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熱
中
症
の
予
防
と
対
策

演
　
題大

塚
製
薬
株
式
会
社
　
ニ
ュ
ー
ト
ラ
シ
ュ
ー
テ
ィ
カ
ル
ズ
事
業
部

佐
伯
輝
彦 

先
生

第
1
0
3
回
　
健
康
セ
ミ
ナ
ー

毎
年
、6
月
〜
9
月
に
熱
中
症
で
救
急
搬
送
さ
れ
る
人
は
4
万
人
以
上
に
及
び
ま
す
。熱
中
症
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
サ
イ
ン
が
あ
る
の
で
、早
め
に
対
処
す
れ
ば
軽
症
で
す
み
ま
す
。

し
か
し
、自
身
の
状
態
を
判
断
で
き
な
い
ま
ま
意
識
を
失
い
、最
悪
、死
に
至
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

今
回
は
、大
塚
製
薬
株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ト
ラ
シ
ュ
ー
テ
ィ
カ
ル
ズ
事
業
部
佐
伯
輝
彦
先
生
に
、熱
中
症
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
発
生
状
況
、

症
状
別
の
応
急
措
置
、効
果
的
な
水
分
補
給
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。正
し
い
知
識
が
あ
れ
ば
、熱
中
症
は
な
く
せ
る
病
気
で
す
。

熱
中
症
か
ら
身
体
を
守
ろ
う

テーマ
は
じ
め
に

　

大
塚
製
薬
は
医
療
用
医
薬
品
と
消

費
者
向
け
製
品
の
二
つ
の
事
業
を
展

開
し
て
い
ま
す
。私
が
所
属
し
て
い
る

ニ
ュ
ー
ト
ラ
シ
ュ
ー
テ
ィ
カ
ル
と
は
、

ニュ
ー
ト
リ
シ
ョ
ン（
栄
養
）と
フ
ァ
ー
マ

シ
ュ
ー
テ
ィ
カ
ル（
医
薬
品
）を
合
わ
せ

た
造
語
で
、日
常
の
食
生
活
の
中
に
栄

養
を
う
ま
く
取
り
入
れ
て
、よ
り
よ
い

健
康
を
目
指
そ
う
と
い
う
の
が
テ
ー
マ

で
す
。製
薬
会
社
な
ら
で
は
の
研
究

デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
、い
ろ
い
ろ
な
角
度

か
ら
熱
中
症
予
防
の
た
め
に
、ま
た
、

ス
ポ
ー
ツ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
維
持
す
る

た
め
に
理
想
的
な
ス
ポ
ー
ツ
ド
リ
ン
ク

の
研
究
を
し
て
い
ま
す
。

　

汗
の
飲
料「
ポ
カ
リ
ス
エッ
ト
」、脱

水
時
の
水・電
解
質
の
補
給
に
適
し
た

経
口
補
水
液「
オ
ー
エ
ス
ワ
ン
」、バ
ラ
ン

ス
栄
養
食「
カ
ロ
リ
ー
メ
イ
ト
」、ア
ミ

ノ
バ
リ
ュ
ー
な
ど
弊
社
の
製
品
は
人
を

対
象
と
し
た
エ
ビ
デ
ン
ス
を
も
っ
て
開

発
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

な
ぜ
私
た
ち
は
熱
中
症
に
な
っ
て

し
ま
う
の
か
、発
症
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら

見
て
い
き
ま
す
。

　

食
事
か
ら
摂
っ
た
栄
養
素
を
身
体

の
中
で
利
用
す
る
と
き
に
代
謝
熱
が

発
生
し
ま
す
。そ
し
て
高
温
環
境
に

な
る
と
、体
内
に
熱
が
こ
も
っ
て
体
温

が
上
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

し
か
し
、私
た
ち
は
36
℃
前
後
の

平
熱
を
維
持
し
て
い
ま
す
。な
ぜ
平

熱
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

し
ょ
う
か
。

二
つ
の
体
温
調
節
機
能

　

熱
の
逃
が
し
方
に
は「
ふ
く
射
熱
」、

「
伝
導
」、「
対
流
」、「
気
化
熱
」が
あ

り
、こ
の
よ
う
な
放
熱
効
果
に
よ
っ

て
、常
に
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
平
熱
を

維
持
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、高
温・高
湿
度
環
境
に

な
る
と
、こ
の
よ
う
な
放
熱
効
果
が
低

下
し
て
き
ま
す
。高
温・高
湿
度
環
境

に
身
を
置
く
だ
け
で
体
温
は
上
が
っ
て

い
き
ま
す
。加
え
て
、仕
事
や
運
動
で

激
し
く
身
体
を
使
え
ば
、筋
肉
か
ら

熱
が
産
生
さ
れ
、さ
ら
に
体
温
を
上

げ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、平
熱
を
維

持
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、こ
の
よ
う
な
過
酷
な
環
境

の
中
で
も
私
た
ち
に
は
二
つ
の
体
温
調

節
機
能
が
備
わ
っ
て
い
ま
す
。

皮
膚
の
表
面
に
多
く
の
血
液
を
分
布

さ
せ
、血
液
を
介
し
て
放
熱
す
る

　

体
温
が
上
が
る
と
中
枢
神
経
の
根

幹
で
あ
る
視
床
下
部
が
体
温
の
上
昇

を
察
知
し
、自
律
神
経
を
介
し
て
皮

膚
表
面
の
毛
細
血
管
を
拡
張
さ
せ
ま

す
。皮
膚
の
表
面
の
血
流
量
が
多
く

な
る
の
で
、血
液
を
介
し
て
の
放
熱
効

果
が
高
く
な
り
ま
す
。

皮
膚
の
表
面
に
集
め
ら
れ
た
血
液
を

原
材
料
と
し
て
汗
を
か
く

　

同
時
に
皮
膚
に
集
め
ら
れ
た
血
液

を
材
料
に
し
て
多
く
の
汗
を
か
く
こ

と
で
、う
ま
く
放
熱
し
ま
す
。

　

私
た
ち
は
暑
さ
に
慣
れ
て
く
る
と

自
律
神
経
系
の
働
き
が
ス
ム
ー
ズ
に

進
ん
で
、す
ぐ
に
体
温
を
調
節
で
き
る

身
体
に
な
っ
て
き
ま
す
。昔
か
ら「
汗

は
身
体
に
備
わ
っ
た
自
然
の
ク
ー

ラ
ー
」と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、汗
に
は

重
要
な
体
温
調
整
機
能
が
あ
り
ま

す
。運
動
や
仕
事
で
体
温
が
上
昇
し

た
り
、気
温
の
上
昇
や
高
湿
度
環
境

に
な
る
と
、当
然
、汗
腺
か
ら
汗
が
出

ま
す
。汗
は
皮
膚
表
面
で
蒸
発
す
る

と
き
に
気
化
熱
に
よ
っ
て
、身
体
か
ら

熱
を
奪
っ
て
く
れ
ま
す
。汗
が
蒸
発
す

る
と
き
に
上
昇
気
流
と
な
っ
て
汗
の
蒸

気
が
逃
げ
て
い
く
と
同
時
に
、替
わ
り

に
冷
た
い
空
気
が
皮
膚
表
面
に
降
り

て
き
て
、身
体
を
冷
や
し
て
く
れ
ま

す
。こ
の
よ
う
な
巧
み
な
体
温
調
節

機
能
が
あ
り
ま
す
。

発
汗
と
水
分
補
給
の
関
係

　

そ
れ
で
は
、な
ぜ
私
た
ち
は
熱
中
症

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。

　

仕
事
や
ス
ポ
ー
ツ
を
し
て
い
る
と
き

に
熱
中
症
に
か
か
り
や
す
い
の
は
な
ぜ

で
し
ょ
う
か
。

　

激
し
い
運
動
や
仕
事
を
す
る
こ
と

熱
中
症
発
症
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

体
温
調
節
機
能
が
追
い
つ
か
な
い

熱中症
高温多湿のところに長くいることで、体内の水
分や塩分のバランスが崩れ、からだの調節機能
が働かなくなって熱が溜まり、発症する。
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で
筋
肉
か
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
代
謝
が
盛

ん
に
な
り
、大
量
の
熱
が
産
生
さ
れ
ま

す
。筋
肉
の
中
で
発
生
し
た
熱
は
、血

液
を
介
し
て
皮
膚
の
表
面
で
放
散

（
血
液
を
介
し
て
の
放
熱
効
果
＋
血

液
が
つ
く
る
汗
の
気
化
熱
）さ
れ
、暑

熱
環
境
で
運
動
を
し
て
も
体
温
を
調

整
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

し
か
し
、気
温
が
上
昇
し
て
体
温

と
気
温
の
温
度
差
が
な
く
な
っ
て
く

る
と
、血
液
を
介
す
る
放
熱
効
果
が

低
下
し
、熱
の
移
動
が
ス
ム
ー
ズ
に
進

ま
な
く
な
り
、汗
に
頼
ら
ざ
る
を
得

な
く
な
り
ま
す
。汗
の
蒸
発
熱
を
で

き
る
だ
け
積
極
的
に
進
め
よ
う
と
す

る
た
め
に
、多
く
の
汗
を
か
き
ま
す
。

そ
の
と
き
に
適
切
な
水
分
の
摂
取
が

で
き
な
い
場
合
、当
然
、身
体
の
中
の

血
液
量
が
減
少
し
て
い
く
の
で
放
熱

効
果
が
進
み
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
激
し
い
運
動
や
農
作
業
な

ど
を
継
続
す
れ
ば
、筋
肉
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
産
生
が
続
い
て
い
る
の
で
、な
け

な
し
の
血
液
が
筋
肉
の
ほ
う
に
集
中

し
、さ
ら
に
皮
膚
表
面
の
血
液
量
が
少

な
く
な
り
ま
す
。体
温
が
上
昇
し
て

い
く
に
つ
れ
て
、汗
の
量
が
少
な
く
な

る
う
え
に
筋
肉
を
使
う
こ
と
に
よ
っ

て
、よ
り
熱
中
症
に
な
る
リ
ス
ク
が
高

く
な
り
ま
す
。

　

平
成
22
年
の
記
録
的
猛
暑
以
来
、

毎
年
約
4
万
人
が
熱
中
症
で
救
急
搬

送
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
の
昨
年
の
デ
ー
タ
に
よ

る
と
、毎
年
30
名
前
後
が
仕
事
中
に

亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。死
亡
者
数
に
休

業
4
日
以
上
の
業
務
上
疾
病
者
数
を

加
え
る
と
、毎
年
5
0
0
名
前
後
が

熱
中
症
を
発
症
し
て
い
ま
す
。

　

作
業
現
場
で
の
熱
中
症
の
特
徴
は 

●
年
齢
的
に
は
若
年
か
ら
中
年
ま
で

幅
広
く 

●
圧
倒
的
に
男
性
に
多
く 

●
場
所
は
屋
外
、炎
天
下
の
活
動
が

多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

業
種
別
状
況
で
は 

●
建
設
業
が

も
っ
と
も
多
く
、製
造
業
、運
送
業
、

警
備
業
、商
業
な
ど
が
上
位
に
あ
り

ま
す
。

　

平
成
26
年
に
は
職
場
で
12
名
が
亡

く
な
っ
て
い
ま
す
。こ
の
発
症
状
況
で

●
W
B
G
T
で
の
測
定
を
行
っ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

熱
中
症
は
気
温
が
高
い
と
き
だ
け

で
は
な
く
、汗
が
蒸
発
し
に
く
い
湿
度

が
高
い
と
き
に
も
発
症
し
や
す
く
な

り
ま
す
。直
射
日
光
や
照
り
返
し
を

避
け
る
だ
け
で
も
身
体
で
感
じ
る
温

度
は
変
化
し
ま
す
。暑
さ
の
要
素
、気

温・湿
度・ふ
く
射
熱・気
流
を
総
合
的

に
考
慮
し
た
指
数
を「
暑
さ
指
数
」

（
W
B
G
T
：
湿
球
黒
球
温
度
）と
い

い
ま
す
。W
B
G
T
が
高
い
と
き
に
熱

中
症
が
起
こ
り
や
す
い
た
め
、こ
の
指

数
が
労
働
現
場
、ス
ポ
ー
ツ
時
、日
常

生
活
で
の
熱
中
症
予
防
の
目
安
と
し

て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

続
い
て
、●
計
画
的
な
熱
へ
の
順
化

（
暑
さ
へ
の
慣
れ
）を
考
慮
し
て
い
な

か
っ
た 

●
水
分
と
塩
分
の
定
期
的
な

摂
取
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た 

●
健
康
診

断
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た 

●
休
憩
場

所
の
設
置
を
し
て
い
な
か
っ
た 

●
単
独

作
業
を
実
施
し
て
い
た 

●
糖
尿
病
な

ど
熱
中
症
の
発
生
に
影
響
を
与
え
る

職
場
に
お
け
る
熱
中
症
の
発
生
状
況

暑
さ
指
数（
W
B
G
T
）が
羅
針
盤

図1　熱中症発症のメカニズム

図2　熱中症の受診者と救急搬送車の推移
（国内全体の熱中症による救急搬送された患者数の年次推移）

日最高WBGT温度

日本の夏平均気温偏差

図5　WBGTを活用しよう

図4　熱中症による死亡災害の業種別発生状況
平成22年〜26年の5年間の累計件数

図3　職場における熱中症による死亡者数の年次推移

厚生労働省 平成26年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」より
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厚生労働省 平成26年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」より

参考：厚生労働省 熱中症の予防対策におけるWBGTの活用について
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受診者東京23区 名古屋 福岡
横浜 大阪 救急搬送者

受　診　者：三宅康史・昭和大病院救命救急センター長 調べ
救急搬送者：総務省消防庁 調べ

主要都市の2005年の救急搬送データをもとに、
日最高WBGT温度と熱中症患者発生率の関係をしめしています。
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高温・多湿・無風・水分補給がない

体温調節の破綻

熱中症
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お
そ
れ
を
考
え
て
い
な
か
っ
た 

●
連
日

の
体
調
不
良
で
休
暇
を
取
得
し
て
い

た
、な
ど
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

月
別
発
症
状
況
で
は
最
高
気
温

と
な
る
7
月
、8
月
が
ピ
ー
ク
に
な
り

ま
す
が
、7
月
中
旬（
梅
雨
明
け
）か

ら
8
月
中
旬（
お
盆
休
み
の
前
に
か

け
て
）は
、職
場
の
熱
中
症
の
死
亡
者

が
集
中
的
に
発
生
す
る
危
険
な
時
期

で
す
。

　

時
間
帯
別
で
は
大
き
く
二
つ
の
ピ
ー

ク
が
あ
り
ま
す
が
、作
業
日
数
別
で

は
、発
症
件
数
の
約
半
数
近
く
が
作

業
開
始
以
来
1
週
間
以
内
で
発
生
し

て
い
ま
す
。

熱
中
症
の
症
状

　

め
ま
い
、立
ち
く
ら
み
は「
熱
失

神
」と
呼
ば
れ
、熱
中
症
の
初
期
症
状

で
す
。体
温
が
上
が
る
と
皮
膚
の
表

面
上
の
血
液
量
が
増
え
る
た
め
、中

心
静
脈
の
血
流
量
が
減
っ
て
く
る
の
で

血
圧
が
低
く
な
り
ま
す
。脳
へ
の
血
流

量
が
少
な
く
な
っ
て
こ
の
よ
う
な
症
状

が
現
れ
ま
す
。

　

筋
肉
の
け
い
れ
ん
、痛
み（
こ
む
ら

返
り
）は「
熱
け
い
れ
ん
」と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。多
く
の
汗
を
か
い
た
と
き

に
、お
茶
や
水
だ
け
を
ガ
ブ
ガ
ブ
飲
ん

だ
場
合
、ナ
ト
リ
ウ
ム
の
不
足
か
ら
こ

の
よ
う
な
症
状
が
起
こ
っ
て
き
ま
す
。

い
ず
れ
も
重
症
度
Ⅰ
に
あ
た
り
ま
す
。

　

し
か
し
、そ
の
ま
ま
放
置
し
て
い
る

と
、脱
力
感
、頭
痛
、吐
き
気
、と
き
に

は
嘔
吐
、唇
の
し
び
れ
な
ど
の
全
身
症

状
が
現
れ
て
き
ま
す
。脱
水
が
相
当

進
ん
だ
状
態
で
、「
熱
ひ
は
い（
熱
失

神・熱
疲
労
）」と
呼
び
、重
症
度
Ⅱ
に

あ
た
り
ま
す
。

　

そ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
く
と
、さ
ら

に
脱
水
が
進
ん
で
重
症
度
Ⅲ
、い
わ
ゆ

る
熱
射
病
の
状
態
で
、意
識
障
害
が

現
れ
て
き
ま
す
。

　

救
急
医
学
会
で
は
簡
単
に
大
き
く

Ⅰ
度
か
ら
Ⅲ
度
に
3
分
類
し
て
い

ま
す
。

熱
中
症
の
応
急
措
置

　

応
急
措
置
に
つ
い
て
は
、よ
く
ご
存

じ
だ
と
は
思
い
ま
す
。

重
症
度
Ⅰ
度
の
場
合

　
「
め
ま
い
が
す
る
」「
あ
く
び
を
連

発
す
る
」は
脳
へ
の
血
流
量
が
減
る
酸

素
不
足
か
ら
、「
こ
む
ら
返
り
」は
大

量
の
発
汗
に
よ
る
ナ
ト
リ
ウ
ム
不
足

か
ら
起
こ
り
ま
す
。

　

速
や
か
に
涼
し
い
と
こ
ろ
へ
移
動
し

て
安
静
に
保
ち
、首
、わ
き
の
下
、股も

も
の

付
け
根
な
ど
、太
い
血
管
が
通
る
と
こ

ろ
を
冷
却
し
ま
す
。冷
や
さ
れ
た
血

液
が
全
身
を
巡
る
こ
と
で
体
温
が
下

が
り
ま
す
。同
時
に
水
分
と
塩
分
を

補
給
す
れ
ば
回
復
し
ま
す
。

重
症
度
Ⅱ
度
の
場
合

　

脱
水
が
進
ん
で
い
る
の
で
、全
身
症

状（
頭
痛
、吐
き
気
、嘔
吐
、倦
怠
感
、

虚
脱
感
、集
中
力
や
判
断
力
の
低
下
）

が
現
れ
て
き
ま
す
。応
急
措
置
は
重

症
度
Ⅰ
度
と
同
じ
で
す
。

　

た
だ
し
、気
を
付
け
な
い
と
い
け
な

い
こ
と
は
、応
急
措
置
で
良
く
な
っ
て

も
、ま
た
悪
化
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。重
症
度
Ⅱ
に
な
る
と
、脱
水
を
自

力
で
回
復
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、応
急

措
置
の
後
、速
や
か
に
医
療
機
関
へ
の

搬
送
が
必
要
で
、素
人
判
断
は
危
険

だ
と
い
う
認
識
が
大
事
で
す
。

重
症
度
Ⅲ
度
の
場
合

　

一
刻
も
早
く
救
急
隊
の
要
請
を
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。到
着
す
る

ま
で
に
、で
き
る
だ
け
体
温
を
下
げ
る

措
置
を
し
ま
す
。●
涼
し
い
と
こ
ろ
に

移
動
し
て
衣
服
を
ゆ
る
め
、足
を
高

く
し
て
休
ま
せ
る 

●
氷
、ア
イ
ス
パ
ッ

ク
、冷
却
剤
な
ど
を
太
い
血
管
が
通
る

首（
頚
動
脈
）、わ
き
の
下
、足
の
付
け

根
な
ど
に
押
し
あ
て
て
血
液
を
冷
や

す 

●
氷
、ア
イ
ス
パ
ッ
ク
な
ど
が
な
け

れ
ば
、全
身
に
水
を
吹
き
か
け
、バ
ス

タ
オ
ル
や
衣
服
な
ど
で
扇
ぐ
、な
ど
の

手
当
て
で
体
温
は
下
が
り
ま
す
。

　

熱
中
症
が
起
き
て
し
ま
っ
た
と
き

に
は
適
切
な
応
急
処
置
が
必
要
で
す

が
、以
下
の
項
目
を
観
察
し
、一
つ
で

も
当
て
は
ま
れ
ば
、医
療
機
関
で
の
受

診
が
必
要
で
す
。

□ 

意
識
が
は
っ
き
り
し
な
い

□ 

自
分
で
水
分
や
塩
分
を
摂
れ
な
い

□ 

症
状
が
よ
く
な
ら
な
い

熱
中
症
の
症
状
と
応
急
措
置

正
し
い
知
識
と
判
断
で
速
や
か
に
措
置

図6　熱中症による死亡災害の月別発生状況
平成22年〜26年の5年間の累計件数

図8　熱中症による死亡災害の作業日数別状況
平成22年〜26年の5年間の累計件数

図7　熱中症による死亡災害の時間帯別発生状況
平成22年〜26年の5年間の累計件数

厚生労働省 平成26年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」より

厚生労働省 平成26年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」より
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図9　熱中症の種類

皮膚血管の拡張によって血圧が低下、脳血流が減少して起こります。脈は
速くて弱くなります。

大量に汗をかき、水だけを補給して血液の塩分（ナトリウム）濃度が低下した
ときに起こります。

大量に汗をかき、水分の補給が追いつかないと、身体が脱水状態になり、全身
に症状が起こります。

中枢機能に異常をきたした状態で、意識障害が見られたり、ショック状態に
なる場合もあります。

症状の原因分 類 臨床症状からの分類

重症度 Ⅰ

重症度 Ⅱ

重症度 Ⅲ

熱失神

熱けいれん

熱疲労

熱射病
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高
齢
者
の
熱
中
症

　

熱
中
症
に
は
誰
も
が
注
意
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
が
、中
で
も
と
く
に

起
こ
し
や
す
い
年
代
が
あ
り
ま
す
。

男
性
で
は
0
〜
4
歳
、15
〜
19
歳
、55

〜
59
歳
、80
歳
前
後
に
、女
性
で
は
0

〜
4
歳
、80
〜
84
歳
に
熱
中
症
発
症

の
ピ
ー
ク
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

日
常
生
活
に
お
け
る
熱
中
症
は
明

ら
か
に
高
齢
者
に
多
く
、発
生
場
所

は
男
女
と
も
に
自
宅
な
ど
家
の
中
で

起
き
て
い
ま
す
。時
間
も
昼
間
だ
け

で
は
な
く
、夕
方
か
ら
夜
間
に
か
け

て
、深
夜
も
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

な
ぜ
高
齢
者
が
熱
中
症
に
な
り

や
す
く
、重
症
化
し
や
す
い
の
で
し
ょ

う
か
。

●
加
齢
と
と
も
に
、身
体
の
中
の
水
分

量
は
減
少
し
て
い
き
ま
す
。筋
肉

量
が
落
ち
て
い
く
の
で
、細
胞
内
液

が
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
が
一
つ
の

要
因
で
す
。

●
の
ど
の
渇
き
を
感
じ
に
く
く
な
っ
て

い
ま
す
。脱
水
し
て
い
る
状
態
で
も

水
分
を
摂
ろ
う
し
な
い
、水
分
摂

取
の
減
少
が
あ
り
ま
す
。

●
腎
臓
の
機
能
の
低
下
が
あ
り
ま
す
。

成
人
と
比
べ
る
と
尿
の
量
が
多
く

な
って
き
ま
す
。

●
食
事
の
量
が
減
っ
て
い
ま
す
。食
事

の
中
に
も
多
く
の
水
分
が
含
ま
れ

て
い
ま
す
。

●
夜
間
の
ト
イ
レ
を
気
に
す
る
あ
ま

り
、水
分
補
給
を
控
え
る
こ
と
も

脱
水
を
ま
ね
き
ま
す
。

●
病
気
や
薬
の
使
用
に
よ
る
脱
水
も

危
険
で
す
。

●
温
度
の
変
化
を
感
じ
に
く
く
な
って

い
ま
す
。暑
く
な
っ
て
も
重
ね
着
し

て
い
る
人
が
多
い
よ
う
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、高
齢
者
に
は
脱
水
を

進
め
て
し
ま
う
、い
ろ
い
ろ
な
要
素
が

あ
り
ま
す
。

　
●
水
分
補
給
は
、の
ど
の
渇
き
を
感

じ
な
く
て
も
コッ
プ
1
杯
程
度
の
水
分

を
こ
ま
め
に
摂
る 

●
汗
を
少
し
か
く

図10　症状別の応急措置

病院へ

すぐに救急車を要請 ！

● めまい　全身倦怠感
● 悪心・嘔吐
● 頭痛

● 体温が高い
● 意識障害
● 呼びかけや刺激への反応が
　にぶい
● 言動が不自然
● ふらつく

● 筋肉痛
● 手足がつる
● 筋肉がけいれんする

回復しないときは
救急車を要請 ！

回復

異常の発生

日
常
生
活
に
お
け
る
熱
中
症

機
能
の
衰
え
を
習
慣
づ
け
で
補
っ
て

図11　年齢階層別、性別熱中症死亡数の年次推移

図12　年齢階層別、発生場所別熱中症発生患者数

出典：文部科学省　（独）日本スポーツセンター

熱失神・熱疲労 熱射病熱けいれん

涼しい場所へ移動

衣服をゆるめ、身体を冷やす

風通しのよい日かげ、ｸｰﾗｰの効いている部屋へ。

熱を身体の外に逃がします。

水分を補給

足を高くして寝かせる 救急車到着まで

生理食塩水を補給
0.1〜0．2％の食塩水やイオン飲
料、経口補水液を補給します。

手足から身体の中心に向かって
マッサージすると効果的です。

水をかけたり、濡れタオルを当て
てからだを冷やします。
首筋、わきの下、大腿部の付け
根など、大きい血管を冷やすのも
効果的です。

0.9％の食塩水（1Lの水に9gの
食塩水）を補給します。

＊回復した場合も
容体が急変することが
あるので、念のため

病院で診察を
受けておきましょう。

出典：環境省環境保健部環境安全課、熱中症環境保健マニュアル（2011年5月改訂版、一部改訂）
京都女子大学教授 中井誠一、熱中症死亡数の年次推移（男女別）

出典：環境省 熱中症環境保健マニュアル（2013年）
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よ
う
な
環
境
で
は
適
度
な
塩
分
を
含

む
イ
オ
ン
飲
料
も
必
要 

●
寝
る
前
と

朝
目
覚
め
た
と
き
に
コ
ッ
プ
1
杯
の

水
分
補
給
を
す
る
な
ど
、意
識
し
て

水
分
補
給
を
心
が
け
る
こ
と
が
大
事

で
す
。

　

一
般
的
に
は
、ど
う
い
う
人
が
熱
中

症
に
な
り
や
す
い
か
は
以
下
の
と
お

り
で
す
。

●
普
段
か
ら
運
動
を
し
て
い
な
い

　

＊
高
齢
者
で
も
普
段
か
ら
趣
味

や
散
歩
な
ど
、活
発
に
し
て
い
る

人
は
熱
中
症
に
な
り
に
く
い
よ
う

で
す
。

●
病
気
の
人
、利
尿
剤
を
使
用
し
て
い

る
人

●
脱
水
症
状
の
あ
る
人
、下
痢
状
態

の
人

●
水
分
と
塩
分
の
補
給
が
不
十
分

●
食
欲
が
低
下
し
て
い
る
場
合

●
暑
さ
に
慣
れ
て
い
な
い

●
体
調
不
良
の
場
合

職
場
環
境
と
体
調
管
理

　

熱
中
症
予
防
の
ポ
イ
ン
ト
は
職
場

の
環
境
と
日
頃
の
体
調
管
理
、飲
料
の

種
類
と
水
分
補
給
の
方
法
で
す
。

　

熱
中
症
は 

●
気
温
が
高
い 

●
湿
度

が
高
い 

●
風
が
弱
い 

●
熱
い
も
の
が
側

に
あ
る 

●
日
射
し
が
強
い 

●
照
り
返

し
が
強
い 

●
急
に
気
温
が
上
が
る
、な

ど
の
環
境
下
で
起
こ
り
ま
す
。最
高

気
温
が
35
℃
ま
で
上
昇
し
た
日
、前

日
に
比
べ
て
急
に
気
温
が
上
昇
し
た

場
合
、梅
雨
の
中
休
み
、梅
雨
が
明
け

て
急
に
気
温
が
上
が
っ
た
場
合
に
危

険
性
が
高
く
な
り
ま
す
。熱
帯
夜
も

危
険
で
す
。

　

暑
い
日
が
続
く
と
、次
第
に
身
体

が
暑
さ
に
慣
れ
て
き
ま
す
。こ
れ
を

「
暑
熱
順
化
」と
い
い
ま
す
。暑
さ
に

慣
れ
る
た
め
に
は「
す
ぐ
に
汗
を
か
け

る
身
体
に
変
化
す
る
」仕
組
み
が
整
っ

て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。暑
さ
に

慣
れ
て
い
な
い
と
き
は
必
要
以
上
に

ナ
ト
リ
ウ
ム
の
喪
失
が
起
こ
り
ま
す

が
、ホ
ル
モ
ン
系
、内
分
泌
系
が
う
ま

く
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
、汗
に
含
ま
れ

る
塩
分
濃
度
は
だ
ん
だ
ん
少
な
く

な
っ
て
き
ま
す
。

　

日
頃
か
ら
の
自
己
管
理
が
大
事

で
す
。

●
朝
食
を
摂
ら
な
い

●
二
日
酔
い

●
夏
風
邪

●
お
な
か
の
調
子
が
悪
い

　

こ
う
い
う
と
き
に
は
脱
水
を
伴
う

の
で
熱
中
症
の
リ
ス
ク
が
上
が
り
ま

す
。睡
眠
不
足
も
危
険
で
す
。

　

お
酒
は
身
体
か
ら
水
分
を
失
わ
せ

る
原
因
に
な
り
ま
す
。ア
ル
コ
ー
ル
は

す
べ
て
利
尿
作
用
が
あ
る
の
で
、飲
み

過
ぎ
た
と
き
に
は
、よ
り
一
層
の
水
分

補
給
が
必
要
で
す
。当
然
、二
日
酔
い

の
日
は
熱
中
症
の
危
険
要
因
に
な
り

ま
す
。

　

肥
満
気
味
の
人
も
熱
中
症
の
リ
ス

ク
が
あ
り
ま
す
。身
体
か
ら
発
し
た

熱
を
外
気
に
放
出
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
が
、厚
い
体
脂
肪
で
お
お
わ
れ

て
い
る
と
、放
熱
効
果
が
悪
く
な
り

ま
す
。

　

職
場
環
境
に
お
い
て
は
、厚
生
労
働

省
労
働
基
準
局
か
ら
の
注
意
喚
起
表

示
5
項
目（
図
16
）を
抑
え
て
熱
中
症

の
知
識
を
し
っ
か
り
も
っ
て
も
ら
う
こ

と
が
大
事
で
す
。

水
分
の
摂
取
方
法

　

一
般
的
に
、人
は
1
日
約
2・5
L

を
体
内
か
ら
失
い
ま
す
。夏
場
は
意

識
し
て
水
分
摂
取
を
心
が
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。飲
む
量
は
、か
い
た

汗
の
量
が
目
安
で
す
。し
か
し
、一
度

に
大
量
の
水
を
飲
む
と
、か
え
っ
て
体

内
の
電
解
質
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
し
ま

い
ま
す
。

●
一
度
に
飲
む
の
で
は
な
く
、で
き
る

だ
け
こ
ま
め
に
飲
む
。

●
5
〜
15
℃
く
ら
い
に
若
干
冷
や

し
て
。

熱
中
症
に
な
ら
な
い
た
め
の
ポ
イ
ン
ト

適
切
な
水
分
補
給
と
日
々
の
自
己
管
理

図14　熱中症を引き起こす要因

図16　熱中症注意喚起5項目

WBGT値の低減に努めていますか？

環 境 身 体 行 動

● 気温が高い、湿度が高い、風が
弱い

● 日射しが強い、締め切った屋内
● エアコンのない部屋、急に暑く

なった日

● 高齢者や乳幼児、肥満の人
　糖尿病、精神疾患の持病
● 低栄養状態、下痢やインフルエ

ンザでの脱水状態
● 二日酔い、寝不足といった体調

不良

● 激しい筋肉運動や慣れない
運動

● 長時間の屋外作業
● 水分補給できない状況

熱への順化期間を設けていますか？

自覚症状の有無に関わらず水・塩分を摂っていますか？

透過性・通気性の良い服装をしていますか？

睡眠不足・体調不良ではありませんか？

図15　熱中症が起こりやすい時期（2012年東京23区）

出典：国立環境研究所
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●
多
く
の
汗
を
か
く
場
合
は
0
・
1

〜
0
・
2
％
程
度
の
塩
分
を
含
む

飲
み
も
の
が
必
要
。

　

私
た
ち
の
身
体
に
は
、ほ
ぼ
0・9
％

の
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
含
ん
だ
血
液
が
循

環
し
て
い
ま
す
。大
量
に
汗
を
か
い
て

水
分
も
ナ
ト
リ
ウ
ム
も
失
わ
れ
た
と

き
、水
だ
け
を
飲
む
と
血
液
の
ナ
ト
リ

ウ
ム
濃
度
が
薄
ま
り
、「
こ
れ
以
上
ナ

ト
リ
ウ
ム
濃
度
を
下
げ
な
い
」た
め
に

の
ど
の
渇
き
が
ス
ト
ッ
プ
し
て
し
ま
い

ま
す
。同
時
に
体
液
の
塩
分
濃
度
を

戻
そ
う
と
し
て
、余
分
な
水
分
を
尿

と
し
て
排
出
し
て
し
ま
い
す
。汗
を
か

い
た
ら
、塩
分（
ナ
ト
リ
ウ
ム
）補
給
も

必
要
で
す
。

　

厚
生
労
働
省
の
熱
中
症
予
防
対
策

と
し
て
重
点
的
な
項
目「
水
分
摂
取

の
目
安
」で
も
、「
水
分
、塩
分
摂
取
の

頻
度
は
0
・
1
〜
0
・
2
％
の
食
塩
水

ま
た
は
1
0
0
㎖
あ
た
り
ナ
ト
リ
ウ

ム
40
〜
80
㎎
の
ス
ポ
ー
ツ
ド
リ
ン
ク
な

ど
を
20
〜
30
分
お
き
に
カ
ッ
プ
1
〜

2
杯
を
目
安
に
、の
ど
の
渇
き
を
覚
え

な
く
て
も
義
務
的
に
飲
む
」こ
と
を

勧
め
て
い
ま
す
。

効
率
的
な
水
分
補
給

　

熱
中
症
予
防
の
水
分
補
給
と
し

て
、日
本
体
育
協
会
で
は
塩
分
と
糖

質
を
含
ん
だ
飲
料
を
推
奨
し
て
い
ま

す
。と
く
に
1
時
間
以
上
運
動
を
続

け
る
場
合
に
は
4
〜
8
％
の
糖
質
を

含
む
も
の
を
勧
め
て
い
ま
す
。理
由

は
、腸
管
で
の
水
分
吸
収
を
促
進
す

る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。主
要
な

糖
で
あ
る
ブ
ド
ウ
糖
は
、腸
管
内
で
ナ

ト
リ
ウ
ム
が
同
時
に
あ
れ
ば
速
や
か

に
吸
収
さ
れ
ま
す
。ま
た
、そ
れ
ら
に

引
っ
張
ら
れ
て
水
分
も
吸
収
さ
れ
る

と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
す
。

図18　水分吸収を促進する仕組みのイメージ

図17　脱水時に水だけを飲んだ場合

脱水時は、水分とともに適量の塩分を摂ることが重要！
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