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対策の検討に当たっての論点 
 

1 被ばく線量管理の対象 

(1) 関係法令の規定等 

ア ICRP の考え方 

① ＩＣＲＰ2007 年勧告では、現存被ばく状況（緊急事態後の長期被ばく状況）

においては、「長期的な改善作業や影響を受けた場所での長期の雇用

によって生じる被ばくは、たとえその線源が“現存する”としても、計画職

業被ばくの一部として扱うべきである」としている。 

イ 電離則での考え方 

① 管理区域（1.3mSv/3 月、2.5μSv/h 相当）に立ち入る者（放射線業務を

行わない者を含む）を被ばく線量の測定及び管理の対象としている。 

② セシウムについては、濃度が 1 万 Bq/kg を超え、かつ、数量が 1 万 Bq

を超えるものを「放射性物質」として定義している。 

ウ 除染電離則での考え方 

① 除染特別地域等における「土壌等の除染等の業務」（土壌等の濃度に

は限定なし。）に従事する労働者を、被ばく線量の測定及び管理の対象

としている。ただし、平均空間線量が2.5μSv/h以下の地域においては、

簡易な線量測定でも差し支えないとしている。 

② セシウム 134 及び 137 の濃度の合計が 1 万 Bq/kg を超える除去土壌又

は汚染廃棄物を収集、運搬、保管する業務に従事する労働者も、同様

な被ばく線量測定及び管理の対象としている。 

(2) 検討の対象となる作業 

除染特別地域等における以下に掲げる事業に係る作業 

ア 公的インフラ等の災害復旧事業（解体作業を含む。） 

イ 雇用の維持・確保を図るための製造業等の事業 

ウ 病院、福祉施設、店舗等居住者を前提とした事業 

エ 営農、営林 

オ 汚染廃棄物等の処分の事業 

カ 保守修繕、運送、その他事業 
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(3) 検討のポイント 

ア 対策の適用地域については、どのように考えたらよいか。 

① 除染電離則と同様に、除染特別地域及び除染状況重点調査地域における作

業について適用する。 

② 重点調査地域（0.23μSv/h を超える地域で環境大臣が指定する地域）に代え

て、除染実施区域（重点調査地域の中で、市町村の除染実施計画により除

染を実施することが決められた区域）に限定する。 

イ 作業の分類の考え方は、どのように考えたらよいか。 

被ばく管理の検討にあたっては、放射性物質に汚染された土壌等を取り扱うか否

かという観点が必要ではないか。この観点から(2)の作業を分類すれば、例えば以

下のように分類できるのではないか。 

① 汚染土壌等を取り扱う作業（臨時の取扱いは除く） 

(ア) 災害復旧作業のうち、土壌等の掘削等の汚染物等を取り扱う作業 

(イ) 営農、営林 

(ウ) 汚染土壌等の処分の作業 

(エ) 上記に付帯する保守修繕、運送作業 

② 汚染土壌等を取り扱わない作業 

(ア) 上記作業以外の屋外作業 

(イ) 汚染土壌等の処分以外の屋内作業 

ウ 被ばく管理の必要性としては、作業の性質に照らして、線量が比較的高い地域

（場所）での作業が見込まれるか否かという観点が必要ではないか。この観点か

ら作業を分類すれば、例えば以下のように分類できるのではないか。 

① 線量が比較的高い地域（場所）での作業が見込まれる作業 

(ア) 災害復旧作業及びその準備作業 

(イ) 上記作業に付帯する保守修繕又は運送事業 

② 線量が比較的高い地域（場所）での作業が見込まれない作業 

(ア) 製造業等における屋内作業 

(イ) 病院、福祉施設、店舗等での屋内作業 

(ウ) 上記作業に付帯する保守修繕又は運送業 

(エ) その他の事業における屋内作業 

③ 事業再開のあり方によるもの 

(ア) 営農、営林 

(イ) 廃棄物の処分の作業 

(ウ) その他屋外作業 

エ 「汚染された土壌等」の濃度についてはどのように考えたらよいか。 

① 除染電離則に合わせ、除染特別地域等において土壌等を取り扱う作業につ

いては、濃度に関わらず、線量管理を行う。 
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② 除染等特別地域等において、１万Bq/kg超の土壌等を取り扱う作業に限定す

る。（ただし、作業開始前に対象物全てを濃度測定することは極めて困難。） 

（注） 汚染廃棄物等の収集、運搬、保管の業務については、除染電離則の適用

となるが、１万 Bq/kg 超のものを対象とする。 

オ 「線量が比較的高い地域（場所）」については、どのように考えたらよいか。 

例えば、以下のオプションがあるのではないか 

① 電離則の管理区域相当の空間線量のある地域（場所）（1.3mSv/3 月、2.5μ

Sv/h 相当） 

② 放射性物質汚染対処特措法に基づく除染の対象となる地域（除染状況重点

調査地域（0.23μSv/h 以上（24 時間換算で 1mSv/年相当）及び特別汚染地

域） 

③ 一般公衆の避難区域設定時の基準である 3.8μSv/h（24 時間換算で、年

20mSv 相当） 

カ 線量管理の対象者はどのように考えたらよいか。 

例えば、以下のオプションがあるのではないか。なお、適用については、除染等

業務との重なりがないように明確にする必要がある。 

① 除染特別地域等において汚染土壌等を取り扱う作業の従事者、又は、線量

が比較的高い地域での作業の見込みがある作業の従事者を線量管理の対

象とする。 

② 除染特別地域等における作業の従事者について、幅広く線量管理をする。 
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2 被ばく線量管理の方法 

(1) 関係法令の規定等 

ア 電離則 

① 外部被ばく線量の測定は個人線量計により、日々測定すること、内部被

ばくについては、管理区域（1.3mSv/3 月、2.5μSv/h 相当）のうち放射性

物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者

を対象に、３月に１回測定する。 

② 被ばく限度は、５年 100mSv、年 50mSv を超えないこととしている。 

イ 除染電離則 

① 除染特別地域等における除染等業務従事者に対して、外部被ばく線量

の測定は、2.5μSv/h を超える地域においては個人線量計による測定、

それ以下の場合には簡易な外部被ばく測定を行い、両者を合算して管

理する。 

② 内部被ばくについては、扱う汚染土壌等の濃度と粉じんの濃度に応じた

測定等を行う。 

③ 被ばく限度は、５年 100mSv、年 50mSv を超えないこととしている。 

(2) 留意事項 

ア 内部被ばく測定については、測定機器・装置の確保可能性についても留意

する必要がある。 

 

(3) 検討のポイント 

ア 外部被ばく測定の対象者について、どう考えたらよいか。 

例えば、以下のオプションがあるのではないか。 

①  除染電離則と同様、除染特別地域等において、2.5μSv/h を超える地域に

おいては個人線量計による測定、それ以下の場合には簡易な外部被ばく測

定を行い、両者を合算して管理する。 

② 線量管理の対象者に対して、除染特別地域等においては、空間線量に関わ

らず個人線量計による測定を行う。 

イ 内部被ばく測定の対象者について、どう考えたらよいか。 

例えば、以下のオプションがあるのではないか。 

① 除染電離則と同様に、内部被ばくについては、線量が比較的高い地域（場

所）において、取り扱う汚染土壌等の濃度及び作業中の粉じん濃度に応じて

測定等を行う。 

② 管理区域の設定下限である、年 5mSv を超える外部被ばくをした者を対象と

する。 

③ 線量管理を行う者全員を対象とする。 
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ウ 被ばく限度について、どう考えたらよいか。 

① ＩＣＲＰのいう現存被ばくの状況での「長期的な改善作業や影響を受けた場所

での長期の雇用によって生じる被ばく」に該当するものとして、職業被ばく限

度を適用する。（５年 100mSv 以下、年 50mSv 以下） 

② その他の限度は考えられるか。 
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3 被ばく低減のための措置 

(1) 除染電離則での規定等 

ア 事前調査 

① 除染等作業の場所の状況、平均空間線量率、汚染土壌等の濃度 

イ 作業計画の策定とそれに基づく作業 

① 除染等作業の場所、方法、被ばく測定方法、被ばく低減措置、使用する

機械等の能力等、労働災害発生時の応急措置 

② 飲食・喫煙が可能な場所 

③ 汚染検査場所の設置基準 

ウ 作業指揮者 

① 労働者の配置、作業手順打合せ、機械等点検、放射線測定監視、立入

禁止措置 

エ 作業届の提出 

① 平均空間線量率が 2.5μSv/h の場所における除染等作業のみ 

オ 医師による診察等 

① 被ばく線量限度超え、汚染物質摂取、表面限度を超える汚染、創傷部の

汚染 

 

(2) 検討のポイント 

ア 汚染土壌等を取扱う作業に、どのような被ばく低減措置が必要か。 

① 除染電離則と同様の措置を講ずる。 

② 一定の措置を不要とする。 

イ 汚染土壌等を取扱わない作業に、どのような被ばく低減措置が必要か 

① 基本的に除染電離則と同様とする。 

② 外部被ばくによる被ばくの低減という観点から、線量が比較的高い地域

（場所）における作業について、汚染関連規定を除いた規定を適用 

(ア) 事前調査（平均空間線量率のみの簡易なもの） 

(イ) 医師による診察等（被ばく線量限度超えのみ） 

③ 被ばく線量管理により担保し、被ばく低減措置は規定しない 
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4 汚染拡大防止、内部被ばく防止のための措置 

(1) 除染電離則の規定等 

ア 粉じんの発散抑制 

① 土壌等の湿潤措置の実施 

イ 廃棄物収集等業務を行う際の容器の使用、保管の場合の措置 

① 汚染廃棄物等の収集、保管に用いる容器、運搬に用いる容器の要件 

② 保管時の措置 

ウ 汚染検査の実施 

① 退出者の汚染検査、持ち出し物品の汚染検査 

エ 汚染を防止するための措置（ガイドラインのみ） 

① 靴の交換等、機械等の事前養生等、汚染土壌等運搬時養生、作業場所

の清潔の維持 

オ 身体・内部汚染の防止 

① 取り扱う土壌等の濃度、粉じん濃度に応じた防じんマスクの使用 

② 取り扱う土壌等の濃度、粉じん濃度に応じた保護衣の着用 

 

(2) 検討のポイント 

ア 汚染土壌等を取り扱う作業について、どのような汚染拡大防止措置が必要

か。例えば以下のオプションがあるのではないか。 

① 除染電離則と基本的に同じ措置を講ずる。 

② 復旧作業、営農・営林等では、大量の土砂を扱うため、容器及び保管の措

置については、１万 Bq/kg を超えるものに限定する。 

イ 汚染土壌等を取り扱わない作業について、どのような汚染拡大防止措置が必

要か。 

① 汚染土壌等を取り扱わない前提で、特に規定は設けない。 

② 汚染物に触れる可能性があるという観点から、空間線量が比較的高い地域

（場所）での屋外作業のみマスクと保護衣の使用を求める。 
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5 労働者教育の内容 

(1) 除染電離則の規定等 

ア 作業指揮者に対する教育（ガイドラインのみ） 

① 作業方法、労働者の配置 

② 作業の指揮の方法 

③ 異常時における措置 

イ 除染等業務従事者に対する特別の教育 

① 電離放射線の生体影響及び放射線管理方法の知識（学科１時間） 

② 除染等作業の方法の知識（学科１時間） 

③ 除染等作業に使用する機械等の構造等の知識（学科１時間） 

④ 関係法令（学科１時間） 

⑤ 除染等作業の方法及び使用する機械等の取扱（実技１．５時間） 

 

(2) 検討のポイント 

ア 汚染土壌等を取り扱う作業について、どのような教育が必要か。 

① 対策として規定される内容に合わせる。 

② 実技についても、求められる対策の実施に必要な範囲とする。 

③ 実施時間については、内容に応じた長さとする。 

イ 汚染土壌等を取り扱わない作業について、どのような教育が必要か。 

① 対策として規定される内容に合わせる。 

② 実技についても、求められる対策の実施に必要な範囲とする。 

③ 実施時間については、内容に応じた長さとする。 
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6 健康管理のための措置 

(1) 除染電離則の規定等 

ア 特殊健康診断（雇入時、定期）の実施 

① 健診項目は電離則と同様。雇入時と定期（６月に１回）に実施。 

② 電離則と同様、被ばく線量が少ない場合に科目の省略が可能。 

イ 一般健康診断（雇入時、定期）の実施 

① 雇入時と定期（６月に１回）に実施。 

ウ 健康診断結果についての事後措置 

エ 記録等の引渡等 

① 除染等業務従事者の離職時、事業の廃止時に、健診記録の写しを従事

者に引き渡すことを規定。 

 

(2) 検討のポイント 

ア 健康診断対象者については、どのように考えるか。 

① 線量管理の対象者を特定した上で、高い被ばくが見込まれる作業に常時従

事する業務にどのようなものがあるかを特定した上で議論する。 

イ 健康診断項目についての考え方 

① 不要な項目があるか。 

② 追加する必要のある項目があるか。 
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7 安全衛生管理体制等 

(1) ガイドラインでの規定 

ア 元方事業者による安全衛生管理体制の確立 

① 安全衛生統括者の選任、関係請負人の安全衛生管理者の選任 

② 安全衛生協議組織の開催等、作業計画の作成への支援等 

イ 元方事業者による被ばく状況の一元管理 

① 放射線管理者の選任、汚染検査場所の設置 

② 関係請負人の放射線管理担当者の支援等 

ウ 除染等事業者における安全衛生管理体制 

① 衛生管理者等の選任等 

 

(2) 検討のポイント 

ア 元方事業者による管理体制の対象についてどのように考えるか。例えば以下の

オプションがあるのではないか。 

① インフラ復旧作業（建設業）等、重層請負が見込まれる作業（業種）に限定す

る。 

② 建設等の事業以外でも、線量が比較的高い地域（場所）において、構内で請

負作業が予想される事業（製造業等）については、元方事業者に被ばく管理

状況の一元管理のみを求める。 

 

 

8 その他 

ア 他に盛り込むべき事項はないか。 

 


