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い
さ
ま
ざ
ま
な
危
険
有
害
要
因
が
現
れ
る
。

消
防
隊
員
や
自
衛
隊
員
な
ど
、
直
接
的
な

災
害
支
援
者
だ
け
で
な
く
、
地
方
自
治
体

の
職
員
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
被
災
者
自
身
も
、

復
旧
・
復
興
に
携
わ
る
機
会
が
出
て
く
る
で

あ
ろ
う
。

　
ま
ず
は
、こ
う
し
た
方
々
が
さ
ら
さ
れ
る

可
能
性
の
あ
る
危
険
有
害
要
因
を
、
整
理

し
て
示
し
て
み
た
い
。

■
生
物
学
的
要
因

　
生
物
学
的
要
因
と
し
て
は
、け
が
に
よ
る

破
傷
風
の
感
染
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
が
れ
き
や
ヘ
ド
ロ
等
に
含
ま
れ
る
レ
ジ
オ

ネ
ラ
や
レ
プ
ト
ス
ピ
ラ
、作
業
の
た
め
に
山

林
な
ど
に
入
る
こ
と
に
よ
る
ツ
ツ
ガ
ム
シ
病

等
も
指
摘
さ
れ
る
が
、こ
れ
ら
は
医
療
者
が

診
断
や
治
療
に
当
た
り
知
っ
て
お
く
べ
き
知

識
で
あ
る
。一
般
の
方
は「
そ
う
い
う
も
の
も

あ
る
」と
い
う
程
度
の
認
識
で
良
い
だ
ろ
う
。

　
そ
の
ほ
か
、
胃
腸
炎
や
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

な
ど
避
難
所
で
の
支
援
、
生
活
に
か
か
わ
る

感
染
症
が
挙
げ
ら
れ
る
。

■
化
学
的
要
因

　

津
波
や
洪
水
の
場
合
、
地
域
に
存
在
し

た
さ
ま
ざ
ま
な
化
学
物
質
が
流
さ
れ
、
住

居
な
ど
に
拡
散
す
る
可
能
性
を
考
え
る
べ

き
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
が
れ
き
の
片
づ
け
に
よ
っ
て
発
生

　
筆
者
は
東
日
本
大
震
災
の
際
に
有
志
で
、

『
自
然
災
害
に
お
い
て
自
分
、
家
族
、
同
僚
、

地
域
の
健
康
を
守
る
ヒ
ン
ト
集
』と
い
う

サ
イ
ト
＊
を
立
ち
上
げ
た
。
公
衆
衛
生
、

産
業
保
健
の
観
点
か
ら
自
然
災
害
が
起

こ
っ
た
際
に
現
場
で
活
用
で
き
る
ヒ
ン
ト

を
ま
と
め
た
サ
イ
ト
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

こ
の
ヒ
ン
ト
集
を
踏
ま
え
、
大
規
模
災
害

時
、
自
治
体
職
員
の
特
に
身
体
面
の
健
康

や
安
全
を
守
る
ポ
イ
ン
ト
を
示
し
た
い
。

被
災
地
に
存
在
す
る 

危
険
有
害
要
因
に
つ
い
て

　
発
災
直
後
の
被
災
地
に
は
、平
時
に
は
な

　
熊
本
地
震
や
北
海
道
胆
振
東
部
地
震
、九
州
北
部
豪
雨
、西
日
本
豪
雨
な
ど
、近
年
、大
規
模
災
害
が
相
次
い
で
発
生
し
て
い
る
。ま
た
近
い
将
来
に
は
、南
海
ト
ラ
フ
地
震
の
発
生
も
ほ
ぼ
確

実
視
さ
れ
て
い
る
。

　
発
災
直
後
か
ら
長
期
に
わ
た
り
対
応
に
当
た
る
自
治
体
職
員
の
安
全
や
心
身
の
健
康
を
確
保
す
る
こ
と
は
、被
災
者
の
救
援
や
復
興
を
迅
速・確
実
に
進
め
る
う
え
で
も
欠
か
せ
な
い
。

　
そ
こ
で
今
回
は
、大
規
模
災
害
時
に
職
員
の
安
全
と
健
康
を
守
る
た
め
の
対
策
を
、「
身
体
面
の
健
康
と
安
全
を
守
る
」「
こ
こ
ろ
の
健
康
を
守
る
」「“
受
援
力
〝を
高
め
る
」と
い
う
、3
つ
の
ポ

イ
ン
ト
に
整
理
し
て
示
し
た
い
。

大
規
模
災
害
に
備
え
る

職
員
の
安
全
と
健
康
を
守
る

「
３
つ
の
ポ
イ
ン
ト
」

特
集

事
前
に
リ
ス
ク
を
評
価
し
、

対
策
を
講
じ
て
お
く
こ
と
が
理
想
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イ
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す
る
粉
じ
ん
や
特
に
ア
ス
ベ
ス
ト
も
考
慮
す

べ
き
危
険
有
害
要
因
で
あ
る
。
阪
神
・
淡
路

大
震
災
や
ワ
ー
ル
ド
ト
レ
ー
ド
セ
ン
タ
ー
の

テ
ロ
で
も
問
題
と
な
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の

と
お
り
だ
。

■
物
理
的
要
因

　
暑
さ（
熱
中
症
）や
寒
さ
対
策
も
考
慮
す

べ
き
要
因
で
あ
る
。
熱
中
症
へ
の
認
識
は
だ

い
ぶ
広
ま
っ
て
き
た
が
、
寒
さ
対
策
は
意
外

と
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
ほ
か
、
重
作
業
に
伴
う
腰
痛
を
は
じ
め

と
す
る
筋
骨
格
系
の
障
害
、け
が
へ
の
対
策

も
必
要
に
な
る
。

　

東
日
本
大
震
災
の
と
き
は
、
原
発
事
故

に
よ
る
放
射
線
へ
の
対
応
も
、
大
き
な
課
題

と
な
っ
た
。

■
心
理
社
会
的
要
因

　

作
業
者
の
疲
労
や
過
重
労
働
、
過
酷
な

労
働
環
境
、そ
し
て
被
災
者
の
ス
ト
レ
ス
を

受
け
止
め
る
こ
と
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
な
ど
で

あ
る
。

■
健
康
管
理

　
十
分
な
健
康
が
保
持
さ
れ
て
い
る
か
、持

病
は
な
い
か
な
ど
、
各
種
作
業
を
す
る
に
当

た
り
、そ
の
妨
げ
と
な
る
健
康
管
理
面
の
要

因
で
あ
る
。
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Special Issue

　
以
上
、
5
つ
の
要
因
の
う
ち
、
別
稿
に
任

せ
る
心
理
社
会
的
要
因
以
外
の
要
因
に
か

か
わ
る
対
策
を
考
え
て
み
た
い
。

可
能
な
ら
ば 

事
前
の
リ
ス
ク
評
価
を

　

発
災
後
の
対
策
を
よ
り
効
果
的
・
効
率

的
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
平
時
か
ら
、こ

れ
ら
危
険
有
害
要
因
の
リ
ス
ク
評
価
を
し

て
お
く
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
ど
の
要
因
の

ど
う
いっ
た
要
素
が
職
員
や
被
災
者
の
リ
ス

ク
と
な
る
の
か
を
、
災
害
別
に
事
前
に
評

価・把
握
し
て
お
く
こ
と
が
理
想
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、近
隣
に
化
学
工
場
が
あ
る
場

合
、そ
の
化
学
物
質
が
地
域
に
漏
れ
出
し
た

ら
人
体
に
ど
の
よ
う
な
悪
影
響
を
及
ぼ
す

の
か
、ど
の
程
度
の
範
囲
で
広
が
る
可
能
性

が
あ
る
の
か
、と
いっ
た
こ
と
を
想
定
し
、そ

の
対
策
を
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
可
燃

性
が
高
く
有
害
な
物
質
を
扱
う
大
規
模
な

化
学
工
場
に
対
し
て
は
、
消
防
査
察
が
定

期
的
に
行
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
消
防

当
局
と
の
情
報
共
有
も
必
須
で
あ
ろ
う
。

　
ア
ス
ベ
ス
ト
の
使
用
状
況
の
把
握
も
重
要

で
あ
る
。
ど
の
建
築
物
に
使
用
さ
れ
て
い
る

の
か
を
予
め
把
握
し
て
お
け
ば
、
重
機
を

使
っ
た
作
業
な
ど
の
際
、Ｎ
95
マ
ス
ク
を
使

う
の
か
、
通
常
の
マ
ス
ク
使
用
で
よ
い
の
か
、

と
いっ
た
判
断
が
迅
速・的
確
に
で
き
る
。

　

東
日
本
大
震
災
で
筆
者
自
身
、
経
験
し

た
こ
と
だ
が
、ア
ス
ベ
ス
ト
の
使
用・不
使
用

は
、
建
物
を
見
た
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
。

目
視
で
は
ア
ス
ベ
ス
ト
が
使
わ
れ
て
い
る
こ

と
が
疑
わ
れ
た
建
築
物
で
も
実
際
に
は
違
っ

た
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、周
囲
の
空
気
中
の

ア
ス
ベ
ス
ト
濃
度
を
測
定
し
て
み
る
と
、ほ

と
ん
ど
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
た
。

　
特
に
地
域
性
が
あ
る
よ
う
で
、
古
い
町
並

み
ほ
ど
リ
ス
ク
は
高
い
。
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有

建
材
の
製
造・使
用
等
が
全
面
的
に
禁
止
さ

れ
た
２
０
０
６
年
９
月
以
降
の
建
築
物
で
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は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

　

公
共
施
設
は
と
も
か
く
、
民
間
の
施
設

や
家
屋
の
場
合
、ア
ス
ベ
ス
ト
使
用
が
明
ら

か
に
な
る
と
資
産
価
値
が
下
が
る
と
い
う
こ

と
も
あ
り
、
事
前
の
調
査
、
評
価
が
難
し
い

面
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
作
業
者

や
被
災
者
の
健
康
を
守
る
う
え
で
、可
能
な

限
り
の
調
査
・
評
価
は
し
て
お
い
て
ほ
し
い

と
こ
ろ
だ
。

40
歳
以
上
の
職
員
に
は 

破
傷
風
ワ
ク
チ
ン
接
種
を

　

40
歳
以
上
の
職
員
に
対
す
る
破
傷
風
ワ

ク
チ
ン
の
接
種
も
、
考
慮
し
て
お
き
た
い
事

前
の
取
り
組
み
の
一
つ
だ
。

　
破
傷
風
は
破
傷
風
菌
が
産
生
す
る
毒
素

に
よ
り
、強
直
性
痙
攣
を
ひ
き
起
こ
す
感
染

症
で
あ
る
。
破
傷
風
菌
は
創
傷
部
位
か
ら

体
内
に
侵
入
し
、
潜
伏
期
間（
3
〜
21 

日
）

の
後
に
、
痙
笑（
口
が
開
か
ず
、
苦
笑
い
、ひ

き
つ
り
笑
い
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
）

や
開
口
障
害
、
嚥
下
困
難
な
ど
局
所
の
症

状
が
現
れ
る
。
そ
の
後
、
呼
吸
困
難
や
後

弓
反
張（
後
ろ
に
の
け
ぞ
る
）な
ど
全
身
症

状
に
移
行
す
る
。
重
篤
な
場
合
、
呼
吸
筋

の
マ
ヒ
に
よ
り
窒
息
死
す
る
こ
と
も
あ
る
。

近
年
、
日
本
で
の
年
間
死
亡
者
数
は
30 

〜

50
人
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
致
命
率
は
20

〜
50
％
と
高
い
。

　
ジ
フ
テ
リ
ア・百
日
咳・破
傷
風
混
合
ワ
ク

チ
ン
の
定
期
予
防
接
種
が
開
始
さ
れ
た

１
９
６
８
年
以
降
に
生
ま
れ
た
51
歳
以
下

の
方
は
抗
体
を
持
っ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
抗

体
持
続
期
間
を
考
慮
す
る
と
40
歳
以
上
の

方
は
接
種
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

他
の
自
治
体
か
ら
応
援
に
向
か
う
場
合
も
、

対
象
と
な
る
年
齢
層
の
職
員
は
接
種
し
て

お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

　
け
が
の
程
度
に
よ
っ
て
は
受
診
に
お
い
て

基
本
的
に
は
追
加
で
破
傷
風
ワ
ク
チ
ン
を

行
う
。
し
か
し
、
災
害
の
場
に
お
い
て
は
、

接
種
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
や
、
受
診

に
至
ら
な
い
外
傷
で
も
破
傷
風
の
リ
ス
ク
が

あ
る
こ
と
か
ら
、勧
め
ら
れ
る
対
策
で
あ
る
。

　
破
傷
風
を
は
じ
め
、傷
口
か
ら
の
各
種
感

染
を
防
ぐ
う
え
で
は
創
傷
ケ
ア
も
重
要
で

あ
る
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
資
料
1
に
示
し
て

お
く
。

マ
ス
ク
を
は
じ
め
と
す
る 

保
護
具
に
つ
い
て

　
け
が
や
感
染
症
を
防
ぐ
う
え
で
、
長
袖
・

資料 1　創傷ケアのポイント

　応急手当は小さい外傷を回復させ、感染の可能性を減らすことがで
きます。破傷風はけがをしている人の潜在的な健康の脅威となります。
◆もし次のような症状があれば、すぐに治療を受ける

◦傷の中に異物がある
◦感染するリスクのあるけが（犬にかまれた。泥のついたものが刺

さった）
◦古い傷が感染してきている（痛みの増加、腫脹、発赤、浸出液増加、

または発熱）
◆小さな傷を治療する

◦傷のあるところに装飾品や衣料品が触れないようにする
◦石けんときれいな水が手に入るなら、十分に洗う
◦指で傷を触れないようにする。可能な場合は、使い捨ての手袋を使

用する
◦出血が続く場合は、しっかりと押さえる。可能であれば清潔な布ま

たはガーゼを使用する
◦止血した後は、傷とその周囲をきれいにする
◦「汚れた傷｣「刺された、穿刺された傷」は、開いたままにする。
　 ＊正しくきれいにされない傷は感染する。
◦痛み止めを必要に応じて使用する。

◆その他の考慮事項
◦すべての傷が感染し得る
◦挫傷は、切り傷よりも感染する傾向がある
◦海水などに触れた傷は、感染するリスクが高まる
◦傷と、土と砂との接触での感染のリスクが高まる
◦穿刺傷は、衣類の破片や汚れが傷口に入りやすく、結果として感染

症を引き起こすことがある
◦破傷風のワクチンを接種しておく

参照：http://emergency.cdc.gov/disasters/earthquakes/haiti/
haitiwoundcare.asp

＜和田耕治＞
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資料2 復旧作業に従事する人や管理者が知っておきたい
 ほこり(粉じん）・アスベストに関する7つのポイント

①復旧作業に当たる作業者の健康を守ることは必須
②復旧現場では、ほこり（粉じん）、アスベスト、カビなどが呼吸器（肺や気管など）へ影

響を与える可能性がある。個人は粉じん・アスベストに関する基本的知識を学び、
組織は必要な情報と呼吸用保護具等の提供を行う。また、必要な対策が継続して行
われているかを確認する

③ほこり（粉じん）にはどのようなものが含まれているかわからない。アスベストやそ
の他の有害物質を含んでいる可能性があるので、できる限りほこり（粉じん）を吸い
込まないようにする

④復旧作業では防じんマスクDS2以上（N95マスク以上）を推奨。ただし、説明書など
に基づいた正しい装着（フィットテスト、フィットチェックなど）を行わないと効果が得
られない

⑤組織は、防じんマスクDS2以上（N95マスク以上）を確保できるように努力する。防
じんマスクDS2以上（N95マスク以上）は数に限りがあるため、こうした作業へ優先
した配分が期待される

⑥異常なにおいや異変を感じたら、直ちに作業を中断し、退避する
⑦復旧作業における呼吸用保護具の選択例

曝露リスク 保護具 作業内容の例

低い 不織布マスク ◦損壊した家屋に入る
◦通常の掃除をする

中程度 防塵マスク
DS2以上（N95以上）

◦重機やチェーンソーなどの
機械を用いた作業が行われ
ている周辺で作業する

高い 全面形取り替え方式防塵マス
クDS3またはPAPR（電動ファ
ン付き呼吸用保護具）

◦損壊建物における重機など
を用いた作業（解体）を継続
的に行う

＊装着する作業者には使用法
を指導

フィットテスト研究会（医師、看護師、工学の研究者によって組織された呼吸用防
護具に関する研究会）のサイトで、呼吸用防護具の使用法を動画で確認できます。
フィットテスト研究会https://square.umin.ac.jp/fittest/index.html > 解説
ビデオ
→「復旧作業のための呼吸用保護具〜新たな被災を防ぐために〜」
をご覧ください。

長
ズ
ボ
ン
、マ
ス
ク
、ヘ
ル
メ
ッ
ト
、ゴ
ー
グ

ル
、ゴ
ム
手
袋
、防
水
長
靴（
つ
ま
先
と
中

敷
き
が
金
属
で
補
強
さ
れ
た
安
全
長

靴
）、
踏
み
抜
き
防
止
イ
ン
ソ
ー
ル（
靴
の

中
敷
）な
ど
を
用
意
し
て
お
く
こ
と
も
、

必
要
で
あ
る
。

　
こ
の
中
で
、ア
ス
ベ
ス
ト
を
は
じ
め
と
す

る
化
学
物
質
への
曝
露
や
、カ
ビ（
真
菌
）

の
吸
引
に
よ
る
呼
吸
器
疾
患
の
発
症
・
悪

化
を
防
ぐ
う
え
で
重
要
な
の
は
、や
は
り

マ
ス
ク
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
防
じ
ん
効
果
が
高
い
の
は
、Ｄ

Ｓ
2
以
上（
Ｎ
95
以
上
）の
マ
ス
ク
だ
が
、
呼

吸
が
苦
し
く
な
る
な
ど
の
デ
メ
リ
ッ
ト
も
あ

る
た
め
、
使
用
す
べ
き
作
業
・
現
場
と
使
用

し
な
く
て
も
良
い
作
業
・
現
場
を
区
別
し
て

お
く
べ
き
で
あ
る（
資
料
2
）。

　
マ
ス
ク
は
救
援
物
資
と
し
て
も
現
場
に
届

く
こ
と
が
あ
る
が
、
粉
じ
ん
が
大
量
に
舞
っ

て
い
る
現
場
の
作
業
者
が
不
織
布
マ
ス
ク
を

着
用
し
、そ
う
で
な
い
場
所
で
の
救
援
者
が

Ｎ
95
マ
ス
ク
を
着
用
す
る
な
ど
、ち
ぐ
は
ぐ

な
光
景
を
目
撃
し
た
こ
と
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
事
態
に
な
ら
な
い
よ
う
、

平
時
か
ら
、マ
ス
ク
の
種
類
と
機
能
、
正

し
い
装
着
方
法
な
ど
を
確
認
し
て
お
く

こ
と
が
望
ま
し
い
。
マ
ス
ク
メ
ー
カ
ー
の

担
当
者
を
招
き
、
講
習
会
を
開
催
す
る

な
ど
の
取
り
組
み
も
良
い
だ
ろ
う
。

一
酸
化
炭
素
中
毒
、 

硫
化
水
素
中
毒
に
注
意

　
次
に
、
実
際
に
活
動
す
る
に
当
た
っ
て

の
注
意
点
を
挙
げ
て
い
き
た
い
。

　
Ｐ
８・
資
料
3
は
、
復
旧
作
業
を
行
う
人

を
疲
労
か
ら
守
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
。
疲
労
は
作
業
効
率
の

低
下
の
み
な
ら
ず
、脳・心
血
管
障
害
、ス
ト

レ
ス
症
状
の
ト
リ
ガ
ー
に
も
な
る
。
自
治
体

職
員
だ
け
で
な
く
、
委
託
先
の
民
間
事
業

者
の
社
員
等
に
も
、当
然
な
が
ら
十
分
な
配

慮
を
し
て
ほ
し
い
。

　
資
料
3
に
示
し
た
以
外
に
も
、個
別
に
さ

ま
ざ
ま
な
注
意
点
は
あ
る
が
、
忘
れ
ら
れ
が

ち
な
の
が
一
酸
化
炭
素
中
毒
に
よ
る
酸
欠

予
防
で
あ
る（
Ｐ
８・資
料
4
）。
主
に
発
電

機
に
よ
る
も
の
だ
が
、
屋
外
で
も
、
風
向
き

に
よ
って
は
危
険
な
場
合
も
あ
る
。
近
年
は

発
電
機
の
性
能
が
向
上
し
、
一
酸
化
炭
素

の
排
出
量
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、

風
上
に
置
か
な
い
よ
う
す
る
、
排
出
さ
れ
る

空
気
が
室
内
な
ど
人
の
い
る
方
向
に
な
っ
て

い
な
い
か
確
認
す
る
、
と
い
っ
た
対
策
を
し

て
ほ
し
い
。

　
酸
欠
予
防
と
い
う
点
で
は
、津
波
で
海
水

を
か
ぶ
っ
た
建
物
の
中
に
入
る
場
合
も
注
意

が
必
要
だ
。
長
時
間
放
置
さ
れ
て
い
る
と
、

貝
な
ど
が
大
量
発
生
し
た
り
、そ
こ
に
あ
る

も
の
が
腐
っ
た
り
、
室
内
に
大
量
の
カ
ビ
が

増
殖
し
て
い
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う

す
る
と
、
微
生
物
が
室
内
の
酸
素
を
消
費

し
て
し
ま
い
、
酸
素
欠
乏
症
に
な
る
危
険
性

が
高
く
な
る
。
酸
素
濃
度
が
極
端
に
低
い

＜和田耕治＞
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空
気
を
吸
う
と
、
一
回
呼
吸
す
る
だ
け
で

即
死
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
、
非
常
に
危

険
で
あ
る
。
ま
た
、い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
腐

る
と
き
に
有
毒
な
硫
化
水
素
が
発
生
す
る

こ
と
も
あ
り
、
大
量
の
硫
化
水
素
を
吸
入

す
る
と
、
短
時
間
で
あ
っ
て
も
命
に
関
わ
る

こ
と
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
海
水
を
か
ぶ
っ
た
閉
鎖
空
間
、

　

冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
、
大
規
模
災
害

発
災
直
後
か
ら
数
週
間
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

危
険
有
害
要
因
が
存
在
す
る
。
そ
の
す
べ

て
に
、
し
か
も
十
全
に
対
応
す
る
こ
と
は
、

到
底
不
可
能
で
あ
る
。
実
際
の
リ
ス
ク
に

応
じ
た
適
切
な
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
ポ

イ
ン
ト
で
あ
り
、そ
の
一
助
と
し
て
事
前
の

リ
ス
ク
評
価
が
欠
か
せ
な
い
。

建
物
の
中
は
、
非
常
に
危
険
な
の
で
、
閉
鎖

さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
立
ち
入
る
際
に
は
十

分
な
換
気
が
確
保
で
き
る
か
を
確
認
す
る

こ
と
。
ま
た
、
酸
欠
・
硫
化
水
素
中
毒
の
お

そ
れ
が
あ
る
場
所
に
倒
れ
た
人
が
い
て
も
、

救
助
し
よ
う
と
し
て
無
防
備
に
飛
び
込
ま

な
い
よ
う
に
。
で
き
る
だ
け
消
防
や
自
衛

隊
な
ど
に
相
談
す
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、こ
う
し
た
作
業
に
は
、
環
境
汚
染

や
公
衆
衛
生
な
ど
専
門
知
識
が
必
要
な
場

合
も
あ
る
。
専
門
家
に
関
与
し
て
も
ら
い
、

そ
の
判
断
を
参
考
に
し
な
が
ら
、「
そ
の
日
」

への
備
え
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

資料3 復旧作業を行う人を疲労から守るための7つのポイント

　復旧作業者が風邪・頭痛・不眠・便秘や下痢などを訴えたとき、疲労のサインかもしれません。疲労
は、作業効率の低下、およびミスや事故の原因にもなります。また作業時間が長時間に及ぶと、脳・
心血管障害やストレス症状の引き金になるので、疲労の予防が重要です。
①作業の合間に充分な休憩がとれるよう、作業時間を調整する

◦作業時間の確認は、作業者本人と管理者双方で行う
◦1日の作業時間は12時間、1週間の作業時間は60時間を超えないようにする
◦決められた食事や休憩の時間がとれているか確かめる 
　＊特に夏場は熱中症対策としてこまめな休憩が必要
◦交代勤務の場合は、夜間勤務後の休暇を挟むなど、無理のないシフトになっていることを確認す

る
◦応援職員は、滞在が2週間を超える場合、交代を検討。またその際も1週間に最低1日は休みを

確保する。復旧作業終了後には、休暇を取得させる
②6時間以上の睡眠を確保する

◦6時間以上の睡眠を毎日とる
◦睡眠の質を低下させるアルコールは、適量飲酒（1日あたり缶ビール500mlまで・全く飲酒しな

い日を週2日以上設ける）とする
◦深夜勤務の場合、交代で1時間程度の仮眠をとることで、疲労を和らげ、作業中の眠気を防ぐ

③設備の整った快適な宿泊施設を提供する（応援職員など）
◦安心して眠れる・入浴できる・温かい食事が出される・作業着の洗濯ができる・分煙が徹底してい

るなど、可能な限り設備の整った宿泊施設を選ぶ
◦相部屋の場合、消灯時間を定め、静かな環境を保つ

④作業現場までの交通手段を確保する
◦貸し切りバスなどを用いて、移動の負荷を軽減する
　＊現場までの長時間の運転は、疲労やさらには事故の原因になる

⑤作業現場で安全な休憩場所やトイレを確保する
◦食事をとったり、横になって休息したりできる場所を提供する（バス、工事車両、テント、簡易休憩

所など）
◦休憩所は温度・湿度に注意し、食料／飲料、手指消毒薬など必要な物資を手配する
◦作業場所近辺の公共トイレの地図や、簡易トイレを用意する

⑥危険に対する備えを万全にし、作業の負担を和らげる
◦暑さ・寒さなど気候への備えは万全にする
◦作業者が訴える健康への不安に耳を傾け、必要な物品（保護具など）を提供する
　＊厳しい環境下で作業したり、普段と異なる危険があったり、辛い光景を目にしたりすることは、作業者の負担となる。

万が一のためのホットラインや緊急連絡網の整備をすることも安心につながる

⑦持病がある作業者は、治療を中断しないようにする
◦高血圧や糖尿病など持病のある作業者が、治療を受け続けられるよう支援する

＜堀　愛・和田耕治＞

資料4 死にも至る一酸化炭素中毒を予防するための7つのポイント

　2005年、米国のハリケーンカトリーナは長期間の停電をもたらし、発電器による一酸化中毒が大
量に発生しました。発電機は屋内で使用しないことはもちろん、屋外でも注意しなければなりません。
ガソリン駆動の高圧洗浄機を使用し、一酸化炭素中毒になった例も報告されています。
　一酸化炭素は、においや色がなく、吸入すると急に症状が現れ、死に至るため大変恐ろしい物質で
す。自覚症状としては、頭痛、めまい、倦怠感、吐き気、嘔吐、胸痛、昏迷などがありますが、アルコー
ルを飲んでいると症状に気がつかないうちに死亡することもあります。
①絶対に、暖房としてガスコンロやオーブンを使わない
②ガレージなどの密閉空間に、エンジンをかけたままの車などを放置しない。またそのような中に滞

在しない
③自動車、発電機、加圧洗浄機などガソリンを動力とする器具を、屋外でも、屋内に通気される場所

では使用しない
＊開いた窓やドア、換気口の外など、4m離していても風向きによっては室内に一酸化炭素が入ることが報告されている

④排気設備が専門的に備え付けられていない地下室や車庫などの密閉空間では、もしドアや窓を開
けていたとしても、発電機、自動車などのガソリン駆動の器具を、使用しない

⑤家やテント、車内では、炭焼き機、火鉢、ランタン、携帯用キャンピングストーブ、発電機などを絶対
に使わない

⑥暖房がなく寒いなら、避難所や近くの友人の家などに行く
⑦もし一酸化炭素中毒が疑われたら、ただちに医療機関を受診する
出典：http://www.bt.cdc.gov/disasters/cofacts.asp

＜和田耕治＞


