
現 在 の 日 本 文 化 財 科 学 に 加 え ら れ る 問 題 点
一 今 後 の 克 服 の た め に ー

＜ は じ め に ＞

小 田 寛 貴 （ 名 古 屋 大 学 理 学 部 化 学 科 ）

本 報 は ， 現 在 の 日 本 文 化 財 科 学 に 加 え ら れ て い る 問 題 点 の 克 服 に 努 め る た め の 足 が
か り と し て ， そ の 問 題 点 の よ っ て 来 る 原 因 に つ い て 考 察 し た も の で あ る ．

＜本論＞

自 然 科 学 と い う 学 問 は ， 時 間 ・ 空 間 的 限 定 性 の 弱 い 一 反 復 性 を 持 ち 得 る 一 試 料
を 対 象 と し ， そ の 対 象 か ら ， 「 万 人 に 妥 当 で あ る よ う ・ な 真 理 」 を 引 き 出 す こ と を 目 的
と し て い る ． そ の た め 原 理 的 に は ， 学 者 個 々 人 に よ っ て 真 理 が 異 な る こ と は な い ． し
か し な が ら ， 真 理 が 一 つ の 因 果 関 係 と し て 統 一 さ れ る こ と は な く ， 数 多 く の 因 果 関 係
が お の お の 自 己 完 結 性 を 持 つ 事 実 と し て 存 在 す る こ と に な る ． 自 然 科 学 に お い て は ，
こ の 事 実 （ 因 果 関 係 ） の 集 合 の 存 在 が 真 理 で あ る と い う こ と が で き る ．
い ず れ の 因 果 関 係 に よ っ て も 説 明 さ れ 得 な い 事 象 が 登 場 し た 場 合 ， そ の 事 象 は 「 経

験 則 」 と い う 名 を 持 つ 一 事 実 を 真 理 の 中 に お い て 構 成 す る こ と に な る ． し た が っ て ，
真 理 の 中 に は ， 相 互 に 対 立 す る 事 実 も 含 ま れ て い る ． こ の こ と か ら ， 自 然 科 学 に お け
る 真 理 は ， 常 に 内 部 に 矛 盾 を 抱 え た 事 実 の 集 合 体 と し て と ら え ら れ る と い う 性 質 を 持
つことになる．

文 化 財 科 学 に 加 え ら れ る 問 題 点 は ， 文 化 財 科 学 と そ の 周 囲 に あ る 諸 学 問 ← - 一 一 歴 史 学 ，

お よ び ， そ の 手 段 と し て の 文 献 史 学 ， 考 古 学 一 と の 関 係 か ら 生 じ る ． し た が っ て ，

こ の 問 題 点 に つ い て 述 べ る 前 に ， 文 化 財 科 学 と 周 囲 の 諸 学 問 と の 関 係 を 明 確 に し て お

く 必 要 が あ る ．

「 歴 史 学 と は 何 か 」 と い う 問 い か け ． こ れ に 対 す る 答 が 仮 に あ る 探 求 者 に よ っ て 与

え ら れ た と し て も ， そ れ は 万 人 に と っ て 妥 当 で あ る よ う な 真 理 と は な り 得 な い ． な ぜ

な ら ば ， こ の 問 い か け を 行 う 探 求 者 は ， そ の 問 い か け を 行 う 時 点 に お い て 歴 史 学 者 と

し て の 側 面 を 持 っ か ら で あ る ． 後 述 す る よ う に ， 歴 史 学 者 と は 万 人 共 通 の 真 理 を 探 求

す る 存 在 で は な い の で あ る ． し た が っ て ， 歴 史 学 に 関 す る 定 義 は ， 万 人 共 通 の 真 理 と

し て 限 定 さ れ る こ と は な い ． 我 々 は ， 歴 史 学 の 特 徴 の 一 つ と し て 「 歴 史 学 と は ， 人 間

に 関 わ る 過 去 の 再 構 成 を 目 的 と す る 学 問 で あ る ． 」 と 述 べ る こ と が で き る に す ぎ な い ．
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た だ し ， こ の よ う な 歴 史 学 の 特 徴 は ， 歴 史 学 の 取 り 扱 う 対 象 に 制 限 を 加 え る こ と に
な る ． 人 間 の 過 去 の 再 構 成 を 目 的 の 一 つ と す る 以 上 ， あ る 特 定 の 時 に ， 特 定 の 場 所 に
お い て 生 じ た 事 象 を 素 材 に 議 論 が 展 開 さ れ る こ と に な る ． 時 間 ・ 空 間 に つ い て 限 定 的
な 一 反 復 性 の な い 一 個 別 具 体 的 な も の の み が ， 歴 史 学 の 対 象 と な り う る ． 時 間 ・
空 間 に つ い て 限 定 的 な 対 象 と そ れ を 扱 う 学 者 と の 関 係 は ， 自 然 科 学 に お け る そ れ と は
明 ら か に 異 な る 面 を も っ て い る ． そ れ は ， 歴 史 学 に お け る 真 理 が ， 学 者 と 不 可 分 な 対
象 か ら 導 き 出 さ れ る と い う 点 で あ る ． 時 間 ・ 空 間 限 定 的 な 対 象 か ら 導 か れ る 事 柄 は ，
そ れ を 扱 う 学 者 の 態 度 一 対 象 へ の 接 し 方 - に よ っ て 異 な り う る ． す な わ ち ， 歴 史
学 に お け る 対 象 は ， 学 者 個 人 の 接 し 方 に 応 じ て そ の 一 側 面 を 見 せ る う る が ， 学 者 個 人
な し で は 存 在 し 得 な い も の な の で あ る ． 歴 史 学 に お い て は ， 真 理 と 対 象 の 間 に 媒 介 者
と しての 学 者 個 人 の 存 在 が 不 可 欠 で あ る ．
真 理 と 対 象 と が 一 個 人 で あ る 学 者 と 不 可 分 な も の で あ る 以 上 ， 歴 史 学 に お け る 真 理

を 指 し て ， 万 人 に 妥 当 で あ る よ う な 真 理 で あ る と 述 べ る こ と は で き な い ． 歴 史 学 に お
け る 真 理 と は ， 客 観 的 な 真 理 と は 異 な る も の で あ る ． し た が っ て ， 歴 史 学 に お け る 真
理 に つ い て ， 媒 介 者 で あ る 学 者 個 々 人 に 依 存 し て 変 化 す る も の で あ る と い う こ と も で
き る ． 学 者 個 々 人 が ， 歴 史 の 一 側 面 を 「 拡 張 性 と 蓋 然 性 と を も つ 因 果 関 係 」 と し て 把
握 す る た め に ， 学 者 の 数 と 同 数 の 真 理 が 存 在 す る こ と に な る ．
こ れ ら の 真 理 は ， 相 互 に 共 通 す る 部 分 を 持 ち う る が ， 一 方 に お い て は 真 っ 向 か ら 対

立 す る 部 分 を 持 っ て い る ． 当 然 ， こ の 真 理 群 の 和 集 合 を も っ て 万 人 に 妥 当 で あ る 真 理
と す る こ と は で き な い ． ま た ， こ の 真 理 群 の 共 通 部 分 を も っ て 万 人 に 妥 当 で あ る 真 理
と す る こ と も で き な い ． 歴 史 学 に お い て は ， 学 者 個 々 人 と 不 可 分 な 数 多 く の 真 理 -
「 拡 張 性 と 蓋 然 性 と を も つ 因 果 関 係 」 - が ， 相 互 に 独 自 性 を 保 ち つ つ 存 在 し て い る
と い え る ． 歴 史 学 に お け る 真 理 は ， 万 人 に 妥 当 な も の と は な り 得 な い が ， 歴 史 学 者 個
々 人 全 体 に お い て は 「 拡 張 性 と 蓋 然 性 と を も つ 因 果 関 係 」 が 妥 当 な 真 理 と し て 存 在 し
ているのである．
い ず れ の 歴 史 学 者 の 因 果 関 係 に も 見 ら れ な か っ た よ う な 事 象 が ， 歴 史 学 の 対 象 と し

て 登 場 し た 場 合 を 考 え る ． こ の 新 た な る 対 象 に 対 し て ， 歴 史 学 者 は そ れ ぞ れ 固 有 の 媒
介 者 と な り ， 固 有 の 事 柄 を 導 き 出 し う る こ と に な る ． 歴 史 学 者 の 媒 介 の 仕 方 は ， 二 つ
に 分 類 で き る ． 一 つ は ， そ の 新 た な る 事 象 を 自 分 自 身 の 因 果 関 係 （ 真 理 ） に 組 み 込 む
こ と を 目 的 と して 媒 介 す る も の で あ る ． Ｉ こ の 媒 介 の 仕 方 は ， そ の 事 象 の 組 み 込 み に よ
っ て ， 自 身 の 因 果 関 係 の 正 当 性 が 損 な わ れ な い ， な い し は 強 化 さ れ る よ う な 時 に 採 ら
れ る ． も う 一 方 は ， そ の 事 象 を 自 身 の 因 果 関 係 の 中 に 組 み 込 ま な い こ と を 目 的 と し て
「 媒 介 す る 」 ， す な わ ち ， こ の 新 た な る 事 象 を 歴 史 学 の 対 象 と し て 扱 わ な い と い う
「 媒 介 」 の 仕 方 で あ る ． こ れ は ， そ の 事 象 が 自 身 の 因 果 関 係 - す な わ ち ， 真 理 -
と 対 立 す る 際 に 採 ら れ る も の で あ る ．
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歴 史 学 は ， 人 間 に 関 わ る 過 去 の 再 構 成 を 目 的 と す る 側 面 を 持 つ 目 的 学 で あ る ． そ の
た め ， そ の 中 に こ の 目 的 の 遂 行 を 具 体 的 に 保 障 す る 手 段 が 存 在 す る ． 文 献 と し て 入 手
で き る 史 料 を 対 象 と す る 手 段 は 文 献 史 学 ， 物 質 と し て の 資 料 を 対 象 と す る 手 段 は 考 古
学 と 呼 ば れ る ． こ の 二 つ は ， 歴 史 学 の 範 鴫 を こ え ず， そ の 真 理 の 存 在 形 態 も 歴 史 学 の
それと異ならない．
本 来 ， 文 化 財 科 学 は ， 上 述 し た 二 つ の 手 段 学 と 並 ぶ べ き も の で あ る ． 文 化 財 科 学 と

は ， 自 然 科 学 的 手 法 を 用 い て ， 対 象 と し て の 試 料 か ら 歴 史 学 的 な 真 理 を 導 き 出 す も の
で あ る ． し た が っ て ， 真 理 の 存 在 形 態 は 歴 史 学 と 異 な る こ と は な く ， 歴 史 学 者 個 々 人
に よ っ て 変 化 す る も の で あ る ． だ だ し ， そ の 真 理 （ 拡 張 性 と 蓋 然 性 と を も つ 因 果 関 係 ）
を 構 成 す る 事 象 は ， 自 然 科 学 的 手 法 に よ っ て 導 き 出 さ れ た 事 実 で あ る ． こ の 事 実 は 反
復 の 可 能 性 を 持 ち ， 時 間 ・ 空 間 に つ い て 非 限 定 的 な も の で あ る ． ま た ， こ の 事 実 は 歴
史 学 者 個 々 人 の 取 扱 い か た に よ っ て 変 化 す る も の で も な い ．
こ こ に ， 文 化 財 科 学 に 加 え ら れ る 外 来 的 問 題 点 が 生 じ る ． 歴 史 学 に お け る 真 理 の 存

在 形 態 は ， 学 者 個 々 人 と 不 可 分 な 数 多 く の 真 理 - 「 拡 張 性 と 蓋 然 性 と を も つ 因 果 関
係 」 一 が ， 相 互 に 独 自 性 を 保 ち つ つ 存 在 し て い る と い う も の で あ る ． し た が っ て ，
そ の 真 理 を 構 成 す る 事 象 も 歴 史 学 者 個 々 人 と 不 可 分 な 関 係 に あ る ． 一 方 ， 文 化 財 科 学
に お い て ， 導 き 出 さ れ た 事 実 は 歴 史 学 者 個 々 人 か ら 独 立 し た 一 種 普 遍 な る も の で あ る ．
歴 史 学 者 個 々 人 と 不 可 分 な 事 象 に よ っ て 構 成 さ れ た 真 理 の な か に ， あ ら ゆ る 歴 史 学 者
か ら 独 立 な 事 実 が 一 事 象 と し て 登 場 す る こ と に な る ． 歴 史 学 に お け る 真 理 は 歴 史 学 者
の 数 だ け 存 在 す る ． し た が っ て ， そ の 真 理 の い く つ か に お い て は ， 文 化 財 科 学 に よ っ
て 導 き 出 さ れ た 事 実 と 歴 史 学 者 個 々 人 と 不 可 分 な 事 象 と が 矛 盾 な く 因 果 関 係 を 構 成 す
る に 至 る ． こ の 場 合 ， 文 化 財 科 学 に よ っ て 導 き 出 さ れ た 事 実 は ， 歴 史 学 者 個 々 人 と 不
可 分 な 事 象 の ー つ に 転 化 す る こ と に な る ． し か し ， ま た い く つ か の 真 理 に お い て は ，
文 化 財 科 学 に よ っ て 導 き 出 さ れ た 事 実 と 歴 史 学 者 個 々 人 と 不 可 分 な 事 象 と が 背 反 す る
こ と に な る ． 夏 島 貝 塚 ＊ ） の １ ４ Ｃ 年 代 に 対 す る 評 価 が， 日 本 旧 石 器 時 代 の 存 在 を 認 め る
考 古 学 者 と 認 め な い 考 古 学 者 と で 全 く 異 な っ た の は こ の 一 例 で あ る ． 新 た な る 事 象 を
自 身 の 因 果 関 係 の 中 に 組 み 込 ま な い こ と を 目 的 と し て 媒 介 す る 「 媒 介 」 の 仕 方 ， こ の
「 媒 介 」 の 仕 方 を ， 歴 史 学 者 個 々 人 か ら 独 立 し た 一 種 普 遍 の 事 実 に 対 し て 採 る こ と は
で き な い ． 文 化 財 科 学 に よ っ て 導 き 出 さ れ る 歴 史 学 者 個 々 人 か ら 独 立 し た 事 実 は ， 歴
史 学 者 個 々 人 固 有 の 真 理 を 打 破 し う る も の で あ る ． 文 化 財 科 学 に よ っ て 導 き 出 さ れ た
事 実 を 自 身 の 真 理 一 因 果 関 係 - か ら 排 除 す る た め に は ， 歴 史 学 者 が 文 化 財 科 学 を
一 つ の 道 具 と し て 扱 う 必 要 が 生 じ る ． 測 定 器 と し て の 「 文 化 財 科 学 」 か ら 出 さ れ る 結

果 な ら ば ， そ の 結 果 の 採 用 ・ 非 採 用 は 歴 史 学 者 個 々 人 に ゆ だ ね ら れ る ． こ と に ， 非 採
用 は 測 定 器 「 文 化 財 科 学 」 の 信 頼 性 を 疑 う か た ち で な さ れ る ．
現 在 ， 日 本 に お い て 文 化 財 科 学 は ， 歴 史 学 の 一 手 段 学 で は な く ， 考 古 学 な い し は 文

献 史 学 の 一 つ の 道 具 （ 測 定 器 ） と い う 立 場 に 置 か れ て い る ． ま た ， 文 化 財 科 学 に 内 在
す る 自 然 科 学 的 な 問 題 点 は 過 大 視 し さ れ ， 測 定 器 「 文 化 財 科 学 」 の 信 頼 性 は 漠 然 と 問
わ れて い る と い って よ か ろ う ．
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＊ ） 芹 沢 長 介 氏 に よ っ て 夏 島 貝 塚 の 縄 文 早 期 の 層 か ら 採 取 さ れ た 木 炭 と 貝 殻 の ̈ Ｃ 年
代が，ミシガン大学の測定によって，おのおの９２４０±２００［ｙＢＰ］，９４５０±４００［ｙＢＰ］
と 発 表 さ れ た ． こ れ に よ る と ， 縄 文 早 期 の 土 器 は 約 九 千 年 前 に 日 本 に お い て 作 製
さ れ て い た こ と に な る ． 当 時 ， 日 本 の 縄 文 文 化 は 古 く と も 五 千 年 前 程 度 と さ れ て
い た が ， こ の 結 果 は ， そ れ を 大 き く さ か の ぼ る だ け で な く ， 世 界 最 古 の 土 器 が 日
本 に あ っ た と い う こ と 示 す． 旧 説 を 固 持 す る 山 内 清 男 氏 は ， ̈ Ｃ 年 代 測 定 と は
「 ハ 紘 一 宇 思 想 」 に 結 び つ く も の で あ る と し て 激 し い 批 判 を 加 え ， 芹 沢 長 介 氏 と
の間に「論争」を展開した．

＜ ま と め に か え て ＞

以 上 ， 文 化 財 科 学 に 加 え ら れ る 問 題 点 の 寄 っ て 来 る 原 因 を 自 然 科 学 と 歴 史 学 の 真 理
の 存 在 形 態 の 相 違 に 求 め て ， 議 論 を 展 開 し た ． 文 献 史 学 者 ・ 考 古 学 者 が 文 化 財 科 学 に
対 し て 漠 然 と 抱 く 懐 疑 の 原 因 の 一 つ は ， 文 化 財 科 学 内 在 の 自 然 科 学 的 な 問 題 点 で あ る
た め ， ま ず 自 然 科 学 者 が こ の 文 化 財 科 学 内 在 の 問 題 点 を 克 服 す る こ と が 必 要 で あ る ．
し か し な が ら ， 文 化 財 科 学 に 加 え ら れ る 問 題 点 の 克 服 は 歴 史 学 者 に よ っ て 行 わ れ な け
れ ば な ら な い ． 当 然 ， こ こ で い う 歴 史 学 者 と は ， 考 古 学 者 ， 文 献 史 学 者 ， 自 然 科 学 者
から成る探求者である．

現 実 の 「 学 問 」 世 界 に お い て ， 考 古 学 者 ・ 文 献 史 学 者 と 自 然 科 学 者 と の 間 に あ る 障
壁 は ， 上 述 し た よ う な 「 理 想 的 学 者 」 一 本 来 あ る べ き 学 者 - - の 間 に 生 じ る も の ば
か り で は な い ． こ の 問 題 は ， 本 論 の 流 れ か ら 外 れ る も の で あ る た め ， 最 後 に 本 項 に お
いて触れるにとどめた．
対 象 が 探 求 者 に 提 供 し う る 情 報 ， こ の 情 報 を 正 確 に 対 象 か ら 引 き 出 そ う と す る 芸 術

的 な 試 み を ” 科 学 ” と い う ． 先 に 述 べ た と お り ， 自 然 科 学 と 歴 史 学 と の 間 に あ る 相 違
は ， 対 象 が 探 求 者 に 提 供 し う る 情 報 の 性 質 一 時 間 ・ 空 間 的 限 定 性 - の 相 違 の み に
基 づ く も の で あ る ． し か し ， 大 部 分 の 日 本 の 自 然 科 学 者 は ， 現 在 に お い て も ，
「 科 学 ＝ 自 然 科 学 」 と い う 発 想 を も っ て い る ． こ れ は ， 自 然 科 学 が そ の 性 質 上 ， 日 本
の 物 質 文 明 に 貢 献 す る こ と が 多 か っ た 点 に 起 因 す る ． す な わ ち ， 日 本 の 物 質 文 明 お よ
び そ れ を 具 体 的 に 保 障 し た 自 然 科 学 を 価 値 あ る も の と す る 自 然 科 学 者 の 思 い 上 が り に
よ っ て ， 「 科 学 ＝ 自 然 科 学 」 と い う 発 想 は 形 成 さ れて い る ．
ま た ， 現 在 の 自 然 科 学 の 研 究 に お い て 重 視 さ れ る 点 は ， 対 象 か ら 引 き 出 さ れ た 真 実

そ の も の な い し は 実 験 結 果 と い う 事 実 の 蓄 積 で は な く ， そ の 研 究 の 「 オ リ ジ ナ リ テ ィ
ー 」 ・ 「 話 題 性 」 な る も の で あ る ． こ う い っ た 風 潮 の 中 ， 自 然 科 学 的 な 対 象 か ら 再 構

成 さ れ た 歴 史 は ， 自 然 環 境 の 歴 史 そ の も の で あ る だ け で は 価 値 あ る も の と し て と ら え
ら れ る こ と は な い ． こ の た め ， 自 然 環 境 の 歴 史 は そ の 範 鴫 を 越 え ， 人 間 の 歴 史 を 規 定
す る も の と し て 論 じ ら れ る こ と が あ る ． 人 間 が そ れ 内 在 の 論 理 に 従 っ て 展 開 し た は ず
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の 歴 史 を ， 自 然 環 境 に よ っ て 規 定 さ れ た も の で あ る と す る ー い い か え れ ば ， 人 間 の
歴 史 的 展 開 は ， そ れ 内 在 の 偶 然 性 に よ っ て 形 成 さ れ た も の で は な く ， 自 然 環 境 に よ っ
て 必 然 的 に 形 成 さ れ た も の ． で あ る と す る よ う な ー 「 悪 し き 環 境 決 定 論 」 が ， こ こ に
形成される．
対 象 が 探 求 者 に 提 供 し う る 情 報 ， こ の 情 報 を 自 身 の 研 究 業 績 と な る 形 に し て 引 き 出

そ う と す る よ う な 「 非 学 者 」 と ， 「 科 学 ＝ 自 然 科 学 」 と い う 思 想 し か 保 持 し て い な い
「 自 然 科 学 者 」 と が 横 行 す る 現 在 に お い て ， 文 化 財 科 学 が 考 古 学 ・ 文 献 史 学 と 対 等 ，
か つ 相 補 的 な 関 係 を も つ に 至 る こ と は 容 易 で は な い と い え よ う ．
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