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熱
中
症
と
は

暑
い
中
、
運
動
や
仕
事
で
た
っ
ぷ
り
と
汗
を

か
い
た
の
で
し
っ
か
り
と
水
分
補
給
を
し
て
い

た
ら
、
急
に
足
が
つ
っ
た
と
い
う
経
験
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。
ま
た
、
炎
天
下
で
作
業
を
し
て
い

て
、
ふ
と
頭
を
上
げ
た
と
き
に
、
ク
ラ
ク
ラ
っ

と
し
た
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

実
は
、
こ
れ
ら
は
「
熱
け
い
れ
ん
」
や
「
熱

失
神
」
と
呼
ば
れ
る
熱
中
症
の
は
じ
ま
り
な
の

で
す
。
こ
の
よ
う
な
症
状
を
放
っ
て
無
理
し
て

い
る
と
、
そ
の
う
ち
頭
痛
や
吐
き
気
と
い
っ
た

脳
の
症
状
が
あ
ら
わ
れ
、い
つ
の
ま
に
か「
暑
い
」

と
感
じ
る
は
ず
の
脳
の
感
覚
が
麻
痺
し
て
、
言

動
が
お
か
し
く
な
っ
て
意
識
を
失
っ
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
こ
う
な
る
と
「
熱
射
病
」

と
言
わ
れ
る
重
症
の
熱
中
症
で
、
生
命
の
危
険

が
迫
っ
て
き
ま
す
。 熱

中
症
か
ら

身
を
守
る

～
発
生
の
仕
組
み
と
予
防
法
～

独
り
暮
ら
し
の
お
年
寄
り
が
、
急
に
暑
く
な

っ
た
夏
の
昼
間
に
、
部
屋
の
窓
を
閉
め
切
っ
て

毛
布
を
か
ぶ
っ
た
ま
ま
体
温
四
〇
℃
の
状
態
で

救
急
搬
送
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
例
、
あ
る
い
は

建
設
現
場
で
一
日
働
い
て
い
た
人
が
休
憩
中
に

全
身
を
け
い
れ
ん
さ
せ
て
卒
倒
す
る
と
い
っ
た

事
例
も
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
熱
中
症
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
よ
う
な

さ
ま
ざ
ま
な
症
状
を
示
す
い
く
つ
か
の
状
態
を

ま
と
め
て
指
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
熱
中
症
は
ど
の
よ
う
に
し
て
起
こ

る
の
で
し
ょ
う
か
。

熱
中
症
は
ど
の
よ
う
に
し
て

発
生
す
る
の
か

（
１
）
体
温
の
バ
ラ
ン
ス

人
間
の
細
胞
は
三
七
℃
く
ら
い
で
最
も
効
率

的
に
は
た
ら
く
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
四
二
℃

以
上
の
温
度
に
さ
ら
さ
れ
る
と
ゆ
で
卵
が
固
ま

る
の
と
同
じ
よ
う
に
成
分
が
変
性
し
て
し
ま
い
、

元
に
戻
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
多
く
の

細
胞
が
だ
め
に
な
っ
た
臓
器
で
は
、
そ
の
機
能

が
永
久
に
停
止
し
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
ん
な
大
変
な
状
態
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
、

い
つ
も
皮
膚
を
は
じ
め
と
す
る
全
身
の
セ
ン
サ

ー
は
温
熱
の
刺
激
を
脳
に
伝
え
、
脳
か
ら
は
全

身
に
指
令
が
出
て
体
内
の
温
度
を
三
七
℃
に
維

持
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
人
間
は
、
食
事
や

運
動
を
す
る
と
自
然
に
体
内
で
熱
を
発
生
し
ま

す
の
で
、
そ
れ
と
同
じ
だ
け
の
熱
を
体
の
表
面

か
ら
外
に
出
せ
れ
ば
体
温
を
一
定
に
保
つ
こ
と

が
で
き
ま
す
（
図
１
）。

実
際
に
、
体
温
が
上
が
り
そ
う
に
な
っ
て
く

る
と
、
ま
ず
、
皮
膚
を
流
れ
る
血
液
量
が
増
え

て
体
の
表
面
か
ら
の
熱
を
出
そ
う
と
し
ま
す
。

加
え
て
、
人
間
は
暑
い
こ
と
を
意
識
す
る
と
服

を
脱
い
だ
り
う
ち
わ
で
あ
お
い
だ
り
し
ま
す
が
、
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そ
れ
で
も
体
温
が
上
が
る
傾
向
が
あ
る
と
発
汗

が
は
じ
ま
り
ま
す
。

犬
や
猫
な
ど
多
く
の
動
物
は
汗
を
か
く
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
口
を
大
き
く
開
け
て
水

分
を
気
化
さ
せ
た
り
水
浴
び
を
し
た
り
し
ま
す

が
、
人
間
は
汗
を
か
い
て
、
そ
の
中
に
含
ま
れ

る
水
分
を
蒸
発
さ
せ
る
際
に
気
化
熱
を
奪
わ
せ

て
体
温
を
効
果
的
に
下
げ
る
仕
組
み
が
備
わ
っ

て
い
る
の
で
す
。

（
２
）
発
汗
の
仕
組
み

汗
は
、
血
液
中
の
水
分
を
原
料
に
汗
腺
と

い
う
器
官
で
作
ら
れ
ま
す
。
そ
の
際
、
血
液

中
の
タ
ン
パ
ク
質
や
糖
分
な
ど
の
大
き
な
分

子
は
分
泌
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
や

塩
素
な
ど
の
電
解
質
（
ミ
ネ
ラ
ル
）
は
汗
の

中
に
出
て
き
て
し
ま
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
汗

を
か
く
こ
と
は
体
温
を
維
持
す
る
た
め
に
ど

う
し
て
も
必
要
で
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
血

液
中
の
水
分
や
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
バ
ラ
ン
ス
が

一
時
的
に
崩
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
人
間
は
、
水
を
飲
ん
だ
り
排
尿

し
た
り
す
る
量
を
調
節
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

徐
々
に
こ
れ
ら
の
バ
ラ
ン
ス
を
回
復
さ
せ
ま

す
。
ま
た
、
汗
腺
で
は
ナ
ト
リ
ウ
ム
等
が
あ

る
程
度
は
再
吸
収
さ
れ
ま
す
の
で
、
通
常
、

汗
に
含
ま
れ
る
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
濃
度
は
血
液

の
四
分
の
一
か
ら
八
分
の
一
程
度
に
抑
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

こ
の
発
汗
の
仕
組
み
は
自
律
神
経
に
よ
っ

て
営
ま
れ
て
い
て
、
四
〜
七
日
程
度
連
続
し

て
暑
い
と
こ
ろ
に
い
る
と
徐
々
に
効
率
的
に

汗
が
か
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
「
暑

さ
へ
の
順
化
」
と
言
い
ま
す
。
し
か
し
、
急

に
高
温
・
多
湿
な
環
境
で
運
動
や
力
仕
事
を

す
る
と
、
体
が
対
応
で
き
ず
に
、
発
汗
が
遅

れ
、
体
温
が
上
昇
し
や
す
く
、
そ
こ
で
無
理

を
す
る
と
熱
射
病
に
な
り
や
す
い
の
で
す
。

ま
た
、
高
齢
者
は
、
温
熱
感
や
口
渇
感
を

感
じ
に
く
い
こ
と
、
発
汗
等
の
自
律
神
経
の

反
応
が
鈍
く
な
る
こ
と
、
服
を
脱
い
だ
り
日

陰
に
入
っ
た
り
す
る
等
の
避
暑
行
動
を
取
り

に
く
く
な
る
こ
と
、
体
内
の
水
分
量
の
割
合

が
少
な
い
こ
と
、
動
脈
硬
化
が
あ
る
の
で
末

梢
循
環
の
障
害
が
生
じ
や
す
い
こ
と
な
ど
か

ら
、
熱
中
症
を
起
こ
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

（
３
）
熱
中
症
の
起
こ
り
方

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
実
は
、
人
間
は
喉
の
渇
き
だ
け
に
任

せ
て
水
を
飲
ん
で
い
て
も
軽
い
脱
水
状
態
が

生
じ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
た
く

さ
ん
汗
を
か
い
た
後
は
、
水
分
も
ナ
ト
リ
ウ

ム
も
や
や
不
足
し
た
状
態
に
な
っ
て
い
る
の

で
す
。
そ
こ
へ
、
水
分
だ
け
を
大
量
に
補
給

す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
、
血
液
中
の
ナ

ト
リ
ウ
ム
濃
度
が
一
気
に
低
下
し
、
こ
れ
に

よ
っ
て
手
足
等
に
筋
肉
の
け
い
れ
ん
（
熱
け

い
れ
ん
）
が
生
じ
ま
す
（
図
２
）。

一
方
、
体
の
表
面
に
血
液
が
集
ま
っ
た
り

脱
水
状
態
が
ひ
ど
く
な
っ
た
り
す
る
と
脳
の

血
流
が
減
少
す
る
こ
と
に
な
り
、
め
ま
い
、

立
ち
く
ら
み
、
疲
労
感
、
頭
痛
、
吐
き
気
、

食
欲
の
低
下
が
生
じ
ま
す
（
熱
失
神
、
熱
疲

労
）。
こ
の
状
態
ま
で
は
体
温
が
ほ
ぼ
正
常
に

維
持
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
後
も
蒸
し
暑

さ
が
続
き
、
水
分
や
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
補
給
を

し
な
い
で
い
る
と
、
や
が
て
体
温
の
維
持
が

難
し
く
な
っ
て
き
ま
す
。

そ
し
て
、
脳
内
の
温
度
が
上
昇
し
て
き
て
、

暑
さ
の
感
覚
が
麻
痺
し
て
自
分
で
避
暑
行
動

を
取
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
り
、
発
汗
等
の

生
理
的
な
反
応
も
止
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
う
な
る
と
体
温
は
一
気
に
四
〇
℃
以
上
に

達
し
て
、
昏
睡
、
け
い
れ
ん
、
シ
ョ
ッ
ク
、

溶
血
、
腎
不
全
等
を
生
じ
て
、
緊
急
に
治
療

を
し
な
け
れ
ば
生
命
が
危
険
な
状
態
に
陥
る

の
で
す
（
熱
射
病
）。
こ
こ
ま
で
く
る
と
、
た

伝導
対流
輻射
蒸発

熱放散
（熱を出す）

食事

運動

（熱をつくる）
熱産生

熱放散
伝導
対流
輻射
蒸発

食事

運動

図1　熱の産生と放散のバランスが崩れることによる体温上昇

熱産生
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と
え
助
か
っ
て
も
脳
梗
塞
後
の
よ
う
な
障
害

が
残
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
症
状
は
、
筋
力
の
低
下
、
競

技
能
力
の
低
下
、
作
業
ミ
ス
、
生
産
性
や
業

務
の
質
の
低
下
、
事
故
等
も
招
き
や
す
い
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
症

状
は
、
軽
い
症
状
か
ら
徐
々
に
重
症
化
す
る

と
は
限
り
ま
せ
ん
し
、
早
期
発
見
に
役
立
つ

よ
う
な
特
異
的
な
症
状
も
あ
り
ま
せ
ん
。
つ

い
運
動
や
仕
事
に
没
頭
し
て
い
て
、
い
つ
の

ま
に
か
体
温
が
上
昇
し
て
、
脳
が
正
常
な
判

断
が
で
き
な
く
な
っ
て
、
倒
れ
る
と
い
っ
た

経
過
を
た
ど
る
例
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
予
防

に
徹
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

「
熱
中
症
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
れ
ら
一
連

の
病
状
を
ま
と
め
て
指
す
も
の
と
し
て
使
わ

れ
ま
す
。
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
の
通
達

（
平
成
二
一
年
六
月
一
九
日
付
け
基
発
第
〇
六

一
九
〇
〇
一
号
）
は
「
高
温
多
湿
な
環
境
下

に
お
い
て
、
体
内
の
水
分
及
び
塩
分
（
ナ
ト

リ
ウ
ム
等
）
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
た
り
、
体

内
の
調
整
機
能
が
破
綻
す
る
な
ど
し
て
、
発

症
す
る
障
害
の
総
称
」
と
定
義
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
環
境
省
は
「
熱
中
症
環
境
保
健

マ
ニ
ュ
ア
ル
」（
二
〇
〇
九
年
六
月
改
訂

版
、http://w

w
w

.env.go.jp/chem
i/heat_

stroke/m
anual.htm

l

）
を
取
り
ま
と
め
て
、

熱
中
症
と
は
「
高
温
環
境
下
で
、
体
内
の
水

分
や
塩
分
（
ナ
ト
リ
ウ
ム
な
ど
）
の
バ
ラ
ン

ス
が
崩
れ
た
り
、
体
内
の
調
整
機
能
が
破
綻

す
る
な
ど
し
て
、
発
症
す
る
障
害
の
総
称
で

す
」
と
紹
介
し
て
い
ま
す
。

熱
中
症
は
ど
の
く
ら
い

発
生
し
て
い
る
の
か

軽
度
の
熱
中
症
は
、
休
憩
と
水
分
の
補
給

な
ど
に
よ
り
医
療
機
関
を
受
診
し
な
い
ま
ま

治
癒
し
て
い
る
例
が
多
い
と
考
え
ら
れ
ま
す

が
、
日
本
に
熱
波
が
到
来
し
た
と
言
わ
れ
た

平
成
六
年
（
一
九
九
四
年
）
や
日
本
最
高
気

温
が
更
新
さ
れ
た
平
成
一
九
年
（
二
〇
〇
七

年
）
に
は
、
全
国
で
熱
中
症
が
多
発
し
ま
し

た
。
平
成
一
九
年
の
場
合
、
七
〜
九
月
に
熱

中
症
で
救
急
搬
送
さ
れ
た
人
数
は
全
国
で
二

万
三
七
八
二
人
に
上
り
、
同
年
に
熱
中
症
で

亡
く
な
っ
た
人
の
数
は
史
上
最
高
の
九
二
三

人
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
民
の
死
因
を
分
類
し
て
集
計
し
て
い
る

人
口
動
態
統
計
に
基
づ
く
資
料
に
よ
る
と
、

高
齢
者
の
死
亡
数
が
多
い
も
の
の
、
乳
幼
児

に
も
発
生
数
の
ピ
ー
ク
が
あ
り
ま
す
（
図
３
）。

こ
れ
は
親
が
自
動
車
の
後
部
座
席
で
寝
か
せ

て
い
る
の
を
忘
れ
る
事
件
等
で
発
生
し
て
い

る
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
一
〇
歳
代
か
ら
四

〇
、
五
〇
歳
代
に
か
け
て
は
、
明
ら
か
に
男

性
の
死
亡
者
数
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
児

童
・
生
徒
・
学
生
に
つ
い
て
は
、
野
球
・
サ

ッ
カ
ー
・
ラ
グ
ビ
ー
・
バ
ス
ケ
ッ
ト
・
柔
道
・

剣
道
等
の
ク
ラ
ブ
活
動
や
ス
ポ
ー
ツ
競
技
で

男
性
が
犠
牲
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

職
場
で
は
、
屋
外
の
炎
天
下
や
炉
前
等
で

保
護
衣
や
保
護
具
等
の
装
備
を
付
け
て
力
仕

事
を
続
け
て
い
る
と
熱
中
症
が
起
き
や
す
く
、

労
働
災
害
と
し
て
認
定
さ
れ
た
も
の
だ
け
で

も
一
年
で
一
五
〜
二
〇
人
が
熱
中
症
で
死
亡

し
て
い
ま
す
。
そ
の
約
七
〇
％
が
建
設
業
で
、

過
半
数
が
午
後
二
〜
四
時
に
発
生
し
、
暑
熱

な
作
業
に
従
事
し
た
初
日
と
二
日
目
だ
け
で

全
体
の
約
六
〇
％
を
占
め
る
の
が
特
徴
で
す

（
図
４
）。

図2　熱中症が発生するメカニズム

熱産生＞熱放散

体温の上昇

皮膚血流の増加発汗 脳の温度の上昇

脳血流の減少水の不足（脱水）ナトリウムの不足

食欲・筋力の低下

水だけの摂取 脳の体温調節
機能の障害

血中のナトリウム
濃度の低下

熱失神熱疲労熱けいれん 熱射病
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熱
中
症
が
生
じ
や
す
い

条
件
と
は
何
か

熱
中
症
を
生
じ
や
す
い
条
件
は
「
環
境
」

「
活
動
」「
健
康
状
態
」
の
三
つ
に
ま
と
め
て

整
理
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
環
境
」
の

条
件
に
は
、
高
温
、
多
湿
、
輻
射
体
（
太
陽

や
高
温
物
体
）
の
存
在
、
無
風
（
ま
た
は
熱

風
）
の
四
つ
が
あ
り
ま
す
。「
活
動
」
の
条
件

に
は
、
身
体
へ
の
負
担
の
大
き
さ
、
活
動
時

間
の
長
さ
、
通
気
性
の
悪
い
服
装
等
が
あ
り

ま
す
。「
健
康
状
態
」
の
条
件
に
は
、
高
年
齢
、

皮
下
脂
肪
の
厚
さ
、
暑
さ
に
順
化
し
て
い
な

い
こ
と
、
脱
水
状
態
、
食
事
を
し
て
い
な
い

こ
と
、
発
熱
・
発
汗
や
体
温
調
節
を
障
害
す

る
薬
（
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
治
療
薬
、
抗
て
ん

か
ん
薬
、
抗
う
つ
薬
、
抗
不
安
薬
、
睡
眠
薬
、

抗
不
整
脈
薬
な
ど
）
の
服
用
等
が
あ
り
ま
す
。

熱
中
症
を
予
防
す
る
に
は

ど
う
す
れ
ば
よ
い
か

（
１
）
環
境
の
改
善

①
室
内
の
温
度
調
節

室
内
で
は
、
空
調
（
エ
ア
コ
ン
）
や
除
湿

機
を
使
用
し
て
気
温
や
湿
度
を
下
げ
ま
す
。

室
内
の
空
気
は
い
つ
も
設
定
温
度
に
な
る
と

は
限
ら
な
い
の
で
、
人
の
い
る
場
所
で
測
定

し
た
気
温
が
二
八
℃
を
超
え
な
い
よ
う
に
調

節
し
ま
す
。
運
動
や
力
仕
事
を
し
た
人
が
休

憩
す
る
部
屋
は
二
四
〜
二
六
℃
に
調
節
し
ま

す
。
太
陽
光
が
入
る
窓
に
は
、
カ
ー
テ
ン
、

遮
光
フ
ィ
ル
ム
、
す
だ
れ
、
ブ
ラ
イ
ン
ド
を

設
置
し
、
室
内
の
物
体
が
加
熱
さ
れ
る
の
を

避
け
ま
す
。

エ
ア
コ
ン
を
使
わ
な
い
場
合
は
、
窓
を
開

け
た
り
換
気
扇
を
回
し
て
風
通
し
を
確
保
し
、

人
が
い
る
と
こ
ろ
で
は
扇
風
機
を
使
用
し
ま

す
。
体
温
に
近
い
気
温
で
あ
っ
て
も
、
水
分

の
蒸
発
や
衣
服
内
の
風
通
し
が
確
保
で
き
れ

ば
効
果
が
あ
り
ま
す
。
エ
ア
コ
ン
や
扇
風
機

の
風
は
、
特
定
の
人
や
身
体
の
一
部
だ
け
に

当
た
ら
な
い
よ
う
に
風
向
き
を
常
に
変
更
し
、

エ
ア
コ
ン
を
か
け
た
室
内
で
も
扇
風
機
を
併

用
し
て
冷
気
の
対
流
を
促
し
ま
す
。

工
場
等
の
広
い
空
間
で
は
、
小
部
屋
や
仕

図3　国民の熱中症死亡者数、性・年齢階級別
（中井誠一：熱中症環境保健マニュアル、2009）

図4　労働災害としての熱中症による死亡者数、作業開始後の日数別
（厚生労働省労働基準局資料に基づき作成）
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切
り
を
設
け
て
エ
ア
コ
ン
を
入
れ
た
り
、
ス
ポ

ッ
ト
ク
ー
ラ
ー
で
冷
風
を
送
っ
た
り
し
ま
す
。

②
発
生
源
の
対
策

熱
や
蒸
気
の
発
生
源
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら

を
除
去
、
密
閉
、
隔
離
す
る
こ
と
を
考
え
ま

す
。
使
わ
な
い
機
械
の
電
源
を
こ
ま
め
に
切

り
、
機
械
類
の
冷
却
フ
ァ
ン
の
風
が
人
に
当

た
ら
な
い
よ
う
に
風
向
き
を
調
節
し
、
発
熱

源
と
作
業
者
と
の
間
に
断
熱
板
を
設
置
し
ま

す
。
調
理
場
の
熱
気
や
加
熱
物
の
洗
浄
液
は
、

自
然
上
昇
を
利
用
し
て
上
方
の
換
気
扇
で
排

気
し
ま
す
。

③
屋
外
の
対
策

屋
外
で
は
、
簡
易
な
屋
根
、
ひ
さ
し
、
テ

ン
ト
等
で
日
陰
を
作
り
ま
す
。
特
に
、
休
憩

場
所
に
は
必
ず
風
通
し
の
よ
い
日
陰
を
設
け

ま
す
。

屋
外
の
休
憩
場
所
や
通
路
を
冷
や
す
目
的

で
、
蒸
発
し
や
す
い
微
細
な
水
蒸
気
の
ミ
ス

ト
を
噴
出
さ
せ
る
装
置
が
あ
り
ま
す
。
ア
ス

フ
ァ
ル
ト
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
樹
脂
等
の
人

工
的
な
地
面
は
太
陽
光
で
加
熱
さ
れ
ま
す
か

ら
、
打
ち
水
な
ど
で
地
面
を
冷
却
し
ま
す
。

た
だ
し
、
湿
度
の
上
昇
を
避
け
る
た
め
、
打

ち
水
は
朝
の
う
ち
に
行
う
こ
と
が
勧
め
ら
れ

ま
す
。

（
２
）
活
動
の
工
夫

①
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
工
夫

ま
ず
、
運
動
や
作
業
を
す
る
場
所
は
、
熱

の
発
生
源
か
ら
な
る
べ
く
離
し
、
日
陰
を
選

び
ま
す
。
た
と
え
ば
、
時
刻
に
よ
り
変
わ
る

太
陽
光
の
入
る
方
向
を
想
定
し
て
、
建
物
等

の
影
に
な
る
よ
う
に
午
前
中
は
西
側
で
午
後

は
東
側
を
選
び
ま
す
。

暑
い
日
や
時
間
帯
に
は
、
力
や
ス
ピ
ー
ド

を
要
す
活
動
を
減
ら
し
、
何
人
か
で
分
担
し

て
一
人
当
た
り
の
活
動
時
間
を
短
縮
し
ま
す
。

ス
ポ
ー
ツ
の
試
合
や
仕
事
の
時
間
帯
は
、
暑

い
時
間
帯
を
な
る
べ
く
避
け
ま
す
。

た
だ
し
、
連
続
し
て
活
動
で
き
る
時
間
を

推
定
す
る
こ
と
は
、
環
境
や
活
動
の
条
件
の

ほ
か
、
服
装
や
個
人
要
因
が
関
係
す
る
こ
と

か
ら
、
実
際
に
は
困
難
で
す
。
そ
こ
で
、
当

日
の
蒸
し
暑
さ
を
考
慮
し
、
個
人
の
体
調
を

観
察
し
、
暑
さ
や
疲
労
感
を
聴
き
取
り
な
が

ら
、
現
場
で
調
整
す
る
の
が
現
実
的
で
す
。

そ
の
際
、
最
初
の
五
〜
七
日
間
は
、
暑
さ
や

活
動
に
身
体
が
慣
れ
て
い
な
い
の
で
、
休
憩

を
取
る
回
数
を
増
や
し
、
無
理
の
な
い
時
間

を
設
定
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
す
。

②
休
憩
の
取
り
方

一
般
に
、
労
働
の
現
場
で
は
、
一
時
間
ご

と
に
五
〜
一
〇
分
程
度
の
小
休
止
を
こ
ま
め

に
取
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。
休
憩
室
に
は
、

エ
ア
コ
ン
、
扇
風
機
、
飲
み
も
の
、
冷
水
機
、

冷
蔵
庫
、
長
い
す
、
タ
オ
ル
等
を
用
意
し
ま

す
。
体
温
計
は
、
個
人
の
専
用
に
す
る
の
が

理
想
的
で
す
が
、
他
の
労
働
者
も
使
用
す
る

場
合
は
ス
プ
レ
ー
式
の
消
毒
液
等
で
消
毒
し

ま
す
。

休
憩
中
は
、
作
業
着
や
靴
下
を
脱
い
で
、

時
々
、
体
温
を
測
定
し
、
鼓
膜
温
が
三
八
・

五
℃
以
上
ま
た
は
腋
下
温
が
三
八
・
〇
℃
以

上
の
場
合
は
、
作
業
を
中
止
し
、
飲
料
水
を

飲
ん
で
体
温
の
低
下
を
図
り
ま
す
。
頭
や
手

足
に
水
を
か
け
て
体
の
表
面
か
ら
蒸
発
さ
せ
、

体
温
を
下
げ
る
の
は
効
果
的
で
す
。

③
飲
み
も
の
の
注
意

失
っ
た
体
液
を
補
充
す
る
に
は
、
喉
の
渇

き
に
任
せ
て
水
を
飲
む
だ
け
で
は
不
足
し
が

ち
で
す
の
で
、
活
動
を
は
じ
め
る
前
か
ら
飲

む
よ
う
に
し
て
、
発
汗
量
に
応
じ
て
二
〇
〜

Column　暑さを示す指標「WBGT」

　 環 境に関する4つの条 件をまとめた指 標として、WBGT（wet bulb globe 
temperature：湿球黒球温度）があります。これは、アメリカ軍において開発され
た指標で、汗に濡れた人間の皮膚に似た「自然湿球温」を使用して、次の式で計
算します。
●屋内の場合及び屋外で太陽照射のない場合
　WBGT値（℃）＝0.7×自然湿球温度＋0.3×黒球温度
●屋外で太陽照射のある場合
　WBGT値（℃）＝0.7×自然湿球温度＋0.2×黒球温度＋0.1×乾球温度
　国内外の学術団体等が暑さの基準を示す時には
WBGTを指標としていて、日本体育協会は、WBGT
が28℃以上になると激しい運動は中止するよう勧告
していますし、ISO7243（JIS Z8504）は、熱に順
化している作業者が手や上腕による作業を行う際には
30℃が、全身で行う組立て作業等は28℃が限界等と
する規格も示しています。
　毎年6月になると、環境省では「熱中症予防情報サイト」

（http://www.nies.go.jp/health/HeatStroke/index.
html）でWBGTの予測値を「暑さ指数」という呼び
方で公表しています。
　また、WBGTを測定する機器も開発され徐々に普
及しています。 簡易型WBGT計（京都電子工業）



15 Vol .101

三
〇
分
に
一
五
〇
〜
二
五
〇
ml
ず
つ
計
画
的

に
飲
み
ま
す
。

発
汗
が
多
い
と
き
は
熱
け
い
れ
ん
を
予
防

す
る
た
め
に
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
入
り
（
四
〇
〜

八
〇
㎎
／
dl
）
の
飲
料
（
＝
〇
・
一
〜
〇
・
二

％
の
食
塩
水
）、
ご
ま
塩
、
塩
の
錠
剤
や
飴
、

味
噌
、
梅
干
、
味
付
け
昆
布
等
か
ら
ナ
ト
リ

ウ
ム
を
補
給
で
き
る
よ
う
に
促
し
、
冷
水
ポ

ッ
ト
や
ジ
ャ
グ
（
携
帯
保
冷
容
器
）
を
運
動

場
や
職
場
に
備
え
て
お
き
ま
す
。

④
服
装
の
選
択

服
装
は
、
太
陽
光
を
吸
収
し
に
く
い
白
色

系
の
素
材
で
、
汗
を
吸
い
取
り
や
す
く
表
面

か
ら
気
化
さ
せ
や
す
い
も
の
で
、
肌
に
密
着

し
な
い
通
気
性
の
あ
る
服
装
を
選
び
ま
す
。

事
務
作
業
で
は
、
半
袖
で
襟
元
が
開
放
的
な

ク
ー
ル
ビ
ズ
用
の
服
装
を
お
勧
め
し
ま
す
。

温
度
差
が
大
き
い
と
こ
ろ
を
移
動
す
る
場
合

に
は
上
着
を
持
参
し
ま
す
。

職
場
に
よ
っ
て
は
、
化
学
防
護
服
、
前
掛

け
、
手
袋
、
マ
ス
ク
等
の
保
護
具
を
使
用
す

る
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
こ
れ
ら
は
水

分
の
蒸
発
を
妨
げ
ま
す
の
で
、
安
全
衛
生
上

の
問
題
が
な
い
限
り
外
し
ま
す
。
熱
中
症
を

予
防
す
る
た
め
の
保
護
具
と
し
て
、
送
風
式

の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
、
額
に
巻
い
て
汗
を
吸
い
取

る
帯
、
保
冷
剤
を
入
れ
た
ベ
ス
ト
、
冷
水
を

背
負
っ
て
体
表
面
を
循
環
さ
せ
る
保
護
服
、

圧
縮
空
気
を
断
熱
膨
張
さ
せ
て
冷
気
を
作
っ

て
作
業
服
や
マ
ス
ク
の
中
に
供
給
す
る
方
式

の
保
冷
服
等
が
あ
り
ま
す
の
で
、
作
業
に
応

じ
て
使
用
し
ま
す
。

（
３
）
健
康
状
態
の
維
持

①
事
前
の
体
調
確
認

運
動
や
作
業
を
は
じ
め
る
前
に
、
現
場
の

監
督
者
は
「
十
分
に
睡
眠
を
取
っ
た
か
」「
酒

の
飲
み
過
ぎ
等
で
脱
水
状
態
で
は
な
い
か
」

「
食
事
は
し
た
か
」「
下
痢
や
発
熱
は
な
い
か
」

を
必
ず
確
認
し
ま
す
。
特
に
、
二
日
酔
い
や

食
事
抜
き
で
出
勤
し
た
疑
い
の
あ
る
者
に
は
、

絶
対
に
暑
熱
な
と
こ
ろ
で
運
動
や
作
業
を
さ

せ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の
聴
き
取
り
の
た
め
に
は
、
日
ご

ろ
か
ら
管
理
・
監
督
者
に
体
調
を
正
直
に
申

告
で
き
る
雰
囲
気
づ
く
り
を
し
、
仲
間
同
士

も
お
互
い
の
顔
色
や
様
子
を
観
察
し
て
声
を

か
け
合
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
ま
た
、
万
一

の
た
め
に
、
予
め
熱
中
症
の
診
療
が
で
き
る

救
急
部
門
の
あ
る
医
療
機
関
の
連
絡
先
を
調

べ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

②
帰
宅
後
の
生
活

運
動
や
作
業
が
終
わ
っ
た
後
は
、
多
量
の

発
汗
を
伴
う
生
活
は
避
け
て
、
十
分
な
食
事
、

休
養
、
睡
眠
を
取
り
、
疲
れ
を
翌
日
に
持
ち

こ
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。
ま
た
、
入
浴
後
、

就
寝
前
、
起
床
時
に
水
分
を
補
給
し
ま
す
。

一
日
の
最
低
気
温
が
二
五
℃
以
上
の
熱
帯

夜
の
場
合
は
寝
室
が
蒸
し
暑
く
な
る
の
で
、

体
温
上
昇
や
体
重
減
少
を
確
認
し
ま
す
。

夜
中
に
空
調
を
使
用
し
た
場
合
は
、
室
内

が
乾
燥
し
て
不ふ
か
ん
じ
ょ
う
せ
つ

感
蒸
泄
（
人
間
の
吐
く
息
か

ら
失
わ
れ
る
水
蒸
気
や
肌
で
は
感
じ
な
い
汗
）

が
増
え
ま
す
か
ら
、
水
分
は
多
め
に
補
給
し

ま
す
。

ア
ル
コ
ー
ル
は
、
尿
の
量
を
増
や
す
作
用

（
利
尿
作
用
）
が
あ
り
、
飲
ん
だ
量
よ
り
多
い

尿
が
出
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
の
で
、
飲
み

過
ぎ
に
注
意
し
、
飲
酒
後
に
は
必
ず
水
分
を

補
給
す
る
よ
う
に
し
ま
す
。

③
持
病
の
あ
る
人

高
血
圧
、
心
疾
患
、
脳
血
管
疾
患
、
糖
尿

病
、
腎
疾
患
、
甲
状
腺
疾
患
、
血
液
疾
患
等

の
持
病
の
あ
る
人
、
自
律
神
経
の
機
能
に
影

響
の
あ
る
薬
を
内
服
し
て
い
る
人
、
塩
分
摂

取
を
制
限
さ
れ
て
い
る
人
は
、
か
か
り
つ
け

の
医
師
や
職
場
の
産
業
医
に
注
意
す
べ
き
事

項
を
尋
ね
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の

際
は
、
ど
の
よ
う
な
環
境
で
ど
の
よ
う
な
運

動
や
作
業
を
予
定
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、

な
る
べ
く
詳
し
く
説
明
し
て
、
ど
の
よ
う
に

対
処
す
れ
ば
よ
い
か
具
体
的
に
相
談
し
て
お

く
こ
と
が
勧
め
ら
れ
ま
す
。

熱
中
症
が
発
生
し
た
ら

ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か

熱
中
症
が
発
生
し
た
こ
と
を
な
る
べ
く
早

く
発
見
す
る
た
め
に
、
運
動
や
作
業
を
し
て

い
る
最
中
に
筋
肉
の
こ
む
ら
返
り
、
め
ま
い
、

頭
痛
等
の
症
状
が
生
じ
た
場
合
や
同
僚
か
ら

見
て
言
動
の
様
子
が
普
段
と
違
っ
た
り
す
る

場
合
は
、
必
ず
熱
中
症
を
疑
っ
て
み
る
習
慣
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を
つ
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

厚
生
労
働
省
の
通
達
で
は
、
休
憩
中
に
体

温
と
心
拍
数
を
測
定
し
て
、
腋
下
温
で
三
八
・

〇
℃
を
超
え
る
場
合
、
一
分
間
の
心
拍
数
が

数
分
間
継
続
し
て
一
八
〇
か
ら
年
齢
を
引
い

た
値
を
超
え
る
場
合
、
作
業
強
度
が
ピ
ー
ク

に
な
っ
て
一
分
後
の
心
拍
数
が
一
二
〇
を
超

え
る
場
合
、
体
重
が
作
業
前
か
ら
一
・
五
％

を
超
え
て
減
少
し
た
場
合
等
は
、
暑
熱
な
場

所
で
の
運
動
や
作
業
を
中
止
さ
せ
る
よ
う
指

導
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
が
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、

風
通
し
の
よ
い
日
陰
で
休
ま
せ
、
衣
服
を
脱

が
せ
て
体
表
に
水
を
軽
く
か
け
て
う
ち
わ
な

ど
で
風
を
送
る
と
と
も
に
、
身
体
の
大
血
管

部
位
（
腋
下
や
股
間
等
）
を
氷
の
う
や
保
冷

剤
で
冷
却
し
ま
す
。
自
分
で
ス
ポ
ー
ツ
飲
料

を
摂
取
し
た
り
で
き
る
場
合
は
、
必
ず
誰
か

が
付
き
添
っ
て
症
状
が
回
復
す
る
か
ど
う
か

を
観
察
し
ま
す
。
そ
し
て
、
自
力
で
水
を
飲

め
そ
う
も
な
い
場
合
や
症
状
が
改
善
し
な
い

と
判
断
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
救
急
車
を
要

請
し
て
経
過
を
知
る
者
が
同
行
し
て
医
療
機

関
に
搬
送
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
事
態
に
備
え
て
、
管
理
・
監

督
者
は
、
休
憩
場
所
に
保
冷
剤
や
体
温
計
を

用
意
し
て
お
き
、
緊
急
時
の
連
絡
体
制
を
整

え
、
救
急
処
置
の
教
育
や
訓
練
を
行
う
こ
と

が
望
ま
れ
ま
す
。

救
急
医
療
で
は
、
熱
け
い
れ
ん
や
熱
失
神

等
の
外
来
処
置
で
対
応
で
き
る
病
態
を
Ⅰ
度
、

脱
水
や
電
解
質
の
喪
失
で
入
院
が
必
要
な
病

態
を
Ⅱ
度
、
熱
射
病
等
で
集
中
治
療
が
必
要

な
病
態
（
Ⅲ
度
）
に
分
類
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

緊
急
に
治
療
を
行
い
ま
す
。
特
に
、
Ⅲ
度
の

状
態
は
生
命
の
危
機
が
迫
っ
た
一
刻
を
争
う

状
態
で
す
の
で
、
救
急
治
療
の
ス
タ
ッ
フ
が

そ
ろ
っ
た
病
院
で
治
療
を
受
け
さ
せ
る
こ
と

が
重
要
で
す
。

お
わ
り
に

熱
中
症
は
、
無
知
と
無
理
に
よ
っ
て
死
に

い
た
る
こ
と
も
あ
る
病
気
で
す
が
、
必
ず
予

防
で
き
る
病
気
で
す
。
管
理
者
、
コ
ー
チ
、
監

督
、
選
手
、
学
生
、
労
働
者
等
の
あ
ら
ゆ
る

関
係
者
が
、
熱
中
症
が
発
生
す
る
仕
組
み
や

症
状
に
任
せ
た
管
理
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と

を
理
解
し
て
、
予
防
の
た
め
の
正
し
い
手
段
を

実
践
す
る
よ
う
に
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

〈
参
考
図
書
〉

堀
江
正
知
：「
熱
中
症
を
防
ご
う
、
熱
中
症
予

防
対
策
の
基
本
」、
中
央
労
働
災
害
防
止
協

会
、
二
〇
〇
九

Column　草津市の熱中症予防対策

　滋賀県草津市では危機管理課という部署を中心に、市民の熱中症を予防
するために積極的な対策を講じています。
　平成17年7月に草津市熱中症予防に関する条例を施行し、気温が31℃
を超え、かつ、草津小学校に設置した熱中症指標計（WBGT―101S、京
都電子工業）で6月から9月中旬まで連続測定しているWBGT（暑さ指数）
が28℃を超える場合、市内全域に熱中症厳重警報を発令し、防災行政無
線を通じて広報しているほか、同市のホームページから登録した方に熱中症
予防情報のメールを送信しています。
　また、「熱中症を予防するための6箇条」や「草津市民を対象とした熱
中症予防対策（予防指針）」を取りまとめています。（http://www.city.
kusatsu.shiga.jp/www/contents/1222412178168/index.html）

●滋賀県草津市の「熱中症を予防するための6箇条」

１　暑い日には無理なスポーツや作業を控えましょう。草津市は

湿度が高いので油断は禁物です。
２　子どもやお年寄りは発生の危険が高いので注意しましょう。
二日酔い、睡眠不足、下痢、カゼ気味のときは危険です。

３　暑い日の活動は十分な水分・塩分補給と適度な休憩が必要
です。

４　涼しい服装に心がけましょう。
日なたでは帽子をかぶりましょう。

５　日頃から暑さに慣れておきましょう。
急な暑さには注意しましょう。

６　救急処置は早く行いましょう。


