
「
浮
き
足
立
つ
時
代
」

　

５
月
上
旬
の
現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
状
況
は
落
ち
着
い
て
い
る
と
は
到
底
言
え
な
い
状

況
で
す
。
コ
ロ
ナ
禍
は
決
し
て
一
過
性
の
も
の
で
は

な
く
、
少
な
く
と
も
令
和
一
桁
の
時
代
に
は
そ
の
影

響
が
続
く
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

近
代
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
改
元
後
の

新
元
号
が
一
桁
の
年
代
に
大
き
な
う
ね
り
が
起
こ
っ

て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
平
成

一
桁
年
代
は
バ
ブ
ル
が
崩
壊
し
（
平
成
３
年
）、
平
成

と
い
う
時
代
を
象
徴
づ
け
る
社
会
現
象
の
ひ
と
つ
と

な
り
ま
し
た
。
昭
和
の
場
合
は
金
融
恐
慌
（
昭
和
２
年
）

に
は
じ
ま
り
軍
国
主
義
の
台
頭
、
十
五
年
戦
争
へ
と

向
か
っ
た
時
代
に
当
た
り
ま
す
。
そ
し
て
明
治
時
代

は
、
そ
れ
ま
で
の
価
値
観
が
す
べ
て
覆
さ
れ
た
明
治

維
新
に
よ
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
が
起
こ
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
新
元
号
一
桁
年
代
と
い
う
の
は
、
先
行
き
が

不
透
明
で
ど
こ
か
「
浮
き
足
立
つ
時
代
」
だ
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
に
起
こ
っ
た
社

会
現
象
が
そ
の
時
代
の
空
気
・
社
会
的
価
値
観
に
影

響
を
与
え
、
決
定
づ
け
る
こ
と
が
多
い
と
思
う
の
で
す
。

そ
う
考
え
る
と
、
令
和
時
代
は
コ
ロ
ナ
禍
が
そ
の

社
会
現
象
と
な
る
で
し
ょ
う
。
今
回
は
そ
う
し
た

「
コ
ロ
ナ
時
代
」
に
開
催
さ
れ
る
大
阪
・
関
西
万
博

を
通
し
て
伝
え
る
べ
き
こ
と
を
改
め
て
考
え
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

大
大
阪
記
念
博
覧
会
が
教
え
て
く
れ
る
こ
と

歴
史
を
ひ
も
と
い
て
い
く
と
、
実
は
現
在
と
同
じ

よ
う
な
状
況
で
行
わ
れ
て
い
る
博
覧
会
が
あ
る
こ
と

に
気
づ
き
ま
す
。
そ
れ
は
１
９
２
５
年
に
開
催
さ
れ

た
大
大
阪
記
念
博
覧
会
で
す
。
何
が
同
じ
か
と
い
え

ば
、
こ
の
博
覧
会
は
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
経
た
後
に
開

催
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

現
在
、
コ
ロ
ナ
で
パ
ニ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
の
と

池
永
寛
明

い
け
な
が
・
ひ
ろ
あ
き

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文

化
研
究
所
顧
問
。
1
9
5
5
年
、

大
阪
市
生
ま
れ
。
82
年
大
阪
ガ

ス
入
社
後
、
天
然
ガ
ス
転
換
部

に
て
人
事
勤
労
、
営
業
部
門
に
て
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に

関
わ
る
。
日
本
ガ
ス
協
会
に
て
企
画
部
長
と
し
て
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
制
度
設
計
対
応
を
担
務
。
大
阪
ガ

ス
帰
社
後
、
北
東
部
エ
ネ
ル
ギ
ー
営
業
部
長
、
近
畿

圏
部
長
を
経
て
2
0
1
6
年
に
同
研
究
所
所
長
に
。

2
0
1
9
年
よ
り
現
職
。
近
著
に
『
日
本
再
起
動
――

パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
の
群
像 C

ase002

』。

同
じ
よ
う
に
、
大
大
阪
記
念
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
る

前
の
１
９
１
８
～
20
年
に
、
世
界
的
に
ス
ペ
イ
ン
風

邪
が
流
行
し
て
い
ま
し
た
。
ス
ペ
イ
ン
風
邪
は
今
で

い
う
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
す
が
、
数
億
人
と
い
う
単

位
で
感
染
者
を
出
し
た
ま
さ
に
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
引

き
起
こ
し
た
感
染
症
な
の
で
す
。
当
時
日
本
の
全
人

口
５
４
７
３
万
人
中
２
３
８
０
万
人
が
感
染
し
た
と

い
う
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
威
力
の
す
さ
ま
じ
さ
は
お

わ
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
し
た
世
界
的
な
感
染
症
の
流
行
の
後
に
行
わ

れ
た
の
が
大
大
阪
記
念
博
覧
会
で
す
。
こ
の
博
覧
会

は
、
市
域
拡
張
に
よ
り
大
阪
の
人
口
が
日
本
一
と
な

り
「
大
大
阪
」
時
代
が
実
現
し
た
こ
と
と
、
主
催
の

大
阪
毎
日
新
聞
１
５
０
０
０
号
の
刊
行
を
祝
し
て
、

１
９
２
５
年
３
月
15
日
～
４
月
30
日
に
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
会
期
中
に
は
約
１
９
０
万
人
も
の
来
場
者
が

訪
れ
て
い
ま
す
。

開
催
経
緯
や
内
容
な
ど
は
同
年
秋
に
刊
行
さ
れ
た

『
大
大
阪
記
念
博
覧
会
誌
』
に
詳
し
く
、
こ
れ
を
見

る
だ
け
で
も
多
く
の
発
見
や
学
び
を
得
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
な
か
で
も
、
私
が
注
目
し
た
の
は
、
天
王

寺
会
場
の
本
館
（
勧
業
館
）
で
行
わ
れ
た
と
い
う
展

示
内
容
で
す
。
博
覧
会
誌
に
よ
れ
ば
、「
大
大
阪
の

精
神
的
文
明
と
物
質
文
化
と
を
象
徴
す
る
各
種
の
出

品
及
び
生
産
工
業
品
を
網
羅
し
」「
そ
の
発
達
の
経

路
を
た
ど
り
、
大
大
阪
を
概
観
す
る
こ
と
を
主
眼
」

と
し
な
が
ら
、
大
阪
の
多
面
的
な
未
来
の
か
た
ち
を

示
し
た
「
27
の
大
阪
」
を
発
表
し
た
と
い
う
の
で
す
。

「
水
の
大
阪
」「
光
と
燃
料
の
大
阪
」「
名
物
名
所
の

大
阪
」
な
ど
27
の
テ
ー
マ
が
設
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
を

手
が
け
た
の
は
川
崎
巨
泉
や
南
木
芳
太
郎
な
ど
錚
々

た
る
メ
ン
バ
ー
で
す
。

こ
れ
を
見
た
時
、
自
分
た
ち
で
未
来
を
つ
く
ろ
う

と
い
う
先
人
の
気
概
に
、
体
が
震
え
る
よ
う
な
感
動

を
覚
え
ま
し
た
。
そ
し
て
「
27
の
大
阪
」
の
思
想
は
、

今
の
大
阪
に
も
生
き
て
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
恩

な
っ
た
こ
と
で
「
働
く
場
」
と
「
暮
ら
す
場
」
の

ボ
ー
ダ
レ
ス
化
が
進
み
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
は
、

D
X
を
本
格
化
さ
せ
、
場
と
時
間
を
変
革
し
、
仕

事
・
医
療
・
衣
・
食
・
住
・
買
・
遊
・
学
と
い
う
生

活
機
能
の
か
た
ち
を
変
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

時
代
の
風
土
や
技
術
が
変
わ
っ
て
い
く
一
方
で
、
人

と
し
て
の
本
相
や
物
事
の
本
質
は
な
ん
ら
変
わ
り
ま

せ
ん
。
変
化
し
て
い
る
の
は
、
社
会
の
価
値
観
に
も

と
づ
く
方
法
論
に
当
た
る
部
分
で
す
。

大
阪
・
関
西
万
博
で
は
、
こ
の
「
変
わ
る
こ
と
と

変
わ
ら
な
い
こ
と
」
を
ど
う
伝
え
ら
れ
る
か
が
重
要

に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
方
法
論
が
変
わ
っ
て
も
、

わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
な
か
で
変
わ
ら
な
い
も
の
の
意

味
を
問
い
、
そ
こ
か
ら
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
が
ど
の

よ
う
な
社
会
に
な
る
か
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
わ
け
で
す
。
私
は
そ
れ
は
「
つ
な
が
り
」
で
は
な

い
か
と
考
え
ま
す
。
仕
事
・
会
社
中
心
の
生
活
か
ら
、

人
・
家
族
中
心
の
生
活
へ
と
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
で
、

人
へ
の
気
持
ち
や
愛
情
と
い
っ
た
感
情
、
親
子
・
家

族
・
地
域
の
人
や
友
人
と
の
関
係
が
何
よ
り
も
大
切

と
思
う
人
は
増
え
て
い
ま
す
。
愛
情
、
人
と
の
つ
な

が
り
な
ど
と
い
う
と
日
本
人
は
照
れ
が
先
立
つ
部
分

が
あ
り
ま
す
が
、
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
世
界
中
の
人
々

が
経
験
し
て
い
る
出
来
事
を
経
て
社
会
的
価
値
観
が

大
き
く
変
わ
ろ
う
と
す
る
今
、
恥
ず
か
し
が
ら
ず
に

失
わ
れ
つ
つ
あ
る
「
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
」
の
本

質
を
取
り
戻
し
、
未
来
へ
つ
な
い
で
い
く
こ
と
が
必

要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

恵
を
受
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
感
じ
入
り
ま
し
た
。

大
阪
・
関
西
万
博
で
も
そ
の
視
点
を
忘
れ
て
は
い

け
ま
せ
ん
。
わ
れ
わ
れ
も
コ
ロ
ナ
禍
後
の
50
年
、

１
０
０
年
先
に
伝
え
る
、
た
と
え
ば
オ
ン
ラ
イ
ン
で

「
50
の
未
来
の
世
界
」
を
世
界
の
メ
ン
バ
ー
が
自
由

に
議
論
す
る
場
を
つ
く
り
、
み
ん
な
で
考
え
る
と
い

う
取
り
組
み
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

「
コ
ロ
ナ
時
代
」の
大
阪
・
関
西
万
博
で

未
来
に
何
を
伝
え
る
の
か

で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
今
、
未
来
に
何
を
伝
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
。
そ
れ
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
社
会
変
化
の
起
点
は
、
テ
レ

ワ
ー
ク
や
オ
ン
ラ
イ
ン
の
増
加
に
よ
り
こ
れ
ま
で
と

は
社
会
に
お
け
る
関
係
性
が
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
に

あ
り
ま
す
。
必
ず
し
も
会
社
や
現
場
に
行
か
な
く
て

も
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
仕
事
が
で
き
る
よ
う
に

 大大阪記念博覧会「27の大阪」
　展示と主任委員

「水の大阪」横山徳太郎

「キネマの大阪」活動写真研究会

「空の大阪」福知新次

「交通の大阪」瓜生苞

「教育の大阪」小笹国雄

「保健の大阪」皆吉質

「信仰の大阪」西阪保治

「運動の大阪」木下東作

「社会事業の大阪」山口正

「子供の大阪」児童文芸研究会（川崎巨泉）

「女の大阪」橋詰良一（宇崎純一）

「農林の大阪」阪井勝一

「名物名所の大阪」南木芳太郎

「工業の大阪」平佐惟一

「劇と音楽の大阪」石割松太郎

「建築の大阪」日本建築協会

「食料の大阪」藤原九十郎

「文芸の大阪」木谷蓬吟

「電化の大阪」木津谷栄三郎

「光と燃料の大阪」横山巌

「工芸の大阪」片岡長信

「服飾の大阪」森本頼平

「趣味と娯楽の大阪」入江新三郎

「商業の大阪」安田進平

「貿易の大阪」坂野達也

「家庭の大阪」「文化の大阪」白松喜久代

 

私
た
ち
が

考
え
る
万
博

「
コ
ロ
ナ
時
代
」の
万
博
と
は

7
第

回

2
0
2
5
年
、
コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
開
催
さ
れ
る
、
大
阪
・

関
西
万
博
。
先
行
き
が
不
透
明
な
時
代
の
な
か
で
歩
み
を

進
め
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
未
来
に
向
け

た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
す
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ
の
ヒ
ン

ト
を
、1
0
0
年
前
、同
じ
大
阪
で
、奇
し
く
も
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
の
後
に
行
わ
れ
た
博
覧
会
か
ら
探
っ
て
み
た
い
。

構
成
＝
加
藤
し
の
ぶ
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