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新
科
学
モ
ラ
ロ
ジ
ー
を
提
唱
し
た『
道

徳
科
学
の
論
文
』の
中
で
、
廣
池
千
九
郎

は
、「
聖
人
の
教
訓
も
、
今
日
の
科
学
的
研

究
の
結
果
も
、
み
な
と
も
に
真
の
知
識
は

真
の
道
徳
に
一
致
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ

と
を
認
め
て
お
り
、
真
の
知
識
は
必
ず
道

徳
を
含
み
、
真
の
道
徳
は
必
ず
知
識
の
基

礎
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
お
り
ま
す
」（
二
冊
目
二
一
五
ペ
ー

ジ
）と
書
い
て
い
ま
す
。

廣
池
は
、「
知
徳
一
体
」を
最
高
道
徳
と

ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
含
む
も
の
と
し
て
理
解

し
て
い
ま
し
た
が
、「
知
徳
一
体
」の
理
念

を
最
高
道
徳
だ
け
に
結
び
付
け
て
お
く
の

は
少
し
も
っ
た
い
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。
な
ぜ
な
ら
、「
知
徳
一
体
」に
は
現
代

社
会
に
お
け
る
諸
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す

る
の
に
非
常
に
有
用
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
含

ま
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
私
た
ち
は「
知

徳
一
体
」を
ど
う
し
た
ら
現
代
的
な
文
脈

に
応
用
で
き
る
か
を
も
っ
と
検
討
す
べ
き

で
し
ょ
う
。

廣
池
が
展
開
し
て
い
た
内
容
を
踏
ま
え

て
、「
知
徳
一
体
」の
理
念
を
現
代
的
な
文

脈
に
応
用
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
、

ど
の
よ
う
な
展
開
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う

か
。
一
、
二
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

廣
池
は
、「
人
間
の
利
己
主
義
に
立
脚
し

て
い
る
」学
問
に
厳
し
い
目
を
向
け
ま
し

た
。
と
り
わ
け
、「
人
間
の
欲
望
に
存
す
る
」

「
自
己
利
益
の
経
済
学
」を
厳
し
く
批
判
し

ま
し
た
。「
経
済
学
が
単
に
人
間
の
欲
望
を

基
礎
と
し
て
成
立
す
る
な
ど
と
称
す
る
ご

と
き
は
現
代
科
学
の
原
理
に
反
す
る
一
つ

の
不
完
全
な
る
臆お

く

説せ
つ

と
称
す
べ
き
」（
八
冊

目
四
八
ペ
ー
ジ
）と
述
べ
て
い
ま
す
。
と
こ

ろ
が
、
経
済
学
の
分
野
で
は
、
一
九
九
〇

年
代
以
降
、
行
動
経
済
学
、
実
験
経
済
学

の
研
究
者
ら
が
、
現
実
の
人
間
は
常
に
合

理
的
な
選
択
を
す
る
と
は
か
ぎ
ら
ず
、
ま

た
、
欲
望
の
充
足
だ
け
を
行
動
原
理
と
す

る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
こ
と
を
実
験
等
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
き
ま
し
た
。
経
済

学
に
お
け
る
知
と
徳
と
の
関
係
の
解
明
に

は
ほ
ど
遠
い
状
況
で
す
が
、
特
定
の
学
問

分
野
で
、
あ
る
種
の
シ
フ
ト
が
起
こ
っ
て

き
た
こ
と
は
注
目
に
値
し
ま
す
。

ま
た
、
近
年
、
Ａ
Ｉ（
人
工
知
能
）が
急
速

に
発
展
し
、
人
間
性
に
対
す
る
そ
の
影
響

に
人
々
の
関
心
が
集
ま
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
高
度
な
情
報
収
集
・
情
報
処
理
能

力
に
よ
り
Ａ
Ｉ
は
、
人
間
が
獲
得
で
き
な

か
っ
た「
神
の
視
点
」を
獲
得
で
き
る
よ
う

に
な
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
も
っ
と

も
、
人
間
で
あ
れ
ば
誰
し
も
積
み
上
げ
て

き
て
い
る「
世
界
」の
認
識
が
Ａ
Ｉ
に
は
で

き
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
Ａ
Ｉ
の
弱
み
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
が
で
き
な
い
以
上
、
Ａ
Ｉ
は

人
間
を
凌り

ょ
う

駕が

す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
見

方
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
Ａ
Ｉ
の
開

発
現
場
で
は
、「
人
工
の
道
徳
的
主
体
」を

実
装
す
る
試
み
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
お

り
、
開
発
者
た
ち
は
そ
れ
に
取
り
組
む
こ

と
に
価
値
や
意
義
を
見
出
し
て
い
る
よ
う

で
す
。
Ａ
Ｉ
が
発
展
す
る
こ
の
時
代
、「
知

徳
一
体
」の
立
場
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
議
論

が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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