
 
 令和５年５月30日（火） 

 

 

報 道 関 係 資 料 
 

１ 新型コロナ５類移行前の雇用情勢（令和５年４月分） 

   ～ 福岡及び九州・沖縄地域の求人・求職・求人倍率の動き ～ 

 

２ 労働災害防止に向けた総点検の実施 

  ～ 全国安全週間（7/1～7/7）・準備期間（6/1～6/31）の実施 ～ 

 

３ 働く人が安全で健康に働くことができる社会の実現に向けて 

  ～ 令和５年度から５年間の労働災害防止計画を策定 ～ 

 

４ 福岡労働局のイベント等予定・トピックス 

（１） 年に１度の労働保険の確定申告、概算申告が始まります 

～ 令和５年度の労働保険年度更新期間について ～ 

（２） 福岡県と連携し「賃上げ」や「人への投資」を行う事業所を支援するための

「助成金説明会」を開催します 



                                              

              
 

 

報道関係者 各位 
 
 
 
 

雇用情勢（令和５年４月分）について 

  
 

■現下の雇用情勢は、改善しているものの、物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある。 

・有効求人倍率（受理地別・季節調整値）は 1.30倍で、前月と同水準となった。 

  有効求人数（季節調整値）は前月に比べ 0.3％減少した。 

有効求職者数（季節調整値）は前月に比べ 0.1％減少した。 

・新規求人倍率（受理地別・季節調整値）は 2.18倍で、前月を 0.22ポイント下回った。 

  新規求人数（季節調整値）は前月に比べ 3.0％減少した。 

新規求職者数（季節調整値）は前月に比べ 7.0％増加した。 

・新規求人数（原数値）は対前年同月比 2.1％増と、26か月連続で増加した。 

・新規求職者数（原数値）は対前年同月比 5.8％減と、８か月連続で減少した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 要 

Press Release 

令和５年５月 30日 

【照会先】職業安定部 職業安定課 

       課 長   岡村 克則 

     地方労働市場情報官 篠原 直樹 

(直通電話)092 (434) 9801 

注）本公表資料おける有効求人倍率、新規求人倍率、有効求人数及び新規求人数は、本局管内のハローワークが受理した求人数（受理地別求人数）により 

算出したものである。 

注）ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、令和 3 年 9 月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン上で求職登録した求職者数や、 

求職者がハローワークインターネットサービスの求人に直接応募した就職件数等が含まれている。 

有効求人倍率 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

５年度 1.30
４年度 1.12 1.14 1.16 1.18 1.19 1.21 1.23 1.24 1.25 1.26 1.31 1.30
３年度 1.06 1.05 1.07 1.07 1.06 1.06 1.07 1.08 1.08 1.09 1.10 1.10
２年度 1.27 1.17 1.11 1.07 1.02 0.99 1.00 1.00 1.00 1.01 1.02 1.04

1.数値は季節調整値である。なお、令和4年12月以前の数値は令和5年1月分公表時に新季節調整値に改定している。

2.新規学卒を除き、パートタイムを含む。
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１ 新規求人数の動向（原数値）【表１、表２、表６】 

○ 新規求人数は 38,236 人で対前年同月比 2.1％増と 26か月連続で前年同月を上回った。 

○ 産業別（対前年同月比）にみると、増加した業種は、卸売業・小売業が 18か月連続、学術研究・

専門・技術サービス業、不動産業・物品賃貸業が３か月連続、運輸業・郵便業が２か月連続、 

情報通信業が４か月ぶり、製造業、金融業・保険業が３か月ぶり増加となった。 

減少した業種では、建設業が２か月連続、医療・福祉、サービス業（他に分類されないもの）が

26か月ぶり、生活関連サービス業・娯楽業が９か月ぶり、宿泊・飲食サービス業が３か月ぶりの減

少となった。 

○ 事業所規模別（前年同月比）にみると、100 人～299人規模や 500人以上の規模で増加したが、300

～499 人や 99 人以下の規模で減少した。（P６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪参考≫■新規求人数（季節調整値）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規求人 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

５年度 39,871

４年度 38,433 39,857 39,682 39,441 39,770 39,726 40,259 40,707 40,569 40,735 42,036 41,102

３年度 34,108 33,813 34,224 35,112 36,022 35,687 36,642 37,221 38,209 37,902 37,222 38,140

２年度 29,636 32,087 33,505 32,180 32,536 32,588 33,003 33,498 33,877 31,699 33,754 35,738
※.新規学卒を除き、パートタイムを含む。　※季節調整法はセンサス局法Ⅱ（X-12－ARIMA）。令和4年12月以前の数値は令和5年1月分公表時に新季節調整値に改定している。

産業別新規求人数（対前年同月比）

○ ( ％ ） ○ ( ％ )
○ ( ％ ） ○ ( ％ )
○ ( ％ ） ○ ( ％ )
○ ( ％ ） ○ ( ％ )
○ ( ％ ） ○ ( ％ )
○ ( ％ ) ○ ( ％ )

建設業 ▲ 5.2 製造業 4.2

サービス業

（他に分類されないもの）

卸売業、小売業 9.5 金融業、保険業 

情報通信業 13.5 運輸業、郵便業 19.8

▲ 1.6

2.1

不動産業、物品賃貸業 2.3 学術研究、専門技術サービス業 1.4

宿泊業、飲食サービス業 ▲ 6.2 生活関連サービス業、娯楽業 ▲ 7.9

医療、福祉 ▲ 0.5
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２ 新規求職者の動向（原数値）【表１、表３、表４、表６】 

○ 新規求職者（パートを含む）は 24,513人で、対前年同月比 5.8％減と、８か月連続で前年同月を

下回った。 

なお、男性求職者は対前年同月比 7.8％減少し、女性求職者は同 4.4％減少した。 

また、年齢別では、すべての年齢層で減少した。（P７） 

○ 新規常用求職者（パートを含む）を状態別でみると、離職者は対前年同月比 3.5％減（２か月連

続）、うち事業主都合は同 6.5％減（２か月連続）、自己都合は同 1.9％減（２か月連続）となり、在

職者は同 12.5％減（10 か月連続）、無業者は同 10.5％減（７か月連続）となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪参考≫■新規求職者数（季節調整値）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前年同月比 前年同月比 うち事業主都合 前年同月比 うち自己都合 前年同月比 前年同月比

元年度計 223,840 ▲ 2.8 56,119 ▲ 7.2 148,010 0.3 36,306 1.3 103,007 ▲ 0.1 19,711 ▲ 11.3

２年度計 215,439 ▲ 3.8 49,867 ▲ 11.1 148,683 0.5 43,408 19.6 97,005 ▲ 5.8 16,889 ▲ 14.3

３年度計 221,747 2.9 57,762 15.8 144,686 ▲ 2.7 35,214 ▲ 18.9 99,796 2.9 19,299 14.3

４年度計 217,324 ▲ 2.0 54,058 ▲ 6.4 143,511 ▲ 0.8 32,881 ▲ 6.6 101,634 1.8 19,755 2.4

４年　　４月 25,912 ▲ 1.7 4,489 6.8 19,325 ▲ 3.8 5,847 ▲ 12.0 11,834 1.6 2,098 1.6

　　　　　　５月 20,125 20.7 4,524 24.9 13,527 15.8 3,331 12.4 9,272 16.3 2,074 50.7

　　　　　　６月 18,940 6.0 4,852 11.3 12,151 3.7 2,590 ▲ 7.8 8,795 6.4 1,937 8.3

　　　　　　７月 16,498 ▲ 4.2 4,073 ▲ 8.0 10,959 ▲ 3.7 2,559 ▲ 9.7 7,792 ▲ 0.5 1,466 3.6

　　　　　　８月 17,433 1.5 4,328 ▲ 9.0 11,439 3.8 2,291 ▲ 8.5 8,445 9.2 1,666 17.9

　　　　　　９月 17,138 ▲ 3.8 4,261 ▲ 9.8 11,220 ▲ 3.1 2,284 ▲ 9.5 8,326 ▲ 0.1 1,657 10.5

　　　　　　10月 17,461 ▲ 6.5 4,090 ▲ 11.1 11,818 ▲ 4.6 2,811 ▲ 6.7 8,323 ▲ 2.9 1,553 ▲ 7.5

　　　　　　11月 15,771 ▲ 3.1 4,073 ▲ 6.9 10,294 ▲ 1.4 2,285 ▲ 4.4 7,423 0.6 1,404 ▲ 3.7

　　　　　　12月 12,872 ▲ 10.0 3,782 ▲ 13.6 8,037 ▲ 8.3 1,773 ▲ 13.2 5,812 ▲ 6.5 1,053 ▲ 8.8

５年　　１月 18,233 ▲ 10.3 4,881 ▲ 19.7 11,911 ▲ 6.2 2,439 ▲ 11.4 8,823 ▲ 3.5 1,441 ▲ 6.9

　　　　２月 17,986 ▲ 1.8 5,363 ▲ 11.1 11,068 3.4 2,223 0.9 8,181 4.8 1,555 ▲ 1.2

３月 18,955 ▲ 8.7 5,342 ▲ 13.9 11,762 ▲ 3.7 2,448 ▲ 3.3 8,608 ▲ 3.2 1,851 ▲ 20.5

　　　　４月 24,449 ▲ 5.6 3,928 ▲ 12.5 18,643 ▲ 3.5 5,465 ▲ 6.5 11,606 ▲ 1.9 1,878 ▲ 10.5

求職者数
（合計）

前年同月比

就業・不就業の状態別

在職者 離職者 無業者

新規求職 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

５年度 18,295

４年度 18,982 18,936 19,172 18,412 18,153 17,895 17,936 18,123 17,545 17,205 17,491 17,098

３年度 18,574 16,490 17,996 18,769 18,822 18,375 18,759 18,727 19,173 19,529 18,282 19,033

２年度 16,298 17,129 19,829 18,906 18,318 17,359 18,627 18,109 17,995 17,406 18,008 18,202
※.新規学卒を除き、パートタイムを含む。　※季節調整法はセンサス局法Ⅱ（X-12－ARIMA）。令和4年12月以前の数値は令和5年1月分公表時に新季節調整値に改定している。
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３ 正社員有効求人倍率の動向（原数値）【表５】 

○ 正社員有効求人倍率は 0.91倍となり、前年同月を 0.12 ポイント上回った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

注） 正社員の有効求人倍率は、正社員の月間有効求人数を、パートタイムを除く常用の月間有効求職者数で除して算出している 

が、パートタイムを除く常用の有効求職者数には派遣労働者や契約社員を希望する者も含まれるため、厳密な意味での正社員 

有効求人倍率より低い値となる。 

４ 地域別有効求人倍率の動向（原数値）【表６】 

 ○ 有効求人倍率を地域別にみると、福岡地域は 1.23倍で 0.24 ポイント、北九州地域は 1.10倍で

0.07 ポイント、筑豊地域は 1.30倍で 0.20 ポイント、筑後地域は 1.26 倍で 0.05 ポイントそれぞれ

前年同月を上回った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正社員

有効求人倍率
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

５年度 0.91

４年度 0.79 0.79 0.84 0.87 0.89 0.90 0.91 0.95 0.99 0.98 0.98 0.98

３年度 0.74 0.75 0.78 0.80 0.81 0.81 0.81 0.84 0.87 0.85 0.84 0.83

２年度 0.82 0.75 0.75 0.74 0.72 0.71 0.72 0.74 0.78 0.78 0.79 0.78
数値は原数値である。

地域別

有効求人倍率
4年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 5年1月 2月 3月 4月

福岡地域 0.99 1.01 1.08 1.14 1.16 1.17 1.19 1.23 1.33 1.34 1.37 1.36 1.23
北九州地域 1.03 1.02 1.07 1.11 1.14 1.16 1.18 1.21 1.25 1.25 1.26 1.21 1.10
筑豊地域 1.10 1.07 1.13 1.19 1.29 1.31 1.35 1.42 1.47 1.41 1.39 1.42 1.30
筑後地域 1.21 1.19 1.24 1.29 1.34 1.34 1.34 1.40 1.47 1.47 1.48 1.41 1.26

数値は原数値である。
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(注）新規学卒を除きパートタイムを含む原数値。 

   ただし「全数」の１～４欄上段及び６、７欄は 

   季節調整法はセンサス局法Ⅱ（X-12-ARIMA）による。(令和５年１月分公表時に新季節調整値に改定している。) 

季節調整値 

表１　一般職業紹介状況

対前月 原数値 季節調整値

5年 5年 4年 増減率、差 対前年同月 対前月

4月 3月 4月 増減率、差 増減率、差

（％、ポイント） （％、ポイント） （％、ポイント）

91,546 91,631 97,081 -0.1
96,984 92,053 103,033 5.4 -5.9
18,295 17,098 18,982 7.0
24,513 19,022 26,035 28.9 -5.8

118,961 119,322 108,341 -0.3
全 117,379 123,128 107,666 -4.7 9.0

39,871 41,102 38,433 -3.0
38,236 43,317 37,456 -11.7 2.1

数 ５　就職件数　　　　（件） 4,585 5,576 4,746 -17.8 -3.4 ―

 ６　  有効求人倍率（受理地別・季調値）（倍） 1.30 1.30 1.12 ― ― 0.00

 ７　  新規求人倍率（受理地別・季調値）（倍） 2.18 2.40 2.02 ― ― -0.22

１　月間有効求職者数（人） 59,922 58,084 63,866 3.2 -6.2

２　新規求職申込件数（件） 14,782 12,565 15,762 17.6 -6.2

一 ３　月間有効求人数　（人）　 69,749 73,396 64,838 -5.0 7.6

４　新規求人数　　　（人） 22,844 25,598 22,260 -10.8 2.6

般 ５　就職件数　　　　（件） 2,618 3,314 2,710 -21.0 -3.4

 ６　  有効求人倍率（受理地別）（倍） 1.16 1.26 1.02 -0.10 0.14

 ７　  新規求人倍率（受理地別）（倍） 1.55 2.04 1.41 -0.49 0.14

１　月間有効求職者数（人） 37,062 33,969 39,167 9.1 -5.4

２　新規求職申込件数（件） 9,731 6,457 10,273 50.7 -5.3

パ ３　月間有効求人数　（人）　 47,630 49,732 42,828 -4.2 11.2

｜ ４　新規求人数　　　（人） 15,392 17,719 15,196 -13.1 1.3

ト ５　就職件数　　　　（件） 1,967 2,262 2,036 -13.0 -3.4

 ６　  有効求人倍率（受理地別）（倍） 1.29 1.46 1.09 -0.17 0.20

 ７　  新規求人倍率（受理地別）（倍） 1.58 2.74 1.48 -1.16 0.10

令和5年4月

１　月間有効求職者数（人）

２　新規求職申込件数（件）

３　月間有効求人数　（人）　

４　新規求人数　　　（人）
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表２　 産業別、規模別一般新規求人状況

全  数 パート除く パートタイム 全  数 パート除く パートタイム

　合　計 38,236 22,844 15,392 2.1 2.6 1.3

Ａ、Ｂ　農林漁業 128 55 73 -15.8 -26.7 -5.2

Ｃ　鉱業、採石業、砂利採取業 0 0 0 -100.0 -100.0 ----

　　（052　石炭・亜炭鉱業） 0 0 0 ---- ---- ----

Ｄ　建設業 3,011 2,798 213 -5.2 -3.2 -25.5

　　（06　総合工事業） 1,532 1,430 102 -0.6 5.3 -44.6

Ｅ　製造業 2,413 1,823 590 4.2 6.0 -1.0

　09　食料品製造業 613 292 321 3.7 -2.3 9.9

　10　飲料・たばこ・飼料製造業 48 23 25 -12.7 -37.8 38.9

　11　繊維工業 58 33 25 -4.9 -10.8 4.2

　12　木材・木製品製造業 29 23 6 -46.3 -46.5 -45.5

　13　家具・装備品製造業 41 34 7 -19.6 6.3 -63.2

　14　パルプ・紙・紙加工品製造業 39 33 6 8.3 37.5 -50.0

　15　印刷・同関連業 75 64 11 21.0 33.3 -21.4

　16　化学工業 92 79 13 22.7 16.2 85.7

　17　石油製品・石炭製品製造業 6 5 1 0.0 0.0 0.0

　18　プラスチック製品製造業 100 81 19 14.9 12.5 26.7

　19　ゴム製品製造業 16 13 3 100.0 85.7 200.0

　21　窯業・土石製品製造業 106 89 17 -26.4 -31.5 21.4

　22　鉄鋼業 74 74 0 -2.6 1.4 -100.0

　23　非鉄金属製造業 7 7 0 -50.0 -22.2 -100.0

　24　金属製品製造業 381 351 30 38.0 43.9 -6.3

　25　はん用機械器具製造業 172 148 24 17.8 10.4 100.0

　26　生産用機械器具製造業 96 95 1 -17.2 17.3 -97.1

　27　業務用機械器具製造業 9 6 3 -74.3 -81.8 50.0

  28  電子部品・デバイス・電子回路製造業 16 14 2 23.1 27.3 0.0

  29  電気機械器具製造業 114 85 29 -41.2 -40.6 -43.1

　30　情報通信機械器具製造業 8 7 1 -20.0 -22.2 0.0

　28,30　ハードウエア製造関係 24 21 3 4.3 5.0 0.0

　31　輸送用機械器具製造業 265 243 22 43.2 49.1 0.0

　　（311  自動車・同附属品） 228 214 14 48.1 56.2 -17.6

　　（313  船舶製造・修理業、舶用機関） 16 16 0 6.7 14.3 -100.0

     (273,274,275,323  精密機械器具等) 9 6 3 -73.5 -81.3 50.0

　　 (275  光学機械器具・レンズ） 0 0 0 ---- ---- ----

　　（323  時計・同部分品） 0 0 0 ---- ---- ----

　20,32  その他の製造業 48 24 24 128.6 33.3 700.0

Ｆ　電気・ガス・熱供給・ 水道業 33 31 2 32.0 40.9 -33.3

Ｇ　情報通信業 791 648 143 13.5 4.3 88.2

　　（39   情報サービス業) 653 536 117 9.4 -2.4 143.8

Ｈ  運輸業、郵便業 2,324 1,625 699 19.8 12.3 41.8
Ｉ　卸売業、小売業 7,547 3,492 4,055 9.5 3.7 15.1

　　(50～55　卸売業) 1,943 1,104 839 41.7 28.7 63.5

　　(56～61　小売業) 5,604 2,388 3,216 1.5 -4.9 6.8

　　(56　各種商品小売業) 1,487 45 1,442 111.8 45.2 114.9

Ｊ　金融業、保険業 147 104 43 2.1 11.8 -15.7

Ｋ　不動産業、物品賃貸業 658 444 214 2.3 4.2 -1.4

　　(70  物品賃貸業） 256 198 58 22.5 25.3 13.7

Ｌ　学術研究、専門・技術サービス業 1,173 792 381 1.4 4.3 -4.3

　　(73  広告業) 49 28 21 -30.0 -42.9 0.0

Ｍ　宿泊業、飲食サービス業 2,553 1,070 1,483 -6.2 -8.2 -4.6

　　(75　宿泊業) 212 109 103 8.2 122.4 -29.9

　  (76　飲食店) 1,912 929 983 -15.4 -15.0 -15.8

Ｎ　生活関連サービス業、娯楽業 926 497 429 -7.9 5.1 -19.4

Ｏ　教育、学習支援業 766 430 336 7.9 76.2 -27.9

Ｐ　医療、福祉 10,997 6,253 4,744 -0.5 -0.2 -0.8

　　(83　医療業) 4,308 2,750 1,558 -1.4 0.5 -4.5

    (85　社会保険・社会福祉・介護事業) 6,654 3,478 3,176 0.3 -0.9 1.6

Ｑ　複合サービス事業 140 52 88 75.0 13.0 158.8

Ｒ　サービス業（他に分類されないもの） 4,429 2,637 1,792 -1.6 3.5 -8.4

Ｓ、Ｔ　公務・その他 200 93 107 -16.0 9.4 -30.1

　｜4人以下 6,218 3,605 2,613 -2.9 -2.5 -3.5

事｜5～29 19,267 11,599 7,668 -1.0 2.5 -5.9

業｜30～99 7,606 4,913 2,693 -2.8 -2.2 -3.8

所｜100～299 3,901 1,969 1,932 43.5 18.2 83.7

規｜300～499 392 245 147 -16.6 -23.2 -2.6

模｜500～999 515 329 186 37.7 117.9 -16.6

　｜1000人以上 337 184 153 65.2 100.0 36.6

 対 前 年 増 減 率 （％）

令和5年4月

- 6 -



 

 

 　表３　一般求職者内訳

対前年同月

5年4月 5年3月 4年4月 増減率
（％、ポイント）

新規求職者 ※　24,513 ※　19,022 ※　26,035 -5.8

男 10,196 8,134 11,058 -7.8

女 14,301 10,865 14,952 -4.4

うち受給者 9,092 5,798 9,323 -2.5

有効求職者 ※　96,984 ※　92,053 ※　103,033 -5.9

男 43,440 41,537 46,563 -6.7

女 53,386 50,347 56,338 -5.2

うち受給者 35,766 33,415 38,262 -6.5

※　求職申込時に性別登録がなかった者を含むため、男女計と一致しない。

　表４　年齢別常用新規・有効の求職状況

対前年同月

5年4月 5年3月 4年4月 増減率
（％、ポイント）

新規求人 34,137 37,151 34,239 -0.3

新規求職 24,449 18,955 25,912 -5.6

２９歳以下 4,443 3,813 5,080 -12.5

３０～４４歳 6,002 5,205 6,581 -8.8

４５～５４歳 4,359 3,758 4,514 -3.4

５５歳以上 9,645 6,179 9,737 -0.9

1.40 1.96 1.32 0.08

有効求人 101,806 104,772 96,202 5.8

有効求職 96,703 91,776 102,651 -5.8

２９歳以下 18,113 17,250 19,617 -7.7

３０～４４歳 26,567 25,840 28,507 -6.8

４５～５４歳 19,317 19,111 20,704 -6.7

５５歳以上 32,706 29,575 33,823 -3.3

1.05 1.14 0.94 0.11

（注）新規学卒を除きパートタイムを含む。（原数値）

新規求人倍率（受理地別）

有効求人倍率（受理地別）
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 表５　雇用形態別常用職業紹介状況

令和5年4月

対前年同月

5年4月 5年3月 4年4月 増減率

(％、ポイント)

 1　月間有効求職者数　（人） 59,841 57,999 63,737 -6.1

 2　新規求職申込件数　（件） 14,767 12,543 15,724 -6.1

 3　月間有効求人数　　 （人） 65,819 68,430 60,893 8.1

 4　新規求人数　         （人） 21,751 23,971 21,114 3.0

 5　就職件数　            （件） 2,501 3,155 2,595 -3.6

 6  充足数                 （件） 2,606 3,313 2,661 -2.1

 7　有効求人倍率（受理地別）(3/1)(倍) 1.10 1.18 0.96 0.14

 8　新規求人倍率（受理地別）(4/2)(倍) 1.47 1.91 1.34 0.13

 9　就職率（5/2×100)  (％) 16.9 25.2 16.5 0.4

10　充足率（6/4×100)  (％) 12.0 13.8 12.6 -0.6

11　月間有効求人数  　（人） 54,445 56,704 50,064 8.8

12　新規求人数        　（人） 17,938 20,266 17,276 3.8

13　就職件数           　（件） 2,024 2,522 2,108 -4.0

14　充足数                （件） 2,110 2,632 2,147 -1.7

15　有効求人倍率（受理地別）(11/1)(倍) 0.91 0.98 0.79 0.12

16　充足率（14/12×100)(％) 11.8 13.0 12.4 -0.6

17 月間有効求職者数（人） 36,862 33,777 38,914 -5.3

18　新規求職申込件数　（件） 9,682 6,412 10,188 -5.0

19　月間有効求人数   　（人） 35,987 36,342 35,309 1.9

20　新規求人数　         （人） 12,386 13,180 13,125 -5.6

21　就職件数            　（件） 1,728 1,952 1,821 -5.1

22　充足数                 （件） 1,839 2,071 1,955 -5.9

23　有効求人倍率（受理地別）(19/17)(倍) 0.98 1.08 0.91 0.07

24　新規求人倍率（受理地別）(20/18)(倍) 1.28 2.06 1.29 -0.01

25　就職率（21/18×100) (％) 17.8 30.4 17.9 -0.1

26　充足率（22/20×100) (％) 14.8 15.7 14.9 -0.1

　 (注)1．新規学卒者を除き原数値。

     　 2. 正社員の有効求人倍率は正社員の月間有効求人数をパートタイムを除く常用の月間有効求職者数で除して算出してい

        　  るがパートタイムを除く常用の有効求職者数には派遣労働者や契約社員を希望する者も含まれるため、厳密な意味での

         　 正社員有効求人倍率より低い値となる。    

常
用
的
パ
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ト
タ
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ム

パ
ー

ト
タ
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ム
を
除
く
常
用

正
　
社
　
員
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イ
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、

雇
用

保
険

被
保

険
者

数
、

受
給

者
実

人
員

に
つ

い
て

は
、

月
平

均
。

5
.

九
州

ブ
ロ

ッ
ク

・
福

岡
県

の
完

全
失

業
率

は
、

四
半

期
毎

に
公

表
。

九
州

ブ
ロ

ッ
ク

は
原

数
値

、
福

岡
県

は
モ

デ
ル

推
計

値
。

令
和

４
年

度

福
岡

県

新
規

求
人

数

新
　

　
　

規
求

人
倍

率
（
受

理
地

別
）

令
和

２
年

度

福
岡

有
　

　
　

効
求

人
倍

率

全
国

九
州

ブ
ロ

ッ
ク

 (
 福

岡
県

 )

雇
用

保
険

適
用

事
業

所
数

受
給

者
実

人
員

（
一

般
）

新
規

求
職

者
数

完
全

失
業

率
　

　
全

国

雇
用

保
険

被
保

険
者

数

資
格

取
得

者
数

資
格

喪
失

者
数

就
　

職
　

件
　

数

令
和

４
年

度

有
効

求
職

者
数全
国

福
岡

県

筑
豊

令
和

３
年

度

筑
後

令
和

元
年

度

北
九

州

有
効

求
人

数

- 9 -



 

 

九州・沖縄地域の雇用情勢 

（令和５年４月分） 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）本公表資料における有効求人倍率、新規求人倍率、有効求人数及び新規求人数は、九州・沖縄地域の各労働局管内のハローワークが受理した求人数

（受理地別求人数）により算出したものである。 

注）ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、令和 3 年 9 月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン上で求職登録した求職者数や、

求職者がハローワークインターネットサービスの求人に直接応募した就職件数等が含まれている。 

 

○有効求人倍率（受理地別・季節調整値）は 1.29倍となり、前月を 0.01ポイント下回った。 

   ・有効求人数（季節調整値）は前月に比べ 0.9％減と２か月連続で減少した。 

   ・有効求職者数（季節調整値）は前月に比べ 0.1％減と２か月連続で減少した。 

○新規求人倍率（受理地別・季節調整値）は 2.06倍となり、前月を 0.14ポイント下回った。 

   ・新規求人数（季節調整値）は前月に比べ 0.9％減と２か月連続で減少した。 

   ・新規求職者数（季節調整値）は前月に比べ 5.7％増と２か月ぶりに増加した。 

○新規求人数（原数値）は、前年同月に比べ 0.9％減少した。 

○新規求職者数（原数値）は、前年同月に比べ 3.0％減少した。 

（別紙） 

■九州・沖縄ブロック
有効求人倍率 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和５年度 1.29
令和４年度 1.19 1.20 1.22 1.24 1.24 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.30
令和３年度 1.09 1.10 1.11 1.12 1.12 1.13 1.13 1.15 1.16 1.17 1.18 1.18
令和２年度 1.18 1.09 1.05 1.03 1.01 0.99 1.00 1.01 1.02 1.03 1.05 1.07
令和元年度 1.47 1.45 1.45 1.45 1.45 1.43 1.43 1.42 1.42 1.35 1.30 1.25

有効求人数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和５年度 331,820
令和４年度 317,899 322,291 327,119 329,243 329,025 330,257 332,123 331,908 333,770 335,033 339,481 334,771
令和３年度 284,697 285,422 285,220 288,406 292,099 295,088 297,609 302,368 307,341 314,189 313,865 314,748
令和２年度 274,916 254,658 252,708 256,604 260,059 257,535 264,972 270,458 272,882 273,424 275,616 280,138
令和元年度 347,111 346,066 346,868 346,160 341,932 339,465 335,041 332,723 332,109 318,423 310,623 294,931

有効求職者数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和５年度 257,786
令和４年度 266,603 267,762 267,244 266,424 264,575 262,512 261,278 259,240 259,172 257,916 259,413 257,992

令和３年度 262,091 259,932 256,161 257,508 261,203 262,287 262,491 263,915 265,714 268,366 266,517 266,203

令和２年度 232,433 234,281 241,174 250,163 258,272 259,882 264,051 266,957 268,278 264,402 261,962 260,732

令和元年度 236,044 238,088 238,429 238,804 236,316 236,652 234,923 234,715 234,630 235,461 238,453 235,265

※数値は季節調整値。令和4年12月以前の数値は令和5年1月分公表時に新季節調整値に改定している。
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■産業別新規求人数の対前年同月比（九州・沖縄計） 

 

 

 

 

 

 

  

建設業 （ ▲ 5.5 ％） 製造業 （ ▲ 11.3 ％）

情報通信業 （ 45.0 ％） 運輸・郵便業 （ 2.2 ％）

卸売・小売業 （ 8.1 ％） 金融・保険業 （ ▲ 8.5 ％）

不動産業 （ 7.5 ％） （ ▲ 2.5 ％）

（ ▲ 4.5 ％） （ ▲ 0.1 ％）

医療・福祉 （ ▲ 1.3 ％） （ ▲ 3.7 ％）サービス業（他に分類されないもの）

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業 生活関連サービス業、娯楽業

R4年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

R5年
1月 2月 3月 4月

前月差

1.24 1.25 1.27 1.28 1.31 1.32 1.34 1.35 1.36 1.35 1.34 1.32 1.32 0.00

1.19 1.20 1.22 1.24 1.24 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.30 1.29 ▲ 0.01

1.12 1.14 1.16 1.18 1.19 1.21 1.23 1.24 1.25 1.26 1.31 1.30 1.30 0.00

1.33 1.33 1.33 1.35 1.34 1.35 1.34 1.38 1.43 1.39 1.42 1.36 1.36 0.00
1.18 1.17 1.16 1.16 1.17 1.19 1.21 1.21 1.22 1.25 1.23 1.23 1.23 0.00
1.39 1.39 1.43 1.44 1.42 1.42 1.43 1.43 1.40 1.44 1.45 1.41 1.37 ▲ 0.04
1.30 1.34 1.35 1.36 1.37 1.41 1.41 1.42 1.43 1.46 1.46 1.47 1.43 ▲ 0.04
1.41 1.40 1.43 1.43 1.44 1.47 1.46 1.45 1.43 1.44 1.46 1.46 1.45 ▲ 0.01
1.35 1.35 1.34 1.36 1.35 1.35 1.36 1.35 1.37 1.36 1.30 1.26 1.21 ▲ 0.05
0.83 0.85 0.89 0.90 0.93 0.94 0.96 0.99 0.99 1.02 1.00 1.02 1.06 0.04

熊本
大分
宮崎

鹿児島

沖縄

長崎

全国

九州・沖縄

福岡
佐賀
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単位

１　新規求職者数 24,513 ▲ 5.8 4,557 ▲ 3.7 6,999 ▲ 3.6 8,169 1.7 5,834 ▲ 0.6 6,001 ▲ 2.7 9,533 3.0 7,241 ▲ 6.2 72,847 ▲ 3.0

季節調整値 18,295 7.0 3,390 ▲ 1.1 5,400 3.4 6,002 8.6 4,363 ▲ 0.2 4,395 0.2 7,277 3.7 5,935 17.7 55,057 5.7

２　新規求人数 38,236 2.1 7,005 ▲ 4.3 9,568 0.7 11,933 ▲ 9.4 9,058 ▲ 2.0 10,366 2.8 13,925 ▲ 10.9 10,241 15.2 110,332 ▲ 0.9

季節調整値 39,871 ▲ 3.0 6,943 ▲ 0.5 9,617 0.2 12,336 ▲ 4.2 8,928 ▲ 1.5 10,654 2.4 13,980 ▲ 3.7 11,021 12.4 113,350 ▲ 0.9

３　有効求職者数 96,984 ▲ 5.9 15,673 0.1 24,092 ▲ 0.9 29,873 ▲ 0.5 19,706 ▲ 4.9 21,520 0.0 36,145 4.6 30,562 ▲ 12.4 274,555 ▲ 3.6

季節調整値 91,546 ▲ 0.1 14,716 ▲ 0.7 22,415 ▲ 2.4 27,950 1.0 18,260 0.5 20,333 0.4 34,202 1.5 28,364 ▲ 1.6 257,786 ▲ 0.1

４　有効求人数 117,379 9.0 19,978 2.1 28,086 4.1 37,871 ▲ 2.1 26,311 4.7 29,229 3.2 42,411 ▲ 5.9 30,668 10.9 331,933 4.0

季節調整値 118,961 ▲ 0.3 19,982 ▲ 1.2 27,527 ▲ 2.2 38,358 ▲ 1.6 26,115 ▲ 2.3 29,468 ▲ 0.2 41,445 ▲ 2.6 29,964 2.3 331,820 ▲ 0.9

５　就職者数 人 4,585 ▲ 3.4 1,291 4.5 2,007 2.0 1,900 2.6 1,741 ▲ 1.1 1,769 3.4 2,770 ▲ 4.3 2,012 4.5 18,075 ▲ 0.1

６　紹介件数 件 14,254 ▲ 11.7 3,031 ▲ 6.2 4,866 ▲ 5.0 4,407 ▲ 9.7 3,973 ▲ 6.2 4,109 ▲ 1.9 5,638 ▲ 7.6 4,274 ▲ 11.4 44,552 ▲ 8.6

７　新規求人倍率 1.56 0.12 1.54 ▲ 0.01 1.37 0.06 1.46 ▲ 0.18 1.55 ▲ 0.02 1.73 0.10 1.46 ▲ 0.23 1.41 0.26 1.52 0.03
受理地別・
季節調整値 2.18 ▲ 0.22 2.05 0.01 1.78 ▲ 0.06 2.06 ▲ 0.27 2.05 ▲ 0.02 2.42 0.05 1.92 ▲ 0.15 1.86 ▲ 0.09 2.06 ▲ 0.14

８　有効求人倍率 1.21 0.17 1.27 0.02 1.17 0.06 1.27 ▲ 0.02 1.34 0.13 1.36 0.04 1.17 ▲ 0.13 1.00 0.21 1.21 0.09
受理地別・
季節調整値 1.30 0.00 1.36 0.00 1.23 0.00 1.37 ▲ 0.04 1.43 ▲ 0.04 1.45 ▲ 0.01 1.21 ▲ 0.05 1.06 0.04 1.29 ▲ 0.01

９　雇用保険 千人 1,750 ▲ 0.6 240 0.8 357 ▲ 1.1 494 0.4 327 ▲ 0.3 296 ▲ 0.3 452 ▲ 0.9 440 0.0 4,356 ▲ 0.4

　　被保険者数

10　雇用保険 人 18,308 1.4 2,688 0.3 4,723 0.8 5,942 3.9 3,964 ▲ 2.2 3,922 0.8 5,666 0.7 4,984 3.7 50,197 1.4
　　受給者実人員

　（注）１　　１～８は新規学卒除き、パートタイムを含む。

　　　　２　　９は一般、高齢、短時間を含み、１０は基本手当基本分（高年齢、特例を除き、短時間を含む）。

　　　　３　　各県の左側は実数。右側は前年比（％・ポ）、ただし季節調整値は前月比（％・ポ）。

人

倍

合      計

人

人

人

倍

九州・沖縄八県労働市場主要指標

項　　　　目 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

令和5年4月

-
 1

3
 -
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令和５年度全国安全週間を実施します 

（準備期間 ６月１日から６月 30日まで） 

               

◎７月１日（土）から７月７日（金）まで、全国安全週間が実施されます。 

全国安全週間は、昭和３年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という基

本理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安

全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することな

く続けられ、今年で 96 回目を迎えます。 

本年度は、「高める意識と安全行動 築こうみんなのゼロ災職場」をスロー

ガンとして、事業場における安全意識の高揚を図るとともに、自主的安全管理

活動の一層の促進を呼びかけることとしています。 

管内の労働災害発生状況及び全国安全週間関係の行事は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和５年５月 30日 

【照会先】 

労働基準部 安全課 

課    長 石橋 啓弘 

課長補佐 植村 浩一郎 

電話：092(411)4865(直通) 

１ 令和５年の福岡県における労働災害発生状況（別添１、２参照 ４月末現在速報値）    

   ○死亡者数 10 人（前年同期比２人増） 

   ○死傷者数 1,293 人（休業４日以上・前年同期比 14 人増） 

     ※新型コロナウイルス感染症を含む死傷者数全体は 1,952 人 

                          （前年同期比 543 人減） 

２ 福岡労働局における実施事項 

  (1)  災害防止団体等関係機関の協力の下、管内の各労働基準監督署において、全国

安全週間及び準備期間の取組事項等の説明会を開催するなどにより、管内の安全

意識の高揚を図ります。 

     ※令和５年度全国安全週間実施要綱は別添３参照。 

  (2)  福岡労働局長による安全パトロール 

    ６月下旬に実施を予定しています。 

     ※実施日、実施場所等は改めてお知らせします。 



255 (2) 218 (0) 37 (2) 17.0%

91 (0) 66 (0) 25 (0) 37.9%

2 (0) 4 (0) -2 (0) -50.0%

8 (0) 10 (0) -2 (0) -20.0%

5 (0) 5 (0) 0 (0) 0.0%

5 (0) 6 (0) -1 (0) -16.7%

13 (0) 11 (0) 2 (0) 18.2%

28 (0) 13 (0) 15 (0) 115.4%

9 (1) 5 (0) 4 (1) 80.0%

4 (0) 6 (0) -2 (0) -33.3%

30 (1) 42 (0) -12 (1) -28.6%

35 (0) 29 (0) 6 (0) 20.7%

0 (0) 2 (0) -2 (0) -100.0%

25 (0) 19 (0) 6 (0) 31.6%

0 (0) 0 (0) 0 (0)

141 (3) 146 (4) -5 (-1) -3.4%

39 (1) 41 (0) -2 (1) -4.9%

79 (2) 71 (4) 8 (-2) 11.3%

木 造 家 屋 等 建 設 業 11 (0) 16 (1) -5 (-1) -31.3%

23 (0) 34 (0) -11 (0) -32.4%

201 (3) 226 (0) -25 (3) -11.1%

21 (0) 27 (0) -6 (0) -22.2%

ハ イ ヤ ー ・ タ ク シ ー 業 11 (0) 13 (0) -2 (0) -15.4%

バ ス 業 10 (0) 14 (0) -4 (0) -28.6%

177 (3) 192 (0) -15 (3) -7.8%

34 (0) 30 (1) 4 (-1) 13.3%

29 (0) 25 (1) 4 (-1) 16.0%

5 (0) 5 (0) 0 (0) 0.0%

8 (0) 15 (0) -7 (0) -46.7%

6 (0) 8 (1) -2 (-1) -25.0%

1,307 (2) 1,852 (2) -545 (0) -29.4%

241 (0) 244 (2) -3 (-2) -1.2%

39 (0) 30 (0) 9 (0) 30.0%

181 (0) 196 (2) -15 (-2) -7.7%

21 (0) 18 (0) 3 (0) 16.7%

807 (0) 1,369 (0) -562 (0) -41.1%

457 (0) 743 (0) -286 (0) -38.5%

345 (0) 623 (0) -278 (0) -44.6%

72 (0) 77 (0) -5 (0) -6.5%

50 (0) 54 (0) -4 (0) -7.4%

92 (2) 76 (0) 16 (2) 21.1%

45 (1) 45 (0) 0 (1) 0.0%

47 (1) 31 (0) 16 (1) 51.6%

57 (0) 51 (0) 6 (0) 11.8%

17 (0) 14 (0) 3 (0) 21.4%

40 (0) 37 (0) 3 (0) 8.1%

38 (0) 35 (0) 3 (0) 8.6%

1,952 (10) 2,495 (8) -543 (2) -21.8%

(注)１  破線左欄死傷者数は、労働基準監督署へ提出された休業4日以上の労働者死傷病報告の集計である。

　  ２  破線右欄（　）は死亡者数（労働基準監督署からの災害報告の集計であり、労働者死傷病報告の

    集計値とは異なる。）である。

 　 ３  中分類は非表示のものがあり、大分類の内数であること。

令和５年 令和４年 増減数 増減率

警 備 業

上 記 以 外 の そ の 他 の 事 業

上 記 以 外 の 第 三 次 産 業

全 産 業 計

接 客 娯 楽 業

飲 食 店

清 掃 ・ と 畜 業

ビ ル メ ン テ ナ ン ス 業

上 記 以 外 の 清 掃 ・ と 畜 業

そ の 他 の 事 業

卸 売 業

小 売 業

上 記 以 外 の 商 業

保 健 衛 生 業

医 療 保 健 業

社 会 福 祉 施 設

土 木 工 事 業

商 業

そ の 他 の 建 設 業

運 輸 交 通 業

道 路 旅 客 運 送 業

道 路 貨 物 運 送 業

貨 物 取 扱 業

陸 上 貨 物 取 扱 業

港 湾 運 送 業

農 業 ・ 水 産 業 ・ 畜 産 業

林 業

第 三 次 産 業

建 築 工 事 業

一般･電気･輸送用機械器具製造業

電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 業

そ の 他 の 製 造 業

鉱 業

建 設 業

印 刷 ・ 製 本 業

令和５年　労働災害発生状況（４月分累計）

     　　　　　     　　年　　別
　 業　　種

製 造 業

食 料 品 製 造 業

繊 維 製 品 製 造 業

木材･木製品･家具･装備品製造業

パ ル プ ・ 紙 加 工 品 等 製 造 業

福 岡 労 働 局

令和５年４月30日現在

化 学 工 業

窯 業 ・ 土 石 製 品 製 造 業

鉄 鋼 業

非 鉄 金 属 製 造 業

金 属 製 品 製 造 業

uemurak
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【令和５年（4月末）】 業種別労働災害発生状況

（新型コロナ感染症を除く）前年同月比

死傷者数
うち

コロナ感染
コロナ感染症

を除く
コロナ感染

割合
死傷者数

うち
コロナ感染

コロナ感染症
を除く

コロナ感染
割合

差数 増減率

255 9 246 3.5% 218 1 217 0.5% 29 13.4%

91 91 66 1 65 1.5% 26 40.0%

2 2 4 4 -2 -50.0%

8 8 10 10 -2 -20.0%

5 5 5 5

5 5 6 6 -1 -16.7%

13 13 11 11 2 18.2%

28 9 19 32.1% 13 13 6 46.2%

9 9 5 5 4 80.0%

4 4 6 6 -2 -33.3%

30 30 42 42 -12 -28.6%

35 35 29 29 6 20.7%

2 2 -2 -100.0%

25 25 19 19 6 31.6%

141 141 146 2 144 1.4% -3 -2.1%

39 39 41 41 -2 -4.9%

79 79 71 71 8 11.3%

木 造 家 屋 等 建 設 業 11 11 16 16 -5 -31.3%

23 23 34 2 32 5.9% -9 -28.1%

201 1 200 0.5% 226 1 225 0.4% -25 -11.1%

21 1 20 4.8% 27 27 -7 -25.9%

ハ イ ヤ ー ・ タ ク シ ー 業 11 11 13 13 -2 -15.4%

バ ス 業 10 1 9 10.0% 14 1 13 7.1% -4 -30.8%

177 177 192 192 -15 -7.8%

34 34 30 1 29 3.3% 5 17.2%

29 29 25 1 24 4.0% 5 20.8%

5 5 5 5

8 8 15 10 5 66.7% 3 60.0%

6 6 8 8 -2 -25.0%

1,307 649 658 49.7% 1,852 1,201 651 64.8% 7 1.1%

241 4 237 1.7% 244 3 241 1.2% -4 -1.7%

39 39 30 30 9 30.0%

181 4 177 2.2% 196 1 195 0.5% -18 -9.2%

21 21 18 2 16 11.1% 5 31.3%

807 640 167 79.3% 1,369 1,187 182 86.7% -15 -8.2%

457 399 58 87.3% 743 689 54 92.7% 4 7.4%

345 239 106 69.3% 623 497 126 79.8% -20 -15.9%

72 1 71 1.4% 77 3 74 3.9% -3 -4.1%

50 50 54 2 52 3.7% -2 -3.8%

92 2 90 2.2% 76 1 75 1.3% 15 20.0%

45 45 45 1 44 2.2% 1 2.3%

47 2 45 4.3% 31 31 14 45.2%

57 1 56 1.8% 51 6 45 11.8% 11 24.4%

17 17 14 1 13 7.1% 4 30.8%

40 1 39 2.5% 37 5 32 13.5% 7 21.9%

38 1 37 2.6% 35 1 34 2.9% 3 8.8%

1,952 659 1,293 33.8% 2,495 1,216 1,279 48.7% 14 1.1%

     　　　　　     　　　　     　死 傷 者 数
　 業　　種

令 和 4 年
対令和4年比増減

（コロナ感染を除く）

製 造 業

電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 業

食 料 品 製 造 業

繊 維 製 品 製 造 業

木 材 ･ 木 製 品 ･ 家 具 ･ 装 備 品 製 造 業

パ ル プ ・ 紙 加 工 品 等 製 造 業

印 刷 ・ 製 本 業

化 学 工 業

窯 業 ・ 土 石 製 品 製 造 業

鉄 鋼 業

非 鉄 金 属 製 造 業

金 属 製 品 製 造 業

一 般 ･ 電 気 ･ 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業

陸 上 貨 物 取 扱 業

そ の 他 の 製 造 業

鉱 業

建 設 業

土 木 工 事 業

建 築 工 事 業

そ の 他 の 建 設 業

運 輸 交 通 業

道 路 旅 客 運 送 業

道 路 貨 物 運 送 業

貨 物 取 扱 業

社 会 福 祉 施 設

接 客 娯 楽 業

港 湾 運 送 業

農 業 ・ 水 産 業 ・ 畜 産 業

林 業

第 三 次 産 業

商 業

卸 売 業

令 和 5 年

上 記 以 外 の そ の 他 の 事 業

上 記 以 外 の 第 三 次 産 業

全 産 業 計

飲 食 店

清 掃 ・ と 畜 業

ビ ル メ ン テ ナ ン ス 業

上 記 以 外 の 清 掃 ・ と 畜 業

そ の 他 の 事 業

警 備 業

小 売 業

上 記 以 外 の 商 業

保 健 衛 生 業

医 療 保 健 業

(注１）労働基準監督署へ提出された休業4日以上の労働者死傷病報告による。

（注２）中分類は大分類の内数であり、一部非表示。
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令和５年度全国安全週間実施要綱 

 

１ 趣 旨 

 全国安全週間は、昭和３年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という基本理念の

下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安

全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で 96回

目を迎える。 

この間、事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきた。この努力

により労働災害は長期的には減少しているところであるが、令和４年の労働災害につ

いては、死亡災害は前年を下回る見込みであるものの、休業４日以上の死傷災害は前

年を上回る見込みであり、近年、増加傾向に歯止めがかからない状況となっている。 

特に、転倒や腰痛といった労働者の作業行動に起因する死傷災害、墜落・転落などの

死亡災害が依然として後を絶たない状況にある。 

また、労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全に働くことができる職場

環境を築くためには、本年３月に策定された第 14次労働災害防止計画に基づく施策を

着実に推進するための不断の努力が必要であり、特に初年度となる令和５年度におい

ては、労使一丸となった取組が求められる。 

以上を踏まえ、更なる労働災害の減少を図る観点から、令和５年度の全国安全週間

は、以下のスローガンの下で取り組む。 

 

高める意識と安全行動 築こうみんなのゼロ災職場 

 

 

２ 期 間 

７月１日から７月７日までとする。 

なお、全国安全週間の実効を上げるため、６月１日から６月 30日までを準備期間と

する。 

 

３ 主唱者 

厚生労働省、中央労働災害防止協会 

 

４ 協賛者 

建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業

労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会 

 

５ 協力者 

関係行政機関、地方公共団体、安全関係団体、労働組合、経営者団体 

 

６ 実施者 

各事業場 

 

７ 主唱者、協賛者の実施事項 

全国安全週間及び準備期間中に次の事項を実施する。 

（１）安全広報資料等を作成し、配布する。 

（２）様々な広報媒体を通じて広報する。 
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（３）安全パトロール等を実施する。 

（４）安全講習会や、事業者間で意見交換し、好事例を情報交換するワークショップ等

を開催する。 

（５）安全衛生に係る表彰を行う。 

（６）「国民安全の日」（７月１日）の行事に協力する。 

（７）事業場の実施事項について指導援助する。 

（８）その他「全国安全週間」にふさわしい行事等を行う。 

 

８ 協力者への依頼 

主唱者は、上記７の事項を実施するため、協力者に対して、支援、協力を依頼する。 

 

９ 実施者が準備期間中及び全国安全週間に実施する事項 

安全文化を醸成するため、各事業場では、全国安全週間及び準備期間を利用

し、次の事項を実施する。 

（１）安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一

及び安全意識の高揚 

（２）安全パトロールによる職場の総点検の実施 

（３）安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等の他、ホー

ムページ等を通じた自社の安全活動等の社会への発信 

（４）労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族

への協力の呼びかけ 

（５）緊急時の措置に係る必要な訓練の実施 

（６）「安全の日」の設定の他、準備期間及び全国安全週間にふさわしい行事の実施 

 

10 実施者が継続的に実施する事項 

  全国安全週間における取組をより効果的にするためにも、事業者は、準備期間及び

全国安全週間以外についても、以下の事項を継続的に実施する。 

（１）安全衛生活動の推進 

① 安全衛生管理体制の確立 

ア 年間を通じた安全衛生計画の策定、安全衛生規程及び安全作業マニュアルの

整備 

イ 経営トップによる統括管理、安全管理者等の選任 

ウ 安全衛生委員会の設置及び労働者の参画を通じた活動の活性化 

エ 労働安全衛生マネジメントシステムの導入等によるＰＤＣＡサイクルの確   

立 

② 安全衛生教育計画の樹立と効果的な安全衛生教育の実施等 

ア 経営トップから第一線の現場労働者までの階層別の安全衛生教育の実施、特

に、雇入れ時教育の徹底及び未熟練労働者に対する教育の実施 

イ 就業制限業務、作業主任者を選任すべき業務での有資格者の充足 

ウ 災害事例、安全作業マニュアルを活用した教育内容の充実 

エ 労働者の安全作業マニュアルの遵守状況の確認 

③ 自主的な安全衛生活動の促進 

ア 発生した労働災害の分析及び再発防止対策の徹底 

イ 職場巡視、４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）、ＫＹ（危険予知）活動、ヒ

ヤリ・ハット事例の共有等の日常的な安全活動の充実・活性化 



④ リスクアセスメントの実施 

ア リスクアセスメントによる機械設備等の安全化、作業方法の改善 

イ ＳＤＳ（安全データシート）等により把握した危険有害性情報に基づく化学

物質のリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の推進 

⑤ その他の取組 

ア 安全に係る知識や労働災害防止のノウハウの着実な継承 

イ 外部の専門機関、労働安全コンサルタントを活用した安全衛生水準の向上 

ウ 「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に基づく、

安全衛生に配慮したテレワークの実施 

（２）業種の特性に応じた労働災害防止対策 

① 小売業、社会福祉施設、飲食店等の第三次産業における労働災害防止対策 

ア 全社的な労働災害の発生状況の把握、分析 

イ 経営トップが先頭に立って行う安全衛生方針の作成、周知 

ウ 職場巡視、４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）、ＫＹ（危険予知）活動、ヒ

ヤリ・ハット事例の共有等の日常的な安全活動の充実・活性化 

エ 安全衛生担当者の配置、安全意識の啓発 

オ パート・アルバイトの労働者への安全衛生教育の徹底 

② 陸上貨物運送事業における労働災害防止対策 

ア 荷台等からの墜落・転落防止対策、保護帽の着用 

イ 積み卸しに配慮した積付け等による荷崩れ防止対策の実施 

ウ 歩行者立入禁止エリアの設定等によるフォークリフト使用時の労働災害防止

対策の実施 

エ トラックの逸走防止措置の実施 

オ トラック後退時の後方確認、立入制限の実施 

③ 建設業における労働災害防止対策 

ア 一般的事項 

（ア）足場等からの墜落・転落防止対策の実施、手すり先行工法の積極的な採用、

フルハーネス型墜落制止用器具の適切な使用 

（イ）職長、安全衛生責任者等に対する安全衛生教育の実施 

（ウ）元方事業者による統括安全衛生管理、関係請負人に対する指導の実施 

（エ）建設工事の請負契約における適切な安全衛生経費の確保 

（オ）輻輳工事における適正な施工計画、作業計画の作成及びこれらに基づく工

事の安全な実施 

（カ）一定の工事エリア内で複数の工事が近接・密集して実施される場合、発注

者及び近接工事の元方事業者による工事エリア別協議組織の設置 

イ 自然災害からの復旧・復興工事における労働災害防止対策 

④ 製造業における労働災害防止対策 

ア 機械の危険部分への覆いの設置等によるはさまれ・巻き込まれ等防止対策の

実施 

イ 機能安全を活用した機械設備安全対策の推進 

ウ 作業停止権限等の十分な権限を安全担当者に付与する等の安全管理の実施 

エ 高経年施設・設備の計画的な更新、優先順位を付けた点検・補修等の実施 

オ 製造業安全対策官民協議会で開発された、多くの事業場で適応できる「リス

クアセスメントの共通化手法」の活用等による、自主的なリスクアセスメント

の実施 



⑤ 林業の労働災害防止対策 

ア チェーンソーを用いた伐木及び造材作業における保護具、保護衣等の着用並

びに適切な作業方法の実施 

イ 木材伐出機械等を使用する作業における安全の確保 

（３）業種横断的な労働災害防止対策 

① 労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策 

ア 作業通路における段差等の解消、通路等の凍結防止措置の推進 

イ 照度の確保、手すりや滑り止めの設置 

ウ 「転倒等リスク評価セルフチェック票」を活用した転倒リスクの可視化 

エ 運動プログラムの導入及び労働者のスポーツの習慣化の推進 

オ 中高年齢女性を対象とした骨粗しょう症健診の受診勧奨 

カ 「職場における腰痛予防対策指針」に基づく措置の実施 

② 高年齢労働者、外国人労働者等に対する労働災害防止対策 

ア 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」に基づく措置の実

施 

イ 母国語教材や視聴覚教材の活用等、外国人労働者に理解できる方法による安

全衛生教育の実施 

ウ 派遣労働者、関係請負人を含めた安全管理の徹底や安全活動の活性化 

③ 交通労働災害防止対策 

ア 適正な労働時間管理、走行計画の作成等の走行管理の実施 

イ 飲酒による運転への影響や睡眠時間の確保等に関する安全衛生教育の実施 

ウ 災害事例、交通安全情報マップ等を活用した交通安全意識の啓発 

エ 飲酒、疲労、疾病、睡眠、体調不良の有無等を確認する乗務開始前の点呼の

実施 

④ 熱中症予防対策（ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン） 

ア 暑さ指数（WBGT）の把握とその値に応じた熱中症予防対策の実施 

イ 作業を管理する者及び労働者に対する教育の実施 

ウ 事業場における熱中症予防に係る責任体制の確立、発症時・緊急時の措置の

確認、周知 

⑤ 業務請負等他者に作業を行わせる場合の対策 

ア 安全衛生経費の確保等、請負人等が安全で衛生的な作業を遂行するための配

慮 

イ その他請負人等が上記 10（１）～10（３）④に掲げる事項を円滑に実施する

ための配慮 



 

Ｐｒｅｓｓ Ｒｅｌｅａｓｅ  

 

 

報道関係者 各位 

 

 

 

 

 

福岡労働局版 第 14次労働災害防止計画を策定 

～ 安全で健康に働くことができる職場環境の実現に向けて ～ 

               

福岡労働局では、今般、2023 年度から 2027 年度までを計画期間とする「第

14 次労働災害防止計画」を策定しました。 

福岡県内においては、労働災害による死亡者数は減少しているものの、休業

４日以上の死傷者数はここ数年増加傾向にあります。また、転倒災害や腰痛な

どの作業行動に起因する労働災害が多発しており、併せて、高年齢労働者の労

働災害が増加していることに応じた対策が必要となっており、さらには、メン

タルヘルス対策、化学物質対策など職場における健康保持増進対策の着実な実

施が求められているところです。 

このような状況を踏まえ、労働災害の更なる減少を目指し、労働者一人一人

が安全で健康に働くことができる職場環境の実現に向け、福岡労働局は、関係

者の協力の下、目指す目標や重点取組事項を定めた本計画を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

令和５年５月 30日 

【照会先】 

労働基準部 安全課 

課    長 石橋 啓弘 

課長補佐 植村 浩一郎 

電話：092(411)4865(直通) 

◎ 第 14次労働災害防止計画における主要な取組項目 

○ 作業行動に起因する労働災害防止対策 

○ 高年齢労働者の労働災害防止対策 

○ 多様な働き方への対応、外国人労働者等の労働災害防止対策 

○ 業種別の労働災害防止対策 

○ 労働者の健康確保対策 

○ 化学物質等による健康障害防止対策 
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はじめに 

労働災害防止計画は、戦後の高度成長期における産業災害や職業性疾病の急増を踏ま

え、1958 年に第１次の計画が策定されたものであり、その後、社会経済の情勢や技術革

新、働き方の変化等に対応しながら、これまで 13次にわたり策定してきた。 

この間、労働災害や職業性疾病の防止に取り組む国、事業者、労働者等の関係者が協働

して安全衛生活動を推進する際の実施事項や目標等を示して取組を促進することにより、

我が国の労働現場における安全衛生の水準は大幅に改善した。 

しかしながら、近年の状況を見ると、労働災害による死亡者の数（以下「死亡者数」と

いう。）こそ減少しているものの、労働災害による休業４日以上の死傷者の数（以下「死

傷者数」という。）に至っては、ここ数年増加傾向にある。また、労働災害発生率（死傷

年千人率）が高い 60 歳以上の高年齢労働者の労働災害件数が増加しているほか、中小事

業場における労働災害の発生が労働災害の半数以上を占めており、中小事業場を中心に安

全衛生対策の取組促進が不可欠な状況にある。 

職場における労働者の健康保持増進に関する課題については、働き方改革への対応、メ

ンタルヘルス不調、労働者の高年齢化や女性の就業率の上昇に伴う健康課題への対応、治

療と仕事の両立支援やコロナ禍におけるテレワークの拡大等多様化しており、現場のニー

ズの変化に対応した産業保健体制や活動の見直しが必要となっている。 

さらに、第 13 次労働災害防止計画期間（2018 年度～2022 年度、以下「13 次防期間」

という。）を経て、化学物質による重篤な健康障害の防止や石綿使用建築物の解体等工事

への対策の着実な実施が必要となってきている。 

その他、福岡県内には、博多港や門司港に海運の物流拠点が、九州自動車道福岡インタ

ーや久留米インターの周辺に陸運の物流拠点が集積し、福岡市の天神地区では「天神ビッ

グバン」、博多駅周辺では「博多コネクティッド」と呼ばれる都市再開発が進められてい

る。 

また、福岡空港では、2024年度の運用開始を目指し、現滑走路（2800メートル）の西

側に２本目となる 2500メートルの滑走路の増設が進められている状況にある。 

 このような状況を踏まえ、労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全で健康に

働くことができる職場環境の実現に向け、2023年度を初年度として、５年間にわたり国、

事業者、労働者等の関係者が目指す目標や重点的に取り組むべき事項を定めた「福岡労働

局第 14次労働災害防止計画」を、ここに策定する。 

 

１ 計画のねらい 

（１）計画が目指す社会 

誰もが安全で健康に働くためには、労働者の安全衛生対策の責務を負う事業者や

注文者のほか、労働者等の関係者が、安全衛生対策について自身の責任を認識し、

真摯に取り組むことが重要である。また、消費者・サービス利用者においても、事
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業者が行う安全衛生対策の必要性や、事業者から提供されるサービスの料金に安全

衛生対策に要する経費が含まれることへの理解が求められる。 

これらの安全衛生対策は、ウィズ・コロナ、ポスト・コロナ社会も見据え、ま

た、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の進展も踏まえ、労働者の理解・

協力を得ながら、プライバシー等の配慮やその有用性を評価しつつ、ウェアラブル

端末、ＶＲ（バーチャル・リアリティ）やＡＩ等の活用を図る等、就業形態の変化

はもとより、価値観の多様化に対応するものでなければならない。 

 また、労働者の安全衛生対策は事業者の責務であることが前提であるが、さらに

「費用としての人件費から、資産としての人的投資」への変革の促進が掲げられ、

事業者の経営戦略の観点からもその重要性が増してきており、労働者の安全衛生対

策が人材確保の観点からもプラスになることが知られ始めている。こうした中で、

労働者の安全衛生対策に積極的に取り組む事業者が社会的に評価される環境を醸成

し、安全と健康の確保の更なる促進を図ることが望まれる。 

さらに、とりわけ中小事業者等も含め、事業場の規模、雇用形態や年齢等によら

ず、どのような働き方においても、労働者の安全と健康が確保されることを前提と

して、多様な形態で働く一人一人が潜在力を十分に発揮できる社会を実現しなけれ

ばならない。 
（参考）SDGs（持続可能な開発目標）8.8 Protect labour rights and promote safe and secure 

working environments for all workers, including migrant workers, in particular women 

migrants, and those in precarious employment.(移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定

な雇用状態にある労働者など、すべての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進す

る。) 

 

（２）計画期間 

   2023年度から 2027年度までの５か年を計画期間とする。 

 

（３）計画の目標 

   国、事業者、労働者等の関係者が一体となって、一人の被災者も出さないという基

本理念の実現に向け、以下の各指標を定め、計画期間内に達成することを目指す。 

ア アウトプット指標 

本計画においては、次の事項をアウトプット指標として定める。事業者は、後述す

る計画の重点事項の取組の成果として、労働者の協力の下、これらの指標の達成を目

指す。国は、その達成を目指し、当該指標を用いて本計画の進捗状況の把握を行う。 

（ア）労働者（中高年齢の女性を中心に）の作業行動に起因する労働災害防止対策の

推進 

・転倒災害対策（ハード・ソフト両面からの対策）に取り組む事業場の割合を 2027

年までに 50％以上とする。 
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・卸売業・小売業及び医療・福祉の事業場における正社員以外の労働者への安全衛生

教育の実施率を 2027年までに 80％以上とする。 

・介護・看護作業において、ノーリフトケアを導入している事業場の割合を 2023年

と比較して 2027年までに増加させる。 

 

（イ）高年齢労働者の労働災害防止対策の推進 

・「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」（令和２年３月 16日付け

基安発 0316第１号。以下「エイジフレンドリーガイドライン」という。）に基づ

く高年齢労働者の安全衛生確保の取組（安全衛生管理体制の確立、職場環境の改善

等）を実施する事業場の割合を 2027年までに 50％以上とする。 

 

（ウ）多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進 

・母国語に翻訳された教材や視聴覚教材を用いる等外国人労働者に分かりやすい方

法で労働災害防止の教育を行っている事業場の割合を 2027 年までに 50％以上と

する。 

 

（エ）業種別の労働災害防止対策の推進 

・「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」（平成 25年３月

25日付け基発 0325第１号。以下「荷役作業における安全ガイドライン」という。）

に基づく措置を実施する陸上貨物運送事業等の事業場（荷主となる事業場を含む。）

の割合を 2027年までに 45％以上とする。 

・墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む建設業の事業場の割

合を 2027年までに 85％以上とする。 

・機械による「はさまれ・巻き込まれ」防止対策に取り組む製造業の事業場の割合を

2027年までに 60％以上とする。 

・重点製造業種（食料品製造業及び金属製品製造業）において、リスクアセスメント

に取り組む事業場の割合を 2027年までに 60％以上とする。 

・「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」（平成 27年 12月

７日付け基発 1207第３号。以下「伐木等作業の安全ガイドライン」という。）に基

づく措置を実施する林業の事業場の割合を 2027年までに 50％以上とする。 

 

（オ）労働者の健康確保対策の推進 

・年次有給休暇の取得率を 2025年までに 70％以上とする。 

・勤務間インターバル制度を導入している企業の割合を 2025年までに 15％以上とす

る。 

・メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を 2027年までに 80％以上とする。 
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・使用する労働者数 50人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合

を 2027年までに 50％以上とする。 

・各事業場において必要な産業保健サービスを提供している事業場の割合を 2027年

までに 80％以上とする。 

 

（カ）化学物質等による健康障害防止対策の推進 

・労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。）第 57 条及び第 57

条の２に基づくラベル表示・安全データシート（以下「ＳＤＳ」という。）の交付

の義務対象となっていないが危険性又は有害性が把握されている化学物質につい

て、ラベル表示・ＳＤＳの交付を行っている事業場の割合を 2025年までにそれぞ

れ 80％以上とする。 

・法第 57条の３に基づくリスクアセスメントの実施の義務対象となっていないが危

険性又は有害性が把握されている化学物質について、リスクアセスメントを行っ

ている事業場の割合を 2025年までに 80％以上とするとともに、リスクアセスメン

ト結果に基づいて、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を実施

している事業場の割合を 2027年までに 80％以上とする。 

・熱中症災害防止のために暑さ指数を把握し活用している事業場の割合を 2023年と

比較して 2027年までに増加させる。 

 

イ アウトカム指標 

事業者がアウトプット指標を達成した結果として期待される事項をアウトカム指

標として定め、本計画に定める実施事項の効果検証を行うための指標として取り扱

う。 

なお、アウトカム指標に掲げる数値は、本計画策定時において一定の仮定、推定又

は期待の下、試算により算出した目安であり、計画期間中は、従来のように単にその

数値比較をして、その達成状況のみを評価するのではなく、当該仮定、推定又は期待

が正しいかどうかも含め、アウトプット指標として掲げる事業者の取組がアウトカム

につながっているかどうかを検証する。 

（ア）労働者（中高年齢の女性を中心に）の作業行動に起因する労働災害防止対策の

推進 

・増加が見込まれる転倒の死傷年千人率を 2027年までに男女ともその増加に歯止め

をかける。 

・転倒による平均休業見込日数を 2027年までに 40日以下とする。 

・増加が見込まれる社会福祉施設における腰痛の死傷年千人率を 2022年と比較して

2027年までに減少させる。 
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（イ）高年齢労働者の労働災害防止対策の推進 

・増加が見込まれる高年齢労働者の死傷年千人率を、2027 年までに男女ともにその

増加傾向に歯止めをかける。 

 

（ウ）多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進 

・外国人労働者の死傷年千人率を 2027年までに労働者全体の全国平均以下とする。 

 

（エ）業種別の労働災害防止対策の推進 

・陸上貨物運送事業における死傷者数（新型コロナウイルス感染症を除く）を 2022

年と比較して 2027年までに５％以上減少させ、818人以下とする。 

・建設業における第 14次労働災害防止計画期間（以下「14次防期間」という。）の

死亡者総数を 13次防期間の総数と比較して 15％以上減少させ、39人以下とする。 

・製造業における機械による「はさまれ・巻き込まれ」の死傷者数を 2022年と比較

して 2027年までに５％以上減少させ、205人以下とする。 

・食料品製造業及び金属製品製造業（重点製造業種）における死傷者数（新型コロナ

ウイルス感染症を除く）を 2022年と比較して 2027年までに５％以上減少させ、そ

れぞれ 297人以下及び 153人以下とする。 

・林業における 14 次防期間の死亡者総数を 13 次防期間の総数と比較して 15％以上

減少させ、２人以下とする。 

 

（オ）労働者の健康確保対策の推進 

・週労働時間 40 時間以上である雇用者のうち、週労働時間 60 時間以上の雇用者の

割合を 2025年までに５％以下とする。 

・自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み又はストレスがあるとする労

働者の割合を 2027年までに 50％未満とする。 

 

（カ）化学物質等による健康障害防止対策の推進 

・化学物質の性状に関連の強い死傷災害（有害物等との接触、爆発又は火災によるも

の）の件数を第 13次労働災害防止計画期間と比較して、５％以上減少させる。 

・増加が見込まれる熱中症による死亡者数の増加率※を 13 次防期間中と比較して減

少させる。 ※当期計画期間中の総数を前期の同計画期間中の総数で除したもの 

   

上記のアウトカム指標の達成を目指した場合、労働災害全体としては、少なくと 

 も以下のとおりの結果が期待される。 

・死亡災害については、14次防期間中の死亡者の総数を 13次防期間の総数と比較し

て５％以上減少させ、135人以下とする。 
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・死傷災害（新型コロナウイルス感染症を除く）については、2021 年までの増加傾

向に歯止めをかけ、死傷者数を 2022年と比較して 2027年までに減少に転ずる。 

 

（４）計画の評価と見直し 

   本計画に基づく取組が着実に実施されるよう、毎年、計画の実施状況の確認及び評

価を行う。また、必要に応じ、計画を見直す。 

 

２ 安全衛生を取り巻く現状と施策の方向性 

（１）死亡災害の発生状況と対策の方向性 

 福岡県内の死亡災害については、死亡者数が平成 27年に 40人を切り、以後増減を

繰り返しながらも 40人未満で推移し、令和４年の死亡者数は、20人と過去最少を記

録した。   （資料－１） 

 

13次防期間中の死亡者総数は 143人で、建設業が 46人と最も多く、次いで陸上貨

物運送事業が 27人、製造業が 20人、商業が 13人となっている。 

（資料－２） 
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事故の型別に見ると、建設業においては高所からの「墜落・転落」が 22 人と最も

多く、陸上貨物運送事業においては「交通事故（道路）」が 11 人、製造業において

は機械等による「はさまれ・巻き込まれ」が６人、商業においては「交通事故（道路）」

が８人とそれぞれ最も多い。 

13次防で重点対象となっていた林業については、同期間中の死亡者総数は３人で、

伐木作業等における労働災害が２人である。 

このように、それぞれの業種の業務内容に起因する特有の災害が多くの割合を占め

ており、引き続き、こうした死亡災害が多く発生している業種を中心に労働災害防止

対策に取り組むことが必要である。 

 なお、林業については、他の業種と比べ死亡者数は少ないが、伐木作業等による災

害は死亡・重篤災害に直結することから、引き続き、労働災害防止対策に取り組む必

要がある。 

（資料－３） 

 
 

（２）死傷災害の発生状況と対策の方向性 

ア 死傷災害の発生状況 

死傷災害については、13次防期間中増加傾向にある。令和２年から令和４年につい

ては、新型コロナウイルス感染症へのり患による影響もあるが、その影響を除いても

死傷災害件数、年千人率ともに増加傾向にある。 

（資料－４）             （資料－５） 
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  新型コロナウイルス感染症を除く、令和４年の死傷災害を業種別で見ると、卸・ 

小売業が最も多く（16.4％）、次いで製造業（16.1％）、陸上貨物運送事業（15.0％）、

建設業（10.8％）となっている。また、事故の型別でみると、「転倒」（23.7％）、

「動作の反動等」（19.6％）による労働者の作業行動に起因する死傷災害が全体の

４割（43.3％）を占め、その約７割が第三次産業で発生している。 

また、60歳以上の高年齢労働者の死傷災害が３割を占めている。 

（資料－６）           （資料－７）

 
  （資料－８）            （資料－９） 

 

 

 

 

 

 

 

第３次産業の死傷災害を事故の型別でみると、「転倒（30.3％）」や「動作の反動・

無理な動作（24.3％）」による労働者の作業行動に起因する死傷災害が５割以上を占

めている。    （資料－10） 
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全産業における転倒災害の発生率は、身体機能の影響、性別・年齢別で大きく異な

り、男女ともに中高年齢層で発生率が高くなっている。男女比で見ると、年齢が高く

なるにつれ、女性の転倒災害の発生割合が高くなっている。 

（資料－11） 

 

（資料－12）              （資料－13）             （資料－14） 

 

   

 

 

 

 

 

 

さらに、外国人労働者の増加に伴い、外国人労働者の死傷者数も増加傾向にある。 

これらの労働災害の防止対策を強化する必要がある。 

 

（資料－15） 
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イ 死傷災害の増加の要因及び対策の方向性 

死傷災害の増加については、 

① 労働災害発生が 60歳以上の高年齢労働者で増加していること 

② 特に第三次産業への就労者の増加に伴って、機械設備等に起因する労働災害に代

わり、対策のノウハウが蓄積されていない労働者の作業行動に起因する労働災害

が増加していること 

③ 安全衛生の取組が遅れている第三次産業や中小事業場において労働災害が多く発

生しており、その背景として、厳しい経営環境等様々な事情で安全衛生対策の取

組が遅れている状況があること 

④ その他、直近の労働災害の増加については、新型コロナウイルス感染症の影響に

よる生活様式の変化やこれに伴うデリバリーサービスや宅配需要の増加の影響が

あること 

等、様々な要因が考えられる。 

上記の①に関して、高年齢労働者は身体機能の低下等の影響により労働災害の発生

率が高く、60歳以上の高年齢労働者の死傷者数は、全体の約３割を占め増加傾向を示

し、被災した場合の休業期間も若年層と比較して長くなっている。このため、高年齢

労働者が安全に働ける環境づくりが必要である。 

（資料－16） 

                       

上記の②に関しては、労働者の作業行動に起因する労働災害を防止するための対

策の取組を促進することが必要である。 

上記の③に関しては、産業構造の変化に伴う労働移動、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大による一時的な雇用調整や飲食業等におけるサービス内容の変更に伴い、

新たな業務に不慣れな労働者が増加していることが死傷災害増加の要因とも考えら

れ、第三次産業等、労働者が増加している又は労働者の入れ替わりが頻繁である業種

において、安全衛生対策の取組を強化することが重要である。 
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一方で、例えば平成 30 年労働安全衛生調査（実態調査）によれば、安全衛生管理

の水準が低下したと答えた卸売業及び小売業の事業場において、その低下の理由につ

いては「経営環境の悪化で、安全衛生に十分な人員・予算を割けない（29.0％）」、

「正社員以外の労働者が増えたため、管理が難しくなっている（28.7％）」等が挙げ

られている。 

また、平成 29 年労働安全衛生調査（実態調査）によれば、卸売業及び小売業の事

業場において正社員以外（派遣労働者を除く。）の労働者を過去 1 年間における安全

衛生活動に参加させた割合は６割（59.0％）にとどまり、その理由としては、危険な

作業に従事していないことのほか、「安全衛生活動を特に実施していない（17.5％）」、

「勤務中に作業以外の活動を行わせる余裕がない（17.5％）」、「勤務時間帯、曜日

がばらばらのため（16.7％）」となっている。 

このように厳しい経営環境等様々な事情で安全衛生対策の取組が遅れている状況

にある。さらに、世界的な原油価格高騰や物流コストの上昇、消費者・利用者へのサ

ービス向上等の観点から、製造、物流等において少人数でより効率的・効果的に、短

い納期で業務を実施・処理することが求められていることも、労働災害増加の要因の

一つと考えられる。 

しかしながら、いかなる経営状況であろうと安全衛生対策には真摯に取り組む必要

がある。また、自社の人材を「コスト」ではなく、「資本」として捉え、安全衛生対

策も含む教育や労働環境の整備として投資を行い、事業者と労働者が共に成長し価値

を生み出すとの人的資本の考え方に照らし、安全衛生対策に取り組むことが、事業者

にとって経営や人材確保の観点からもプラスになるとの理解が進めば、事業者が自発

的に安全衛生対策に取り組むことが期待できる。 

また、上記の④について、物流に関しては、コロナ禍における外出自粛による宅配

便取扱個数の増加等の影響もあり、福岡県内の陸上貨物運送事業における労働災害は

増加傾向を示し、荷役作業中等の「墜落・転落」が全体の４分の 1を占め、最多とな

っている。荷役作業の際の墜落・転落災害防止対策の強化をはじめ、荷役作業の実態

を踏まえた安全衛生対策の強化が必要である。 

（資料－17）                （資料－18） 
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（３）労働者の健康確保を巡る動向と対策の方向性 

ア メンタルヘルス対策関係 

全国における精神障害による労災請求件数及び認定件数は増加傾向にある。 

令和３年労働安全衛生調査（実態調査）によれば、メンタルヘルス対策に取り組ん

でいる事業場の割合は、使用する労働者 50人以上の事業場で 94.4％である一方、労

働者 50 人未満の小規模事業場の取組率は、30～49 人で 70.7％、10～29 人で 49.6％

となっている。 

また、労働者 50 人未満の事業場がメンタルヘルス対策に取り組んでいない理由に

ついては、令和２年労働安全衛生調査（実態調査）によれば、①該当する労働者がい

ない（44.0％）、②取り組み方が分からない（33.8％）、③専門スタッフがいない

（26.3％）となっている。 

福岡県内においても、精神障害による労災請求件数及び認定件数も全国と同様に増

加傾向にあり、ストレスチェックの実施状況については、令和４年に実施したアンケ

ート調査によると、ストレスチェックを実施している労働者 50 人未満の実施率は、

30～49人で 48.8％、１～29人で 43.3％となっている。 

これらのことから、労働者 50 人未満の小規模事業場において、メンタルヘルス対

策の取組への支援が引き続き必要である。 

 

（資料－19）             （資料－20） 

 

イ 過重労働防止対策関係 

過重労働の防止については、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する

法律（平成 30年法律第 71号）及び関係法令の施行等により各種の取組が進められた

ところであるが、そうした取組が進められている中でも、働き過ぎによって尊い生命

が失われる等痛ましい事態が今もなお後を絶たない状況にある。令和４年 10月 14日

に閣議決定された「自殺総合対策大綱」に盛り込まれている長時間労働の是正や職場
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におけるメンタルヘルス対策の推進等にも留意しつつ、過労死等防止対策推進法（平

成 26年法律第 100号）に基づき令和３年７月 30日に閣議決定された「過労死等の防

止のための対策に関する大綱」に基づき、対策をより一層推進する必要がある。 

週労働時間 40時間以上である雇用者のうち、週労働時間 60時間以上の雇用者の割

合は、緩やかに減少しているものの、依然として過重労働により脳・心臓疾患を発症

したとして労災認定される事案が発生しており、福岡県内においても、同様の傾向が

認められるところである。したがって、引き続き、時間外・休日労働時間を削減する

必要がある。 

また、令和３年就労条件総合調査によると、年次有給休暇の取得率は、増加傾向に

ある（58.3％）。年次有給休暇の取得を促進するため、引き続き、環境を整備する必

要がある。 

さらに、令和４年就労条件総合調査によると、勤務間インターバル制度を導入して

いる企業の割合は、増加傾向にある（5.8％）。労働者の健康の保持や仕事と生活の

調和を図るため、引き続き、勤務間インターバル制度の導入を促進する必要がある。 

  （資料－21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 産業保健活動関係 

職場における労働者の健康保持増進に関する課題については、メンタルヘルスや働

き方改革への対応、労働者の高年齢化や女性の就業率の上昇に伴う健康課題への対

応、治療と仕事の両立支援、コロナ禍におけるテレワークの拡大や化学物質の自律的

な管理への対応等、多様化しており、現場のニーズの変化に対応した産業保健体制や

産業保健活動の見直しが必要である。 

また、法令に基づく産業保健体制が整備されているものの、産業保健活動が効果的

に行われず、労働者の健康保持増進が有効に図られていない事例や、保健事業を実施
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する保険者との連携が十分に行われていない事例もあることから、より効果的に産業

保健活動の推進を図る必要がある。 

さらに、産業医の選任義務がない、使用する労働者数 50 人未満の事業場において

は、産業保健活動が低調な傾向にあり、地域医療・保健との連携等も含め、こうした

小規模事業場における産業保健体制の確保と活動の推進が必要となっている。 

労働力人口における通院者の割合が増加を続ける（平成 31 年：36.8％（国民生活

基礎調査））一方で、治療と仕事を両立できる取組（通院や体調等の状況に合わせた

配慮、措置の検討、両立支援に関する制度の整備等）を行っている事業場の割合は

41.1％（令和３年労働安全衛生調査（実態調査））であり、事業場規模が小さいほど、

その割合も小さい。疾患を抱えながら働きたいと希望する労働者が、安心・安全に就

業を継続でき、かつ、事業者の継続的な人材の確保、労働者の安心感やモチベーショ

ンの向上による人材の定着、生産性の向上につながるよう、治療と仕事の両立支援の

推進が必要である。 

このような状況を踏まえ、事業者には、法令で定める健康確保措置に加え、それぞ

れの事業場の特性に応じて優先的に対応すべき健康課題を検討し、必要な産業保健サ

ービスを提供することが求められている。 

 

（４）化学物質等による健康障害の現状と対策の方向性 

福岡県内の化学物質の性状に関連の強いと思われる労働災害（有害物等との接触、

爆発、火災によるもの）は年間約 30 件発生しており、増減を繰り返している状況で

ある。業種別では、製造業、建設業、第三次産業で発生が多い。   

  （資料－22） 

化学物質の性状に関連の強いと思われる労働災害 

 

  

※ 13 次防期間中の労働災害発生状況（有害物等々の接触、爆発、火災によるもの） 
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全国的にみると、化学物質の性状に関連の強いと思われる労働災害は、年間約 500

件発生しており、特定化学物質障害予防規則（昭和 47年労働省令第 39号）等で個別

の規制の対象外となっている物質による労働災害が、これら化学物質による労働災害

全体の８割を占めている。また、事業場の化学物質対策の取組状況については、法第

57条及び第 57条の２に基づくラベル表示・ＳＤＳの交付の義務対象とはなっていな

いが、危険性又は有害性等を有するとされる化学物質の全てについて、ラベル表示、

ＳＤＳ交付、リスクアセスメントを実施している事業場の割合は、令和３年において、

それぞれ 69.9％、77.9％、66.2％となっている。 

個別規制の対象外となっている危険性又は有害性等を有する化学物質に対する自

律的管理規制に関する法令改正が順次施行しているところであり、その自律的な管理

の定着が必要となっている。 

石綿による健康障害防止対策については、2030 年頃に国内での石綿使用建築物の

解体がピークを迎えるとされていることから、建築物等の解体・改修工事において、

更なる石綿ばく露防止対策等の確保・推進が、引き続き、必要となっている。 

粉じんによる健康障害防止対策については、福岡県内でじん肺所見が認められる労

働者は減少しているものの、じん肺新規有所見労働者は依然として発生しており、令

和５年度からの「第 10次粉じん障害防止総合対策」の推進が必要となっている。  

 

（資料－23） 

   
※第８次及び第９次粉じん障害防止総合対策期間中（10年間）の新規じん肺有所見者数の推移 

 

また、熱中症により、全国的に毎年 20 人以上の労働者が死亡している。福岡県内

の第 13 次防期間中の死亡者数は、３人となっており、その内訳は、警備業が２人、

商業が１人となっている。 
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（資料－24） 

 

 
 

 

（５）事業者が自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発の重要性 

誰もが安全で健康に働くためには、労働者の安全衛生対策の責務を負う事業者や

注文者のほか、労働者等の関係者が安全衛生対策について自身の責任を認識し、真

摯に取り組むことが重要である。このような考えを広く浸透させる努力を引き続き

行っていくことも必要である。他方、これらの理念に反し、意図して安全衛生対策

に取り組むことを怠り、労働災害の発生を繰り返す事業者に対しては、罰則の適用

も含めた厳正な対応を行っていく。 

その上で、事業者が自発的に安全衛生対策に取り組むことが、事業者にとって経

営や人材確保・育成の観点からもプラスとなることを周知する等、事業者による安

全衛生対策の促進と社会的に評価される環境の整備が必要である。そのための具体

的な方策として、 

・「労働災害の発生件数・割合、死亡数等」、「労働安全衛生マネジメントシステ

ムの導入の有無」、「健康・安全関連取組等」等人的資本への投資の可視化によ

る事業者自らの情報開示と当該情報に基づく第三者の評価 

・安全衛生対策に取り組む事業者を国が認定する取組等を通じて、官民・民民の商

取引等でもこれらの事業者が優先的に選ばれる社会的理解の醸成 

等が考えられる。 

このほか、中小事業場が様々な事情を抱える中で、自社の安全衛生対策に優先し

て取り組むためには、国が安全衛生対策に要する費用を助成すること等が有効と考

えられる。また、国等が新規に事業を立ち上げる者に対して本計画の内容を教示す

ること、国や事業者は発注時において安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれの

業種 建設業 製造業 運送業 警備業 商業
ビルメン

テナンス 農業 その他 計

12 19 10 4 4 1 3 11 64

5 6 4 3 3 2 0 7 30
1 1

7 4 3 0 2 1 1 9 27
1 1

1 3 2 1 5 0 1 2 15
0

7 9 5 5 6 2 0 10 44
1 1

32 41 24 13 20 6 5 39 180
0 0 0 2 1 0 0 0 3

計

平成30年

令和元年

令和２年

令和３年

令和４年

13 次防期間中の熱中症による死傷者数の業種別の状況 

※上段が死傷者数、下段が死亡者数 
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ある条件を付さないこと、そして契約時等において安全衛生対策経費を確保するこ

とが必要と考えられる。 

また、大学等において働く労働者の安全衛生管理を実施する上で、その一環とし

て、学生に対しても安全衛生教育を促進し、労働安全衛生に対するリテラシーを育

むことで、学生は、卒業後、事業場における自発的な安全衛生対策の推進に貢献す

ることが期待される。 

加えて、国や、安全衛生の指導を行う労働安全衛生コンサルタント、労働災害防

止団体等の関係者が事業場における安全衛生対策に関し助言等を行う際に、単に法

令等の内容を説明し、その取組を求めるだけでなく、 

・他の事業場の好事例や当該事業場の状況に即した個別具体的な取組 

・エビデンスに基づく具体的な労働災害防止の取組とその効果 

・ＤＸによる業務効率化と安全衛生の確保を両立する取組 

・安全衛生に取り組むことによる経営や人材確保・育成の観点からの実利的なメリ

ット 

等を説明することも有効であると考えられる。 

 

３ 計画の重点事項 

  労働安全衛生を取り巻く現状と施策の方向性を踏まえ、以下の項目を重点事項とし、

重点事項ごとに具体的な取組を推進する。 

（１）自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発 

（２）労働者（中高年齢の女性を中心に）の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進 

（３）高年齢労働者の労働災害防止対策の推進 

（４）多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進 

（５）個人事業者等に対する安全衛生対策の推進 

（６）業種別の労働災害防止対策の推進 

（７）労働者の健康確保対策の推進 

（８）化学物質等による健康障害防止対策の推進 

 

４ 重点事項ごとの具体的取組 

（１）自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発 

ア 安全衛生対策に取り組む事業者が社会的に評価される環境整備 

（ア）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・安全衛生対策や産業保健活動の意義を理解し、必要な安全衛生管理体制を確保した

上で、事業場全体として主体的に労働者の安全と健康保持増進のための活動に取り

組む。 

・国や労働災害防止団体が行う労働安全防止対策に係る支援及び労働安全衛生コン

サルタントを活用し、自社の安全衛生活動を推進する。 
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（イ）（ア）の達成に向けて国等が取り組むこと 

・誰もが安全で健康に働くためには、労働者の安全衛生対策の責務を負う事業者や注

文者のほか、労働者等の関係者が安全衛生対策について自身の責任を認識し、真摯

に取り組むことが重要である。また、消費者・サービス利用者においても、事業者

が行う安全衛生対策の必要性や事業者から提供されるサービスの料金に安全衛生

対策に要する経費が含まれることへの理解が求められることから、あらゆる機会を

捉えて、周知啓発を図る（２（５）参照）。 

・安全衛生対策に取り組む事業者が社会的に評価されるよう、「安全衛生優良企業公

表制度」、「ＳＡＦＥコンソーシアム」のみならず、「健康経営優良法人認定制度」

等既存の安全衛生に関する取組の見える化を図る仕組みも活用し、これらの制度や

当該制度を導入する事業場を広く周知する。その際、対象事業場の取引先になり得

る発注者や求職者等が周知先となるよう、その周知方法についても工夫する。 

・県内の関係省庁機関と連携し、内閣官房が取りまとめた「人的資本可視化指針」の

周知等を図り、「労働災害の発生件数・割合、死亡数等」、「労働安全衛生マネジメ

ントシステムの導入の有無」、「健康・安全関連取組等の説明」等といった健康・安

全に関連する事項の開示を進める事業者を支援する。 

・業務の発注者となり得る者に対して、取引先となり得る事業場が安全衛生対策に取

り組むことの必要性とその実現のための具体的な留意事項について、効果的な周知

方法を研究し、その成果を踏まえ、当該留意事項に係る内容の周知を図る。 

・中小事業者の安全衛生対策に取り組む意欲を喚起する一助として、安全衛生対策に

取り組むことによる経営や人材確保・育成の観点からの実利的なメリットや、安全

衛生対策に取り組まないことにより生じ得る損失について、研究を進め、その成果

を広く周知する。この際、できるだけ中小事業者にとって身近な例を研究対象とし、

より納得しやすい事例を提供できるよう工夫する。 

・事業者の具体的な取組につながるよう、本計画に基づく個別の安全衛生対策の周知

においては、他の事業場の好事例について、事業場の業種や規模等に即した個別具

体的な取組も含めて周知するよう努める。 

・県内の大学等と連携し、大学等で働く労働者への安全衛生管理の一環として、学生

に対する安全衛生教育の促進を図る。  

・労働災害防止団体が行う労働安全衛生活動に対して、必要な支援を行う。その際、

労働災害防止団体は地方支部と一体となって、安全管理士等を活用した助言・指導

等を全国の事業者が等しく受けられるようにするほか、支援の受け手となる中小事

業者等が自発的に安全衛生対策に取り組めるよう、中小事業者等の意識改革も含め

た支援に努める。 

・引き続き労働災害防止団体と連携し、労働安全衛生マネジメントシステムの活用・

普及促進を図る。 



19 

 

・労働安全衛生コンサルタントの活用促進を図るため、そのメリット等についての周

知を図るとともに、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会福岡支部と連

携し、安全衛生対策に取り組む中小事業者等の意欲を喚起する労働安全衛生コンサ

ルタントの育成を図る。あわせて、中小企業診断士等と連携し、事業場の多様なニ

ーズに応じたワンストップの支援を行うことができるよう、専門家間の連携につい

ても検討する。 

・産業医科大学等と連携し、産業保健分野の人材育成の推進、関連情報の収集及び情

報発信を行う。 

・グローバル社会に応じた安全衛生対策の取組促進や支援を行えるよう、中央労働災

害防止協会等と連携し、諸外国の最新の知見や動向を把握するとともに、日本によ

る安全衛生分野における国際貢献も推進する。 

・国は、自らの安全衛生に係る施策を様々な機会を通じて積極的に周知するとともに、

中小事業者等を支援する国や関係機関の職員の指導力の向上を図る。 

 

イ 労働災害情報の分析機能の強化及び分析結果の効果的な周知 

（ア）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・労働者死傷病報告の提出に当たって、電子申請の普及や記載内容の充実等に取り組

む。 

 

（イ）（ア）の達成に向けて国等が取り組むこと 

・一部の労働災害事例のみならず、労働者死傷病報告を詳細に分析し、災害原因等の

要因解析をより深化させるため、労働安全衛生総合研究所等の体制整備を検討する。 

・労働災害統計の基盤となる労働者死傷病報告の方法について、労働災害が発生した

状況、要因等の把握が容易となるようデジタル技術の活用を行う。具体的には、統

計処理等の効率化のため「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力

支援サービス」から直接電子申請が可能となるよう必要なシステム改修を行う。加

えて、報告は原則として電子申請とすることとし、報告者の負担軽減や報告内容の

適正化、統計処理の効率化等をより一層推進する。 

・科学的根拠に基づき安全衛生対策の取組の有用性を証明し、事業者の納得性を高め

ることが重要であることから、独立行政法人労働者健康安全機構と連携し、災害発

生要因等の安全衛生に関する研究成果等の情報発信を強化する。 

 

ウ 安全衛生対策におけるＤＸの推進 

（ア）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・ＡＩやウェアラブル端末等のデジタル新技術を活用した効率的・効果的な安全衛生

活動の推進及び危険有害な作業の遠隔管理、遠隔操作、無人化等による作業の安全

化を推進する。 
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・健康診断情報の電磁的な保存・管理や保険者へのデータ提供を行い、プライバシー

等に配慮しつつ、保険者と連携して、年齢を問わず、労働者の疾病予防、健康づく

り等のコラボヘルスに取り組む。 

・法に基づく申請等について、電子申請を活用する。 

 

（イ）（ア）の達成に向けて国等が取り組むこと 

・効率的・効果的な安全衛生活動及び作業の安全化の推進に向け、ウェアラブル端末

等の新技術の活用を促進し、その新技術が作業の安全化に当たってどの程度有効で

あるかについてエビデンスの収集・検討を行う。また、これらの推進に当たってハ

ードルとなる規制等については、必要に応じて見直す。 

・法に基づいて事業者が実施する健康診断情報を活用した労働者の健康保持増進の

取組を推進するため、そうした取組が必ずしも進んでいない事業場に対し、健康診

断情報の電磁的な方法での保存・管理やデータ提供を含めて、コラボヘルス推進の

ための費用を支援する。 

 

（２）労働者（中高年齢の女性を中心に）の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進 

ア 労働災害発生状況と対策の方向性 

13次防期間中の転倒災害による死傷者数は、目標値 1,011人に対し、1,357人であ

った。 

年齢別に見ると、60歳以上の割合が 46.0%、50歳以上の割合は 73.2%と、中高年齢

層で多くが発生し、休業見込日数は、1 か月未満が 29.5％、休業 1 か月～3 か月未満

が 40％、3か月以上が 30.6％と、1か月以上の休業日数の割合が 70.6%となっている。 

（資料－25）                （資料－26） 

                  

 

 

 

 

 

 

                       

                         

 

令和４年に発生した転倒災害を中高年齢層で男女別に見ると、女性の割合は、40歳

以上が 67.7%、50 歳以上が 70.8%、60 歳以上が 74.1%と、年齢が高くなるにつれその

割合が高くなっている。 
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（資料－27）         （資料－28）                （資料－29）  

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の発生状況を踏まえ、対策の方向性を以下のとおりとする。 

・死傷災害の２割を占める転倒災害については、「STOP！転倒災害プロジェト」を引

き続き展開し、転倒防止対策を推進する。 

・転倒災害は、中高年齢層で多く発生していることから、エイジフレンドリーガイ

ドラインの周知・普及を図る。 

・加齢に伴う身体機能の低下により転倒の発生リスクが高まることから、これらを

予防するための体操の周知・普及を図る。 

 

イ 労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・転倒災害は、加齢による骨密度の低下が顕著な中高年齢の女性をはじめとして極め

て高い発生率となっており、対策を講ずべきリスクであることを認識し、その取組

を進める。 

・筋力等を維持し転倒を予防するため、運動プログラムの導入及び労働者のスポーツ

の習慣化を推進する。 

・非正規雇用労働者も含めた全ての労働者への雇入れ時等における安全衛生教育の

実施を徹底する。 

  ・「職場における腰痛予防対策指針」（平成 25 年６月 18 日付け基発 0618 第１号）を

参考に、作業態様に応じた腰痛予防対策に取り組む。 

 

ウ イの達成に向けて国等が取り組むこと 

・事業者が安全衛生対策に取り組まないことにより生じ得る損失等のほか、事業者の

自発的な取組を引き出すための行動経済学的アプローチ（ナッジ等）等について研

究を進め、その成果を広く周知する。 

・「健康経営優良法人認定制度」等の関連施策と連携し、転倒・腰痛防止対策の具体

的メニューの提示と実践に向けた事業場への支援等を図る。 

・転倒等災害防止に資する装備や設備等の普及のための補助、開発促進を図る。 
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・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術（ノーリフトケア）や介護機器等の導

入等既に一定程度の効果が得られている腰痛の予防対策の普及を図る。 

・理学療法士等を活用した事業場における労働者の身体機能の維持改善の取組を支

援するとともに、筋力等を維持し転倒を予防するため、「Sport in Life プロジェ

クト」（スポーツ庁）と連携してスポーツの推進を図る。 

・骨密度、「ロコモ度」、視力等の転倒災害の発生リスクの見える化の手法を提示・周

知する。 

・中高年齢の女性労働者に多い転倒災害の発生状況の周知や、第三次産業の業界の実

態に即した基本的労働災害防止対策の啓発ツール等の作成・周知を行うとともに、

アプリ、動画等を活用した効率的・効果的な安全衛生教育ツールの開発・普及促進

を行う。 

・労働安全衛生総合研究所や研究者との連携の下、労働者死傷病報告データの分析や

転倒・腰痛災害防止のための調査・研究体制を確保し、多角的に研究を推進する。 

・このほか、「転倒防止・腰痛予防対策の在り方に関する検討会」における検討を踏

まえた取組を進める。 

 

（３）高年齢労働者の労働災害防止対策の推進 

ア 労働災害発生状況と対策の方向性 

13次防期間中の高年齢労働者(60歳以上)の労働災害は 9,344人で、全体の 24.9%を

占めている。 

業種別にみると保健衛生業が 2,210人(24.1%)で最も多く、次いで、商業が 1,818人

(19.8%)、製造業が 1,155人(12.6%)となっている。 

 

（資料－30）              （資料－31） 
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事故の型別に見ると、転倒が 3,131 人と最も多く、全体の 33.5%を占め、被災した

際の休業見込日数は 1か月以上が 58.9％である。 

 

（資料－32）              （資料－33） 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記発生状況を踏まえ、対策の方向性を以下のとおりとする。 

高年齢労働者に配慮した職場環境の改善や筋肉強化等の身体機能向上のための健

康づくり等に取り組む。 

 

イ 労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・「エイジフレンドリーガイドライン」に基づき、高年齢労働者の就労状況等を踏ま

えた安全衛生管理体制の確立、職場環境の改善等の取組を進める。 

・転倒災害が、対策を講ずべきリスクであることを認識し、その取組を進める。（再

掲） 

・健康診断情報の電磁的な保存・管理や保険者へのデータ提供を行い、プライバシー

等に配慮しつつ、保険者と連携して、年齢を問わず、労働者の疾病予防、健康づく

り等のコラボヘルスに取り組む。（再掲） 

 

ウ イの達成に向けて国等が取り組むこと 

・「エイジフレンドリーガイドライン」のエッセンス版の作成・周知啓発を行う。 

・「転倒防止・腰痛予防対策の在り方に関する検討会」における検討を踏まえ、必要

な転倒防止対策の取組を進める。（再掲） 

・法に基づいて事業者が実施する健康診断の情報を活用した労働者の健康保持増進

の取組を推進するため、そうした取組が必ずしも進んでいない事業場に対し、健康

診断情報の電磁的な方法での保存・管理やデータ提供を含めたコラボヘルスを推進
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するための費用を支援する。（再掲） 

 

（４）多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進 

ア 労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・コロナ禍におけるテレワークの拡大等を受けて、自宅等でテレワークを行う際のメ

ンタルヘルス対策や作業環境整備の留意点等を示した「テレワークの適切な導入及

び実施の推進のためのガイドライン」（令和３年３月改定。以下「テレワークガイ

ドライン」という。）や労働者の健康確保に必要な措置等を示した「副業・兼業の

促進に関するガイドライン」（令和４年７月改定。以下「副業・兼業ガイドライン」

という。）に基づき、労働者の安全と健康の確保に取り組む。 

  ・外国人労働者に対し、安全衛生教育マニュアルを活用する等により安全衛生教育の

実施や健康管理に取り組む。 

 

イ アの達成に向けて国等が取り組むこと 

・テレワークや副業・兼業を行う労働者の健康確保のため、「テレワークガイドライ

ン」や「副業・兼業ガイドライン」を引き続き周知する。 

・副業・兼業を行う労働者が、自身の健康管理を適切に行えるツール（労働時間、健

康診断結果、ストレスチェック結果を管理するアプリ）の活用促進を図る。 

 

（５）個人事業者等に対する安全衛生対策の推進 

ア 労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・労働者ではない個人事業者等に対する安全衛生対策については、「個人事業者等に

対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」における議論等を通じて、個人事業

者等に関する業務上の災害の実態の把握に関すること、個人事業者自らによる安全

衛生確保措置に関すること、注文者等による保護措置のあり方等に関して、事業者

が取り組むべき必要な対応について検討する。 

 

イ アの達成に向けて国等が取り組むこと 

・有害物質による健康障害の防止措置を事業者に義務付ける法第 22 条の規定に関連

する省令の規定について、請負人や同じ場所で作業を行う労働者以外に対しても、

労働者と同等の保護措置を講ずることを事業者に義務付ける改正がなされ、令和４

年４月に公布、令和５年４月に施行されることから、当該省令の内容についての周

知等を行う。 

・労働者ではない個人事業者等に対する安全衛生対策については、「個人事業者等に

対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」における議論等を通じて、個人事業

者等に関する業務上の災害の実態の把握に関すること、個人事業者自らによる安全

衛生確保措置に関すること、注文者等による保護措置のあり方等について検討する。 
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（６）業種別の労働災害防止対策の推進 

ア 陸上貨物運送事業対策 

（ア）死傷災害の発生状況と対策の方向性 

13次防期間中の死亡者総数は、目標値 26人に対し、27人であった。 

事故の型別では、「交通事故（道路）」が 40.7％、起因物別では、「動力運搬機」

が 66.7％で最も多く発生している。 

事故の型別について、「交通事故」と「はさまれ・巻き込まれ」で全体の 59.3％

を占めており、第 12次労働災害防止計画期間（以下「12次防期間」という。）と

の比較でも発生状況に大きな変化は認められない。 

起因物別について、「動力運搬機」が 60％以上を占めており、12 次防期間との

比較において発生状況に変化はない。 

年齢別では、50 歳以上が 59.3％と半数以上を占め、被災労働者の高齢化が進行

している。 

事業場規模別では、10～29 人の中小規模事業場が 51.9％と最も多く、福岡県内

の業界の特徴を示しており、中小規模事業場への対策が必要となっている。 

13 次防期間の死傷者数は、目標値が 691 人に対し、令和４年の実績値は新型コ

ロナウイルス感染症を除き 862人となっており、平成 29年と比較して 16.0％の増

加となった。 

（資料－34）             （資料－35） 

 

13 次防期間中の死傷災害における事故の型別では、「墜落・転落」が 26.5％と

最も多く、次いで「動作の反動・無理な動作」20.7％、「転倒」13.7％、「はさま

れ・巻き込まれ」10.8％、「激突」7.4％、「交通事故」4.8％である。12次防期間

と比較しても発生状況に変化はみられず、荷台等からの「墜落・転落」、荷下ろし

等作業時の「動作の反動・無理な動作」、「はさまれ・巻き込まれ」に関する対策

が必要である。 

また、「墜落・転落」については、荷主、配送先元方事業場等（以下「荷主事業

者」という。）で発生した災害が多い状況である。 
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起因物別では、「物上げ装置、運搬機械」が 41.6％と最も多く、次いで、「その

他の装置等」16.6％となり、12次防期間との比較で発生状況に変化はない。 

（資料－36）             （資料－37） 

 

年代別で見ると、50歳以上が 12次防期間中 40.7％から 13次防期間中 47.7％と

増加しており、被災労働者の高齢化が進行している。 

災害発生場所は、地域によって偏在しており、令和４年における監督署管内別を

見ると、福岡県内全体の 41.8％を福岡東署管内が占め、海運や陸運の拠点が集積し

ている福岡中央署、久留米署、北九州東署、北九州西署、門司支署それぞれの管内

の災害を含めると福岡県内全体の 85.1％を占めており、以上６署においては集中

的に災害防止対策を講じる必要がある。 

  

（イ）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・「荷役作業における安全ガイドライン」に基づく安全衛生管理体制の確立、墜落・

転落災害や転倒災害等の防止措置、保護帽等の着用、安全衛生教育の実施等荷主も

含めた荷役作業における安全対策に取り組む。 

・「職場における腰痛予防対策指針」を参考に作業態様に応じた腰痛予防対策に取り

組む。 

 

（ウ）（イ）の達成に向けて国等が取り組むこと 

・陸上貨物運送事業における死傷災害の約７割が荷役作業時に発生しており、荷役作

業時におけるトラックからの墜落・転落災害が多数発生していることから、トラッ

クからの荷の積み卸し作業に係る墜落・転落防止対策の充実強化を図る。 

・陸上貨物運送事業の荷役作業における労働災害の多くが荷主事業者の敷地等にお

いて発生している実態等に対応するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の検

討を踏まえ、荷主事業者対策に取り組む。 

・陸上貨物運送事業等の事業場（荷主となる事業場を含む。）に対して、陸上貨物運

送事業労働災害防止協会福岡県支部、並びに各分会と連携し、集団指導等により「荷
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役作業における安全ガイドライン」の周知徹底を図るとともに、荷役作業の実態を

踏まえ、荷役作業に用いる機械等の安全な使用方法を検討する。 

・効果的な腰痛の予防対策を行うために、腰痛の発生が比較的多い重量物取扱い作業

等について、事業者や研究者の協力を得つつ発生要因をより詳細に分析し、効果が

見込まれ、かつ実行性がある対策を選定する。あわせて、事業者等の協力を得つつ

実証的な取組を行い、効果が得られた対策について積極的に周知・普及を図る。 

・災害発生場所の約７割が荷主先であることから、集団指導等あらゆる機会を通じて

荷役施設の整備、荷役作業の安全担当者の配置等「荷役作業における安全ガイドラ

イン」を荷主等への周知及び協力要請等により、荷主等としての安全対策への取り

組みの促進を図る。 

・福岡陸運支局と連携し、荷主事業者に対し、長時間の荷待ち時間の削減や荷役施設・

設備の改善、荷役作業の安全担当者の配置等について支援・要請する。 

・流通の拠点となっている福岡地区、北九州地区、久留米地区を管轄する上記アの（ア）

で示した６署において、集中的に災害防止対策を講ずる。 

 

イ 建設業対策 

（ア）死亡災害の発生状況と対策の方向性 

   13 次防期間の死亡者総数は、目標値 45 人に対し実績値は 46 人であった。これ

は、全産業の死亡者数の約３分の１であり、建設業が最多である。 

   事故の型別では「墜落・転落」災害が 47.8％と約半数を占めており、次いで「崩

壊・倒壊」19.6％、「はさまれ・巻き込まれ」10.9％となっている。 

   起因物別では「仮設物・建築物・構築物」47.8％、次いで「建設用機械」「動力運

搬機」「環境等」がそれぞれ 10.9％となっている。 

   福岡県内では、「天神ビッグバン」、「博多コネクティッド」等の大規模な再開発

計画が引き続き進行しており、建設工事発注件数の増大に伴う労働災害の増加が懸

念される。 

（資料－38）             （資料－39） 
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 上記死亡災害の発生状況及び建設工事発注件数の増大を踏まえ、対策の方向性を

以下のとおりとする。 

・建設業における死亡災害は 13 次防期間の全産業の約３分の１を占め、「墜落・転

落」災害が建設業の死亡災害の約２分の１を占める状況にあることから、墜落・転

落災害防止対策を強化する。 

・建設業においては、工事現場単位で統括管理を行うことが極めて重要であり、建設

現場に対する監督・個別指導の実施、発注者・災害防止団体等と連携した現場パト

ロールや安全講習会等を実施し、労働災害防止対策を指導する。 

 

（イ）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・墜落・転落のおそれのある作業について、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれ

のある箇所への囲い、手すり等の設置、墜落制止用器具の確実な使用、はしご・脚

立等の安全な使用の徹底等及び高所からの墜落・転落災害の防止に取り組む。あわ

せて、墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む。 

・労働者の熱中症や騒音障害を防止するため、「職場における熱中症予防基本対策要

綱」（令和３年４月 20 日付け基発 0420 第３号）に基づく暑さ指数の把握とその値

に応じた措置の適切な実施や、改正された「騒音障害防止のためのガイドライン」

（令和５年４月 20日付け基発 0420第２号）に基づく騒音障害防止対策の管理者の

選任、騒音レベルの新しい測定方法の実施等の健康障害防止対策に取り組む。 

 

（ウ）（イ）の達成に向けて国等が取り組むこと 

・13次防期間の建設業における死亡災害の約５割が墜落・転落災害であることから、

一側足場の使用範囲の明確化、足場の点検を行う際の点検者の指名の義務化などを

内容とする改正労働安全衛生規則の公布を踏まえ、改正内容について周知・指導を

行うとともに、今後改正予定の「手すり先行工法に関するガイドライン」の周知に

より、墜落・転落災害防止対策の充実強化を図る。 

・デジタル技術の活用を推進するため、国土交通省と連携し、デジタル技術を活用し

た建設施工の自動化、自律化、遠隔化等に伴う安全対策について検討を進める。 

・地震、台風、大雨等の自然災害に被災した地域の復旧・復興工事における労働災害

防止対策の徹底を図る。 

・建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律（平成 28 年法律第 111

号）に基づき、国土交通省との緊密な連携の下に、建設工事従事者の安全及び健康

の確保に取り組む。 

・「職場における熱中症予防基本対策要綱」や「騒音障害防止のためのガイドライン」

の周知・指導等の健康障害防止対策の推進を図る。 
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ウ 製造業対策 

（ア）死傷災害の発生状況と対策の方向性 

13次防期間の死亡者総数は、製造業全体で目標値 28人に対し、実績値は 20人で

あった。 

業種別では、一般機械器具製造業５人、鉄鋼業４人、化学工業３人、金属製品製

造業及び輸送機械製造業各々２人の順となっている。 

事故の型別では、「はさまれ、巻き込まれ」が 30％を占めており、令和３年までは

「はさまれ・巻き込まれ」による死亡災害が毎年発生している。 

  次いで、「墜落、転落」が 15％、「飛来、落下」、「崩壊、倒壊」、「激突され」及び

「その他」が 10％となっている。 

 12次防期間と比較すると「はさまれ、巻き込まれ」は約８％減少したが、依然とし

て一番高い割合を占めている。 

死傷者数については、製造業全体において 13次防期間中毎年 900人を超えて推移

しており、目標値 881 人に対し、令和４年の実績値は新型コロナウイルス感染症を

除くと 974人であった。 

  13次防期間中における製造業の分類別割合を見ると、食料品製造業 33.4％、金属

製品製造業 15.5％の順に多く、両業種で製造業全体の約半数を占めている。 

  事故の型別に見ると「はさまれ・巻き込まれ」が 23.1％、次いで「転倒」が 19.3％、

「墜落、転落」が 11.4％、「動作の反動、無理な動作」が 10.9％となっている。 

 

（資料－40）             （資料－41） 

 
 

 起因物別に見ると「その他の装置等」が 21.9％、次いで「動力機械」が 21.0％、

「仮設物、建築物、構築物等」が 19.9％、「物上げ装置、運搬機械」が 11.9％とな

っている。また、年代別に見ると 50歳以上が半数近くを占めている。 
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（資料－42）             （資料－43） 

                 

 

以上のことから、機械による「はさまれ、巻き込まれ」災害の防止対策を重点と

して、死亡・重篤災害の撲滅のため、本質安全化に向けた取組の推進を図る。 

 また、雇い入れ時等安全衛生教育の充実化、安全作業マニュアルの整備、周知等

により行動災害防止の徹底を図るとともに、高年齢労働者対策として「エイジフレ

ンドーガイドライン」に基づき、高年齢労働者の就労状況を踏まえた安全衛生管理

体制の確立、職場環境の改善等の取組を推進する。 

なお、死傷災害が多発している食料品製造業及び金属製品製造業における労働災

害の発生状況については、次のとおりである。 

ａ 食料品製造業 

13 次防期間中の死傷者数は、毎年 300 人を超え、製造業全体の 30％以上を占

めている。 

新型コロナウイルス感染症を除く令和４年の死傷災害を事故の型別で見ると、

「転倒」が 33％、「はさまれ、巻き込まれ」が 17.8％、「切れ、こすれ」が 10.5％

であり、起因物別では、「仮設物、建築物、構築物等」が 31.1％、「一般動力機械」

が 15.2％を占めており、食料品加工用機械による災害と転倒災害が主である。 

年齢別で見ると、50 歳以上が 52.4％を占めており、製造業全体より高い割合

を示している。 

 

ｂ 金属製品製造業 

13 次防期間中の死傷者数は、毎年製造業全体の 15％前後を占め、同期間後半

にかけて増加傾向にある。 

新型コロナウイルス感染症を除く令和４年の死傷災害を事故の型別で見ると、

「はさまれ、巻き込まれ」が 27％、次いで「その他」が 12.4％、「墜落、転落」
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が 11.9％、「飛来、落下」が 11.3％であり、起因物別では「材料」が 23.8％、「金

属加工用機械」が 13％を占めている。 

年齢別で見ると、20 歳代、30 歳代、40 歳代、50 歳代及び 60 歳以上の各年齢

層において 20％前後であり、高齢層への偏りといった傾向はみられない。 

以上から、製造業全体の労働災害の約半数を占めている食料品製造業と金属製

品製造業については、重点対象業種に指定し、上記はさまれ、巻き込まれ災害防

止対策と併せて死傷災害の減少を目指し、リスクアセスメントの普及促進・充実

化により、自主的な安全衛生活動の活性化を図る。 

 

（イ）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・「はさまれ・巻き込まれ」等による労働災害の危険性の高い機械等については、製 

造者（メーカー）、使用者（ユーザー）それぞれにおいてリスクアセスメントを実

施し、労働災害の防止を図ることが重要であることから、「機械の包括的な安全基

準に関する指針」（平成 19 年７月 31 日付け基発第 0731001 号）に基づき、使用者

においてもリスクアセスメントが適切に実施できるよう、製造者は、製造時のリス

クアセスメントを実施しても残留するリスク情報を、機械等の使用者へ確実に提供

する。 

・機能安全の推進により機械等の安全水準を向上させ、合理的な代替措置により安全 

対策を推進する。 

 

（ウ）(イ)の達成に向けて国等が取り組むこと 

・製造業で使用される機械等について、技術の進展に対応するよう、国際的な安全規 

格と整合を図る等、安全基準（ボイラー構造規格等）の見直しを行う。 

・作業手順の理解や危険への感受性を高めるためのＶＲの活用について、より安全に 

資するものとなるよう要件を検討する。 

・機能安全を有する機械を活用し、危険な作業を信頼性の高い技術を有する機械等で

置き換えることを通じて、現場の作業者が労働災害に被災するリスクを低減させる

取組を推進する。 

・福岡労働局が独自で取り組むこと 

 食料品製造業と金属製品製造業については製造業の重点対象業種に指定し、リスク

アセスメントの普及促進・充実化により、自主的な安全衛生活動の活性化を図る。 

 

エ 林業対策 

（ア）死亡災害の発生状況と対策の方向性 

   13次防期間の死亡者総数は、目標値３人に対し実績値は 3人であった。 

   死亡者３人のうち２人が、チェーンソーによる伐木等作業において被災している。 

13 次防期間の死傷者総数は 131 人であり、概ね年間 30 人前後で推移している。 
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   事故の型別で見ると、「激突され」が 24.4％、起因物別では「環境等」が 38.9％

と最も多く発生しており、死亡災害に繋がりかねない、伐木作業時における労働災

害が多く発生している。 

   伐木等作業の安全対策について、立木の伐倒時の措置及びかかり木処理の禁止事

項の徹底を図るとともに、下肢を保護する防護衣の着用の徹底、安全教育の充実等

を図る必要があり、森林管理署、県農林事務所、森林組合等の関係機関と連携し取

組を推進する必要がある。 

 

（資料－44）              （資料－45） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・「伐木等作業の安全ガイドライン」、「林業の作業現場における緊急連絡体制の整

備等のためのガイドライン」（平成６年７月 18日付け基発第 461号の３。以下「林

業の緊急連絡体制整備ガイドライン」という。）等について労働者への周知や理解

の促進を図るとともに、これらに基づき、安全な伐倒方法やかかり木処理の方法、 

保護具の着用、緊急時における連絡体制等の整備や周知、通信機器の配備、教育訓

練等の安全対策を確実に実施する。 

 

（ウ）（イ）の達成に向けて国等が取り組むこと 

・小規模事業場における労働災害が多い状況にも留意し、立木の伐倒時の措置、かか

り木処理時の禁止事項の徹底を図るとともに、下肢を保護する防護衣の着用や木材

伐出機械等の安全対策の徹底等を図る。また、「伐木等作業の安全ガイドライン」、

「林業の緊急連絡体制整備ガイドライン」等について関係事業者に対し一層積極的

に周知し、これらのガイドラインに基づく措置が着実に講じられるよう徹底を図る

とともに、その実施状況等も踏まえて安全対策に取り組む。 
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・林野庁や地方公共団体、労働災害防止団体等と連携し、関係機関連絡会議の開催、

労働災害情報の共有、合同パトロールの実施、労働災害防止団体の安全管理士や都

道府県の林業普及指導員等による指導等、各機関が協力して取組を促進するととも

に、発注機関との連携を強化し、労働者の安全と健康を確保するために必要な措置

を確実に講ずるよう取組を進める。 

 

（７）労働者の健康確保対策の推進 

ア メンタルヘルス対策 

（ア）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・ストレスチェックの実施のみにとどまらず、ストレスチェックの結果をもとに集団

分析を行い、その集団分析を活用した職場環境の改善まで行うことで、メンタルヘ

ルス不調の予防を強化する。 

・事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して、雇

用管理上講ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号）に基づ

く取組をはじめ、職場におけるハラスメント防止対策に取り組む。 

 

（イ）（ア）の達成に向けて国等が取り組むこと 

・福岡産業保健総合支援センター及び地域産業保健センターを通じて、小規模事業場

におけるメンタルヘルス対策の取組を引き続き支援する。 

・ストレスチェックや集団分析の実施を促進するため、ストレスチェックの受検、集

団分析等ができるプログラムを事業者に提供するとともに、その活用に向けて周知

を図る。 

・集団分析、職場環境改善の実施及び小規模事業場におけるストレスチェックの実施

を促進する。 

・健康経営の視点を含めたメンタルヘルス対策に取り組む意義やメリット（欠勤、プ

レゼンティーズム、経営損失の防止等）を見える化し、経営層に対する意識啓発の

強化を図る。 

・小規模事業場を中心とした好事例の周知啓発を図る。 

・職場におけるハラスメント防止対策の取組の周知及び対策の徹底を図る。 

 

イ 過重労働対策 

（ア）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」（平成 18 年 3 月

17日付け基発第 0317008号）に基づき、次の措置を行う。 

①  時間外・休日労働時間の削減、労働時間の状況の把握、健康確保措置等 

②  年次有給休暇の確実な取得の促進 
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③  勤務間インターバル制度の導入等、労働時間等設定改善指針（平成 20 年厚

生労働省告示第 108号）に基づく労働時間等の設定の改善 

・長時間労働による医師の面接指導の対象となる労働者に対して、医師による面接指

導や保健師等の産業保健スタッフによる相談支援を受けるよう勧奨する。 

 

（イ）（ア）の達成に向けて国等が取り組むこと 

・「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づく長時間労働の削減のための

取組を基本として、次の取組を進める。 

① 長時間労働が疑われる事業場への監督指導の徹底、「労働時間の適正な把握のた

めに使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」（平成 29 年１月 20 日策定）

の周知、これに基づく指導等に、引き続き取り組む。 

また、令和６年４月より、時間外労働の上限規制が適用される医師、建設業に

従事する労働者、自動車運転者等について、働き方改革を推進するための関係

法律の整備に関する法律（平成 30 年法律第 71 号）及び関係法令における改正

内容の周知・指導等に取り組む。特に、運輸業・郵便業においては全業種の中

でも脳・心臓疾患による労災支給決定件数が多いことから、令和４年厚生労働

省告示第 367 号による改正後の自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

（平成元年労働省告示第７号）の周知、これに基づく指導等に取り組む。また、

医師については医師の労働時間短縮等に関する指針（令和４年厚生労働省告示

第７号）に基づき、引き続き労働時間の短縮に向けた取組を進める。 

② 事業者が医師による面接指導の対象となる長時間労働者に面接指導が勧奨でき

るよう、制度の趣旨や必要性について効果的な周知方法を検討し、事業者への

周知に取り組む。 

・「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」（過労死等防

止調査研究センター実施）における研究成果を踏まえた業種別・職種別の防止対策

の作成及び周知に取り組む。 

 

ウ 産業保健活動の推進 

（ア）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・事業場ごとの状況に応じた産業保健活動を行うために必要な産業保健スタッフを

確保し、労働者に対して必要な産業保健サービスを提供するとともに、産業保健ス

タッフが必要な研修等が受けられるよう体制を整備する。 

・治療と仕事の両立支援に関して、支援を必要とする労働者が支援を受けられるよう

に、労働者や管理監督者等に対する研修の実施等の環境整備に取り組む。 

・事業者及び労働者は、産業医や保健師に加えて、医療機関や支援機関等の両立支援

コーディネーターを積極的に活用し、治療と仕事の両立の円滑な支援を図る。 
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（イ）（ア）の達成に向けて国等が取り組むこと 

・両立支援を必要とする労働者の働きやすい環境整備を推進するため、「事業場に

おける治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」及び「企業・医療機関連携

マニュアル」の県内企業への浸透を図る。さらに、福岡県地域両立支援推進チー

ムの活動等を通じて、地域における企業、医療機関等関係者の具体的な連携を図

る。 

・福岡産業保健総合支援センター及び地域産業保健センターを通じて、引き続き小

規模事業場を中心とする産業保健活動への支援を実施する。 

 

（８）化学物質等による健康障害防止対策の推進 

ア 化学物質による健康障害防止対策 

（ア）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・化学物質を製造し、取り扱い、又は譲渡・提供する事業者において、化学物質管理

者の選任及び外部専門人材の活用を行うに当たり、次の２つの事項を的確に実施す

る。 

①化学物質を製造する事業者は、製造時等のリスクアセスメント等の実施及びその

結果に基づく自律的なばく露低減措置を実施し、並びに譲渡提供時のラベル表

示・ＳＤＳを交付する。ＳＤＳの交付に当たっては、必要な保護具の種類も含め

「想定される用途及び当該用途における使用上の注意」を記載する。 

②化学物質を取り扱う事業者は、入手したＳＤＳ等に基づくリスクアセスメント等

の実施及びその結果に基づく自律的なばく露低減措置を実施する。 

 

（イ）（ア）の達成に向けて国等が取り組むこと 

・化学物質管理者講習の周知を図る。 

・リスクアセスメント及びその結果に基づく措置や濃度基準値遵守のための業種別・

作業別の化学物質ばく露防止対策マニュアルの周知を行う。 

・中小事業者向けに、業種別の特徴を捉えた化学物質管理に係る相談窓口の設置、訪

問指導の実施、人材育成（講習会）等、支援する取組の周知を行う。 

・適切な化学物質対策の実施のためには、事業場外の化学物質管理専門家及び作業環

境管理専門家を含めた専門家の活用が重要であることから、専門家のリスト等の提

供体制等を整備する。 

・事業場に対し、ＧＨＳの分類やモデルＳＤＳの作成、クリエイト・シンプル（簡易

リスクアセスメントツール）の内容等、周知することにより、事業場における化学

物質管理の支援を行う。 

 

イ 石綿、粉じんによる健康障害防止対策 

（ア）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 
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・適正な事前調査のため、建築物石綿含有建材調査者講習修了者等の石綿事前調査に

係る専門性を有する者による事前調査を確実に実施する。 

・石綿事前調査結果報告システムを用いた事前調査結果の的確な報告及び事前調査

結果に基づく適切な石綿ばく露防止対策を実施する。 

・解体・改修工事発注者による適正な石綿ばく露防止対策に必要な情報提供・費用等

の配慮について、周知を図る。 

・粉じんばく露作業に伴う労働者の健康障害を防止するため、粉じん障害防止規則

（昭和 54 年労働省令第 18 号）その他関係法令の遵守のみならず、第 10 次粉じん

障害防止総合対策に基づき、粉じんによる健康障害を防止するための自主的取組を

推進する。 

・トンネル工事を施工する事業者は、所属する事業場が転々と変わるトンネル工事に

従事する労働者の健康管理を行いやすくするため、「ずい道等建設労働者健康管理

システム」に、労働者のじん肺関係の健康情報、有害業務従事歴等を登録する。 

 

（イ）（ア）の達成に向けて国等が取り組むこと 

・石綿事前調査結果報告システム及びポータルサイトの周知を図る。 

・建築物石綿含有建材調査者講習を周知する。 

・建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュ

アル等の周知を行う。 

・解体・改修工事発注者（個人住宅の施主を含む。）による取組を強化するため、関

係省庁との連携や発注者の配慮義務に係る周知を行う。 

・第 10 次粉じん障害防止総合対策に基づき、事業者等による呼吸用保護具の使用の

徹底及び適正な使用の推進等に取り組む。 

・所属する事業場が転々と変わるトンネル工事に従事する労働者のじん肺関係の健

康情報、有害業務従事歴等の一元管理を行う建設業労働災害防止協会と協力し、ト

ンネル工事に従事した労働者の健康管理の充実を推進する。 

 

ウ 熱中症、騒音による健康障害防止対策 

（ア）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・「職場における熱中症予防基本対策要綱」を踏まえ、暑さ指数の把握とその値に応

じた熱中症予防対策を適切に実施する。あわせて、作業を管理する者及び労働者に

対してあらかじめ労働衛生教育を行うほか、衛生管理者等を中心に事業場としての

管理体制を整え、発症時・緊急時の措置を確認し、周知する。その他、熱中症予防

に効果的な機器・用品の活用も検討する。 

・労働者は、熱中症を予防するために、日常の健康管理を意識し、暑熱順化を行って

から作業を行う。あわせて、作業中に定期的に水分・塩分を摂取するほか、異変を

感じた際には躊躇することなく周囲の労働者や管理者に申し出る。 
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・労働者の騒音障害を防止するために、改正された「騒音障害防止のためのガイドラ

イン」に基づく騒音障害防止対策の管理者の選任、騒音レベルの新しい測定方法の

実施等に取り組む。 

 

（イ）（ア）の達成に向けて国等が取り組むこと 

・事業者の熱中症予防対策の実施を促進するために、日本産業規格（ＪＩＳ）に適合

した暑さ指数計や熱中症予防に効果的な機器・用品の普及を図る。あわせて、熱中

症予防対策への理解を深めるために、取組事例や労働者等向けの教育ツールの紹介

を行うほか「職場における熱中症予防基本対策要綱」等に基づいた各種熱中症予防

のための周知・指導を行う。 

・労働者の騒音障害を防止するために、改正された「騒音障害防止のためのガイドラ

イン」の周知・啓発等に加え、事業者の取組に係る支援等を行う。 

 

エ 電離放射線による健康障害防止対策 

（ア）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた作業（以下「廃炉作業」という。）

や帰還困難区域等で行われる除染等の作業に従事する労働者に対する安全衛生管

理、被ばく線量管理、被ばく低減対策、健康管理等を徹底する。 

・東京電力福島第一原子力発電所での緊急作業に従事した労働者に対して、「原子力

施設等における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」（平成 27年８月

31日健康の保持増進のための指針公示第６号）に基づく健康管理を実施する。 

・医療従事者の被ばく線量管理及び被ばく低減対策の取組を推進するとともに、被ば

く線量の測定結果の記録等の保存について管理を徹底する。 

 

（イ）（ア）の達成に向けて国等が取り組むこと 

・廃炉作業に従事する労働者等向けの健康相談窓口の設置、作業指揮者等に対する研

修の支援を継続する等の支援の取組をについて、事業者に周知する。 

・医療機関に対して、放射線被ばく管理に関する労働安全衛生マネジメントシステム

の導入等を周知する。 

 

 



詳細内容

タイトル
年に１度の労働保険の確定申告、概算申告がはじまります
～令和５年度労働保険年度更新期間について～

日　　時 令和５年６月１日（木）～令和５年７月10日（月）

場　　所 福岡労働局及び管内各労働基準監督署

内　　容

年度更新とは、年に１度労働保険の確定申告、概算申告を行う手続きです。
令和５年度労働保険の年度更新手続き期間は６月１日（木）～７月10日（月）で
す。
※年度更新の申告書は、福岡労働局や管内各労働基準監督署への郵送、また
は「電子申請」でも受け付けており、直接窓口へ出向くことなく申告することがで
きます。

担 当 者 総務部　労働保険徴収課　鶴田

タイトル 雇用関係助成金の説明会を開催します

日　　時 令和５年５月30日（火）～11月７日（火）

場　　所
福岡西総合庁舎、小倉総合庁舎、久留米総合庁舎、飯塚総合庁舎、吉塚合同
庁舎、直方総合庁舎、オンライン（Zoom）

内　　容

福岡県と福岡労働局では、「雇用関係助成金」を福岡県内企業の皆様にご活用
いただき、魅力ある職場づくりに取り組むきっかけとしていただくため、雇用関係
助成金説明会を開催します。
（※要事前申込（申込は各日程の平日３日前までです））

担 当 者 雇用環境・均等部企画課　小川、原田　℡０９２－４１１－４７６３
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福岡県と福岡労働局では、「雇⽤関係助成⾦」を県内企業の皆様に活⽤していただき、
魅⼒ある職場づくりに取り組むきっかけとしていただくため、雇⽤関係助成⾦説明会を開催
します。
興味のあるテーマのみの参加もできますので、ぜひご参加ください︕

助成⾦を効果的に活⽤して
魅⼒ある職場づくりに取り組みませんか︖

開催⽇時・場所などの詳細は裏⾯へ

福岡県 雇⽤関係助成⾦ 説明会 �

〇説明会に関すること
福岡県福祉労働部労働局労働政策課 TEL︓092-643-3587

お問合せ先

県内企業・事業所の皆さまへ参加
無料 要申込

〇雇⽤関係助成⾦の制度、支給要件等に関すること
福岡労働局福岡助成⾦センター（⼈材開発支援助成⾦） TEL︓092-411-4701
福岡労働局雇⽤環境・均等部企画課（業務改善助成⾦） TEL︓092-411-4717

令和５年度の雇⽤関係助成⾦の概要を知ろう︕
〜助成⾦を知り、効果的に魅⼒ある職場づくりに取り組もう〜

全体像を知りたい方向け

テーマ

業務改善助成⾦を活⽤しよう︕
〜助成⾦を活⽤した⽣産性向上と事業場内最低賃⾦の引上げ〜

⼈材開発⽀援助成⾦を活⽤しよう︕
〜⼈材育成、⼈への投資〜

テーマ

テーマ

具体的に知りたい方向け 各回定員 オンライン５０名＋会場２０名

各回定員 オンライン５０名

お申込み方法 ※要事前申込（申込は各⽇程の平⽇３⽇前まで）
①福岡県ホームページでのお申込み

URL:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koyoukankeizyoseikin.html

②電話での申し込み
福岡県福祉労働部労働局労働政策課 TEL︓092-643-3587



テーマ 開催⽇ 内容 場所

令和５年度の
雇⽤関係助成⾦
の概要を知ろう︕

5月30日
（火）

14︓00〜15︓15
令和５年度雇⽤関係助成⾦の
全体像の説明

15︓15〜15︓30
令和５年度県の働き⽅改⾰の
主な支援策

オンライン(Zoom)

6月 8日
（木）

9月19日
（火）

9月26日
（火）

業務改善助成⾦
を活⽤しよう︕
【中小企業事業者対象】

8月22日
（火）

14︓00〜15︓00
業務改善助成⾦の説明

15︓05〜16︓05※会場で実施
社会保険労務士による個別相談会
（希望する⽅のみ）

【対象事業場】
以下の要件を満たす事業場

・事業場内最低賃⾦と地域別最低賃⾦の
差額が３０円以内

福岡⻄総合庁舎

8月24日
（木） 小倉総合庁舎

8月29日
（火） 久留⽶総合庁舎

9月 5日
（火） 飯塚総合庁舎

9月 8日
（⾦） 福岡⻄総合庁舎

9月12日
（火） 小倉総合庁舎

⼈材開発⽀援
助成⾦を活⽤しよう︕

6月20日
（火）

13︓30〜14︓10
パートタイム労働者・有期契約雇⽤
労働者に関する法令、⼈材育成の
効果について

14︓20〜15︓20
⼈材開発支援助成⾦の説明

15︓25〜16︓25※会場で実施
社会保険労務士による個別相談会
（希望する⽅のみ）

吉塚合同庁舎

6月27日
（火） 小倉総合庁舎

7月 4日
（火） 久留⽶総合庁舎

7月11日
（火） 直⽅総合庁舎

10月24日
（火） 小倉総合庁舎

11月 7日
（火） 福岡⻄総合庁舎

※オンライン開催については、開催日の前日までにIDとパスコードをお知らせします。
※会場の詳細は県ホームページでご確認ください。
※上記説明会のほか、県では社会保険労務士による個別相談会を実施しています。

詳細は労働政策課までお問い合わせください。
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