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人セ

公
開
講
座

八
王
子
学
園
都
市
大
学
い
ち
ょ
う
塾
主

催
の
公
開
講
座

「幽
霊
の
発
生
　
怪
談

か
ら
見
直
す
日
本
文
化
論
」
が
、
講
師

に
東
北
大
学
大
学
院
教
授
　
佐
藤
弘
夫

氏
を
迎
え
て
四
月
十
八
日
、
八
王
子
市

学
園
都
市
セ
ン
タ
ー

・
イ
ベ
ン
ト
ホ
ー
ル

に
て
開
催
さ
れ
た
。

社
会
の
世
俗
化
が
進
む
江
戸
時
代
で
な

ぜ
怪
談
が
隆
盛
し
た
の
か
、
日
本
人
の

生
死
感
が
な
ぜ
劇
的
な
変
化
を
遂
げ
た

の
か
を
浮
世
絵
の
原
図
や
怪
談
話
の
刊
本

を
示
し
な
が
ら
解
説
さ
れ
た
。
講
演
概

要
は
次
の
通
り
。

今
海
外

で
は
日
本

の
ア
ニ
メ
や
ゆ
る

キ
ｒ
フ
、
ホ
ラ
ー
等
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー

と
呼
ば
れ
る
大
衆
文
化
に
人
気
が
高
ま
っ

て
い
る
が
、
な
か
で
も
ホ
ラ
ー
と
縁
の
あ

る
幽
霊
怪
談
話
が
な
ぜ
江
戸
時
代
に
隆

盛
し
た
の
か
を
知
る
こ
と
で
日
本
人
の

世
界
観
の
本
質
に
追
れ
な
い
か
考
え
て
み

た
。浮

世
絵
怪
談

「さ
ら
や
し
き
」
や
お
岩

さ
ん
、
桜
騒
動
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に

幽
霊
は
江
戸
時
代
に
大
衆
文
化
と
な
っ

た
も
の
で
、
中
世
に
は
い
ま
せ
ん
。
こ
の

訳
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
お
墓
に
つ
い

て
調
べ
て
み
る
と
、
江
戸
時
代
の
お
墓
に

は
法
名
な
い
し
は
戒
名
が
刻
ま
れ
て
い
る

が
、
鎌
倉
や
室
町
時
代
の
中
世
の
お
墓
に

は
何
も
刻
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
っ

た
。
こ
れ
は
静
岡
県
磐
田
市
の
中
世
の
墓

地
と
さ
れ
る

一
の
谷
遺
跡
か
ら
出
土
し

「幽
霊
の
発
生

怪
談
か
ら
見
直
す
日
本
文
化
論
」

東
北
大
学
大
学
院
教
授

佐
藤
弘
夫
氏

た
墓
石
や
火
葬
し
た
骨
を
埋
め
川
原
石

を
積
ん
だ
墓
か
ら
も
窺
い
知
れ
る
。
中
世

の
お
墓
に
は
そ
こ
に
誰
が
眠
っ
て
い
る
か

の
標
識
が
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
十

二

世
紀
に
描
か
れ
た

「餓
鬼
草
紙
」
に
は

お
墓
の
死
体
を
食
べ
て
い
る
風
景
が
描
か

れ
て
い
る
が
、
亡
く
な
る
と
お
墓
に
置
き

去
り
に
さ
れ
た
り
、
弔
っ
た

形
跡
の
五
輪
塔
は
あ
る
が
そ

こ
に
は
死
者
の
名
前
は
刻
ま

れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

「
天
狗
草
紙
」
に
は
中
世
の

霊
場
高

野
山
奥

の
院
に
骨

を
運
ん
で
き
て
骨
を
納
め
卒

塔
婆
を
立
て
る
風
景
が
描
か

れ
て
い
る
。
同
じ
中
世
の
霊

場
松
島
の
雄
島
に
は
人
骨
が

散
乱
し
て
い
た
。
つ
ま
り
中

世
前
期
平
安
か
ら
鎌
倉
時

代
に
か
け
て
は
、
こ
の
世
に

い
る
人
は
救
わ
れ
な
い
、
亡

く
な
っ
た
人
は
お
墓
に
い
る

の
で
は
な
く
救
済
者
が
い
る

と
さ
れ
る
異
次
元
の
理
想
世

界

（
西
方
浄
土
）
に
旅
立

つ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
中

世
の
死
者
は
匿
名
化
す
る
の

で
あ
る
。

一
方
、

中

世

の
普

通

の

人

々
の
精
神

世
界
を
知
る

手
掛
か
り
と
な
る
中

世
後

期
に
流
布
し
て
い
た
起
請
文

に
は
、
こ
の
世
で
罰
を
与
え
る
仏
と
し
て

具
体
的
に
形
の
あ
る
仏
像
の
み
が
記
載
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
中
世
後
期
室

町
時
代
か
ら
西
方
浄
土
の
思
想
が
薄
れ

て
ゆ
き
目
に
見
え
る
も
の
し
か
信
じ
な
い

一
種
の
世
俗
化
、
近
代
化
が
始
ま
っ
て
来

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

死
ん
だ
人
が
遠
く
に
旅
立
た
な
い
。
死

者
が
こ
の
世
に
と
ど
ま
る
の
で
こ
の
世
に

死
者
の
数
が
増
え
て
い
き
、
生
き
て
い
る

人
と
死
者
が

一
緒
に
住
む
よ
う
に
な
る
。

そ
こ
で
生
き
て
い
る
人
と
死
者
が
住
む
場

所
を
分
け
て
越
境
し
な
い
契
約
を
結
ぶ
よ

う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
死
者
の
指

定
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
墓
地
で
あ
る
。
狭
い

と
こ
ろ
に
押
し
込
め
ら
れ
た
の
で
圧
倒
的

に
死
者
が
不
利
に
な
る
。
そ
こ
で
、
お
彼

岸
に
墓
参
り
を
し
た
り
、
お
盆
に
死
者

を
家
に
迎
え
入
れ
た
り
、
寂
し
く
な
ら

な
い
よ
う
に
お
経
の
聞
こ
え
る
境
内
に
お

墓
を
作
っ
た
り
す
る
等
の
契
約
条
件
が
付

け
ら
れ
た
。

江
戸
時
代
に
な
っ
て
ど
う
し
て
幽
霊
が

大
量
に
発
生
す
る
の
か
。
そ
れ
は
生
き
て

い
る
ほ
う
が

一
方
的
に
契
約
を
破
棄
す
る

と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
。

「
諸
国
百
物
語

」
、
「
法
華
験
記
」
等
の
例
に
あ
る
よ
う

に
、
死
者
が
理
不
尽
な
扱
い
を
さ
れ
る
こ

と
が
増
え
て
き
た
。
そ
う
な
る
と
、
死
者

は
契
約
を
守
る
必
要
が
な
く
な
り
公
然

と
お
墓
か
ら
出
て
き
て
復
讐
を
遂
げ
る
。

約
束
を
破
っ
た
も
の
に
落
と
し
前
を
付
け

る
の
が
江
戸
時
代
の
幽
霊
怪
談
の
特
徴
で

あ
る
。
江
戸
時
代
の
幽
霊
文
化
が
底
辺

の
民
衆
ま
で
普
及
し
現
代
ま
で
続
い
て
ホ

ラ
ー
文
化
に
な
っ
た
。

中
世
や
近
世
で
は
目
に
見
え
る
世
界
と

目
に
見
え
な
い
神
仏
や
死
者
の
世
界
が
、

あ
る
親
和
性
を
持
っ
て
共
存
し
て
い
た
。

言
い
換
え
る
と
、
人
と
人
と
の
間
を
神
仏

が
緩
衝
材
に
な
っ
て
埋
め
て
い
た
が
、
近

代
以
降
で
は
神
仏
や
死
者
を
追
い
出
し
て

し
ま
い
人
間
が
直
に
向
き
合
っ
て
傷
つ
け

あ
っ
て
い
る
状
況
が
見
ら
れ
る
。
昔
、
神

が
住
む
と
考
え
ら
れ
て
い
た
無
人
島
を

廻
っ
て
国
家
間
で
衝
突
し
た
り
す
る
な

ど
異
常
な
ナ

ンヽ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
台
頭
し
て

き
て
い
る
。
ゆ
る
キ
ぎ
フ
や
ペ
ッ
ト
ブ
ー

ム
は
現
代
人
の
悲
鳴
２
暴
返
し
で
は
な
い

か
。
な
ぜ
人
間
は
目
に
見
え
な
い
神
仏
や

死
者
を
必
要
と
し
て
い
る
か
を
考
え
て
い

き
た
い
。


