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1.1 ボーリング調査 
旧 RD処分場周辺の地質構造、特に各帯水層の分布状況を把握するため、図 1.1-1に示す位置においてボーリン

グ調査を行い、併せて後述の地下水調査を行うため観測井戸を設置した。 
ボーリング調査の結果を踏まえ、旧 RD処分場周辺における地質の層序対比図を図 1.1-2に、既存・新規調査結

果から想定される各帯水層毎の概略分布を図 1.1-3にそれぞれ示す。調査結果の概要は、以下のとおりである。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 周辺地下水調査 

図 1.1-2 各ボーリング調査孔での層序対比図

図 1.1-1 周辺地下水調査の地点位置図 
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下流 
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左岸側 

右岸側 

① 下流の北西側（県 H24-3 孔）では、Kc3 層（粘土層）が欠如し、Ks3層と Ks2層（砂層）が連続して分
布している。 

② 上流の南側（県H24-5孔、県H24-7孔）では、Kc2層（粘土層）が欠如し、Ks2層と Ks1層（砂層）が
連続して分布している。 

③ 処分場より下流側（県H24-1～4孔）では、Ks1層（砂層）の分布は認められない。 
これら処分場周辺の地質分布の特徴は、既存調査の結果と概ね整合がとれている。 

④ 北東側の下流右岸尾根部（県H24-1孔）では、Ks1～Ks3層（砂層）はいずれも欠如し、粘土層が厚く分
布していることが明らかとなった。 

観測井戸の
ストレーナー設置区間 

処分場内 

①Ks3層＋Ks2層
の連続分布範囲 
（Kc3 層の欠如） 

①Ks3層＋Ks2層
の連続分布範囲 
（Kc3 層の欠如） 

②Ks2層＋Ks1層
の連続分布範囲 
（Kc2 層の欠如） 

④Kc4 層～Kc1 層の連続分布範囲 
（Ks3 層～Ks1 層の欠如） 

③これより下流は Kc2 層～
Kc1 層の連続分布範囲 
（Ks1 層の欠如） 
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【場内の基盤地質の分布】 【Ks3 層の分布】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【Ks2 層の分布】 【Ks1 の分布】 
図 1.1-3 各帯水層の分布概要図 

凡 例 

新規ボーリング調査地点 

既存ボーリング調査地点 

Ks3層＋Ks2層の
連続分布範囲 
（Kc3 層の欠如） 

Ks3層＋Ks2層の
連続分布範囲 
（Kc3 層の欠如） 

Ks2層＋Ks1層の
連続分布範囲 
（Kc2 層の欠如） 

Ks2層＋Ks1層の
連続分布範囲 
（Kc2 層の欠如） 
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凡 例 

新規ボーリング調査地点 

既存ボーリング調査地点 

凡 例 

新規ボーリング調査地点 

既存ボーリング調査地点 

Ks2 層の単独分布 

Ks3 層の単独分布 

処分場内 

処分場内 

Ks1 層の単独分布 

処分場内 

Ks3 層の上流側
分布境界 

Ks1 層の下流側
分布境界 
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1.2 高密度電気探査 
処分場から浸透水の流出経路を把握するため、図 1.2-1に示す位置において高密度電気探査を実施した。 
高密度電気探査の結果、各測線の解析結果（比抵抗分布図）を図 1.2-2～図 1.2-4に、各測線における低比抵抗

帯の平面分布を図 1.2-1にそれぞれ示す。 
本解析では、地盤中の電気を通しやすいもの（比抵抗値の小さい塩類等を含む廃棄物、粘性土層など）は赤色

系、電気を通しにくいもの（比抵抗値が大きくなる空隙のある廃棄物、砂層など）は青色系にて表示した。 
本調査で得られた解析結果（比抵抗分布図）、および既存・新規ボーリング調査結果（廃棄物、地質の分布）等

から推定される浸透水の漏洩が懸念される箇所は左の通りである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・浸透水の漏洩箇所としては、以下の①～③が推定される。 
① 西市道側（C測線中央部付近）：南西側の廃棄物と Ks2層が接している箇所からの漏洩 
② 経堂池側（A測線、E測線のそれぞれの中央部付近）：沈砂池および深掘箇所からの漏洩 

（または①の下流方向への流れ） 
③ 東側（B測線中央部付近）：東側の廃棄物と Ks3層が接している箇所からの漏洩 
①および②については、これまでの既存調査結果からも想定されていたが、③については近傍の廃棄物層等

の要因の可能性も否定できないことから、今後、浸透水の影響の有無について確認する予定である。 

H24-A 測線

H24-B 測線 

H24-C 測線 

H24-D 測線 

H24-E 測線 
（L 550 ）

H24-F 測線 

0 250m 5 100 150 200 

凡  例 
高密度電気探査測線 

15Ω・m以下の低比抵抗帯 
近傍に廃棄物が分布する箇所 
浸透水の漏洩が懸念される箇所 
既設構造物の影響、または粘土等が分布する箇所

図 1.2-1 高密度電気探査測線および低比抵抗帯分布位置図

処分場内 

下流 

上流 

左岸側 

右岸側 
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処分場内 

H24-A 測線 

図 1.2-2 高密度電気探査【H24-A,H24-B測線】解析図および想定地質断面図 

H24-B 測線 

近傍に廃棄物が分布 

（低比抵抗帯） 

浸透水の漏洩が懸念される箇所 

（低比抵抗帯） 

粘土層が分布 

（低比抵抗帯） 

廃棄物が分布 

（低比抵抗帯）

近傍に廃棄物が分布、または浸透水の

漏洩が懸念される箇所（低比抵抗帯） 

A 測線 

B 測線 

粘土層が分布 

（低比抵抗帯）

処分場内 

粘土層が分布 

（低比抵抗帯） 
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H24-D 測線

処分場内 

処分場内 

図 1.2-3 高密度電気探査【H24-C,H24-D測線】解析図および想定地質断面図 

浸透水の漏洩が懸念される箇所

（低比抵抗帯） 

近傍の既設構造物の影響

（低比抵抗帯） 

近傍の既設構造物の影響

（低比抵抗帯） 

H24-C 測線 

C 測線 

D 測線 

粘土層が分布 

（低比抵抗帯） 
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図 1.2-4 高密度電気探査【H24-E,H24-F測線】解析図および想定地質断面図 

浸透水の漏洩が懸念される箇所

（低比抵抗帯） 

廃棄物の分布、または浸透水の漏洩

が懸念される箇所（低比抵抗帯） 

近傍の既設構造物等の影響

（低比抵抗帯） 

粘土層が分布 

（低比抵抗帯）

H24-E 測線 
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（低比抵抗帯）
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