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第14次労働災害防止計画における
中小事業者のメンタルヘルス対策
     令和5年4月1日～令和10年3月31日
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１．計画のねらい
（３）計画の目標
ア） アウトプット指標
・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。

２ 安全衛生を取り巻く現状と施策の方向性
（３）労働者の健康を巡る動向と対策の方向性
ア） メンタルヘルス対策関係（令和３年労働安全衛生調査 実態調査）
メンタルヘルス対策に取り組んでいる割合については、使用する労働者数 50 人以上の事業場では取組率が 94.4％である。
使用する労働者数 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 56.6％となっており
特に使用する労働者数 30 人未満の事業場（小規模事業場）において、メンタルヘルス対策への取組が低調である。

精神障害等による労災請求件数及び認定件数は増加傾向にある。
使用する労働者数 50 人未満の事業場において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）
①該当する労働者がいない（44.0％）
②取組方が分からない（33.8％）
③専門スタッフがいない（26.3％）
小規模事業場を中心にメンタルヘルス対策の取組支援が引き続き必要となっている。
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職場のメンタルヘルス対策の推進

精神障害の労災支給決定件数 883件（令和5年）

メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業又は退職した労働者がいる事業場 1割を超えて推移

メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合 労働者50人以上の事業場 91.3％

労働者30～49人の事業場 71.8％

労働者10～29人の事業場 56.6％

ストレスチェック実施の義務化
令和7年1月27日労働政策審議会安全衛生分科会「今後の労働安全衛生対策について」

令和5年労働安全衛生調査





ストレスチェック実施の義務化

事業場規模にかかわらずストレスチェックの実施を義務化

労働基準監督署への報告義務は課さない

労働者のプライバシー保護の観点から 原則として外部委託を推奨する

現実的で実効性のある実施体制・実施方法についてのマニュアル整備

高ストレス者の面接指導に地域産業保健センター利用などの支援策を講じる

集団分析の義務化は検討課題



メンタルヘルス対策とは・・・
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中小規模の事業所のメンタルヘルス対策
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・休職、退職を防ぐ
・生産性を上げる
・離職を防ぐ（若年者）
・人を育てる組織をつくる
・労災（ヒューマンエラー）の防止



労働者の心の健康の保持増進のための指針（平成18年 厚労省）

心の健康づくり計画の策定 衛生委員会における調査審議

セルフケア ラインによるケア 事業場内産業保健
スタッフ等によるケア 事業場外資源によるケア

（労働者による） （管理監督者
による）

（産業医、衛生管理者等による） （事業場外の機関、専門家による）

（１）メンタルヘルスケアの教育研修・情報提供
（管理監督者を含む全ての労働者が対応）

（２）職場環境等の把握と改善（職場環境の把握と改善）

（３）メンタルヘルス不調への気づきと対応（具体的な対応・相談体制の整備）

（４）職場復帰における支援

4つのケア
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小規模事業所のメンタルヘルスケア体制づくり
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推進担当者の役割
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① 心の健康づくり計画の策定、労働者への周知、実施状況の把握
② セルフケア、ラインケアの教育の計画、立案、実施、評価
③ 事業場内のメンタルヘルスに関する相談窓口の運用
④ 事業場外資源との連携窓口

メンタルヘルスケアがスムーズに推進されるように調整します

メンタルヘルス対策は産業医等の助言や指導を受けつつ多岐にわたって行います。衛生管 理者や安全衛生推進者等
から選任しておきましょう。



期間

部署
人事課企業名

担当者

従業員の心の健康は、従業員とその家族の幸福な生活、活気のある職場のために重要な課題であることを認識し、
精神疾患のみでなく広く職場のコミュニケーションの活性化など心の健康づくりに取組む。

メンタルヘルス
対策づくり

企業方針
（指針2，4①）

① 管理監督者を含む従業員全員が心の健康問題について理解し、心の健康づくりにおけるそれぞれの役割を果たせるようになる。

目標 ② 管理監督者を含む従業員全員に、心の健康問題を発生させない。

③ 円滑なコミュニケーションの推進により、ストレスを軽減する。

（指針4）
①心の健康問題の特性を理解すること。

留意点 ②人事労務管理と連携しながら進めること。
③ 労働者の個人情報の保護への配慮を行うこと。
④家庭、個人生活等の職場以外の問題も複雑に関係し相互に影響し合う場合があること。
①心の健康づくり推進体制を確立すること。

令和 7年度
実施事項

②職場の問題点を把握して、改善策を検討すること。

③目標到達のために教育研修、情報提供の実施。

心の健康づくり計画 作成例 指針4



心の健康づくり計画に入れる項目
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①事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること。
②事業者における心の健康づくりの体制の整備に関すること。
③事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること。
④事業場内メンタルヘルス推進担当者の選任、メンタルヘルスケアを行うために

必要な人材の確保及び事業場外資源の活用 に関すること。
⑤労働者の健康情報の保護に関すること。
⑥心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること。
⑦教育研修の実施に関すること。

計画を職場全体周知すること、メンタルヘルスを職場全体に浸透するために教育研修の実施はとても有効です



経営理念に明記することで、経営課題として組織全体で取り組む風土を醸成

◆ メンタルヘルス対策に取り組むという姿勢を経営トップ自らが示すことは、社員の安心にも
つながる。 経営理念とともに、それを実行する「社員の心根」の１つに「心身の健康」を明記
し、社内外に提示し、 それに基づく施策を展開している。（IT産業・小規模）

◆ 社員の健康を第一とする理念を浸透させることで、荷主との調整もしやすい環境に
社員が健康に働き続けられることを第一とする会長の理念が明確に打ち出されており、
経営トップから 部門長、現場までその理念が浸透している。
そのため、入出庫の物流データの交付時間の交渉を行う等して労働時間の短縮化を図る
等の取組も自然と行われている。 （倉庫業・中規模）

取り組み例



株式会社タック    岡山県  従業員 60名
タックは「社員に幸せを！」「お客様に幸せを！」「社会に貢献を！」全社員の物心両面の幸せを追求すると同時にシール
ド工事の地盤沈下ゼロを追求します」を経営理念としています。
その実践のために社員の健康を守り、活力ある職場環境を構築するため、社員の健康づくりに取り組むことを宣言します。

シールドトンネル工事における裏込め・添加材注入設備の開発・販売・リース



メンタルヘルス指針

・事業場内産業保健スタッフ等が相談を受けることが出来る制度、体制を整えることが必要

職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合を90％以上（第13次労働災害防止計画）

パワハラ、セクハラ 防止

どこに相談するかを明確にして 周知する

一元的に相談ができる体制を整備する（整備することが望ましい）



株式会社バイオテックス
（佐賀県佐賀市）

株式会社バイオテックスは1989年（平成元年）設立。地中熱
利用や土木工事分野を専門とする工事会社である。
社員数は38名（2024年7月現在）。男女比は4対1ほどで、
建設業としては女性の割合が高い。

①毎年ストレスチェック調査をするとともに社外相談窓口を設置し、
 必要な時に電話や対面で相談できる体制にしている。

②社員旅行の代わりに小集団での旅行や食事などを楽しむ機会を提供したり、社内にジムを設置
  身体を動かす機会を創出したりすることを通じて社内コミュニケーションの活性化につなげている。

③年間の目標管理のなかに「健康管理」項目を加えることで自らの健康を上司と定期的に話し考える機会
  をつくっている。

事例
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ストレスチェック制度とは？
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厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム
(mhlw_StressCheckProgram_ver.3.7.exe)/144MB



出典：「ストレスチェック制度 導入マニュアル – 厚生労働省」



ストレスチェックの実施方法
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心理的な負担の程度を把握するための検査

1.実施頻度 1年以内に複数回、繁忙期に実施することなどに関しては衛生委員会等での
調査審議、労使で合意すれば可能

2.検査項目 ①職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
②当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
③職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

3.一般定期検診と同時に実施する場合
ストレスチェックは義務ではない
検査結果は本人に通知、事業者には通知できないことを留意
ストレスチェックの調査票と健康診断の問診票を区別するなど結果の取り扱いが異なること
を認識できるよう必要な措置を講じなければならない

4.対象となる労働者
期間の定めのない労働契約により使用される者（雇用期間1年以上）
労働時間が4分の3以上である
（契約期間が1年以上、週2分の1以上 実施が望まれる）
休職中の労働者については実施しなくても差し支えない

5.結果の記録、保存
5年間保存しなければならない



具体例・様式例＞

【ストレスチェック実施時の文例；Web 実施版】

○○株式会社△△事業場の皆様
平素より会社の健康・衛生管理施策にご協力いただき、誠にありがとうございます。
衛生管理者（事業場内メンタルヘルス推進担当者）の○○です。
今般、セルフケア（一人ひとりが行う自身の健康管理）のさらなる充実化及び働きやすい職場環境の
形成を目的に、労働安全衛生法に基づき、産業医○○および保健師○○を実施者としたストレスチェ
ックを行います。
ご多忙の中恐縮ではありますが、上記目的を鑑みて、期間内に受けるようお願い致します。
Ⅰ．実施期間：20**年**月** 日（火）～**月**日（火）
**月**日（火）17:00 までに回答をお願いします。
Ⅱ．対象者 ：20**年**月1 日時点で就業している社員
本メールが届いた方は対象ですので、受検をお願いします。
Ⅲ．質問数 ：**問 所要時間：約**分～**分／回（就業時間の取扱いとなります）
Ⅳ．実施方法：原則としてWeb にて実施
利用利用者ガイド若しくはURL**********を参照下さい。
利用者ガイド→ こちら
＊実施結果は自身で閲覧・印刷することが可能ですので、自己管理ツールとしてご活用下さい。
＊マークシート回答の方 ： 後日「個人結果表（ストレスプロフィール）」を社内便で送付
----------------------------------------------------------------------

Ⅴ．結果の取扱について
ご回答いただいた個人のストレスチェック結果は、個人の健康管理を目的として、
産業医・保健師のみが確認し、必要に応じて面接推奨のご連絡を個別に差し上げます。
個人の結果が外部(上司・人事部門等)に漏れることは、一切ありません。
また、職場全体のストレス傾向の把握を目的に、個人が特定できないようストレスチェック
結果を加工し、分析および報告書作成に使用します。
ご不明な点がありましたら○○（内線****）まで、ご遠慮なくご連絡下さい。
以上、宜しくお願い致します。

厚生労働省基準局安全衛生部 ストレスチェック制度実施マニュアル



57項目 80項目



厚労省ポータルサイト こころの耳



厚生労働省基準局安全衛生部 ストレスチェック制度実施マニュアル



面接指導 厚労省ストレスチェック制度マニュアル



【事例① 40歳代前半 入社20年目の男性 エンジニア 家族は妻・子供2人】 -
判定：高ストレス ストレスの原因として考えられる因子；働き甲斐、仕事適性度
7 月に管理職（マネジャー）に昇格。ほぼ同時期に規模の大きなプロジェクトの担当となり、急に仕事の量 が増え、責任が増
大した。9月頃から朝のしんどさを強く感じるようになり、休日も仕事のことが頭を離れな いようになった。思考力・集中力・意欲
も低下し、朝出勤時の気分の落ち込みも出現した。また、夜間の中 途覚醒が増加し、日中も眠気を自覚するようになり、月
曜日に会社に行くのが特につらく感じるようになっ た。（症状）
上司にはだいぶ前に体調不良のことについて話したが、何ら具体的には対応してもらえず、現状はその ことすら忘れているように
思うとのことである。心配した家族の勧めで最近心療内科を受診し、睡眠導入剤 の処方を受け始めた。明日再度受診する
予定になっているという。 産業医としては、高ストレスであり、心身の症状もあることから、今後上司も交えた面談が必要と考
え、 本人の同意を得た上で就業上の配慮と、当日人事労務担当部長に就業に関する主治医からの意見書の必要性 の検
討について連絡した。現時点では業務用車両の運転もあり、この段階ではできるだけ控えるように本人 に伝えた。人事労務担
当部長も速やかに就業上の配慮の必要性を認識し、人事労務担当部長の依頼で健診当 日に産業医から本人にこれを説
明し、主治医の就業に関する意見書の提出を求めた。 主治医の診断は、『適応障害』で、主治医の就業に関する意見書が
本人と上司を経由し、人事労務に提出さ れ、速やかに産業医面談を実施することとした。面談の結果、産業医より、下記①
～③の内容とともに、残 業については深夜勤務は避け、可能な限り少なくするよう人事労務担当部長に助言した。これを踏ま
え人事 労務として本人に対しては以下の①から➃の配慮を、組織に対しては人員増加の対応をとる方針をうちだした。 ①
大きなプロジェクト担当から外すこと ② マネジャー職を外すこと ③ 業務車両の運転については制限すること ④ 就業時間につ
いては、規則正しい睡眠を確保するために、深夜勤務は不可とし、週40時間を 超える時間外休日労働時間を月20時間以
内とすること（1日当たり2時間以内） その後、内服薬も調整され、睡眠時間及び中途覚醒も消失し、気持ちも楽になった
との本人からの声も聞 くことができ、現在就業は継続し、症状は回復に向かっている。

（参考）「産業医のストレスチェック面接指導入門」（2018.４）～高ストレス者に対する面接指導視聴覚教材
ストレスチェック 高ストレス



仕事のストレス判定図（男性）
自分の職場のストレスの特徴△と全国平均〇と比べて判定します



集団分析結果に基づく職場環境改善の実施状況 50％

職場・部署ごとのリスク、課題を洗い出すのが困難だった 32％

職場・部署ごとのリスク、課題を洗いだす時間がなかった 18％

必要なパワーや経費が確保できなかった 23％

必要性を感じなかった 18％

出典：令和３年度厚生労働省委託事業「ストレスチェック制度の効果検証に係る調査等事業」
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職場環境改善の進め方

職場環境を評価する ストレス判定図、現状調査

改善計画の立案 定期的に対策を観察
計画の進捗の確認

対策の実施状況 効果を発表する場を設定



スパークジャパン株式会社
（宮崎県宮崎市）
スパークジャパン株式会社は1997年（平成9年）設立。ソリューション事業やインテグレーション事業、クラウド
事業を中心とした総合IT業である。
社員数は82名（2024年7月現在）。

①産業医に加えて、社内相談窓口と社外相談窓口を設置し、それぞれ情報管理を丁寧に行っており、
社員が相談しやすい窓口に相談できる体制が構築されている。

ストレスチェックはweb上で実施し、社内外に相談窓口を設け幅広い相談に
対応しています

②ラインによるケアを重視しており、管理職向け研修や1on1ミーティング、日報の活用などを通じて、
上司が部下の様子にいち早く気づくための意識づくりや仕組みづくりをしている。

③目安箱を設置して一つひとつの要望にしっかり向き合い対応したり、病気などで出社の難しい社員に
テレワーク勤務を認めたりと、働きやすい職場づくりを進めている。

事例
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個人情報の保護への配慮
労働者の健康情報等個人情報の保護に関する規程

労働安全衛生法第104条
労働者の心身の状態に関する情報の適正な取り扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針

個人情報とは
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述
等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することが出来、
それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む）をいう

健康情報とは
健康診断の結果、病歴、ストレスチェック結果、健康相談内容 その他健康に関するものをいう

重要
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メンタルヘルス対策は
従業員の健康維持にとっても

企業の活き活きした職場づくりにも
重要な課題です



研修にご参加頂きありがとうございました
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