
862

哲
学
研
究
・
第
五
百
四
十
八
号

討

議
⇔

㈲
　
晶
川
嘉
也
氏
の
最
近
論
文

『
力
学
に
お
け
る
決
定
論
と
意
識
の

自
由
に
つ
い
て
』
を
読
ん
で

山
崎
　
和
夫

　
品
川
氏
の
表
記
論
文
に
対
し
、
物
理
学
者
の
立
場
か
ら
何
か
コ
メ
ン
ト

を
し
て
ほ
し
い
と
の
御
依
頼
を
受
け
た
が
、
浅
学
の
私
は
、
知
ら
な
か
っ

た
り
気
付
か
な
か
っ
た
こ
と
を
む
し
ろ
い
ろ
い
ろ
教
え
ら
れ
た
。
非
常
に

興
味
深
い
御
高
説
で
あ
り
、
私
個
人
と
し
て
そ
の
本
筋
に
異
論
は
な
い
。

そ
れ
に
、
私
は
物
理
学
の
ご
く
狭
い
一
分
野
の
仕
窮
に
し
か
た
ず
さ
わ
っ

て
い
な
い
の
で
、
も
っ
と
視
野
の
広
い
物
理
学
者
は
異
っ
た
見
解
を
持
た

れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
私
な
り
に
読
ん
で
み
て
、
細
か
い
蓑
現

の
仕
方
に
多
少
の
異
和
感
を
お
ぼ
え
た
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

そ
の
点
に
つ
い
て
書
い
て
み
た
い
。

　
ま
ず
最
初
に
古
典
力
学
（
1
ー
ニ
ェ
ー
ト
ソ
力
学
）
の
因
果
律
1
あ
る

い
は
決
定
論
と
い
う
言
葉
で
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
1
に
つ
い
て
考

、
κ
て
見
よ
う
。
話
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
一
つ
の
決
ま
っ
た
原
眉
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（
物
理
学
の
用
語
で
言
う
な
ら
ば
初
期
条
件
）
か
ら
一
つ
の
決
ま
っ
た
結

果
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
因
果
律
（
1
一
決
定
論
）
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
品

川
論
文
の
第
一
節
で
は
、
“
微
分
方
程
式

　
　
　
　
　
　
辮
ミ
引
　
　
　
　
　
　
　
（
・
・
）

を
例
と
し
て
、
こ
の
非
線
型
の
微
分
方
程
式
の
初
期
条
件
け
“
O
で

く
匪
O
に
対
応
す
る
解
は
単
に

　
　
　
　
　
　
翁
十
施
　
　
惣

の
み
で
な
く
、

　　

@　
@　
ﾜ
）
－
｛
噸
（
工
3
遡
験
　
　
ε

も
ま
た
、
餌
y
O
な
る
す
べ
て
の
a
に
つ
い
て
微
分
方
程
式
②
の
解
で
あ

る
、
従
っ
て
a
の
値
は
一
義
的
に
決
ま
ら
な
い
”
そ
れ
故
こ
の
方
程
式
で

表
わ
さ
れ
る
運
動
は
決
定
論
的
で
な
い
一
と
い
う
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
（
『
哲
学
研
究
』
五
四
六
暑
、
六
五
頁
参
照
）
そ
こ
で
品
川
氏
は
こ
の
例

を
基
礎
に
し
て
、
　
一
般
に
運
動
方
程
式
が
、
初
期
条
件
を
定
め
れ
ば
一
義

的
な
解
を
持
つ
の
は
、
方
程
式
が
線
型
の
場
合
で
あ
り
、
非
線
型
の
場
合

に
は
こ
れ
は
保
証
さ
れ
ず
、
非
線
型
の
微
分
方
程
式
で
は
、
初
期
条
件
を

定
め
て
も
解
は
一
義
的
に
決
ま
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
、
古
典
力
学
の
運
動

方
程
式
が
決
定
論
的
で
あ
っ
た
の
は
線
型
近
似
が
有
効
な
特
殊
な
ケ
ー
ス

を
扱
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
故
に
古
典
力
学
で
も
因
果
律
は
成
り
立
た

ず
、
す
で
に
そ
こ
に
意
識
の
自
由
が
入
り
込
む
余
地
が
あ
る
、
…
…
と
い

う
よ
う
に
論
じ
て
い
ら
れ
る
。



　
私
に
は
こ
の
論
旨
は
い
さ
エ
か
強
引
な
も
の
に
思
え
る
。
上
記
の
“
…

…
”
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
数
学
の
話
と
し
て
異
論
は
な
い
。
私
の
本
来

の
異
論
は
こ
の
具
体
例
に
つ
い
て
で
は
な
い
が
、
ま
ず
そ
こ
か
ら
話
を
始

め
よ
う
。
方
程
式
②
が
一
義
的
な
解
を
持
た
な
い
の
は
け
騒
O
で
く
1
1
0
と

い
う
初
期
条
件
を
与
え
た
か
ら
で
、
も
し
け
ー
ー
O
で
く
“
く
。
（
ぐ
。
は
ど
ん

な
に
小
さ
く
て
も
よ
い
正
の
値
）
を
初
期
条
件
と
し
て
与
え
れ
ば
、
②
は

く

　li

ぎ【

十

鱒卜

　N

け
y
O

と
い
う
一
義
的
な
解
を
持
つ
。
つ
ま
り
②
が
一
義
的
な
解
を
持
た
ず
、
㈱

の
よ
う
な
無
数
の
解
を
許
し
た
の
は
、
初
期
条
件
を
く
司
と
い
う
関
数
の

特
異
点
（
正
確
に
は
分
岐
点
）
、
〈
1
1
0
で
ち
ょ
う
ど
与
え
た
か
ら
で
あ
る
。

私
の
言
い
た
い
の
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
運
動
方
程
式
が
決
定
論
的
な
解
を

与
え
る
の
は
線
型
の
場
合
の
み
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
言
い
過
ぎ
で
、
非

線
型
の
場
合
に
も
、
ご
く
特
殊
な
例
外
的
な
場
合
を
除
い
て
、
や
は
り
決

定
論
的
な
解
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
運
動
方

程
式
が
一
例
で
も
（
こ
の
よ
う
な
例
は
無
数
に
考
え
ら
れ
る
が
）
一
義
的

な
解
を
持
た
な
い
例
が
あ
れ
ば
、
因
果
律
は
厳
密
に
は
成
り
立
た
な
い
で

は
な
い
か
と
反
論
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
に
お
答
え
し
た
い
。
（
先
の
具
体
例
に
つ

い
て
の
数
学
的
な
細
か
い
こ
と
よ
り
も
、
こ
れ
か
ら
が
本
筋
で
あ
る
。
）

そ
も
そ
も
ニ
ェ
ー
ト
ン
の
運
動
方
程
式

ヨ
嚇
⊥

　
　
は
微
分
方
程
式
で
あ
る
が
、
物
理
学
の
立
場
と
し
て
は
、
こ
の
式
の
右
辺
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に
あ
る
力
f
に
ど
ん
な
関
数
を
持
っ
て
き
て
も
、
こ
の
方
程
式
の
解
が
運

動
を
表
わ
す
と
は
考
え
な
い
。
f
と
し
て
ど
の
よ
う
な
関
数
だ
け
が
許
さ

れ
る
の
か
は
、
数
学
的
に
厳
密
に
制
限
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
物

理
学
と
し
て
は
、
説
明
す
べ
き
自
然
現
象
が
あ
っ
て
そ
れ
を
記
述
す
る
た

め
に
適
当
な
力
f
を
導
入
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
物
理
学
と
し
て
は
自

然
が
ま
ず
先
に
あ
り
、
運
動
方
程
式
は
そ
れ
を
数
学
的
に
記
述
す
る
た
め

の
道
具
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
f
と
し
て
勝
手
な
関
数
を
持
っ
て
き
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
る
運
動
（
私
は
、
そ
れ
は
方
程
式
の
数
学
的
な

解
で
は
あ
っ
て
も
、
物
理
学
で
い
う
よ
う
な
運
動
を
表
わ
す
も
の
と
は
君

倣
せ
な
い
と
言
い
た
い
）
が
決
定
論
的
な
答
を
持
た
な
い
か
ら
と
言
っ
て

困
果
律
を
破
る
例
と
は
な
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
物
理
学
に
お
い
て
、
あ

る
方
程
式
を
書
い
た
と
き
に
は
、
そ
れ
は
必
ず
い
ろ
い
ろ
な
制
限
や
近
似

あ
る
い
は
理
想
化
の
下
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
解
が
無

制
限
に
常
に
物
理
現
象
を
表
わ
す
と
は
考
え
な
い
。
先
の
方
程
式
②
に
つ

い
て
言
え
ば
、
f
と
し
て
く
司
と
い
う
関
数
形
は
あ
り
得
る
力
の
よ
う
に

見
え
る
が
、
そ
の
解
v
は
緑
藻
と
共
に
い
く
ら
で
も
大
き
く
な
る
（
〈
田
O

と
い
う
ト
リ
ビ
ア
ル
な
解
は
別
と
し
て
）
か
ら
、
物
理
現
象
と
し
て
は
v

が
無
限
に
大
き
く
な
る
よ
う
な
現
象
は
考
え
ら
れ
ず
、
v
が
あ
る
限
界
値

に
達
す
れ
ば
v
を
小
さ
く
さ
せ
る
よ
う
な
抵
抗
力
が
働
く
は
ず
で
あ
る
、

つ
ま
り
｛
雌
く
司
と
い
う
力
の
関
数
形
が
成
り
立
た
な
く
な
る
限
界
が
あ

る
は
ず
で
あ
る
。
物
理
学
で
は
運
動
方
程
式
の
解
と
し
て
物
理
現
象
に
即

し
な
い
解
（
今
の
例
で
は
因
果
律
が
成
り
立
た
な
い
解
）
が
表
わ
れ
れ
ば
、

も
う
一
度
運
動
方
程
式
、
あ
る
い
は
初
期
条
件
を
考
え
直
し
て
、
そ
の
よ

う
な
解
を
排
除
す
る
（
今
の
例
で
は
初
期
条
件
の
与
え
方
が
特
異
で
あ
っ

一
三
五
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た
と
看
徴
す
）
の
が
正
当
な
や
り
方
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
私
の
立
場
を
ま
と
め
る
と
、
位
置
、
時
間
、
速
度
、
加
速
度
、
力
、
質

量
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
古
典
力
学
的
概
念
で
記
述
で
き
る

物
理
魏
象
に
対
し
て
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
は
決
定
論
的
因
果
律
を
も
含

め
て
、
厳
密
に
成
立
す
る
、
と
い
う
ふ
う
に
表
現
す
る
立
場
に
な
る
。
そ

こ
で
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
と
意
識
の
自
由
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
言
え
ば
、

意
識
は
上
記
の
よ
う
な
古
典
力
学
的
概
念
の
み
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
実

体
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
た
と
え
り
p
巳
9
8
の
魔
物
が
い
た
と
し
て
も

矛
鷹
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
現
代
の
物
理
学
で
は
、
十
九
世

紀
の
い
わ
ゆ
る
力
学
的
自
然
観
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
物
理
現
象
は
究
極

的
に
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
運
動
方
程
式
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
よ

う
に
は
考
え
て
い
な
い
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
の
枠
内
に
収
ま
ら
な
い
自
然

現
象
も
い
く
ら
で
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
ミ
ク
ロ
の
世
界
で
は
量
子
力
学

的
な
概
念
を
用
い
な
け
れ
ば
現
象
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
な

ど
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
そ
れ
な
ら
ば
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
と
限
ら
ず
に
、
物
理
学
一
般
に
お
い

て
は
、
因
果
律
と
意
識
の
自
由
と
い
う
命
題
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ

き
な
の
か
。
ご
く
簡
単
に
私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
量
子
力
学
に
な
る
と
古
典
的
な
意
味
で
の
決
定
論
的
な
因
果
律
が
成
り

立
た
な
く
な
る
と
よ
く
言
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
よ
い
が
、
私
は
む
し
ろ
、

古
典
的
な
意
味
で
の
因
（
例
え
ば
一
個
の
電
子
の
、
あ
る
時
刻
に
お
け
る

位
置
と
速
度
）
は
不
確
定
性
関
係
の
故
に
厳
密
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、

わ
れ
わ
れ
は
原
理
的
に
あ
る
程
度
の
幡
（
」
×
・
含
V
ぴ
）
を
も
た
せ
て

し
か
因
そ
の
も
の
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
そ
こ
に
、
ニ
ュ
ー
ト
ン

一
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力
学
の
決
定
論
的
な
因
果
律
が
確
率
的
な
因
果
律
で
お
き
か
え
ら
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
理
由
が
あ
る
、
と
そ
の
よ
う
に
表
現
し
た
い
。
つ
ま
り
、
～
つ
の

因
か
ら
一
つ
の
果
が
生
ず
る
と
い
う
因
果
律
に
つ
い
て
は
、
ミ
ク
ロ
の

世
界
で
一
つ
の
因
そ
の
も
の
を
古
典
力
学
的
な
意
味
で
厳
密
に
特
定
で
き

な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
品
川
茂
は
、
こ
の
量

子
力
学
的
な
不
確
定
性
は
生
物
学
的
な
自
由
選
択
の
存
在
に
と
っ
て
は
プ

ラ
ン
ク
定
数
h
の
値
が
小
さ
す
ぎ
る
の
で
、
直
接
的
に
関
係
し
な
い
と
さ

れ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
原
理
的
に
は
物
理
学
の
世
界
で
も
、
原
子
や

素
粒
子
は
い
省
蜀
8
の
魔
物
が
支
配
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
理
解
で

き
た
だ
け
で
も
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
お
そ
ら
く
品
川
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
熱
・
統
計
力
学
的
な
エ
ン
ト

ロ
ピ
ー
、
あ
る
い
は
情
報
蚤
と
い
う
こ
と
に
意
識
の
自
由
を
結
び
つ
け
る

方
向
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
因
果
律
の
破
れ
と
意
識
の
自
由
の
問
題

を
、
方
程
式
②
の
よ
う
な
数
学
的
な
例
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
ニ
ュ
ー

ト
ン
力
学
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
帰
す
の
は
、
す
こ
し
行
き
過
ぎ
で
は
な
い
か
、

と
い
う
の
が
、
こ
の
小
論
で
述
べ
て
お
き
た
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

（
筆
者
や
ま
ざ
き
・
か
ず
お
　
京
都
大
学
教
養
部
〔
物
理
学
〕
教
授
）
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（Discussion　II）　（A） On　a　Recent　Paper　of　Professor

Shinagawa

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Kazuo　Yamazaki

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Professor　of　Physics，　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Col！ege　of　Liberal　Arts，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　Shinagawa　has　pointed　out　that　his　non－linear　differentlal　equation　（2）

has　an　infinite　number　of　solutions　for　a　given　initial　condition．　On　this

basis　he　has　argued　that　Newton’s　equation　of　motion　（1）　has　no　definite

soltttion　for　general　non－linear　force　and　suggested　that　this　supports　his

theory　of　consciousness．　My　criticism　is　based　on　the　fact　that　an　arbit－

rary　differential　equation　of　the　type　md2x／dt2＝f　is　not　a　Newtonian

equation　of　motion．　lt　is　necessary　that　f　satisfy　some　restriction　required

by　physics，　and　within　this　restricted　class　Newton’s　equation　of　rnotion

has　yields　definite　causal　solutions　in　the　case　of　non－1｝near　forces　as　well．

The　origins　of　indeterminism　should　be　considered　in　relation　to　quantum

mechanics　and　to　the　question　of　entropy　or　the　availab1e　amount　of　in－

formation，　as　Shinagawa　has　argued，　but　they　have　nothing　to　do　with

Newtonian　mechanics．
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