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本書の趣旨
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はじめに
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近年、５月頃から夏のような暑さを感じる機会も増えています。

そこで気になるのは、やはり熱中症。
特に建設業では現場の屋外作業も多いため、作業員一人ひとりが熱中
症予防について日々留意されているかと思います。

しかし、より安全に夏の作業を乗り越えるには、個々の対策だけでなく、
仕組みとしての熱中症対策が重要になってきます。

本資料では、２０２５年５月時点の最新情報を交えつつ、「仕組みとして
の熱中症対策に必要な情報とは何か？」「情報を活用するためにはどの
ようなプロセスを踏むべきか？」に焦点を当ててお伝えしていきます。

はじめに

2

本資料を通じて、少しでも皆さまのご参考になれば幸いです。

活用編基礎知識編

熱中症の現状と
仕組みづくりに必要な知識を

お伝えします。

弊社の
自然災害防災システムを例に、
具体的な熱中症対策の
事例をご紹介します。

本書
＜当資料の構成＞
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第１章 熱中症の基礎知識

熱中症は誰にでも、何処でも起きうるもの。
今一度、正しく理解しておくことが重要です。

3
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第1章 熱中症の基礎知識

１．データで見る近年の熱中症

日本の平均気温は毎年増加しており、将来も
気温上昇が続くと予想されています。
そのため、熱中症のリスクも引き続き上がって
いくと考えられます。

気象庁「日本の年平均気温」より

２０２４年は記録的な猛暑となり、6月から8月の
平均気温は、1898年の統計開始以降、２０２３年
と並び１位タイとなりました。

その中でも、屋外作業なども多い建設業・製造業
は熱中症のリスクが高くなっています。
近年の温暖化と業界の諸事情が重なるこれらの
業界では今後、より質の高い対策・体制が求めら
れていくと推測されます。

4

１００年前に比べ、
日本の年平均気温は

１．４℃上昇

１０年前に比べ、
職場における

熱中症死傷者数は

２．５倍に増加

いずれも厚生労働省「令和６年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況（令和７年１月７日時点速報値）」より

業界別の
熱中症による死傷者数は
建設業・製造業が

全体の約４割を占める

そもそも、熱中症は私たちの生きる社会でどのような影響をもたらしているのでしょうか？
まずは、２０２５年時点のデータをもとに現状を見ていきます。

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_jpn.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/coolwork_20250228.html
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第1章 熱中症の基礎知識

右にもある通り、熱中症の死亡災害はほとんどが

初期症状の放置や対応の遅れによるもの
であるという調査結果が出ています。

「そこまで暑さを感じないから大丈夫」
「今まで大丈夫だったから今回も大丈夫」
など、現場作業員の感覚や経験則に任せて熱中症
による労働災害が発生してしまうと、対策を講じ
ていなかった企業や事業所も大きな責任が問われ
ることになります。

こういった点からも、感覚ではなく明確な基準を
用いた仕組みとしての熱中症対策は重要です。

5

厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」パンフレットより

２．初期対応の重要性
熱中症による労働災害は、なぜ起こるのでしょうか？
厚生労働省が公開している分析結果から、初期対応の重要性が分かります。



Copyright (C) シスメット株式会社. All Rights Reserved.

第1章 熱中症の基礎知識

熱中症にはさまざまな症状があります。水分補給など各自の予防ももちろん重要ですが、関係者全員がどのような症

状が出るかを理解し、初期症状の段階で察知・対応することが最も重要です。

6

熱失神 脳への血流が減ることによる、めまい、立ちくらみ、大量の発汗など

熱けいれん 塩分不足などにより生じる、筋肉痛やこむら返り、けいれんなど

熱疲労 脱水の進行による、倦怠感、吐き気、嘔吐、頭痛、不快感、顔面蒼白など

熱射病 体温調節ができない重篤な状態。意識障害、運動障害、高体温

軽
症

重
症

３．熱中症の症状と対処方法
初期対応を迅速に行う為には、熱中症によって具体的にどのような症状が発生するのかが重要です。
今一度、抑えておきましょう。

このように、重症化すると熱中症になってしまった人が自身の症状
を周りに伝えられない場合も考えられます。
できる限りお互いの様子を普段から観察し、声かけする環境づくり
が熱中症の重症化を抑止します。

具体的な応急処置等について
は、厚生労働省HP「熱中症が
疑われる人を見かけたら」をご
参考ください。
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第1章 熱中症の基礎知識
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４．水分補給の注意点
熱中症予防の基本は水分・塩分補給ですが、あわせて注意しておきたい点があります。
思わぬ体調不良を招かないように、関係者に周知し、適切な水分補給を心がけましょう。

炭酸飲料や清涼飲料など、糖分の入った飲料を飲みすぎると、高血糖になり、
倦怠感、多尿、腹痛、嘔吐などの諸症状(ペットボトル症候群)を引き起こします。

重篤な場合は意識障害、昏睡に陥り、命に関わることもあります。

高血糖はのどの渇きも招くため、悪循環でさらに摂取してしまう恐れがあります。
普段から糖分の多い飲料を摂取する習慣がある方は特に注意が必要です！

多くのソフトドリンクやスポーツドリンクは500mlで１日の糖分摂取量を大幅に超えます。
糖尿病や肥満、虫歯などのリスクも高くなりますので、適量の水分補給を意識するようにしましょう。

水分補給のポイント

基本は、糖分を
含まないお茶(麦茶)や

水を摂取する

炎天下にペットボトルを放置
すると細菌が急速に繁殖し、
食中毒の原因にもなります。

分けて飲む場合は、冷蔵庫に
保管し、できるだけ１日で飲
み切ってしまいましょう。

あわせて注意

※「カロリーオフ」「ゼロカロリー」等の記載がある飲料にも実は糖分が入っているものが多いので、摂取には
注意が必要です。

スポーツドリンクは
大量の発汗時に飲み、
追加で飲む場合は水や
お茶に切り替える

経口補水液は、
熱中症の症状が
ある場合に摂取

水と一緒に
梅干しを摂取すると
熱中症予防に効果的

(推奨量は１日に１～２個)

※種類やブランドにもよります。
成分表示等を見て適切な利用を！
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第２章 熱中症リスクの指標 暑さ指数(WBGT)とは？

熱中症リスクを測る客観的な指標に暑さ指数(WBGT)があります。
暑さ指数(WBGT)は仕組みとしての熱中症対策に欠かせない指標として広く用いられています。

本章では、暑さ指数(WBGT)について解説をします。
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第２章 熱中症リスクの指標 暑さ指数(WBGT)とは？

9

２．気温だけが「暑さ」ではない
熱中症を警戒するときは、まず気温が高いかどうかに注目してしまいます。
しかし、気温だけでは暑さ、そしてその先にある熱中症リスクを正しく測ることはできません。

暑さに大きく影響するのは、以下の３つです。

湿度

空気中に含まれる水分の割合です。
高いほど汗が蒸発されず、
体温が下がりにくくなります。

気温

通常は地上1.25m～2mの大気の
温度を指します。

輻射熱

温度の高い方から低い方へ熱が
移動する現象(輻射)によって発生する熱です。
冬場はヒーターとして活用できますが、
夏場はアスファルトの照り返しなどで暑さを
もたらします。

ふくしゃ

気温だけでなく湿度も高いと、
汗が蒸発しにくいので、

熱中症になりやすくなります！
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２．暑さ指数(WBGT)とは
暑さ指数(WBGT)は、Wet Bulb Globe Temperatureの略で、日本語では「湿球黒球温度」と訳されます。
身体が受ける暑さの影響を指数化したもので、熱中症のリスク把握のため広く使われています。

暑さ指数(WBGT)は、「気温」「湿度」「輻射熱」の３つで計算されます。
この３要素を １ ： ７ ： ２ の割合で算出したもので熱中症のリスクをより適正に示します。

以下の例は、東京のある地点における２つの日の熱中症搬送者数を比較したものですが、気温以外の要素の影響で
熱中症リスクが高くなっていたことを示しています。

環境省「暑さ指数について」を当社にて一部加工

このように、暑さを気温だけでなく、様々な要素でとらえることはとても重要です。

第２章 熱中症リスクの指標 暑さ指数(WBGT)とは？

https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_ex.php
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３．暑さ指数(WBGT)の目安
暑さ指数(WBGT)にも目安があります。
気象情報の中では、この基準こそが日々の熱中症対策を考える上で重要な指標のひとつとなります。

環境省「暑さ指数について」を当社にて一部加工

２０２５年６月から義務化されたことからも分かりますが、
熱中症のリスクが高まる代表的な基準は、

WBGTが28（厳重警戒）を超えた場合です(※)。

右のグラフからも、WBGTが２８を超えると熱中症患者が
全国的に発生していることが分かります。
基準値を超える場合、休憩を増やす、作業を変える
など、予め検討するのが良いでしょう。

特に屋外作業をされる方については、

暑さ指数(WBGT)を参考にしつつ、体調や作業内容も踏まえて、
総合的に判断することが重要です。

そのためには、次章で紹介するもうひとつの指標を活用すれば、より適切な判断を行うことができます。

その他の基準をまとめた表は14ページにありますので、そちらをご確認ください。

※これはあくまで一般的な目安であり、２５未満でも熱中症にな
るリスクは決してゼロではありません。

第２章 熱中症リスクの指標 暑さ指数(WBGT)とは？

https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_ex.php


暑さ指数(WBGT)は外部環境の熱中症リスクを示します。
しかし熱中症は、外部要因だけではありません。

そのときに行う作業や、着ている服なども、熱中症のリスクに影響します。
本章では暑さ指数(WBGT)への補正について解説します。

Copyright (C) シスメット株式会社. All Rights Reserved. 12

第３章 暑さ指数(WBGT)の補正
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第３章 暑さ指数(WBGT)の補正
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１．衣類の組み合わせによる補正
作業時に着ているものによっては、熱中症のリスクが上がる可能性があります。
その場合、暑さ指数(WBGT)に補正を加えることで、より正確にリスクを測ることができます。

右の表は、厚生労働省の熱中症防止関
連の資料などにまとめられているもの
です。

該当する服の組み合わせで作業する場
合は、計測したWBGTに補正を加える

ことで、より実態に近い熱中症のリス
クを算出できます。

特殊な作業を行う、または特殊な服を
着て作業する場合は、WBGTに衣類の
組み合わせによる補正が
必要ないかを確認しましょう。
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２．身体作業強度とは
暑さ指数(WBGT)には着衣の組み合わせとは別にもう一つ、

作業者の身体を考慮する指標があります。

身体作業強度とは、日本の国家標準に基づき作成された
指標です。WBGTにさらに作業者の体調と作業を反映させ、
熱中症のリスクをより正確にはかるための指標です。
前頁の衣類の組み合わせによる補正は計測したWBGTに行
いますが、身体作業強度はWBGTの基準に補正を行います。

表の左の区分と例が作業の種類で、下に行くほど作業の強度
が大きくなります。１１ページで紹介したWBGT２８℃という
目安は、熱に順化している人が中程度の強度の作業を行う場
合、ということが分かります。
また、表の右では、暑さに慣れているかどうかで熱中症のリス
クが大きく変わるということがわかります。

長期休み明けで
まだ暑さに慣れていません

今日の現場のWBGT観測値は２4ですが、暑さに慣れていない人
がショベル作業(高代謝率３)を行う場合の基準値は２３なので、
基準を超えてしまいます。今日は別の作業を行いましょう。

もちろんこれもあくまで目安のため、個人差もあります。
熱に順化している人でも当日の健康観察などで問題ないかチェックしましょう。

例

第３章 暑さ指数(WBGT) の補正



2021年から環境省は気象庁とともに「熱中症警戒アラート」の運用を開始し、
その後、２０２４年4月から「熱中症特別警戒アラート」を開始しました。

また、２０２５年６月には本格的に熱中症対策が罰則付きで義務化されます。
本章では、この２点についてご紹介します。

Copyright (C) シスメット株式会社. All Rights Reserved. 15

第４章 これからの熱中症対策
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第４章 これからの熱中症対策

※いずれも白地図専門店の提供する画像を当社にて加工したイメージです。最新の基準は環境庁HP等をご確認ください。

16

１．熱中症特別警戒情報の種類

熱中症警戒アラート 熱中症特別警戒アラート

発令時間 前日午後5時頃 当日午前5時頃 前日午後2時頃

発令基準

府県予報区等内において、
いずれかの暑さ指数情報提供地点における、

翌日・当日の日最高WBGTが
33（予測値）に達する場合に発表

都道府県内において、
全ての暑さ指数情報提供地点における、

翌日の日最高WBGTが
35（予測値）に達する場合等に発表

最新の基準などについて
は、環境省HP「熱中症予
防情報サイト」をご確認く
ださい。

※個々の地点のWBGTは、環
境によって大きく異なりますの
で、黒球の付いたWBGT測定
機器等を用いて独自に測定し
ていただくことをお勧めします。

※身近な場所でのWBGTを確
認した上で、熱中症予防のため
の行動を行ってください。

※広域的に過去に例のない危険な暑
さ等となり、人の健康に係る重大な被
害が生じるおそれがあります！！

※都道府県の枠を超えて暑い状況等
が想定されますので、近隣の都道府県
においても注意が必要な可能性があ
ります。

普段の熱中症予防行動と同様の対応
では十分でない可能性がありますの
で、より一層の準備や対応が必要です。

広域的に過去に例のない危険な暑さ等となり、人の健康に係る重大な被害が
生じるおそれのある場合に発表される情報で、以下の２つがあります。

７ページや１１ページで述べた通り、作業判断の変更や中止を検討するWBGTの基準は２８℃以上です。
これらが発令された時点でWBGTは大きく上回っていることになるので、発令時は原則作業中止を前提に検討しましょう。

https://www.freemap.jp/
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厚生労働省は熱中症対策の強化に伴い労働安全衛生規則を改正します。
２０２５年６月１日から施行されるため、違反にならないための準備をしておきましょう。

17

２．熱中症対策の義務化

暑さ指数(WBGT）28度または気温31度以上の環境下で、
継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが
見込まれる作業を行うときに、事業者は以下の措置を講じなければなりません。

熱中症のおそれがある作業者やおそれがある人を見つけた者が、管理者にその旨を
報告するための体制整備

熱中症のおそれがある作業者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能になるよう、
①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地など
②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送など、重症化を防ぐために必要な措置の実施手順
を作成

上記の体制および手順を関係作業者へ周知

＜改正の概要＞

体制整備

実施手順作成

関係者への周知

なお、当該作業で熱中症が疑われる労働者が発生した場合には、WBGTや作業時間等にかかわらず実施手順を踏ま
え、適切に対処する必要があります。
今回の改正は罰則付きのため、対策を講じずに労働災害が発生した場合、会社や管理者へのダメージもより大きく
なります。しっかり準備をしておきましょう。

第４章 これからの熱中症対策
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本資料でお伝えした通り、熱中症対策は普段からの気象情報収集と、管理者と現場作業員との密な情報共有が重
要ですが、全て手動で行うと管理者の負担も大きくなります。そこで、後半では、当社のツールを用いたスムーズな
運用事例をお伝えします。ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

おわりに

本資料を転載する場合、内容の改変およびコンテンツの著作権表示の改変 または削除は行わず、出典を明示してください。ご注意
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