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記号等の説明

1 地区名称について

平成22年度の木古内2遺跡の調査区は、ほぼ中央に走る町道により南北2つの地区に分かれている。

便宜上、北側の調査区を「北側地区」、南側の調査区を「南側地区」と呼称して調査をおこなった。

2 遺構名について

遺構の名称表現には以下のアルファベットを使用した。

住居跡→H 住居にともなう柱穴→H P 住居に伴う焼土→H F

住居にともなう炭化物集中→H C 剥片集中→F C

また、アルファベットと遺構番号との間にはハイフン「 一 」をいれ、発掘区（グリッド）名の表記と区別した。

本文中では全角で表記しているが、VI章では遺構名を多用するため、半角で表記した。

3 遺構図等について

遺構平面図・断面図の縮尺はH-1が50分の1、その他の遺構は40分の1である。医面にはそのつど

縮尺を表すスケー ルを付した。

平面図の天方向は、N-50
°

- E である。平面図にはそのつど北を示す方位印を付した。

遺構平面図中の「＋」は、4m方格の大グリッドラインの交点で、傍らのアルファベット・アラビア数字が発

掘区（グリッド）名である。

遺構平面図内の「・」付き小アラビア数字は、その地点の標高(m)を表す。

遺構図中の破線 一 ー ー ー ー は、輪郭線がオー バー ハングや他の遺構の下に隠れていることを表し、

一点鎖線 ― - ― - ― — ー は調査区の境界線、攪乱、風倒木等の範囲を示す。

遺構図中の遺物分布を示すシンボルマー クは、土器を〇●、剥片・剥片石器を△▲、礫・礫石器を口

■、炭化物を＊で示した。白抜きは床面や坑底面から出土したことを示す。

4 遺物図について

遺物図の縮尺は、復元土器・拓影土器片・礫石器・軽石製品は3分の1、土製品、剥片石器は2分の

1である。図には全て縮尺のスケー ルを付した。
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