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『
空
手
道
大
観
』
の
内
容
に
つ
い
て
も
触
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
一
言
で
言
え
ば
、
内
容
が
多
岐
に
わ
た
り
、

か
え
っ
て
体
育
唐
手
と
距
離
が
で
き
た
感
が
あ
る
。「
唐
手
」
で
な
く
「
空
手
」
だ
か
ら
、
内
容
が
多
岐
に
わ

た
っ
て
も
よ
い
、
と
の
詭き

弁べ
ん

は
成
り
立
つ
か
も
知
れ
な
い
。

　
三
　
　
教
育
唐
手
と
武
道
唐
手
の
狭は

ざ

間ま

で

　
こ
れ
ま
で
唐
手
を
教
育
唐
手
と
い
う
立
場
か
ら
書
い
て
き
た
。
唐
手
と
い
う
も
の
は
、
決
し
て
自
然
発
生
的

に
で
き
た
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
個
人
の
恣し

意い

に
よ
っ
て
で
き
た
も
の
で
も
な
い
。
学
校
教
育
の
目
的
に
沿
う

よ
う
、
意
図
的
に
創
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
具
体
的
に
い
え
ば
、
明
治
の
後
期
に
糸
洲
安
恒
を
委
員
に
委
嘱
、
県
学
務
課
の
指
導
監
督
の
も
と
に

で
き
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
当
時
の
文
部
省
視
学
官
、
小
川
鋠
太
郎
の
文
部
省
へ
の
上
申
も
あ
っ
た
と
い

う
。
言
う
な
れ
ば
、
官
制
品
官
許
の
唐
手
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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右
に
述
べ
た
経
緯
で
出
来
上
が
っ
た
も
の
は
、
も
の
の
良
し
悪
し
の
批
判
は
別
と
し
て
、
社
会
の
一
つ
の
基

準
、
物
差
し
と
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
秩
序
の
基
準
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
の
意
思
で
勝
手
に
変
え

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
後
の
問
題
の
原
因
は
、役
所
の
肝き

も

煎い

り
で
、「
手

て
ぃ
ー

」
を
母
体
と
し
て
「
唐か

ら

手て

」（
教

育
唐
手
）
が
誕
生
し
た
。
市し

井せ
い

の
「
手

て
ぃ
ー

」
と
違
い
ま
す
、と
の
要
点
の
説
明
Ｐ
Ｒ
が
不
徹
底
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
私
は
、
以
上
述
べ
た
よ
う
な
目
で
、
長
い
こ
と
唐
手
を
見
て
き
た
。
唐
手
に
志
し
た
多
く
の
者
が
、
唐
手
が

官
制
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
忘
れ
て
い
た
。
小
さ
な
問
題
か
も
知
れ
な
い
が
、
沖
縄
県
学
務
課
は
、
唐
手
を
体

育
と
し
て
位
置
付
け
た
が
、
糸
洲
安
恒
の
給
与
は
、
武
道
教
師
と
し
て
の
手
当
で
あ
っ
た
。
役
所
の
給
与
規
定

に
よ
る
名
目
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
辺
に
も
唐
手
を
武
道
と
し
て
印
象
づ
け
た
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
か
っ

た
ろ
う
か
、
唐
手
に
は
草
創
期
か
ら
負
の
影
が
さ
し
て
い
た
よ
う
に
も
見
え
る
。

　
ま
た
、
体
育
と
し
て
作
ら
れ
た
「
平ぴ

ん

安あ
ん

」
の
型
は
、
多
く
の
流
派
の
中
で
武
道
と
い
う
こ
と
で
修
練
さ
れ
て

い
る
。
体
育
が
よ
い
、
武
道
が
悪
い
と
か
で
な
く
、
明
ら
か
な
間
違
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
間
違
い
が
堂

堂
と
罷ま

か

り
通
っ
て
い
る
。
唐
手
が
普
及
す
る
に
つ
れ
て
、
教
育
唐
手
が
仮
称
武
道
唐
手
に
変
貌
し
て
い
く
。
そ

し
て
唐
手
の
実
体
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
や
が
て
、
実
体
不
明
な
も
の
が
、
教
育
の
聖
域
に
登
場
す

る
こ
と
に
な
る
。
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「
教
育
唐
手
」
と
い
う
言
葉
は
、
本
来
な
い

　
教
育
唐
手
と
い
う
言
葉
は
、
本
来
な
い
。
学
校
教
育
の
目
的
で
意
図
的
に
創
案
さ
れ
た
唐
手
が
、
広
く
普
及

す
る
に
つ
れ
て
、
同
じ
唐
手
で
も
、
忠
実
に
教
育
唐
手
の
精
神
と
技
を
伝
承
す
る
も
の
と
武
道
色
の
強
い
唐
手

を
指
導
す
る
も
の
と
二
つ
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
仮
称
武
道
唐
手
に
流
派
な
る
も
の
が
派
生
す

れ
ば
、
最も

早は
や

両
者
は
同
じ
唐
手
と
は
称
し
難
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
両
者
を
区
別
す
る
た
め
に
、
ま
た
両
者
を

対
比
し
、
違
い
を
証
明
す
る
都
合
で
、
一
方
を
仮
称
武
道
唐
手
と
し
た
こ
と
を
、
お
断
り
す
る
。

　
◇
教
育
唐
手
と
は

　
教
育
唐
手
と
は
こ
れ
ま
で
た
び
た
び
述
べ
た
よ
う
に
、
相
手
の
身
体
を
損
な
わ
な
い
と
い
う
人
間
尊
重
の
精

神
を
基
調
と
し
て
、
学
校
教
育
の
目
的
に
沿
う
よ
う
十
四
の
枠
組
み
の
型
を
修
練
す
る
こ
と
で
あ
る
。
十
四
の

枠
組
み
の
型
の
名
称
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
旧
伝
統
型
か
ら
糸
洲
安
恒
が
修
正
し
た
も
の

　
ナ
イ
フ
ァ
ン
チ
初
段

　
パ
ッ
サ
イ
（
大
）
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パ
ッ
サ
イ
（
小
）

　
公
相
君
（
大
）

　
公
相
君
（
小
）

　
チ
ン
ト
ウ

　
五
十
四
歩

　
糸
洲
安
恒
の
創
案
に
な
る
も
の

　
ナ
イ
フ
ァ
ン
チ
二
段

　
ナ
イ
フ
ァ
ン
チ
三
段

　
平
安
（
初
段
）

　
平
安
（
二
段
）

　
平
安
（
三
段
）

　
平
安
（
四
段
）

　
平
安
（
五
段
）
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現
在
、
忠
実
に
教
育
唐
手
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
団
体
は
、
極
め
て
少
数
派
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
唐

手
と
は
教
育
唐
手
の
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
、
多
く
の
会
派
団
体
の
型
修
練
の
主
体
と
な
っ
て
い
る
の
は
教
育

唐
手
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
実
体
を
認
識
し
て
い
る
人
も
少
数
派
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
空
手
界
に
は
、
四
大
会
派
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ラ
ン
ク
付
け
は
で
き
な
い
が
、
松
濤
館
流
、
和
道
流
、 

糸
東
流
、
剛
柔
流
の
四
つ
で
あ
る
。
決
し
て
他
の
流
会
派
を
軽
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
斯
界
で
は
知
名

度
も
高
く
、
ま
た
、
会
派
の
内
容
も
お
よ
そ
の
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
の
で
、
四
つ
の
会
派
を
取
り
上
げ
た
。

主
に
白
鶴
拳
を
伝
承
す
る
剛
柔
流
は
、
他
の
会
派
と
系
統
が
異
な
る
の
で
別
と
し
て
、
松
濤
館
流
、
和
道
流
、

糸
東
流
は
、
指
導
し
て
い
る
型
の
枠
組
み
の
主
体
が
、
教
育
唐
手
の
型
と
同
じ
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
糸
東
流
は
型
の
数
が
一
番
多
い
。
剛
柔
流
の
型
あ
り
、
泊
系
統
、
首
里
の
系
統
、
果
て
は
中
国

拳
法
ま
で
あ
る
。
が
、
指
導
の
主
流
は
教
育
唐
手
で
あ
る
。
三
つ
の
会
派
の
型
の
主
流
は
、
教
育
唐
手
の
枠
組

み
の
型
で
あ
る
、
と
言
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
武
道
唐
手
（
空
手
）
と
し
て
指

導
普
及
さ
れ
て
い
る
。
極
言
す
れ
ば
、
日
本
の
武
道
唐
手
（
空
手
）
の
型
の
主
流
は
、
教
育
唐
手
の
枠
組
み
の

型
で
あ
る
。
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教
育
唐
手
と
武
道
唐
手
は
異
次
元
の
も
の

　
筆
者
は
、
教
育
唐
手
が
よ
い
と
か
武
道
唐
手
（
空
手
）
で
は
都
合
が
悪
い
と
か
を
論
じ
る
意
図
は
な
い
。
体

育
と
武
道
は
、
技
術
的
に
は
似
て
い
る
点
も
あ
る
が
、
そ
の
精
神
に
お
い
て
、
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
、
と

考
え
て
い
る
。
両
者
と
も
そ
れ
ぞ
れ
特
質
長
所
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
異
次
元
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
次
元

の
異
な
る
も
の
を
、
一
緒
に
し
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
、
な
ぜ
、
と
の
疑
問
を
持
つ
者
で
あ
る
。
と
く
に
学
校

教
育
の
場
合
、
心
情
的
な
物
の
見
方
で
は
な
く
、
史
実
を
踏
ま
え
た
論
理
と
い
う
も
の
が
求
め
ら
れ
る
は
ず
で

あ
る
。

　
一
般
に
武
道
、
体
育
か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
は
、
技
の
修
練
か
ら
入
っ
て
精
神
に
到
達
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
形
式
は
内
容
を
決
定
す
る
、
と
も
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
形
式
、
つ
ま
り
唐
手
に
お
け
る
型
は
極

め
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
、
型
修
練
以
前
に
唐
手
（
空
手
）
の
歴
史
・
理
念
を
き
ち
ん
と
理
解
す

る
こ
と
が
最
も
大
事
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
。
唐
手
（
空
手
）
の
歴
史
を
知
ら
ず
理
念
を
忘
れ
た

の
で
は
、
舵
の
な
い
船
に
乗
っ
て
い
る
に
等
し
い
、
と
言
え
ば
、
あ
ま
り
に
も
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。


