
 

 

 
 

令和４年度 事業計画 
 

 

はじめに 

 

港湾貨物運送事業における第１３次労働災害防止計画（２０１８年度から２０２２年度まで

の５か年計画）（以下「港湾１３次防」といいます。）では、計画期間中に 

「死亡災害を撲滅すること」 

「労働災害の死傷者（休業 4 日以上）を年間１００人未満とすること」 

を目標としています。 

令和３年の労働災害の発生状況をみると、死亡災害は１人で前年から３人の減少、休業

災害は１３７人で前年から８人（７・１パーセント）の減少となりました。 

一方、港湾１３次防期間中の４年間（2018 年から 2021 年まで）の死傷災害の発生件数を

年平均でみると１４１件となっており、港湾１２次防期間中の年平均１３９件と比べて増加して

います。 

加えて、荷や荷役機械との接触・はさまれ巻き込まれ、高所からの墜落・転落、転倒といっ

た従来型の災害が繰り返し発生しています。 

このため、本年度は、港湾１３次防の最終年度の取組として、前記目標の達成に向けて、

死亡災害の撲滅については、以下の「特定災害」 

① 動力クレーン等を使用した作業での荷との接触による災害  

② フォークリフト等の車両系荷役機械との接触による災害 

③ 船内荷役作業での墜落・転落による災害 

④ 海中への転落によるおぼれ災害 

の防止を最重点とし、休業災害を含む労働災害の大幅な減少を目指した対策として、 

   ① 墜落・転落による災害（沿岸作業を含む。） 

   ② はさまれ、巻き込まれ災害 

   ③ 転倒災害 

の防止を重点として取り組むこととします。 

また、今年度における取組においても、新型コロナ感染症の感染拡大防止にも留意しつ

つ、各種の対策を推進することとします。 

さらに、現場における安全意識を一層高めるために、昨年度改定した指差呼称運動実施

要領に基づき、指差呼称・危険予知運動の定着を強力に推進することとします。 

 

第 1  港湾における労働災害発生状況 

 

１ 死亡災害  

ア 令和３年における死亡災害は１人で、前年と比べ３人の減少となりました（表１）。 

イ 当該災害は、船内荷役作業に先立って行われた綱とり作業の際に、繋船用ロープが飛

来し被災したもです。 

ウ なお、会員事業場ではありませんが、港湾倉庫の扉を閉めようとした際に、鉄製の扉が



 

 

倒れ、その下敷きとなった死亡災害が発生しています。 

エ  港湾１３次防期間中の ４年間の死亡災害は１５人ですが、港湾１３次防の「特定災

害」に該当する災害が、以下のとおり８人発生しています。 

・ 動力クレーン等を使用した作業での荷との接触による災害（3人）  

・ フォークリフト等の車両系荷役機械との接触による災害（２人） 

・ 船内荷役作業での墜落・転落による災害（1人） 

・ 海中への転落によるおぼれ災害（２人） 

    また、ストラドルキャリヤーの転倒による災害が、２人発生しています。 

 

２ 休業４日以上の労働災害 

ア 令和３年に発生した休業４日以上の労働災害（会員事業場・協会調べ。以下同じ）は

１３７人で、前年の１４５人と比べ８人、５．５パーセントの減少となりました。 

イ これらの労働災害には、次のような特徴がみられます。    

① 事故の型別では、「墜落・転落」が３７人と最も多く、全災害の２７．０パーセントを

占めています。次いで、「はさまれ・巻き込まれ」が２７人（ １９．７パーセント）、転倒

が２６人（１９．０パーセント）と続き、この三つの事故の型で全災害の約３分の２を

占めています。 

② 災害発生に機械の運転が関連した７９人についてみると、「フォークリフト」が２８人

と最も多く、次いで、「ガントリークレーン」が１２人、その他が１１人、「揚荷装置」が

８人となっています。 

③ 起因物別では、「もの揚げ装置等」と「荷」がともに３６人、次いで「仮設物、建物

等」が３４人となっています。 

④ 災害発生に荷がかかわった８２人についてみると、「コンテナ」が２２人と最も多く、

次いで「ばら物」が１４人となっています。 

ウ 港湾１３次防期間中の 2018年から昨年までの 4年間の災害５６３人を見ると、以下の

ような特徴が見られます。 

   ① 事故の型別では、「墜落・転落」が１６９人と最も多く、全体の災害の３０．０パーセ

ントを占めています。次いで、「はさまれ・巻き込まれ」が１２７人（２２．６パーセント）、

転倒が１０８人（１９．２パーセント）と続き、この三つの事故の型で全災害の約７割を

占めています。 

 ②  災害発生に機械の運転が関連した３６４人についてみると、「フォークリフト」が１０

５人と最も多く、次いで、「移動式クレーン」が５４人、「ガントリークレーン」が４５人と

なっています。 

③ 起因物別では、「もの揚げ装置等」の１４６人が最も多く、次いで「仮設物、建物

等」が１２３人、「荷」が１１９人となっています。 

④ 災害発生に荷がかかわった４１４人についてみると、「コンテナ」が１１０人と最も多

く、次いで「その他」が６４人、「ばら物」が５８人となっています。 

 

第２  目標 

① 死亡災害の撲滅 （年間を通じて死亡災害０） 

② 死傷災害１００人未満 （前年に比し３８人、２７．７パーセント以上の減少） 

 



 

 

第３ 港湾における労働環境をめぐる状況及び課題 

 

ア  我が国の港湾貨物運送事業は、船舶の大型化や寄港地の絞り込みが急速に進むなど

厳しい状況に置かれており、国際競争力の強化や AI 等の新技術を活用した生産性の向

上が求められています。 

港湾荷役の分野においても、港湾機能の高度化が一層進展し、もの揚げ装置・車両系

荷役機械等の大型化と作業のスピード化が進んでいます。これに伴い、荷役作業におけ

る安全衛生上のリスクも変化しており、これに対応する必要があります。 

また、港湾荷役の現場では、コンテナや鋼材等各種の重量物を扱っており、船内作業を

中心に高所での作業も多く存在しています。さらに、複数の事業者が混在・近接して、各種

荷役や関連作業、検数・検定等の作業を行っていることから、依然として、重篤な災害が

発生するリスクは少なくありません。 

イ  各種の安全対策を進めるに当たっては、本質安全化や工学的対策を取ることが重要で

すが、港湾の現場では、本船や上屋など作業場所や設備が事業者の管理下にないことが

多く、危険な作業そのものをなくす本質安全化や次いで有効とされる工学的な対策を事業

者自らが講ずることが困難な場合もあります。 

このため、港湾管理者等の港湾設備管理者、荷役作業の発注者等に、労働災害の防

止について理解いただくことも重要であり、積極的に情報提供等を行っていく必要がありま

す。 

ウ  本質安全化や工学的な対策が困難である場合、管理的な対策をとることとなりますが、

これを有効なものとするためには、安全衛生管理活動について、全員参加の意識を醸成

しつつ、継続的に実施することが重要です。 

港湾荷役の現場は、取り扱う荷の種類や数量、作業方法、天候など、日によって状況が

異なることが多く、日々の作業に伴うリスクを低減するためには、始業時のツールボックスミ

ーテイングによる危険予知活動、指差呼称運動、ヒヤリハット運動等の安全衛生管理活動

を作業員全員が参加して継続することが必要です。その際、蓄積した労働災害情報や、ヒ

ヤリハット事例に係る情報を活用することも効果的です。 

また、作業を誤りなく安全に進めてゆくためには、作業の要所要所で指差呼称を行い、

安全衛生上のポイントを確実に確認することが重要です。 

エ  職場の世代交代と労働災害の長期的な減少に伴い、経験が浅く危険に対する認識が

薄い労働者の災害が増加していることから、新規採用者に対する雇入れ時の安全衛生教

育や危険体感教育等危険感受性を向上させる教育の実施、リスクや安全衛生対策が容

易に認識できるような「安全の見える化」などを推進していく必要があります。 

オ  地球温暖化の影響から、毎年のように異常気象下の酷暑といった状況が続いていま

す。また、熱中症が発生したことがある会員事業場が 4 割に及んでいることからも、暑熱

な環境下での作業における熱中症の防止にこれまで以上に取り組む必要があります。 

さらに、酸素欠乏の危険のある場所での作業、粉じんが発散する場所での作業、化学

物質を取り扱う場所での作業などでの健康障害の防止も重要な課題です。 

カ  新型コロナウイルス感染症の問題は継続しており、手洗い、咳エチケット等を励行すると

ともに、職場内外での感染防止行動の徹底について正しい知識を持って、事業場の実態

に即した実行可能な対策を検討し、積極的に実施することが求められます。 

キ 港湾貨物運送事業労働災害防止規程（以下「災防規程」といいます。）については、昨年



 

 

その一部を変更したところですが、これを周知し、変更後の災防規程に基づいた安全衛生

活動を展開する必要があります。 

  

第４  主な労働災害防止対策 

本年度は、港湾第１３次防期間中の災害の発生状況を踏まえ、以下に掲げる事項を重点

として各種対策を推進することとします。 

また、主要対策別の実施事項を別表１のとおりとします。 

なお、労働災害防止対策の実施に当たっては協会本部、総支部及び支部はそれぞれの

立場から、会員事業場に対して支援に努めることとします。 

 

１ 死亡災害の撲滅に向けた対策の推進（特定災害の防止） 

   港湾１３次防において「特定災害」に指定した以下の（１）～（４）に掲げる災害の根絶を

最重点として、各種の対策を推進します。 

 

（１） 動力クレーン等を使用した作業での荷との接触による災害の防止【特定災害】 

ア 作業主任者の選任及び安全確認等の職務の励行 

船内荷役作業主任者又は沿岸荷役主任者を選任し、作業開始前の荷や玉掛用具

の点検、作業員に対する合図方法及び退避場所の周知の徹底を行わせるとともに、作

業の直接指揮等の職務を励行させる。 

イ 作業開始時の作業方法、合図方法、避難場所等の周知徹底 

    作業開始時にツールボックスミーティングを実施し、KY ボードを作成すること等により、

作業方法、合図方法、避難場所等の周知徹底を行う。 

ウ 指差呼称による退避の確認の励行 

     作業中は、作業者全員が指差呼称を行うとともに、退避を励行する。 

作業指揮者は、作業者が安全な場所に確実に退避したことを確認したうえで、荷の巻

き上げ・巻き下げの合図を行うことを徹底する。 

エ 地切り時及び巻き下げ時等の一旦停止の励行 

     動力クレーン等の運転者は、地切り時、巻き下げ時及び玉外し後の巻き上げ時の一

旦停止及び安全確認を励行する。 

 

（２） フォークリフト等の車両系荷役機械との接触による災害の防止【特定災害】 

 ア 作業計画の策定及び通行経路・作業範囲の特定 

車両系荷役機械を用いた荷役作業を行うにあたっては、作業計画を策定することと

し、その際、車両系荷役機械と作業者の動線ができる限り交差することがないよう検討

するとともに、フォークリフト、ストラドルキャリヤーなどの車両系荷役機械の通行経路

や作業区域を特定するよう努める。 

イ 歩行者通路の表示及び誘導員の配置の励行 

     車両系荷役機械を用いた荷役作業を行う場所においては、歩行者通路を表示し、車



 

 

両系荷役機械の通行経路と歩行者通路が交差する箇所については、接触による危険

の防止について表示等による注意喚起を行う。 

作業員は交差箇所に立ち入る前に指差呼称による左右等の確認を実施し、車両系

荷役機械の運転者は徐行又は一旦停止を励行する。 

また、作業員への蛍光ベスト等の着用に努める。 

さらに、作業員や検数員等が混在する場所において車両系荷役機械を用いた作業

を行う場合は、誘導員を配置する。 

 ウ 沿岸荷役主任者等の選任と作業方法、合図方法、退避場所等の周知徹底  

     沿岸荷役主任者等を選任し、作業者に対する作業方法、合図方法、退避場所、制限

速度の遵守等を周知徹底するとともに、作業の直接指揮等の職務を励行させる。 

エ 車両系荷役機械への安全運転支援設備の導入の促進 

    車両系荷役機械へのバックモニター、近接警報装置、自動停止機能、ドライブレコー

ダーの設置などの安全運転支援設備の設置の促進を図る。 

 

（３） 船内荷役作業での墜落災害の防止【特定災害】 

ア フルハーネス型等の墜落制止用器具の使用の励行 

ハッチコーミング、コンテナの上などの囲い・手すり等の設置が困難な場所で作業を行

う場合は、必要に応じて親綱等を設置のうえ、墜落制止用器具の使用を励行する。 

なお、墜落制止用器具の選択に当たっては、墜落時の身体への衝撃の軽減を図るた

め、できるだけフルハーネス型墜落制止用器具を使用する。 

また、船倉への昇降に際しては、安全ブロック等の使用を励行する。 

イ 船内荷役作業主任者等の選任と職務の励行 

船内荷役作業主任者又は沿岸荷役主任者を選任し、親綱の設置や作業員の墜落

制止用器具の着装を確認させるとともに、作業の直接指揮等の職務を励行させる。 

ウ 高所作業の削減や囲い・手すりの設置などの本質的安全化、工学的対策の検討 

作業方法の変更による高所作業の削減や、墜落の恐れのある場所への囲い・手すり

の設置などの対策の促進を図る。 

なお、港湾設備や船舶設備の改善が伴う場合には、必要に応じて、港湾設備の管理

者、船主等の港湾関係者に、要請を行う。 

 

（４） 海中への転落によるおぼれ災害の防止【特定災害】 

 ア 岸壁と本船間の通行設備の設置の励行 

岸壁と本船の間の通行に際しては、転落防止用ネット付きの昇降設備の使用を励行

する。 

イ 海際の作業等における救命具の着用の徹底 

     はしけ作業など海際での作業について救命具を着用するとともに、その他の海への

転落の危険がある箇所での作業についても、救命具の着用を徹底する。 



 

 

ウ 岸壁作業における車両系荷役機械等の海への転落の防止 

    岸壁の海際で車両系荷役機械等を使用して作業を行う場合は、作業区域を設け、又

は誘導員を配置するなど、海に転落することを防止するための措置を講じる。 

 エ 船内荷役作業主任者等の選任と職務の励行 

    船内荷役作業主任者又は沿岸荷役主任者を選任し、救命胴衣等の着用、通行設備

の設置及び誘導員の配置を確認させるとともに、作業の直接指揮等の職務を励行させる。 

 

２ 労働災害の大幅な減少を目指した対策の推進 

（１） 事故の型別の災害防止対策 

休業 4 日以上の死傷災害が多く発生している以下の 3 類型の災害防止を意識して、

安全衛生活動を展開する。 

  ア 墜落・転落による災害 

     船内作業に加え、上屋内等での高所作業についても、作業床を設け、作業床の端、

開口部には囲い手すりを設けるなどの墜落防止措置を講じる。 

墜落防止措置を講じることが困難な場合は、墜落制止用器具の装着を励行する。 

なお、墜落制止用器具の選定に当たっては、衝撃による身体への影響を考慮し、フ

ルハーネス型の墜落制止用器具の装着を図る。  

  イ はさまれ、巻き込まれ災害 

      荷の巻き上げ・巻き下げ時においては、荷との接触による災害を防止するため、作

業員の安全な場所への退避を確実に行い、指差呼称による確認を励行する。 

また、車両系荷役機械等との接触の防止を図るため、走行経路と作業者歩行者の

分離を図るとともに、交差する場所での指差呼称による安全確認を励行する。 

  ウ 転倒災害 

      「ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト」を踏まえ、６月を重点取組期間とし、通路の障害

物や凹凸の解消、照度の確保、手すりの設置、適切な移動・作業方法の励行、４S 活

動の実施、危険箇所の見える化などの転倒災害の防止対策に取り組む。     

 

（２） 事業場における安全衛生対策の強化 

ア 経営トップの主導による安全衛生管理の充実 

経営トップは、積極的に安全最優先の姿勢を示すとともに、安全衛生管理体制の充

実を主導する。 

また、経営トップ自らが積極的に職場巡視を行うなどにより、安全衛生に対する取り

組み姿勢を示すとともに、災防規程の遵守を図る。 

なお、災防規程については、その一部が変更されていることに留意すること。 

 イ 指差呼称・危険予知活動等の日常の継続的な安全衛生管理活動の実施 

作業日、作業班ごとのリスクを確認しこれに対処するため、ツールボックスミーテイン

グによる危険予知活動を実施し、KY ボードを作成するとともに、始業時及び作業の要所

要所での指差呼称の実施を励行する。 

事業場ごとに、指差呼称指導員を選任のうえ、指差呼称指導員研修を受講させるな



 

 

どにより、指差呼称運動の一層の推進を図る。 

また、ヒヤリハット活動、４S 活動等の日常的な安全衛生管理活動を積極的に実施す

る。 

 ウ 安全パトロール等の繰り返し実施による安全衛生活動の定着 

安全パトロールを繰り返し実施することにより、作業現場におけるリスクの存在、これ

への対処方法等について理解促進と定着を図る。 

エ 職場の危険を低減するための対策の推進 

前記イ及びウにより見いだした職場にひそむリスクや考えられるヒューマンエラーに

ついて、現場の作業条件や作業方法の見直しを行い、改善を図る。 

この見直しに当たっては、高所での作業をなくすなどの本質安全化や車両系荷役機

械に接近警報装置を設置するなどの工学的な対策の導入を図る。 

また、リスクや安全衛生対策が容易に理解することができるよう、「安全の見える化」

などを推進する。 

  オ 作業主任者等の配置と職務の励行 

船内荷役作業、沿岸荷役作業などでは、作業主任者等を選任し、作業の直接指揮

等の職務の励行を徹底させる。 

カ 安全衛生教育の充実 

     経験の浅い者の災害を防止するため、令和３年 3 月に各総支部支部に配布した雇

入れ時教育資料（DVD）を活用するなどにより、雇入れ時の安全衛生教育を効果的に

実施するとともに、危険体感教育などの教育の充実を図る。 

    また、フルハーネス型墜落制止用器具を使用する作業に従事する労働者に対する

特別教育の実施を励行する。 

キ 安全管理士(員)等の活用による安全衛生水準の向上 

      安全衛生水準の向上を図ろうとする中小規模事業場においては、本部または総支

部に駐在する安全管理士(員)等を活用し、職場の実態に応じた安全衛生管理活動の

推進を図る。 

 

（３） 港全体で取り組む自主的な安全衛生活動の推進 

  当協会では、長年にわたって港単位の横断的な安全衛生パトロールが行われ、リスクに

対する相互の研鑽が重ねられてきたところである。 

  また、長年にわたり、指差呼称運動の定着に取り組んできている。 

  今年度は、これらの安全衛生パトロールのより一層の活性化、指差呼称の定着、変更さ

れた災防規程の周知を重要な課題として積極的に取り組むこととする。 

ア 安全パトロールの実施による災防規程の遵守等にむけての助言・指導  

港全体での安全パトロールを積極的に実施し、変更した災防規程の周知・遵守にむけ

て助言指導を行う。 

また、同パトロールにおいて、作業現場におけるリスクの存在、これへの対処方法等に



 

 

ついて理解促進と定着を図るとともに、始業時のツールボックスミーティングによる危険

予知活動、指差呼称運動、ヒヤリハット活動等の励行に向けた助言・指導を行うほか、

巡視時のチェックリストについて、情報共有の促進を図り、充実に努める。。 

さらに、安全パトロールのより効果的な実施、安全パトロール員の能力向上及び各港

間の交流の促進を図るため、安全パトロール員が他の港の安全パトロールに参加する

相互交流パトロールを実施する。   

イ 指差呼称運動の一層の推進                             

昨年度改正された指差呼称運動実施要領及び今年度の指差呼称運動活動方針に

基づき、始業、終業及び作業の要所要所における指差呼称の定着化を図る。 

今年度においては、前記活動方針において「始業時における指差呼称の完全実施」

を目標としていることに留意し、各港に推進委員会を設置し、 

① 指差呼称強調月間（６月）における集中的な周知・啓発の実施 

② 指差呼称指導員研修の開催 

③ 港湾安全パトロール実施時における指差呼称の定着状況の確認及び指導 

④ 定着化推進のための資料及び用品の配布 

等の対策を実施する。 

ウ 災害情報・ヒヤリハット事例及び安全の「見える化」や工夫改善事例等の共有化の推進 

災害情報やヒヤリハット事例のデータベース、収集した安全の「見える化」や工夫改善

事例について、会員事業場における活用を図る。 

エ 全国港湾労働災害防止大会の実施等による安全衛生気運の醸成 

全国港湾労働災害防止大会、経営トップセミナー、安全衛生セミナー、指差呼称強調月

間、港湾労働安全強調期間、港湾労働衛生強調月間及び年末年始港湾無災害強調期間

の実施に当たって、会員事業場のトップ、職長、フォアマン、安全・衛生管理者、安全衛生

担当者等に広く参加を呼びかけ、安全衛生気運の醸成及び安全衛生知識の普及を図る。 

また、安全衛生手法の工夫改善事例について、全国港湾労働災害防止大会での発表、

展示や機関誌への掲載等各種の手法や機会を利用してその普及に努める。 

オ 自然災害対策 

荷役作業時に地震・津波・強風等の自然災害が発生し、緊急事態に至った際に、作業

の中断と安全な場所への避難など的確な対応を図るため、避難マニュアル（モデル）の普

及、緊急対応計画・防災管理規程等の整備に努めるとともに、安全な避難場所の設定・確

保、防災避難訓練を励行する。 

また、突風によるクレーン逸走災害防止のため、気象情報の早期・正確な把握、的確な

判断等の徹底を図る。 

 

（４） 港湾関係者との連携の推進    

本部において、関係省庁、港湾関係団体の参加を得て「港湾荷役作業の労働災害防止

のための連絡会議」を定期的に開催し、関係者間の情報共有を一層促進することとしてい



 

 

る。 

このことを踏まえ、港湾管理者等の港湾設備の管理者、船主等の船舶設備の管理者、

荷役作業の発注者、元請者等の港湾関係者に、毎月の機関紙・港湾労働安全強調期間

等のポスター等の配布を行うとともに、港湾パトロールへの参加を要請する等により港湾

荷役作業の安全衛生について一層の理解の促進を図る。 

また、ガントリークレーン等の設備や岸壁の改修等の港湾設備の改善、揚荷装置や通

路への手すりの設置などの船舶設備の改善、荷役作業時間の確保、危険物有害物事前

連絡の励行等について、港湾関係者の理解と配慮が必要な事例や改善された事例の収

集に努めるとともに、情報の共有化を図り、必要に応じて配慮を要請する。 

 

３ 労働者の健康対策の推進 

 港湾で働く労働者の健康を確保するため、以下の対策を推進します。 

（１） 職業性疾病等による健康障害予防対策 

 ア 熱中症予防対策 

    「STOP 熱中症実施要領」に基づき、暑さ指数の把握及び評価を適切に行うとともに、 

① 冷風機の設置・休憩場所の整備・空調服や風通しに配慮した安全帽の装着な

どの作業環境管理 

② 暑さ指数の状況に応じた作業時間・休憩時間の見直し、熱への順化、水分・塩

分の摂取などの作業管理 

③ 健康診断結果に基づく健康状態の確認・作業開始時の健康状態の確認などの

健康管理 

等を実施する。 

また、熱中症の危険性に体調管理に関する教育や異常時の措置に係る体制の整備

を図る。 

イ 酸素欠乏症予防対策 

     長期間閉じられていた船倉の内部、くず鉄・石炭等の酸化しやすい物質が積載され

ている場所、穀物・飼料等が保管されている場所などの酸素欠乏の恐れのある場所に

立ち入る場合は、酸素欠乏危険作業主任者の選任、酸素濃度の測定、立入禁止の表

示、換気の実施等の予防対策を励行するとともに、二次災害を防止するため空気呼吸

器・送気マスク等の備付けを図る。 

 ウ 粉じん障害防止対策 

「船倉内において鉱物等をかき落す作業」や「セメントや粉状の鉱石を袋詰めし、積み

込み、又は積み下ろす場所における作業」等の粉じん作業については、第９次粉じん障

害防止総合対策に基づき、休憩設備の設置、呼吸用保護具の適切な使用、じん肺健康

診断の実施、じん肺の予防・健康管理のための教育の実施を励行する。 

 エ 化学物質その他の原因による健康障害予防対策 

      化学物質その他の原因による健康障害及び危険物の取扱による災害を防止するた



 

 

めコンテナ等の荷主等から、「危険有害物事前連絡表」の交付の徹底など、その一層の

活用促進を図る。 

また、危険有害物事前連絡表や化学物質安全データシート（ＳＤＳカード）の情報など

により有害性の恐れがある物質を取扱う場合は、作業主任者の選任、必要なばく露防

止措置の実施、健康診断の実施等必要な措置を励行する。 

    さらに、石綿、一酸化炭素中毒等による健康障害を防止するため、必要な措置を講じ

る。 

オ 腰痛予防対策 

     荷の持上げや不自然な作業姿勢などによる腰痛を予防するため、床面や照明などの

作業環境の改善、他の作業との組合せなどの作業管理の改善、腰痛予防体操の実施

などに取り組む。 

 

（２） 心と身体の健康確保対策 

 ア  新型コロナウイルス感染症予防対策 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、①密閉空間、②密集場所、

③密接場面の３条件が同時に重なる場所を避けるとともに、職場における咳エチケット

・手洗いの徹底、日常的な健康状態の確認などの基本的な対策を講じる。 

また、職場内外や通勤時における接触感染や飛沫感染の防止及び一般的な健康確

保のための措置として、換気の実施・機器等の消毒・会議の回避・長時間の時間外労

働の回避・時差出勤の実施等、事業場の実態に即した実行可能な感染拡大防止対策

に積極的に取り組む。 

さらに、感染症の陽性者が発生した場合の対応について、適正なルールを作成し、

労働者に周知する。 

イ 健康診断、産業保健機能の強化 

健康診断は健康管理の基本であることから、一般健康診断・じん肺等の特殊健康診

断の実施を励行するとともに、有所見者に対する二次検診の実施などのフォローアップ

に努めるなどの健康確保措置を推進する。 

また、産業医や産業保健スタッフの選任を進めるとともに、産業保健総合支援センタ

ー等の活用を図るなどにより産業保健機能の強化に努める。 

ウ 高年齢労働者対策 

雇用者全体の内５０歳以上の高年齢労働者の占める割合が約３割となるなど労働

者の高齢化が進展していることから、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイド

ライン（エイジフレンドリーガイドライン）」を踏まえ、中高年齢者に配慮した作業方法の改

善、健康の保持増進、快適な職場環境の形成、安全衛生教育の実施などを一層進め

る。 

エ 過重労働による健康障害防止対策 

恒常的な長時間労働の計画的な削減、深夜業を含む業務に従事する労働者に対す



 

 

る健康診断の確実な実施、長時間労働を行った労働者に対する面接指導・健康相談等

の実施など、過重労働による健康障害防止のための体制の整備に努める。 

 オ 職場におけるメンタルヘルス対策 

労働者の心の健康の保持増進を図るため、心理的負荷に関する気づきを促進する

ためのストレスチェックの実施、受診の勧奨、高ストレス者に対する相談体制の整備、職

場環境の改善等に努める。  

また、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等のハラスメントを行ってはならない

旨の方針を明確にするとともに、相談体制の整備等の雇用管理上の措置に取り組む。 

カ 受動喫煙防止対策 

適切な受動喫煙防止対策が、労働者の健康の保持増進に資するものであることか

ら、屋外喫煙所の設置等による分煙の実施などの受動喫煙防止対策に一層取り組む。 

 

（３） 治療と仕事の両立に向けた取組み 

疾病を抱える労働者の増加が予想されることから、治療や通院時間の確保、相談窓口

の設置、作業の転換、労働時間の短縮など、働きながら治療を受けられる体制の整備に

努める。 

 

第５ 組織的な労働災害防止活動の推進 

労働災害防止活動の実施に当たって、総支部、支部及び会員事業場は、次に掲げる事項

をも踏まえ、それぞれ具体的な実行計画を立案し、事業を効果的に推進することとします（別

表１）。 

 

１ 労働災害防止運動の推進 

（１） 全国港湾労働災害防止大会を実施し、安全衛生意識の高揚を図る。 

（２） 主要港督励巡視、港湾研修、相互交流パトロール等を実施し、安全衛生水準の向上を

図る。 

（３） 各種安全衛生強調期間の実施により、安全衛生水準の向上を図る。 

（４） 安全衛生表彰、無災害事業場表彰の実施等により、安全衛生意識の向上を図る。 

（５） 危険予知活動及び指差呼称運動を推進するとともに、リスクアセスメント、労働安全衛

生マネジメントシステムの普及促進を図る。 

（６） 本部、または総支部に駐在する安全管理士(員)等を安全衛生水準の向上を図ろうとす

る中小規模事業場に派遣し、職場の実態に応じた安全衛生管理活動の推進を図る。 

 

２ 安全衛生教育の推進 

（１） 登録教習機関として実施する技能講習の積極的な開催及び適正な運営に努める。 

（２） 経営トップセミナー、安全衛生セミナー、危険体感研修等を実施し、経営首脳者、管理

監督者、作業指揮者、危険有害業務従事者、新規従事者等に対する安全衛生教育の

充実を図る。 

    特に、令和２年度から開始した危険体感研修に積極的に参加するとともに、新たに作



 

 

成した新規従事者等に向けた安全衛生教育マニュアルを活用して、会員事業場の雇入

れ時教育等の充実・強化を図る。 

（３） 協会のテキスト、教材の充実・整備と活用を図る。 

 

３ 広報活動及び調査研究等の推進 

（１） 機関誌及び協会ホームページ等による 「安全の見える化」の推進事例、災害防止に

効果的な作業方法の改善や設備・機器の改善に係る好事例、安全衛生の先駆的な機器

の紹介、災害事例、安全衛生のＱ＆Ａ等の情報提供の充実を図る。 

ヒヤリハット事例の情報のデータベースについては、引き続き事例収集を図り、新たに搭

載する等充実を図る。 

また、労働災害情報データベースについて、新たな事例の搭載を行う等充実を図る。 

（２） 安全衛生用品を充実し、活用の促進を図る。 

（３） ホームページ、電子メール等にかかる情報セキュリティ対策を推進する。 

 

４ 変更された災防規程の周知 

 災防規程については、労働安全衛生法等関係法令の改正、荷役作業の変化等に伴い、昨

年８月厚生労働省の認可を得てその一部を変更したところであり、安全衛生セミナーや必要

に応じて説明会を開催しその周知に努め、遵守を図る。 

 

５ 港湾における第 14 次労働災害防止計画の策定 

 港湾 13次防期間中の労働災害発生状況、労働災害防止活動の状況等を分析・評価したう

えで、令和５年度を初年度とする第 14 次労働災害防止計画を策定する。 

 

６ 会員の拡大等 

 新規参入事業場及び賛助会員への加入促進を図る。 

 

７ 会議の開催 

下記の会議等の開催等により協会の組織活動の推進を図る（別表２）。 

①通常総代会・理事会の開催 

②会長・副会長会議の開催 

③常任理事会の開催 

④安全衛生推進委員会の開催 

⑤安全衛生実施委員会の開催 

⑥安全衛生実施協議会の開催 

⑦評価委員会の開催 

⑧総支部・支部事務局事務担当者会議の開催 

⑨安全管理士・安全管理員会議の開催 

⑩各総支部における支部事務局主管者会議の開催 

 

８  関係行政機関、関係諸団体等との連絡・提携・協力関係の一層の強化  

次の行政機関、団体の中央・地方組織との連絡・提携・協力関係の強化を図る。 

①厚生労働省、国土交通省等関係行政機関 



 

 

②(一社)日本港運協会等業界団体 

③(一社)日本港湾福利厚生協会、各港湾運送事業協同組合、(一財)港湾労働安定協

会等港湾関係団体 

④(一社)日本倉庫協会、(公社)全日本トラック協会    

   ⑤(一社)日本船主協会、外国船舶協会、日本内航海運組合総連合会、船員災害防止

協会等本船関係団体 

⑥港湾管理者、埠頭管理者等港湾施設管理者 

⑦(一社)日本産業車両協会、(一社)港湾荷役機械システム協会、日本造船工業会等業

種団体 

⑧中央労働災害防止協会及び各業種別労働災害防止団体 

⑨検数、検定の各協会 

⑩（独法）労働者健康安全機構 

 



第４

１

（１）

ア 〇 安全管理士（員）による支援の実施

イ 〇 指差呼称定着化研究会・指導員講習の実施

ウ 〇
労働災害情報・ヒヤリハット事例・工夫改善事例等
の情報提供

エ 〇 沿岸荷役主任者講師養成研修の実施

〇
港湾管理者、船舶設備の管理者等に要請すべき
事例の収集と情報の共有

（２）

ア 〇 安全管理士（員）による支援の実施

イ 〇
労働災害情報・ヒヤリハット事例・工夫改善事例等
の情報提供

ウ

エ 〇
車両系荷役機械の安全運転支援設備に係る情報
の収集及び提供

（３）

ア 〇 安全管理士（員）による支援の実施

イ 〇
フルハーネス型墜落制止用器具に関する情報の
収集及び提供

ウ 〇
労働災害情報・ヒヤリハット事例・工夫改善事例等
の情報提供

〇
必要に応じたフルハーネス型墜落制止用器具特別
教育講師養成研修の実施

〇
船舶設備の管理者、港湾管理者等に要請すべき
事例の収集と情報の共有

（４）

ア 〇 安全管理士（員）による支援の実施

イ 〇
労働災害情報・ヒヤリハット事例・工夫改善事例等
の情報提供

ウ

エ

別表　１

　　　　　　　　　　　　　    　　　      　　　　　業務の分担
　   実施事項

本　　部

労　　　　働　　　　災　　　　害　　　　防　

主な労働災害防止対策

作業主任者の選任及び安全確認等の職務の励行

作業前の作業方法、合図方法、避難場所等の周知徹底

指差呼称による退避の確認の励行

地切り後及び巻き下げ時等の一旦停止の励行

歩行者通路の表示及び誘導員の配置の励行

沿岸荷役主任者等の選任と作業方法、合図方法、退避
場所等の周知徹底

車両系荷役機械への安全運転支援設備の導入の促進

フルハーネス型墜落制止用器具の使用の励行

船内荷役作業主任者等の選任と職務の励行

高所作業の削減や囲い・手すりの設置などの本質的安
全化、工学的対策の検討

岸壁と本船間の通行設備の設置の励行

海際の作業等における救命具の着用の徹底

作業計画の策定及び通行経路・作業範囲の特定

死亡災害の撲滅に向けた対策の推進

岸壁作業における車両系荷役機械等の海への転落の
防止

船内荷役作業主任者等の選任と職務の励行

フォークリフト等の車両系荷役機械との接触による災害
の防止【特定災害】

船内荷役作業での墜落災害の防止【特定災害】

動力クレーン等を使用した作業での荷との接触による
災害の防止【特定災害】

海中への転落によるおぼれ災害の防止
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〇 船内荷役作業主任者・沿岸荷役主任者講習の実施 〇
船内荷役作業主任者・沿岸荷役主任者の選任・適正配
置、職務の励行

〇 港湾安全パトロール時の安全確認の実施 〇
始業時ミーティングにおける退避場所の確認、KYボードの
作成及び指差唱和の実施

〇 港湾安全パトロール時の指差呼称呼称の励行 〇 安全な場所への退避と指差呼称による確認の励行

〇
港湾管理者、船舶設備の管理者等に要請すべき事
例の収集と情報の共有

〇
地切り時、巻き下げ時及び玉外し後の巻き上げ時の一旦
停止及び安全確認の励行

〇 沿岸荷役主任者教習の実施 〇
作業計画の策定及び車両系荷役機械の通行経路・作業
範囲の特定

〇
港湾安全パトロール・沿岸パトロール時の安全確認
の実施

〇
フォークリフト通行経路、歩行者通路の区分設定と表示、
誘導員の配置の励行、蛍光ベスト等の着用の励行

〇
港湾安全パトロール時の指差呼称呼称の率先実施
と定着への支援

〇 作業の要所要所での指差呼称の励行

〇
車両系荷役機械の安全運転支援設備に係る情報の
収集及び提供

〇
沿岸荷役主任者等の選任と作業方法、合図方法、退避場
所、制限速度の遵守等の周知徹底

〇
フォークリフト等の車両系荷役機械に対するバックモニ
ターの設置等の安全運転支援装置の設置の促進

〇 船内荷役作業主任者講習の実施 〇
親綱等の設置・フルハーネス型等の墜落制止用器具の使
用の励行

〇 港湾安全パトロール時の安全確認の実施 〇 船倉への昇降時の安全ブロックの使用

〇
港湾安全パトロール時の指差呼称呼称の率先実施
と定着への支援

〇
船内荷役作業主任者等の選任と墜落制止用器具装着の
確認等の職務の励行

〇
必要に応じたフルハーネス型墜落制止用器具特別
教育の実施

〇
作業方法の変更による高所作業の削減や墜落危険箇所
への囲い・手すり等の設置

〇
港湾管理者、船舶設備の管理者等に要請すべき事
例の収集と情報の共有

〇
必要に応じた港湾管理者、船舶設備の管理者等への要
請

〇 船内荷役作業主任者・沿岸荷役主任者教習の実施 〇 岸壁と本船間の通行設備の設置の励行

〇 港湾安全パトロール時の安全確認の実施 〇
海への転落の危険のある個所での作業における救命胴
衣の着用の徹底

〇
作業区域の設定、誘導員の配置等による車両系荷役機
械等の海への転落防止措置の実施

〇
船内荷役作業主任者等の選任及び救命胴衣の着用の確
認等の職務の励行

止　　　　主　　　　要　　　　対　　　　策

会員事業場総支部・支部



２

（１）

ア 〇 安全管理士（員）による支援の実施

〇
労働災害情報・ヒヤリハット事例・工夫改善事例等
の情報提供

〇
必要に応じたフルハーネス型墜落制止用器具特別
教育講師養成研修の実施

イ 〇 安全管理士（員）による支援の実施

〇
労働災害情報・ヒヤリハット事例・工夫改善事例等
の情報提供

ウ 〇 「STOP！転倒災害プロジェクト」の周知・啓発

〇 安全管理士（員）による支援の実施

〇
労働災害情報・ヒヤリハット事例・工夫改善事例等
の情報提供

（２） 　 　

ア 〇 経営トップセミナーの実施

〇 災害防止規程の変更の周知

イ 〇
危険予知活動・指差呼称運動、ヒヤリハット活動等
の日常的な安全衛生管理活動への支援

〇
始業時のツールボックスミーテイングによる危険予
知活動への支援

〇
指差呼称定着化研究会・指差呼称指導員研
修の実施

　 　

ウ 〇 安全管理士（員）による支援の実施

エ 〇 安全管理士（員）による支援の実施

〇
労働災害情報・ヒヤリハット事例・工夫改善事例等
の情報提供

〇 「安全の見える化」事例等の情報の収集・提供

　 　

オ 〇 技能講習等各種テキストの作成、見直しの実施

カ 〇 安全管理士（員）による支援の実施

〇 「雇入れ時等安全衛生研修資料」の活用促進

〇 危険体感研修等の実施

ケ 〇 安全管理士(員)等による支援の実施

転倒災害の防止

はさまれ、巻き込まれ災害

墜落・転落による災害

事故の型別の災害防止対策

安全パトロール等の繰り返し実施による安全衛生活動
の定着

職場の危険を低減するための対策の推進

労働災害の大幅な減少を目指した対策の推進

経営トップの主導による安全衛生管理の充実

　　　　　　　　　　　　　    　　　      　　　業務の分担
　   実施事項

本　　部

事業場における安全衛生対策の強化

作業主任者等の配置と職務の励行

安全衛生教育の充実

指差呼称・危険予知活動等の日常の継続的な安全衛
生管理活動の実施

安全管理士(員)等による支援



〇 船内荷役作業主任者・沿岸荷役主任者講習の実施 〇
作業床の設置、開口部等への手すり等の設置などの墜落
防止措置の実施

〇 港湾安全パトロール時の安全確認の実施 〇
手すり等の墜落防止措置が困難な場所での墜落制止用
器具の使用の励行

〇
必要に応じたフルハーネス型墜落制止用器具特別
教育の実施

〇
作業方法の変更による高所作業の削減や墜落危険箇所
への囲い・手すり等の設置

〇 船内荷役作業主任者・沿岸荷役主任者講習の実施 〇
荷の巻き上げ・巻き下げ時の指差呼称による退避確認の
励行

〇 港湾安全パトロール時の安全確認の実施 〇
フォークリフト通行経路、歩行者通路の区分設定と表示、
誘導員の配置の励行、蛍光ベスト等の着用の励行

〇
船内荷役作業主任者・沿岸荷役主任者・作業指揮者の選
任・適正配置及び職務の励行

〇 「STOP！転倒災害プロジェクト」の周知・啓発 〇
通路の障害物・凹凸の解消・照度の確保、４S活動等の
「STOP！転倒災害プロジェクト」の実施

〇 港湾安全パトロール時の安全確認の実施

〇 経営トップの参加による安全パトロールの実施 〇
経営トップによる安全最優先の表明と安全衛生管理体制
の充実

〇 安全衛生関係の研修会実施等による支援 〇 経営トップの参加による安全パトロールの実施

〇 変更された災防規程の周知 〇 変更された災防規程遵守

〇
危険予知活動・指差呼称運動、ヒヤリハット活動等
の日常的な安全衛生管理活動への支援

〇
始業時のツールボックスミーテイングによる危険予知活
動・KYボードの作成

〇
始業時のツールボックスミーテイングによる危険予
知活動への支援

〇 始業時及び作業の要所要所での指差呼称の励行

〇 　指差呼称指導員研修の実施 〇
ヒヤリハット活動・４S活動等の日常的な安全衛生管理活
動の継続的な実施

〇 指差呼称指導員の選任・指導員研修の受講

　 　 　

〇 港湾安全パトロールによる安全確認の実施 〇
抜き打ちパトロールや指差唱和の交代制での実施などの
アクセントをつけた安全衛生活動の実施

〇 港湾安全パトロールによる安全確認の実施 〇 現場の作業条件や作業方法の見直しの推進

〇
ヒヤリハット事例・工夫改善事例等の収集と情報の
共有

〇
本質安全化や車両系荷役機械への安全運転支援装置の
導入等の工学的対策の検討

〇 「安全の見える化」事例等の収集と情報の共有 〇 「安全の見える化」の推進

　

〇 各種技能講習、安全教育の積極的な開催 〇 各種作業主任者の選任と職務の励行

〇 安全管理士（員）による支援の実施 〇
「雇入れ時等安全衛生研修資料」の活用等による雇入れ
時教育の積極的な実施

〇 「雇入れ時等安全衛生研修資料」の活用促進 〇 危険体感研修、各種特別教育、能力向上教育の実施

〇 危険体感研修等の受講勧奨の実施 〇
必要に応じたフルハーネス型墜落制止用器具に係る特別
教育の実施

〇 安全管理士(員)等による支援の実施 〇 安全管理士(員)等の積極的な活用

総支部・支部 会員事業場



（３）

ア 〇
事業計画の作成、安全衛生推進委員会の開
催

〇
港湾安全パトロールの効果的な実施への支援、相
互交流パトロールの実施への勧奨

〇
港湾安全パトロール、安全衛生セミナー等による災
害防止規程の周知・遵守の促進

〇 災害防止規程及び解説書の普及

〇 安全管理士（員）による支援の実施

イ 〇  指差呼称強調月間（６月）の主唱

〇
指差呼称定着化研究会・指差呼称指導員研修の
開催

〇
港湾安全パトロール時の指差呼称の定着への支
援

〇
指差呼称実施の好事例の収集等、普及啓発用品
の作成・配布

〇 安全管理士(員)等による支援

ウ 〇 労働災害情報デーベース搭載情報の更新

〇 ヒヤリハット事例データベース掲載情報の更新

〇
安全の「見える化」及び工夫改善事例等の収集と
会員事業場への情報提供

エ 〇 全国港湾労働災害防止大会の開催

〇 経営トップセミナーの開催

〇 管理監督者等に対する安全衛生セミナー等の開催

〇 各強調期間の実施要領の作成・周知

オ 〇 避難マニュアル等の情報収集及び周知

〇 防災管理規程の整備及び周知

（４） 〇 関係省庁、関係団体との連絡会議の開催

〇
港湾安全パトロールへの参加要請及び指導、啓発
の実施

〇
港湾設備・船舶設備等に関する事例の収集及び情
報提供

〇
荷役作業時間の確保・危険物有害物事前連絡に
関する必要に応じた要請の実施

自然災害対策

本　　部

全国港湾労働災害防止大会の実施等による安全衛生
気運の醸成

　　　　　　　　　　　　　    　　　      　　　業務の分担
　   実施事項

港湾関係者との連携の推進

指差呼称運動の一層の推進

災害情報・ヒヤリハット事例及び安全の「見える化」や工
夫改善事例等の共有化の推進

安全パトロールの実施による災害防止規程の遵守にむ
けての助言・指導

港全体で取り組む自主的な安全衛生活動の推進



〇
作業現場指導推進委員会の開催、港湾安全パト
ロールの効果的な実施、相互交流パトロールへの参
加・受入れ

〇 港湾安全パトロールへの積極的な参加

〇
港湾安全パトロールの実施による災害防止規程の
遵守にむけての助言・指導

〇 災防規程の遵守、作業員への周知

〇 災害防止規程及び解説書の頒布 〇 災害防止規程に基づく安全作業の検討・実施

〇 安全管理士（員）による支援の実施

〇 指差呼称強調月間の実施 〇 指差呼称強調月間における集中的な取組

〇
指差呼称の定着を主眼とする講習会の実施及び支
援

〇 経営トップの指差呼称運動取組の表明

〇
港湾安全パトロール時の指差呼称の率先実施と定
着への支援

〇 始業時・作業の要所要所における指差呼称の実施

〇
指差呼称実施の好事例の収集等、普及啓発用品の
配布

〇
指差呼称指導員の指名及び指導員による指差呼称定着
にむけた取組の推進

〇 安全管理士(員)等による支援 〇
安全パトロール時における指差呼称の実施及び実施状況
の確認

〇 指差呼称指導員研修等への積極的な参加

〇 労働災害情報デーベースの周知・活用 〇 労働災害情報デーベースの活用

〇 ヒヤリハット事例データベースの活用 〇 ヒヤリハット事例データベースの活用

〇
安全の「見える化」及び工夫改善事例等の収集・報
告と普及促進

安全の「見える化」、工夫改善の取組促進・報告

〇 全国港湾労働災害防止大会への協力、参加勧奨 〇 全国港湾労働災害防止大会への積極的な参加

〇 経営トップセミナー等への参加勧奨 〇 経営トップセミナーへの積極的な参加

〇
フォアマン・職長等に対する安全衛生セミナー等へ
の参加勧奨

〇 安全衛生セミナーへの積極的な参加

〇 各強調期間における各種行事の実施 〇 各強調期間における安全衛生総点検等の実施

〇 各強調期間における各種行事への積極的な参加

〇 避難場所の設定及び避難訓練の実施 〇
緊急対応計画等の整備、避難場所の設定及び避難訓練
の実施

〇 クレーンの逸走防止対策の実施

　 　

〇 港湾関係者への機関誌及びポスター等の配布 〇
港湾管理者、船舶設備の管理者に要請すべき事例の事
項の把握、総支部・支部への情報提供

〇
港湾安全パトロールへの参加要請及び指導、啓発
の実施

〇 港湾設備・船舶設備等の点検と必要に応じた改善要請

〇
港湾設備・船舶設備等に関する事例の収集及び情
報提供

〇 港湾管理者、船主等との連携の促進

〇
荷役作業時間の確保・危険物有害物事前連絡に関
する必要に応じた要請の実施

総支部・支部 会員事業場



３

（１）

ア 〇 STOP熱中症クールワークキャンペーンの実施

〇 WBGT値測定器の配布

〇 安全管理士（員）による支援の実施

イ 〇 工夫改善事例等の情報の収集及び周知

〇 安全管理士（員）による支援の実施

ウ 〇 工夫改善事例等の情報の収集及び周知

〇 安全管理士（員）による支援の実施

エ 〇 危険有害物事前連絡表の提出の周知

〇 安全管理士（員）による支援の実施

オ 〇 工夫改善事例等の情報の収集及び周知

〇 安全管理士（員）による支援の実施

（２）

ア 〇
新型コロナウイルス感染症の感染症防止対策への
支援

〇
新型コロナウイルス感染症に関する情報収集及び
提供

イ 〇
一般健康診断・じん肺等の特殊健康診断に関する
情報の提供

〇 二次健診等に関する情報の提供

〇 産業保健機能の強化に係る情報の提供

　

ウ 〇 安全衛生セミナー等の実施等による周知啓発

エ 〇 安全衛生セミナー等の実施等による周知啓発

〇 過重労働対策に関する情報収集と提供

オ 〇
メンタルヘルス対策及びハラスメント対策に関する
情報収集と提供

カ 〇 安全衛生セミナー等の実施等による周知啓発

（３） 〇 安全衛生セミナー等の実施等による周知啓発

本　　部

労働者の健康対策の推進

健康診断、産業保健機能の強化等

過重労働による健康障害防止対策

 酸素欠乏症予防対策

粉じん障害防止対策

化学物質その他の原因による健康障害予防対策

心と身体の健康確保対策

新型コロナウイルス感染症予防対策

職業性疾病等による健康障害予防対策

熱中症予防対策

腰痛予防対策

　　　　　　　　　　　　　    　　　      　　　業務の分担
　   実施事項

職場におけるメンタルヘルス対策等

受動喫煙防止対策

高年齢労働者対策

治療と仕事の両立に向けた取組み



〇 STOP熱中症クールワークキャンペーンの実施 〇 STOP熱中症クールワークキャンペーンの実施

〇
港湾安全パトロール時のWBGT値の測定等による熱
中症防止対策の支援

〇 WBGT値の把握と熱中症防止対策の実施

〇
作業開始時の健康状態の確認等の適切な健康管理の実
施

〇 安全衛生関係の研修会・部会の実施等による支援 〇
酸素濃度測定の実施、保護具の整備等の酸素欠乏予防
対策の実施

〇 安全衛生関係の研修会・部会の実施等による支援 〇
船倉内での鉱物のかき落とし作業等における呼吸用保護
具の着用等の粉じん障害予防対策の実施

〇
危険有害物事前連絡表の提出の徹底と有効活用の
促進

〇 危険有害物事前連絡表の活用

〇
危険物有害物等の安全作業実施についての指導援
助

〇 化学物質等による健康障害予防対策の実施

〇 安全衛生関係の研修会・部会の実施等による支援 〇 腰痛予防対策の実施

〇
新型コロナウイルス感染症への感染症防止対策へ
の支援

〇
３密を避ける・咳エチケット・手洗いの徹底等の基本対策
の励行

〇
新型コロナウイルス感染症に関する情報収集及び
提供

〇
換気の実施・機器等の消毒長時間の時間外労働の回避・
時差出勤等の実態に即した感染予防対策の実施

〇
陽性者等への対応に当たっての適正なルールの策定と
周知

〇
一般健康診断・じん肺等の特殊健康診断に関する
情報の提供

〇 一般健康診断・じん肺等の特殊健康診断の実施の励行

〇 二次健診等に関する情報の提供 〇 有所見者への二次健診等の実施

〇 産業保健機能の強化に係る情報の提供 〇
産業医・産業保健スタッフの選任、産業保健総合支援セン
ターの活用等による産業保健機能の強化

　 　 　 　

〇 高年齢労働者の健康確保対策の実施 〇
エイジフレンドリーガイドラインを踏まえた高年齢労働者の
健康確保対策の実施

〇 過重労働による健康障害防止対策の支援 〇 過重労働による健康障害防止対策の実施

〇
時間外・休日労働月８０時間超えの労働者等に対する面
接指導の適切な実施

〇
メンタルヘルス対策及びハラスメント対策に関する情
報収集と提供

〇
ストレスチェックの実施、高ストレス者への相談体制の整
備

〇 ハラスメント防止の方針の表明、相談体制の整備

〇 受動喫煙防止対策の実施の支援 〇 受動喫煙防止対策の実施

〇 安全衛生セミナー等の実施等による周知啓発 〇 治療と仕事の両立に向けた取組みの実施

総支部・支部 会員事業場



第５

１

（１）

　ア ○ 全国港湾労働災害防止大会の主催

１０月２１日（金）千葉県市原市 ○ 関係機関への協力要請
　

　イ ○ 地区安全衛生大会の開催の支援
　

　ウ ○ 大会への協賛

　エ ○ 会員事業場の安全衛生大会の開催への支援

（２）

　ア ○ 督励巡視の実施

７月２６日（火）～２９日（金） ○ 巡視結果報告書の作成、周知

東京ー清水ー大阪ー門司の各港

　イ

○ 港湾研修の実施

　ウ ○ 安全衛生推進委員会等の開催

経営首脳者等によるパトロールの実施 ○ 安全管理士（員）による指導、助言の実施

　 　

　エ ○ 相互交流パトロールの調整及び実施

○ 安全管理士（員）による指導、助言の実施

（３）

　ア ○ 運動を主唱し、実施要領を定め会員事業場へ周知

　 ６月１日～６月３０日 ○
指差呼称定着化研究会、指差呼称指導員研修等
の実施

○
普及啓発用品（ポスター・のぼり・ワッペン）の作成
頒布

 　 　

イ ○ 運動を主唱し、実施要領を定め会員事業場へ周知

　 ７月１日～９月３０日（準備月間６月） ○
関係機関（船主協会、港湾管理者等）に対する協
力要請

○ ポスター、のぼり等の作成、頒布

労働災害防止大会の開催等

主要港督励巡視

指差呼称強調月間

　　　　　　　　　　　　　    　　　      　　　業務の分担
　   実施事項

本　　部

組織的な労働災害防止活動の推進

安全衛生強調期間の実施

会員事業場における安全衛生大会の開催等

相互交流パトロール

 

港湾労働安全強調期間

全国港湾労働災害防止大会の開催

地区港湾安全衛生大会の開催

全国産業安全衛生大会に協賛

主要港督励巡視、港湾安全パトロール等の実施

港湾研修

１０月２０日(木）～２１日（金）千葉港

港湾安全パトロール

労働災害防止運動の推進



○ 会員事業場への参加の勧奨 ○ 関係者の積極的な参加

○ 開催地においては、大会を開催  

○ 地区港湾安全衛生大会の開催 ○ 地区大会への積極的な参加

○ 全国産業安全衛生大会への参加の勧奨 ○ 関係者の参加
 

○ 安全衛生大会等の開催の勧奨 ○ 社内安全衛生大会等の実施

 

○ 団員としての参加を勧奨 ○ 団員として積極的に参加

○ 巡視港、関係総支部・支部は実施及び協力 ○ 関係者の積極的な参加

  

○ 港湾研修開催地の総支部・支部は実施及び協力 ○ 積極的な参加

○ 会員事業場に対する参加勧奨

○ 総支部・支部主管者の会議への参加 ○ 経営首脳のパトロールへの積極的な参加

○ 安全衛生推進委員会への参加 ○ 総支部・支部の現場安全指導推進会議等への参加

○ パトロールの計画及び定期的な実施。 ○ 関係者の港湾安全パトロールへの積極的な参加

○ 経営首脳者への参加勧奨 ○ チェックリストによる点検、是正確認、記録の整備

○
点検項目の設定、パトロール結果のまとめ、会員事
業場への周知

○ パトロールの結果、対策等を実施

○ 相互交流パトロールへの参加 ○ 相互交流パトロールへの積極的な参加

○ 相互交流パトロールへの受入れ

○ 運動実施要領の周知徹底 ○ 実施要領に基づき、社内の指差呼称運動の実施

○
部会・委員会活動における指差呼称運動の意義等
の確認

○ ポスター、のぼり等の掲出

○ 期間中の港湾安全パトロールの強化 ○
経営首脳者から従業員に対し指差呼称運動実施の呼び
かけ

　 　 ○ 経営首脳者の現場巡視の強化

○
指差呼称指導員による指差呼称の実施状況の確認・指
導

  

○ 運動実施要領の周知徹底 ○ 実施要領に基づき、社内の実施計画の策定

○ 部会・委員会活動の活性化 ○ ポスター、のぼり等の掲出

○ 期間中の港湾安全パトロールの強化 ○
経営首脳者から従業員及びその家族に対し安全の呼び
かけ

○ 経営首脳者の現場巡視の強化

○ 設備・用具・保護具等の点検整備の徹底

総支部・支部 会員事業場



イ ○ 運動を主唱し、実施要領を定め会員事業場へ周知

１０月１日～１０月３１日（準備月間９月） ○
関係機関（船主協会、港湾管理者等）に対する協
力要請

○ ポスター、のぼり等の作成、頒布

　ウ ○ 運動を主唱し、実施要領を定め会員事業場へ周知

１２月１６日～１月１５日 ○
関係機関（船主協会、港湾管理者等）に対する協
力要請

 （東京・神奈川総支部は、12月1日～1月31日） ○ ポスター、のぼり等の作成、頒布

（４）

ア

○ 安全・衛生表彰規程に基づく表彰の実施

イ

港湾労災防止協会無災害記録表彰の実施 ○ 無災害事業場表彰規程に基づく表彰の実施

ウ ○ 推薦のとりまとめ

○ 顕彰制度の周知

（５）

ア ○ セミナー、研修会等の実施

○ 機関誌等による広報の実施

○ 指差呼称定着化研究会の実施

○ 指差呼称指導者研修等の実施

イ
○ セミナー、研修会等の実施

○ 安全管理士による導入に向けた支援

○ 機関誌等による広報の実施

（６） ○ 安全管理士（員）による支援の調整

年末年始港湾無災害強調期間

本　　部

安全管理士（員）による安全管理活動への支援

安全衛生表彰、無災害表彰等

安全・衛生の推進について、その功績が極めて顕
著な事業場、団体及び個人に対する表彰の実施

無災害事業場表彰

安全衛生表彰（事業場、個人等）

総支部・支部等に設置している指差呼称運動推進
協議会の活動を通して、危険予知・指差呼称の定
着、推進

リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステム
の普及促進

港湾労働衛生強調月間

危険予知活動の推進と指差呼称運動の推進

　　　　　　　　　　　　　    　　　      　　　業務の分担
　   実施事項

危険予知活動、指差呼称運動の推進

安全優良職長厚生労働大臣顕彰



○ 運動実施要領の周知徹底 ○ 実施要領に基づき、社内の実施計画の策定

○ 部会・委員会活動の活性化 ○ ポスター、のぼり等の掲出

○ 期間中の港湾安全パトロールの強化 ○
経営首脳者から従業員及びその家族に対し健康維持増
進の呼びかけ

○ 健康診断、健康相談、健康増進行事等の実施

○ 運動実施要領の周知徹底 ○ 設備・用具・保護具等の点検整備の徹底

○ 部会・委員会活動の活性化 ○ 経営首脳者の現場巡視の強化

○ 期間中の港湾安全パトロールの強化 ○ 実施要領に基づき、社内の実施計画の策定

○ ポスター、のぼり等の掲出

○
経営首脳者から従業員及びその家族に対し安全の呼び
かけ

○
本部表彰規程の周知及び協会本部へ表彰事業場の
推薦

○ 受賞候補者の推薦、資料の提出

○ 総支部・支部の表彰規程の整備及び表彰の実施 ○
作業場、職場単位で個人の安全・衛生に関する社内表彰
の実施

○
本部表彰規程の周知及び協会本部へ表彰事業場の
推薦

○ 推薦資料の提出

○ 推薦のとりまとめ ○ 推薦資料の提出

○
総支部・支部の表彰規程を整備し推薦候補者を選
定する

○
危険予知活動、指差呼称運動の周知及び気運の醸
成

○ 指差呼称指導者研修等の実施

○ 指差呼称定着化研究会への参加勧奨 ○ 指差呼称定着化研究会への積極的な参加

○ 指差呼称実践者養成の勧奨 ○ 指差呼称指導者の積極的な養成、研修への参加

〇 研修会等の実施 〇
リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステムの
積極的な導入

○ 危険予知活動、指差呼称運動の積極的な実施

会員事業場総支部・支部



２

（１） ○ テキストの改訂・充実

○ 対象　別紙２ ○ 技能講習等の広報の強化

○
受講生確保のため技能講習内容の充実、広報の
強化

○ テキスト等の斡旋

○ 講師の計画的な養成 〇 技能講習等の適正な実施についての指導援助

（２）

ア

○ 対象　別紙３ ○ 経営トップセミナーの実施

○
フォアマン等（港湾荷役の総括的監督等）の安全
衛生管理能力の向上の促進

○ フォアマンを対象とした安全衛生セミナーの実施

イ ○ テキスト等のあっせん

○ 対象　別紙４

ウ

○ 対象　別紙５

特に船内荷役作業主任者、安全衛生推進者等に
対する能力向上教育の徹底

エ

○ 対象　別紙７ ○ 港湾荷役作業に即した教材の作成

特に、揚貨装置運転士、フォークリフト運転業務従
事者等に対する安全衛生教育の徹底

○ テキスト等のあっせん

オ

○ 対象　別紙８ ○ ストラドルキャリヤーの教育実施

○
フルハーネス型墜落制止用器具使用作業に係る
特別教育講師養成研修等の実施

カ 〇 危険体感研修の実施

〇 「雇入れ時安全衛生研修資料」の活用促進

〇 新規従事者等に対する教育への支援

（３） ○ 時宜に応じたテキスト・教材の充実整備

経営首脳者等に対する安全衛生教育の実施

能力向上教育の実施

○
テキストの普及（安全衛生推進者、船内荷役作業
主任者能力向上教育用）テキスト等のあっせん

特別教育の実施（法５９③）

技能講習の実施

安全衛生教育の推進

　　　　　　　　　　　　　    　　　      　　　業務の分担
　   実施事項

本　　部

危険有害業務従事者等の教育の実施（法６０の②）

特に、ストラドルキャリヤー運転業務、フルハーネ
ス型墜落制止用器具使用作業従事者、酸素欠乏
危険作業に係る安全衛生教育の徹底

新規従事者教育

各種教育の実施

テキスト・教材の充実整備

作業者・作業指揮者等に対する安全衛生教育の実施



○ 各種講習会の計画的な実施

○ 有資格者の養成、配置についての指導・援助 ○ 受講資格を有する者の積極的受講

○ 技能講習等の実施

○ 技能講習の内容充実

○ 経営トップセミナーへの参加の要請 ○ 経営首脳者等の積極的なセミナー等への参加

○ 安全衛生セミナーにフォアマン等の参加の要請 ○
フォアマン等の安全衛生管理能力の向上を図るため、安
全衛生セミナーへの参加

○ テキスト等の紹介、あっせん ○ 各種安全衛生教育の積極的な実施、研修への参加

○ 積極的な能力向上教育の受講及び実施

○
積極的な安全衛生推進者能力向上教育インストラクター
研修への参加

○ テキスト等の紹介、あっせん ○ 安全衛生教育等の積極的な受講及び実施

○ テキスト等の紹介、あっせん ○ 特別教育の積極的な受講及び実施

○
フルハーネス型墜落制止用器具使用作業に係る特
別教育講師養成研修等の実施等

○
フルハーネス型墜落制止用器具使用作業に係る特別教
育の実施

〇 新規従事者教育への安全衛生教育に対する支援等 〇 新規従事者教育への安全衛生教育の実施

〇 「雇入れ時安全衛生研修資料」の活用促進 〇
「雇入れ時安全衛生研修資料」の活用による新規従事者
教育の積極的な実施

〇 新規従事者等に対する教育への支援

総支部・支部 会員事業場

○
船内荷役作業主任者等に対する能力向上教育実施
の周知 、教育の実施



３

（１）

ア ○ 編集、発刊（毎月１回）

○ モニター制実施要領に基づきアンケート実施

○
機関誌の内容充実（行政通達、指針、災害事例分
析・改善事例・会員事業場の安全衛生活動等の紹
介）

イ ○ ホームページの整備

○ ヒヤリハット事例データベース搭載情報の更新

〇 労働災害情報データベース搭載情報の更新

（２） ○ 用品の品揃えの充実

○ 機関誌「港湾災防」による紹介

（３） 〇 情報セキュリティ対策の強化

４ 〇 安全衛生セミナー、説明会の実施

５ 〇 労働災害防止計画の策定

６ ○ ホームページ等で加入促進ＰＲ

港湾における第１４次労働災害防止計画の策定

会員の拡大等

機関誌、ホームページの充実

変更された災防規程の周知

安全衛生用品の充実及び活用

ホームページ、電子メール等にかかる情報セキュリティ
の強化

広報活動及び調査研究等の推進

機関誌「港湾災防」の内容の充実と頒布部数の拡大

  ホｰムページによる情報発信の強化

　　　　　　　　　　　　　    　　　      　　　業務の分担
　   実施事項

本　　部



○ 行事等に関する情報の本部への報告 ○ 回覧等による職場への浸透

○ 記事資料の提供 ○ ミーティング資料としての活用

○ 執筆者への原稿依頼 ○ 寄稿

〇
ホームページの周知及び搭載すべき情報の収集・報
告

〇 ホームページの活用及び搭載すべき情報の提供

○ 情報の収集 ○ 情報の活用・提供

○ カタログ等の周知

○ 用品の斡旋、頒布

〇 情報セキュリティ対策の強化

〇 安全衛生セミナー、説明会の実施 〇 変更された災防規程の遵守と作業員への周知

○ 新規参入会員事業場への加入勧奨

総支部・支部 会員事業場



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

1 理事会・通常総代会
８
都内

2
会長・副会長会議、
常任理事会

２６
都内

２３
都内

3
会長・副会長会議
（安全・衛生表彰委員会）

２
本部

4 評価委員会
２
本部

5 安全衛生推進委員会
１５
都内

6
安全衛生推進委員会
安全衛生実施委員会

９
都内

7 安全衛生実施協議会
７
都内

8
総支部・支部
事務局担当者会議

１０
都内

9
安全管理士（員）会議
（個別・集団支援推進会議）

13-14
都内

12-13
都内

10
主要港督励巡視
（東京～清水～大阪～門司港）

26～29

11 全国港湾労働災害防止大会
２１
千葉

12 港湾研修（全国大会開催港）
20-21
千葉

13 経営トップセミナー
上旬
都内

未定
仙台

未定
苫小牧

６
東京

８
名古屋

９
千葉

１４
神戸

２７
広島

２５
高知

２４
横浜

２２
大阪

15 安全管理者選任時研修
13-14
横浜

16
ストラドルキャリヤー
初任時研修

９
横浜

17
ストラドルキャリヤー
定期/随時教育

７
名古屋

18
沿岸荷役主任者
講師養成研修

１８
東京

19 指差呼称定着化研究会等
21-22
三島

２９
福岡

20 リスクアセスメント研修
２９
大阪

21 危険体感研修
３
神戸

２
神戸

２２
神戸

22 港湾関係各種強調期間
指差呼称

1-30
労働衛生
(1-31)

23
無災害記録表彰／
永年勤続職員表彰

無災害
１日付

永年
１日付

24
港運関係５団体合同
賀詞交歓会

上旬
都内

25
安全衛生優良職長
厚生労働大臣表彰

下旬
都内

年末年始無災害
(12/16-1/15)

労働安全
(7/1-9/30)

令和４年 令和５年

別表　２ R040315

各地区安全衛生セミナー14

令和４年度　本部行事　実施計画（会議・研修等）



26
全国産業安全衛生大会／
緑十字賞表彰（中災防）

19-21
福岡

注：各月の行事については、上段が開催日、下段が開催場所等を表す。







点 検 ・ 検 査 対 象 一 覧
定期自主検査

作業開始前等点検 （月例検査）

点 検 対 象 関係規則 検 査 対 象 関係規則

フォークリフト 則151の25 フォークリフト 則151の22

ショベルローダー 則151の34 ショベルローダー 則151の32

フォークローダー 〃 フォークローダー 〃

ストラドルキャリヤー 則151の41 ストラドルキャリヤー 則151の39

ブル・ドーザー 則170 ブル・ドーザー 則168

トラクター・ショベル 〃 トラクター・ショベル 〃

繊維ロープ（貨物自動車） 則151の69 クレーン ク35

コンベヤー 則151の82 移動式クレーン ク77

ハッチビーム 則456 デリック ク120

ハッチ・ボード 〃
定期自主検査

揚貨装置 則465 （年次検査）

スリング 則476 検 査 対 象 関係規則

クレーン ク36 フォークリフト 則151の21

クレーン（暴風後等） ク37 ショベルローダー 則151の31

移動式クレーン ク78 フォークローダー 〃

デリック ク121 ストラドルキャリヤー 則151の38

デリック（暴風後等） ク122 ブル・ドーザー 則167

玉掛用具 ク220 トラクター・ショベル 〃

クレーン ク34
特定自主検査
（年次検査） 移動式クレーン ク76

検 査 対 象 関係規則 デリック ク119

フォークリフト 則151の24

ブル・ドーザー 則169の2

トラクター・ショベル 〃

注）特定自主検査は、事業内検査者又は
検査業者が実施する。

◎関係法令等略記号一覧
法 労働安全衛生法 ク クレーン等安全規則
令 労働安全衛生法施行令 酸 酸素欠乏症等防止規則
則 労働安全衛生規則 特 特定化学物質障害予防規則
四 四アルキル鉛中毒予防規則 程 港湾貨物運送事業労働災害防止規程
粉 粉じん障害防止規則

別紙１



技 能 講 習 等

対 象 関 係 法 令 等 備 考

法 14 令6(12)
１ はい作業主任者 則 16 総支部

程137 則428

法 14 令6(13)
２ 船内荷役作業主任者 則 16 〃

程 30 則450

法 14 令6(21)
３ 酸素欠乏危険作業主任者 則 16 〃

程 49、136
241、264 酸11

法 61 令20(6)
４ 床上操作式クレーン運転業務 則 41 〃

（つり上げ荷重５トン以上） 程 63、145 ク22

小型移動式クレーン運転業務 令20(7)
５ （つり上げ荷重１トン以上 〃 〃

５トン未満） ク68

法 61 令20(11)
６ フォークリフト運転業務 則 41 〃

（最大荷重１トン以上） 程 80、162

令20(13)
７ ショベルローダー運転業務 〃 〃

（最大荷重１トン以上）

８ フォークローダー運転業務 〃 〃 〃
（最大荷重１トン以上）

ブル・ドーザー等車両系 令20(12)
９ 建設機械運転業務 〃 〃

（機体重量３トン以上）

玉掛け業務 法 61 令20(16)
10 （制限荷重１トン以上揚貨装 則 41 〃

置、つり上げ荷重１トン以
上クレーン等）

昭54.5.2基発第212号
11 沿岸荷役主任者 程119 〃

昭54.5.22港災防発第52号

別紙２



経営首脳者等に対するセミナー等

対 象 関 係 法 令 等 備 考

昭51.2.20基発第217号

１ 経営トップ・セミナー 程280 昭59.3.26基発第148号 本 部

平 3.1.21基発第 39号

改正平13.7.12基発第623号

２ 経営首脳者安全衛生セミナー 〃 〃 〃

３ 管理監督者等安全衛生セミナー 〃 〃 〃

作業者・作業指揮者等に対する教育

対 象 関 係 法 令 等 備 考

法 59 昭59.3.26基発第148号

１ 作業者 則 35 平 3.1.21基発第 39号 総支部

（雇入れ時、作業内容変更時） 程275

法 59 昭60.4. 5基発第185号の3

２ ストラドルキャリヤー稼働 則 35 昭61.12.22基発第863号 〃

区域内運転従事者 程275 平4.12.21基発第659号

法 21 昭60.3.13基発第133号 総支部

３ 積卸し作業指揮者 則420

法60(準ずる) 指名時

程277

法 20 平2.3.1基発第114号

４ 車両系荷役運搬機械等の 則151の4 平4.12.11基発第650号 〃

作業指揮者 法60(準ずる)

程277

昭59.3.26基発第148号 総支部

５ 高年齢労働者 平 3.1.21基発第 39号

高齢時

注）「備考」欄の高齢時教育はおおむね45歳に達したとき、指名時は当該職務に始

めて指名されたとき

別紙３
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能 力 向 上 教 育

対 象 関 係 法 令 等 備 考

平 3 . 1 . 2 1 基発第 3 9 号 本 部
１ 安全管理者 法19の2 平 4 . 3 . 1 7 基発第 1 2 4 号 総支部

程282 平 4 . 6 . 1 基発第 3 1 9 号 初任時
改正平9. 2 . 3基発第66号 定 期

随 時

平 3 . 1 . 2 1 基発第 3 9 号
２ 衛生管理者 〃 平 6 . 2 . 1 7 基発第 8 2 号 〃

改正平9. 2 . 3基発第66号

平 2 . 3 . 1 5 基発第 1 3 1 号
３ 安全衛生推進者 〃 改正平9. 2 . 3基発第66号 〃

平 2 . 1 1 . 6 基発第 6 7 7 号
４ 船内荷役作業主任者 〃 〃

５ 特定化学物質作業主任者 〃 〃

平 4 . 6 . 1 0 基発第 3 3 0 号
６ 有機溶剤作業主任者 〃 〃

本部
７ 揚貨装置運転士 〃 〃

総支部

注：１ 初任時教育（当該業務に初めて従事するときに受講）
２ 定期教育 （初任時から、おおむね５年ごとに受講）
３ 随時教育 （機械設備等に大幅な変更があったときに受講）
４ 再任時教育（おおむね５年間業務から離れていた者が選任されたときに受講）
５ 平元5.22能力向上教育指針第１号,平2.12.1能力向上教育指針第２号,平6.1.14能力向上教
育指針第３号を参照のこと。

安 全 教 育（能力向上教育に準じる。）

対 象 関 係 法 令 等 備 考

昭59.10.9基発第546号
１ 移動式クレーン定期自主検査者 程282 平 3.1.21基発第 39号 総支部

改正平9.2.3基発第66号

昭59.10.9基発第547号
２ 移動式クレーン整備者 〃 平 3.1.21基発第 39号 〃

改正平9.2.3基発第66号

車両系建設機械等定期自主検査者 昭62.3.24基発第163号
３ 〃 平 3.1.21基発第 39号 〃

ショベルローダー・フォークローダー 改正平9.2.3基発第66号

昭62.11.26基発第669号
４ フォークリフト特定自主検査者 〃 平 3.1.21基発第 39号 〃

改正平9.2.3基発第66号

車両系建設機械等特定自主検査者 昭62.11.26基発第670号
５ 〃 平 3.1.21基発第 39号 〃

ブルドーザー・ショベル 改正平9.2.3基発第66号

注：１ 定期自主検査従事者は新たに選任されたときに受講
２ 特定自主検査従事者はおおむね５年ごとに受講

別紙５
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安 全 衛 生 教 育

対 象 関 係 法 令 等 備 考

平2.3.1基発第111号

１ 揚貨装置運転士 法60の２ 総支部

程282

平2.3.1基発第112号

２ クレーン・デリック運転士 法60の２ 〃

程282

平2.3.1基発第113号

３ 移動式クレーン運転士 法60の２ 〃

程282

法60の２ 平2.3.1基発第114号

４ フォークリフト運転業務従事者 〃

程282

法60の２ 平2.3.1基発第366号

５ 車両系建設機械運転業務従事者 〃
程282

法60の２ 平2.3.1基発第709号

６ 玉掛け業務従事者 〃
程282

法60の２ 平2.3.1基発第337号

７ 有機溶剤業務従事者 程282 〃

平7.3.22基発第136号

８ 腰痛予防のための労働衛生教育 〃

注１ 定 期 教 育（初任時おおむね５年ごとに受講）
２ 随 時 教 育（機械設備等が新たなものに変わったときに実施）
３ 再任時教育（おおむね５年間業務から離れていた者が選任されたときに実施）

４ 平元5.22安衛教育指針公示第１号、平2.12.1安衛教育指針公示第２号、平5.9.30安

衛教育指針公示第３号を参照のこと。
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別紙８

特 別 教 育 等

対 象 関 係 法 令 等 備 考

１ フォークリフト運転業務 法59③

（最大荷重１トン未満） 則36(5) 平3.1.21基発第39号 総支部

程276

ショベルローダー・フォーク 法59③

２ ローダー運転業務 則36(5の２) 〃 〃

（最大荷重１トン未満） 程276

法59③

３ 揚貨装置運転業務 則36(6) 〃 〃

（最大荷重５トン未満） 程276

法59③

４ 車両系建設機械運転業務 則36(9) 〃 〃

（機体重量３トン未満） 程276

クレーン運転業務 法59③

５ （つり上げ荷重５トン未満） 則36(15)イ 〃 〃

※下記の７の５トン未満を含む ク21 程276

法59③

６ 跨線テルハ運転業務 則36(15)ロ 〃 〃

（つり上げ荷重５トン以上） ク21 程276

法59③

７ 移動式クレーン運転業務 則36(16) 〃 〃

（つり上げ荷重１トン未満） ク67 程276

法59③

８ デリック運転業務 則36(17) 〃 〃

（つり上げ荷重５トン未満） ク107 程276

玉掛け業務 法59③

９（つり上げ荷重１トン未満のク 則36(19) 〃 〃

レーン、移動式クレーン、デリ ク222 程276

ック）

法59③

10 酸素欠乏危険作業に係る作業 則36(26) 〃 〃

従事者 酸12 程276

法59③

11 特定粉じん作業に係る作業 則36(29) 〃 〃

粉22

本 部

12 ストラドルキャリヤー運転業務 法59 昭61.12.22基発第638号 初任時

(準ずる) 平4.12.21基発第659号 定 期

程282 随 時

14 荷役運搬機械等によるはい作業 〃 昭63.3.4基発第128号 総支部

従事者



 

表１ 港湾貨物運送事業における労働災害（休業４日以上）の推移 
 （単位：人） 

年 
労働災害

防止計画 

厚生労働省調べ 協会調べ（会員事業場のみ） 
  死 亡   死 亡 

昭和３９年 第２次 １３,３４７ １３３     不明 不明 

  ４９年 第４次 ９,２３０ ７９     〃      〃 

  ５９年 第６次 ２,３８７ ３３ ２,０１５ ２９ 

  ６３年 

第７次 

１,３９６ ２９ １,１９６ ２７ 

 平成元年 １,２７５ ２６ １,１３１ ２１ 

   ２年 １,１０３ ２８ ９５０ ２２ 

   ３年 １,０３４ ２９ ８５５ ２７ 

   ４年 ９４６ ２２ ８３２ １３ 

計 ５,７５４ １３４ ４,９６４ １１０ 

 平成５年 

第８次 

８２６ １６ ６９１ １４ 

   ６年 ７３５ １５ ６４１ １５ 

   ７年 ６７２ ２０ ５７８ １９ 

   ８年 ５９０ ２８ ４８８ ２０ 

   ９年 ５８９ １７ ４６４ １４ 

計 ３,４１２ ９６ ２,８６２ ８２ 

平成１０年 

第９次 

４６３ １９ ３５８ １２ 

  １１年 ４１１ １０ ３３０ ７ 

  １２年 ３８８ １１ ３１５ １０ 

  １３年 ４０６ １８ ３３１ １２ 

  １４年 ３８９ １５ ３０８ １５ 

計 ２,０５７ ７３ １,６４２ ５６ 

平成１５年 

第10次 

３４８ １２ ２５４ ９ 

  １６年 ３３４ １０ ２３０ ９ 

  １７年 ３２３ １１ ２３１ ８ 

  １８年 ２９８ １４ １９６ １１ 

  １９年 ３０７       ９ １９８ ８ 

計 １,６１０ ５６ １,１０９ ４５ 

平成２０年 

第11次 

２９０       ９ ２０４ ９ 

  ２１年 ２２８ １０ １４７ ７ 

  ２２年 ２１９       ５ １５９  ５ 

  ２３年 ２４５ ３６３* １０ １７９ ５ 

  ２４年 ３４４*       ５ １５６ ４ 

計 １,４４４* ３９ ８４５ ３０ 

平成２５年 

第12次 

２９６       ６ １５１ ３ 

  ２６年 ３４９       ５ １５８ ２ 

  ２７年 ２８４       ８ １４１ ５ 

  ２８年 ２８６ １０ １１７ ７ 

  ２９年 ３３１       ８ １２７ ３ 

計 １,５４６ ３７ ６９４ ２０ 

平成３０年 

第13次 

３３０       ４ １２５ ３ 

 令和元年 ３７６          7 １５６ ７ 

   ２年 ３２８      ４ １４５   ４ 

注）１ 厚生労働省の死傷数は労災保険給付データ及び労働者死傷病報告であったが，平成24年より労働者死傷病報告のみを用いている
（＊印／前年との比較のため，平成23年も同様である。）。 

２ 昭和39年の死傷者数は，休業8日以上のもの。 
３ 令和２年の厚生労働省調べは，令和３年３月８日時点の速報値。 



 

表２ 年齢階層別 死傷災害（休業４日以上） 
                                            （単位：人） 

年齢階層 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30 Ｒ１ Ｒ２ 合 計 構成比(％) 

29 歳以下  28  43  32  31  35  26  25  18  23  21   282  19.4 

30～39 歳  42  30  41  37  33  26  24  36  36  39   344  23.6 

40～49 歳  46  32  34  39  36  28  36  27  49  40   367  25.2 

50～59 歳  34  36  26  30  22  26  29  28  30  32   293  20.1 

60 歳以上  23  15  18  21  15  11  13  16  18  13   163  11.2  

不 明   6                      6   0.4 

合 計 179 156 151 158 141 117 127 125 156 145 1,455 100.0  

（協会調べ） 

表３ 事故の型別 死傷災害（休業４日以上） 
（単位：人） 

事故の型 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30 Ｒ１ Ｒ２ 合 計 構成比(％) 

墜落・転落 49 56 44 42 48 36 34 34 56 42  441  30.3 

転 倒 13 15 16 18  9 18 15 20 22 20  166  11.4 

激 突 13 11  4 10 10  6  7  5  5  3   74   5.1 

飛来・落下 12 12  8 21 14 12  7 10  6 12  114   7.8 

崩壊・倒壊  3  1  7  3  3  3  5  3  6  8   42   2.9 

激突され 12  5 14 15  8 12  9  6  7 12  100   6.9 

はさまれ・巻き込まれ 53 41 44 33 35 22 35 35 36 29  363  24.9 

切れ・こすれ  2  4  2  2  4      1  3  1   19   1.3 

交通事故・火災等  1  4  2      7  1    3     18   1.2 

動作の反動等 15  7  9 13  8  1 11  7 10 13   94   6.5 

その他・分類不能  6    1  1  2    3  4  2  5   24   1.6 

合 計 179 156 151 158 141 117 127 125 156 145 1,455 100.0 

（協会調べ） 

表４ 作業職種別 死傷災害（休業４日以上） 
             （単位：人） 

職 種 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30 Ｒ１ Ｒ２ 合 計 構成比(％) 

作業者 103 90 95 92 74 54 81 80 95 100   864  59.4 

玉掛け者 14 18 17 14 18 17 12  8 12 12   142   9.8 

ラッシャー 10 15 11 14 18 10  6  9  9  9   111   7.6 

運転者 17 10 10 14 11 12  6  7 14  9   110   7.6 

その他(清掃，警備員) 11  5  9  7  9  3  9  3  8  4    68   4.7 

検数員等  9  5  3  4  3  8  1  6  8  3    50   3.4 

合図者 10 11  2 10  3  6  8  8  7  6    71   4.9 

船内荷役作業主任者  2  1  1  1  4  5  2  3    1    20   1.4 

フォアマン    1  2  2  1  2  1  1  3  1    14   1.0 

沿岸荷役主任者  3    1     1         5   0.3  

合 計 179 156 151 158 141 117 127 125 156 145 1,455 100.0  

                                             （協会調べ） 



 

表５ 雇用形態別 死傷災害（休業４日以上） 
（単位：人） 

雇用形態 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30 Ｒ１ Ｒ２ 合 計 構成比(％) 

常 用 161 134 132 134 119 103 108 114 134 132 1,271  87.4  

日 雇  18  22  19  24  22  14  19 11  22  13   184  12.6 

派 遣                        0.0  

合 計 179 156 151 158 141 117 127 125 156 145 1,455 100.0  

        （協会調べ） 

表６ 関連機械別 死傷災害（休業４日以上） 
（単位：人） 

関連機械 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30 Ｒ１ Ｒ２ 合 計 構成比(％) 

揚貨装置 10 16 15 19 10 10  5  5  11  5 106  12.1 

天井クレーン  3  2  1  1      2  1   3  3  16   1.8 

ガントリークレーン 14  8  9 16 15  5  5  9  11 13 105  12.0 

トランスファークレーン    1  1  1      2  1        6   0.7 

移動式クレーン 16 11  9 14 19  9  9  9  24 12 132  15.1 

クレーン（上記以外）  2  5  9  1    1           18   2.1 

フォークリフト 32 23 24 24 17 20 25 28  25 24 242  27.7 

ストラドルキャリヤー  4      3    1    2   1    11   1.3 

トレーラー 10  5  1  2  5  3  5  6   6  4  47   5.4 

ショベルローダー  2  3    2  2  4  1  2   1  2  19   2.2 

ブル・ドーザー    1  1    1  1   1   2  2   9   1.0 

フォークローダー      2      1            3   0.3 

その他の動力運搬機  6  6  2 18 20 12 24 23  25 24 160  18.3 

合 計 99 81 74 101 89 67 78 87 109 89 874 100.0  

（協会調べ） 

表７ 荷姿別死傷災害（休業４日以上） 
             （単位：人） 

事故の型 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30 Ｒ１ Ｒ２ 合 計 構成比(％) 

コンテナ 36 25 23 34 20 23 26 26 32 30  275  26.7 

素材「裸」 11 11 19 12 16  6  4  3 15  7  104  10.1 

箱 物 11 13  9 10  3  9 10  5  8  8   86   8.3 

束 物 20 11 13  7  7  9 11  8  8  5   99   9.6 

ばら物  9 10 10 14  9  7  9 13 19 12  112  10.9 

棒 物  5  5 12  9  7  4  3  8  7  8   68   6.6 

袋 物  9 10  7  9 13  7  6  7 12 10   90   8.7 

車  6  5  4  5  5  1  3  7  5  6   47   4.6 

缶 物  2     1    2  1  2  1      9   0.9 

ベール      1    1    2    2    6   0.6 

その他（不明も含む）  6  7  9 17 11 12 17 19 18 19  135  13.1 

合 計 115 97 106 119 91 81 90 100 125 107 1,031 100.0  

                                         （協会調べ） 



 

表８ 業種別 死傷年千人率の推移 

⑴ 平成23年以前（港湾荷役を含め労災保険給付データ等による） 

業種 Ｓ48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Ｈ元 2 3 

鉱業 95.0 72.4 74.0 75.7 87.1 88.1 85.2 83.5 80.5 76.5 67.9 62.5 57.7 51.3 35.9 28.8 25.8 22.6 22.4 

林業 51.6 50.9 55.4 58.0 61.5 60.8 58.6 57.8 54.8 51.6 45.8 43.4 42.5 42.5 37.4 34.5 33.2 30.2 31.5 

港湾荷役 95.5 84.0 62.4 64.9 60.1 52.0 49.9 48.7 40.1 36.4 32.3 33.1 31.6 26.7 25.2 22.4 21.3 18.4 16.8 

陸上貨物 32.9 27.0 25.3 26.6 26.6 26.6 25.2 23.5 22.1 20.9 20.3 20.5 19.0 18.4 17.3 16.7 15.3 14.1 12.6 

建設業 29.6 25.3 22.7 23.1 24.4 25.1 23.9 22.6 20.2 18.4 17.3 16.6 15.2 14.7 14.1 13.1 12.1 11.3 10.4 

製造業 13.9 12.3 11.0 11.4 11.6 11.2 10.9 10.7 9.8 9.0 8.3 8.1 7.5 6.9 6.4 6.2 5.8 5.5 5.0 

 

業種 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

鉱業 21.2 20.0 18.0 17.2 18.5 18.1 17.9 18.5 17.6 17.7 18.5 19.1 18.3 18.8 16.9 16.3 14.0 14.2 13.9 13.9 

林業 32.3 30.8 32.7 31.5 28.7 28.5 28.8 30.0 28.7 27.6 27.7 29.7 27.7 26.8 26.3 29.5 29.9 30.0 28.6 27.7 

港湾荷役 15.3 13.4 15.7 13.8 10.0 10.1 8.9 8.2 8.1 8.7 8.5 7.8 7.7 7.2 6.7 6.7 6.3 4.8 4.7 5.3 

陸上貨物 11.2 10.8 10.2 9.8 9.5 11.1 10.4 9.8 9.8 10.0 9.2 9.3 8.9 8.4 8.3 8.2 7.9 6.4 7.0 7.1 

建設業 9.5 8.9 8.5 7.7 7.2 6.7 6.3 6.5 6.3 6.2 6.1 6.0 6.0 5.8 5.7 5.6 5.3 4.9 4.9 5.2 

製造業 4.5 4.2 4.1 4.0 3.8 4.2 3.8 3.6 3.6 3.5 3.3 3.4 3.4 3.3 3.2 3.2 3.0 2.5 2.6 2.7 

注）年千人率＝1,000×(１年間の死傷者数)/（１年間の平均労働者数） 
（労働者1,000人あたりの1年間に発生する死傷者数を表す。） 

 
⑵ 平成 23 年以降（他業種は労働者死傷病報告等，港湾荷役は協会等のデータによる） 

業種 Ｈ23 24 25 26 27 28 29 30 Ｒ１ R2 

鉱業 7.2  9.9  12.0  8.1 7.0  9.2  7.0 10.7 10.2  

林業 36.3  31.6  28.7  26.9  27.0  31.2  32.9 22.4 20.8  

港湾荷役 3.7 3.4 3.2 3.4 3.1 2.6 2.8 2.7 3.4 3.2 

陸上貨物 8.1  8.4  8.3  8.4  8.2  8.2  8.4 8.9 8.5  

建設業 4.1  5.0  5.0  5.0  4.6  4.5  4.5 4.5 4.5  

製造業 2.8  3.0  2.8  2.9  2.8  2.7  2.7 2.8 2.7  
  



 

表９ 業種別 定期健康診断実施結果における所見のあった者の割合の推移 

業 種 Ｈ３ Ｈ４ Ｈ５ Ｈ６ Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 

鉱 業 41.3 38.9 39.7 41.9 46.9 48.6 58.6 59.0 58.6 58.0 64.7 67.7 64.7 68.5 69.1 65.1 67.0 69.6 

港湾運送業 33.6 37.1 37.3 37.1 39.9 39.4 40.7 44.4 46.8 47.3 49.8 52.0 51.0 51.3 52.5 53.1 56.0 57.9 

陸上貨物取扱業 33.2 38.8 38.7 38.8 38.8 40.0 42.2 44.2 45.8 48.2 47.7 50.6 51.4 50.6 51.5 52.4 53.5 53.6 

建設業 37.0 41.5 43.4 44.0 46.1 46.6 47.6 48.2 50.1 52.6 55.3 55.2 55.9 56.1 57.2 58.2 58.9 60.7 

製造業 28.0 33.0 34.2 35.5 36.5 38.2 40.2 41.7 43.1 44.5 45.7 46.6 46.8 47.2 47.9 48.7 49.4 51.1 

全業種平均 27.4 32.2 33.6 34.6 36.4 38.0 39.5 41.2 42.9 44.5 46.2 46.7 47.3 47.6 48.4 49.1 49.9 51.3 

 

業 種 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 
Ｈ28

★ 

Ｈ29 

★ 

Ｈ30 

★ 

鉱 業 67.7 70.1 71.0 71.6 71.2 72.9 68.8 69.9 67.6 70.8 

港湾運送業 57.7 57.5 56.9 57.4 55.2 56.9 57.9 59.3 59.2 60.8 

陸上貨物取扱業 54.3 54.8 54.6 54.2 54.9 54.2 54.8 55.3 55.5 58.3 

建設業 61.7 61.5 62.5 62.4 63.1 62.6 62.2 62.2 62.5 63.0 

製造業 51.6 51.4 51.4 51.3 51.6 51.9 51.9 52.2 52.6 54.1 

全業種平均 52.3 52.5 52.7 52.7 53.0 53.9 53.6 53.8 54.1 55.5 

※★印の３年間分は，厚生労働省において遡って数値を精査中であり，令和３年４月以降に公表予定。 
令和元年分についても，同時期に公表予定。 

グラフ 業種別 定期健康診断実施結果における所見のあった者の割合の推移 

 

注１：「所見のあった者の割合」は，所見のあった者（他覚所見のみを除く／労働安全衛生規則第 44 条及び第 45 条で規定する健康診断項目のい

ずれかが有所見であった者の人数）を受診者数で割った値（％）である。   

  ２：資料出所：厚生労働省「定期健康診断結果調」 
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