
図1.2.5　汚染源掘削等調査位置図（第４段階後半(2003.12.16～2004.1.23)
【A井戸周辺：No.68～90、B地区：No.57～67、AB間：No.55、56】）
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図1.2.6　汚染源掘削等調査位置図（第５段階（2004.2.25～2004.3.23）
【掘削調査地区内：No.91～154、No.183～186、A井戸周辺：No.155～161、B地区：No.162～173、AB間：No.174～181】）
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図1.2.7　汚染源掘削等調査位置図（AB間での汚染範囲把握、地下水流向、透水性把握のための追加調査
【A井戸周辺：No.200、B地区：No.187～192、AB間：No.193～199】）
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