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1. 略歴 

1997年3月  筑波大学第一学群人文学類考古学・民俗学主専攻卒業 
1997年4月  筑波大学大学院博士課程歴史・人類学研究科文化人類学専攻入学 
2003年3月  筑波大学大学院博士課程歴史・人類学研究科文化人類学専攻単位取得退学 
2003年 4月  日本学術振興会特別研究員（PD）（東京大学大学院人文社会系研究科） 
2006年2月  東京大学大学院人文社会系研究科・博士（文学）授与 
2006年4月  東京大学大学院人文社会系研究科助手（～2007年 3月） 
2007年10月  東北芸術工科大学東北文化研究センター博士研究員 
2008年4月  東北芸術工科大学芸術学部歴史遺産学科 専任講師 
2012年4月  東京大学大学院新領域創成科学研究科 准教授 
2015年4月  東京大学大学院新領域創成科学研究科 特任准教授 
2015年12月  九州大学大学院人文科学研究院 助教 
2017年4月   九州大学大学院人文科学研究院 准教授 
2018年4月 東京大学大学院人文社会系研究科 准教授 

 
2. 主な研究活動 
a 主要業績 

(1) 著書 

福田正宏『極東ロシアの先史文化と北海道―紀元前1千年紀の考古学―』北海道出版企画センター、2007.3 
(2) 編著書 

福田正宏・シェフコムード, I. Ya.編『アムール下流域における新石器時代から初期鉄器時代への文化変容についての研

究―ゴールィムィス1遺跡における発掘調査の報告とその研究成果―』東京大学大学院人文社会系研究科附属北海

文化研究常呂実習施設、2005.4 
熊木俊朗・福田正宏編『間宮海峡先史文化の復元と日本列島への文化的影響―ニコラエフスク空港1遺跡の発掘調査

報告とその成果に関する考古学論文集―』東京大学大学院人文社会系研究科附属北海文化研究常呂実習施設・ハバ

ロフスク州郷土誌博物館、2005.6 
熊木俊朗・福田正宏編『極東ロシアにおける新石器時代から鉄器時代への移行過程に関する考古学的研究』東京大学

大学院人文社会系研究科附属北海文化研究常呂実習施設、2007.3 
福田正宏・海藤元・髙橋若菜編『飛島における考古学的調査―山形県酒田市飛島蕨山遺跡範囲確認調査報告書―』東

北芸術工科大学東北文化研究センター、2011.3 
福田正宏・シェフコムード, I. Ya.・内田和典・熊木俊朗編『東北アジアにおける定着的食料採集社会の形成および変容

過程の研究』東京大学大学院人文社会系研究科附属北海文化研究常呂実習施設、2011.3 
福田正宏編『月布川流域における縄文時代遺跡の研究 1―山形県西村山郡大江町長畑遺跡第 1 次範囲確認調査概要報

告書―』東北芸術工科大学考古学研究室、2012.3 
福田正宏・シェフコムード, I. Ya.・森先一貴・熊木俊朗編『環日本海北回廊の考古学的研究(Ⅰ)―ヤミフタ遺跡発掘調

査報告書―』東京大学大学院人文社会系研究科附属北海文化研究常呂実習施設、2014.3 
大貫静夫・福田正宏編『環日本海北回廊における完新世初頭の様相解明―「石刃鏃文化」に関する新たな調査研究―』

東京大学大学院人文社会系研究科考古学研究室・東京大学大学院新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻、

2014.2 
福田正宏・西村広経編『長畑遺跡発掘調査報告書―月布川流域における縄文時代遺跡の研究 3―』東京大学大学院新

領域創成科学研究科社会文化環境学専攻、2014.3 
福田正宏編『日本列島北辺域における新石器／縄文化のプロセスに関する考古学的研究―湧別市川遺跡の研究―』東

京大学大学院新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻・東京大学大学院人文社会系研究科附属北海文化研究常呂

実習施設、2015.3  
福田正宏・森貴教編『箱崎遺跡―HZK1601・1603・1604地点―』九州大学埋蔵文化財調査室、2018.1 

(3) 論文 

福田正宏「亀ヶ岡式土器における入組文のゆくえ」『物質文化』No.63、36～57頁、物質文化研究会、1997.9 



福田正宏「北部亀ヶ岡式土器としての聖山式土器」『古代』第108号、129～158頁、早稲田大学考古学会、2000.3 
福田正宏・高橋健・高瀬克範・塚本浩司・佐藤昌俊・齋藤瑞穂・山口大介「北海道日本海沿岸地域における考古学的

調査（1999・2000年度）」『利尻研究』第21号、93～130頁、利尻町立博物館、2002.3 
福田正宏・デリューギン, В.А.・熊木俊朗・江田真毅「2000年度間宮海峡沿岸部（ソビエツカヤ･ガバニ周辺）考古

学調査報告」『北方探究』第4号、38～63頁、北方懇話会、2002.5 
Морева, О. Л., Попов, А. Н., Фукуда, М. Керамика с веревочным орнаментом в неолите Приморья. Археология и 

культурная антропология Дальнего Востока и центральной Азии. C.57-68. ДВО РАН, Владивосток. 2002.6 
福田正宏・デリューギン ヴァレリー・シェフコムード イーゴリ「ロシア極東地域における縄文をもつ土器につい

て」『古代文化』第54巻第7号、30～41頁、財団法人古代學協会、2002.7 
福田正宏「北海道における亀ヶ岡式土器と在地系土器の系統」『海と考古学』第5号、19～52頁、海交史研究会、2003.2 
高橋健・福田正宏・佐藤昌俊・笹田朋孝・川島尚宗・塚本浩司「北海道日本海沿岸地域における考古学的調査（2001

年度）」『利尻研究』第22号、76～96頁、利尻町立博物館、2003.3 
Фукуда, М. Образцы керамики со шнуровой орнаментацией с поселения Аэропорт в устье Амура. Амуро-Охотоморский 

регион в эпоху палеометалла и средневековья, № 1，C. 67-76. Хабаровский краевой краеведческий музей, Хабаровск. 
2003.12. 

福田正宏「ロシア沿海州における新石器時代の土器編年について」『東アジアにおける新石器文化と日本Ⅰ』140～148
頁、國學院大學、2004.3 

福田正宏「縄文文化後・晩期」『北海道考古学』第40輯、49～63頁、北海道考古学会、2004.3 
Шевкомуд, И. Я., Фукуда, М., Косицына, С. Ф., Горшков, М. В., Такахаси, К. Предварительные результаты исследований 

многослойного поселения Голый Мыс-1 (Нижний Амур). Четвертые Гродековские Чтения, Часть II. C.213-220. 
Хабаровский краевой краеведческий музей, Хабаровск. 2004.4 

福田正宏「サハリン新石器時代の土器型式にみられる対外交渉の特徴について」『北方探究』第6号、27～45頁、北方

懇話会、2004.6 
福田正宏「宗谷海峡周辺における続縄文土器の成立と展開」『海と考古学』125～140頁、六一書房、2005.2 
福田正宏「弥生時代中期併行の北海道の続縄文土器―Ⅰ.サハリン南部から北海道―」『関東・東北弥生土器と北海道続

縄文土器の広域編年』43～48頁、明治大学文学部考古学研究室、2005.3 
Фукуда, М., Шевкомуд, И. Я., Такахаси, К., Косицына, С. Ф., Горшков, М. В., Кияма, К. Раскопки поселения Голый Мыс-1: 

Результаты исследований. Исследование древних культур позднего неолита-палеометалла в Нижнем Приамурье: 
отчёт об археологических раскопках многослойного памятника Голый Мыс-1, С.61-70. Исследовательская 
лаборатория Токоро Токийского университета, Токоро. 2005.4. 

Шевкомуд, И. Я., Фукуда, М. Стратиграфия и хронология культур II - I тыс. до н. э. на северо-востоке нижнего Приамурья 
по материалам памятника Голый Мыс-1. Северная Евразия в антропогене: человек, палеотехнологии, геоэкология, 
этнология и антропология, том 2. С.293-301. Изд-во《Оттиск》, Иркутск. 2007.5. 

Шевкомуд, И. Я., Фукуда, М. Поселение Голый Мыс-1 и некоторые проблемы стратиграфии и хронологии культур II-I тыс. 
до н. э. на северо-востоке Нижнего Приамулья. История и культура Приамурья, 1/2007, С.122-133. Министерство 
культуры Хабаровского края. Хабаровский научный центр ДВО РАН. Дальневосточная государственная научная 
библиотека. Хабаровск. 2007.11. 

Василевский, А. А., Дерюгин, В. А., Кумаки, Т., Фукуда, М., Маэкава, К., Онуки, Ш., Иде, Я. Работы российско-японской 
археологической экспедиции на средневековых объектах поселения Седых-1 на стационарной учебной базе 
Сахалинского государственного университета в селе Охотское в полевой сезон 2006 года. Ученые записки 
Сахалинского государственного университета, вып. VII. С.48-55. Сахалинский государственный университет. 
Южно-Сахалинск, 2008.3.  

Шевкомуд, И. Я., Фукуда, М., Онуки, С., Кумаки, Т., Куникита, Д., Конопацкий, А. К., Горшков, М. В., Косицына, С. Ф., 
Бочкарёва, Е. А., Такахаси, К., Морисаки, К., Учида, К. Исследования поселения Малая Гавань в 2007 г. в свете 
проблем хронологии эпох камня и палеометалла в Нижнем Приамурье. Неолит и Неолитизация бассейна Японского 
моря: человек и исторический ландшафт. С.247-253. Изд-во Дальневосточного университета. Владивосток. 2008.3 

福田正宏「北方の考古学―アムール下流域と北海道の関連性について―」『季刊東北学』第15号、111～127頁、柏書

房、2008.4 
福田正宏「東北アジア新石器的世界の構造変動―極東ロシアと日本列島の比較文化論―」『季刊東北学』第19号、103

～123頁、柏書房、2009.4 



福田正宏「縄文後期」『知床の考古』111～116頁、北海道新聞社、2009.6 
福田正宏「縄文晩期」『知床の考古』126～131頁、北海道新聞社、2009.6 
福田正宏「東北アジアのなかの縄文文化―環日本海北部の新石器的世界と環境変動―」『日本考古学協会2009年度山

形大会研究発表資料集』127～131頁、日本考古学協会2009年度山形大会実行委員会、2009.10 
福田正宏「間宮海峡北部周辺地帯における紀元前1千年紀の土器編年」『歴史遺産研究』No.5、37～54頁、東北芸術工

科大学歴史遺産学科、2009.11 
福田正宏「極東ロシア南部における農耕と金属器の受容」『弥生文化の輪郭』52～67頁、同成社、2009.12 
福田正宏「環日本海北部における先史文化変遷の捉え方―日本列島と極東ロシアの比較から―」『比較考古学の新地平』

775～783頁、同成社、2010.2 
國木田大・吉田邦夫・辻誠一郎・福田正宏「押出遺跡のクッキー状炭化物と大木式土器の年代」『研究紀要』第9号、

1～14頁、東北芸術工科大学東北文化研究センター、2010.3 
福田正宏「新石器」『考古学ジャーナル』No.605、10～13頁、ニューサイエンス社、2010.10 
福田正宏「オホーツク文化成立以前の先史文化」『北東アジアの歴史と文化』271～286頁、北海道大学出版会、2010.12 
福田正宏・阿子島香・國木田大・吉田邦夫「宗仁式土器の再検討―伊東信雄コレクションの型式と年代―」『Bulletin of 

the Tohoku University Museum』No.11、201～208頁、東北大学総合学術博物館、2012.3 
Фукуда, М. Хронология памятников эпохи палеометалла на северо-востоке Нижнего Амура: Коментарний к статье О. В. 

Яншиной. Российский археологический ежегодник, №3, С.337-340. Издательский Дом Санкт-Петербургского 
государственного университета, Санкт-Петербург. 2013. 

福田正宏「日本列島北辺域における新石器／縄文時代の土器」『古代文化』第65巻第1号、21～42頁、公益財団法人

古代学協会、2013.6 
福田正宏「北海道とサハリン・千島―日露二国の考古学からみた縄文文化の北辺―」『季刊考古学』第125号、62～65

頁、雄山閣、2013.11 
福田正宏「サハリン・アムール流域」『北海道考古学』第50輯、137～150頁、北海道考古学会、2014.3 
Fukuda, M. New Insights from the Study of the Yamikhta Site. An Archaeological Study on Prehistoric Cultural Interaction in the 

Northern Circum Japan Sea Area (I): Yamikhta Site Excavation Report, pp.157-160. Tokoro Research Laboratory, Graduate 
School of Humanities and Sociology, The University of Tokyo. 2014.3. 

福田正宏「シベリア大陸部との関係」『オホーツク海沿岸の遺跡とアイヌ文化』189～198頁、北海道出版企画センター、

2014.7 
Fukuda, M. New Insights from the 2013 Archaeological Excavations at the Initial Jomon Settlement of Yubetsu-Ichikawa. 

Archaeological Study on the Neolithization/Jomonization Process in the Northern Boundary region on the Japanese Archipelago, 
pp.216-218. Department of Socio-Cultural environmental Studies, Graduate School of Frontier Sciences & Tokoro Research 
Laboratory, Graduate School of Humanities and Sociology, The University of Tokyo. 2015.3. 

福田正宏・グリシェンコ, V.・ワシレフスキー, A.・大貫静夫・熊木俊朗・國木田大・森先一貴・佐藤宏之・モジャエフ, 
A.・パシェンツェフ, P.・ペレグドフ, A.・役重みゆき・夏木大吾・髙鹿哲大「サハリン新石器時代前期スラブナヤ

5遺跡の発掘調査報告」『研究紀要』第29号、121～146頁、東京大学文学部考古学研究室、2015.3 
福田正宏「完新世日本列島北辺域における温帯性定着民の寒冷地適応史―北海道の縄文文化と「サハリン・ルート」

―」『「サハリン・千島ルート」再考（補訂版）』3～33頁、北海道考古学会、2015.5 
福田正宏「東北アジアのなかの東北先史文化」『北の原始時代』204～231頁、吉川弘文館、2015.8 
福田正宏「道東の石刃鏃文化―縄文研究の切り口から―」『季刊考古学』第132号、75～78頁、雄山閣、2015.8 
Шевкомуд, И. Я., Фукуда, М., Онуки, С., Сато, Х., Кумаки, Т., Куникита, Д., Учида, К. К проблеме раннего неолита в 

Нижнем Приамурье: результаты исследования поселения Ямихта. Первобытная археология Дальнего Востока России 
и смежных территорий Восточной Азии: современное состояние и перспективы развития., С. 11-32. ИИАЭ ДВО 
РАН, Владивосток. 2015.12. 

福田正宏「南樺太の領有と当時の人類学者たちの動向」『柳田國男と考古学―なぜ柳田は考古資料を収集したのか―』

54～58頁、新泉社、2016.5 
福田正宏「飯島魁の「樺太みやげ」」『柳田國男と考古学―なぜ柳田は考古資料を収集したのか―』59～63頁、新泉社、

2016.5 
福田正宏「北海道の石刃鏃文化―研究史と調査実践にもとづいて―」『北からの文化の波―北海道の旧石器からオホー

ツク文化まで―』19～26頁、北海道立北方民族博物館、2016.7 



福田正宏「縄文文化における北の範囲」『縄文時代―その枠組・文化・社会をどう捉えるか？―』24～46頁、吉川弘文

館、2017.3 
熊木俊朗・福田正宏・國木田大「鈴谷式土器とその年代―柳田國男の「樺太紀行」に寄せて―」『国立歴史民俗博物館

研究報告』第202集、101～135頁、国立歴史民俗博物館、2017.3 
Fukuda, M., Grishchenko, V. A. The Adaptations of Neolithic Cultures in the Sakhalin/Japanese Archipelago. The Proceedings of the 

31st International Abashiri Symposium: Tradition and Culture of North Pacific Rim Area, 1: Sakhalin, pp.7-12. The Association 
for the Promotion of Northern Cultures, Abashiri. 2017.3. 

福田正宏「石刃技法を用いた北方縄文集団と8.2ka寒冷化イベント」『理論考古学の実践―Ⅱ 実践編―』116～137頁、

同成社、2017.5 
Фукуда, М. Культурная хронология Нижнего Приамурья и ямихтинская культура раннего Неолита: на основе работ с 

другом - Шевкомудом Игорем Яковлевичем. Археология Circum-Pacific: Памяти Игоря Яковлевича Шевкомуда: 
сборник статей, С.100-111. Тихоокеанское издательство «Рубеж», Владивосток. 2017.12. 
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Continental and Insular Parts of the Eurasia. Suyanggae and Ogonki”. Sakhalin State University, Yuzhno-Sakhalinsk. 2017.7.10. 

Грищенко, В. А., Фукуда, М. Культура наконичников на пластинах – Ранний неолит островного мира северо-восточной 
Азии (Сахалин, Курильские острова Хоккайдо. V (XXI) всероссийского археологического съезда. Алтайский 
государственный университет, Институт археологии и этнографии СО РАН, Институт археологии РАН, Институт 
истории материальной культуры РАН, Барнаул - Белокуриха. 2017.10.4. 

 
3. 主な社会活動 
(1) 非常勤講師 

北海道教育大学札幌校（2005～2007） 
東北大学大学院文学研究科・文学部（2011） 
東京大学大学院人文社会系研究科・文学部（2013～2015） 

(2) 学会等 

日本考古学協会（2003～）、北海道考古学会（1994～）、古代学協会（2006～）、山形県考古学会（2007～）、 
考古学研究会（2008～）、日本植生史学会（2008～）、物質文化研究会（2008～）、九州考古学会（2016～） 
史跡最寄貝塚史跡等・登録記念物保存修理事業指導員（2003～2006） 
日本考古学協会2009年度山形大会実行委員会委員（2008～2010） 
山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館展示委員（2009～2010） 
国立歴史民俗博物館（縄文文化）基幹研究共同研究員（2012～2015） 
東北芸術工科大学東北文化研究センター 共同研究員（2007～2017） 

(3) 講演等 

福田正宏「森林文化の考古学―東北日本の森林性新石器文化と東北アジア―」『森林・林業青森市民講座』青森県観光

物産館アスパム、青森市、2008.6.28 
福田正宏「東北アジアからみた常呂遺跡群の竪穴」『史跡常呂遺跡世界文化遺産登録推進講演会』北網圏北見文化セン

ター、北見市、2009.3.7 
福田正宏「東北アジアからみた縄文文化の発展」『第11回セミナー（2009年度）やまがたの前期縄文時代を考える』

山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館、山形県高畠町、2009.7 
Фукуда, М.「Работы российско-японской археологической экспедиции в Нижнем Приамурье」『ハバロフスク地方郷土誌

博物館市民講座』デカストリー市文化センター、ロシア・デカストリー市、2010.8.10 
Fukuda, M.「Jomon Neolithic Culture of Japan.」『北東国立大学歴史学部特別講義』ロシア北東国立大学、ロシア・マガ

ダン市、2011.3.11 
福田正宏「縄文時代のとびしま―蕨山遺跡を掘る―」『飛島 ほる・よむ・きく』酒田市とびしま総合センター・酒田

勤労者福祉センター、酒田市、2011.8.6-7 
福田正宏「遺跡発掘調査の目的と方法―日露二国間の新たな考古学研究―」『平成26年度第4回学融合セミナー』東

京大学大学院新領域創成科学研究科基盤棟、柏市、2014.7.23 
福田正宏「『北の文化』をめぐって―北辺の縄文文化と大陸新石器文化―」『平成26年度第1回知の講座 北方文化圏

の考古学的調査―ロシア極東部・サハリン・北海道の先史文化―』流山市生涯学習センター、流山市、2014.8.24 
福田正宏「縄文時代の柳川と人々の暮らし」『縄文の息吹 長畑遺跡調査講演会』奥おおえ柳川温泉、山形県大江町、

2014.8.30 
福田正宏「黒龍江下游新石器時代遺址的発掘調査与成果」『吉林大学文学院考古学系特別講義』吉林省田野考古実践与

遺址保護研究基地、中国吉林省大安市、2014.9.7 
福田正宏「道東の石刃鏃文化とロシア極東―日ロ国境を跨いだ考古学研究―」『湧別市川遺跡発掘調査報告会 遺跡で

新発見！湧別の縄文文化』湧別町文化センター、北海道湧別町、2015.7.1 
福田正宏「縄文文化における北の範囲」『第99回歴博フォーラム 縄文時代・文化・社会をどのように捉えるか？』

明治大学、千代田区、2015.12.6 
福田正宏「北東アジアにおける土器の出現と新石器時代の環境適応」2017年度 中央大学大学院学術シンポジウム『文

化の始まりを探る 土器の始まり・文字の始まり』、中央大学、八王子市、2017.12.16 
福田正宏「歴史再発見･常呂遺跡と竪穴住居－東北アジアからみた北の古代文化－」『ところ遺跡の森講演会』北見市

常呂町多目的研修センター、北見市、2018.2.17 


