
ト
マ
ス･

ア
ク
ィ
ナ
ス
に
よ
る
徳
の
分
類

二
三

一
　
序

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
思
慮 
（prudentia

）、
正
義 

（justitia

）、
勇
気 

（fortitudo

）、
節
制 

（tem
perantia

） 

の
四
つ
を
「
枢
要
徳

（virtutes cardinales

）」
と
呼（

1
）

び
、
他
の
徳
は
枢
要
徳
の
う
え
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
述
べ
て
い（

2
）

る
。

こ
の
よ
う
に
基
礎
的
徳
と
さ
れ
る
枢
要
徳
と
他
の
徳
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
だ
ち
に
想
像
さ

れ
る
の
が
次
の
二
つ
の
モ
デ
ル
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
類
種
関
係
に
あ
る 

― 

質
素
は
節
制
の
一
種
で
あ
る 

― 

と
い

う
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
徳
と
い
う
類
の
も
と
に
お
さ
ま
る
種
と
し
て
並
列
的
に
存
在
し
つ
つ
、
重
要
性
の
濃
淡
や
因
果
関
係

を
も
っ
て
い
る 

― 

勇
気
が
忍
耐
よ
り
も
重
要
な
徳
で
あ
る
、
勇
気
が
忍
耐
を
も
た
ら
す 

― 

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ト
マ
ス
の
徳
の
分
類
は
類
種
関
係
と
並
列
関
係
を
含
ん
で
い
る
が
、
そ
の
区
分
は
、
想
像
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
と
は
か
な
り
異
な

る
。
た
と
え
ば
、
質
素
は
節
制
と
特
別
な
関
係
に
あ
る
が
、
節
制
の
一
種
で
は
な
く
、
む
し
ろ
節
制
と
並
列
的
な
徳
で
あ
る
。

本
論
は
、
ト
マ
ス
が
何
を
根
拠
に
し
て
或
る
徳
を
別
の
徳
か
ら
区
別
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
枢
要
徳
と
そ
の
他
の
徳
の
関
係
に
つ

い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
。

ト
マ
ス･

ア
ク
ィ
ナ
ス
に
よ
る
徳
の
分
類

周
　
藤

　
多

　
紀



哲
学
研
究

　
第
六
百
四
号

二
四

二
　
徳
の
種
別
化
の
議
論

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、
討
論
『
徳
一
般
に
つ
い
て
』
で
「
諸
徳
は
相
互
に
区
別
さ
れ
る
か
」
と
い
う
問
い
を
論
じ
な
が
ら
、
あ

ら
ゆ
る
徳
に
あ
て
は
ま
る
、
徳
の
種
別
化
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
い（

3
）

る
。

ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
も
の
の
種
別
化
は
、
そ
の
も
の
に
あ
る
形
相
的
な
も
の 

（id quod est form
ale in ipso

） 

に
よ
っ
て
生
じ
る
。

形
相
的
な
も
の
と
は
、
そ
の
も
の
の
定
義
を
完
成
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
究
極
の
差
異
・
種
差 

（ultim
a differentia

） 

に
該
当
す
る
。

ト
マ
ス
に
よ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
徳
の
定
義
は
「
善
い
習
性 

（bonus habitus

）」
な
の（

4
）

で
、
徳
の
形
相
的
な
も
の
、
つ
ま
り
究

極
の
差
異
・
種
差
と
は
「
善 （
い
）」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
究
極
の
差
異
・
種
差
が
異
な
る
観
点
・
特
質 

（rationes

） 

に
よ
っ
て
形
相

的
に 

（form
aliter

） 

多
数
で
あ
り
う
る 
（m

ultiplicabilis

） 

な
ら
、
定
義
さ
れ
る
も
の 

（definitum

） 

は
異
な
る
種
に
分
か
た
れ
る
、
と

ト
マ
ス
は
主
張
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
善
が
異
な
る
「
ラ
チ
オ
（
観
点
・
特（

5
）

質
）」
に
よ
っ
て
形
相
的
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
そ
く
し

て
徳
は
種
別
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
て
、
人
間
が
も
つ
徳
に
つ
い
て
「
徳
と
は
善
い
習
性
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
時
の
「
善
」
は

「
人
間
の
善 

（bonum
 hom

inis

）」
に
限
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
「
人
間
の
善
」
に
は
二
通
り
あ
る
。
一
つ
は
⒜
究
極
目
的
で
あ
る
善
、

す
な
わ
ち
神
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
⒝
究
極
目
的
へ
の
手
段
に
な
る
善
で
あ
る
。
究
極
目
的
で
あ
る
善
（
＝
神
）
に
直
接
関
わ
る
習
性

が
対
神
徳
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
は
理
性
的
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
人
間
で
あ
る
の
で
、「
人
間
の
善
」
は
何
ら
か
の
仕
方
で
理
性

的
な
性
格
を
も
つ
。
と
こ
ろ
で
、
人
間
の
魂
の
知
性
的
・
理
性
的
部（

6
）

分
は
⑴
認
知
的
部
分 

（pars cognitiva

） 

と
⑵
欲
求
的
部
分 

（pars 

appetitiva

） 

に
分
か
た
れ
る
。
⒜
究
極
目
的
へ
の
手
段
で
あ
る
よ
う
な
善
に
関
わ
る
習
性
の
う
ち
、
⑴
魂
の
認
知
的
部
分
に
と
っ
て
の

善
に
関
わ
る
の
が
知
性
的
徳
で
あ
り
、
⑵
魂
の
欲
求
的
部
分
に
と
っ
て
の
善
に
関
わ
る
の
が
倫
理
徳
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
徳
は
、
対

神
徳
、
知
性
的
徳
、
倫
理
徳
と
い
う
三
つ
の
類
に
分
類
さ
れ
、
各
類
に
複
数
の
徳
の
種
が
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
先
述
の
よ
う
に
、

「
人
間
の
善
」
が
（
形
相
的
に
）
異
な
る
ラ
チ
オ
を
も
つ
こ
と
に
そ
く
し
て
人
間
の
徳
は
種
別
化
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
言
及
さ
れ



ト
マ
ス･

ア
ク
ィ
ナ
ス
に
よ
る
徳
の
分
類

二
五

た
四
つ
の
ラ
チ
オ
（
⒜
⒝ 

⑴ 

⑵
）
な
い
し
は
ラ
チ
オ
の
組
み
合
わ
せ
（
た
と
え
ば
、
⑴
＆
⒜
）
に
そ
く
し
て
徳
は
種
別
化
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
ラ
チ
オ
な
い
し
は
ラ
チ
オ
の
組
み
合
わ
せ
が
さ
ら
に
異
な
る
ラ
チ
オ
で
区
別
さ
れ
る
と
き
に
、
徳
は
さ
ら
に
種
別

化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

知
性
的
魂
の
認
知
的
部
分
の
善
と
は
真
な
る
こ
と
の
認
識
で
あ
る
。
真
の
認
識
が
認
識
対
象
に
よ
っ
て
異
な
る
ラ
チ
オ
を
も
つ
こ
と

に
そ
く
し
て
、
知
性
的
徳
は
種
別
化
さ
れ
る
。
論
証
の
第
一
原
理
を
対
象
に
す
る
の
が
直
知 

（intellectus

）、
論
証
の
結
論
を
対
象
に

す
る
の
が
学
知 

（scientia

）、
存
在
す
る
も
の
の
第
一
原
因
を
対
象
に
す
る
の
が
知
恵 

（sapientia

） 

で
あ
る
。
そ
し
て
、
作
ら
れ
う
る

も
の
（
制
作
物
）
を
対
象
に
す
る
の
が
技
術
で
、
為
さ
れ
う
る
事
柄
（
行
為
）
を
対
象
に
す
る
の
が
思
慮
で
あ
る
。
こ
う
し
た
五
つ
の

知
性
的
徳
の
区
別（

7
）

は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
六
巻
で
の
思
考
の
徳
（
デ
ィ
ア
ノ
エ
ー
テ
ィ
ケ
ー
・
ア
レ

テ
ー
）
に
つ
い
て
の
記
述
に
沿
っ
て
い
る
。

知
性
的
魂
の
欲
求
的
部
分
は
行
為
と
感
情
を
引
き
起
こ
す
が
、
行
為
に
お
け
る
善
と
感
情
に
お
け
る
善
は
ラ
チ
オ
を
異
に
す
る
。
行

為
に
お
け
る
善
が
人
間
関
係
に
お
い
て
均
等
性
（aequalitas

）
を
保
つ
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
、
感
情
に
お
け
る
善
は
感
情
の
衝
動

に
よ
っ
て
理
性
の
判
断
か
ら
外
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
感
情
に
お
け
る
善
は
、
感
情
の
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
異
な
る
ラ
チ
オ
を
も
つ
。
感

情
に
は
、
或
る
物
事
を
追
求
さ
せ
る
よ
う
な
前
進
タ
イ
プ
の
感
情
（
欲
情
）
と
、
或
る
物
事
を
た
め
ら
わ
せ
る
よ
う
な
後
退
タ
イ
プ
の

感
情
（
恐
れ
）
が
あ（

8
）

る
。
感
情
は
強
す
ぎ
る
場
合
、
理
性
の
命
令
を
妨
げ
な
い
よ
う
に
、
前
進
タ
イ
プ
の
も
の
に
つ
い
て
は
抑
制
す
る

（
後
退
さ
せ
る
）
こ
と
が
善
い
の
に
対
し
、
後
退
タ
イ
プ
の
感
情
に
つ
い
て
は
退
か
な
い
よ
う
に
耐
え
さ
せ
る
（
後
退
さ
せ
ず
、
む
し

ろ
前
進
さ
せ
る
）
こ
と
が
善
い
。
し
た
が
っ
て
倫
理
徳
は
、
行
為
を
対
象
と
す
る
正
義
、
後
退
タ
イ
プ
の
感
情
を
対
象
と
す
る
勇
気
、

前
進
タ
イ
プ
の
感
情
を
対
象
と
す
る
節
制
に
種
別
化
さ
れ
る
。

⒝
究
極
目
的
（
＝
神（

9
）

）
で
あ
る
よ
う
な
善
に
関
し
て
知
性
的
魂
の
認
知
的
部
分
を
完
成
す
る
、
つ
ま
り
人
間
に
神
を
認
識
さ
せ
る
習

性
が
信
仰
で
あ
る
。
究
極
目
的
に
関
し
て
、
人
間
の
魂
の
欲
求
的
部
分
は
二
つ
の
異
な
る
働
き
を
も
つ
。
一
つ
は
、
目
的
と
す
る
も
の
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二
六

を
獲
得
す
る
こ
と
を
望
む
働
き
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
目
的
と
す
る
も
の
を
愛
す
る
働
き
で
あ
る
。
前
者
の
働
き
に
関
す
る
習
性
が
希

望 
（spes

） 

で
あ
り
、
後
者
の
働
き
に
関
す
る
習
性
が
愛
徳 

（caritas

） 

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
徳
は
、
そ
の
徳
の
は
た
ら
き
を
遂
行
す
る
魂
の
部
分
な
い
し
は
能
力 

（potentia

） 

を
完
成
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
魂

の
部
分
・
能
力
を
基
体
（subjectum

）
と
す
る
付
帯
性 

（accidens

） 

で
あ
る
と
ト
マ
ス
は
考
え（

10
）

る
。
し
た
が
っ
て
、
知
性
的
徳
の
基

体
は
知
性
的
魂
の
認
知
的
部
分
で
あ
り
、
倫
理
徳
の
基
体
は
知
性
的
魂
の
欲
求
能
力
で
あ
る
。
知
性
的
魂
の
認
知
的
部
分
と
は
知
性
の

こ
と
で
あ
る
。
知
性
的
魂
の
欲
求
的
部
分
は
、
知
性
の
把
握
に
従
う
知
性
的
欲
求
能
力
で
あ
る
意
志
と
、
理
性
の
命
令
に
従
う
こ
と
も

あ
れ
ば
従
わ
な
い
こ
と
も
あ
る
感
覚
的
欲
求
能
力
の
二
種
類
に
区
別
さ
れ
、
後
者
は
さ
ら
に
、
自
分
に
適
合
的
な
も
の

（conveniens

）・
快
適
な
も
の 
（delectabile

） 

を
追
求
し
有
害
な
も
の 

（nocum
entum

）・
苦
痛
を
与
え
る
も
の
（dolorosum

）
を
避

け
る
、
つ
ま
り
無
条
件
な
感
覚
的
善
悪
に
関
わ
る
欲
情
能
力 

（concupiscibilis

） 

と
、
獲
得
や
回
避
に
困
難
さ
を
と
も
な
う
よ
う
な
感

覚
的
善
悪
に
関
わ
る
怒
情
能
力
（irascibilis
）
に
区
別
さ
れ（

11
）

る
。
し
た
が
っ
て
、
知
性
的
徳
と
信
仰
は
知
性
を
、
正
義
お
よ
び
希
望
と

愛
徳
は
意
志
を
、
節
制
は
欲
情
能
力
を
、
勇
気
は
怒
情
能
力
を
基
体
と
す（

12
）

る
。

以
上
で
、
計
十
一
の
徳
（
五
つ
の
知
性
的
徳
、
三
つ
の
倫
理
徳
、
三
つ
の
対
神
徳
）
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ト
マ
ス

が
認
め
る
徳
の
種
類
は
こ
れ
ら
に
尽
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
は
じ
め
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
忍
耐
や
質
素
も
徳
の
種
と
し
て
認
め

ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
徳
は
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
ト
マ
ス
に
よ
る
答
え
は
「
そ
れ
ら
は
、
枢
要
徳
の
部
分
で
あ

る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
次
に
、
ト
マ
ス
の
「
枢
要
徳
」
と
「
徳
の
部
分 

（pars virtutis

）（13
）

」
と
い
う
概
念
を
検
討

す
る
。

三
　
枢
要
徳
と
そ
の
他
の
徳
と
の
関
係

ト
マ
ス
が
「
徳
の
部
分
」
と
い
う
概
念
を
大
々
的
に
用
い
て
説
明
し
て
い
る
の
は
、
四
つ
の
「
枢
要
徳
」
に
関
し
て
で
あ（

14
）

る
。『
徳
一



ト
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ア
ク
ィ
ナ
ス
に
よ
る
徳
の
分
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二
七

般
に
つ
い
て
』
で
は
、「
枢
要
徳
」
の
意
味
と
語
源
が
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。「
或
る
徳
は
、
主
要
的
・
原
理
的
と
い
う
意
味

で
（quasi principalis

）
枢
要
的 

（cardinalis

） 

と
呼
ば
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
扉
が
ち
ょ
う
つ
が
い
で
止
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

（sicut ostium
 in cardine

）、
他
の
諸
徳
が
そ
の
徳
の
う
え
に
確
立
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る 

（super eam
 aliae virtutes firm

antur （
15
）

）」。

枢
要
徳
は
基
本
的
に
倫
理
徳
で
あ（

16
）

り
、
先
述
の
徳
の
種
別
化
の
議
論
に
も
登
場
し
た
正
義
、
勇
気
、
節
制
が
該
当
す
る
。
思
慮
は
、
実

践
理
性
を
完
成
す
る
も
の
な
の
で
本
質
的
に
は
知
性
的
徳
だ
が
、
行
為
を
対
象
に
す
る
の
で
倫
理
徳
と
い
う
性
格
も
も
つ
と
さ（

17
）

れ
、
枢

要
徳
に
位
置
づ
け
ら
れ（

18
）

る
。
こ
の
よ
う
に
、
思
慮
、
正
義
、
勇
気
、
節
制
の
四
つ
を
枢
要
徳
と
す
る
に
あ
た
り
、
ト
マ
ス
は
キ
ケ
ロ
、

ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
大
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
を
典
拠
と
し
て
い（

19
）

る
。

ト
マ
ス
は
枢
要
徳
が
四
つ
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
『
神
学
大
全
』
で
は
二
つ
の
方
法
に
よ
っ
て
示
し
て
い（

20
）

る
。
一
つ
は
、
徳
の
基
体

に
基
づ
く
議
論
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
徳
に
は
四
つ
の
基
体
が
あ
る
。
一
つ
の
基
体
に
一
つ
の
枢
要
徳
が
属
す
る
の
で
枢
要
徳
の

数
は
四
つ
に
な
る
。
も
う
一
つ
は
、『
徳
一
般
に
つ
い
て
』
で
「
形
相
的
な
も
の
」
と
言
わ
れ
て
い
た
「
形
相
的
原
理 

（principium
 

form
ale

）」
に
基
づ
く
議
論
で
あ
る
。
そ
の
議
論
の
内
容
は
『
徳
一
般
に
つ
い
て
』
で
の
徳
の
種
別
化
の
議
論
と
重
な
っ
て
い
る
。
徳

の
形
相
的
原
理
と
は
「
理
性
の
（
理
性
的
）
善
」
で
あ
る
が
、
こ
の
善
は
理
性
が
行
う
考
察
そ
の
も
の
に
あ
る
善
と
、
理
性
の
秩
序
が

或
る
も
の
に
う
ち
た
て
ら
れ
る
こ
と
に
基
づ
く
善
に
分
か
た
れ
る
。
前
者
に
関
す
る
徳
が
思
慮
で
あ
る
。
後
者
に
関
し
て
、
理
性
の
秩

序
が
う
ち
た
て
ら
れ
る
「
或
る
も
の
」
は
行
為
か
感
情
で
あ
る
。
感
情
は
、
理
性
に
反
す
る
よ
う
な
こ
と
へ
と
駆
り
立
て
る
と
い
う
仕

方
（
前
進
タ
イ
プ
の
感
情
の
場
合
）
か
、
理
性
の
命
令
か
ら
引
き
下
が
ら
せ
る
と
い
う
仕
方
（
後
退
タ
イ
プ
の
感
情
の
場
合
）
で
、
理

性
に
逆
ら
う
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
、
前
進
タ
イ
プ
の
感
情
、
後
退
タ
イ
プ
の
感
情
に
関
し
て
理
性
の
秩
序
を
確
立
す
る

枢
要
徳
（
正
義
、
節
制
、
勇
気
）
が
そ
れ
ぞ
れ
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

枢
要
徳
は
「
一
般
的
な
徳
（virtutes generales

）」
を
指
す
場
合
と
「
特
殊
な
徳 

（virtutes speciales

）」
を
指
す
場
合
が
あ（

21
）

る
。

た
と
え
ば
、「
勇
気
あ
る
人
は
思
慮
あ
る
人
で
あ
る
」
と
い
う
場
合
の
「
勇
気
」
と
「
思
慮
」
が
一
般
的
な
徳
を
指
す
場
合
で
あ
る
。
こ
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の
場
合
の
「
勇
気
」
と
「
思
慮
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
徳
が
備
え
る
条
件
を
指
し
て
い（

22
）

る
。
本
論
が
扱
う
の
は
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
枢
要

徳
で
は
な
く
、
各
々
が
実
在
的
に
異
な
る
「
特
殊
な
徳
」
と
し
て
の
枢
要
徳
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
『
神
学
大
全
』
で
は
、
枢
要
徳
を
一

般
的
な
徳
と
し
て
解
釈
す
る
よ
り
も
特
殊
な
徳
と
し
て
解
釈
す
る
の
が
よ
り
適
切
で
あ
る 

（m
elius

） 

と
述
べ
て
い（

23
）

る
。

で
は
、
特
殊
な
徳
と
し
て
の
正
義
は
行
為
を
、
勇
気
は
後
退
タ
イ
プ
の
感
情
を
、
節
制
は
前
進
タ
イ
プ
の
感
情
を
対
象
と
す
る
と
考

え
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
先
述
の
『
徳
一
般
に
つ
い
て
』
で
の
議
論
か
ら
は
そ
う
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ト
マ
ス
の
考
え
で
は
な

い
。『
徳
一
般
に
つ
い
て
』
で
は
、
列
挙
さ
れ
て
い
る
十
一
の
徳
を
区
別
す
る
の
に
十
分
な
だ
け
の
ラ
チ
オ
の
相
違
が
提
示
さ
れ
て
い

る
が
、
或
る
徳
を
他
の
あ
ら
ゆ
る
徳
か
ら
区
別
す
る
ほ
ど
に
ラ
チ
オ
が
提
示
し
つ
く
さ
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

特
殊
な
徳
と
し
て
の
枢
要
徳
の
対
象（

24
）

は
極
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
思
慮
は
行
為
を
命
令
す
る
こ
と
を
、
正
義
は
外
的
事
物

を
使
用
し
た
り
共
有
し
た
り
す
る
際
に
他
人
に
対
し
て
均
等
性 

（aequalitas

） 

を
保
つ
こ
と
を
、
勇
気
は
死
の
危
険
に
お
い
て
堅
固
に

耐
え
る
こ
と
を
、
節
制
は
触
覚
の
快
楽
を
抑
制
す
る
こ
と
を
対
象
に
し
て
い（

25
）

る
。

そ
し
て
、
特
殊
な
徳
と
し
て
の
各
枢
要
徳
は
、「
構
成
的
部
分 

（partes integrales

）」「
主
語
的
・
下
位
の
部
分 

（partes subjecti-

vae

）」「
能
力
的
部
分 

（partes potentiales

）」
を
も
つ
。
西
洋
中
世
で
は
全
体
と
部
分
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論 

（「
メ
レ
オ
ロ
ジ
ー

（m
ereology

））」
が
盛
ん
に
な
さ
れ
た
が
、
ト
マ
ス
も
様
々
な
場
面
で
「
全
体
と
部
分
の
関
係
」
を
使
っ
た
分
析
を
し
て
い
る
。
ま

ず
、
ト
マ
ス
が
徳
の
分
類
に
適
用
し
て
い
る
「
構
成
的
部
分
」「
下
位
の
部
分
」「
能
力
的
部
分
」
と
は
何
か
を
説
明
し
て
お（

26
）

く
。「
構

成
的
部
分
」
は
、
家
を
全
体
と
す
る
場
合
の
、
壁
や
屋
根
、
土
台
に
相
当
す
る
も
の
で
、
構
成
要
素
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
下
位
の
部
分
」
は
、
動
物
を
全
体
と
す
る
場
合
の
、
牛
や
ラ
イ
オ
ン
に
相
当
し
、
全
体
で
あ
る
類
に
対
し
て
種
の
関
係
、
あ
る
い
は

全
体
で
あ
る
種
に
対
し
て
個
の
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。「
下
位
の
部
分
」
が
「
主
語
的
部
分
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の（

27
）

は
、

ト
マ
ス
が
こ
の
全
体
・
部
分
関
係
を
、
全
体
（
た
と
え
ば
動
物
）
が
部
分
（
た
と
え
ば
牛
）
に
述
語
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
述
語
づ
け
の

観
点
か
ら
考
察
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。「
能
力
的
部
分
」
は
、
魂
を
全
体
と
す
る
場
合
の
、
栄
養
摂
取
能
力
や
感
覚
的
能
力
に
相
当
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し
、
全
体
に
能
力
と
し
て
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

ト
マ
ス
は
、
こ
う
し
た
全
体
・
部
分
の
関
係
が
徳
に
つ
い
て
必
ず
し
も
ぴ
っ
た
り
当
て
は
ま
る
と
考
え
て
い
な
い
よ
う
で
、「
い
わ

ば 

（quasi
） 

構
成
的
部
分（

28
）

」
と
か
「
い
わ
ば
能
力
的
部
分（

29
）

」
と
い
う
よ
う
に
留
保
を
加
え
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
徳
の
「
構

成
的
部
分
」
と
「
下
位
の
部
分
」
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
説
明
を
適
用
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
。
徳
の
「
構
成
的
部
分
」

そ
れ
自
体
は
徳
で
は
な
く
、
徳
の
完
全
な
は
た
ら
き
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
要（

30
）

素
、
徳
の
「
条
件 

（conditiones

）（31
）

」
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
正
義
の
構
成
的
部
分
は
善
を
為
し
悪
を
避
け
る
こ
と
で
あ（

32
）

る
。
徳
の
「
下
位
の
部
分
」
は
、
そ
の
徳
を
類
に
も
つ
種
と
言
え

る
。
た
と
え
ば
、
節
制
の
下
位
の
部
分
は
節
食
、
節
酒
、
貞
潔
、
慎
ま
し
さ
で
あ（

33
）

る
。
徳
の
「
能
力
的
部
分
」
と
は
何
か
を
解
明
す
る

こ
と
は
本
論
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
は
、
徳
の
「
能
力
的
部
分
」
は
、
そ
の
徳
に
対
し
て
類
種
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は

な
い
こ
と
、
そ
の
徳
の
「
二
次
的
な
徳 
（virtutes secundariae （

34
）

）」
あ
る
い
は
「
付
加
的
な
徳 

（virtutes adjunctae （
35
）

）」
と
呼
ば
れ
て

い
る
と
言
う
に
と
ど
め
て
お
く
。
以
上
の
「
全
体
・
部
分
」
の
三
区
分
に
基
づ
け
ば
、
枢
要
徳
以
外
の
徳
は
、
枢
要
徳
に
対
し
て
類
種

関
係
に
あ
る
枢
要
徳
の
「
下
位
の
部
分
」、
あ
る
い
は
枢
要
徳
に
付
加
的
な
徳
で
あ
る
枢
要
徳
の
「
能
力
的
部
分
」
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
各
枢
要
徳
に
つ
い
て
「
下
位
の
部
分
」
と
「
能
力
的
部
分
」
に
あ
た
る
徳
が
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、「
能

力
的
部
分
」
に
あ
た
る
徳
が
、
全
体
で
あ
る
各
枢
要
徳
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
を
考
察
す
る
。

（
一
）
節
制

ま
ず
、
我
々
に
と
っ
て
最
も
身
近
に
思
わ
れ（

36
）

る
、
節
制
の
徳
の
場
合
か
ら
考
察
を
は
じ
め（

37
）

る
。
節
制
は
、
触
覚
の
喜
び 

（delectatio

）

を
抑
え
る
徳
な
の
で
、
節
制
の
下
位
の
部
分
は
、
触
覚
・
味
覚
（
後
者
は
一
種
の
触
覚
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

38
）

）
の
喜
び
の
相
違
に
よ
っ

て
区
別
さ
れ
る
。
触
覚
・
味
覚
の
喜
び
の
相
違
は
、
触
覚
・
味
覚
の
対
象
の
相
違
に
由
来
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
触
覚
の
喜
び
を
抑
え
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る
も
の
と
し
て
、
性
の
交
わ
り
そ
の
も
の
の
喜
び
を
抑
え
る
貞
潔 

（castitas

） 

と
、
性
の
交
わ
り
に
付
随
す
る
接
吻
や
抱
擁
と
い
っ
た

身
体
的
接
触
に
お
け
る
喜
び
を
抑
え
る
慎
ま
し
さ 

（pudicitia

） 

が
区
別
さ
れ
る
。
ま
た
、
味
覚
の
喜
び
を
抑
え
る
も
の
と
し
て
、
飲

食
の
喜
び
を
抑
え
る
節
食
（abstinentia

）
と
飲
酒
の
喜
び
を
抑
え
る
節
酒 

（sobrietas

） 

が
区
別
さ
れ
る
。

人
間
に
と
っ
て
、
触
覚
の
喜
び
は
節
度
づ
け
る
こ
と
が
最
も
困
難
な
も
の
だ
が
、
節
度
づ
け
る
こ
と
が
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
事

柄
も
あ
る
。
節
制
の
能
力
的
部
分
は
、
そ
う
し
た
触
覚
の
喜
び
以
外
の
「
何
ら
か
の
事
柄 

（m
ateria

） 

に
つ
い
て
節
度
づ
け

（m
oderatio

）
を
行
い
、
或
る
も
の
へ
と
向
か
お
う
と
す
る
欲
求
を
抑
え
る
徳
」
で
、「
節
制
に
付
加
的
な
徳
」
と
さ
れ
る
。
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
徳
の
な
か
で
は
、
謙
遜 

（hum
ilitas

）、
穏
和 

（m
ansuetudo

）、
節
約 

（parcitas

）、
質
素 

（sim
plicitas

） 

が
節
制
の
能
力

的
部
分
に
該
当
す
る
。
た
と
え
ば
、
謙
遜
が
抑
え
る
の
は
希
望
や
野
心
で
あ
り
、
穏
和
が
抑
え
る
の
は
怒
り
で
あ
る
。
外
的
事
物
に
関

し
て
余
計
な
も
の
を
求
め
な
い
よ
う
に
抑
え
る
の
が
節
約
で
、
過
度
に
上
等
な
も
の
を
求
め
な
い
よ
う
に
抑
え
る
の
が
質
素
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
節
制
の
能
力
的
部
分
に
該
当
す
る
徳
が
抑
え
る
の
は
必
ず
し
も
喜
び
で
は
な
い
し
、
触
覚
や
味
覚
の
対
象
と
な
る
よ
う

な
も
の
で
も
な
い
。
そ
し
て
、「
節
制
に
付
加
的
な
徳
」
と
い
う
表
現
か
ら
受
け
る
印
象
と
は
裏
腹
に
、
触
覚
・
味
覚
の
喜
び
を
抑
え

る
節
制
の
徳
を
も
っ
て
い
な
く
て
も
、
節
制
の
能
力
的
部
分
に
あ
た
る
徳
を
も
つ
こ
と
は
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え

ば
、
食
や
性
の
快
楽
は
過
度
に
追
求
す
る
が
、
身
に
つ
け
る
も
の
に
関
し
て
は
質
素
な
人
は
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
二
）
勇
気

続
い
て
、
節
制
と
同
じ
く
感
情
を
対
象
に
し
て
い
る
勇
気
の
徳
の
場
合
を
考
察
す（

39
）

る
。
特
殊
な
徳
と
し
て
の
勇
気
は
、
死
の
危
険
と

い
う
極
め
て
特
殊
な
対
象
に
関
わ
る
の
で
、「
下
位
の
部
分
」
つ
ま
り
勇
気
の
種
で
あ
る
よ
う
な
徳
は
な
い
と
さ
れ
る
。
勇
気
の
能
力

的
部
分
は
「
死
の
危
険
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
対
象
に
関
し
て
勇
気
が
遵
守
す
る
（observare

）
こ
と
を
遵
守
す
る
よ
う
な
」
徳
で
、

度
量
の
大
き
さ 

（m
agnificentia

） 

と
高
邁 

（m
agnanim

itas

）、
忍
耐 

（patientia

） 
と
堅
忍 

（perseverantia 

）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
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こ
れ
ら
の
徳
が
勇
気
の
能
力
的
部
分
で
あ
る
こ
と
は
、
勇
気
に
不
可
欠
と
さ
れ
る
要
素
（
ト
マ
ス
の
表
現
で
言
う
と
「
勇
気
の
構
成
的

部
分
」）
か
ら
理
解
さ
れ
て
い
る
。
勇
気
は
、
大
き
く
分
け
る
と
（
一
）「
持
ち
こ
た
え
る 

（sustinere

）」
つ
ま
り
後
退
し
な
い
こ
と

と
（
二
）「
攻
撃
す
る 

（aggredi

）」
つ
ま
り
前
進
す
る
こ
と
の
二
つ
の
要
素
を
必
要
す
る
。（
一
）「
持
ち
こ
た
え
る
こ
と
」
は
さ
ら
に

（
一
―

１
）
苦
痛
の
あ
ま
り
く
じ
け
た
り
し
な
い
忍
耐
と
（
一
―

２
）
忍
耐
を
続
け
る
堅
忍
と
い
う
要
素
に
区
別
さ
れ
る
。
徳
と
し
て
の

忍
耐
は
、
死
の
危
険
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
忍
耐
を
可
能
に
す
る
徳
で
あ
り
、
徳
と
し
て
の
堅
忍
は
、
死
の
危
険
ほ
ど

困
難
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
忍
耐
を
続
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
徳
で
あ
る
。
そ
し
て
（
二
）「
攻
撃
す
る
」（
前
進
す
る
）
こ
と

は
、
さ
ら
に
（
二
―

１
）
攻
撃
に
向
か
う
心
の
準
備
と
（
二
―

２
）
攻
撃
の
実
践
と
い
う
二
つ
の
要
素
に
区
別
さ
れ（

40
）

る
。
大
き
な
名
誉
を

対
象
と
す
る
高
邁
の
徳
は
、
大
き
な
名
誉
を
得
る
と
い
う
、
困
難
で
は
あ
る
が
死
の
危
険
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
事
柄
に
向
か
っ
て
前
進

す
る
た
め
の
心
の
準
備
を
す
る
徳
で
あ
る
。
ま
た
、
高
額
の
支
出
を
対
象
と
す
る
度
量
の
大
き
さ
の
徳
は
、
高
額
の
出
費
と
い
う
、
困

難
で
は
あ
る
が
死
の
危
険
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
こ
と
の
実
践
を
可
能
に
す
る
徳
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
勇
気
の
能
力
的
部
分
と
は
、
勇
気
が
対
象
に
し
て
い
る
死
の
危
険
に
比
べ
る
と
危
険
・
困
難
さ
の
点
で
劣
っ
て
い
る

事
柄
を
対
象
と
し
、
勇
気
に
必
要
と
さ
れ
る
要
素
を
部
分
的
に
も
つ 

― 

上
述
の
分
析
に
よ
れ
ば
四
つ
の
要
素
（
一
―

１
、
一
―

２
、
二

―

１
、
二
―

２
）
の
う
ち
の
一
つ
を
も
つ 

― 

徳
で
あ
る
。
勇
気
の
能
力
的
部
分
に
あ
た
る
徳
も
「
勇
気
に
付
加
的
な
徳
」
と
言
わ
れ
て

い
る
が
、
節
制
の
場
合
と
同
様
、
死
の
危
険
に
耐
え
て
闘
う
と
い
う
勇
気
は
も
っ
て
い
な
く
て
も
、
困
難
な
仕
事
を
や
り
続
け
る
忍
耐

や
堅
忍
の
徳
（「
勇
気
に
付
加
的
な
徳
」）
を
も
つ
人
は
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
三
）
正
義

さ
て
、
行
為
を
対
象
と
す
る
倫
理
徳
で
あ
る
正
義
の
徳
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う（

41
）

か
。
正
義
の
下
位
の
部
分
は
配
分
的
正
義 

（justitia 

distributiva

） 

と
交
換
的
正
義 

（justitia com
m

utativa

） 

で
あ（

42
）

る
。
ト
マ
ス
は
正
義
の
能
力
的
部
分
に
該
当
す
る
徳
を
列
挙
す
る
に
あ
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三
二

た
っ
て
、
枢
要
徳
に
付
加
的
な
徳
が
も
つ
一
般
的
な
特
徴
を
二
つ
挙
げ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
（
一
）
枢
要
徳
と
或
る
点
に
お
い
て
合
致

し
て
い
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
（
二
）
枢
要
徳
が
も
つ
完
全
な
ラ
チ
オ
を
或
る
点
に
お
い
て
欠
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
正
義
に
付
加

的
な
徳
が
正
義
と
合
致
し
て
い
る
点
は
、
他
者
と
の
関
係
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、「
他
者
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
も

の
が
均
等
性
に
そ
く
し
て
返
さ
れ
る
（reddi

）」
と
い
う
正
義
の
ラ
チ
オ
を
完
全
な
仕
方
で
も
た
な
い
の
が
正
義
に
付
加
的
な
徳
で
あ

る
。
他
者
に
関
係
す
る
徳
の
場
合
、
正
義
の
ラ
チ
オ
の
不
足
は
⑴
均
等
性
の
ラ
チ
オ
か
⑵
負
っ
て
い
る
も
の
・
義
務 

（debitum

） 

の
ラ

チ
オ
に
お
い
て
生
じ
る
。
均
等
性
の
ラ
チ
オ
の
不
足
の
ゆ
え
に
付
加
的
な
徳
と
さ
れ
る
の
が
、
敬
神 

（religio

）、
孝
行 

（pietas

）、
敬

意 

（observantia

） 

の
徳
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
神
、
両
親
、
有
徳
な
人
を
敬
う
こ
と
に
関
わ
る
徳
だ
が
、
人
間
は
、
神
や
両

親
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
も
の
を
負
っ
て
い
る
分
だ
け
返
す
こ
と
も
、
徳
を
均
等
な
報
賞
で
報
い
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
義
務
の
ラ
チ

オ
の
不
足
の
ゆ
え
に
付
加
的
な
徳
と
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
ト
マ
ス
は
、
義
務
に
は
法
的
義
務 

（debitum
 legale

） 

と
道
徳
的
義
務

（debitum
 m

orale

） 

の
二
種
類
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
法
的
義
務
と
は
自
然
法
が
命
じ
る
義
務
で
あ（

43
）

り
、
道
徳
的
義
務
と
は
徳
の
立

派
さ 

（honestum

） 

の
た
め
に
果
た
さ
れ
る
べ
き
義
務
で
あ
る
。
正
義
が
関
わ
る
の
は
法
的
義
務
の
遂
行
で
あ
る
の
に
対
し
、
正
義
に

付
加
的
な
徳
が
関
わ
る
の
は
道
徳
的
義
務
で
あ
る
。
道
徳
的
義
務
の
う
ち
、
立
派
さ
を
保
つ
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
、
つ
ま
り
強
い
道

徳
的
義
務
に
関
わ
る
の
が
、
言
行
に
お
い
て
他
人
に
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
示
す
と
い
う
真
実 

（veritas

）、
感
謝 

（gratia

） 

と
報
復

（vindicatio

） 

の
徳
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
く
て
も
立
派
さ
は
保
た
れ
る
が
、
よ
り
偉
大
な
立
派
さ
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
、
つ
ま
り

弱
い
道
徳
的
義
務
に
関
わ
る
の
が
気
前
の
よ
さ
（liberalitas

）
と
愛
想
の
よ
さ 

（affabilitas

） 

の
徳
で
あ
る
。

正
義
と
正
義
の
能
力
的
部
分
と
の
関
係
は
、
節
制
や
勇
気
の
場
合
と
は
相
当
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
正
義
な
し
に
正
義

の
能
力
的
部
分
に
該
当
す
る
徳
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
人
に
借
り
た
お
金
を
返
す
こ
と
が
で
き
な
い
（
つ
ま

り
正
義
の
徳
を
も
た
な
い
）
人
が
気
前
の
よ
さ
の
徳
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ト
マ
ス
も
、
自
分
の
も
の
を
与
え
る
こ
と
な

し
に
気
前
の
よ
さ
は
発
揮
さ
れ
な
い
が
、
自
分
の
も
の
と
他
人
の
も
の
を
区
別
す
る
こ
と
は
正
義
の
徳
に
よ
る
と
い
う
理
由
で
、
気
前
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の
よ
さ
は
正
義
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る 

（supra justitiam
 fundatur

） 

と
述
べ
て
い（

44
）

る
。
ト
マ
ス
が
正
義
の
能
力
的
部
分
に
限
っ
て

「
付
属
的
徳
（virtus annexa

）（45
）

」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
枢
要
徳
と
の
関
係
の
相
違
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
と

解
釈
で
き
る
。

（
四
）
思
慮

最
後
に
、
枢
要
徳
の
な
か
で
唯
一
の
知
性
的
徳
で
あ
る
思
慮
の
場
合
を
考
察
す（

46
）

る
。
思
慮
の
下
位
の
部
分
は
、
自
分
自
身
を
治
め
る

こ
と
に
関
わ
る
部
分
と
、
集
団
を
治
め
る
こ
と
に
関
わ
る
部
分
に
分
か
た
れ
る
。
後
者
は
、
ど
う
い
う
集
団
を
治
め
る
こ
と
に
関
わ
る

か
に
よ
っ
て
、
軍
隊
を
治
め
る
戦
術
的
思
慮
、
家
族
を
治
め
る
家
政
的
思
慮
、
国
家
を
治
め
る
統
治
的
思
慮
と
国
政
的
思
慮
に
分
か
た

れ
る
。
統
治
的
思
慮
と
国
政
的
思
慮
の
違
い
は
、
前
者
が
支
配
者
が
も
つ
べ
き
思
慮
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
支
配
者
に
服

従
す
る
者
が
も
つ
べ
き
思
慮
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

思
慮
の
能
力
的
部
分
で
あ
る
熟
慮 

（eublia
）、
聡
明 

（synesis

）、
明
察 

（gnom
e

） 

の
徳
は
行
為
を
命
令
す
る
と
い
う
思
慮
の
働
き

の
準
備
を
し
て
お（

47
）

り
、
思
慮
を
補
助
す
る
、
思
慮
に
「
従
属
す
る 

（subjecta

）
徳（

48
）

」
で
あ
る
。
為
さ
れ
る
べ
き
行
為
に
つ
い
て
の
思

量
に
関
わ
る
熟
慮
の
は
た
ら
き
、
行
為
に
関
す
る
一
般
的
規
則
（
た
と
え
ば
、
預
か
っ
た
も
の
は
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
に

従
っ
た
判
断
に
関
わ
る
聡
明
の
は
た
ら
き
、
そ
う
し
た
規
則
に
従
わ
な
い
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
な
判
断
（
た
と
え
ば
、
祖
国
を

攻
撃
す
る
者
に
は
預
か
っ
た
武
器
を
返
す
べ
き
で
は
な
い
）
に
関
わ
る
明
察
の
は
た
ら
き
な
し
に
は
思
慮
に
よ
る
行
為
の
命
令
は
あ
り

え
な（

49
）

い
。
こ
れ
は
、
先
ほ
ど
の
正
義
の
場
合
と
は
逆
に
見
え
る
。
正
義
の
場
合
は
、
能
力
的
部
分
は
枢
要
徳
た
る
正
義
な
し
に
あ
り
え

な
い
と
考
え
ら
れ
た
。
思
慮
の
場
合
は
、
逆
に
、
枢
要
徳
た
る
思
慮
は
能
力
的
部
分
な
し
に
は
あ
り
な
い
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
徳
あ
る
い
は
そ
の
う
ち
の
ど
れ
か
が
思
慮
の
基
礎
に
な
る
と
ト
マ
ス
は
考
え
て
は
い
な

い
。
む
し
ろ
、
思
慮
が
こ
れ
ら
三
つ
の
徳
の
基
礎
で
あ
る
と
い
う
の
が
ト
マ
ス
の
考
え
方
で
あ
る 

―
「
そ
れ
（
思
慮
）
な
く
し
て
は
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三
四

熟
慮
も
徳
で
は
な
い
で
あ
ろ
う（

50
）

」。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
徳
は
思
慮
の
は
た
ら
き
で
あ
る
命
令
を
目
的
と
し
て
は
た
ら
く
か

ら
で
あ（

51
）

る
。
は
た
ら
き
は
目
的
な
し
に
は
生
じ
な
い
、
目
的
は
手
段
に
対
し
て
優
位
に
あ
る
と
い
う
ト
マ
ス
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
命

令
の
は
た
ら
き
を
担
う
思
慮
は
、
思
慮
の
は
た
ら
き
を
準
備
す
る
他
の
三
つ
の
知
性
的
徳
に
対
し
て
基
礎
的
・
原
理
的
な
位
置
を
占
め

る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
考
察
を
通
し
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
は
、
枢
要
徳
と
枢
要
徳
の
能
力
的
部
分
の
一
様
で
は
な
い
関
係
で
あ
る
。
感
情
を

対
象
と
す
る
枢
要
徳
（
節
制
と
勇
気
）、
行
為
を
対
象
と
す
る
枢
要
徳
（
正
義
）、
本
質
的
に
は
知
性
的
徳
で
あ
る
枢
要
徳
（
思
慮
）
で

は
、
能
力
的
部
分
と
の
関
係
が
大
き
く
異
な
る
。
で
は
、
枢
要
徳
と
の
関
係
で
、
枢
要
徳
の
能
力
的
部
分
に
共
通
す
る
何
ら
か
の
特
徴

を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
し
た
特
徴
が
な
け
れ
ば
、
節
制
・
勇
気
の
「
類
似
的
部
分
」、
正
義
の
「
付

属
的
部
分
」、
思
慮
の
「
従
属
的
部
分
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
に
留
ま
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

『
神
学
大
全
』
で
は
、
枢
要
徳
の
能
力
的
部
分
は
、「
何
ら
か
の
二
次
的
は
た
ら
き 

（actus

） 

な
い
し
は 

（vel

） 

対
象 

（m
ateria

） 

へ

と
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
て
、
い
わ
ば 

（quasi

） 
主
要
な
徳
の
全
能
力
を
も
た
な
い
も
の
と
し
て
付
加
さ
れ
た
徳（

52
）」

と
あ
る
。
た
し
か

に
、
触
覚
に
起
因
す
る
喜
び
に
比
べ
、
そ
れ
以
外
の
喜
び
や
喜
び
以
外
の
感
情
は
弱
い
と
い
う
意
味
で
、
そ
し
て
死
の
危
険
に
比
べ
、

そ
れ
以
外
の
危
険
や
困
難
は
よ
り
小
さ
な
困
難
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、「
二
次
的
対
象
」
と
言
え
る
。
ま
た
、
法
的
義
務
の
遂
行
に

比
べ
、
道
徳
的
義
務
の
遂
行
は
よ
り
弱
い
義
務
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
命
令
に
対
し
て
命
令
を
目
的
と
す
る
思
量
や
判
断
の
は
た
ら

き
は
「
二
次
的
は
た
ら
き
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
選
言
を
含
み
、「
い
わ
ば
」
と
い
う
留
保
つ
き
で
、
し
か
も
「
〜
で
は
な

い
」
と
い
う
否
定
的
な
規
定
は
曖
昧
さ
を
残
す
。

徳
の
能
力
的
部
分
に
つ
い
て
の
、
よ
り
明
解
な
規
定
の
一
つ
は
、
ト
マ
ス
が
能
力
的
全
体
・
部
分
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
「
魂
と

魂
の
能
力
」
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
魂
を
も
つ
な
ら
魂
の
能
力
も
も
つ
よ
う
に
、
思
慮
を
完
全
な
仕
方
で
も
つ
な
ら
思
慮
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の
能
力
的
部
分
（
熟
慮
等
）、
正
義
を
完
全
な
仕
方
で
も
つ
な
ら
正
義
の
能
力
的
部
分
（
気
前
の
よ
さ
等
）、
勇
気
を
完
全
な
仕
方
で
も

つ
な
ら
勇
気
の
能
力
的
部
分
（
度
量
の
大
き
さ
等
）、
節
制
を
完
全
な
仕
方
で
も
つ
な
ら
節
制
の
能
力
的
部
分
（
質
素
等
）
も
も
つ
。

つ
ま
り
、
枢
要
徳
の
能
力
的
部
分
と
は
、
枢
要
徳
を
完
全
に
も
つ
と
き
に
必
ず
も
つ
こ
と
に
な
る
よ
う
な
徳
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

じ
っ
さ
い
、
ト
マ
ス
は
、
完
全
な
倫
理
徳
は
相
互
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
主
張
し
て
い（

53
）

る
。

さ
ら
に
、
初
期
著
作
で
あ
る
『
命
題
集
註
解
』
に
は
、
枢
要
徳
の
「
様
態
（m

odus

）
を
分
有
す
る 

（participare

）（54
）

」
と
い
う
、
明

解
な
能
力
的
部
分
の
特
徴
づ
け
が
見
ら
れ
る
。
枢
要
徳
の
「
モ
ド
ゥ
ス
（
様
態
）（55
）

」
と
は
、
枢
要
徳
が
関
わ
る
善
の
ラ
チ
オ
に
相
当
す

る
も（

56
）

の 

― 

た
と
え
ば
、
節
制
に
関
し
て
は
前
進
タ
イ
プ
の
感
情
を
抑
え
る
こ（

57
）

と 

― 

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
枢
要
徳
の
能
力
的
部

分
は
、
枢
要
徳
と
対
象
（m

ateria
）
や
基
体
（subjectum

）
を
同
じ
く
す
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
枢
要
徳
の
モ
ド
ゥ
ス
は
も
っ
て

い
る（

58
）

。
た
と
え
ば
、
怒
り
を
抑
え
る
穏
和
の
徳
は
節
制
の
能
力
的
部
分
だ
が
、
節
制
が
欲
情
能
力
を
基
体
と
す
る
の
に
対
し
、
穏
和
は

怒
情
能
力
を
基
体
と
す
る
。
し
か
し
、
節
制
も
穏
和
も
、
前
進
タ
イ
プ
の
感
情
を
抑
え
る
徳
で
あ
る
。

「
モ
ド
ゥ
ス
の
分
有
」
は
、
ト
マ
ス
が
な
ぜ
一
般
的
な
徳
で
は
な
く
、
特
殊
な
徳
を
枢
要
徳
と
見
な
す
の
が
よ
り
適
切
と
考
え
た
か

を
分
か
り
や
す
く
さ
せ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ト
マ
ス
の
体
系
の
中
で
は
、
被
造
物
は
神
の
存
在
を
分
有
す
る
こ
と
で
存

在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
存
在
や
存
在
と
置
換
さ
れ
る
善
は
、
神
に
よ
り
す
ぐ
れ
た
仕
方
で
認
め
ら
れ
、
神
に
よ
り
先
に
、
つ
ま
り
主

要
か
つ
原
理
的
に
述
語
づ
け
ら
れ（

59
）

る
。
同
様
に
、
枢
要
徳
の
モ
ド
ゥ
ス
は
、
特
殊
な
枢
要
徳
に
主
要
か
つ
原
理
的
に
認
め
ら
れ
、
述
語

づ
け
ら
れ（

60
）

る
。
し
た
が
っ
て
、
ト
マ
ス
は
、
枢
要
徳
の
モ
ド
ゥ
ス
を
最
も
す
ぐ
れ
て
も
つ
徳
が
枢
要
徳
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
モ
ド
ゥ

ス
を
劣
っ
た
仕
方
で
も
つ
徳
を
枢
要
徳
の
能
力
的
部
分
に
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
枢
要
徳
の
モ
ド
ゥ
ス
を
劣
っ
た
仕
方
で
も
つ
と
い

う
規
定
か
ら
考
え
れ
ば
、
枢
要
徳
の
能
力
的
部
分
は
、
枢
要
徳
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
「
徳
」
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
枢
要
徳
の
能

力
的
部
分
は
「
枢
要
」
と
い
う
ラ
チ
オ
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、「
徳
」
と
い
う
ラ
チ
オ
に
お
い
て
も
枢
要
徳
に
劣
っ
て
い
る
こ
と

が
想
定
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
徳
」
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
「
抑
制（

61
）

」
に
あ
て
は
ま
る
。
ト
マ
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ス
は
、「
抑
制
」
を
節
制
の
能
力
的
部
分
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
抑
制（

62
）

」
は
、
賞
賛
さ
れ
る
も
の
と
い
う
広
い
意
味

で
は
徳
で
あ
る
が
、
あ
る
種
の
完
全
性
と
い
う
本
来
的
な
意
味
で
は
徳
で
は
な
い
と
述
べ
て
い（

63
）

る
。
徳
で
は
な
い
も
の
も
徳
の
能
力
的

部
分
に
組
み
込
む
理
論
的
可
能
性
を
有
す
る
こ
と
は
、
抑
制
は
徳
で
は
な
い
と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
発
言
と
抑
制
を
徳
と
す
る
見

解
と
を
調
停
す
る
の
に
は
適
し
て
い
る
が
、「
見
せ
か
け
の
徳
」
が
徳
の
部
分
に
組
み
込
ま
れ
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
じ
っ
さ

い
、『
命
題
集
註
解
』
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
勇
気
が
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
人
」
と
し
て
挙
げ
て
い
る
五
類（

64
）

型
は
勇
気
の
能

力
的
部
分
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
五
類
型
に
あ
て
は
ま
る
人
々 

― （
一
）
罰
・
非
難
や
名
誉
の
た
め
に
、（
二
）
戦
争
の
経

験
が
豊
富
で
あ
る
た
め
に
、（
三
）
た
だ
気
概
の
情
念
に
動
か
さ
れ
て
、（
四
）
楽
観
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、（
五
）
無
知
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
死
の
危
険
に
耐
え
て
戦
う
人
々 

― 

は
勇
気
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
「
勇
気
も
ど

き
」
を
勇
気
の
能
力
的
部
分
に
組
み
込
む
見
解
は
『
神
学
大
全
』
で
は
否
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
勇
気
の
部
分
で
は
な
く
て
「
勇
気
の
何

ら
か
の
モ
ド
ゥ
ス 

（quidam
 fortitudinis m

odi

）」
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い（

65
）

る
。
し
か
し
、『
命
題
集
註
解
』
に
よ
れ
ば
、「
勇
気
の

何
ら
か
の
モ
ド
ゥ
ス
」
つ
ま
り
勇
気
の
モ
ド
ゥ
ス
を
分
有
す
る
も
の
は
勇
気
の
能
力
的
部
分
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
『
神
学

大
全
』
で
は
「
徳
の
モ
ド
ゥ
ス
の
分
有
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
な
い
。「
徳
の
モ
ド
ゥ
ス
の
分
有
」
が
も
つ
理
論
的
な
難
点
に
気

づ
き
、
廃
棄
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
枢
要
徳
の
分
類
の
構
造
は
根
本
的
に
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。『
神

学
大
全
』
で
は
、
徳
の
モ
ド
ゥ
ス
は
、「
い
わ
ば
徳
の
何
ら
か
の
形
相 

（quasi quaedam
 form

a （
66
）

）」
と
呼
ば
れ
、「
徳
の
賞
賛
が
そ
れ

に
主
要
に
依
存
し
、
徳
が
そ
れ
か
ら
名
称
も
得
る
も
の（

67
）

」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
枢
要
徳
の
能
力
的
部
分
は
、
枢
要
徳
と
「
モ

ド
ゥ
ス
に
お
い
て
合
致
す
る 

（convenire in m
odo

（
68
）

）」
あ
る
い
は
枢
要
徳
の
「
モ
ド
ゥ
ス
を
遵
守
す
る 

（observare m
odum

（
69
）

）」
と
言

わ
れ
て
い
る
。
徳
の
「
モ
ド
ゥ
ス
」
と
徳
が
関
わ
る
善
の
「
ラ
チ
オ
」
に
依
存
し
た
分
類
は
、
各
枢
要
徳
の
モ
ド
ゥ
ス
、
各
枢
要
徳
の

善
の
ラ
チ
オ
と
は
何
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
を
提
起
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
モ
ド
ゥ
ス
・
ラ
チ
オ
を
ど
こ
ま
で
欠
い
た
と
き
に
特
定

の
枢
要
徳
の
部
分
で
は
な
く
な
る
の
か
、
そ
し
て
そ
も
そ
も
徳
で
は
な
く
な
る
の
か
と
い
う
「
線
引
き
の
問
題
」
を
抱
え
て
い
る
。
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四
　
財
貨
の
贈
与
に
関
わ
る
諸
徳
の
区
別

ト
マ
ス
の
徳
の
分
類
の
体
系
に
つ
い
て
一
通
り
考
察
を
終
え
た
と
こ
ろ
で
、
他
人
に
財
貨
を
贈
与
す
る
行
為
に
関
わ
る
諸
徳
の
分
析

を
通
し
て
、
ト
マ
ス
の
徳
の
分
類
の
哲
学
的
意
義
を
考
察
し
た
い
。

ま
ず
、「
財
貨 
（pecunia （

70
）

）」
に
関
わ
る
徳
と
し
て
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
「
気
前
の
よ
さ
」
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
ト
マ
ス

が
「
気
前
が
い
い
人
」
と
考
え
て
い
る
も
の
は
、
私
た
ち
が
考
え
て
い
る
よ
う
な
人 

― 

他
人
に
金
品
を
惜
し
げ
も
な
く
与
え
る
人

― 

と
重
な
っ
て
は
い
る
が
同
じ
で
は
な
い
。
ト
マ
ス
も
、
気
前
が
い
い
行
為
の
最
た
る
も
の
は
他
人
に
財
貨
を
与
え
る
こ
と
だ
と
考

え
て
い
る（

71
）

が
、
気
前
の
よ
さ
は
財
貨
の
使
用
全
般
に
関
わ
る
徳
と
さ
れ
て
い（

72
）

る
。
つ
ま
り
、
気
前
の
よ
さ
は
他
人
に
対
し
て
財
貨
を
与

え
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
に
対
し
て
財
貨
を
適
切
に
使
う
、
つ
ま
り
支
出
を
す
る
こ
と
に
も
関
わ（

73
）

り
、
さ
ら
に
適
切
な
使
用
の

た
め
に
財
貨
を
準
備
し
た
り
蓄
え
た
り
す
る
こ
と
に
も
関
わ
る
と
さ
れ（

74
）

る
。
そ
し
て
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
こ
と
に
、
気
前
の
よ
さ
は
、

直
接
的
に
は
財
貨
の
使
用
に
関
わ
る
行
為
（
与
え
る
、
支
出
す
る
、
蓄
え
る
等
）
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
財
貨
に
対
す
る
欲
情
を
対
象

に
す
る
と
さ
れ
て
い（

75
）

る
。
気
前
の
よ
さ
は
ラ
テ
ン
語
で liberalitas 

と
言
わ
れ
、liberalitas 

は  liber

（
自
由
な
）
を
語
源
と
し
て
い

る
。
ト
マ
ス
は
こ
の
語
源
に
言
及
し
、
気
前
の
よ
い
人
は
何
か
を
自
分
の
も
と
か
ら
放
出
す
る
（
つ
ま
り
他
人
に
自
分
の
財
貨
を
与
え

る
）
時
、「
そ
の
も
の 

（
財
貨
） 

に
対
す
る
愛
着 

（affectus
） 
か
ら
自
分
の
心 

（anim
us

） 

が
自
由 

（liber

） 

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
」
と
分
析
し
て
い（

76
）

る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
気
前
の
よ
さ
」
に
次
い
で
財
貨
に
関
わ
る
徳
と
し
て
論
じ
て
い
る
の
が
「
度
量
の
大
き
さ
」
で
あ
る
。
ト
マ

ス
も
度
量
の
大
き
さ
を
、
気
前
の
よ
さ
に
対
し
て
何
か
が
付
加
さ
れ
た
も
の
と
見
な
し
て
い（

77
）

る
。「
度
量
の
大
き
さ
」
と
訳
し
た
ラ
テ

ン
語 m

agnificientia 

を
分
析
す
る
こ
と
で
、
ト
マ
ス
は
、
度
量
の
大
き
さ
と
い
う
徳
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
説
明
す
る
。

m
agnificentia 

は
「
大
き
い
も
の 

（m
agnum

）」
を
「
作
る 

（facere

）」
に
由
来
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
度
量
の
大
き
さ
は
、
量
や
価
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格
や
価
値
の
点
で
大
き
い
も
の
を
作
る
た
め
に
大
き
な
支
出
を
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
徳
で
あ（

78
）

る
。
個
人
の
も
の
は
公
共
の
も
の
に

比
べ
る
と
、
概
し
て
量
や
価
格
や
価
値
の
点
で
小
さ
い
か
ら
、
度
量
が
大
き
い
人
が
大
き
な
支
出
を
す
る
の
は
主
に
公
共
事
業
の
た
め

で
あ
る
。
た
だ
し
、
ト
マ
ス
が
考
え
て
い
る
「
公
共
事
業（

79
）

」
は
、
我
々
が
考
え
て
い
る
よ
う
な
も
の
と
は
か
な
り
違
う
。
ト
マ
ス
は
、

度
量
の
大
き
さ
は
と
り
わ
け
神
の
栄
誉
へ
の
秩
序
づ
け
に
お
い
て
大
い
な
る
業
（opus

）
を
為
す
と
述
べ
て
い（

80
）

る
。
つ
ま
り
、
度
量
の

大
き
さ
の
最
た
る
も
の
は
、
奉
納
や
神
殿
の
建
築
と
い
っ
た
宗
教
的
事
業
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い（

81
）

た
。
さ
ら
に
、
度
量
の
大
き
さ
の

別
の
例
と
し
て
は
、
国
家
に
よ
っ
て
或
る
役
職
（
た
と
え
ば
三
段
櫂
船
の
船
長
）
に
任
じ
ら
れ
た
時
に
、
そ
の
役
職
を
務
め
る
た
め
に

大
き
な
支
出
を
す
る
こ
と
や
国
家
全
体
の
た
め
に
饗
宴
を
催
す
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い（

82
）

る
。
こ
の
よ
う
に
、
度
量
の
大
き
さ
は
、
主
と

し
て
共
通
善
・
公
共
善
を
目
的
と
し
た
支
出
に
関
わ
る
が
、
私
的
な
支
出
と
無
縁
の
徳
で
は
な
い
。
ト
マ
ス
は
、
人
生
で
一
度
し
か
な

い
か
も
し
れ
な
い
よ
う
な
結
婚
等
の
行
事
、
ふ
さ
わ
し
い
住
居
の
建
築
な
ど
、
個
人
の
人
生
で
相
対
的
に
価
値
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る

物
事
に
つ
い
て
も
、
度
量
の
大
き
さ
の
徳
が
発
揮
さ
れ
る
と
し
て
い（

83
）

る
。
　

度
量
の
大
き
さ
は
気
前
の
よ
さ
と
二
つ
の
点
で
大
き
く
異
な
っ
て
い（

84
）

る
。
一
つ
は
、
気
前
の
よ
さ
が
財
貨
に
関
す
る
活
動
全
般
に
関

わ
る
の
に
対
し
、
度
量
の
大
き
さ
は
支
出
だ
け
に
関
わ
る
。
も
う
一
つ
は
、
度
量
の
大
き
さ
は
支
出
の
規
模
に
お
い
て
気
前
の
よ
さ
を

上
回
る
こ
と
で
あ
る
。
大
き
な
支
出
は
、
ほ
ど
ほ
ど
の
支
出
に
は
な
い
「
困
難
」
と
い
う
性
格
を
帯
び
る
。
し
た
が
っ
て
、
既
述
の
よ

う
に
、
気
前
の
よ
さ
が
正
義
の
能
力
的
部
分
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
に
対
し
、
度
量
の
大
き
さ
は
勇
気
の
能
力
的
部
分
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
。
困
難
な
支
出
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
、
困
難
で
は
な
い
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
な
の
で
、
度
量
の
大
き

さ
の
徳
を
も
つ
人
は
気
前
の
よ
さ
の
徳
も
も
っ
て
い
る
。
逆
に
、
気
前
の
よ
さ
の
徳
を
も
つ
人
が
度
量
の
大
き
さ
の
徳
を
も
つ
と
は
限

ら
な
い
。
我
々
が
自
力
で
獲
得
で
き
る
よ
う
な
徳
は
、
そ
の
徳
を
も
つ
人
が
行
う
よ
う
な
行
為
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
と

い
う
ト
マ
ス
の
立
場
か
ら
す
れ（

85
）

ば
、
度
量
の
大
き
さ
の
徳
を
獲
得
す
る
に
は
、
大
き
な
支
出
を
繰
り
返
し
行
う
こ
と
が
基
本
的
に
必
要

で
あ（

86
）

り
、
そ
の
た
め
に
は
大
き
な
財
産
を
所
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ト
マ
ス
は
、
気
前
の
よ
さ
と
度
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量
の
大
き
さ
と
の
連
続
性
を
強
調
す
る
。「
気
前
の
よ
い
人
は
、
度
量
の
大
き
さ
の
習
性
を
、
行
為
や
行
為
に
近
接
し
た
状
態

（propinqua dispositio

） 

に
お
い
て
も
っ
て
い（

87
）

る
」。
ほ
ど
ほ
ど
の
贈
り
物
や
支
出
を
す
る
気
前
の
よ
さ
を
身
に
つ
け
て
い
る
場
合
に

は
、
大
き
な
財
貨
を
所
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
わ
ず
か
な
訓
練
で
度
量
の
大
き
さ
の
徳
を
獲
得
す
る
、
と
ト
マ
ス
は
予
測
し
て

い
る（

88
）

。
さ
て
、「
気
前
の
よ
さ
」
や
「
度
量
の
大
き
さ
」
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
ト
マ
ス
は
財
貨
の
使
用
に
関
わ
る
別
の
徳
に
言
及
す

る
。
そ
れ
は
「
正
義
」
で
あ
る
。
財
貨
の
使
用
に
関
し
て
、
正
義
は
気
前
の
よ
さ
や
度
量
の
大
き
さ
と
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
。
ト
マ

ス
の
説
明
に
し
た
が
う
と
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
一
つ
は
、
正
義
が
財
貨
の
使
用
と
い
う
行
為
を
直
接
の
対
象

と
す
る
の
に
対
し
、
気
前
の
よ
さ
と
度
量
の
大
き
さ
は
財
貨
使
用
に
関
わ
る
感
情
を
直
接
の
対
象
と
す
る
点
で
あ（

89
）

る
。
財
貨
や
支
出
に

対
し
て
ど
ん
な
感
情
を
も
っ
て
い
よ
う
が
、
他
人
の
財
貨
を
そ
の
人
に
返
す
こ
と
は
「
正
し
い
（
正
義
の
）」
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
気
前
の
よ
さ
と
度
量
の
大
き
さ
は
財
貨
や
財
貨
の
使
用
に
対
す
る
感
情
の
制
御
を
核
に
し
て
い
る
。
気
前
の
よ
さ
は
財
貨
に

向
か
う
欲
情
を
抑
え
る
こ
と
を
、
度
量
の
大
き
さ
は
大
き
な
支
出
と
い
う
困
難
な
こ
と
を
成
し
遂
げ
る
希
望
（
気
概
）
を
も
つ
こ
と
を

要
求
す
る
。
も
う
一
つ
の
違
い
は
、
正
義
に
よ
る
財
貨
の
使
用
は
義
務
、
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
「
法
的
義
務
」
と
い
う
性
格
（
ラ
チ

オ
）
を
も
つ
が
、
気
前
の
よ
さ
と
度
量
の
大
き
さ
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
こ
と
で
あ（

90
）

る
。
気
前
の
よ
さ
に
よ
る
財
貨
の
贈
与
は
、
自

分
の
財
貨
を
他
人
に
差
し
出
す
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
、
正
義
に
よ
る
財
貨
の
贈
与
は
、
他
人
に
そ
の
人
の
財
貨
を
差
し
出
す
こ
と
で

あ
る
、
と
ト
マ
ス
は
言（

91
）

う
。
つ
ま
り
、
正
義
、
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
配
分
的
正
義
に
よ
っ
て
財
貨
を
与
え
る
行
為
は
、
本
来
他
人
の
も

の
で
あ
る
べ
き
財
貨
を
返
す
こ
と
な
の
で
あ（

92
）

る
。
ト
マ
ス
は
『
神
学
大
全
』
の
い
く
つ
か
の
箇
所
で
、
以
下
に
引
用
す
る
、
ア
ン
ブ
ロ

シ
ウ
ス
に
帰
せ
ら
れ
て
い
た
言
葉
を
引
用
し
な
が（

93
）

ら
、
余
分
な
財
貨
を
困
窮
し
て
い
る
人
に
与
え
る
行
為
は
自
然
法
に
よ
る
義
務
で
あ

る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。「
あ
な
た
が
独
り
占
め
し
て
い
る
の
は
飢
え
て
い
る
人
々
の
パ
ン
で
あ
る
。
あ
な
た
が
し
ま
い
こ
ん
で
い

る
の
は
裸
の
人
々
の
衣
服
で
あ（

94
）

る
」。「
飢
え
で
死
に
か
か
っ
て
い
る
者
に
食
べ
さ
せ
な
さ
い
。
も
し
あ
な
た
が
食
べ
さ
せ
な
か
っ
た
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ら
、
あ
な
た
は
そ
の
人
を
殺
し
た
こ
と
に
な（

95
）

る
」。

こ
の
よ
う
に
、
他
人
に
財
貨
を
与
え
る
行
為
に
は
、
他
人
が
貧
し
い
が
ゆ
え
に
財
貨
を
与
え
る
と
い
う
喜
捨
も
含
ま
れ
る
が
、
ト
マ

ス
は
喜
捨
を
含
む
「
施
し 

（eleem
osyna （

96
）

）」
を
、
愛
徳
と
「
憐
れ
み 

（m
isericordia

）」
の
徳
に
帰
し
て
い（

97
）

る
。
ト
マ
ス
は
、
持
ち
主

と
の
関
係
で
は
愛
徳
が
、
徳
が
そ
れ
自
体
で
考
察
さ
れ
た
と
き
に
は
憐
れ
み
が
最
大
の 

（m
axim

a

） 

徳
で
あ
る
と
主
張
し（

98
）

て
、
愛
徳
と

憐
れ
み
の
徳
に
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。
憐
れ
み
の
徳
は
、
愛
徳
の
主
要
な
行
為
で
あ
る
愛 

（dilectio

） 

か
ら
生
じ（

99
）

る
。
し
た
が
っ

て
、「
施
し
を
与
え
る
こ
と
は
憐
れ
み
を
介
し
た
愛
徳
の
行（

100
）

為
」
で
あ
る
。
日
本
語
で
「
喜
捨
」
や
「
施
し
」
と
「
憐
れ
み
」
は
直
ち

に
結
び
つ
か
な
い
が
、eleem

osyna 

と
い
う
ラ
テ
ン
語
で
は
憐
れ
み
と
の
関
係
が
明
白
で
、
ト
マ
ス
も
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い（

101
）

る
。

eleem
osyna 

は ele
m

osyn
 

と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
語
を
ラ
テ
ィ
ナ
イ
ズ
し
て
で
き
た
語
だ
が
、ele

m
osyn

 

は
「
憐
れ
み
」
を
意
味
す

る eleos 

に
由
来
す
る
。m

isericordia 
（
憐
れ
み
） 

を
分
析
し
て
ト
マ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「m

isericordia 

と
言
わ
れ
る
の
は
、
或

る
人
が
他
人
の
惨
め
さ m

iseria 

に
対
し
て
惨
め
な m

iser 

心 cor 

を
も
つ
か
ら
で
あ（

102
）

る
」。
つ
ま
り
、
感
情
と
し
て
の
憐
れ
み
は
「
他

者
の
惨
め
さ
へ
の
共
感 

（com
passio

）（
103
）

」
で
、
憐
れ
み
の
徳
と
は
、
こ
う
し
た
共
感
を
抱
く
よ
う
に
さ
せ
る
徳
で
あ
る
。
こ
う
し
た

共
感
・
共
苦
は
二
通
り
の
仕
方
で
生
じ
る
と
ト
マ
ス
は
指
摘
し
て
い（

104
）

る
。
一
つ
は
、
愛
に
よ
っ
て
愛
す
る
人
の
苦
し
み
が
自
分
の
こ
と

と
し
て
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
自
分
も
他
人
と
同
様
の
悲
惨
な
状
況
に
置
か
れ
う
る
と
考
え
る
場
合
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
気
前
の
よ
さ
に
よ
る
財
貨
の
贈
与
が
見
知
ら
ぬ
人
に
も
及
ぶ
の
に
対
し
、
憐
れ
み
に
よ
る
財
貨
の
贈
与
は
、
愛
す

る
人
や
友
人
や
（
そ
の
人
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
）
知
っ
て
い
る
人
に
限
ら
れ（

105
）

る
。

さ
て
、
憐
れ
み
の
徳
は
、
ト
マ
ス
の
徳
の
分
類
の
中
の
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。『
神
学
大
全
』
で
は
、
憐
れ
み

は
、
愛
徳
の
結
果
の
一
つ
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い（

106
）

る
。
か
つ
、「
感
情
を
対
象
と
す
る
倫
理
徳
」
で
あ
り
、「
義
憤 

（nem
esis

） 

と
呼
ば

れ
る
中
庸
へ
と
帰
さ
れ
る
」
と
さ
れ
て
い（

107
）

る
。
そ
の
「
義
憤
」
に
つ
い
て
は
、「
義
憤
を
抱
く
人 

（nem
eticus

） 

は
或
る
人
々
が
苦
し

む
の
は
当
然
と
判
断
す
る
限
り
に
お
い
て
喜
ぶ
の
で
あ
り
、
も
し
そ
れ
に
価
し
な
い
人
々
に
善
い
こ
と
が
起
こ
る
な
ら
悲
し（

108
）

む
」
と
述
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べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
義
憤
に
見
ら
れ
る
の
は
、
正
当
な
喜
び
と
正
当
な
悲
し
み
（
憤
り
）
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
憐

れ
み
に
も
認
め
ら
れ
る
。
憐
れ
み
を
抱
く
人
は
或
る
人
が
苦
し
む
の
は
不
当
だ
と
判
断
す
る
限
り
に
お
い
て
悲
し
み
、
共
に
苦
し
む
の

で
あ（

109
）

り
、
も
し
そ
れ
に
価
す
る
人
々
に
善
い
こ
と
が
起
こ
る
な
ら
喜
ぶ
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
憐
れ
み
の
徳
は
正
義
の
能
力
的
部
分

で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ（

110
）

る
。
じ
っ
さ
い
『
命
題
集
註
解
』
で
は
、
憐
れ
み
の
徳
は
感
謝
の
徳
と
な
ら
ん
で
立
派
さ
の
た

め
に
、
つ
ま
り
あ
る
種
の
道
徳
的
義
務
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
徳
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
見
解
が
支
持
さ
れ
て
い（

111
）

る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
寄
付
行
為
」
は
、
も
し
そ
れ
が
有
徳
な
行
為
で
あ
れ
ば
、
種
を
異
に
す
る
い

く
つ
か
の
徳
に
帰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
寄
付
行
為
に
関
わ
る
徳
が
複
数
に
区
別
さ
れ
る
の
は
、
ト
マ
ス
の
言
葉
を
使
っ
て
言
え
ば
、

そ
れ
ら
が
ラ
チ
オ
を
異
に
す
る
善
い
習
性
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
、
徳
に
よ
っ
て
寄
付
行
為
が
な
さ
れ
る
状
況
が
異
な
る
こ

と
を
指
摘
す
る
だ
ろ
う
。
財
の
配
分
が
公
平
に
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
関
わ
る
の
は
正
義
で
あ
り
、
大
き
な
事
業
に
対
し
て
大
き
な

支
出
が
さ
れ
る
場
合
に
関
わ
る
の
は
度
量
の
大
き
さ
で
あ
り
、
寄
付
者
が
何
ら
か
の
仕
方
で
知
っ
て
い
る
他
人
が
生
き
て
い
く
た
め
の

財
を
欠
い
て
い
る
場
合
に
関
わ
る
の
は
憐
れ
み
で
あ
る
。
ま
た
ト
マ
ス
は
、
徳
に
よ
っ
て
寄
付
行
為
を
す
る
際
の
寄
付
者
の
も
つ
感
情

が
異
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
ろ
う
。
気
前
の
よ
い
人
は
金
銭
欲
に
縛
ら
れ
ず
、
度
量
の
大
き
い
人
は
大
き
な
支
出
を
す
る
気
概
を

も
っ
て
お
り
、
憐
れ
み
深
い
人
は
悲
惨
な
状
況
に
あ
る
人
に
同
情
す
る
。
さ
ら
に
ト
マ
ス
は
、
徳
に
よ
っ
て
寄
付
行
為
の
動
機

（m
otivum

）
が
異
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
動
機
と
い
う
観
点
が
、
或
る
寄
付
行
為
が
Ｘ
の
徳
の
行
為
で
あ
る
と
言
わ

れ
る
と
き
の
Ｘ
を
決
め
る
と
ト
マ
ス
は
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ（

112
）

る
。
正
義
に
よ
る
寄
付
行
為
は
自
然
法
に
よ
る
義
務
（
公
平
な
財
の
配

分
の
回
復
）
の
遂
行
を
動
機
と
し
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
気
前
の
よ
さ
の
場
合
は
人
並
み
以
上
に
道
徳
的
に
う
る
わ
し
い
行
為
を
す
る
こ

と
を
動
機
と
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
度
量
の
大
き
さ
の
場
合
は
何
か
偉
大
な
こ
と
（
た
と
え
ば
、
貧
困
や
病
気
の
撲
滅
運
動
）
を
成
し
遂

げ
る
こ
と（

113
）

を
、
憐
れ
み
に
よ
る
場
合
は
困
っ
て
い
る
人
を
助
け
る
こ
と
を
動
機
と
し
て
い
る
だ
ろ（

114
）

う
。
そ
し
て
、
一
回
の
寄
付
行
為
に

一
つ
の
徳
だ
け
が
関
係
す
る
と
は
限
り
な
い
。
人
間
は
或
る
行
為
を
す
る
の
に
複
数
の
動
機
を
も
つ
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
複
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数
の
徳
が
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
或
る
徳
に
は
別
の
徳
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
す
で
に
言
及
し
た
よ
う

に
、
憐
れ
み
の
徳
は
愛
徳
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
さ
れ
て
い
る（

115
）

し
、
度
量
の
大
き
さ
や
気
前
の
よ
さ
の
徳
は
正
義
の
徳
な
し
に
は
あ
り

え
な（

116
）

い
。
さ
ら
に
、
或
る
徳
に
よ
っ
て
寄
付
す
る
動
機
を
抱
い
て
も
、
実
際
の
寄
付
行
為
に
至
る
ま
で
に
心
理
的
障
害
が
な
い
と
は
限

ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
憐
れ
み
に
よ
っ
て
貧
困
に
あ
え
ぐ
人
々
を
助
け
た
い
と
思
っ
て
も
、
金
銭
欲
が
強
す
ぎ
れ
ば
、
金
銭
を
手
放
す

と
い
う
寄
付
行
為
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
動
機
を
抱
か
せ
る
憐
れ
み
の
徳
の
他
に
、
金
銭
欲
を
抑
え
る
気
前
の
よ
さ
の
徳
な
い

し
は
少
な
く
と
も
抑
制
を
も
つ
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ（

117
）

る
。

五
　
結
語

ト
マ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
に
四
つ
の
枢
要
徳
と
い
う
枠
組
が
不
在
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い（

118
）

た
。
し
か
し
な
が
ら
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
徳
論
に
大
き
な
影
響
を
う
け
な
が
ら
展
開
さ
れ
た
ト
マ
ス
の
徳
の
分
類
論
は
、
枢
要
徳
を
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
に
は
、
異
な
る
伝
統
・
権
威
を
尊
重
し
調
停
す
る
と
い
う
ト
マ
ス
の
思
想
の
特
徴
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
ト
マ
ス
は
枢
要
徳

の
枠
組
に
縛
ら
れ
て
徳
の
分
類
に
失
敗
し
た
と
い
う
否
定
的
な
見
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、
ト
マ
ス
は
枢
要
徳
の
部
分
論
を

展
開
す
る
に
あ
た
り
、
先
人
達
の
見
解
を
調
停
す
る
の
に
多
大
な
労
力
を
払
っ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
も
ち
ろ
ん
、
キ
ケ
ロ
、

マ
ク
ロ
ビ
ウ
ス
、
偽
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
の
発
言
を
と
り
あ
げ（

119
）

て
、
言
及
さ
れ
て
い
る
徳
を
枢
要
徳
と
枢
要
徳
の
部
分
の
ど
れ
か
に
帰
属

さ
せ
よ
う
と
す
る
ト
マ
ス
の
議
論
は
、
追
う
の
が
苦
痛
に
な
る
ほ
ど
で
あ
る
。
度
量
の
大
き
さ
を
勇
気
の
部
分
に
位
置
づ
け
る
に
あ

た
っ
て
は
キ
ケ
ロ
と
マ
ク
ロ
ビ
ウ
ス
と
偽
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス（

120
）

が
、
気
前
の
よ
さ
が
正
義
の
部
分
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
ア

ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
が
典
拠
と
さ
れ
て
い（

121
）

る
。
度
量
の
大
き
さ
を
勇
気
の
部
分
と
す
る
見
解
は
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
広
範
囲
に
認
め
ら

れ
、
気
前
の
よ
さ
や
憐
れ
み
を
正
義
の
部
分
と
す
る
見
解
も
十
二
世
紀
以
降
散
見
さ
れ（

122
）

る
。

徳
が
も
つ
善
の
ラ
チ
オ
や
徳
の
モ
ド
ゥ
ス
の
区
別
に
依
拠
し
、
諸
徳
の
間
の
「
家
族
的
類
似
性
」
に
着
目
し
た
ト
マ
ス
の
徳
の
分
類
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論
は
、
或
る
徳
と
別
の
徳
と
の
関
係
づ
け
や
徳
と
徳
も
ど
き
の
間
の
線
引
き
に
難
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
気
前
の
よ

さ
と
度
量
の
大
き
さ
が
他
者
に
財
貨
を
与
え
る
と
い
う
共
通
の
ラ
チ
オ
・
モ
ド
ゥ
ス
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
度
量
の
大
き
さ
は
気
前
の
よ

さ
が
極
ま
っ
た
場
合
と
し
て
、
勇
気
よ
り
も
気
前
の
よ
さ
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
方
が
自
然
に
思
わ
れ（

123
）

る
。
ま
た
、
節
制
と
気
前
の
よ
さ

が
過
剰
な
欲
情
を
抑
え
る
と
い
う
共
通
の
ラ
チ
オ
・
モ
ド
ゥ
ス
を
も
つ
と
す
れ（

124
）

ば
、
気
前
の
よ
さ
は
正
義
よ
り
も
節
制
に
関
係
づ
け
ら

れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
枢
要
徳
の
伝
統
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
積
極
的
な
評
価
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
枢
要
徳
の
枠
組
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
あ

る
い
は
枢
要
徳
の
枠
組
を
受
け
入
れ
た
が
ゆ
え
に
、
ト
マ
ス
は
気
前
の
よ
さ
と
度
量
の
大
き
さ
と
い
う
一
見
す
る
と
似
て
い
る
徳
の
も

つ
異
な
る
特
質
、
隠
さ
れ
た
特
質
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
、
と
。
大
き
な
支
出
を
す
る
こ
と
は
通
常
た
だ
ち
に
死
の
危
険
を
も
た
ら
す

わ
け
で
は
な
い
が
、
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
金
銭
を
も
失
う
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
ト
マ
ス
自
身
は
こ
う
し
た
可
能
性
を
指

摘
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
徳
が
主
要
に
は
心
の
中
で
生
じ
る
選
択
に
関
わ
る
と
い
う
理
由
で
、
貧
者
が
度
量
の
大
き
さ
の
徳
を
も
つ

可
能
性
を
肯
定
し
て
い（

125
）

る
。
さ
ら
に
、
貧
者
が
度
量
の
大
き
さ
の
徳
を
行
使
す
る
可
能
性
す
ら
否
定
し
て
い
な（

126
）

い
。
少
額
の
寄
付
で

あ
っ
て
も
、
貧
者
に
と
っ
て（

127
）

は
、
自
分
の
生
命
を
失
う
危
険
性
を
も
つ
「
大
き
な
」
支
出
で
あ
り
う（

128
）

る
。
そ
し
て
、
大
き
な
出
費
に
対

し
て
、
私
た
ち
は
「
思
い
切
っ
て
」
と
い
う
、
勇
気
あ
る
行
為
に
あ
て
は
め
ら
れ
る
表
現
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
面
か
ら

見
れ
ば
、
度
量
の
大
き
さ
は
気
前
の
よ
さ
よ
り
も
勇
気
に
近
い
徳
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

文
献
表

一
次
文
献
（
お
よ
び
略
号
）

Ps.A
ndronicus de R

hodes, 
. ed. A

. G
libert T

hirry. L
eiden: E

.J.B
rill, 1977.

A
m

brosius, D
e officiis. ed. M

. Testard. C
C

SL
 15. Turnholt: B

repols, 2000.

│, E
xpositio E

vangelii secundum
 L

ucam
. ed. M

. A
driaen. C

C
SL

 14. Turnholt: B
repols, 1957.
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A
ristoteles, E

thica N
icom

achea. ed. I. B
yw

ater. O
xford: O

xford U
niversity P

ress, 1894.

A
ugustinus, D

e m
oribus ecclesiae catholicae et de m

oribus m
anichaeorum

 libri duo. ed. J. B
. B

uauer. C
SE

L
 90. W

ien: H
oelder-P

ichler-Tem
psky, 

1992.

B
oethius, A

nicius M
anlius Severinus. D

e divisione liber. ed. J. M
agee. L

eiden: B
rill, 1998.

B
uridanus, Johannes. Super D

ecem
 L

ibros E
thicorum

. (Paris 1513 N
achdruck.) Frankfurt: M

inerva, 1968.

C
icero, D

e inventione. ed. G
. A

chard. In D
e l’invention, Paris: L

es belles lettres, 1994. (D
e inv. )

G
regorius M

agnus, M
oralia in Iob. L

ibri I-X
. ed. M

. A
driaen. C

C
SL

 143. Turnholt: B
repols, 1979.

M
acrobius, In Som

nium
 Scipionis, ed. M

. A
rm

isen-M
archetti. In M

acrobe, C
om

m
entaire au Songe de Scipion, L

ivre I, Paris: L
es belles lettres, 

2001.

T
hom

as A
quinas, Scriptum

 super Sententiis. Tom
us III. ed. M

. F. M
oos. Paris: P. L

ethielleux, 1933. (In III Sent. )

│, Sententia L
ibri E

thicorum
. ed. R

. A
. G

authier. T
hom

ae A
quinatis O

pera O
m

nia iussu L
eonis 47, 1969. (SL

E
)

│, Sum
m

a theologiae. Pars P
rim

a et P
rim

a Secundae. ed. P. C
aram

ello. M
arietti, 1952. (ST

I, ST
I -II )

│, Sum
m

a theologiae. Pars Secunda Secundae. ed. P. C
aram

ello. M
arietti, 1952. (ST

II -II )

│, Sum
m

a theologiae. Tom
.2 &

 Tom
.3. O

ttaw
a: C

om
m

issio P
iana, 1953.

│, Q
uaestio disputata de virtutibus in com

m
uni, Q

uaestio disputata de virtutibus cardinalibus, in Q
uaestiones disputatae II. M

arietti, 1965. 

(D
e virt. in com

m
uni; D

e virt. card. )

二
次
文
献
（
原
典
の
翻
訳
を
含
む
）

B
ejczy, I. (2011 ) T

he C
ardinal Virtues in the M

iddle A
ges: A

 Study in M
oral T

hought from
 the Fourth to the Fourteenth C

entury. B
rill.

H
ouser, R

. E
. (2004 ) T

he C
ardinal Virtues: A

quinas, A
lbert, and P

hilip the C
hancellor. P

IM
S.

L
efébure, M

. (1975 ) St. T
hom

as A
quinas, Sum

m
a theologiae vol. 38: Injustice ( 2a2ae 63 -79). B

lackfriars. (L
atin texts and E

nglish translation, 

introductions, notes, appendices and glossaries)
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五

L
ottin, O

. (1949 ) Psychologie et M
orale aux X

II
e et X

III
e siècles. Tom

e III, Seconde Partie I. L
ouvain, G

em
bloux: A

bbaye du M
ont C

ésar, J. 

D
uculot.

M
ähl, S. (1969 ) Q

uadriga Virtutum
: D

ie K
ardinaltugenden in der G

eistesgeschichte der K
arolingerzeit. K

öln: B
öhlau Verlag.

Singer, P. (2016 ) Fam
ine, A

ffluence, and M
orality. O

xford U
niversity P

ress.

（
ピ
ー
タ
ー
・
シ
ン
ガ
ー
『
飢
え
と
豊
か
さ
と
道
徳
』
勁
草
書
房
、
二
〇

一
八
年
）

稲
垣
良
典
（
一
九
七
二
）『
法
的
正
義
の
議
論
』
成
文
堂

加
藤
雅
人
（
二
〇
一
四
）「
中
世
と
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス

　
全
体
―
部
分
の
形
而
上
学
」
松
田
毅
編
『
部
分
と
全
体
の
哲
学
』
春
秋
社
、
三
五
―
七
五
頁

（
加
藤
二
〇
一
九
に
再
録
）

│
（
二
〇
一
九
）『
意
味
論
の
内
と
外 

― 

ア
ク
ィ
ナ
ス

　
言
語
分
析

　
メ
レ
オ
ロ
ジ
ー
』
関
西
大
学
出
版
部

周
藤
多
紀
（
二
〇
〇
四
）「
徳
と
認
識 
― 
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
親
和
性
に
よ
る
認
識 

― 

」『
哲
学
研
究
』
第
五
七
七
号
、
五
六
―
七
九
頁 

　

朴
一
功
（
二
〇
〇
二
）『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

　
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会

松
根
伸
治
（
二
〇
一
五
）「
枢
要
徳
は
な
ぜ
四
つ
か 
― 

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
よ
る
理
論
化 

― 

」『
南
山
神
学
』
三
八
号
、
一
〇
九
―
一
四
三
頁

山
田
晶
（
一
九
八
六
）『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の<
レ
ス>

研
究
』
創
文
社

　

『
神
学
大
全
』
創
文
社
、
全
四
五
巻
、
一
九
六
〇
―
二
〇
一
二
年
（
本
論
に
お
け
る
『
神
学
大
全
』
か
ら
の
引
用
は
基
本
的
に
拙
訳
で
あ
る
が
、
既
存
の
訳
が

優
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。）

註

 

（
1
）　
た
と
え
ばST

I -II, q.61, a.2; D
e virt. card., a.1.

 

（
2
）　D

e virt. card., a.1, ad12: “super eam
 aliae virtutes fundantur.”

 

（
3
）　
こ
の
討
論
よ
り
少
し
前
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
『
神
学
大
全
』
に
は
、
徳
の
種
別
化
に
つ
い
て
の
一
般
論
は
な
い
。
ま
ず
知
性
的
徳 

（virtus 

intellectualis

） 

の
区
別
が
な
さ
れ
、
五
つ
の
知
性
的
徳
が
示
さ
れ
る 

（ST
I -II, Q

.57

）。
続
い
て
倫
理
徳
が
知
性
的
徳
か
ら
区
別
さ
れ
た
後
、
倫
理
徳
相
互

が
区
別
さ
れ 

（ST
I -II, Q

.58

）、
四
つ
の
枢
要
徳
（
思
慮
、
正
義
、
勇
気
、
節
制
）
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る 

（ST
I -II, Q

.61

）。
さ
ら
に
対
神
徳 

（virtus 
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theologica

） 

が
倫
理
徳
と
知
性
的
徳
か
ら
区
別
さ
れ
、
三
つ
の
対
神
徳
が
相
互
に
区
別
さ
れ
る 

（ST
I -II, Q

.62

）。

 
（
4
）　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
徳
の
定
義
は
、『
神
学
大
全
』
で
はST

I -II, q.55, aa.1~
3

に
基
づ
い
て
導
出
可
能
で
あ
る
。『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
註
解
』
で

はSL
E

 II, lect. 7, lin.49 -78

で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
徳
の
定
義
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ト
マ
ス
自
身
に
よ
る
徳
の
定
義
に
つ
い
て
の
問
い 

（ST
I -II, 

q.55, a.4; D
e virt. in com

m
uni, a.2

） 

で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
、
徳
を
「
精
神
の
善
い
性
質 

（bona qualitas m
entis

）」
で
あ
る
と
す
る
「
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
的
」
な
徳
の
定
義
で
あ
る
。

 

（
5
）　ratio

を
一
語
で
訳
出
す
る
の
は
難
し
い
た
め
、
以
後
基
本
的
に
カ
タ
カ
ナ
表
記
に
し
た
。
本
来
は
「
ラ
チ
オ
ー
」
と
す
べ
き
だ
が
、「
ラ
チ
オ
」
と
い

う
表
記
が
定
着
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、「
ラ
チ
オ
」
を
採
用
し
て
い
る
。C

f.

「『
ラ
チ
オ
』
は
『
レ
ス
』
と
『
理
性
』
と
の
合
作
で
あ
り
、『
レ
ス
』
を
も

と
に
し
て
『
理
性
』
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」（
山
田
一
九
八
六
、
八
一
二
頁
）。

 

（
6
）　
ト
マ
ス
は
、
知
性
と
理
性
は
も
の
と
し
て
は
同
じ
で
あ
り
、
理
性
と
い
う
の
は
推
論
機
能
と
い
う
観
点
か
ら
知
性
を
捉
え
た
と
き
の
名
称
だ
と
考
え
て

い
る
。ST

I, q.79, a.8, c.

 

（
7
）　
各
知
性
的
徳
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説
明
はST
I -II, q.57, aa.2~

4; SL
E

 V
I, lect.3 -7.

 

（
8
）　
ト
マ
ス
自
身
「
恐
れ
は
何
ら
か
の
後
退
（recessus

）
を
含
意
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。ST

II -II, q.123, a.3, c.

 

（
9
）　
正
確
に
言
う
と
、「
人
間
の
究
極
目
的
」
と
ト
マ
ス
が
呼
ぶ
も
の
に
は
神
と
神
の
知
性
認
識
の
二
つ
が
あ
る
。
人
間
が
究
極
目
的
と
す
る
知
性
認
識
活

動
の
対
象
が
神
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
神
は
人
間
の
究
極
目
的
で
あ
る
。ST

I -II, q.1, a.8, c.

 

（
10
）　ST

I -II, q.56, a.1, ad3.

 

（
11
）　ST

I, q.81, a.2, c. ; ST
I -II, q.23, a.1, c.

 

（
12
）　
以
下
の
箇
所
に
各
徳
に
つ
い
て
の
基
体
の
議
論
が
あ
る
。
信
仰
：ST

II -II, q.4, a.2; 

正
義
：ST

II -II, q.58, 4;

希
望
：ST

II -II, q.18, a.1; 

愛
徳
：

ST
II -II, q.24, a.1.

 

（
13
）　「
徳
の
部
分 

（

）」
と
い
う
表
現
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
も
見
ら
れ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
れ
を
あ
く
ま
で
も
徳
全
体 

（
一
般
）

の
部
分 

（
種
） 

を
指
す
も
の
と
し
て
用
い
て
い
る
。E

N
 V, c.1, 1130a9; E

N
 V

II, c.12, 1144a5. 

特
定
の
徳
の
部
分
を
指
す
用
法
は
キ
ケ
ロ
に
見
ら
れ
る
。

C
icero, D

e inv. II, cc.53 -54.

 

（
14
）　
ラ
テ
ン
語
圏
で
の
枢
要
徳
概
念
の
形
成
史
に
つ
い
て
はM

ähl 1969

が
、
ト
マ
ス
の
枢
要
徳
論
の
概
要
に
つ
い
て
は
松
根 

（
二
〇
一
五
） 

が
参
考
に
な
る
。
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七

 
（
15
）　D

e virt. in com
m

uni, a.12, ad24. D
e virt. cardinal. a.1, c.

で
は
、『
箴
言
』 （26,14

） 

を
引
用
し
た
同
様
の
語
源
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。

 

（
16
）　ST

I -II, q.61, a.1, c.

 

（
17
）　ST

I -II, q.58, a.3, ad1; ST
I -II q.61, a.1, c.

 

（
18
）　ST

I -II, q.61, a.2, c.

 

（
19
）　C

icero, D
e inv. II, c.53 [159], T

hom
as, ST

I -II, q.61, a.3, sed contra; A
m

brosius, E
xpositio E

vangelii secundum
 L

ucam
 V,49 

（
ル
カ6.20 -

22

の
註
解), T

hom
as, ST

I -II, q.61, a.1, sed contra; A
ugustinus, D

e m
oribus ecclesiae I, c.15, [25] , T

hom
as, ST

I -II, q.61, a.4, sed contra; 

G
regorius, M

oralia in Job II, c.49, [77]

（
ヨ
ブI, 18 -19

の
註
解), T

hom
as, ST

I -II, q.61, a.2, sed contra.

 

（
20
）　ST

I -II, q.61, a.2, c.

 

（
21
）　ST

I -II, q.61, a.3, c; ST
I -II, q.61, a.4, c.

 

（
22
）　ST

I -II, q.61, a.4, c.

 

（
23
）　ST

I -II, q.61, a.4, c.

 

（
24
）　
以
下
「
徳
の
対
象
」
と
い
う
場
合
の
「
対
象
」
に
相
当
す
る
ト
マ
ス
の
表
現
は “m

ateria” “objectum
” “circa” 

で
あ
る
。

 

（
25
）　D

e virt. in com
m

uni, a.12, ad23; ST
I -II, q.61, a.3, c; D

e virt. card., a.1, c. &
 ad1.

 

（
26
）　ST

II -II, q.48, a.1, c; In III Sent. d.33, q.3, a.1, solutio I, resp., nn. 268 -269. 

加
藤 

（
二
〇
一
四
） 

四
五
頁
に
よ
れ
ば
「
構
成
的
部
分
」「
下
位

の
部
分
」
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
ま
で
遡
ら
れ
る
の
に
た
い
し
、「
能
力
的
部
分
」
は
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス 

（D
e divisione 888A

＝M
agee ed.,p.38, lin.25 -

27

） 

に
起
源
が
求
め
ら
れ
る
。

 

（
27
）　
た
と
え
ばST

II -II, q.120, a.2 

の
創
文
社 

（
稲
垣
良
典
） 

訳
。

 

（
28
）　ST

II -II, q.79, a.1, c; ST
II -II, q.128, a.1, c; In III Sent. d.33, q.3, a.1, solutio I, resp., n.269; cf. ST

II -II, q.48, a.1, c.: “ad sim
ilitudinem

 

partium
 integralium

.”

 

（
29
）　D

e virt. in com
m

uni, a.12, ad27; ST
II -II, q.120, a.2, c.

 

（
30
）　ST

II -II, q.48, a.1, c ; ST
II -II, q.49, a.5, c.; ST

II -II, q.79, a.1, c.; ST
II -II, q.143, a.1, c.

 

（
31
）　ST

II -II, q.143, a.1, c.; In III Sent. d.33, q.3, a.1, solutio I, resp., n.269.
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（
32
）　ST

II -II, q.79, a.1, c.

 
（
33
）　ST

II -II, q.143, a.1, c.

 

（
34
）　ST

II -II, q.143, a.1, c; ST
II -II, q.157, a.3, ad2; D

e virt. in com
m

uni, a.12, ad26 &
 ad27.

 

（
35
）　ST

II -II, q.48, a.1, c; ST
II -II, q.143, a.1, c; D

e virt. in com
m

uni, a.12, ad26 &
 ad.27.

 

（
36
）　
以
下
で
節
制
、
勇
気
、
正
義
、
思
慮
の
順
で
考
察
を
す
す
め
る
が
、
こ
の
順
番
は
ト
マ
ス
の
枢
要
徳
論
の
中
で
下
位
↓
上
位 

（
よ
り
強
力
） 

の
徳
の
順

に
一
致
す
る
。ST

II -II, q.123, a.12, c.

 

（
37
）　
以
下
の
節
制
の
諸
部
分
に
つ
い
て
の
説
明
は
基
本
的
にST

II -II, q.143, a.1

に
基
づ
く
。

 

（
38
）　
味
覚
が
一
種
の
触
覚
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
はST
I, q.78, a.3, ad4.

 

（
39
）　
以
下
の
勇
気
の
部
分
に
つ
い
て
の
説
明
はST

II -II, q.128, a.1

に
基
づ
く
。

 

（
40
）　
ト
マ
ス
は
、
キ
ケ
ロ 

（D
e inv. II, c.54 [163]

） 

が
勇
気
の
部
分
に
挙
げ
て
い
る
「
自
負 

（fidentia

）」 （
ト
マ
ス
の
テ
キ
ス
ト
で
はfiducia

）
と
「
度
量

の
大
き
さ 

（m
agnificentia

）」
は
、
こ
の
二
つ
の
要
素
を
指
す
と
解
釈
し
て
い
る
。

 

（
41
）　
以
下
の
正
義
の
部
分
に
つ
い
て
の
説
明
は
基
本
的
にST

II -II, q.80, a.1

に
拠
る
。

 

（
42
）　ST

II -II, q.61, intr. &
 q.61, a.1. 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
で
問
題
に
な
る
「
矯
正
的
正
義
」 （E

N
 V, c.4

） 

は
交
換
的
正
義
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

SL
E

 V, lect.6, esp. lin.4.

 

（
43
）　
こ
う
し
た
ト
マ
ス
の
「
法
的
義
務
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
稲
垣 

（
一
九
七
二
） 

を
参
考
に
し
た
。

 

（
44
）　D

e virt. card., a.1, ad12.

 

（
45
）　ST

II -II, q.80, intr. &
 c.

 

（
46
）　
以
下
の
思
慮
の
部
分
に
つ
い
て
の
説
明
は
基
本
的
にST

II -II, q.48, a.1 
に
拠
る
。

 

（
47
）　C

f. In III Sent. , d.33, q.3, a.1, sol.3, resp., nn.281 -285.

 

（
48
）　ST

I -II, q.57, a.6, ad1.

 

（
49
）　
熟
慮
、
聡
明
、
明
察
の
徳
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説
明
は
、ST

II -II, q.51, aa.1~
4

を
参
照
。

 

（
50
）　ST

II -II, q.51, a.2, c.



ト
マ
ス･

ア
ク
ィ
ナ
ス
に
よ
る
徳
の
分
類

四
九

 
（
51
）　ST

II -II, q.51, a.2, ad2; In III Sent., d.33, q.3, a.1, sol.3, resp., n.285.

 

（
52
）　ST

II -II, q.48, a.1, c.

 

（
53
）　ST

I -II, q.65, a.1, c.

 

（
54
）　In III Sent. d.33, q.3, a.1, sol.1, resp., n.269; sol.3, resp., n.285; d.33, q.3, a.2, sol.1, resp, n.306; d.33, q.3, a.4, sol.1, resp., n.377.

 

（
55
）　m

odus
を
一
語
に
訳
出
す
る
の
は
難
し
い
た
め
、
以
後
カ
タ
カ
ナ
表
記
を
し
て
い
る
。
創
文
社
の
『
神
学
大
全
』
で
は
「
様
態
」「
節
度
」「
性
質
」
等

の
訳
語
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

 

（
56
）　D

e virt. card. a.1, c.: “ex parte m
odorum

 virtutis, quae sunt quasi rationes form
ales, ...”

 

（
57
）　
こ
う
し
た
解
釈
は
『
命
題
集
註
解
』
や
『
神
学
大
全
』
で
の
枢
要
徳
の
モ
ド
ゥ
ス
に
つ
い
て
の
説
明 

（In III Sent., d.33, q.3, a.2, sol.1, resp., 

n.308; ST
II -II, q.157, a.3, c.

） 
に
合
致
す
る
。

 

（
58
）　In III Sent. d.33, q.3, a.2, sol.1, ad2, n.317.

 

（
59
）　ST

I, q.13, a.3, c. ; ST
I, q.13, a.6, c.

 

（
60
）　ST

I -II, q.61, a.1, ad1

で
、
枢
要
徳
と
枢
要
徳
以
外
の
徳
が
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
関
係
に
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

 

（
61
）　E

N
 IV, c.9, 1128b33 -34.

 

（
62
）　
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、「
抑
制
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
性
の
喜
び
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
る
。ST

II -II, q.155, a.1, c.

 

（
63
）　ST

II -II, q.155, a.1, c.

「
徳
」
の
二
義
性
に
つ
い
て
はST

II -II, q.144, a.1, c.

も
参
照
。

 

（
64
）　E

N
 III, c.8.

 

（
65
）　ST

II -II, q.128, a.1, ad 7. 

単
に
「
モ
ド
ゥ
ス
」
と
言
わ
れ
ず
、「
何
ら
か
の
モ
ド
ゥ
ス
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
来

的
な
意
味
で
は
そ
う
で
は
な
い
も
の
に
対
し
て
、
ト
マ
ス
は
「
何
ら
か
の 

（quisdam
/quidam

/quaedam

）」
と
い
う
限
定
を
つ
け
る
こ
と
が
あ
る
。C

f.

周

藤 

（
二
〇
〇
四
） 

六
二
頁
。

 

（
66
）　ST

II -II, q.157, a.3, ad2.

　

 

（
67
）　ST

II -II, q.157, a.3, c.

 

（
68
）　ST

II -II, q.143, a.1, ad1&
 ad2; ST

II -II, q.157, a.3, ad2.
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（
69
）　ST

II -II, q.143, a.1, c.

 
（
70
）　
創
文
社
訳
で
はpecunia

は
「
金
銭
」
と
訳
出
さ
れ
て
い
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
朴
訳
に
な
ら
っ
て 

（
朴
二
〇
〇
二
、

と
く
に
一
四
七
頁
註
二
を
参
照
）「
財
貨
」
と
訳
出
し
た
。
ト
マ
ス
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス 

（E
N

 IV, c.1, 1119b26 -27

） 

を
典
拠
と

し
て
、pecunia

は
貨
幣
だ
け
で
は
な
く
家
畜
な
ど
の
所
有
す
る
も
の
す
べ
て
を
指
す
と
述
べ
て
い
る
。ST

II -II, q.117, a.2, ad2.

 

（
71
）　ST

II -II, q.117, a.4, c. 

　

 

（
72
）　ST

II -II, q.117, a.3, c. 

　

 

（
73
）　ST

II -II, q.117, a.3, ad3.

　

 

（
74
）　ST

II -II, q.117, a.3, ad2.

 

（
75
）　ST

II -II, q.117, a.2, ad1. 
創
文
社
（
稲
垣
）
訳
でliberalitas

が
「
寛
厚
」
と
訳
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
行
為
よ
り
も
感
情
に
関
わ
る
徳
で
あ
る
と
す

る
ト
マ
ス
の
考
え
方
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

 

（
76
）　ST

II -II, q.117, a.2, c.

 

（
77
）　ST

II -II, q.117, a.3, ad1.

 

（
78
）　ST

II -II, q.134, a.2, c.

 

（
79
）　「
公
共
事
業
」
に
相
当
す
る
も
の
を
ト
マ
ス
は
「
神
的
な
事
柄 

（res divina

）」（ST
II -II, q.134, a.1, ad3; SL

E
 IV, lect.7, lin.19; lin.95

） 「
共
通
的

な
事
柄 

（res com
m

unis

）」 （ST
II -II, q.134, a.1, ad3; SL

E
 IV, lect.7, lin.95

）「
公
共
的
善 

（bonum
 publicum

）」 （SL
E

 IV, lect.7, lin.34

） 

と
呼
ん
で

い
る
。

 

（
80
）　ST

II -II, q.134, a.2, ad3.

 

（
81
）　
こ
れ
ら
の
例
はSL

E
 IV, lect.7, lin.19 -23

の
記
述
を
参
考
に
し
た
。

 

（
82
）　SL

E
 IV, lect.7, 32 -41; cf. E

N
 IV, c.2, 1122b21 -23.

 

（
83
）　ST

II -II, q.134, a.1, ad3; cf. SL
E

 IV, lect.7, lin.98 -139. 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
同
様
の
主
張 

（E
N

 IV, c.2, 1122b33 -1123a9

） 

を
踏
襲
し
て
い
る
。

 

（
84
）　SL

E
 IV, lect.6, lin.26 -36

の
整
理
を
参
考
に
し
た
。

 

（
85
）　ST

I -II, q.63, a.2, c.
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（
86
）　
後
述
す
る
よ
う
に
、
ト
マ
ス
は
貧
し
い
人
が
度
量
の
大
き
さ
の
徳
を
も
つ
可
能
性
を
否
定
し
て
い
な
い
。

 

（
87
）　ST

II -II, q.134, a.1, ad1.

 

（
88
）　ST

I -II, q.65, a.1, ad1.

 

（
89
）　ST

II -II, q.134, a.4, ad1.

 

（
90
）　ST

II -II, q.117, a.3, ad1.

 

（
91
）　ST

II -II, q.117, a.5, c.

 

（
92
）　
借
金
の
返
済
な
ど
交
換
的
正
義
に
よ
っ
て
金
銭
を
「
返
す
」
行
為
は
「（
金
銭
を
） 

与
え
る
」
と
は
言
わ
れ
な
い
。

 

（
93
）　L

efébure 1975, p.66, note b

に
よ
れ
ば
、
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
の
言
葉
で
は
な
く
、
ル
フ
ィ
ヌ
ス
が
ラ
テ
ン
語
に
訳
し
た
バ
シ
レ
イ
オ
ス
の
説
教
に
由

来
す
る
。C

f.

ピ
オ
版 

『
神
学
大
全
』 
註
（Tom

 3, p.1774a

）。

 

（
94
）　ST

II -II, q.66, a.7, c. 

で
の
引
用
か
ら
訳
出
し
た
創
文
社 

（
稲
垣
） 

訳
に
従
う
。
ピ
ー
タ
ー
・
シ
ン
ガ
ー 

（Singer 2016, p.23; 

邦
訳
二
〇
―
二
一
頁
）

も
『
神
学
大
全
』
の
こ
の
箇
所
に
言
及
し
て
い
る
。

 

（
95
）　ST

II -II, q.32, a.5, c.

で
の
引
用
か
ら
訳
出
し
た
創
文
社 

（
稲
垣
） 

訳
に
従
う
。

 

（
96
）　「
施
し
」
に
は
助
言
や
慰
め
等
の
物
質
的
で
は
な
い
「
霊
的
施
し
」
も
含
ま
れ
る
。ST

II -II, q.32, a.2, c.

 

（
97
）　ST

II -II, q.32, a.1, c.

施
し
に
ど
の
徳
が
関
わ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
十
二
世
紀
以
降
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。L

ottin 1949, pp.299 -

313.

 

（
98
）　ST

II -II, q.30, a.4, c.

 

（
99
）　ST

II -II, q.28, intr.

 

（
100
）　ST

II -II, q.32, a.1, c.

 

（
101
）　ST
II -II, q.32, a.1, c.

 

（
102
）　ST

II -II, q.30, a.1, c.

 

（
103
）　ST

II -II, q.30, a.1, ad2.

 

（
104
）　ST

II -II, q.30, a.2, c.
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（
105
）　ST

II -II, q.117, a.5, ad3.

 
（
106
）　ST

II -II, q.28, intr.

 

（
107
）　ST

II -II, q.30, a.3, ad4. C
f. 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
義
憤
」
を
「
ね
た
み
」
と
「
悪
意
」
を
両
極
と
す
る
中
庸
で
あ
る
と
し
て
い
る
。E

N
 II, c.7, 

1108a35 -1108b6.

 

（
108
）　ST

II -II, q.30, a.3, ad2.

 

（
109
）　C

f.

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
弁
論
術
』
第
二
巻
、
九
章
を
参
照
。

 

（
110
）　
く
わ
う
る
に
、『
神
学
大
全
』
の
正
義
の
能
力
的
部
分
に
つ
い
て
の
各
論
を
は
じ
め
る
箇
所
で 

（ST
II -II, q.81, intr.

）、
正
義
の
能
力
的
部
分
の
う
ち

或
る
も
の
は
、
愛
徳
に
つ
い
て
の
論
考
で
す
で
に
論
じ
ら
れ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

 

（
111
）　In III Sent. d.33, q.3, a.4, sol.1, resp., nn.377 -380.

 

（
112
）　ST

II -II, q.32, a.1, c.

 

（
113
）　ST

II -II, q.135, a.1, c.

 

（
114
）　ST

II -II, q.32, a.1, c.

 

（
115
）　
対
神
徳
で
あ
り
注
入
徳
で
あ
る
愛
徳
を
欠
く
人
は
憐
れ
み
の
徳
を
持
た
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
ト
マ
ス
は
そ
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い

な
い
が
、
い
く
つ
か
の
箇
所
で 

（ST
II -II, q.31, a.1, ad2 &

 ad3; ST
II -II, q.80, a.1, ad2

） 

友
愛
が
憐
れ
み
の
原
因
と
な
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

 

（
116
）　D

e virt. in com
m

uni, a.12, ad26.

 

（
117
）　ST

II -II, q.32, a.1, ad4.

 

（
118
）　SL

E
 I, lect. 16, lin. 97 -100.

 

（
119
）　C

icero, D
e inv. II, cc.53 -54; Ps. A

ndronicus, D
e passionibus III, §2; V, §2; V

I, §2; V
II, §2;  M

acrobius, In Som
nium

 Scipionis, I, c.8 

（『
国

家
に
つ
い
て
』V

I, 

13
の
註
解
の
部
分
）。

 

（
120
）　ST

II -II, q.134, a.4, sed contra; C
icero, op. cit., II c.53 [163] ; Ps. A

ndronicus, op. cit., V, §2; M
acrobius, op. cit., I, c.8, 7.

 

（
121
）　ST

II -II, q.117, a.5, sed contra. 

し
か
し
ト
マ
ス
が
引
用
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
は
、
気
前
の
よ
さ
が
正
義
の
能
力
的
部
分
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
強

く
支
持
す
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
そ
こ
で
は
、「
正
義
」
と
「
親
切
」
が
そ
れ
ぞ
れ
「
気
前
の
よ
さ
」「
恵
み
深
さ
」
と
も
呼
ば
れ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
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三

に
す
ぎ
な
い
（A

m
brosius, D

e officiis I, c. 28, 130

）。
む
し
ろ
偽
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
の
テ
キ
ス
ト
が
典
拠
に
な
り
そ
う
だ
が
、
ト
マ
ス
は
偽
ア
ン
ド
ロ
ニ

コ
ス
の
い
う
「
気
前
の
よ
さ
」
は
徳
で
は
な
い
と
解
釈
し
て
、
典
拠
と
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る 

（ST
II -II, q.80, arg.4 &

 c. &
 ad4)

。

 

（
122
）　
枢
要
徳
の
部
分
の
歴
史
的
変
遷
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。B

ejczy 2011, A
ppendix I.2; H

ouser 2004 pp.228 -233; L
ottin 1949, pp.186 -194.

 

（
123
）　C

f. B
uridanus, Super L

ibros E
thicorum

 IV, q.7, f. 77va: “m
agnificentia est m

odus nobilissim
us liberalitatis.”

 

（
124
）　
ト
マ
ス
自
身
、
節
制
と
気
前
の
よ
さ
の
こ
う
し
た
共
通
点
を
認
め
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
で
節
制
の
後
に
気
前
の
よ
さ
を

論
じ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
共
通
点
の
ゆ
え
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。SL

E
 IV, lect.1, lin.34 -38.

 

（
125
）　ST

II -II, q.134, a.3, ad4.

 

（
126
）　ST

II -II, q.134, a.3, ad4. 
「
お
そ
ら
く 

（forte

） 

可
能
で
あ
る
」
と
い
う
慎
重
な
表
現
が
さ
れ
て
い
る
。

 

（
127
）　
ト
マ
ス
は
極
度
の
貧
困
状
態
に
あ
る
人
は
基
本
的
に
金
銭
的
な
施
し
を
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る
一
方
で
例
外
を
認
め
て
い
る
。ST

II -II, q.32, 

a.6, c.

 

（
128
）　
ト
マ
ス
は
「
大
き
な 

（m
agnus

）」 

支
出
の
相
対
性
を
論
じ
て
い
る
。SL

E
 IV, lect. 6, lin.43 -62.

 

＊
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In this article, I intend to furnish an overview of Thomas Aquinas’s classifica-
tion of virtues. I also intend to show some of the philosophical significance of 
his classification, which is framed by the tradition of the four cardinal virtues: 
prudence, justice, courage ( fortitudo), and temperance.

First, I explain the principle of specification of virtues based on Aquinas’s 
discussion in On Virtues in Common. Since a virtue is defined as a good habit, 
and the nature of human virtue is under examination, what determines the spe-
cies of each virtue is its specific difference, i.e., how it is good for a human be-
ing. The different kinds of virtue are determined by the characteristics (ratio-
nes) of the different things that are good for a human being.

Second, I show how Aquinas catalogues different virtues, putting cardinal vir-
tues in the center of the catalogue. He uses three different relations between 
parts and whole in analyzing the parts of a cardinal virtue: (1) integral parts-
whole, (2) subjective parts-whole, (3) potential parts-whole. The virtues other 
than the cardinal virtues are either (2) subjective parts or (3) potential parts of 
cardinal virtues. A subjective part of a cardinal virtue is a species of the cardinal 
virtue; for instance, chastity, a subjective part of temperance, is a species of 
temperance. Potential parts of a cardinal virtue are labelled “secondary virtues” 
or “virtues connected (adjunctae)” to the cardinal virtue. However, the relation 
between a cardinal virtue and its potential parts does not always look the same 
for each cardinal virtue. The virtue of patience in doing a tough task in our ba-
nal daily lives does not seem to require courage, the virtue for fighting in face 
of death. On the contrary, the virtue of liberty seems to require the virtue of 
justice; one who won’t give back the amount he owes wouldn’t give his money 
generously to others. What is common to the potential parts of the cardinal vir-
tues? In the Summa theologiae, Aquinas claims that the potential parts of a car-
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dinal virtue are directed to certain secondary acts or matters, not having, as it 
were, the whole power of the virtue. Besides this ‘official’ answer to the ques-
tion, Aquinas could claim that they participate or agree in the mode (modus) of 
the cardinal virtue. I discuss philosophical advantages and disadvantages of this 
‘hidden’ answer to the classification of virtues.

Third, I shed a light on some of the philosophical significance of Aquinas’s 
classification by analyzing several virtues concerning giving money to the oth-
ers, specifically liberality, magnificence, justice, and mercy (misericordia). The-
ses virtues are relevant to the act of giving money, but they have different char-
acteristics (rationes) in doing so. Aquinas admits the possibility that poor people 
may both have the virtue of magnificence and be able to exercise it. Based on 
this claim, I argue that it makes sense to associate the virtue of magnificence 
with courage. If someone in extreme poverty donates all his money, for in-
stance, the action can be an act of magnificence; and it is closer to an act of 
courage than to liberality as he may put his life in peril due to this action.




