
身
だ
し
な
み
の
対
極
に
あ
る
も
の

防
災
服
と
よ
ば
れ
る
の
は
、
青
や
グ
レ
ー
な
ど
の
地
味
な
色
を
し
た
、
厚
地
の
作

業
着
で
あ
る
。
本
来
は
上
着
だ
け
で
な
く
、
ズ
ボ
ン
や
帽
子
も
セ
ッ
ト
だ
。
こ
の
服

は
、消
防
の
制
服
が
起
源
と
い
う
説
も
あ
る
が
、い
つ
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
の
か
は
は
っ

き
り
し
な
い
。
し
か
し
、
東
日
本
大
震
災
発
生
時
に
ち
ょ
う
ど
内
閣
府
に
い
た
筆
者

の
同
僚
は
、
揺
れ
が
収
ま
る
と
官
僚
た
ち
が
い
っ
せ
い
に
防
災
服
を
着
て
出
て
い
っ
た
、

と
振
り
返
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
防
災
服
は
、
い
ま
や
省
庁
や
役
所
の
な
か
で
、
と
っ
さ

の
と
き
に
身
に
ま
と
え
る
ほ
ど
に
浸
透
し
て
い
る
よ
う
だ
。
近
年
は
役
所
以
外
で
も
用

意
し
て
い
る
組
織
や
企
業
も
増
え
て
い
る
。

防
災
服
の
記
憶
と
し
て
筆
者
が
覚
え
て
い
る
の
は
、
一
九
九
一
年
の
雲う
ん

仙ぜ
ん

普ふ

賢げ
ん

岳だ
け

の
噴
火
の
際
、
た
び
た
び
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
し
た
「
ヒ
ゲ
の
市
長
」
こ
と
鐘か
ね
ヶが

江え

管か
ん
一い
ち・
島
原
市
長
で
あ
る
。
政
治
家
は
ふ
つ
う
、
人
び
と
か
ら
ど
う
見
ら
れ
る
か
を
た

い
へ
ん
に
気
に
す
る
。
し
か
し
テ
レ
ビ
画
面
の
な
か
の
市
長
は
、
つ
ね
に
防
災
服
を
着
、

無
精
ヒ
ゲ
を
の
ば
し
た
ま
ま
に
し
て
い
た
。
市
長
は
こ
う
し
た
風ふ
う
ぼ
う貌
を
も
っ
て
、
被
災

地
の
外
に
い
る
わ
た
し
た
ち
に
、
今
は
見
て
く
れ
に
気
を
遣
っ
て
い
る
余
裕
の
な
い
非

常
事
態
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
強
烈
に
訴
え
か
け
て
い
た
。

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
ふ
る
ま
い
自
体
が
、
あ
る
種
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
だ
と
い
う
見

方
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、東
日
本
大
震
災
の
直
後
、防
災
服
の
襟
を
た
て
て
「
着

こ
な
し
た
」
議
員
が
批
判
さ
れ
た
よ
う
に
、
防
災
服
は
日
常
的
な
身
だ
し
な
み
の
対

極
に
あ
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
セ
ー
ラ
ー
服
の
ス
カ
ー
ト
の
丈
と
か
、
学
生
服
の
裏

地
の
も
よ
う
の
よ
う
に
、
日
常
の
制
服
に
は
当
事
者
の
ち
ょ
っ
と
し
た
差
異
化
の
余
地

が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
も
先
生
や
校
則
と
の
攻
防
の
な
か
で
の
こ
と
だ
が
、
非
日
常

の
制
服
で
は
、
そ
う
し
た
作
為
は
徹
底
し
て
避
け
ら
れ
て
い
る
。

防
災
服
が
つ
く
り
出
す
境
界

と
は
い
え
、
防
災
服
は
お
し
ゃ
れ
と
い
う
日
常
を
追
い
や
る
た
め
だ
け
の
も
の
で
は

な
い
。
あ
る
防
災
研
究
の
専
門
家
が
防
災
服
を
用
意
し
た
理
由
は
興
味
ぶ
か
い
。
自

治
体
の
災
害
対
策
本
部
に
入
り
や
す
く
な
る
た
め
、
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
防
災
に
関

す
る
専
門
的
知
識
や
経
験
の
あ
る
研
究
者
が
支
援
と
調
査
を
申
し
出
て
も
、
緊
迫
し

混
乱
し
た
災
害
対
策
本
部
に
入
る
の
は
難
し
い
。
そ
ん
な
な
か
彼
が
見
た
の
は
、
被

災
自
治
体
も
防
災
服
を
着
た
別
の
自
治
体
職
員
に
は
警
戒
心
を
解
き
、
ス
ム
ー
ズ
に

協
力
関
係
が
つ
く
れ
て
い
た
、
と
い
う
事
態
だ
っ
た
。
つ
ま
り
防
災
服
は
、
災
害
対
応

の
「
内
部
」
と
「
外
部
」
と
を
境
界
づ
け
る
も
の
で
も
あ
る
の
だ
。

こ
う
し
た
境
界
は
、
時
間
的
な
場
面
で
も
当
て
は
ま
る
。
防
災
服
を
脱
ぐ
こ
と

は
、
あ
る
意
味
で
非
常
事
態
の
終
わ
り
の
宣
言
と
な
る
。
そ
れ
が
い
つ
か
は
、
立
場
や
、

誰
と
向
か
い
合
っ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
。
た
と
え
ば
、
東
日
本
大
震
災
発
生
後
、

首
相
を
は
じ
め
閣
僚
は
約
二
十
日
後
に
背
広
の
着
用
を
再
開
し
た
。
し
か
し
、
筆
者

が
訪
れ
て
い
る
岩
手
県
大お
お

船ふ
な

渡と

市
の
職
員
は
、
震
災
発
生
後
二
年
が
た
っ
た
今
で
も
、

高
台
移
転
や
防
潮
堤
に
つ
い
て
市
民
と
話
し
合
う
と
き
、
防
災
服
を
着
用
し
て
く
る
。

原
発
事
故
で
被
災
し
た
自
治
体
の
長
や
職
員
も
や
は
り
、
し
ば
し
ば
防
災
服
姿
で
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
す
る
。
そ
こ
で
は
、
震
災
は
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
。
か
れ
ら
が

防
災
服
を
脱
げ
る
日
が
来
る
こ
と
を
、
願
っ
て
や
ま
な
い
。

木き

村む
ら 

周し
ゅ
う

平へ
い

　
筑
波
大
学
助
教

非
常
時
の
制
服

制
服
と
い
う
と
、
ふ
つ
う
考
え
る
の
は
「
毎
日
着
る
も
の
」
で
あ
る
。
中
学
や
高
校
に
通
う
と
き
、
あ

る
い
は
職
場
に
お
い
て
、
日
常
的
に
み
な
が
身
に
ま
と
う
、
画
一
的
な
も
の
。
こ
れ
こ
そ
制
服
の
イ
メ
ー

ジ
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
こ
こ
で
は
、「
日
常
」
が
大
き
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
場
面
で
登
場
す
る
制
服
と

し
て
の
防
災
服
を
と
り
あ
げ
る
。

みんぱくの防災訓練時
の服装。被災地支援と
ともに館内の防災体制の
整備も進めている（撮影・
久保正敏）

いろいろな「非日常の制服」が入り混じる災害対策本部（2011年 3月、岩手県）

ボランティア時の筆者（右側）と学生。消防団の作業
服に大学のヘルメット（2011年 4月、遠野市）

震災から半年後の復興計画についての委員会。市職
員は防災服、それ以外は背広（2011年10月、大船渡市）

出番を待つ郷土芸能の踊り手。震災で壊れた荷さば
き場の落成式で。復興の節目で、非日常と日常が交錯
する（2013年３月、大船渡市）
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