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残
暑
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す

　
今
年
も
か
な
り
の
猛
暑
が
続
い
て
お
り
ま
す
。
み
な
さ
ま
、
い
か

が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
？
西
二
葉
町
遺
跡
の
発
掘
調
査
現
場
で

は
、
こ
ま
め
に
休
憩
を
取
り
な
が
ら
の
作
業
を
続
け
て
い
ま
す
。

　
八
月
現
在
、
発
掘
調
査
は
、
高
校
用
地
内
の
南
側
、
現
在
の
音
楽

棟
と
体
育
館
の
間
の
エ
リ
ア
（
24
Ｂ
区
）
で
行
っ
て
い
ま
す
。
管
理

棟
に
近
い
北
側
か
ら
着
手
し
て
い
ま
す
。
七
月
の
調
査
概
要
は
本
誌

四
頁
に
て
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、六
月
に
は
、

高
校
生
に
向
け
て
考
古
学
の
授
業
と
現
場
見
学
を
実
施
さ
せ
て
い
た

だ
く
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
授
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後

の
感
想
文
等
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
授
業
を
行
っ
た
我
々
職

員
も
、
高
校
生
の
感
想
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
、
い
ろ
い
ろ
な
刺
激

を
受
け
ま
し
た
。
詳
し
く
は
、
本
誌
の
二・三
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
九
月
に
行
わ
れ
る
明
和
高
等
学
校
の
文
化
祭
の
折
に
、
現
在
の
西

二
葉
町
遺
跡
の
発
掘
調
査
現
場
に
て
説
明
会
を
予
定
し
て
お
り
ま

す
。
成
瀬
家
の
家
紋
の
入
っ
た
軒
丸
瓦
等
の
出
土
品
も
展
示
い
た
し

ま
す
。
是
非
、
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（ 

堀ほ
り
き木
真ま

み

こ
美
子
）

　
七
月
実
施
の
発
掘
調
査
に
つ
い
て

　

七
月
か
ら
は
、
音
楽
棟
エ
リ
ア
の
調
査
区
（
24
Ｂ
区
）
に
入
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
調
査
区
は
、

今
年
度
の
調
査
区
の
中
で
最
も
広
く
、
多
く
の
調
査
成
果
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の

24
Ｂ
区
は
、
校
舎
建
設
工
事
の
事
情
に
よ
り
、
三
調
査
区
に
分
け
て
実
施
す
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。
七
月
は
、
最
も
北
側
の
調
査
区
24 

Ba
区
の
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

左
写
真
は
、近
世
の
整
地
層（
盛
土
）上
面
の
調
査
で
見
つ
か
っ
た
遺
構
群
の
全
体
写
真
で
す
。

写
真
左
下
に
は
長
い
柱
穴
列
が
二
列
見
え
ま
す
。
こ
れ
は
成な
る
せ瀬

隼は
や
と
の
し
ょ
う

人
正
中な
か
や
し
き

屋
敷
の
絵え
ず
め
ん

図
面
で

も
確
認
さ
れ
る
建
物
柱
列
で
す
。
そ
の
脇
に
は
大
型
土
坑
群
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中

か
ら
は
、
各
種
陶
器
・
磁
器
片
の
ほ
か
、
身
分
の
高
い
武
士
な
ど
の
宴
席
で
使
わ
れ
た
食
卓
塩

で
あ
る
焼や
き
し
お塩
壺つ
ぼ

や
土つ
ち
に
ん
ぎ
ょ
う

人
形
な
ど
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
貝
殻
・
魚
骨
・
獣
骨
片
が
見
つ
か
っ

て
い
る
場
所
は
、
深
く
掘
っ
た
い
く
つ
か
の
ゴ
ミ
穴
を
覆
う
よ
う
に
さ
ら
に
廃
棄
さ
れ
た
場
所

の
よ
う
で
す
。
付
近
は
整
地
も
兼
ね
て
何
度
も
埋
め
ら
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

八
月
に
か
け
て
下
面
の
調
査
に
入
り
ま
す
が
、
調
査
区
北
東
側
（
写
真
左
上
側
）
を
中
心
に
、

黒
色
粘
土
層
層
の
広
が
り
が
あ
り
、
こ
れ
が
古
墳
時
代
か
ら
古
代
の
包
含
層
の
可
能
性
が
考
え

ら
れ
ま
す
。
保
存
が
良
好
で
あ
れ
ば
、
当
該
時
期
の
活
動
痕
跡
が
こ
の
場
所
で
見
つ
か
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
川
添
和
暁
）

　
明
和
高
等
学
校
で
の
取
り
組
み

　

こ
の
度
、
明
和
高
等
学
校
の
先
生
方
か
ら
、
考
古
学
に
つ
い
て
の
お
話
と

遺
跡
見
学
を
組
み
合
わ
せ
た
授
業
の
依
頼
を
頂
き
ま
し
た
。
愛
知
県
埋
蔵
文

化
財
セ
ン
タ
ー
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
大
変
貴
重
な
機
会
を
頂
く
こ
と
が

で
き
た
こ
と
は
光
栄
で
、
職
場
を
挙
げ
て
こ
の
企
画
を
実
施
い
た
し
ま
し
た
。

　

授
業
は
、
六
月
後
半
か
ら
七
月
初
め
ま
で
の
間
に
、
普
通
科
二
年
生
の
全

ク
ラ
ス
と
、
三
年
生
の
文
系
ク
ラ
ス
を
対
象
に
、
各
一
コ
マ
ず
つ
実
施
い
た

し
ま
し
た
。
季
節
柄
梅
雨
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
現
場
案
内
の
際
に
降
雨
が

激
し
く
な
っ
て
、
途
中
で
切
り
上
げ
ざ
る
を
得
な
い
場
面
も
あ
り
ま
し
た
が
、

概
ね
目
的
は
達
成
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
、
考
え
て
い
ま
す
。
本
号
で
は
、

こ
の
授
業
の
内
容
に
つ
い
て
特
集
を
い
た
し
ま
す
。

　

今
回
の
企
画
で
は
、
考
古
学
や
埋
蔵
文
化
財
調
査
に
つ
い
て
、
導
入
部
分

を
ご
く
簡
単
に
ご
紹
介
し
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
機
会
に
、
生
徒
さ
ん

が
自
ら
い
ろ
い
ろ
考
え
、
調
べ
た
り
す
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
、
こ
れ
に
勝

る
幸
せ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
今
回
の
経
験
を
、
他
研
究
分
野
と
の
比
較

材
料
に
取
り
あ
げ
て
頂
く
こ
と
で
も
、
大
変
あ
り
が
た
く
存
じ
る
次
第
で
す
。（ 川

かわぞえ

添和
かずあき

暁）

24Ba 区 全体写真（上が東、体育館側）
【 近代整地層上面での遺構掘削状況 】　

土坑群と出土遺物
【 上左：焼塩壺、上右：土人形片（三猿）、

下：貝・獣骨が集中して含まれる土坑（南より） 】

明和高等学校での授業の様子
【上：教室での講義、下：発掘現場での説明】

24Ae 区（食堂西隣調査区） 
６月 19 日実施

大型土坑

井戸

柱穴

屋
敷
建
物
跡
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考
古
学
・
埋
蔵
文
化
財
授
業
に
つ
い
て

　

明
和
高
等
学
校
か
ら
の
依
頼
は
、「
歴
史
総
合
」（
二
年
生
）
の
授
業
の
一
環
と
し
て
、
発
掘

現
場
の
見
学
に
お
い
て
資
料
の
扱
い
方
や
、
文
化
財
保
護
・
考
古
学
に
つ
い
て
学
ぶ
と
と
も
に
、

「
開
発
と
保
全
」
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
に
し
た
い
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。
先
生
と
の
ご
相

談
の
上
、
教
室
で
の
講
義
と
、
現
場
お
よ
び
遺
物
見
学
の
二
部
構
成
で
実
施
し
ま
し
た
。

　

教
室
内
で
の
授
業
で
は
、
①
考
古
学
と
は
ど
ん
な
学
問
か
、
②
埋ま
い
ぞ
う
ぶ
ん
か
ざ
い

蔵
文
化
財
職
員
に
な
る
に

は
、
③
埋
蔵
文
化
財
職
員
の
業
務
（
西
二
葉
町
遺
跡
の
調
査
を
事
例
に
）、
を
お
話
し
ま
し
た
。　

　

①
で
は
、
考
古
学
の
特
性
を
左
上
か
ら
二
番
目
の
ス
ラ
イ
ド
の
よ
う
に
定
義
し
ま
し
た
。
そ

の
上
で
、
考
古
資
料
は
、
当
時
、
こ
の
場
所
で
の
人
間
活
動
を
示
す
、
地
中
に
残
さ
れ
た
唯
一

無
二
の
直
接
的
証
拠
で
あ
る
か
ら
、
と
て
も
重
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
そ

の
証
拠
を
自
分
た
ち
で
見
つ
け
、
資し
り
ょ
う
か

料
化
し
、
活
用
で
き
る
こ
と
が
、
考
古
学
の
魅
力
で
あ
る

こ
と
も
お
伝
え
し
た
。
そ
う
は
い
い
ま
し
て
も
、
考
古
資
料
は
何
か
難
し
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
つ
き
ま
と
い
ま
す
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
、
断
片
的
に
し
か
残
っ
て

い
な
い
と
い
う
事
情
を
説
明
し
、
よ
り
有
益
な
情
報
と
し
て
フ
ル
に
保
存
・
活
用
す
る
た
め
に
、

遺
構
・
遺
物
や
そ
の
出
土
状
況
な
ど
を
、
詳
細
に
記
録
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
も
述
べ
ま
し
た
。

　

②
で
は
、　

大
学
で
考
古
学
を
専
攻
す
る
道
に
つ
い
て
お
話
し
す
る
と
と
も
に
、
最
近
で
は

い
ろ
い
ろ
な
学
問
分
野
の
立
場
か
ら
考
古
学
に
関
わ
っ
て
い
る
事
情
も
お
伝
え
し
ま
し
た
。

　

③
で
は
、
遺
跡
は
本
来
は
現
状
保
存
が
望
ま
し
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
発
掘
調
査

で
は
、
調
査
担
当
者
の
所
見
・
評
価
と
い
う
濃
厚
な
情
報
が
、
記
録
と
し
て
保
存
さ
れ
る
と
い

う
状
況
を
説
明
し
ま
し
た
。
考
古
学
で
は
、
こ
の
よ
う
な
遺
跡
・
遺
物
の
資
料
化
を
行
う
行
為

が
と
て
も
重
要
で
あ
る
こ
と
を
お
話
し
し
ま
し
た
。
物
事
や
事
象
は
、
あ
る
評
価
者
を
通
じ
て
、

広
く
初
め
て「
事
実
」（
も
し
く
は
そ
の
一
案
）と
し
て
認
識
さ
れ
る
、と
い
う
側
面
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
恐
ら
く
ど
の
よ
う
な
研
究
分
野
に
も
通
じ
る
事
情
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

教
室
内
で
の
講
義
後
、
生
徒
さ
ん
を
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
、
現
場
の
ご
案
内
と
遺
物

の
実
見
を
し
て
頂
き
ま
し
た
。
遺
跡
見
学
は
24 

Ae
区
の
江
戸
時
代
の
建
物
跡
な
ど
を
ご
案
内
し

ま
し
た
。
遺
物
は
、
24
Ｄ
区
で
出
土
し
た
、
成
瀬
家
家
紋
入
り
丸
瓦
、
犬
山
焼
小
皿
、
常
滑
焼

大
甕
、
旧
制
中
学
校
舎
の
桟
瓦
に
見
て
・
触
れ
て
頂
き
ま
し
た
。　
　
　
　
　
（
川
添
和
暁
）

　
生
徒
さ
ん
の
感
想
・
気
づ
き

　

生
徒
さ
ん
か
ら
の
事
後
ア
ン
ケ
ー
ト
を
拝
見

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
使
用
に
当
た
り
、

ご
協
力
頂
い
た
先
生
・
生
徒
の
皆
さ
ま
に
、
ま

ず
は
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
結
果
を
下
表
に
ま

と
め
て
み
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
発
掘
現
場
な
ど

を
見
た
こ
と
の
な
い
生
徒
さ
ん
が
圧
倒
的
多
数

で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
こ
と
も
あ
り
、
遺

跡
・
遺
構
・
遺
物
と
、
学
校
校
内
か
ら
見
つ
か
っ

た
実
資
料
を
直
接
見
て
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た

経
験
が
と
て
も
印
象
強
く
残
っ
た
様
子
が
、
言

及
項
目
か
ら
も
見
て
取
れ
ま
す
。
折
り
を
見
て
、

い
つ
で
も
調
査
の
経
過
を
見
て
頂
け
ま
す
よ
う
、

今
後
も
情
報
を
随
時
発
信
し
て
い
き
ま
す
。

　

以
下
、
生
徒
さ
ん
の
感
想
・
気
づ
き
の
な
か

か
ら
、
代
表
的
な
も
の
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

何
と
な
く
堅
苦
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
「
考
古
学
」
と
い
う
学
問
が
ど

ん
に
な
も
の
な
の
か
噛
み
砕
い
て
説
明
し
て
い
た
だ
け
た
の
で
、
今
ま
で
よ
り
も

身
近
で
、
ロ
マ
ン
の
あ
る
学
問
な
の
だ
と
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
文
学
部
出

身
の
職
員
さ
ん
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
話
か
ら
、
文
学
部
志
望
の
私
の
将
来
に

も
考
古
学
と
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
の
だ
と
い
う
気
付
き
が
得
ら
れ
ま
し
た
。
な

か
な
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
発
掘
現
場
や
遺
構
・
遺
跡
を
見
た
り
、
自
分
の
将

来
の
可
能
性
が
広
が
っ
た
り
す
る
貴
重
な
機
会
で
し
た
。（
生
徒
Ａ
さ
ん
）

　

実
際
の
発
掘
現
場
を
見
る
こ
と
が
で
き
て
、
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
現
れ
る
遺
構

を
地
質
や
関
連
す
る
建
物
な
ど
様
々
な
視
点
か
ら
調
べ
て
い
る
と
知
っ
て
凄
い
と

思
っ
た
。
特
に
江
戸
時
代
の
柱
の
跡
が
は
っ
き
り
と
残
っ
て
い
る
こ
と
や
、
戦
争

中
に
焼
け
た
土
が
色
の
違
い
で
分
か
る
こ
と
に
驚
い
た
。
ま
た
、
旧
石
器
時
代
の

土
ま
で
が
思
っ
て
い
た
よ
り
も
浅
い
こ
と
に
も
驚
い
た
。
出
土
し
た
遺
物
に
つ
い

て
は
、
と
て
も
き
れ
い
な
状
態
で
残
っ
て
い
る
こ
と
が
凄
い
と
思
っ
た
。
そ
し
て
、

人
工
的
に
盛
ら
れ
た
土
と
自
然
に
堆
積
し
た
土
の
違
い
の
お
話
を
聞
い
て
、
ど
の

よ
う
に
し
て
平
地
に
土
が
堆
積
し
て
い
く
の
か
、
ま
た
そ
の
土
に
遺
物
が
入
り
込

む
の
は
ど
う
し
て
か
が
疑
問
に
思
っ
た
。
人
が
生
活
し
て
い
る
土
地
に
土
が
堆
積

し
て
い
っ
て
地
層
に
な
る
仕
組
み
を
調
べ
て
み
た
い
と
思
う
。（
生
徒
Ｂ
さ
ん
）

　

つ
い
こ
の
前
ま
で
、
普
通
に
歩
い
て
い
た
場
所
の
下
に
、
あ
ん
な
に
貴
重
な
遺

物
が
眠
っ
て
い
た
の
だ
と
思
う
と
、
と
て
も
不
思
議
な
感
覚
に
な
り
ま
し
た
。
歴

史
学
で
は
カ
バ
ー
し
き
れ
な
い
範
囲
を
物
的
証
拠
を
基
に
検
証
す
る
、
考
古
学
の

お
も
し
ろ
さ
を
知
り
ま
し
た
。
将
来
私
は
、
大
学
の
文
学
部
へ
進
み
、
歴
史
学
や

考
古
学
を
学
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
糧
に
な
る
貴
重
な
お
話
・

体
験
を
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

今
回
見
せ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、な
ぜ
遺
構
が
き
れ
い
に
出
て
く
る
（
わ
か
る
）

の
で
す
か
。（
生
徒
Ｃ
さ
ん
）

　
考
古
学
と
い
う
学
問
は
、
世
間
離
れ
て
し
た
り
、
縁
遠
い
と
思
わ
れ
が
ち
な
学
問
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

の
理
由
は
い
ろ
い
ろ
で
す
が
、
普
段
一
般
の
方
々
が
遺
跡
や
遺
物
を
意
識
す
る
機
会
が
少
な
い
こ
と
も
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
が
お
住
ま
い
の
と
こ
ろ
で
も
、
実
は
遺
跡
は
身
近
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
身

近
に
あ
る
資
料
か
ら
当
時
の
歴
史
や
社
会
を
考
え
る
学
問
は
、
と
て
も
直
接
的
で
魅
力
的
だ
と
、
私
は
考

え
て
い
ま
す
。
研
究
・
探
究
心
は
普
段
の
気
づ
き
の
延
長
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
こ
の
機
会
に
お
見
せ

で
き
た
の
で
あ
れ
ば
幸
い
で
す
。（
川
添
和
暁
）

　

考
古
学
の
発
掘
調
査
で
は
、
ま
ず
基
本
の
土
層
を
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
土
層
の
認
識

は
、
色
調
だ
け
で
は
な
く
、
砂
粒
の
大
き
さ
や
形
な
ど
の
観
察
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
層
が
堆
積
し
た
状

況
を
想
像
し
て
ゆ
き
ま
す
。
正
確
な
こ
と
が
言
え
る
場
合
は
少
な
い
で
す
が
、
土
層
に
含
ま
れ
て
い
る
土

器
や
石
器
な
ど
の
遺
物
の
ほ
か
に
、
砂
粒
の
堆
積
状
況
な
ど
自
然
科
学
分
析
の
結
果
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な

情
報
を
集
め
て
堆
積
し
た
こ
ろ
の
風
景
を
想
像
し
ま
す
。
一
つ
の
分
析
で
す
べ
て
が
判
明
す
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
情
報
を
集
め
て
、
ど
ん
な
推
論
を
建
て
る
か
が
大
切
で
す
。（
堀
木
真
美
子
）

　
考
古
学
の
お
も
し
ろ
さ
を
わ
か
っ
て
く
だ
さ
り
、
私
た
ち
も
嬉
し
い
で
す
。
考
古
学
は
先
人
が
暮
ら
し

た
痕
跡
を
研
究
し
、
人
類
一
般
の
過
去
（
歴
史
）
を
復
元
す
る
学
問
で
す
。
な
の
で
、
ど
こ
に
で
も
、
と

い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
み
な
さ
ん
が
暮
ら
し
て
い
る
地
面
の
下
に
は
多
く
の
遺
跡
が
今
で
も

眠
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
人
々
が
生
活
の
た
め
に
地
面
を
掘
り
返
す
と
、
必
ず
そ
こ
に
は
違
っ
た
色
や
手

触
り
の
土
で
埋
ま
り
ま
す
。
で
す
の
で
、
人
々
が
暮
ら
し
た
当
時
の
地
面
ま
で
掘
り
下
げ
て
、
丁
寧
に
表

面
を
削
る
と
、
そ
の
土
の
違
い
が
見
え
て
き
ま
す
。（
樋ひ

が
み上

　
昇の

ぼ
る）

回答種別【 回答生徒数 291 名 、複数項目への言及は累積でカウント】 言及数
総計（人）

言及率
（人 /291）（%）

1 考古学自体についての印象 65 22.34 
2 遺跡があるのだという認識・実感 99 34.02 
3 発掘調査の特性について（破壊調査、事前準備など） 19 6.52 

4

遺跡の感想（地層、堆積、礎石など、実際の遺物の出土など） 98 33.67 
空襲跡について 34 11.68 
遺物の感想　（直接触れるなど） 48 16.49 
成瀬家の瓦について 33 11.34 
犬山焼について 22 7.56 
資料の接合について 6 2.06 

5 考古学に関わっている研究者について（文系・理系など） 15 5.15 
担当者について（楽しそうに説明するなど） 9 1.72 

6
調査範囲や調査区設定について 2 0.69 
現場調査に関わっている人たち　（高齢の方々が多いなど） 6 2.06 
発掘調査の方法　（慎重・手作業・土層断面確認） 34 11.68 

7 資料化した記録の活用について 2 0.69 
発掘調査報告書について 1 0.34 

8 将来・進路について 11 3.78 

東区 西二葉町遺跡の発掘調査について 
—埋蔵文化財調査・保護と 考古学研究の可能性—

愛知県埋蔵文化財センター　川添和暁http://www.maibun.com

「歴史総合」の授業の一環として、 
発掘現場の見学のなかで 

資料の扱い方、 
文化財保護・考古学 

について学ぶとともに、 
「開発と保全」について考えたい。

遺跡・遺構・遺物の関係

調査区全景（上が西）

002SI

001SI

117SI

003SI

114SI

218・220SI

落とし穴か

15A区 002SI 竪穴建物跡

(縄文時代中期後半)

15A区 002SI内 竪穴建物跡内埋甕(中期後半)

遺　跡 遺　構
遺　構

遺　物

川向東貝津遺跡 
（設楽町）

1-1. 考古学はどんな学問？

遺跡・遺構・遺物から、 
過去の人間活動や社会を研究する学問

歴史学・人類学の一分野

日本史（国史）
東洋史・アジア史
西洋史

考古学は 
モノ自体を研究対象 

とする学問
文献史学

歴史学的側面では、時系列による説明を。
（1922年）人類学的側面では、人間活動の可能性を。

現地表（通路）

旧制中学/帝国大学建物基礎
江戸～幕末・明治維新頃 盛土

江戸時代 井戸
地山（ヒト活動以前）

空襲による焼土層

空襲による焼土層

レンガ積み建物基礎

① ② ③

④ ⑤

盛土 瓦など出土
井戸

盛土

成瀬家家紋 瓦

北校舎北側調査区（24D区）の経過1-3. 埋蔵文化財専門職員の業務
西二葉町遺跡の調査を事例に

食堂西側調査区（24Ae区）の経過1-3. 埋蔵文化財専門職員の業務
西二葉町遺跡の調査を事例に

現地表

旧制中学/帝国大学盛土?
江戸～幕末・明治維新頃 盛土
江戸時代建物跡・盛土（整地）

地山（ヒト活動以前）

空襲による焼土層

① ② ③

④ ⑤

第一高女・明和高校校舎基礎

第一高等女学校建物跡
その後の明和高校時に改修

旧制中学時の瓦集積

江戸時代整地

江戸時代柱穴跡 江戸時代柱穴跡

江戸時代柱穴跡
第一高等女学校建物跡

江戸時代柱穴跡

旧制中学時盛土
江戸時代盛土

戦後直後盛土

大型土坑

生徒さんの感想・気づき 言及内容一覧表

授業で映写したスライドの一部




