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1. 車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

に関
かん

する基礎的
き そ て き

知識
ち し き

 

1.1. 車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の種類
しゅるい

・用
よう

途
と

等
とう

（テキスト p.1） 

車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

（整地
せ い ち

・運搬
うんぱん

・積込
つ み こ

み用
よう

及
およ

び掘削
くっさく

用
よう

）は、多
おお

くの種類
しゅるい

、型式
かたしき

のものがあり、また、そ

の用
よう

途
と

も広範囲
こ う は ん い

にわたっている。労働
ろうどう

安全
あんぜん

衛生法
えいせいほう

施行令
し こ う れ い

別表
べっぴょう

第
だい

7 をもとに車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

を表
ひょう

1-1 のと

おり分類
ぶんるい

して以下
い か

に示
しめ

すこととする。 

 

※ずり：トンネル等
とう

の採掘
さいくつ

、発破
は っ ぱ

による岩石
がんせき

等
とう

のくず 
 
1.1.1. 整地

せ い ち

・運搬
うんぱん

・積込
つ み こ

み用
よう

機械
き か い

（テキスト p.2） 

ブル・ドーザーは、トラクター本体
ほんたい

に作業
さぎょう

装置
そ う ち

であるブレード（排土板
は い ど ば ん

）を取付
と り つ

けたもので、整地
せ い ち

・押土
お し ど

等
とう

の作業
さぎょう

に用
もち

いられる。ブル・ドーザーはトラクター系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の代表的
だいひょうてき

なものである（写真
しゃしん

1-1参照
さんしょう

）。 

 

※ 

表
ひょう

1-1 車 両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
きかい

の分類
ぶんるい

 

写真
しゃしん

1-1 ブル・ドーザーの例
れい
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トラクター・ショベルは、クローラ式
しき

またはホイール式
しき

のトラクター本体
ほんたい

に作業
さぎょう

装置
そ う ち

であるバケットを

取付
と り つ

けたもので、積込
つ み こ

み・運搬
うんぱん

・地表
ちひょう

面上
めんじょう

の切取
き り と

り等
とう

の作業
さぎょう

に用
もち

いられる。トラクター・ショベルは、

積込
つ み こ

み用
よう

機械
き か い

の代表的
だいひょうてき

なものである（写真
しゃしん

1-2参照
さんしょう

）。 

 

スクレーパーは、トラクターでけん引
いん

して作業
さぎょう

を行
おこな

う被
ひ

けん引
いん

式
しき

スクレーパーと、トラクターとスク

レーパーを一体
いったい

にした自走式
じ そ う し き

のモーター・スクレーパーがある。スクレーパーは、掘削
くっさく

・運搬
うんぱん

・敷
しき

均
なら

しの

各作業
かくさぎょう

を一貫
いっかん

して行
おこな

うことができ、大量
たいりょう

の土砂
ど し ゃ

運搬
うんぱん

に適
てき

し、大規模
だ い き ぼ

な土地
と ち

造成
ぞうせい

工事
こ う じ

やダム工事
こ う じ

などの

土木
ど ぼ く

工事
こ う じ

に用
もち

いると効果的
こ う か て き

である（写真
しゃしん

1-3参照
さんしょう

）。 

 

スクレープ・ドーザーは、クローラ式
しき

のトラクター本体
ほんたい

にスクレーパー機構
き こ う

を組合
く み あ

わせたもので、用
よう

途
と

はスクレーパーとほぼ同
おな

じである（写真
しゃしん

1-4参照
さんしょう

）。特
とく

に、スクレーパーが入
はい

れないような軟弱地
なんじゃくち

等
とう

に用
もち

いられる。 

 

写真
しゃしん

1-2 トラクター・ショベルの例
れい

 

写真
しゃしん

1-3 スクレーパーの例
れい

 

写真
しゃしん

1-4 スクレープ・ドーザーの例
れい

 

6 (JP)



  
 

モーター・グレーダーは、整形
せいけい

、整地
せ い ち

、除雪
じょせつ

等
とう

の作業
さぎょう

に幅広
はばひろ

く用
もち

いられる（写真
しゃしん

1-5参照
さんしょう

）。特
とく

に、路面
ろ め ん

の精密
せいみつ

仕上
し あ

げに適
てき

している。なお、除雪
じょせつ

作業
さぎょう

は、スノープラウを取付
と り つ

けることによって行
おこな

う。 

 

ずり積機
つ み き

は、主
しゅ

としてずい道
どう

建設
けんせつ

工事
こ う じ

のずり積
つみ

に用
もち

いられており、積込
つ み こ

み幅
はば

に制限
せいげん

無
な

く、不整地
ふ せ い ち

でも

作業
さぎょう

できるクローラ式
しき

、ホイール式
しき

、車輪
しゃりん

がレール上
じょう

を走行
そうこう

するレール式
しき

がある（写真
しゃしん

1-6参照
さんしょう

）。 

 

  

写真
しゃしん

1-5 モーター・グレーダーの例
れい

 

写真
しゃしん

1-6 ずり積機
つみき

の例
れい
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1.1.2. 掘削
くっさく

用
よう

機械
き か い

（テキスト p.7） 

パワー・ショベルは、本体
ほんたい

に作業
さぎょう

装置
そ う ち

であるバケットを上向
う わ む

きに取付
と り つ

けたもので、主
しゅ

として地表
ちひょう

から上
うえ

の掘削
くっさく

に用
もち

いられる（写真
しゃしん

1-7参照
さんしょう

）。 
ドラグ・ショベルは本体

ほんたい

に作業
さぎょう

装置
そ う ち

であるバケットを、パワー・ショベルとは逆
ぎゃく

に下
した

向
む

きに取付
と り つ

けた

もので、バックホウとも呼
よ

ばれている。主
しゅ

として地表
ちひょう

からの掘削
くっさく

に用
もち

いられており、ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の代表
だいひょう

的
てき

なものである。特
とく

に、都市
と し

土木
ど ぼ く

などでは、狭
せま

い場所
ば し ょ

用
よう

に超 小
ちょうしょう

旋回型
せんかいがた

、後方
こうほう

小旋回型
しょうせんかいがた

の油圧
ゆ あ つ

シ

ョベルが多
おお

く使
し

用
よう

されている（写真
しゃしん

1-8参照
さんしょう

）。 

 
クラムシェルは、ショベル系

けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の本体
ほんたい

に作業
さぎょう

装置
そ う ち

であるクラムシェルバケットを取付
と り つ

けたもの

で、地表
ちひょう

から下
した

の比較的
ひ か く て き

軟
やわ

かい土
つち

や破砕
は さ い

された岩石
がんせき

等
とう

の掘削
くっさく

に用
もち

いられる。特
とく

に、掘削
くっさく

断面
だんめん

が小
ちい

さく深
ふか

く

掘削
くっさく

する場合
ば あ い

に適
てき

している。 
クラムシェルバケットをワイヤーでつる代

かわ

りにアームが伸縮
しんしゅく

し、深
ふか

掘
ぼ

りを可能
か の う

にしたテレスコアーム

や通常
つうじょう

のドラグ・ショベルなどのアーム先端
せんたん

にクラムシェルバケットを取付
と り つ

けた型式
かたしき

もある（写真
しゃしん

1-9
参照
さんしょう

）。 

 

写真
しゃしん

1-7 パワー・ショベルの例
れい

 写真
しゃしん

1-8 ドラグ・ショベルの例
れい

 

写真
しゃしん

1-9 クラムシェルの例
れい
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ドラグラインは、ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の本体
ほんたい

に作業
さぎょう

装置
そ う ち

であるドラグラインバケットを取付
と り つ

けたもの

で、クラムシェルと同様
どうよう

地表
ちひょう

から下
した

の掘削
くっさく

に用
もち

いられる（写真
しゃしん

1-10参照
さんしょう

）。ドラグラインは、バケットを

放
ほう

り投
な

げるようにして遠
とお

くに飛
と

ばして掘削
くっさく

するので掘削
くっさく

範囲
は ん い

が広
ひろ

く、河川
か せ ん

や軟弱
なんじゃく

地
ち

等
とう

、他
た

の掘削
くっさく

機械
き か い

が

掘削
くっさく

する場所
ば し ょ

に近寄
ち か よ

れない場合
ば あ い

の作業
さぎょう

に適
てき

している。 

 
バケット掘削機

く っ さ く き

は、バケットホイルエキスカベーターとも呼
よ

ばれており、大規模
だ い き ぼ

土木
ど ぼ く

工事
こ う じ

に用
もち

いられ、

バケットが回転
かいてん

するので、掘削
くっさく

及
およ

び積込
つ み こ

みが連続
れんぞく

して行
おこな

うことができる（写真
しゃしん

1-11参照
さんしょう

）。比較的
ひ か く て き

軟
やわ

か

い土
つち

の掘削
くっさく

に適
てき

している。 

 

トレンチャーは、連続
れんぞく

して溝
みぞ

を掘ることができ、ガス管
かん

、水道管
すいどうかん

等
とう

の埋設用
まいせつよう

の溝
みぞ

掘
ぼ

りに用
もち

いられる（写真
しゃしん

1-12参照
さんしょう

）。 

 

写真
しゃしん

1-10 ドラグラインの例
れい

 

写真
しゃしん

1-11 バケット掘削
くっさく

機
き

の例
れい

 

写真
しゃしん

1-12 トレンチャーの例
れい
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1.2. 車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

に関
かん

する用語
よ う ご

（テキスト p.10） 

作業
さぎょう

装置
そ う ち

とは、整地
せ い ち

、運搬
うんぱん

、積込
つ み こ

み、掘削
くっさく

等
とう

の作業
さぎょう

を行
おこな

うための装置
そ う ち

で、ブレード、バケット、スカ

リファイヤ等
とう

及
およ

びそれらを支持
し じ

するブーム、アーム、ヨークなどをいう。 
機体
き た い

重量
じゅりょう

とは、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

から作業
さぎょう

装置
そ う ち

を除
のぞ

いた乾燥
かんそう

質量
しつりょう

（燃料
ねんりょう

、油類
ゆ る い

、水
みず

等
とう

が入
はい

っていない

質量
しつりょう

）であり、すなわち機械
き か い

本体
ほんたい

の質量
しつりょう

をいうものである。 
機械
き か い

重量
じゅりょう

とは、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

に必要
ひつよう

な作業
さぎょう

装置
そ う ち

を取付
と り つ

けた状態
じょうたい

の質量
しつりょう

で、バケット等
とう

に荷重
かじゅう

を積
せき

載
さい

していない状態
じょうたい

（無負荷
む ふ か

状態
じょうたい

）の湿式
しっしき

質量
しつりょう

（燃料
ねんりょう

、油類
あぶらるい

、水
みず

等
とう

が入
はい

っている質量
しつりょう

）をいうもので

ある。 
機械
き か い

総 重 量
そうじゅうりょう

とは、機械
き か い

質量
しつりょう

、最大
さいだい

積
せき

載
さい

質量
しつりょう

及
およ

び 55kg に乗車
じょうしゃ

定員
ていいん

を乗
じょう

じて得
え

た質量
しつりょう

の総和
そ う わ

をいう

ものである。 
 

 

 

  

図
ず

1-1 作業
さぎょう

装置
そうち

 図
ず

1-2 機体
きたい

重 量
じゅりょう

 

図
ず

1-3 機械
きかい

重 量
じゅりょう

 図
ず

1-4 機械
きかい

総
そう

重 量
じゅりょう
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安定度
あ ん て い ど

とは、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

がその角度
か く ど

まで転
てん

倒
とう

しないことを表
あら

わし、度数
ど す う

の大
おお

きい方
ほう

が転
てん

倒
とう

しづら

いことを示
しめ

している。いいかえれば転
てん

倒
とう

しにくさを表
あら

わすものである。 
登坂
と は ん

能力
のうりょく

とは、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

が原動機
げ ん ど う き

等
とう

の能力
のうりょく

をもとにした計算上
けいさんじょう

の登坂
と は ん

できる最大
さいだい

能力
のうりょく

で、

一般
いっぱん

に角度
か く ど

（α度
ど

）またはこう配
ばい

（％）で表
あら

わされている。 
なお、実際

じっさい

にはクローラ（履帯
り た い

）またはタイヤと表土面
ひょうどめん

との滑
すべ

りがあり、その角度
か く ど

までは登坂
と は ん

できない

のが普通
ふ つ う

である。 

 

平均
へいきん

接地圧
せ っ ち あ つ

とは、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

が地盤
じ ば ん

にあたえる力
ちから

を表
あら

わすもので、一般
いっぱん

に次
つぎ

の式
しき

で表
あら

わされてい

る。 
① クローラ式

しき

の場合
ば あ い

は、機械
き か い

総 重 量
そうじゅうりょう

をクローラの総接地
そ う せ っ ち

面積
めんせき

で除
じょ

した値
あたい

となる。この場合
ば あ い

のクローラ

の接地
せ っ ち

長
なが

さは図
ず

1-7 に示すＬの長
なが

さである。 
平均
へいきん

接地圧
せ っ ち あ つ

＝Ｗ×9.8／Ｓ＝Ｗ×9.8／（2Ｂ×Ｌ）（kN/m2） 
Ｗ：機械

き か い

総
そう

重量
じゅりょう

（t） 
Ｓ：総接地

そ う せ っ ち

面積
めんせき

＝Ｂ×Ｌ（m2） 
Ｌ：総質量

そうしつりょう

状態
じょうたい

でのアイドラ（遊動
ゆうどう

輪
りん

）とスプロケット（起動
き ど う

輪
りん

）の中心
ちゅうしん

距離
き ょ り

（m） 
Ｂ：クローラの幅

はば

（m） 
 
② ホイール式

しき

の場合
ば あ い

には、機械
き か い

総
そう

重量
じゅりょう

から求
もと

めた前輪
ぜんりん

または後輪
こうりん

の軸
じく

荷重
かじゅう

を、前輪
ぜんりん

または後輪
こうりん

の見
み

かけ

接地
せ っ ち

面積
めんせき

（図
ず

1-8参照
さんしょう

）の総和
そ う わ

でそれぞれ除
じょ

した値
あたい

である。 

 

図
ず

1-5 安定度
あんていど

 図
ず

1-6 登坂
とはん

能 力
のうりょく

 

図
ず

1-7 L と B の関
かん

係
けい

 図
ず

1-8 見
み

かけ接地
せ っ ち

面積
めんせき
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2. 車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の原動機
げ ん ど う き

及
およ

び油圧
ゆ あ つ

装置
そ う ち

 
2.1. 原動機

げ ん ど う き

（テキスト p.15） 

原動機
げ ん ど う き

は、いろいろなエネルギーを機械的
き か い て き

エネルギーに変
か

える 働
はたらき

きをもつもので、機械
き か い

等
とう

に用
もち

いられ

ている代表
だいひょう

的
てき

な原動機
げ ん ど う き

には、ディーゼルエンジン、ガソリンエンジン等
とう

の内燃
ないねん

機関
き か ん

、電
でん

動機
ど う き

（モータ）

等
とう

がある。 
車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の原動機
げ ん ど う き

は、主
おも

にディーゼルエンジンが用
もち

いられており、また、小型
こ が た

のものや特殊
とくしゅ

な

ものにガソリンエンジンを用
もち

いているものもある。その他
た

、内燃
ないねん

機
き

関
かん

の代
か

わりに電
でん

動機
ど う き

を用
もち

いた建設
けんせつ

機械
き か い

もある。 

 
※燃料

ねんりょう

の種類
しゅるい

（軽油
け い ゆ

、ガソリン）を間違
ま ち が

えないように注意
ちゅうい

すること。 
 
2.1.1. ディーゼルエンジンの構造

こうぞう

（テキスト p.17） 
 

 
 

表
ひょう

2-1 ディーゼルエンジンとガソリンエ

ンジンの対
たい

比

図
ず

2-3 吸
きゅう

・排気
はいき

装置
そうち

の例
れい

 図
ず

2-4 潤滑
じゅんかつ

装置
そうち

系
けい

統
とう

の例
れい
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2.1.2. 燃料

ねんりょう

・エンジンオイル（テキスト p.22） 

１・・・エンジンオイル（潤滑油
じゅんかつゆ

） 

エンジンオイルは、①潤滑
じゅんかつ

作用
さ よ う

、②冷却
れいきゃく

作用
さ よ う

、③密封
みっぷう

作
さ

用
よう

、④清掃
せいそう

作
さ

用
よう

、⑤防錆
ぼうせい

作
さ

用
よう

等
とう

の働
はたら

きをもつ

もので、いろいろな名称
めいしょう

のものがあるが、建設
けんせつ

機械
き か い

の取 扱
とりあつかい

説明書
せつめいしょ

などで指定
し て い

された規格
き か く

のものを使
し

用
よう

する必要
ひつよう

がある。 
 

図
ず

2-5 燃 料
ねんりょう

装置
そうち

系
けい

統
とう

の例
れい

 図
ず

2-6 水冷
すいれい

式
しき

エンジンの例
れい

 

図
ず

2-7 電気
でんき

回路
か い ろ

の例
れい
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2.2. 油圧
ゆ あ つ

装置
そ う ち

（テキスト p.23） 

2.2.1. 油圧
ゆ あ つ

装置
そ う ち

（テキスト p.24） 

ポンプは精密
せいみつ

機械
き か い

で、ごみ、砂
すな

等
とう

で摩耗
ま も う

や傷
きず

が発生
はっせい

し、圧力
あつりょく

が上
あ

がらなくなることがあるので注意
ちゅうい

す

る。フィルタは、油圧
ゆ あ つ

回路中
かいろちゅう

の作
さ

動油
ど う ゆ

をろ過
す

して、ごみを取
と

り除
のぞ

く働
はたら

きをもつものである。フィルタが

詰
つ

まると圧力
あつりょく

が上
あ

がらなくなるので注意
ちゅうい

する。 

 

 

図
ず

2-10 油圧
ゆあつ

装置
そうち

の機
き

構
こう

の概要
がいよう

 

図
ず

2-11 ギヤポンプの作動
さどう

原理
げ ん り

の概要
がいよう

 図
ず

2-12 斜
しゃ

軸
じく

式
しき

、斜
しゃ

板
いた

式
しき

の例
れい

 

図
ず

2-21 作動油
さ ど う ゆ

タンクの例
れい

 

図
ず

2-22 コンビネーション 

エアブリーザの例
れい

 
図
ず

2-23 管
かん

路
ろ

用
よう

フィルタの例
れい
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3. 車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の走行
そうこう

に関
かん

する装置
そ う ち

の構造
こうぞう

 
3.1. トラクター系

けい

建設
けんせつ

機械
き か い

（テキスト p.35） 

3.1.1. クローラ式
しき

トラクター（テキスト p.35） 
 

 

    

 
  

図
ず

3-1 クローラ式
しき

トラクター構造
こうぞう

の例
れい
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3.1.2. ホイール式
しき

トラクター（テキスト p.47） 

 

 

図
ず

3-18 動 力
どうりょく

伝達
でんたつ

の例
れい

 

図
ず

3-19 動 力
どうりょく

伝達
でんたつ

の例
れい
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① タイヤの空
くう

気圧
き あ つ

 

タイヤは、表
ひょう

3-2 に示
しめ

すとおり空
くう

気圧
き あ つ

の状態
じょうたい

により建設
けんせつ

機械
き か い

の作業性
さぎょうせい

とタイヤの寿命
じゅみょう

に影響
えいきょう

を及
およ

ぼ

すので、空
くう

気圧
き あ つ

の調整
ちょうせい

が大切
たいせつ

である。適切
てきせつ

な空
くう

気圧
き あ つ

であるか否
いな

かの判断
はんだん

は、タイヤゲージによって計測
けいそく

し判断
はんだん

する。 

 
  

表
ひょう

3-2 タイヤの空
くう

気圧
きあつ
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3.2. ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

（テキスト p.55） 

3.2.1. 油圧
ゆ あ つ

式
しき

ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

（クローラ式
しき

）（テキスト p.56） 
 

 
 

 
 

図
ず

3-31 油圧
ゆあつ

式
しき

ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
きかい

の油圧
ゆあつ

回路
か い ろ

の例
れい

 

図
ず

3-34 クローラ式
しき

の走行
そうこう

用
よう

走査
そ う さ

装置
そうち

の例
れい
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3.3. モーター・グレーダー（テキスト p.61） 

モーター・グレーダーの後
こう

車輪
しゃりん

の配列
はいれつ

は、車輪
しゃりん

が 4個
こ

で左右
さ ゆ う

2個
こ

ずつが前後
ぜ ん ご

に並
なら

んでいる。これをタン

デム機構
き こ う

といい、後
こう

車輪
しゃりん

の前
まえ

と後
うしろ

の車輪
しゃりん

を歯車
はぐるま

等
とう

によって伝動
でんどう

される動力
どうりょく

を伝
つた

える装置
そ う ち

がタンデムドラ

イブ装置
そ う ち

である。 

 

 
モーター・グレーダーの前車軸

ぜんしゃじく

は、中央部
ちゅうおうぶ

が機体
き た い

頭部
と う ぶ

とピンで連結
れんけつ

され、そのピンによって地形
ち け い

の凹凸
おうとつ

により前輪
ぜんりん

が左右
さ ゆ う

に揺動
ようどう

するのをやわらげる働
はたら

きをするものである（図
ず

3-41参照
さんしょう

）。 

 

図
ず

3-39 モーター・グレーダー構造
こうぞう

の例
れい

 

図
ず

3-40 上
じょう

下
げ

揺動
ようどう

の例
れい

 

図
ず

3-41 前車
ぜんしゃ

軸
じく

の動
うご

きの例
れい
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3.4. スクレーパー（テキスト p.64） 

スクレーパーは、トラクター部分
ぶ ぶ ん

及
およ

びスクレーパー部分
ぶ ぶ ん

からなり、車両
しゃりょう

中央
ちゅうおう

の関
かん

節
せつ

部
ぶ

で連結
れんけつ

されてい

る。 
トラクター部

ぶ

分
ぶん

には、エンジン、動力
どうりょく

伝達
でんたつ

装置
そ う ち

、操作
そ う さ

装置
そ う ち

等
とう

が取付
と り つ

けられている。 
図
ず

3-43 はモーター・スクレーパーの構造
こうぞう

の一例
いちれい

である。 

 
図
ず

3-43 モーター・スクレーパーの構造
こうぞう

の例
れい
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4. 車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の走行
そうこう

に関
かん

する装置
そ う ち

の取扱
とりあつかい

い 
4.1. 走行

そうこう

開始
か い し

の取 扱
とりあつかい

い（テキスト p.69） 

4.1.1. エンジン始動前
し ど う ま え

（テキスト p.69） 

作業
さぎょう

開始前
か い し ま え

の点検
てんけん

を行
おこな

う（点検
てんけん

方法
ほうほう

については「7.2 日常
にちじょう

点検
てんけん

の要領
ようりょう

」の項
こう

を参照
さんしょう

。）。 
車体
しゃたい

の周囲
しゅうい

を一回
ひとまわり

りして油
あぶら

もれや水
みず

もれがないこと、クローラ、タイヤ、作業
さぎょう

装置
そ う ち

等
とう

の異常
いじょう

がないこ

となどや、周囲
しゅうい

の状 況
じょうきょう

（人
ひと

や障害物
しょうがいぶつ

がないこと。）を確認
かくにん

してから運転席
うんてんせき

につく。 
エンジン始動前

し ど う ま え

の基本
き ほ ん

操作
そ う さ

は、次
つぎ

のとおりである。 
① 変速

へんそく

レバー及
およ

び各作業
かくさぎょう

装置
そ う ち

レバーは、中立
ちゅうりつ

にしておき、油圧
ゆ あ つ

ロックレバーはロック位置
い ち

にしておく。 
② 主

しゅ

クラッチレバーは、「切
きり

」にする。 
③ 燃料

ねんりょう

レバーは、ローアイドリングにする。 
④ パーキングブレーキレバーがかかっていることを確認

かくにん

する（ホイール式
しき

等
とう

）。 
⑤ シートベルト装着車

そうちゃくしゃ

では、シートベルトを締
し

めること。 
 
4.1.2. エンジンの始動

し ど う

（テキスト p.69） 

エンジンの始動
し ど う

における基本
き ほ ん

操作
そ う さ

は、次
つぎ

のとおりである。 
① 始動

し ど う

スイッチにキーを差込
さ し こ

み「始動
し ど う

」側
がわ

にし、始動
し ど う

モータを回
まわ

してエンジンを始動
し ど う

させる。エンジン

がかかったら、すぐにキーから手
て

を離
はな

すとキーは自動的
じ ど う て き

に「入
いり

」に戻
もど

る。 
② 予熱

よ ね つ

栓
せん

のついている建設
けんせつ

機械
き か い

で、エンジンのかかりがよくない場合
ば あ い

は次
つぎ

のように操作
そ う さ

する。 
始動
し ど う

スイッチのキーを「予熱
よ ね つ

」（通常
つうじょう

30 秒
びょう

程度
て い ど

）に回
まわ

した後、前記
ぜ ん き

①の要領
ようりょう

でエンジンを始動
し ど う

する。

なお、始動
し ど う

モータはあまり長
なが

く（20 秒
びょう

程度
て い ど

以上
いじょう

）回
まわ

さない。もし始動
し ど う

モータを回
まわ

してエンジンがかから

ないときは、2分
ぶん

程度
て い ど

たってから再度
さ い ど

始動
し ど う

モータを回
まわ

す。 
 
4.1.3. エンジン始動後

し ど う ご

（テキスト p.70） 

エンジン始動
し ど う

後
ご

の基本
き ほ ん

操作
そ う さ

は、次
つぎ

のとおりである。 
① エンジンが冷

ひ

えているときは、急加速
きゅうかそく

してはならない。 
② エンジンの始動

し ど う

後
ご

数分間
すうふんかん

暖機
だ ん き

運転
うんてん

を行
おこな

いながら、次
つぎ

のことを確
かく

かめる（点検
てんけん

方法
ほうほう

については、「7.2 
日常
にちじょう

点検
てんけん

の要領
ようりょう

」の項
こう

を参照
さんしょう

。）。 
ａ 各計器

か く け い き

の指度
し ど

はよいか。 
ｂ 水

みず

もれ、油
あぶら

もれ、エンジン音
おん

、排気
は い き

色
しょく

、振動
しんどう

その他
た

の異
い

常
じょう

がないか。 
ｃ その他

た

（モニタリングシステムの確
かく

認
にん

など。） 
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4.2. 走行
そうこう

時
じ

の取 扱
とりあつかい

い（テキスト p.70） 

4.2.1. 発進
はっしん

（テキスト p.70） 

前進
ぜんしん

、後進
こうしん

に際
さい

しては、周囲
しゅうい

の人
ひと

、他
た

の建設
けんせつ

機械
き か い

、その他
た

の障害物
しょうがいぶつ

に十分
じゅうぶん

気
き

を配
くば

る。 
発進
はっしん

にあたっての基本
き ほ ん

操作
そ う さ

は、次
つぎ

のとおりである。 
 

１・・・パワーシフト式
しき

 

① 作業
さぎょう

装置
そ う ち

レバーの安全
あんぜん

装置
そ う ち

（ロックプレートなど）を外
はず

し、バケット、ブレード等
とう

を地面
じ め ん

より 40cm
程度
て い ど

の高
たか

さに上
あ

げる。 
② ブレーキペダルを踏

ふ

み込
こ

み、ブレーキロック（または駐車
ちゅうしゃ

ブレーキ）を外
はず

す。 
③ 変速

へんそく

レバーの安全
あんぜん

装置
そ う ち

を外
はず

す。 
④ 変速

へんそく

レバーを作業
さぎょう

に合
あ

わせて、希望
き ぼ う

の位置
い ち

に入れ、ブレーキペダルを離
はな

す。 
⑤ 燃料

ねんりょう

調整
ちょうせい

レバーを引
ひ

いて（またはアクセルペダルを踏
ふ

み込
こ

んで。）エンジンの回転
かいてん

を上
あ

げる。 
 
２・・・ダイレクトドライブ式

しき

 

① 主
しゅ

クラッチレバー（またはペダル）を前
まえ

に倒
たお

し（または踏
ふ

む）接続
せつぞく

を切
き

る。 
② 変速

へんそく

レバーを作業
さぎょう

に合
あ

わせて希望
き ぼ う

の位置
い ち

に入れる。ギヤがかみ合
あ

いにくいときは変速
へんそく

レバーを中立
ちゅうりつ

にし、クラッチを断続
だんぞく

してギヤの位置
い ち

を整
ととの

え、改
あらた

めてレバーを入
い

れ直
なお

すようにする。ギヤは無理
む り

やりか

み合わせてはならない。 
③ 前後進

まえこうしん

レバーを前進
ぜんしん

（または後進
こうしん

）に入
い

れる。 
④ 作業

さぎょう

装置
そ う ち

レバーの安全
あんぜん

装置
そ う ち

（ロックプレートなど）を外
はず

し、バケット、ブレード等
とう

を地面
じ め ん

より 40cm
程度
て い ど

の高
たか

さに上
あ

げる。 
⑤ ブレーキペダルを踏

ふ

み込
こ

み、ブレーキロック（または駐車
ちゅうしゃ

ブレーキ）を外
はず

す。 
⑥ 主

しゅ

クラッチレバー（またはペダル）を静
しず

かに引
ひ

き（または離
はな

し）ながらブレーキペダルを離
はな

して発進
はっしん

する。 
⑦ 燃料

ねんりょう

調整
ちょうせい

レバーを引
ひ

いて（またはアクセルペダルを踏
ふ

み込
こ

んで。）エンジンの回
かい

転
てん

を上
あ

げる。 
 
３・・・その他

た

 

ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

では、 
① 旋回

せんかい

走行
そうこう

切換
きりかえ

ボタンまたはレバーを走行
そうこう

の位置
い ち

に移
うつ

す。 
② 走行

そうこう

ブレーキのボタンまたはレバーを操作
そ う さ

してブレーキをゆるめる。 
③ 燃料

ねんりょう

調整
ちょうせい

レバーを引いてエンジンの回
かい

転
てん

を上
あ

げる。 
④ 走行

そうこう

レバーを前方
ぜんぽう

に押
お

すと機械
き か い

は前進
ぜんしん

し、後方
こうほう

に引
ひ

くと機械
き か い

は後進
こうしん

する。 
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4.2.2. 走行
そうこう

中
ちゅう

（テキスト p.72） 

１・・・一般的
いっぱんてき

注意
ちゅうい

事
じ

項
こう

 

パワーシフト式
しき

の走行
そうこう

中
ちゅう

は、特
とく

に、次
つぎ

のことに注意
ちゅうい

する。 
① 次

つぎ

のようなときは急
きゅう

に負荷
ふ か

が減
へ

り、走行
そうこう

速度
そ く ど

が速
はや

くなって危険
き け ん

になるので走行
そうこう

速度
そ く ど

を落
お

とす。 
ａ 坂

さか

を上
あ

がりきったとき。 
ｂ 崖

がけ

から土砂
ど し ゃ

を落
お

としたとき。 
なお、このときは変速

へんそく

レバーも同時
ど う じ

に中立
ちゅうりつ

にする。 
ｃ 土砂

ど し ゃ

を積込
つ み こ

むためダンプトラックへ接近
せっきん

したとき。 
なお、このときは同時

ど う じ

に変速段
へんそくだん

も落
お

とすとよい。 

 

② 作業中油
さぎょうちゅうゆ

温計
おんけい

が上
あ

がりすぎるときは、低速
ていそく

にし負荷
ふ か

を減少
げんしょう

させる。 
③ 作業中

さぎょうちゅう

はフルスロットルでなければならないが、単
たん

なる移動
い ど う

やトラック待
ま

ちのときは、エンジン回
かい

転
てん

を下
さ

げる。 
 
２・・・操

そう

向
こう

（方向
ほうこう

転換
てんかん

） 

操
そう

向
こう

（方向
ほうこう

変換
へんかん

）するときには、特
とく

に、次
つぎ

のことに注意
ちゅうい

する（クローラ式
しき

）。 
① 操向

そうこう

するときは、曲
ま

がろうとする側
がわ

の操向
そうこう

クラッチを切
き

ってゆるやかに操向
そうこう

する。急旋回
きゅうせんかい

する必要
ひつよう

が

あるときにはさらに曲
ま

げようとする側
がわ

のブレーキをかける。 
② 自重

じじゅう

で機体
き た い

が降
お

りるような急
きゅう

な坂
さか

や下
くだ

り坂
ざか

で後
うし

ろから押
お

されているようなときには、操向
そうこう

は避
さ

ける。 
③ 高速

こうそく

でその場
ば

旋回
せんかい

あるいは岩
がん

盤上
ばんじょう

や粘
ねん

土質上
どしつじょう

での急
きゅう

旋回
せんかい

は、足
あし

回
まわ

りの摩耗
ま も う

を早
はや

め、また、クローラ

が外
はず

れたりするので行
おこな

ってはならない。 
④ 降

こう

坂中
はんちゅう

に操向
そうこう

するときは、操向
そうこう

レバーまたは操向
そうこう

ペダルの片側
かたがわ

を途
と

中
ちゅう

まで作動
さ ど う

させると操作
そ う さ

した側
がわ

とは反対
はんたい

に旋回
せんかい

することがあるので、十分
じゅうぶん

にブレーキの効
き

く位置
い ち

までレバーを引
ひ

く。 

 

  

図
ず

4-2 坂
さか

を上
あ

がりきったときの留意点
りゅういてん

 

図
ず

4-3 高速
こうそく

でその場
ば

旋回
せんかい

の留意点
りゅういてん
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３・・・油圧
ゆ あ つ

式
しき

ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

 

油圧
ゆ あ つ

式
しき

ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の走行
そうこう

中
ちゅう

では、特
とく

に、次
つぎ

のことに注意
ちゅうい

する。 
① 前

ぜん

・後進
こうしん

するときは、建設
けんせつ

機械
き か い

の向
む

きと走行
そうこう

方向
ほうこう

を十分
じゅうぶん

に確
かく

かめてから、走行用
そうこうよう

操作
そ う さ

装置
そ う ち

を操作
そ う さ

する。 
② その場

ば

旋回
せんかい

を行
おこな

う必要
ひつよう

があるときは、左右
さ ゆ う

の走行用
そうこうよう

レバーを前後
ぜ ん ご

互
たが

い違
ちが

いに切
きり

換
か

えて行
おこな

う。 

 

 

４・・・機械式
き か い し き

ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

 

機械
き か い

式
しき

ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の走行
そうこう

中
ちゅう

は、特
とく

に、次
つぎ

のことに注意
ちゅうい

する。 
① 走行

そうこう

中
ちゅう

上部
じょうぶ

旋回体
せんかいたい

が旋
せん

回
かい

して、思
おも

わぬ事
じ

故
こ

を発生
はっせい

させることがあるので、旋回
せんかい

ロックは確実
かくじつ

にかける。 
  

図
ず

4-4 前
ぜん

・後進
こうしん

時
じ

の機械
きかい

の向
む

き等
とう

確
かく

認
にん
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4.2.3. 登
と

・降坂
こうはん

、その他
た

（テキスト p.74） 

１・・・トラクター系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

 

トラクター系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

は、特
とく

に、次
つぎ

のことに注意
ちゅうい

する。 
① 登坂中

とはんちゅう

エンジンが止
と

まったときは、左右
さ ゆ う

の操向
そうこう

ブレーキを踏
ふ

み込
こ

んで建設
けんせつ

機械
き か い

を止
と

め、主
しゅ

クラッチを

切
き

り（ダイレクトドライブ式
しき

の場合
ば あ い

）、変速
へんそく

レバーを中
ちゅう

立
りつ

にしてエンジンをスタートさせる。 
② 後進

こうしん

で降
お

りるときは、降坂
こうはん

の操作
そ う さ

要領
ようりょう

で変速
へんそく

レバーをバックに入
い

れて、エンジンブレーキをかけた

状態
じょうたい

で降
お

りる。 
③ 下

くだ

り坂
ざか

はたとえ距離
き ょ り

が短
みじか

くともクラッチを切
き

って降
お

りてはならない。特
とく

に、急坂
きゅうはん

のときは変速
へんそく

レバ

ーを低速段
ていそくだん

に入
い

れ、エンジンブレーキと走行
そうこう

用
よう

ブレーキを併用
へいよう

して降
お

りる。 
なお、ダイレクトドライブ式

しき

建設
けんせつ

機械
き か い

では、主
しゅ

クラッチを切
き

って坂
さか

を降
お

りると速度
そ く ど

が速
はや

くなり、その状態
じょうたい

で主
しゅ

クラッチを入
い

れるとクラッチ板
ばん

が破
は

損
そん

するので注意
ちゅうい

する。 
④ クローラ式

しき

の建設
けんせつ

機械
き か い

は、急降坂
きゅうこうはん

で操向
そうこう

すると反対
はんたい

方向
ほうこう

に流
なが

れることがあるので注意
ちゅうい

する。 
⑤ 急坂

きゅうはん

で荷
に

を積
つみ

んで登
のぼ

り降
お

りするときは、バケットを低
ひく

くして登
のぼ

り降
お

りをする。 
⑥ 指定

し て い

された建設
けんせつ

機械
き か い

の登坂
と は ん

能力
のうりょく

及
およ

び安定度
あ ん て い ど

を超
こ

えて走行
そうこう

してはならない。 
⑦ 障害物

しょうがいぶつ

を乗
の

り越
こ

えるときは、転
てん

倒
とう

に注意
ちゅうい

し速度
そ く ど

を落
お

とし慎重
しんちょう

に走行
そうこう

する。 

  図
ず

4-5 障 害 物
しょうがいぶつ

を乗
の

り越
こ

え時
じ

の留意点
りゅういてん
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２・・・ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

 

ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

は、特
とく

に、次
つぎ

のことに注意
ちゅうい

する。 
① 指定

し て い

された登坂
と は ん

能力
のうりょく

及
およ

び安定度
あ ん て い ど

を超
こ

えて走行
そうこう

してはならない。 
② 坂

さか

の途
と

中
ちゅう

における操向
そうこう

はできるだけ避
さ

ける。 
登坂中
とはんちゅう

やむを得
え

ず操向
そうこう

するときは、走行
そうこう

クラッチを「入」の状態
じょうたい

にして機体
き た い

が降下
こ う か

しないようにした

うえで、操
そう

向用
こうよう

操作
そ う さ

装置
そ う ち

を操作
そ う さ

する。 
降
こう

坂中
はんちゅう

やむを得
え

ず操向
そうこう

するときは、走行
そうこう

クラッチを登坂
と は ん

のときと同
おな

じ方向
ほうこう

にすべらせて建設
けんせつ

機械
き か い

を止
と

めたうえで、操
そう

向用
こうよう

操作
そ う さ

装置
そ う ち

を操作
そ う さ

する。 
③ 凹凸

おうとつ

の大
おお

きい路
ろ

面
めん

を走行
そうこう

するときは、クローラが外
はず

れることがあるので注意
ちゅうい

する。 
④ 軟弱

なんじゃく

地
ち

では不同
ふ ど う

沈下
ち ん か

などにより転
てん

倒
とう

するのを防
ふせ

ぐため、道板
みちいた

等
とう

を使
し

用
よう

する。 
⑤ 坂

さか

の途
と

中
ちゅう

で停止
て い し

するときは、短時間
た ん じ か ん

であってもバケットなどを地面
じ め ん

に降
お

ろしたうえ、足
あし

回
まわ

りに歯止
は ど

め

などを確実
かくじつ

に使
し

用
よう

する。 

 
 
4.2.4. 走行

そうこう

の停止
て い し

（テキスト p.75） 

１・・・パワーシフト式
しき

建設
けんせつ

機械
き か い

 

パワーシフト式
しき

建設
けんせつ

機械
き か い

の走行
そうこう

を停止
て い し

するときは、特
とく

に、次
つぎ

のことに注意
ちゅうい

する。 
① 変速

へんそく

レバーは中
ちゅう

立
りつ

にし、走行
そうこう

用
よう

ブレーキを踏
ふ

んで停止
て い し

させる。変速
へんそく

レバーを「入
いり

」にした状態
じょうたい

でブ

レーキペダルを踏
ふ

み込
こ

むと、トルクコンバータ内
ない

の油
あぶら

が過熱
か ね つ

するので注意
ちゅうい

する（ただし、一般
いっぱん

に 30 秒
びょう

程度
て い ど

以内
い な い

ならば差
さ

しつかえない。）。 
② 「ダイレクトドライブ式

しき

建設
けんせつ

機械
き か い

」の項
こう

の②、③、④に注意
ちゅうい

する。 
 

２・・・ダイレクトドライブ式
しき

建設
けんせつ

機械
き か い

 

ダイレクトドライブ式
しき

建設
けんせつ

機械
き か い

の走行
そうこう

を停止
て い し

するときは、特
とく

に、次
つぎ

のことに注意
ちゅうい

する。 
① 一般

いっぱん

に主
しゅ

クラッチレバーは前
まえ

に倒
たお

し、ブレーキペダルを踏
ふ

んで停止
て い し

させ、変速
へんそく

レバーは中
ちゅう

立
りつ

にする。 
② エンジンは 5分間

ふんかん

程度
て い ど

アイドリングさせた後
あと

に止
と

める。特
とく

に、過給機
か き ゅ う き

の付
つ

いているエンジンでは絶対
ぜったい

に欠
か

かしてはならない。 
③ 停止後

て い し ご

すぐに運転
うんてん

しないときは、バケットなどを地面
じ め ん

に降
お

ろし、ブレーキペダルをロックする。 
  

図
ず

4-6 軟 弱
なんじゃく

地
ち

では道板
みちいた

等
とう

の使
し

用
よう

の例
れい

 図
ず

4-7 坂道
さかみち

での歯止
は ど

めの例
れい
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④ 坂道
さかみち

に停止
て い し

するときは、建設
けんせつ

機械
き か い

の逸走
いっそう

を防
ふせ

ぐため足
あし

回
まわ

りに歯止
は ど

めなどを確実
かくじつ

に使
し

用
よう

する。 

 

 
4.3. 駐車

ちゅうしゃ

（駐機
ちゅうき

）時
じ

の取 扱
とりあつかい

い（テキスト p.76） 

建設
けんせつ

機械
き か い

の運転後
う ん て ん ご

は、特
とく

に、次
つぎ

のことに注意
ちゅうい

する。 
① 建設

けんせつ

機械
き か い

を地盤
じ ば ん

の良
よ

い、平坦
へいたん

な場所
ば し ょ

に止
と

め、バケットなどを地面
じ め ん

に降
お

ろす。 
② エンジンを止め、キーが［OFF］の位置

い ち

に戻
もど

っているのを確
かく

認
にん

した後
あと

、キーを抜
ぬ

く。なお、キーは責任
せきにん

のある者
もの

が確実
かくじつ

に保管
ほ か ん

する。 
③ ブレーキは完全

かんぜん

にかける。やむを得
え

ず傾斜面
けいしゃめん

に止
と

める必要
ひつよう

があるときは、足
あし

回
まわ

りに確実
かくじつ

に歯止
は ど

めを使
し

用
よう

する。 
ショベル系

けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の場合
ば あ い

は、旋回
せんかい

ロックをし、駐車用
ちゅうしゃよう

ブレーキをかけ、かつ、ブーム、ホイスト、

ドラムには必
かなら

ずロックをする。 
④ エンジン停止中

ていしちゅう

は、ブームやバケットを動
うご

かしてはならない。 

 
  

図
ず

4-8 坂道
さかみち

での停止
ていし

の例
れい

 

図
ず

4-9 駐 車
ちゅうしゃ

時
じ

の留意点
りゅういてん
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4.4. グリース、オイル等
とう

（テキスト p.77） 
１・・・グリース 

グリースの主
おも

な効用
こうよう

をあげると、次
つぎ

のとおりである。 
① 密封性

みっぷうせい

が良
よ

く、ゴミ、水
みず

等
とう

が摩擦
ま さ つ

部
ぶ

分
ぶん

に入
はい

り難
にく

くする。 
② 潤滑性

じゅんかつせい

を良
よ

くし、金属面
きんぞくめん

に被
ひ

膜
まく

を形成
けいせい

し摩擦力
まさつりょく

を減少
げんしょう

させる。なお、建設
けんせつ

機械
き か い

にはリチウム系
けい

及
およ

び

モリブデン系
けい

のグリースが用
もち

いられている。交換
こうかん

補給
ほきゅう

はメーカーの取 扱
とりあつかい

説明書
せつめいしょ

の指示
し じ

にしたがい行
おこな

う。 
 
２・・・不凍

ふ と う

液
えき

 

凍結
とうけつ

防止
ぼ う し

及
およ

び防食
ぼうしょく

のために、冷却
れいきゃく

水
みず

に混合
こんごう

させる不凍
ふ と う

液
えき

は、エチレングリコールを主成分
しゅせいぶん

とした

水溶液
すいようえき

で、使
し

用
よう

温度
お ん ど

により濃度
の う ど

が異
こと

なるため、メーカーの取 扱
とりあつかい

説明書
せつめいしょ

を参照
さんしょう

すること。 
 
３・・・オイル 

オイルは、性能
せいのう

向上
こうじょう

のため次
つぎ

のような種々
しゅじゅ

の添加剤
て ん か ざ い

が入
はい

っており、メーカーの取 扱
とりあつかい

説明書
せつめいしょ

で指定
し て い

さ

れたオイルを使
し

用
よう

することが望
のぞ

ましい。 
・油性剤

ゆ せ い ざ い

（摩擦
ま さ つ

係数
けいすう

の減少
げんしょう

） 
・極圧

ごくあつ

添加剤
て ん か ざ い

（耐圧性
たいあつせい

の向上
こうじょう

） 
・粘度

ね ん ど

指数
し す う

向上剤
こうじょうざい

（温度
お ん ど

変化
へ ん か

に対
たい

し粘度
ね ん ど

変化
へ ん か

が少
すく

ない） 
・流動点

りゅうどうてん

降下剤
こ う か ざ い

（低温
ていおん

流動性
りゅうどうせい

の改善
かいぜん

） 
・あわ立

だ

て防止
ぼ う し

剤
ざい

 
・さび止め剤

ざい

 
・酸化

さ ん か

防止
ぼ う し

剤
ざい

等
とう

 
オイルの交換

こうかん

時期
じ き

は取 扱
とりあつかい

説明書
せつめいしょ

にしたがう。オイルが劣化
れ っ か

または不足
ふ そ く

すると歯車
はぐるま

の摩耗
ま も う

が早
はや

まり、ま

た軸受
じ く う

けが焼付
や き つ

くおそれがある。 
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5. 車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の作業
さぎょう

に関
かん

する装置
そ う ち

の構造
こうぞう

及
およ

び種類
しゅるい

 
5.1. トラクター系

けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の作業
さぎょう

装置
そ う ち

の構造
こうぞう

及
およ

び種類
しゅるい

（テキスト p.79） 

5.1.1. 作業
さぎょう

装置
そ う ち

の構造
こうぞう

（テキスト p.79） 

トラクター系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の作業
さぎょう

装置
そ う ち

は、トラクターの前方
ぜんぽう

に装着
そうちゃく

するブレード、バケット等
とう

及
およ

びそれら

を支持
し じ

するアーム、ヨーク等
とう

から構成
こうせい

されている。 
これらの作業

さぎょう

装置
そ う ち

は、油圧
ゆ あ つ

シリンダを介
かい

して作動
さ ど う

されるものと、機械的
き か い て き

な動力
どうりょく

伝達
でんたつ

方式
ほうしき

によって作動
さ ど う

するものがある。しかし、最近
さいきん

は油圧
ゆ あ つ

式
しき

のものが多
おお

く用
もち

いられている。 
油圧
ゆ あ つ

式
しき

では、油圧
ゆ あ つ

シリンダを動
うご

かす作動
さ ど う

油
ゆ

がエンジンに取付
と り つ

けられた油圧
ゆ あ つ

ポンプによって加圧
か あ つ

され、

加圧
か あ つ

された作動
さ ど う

油
ゆ

が油圧
ゆ あ つ

シリンダに入り、ピストンを動
うご

かしてロッドを出
だ

し入
い

れすることによって作業
さぎょう

装置
そ う ち

が作動
さ ど う

する。 
図
ず

5-2 は、クローラ式
しき

トラクター・ショベルの油圧
ゆ あ つ

回路
か い ろ

及
およ

び油圧
ゆ あ つ

による作動
さ ど う

の一例
いちれい

であるが、複雑
ふくざつ

な動
うご

きをする作業
さぎょう

装置
そ う ち

には油圧
ゆ あ つ

シリンダの数
かず

がそれだけ多
おお

く用
もち

いられている。 

 
 
5.1.2. 作業

さぎょう

装置
そ う ち

の種類
しゅるい

（テキスト p.80） 
１・・・ブル・ドーザー 

ブル・ドーザーは、トラクターの前部
ぜ ん ぶ

にアーム、フレーム等
とう

を介
かい

してブレードを取付
と り つ

けたものである。 
なお、ブレードは、用

よう

途
と

に応
おう

じていろいろな形式
けいしき

のものがあり、作動
さ ど う

装置
そ う ち

の形式
けいしき

により、次
つぎ

のように

分類
ぶんるい

できる。 
  

図
ず

5-2 クローラ式
しき

トラクター・ショベルの油圧
ゆあつ

による作動
さどう

の例
れい
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① アングル・ドーザー 

ブレードを左右
さ ゆ う

に傾斜
けいしゃ

することができ、片側
かたがわ

への排土
は い ど

、除雪
じょせつ

ができる（図
ず

5-3参照
さんしょう

）。また、山道
さんどう

開削
かいさく

などに有効
ゆうこう

である。 

 

② ストレート・ドーザー 

ブレードを左右
さ ゆ う

に傾斜
けいしゃ

できないが、アングルブレードに比較
ひ か く

して構造
こうぞう

が堅
けん

ろうで、重掘削
じゅうくっさく

作業
さぎょう

ができ

る（図
ず

5-4参照
さんしょう

）。また、チルト装置
そ う ち

やリッパーが装着
そうちゃく

されているものが多
おお

い。 

 
③ レーキ・ドーザー 

レーキによって抜
ばっ

根
こん

、倒木
とうぼく

、除
じょ

石
せき

等
とう

の作業
さぎょう

に用
もち

いられ、アングルレーキ、ストレートレーキがある（図
ず

5-5参照
さんしょう

）。 

 
  

図
ず

5-3 アングル・ドーザーの例
れい

 

図
ず

5-4 ストレート・ドーザーの例
れい

 

図
ず

5-5 レーキ・ドーザーの例
れい

 

30 (JP)



  
 

④ Ｕドーザー 

ブレードの両端
りょうたん

が前方
ぜんぽう

に折
お

り曲
ま

がっており、土砂
ど し ゃ

の逃
に

げを少
すく

なくして一度
い ち ど

に多
おお

量
りょう

の押土
お し ど

作業
さぎょう

をする

場合
ば あ い

に用
もち

いられる（図
ず

5-6参照
さんしょう

）。 

 

⑤ トリミング・ドーザー（ツーウェイ・ドーザー） 

ブレードを前後
ぜ ん ご

に傾
かたむ

けることができ、船内
せんない

や倉庫内
そ う こ な い

の石炭
せきたん

、鉱石
こうせき

等
とう

のかき出
だ

しに用
もち

いられる（図
ず

5-7
参照
さんしょう

）。 

 

⑥ リッパー 

後部
こ う ぶ

に大
おお

きな爪
つめ

を付
つ

け、軟
なん

岩盤
がんばん

、硬
こう

土
ど

の破砕
は さ い

または掘
ほ

り起
お

こしの作業
さぎょう

に用
もち

いられる（図
ず

5-8参照
さんしょう

）。 

 
  

図
ず

5-6 U ドーザーの例
れい

 

図
ず

5-7 トリミング・ドーザーの例
れい

 

図
ず

5-8 リッパーの例
れい
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⑦ 湿地
し っ ち

ブル・ドーザー 

幅広
はばひろ

シューを付け、クローラの接
せっ

地面
ち め ん

積
せき

を大
おお

きくし軟弱
なんじゃく

地
ち

における作業
さぎょう

に用
もち

いられる（図
ず

5-9参照
さんしょう

）。 

 
⑧ プッシュ・ドーザー 

ブル・ドーザーのブレードの保護
ほ ご

のためプッシャープレートを取付
と り つ

けたもの、またはブレードを強化
きょうか

し、緩衝
かんしょう

装置
そ う ち

（クッション）を取付
と り つ

けたもので、スクレーパーの掘削
くっさく

、積込
つ み こ

み作業
さぎょう

時
じ

にけん引力
いんりょく

が不
ふ

足
そく

する場合
ば あ い

に後押
あ と お

しするために用
もち

いられる（図
ず

5-10参照
さんしょう

）。 

 
 
２・・・トラクター・ショベル 

トラクター・ショベルの作業
さぎょう

装置
そ う ち

は、図
ず

5-11 に示すようにバケット及
およ

びそれを支持
し じ

するアームから成
な

り立
た

っており、積込
つ み こ

み、運搬
うんぱん

作業
さぎょう

等
とう

に用
もち

いられる。 

 

図
ず

5-9 湿地
しっち

ブル・ドーザーの例
れい

 

図
ず

5-10 プッシュ・ドーザーの例
れい

 

図
ず

5-11 トラクターショベルの例
れい
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5.1.3. 安全
あんぜん

装置
そ う ち

等
とう

（テキスト p.85） 

１・・・前照
ぜんしょう

灯
とう

 

建設
けんせつ

機械
き か い

には、夜間
や か ん

などにおいて作業
さぎょう

を安全
あんぜん

に行
おこな

うために前照
ぜんしょう

灯
とう

が取付
と り つ

けられている。 
 

２・・・警報
けいほう

装置
そ う ち

 

建設
けんせつ

機械
き か い

には、走行
そうこう

時
じ

、作業
さぎょう

時
じ

等
とう

における安全
あんぜん

確保
か く ほ

のため、関係作
か ん け い さ

業
ぎょう

者
しゃ

に警報
けいほう

を与
あた

えるための警報
けいほう

装置
そ う ち

が取付
と り つ

けられている。 
 

３・・・ヘッドガード及
およ

び転
てん

倒
とう

時
じ

保護
ほ ご

装置
そ う ち

（ロップス） 

労働
ろうどう

安全
あんぜん

衛生法
えいせいほう

では、落石
らくせき

等
とう

の落下物
ら っ か ぶ つ

の危険
き け ん

がある場所
ば し ょ

で作業
さぎょう

を行
おこな

うときは、運転席
うんてんせき

に堅固
け ん ご

なヘッド

ガードを取付
と り つ

けることが義務
ぎ む

付
づ

けされている。また、建設
けんせつ

機械
き か い

の転
てん

倒
とう

時
じ

の保護
ほ ご

装置
そ う ち

として図
ず

5-12 に示す

ようなものがあるが、現在
げんざい

のところ装着
そうちゃく

義務
ぎ む

となっていないため一般
いっぱん

的
てき

ではないが、質量
しつりょう

3ｔ以上
いじょう

のも

のには容易
よ う い

に装着
そうちゃく

できるような本体
ほんたい

構造
こうぞう

となっているものがある。この建設
けんせつ

機械
き か い

を運転
うんてん

するときは、必
かなら

ずシートベルトを使
し

用
よう

する。 

 

 
  

図
ず

5-12 転
てん

倒
とう

時
じ

保護
ほ ご

装置
そうち

の例
れい
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４・・・安全
あんぜん

装置
そ う ち

 

トラクター・ショベルは、機械
き か い

の点検
てんけん

、整備
せ い び

のため、やむを得
え

ずバケットを上
あ

げたままにしておくこと

がある。このとき、誤
あやま

って操作
そ う さ

レバーに触
ふ

れてもバケットが降下
こ う か

したり、ダンプしたりすることがない

ように操作
そ う さ

レバー等
とう

を固定
こ て い

するロックプレート、または上 昇
じょうしょう

したバケットのリフトアームの降下
こ う か

を防
ふせ

ぐ安全
あんぜん

ピン等
とう

（図
ず

5-13参照
さんしょう

）の安全
あんぜん

装置
そ う ち

が取付
と り つ

けられているものがある。 

 
  

図
ず

5-13 リフトアームの安全
あんぜん

ピン等
とう

の例
れい
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5.2. ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の作業
さぎょう

装置
そ う ち

の構造
こうぞう

及
およ

び種類
しゅるい

（テキスト p.86） 

5.2.1. 油圧
ゆ あ つ

式
しき

ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

（テキスト p.87） 

油圧
ゆ あ つ

式
しき

ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

は、使
し

用
よう

する作業
さぎょう

装置
そ う ち

によって機械
き か い

の種類
しゅるい

が変
か

わり、ドラグ・ショベル、パ

ワー・ショベル及
およ

びクラムシェル等
とう

がある。 
したがって、用

よう

途
と

として掘削
くっさく

作業
さぎょう

のためには、作業
さぎょう

装置
そ う ち

としてドラグ・ショベル用
よう

バケット、パワー・

ショベル用
よう

バケット、クラムシェル用
よう

バケット等
とう

を装着
そうちゃく

したものがある（図
ず

5-14参照
さんしょう

）。また、ブレー

ドを装着
そうちゃく

した油圧
ゆ あ つ

ショベルもある。 

 

 
5.2.2. 機械

き か い

式
しき

ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

（テキスト p.88） 

機械
き か い

式
しき

ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

は、使
し

用
よう

する作業
さぎょう

装置
そ う ち

によって機械
き か い

の種類
しゅるい

が変わり、ドラグライン及
およ

びクラ

ムシェル等
とう

がある。 
 

① クラムシェル 

機械
き か い

式
しき

クラムシェルの作業
さぎょう

装置
そ う ち

は、一般
いっぱん

に図
ず

5-16 に示
しめ

すように左側
ひだりがわ

ドラムを支持
し じ

ロープ用
よう

にし、右側
みぎがわ

ドラムをバケット開閉用
かいへいよう

にしている。 
バケット支持

し じ

ロープと開閉
かいへい

ロープは同一径
どういつけい

のものを用
もち

いる。また、バケットの振
ふ

れ止
ど

めのためタグライ

ンが取付
と り つ

けられている。 
掘削
くっさく

の機能
き の う

を有
ゆう

する爪付
つ め つ

きのバケットを装備
そ う び

するものが該当
がいとう

し、掘削
くっさく

の機能
き の う

を有
ゆう

しないバケットを

装備
そ う び

したものは、移動式
い ど う し き

クレーンに該当
がいとう

する。 
  

図
ず

5-14 油圧
ゆあつ

式
しき

ショベルの作業
さぎょう

装置
そうち

の例
れい
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（クレーン作業
さぎょう

には別
べつ

の資格
し か く

が必要
ひつよう

） 
クレーン作業

さぎょう

は、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

運転
うんてん

（整地
せ い ち

・運搬
うんぱん

・積込
つ み こ

み用
よう

及
およ

び掘削
くっさく

用
よう

）の資格
し か く

では行
おこな

うことは

できないため、別途
べ っ と

、移動
い ど う

式
しき

クレーン等
とう

の資格
し か く

が必要
ひつよう

である。 
 

 
 
5.2.3. 安全

あんぜん

装置
そ う ち

等
とう

（テキスト p.89） 
① ロックレバー 

運転
うんてん

者
しゃ

が運転
うんてん

席
せき

から離
はな

れる場合
ば あ い

は、左
ひだり

操作
そ う さ

レバースタンドのロックレバーを引いて、操作用
そ う さ よ う

パイロッ

ト圧
あつ

をカットして作業
さぎょう

装置
そ う ち

の作動
さ ど う

を止
と

める。 

 

  

図
ず

5-16 機械
きかい

式
しき

クラムシェルの作業
さぎょう

装置
そうち

の例
れい

 

図
ず

5-17 ロックレバーの例
れい
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② 旋回
せんかい

駐車
ちゅうしゃ

ブレーキ 

傾斜地
け い し ゃ ち

での駐車
ちゅうしゃ

時
じ

に、上部
じょうぶ

旋回
せんかい

部
ぶ

分
ぶん

が自重
じじゅう

により旋回
せんかい

して自然
し ぜ ん

に降下
こ う か

するのを防止
ぼ う し

するためのブレー

キである。 

 
③ ブーム倒

たお

れ止
ど

め装置
そ う ち

 

一般
いっぱん

にブーム傾
けい

斜
しゃ

角
かく

が 30～80度
ど

の範囲内
は ん い な い

で使
し

用
よう

するようになっている。 
ブーム倒

たお

れ止
ど

め装置
そ う ち

は、ブームを起
お

こした状態
じょうたい

で使用中
しようちゅう

に突然
とつぜん

荷
に

がはずれて、あるいは凹凸
おうとつ

路
ろ

を走行
そうこう

中
ちゅう

にブームがおどって、ブームが後方
こうほう

へ転
てん

倒
とう

するのを防
ふせ

ぐために使
し

用
よう

されるものである。 

 
④ ブーム起伏

き ふ く

停止
て い し

装置
そ う ち

 

ブームがある規定
き て い

の角度
か く ど

になると、操作
そ う さ

レバーの位置
い ち

とは関係
かんけい

なくストップさせるものである。 
ブーム起伏

き ふ く

停止
て い し

装置
そ う ち

は、ドラグライン、機械
き か い

式
しき

クラムシェル等
とう

に使
し

用
よう

されるが、この安全
あんぜん

装置
そ う ち

を過信
か し ん

す

ることなく十分
じゅうぶん

な注意
ちゅうい

をはらって作業
さぎょう

することが必要
ひつよう

である。 

 

図
ず

5-18 旋回
せんかい

駐 車
ちゅうしゃ

ブレーキの例
れい

 

図
ず

5-19 ブーム倒
たお

れ止
ど

め装置
そうち

の例
れい

 

図
ず

5-20 ブーム起伏
き ふ く

停止
ていし

装置
そうち

の例
れい
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5.3. モーター・グレーダー（テキスト p.92） 

モーター・グレーダーの作業
さぎょう

装置
そ う ち

は、作動
さ ど う

方式
ほうしき

により機械
き か い

式
しき

及
およ

び油圧
ゆ あ つ

式
しき

のものがあるが最近
さいきん

は殆
ほとん

どが

油圧
ゆ あ つ

式
しき

である。 
モーター・グレーダーの作業

さぎょう

装置
そ う ち

は、次
つぎ

の主要
しゅよう

部
ぶ

分
ぶん

から構成
こうせい

されている。 
 
１・・・ブレード装置

そ う ち

 

ブレード装置
そ う ち

は、ドローバー、サークル及
およ

びブレードから成
な

り立
た

っていて、ブレードは、切削
せっさく

角度
か く ど

を変
か

えることや横
よこ

送
おく

りすることができるようになっている（図
ず

5-21参照
さんしょう

）。 

 

図
ず

5-21 ブレード装置
そうち

の例
れい

 

図
ず

5-22 モーター・グレーダー作業
さぎょう

装置
そうち

の例
れい
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２・・・スカリファイヤ装置
そ う ち

 

土
つち

をかきゆるめる装置
そ う ち

で、ドローバーでフレームに取付
と り つ

ける方
ほう

式
しき

のものと、ブレード取付
と り つ

けアームまた

はブレードのドローバーに取付
と り つ

けられるようになっているものがある（図
ず

5-23参照
さんしょう

）。 

 
 
5.4. スクレーパー（テキスト p.94） 

スクレーパーの作業
さぎょう

装置
そ う ち

は、ボウル、エプロン及
およ

びエジェクタなどから構成
こうせい

され、その作動
さ ど う

方
ほう

式
しき

には

機械
き か い

式
しき

と油圧
ゆ あ つ

式
しき

がある。 
 
１・・・ボウル 

ボウルは、土砂
ど し ゃ

運搬
うんぱん

のための容器
よ う き

であり、前進
ぜんしん

しながら油圧
ゆ あ つ

シリンダでボウルを地面
じ め ん

に押
お

しつけて掘削
くっさく

、

積込
つ み こ

みを行
おこな

う。 
 
２・・・エプロン 

エプロンは、ボウルへ積込
つ み こ

んだ土砂
ど し ゃ

が前方
ぜんぽう

へこぼれないようにするもので、土
ど

捨場
す て ば

でエプロンを上
あ

げて

捨土
す て ど

する。 
 
３・・・エジェクタ（又

また

はチルティングフロア） 

エジェクタは、捨土
す て ど

のとき土砂
ど し ゃ

を後方
こうほう

から押
お

し出
だ

すための装置
そ う ち

である。 
なお、スクレープ・ドーザーの作業

さぎょう

装置
そ う ち

は、スクレーパーの作業
さぎょう

装置
そ う ち

とほぼ同
おな

じである。 

 

図
ず

5-23 スカリファイヤ装置
そうち

の例
れい

 

図
ず

5-24 スクレーパーの作業
さぎょう

装置
そうち

の例
れい
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5.5. ずり積機
つ み き

（テキスト p.95） 

5.5.1. クローラ式
しき

ずり積機
つ み き

（テキスト p.95） 

クローラ式
しき

ずり積機
つ み き

には、主
おも

に、トンネル仕様
し よ う

の大型
おおがた

のトラクター・ショベルと掻
か

き込
こ

み式
しき

ローダがあ

る。 
トラクター・ショベルの作業

さぎょう

装置
そ う ち

は、前述
ぜんじゅつ

のトラクター・ショベルとまったく同
おな

じである。 
掻
か

き込み
こ み

式
しき

ローダの作業
さぎょう

装置
そ う ち

は、バケット、アーム、ブーム、シリンダ、旋回
せんかい

フレームからなる掻
か

き込
こ

み装置
そ う ち

とコンベヤで構成
こうせい

され、油圧
ゆ あ つ

ポンプにより作動
さ ど う

される。なお、油圧
ゆ あ つ

ポンプは、電動
でんどう

機
き

により駆動
く ど う

さ

れる。 

 

 

図
ず

5-25 掻
か

き込
こ

み式
しき

ローダの作業
さぎょう

装置
そうち

の例
れい
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6. 車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の作業
さぎょう

に関
かん

する装置
そ う ち

の取扱
とりあつかい

い等
とう

 
6.1. トラクター系

けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の取 扱
とりあつかい

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

（テキスト p.97） 
6.1.1. ブル・ドーザー（テキスト p.97） 

１・・・基本
き ほ ん

操作
そ う さ

 

写真
しゃしん

6-1 はブル・ドーザーの作業
さぎょう

装置
そ う ち

の操作
そ う さ

装置
そ う ち

の一
いち

例
れい

である。 

 

 

写真
しゃしん

6-1 ブル・ドーザーの操作
そうさ

装置
そうち

の例
れい

 

図
ず

6-1 ブル・ドーザーの 標 準
ひょうじゅん

操作
そうさ

方
ほう

式
しき

の配
はい

置
ち
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図
ず

6-2 アングリングの例
れい

 写真
しゃしん

6-2 PAT 車
くるま

のアングル姿勢
しせい

 

図
ず

6-3 チルティングの例
れい

 

写真
しゃしん

6-3 PAT 車
くるま

のチルト姿勢
しせい

 図
ず

6-4 刃先
はさき

角
かく

の調 整
ちょうせい

 

42 (JP)



  
 

２・・・基本
き ほ ん

作業
さぎょう

 

① 基本的
き ほ ん て き

注意
ちゅうい

事
じ

項
こう

 

ａ 走行
そうこう

時
じ

は、ブレードの刃先
は さ き

を地面
じ め ん

から 40cm程度
て い ど

の高
たか

さに保
たも

って、周囲
しゅうい

の安全
あんぜん

を確
かく

認
にん

する。 
ｂ 斜面

しゃめん

に対
たい

しては原則
げんそく

として直角
ちょっかく

に登
のぼ

り降
お

りをする。ただし、急
きゅう

こう配
ばい

の斜面
しゃめん

を後進
こうしん

で登
のぼ

ったり、前進
ぜんしん

で降
お

りたりしない。 
注
ちゅう

）やむを得
え

ず急
きゅう

こう配
ばい

を降
お

りるときは、後進
こうしん

で降
お

りるかジグザグに降
お

りる。 
ｃ 押

おし

土
ど

作業
さぎょう

は掘削
くっさく

作業
さぎょう

と明確
めいかく

に区
く

分
ぶん

し、押
おし

土
ど

距離
き ょ り

は最短
さいたん

になるように段取
だ ん ど

りし、低速
ていそく

で行
おこな

う。 
また、クローラは、全面

ぜんめん

が完全
かんぜん

に地面
じ め ん

へ設置
せ っ ち

するようにし、機体
き た い

を常
つね

に水平
すいへい

な状態
じょうたい

にして作業
さぎょう

をする。 
ｄ 押

おし

土
ど

作業
さぎょう

は、下
くだ

りこう配
ばい

を利用
り よ う

すると作業
さぎょう

効率
こうりつ

がよい。 
注
ちゅう

）下
くだ

りこう配
ばい

20％（10～11度
ど

）程度
て い ど

が最
もっと

も効率
こうりつ

がよいが、それ以
い

上
じょう

になると後進
こうしん

が苦
くる

しくなり、逆
ぎゃく

に作業
さぎょう

効率
こうりつ

が低下
て い か

する。 
ｅ トラクターのクローラの張

は

りは、土質
ど し つ

に応
おう

じて変
か

える。砂利
じ ゃ り

の多
おお

い路
ろ

面
めん

では所定
しょてい

の張
は

りよりゆるめに

する。 
ｆ 湿地

し っ ち

または軟弱
なんじゃく

地面
じ め ん

でクローラがスリップするようなときは、燃料
ねんりょう

レバーを半開
はんかい

とし、主
しゅ

クラッチ

はゆっくり入
い

れ、操向
そうこう

クラッチは操作
そ う さ

してはならない。 
ｇ 整地

せ い ち

作業
さぎょう

のブレードの操作
そ う さ

は、1回
かい

の上
あ

がり、下
さ

がりが 2cm程度
て い ど

になるよう細
こま

かく操作
そ う さ

する。 

 
②適応

てきおう

作業
さぎょう

 

ブル・ドーザーは、近
きん

距離土
き ょ り ど

運搬
うんぱん

（50ｍ程度
て い ど

以下
い か

）を伴
ともな

う掘削
くっさく

、押
おし

土
ど

、敷均
しきなら

し等
とう

の土
ど

工事
こ う じ

作業
さぎょう

に使
し

用
よう

される。特
とく

に、ブル・ドーザーは掘削
くっさく

し、直線的
ちょくせんてき

に押
おし

土
ど

する作業
さぎょう

に有効
ゆうこう

である。 
また、山腹

さんぷく

の切取
き り と

り、山腹
さんぷく

道
どう

の片
かた

切取
き り と

り等
とう

では、ブレードにチルトブレードまたはアングルブレードを、

凍土
と う ど

または硬
こう

土
ど

あるいは溝
みぞ

などの掘削
くっさく

ではチルトブレードを用
もち

いて作業
さぎょう

を行
おこな

うと効率的
こうりつてき

である。 
  

図
ず

6-5 斜
しゃ

面
めん

の走行
そうこう

の例
れい

 図
ず

6-6 ブレードの操作
そうさ

の例
れい
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ａ）掘削
くっさく

作業
さぎょう

 

掘削
くっさく

作業
さぎょう

は、掘削
くっさく

した土砂
ど し ゃ

の運搬
うんぱん

距離
き ょ り

が最短
さいたん

となるように計画
けいかく

をして行
おこな

う。 
また、降雨

こ う う

時
じ

の排水
はいすい

が良
よ

くなるように、自然
し ぜ ん

排水
はいすい

こう配
ばい

を考慮
こうりょ

して掘削
くっさく

するか、または必要
ひつよう

によって

排水溝
はいすいこう

を設
もう

けて掘削
くっさく

するようにする。 
〈溝

みぞ

掘削
くっさく

作業
さぎょう

（スロットドージング）〉 

掘削
くっさく

順序
じゅんじょ

は、図
ず

6-7 の①②③の順序
じゅんじょ

で行
おこな

い、掘削
くっさく

深
ふか

さは、ブレードの高
たか

さ程度
て い ど

までを限度
げ ん ど

とし、溝
みぞ

は

直線
ちょくせん

に掘削
くっさく

する。また、溝底
みぞそこ

は水平
すいへい

に掘削
くっさく

する。 

 
〈斜

しゃ

面
めん

掘削
くっさく

作業
さぎょう

〉 

ア のり切り作業
さぎょう

 

のり切り作業
さぎょう

は、掘削
くっさく

地盤
じ ば ん

の盤
ばん

下
さ

げにしたがって行
おこな

うのがもっとも効果的
こ う か て き

であり、基本的
き ほ ん て き

には次
つぎ

のこ

とに注意
ちゅうい

することが大切
たいせつ

である。 
・のり面

めん

の排水
はいすい

を良
よ

くすること。 
・のり面

めん

からの落石
らくせき

に注意
ちゅうい

し、必要
ひつよう

に応じ落石
らくせき

防止
ぼ う し

措置
そ ち

をすること。 
・のり面

めん

の崩壊
ほうかい

等
とう

を防止
ぼ う し

するために、のり尻
じり

の保護
ほ ご

をすること。 

 
  

図
ず

6-7 溝
みぞ

掘削
くっさく

作業
さぎょう

の例
れい

 

図
ず

6-8 法
のり

面
めん

排水
はいすい

の例
れい

 

44 (JP)



  
 

イ サイドカット作業
さぎょう

 

サイドカット作業
さぎょう

は、次
つぎ

の方法
ほうほう

により行
おこな

う。 
ⅰ）図

ず

6-9 の(a)のように水
すい

平面
へいめん

を作
つく

り、その水
すい

平面
へいめん

から掘削
くっさく

を行
おこな

う。 
ⅱ）図

ず

6-9 の(b)のようにゆるやかな斜
しゃ

面
めん

を掘削
くっさく

した後
あと

に、水平
すいへい

面
めん

となるように掘削
くっさく

を行
おこな

う。 
ⅲ）ⅰ）ⅱ）のように盛土

も り ど

を用
もち

いずに、図
ず

6-9 の(c)のように掘削
くっさく

のみにより作業
さぎょう

を行
おこな

う。 
注）斜

しゃ

面
めん

が急
きゅう

こう配
ばい

の場合
ば あ い

は、図
ず

6-9(c)の方法
ほうほう

は危険
き け ん

を伴
ともな

うので、別途
べ っ と

方法
ほうほう

を検討
けんとう

する。 

 

ｂ）押
おし

土
ど

作業
さぎょう

 

押
おし

土
ど

作業
さぎょう

は、土砂
ど し ゃ

をブレードで押
お

すと同
どう

時
じ

に、機械
き か い

の通
とお

る道
みち

を作
つく

るということを忘
わす

れてはならない。 
押
おし

土
ど

作業
さぎょう

においては、特
とく

に、次
つぎ

のことに注意
ちゅうい

する。 
  

図
ず

6-9 サイドカット作業
さぎょう

の例
れい
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ア 押
おし

土
ど

の距離
き ょ り

が長くなったら 2段
だん

押
お

しをする。この場合
ば あ い

の目安
め や す

は、ブレードの土砂
ど し ゃ

が半減
はんげん

したとき、ま

たは 2速
そく

に増速
ぞうそく

した後
あと

、少
すこ

し荷
に

が軽
かる

くなったときが置
おき

留
ど

めのタイミングと思
おも

えばよい（図
ず

6-10参照
さんしょう

）。 

 
イ 広

ひろ

い現場
げ ん ば

で押
おし

土
ど

距離
き ょ り

が長
なが

い場合
ば あ い

、2台
だい

でリレーすれば、2段
だん

押
お

しよりも効率
こうりつ

がよい（図
ず

6-11参照
さんしょう

）。 
ウ 並列押土

へいれつおしど

作業
さぎょう

は、できるだけ同一
どういつ

機種
き し ゅ

で行
おこな

う（図
ず

6-12参照
さんしょう

）。 

 
注）ステアリングクラッチ及

およ

びファイナルドライブに大
おお

きな負担
ふ た ん

がかかる。また、スリップや機械
き か い

停止
て い し

で

能率
のうりつ

も低下
て い か

する。 
エ 押

おし

土中
どちゅう

に急
きゅう

操向
そうこう

を切
き

らない。 
オ 破砕岩

は さ い が ん

を押
お

す場合
ば あ い

は岩盤
がんばん

が露出
ろしゅつ

するまで押
おし

土
ど

作業
さぎょう

をするような運転
うんてん

はしない。 
カ 押

おし

土
ど

した土砂
ど し ゃ

は締
しめ

固
かた

めを考
かんが

えて敷
しき

均
なら

しをすると二度
に ど

手間
で ま

にならない（図
ず

6-13参照
さんしょう

）。 

 
 

  

図
ず

6-10 二段
に だ ん

押
お

しの例
れい

 

図
ず

6-11 リレー押
お

し作業
さぎょう

の例
れい

 図
ず

6-12 並列押
へいれつおし

土
ど

作業
さぎょう

の例
れい

 

図
ず

6-13 敷均
しきなら

し作業
さぎょう

の例
れい
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ｃ）盛土
も り ど

作業
さぎょう

 

掘削
くっさく

、押
おし

土
ど

の作業
さぎょう

と一貫
いっかん

して行
おこな

われるので、どの部
ぶ

分
ぶん

から盛
もり

土
ど

するか、あらかじめ計画
けいかく

された方法
ほうほう

で

行
おこな

う。 
盛
も

り上
あ

げた土
つち

は 15～20cm程度
て い ど

の厚
あつ

さごとにクローラで敷
し

き固
かた

める（図
ず

6-14参照
さんしょう

）｡ 

 
 
押
おし

土
ど

しながら盛
もり

土
ど

するときのブレードの操作
そ う さ

は、図
ず

6-15 のように盛
もり

土
ど

の先端
せんたん

でブレードの土砂
ど し ゃ

が全部
ぜ ん ぶ

すべり落
お

ちるまで押
お

してから後退
こうたい

する。このとき、盛
もり

土
ど

の路肩
ろ か た

からクローラが出
で

ないところで止
と

める。 

 
ｄ）敷土

し き ど

（撤
さん

土
ど

）作業
さぎょう

 

敷土
し き ど

作業
さぎょう

は、ブレードを垂直
すいちょく

に立
た

て、地表
ちひょう

から刃先
は さ き

を少
すこし

し上
あ

げ、刃先
は さ き

の下
した

から土
つち

が出
で

るようにする。

敷
しき

土
ど

の厚
あつ

さ及
およ

び締
しめ

固
かた

めの程度
て い ど

は地質
ち し つ

によって決
き

まる。 
 

  

図
ず

6-14 盛
もり

土
ど

作業
さぎょう

の締
しめ

固
かた

めの例
れい

 

図
ず

6-15 盛
もり

土
ど

作業
さぎょう

の例
れい
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ｅ）仕上
し あ

げ作業
さぎょう

 

ブル・ドーザーによる仕
し

上
あ

げ作業
さぎょう

を行
おこな

う場合
ば あ い

、機体
き た い

が前下
ま え さ

がりの状態
じょうたい

で発進
はっしん

すると機体
き た い

が水平
すいへい

になっ

たときにブレードが地面
じ め ん

から浮
う

き上
あ

がってしまうので、ブレードを下
さ

げる前
まえ

に機体
き た い

が水平
すいへい

になっている

か確
かく

かめる。 
ブル・ドーザーは、細

こま

かい仕
し

上
あ

げ（2～3cm程度
て い ど

）には適
てき

さないので荒
あら

仕
し

上
あ

げに使
し

用
よう

する。細
こま

かい仕
し

上
あ

げは、モーター・グレーダーなどで行
おこな

うとよい（図
ず

6-16参照
さんしょう

）。 

 
  

図
ず

6-16 仕
し

上
あ

げ作業
さぎょう

の例
れい
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仕
し

上
あ

げ作業
さぎょう

は、ブレードを空
から

にして行
おこな

うより土
つち

を満
み

たして行
おこな

うほうが容易
よ う い

なので、ブレードに土
つち

を

半分
はんぶん

程度
て い ど

満
み

たして、押
おし

土
ど

しながら凹凸
おうとつ

にしたがってブレードを細
こま

かく操作
そ う さ

して表面
ひょうめん

を平
たい

らに仕
し

上
あ

げる。

荒
あら

仕
し

上
あ

げは中速
ちゅうそく

で行
おこな

い、毎回
まいかい

の仕
し

上
あ

げ面
めん

はブレードの 1 / 4 ずつ重
かさ

ね合わせて仕
し

上
あ

げるようにする（図
ず

6-17参照
さんしょう

）。 

 

斜
しゃ

面
めん

を仕
し

上
あ

げるには原則
げんそく

として上
のぼ

りは前進
ぜんしん

で整地
せ い ち

し、下
くだ

りは後進
こうしん

で降
お

りるようにする。また、特
とく

に、次
つぎ

のことに注意
ちゅうい

する。 
ア 斜

しゃ

面
めん

に対
たい

し斜
なな

めに登坂
と は ん

したり、降下
こ う か

する整地
せ い ち

は、できるだけ避
さ

ける。 
イ 必要

ひつよう

以上
いじょう

に操向
そうこう

を切
き

らない。 
ウ ブレードに必要

ひつよう

以上
いじょう

に負荷
ふ か

をかけない。 
ゆるい斜

しゃ

面
めん

を仕
し

上
あ

げるには、上方
じょうほう

から斜
しゃ

面
めん

に平行
へいこう

に作業
さぎょう

を始
はじ

める。なお、ブレードの端
はし

が地面
じ め ん

にくい

込
こ

んで所定
しょてい

以
い

上
じょう

のこう配
ばい

とならないように注意
ちゅうい

する。 
エ 広大

こうだい

な場所
ば し ょ

の整地
せ い ち

（空港
くうこう

、圃場
ほじょう

整備
せ い び

）については、レーザー光線
こうせん

を利
り

用
よう

したブレードコントロール

装置
そ う ち

（レーザー均
きん

平器
ぺ い き

）等
とう

を利
り

用
よう

すると能率
のうりつ

が向
こう

上
じょう

し品質
ひんしつ

の高
たか

い仕
し

上
あ

がりとなる。 

 

  

図
ず

6-17 荒仕
し

上
あ

げ作業
さぎょう

の例
れい

 

写真
しゃしん

6-4 ブレードコントロール装置
そうち

の例
れい
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３・・・応用
おうよう

作業
さぎょう

 

ブル・ドーザーによる応用
おうよう

作業
さぎょう

においては、特
とく

に、次
つぎ

のことに注意
ちゅうい

する。 
① 伐採

ばっさい

・除
じょ

根
こん

作業
さぎょう

 

木
き

や竹
たけ

をあらかじめチェーンソー等
とう

で伐採
ばっさい

してから、ブル・ドーザーで除草
じょそう

及
およ

び除
じょ

根
こん

する（図
ず

6-18参照
さんしょう

）。 
雑草
ざっそう

や雑木
ぞ う き

は、ブレードを 10～15cm程度
て い ど

地中
ちちゅう

に押
お

し込
こ

んで根
ね

を切
き

りながら 1速
そく

または 2速
そく

で前進
ぜんしん

させ

る。 

 

また、ときどき切刃
き り は

にひっかかっている根
ね

や雑草
ざっそう

を除
のぞ

くために後進
こうしん

してから改
あらた

めて掘削
くっさく

を行
おこな

うように

する。 
なお、竹

たけ

やぶ等
とう

の根切
ね き

りでは、油圧
ゆ あ つ

リッパーを用
もち

いると作業
さぎょう

がしやすい。 

 

注）竹
たけ

やぶなどではブレードが根
ね

の上を滑
すべ

ることがあるので、20～30cm程度
て い ど

の深
ふか

さまで切
き

ることが必要
ひつよう

である。 
  

図
ず

6-18 除
じょ

根
こん

、除草
じょそう

作業
さぎょう

の例
れい

 

図
ず

6-19 竹
たけ

やぶ等
とう

の根切
ね き

りの例
れい
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連続
れんぞく

して除
じょ

根
こん

、除草
じょそう

作業
さぎょう

がある場合
ば あ い

は、通常
つうじょう

のブレードをレーキ・ドーザーに付
つ

け替
か

えて作業
さぎょう

するこ

とが望
のぞ

ましい。 

 
② 転

てん

石
せき

の除去
じょきょ

作業
さぎょう

 

転
てん

石
せき

の除去
じょきょ

は、ブレードをチルトして、ブル・ドーザーの力
ちから

をブレードの端部
た ん ぶ

に集
しゅう

中
ちゅう

するようにし

て、ブレードの端
はし

を利
り

用
よう

して転
てん

石
せき

を取除
とりのぞ

く（図
ず

6-21参照
さんしょう

）。 

 

大
おお

きな独立
どくりつ

した岩
いわ

の除去
じょきょ

は、まず周囲
しゅうい

を根切
ね き

りし、ブル・ドーザーで押
お

しながらブレードを上
あ

げたり、

岩
いわ

のあたった反対側
はんたいがわ

の操向
そうこう

クラッチを切
き

ったりして地山
じ や ま

と岩
いわ

を切
き

り離
はな

し取除
とりのぞ

く。 
コンクリートの舗装盤

ほ そ う ば ん

の除去
じょきょ

は、まずコンクリート破砕機
は さ い き

（ブレーカ、ピック等
とう

）によってコンクリー

トを割
わ

り、チルトしたブレードで掘
ほ

り起
お

こす。一部
い ち ぶ

が起
お

きたらその縁
ふち

に向
むか

って押
お

し上
あ

げる。凍結地
と う け つ ち

の掘
ほり

土
ど

も同
おな

じ要領
ようりょう

で行
おこな

う（図
ず

6-22参照
さんしょう

）。 

 

 
  

図
ず

6-20 レーキ・ドーザー 

図
ず

6-21 転
てん

石
せき

の除去
じょきょ

作業
さぎょう

の例
れい

 

図
ず

6-22 塗装盤
とそうばん

除去
じょきょ

作業
さぎょう

の例
れい
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③ 埋戻
うめもど

し作業
さぎょう

 

溝
みぞ

の埋戻
うめもど

しにブル・ドーザーを使
し

用
よう

するときは、溝
みぞ

に対
たい

して斜
なな

めに近
ちか

づいて土
つち

を落
お

とし込
こ

むように埋戻
うめもど

しする。埋戻
うめもどし

した土
つち

は十分
じゅうぶん

に締
しめ

固
かた

めを行
おこな

う（図
ず

6-23参照
さんしょう

）｡ 

 

④ リッピング作業
さぎょう

 

ａ）油圧
ゆ あ つ

リッパー 

トラクターの後方
こうほう

に取付
と り つ

けられるアタッチメントとして最
もっと

も多
おお

いのがリッパーである。最近
さいきん

、施工
せ こ う

環境
かんきょう

保全
ほ ぜ ん

の面
めん

から発破
は っ ぱ

工法
こうほう

に制約
せいやく

を受
う

けることが多
おお

くなってきたことと、ブル・ドーザーの大型化
お お が た か

によ

るけん引力
いんりょく

が大
おお

きくなり、硬岩
こうがん

までの掘削
くっさく

が可能
か の う

になってきたことが相
あい

まってリッパーの使
し

用
よう

が増加
ぞ う か

し

ている。 
リッパーには硬

こう

岩
がん

重掘削用
じゅうくっさくよう

のシングルシャンクリッパーと軟岩用
なんがんよう

として複数
ふくすう

の爪
つめ

（シャンク）をもつ

マルチシャンクリッパーとがある（図
ず

6-24参照
さんしょう

）。 

 
ｂ）リッパー作業

さぎょう

 

岩石
がんせき

の掘削
くっさく

作業
さぎょう

には、一般
いっぱん

に発破
は っ ぱ

作業
さぎょう

やリッパー作業
さぎょう

などが採用
さいよう

される。 
発破
は っ ぱ

作業
さぎょう

とリッパー作業
さぎょう

との関
かん

係
けい

は、一般
いっぱん

的
てき

に岩石
がんせき

が硬
かた

くなるほど発破
は っ ぱ

の効果
こ う か

がよくなり、逆
ぎゃく

に岩石
がんせき

が軟
やわ

らかくなるほどリッパー作業
さぎょう

の効率
こうりつ

がよくなる。 
現場
げ ん ば

でリッパー作業
さぎょう

が行
おこな

えるかどうか、またその難易
な ん い

さ（リッパービリティ）を判定
はんてい

することは、む

ずかしいことであるが、その方法
ほうほう

としては次
つぎ

の三
みっ

つがある。 
ア 実際

じっさい

に現場
げ ん ば

でリッパー作業
さぎょう

を試験的
し け ん て き

に行
おこな

ってみる。これが一番
いちばん

確実
かくじつ

な方法
ほうほう

である。 
  

図
ず

6-23 埋戻
うめもどし

し作業
さぎょう

の例
れい

 

図
ず

6-24 シングルシャンクリッパーとマルチシャンクリッパ
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イ 岩石
がんせき

の表面
ひょうめん

を観察
かんさつ

する。亀裂
き れ つ

や断層
だんそう

のある岩
いわ

、風化岩
ふ う か が ん

、もろい結晶体
けっしょうたい

を含
ふく

む岩
いわ

、互層
ご そ う

や薄層
はくそう

の岩
いわ

、

結合度
け つ ご う ど

の低
ひく

い岩
いわ

はリッパー作業
さぎょう

が可能
か の う

と考
かんが

えられる。 
ウ リッパーメータ、サイズモグラフなどと呼

よ

ばれている計器
け い き

で岩石
がんせき

の弾性波
だ ん せ い は

速度
そ く ど

を測定
そくてい

して判断
はんだん

する。

これは岩石
がんせき

の種類
しゅるい

や硬
かた

さによって、弾性波
だ ん せ い は

速度
そ く ど

が異
こと

なることを利
り

用
よう

したものである。 
リッパー作業

さぎょう

が十分
じゅうぶん

に効率
こうりつ

よく行
おこな

われるためにはトラクターの質量
しつりょう

やけん引
いん

のほか、チップの貫入
かんにゅう

深
ふか

さ、速度
そ く ど

など運転
うんてん

操作
そ う さ

を正
ただ

しく行
おこな

うことが必要
ひつよう

である。 

 
施工上
せこうじょう

の基本
き ほ ん

的
てき

な事
じ

項
こう

を列挙
れっきょ

すると次
つぎ

のとおりである。 
ア 作業

さぎょう

速度
そ く ど

は 1速
そく

が原則
げんそく

である。 
イ 車体

しゃたい

を直進
ちょくしん

させる。貫入
かんにゅう

したままで急
きゅう

旋回
せんかい

するとシャンクを折
お

ることがある。 
ウ 破砕

は さ い

深
ふか

さは一定
いってい

で行
おこな

う。破砕
は さ い

深
ふか

さが変化
へ ん か

すると、ズリを押
お

すときや、次
つぎ

のリッピング時
じ

に表
ひょう

面
めん

に

凹凸
おうとつ

ができて作業
さぎょう

がしにくくなる。 
エ 貫入

かんにゅう

したまま後進
こうしん

してはならない。 
オ 地盤

じ ば ん

が固
かた

くなるほど爪
つめ

の数
かず

はへらす。 
また、これと反

はん

対
たい

にリッピングが容易
よ う い

な場所
ば し ょ

では、車速
しゃそく

を増
ふ

やすより爪
つめ

の数
かず

を増
ふ

やす方
ほう

が効率
こうりつ

がよい。 
カ リッパー深

ふか

さは、車体
しゃたい

後部
こ う ぶ

が浮
う

き上
あ

がらない程度
て い ど

で、できるだけ深
ふか

い方
ほう

がよい。 
キ リッパー間隔

かんかく

は、岩
いわ

が硬
かた

くなるほど狭
せま

くし、破砕
は さ い

のもれや場所
ば し ょ

によって破砕度
は さ い ど

のバラツキがないよう

に計画的
けいかくてき

に行
おこな

う。 
ク 作業

さぎょう

はできるだけ下
くだ

りこう配
ばい

を利
り

用
よう

する。 
  

写真
しゃしん

6-5 リッパー作業
さぎょう
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ケ 硬
かた

い岩
いわ

で、岩
いわ

の層
そう

、亀裂
き れ つ

等
とう

が地面
じ め ん

に対
たい

して斜
なな

めに入
はい

っている場合
ば あ い

には逆目
さ か め

にリッピングする（図
ず

6-25
参照
さんしょう

）。 

 

 
コ リッピング中

ちゅう

に破砕
は さ い

困難
こんなん

な岩
がん

塊
かい

に出会
で あ

ってシュースリップを起
お

こした場合
ば あ い

は、 
ⅰ）デセルペダルを踏

ふ

んで、シュースリップしない程度
て い ど

までエンジン回
かい

転
てん

をさげる。 
ⅱ）チルト操作

そ う さ

し破砕
は さ い

、掘
ほ

り起
お

こしを行
おこな

う。 
サ 一

いち

方向
ほうこう

の作業
さぎょう

だけで不十分
ふじゅうぶん

の場合
ば あ い

には、縦横
じゅうおう

十文字
じゅうもんじ

に行
おこな

う（図
ず

6-26参照
さんしょう

）。 

 
 
  

図
ず

6-25 岩
がん

塊
かい

、逆
さか

目
め

の場合
ばあい

のリッパー作業
さぎょう

 

図
ず

6-26 下
くだ

りこう配
ばい

と十文
じゅうもん

字
じ

リッピングの図
ず
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⑤ 軟弱
なんじゃく

地
ち

での作業
さぎょう

 

地表
ちひょう

に溜
たま

っている水
みず

は、可能
か の う

な限
かぎ

り排水
はいすい

できるように排水溝
はいすいこう

を掘
ほ

る。押
おし

土
ど

するときは、ブル・ドーザー

のスリップを防
ふせ

ぐためブレードにあまり多
おお

く土砂
ど し ゃ

を抱
いだ

かせないようにする。軟弱地内
なんじゃくちない

では、できるだけ

操向
そうこう

を切
き

らないようにするとともに、同一
どういつ

路
ろ

面
めん

を走行
そうこう

しないようにする。 

 
なお、軟弱

なんじゃく

地
ち

では、軟弱地用
なんじゃくちよう

シューを装着
そうちゃく

したブル・ドーザーが接地
せ っ ち

圧
あつ

が小
ちい

さく、また浮上性
ふじょうせい

もよい

ので多
おお

く使
し

用
よう

されている。 

 
  

図
ず

6-27 軟 弱
なんじゃく

地
ち

の通
つう

過
か

の例
れい

 

図
ず

6-28 軟 弱
なんじゃく

地
ち

用
よう

シューの例
れい
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6.1.2. トラクター・ショベル（テキスト p.115） 

トラクター・ショベルは、クローラ式
しき

及
およ

びホイール式
しき

のいずれもリフトアームとバケットを別々
べつべつ

の操作
そ う さ

装置
そ う ち

（一般
いっぱん

にレバー）で操作
そ う さ

するものと、1本
ほん

の操作
そ う さ

装置
そ う ち

で両方
りょうほう

の操作
そ う さ

ができるものとがある（図
ず

6-29
参照
さんしょう

）。 

 
リフトアームの操作

そ う さ

装置
そ う ち

は、大別
たいべつ

すると次
つぎ

の箇所
か し ょ

の位置
い ち

を使
つか

い分
わ

けて作業
さぎょう

する｡ 
・「上

あ

げ」……リフトアームを上
あ

げるときは、この位置
い ち

にする。 
・「保持

ほ じ

」……リフトアームの位置
い ち

は固定
こ て い

され、外力
がいりょく

をかけても動
うご

かない。 
・「下

さ

げ」……リフトアームは油圧
ゆ あ つ

で下
さ

がる。 
・「浮

う

き」……リフトアームは外力
がいりょく

によって上下
じょうげ

に動
うご

く。 
バケットの操作

そ う さ

装置
そ う ち

は、大別
たいべつ

すると次
つぎ

の三
みっ

つの位置
い ち

を使
つか

い分
わ

けて作業
さぎょう

する。 
・「チルト」……バケットを手前

て ま え

に引
ひ

き起
お

こす。 
・「保持

ほ じ

」 ……バケットはリフトアームに固定
こ て い

され、一体
いったい

となる。 
・「ダンプ」……バケットを前方

ぜんぽう

に傾
かたむ

ける。 
なお、操作

そ う さ

装置
そ う ち

を「上
あ

げ」または「チルト」の位置
い ち

にしておいても、バケットがキックアウトまたはポ

ジショナーの調整
ちょうせい

位置
い ち

までくると操作
そ う さ

装置
そ う ち

は自動的
じ ど う て き

に「保持
ほ じ

」にもどりバケットは止
と

まる。 

 
  

図
ず

6-29 トラクター・ショベルの操作
そうさ

装置
そうち

の例
れい

 

図
ず

6-30 リフトアームとバケットの操作
そうさ

例
れい
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① 基本
き ほ ん

注意
ちゅうい

事
じ

項
こう

 

ａ 走行
そうこう

路
ろ

面
めん

が荒
あ

れていると、機械
き か い

の動揺
どうよう

によってバケットの荷
に

こぼれが多
おお

くなるので、走行
そうこう

路
ろ

面
めん

は十分
じゅうぶん

に整備
せ い び

する。 
ｂ 半

はん

クラッチの状態
じょうたい

をできるだけ少
すく

なくし、クラッチレバー（またはペダル）は静
しず

かに、かつ、すば

やく操作
そ う さ

する。 
ｃ バケットを高

たか

く持
も

ち上
あ

げると視界
し か い

や安定性
あんていせい

が悪
わる

くなるので、走行
そうこう

時
じ

はバケットを地面
じ め ん

から 40cm程度
て い ど

の高
たか

さに保
たも

つ。 
ｄ 斜

しゃ

面
めん

は、できるだけ傾斜面
けいしゃめん

に向
む

かって真直
ま っ す

ぐに登
のぼ

り降
お

りする。 
ｅ バケットに荷

に

を入
い

れて急坂
きゅうはん

を降坂
こうはん

するときは、バケットを下
さ

げ、かつ低速
ていそく

でエンジンブレーキを使
し

用
よう

して降
お

りる。なお、安定度
あ ん て い ど

を超
こ

えて走行
そうこう

してはならない。 
ｆ トラクターのクローラの張

は

りは土質
ど し つ

に応
おう

じて変
か

える。砂利
じ ゃ り

の多
おお

い路
ろ

面
めん

では、所定
しょてい

の張
は

りよりゆるめる

（クローラ式
しき

）。 
ｇ 湿地

し っ ち

または軟弱
なんじゃく

地面
じ め ん

でクローラがスリップするようなときは、燃料
ねんりょう

レバーを半開
はんかい

とし、主
しゅ

クラッチ

は軟
やわ

らかくゆっくり入
い

れ、操向
そうこう

クラッチは操作
そ う さ

してはならない。 

 
ａ）掘削

くっさく

作業
さぎょう

 

ア 掘削
くっさく

は山
やま

に対
たい

し車体
しゃたい

を直角
ちょっかく

にして突込
つ っ こ

む（図
ず

6-32参照
さんしょう

）。この場合
ば あ い

、バケットは山
やま

の手前
て ま え

で地面
じ め ん

に

スレスレに降
お

ろす。 
イ 掘削

くっさく

は、図
ず

6-33 のように山
やま

の張
は

り出
だ

し部
ぶ

（山
やま

の弱点部
じゃくてんぶ

）にバケットの中央部
ちゅうおうぶ

がくるようにして掘削
くっさく

する。 

 

  

図
ず

6-31 走行
そうこう

時
じ

のバケットの高
たか

さの例
れい

 

図
ず

6-32 掘削
くっさく

作業
さぎょう

の例
れい

(1) 図
ず

6-33 掘削
くっさく

作業
さぎょう

の例
れい

(2) 
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ウ 掘削
くっさく

におけるバケットのすくい込
こ

みは、バケットを引
ひ

き起
お

こす前
まえ

にできるだけ多
おお

くの土砂
ど し ゃ

を押
お

し込
こ

み、リフトアームを少
すこ

し上
あ

げた後
あと

、バケットを引
ひ

き起
お

こす。やや重
おも

たい場合
ば あ い

は、引
ひ

き起
お

こしをゆっくり 2
～3回

かい

に区切
く ぎ

って行
おこな

う。 

 
エ 切羽面

き り は め ん

が自立
じ り つ

するような山
やま

の掘削
くっさく

では、すかし掘
ほ

りの状態
じょうたい

になることがあるので注意
ちゅうい

する。このよ

うな状態
じょうたい

になることが予測
よ そ く

されるときは、図
ず

6-35 のように山
やま

の上方
じょうほう

から順
じゅん

に掘削
くっさく

する。 

 
 

ｂ）積込
つ み こ

み運搬
うんぱん

作業
さぎょう

 

ア 速度段
そ く ど だ ん

は、なるべく 1速
そく

で作業
さぎょう

を行
おこな

う。 
イ ダンプトラックの積込

つ み こ

みには、リフトキックアウトをトラックの高
たか

さに合
あ

わせた適切
てきせつ

な位置
い ち

にセッ

トしておくと便利
べ ん り

である。 

 
  

図
ず

6-34 掘削
くっさく

作業
さぎょう

の例
れい

(3) 

図
ず

6-35 掘削
くっさく

作業
さぎょう

の例
れい

(4) 

図
ず

6-36 積込
つみこ

み運搬
うんぱん

作業
さぎょう

の例
れい
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ウ バケットのダンプは、リフトレバーを上
うえ

にロックしたまま、ダンプトラックへ近
ちか

づいて行
おこな

き、積込
つ み こ

みに適当
てきとう

な高
たか

さにバケットを上
あ

げ、そして荷台
に だ い

に近
ちか

づいたら早
はや

めにバケットダンプを開
ひら

き始
はじ

める。 
エ ダンプの積込

つ み こ

みは、荷台
に だ い

の中
ちゅう

心
しん

線
せん

に積込
つ み こ

まれた土砂
ど し ゃ

の中心
ちゅうしん

を合わせる。荷
に

台
だい

が長
なが

く、バケット 3～
4杯

はい

程度
て い ど

を積込
つ み こ

む場合
ば あ い

には、まず荷
に

台
だい

の前
まえ

の方
ほう

から行
おこな

う。 

 
オ 大石

たいせき

を積込
つ み こ

むときは、積
つみ

み方
かた

が悪
わる

いと、運搬中
うんぱんちゅう

に大石
たいせき

がズレて、ダンプトラックが横転
おうてん

したり、岩石
がんせき

が転
ころ

がり落
お

ちたりして走路
そ う ろ

のじゃまになる。また、他
た

の機械
き か い

や人
ひと

にも危険
き け ん

であるので不安定
ふ あ ん て い

な積
つみ

み方
かた

や、

積
つみ

み過
す

ぎは禁物
きんもつ

である。 
ダンプで運搬

うんぱん

できない場合
ば あ い

は、転
てん

石
せき

を移動
い ど う

させて小割
こ わ り

にした後
あと

に運搬
うんぱん

する。 

 
なお、積込

つ み こ

み作業
さぎょう

をするときのトラックの配置
は い ち

は、図
ず

6-39 に示
しめ

す方法
ほうほう

がある。また、同一
どういつ

サイクルを

繰返
くりかえ

して行
おこな

うときは、キックアウト及
およ

びポジショナーを作業
さぎょう

状態
じょうたい

に合
あ

わせて、あらかじめ調整
ちょうせい

してお

くと能率的
のうりつてき

である。 

 

図
ず

6-37 積込
つみこ

み姿
すがた

の例
れい

(1) 

図
ず

6-38 積込
つみこ

み姿
すがた

の例
れい

(2) 

図
ず

6-39 積込
つみこ

み作業
さぎょう

の例
れい

 V シフト他
ほか
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また、トラクター・ショベルのみですくい込
こ

みから運搬
うんぱん

、投入
とうにゅう

を連続
れんぞく

して行
おこな

う方法
ほうほう

としてロードアン

ドキャリー工法
こうほう

（表
ひょう

6-2参照
さんしょう

）があり、ダンプトラックを必要
ひつよう

とせず、切羽
き り は

から投
とう

入
にゅう

口
ぐち

までの距離
き ょ り

が短
みじか

い破砕場
はさいじょう

等
とう

に有効
ゆうこう

な工
こう

法
ほう

である。 

 
  

表
ひょう

6-2 ロードアンドキャリー工
こう

法
ほう

の例
れい
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この工
こう

法
ほう

は、トラクター・ショベルの大
おお

きさ、作業
さぎょう

段取
だんどり

等
とう

によっても変
か

わるが、一般
いっぱん

に 30～100ｍ程度
て い ど

の距離
き ょ り

の運搬
うんぱん

に適
てき

し、バケットの荷
に

は、平
ひら

積
つみ

みを標 準
ひょうじゅん

とし、バケットを高
たか

く上
あ

げたり急
きゅう

旋回
せんかい

をしては

ならない。 
この場合

ば あ い

、運搬
うんぱん

路
ろ

の整備
せ い び

が不完全
ふ か ん ぜ ん

で凸凹
おうとつ

があると、バケットが動振
どうしん

し、チルトリリーフ（油圧
ゆ あ つ

回路
か い ろ

の

安全
あんぜん

装置
そ う ち

）が作動
さ ど う

して、バケットがダンプ方向
ほうこう

に動
うご

くことがあるから注意
ちゅうい

する。 
なお、投入

とうにゅう

操作
そ う さ

は、運搬
うんぱん

からそのまま投
とう

入
にゅう

、つまり、機械
き か い

を止
と

めることなくスピーディーに、しかも

安全
あんぜん

に行
おこな

うことが理想
り そ う

である。 
そのためには、図

ず

6-40 のように投
とう

入
にゅう

口
ぐち

付近
ふ き ん

は、トラクター・ショベルの自然
し ぜ ん

減速
げんそく

が期待
き た い

できるこう配地
ば い ち

とし、バケットのダンプ状態
じょうたい

とうまくタイミングを合
あ

わせて行
おこな

う。 
また、夜間

や か ん

作業
さぎょう

は目安
め や す

を誤
あやま

りやすいので、照明
しょうめい

灯
とう

を設置
せ っ ち

する。 

 
  

図
ず

6-40 投
なげ

込
こみ

作業
さぎょう

の例
れい
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6.2. ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の取 扱
とりあつかい

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

（テキスト p.123） 

6.2.1. 油圧
ゆ あ つ

式
しき

ショベル（バックホウ）（テキスト p.123） 

１・・・基本
き ほ ん

操作
そ う さ

 

油圧
ゆ あ つ

式
しき

ショベルの基本
き ほ ん

操作
そ う さ

には、ブームの上下
じょうげ

、アームの上
じょう

下
げ

、バケットの伸
の

ばしとすくい込
こ

み、

上部架
じ ょ う ぶ か

台
だい

の旋回
せんかい

がある。 
国土
こ く ど

交通省
こうつうしょう

では、統一
とういつ

された操作
そ う さ

方法
ほうほう

の機械
き か い

を普及
ふきゅう

させることを決定
けってい

し、平成
へいせい

5年
ねん

度
ど

から国土
こ く ど

交通省
こうつうしょう

所管
しょかん

の直轄
ちょっかつ

工事
こ う じ

では、その使
し

用
よう

を義
ぎ

務付
む づ

けている。 
この操作

そ う さ

方
ほう

式
しき

は、平成
へいせい

2年
ねん

に制定
せいてい

された JIS（日本
にっぽん

工業
こうぎょう

規格
き か く

）と一致
い っ ち

している。 
また、この操作

そ う さ

方
ほう

式
しき

には、指定
し て い

ラベルが貼付
ちょうふ

されている。 

 

 

  

図
ず

6-41 油圧
ゆあつ

式
しき

ショベル操作
そうさ

装置
そうち

の図
ず

 

図
ず

6-42 JIS規格
きかく

の操作
そうさ

方
ほう

式
しき
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２・・・基本
き ほ ん

作業
さぎょう

 

油圧
ゆ あ つ

式
しき

ショベルは主
しゅ

として地表下
ちひょうした

の掘削
くっさく

に適
てき

しているが図
ず

6-43 に示
しめ

すように種々
しゅじゅ

の作業
さぎょう

を行
おこな

うこと

もできる。なお、「6.2.2 油圧
ゆ あ つ

ショベル（ローディング・ショベル）2 基本
き ほ ん

作業
さぎょう

」の項
こう

を油圧
ゆ あ つ

式
しき

ショベル

においても参照
さんしょう

されたい。 

 
  

図
ず

6-43 油圧
ゆあつ

式
しき

ショベル（バックホウ）による基本
きほん

作業
さぎょう

の例
れい
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① 基本
き ほ ん

的
てき

注意
ちゅうい

事
じ

項
こう

 

ａ 走行
そうこう

時
じ

は、バケットを地表
ちひょう

から 40cm程度
て い ど

の高
たか

さに保
たも

って、機械
き か い

の向
む

き、走行
そうこう

方向
ほうこう

及
およ

び周囲
しゅうい

の安全
あんぜん

を

確
かく

認
にん

する（図
ず

6-44参照
さんしょう

）。 
ｂ 安定度

あ ん て い ど

を超
こ

えるような急斜面
きゅうしゃめん

の登
のぼ

り降
お

りはしない。また、急斜面
きゅうしゃめん

の途
と

中
ちゅう

では操向
そうこう

を切
き

らない。 
ｃ 傾斜地

け い し ゃ ち

を走行
そうこう

する場合
ば あ い

は、必
かなら

ず旋回
せんかい

ブレーキをかける。 
ｄ やむを得

え

ず障害物
しょうがいぶつ

を乗
の

り越
こ

える場合
ば あ い

は、ブーム、アーム、バケットを利
り

用
よう

してクローラの前方
ぜんぽう

を上
あ

げて通過
つ う か

する。しかし、その際
さい

の機械
き か い

の傾
かたむ

きは、安定度
あ ん て い ど

の範囲内
は ん い な い

であること。 
ｅ 軟弱

なんじゃく

地盤
じ ば ん

を走行
そうこう

する場合
ば あ い

は、バケット底部
て い ぶ

を軟弱
なんじゃく

地面
じ め ん

に接触
せっしょく

させ、滑
すべ

らせながら静
しず

かに走行
そうこう

する。 
ｆ バケットでくい打

うち

作業
さぎょう

やクレーン作業
さぎょう

をしない。 
ｇ バケットは作業

さぎょう

に適
てき

したものを使
し

用
よう

する。 
ｈ エンジン停止後

て い し ご

、作業
さぎょう

装置
そ う ち

を急激
きゅうげき

に降下
こ う か

させない。 
注）油圧

ゆ あ つ

機器
き き

に異
こと

常
じょう

な圧力
あつりょく

がかかり、油圧
ゆ あ つ

ホース等
とう

が破損
は そ ん

することがある。 
ｉ 土質

ど し つ

や周辺
しゅうへん

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じて、機械
き か い

の足下
あしもと

まで掘削
くっさく

してはならない。 
 

 
  

図
ず

6-44 登坂
とはん

、降坂
こうはん

要 領
ようりょう
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② 掘削
くっさく

作業
さぎょう

における注意
ちゅうい

事
じ

項
こう

 

油圧
ゆ あ つ

式
しき

ショベルによる掘削
くっさく

作業
さぎょう

において、特
とく

に、注意
ちゅうい

することは次
つぎ

のとおりである。 
ａ アームシリンダとアームの角度

か く ど

が図
ず

6-45 のように 90度
ど

になるとき、アームシリンダによる掘削力
くっさくりょく

が最大
さいだい

となり、また、バケットシリンダとリンクの角度
か く ど

が 90度
ど

の時
じ

、バケットによる掘削力
くっさくりょく

が最大
さいだい

にな

る。 
なお、バケット刃先

は さ き

と地面
じ め ん

とのなす角度
か く ど

は 30度
ど

程度
て い ど

が掘削性
くっさくせい

がよくなる。 

 

ｂ アームによる最
もっと

も効率
こうりつ

のよい掘削
くっさく

範囲
は ん い

は、アームが垂直
すいちょく

から前方
ぜんぽう

45～50度
ど

位
くらい

、手前
て ま え

15～30度
ど

位
くらい

である。 

 

ｃ 機体
き た い

は、掘削
くっさく

、旋回
せんかい

時
じ

に、安定性
あんていせい

をよくするため水平
すいへい

な位置
い ち

に据付
す え つ

ける。 
斜
しゃ

面
めん

等
とう

にやむを得
え

ず据付
す え つ

ける場合
ば あ い

は、斜
しゃ

面
めん

等
とう

に盛
も

り土
ど

等
とう

をして車体
しゃたい

をできるだけ水平
すいへい

にしてから行
おこな

う。 
ｄ 掘削

くっさく

場所
ば し ょ

の排水
はいすい

に注意
ちゅうい

し、ショベルの作業
さぎょう

範囲
は ん い

及
およ

び運搬用
うんぱんよう

トラックの走行
そうこう

の障害
しょうがい

となるものをあら

かじめ取
と

り除
のぞ

いておく。 
ｅ 掘削

くっさく

作業
さぎょう

は、土質
ど し つ

により異
こと

なるが、安全
あんぜん

に作業
さぎょう

できる掘削
くっさく

の高
たか

さはブームの長
なが

さまで、また掘削
くっさく

深
ふか

さ

は、視界
し か い

や路肩
ろ か た

の崩壊
ほうかい

を考慮
こうりょ

した最大
さいだい

掘削
くっさく

深
ふか

さ（取 扱
とりあつかい

説明書
せつめいしょ

に示
しめ

されている）より余裕
よ ゆ う

をもって行
おこな

う。 
ｆ 地下

ち か

掘削
くっさく

で足
あし

もとまで掘削
くっさく

するときは、路肩
ろ か た

が崩壊
ほうかい

することがあり、クローラ横向
よ こ む

き掘削
くっさく

は、非常
ひじょう

の

際
さい

の退避
た い ひ

などを考
かんが

えると危険
き け ん

である。 
ｇ 機体

き た い

の尻
しり

を浮
う

かせたりして、機体
き た い

の質量
しつりょう

を利
り

用
よう

した掘削
くっさく

はしない。 
  

図
ず

6-45 バケット刃先
はさき

と地面
じめん

とのなす角度
かくど

 

図
ず

6-46 アームによる最
もっと

も効率
こうりつ

のよい掘削
くっさく

範囲
はんい
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ｈ 掘削中
くっさくちゅう

に旋回
せんかい

したり、旋回
せんかい

の力
ちから

を利
り

用
よう

して土
つち

の埋
う

め戻
もど

しや、ならしをしない｡ 
ｉ バケットを固定

こ て い

してクローラを走行
そうこう

させての掘削
くっさく

はしない。 

 
③ 積込

つ み こ

み作業
さぎょう

における注意
ちゅうい

事
じ

項
こう

 

油圧
ゆ あ つ

式
しき

ショベルによる積込
つ み こ

み作業
さぎょう

において、特
とく

に、注意
ちゅうい

することは次
つぎ

のとおりである。 
ａ 掘削

くっさく

土砂
ど し ゃ

を、ダンプトラックに積込
つ み こ

む場合
ば あ い

の機体
き た い

の据付
す え つ

け位置
い ち

は、ダンプの荷
に

台
だい

の高
たか

さ（～2.5ｍ）

程度
て い ど

が荷
に

台
だい

の視界
し か い

もよく、ブームシリンダの上
じょう

下
げ

のみで、ダンピングクリアランスが大
おお

きくとれる。 

 
ｂ ダンプトラックに積込

つ み こ

む場合
ば あ い

、運転
うんてん

席
せき

の上
うえ

を旋回
せんかい

せずに、荷
に

台
だい

の後方
こうほう

から旋回
せんかい

する。 

 
  

図
ず

6-47 路肩
ろかた

で掘削
くっさく

時
じ

のクローラの向
む

き 

図
ず

6-48 積込
つみこ

み作業
さぎょう

の例
れい

(1) 

図
ず

6-49 積込
つみこ

み作業
さぎょう

の例
れい

(2) 
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ｃ ダンプトラックに積込
つ み こ

むための旋回
せんかい

角度
か く ど

はできるだけ小さくなるようにする。 

 
ｄ ダンプトラックの付

つ

け方
かた

は、図
ず

6-51 に示
しめ

すような面付
め ん つ

けが効率
こうりつ

よい。 

 
ｅ 狭

せま

い場所
ば し ょ

ではダンプトラックを機械
き か い

の後方
こうほう

に付
つ

ける。 
なお、旋回

せんかい

時
じ

にダンプトラックと機械
き か い

との間隔
かんかく

を保
たも

つようにする。 

 
ｆ 軟弱

なんじゃく

地でのダンプトラックの積込
つ み こ

み作業
さぎょう

は、ダンプトラック走
そう

行路
こ う ろ

に砂利
じ ゃ り

等
とう

を敷
し

いておくと作業性
さぎょうせい

がよくなる。 
ｇ 土砂

ど し ゃ

は、ダンプトラックの荷
に

台
だい

の前方
ぜんぽう

から後方
こうほう

に順
じゅん

に積込
つ み こ

んだ方
ほう

がバケットの排土
は い ど

状 況
じょうきょう

が見
み

やす

く積
つみ

み込
こ

みが容易
よ う い

である。 
なお、大

おお

きい石
いし

などの積込
つ み こ

みは、最初
さいしょ

に荷
に

台
だい

に細
こま

かいものを積
つみ

み、その上
うえ

に大石
たいせき

を積
つみ

むと、ダンプトラ

ックに与
あた

えるショックが少
すく

なくてすむ。 
  

図
ず

6-50 積込
つみこ

み作業
さぎょう

の例
れい

(3) 

図
ず

6-51 積込
つみこ

み作業
さぎょう

の例
れい

(4) 

図
ず

6-52 積込
つみこ

み作業
さぎょう

の例
れい

(5) 
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油圧
ゆ あ つ

式
しき

ショベル（バックホウ）のアタッチメントは数多
かずおお

く開発
かいはつ

され、掘削
くっさく

用
よう

テレスコアーム、クラムシ

ェルバケット、ロングアーム、ロングブーム等
とう

がある。 

 

 
 
6.2.2. 油圧

ゆ あ つ

式
しき

ショベル（ローディング・ショベル）（テキスト p.131） 

ローディング・ショベルは油圧
ゆ あ つ

式
しき

と機械
き か い

式
しき

があるが、現在
げんざい

機械
き か い

式
しき

はほとんど使
し

用
よう

されていないので油圧
ゆ あ つ

式
しき

ローディング・ショベルについて次
つぎ

に示
しめ

す。 
 
１・・・基本

き ほ ん

操作
そ う さ

 

ローディング・ショベルの操作
そ う さ

は、ブームの上
じょう

下
げ

、アームの上
じょう

下
げ

、バケットの回
かい

転
てん

と上部架
じ ょ う ぶ か

台
だい

の旋回
せんかい

がある。 
ローディング・ショベルは油圧

ゆ あ つ

式
しき

ショベル（バックホウ）の部品
ぶ ひ ん

をそのまま使
つか

っているので、作業
さぎょう

の

操作
そ う さ

は「6.2.1 油圧
ゆ あ つ

ショベル（バックホウ）1 基本
き ほ ん

操作
そ う さ

」の項
こう

の場合
ば あ い

に準
じゅん

じて行
おこな

う。 
 
  

図
ず

6-53 テレスコアームの例
れい

 

図
ず

6-54 ロングアームの例
れい

 

68 (JP)



  
 

２・・・基本
き ほ ん

作業
さぎょう

 

ローディング・ショベルは、機械
き か い

の置
お

かれている位置
い ち

から上
じょう

部
ぶ

への掘削
くっさく

に最
もっと

も適
てき

しているが、地
ち

表
ひょう

面
めん

に沿
そ

っての掘削
くっさく

、のり面
めん

整形
せいけい

等
とう

の作業
さぎょう

も行
おこな

うことができる。 
なお、「6.2.1 油圧

ゆ あ つ

式
しき

ショベル（バックホウ）2 基本
き ほ ん

作業
さぎょう

」の項
こう

を油圧
ゆ あ つ

式
しき

ローディング・ショベルにお

いても参照
さんしょう

されたい。 
① 掘削

くっさく

方法
ほうほう

 

ローディング・ショベルによる掘削
くっさく

には、次
つぎ

の方法
ほうほう

がある。 
ａ 上

じょう

部
ぶ

掘削
くっさく

 

図
ず

6-55 のように排水
はいすい

を考慮
こうりょ

して走
そう

路
ろ

面
めん

をわずかに上
のぼ

りこう配
ばい

にして掘削
くっさく

する。また、一度
い ち ど

に深
ふか

く掘削
くっさく

しないで、薄
うす

く削
けず

るようにして掘削
くっさく

する。 

 
ｂ 下部

か ぶ

掘削
くっさく

 

下部
か ぶ

掘削
くっさく

の場合
ば あ い

は、まず掘削
くっさく

作業面
さぎょうめん

を作
つく

って掘削
くっさく

する。図
ず

6-56 はその一
いち

例
れい

であり、進入
しんにゅう

斜
しゃ

面
めん

の幅
はば

は、

現地
げ ん ち

盤上
ばんじょう

のダンプトラックに旋回
せんかい

角度
か く ど

90度
ど

で積込
つ み こ

みできるだけの広
ひろ

さとする。ダンプトラックに積込
つ み こ

み

が不能
ふ の う

となったら進入
しんにゅう

斜
しゃ

面
めん

路
ろ

にダンプトラックを後進
こうしん

で入
い

れ、ショベルは 180度
ど

旋回
せんかい

により積込
つ み こ

みする。

十分
じゅうぶん

な切取
き り と

り面
めん

ができたら作業
さぎょう

面
めん

積
せき

を広
ひろ

げ本
ほん

作業
さぎょう

にかかる。 

 
  

図
ず

6-55 排水
はいすい

を考慮
こうりょ

した 上
じょう

部
ぶ

掘削
くっさく

作業
さぎょう

の例
れい

 

図
ず

6-56 下
か

部
ぶ

掘削
くっさく

作業
さぎょう

の例
れい
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ｃ 直進
ちょくしん

掘削
くっさく

 

この掘削
くっさく

方法
ほうほう

は、図
ず

6-57 に示
しめ

すように、(a)の位置
い ち

から前方
ぜんぽう

に掘
ほ

り進
すす

み、(b)でダンプトラックがショベ

ルの 90度
ど

旋回
せんかい

以内
い な い

に入
はい

らなくなったら、(c)のように機械
き か い

を隣
となり

に移
うつ

して掘削
くっさく

する。この方法
ほうほう

によるとショ

ベル、トラックとも掘削面
くっさくめん

から離
はな

れているので高
たか

い切取
き り と

りに際
さい

して土砂
ど し ゃ

崩
くず

れなどが起
お

きたとき避難
ひ な ん

しや

すい利
り

点
てん

がある。 

 

ｄ 並進
へいしん

掘削
くっさく

 

この掘削
くっさく

方法
ほうほう

は、図
ず

6-58 に示
しめ

すように、ローディング・ショベルは切取
き り と

り面
めん

に平行
へいこう

に進
すす

みながら掘削
くっさく

、

積
つみ

み込
こ

みをするもので、この方法
ほうほう

は直線的
ちょくせんてき

に地盤
じ ば ん

を切取
き り と

る場合
ば あ い

に適
てき

している。 

 
  

図
ず

6-57 直 進
ちょくしん

掘削
くっさく

作業
さぎょう

の例
れい

 

図
ず

6-58 並進
へいしん

掘削
くっさく

作業
さぎょう

の例
れい
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ｅ ベンチカット 

ローディング・ショベルによる大
だい

土
ど

量
りょう

の掘削
くっさく

には、サイドヒル式
しき

ベンチカット法
ほう

とボックス式
しき

ベンチ

カット法
ほう

がある。 
サイドヒル式

しき

ベンチカット法
ほう

は、山腹
さんぷく

道路
ど う ろ

開削
かいさく

工事
こ う じ

のように傾
けい

斜
しゃ

面
めん

を横断
おうだん

掘削
くっさく

するのに適
てき

している

方法
ほうほう

で、切取
き り と

り高
たか

さはショベルの最適
さいてき

掘削
くっさく

高
たか

さにとり、掘削幅
くっさくはば

は並進
へいしん

掘削
くっさく

ができる幅
はば

とする。掘削
くっさく

は図
ず

6-
59 の①②③・・・の順

じゅん

に進
すす

める。 

 
 
ボックス式

しき

ベンチカット法
ほう

は、現地盤
げ ん じ ば ん

が平坦
へいたん

に近
ちか

い場合
ば あ い

に適
てき

する掘削
くっさく

方法
ほうほう

で、掘削
くっさく

の要領
ようりょう

はサイドヒ

ル式
しき

ベンチカット法
ほう

とほぼ同
おな

じである（図
ず

6-60参照
さんしょう

）。 

 
  

図
ず

6-59 サイドヒル式
しき

ベンチカット法
ほう

の例
れい

 

図
ず

6-60 ボックス式
しき

ベンチカット法
ほう

の例
れい
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② 掘削
くっさく

作業
さぎょう

における注意
ちゅうい

事
じ

項
こう

 

ローディング・ショベルによる掘削
くっさく

作業
さぎょう

において、特
とく

に、注意
ちゅうい

することは、｢6.2.1 油圧
ゆ あ つ

式
しき

ショベル（バ

ックホウ）2 基
き

本
ほん

作
さ

業
ぎょう

 ②掘削
くっさく

作業
さぎょう

における注意
ちゅうい

事
じ

項
こう

」の項
こう

のほか、次
つぎ

のとおりである。 
ａ）バケットの切削

せっさく

角度
か く ど

（レーキ角度
か く ど

）は硬
かた

い土
つち

または高
たか

い切取
き り と

りでは小
ちい

さくする（図
ず

6-61参照
さんしょう

）。 

 
ｂ）機械

き か い

は、掘削面
くっさくめん

から離
はな

れ過
す

ぎず、また、近寄
ち か よ

りすぎない位置
い ち

に置
お

き掘削
くっさく

をする｡また､バケットをブー

ムの付
つ

け根
ね

やクローラ等
とう

にあたらないようにする｡ 
ｃ）バケットの爪

つめ

が土砂
ど し ゃ

にくい込
こ

んでいるのに旋回
せんかい

したり、また、地
じ

ならしのためにバケットを左右
さ ゆ う

に振
ふ

ってほうき代
が

わりに使
し

用
よう

してはならない。 
ｄ）旋回

せんかい

角度
か く ど

は、できるだけ小
ちい

さくして作業
さぎょう

する。 
  

図
ず

6-61 バケットの切削
せっさく

角度
かくど
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③ 積込
つ み こ

み及
およ

び土捨
ど す て

て作業
さぎょう

における注意
ちゅうい

事
じ

項
こう

 

ローディング・ショベルによる掘削
くっさく

土砂
ど し ゃ

の積込
つ み こ

み及
およ

び土捨
ど す て

て作業
さぎょう

は、図
ず

6-62 に示
しめ

すような方法
ほうほう

があり、

積込
つ み こ

みの際
さい

は高
たか

い位置
い ち

から掘削
くっさく

土砂
ど し ゃ

を放出
ほうしゅつ

しない。その他
た

の注意
ちゅうい

事
じ

項
こう

については、「6.2.1 油圧
ゆ あ つ

式
しき

ショベ

ル（バックホウ）2 基本
き ほ ん

作業
さぎょう

 ③積込
つ み こ

み作業
さぎょう

における注意
ちゅうい

事
じ

項
こう

」の項
こう

を参照
さんしょう

する。 

 
 
6.2.3. クラムシェル（テキスト p.136） 

１・・・基本
き ほ ん

操作
そ う さ

 

機械
き か い

式
しき

クラムシェル作業
さぎょう

における基本
き ほ ん

操作
そ う さ

は、次
つぎ

のとおりである。 
① 巻下

ま き さ

げ 

掘削
くっさく

開閉
かいへい

ブレーキを開放
かいほう

してバケットを開
ひら

き、巻上
ま き あ

げ支持
し じ

ブレーキを加減
か げ ん

しながらゆるめてバケット

を巻
まき

下
さ

げる。 
② 掘削

くっさく

 

掘削
くっさく

面
めん

に達
たっ

したら巻
まき

上
あ

げ（支持
し じ

）ブレーキをゆるめ、掘削
くっさく

クラッチを入
い

れる。 
掘削
くっさく

が終
お

わり、バケットを掘削
くっさく

ロープで巻
まき

上
あ

げ始
はじ

めるとき、バケットを巻
まき

上
あ

げる瞬間
しゅんかん

に巻
まき

上
あ

げ（支持
し じ

）

クラッチを入
い

れて、巻
まき

上
あ

げブレーキをゆるめる。このとき巻
まき

上
あ

げクラッチを入
い

れるタイミングが遅
おく

れると

巻
まき

上
あ

げワイヤロープがたるみ、早
はや

すぎるとバケットの内容物
ないようぶつ

がこぼれるので注意
ちゅうい

する。 
③ 旋回

せんかい

、解放
かいほう

、掘削
くっさく

準備
じゅんび

 

バケットを巻
まき

上
あ

げるときは、掘削
くっさく

（開閉
かいへい

）ワイヤロープを張
は

りぎみにする。バケットが地
じ

切
き

れし所定
しょてい

の

高
たか

さに達
たっ

したら旋回
せんかい

クラッチを徐々
じょじょ

に操作
そ う さ

して放出
ほうしゅつ

位置
い ち

まで旋回
せんかい

する。放出
ほうしゅつ

位置
い ち

に達
たっ

したら巻
まき

上
あ

げクラ

ッチと掘削
くっさく

クラッチを切
き

り、両方
りょうほう

のブレーキをかけ掘削
くっさく

ブレーキのみをゆるめバケットを解放
かいほう

する。 
解放
かいほう

が終 了
しゅうりょう

したら掘削
くっさく

位置
い ち

へ旋回
せんかい

しつつ掘削
くっさく

ブレーキをかける。次
つぎ

に掘削
くっさく

ブレーキをゆるめ、巻下
ま き さ

げ

ブレーキをかけながらバケットを巻
まき

下
さ

げて、次
つぎ

の掘削
くっさく

に入
はい

る。 
 

  

図
ず

6-62 ローディング・ショベルによる積込
つみこ

み土
ど

捨
す

て例
れい
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２・・・基本
き ほ ん

作業
さぎょう

 

クラムシェルは、地
ち

表面下
ひょうめんした

の垂直
すいちょく

掘削
くっさく

等
とう

に用
もち

いられる。掘削
くっさく

に適
てき

した土
つち

は比較
ひ か く

的
てき

軟
やわ

らかいものから中
ちゅう

程度
て い ど

の硬
かた

さに限
かぎ

られるが、水中
すいちゅう

掘削
くっさく

が可能
か の う

である。また、砂利
じ ゃ り

、砕石
さいせき

等
とう

のばら物
ぶつ

の処理
し ょ り

によく使
し

用
よう

され、

特
とく

に、高
たか

い位置
い ち

にある貯蔵
ちょぞう

ビンへの積込
つ み こ

みには有効
ゆうこう

に使
し

用
よう

できる。 
① 掘削

くっさく

方法
ほうほう

 

クラムシェルによる作業
さぎょう

の一例
れい

である。 

 
② 掘削

くっさく

作業
さぎょう

における注意
ちゅうい

事
じ

項
こう

 

クラムシェルによる掘削
くっさく

において、特
とく

に、注意
ちゅうい

することは次
つぎ

のとおりである。 
ａ）軟

やわ

らかい土質
ど し つ

を掘削
くっさく

する場合
ば あ い

は、道板
みちいた

を水平
すいへい

に敷設
ふ せ つ

した上
うえ

か、丈夫
じょうぶ

な構
こう

台上
だいじょう

に機械
き か い

を据付
す え つ

けて作業
さぎょう

を行
おこな

う。 
ｂ）ブームはできるだけ短

みじか

くし、また、立
た

てて用
もち

いる。 
ｃ）バケットには振

ふ

れ止
ど

めワイヤロープを用
もち

いるとともに、旋回
せんかい

は静
しず

かに行
おこな

う。 
 
6.2.4. ドラグライン（テキスト p.137） 

１・・・基本
き ほ ん

操作
そ う さ

 

ドラグライン作業
さぎょう

における基本
き ほ ん

操作
そ う さ

は、次
つぎ

のとおりである。 
① 掘削

くっさく

 

掘削
くっさく

クラッチを入
い

れて掘削
くっさく

する｡掘削
くっさく

深
ふか

さは､巻
まき

上
あ

げクラッチ及
およ

び巻
まき

上
あ

げブレーキを併用
へいよう

操作
そ う さ

して調整
ちょうせい

する。 
  

図
ず

6-63 クラムシェルによる作業
さぎょう

の例
れい
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② 巻
まき

上
あ

げ 

巻
まき

上
あ

げバケットが一杯
いっぱい

になったら掘削
くっさく

クラッチを切
き

り掘削
くっさく

ブレーキをかけ、巻
まき

上
あ

げクラッチを入
い

れる。

その際
さい

に掘削
くっさく

ブレーキは、徐々
じょじょ

に滑
すべ

らせてバケットを上
じょう

方
ほう

へ巻
まき

き上
あ

げ、内容物
ないようぶつ

をこぼさないようにバラ

ンスをとるため掘削
くっさく

ブレーキで加減
か げ ん

する。 
③ 旋回

せんかい

 

バケットが地
じ

切
き

れしたら、旋回
せんかい

クラッチを徐々
じょじょ

に操作
そ う さ

し旋回
せんかい

する。このときバケットの巻
まき

上
あ

げ高
たか

さは、

ダンプしたときバケット爪
つめ

の先端
せんたん

がトラックなどの目標物
もくひょうぶつ

に接触
せっしょく

しない高
たか

さまで巻
まき

上
あ

げる。 
④ ダンプ 

ダンプ目標
もくひょう

にバケットが達
たっ

したとき、ドラグロープ、掘削
くっさく

ロープをゆるめてダンプする。このとき掘削
くっさく

ブレーキを急
きゅう

にゆるめるとバケットが予想
よ そ う

以
い

上
じょう

に遠方
えんぽう

に移動
い ど う

し正確
せいかく

なダンプができなくなるばかりで

なく、トラックの運転
うんてん

台
だい

などに当
あ

てたりするので注意
ちゅうい

する。 
⑤ 旋回

せんかい

、掘削
くっさく

基準
きじゅん

 

ダンプ終 了
しゅうりょう

と同
どう

時
じ

に、元
もと

の掘削
くっさく

位置
い ち

に戻
もど

るため旋回
せんかい

を行
おこな

いながら掘削
くっさく

ブレーキ及
およ

び巻
まき

上
あ

げブレーキ

をゆるめる。このときバケットの所定
しょてい

到達
とうたつ

位置
い ち

によってブレーキのゆるめ方
かた

を加減
か げ ん

しなければならない。

また、あまりワイヤロープをゆるめすぎないように注意
ちゅうい

する。 
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２・・・基本
き ほ ん

作業
さぎょう

 

ドラグラインは、主
おも

に河床
かしょう

浚渫
しゅんせつ

、水路
す い ろ

掘削
くっさく

、軟弱
なんじゃく

地盤
じ ば ん

掘削
くっさく

、骨材
こつざい

採集
さいしゅう

等
とう

に用
もち

いられ、ドラグショベル

に比
くら

べ硬
かた

い土
つち

の掘削
くっさく

や深
ふか

い掘削
くっさく

には適
てき

さないが、浅
あさ

く広
ひろ

い範囲
は ん い

の掘削
くっさく

に適
てき

している。 
① 掘削

くっさく

方法
ほうほう

 

ドラグラインによる掘削
くっさく

、積込
つ み こ

み作業
さぎょう

の一例
れい

である。 

 
  

図
ず

6-64 ドラグラインによる掘削
くっさく

、積込
つみこ

み作業
さぎょう

の例
れい
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② 掘削
くっさく

作業
さぎょう

における注意
ちゅうい

事
じ

項
こう

 

ドラグラインによる掘削
くっさく

作業
さぎょう

において、特
とく

に、注意
ちゅうい

することは次
つぎ

のとおりである。 
ａ バケットの大

おお

きさは、機械
き か い

の能
のう

力
ちから

に見合
み あ

ったものを用
もち

いる。 
ｂ ドラグチェーン及

およ

びシャックルは、摩耗
ま も う

が激
はげ

しいので点検
てんけん

を十分
じゅうぶん

に行
おこな

い、不良品
ふりょうひん

は取替
と り か

える。 
ｃ ダンプロープは、適

てき

切
せつ

な長
なが

さのものを用
もち

いる。 
ｄ ブームは、できるだけ高

たか

く上
あ

げて作業
さぎょう

する。 
ｅ ブーム角度

か く ど

は、その機械
き か い

に決
き

められた制限
せいげん

角度
か く ど

（通常
つうじょう

30度
ど

程度
て い ど

）以下
い か

で使
し

用
よう

してはならない。（図
ず

6-
65参照

さんしょう

）。 

 
ｆ 薄

うす

く、幅広
はばひろ

く掘削
くっさく

するようにする。 
ｇ ブームにバケットを当

あ

てたり、バケットを地面
じ め ん

に叩
たた

きつけたりしてはならない。 
 
6.3. モーター・グレーダー、スクレーパーの取 扱

とりあつかい

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

（テキスト p.140） 
6.3.1. モーター・グレーダー（テキスト p.140） 

１・・・基本
き ほ ん

操作
そ う さ

 

モーター・グレーダーの作業
さぎょう

装置
そ う ち

の操作
そ う さ

装置
そ う ち

には、ブレード昇降用
しょうこうよう

操作
そ う さ

レバー（左右
さ ゆ う

）、リーニング操作
そ う さ

レバー、ブレード横送
よこおく

り用
よう

操作
そ う さ

レバー、ドローバ横送
よこおく

り用
よう

操作
そ う さ

レバー、アーティキュレート操作
そ う さ

レバー、

ブレード回転用
かいてんよう

操作
そ う さ

レバー及
およ

びスカリファイヤ昇降用
しょうこうよう

操作
そ う さ

レバーがあり、その操作
そ う さ

方
ほう

式
しき

には、機械
き か い

式
しき

と

油圧
ゆ あ つ

式
しき

がある。 
図
ず

6-66 はモーター・グレーダーの作業
さぎょう

装置
そ う ち

の操作
そ う さ

装置
そ う ち

の一例
れい

である。 

 

図
ず

6-65 ブームの制限
せいげん

角度
かくど

 

図
ず

6-66 モーター・グレーダーの操作
そうさ

装置
そうち

の例
れい
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操作
そ う さ

にあたって、特
とく

に、注意
ちゅうい

することは次
つぎ

のとおりである。 
① ブレードのアングル角度

か く ど

は、表
ひょう

6-3 のように深
ふか

く削
けず

るとき小
ちい

さくし、浅
あさ

く削
けず

るときは大
おお

きくするが、

この角度
か く ど

が作業
さぎょう

効率
こうりつ

に影響
えいきょう

するので、作業
さぎょう

にあった適
てき

切
せつ

な角度
か く ど

で作業
さぎょう

を行
おこな

わなければならない。なお、

通常
つうじょう

は、60度
ど

程度
て い ど

が標 準
ひょうじゅん

であるが、仕
し

上
あ

げの時
じ

は 90度
ど

程度
て い ど

とする。 

 
② ブレードの刃先

は さ き

（切削
せっさく

）角度
か く ど

は、30～40度
ど

が標 準
ひょうじゅん

であるが、基本
き ほ ん

的
てき

には硬
かた

い土質
ど し つ

では小
ちい

さく、軟
やわ

ら

かい土質
ど し つ

では大
おお

きくする（図
ず

6-67参照
さんしょう

）。 
③ アスファルトや玉砂利

た ま じ ゃ り

等
とう

の掘削
くっさく

は、スカリファイヤで行
おこな

い、その時
とき

の刃先
は さ き

（切削
せっさく

）角度
か く ど

が 60度
ど

前後
ぜ ん ご

が標 準
ひょうじゅん

であるが、アスファルト道路
ど う ろ

の掘
ほ

り起
お

こし作業
さぎょう

は、70度
ど

前後
ぜ ん ご

である（図
ず

6-68参照
さんしょう

）。 

 
 

  

表
ひょう

6-3 土質
どしつ

とアングル角度
かくど

 

図
ず

6-67 ブレード刃先
はさき

角
かく

 図
ず

6-68 スカリファイヤ切削
せっさく

角
かく
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２・・・基本
き ほ ん

作業
さぎょう

 

① 基本
き ほ ん

的
てき

注意
ちゅうい

事
じ

項
こう

 

ａ 作業
さぎょう

の種類
しゅるい

にもよるが、作業
さぎょう

速度
そ く ど

は 3～6km/h程度
て い ど

を目安
め や す

にして行
おこな

う。 
ｂ 作業

さぎょう

中
ちゅう

のタイヤのリーニング（傾
けい

斜
しゃ

）は、荷重
かじゅう

の程度
て い ど

に応
おう

じてウインドロー方向
ほうこう

に倒
たお

して行
おこな

う（図
ず

6-69参照
さんしょう

）。 

 
 
ｃ 走行

そうこう

だけを行
おこな

うときは、ブレードを車幅内
しゃはばない

に納
おさ

めるとともに、ブレードなどの作業用
さぎょうよう

の機械
き か い

はでき

るだけ地面
じ め ん

から上
あ

げて地表
ちひょう

にあたらないようにする。 

 
ｄ 走行

そうこう

時
じ

の操向
そうこう

はできるだけ速度
そ く ど

を落
お

としてから行
おこな

う。特
とく

に、アーティキュレート式
しき

は、転
てん

倒
とう

の危険性
き け ん せ い

が大
おお

きい。 
ｅ 降坂

こうはん

時
じ

はエンジンブレーキを使
し

用
よう

し、それでも速度
そ く ど

が速
はや

くなるときは、足
あし

ブレーキを併
へい

用
よう

する。 
ｆ 傾斜地

け い し ゃ ち

では斜
しゃ

面
めん

に直角
ちょっかく

に登
のぼ

り降
お

りし、斜
なな

め走行
そうこう

、急
きゅう

旋回
せんかい

をしない。 
ｇ 高速

こうそく

走行
そうこう

での急
きゅう

ブレーキは危険
き け ん

を伴
ともな

うので注意
ちゅうい

する。 
ｈ 走行

そうこう

時
じ

のタイヤのリーニングは、前進
ぜんしん

旋回
せんかい

では旋回
せんかい

方向
ほうこう

へタイヤを傾
けい

斜
しゃ

させ、後進
こうしん

旋回
せんかい

では前進
ぜんしん

時
じ

の

反
はん

対
たい

方法
ほうほう

へタイヤを傾
けい

斜
しゃ

させる（図
ず

6-71参照
さんしょう

）。 

 

 
  

図
ず

6-69 リーニング操作
そうさ

 

図
ず

6-70 ブレードの接 触
せっしょく

の例
れい

 

図
ず

6-72 ショルダーリーチの姿勢
しせい

の例
れい

 
図
ず

6-71 左
ひだり

旋回
せんかい

のためのタイヤリーニング 
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② 適応
てきおう

作業
さぎょう

 

モーター・グレーダーは、主
しゅ

として路
ろ

面
めん

を平
たい

らに削
けず

ったり、定
さだ

められた形状
けいじょう

の溝
みぞ

を削
けず

ったりする比較
ひ か く

的
てき

大
おお

きい規模
き ぼ

の土
ど

工事
こ う じ

に使
し

用
よう

されるほか、除雪
じょせつ

作業
さぎょう

にも用
もち

いられている。 
ａ）整地

せ い ち

及
およ

び掘削
くっさく

作業
さぎょう

 

整地
せ い ち

作業
さぎょう

を行
おこな

うときの速度
そ く ど

は荒
あら

仕
し

上
あ

げは 6～10km/h で行
おこな

い、精密
せいみつ

仕
し

上
あ

げは 2～3km/h で行
おこな

う。この

ときのブレードのアングル角度
か く ど

は通常
つうじょう

90度
ど

であるが、ウインドローの残
のこ

り具合
ぐ あ い

によっては多少
たしょう

の角度
か く ど

を

つける。また、仕
し

上
あ

げの際
さい

は、ブレードの操作
そ う さ

は急激
きゅうげき

に行
おこな

わないようにする。 
掘削
くっさく

作業
さぎょう

を行
おこな

うときは、掘削
くっさく

路
ろ

面
めん

、土質
ど し つ

等
とう

に応
おう

じてブレードの刃先
は さ き

角度
か く ど

及
およ

びアングル角度
か く ど

を選定
せんてい

し、

後輪
こうりん

の通過
つ う か

線上
せんじょう

に排
はい

土
ど

することのないように注意
ちゅうい

する。 
掘削
くっさく

路
ろ

面
めん

が硬
かた

くてブレードだけで掘削
くっさく

できないときは、スカリファイヤを用
もち

いる。スカリファイヤの爪
つめ

はできるだけ深
ふか

くくい込
こ

ませる。また、スカリファイヤ作業
さぎょう

中
ちゅう

の急
きゅう

操向
そうこう

は、爪
つめ

やドローバーを曲
ま

げるこ

とがあるので行
おこな

ってはならない。 
 

ｂ）ショルダーリーチ姿勢
し せ い

 

ブレードを横
よこ

に押出
お し だ

して、路肩部
ろ か た ぶ

が軟
やわ

らかく車体
しゃたい

を寄
よ

せられない場合
ば あ い

などに利
り

用
よう

する。車体
しゃたい

中
ちゅう

心
しん

から

離
はな

れた所
ところ

を整地
せ い ち

、切削
せっさく

する姿勢
し せ い

で、ブレード横送
よこおく

りシリンダのみを使
つか

う場合
ば あ い

と、サークル横
よこ

送
おく

りなどを

併
へい

用
よう

して限界
げんかい

まで出
だ

す（最大
さいだい

ショルダーリーチ姿勢
し せ い

）場合
ば あ い

がある。後輪
こうりん

でウインドローを踏
ふ

む場合
ば あ い

は、

左右
さ ゆ う

後輪
こうりん

の間
あいだ

でウインドローを跨
また

ぐようにする。 

 
ｃ）バンクカット姿勢

し せ い

 

バンクカット姿勢
し せ い

は、斜
しゃ

面
めん

や低
ひく

いのり面
めん

の切削
せっさく

、整形
せいけい

作業
さぎょう

に用
もち

いられるが、各装置
か く そ う ち

が干渉
かんしょう

することが

多
おお

いので、バンクカット姿勢
し せ い

をとる手順
てじゅん

を間違
ま ち が

えないように注意
ちゅうい

深
ふか

く作業
さぎょう

する。 
手順
てじゅん

は、バンクカットしたい方
ほう

に約
やく

60度
ど

の推進
すいしん

角
かく

をとり、ブレードとサークルを押出
お し だ

して接地
せ っ ち

し、左右
さ ゆ う

のブレードリフトシリンダを操作
そ う さ

してそのブラケットの姿勢
し せ い

を変
か

え、バンクカットしたい方
ほう

のブレード

リフトシリンダを縮
ちぢ

めて反
はん

対
たい

側
がわ

のブレードリフトシリンダを伸
の

ばす。バンクカット姿勢
し せ い

では、作業
さぎょう

を通
つう

じ

て、短
みじか

いストロークを繰
く

り返
かえ

すように心
こころ

がける。 

 
  

図
ず

6-73 バンクカットの姿勢
しせい

の例
れい

 

図
ず

6-74 スノープラウによる作業
さぎょう

の例
れい
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③ アーティキュレート 

アーティキュレートは、回
かい

転
てん

半径
はんけい

を小
ちい

さくする目的
もくてき

で使
し

用
よう

する場合
ば あ い

、運転
うんてん

席
せき

や駆動
く ど う

輪
りん

を作業
さぎょう

部
ぶ

分
ぶん

から離
はな

したい場合
ば あ い

、及
およ

び前輪
ぜんりん

をオフセットして車体
しゃたい

の安定
あんてい

を図
はか

る場合
ば あ い

などに使
し

用
よう

する。 
アーティキュレートと、ステアリングによって、前輪

ぜんりん

と後輪
こうりん

のなす角度
か く ど

が大
おお

きくなるため、回
かい

転
てん

半径
はんけい

が

小
ちい

さくなるもので、アーティキュレートしない場合
ば あ い

に比
くら

べておよそ 2/3 の回
かい

転
てん

半径
はんけい

になる。Ｔ字
じ

ターンに

おける作
さ

用
よう

はリーニングと異
こと

なるので適宜
て き ぎ

アーティキュレートの方向
ほうこう

を変
か

える。また、Ｕターンでは、途
と

中
ちゅう

でアーティキュレートの向
む

きを変
か

えることによって効率的
こうりつてき

に回
かい

転
てん

できる。また、回
かい

転
てん

半径
はんけい

が小
ちい

さくな

り、ショルダーリーチ姿勢
し せ い

を併
へい

用
よう

することによって隅部
す み ぶ

の処理
し ょ り

が効率
こうりつ

的
てき

（切
き

り返
かえ

しをしなくても隅部
す み ぶ

まで

整地
せ い ち

できる。）に行
おこな

えるほか、曲率
きょくりつ

の小
ちい

さいＳ字型
じ が た

の道
どう

路
ろ

でも隅々
すみずみ

まで整地
せ い ち

できる。 

 
アーティキュレートして、これとは逆

ぎゃく

にステアリングを切
き

ると、前輪
ぜんりん

と後輪
こうりん

が異
こと

なる軌道
き ど う

を通
とお

って

直進
ちょくしん

できる。これを利
り

用
よう

すると、整地
せ い ち

や散土
さ ん ど

において、前輪
ぜんりん

をすでに整地
せ い ち

した部
ぶ

分
ぶん

を走
はし

るようにオフセ

ットすることによって、車体
しゃたい

が安定
あんてい

して順 調
じゅんちょう

に作業
さぎょう

できる。また、路肩
ろ か た

が弱
よわ

いときにショルダーリーチ

のみでは平均
へいきん

した十分
じゅうぶん

な線圧
せんあつ

が得
え

られないので、前輪
ぜんりん

をオフセットして質量
しつりょう

のある駆動
く ど う

輪
りん

部
ぶ

分
ぶん

だけを

路肩
ろ か た

から離
はな

して作業
さぎょう

することができる。そのほか、バンクカットで削
けず

り落
お

とす土
つち

が多
おお

くて、後輪
こうりん

がこれに

乗
の

り上
あ

げるようなとき（除雪
じょせつ

の雪堤
せってい

整形
せいけい

処理
し ょ り

などの場合
ば あ い

）では、後輪
こうりん

をのり面
めん

から離
はな

すことによって車体
しゃたい

の安全
あんぜん

が確保
か く ほ

できる。 

 
  

図
ず

6-75 アーティキュレートでの Uターン 

図
ず

6-76 オフセット走行
そうこう
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④ スカリファイヤ 

スカリファイヤも、わずかではあるが、ブレードと同様
どうよう

に切削
せっさく

角度
か く ど

を変
か

えることができ、硬
かた

いものでは

大
おお

きくするようにする。スカリファイヤの爪
つめ

の向
む

きは変
か

えることができず、フレームと同
おな

じ向
む

きである

ので、アーティキュレートした状態
じょうたい

では使
し

用
よう

できない。 

 
6.3.2. スクレーパー（モーター・スクレーパー）（テキスト p.147） 

１・・・基本
き ほ ん

操作
そ う さ

 

モーター・スクレーパーの作業
さぎょう

装置
そ う ち

の操作
そ う さ

装置
そ う ち

は、エプロンの上
あ

げ・下
さ

げ用
よう

操作
そ う さ

レバー及
およ

びエジェクタ

の操作
そ う さ

レバーから構成
こうせい

されている。 
図
ず

6-78 はスクレーパーの作業
さぎょう

装置
そ う ち

の操作
そ う さ

装置
そ う ち

の一
いち

例
れい

である。 

 
２・・・基本

き ほ ん

作業
さぎょう

 

① 基本
き ほ ん

的
てき

注意
ちゅうい

事
じ

項
こう

 

ａ 走行
そうこう

路
ろ

面
めん

は、凸凹
おうとつ

を少
すく

なく整備
せ い び

する。 
ｂ カーブを曲

ま

がるときは速度
そ く ど

を落
お

とす。 
特
とく

に、土砂
ど し ゃ

を積
つ

んで走行
そうこう

するときは、後
こう

車輪
しゃりん

が遠心力
えんしんりょく

で予想
よ そ う

より大回
おおまわ

りして路
ろ

面
めん

から外
はず

れたり、ある

いは、横転
おうてん

したりすることがあるので注意
ちゅうい

する。 
ｃ 急

きゅう

旋回
せんかい

はできるだけ避
さ

ける。 
特
とく

に、小
ちい

さなＳ字
じ

カーブは危険
き け ん

なので注意
ちゅうい

する。 
ｄ 軟弱

なんじゃく

地
ち

はまっすぐに横断
おうだん

し、蛇行
だ こ う

したり旋回
せんかい

したりしない。 
ｅ 傾

けい

斜
しゃ

面
めん

を横切
よ こ ぎ

ってはいけない。 
  

図
ず

6-77 スカリ切削
せっさく

速度
そくど

 

図
ず

6-78 スクレーパーの操作
そうさ

装置
そうち

の例
れい
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ｆ 走行
そうこう

中
ちゅう

は、ボウルを低
ひく

く（地上
ちじょう

より約
やく

2cm）重
じゅう

心
しん

を下
さ

げて走行
そうこう

する。 
特
とく

に、撒土
さ ん ど

作業
さぎょう

以外
い が い

は、エプロンを高
たか

く上
あ

げて走行
そうこう

しない。 

 

ｇ 急
きゅう

な下
くだ

り坂
ざか

では、エンジンブレーキとフットブレーキ（ブレーキペダル）を併
へい

用
よう

して降坂
こうはん

する。 
なお、それでも速度

そ く ど

が増
ま

して、危険
き け ん

なときは、ボウルを下
さ

げて、地面
じ め ん

にくい込
こ

ませ速度
そ く ど

を落
お

とす。坂
さか

の

途
と

中
ちゅう

では決
けっ

してボウルを上
あ

げてはならない。 
ｈ スクレーパーの走路

そ う ろ

と他
た

の車両
しゃりょう

の通路
つ う ろ

は、交
こう

差
さ

しないようにし、やむを得
え

ず交差
こ う さ

するような場合
ば あ い

で

は、誘導
ゆうどう

者
しゃ

を配置
は い ち

する。 
ｉ 通路幅

つ う ろ は ば

が狭
せま

い場合
ば あ い

は待避所
た い ひ じ ょ

を数
すう

カ
か

所設
しょもう

け、登坂車
と は ん し ゃ

及
およ

び積
せき

載
さい

車優先
しゃゆうせん

の原則
げんそく

を守
まも

る。 
ｊ 掘削

くっさく

・積込
つ み こ

み中
ちゅう

に操向
そうこう

を切
き

ると、プッシャーに押
お

されて、車体
しゃたい

が曲
ま

がって横
おう

転
てん

することがあるので、

操向
そうこう

は少
すこ

しずつ操作
そ う さ

する。 
 
② 適

てき

応
おう

作業
さぎょう

 

スクレーパーは、掘削
くっさく

、運搬
うんぱん

、敷均
しきなら

し作業
さぎょう

を一貫
いっかん

して行
おこな

うことができる。また、土砂
ど し ゃ

運搬
うんぱん

距離
き ょ り

は、被
ひ

けん引
いん

式
しき

スクレーパーでは 100～400m程度
て い ど

の中
ちゅう

距離
き ょ り

、モータースクレーパーでは 300m以
い

上
じょう

（最高
さいこう

2～
3km）の長距離

ちょうきょり

に適
てき

している。 
ａ）掘削

くっさく

、積込
つ み こ

み作業
さぎょう

 

掘削
くっさく

、積込
つ み こ

み作業
さぎょう

の基本
き ほ ん

（図
ず

6-81参照
さんしょう

）は、前輪
ぜんりん

と後輪
こうりん

を一直線
いっちょくせん

にし、下
くだ

りこう配
ばい

を利
り

用
よう

する。 

 

  

図
ず

6-79 遠
えん

心
しん

力
りょく

による脱
だつ

輪
りん

注意
ちゅうい

 図
ず

6-80 ボウルの上
あ

げすぎに注意
ちゅうい

 

図
ず

6-81 掘削
くっさく

基本
きほん

作業
さぎょう

の例
れい
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掘削
くっさく

深
ふか

さは、土質
ど し つ

、こう配
ばい

によって異
こと

なるが、タイヤをスリップさせない程度
て い ど

に、なるべく平均
へいきん

した深
ふか

さで浅
あさ

く長
なが

く掘削
くっさく

する。 
また、土取

つ ち と

り場
ば

を荒
あ

らさないように図
ず

6-82 のように①②③の順
じゅん

序
じょ

で掘削
くっさく

積込
つ み こ

みを行
おこな

う。 

 

ｂ）運搬
うんぱん

作業
さぎょう

 

運搬
うんぱん

はボウルを低
ひく

くしてできるだけ高速
こうそく

で行
おこな

う。そのためには、モーター・グレーダー等
とう

を使
つか

って運搬
うんぱん

する路線
ろ せ ん

を整備
せ い び

し、凹凸
おうとつ

や起伏
き ふ く

の少
すく

ない路
ろ

面
めん

を維持
い じ

することが大切
たいせつ

である。また、旋回
せんかい

半径
はんけい

に応
おう

じたカン

トを設
もう

ける必要
ひつよう

がある。 
運搬
うんぱん

はできるだけ地
じ

山部
や ま ぶ

に設定
せってい

し、軟弱
なんじゃく

な場合
ば あ い

は路
ろ

面
めん

に砂利
じ ゃ り

や砂
すな

を入
い

れる必要
ひつよう

がある。 
さらに、走

そう

路
ろ

の排水
はいすい

もよくし、砂
すな

ぼこりが多
おお

い場合
ば あ い

は散水
さんすい

することも必要
ひつよう

である。 
ｃ）撒土

さ ん ど

（撒出
さ ん だ

し）作業
さぎょう

 

ア ボウルの高
たか

さを調整
ちょうせい

して所定
しょてい

の高
たか

さに撒出
さ ん だ

する。 
イ 撒出

さ ん だ

しは、一度
ど

に行
おこな

わず、低
ひく

い所
ところ

から順
じゅん

に所定
しょてい

の厚
あつ

さに撒出
さんしゅつ

し、盛土場
もりどじょう

を平坦
へいたん

にして広
ひろ

くする（図
ず

6-83参照
さんしょう

）。 

 
  

図
ず

6-82 掘削
くっさく

順
じゅん

序
じょ

の例
れい

 

図
ず

6-83 撒出
さんだし

作業
さぎょう

の例
れい
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6.3.3. スクレーパー（被
ひ

けん引
いん

式
しき

スクレーパー）（テキスト p.150） 

基本
き ほ ん

操作
そ う さ

は、走行
そうこう

関
かん

係
けい

については、6.1.1.のブル・ドーザーと同
おな

じであるため、「6.1.1 ブル・ドーザー

1 基本
き ほ ん

操作
そ う さ

」の項
こう

の場合
ば あ い

に準
じゅん

じて行
おこな

う。 
ブル・ドーザーの作業機

さ ぎ ょ う き

コントロール装置
そ う ち

を利
り

用
よう

して、ボウルの上
あ

げ下
さ

げ、エプロンの上
あ

げ下
さ

げ、エジ

エクターの押出
お し だ

しを行
おこな

っている。 

 
ａ スクレーパーによる掘削

くっさく

・積込
つみこみ

作業
さぎょう

では、掘削
くっさく

した土
つち

を盛土
も り ど

等
とう

に使
し

用
よう

するため、ブル・ドーザーの

掘削押土
くっさくおしど

作業
さぎょう

と同様
どうよう

に排水
はいすい

等
とう

に注意
ちゅうい

する。 
ｂ スクレーパーにおける走行

そうこう

可能
か の う

な土
つち

の状態
じょうたい

は 9m3 級
きゅう

以下
い か

の被
ひ

けん引
いん

式
しき

スクレーパーでは、コーン

指
し

数
すう

7～10 といわれ、ブル・ドーザーの走行
そうこう

可能
か の う

コーン指
し

数
すう

5～7 に比較
ひ か く

してかなり良好
りょうこう

な状態
じょうたい

が要求
ようきゅう

される。 
したがって、走

そう

行路
こ う ろ

（掘削
くっさく

、運土
う ん ど

、撒
ま

き出
だ

し現場
げ ん ば

も含
ふく

めて）水
みず

はけ等
とう

を常
つね

に考慮
こうりょ

し良好
りょうこう

な作業
さぎょう

現場
げ ん ば

に

保
たも

つ必要
ひつよう

がある。 
ｃ 掘削

くっさく

積
つみ

み込
こ

み作業
さぎょう

では、エプロンを十分
じゅうぶん

（15～30cm程度
て い ど

）上
あ

げ、エジェクタ（テールゲート）は

最後部
さ い こ う ぶ

まで引
ひ

いておき､ボウルを下
さ

げて走行
そうこう

しながら地表
ちひょう

を削
けず

って積
つみ

込
こ

む｡ 
ｄ 掘削

くっさく

・積込
つ み こ

みの際
さい

、ボウルはトラクターのクローラが停止
て い し

またはスリップしない程度
て い ど

に下
さ

げる。 
ｅ 走行

そうこう

速度
そ く ど

は低速
ていそく

で、ボウル容量
ようりょう

いっぱいに積込
つ み こ

む。 
ｆ 刃

は

が静
しず

かに地面
じ め ん

にくい込
こ

むようにボウルを静
しず

かに下
さ

げる。 
ｇ 削土

さ く ど

するときは、トラクターとスクレーパーを一直線
いっちょくせん

にし、運搬
うんぱん

目的地
も く て き ち

に向
む

かって下
くだ

りこう配
ばい

を利
り

用
よう

して作業
さぎょう

すると作業
さぎょう

速度
そ く ど

を上
あ

げることができる。 
ｈ 掘削

くっさく

深
ふか

さは、土質
ど し つ

、こう配
ばい

によって異
こと

なるが、足
あし

回
まわ

りをスリップさせない程度
て い ど

に、なるべく平均
へいきん

した

深
ふか

さで浅
あさ

く長
なが

く掘削
くっさく

する。 
ｉ 掘削

くっさく

でできた溝
みぞ

の両側
りょうがわ

にはうねができるので、次
つぎ

の作業
さぎょう

に入
はい

るときには、これを削
けず

り取
と

るように作業
さぎょう

写真
しゃしん

6-1 ブル・ドーザーの操作
そうさ

装置
そうち

の例
れい
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する。 
ｊ 作業

さぎょう

中
ちゅう

は、ボウルが常
つね

に水平
すいへい

に保
たも

たれなくてはならない。地表
ちひょう

が水平
すいへい

であるのに、土
つち

が片寄
か た よ

って積
つみ

込
こ

まれる時
とき

は、左右
さ ゆ う

のタイヤの空
くう

気圧
き あ つ

を点検
てんけん

する必要
ひつよう

がある。 

 
6.4. ずり積機

つ み き

の取 扱
とりあつかい

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

（テキスト p.154） 

6.4.1. クローラ式
しき

ずり積機
つ み き

（テキスト p.154） 

クローラ式
しき

ずり積機
つ み き

には、主
おも

に、大型
おおがた

のトラクター・ショベルと掻
か

き込
こ

み式
しき

ローダがあるが、トラクタ

ー・ショベルは前述
ぜんじゅつ

と同
おな

じなので、ここでは、掻
か

き込
こ

み式
しき

ローダについて説明
せつめい

する。 
 

１・・・基本
き ほ ん

操作
そ う さ

 

掻
か

き込
こ

み式
しき

ローダの基本
き ほ ん

操作
そ う さ

には、ブームの上
じょう

下
げ

、アームの上
じょう

下
げ

、バケットの伸
の

ばしとすくい込
こ

み、

ジブの旋回
せんかい

があり、他
ほか

にコンベヤの上
じょう

下
げ

、コンベヤの正転
せいてん

逆転
ぎゃくてん

がある。また、機種
き し ゅ

によりローディング

テーブルの幅
はば

の拡大
かくだい

収 縮
しゅうしゅく

がある。 
図
ず

6-86 は、掻
か

き込
こ

み式
しき

ローダの作業
さぎょう

装置
そ う ち

の操作
そ う さ

装置
そ う ち

の一例
れい

である。 

 

写真
しゃしん

6-6 被
ひ

けん引式
しき

スクレーパーの作業
さぎょう

状 況
じょうきょう

 

図
ず

6-66 掻
か

き込
こ

み式
しき

ローダの操作
そうさ

装置
そうち

の例
れい
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① ブーム、アーム、バケット、ジブの旋回
せんかい

の操作
そ う さ

は「6.2.1 油圧
ゆ あ つ

ショベル（バックホウ）1 基本
き ほ ん

操作
そ う さ

」

の項
こう

の場合
ば あ い

に準
じゅん

じて行
おこな

う。 
② コンベヤの操作

そ う さ

装置
そ う ち

は、コンベヤドライブモータのレバーを次
つぎ

の位置
い ち

に使
つか

い分
わ

けて操作
そ う さ

する。 
・「前

ぜん

」 …コンベヤは正転
せいてん

する。 
・「中

ちゅう

立
りつ

」…コンベヤは停止
て い し

する。 
・「後

こう

」 …コンベヤは逆転
ぎゃくてん

する。 
③ コンベヤの上

じょう

下
げ

の操作
そ う さ

装置
そ う ち

は、コンベヤリフトのレバーを次
つぎ

の位置
い ち

に使
つか

い分
わ

けて操作
そ う さ

する。 
・「前

ぜん

」 …コンベヤリフトは下
さ

がる。 
・「中

ちゅう

立
りつ

」…コンベヤリフトはその位置
い ち

で保持
ほ じ

される。 
・「後

こう

」 …コンベヤリフトは上
あ

がる。 
 
6.5. 車両

しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の移送
い そ う

（テキスト p.157） 

6.5.1. 積込
つ み こ

み、積
つみ

おろし（テキスト p.157） 

トレーラ等
とう

へ建設
けんせつ

機械
き か い

を積込
つ み こ

みまたは積
つみ

おろしをする場合
ば あ い

には、次
つぎ

のことに注意
ちゅうい

する。 
 
１・・・一般

いっぱん

的
てき

注意
ちゅうい

事
じ

項
こう

 

① 建設
けんせつ

機械
き か い

をトレーラまたはトラック等
とう

に積
せき

載
さい

して移送
い そ う

する場合
ば あ い

は、建設
けんせつ

機械
き か い

移送
い そ う

専用
せんよう

の車両
しゃりょう

を使
し

用
よう

す

る。 
② 移送

い そ う

に際
さい

しては、車両
しゃりょう

制限令
せいげんれい

に定
さだ

める、次
つぎ

の事
じ

項
こう

を超
こ

えないよう注意
ちゅうい

する。 
・幅

はば

………… 2.5ｍ以下
い か

 
・総質量

そうしつりょう

…… 20ｔ以下
い か

 
・軸

じく

重
じゅう

……… 10ｔ以下
い か

 
・輪

りん

荷重
かじゅう

…… 5ｔ以下
い か

 
・高

たか

さ……… 3.8ｍ以下
い か

 
・長

なが

さ……… 12ｍ以下
い か

 
・最小

さいしょう

回
かい

転
てん

半径
はんけい

…… 12ｍ以下
い か

 
※これを超

こ

えるものは特殊
とくしゅ

車両
しゃりょう

といい、原則
げんそく

として道
どう

路
ろ

を運行
うんこう

することはできない。ただし、やむを得
え

ずこの規定
き て い

の限
げん

度
ど

を超
こ

える特
とく

殊
しゅ

車両
しゃりょう

を運行
うんこう

させなければならない場合
ば あ い

は、道
どう

路
ろ

管理者
か ん り し ゃ

に特
とく

殊
しゅ

車両
しゃりょう

通行
つうこう

許可
き ょ か

申請
しんせい

を行
おこな

い、許可
き ょ か

を得
え

た場合
ば あ い

に限
かぎ

り、道
どう

路
ろ

の通行
つうこう

が認
みと

められる。 
③ 移送

い そ う

する建設
けんせつ

機械
き か い

の積込
つ み こ

み、積
つみ

おろしは、作業
さぎょう

指揮者
し き し ゃ

を定
さだ

め、その者
もの

の指揮
し き

のもとで行
おこな

う。 
④ 積込

つ み こ

み、積
つみ

おろしを行
おこな

う場所
ば し ょ

は、原則
げんそく

として平坦
へいたん

で堅固
け ん ご

な地盤
じ ば ん

で、移送
い そ う

専用
せんよう

車両
しゃりょう

等
とう

は必
かなら

ず駐車
ちゅうしゃ

ブレ

ーキを掛
か

け、タイヤに歯止
は ど

めをする。 
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⑤ 車両
しゃりょう

等
とう

の荷
に

台
だい

に掛
か

ける登坂
と は ん

用具
よ う ぐ

（道板
みちいた

）は、積込
つ み こ

み、積
つみ

おろしする建設
けんせつ

機械
き か い

の質量
しつりょう

に十分
じゅうぶん

耐
た

えられ

るものを用
もち

い、クローラ（タイヤ）の回
かい

転
てん

によって登坂
と は ん

用具
よ う ぐ

が荷
に

台
だい

から外
はず

れないように、爪付
つ め つ

きの登坂
と は ん

用
よう

具
ぐ

を使
し

用
よう

する（図
ず

6-87及
およ

び表
ひょう

6-7参照
さんしょう

）。 

 

 
⑥ 盛

もり

土
ど

をして積込
つ み こ

み、積
つみ

おろしをする場合
ば あ い

は、次
つぎ

のように行
おこな

う。 
ａ 盛

もり

土
ど

の幅
はば

は建設
けんせつ

機械
き か い

の機体幅
き た い は ば

を考
こう

慮
りょ

し、十分
じゅうぶん

な広
ひろ

さとする。 
ｂ 盛

もり

土
ど

のこう配
ばい

は、できるだけゆるやかにする。 
ｃ 盛

もり

土
ど

は十分
じゅうぶん

に締
しめ

固
かた

めをし、建設
けんせつ

機械
き か い

の積込
つ み こ

み中
ちゅう

にのり面
めん

が崩
くず

れて建設
けんせつ

機械
き か い

が転
てん

倒
とう

しないようにする。

特
とく

に、のり肩
かた

の崩壊
ほうかい

防止
ぼ う し

に注意
ちゅうい

し、必要
ひつよう

によっては杭打
くいうち

等
とう

によって補強
ほきょう

する。 
ｄ 盛

もり

土
ど

の高
たか

さは、トレーラの荷
に

台
だい

の高
たか

さと同一
どういつ

の高
たか

さにする。 
 

２・・・トレーラ等
とう

への積込
つ み こ

み、積
つみ

おろし作業
さぎょう

 

登坂
と は ん

用
よう

具
ぐ

を使
し

用
よう

して積込
つ み こ

み、積
つみ

おろしを行
おこな

う場合
ば あ い

は、次
つぎ

のように行
おこな

う。 
① 積込

つ み こ

み作業
さぎょう

の方法
ほうほう

、手
て

順
じゅん

等
とう

について、全員
ぜんいん

で打合
う ち あ

わせを行
おこな

う。 
② 積込

つ み こ

み機械
き か い

のクラッチ、ブレーキ等
とう

の点検
てんけん

及
およ

び使
し

用
よう

機械
き か い

のチェックをする。 
③ トレーラ等

とう

を積込
つ み こ

み位置
い ち

に停止
て い し

させ、ブレーキを掛
か

け、タイヤに歯止
は ど

めをする（地盤
じ ば ん

の水平
すいへい

に注意
ちゅうい

す

る）｡ 
④ 登坂

と は ん

用
よう

具
ぐ

が外
はず

れないよう確実
かくじつ

に荷
に

台
だい

にかけ、また、登坂
と は ん

角度
か く ど

を 15度
ど

以下
い か

にする（図
ず

6-88参照
さんしょう

）。 

 

  

表
ひょう

6-7 積
つみ

載
さい

機械
きかい

の質 量
しつりょう

と登坂
とはん

用
よう

具
ぐ

の関
かん

係
けい

の例
れい

 

図
ず

6-87 爪
つめ

付
つ

き登坂
とはん

用
よう

具
ぐ

の例
れい

 

図
ず

6-88 登坂
とはん

用
よう

具
ぐ

の使
し

用
よう

の例
れい
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⑤ 車両
しゃりょう

荷
に

台
だい

と積込
つ み こ

みする建設
けんせつ

機械
き か い

の中
ちゅう

心
しん

線
せん

、及
およ

び登坂
と は ん

用
よう

具
ぐ

とクローラ（タイヤ）の中
ちゅう

心
しん

線
せん

が一致
い っ ち

する

ように配
ばい

置
ち

する（図
ず

6-89参照
さんしょう

）。 

 
⑥ 積込

つ み こ

み時
じ

は、周囲
しゅうい

に人
ひと

がいないことを確
かく

認
にん

し、立入禁止
たちいりきんし

の措置
そ ち

をとる。 
⑦ 誘導

ゆうどう

者
しゃ

の合
あい

図
ず

にしたがって､低速
ていそく

で走行
そうこう

する｡登坂
と は ん

用
よう

具
ぐ

の 1m程度
て い ど

手前
て ま え

でいったん停止
て い し

し、⑤の項
こう

を

再確認
さいかくにん

する。 
⑧ 登坂

と は ん

用
よう

具
ぐ

を登
のぼ

る途
と

中
ちゅう

では、操向
そうこう

を切
き

らず、低速
ていそく

で一気
い っ き

に登
のぼ

る（操向
そうこう

を切
き

る必要
ひつよう

が起
お

こった時
とき

は、いっ

たん地上
ちじょう

に降
お

りて方向
ほうこう

を直
なお

すこと）。 
⑨ 登坂

と は ん

用
よう

具
ぐ

を登
のぼ

りつめたところで、クローラ（タイヤ）の前部
ぜ ん ぶ

が浮
う

いて荷
に

台
だい

に着地
ちゃくち

するとき、積込
つ み こ

み機械
き か い

が縦
たて

揺
ゆ

れを起
お

こしやすいので、静
しず

かに着地
ちゃくち

するよう注意
ちゅうい

して運転
うんてん

する。 
⑩ トレーラ荷

に

台
だい

の段差
だ ん さ

が大
おお

きいときは、フットストールを使
し

用
よう

して静
しず

かに走行
そうこう

する（図
ず

6-90参照
さんしょう

）。 

 

⑪ トレーラ荷台幅
に だ い は ば

より積込
つ み こ

み機械
き か い

がはみだしていないか、確
かく

認
にん

する。 
⑫ 荷

に

台
だい

の所定
しょてい

位置
い ち

で停止
て い し

し、ブレーキをかけロックする。 
⑬ 油圧

ゆ あ つ

ショベル等
とう

を荷台上
にだいじょう

で旋回
せんかい

させるときは、周囲
しゅうい

の安全
あんぜん

を確
かく

認
にん

し、旋回
せんかい

によって荷
に

台
だい

が傾
かたむ

き、油圧
ゆ あ つ

ショベル等
とう

が滑
すべ

り落
お

ちないよう、荷
に

台
だい

に傾
かたむ

き防止
ぼ う し

措置
そ ち

をする。また、旋回後
せ ん か い ご

は旋回
せんかい

ロックをかけエンジ

ンを停止
て い し

する。 
⑭ 大型

おおがた

のショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

で、作業
さぎょう

装置
そ う ち

をはずして積込
つ み こ

む場合
ば あ い

は、カウンターウエイトも外
はず

すこと。 
 

  

図
ず

6-89 積
つみ

み込
こ

み位置
い ち

 

図
ず

6-90 フットストールの使
し

用
よう

例
れい
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３・・・トレーラ等
とう

への積込
つ み こ

み後
ぎ

の固定
こ て い

等
とう

 

① トレーラ等
とう

の所定
しょてい

位置
い ち

に正
ただ

しく積
せき

載
さい

したか、また、トレーラ等
とう

に傾
かたむ

きが生
しょう

じていないかを点検
てんけん

する。 
② トレーラ等

とう

に異
い

常
じょう

がないことを確
かく

認
にん

したのち、輸送中
ゆそうちゅう

、建設
けんせつ

機械
き か い

が振動
しんどう

により動
うご

くことがあるので、

建設
けんせつ

機械
き か い

をトレーラ等
とう

に歯止
は ど

め、チェーン、ワイヤロープ等
とう

により固定
こ て い

する（図
ず

6-91参照
さんしょう

）。 

 

③ ショベル系
けい

掘削
くっさく

機械
き か い

では、ブーム、アーム等
とう

の作業
さぎょう

装置
そ う ち

が制限
せいげん

高
たか

さを超
こ

えないように低
ひく

く下
さ

げ、バケ

ット等
とう

をトレーラ等
とう

の床上
ゆかうえ

に降
お

ろし、固定
こ て い

する。 
④ 積込

つ み こ

んだ機械
き か い

は、各
かく

ブレーキ及
およ

びロックをかけ、機械
き か い

のエンジンを止め、電源
でんげん

を切
き

り、主
しゅ

クラッチを

「入
いり

」変速
へんそく

レバーを「低速度段
ていそくどだん

」の位置
い ち

に、また、燃料
ねんりょう

レバーを「全閉
ぜんぺい

」の位置
い ち

にする。 
⑤ 積込

つ み こ

みの状態
じょうたい

及
およ

び固定
こ て い

の状態
じょうたい

が完全
かんぜん

であるかを確
かく

認
にん

する。 
 
6.5.2. 自走

じ そ う

して移送
い そ う

する場合
ば あ い

（テキスト p.161） 

やむを得
え

ず、建設
けんせつ

機械
き か い

を自走
じ そ う

して移送
い そ う

する場合
ば あ い

は、道
どう

路
ろ

交通法
こうつうほう

、道
どう

路
ろ

運送
うんそう

車両法
しゃりょうほう

、車両
しゃりょう

制限令
せいげんれい

等
とう

の関
かん

係
けい

法令
ほうれい

を遵守
じゅんしゅ

して行
おこな

われなければならないが、特
とく

に、次
つぎ

のことに注意
ちゅうい

する。 
① 軟弱

なんじゃく

路
ろ

面
めん

を走行
そうこう

するときは、路肩
ろ か た

の崩
くず

れに注意
ちゅうい

する。 
② 無人

む じ ん

踏切
ふみきり

や幅員
ふくいん

の狭
せま

い箇所
か し ょ

を通過
つ う か

するときは、いったん手前
て ま え

で停止
て い し

し、安全
あんぜん

であることを確
たし

かめてか

ら通過
つ う か

する。絶対
ぜったい

に無理
む り

な通過
つ う か

をしてはならない。 
③ ショベル系

けい

建設
けんせつ

機械
き か い

では、鉄道
てつどう

架線
か せ ん

や電線
でんせん

あるいは橋桁
はしげた

等
とう

の下
した

を通過
つ う か

するときは、ブームの先端
せんたん

が触
ふ

れないかなど、離隔
り か く

距離
き ょ り

を十分
じゅうぶん

に確
たし

かめる。  

図
ず

6-91 トレーラへの固定
こてい

の例
れい
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6.6. 作業
さぎょう

装置
そ う ち

の装着
そうちゃく

及
およ

び取
と

りはずし（テキスト p.162） 

建設
けんせつ

機械
き か い

の作業
さぎょう

装置
そ う ち

の装着
そうちゃく

及
およ

び取
と

りはずしを行
おこな

うときは、特
とく

に、次
つぎ

のことに注意
ちゅうい

する。 
① 作業

さぎょう

装置
そ う ち

の装着
そうちゃく

及
およ

び取
と

りはずしの作業
さぎょう

に十分
じゅうぶん

精通
せいつう

し、経験
けいけん

のある作業
さぎょう

指揮者
し き し ゃ

の直接
ちょくせつ

の指揮
し き

のもとに

作業
さぎょう

を行
おこな

う。 
② 建設

けんせつ

機械
き か い

の取 扱
とりあつかい

説明書
せつめいしょ

等
とう

の定
さだ

められた手
て

順
じゅん

にしたがって、作業
さぎょう

装置
そ う ち

の装着
そうちゃく

及
およ

び取
と

りはずしをする。 
③ アーム、ブーム等

とう

が降下
こ う か

したり倒
たお

れたりしないよう、安全
あんぜん

支柱
しちゅう

、安全
あんぜん

ブロック等
とう

を用
もち

いる。 
④ 重量

じゅりょう

のある作業
さぎょう

装置
そ う ち

は、移動
い ど う

式
しき

クレーン等
とう

を用
もち

いて装着
そうちゃく

または取
と

りはずしをする。このとき、作業
さぎょう

装置
そ う ち

の玉掛
た ま か

けには十分
じゅうぶん

注意
ちゅうい

し、また、玉掛
た ま か

けは資格
し か く

のある者
もの

が行
おこな

う。 
⑤ ボルトの締付

し め つ

けもれがないように、また、ボルトは確実
かくじつ

に締付
し め つ

ける。 
⑥ ワイヤロープの取付

と り つ

けは、クリップその他
た

専
せん

用
よう

取付
とりつけ

金具
か な ぐ

を用
もち

いて、確実
かくじつ

に行
おこな

う。 
 

（クレーン作業
さぎょう

や玉掛
た ま か

けには別
べつ

の資格
し か く

が必要
ひつよう

） 
クレーン作業

さぎょう

や玉掛
た ま か

けは、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

運転
うんてん

（整地
せ い ち

・運搬
うんぱん

・積込
つ み こ

み用
よう

及
およ

び掘削
くっさく

用
よう

）の資格
し か く

では行
おこな

うことはできないため、別
べっ

途
と

、移動
い ど う

式
しき

クレーン等
とう

の資格
し か く

が必要
ひつよう

である。 
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7. 車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の点検
てんけん

・整備
せ い び

 
建設
けんせつ

機械
き か い

を安全
あんぜん

に効率
こうりつ

よく使
し

用
よう

するためには、整備
せ い び

のよい建設
けんせつ

機械
き か い

を使
し

用
よう

することが大切
たいせつ

である。建設
けんせつ

機械
き か い

の点検
てんけん

整備
せ い び

は、機械
き か い

の取 扱
とりあつかい

説明書
せつめいしょ

に示
しめ

されている日常
にちじょう

点検
てんけん

のほか、作業
さぎょう

中
ちゅう

異
い

常
じょう

を感
かん

じた場合
ば あ い

にも

必
かなら

ず行
おこな

うことが必要
ひつよう

である。法
ほう

令
れい

では建設
けんせつ

機械
き か い

については、年
ねん

1回
かい

の特定
とくてい

自主
じ し ゅ

検査
け ん さ

、月
つき

1回
かい

の定期
て い き

自主
じ し ゅ

検査
け ん さ

及
およ

び作業
さぎょう

開始前
か い し ま え

の点検
てんけん

を行
おこな

うよう定
さだ

めており、検査者
け ん さ し ゃ

の資格
し か く

、検査表
けんさひょう

の保管
ほ か ん

期間
き か ん

、検査済
け ん さ ず み

標 章
ひょうしょう

の

貼付
ちょうふ

の義
ぎ

務
む

づけを以下
い か

のように定
さだ

めている。 
 

 
  

表
ひょう

7-1 関
かん

係
けい

法
ほう

令
れい
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7.1. 点検
てんけん

・整備
せ い び

を行
おこな

う場合
ば あ い

の一般
いっぱん

的
てき

注意
ちゅうい

事
じ

項
こう

（テキスト p.163） 

① 現場
げ ん ば

で点検
てんけん

及
およ

び整備
せ い び

を行
おこな

うときは、安全
あんぜん

な平坦地
へ い た ん ち

に建設
けんせつ

機械
き か い

を停止
て い し

させて行
おこな

う。やむを得
え

ず傾斜地
け い し ゃ ち

で行
おこな

わなければならないときは、機械
き か い

の足
あし

回
まわ

りに歯止
は ど

めを確実
かくじつ

に使
し

用
よう

する。 
② 建設

けんせつ

機械
き か い

は、クラッチを切
き

り、ブレーキ、旋回
せんかい

ロック及
およ

び各種
かくしゅ

の安全
あんぜん

ロックを必
かなら

ずかける。 
③ ブレード、バケット等

とう

の作業
さぎょう

装置
そ う ち

（アタッチメント）は、必
かなら

ず地面
じ め ん

に降
お

ろしておく。やむを得
え

ずブレ

ード、バケット等
とう

を上
あ

げ、その下
した

で点検
てんけん

、修理
しゅうり

をする場合
ば あ い

は、安全
あんぜん

支柱
しちゅう

または安全
あんぜん

ブロック等
とう

を用
もち

い、作業
さぎょう

装置
そ う ち

が不意
ふ い

に降下
こ う か

しないようにする。 
④ 建設

けんせつ

機械
き か い

の修理
しゅうり

は、作業
さぎょう

指揮
し き

者
しゃ

の指揮
し き

で行
おこな

う。 
⑤ 点検

てんけん

及
およ

び自
じ

主
しゅ

検査
け ん さ

は、点検表
てんけんひょう

または検査用
け ん さ よ う

チェックシートに基
もと

づいて行
おこな

い、その結果
け っ か

を記録
き ろ く

し保存
ほ ぞ ん

しておくことが必要
ひつよう

である。 
⑥ 点検

てんけん

・整備
せ い び

を行
おこな

う作業
さぎょう

場所
ば し ょ

には関係者
かんけいしゃ

以
い

外
がい

の立入
た ち い

りを禁止
き ん し

する。 

          

 

7.2. 日常
にちじょう

点検
てんけん

の要領
ようりょう

（テキスト p.164） 

１・・・エンジンの始動前
し ど う ま え

 

エンジンを始動
し ど う

する前
まえ

には、特
とく

に、次
つぎ

のことを点検
てんけん

する。 
① 水

みず

や油
あぶら

もれの点検
てんけん

 

地面
じ め ん

に水
みず

や油
あぶら

もれのあとがないこと、配管
はいかん

からのもれがないことを車体
しゃたい

を回
まわ

り点検
てんけん

する。特
とく

に、高圧
こうあつ

ホースの継
つ

ぎ目
め

、油圧
ゆ あ つ

シリンダ、ラジエータ回
まわ

り等
など

からのもれを点検
てんけん

する。 
  

図
ず

7-1 点検
てんけん

等
とう

の留意
りゅうい

点
てん

 

図
ず

7-2 点検
てんけん

時
じ

等
とう

に立入
たちいり

禁止
きんし
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② 冷却
れいきゃく

水
すい

の点検
てんけん

、補給
ほきゅう

 

ラジエータキャップをあけて、口
くち

もとまでいっぱいに水
みず

が入
はい

っているかを点検
てんけん

する。ラジエータに水
みず

を

補給
ほきゅう

するときは少
すこ

しづつ入
い

れる。一
いち

度
ど

に入
い

れると中
なか

の空気
く う き

が抜
ぬ

け切
き

らなくて入
はい

りにくい。 
ラジエータの熱

あつ

いときに、いきなりキャップをあけると熱湯
ねっとう

が吹
ふ

き出
だ

して火傷
や け ど

することがあるので

注意
ちゅうい

する。特
とく

に、加圧式
か あ つ し き

ラジエータの場合
ば あ い

には、レベルコックを開
ひら

いて（またはキャップをゆるめて）減圧
げんあつ

したうえで、キャップを外
はず

すことが危険
き け ん

防止上
ぼうしじょう

大切
たいせつ

である。 
なお、不凍

ふ と う

液
えき

は希釈
きしゃく

する割合
わりあい

と凍結
とうけつ

しない温
おん

度
ど

の関
かん

係
けい

が、不凍
ふ と う

液
えき

の種類
しゅるい

によって異
こと

なるので、その種類
しゅるい

に応
おう

じて希釈
きしゃく

する割合
わりあい

を正
ただ

しく守
まも

る必要
ひつよう

がある。 
③ 各部油量

かくぶゆりょう

の点検
てんけん

及
およ

び補給
ほきゅう

 

各部
か く ぶ

の油量
ゆりょう

測定
そくてい

は、機体
き た い

を水平
すいへい

にしてオイルレベルゲージ等
とう

により所定
しょてい

のレベルまで入
はい

っているか

点検
てんけん

する。 
ａ）作動

さ ど う

油
ゆ

タンクの油量
ゆりょう

の点検
てんけん

、補給
ほきゅう

 

作動
さ ど う

油
ゆ

タンクの油
あぶら

は所定
しょてい

の量
りょう

より少
すく

ないと油
ゆ

温
おん

が異
い

常
じょう

に上 昇
じょうしょう

し、早
はや

く劣化
れ っ か

したり、空気
く う き

が入
はい

った

りして機械
き か い

に悪
あく

影響
えいきょう

を与
あた

えることがある。また、タンク内
ない

のオイルレベルは作業
さぎょう

中
ちゅう

絶
た

えず上
じょう

下
げ

するの

で、あまり入
い

れすぎるとタンクが異
い

常
じょう

にふくらんで破損
は そ ん

することがある。 
なお、作動

さ ど う

油
ゆ

がまだ熱
あつ

いときにキャップをとると油
あぶら

が吹
ふ

き出
だ

して、火傷
や け ど

することがあるので注意
ちゅうい

する。

作動
さ ど う

油
ゆ

は、酸化
さ ん か

の進
すす

んだものや水分
すいぶん

などの混入
こんにゅう

により、外観
がいかん

やにおいに変化
へ ん か

が見
み

られるが、判断
はんだん

に熟練
じゅくれん

を要
よう

するので取 扱
とりあつかい

説明書
せつめいしょ

に定
さだ

める時間
じ か ん

に達
たっ

したら交換
こうかん

する。但
ただ

し、外観
がいかん

で次表
じひょう

のような状態
じょうたい

が見
み

られ

たらすぐに交換
こうかん

する。 

 

  

表
ひょう

7-2 作動
さどう

油
ゆ

の外観
がいかん

による判別
はんべつ

法
ほう
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ｂ）作動
さ ど う

油
ゆ

タンクの油
ゆ

量
りょう

点検
てんけん

・補給
ほきゅう

時
じ

の姿勢
し せ い

 

ドラグ・ショベルでは、作業
さぎょう

装置
そ う ち

関
かん

係
けい

を例
れい

えば図
ず

7-3 のように一定
いってい

の姿勢
し せ い

を決
き

めて作動油量
さどうゆりょう

の点検
てんけん

・補修
ほしゅう

を行
おこな

う。作業
さぎょう

装置
そ う ち

関
かん

係
けい

の姿勢
し せ い

を決
き

めておかないと、シリンダの伸
の

び縮
ちぢ

みにより、作動
さ ど う

油
ゆ

タンクの油面
ゆ め ん

が

上
じょう

下
げ

し、正
ただ

しい油
ゆ

量
りょう

が測定
そくてい

できないからである。 

 
ｃ）エンジンオイル、その他

た

建設
けんせつ

機械
き か い

の取 扱
とりあつかい

説明書
せつめいしょ

に示
しめ

されている油脂類
ゆ し る い

使
し

用
よう

箇所
か し ょ

の油
ゆ

量
りょう

の点検
てんけん

、補給
ほきゅう

及
およ

び交換
こうかん

 

補給
ほきゅう

に際
さい

してはいずれもメーカー指定
し て い

の油
あぶら

を用
もち

いる。また、油
あぶら

はａ）の項
こう

と同じく異種油
い し ゅ ゆ

が混
こん

入
にゅう

し

ているもの､あるいは酸化
さ ん か

や粘性
ねんせい

に欠
か

けているものは取替
と り か

える｡ 
ｄ）ブレーキ液

えき

の点検
てんけん

（ホイール式
しき

） 

ブレーキ液
えき

が不
ふ

足
そく

しているときは、所定
しょてい

のブレーキ液
えき

を補給
ほきゅう

する。 
④ 燃料

ねんりょう

タンクの水抜
み ず ぬ

き 

燃料
ねんりょう

は作業
さぎょう

終了後
しゅうりょうご

に補給
ほきゅう

しておき、作業前
さぎょうまえ

に燃料
ねんりょう

タンクの水
みず

を抜
ぬ

く。これは夜間休
やかんきゅう

車中
しゃちゅう

に水分
すいぶん

や

不純物
ふじゅんぶつ

を沈澱
ちんでん

させるためである。 
⑤ ファンベルトの張

は

りの点検
てんけん

、調整
ちょうせい

 

ファンプーリーとクランクプーリーの中間
ちゅうかん

（Ｖベルトの中
ちゅう

央
おう

部
ぶ

）を指
ゆび

で押
お

してみて、ゆるみが 10～
15mm程度

て い ど

あることを点検
てんけん

する。 
また、Ｖベルトに異

い

常
じょう

摩耗
ま も う

、損傷
そんしょう

箇所
か し ょ

がないこと、プーリーの破損
は そ ん

がないことを点検
てんけん

する。 
⑥ タイヤの空

くう

気圧
き あ つ

等
とう

の点検
てんけん

（ホイール式
しき

） 

タイヤの空
くう

気圧
き あ つ

は作業前
さぎょうまえ

のタイヤが冷
ひ

えているときに測定
そくてい

し、作業
さぎょう

路
ろ

面
めん

に合
あ

わせて調整
ちょうせい

する（軟弱
なんじゃく

地
ち

では空
くう

気圧
き あ つ

を標 準
ひょうじゅん

よりやや低
ひく

く、硬地
こ う ち

ではやや高
たか

く調整
ちょうせい

する。）。また、左右
さ ゆ う

タイヤの空
くう

気圧
き あ つ

は等
ひと

しく

する。 
なお、空

くう

気圧
き あ つ

の点検
てんけん

と同
どう

時
じ

にタイヤに傷
きず

やむくれがないこと、金属片
きんぞくへん

がささっていないこと、異
い

常
じょう

に

摩耗
ま も う

していないこと等
など

についても点検
てんけん

する。 

 
  

図
ず

7-3 点検
てんけん

、補給
ほきゅう

時
じ

の姿勢
しせい

の例
れい

 

図
ず

7-5 タイヤの点検
てんけん
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⑦ クローラの張
は

りの点検
てんけん

 

クローラの張
は

りがゆるみすぎているとピン、ブッシュの磨耗
ま も う

が早
はや

くなり、張
は

りすぎていると故障
こしょう

の原因
げんいん

となる。硬
かた

い路
ろ

面
めん

ではクローラを張
は

りぎみに、軟
やわ

らかい路
ろ

面
めん

ではゆるみぎみにする。 
⑧ 各部

か く ぶ

のボルト及
およ

びナットのゆるみの点検
てんけん

 

各
かく

部
ぶ

のボルト及
およ

びナットのゆるみがないことをハンマ等
とう

で点検
てんけん

し、ゆるんでいる場合
ば あ い

は増
ま

し締
じ

めする。

特
とく

に、エアクリーナ、吸排
きゅうはい

気管
き か ん

、マフラ取付
と り つ

け部
ぶ

、足回
あしまわ

り部
ぶ

分
ぶん

を注意
ちゅうい

深
ふか

く点検
てんけん

する。 
⑨ 電気

で ん き

配線
はいせん

の断線
だんせん

、短絡
たんらく

、ターミナルのゆるみ等
とう

の点検
てんけん

 

電気
で ん き

配線
はいせん

に断線
だんせん

、短絡
たんらく

がないことを点検
てんけん

する。 

 
また、バッテリのターミナルのゆるみがないかどうかを点検

てんけん

する。このときいっしょにバッテリ液
えき

につ

いても点検
てんけん

し、不
ふ

足
そく

の場合
ば あ い

は蒸 留
じょうりゅう

水
すい

を補給
ほきゅう

する。 
 

２・・・エンジンの始動
し ど う

後
ご

 

エンジン始動
し ど う

後
ご

は、特
とく

に、次
つぎ

のことを点検
てんけん

する。 
① 計器類

け い き る い

の作動
さ ど う

及
およ

び指度
し ど

の点検
てんけん

 

エンジン始動
し ど う

後
ご

アイドリングを行
おこな

い、各計器
か く け い き

の作動
さ ど う

及
およ

びその指度
し ど

の状態
じょうたい

を点検
てんけん

する。 
② 各

かく

部
ぶ

からの水
みず

、油
あぶら

及
およ

びエアのもれの点検
てんけん

 

エンジン停止
て い し

時
じ

にもれがない場合
ば あ い

でも、エンジンを始動
し ど う

するともれる場合
ば あ い

がある。 
③ エンジンの調子

ちょうし

 

ローアイドル、ハイアイドル、フルストールと回
かい

転
てん

速度
そ く ど

を変化
へ ん か

させて、そのときの排気
は い き

色
しょく

（表
ひょう

7-4参照
さんしょう

）、

エンジン音
おん

、排気臭
はいきしゅう

及
およ

び振動
しんどう

に異
い

常
じょう

がないことを点検
てんけん

する。 

 
  

図
ず

7-6 整備
せいび

時
じ

の留意
りゅうい

点
てん

 

表
ひょう

7-4 排気
はいき

の色
いろ

と判定
はんてい

基準
きじゅん
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④ 主
しゅ

クラッチペダル又
また

は主
しゅ

クラッチレバーの遊
あそ

び、操作力
そうさりょく

、レバーストローク及
およ

び切
き

れ具合
ぐ あ い

の点検
てんけん

、調整
ちょうせい

 

ペダルまたは操作
そ う さ

レバーは、2、3回
かい

動
うご

かしてみて点検
てんけん

する。 
クラッチ
く ら っ ち

板
ばん

が摩耗
ま も う

すると操作
そ う さ

レバーの遊
あそ

びが少
すく

なくなりクラッチが滑
すべ

るようになるので、調整
ちょうせい

ネジで

調整
ちょうせい

する（ただし、油圧
ゆ あ つ

で走行
そうこう

する方
ほう

式
しき

の建設
けんせつ

機械
き か い

の場合
ば あ い

を除
のぞ

く）。 

 
⑤ 作業

さぎょう

装置
そ う ち

の作動
さ ど う

点検
てんけん

 

ブレード、リフトアーム、アーム、ブームなどがスムーズに動
うご

くことを点検
てんけん

する。このとき周囲
しゅうい

に人
ひと

が

いないことや障害物
しょうがいぶつ

のないことを十分
じゅうぶん

確
たし

かめて行
おこな

う。 

 
⑥ 走行

そうこう

ブレーキの作動
さ ど う

形態
けいたい

の点検
てんけん

 

ブレーキペダルの遊
あそ

びが大
おお

きくないこと、及
およ

びブレーキが十分
じゅうぶん

きくかを点検
てんけん

する。ブレーキライニン

グが摩耗
ま も う

するとペダルの遊
あそ

びが大
おお

きくなり、深
ふか

く踏
ふ

み込
こ

まないとブレーキがきかなくなる。 
⑦ 操向

そうこう

用
よう

のクラッチ及
およ

びブレーキの作動
さ ど う

状態
じょうたい

の点検
てんけん

 

建設
けんせつ

機械
き か い

を走行
そうこう

させ左右
さ ゆ う

の操向
そうこう

用
よう

クラッチの切
き

れ具合
ぐ あ い

を点検
てんけん

する。ブレーキのききがにぶいときは

早目
は や め

に調整
ちょうせい

する。 
⑧ 旋回用

せんかいよう

ブレーキの作動
さ ど う

状態
じょうたい

の点検
てんけん

 

旋回用
せんかいよう

ブレーキのききが十分
じゅうぶん

なことを点検
てんけん

する。 
 

３・・・作業
さぎょう

終了後
しゅうりょうご

 

作業
さぎょう

終 了
しゅうりょう

後
ご

は、特
とく

に、次
つぎ

の措置
そ ち

をする。 
① 機体

き た い

の清掃
せいそう

 

床板
ゆかいた

、ペダル、レバーなどに泥
どろ

や油
あぶら

が付着
ふちゃく

していると、滑
すべ

りやすいので、よく拭
ふ

きとる。 
特
とく

に、クローラ部
ぶ

の土砂
ど し ゃ

を落
お

とし、機体
き た い

の汚
よご

れを清掃
せいそう

する。 
なお、水洗

すいせん

するときは、電装品
でんそうひん

に水
みず

がかからないように注意
ちゅうい

する。 
  

図
ず

7-10 クラッチの調 整
ちょうせい

 

図
ず

7-11 作動
さどう

点検
てんけん
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② 燃料
ねんりょう

の補給
ほきゅう

 

燃料
ねんりょう

の補給
ほきゅう

はエンジンを止
と

めて行
おこな

う。補給
ほきゅう

に際
さい

してはごみや水
みず

が混
こん

入
にゅう

しないように注意
ちゅうい

する。 
③ 機体

き た い

の格納
かくのう

 

ａ 駐車
ちゅうしゃ

場所
ば し ょ

は平
へい

たんな所
ところ

で落石
らくせき

や増水
ぞうすい

、土砂
ど し ゃ

崩
くず

れ等
とう

のない指定
し て い

された場所
ば し ょ

とする。 
ｂ 屋外

おくがい

の場合
ば あ い

はシートをかぶせる（マフラーから雨水
あまみず

が入
はい

らないように、特
とく

に注意
ちゅうい

する。）。 
ｃ バッテリスイッチを切

き

り、主
しゅ

クラッチレバーを「入
いり

」にして駐車用
ちゅうしゃよう

ブレーキをかける。なお、ブレ

ード、バケット等
とう

は地面
じ め ん

に降
お

ろしておく。 

 
 
7.3. 作業

さぎょう

中
ちゅう

に異
い

常
じょう

を認
みと

めた場合
ば あ い

の点検
てんけん

要領
ようりょう

（テキスト p.172） 

作業
さぎょう

中
ちゅう

に建設
けんせつ

機械
き か い

の調子
ちょうし

がおかしいと思
おも

われるときは、直
ただ

ちに建設
けんせつ

機械
き か い

を平坦
へいたん

な場所
ば し ょ

に止め、不良
ふりょう

箇所
か し ょ

を責任者
せきにんしゃ

に連絡
れんらく

し、補修
ほしゅう

を行
おこな

ってから作業
さぎょう

を行
おこな

うことが必要
ひつよう

である。 

図
ず

7-12 格納
かくのう

時
じ

の留意
りゅうい

点
てん
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8. 安全
あんぜん

運転
うんてん

の心
こころ

得
え

並
なら

びに合
あい

図
ず

及
およ

び誘導
ゆうどう

の要領
ようりょう

 

8.1. 安全
あんぜん

運転
うんてん

の心
こころ

得
え

（テキスト p.175） 

１・・・安全
あんぜん

運転
うんてん

の心
こころ

得
え

 

建設
けんせつ

機械
き か い

の安全
あんぜん

運転
うんてん

に必要
ひつよう

な心
こころ

得
え

は以下
い か

のとおりである。 
１．一般

いっぱん

的
てき

な安全
あんぜん

心
こころ

得
え

 

① ヘルメットや安全
あんぜん

用
よう

具
ぐ

を着用
ちゃくよう

し、服装
ふくそう

を整
ととの

えて運転
うんてん

する。 
② 運転

うんてん

者
しゃ

は、資格証
しかくしょう

を携
けい

帯
たい

して運転
うんてん

する。 
③ 運転

うんてん

開始前
か い し ま え

にブレーキ及
およ

びクラッチなど、決
き

められた作業
さぎょう

前
まえ

点検
てんけん

を必
かなら

ず実施
じ っ し

し、異
い

常
じょう

のないことを

確
かく

認
にん

する。 
④ 運転

うんてん

者
しゃ

以
い

外
がい

の人
ひと

を運転
うんてん

席
せき

やその他
た

の箇所
か し ょ

に乗
の

せない。 
⑤ 車体

しゃたい

への搭乗
とうじょう

は、備
そな

え付
つ

けのタラップ、手
て

すりを使
し

用
よう

する。 
⑥ 車体

しゃたい

はいつも清潔
せいけつ

にし、油
あぶら

などで汚
よご

れた手
て

でレバーなどを操作
そ う さ

しない。 
⑦ 運転

うんてん

者
しゃ

は、エンジンをかけたまま運転
うんてん

席
せき

を離
はな

れてはならない。 

 
⑧ 作業

さぎょう

中止
ちゅうし

及
およ

び作業
さぎょう

終 了
しゅうりょう

後
ご

は、アタッチメントを地
ち

上
じょう

に降
お

ろし、クラッチを切
き

ってブレーキを確実
かくじつ

に

かけるとともにエンジンを止
と

めキーを抜
ぬ

き取
と

って所定
しょてい

の場所
ば し ょ

に保管
ほ か ん

する。 
 

２．作業
さぎょう

中
ちゅう

の安全
あんぜん

心
こころ

得
え

 

① 転
てん

倒
とう

、転落
てんらく

または接触
せっしょく

の危険
き け ん

のおそれがある場所
ば し ょ

に接近
せっきん

する場合
ば あ い

は、誘導
ゆうどう

者
しゃ

を配
ばい

置
ち

して行
おこな

う。 
② 決

き

められた作業
さぎょう

範囲
は ん い

、制限
せいげん

速度
そ く ど

、作業
さぎょう

方法
ほうほう

を守
まも

って運転
うんてん

する。 
③ わき見

み

運転
うんてん

をしない。 
④ 機械

き か い

の能力
のうりょく

を超
こ

える運転
うんてん

や、急発進
きゅうはっしん

、急
きゅう

ブレーキなどの乱暴
らんぼう

な運転
うんてん

は絶
ぜっ

対
たい

にしない。 
⑤ 運転中

うんてんちゅう

は突発
とっぱつ

事態
じ た い

に備
そな

え、すぐに停止
て い し

できるよう常
つね

に心掛
こころが

ける。 
⑥ 人

ひと

が近
ちか

くにいるところでは作業
さぎょう

を中止
ちゅうし

する。人
ひと

が近
ちか

づいてきたときは、運転
うんてん

をいったん停止
て い し

し警笛
けいてき

な

どで警告
けいこく

する。 
⑦ 後進

こうしん

は、特
とく

に、周囲
しゅうい

に人
ひと

がいないことを確
かく

認
にん

し、警笛
けいてき

を鳴
な

らしてから行
おこな

う。また、誘導
ゆうどう

者
しゃ

がいる場合
ば あ い

その指示
し じ

に従
したが

う。 
⑧ 緊急

きんきゅう

時
じ

以
い

外
がい

、バケット等
とう

の作業
さぎょう

装置
そ う ち

をブレーキとして使
し

用
よう

しない。 
  

図
ず

8-1 離
り

席
せき

時
じ

はエンジン停止
ていし
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⑨ 機械
き か い

の安定
あんてい

を常
つね

に考
かんが

え、急
きゅう

な旋回
せんかい

操作
そ う さ

等
とう

をしない。特
とく

に、急
きゅう

な坂道
さかみち

での旋回
せんかい

は絶
ぜっ

対
たい

に行
おこな

わない。 
⑩ 崖

がけ

っぷちや軟弱
なんじゃく

な路肩
ろ か た

、法
のり

肩
かた

には不用意
ふ よ う い

に近
ちか

づかない。特
とく

に、雨上
あ め あ

がりには注意
ちゅうい

する。 
⑪ 坑内

こうない

や地下室
ち か し つ

など閉塞
へいそく

された場所
ば し ょ

では、十分
じゅうぶん

に換気
か ん き

をし、排気
は い き

ガス浄化
じょうか

装置
そ う ち

を装着
そうちゃく

し使
し

用
よう

しその性能
せいのう

保持
ほ じ

に努
つと

める。 
⑫ 市街地

し が い ち

では、騒音
そうおん

対策車
たいさくしゃ

の使
し

用
よう

や粉
ふん

じんの発散
はっさん

防止
ぼ う し

に注意
ちゅうい

する。 
⑬ 市街地

し が い ち

での掘削
くっさく

作業
さぎょう

では、埋設物
まいせつぶつ

の有無
う む

、位置
い ち

を確
かく

認
にん

してから行
おこな

う。万一
まんいち

埋設物
まいせつぶつ

などを傷
きず

つけたとき

は、直
ただ

ちに責任者
せきにんしゃ

に連絡
れんらく

し必要
ひつよう

な指示
し じ

を受
う

ける。 
⑭ 電線

でんせん

及
およ

び障害物
しょうがいぶつ

等
とう

があるところの作業
さぎょう

は、監視人
か ん し に ん

を配
ばい

置
ち

しその指示
し じ

のもとに行
おこな

う。 
⑮ 建設

けんせつ

機械
き か い

は、その機械
き か い

の主
おも

な用
よう

途
と

以
い

外
がい

には使
し

用
よう

しない。 
⑯ 土止

ど ど

め支保工
し ほ こ う

を設
もうけ

ける掘削
くっさく

では、切
き

りばりなどの部材
ぶ ざ い

にバケットなどを接触
せっしょく

しないよう注意
ちゅうい

深
ふか

く

作業
さぎょう

をする。 
 
２・・・賃貸

ちんたい

した建設
けんせつ

機械
き か い

の使
し

用
よう

時
じ

の注意
ちゅうい

 

賃貸
ちんたい

（レンタル）した建設
けんせつ

機械
き か い

は、次
つぎ

のことについて書面
しょめん

をもとに十分
じゅうぶん

に確
たし

かめてから取
と

り扱
あつか

う。 
① 建設

けんせつ

機械
き か い

の能力
のうりょく

 
② 建設

けんせつ

機械
き か い

の整備
せ い び

状 況
じょうきょう

 
③ 建設

けんせつ

機械
き か い

の固有
こ ゆ う

のくせや弱点
じゃくてん

 
④ その他

た

運転
うんてん

するうえにおいて注意
ちゅうい

すべき事
じ

項
こう

等
とう

 
特
とく

に、ブレーキ及
およ

びクラッチの作動
さ ど う

状態
じょうたい

、ヘッドガード及
およ

び前照
ぜんしょう

灯
とう

の有無
う む

、ワイヤロープ及
およ

びチェー

ンの損傷
そんしょう

、バケット等
とう

の損傷
そんしょう

の有無
う む

等
とう

について十分
じゅうぶん

確
たし

かめ、不備
ふ び

な建設
けんせつ

機械
き か い

は運転
うんてん

しないようにする。 
また、定期

て い き

自
じ

主
しゅ

検査
け ん さ

、整備
せ い び

の状 況
じょうきょう

についても、検査
け ん さ

記録表
きろくひょう

によって確
たし

かめる。 

 
  

図
ず

8-2 検査
けんさ

時
じ

の 状 況
じょうきょう

確
かく

認
にん
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8.2. 合
あい

図
ず

、誘導
ゆうどう

の要領
ようりょう

（テキスト p.177） 

建設
けんせつ

機械
き か い

を運転
うんてん

する場合
ば あ い

には、原則
げんそく

として合図者
あ い ず し ゃ

または誘導
ゆうどう

者
しゃ

の合
あい

図
ず

、誘導
ゆうどう

によって行
おこな

われなければ

ならない。 
このため運転

うんてん

者
しゃ

は作業
さぎょう

前
まえ

に、あらかじめ合図者
あ い ず し ゃ

または誘導
ゆうどう

者
しゃ

と作業
さぎょう

位置
い ち

及
およ

び合
あい

図
ず

の方法
ほうほう

について十分
じゅうぶん

に打合
う ち あ

わせることが必要
ひつよう

である。 
なお、合

あい

図
ず

者
しゃ

または誘導
ゆうどう

者
しゃ

には特定
とくてい

の者
もの

が責任
せきにん

者
しゃ

から指名
し め い

されることになっているので、その者
もの

の合
あい

図
ず

で運転
うんてん

する。また、不明確
ふ め い か く

な合
あい

図
ず

については、建設
けんせつ

機械
き か い

を必
かなら

ずいったん止
と

めて確
かく

認
にん

することが大切
たいせつ

であ

る。見込
み こ

み運転
うんてん

や合
あい

図
ず

なし運転
うんてん

は避
さ

けなければならない。 
参考
さんこう

までに建設
けんせつ

現場
げ ん ば

における標 準
ひょうじゅん

合図法
あ い ず ほ う

を示
しめ

すと、次
つぎ

のとおりである。 
なお、誘導

ゆうどう

者
しゃ

は、運転
うんてん

者
しゃ

または作業
さぎょう

者
しゃ

から見
み

て容易
よ う い

に確
かく

認
にん

できる服装
ふくそう

、位置
い ち

で行
おこな

う。 
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9. 力学
りきがく

及
およ

び電気
で ん き

の知識
ち し き

 

9.1. 力
ちから

（テキスト p.181） 

9.1.1. 力
ちから

のモーメント（テキスト p.184） 

図
ず

9-7 のようにナットをスパナで締
し

めつけるとき、ナットにかかる回転力
かいてんりょく

、また、てこを使
つか

って重 量 物
じゅうりょうぶつ

を動
うご

かす場合
ば あ い

に物
もの

を動
うご

かそうとする「力
ちから

」、これを「力
ちから

のモーメント」という。 
力
ちから

のモーメントは、Ｍ＝Ｐ×ℓで表
あら

わす。 
力
ちから

の大
おお

きさＰの単位
た ん い

をＮ（ニュートン）、ℓの単位
た ん い

を cm とすれば、力
ちから

のモーメントＭの単位
た ん い

はＮ･cm
（ニュートン･センチメートル）で表

あらわ

される。 
したがって、ボルトを締

し

めつけるときは、スパナの柄
え

をにぎる位置
い ち

がボルトから遠
とお

い所
ところ

ほど小
ちい

さな力
ちから

で、近
ちか

いほど大
おお

きな力
ちから

が必要
ひつよう

になる。 

 
図
ず

9-8 のような状態
じょうたい

で、建設
けんせつ

機械
き か い

を転
てん

倒
とう

させようとして働
はたら

くモーメントは、積荷
つ み に

の質量
しつりょう

をＷ1とする

と、Ｗ1×ℓ1となり、図
ず

9-8 の建設
けんせつ

機械
き か い

（積荷
つ み に

をバケットに入
い

れていない状態
じょうたい

）のモーメントは、機械
き か い

の

質量
しつりょう

をＷ0とするとＷ0×ℓ0となる。 
したがって、（Ｗ0×ℓ0）＞（Ｗ1×ℓ1）であれば転

てん

倒
とう

しない。 

 
  

図
ず

9-7 力
ちから

のモーメント 

図
ず

9-8 転
てん

倒
とう

モーメント 
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9.2. 質量
しつりょう

、重
じゅう

心
しん

等
とう

（テキスト p.187） 

9.2.1. 質量
しつりょう

と比重
ひじゅう

（テキスト p.187） 

物体
ぶったい

の質量
しつりょう

を求
もと

めるためには、計器
け い き

によるほか、物体
ぶったい

の体積
たいせき

と比
ひ

重
じゅう

から計算
けいさん

で求
もと

めることができる。 
すなわち、物体

ぶったい

の質量
しつりょう

＝体積
たいせき

×比
ひ

重
じゅう

となる。 
物体
ぶったい

の単位
た ん い

質量
しつりょう

とは、物体
ぶったい

の単位
た ん い

体
たい

積
せき

あたりの質量
しつりょう

をいい、主
おも

な物体
ぶったい

の単位
た ん い

質量
しつりょう

を表
ひょう

9-1 に示
しめ

す。

なお、表
ひょう

9-1 のうち、1m3あたりの質量
しつりょう

（ｔ）の欄
らん

は、比
ひ

重
じゅう

をも表
あら

わしている。 
物体
ぶったい

の体
たい

積
せき

の計算
けいさん

は、表
ひょう

9-2 に示
しめ

す。すなわち、物体
ぶったい

の寸法
すんぽう

を計測
けいそく

し、この表
ひょう

によって体
たい

積
せき

を略算
りゃくさん

し、

その数字
す う じ

にその物体
ぶったい

の比
ひ

重
じゅう

を乗
じょう

ずれば、その物体
ぶったい

の質量
しつりょう

を略算
りゃくさん

することができる。 
 

 

 

表
ひょう

9-1 物体
ぶったい

の単位
たんい

質 量
しつりょう

 

表
ひょう

9-2 体
たい

積
せき

の 略
りゃく

算
さん

式
しき
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9.2.2. 重
じゅう

心
しん

（テキスト p.189） 

すべての物体
ぶったい

には重 力
じゅうりょく

が作
さ

用
よう

している。 
物体
ぶったい

を細
こま

かく分割
ぶんかつ

して考
かんが

えるとき、分割
ぶんかつ

されたそれぞれの部
ぶ

分
ぶん

には重 力
じゅうりょく

が作
さ

用
よう

する。したがって、

物体
ぶったい

には多
おお

くの平行力
へいこうりょく

（重
じゅう

力
りょく

）が作
さ

用
よう

しているとみることができ、これらの力
ちから

の合力
ごうりょく

を求めると、こ

れは物体
ぶったい

に作
さ

用
よう

する重
じゅう

力
りょく

と等
ひと

しくなる。この合力
ごうりょく

の作用点
さ よ う て ん

が重
じゅう

心
しん

と呼
よ

ばれる。 
重
じゅう

心
しん

はある物体
ぶったい

については一定
いってい

の点
てん

であり、物体
ぶったい

の位置
い ち

や置
お

き方
かた

が変
か

わっても重
じゅう

心
しん

は変
か

わらない。 
物体
ぶったい

の運動
うんどう

（物体
ぶったい

自体
じ た い

の回
かい

転
てん

力
りょく

は除
のぞ

いて考
かんが

える。）を力学的
りきがくてき

に扱
あつか

うと、その物体
ぶったい

の全 重 力
ぜんじゅうりょく

が重
じゅう

心
しん

に

集
しゅう

中
ちゅう

しているとみなすことができる。 
物体
ぶったい

に力
ちから

が作
さ

用
よう

するとき、その力
ちから

の作
さ

用
よう

線
せん

が重
じゅう

心
しん

を通
とお

っていれば、その物体
ぶったい

は回
かい

転
てん

しない。 
力
ちから

の作
さ

用
よう

線
せん

が重
じゅう

心
しん

を通
とお

らないときは、重
じゅう

心
しん

のまわりにモーメントを生
しょう

じ、物体
ぶったい

は回
かい

転
てん

する。 
図
ず

9-12 のように物体
ぶったい

をひもでつれば、重
じゅう

心
しん

はひものなす鉛直
えんちょく

線上
せんじょう

のどこかにある。また、もう 1箇所
か し ょ

別
べつ

のところをつれば、重
じゅう

心
しん

は同
おな

じくつったひもの線
せん

上
じょう

のどこかにある。その二
ふた

つの直
ちょく

線
せん

の交点
こうてん

を求
もとめ

め

れば、それが重
じゅう

心
しん

である。 
 

 
 

 
  

図
ず

9-12 重
じゅう

心
しん

の求
もと

め方
かた

 

図
ず

9-13 重
じゅう

心
しん
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9.2.3. 物体
ぶったい

の安定
あんてい

（すわり）（テキスト p.191） 

静止
せ い し

している物体
ぶったい

に力
ちから

を与
あた

え、ある角度
か く ど

だけ傾
かたむ

けてから、力
ちから

を除
のぞ

いたとき、その物体
ぶったい

がもとの位置
い ち

に戻
もど

ろうとするならば、その物体
ぶったい

は「安定
あんてい

」しているといい、このことをすわりがよいという。逆
ぎゃく

に同
おな

じ状態
じょうたい

でますますその傾
かたむ

きが大
おお

きくなれば、その物体
ぶったい

は「不安定
ふ あ ん て い

」といい、すわりが悪
わる

いという。 
また、傾

かたむ

けた位置
い ち

で物体
ぶったい

が静止
せ い し

するときは「中
ちゅう

立
りつ

」という。 

 
 
9.3. 物体

ぶったい

の運動
うんどう

（テキスト p.192） 

9.3.1. 速度
そ く ど

と加速度
か そ く ど

（テキスト p.192） 
 

 
 

物体
ぶったい

の運動
うんどう

の速
はや

い遅
おそ

いの程度
て い ど

を表
あら

わす量
りょう

を速
はや

さといい、単位
た ん い

時間
じ か ん

に物体
ぶったい

が移動
い ど う

した距離
き ょ り

で表
あら

わす。 
等速
とうそく

でない運動
うんどう

の場合
ば あ い

、すなわち物体
ぶったい

が速度
そ く ど

を変化
へ ん か

しながら運動
うんどう

する場合
ば あ い

、その変化
へ ん か

の程度
て い ど

を示
しめ

す量
りょう

を加
か

速度
そ く ど

という。 
  

図
ず

9-14 物体
ぶったい

の安定
あんてい

 

図
ず

9-15 速度
そくど

と加
か

速度
そくど
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9.3.2. 慣性
かんせい

（テキスト p.194） 

クラムシェルで、バケットをつって旋回
せんかい

しようとするとき、バケットは、回
かい

転
てん

させようとする方向
ほうこう

とは

反
はん

対
たい

に振
ふ

れるように感
かん

じ、また、旋回
せんかい

を停止
て い し

したときバケットは回
かい

転
てん

方向
ほうこう

に振
ふ

れる。 
これは、物体

ぶったい

には外
そと

から力
ちから

が作
さ

用
よう

しない限
かぎ

り、静止
せ い し

しているときは永久
えいきゅう

に静止
せ い し

の状態
じょうたい

を続
つづ

けようと

し、運動
うんどう

しているときはそのまま運動
うんどう

を続
つづ

けようとする性質
せいしつ

があるためで、これを慣性
かんせい

という。 
これを逆

ぎゃく

にいえば、静止
せ い し

している物体
ぶったい

を動
うご

かしたり、運動
うんどう

している物体
ぶったい

の速
はや

さや運動
うんどう

の方向
ほうこう

を変
か

える

ためには外
そと

からの力
ちから

が必要
ひつよう

で、速度
そ く ど

の変
か

わり方
かた

が大
おお

きいほど、また物体
ぶったい

が重
おも

いほど、これに要
よう

する力
ちから

は

大
おお

きく、荷
に

を急
きゅう

に引
ひ

きあげたり、動
うご

いている物体
ぶったい

を急
きゅう

に止
と

めたりするときには、非常
ひじょう

に大
おお

きな力
ちから

が必要
ひつよう

になる。ワイヤロープが衝撃
しょうげき

で切
き

れることがあるのは、このような理由
り ゆ う

からである。 
また、ドラグ・ショベル等

とう

で、バケットに荷
に

を積
つみ

み、急
きゅう

に旋回
せんかい

したり、旋回
せんかい

を急
きゅう

に停止
て い し

したりすると、

慣性
かんせい

により歯車
はぐるま

に大
おお

きな力
ちから

が掛
か

かり、歯
は

が破損
は そ ん

する危険
き け ん

がある。 
 
9.3.3. 遠

えん

心
しん

力
りょく

・求 心 力
きゅうしんりょく

（テキスト p.194） 

おもりを結
むす

びつけたひもの一端
いったん

を持
も

って、おもりに円運動
えんうんどう

をさせると、手
て

はおもりの方向
ほうこう

に引
ひ

っ張
ぱ

られ

る。おもりを速
はや

くまわすと、手
て

は一層
いっそう

強
つよ

く引
ひ

っ張
ぱ

られるのを感
かん

じる。このとき、ひもから手
て

を放
はな

すと、お

もりは手
て

を放
はな

した時
とき

の位置
い ち

から接線
せっせん

方向
ほうこう

に飛
と

んでいってしまい、円運動
えんうんどう

はしない。 

 

このように、物体
ぶったい

が円
えん

運動
うんどう

をするためには、物体
ぶったい

にある力
ちから

（上
うえ

の例
れい

では、手
て

がひもを通
とお

しておもりを

引
ひ

っ張
ぱ

っている力
ちから

）が作
さ

用
よう

しなければならない。この物体
ぶったい

に円
えん

運動
うんどう

をさせる力
ちから

を求
きゅう

心
しん

力
りょく

といい、これ

と力
ちから

の大
おお

きさが等
ひと

しく、方向
ほうこう

が反
はん

対
たい

である力
ちから

（上
うえ

の例
れい

では手
て

を引
ひ

っ張
ぱ

る力
ちから

）を遠
えん

心
しん

力
りょく

という。 

図
ず

9-17 遠
えん

心
しん

力
りょく

、 求
きゅう

心
しん

力
りょく

(a) 
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図
ず

9-18 のように、ブームにバケットをつって作業
さぎょう

中
ちゅう

急
きゅう

旋回
せんかい

させると、バケットは遠
えん

心
しん

力
りょく

により、静止
せ い し

しているときの作業
さぎょう

半径
はんけい

より大
おお

きな半径
はんけい

で回
まわ

るようになる。この場合
ば あ い

、バケットを円
えん

運動
うんどう

させる求
きゅう

心
しん

力
りょく

は、バケットに作
さ

用
よう

する重
じゅう

力
りょく

（Ｗ）、ワイヤロープのバケットをささえる力
ちから

（Ｐ́）との合力
りょく

（Ｆ）で

ある。 

 
 
また、旋回

せんかい

するときの作業
さぎょう

半径
はんけい

が同
おな

じときは、バケットのまわる速
はや

さが速
はや

くなれば遠
えん

心
しん

力
りょく

はより大
おお

き

くなり、この結果
け っ か

、バケットはますます外側
そとがわ

に出
で

ることになり、建設
けんせつ

機械
き か い

が転
てん

倒
とう

してしまうような場合
ば あ い

も

出
で

てくる。 
たとえばトラクター・ショベル、モーター・グレーダー等

とう

が急
きゅう

斜
しゃ

面
めん

を降
お

りる場合
ば あ い

、急
きゅう

に操向
そうこう

を切
き

ると

上記
じょうき

の理由
り ゆ う

から、トラクター・ショベル、モーター・グレーダーの重
じゅう

心
しん

に遠
えん

心
しん

力
りょく

が働
はたら

くことになり、

斜
しゃ

面
めん

傾
けい

斜
しゃ

角
かく

に加
くわ

え、外側
そとがわ

の方
ほう

へ強
つよ

く引
ひ

っ張
ぱ

られることになり、転
てん

倒
とう

する危険
き け ん

が大
おお

きくなる。 
また、傾斜地

け い し ゃ ち

などでドラグ・ショベルに土砂
ど し ゃ

を積
つ

んで旋回
せんかい

する場合
ば あ い

は、作業
さぎょう

装置
そ う ち

と土砂
ど し ゃ

の重量
じゅりょう

にさら

に遠
えん

心
しん

力
りょく

が加
くわ

わり、転
てん

倒
とう

の危険
き け ん

が大
おお

きくなる。 

 

  

図
ず

9-18 遠
えん

心
しん

力
りょく

、 求
きゅう

心
しん

力
りょく

(b) 

図
ず

9-19 遠
えん

心
しん

力
りょく

による転
てん

倒
とう
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9.3.4. 摩擦
ま さ つ

（テキスト p.196） 

１・・・静止
せ い し

摩擦
ま さ つ

と動
どう

摩擦
ま さ つ

 

物
もの

と物
もの

がすれ合
あ

うとき、摩擦力
まさつりょく

という抵抗
ていこう

が生
しょう

ずる。物体
ぶったい

を床
ゆか

や板
いた

の上
うえ

に置
お

き、これを押
お

したり引
ひ

い

たりして動
うご

かそうとすると、ある限界
げんかい

以下
い か

の力
ちから

で押
お

しても動
うご

かないが、これを超
こ

えると動
うご

き出す。この

限界
げんかい

以下
い か

の摩擦力
まさつりょく

を静止
せ い し

の摩擦力
まさつりょく

といい、限界
げんかい

の摩擦力
まさつりょく

を最大
さいだい

静止
せ い し

摩擦力
まさつりょく

という。 

 
 

最大
さいだい

静止
せ い し

摩擦力
まさつりょく

（Ｆ）＝ μ×垂 直 力
すいちょくちから

（Ｗ） 
 
摩擦力
まさつりょく

は垂 直 力
すいちょくちから

と接触面
せっしょくめん

の状態
じょうたい

に関
かん

係
けい

し、接触面
せっしょくめん

の大
おお

きさには無関係
む か ん け い

である｡物体
ぶったい

が床
ゆか

の上をすべ

りながら移動
い ど う

しているときも、常
つね

にある力
ちから

を加
くわ

えてやっていないと止
と

まってしまう。これは、運動
うんどう

して

いるときも摩擦力
まさつりょく

があるためである。これを動
どう

摩擦
ま さ つ

（運動
うんどう

摩擦
ま さ つ

ともいう。）といい、最大
さいだい

静止
せ い し

摩擦力
まさつりょく

より

小
ちい

さい。走行
そうこう

しているときブレーキが効
き

きにくい（慣性力
かんせいりょく

も加
くわ

わるからなおのことであるが）のは、こ

のためである。 
 
9.5. 電気

で ん き

の知識
ち し き

（テキスト p.200） 

9.5.1. 電圧
でんあつ

、電流
でんりゅう

及
およ

び抵抗
ていこう

の関
かん

係
けい

（テキスト p.201） 

電気
で ん き

は、電気
で ん き

回
かい

路
ろ

の電気
で ん き

抵抗
ていこう

（オーム：Ω）が等
ひと

しければ、電圧
でんあつ

（ボルト：Ｖ）が大
おお

きいほど電流
でんりゅう

（ア

ンペア：Ａ）が大
おお

きくなり、また、抵抗
ていこう

が大
おお

きいほど（たとえば、電
でん

線
せん

の場合
ば あ い

は細
ほそ

くなるほど）電流
でんりゅう

は

制限
せいげん

される。この関
かん

係
けい

を式
しき

で表
あら

わすと次
つぎ

のようになり、これをオームの法則
ほうそく

という。 
電流
でんりゅう

（アンペア：Ａ）＝電圧
でんあつ

(ボルト：Ｖ)／抵抗
ていこう

(オーム：Ω) 
  

図
ず

9-20 静止
せいし

摩擦
まさつ
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9.5.2. 電気

で ん き

の危険
き け ん

性
せい

（テキスト p.202） 

人体
じんたい

の一部
い ち ぶ

が充電部
じゅうでんぶ

に触
ふ

れ、人体
じんたい

に電流
でんりゅう

が流
なが

れることを感電
かんでん

という。しびれを感
かん

じる程度
て い ど

から、筋肉
きんにく

硬直
こうちょく

、神経
しんけい

の麻痺
ま ひ

、さらに死亡
し ぼ う

の程度
て い ど

まである。感電
かんでん

の程度
て い ど

は、感
かん

電
でん

した状 況
じょうきょう

（湿
しめ

った所
ところ

、汗
あせ

をかい

ている、通電
つうでん

の経
けい

路
ろ

、通電
つうでん

電流
でんりゅう

の大
おお

きさ、通
つう

電
でん

時
じ

間
かん

等
とう

）により異
こと

なるが、一般
いっぱん

に交流
こうりゅう

及
およ

び直 流
ちょくりゅう

の電流
でんりゅう

が人体
じんたい

に流
なが

れた場合
ば あ い

、おおむね次
つぎ

のような状態
じょうたい

となる。 
 

 
 

人体
じんたい

の抵抗
ていこう

は、皮膚
ひ ふ

の抵抗
ていこう

と人体
じんたい

内部
な い ぶ

の抵抗
ていこう

に分
ぶん

けられる。皮膚
ひ ふ

の抵抗
ていこう

は皮膚
ひ ふ

が乾燥
かんそう

した状態
じょうたい

で約
やく

10,000Ω（オーム）位
くらい

あるが、発汗
はっかん

したり手
て

足
あし

や着衣
ちゃくい

が濡
ぬ

れていると、500～1,000Ω位
くらい

に低下
て い か

する。

人体
じんたい

内部
な い ぶ

の抵抗
ていこう

は約
やく

500Ωである。 
 

  

表
ひょう

9-3 電 流
でんりゅう

が人体
じんたい

に流
なが

れたときの反
はん

応
のう

 

表
ひょう

9-4 送
そう

配
はい

電
でん

線
せん

からの離隔
りかく

距離
きょり
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9.5.3. バッテリの取 扱
とりあつかい

い（テキスト p.204） 

バッテリとは、電気
で ん き

エネルギーを化学
か が く

エネルギーに変
か

えて貯蔵
ちょぞう

（これを充電
じゅうでん

という｡）し、必要
ひつよう

に応
おう

じ

て電気
で ん き

エネルギーとして取
と

り出
だ

すこと（これを放電
ほうでん

という｡）ができるものをいう。現在
げんざい

実用化
じ つ よ う か

されてい

るバッテリには、鉛
なまり

蓄電池
ち く で ん ち

とアルカリ蓄電池
ち く で ん ち

の２種類
しゅるい

がある。 
バッテリの取 扱

とりあつかい

い上
じょう

、特
とく

に、注意
ちゅうい

することは次
つぎ

のとおりである。 
① 常に

つ ね に

ほこりや汚れ
よ ご れ

を取
と

り、きれいにしておく（リーク（放電
ほうでん

）のもとになる。）。 
② 蒸 留

じょうりゅう

水
すい

はＨ（High）レベルからＬ（Low）レベルの間
あいだ

になるように補充
ほじゅう

する｡（希
き

硫酸
りゅうさん

は入
い

れない

こと。） 
③ 蒸 留

じょうりゅう

水
すい

を入
い

れすぎないこと（もれて比
ひ

重
じゅう

が変
か

わってくる。）。 
④ バッテリ液

えき

のレベルを各室
かくしつ

ごとに合
あ

わせる。 
⑤ 無理

む り

な放
ほう

電
でん

は行
おこな

わない。 
⑥ 乱暴

らんぼう

な取 扱
とりあつかい

いはしない。 
⑦ 接触

せっしょく

不良
ふりょう

を起
お

こさないように、ターミナルを時々
ときどき

締
し

め直
なお

す。 
⑧ スパナ等

とう

で短絡
たんらく

（ショート）しないよう注意
ちゅうい

する。 
⑨ 比

ひ

重
じゅう

を測定
そくてい

し、1.22以下
い か

になったら直
ただ

ちに補
ほ

充
じゅう

電
でん

する。 
⑩ バッテリテスターで電圧

でんあつ

を測定
そくてい

する。 
 
注）蒸 留

じょうりゅう

水
すい

の補充
ほじゅう

時
じ

：バッテリー内
ない

部
ぶ

の液体
えきたい

は希
き

硫酸
りゅうさん

なので、保護
ほ ご

メガネ、保護
ほ ご

手袋
てぶくろ

を着
ちゃく

用
よう

する。皮膚
ひ ふ

についたときは、多
た

量
りょう

の水
みず

で洗
あら

い流
なが

す。目
め

に入
はい

ったときは、多
おお

量
りょう

の水
みず

で洗
あら

い、眼科
が ん か

を受
じゅ

診
しん

する。 
 
9.5.4. バッテリの充

じゅう

電
でん

（テキスト p.204） 

エンジン運転中
うんてんちゅう

は、充電発
じゅうでんはつ

電機
で ん き

によって充
じゅう

電
でん

されるが、機械
き か い

の使
し

用
よう

条件
じょうけん

やボルテージレギュレータ

ーの設定
せってい

電圧
でんあつ

によっては、バッテリから消費
しょうひ

した電
でん

力
りょく

を十分
じゅうぶん

に補
おぎな

えない場合
ば あ い

がある。このような場合
ば あ い

は、そのまま使
し

用
よう

するとバッテリの寿命
じゅみょう

を短
みじか

くすることになるので、補
ほ

充
じゅう

電
でん

を行
おこな

うことが大切
たいせつ

である。 
 
注）バッテリーの充

じゅう

電
でん

：充
じゅう

電
でん

時
じ

には、水素
す い そ

（H2）ガスと酸素
さ ん そ

（O2）ガスが発生
はっせい

するので、十分
じゅうぶん

に換気
か ん き

の良
よ

い場所
ば し ょ

で行
おこな

い、火気
か き

厳禁
げんきん

とする。 
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10. 地質
ち し つ

及
およ

び土木
ど ぼ く

施工
せ こ う

等
とう

に関
かん

する知識
ち し き

 

10.1. 岩
いわ

及
およ

び土
つち

の性質
せいしつ

（テキスト p.207） 

10.1.1. 岩
いわ

の性質
せいしつ

（テキスト p.208） 

１・・・岩
いわ

の硬
かた

さ 

岩
いわ

の硬
かた

さは一般
いっぱん

に岩石
がんせき

の硬
かた

さと岩盤
がんばん

の硬
かた

さとに区別
く べ つ

して表
あら

わされる。岩石
がんせき

の硬
かた

さは岩片
がんへん

の圧縮
あっしゅく

試験
し け ん

に

よって示
しめ

される。 
岩盤
がんばん

の硬
かた

さは岩石
がんせき

そのものの硬
かた

さと割
わ

れ目
め

や風化
ふ う か

の程度
て い ど

、あるいは断層
だんそう

や破砕帯
は さ い た い

等
とう

の有無
う む

によって異
こと

なり、最近
さいきん

は岩盤
がんばん

総体
そうたい

としての岩質
がんしつ

の評価
ひょうか

を、地山
じ や ま

の弾性波
だ ん せ い は

速度
そ く ど

と岩石片
がんせきへん

の圧縮
あっしゅく

試験
し け ん

により行
おこな

なってい

る。 
一般
いっぱん

に岩石
がんせき

の圧縮
あっしゅく

強
つよ

さは、10Ｎ/mm2～300Ｎ/mm2程度
て い ど

まであり地山
じ や ま

の弾性波
だ ん せ い は

速度
そ く ど

の早
はや

いものほど硬
かた

い岩盤
がんばん

といえる。 

 
 
10.1.2. 土

つち

（テキスト p.209） 

１・・・土
つち

の種類
しゅるい

 

土
つち

は岩石
がんせき

が風化
ふ う か

して細
こま

かい粒子
りゅうし

になったり、侵食
しんしょく

されたあと風
かぜ

や水
みず

で運搬
うんぱん

されて堆積
たいせき

したり、植物
しょくぶつ

が

くさって集積
しゅうせき

したり、火山
か ざ ん

灰
ばい

等
とう

が堆積
たいせき

したりしてできたものである。 
この土

つち

の分
ぶん

類
るい

には、種々
しゅしゅ

の方法
ほうほう

があるが、一般
いっぱん

に土質
ど し つ

材料
ざいりょう

とは、土
つち

を構成
こうせい

する材料
ざいりょう

のうち土
ど

粒子
りゅうし

の

粒径
りゅうけい

が 75mm未満
み ま ん

のものをいう。この土
つち

を構成
こうせい

する粒径
りゅうけい

からの土
つち

の呼
よ

び名
な

は図
ず

10-2 のように区
く

分
ぶん

され

ている。 

 

  

表
ひょう

10-1 岩石
がんせき

の硬
かた

さ等
とう

の分
ぶん

類
るい

 

図
ず

10-2 粒 径
りゅうけい

区
く

分
ぶん

とその呼
よ

び名
な
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２・・・土
つち

の構成
こうせい

 

 

 

３・・・土
つち

の状態
じょうたい

をあらわす主
おも

な用
よう

語
ご

 

① 密度
み つ ど

 

土
つち

の乾燥
かんそう

密度
み つ ど

＝土
ど

粒子
りゅうし

の質量
しつりょう

（Ws）／土
つち

全体
ぜんたい

の体
たい

積
せき

（V） 

土
つち

の湿潤
しつじゅん

密
みつ

度
ど

＝（土
ど

粒子
りゅうし

の質量
しつりょう

（Ws)＋水
みず

の質量
しつりょう

（Ww））／土
つち

全体
ぜんたい

の体
たい

積
せき

（V） 

 

② 含水比
が ん す い ひ

 

含水比
が ん す い ひ

＝間
かん

げき中
ちゅう

の水
みず

の質量
しつりょう

（Ww）／土
ど

粒子
りゅうし

の質量
しつりょう

（Ws）× 100％ 

 

③ 間
かん

げき比 

間
かん

げき比
ひ

＝（空
くう

気
き

の占
し

める体
たい

積
せき

（Vs)＋水
みず

の占
し

める体
たい

積
せき

（Vw））／土
ど

粒子
りゅうし

の占
し

める体
たい

積
せき

（Vs） 

 

④ 土
つち

の飽和度
ほ う わ ど

 

土
つち

の飽和度
ほ う わ ど

＝間
かん

げき中
ちゅう

の水
みず

の体
たい

積
せき

（Vw）／土
つち

の間
かん

げきの体
たい

積
せき

（Vs）× 100％ 

 

  

図
ず

10-4 土
つち

の構成
こうせい
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４・・・土
つち

の締
しめ

固
かた

め 

土
つち

は外部
が い ぶ

から力
ちから

を加
くわ

えてやると、土
ど

粒子
りゅうし

の間
かん

げき中
ちゅう

の空
くう

気
き

が押
お

し出
だ

されて、土
ど

粒子
りゅうし

相互
そ う ご

のかみ合
あわ

せが

より緊密
きんみつ

になる。この結果
け っ か

、土
ど

粒子
りゅうし

の間
かん

げきが少
すく

なくなり、土
つち

の体
たい

積
せき

は減少
げんしょう

し密
みつ

度
ど

が増大
ぞうだい

する。これを

土
つち

の締
しめ

固
かた

めと呼
よ

んでいる。締
しめ

固
かた

められた土
つち

は土
つち

の強度
きょうど

が増大
ぞうだい

するとともに透水性
とうすいせい

が低下
て い か

し、雨水
あまみず

や流水
りゅうすい

に対
たい

する耐 久 力
たいきゅうりょく

が増大
ぞうだい

する。盛
もり

土
ど

工事
こ う じ

を施
せ

工
こう

する場合
ば あ い

、必
かなら

ず締
しめ

固
かた

めを行
おこな

うのは、このように盛
もり

土
ど

の強度
きょうど

の増大
ぞうだい

と透水性
とうすいせい

の低下
て い か

をはかることによって盛
もり

土
ど

の安定
あんてい

を得
え

るためである。 

 
 

５・・・地盤
じ ば ん

の強
つよ

さ 

地盤
じ ば ん

の強
つよ

さは支持力
し じ り ょ く

と呼
よ

ばれている。 
地盤
じ ば ん

の支持力
し じ り ょ く

は、荷重
かじゅう

を載
の

せたときに急
きゅう

激
げき

な沈下
ち ん か

を起
お

こさない範囲
は ん い

で、1 ㎝の沈下
ち ん か

を起
お

こすのに必要
ひつよう

な荷重
かじゅう

の強
つよ

さ（10Ｎ/㎜ 2）を測
はか

り、地盤
じ ば ん

係数
けいすう

または支持
し じ

力
りょく

係
けい

数
すう

（Ｋ値)・(10Ｎ/㎜ 2）で表
あら

わされる。1 ㎝

当
あ

たり沈下
ち ん か

するのに要
よう

する荷重
かじゅう

が大
おお

きいほど、地盤
じ ば ん

の支持
し じ

力
りょく

は大
おお

きい。 
 

６・・・地盤
じ ば ん

の硬
かた

さ 

地層
ち そ う

の硬軟
こうなん

を示
しめ

すものにコーン指数
し す う

とかＮ値
ち

が用
もち

いられる。コーン指数
し す う

は、軟弱
なんじゃく

地
ち

で建設
けんせつ

機械
き か い

が稼動
か ど う

する場合
ば あ い

、地盤
じ ば ん

の硬
かた

さを測定
そくてい

し、建設
けんせつ

機械
き か い

が走行
そうこう

できるかどうかを判断
はんだん

するときに用
もち

いられる（表
ひょう

10-3
参照
さんしょう

）。 

 

  

図
ず

10-5 土
つち

の締
しめ

固
かた

め構成
こうせい

 

表
ひょう

10-3 コーン指数
しすう
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７・・・土量
どりょう

の変化
へ ん か

 

土
つち

の構成
こうせい

は、土
ど

粒子
りゅうし

、水
みず

及
およ

び空
くう

気
き

からなっている。したがって、地山
じ や ま

の土
つち

を掘
ほ

り起
お

こしてほぐしたとき

の土
つち

の体
たい

積
せき

と、ほぐした土
つち

を締
しめ

固
かた

めたときの土
つち

の体
たい

積
せき

はそれぞれ異
こと

なる。掘
ほ

り起
お

こした土
つち

の体
たい

積
せき

と地山
じ や ま

の

土
つち

の体
たい

積
せき

との比
ひ

を掘削
くっさく

による土量
どりょう

の変化率
へ ん か り つ

といい、Ｌで表
あら

す。一方
いっぽう

、ほぐした土
つち

を締
しめ

固
かた

めたときの土
つち

の体
たい

積
せき

と地山
じ や ま

の土
つち

の体
たい

積
せき

との比
ひ

を締
しめ

固
かた

めによる土
ど

量
りょう

の変化率
へ ん か り つ

といい、Ｃで表
あら

す。 
Ｌ（掘削

くっさく

による土
ど

量
りょう

の変化
へ ん か

率
りつ

）  ＝ ほぐした土
つち

の体
たい

積
せき

（m3）／地山
じ や ま

の土
つち

の体
たい

積
せき

（m3） 
Ｃ（締

しめ

固
かた

めによる土
ど

量
りょう

の変化
へ ん か

率
りつ

）＝ 締
しめ

固
かた

めた土
つち

の体
たい

積
せき

（m3）／地山
じ や ま

の土
つち

の体
たい

積
せき

（m3） 
「土

ど

量
りょう

の変化
へ ん か

率
りつ

Ｌ」は土質
ど し つ

により異
こと

なり、一般
いっぱん

に岩石
がんせき

、粘性土
ね ん せ い ど

、砂質
さ し つ

土
ど

、砂
すな

の順
じゅん

に小
ちい

さくなり、土
つち

の

運搬
うんぱん

計画
けいかく

に用
もち

いられる。また、「土
ど

量
りょう

の変化
へ ん か

率
りつ

Ｃ」は、砂
すな

よりも粒子
りゅうし

が小
ちい

さい土
つち

では 1以下
い か

となり、土
つち

の

分配
ぶんぱい

計画
けいかく

をたてるときに用
もち

いられる。 

 
 

 

  

表
ひょう

10-5 土
ど

量
りょう

の変化
へんか

率
りつ

 

図
ず

10-6 土
ど

量
りょう

の変化
へんか
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10.2. 土砂
ど し ゃ

崩壊
ほうかい

の原因
げんいん

及
およ

び徴候
ちょうこう

（テキスト p.218） 

１・・・土砂
ど し ゃ

崩壊
ほうかい

の原因
げんいん

 

自然
し ぜ ん

の状態
じょうたい

にある斜
しゃ

面
めん

が、長
なが

い年月
ねんげつ

の間
あいだ

崩壊
ほうかい

しないでいるのは、斜
しゃ

面
めん

を形
かたち

づくっている土
つち

が崩壊
ほうかい

し

ようとする力
ちから

に対抗
たいこう

できる強
つよ

さをもっているためである。 
しかし、この長年

ながねん

安定
あんてい

した斜
しゃ

面
めん

や法面
のりめん

でも、 
① 降雨

こ う う

、凍結
とうけつ

、融解
ゆうかい

などによって崩壊
ほうかい

を起
お

こしてしまうこと。 
② もともと地質

ち し つ

や土質
ど し つ

がもっていた崩壊
ほうかい

しやすい不
ふ

安定
あんてい

な地形
ち け い

、節理
せ つ り

・断層
だんそう

、不連続
ふ れ ん ぞ く

な地質
ち し つ

、高
たか

い地下水
ち か す い

位
い

、風化
ふ う か

などのマイナス面
めん

が掘削
くっさく

工事
こ う じ

や降雨
こ う う

などでさらに影響
えいきょう

を受
う

けて崩壊
ほうかい

することなどがある。 
このほかの土砂

ど し ゃ

崩壊
ほうかい

の原因
げんいん

として、 
① 掘削

くっさく

工事
こ う じ

のための調査
ちょうさ

で発見
はっけん

できなかった断層
だんそう

や軟弱層
なんじゃくそう

の存在
そんざい

 
② 計画

けいかく

よりも掘
ほ

り下
さ

げるなど計画
けいかく

と異
こと

なる施
せ

工
こう

 
③ 発破

は っ ぱ

や建設
けんせつ

機械
き か い

等
とう

による振動
しんどう

、衝撃
しょうげき

による影響
えいきょう

 
④ 乾燥

かんそう

による砂質
さ し つ

土
ど

の粘 着 力
ねんちゃくりょく

の低下
て い か

、粘性土
ね ん せ い ど

のひび割
わ

れやきれつ 
などによる場合

ば あ い

もある。 
このような崩壊

ほうかい

を防
ふせ

ぐため手
て

掘
ぼ

りによる掘削
くっさく

においては、地山
じ や ま

の種類
しゅるい

に応
おう

じた掘削
くっさく

面
めん

の高
たか

さとこう配
ばい

の基準
きじゅん

が、表
ひょう

10-7 のように決められている。機械
き か い

掘削
くっさく

を行
おこな

う場合
ば あ い

にも、この基準
きじゅん

を参照
さんしょう

して行
おこな

うこと

が大切
たいせつ

である。 

 

表
ひょう

10-7 掘削
くっさく

面
めん

のこう配
ばい

と高
たか

さの基準
きじゅん
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２・・・崩壊
ほうかい

の形態
けいたい

 

① 斜
しゃ

面
めん

、のり面
めん

の場合
ば あ い

 

斜
しゃ

面
めん

やのり面
めん

の崩壊
ほうかい

は、一般
いっぱん

に斜
しゃ

面
めん

やのり面
めん

にそったある面
めん

で発生
はっせい

する。これを崩壊面
ほうかいめん

またはすべり面
めん

という。すべり面
めん

は、多
おお

くの場合
ば あ い

曲面
きょくめん

である。また、土
つち

の種類
しゅるい

によってすべり面
めん

も変化
へ ん か

する。このよう

な崩壊
ほうかい

の現象
げんしょう

は大
おお

雨
あめ

後
ご

に発生
はっせい

しやすい。 
② 直立

ちょくりつ

のり面
めん

の場合
ば あ い

 

直立
ちょくりつ

のり面
めん

では、斜
しゃ

面
めん

の場合
ば あ い

よりも崩壊
ほうかい

が発生
はっせい

しやすい。 
図
ず

10-7(a)は乾燥
かんそう

によって、砂質
さ し つ

土
ど

では粘 着 力
ねんちゃくりょく

が失
うしな

われることにより、粘性
ねんせい

土
ど

ではひびわれが発生
はっせい

す

ることにより、のり面
めん

の表
ひょう

面
めん

がはがれ落
お

ちる。 
図
ず

10-7(b)はもっと多
おお

く発生
はっせい

する崩壊
ほうかい

の形
かたち

で、のり肩
かた

の部
ぶ

分
ぶん

に亀裂
き れ つ

を生
しょう

じそれからすべり面
めん

ができる。 
図
ず

10-7(c)は軟弱
なんじゃく

な土質
ど し つ

の場合
ば あ い

に多
おお

いが、地表
ちひょう

面
めん

が沈
ちん

下
か

し、のり尻
じり

の付近
ふ き ん

でふくれ出
だ

す。 

 

  
図
ず

10-7 直立
ちょくりつ

のり面
めん

の崩壊
ほうかい

の例
れい
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なお、参考
さんこう

までに表
ひょう

10-8 に崩壊
ほうかい

の形態
けいたい

を示
しめ

す。 

 
  

表
ひょう

10-8 のり面
めん

の崩壊
ほうかい

の形態
けいたい

の解説
かいせつ
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３・・・崩壊
ほうかい

の徴候
ちょうこう

 

土
つち

が崩壊
ほうかい

する場合
ば あ い

、通常
つうじょう

何
なん

らかの徴候
ちょうこう

が伴
ともな

う。一般
いっぱん

には、崩壊
ほうかい

する面
めん

に亀裂
き れ つ

や陥没
かんぼつ

が生
しょう

じたり、あ

るいは掘削
くっさく

のり面
めん

に小
ちい

さな崩
くず

れが現
あらわ

れたりする。また、樹木
じゅもく

の根
ね

の断
た

ち切
き

られる音
おと

や、岩
がん

質
しつ

の場合
ば あ い

は異
い

常
じょう

な音
おと

が発生
はっせい

したり、支保工
し ほ こ う

が設
もう

けられている場合
ば あ い

は部材
ぶ ざ い

がはらんだり、きしんだりするようなときも

崩壊
ほうかい

の危険
き け ん

の徴候
ちょうこう

である。特
とく

に、降雨後
こ う う ご

しばらくしてから、また、凍結土
と う け つ ど

が融
ゆう

解
かい

して崩壊
ほうかい

を起
お

こすこと

が多
おお

い。 
土
つち

の崩壊
ほうかい

による危険
き け ん

を防
ふせ

ぐために建設
けんせつ

機械
き か い

の運転
うんてん

者
しゃ

は、作業
さぎょう

前
まえ

に土質
ど し つ

の状態
じょうたい

と、のり肩
かた

、犬走
いぬばし

り、の

り面
めん

等
とう

に亀裂
き れ つ

や陥没
かんぼつ

がないか十分
じゅうぶん

確
たし

かめる。また、作業
さぎょう

中
ちゅう

は土質
ど し つ

に適
てき

応
おう

した掘削
くっさく

面
めん

の高
たか

さ、こう配
ばい

で掘削
くっさく

するとともに、絶
た

えず崩壊
ほうかい

の危険
き け ん

が予知
よ ち

されたときは、直
ただ

ちに安全
あんぜん

な場所
ば し ょ

に退避
た い ひ

し、関係者
かんけいしゃ

にもその旨
むね

警報
けいほう

することも大切
たいせつ

である。 

 

  

図
ず

10-8 崩壊
ほうかい

の徴 候
ちょうこう
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10.3. 土木
ど ぼ く

施工法
せ こ う ほ う

等
とう

（テキスト p.223） 
 

 

 

図
ず

10-9 のり切
き

りオープンカット工
こう

法
ほう

の例
れい

 

図
ず

10-10 土
ど

止
ど

めオープンカット工
こう

法
ほう

の例
れい
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図
ず

10-11 アイランド工
こう

法
ほう

の例
れい

 

図
ず

10-12 トレンチカット工
こう

法
ほう

の例
れい

 

図
ず

10-13 逆
ぎゃく

巻
まき

き工
こう

法
ほう

の例
れい

 

120 (JP)



  
 

11. 災害
さいがい

事例
じ れ い

 
 

建設
けんせつ

業
ぎょう

における休 業
きゅうぎょう

４日
か

以
い

上
じょう

の死傷
ししょう

災害
さいがい

の推移
す い い

は図
ず

１１－１のとおりである。 

 

 

図
ず

１１－１ 建設
けんせつ

業
ぎょう

における休 業
きゅうぎょう

４日
か

以
い

上
じょう

の死傷
ししょう

災害
さいがい

の推移
す い い

 

（東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

を直接
ちょくせつ

の原因
げんいん

とするものを除
のぞ

く） 

 

また、2017年
ねん

（平成
へいせい

29年
ねん

）中
ちゅう

に発生
はっせい

した休
きゅう

業
ぎょう

4日
か

以
い

上
じょう

の死傷
ししょう

災害
さいがい

から抽 出
ちゅうしゅつ

した災害
さいがい

について

災害
さいがい

発生
はっせい

原因
げんいん

を起因物
き い ん ぶ つ

別
べつ

に集計
しゅうけい

した場合
ば あ い

、建設
けんせつ

機械
き か い

等
とう

が原因
げんいん

の死傷
ししょう

災害
さいがい

のうち、約
やく

56%を整地
せ い ち

・

運搬
うんぱん

・積込
つ み こ

み用
よう

及
およ

び掘削
くっさく

用
よう

、約
やく

15%を解体用
かいたいよう

が占
し

めている。 

 
（参

さん

考
こう

）厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

 労働
ろうどう

災害
さいがい

発生
はっせい

状 況
じょうきょう

、職場
しょくば

のあんぜんサイト：労働
ろうどう

災害
さいがい

原因
げんいん

要素
よ う そ

の分
ぶん

析
せき

（平成
へいせい

2
９年

ねん

 建設
けんせつ

業
ぎょう

） 
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11.1. 災害
さいがい

事例
じ れ い

1 土
ど

工
こう

がドラグ・ショベルのカウンターウエイトにはさまれた（テキスト p.230） 
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11.2. 災害
さいがい

事例
じ れ い

 2 ドラグ・ショベルで土
つち

を敷
し

き均
なら

し中
ちゅう

、運転
うんてん

者
しゃ

が切
き

りばりとレバーにはさまれた（テキ

スト p.231） 
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11.3. 災害
さいがい

事例
じ れ い

3 ドラグ・ショベルのバケットからブロックが作業
さぎょう

者
しゃ

に落下
ら っ か

した（テキスト p.232） 
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11.4. 災害
さいがい

事例
じ れ い

4 ドラグ・ショベルが傾斜地
け い し ゃ ち

で転
てん

倒
とう

し、誘導
ゆうどう

者
しゃ

が下敷
したじき

きになった（テキスト p.233） 
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11.5. 災害
さいがい

事例
じ れ い

5 打合
う ち あ

せ後
ご

に、ドラグ・ショベルの前
まえ

を歩
ある

いていて旋回
せんかい

したバケットに激突
げきとつ

された（テキ

スト p.234） 
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11.6. 災害
さいがい

事例
じ れ い

 6 ブル・ドーザーの点検
てんけん

を終
お

え、カバーを取付
と り つ

け中
ちゅう

バランスを崩
くず

し足
あし

をはさまれた（テ

キスト p.235） 
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11.7. 災害
さいがい

事例
じ れ い

7 ブル・ドーザーが傾斜地
け い し ゃ ち

を転
てん

落
らく

し、運転
うんてん

者
しゃ

が下敷
したじき

きになった（テキスト p.236） 
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11.8. 災害
さいがい

事例
じ れ い

8 マーキング作業
さぎょう

者
しゃ

が、後進
こうしん

のブル・ドーザーのクローラに巻
まき

き込
こ

まれた（テキストp.237） 
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11.9. 災害
さいがい

事例
じ れ い

9 トラクター・ショベルで荷
に

をつり走行
そうこう

中
ちゅう

、作業
さぎょう

者
しゃ

に激突
げきとつ

した（テキスト p.238） 
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11.10. 災害
さいがい

事例
じ れ い

10 坑内
こうない

でトラクター・ショベルのバケットに誘導
ゆうどう

者
しゃ

がはさまれた（テキスト p.239） 
 

 

131 (JP)



  
 

11.11. 災害
さいがい

事例
じ れ い

11 土
ど

工
こう

が後進
こうしん

してきたモーター・グレーダーにひかれた（テキスト p.240） 
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11.12. 災害
さいがい

事例
じ れ い

12 スクレーパーが傾斜地
け い し ゃ ち

で転
てん

倒
とう

し、運転
うんてん

者
しゃ

が下敷
したじき

きになった（テキスト p.241） 
 

 

133 (JP)



  
 

12. 関
かん

係
けい

法
ほう

令
れい

等
とう

 
労働者
ろうどうしゃ

の安全
あんぜん

衛生
えいせい

に関
かん

する法律
ほうりつ

には、労働
ろうどう

安全
あんぜん

衛生法
えいせいほう

をはじめいくつかの法律
ほうりつ

がある。特
とく

に労働
ろうどう

安全
あんぜん

衛生法
えいせいほう

には、労働
ろうどう

者
しゃ

の安全
あんぜん

と健康
けんこう

を確
かく

保
ほ

するとともに、快適
かいてき

な職場
しょくば

環境
かんきょう

の形成
けいせい

を促進
そくしん

することを目的
もくてき

に、守
まも

らなければならない事
じ

項
こう

が規定
き て い

されている。法
ほう

律
りつ

の施行
し こ う

に伴
ともな

う具体的
ぐ た い て き

な事
じ

項
こう

については、政令
せいれい

や省
しょう

令
れい

、告示
こ く じ

等
とう

で示
しめ

されている。 

労働
ろうどう

者
しゃ

の安全
あんぜん

衛生
えいせい

に関
かん

する法
ほう

体系
たいけい

は、以下
い か

のとおりである。 

 

 

図
ず

１２－１ 車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

（整地
せ い ち

・運搬
うんぱん

・積込
つ み こ

み用
よう

及
およ

び掘削
くっさく

用
よう

）運転
うんてん

技
ぎ

能
のう

に関
かん

する法体
ほうたい

系
けい

 

 
（参考

さんこう

）厚生
こうせい

労働
ろうどう

省
しょう

 ビルメンテナンス業
ぎょう

におけるリスクアセスメントマニュアル 
 
 
12.1. 労働

ろうどう

安全
あんぜん

衛生法
えいせいほう

及
およ

び労働
ろうどう

安全
あんぜん

衛生法
えいせいほう

施行令
し こ う れ い

（抄
しょう

）（テキスト p.243） 
 
第
だい

1章
しょう

 総則
そうそく

 

第
だい

3条
じょう

 ＜事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

等
とう

の責務
せ き む

＞ 

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

は、単
たん

にこの法
ほう

律
りつ

で定
さだ

める労働
ろうどう

災害
さいがい

の防止
ぼ う し

のための最低
さいてい

基準
きじゅん

を守
まも

るだけでなく、快適
かいてき

な職場
しょくば

環境
かんきょう

の実現
じつげん

と労働
ろうどう

条件
じょうけん

の改善
かいぜん

を通
つう

じて職場
しょくば

における労働
ろうどう

者
しゃ

の安全
あんぜん

と健康
けんこう

を確
かく

保
ほ

するようにしなければ

ならない。また、事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

は、国
くに

が実施
じ っ し

する労働
ろうどう

災害
さいがい

の防止
ぼ う し

に関
かん

する施策
し さ く

に協
きょう

力
りょく

するようにしなければ

ならない。 
  

法律
ほ う り つ

 

政令
せいれい

 

省令
しょうれい

 

公示
こ う じ

・告示
こ く じ

 

労働
ろうどう

安全
あんぜん

衛生法
えいせいほう

（安衛
あ ん え い

法
ほう

） 

労働
ろうどう

安全
あんぜん

衛生法
えいせいほう

施⾏令
しこうれい

（安衛
あ ん え い

令
れい

） 

労働
ろうどう

安全
あんぜん

衛生法
えいせいほう

施⾏
し こ う

規則
き そ く

（安衛則
あ ん え い そ く

） 

⾞ 両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

構造
こうぞう

規格
き か く

 

⾞ 両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

（整地
せ い ち

・運搬
うんぱん

・積込
つ み こ

み用
よう

安全
あんぜん

衛生
えいせい

特
とく

別
べ つ

教 育
きょういく

規程
き て い
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2 機械
き か い

、器具
き ぐ

その他
た

の設備
せ つ び

を設計
せっけい

し、製造
せいぞう

し、若
も

しくは輸入
ゆにゅう

する者
もの

、原材料
げんざいりょう

を製造
せいぞう

し、若
も

しくは輸入
ゆにゅう

す

る者
もの

又
また

は建設物
けんせつぶつ

を建設
けんせつ

し、若
も

しくは設計
せっけい

する者
もの

は、これらの物
もの

の設計
せっけい

、製造
せいぞう

、輸
ゆ

入
にゅう

又
また

は建設
けんせつ

に際
さい

して、

これらの物
もの

が使
し

用
よう

されることによる労働
ろうどう

災害
さいがい

の発生
はっせい

の防止
ぼ う し

に資
し

するように努
つと

めなければならない。 
3 建設

けんせつ

工事
こ う じ

の注文者
ちゅうもんしゃ

等
とう

仕
し

事
ごと

を他人
た に ん

に請
う

け負
お

わせる者
もの

は、施
せ

工
こう

方法
ほうほう

、工期
こ う き

等
とう

について、安全
あんぜん

で衛生的
えいせいてき

な作業
さぎょう

の遂行
すいこう

をそこなうおそれのある条件
じょうけん

を附
ふ

さないように配慮
はいりょ

しなければならない。 
第
だい

4 条
じょう

 労働
ろうどう

者
しゃ

は、労働
ろうどう

災害
さいがい

を防止
ぼ う し

するため必要
ひつよう

な事
じ

項
こう

を守
まも

るほか、事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

その他
た

の関
かん

係
けい

者
しゃ

が実施
じ っ し

する

労働
ろうどう

災害
さいがい

の防止
ぼ う し

に関
かん

する措置
そ ち

に協
きょう

力
りょく

するように努
つと

めなければならない。 
 
第
だい

5章
しょう

 機械
き か い

等
とう

及
およ

び有害物
ゆうがいぶつ

に関
かん

する規則
き そ く

 

 

第
だい

45条
じょう

 ＜定期
て い き

自
じ

主
しゅ

検査
け ん さ

＞ 

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

は、ボイラーその他
た

の機械
き か い

等
とう

で、政令
せいれい

で定
さだ

めるものについて、厚生
こうせい

労働
ろうどう

省
しょう

令
れい

で定
さだ

めるところに

より、定期
て い き

に自
じ

主
しゅ

検査
け ん さ

を行
おこな

ない、及
およ

びその結果
け っ か

を記録
き ろ く

しておかなければならない。 
2 事

じ

業
ぎょう

者
しゃ

は、前項
ぜんこう

の機械
き か い

等
とう

で政
せい

令
れい

で定
さだ

めるものについて同項
どうこう

の規定
き て い

による自
じ

主
しゅ

検査
け ん さ

のうち厚生
こうせい

労働
ろうどう

省
しょう

令
れい

で定
さだ

める自
じ

主
しゅ

検査
け ん さ

（以下
い か

「特
とく

定
てい

自
じ

主
しゅ

検査
け ん さ

」という。）を行
おこな

うときは、その使
し

用
よう

する労働
ろうどう

者
しゃ

で厚生
こうせい

労働
ろうどう

省
しょう

令
れい

で定
さだ

める資格
し か く

を有
ゆう

するもの又
また

は第
だい

54 条
じょう

の 3第
だい

1項
こう

に規定
き て い

する登録
とうろく

を受
う

け、他人
た に ん

の求
もと

めに応
おう

じて当該
とうがい

機械
き か い

等
とう

について特
とく

定
てい

自
じ

主
しゅ

検査
け ん さ

を行
おこな

う者
もの

（以下
い か

「検査
け ん さ

業
ぎょう

者
しゃ

」という。）に実施
じ っ し

させなければならない。 
3 厚生

こうせい

労働
ろうどう

大臣
だいじん

は、第
だい

1項
こう

の規定
き て い

による自
じ

主
しゅ

検査
け ん さ

の適
てき

切
せつ

かつ有効
ゆうこう

な実施
じ っ し

を図
はか

るため必要
ひつよう

な自
じ

主
しゅ

検査
け ん さ

指針
し し ん

を公
こう

表
ひょう

するものとする。 
4 略

りゃく

 

 
 
  

表
ひょう

7-1 関係法令
かんけいほうれい
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第
だい

6 章 労働
ろうどう

者
しゃ

の就 業
しゅうぎょう

に当
あ

たっての措置
そ ち

 

 

第
だい

61条
じょう

 ＜就 業
しゅうぎょう

制限
せいげん

＞ 

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

は、クレーンの運転
うんてん

その他
た

の業務
ぎょうむ

で、政
せい

令
れい

で定
さだ

めるものについては、都
と

道
どう

府
ふ

県
けん

労
ろう

働
どう

局
きょく

長
ちょう

の当該
とうがい

業務
ぎょうむ

に係
かか

る免許
めんきょ

を受
う

けた者又
ものまた

は都
と

道
どう

府県
ふ け ん

労働
ろうどう

局 長
きょくちょう

の登録
とうろく

を受
う

けた者
もの

が 行
おこな

なう当該
とうがい

業
ぎょう

務
む

に係
かか

る技
ぎ

能
のう

講習
こうしゅう

を修 了
しゅうりょう

した者
もの

その他
た

厚生
こうせい

労働
ろうどう

省
しょう

令
れい

で定
さだ

める資格
し か く

を有
ゆう

する者
もの

でなければ、当該
とうがい

業
ぎょう

務
む

に就
つ

かせては

ならない。 
2 前項

ぜんこう

の規定
き て い

により当該
とうがい

業
ぎょう

務
む

につくことができる者
もの

以
い

外
がい

の者
もの

は、当該
とうがい

業
ぎょう

務
む

を行
おこな

なつてはならない。 
3 第

だい

1項
こう

の規定
き て い

により当該
とうがい

業
ぎょう

務
む

につくことができる者
もの

は、当該
とうがい

業
ぎょう

務
む

に従事
じゅうじ

するときは、これに係
かか

る

免許証
めんきょしょう

その他
た

の資格
し か く

を証
しょう

する書
しょ

面
めん

を携帯
けいたい

していなければならない。 
4 略

りゃく

 
 

機械
き か い

の運転
うんてん

者
しゃ

に必要
ひつよう

な資格
し か く

 

 
 

作業
さぎょう

者
しゃ

に必要
ひつよう

な資格
し か く

 

 
 

【政令
せいれい

】 

第
だい

20条
じょう

 ＜就 業
しゅうぎょう

制限
せいげん

に係
かか

る業
ぎょう

務
む

＞ 

法
ほう

第
だい

61 条
じょう

第
だい

1項
こう

の政
せい

令
れい

で定
さだ

める業
ぎょう

務
む

は、次
つぎ

のとおりとする。 
  

免許 技能講習 特別教育

5トン以上 ○

5トン未満 ○

5トン以上 ○

5トン未満 ○

5トン以上 ○

1トン未満 ○

3トン以上 ○

3トン未満 ○

締固め（ローラ） ○

3トン以上 ○

3トン未満 ○

1トン以上 ○

1トン未満 ○

1トン以上 ○

1トン未満 ○

資格の種類
機械の能力機械名

つり上げ
荷重

〃

クレーン

クレーン

床上操作式クレーン
（荷とともに移動）

移動式クレーン

不整地運搬車

1トン以上
5トン未満

○

最大積載量

つり上げ
荷重

整地、運搬、積込み用及び掘削用

解体用

車両系
建設機械

ショベルローダ、フォークローダ

機体質量

制限はない

機体質量

最大荷重

免許 技能講習 特別教育

1トン以上 ○

1トン未満 ○

○

○（作業主任者）
石綿取扱作業 石綿が使用されている建築物の解体等作業

作業名 作業内容
資格の種類

玉掛け作業 つり上げ荷重
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1～11 略
りゃく

 
12 機体

き た い

重量
じゅりょう

が 3 トン以上
いじょう

の別
べっ

表
ぴょう

第
だい

7第
だい

1号
ごう

、第
だい

2号
ごう

、第
だい

3号
ごう

又
また

は第
だい

6号
ごう

に掲
かか

げる建設
けんせつ

機械
き か い

で、動力
どうりょく

を用
もち

い、かつ、不特定
ふ と く て い

の場所
ば し ょ

に自走
じ そ う

することができるものの運転
うんてん

（道
どう

路上
ろじょう

を走行
そうこう

させる運転
うんてん

を除
のぞ

く。）の業
ぎょう

務
む

 
13 以下

い か

略
りゃく
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12.2. 労働
ろうどう

安全
あんぜん

衛生
えいせい

規則
き そ く

（抄
しょう

）（テキスト p.256） 
 
第
だい

1編
ぺん

 通則
つうそく

 

第
だい

7章
しょう

 免許
めんきょ

等
とう

 

第
だい

3節
せつ

 技能
ぎ の う

講習
こうしゅう

 

第
だい

82条
じょう

 ＜技
ぎ

能
のう

講習
こうしゅう

修 了 証
しゅうりょうしょう

の再交付
さ い こ う ふ

等
とう

＞ 

技
ぎ

能
のう

講習
こうしゅう

修 了 証
しゅうりょうしょう

の交付
こ う ふ

を受
う

けた者
もの

で、当該
とうがい

技
ぎ

能
のう

講習
こうしゅう

に係
かか

る業
ぎょう

務
む

に現
げん

に就
つ

いているもの又
また

は就
つ

こう

とするものは、これを滅失
めっしつ

し、又
また

は損傷
そんしょう

したときは、第
だい

3項
こう

に規定
き て い

する場合
ば あ い

を除
のぞ

き、技
ぎ

能
のう

講習
こうしゅう

修 了 証
しゅうりょうしょう

再交付
さ い こ う ふ

申込書
もうしこみしょ

（様
よう

式
しき

第
だい

18 条
じょう

）を技
ぎ

能
のう

講習
こうしゅう

修 了 証
しゅうりょうしょう

の交付
こ う ふ

を受
う

けた登録
とうろく

教 習
きょうしゅう

機関
き か ん

に提出
ていしゅつ

し、技
ぎ

能
のう

講習
こうしゅう

修 了 証
しゅうりょうしょう

の再交付
さ い こ う ふ

を受
う

けなければならない。 
2 前項

ぜんこう

に規定
き て い

する者
もの

は、氏名
し め い

を変更
へんこう

したときは、第
だい

3項
こう

に規定
き て い

する場合
ば あ い

を除
のぞ

き、技
ぎ

能
のう

講習
こうしゅう

修 了
しゅうりょう

証書
しょうかき

替
かえ

申込書
もうしこみしょ

（様
よう

式
しき

第
だい

18号
ごう

）を技
ぎ

能
のう

講習
こうしゅう

修 了 証
しゅうりょうしょう

の交付
こ う ふ

を受
う

けた登録
とうろく

教 習
きょうしゅう

機
き

関
かん

に提出
ていしゅつ

し、技
ぎ

能
のう

講習
こうしゅう

修 了 証
しゅうりょうしょう

の書替
か き か

えを受
う

けなければならない。 
3 第一項

だいいっこう

に規定
き て い

する者
もの

は、技
ぎ

能
のう

講習
こうしゅう

修 了 証
しゅうりょうしょう

の交付
こ う ふ

を受
う

けた登録
とうろく

教 習
きょうしゅう

機
き

関
かん

が当該
とうがい

技
ぎ

能
のう

講習
こうしゅう

の業
ぎょう

務
む

を

廃止
は い し

した場合
ば あ い

（当該
とうがい

登録
とうろく

を取
と

り消
け

された場合
ば あ い

及
およ

び当該
とうがい

登録
とうろく

がその効力
こうりょく

を失
うしな

った場合
ば あ い

を含
ふく

む。）及
およ

び労働
ろうどう

安全
あんぜん

衛生法
えいせいほう

及
およ

びこれに基
もと

づく命令
めいれい

に係
かか

る登録
とうろく

及
およ

び指定
し て い

に関
かん

する 省令
しょうれい

（昭和
しょうわ

四十七年
よんじゅうしちねん

労働
ろうどう

省
しょう

令
れい

第四十四号
だいよんじゅうよんごう

）第
だい

二十四
にじゅうよん

条
じょう

第一項
だいいっこう

ただし書
がき

に規定
き て い

する場合
ば あ い

に、これを滅失
めっしつ

し、若
も

しくは損傷
そんしょう

したとき又
また

は

氏名
し め い

を変更
へんこう

したときは、技
ぎ

能
のう

講習
こうしゅう

修 了
しゅうりょう

証明書
しょうめいしょ

交付
こ う ふ

申
もうし

込
こみ

書
しょ

（様
よう

式
しき

第十八号
だいじゅうはちごう

）を同項
どうこう

ただし書
がき

に規定
き て い

す

る厚生
こうせい

労働
ろうどう

大臣
だいじん

が指定
し て い

する機
き

関
かん

に提出
ていしゅつ

し、当該
とうがい

技
ぎ

能
のう

講習
こうしゅう

を修 了
しゅうりょう

したことを証
しょう

する書
しょ

面
めん

の交付
こ う ふ

を受
う

け

なければならない。 
 
第
だい

2編
へん

 安全
あんぜん

基準
きじゅん

 

第
だい

2章
しょう

 建設
けんせつ

機械
き か い

等
とう

 

第
だい

1節
せつ

 車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

 

第
だい

1款
かん

 総則
そうそく

 

第
だい

1款
かん

の 2 構造
こうぞう

 

第
だい

152条
じょう

 ＜前照
ぜんしょう

燈
とう

の設置
せ っ ち

＞ 

事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

には、前
ぜん

照
しょう

燈
とう

を備
そな

えなければならない。ただし、作業
さぎょう

を安全
あんぜん

に行
おこな

うため

必要
ひつよう

な照度
しょうど

が保
ほ

持
じ

されている場所
ば し ょ

において使用
し よ う

する車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

については、この限
かぎ

りではない。 
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第
だい

153条
じょう

 ＜ヘッドガード＞ 

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

は、岩石
がんせき

の落
らっ

下等
か と う

により労働者
ろうどうしゃ

に危険
き け ん

が生
しょう

ずるおそれのある場所
ば し ょ

で※1車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

（ブル・

ドーザー、トラクター・ショベル、ずり積機
つ み き

、パワー・ショベル、ドラグ・ショベル及
およ

び解体用
かいたいよう

機械
き か い

に限
かぎ

る。）を使
し

用
よう

するときは、当該
とうがい

車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

に堅固
け ん ご

なヘッドガード※2 を備
そな

えなければならない。 
 
注
ちゅう

1）「岩石
がんせき

の落下
ら っ か

等
とう

……おそれのある場所
ば し ょ

」とは、明
あか

り掘削
くっさく

の作業
さぎょう

、採石
さいせき

のための掘削
くっさく

の作業
さぎょう

、ずい道
どう

等
とう

の建設
けんせつ

の作業
さぎょう

等
とう

を当該
とうがい

機械
き か い

を用
もち

いて行
おこな

う場所
ば し ょ

であって、機械
き か い

による作業
さぎょう

が原因
げんいん

で岩石
がんせき

等
とう

の落下
ら っ か

を

招
まね

くような場所
ば し ょ

をいうものである。 
注 2）ヘッドガードについては、昭和

しょうわ

50.9.26基発
き は つ

第
だい

559号
ごう

通達
つうたつ

により構造
こうぞう

基準
きじゅん

が示
しめ

されている。 
 
第
だい

2款
かん

 車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の使
し

用
よう

に係
かか

る危険
き け ん

の防止
ぼ う し

 

第
だい

154条
じょう

 ＜調査
ちょうさ

及
およ

び記録
き ろ く

＞ 

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

は、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

を用
もち

いて作業
さぎょう

を行
おこな

なうときは、当該
とうがい

車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の転落
てんらく

、地山
じ や ま

の崩壊
ほうかい

等
とう

による労働
ろうどう

者
しゃ

の危険
き け ん

を防止
ぼ う し

するため、あらかじめ、当該
とうがい

作業
さぎょう

に係
かか

る場所
ば し ょ

について地形
ち け い

、地質
ち し つ

の状態
じょうたい

等
とう

を調査
ちょうさ

し、その結果
け っ か

を記録
き ろ く

しておかなければならない。 
 
第
だい

155条
じょう

 ＜作業
さぎょう

計画
けいかく

＞ 

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

は、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

を用
もち

いて作業
さぎょう

を行
おこな

なうときは、あらかじめ、前条
ぜんじょう

の規定
き て い

による調査
ちょうさ

によ

り知
し

り得
え

たところに適応
てきおう

する作業
さぎょう

計画
けいかく

を定
さだ

め、かつ、当該
とうがい

作業
さぎょう

計画
けいかく

により作業
さぎょう

を行
おこな

なわなければならな

い。 
2 前

ぜん

項
こう

の作業
さぎょう

計画
けいかく

は、次
つぎ

の事項
じ こ う

が示
しめ

されているものでなければならない。 
1 使

し

用
よう

する車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の種類
しゅるい

及
およ

び能力
のうりょく

 
2 車両

しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の運行
うんこう

経路
け い ろ

 
3 車両

しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

による作業
さぎょう

の方法
ほうほう

 
3 事

じ

業
ぎょう

者
しゃ

は、第
だい

1項
こう

の作業
さぎょう

計画
けいかく

を定
さだ

めたときは、前
ぜん

項
こう

第
だい

2号
ごう

及
およ

び第
だい

3号
ごう

の事
じ

項
こう

について関係
かんけい

労働
ろうどう

者
しゃ

に周知
しゅうち

させなければならない。 
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第
だい

156条
じょう

 ＜制限
せいげん

速度
そ く ど

＞ 

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

は、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

（最
さい

高速度
こ う そ く ど

が毎
まい

時
じ

10 キロメートル以下
い か

のものを除
のぞ

く。）を用
もち

いて作業
さぎょう

を行
おこな

なうときは、あらかじめ、当該
とうがい

作業
さぎょう

に係
かか

る場所
ば し ょ

の地形
ち け い

、地質
ち し つ

の状態
じょうたい

等
とう

※に応
おう

じた車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の適正
てきせい

な制限
せいげん

速度
そ く ど

を定
さだ

め、それにより作業
さぎょう

を行
おこな

なわなければならない。 
2 前

ぜん

項
こう

の車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の運転者
うんてんしゃ

は、同項
どうこう

の制限
せいげん

速度
そ く ど

をこえて車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

を運転
うんてん

してはならない。 
 
注）「地形

ち け い

、地質
ち し つ

の状態
じょうたい

等
とう

」の「等
とう

」には、他
た

の機械
き か い

設備
せ つ び

等
とう

が設置
せ っ ち

されている場合
ば あ い

なども含
ふく

まれる。 
 
第
だい

157条
じょう

 ＜転
てん

落
らく

等
とう

の防止
ぼ う し

等
とう

＞ 

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

は、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

を用
もち

いて作業
さぎょう

を行
おこな

うときは、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の転倒
てんとう

又
また

は転
てん

落
らく

による労働
ろうどう

者
しゃ

の危険
き け ん

を防止
ぼ う し

するため、当該
とうがい

車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の運
うん

行
こう

経
けい

路
ろ

について路肩
ろ か た

の崩壊
ほうかい

を防止
ぼ う し

すること、地盤
じ ば ん

の

不
ふ

同
どう

沈下
ち ん か

を防止
ぼ う し

すること、必要
ひつよう

な幅員
ふくいん

を保持
ほ じ

すること等
とう

※1必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

じなければならない。 
2 事

じ

業
ぎょう

者
しゃ

は、路肩
ろ か た

、傾斜地
け い し ゃ ち

等
とう

で車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

を用
もち

いて作業
さぎょう

を行
おこな

う場合
ば あ い

において、当該
とうがい

車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の転
てん

倒
とう

又
また

は転
てん

落
らく

により労働
ろうどう

者
しゃ

に危険
き け ん

が生
しょう

ずるおそれのあるときは、誘導者
ゆうどうしゃ

を配
ばい

置
ち

し※2、その者
もの

に

当該
とうがい

車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

を誘導
ゆうどう

させなければならない。 
3 前

ぜん

項
こう

の車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の運転
うんてん

者
しゃ

は、同
どう

項
こう

の誘導
ゆうどう

者
しゃ

が行
おこな

う誘導
ゆうどう

に従
したが

わなければならない。 
 
注 1）「必要

ひつよう

な幅員
ふくいん

を保持
ほ じ

する等
とう

」の「等
とう

」には、ガードレールの設置
せ っ ち

、標識
ひょうしき

の設定
せってい

等
とう

が含
ふく

まれる。 
注 2）転

てん

倒
とう

、転
てん

落
らく

等
とう

のおそれのないようにガードレールの設置
せ っ ち

、標識
ひょうしき

の設定
せってい

等
とう

が適切
てきせつ

に行
おこな

われている場合
ば あ い

には、第
だい

2項
こう

の誘導
ゆうどう

者
しゃ

の配
ばい

置
ち

を要
よう

しないものである。 
 
第
だい

157条
じょう

の 2 

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

は、路肩
ろ か た

、傾斜地
け い し ゃ ち

等
とう

であって、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の転
てん

倒
とう

又
また

は転
てん

落
らく

により運転
うんてん

者
しゃ

に危険
き け ん

が生
しょう

ずる

おそれのある場所
ば し ょ

においては、転
てん

倒
とう

時
じ

保護
ほ ご

構造
こうぞう

を有
ゆう

し、かつ、シートベルトを備
そな

えたもの以外
い が い

の車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

を使
し

用
よう

しないように努
つと

めるとともに、運転
うんてん

者
しゃ

にシートベルトを使
し

用
よう

させるように努
つと

めなければ

ならない。 
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第
だい

158条
じょう

 ＜接触
せっしょく

の防止
ぼ う し

＞ 

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

は、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

を用
もち

いて作業
さぎょう

を行
おこな

なうときは、運転中
うんてんちゅう

の車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

に接触
せっしょく

するこ

とにより労働
ろうどう

者
しゃ

に危険
き け ん

が生
しょう

ずるおそれのある箇所
か し ょ

※に、労働
ろうどう

者
しゃ

を立
た

ち入
い

らせてはならない。ただし、誘導
ゆうどう

者
しゃ

を配
ばい

置
ち

し、その者
もの

に当該
とうがい

車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

を誘導
ゆうどう

させるときは、この限
かぎ

りではない。 
2 前

ぜん

項
こう

の車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の運転
うんてん

者
しゃ

は、同
どう

項
こう

ただし書
がき

の誘導
ゆうどう

者
しゃ

が行
おこな

なう誘導
ゆうどう

に従
したが

わなければならない。 
 
注）「危険

き け ん

が生
しょう

ずるおそれのある箇所
か し ょ

」には、機械
き か い

の走行
そうこう

範囲
は ん い

のみならずアーム、ブーム等
とう

の作業
さぎょう

装置
そ う ち

の

稼働
か ど う

範囲内
は ん い な い

の場所
ば し ょ

が含
ふく

まれる。 
 
第
だい

159条
じょう

 ＜合図
あ い ず

＞ 

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

は、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の運転
うんてん

について誘導
ゆうどう

者
しゃ

を置
お

くときは、一定
いってい

の合図
ず

を定
さだ

め、誘導
ゆうどう

者
しゃ

に当該
とうがい

合
あい

図
ず

を行
おこな

なわせなければならない。 
2 前

ぜん

項
こう

の車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の運転
うんてん

者
しゃ

は、同
どう

項
こう

の合
あい

図
ず

に従
した

わなければならない。 
 
第
だい

160条
じょう

 ＜運転
うんてん

位置
い ち

から離
はな

れる場合
ば あ い

の措置
そ ち

＞ 

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

は、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の運転
うんてん

者
しゃ

が運転
うんてん

位置
い ち

から離
はな

れるときは、当該
とうがい

運転
うんてん

者
しゃ

に次
つぎ

の措置
そ ち

を講
こう

じさせ

なければならない。 
1 バケツト、ジツパー等

とう

※1 の作業
さぎょう

装置
そ う ち

を地上
ちじょう

に下
お

ろすこと。 
2 原動機

げ ん ど う き

を止
と

め、かつ、走行
そうこう

ブレーキをかける等
とう

※2 の車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の逸走
いっそう

を防止
ぼ う し

する措置
そ ち

を講
こう

ず

ること。 
2 前

ぜん

項
こう

の運転
うんてん

者
しゃ

は、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の運転
うんてん

位置
い ち

から離
はな

れるときは、同
どう

項
こう

各号
かくごう

に掲
かか

げる措
そ

置
ち

を講
こう

じなけれ

ばならない。 
 
注 1）「バケット、ジッパー等

とう

」の「等
とう

」には、ショベル、排土板
は い ど ば ん

等
とう

がある。 
注 2）「走行

そうこう

ブレーキをかける等
とう

」の「等
とう

」には、くさび、ストッパー等
とう

で止
と

めることが含
ふく

まれる。 
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第
だい

161条
じょう

 ＜車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の移送
い そ う

＞ 

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

は、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

を移送
い そ う

するため自走
じ そ う

又
また

はけん引
いん

により貨物
か も つ

自動車
じ ど う し ゃ

等
とう

※1 に積卸
つみおろ

しを行
おこな

う

場合
ば あ い

において、道板
みちいた

、盛
もり

土
ど

等
とう

を使
し

用
よう

するときは、当該
とうがい

車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の転
てん

倒
とう

、転
てん

落
らく

等
とう

による危険
き け ん

を防止
ぼ う し

するため、次
つぎ

に定
さだ

めるところによらなければならない。 
1 積卸

つみおろ

しは、平
へい

たんで堅固
け ん ご

な場所
ば し ょ

において行
おこな

なうこと。 
2 道板

みちいた

を使
し

用
よう

するときは、十分
じゅうぶん

な※2長
なが

さ、幅
はば

及
およ

び強
きょう

度
ど

を有
ゆう

する道板
みちいた

を用
もち

い、適当
てきとう

なこう配
ばい

※3 で確実
かくじつ

に取
と

り付
つ

けること。 
3 盛

もり

土
ど

、仮設
か せ つ

台
だい

等
とう

を使
し

用
よう

するときは、十分
じゅうぶん

な幅
はば

及
およ

び強
きょう

度
ど

※4並
なら

びに適度
て き ど

なこう配
ばい

を確保
か く ほ

すること。 
 
注 1）「貨物

か も つ

自動車
じ ど う し ゃ

等
とう

」の「等
とう

」には、トレーラーが含
ふく

まれる。 
注 2）「十分

じゅうぶん

な長
なが

さ」の「十分
じゅうぶん

な」とは、積卸
つみおろ

しを行
おこな

う車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の重量
じゅりょう

及
およ

び大
おお

きさに応
おう

じて決定
けってい

されるべきものである。 
注 3）「適当

てきとう

なこう配
ばい

」とは、当該
とうがい

機械
き か い

の登坂力
とはんりょく

等
とう

の性能
せいのう

を勘案
かんあん

し、安全
あんぜん

な範囲
は ん い

のこう配
ばい

をいうものであ

る。 
注 4）「盛

もり

土
ど

の強
きょう

度
ど

」については、盛
もり

土
ど

にくい丸太
ま る た

打
う

ちを施
ほどこ

し、かつ、十分
じゅうぶん

につき固
かた

めるなどの措置
そ ち

を

講
こう

ずることにより確
かく

保
ほ

されるものである。 
 
第
だい

162条
じょう

 ＜とう乗
じょう

の制限
せいげん

＞ 

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

は、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

を用
もち

いて作業
さぎょう

を行
おこな

なうときは、乗車席
じょうしゃせき

※以
い

外
がい

の箇所
か し ょ

に労働
ろうどう

者
しゃ

を乗
の

せては

ならない。 
 
注）「乗車席

じょうしゃせき

」とは、運転席
うんてんせき

、助手席
じょしゅせき

その他
た

乗車
じょうしゃ

のための席
せき

をいうものである。 
 
第
だい

163条
じょう

 ＜使
し

用
よう

の制限
せいげん

＞ 

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

は、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

を用
もち

いて作業
さぎょう

を行
おこな

うときは、転
てん

倒
とう

及
およ

びブーム、アーム等
とう

の作業
さぎょう

装置
そ う ち

の破壊
は か い

による労働
ろうどう

者
しゃ

の危険
き け ん

を防止
ぼ う し

するため、当該
とうがい

車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

についてその構造上
こうぞうじょう

定
さだ

められた※安定度
あ ん て い ど

、

最大
さいだい

使
し

用
よう

荷重
かじゅう

等
とう

を守
まも

らなければならない。 
 
注）「その構造上

こうぞうじょう

定
さだ

められた」とは、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の構造
こうぞう

規格
き か く

で示
しめ

されたものである。 
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第
だい

164条
じょう

 ＜主
しゅ

たる用
よう

途
と

以
い

外
がい

の使
し

用
よう

の制限
せいげん

＞ 

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

は、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

を、パワー・ショベルによる荷
に

のつり上
あ

げ、クラムシェルによる労働
ろうどう

者
しゃ

の

昇降
しょうこう

等
とう

※1当該
とうがい

車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の主
しゅ

たる用
よう

途
と

以
い

外
がい

の用
よう

途
と

に使
し

用
よう

してはならない。 
2 前

ぜん

項
こう

の規定
き て い

は、次
つぎ

のいずれかに該当
がいとう

する場合
ば あ い

には適用
てきよう

しない。 
1 荷

に

のつり上
あ

げの作業
さぎょう

※2 を行
おこな

う場合
ば あ い

であつて、次
つぎ

のいずれにも該当
がいとう

するとき。 
イ 作業

さぎょう

の性質上
せいしつじょう

やむを得
え

ないとき又
また

は安全
あんぜん

な作業
さぎょう

の遂行上
すいこうじょう

必要
ひつよう

なとき※3。 
ロ アーム、バケット等

とう

の作業
さぎょう

装置
そ う ち

に次
つぎ

のいずれにも該当
がいとう

するフック、シャックル等
とう

の金具
か な ぐ

その他
た

のつり

上
あ

げ用
よう

の器具
き ぐ

を取
と

り付
つ

けて使
し

用
よう

するとき※4。 
(1) 負荷

ふ か

させる荷重
かじゅう

に応
おう

じた十分
じゅうぶん

な強
きょう

度
ど

※5 を有
ゆう

するものであること。 
(2) 外

はず

れ止
ど

め装置
そ う ち

が使
し

用
よう

されていること等
とう

により当該
とうがい

器具
き ぐ

からつり上
あ

げた荷
に

が落下
ら っ か

するおそれのないも

のであること。 
(3) 作業

さぎょう

装置
そ う ち

から外
はず

れるおそれのないものであること※6。 
2 荷

に

のつり上
あ

げの作業
さぎょう

以
い

外
がい

の作業
さぎょう

を行
おこな

う場合
ば あ い

であって、労働
ろうどう

者
しゃ

に危険
き け ん

を及
およ

ぼすおそれのないとき。 
 
注 1）「クラムシェルによる労働

ろうどう

者
しゃ

の昇降
しょうこう

等
とう

」の「等
とう

」には、ブーム、アーム等
とう

をタラップの代
か

わりに使
し

用
よう

すること等
とう

がある。 
注 2）「荷

に

のつり上
あ

げの作業
さぎょう

」には、荷
に

をつってのブームの旋回
せんかい

、荷
に

をつっての走行
そうこう

を含
ふく

む。 
注 3）「作業

さぎょう

の性質上
せいしつじょう

やむを得
え

ないとき又
また

は安全
あんぜん

な作業
さぎょう

の遂行上
すいこうじょう

必要
ひつよう

なとき」には、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

を

用
もち

いる掘削
くっさく

作業
さぎょう

の一環
いっかん

として土砂
ど し ゃ

崩壊
ほうかい

による危険
き け ん

を少
すく

なくするため、一時的
い ち じ て き

に土
ど

止
ど

め用
よう

矢板
や い た

、ヒュー

ム管
かん

等
とう

のつり上
あ

げ作業
さぎょう

を行
おこな

う場合
ば あ い

、作業
さぎょう

場所
ば し ょ

が狭
きょう

あいなため、移動式
い ど う し き

クレーンを搬入
はんにゅう

して作業
さぎょう

を

行
おこな

えば作業
さぎょう

場所
ば し ょ

がより錯
さく

そうし、危険
き け ん

が増
ま

すと考
かんが

えられる場合
ば あ い

があること。 
注 4）「作業

さぎょう

装置
そ う ち

につり上
あ

げ用
よう

の器
き

具
ぐ

を取
と

り付
つ

けて使
し

用
よう

するとき」とは、作業
さぎょう

装置
そ う ち

にフック、シャックル、

ワイヤロープ、つりチェーン等
とう

が容易
よ う い

に外
はず

れないように装着
そうちゃく

され、これを用
もち

いて荷
に

のつり上
あ

げ作業
さぎょう

を行
おこな

う場合
ば あ い

をいうものであり、バケットの爪
つめ

にワイヤロープをかけて荷
に

をつり上
あ

げるような場合
ば あ い

、

ブーム、アームに直接
ちょくせつ

ワイヤロープを回
まわ

して荷
に

をつり上
あ

げるような場合
ば あ い

は含
ふく

まないものであること。 
注 5）つり上

あ

げ用
よう

の器
き

具
ぐ

の強
きょう

度
ど

は、安全
あんぜん

係数
けいすう

（つり上
あ

げ用
よう

の器
き

具
ぐ

の切断
せつだん

荷重
かじゅう

の値
あたい

を第
だい

3項
こう

第
だい

4号
ごう

の荷重
かじゅう

の

値
あたい

で除
じょ

した値
あたい

をいう。）を五
ご

以
い

上
じょう

とすること。 
注 6）「作業

さぎょう

装置
そ う ち

から外
はず

れるおそれのないもの」とは、フック等
とう

を溶接
ようせつ

により取
と

り付
つ

けたものにあっては、

溶
と

け込
こ

み、のど厚
あつ

等
とう

が十分
じゅうぶん

に得
え

られる溶接
ようせつ

とし、かつ、当該
とうがい

取付部
と り つ け ぶ

の全周
ぜんしゅう

にわたり溶接
ようせつ

したもので

あること。 
注）玉掛

た ま か

け用
よう

ワイヤロープ等
とう

を掛
か

け、又
また

は外
はず

す業
ぎょう

務
む

は、玉掛
た ま か

け技
ぎ

能
のう

講習
こうしゅう

を修 了
しゅうりょう

した者
もの

又
また

は玉掛
た ま か

けの業
ぎょう

務
む

に係
かか

る特別
とくべつ

教育
きょういく

を修
しゅう

了
りょう

した者
もの

に行
おこな

わせるよう指導
し ど う

すること。 
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第
だい

165条
じょう

 ＜修理
しゅうり

等
とう

＞ 

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

は、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の修理
しゅうり

又
また

はアタッチメントの装着
そうちゃく

又
また

は取
と

り外
はず

しの作業
さぎょう

を行
おこな

うときは、

当該
とうがい

作業
さぎょう

を指揮
し き

する者
もの

を定
さだ

め、その者
もの

に次
つぎ

の措置
そ ち

を講
こう

じさせなければならない。 
1 作業

さぎょう

手順
てじゅん

を決定
けってい

し、作業
さぎょう

を指揮
し き

すること。 
2 次

じ

条
じょう

第
だい

1項
こう

に規定
き て い

する安全
あんぜん

支柱
しちゅう

、安全
あんぜん

ブロック等
とう

及
およ

び第
だい

166 条
じょう

の 2第
だい

1項
こう

に規定
き て い

する架
か

台
だい

の使
し

用
よう

状 況
じょうきょう

を監視
か ん し

すること。 
 
第
だい

166条
じょう

 ＜ブーム等
とう

の降下
こ う か

による危険
き け ん

の防止
ぼ う し

＞ 

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

は、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

のブーム、アーム等
とう

を上
あ

げ、その下
した

で修理
しゅうり

、点検
てんけん

等
とう

の作業
さぎょう

を行
おこな

うときは、

ブーム、アーム等
とう

が不意
ふ い

に降下
こ う か

することによる労働
ろうどう

者
しゃ

の危険
き け ん

を防止
ぼ う し

するため、当該
とうがい

作業
さぎょう

に従事
じゅうじ

する労働
ろうどう

者
しゃ

に安全
あんぜん

支柱
しちゅう

、安全
あんぜん

ブロック等
とう

を使
し

用
よう

させなければならない。 
2 前

ぜん

項
こう

の作業
さぎょう

に従事
じゅうじ

する労働
ろうどう

者
しゃ

は、同
どう

項
こう

の安全
あんぜん

支柱、安全
あんぜん

ブロック等
とう

※を使
し

用
よう

しなければならない。 
 
注）「安全

あんぜん

ブロック等
とう

」の「等
とう

」には、架
か

台
だい

等
とう

がある。 
 
第
だい

166条
じょう

の 2 ＜アタッチメントの倒壊
とうかい

等
とう

による危険
き け ん

の防止
ぼ う し

＞ 

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

は、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

のアタッチメントの装着
そうちゃく

又
また

は取
と

り外
はず

しの作業
さぎょう

を行
おこな

うときは、アタッチメ

ントが倒壊
とうかい

すること等
とう

による労働
ろうどう

者
しゃ

の危険
き け ん

を防止
ぼ う し

するため、当該
とうがい

作業
さぎょう

に従
じゅう

事
じ

する労働
ろうどう

者
しゃ

に架
か

台
だい

を使
し

用
よう

さ

せなければならない。 
2 前

ぜん

項
こう

の作業
さぎょう

に従
じゅう

事
じ

する労働
ろうどう

者
しゃ

は、同
どう

項
こう

の架
か

台
だい

を使
し

用
よう

しなければならない。 
 
第
だい

166条
じょう

の 3 ＜アタッチメントの装着
そうちゃく

の制限
せいげん

＞ 

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

は、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

にその構造上
こうぞうじょう

定
さだ

められた重量
じゅりょう

を超
こ

えるアタッチメントを装着
そうちゃく

してはなら

ない。 
 
第
だい

166条
じょう

の 4 ＜アタッチメントの重量
じゅりょう

の表示
ひょうじ

等
とう

＞ 

事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

は、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

のアタッチメントを取
と

り替
か

えたときは、運転
うんてん

者
しゃ

の見
み

やすい位置
い ち

にアタッチ

メントの重量
じゅりょう

（バケット、ジッパー等
とう

を装着
そうちゃく

したときは、当該
とうがい

バケット、ジッパー等
とう

の容量
ようりょう

又
また

は最大
さいだい

積載
せきさい

重量
じゅりょう

を含
ふく

む。以下
い か

この条
じょう

において同
おな

じ。）を表示
ひょうじ

し、又
また

は当該
とうがい

車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

に運転
うんてん

者
しゃ

が、アタッ

チメントの重量
じゅりょう

を容易
よ う い

に確認
かくにん

できる書
しょ

面
めん

を備
そな

え付
つ

けなければならない。 
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第
だい

4編
ぺん

 特別
とくべつ

規則
き そ く

 

第
だい

2章
しょう

 機械
き か い

等
とう

貸与者
た い よ し ゃ

等
とう

に関
かん

する特
とく

別
べつ

規制
き せ い

 

第
だい

666条
じょう

 ＜機械
き か い

等
とう

貸与者
た い よ し ゃ

の講
こう

ずべき措置
そ ち

＞ 

前条
ぜんじょう

に規定
き て い

する者
もの

（以下
い か

「機械
き か い

等
とう

貸与者
た い よ し ゃ

」という。）は、当該
とうがい

機械
き か い

等
とう

を他
た

の事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

に貸与
た い よ

するときは、

次
つぎ

の措置
そ ち

を講
こう

じなければならない。 
1 当該

とうがい

機械
き か い

等
とう

をあらかじめ※1点
てん

検
けん

し、異常
いじょう

を認
みと

めたときは、補修
ほしゅう

その他
た

必要
ひつよう

な整備
せ い び

を行
おこな

なうこと。 
2 当該

とうがい

機械
き か い

等
とう

の貸与
た い よ

を受
う

ける事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

に対
たい

し、次
つぎ

の事
じ

項
こう

を記載
き さ い

した書
しょ

面
めん

を交付
こ う ふ

すること。 
イ 当該

とうがい

機械
き か い

等
とう

の能力
のうりょく

※2 
ロ 当該

とうがい

機械
き か い

等
とう

の特性
とくせい

その他
た

その使用上
しようじょう

の注意
ちゅうい

すべき事
じ

項
こう

※3 
2 前

ぜん

項
こう

の規定
き て い

は、機械
き か い

等
とう

の貸与
た い よ

で、当該
とうがい

貸与
た い よ

の対象
たいしょう

となる機械
き か い

等
とう

についてその購入
こうにゅう

の際
さい

の機種
き し ゅ

の選定
せんてい

、

貸与後
た い よ ご

の保守
ほ し ゅ

等
とう

当
とう

該
がい

機械
き か い

等
とう

の所有者
しょゆうしゃ

が行
おこな

なうべき業
ぎょう

務
む

を当該
とうがい

機械
き か い

等
とう

の貸与
た い よ

を受
う

ける事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

が行
おこな

なう

もの（小規模
し ょ う き ぼ

企業
きぎょう

等
とう

設備
せ つ び

導入
どうにゅう

資金
し き ん

助成法
じょせいほう

（昭和
しょうわ

31年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

115号
ごう

）第
だい

2 条
じょう

第
だい

6項
こう

に規定
き て い

する都道府県
と ど う ふ け ん

の設備
せ つ び

貸与
た い よ

機
き

関
かん

が行
おこな

う設備
せ つ び

貸与
た い よ

事業
じぎょう

を含
ふく

む。）については、適用
てきよう

しない※4。 
 
注 1）「あらかじめ」とは、必

かなら

ずしも貸与
た い よ

の都度
つ ど

全部
ぜ ん ぶ

について点検
てんけん

を行
おこな

う趣旨
し ゅ し

ではなく、使
し

用
よう

の状 況
じょうきょう

に

応
おう

じて必要
ひつよう

部分
ぶ ぶ ん

に限
かぎ

ることは差
さ

しつかえないものである。 
注 2）「当該

とうがい

機械
き か い

等
とう

の能力
のうりょく

」とは、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

については、使用上
しようじょう

特
とく

に必要
ひつよう

な能力
のうりょく

、たとえば、安定度
あ ん て い ど

、

バケット容量
ようりょう

等
とう

主要
しゅよう

な事
じ

項
こう

でよいものである。 
注 3）「その他

た

その使用上
しようじょう

注意
ちゅうい

すべき事
じ

項
こう

」とは、使
し

用
よう

燃料
ねんりょう

、調整
ちょうせい

の方法等当該
ほうほうとうとうがい

機械
き か い

の使
し

用
よう

上
じょう

注意
ちゅうい

すべ

き事
じ

項
こう

をいうものである。 
注 4）第

だい

2項
こう

の趣旨
し ゅ し

は、金融上
きんゆうじょう

の手段
しゅだん

としてリース形式
けいしき

をとっているものについては、本条
ほんじょう

の趣旨
し ゅ し

から

適用
てきよう

しないこととしたものである。 
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12.3. 車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

構造
こうぞう

規格
き か く

（テキスト p.276） 

第
だい

1 条
じょう

 ＜強
きょう

度
ど

等
とう

＞ 
第
だい

2 条
じょう

 ＜安定度
あ ん て い ど

＞ 
第
だい

3 条
じょう

（くい打機
う ち き

及
およ

びくい抜機
ぬ き き

の安定度
あ ん て い ど

） 
第
だい

4 条
じょう

（掘削用
くっさくよう

機械
き か い

（履帯式
り た い し き

のものを除
のぞ

く。）及
およ

び解体用
かいたいよう

機械
き か い

（履帯式
り た い し き

のものを除
のぞ

く。）の後方
こうほう

安定度
あ ん て い ど

） 
第
だい

5 条
じょう

 ＜走行用
そうこうよう

ブレーキ等
とう

＞ 
第
だい

6 条
じょう

 ＜作業
さぎょう

装置用
そ う ち よ う

ブレーキ＞ 
第
だい

7 条
じょう

 ＜走行
そうこう

装置
そ う ち

等
とう

の操作
そ う さ

部
ぶ

分
ぶん

＞ 
第
だい

8 条
じょう

（当該
とうがい

操作
そ う さ

部
ぶ

分
ぶん

の機能
き の う

、操作
そ う さ

の方法
ほうほう

等
とう

その操作
そ う さ

に関
かん

し必要
ひつよう

な事
じ

項
こう

） 
第
だい

9 条
じょう

 ＜運転
うんてん

に必要
ひつよう

な視界
し か い

等
とう

＞ 
第
だい

10 条
じょう

 ＜昇降
しょうこう

設備
せ つ び

＞ 
第
だい

11 条
じょう

 ＜アーム等
とう

の昇降
しょうこう

による危険
き け ん

防止
ぼ う し

設備
せ つ び

＞ 
第
だい

12 条
じょう

 ＜方向
ほうこう

指示器
し じ き

＞ 
第
だい

13 条
じょう

 ＜警報
けいほう

装置
そ う ち

＞ 
第
だい

13 条
じょう

の 2 ＜作業
さぎょう

範囲
は ん い

を超
こ

えたときの自動
じ ど う

停止
て い し

装置
そ う ち

等
とう

＞ 
第
だい

14 条
じょう

 ＜安全
あんぜん

弁
べん

等
とう

＞ 
第
だい

15 条
じょう

 ＜表示
ひょうじ

＞ 
第
だい

16 条
じょう

 ＜特殊
とくしゅ

な構造
こうぞう

の車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

＞ 
第
だい

17 条
じょう

 ＜適
てき

用
よう

除外
じょがい

＞ 
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試験
し け ん

問題集
もんだいしゅう

 

第
だい

１章
しょう

 車 両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

に関
かん

する基礎的
き そ て き

知識
ち し き

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

1（整地
せ い ち

・運搬
うんぱん

・積込
つみこみ

み用
よう

機械
き か い

） 

整地
せ い ち

・運搬
うんぱん

・積込
つみこみ

み用
よう

機械
き か い

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）トラクター・ショベルは、トラクター本体
ほんたい

に作業
さぎょう

装置
そ う ち

であるブレード（排土板
は い ど ば ん

）を取
とり

付
つ

けたもので、

整地
せ い ち

・押土
お し ど

等
とう

の作業
さぎょう

に用
もち

いられる。 

（２）ブル・ドーザーはショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の代表的
だいひょうてき

なものである。 

（３）ブル・ドーザーは、クローラ式
しき

またはホイール式
しき

のトラクター本体
ほんたい

に作業
さぎょう

装置
そ う ち

であるバケットを取
とり

付
つ

けたもので、積
つみ

込
こみ

み・運搬
うんぱん

・地表
ちひょう

面上
めんじょう

の切
きり

取
とり

り等
とう

の作業
さぎょう

に用
もち

いられる。 

（４）トラクター・ショベルは、積
つみ

込
こみ

み用
よう

機械
き か い

の代表的
だいひょうてき

なものである。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

2（掘削用
くっさくよう

機械
き か い

） 

掘削用
くっさくよう

機械
き か い

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）ドラグラインは、ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の本体
ほんたい

に作業
さぎょう

装置
そ う ち

であるドラグラインバケットを取
とり

付
つ

けたも

ので、地表
ちひょう

から下
した

の掘削
くっさく

に用
もち

いられる。 

（２）バケット掘削機
く っ さ く き

は、バケットを放
ほう

り投
な

げるようにして遠
とお

くに飛
と

ばして掘削
くっさく

するので掘削
くっさく

範囲
は ん い

が広
ひろ

い。 

（３）バケット掘削機
く っ さ く き

は、大規模
だ い き ぼ

土木
ど ぼ く

工事
こ う じ

に用
もち

いられ、比較的
ひ か く て き

硬
かた

い土
つち

の掘削
くっさく

に適
てき

している。 

（４）バケット掘削機
く っ さ く き

は、連続
れんぞく

して溝
みぞ

を掘
ほ

ることができ、ガス管
かん

、水道管
すいどうかん

等
とう

の埋設用
まいせつよう

の溝
みぞ

掘
ほ

りに用
もち

いられ

る。 
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■問題
もんだい

番号
ばんごう

3（車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

に関
かん

する用語
よ う ご

） 

車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

に関
かん

する用語
よ う ご

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）機械
き か い

重 量
じゅうりょう

（or質量
しつりょう

）とは、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

から作業
さぎょう

装置
そ う ち

を除
のぞ

いた乾燥
かんそう

質量
しつりょう

（燃料
ねんりょう

、油類
あぶらるい

、水
みず

等
とう

が入
はい

っていない質量
しつりょう

）であり、すなわち機械
き か い

本体
ほんたい

の質量
しつりょう

をいうものである。 

（２）機体
き た い

重 量
じゅうりょう

（or質量
しつりょう

）とは、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

に必要
ひつよう

な作業
さぎょう

装置
そ う ち

を取
とり

付
つ

けた状態
じょうたい

の質量
しつりょう

で、バケ

ット等
とう

に荷重
かじゅう

を積載
せきさい

していない状態
じょうたい

（無負荷
む ふ か

状態
じょうたい

）の湿式
しっしき

質量
しつりょう

（燃料
ねんりょう

、油類
あぶらるい

、水
みず

等
とう

が入
はい

っている

質量
しつりょう

）をいうものである。 

（３）機体
き た い

重 量
じゅうりょう

（or質量
しつりょう

）とは、機械
き か い

重 量
じゅうりょう

（or質量
しつりょう

）、最大
さいだい

積載
せきさい

重 量
じゅうりょう

（or質量
しつりょう

）及
およ

び 70kg に乗車
じょうしゃ

定員
ていいん

を掛
か

けて得
え

た質量
しつりょう

を加
くわ

えたものである。 

（４）機械
き か い

総 重 量
そうじゅうりょう

（or質量
しつりょう

）とは、機械
き か い

重 量
じゅうりょう

（or質量
しつりょう

）、最大
さいだい

積載
せきさい

重 量
じゅうりょう

（or質量
しつりょう

）及
およ

び 55kg に乗車
じょうしゃ

定員
ていいん

を掛
か

けて得
え

た質量
しつりょう

を加
くわ

えたものである。 

 

  

148 (JP)



  
 

第
だい

４章
しょう

 車 両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の走行
そうこう

に関
かん

する装置
そ う ち

の取 扱
とりあつか

い 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

4（エンジン始動前
し ど う ま え

の基本
き ほ ん

操作
そ う さ

） 

エンジン始動前
し ど う ま え

の基本
き ほ ん

操作
そ う さ

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、最
もっと

も不適切
ふ て き せ つ

なものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）変速
へんそく

レバー及
およ

び各作業
かくさぎょう

装置
そ う ち

レバーは、中立
ちゅうりつ

にしておき、油圧
ゆ あ つ

ロックレバーはロック位置
い ち

にしてお

く。 

（２）主
しゅ

クラッチレバーは、「入
いり

」にする。 

（３）燃料
ねんりょう

レバーは、ローアイドリングにする。 

（４）シートベルト装着車
そうちゃくしゃ

では、シートベルトを締
し

めること。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

5（エンジン始動後
し ど う ご

の基本
き ほ ん

操作
そ う さ

） 

エンジン始動後
し ど う ご

の基本
き ほ ん

操作
そ う さ

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、最
さい

も不適切
ふ て き せ つ

なものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）エンジンが冷
ひ

えているときは、急加速
きゅうかそく

させる。 

（２）暖機
だ ん き

運転
うんてん

を行
おこな

いながら、各計器
か く け い き

の指度
し ど

はよいか確認
かくにん

する。 

（３）暖機
だ ん き

運転
うんてん

を行
おこな

いながら、水
みず

もれ、油
あぶら

もれ、エンジン音
おん

、排気
は い き

色
しょく

、振動
しんどう

その他
た

の異常
いじょう

がないか確認
かくにん

する。 

（４）暖機
だ ん き

運転
うんてん

を行
おこな

いながら、モニタリングシステムの確認
かくにん

などを行
おこな

う。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

6（ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の発進
はっしん

時
じ

の取
とり

扱
あつか

い） 

ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の発進
はっしん

時
じ

の取
とり

扱
あつか

いについて、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、最
もっと

も不適切
ふ て き せ つ

なものを 1つ

選
えら

べ。 

 

（１）旋回
せんかい

走行
そうこう

切換
きりかえ

ボタンまたはレバーを走行
そうこう

の位置
い ち

に移
うつ

す。 

（２）走行
そうこう

ブレーキのボタンまたはレバーを操作
そ う さ

してブレーキをゆるめる。 

（３）燃料
ねんりょう

調整
ちょうせい

レバーを引
ひ

いてエンジンの回転
かいてん

を上
あ

げる。 

（４）走行
そうこう

レバーを前方
ぜんぽう

に押
お

すと機械
き か い

は後進
こうしん

し、後方
こうほう

に引
ひ

くと機械
き か い

は前進
ぜんしん

する。 
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■問題
もんだい

番号
ばんごう

7（パワーシフト式
しき

建設
けんせつ

機械
き か い

の走行中
そうこうちゅう

の取
とり

扱
あつか

い） 

パワーシフト式
しき

建設
けんせつ

機械
き か い

の走行中
そうこうちゅう

の取
とり

扱
あつか

いについて、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）坂
さか

を上
あ

がりきったときは急
きゅう

に負荷
ふ か

が減
へ

り、走行
そうこう

速度
そ く ど

が遅
おそ

くなって危険
き け ん

になるので走行
そうこう

速度
そ く ど

を上
あ

げ

る。 

（２）土砂
ど し ゃ

を積
つみ

込
こ

むためダンプトラックへ接近
せっきん

したときは危険
き け ん

になるので走行
そうこう

速度
そ く ど

を落
お

とす。このときは

同時
ど う じ

に変速段
へんそくだん

も落
お

とすとよい。 

（３）作業中
さぎょうちゅう

油
ゆ

温
おん

計
けい

が上
あ

がりすぎるときは、高速
こうそく

にして負荷
ふ か

を増加
ぞ う か

させる。 

（４）作業中
さぎょうちゅう

はフルスロットルでなければならないが、単
たん

なる移動
い ど う

やトラック待
ま

ちのときでも、エンジ

ン回転
かいてん

を上
あ

げる。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

8（トラクター系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の登
と

・降坂
こうはん

の取
とり

扱
あつか

い） 

トラクター系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の登
と

・降坂
こうはん

の取
とり

扱
あつか

いについて、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）登坂中
とはんちゅう

エンジンが止
と

まったときは、左右
さ ゆ う

の操向
そうこう

ブレーキを踏
ふ

み込
こみ

んで建設
けんせつ

機械
き か い

を止
と

め、主
しゅ

クラッチ

を切
き

り（ダイレクトドライブ式
しき

の場合
ば あ い

）、変速
へんそく

レバーを中立
ちゅうりつ

にしてエンジンをスタートさせる。 

（２）後進
こうしん

で降
お

りるときは、降坂
こうはん

の操作
そ う さ

要領
ようりょう

で変速
へんそく

レバーをバックに入
い

れて、走行用
そうこうよう

ブレーキをかけた

状態
じょうたい

で降
お

りる。 

（３）下
くだ

り坂
ざか

は距離
き ょ り

が短
みじか

い場合
ば あ い

にはクラッチを切
き

って降
お

りる。 

（４）急坂
きゅうはん

のときは変速
へんそく

レバーを高速段
こうそくだん

に入
い

れ、エンジンブレーキと走行用
そうこうよう

ブレーキを併用
へいよう

して降
お

りる。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

9（ダイレクトドライブ式
しき

建設
けんせつ

機械
き か い

の走行
そうこう

を停止
て い し

するときの取
とり

扱
あつか

い） 

ダイレクトドライブ式
しき

建設
けんせつ

機械
き か い

の走行
そうこう

を停止
て い し

するときの取
とり

扱
あつか

いについて、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、

正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）一般
いっぱん

に主
しゅ

クラッチレバーは前
まえ

に倒
たお

し、ブレーキペダルを踏
ふ

んで停止
て い し

させ、変速
へんそく

レバーは「入
いり

」の

状態
じょうたい

にする。 

（２）エンジンはアイドリングさせずに止
と

める。 

（３）停止後
て い し ご

すぐに運転
うんてん

しないときは、バケットなどを地面
じ め ん

から上
あ

げた状態
じょうたい

にして、ブレーキペダルを

ロックする。 

（４）坂道
さかみち

に停止
て い し

するときは、建設
けんせつ

機械
き か い

の逸走
いっそう

を防
ぼう

ぐため足
あし

回
まわ

りに歯
は

止
ど

めなどを確実
かくじつ

に使用
し よ う

する。 
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■問題
もんだい

番号
ばんごう

10（建設
けんせつ

機械
き か い

の駐
ちゅう

車
しゃ

（駐機
ちゅうき

）時
じ

の取
とり

扱
あつか

い） 

建設
けんせつ

機械
き か い

の駐
ちゅう

車
しゃ

（駐機
ちゅうき

）時
じ

の取
とり

扱
あつか

いについて、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）建設
けんせつ

機械
き か い

を地盤
じ ば ん

の良
よ

い、平坦
へいたん

な場所
ば し ょ

に止
と

め、バケットなどを地面
じ め ん

から上
あ

げた状態
じょうたい

にする。 

（２）エンジンを止
と

め、キーが［ON］の位置
い ち

に戻
もど

っているのを確認
かくにん

した後
あと

、キーを抜
ぬ

く。 

（３）ブレーキは完全
かんぜん

にかける。やむを得
え

ず傾斜面
けいしゃめん

に止
と

める必要
ひつよう

があるときは、足
あし

回
まわ

りに確実
かくじつ

に歯
は

止
ど

めを

使用
し よ う

する。 

（４）エンジン停止中
ていしちゅう

は、ブームやバケットを動
うご

かしてもよい。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

11（不
ふ

凍
とう

液
えき

、オイル等
とう

） 

不
ふ

凍
とう

液
えき

、オイル等
とう

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、最
もっと

も不適切
ふ て き せ つ

なものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）凍結
とうけつ

防止
ぼ う し

及
およ

び防食
ぼうしょく

のために、冷却
れいきゃく

水
すい

に混
こん

合
ごう

させる不
ふ

凍
とう

液
えき

は、使用
し よ う

温度
お ん ど

が異
こと

なっても濃
のう

度
ど

は一定
いってい

で

ある。 

（２）凍結
とうけつ

防止
ぼ う し

及
およ

び防食
ぼうしょく

のために、冷却
れいきゃく

水
すい

に混
こん

合
ごう

させる不
ふ

凍
とう

液
えき

は、エチレングリコールを主成分
しゅせいぶん

とした

水溶液
すいようえき

である。 

（３）オイルは、性能
せいのう

向上
こうじょう

のため、添加剤
て ん か ざ い

として油性剤
ゆ せ い ざ い

（摩擦
ま さ つ

係数
けいすう

の減少
げんしょう

）が入
はい

っている。 

（４）オイルが劣化
れ っ か

または不足
ふ そ く

すると歯車
はぐるま

の摩耗
ま も う

が早
はや

まり、また軸
じく

受
う

けが焼
やき

付
つ

くおそれがある。 
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第
だい

５章
しょう

 車 両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の作業
さぎょう

に関
かん

する装置
そ う ち

の構造
こうぞう

及
およ

び種類
しゅるい

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

12（トラクター系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の作業
さぎょう

装置
そ う ち

の構造
こうぞう

及
およ

び種類
しゅるい

） 

トラクター系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の作業
さぎょう

装置
そ う ち

の構造
こうぞう

及
およ

び種類
しゅるい

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1

つ選
えら

べ。 

 

（１）ストレート・ドーザーは、ブレードを左右
さ ゆ う

に傾斜
けいしゃ

することができ、片側
かたがわ

への排土
は い ど

、除雪
じょせつ

ができる。 

（２）アングル・ドーザーは、ブレードを左右
さ ゆ う

に傾斜
けいしゃ

できないが、重掘削
じゅうくっさく

作業
さぎょう

ができる。 

（３）レーキ・ドーザーは、レーキによって抜根
ばっこん

、倒木
とうぼく

、除
じょ

石
せき

等
とう

の作業
さぎょう

に用
もち

いられ、アングルレーキ、ス

トレートレーキがある。 

（４）ストレート・ドーザーは、ブレードの両端
りょうたん

が前方
ぜんぽう

に折
おり

り曲
ま

がっており、土砂
ど し ゃ

の逃
に

げを少
すく

なくして

一度
い ち ど

に多量
たりょう

の押
おし

土
ど

作業
さぎょう

をする場合
ば あ い

に用
もち

いられる。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

13（トラクター系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の安全
あんぜん

装置
そ う ち

等
とう

） 

トラクター系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の安全
あんぜん

装置
そ う ち

等
とう

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）労働
ろうどう

安全
あんぜん

衛生法
えいせいほう

では、落石
らくせき

等
とう

の落下物
ら っ か ぶ つ

の危険
き け ん

がある場所
ば し ょ

で作業
さぎょう

を行
おこな

うときは、運転席
うんてんせき

に堅固
け ん ご

なヘ

ッドガードを取
とり

付
つ

けることは義
ぎ

務
む

付
つ

けされていない。 

（２）労働
ろうどう

安全
あんぜん

衛生法
えいせいほう

では、建設
けんせつ

機械
き か い

の転倒
てんとう

時
じ

の保護
ほ ご

装置
そ う ち

は、装着
そうちゃく

義務
ぎ む

となっている。 

（３）トラクター系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

を運転
うんてん

するときは、シートベルトを使用
し よ う

しなくてもよい。 

（４）トラクター・ショベルは、操作
そ う さ

レバー等
とう

を固定
こ て い

するロックプレート、または上 昇
じょうしょう

したバケットの

リフトアームの降下
こ う か

を防
ふせ

ぐ安全
あんぜん

ピン等
とう

の安全
あんぜん

装置
そ う ち

が取
とり

付
つ

けられているものがある。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

14（スクレーパーの作業
さぎょう

装置
そ う ち

） 

スクレーパーの作業
さぎょう

装置
そ う ち

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）スクレーパーの作業
さぎょう

装置
そ う ち

は、ボウル、エプロン及
およ

びエジェクタなどから構成
こうせい

され、その作動
さ ど う

方式
ほうしき

に

は機械式
き か い し き

と油圧式
ゆ あ つ し き

がある。 

（２）エプロンは、土砂
ど し ゃ

運搬
うんぱん

のための容器
よ う き

であり、前進
ぜんしん

しながら油圧
ゆ あ つ

シリンダでボウルを地面
じ め ん

に押
お

しつけ

て掘削
くっさく

、積
つ

込
こみ

みを行
おこな

う。 

（３）エジェクタは、ボウルへ積
つ

込
こみ

んだ土砂
ど し ゃ

が前方
ぜんぽう

へこぼれないようにするもので、土
つち

捨場
す て ば

でエプロンを

上
あ

げて捨土
すてつち

する。 

（４）ボウルは、捨土
すてつち

のとき土砂
ど し ゃ

を後方
こうほう

から押
お

し出
だ

すための装置
そ う ち

である。 
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■問題
もんだい

番号
ばんごう

15（ずり積
つみ

機
き

の作業
さぎょう

装置
そ う ち

） 

ずり積
つみ

機
き

の作業
さぎょう

装置
そ う ち

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、最
もっと

も不適切
ふ て き せ つ

なものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）クローラ式
しき

ずり積
つみ

機
き

には、主
おも

に、トンネル仕様
し よ う

の大型
おおがた

のトラクター・ショベルと掻
か

き込
こ

み式
しき

ローダ

がある。 

（２）トンネル仕様
し よ う

の大型
おおがた

のトラクター・ショベルの作業
さぎょう

装置
そ う ち

は、一般的
いっぱんてき

なトラクター・ショベルとまっ

たく異
こと

なる。 

（３）掻
か

き込
こみ

み式
しき

ローダの作業
さぎょう

装置
そ う ち

は、バケット、アーム、ブーム、シリンダ、旋回
せんかい

フレームからなる掻
か

き込
こ

み装置
そ う ち

とコンベヤで構成
こうせい

される。 

（４）掻
か

き込
こ

み式
しき

ローダの作業
さぎょう

装置
そ う ち

は、油圧
ゆ あ つ

ポンプにより作動
さ ど う

される。 
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第
だい

６章
しょう

 車 両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の作業
さぎょう

に関
かん

する装置
そ う ち

の取 扱
とりあつか

い等
とう

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

16（ブル・ドーザーの取
とり

扱
あつか

い） 

ブル・ドーザーの取
とり

扱
あつか

いについて、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）走行
そうこう

時
じ

は、ブレードの刃先
は さ き

を地面
じ め ん

から 140cm程度
て い ど

の高
たか

さに保
たも

って、周囲
しゅうい

の安全
あんぜん

を確認
かくにん

する。 

（２）斜面
しゃめん

に対
たい

しては原則
げんそく

として斜
なな

め方向
ほうこう

に登
のぼ

り降
お

りをする。 

（３）急
きゅう

こう配
ばい

の斜面
しゃめん

を後進
こうしん

で登
のぼ

ったり、前進
ぜんしん

で降
お

りたりしない。やむを得
え

ず急
きゅう

こう配
ばい

を降
お

りるときは、

後進
こうしん

で降
お

りるかジグザグに降
お

りる。 

（４）押土
お し ど

作業
さぎょう

は掘削
くっさく

作業
さぎょう

と明確
めいかく

に区分
く ぶ ん

し、押土
お し ど

距離
き ょ り

は最短
さいたん

になるように段
だん

取
とり

りし、高速
こうそく

で行
おこな

う。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

17（ブル・ドーザーの整地
せ い ち

作業
さぎょう

の取
とり

扱
あつか

い） 

ブル・ドーザーの整地
せ い ち

作業
さぎょう

の取
とり

扱
あつか

いについて、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）整地
せ い ち

作業
さぎょう

のブレードの操作
そ う さ

は、1回
かい

の上
あ

がり、下
さ

がりが 20m程度
て い ど

になるよう操作
そ う さ

する。 

（２）ブル・ドーザーは、長距離
ちょうきょり

（300ｍ程度
て い ど

以上
いじょう

）を伴
ともな

う掘削
くっさく

、押土
お し ど

、敷均
しきなら

し等
とう

の土
つち

工事
こ う じ

作業
さぎょう

に使用
し よ う

さ

れる。 

（３）ブル・ドーザーは掘削
くっさく

し、直線的
ちょくせんてき

に押
おし

土
ど

する作業
さぎょう

に有効
ゆうこう

である。 

（４）凍土
と う ど

または硬土
こ う ど

あるいは溝
みぞ

などの掘削
くっさく

ではアングルブレードを用
もち

いて作業
さぎょう

を行
おこな

うと効率的
こうりつてき

である。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

18（ブル・ドーザーの押土
お し ど

作業
さぎょう

の取
とり

扱
あつか

い） 

ブル・ドーザーの押土
お し ど

作業
さぎょう

の取
とり

扱
あつか

いについて、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）押土
お し ど

の距離
き ょ り

が長
なが

くなったら 2段
だん

押
お

しをする。この場合
ば あ い

の目安
め や す

は、ブレードの土砂
ど し ゃ

が全部
ぜ ん ぶ

無
む

くなった

とき、または 2速
そく

に増速
ぞうそく

した後
あと

、少
しょう

し荷
に

が軽
かる

くなったときと思えばよい。 

（２）広い現場
げ ん ば

で押
おし

土
ど

距離
き ょ り

が長
なが

い場合
ば あ い

、2台
だい

でリレーすれば、2段
だん

押
お

しよりも効率
こうりつ

がよい。 

（３）並列押土
へいれつおしど

作業
さぎょう

は、できるだけ異
こと

なる機種
き し ゅ

で行
おこな

う。 

（４）破砕岩
は さ い が ん

を押
お

す場合
ば あ い

は岩盤
がんばん

が露出
ろしゅつ

するまで押土
お し ど

作業
さぎょう

をするような運転
うんてん

を行
おこな

う。 
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■問題
もんだい

番号
ばんごう

19（ブル・ドーザーによる仕
し

上
あ

げ作業
さぎょう

の取
とり

扱
あつか

い） 

ブル・ドーザーによる仕
し

上
あ

げ作業
さぎょう

の取
とり

扱
あつか

いについて、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）ブル・ドーザーによる仕
し

上
あ

げ作業
さぎょう

を行
おこな

う場合
ば あ い

、機体
き た い

が前下
ま え さ

がりの状態
じょうたい

で発進
はっしん

すると機体
き た い

が水平
すいへい

に

なったときにブレードが地面
じ め ん

から浮
う

き上
あ

がってしまうので、ブレードを下
さ

げる前
まえ

に機体
き た い

が水平
すいへい

にな

っているか確
たし

かめる。 

（２）モーター・グレーダーは、細
こま

かい仕
し

上
あ

げ（2～3cm程度
て い ど

）には適
てき

さないので荒
あら

仕
し

上
あ

げに使用
し よ う

する。 

（３）細
こま

かい仕
し

上
あ

げは、ブル・ドーザーなどで行
おこな

うとよい。 

（４）仕
し

上
あ

げ作業
さぎょう

は、土
つち

を満
み

たして行
おこな

うよりブレードを空
そら

にして行
おこな

うほうが容易
よ う い

である。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

20（ブル・ドーザーによる応用
おうよう

作業
さぎょう

の取
とり

扱
あつか

い） 

ブル・ドーザーによる応用
おうよう

作業
さぎょう

の取
とり

扱
あつか

いについて、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）転
てん

石
せき

の除去
じょきょ

は、ブレードをチルトして、ブル・ドーザーの力
ちから

をブレードの中央部
ちゅうおうぶ

に集 中
しゅうちゅう

するよ

うにして、ブレードの中央部
ちゅうおうぶ

を利用
り よ う

して転
てん

石
せき

を取
とり

除
のぞ

く。 

（２）大
おお

きな独立
どくりつ

した岩
いわ

の除去
じょきょ

は、まず周囲
しゅうい

を根切
ね き

りし、ブル・ドーザーで押
お

しながらブレードを上
あ

げた

り、岩
いわ

のあたった側
がわ

の操
そう

向
こう

クラッチを切
き

ったりして地山
じ や ま

と岩
いわ

を切
き

り離
はな

し取
とり

除
のぞ

く。 

（３）コンクリートの舗装盤
ほ そ う ば ん

の除去
じょきょ

は、まずコンクリート破砕機
は さ い き

（ブレーカ、ピック等
とう

）によってコンク

リートを割
わ

り、チルトしたブレードで掘
ほ

り起
お

こす。一部
い ち ぶ

が起
お

きたらその縁
ふち

に向
むか

って押
お

し上
あ

げる。 

（４）溝
みぞ

の埋
まい

戻
もど

しにブル・ドーザーを使用
し よ う

するときは、溝
みぞ

に対
たい

して垂直
すいちょく

に近
ちか

づいて土
つち

を落
お

とし込
こ

むよう

に埋戻
うめもどし

しする。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

21（ブル・ドーザーによるリッピング作業
さぎょう

の取
とり

扱
あつか

い） 

ブル・ドーザーによるリッピング作業
さぎょう

の取
とり

扱
あつか

いについて、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1

つ選
えら

べ。 

 

（１）リッパー間隔
かんかく

は、岩
いわ

が軟
やわ

らかくなるほど狭
せま

くし、破砕
は さ い

のもれや場所
ば し ょ

によって破砕度
は さ い ど

のバラツキがな

いように計画的
けいかくてき

に行
おこな

う。 

（２）作業
さぎょう

はできるだけ上
のぼ

りこう配
ばい

を利用
り よ う

する。 

（３）硬
かた

い岩
いわ

で、岩
いわ

の層
そう

、亀裂
き れ つ

等
とう

が地面
じ め ん

に対
たい

して斜
なな

めに入
はい

っている場合
ば あ い

には順目
じゅんめ

にリッピングする。 

（４）リッピング中に破砕
は さ い

困難
こんなん

な岩塊
がんかい

に出会
で あ

ってシュースリップを起
お

こした場合
ば あ い

は、デセルペダルを踏
ふ

ん

で、シュースリップしない程度
て い ど

までエンジン回転
かいてん

をさげる。 
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■問題
もんだい

番号
ばんごう

22（ブル・ドーザーによる軟弱地
なんじゃくち

での作業
さぎょう

の取
とり

扱
あつか

い） 

ブル・ドーザーによる軟弱地
なんじゃくち

での作業
さぎょう

の取
とり

扱
あつか

いについて、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1

つ選
えら

べ。 

 

（１）地表
ちひょう

に溜
た

まっている水
みず

は、可能
か の う

な限
かぎ

り排水
はいすい

できるように排水溝
はいすいこう

を掘
ほ

る。 

（２）押土
お し ど

するときは、ブル・ドーザーのスリップを防
ふせ

ぐためブレードにできるだけ多
おお

く土砂
ど し ゃ

を抱
だ

かせる

ようにする。 

（３）軟弱地内
なんじゃくちない

では、できるだけ操
そう

向
こう

を切
き

らないようにするとともに、同一
どういつ

路面
ろ め ん

を走行
そうこう

するようにする。 

（４）軟弱地
なんじゃくち

では、軟弱地用
なんじゃくちよう

シューを装着
そうちゃく

したブル・ドーザーは接地圧
せ っ ち あ つ

が大
おお

きく、また浮上性
ふじょうせい

もよいの

で多
おお

く使用
し よ う

されている。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

23（トラクター・ショベルの取
とり

扱
あつか

い） 

トラクター・ショベルの取
とり

扱
あつか

いについて、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）バケットに荷
に

を入
い

れて急坂
きゅうはん

を降坂
こうはん

するときは、バケットを上
あ

げ、かつ低速
ていそく

で走行用
そうこうよう

ブレーキを使用
し よ う

して降
お

りる。 

（２）バケットに荷
に

を入
い

れて急坂
きゅうはん

を降坂
こうはん

するときは、安定度
あ ん て い ど

を超
こ

えて走行
そうこう

してはならない。 

（３）トラクターのクローラの張
は

りは土質
ど し つ

に応
おう

じて変
か

える。砂利
じ ゃ り

の多
おお

い路面
ろ め ん

では、所定
しょてい

の張
は

りよりきつく

する（クローラ式
しき

）。 

（４）湿地
し っ ち

または軟弱
なんじゃく

地面
じ め ん

でクローラがスリップするようなときは、燃料
ねんりょう

レバーを全開
ぜんかい

とし、主
しゅ

クラッ

チは軟
やわ

らかくゆっくり入
い

れ、操
そう

向
こう

クラッチを操作
そ う さ

する。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

24（トラクター・ショベルの掘削
くっさく

作業
さぎょう

の取
とり

扱
あつか

い） 

トラクター・ショベルの掘削
くっさく

作業
さぎょう

の取
とり

扱
あつか

いについて、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）掘削
くっさく

は山
やま

に対
たい

し車体
しゃたい

を斜
なな

めにして突
つっ

込
こ

む。この場合
ば あ い

、バケットは山
やま

の手前
て ま え

で地面
じ め ん

にスレスレに降
お

ろ

す。 

（２）掘削
くっさく

は、山
やま

の張
は

り出
だ

し部
ぶ

（山
やま

の弱点部
じゃくてんぶ

）にバケットの端部
た ん ぶ

がくるようにして掘削
くっさく

する。 

（３）掘削
くっさく

におけるバケットのすくい込
こ

みは、バケットを引
ひ

き起
お

こす前
まえ

にできるだけ多
おお

くの土砂
ど し ゃ

を押
お

し

込
こ

み、リフトアームを少
すこ

し上
あ

げた後
あと

、バケットを引
ひ

き起
お

こす。 

（４）切羽面
き り は め ん

が自立
じ り つ

するような山
やま

の掘削
くっさく

では、すかし掘
ほ

りの状態
じょうたい

になることが予測
よ そ く

されるときは、山
やま

の

下方
か ほ う

から順
じゅん

に掘削
くっさく

する。 
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■問題
もんだい

番号
ばんごう

25（トラクター・ショベルの積込
つみこみ

み運搬
うんぱん

作業
さぎょう

の取
とり

扱
あつか

い） 

トラクター・ショベルの積込
つみこみ

み運搬
うんぱん

作業
さぎょう

の取
とり

扱
あつか

いについて、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを

1つ選
えら

べ。 

 

（１）速度段
そ く ど だ ん

は、なるべく 2速
そく

で作業
さぎょう

を行
おこな

う。 

（２）バケットのダンプは、リフトレバーを上
うえ

にロックしたまま、ダンプトラックへ近
ちか

づいて行き、積込
つみこみ

みに適当
てきとう

な高
たか

さにバケットを上
あ

げ、そして荷台
に だ い

に近
ちか

づいたら早
はや

めにバケットダンプを開
ひら

き始
はじ

める。 

（３）ダンプの積込
つみこみ

みは、荷台
に だ い

の中心
ちゅうしん

線
せん

に積込
つみこみ

まれた土砂
ど し ゃ

の中心
ちゅうしん

を合
あ

わせる。荷台
に だ い

が長
なが

く、バケット 3

～4杯
はい

程度
て い ど

を積込
つみこみ

む場合
ば あ い

には、まず荷台
に だ い

の後
うし

ろの方
ほう

から行
おこな

う。 

（４）投入
とうにゅう

操作
そ う さ

は、ダンプトラックの手前
て ま え

に機械
き か い

を止
と

めた状態
じょうたい

で、ゆっくりと、しかも安全
あんぜん

に行
おこな

うこ

とが理想
り そ う

である。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

26（ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の取
とり

扱
あつか

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

） 

ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の取
とり

扱
あつか

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）バケットでくい打
うち

作業
さぎょう

やクレーン作業
さぎょう

をする。 

（２）エンジン停止後
て い し ご

、作業
さぎょう

装置
そ う ち

を急激
きゅうげき

に降下
こ う か

させる。 

（３）バケットは作業
さぎょう

に適
てき

したものを使用
し よ う

する。 

（４）土質
ど し つ

や周辺
しゅうへん

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じて、機械
き か い

の足下
あしもと

まで掘削
くっさく

する。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

27（ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の取
とり

扱
あつか

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

） 

ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の取
とり

扱
あつか

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）地下
ち か

掘削
くっさく

で足
あし

もとまで掘削
くっさく

するときは、路肩
ろ か た

が崩壊
ほうかい

することがあり、クローラ横
よこ

向
む

き掘削
くっさく

は、非常
ひじょう

の際
さい

の退避
た い ひ

などを考
かんが

えると危険
き け ん

である。 

（２）機体
き た い

の尻
しり

を浮
う

かせたりして、機体
き た い

の質量
しつりょう

を利用
り よ う

した掘削
くっさく

をする。 

（３）掘削中
くっさくちゅう

に旋
せん

回
かい

したり、旋回
せんかい

の力
ちから

を利用
り よ う

して土
つち

の埋
う

め戻
もど

しや、ならしをする｡ 

（４）バケットを固定
こ て い

してクローラを走行
そうこう

させての掘削
くっさく

をする。 
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■問題
もんだい

番号
ばんごう

28（ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の取
とり

扱
あつか

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

） 

ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の取
とり

扱
あつか

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）上部
じょうぶ

掘削
くっさく

の場合
ば あ い

は、排水
はいすい

を考慮
こうりょ

して走
そう

路面
ろ め ん

をわずかに上
のぼ

りこう配
ばい

にして掘削
くっさく

する。また、薄
うす

く削
けず

る

ようにしないで、一度
い ち ど

に深
ふか

く掘削
くっさく

する。 

（２）下部
か ぶ

掘削
くっさく

の場合
ば あ い

は、まず掘削
くっさく

作業面
さぎょうめん

を作
つく

って掘削
くっさく

する。進入
しんにゅう

斜面
しゃめん

の幅
はば

は、現
げん

地
じ

盤
ばん

上
じょう

のダンプトラ

ックに旋回
せんかい

角度
か く ど

90度
ど

で積込
つ み こ

みできるだけの広
ひろ

さとする。 

（３）ボックス式
しき

ベンチカット法
ほう

は、山腹
さんぷく

道路
ど う ろ

開削
かいさく

工事
こ う じ

のように傾斜面
けいしゃめん

を横断
おうだん

掘削
くっさく

するのに適
てき

している

方法
ほうほう

である。 

（４）サイドヒル式
しき

ベンチカット法
ほう

は、現地盤
げ ん じ ば ん

が平坦
へいたん

に近
ちか

い場合
ば あ い

に適
てき

する掘削
くっさく

方法
ほうほう

である。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

29（ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の取
とり

扱
あつか

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

） 

ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の取
とり

扱
あつか

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）バケットの切削
せっさく

角度
か く ど

（レーキ角度
か く ど

）は硬
かた

い土
つち

または高
たか

い切
きり

取
と

りでは大
おお

きくする。 

（２）バケットの爪
つめ

が土砂
ど し ゃ

にくい込
こ

んでいる状態
じょうたい

で旋
せん

回
かい

したり、また、地
じ

ならしのためにバケットを左右
さ ゆ う

に振
ふ

ってほうき代
が

わりに使用
し よ う

してもよい。 

（３）旋回
せんかい

角度
か く ど

は、できるだけ大
おお

きくして作業
さぎょう

する。 

（４）機械
き か い

は、掘削面
くっさくめん

から離
はな

れ過
す

ぎず、また、近
ちか

寄
よ

りすぎない位置
い ち

に置
お

き掘削
くっさく

をする｡また､バケットをブ

ームの付
つ

け根
ね

やクローラ等
とう

にあたらないようにする｡ 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

30（ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の取
とり

扱
あつか

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

） 

ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

（ドラグライン）の取
とり

扱
あつか

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）ドラグラインは、主
おも

に河床
かしょう

浚渫
しゅんせつ

、水路
す い ろ

掘削
くっさく

、軟弱
なんじゃく

地盤
じ ば ん

掘削
くっさく

、骨材
こつざい

採集
さいしゅう

等
とう

に用
もち

いられる。ドラグシ

ョベルに比
くら

べ硬
かた

い土
つち

の掘削
くっさく

や深
ふか

い掘削
くっさく

には適
てき

しているが、浅
あさ

く広
ひろ

い範囲
は ん い

の掘削
くっさく

には適
てき

していない。 

（２）ドラグチェーン及
およ

びシャックルは、摩耗
ま も う

が激
はげ

しいので点検
てんけん

を十分
じゅうぶん

に行
おこな

い、不良品
ふりょうひん

は取
とり

替
か

える。 

（３）ブーム角度
か く ど

は、その機械
き か い

に決
き

められた制限
せいげん

角度
か く ど

（通常
つうじょう

30度
ど

程度
て い ど

）以上
いじょう

で使用
し よ う

してはならない。 

（４）深
ふか

く、幅
はば

は狭
せま

く掘削
くっさく

するようにする。 
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■問題
もんだい

番号
ばんごう

31（モーター・グレーダーの取
とり

扱
あつか

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

） 

モーター・グレーダーの取
とり

扱
あつか

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ

選
えら

べ。 

 

（１）傾斜地
け い し ゃ ち

では斜面
しゃめん

に斜
なな

め方向
ほうこう

に登
のぼ

り降
お

りし、急旋回
きゅうせんかい

をしない。 

（２）走行
そうこう

時
じ

のタイヤのリーニングは、後進
こうしん

旋回
せんかい

では旋回
せんかい

方向
ほうこう

へタイヤを傾斜
けいしゃ

させ、前進
ぜんしん

旋回
せんかい

では前進
ぜんしん

時
じ

の反対
はんたい

方向
ほうこう

へタイヤを傾斜
けいしゃ

させる。 

（３）整地
せ い ち

作業
さぎょう

を行
おこな

うときの速度
そ く ど

は精密
せいみつ

仕
し

上
あ

げは 6～10km/h で行
おこな

い、荒
あら

仕
し

上
あ

げは 2～3km/h で行
おこな

う。 

（４）整地
せ い ち

作業
さぎょう

を行
おこな

うときのブレードのアングル角度
か く ど

は通常
つうじょう

90度
ど

であるが、ウインドローの残
のこ

り具合
ぐ あ い

に

よっては多少
たしょう

の角度
か く ど

をつける。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

32（スクレーパーの取
とり

扱
あつか

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

） 

スクレーパーの取
とり

扱
あつか

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）カーブを曲
ま

がるときは速度
そ く ど

を上
あ

げて通過
つ う か

する。 

（２）土砂
ど し ゃ

を積
つ

んで走行
そうこう

するときは、後
こう

車輪
しゃりん

が遠心力
えんしんりょく

で予想
よ そ う

より大
おお

回
まわ

りして路面
ろ め ん

から外
はず

れたり、あるい

は、横転
おうてん

したりすることがあるので注意
ちゅうい

する。 

（３）走行中
そうこうちゅう

は、ボウルを高
たか

く重心
じゅうしん

を上
あ

げて走行
そうこう

する。 

（４）撒土
さ ん ど

作業
さぎょう

以外
い が い

は、エプロンを高
たか

く上
あ

げて走行
そうこう

する。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

33（スクレーパーの取
とり

扱
あつか

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

） 

スクレーパーの取
とり

扱
あつか

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）急
きゅう

な下
くだ

り坂
ざか

では、フットブレーキ（ブレーキペダル）のみを使用
し よ う

して降坂
こうはん

する。 

（２）急
きゅう

な下
くだ

り坂
ざか

では、速度
そ く ど

が増
ま

して、危険
き け ん

なときは、ボウルを上
あ

げるようにする。 

（３）スクレーパーの走路
そ う ろ

と他
た

の車両
しゃりょう

の通路
つ う ろ

は、交
こう

差
さ

しないようにし、やむを得
え

ず交差
こ う さ

するような場合
ば あ い

では、誘導者
ゆうどうしゃ

を配置
は い ち

する。 

（４）通路幅
つ う ろ は ば

が狭
せま

い場合
ば あ い

は待避所
た い ひ じ ょ

を数
すう

カ所
しょ

設
もう

け、降坂車
こうはんしゃ

及
およ

び積載
せきさい

車優先
しゃゆうせん

の原則
げんそく

を守
まも

る。 
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■問題
もんだい

番号
ばんごう

34（車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の移送
い そ う

） 

車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の移送
い そ う

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）トレーラ等
とう

を積込
つみこみ

み位置
い ち

に停
てい

止
し

させ、ブレーキを掛
か

け、タイヤに歯
は

止
ど

めをする（地盤
じ ば ん

の水平
すいへい

に注意
ちゅうい

する）｡ 

（２）登坂
と は ん

用具
よ う ぐ

が外
はず

れないよう確実
かくじつ

に荷台
に だ い

にかけ、また、登坂
と は ん

角度
か く ど

を 45度
ど

以下
い か

にする。 

（３）誘導者
ゆうどうしゃ

の合図
あ い ず

にしたがって､低速
ていそく

で走行
そうこう

する｡登坂
と は ん

用具
よ う ぐ

の 1m程度
て い ど

手前
て ま え

でいったん停止
て い し

する。 

（４）登坂
と は ん

用具
よ う ぐ

を登
のぼ

る途中
とちゅう

では、操
そう

向
こう

を切
き

らず、高速
こうそく

で一気
い っ き

に登
のぼ

る。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

35（車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の移送
い そ う

） 

車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の移送
い そ う

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、最
もっと

も不適切
ふ て き せ つ

なものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）やむを得
え

ず、建設
けんせつ

機械
き か い

を自走
じ そ う

して移送
い そ う

する場合
ば あ い

は、道路
ど う ろ

交通法
こうつうほう

、道路
ど う ろ

運送
うんそう

車両法
しゃりょうほう

、車両
しゃりょう

制限令
せいげんれい

等
とう

の関係
かんけい

法令
ほうれい

を遵守
じゅんしゅ

して行
おこな

われなければならない。 

（２）軟弱
なんじゃく

路面
ろ め ん

を走行
そうこう

するときは、路肩
ろ か た

の崩
くず

れに注意
ちゅうい

する。 

（３）無人
む じ ん

踏切
ふみきり

や幅員
ふくいん

の狭
せま

い箇所
か し ょ

を通過
つ う か

するときは、いったん手前
て ま え

で停止
て い し

することなく一気
い っ き

に通過
つ う か

する。 

（４）ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

では、鉄道
てつどう

架線
か せ ん

や電線
でんせん

あるいは橋桁
はしげた

等
とう

の下
した

を通過
つ う か

するときは、ブームの先端
せんたん

が

触
ふ

れないかなど、離
り

隔
かく

距
きょ

離
り

を十分
じゅうぶん

に確
たし

かめる。  
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第
だい

７章
しょう

 車 両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の点検
てんけん

・整備
せ い び

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

36（車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の点検
てんけん

・整備
せ い び

） 

車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の点検
てんけん

・整備
せ い び

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）法令
ほうれい

では建設
けんせつ

機械
き か い

については、月
つき

1回
かい

の特定
とくてい

自主
じ し ゅ

検査
け ん さ

を行
おこな

うよう定
さだ

めている。 

（２）法令
ほうれい

では建設
けんせつ

機械
き か い

については、年
ねん

1回
かい

の定期
て い き

自主
じ し ゅ

検査
け ん さ

を行
おこな

うよう定
さだ

めている。 

（３）法令
ほうれい

では建設
けんせつ

機械
き か い

については、特定
とくてい

自主
じ し ゅ

検査
け ん さ

の検査表
けんさひょう

の保管
ほ か ん

期間
き か ん

を 3年間
ねんかん

と定
さだ

めている。 

（４）法令
ほうれい

では建設
けんせつ

機械
き か い

については、定期
て い き

自主
じ し ゅ

検査
け ん さ

の検査表
けんさひょう

の保管
ほ か ん

期間
き か ん

を 1年間
ねんかん

と定
さだ

めている。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

37（点検
てんけん

・整備
せ い び

を行
おこな

う場合
ば あ い

の一般的
いっぱんてき

注意
ちゅうい

事項
じ こ う

） 

点検
てんけん

・整備
せ い び

を行
おこな

う場合
ば あ い

の一般的
いっぱんてき

注意
ちゅうい

事項
じ こ う

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）現場
げ ん ば

で点検
てんけん

及
およ

び整備
せ い び

を行
おこな

う場合
ば あ い

、やむを得
え

ず傾斜地
け い し ゃ ち

で行
おこな

わなければならないときは、機械
き か い

の足
あし

回
まわ

りに歯
は

止
ど

めを確実
かくじつ

に使用
し よ う

する。 

（２）建設
けんせつ

機械
き か い

は、クラッチを入
い

れ、ブレーキ、旋回
せんかい

ロック及
およ

び各種
かくしゅ

の安全
あんぜん

ロックを必
かなら

ずかける。 

（３）ブレード、バケット等
とう

の作業
さぎょう

装置
そ う ち

（アタッチメント）は、必
かなら

ず地面
じ め ん

から上
あ

げた状態
じょうたい

にしておく。 

（４）点検
てんけん

及
およ

び自主
じ し ゅ

検査
け ん さ

は、点検表
てんけんひょう

または検査用
け ん さ よ う

チェックシートに基
もと

づいて行
おこな

い、その結果
け っ か

は記録
き ろ く

し保
ほ

存
ぞん

しなくてもよい。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

38（日常
にちじょう

点検
てんけん

の要領
ようりょう

） 

日常
にちじょう

点検
てんけん

の要領
ようりょう

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）タイヤの空
くう

気圧
き あ つ

は作業前
さぎょうまえ

のタイヤが冷
ひ

えているときに測定
そくてい

し、作業
さぎょう

路面
ろ め ん

に合
あ

わせて調整
ちょうせい

する。 

（２）軟弱地
なんじゃくち

では空
くう

気圧
き あ つ

を標 準
ひょうじゅん

よりやや高
たか

く、硬地
こ う ち

ではやや低
ひく

く調整
ちょうせい

する。 

（３）クローラの張
は

りが張
は

りすぎているとピン、ブッシュの磨耗
ま も う

が早
はや

くなり、ゆるみすぎていると故障
こしょう

の

原因
げんいん

となる。 

（４）硬
かた

い路面
ろ め ん

ではクローラをゆるみぎみに、軟
やわ

らかい路面
ろ め ん

では張
は

りぎみにする。 
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■問題
もんだい

番号
ばんごう

39（日常
にちじょう

点検
てんけん

の要領
ようりょう

） 

日常
にちじょう

点検
てんけん

の要領
ようりょう

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）クラッチ板
ばん

が摩耗
ま も う

すると操作
そ う さ

レバーの遊
あそ

びが大
おお

きくなりクラッチが滑
すべ

るようになるので、調整
ちょうせい

ネ

ジで調整
ちょうせい

する。 

（２）ブレーキペダルの遊
あそ

びが大
おお

きくないことを点検
てんけん

する。ブレーキライニングが摩耗
ま も う

するとペダルの

遊
あそ

びが小
ちい

さくなり、深
ふか

く踏
ふ

み込
こ

まないとブレーキがきかなくなる。 

（３）燃料
ねんりょう

の補給
ほきゅう

はエンジンを止
と

めて行
おこな

う。補給
ほきゅう

に際
さい

してはごみや水
みず

が混入
こんにゅう

しないように注意
ちゅうい

する。 

（４）バッテリスイッチを切
き

り、主
しゅ

クラッチレバーを「切
きり

」にして駐車用
ちゅうしゃよう

ブレーキをかける。なお、ブ

レード、バケット等
とう

は地面
じ め ん

から高
たか

い位置
い ち

に上
あ

げておく。 
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第
だい

９章
しょう

 力学
りきがく

及
およ

び電気
で ん き

の知識
ち し き

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

40（電圧
でんあつ

、電流
でんりゅう

及
およ

び抵抗
ていこう

の関係
かんけい

） 

電圧
でんあつ

、電流
でんりゅう

及
およ

び抵抗
ていこう

の関係
かんけい

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）電気
で ん き

回路
か い ろ

の電気
で ん き

抵抗
ていこう

（オーム：Ω）が等
ひと

しければ、電圧
でんあつ

（ボルト：V）が小
ちい

さいほど電流
でんりゅう

（アンペ

ア：A）が大
おお

きくなる。 

（２）電気
で ん き

回路
か い ろ

の抵抗
ていこう

が小
ちい

さいほど（たとえば、電線
でんせん

の場合
ば あ い

は細
ほそ

くなるほど）電流
でんりゅう

は制限
せいげん

される。 

（３）電圧
でんあつ

（ボルト：V）＝電流
でんりゅう

（アンペア：A）／抵抗
ていこう

（オーム：Ω）。 

（４）電流
でんりゅう

（アンペア：A）＝電圧
でんあつ

（ボルト：V）／抵抗
ていこう

（オーム：Ω）。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

41（バッテリの取
とり

扱
あつか

い） 

バッテリの取
とり

扱
あつか

いについて、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）バッテリとは、化学
か が く

エネルギーを電気
で ん き

エネルギーに変
か

えて貯蔵
ちょぞう

し、必要
ひつよう

に応
おう

じて電気
で ん き

エネルギーと

して取
と

り出
だ

すことができるものをいう。 

（２）バッテリとは、電気
で ん き

エネルギーを化学
か が く

エネルギーに変
か

えて貯蔵
ちょぞう

し、必要
ひつよう

に応
おう

じて電気
で ん き

エネルギーと

して取
と

り出
だ

すことができるものをいう。 

（３）現在
げんざい

実用化
じ つ よ う か

されているバッテリは、鉛
なまり

蓄電池
ち く で ん ち

のみである。 

（４）バッテリの取
とり

扱
あつか

い上
じょう

、特
とく

に、注意
ちゅうい

することとして、比重
ひじゅう

を測定
そくてい

し、1.22以上
いじょう

になったら直
ただ

ちに補
ほ

充電
じゅうでん

する。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

42（力学
りきがく

） 

力学
りきがく

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）ボルトを締
し

めつけるときは、スパナの柄
え

をにぎる位置
い ち

がボルトから遠
とお

い所
ところ

ほど小
ちい

さな力
ちから

で、近
ちか

い

ほど大
おお

きな力
ちから

が必要
ひつよう

になる。 

（２）物体
ぶったい

に力
ちから

が作用
さ よ う

するとき、その力
ちから

の作用
さ よ う

線
せん

が重心
じゅうしん

を通
とお

っていれば、その物体
ぶったい

は回転
かいてん

する。 

（３）物体
ぶったい

に円運動
えんうんどう

をさせる力
ちから

を遠心力
えんしんりょく

といい、これと力
ちから

の大
おお

きさが等
ひと

しく、方向
ほうこう

が反対
はんたい

である力
ちから

を

求 心 力
きゅうしんりょく

という。 

（４）動
どう

摩擦
ま さ つ

は、最大
さいだい

静止
せ い し

摩擦力
まさつりょく

より大
おお

きい。 
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第
だい

１０章
しょう

 地質
ち し つ

及
およ

び土木
ど ぼ く

施工
せ こ う

等
とう

に関
かん

する知識
ち し き

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

43（土砂
ど し ゃ

崩壊
ほうかい

の原因
げんいん

及
およ

び徴候
ちょうこう

） 

土砂
ど し ゃ

崩壊
ほうかい

の原因
げんいん

及
およ

び徴候
ちょうこう

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）斜面
しゃめん

やのり面
めん

の崩壊
ほうかい

の現象
げんしょう

は晴天
せいてん

の日
ひ

が続
つづ

いた後
あと

に発生
はっせい

しやすい。 

（２）斜面
しゃめん

では、直立
ちょくりつ

のり面
めん

の場合
ば あ い

よりも崩壊
ほうかい

が発生
はっせい

しやすい。 

（３）乾燥
かんそう

によって、砂質土
さ し つ ど

では粘 着 力
ねんちゃくりょく

が増加
ぞ う か

することにより、のり面
めん

の表面
ひょうめん

がはがれ落
お

ちる。 

（４）乾燥
かんそう

によって、粘性土
ね ん せ い ど

ではひびわれが発生
はっせい

することにより、のり面
めん

の表面
ひょうめん

がはがれ落
お

ちる。 
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第
だい

１２章
しょう

 関係
かんけい

法令
ほうれい

等
とう

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

44（定期
て い き

自主
じ し ゅ

検査
け ん さ

） 

定期
て い き

自主
じ し ゅ

検査
け ん さ

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

について、厚生
こうせい

労働
ろうどう

省令
しょうれい

で定
さだ

めるところにより、定期
て い き

に自主
じ し ゅ

検査
け ん さ

を行
おこな

ない、及
およ

びその結果
け っ か

を記録
き ろ く

しておかなければならない。 

（２）事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

について、文部
も ん ぶ

科学
か が く

省令
しょうれい

で定
さだ

めるところにより、定期
て い き

に自主
じ し ゅ

検査
け ん さ

を行
おこな

ない、及
およ

びその結果
け っ か

を記録
き ろ く

しておかなければならない。 

（３）事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

について、厚生
こうせい

労働
ろうどう

省令
しょうれい

で定
さだ

めるところにより、定期
て い き

に自主
じ し ゅ

検査
け ん さ

を行
おこな

ない、及
およ

びその結果
け っ か

を記録
き ろ く

しておく必要
ひつよう

はない。 

（４）厚生
こうせい

労働
ろうどう

大臣
だいじん

は、自主
じ し ゅ

検査
け ん さ

の適切
てきせつ

かつ有効
ゆうこう

な実施
じ っ し

を図
はか

るため必要
ひつよう

な自主
じ し ゅ

検査
け ん さ

指針
し し ん

を公表
こうひょう

しないも

のとする。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

45（技能
ぎ の う

講習
こうしゅう

修 了 証
しゅうりょうしょう

の再交付
さ い こ う ふ

等
とう

） 

技能
ぎ の う

講習
こうしゅう

修 了 証
しゅうりょうしょう

の再交付
さ い こ う ふ

等
とう

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）技能
ぎ の う

講習
こうしゅう

修 了 証
しゅうりょうしょう

の再交付
さ い こ う ふ

を受
う

けることはできない。 

（２）技能
ぎ の う

講習
こうしゅう

修 了 証
しゅうりょうしょう

を滅失
めっしつ

又
また

は損傷
そんしょう

した場合
ば あ い

は、技
ぎ

能
のう

講
こう

習
しゅう

修
しゅう

了
りょう

証
しょう

再
さい

交
こう

付
ふ

申
もうし

込
こみ

書
しょ

を技能
ぎ の う

講習
こうしゅう

修 了 証
しゅうりょうしょう

の交付
こ う ふ

を受
う

けた登録
とうろく

教 習
きょうしゅう

機関
き か ん

に提
てい

出
しゅつ

することで、再交付
さ い こ う ふ

を受
う

けることができる。 

（３）技能
ぎ の う

講習
こうしゅう

修 了 証
しゅうりょうしょう

を滅失
めっしつ

又
また

は損傷
そんしょう

した場合
ば あ い

は、技
ぎ

能
のう

講
こう

習
しゅう

修
しゅう

了
りょう

証
しょう

再
さい

交
こう

付
ふ

申
もうし

込
こみ

書
しょ

を厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

に提
てい

出
しゅつ

することで、再交付
さ い こ う ふ

を受
う

けることができる。 

（４）氏名
し め い

を変更
へんこう

した際
さい

に、技
ぎ

能
のう

講
こう

習
しゅう

修
しゅう

了
りょう

証
しょう

の書替
か き か

えを行
おこな

うことはできない。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

46（前照
ぜんしょう

燈
とう

の設置
せ っ ち

） 

前照
ぜんしょう

燈
とう

の設置
せ っ ち

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

には、前照
ぜんしょう

燈
とう

を備
そな

える必要
ひつよう

はない。 

（２）作業
さぎょう

を安全
あんぜん

に行
おこな

うため必要
ひつよう

な照度
しょうど

が保
ほ

持
じ

されている場所
ば し ょ

において使用
し よ う

する車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

につい

ても、前照
ぜんしょう

燈
とう

を備
そな

えなければならない。 

（３）作業
さぎょう

を安全
あんぜん

に行
おこな

うため必要
ひつよう

な照度
しょうど

が保
ほ

持
じ

されていない場所
ば し ょ

において使用
し よ う

する車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

につ

いても、前照
ぜんしょう

燈
とう

を備
そな

える必要
ひつよう

はない。 

（４）作業
さぎょう

を安全
あんぜん

に行
おこな

うため必要
ひつよう

な照度
しょうど

が保
ほ

持
じ

されている場所
ば し ょ

において使用
し よ う

する車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

につい

ては、前照
ぜんしょう

燈
とう

を備
そな

えなくてもよい。 
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■問題
もんだい

番号
ばんごう

47（制限
せいげん

速度
そ く ど

） 

制限
せいげん

速度
そ く ど

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

（最
さい

高速度
こ う そ く ど

が毎時
ま い じ

10 キロメートル以下
い か

のものを除
のぞ

く。）を用
もち

いて作業
さぎょう

を行
おこな

なうと

きは、あらかじめ制限
せいげん

速度
そ く ど

を定
さだ

める必要
ひつよう

がある。 

（２）車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

（最
さい

高速度
こ う そ く ど

が毎時
ま い じ

10 キロメートル以下
い か

のものを除
のぞ

く。）を用
もち

いて作業
さぎょう

を行
おこな

なうと

きは、あらかじめ制限
せいげん

速度
そ く ど

を定
さだ

める必要
ひつよう

はない。 

（３）車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の運転者
うんてんしゃ

は、広
ひろ

い場所
ば し ょ

であれば制限
せいげん

速度
そ く ど

をこえて車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

を運転
うんてん

してもよ

い。 

（４）車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

（最
さい

高速度
こ う そ く ど

が毎時
ま い じ

30 キロメートル以下
い か

のものを除
のぞ

く。）を用
もち

いて作業
さぎょう

を行
おこな

なうと

きは、あらかじめ制限
せいげん

速度
そ く ど

を定
さだ

める必要
ひつよう

がある。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

48（転落
てんらく

等
とう

の防止
ぼ う し

等
とう

） 

転落
てんらく

等
とう

の防止
ぼ う し

等
とう

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

を用
もち

いて作業
さぎょう

を行
おこな

うときは、車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の転倒
てんとう

又
また

は転落
てんらく

による労働者
ろうどうしゃ

の危険
き け ん

を防止
ぼ う し

するための必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

じる必要
ひつよう

はない。 

（２）路肩
ろ か た

、傾斜地
け い し ゃ ち

等
とう

で車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

を用
もち

いて作業
さぎょう

を行
おこな

う場合
ば あ い

において、当該
とうがい

車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の転倒
てんとう

又
また

は転落
てんらく

により労働者
ろうどうしゃ

に危険
き け ん

が生
しょう

ずるおそれのあるときでも、誘導者
ゆうどうしゃ

を配置
は い ち

する必要
ひつよう

はない。 

（３）車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の運転者
うんてんしゃ

は、誘導者
ゆうどうしゃ

が行
おこな

う誘導
ゆうどう

に従
したが

わなければならない。 

（４）車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の運転者
うんてんしゃ

は、誘導者
ゆうどうしゃ

が行
おこな

う誘導
ゆうどう

に従
したが

う必要
ひつよう

はない。 

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

49（車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の移送
い そ う

） 

車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の移送
い そ う

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）貨物
か も つ

自動車
じ ど う し ゃ

等
とう

に積
つみ

卸
おろ

しを行
おこな

う場合
ば あ い

において、道板
みちいた

、盛土
も り ど

等
とう

を使用
し よ う

するときは、積
つみ

卸
おろ

しは、平
へい

たん

で堅固
け ん ご

な場所
ば し ょ

において行
おこな

わなければならない。 

（２）貨物
か も つ

自動車
じ ど う し ゃ

等
とう

に積
つみ

卸
おろ

しを行
おこな

う場合
ば あ い

において、道板
みちいた

、盛土
も り ど

等
とう

を使用
し よ う

するときは、積
つみ

卸
おろ

しは、平たん

で堅固
け ん ご

な場所
ば し ょ

において行
おこな

う必要
ひつよう

はない。 

（３）板
いた

を使用
し よ う

するときは、十分
じゅうぶん

な長
なが

さ、幅
はば

及
およ

び強度
きょうど

を有
ゆう

する道板
みちいた

を用
もち

いる必要
ひつよう

はない。 

（４）盛土
も り ど

、仮設
か せ つ

台
だい

等
とう

を使用
し よ う

するときは、十分
じゅうぶん

な幅
はば

及
およ

び強度
きょうど

並
なら

びに適度
て き ど

な勾配
こうばい

を確保
か く ほ

する必要
ひつよう

はない。 
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■問題
もんだい

番号
ばんごう

50（機械
き か い

等
とう

貸与者
た い よ し ゃ

の講
こう

ずべき措置
そ ち

） 

機械
き か い

等
とう

貸与者
た い よ し ゃ

の講
こう

ずべき措置
そ ち

について、以下
い か

の 4 つの説明
せつめい

のうち、正
ただ

しいものを 1つ選
えら

べ。 

 

（１）機械
き か い

等
とう

貸与者
た い よ し ゃ

は、他
た

の事
じ

業者
ぎょうしゃ

に貸与
た い よ

するときは、当該
とうがい

機械
き か い

等
とう

をあらかじめ点検
てんけん

する必要
ひつよう

はない。 

（２）機械
き か い

等
とう

貸与者
た い よ し ゃ

は、他
た

の事
じ

業者
ぎょうしゃ

に貸与
た い よ

するときは、当該
とうがい

機械
き か い

等
とう

をあらかじめ点検
てんけん

し、異常
いじょう

を認
みと

めた

ときは、補修
ほしゅう

その他
た

必要
ひつよう

な整備
せ い び

を行
おこな

う必要
ひつよう

がある。 

（３）機械
き か い

等
とう

貸与者
た い よ し ゃ

は、他
た

の事
じ

業者
ぎょうしゃ

に貸与
た い よ

するときは、貸与
た い よ

を受
う

ける事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

して当該
とうがい

機械
き か い

等
とう

の能力
のうりょく

等
とう

を記載
き さ い

した書面
しょめん

を交
こう

付
ふ

する必要
ひつよう

はない。 

（４）機械
き か い

等
とう

貸与者
た い よ し ゃ

は、他
た

の事
じ

業者
ぎょうしゃ

に貸与
た い よ

するときは、貸与
た い よ

を受
う

ける事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

して当該
とうがい

機械
き か い

等
とう

の特性
とくせい

その他
た

その使用上
しようじょう

の注意
ちゅうい

すべき事項
じ こ う

等
とう

を記載
き さ い

した書面
しょめん

を交
こう

付
ふ

する必要
ひつよう

はない。 
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正解
せ い か い

 

第
だい

１章
しょう

 車 両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

に関
かん

する基礎的
き そ て き

知識
ち し き

 

 
■問題

もんだい

番号
ばんごう

1（整地
せ い ち

・運搬
うんぱん

・積込
つみこみ

み用
よう

機械
き か い

）······························ ：（４） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

2（掘削用
くっさくよう

機械
き か い

） ··········································· ：（１） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

3（車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

に関
かん

する用語
よ う ご

） ··························· ：（４） 

 

 

第
だい

４章
しょう

 車 両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の走行
そうこう

に関
かん

する装置
そ う ち

の取 扱
とりあつか

い 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

4（エンジン始動前
し ど う ま え

の基本
き ほ ん

操作
そ う さ

）······························ ：（２） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

5（エンジン始動後
し ど う ご

の基本
き ほ ん

操作
そ う さ

）······························ ：（１） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

6（ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の発進
はっしん

時
じ

の取
とり

扱
あつか

い） ··················· ：（４） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

7（パワーシフト式
しき

建設
けんせつ

機械
き か い

の走行中
そうこうちゅう

の取
とり

扱
あつか

い） ·············· ：（２） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

8（トラクター系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の登
と

・降坂
こうはん

の取
とり

扱
あつか

い） ··············· ：（１） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

9（ダイレクトドライブ式
しき

建設
けんせつ

機械
き か い

の走行
そうこう

を停止
て い し

するときの取
とり

扱
あつか

い）：（４） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

10（建設
けんせつ

機械
き か い

の駐
ちゅう

車
しゃ

（駐機
ちゅうき

）時
じ

の取
とり

扱
あつか

い） ··················· ：（３） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

11（不
ふ

凍
とう

液
えき

、オイル等
とう

） ···································· ：（１） 

 

 

第
だい

５章
しょう

 車 両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の作業
さぎょう

に関
かん

する装置
そ う ち

の構造
こうぞう

及
およ

び種類
しゅるい

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

12（トラクター系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の作業
さぎょう

装置
そ う ち

の構造
こうぞう

及
およ

び種類
しゅるい

） ········· ：（３） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

13（トラクター系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の安全
あんぜん

装置
そ う ち

等
とう

） ····················· ：（４） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

14（スクレーパーの作業
さぎょう

装置
そ う ち

） ······························ ：（１） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

15（ずり積
つみ

機
き

の作業
さぎょう

装置
そ う ち

） ·································· ：（２） 
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第
だい

６章
しょう

 車 両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の作業
さぎょう

に関
かん

する装置
そ う ち

の取 扱
とりあつか

い等
とう

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

16（ブル・ドーザーの取
とり

扱
あつか

い） ······························ ：（３） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

17（ブル・ドーザーの整地
せ い ち

作業
さぎょう

の取
とり

扱
あつか

い） ···················· ：（３） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

18（ブル・ドーザーの押土
お し ど

作業
さぎょう

の取
とり

扱
あつか

い） ···················· ：（２） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

19（ブル・ドーザーによる仕
し

上
あ

げ作業
さぎょう

の取
とり

扱
あつか

い） ·············· ：（１） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

20（ブル・ドーザーによる応用
おうよう

作業
さぎょう

の取
とり

扱
あつか

い） ················ ：（３） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

21（ブル・ドーザーによるリッピング作業
さぎょう

の取
とり

扱
あつか

い） ·········· ：（４） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

22（ブル・ドーザーによる軟弱地
なんじゃくち

での作業
さぎょう

の取
とり

扱
あつか

い） ·········· ：（１） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

23（トラクター・ショベルの取
とり

扱
あつか

い） ························ ：（２） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

24（トラクター・ショベルの掘削
くっさく

作業
さぎょう

の取
とり

扱
あつか

い） ·············· ：（３） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

25（トラクター・ショベルの積込
つみこみ

み運搬
うんぱん

作業
さぎょう

の取
とり

扱
あつか

い） ········ ：（２） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

26（ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の取
とり

扱
あつか

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

） ·············· ：（３） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

27（ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の取
とり

扱
あつか

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

） ·············· ：（１） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

28（ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の取
とり

扱
あつか

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

） ·············· ：（２） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

29（ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の取
とり

扱
あつか

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

） ·············· ：（４） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

30（ショベル系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の取
とり

扱
あつか

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

） ·············· ：（２） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

31（モーター・グレーダーの取
とり

扱
あつか

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

） ············ ：（４） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

32（スクレーパーの取
とり

扱
あつか

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

） ···················· ：（２） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

33（スクレーパーの取
とり

扱
あつか

い及
およ

び安全
あんぜん

作業
さぎょう

） ···················· ：（３） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

34（車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の移送
い そ う

） ································ ：（１） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

35（車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の移送
い そ う

） ································ ：（３） 

 

 

第
だい

７章
しょう

 車 両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の点検
てんけん

・整備
せ い び

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

36（車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の点検
てんけん

・整備
せ い び

） ·························· ：（３） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

37（点検
てんけん

・整備
せ い び

を行
おこな

う場合
ば あ い

の一般的
いっぱんてき

注意
ちゅうい

事項
じ こ う

） ················ ：（１） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

38（日常
にちじょう

点検
てんけん

の要領
ようりょう

） ····································· ：（１） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

39（日常
にちじょう

点検
てんけん

の要領
ようりょう

） ····································· ：（３） 
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第
だい

９章
しょう

 力学
りきがく

及
およ

び電気
で ん き

の知識
ち し き

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

40（電圧
でんあつ

、電流
でんりゅう

及
およ

び抵抗
ていこう

の関係
かんけい

） ···························· ：（４） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

41（バッテリの取
とり

扱
あつか

い） ···································· ：（２） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

42（力学
りきがく

） ················································ ：（１） 

 

 

第
だい

１０章
しょう

 地質
ち し つ

及
およ

び土木
ど ぼ く

施工
せ こ う

等
とう

に関
かん

する知識
ち し き

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

43（土砂
ど し ゃ

崩壊
ほうかい

の原因
げんいん

及
およ

び徴候
ちょうこう

） ······························ ：（４） 

 

 

第
だい

１２章
しょう

 関係
かんけい

法令
ほうれい

等
とう

 

 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

44（定期
て い き

自主
じ し ゅ

検査
け ん さ

） ········································ ：（１） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

45（技能
ぎ の う

講習
こうしゅう

修 了 証
しゅうりょうしょう

の再交付
さ い こ う ふ

等
とう

） ························· ：（２） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

46（前照
ぜんしょう

燈
とう

の設置
せ っ ち

） ········································ ：（４） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

47（制限
せいげん

速度
そ く ど

） ············································ ：（１） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

48（転落
てんらく

等
とう

の防止
ぼ う し

等
とう

） ······································ ：（３） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

49（車両
しゃりょう

系
けい

建設
けんせつ

機械
き か い

の移送
い そ う

） ································ ：（１） 

■問題
もんだい

番号
ばんごう

50（機械
き か い

等
とう

貸与者
た い よ し ゃ

の講
こう

ずべき措置
そ ち

） ··························· ：（２） 
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