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も
う
少
し
移
香
斎
の
秘
技
を
学
び
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
調
子
で
は
、
何
時
ま
で
経
っ
て
も
新
陰
流
と
は
何
か
が
終
わ

ら
な
い
、
ど
こ
ろ
か
始
ま
ら
な
い
。
そ
こ
で
思
い
切
っ
て
、
今
回
か
ら
は
新
陰
流
に
と
も
か
く
入
門
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
新
陰
流
に
入
門
す
る
と
ま
ず
教
わ
る
の
が
礼
法
で
あ
る
。
次
い
で
太
刀
の
握
り
方
、
構
え
方
、
振
り
方
（
太
刀
振
り
）
を

覚
え
る
と
、
そ
の
次
に
は
も
う
型
の
稽
古
に
入
っ
て
い
く
。
最
初
に
稽
古
す
る
の
が
「
三
学
円
之
太
刀
（
取
上
げ
遣
い
）」

と
い
う
型
で
あ
る
。

三
学
円
之
太
刀
略
し
て
「
三
学
」
は
五
本
の
型
か
ら
な
り
、
そ
の
一
本
目
を
「
一
刀
両
段
」
と
い
う
。
三
学
に
つ
い
て
は
後

程
多
少
の
説
明
を
さ
せ
て
頂
く
。
と
に
か
く
初
心
者
は
、
こ
の
型
を
稽
古
し
な
が
ら
色
々
な
基
本
的
動
作
や
技
を
学
ん
で
い

く
わ
け
で
あ
る
。「
一
刀
両
段
」を
始
め
と
す
る
五
本
の
型
か
ら
な
る
三
学
を
二
か
月
ほ
ど
で
一
通
り
覚
え
る
と
次
の
型
、「
相

雷
刀
八
勢
」
に
進
む
。

　
と
こ
ろ
で
、
最
初
に
習
う
礼
法
だ
が
、
立
礼
と
座
礼
と
に
大
別
さ
れ
る
。
筆
者
が
属
す
る
新
陰
流
上
泉
会
の
稽
古
及
び
演

武
会
に
お
い
て
は
、
立
礼
、
座
礼
（
正
座
）、
座
礼
（
爪
甲
礼
）
の
三
種
の
礼
法
を
使
い
分
け
て
い
る
。
稽
古
の
時
は
簡
便

な
立
礼
を
、
演
武
会
で
は
丁
寧
な
座
礼
で
行
う
。
こ
の
う
ち
流
祖
上
泉
信
綱
が
自
ら
作
り
最
初
に
教
習
し
た
本
伝
と
言
わ
れ

る
型
の
み
は
、
爪
甲
礼
と
称
す
る
貴
人
に
対
し
て
行
う
礼
法
で
挨
拶
す
る
。
そ
の
他
の
型
は
正
座
に
よ
る
挨
拶
と
な
る
。
　

　
少
し
話
が
横
道
に
逸
れ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
、
正
座
に
よ
る
座
礼
は
日
本
古
来
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
も
の
だ
と
思
い

込
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
認
識
は
間
違
い
で
あ
る
、
実
は
古
来
か
ら
明
治
ま
で
、
日
本
人
の
通
常
の
座
り

方
は
、（
安
座
）
か
立
膝
で
あ
っ
た
。
こ
の
座
り
方
は
、
貴
賤
、
男
女
を
問
わ
ず
同
じ
で
あ
る
。
泥
棒
も
お
姫
様
も
普
通
に

は
胡
坐
を
か
く
か
立
膝
で
座
っ
て
い
た
。

そ
も
そ
も
正
座
は
奈
良
時
代
に
中
国
か
ら
伝
来
し
た
が
、
本
来
は
神
仏
あ
る
い
は
特
別
高
貴
な
人
に
ひ
れ
伏
す
場
合
の
み
に

行
わ
れ
た
。
正
座
が
貴
人
の
間
で
公
式
な
座
り
方
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
初
期
で
あ
る
。
徳
川
家
康
が
天
下
を
掌
握
し
て

諸
大
名
に
謁
見
す
る
と
き
に
、
小
笠
原
流
礼
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
正
座
が
公
式
の
作
法
と
な
っ
た
。
諸
大
名
に
絶
対
の
服
従

を
誓
わ
せ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
礼
法
で
あ
っ
た
。

　
正
座
が
正
式
に
国
策
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
は
明
治
時
代
後
半
の
事
で
あ
る
。
正
座
が
当
然
の
正
式
礼
法
と
国
民
が
認
識

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
ん
な
に
昔
の
話
で
は
な
い
の
で
あ
る
。（
続
く
）


