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転倒災害防止対策にかかるアンケート結果を公表します   

～転倒災害防止には「４S（整理・整頓・清掃・清潔）」が重要～ 

 

埼玉労働局（局長 片淵仁文）は、「転倒災害防止対策にかかるアンケート」

を令和６年 12 月 24 日から令和 7 年１月 31 日にかけて埼玉労働局ホームペー

ジ上で実施し、その結果をとりまとめましたので公表します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料】 

別紙１ 転倒災害防止対策にかかるアンケート結果 
別紙２ 埼玉第 14 次労働災害防止計画 
 

埼玉労働局発表 

令和７年３月 31 日（月） 
【照会先】 

埼玉労働局労働基準部健康安全課 

課  長 川又 裕子 

地方産業安全専門官 嶋田 敏晴 

（電話番号）048-600-6206 

Press Release 

 
１ アンケート実施期間 

令和 6 年 12 月 24 日から令和７年１月 31 日 
 
２ アンケート実施方法 

埼玉労働局ホームページにアンケートページを作成してアクセスしてい
ただき回答を得た。 

県内８カ所にある労働基準監督署等から事業者等に対しアンケートの協
力を窓口等で依頼した。 

 
３ アンケート結果（別添のとおり） 
   休業４日以上の死傷災害はその約 25％が転倒災害であるが、アンケートの

回答が得られた事業場では転倒災害が発生していないものが多かった。 
   転倒災害が発生していないと回答したものの多くが「通路、階段、作業場所

等の整理、整頓の実施」、「危険予知活動」、「手すり又はすべり止めの設置や段
差の解消、照度の確保等の設備の改善」を行っていた。 

   転倒災害が発生していないと回答したものの多くが「転倒災害予防として
有効だと思うこと」として「整理整頓」、「通路に物を置かない」、「床の清掃」
を上げるほか、「安全教育」も多くの回答があった。 

   高年齢労働者の労働災害防止対策として厚生労働省が示している「エイジ
フレンドリーガイドライン」については、「知っている」という回答が少なく、
さらなる周知が必要であることが判明した。 

   埼玉労働局は、この結果を参考にしながら、引き続き「埼玉第 14 次労働災
害防止計画」を進め、労働災害の減少に向けて取り組んでいくこととする。 



転倒災害防止対策にかかるアンケート結果

れしょう

令和６年1 2月 2 4日から令和７年１月3 1日の間に埼玉労働局ホームページ

で転倒災害防止対策にかかるアンケートを実施しました。その結果について

とりまとめました。 （ 回 答 数 ： 2 4 9 ）
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手すり又は滑り止めの設置、段差の解消、照度の確保等の設備の改善

通路、階段、作業場所等の整理・整頓・清掃の実施

滑りにくい靴の支給又は推奨

転倒しやすい場所に注意喚起の標識を掲示する等の危険箇所の見える化

転倒リスクを考慮した作業スピード、作業姿勢、作業方法等の決定・変更

身体機能、体力等に応じた業務、就業場所の決定・変更

体力測定等による転倒リスクの判定

ロコモ度テストの実施

ストレッチ体操等の体操

転びにくい・けがをしにくい身体づくりのための取組

転倒を防ぐための教育の実施

危険予知活動

取組はしていない

その他

転倒災害は増加傾向にあり、休業4日以上の死傷災害の約２５％を占めているが、アンケートに協
力した事業場では転倒災害が発生していないものが多かった。

４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）、ＫＹを多くの事業場で実施している。

別紙１



令和７年（2025年）１月１日以降に報告受付となる労働者死
傷病報告について、電子申請による報告が義務付けられます。
ただし、電子申請が困難な場合は、当面の間、書面による申

請が認められます。

転倒災害防止の管理体制
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転倒災害防止対策への取組の基本方針を表明している

転倒災害防止を推進する責任者を指名している

責任者又は担当者による職場巡視を実施している

転倒災害が発生した場合原因を調査して再発防止対策を検討し

ている。

高年齢労働者の安全と健康保持のためのガイドライン（エイジフ

レンドリーガイドライン）を知っている

高年齢労働者の安全と健康保持のためのガイドライン（エイジフ

レンドリーガイドライン）の措置を講じている

転倒しやすい場所の危険マップを作成している
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気象情報の活用によるリスク低減措置を行っている

通路、作業床の凍結等による危険防止措置を講じている
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通路に物を置かない

荷物を両手に持たない

滑りにくい靴を履く

床の汚れ（水・油・粉類）を清掃する

小さな歩幅で歩く

段差を解消する

リスクアセスメントの実施

安全教育

手すりの設置

体操の実施

その他（具体的に）

転倒災害予防として有効だと思うこと（複数選択）

冬季の対策

冬季の対策については、約3分の２の事業場で何らかの対策を講じている。

エイジフレンドリーガイドラインの周知が不足している！

※エイジフレンドリーガイドライン全文（厚生労働省HP)
令和2年3月16日付け基安発0316第１号通知

⛄

転倒災害防止に
は、４Ｓ（整理・整
頓・清掃・清潔）
が重要！



 労働安全衛生法第６条の規定に基づき、労働災害を減少させるため
に国、事業者、労働者等の関係者が重点的に取り組むべき事項を定
めた中期計画です。

 「埼玉第14次労働災害防止計画」は国が策定した「第14次労働災害
防止計画」を推進するため、埼玉労働局、管内の事業者、労働者等
が取り組むべき事項を定めた計画です。

計画の構成

社会経済情勢の流れ・働き方の多様化
産業界が抱える安全衛生をめぐる課題の変化

計画が目指す

社会

安全衛生を取り巻く現状と施策の方向性
・転倒や腰痛などの労働災害の増加
・メンタルヘルス不調の問題
・化学物質等による健康障害防止

８つの重点事項と具体的取組
自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発

労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

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

業種別の労働災害防止対策の推進

個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

労働者の健康確保対策の推進

化学物質等による健康障害防止対策の推進

労働災害防止計画とは

計画が目指す社会

将来像

１

誰もが安全で健康に働くことができる社会

 事業者、注文者、労働者など関係者が自身の責任を認識する社会
 事業者から提供されるサービスに安全衛生対策に要する経費が含まれることへの理解

が醸成された社会
 安全衛生対策にＶＲ（ヴァーチャル・リアリティ）やＡＩ等を活用できる社会

安全衛生対策に取り組む事業者が評価される社会

 事業者の責務である安全衛生対策を「人件費」から「人的投資」と認識される社会
 安全衛生対策に取り組むことが人材確保等の観点からもプラスとなる理解が醸成された

社会

誰もが潜在力を十分に発揮できる社会

 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、安全と健
康が確保されていることを前提として誰もが潜在力を十分に発揮できる社会

将来像

２

将来像

３

社会経済情勢の流れ・働き方の多様化

１次 ２次 ３次 ４次 ５次 ６次 ７次 ９次 10次 11次 12次 13次８次 14次

労働災害防止計画の変遷

1947年：労働基準法の制定
 戦後の経済復興にあわせ

業界をあげた安全運動が
活発に

1972年：労働安全衛生法の制定
 産業社会の進展に即応できる労働災

害、職業病防止への対応が課題

2023年：第14次労働災害防止計画
 60歳以上の高年齢労働者の増加、

女性の就業参加の増加に伴い転
倒による労働災害の増加

 メンタルヘルス不調への対応
 テレワークの拡大
 治療と仕事の両立
 化学物質の自立管理への対応

安全衛生を取り巻く現状と施策の方向性

労働災害 健康関係 化学物質等♥
 未だ死亡災害が発生
 転倒などの行動災害の増加
 高齢者の労働災害が増加 等

1961年：
 死亡者6,712人,死傷者81万人
 技術革新により新たな機械設

備が導入され、労働災害の大
型化、新たな職業病の発生が
問題に

1958年：第１次労働災害防止計画策定

1950年：第１回の労働衛生週間ポスター
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 小規模事業場でのメンタルヘ
ルス対策が低調

 過重労働による死亡事案が後
を絶たない状況

 高齢化に伴う健康状態の悪化
 働き方の多様化に伴う産業保

健に対するニーズの変化 等

（出典）労働者死傷病報告
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死傷者数の推移

仕事に対し強いストレスのある労働者の割合

（出典）労働安全衛生調査

 化学物質による労働災害の約
８割が規制対象外の物質で発
生

 令和10年頃、石綿使用建築物
の解体のピークを迎える

 熱中症の労働災害の増加 等

約８割

（出典）平成30年労働者死傷病報告

化学物質による労働災害

物質名が特定で
きていないも
の,162,39%
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象外物質,63,15%

特別規則以外
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義務対象物
質,114,27%

特別規則対象
物質,77,19%
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ここにメモを書いてください。



 熱中症予防対策の実施を促進するため、暑さ指数計
等の普及、対策の周知・指導

 ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ結果を活用した職場環境の改善の周知
 産業保健総合支援センターを通じたメンタルヘルス

対策の支援 など６つの取組

 過重労働が疑われる事業者への指導の徹底等
 新たに時間外労働の上限規制が適用される者を雇用

する事業者への周知・指導など ４つの取組

 健康経営埼玉推進協議会構成員と連携し、健康保持
増進対策の意義等を経営層に対し意識啓発

 コラボヘルス推進のための取組 など６つの取組

８つの重点事項

自発的に安全衛生対策に
取り組むための意識啓発

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等

健
康
確
保
対
策

健
康
障
害

防
止
対
策

労働局等の具体的な取組 アウトプット指標 アウトカム指標

（指標は立てず）

転倒対策の実施率

（指標は立てず）

転倒の年千人率
ハードソフト両面

50％以上

作業の自動化・省力化 年齢層別・男女別 全体

減少へ

減少へ

エイジフレンドリーＧＬの実施率

66.9％以上

60歳代以上の年千人率

増加に歯止め

 埼玉労働局が行う安全衛生施策の積極的な周知
など１３の取組

 健康経営埼玉推進協議会を通じた事業者支援
 理学療法士等と連携し、身体機能の維持改善を支援
 事業者の自発的な取組を引き出すためのナッジ等を活

用した周知 など７つの取組

 上記「作業行動に起因する労働災害防止対策の推
進」の取組のほか、エイジフレンドリーＧＬ（ガイ
ドライン）に基づく取組の周知啓発

 テレワークＧＬや副業・兼業ＧＬの周知
 副業・兼業の労働者向け健康管理ツールの周知
 視聴覚教材の普及 など４つの取組

安全衛生教育の実施率 外国人労働者が
理解できる方法で

外国人労働者の死傷年千人率

腰痛予防対策 腰痛の年千人率

（R4比）増加に歯止め

業
種
別
労
働
災
害
防
止
対
策

陸上貨物運送事業

建設業

製造業

林業

ビルメンテナンス業
廃棄物処理業

小売業
社会福祉施設

 荷役ＧＬに基づく安全対策の実施を陸運事業者、荷
主事業者に対し周知・指導

 リスクアセスメントの普及、墜落・転落措置の徹底
 建設工事関係者連絡会議を通じ、発注者・施工者の

連携した対策を推進 など４つの取組

 機械災害に関するリスクアセスメントの徹底
 食料品製造業における職長教育の徹底
 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ安全運転の徹底・周知

 関係者と連携し伐木等作業の安全ＧＬ等に基づく安
全対策の徹底

 関係者と連携し自主的な安全衛生活動を推進
 墜落・転落災害防止措置等の安全対策の徹底

 埼玉県ＳＡＦＥ協議会の活動を通じ自主的な安全衛
生活動の定着を支援、ノーリフトケアの普及

 安全衛生対策の好事例の水平展開

荷役ＧＬに基づく措置の実施率 死亡者数

-20 ％（R4比）

死傷者数

増加に歯止め
墜落・転落災害に関するリスクアセスメント 死亡者数

-20％（R4比）

機械災害に関するリスクアセスメント 死亡者数

-20％（R4比）

労働災害に関するリスクアセスメント

墜落・転落災害に関するリスクアセスメント

安全衛生活動 ノーリフトケア
４Ｓ・ＫＹ・見える化の実施率 導入事業場割合

計画期間中の累計死亡者数

-25％（H30-R4比）

計画期間中の累計死亡者数

-25％（H30-R4比）

小売業及び社会福祉施設の死傷者数

それぞれ 増加に歯止め

メンタルヘルス

過重労働

健康保持増進

化学物質

熱中症

個人事業者等に対する
安全衛生対策

 請負人や同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対
し、事業者が措置すべき健康障害防止措置の周知・
徹底 など２つの取組

（指標は立てず） （指標は立てず）

ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策 仕事に関し強いストレスを抱える者ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ実施割合

80％以上 50％以上

（50人未満）

50％未満（R9まで）

年休取得率 勤務間ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ

70％以上

（R7）

15％以上

週労働時間60時間以上の雇用者割合

5％未満（R7まで）
週労働時間40時間以
上の雇用者のうち

健康保持増進対策の実施率
健康課題を把握した上での取組

（指標は立てず）
健康障害全般の予防につながり、健康診
断有所見率等が改善することを期待

（R4比）

重
点
事
項
別
の
具
体
的
取
組
と
目
標

 化学物質の自律的管理を推進するための周知
 化学物質管理に係る人材育成・講習機会の充実

ﾗﾍﾞﾙ表示-SDS交付 ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ実施率
80％以上

計画期間中の死傷者数

-5％
巡視による水分・塩分補給、不調者の確認 死傷者数の増加率

※ 石綿、粉じん、騒音、電離放射線による健康障害防止対策はアウトプット指標・アウトカム指標を掲げていないため省略している

※ （前期増加率比） 減少へ

（H30-R4比）

44.7％

（R5） （R9）

34.2％以上24.2％

（R5） （R9）

56.2％（R5） （R9）

61.7％（R5） （R9）71.7％以上

47.9％（R5） （R9） 57.9％

70.6％（R5） （R9） 80.6％以上

33.0％（R5） （R9） 43.0％以上

ビルメン

70.0％60.0％

（R5） （R9）

56.7％以上46.7％

（R5） （R9）廃棄物

小売業

社会福祉施設

（R5） （R9）

9.0％ 19.0％

7.0％ 17.0％ 34.7％以上24.7％

（R5） （R9）

（R5） （R9）

42.8％
（R5） （R9）

35.3％

56.2％

（R4） （R7）

5.8％

（R4全国）

80.9％（R5） （R9） 90.9％以上

（R7）

80％以上

（R5）
ラベル

ＳＤＳ

75.0％

56.3％

（R7）
（R5）

49.6％（R5） （R9）

（ＧＬを把握した上での取組）

（ＧＬを把握した上での取組）

59.6％以上

55.6％（R5） （R9） 65.6％以上

ＲＡ

措置 （R9）

80％以上

80％以上

65.8％
未把握


