
「
コ
ロ
ナ
禍
リ
セ
ッ
ト
後
の
万
博
」で
あ
る
こ
と
を

忘
れ
て
は
い
け
な
い

先
日
、
大
阪
・
関
西
万
博
の
出
展
参
加
説
明
会
が

あ
り
ま
し
た
。
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
さ
れ
、
２
１
０
０

を
超
え
る
企
業
・
団
体
か
ら
約
４
２
０
０
人
が
参
加

し
た
よ
う
で
す
。
と
言
う
と
２
０
２
５
年
の
開
催
に

向
け
た
歩
み
は
着
実
に
進
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
の
一

方
で
「
万
博
ど
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
は
」
と
い
う
空

気
、
特
に
経
済
的
な
見
通
し
の
立
た
な
さ
か
ら
く
る

懸
念
が
社
会
に
流
れ
て
も
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
後
の

万
博
に
つ
い
て
、
私
は
以
前
よ
り
開
催
す
べ
き
だ
と

お
伝
え
し
て
い
ま
す
。
２
０
２
０
年
以
来
長
く
続
く

コ
ロ
ナ
禍
の
も
と
、
先
の
見
え
な
い
不
安
は
未
だ
に

続
い
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
状
況
下
で
あ
る
か
ら
こ

そ
、
前
号
で
と
り
あ
げ
た
大
大
阪
記
念
博
覧
会
の
よ

う
に
、
先
行
き
不
透
明
な
社
会
の
導
き
と
な
る
よ
う

な
万
博
と
す
べ
き
で
す
。

コ
ロ
ナ
禍
の
な
か
で
違
和
感
を
覚
え
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
で
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
万
博
の
検
討
だ
け
で
は
な
く
企

業
で
議
論
さ
れ
る
コ
ロ
ナ
禍
後
の
戦
略
が
、
と
も
す

れ
ば
コ
ロ
ナ
禍
前
に
戻
り
、「
こ
れ
か
ら
の
社
会
は

Ｄ
Ｘ
だ
Ｃ
Ｘ
だ
」
と
い
っ
た
よ
う
な
技
術
偏
重
と

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
繰
り
返
し
お
話
し
し
て
い

る
こ
と
で
す
が
、
コ
ロ
ナ
禍
は
明
治
維
新
、
第
二
次

世
界
大
戦
後
に
続
く
近
代
以
降
３
度
目
の
大
断
層

（
リ
セ
ッ
ト
）
で
す
。
社
会
シ
ス
テ
ム
が
大
き
く
転
換

す
る
時
期
で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
未
だ
に
リ
セ
ッ
ト

前
と
同
じ
視
点
、
発
想
で
考
え
て
い
る
の
で
す
。

世
界
が
コ
ロ
ナ
禍
を
戦
後
シ
ス
テ
ム
の
「
グ
レ
ー

ト
リ
セ
ッ
ト
」
と
位
置
付
け
て
大
き
く
動
き
出
し
て

い
る
の
に
対
し
て
、
ま
だ
ま
だ
日
本
で
は
「
一
過
性

の
も
の
で
あ
り
、
収
束
す
れ
ば
元
に
戻
る
」
と
考
え

て
い
る
人
が
多
い
た
め
で
し
ょ
う
。
コ
ロ
ナ
禍
後
で

あ
っ
て
も
「
新
た
な
技
術
が
社
会
・
生
活
を
ど
う
変

え
る
の
か
」
と
い
う
立
脚
点
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
本
来
は
「
こ
う
い
う
社
会
・
生
活
を
実

現
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
技
術
を
ど
う
使
う
の

か
」
と
考
え
る
べ
き
な
の
に
、
む
し
ろ
技
術
と
社
会

の
つ
な
が
り
が
ど
ん
ど
ん
離
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
問

を
感
じ
て
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
が
収
束
し
て
も
コ
ロ
ナ
禍
前
の
社
会
に
戻

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
以
前
通
り
」
で
は
な
く
、

コ
ロ
ナ
禍
後
と
い
う
社
会
シ
ス
テ
ム
の
転
換
期
に
開

催
す
る
と
い
う
、「
以
前
通
り
で
は
な
い
」
万
博
で

あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

主
体
は「
人
」

︱
︱
急
務
な
の
は
意
識
改
革

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
リ
セ
ッ
ト
の
本
質
は
、
テ
レ

ワ
ー
ク
に
よ
る
「
場
と
時
間
」
の
構
造
の
劇
的
な
変

化
に
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
テ
レ
ワ
ー
ク
を
単
な
る
働

き
方
の
変
化
と
捉
え
る
と
本
質
は
見
え
て
き
ま
せ
ん
。

テ
レ
ワ
ー
ク
は
ワ
ー
ク
と
ラ
イ
フ
を
融
合
し
、
人
と

人
と
の
関
係
性
を
変
え
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
後
の
社

会
は
図
1
の
よ
う
に
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

く
「
コ
ロ
ナ
時
代
」
と
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ

の
真
ん
中
の
時
期
に
開
催
す
る
大
阪
・
関
西
万
博
は
、

先
ほ
ど
お
話
し
し
た
よ
う
な
「
人
」
が
主
体
と
な
っ

て
躍
動
す
る
よ
う
な
社
会
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る

べ
き
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
ど
う
す
る
か
。
そ
れ
こ

そ
、
私
が
こ
れ
ま
で
お
話
し
し
て
き
た
「
過
去
か
ら

承
継
さ
れ
る
本
質
に
学
び
、
未
来
へ
と
つ
な
ぐ
」
と

い
う
作
業
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

た
と
え
ば
今
夏
行
わ
れ
た
東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
開
会
式
で
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
。
パ
フ
ォ
ー

マ
ー
の
方
々
の
熱
演
は
素
晴
ら
し
い
も
の
で
し
た
が
、

構
成
そ
の
も
の
は
ど
う
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
ゲ
ー

ム
や
マ
ン
ガ
、
歌
舞
伎
、
江
戸
の
火
消
し
に
木き

遣や

り

歌
…
…
日
本
を
象
徴
す
る
事
象
を
た
だ
並
べ
た
だ
け

で
バ
ラ
バ
ラ
な
印
象
を
受
け
ま
し
た
。
過
去
と
現
在

が
き
ち
ん
と
接
続
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
そ
れ
ら
が

も
つ
意
味
が
わ
か
ら
な
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
世

界
に
知
ら
せ
る
べ
き
日
本
の
素
晴
ら
し
さ
が
伝
わ
っ

て
い
な
い
と
私
に
は
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
今
、

知
的
基
盤
が
薄
れ
、
歴
史
、
文
化
を
学
ん
で
総
括
し

た
う
え
で
、
次
代
に
つ
な
ぐ
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
機

能
し
て
い
な
い
た
め
に
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

大
阪
・
関
西
万
博
で
同
じ
轍
を
踏
ま
な
い
た
め
に

も
、
世
界
に
伝
え
る
べ
き
社
会
を
捉
え
る
発
想
の
転

換
と
、
本
質
の
再
起
動
の
重
要
性
を
訴
え
た
い
と
思

い
ま
す
。

会
・
世
界
の
提
案
で
は
な
く
、「
人
」
を
主
人
公
と

し
た
「
よ
り
よ
き
生
き
方
」「
街
の
あ
り
方
」
を
ど

の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
る
か
。
大
切
な
の
は
意
識
の
改

革
。
人
が
中
心
と
な
っ
た
コ
ロ
ナ
禍
後
社
会
を
多
様

な
メ
ン
バ
ー
で
多
面
的
に
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

過
去
に
学
び
︑

未
来
へ
と
つ
な
ぐ
万
博
に

図
2
は
あ
く
ま
で
私
案
で
す
が
、
２
０
２
０
年
代

は
コ
ロ
ナ
禍
が
収
束
し
た
後
も
そ
の
社
会
影
響
が
続

そ
の
中
で
、
社
会
的
価
値
観
も
当
然
変
わ
っ
て
き
ま

す
。「
ワ
ー
ク
が
ど
う
、
ラ
イ
フ
が
ど
う
」
で
は
な

く
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
「
ど
う
生
き
る
か
」
が
重
要
に

な
っ
て
く
る
。
そ
う
な
る
と
当
然
、
街
の
姿
も
〝
街

が
人
を
「
集
め
る
」〟
形
か
ら
、〝
人
が
街
を
「
つ
く

る
」〟
形
へ
と
変
わ
り
ま
す
。「
技
術
」
か
ら
「
人
」

へ
と
ま
ち
づ
く
り
の
主
体
が
変
わ
る
わ
け
で
す
。

コ
ロ
ナ
禍
後
の
万
博
は
、
そ
う
い
っ
た
社
会
的
価

値
観
の
変
化
を
置
き
去
り
に
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

新
技
術
を
総
動
員
し
た
ハ
ー
ド
を
進
化
さ
せ
た
社
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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

』。

私
た
ち
が

考
え
る
万
博

今
あ
ら
た
め
て

「
万
博
の
あ
り
方
」を
考
え
る

8
第

回

コ
ロ
ナ
禍
を
戦
後
シ
ス
テ
ム
の
「
グ
レ
ー
ト
リ
セ
ッ
ト
」

と
位
置
付
け
、
世
界
は
新
た
な
道
を
歩
み
始
め
て
い
る
。

コ
ロ
ナ
禍
を
一
過
性
の
も
の
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
日

本
も
新
し
い
社
会
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
べ
き
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。「
過
去
に
学
び
、
未
来
へ
と
つ
な
ぐ
」。
日
本

ら
し
く
て
新
し
い
生
活
の
ス
タ
イ
ル
を
大
阪
・
関
西
万
博

で
発
信
す
る
た
め
に
、
そ
の
根
本
と
な
る
考
え
方
を
振
り

返
り
ま
し
た
。

構
成
＝
加
藤
し
の
ぶ
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■ 図1：コロナ禍後、どんな社会になっていくのか

■ 図2：2020年代はコロナ禍の社会的影響が続くコロナ時代
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