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1. 略歴 

2002年3月  大阪大学文学部人文学科 卒業 

2002年4月  東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学専攻修士課程 入学 

2004年3月  同上 修了 

2004年4月  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博士課程 進学 

2006年4月 日本学術振興会 特別研究員（DC2・東京大学大学院新領域創成科学研究科）（～2008年3月） 

2009年3月  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博士課程 修了 博士（環境学）取得 

2009年4月  独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所都城発掘調査部考古第三研究室 研究員 

（～2015年3月） 

2015年4月 文化庁記念物課埋蔵文化財部門 文部科学技官（～2018年9月） 

2018年10月 文化庁文化財第二課埋蔵文化財部門 文部科学技官（～2018年12月） 

2019年1月 文化庁文化財第二課埋蔵文化財部門 文化財調査官（～2020年3月） 

2020年4月 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所都城発掘調査部 主任研究員 

独立行政法人国立文化財機構文化財防災センター 併任（2020年10月～） 

2022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 

(1) 博士学位請求論文 

森先一貴『古本州島における後期旧石器時代前半期／後半期移行期の構造変動研究―国府系石器群・角錐状石器の広

域展開と地域間変異の解明を通じて―』東京大学大学院新領域創成科学研究科、281頁、2009.3 

(2) 単著 

森先一貴『旧石器社会の構造的変化と地域適応』六一書房、262頁、2010.5 

森先一貴『列島四万年のディープヒストリー―先史考古学からみた現代―』朝日選書1024、朝日新聞出版、212頁、

2021.8 

(3) 共著 

森先一貴・近江俊秀『境界の日本史―地域性の違いはどう生まれたか―』朝日選書983、朝日新聞出版、310頁、2019.4

（森先一貴「はじめに」「一部 境界の形成」3-132頁） 

(4) 編著書 

中村雄紀・森先一貴・上村昌男（編）『国分寺市 No.37 遺跡発掘調査概報Ⅱ―シーズクリエイト株式会社共同住宅建

設に伴う事前調査―』国分寺市遺跡調査会、137頁、2003.9 

中村由克・森先一貴（編）『上ノ原遺跡（第5次・県道地点）発掘調査報告書―ナイフ形石器・尖頭器石器群の遺跡―』

信濃町の埋蔵文化財、信濃町教育委員会、553頁、2008.3 

福田正宏・シェフコムード, I.・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―』東京大学常呂実習施設研究報告第 11 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、160頁、2014.3 

(5) 論文 

森先一貴「大阪平野周辺における石器石材の利用行動―チャート石材から見た石材運用論の再検討―」『旧石器考古学』

65、53-66頁、旧石器文化談話会、2004.1 

森先一貴「杉久保型尖頭形石器の成立とその背景―東北日本日本海側石器群の批判的再検討―」『考古学』Ⅱ、41-75

頁、安斎正人編集・発行、2004.5 

森先一貴「国府石器群の成立―大阪平野周辺部石器群再考―」『待兼山考古学論集―都出比呂志先生退任記念―』111-127

頁、大阪大学考古学研究室、2005.3 

野口淳・中村雄紀・鈴木博史・森先一貴・国武貞克「武蔵野台地における「ナイフ形石器文化終末期」の様相」『石器

文化研究』11 号、263-345頁、石器文化研究会、2005.5 

Morisaki, K., The Kou point and Kou industry in the Upper Paleolithic ofsouthwestern Japan. Current Research in the Pleistocene 23, 

pp.16-18, Center for the Study of the First Americans, Texas A&M University, Texas, 2006 



森先一貴「近畿・瀬戸内地方の石器群編年研究について―森川・氏家論文へのコメントに代えて―」『石器文化研究』

13号、55-62頁、石器文化研究会、2006.5 

森先一貴・山崎真治「高知県香美市佐野楠目山遺跡採集の石器について」『旧石器考古学』68、61-68頁、旧石器文化

談話会、2006.12 

森先一貴「角錐状石器の広域展開と地域間変異―西南日本後期旧石器時代後半期初頭の構造変動論的研究―」『旧石器

研究』第3号、85-109頁、日本旧石器学会、2007.5 

森先一貴「東北地方後期旧石器時代前半期研究の諸問題―特に台形様石器の分類と型式をめぐって―」『秋田考古学』

第51号、1-13頁、秋田考古学協会、2007.12 

森先一貴「拡散と伝播」『ゼミナール旧石器考古学』209-222頁、同成社、2007.12 

Iwase, A. and Morisaki, K., Use-wear analysis of Kamiyama-type burins in Sugikubo blade industry, central Japan: new evidence for 

versatile lithic tool use. Current Research in the Pleistocene 25, pp.47-50, Center for the Study of the First Americans, Texas 

A&M University, Texas, 2008 

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 [シ

ェフコムード, I.・福田正宏・大貫静夫・熊木俊朗・國木田大・コノパツキー, A.・コシツゥナ, S.・ボチカリョバ, E.・

高橋健・森先一貴・内田和典「アムール下流域における石器時代・古金属器時代の編年問題に関する2007年マラ

ヤガバニ集落遺跡の調査」『日本海沿岸の新石器時代と新石器化―人類と歴史的景観―』247-253頁、極東大学出

版、ロシア・ウラジオストク、2008.3] 

根岸洋・森先一貴「ニジェール共和国の石器時代」『貝塚』64号、29-43頁、物質文化研究会、2008.12 

森先一貴「九州地方における国府系石器群の伝播と形成」『考古学ジャーナル』No.575、10-14頁、ニューサイエンス

社、2008.8 

森先一貴「野尻湖周辺のナイフ形石器群―土地利用の変遷と地域社会間交渉―」『考古学ジャーナル』No.598、14-18

頁、ニューサイエンス社、2010.4 

森先一貴「国府系石器群の多様性」『旧石器考古学』74、49-59頁、旧石器文化談話会、2011.3 

森先一貴「極東ロシア新石器時代の石器群と石刃鏃」『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』東京大学常呂実習施設研究報告第9 集、178-200頁、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 

森先一貴「東北日本の後期旧石器時代前半期石器群と秋田10 遺跡」『環日本海北部地域における後期更新世の環境変

動と人間の相互作用に関する総合的研究―大学共同利用機関法人・人間文化研究機構・総合地球環境学研究所 平

成18～22年度プロジェクト5-3「日本列島における人間―自然相互関係の歴史的・文化的検討」サハリン・沿海

州班研究成果報告書―』東京大学常呂実習施設研究報告第8集、136-141頁、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 

Sato, H., Izuho, M. and Morisaki, K., Human cultures and environmental changes in the Pleistocene-Holocene transition in the 

Japanese Archipelago. Quaternary International 237, pp.93-102, International Union for Quaternary Research, 2011.5 

Morisaki, K., The evolution of lithic technology and human behavior from MIS 3 to MIS 2 in the Japanese Upper Paleolithic. 

Quaternary International 248, pp.56-69, International Union for Quaternary Research, 2012.1 

Попов, А.Н, Изухо, М., Лазин, Б.В., Ямада, С., Морисаки, К., Сато, Х., Археологические исследования на памятнике 

Гвоздево-5 в Южном Приморье. Дальневосточно-сибирские древности: сборник научных трудов, посвященный 

70-летию со дня рождения В.Е. Медведева, С.93-95. Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 

Новосибирск, 2012.6 [ポポフ, A.・出穂雅実・ラジン, B.・山田哲・森先一貴・佐藤宏之「沿海地方南部におけるグ

ヴォズデヴォ5遺跡の考古学的調査」『極東–シベリアの古代―V.E.メドベージェフ生誕70周年記念科学論文集―』

93-95頁、ロシア科学アカデミーシベリア支部考古学・民族学研究所、ロシア・ノボシビルスク、2012.6] 

森先一貴「藤原宮の設計基準と先行条坊」『文化財論叢 IV―奈良文化財研究所創立60周年記念論文集―』奈良文化財

研究所学報第92冊、379-396頁、独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所、2012.10 

森先一貴「東北地方後期旧石器社会の技術構造と居住形態」『旧石器研究』第9号、75-97頁、日本旧石器学会、2013.5 

出穂雅実・森先一貴「北東アジアの石刃鏃石器群における体系的黒曜石研究の適用―現状と課題―」『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―』17-24頁、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 



森先一貴「ロシア極東における石刃鏃を伴う石器群」『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―』107-118頁、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 

降幡順子・森先一貴「藤原宮・京出土瓦の胎土分析」『奈良文化財研究所紀要2014』28-31頁、独立行政法人国立文化

財機構奈良文化財研究所、2014.6 

Morisaki, K. and Sato, H., Early Holocene human adaptation to abrupt paleoenvironmental change in the Russian Far East: for 

international comparative study. The Dolni Vestonice Studies 20, pp.143-147, Institute of Archeology, Academy of Sciences of 

the Czech Republic, Department of Anthropology of the Masaryk University, Brno, 2014.8 

Morisaki, K. and Sato, H., Lithic technological and human behavioral diversity before and during the Late Glacial: A Japanese case 

study. Quaternary International 347, pp.200-210, International Union for Quaternary Research, 2014.10 

Morisaki, K., Appearance of Hakuhen-Sentoki (HS points) and second modern human migration into Kyushu, Japan. In Kaifu, Y., 

Izuho, M., Goebel, T., Sato, H. and Ono, A. (eds.), Emergence and Diversity of Modern Human Behavior in Paleolithic Asia, 

pp.376-388, Texas A&M University Press, Texas, 2015.2 

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」『東京大学考古学研究室紀要』第29号、121-146頁、東京大学大学院人文社会系研究科・

文学部考古学研究室、2015.3 

Morisaki, K., Izuho, M., Terry, K. and Sato, H., Lithics and climate: technological responses to landscape change in Upper 

Palaeolithic northern Japan. Antiquity 89(345), pp.554-572, Department of Archaeology, Durham University, Durham, 2015.6 

森先一貴・降幡順子「藤原宮・京出土瓦の胎土分析（2）」『奈良文化財研究所紀要2015』56-57頁、独立行政法人国立

文化財機構奈良文化財研究所、2015.6 

森先一貴「晩氷期変動と生活構造の変化」『季刊考古学』第132号、51-54頁、雄山閣、2015.8 

森先一貴「更新世末の九州地方における先史狩猟採集民の居住形態」『第四紀研究』第54巻第5号、257-270頁、日本

第四紀学会、2015.10 

Morisaki, K. and Sato, H., Hunter gatherer responses to abrupt environmental change from the terminal Pleistocene to the Early 

Holocene in the Lower Amur region. In Sazelova, S., Novak, M. and Mizerova, A. (eds.), Forgotten Times and Spaces: New 

Perspectives in Paleoanthropological, Paleoetnological and Archeological Studies, pp.418-434, Institute of Archeology of the 

Czech Academy of Sciences, Masaryk University, Brno, 2015.10 

森先一貴「日本列島における晩氷期適応の地域相」佐藤宏之・山田哲・出穂雅実（編）『晩氷期の人類社会―北方先史

狩猟採集民の適応行動と居住形態―』23-39頁、六一書房、2016.5 

尾田識好・森先一貴「秋田10 遺跡の石器群と北海道後期旧石器時代前半期の諸問題」『旧石器研究』第12号、217-225

頁、日本旧石器学会、2016.5 

森先一貴「埋蔵文化財関係統計資料（平成二十七年度版）の解説と分析」『月刊文化財』634号、46-53頁、第一法規、

2016.7 

Derevianko, A.P., Derevianko, E.I., Nesterov, S.P., Tabarev, А.V., Uchida, K., Kunikitа, D., Моrisaki, K. and Matsuzaki, H., New data 

on the chronology of the Initial Neolithic Gromatukha culture, western Amur Region. Archaeology, Ethnology & Anthropology 

of Eurasia 45 (4), pp.3-12, Institute of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 

Novosibirsk, 2017 

Kunikita, D., Popov, A.N., Lazin, B.V., Morisaki, K. and Matsuzaki, H., Dating and stable isotope analysis of charred residues from 

Neolithic sites in the Primorye, Russian Far East. Radiocarbon 59 (2), pp.565-573, Cambridge University Press, Cambridge, 

2017.1 

Morisaki, K. and Natsuki, D., Human behavioral change and the distributional dynamics of early Japanese pottery. Quaternary 

International 441, pp.91-101, International Union for Quaternary Research, Elsevier Ltd, 2017.6 

光石鳴巳・白石純・森先一貴「旧石器時代二上山周辺地域におけるサヌカイトの産地同定研究」『研究紀要』第21集、

1-16頁、公益財団法人由良大和古代文化研究協会、2017.6 

森先一貴「旧石器時代から縄文時代草創期遺跡の保護」『月刊文化財』646号、4-9頁、第一法規、2017.7 

森先一貴「遺跡保護の課題と可能性」『月刊文化財』646号、50-52頁、第一法規、2017.7 

森先一貴・木村淳「水中遺跡の保護を考える」『考古学研究』第64 巻第3号、29-33頁、考古学研究会、2017.12 

 



Грищенко, В.А., Фукуда, М., Василевский, А.А., Онуки, Ш., Сато, Х., Куникита, Д., Можаев, А.В., Перегудов, А.С., 

Пашенцев, П.А., Учида, К., Морисаки, К., Якушиге, М., Натсуки, Д, Ямашита, Ю., Новые исследования поселения 

Адо-Тымово 2 (результаты работ совместной российско-японской экспедиции 2014, 2015 гг.). Археология 

Circum-Pacific: Памяти Игоря Яковлевича Шевкомуда: сборник статей, С.136-142. Тихоокеанское издательство 

«Рубеж», Владивосток, 2017.12 [グリシェンコ, V. ・福田正宏・ワシレフスキー, A.・大貫静夫・佐藤宏之・國木田大・

モジャエフ, A.・ペレグドフ, A.・パシェンツェフ, P.・内田和典・森先一貴・役重みゆき・夏木大吾・山下優介「ア

ド・ティモボ2 集落遺跡の新たな調査（2014・2015 年露日共同調査活動結果）」『Circum-Pacific の考古学―シェ

フコムード・イーゴリ・ヤコブレビッチの思い出―論文集』136-142頁、太平洋出版社ルベージ、ロシア・ウラジ

オストク、2017.12] 

Morisaki, K., Izuho, M. and Sato, H., Human adaptive responses to environmental change during the Pleistocene-Holocene transition 

in the Japanese Archipelago. In Robinson, E. and Sellet, F. (eds.), Lithic Technological Organization and Paleoenvironmental 

Change: Global and Diachronic Perspectives, pp.91-122. Springer International Publishing AG, Cham, 2018 

Morisaki, K., Kunikita, D. and Sato, H., Holocene climatic fluctuation and lithic technological change in northeastern Hokkaido 

(Japan). Journal of Archaeological Science: Reports 17, pp.1018-1024, Elsevier Ltd., 2018.2 

尾田識好・森先一貴・岩瀬彬・山崎健・國木田大・佐藤宏之「旧石器・縄文時代移行期研究における前田耕地遺跡の

意義」『東京都埋蔵文化財センター研究論集』XXXII、57-71頁、東京都埋蔵文化財センター、2018.3 

森先一貴「本ノ木遺跡と旧石器・縄文時代移行期研究」『座談会 60年目の本ノ木遺跡 記録集』津南学叢書第32輯、

41-49頁、津南町教育委員会・信濃川火焔街道連携協議会、2018.3 

Morisaki, K., Sano, K. and Izuho, M., Early Upper Paleolithic blade technology in the Japanese Archipelago. Archaeological 

Research in Asia 17, pp.79-97, Elsevier Ltd., 2019 

Morisaki, K., Oda, N., Kunikita, D., Sasaki, Y., Kuronuma, Y., Iwase, A., Yamazaki, T., Ichida, N. and Sato, H., Sedentism, pottery 

and inland fishing in Late Glacial Japan: a reassessment of the Maedakochi site. Antiquity 93 (372), pp.1442-1459, Department 

of Archaeology, Durham University, Durham, 2019.11 

Derevianko, A.P., Nesterov, S.P., Tabarev, A.V., Alkin, S.V., Uchida, K., Kunikita, D., Morisaki, K. and Matsuzaki, H., Novopetrovka 

III: an early Neolithic site in the western Amur basin and its chronology. Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia 48 
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Nagoya Congress Center, Nagoya, 2015.7.28 

森先一貴「剥片尖頭器が語る朝鮮半島との交流」第69回（2015年）日本人類学会大会・シンポジウム『日本列島にお

ける後期旧石器時代研究の最前線』、産業技術総合研究所、江東区、2015.10.11 

内田和典・Nesterov, S.P.・Tabarev, A.V.・國木田大・森先一貴「アムール西部新石器文化編年の再検討」第17回北アジ

ア調査研究報告会、石川県立歴史博物館、金沢市、2016.2.27 

光石鳴巳・白石純・森先一貴「旧石器時代の瀬戸内地域におけるサヌカイト産地同定研究の新展開―新しい未風化面

を用いた蛍光X 線分析の可能性―」考古学研究会第62回総会・研究集会、岡山大学、岡山市、2016.4.16-17（ポ

スター発表） 

Morisaki, K., Sano, K. and Izuho, M., Early Upper Palaeolthic blade technology in the Japanese Archipelago. The 8th Meeting of the 

Asian Palaeolithic Association, Symposium: Variability, Similarities and the Definition of the Initial Upper Palaeolithic across 

Eurasia. Tokyo Metropolitan University, Tokyo, 2016.6.25 

Morisaki, K. and Magome, R., Recent tephrochronolgy of the Palaeolithic period in southern Kyushu. The 8th World Archaeological 

Congress. Doshisha University, Kyoto, 2016.9.1 

Ohmi, T. and Morisaki, K., Reconstruction from the Great East Japan Earthquake and preservation of buried cultural properties. The 

8th World Archaeological Congress. Doshisha University, Kyoto, 2016.9.1 

内田和典・ネステロフ, S.・タバレフ, A.・森先一貴・國木田大・松崎浩之「極東地域の更新世終末から完新世移行期に

おける考古学的文化の再構築―グロマトゥーハ文化の年代的位置づけを中心に―」日本旧石器学会第15回総会・

研究発表・シンポジウム、慶應義塾大学、港区、2017.7.1 

光石鳴巳・白石純・森先一貴「二上山周辺地域におけるサヌカイトの産地同定研究」日本旧石器学会第15回研究発表・

シンポジウム、慶應義塾大学、港区、2017.7.1-2（ポスター発表） 



内田和典・國木田大・森先一貴「極東地域の土器出現期グロマトゥーハ文化の年代」第20回長野県旧石器研究交流会、

浅間縄文ミュージアム、御代田町、2018.2.3-4（ポスター発表） 

森先一貴・内田和典・國木田大「アムール川中流域における新石器時代開始期の石器群」第84回日本考古学協会総会

研究発表、明治大学、千代田区、2018.5.27 

光石鳴巳・白石純・森先一貴「岩屋産サヌカイトの評価をめぐって」日本旧石器学会第16回研究発表・シンポジウム、

早稲田大学、新宿区、2018.6.23-24（ポスター発表） 

Iizuka, F., Vandiver, P., Morisaki, K., Izuho, M. and Aldenderfer, M., Ceramic, lithic, and settlement variability of the Incipient Jomon 

sites on Tanegashima Island, Japan. Society for American Archaeology 84th Annual Meeting. The Albuquerque Convention 

Center, Albuquerque, 2019.4.14 

森先一貴「アムール川中流域における土器出現期の石器群」日本考古学協会第85回総会、駒澤大学、世田谷区、2019.5.19 

光石鳴巳・白石純・森先一貴「兵庫県におけるサヌカイト利用の様相（予察）」日本旧石器学会第17回研究発表・シ

ンポジウム、大正大学、豊島区、2019.6.29-30（ポスター発表） 

Morisaki, K., Variability of timing and behavioral context of pottery adoption in the Japanese Archipelago. XX INQUA Congress in 

Dublin, The Convention Centre Dublin, Dublin, 2019.7.30 

尾田識好・市田直一郎・山崎健・森先一貴・岩瀬彬・國木田大・佐藤宏之「東京都前田耕地遺跡における縄文時代草

創期の居住史―第17号住居跡の空間分析を通じて―」日本考古学協会第86回総会研究発表、2020.6（誌上発表） 

Izuho, M., Morisaki, K., Sano, K., Kunikita, D., Iizuka, F., Micro-regional Diversity in the Subsistence Strategy during the Early 

Upper Paleolithic in the Southern Paleo-Honshu Islands. 87th SAA annual meeting, Hilton Chicago, Chicago, 2022.4.1 

(8) 一般講演 

森先一貴「日本らしさのはじまり」奈良文化財研究所第112回公開講演会『先史時代の大陸と日本列島』、奈良文化財

研究所、奈良市、2013.6.29 

森先一貴「土器出現期における石器技術の地域性と変遷」津南シンポジウムXIII『座談会60年目の本ノ木遺跡』、綿

屋旅館、津南町、2017.10.15 

森先一貴・近江俊秀「境界の日本史―地域性の違いはどう生まれたか―」朝日カルチャーセンター千葉、三井ガーデ

ンホテル千葉、千葉市、2019.7.21 

森先一貴「日本における水中遺跡保護の取り組み」科学研究費補助金基盤研究（S）シンポジウム『日本の水中考古学

と北海道』、北海道大学、札幌市、2019.11.30 

森先一貴・近江俊秀「境界の日本史」大人の社会科―人生100歳時代の学びを支援する講座、神奈川県立図書館、横

浜市、2020.2.15 

(9) 調査報告 

新海正博（編）『粟生間谷遺跡―旧石器・縄紋時代編―』財団法人大阪府文化財センター調査報告書第84集、財団法

人大阪府文化財センター、2003.2（分担執筆）（森先一貴「チャート石材の分布と石質について」191-196頁、新海

正博・森先一貴「試掘・免山氏資料」333-343頁） 

佐藤宏之（編）『日本列島北部の更新世／完新世移行期における居住形態と文化形成に関する研究―平成17～20年度

日本学術振興会科学研究費補助金 基盤研究（B）研究成果報告書―』東京大学常呂実習施設研究報告第6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、2009.3（分担執筆）（山田哲・森先一貴「III-B遺

構・遺物各説」92-119頁） 

熊木俊朗・高橋健（編）『千島列島先史文化の考古学的研究』東京大学常呂実習施設研究報告第7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、2010.3（分担執筆）（熊木俊朗・高橋健・森先一貴・笹田朋孝

「3 東京大学総合研究博物館所蔵の千島列島資料」19-60頁） 

奈良文化財研究所（編）『興福寺 第１期境内整備事業にともなう発掘調査概報V』興福寺、2010.3（分担執筆）（森先

一貴「4 出土遺物（1）瓦磚類」20-21頁） 

福田正宏（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（分担執筆）（福田正宏・森先一貴・杉原範美「第2 節（2）石器」43-50頁） 

佐藤雅一・森先一貴・藤波啓容・卜部厚志『加用中条Ａ遺跡―県営中山間地域総合整備事業に伴う埋蔵文化財調査報

告書―』津南町文化財調査報告書第56輯、津南町教育委員会、2011.3（分担執筆）（森先一貴「第5章 まとめ」

136-145頁） 

森先一貴・玉田芳英・山崎健「東面中門・東面大垣の調査―第168-2次」『奈良文化財研究所紀要2012』98-103頁、奈

良文化財研究所、2012.6 



佐藤宏之（編）『黒曜石の流通と消費からみた環日本海北部地域における更新世人類社会の形成と変容（II）』東京大学

常呂実習施設研究報告第12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、2014.3（分担

執筆）（出穂雅実・森先一貴・山田哲・國木田大・ポポフ, A.N.・ミキーシン, Yu.A.・ラジン, B.V.・佐藤宏之「D．

ロシア沿海地方ハサン地区グヴォズデヴォ5 遺跡の発掘調査」172-185頁） 

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（分担執筆）（森先一貴・役重みゆき・夏木大吾・尾田識好「第6章（2）石器」33-62頁） 

森先一貴・諫早直人・金宇大「藤原宮東方官衙北地区の調査―第183次」『奈良文化財研究所紀要2015』97-104頁、

奈良文化財研究所、2015.6 

森先一貴・諫早直人・大澤正吾「檜隈寺周辺の調査―第180次」『奈良文化財研究所紀要2015』128-133頁、奈良文化

財研究所、2015.6 

森先一貴・大澤正吾「檜隈寺瓦窯の調査―第181-4次」『奈良文化財研究所紀要2015』135-138頁、奈良文化財研究所、

2015.6 

(10) 一般向け概説 

森先一貴「V. 藤原京の道」『平成25年度飛鳥資料館・秋期特別展 飛鳥藤原京への道』37-42頁、独立行政法人国立文

化財機構奈良文化財研究所飛鳥資料館、2013.10 

森先一貴「27 仏教が伝えた美しい瓦葺き建物」「32 藤原京の条坊制」奈良文化財研究所（編）『飛鳥むかしむかし―

飛鳥誕生編―』111-114・131-134頁、朝日新聞出版、2016.8 

森先一貴「28 発掘で明らかになった大藤原京」「31 藤原宮の瓦づくり」奈良文化財研究所（編）『飛鳥むかしむかし

―国づくり編―』111-114・123-126頁、朝日新聞出版、2016.10 

森先一貴「はじめに」「コラム1 旧石器・縄文時代の災害」「コラム5 復興の原動力を見る」文化庁（編）『日本人は

大災害をどう乗り越えたのか―遺跡に刻まれた復興の歴史―』3-9・35-38・150-152頁、朝日新聞出版、2017.6 

森先一貴・和田一之輔「史跡興福寺旧境内の発掘調査―鐘楼・東金堂院」『興福』190号、3−4頁、2020.12 

森先一貴「No.15 瓦の文様」「No.45 貴族の家と庶民の家」「No.68 瓦の裏にあるヒント」「No.71 平城薬師寺と本薬師

寺」「No.73 平城京と唐長安城」奈良文化財研究所（編）『探検！奈文研』15・45・68・71・73頁、独立行政法人

国立文化財機構奈良文化財研究所、2021.3 

森先一貴「コラム13 石器の種類と組み合わせから何がわかる？」『旧石器から縄文のかけ橋！福井洞窟』93・95頁、

佐世保市教育委員会、2022.2 

(11) 翻訳 

ワシレフスキー, A.A.（森先一貴・金恩瑩 訳）「サハリンにおけるマンモス動物群と人類の適応」『環日本海北部地域

の後期更新世における人類生態系の構造変動』44-67頁、総合地球環境学研究所・研究プロジェクト「日本列島に

おける人間－自然相互関係の歴史的・文化的検討」サハリン・沿海州班、2008.11 

シェフカムード, I.Ya.・ガルシェコフ, M.B.（内田和典・森先一貴・國木田大 訳）「アムール川下流域におけるコンド

ン文化の問題によせて―2006 年クニャーゼ・ヴォルコンスコエ１遺跡の調査―」『北海道考古学』第45輯、75-82

頁、北海道考古学会、2009.3 

張龍俊（森先一貴 訳）「韓国旧石器時代遺跡の保護と整備・活用」『月刊文化財』646号、31-32頁、第一法規、2017.7 

 

 

3. 主な社会活動  

(1) 大学等教育・非常勤講師 

近畿地区考古学大学連絡協議会 近畿地区文化財専門職説明会2018 講師（2018） 

京都府立大学文学部歴史学科 文化遺産学概論 ゲストスピーカー（2020） 

東京大学大学院人文社会系研究科・文学部 非常勤講師（2021） 

(2) 学会・社会活動等 

日本第四紀学会（2001～）、日本旧石器学会（2004〜）、考古学研究会（2005～）、日本考古学協会（2008～） 

日本旧石器学会研究企画委員会 委嘱委員（2011～2012）・委員（2014～2016）・委員長（2016～2018） 

日本旧石器学会総務委員会 委員（2016～2018、2020～） 

平城宮跡歴史公園スマートチャレンジコンソーシアム 会員（2020～2022） 

鹿児島県天城町下原洞穴遺跡調査指導委員会 委員（2020～） 


