

　

こ
の
と
き
人
間
は
ど
う
な
る
の
か
。
心
理
特
性
の

一
つ
に
「
正
常
化
の
偏
見
」
が
あ
る
。
緊
急
事
態
が

起
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
常
の
延
長
線
上

で
事
象
を
捉
え
、「
大
丈
夫
だ
ろ
う
」
と
楽
観
視
し

て
し
ま
う
。
一
九
九
五
年
の
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
で

は
、
当
初
多
く
の
人
が
体
の
異
常
を
「
風
邪
か
な
」

と
思
っ
た
こ
と
も
そ
の
一
例
だ
。
人
間
は
危
険
を
す

ぐ
に
は
認
識
し
よ
う
と
し
な
い
わ
け
だ
が
、
ひ
と
た

び
危
険
を
認
識
す
る
と
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
る
。

　

パ
ニ
ッ
ク
に
陥
っ
た
人
間
の
行
動
特
性
の
一
つ
に
、

来
た
道
を
戻
ろ
う
と
す
る
「
帰
巣
性
」
が
あ
る
。
新

幹
線
の
ホ
ー
ム
で
弁
当
を
買
っ
て
い
る
と
き
発
車
の

ベ
ル
が
鳴
る
と
、
近
い
ド
ア
か
ら
乗
れ
ば
い
い
の
に
、

わ
ざ
わ
ざ
も
と
来
た
遠
く
の
ド
ア
に
向
か
っ
て
走
っ

て
し
ま
う
よ
う
な
行
動
だ
。
他
に
は
危
険
の
逆
方

向
に
逃
げ
る
「
退
避
性
」、
明
る
い
方
向
に
逃
げ
る

「
指
光
性
」、
他
人
に
つ
い
て
い
く
「
追
従
性
」
な
ど

の
ほ
か
、
思
考
停
止
、
動
け
な
く
な
る
と
い
っ
た
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
パ
ニ
ッ
ク
状
態
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
る
。

　

パ
ニ
ッ
ク
を
起
こ
し
に
く
く
す
る
に
は
、
事
前

の
「
訓
練
」
が
重
要
だ
。
例
え
ば
火
災
時
に
パ
ニ
ッ

ク
に
陥
る
と
、
消
火
器
の
使
い
方
を
頭
で
は
理
解
し

て
い
て
も
実
際
に
扱
っ
た
こ
と
が
な
い
人
は
、
そ
の

ま
ま
火
の
中
に
投
げ
込
ん
だ
り
す
る
。
ま
た
防
火

シ
ャ
ッ
タ
ー
の
前
で
力
尽
き
て
し
ま
う
被
災
者
も
多

い
。
す
ぐ
横
に
非
常
口
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
、

普
段
出
入
り
し
て
い
る
方
へ
向
か
い
閉
じ
込
め
ら
れ

て
し
ま
う
の
だ
。
学
校
や
職
場
な
ど
で
実
施
さ
れ
る

避
難
訓
練
や
消
防
訓
練
で
実
際
に
体
験
し
て
お
く
だ

け
で
随
分
違
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
は
、
事
前
に
シ
ナ

リ
オ
を
知
ら
せ
た
上
で
進
め
ら
れ
る
「
シ
ナ
リ
オ
訓

練
」
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
実
際
の
緊
急
時

に
は
、
刻
々
と
変
わ
る
状
況
下
で
次
々
に
判
断
を
迫

ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
シ
ナ
リ
オ
を
見
せ
ず
、
変
化

す
る
状
況
下
で
判
断
・
行
動
さ
せ
る
「
ブ
ラ
イ
ン
ド

訓
練
」
が
よ
り
有
効
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

私
自
身
、
国
内
外
の
災
害
現
場
へ
の
出
動
を
多
く

経
験
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
想
定
外
は
絶
え
ず
起

き
て
い
る
。
東
日
本
大
震
災
で
は
原
子
力
災
害
も
発

生
し
た
た
め
、
我
々
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
（
災
害
派
遣
医
療

チ
ー
ム
）
は
医
療
搬
送
を
担
っ
た
が
、
我
々
の
病
院

車
両
だ
け
で
は
足
り
ず
、
バ
ス
や
福
祉
タ
ク
シ
ー
、

ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
な
ど
の
手
配
に
時
間
を
要
し
た
。
原

子
力
災
害
へ
の
備
え
と
し
て
訓
練
は
も
と
よ
り
、
自
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中
田
敬
司 

神
戸
学
院
大
学
現
代
社
会
学
部
社
会
防
災
学
科
教
授

行
動パ

ニッ
ク
時
の
行
動
特
性
と

訓
練
の
重
要
性

なかた　けいじ
神戸学院大学現代社会学部
社会防災学科教授
1959年愛媛県生まれ。広島工業大
学卒、日本医科大学大学院博士課程
修了。医学博士。広島市消防局にて
消防航空救助隊員及び国際消防救助
隊として活動。99年～JICA国際緊
急援助隊（JDR）医療チームメンバー
としてコロンビア・トルコ・台湾・イ
ラン等の地震・津波災害救助活動に
従事。東亜大学教授を経て、2014年
より現職。防災・災害医療システム、
事故防止、ヒューマンエラーなど研
究。厚生労働省日本DMAT検討委
員会作業部会委員。
http://www.kobegakuin.ac.jp/
information/public/teacher/social/
nakata.html

力
避
難
で
き
な
い
人
が
ど
れ
だ
け
い
て
、
搬
送

車
両
は
何
台
必
要
か
な
ど
具
体
的
な
計
画
は
不

可
欠
だ
。

　

組
織
的
に
は
、
集
団
内
に
一
定
の
ヒ
エ
ラ
ル

キ
ー
が
存
在
し
、
上
位
の
人
間
が
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
い
る
状
況
で
は
パ
ニ
ッ
ク

は
起
こ
り
に
く
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
上
位
の
人

間
が
正
し
い
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
危

険
を
脱
す
る
可
能
性
が
高
ま
る
。
二
〇
一
〇
年

の
チ
リ
の
鉱
山
落
盤
事
故
で
六
九
日
後
に
三
三

人
全
員
が
奇
跡
の
生
還
を
遂
げ
た
の
は
、
現
場

監
督
だ
っ
た
リ
ー
ダ
ー
の
存
在
が
大
き
か
っ

た
。
逆
に
「
船
頭
多
く
し
て
」
の
悲
劇
の
事
例

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
映
画
に
も
な
っ
た

一
九
〇
二
年
八
甲
田
山
で
の
未
曾
有
の
遭
難
事

故
だ
。
映
画
で
は
指
揮
命
令
の
混
乱
が
克
明
に

描
か
れ
て
い
た
。
最
終
責
任
者
を
明
確
に
し
、

方
針
を
決
定
。
そ
の
方
針
の
も
と
、
そ
れ
ぞ
れ

の
現
場
責
任
者
が
全
体
と
情
報
共
有
し
な
が
ら

自
律
分
散
的
に
活
動
す
る
こ
と
が
重
要
だ
。
福

島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
の
教
訓
で
も
あ
る

が
、
や
は
り
現
場
を
熟
知
し
て
い
る
責
任
者
が

現
場
対
応
の
意
思
決
定
を
し
、
国
や
本
社
が
現

場
活
動
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
体
制
で
な
い
と

事
故
を
拡
大
し
か
ね
な
い
。

　

日
頃
か
ら
訓
練
を
重
ね
体
制
を
整
え
る
こ
と

に
加
え
、
災
害
が
起
き
た
と
き
重
要
な
の
が

緊急事態の特徴と
パニック時の行動特性

災害発生時（緊急事態）とは
❶非日常性：日常の対処とは全く異なる　❷予想外性：あらかじめ予想されていない
❸突発性：事態の発生が突然　❹結果の重大性：未処置で重大な結果
❺時間的切迫性：対処できる時間が限られる　❻対処の当事者性：自分が対処しなければ　など

パニック時の行動特性
❶帰巣性（日常動線）　❷退避性（危険回避）　❸指光性（向光）　❹追従性　❺左回り（直進性）　
❻易視経路選択　❼至近距離選択　など。 注意の一点集中（心理的視野狭窄）・認知の変容、思
考・記憶力低下・思考停止、動けない（ネガティブパニック）なども起きる

パニックの
起こりにくい状態

十分に訓練された集団では
パニックが発生しにくい

危機的状況でも速やかに各人の役割分担がなされ、全員が全員で同じ行動に走り、結果パニックに陥
る事態が防止される。強度のストレスに晒された人間の脳は、より衝動的な考えが支配的になるが、この
ストレスを軽減できれば、結果として理性的な行動を行いやすい

集団内に一定の権力や
威厳といったヒエラルキーが
存在する場合

集団はストレスの原因となる事象よりも、上位の存在の言動に注目するため、ストレスが緩和されるとも考
えられる。一方、上位の存在が真っ先にパニックを起こす集団では、むしろ集団全体のパニックが増幅さ
れ、悲劇的な結果に陥りやすい。よって、上位存在が良かれ悪しかれ一定のリーダーシップを発揮してい
る限り一定の安全性が保持され、パニックによる集団の被害は軽減する。特にリーダーが適切な判断を
下す能力があれば、その集団が危険を脱する可能性は格段に向上する

災害時の情報管理と
広報活動

組織の情報管理
❶情報収集手段体制の確立　❷情報の更新・情報の共有化のしくみ
❸情報伝達ルート（組織内・組織間伝達）　＊伝達ルートはプロセスを最小にした集権集中型
❹情報の歪み防止　❺情報伝達結果の評価　❻住民からの問い合わせ対応体制

広報活動留意点
❶警報に対し半信半疑　＊事態の緊迫性を正確に伝える/住民がどうするのか等
❷発表内容の統一化　❸専門用語の翻訳　解りやすく伝える　❹情報はすべてオープンに
❺第一報は不十分でも公式情報として積極的に　❻情報弱者への対策（視聴覚障害者・外国人など）

中田敬司氏の資料をもとに作成

「
情
報
」
の
扱
い
だ
。
情
報
を
制
す
る
者
は
災
害
を
制

す
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
ま
ず
は
情
報
収
集
を
急
ぐ
。

但
し
一
〇
〇
％
の
情
報
入
手
を
待
っ
て
い
て
は
手
遅

れ
に
な
る
た
め
、
あ
る
程
度
集
ま
っ
た
段
階
で
、
次

に
起
き
そ
う
な
こ
と
を
予
測
し
て
手
を
打
っ
て
い
く
。

　

一
方
、
情
報
発
信
で
大
事
な
こ
と
は
伝
達
プ
ロ
セ

ス
の
最
小
化
。
伝
言
ゲ
ー
ム
に
よ
る
情
報
の
変
容
を

防
ぐ
た
め
、
情
報
は
広
く
一
斉
に
発
信
す
る
。
避
難

に
関
す
る
情
報
発
信
で
は
、
住
民
が
ど
う
動
け
ば
い

い
か
、
い
つ
ま
で
に
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

な
ど
具
体
的
な
行
動
を
促
す
よ
う
発
信
す
る
こ
と
が

大
切
だ
。
原
子
力
災
害
で
は
住
民
へ
の
直
接
的
な
情

報
伝
達
や
避
難
誘
導
は
自
治
体
の
役
割
に
な
る
が
、

電
力
会
社
は
自
治
体
が
具
体
的
な
指
示
を
出
せ
る
よ

う
情
報
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
地
域
の
避
難
訓
練
に

積
極
的
に
関
与
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
。
そ

れ
が
事
故
影
響
の
抑
制
に
つ
な
が
る
は
ず
だ
。

　

緊
急
時
に
は
人
間
誰
し
も
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
る
。
そ

う
な
る
こ
と
を
念
頭
に
、
常
日
頃
か
ら
訓
練
し
て
お

く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
一
般
に
災
害
を
乗
り
越
え
る

に
は
、
自
助
が
七
割
、
近
隣
で
助
け
合
う
共
助
が
二

割
、
国
や
公
的
機
関
に
よ
る
公
助
は
一
割
と
い
わ
れ

る
。
ま
ず
は
自
分
自
身
を
守
れ
る
よ
う
備
え
て
お
か

な
い
と
、
緊
急
事
態
を
乗
り
切
る
こ
と
は
難
し
い
。

と
り
わ
け
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を
担
う
電
力
会
社
は
、
自

助
を
強
化
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
使
命
と
責
務
を
滞

り
な
く
果
た
す
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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私
が
最
初
に
原
子
力
に
関
わ
っ
た
の
は
一
九
九
九

年
の
Ｊ
Ｃ
Ｏ
臨
界
事
故
。
こ
の
と
き
東
海
村
の
住
民

が
避
難
し
た
の
は
僅
か
一
日
。
そ
れ
で
も
世
論
が
事

故
前
に
戻
る
の
に
二
年
か
か
っ
た
。
福
島
第
一
原

子
力
発
電
所
事
故
か
ら
五
年
近
く
経
つ
が
、
未
だ

一
〇
万
人
を
超
え
る
人
々
が
も
と
の
生
活
に
戻
っ
て

い
な
い
。
原
子
力
に
対
す
る
世
論
が
厳
し
い
ま
ま
と

い
う
の
は
あ
る
意
味
当
然
か
も
し
れ
な
い
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
は
、
日
頃
の
人

間
関
係
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
仲
良
く
な
り
た
い
、

わ
か
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
側
が
努
力
す
る
も
の
。

そ
う
で
な
い
と
振
り
向
い
て
も
ら
え
な
い
し
、
一
方

的
に
喋
っ
て
も
関
心
が
な
い
話
題
で
は
聞
い
て
も
ら

え
な
い
。
相
手
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
つ
も
り
で
も
、

実
は
独
り
善
が
り
の
憶
測
に
過
ぎ
な
い
こ
と
も
多
い
。

　

そ
も
そ
も
市
民
と
専
門
家
と
の
間
で
は
科
学
技
術

に
対
す
る
関
心
や
認
識
に
ズ
レ
が
あ
る
。
例
え
ば
、

あ
る
科
学
技
術
の
価
値
を
判
断
す
る
際
、
市
民
の
観

点
は
科
学
技
術
が
も
た
ら
す
可
能
性
や
リ
ス
ク
な
ど
、

時
勢
に
応
じ
て
変
化
し
て
い
く
の
に
対
し
、
専
門
家

は
一
貫
し
て
科
学
技
術
の
必
要
性
を
重
視
す
る
。
ま

た
両
者
と
も
に
科
学
技
術
が
予
想
で
き
な
い
リ
ス
ク

を
有
し
て
い
る
こ
と
は
認
識
し
つ
つ
も
、
専
門
家
は

制
御
で
き
る
自
信
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
市
民

は
そ
こ
ま
で
で
き
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
特
に
福

島
第
一
発
電
所
の
事
故
後
、
専
門
家
に
対
す
る
信
頼

は
著
し
く
低
下
し
て
い
る
が
、
専
門
家
自
身
は
ま
だ

自
信
が
あ
り
、
市
民
の
意
識
と
乖
離
し
て
い
る
。

　

電
力
業
界
で
考
え
て
み
る
と
、
専
門
家
で
あ
る
電

力
会
社
は
「
原
子
力
の
必
要
性
」
を
強
調
し
が
ち

だ
が
、
市
民
が
気
に
し
て
い
る
の
は
む
し
ろ
原
子

力
の
リ
ス
ク
や
事
業
者
の
信
頼
性
。
科
学
技
術
を

一
〇
〇
％
制
御
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
の
前
提
に
立

ち
、
現
段
階
で
対
策
で
き
て
い
る
こ
と
と
今
後
の
課

　

も
ち
ろ
ん
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
原
子
力
の
リ

ス
ク
に
関
し
て
地
元
住
民
と
認
識
を
共
有
し
て
い
く

た
め
、
電
力
会
社
は
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
単
に
リ
ス
ク
を
説

明
す
る
活
動
で
は
な
い
。
リ
ス
ク
に
つ
い
て
一
緒
に

考
え
、
信
頼
関
係
を
築
く
活
動
だ
。

　

そ
の
な
か
で
大
事
な
の
は
「
聴
く
力
」。
自
ら
積

極
的
に
地
域
の
人
が
集
ま
る
場
に
出
向
い
て
、
人
々

の
声
を
聴
く
、
意
見
を
も
ら
う
工
夫
が
大
切
だ
。
す

ぐ
に
で
き
る
こ
と
で
一
つ
提
案
し
た
い
こ
と
が
あ
る
。

住
民
説
明
会
な
ど
の
場
で
、
電
力
会
社
の
人
が
一
通

り
説
明
を
終
え
た
後
、
よ
く
使
う
の
が
「
ご
理
解
い

た
だ
き
た
い
」
と
い
う
言
葉
。
そ
う
言
わ
れ
る
と
疑

問
が
あ
っ
て
も
質
問
す
る
の
は
い
か
に
も
理
解
し
て

い
な
い
よ
う
で
憚
ら
れ
る
。
こ
の
一
言
を
や
め
て
は

ど
う
か
。
代
わ
り
に
「
疑
問
や
質
問
を
聴
か
せ
て
ほ

し
い
」
と
言
え
ば
い
い
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
大
事
な
の
は
住
民
の
意
見
を
聞

き
流
す
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
「
学
ぶ
力
」。
住

民
の
意
見
や
指
摘
を
聴
い
て
学
ん
で
改
善
し
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
を
回
し
続
け
る
。

信
頼
関
係
を
築
く
に
は
時
間
も
手
間
も
か
か
る
が
、

そ
れ
を
惜
し
ま
ず
取
り
組
む
こ
と
が
大
切
だ
ろ
う
。

　

安
全
へ
の
取
り
組
み
に
終
わ
り
が
な
い
よ
う
に
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
も
終
わ
り
は
な
い
。
立
地

地
域
は
も
ち
ろ
ん
消
費
地
の
人
に
も
届
く
よ
う
、
勇

気
あ
る
一
歩
を
踏
み
出
し
て
ほ
し
い
。

題
を
も
っ
と
率
直
に
伝
え
れ
ば
い
い
の
に
、
必
要
性

ば
か
り
に
こ
だ
わ
っ
て
い
て
は
す
れ
違
っ
て
し
ま
う
。

　

福
島
第
一
発
電
所
の
事
故
前
か
ら
、
電
力
会
社
は

戸
別
訪
問
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
出
前
授
業
、
説

明
会
や
情
報
紙
の
発
行
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
理
解
活
動

に
取
り
組
ん
で
き
た
。
こ
れ
以
上
新
た
な
手
法
は
不

要
で
、
重
要
な
の
は
「
中
身
」。
特
に
立
地
地
域
で

中
身
の
あ
る
活
動
に
な
っ
て
い
る
か
、
今
一
度
振
り

返
っ
て
み
て
は
ど
う
か
。
と
い
う
の
も
、
消
費
地
の

人
々
は
日
頃
か
ら
原
子
力
に
つ
い
て
さ
ほ
ど
考
え
て

い
る
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
事
故
が
起
き
た
と
き
に

地
元
の
人
が
避
難
で
き
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
は
関

心
が
あ
る
。
電
力
会
社
が
地
元
の
人
々
の
安
全
を
守

る
た
め
に
行
う
努
力
や
姿
勢
は
、
ひ
い
て
は
消
費
地

へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
も
な
り
得
る
だ
ろ
う
。

　

例
え
ば
関
西
電
力
の
場
合
、
既
に
二
〇
〇
五
年
か

ら
立
地
地
域
で
あ
る
福
井
県
美
浜
町
に
原
子
力
の
本

安 全 ・ 安 心 へ の 視 点

土
屋
智
子 

Ｈ
Ｓ
Ｅ
リ
ス
ク
・
シ
ー
キ
ュ
ー
ブ
事
務
局
長

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

「
聴
く
力
」と「
学
ぶ
力
」で

一
歩
踏
み
出
す

つちや　ともこ
HSEリスク・シーキューブ 事務局長
1982年筑波大学卒、同大学院博士課
程修了退学、大阪大学大学院環境・エ
ネルギー工学専攻博士課程修了。工
学博士。電力中央研究所社会経済研
究所上席研究員としてリスクコミュ
ニケーションの研究と実践活動に
取り組む。2005年HSEリスク・シー
キューブ設立に参加。12年電力中
央研究所退職。共著『リスクコミュ
ニケーション論』など。内閣府原子
力安全委員会防災専門部会及び事
故・故障分析評価専門部会委員、東海
村総合計画審議会委員など歴任。
http://hse-risk-c3.or.jp/

社
機
能
を
移
し
、
地
域
に
根
ざ
す
姿
勢
を
示
し
て
い

る
。
そ
れ
を
も
っ
と
行
動
と
し
て
表
せ
ば
い
い
の
で

は
な
い
か
。
地
元
住
民
の
避
難
誘
導
は
自
治
体
の
役

割
だ
が
、
避
難
計
画
を
一
緒
に
考
え
た
り
、
緊
急
時

の
住
民
へ
の
対
応
で
一
歩
踏
み
出
し
て
み
る
。
今
の

ル
ー
ル
で
は
事
故
情
報
は
国
や
自
治
体
に
だ
け
伝
え

電力中央研究所の調査をもとに作成

＊各調査年のn値：1999年は一般市民n=735人・専門家n=707人、2009年は一般市民n=685人・専門家n=867人、2012年は一般市民n=673人・専門家n=918人

電力中央研究所の調査をもとに作成

電力中央研究所の調査をもとに作成

れ
ば
い
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
国
・
自
治
体
と
連
携

し
、
発
電
所
近
く
の
住
民
に
も
直
接
伝
え
れ
ば
、
住

民
と
の
絆
は
一
層
深
ま
る
だ
ろ
う
。
立
地
地
域
の
住

民
を
絶
対
に
守
る
と
い
う
姿
勢
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
消

費
地
に
届
け
ば
、
信
頼
を
取
り
戻
す
き
っ
か
け
に
な

る
の
で
は
な
い
か
。

科学技術を評価する際に重視する項目

「専門家の話は正しい」に同意する割合科学技術に関する価値観

国や企業などの科学や技術を
開発・利用する主体が信用できるかどうか

その科学や技術によって
人々が経済的に豊かになるかどうか

その科学や技術を
技術的にコントロールできるどうか

社会が規制してその科学や技術の
誤用・悪用を防ぐことができるかどうか

その科学や技術が
社会にとって必要かどうか

起こり得る事故の規模の大きさ

責任の所在がはっきりしているかどうか

事故の起こる確率の高さ

その科学や技術が
完成したものであるかどうか

将来、その科学や技術によって
何が起こるか予測できるかどうか

 一般市民 項目 専門家

■1999年
■2009年
■2012年

2009年

84.2

51.0

19.6

2012年
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35.5

■一般市民
■専門家

（％）

時
に
は
悪
用
や

誤
用
さ
れ
る

予
想
も
で
き
な
い

危
険
が
ひ
そ
ん
で
い
る

進
歩
が
速
す
ぎ
て

人
間
は
つ
い
て
い
け
な
い

人
間
に
は

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い

良
い
面
よ
り
も

悪
い
面
の
ほ
う
が
多
い

生
活
に
必
要

今
は
未
知
な
こ
と
も

や
が
て
解
明
さ
れ
る

生
活
は
よ
り
豊
か
で

便
利
に
な
る

人
間
の
健
康
や

能
力
に
と
っ
て
プ
ラ
ス

環
境
問
題
を
解
決
す
る

1

2

3

4

5

一般市民（2009年）　　　　　一般市民（2012年）
専 門 家（2009年）　　　　　専 門 家（2012年）そう思う

そう
思わない
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原
子
力
再
稼
動
に
関
連
し
て
バ
ッ
ク
エ
ン
ド
問
題

で
あ
る
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
地
層
処
分
が
議

論
に
な
っ
て
い
る
。
地
層
処
分
は
技
術
的
に
は
ほ
ぼ

確
立
し
て
い
る
が
、
問
題
は
そ
れ
を
ど
こ
で
引
き
受

け
て
も
ら
え
る
か
、
引
き
受
け
て
も
ら
う
に
は
ど
う

す
れ
ば
よ
い
か
、
だ
。

　

今
の
政
府
の
進
め
方
は
ど
う
か
。
二
〇
一
五
年
五

月
か
ら
全
国
九
ブ
ロ
ッ
ク
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催

し
た
ほ
か
、
既
に
約
四
〇
都
道
府
県
で
自
治
体
向
け

の
説
明
会
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
説
明
会

で
の
議
論
の
内
容
が
公
開
さ
れ
な
い
ま
ま
「
非
公

開
」
で
進
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
で
は
住
民
の

不
信
を
招
く
だ
け
だ
ろ
う
。

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
ビ
ュ
ー
ル
地
下
研
究
所
の
近
傍
で

地
層
処
分
場
の
設
置
許
可
申
請
が
行
わ
れ
る
見
通
し

だ
が
、
複
数
の
地
下
研
究
地
点
の
選
定
か
ら
ビ
ュ
ー

ル
に
絞
り
込
む
ま
で
、
政
府
か
ら
独
立
し
た
第
三
の

機
関
が
情
報
を
公
開
し
な
が
ら
進
め
て
き
た
。
つ
ま

り
住
民
へ
の
情
報
提
供
・
協
議
実
施
を
目
的
と
し
た

Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
（
地
域
情
報
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
委
員
会
）

を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
独
立
行
政
委
員
会
で
あ
る

Ｃ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
（
公
開
討
論
国
家
委
員
会
）
が
公
開
討
論

会
を
実
施
し
て
い
る
の
だ
。

　

日
本
で
も
も
っ
と
積
極
的
な
情
報
公
開
を
求
め
た

い
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
れ
以
前
に
、
そ
も
そ
も
一
般
の

人
が
「
地
層
処
分
」
と
い
う
言
葉
を
ど
こ
ま
で
知
っ

て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
現
状
、
放
射

性
廃
棄
物
と
聞
い
た
だ
け
で
、
得
体
の
知
れ
な
い
怖

い
も
の
と
い
う
印
象
で
地
層
処
分
場
な
ん
て
と
ん
で

も
な
い
、
と
デ
メ
リ
ッ
ト
だ
け
が
独
り
歩
き
し
て
い

る
。
し
か
し
こ
の
ま
ま
使
用
済
核
燃
料
を
各
地
の
原

子
力
発
電
所
に
置
い
て
お
く
の
に
比
べ
る
と
、
地
層

処
分
は
地
下
三
〇
〇
ｍ
に
隔
離
し
、
地
層
が
本
来
持

つ
閉
じ
込
め
る
性
質
を
利
用
す
る
た
め
、
リ
ス
ク
は

不
信
を
招
く
だ
け
で
な
く
消
極
的
当
事
者
主
義
に
陥

り
結
局
は
決
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。
仮
に
決
ま
っ
て
も
、

大
多
数
の
人
が
無
関
心
の
ま
ま
一
部
の
人
た
ち
に
デ

メ
リ
ッ
ト
が
押
し
つ
け
ら
れ
る
形
に
な
る
た
め
、
受

苦
圏
の
人
々
の
納
得
は
到
底
得
ら
れ
な
い
。

　

例
え
ば
、
米
軍
基
地
に
対
し
て
沖
縄
県
民
が
怒
っ

て
い
る
理
由
は
二
つ
挙
げ
ら
れ
る
。「
な
ぜ
ウ
チ
だ

け
に
」
と
い
う
公
平
性
の
問
題
と
、「
私
た
ち
の
苦

し
み
を
公
益
の
享
受
者
で
あ
る
あ
な
た
た
ち
は
な
ぜ

知
ろ
う
と
し
な
い
の
か
」
と
い
う
関
心
と
共
感
の
側

面
だ
。
私
が
行
っ
た
実
験
で
も
、
関
心
を
持
と
う
と

し
な
い
層
に
対
し
、
当
事
者
の
怒
り
の
感
情
が
増
幅

さ
れ
た
。
情
報
公
開
に
よ
り
受
益
圏
の
人
々
の
関
心

を
高
め
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
問
題
に
深
く
関
心
を

寄
せ
て
い
て
感
謝
し
て
い
る
と
い
う
情
報
を
、
当
事

抑
え
ら
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
メ
リ
ッ
ト
、
公
益
を

も
っ
と
伝
え
な
い
と
い
け
な
い
。
地
層
処
分
と
は
何

か
、
何
の
た
め
に
行
う
の
か
、
行
え
ば
ど
の
よ
う
な

メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
か
、
ま
で
含
め
た
情
報
公
開
を
望

み
た
い
。

　

私
は
米
軍
基
地
や
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の

地
層
処
分
場
な
ど
、
Ｎ
Ｉ
Ｍ
Ｂ
Ｙ
（N

ot In M
y 

Back Y
ard

＝
私
の
裏
庭
に
は
つ
く
ら
な
い
で
）
問

題
を
抱
え
る
迷
惑
施
設
の
合
意
形
成
に
つ
い
て
研
究

を
行
っ
て
お
り
、
実
際
に
地
層
処
分
場
を
題
材
に
し

た
ゲ
ー
ム
実
験
も
行
っ
た
。

　

あ
る
地
域
に
地
層
処
分
場
を
建
設
す
る
に
あ
た
り
、

政
府
、
一
般
国
民
、
地
元
自
治
体
、
地
元
住
民
の
う

ち
誰
が
決
定
権
を
持
つ
べ
き
な
の
か
。
学
生
た
ち
を

こ
の
四
つ
の
役
割
に
分
け
て
議
論
さ
せ
る
ゲ
ー
ム
を

行
う
と
、
地
層
処
分
に
つ
い
て
何
も
情
報
を
与
え
な

か
っ
た
場
合
、
地
元
住
民
に
決
定
権
が
あ
る
と
い
う
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結
果
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
地
元
住
民
以
外
は
、
処
分

場
と
い
う
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を

被
る
の
は
地
元
住
民
で
自
分
に
は
関
係
な
い
、
よ
く

知
ら
な
い
か
ら
当
事
者
が
決
め
れ
ば
い
い
、
と
当
事

者
に
丸
投
げ
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
情
報
が
な
い
状

態
で
は
、
こ
う
い
っ
た
「
消
極
的
当
事
者
主
義
」
が

起
き
る
。
そ
し
て
、
決
定
権
を
丸
投
げ
さ
れ
た
地
元

住
民
は
デ
メ
リ
ッ
ト
に
目
を
向
け
て
反
対
す
る
た
め
、

結
果
と
し
て
処
分
場
は
建
設
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対

し
、
処
分
場
建
設
に
よ
っ
て
社
会
に
ど
ん
な
利
益
が

あ
り
、
地
元
は
ど
の
よ
う
な
負
担
を
す
る
の
か
、
つ

ま
り
受
益
圏
・
受
苦
圏
の
利
害
に
関
す
る
詳
細
な
情

報
を
与
え
た
上
で
議
論
す
る
と
、
政
府
に
も
決
定
権

が
あ
る
と
い
う
合
意
に
な
る
。

　

今
の
よ
う
に
情
報
公
開
せ
ず
に
立
地
を
進
め
る
と
、

者
で
あ
る
受
苦
圏
の
人
々
に
伝
え
る
こ
と
が
大
切
だ
。

　

Ｎ
Ｉ
Ｍ
Ｂ
Ｙ
問
題
で
は
公
益
と
私
益
は
対
立
し
や

す
い
。
公
益
は
目
に
見
え
に
く
く
人
は
無
関
心
に
な

り
や
す
い
。
地
層
処
分
に
つ
い
て
、
現
状
で
は
大
多

数
の
人
が
無
関
心
な
ま
ま
だ
か
ら
、
ま
ず
は
関
心
を

持
つ
層
を
増
や
す
こ
と
か
ら
始
め
な
い
と
い
け
な
い
。

　

原
子
力
発
電
所
や
地
層
処
分
場
を
め
ぐ
っ
て
は
、

国
も
電
力
会
社
も
、
施
設
が
つ
く
ら
れ
る
立
地
地
域

の
人
た
ち
に
顔
を
向
け
が
ち
だ
が
、
も
っ
と
そ
れ
に

よ
る
公
益
を
享
受
す
る
大
多
数
の
人
た
ち
に
も
顔
を

向
け
な
い
と
い
け
な
い
。
立
地
地
域
の
負
担
を
消
費

地
に
伝
え
、
消
費
地
の
人
々
が
そ
れ
を
理
解
し
て
い

る
こ
と
を
立
地
地
域
に
伝
え
る
。
電
力
の
生
産
地
と

消
費
地
を
結
ぶ
情
報
の
相
互
交
換
に
こ
そ
、
成
否
が

か
か
っ
て
い
る
。

高レベル放射性廃棄物の地層処分

地層処分のプロセス

経済産業省資源エネルギー庁の資料をもとに作成

処分に関わる決定をもとに戻す、あるいは検討し直す「可逆性」
を担保し、処分場に定置された廃棄物あるいは廃棄物パッケー
ジ全体を取り出す「回収可能性」を確保する

経済産業省資源エネルギー庁の資料をもとに作成

法定調査

文献調査

概要調査

精密調査

処分地の決定

処分場の建設

処分場の操業

処分場の閉鎖

50年以上

20年程度

文
献
調
査
の
開
始
に
向
け
て
、

新
た
な
プ
ロ
セ
ス
を
追
加

◦自治体からの応募
◦複数地域に対し、国から申し入れ

重点的な理解活動
（説明会の開催等）

国による科学的有望地の提示
（マッピング）

地下水との接触を抑え、長期間放射性物質を隔離する

廃液を
ガラスと混ぜて
固体に

厚さ20cmの
炭素鋼の容器 厚さ70cmの

粘土
地下深くの
安定した岩盤

ガラス固化体 オーバーパック
［金属製の容器］

緩衝材［粘土］ 岩盤
バリア2バリア1 バリア4バリア3
人工バリア ＋ 天然バリア
多重バリアシステム

高レベル放射性廃棄物
処分施設

地上施設

地下
300ｍ以深

地下施設


