
　　年度 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R元 R2 R3 R4 R5 R6
発 (1) (2) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1)  (1) (1) (1)   (1) 
生 35 24 20 20 21 13 13 19 20 18 17 23 20 13 11 13 
件    (1)        (1)     
数 29 33 26 11 24 15 14 25 23 22 9 8 7 8 12 13 

(1) (2) (3) (3) (1) (1) (3) (1) (1)  (1) (2) (1)   (1) 
64 57 46 31 45 28 27 44 43 42 26 31 27 21 23 26 

※河川、道路、公園事業における事故（港湾空港部、営繕部除く）

※（　）書は、死者数で内書。

※直轄工事において発生したすべての事故を計上。

※労働災害とは、工事作業が起因して、工事関係者が死傷した事故。

※公衆災害とは、工事作業が起因して、第三者が死傷または第三者に損害を与えた事故。

令和６年度の事故について

・令和６年度は２６件の事故が発生（労働災害：１３件、公衆災害１３件）

・死亡事故は1件

≪主な事故の概要≫

令和７年度　事故防止対策

 九州地方整備局の工事事故防止目標：受発注者間連携による事故ゼロを目指して！

事故防止対策

　① 受発注者及び元請・下請間の日頃からのコミュニケーションの充実

　② 作業員及び元請技術者(現場代理人等)が作業手順を確認した上での作業を徹底

　③ 受発注者による安全パトロールや作業員等への声かけの充実

　④ 新規入場者等への教育の徹底やフォロー

令和７年度　工事（業務）事故防止対策

合　　　計

労働災害

公衆災害

［年度別事故発生状況］

　① 架空線･地下埋設物切断事故の防止

　② 墜落･転落事故の防止

※事故要因として、当事者の「油断や焦り」「認識不足(コミュニケーション不足を含む)」が殆ど。
　具体には、
　　“当事者の勝手な判断”であり、その原因として“作業手順の不備”や“作業関係者間の
　　コミュニケーション不足”。

　③ 建設機械や資機材の取扱・運搬等における事故の防止

・遠隔式除草機械の点検をエンジンをかけたまま、草刈り部とキャタピラ部の間で行ったところ、
  リモコンの誤操作で下半身が挟まれ被災。（労働災害）

・補強土壁床掘について、午後の作業開始時に１人（一次下請）で作業していたところ、バックホウに
　より仮設水道管を損傷。（公衆災害）

・既設水路の埋戻しを行うため、ブルドーザーにて敷均し作業を行っていたが、作業が完了し翌日の作業
  に備え、ブルドーザでダンプトラック回転場の整備を下請が独自の判断で行い、その際にバックホウ
  移動中にNTT光ケーブルにバックホウアームが接触し切断。（公衆災害）

・Ｌ型擁壁の床掘作業について監視員の合図のもとバックホウにて作業を行っていたが、監視員が重機オペ
　レータに知らせず持ち場を離れており、監視していると思い込みダンプトラックが待機中で急いで
　いたため作業に気を取られ後方確認を怠り旋回時に電柱(ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ)に接触し損傷。（公衆災害）

事故防止重点項目

35

24 20 20
21 13 13 19 20

18 17
23 20

13 11 13

29

33

26
11

24

15 14

25 23
22 9 8

7

8 12
13

1

2

3 3

1 1

3

1 1

0

1

2

1

0 0

(1)

0

1

2

3

4

5

6

0

10

20

30

40

50

60

70

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R元 R2 R3 R4 R5 R6

(人)(件)

(年度)

［年度別事故発生状況］ 公衆災害

労働災害

死亡事故

赤字：今年度のポイント



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

令和７年度
工事（業務）事故防止対策

, Kyusyu Regional Development Bureau



【事故防止対策】

① 受発注者及び元請・下請間の日頃からのコミュニケーションの充実

② 作業員及び元請技術者(現場代理人等)が作業手順を確認した上での
 作業を徹底

③ 受発注者による安全パトロールや作業員等への声かけの充実

④ 新規入場者等への教育の徹底やフォロー

令和６年度 工事現場での事故等(※)の傾向

発生事故等の傾向

 現場で発生した事案においては「切断」「墜落・転落」「取扱・運搬等」「工具等取扱い」の順に多い

 総じて、当事者の「作業に対する油断や焦り」「認識不足(コミュニケーション不足を含む)」が殆ど！

 具体として“当事者の独自の判断”や“作業手順の不備”“作業関係者間のコミュニケーション不足”が主な要因

※：令和６年度の事故調査委員会を終えている案件で事故扱いしないものも含むが、明らかなもらい事故は除く ６７件を対象
に原因を分析。

対策の着目点
 現行の取り組みを基本とし、＋αで個々の作業実施にあたり、作業手順書を順守するとともに、作業手順書が策定され

ていない作業が発生した際においても、元下間における作業手順の確認(又は作業手順書の作成)作業を行うなど関係者

が十分なコミュニケーションを図る事で油断や焦りを無くし、作業員一人一人の安全意識を再認識させる

九州地整で定めている｢Ｒ７工事事故防止重点目標･対策_事故防止対策」については、下記のとおりとする

また、「重点項目ごとの取り組み方針_(1)～(5)」の内容も含めて、事務所及び受注者への周知徹底を図る

 工事事故発生後、速やかに当該事故情報をイントラ掲載＋メール配信することで事故情報の横展開を令和７年度におい

ても引き続き実施【事故の見える化】

赤字：今年度のポイント



令和７年度 工事（業務）事故防止重点目標･対策

九州地方整備局の工事（業務）事故防止目標 ： 

受発注者間連携による事故ゼロを目指して！

【事故防止対策】
 ・ 受発注者及び元請・下請間の日頃からのコミュニケーションの充実

 ・ 作業員及び元請技術者(現場代理人等)が作業手順を確認した上での作業を徹底

 ・ 受発注者による安全パトロールや作業員等への声かけの充実

 ・ 新規入場者等への教育の徹底やフォロー

事故防止重点項目

・架空線・地下埋設物切断事故の防止

・墜落・転落事故の防止

・建設機械や資機材の取扱･運搬等における事故の防止



重点項目ごとの取り組み方針

（２）架空線・地下埋設物の切断事故の防止 

架空線切断防止の重点的安全対策のポイント

① 架空線の事前調査の徹底と結果の周知を含む作業関係者間のコミュニケーションの徹底

② 架空線保護カバー、高さ制限装置と見やすい注意看板の設置

③ バックホウアームの旋回角度制限装置やダンプトラックダンプアップブザー装置車輌の活用及び確認

④ 架空線付近での作業時には見張員の配置

地下埋設物切断防止の重点的安全対策のポイント

① 『地下埋設物件等の事故防止に関する特記仕様書』の遵守

② 最新の占用台帳に基づく詳細照査の徹底と占用企業者との確実な協議と確認の実施

③ 不確定な箇所では、現場関係者において作業内容等の共有を図った上で人力による試掘確認の徹底

④ 現地での位置出しの明示と作業員・監視員への周知

⑤ 試掘箇所以外での探査機による探査の徹底と適切な操作方法の周知

（１）共通事項

① 日常的に元請負・下請負者（以降、｢作業関係者｣という）間のコミュニケーションを十分に図る

② 担当作業を担う作業員一人一人が作業手順（書）に基づく作業の徹底

③ 突発的な作業など、作業手順が明確になっていない場合は、単純な作業であっても過去の事故事例から

事故等が予見される作業においては、作業関係者間（現場代理人等）での事前の作業内容の確認を徹底



重点項目ごとの安全対策取り組み方針

（４）建設機械や資機材の取扱・運搬等における事故防止、建設機械との接触事故の防止 

建設機械や資機材の取扱・運搬等における事故防止の重点的安全対策のポイント

① 重機回送前に積込状況、搬送ルート確認の徹底

② 重機の死角への進入禁止の周知徹底

③ 重機移動時の誘導者の配置の徹底

④ 機械・工具の使用用途に応じた適切な使用の徹底

⑤ 作業を中断する場合は、機械・工具のスイッチを切るなど操作方法の周知徹底

（５）その他 （交通事故関係）

交通事故防止の重点的安全対策のポイント

① 運搬経路上における交通事故危険箇所の事前把握と安全運行の徹底

② 交通安全施設や交通誘導警備員の適切な配置等による安全確保の徹底（特に、交通規制開始の準備･後片付け時、

大型車両の後進時 等）

③車両の点検整備と日々の健康状態確認（アルコールチェック含む）

（３）墜落・転落事故の防止

墜落・転落の防止対策重点的安全対策のポイント

① 安全な作業通路・昇降施設の確保と施設点検の実施

② ２ｍ以上の高所作業における転落防止柵の設置と作業員の墜落制止用器具（胴ベルト型・ハーネス型）の義務付け

③ 危険箇所（足場の開口部等）への立ち入り禁止標識の表示と作業員への周知

④ 高所における仮設物について、安全点検や長期間継続使用する際の引継（構造上の注意点）等の徹底

      ※ 高さ2m以上の作業床設置が困難な箇所で、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業は、特別講習を受けた者が行うこと



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

事故データ分析

, Kyusyu Regional Development Bureau

別紙－４



工事事故の種類

○労働災害
工事や業務作業が起因して、工事・業務関係者等が死傷した事故

例：法面及び足場等からの墜落、重機との接触、工具の取扱いによる事故等

＜関係法令等＞
・ 土木工事安全施工技術指針（令和７年３月） 
・ 労働安全衛生法
・ 労働安全衛生規則等

～事故区分の定義～

○公衆災害
１）死傷公衆災害

工事作業が起因して、当該工事関係者以外の第三者が死傷した事故
例：重機との接触、歩道部段差による自転車の転倒等

２）物損公衆災害
工事作業が起因して、第三者所有物を破損した事故

例：架空線や地下埋設物の切断損傷等

＜関係法令等＞
・ 土木工事安全施工技術指針（令和７年３月）
・ 建設工事公衆災害防止対策要綱等
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直近３カ年における事故分類別の発生割合

直近３カ年における事故分類別の発生状況

・ 直近３カ年（R４～R６）では、 「切断（地下埋設物･架空線）」 、「墜落･転落」、の事故が多
く発生。特に、「切断事故」が24件と突出している状況。

※「その他」は、転倒による損傷や第三者被害等の計上。



令和６年度における主な事故の概要

令和６年度の主な事故の概要 ◇事故要因として、当事者の「油断や焦り」「認識不足(コミュ
ニケーション不足を含む)」が殆ど。
具体として“当事者の独自の判断”や“作業手順の不備”
“作業関係者間のコミュニケーション不足”が主な要因。

・ 遠隔式除草機械の点検をエンジンをかけたまま、草刈り
部とキャタピラ部の間で行ったところ、リモコンの誤操作で
下半身が挟まれ被災。（労働災害）

・ 補強土壁床掘について、午後の作業開始時に１人（一次
下請）で作業していたところ、バックホウにより仮設水道管
を損傷。（公衆災害）

・ 既設水路の埋戻しを行うため、ブルドーザーにて敷均し作
作業を行っていたが、作業が完了し翌日の作業に備え、
ブルドーザでダンプトラック回転場の整備を下請が独自
の判断で行い、その際にバックホウ移動中にNTT光ケーブ

ルにバックホウアームが接触し、切断した。（公衆災害）

 ・Ｌ型擁壁の床掘作業について監視員の合図のもとバック
ホウにて作業を行っていたが、監視員が重機オペレータ
に知らせず持ち場を離れており、監視していると思い込
みダンプトラックが待機中で急いでいたため作業に気を
取られ後方確認を怠り旋回時に電柱(メーターボックス)に
接触した。（公衆災害）
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令和５年度と令和６年度における事故分類別の発生割合

工事発注件数（契約）Ｒ６： １，１８１件
１．０５倍

○ 令和６年度は、前年度に比べ事故件数が微増（＋３件）した。（工事発注件数は横ばい）
  → 死亡事故については、業務にて１件発生。

○ 事故分類は、令和６年度は、前年度同様「切断」が非常に多く発生している。
→令和５年度よりは２件減少しているものの、ここ数年の例年件数よりも多い状況

発生件数
１．１３倍

※切断内訳
・架空線切断：7件
・埋設物切断：3件

※工事発注件数（契約）は、河川、道路、砂防、ダム、公園等

切 断
０．８倍

（例年平均の1.4倍）
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発生件数
26 件

工事発注件数（契約）Ｒ５： １，１２９件

※切断内訳
・架空線切断：7件
・埋設物切断：1件
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令和5年度（２３件） 令和6年度（２６件）

(３件)

(９件)

(４件)

(７件)

○ Ｒ５年度は、第２四半期で事故発生件数が増加
○ Ｒ６年度は、第３四半期に事故発生件数が増加

(５件)

(６件)

(５件)

(１０件)



元請け
42%

下請け
58%

発生件数
26件

元請け

22%

下請け

78%

令和５年度と令和６年度における「元請け・下請け別」の集計

○ 令和6年度は、前年度に比べ下請による事故が減少（－３件）。
→ 下請事故発生件数０．８３倍（R6/R5）

○ 令和６年度は、元請・下請での事故発生については、約６割が「下請」にて発生。
→ 令和５年度より減少しているが、依然として下請割合が大きく、下請の独自の判断等が主な要因

発生件数
23件

18件

5件

令和５年度の元請・下請内訳 令和６年度の元請・下請内訳

下請事故
0.83倍

15件 11件
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