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工事現場の安全を確保し
作業員と会社を守る

対処法
5つの視点安全

管理
労働安全衛生法
が教える

Special
Report

1 危険な作業を元請に指示され承諾して事故
が起きたら、下請が法令違反の罪になる。

●事故が起こると現場の代表者だけでなく経営者にも責任が及ぶ。●直接作業に手を下していない元請が責任
を問われないことはあっても下請が責任を負わずに済むことはあり得ない。●指示された作業が危険だと思っ
たらやりたくないという意思をはっきり示すこと。

4
ページ

2 職長は事業者の代行であり、個々の作業
を監督する作業主任者とは立場が違う。

●作業主任者は常に作業を見ている人でなければならない。●労働基準監督官は多すぎる書類にうんざりしている。
●とにかく書類を作っておけばいいという意識では安全管理の本質を見失う。●これから入ってくる業者が加わっ
ていない安全協議会は無意味。

5
ページ

3 その日の作業に不要な情報が掲示板に書かれて
いると安全管理の意識が低いと見られる。

●現場査察で監督官は掲示板に注目する。●作業主任者の名前を書くのは現場に周知させるため。●日々の変
化に合わせた掲示でなくては焦点がぼけてしまい、安全意識が高まりにくい。●何でもかんでも表示してある
と何を伝えたいのか曖昧になる。●表示するからには1つの目的に限って明確に。

6
ページ

4 「安全帯は必要なとき、必要な人にだけの精神」
が基本。着装の意味を再認識する。

●高所でも地上でも安全帯を付けて作業していると適切な着装がおろそかになる。●必要なときだけ安全帯を
付けるようにすれば、これから危険な場所で作業するのだという緊張感が生まれる。●KY活動はすべての作
業に目を配ってこそ効果が出てくる。●口で言うより重機事故の動画を活用。

8
ページ

5 クレーン機能付きバックホウで物を吊るには、
クレーン運転の資格も必要。

●重機災害では労働基準監督署は過失の有無ではなく、資格を持っていない人が運転していた場合、その責任
を問う。●重機の年次点検はきちんとチェック。不具合が直っているとは限らない。●監督官は重機の用途外
使用に厳しい目を向ける。●査察は安全管理について教わるチャンス。

9
ページ

現場は安全第一。言わずもがなのことだが、労働安全衛生法に照らし合わせると、ピント外れな安全管理を
している会社が多い。無意味なこと、間違ったことをしていたと元労働基準監督官は指摘する。

重要なのは法律を正しく理解し、なぜそう定められているのかをよく認識することだ。
それが作業員を守り、会社の損失を食い止めることにつながる。

労働基準監督官的アングルで見た

元・横浜南労働基準監督署署長
社会保険労務士

片寄茂夫
ワンダーベル合同会社

建設コンサルティング＆教育役

中村秀樹
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○
×
ク
イ
ズ
で
す
。
①
現
場
の
人

間
が
安
全
を
軽
視
し
て
作
業
し
た
た

め
に
事
故
が
起
こ
っ
た
場
合
、
会
社

の
法
的
責
任
は
な
い
。
②
元
請
に
言

わ
れ
た
と
お
り
に
作
業
し
て
い
れ
ば
、

も
し
事
故
が
起
こ
っ
て
も
下
請
が
罪

に
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

労
働
安
全
衛
生
法
が
正
確
に
理
解

さ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
る
こ
と
の
一

つ
に
、
作
業
主
任
者
制
度
が
あ
り
ま

す
。
建
設
現
場
で
は
、
足
場
の
組
み

立
て
、
深
さ
2
メ
ー
ト
ル
以
上
の
掘

削
、
土
留
め
な
ど
一
定
の
作
業
に
つ

い
て
、
資
格
を
有
す
る
者
の
中
か
ら

作
業
主
任
者
を
選
任
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
認
識
し

て
い
て
も
、
職
長
と
作
業
主
任
者
を

混
同
し
て
い
る
の
で
す
。

　

い
ろ
ん
な
職
種
や
作
業
が
入
り
交

　

ど
の
建
設
会
社
も
安
全
第
一
を
心

が
け
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
は
、

残
念
な
が
ら
事
故
が
起
こ
っ
た
と
き
、

そ
の
法
的
責
任
が
ど
う
な
る
の
か
、

明
確
に
認
識
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

　

労
働
安
全
衛
生
法
は
主
語
が
「
事

業
者
」と
な
っ
て
い
ま
す
。「
事
業
者

じ
っ
て
い
る
中
で
安
全
を
確
保
す
る

た
め
に
は
、
個
々
の
作
業
に
つ
い
て

最
も
よ
く
知
っ
て
い
る
経
験
者
が
リ

ー
ダ
ー
と
な
り
、
常
に
作
業
を
見
て

い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
作

業
主
任
者
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
、
事
業
者
の
代
行
と
し
て
工

事
全
体
を
見
る
職
長
と
は
立
場
が
違

い
ま
す
。

　

重
要
な
の
は
「
常
に
」
と
い
う
こ

と
で
す
。
職
長
が
有
資
格
者
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
個
々
の
作
業
を
い
つ

罰
規
定
と
い
い
、
現
場
を
指
揮
管
理

す
る
権
限
を
持
っ
た
人
を
雇
用
し
て

い
る
事
業
者
、
つ
ま
り
経
営
者
に
も

法
的
責
任
が
及
ぶ
の
で
す
。

　

き
ち
ん
と
し
た
安
全
対
策
を
講
じ

て
い
た
の
に
、
現
場
の
代
表
者
が
そ

れ
に
反
し
た
こ
と
が
立
証
で
き
れ
ば

別
で
す
が
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い

限
り
法
人
罰
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き

ず
、
た
と
え
現
場
を
見
て
い
な
く
て

も
、
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
言
い
訳

は
通
用
し
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
①
の
答

え
は
×
で
す
。

　

下
請
の
責
任
の
重
さ
も
十
分
に
認

識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

元
請
に
言
わ
れ
た
と
お
り
に
や
っ
て

い
れ
ば
問
題
な
い
。
事
故
が
起
こ
っ

て
も
責
任
は
問
わ
れ
な
い
。
そ
う
考

な
く
、
ど
れ
ほ
ど
危
険
で
あ
る
か
指

摘
す
べ
き
で
す
。
そ
れ
で
も
や
れ
と

言
わ
れ
た
ら
、「
私
は
や
り
た
く
あ
り

ま
せ
ん
が
、
ど
う
し
て
も
と
い
う
の

な
ら
」
と
、
大
き
な
声
で
意
思
表
示

を
し
、
で
き
れ
ば
メ
モ
し
て
お
く
こ

と
で
す
。
無
理
に
や
ら
さ
れ
た
こ
と

を
証
明
で
き
れ
ば
罪
は
軽
く
な
る
と

思
い
ま
す
。

　

間
違
っ
て
も
「
そ
う
で
す
ね
。
や

り
ま
し
ょ
う
」
と
は
言
わ
な
い
こ
と

で
す
。
危
険
な
作
業
と
知
り
な
が
ら

同
意
し
て
事
故
が
起
き
れ
ば
、
下
請

は
法
令
違
反
の
罪
に
な
り
ま
す
。
こ

の
点
は
十
分
な
注
意
が
必
要
で
す
。

え
る
の
は
大
き
な
誤
り
で
、
②
の
答

え
も
×
で
す
。
事
故
が
起
こ
っ
た
場

合
、
直
接
作
業
に
手
を
下
し
て
い
な

い
元
請
が
責
任
を
問
わ
れ
な
い
こ
と

は
あ
っ
て
も
、
下
請
が
責
任
を
負
わ

ず
に
済
む
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。

　

元
請
に
罪
が
及
ぶ
と
す
れ
ば
教
唆

や
共
謀
罪
で
す
が
、
元
請
は
危
険
な

作
業
を
無
理
強
い
し
て
も
、
そ
の
こ

と
を
日
誌
や
指
示
書
に
は
絶
対
書
き

ま
せ
ん
。
教
唆
の
罪
に
問
わ
れ
る
と

す
れ
ば
、周
り
の
人
が「
い
つ
も『
早

く
や
れ
。
安
全
な
ん
か
い
い
か
ら
や

れ
』
っ
て
言
っ
て
ま
し
た
」
と
い
う

ふ
う
に
証
言
し
た
ケ
ー
ス
で
す
。
し

か
し
、
こ
れ
は
レ
ア
な
ケ
ー
ス
で
す
。

　

元
請
に
指
示
さ
れ
た
作
業
が
危
険

だ
と
思
え
ば
、
黙
っ
て
従
う
の
で
は

「
言
わ
れ
た
と
お
り
に
や
る
と
事
故

が
起
こ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。
そ

の
場
合
、
元
請
さ
ん
で
百
％
責
任
を

取
っ
て
も
ら
え
ま
す
か
」
と
、
元
請

と
の
関
係
が
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
な
い
程

度
に
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か
け
る
こ
と

で
す
。

　

刑
事
罰
は
免
れ
て
も
民
事
で
損
害

賠
償
請
求
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

安
全
管
理
面
で
合
法
で
あ
り
、
か
つ

民
事
訴
訟
に
な
っ
た
と
き
賠
償
額
が

少
な
く
な
る
よ
う
、
会
社
が
有
利
な

立
場
で
い
る
た
め
に
、
労
働
安
全
衛

生
法
の
解
説
書
を
一
度
は
読
ん
で
お

く
こ
と
で
す
。

も
監
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ

う
か
。
3
～
4
人
し
か
い
な
い
現
場

で
あ
れ
ば
目
が
届
き
ま
す
か
ら
、
職

長
が
作
業
主
任
者
に
な
っ
て
も
構
い

ま
せ
ん
が
、「
職
長
だ
か
ら
作
業
主
任

者
に
な
る
」
と
い
う
決
め
方
は
危
険

で
す
。
資
格
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
良
し

と
せ
ず
、
そ
の
中
か
ら
誰
を
選
任
し

法
定
の
職
務
を
行
わ
せ
て
い
る
か
が

問
題
で
す
。

　

労
働
基
準
監
督
官
は
査
察
の
際
、

必
ず
作
業
主
任
者
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま

は
…
…
し
て
は
な
ら
な
い
」「
事
業
者

は
…
…
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

事
業
者
が
会
社
で
あ
る
場
合
、
組
織

が
作
業
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
な
い

の
で
、
事
故
が
起
こ
っ
た
と
き
は
現

場
の
代
表
者
が
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、同
法
第
1
2
2
条
で「
違

反
行
為
を
し
た
と
き
は
行
為
者
を
罰

す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
ま
た
は
人
に

対
し
て
も
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す

る
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
両

で
す
。
作
業
主
任
者
の
役
割
が
ど
れ

だ
け
重
要
か
お
分
か
り
で
し
ょ
う
。

　

作
業
主
任
者
制
度
の
意
味
が
理
解

さ
れ
て
い
な
い
と
監
督
官
が
感
じ
る

の
は
、
分
厚
い
書
類
を
見
せ
ら
れ
た

と
き
で
す
。
講
習
を
受
け
れ
ば
作
業

主
任
者
に
な
れ
る
の
で
、
資
格
を
持

っ
て
い
る
人
は
大
勢
い
ま
す
。
そ
の

人
た
ち
の
名
前
や
持
っ
て
い
る
資
格

を
全
部
書
き
、
資
格
証
ま
で
添
付
し

て
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
肝
心
な
こ
と
は
、
資
格
の

あ
る
人
の
誰
が
作
業
主
任
者
と
し
て

の
職
務
を
果
た
し
て
い
る
の
か
で
す
。

　

作
業
主
任
者
に
限
ら
ず
、
何
で
も

書
類
に
し
て
お
け
ば
安
全
管
理
の
姿

勢
を
評
価
し
て
も
ら
え
る
と
思
っ
て

い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
監
督
官
は
評

価
す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
書
類
の

多
さ
に
う
ん
ざ
り
し
ま
す
。
と
に
か

く
書
類
を
作
っ
て
お
け
ば
い
い
と
い

う
意
識
を
改
め
な
け
れ
ば
本
当
の
安

全
管
理
は
で
き
ま
せ
ん
。
無
駄
な
書

類
の
多
さ
を
見
て
い
る
と
、
森
の
中

に
迷
い
込
ん
で
、
安
全
管
理
の
本
質

を
見
失
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　

形
式
的
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
る

の
は
安
全
協
議
会
も
そ
う
で
す
。
1

カ
月
間
の
大
ま
か
な
方
針
を
決
め
る

安
全
協
議
会
に
は
、
こ
れ
か
ら
現
場

に
入
っ
て
く
る
業
者
が
加
わ
っ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
議
事
録

を
見
る
と
過
去
の
業
者
だ
け
で
構
成

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
で
は
安
全
に
つ
い
て
話
し
合
う
場

に
な
り
ま
せ
ん
。

　

安
全
協
議
会
は
設
置
と
定
期
開
催

を
義
務
付
け
て
い
ま
す
。し
か
し
、細

か
な
内
容
に
つ
い
て
は
規
定
し
て
い

な
い
の
で
、
そ
の
目
的
を
き
ち
ん
と

理
解
せ
ず
に
形
だ
け
で
開
催
し
て
い

る
と
こ
ろ
が
目
に
付
き
ま
す
。
会
を

開
く
か
ら
に
は
中
身
の
あ
る
も
の
に

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

す
。
し
か
し
、
選
任
し
て
い
て
も
そ

の
人
が
現
場
に
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、

作
業
主
任
者
制
度
の
認
識
が
薄
い
よ

う
で
す
。

　

事
故
が
発
生
し
た
現
場
を
調
査
し

に
行
く
と
、
作
業
主
任
者
が
い
な
か

っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
が
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
東
京
労
働
局
が
発
表
し
て

い
る
書
類
送
検
の
事
例
を
見
て
も
、

全
体
の
4
割
近
く
を
墜
落
災
害
が
占

め
て
お
り
、
そ
の
う
ち
か
な
り
の
部

分
が
作
業
主
任
者
の
選
任
義
務
違
反

12
職
長
は
事
業
者
の
代
行
で
あ
り
、

個
々
の
作
業
を
監
督
す
る

作
業
主
任
者
と
は
立
場
が
違
う
。

危
険
な
作
業
を
元
請
に
指
示
さ
れ

承
諾
し
て
事
故
が
起
き
た
ら
、

下
請
が
法
令
違
反
の
罪
に
な
る
。

事
故
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
は
そ
の
こ
と
を

は
っ
き
り
と
指
摘
す
べ
き
。

資
格
を
持
っ
て
い
て
も
不
在
で
は
無
意
味
。

重
要
な
の
は
常
に
監
視
で
き
る
こ
と
。

労働安全衛生法上の元請・下請の関係

「……してはならない」「……しなければならない」義務者は「事
業者」である。「事業者」とは、「事業を行うもので、労働者を使
用するものをいう」（法第 2 条）
従って、一般的にはその作業を行う職人を雇っている下請会社が
事業者。
法の上では元請と下請とは別個の法人。
元請が法の上で、義務を課されている事項は限られている。
安全衛生規則第 635 条～第 664 条（根拠の法条文は第 30 条
～第 32 条）

中身：協議組織の設置と運営、作業間の連絡と調整、作業場
所の巡視、教育に対する指導と援助、警報の統一などで、事
故があった時実質的な意味を持つのは、例えば、型わく支保
工の措置、物品揚卸口の措置（開口部）、足場の措置など。

しかも、足場の設置などの実質的な義務は、下請も合わせて負う。
従って、一旦事故があれば安全衛生法の上では、元請の責任が
問われないことはあっても、当該下請の責任は免れない。
安全の観点から言えば、下請は元請に対等以上の立場でものを
言うべきである。

（例）下水道工事で掘削作業中に土止めをしないで事故が起こっ
た場合、直接の責任は下請が負うが、元請がそれでもやれと指
示した場合には元請は教唆又は共謀となる。

元請（大手ゼネコン）

安全管理のしくみと書類、
記録を十分作成しておけば

大丈夫だ！！
こんなところで事故は
起こらないだろう

元請の言うとおり
やっていれば

責任を逃れられるぞ！

元請（地元ゼネコン）

下請

●職長
職長教育修了者から選任され、現場における作業全体について、労
働者を直接指導・監督する。
●作業主任者
作業主任者技能講習修了者から選任され、労働災害を防止するため
の管理を必要とする作業で、政令で定めるもの（足場の組立作業、
地山の掘削作業、高圧室内作業等）について、労働者の指揮その他
を行う。
※ 職長の資格と作業主任者の資格とは内容が異なるので、どちらか
の資格だけで兼ねることはできないが、両方の資格を持った人は兼
ねることができる。

法的に満足している度合い

過剰合致一部不適合

いい加減な安全管理をしている。 
事故が発生すれば書類送検されるだろう。

書類はいくらあっても、肝心なものや記録がなかったりする。 
必要なものがなければ法令違反になる。

「安全・安全とうるさい！」と思われている企業群である。書
類は立派で問題ないものの事故は減らない。 
なぜなら肝心なポイントを目で見て直接指導することが少
ないからである。

目指すべき現場の安全体制づくりである。

（資料提供：中村秀樹）

×
▲
●

◎

書
類
や
見
せ
か
け
の
安
全
管
理

多
い

少
な
い

元請と下請の関係、こんなふうになってはいないか？

職長と作業主任者の役割の違い

形式的な書類主義や見せかけの安全管理は意味がない



当日の作業がない場合は、「該当作業
無し」などと書いておき、作業主任者
の名前を消すことで、安全管理の意識
が高まることにつながる。（写真提供：
片寄茂夫）

朝礼時に、みんなの前で作業主任
者に腕章を渡せば、その日の作業
主任者が誰かが一目瞭然で分かり
やすい。（イラスト提供：ピクタス）
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現
場
査
察
は
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な

い
限
り
、
1
現
場
1
回
な
の
で
、
監

督
官
は
安
全
管
理
の
断
面
し
か
見
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
中

で
、
安
全
管
理
の
実
態
を
よ
く
映
す

鏡
と
し
て
注
目
す
る
の
が
掲
示
板
で

す
。

　

す
で
に
躯
体
が
立
ち
上
が
っ
て
い

る
現
場
で
地
山
の
掘
削
作
業
主
任
者

の
名
前
が
残
っ
て
い
た
り
、
ま
だ
基

礎
工
事
中
な
の
に
足
場
の
作
業
主
任

者
の
名
前
が
書
い
て
あ
っ
た
り
す
る

と
、
私
の
場
合
、
安
全
管
理
の
あ
り

方
に
疑
問
符
が
付
き
ま
す
。
作
業
主

任
者
の
名
前
を
羅
列
し
て
い
る
現
場

で
、
そ
の
理
由
を
尋
ね
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
答
え
は
こ
う
で
し
た
。

「
工
事
が
始
ま
っ
た
段
階
で
名
前
が

分
か
っ
て
い
る
の
で
、
最
初
に
書
い

て
い
ま
す
。
支
店
の
パ
ト
ロ
ー
ル
で

は
、
掲
示
板
に
す
べ
て
書
い
て
あ
る

と
受
け
が
い
い
ん
で
す
」

　

確
か
に
規
則
で
は
「
作
業
主
任
者

を
選
任
し
た
時
は
氏
名
、
職
務
を
見

や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
等
に
よ
り
、

関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
そ
の
趣
旨
は
掲
示
す
る
こ
と

に
あ
る
の
で
は
な
く
、
周
知
す
る
こ

と
で
す
。個
人
的
な
意
見
で
す
が
、作

　

掲
示
板
に
そ
の
日
の
作
業
主
任
者

名
だ
け
が
書
い
て
あ
り
、
終
了
し
て

い
る
作
業
に
つ
い
て
は
作
業
終
了
と

書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

私
が
監
督
官
だ
っ
た
と
き
、
そ
う
い

う
現
場
に
行
く
と
、
き
ち
ん
と
安
全

管
理
が
で
き
て
い
る
会
社
だ
な
と
思

い
ま
す
が
、
そ
の
日
の
作
業
に
は
必

要
の
な
い
情
報
が
書
か
れ
て
い
る
と
、

安
全
管
理
の
意
識
が
低
い
の
で
は
な

い
か
と
疑
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

作
業
主
任
者
の
名
前
を
書
く
の
は
、

誰
が
こ
の
作
業
の
責
任
者
な
の
か
を

み
ん
な
に
知
っ
て
も
ら
い
、
安
全
意

識
を
高
め
て
も
ら
う
た
め
で
す
。
周

知
徹
底
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
は
、

作
業
前
の
体
操
が
終
わ
っ
た
後
、「
今

日
は
俺
が
作
業
主
任
者
だ
か
ら
ね
」

と
伝
え
る
方
が
確
実
で
、
そ
ん
な
ふ

う
に
し
て
い
れ
ば
掲
示
す
る
必
要
も

な
い
と
言
っ
て
い
い
ぐ
ら
い
で
す
。

掲
示
板
に
書
く
だ
け
で
な
く
、
朝
礼

の
時
、
み
ん
な
の
前
で
作
業
主
任
者

に
腕
章
を
渡
し
、
帰
り
に
腕
章
を
返

し
て
も
ら
っ
て
い
る
会
社
が
あ
り
ま

し
た
。
こ
れ
は
非
常
に
分
か
り
や
す

い
方
法
で
す
。
ぜ
ひ
参
考
に
な
さ
っ

て
く
だ
さ
い
。

　

表
示
に
つ
い
て
も
不
要
な
情
報
が

多
い
と
感
じ
ま
す
。
何
で
も
か
ん
で

も
表
示
し
て
い
る
現
場
が
多
い
の
で

す
。
開
口
部
に
ロ
ー
プ
を
張
り
、「
立

入
禁
止
」
と
「
安
全
帯
使
用
」
の
表

示
が
し
て
あ
る
現
場
が
あ
り
ま
し
た
。

安
全
帯
を
使
え
ば
入
っ
て
い
い
と
い

う
意
味
だ
と
し
て
も
、
ロ
ー
プ
が
た

る
ん
で
い
る
の
で
親
綱
と
し
て
は
使

え
そ
う
に
見
え
ず
、
何
が
言
い
た
い

の
か
曖
昧
で
し
た
。

　

注
意
を
促
す
た
め
に
は「
開
口
部
」

と
表
示
す
れ
ば
い
い
だ
け
の
こ
と
で
、

余
計
な
表
示
が
あ
る
と
混
乱
し
て
し

ま
い
ま
す
。
表
示
す
る
か
ら
に
は
明

確
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
わ
る
よ
う
、

一
つ
の
目
的
に
限
っ
て
表
示
し
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
と
り
あ
え
ず
表

示
し
て
お
こ
う
と
い
う
意
識
で
は
安

全
を
確
保
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

業
内
容
が
日
々
変
化
し
て
い
く
建
設

現
場
で
は
、
そ
の
変
化
に
合
わ
せ
て
、

必
要
な
も
の
を
必
要
な
時
に
書
き
込

み
、
該
当
作
業
が
終
わ
っ
た
ら
消
す

と
い
う
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
た
ほ
う
が

い
い
と
思
い
ま
す
。

　

当
日
の
該
当
作
業
分
と
す
で
に
終

了
し
て
い
る
作
業
、
将
来
行
わ
れ
る

作
業
が
同
列
に
掲
示
さ
れ
て
い
た
の

で
は
焦
点
が
ぼ
け
て
し
ま
い
、
関
係

者
に
安
全
意
識
を
持
た
せ
る
こ
と
は

難
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
日
の
作
業
に
不
要
な
情
報
が

掲
示
板
に
書
か
れ
て
い
る
と

安
全
管
理
の
意
識
が
低
い
と
見
ら
れ
る
。

3作
業
内
容
の
変
化
に
合
わ
せ
た
掲
示
で

な
け
れ
ば
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
わ
ら
な
い
。

● 作業用竹馬（アメリカ）

● はしごを工夫して足場に（アメリカ）

● 大きな脚立で作業（フランス）

● コンクリートバケットに乗って操作（ドイツ）

身長が70センチほど伸びて作業ができる道具で、天井など足場が必要な場所に簡
単に移動できる。この道具は日本で作業に使うことができるだろうか。実際、この
道具を履いてみると、ロボットのように動けるようだ。

はしごとブラケットを組み合わせて壁周りの足場に利用している。身近にある道具を
うまく組み合わせており、安全帯も使用している。これなら日本でも使えそうだが。

日本なら、ローリングキャスターで移動式足場を組んで行うような作業を、大きな
脚立に乗ってやっている。2メートル以上の高さで作業しているようなので、日本
では法に抵触しそうだが。

コンクリート打設用のバケットに人が乗る作業床が付いている。空中でのバケット
操作を可能にするための工夫だろう。腕に自信があるにせよ、用途外使用であり、
日本では認めてもらえないのではないか。

「これが、労働安全衛生法（以下は単に法）に抵触するかどうか」という質問であ
れば、脚立でもないし、足場でもないから法規制の対象外でしょう。ただし、も
し、床から足までの高さが2メートルを超えたら法違反となります。日本では「高
さが2メートル以上の箇所で作業をする場合は足場等により作業床を設けなけれ
ばならない」という法の定めがあるからです。

写真を見ると、作業地点の高さが2メートルを超えているようです。この場合、法
の「墜落防止の手すり等を設けなければならない」（第519条第1項）「手すり等を
設けることが著しく困難なとき、または作業の必要上、臨時に取り外すときは防網
を張るか、安全帯を使用しなければならない」（同条第2項）が適用され、手すりを
設けることが物理的に困難とは思えません。安全帯を使用していても法律違反に
なりそうです。

手すり等の問題がクリアできないようにも思えますが、上から3段目の踏み面に足
を乗せて作業しています。高さ75センチの位置に手すり代わりのものがあると考え
られれば、条件付きで作業可能となることもありそうです。

基本的にはクレーンの搭乗制限に触れる問題です。作業の性質上、やむを得ない
場合は例外規定が適用されますが、写真を見る限り、それは難しそうです。そもそ
も人を宙吊りにして作業させることは危険だという認識が必要でしょう。安易に例
外を認めることはないと思われます。

欧米諸国の工事現場ではアッと驚くような簡素な安全管理が行われている。
経費が安上がりという点で魅力的なのだが、その工夫は安全規制の厳しい日本でも通用するのだろうか。

セーフか、アウトか、4つの事例を判断していただいた。

欧米の安全工夫　日本ではセーフ？ アウト？

Q

Q

Q

Q

A

A

A

A

セーフ

条件付きで
セーフ

アウト

アウト（写真提供：中村秀樹）



重機をトラックから降ろすときの事故も意外にある。写真は、掘
削用機械（ドラグショベル）を 4トン積みダンプ荷台に掛け渡
した道板（アルミ製）上を走行させ道路面に降ろしていた際、道
板が外れドラグショベルが転落した。スロープ状（約 30 度）に
掛け渡した道板は固定されていなかった。（写真提供：片寄茂夫）

バケットにフックを溶
接したバックホウ。この
ような用途外使用が行
われると、大きな事故を
招く恐れがある。（写真
提供：片寄茂夫）

安全帯は必要な人だけが付ける。どんな作業でも安全帯を付け
させておくのは、むしろ危険を招く。（写真提供：中村秀樹）

重機による事故は後を絶たない。写真は、個人住宅の建築工事におい
て、トラックの荷台から12トンホイールクレーンで型枠材を現場内過
負荷防止装置を無効に搬入する作業中、定格荷重を超える単管（重量
約 980キロ）を吊り上げたため、ホイールクレーンが転倒したもの。

（写真提供：片寄茂夫）
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現
場
に
行
く
と
、
誰
も
が
安
全
帯

を
付
け
て
い
る
の
を
よ
く
見
か
け
ま

す
。
高
い
所
に
登
ら
な
い
人
も
安
全

帯
を
付
け
て
作
業
し
て
い
る
の
で
す
。

安
全
に
十
分
な
配
慮
を
し
て
い
る
こ

と
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
て
、
単
な
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に

な
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
ま

す
。

　

好
意
的
に
解
釈
す
れ
ば
、
い
つ
も

万
全
の
備
え
を
し
て
お
こ
う
と
い
う

こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
高

所
で
も
地
上
で
も
安
全
帯
を
付
け
て

作
業
し
て
い
る
と
、
い
つ
し
か
安
全

帯
着
装
の
意
味
を
忘
れ
て
し
ま
う
の

が
人
間
の
悲
し
い
性
で
す
。
意
味
を

認
識
せ
ず
に
作
業
し
て
い
る
と
、
適

切
な
安
全
帯
の
着
装
が
お
ろ
そ
か
に

な
り
、
落
下
事
故
を
起
こ
す
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

昔
は
安
全
帯
が
必
要
な
人
だ
け
が

付
け
て
い
ま
し
た
。
い
つ
も
付
け
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
安
全
帯

を
付
け
る
と
き
は
、
こ
れ
か
ら
危
険

な
場
所
で
作
業
す
る
の
だ
と
い
う
緊

張
感
が
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。
危
険

性
を
意
識
す
る
か
ら
し
っ
か
り
と
安

全
帯
を
付
け
ま
す
。
安
全
確
保
の
た

め
に
は
昔
の
や
り
方
の
方
が
確
実
で

す
。

　

ど
ん
な
作
業
で
あ
ろ
う
と
安
全
帯

を
付
け
さ
せ
て
お
く
の
は
、
む
し
ろ

危
険
を
招
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
必

要
な
と
き
、
必
要
な
人
に
だ
け
付
け

さ
せ
、
き
ち
ん
と
着
装
さ
せ
る
よ
う

に
指
導
す
べ
き
で
す
。

　

K
Y
活
動
も
本
来
の
役
割
を
果
た

し
て
い
な
い
現
場
が
多
く
、
こ
ん
な

K
Y
活
動
な
ら
や
ら
な
く
て
い
い
、

す
ぐ
作
業
を
始
め
た
ら
ど
う
か
と
皮

肉
を
言
い
た
く
な
る
こ
と
す
ら
あ
り

ま
す
。

　

K
Y
活
動
は
法
律
で
決
め
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
危

険
を
予
知
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
い

う
こ
と
で
建
設
業
界
は
熱
心
に
や
っ

意
は
し
て
い
ま
す
が
、
ト
ラ
ッ
ク
か

ら
降
ろ
す
と
き
の
注
意
は
し
て
い
な

い
よ
う
で
す
。
バ
ッ
ク
ホ
ウ
本
来
の

作
業
で
は
な
い
か
ら
目
が
向
か
な
い

の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
危
険
が
予

想
さ
れ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
わ

け
で
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
す
べ
て

の
作
業
に
目
を
配
り
、
ど
ん
な
危
険

が
あ
る
の
か
を
教
え
て
注
意
を
促
し

て
こ
そ
、
K
Y
活
動
の
効
果
が
出
て

き
ま
す
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
Y
o
u

Tu
b
e
に
、重
機
の
事
故
の
動
画
が

た
く
さ
ん
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
の
を

ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
い
ろ
ん
な
事

故
の
一
部
始
終
が
記
録
さ
れ
て
い
て
、

な
ぜ
そ
う
い
う
事
故
が
起
こ
っ
た
の

か
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。

　

絶
好
の
教
育
素
材
が
あ
る
の
で
す

か
ら
、
こ
れ
を
集
め
て
お
い
て
、
ク

て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
事
故
が
な
く

な
ら
な
い
の
は
不
十
分
な
点
が
あ
る

か
ら
で
す
。

　

重
機
を
使
う
現
場
で
い
え
ば
、
重

機
を
ト
ラ
ッ
ク
か
ら
降
ろ
す
と
き
の

事
故
が
た
く
さ
ん
発
生
し
て
い
ま
す
。

き
ち
ん
と
し
た
道
板
が
な
か
っ
た
の

で
、
短
い
角
材
を
道
板
代
わ
り
に
使

っ
た
た
め
に
傾
斜
が
急
に
な
り
、
転

倒
し
て
し
ま
う
。
こ
う
い
う
事
故
が

何
度
も
発
生
し
て
い
る
の
に
未
だ
に

な
く
な
り
ま
せ
ん
。

　

K
Y
活
動
で
は
、
バ
ッ
ク
ホ
ウ
に

近
寄
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
っ
た
注

レ
ー
ン
作
業
を
す
る
日
に
は
ク
レ
ー

ン
の
転
倒
事
故
の
動
画
を
見
せ
る
と

い
う
ふ
う
に
す
れ
ば
、
口
を
酸
っ
ぱ

く
し
て
注
意
す
る
よ
り
も
は
る
か
に

効
果
的
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
を
す

る
と
危
険
な
の
か
理
解
で
き
、
生
々

し
い
事
故
の
様
子
を
見
る
こ
と
で
気

持
ち
が
引
き
締
ま
る
で
し
ょ
う
。

　

プ
ロ
野
球
の
名
将
、
野
村
克
也
さ

ん
の
言
葉
「
勝
ち
に
不
思
議
の
勝
ち

あ
り
、負
け
に
不
思
議
の
負
け
な
し
」

は
建
設
現
場
に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。

安
全
対
策
に
不
備
が
あ
っ
て
も
運
よ

く
無
事
故
で
終
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま

す
が
、
不
備
が
あ
れ
ば
事
故
が
起
こ

る
確
率
は
高
い
の
で
す
。
細
か
い
と

こ
ろ
ま
で
配
慮
し
て
十
分
な
安
全
対

策
を
し
て
い
れ
ば
、
九
分
九
厘
の
確

率
で
事
故
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と

思
い
ま
す
。

「
安
全
帯
は
必
要
な
と
き
、

必
要
な
人
に
だ
け
の
精
神
」が
基
本
。

着
装
の
意
味
を
再
認
識
す
る
。

4本
来
の
役
割
を
果
た
し
て
こ
そ
の
安
全
対
策
。

K
Y
活
動
も
あ
ら
ゆ
る
危
険
に
目
を
。

ク
レ
ー
ン
機
能
付
き
バ
ッ
ク
ホ
ウ
で

物
を
吊
る
に
は
、

ク
レ
ー
ン
運
転
の
資
格
も
必
要
。

5　

重
機
に
よ
る
災
害
が
発
生
す
る
と
、

警
察
は
運
転
者
の
過
失
の
有
無
、
業

務
上
過
失
致
死
に
当
た
る
か
ど
う
か

を
調
べ
ま
す
が
、
労
働
基
準
監
督
署

は
資
格
を
持
っ
て
い
る
人
が
運
転
し

て
い
た
か
ど
う
か
を
見
ま
す
。
過
失

が
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
資
格

の
な
い
人
が
運
転
し
て
い
た
の
で
あ

れ
ば
、
そ
う
い
う
人
に
運
転
さ
せ
て

い
た
現
場
の
責
任
者
、
そ
れ
を
許
し

て
い
た
会
社
の
責
任
を
問
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
ク
レ

ー
ン
機
能
付
き
の
バ
ッ
ク
ホ
ウ
で
す
。

ク
レ
ー
ン
機
能
付
き
で
あ
っ
て
も
バ

ッ
ク
ホ
ウ
と
し
て
使
う
の
で
あ
れ
ば

問
題
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ク
レ
ー
ン
の

機
能
を
使
う
場
合
に
は
ク
レ
ー
ン
運

転
の
資
格
が
必
要
で
す
。
そ
れ
を
知

ら
ず
に
、
バ
ッ
ク
ホ
ウ
の
資
格
し
か

持
っ
て
い
な
い
人
が
物
を
吊
っ
て
事

故
を
起
こ
す
と
、
労
働
安
全
衛
生
法

違
反
に
な
り
ま
す
。

　

ク
レ
ー
ン
と
バ
ッ
ク
ホ
ウ
ど
ち
ら

か
の
資
格
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
両
方

と
も
運
転
が
で
き
る
と
誤
解
し
て
い

る
ケ
ー
ス
を
時
折
見
か
け
ま
す
が
、

資
格
上
は
別
扱
い
で
す
。
両
方
の
資

格
が
必
要
な
こ
と
を
知
っ
て
い
て
も
、

ほ
ん
の
少
し
だ
か
ら
と
安
易
に
考
え

て
、
ク
レ
ー
ン
の
資
格
を
持
っ
て
い

る
人
を
呼
ぶ
手
間
を
惜
し
ん
で
は
い

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ク
レ
ー
ン
を
使
う
と
き
に
重
要
な

の
は
定
格
荷
重
に
見
合
う
物
を
吊
る

こ
と
で
す
が
、
バ
ッ
ク
ホ
ウ
の
資
格

し
か
な
い
人
に
定
格
荷
重
の
見
極
め

が
で
き
る
か
ど
う
か
疑
問
で
す
。
機

能
に
応
じ
た
教
育
を
受
け
て
い
な
く

て
は
危
険
だ
と
い
う
こ
と
を
肝
に
銘

じ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

重
機
の
点
検
・
補
修
も
要
注
意
で

す
。
あ
る
現
場
で
こ
ん
な
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
年
次
点
検
の
書
類
を
見

る
と
、
補
修
個
所
と
不
具
合
状
況
に

つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
の
に
、
補

修
年
月
日
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ

う
い
う
も
の
を
交
換
し
ま
し
た
と
い

う
記
載
も
な
い
。
補
修
に
は
お
金
が

か
か
り
ま
す
か
ら
、
業
者
は
依
頼
さ

れ
た
点
検
だ
け
行
っ
て
持
っ
て
き
て

い
た
わ
け
で
す
。

　

有
資
格
者
が
運
転
し
て
い
て
も
、

重
機
の
補
修
を
怠
っ
て
い
て
事
故
が

発
生
し
た
場
合
は
民
事
責
任
を
問
わ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
年
次
点
検

に
出
し
た
ら
き
ち
ん
と
書
類
を
チ
ェ

ッ
ク
し
、
補
修
個
所
が
指
摘
さ
れ
て

い
れ
ば
補
修
を
依
頼
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
不
具
合
が
あ
れ
ば
直
し

て
く
れ
る
と
思
い
込
ま
な
い
こ
と
で

す
。

　

重
機
の
用
途
外
使
用
も
気
に
な
り

す
る
の
は
、
そ
れ
が
事
故
に
つ
な
が

る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
す
。
監
督
官

は
今
後
予
想
さ
れ
る
危
険
に
目
を
向

け
ま
す
。
こ
れ
か
ら
足
場
を
ど
ん
ど

ま
す
。
昔
、
バ
ッ
ク
ホ
ウ
に
フ
ッ
ク

を
溶
接
し
て
使
っ
て
い
て
、
そ
の
溶

接
が
外
れ
て
事
故
を
起
こ
し
た
ケ
ー

ス
が
あ
り
ま
し
た
。
今
で
は
ク
レ
ー

ン
機
能
付
き
バ
ッ
ク
ホ
ウ
が
あ
る
の

で
、
こ
う
い
う
改
造
は
め
っ
た
に
見

ら
れ
ま
せ
ん
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で

用
途
外
使
用
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

用
途
外
使
用
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か

の
条
文
が
あ
り
、
監
督
官
は
そ
れ
ら

を
す
べ
て
ク
リ
ア
し
て
い
る
か
ど
う

か
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。

　

用
途
外
使
用
を
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク

ん
高
く
し
て
い
く
と
墜
落
災
害
の
危

険
が
増
す
、
そ
れ
に
対
し
て
ど
う
い

う
安
全
管
理
を
考
え
て
い
る
の
か
。

そ
う
い
う
こ
と
を
査
察
の
ポ
イ
ン
ト

に
し
ま
す
。

　

監
督
官
が
査
察
に
来
た
ら
安
全
管

理
に
つ
い
て
教
わ
る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。

迷
惑
が
ら
ず
に
喜
ん
で
受
け
入
れ
て

く
だ
さ
い
。何
か
指
摘
さ
れ
た
ら
、た

だ
で
教
え
て
も
ら
え
て
あ
り
が
た
い

と
思
え
ば
い
い
の
で
す
。
監
督
官
に

も
安
全
管
理
の
本
質
を
伝
え
た
い
と

い
う
意
欲
が
あ
り
ま
す
。
日
頃
の
疑

問
を
積
極
的
に
ぶ
つ
け
て
み
る
こ
と

で
す
。

重
機
の
用
途
外
使
用
も
要
注
意
。

す
べ
て
の
条
文
を
ク
リ
ア
し
て
い
な
い
と
法
令
違
反
。


