
 

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
シ
ョ
パ
ン
は 

ポ
ー
ラ
ン
ド
出
身
の
前
期
ロ
マ
ン
派
音
楽
を
代
表
す
る
作
曲
家
で
す
。

当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
ピ
ア
ニ
ス
ト
と
し
て
、
ま
た
作
曲
家

と
し
て
有
名
で
し
た
。
そ
の
作
曲
の
ほ
と
ん
ど
を
ピ
ア
ノ
独
奏
曲
が
占

め
、
ピ
ア
ノ
の
詩
人
と
も
呼
ば
れ
、
様
々
な
形
式
、
美
し
い
旋
律
、
半

音
階
的
和
声
法
な
ど
に
よ
っ
て
ピ
ア
ノ
の
表
現
様
式
を
拡
大
し
、
ピ
ア

ノ
音
楽
の
新
し
い
世
界
を
切
り
開
き
ま
し
た
。
ノ
ク
タ
ー
ン
、
別
れ
の

曲
、
英
雄
ポ
ロ
ネ
ー
ズ
、
幻
想
即
興
曲
、
子
犬
の
ワ
ル
ツ
、
革
命
の
エ

チ
ュ
ー
ド
、
雨
だ
れ
の
前
奏
曲
、
華
麗
な
る
大
円
舞
曲
、
軍
隊
ポ
ロ
ネ

ー
ズ
な
ど
多
く
の
名
曲
を
残
し
ま
し
た
。 

 

シ
ョ
パ
ン
の
ピ
ア
ノ
音
楽
は
、
そ
れ
ま
で
の
作
曲
家
の
書
い
た
ピ
ア

ノ
音
楽
に
は
無
か
っ
た
、
非
常
に
繊
細
で
抒
情
的
な
美
し
さ
や
、
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
表
現
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
の
込
め
ら
れ
た
も
の
な
ど
、

独
自
の
工
夫
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
多
く
、
オ
ペ
ラ
や
交
響
曲
に
は
目

も
く
れ
ず
、
ピ
ア
ノ
と
い
う
楽
器
に
没
入
し
た
シ
ョ
パ
ン
な
ら
で
は
の

音
楽
表
現
の
可
能
性
の
探
求
が
な
さ
れ
て
い
る
の
が
大
き
な
特
徴
で

し
ょ
う
。
人
生
の
中
心
が
ピ
ア
ノ
だ
っ
た
シ
ョ
パ
ン
は
、
作
曲
し
た
曲

も
ほ
と
ん
ど
が
ピ
ア
ノ
曲
で
す
が
、
わ
ず
か
な
が
ら
室
内
楽
曲
や
歌
曲

も
書
い
て
い
ま
す
。
チ
ェ
ロ
・
ソ
ナ
タ
や
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
・
ソ
ナ
タ
に

も
着
手
し
、
シ
ョ
パ
ン
が
ピ
ア
ノ
曲
以
外
の
ジ
ャ
ン
ル
に
も
積
極
的
に

な
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
歌
曲
に
つ
い
て
は
、
歌
好

き
の
母
親
の
影
響
や
、
歌
手
だ
っ
た
恋
人
た
ち
の
影
響
も
あ
る
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。 

 

シ
ョ
パ
ン
は
1810
年
３
月
１
日
（
２
月
22
日
説
あ
り
）
誕
生
し
、
1849

年
10
月
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。
昨
年
は
没
後
160
年
、
今
年
2010
年
は
作

曲
家
シ
ョ
パ
ン
の
生
誕
200
年
に
あ
た
る
記
念
の
年
。
39
年
の
短
い
生

涯
を
、
作
曲
と
ピ
ア
ノ
演
奏
で
駆
け
抜
け
た
「
ピ
ア
ノ
の
詩
人
」
の
素

晴
ら
し
い
音
楽
が
世
界
中
で
鳴
り
響
き
ま
す
。
世
界
各
国
で
さ
ま
ざ
ま

な
コ
ン
サ
ー
ト
や
イ
ベ
ン
ト
が
お
こ
な
わ
れ
、
Ｃ
Ｄ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
な
ど
、

数
多
く
の
音
楽
ソ
フ
ト
も
リ
リ
ー
ス
さ
れ
、
シ
ョ
パ
ン
の
音
楽
が
過
去

最
高
の
注
目
を
集
め
る
年
に
な
り
そ
う
で
す
。 

 

脊椎障害者の国際スポーツ大会。英国

のストーク-マンデビル病院の医師グ

ットマンが始めたのがきっかけで、

1952年国際大会が開催され、現在は四

年に一度オリンピック開催地で開かれ

ます。その名前は、Paraplegia (下半身

マヒの意味)とOlimipicの合成に由来

し、paraには[もう一つの]という意味

もあり、もうひとつのオリンピックと

も言われています。元々、IOCとは関係

はありませんでしたが、ソウルオリン

ピック以後、オリンピック開催後に同

じ場所でパラリンピックを開催するこ

とが義務付けられました。パラリンピ

ックには障害の度合いに応じた階級が

存在します。また障害種は[運動機能障

害][脳性麻痺][切断など][視覚障害]

があり現在は聴覚･知的･精神 

各障害者は出場ができません。 

 

 

 

 

  ３日 ひな祭り／耳の日   １４日 ホワイトデー    

  ６日 啓蟄          １８日 彼岸の入り 

 １０日 東京大空襲記念日    ２１日 春分の日 

 １３日 二月堂お水取り      

 

            

 

女
の
子
の
健
や
か
な
成
長
を
願
う
伝
統
行
事
。
雛
人
形
を
飾
り
、
白
酒･

菱
餅･

あ
ら
れ･

桃
の
花
等
を
供
え
ま

す
。
昔
は
上
巳
の
日
に
、
人
形
に
穢
れ
を
移
し
て
川
等
に
流
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
人
形
を
流
さ
ず
に
飾
っ

て
お
く
よ
う
に
な
り
、
今
の
雛
祭
り
の
よ
う
に
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。
雛
祭
り
に
つ
き
も
の
の
菱
餅
は
元
々
、

宮
中
で
お
正
月
に
供
え
た
「
菱
は
な
び
ら
餅
」
が
ル
ー
ツ
だ
と
い
わ
れ
、
雛
祭
り
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
江
戸
の
中
期
頃
。
緑(

よ
も
ぎ)

は
健
康
、
紅(

桃
の
花)

は
魔
除
け
、
白
は
清
浄
を
意
味
し
て
い
ま
す
。 

 

【
春
分
】
春
分
は
二
十
四
節
気
の
ひ
と
つ
で
毎
年
３
月
21
日
頃
。 

ま
た
、
こ
の
日
か
ら
清
明(

４
月
５
日
頃)

ま
で
の
期
間
も
春
分 

と
い
い
ま
す
。
『
暦
便
覧
』
に
は
「
日
天
の
中
を
行
て
昼
夜
等
分
の
時
な
り
」

と
あ
り
ま
す
。
春
分
に
は
昼
と
夜
の
長
さ
が
ほ
ぼ
同
じ
に
な
り
ま
す
が
、
実

際
に
は
昼
の
方
が
夜
よ
り
も
長
く
、
日
本
付
近
で
は
平
均
し
て
昼
が
夜
よ
り

も
約
14
分
長
く
な
り
ま
す
。
春
分
の
日
は
、
国
立
天
文
台
が
算
出
す
る
天

文
学
的
な
春
分
日
を
も
と
に
閣
議
で
決
定
さ
れ
、
前
年
の
２
月
に
官
報（
『
暦

象
年
表
』
）
で
告
示
さ
れ
ま
す
。
古
来
、
人
々
は
春
分
の
日
を
「
春
の
訪
れ

を
祝
う
日
」
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
祖
先
に
感
謝
を
す
る
お
祭

り
を
行
い
、
こ
の
風
習
は
農
村
部
で
長
く
続
い
て
き
ま
し
た
。
春
分
の
日
と

い
う
と
「
お
彼
岸
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
残
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
日
を
境

に
次
第
に
昼
の
時
間
が
長
く
な
り
、
本
格
的
に
春
に
な
っ
て
ゆ
き
ま
す
。 

【
春
彼
岸
】
彼
岸(

ひ
が
ん)

は
雑
節
の
ひ
と
つ
。
春
彼
岸
は
春
分
を
中
間
に
、

前
後
各
３
日
を
合
わ
せ
た
７
日
間
を
い
い
、
ま
た
、
こ
の
間
に
行
わ
れ
る
仏

事
・
法
要(

彼
岸
会)

を
い
い
ま
す
。
彼
岸
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の

「paramita

」
の
漢
語
訳
「
到
彼
岸
」
の
略
。
「
彼
岸
」
は
煩
悩
か
ら
脱
し

た
悟
り
の
境
地
を
さ
す
言
葉
で
、
浄
土
思
想
で
は
極
楽
浄
土
を
西
方
の
彼
方

に
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
春
分
に
は
太
陽
が
真
西
に
沈
む
た
め
、
西
方
に
あ

る
太
陽
を
礼
拝
し
極
楽
浄
土(

西
方
浄
土)

に
思
い
を
は
せ
、
そ
こ
に
生
ま
れ

変
わ
る
こ
と
を
願
い
ま
し
た
。
ま
た
、
昼
夜
の
長
さ
が
等
し
い
こ
と
か
ら
、

仏
教
の
説
く
「
中
道
」
の
教
え
に
も
か
な
う
と
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
で
は
先

祖
供
養
、
墓
参
な
ど
の
仏
事
・
法
要
へ
変
化
し
、
社
会
的
な
風
習
と
し
て
根

付
い
て
い
ま
す
が
、
彼
岸
は
日
本
特
有
の
も
の
で
す
。
彼
岸
の
供
物
で
あ
る

「
ぼ
た
も
ち
」
「
お
は
ぎ
」
は
同
じ
も
の
。
う
る
ち
米
と
も
ち
米
を
混
ぜ
て

炊
き
、
米
粒
が
残
る
程
度
に
つ
い
て
小
ぶ
り
の
俵
状
に
ま
る
め
、
餡
を
ま
ぶ

し
ま
す
。
通
常
、
「
ぼ
た
も
ち
」
は
春
に
「
牡
丹
餅
」
、
秋
に
「
御
萩
」
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
に
は(

現
代
で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て

い
な
い
も
の
の
）
夏
と
冬
に
も
正
式
な
呼
び
名
が
存
在
し
ま
す
。
季
節
ご
と

の
「
ぼ
た
も
ち
」
の
呼
び
名
と
そ
の
由
来
を
挙
げ
て
み
ま
す
。 

◇
春 

牡
丹
餅:

牡
丹
の
花
が
咲
く
季
節
、
す
な
わ
ち
春
の
彼
岸
に
、
神
仏
や

先
祖
へ
の
供
物
と
さ
れ
た
小
豆
餡
の
様
子
を
、
牡
丹
の
花
に
見
立
て
た
こ
と

か
ら
。
和
漢
三
才
図
会
に
は
「
牡
丹
餅
お
よ
び
萩
の
花
は
形
、
色
を
も
っ
て

こ
れ
を
名
づ
く
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

◇
夏 

夜
船:

ぼ
た
も
ち
は
餅
と
作
り
方
が
異
な
る
た
め
「
ペ
ッ
タ
ン
、
ペ
ッ

タ
ン
」
の
よ
う
な
音
を
出
さ
ず
に
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、
隣

に
住
む
人
に
は
、
い
つ
搗(

つ)

い
た
の
か
分
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
「
搗
き
知

ら
ず
」
→
「
着
き
知
ら
ず
」
と
言
葉
遊
び
を
し
て
、
夜
は
暗
く
て
船
が
い
つ

着
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
か
ら
。 

◇
秋 

御
萩:

牡
丹
餅
と
同
じ
く
、
小
豆
餡
の
様
子
を
秋
の
彼
岸
の
時
期
に
咲

く
萩
の
花
に
見
立
て
た
こ
と
か
ら
。 

◇
冬 

北
窓:

夜
船
と
同
じ
よ
う
に
「
搗
き
知
ら
ず
」
→
「
月
知
ら
ず
」
と
言

葉
遊
び
を
し
て
、
月
を
知
ら
な
い
、
つ
ま
り
月
が
見
え
な
い
の
は
北
側
の
窓

だ
、
と
い
う
こ
と
か
ら
。 

【
伐
っ
て
守
る
森
林
】
今
、
世
界
規
模
で 

拡
が
る
問
題
に
、
地
球
温
暖
化
現
象
や
生
物 

多
様
性
の
喪
失
危
機
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
違
法
伐
採

に
よ
る
森
林
減
少
は
そ
れ
ら
の
問
題
の
傷
口
を
広
げ

て
い
ま
す
。
中
国
、
ロ
シ
ア
、
熱
帯
諸
国
の
木
材
生

産
の
う
ち
違
法
に
伐
採
さ
れ
た
木
材
は
、
国
に
よ
っ

て
10
％
と
も
、
90
％
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

違
法
伐
採
は
、
森
林
を
回
復
不
能
な
ま
で
に
荒
廃
さ

せ
、
二
酸
化
炭
素
の
放
出
、
生
物
多
様
性
の
喪
失
な

ど
、
様
々
な
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。
で
は
、

日
本
へ
の
影
響
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
で
し

ょ
う
か
。
違
法
伐
採
の
木
材
に
よ
っ
て
、
木
材
市
場

価
格
が
不
当
に
下
が
り
ま
す
。
そ
し
て
、
日
本
の
林

業
が
生
業
と
し
て
成
り
立
た
な
く
な
り
森
林
の
伐
採

や
手
入
れ
が
で
き
ず
な
く
な
り
、
結
果
、
森
林
が
劣

化
し
て
森
林
の
機
能
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
日
本
の
森
林
は
伐
っ
て
守

ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
具
体
的
に
日
本
の
森
林

を
伐
っ
て
守
る
に
は
、
消
費
者
に
「
違
法
伐
採
の
木

材
を
使
用
し
な
い
」
と
い
っ
た
断
固
た
る
決
意
が
必

要
で
す
。
ま
ず
は
、
国
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取
り
、

2006
年
４
月
、
グ
リ
ー
ン
購
入
法
の
中
で
政
府
調
達
に

よ
る
木
材
や
木
材
製
品
は
合
法
木
材
を
優
先
使
用
す

る
旨
を
も
り
こ
み
ま
し
た
。
こ
れ
に
な
ら
い
、
各
地

方
自
治
体
も
現
在
、
努
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

そ
し
て
、
住
宅
関
連
の
優
良
企
業
の
中
に
は
、
こ
れ

に
な
ら
お
う
と
い
う
流
れ
が
で
き
つ
つ
あ
り
ま
す
。

こ
の
仕
組
み
が
根
付
く
た
め
に
は
、
合
法
木
材
が
日

常
的
に
売
り
買
い
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
森
林
経
営
者
は
、
森
林
認
証
機
関
の
定
め

た
基
準
に
基
づ
い
て
経
営
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を

評
価
認
証
す
る
制
度
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
合

法
木
材
の
出
荷
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
森
林
認
証
機

関
は
各
国
に
ま
た
が
る
組
織
や
そ
の
国
独
自
の
組

織
、
相
互
認
証
を
し
て
い
る
組
織
な
ど
様
々
で
す
。

国
内
の
認
証
林
面
積
は
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。 

 

さ
ら
に
、
加
工
・
流
通
過
程
の
管
理
の
認
証
と
し

てC
o
C

認
証
制
度
も
合
わ
せ
て
取
得
す
る
と
、
流
通
の

最
後
に
受
け
取
る
購
入
者
も
合
法
木
材
で
あ
る
こ
と

が
確
認
で
き
ま
す
。
国
産
材
需
要
の
約
６
割
は
住
宅

に
利
用
さ
れ
て
い
る
製
材
品
で
す
。
合
法
木
材
の
流

通
で
木
材
市
場
が
健
全
化
さ
れ
、
国
産
材
に
よ
る
木

造
軸
組
工
法
住
宅
が
増
え
れ
ば
、
日
本
の
森
林
を
維

持
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
私
た
ち
自
身
の
選
択
が
森
林
を
守
る
こ
と
に
つ

な
が
る
と
思
う
と
嬉
し
い
で
す
ね
。 
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