
 

近
年
の
市
民
マ
ラ
ソ
ン
ブ
ー
ム
。
２
月
に
は
、
マ
ラ
ソ
ン
ブ
ー
ム 

の
火
付
け
役
と
な
っ
た
東
京
マ
ラ
ソ
ン
な
ど
市
民
参
加
型
の
マ
ラ
ソ
ン
大
会

が
多
く
行
わ
れ
ま
す
。
東
京
マ
ラ
ソ
ン
に
は
定
員
の
１０
倍
近
い
申
し
込
み
が

殺
到
。
１０
キ
ロ
走
や
ハ
ー
フ
マ
ラ
ソ
ン
な
ど
も
含
め
、
国
内
で
今
年
開
か
れ
る

市
民
参
加
型
マ
ラ
ソ
ン
大
会
は
約
１５００
。
参
加
者
総
数
は
前
年
の
約
１・２
倍
に
増

え
て
い
ま
す
。
各
地
の
大
会
を
『
は
し
ご
』
す
る
ラ
ン
ナ
ー
も
多
く
、
日
本
陸

連
が
公
認
す
る
約
５０
の
フ
ル
マ
ラ
ソ
ン
大
会
で
完
走
し
た
市
民
ラ
ン
ナ
ー

は
、
平
成
16
年
度
の
７
万
８
千
人
に
対
し
、
２１
年
度
に
は
２・１
倍
の
１６
万
６
千

人
に
増
加
。
最
近
は
女
性
の
比
率
が
増
し
、
お
し
ゃ
れ
な
ウ
エ
ア
で
快
走
す
る

「
美
ジ
ョ
ガ
ー
」
と
い
う
言
葉
も
生
ま
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
ブ
ー
ム
は
東
京
マ
ラ
ソ
ン
が
メ
デ
ィ
ア
に
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た

こ
と
や
折
か
ら
の
健
康
ブ
ー
ム
が
重
な
っ
た
か
ら
で
は
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

マ
ラ
ソ
ン
は
、
主
催
者
や
自
治
体
側
に
と
っ
て[

経
済
効
果]

と
い
う
副
産
物
を

産
み
、
１０
月
に
新
た
に
始
ま
る
大
阪
マ
ラ
ソ
ン
の
経
済
効
果
は
１２４
億
円
と
も

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
市
民
マ
ラ
ソ
ン
大
会
も
増
え
そ
う
で
す
。 

 

興
味
が
な
け
れ
ば
「
ど
う
し
て
あ
ん
な
辛
そ
う
な
ス
ポ
ー
ツ
を
？
」
と
思
っ

て
し
ま
う
マ
ラ
ソ
ン
。
始
め
る
き
っ
か
け
は
様
々
で
も
、
ジ
ョ
ギ
ン
グ
か
ら
始

め
て
走
る
楽
し
さ
に
目
覚
め
て
し
ま
う
人
が
多
い
そ
う
で
す
。
徐
々
に
距
離
を

伸
ば
し
、
タ
イ
ム
に
挑
戦
し
、
レ
ー
ス
に
参
加
。
マ
ラ
ソ
ン
は
、
走
り
遂
げ
た

時
の
達
成
感
が
た
ま
ら
な
い
と
い
い
ま
す
。
走
る
こ
と
は
、
自
分
の
足
に
合
っ

た
ラ
ン
ニ
ン
グ
シ
ュ
ー
ズ
を
用
意
す
れ
ば
、
気
軽
に
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
ス

ポ
ー
ツ
で
す
。
ま
ず
、
脂
肪
を
燃
や
す
有
酸
素
運
動
の
た
め
ダ
イ
エ
ッ
ト
に
大

き
な
効
果
が
あ
り
ま
す
。
正
し
い
フ
ォ
ー
ム
で
継
続
す
れ
ば
、
姿
勢
が
よ
く
な

り
、
体
が
引
き
締
ま
り
体
力
が
つ
き
ま
す
。
ま
た
、
走
っ
て
い
る
と
リ
フ
レ
ッ

シ
ュ
で
き
、
ス
ト
レ
ス
解
消
効
果
も
絶
大
。
あ
る
程
度
長
い
距
離
を
走
る
ラ
ン

ニ
ン
グ
は
、
脚
だ
け
で
な
く
、
腹
筋
、
背
筋
な
ど
の
様
々
な
筋
肉
を
総
動
員
し

て
行
い
ま
す
。
逆
に
い
う
と
、
筋
力
が
不
足
し
て
い
る
と
、
走
っ
て
い
る
う
ち

に
フ
ォ
ー
ム
が
く
ず
れ
疲
れ
や
す
く
、
腰
や
脚
が
痛
く
な
り
、
け
が
に
も
つ
な

が
り
ま
す
。
楽
し
く
走
り
続
け
る
た
め
に
は
、正
し
い
フ
ォ
ー
ム
を
身
に
つ
け
、

全
身
の
筋
肉
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
鍛
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
け
が
防
止
や
疲
労

回
復
に
、
ラ
ン
ニ
ン
グ
前
後
の
ス
ト
レ
ッ
チ
も
欠
か
さ
ず
行
い
ま
し
ょ
う
。 

 環太平洋戦略的経済連携協定。ｼﾝｶﾞﾎﾟ

ｰﾙ、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ、ﾁﾘ、ﾌﾞﾙﾈｲの4カ国が参

加する自由貿易協定で 2006 年 5 月に発

効。更に米国、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ﾍﾟﾙｰ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、

ﾏﾚｰｼｱが参加を表明し、新たな枠組みの合

意に向けて9カ国で交渉中。日本も参加

を検討しています。 

参加すると物品の関税は例外なく 10

年以内にほぼ100%撤廃が原則。参加によ

る政治的・経済的な意義に加え、参加し

なければ自動車や機械等、日本の主要産

業が自由化でﾘｰﾄﾞする韓国と比べ海外市

場で不利になるとの試算もあり、経済団

体を中心に参加支持の声が多くありま

す。しかし、関税撤廃による国内農林水

産業への影響などが懸念され反対勢力も

強くあります。年頭挨拶で菅総理は TPP

への参加の方向性を６月をめどに出す考

えを示しており、正念場を迎えます。 

 

【
シ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
法
で
機
械
換
気
を
義
務
付
け
る
の
は

な
ぜ
？
】
シ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
症
候
群
と
は
文
字
通
り
「
病
気

の
家
」
と
い
う
意
味
で
、
家
の
中
に
い
る
と
具
合
が
悪
く

な
り
、
家
か
ら
出
る
と
良
く
な
る
こ
と
か
ら
、
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
家
具
や
建
材
に
含
ま
れ
る
化
学
物
質
が

室
内
に
発
散
し
て
い
て
、
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
を
起
こ
す
か

ら
で
、
具
体
的
な
症
状
は
、
目
ま
い
、
吐
き
気
、
頭
痛
、

息
切
れ
、
せ
き
、
疲
労
感
な
ど
で
、
重
症
に
な
る
と
微
量

の
化
学
物
質
に
も
反
応
す
る
化
学
物
質
過
敏
症
に
な
り
、

更
に
は
複
数
の
化
学
物
質
に
反
応
す
る
よ
う
な
多
重
化

学
物
質
過
敏
症
に
ま
で
症
状
が
進
む
場
合
も
あ
り
ま
す
。 

家
具
や
建
材
に
は
接
着
剤
や
塗
料
が
使
わ
れ
て
い
て
、

そ
れ
ら
が
化
学
物
質
を
発
散
し
ま
す
。化
学
物
質
の
中
の

問
題
と
な
る
の
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
や
ト
ル
エ
ン
、キ

シ
レ
ン
な
ど
で
、
厚
生
省
（
現
厚
生
労
働
省
）
は
こ
れ
ら

も
含
め
13
物
質
に
つ
い
て
室
内
濃
度
指
針
値
を
設
け
ま

し
た
。
ま
た
、
2003
年
に
建
築
基
準
法
を
改
正
し
て
「
居

室
内
に
お
け
る
化
学
物
質
の
発
散
に
対
す
る
衛
生
上
の

措
置(

シ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
法)

」
を
制
定
し
ま
し
た
。
シ
ッ
ク

ハ
ウ
ス
法
は
ま
と
め
る
と「
ク
ロ
ル
ピ
リ
ホ
ス
は
原
則
使

用
禁
止
。
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
は
こ
れ
を
発
散
す
る
建
材

の
使
用
制
限
。
機
械
換
気
の
義
務
付
け(

特
例
措
置
あ

り)

」
な
ど
。
ク
ロ
ル
ピ
リ
ホ
ス
は
防
蟻
剤
で
危
険
な
も

の
で
あ
る
た
め
、ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
は
接
着
剤
な
ど
に

含
ま
れ
発
が
ん
物
質
で
あ
る
こ
と
と
、一
般
の
住
宅
で
特

に
多
く
発
生
す
る
た
め
に
、
規
制
対
象
と
な
り
ま
し
た
。

建
物
以
外
に
、家
具
な
ど
家
の
中
に
持
ち
込
ま
れ
る
も
の

か
ら
化
学
物
質
が
発
散
さ
れ
る
場
合
を
想
定
し
て
ホ
ル

ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
を
発
散
し
な
い
建
材
を
用
い
て
も
、機
械

換
気
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、シ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
法
は
高
気
密
住
宅
で
は
な
い
家

も
含
ま
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
自
然
換
気
量
は
内
外
温
度
差

が
大
き
い
ほ
ど
、す
き
間
が
大
き
い
ほ
ど
大
き
く
な
り
ま

す
。自
然
換
気
に
よ
る
必
要
換
気
量
は
室
内
外
の
温
度
差

が
大
き
い
冬
の
場
合
に
確
保
で
き
ま
す
が
、そ
れ
が
小
さ

い
春
、
夏
、
秋
な
ど
に
は
あ
ま
り
見
込
め
ま
せ
ん
。
加
え

て
エ
ア
コ
ン
の
普
及
に
よ
り
窓
を
開
け
て
の
換
気
量
も

あ
ま
り
見
込
め
な
く
な
り
ま
し
た
。
「
冬
は
、
ホ
ル
ム
ア

ル
デ
ヒ
ド
が
発
散
し
に
く
く
自
然
換
気
量
を
確
保
し
や

す
い
。
夏
は
、
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
が
発
散
し
や
す
く
、

冷
房
し
て
窓
を
閉
め
切
る
と
自
然
換
気
量
も
少
な
い
」と

い
う
こ
と
に
な
り
、機
械
的
な
換
気
が
義
務
付
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。 

 

シ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
法
施
行
後
の
調
査
で
、
室
内
の
ホ
ル
ム

ア
ル
デ
ヒ
ド
濃
度
は
め
ざ
ま
し
く
低
下
し
た
こ
と
が
確

認
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
機
械
換
気
の
必
要
性
を

「
法
律
だ
か
ら
し
か
た
な
い
」と
捉
え
る
の
で
は
意
味
が

あ
り
ま
せ
ん
。化
学
物
質
と
換
気
の
関
係
性
を
よ
く
理
解

し
、
そ
の
利
用
を
図
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
で
し
ょ
う
。 

 
 

   ３日 節分       １４日 聖バレンタインデー  

   ４日 立春       １９日 雨水 

   ８日 針供養      ２６日 2.26事件の日 

  １１日 建国記念の日   ２７日 東京マラソン(第５回） 

   

雨
水
は
二
十
四
節
気
の
ひ
と
つ
。
毎
年
２
月
１９

日
ご
ろ
。
ま
た
、
こ
の
日
か
ら
啓
蟄
ま
で
の
期
間
も
雨
水

と
い
い
ま
す
。
空
か
ら
は
雪
か
ら
雨
に
降
る
も
の
が
変
わ
り
、
地
上
に
積
も
っ
た
雪
や
氷
も
溶
け
始
め
る

頃
。
忍
び
寄
る
春
の
気
配
に
草
木
が
蘇
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
『
暦
便
覧
』
に
は
「
陽
気
地
上
に
発
し
、

雪
氷
と
け
て
雨
水
と
な
れ
ば
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
春
一
番
が
吹
き
、
ウ
グ
イ
ス
の
声
が
聞
こ
え
始
め
る

地
域
も
あ
り
ま
す
。
昔
か
ら
農
業
耕
作
の
準
備
を
始
め
る
目
安
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

２
月
３
日
は
「
節
分
」
。
節
分
と
は
本
来
「
季
節
を
分
け
る
」 

つ
ま
り
季
節
が
移
り
変
わ
る
節
日
を
指
し
、
立
春
・
立
夏
・
立
秋
・
立
冬
そ
れ

ぞ
れ
の
前
日
に
、
１
年
に
４
回
あ
っ
た
も
の
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
で
は

立
春
は
１
年
の
始
ま
り
と
し
て
、
と
く
に
尊
ば
れ
た
た
め
、
次
第
に
節
分
と
い

え
ば
春
の
節
分
の
み
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
立
春
を
１
年
の
始
ま

り
で
あ
る
新
年
と
考
え
れ
ば
、
節
分
は
大
晦
日
に
あ
た
り
ま
す
。
平
安
時
代
の

宮
中
で
は
、
大
晦
日
に
陰
陽
師
ら
に
よ
っ
て
旧
年
の
厄
や
災
難
を
祓
い
清
め
る

「
追
儺
」
の
行
事
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
室
町
時
代
以
降
は
豆
を
ま
い
て
悪

鬼
を
追
い
出
す
行
事
へ
と
発
展
し
、
民
間
に
も
定
着
し
て
い
き
ま
し
た
。 

 

節
分
に
は
豆
を
ま
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
中
国
の
習
俗
が
伝
わ
っ
た
も
の
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
豆
は
「
魔
滅(

ま
め)

」
に
通
じ
、
無
病
息
災
を
祈
る
意
味
が
あ

り
ま
す
。
昔
、
京
都
の
鞍
馬
に
鬼
が
出
た
と
き
、
毘
沙
門
天
の
お
告
げ
に
よ
っ

て
大
豆
を
鬼
の
目
に
投
げ
つ
け
た
と
こ
ろ
、
鬼
を
退
治
で
き
た
と
い
う
話
が
残

っ
て
お
り
、
「
魔
の
目(

魔
目
＝
ま
め)

」
に
豆
を
投
げ
つ
け
て
「
魔
を
滅
す
る

(

魔
滅
＝
ま
め)

」
に
通
じ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
豆
ま
き
は
一
般
的
に
、
一
家

の
主
人
あ
る
い
は
「
年
男
」
が
豆
を
ま
く
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
家
庭
に

よ
っ
て
は
家
族
全
員
で
、
と
い
う
と
こ
ろ
も
多
い
よ
う
で
す
。
家
族
は
自
分
の

数
え
年
の
数
だ
け
豆
を
食
べ
る
と
病
気
に
な
ら
ず
健
康
で
い
ら
れ
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
豆
ま
き
に
使
う
豆
は
炒
っ
た
豆
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
な

ぜ
な
ら
、
生
の
豆
を
使
う
と
拾
い
忘
れ
た
豆
か
ら
芽
が
出
て
し
ま
う
と
縁
起
が

悪
い
か
ら
で
す
。
「
炒
る
」
は
「
射
る
」
に
も
通
じ
、
ま
た
、
鬼
や
大
豆
は
陰

陽
五
行
説
（
「
木
」
「
火
」
「
土
」
「
金
」
「
水
」
の
五
行
）
の
「
金
」
に
あ

た
り
、
こ
の
「
金
」
の
作
用
を
滅
す
る
と
い
わ
れ
る
「
火
」
で
大
豆
を
炒
る
こ

と
で
、
鬼
を
封
じ
込
め
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
最
後
は
、
豆
を

人
間
が
食
べ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
り
、
鬼
を
退
治
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

わ
け
で
す
。
ま
た
、
豆
を
ま
く
事
に
よ
り
、
五
行
の
「
木
」
を
助
け
る
と
い
う

事
で
、
「
春
の
気
を
助
け
る
」
か
ら
「
春
を
呼
ぶ
行
事
」
で
も
あ
り
ま
す
。
北

海
道
・
東
北
・
北
陸
・
南
九
州
で
は 

落
花
生
を
ま
く(

大
豆
よ
り
も
回
収
し
易

く
、
殻
ご
と
撒
く
た
め
地
面
に
落
ち
て
も
食
べ
ら
れ
る
、
等
の
利
点
が
あ
る)

地
域
も
あ
り
ま
す
。
豆
を
撒
く
際
に
は
掛
け
声
を
か
け
ま
す
が
、
そ
の
掛
け
声

は
通
常
「
鬼
は
外
、
福
は
内
」
で
す
が
、
鬼
を
祭
神
ま
た
は
神
の
使
い
と
し
て

い
る
神
社
、
ま
た
方
避
け
の
寺
社
で
は
「
鬼
は
外
」
で
は
な
く
「
鬼
も
内(

鬼

は
内)

」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
家
庭
内
で
の
豆
ま
き
で
、
「
鬼
」

の
付
く
姓
の
家
庭
や
鬼
が
付
く
地
名
の
地
域
で
は
「
鬼
は
内
」
の
掛
け
声
が
多

い
と
い
い
ま
す
。
炒
っ
た
豆
を
神
棚
に
供
え
て
か
ら
撒
く
地
方
も
あ
り
ま
す
。 

 

ま
た
節
分
に
鰯
の
頭
を
、
柊
の
小
枝
に
刺
し
て
戸
口
に
挿
す
風
習
は
、
近
世

以
降
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
も
魔
除
け
の
た
め
で
す
。
鰯
の

頭
の
悪
臭
で
、
邪
気
が
家
に
入
る
の
を
防
ぐ
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。 

他
に
節
分
に
巻
き
寿
司
を
食
べ
る
風
習
は
、
福
を
巻
き
込
む
、
縁
を
切
ら
な

い
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
、
恵
方
に
向
か
っ
て
巻
き
寿
司
を
丸
か
ぶ
り
す
る

主
に
大
坂
の
船
場
で
行
わ
れ
て
い
た
風
習
で
す
が
、
大
阪
海
苔
問
屋
協
同
組
合

が
行
っ
た
「
巻
き
寿
司
の
ま
る
か
ぶ
り
」
の
PR
イ
ベ
ン
ト
を
マ
ス
コ
ミ
が
取

り
上
げ
て
か
ら
、
コ
ン
ビ
ニ
等
で
も
販
売
さ
れ
全
国
へ
広
ま
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

季
節
の
変
わ
り
目
に
は
邪
気
が
生
じ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
皆
健
康
で
過
ご
す

工
夫
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 
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