
昭和四十七年労働省令第三十二号

労働安全衛生規則

労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）及び労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）の規定に基づき、並びに

同法を実施するため、労働安全衛生規則を次のように定める。
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第二章の四　危険性又は有害性等の調査等（第二十四条の十一―第二十四条の十六）

第三章　機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

第一節　機械等に関する規制（第二十五条―第二十九条の四）

第二節　危険物及び有害物に関する規制（第三十条―第三十四条の二十一）

第四章　安全衛生教育（第三十五条―第四十条の三）

第五章　就業制限（第四十一条・第四十二条）

第六章　健康の保持増進のための措置

第一節　作業環境測定（第四十二条の二・第四十二条の三）

第一節の二　健康診断（第四十三条―第五十二条）
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第一節　免許（第六十二条―第七十二条）

第二節　教習（第七十三条―第七十七条）

第三節　技能講習（第七十八条―第八十三条）

第八章　特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画（第八十四条―第八十四条の三）

第九章　監督等（第八十五条―第九十八条の四）

第十章　雑則（第九十九条―第百条の二）

第二編　安全基準

第一章　機械による危険の防止
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第二節　工作機械（第百十二条―第百二十一条）
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第六節　粉砕機及び混合機（第百四十二条・第百四十三条）
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第八節　高速回転体（第百四十九条―第百五十条の二）

第九節　産業用ロボツト（第百五十条の三―第百五十一条）

第一章の二　荷役運搬機械等

第一節　車両系荷役運搬機械等

第一款　総則（第百五十一条の二―第百五十一条の十五）

第二款　フオークリフト（第百五十一条の十六―第百五十一条の二十六）

第三款　シヨベルローダー等（第百五十一条の二十七―第百五十一条の三十五）

第四款　ストラドルキヤリヤー（第百五十一条の三十六―第百五十一条の四十二）

第五款　不整地運搬車（第百五十一条の四十三―第百五十一条の五十八）

第六款　構内運搬車（第百五十一条の五十九―第百五十一条の六十四）

第七款　貨物自動車（第百五十一条の六十五―第百五十一条の七十六）

第二節　コンベヤー（第百五十一条の七十七―第百五十一条の八十三）
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第二節の二　ジャッキ式つり上げ機械（第百九十四条の四―第百九十四条の七）
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第一款　総則（第百九十五条）

第二款　軌道等（第百九十六条―第二百七条）

第三款　車両（第二百八条―第二百十四条）

第四款　巻上げ装置（第二百十五条―第二百十八条）

第五款　軌道装置の使用に係る危険の防止（第二百十九条―第二百二十七条）

第六款　定期自主検査等（第二百二十八条―第二百三十三条）

第七款　手押し車両（第二百三十四条―第二百三十六条）

第三章　型わく支保工

第一節　材料等（第二百三十七条―第二百三十九条）

第二節　組立て等の場合の措置（第二百四十条―第二百四十七条）

第四章　爆発、火災等の防止

第一節　溶融高熱物等による爆発、火災等の防止（第二百四十八条―第二百五十五条）

第二節　危険物等の取扱い等（第二百五十六条―第二百六十七条）

第三節　化学設備等（第二百六十八条―第二百七十八条）

第四節　火気等の管理（第二百七十九条―第二百九十二条）

第五節　乾燥設備（第二百九十三条―第三百条）

第六節　アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置

第一款　アセチレン溶接装置（第三百一条―第三百七条）

第二款　ガス集合溶接装置（第三百八条―第三百十一条）

第三款　管理（第三百十二条―第三百十七条）

第七節　発破の作業（第三百十八条―第三百二十一条）

第七節の二　コンクリート破砕器作業（第三百二十一条の二―第三百二十一条の四）

第八節　雑則（第三百二十二条―第三百二十八条の五）

第五章　電気による危険の防止

第一節　電気機械器具（第三百二十九条―第三百三十五条）

第二節　配線及び移動電線（第三百三十六条―第三百三十八条）

第三節　停電作業（第三百三十九条・第三百四十条）

第四節　活線作業及び活線近接作業（第三百四十一条―第三百四十九条）

第五節　管理（第三百五十条―第三百五十三条）

第六節　雑則（第三百五十四条）

第六章　掘削作業等における危険の防止

第一節　明り掘削の作業

第一款　掘削の時期及び順序等（第三百五十五条―第三百六十七条）

第二款　土止め支保工（第三百六十八条―第三百七十五条）

第三款　潜
かん

函内作業等（第三百七十六条―第三百七十八条）

第二節　ずい道等の建設の作業等

第一款　調査等（第三百七十九条―第三百八十三条の五）

第一款の二　落盤、地山の崩壊等による危険の防止（第三百八十四条―第三百八十八条）

第一款の三　爆発、火災等の防止（第三百八十九条―第三百八十九条の六）

第一款の四　退避等（第三百八十九条の七―第三百八十九条の十一）

第二款　ずい道支保工（第三百九十条―第三百九十六条）

第三款　ずい道型わく支保工（第三百九十七条・第三百九十八条）

第三節　採石作業

第一款　調査、採石作業計画等（第三百九十九条―第四百六条）

第二款　地山の崩壊等による危険の防止（第四百七条―第四百十二条）
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第一節　貨物取扱作業等

第一款　積卸し等（第四百十七条―第四百二十六条）

第二款　はい付け、はいくずし等（第四百二十七条―第四百四十八条）

第二節　港湾荷役作業

第一款　通行のための設備等（第四百四十九条―第四百五十四条）

第二款　荷積み及び荷卸し（第四百五十五条―第四百六十四条）

第三款　揚貨装置の取扱い（第四百六十五条―第四百七十六条）

第八章　伐木作業等における危険の防止（第四百七十七条―第五百十七条）

第八章の二　建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止（第五百十七条の二―第五百十七条の五）

第八章の三　鋼橋架設等の作業における危険の防止（第五百十七条の六―第五百十七条の十）

第八章の四　木造建築物の組立て等の作業における危険の防止（第五百十七条の十一―第五百十七条の十三）

第八章の五　コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止（第五百十七条の十四―第五百十七条の十九）

第八章の六　コンクリート橋架設等の作業における危険の防止（第五百十七条の二十―第五百十七条の二十四）

第九章　墜落、飛来崩壊等による危険の防止

第一節　墜落等による危険の防止（第五百十八条―第五百三十三条）

第二節　飛来崩壊災害による危険の防止（第五百三十四条―第五百三十九条）

第三節　ロープ高所作業における危険の防止（第五百三十九条の二―第五百三十九条の九）

第十章　通路、足場等

第一節　通路等（第五百四十条―第五百五十八条）

第二節　足場

第一款　材料等（第五百五十九条―第五百六十三条）

第二款　足場の組立て等における危険の防止（第五百六十四条―第五百六十八条）

第三款　丸太足場（第五百六十九条）

第四款　鋼管足場（第五百七十条―第五百七十三条）

第五款　つり足場（第五百七十四条・第五百七十五条）

第十一章　作業構台（第五百七十五条の二―第五百七十五条の八）

第十二章　土石流による危険の防止（第五百七十五条の九―第五百七十五条の十六）

第三編　衛生基準

第一章　有害な作業環境（第五百七十六条―第五百九十二条）

第一章の二　廃棄物の焼却施設に係る作業（第五百九十二条の二―第五百九十二条の八）

第二章　保護具等（第五百九十三条―第五百九十九条）

第三章　気積及び換気（第六百条―第六百三条）

第四章　採光及び照明（第六百四条・第六百五条）

第五章　温度及び湿度（第六百六条―第六百十二条）

第六章　休養（第六百十三条―第六百十八条）

第七章　清潔（第六百十九条―第六百二十八条の二）

第八章　食堂及び炊事場（第六百二十九条―第六百三十二条）

第九章　救急用具（第六百三十三条・第六百三十四条）

第四編　特別規制

第一章　特定元方事業者等に関する特別規制（第六百三十四条の二―第六百六十四条）

第二章　機械等貸与者等に関する特別規制（第六百六十五条―第六百六十九条）

第三章　建築物貸与者に関する特別規制（第六百七十条―第六百七十八条）

附則

第一編　通則

第一章　総則

（共同企業体）

第一条　労働安全衛生法（以下「法」という。）第五条第一項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任

の程度を考慮して行なわなければならない。

２　法第五条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の十四日前までに、様式第一号による届書を、

当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

３　法第五条第三項の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があつた後、遅滞なく、様式第一号による届書を前項の都道府県

労働局長に提出しなければならない。

４　前二項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して行なうものとする。

第二章　安全衛生管理体制

第一節　総括安全衛生管理者

（総括安全衛生管理者の選任）

第二条　法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に

行なわなければならない。

２　事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第

百五十一号）第六条第一項に規定する電子情報処理組織（以下「電子情報処理組織」という。）を使用して、次に掲げる事項を、当該事

業場の所在地を管轄する労働基準監督署長（以下「所轄労働基準監督署長」という。）に報告しなければならない。

一　労働保険番号

二　事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号

三　常時使用する労働者の数

四　総括安全衛生管理者の氏名、生年月日及び選任年月日

五　総括安全衛生管理者の経歴の概要

六　前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
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七　初めて総括安全衛生管理者を選任した場合はその旨

八　報告年月日及び事業者の職氏名

（総括安全衛生管理者の代理者）

第三条　事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者

を選任しなければならない。

（総括安全衛生管理者が統括管理する業務）

第三条の二　法第十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

一　安全衛生に関する方針の表明に関すること。

二　法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関す

ること。

三　安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

第二節　安全管理者

（安全管理者の選任）

第四条　法第十一条第一項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

一　安全管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

二　その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第二号

に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。

三　化学設備（労働安全衛生法施行令（以下「令」という。）第九条の三第一号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。）のうち、発熱反応

が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるもの（配管を除く。以下「特

殊化学設備」という。）を設置する事業場であつて、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長（以下「所轄都道府県労働局長」

という。）が指定するもの（以下「指定事業場」という。）にあつては、当該都道府県労働局長が指定する生産施設の単位について、操

業中、常時、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な数の安全管理者を選任すること。

四　次の表の中欄に掲げる業種に応じて、常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあつては、その事業場全体につい

て法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも一人を専任の安全管理者とするこ

と。ただし、同表四の項の業種にあつては、過去三年間の労働災害による休業一日以上の死傷者数の合計が百人を超える事業場に限

る。

一 建設業 三百人

有機化学工業製品製造業

石油製品製造業

二 無機化学工業製品製造業 五百人

化学肥料製造業

道路貨物運送業

港湾運送業

三 紙・パルプ製造業 千人

鉄鋼業

造船業

四 令第二条第一号及び第二号に掲げる業種（一の項から三の項までに掲げる業種を除く。） 二千人

２　第三条の規定は、安全管理者について準用する。

３　事業者は、安全管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、次条第一号の研修その他所定

の研修を修了した者であることにつき証明することができる電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識するこ

とができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）等必要な電磁的記録を

添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

一　第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項

二　安全管理者の氏名、生年月日及び選任年月日

三　安全管理者の経歴の概要

四　安全管理者の担当する職務の内容（複数の安全管理者を選任した場合にあつては当該安全管理者ごとに担当する職務の内容）

五　専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称

六　専任であるか否かの別及び他の業務を兼務している場合はその業務の内容

七　前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日

八　指定事業場である場合はその旨

九　初めて安全管理者を選任した場合はその旨

（安全管理者の資格）

第五条　法第十一条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

一　次のいずれかに該当する者で、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修で

あつて厚生労働大臣が定めるものを修了したもの

イ　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による大学（旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）による大学を含む。以下同

じ。）又は高等専門学校（旧専門学校令（明治三十六年勅令第六十一号）による専門学校を含む。以下同じ。）における理科系統の正

規の課程を修めて卒業した者（独立行政法人大学改革支援・学位授与機構（以下「大学改革支援・学位授与機構」という。）により

学士の学位を授与された者（当該課程を修めた者に限る。）若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を

修めて同法による専門職大学の前期課程（以下「専門職大学前期課程」という。）を修了した者を含む。第十八条の四第一号におい

て同じ。）で、その後二年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

ロ　学校教育法による高等学校（旧中等学校令（昭和十八年勅令第三十六号）による中等学校を含む。以下同じ。）又は中等教育学校

において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後四年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

二　労働安全コンサルタント

三　前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
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（安全管理者の巡視及び権限の付与）

第六条　安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置

を講じなければならない。

２　事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

第三節　衛生管理者

（衛生管理者の選任）

第七条　法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

一　衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

二　その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第十条第三

号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。

三　次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。

イ　農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業（物の加工業を含む。）、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械

修理業、医療業及び清掃業　第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者

ロ　その他の業種　第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げ

る者

四　次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。

事業場の規模（常時使用する労働者数） 衛生管理者数

五十人以上二百人以下 一人

二百人を超え五百人以下 二人

五百人を超え千人以下 三人

千人を超え二千人以下 四人

二千人を超え三千人以下 五人

三千人を超える場合 六人

五　次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすること。

イ　常時千人を超える労働者を使用する事業場

ロ　常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則（昭和二十二年厚生省令第二十三号）第十八条

各号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるもの

六　常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、第三号から第五号まで若しくは

第九号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受け

た者のうちから選任すること。

２　第三条の規定は、衛生管理者について準用する。

３　事業者は、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、都道府県労働局長の免許を受

けた者その他第十条各号に定める資格を有する者であることにつき証明することができる電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に

報告しなければならない。

一　第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項

二　衛生管理者の氏名、生年月日及び選任年月日

三　衛生管理者が衛生工学に関するものを管理する者であるか否かの別

四　衛生管理者の担当する職務の内容（複数の衛生管理者を選任した場合にあつては当該衛生管理者ごとに担当する職務の内容）

五　専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称

六　専任であるか否かの別及び他の業務を兼務している場合はその業務の内容

七　坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条各号に掲げる業務に常時従事する労働者の数

八　坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時従事する労働者の数

九　前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日

十　初めて衛生管理者を選任した場合はその旨

（衛生管理者の選任の特例）

第八条　事業者は、前条第一項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長

の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。

（共同の衛生管理者の選任）

第九条　都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事

業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。

（衛生管理者の資格）

第十条　法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

一　医師

二　歯科医師

三　労働衛生コンサルタント

四　前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者

（衛生管理者の定期巡視及び権限の付与）

第十一条　衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労

働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

２　事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

（衛生工学に関する事項の管理）

第十二条　事業者は、第七条第一項第六号の規定により選任した衛生管理者に、法第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で

衛生工学に関するものを管理させなければならない。

第三節の二　安全衛生推進者及び衛生推進者

（安全衛生推進者等を選任すべき事業場）

第十二条の二　法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。
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（安全衛生推進者等の選任）

第十二条の三　法第十二条の二の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者（以下「安全衛生推進者等」という。）の選任は、都道府県労

働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第十条第一項各号の業務（衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。）

を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。

一　安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

二　その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者

のうちから選任するときは、この限りでない。

２　次に掲げる者は、前項の講習の講習科目（安全衛生推進者に係るものに限る。）のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けること

ができる。

一　第五条各号に掲げる者

二　第十条各号に掲げる者

（安全衛生推進者等の氏名の周知）

第十二条の四　事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により

関係労働者に周知させなければならない。

第三節の三　化学物質管理者及び保護具着用管理責任者

（化学物質管理者が管理する事項等）

第十二条の五　事業者は、法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査（主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るも

のを除く。以下「リスクアセスメント」という。）をしなければならない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定

する通知対象物（以下「リスクアセスメント対象物」という。）を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その

者に当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、法第五十七条第一項の規定

による表示（表示する事項及び標章に関することに限る。）、同条第二項の規定による文書の交付及び法第五十七条の二第一項の規定によ

る通知（通知する事項に関することに限る。）（以下この条において「表示等」という。）並びに第七号に掲げる事項（表示等に係るもの

に限る。以下この条において「教育管理」という。）を、当該事業場以外の事業場（以下この項において「他の事業場」という。）におい

て行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理さ

せなければならない。

一　法第五十七条第一項の規定による表示、同条第二項の規定による文書及び法第五十七条の二第一項の規定による通知に関すること。

二　リスクアセスメントの実施に関すること。

三　第五百七十七条の二第一項及び第二項の措置その他法第五十七条の三第二項の措置の内容及びその実施に関すること。

四　リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。

五　第三十四条の二の八第一項各号の規定によるリスクアセスメントの結果の記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。

六　第五百七十七条の二第十一項の規定による記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。

七　第一号から第四号までの事項の管理を実施するに当たつての労働者に対する必要な教育に関すること。

２　事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場（前項のリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場

を除く。）ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければな

らない。ただし、表示等及び教育管理を、当該事業場以外の事業場（以下この項において「他の事業場」という。）において行つている

場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければな

らない。

３　前二項の規定による化学物質管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

一　化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

二　次に掲げる事業場の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。

イ　リスクアセスメント対象物を製造している事業場　厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同

等以上の能力を有すると認められる者

ロ　イに掲げる事業場以外の事業場　イに定める者のほか、第一項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者

４　事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければな

らない。

５　事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者

に周知させなければならない。

（保護具着用管理責任者の選任等）

第十二条の六　化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるとき

は、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。

一　保護具の適正な選択に関すること。

二　労働者の保護具の適正な使用に関すること。

三　保護具の保守管理に関すること。

２　前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

一　保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

二　保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること。

３　事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者に対し、第一項に掲げる業務をなし得る権限を与えな

ければならない。

４　事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等によ

り関係労働者に周知させなければならない。

第四節　産業医等

（産業医の選任等）

第十三条　法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

一　産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

二　次に掲げる者（イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。）以外の者のうちから選任すること。

イ　事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者

ロ　事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人
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ハ　事業場においてその事業の実施を統括管理する者

三　常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場

に専属の者を選任すること。

イ　多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

ロ　多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

ハ　ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務

ニ　土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

ホ　異常気圧下における業務

ヘ　さく岩機、
びよう

鋲 打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務

ト　重量物の取扱い等重激な業務

チ　ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

リ　坑内における業務

ヌ　深夜業を含む業務

ル　水銀、
ひ

砒素、黄りん、
ふつ

弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

ヲ　鉛、水銀、クロム、
ひ

砒素、黄りん、
ふつ

弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、ア

ニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

ワ　病原体によつて汚染のおそれが著しい業務

カ　その他厚生労働大臣が定める業務

四　常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。

２　事業者は、産業医を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、第十四条第二項各号に掲げる者で

あることにつき証明することができる電磁的記録等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただ

し、学校保健安全法（昭和三十三年法律第五十六号）第二十三条（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律（平成十八年法律第七十七号。以下この項及び第四十四条の二第一項において「認定こども園法」という。）第二十七条において準

用する場合を含む。）の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校（同条において準用する場合にあつては、認定こども園

法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園）において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。

一　第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項

二　前項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者の数

三　産業医の氏名、生年月日及び選任年月日

四　産業医が第十四条第二項各号又は労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（平成八年労働省令第三十五号）附則第二条各号のいず

れに該当するかの別及び医籍の登録番号

五　産業医の専門科名

六　専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称

七　前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日

八　初めて産業医を選任した場合はその旨

３　第八条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第十三条第一項」と読み替える

ものとする。

４　事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報

告しなければならない。

（産業医及び産業歯科医の職務等）

第十四条　法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

一　健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

二　法第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導並びに法第六十六条の九に

規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

三　法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及

びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

四　作業環境の維持管理に関すること。

五　作業の管理に関すること。

六　前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。

七　健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

八　衛生教育に関すること。

九　労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

２　法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。

一　法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等（以下「労働者の健康管理等」という。）を行うのに必要な医学に関する知識につ

いての研修であつて厚生労働大臣の指定する者（法人に限る。）が行うものを修了した者

二　産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定す

るものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの

三　労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの

四　学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師（常時勤務する者に限る。）の職にあり、又

はあつた者

五　前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

３　産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言す

ることができる。

４　事業者は、産業医が法第十三条第五項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由と

して、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

５　事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該

労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
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６　前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に

対し、当該労働者の健康障害（歯又はその支持組織に関するものに限る。）を防止するため必要な事項を勧告することができる。

７　産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

（産業医に対する情報の提供）

第十四条の二　法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

一　法第六十六条の五第一項、第六十六条の八第五項（法第六十六条の八の二第二項又は第六十六条の八の四第二項において読み替えて

準用する場合を含む。）又は第六十六条の十第六項の規定により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報（これら

の措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由）

二　第五十二条の二第一項、第五十二条の七の二第一項又は第五十二条の七の四第一項の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた労働

者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報

三　前二号に掲げるもののほか、労働者の業務に関する情報であつて産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの

２　法第十三条第四項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

一　前項第一号に掲げる情報　法第六十六条の四、第六十六条の八第四項（法第六十六条の八の二第二項又は第六十六条の八の四第二項

において準用する場合を含む。）又は第六十六条の十第五項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行つた後、遅滞なく提供

すること。

二　前項第二号に掲げる情報　第五十二条の二第二項（第五十二条の七の二第二項又は第五十二条の七の四第二項において準用する場合

を含む。）の規定により同号の超えた時間の算定を行つた後、速やかに提供すること。

三　前項第三号に掲げる情報　産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。

（産業医による勧告等）

第十四条の三　産業医は、法第十三条第五項の勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、事業者の意見を求める

ものとする。

２　事業者は、法第十三条第五項の勧告を受けたときは、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一　当該勧告の内容

二　当該勧告を踏まえて講じた措置の内容（措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由）

３　法第十三条第六項の規定による報告は、同条第五項の勧告を受けた後遅滞なく行うものとする。

４　法第十三条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一　当該勧告の内容

二　当該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容（措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由）

（産業医に対する権限の付与等）

第十四条の四　事業者は、産業医に対し、第十四条第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。

２　前項の権限には、第十四条第一項各号に掲げる事項に係る次に掲げる事項に関する権限が含まれるものとする。

一　事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。

二　第十四条第一項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を労働者から収集すること。

三　労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。

（産業医の定期巡視）

第十五条　産業医は、少なくとも毎月一回（産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事

業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回）作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ち

に、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一　第十一条第一項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果

二　前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安

全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

（産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等）

第十五条の二　法第十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師とする。

２　事業者は、法第十三条第一項の事業場以外の事業場について、法第十三条の二第一項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一

部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う同項に規定する医師の選任、国が法第十九条の三に規定する援助として行う労働

者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業の利用等に努めるものとする。

３　第十四条の二第一項の規定は法第十三条の二第二項において準用する法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報について、第十四

条の二第二項の規定は法第十三条の二第二項において準用する法第十三条第四項の規定による情報の提供について、それぞれ準用する。

第五節　作業主任者

（作業主任者の選任）

第十六条　法第十四条の規定による作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する

者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

２　事業者は、令第六条第十七号の作業のうち、圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車（道路運送車両法（昭和二

十六年法律第百八十五号）に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車（同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除

く。）であつて、同法第二条第五項に規定する運行（以下「運行」という。）の用に供するものに限る。）の燃料装置のうち同法第四十一

条第一項の技術基準に適合するものに用いられる第一種圧力容器及び高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）、ガス事業法（昭

和二十九年法律第五十一号）又は電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）の適用を受ける第一種圧力容器の取扱いの作業について

は、前項の規定にかかわらず、ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイラー則」という。）の定

めるところにより、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができ

る。

（作業主任者の職務の分担）

第十七条　事業者は、別表第一の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を二人以上選任し

たときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。

（作業主任者の氏名等の周知）

第十八条　事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示す

る等により関係労働者に周知させなければならない。
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（令第六条第十三号の厚生労働省令で定める船舶）

第十八条の二　令第六条第十三号の厚生労働省令で定める船舶は、船員の育成及び確保に資することを目的とする船員室の新設、増設又は

拡大により総トン数五百トン以上五百十トン未満となつたと認められる船舶とする。

第六節　統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者

（令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所）

第十八条の二の二　令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所は、人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接

した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所とする。

（元方安全衛生管理者の選任）

第十八条の三　法第十五条の二第一項の規定による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならな

い。

（元方安全衛生管理者の資格）

第十八条の四　法第十五条の二第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

一　学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後三年以上建設工事の施工にお

ける安全衛生の実務に従事した経験を有するもの

二　学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上建設工事の施工

における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの

三　前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

（権限の付与）

第十八条の五　事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われることによつ

て生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。

（店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等）

第十八条の六　法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める労働者の数は、次の各号の仕事の区分に応じ、当該各号に定める

数とする。

一　令第七条第二項第一号の仕事及び主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事　常時二十人

二　前号の仕事以外の仕事　常時五十人

２　建設業に属する事業の仕事を行う事業者であつて、法第十五条第二項に規定するところにより、当該仕事を行う場所において、統括安

全衛生責任者の職務を行う者を選任し、並びにその者に同条第一項又は第三項及び同条第四項の指揮及び統括管理をさせ、並びに法第十

五条の二第一項の資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者の職務を行う者を選任し、及びその者に同項の事項を管理させているも

の（法第十五条の三第一項又は第二項の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならない事業者に限る。）は、当該場所におい

て同条第一項又は第二項の規定により店社安全衛生管理者を選任し、その者に同条第一項又は第二項の事項を行わせているものとする。

（店社安全衛生管理者の資格）

第十八条の七　法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

一　学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者（大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者若しくはこれ

と同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者を含む。別表第五第一号の表及び別表第五第一号の二

の表において同じ。）で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの

二　学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者（学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）第百五十条に規

定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。別表第五第一号の表及び第一号の二の表において同じ。）で、そ

の後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの

三　八年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者

四　前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

（店社安全衛生管理者の職務）

第十八条の八　法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一　少なくとも毎月一回法第十五条の三第一項又は第二項の労働者が作業を行う場所を巡視すること。

二　法第十五条の三第一項又は第二項の労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。

三　法第三十条第一項第一号の協議組織の会議に随時参加すること。

四　法第三十条第一項第五号の計画に関し同号の措置が講ぜられていることについて確認すること。

（安全衛生責任者の職務）

第十九条　法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一　統括安全衛生責任者との連絡

二　統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡

三　前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理

四　当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する法第三十条第一項第

五号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整

五　当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によつて生ずる法第十五条第一項の労働災害に係る危険の有無の

確認

六　当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び

調整

（統括安全衛生責任者等の代理者）

第二十条　第三条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する。

第七節　安全委員会、衛生委員会等

（安全委員会の付議事項）

第二十一条　法第十七条第一項第三号の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。

一　安全に関する規程の作成に関すること。

二　法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のう

ち、安全に係るものに関すること。

三　安全衛生に関する計画（安全に係る部分に限る。）の作成、実施、評価及び改善に関すること。

四　安全教育の実施計画の作成に関すること。
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五　厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指

導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。

（衛生委員会の付議事項）

第二十二条　法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとす

る。

一　衛生に関する規程の作成に関すること。

二　法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のう

ち、衛生に係るものに関すること。

三　安全衛生に関する計画（衛生に係る部分に限る。）の作成、実施、評価及び改善に関すること。

四　衛生教育の実施計画の作成に関すること。

五　法第五十七条の四第一項及び第五十七条の五第一項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関する

こと。

六　法第六十五条第一項又は第五項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。

七　定期に行われる健康診断、法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第六十六条の二の自ら受けた

健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関

すること。

八　労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。

九　長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。

十　労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。

十一　第五百七十七条の二第一項、第二項及び第八項の規定により講ずる措置に関すること並びに同条第三項及び第四項の医師又は歯科

医師による健康診断の実施に関すること。

十二　厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は

指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。

（委員会の会議）

第二十三条　事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会（以下「委員会」という。）を毎月一回以上開催するようにしなけれ

ばならない。

２　前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

３　事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなけれ

ばならない。

一　常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

二　書面を労働者に交付すること。

三　事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。）をもつ

て調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

４　事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一　委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容

二　前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの

５　産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

（関係労働者の意見の聴取）

第二十三条の二　委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を

設けるようにしなければならない。

第八節　指針の公表

第二十四条　法第十九条の二第二項の規定による指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働

省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。

第八節の二　自主的活動の促進のための指針

第二十四条の二　厚生労働大臣は、事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う次に掲

げる自主的活動を促進するため必要な指針を公表することができる。

一　安全衛生に関する方針の表明

二　法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置

三　安全衛生に関する目標の設定

四　安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善

第二章の二　労働者の救護に関する措置

（救護に関し必要な機械等）

第二十四条の三　法第二十五条の二第一項に規定する事業者（以下この章において「事業者」という。）は、次の各号に掲げる機械、器具

その他の設備（以下「機械等」という。）を備え付けなければならない。ただし、メタン又は硫化水素が発生するおそれのないときは、

第二号に掲げるメタン又は硫化水素に係る測定器具については、この限りでない。

一　空気呼吸器又は酸素呼吸器（第三項において「空気呼吸器等」という。）

二　メタン、硫化水素、一酸化炭素及び酸素の濃度を測定するため必要な測定器具

三　懐中電灯等の携帯用照明器具

四　前三号に掲げるもののほか、労働者の救護に関し必要な機械等

２　事業者は、前項の機械等については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに備え付けなければならない。

一　令第九条の二第一号に掲げる仕事　出入口からの距離が千メートルの場所において作業を行うこととなる時又はたて坑（通路として

用いられるものに限る。）の深さが五十メートルとなる時

二　令第九条の二第二号に掲げる仕事　ゲージ圧力が〇・一メガパスカルの圧気工法による作業を行うこととなる時

３　事業者は、第一項の機械等については、常時有効に保持するとともに、空気呼吸器等については、常時清潔に保持しなければならな

い。

（救護に関する訓練）

第二十四条の四　事業者は、次に掲げる事項についての訓練を行わなければならない。
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一　前条第一項の機械等の使用方法に関すること。

二　救急そ生の方法その他の救急処置に関すること。

三　前二号に掲げるもののほか、安全な救護の方法に関すること。

２　事業者は、前項の訓練については、前条第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに一回、及びその後一年以内ごとに一回行

わなければならない。

３　事業者は、第一項の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一　実施年月日

二　訓練を受けた者の氏名

三　訓練の内容

（救護の安全に関する規程）

第二十四条の五　事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、労働者の救護の安全に関し次の事項を

定めなければならない。

一　救護に関する組織に関すること。

二　救護に関し必要な機械等の点検及び整備に関すること。

三　救護に関する訓練の実施に関すること。

四　前三号に掲げるもののほか、救護の安全に関すること。

（人員の確認）

第二十四条の六　事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、ずい道等（ずい道及びたて坑以外の坑

（採石法（昭和二十五年法律第二百九十一号）第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。）をいう。以下同じ。）の内部又は高圧

室内（潜かん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部をいう。）において作業

を行う労働者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を講じなければならない。

（救護に関する技術的事項を管理する者の選任）

第二十四条の七　法第二十五条の二第二項の規定による救護に関する技術的事項を管理する者の選任は、次に定めるところにより行わなけ

ればならない。

一　第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに選任すること。

二　その事業場に専属の者を選任すること。

２　第三条及び第八条の規定は、救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあ

るのは「第二十四条の七第一項第二号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

（救護に関する技術的事項を管理する者の資格）

第二十四条の八　法第二十五条の二第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者で、厚

生労働大臣の定める研修を修了したものとする。

一　令第九条の二第一号に掲げる仕事　三年以上ずい道等の建設の仕事に従事した経験を有する者

二　令第九条の二第二号に掲げる仕事　三年以上圧気工法による作業を行う仕事に従事した経験を有する者

（権限の付与）

第二十四条の九　事業者は、救護に関する技術的事項を管理する者に対し、労働者の救護の安全に関し必要な措置をなし得る権限を与えな

ければならない。

第二章の三　技術上の指針等の公表

第二十四条の十　第二十四条の規定は、法第二十八条第一項又は第三項の規定による技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための

指針の公表について準用する。

第二章の四　危険性又は有害性等の調査等

（危険性又は有害性等の調査）

第二十四条の十一　法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。

一　建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。

二　設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。

三　作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。

四　前三号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は

有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

２　法第二十八条の二第一項ただし書の厚生労働省令で定める業種は、令第二条第一号に掲げる業種及び同条第二号に掲げる業種（製造業

を除く。）とする。

（指針の公表）

第二十四条の十二　第二十四条の規定は、法第二十八条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。

（機械に関する危険性等の通知）

第二十四条の十三　労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある機械（以下単に「機械」という。）

を譲渡し、又は貸与する者（次項において「機械譲渡者等」という。）は、文書の交付等により当該機械に関する次に掲げる事項を、当

該機械の譲渡又は貸与を受ける相手方の事業者（次項において「相手方事業者」という。）に通知するよう努めなければならない。

一　型式、製造番号その他の機械を特定するために必要な事項

二　機械のうち、労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある箇所に関する事項

三　機械に係る作業のうち、前号の箇所に起因する危険又は健康障害を生ずるおそれのある作業に関する事項

四　前号の作業ごとに生ずるおそれのある危険又は健康障害のうち も重大なものに関する事項

五　前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項

２　厚生労働大臣は、相手方事業者の法第二十八条の二第一項の調査及び同項の措置の適切かつ有効な実施を図ることを目的として機械譲

渡者等が行う前項の通知を促進するため必要な指針を公表することができる。

（危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等）

第二十四条の十四　化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣

が定めるもの（令第十八条各号及び令別表第三第一号に掲げる物を除く。次項及び第二十四条の十六において「危険有害化学物質等」と

いう。）を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、その容器又は包装（容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提

供するときにあつては、その容器）に次に掲げるものを表示するように努めなければならない。
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一　次に掲げる事項

イ　名称

ロ　人体に及ぼす作用

ハ　貯蔵又は取扱い上の注意

ニ　表示をする者の氏名（法人にあつては、その名称）、住所及び電話番号

ホ　注意喚起語

ヘ　安定性及び反応性

二　当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの

２　危険有害化学物質等を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、

又は提供する相手方に交付するよう努めなければならない。

第二十四条の十五　特定危険有害化学物質等（化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそ

れのある物で厚生労働大臣が定めるもの（法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物を除く。）をいう。以下この条及び次条におい

て同じ。）を譲渡し、又は提供する者は、特定危険有害化学物質等に関する次に掲げる事項（前条第二項に規定する者にあつては、同条

第一項に規定する事項を除く。）を、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信

若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス（二次元コードその他のこれに代わるものを含む。）及び

当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、譲渡し、又は提供する相手方の事業者に通知し、当該相手方が閲覧で

きるように努めなければならない。

一　名称

二　成分及びその含有量

三　物理的及び化学的性質

四　人体に及ぼす作用

五　貯蔵又は取扱い上の注意

六　流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置

七　通知を行う者の氏名（法人にあつては、その名称）、住所及び電話番号

八　危険性又は有害性の要約

九　安定性及び反応性

十　想定される用途及び当該用途における使用上の注意

十一　適用される法令

十二　その他参考となる事項

２　特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、前項第四号の事項について、直近の確認を行つた日から起算して五年以内ごと

に一回、 新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から

一年以内に、当該事項に変更を行うように努めなければならない。

３　特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、第一項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書若し

くは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載

されたホームページのアドレス（二次元コードその他のこれに代わるものを含む。）及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求め

る旨の伝達により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知し、当該相手方が閲覧できるよ

うに努めなければならない。

第二十四条の十六　厚生労働大臣は、危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等の譲渡又は提供を受ける相手方の事業者の法第二十

八条の二第一項の調査及び同項の措置の適切かつ有効な実施を図ることを目的として危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等を

譲渡し、又は提供する者が行う前二条の規定による表示又は通知を促進するため必要な指針を公表することができる。

第三章　機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

第一節　機械等に関する規制

（作動部分上の突起物等の防護措置）

第二十五条　法第四十三条の厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとする。

一　作動部分上の突起物については、埋頭型とし、又は
おお

覆いを設けること。

二　動力伝導部分又は調速部分については、
おお

覆い又は囲いを設けること。

（規格を具備すべき防毒マスク）

第二十六条　令第十三条第五項の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。

一　一酸化炭素用防毒マスク

二　アンモニア用防毒マスク

三　亜硫酸ガス用防毒マスク

（規格を具備すべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具）

第二十六条の二　令第十三条第五項の厚生労働省令で定める防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。

一　アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

二　亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

（規格に適合した機械等の使用）

第二十七条　事業者は、法別表第二に掲げる機械等及び令第十三条第三項各号に掲げる機械等については、法第四十二条の厚生労働大臣が

定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。

（通知すべき事項）

第二十七条の二　法第四十三条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一　通知の対象である機械等であることを識別できる事項

二　機械等が法第四十三条の二各号のいずれかに該当することを示す事実

（安全装置等の有効保持）

第二十八条　事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、
おお

覆い、囲い等（以下「安全装置等」という。）が有効な状態で使

用されるようそれらの点検及び整備を行なわなければならない。

第二十九条　労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。

一　安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。
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二　臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けること。

三　前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれを原状に復し

ておくこと。

四　安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失つたことを発見したときは、すみやかに、その旨を事業者に申し出ること。

２　事業者は、労働者から前項第四号の規定による申出があつたときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。

（型式検定を受けるべき防毒マスク）

第二十九条の二　令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。

一　一酸化炭素用防毒マスク

二　アンモニア用防毒マスク

三　亜硫酸ガス用防毒マスク

（型式検定を受けるべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具）

第二十九条の三　令第十四条の二第十四号の厚生労働省令で定める防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。

一　アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

二　亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

（自主検査指針の公表）

第二十九条の四　第二十四条の規定は、法第四十五条第三項の規定による自主検査指針の公表について準用する。

第二節　危険物及び有害物に関する規制

（名称等を表示すべき危険物及び有害物）

第三十条　令第十八条第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の物の欄に掲げる物とする。ただし、運搬中及び貯蔵中において固体

以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物（次の各号のいずれかに該当するものを除く。）を除く。

一　危険物（令別表第一に掲げる危険物をいう。以下同じ。）

二　危険物以外の可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物

三　酸化カルシウム、水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他の物であつて皮膚に対して腐食の危険を生ずるもの

第三十一条　令第十八条第四号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。ただし、前条ただし書の物を除く。

一　ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以

上一パーセント以下であるもの

二　アルフア―ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルフア―ナフチルアミン及びその塩の含有量が重量の一パー

セントであるもの

三　塩素化ビフエニル（別名ＰＣＢ）を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフエニルの含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセ

ント以下であるもの

四　オルト―トリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルト―トリジン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの

五　ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの

六　ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその化合物の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パー

セント以下（合金にあつては、〇・一パーセント以上三パーセント以下）であるもの

七　ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有量が重量の〇・一パーセント以上〇・五パーセント以

下であるもの

（名称等の表示）

第三十二条　法第五十七条第一項の規定による表示は、当該容器又は包装に、同項各号に掲げるもの（以下この条において「表示事項等」

という。）を印刷し、又は表示事項等を印刷した票箋を貼り付けて行わなければならない。ただし、当該容器又は包装に表示事項等の全

てを印刷し、又は表示事項等の全てを印刷した票箋を貼り付けることが困難なときは、表示事項等のうち同項第一号ロからニまで及び同

項第二号に掲げるものについては、これらを印刷した票箋を容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。

第三十三条　法第五十七条第一項第一号ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一　法第五十七条第一項の規定による表示をする者の氏名（法人にあつては、その名称）、住所及び電話番号

二　注意喚起語

三　安定性及び反応性

第三十三条の二　事業者は、令第十七条に規定する物又は令第十八条各号に掲げる物を容器に入れ、又は包装して保管するとき（法第五十

七条第一項の規定による表示がされた容器又は包装により保管するときを除く。）は、当該物の名称及び人体に及ぼす作用について、当

該物の保管に用いる容器又は包装への表示、文書の交付その他の方法により、当該物を取り扱う者に、明示しなければならない。

（文書の交付）

第三十四条　法第五十七条第二項の規定による文書は、同条第一項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなけ

ればならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは、この限

りでない。

（名称等を通知すべき危険物及び有害物）

第三十四条の二　令第十八条の二第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の物の欄に掲げる物とする。

第三十四条の二の二　令第十八条の二第四号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。

一　ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以

上一パーセント以下であるもの

二　アルフア―ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルフア―ナフチルアミン及びその塩の含有量が重量の一パー

セントであるもの

三　塩素化ビフエニル（別名ＰＣＢ）を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフエニルの含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセ

ント以下であるもの

四　オルト―トリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルト―トリジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一

パーセント以下であるもの

五　ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセン

ト以下であるもの

六　ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその化合物の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パー

セント以下（合金にあつては、〇・一パーセント以上三パーセント以下）であるもの
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七　ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有量が重量の〇・一パーセント以上〇・五パーセント以

下であるもの

（名称等の通知）

第三十四条の二の三　法第五十七条の二第一項及び第二項の厚生労働省令で定める方法は、磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の

交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス（二次元コードその

他のこれに代わるものを含む。）及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達とする。

第三十四条の二の四　法第五十七条の二第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一　法第五十七条の二第一項の規定による通知を行う者の氏名（法人にあつては、その名称）、住所及び電話番号

二　危険性又は有害性の要約

三　安定性及び反応性

四　想定される用途及び当該用途における使用上の注意

五　適用される法令

六　その他参考となる事項

第三十四条の二の五　法第五十七条の二第一項の規定による通知は、同項の通知対象物を譲渡し、又は提供する時までに行わなければなら

ない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該通知が行われているときは、この限りでない。

２　法第五十七条の二第一項の通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、同項第四号の事項について、直近の確認を行つた日から起算して

五年以内ごとに一回、 新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認

をした日から一年以内に、当該事項に変更を行わなければならない。

３　前項の者は、同項の規定により法第五十七条の二第一項第四号の事項に変更を行つたときは、変更後の同号の事項を、適切な時期に、

譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知するものとし、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシ

ミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス（二次元コードその他のこれに代わ

るものを含む。）及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の当該事項を、当該相手方の事業者が閲

覧できるようにしなければならない。

第三十四条の二の六　法第五十七条の二第一項第二号の事項のうち、成分の含有量については、令第十八条の二第一号及び第二号に掲げる

物並びに令別表第三第一号１から７までに掲げる物ごとに重量パーセントを通知しなければならない。

２　前項の規定にかかわらず、一・四―ジクロロ―二―ブテン、鉛、一・三―ブタジエン、一・三―プロパンスルトン、硫酸ジエチル、令

別表第三に掲げる物、令別表第四第六号に規定する鉛化合物、令別表第五第一号に規定する四アルキル鉛及び令別表第六の二に掲げる物

以外の物であつて、当該物の成分の含有量について重量パーセントの通知をすることにより、契約又は交渉に関し、事業者の財産上の利

益を不当に害するおそれがあるものについては、その旨を明らかにした上で、重量パーセントの通知を、十パーセント未満の端数を切り

捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもつて行うことができる。この場合において、当該物を譲渡し、又は提供する相手方

の事業者の求めがあるときは、成分の含有量に係る秘密が保全されることを条件に、当該相手方の事業場におけるリスクアセスメントの

実施に必要な範囲内において、当該物の成分の含有量について、より詳細な内容を通知しなければならない。

（リスクアセスメントの実施時期等）

第三十四条の二の七　リスクアセスメントは、次に掲げる時期に行うものとする。

一　リスクアセスメント対象物を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。

二　リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき。

三　前二号に掲げるもののほか、リスクアセスメント対象物による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあると

き。

２　リスクアセスメントは、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務ごとに、次に掲げるいずれかの方法（リスクアセスメ

ントのうち危険性に係るものにあつては、第一号又は第三号（第一号に係る部分に限る。）に掲げる方法に限る。）により、又はこれらの

方法の併用により行わなければならない。

一　当該リスクアセスメント対象物が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該リスクアセスメント対象物により当該労働者

の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度を考慮する方法

二　当該業務に従事する労働者が当該リスクアセスメント対象物にさらされる程度及び当該リスクアセスメント対象物の有害性の程度を

考慮する方法

三　前二号に掲げる方法に準ずる方法

（リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知）

第三十四条の二の八　事業者は、リスクアセスメントを行つたときは、次に掲げる事項について、記録を作成し、次にリスクアセスメント

を行うまでの期間（リスクアセスメントを行つた日から起算して三年以内に当該リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメント

を行つたときは、三年間）保存するとともに、当該事項を、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に

周知させなければならない。

一　当該リスクアセスメント対象物の名称

二　当該業務の内容

三　当該リスクアセスメントの結果

四　当該リスクアセスメントの結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容

２　前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

一　当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。

二　書面を、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。

三　事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、当該リスクア

セスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者

が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

（指針の公表）

第三十四条の二の九　第二十四条の規定は、法第五十七条の三第三項の規定による指針の公表について準用する。

（改善の指示等）

第三十四条の二の十　労働基準監督署長は、化学物質による労働災害が発生した、又はそのおそれがある事業場の事業者に対し、当該事業

場において化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると認めるときは、当該事業場における化学物質の管理の状況について改善

すべき旨を指示することができる。
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２　前項の指示を受けた事業者は、遅滞なく、事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣

が定めるもの（以下この条において「化学物質管理専門家」という。）から、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認

及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言を受けなければならない。

３　前項の確認及び助言を求められた化学物質管理専門家は、同項の事業者に対し、当該事業場における化学物質の管理の状況についての

確認結果及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言について、速やかに、書面により通知しなければならない。

４　事業者は、前項の通知を受けた後、一月以内に、当該通知の内容を踏まえた改善措置を実施するための計画を作成するとともに、当該

計画作成後、速やかに、当該計画に従い必要な改善措置を実施しなければならない。

５　事業者は、前項の計画を作成後、遅滞なく、当該計画の内容について、第三項の通知及び前項の計画の写しを添えて、改善計画報告書

（様式第四号）により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

６　事業者は、第四項の規定に基づき実施した改善措置の記録を作成し、当該記録について、第三項の通知及び第四項の計画とともに三年

間保存しなければならない。

（有害性の調査）

第三十四条の三　法第五十七条の四第一項の規定による有害性の調査は、次に定めるところにより行わなければならない。

一　変異原性試験、化学物質のがん原性に関し変異原性試験と同等以上の知見を得ることができる試験又はがん原性試験のうちいずれか

の試験を行うこと。

二　組織、設備等に関し有害性の調査を適正に行うため必要な技術的基礎を有すると認められる試験施設等において行うこと。

２　前項第二号の試験施設等が具備すべき組織、設備等に関する基準は、厚生労働大臣が定める。

（新規化学物質の名称、有害性の調査の結果等の届出）

第三十四条の四　法第五十七条の四第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第四号の三による届書に、当該届出に係る同項に規

定する新規化学物質（以下この節において「新規化学物質」という。）について行つた前条第一項に規定する有害性の調査の結果を示す

書面、当該有害性の調査が同条第二項の厚生労働大臣が定める基準を具備している試験施設等において行われたことを証する書面及び当

該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

（労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認の申請等）

第三十四条の五　法第五十七条の四第一項第一号の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき 初に新規化学物質を製造し、又は輸入

する日の三十日前までに様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書

面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第三十四条の六　前条の確認を受けた事業者は、同条の申請書又は書面に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その

旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第三十四条の七　厚生労働大臣は、法第五十七条の四第一項第一号の確認をした後において、前条の規定による届出その他の資料により労

働者が新規化学物質にさらされるおそれがあると認めるに至つたときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨を当該確認に係る事業

者に通知するものとする。

（新規化学物質の有害性がない旨の厚生労働大臣の確認の申請）

第三十四条の八　法第五十七条の四第一項第二号の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき 初に新規化学物質を製造し、又は輸入

する日の三十日前までに様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質に関し既に得られている次条の有害性がない旨の知見等を示

す書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

（法第五十七条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める有害性）

第三十四条の九　法第五十七条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める有害性は、がん原性とする。

（少量新規化学物質の製造又は輸入に係る厚生労働大臣の確認の申請等）

第三十四条の十　令第十八条の四の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき 初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日

前までに様式第四号の四による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第三十四条の十一　令第十八条の四の確認は、二年を限り有効とする。

（通知）

第三十四条の十二　厚生労働大臣は、第三十四条の五、第三十四条の八及び第三十四条の十の申請書を受理したときは、遅滞なく、審査を

行い、その結果を申請者に通知するものとする。

（法第五十七条の四第一項第四号の厚生労働省令で定めるとき）

第三十四条の十三　法第五十七条の四第一項第四号の厚生労働省令で定めるときは、本邦の地域内において労働者に小分け、詰め替え等の

作業を行わせないとき等労働者が新規化学物質にさらされるおそれがないときとする。

（新規化学物質の名称の公表）

第三十四条の十四　法第五十七条の四第三項の規定による新規化学物質の名称の公表は、同条第一項の規定による届出の受理又は同項第二

号の確認をした後一年以内に（当該新規化学物質に関して特許法（昭和三十四年法律第百二十一号）第三十六条第一項の規定による願書

の提出がなされている場合にあつては、同法第六十四条第一項の規定による出願公開又は同法第六十六条第三項の規定による特許公報へ

の掲載がなされた後速やかに）、次項に定めるところにより行うものとする。

２　新規化学物質の名称の公表は、三月以内ごとに一回、定期に、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

（学識経験者からの意見聴取）

第三十四条の十五　厚生労働大臣は、法第五十七条の四第四項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、速やかに、次条の変異原性試

験等結果検討委員候補者名簿に記載されている者のうちから、検討すべき内容に応じて、検討委員を指名し、その者の意見を聴くものと

する。

（変異原性試験等結果検討委員候補者名簿）

第三十四条の十六　厚生労働大臣は、化学物質の有害性の調査について高度の専門的知識を有する者のうちから、変異原性試験等結果検討

委員候補者を委嘱して変異原性試験等結果検討委員候補者名簿を作成し、これを公表するものとする。

（労働政策審議会への報告）

第三十四条の十七　厚生労働大臣は、法第五十七条の四第四項の規定により新規化学物質の有害性の調査の結果について学識経験者の意見

を聴いたときは、その内容を、同条第三項の規定による当該新規化学物質の名称の公表後一年以内に、労働政策審議会に報告するものと

する。

（化学物質の有害性の調査の指示）

第三十四条の十八　法第五十七条の五第一項の規定による指示は、同項に規定する有害性の調査を行うべき化学物質の名称、当該調査を行

うべき理由、当該調査の方法その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
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（法第五十七条の五第一項の厚生労働省令で定める事業者）

第三十四条の十九　法第五十七条の五第一項の厚生労働省令で定める事業者は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあ

る化学物質を製造し、輸入し、又は使用したことのある事業者とする。

（準用）

第三十四条の二十　第三十四条の十五及び第三十四条の十六の規定は、法第五十七条の五第三項の規定により学識経験者の意見を聴く場合

に準用する。この場合において、これらの規定中「変異原性試験等結果検討委員候補者名簿」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候

補者名簿」と、第三十四条の十六中「変異原性試験等結果検討委員候補者」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者」と読み替え

るものとする。

（労働政策審議会への報告）

第三十四条の二十一　厚生労働大臣は、法第五十七条の五第一項の規定による指示に基づき化学物質の有害性の調査の結果について事業者

から報告を受けたときは、その内容を当該報告を受けた後一年以内に労働政策審議会に報告するものとする。

第四章　安全衛生教育

（雇入れ時等の教育）

第三十五条　事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該

労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。

一　機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

二　安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。

三　作業手順に関すること。

四　作業開始時の点検に関すること。

五　当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

六　整理、整
とん

頓及び清潔の保持に関すること。

七　事故時等における応急措置及び退避に関すること。

八　前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

２　事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項に

ついての教育を省略することができる。

（特別教育を必要とする業務）

第三十六条　法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

一　研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務

二　動力により駆動されるプレス機械（以下「動力プレス」という。）の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置

若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務

三　アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等（以下「アーク溶接等」という。）の業務

四　高圧（直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。）若し

くは特別高圧（七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。）の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは

操作の業務、低圧（直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。）の充電電路

（対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。）の敷

設若しくは修理の業務（次号に掲げる業務を除く。）又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路（対地電圧が五十

ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。）のうち充電部分が露

出している開閉器の操作の業務

四の二　対地電圧が五十ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務

五　 大荷重一トン未満のフオークリフトの運転（道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第二条第一項第一号の道路（以下「道路」

という。）上を走行させる運転を除く。）の業務

五の二　 大荷重一トン未満のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務

五の三　 大積載量が一トン未満の不整地運搬車の運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務

五の四　テールゲートリフター（第百五十一条の二第七号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。

以下同じ。）の操作の業務（当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動車から荷を卸す作業を伴うものに限る。）

六　制限荷重五トン未満の揚貨装置の運転の業務

六の二　伐木等機械（伐木、造材又は原木若しくは薪炭材の集積を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走で

きるものをいう。以下同じ。）の運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務

六の三　走行集材機械（車両の走行により集材を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。

以下同じ。）の運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務

七　機械集材装置（集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材（以下「原木

等」という。）を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。以下同じ。）の運転の業務

七の二　簡易架線集材装置（集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、か

つ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備をいう。以下同じ。）の運転又は架線集材機械（動力を用いて原木等を巻き上げ

ることにより当該原木等を運搬するための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。）の

運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務

八　チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務

九　機体重量が三トン未満の令別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走で

きるものの運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務

九の二　令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務

九の三　令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作（車体上の運転者席に

おける操作を除く。）の業務

十　令別表第七第四号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転（道路上を走行させる運転を除く。）

の業務

十の二　令別表第七第五号に掲げる機械の作業装置の操作の業務

十の三　ボーリングマシンの運転の業務
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十の四　建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械（複数の保持機構（ワイヤロープ等を締め付けること等によつて

保持する機構をいう。以下同じ。）を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり

上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。）の調整又は運転の業務

十の五　作業床の高さ（令第十条第四号の作業床の高さをいう。）が十メートル未満の高所作業車（令第十条第四号の高所作業車をいう。

以下同じ。）の運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務

十一　動力により駆動される巻上げ機（電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。）の運

転の業務

十二　削除

十三　令第十五条第一項第八号に掲げる機械等（巻上げ装置を除く。）の運転の業務

十四　小型ボイラー（令第一条第四号の小型ボイラーをいう。以下同じ。）の取扱いの業務

十五　次に掲げるクレーン（移動式クレーン（令第一条第八号の移動式クレーンをいう。以下同じ。）を除く。以下同じ。）の運転の業務

イ　つり上げ荷重が五トン未満のクレーン

ロ　つり上げ荷重が五トン以上の
こ

跨線テルハ

十六　つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務

十七　つり上げ荷重が五トン未満のデリツクの運転の業務

十八　建設用リフトの運転の業務

十九　つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務

二十　ゴンドラの操作の業務

二十の二　作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務

二十一　高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務

二十二　気こう室への送気又は気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務

二十三　潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務

二十四　再圧室を操作する業務

二十四の二　高圧室内作業に係る業務

二十五　令別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務

二十六　令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務

二十七　特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務（令第二十条第五号に規定する第一種圧力容器の整備の業務を除く。）

二十八　エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

二十八の二　加工施設（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号）第十三条第二項第二

号に規定する加工施設をいう。）、再処理施設（同法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。）又は使用施設等（同法第

五十二条第二項第十号に規定する使用施設等（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和三十二年政令第三

百二十四号）第四十一条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。）をいう。）の管理区域（電離放射線障害防止規則（昭和四十七年

労働省令第四十一号。以下「電離則」という。）第三条第一項に規定する管理区域をいう。次号において同じ。）内において核燃料物質

（原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。次号において同じ。）若しくは使用済燃料

（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第十項に規定する使用済燃料をいう。次号において同じ。）又はこれら

によつて汚染された物（原子核分裂生成物を含む。次号において同じ。）を取り扱う業務

二十八の三　原子炉施設（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子

炉施設及び同法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。）の管理区域内において、核燃料物質若しくは

使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務

二十八の四　東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則（平

成二十三年厚生労働省令第百五十二号。以下「除染則」という。）第二条第七項第二号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物

質（平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射

性物質をいう。）により汚染された物であつて、電離則第二条第二項に規定するものの処分の業務

二十八の五　電離則第七条の二第三項の特例緊急作業に係る業務

二十九　粉じん障害防止規則（昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。）第二条第一項第三号の特定粉じん作業（設

備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第三条各号に掲げる作業に該当するものを除く。）に係る業務

三十　ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業（当該ずい道等の内部において行

われるものに限る。）に係る業務

三十一　マニプレータ及び記憶装置（可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。）を有し、

記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うこ

とができる機械（研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という。）の可動範囲（記憶装

置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボツトの各部の動くことができる 大の範囲をいう。以下同じ。）内において当該産

業用ロボツトについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認（以下「教示等」という。）（産業

用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。）又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロ

ボツトについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務

三十二　産業用ロボツトの可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査、修理若しくは調整（教示等に該当するものを除く。）若

しくはこれらの結果の確認（以下この号において「検査等」という。）（産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。以下この号におい

て同じ。）又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動

範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務

三十三　自動車（二輪自動車を除く。）用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務

三十四　ダイオキシン類対策特別措置法施行令（平成十一年政令第四百三十三号）別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物

の焼却施設（第九十条第五号の四を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。）においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱

う業務（第三十六号に掲げる業務を除く。）

三十五　廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務

三十六　廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃

え殻を取り扱う業務

三十七　石綿障害予防規則（平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。）第四条第一項に掲げる作業に係る業務
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三十八　除染則第二条第七項の除染等業務及び同条第八項の特定線量下業務

三十九　足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務（地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。）

四十　高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具（労働者自らの操作により上昇し、

又は下降するための器具であつて、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持する

ための器具（第五百三十九条の二及び第五百三十九条の三において「身体保持器具」という。）を取り付けたものをいう。）を用いて、

労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業（四十度未満の斜面における作業を除く。以下「ロープ高所作業」という。）

に係る業務

四十一　高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具（令第十三条第三項第二十

八号の墜落制止用器具をいう。第百三十条の五第一項において同じ。）のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務（前

号に掲げる業務を除く。）

（特別教育の科目の省略）

第三十七条　事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育（以下「特別教育」という。）の科目の全部又は一部について十分な知識及び技

能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。

（特別教育の記録の保存）

第三十八条　事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを三年間保存しておかなけれ

ばならない。

（特別教育の細目）

第三十九条　前二条及び第五百九十二条の七に定めるもののほか、第三十六条第一号から第十三号まで、第二十七号、第三十号から第三十

六号まで及び第三十九号から第四十一号までに掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

（職長等の教育）

第四十条　法第六十条第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一　法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関す

ること。

二　異常時等における措置に関すること。

三　その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。

２　法第六十条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならない

ものとする。

事項 時間

法第六十条第一号に掲げる事項

一　作業手順の定め方

二　労働者の適正な配置の方法

二時間

法第六十条第二号に掲げる事項

一　指導及び教育の方法

二　作業中における監督及び指示の方法

二・五時間

前項第一号に掲げる事項

一　危険性又は有害性等の調査の方法

二　危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置

三　設備、作業等の具体的な改善の方法

四時間

前項第二号に掲げる事項

一　異常時における措置

二　災害発生時における措置

一・五時間

前項第三号に掲げる事項

一　作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法

二　労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法

二時間

３　事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事

項に関する教育を省略することができる。

（指針の公表）

第四十条の二　第二十四条の規定は、法第六十条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。

（指定事業場等における安全衛生教育の計画及び実施結果報告）

第四十条の三　事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第五十九条

又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。

２　前項の事業者は、四月一日から翌年三月三十一日までに行つた法第五十九条又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育の

実施結果を、毎年四月三十日までに、様式第四号の五により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

第五章　就業制限

（就業制限についての資格）

第四十一条　法第六十一条第一項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表

の下欄に掲げる者とする。

（職業訓練の特例）

第四十二条　事業者は、職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）第二十四条第一項の認定に係る職業訓練を受ける労働者（以

下「訓練生」という。）に技能を修得させるため令第二十条第二号、第三号、第五号から第八号まで又は第十一号から第十六号までに掲

げる業務に就かせる必要がある場合において、次の措置を講じたときは、法第六十一条第一項の規定にかかわらず、職業訓練開始後六月

（訓練期間が六月の訓練科に係る訓練生で、令第二十条第二号、第三号又は第五号から第八号までに掲げる業務に就かせるものにあつて

は五月、当該訓練科に係る訓練生で、同条第十一号から第十六号までに掲げる業務に就かせるものにあつては三月）を経過した後は、訓

練生を当該業務に就かせることができる。

一　訓練生が当該業務に従事する間、訓練生に対し、当該業務に関する危険又は健康障害を防止するため必要な事項を職業訓練指導員に

指示させること。
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二　訓練生に対し、当該業務に関し必要な安全又は衛生に関する事項について、あらかじめ、教育を行なうこと。

２　事業者は、訓練生に技能を修得させるため令第二十条第十号に掲げる業務につかせる必要がある場合において、前項の措置を講じたと

きは、法第六十一条第一項の規定にかかわらず、職業訓練開始後直ちに訓練生を当該業務につかせることができる。

３　前二項の場合における当該訓練生については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

第六章　健康の保持増進のための措置

第一節　作業環境測定

（作業環境測定指針の公表）

第四十二条の二　第二十四条の規定は、法第六十五条第三項の規定による作業環境測定指針の公表について準用する。

（作業環境測定の指示）

第四十二条の三　法第六十五条第五項の規定による指示は、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により行う

ものとする。

第一節の二　健康診断

（雇入時の健康診断）

第四十三条　事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなけれ

ばならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を

証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

一　既往歴及び業務歴の調査

二　自覚症状及び他覚症状の有無の検査

三　身長、体重、腹囲、視力及び聴力（千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。）の検査

四　胸部エックス線検査

五　血圧の測定

六　血色素量及び赤血球数の検査（次条第一項第六号において「貧血検査」という。）

七　血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ（ＧＯＴ）、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ（ＧＰＴ）

及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ（γ―ＧＴＰ）の検査（次条第一項第七号において「肝機能検査」という。）

八　低比重リポ
たん

蛋白コレステロール（ＬＤＬコレステロール）、高比重リポ
たん

蛋白コレステロール（ＨＤＬコレステロール）及び血清トリ

グリセライドの量の検査（次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。）

九　血糖検査

十　尿中の糖及び
たん

蛋白の有無の検査（次条第一項第十号において「尿検査」という。）

十一　心電図検査

（定期健康診断）

第四十四条　事業者は、常時使用する労働者（第四十五条第一項に規定する労働者を除く。）に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の

項目について医師による健康診断を行わなければならない。

一　既往歴及び業務歴の調査

二　自覚症状及び他覚症状の有無の検査

三　身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

四　胸部エックス線検査及び
かくたん

喀痰検査

五　血圧の測定

六　貧血検査

七　肝機能検査

八　血中脂質検査

九　血糖検査

十　尿検査

十一　心電図検査

２　第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必

要でないと認めるときは、省略することができる。

３　第一項の健康診断は、前条、第四十五条の二又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者（前条ただし書に規定する書面を提出

した者を含む。）については、当該健康診断の実施の日から一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略し

て行うことができる。

４　第一項第三号に掲げる項目（聴力の検査に限る。）は、四十五歳未満の者（三十五歳及び四十歳の者を除く。）については、同項の規定

にかかわらず、医師が適当と認める聴力（千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。）の検査をもつて代えることができる。

（満十五歳以下の者の健康診断の特例）

第四十四条の二　事業者は、前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度（四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条に

おいて同じ。）において満十五歳以下の年齢に達する者で、当該年度において学校保健安全法第十一条又は第十三条（認定こども園法第

二十七条において準用する場合を含む。）の規定による健康診断を受けたもの又は受けることが予定されているものについては、前二条

の規定にかかわらず、これらの規定による健康診断（学校教育法による中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業し

た者又は中等教育学校の前期課程を修了した者に係る第四十三条の健康診断を除く。）を行わないことができる。

２　前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満十五歳以下の年齢に達する者で、前項に規定する者以外のものについて

は、医師が必要でないと認めるときは、当該健康診断の項目の全部又は一部を省略することができる。

（特定業務従事者の健康診断）

第四十五条　事業者は、第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに

一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四

号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。

２　前項の健康診断（定期のものに限る。）は、前回の健康診断において第四十四条第一項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項

目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省

略して行うことができる。

３　第四十四条第二項及び第三項の規定は、第一項の健康診断について準用する。この場合において、同条第三項中「一年間」とあるの

は、「六月間」と読み替えるものとする。
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４　第一項の健康診断（定期のものに限る。）の項目のうち第四十四条第一項第三号に掲げる項目（聴力の検査に限る。）は、前回の健康診

断において当該項目について健康診断を受けた者又は四十五歳未満の者（三十五歳及び四十歳の者を除く。）については、第一項の規定

にかかわらず、医師が適当と認める聴力（千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。）の検査をもつて代えることができる。

（海外派遣労働者の健康診断）

第四十五条の二　事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一

項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければ

ならない。

２　事業者は、本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき（一時的に就かせるときを除く。）は、

当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、

医師による健康診断を行わなければならない。

３　第一項の健康診断は、第四十三条、第四十四条、前条又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者（第四十三条第一項ただし書

に規定する書面を提出した者を含む。）については、当該健康診断の実施の日から六月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に

相当する項目を省略して行うことができる。

４　第四十四条第二項の規定は、第一項及び第二項の健康診断について準用する。この場合において、同条第二項中「、第四号、第六号か

ら第九号まで及び第十一号」とあるのは、「及び第四号」と読み替えるものとする。

第四十六条　削除

（給食従業員の検便）

第四十七条　事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配

置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない。

（歯科医師による健康診断）

第四十八条　事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業

務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

（健康診断の指示）

第四十九条　法第六十六条第四項の規定による指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項

を記載した文書により行なうものとする。

（労働者の希望する医師等による健康診断の証明）

第五十条　法第六十六条第五項ただし書の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならな

い。

（自発的健康診断）

第五十条の二　法第六十六条の二の厚生労働省令で定める要件は、常時使用され、同条の自ら受けた健康診断を受けた日前六月間を平均し

て一月当たり四回以上同条の深夜業に従事したこととする。

第五十条の三　前条で定める要件に該当する労働者は、第四十四条第一項各号に掲げる項目の全部又は一部について、自ら受けた医師によ

る健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。ただし、当該健康診断を受けた日から三月を経過したときは、この

限りでない。

第五十条の四　法第六十六条の二の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。

（健康診断結果の記録の作成）

第五十一条　事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項の規定に

よる指示を受けて行つた健康診断（同条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条

等の健康診断」という。）又は法第六十六条の二の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票（様式第五号）を作成して、こ

れを五年間保存しなければならない。

（健康診断の結果についての医師等からの意見聴取）

第五十一条の二　第四十三条等の健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定める

ところにより行わなければならない。

一　第四十三条等の健康診断が行われた日（法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書

面を事業者に提出した日）から三月以内に行うこと。

二　聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

２　法第六十六条の二の自ら受けた健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところによ

り行わなければならない。

一　当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から二月以内に行うこと。

二　聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

３　事業者は、医師又は歯科医師から、前二項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やか

に、これを提供しなければならない。

（指針の公表）

第五十一条の三　第二十四条の規定は、法第六十六条の五第二項の規定による指針の公表について準用する。

（健康診断の結果の通知）

第五十一条の四　事業者は、法第六十六条第四項又は第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断を受けた

労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

（健康診断結果報告）

第五十二条　常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断（第四十四条又は第四十五条の健康診断であつて定期のものに限る。

以下この項において同じ。）を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告

しなければならない。

一　労働保険番号

二　事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号

三　常時使用する労働者の数

四　報告の対象となる期間、当該期間の属する年における報告の回数及び健康診断の実施年月日

五　健康診断の実施機関の名称及び所在地

六　健康診断を受けた労働者の数及び第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
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七　第四十四条第一項第三号（聴力の検査に限る。）及び第四号から第十一号までに掲げる項目について健康診断を受けた労働者の当該

項目ごとの数並びに当該項目について異常所見があると診断された労働者の当該項目ごとの数

八　前号の項目のいずれかについて異常所見があると診断された労働者の数及び医師による指示のあつた労働者の数

九　産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地

十　報告年月日及び事業者の職氏名

２　事業者は、健康診断（第四十八条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。）を行つたときは、遅滞なく、電

子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

一　前項第一号から第三号まで及び第十号に掲げる事項

二　報告の対象となる期間、当該期間の属する年における報告の回数及び健康診断の実施年月日

三　健康診断の実施機関の名称及び所在地

四　事業場において取り扱う令第二十二条第三項に掲げる物の名称、当該物を取り扱う業務の内容及び当該業務に従事する労働者の数

五　健康診断を受けた労働者の数及び異常所見があると診断された労働者の数

六　産業医を選任している場合は当該産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地

第一節の三　長時間にわたる労働に関する面接指導等

（面接指導の対象となる労働者の要件等）

第五十二条の二　法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合

におけるその超えた時間が一月当たり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月

以内に法第六十六条の八第一項又は第六十六条の八の二第一項に規定する面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて法

第六十六条の八第一項に規定する面接指導（以下この節において「法第六十六条の八の面接指導」という。）を受ける必要がないと医師

が認めたものを除く。

２　前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。

３　事業者は、第一項の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同項の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた労働者に対し、当

該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。

（面接指導の実施方法等）

第五十二条の三　法第六十六条の八の面接指導は、前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。

２　前項の申出は、前条第二項の期日後、遅滞なく、行うものとする。

３　事業者は、労働者から第一項の申出があつたときは、遅滞なく、法第六十六条の八の面接指導を行わなければならない。

４　産業医は、前条第一項の要件に該当する労働者に対して、第一項の申出を行うよう勧奨することができる。

（面接指導における確認事項）

第五十二条の四　医師は、法第六十六条の八の面接指導を行うに当たつては、前条第一項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項に

ついて確認を行うものとする。

一　当該労働者の勤務の状況

二　当該労働者の疲労の蓄積の状況

三　前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況

（労働者の希望する医師による面接指導の証明）

第五十二条の五　法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、当該労働者の受けた法第六十六条の八の面接指導について、次に掲げる事項

を記載したものでなければならない。

一　実施年月日

二　当該労働者の氏名

三　法第六十六条の八の面接指導を行つた医師の氏名

四　当該労働者の疲労の蓄積の状況

五　前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況

（面接指導結果の記録の作成）

第五十二条の六　事業者は、法第六十六条の八の面接指導（法第六十六条の八第二項ただし書の場合において当該労働者が受けたものを含

む。次条において同じ。）の結果に基づき、当該法第六十六条の八の面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければな

らない。

２　前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び法第六十六条の八第四項の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。

（面接指導の結果についての医師からの意見聴取）

第五十二条の七　法第六十六条の八の面接指導の結果に基づく法第六十六条の八第四項の規定による医師からの意見聴取は、当該法第六十

六条の八の面接指導が行われた後（同条第二項ただし書の場合にあつては、当該労働者が当該法第六十六条の八の面接指導の結果を証明

する書面を事業者に提出した後）、遅滞なく行わなければならない。

（法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間等）

第五十二条の七の二　法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働さ

せた場合におけるその超えた時間について、一月当たり百時間とする。

２　第五十二条の二第二項、第五十二条の三第一項及び第五十二条の四から前条までの規定は、法第六十六条の八の二第一項に規定する面

接指導について準用する。この場合において、第五十二条の二第二項中「前項」とあるのは「第五十二条の七の二第一項」と、第五十二

条の三第一項中「前条第一項の要件に該当する労働者の申出により」とあるのは「前条第二項の期日後、遅滞なく」と、第五十二条の四

中「前条第一項の申出を行つた労働者」とあるのは「労働者」と読み替えるものとする。

（法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法等）

第五十二条の七の三　法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子

計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。

２　事業者は、前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、三年間保存するための必要な措置を講じなければなら

ない。

（法第六十六条の八の四第一項の厚生労働省令で定める時間等）

第五十二条の七の四　法第六十六条の八の四第一項の厚生労働省令で定める時間は、一週間当たりの健康管理時間（労働基準法（昭和二十

二年法律第四十九号）第四十一条の二第一項第三号に規定する健康管理時間をいう。）が四十時間を超えた場合におけるその超えた時間

について、一月当たり百時間とする。
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２　第五十二条の二第二項、第五十二条の三第一項及び第五十二条の四から第五十二条の七までの規定は、法第六十六条の八の四第一項に

規定する面接指導について準用する。この場合において、第五十二条の二第二項中「前項」とあるのは「第五十二条の七の四第一項」

と、第五十二条の三第一項中「前条第一項の要件に該当する労働者の申出により」とあるのは「前条第二項の期日後、遅滞なく、」と、

第五十二条の四中「前条第一項の申出を行つた労働者」とあるのは「労働者」と読み替えるものとする。

（法第六十六条の九の必要な措置の実施）

第五十二条の八　法第六十六条の九の必要な措置は、法第六十六条の八の面接指導の実施又は法第六十六条の八の面接指導に準ずる措置

（第三項に該当する者にあつては、法第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導の実施）とする。

２　労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者以外の労働者に対して行う法第六十六条の九の必要な措置は、事業場に

おいて定められた当該必要な措置の実施に関する基準に該当する者に対して行うものとする。

３　労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者に対して行う法第六十六条の九の必要な措置は、当該労働者の申出によ

り行うものとする。

第一節の四　心理的な負担の程度を把握するための検査等

（心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法）

第五十二条の九　事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項

に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査（以下この節において「検査」という。）を行わなければならない。

一　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

二　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

三　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

（検査の実施者等）

第五十二条の十　法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者（以下この節において「医師等」という。）とする。

一　医師

二　保健師

三　検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は

公認心理師

２　検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはな

らない。

（検査結果等の記録の作成等）

第五十二条の十一　事業者は、第五十二条の十三第二項に規定する場合を除き、検査を行つた医師等による当該検査の結果の記録の作成の

事務及び当該検査の実施の事務に従事した者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。

（検査結果の通知）

第五十二条の十二　事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行つた医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるように

しなければならない。

（労働者の同意の取得等）

第五十二条の十三　法第六十六条の十第二項後段の規定による労働者の同意の取得は、書面又は電磁的記録によらなければならない。

２　事業者は、前項の規定により検査を受けた労働者の同意を得て、当該検査を行つた医師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた

場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。

（検査結果の集団ごとの分析等）

第五十二条の十四　事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働

者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。

２　事業者は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心

理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

（面接指導の対象となる労働者の要件）

第五十二条の十五　法第六十六条の十第三項の厚生労働省令で定める要件は、検査の結果、心理的な負担の程度が高い者であつて、同項に

規定する面接指導（以下この節において「面接指導」という。）を受ける必要があると当該検査を行つた医師等が認めたものであること

とする。

（面接指導の実施方法等）

第五十二条の十六　法第六十六条の十第三項の規定による申出（以下この条及び次条において「申出」という。）は、前条の要件に該当す

る労働者が検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする。

２　事業者は、前条の要件に該当する労働者から申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。

３　検査を行つた医師等は、前条の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができる。

（面接指導における確認事項）

第五十二条の十七　医師は、面接指導を行うに当たつては、申出を行つた労働者に対し、第五十二条の九各号に掲げる事項のほか、次に掲

げる事項について確認を行うものとする。

一　当該労働者の勤務の状況

二　当該労働者の心理的な負担の状況

三　前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況

（面接指導結果の記録の作成）

第五十二条の十八　事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。

２　前項の記録は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

一　実施年月日

二　当該労働者の氏名

三　面接指導を行つた医師の氏名

四　法第六十六条の十第五項の規定による医師の意見

（面接指導の結果についての医師からの意見聴取）

第五十二条の十九　面接指導の結果に基づく法第六十六条の十第五項の規定による医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞な

く行わなければならない。
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（指針の公表）

第五十二条の二十　第二十四条の規定は、法第六十六条の十第七項の規定による指針の公表について準用する。

（検査及び面接指導結果の報告）

第五十二条の二十一　常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、電子情報処理組織を使用して、検査及

び面接指導の結果等について、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

一　労働保険番号

二　事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号

三　常時使用する労働者の数

四　報告の対象となる期間及び検査の実施年月

五　検査を受けた労働者の数及び面接指導を受けた労働者の数

六　検査を実施した者が次のイからハまでのいずれに該当するかの別

イ　事業者が選任した産業医

ロ　当該事業場に所属する医師（イに掲げる産業医以外の医師に限る。）、保健師、歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師

ハ　検査を委託した医師、保健師、歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師

七　面接指導を実施した医師が次のイからハまでのいずれに該当するかの別

イ　事業者が選任した産業医

ロ　当該事業場に所属する医師（イに掲げる産業医以外の医師に限る。）

ハ　検査を委託した医師

八　検査の結果についての第五十二条の十四第一項の規定に基づく集団ごとの分析の実施の有無

九　産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地

十　報告年月日及び事業者の職氏名

第二節　健康管理手帳

（令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所）

第五十二条の二十二　令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所は、屋内作業場等（屋内作業場及び有機溶剤中毒予防規則（昭和

四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。）第一条第二項各号に掲げる場所をいう。）とする。

（健康管理手帳の交付）

第五十三条　法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める要件に該当する者は、労働基準法の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げ

る業務に従事し、その従事した業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生

労働大臣が定める要件に該当する者とする。

業務 要件

令第二十三条第一号、第二号又は第十二

号の業務

当該業務に三月以上従事した経験を有すること。

令第二十三条第三号の業務 じん肺法（昭和三十五年法律第三十号）第十三条第二項（同法第十五条第三項、第十六条第

二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。）の規定により決定されたじん肺

管理区分が管理二又は管理三であること。

令第二十三条第四号の業務 当該業務に四年以上従事した経験を有すること。

令第二十三条第五号の業務 当該業務に五年以上従事した経験を有すること。

令第二十三条第六号の業務 当該業務に五年以上従事した経験を有すること。

令第二十三条第七号の業務 当該業務に三年以上従事した経験を有すること。

令第二十三条第八号の業務 両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。

令第二十三条第九号の業務 当該業務に三年以上従事した経験を有すること。

令第二十三条第十号の業務 当該業務に四年以上従事した経験を有すること。

令第二十三条第十一号の業務（石綿等

（令第六条第二十三号に規定する石綿等を

いう。以下同じ。）を製造し、又は取り扱

う業務に限る。）

次のいずれかに該当すること。

一　両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。

二　石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若し

くは除去の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解

体、破砕等の作業（吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。）に一年以上従事した経験を

有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から十年以上を経過していること。

三　石綿等を取り扱う作業（前号の作業を除く。）に十年以上従事した経験を有しているこ

と。

四　前二号に掲げる要件に準ずるものとして厚生労働大臣が定める要件に該当すること。

令第二十三条第十一号の業務（石綿等を

製造し、又は取り扱う業務を除く。）

両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。

令第二十三条第十三号の業務 当該業務に二年以上従事した経験を有すること。

令第二十三条第十四号の業務 当該業務に五年以上従事した経験を有すること。

令第二十三条第十五号の業務 当該業務に二年以上従事した経験を有すること。

２　健康管理手帳（以下「手帳」という。）の交付は、前項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働局長（離職

の後に同項に規定する要件に該当する者にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長）が行うものとする。

３　前項の申請をしようとする者は、健康管理手帳交付申請書（様式第七号）に第一項の要件に該当する事実を証する書類（当該書類がな

い場合には、当該事実についての申立て書）（令第二十三条第八号又は第十一号の業務に係る前項の申請（同号の業務に係るものについ

ては、第一項の表令第二十三条第十一号の業務（石綿等（令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。）を製造し、又は取

り扱う業務に限る。）の項第二号から第四号までの要件に該当することを理由とするものを除く。）をしようとする者にあつては、胸部の

エックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真を含む。）を添えて、所轄都道府県労働局長（離職の後に第一項の要件に該当

する者にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長）に提出しなければならない。

（手帳の様式）

第五十四条　手帳は、様式第八号による。
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（受診の勧告）

第五十五条　都道府県労働局長は、手帳を交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けるこ

とを勧告するものとする。

第五十六条　都道府県労働局長は、前条の勧告をするときは、手帳の交付を受ける者に対し、その者が受ける健康診断の回数、方法その他

当該健康診断を受けることについて必要な事項を通知するものとする。

（手帳の提出等）

第五十七条　手帳の交付を受けた者（以下「手帳所持者」という。）は、第五十五条の勧告に係る健康診断（以下この条において「健康診

断」という。）を受けるときは、手帳を当該健康診断を行なう医療機関に提出しなければならない。

２　前項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行なつたときは、その結果をその者の手帳に記載しなければならない。

３　第一項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行つたときは、遅滞なく、様式第九号による報告書を当該医療機関の所在地を管轄

する都道府県労働局長に提出しなければならない。

（手帳の書替え）

第五十八条　手帳所持者は、氏名又は住所を変更したときは、三十日以内に、健康管理手帳書替申請書（様式第十号）に手帳を添えてその

者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の書替えを受けなければならない。

（手帳の再交付）

第五十九条　手帳所持者は、手帳を滅失し、又は損傷したときは、健康管理手帳再交付申請書（様式第十号）をその者の住所を管轄する都

道府県労働局長に提出し、手帳の再交付を受けなければならない。

２　手帳を損傷した者が前項の申請をするときは、当該申請書にその手帳を添えなければならない。

３　手帳所持者は、手帳の再交付を受けた後、滅失した手帳を発見したときは、速やかに、これを第一項の都道府県労働局長に返還しなけ

ればならない。

（手帳の返還）

第六十条　手帳所持者が死亡したときは、当該手帳所持者の相続人又は法定代理人は、遅滞なく、手帳をその者の住所を管轄する都道府県

労働局長に返還しなければならない。

第三節　病者の就業禁止

第六十一条　事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者に

ついて伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。

一　病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者

二　心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者

三　前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者

２　事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならな

い。

第四節　指針の公表

第六十一条の二　第二十四条の規定は、法第七十条の二第一項の規定による指針の公表について準用する。

第六章の二　快適な職場環境の形成のための措置

第六十一条の三　都道府県労働局長は、事業者が快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し必要な計画を作成し、提出した場合にお

いて、当該計画が法第七十一条の三の指針に照らして適切なものであると認めるときは、その旨の認定をすることができる。

２　都道府県労働局長は、法第七十一条の四の援助を行うに当たつては、前項の認定を受けた事業者に対し、特別の配慮をするものとす

る。

第七章　免許等

第一節　免許

（免許を受けることができる者）

第六十二条　法第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許（以下「免許」という。）を受けることができる者は、別表第四の

上欄に掲げる免許の種類に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。

（免許の欠格事項）

第六十三条　ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、発破技士免許又は揚貨装置運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号

の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。

（免許の重複取得の禁止）

第六十四条　免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。ただし、次の各号に掲げる者が、

当該各号に定める免許を受けるときは、この限りでない。

一　クレーン等安全規則（昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。）第二百二十四条の四第一項の規定により取

り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーン（クレーン則第二百二十三条第三号に規定する床上運転式クレーンをいう。以下

同じ。）に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者　取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリッ

ク運転士免許又は同条第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許

二　クレーン則第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転

士免許を受けている者　取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許

（法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者）

第六十五条　発破技士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務

を適正に行うに当たつて必要なせん孔機械、装てん機若しくは発破器の操作、結線又は不発の装薬若しくは残薬の点検及び処理を適切に

行うことができない者とする。

２　揚貨装置運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を

適正に行うに当たつて必要な揚貨装置の操作又は揚貨装置の周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。

３　ガス溶接作業主任者免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業

務を適正に行うに当たつて必要な溶接機器の操作を適切に行うことができない者とする。

（障害を補う手段等の考慮）

第六十五条の二　都道府県労働局長は、発破技士免許、揚貨装置運転士免許又はガス溶接作業主任者免許の申請を行つた者がそれぞれ前条

第一項、第二項又は第三項に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が
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現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮し

なければならない。

（条件付免許）

第六十五条の三　都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作

業についての必要な条件を付して、発破技士免許又はガス溶接作業主任者免許を与えることができる。

２　都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる揚貨装置の種類を限定し、その他作業

についての必要な条件を付して、揚貨装置運転士免許を与えることができる。

（免許の取消し等）

第六十六条　法第七十四条第二項第五号の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。

一　当該免許試験の受験についての不正その他の不正の行為があつたとき。

二　免許証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

三　免許を受けた者から当該免許の取消しの申請があつたとき。

（免許証の交付）

第六十六条の二　免許は、免許証（様式第十一号）を交付して行う。この場合において、同一人に対し、日を同じくして二以上の種類の免

許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代える

ものとする。

２　免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が

現に受けている免許に係る事項（その者が現に受けている免許の中にその異なる種類の免許の下級の資格についての免許がある場合にあ

つては、当該下級の資格についての免許に係る事項を除く。）を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。

３　クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリ

ック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許若しくは同条

第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を与えるとき又は同項の規定

により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うこと

のできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許を与えるときは、クレーン・デリック運転士免許に係る免許証を、その

者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。この場合において、その者がクレーン・デリック運転士免許と異なる種類の免許

を現に受けているときは、当該クレーン・デリック運転士免許に係る免許証に、当該異なる種類の免許に係る事項を記載するものとす

る。

（免許の申請手続）

第六十六条の三　免許試験に合格した者で、免許を受けようとするもの（次項の者を除く。）は、当該免許試験に合格した後、遅滞なく、

免許申請書（様式第十二号）を当該免許試験を行つた都道府県労働局長に提出しなければならない。

２　法第七十五条の二の指定試験機関（以下「指定試験機関」という。）が行う免許試験に合格した者で、免許を受けようとするものは、

当該免許試験に合格した後、遅滞なく、前項の免許申請書に第七十一条の二に規定する書面を添えて当該免許試験を行つた指定試験機関

の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

３　免許試験に合格した者以外の者で、免許を受けようとするものは、第一項の免許申請書をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に

提出しなければならない。

（免許証の再交付又は書替え）

第六十七条　免許証の交付を受けた者で、当該免許に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷し

たときは、免許証再交付申請書（様式第十二号）を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局

長に提出し、免許証の再交付を受けなければならない。

２　前項に規定する者は、氏名を変更したときは、免許証書替申請書（様式第十二号）を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその

者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の書替えを受けなければならない。

（免許の取消しの申請手続）

第六十七条の二　免許を受けた者は、当該免許の取消しの申請をしようとするときは、免許取消申請書（様式第十三号）を免許証の交付を

受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

（免許証の返還）

第六十八条　法第七十四条の規定により免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返

還しなければならない。

２　前項の規定により免許証の返還を受けた都道府県労働局長は、当該免許証に当該取消しに係る免許と異なる種類の免許に係る事項が記

載されているときは、当該免許証から当該取消しに係る免許に係る事項を抹消して、免許証の再交付を行うものとする。

（免許試験）

第六十九条　法第七十五条第一項の厚生労働省令で定める免許試験の区分は、次のとおりとする。

一　第一種衛生管理者免許試験

一の二　第二種衛生管理者免許試験

二　高圧室内作業主任者免許試験

三　ガス溶接作業主任者免許試験

四　林業架線作業主任者免許試験

五　特級ボイラー技士免許試験

六　一級ボイラー技士免許試験

七　二級ボイラー技士免許試験

八　エツクス線作業主任者免許試験

八の二　ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験

九　発破技士免許試験

十　揚貨装置運転士免許試験

十一　特別ボイラー溶接士免許試験

十二　普通ボイラー溶接士免許試験

十三　ボイラー整備士免許試験

十四　クレーン・デリック運転士免許試験
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十五　移動式クレーン運転士免許試験

十六　潜水士免許試験

（受験資格、試験科目等）

第七十条　前条第一号、第一号の二、第三号、第四号、第九号及び第十号の免許試験の受験資格及び試験科目並びにこれらの免許試験につ

いて法第七十五条第三項の規定により試験科目の免除を受けることができる者及び免除する試験科目は、別表第五のとおりとする。

（受験手続）

第七十一条　免許試験を受けようとする者は、免許試験受験申請書（様式第十四号）を都道府県労働局長（指定試験機関が行う免許試験を

受けようとする者にあつては、指定試験機関）に提出しなければならない。

（合格の通知）

第七十一条の二　都道府県労働局長又は指定試験機関は、免許試験に合格した者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

（免許試験の細目）

第七十二条　前三条に定めるもののほか、第六十九条第一号、第一号の二、第三号、第四号、第九号及び第十号に掲げる免許試験の実施に

ついて必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第二節　教習

第七十三条　削除

（教習科目）

第七十四条　揚貨装置運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。

一　揚貨装置の基本運転

二　揚貨装置の応用運転

三　合図の基本作業

（教習を受けるための手続）

第七十五条　法第七十五条第三項の教習（以下「教習」という。）を受けようとする者は、様式第十五号による申込書を当該教習を行う法

第七十七条第三項の登録教習機関（以下「登録教習機関」という。）に提出しなければならない。

（教習修了証の交付）

第七十六条　教習を行つた登録教習機関は、当該教習を修了した者に対し、遅滞なく、教習修了証（様式第十六号）を交付しなければなら

ない。

（教習の細目）

第七十七条　前三条に定めるもののほか、揚貨装置運転実技教習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第三節　技能講習

第七十八条　削除

（技能講習の受講資格及び講習科目）

第七十九条　法別表第十八第一号から第十七号まで及び第二十八号から第三十五号までに掲げる技能講習の受講資格及び講習科目は、別表

第六のとおりとする。

（受講手続）

第八十条　技能講習を受けようとする者は、技能講習受講申込書（様式第十五号）を当該技能講習を行う登録教習機関に提出しなければな

らない。

（技能講習修了証の交付）

第八十一条　技能講習を行つた登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証（様式第十七号）を交付しなけ

ればならない。

（技能講習修了証の再交付等）

第八十二条　技能講習修了証の交付を受けた者で、当該技能講習に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失

し、又は損傷したときは、第三項に規定する場合を除き、技能講習修了証再交付申込書（様式第十八号）を技能講習修了証の交付を受け

た登録教習機関に提出し、技能講習修了証の再交付を受けなければならない。

２　前項に規定する者は、氏名を変更したときは、第三項に規定する場合を除き、技能講習修了証書替申込書（様式第十八号）を技能講習

修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の書替えを受けなければならない。

３　第一項に規定する者は、技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関が当該技能講習の業務を廃止した場合（当該登録を取り消された

場合及び当該登録がその効力を失つた場合を含む。）及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令（昭和

四十七年労働省令第四十四号）第二十四条第一項ただし書に規定する場合に、これを滅失し、若しくは損傷したとき又は氏名を変更した

ときは、技能講習修了証明書交付申込書（様式第十八号）を同項ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する機関に提出し、当該技能講

習を修了したことを証する書面の交付を受けなければならない。

４　前項の場合において、厚生労働大臣が指定する機関は、同項の書面の交付を申し込んだ者が同項に規定する技能講習以外の技能講習を

修了しているときは、当該技能講習を行つた登録教習機関からその者の当該技能講習の修了に係る情報の提供を受けて、その者に対し

て、同項の書面に当該技能講習を修了した旨を記載して交付することができる。

（都道府県労働局長が技能講習の業務を行う場合における規定の適用）

第八十二条の二　法第七十七条第三項において準用する法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が技能講習の業務の全部又

は一部を自ら行う場合における前三条の規定の適用については、第八十条、第八十一条並びに前条第一項及び第二項中「登録教習機関」

とあるのは、「都道府県労働局長又は登録教習機関」とする。

（技能講習の細目）

第八十三条　第七十九条から前条までに定めるもののほか、法別表第十八第一号から第十七号まで及び第二十八号から第三十五号までに掲

げる技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第八章　特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画

（特別安全衛生改善計画の作成の指示等）

第八十四条　法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める重大な労働災害は、労働災害のうち、次の各号のいずれかに該当するものとす

る。

一　労働者が死亡したもの

二　労働者が負傷し、又は疾病にかかつたことにより、労働者災害補償保険法施行規則（昭和三十年労働省令第二十二号）別表第一第一

級の項から第七級の項までの身体障害欄に掲げる障害のいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの
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２　法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

一　前項の重大な労働災害（以下この条において「重大な労働災害」という。）を発生させた事業者が、当該重大な労働災害を発生させ

た日から起算して三年以内に、当該重大な労働災害が発生した事業場以外の事業場において、当該重大な労働災害と再発を防止するた

めの措置が同様である重大な労働災害を発生させた場合

二　前号の事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害が、い

ずれも当該事業者が法、じん肺法若しくは作業環境測定法（昭和五十年法律第二十八号）若しくはこれらに基づく命令の規定又は労働

基準法第三十六条第六項第一号、第六十二条第一項若しくは第二項、第六十三条、第六十四条の二若しくは第六十四条の三第一項若し

くは第二項若しくはこれらの規定に基づく命令の規定に違反して発生させたものである場合

３　法第七十八条第一項の規定による指示は、厚生労働大臣が、特別安全衛生改善計画作成指示書（様式第十九号）により行うものとす

る。

４　法第七十八条第一項の規定により特別安全衛生改善計画（同項に規定する特別安全衛生改善計画をいう。以下この条及び次条において

同じ。）の作成を指示された事業者は、特別安全衛生改善計画作成指示書に記載された提出期限までに次に掲げる事項を記載した特別安

全衛生改善計画を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二　計画の対象とする事業場

三　計画の期間及び実施体制

四　当該事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害の再発を

防止するための措置

五　前各号に掲げるもののほか、前号の重大な労働災害の再発を防止するため必要な事項

５　特別安全衛生改善計画には、法第七十八条第二項に規定する意見が記載された書類を添付しなければならない。

（特別安全衛生改善計画の変更の指示等）

第八十四条の二　法第七十八条第四項の規定による変更の指示は、厚生労働大臣が、特別安全衛生改善計画変更指示書（様式第十九号の

二）により行うものとする。

２　法第七十八条第四項の規定により特別安全衛生改善計画の変更を指示された事業者は、特別安全衛生改善計画変更指示書に記載された

提出期限までに特別安全衛生改善計画を変更し、特別安全衛生改善計画変更届（様式第十九号の三）により、これを厚生労働大臣に提出

しなければならない。

（安全衛生改善計画の作成の指示）

第八十四条の三　法第七十九条第一項の規定による指示は、所轄都道府県労働局長が、安全衛生改善計画作成指示書（様式第十九号の四）

により行うものとする。

第九章　監督等

（計画の届出をすべき機械等）

第八十五条　法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機

械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。

一　機械集材装置、運材索道（架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運

搬する設備をいう。以下同じ。）、架設通路及び足場以外の機械等（法第三十七条第一項の特定機械等及び令第六条第十四号の型枠支保

工（以下「型枠支保工」という。）を除く。）で、六月未満の期間で廃止するもの

二　機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が六十日未満のもの

（計画の届出等）

第八十六条　事業者は、別表第七の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするとき

は、法第八十八条第一項の規定により、様式第二十号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面

及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

２　特定化学物質障害予防規則（昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。）第四十九条第一項の規定による申請をした

者が行う別表第七の十六の項から二十の三の項までの上欄に掲げる機械等の設置については、法第八十八条第一項の規定による届出は要

しないものとする。

３　石綿則第四十七条第一項又は第四十八条の三第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の二十五の項の上欄に掲げる機械等の設

置については、法第八十八条第一項の規定による届出は要しないものとする。

（法第八十八条第一項ただし書の厚生労働省令で定める措置）

第八十七条　法第八十八条第一項ただし書の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

一　法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置

二　前号に掲げるもののほか、第二十四条の二の指針に従つて事業者が行う自主的活動

（認定の単位）

第八十七条の二　法第八十八条第一項ただし書の規定による認定（次条から第八十八条までにおいて「認定」という。）は、事業場ごとに、

所轄労働基準監督署長が行う。

（欠格事項）

第八十七条の三　次のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。

一　法又は法に基づく命令の規定（認定を受けようとする事業場に係るものに限る。）に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行

を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二　認定を受けようとする事業場について第八十七条の九の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しな

い者

三　法人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

（認定の基準）

第八十七条の四　所轄労働基準監督署長は、認定を受けようとする事業場が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、認定を行わな

ければならない。

一　第八十七条の措置を適切に実施していること。

二　労働災害の発生率が、当該事業場の属する業種における平均的な労働災害の発生率を下回つていると認められること。

三　申請の日前一年間に労働者が死亡する労働災害その他の重大な労働災害が発生していないこと。
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（認定の申請）

第八十七条の五　認定の申請をしようとする事業者は、認定を受けようとする事業場ごとに、計画届免除認定申請書（様式第二十号の二）

に次に掲げる書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一　第八十七条の三各号に該当しないことを説明した書面

二　第八十七条の措置の実施状況について、申請の日前三月以内に二人以上の安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れ

た識見を有する者による評価を受け、当該措置を適切に実施していると評価されたことを証する書面及び当該評価の概要を記載した

書面

三　前号の評価について、一人以上の安全に関して優れた識見を有する者及び一人以上の衛生に関して優れた識見を有する者による監査

を受けたことを証する書面

四　前条第二号及び第三号に掲げる要件に該当することを証する書面（当該書面がない場合には、当該事実についての申立書）

２　前項第二号及び第三号の安全に関して優れた識見を有する者とは、次のいずれかに該当する者であつて認定の実施について利害関係を

有しないものをいう。

一　労働安全コンサルタントとして三年以上その業務に従事した経験を有する者で、第二十四条の二の指針に従つて事業者が行う自主的

活動の実施状況についての評価を三件以上行つたもの

二　前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

３　第一項第二号及び第三号の衛生に関して優れた識見を有する者とは、次のいずれかに該当する者であつて認定の実施について利害関係

を有しないものをいう。

一　労働衛生コンサルタントとして三年以上その業務に従事した経験を有する者で、第二十四条の二の指針に従つて事業者が行う自主的

活動の実施状況についての評価を三件以上行つたもの

二　前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

４　所轄労働基準監督署長は、認定をしたときは、様式第二十号の三による認定証を交付するものとする。

（認定の更新）

第八十七条の六　認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

２　第八十七条の三、第八十七条の四及び前条第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。

（実施状況等の報告）

第八十七条の七　認定を受けた事業者は、認定に係る事業場（次条において「認定事業場」という。）ごとに、一年以内ごとに一回、実施

状況等報告書（様式第二十号の四）に第八十七条の措置の実施状況について行つた監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監

督署長に提出しなければならない。

（措置の停止）

第八十七条の八　認定を受けた事業者は、認定事業場において第八十七条の措置を行わなくなつたときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基

準監督署長に届け出なければならない。

（認定の取消し）

第八十七条の九　所轄労働基準監督署長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことがで

きる。

一　第八十七条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二　第八十七条の四第一号又は第二号に適合しなくなつたと認めるとき。

三　第八十七条の四第三号に掲げる労働災害を発生させたとき。

四　第八十七条の七の規定に違反して、同条の報告書及び書面を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。

五　不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。

（建設業の特例）

第八十八条　第八十七条の二の規定にかかわらず、建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕事の請負契約を締結してい

る事業場ごとに認定を行う。

２　前項の認定についての次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八十七条の三第一号 事業場 建設業に属する事業の仕事に係る請負契約を締結している事業場及び当

該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場（以下「店

社等」という。）

第八十七条の四 事業場が 店社等が

　 当該事業場の属する業種 建設業

第八十七条の七 認定に係る事業場（次条において「認

定事業場」という。）

認定に係る店社等

第八十七条の八 認定事業場 認定に係る店社等

（仕事の範囲）

第八十九条　法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。

一　高さが三百メートル以上の塔の建設の仕事

二　堤高（基礎地盤から堤頂までの高さをいう。）が百五十メートル以上のダムの建設の仕事

三　 大支間五百メートル（つり橋にあつては、千メートル）以上の橋
りよう

梁 の建設の仕事

四　長さが三千メートル以上のずい道等の建設の仕事

五　長さが千メートル以上三千メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが五十メートル以上のたて坑（通路として使用されるもの

に限る。）の掘削を伴うもの

六　ゲージ圧力が〇・三メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事

第九十条　法第八十八条第三項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。

一　高さ三十一メートルを超える建築物又は工作物（橋
りよう

梁 を除く。）の建設、改造、解体又は破壊（以下「建設等」という。）の仕事

二　 大支間五十メートル以上の橋
りよう

梁 の建設等の仕事

二の二　 大支間三十メートル以上五十メートル未満の橋
りよう

梁 の上部構造の建設等の仕事（第十八条の二の二の場所において行われるも

のに限る。）
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三　ずい道等の建設等の仕事（ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。）

四　掘削の高さ又は深さが十メートル以上である地山の掘削（ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。）の作業

（掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。）を行う仕事

五　圧気工法による作業を行う仕事

五の二　建築物、工作物又は船舶（鋼製の船舶に限る。次号において同じ。）に吹き付けられている石綿等（石綿等が使用されている仕

上げ用塗り材を除く。）の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事

五の三　建築物、工作物又は船舶に張り付けられている石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材（耐火性能を有する被覆材をいう。）

等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業（石綿等の粉じんを著しく発散するおそれのあるものに限る。）を行う仕事

五の四　ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉（火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が

一時間当たり二〇〇キログラム以上のものに限る。）を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体

等の仕事

六　掘削の高さ又は深さが十メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事

七　坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事

（建設業に係る計画の届出）

第九十一条　建設業に属する事業の仕事について法第八十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一号による届書に

次の書類及び圧気工法による作業を行う仕事に係る場合にあつては圧気工法作業摘要書（様式第二十一号の二）を添えて厚生労働大臣に

提出しなければならない。ただし、圧気工法作業摘要書を提出する場合においては、次の書類の記載事項のうち圧気工法作業摘要書の記

載事項と重複する部分の記入は、要しないものとする。

一　仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面

二　建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面

三　工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面

四　工法の概要を示す書面又は図面

五　労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面

六　工程表

２　前項の規定は、法第八十八条第三項の規定による届出について準用する。この場合において、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「所

轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

（土石採取業に係る計画の届出）

第九十二条　土石採取業に属する事業の仕事について法第八十八条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一号による届

書に次の書類を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一　仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面

二　機械、設備、建設物等の配置を示す図面

三　採取の方法を示す書面又は図面

四　労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面

（資格を有する者の参画に係る工事又は仕事の範囲）

第九十二条の二　法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める工事は、別表第七の上欄第十号及び第十二号に掲げる機械等を設置し、若し

くは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する工事とする。

２　法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める仕事は、第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事（同条第一号から第三号までに掲げ

る仕事にあつては、建設の仕事に限る。）とする。

（計画の作成に参画する者の資格）

第九十二条の三　法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、別表第九の上欄に掲げる工事又は仕事の区分に応じて、

同表の下欄に掲げる者とする。

（技術上の審査）

第九十三条　厚生労働大臣は、法第八十九条第二項の規定により学識経験者の意見をきくときは、次条の審査委員候補者名簿に記載されて

いる者のうちから、審査すべき内容に応じて、審査委員を指名するものとする。

（審査委員候補者名簿）

第九十四条　厚生労働大臣は、安全又は衛生について高度の専門的な知識を有する者のうちから、審査委員候補者を委嘱して審査委員候補

者名簿を作成し、これを公表するものとする。

（計画の範囲）

第九十四条の二　法第八十九条の二第一項の厚生労働省令で定める計画は、次の仕事の計画とする。

一　高さが百メートル以上の建築物の建設の仕事であつて、次のいずれかに該当するもの

イ　埋設物その他地下に存する工作物（第二編第六章第一節及び第六百三十四条の二において「埋設物等」という。）がふくそうする

場所に近接する場所で行われるもの

ロ　当該建築物の形状が円筒形である等特異であるもの

二　堤高が百メートル以上のダムの建設の仕事であつて、車両系建設機械（令別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定

の場所に自走できるものをいう。以下同じ。）の転倒、転落等のおそれのある傾斜地において当該車両系建設機械を用いて作業が行わ

れるもの

三　 大支間三百メートル以上の橋
りよう

梁 の建設の仕事であつて、次のいずれかに該当するもの

イ　当該橋
りよう

梁 のけたが曲線けたであるもの

ロ　当該橋
りよう

梁 のけた下高さが三十メートル以上のもの

四　長さが千メートル以上のずい道等の建設の仕事であつて、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険が生ずるおそれがあると認め

られるもの

五　掘削する土の量が二十万立方メートルを超える掘削の作業を行う仕事であつて、次のいずれかに該当するもの

イ　当該作業が地質が軟弱である場所において行われるもの

ロ　当該作業が狭あいな場所において車両系建設機械を用いて行われるもの

六　ゲージ圧力が〇・二メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事であつて、次のいずれかに該当するもの

イ　当該作業が地質が軟弱である場所において行われるもの

ロ　当該作業を行う場所に近接する場所で当該作業と同時期に掘削の作業が行われるもの

29



（審査の対象除外）

第九十四条の三　法第八十九条の二第一項ただし書の厚生労働省令で定める計画は、国又は地方公共団体その他の公共団体が法第三十条第

二項に規定する発注者として注文する建設業に属する事業の仕事の計画とする。

（技術上の審査等）

第九十四条の四　第九十三条及び第九十四条の規定は、法第八十九条の二第一項の審査について準用する。この場合において、第九十三条

中「法第八十九条第二項」とあるのは、「法第八十九条の二第二項において準用する法第八十九条第二項」と読み替えるものとする。

（労働基準監督署長及び労働基準監督官）

第九十五条　労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、法に基づく省令に定めるもののほか、法の施行に関する事務を

つかさどる。

２　労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。

３　法第九十一条第三項の証票は、労働基準法施行規則様式第十八号によるものとする。

（労働衛生指導医の任期）

第九十五条の二　労働衛生指導医の任期は、二年とする。

２　労働衛生指導医の任期が満了したときは、当該労働衛生指導医は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。

（立入検査をする職員の証票）

第九十五条の三　法第九十六条第五項において準用する法第九十一条第三項の証票は、様式第二十一号の二の二によるものとする。

第九十五条の三の二　法第九十六条の二第五項において準用する法第九十一条第三項の証票は、様式第二十一号の二の三によるものとす

る。

第九十五条の四及び第九十五条の五　削除

（有害物ばく露作業報告）

第九十五条の六　事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場におい

て、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、厚生労働大臣の定めるところにより、

当該物のばく露の防止に関し必要な事項について、様式第二十一号の七による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならな

い。

（事故報告）

第九十六条　事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一　事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき

イ　火災又は爆発の事故（次号の事故を除く。）

ロ　遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故

ハ　機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故

ニ　建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故

二　令第一条第三号のボイラー（小型ボイラーを除く。）の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき

三　小型ボイラー、令第一条第五号の第一種圧力容器及び同条第七号の第二種圧力容器の破裂の事故が発生したとき

四　クレーン（クレーン則第二条第一号に掲げるクレーンを除く。）の次の事故が発生したとき

イ　逸走、倒壊、落下又はジブの折損

ロ　ワイヤロープ又はつりチェーンの切断

五　移動式クレーン（クレーン則第二条第一号に掲げる移動式クレーンを除く。）の次の事故が発生したとき

イ　転倒、倒壊又はジブの折損

ロ　ワイヤロープ又はつりチェーンの切断

六　デリック（クレーン則第二条第一号に掲げるデリックを除く。）の次の事故が発生したとき

イ　倒壊又はブームの折損

ロ　ワイヤロープの切断

七　エレベーター（クレーン則第二条第二号及び第四号に掲げるエレベーターを除く。）の次の事故が発生したとき

イ　昇降路等の倒壊又は搬器の墜落

ロ　ワイヤロープの切断

八　建設用リフト（クレーン則第二条第二号及び第三号に掲げる建設用リフトを除く。）の次の事故が発生したとき

イ　昇降路等の倒壊又は搬器の墜落

ロ　ワイヤロープの切断

九　令第一条第九号の簡易リフト（クレーン則第二条第二号に掲げる簡易リフトを除く。）の次の事故が発生したとき

イ　搬器の墜落

ロ　ワイヤロープ又はつりチェーンの切断

十　ゴンドラの次の事故が発生したとき

イ　逸走、転倒、落下又はアームの折損

ロ　ワイヤロープの切断

２　次条第一項の規定による報告と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあつては、当該報告書の記載事項のうち次条第一項各

号（第十二号を除く。）に掲げる事項と重複する部分の記入は要しないものとする。

（労働者死傷病報告）

第九十七条　事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒（以下

「労働災害等」という。）により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準

監督署長に報告しなければならない。

一　労働保険番号（建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は元方事業者の労働保険番

号）

二　事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号

三　常時使用する労働者の数

四　建設工事の作業に従事する労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は当該工事の名称

五　事業場の構内において作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は当該事業場の名称

六　建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は元方事業者の事業場の名称
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七　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号）第二条第二号に規定する派

遣労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は、当該報告を行う事業者が当該派遣労働者に係る同条第四号に規定する派遣

先又は同号に規定する派遣元事業主のいずれに該当するかの別並びに当該派遣先の事業場の名称及び郵便番号

八　労働災害等により死亡し、又は休業した労働者の氏名、生年月日及び年齢、性別、職種、当該職種における経験期間並びに傷病の名

称及び部位

九　休業見込期間又は死亡日時

十　労働災害等により死亡し、又は休業した労働者が外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の

一の表の外交又は公用の在留資格をもつて在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関す

る特例法（平成三年法律第七十一号）に定める特別永住者を除く。）である場合はその国籍又は地域の名称及び在留資格の区分

十一　労働災害等の発生日時、発生場所の所在地、発生状況及びその略図並びに原因

十二　報告年月日並びに事業者及び報告者の職氏名

２　前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月ま

で、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における 後の月の翌月末日までに、

電子情報処理組織を使用して、同項各号（第九号を除く。）に掲げる事項及び休業日数を所轄労働基準監督署長に報告しなければならな

い。

（疾病の報告）

第九十七条の二　事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う事業場において、一年以内に二人以

上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、当該罹患が業務に起因するかどうかについて、遅滞なく、医師の意見を聴か

なければならない。

２　事業者は、前項の医師が、同項の罹患が業務に起因するものと疑われると判断したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について、所轄

都道府県労働局長に報告しなければならない。

一　がんに罹患した労働者が当該事業場で従事した業務において製造し、又は取り扱つた化学物質の名称（化学物質を含有する製剤にあ

つては、当該製剤が含有する化学物質の名称）

二　がんに罹患した労働者が当該事業場において従事していた業務の内容及び当該業務に従事していた期間

三　がんに罹患した労働者の年齢及び性別

（報告）

第九十八条　厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定により、事業者、労働者、機械等貸与者又

は建築物貸与者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。

一　報告をさせ、又は出頭を命ずる理由

二　出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項

（法令等の周知の方法等）

第九十八条の二　法第百一条第一項及び第二項（同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の厚生労働省令で定める

方法は、第二十三条第三項各号に掲げる方法とする。

２　法第百一条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一　事業場における産業医（法第百一条第三項において準用する場合にあつては、法第十三条の二第一項に規定する者。以下この項にお

いて同じ。）の業務の具体的な内容

二　産業医に対する健康相談の申出の方法

三　産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法

３　法第百一条第四項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一　通知された事項に係る物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。

二　書面を、通知された事項に係る物を取り扱う労働者に交付すること。

三　事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、通知された事

項に係る物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

（指針の公表）

第九十八条の三　第二十四条の規定は、法第百四条第三項の規定による指針の公表について準用する。

（疫学的調査等の結果の労働政策審議会への報告）

第九十八条の四　厚生労働大臣は、法第百八条の二第一項に基づき同項の疫学的調査等を行つたときは、その結果について当該疫学的調査

等の終了後一年以内に労働政策審議会に報告するものとする。

第十章　雑則

（申請書の提出部数）

第九十九条　法及びこれに基づく命令に定める許可、認定、検査、検定等の申請書（様式第十二号の申請書を除く。）は、正本にその写し

一通を添えて提出しなければならない。

（様式の任意性）

第百条　法に基づく省令に定める様式（様式第十一号、様式第十二号、様式第二十一号の二の二、様式第二十一号の七、鉛中毒予防規則

（昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。）様式第三号、四アルキル鉛中毒予防規則（昭和四十七年労働省令第三十八

号。以下「四アルキル則」という。）様式第三号、特化則様式第三号、高気圧作業安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第四十号。以下

「高圧則」という。）様式第二号、電離則様式第二号及び様式第二号の二、石綿則様式第三号並びに除染則様式第三号を除く。）は、必要

な事項の 少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。

（電子情報処理組織による申請書の提出等）

第百条の二　法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長に対して行われる申請書、報

告書等の提出及び届出（以下この条において「申請書の提出等」という。）について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人（以下こ

の条において「社会保険労務士等」という。）が、第二条第二項、第四条第三項、第七条第三項、第十三条第二項、第五十二条、第五十

二条の二十一若しくは第九十七条又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子

情報処理組織を使用して社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等

を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結し

ていることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。
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第二編　安全基準

第一章　機械による危険の防止

第一節　一般基準

（原動機、回転軸等による危険の防止）

第百一条　事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、
おお

覆い、囲い、ス

リーブ、踏切橋等を設けなければならない。

２　事業者は、回転軸、歯車、プーリー、フライホイール等に附属する止め具については、埋頭型のものを使用し、又は
おお

覆いを設けなけれ

ばならない。

３　事業者は、ベルトの継目には、突出した止め具を使用してはならない。

４　事業者は、第一項の踏切橋には、高さが九十センチメートル以上の手すりを設けなければならない。

５　労働者は、踏切橋の設備があるときは、踏切橋を使用しなければならない。

（ベルトの切断による危険の防止）

第百二条　事業者は、通路又は作業箇所の上にあるベルトで、プーリー間の距離が三メートル以上、幅が十五センチメートル以上及び速度

が毎秒十メートル以上であるものには、その下方に囲いを設けなければならない。

（動力しや断装置）

第百三条　事業者は、機械ごとにスイツチ、クラツチ、ベルトシフター等の動力しや断装置を設けなければならない。ただし、連続した一

団の機械で、共通の動力しや断装置を有し、かつ、工程の途中で人力による原材料の送給、取出し等の必要のないものは、この限りでな

い。

２　事業者は、前項の機械が切断、引抜き、圧縮、打抜き、曲げ又は絞りの加工をするものであるときは、同項の動力しや断装置を当該加

工の作業に従事する者がその作業位置を離れることなく操作できる位置に設けなければならない。

３　事業者は、第一項の動力しや断装置については、容易に操作ができるもので、かつ、接触、振動等のため不意に機械が起動するおそれ

のないものとしなければならない。

（運転開始の合図）

第百四条　事業者は、機械の運転を開始する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者

を指名して、関係労働者に対し合図を行なわせなければならない。

２　労働者は、前項の合図に従わなければならない。

（加工物等の飛来による危険の防止）

第百五条　事業者は、加工物等が切断し、又は欠損して飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該加工物等を飛

散させる機械に
おお

覆い又は囲いを設けなければならない。ただし、
おお

覆い又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者

に保護具を使用させたときは、この限りでない。

２　労働者は、前項ただし書の場合において、保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

（切削屑の飛来等による危険の防止）

第百六条　事業者は、切削屑が飛来すること等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該切削屑を生ずる機械に
おお

覆い又は囲い

を設けなければならない。ただし、
おお

覆い又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたとき

は、この限りでない。

２　労働者は、前項ただし書の場合において、保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

（掃除等の場合の運転停止等）

第百七条　事業者は、機械（刃部を除く。）の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれ

のあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所

に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。

２　事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付け

る等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。

（刃部の掃除等の場合の運転停止等）

第百八条　事業者は、機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行うときは、機械の運転を停止しなければならない。ただ

し、機械の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

２　事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠をかけ、当該機械の起動装置に表示板を取り付け

る等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。

３　事業者は、運転中の機械の刃部において切粉払いをし、又は切削剤を使用するときは、労働者にブラシその他の適当な用具を使用させ

なければならない。

４　労働者は、前項の用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

（ストローク端の覆い等）

第百八条の二　事業者は、研削盤又はプレーナーのテーブル、シエーパーのラム等のストローク端が労働者に危険を及ぼすおそれのあると

きは、覆い、囲い又は柵を設ける等当該危険を防止する措置を講じなければならない。

（巻取りロール等の危険の防止）

第百九条　事業者は、紙、布、ワイヤロープ等の巻取りロール、コイル巻等で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、
おお

覆い、囲い等

を設けなければならない。

（作業帽等の着用）

第百十条　事業者は、動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に適当

な作業帽又は作業服を着用させなければならない。

２　労働者は、前項の作業帽又は作業服の着用を命じられたときは、これらを着用しなければならない。

（手袋の使用禁止）

第百十一条　事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手

袋を使用させてはならない。

２　労働者は、前項の場合において、手袋の使用を禁止されたときは、これを使用してはならない。

第二節　工作機械

第百十二条　削除
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（突出した加工物の
おお

覆い等）

第百十三条　事業者は、立旋盤、タレツト旋盤等から突出して回転している加工物が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、
おお

覆い、囲

い等を設けなければならない。

（帯のこ盤の歯等の
おお

覆い等）

第百十四条　事業者は、帯のこ盤（木材加工用帯のこ盤を除く。）の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、
おお

覆い又は囲いを設

けなければならない。

（丸のこ盤の歯の接触予防装置）

第百十五条　事業者は、丸のこ盤（木材加工用丸のこ盤を除く。）には、歯の接触予防装置を設けなければならない。

（立旋盤等のテーブルへのとう乗の禁止）

第百十六条　事業者は、運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルには、労働者を乗せてはならない。ただし、テーブルに乗つた労働者又

は操作盤に配置された労働者が、直ちに機械を停止することができるときは、この限りでない。

２　労働者は、前項ただし書の場合を除いて、運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗つてはならない。

（研削といしの
おお

覆い）

第百十七条　事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、
おお

覆いを設けなければならない。ただし、直径が

五十ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。

（研削といしの試運転）

第百十八条　事業者は、研削といしについては、その日の作業を開始する前には一分間以上、研削といしを取り替えたときには三分間以上

試運転をしなければならない。

（研削といしの 高使用周速度をこえる使用の禁止）

第百十九条　事業者は、研削といしについては、その 高使用周速度をこえて使用してはならない。

（研削といしの側面使用の禁止）

第百二十条　事業者は、側面を使用することを目的とする研削といし以外の研削といしの側面を使用してはならない。

（バフの
おお

覆い）

第百二十一条　事業者は、バフ盤（布バフ、コルクバフ等を使用するバフ盤を除く。）のバフの研まに必要な部分以外の部分には、
おお

覆いを

設けなければならない。

第三節　木材加工用機械

（丸のこ盤の反ぱつ予防装置）

第百二十二条　事業者は、木材加工用丸のこ盤（横切用丸のこ盤その他反ぱつにより労働者に危険を及ぼすおそれのないものを除く。）に

は、割刃その他の反ぱつ予防装置を設けなければならない。

（丸のこ盤の歯の接触予防装置）

第百二十三条　事業者は、木材加工用丸のこ盤（製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。）には、歯の接触予防装置を

設けなければならない。

（帯のこ盤の歯及びのこ車の
おお

覆い等）

第百二十四条　事業者は、木材加工用帯のこ盤の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、
おお

覆い又は囲いを設けなければならな

い。

（帯のこ盤の送りローラーの
おお

覆い等）

第百二十五条　事業者は、木材加工用帯のこ盤のスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーには、送り側を除いて、接触予防装

置又は
おお

覆いを設けなければならない。ただし、作業者がスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーを停止することができる急

停止装置が設けられているものについては、この限りでない。

（手押しかんな盤の刃の接触予防装置）

第百二十六条　事業者は、手押しかんな盤には、刃の接触予防装置を設けなければならない。

（面取り盤の刃の接触予防装置）

第百二十七条　事業者は、面取り盤（自動送り装置を有するものを除く。）には、刃の接触予防装置を設けなければならない。ただし、接

触予防装置を設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に治具又は工具を使用させたときは、この限りでない。

２　労働者は、前項ただし書の場合において、治具又は工具の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。

（立入禁止）

第百二十八条　事業者は、自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表

示しなければならない。

２　労働者は、前項の規定により立ち入ることを禁止された箇所に立ち入つてはならない。

（木材加工用機械作業主任者の選任）

第百二十九条　事業者は、令第六条第六号の作業については、木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木材加工用機

械作業主任者を選任しなければならない。

（木材加工用機械作業主任者の職務）

第百三十条　事業者は、木材加工用機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。

一　木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮すること。

二　木材加工用機械及びその安全装置を点検すること。

三　木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。

四　作業中、治具、工具等の使用状況を監視すること。

第三節の二　食品加工用機械

（切断機等の覆い等）

第百三十条の二　事業者は、食品加工用切断機又は食品加工用切削機の刃の切断又は切削に必要な部分以外の部分には、覆い、囲い等を設

けなければならない。

（切断機等に原材料を送給する場合における危険の防止）

第百三十条の三　事業者は、前条の機械（原材料の送給が自動的に行われる構造のものを除く。）に原材料を送給する場合において、労働

者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。

２　労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
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（切断機等から原材料を取り出す場合における危険の防止）

第百三十条の四　事業者は、第百三十条の二の機械（原材料の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。）から原材料を取り出す場合

において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。

２　労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

（粉砕機等への転落等における危険の防止）

第百三十条の五　事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのある

ときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質

上困難な場合において、墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具（以下「要求性能墜落制止用器具」という。）を

使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

２　事業者は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い等を設けなければな

らない。

３　労働者は、第一項ただし書の場合において、要求性能墜落制止用器具その他の命綱（以下「要求性能墜落制止用器具等」という。）の

使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

（粉砕機等に原材料を送給する場合における危険の防止）

第百三十条の六　事業者は、前条第一項の機械（原材料の送給が自動的に行われる構造のものを除く。）に原材料を送給する場合において、

労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。

２　労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

（粉砕機等から内容物を取り出す場合における危険の防止）

第百三十条の七　事業者は、第百三十条の五第一項の機械（内容物の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。）から内容物を取り出

すときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。

２　労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

（ロール機の覆い等）

第百三十条の八　事業者は、食品加工用ロール機の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い等を設けなければならない。

（成形機等による危険の防止）

第百三十条の九　事業者は、食品加工用成形機又は食品加工用圧縮機に労働者が身体の一部を挟まれること等により当該労働者に危険を及

ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い等を設けなければならない。

第四節　プレス機械及びシヤー

（プレス等による危険の防止）

第百三十一条　事業者は、プレス機械及びシヤー（以下「プレス等」という。）については、安全囲いを設ける等当該プレス等を用いて作

業を行う労働者の身体の一部が危険限界に入らないような措置を講じなければならない。ただし、スライド又は刃物による危険を防止す

るための機構を有するプレス等については、この限りでない。

２　事業者は、作業の性質上、前項の規定によることが困難なときは、当該プレス等を用いて作業を行う労働者の安全を確保するため、次

に定めるところに適合する安全装置（手払い式安全装置を除く。）を取り付ける等必要な措置を講じなければならない。

一　プレス等の種類、圧力能力、毎分ストローク数及びストローク長さ並びに作業の方法に応じた性能を有するものであること。

二　両手操作式の安全装置及び感応式の安全装置にあつては、プレス等の停止性能に応じた性能を有するものであること。

三　プレスブレーキ用レーザー式安全装置にあつては、プレスブレーキのスライドの速度を毎秒十ミリメートル以下とすることができ、

かつ、当該速度でスライドを作動させるときはスライドを作動させるための操作部を操作している間のみスライドを作動させる性能を

有するものであること。

３　前二項の措置は、行程の切替えスイツチ、操作の切替えスイツチ若しくは操作ステーシヨンの切替えスイツチ又は安全装置の切替えス

イツチを備えるプレス等については、当該切替えスイツチが切り替えられたいかなる状態においても講じられているものでなければなら

ない。

（スライドの下降による危険の防止）

第百三十一条の二　事業者は、動力プレスの金型の取付け、取外し又は調整の作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者の身体

の一部が危険限界に入るときは、スライドが不意に下降することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全

ブロツクを使用させる等の措置を講じさせなければならない。

２　前項の作業に従事する労働者は、同項の安全ブロツクを使用する等の措置を講じなければならない。

（金型の調整）

第百三十一条の三　事業者は、プレス機械の金型の調整のためスライドを作動させるときは、寸動機構を有するものにあつては寸動によ

り、寸動機構を有するもの以外のものにあつては手回しにより行わなければならない。

（クラツチ等の機能の保持）

第百三十二条　事業者は、プレス等のクラツチ、ブレーキその他制御のために必要な部分の機能を常に有効な状態に保持しなければならな

い。

（プレス機械作業主任者の選任）

第百三十三条　事業者は、令第六条第七号の作業については、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、プレス機械作業主

任者を選任しなければならない。

（プレス機械作業主任者の職務）

第百三十四条　事業者は、プレス機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。

一　プレス機械及びその安全装置を点検すること。

二　プレス機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。

三　プレス機械及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは、当該キーを保管すること。

四　金型の取付け、取りはずし及び調整の作業を直接指揮すること。

（切替えキースイツチのキーの保管等）

第百三十四条の二　事業者は、動力プレスによる作業のうち令第六条第七号の作業以外の作業を行う場合において、動力プレス及びその安

全装置に切替えキースイツチを設けたときは、当該キーを保管する者を定め、その者に当該キーを保管させなければならない。

（定期自主検査）

第百三十四条の三　事業者は、動力プレスについては、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならな

い。ただし、一年を超える期間使用しない動力プレスの当該使用しない期間においては、この限りでない。
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一　クランクシヤフト、フライホイールその他動力伝達装置の異常の有無

二　クラツチ、ブレーキその他制御系統の異常の有無

三　一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の異常の有無

四　スライド、コネクチングロツドその他スライド関係の異常の有無

五　電磁弁、圧力調整弁その他空圧系統の異常の有無

六　電磁弁、油圧ポンプその他油圧系統の異常の有無

七　リミツトスイツチ、リレーその他電気系統の異常の有無

八　ダイクツシヨン及びその附属機器の異常の有無

九　スライドによる危険を防止するための機構の異常の有無

２　事業者は、前項ただし書の動力プレスについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなけ

ればならない。

第百三十五条　事業者は、動力により駆動されるシヤーについては、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなけ

ればならない。ただし、一年を超える期間使用しないシヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。

一　クラツチ及びブレーキの異常の有無

二　スライド機構の異常の有無

三　一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の異常の有無

四　電磁弁、減圧弁及び圧力計の異常の有無

五　配線及び開閉器の異常の有無

２　事業者は、前項ただし書のシヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければ

ならない。

（定期自主検査の記録）

第百三十五条の二　事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一　検査年月日

二　検査方法

三　検査箇所

四　検査の結果

五　検査を実施した者の氏名

六　検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

（特定自主検査）

第百三十五条の三　動力プレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める自主検査（以下「特定自主検査」という。）は、第百三

十四条の三に規定する自主検査とする。

２　動力プレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一　次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの

イ　学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者（大学改革支援・学位授与機構により学

士の学位を授与された者（当該学科を専攻した者に限る。）若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を

専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。第百五十一条の二十四第二項第一号イにおいて同じ。）で、動力プレスの点検若

しくは整備の業務に二年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの

ロ　学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備

の業務に四年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの

ハ　動力プレスの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有

する者

ニ　法別表第十八第二号に掲げるプレス機械作業主任者技能講習を修了した者で、動力プレスによる作業に十年以上従事した経験を有

するもの

二　その他厚生労働大臣が定める者

３　動力プレスに係る特定自主検査を法第四十五条第二項の検査業者（以下「検査業者」という。）に実施させた場合における前条の規定

の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。

４　事業者は、動力プレスに係る特定自主検査を行つたときは、当該動力プレスの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかに

することができる検査標章をはり付けなければならない。

（作業開始前の点検）

第百三十六条　事業者は、プレス等を用いて作業を行うときには、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければな

らない。

一　クラツチ及びブレーキの機能

二　クランクシヤフト、フライホイール、スライド、コネクチングロツド及びコネクチングスクリユーのボルトのゆるみの有無

三　一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の機能

四　スライド又は刃物による危険を防止するための機構の機能

五　プレス機械にあつては、金型及びボルスターの状態

六　シヤーにあつては、刃物及びテーブルの状態

（プレス等の補修）

第百三十七条　事業者は、第百三十四条の三若しくは第百三十五条の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたとき

は、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

第五節　遠心機械

（ふたの取付け）

第百三十八条　事業者は、遠心機械には、ふたを設けなければならない。

（内容物を取り出す場合の運転停止）

第百三十九条　事業者は、遠心機械（内容物の取出しが自動的に行なわれる構造のものを除く。）から内容物を取り出すときは、当該機械

の運転を停止しなければならない。
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（ 高使用回転数をこえる使用の禁止）

第百四十条　事業者は、遠心機械については、その 高使用回転数をこえて使用してはならない。

（定期自主検査）

第百四十一条　事業者は、動力により駆動される遠心機械については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわ

なければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない遠心機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一　回転体の異常の有無

二　主軸の軸受部の異常の有無

三　ブレーキの異常の有無

四　外わくの異常の有無

五　前各号に掲げる部分のボルトのゆるみの有無

２　事業者は、前項ただし書の遠心機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなけ

ればならない。

３　事業者は、前二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一　検査年月日

二　検査方法

三　検査箇所

四　検査の結果

五　検査を実施した者の氏名

六　検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

４　事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければなら

ない。

第六節　粉砕機及び混合機

（転落等の危険の防止）

第百四十二条　事業者は、粉砕機又は混合機（第百三十条の五第一項の機械を除く。）の開口部から転落することにより労働者に危険が生

ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設ける

ことが作業の性質上困難な場合において、要求性能墜落制止用器具を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、こ

の限りでない。

２　事業者は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い等を設けなければな

らない。

３　労働者は、第一項ただし書の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

（内容物を取り出す場合の運転停止）

第百四十三条　事業者は、粉砕機又は混合機（第百三十条の五第一項の機械及び内容物の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。）

から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止しなければならない。ただし、当該機械の運転を停止して内容物を取り出すことが

作業の性質上困難な場合において、労働者に用具を使用させたときは、この限りでない。

２　労働者は、前項ただし書の場合において、用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

第七節　ロール機等

（紙等を通すロール機の囲い等）

第百四十四条　事業者は、紙、布、金属
はく

箔等を通すロール機の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、囲い、ガイドロール等を設け

なければならない。

（織機のシヤツトルガード）

第百四十五条　事業者は、シヤツトルを有する織機には、シヤツトルガードを設けなければならない。

（伸線機の引抜きブロツク等の
おお

覆い等）

第百四十六条　事業者は、伸線機の引抜きブロツク又はより線機のケージで労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、
おお

覆い、囲い等を

設けなければならない。

（射出成形機等による危険の防止）

第百四十七条　事業者は、射出成形機、鋳型造形機、型打ち機等（第百三十条の九及び本章第四節の機械を除く。）に労働者が身体の一部

を挟まれるおそれのあるときは、戸、両手操作式による起動装置その他の安全装置を設けなければならない。

２　前項の戸は、閉じなければ機械が作動しない構造のものでなければならない。

（扇風機による危険の防止）

第百四十八条　事業者は、扇風機の羽根で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、網又は囲いを設けなければならない。

第八節　高速回転体

（回転試験中の危険防止）

第百四十九条　事業者は、高速回転体（タービンローター、遠心分離機のバスケツト等の回転体で、周速度が毎秒二十五メートルをこえる

ものをいう。以下この節において同じ。）の回転試験を行なうときは、高速回転体の破壊による危険を防止するため、専用の堅固な建設

物内又は堅固な障壁等で隔離された場所で行なわなければならない。ただし、次条の高速回転体以外の高速回転体の回転試験を行なう場

合において、試験設備に堅固な
おお

覆いを設ける等当該高速回転体の破壊による危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでな

い。

（回転軸の非破壊検査）

第百五十条　事業者は、高速回転体（回転軸の重量が一トンをこえ、かつ、回転軸の周速度が毎秒百二十メートルをこえるものに限る。）

の回転試験を行なうときは、あらかじめ、その回転軸について、材質、形状等に応じた種類の非破壊検査を行ない、破壊の原因となるお

それのある欠陥のないことを確認しなければならない。

（回転試験の実施方法）

第百五十条の二　事業者は、前条の高速回転体の回転試験を行うときは、遠隔操作の方法による等その制御、測定等の作業を行う労働者に

当該高速回転体の破壊による危険を及ぼすおそれのない方法によつて行わなければならない。
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第九節　産業用ロボツト

（教示等）

第百五十条の三　事業者は、産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等の作業を行うときは、当該産業用ロ

ボツトの不意の作動による危険又は当該産業用ロボツトの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。ただ

し、第一号及び第二号の措置については、産業用ロボツトの駆動源を遮断して作業を行うときは、この限りでない。

一　次の事項について規程を定め、これにより作業を行わせること。

イ　産業用ロボツトの操作の方法及び手順

ロ　作業中のマニプレータの速度

ハ　複数の労働者に作業を行わせる場合における合図の方法

ニ　異常時における措置

ホ　異常時に産業用ロボツトの運転を停止した後、これを再起動させるときの措置

ヘ　その他産業用ロボツトの不意の作動による危険又は産業用ロボツトの誤操作による危険を防止するために必要な措置

二　作業に従事している労働者又は当該労働者を監視する者が異常時に直ちに産業用ロボツトの運転を停止することができるようにする

ための措置を講ずること。

三　作業を行つている間産業用ロボツトの起動スイツチ等に作業中である旨を表示する等作業に従事している労働者以外の者が当該起動

スイツチ等を操作することを防止するための措置を講ずること。

（運転中の危険の防止）

第百五十条の四　事業者は、産業用ロボツトを運転する場合（教示等のために産業用ロボツトを運転する場合及び産業用ロボツトの運転中

に次条に規定する作業を行わなければならない場合において産業用ロボツトを運転するときを除く。）において、当該産業用ロボツトに

接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、さく又は囲いを設ける等当該危険を防止するために必要な措置を講じな

ければならない。

（検査等）

第百五十条の五　事業者は、産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査、修理、調整（教示等に該当するものを除

く。）、掃除若しくは給油又はこれらの結果の確認の作業を行うときは、当該産業用ロボツトの運転を停止するとともに、当該作業を行つ

ている間当該産業用ロボツトの起動スイツチに錠をかけ、当該産業用ロボツトの起動スイツチに作業中である旨を表示する等当該作業に

従事している労働者以外の者が当該起動スイツチを操作することを防止するための措置を講じなければならない。ただし、産業用ロボツ

トの運転中に作業を行わなければならない場合において、当該産業用ロボツトの不意の作動による危険又は当該産業用ロボツトの誤操作

による危険を防止するため、次の措置を講じたときは、この限りでない。

一　次の事項について規程を定め、これにより作業を行わせること。

イ　産業用ロボツトの操作の方法及び手順

ロ　複数の労働者に作業を行わせる場合における合図の方法

ハ　異常時における措置

ニ　異常時に産業用ロボツトの運転を停止した後、これを再起動させるときの措置

ホ　その他産業用ロボツトの不意の作動による危険又は産業用ロボツトの誤操作による危険を防止するために必要な措置

二　作業に従事している労働者又は当該労働者を監視する者が異常時に直ちに産業用ロボツトの運転を停止することができるようにする

ための措置を講ずること。

三　作業を行つている間産業用ロボツトの運転状態を切り替えるためのスイツチ等に作業中である旨を表示する等作業に従事している労

働者以外の者が当該スイツチ等を操作することを防止するための措置を講ずること。

（点検）

第百五十一条　事業者は、産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等（産業用ロボツトの駆動源を遮断して

行うものを除く。）の作業を行うときは、その作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修その他

必要な措置を講じなければならない。

一　外部電線の被覆又は外装の損傷の有無

二　マニプレータの作動の異常の有無

三　制動装置及び非常停止装置の機能

第一章の二　荷役運搬機械等

第一節　車両系荷役運搬機械等

第一款　総則

（定義）

第百五十一条の二　この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一　フオークリフト

二　シヨベルローダー

三　フオークローダー

四　ストラドルキヤリヤー

五　不整地運搬車

六　構内運搬車（専ら荷を運搬する構造の自動車（長さが四・七メートル以下、幅が一・七メートル以下、高さが二・〇メートル以下の

ものに限る。）のうち、 高速度が毎時十五キロメートル以下のもの（前号に該当するものを除く。）をいう。）

七　貨物自動車（専ら荷を運搬する構造の自動車（前二号に該当するものを除く。）をいう。）

（作業計画）

第百五十一条の三　事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業（不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除

く。以下第百五十一条の七までにおいて同じ。）を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬

機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

２　前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなけ

ればならない。

３　事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。
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（作業指揮者）

第百五十一条の四　事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計

画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。

（制限速度）

第百五十一条の五　事業者は、車両系荷役運搬機械等（ 高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。）を用いて作業を行うときは、

あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系荷役運搬機械等の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わ

なければならない。

２　前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の制限速度を超えて車両系荷役運搬機械等を運転してはならない。

（転落等の防止）

第百五十一条の六　事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落による労働者の危

険を防止するため、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路について必要な幅員を保持すること、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の

崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。

２　事業者は、路肩、傾斜地等で車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行う場合において、当該車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落によ

り労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させなければならない。

３　前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。

（接触の防止）

第百五十一条の七　事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触するこ

とにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷

役運搬機械等を誘導させるときは、この限りでない。

２　前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなければならない。

（合図）

第百五十一条の八　事業者は、車両系荷役運搬機械等について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなけれ

ばならない。

２　前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の合図に従わなければならない。

（立入禁止）

第百五十一条の九　事業者は、車両系荷役運搬機械等（構造上、フオーク、シヨベル、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組

み込まれているものを除く。）については、そのフオーク、シヨベル、アーム等又はこれらにより支持されている荷の下に労働者を立ち

入らせてはならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、フオーク、シヨベル、アーム等が不意に降下することによる労

働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させるときは、この限りでない。

２　前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。

（荷の積載）

第百五十一条の十　事業者は、車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。

一　偏荷重が生じないように積載すること。

二　不整地運搬車、構内運搬車又は貨物自動車にあつては、荷崩れ又は荷の落下による労働者の危険を防止するため、荷にロープ又はシ

ートを掛ける等必要な措置を講ずること。

（運転位置から離れる場合の措置）

第百五十一条の十一　事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければ

ならない。ただし、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる貨物自動車を運転する場合であつて、労働者が作

業装置の運転のための運転位置において作業装置を運転し、又は運転しようとしている場合は、この限りでない。

一　フォーク、ショベル等の荷役装置（テールゲートリフターを除く。）を 低降下位置に置くこと。

二　原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講ず

ること。

２　前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

３　事業者は、第一項ただし書の場合において、貨物自動車の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の貨物自動車の逸走

を防止する措置を講じさせなければならない。

４　貨物自動車の運転者は、第一項ただし書の場合において、前項の措置を講じなければならない。

（車両系荷役運搬機械等の移送）

第百五十一条の十二　事業者は、車両系荷役運搬機械等を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道

板、盛土等を使用するときは、当該車両系荷役運搬機械等の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければ

ならない。

一　積卸しは、平たんで堅固な場所において行うこと。

二　道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。

三　盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。

（搭乗の制限）

第百五十一条の十三　事業者は、車両系荷役運搬機械等（不整地運搬車及び貨物自動車を除く。）を用いて作業を行うときは、乗車席以外

の箇所に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

（主たる用途以外の使用の制限）

第百五十一条の十四　事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用

途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

（修理等）

第百五十一条の十五　事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタツチメントの装着若しくは取外しの作業を行うときは、当該作業を

指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

一　作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。

二　第百五十一条の九第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロツク等の使用状況を監視すること。
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第二款　フオークリフト

（前照灯及び後照灯）

第百五十一条の十六　事業者は、フオークリフトについては、前照灯及び後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作

業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。

（ヘツドガード）

第百五十一条の十七　事業者は、フオークリフトについては、次に定めるところに適合するヘツドガードを備えたものでなければ使用して

はならない。ただし、荷の落下によりフオークリフトの運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

一　強度は、フオークリフトの 大荷重の二倍の値（その値が四トンを超えるものにあつては、四トン）の等分布静荷重に耐えるもので

あること。

二　上部わくの各開口の幅又は長さは、十六センチメートル未満であること。

三　運転者が座つて操作する方式のフオークリフトにあつては、運転者の座席の上面からヘツドガードの上部わくの下面までの高さは、

九十五センチメートル以上であること。

四　運転者が立つて操作する方式のフオークリフトにあつては、運転者席の床面からヘツドガードの上部わくの下面までの高さは、一・

八メートル以上であること。

（バツクレスト）

第百五十一条の十八　事業者は、フオークリフトについては、バツクレストを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、マスト

の後方に荷が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

（パレツト等）

第百五十一条の十九　事業者は、フオークリフトによる荷役運搬の作業に使用するパレツト又はスキツドについては、次に定めるところに

よらなければ使用してはならない。

一　積載する荷の重量に応じた十分な強度を有すること。

二　著しい損傷、変形又は腐食がないこと。

（使用の制限）

第百五十一条の二十　事業者は、フオークリフトについては、許容荷重（フオークリフトの構造及び材料並びにフオーク等（フオーク、ラ

ム等荷を積載する装置をいう。）に積載する荷の重心位置に応じ負荷させることができる 大の荷重をいう。）その他の能力を超えて使用

してはならない。

（定期自主検査）

第百五十一条の二十一　事業者は、フオークリフトについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行

わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

一　圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無

二　デフアレンシヤル、プロペラシヤフトその他動力伝達装置の異常の有無

三　タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無

四　かじ取り車輪の左右の回転角度、ナツクル、ロツド、アームその他操縦装置の異常の有無

五　制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユーその他制動装置の異常の有無

六　フオーク、マスト、チエーン、チエーンホイールその他荷役装置の異常の有無

七　油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無

八　電圧、電流その他電気系統の異常の有無

九　車体、ヘツドガード、バツクレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無

２　事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わ

なければならない。

第百五十一条の二十二　事業者は、フオークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行

わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

一　制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無

二　荷役装置及び油圧装置の異常の有無

三　ヘツドガード及びバツクレストの異常の有無

２　事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わ

なければならない。

（定期自主検査の記録）

第百五十一条の二十三　事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一　検査年月日

二　検査方法

三　検査箇所

四　検査の結果

五　検査を実施した者の氏名

六　検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

（特定自主検査）

第百五十一条の二十四　フオークリフトに係る特定自主検査は、第百五十一条の二十一に規定する自主検査とする。

２　フオークリフトに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一　次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの

イ　学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備

の業務に二年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの

ロ　学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは

整備の業務に四年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの

ハ　フオークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した

経験を有する者

ニ　フオークリフトの運転の業務に十年以上従事した経験を有する者

二　その他厚生労働大臣が定める者
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３　事業者は、運行の用に供するフオークリフト（道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。）について、同項の規定

に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百五十一条の二十一の自主検査を行うことを要しない。

４　フオークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施し

た者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。

５　事業者は、フオークリフトに係る自主検査を行つたときは、当該フオークリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明ら

かにすることができる検査標章をはり付けなければならない。

（点検）

第百五十一条の二十五　事業者は、フオークリフトを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行

わなければならない。

一　制動装置及び操縦装置の機能

二　荷役装置及び油圧装置の機能

三　車輪の異常の有無

四　前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能

（補修等）

第百五十一条の二十六　事業者は、第百五十一条の二十一若しくは第百五十一条の二十二の自主検査又は前条の点検を行つた場合におい

て、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

第三款　シヨベルローダー等

（前照灯及び後照灯）

第百五十一条の二十七　事業者は、シヨベルローダー又はフオークローダー（以下「シヨベルローダー等」という。）については、前照灯

及び後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、

この限りでない。

（ヘツドガード）

第百五十一条の二十八　事業者は、シヨベルローダー等については、堅固なヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。た

だし、荷の落下によりシヨベルローダー等の運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

（荷の積載）

第百五十一条の二十九　事業者は、シヨベルローダー等については、運転者の視野を妨げないように荷を積載しなければならない。

（使用の制限）

第百五十一条の三十　事業者は、シヨベルローダー等については、 大荷重その他の能力を超えて使用してはならない。

（定期自主検査）

第百五十一条の三十一　事業者は、シヨベルローダー等については、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査

を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないシヨベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでな

い。

一　原動機の異常の有無

二　動力伝達装置及び走行装置の異常の有無

三　制動装置及び操縦装置の異常の有無

四　荷役装置及び油圧装置の異常の有無

五　電気系統、安全装置及び計器の異常の有無

２　事業者は、前項ただし書のシヨベルローダー等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を

行わなければならない。

第百五十一条の三十二　事業者は、シヨベルローダー等については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査

を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないシヨベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでな

い。

一　制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無

二　荷役装置及び油圧装置の異常の有無

三　ヘツドガードの異常の有無

２　事業者は、前項ただし書のシヨベルローダー等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を

行わなければならない。

（定期自主検査の記録）

第百五十一条の三十三　事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一　検査年月日

二　検査方法

三　検査箇所

四　検査の結果

五　検査を実施した者の氏名

六　検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

（点検）

第百五十一条の三十四　事業者は、シヨベルローダー等を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検

を行わなければならない。

一　制動装置及び操縦装置の機能

二　荷役装置及び油圧装置の機能

三　車輪の異常の有無

四　前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能

（補修等）

第百五十一条の三十五　事業者は、第百五十一条の三十一若しくは第百五十一条の三十二の自主検査又は前条の点検を行つた場合におい

て、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
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第四款　ストラドルキヤリヤー

（前照灯及び後照灯）

第百五十一条の三十六　事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、前照灯及び後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。た

だし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。

（使用の制限）

第百五十一条の三十七　事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、 大荷重その他の能力を超えて使用してはならない。

（定期自主検査）

第百五十一条の三十八　事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検

査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないストラドルキヤリヤーの当該使用しない期間においては、この限りで

ない。

一　原動機の異常の有無

二　動力伝達装置及び走行装置の異常の有無

三　制動装置及び操縦装置の異常の有無

四　荷役装置及び油圧装置の異常の有無

五　電気系統、安全装置及び計器の異常の有無

２　事業者は、前項ただし書のストラドルキヤリヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査

を行わなければならない。

第百五十一条の三十九　事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検

査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないストラドルキヤリヤーの当該使用しない期間においては、この限りで

ない。

一　制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無

二　荷役装置及び油圧装置の異常の有無

２　事業者は、前項ただし書のストラドルキヤリヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査

を行わなければならない。

（定期自主検査の記録）

第百五十一条の四十　事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一　検査年月日

二　検査方法

三　検査箇所

四　検査の結果

五　検査を実施した者の氏名

六　検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

（点検）

第百五十一条の四十一　事業者は、ストラドルキヤリヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点

検を行わなければならない。

一　制動装置及び操縦装置の機能

二　荷役装置及び油圧装置の機能

三　車輪の異常の有無

四　前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能

（補修等）

第百五十一条の四十二　事業者は、第百五十一条の三十八若しくは第百五十一条の三十九の自主検査又は前条の点検を行つた場合におい

て、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

第五款　不整地運搬車

（前照灯及び尾灯）

第百五十一条の四十三　事業者は、不整地運搬車（運行の用に供するものを除く。）については、前照灯及び尾灯を備えたものでなければ

使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。

（使用の制限）

第百五十一条の四十四　事業者は、不整地運搬車については、 大積載量その他の能力を超えて使用してはならない。

（昇降設備）

第百五十一条の四十五　事業者は、 大積載量が五トン以上の不整地運搬車に荷を積む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含

む。）又は 大積載量が五トン以上の不整地運搬車から荷を卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。）を行うときは、

墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設

けなければならない。

２　前項の作業に従事する労働者は、床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければなら

ない。

（不適格な繊維ロープの使用禁止）

第百五十一条の四十六　事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを不整地運搬車の荷掛けに使用してはならない。

一　ストランドが切断しているもの

二　著しい損傷又は腐食があるもの

（繊維ロープの点検）

第百五十一条の四十七　事業者は、繊維ロープを不整地運搬車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープ

を点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。

（積卸し）

第百五十一条の四十八　事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを不整地運搬車に積む作業（ロープ掛けの作業及びシート

掛けの作業を含む。）又は不整地運搬車から卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。）を行うときは、当該作業を指揮

する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

一　作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
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二　器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。

三　当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。

四　ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示す

ること。

五　第百五十一条の四十五第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。

（中抜きの禁止）

第百五十一条の四十九　事業者は、不整地運搬車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に中抜きをさせてはならな

い。

２　前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。

（荷台への乗車制限）

第百五十一条の五十　事業者は、荷台にあおりのない不整地運搬車を走行させるときは、当該荷台に労働者を乗車させてはならない。

２　労働者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。

第百五十一条の五十一　事業者は、荷台にあおりのある不整地運搬車を走行させる場合において、当該荷台に労働者を乗車させるときは、

次に定めるところによらなければならない。

一　荷の移動による労働者の危険を防止するため、移動により労働者に危険を及ぼすおそれのある荷について、歯止め、滑止め等の措置

を講ずること。

二　荷台に乗車させる労働者に次の事項を行わせること。

イ　あおりを確実に閉じること。

ロ　あおりその他不整地運搬車の動揺により労働者が墜落するおそれのある箇所に乗らないこと。

ハ　労働者の身体の 高部が運転者席の屋根の高さ（荷台上の荷の 高部が運転者席の屋根の高さを超えるときは、当該荷の 高部）

を超えて乗らないこと。

２　前項第二号の労働者は、同号に掲げる事項を行わなければならない。

（保護帽の着用）

第百五十一条の五十二　事業者は、 大積載量が五トン以上の不整地運搬車に荷を積む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含

む。）又は 大積載量が五トン以上の不整地運搬車から荷を卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。）を行うときは、

墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

２　前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

（定期自主検査）

第百五十一条の五十三　事業者は、不整地運搬車については、二年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わ

なければならない。ただし、二年を超える期間使用しない不整地運搬車の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一　圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無

二　クラッチ、トランスミッション、ファイナルドライブその他動力伝達装置の異常の有無

三　起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無

四　ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無

五　制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無

六　荷台、テールゲートその他荷役装置の異常の有無

七　油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無

八　電圧、電流その他電気系統の異常の有無

九　車体、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無

２　事業者は、前項ただし書の不整地運搬車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わな

ければならない。

第百五十一条の五十四　事業者は、不整地運搬車については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わ

なければならない。ただし、一月を超える期間使用しない不整地運搬車の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一　制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無

二　荷役装置及び油圧装置の異常の有無

２　事業者は、前項ただし書の不整地運搬車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わな

ければならない。

（定期自主検査の記録）

第百五十一条の五十五　事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一　検査年月日

二　検査方法

三　検査箇所

四　検査の結果

五　検査を実施した者の氏名

六　検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

（特定自主検査）

第百五十一条の五十六　不整地運搬車に係る特定自主検査は、第百五十一条の五十三に規定する自主検査とする。

２　第百五十一条の二十四第二項の規定は、不整地運搬車に係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について

準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「不整地運搬車」と読み替えるも

のとする。

３　事業者は、運行の用に供する不整地運搬車（道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。）について、同項の規定に

基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百五十一条の五十三の自主検査を行うことを要しない。

４　不整地運搬車に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した

者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。

５　事業者は、不整地運搬車に係る自主検査を行つたときは、当該不整地運搬車の見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかに

することができる検査標章をはり付けなければならない。
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（点検）

第百五十一条の五十七　事業者は、不整地運搬車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わ

なければならない。

一　制動装置及び操縦装置の機能

二　荷役装置及び油圧装置の機能

三　履帯又は車輪の異常の有無

四　前照灯、尾灯、方向指示器及び警報装置の機能

（補修等）

第百五十一条の五十八　事業者は、第百五十一条の五十三若しくは第百五十一条の五十四の自主検査又は前条の点検を行つた場合におい

て、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

第六款　構内運搬車

（制動装置等）

第百五十一条の五十九　事業者は、構内運搬車（運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。）については、次に定めるとこ

ろに適合するものでなければ、使用してはならない。ただし、第四号の規定は、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所

で使用する構内運搬車については、適用しない。

一　走行を制動し、及び停止の状態を保持するため、有効な制動装置を備えていること。

二　警音器を備えていること。

三　かじ取りハンドルの中心から車体の 外側までの距離が六十五センチメートル以上あるもの又は運転者席が車室内にあるものにあつ

ては、左右に一個ずつ方向指示器を備えていること。

四　前照灯及び尾灯を備えていること。

（連結装置）

第百五十一条の六十　事業者は、構内運搬車に被けん引車を連結するときは、確実な連結装置を用いなければならない。

（使用の制限）

第百五十一条の六十一　事業者は、構内運搬車については、 大積載量その他の能力を超えて使用してはならない。

（積卸し）

第百五十一条の六十二　事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを構内運搬車に積む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛

けの作業を含む。）又は構内運搬車から卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。）を行うときは、当該作業を指揮する

者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

一　作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

二　器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。

三　当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。

四　ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示す

ること。

（点検）

第百五十一条の六十三　事業者は、構内運搬車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わな

ければならない。

一　制動装置及び操縦装置の機能

二　荷役装置及び油圧装置の機能

三　車輪の異常の有無

四　前照灯、尾灯、方向指示器及び警音器の機能

（補修等）

第百五十一条の六十四　事業者は、前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければ

ならない。

第七款　貨物自動車

（制動装置等）

第百五十一条の六十五　事業者は、貨物自動車（運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。）については、次に定めるとこ

ろに適合するものでなければ、使用してはならない。ただし、第八号の規定は、 高速度が毎時二十キロメートル以下の貨物自動車につ

いては、適用しない。

一　走行を制動し、及び停止の状態を保持するため、有効な制動装置を備えていること。

二　運転者席は、運転者が安全な運転を行うことができる視界を有し、かつ、透明で運転者の視野を妨げるようなひずみのない安全ガラ

スを前面に使用していること。

三　空気入りゴムタイヤは、き裂、コード層の露出その他の著しい損傷のないものであること。

四　前照灯及び尾灯を備えていること。

五　かじ取りハンドルの中心から車体の 外側までの距離が六十五センチメートル以上あるもの又は運転者席が車室内にあるものにあつ

ては、当該貨物自動車の車両中心線上の前方及び後方三十メートルの距離から指示部が見通すことのできる位置に左右に一個ずつ方向

指示器を備えていること。

六　警音器を備えていること。

七　運転者が安全に運転することができる後写鏡及び当該貨物自動車の直前にある障害物を確認することができる鏡を備えていること。

八　速度計を備えていること。

（使用の制限）

第百五十一条の六十六　事業者は、貨物自動車については、 大積載量その他の能力を超えて使用してはならない。

（昇降設備）

第百五十一条の六十七　事業者は、 大積載量が二トン以上の貨物自動車に荷を積む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含

む。）又は 大積載量が二トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。）を行うときは、墜

落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降

するための設備を設けなければならない。
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２　前項の作業に従事する労働者は、床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備

を使用しなければならない。

（不適格な繊維ロープの使用禁止）

第百五十一条の六十八　事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用してはならない。

一　ストランドが切断しているもの

二　著しい損傷又は腐食があるもの

（繊維ロープの点検）

第百五十一条の六十九　事業者は、繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープを

点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。

（積卸し）

第百五十一条の七十　事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛け

の作業を含む。）又は貨物自動車から卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。）を行うときは、当該作業を指揮する者

を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

一　作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

二　器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。

三　当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。

四　ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示す

ること。

五　第百五十一条の六十七第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。

（中抜きの禁止）

第百五十一条の七十一　事業者は、貨物自動車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に中抜きをさせてはならない。

２　前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。

（荷台への乗車制限）

第百五十一条の七十二　事業者は、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷台に労働者を乗車させてはならない。

２　労働者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。

第百五十一条の七十三　事業者は、荷台にあおりのある貨物自動車を走行させる場合において、当該荷台に労働者を乗車させるときは、次

に定めるところによらなければならない。

一　荷の移動による労働者の危険を防止するため、移動により労働者に危険を及ぼすおそれのある荷について、歯止め、滑止め等の措置

を講ずること。

二　荷台に乗車させる労働者に次の事項を行わせること。

イ　あおりを確実に閉じること。

ロ　あおりその他貨物自動車の動揺により労働者が墜落するおそれのある箇所に乗らないこと。

ハ　労働者の身体の 高部が運転者席の屋根の高さ（荷台上の荷の 高部が運転者席の屋根の高さを超えるときは、当該荷の 高部）

を超えて乗らないこと。

２　前項第二号の労働者は、同号に掲げる事項を行わなければならない。

（保護帽の着用）

第百五十一条の七十四　事業者は、次の各号のいずれかに該当する貨物自動車に荷を積む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を

含む。）又は次の各号のいずれかに該当する貨物自動車から荷を卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。）を行うとき

（第三号に該当する貨物自動車にあつては、テールゲートリフターを使用するときに限る。）は、墜落による労働者の危険を防止するた

め、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

一　 大積載量が五トン以上のもの

二　 大積載量が二トン以上五トン未満であつて、荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉できるもの

三　 大積載量が二トン以上五トン未満であつて、テールゲートリフターが設置されているもの（前号に該当するものを除く。）

２　前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

（点検）

第百五十一条の七十五　事業者は、貨物自動車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わな

ければならない。

一　制動装置及び操縦装置の機能

二　荷役装置及び油圧装置の機能

三　車輪の異常の有無

四　前照灯、尾灯、方向指示器及び警音器の機能

（補修等）

第百五十一条の七十六　事業者は、前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければ

ならない。

第二節　コンベヤー

（逸走等の防止）

第百五十一条の七十七　事業者は、コンベヤー（フローコンベヤー、スクリューコンベヤー、流体コンベヤー及び空気スライドを除く。以

下同じ。）については、停電、電圧降下等による荷又は搬器の逸走及び逆走を防止するための装置（第百五十一条の八十二において「逸

走等防止装置」という。）を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、専ら水平の状態で使用するときその他労働者に危険を

及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

（非常停止装置）

第百五十一条の七十八　事業者は、コンベヤーについては、労働者の身体の一部が巻き込まれる等労働者に危険が生ずるおそれのあるとき

は、非常の場合に直ちにコンベヤーの運転を停止することができる装置（第百五十一条の八十二において「非常停止装置」という。）を

備えなければならない。

（荷の落下防止）

第百五十一条の七十九　事業者は、コンベヤーから荷が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、当該コンベヤーに

覆い又は囲いを設ける等荷の落下を防止するための措置を講じなければならない。
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（トロリーコンベヤー）

第百五十一条の八十　事業者は、トロリーコンベヤーについては、トロリーとチェーン及びハンガーとが容易に外れないよう相互に確実に

接続されているものでなければ使用してはならない。

（搭乗の制限）

第百五十一条の八十一　事業者は、運転中のコンベヤーに労働者を乗せてはならない。ただし、労働者を運搬する構造のコンベヤーについ

て、墜落、接触等による労働者の危険を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。

２　労働者は、前項ただし書の場合を除き、運転中のコンベヤーに乗つてはならない。

（点検）

第百五十一条の八十二　事業者は、コンベヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わな

ければならない。

一　原動機及びプーリーの機能

二　逸走等防止装置の機能

三　非常停止装置の機能

四　原動機、回転軸、歯車、プーリー等の覆い、囲い等の異常の有無

（補修等）

第百五十一条の八十三　事業者は、前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければ

ならない。

第一章の三　木材伐出機械等

第一節　車両系木材伐出機械

第一款　総則

（定義）

第百五十一条の八十四　この省令において車両系木材伐出機械とは、伐木等機械、走行集材機械及び架線集材機械（機械集材装置又は簡易

架線集材装置の集材機として用いている場合を除く。以下この節において同じ。）をいう。

（前照灯の設置）

第百五十一条の八十五　事業者は、車両系木材伐出機械については、前照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を

安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。

（ヘツドガード）

第百五十一条の八十六　事業者は、車両系木材伐出機械については、堅固なヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。た

だし、原木等の落下により運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

（防護柵等）

第百五十一条の八十七　事業者は、車両系木材伐出機械については、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運

転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。

（調査及び記録）

第百五十一条の八十八　事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該車両系木材伐出機械の転落、地山の崩壊等による

労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地盤の状態等並びに伐倒する立木及び取り扱う原木等の

形状等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。

（作業計画）

第百五十一条の八十九　事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たと

ころに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

２　前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

一　使用する車両系木材伐出機械の種類及び能力

二　車両系木材伐出機械の運行経路

三　車両系木材伐出機械による作業の方法及び場所

四　労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送の方法

３　事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第二号から第四号までの事項について関係労働者に周知させなければならない。

（作業指揮者）

第百五十一条の九十　事業者は、車両系木材伐出機械（伐木等機械を除く。）を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その

者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。

（制限速度）

第百五十一条の九十一　事業者は、車両系木材伐出機械（ 高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。）を用いて作業を行うときは、

あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系木材伐出機械の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わな

ければならない。

２　前項の車両系木材伐出機械の運転者は、同項の制限速度を超えて車両系木材伐出機械を運転してはならない。

（転落等の防止等）

第百五十一条の九十二　事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、車両系木材伐出機械の転倒又は転落による労働者の危

険を防止するため、当該車両系木材伐出機械の運行経路について必要な幅員を保持すること、路肩の崩壊を防止すること、岩石、根株等

の障害物を除去すること等必要な措置を講じなければならない。

２　事業者は、路肩、傾斜地等で車両系木材伐出機械を用いて作業を行う場合において、当該車両系木材伐出機械の転倒又は転落により労

働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系木材伐出機械を誘導させなければならない。

３　前項の車両系木材伐出機械の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。

第百五十一条の九十三　事業者は、路肩、傾斜地等であつて、車両系木材伐出機械の転倒又は転落により運転者に危険が生ずるおそれのあ

る場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の車両系木材伐出機械を使用しないよう努めるととも

に、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。

（合図）

第百五十一条の九十四　事業者は、車両系木材伐出機械について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなけ

ればならない。

２　前項の車両系木材伐出機械の運転者は、同項の合図に従わなければならない。
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（接触の防止）

第百五十一条の九十五　事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系木材伐出機械又は取り扱う原木等に接

触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

（立入禁止）

第百五十一条の九十六　事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのあ

る箇所（当該作業を行つている場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそれのある箇所を含む。）に労働者

を立ち入らせてはならない。

第百五十一条の九十七　事業者は、車両系木材伐出機械（構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれて

いるものを除く。）については、そのブーム、アーム等又はこれらにより支持されている原木等の下に労働者を立ち入らせてはならない。

ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作

業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させるときは、この限りでない。

２　前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。

（走行のための運転位置から離れる場合の措置）

第百五十一条の九十八　事業者は、車両系木材伐出機械の運転者が走行のための運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じ

させなければならない。ただし、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる場合であつて、労働者が作業装置の

運転のための運転位置において作業装置を運転し、又は運転しようとしている場合は、この限りでない。

一　木材グラツプル等の作業装置を 低降下位置（荷台を備える車両系木材伐出機械の木材グラツプルにあつては荷台上の 低降下位

置）に置くこと。

二　原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系木材伐出機械の逸走を防止する措置を講ずる

こと。

２　前項の運転者は、車両系木材伐出機械の走行のための運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

３　事業者は、第一項ただし書の場合であつて、車両系木材伐出機械の運転者が走行のための運転位置から離れるときは、当該車両系木材

伐出機械の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系木材伐出機械の逸走を防止する措置を講じさせなければなら

ない。

４　前項の運転者は、車両系木材伐出機械の走行のための運転位置から離れるときは、同項の措置を講じなければならない。

（作業装置の運転のための運転位置からの離脱の禁止）

第百五十一条の九十九　事業者は、前条第一項ただし書の場合であつて、車両系木材伐出機械の作業装置が運転されている間は、当該作業

装置の運転者を当該作業装置の運転のための運転位置から離れさせてはならない。

２　前項の運転者は、車両系木材伐出機械の作業装置が運転されている間は、当該作業装置の運転のための運転位置を離れてはならない。

（車両系木材伐出機械の移送）

第百五十一条の百　事業者は、車両系木材伐出機械を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、

盛土等を使用するときは、当該車両系木材伐出機械の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならな

い。

一　積卸しは、平たんで堅固な場所において行うこと。

二　道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当な勾配で確実に取り付けること。

三　盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当な勾配を確保すること。

（搭乗の制限）

第百五十一条の百一　事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、乗車席又は荷台以外の箇所に労働者を乗せてはならな

い。ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

（使用の制限）

第百五十一条の百二　事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該車両系木材伐出機械の転倒若しくは逸走又はブー

ム、アーム等の作業装置の破壊による労働者の危険を防止するため、当該車両系木材伐出機械についてその構造上定められた安定度、

大積載荷重、 大使用荷重等を守らなければならない。

（主たる用途以外の使用の制限）

第百五十一条の百三　事業者は、車両系木材伐出機械を、木材グラツプルによるワイヤロープを介した原木等のつり上げ等当該車両系木材

伐出機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。

２　前項の規定は、ウインチ及びガイドブロツクを用いて運転者以外の方向にかかり木を引き倒すことによりかかり木を処理する場合等、

労働者に危険を及ぼすおそれのない場合には、適用しない。

（修理等）

第百五十一条の百四　事業者は、車両系木材伐出機械の修理又はアタツチメントの装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を

指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

一　作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。

二　第百五十一条の九十七第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロツク等の使用状況を監視すること。

（作業装置の運転のための運転位置への搭乗の制限）

第百五十一条の百五　事業者は、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる車両系木材伐出機械を走行させるとき

は、当該車両系木材伐出機械の作業装置の運転のための運転位置に労働者を乗せてはならない。

２　労働者は、前項の場合において同項の車両系木材伐出機械の作業装置の運転のための運転位置に乗つてはならない。

（悪天候時の作業禁止）

第百五十一条の百六　事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、車両系木材伐出機械を用いる作業の実施について危険が予想される

ときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。

（保護帽の着用）

第百五十一条の百七　事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するた

め、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

２　前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
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（検査）

第百五十一条の百八　事業者は、車両系木材伐出機械については、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について検査を行う

よう努めなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない車両系木材伐出機械の当該使用しない期間においては、この限りでな

い。

一　原動機の異常の有無

二　動力伝達装置及び走行装置の異常の有無

三　制動装置及び操縦装置の異常の有無

四　作業装置及び油圧装置の異常の有無

五　車体、ヘツドガード、飛来物防護設備、アウトリガー、電気系統、灯火装置及び計器の異常の有無

２　事業者は、前項ただし書の車両系木材伐出機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について検査を行う

よう努めなければならない。

第百五十一条の百九　事業者は、車両系木材伐出機械については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について検査を行う

よう努めなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない車両系木材伐出機械の当該使用しない期間においては、この限りでな

い。

一　制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無

二　作業装置及び油圧装置の異常の有無

三　ヘツドガード及び飛来物防護設備の異常の有無

２　事業者は、前項ただし書の車両系木材伐出機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について検査を行う

よう努めなければならない。

（点検）

第百五十一条の百十　事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を

行わなければならない。

一　制動装置及び操縦装置の機能

二　作業装置及び油圧装置の機能

三　ワイヤロープ及び履帯又は車輪の異常の有無

四　前照灯の機能

（補修等）

第百五十一条の百十一　事業者は、第百五十一条の百八若しくは第百五十一条の百九の検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を

認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

第二款　伐木等機械

（伐木作業における危険の防止）

第百五十一条の百十二　事業者は、伐木等機械を用いて伐木の作業を行うときは、立木を伐倒しようとする運転者に、それぞれの立木につ

いて、かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除かせなければならない。

２　前項の運転者は、それぞれの立木について、かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるもの

を取り除かなければならない。

（造材作業における危険の防止）

第百五十一条の百十三　事業者は、伐木等機械を用いて造材の作業を行うときは、造材を行う原木等が転落し、又は滑ることによる危険を

防止するため、当該作業を行おうとする運転者に、平たんな地面で当該作業を行う等の措置を講じさせなければならない。

２　前項の運転者は、同項の措置を講じなければならない。

第三款　走行集材機械

（ワイヤロープの安全係数）

第百五十一条の百十四　事業者は、走行集材機械のウインチ又はスリングに用いるワイヤロープの安全係数については、四以上としなけれ

ばならない。

２　前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の 大の値で除した値とする。

（不適格なワイヤロープの使用禁止）

第百五十一条の百十五　事業者は、走行集材機械のウインチ若しくはスリングに用いるワイヤロープ又は積荷の固定に用いるワイヤロープ

については、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。

一　ワイヤロープ一よりの間において素線（フイラ線を除く。以下本号において同じ。）数の十パーセント以上の素線が切断したもの

二　摩耗による直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの

三　キンクしたもの

四　著しい形崩れ又は腐食のあるもの

（スリング等の点検）

第百五十一条の百十六　事業者は、走行集材機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、当該作業に用いるスリング及

び積荷の固定に用いるワイヤロープの状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。

（合図）

第百五十一条の百十七　事業者は、走行集材機械のウインチの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当

該合図を使用させなければならない。

２　前項の走行集材機械のウインチの運転者は、同項の合図に従わなければならない。

（原木等の積載）

第百五十一条の百十八　事業者は、走行集材機械に原木等を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。

一　偏荷重が生じないように積載すること。

二　荷崩れ又は原木等の落下による労働者の危険を防止するため、積荷をワイヤロープで固定する等必要な措置を講ずること。

（荷台への乗車制限）

第百五十一条の百十九　事業者は、荷台を有する走行集材機械を走行させるときは、当該走行集材機械の荷台に労働者を乗車させてはなら

ない。

２　労働者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
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第四款　架線集材機械

（ワイヤロープの安全係数）

第百五十一条の百二十　事業者は、架線集材機械のウインチ又はスリングに用いるワイヤロープの安全係数については、四以上としなけれ

ばならない。

２　前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の 大の値で除した値とする。

（不適格なワイヤロープの使用禁止）

第百五十一条の百二十一　事業者は、架線集材機械のウインチ又はスリングに用いるワイヤロープについては、次のいずれかに該当するも

のを使用してはならない。

一　ワイヤロープ一よりの間において素線（フイラ線を除く。以下本号において同じ。）数の十パーセント以上の素線が切断したもの

二　摩耗による直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの

三　キンクしたもの

四　著しい形崩れ又は腐食のあるもの

（スリングの点検）

第百五十一条の百二十二　事業者は、架線集材機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、当該作業に用いるスリング

の状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。

（合図）

第百五十一条の百二十三　事業者は、架線集材機械のウインチの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、

当該合図を使用させなければならない。

２　前項の架線集材機械のウインチの運転者は、同項の合図に従わなければならない。

第二節　機械集材装置及び運材索道

（調査及び記録）

第百五十一条の百二十四　事業者は、林業架線作業（機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれら

の設備による集材若しくは運材の作業をいう。以下同じ。）を行うときは、集材機又は運材機の転落、地山の崩壊、支柱の倒壊等による

労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について広さ、地形、地盤の状態等、支柱とする立木の状態及び運搬す

る原木等の形状等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。

（作業計画）

第百五十一条の百二十五　事業者は、林業架線作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作

業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

２　前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

一　支柱及び主要機器の配置の場所

二　使用するワイヤロープの種類及びその直径

三　中央垂下比

四　 大使用荷重、搬器と搬器の間隔及び搬器ごとの 大積載荷重

五　機械集材装置の集材機の種類及び 大けん引力

六　林業架線作業の方法

七　労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送の方法

３　事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第一号、第二号、第四号、第六号及び第七号の事項について関係労働者に周知させ

なければならない。

（林業架線作業主任者の選任）

第百五十一条の百二十六　事業者は、令第六条第三号の作業については、林業架線作業主任者免許を受けた者のうちから、林業架線作業主

任者を選任しなければならない。

（林業架線作業主任者の職務）

第百五十一条の百二十七　事業者は、林業架線作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一　作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。

二　材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三　作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

（作業指揮者）

第百五十一条の百二十八　事業者は、林業架線作業（令第六条第三号の作業を除く。）を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に

第百五十一条の百二十五第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。

（制動装置等）

第百五十一条の百二十九　事業者は、機械集材装置又は運材索道については、次に定めるところによらなければならない。

一　搬器又はつり荷を制動させる必要がない場合を除き、搬器又はつり荷を適時停止させることができる有効な制動装置を備えること。

二　主索、控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木、根株等の固定物で堅固なものに二回以上巻き付け、かつ、クリツプ、ク

ランプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。

三　支柱の頂部を安定させるための控えは、二以上とし、控えと支柱とのなす角度を三十度以上とすること。

四　サドルブロツク、ガイドブロツク等は、取付け部が受ける荷重により破壊し、又は脱落するおそれのないシヤツクル、台付け索等の

取付け具を用いて確実に取り付けること。

五　搬器、主索支持器その他の附属器具は、十分な強度を有するものを使用すること。

六　えい索又は作業索の端部を搬器又はロージングブロツクに取り付けるときは、クリツプ止め、アイスプライス等の方法により確実に

取り付けること。

（ワイヤロープの安全係数）

第百五十一条の百三十　事業者は、機械集材装置又は運材索道の次の表の上欄に掲げる索については、その用途に応じて、安全係数が同表

の下欄に掲げる値以上であるワイヤロープを使用しなければならない。

ワイヤロープの用途 安全係数

主索 二・七

えい索 四・〇
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作業索（巻上げ索を除く。） 四・〇

巻上げ索 六・〇

控索 四・〇

台付け索 四・〇

荷吊り索 六・〇

２　前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該機械集材装置又は運材索道の組立ての状態及び当該ワイヤロープにかかる荷

重に応じた 大張力の値で除した値とする。

（不適格なワイヤロープの使用禁止）

第百五十一条の百三十一　事業者は、機械集材装置又は運材索道のワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはな

らない。

一　ワイヤロープ一よりの間において素線（フイラ線を除く。以下本号において同じ。）数の十パーセント以上の素線が切断したもの

二　摩耗による直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの

三　キンクしたもの

四　著しい形崩れ又は腐食のあるもの

（作業索）

第百五十一条の百三十二　事業者は、機械集材装置の作業索（エンドレスのものを除く。）については、次に定める措置を講じなければな

らない。

一　作業索は、これを 大に使用した場合において、集材機の巻胴に二巻以上を残すことができる長さとすること。

二　作業索の端部は、集材機の巻胴にクランプ、クリツプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。

（巻過ぎ防止）

第百五十一条の百三十三　事業者は、機械集材装置については、巻過防止装置を備える等巻上げ索の巻過ぎによる労働者の危険を防止する

ための措置を講じなければならない。

（集材機又は運材機）

第百五十一条の百三十四　事業者は、機械集材装置の集材機又は運材索道の運材機については、次に定める措置を講じなければならない。

ただし、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、この限りでない。

一　浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え付けること。

二　歯止装置又は止め金つきブレーキを備え付けること。

２　事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、次に定める措置を講じなければならない。

一　架線集材機械の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の架線集材機械の逸走を防止する措置を講ずること。

二　アウトリガーを必要な広さ及び強度を有する鉄板等の上で張り出し、又はブレードを地上に下ろす等の架線集材機械の転倒又は転落

による労働者の危険を防止するための措置を講ずること。

（転倒時保護構造等）

第百五十一条の百三十五　事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、路肩、傾斜地等であつて、架線集材機械

の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以

外の架線集材機械を使用しないよう努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。

（ヘツドガード）

第百五十一条の百三十六　事業者は、機械集材装置の集材機については、堅固なヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならな

い。ただし、原木等の落下により運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

（防護柵等）

第百五十一条の百三十七　事業者は、機械集材装置の集材機については、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるとき

は、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。

（ 大使用荷重等の表示）

第百五十一条の百三十八　事業者は、機械集材装置については、 大使用荷重を見やすい箇所に表示しなければならない。

２　事業者は、機械集材装置については、前項の 大使用荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。

第百五十一条の百三十九　事業者は、運材索道については、次の事項を見やすい箇所に表示しなければならない。

一　 大使用荷重

二　搬器と搬器との間隔

三　搬器ごとの 大積載荷重

２　事業者は、運材索道については、前項第一号の 大使用荷重及び同項第三号の搬器ごとの 大積載荷重を超える荷重をかけて使用して

はならない。

（接触の防止）

第百五十一条の百四十　事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、運転中の架線集材機械又

は取り扱う原木等に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

（合図等）

第百五十一条の百四十一　事業者は、林業架線作業を行うときは、機械集材装置又は運材索道の運転者と荷掛け又は荷外しをする者との間

の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用

させ、又は当該合図を行う者を指名してその者に行わせなければならない。

２　前項の運転者は、同項の指名を受けた者による指示又は同項の合図に従わなければならない。

（立入禁止）

第百五十一条の百四十二　事業者は、林業架線作業を行うときは、次の箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

一　主索の下で、原木等が落下し、又は降下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ

二　原木等を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより労働者に危険を及ぼすおそれのあると

ころ

三　作業索の内角側で、索又はガイドブロツク等が反発し、又は飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ

（ブーム等の降下による危険の防止）

第百五十一条の百四十三　事業者は、架線集材機械（構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれている

ものを除く。）を機械集材装置の集材機として用いる場合であつて、架線集材機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の
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作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支

柱、安全ブロツク等を使用させなければならない。

２　前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。

（搭乗の制限）

第百五十一条の百四十四　事業者は、機械集材装置又は運材索道の搬器、つり荷、重錘等の物で、つり下げられているものに、労働者を乗

せてはならない。ただし、搬器、索等の器材の点検、補修等臨時の作業を行う場合で、墜落による危険を生ずるおそれのない措置を講ず

るときは、この限りでない。

２　事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならな

い。

３　労働者は、第一項ただし書の場合を除き、同項のつり下げられている物に乗つてはならない。

（悪天候時の作業禁止）

第百五十一条の百四十五　事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、林業架線作業の実施について危険が予想されるときは、当該作

業に労働者を従事させてはならない。

（点検）

第百五十一条の百四十六　事業者は、林業架線作業については、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を点

検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。

点検を要する場合 点検事項

組立て又は変更を行つた場合

試運転を行つた場合

支柱及びアンカの状態

集材機、運材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態

主索、えい索、作業索、控索及び台付け索の異常の有無及びその取付けの状態

搬器又はロージングブロツクとワイヤロープとの緊結部の状態

第百五十一条の百四十一第一項の電話、電鈴等の装置の異常の有無

強風、大雨、大雪等の悪天候の後及び中震以上の地震の

後の場合

支柱及びアンカの状態

集材機、運材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態

主索、えい索、作業索、控索及び台付け索の取付けの状態

第百五十一条の百四十一第一項の電話、電鈴等の装置の異常の有無

その日の作業を開始しようとする場合 集材機、運材機及び制動機の機能

荷吊り索の異常の有無

運材索道の搬器の異常の有無及び搬器とえい索との緊結部の状態

第百五十一条の百四十一第一項の電話、電鈴等の装置の機能

（運転位置から離れる場合の措置）

第百五十一条の百四十七　事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合において、架線集材機械の運転者が運転位置

から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。

一　作業装置を地上に下ろすこと。

二　原動機を止めること。

２　前項の運転者は、架線集材機械の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

（運転位置からの離脱の禁止）

第百五十一条の百四十八　事業者は、機械集材装置又は運材索道が運転されている間は、当該機械集材装置又は運材索道の運転者を運転位

置から離れさせてはならない。

２　前項の運転者は、機械集材装置又は運材索道が運転されている間は、運転位置を離れてはならない。

（主索の安全係数の検定等）

第百五十一条の百四十九　事業者は、機械集材装置若しくは運材索道を組み立て、又は主索の張力に変化を生ずる変更をしたときは、主索

の安全係数を検定し、かつ、その 大使用荷重の荷重で試運転を行わなければならない。

（保護帽の着用）

第百五十一条の百五十　事業者は、林業架線作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事

する労働者に保護帽を着用させなければならない。

２　前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

（適用除外）

第百五十一条の百五十一　第百五十一条の百三十第一項及び第百五十一条の百四十九の規定は、 大使用荷重が二百キログラム未満で、支

間の斜距離の合計が三百五十メートル未満の運材索道については、適用しない。

第三節　簡易架線集材装置

（調査及び記録）

第百五十一条の百五十二　事業者は、簡易林業架線作業（簡易架線集材装置の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこの設備による

集材の作業をいう。以下同じ。）を行うときは、集材機の転落、地山の崩壊、支柱の倒壊等による労働者の危険を防止するため、あらか

じめ、当該作業に係る場所について広さ、地形、地盤の状態等、支柱とする立木の状態及び運搬する原木等の形状等を調査し、その結果

を記録しておかなければならない。

（作業計画）

第百五十一条の百五十三　事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応す

る作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

２　前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

一　支柱及び主要機器の配置の場所

二　使用するワイヤロープの種類及びその直径

三　 大使用荷重

四　簡易架線集材装置の集材機の種類及び 大けん引力

五　簡易林業架線作業の方法

六　労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送の方法
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３　事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第一号から第三号まで、第五号及び第六号の事項について関係労働者に周知させな

ければならない。

（作業指揮者）

第百五十一条の百五十四　事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき

作業の指揮を行わせなければならない。

（制動装置等）

第百五十一条の百五十五　事業者は、簡易架線集材装置については、次に定めるところによらなければならない。

一　搬器又はつり荷を適時停止させることができる有効な制動装置を備えること。

二　控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木、根株等の固定物で堅固なものに二回以上巻き付け、かつ、クリツプ、クランプ

等の緊結具を用いて確実に取り付けること。

三　控えで頂部を安定させる必要がない場合を除き、支柱の頂部を安定させるための控えは、二以上とし、控えと支柱とのなす角度を三

十度以上とすること。

四　ガイドブロツク等は、取付け部が受ける荷重により破壊し、又は脱落するおそれのないシヤツクル、台付け索等の取付け具を用いて

確実に取り付けること。

五　搬器その他の附属器具は、十分な強度を有するものを使用すること。

六　作業索の端部を搬器又はロージングブロツクに取り付けるときは、クリツプ止め、アイスプライス等の方法により確実に取り付ける

こと。

（ワイヤロープの安全係数）

第百五十一条の百五十六　事業者は、簡易架線集材装置の索に用いるワイヤロープの安全係数については、四以上としなければならない。

２　前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の 大の値で除した値とする。

（不適格なワイヤロープの使用禁止）

第百五十一条の百五十七　事業者は、簡易架線集材装置のワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。

一　ワイヤロープ一よりの間において素線（フイラ線を除く。以下本号において同じ。）数の十パーセント以上の素線が切断したもの

二　摩耗による直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの

三　キンクしたもの

四　著しい形崩れ又は腐食のあるもの

（作業索）

第百五十一条の百五十八　事業者は、簡易架線集材装置の作業索（エンドレスのものを除く。）については、次に定める措置を講じなけれ

ばならない。

一　作業索は、これを 大に使用した場合において、集材機の巻胴に二巻以上を残すことができる長さとすること。

二　作業索の端部は、集材機の巻胴にクランプ、クリツプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。

（巻過ぎ防止）

第百五十一条の百五十九　事業者は、簡易架線集材装置については、巻過防止装置を備える等巻上げ索の巻過ぎによる労働者の危険を防止

するための措置を講じなければならない。

（集材機）

第百五十一条の百六十　事業者は、簡易架線集材装置の集材機については、次に定める措置を講じなければならない。ただし、架線集材機

械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合は、この限りでない。

一　浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え付けること。

二　歯止装置又は止め金つきブレーキを備え付けること。

２　事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合は、次に定める措置を講じなければならない。

一　架線集材機械の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の架線集材機械の逸走を防止する措置を講ずること。

二　アウトリガーを必要な広さ及び強度を有する鉄板等の上で張り出し、又はブレードを地上に下ろす等の架線集材機械の転倒又は転落

による労働者の危険を防止するための措置を講ずること。

（転倒時保護構造等）

第百五十一条の百六十一　事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合は、路肩、傾斜地等であつて、架線集材

機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたも

の以外の架線集材機械を使用しないよう努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。

（防護柵等）

第百五十一条の百六十二　事業者は、簡易架線集材装置の集材機については、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあると

きは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。

（ 大使用荷重の表示）

第百五十一条の百六十三　事業者は、簡易架線集材装置については、 大使用荷重を見やすい箇所に表示しなければならない。

２　事業者は、簡易架線集材装置については、前項の 大使用荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。

（接触の防止）

第百五十一条の百六十四　事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、運転中の架線集材

機械又は取り扱う原木等に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

（合図等）

第百五十一条の百六十五　事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、簡易架線集材装置の運転者と荷掛け又は荷外しをする者との間の連

絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用さ

せ、又は当該合図を行う者を指名してその者に行わせなければならない。

２　前項の運転者は、同項の指名を受けた者による指示又は同項の合図に従わなければならない。

（立入禁止）

第百五十一条の百六十六　事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、次の箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

一　原木等を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより労働者に危険を及ぼすおそれのあると

ころ

二　作業索の内角側で、索又はガイドブロツク等が反発し、又は飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ
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（ブーム等の降下による危険の防止）

第百五十一条の百六十七　事業者は、架線集材機械（構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれている

ものを除く。）を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合であつて、架線集材機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検

等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全

支柱、安全ブロツク等を使用させなければならない。

２　前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。

（搭乗の制限）

第百五十一条の百六十八　事業者は、簡易架線集材装置の搬器、つり荷等の物で、つり下げられているものに、労働者を乗せてはならな

い。

２　事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはな

らない。

３　労働者は、第一項のつり下げられている物に乗つてはならない。

（運搬の制限）

第百五十一条の百六十九　事業者は、簡易架線集材装置を用いて集材の作業を行うときは、集材機の転倒等による労働者の危険を防止する

ため、当該簡易架線集材装置の運転者に原木等を空中において運搬させてはならない。

２　前項の運転者は、原木等を空中において運搬してはならない。

（悪天候時の作業禁止）

第百五十一条の百七十　事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、簡易林業架線作業の実施について危険が予想されるときは、当該

作業に労働者を従事させてはならない。

（点検）

第百五十一条の百七十一　事業者は、簡易林業架線作業については、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項

を点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。

点検を要する場合 点検事項

その日の作業を開始しようとする場合 支柱及びアンカの状態

集材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態

作業索、控索、台付け索及び荷吊り索の異常の有無及びその取付けの状態

搬器又はロージングブロツクとワイヤロープとの緊結部の状態

第百五十一条の百六十五第一項の電話、電鈴等の装置の異常の有無

強風、大雨、大雪等の悪天候の後及び中震以上の地震の後の

場合

支柱及びアンカの状態

集材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態

作業索、控索、台付け索及び荷吊り索の異常の有無及びその取付けの状態

第百五十一条の百六十五第一項の電話、電鈴等の装置の異常の有無

（運転位置から離れる場合の措置）

第百五十一条の百七十二　事業者は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合において、架線集材機械の運転者が運転

位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。

一　作業装置を地上に下ろすこと。

二　原動機を止めること。

２　前項の運転者は、架線集材機械の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

（運転位置からの離脱の禁止）

第百五十一条の百七十三　事業者は、簡易架線集材装置が運転されている間は、当該簡易架線集材装置の運転者を運転位置から離れさせて

はならない。

２　前項の運転者は、簡易架線集材装置が運転されている間は、運転位置を離れてはならない。

（保護帽の着用）

第百五十一条の百七十四　事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業

に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

２　前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

第二章　建設機械等

第一節　車両系建設機械

第一款　総則

（定義等）

第百五十一条の百七十五　この節において解体用機械とは、令別表第七第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走で

きるものをいう。

２　令別表第七第六号２の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。

一　鉄骨切断機

二　コンクリート圧砕機

三　解体用つかみ機

第一款の二　構造

（前照灯の設置）

第百五十二条　事業者は、車両系建設機械には、前照灯を備えなければならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されて

いる場所において使用する車両系建設機械については、この限りでない。

（ヘッドガード）

第百五十三条　事業者は、岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で車両系建設機械（ブル・ドーザー、トラクター・

ショベル、ずり積機、パワー・ショベル、ドラグ・ショベル及び解体用機械に限る。）を使用するときは、当該車両系建設機械に堅固な

ヘッドガードを備えなければならない。
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第二款　車両系建設機械の使用に係る危険の防止

（調査及び記録）

第百五十四条　事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、当該車両系建設機械の転落、地山の崩壊等による労働者の危険を

防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地質の状態等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。

（作業計画）

第百五十五条　事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応

する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行なわなければならない。

２　前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

一　使用する車両系建設機械の種類及び能力

二　車両系建設機械の運行経路

三　車両系建設機械による作業の方法

３　事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第二号及び第三号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

（制限速度）

第百五十六条　事業者は、車両系建設機械（ 高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。）を用いて作業を行なうときは、あらかじ

め、当該作業に係る場所の地形、地質の状態等に応じた車両系建設機械の適正な制限速度を定め、それにより作業を行なわなければなら

ない。

２　前項の車両系建設機械の運転者は、同項の制限速度をこえて車両系建設機械を運転してはならない。

（転落等の防止等）

第百五十七条　事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、車両系建設機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するた

め、当該車両系建設機械の運行経路について路肩の崩壊を防止すること、地盤の不同沈下を防止すること、必要な幅員を保持すること等

必要な措置を講じなければならない。

２　事業者は、路肩、傾斜地等で車両系建設機械を用いて作業を行う場合において、当該車両系建設機械の転倒又は転落により労働者に危

険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させなければならない。

３　前項の車両系建設機械の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。

第百五十七条の二　事業者は、路肩、傾斜地等であつて、車両系建設機械の転倒又は転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所に

おいては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の車両系建設機械を使用しないように努めるとともに、運転者

にシートベルトを使用させるように努めなければならない。

（接触の防止）

第百五十八条　事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生

ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるとき

は、この限りでない。

２　前項の車両系建設機械の運転者は、同項ただし書の誘導者が行なう誘導に従わなければならない。

（合図）

第百五十九条　事業者は、車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行なわせなければ

ならない。

２　前項の車両系建設機械の運転者は、同項の合図に従わなければならない。

（運転位置から離れる場合の措置）

第百六十条　事業者は、車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。

一　バケツト、ジツパー等の作業装置を地上に下ろすこと。

二　原動機を止め、かつ、走行ブレーキをかける等の車両系建設機械の逸走を防止する措置を講ずること。

２　前項の運転者は、車両系建設機械の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

（車両系建設機械の移送）

第百六十一条　事業者は、車両系建設機械を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を

使用するときは、当該車両系建設機械の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。

一　積卸しは、平たんで堅固な場所において行なうこと。

二　道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。

三　盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適度な勾配を確保すること。

（とう乗の制限）

第百六十二条　事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。

（使用の制限）

第百六十三条　事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、転倒及びブーム、アーム等の作業装置の破壊による労働者の危険を

防止するため、当該車両系建設機械についてその構造上定められた安定度、 大使用荷重等を守らなければならない。

（主たる用途以外の使用の制限）

第百六十四条　事業者は、車両系建設機械を、パワー・ショベルによる荷のつり上げ、クラムシェルによる労働者の昇降等当該車両系建設

機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。

２　前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しない。

一　荷のつり上げの作業を行う場合であつて、次のいずれにも該当するとき。

イ　作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なとき。

ロ　アーム、バケット等の作業装置に次のいずれにも該当するフック、シャックル等の金具その他のつり上げ用の器具を取り付けて使

用するとき。

（１）　負荷させる荷重に応じた十分な強度を有するものであること。

（２）　外れ止め装置が使用されていること等により当該器具からつり上げた荷が落下するおそれのないものであること。

（３）　作業装置から外れるおそれのないものであること。

二　荷のつり上げの作業以外の作業を行う場合であつて、労働者に危険を及ぼすおそれのないとき。

３　事業者は、前項第一号イ及びロに該当する荷のつり上げの作業を行う場合には、労働者とつり上げた荷との接触、つり上げた荷の落下

又は車両系建設機械の転倒若しくは転落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。

一　荷のつり上げの作業について一定の合図を定めるとともに、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせること。
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二　平たんな場所で作業を行うこと。

三　つり上げた荷との接触又はつり上げた荷の落下により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせないこと。

四　当該車両系建設機械の構造及び材料に応じて定められた負荷させることができる 大の荷重を超える荷重を掛けて作業を行わないこ

と。

五　ワイヤロープを玉掛用具として使用する場合にあつては、次のいずれにも該当するワイヤロープを使用すること。

イ　安全係数（クレーン則第二百十三条第二項に規定する安全係数をいう。）の値が六以上のものであること。

ロ　ワイヤロープ一よりの間において素線（フィラ線を除く。）のうち切断しているものが十パーセント未満のものであること。

ハ　直径の減少が公称径の七パーセント以下のものであること。

ニ　キンクしていないものであること。

ホ　著しい形崩れ及び腐食がないものであること。

六　つりチェーンを玉掛用具として使用する場合にあつては、次のいずれにも該当するつりチェーンを使用すること。

イ　安全係数（クレーン則第二百十三条の二第二項に規定する安全係数をいう。）の値が、次の（１）又は（２）に掲げるつりチェー

ンの区分に応じ、当該（１）又は（２）に掲げる値以上のものであること。

（１）　次のいずれにも該当するつりチェーン　四

（ｉ）　切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・五パーセント以下のものであること。

（ｉｉ）　その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さ

の値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。

引張強さ（単位　ニュートン毎平方ミリメートル） 伸び（単位　パーセント）

四百以上六百三十未満 二十

六百三十以上千未満 十七

千以上 十五

（２）　（１）に該当しないつりチェーン　五

ロ　伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの五パーセント以下のものであること。

ハ　リンクの断面の直径の減少が、当該つりチェーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセント以下のものであるこ

と。

ニ　き裂がないものであること。

七　ワイヤロープ及びつりチェーン以外のものを玉掛用具として使用する場合にあつては、著しい損傷及び腐食がないものを使用するこ

と。

（修理等）

第百六十五条　事業者は、車両系建設機械の修理又はアタツチメントの装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者

を定め、その者に次の措置を講じさせなければならない。

一　作業手順を決定し、作業を指揮すること。

二　次条第一項に規定する安全支柱、安全ブロツク等及び第百六十六条の二第一項に規定する架台の使用状況を監視すること。

（ブーム等の降下による危険の防止）

第百六十六条　事業者は、車両系建設機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不

意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させなければなら

ない。

２　前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。

（アタツチメントの倒壊等による危険の防止）

第百六十六条の二　事業者は、車両系建設機械のアタツチメントの装着又は取り外しの作業を行うときはアタツチメントが倒壊すること等

による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に架台を使用させなければならない。

２　前項の作業に従事する労働者は、同項の架台を使用しなければならない。

（アタツチメントの装着の制限）

第百六十六条の三　事業者は、車両系建設機械にその構造上定められた重量を超えるアタツチメントを装着してはならない。

（アタツチメントの重量の表示等）

第百六十六条の四　事業者は、車両系建設機械のアタツチメントを取り替えたときは、運転者の見やすい位置にアタツチメントの重量（バ

ケツト、ジツパー等を装着したときは、当該バケツト、ジツパー等の容量又は 大積載重量を含む。以下この条において同じ。）を表示

し、又は当該車両系建設機械に運転者がアタツチメントの重量を容易に確認できる書面を備え付けなければならない。

第三款　定期自主検査等

（定期自主検査）

第百六十七条　事業者は、車両系建設機械については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならな

い。ただし、一年を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一　圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無

二　クラツチ、トランスミツシヨン、プロペラシヤフト、デフアレンシヤルその他動力伝達装置の異常の有無

三　起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無

四　かじ取り車輪の左右の回転角度、ナツクル、ロツド、アームその他操縦装置の異常の有無

五　制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユーその他ブレーキの異常の有無

六　ブレード、ブーム、リンク機構、バケツト、ワイヤロープその他作業装置の異常の有無

七　油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無

八　電圧、電流その他電気系統の異常の有無

九　車体、操作装置、ヘツドガード、バツクストツパー、昇降装置、ロツク装置、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の

有無

２　事業者は、前項ただし書の車両系建設機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わ

なければならない。

第百六十八条　事業者は、車両系建設機械については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならな

い。ただし、一月を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一　ブレーキ、クラツチ、操作装置及び作業装置の異常の有無
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二　ワイヤロープ及びチエーンの損傷の有無

三　バケツト、ジツパー等の損傷の有無

四　第百七十一条の四の特定解体用機械にあつては、逆止め弁、警報装置等の異常の有無

２　事業者は、前項ただし書の車両系建設機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わ

なければならない。

（定期自主検査の記録）

第百六十九条　事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一　検査年月日

二　検査方法

三　検査箇所

四　検査の結果

五　検査を実施した者の氏名

六　検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

（特定自主検査）

第百六十九条の二　車両系建設機械に係る特定自主検査は、第百六十七条に規定する自主検査とする。

２　第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるものに係る法第四十五条

第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号イからハ

までの規定中「フオークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号若しくは第六号に掲げるもの」と、同号

ニ中「フオークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げるもの」と読み替えるものとす

る。

３　第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省

令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とある

のは、「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

４　第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省

令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とある

のは、「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

５　第百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省

令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とある

のは、「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

６　事業者は、運行の用に供する車両系建設機械（道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。）について、同項の規定

に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百六十七条の自主検査を行うことを要しない。

７　車両系建設機械に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施し

た者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。

８　事業者は、車両系建設機械に係る自主検査を行つたときは、当該車両系建設機械の見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明ら

かにすることができる検査標章をはり付けなければならない。

（作業開始前点検）

第百七十条　事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、ブレーキ及びクラツチの機能につい

て点検を行なわなければならない。

（補修等）

第百七十一条　事業者は、第百六十七条若しくは第百六十八条の自主検査又は前条の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、

直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

第四款　コンクリートポンプ車

（輸送管等の脱落及び振れの防止等）

第百七十一条の二　事業者は、コンクリートポンプ車を用いて作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一　輸送管を継手金具を用いて輸送管又はホースに確実に接続すること、輸送管を堅固な建設物に固定させること等当該輸送管及びホー

スの脱落及び振れを防止する措置を講ずること。

二　作業装置の操作を行う者とホースの先端部を保持する者との間の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合

図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用させ、又は当該合図を行う者を指名してその者に行わせること。

三　コンクリート等の吹出しにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせないこと。

四　輸送管又はホースが閉そくした場合で、輸送管及びホース（以下この条及び次条において「輸送管等」という。）の接続部を切り離

そうとするときは、あらかじめ、当該輸送管等の内部の圧力を減少させるため空気圧縮機のバルブ又はコックを開放すること等コンク

リート等の吹出しを防止する措置を講ずること。

五　洗浄ボールを用いて輸送管等の内部を洗浄する作業を行うときは、洗浄ボールの飛出しによる労働者の危険を防止するための器具を

当該輸送管等の先端部に取り付けること。

（作業指揮）

第百七十一条の三　事業者は、輸送管等の組立て又は解体を行うときは、作業の方法、手順等を定め、これらを労働者に周知させ、かつ、

作業を指揮する者を指名して、その直接の指揮の下に作業を行わせなければならない。

第五款　解体用機械

（使用の禁止）

第百七十一条の四　事業者は、路肩、傾斜地等であつて、ブーム及びアームの長さの合計が十二メートル以上である解体用機械（以下この

条において「特定解体用機械」という。）の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、特定解体用機械を

用いて作業を行つてはならない。ただし、当該場所において、地形、地質の状態等に応じた当該危険を防止するための措置を講じたとき

は、この限りでない。

第百七十一条の五　事業者は、物体の飛来等により運転者に危険が生ずるおそれのあるときは、運転室を有しない解体用機械を用いて作業

を行つてはならない。ただし、物体の飛来等の状況に応じた当該危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
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（立入禁止等）

第百七十一条の六　事業者は、解体用機械を用いて作業を行うときは、次の措置（令第六条第十五号の二、第十五号の三及び第十五号の五

の作業にあつては、第二号の措置を除く。）を講じなければならない。

一　物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に運転者以外の労働者を立ち入らせないこと。

二　強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。

第二節　くい打機、くい抜機及びボーリングマシン

（強度等）

第百七十二条　事業者は、動力を用いるくい打機及びくい抜機（不特定の場所に自走できるものを除く。）並びにボーリングマシンの機体、

附属装置及び附属品については、次の要件に該当するものでなければ、使用してはならない。

一　使用の目的に適応した必要な強度を有すること。

二　著しい損傷、摩耗、変形又は腐食のないものであること。

（倒壊防止）

第百七十三条　事業者は、動力を用いるくい打機（以下「くい打機」という。）、動力を用いるくい抜機（以下「くい抜機」という。）又は

ボーリングマシンについては、倒壊を防止するため、次の措置を講じなければならない。

一　軟弱な地盤に据え付けるときは、脚部又は架台の沈下を防止するため、敷板、敷角等を使用すること。

二　施設、仮設物等に据え付けるときは、その耐力を確認し、耐力が不足しているときは、これを補強すること。

三　脚部又は架台が滑動するおそれのあるときは、くい、くさび等を用いてこれを固定させること。

四　軌道又はころで移動するくい打機、くい抜機又はボーリングマシンにあつては、不意に移動することを防止するため、レールクラン

プ、歯止め等でこれを固定させること。

五　控え（控線を含む。以下この節において同じ。）のみで頂部を安定させるときは、控えは、三以上とし、その末端は、堅固な控えぐ

い、鉄骨等に固定させること。

六　控線のみで頂部を安定させるときは、控線を等間隔に配置し、控線の数を増す等の方法により、いずれの方向に対しても安定させる

こと。

七　バランスウエイトを用いて安定させるときは、バランスウエイトの移動を防止するため、これを架台に確実に取り付けること。

（不適格なワイヤロープの使用禁止）

第百七十四条　事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープについては、次の各号のいずれかに該当する

ものを使用してはならない。

一　継目のあるもの

二　ワイヤロープ一よりの間において素線（フイラ線を除く。以下本号において同じ。）の数の十パーセント以上の素線が切断している

もの

三　直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの

四　キンクしたもの

五　著しい形くずれ又は腐食があるもの

（巻上げ用ワイヤロープの安全係数）

第百七十五条　事業者は、くい打機又はくい抜機の巻上げ用ワイヤロープの安全係数については、六以上としなければならない。

２　前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の 大の値で除した値とする。

（巻上げ用ワイヤロープ）

第百七十六条　事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープについては、次の措置を講じなければならな

い。

一　巻上げ用ワイヤロープは、落錘又はハンマーが 低の位置にある場合、矢板等の抜き始めの場合、ロッド等のつり具が 低の位置に

ある場合等において、巻上げ装置の巻胴に少なくとも二巻を残すことができる長さのものであること。

二　巻上げ用ワイヤロープは、巻上げ装置の巻胴にクランプ、クリツプ等を用いて、確実に取り付けること。

三　くい打機の巻上げ用ワイヤロープと落錘、ハンマー等との取付け又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープと滑車装置、ホイス

ティングスイベル等との取付けは、クリップ、クランプ等を用いて確実にすること。

（矢板、ロッド等との連結）

第百七十七条　事業者は、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープ、滑車装置等については十分な強度を有するシャック

ル、つかみ金具、ホイスティングスイベル等を用いて、くい、矢板、ロッド等と確実に連結しておかなければならない。

（ブレーキ等の備付け）

第百七十八条　事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンに使用するウインチについては、歯止め装置又は止め金付きブレーキ

を備え付けなければならない。ただし、バンドブレーキ等のブレーキを備えるボーリングマシンに使用するウインチについては、この限

りでない。

（ウインチの据付け）

第百七十九条　事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンのウインチについては、浮き上がり、ずれ、振れ等が起らないように

据え付けなければならない。

（みぞ車の位置）

第百八十条　事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置の巻胴の軸と巻上げ装置から第一番目のみぞ車の軸との間

の距離については、巻上げ装置の巻胴の幅の十五倍以上としなければならない。

２　前項のみぞ車は、巻上げ装置の巻胴の中心を通り、かつ、軸に垂直な面上になければならない。

３　前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

一　くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの構造上、巻上げ用ワイヤロープが乱巻となるおそれのないとき。

二　ずい道等の著しく狭あいな場所でボーリングマシンを使用して作業を行う場合で、巻上げ用ワイヤロープの切断による危険が生ずる

おそれのある区域への労働者の立入りを禁止したとき。

（みぞ車等の取付け）

第百八十一条　事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンのみぞ車又は滑車装置については、取付部が受ける荷重によつて破壊

するおそれのない取付金具、シャックル、ワイヤロープ等で、確実に取り付けておかなければならない。
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第百八十二条　事業者は、やぐら、二本構等とウインチが一体となつていないくい打機、くい抜機又はボーリングマシンのみぞ車について

は、巻上げ用ワイヤロープの水平分力がやぐら、二本構等に作用しないように配置しなければならない。ただし、やぐら、二本構等につ

いて、脚部にやらずを設け、脚部をワイヤロープで支持する等の措置を講ずるときは、当該脚部にみぞ車を取り付けることができる。

（蒸気ホース等）

第百八十三条　事業者は、蒸気又は圧縮空気を動力源とするくい打機又はくい抜機を使用するときは、次の措置を講じなければならない。

一　ハンマーの運動により、蒸気ホース又は空気ホースとハンマーとの接続部が破損し、又ははずれるのを防止するため、当該接続部以

外の箇所で蒸気ホース又は空気ホースをハンマーに固着すること。

二　蒸気又は空気をしや断するための装置をハンマーの運転者が容易に操作することができる位置に設けること。

（乱巻時の措置）

第百八十四条　事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置の巻胴に巻上げ用ワイヤロープが乱巻となつているとき

は、巻上げ用ワイヤロープに荷重をかけさせてはならない。

（巻上げ装置停止時の措置）

第百八十五条　事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置に荷重をかけたままで巻上げ装置を停止しておくとき

は、歯止め装置により歯止めを行い、止め金付きブレーキを用いて制動しておく等確実に停止しておかなければならない。

（運転位置からの離脱の禁止）

第百八十六条　事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者を巻上げ装置に荷重をかけたまま運転位置から離れさせては

ならない。

２　前項の運転者は、巻上げ装置に荷重をかけたままで運転位置を離れてはならない。

（立入禁止）

第百八十七条　事業者は、くい打機、くい抜機若しくはボーリングマシンのみぞ車若しくは滑車装置又はこれらの取付部の破損によつて、

ワイヤロープがはね、又はみぞ車、滑車装置等が飛来する危険を防止するため、運転中のくい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻

上げ用ワイヤロープの屈曲部の内側に労働者を立ち入らせてはならない。

（矢板、ロッド等のつり上げ時の措置）

第百八十八条　事業者は、くい打機又はボーリングマシンで、くい、矢板、ロッド等をつり上げるときは、その玉掛部が巻上げ用みぞ車又

は滑車装置の直下になるようにつり上げさせなければならない。くい打機にジンポール等の物上げ装置を取り付けて、くい、矢板等をつ

り上げる場合においても、同様とする。

（合図）

第百八十九条　事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつ

ては、当該合図を使用させなければならない。

２　くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者は、前項の合図に従わなければならない。

（作業指揮）

第百九十条　事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの組立て、解体、変更又は移動を行うときは、作業の方法、手順等を定

め、これらを労働者に周知させ、かつ、作業を指揮する者を指名して、その直接の指揮の下に作業を行わせなければならない。

（くい打機等の移動）

第百九十一条　事業者は、控えで支持するくい打機又はくい抜機の二本構、支柱等を建てたままで、動力によるウインチその他の機械を用

いて、これらの脚部を移動させるときは、脚部の引過ぎによる倒壊を防止するため、反対側からテンシヨンブロツク、ウインチ等で、確

実に制動しながら行なわせなければならない。

（点検）

第百九十二条　事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンを組み立てたときは、次の事項について点検し、異常がないことを確

認してからでなければ、これを使用させてはならない。

一　機体の緊結部のゆるみ及び損傷の有無

二　巻上げ用ワイヤロープ、みぞ車及び滑車装置の取付状態

三　巻上げ装置のブレーキ及び歯止め装置の機能

四　ウインチの据付状態

五　控えで頂部を安定させるくい打機又はくい抜機にあつては、控えのとり方及び固定の状態

（控線をゆるめる場合の措置）

第百九十三条　事業者は、くい打機又はくい抜機の控線（仮控線を含む。以下この条において同じ。）をゆるめるときは、テンシヨンブロ

ツク又はウインチを用いる等適当な方法により、控線をゆるめる労働者に、その者が容易に支持することができる限度をこえる荷重がか

からないようにさせなければならない。

（ガス導管等の損壊の防止）

第百九十四条　事業者は、くい打機又はボーリングマシンを使用して作業を行う場合において、ガス導管、地中電線路その他地下に存する

工作物（以下この条において「ガス導管等」という。）の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所

について、ガス導管等の有無及び状態を当該ガス導管等を管理する者に確かめる等の方法により調査し、これらの事項について知り得た

ところに適応する措置を講じなければならない。

（ロッドの取付時等の措置）

第百九十四条の二　事業者は、ボーリングマシンのロッド、ビット等を取り付け又は取り外すときは、クラッチレバーをストッパーで固定

する等によりロッド等を回転させる動力を確実に遮断しなければならない。

２　事業者は、ボーリングマシンのロッドを取り外すとき及びビット等を取り付け又は取り外すときは、ロッドをロッドホルダー等により

確実に保持しなければならない。

（ウォータースイベル用ホースの固定等）

第百九十四条の三　事業者は、ボーリングマシンのウォータースイベルに接続するホースについては、当該ホースがロッド等の回転部分に

巻き込まれることによる労働者の危険を防止するため、当該ホースをやぐらに固定する等の措置を講じなければならない。

第二節の二　ジャッキ式つり上げ機械

（保持機構等）

第百九十四条の四　事業者は、建設工事の作業において使用するジャッキ式つり上げ機械については、次の要件に該当するものでなけれ

ば、使用してはならない。

一　使用の目的に適応した必要な強度を有すること。
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二　保持機構については、ワイヤロープ等を保持するために必要な能力を有すること。

三　すべての保持機構が同時に開放されることを防止する機構を有していること。

四　著しい損傷、磨耗、変形又は腐食のないものであること。

（作業計画）

第百九十四条の五　事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を

行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

２　前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

一　作業の方法及び順序

二　使用するジャッキ式つり上げ機械の崩壊及び倒壊を防止するための方法

三　作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法

四　使用する機械等の種類及び能力

３　事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

（ジャッキ式つり上げ機械による作業）

第百九十四条の六　事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を

行うときは、次の措置を講じなければならない。

一　作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。

二　強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。

三　ジャッキ式つり上げ機械を施設、仮設物等に据え付けるときは、ボルト等を用いて当該ジャッキ式つり上げ機械を確実に固定させる

こと。

四　ジャッキ式つり上げ機械を施設、仮設物等に据え付けるときは、当該施設、仮設物等の耐力を確認し、耐力が不足しているときは、

これを補強すること。

（保護帽の着用）

第百九十四条の七　事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を

行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならな

い。

２　前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

第二節の三　高所作業車

（前照灯及び尾灯）

第百九十四条の八　事業者は、高所作業車（運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。）については、前照灯及び尾灯を備

えなければならない。ただし、走行の作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所において使用する高所作業車については、

この限りでない。

（作業計画）

第百九十四条の九　事業者は、高所作業車を用いて作業（道路上の走行の作業を除く。以下第百九十四条の十一までにおいて同じ。）を行

うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の状況、当該高所作業車の種類及び能力等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画

により作業を行わなければならない。

２　前項の作業計画は、当該高所作業車による作業の方法が示されているものでなければならない。

３　事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。

（作業指揮者）

第百九十四条の十　事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき

作業の指揮を行わせなければならない。

（転落等の防止）

第百九十四条の十一　事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、高所作業車の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、

アウトリガーを張り出すこと、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。

（合図）

第百九十四条の十二　事業者は、高所作業車を用いて作業を行う場合で、作業床以外の箇所で作業床を操作するときは、作業床上の労働者

と作業床以外の箇所で作業床を操作する者との間の連絡を確実にするため、一定の合図を定め、当該合図を行う者を指名してその者に行

わせる等必要な措置を講じなければならない。

（運転位置から離れる場合の措置）

第百九十四条の十三　事業者は、高所作業車の運転者が走行のための運転位置から離れるとき（作業床に労働者が乗つて作業を行い、又は

作業を行おうとしている場合を除く。）は、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。

一　作業床を 低降下位置に置くこと。

二　原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の高所作業車の逸走を防止する措置を講ずること。

２　前項の運転者は、高所作業車の走行のための運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

３　事業者は、高所作業車の作業床に労働者が乗つて作業を行い、又は行おうとしている場合であつて、運転者が走行のための運転位置か

ら離れるときは、当該高所作業車の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の措置を講じさせなければならない。

４　前項の運転者は、高所作業車の走行のための運転位置から離れるときは、同項の措置を講じなければならない。

（高所作業車の移送）

第百九十四条の十四　事業者は、高所作業車を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等

を使用するときは、当該高所作業車の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。

一　積卸しは、平坦で堅固な場所において行うこと。

二　道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。

三　盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。

（搭乗の制限）

第百九十四条の十五　事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、乗車席及び作業床以外の箇所に労働者を乗せてはならない。

（使用の制限）

第百九十四条の十六　事業者は、高所作業車については、積載荷重（高所作業車の構造及び材料に応じて、作業床に人又は荷を乗せて上昇

させることができる 大の荷重をいう。）その他の能力を超えて使用してはならない。
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（主たる用途以外の使用の制限）

第百九十四条の十七　事業者は、高所作業車を荷のつり上げ等当該高所作業車の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労

働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

（修理等）

第百九十四条の十八　事業者は、高所作業車の修理又は作業床の装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定

め、その者に次の事項を行わせなければならない。

一　作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。

二　次条第一項に規定する安全支柱、安全ブロック等の使用状況を監視すること。

（ブーム等の降下による危険の防止）

第百九十四条の十九　事業者は、高所作業車のブーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム等が不意に降下するこ

とによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。

２　前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。

（作業床への搭乗制限等）

第百九十四条の二十　事業者は、高所作業車（作業床において走行の操作をする構造のものを除く。以下この条において同じ。）を走行さ

せるときは、当該高所作業車の作業床に労働者を乗せてはならない。ただし、平坦で堅固な場所において高所作業車を走行させる場合

で、次の措置を講じたときは、この限りでない。

一　誘導者を配置し、その者に高所作業車を誘導させること。

二　一定の合図を定め、前号の誘導者に当該合図を行わせること。

三　あらかじめ、作業時における当該高所作業車の作業床の高さ及びブームの長さ等に応じた高所作業車の適正な制限速度を定め、それ

により運転者に運転させること。

２　労働者は、前項ただし書の場合を除き、走行中の高所作業車の作業床に乗つてはならない。

３　第一項ただし書の高所作業車の運転者は、同項第一号の誘導者が行う誘導及び同項第二号の合図に従わなければならず、かつ、同項第

三号の制限速度を超えて高所作業車を運転してはならない。

第百九十四条の二十一　事業者は、作業床において走行の操作をする構造の高所作業車を平坦で堅固な場所以外の場所で走行させるとき

は、次の措置を講じなければならない。

一　前条第一項第一号及び第二号に掲げる措置を講ずること。

二　あらかじめ、作業時における当該高所作業車の作業床の高さ及びブームの長さ、作業に係る場所の地形及び地盤の状態等に応じた高

所作業車の適正な制限速度を定め、それにより運転者に運転させること。

２　前条第三項の規定は、前項の高所作業車の運転者について準用する。この場合において、同条第三項中「同項第三号」とあるのは、「次

条第一項第二号」と読み替えるものとする。

（要求性能墜落制止用器具等の使用）

第百九十四条の二十二　事業者は、高所作業車（作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し、又は下降する構造のものを除く。）を用いて作

業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させなければならない。

２　前項の労働者は、要求性能墜落制止用器具等を使用しなければならない。

（定期自主検査）

第百九十四条の二十三　事業者は、高所作業車については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければなら

ない。ただし、一年を超える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一　圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無

二　クラッチ、トランスミッション、プロペラシャフト、デファレンシャルその他動力伝達装置の異常の有無

三　起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無

四　かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無

五　制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無

六　ブーム、昇降装置、屈折装置、平衡装置、作業床その他作業装置の異常の有無

七　油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無

八　電圧、電流その他電気系統の異常の有無

九　車体、操作装置、安全装置、ロック装置、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無

２　事業者は、前項ただし書の高所作業車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなけ

ればならない。

第百九十四条の二十四　事業者は、高所作業車については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければなら

ない。ただし、一月を超える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一　制動装置、クラッチ及び操作装置の異常の有無

二　作業装置及び油圧装置の異常の有無

三　安全装置の異常の有無

２　事業者は、前項ただし書の高所作業車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなけ

ればならない。

（定期自主検査の記録）

第百九十四条の二十五　事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一　検査年月日

二　検査方法

三　検査箇所

四　検査の結果

五　検査を実施した者の氏名

六　検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

（特定自主検査）

第百九十四条の二十六　高所作業車に係る特定自主検査は、第百九十四条の二十三に規定する自主検査とする。
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２　第百五十一条の二十四第二項の規定は、高所作業車に係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準

用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「高所作業車」と読み替えるものと

する。

３　事業者は、運行の用に供する高所作業車（道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。）について、同項の規定に基

づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百九十四条の二十三の自主検査を行うことを要しない。

４　高所作業車に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者

の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。

５　事業者は、高所作業車に係る自主検査を行つたときは、当該高所作業車の見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにする

ことができる検査標章をはり付けなければならない。

（作業開始前点検）

第百九十四条の二十七　事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、制動装置、操作装置及び作業装

置の機能について点検を行わなければならない。

（補修等）

第百九十四条の二十八　事業者は、第百九十四条の二十三若しくは第百九十四条の二十四の自主検査又は前条の点検を行つた場合におい

て、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

第三節　軌道装置及び手押し車両

第一款　総則

（定義）

第百九十五条　この省令で軌道装置とは、事業場附帯の軌道及び車両、動力車、巻上げ機等を含む一切の装置で、動力を用いて軌条により

労働者又は荷物を運搬する用に供されるもの（鉄道営業法（明治三十三年法律第六十五号）、鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）

又は軌道法（大正十年法律第七十六号）の適用を受けるものを除く。）をいう。

第二款　軌道等

（軌条の重量）

第百九十六条　事業者は、軌条の重量については、次の表の上欄に掲げる車両重量に応じて、同表の下欄に掲げる軌条重量以上としなけれ

ばならない。

車両重量 軌条重量

五トン未満 九キログラム

五トン以上十トン未満 十二キログラム

十トン以上十五トン未満 十五キログラム

十五トン以上 二十二キログラム

（軌条の継目）

第百九十七条　事業者は、軌条の継目については、継目板を用い、溶接を行なう等により堅固に固定しなければならない。

（軌条の敷設）

第百九十八条　事業者は、軌条の敷設については、犬くぎ、止め金具等を用いて、軌条をまくら木、コンクリート道床等に堅固に締結しな

ければならない。

（まくら木）

第百九十九条　事業者は、まくら木の大きさ及び配置の間隔については、軌条を安定させるため、車両重量、道床の状態等に応じたものと

しなければならない。

２　事業者は、腐食しやすい箇所又は取替えの困難な箇所で用いるまくら木については、耐久性を有するものとしなければならない。

（道床）

第二百条　事業者は、車両重量五トン以上の動力車を運転する軌道のうち道床が砕石、砂利等で形成されているものについては、まくら木

及び軌条を安全に保持するため、道床を十分つき固め、かつ、排水を良好にするための措置を講じなければならない。

（曲線部）

第二百一条　事業者は、軌道の曲線部については、次に定めるところによらなければならない。

一　曲線半径は、十メートル以上とすること。

二　適当なカント及びスラツクを保つこと。

三　曲線半径に応じ、護輪軌条を設けること。

（軌道のこう配）

第二百二条　事業者は、動力車を使用する区間の軌道のこう配については、千分の五十以下としなければならない。

（軌道の分岐点等）

第二百三条　事業者は、軌道の分岐する部分には、確実な機能を有する転てつ器及びてつさを設け、軌道の終端には、確実な車止め装置を

設けなければならない。

（逸走防止装置）

第二百四条　事業者は、車両が逸走するおそれのあるときは、逸走防止装置を設けなければならない。

（車両と側壁等との間隔）

第二百五条　事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、通行中の労働者に運行する車両が接触する危険を防止するた

め、その片側において、当該車両と側壁又は障害物との間隔を〇・六メートル以上としなければならない。ただし、ずい道等の断面が狭

小であること等により当該間隔を〇・六メートル以上とすることが困難な場合で、次のいずれかの措置を講じたときは、この限りでな

い。

一　明確に識別できる回避所を適当な間隔で設けること。

二　信号装置の設置、監視人の配置等により運行中の車両の進行方向上に労働者を立ち入らせないこと。

（車両とう乗者の接触予防措置）

第二百六条　事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、車両のとう乗者がずい道等の内部の側壁、天盤、障害物等に

接触する危険を防止するため、当該車両と当該側壁、天盤、障害物等との間に必要な距離を保持しなければならない。ただし、地山の荷

重により変形した支保工等障害物があるときに、当該車両のとう乗者が当該障害物に接触する危険を防止するため、車両とう乗者が容易

に識別できる措置を講じたときには、この限りでない。
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（信号装置）

第二百七条　事業者は、軌道装置の状況に応じて信号装置を設けなければならない。

第三款　車両

（動力車のブレーキ）

第二百八条　事業者は、動力車には、手用ブレーキを備え、かつ、十トン以上の動力車には、動力ブレーキをあわせ備えなければならな

い。

２　事業者は、ブレーキの制輪子に作用する圧力と制動車輪の軌条に対する圧力との割合を、動力ブレーキにあつては百分の五十以上百分

の七十五以下、手用ブレーキにあつては百分の二十以上としなければならない。

（動力車の設備）

第二百九条　事業者は、動力車については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。

一　汽笛、警鈴等の合図の装置を備えること。

二　夜間又は地下において使用するときは、前照灯及び運転室の照明設備を設けること。

三　内燃機関車には、潤滑油の圧力を表示する計器を備えること。

四　電気機関車には、自動しや断器を備え、かつ、架空線式の場合には避雷器を備えること。

（動力車の運転者席）

第二百十条　事業者は、動力車の運転者席については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。

一　運転者が安全な運転を行なうことができる視界を有する構造とすること。

二　運転者の転落による危険を防止するため、囲い等を設けること。

（人車）

第二百十一条　事業者は、労働者の輸送に用いる専用の車両（以下「人車」という。）については、次に定めるところに適合するものでな

ければ、使用してはならない。

一　労働者が安全に乗車できる座席、握り棒等の設備を設けること。

二　囲い及び乗降口を設けること。

三　斜道において用いる巻上げ装置によりけん引される人車については、巻上げ機の運転者と人車のとう乗者とが緊急時に連絡できる設

備を設けること。

四　前号の人車については、ワイヤロープの切断、速度超過等による危険を防止するため、非常停止装置を設けること。

五　傾斜角三十度以上の斜道に用いる人車については、脱線予防装置を設けること。

（車輪）

第二百十二条　事業者は、車輪については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。

一　タイヤの幅は、フランジが も摩耗した状態で、 大軌間を通過するときに、なおその踏面が軌条に安全に乗る広さとすること。

二　フランジの厚さは、 も摩耗したときに、十分な強さを有し、かつ、分岐及びてつさの通過に差しつかえない厚さ以下とすること。

三　フランジの高さは、タイヤが軌条からはずれない高さ以上で、継目板及びてつさ等に乗り上げない高さとすること。

（連結装置）

第二百十三条　事業者は、車両を連結するときは、確実な連結装置を用いなければならない。

（斜道における人車の連結）

第二百十四条　事業者は、斜道において人車を用いる場合において、人車と人車又はワイヤロープソケツトをチエーン又はリンクで連結す

るときは、当該チエーン又はリンクの切断等による人車の逸走を防止するため、予備のチエーン又はワイヤロープで連結しておかなけれ

ばならない。

第四款　巻上げ装置

（巻上げ装置のブレーキ）

第二百十五条　事業者は、巻上げ装置には、車両に 大の荷重をかけた場合において、車両をすみやかに停止させ、かつ、その停止状態を

保持することができるブレーキを備えなければならない。

（ワイヤロープ）

第二百十六条　事業者は、巻上げ装置に用いるワイヤロープについては、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならな

い。

一　安全係数は六以上（人車に用いるワイヤロープにあつては、十以上）とすること。この場合の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重

の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の 大の値で除した値とする。

二　リンクを使用する等確実な方法により、車両に取り付けること。

（不適格なワイヤロープの使用禁止）

第二百十七条　事業者は、次のいずれかに該当するワイヤロープを巻上げ装置の巻上げ用ワイヤロープとして使用してはならない。

一　ワイヤロープ一よりの間において素線の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの

二　直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの

三　キンクしたもの

四　著しい形くずれ又は腐食があるもの

（深度指示器）

第二百十八条　事業者は、斜坑において人車を用いる場合において、巻上げ機の運転者が人車の位置を確認することが困難なときは、当該

運転者が容易に確認できる深度指示器を備えなければならない。

第五款　軌道装置の使用に係る危険の防止

（信号装置の表示方法）

第二百十九条　事業者は、信号装置を設けたときは、あらかじめ、当該信号装置の表示方法を定め、かつ、関係労働者に周知させなければ

ならない。

（合図）

第二百二十条　事業者は、軌道装置の運転については、あらかじめ、当該運転に関する合図方法を定め、かつ、これを関係労働者に周知さ

せなければならない。

２　前項の軌道装置の運転者は、同項の合図方法により運転しなければならない。
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（人車の使用）

第二百二十一条　事業者は、軌道装置により労働者を輸送するときは、人車を使用しなければならない。ただし、少数の労働者を輸送する

場合又は臨時に労働者を輸送する場合において、次の措置を講じたときは、この限りでない。

一　車両に転落防止のための囲い等を設けること。

二　転位、崩壊等のおそれのある荷と労働者とを同乗させないこと。

（制限速度）

第二百二十二条　事業者は、車両の運転については、あらかじめ、軌条重量、軌間、こう配、曲線半径等に応じ、当該車両の制限速度を定

め、これにより運転者に、運転させなければならない。

２　前項の車両の運転者は、同項の制限速度をこえて車両を運転してはならない。

（とう乗定員）

第二百二十三条　事業者は、人車については、その構造に応じたとう乗定員数を定め、かつ、これを関係労働者に周知させなければならな

い。

（車両の後押し運転時における措置）

第二百二十四条　事業者は、建設中のずい道等の内部において動力車による後押し運転をするときは、次の措置を講じなければならない。

ただし、後押し運転をする区間を定め、当該区間への労働者の立入りを禁止したときは、この限りでない。

一　誘導者を配置し、その者に当該動力車を誘導させること。

二　先頭車両に前照灯を備えること。

三　誘導者と動力車の運転者が連絡でき、かつ、誘導者が緊急時に警報できる装置を備えること。

（誘導者を車両にとう乗させる場合の措置）

第二百二十五条　事業者は、前条の誘導者を車両にとう乗させるときは、誘導者が車両から転落する危険を防止するため、誘導者を囲いを

設けた車両又は乗車台にとう乗させる等の措置を講じなければならない。

（運転席から離れる場合の措置）

第二百二十六条　事業者は、動力車の運転者が運転席から離れるときは、ブレーキをかける等車両の逸走を防止する措置を講じさせなけれ

ばならない。

２　前項の運転者は、運転席から離れるときは、同項の措置を講じなければならない。

（運転位置からの離脱の禁止）

第二百二十七条　事業者は、巻上げ機が運転されている間は、当該巻上げ機の運転者を運転位置から離れさせてはならない。

２　前項の運転者は、巻上げ機が運転されている間は、運転位置から離れてはならない。

第六款　定期自主検査等

（定期自主検査）

第二百二十八条　事業者は、電気機関車、蓄電池機関車、電車、蓄電池電車、内燃機関車、内燃動車、蒸気機関車及び巻上げ装置（以下こ

の款において「電気機関車等」という。）については、三年以内ごとに一回、定期に、当該電気機関車等の各部分の異常の有無について

自主検査を行なわなければならない。ただし、三年をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては、この限りで

ない。

２　事業者は、前項ただし書の電気機関車等については、その使用を再び開始する際に、当該電気機関車等の各部分の異常の有無について

自主検査を行なわなければならない。

第二百二十九条　事業者は、電気機関車等については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならな

い。ただし、一年をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一　電気機関車、蓄電池機関車、電車及び蓄電池電車にあつては、電動機、制御装置、ブレーキ、自動しや断器、台車、連結装置、蓄電

池、避雷器、配線、接続器具及び各種計器の異常の有無

二　内燃機関車及び内燃動車にあつては、機関、動力伝達装置、制御装置、ブレーキ、台車、連結装置及び各種計器の異常の有無

三　蒸気機関車にあつては、シリンダー、弁室、蒸気管、加減弁、安全弁及び各種計器の異常の有無

四　巻上げ装置にあつては、電動機、動力伝達装置、巻胴、ブレーキ、ワイヤロープ、ワイヤロープ取付金具、安全装置及び各種計器の

異常の有無

２　事業者は、前項ただし書の電気機関車等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわ

なければならない。

第二百三十条　事業者は、電気機関車等については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならな

い。ただし、一月をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一　電気機関車、蓄電池機関車、電車及び蓄電池電車にあつては、電路、ブレーキ及び連結装置の異常の有無

二　内燃機関車及び内燃動車にあつては、ブレーキ及び連結装置の異常の有無

三　蒸気機関車にあつては、火室内部、可溶栓、火粉止め、水面測定装置、給水装置、ブレーキ及び連結装置の異常の有無

四　巻上げ装置にあつては、ブレーキ、ワイヤロープ、ワイヤロープ取付金具の異常の有無

２　事業者は、前項ただし書の電気機関車等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわ

なければならない。

（定期自主検査の記録）

第二百三十一条　事業者は、前三条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一　検査年月日

二　検査方法

三　検査箇所

四　検査の結果

五　検査を実施した者の氏名

六　検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

（点検）

第二百三十二条　事業者は、軌道装置を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなけれ

ばならない。

一　ブレーキ、連結装置、警報装置、集電装置、前照灯、制御装置及び安全装置の機能

二　空気等の配管からの漏れの有無
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２　事業者は、軌道については、随時、軌条及び路面の状態の異常の有無について点検を行なわなければならない。

（補修）

第二百三十三条　事業者は、第二百二十八条から第二百三十条までの自主検査及び前条の点検を行なつた場合において異常を認めたとき

は、直ちに、補修しなければならない。

第七款　手押し車両

（手押し車両の軌道）

第二百三十四条　事業者は、手押し車両を用いる軌道については、次に定めるところによらなければならない。

一　軌道の曲線半径は、五メートル以上とすること。

二　こう配は、十五分の一以下とすること。

三　軌条の重量は、六キログラム以上とすること。

四　径九センチメートル以上のまくら木を適当な間隔に配置すること。

２　第百九十七条及び第二百三十二条第二項の規定は、手押し車両の軌道に準用する。

（ブレーキの具備）

第二百三十五条　事業者は、こう配が千分の十以上の軌道区間で使用する手押し車両については、有効な手用ブレーキを備えなければなら

ない。

（車両間隔等）

第二百三十六条　事業者は、労働者が手押し車両を運転するときは、次の事項を行なわせなければならない。

一　車両の間隔は、上りこう配軌道又は水平軌道の区間では六メートル以上、下りこう配軌道の区間では二十メートル以上とすること。

二　車両の速度は、下りこう配で毎時十五キロメートルをこえないこと。

２　前項の労働者は、手押し車両を運転するときは、同項各号の事項を行なわなければならない。

第三章　型わく支保工

第一節　材料等

（材料）

第二百三十七条　事業者は、型わく支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。

（主要な部分の鋼材）

第二百三十八条　事業者は、型わく支保工に使用する支柱、はり又ははりの支持物の主要な部分の鋼材については、日本産業規格Ｇ三一〇

一（一般構造用圧延鋼材）、日本産業規格Ｇ三一〇六（溶接構造用圧延鋼材）、日本産業規格Ｇ三四四四（一般構造用炭素鋼鋼管）若しく

は日本工業規格Ｇ三三五〇（建築構造用冷間成形軽量形鋼）に定める規格に適合するもの又は日本産業規格Ｚ二二四一（金属材料引張試

験方法）に定める方法による試験において、引張強さの値が三百三十ニュートン毎平方ミリメートル以上で、かつ、伸びが次の表の上欄

に掲げる鋼材の種類及び同表の中欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものでなければ、使用してはな

らない。

鋼材の種類 引張強さ（単位　ニュートン毎平方ミリメートル） 伸び（単位　パーセント）

鋼管 三百三十以上四百未満 二十五以上

四百以上四百九十未満 二十以上

四百九十以上 十以上

鋼板、形鋼、平鋼又は軽量形鋼 三百三十以上四百未満 二十一以上

四百以上四百九十未満 十六以上

四百九十以上五百九十未満 十二以上

五百九十以上 八以上

棒鋼 三百三十以上四百未満 二十五以上

四百以上四百九十未満 二十以上

四百九十以上 十八以上

（型わく支保工の構造）

第二百三十九条　事業者は、型わく支保工については、型わくの形状、コンクリートの打設の方法等に応じた堅固な構造のものでなけれ

ば、使用してはならない。

第二節　組立て等の場合の措置

（組立図）

第二百四十条　事業者は、型わく支保工を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。

２　前項の組立図は、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されているものでなければならない。

３　第一項の組立図に係る型枠支保工の設計は、次に定めるところによらなければならない。

一　支柱、はり又ははりの支持物（以下この条において「支柱等」という。）が組み合わされた構造のものでないときは、設計荷重（型

枠支保工が支える物の重量に相当する荷重に、型枠一平方メートルにつき百五十キログラム以上の荷重を加えた荷重をいう。以下この

条において同じ。）により当該支柱等に生ずる応力の値が当該支柱等の材料の許容応力の値を超えないこと。

二　支柱等が組み合わされた構造のものであるときは、設計荷重が当該支柱等を製造した者の指定する 大使用荷重を超えないこと。

三　鋼管枠を支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の百分の二・五に相当する水平方向の荷重が作用

しても安全な構造のものとすること。

四　鋼管枠以外のものを支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の百分の五に相当する水平方向の荷重

が作用しても安全な構造のものとすること。

（許容応力の値）

第二百四十一条　前条第三項第一号の材料の許容応力の値は、次に定めるところによる。

一　鋼材の許容曲げ応力及び許容圧縮応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の四分の三の値のうちいずれか小さい値の

三分の二の値以下とすること。

二　鋼材の許容せん断応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の四分の三の値のうちいずれか小さい値の百分の三十八の

値以下とすること。

三　鋼材の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行つて得た値以下とすること。

ｌ／ｉ≦Λ の場合

б ｃ＝（（１－０．４（（ｌ／ｉ）／Λ）２）／ν）Ｆ
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ｌ／ｉ＞ Λ の場合

б ｃ＝（０．２９／（（ｌ／ｉ）／Λ）２）Ｆ

（これらの式において、ｌ、ｉ、Λ、б ｃ、ν 及びＦは、それぞれ次の値を表すものとする。

ｌ　支柱の長さ（支柱が水平方向の変位を拘束されているときは、拘束点間の長さのうちの 大の長さ）（単位　センチメートル）

ｉ　支柱の 小断面二次半径（単位　センチメートル）

Λ　限界細長比＝√（π ２Ｅ／０．６Ｆ）

ただし、π　円周率

　　　　Ｅ　当該鋼材のヤング係数（単位　ニュートン毎平方センチメートル）

б ｃ　許容座屈応力の値（単位　ニュートン毎平方センチメートル）

ν　安全率＝１．５＋０．５７（（ｌ／ｉ）／Λ）２

Ｆ　当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の四分の三の値のうちのいずれか小さい値（単位　ニュートン毎平方センチメート

ル））

四　木材の繊維方向の許容曲げ応力、許容圧縮応力及び許容せん断応力の値は、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表

の下欄に掲げる値以下とすること。

木材の種類 許容応力の値（単位　ニュートン毎平方センチメートル）

曲げ 圧縮 せん断

あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべ

いひ

一、三二〇 一、一八〇 一〇三

すぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいつが 一、〇三〇 八八〇 七四

かし 一、九一〇 一、三二〇 二一〇

くり、なら、ぶな又はけやき 一、四七〇 一、〇三〇 一五〇

五　木材の繊維方向の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行つて得た値以下とすること。

ｌｋ／ｉ≦１００の場合　ｆｋ＝ｆｃ（１－０．００７（ｌｋ／ｉ））

ｌｋ／ｉ＞１００の場合　ｆｋ＝０．３ｆｃ／（ｌｋ／１００ｉ）２

（これらの式において、ｌｋ、ｉ、ｆｃ及びｆｋは、それぞれ次の値を表すものとする。

ｌｋ　支柱の長さ（支柱が水平方向の変位を拘束されているときは、拘束点間の長さのうち 大の長さ）（単位　センチメートル）

ｉ　支柱の 小断面二次半径（単位　センチメートル）

ｆｃ　許容圧縮応力の値（単位　ニュートン毎平方センチメートル）

ｆｋ　許容座屈応力の値（単位　ニュートン毎平方センチメートル））

（型枠支保工についての措置等）

第二百四十二条　事業者は、型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。

一　敷角の使用、コンクリートの打設、くいの打込み等支柱の沈下を防止するための措置を講ずること。

二　支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ずること。

三　支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手とすること。

四　鋼材と鋼材との接続部及び交差部は、ボルト、クランプ等の金具を用いて緊結すること。

五　型枠が曲面のものであるときは、控えの取付け等当該型枠の浮き上がりを防止するための措置を講ずること。

五の二　Ｈ型鋼又はＩ型鋼（以下この号において「Ｈ型鋼等」という。）を大引き、敷角等の水平材として用いる場合であつて、当該Ｈ

型鋼等と支柱、ジャッキ等とが接続する箇所に集中荷重が作用することにより、当該Ｈ型鋼等の断面が変形するおそれがあるときは、

当該接続する箇所に補強材を取り付けること。

六　鋼管（パイプサポートを除く。以下この条において同じ。）を支柱として用いるものにあつては、当該鋼管の部分について次に定め

るところによること。

イ　高さ二メートル以内ごとに水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。

ロ　はり又は大引きを上端に載せるときは、当該上端に鋼製の端板を取り付け、これをはり又は大引きに固定すること。

七　パイプサポートを支柱として用いるものにあつては、当該パイプサポートの部分について次に定めるところによること。

イ　パイプサポートを三以上継いで用いないこと。

ロ　パイプサポートを継いで用いるときは、四以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぐこと。

ハ　高さが三・五メートルを超えるときは、前号イに定める措置を講ずること。

八　鋼管枠を支柱として用いるものにあつては、当該鋼管枠の部分について次に定めるところによること。

イ　鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けること。

ロ　 上層及び五層以内ごとの箇所において、型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交差筋かいの方向における五枠以内ごとの箇所

に、水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。

ハ　 上層及び五層以内ごとの箇所において、型枠支保工の枠面の方向における両端及び五枠以内ごとの箇所に、交差筋かいの方向に

布枠を設けること。

ニ　第六号ロに定める措置を講ずること。

九　組立て鋼柱を支柱として用いるものにあつては、当該組立て鋼柱の部分について次に定めるところによること。

イ　第六号ロに定める措置を講ずること。

ロ　高さが四メートルを超えるときは、高さ四メートル以内ごとに水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止するこ

と。

九の二　Ｈ型鋼を支柱として用いるものにあつては、当該Ｈ型鋼の部分について第六号ロに定める措置を講ずること。

十　木材を支柱として用いるものにあつては、当該木材の部分について次に定めるところによること。

イ　第六号イに定める措置を講ずること。

ロ　木材を継いで用いるときは、二個以上の添え物を用いて継ぐこと。

ハ　はり又は大引きを上端に載せるときは、添え物を用いて、当該上端をはり又は大引きに固定すること。

十一　はりで構成するものにあつては、次に定めるところによること。

イ　はりの両端を支持物に固定することにより、はりの滑動及び脱落を防止すること。
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ロ　はりとはりとの間につなぎを設けることにより、はりの横倒れを防止すること。

（段状の型わく支保工）

第二百四十三条　事業者は、敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型わく支保工については、前条各号に定めるところによるほか、次

に定めるところによらなければならない。

一　型わくの形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、敷角等を二段以上はさまないこと。

二　敷板、敷角等を継いで用いるときは、当該敷板、敷角等を緊結すること。

三　支柱は、敷板、敷角等に固定すること。

（コンクリートの打設の作業）

第二百四十四条　事業者は、コンクリートの打設の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。

一　その日の作業を開始する前に、当該作業に係る型わく支保工について点検し、異状を認めたときは、補修すること。

二　作業中に型わく支保工に異状が認められた際における作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと。

（型わく支保工の組立て等の作業）

第二百四十五条　事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。

一　当該作業を行なう区域には、関係労働者以外の労働者の立ち入りを禁止すること。

二　強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。

三　材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

（型枠支保工の組立て等作業主任者の選任）

第二百四十六条　事業者は、令第六条第十四号の作業については、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、型

枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

（型枠支保工の組立て等作業主任者の職務）

第二百四十七条　事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一　作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

二　材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。

三　作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

第四章　爆発、火災等の防止

第一節　溶融高熱物等による爆発、火災等の防止

（高熱物を取り扱う設備の構造）

第二百四十八条　事業者は、火炉その他多量の高熱物を取り扱う設備については、火災を防止するため必要な構造としなければならない。

（溶融高熱物を取り扱うピツト）

第二百四十九条　事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融した高熱の鉱物（以下「溶融高熱物」という。）を取り扱うピツト（高熱の

鉱さいを水で処理するものを除く。）については、次の措置を講じなければならない。

一　地下水が内部に浸入することを防止できる構造とすること。ただし、内部に滞留した地下水を排出できる設備を設けたときは、この

限りでない。

二　作業用水又は雨水が内部に浸入することを防止できる隔壁その他の設備を周囲に設けること。

（建築物の構造）

第二百五十条　事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融高熱物を取り扱う設備を内部に有する建築物については、次の措置を講じなけ

ればならない。

一　床面は、水が滞留しない構造とすること。

二　屋根、壁、窓等は、雨水が浸入することを防止できる構造とすること。

（溶融高熱物を取り扱う作業）

第二百五十一条　事業者は、溶融高熱物を取り扱う作業（高熱の鉱さいを水で処理する作業及び高熱の鉱さいを廃棄する作業を除く。）を

行なうときは、水蒸気爆発を防止するため、第二百四十九条のピツト、前条の建築物の床面その他当該溶融高熱物を取り扱う設備につい

て、これらに水が滞留し、又はこれらが水により湿潤していないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。

（高熱の鉱さいの水処理等）

第二百五十二条　事業者は、水蒸気爆発を防止するため、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所については、次の措置を講じなけ

ればならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限りでない。

一　高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所は、排水が良いところとすること。

二　高熱の鉱さいを廃棄する場所には、その場所である旨の表示をすること。

第二百五十三条　事業者は、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する作業を行なうときは、水蒸気爆発を防止するため、前条の場所に水

が滞留していないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限りでない。

（金属溶解炉に金属くずを入れる作業）

第二百五十四条　事業者は、金属の溶解炉に金属くずを入れる作業を行なうときは、水蒸気爆発その他の爆発を防止するため、当該金属く

ずに水、火薬類、危険物、密閉された容器等がはいつていないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。

（火傷等の防止）

第二百五十五条　事業者は、溶鉱炉、溶銑炉又はガラス溶解炉その他多量の高熱物を取り扱う作業を行なう場所については、当該高熱物の

飛散、流出等による火傷その他の危険を防止するため、適当な措置を講じなければならない。

２　事業者は、前項の場所には、火傷その他の危険を防止するため、適当な保護具を備えなければならない。

３　労働者は、第一項の作業を行なうときは、前項の保護具を使用しなければならない。

第二節　危険物等の取扱い等

（危険物を製造する場合等の措置）

第二百五十六条　事業者は、危険物を製造し、又は取り扱うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによらなければなら

ない。

一　爆発性の物（令別表第一第一号に掲げる爆発性の物をいう。）については、みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに

接近させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。

二　発火性の物（令別表第一第二号に掲げる発火性の物をいう。）については、それぞれの種類に応じ、みだりに、火気その他点火源と

なるおそれのあるものに接近させ、酸化をうながす物若しくは水に接触させ、加熱し、又は衝撃を与えないこと。
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三　酸化性の物（令別表第一第三号に掲げる酸化性の物をいう。以下同じ。）については、みだりに、その分解がうながされるおそれの

ある物に接触させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。

四　引火性の物（令別表第一第四号に掲げる引火性の物をいう。以下同じ。）については、みだりに、火気その他点火源となるおそれの

あるものに接近させ、若しくは注ぎ、蒸発させ、又は加熱しないこと。

五　危険物を製造し、又は取り扱う設備のある場所を常に整理整とんし、及びその場所に、みだりに、可燃性の物又は酸化性の物を置か

ないこと。

２　労働者は、前項の場合には、同項各号に定めるところによらなければならない。

（作業指揮者）

第二百五十七条　事業者は、危険物を製造し、又は取り扱う作業（令第六条第二号又は第八号に掲げる作業を除く。）を行なうときは、当

該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させるとともに、次の事項を行なわせなければならない。

一　危険物を製造し、又は取り扱う設備及び当該設備の附属設備について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をと

ること。

二　危険物を製造し、又は取り扱う設備及び当該設備の附属設備がある場所における温度、湿度、
しや

遮光及び換気の状態等について、随時

点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。

三　前各号に掲げるもののほか、危険物の取扱いの状況について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。

四　前各号の規定によりとつた措置について、記録しておくこと。

（ホースを用いる引火性の物等の注入）

第二百五十八条　事業者は、引火性の物又は可燃性ガス（令別表第一第五号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ。）で液状のものを、

ホースを用いて化学設備（配管を除く。）、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する作業を行うときは、ホースの結合部を確実

に締め付け、又ははめ合わせたことを確認した後でなければ、当該作業を行つてはならない。

２　労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行なつてはならない。

（ガソリンが残存している設備への灯油等の注入）

第二百五十九条　事業者は、ガソリンが残存している化学設備（危険物を貯蔵するものに限るものとし、配管を除く。次条において同じ。）

、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に灯油又は軽油を注入する作業を行うときは、あらかじめ、その内部について、洗浄し、ガソ

リンの蒸気を不活性ガスで置換する等により、安全な状態にしたことを確認した後でなければ、当該作業を行つてはならない。

２　労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行なつてはならない。

（エチレンオキシド等の取扱い）

第二百六十条　事業者は、エチレンオキシド、アセトアルデヒド又は酸化プロピレンを化学設備、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等

に注入する作業を行うときは、あらかじめ、その内部の不活性ガス以外のガス又は蒸気を不活性ガスで置換した後でなければ、当該作業

を行つてはならない。

２　事業者は、エチレンオキシド、アセトアルデヒド又は酸化プロピレンを化学設備、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に貯蔵する

ときは、常にその内部の不活性ガス以外のガス又は蒸気を不活性ガスで置換しておかなければならない。

（通風等による爆発又は火災の防止）

第二百六十一条　事業者は、引火性の物の蒸気、可燃性ガス又は可燃性の粉じんが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所につい

ては、当該蒸気、ガス又は粉じんによる爆発又は火災を防止するため、通風、換気、除じん等の措置を講じなければならない。

（通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業）

第二百六十二条　事業者は、通風又は換気が不十分な場所において、可燃性ガス及び酸素（以下この条及び次条において「ガス等」とい

う。）を用いて溶接、溶断又は金属の加熱の作業を行なうときは、当該場所におけるガス等の漏えい又は放出による爆発、火災又は火傷

を防止するため、次の措置を講じなければならない。

一　ガス等のホース及び吹管については、損傷、摩耗等によるガス等の漏えいのおそれがないものを使用すること。

二　ガス等のホースと吹管及びガス等のホース相互の接続箇所については、ホースバンド、ホースクリツプ等の締付具を用いて確実に締

付けを行なうこと。

三　ガス等のホースにガス等を供給しようとするときは、あらかじめ、当該ホースに、ガス等が放出しない状態にした吹管又は確実な止

めせんを装着した後に行なうこと。

四　使用中のガス等のホースのガス等の供給口のバルブ又はコツクには、当該バルブ又はコツクに接続するガス等のホースを使用する者

の名札を取り付ける等ガス等の供給についての誤操作を防ぐための表示をすること。

五　溶断の作業を行なうときは、吹管からの過剰酸素の放出による火傷を防止するため十分な換気を行なうこと。

六　作業の中断又は終了により作業箇所を離れるときは、ガス等の供給口のバルブ又はコツクを閉止してガス等のホースを当該ガス等の

供給口から取りはずし、又はガス等のホースを自然通風若しくは自然換気が十分な場所へ移動すること。

２　労働者は、前項の作業に従事するときは、同項各号に定めるところによらなければ、当該作業を行なつてはならない。

（ガス等の容器の取扱い）

第二百六十三条　事業者は、ガス溶接等の業務（令第二十条第十号に掲げる業務をいう。以下同じ。）に使用するガス等の容器については、

次に定めるところによらなければならない。

一　次の場所においては、設置し、使用し、貯蔵し、又は放置しないこと。

イ　通風又は換気の不十分な場所

ロ　火気を使用する場所及びその附近

ハ　火薬類、危険物その他の爆発性若しくは発火性の物又は多量の易燃性の物を製造し、又は取り扱う場所及びその附近

二　容器の温度を四十度以下に保つこと。

三　転倒のおそれがないように保持すること。

四　衝撃を与えないこと。

五　運搬するときは、キヤツプを施すこと。

六　使用するときは、容器の口金に付着している油類及びじんあいを除去すること。

七　バルブの開閉は、静かに行なうこと。

八　溶解アセチレンの容器は、立てて置くこと。

九　使用前又は使用中の容器とこれら以外の容器との区別を明らかにしておくこと。
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（異種の物の接触による発火等の防止）

第二百六十四条　事業者は、異種の物が接触することにより発火し、又は爆発するおそれのあるときは、これらの物を接近して貯蔵し、又

は同一の運搬機に積載してはならない。ただし、接触防止のための措置を講じたときは、この限りでない。

（火災のおそれのある作業の場所等）

第二百六十五条　事業者は、起毛、反毛等の作業又は綿、羊毛、ぼろ、木毛、わら、紙くずその他可燃性の物を多量に取り扱う作業を行な

う場所、設備等については、火災防止のため適当な位置又は構造としなければならない。

（自然発火の防止）

第二百六十六条　事業者は、自然発火の危険がある物を積み重ねるときは、危険な温度に上昇しない措置を講じなければならない。

（油等の浸染したボロ等の処理）

第二百六十七条　事業者は、油又は印刷用インキ類によつて浸染したボロ、紙くず等については、不燃性の有がい容器に収める等火災防止

のための措置を講じなければならない。

第三節　化学設備等

（化学設備を設ける建築物）

第二百六十八条　事業者は、化学設備（配管を除く。）を内部に設ける建築物については、当該建築物の壁、柱、床、はり、屋根、階段等

（当該化学設備に近接する部分に限る。）を不燃性の材料で造らなければならない。

（腐食防止）

第二百六十九条　事業者は、化学設備（バルブ又はコックを除く。）のうち危険物又は引火点が六十五度以上の物（以下「危険物等」とい

う。）が接触する部分については、当該危険物等による当該部分の著しい腐食による爆発又は火災を防止するため、当該危険物等の種類、

温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講じなければならない。

（ふた板等の接合部）

第二百七十条　事業者は、化学設備のふた板、フランジ、バルブ、コック等の接合部については、当該接合部から危険物等が漏えいするこ

とによる爆発又は火災を防止するため、ガスケットを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講じなければならない。

（バルブ等の開閉方向の表示等）

第二百七十一条　事業者は、化学設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの

誤操作による爆発又は火災を防止するため、次の措置を講じなければならない。

一　開閉の方向を表示すること。

二　色分け、形状の区分等を行うこと。

２　前項第二号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。

（バルブ等の材質等）

第二百七十二条　事業者は、化学設備のバルブ又はコックについては、次に定めるところによらなければならない。

一　開閉のひん度及び製造又は取扱いに係る危険物等の種類、温度、濃度等に応じ、耐久性のある材料で造ること。

二　化学設備の使用中にしばしば開放し、又は取り外すことのあるストレーナ等とこれらに も近接した化学設備（配管を除く。以下こ

の号において同じ。）との間には、二重に設けること。ただし、当該ストレーナ等と当該化学設備の間に設けられるバルブ又はコック

が確実に閉止していることを確認することができる装置を設けるときは、この限りでない。

（送給原材料の種類等の表示）

第二百七十三条　事業者は、化学設備（配管を除く。）に原材料を送給する労働者が当該送給を誤ることによる爆発又は火災を防止するた

め、当該労働者が見やすい位置に、当該原材料の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければならない。

（計測装置の設置）

第二百七十三条の二　事業者は、特殊化学設備については、その内部における異常な事態を早期には握するために必要な温度計、流量計、

圧力計等の計測装置を設けなければならない。

（自動警報装置の設置等）

第二百七十三条の三　事業者は、特殊化学設備（製造し、又は取り扱う危険物等の量が厚生労働大臣が定める基準に満たないものを除く。）

については、その内部における異常な事態を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。

２　事業者は、前項に規定する措置を講ずることが困難なときは、監視人を置き、当該特殊化学設備の運転中は当該設備を監視させる等の

措置を講じなければならない。

（緊急しや断装置の設置等）

第二百七十三条の四　事業者は、特殊化学設備については、異常な事態の発生による爆発又は火災を防止するため、原材料の送給をしや断

し、又は製品等を放出するための装置、不活性ガス、冷却用水等を送給するための装置等当該事態に対処するための装置を設けなければ

ならない。

２　前項の装置に設けるバルブ又はコツクについては、次に定めるところによらなければならない。

一　確実に作動する機能を有すること。

二　常に円滑に作動できるような状態に保持すること。

三　安全かつ正確に操作することのできるものとすること。

（予備動力源等）

第二百七十三条の五　事業者は、特殊化学設備、特殊化学設備の配管又は特殊化学設備の附属設備に使用する動力源については、次に定め

るところによらなければならない。

一　動力源の異常による爆発又は火災を防止するための直ちに使用することができる予備動力源を備えること。

二　バルブ、コツク、スイツチ等については、誤操作を防止するため、施錠、色分け、形状の区分等を行うこと。

２　前項第二号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。

（作業規程）

第二百七十四条　事業者は、化学設備又はその附属設備を使用して作業を行うときは、これらの設備に関し、次の事項について、爆発又は

火災を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わせなければならない。

一　バルブ、コック等（化学設備（配管を除く。以下この号において同じ。）に原材料を送給し、又は化学設備から製品等を取り出す場

合に用いられるものに限る。）の操作

二　冷却装置、加熱装置、
かくはん

攪拌装置及び圧縮装置の操作

三　計測装置及び制御装置の監視及び調整

四　安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整

67



五　ふた板、フランジ、バルブ、コック等の接合部における危険物等の漏えいの有無の点検

六　試料の採取

七　特殊化学設備にあつては、その運転が一時的又は部分的に中断された場合の運転中断中及び運転再開時における作業の方法

八　異常な事態が発生した場合における応急の措置

九　前各号に掲げるもののほか、爆発又は火災を防止するため必要な措置

（退避等）

第二百七十四条の二　事業者は、化学設備から危険物等が大量に流出した場合等危険物等の爆発、火災等による労働災害発生の急迫した危

険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させなければならない。

２　事業者は、前項の場合には、労働者が危険物等による労働災害を被るおそれのないことを確認するまでの間、当該作業場等に関係者以

外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

（改造、修理等）

第二百七十五条　事業者は、化学設備又はその附属設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業を行い、

又はこれらの設備の内部で作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

一　当該作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを関係労働者に周知させること。

二　当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させること。

三　作業箇所に危険物等が漏えいし、又は高温の水蒸気等が逸出しないように、バルブ若しくはコックを二重に閉止し、又はバルブ若し

くはコックを閉止するとともに閉止板等を施すこと。

四　前号のバルブ、コック又は閉止板等に施錠し、これらを開放してはならない旨を表示し、又は監視人を置くこと。

五　第三号の閉止板等を取り外す場合において、危険物等又は高温の水蒸気等が流出するおそれのあるときは、あらかじめ、当該閉止板

等とそれに も近接したバルブ又はコックとの間の危険物等又は高温の水蒸気等の有無を確認する等の措置を講ずること。

第二百七十五条の二　事業者は、前条の作業を行うときは、随時、作業箇所及びその周辺における引火性の物の蒸気又は可燃性ガスの濃度

を測定しなければならない。

（定期自主検査）

第二百七十六条　事業者は、化学設備（配管を除く。以下この条において同じ。）及びその附属設備については、二年以内ごとに一回、定

期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、二年を超える期間使用しない化学設備及びその附属設備の当該使用

しない期間においては、この限りでない。

一　爆発又は火災の原因となるおそれのある物の内部における有無

二　内面及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無

三　ふた板、フランジ、バルブ、コック等の状態

四　安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の機能

五　冷却装置、加熱装置、
かくはん

攪拌装置、圧縮装置、計測装置及び制御装置の機能

六　予備動力源の機能

七　前各号に掲げるもののほか、爆発又は火災を防止するため特に必要な事項

２　事業者は、前項ただし書の化学設備及びその附属設備については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主

検査を行なわなければならない。

３　事業者は、前二項の自主検査の結果、当該化学設備又はその附属設備に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなけ

れば、これらの設備を使用してはならない。

４　事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一　検査年月日

二　検査方法

三　検査箇所

四　検査の結果

五　検査を実施した者の氏名

六　検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

（使用開始時の点検）

第二百七十七条　事業者は、化学設備（配管を除く。以下この条において同じ。）又はその附属設備を初めて使用するとき、分解して改造

若しくは修理を行つたとき、又は引き続き一月以上使用しなかつたときは、これらの設備について前条第一項各号に掲げる事項を点検

し、異常がないことを確認した後でなければ、これらの設備を使用してはならない。

２　事業者は、前項の場合のほか、化学設備又はその附属設備の用途の変更（使用する原材料の種類を変更する場合を含む。以下この項に

おいて同じ。）を行なうときは、前条第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項並びにその用途の変更のために改造した部分の異常

の有無を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、これらの設備を使用してはならない。

（安全装置）

第二百七十八条　事業者は、異常化学反応その他の異常な事態により内部の気体の圧力が大気圧を超えるおそれのある容器については、安

全弁又はこれに代わる安全装置を備えているものでなければ、使用してはならない。ただし、内容積が〇・一立方メートル以下である容

器については、この限りでない。

２　事業者は、前項の容器の安全弁又はこれに代わる安全装置については、その作動に伴つて排出される危険物（前項の容器が引火点が六

十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、又は取り扱う化学設備（配管を除く。）である場合にあつては、当該物。以下この項にお

いて同じ。）による爆発又は火災を防止するため、密閉式の構造のものとし、又は排出される危険物を安全な場所へ導き、若しくは燃焼、

吸収等により安全に処理することができる構造のものとしなければならない。

第四節　火気等の管理

（危険物等がある場所における火気等の使用禁止）

第二百七十九条　事業者は、危険物以外の可燃性の粉じん、火薬類、多量の易燃性の物又は危険物が存在して爆発又は火災が生ずるおそれ

のある場所においては、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となつて点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはなら

ない。

２　労働者は、前項の場所においては、同項の点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。

（爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具）

第二百八十条　事業者は、第二百六十一条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険の

ある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具（電動機、変圧器、コード接続器、開閉器、分電盤、配電盤等電気を通ずる機
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械、器具その他の設備のうち配線及び移動電線以外のものをいう。以下同じ。）を使用するときは、当該蒸気又はガスに対しその種類及

び爆発の危険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。

２　労働者は、前項の箇所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。

第二百八十一条　事業者は、第二百六十一条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、可燃性の粉じん（マグネシウム粉、アルミニウ

ム粉等爆燃性の粉じんを除く。）が爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具を使用するときは、当該粉じ

んに対し防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。

２　労働者は、前項の箇所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。

第二百八十二条　事業者は、爆燃性の粉じんが存在して爆発の危険のある場所において電気機械器具を使用するときは、当該粉じんに対し

て防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。

２　労働者は、前項の場所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。

（修理作業等の適用除外）

第二百八十三条　前四条の規定は、修理、変更等臨時の作業を行なう場合において、爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない措置を講ず

るときは適用しない。

（点検）

第二百八十四条　事業者は、第二百八十条から第二百八十二条までの規定により、当該各条の防爆構造電気機械器具（移動式又は可搬式の

ものに限る。）を使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該防爆構造電気機械器具及びこれに接続する移動電線の外装並びに

当該防爆構造電気機械器具と当該移動電線との接続部の状態を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

（油類等の存在する配管又は容器の溶接等）

第二百八十五条　事業者は、危険物以外の引火性の油類若しくは可燃性の粉じん又は危険物が存在するおそれのある配管又はタンク、ドラ

ムかん等の容器については、あらかじめ、これらの危険物以外の引火性の油類若しくは可燃性の粉じん又は危険物を除去する等爆発又は

火災の防止のための措置を講じた後でなければ、溶接、溶断その他火気を使用する作業又は火花を発するおそれのある作業をさせてはな

らない。

２　労働者は、前項の措置が講じられた後でなければ、同項の作業をしてはならない。

（通風等の不十分な場所での溶接等）

第二百八十六条　事業者は、通風又は換気が不十分な場所において、溶接、溶断、金属の加熱その他火気を使用する作業又は研削といしに

よる乾式研ま、たがねによるはつりその他火花を発するおそれのある作業を行なうときは、酸素を通風又は換気のために使用してはなら

ない。

２　労働者は、前項の場合には、酸素を通風又は換気のために使用してはならない。

（静電気帯電防止作業服等）

第二百八十六条の二　事業者は、第二百八十条及び第二百八十一条の箇所並びに第二百八十二条の場所において作業を行うときは、当該作

業に従事する労働者に静電気帯電防止作業服及び静電気帯電防止用作業靴を着用させる等労働者の身体、作業服等に帯電する静電気を除

去するための措置を講じなければならない。

２　労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行つてはならない。

３　前二項の規定は、修理、変更等臨時の作業を行う場合において、爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは適用し

ない。

（静電気の除去）

第二百八十七条　事業者は、次の設備を使用する場合において、静電気による爆発又は火災が生ずるおそれのあるときは、接地、除電剤の

使用、湿気の付与、点火源となるおそれのない除電装置の使用その他静電気を除去するための措置を講じなければならない。

一　危険物をタンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する設備

二　危険物を収納するタンク自動車、タンク車、ドラムかん等の設備

三　引火性の物を含有する塗料、接着剤等を塗布する設備

四　乾燥設備（熱源を用いて火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）第二条第一項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾

燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。）で、危険物又は危険物が発生する乾燥物を加熱乾燥するもの（以下「危険物乾燥設備」という。）

又はその附属設備

五　可燃性の粉状の物のスパウト移送、ふるい分け等を行なう設備

六　前各号に掲げる設備のほか、化学設備（配管を除く。）又はその附属設備

（立入禁止等）

第二百八十八条　事業者は、火災又は爆発の危険がある場所には、火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、特に危険な場所には、必要

でない者の立入りを禁止しなければならない。

（消火設備）

第二百八十九条　事業者は、建築物及び化学設備（配管を除く。）又は乾燥設備がある場所その他危険物、危険物以外の引火性の油類等爆

発又は火災の原因となるおそれのある物を取り扱う場所（以下この条において「建築物等」という。）には、適当な箇所に、消火設備を

設けなければならない。

２　前項の消火設備は、建築物等の規模又は広さ、建築物等において取り扱われる物の種類等により予想される爆発又は火災の性状に適応

するものでなければならない。

（防火措置）

第二百九十条　事業者は、火炉、加熱装置、鉄製煙突その他火災を生ずる危険のある設備と建築物その他可燃性物体との間には、防火のた

め必要な間隔を設け、又は可燃性物体をしや熱材料で防護しなければならない。

（火気使用場所の火災防止）

第二百九十一条　事業者は、喫煙所、ストーブその他火気を使用する場所には、火災予防上必要な設備を設けなければならない。

２　労働者は、みだりに、喫煙、採だん、乾燥等の行為をしてはならない。

３　火気を使用した者は、確実に残火の始末をしなければならない。

（灰捨場）

第二百九十二条　事業者は、灰捨場については、延焼の危険のない位置に設け、又は不燃性の材料で造らなければならない。
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第五節　乾燥設備

（危険物乾燥設備を有する建築物）

第二百九十三条　事業者は、危険物乾燥設備（乾燥室に限る。以下この条において同じ。）を設ける部分の建築物については、平家としな

ければならない。ただし、建築物が当該危険物乾燥設備を設ける階の直上に階を有しないもの又は建築基準法（昭和二十五年法律第二百

一号）第二条第九号の二に規定する耐火建築物若しくは同条第九号の三に規定する準耐火建築物である場合は、この限りでない。

（乾燥設備の構造等）

第二百九十四条　事業者は、乾燥設備については、次に定めるところによらなければならない。ただし、乾燥物の種類、加熱乾燥の程度、

熱源の種類等により爆発又は火災が生ずるおそれのないものについては、この限りでない。

一　乾燥設備の外面は、不燃性の材料で造ること。

二　乾燥設備（有機過酸化物を加熱乾燥するものを除く。）の内面、内部のたな、わく等は、不燃性の材料で造ること。

三　危険物乾燥設備は、その側部及び底部を堅固なものとすること。

四　危険物乾燥設備は、周囲の状況に応じ、その上部を軽量な材料で造り、又は有効な爆発戸、爆発孔等を設けること。ただし、当該危

険物乾燥設備を使用して加熱乾燥する乾燥物が爆発する場合に生じる圧力に耐える強度を有するものについては、この限りでない。

五　危険物乾燥設備は、乾燥に伴つて生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを安全な場所に排出することができ

る構造のものとすること。

六　液体燃料又は可燃性ガスを熱源の燃料として使用する乾燥設備は、点火の際の爆発又は火災を防止するため、燃焼室その他点火する

箇所を換気することができる構造のものとすること。

七　乾燥設備の内部は、掃除しやすい構造のものとすること。

八　乾燥設備ののぞき窓、出入口、排気孔等の開口部は、発火の際延焼を防止する位置に設け、かつ、必要があるときに、直ちに密閉で

きる構造のものとすること。

九　乾燥設備には、内部の温度を随時測定することができる装置及び内部の温度を安全な温度に調整することができる装置を設け、又は

内部の温度を自動的に調整することができる装置を設けること。

十　危険物乾燥設備の熱源として直火を使用しないこと。

十一　危険物乾燥設備以外の乾燥設備の熱源として直火を使用するときは、炎又ははね火により乾燥物が燃焼することを防止するため、

有効な
おお

覆い又は隔壁を設けること。

（乾燥設備の附属電気設備）

第二百九十五条　事業者は、乾燥設備に附属する電熱器、電動機、電灯等に接続する配線及び開閉器については、当該乾燥設備に専用のも

のを使用しなければならない。

２　事業者は、危険物乾燥設備の内部には、電気火花を発することにより危険物の点火源となるおそれのある電気機械器具又は配線を設け

てはならない。

（乾燥設備の使用）

第二百九十六条　事業者は、乾燥設備を使用して作業を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによらなければなら

ない。

一　危険物乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、内部を掃除し、又は換気すること。

二　危険物乾燥設備を使用するときは、乾燥に伴つて生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを安全な場所に排出

すること。

三　危険物乾燥設備を使用して加熱乾燥する乾燥物は、容易に脱落しないように保持すること。

四　第二百九十四条第六号の乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、燃焼室その他点火する箇所を換気した後に点火すること。

五　高温で加熱乾燥した可燃性の物は、発火の危険がない温度に冷却した後に格納すること。

六　乾燥設備（外面が著しく高温にならないものを除く。）に近接した箇所には、可燃性の物を置かないこと。

（乾燥設備作業主任者の選任）

第二百九十七条　事業者は、令第六条第八号の作業については、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから、乾燥設備作業主任

者を選任しなければならない。

（乾燥設備作業主任者の職務）

第二百九十八条　事業者は、乾燥設備作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。

一　乾燥設備をはじめて使用するとき、又は乾燥方法若しくは乾燥物の種類を変えたときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知

させ、かつ、当該作業を直接指揮すること。

二　乾燥設備及びその附属設備について不備な箇所を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。

三　乾燥設備の内部における温度、換気の状態及び乾燥物の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとるこ

と。

四　乾燥設備がある場所を常に整理整とんし、及びその場所にみだりに可燃性の物を置かないこと。

（定期自主検査）

第二百九十九条　事業者は、乾燥設備及びその附属設備については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわな

ければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない乾燥設備及びその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一　内面及び外面並びに内部のたな、わく等の損傷、変形及び腐食の有無

二　危険物乾燥設備にあつては、乾燥に伴つて生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを排出するための設備の異

常の有無

三　第二百九十四条第六号の乾燥設備にあつては、燃焼室その他点火する箇所の換気のための設備の異常の有無

四　のぞき窓、出入口、排気孔等の開口部の異常の有無

五　内部の温度の測定装置及び調整装置の異常の有無

六　内部に設ける電気機械器具又は配線の異常の有無

２　事業者は、前項ただし書の乾燥設備及びその附属設備については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主

検査を行なわなければならない。

３　事業者は、前二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一　検査年月日

二　検査方法

三　検査箇所
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四　検査の結果

五　検査を実施した者の氏名

六　検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

（補修等）

第三百条　事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査の結果、当該乾燥設備又はその附属設備に異常を認めたときは、補修その他必要な

措置を講じた後でなければ、これらの設備を使用してはならない。

第六節　アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置

第一款　アセチレン溶接装置

（圧力の制限）

第三百一条　事業者は、アセチレン溶接装置（令第一条第一号に掲げるアセチレン溶接装置をいう。以下同じ。）を用いて金属の溶接、溶

断又は加熱の作業を行うときは、ゲージ圧力百三十キロパスカルを超える圧力を有するアセチレンを発生させ、又はこれを使用してはな

らない。

（発生器室）

第三百二条　事業者は、アセチレン溶接装置のアセチレン発生器（以下「発生器」という。）については、専用の発生器室（以下「発生器

室」という。）内に設けなければならない。

２　事業者は、発生器室については、直上に階を有しない場所で、かつ、火気を使用する設備から相当離れたところに設けなければならな

い。

３　事業者は、発生器室を屋外に設けるときは、その開口部を他の建築物から一・五メートル以上の距離に保たなければならない。

第三百三条　事業者は、発生器室については、次に定めるところによらなければならない。

一　壁は、不燃性のものとし、次の構造又はこれと同等以上の強度を有する構造のものとすること。

イ　厚さ四センチメートル以上の鉄筋コンクリートとすること。

ロ　鉄骨若しくは木骨に厚さ三センチメートル以上のメタルラス張モルタル塗りをし、又は鉄骨に厚さ一・五ミリメートル以上の鉄板

張りをしたものとすること。

二　屋根及び天井には、薄鉄板又は軽い不燃性の材料を使用すること。

三　床面積の十六分の一以上の断面積をもつ排気筒を屋上に突出させ、かつ、その開口部は窓、出入口その他の孔口から一・五メートル

以上離すこと。

四　出入口の戸は、厚さ一・五ミリメートル以上の鉄板を使用し、又は不燃性の材料を用いてこれと同等以上の強度を有する構造とする

こと。

五　壁と発生器との間隔は、発生器の調整又はカーバイド送給等の作業を妨げない距離とすること。

（格納室）

第三百四条　事業者は、移動式のアセチレン溶接装置については、第三百二条第一項の規定にかかわらず、これを使用しないときは、専用

の格納室に収容しなければならない。ただし、気鐘を分離し、発生器を洗浄した後保管するときは、この限りでない。

２　事業者は、前項の格納室については、木骨鉄板張、木骨スレート張等耐火性の構造としなければならない。

（アセチレン溶接装置の構造規格）

第三百五条　事業者は、ゲージ圧力（以下この条において「圧力」という。）七キロパスカル以上のアセチレンを発生し、又は使用するア

セチレン溶接装置（発生器及び安全器を除く。）については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

一　ガスだめは、次に定めるところによるものであること。

イ　主要部分は、次の表の上欄に掲げる内径に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる厚さ以上の鋼板又は鋼管で造られていること。

内径（単位　センチメートル） 鋼板又は鋼管（単位　ミリメートル）

六十未満 二

六十以上百二十未満 二・五

百二十以上二百未満 三・五

二百以上 五

ロ　主要部分の鋼板又は鋼管の接合方法は、溶接、びよう接又はボルト締めによるものであること。

ハ　アセチレンと空気との混合ガスを排出するためのガス逃がし弁又はコツクを備えていること。

二　発生器から送り出された後、圧縮装置により圧縮されたアセチレンのためのガスだめにあつては、前号に定めるところによるほか、

次に定める安全弁及び圧力計を備えていること。

イ　安全弁

（イ）　ガスだめ内の圧力が百四十キロパスカルに達しないうちに作動し、かつ、その圧力が常用圧力から十キロパスカル低下するま

での間に閉止するものであること。

（ロ）　発生器が 大量のアセチレンを発生する場合において、ガスだめ内の圧力を百五十キロパスカル未満に保持する能力を有する

ものであること。

ロ　圧力計

（イ）　目もり盤の径は、定置式のガスだめに取り付けるものにあつては七十五ミリメートル以上、移動式のガスだめに取り付けるも

のにあつては五十ミリメートル以上であること。

（ロ）　目もり盤の 大指度は、常用圧力の一・五倍以上、かつ、五百キロパスカル以下の圧力を示すものであること。

（ハ）　目もりには、常用圧力を示す位置に見やすい表示がされているものであること。

三　ガスだめ、清浄器、導管等のアセチレンと接触する部分は、銅又は銅を七十パーセント以上含有する合金を使用しないものであるこ

と。

２　事業者は、前項のアセチレン溶接装置以外のアセチレン溶接装置の清浄器、導管等でアセチレンが接触するおそれのある部分には、銅

を使用してはならない。

（安全器の設置）

第三百六条　事業者は、アセチレン溶接装置については、その吹管ごとに安全器を備えなければならない。ただし、主管に安全器を備え、

かつ、吹管に も近接した分岐管ごとに安全器を備えたときは、この限りでない。

２　事業者は、ガスだめが発生器と分離しているアセチレン溶接装置については、発生器とガスだめの間に安全器を設けなければならな

い。
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（カーバイドのかすだめ）

第三百七条　事業者は、カーバイドのかすだめについては、これを安全な場所に設け、その構造は、次に定めるところに適合するものとし

なければならない。ただし、出張作業等で、移動式のアセチレン溶接装置を使用するときは、この限りでない。

一　れんが又はコンクリート等を使用すること。

二　容積は、カーバイドてん充器の三倍以上とすること。

第二款　ガス集合溶接装置

（ガス集合装置の設置）

第三百八条　事業者は、令第一条第二号のガス集合装置（以下「ガス集合装置」という。）については、火気を使用する設備から五メート

ル以上離れた場所に設けなければならない。

２　事業者は、ガス集合装置で、移動して使用するもの以外のものについては、専用の室（以下「ガス装置室」という。）に設けなければ

ならない。

３　事業者は、ガス装置室の壁とガス集合装置との間隔については、当該装置の取扱い、ガスの容器の取替え等をするために十分な距離に

保たなければならない。

（ガス装置室の構造）

第三百九条　事業者は、ガス装置室については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

一　ガスが漏えいしたときに、当該ガスが滞留しないこと。

二　屋根及び天井の材料が軽い不燃性の物であること。

三　壁の材料が不燃性の物であること。

（ガス集合溶接装置の配管）

第三百十条　事業者は、令第一条第二号に掲げるガス集合溶接装置（以下「ガス集合溶接装置」という。）の配管については、次に定める

ところによらなければならない。

一　フランジ、バルブ、コツク等の接合部には、ガスケツトを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講ずること。

二　主管及び分岐管には、安全器を設けること。この場合において、一の吹管について、安全器が二以上になるようにすること。

（銅の使用制限）

第三百十一条　事業者は、溶解アセチレンのガス集合溶接装置の配管及び附属器具には、銅又は銅を七十パーセント以上含有する合金を使

用してはならない。

第三款　管理

（アセチレン溶接装置の管理等）

第三百十二条　事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、次に定めるところによらなけれ

ばならない。

一　発生器（移動式のアセチレン溶接装置の発生器を除く。）の種類、型式、製作所名、毎時平均ガス発生算定量及び一回のカーバイド

送給量を発生器室内の見やすい箇所に掲示すること。

二　発生器室には、係員のほかみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を適当に表示すること。

三　発生器から五メートル以内又は発生器室から三メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為を禁

止し、かつ、その旨を適当に表示すること。

四　導管には、酸素用とアセチレン用との混同を防ぐための措置を講ずること。

五　アセチレン溶接装置の設置場所には、適当な消火設備を備えること。

六　移動式のアセチレン溶接装置の発生器は、高温の場所、通風又は換気の不十分な場所、振動の多い場所等にすえつけないこと。

七　当該作業を行なう者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。

（ガス集合溶接装置の管理等）

第三百十三条　事業者は、ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければ

ならない。

一　使用するガスの名称及び 大ガス貯蔵量を、ガス装置室の見やすい箇所に掲示すること。

二　ガスの容器を取り替えるときは、ガス溶接作業主任者に立ち合わせること。

三　ガス装置室には、係員のほかみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示すること。

四　ガス集合装置から五メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為を禁止し、かつ、その旨を見や

すい箇所に掲示すること。

五　バルブ、コツク等の操作要領及び点検要領をガス装置室の見やすい箇所に掲示すること。

六　導管には、酸素用とガス用との混同を防止するための措置を講ずること。

七　ガス集合装置の設置場所に適当な消火設備を設けること。

八　当該作業を行なう者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。

（ガス溶接作業主任者の選任）

第三百十四条　事業者は、令第六条第二号の作業については、ガス溶接作業主任者免許を有する者のうちから、ガス溶接作業主任者を選任

しなければならない。

（ガス溶接作業主任者の職務）

第三百十五条　事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、ガス溶接作業主任者に、次の事

項を行なわせなければならない。

一　作業の方法を決定し、作業を指揮すること。

二　アセチレン溶接装置の取扱いに従事する労働者に次の事項を行なわせること。

イ　使用中の発生器に、火花を発するおそれのある工具を使用し、又は衝撃を与えないこと。

ロ　アセチレン溶接装置のガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。

ハ　発生器の気鐘の上にみだりに物を置かないこと。

ニ　発生器室の出入口の戸を開放しておかないこと。

ホ　移動式のアセチレン溶接装置の発生器にカーバイドを詰め替えるときは、屋外の安全な場所で行なうこと。

ヘ　カーバイド
かん

罐を開封するときは、衝撃その他火花を発するおそれのある行為をしないこと。

三　当該作業を開始するときは、アセチレン溶接装置を点検し、かつ、発生器内に空気とアセチレンの混合ガスが存在するときは、これ

を排除すること。
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四　安全器は、作業中、その水位を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること。

五　アセチレン溶接装置内の水の凍結を防ぐために、保温し、又は加温するときは、温水又は蒸気を使用する等安全な方法によること。

六　発生器の使用を休止するときは、その水室の水位を水と残留カーバイドが接触しない状態に保つこと。

七　発生器の修繕、加工、運搬若しくは格納をしようとするとき、又はその使用を継続して休止しようとするときは、アセチレン及びカ

ーバイドを完全に除去すること。

八　カーバイドのかすは、ガスによる危険がなくなるまでかすだめに入れる等安全に処置すること。

九　当該作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。

十　ガス溶接作業主任者免許証を携帯すること。

第三百十六条　事業者は、ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、ガス溶接作業主任者に次の事項を

行なわせなければならない。

一　作業の方法を決定し、作業を指揮すること。

二　ガス集合装置の取扱いに従事する労働者に次の事項を行なわせること。

イ　取り付けるガスの容器の口金及び配管の取付け口に付着している油類、じんあい等を除去すること。

ロ　ガスの容器の取替えを行なつたときは、当該容器の口金及び配管の取付け口の部分のガス漏れを点検し、かつ、配管内の当該ガス

と空気との混合ガスを排除すること。

ハ　ガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。

ニ　バルブ又はコツクの開閉を静かに行なうこと。

三　ガスの容器の取替えの作業に立ち合うこと。

四　当該作業を開始するときは、ホース、吹管、ホースバンド等の器具を点検し、損傷、摩耗等によりガス又は酸素が漏えいするおそれ

があると認めたときは、補修し、又は取り替えること。

五　安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること。

六　当該作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。

七　ガス溶接作業主任者免許証を携帯すること。

（定期自主検査）

第三百十七条　事業者は、アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置（これらの配管のうち、地下に埋設された部分を除く。以下この条に

おいて同じ。）については、一年以内ごとに一回、定期に、当該装置の損傷、変形、腐食等の有無及びその機能について自主検査を行な

わなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないアセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の当該使用しない期間において

は、この限りでない。

２　事業者は、前項ただし書のアセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置については、その使用を再び開始する際に、同項に規定する事項

について自主検査を行なわなければならない。

３　事業者は、前二項の自主検査の結果、当該アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を

講じた後でなければ、これらを使用してはならない。

４　事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一　検査年月日

二　検査方法

三　検査箇所

四　検査の結果

五　検査を実施した者の氏名

六　検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

第七節　発破の作業

（発破の作業の基準）

第三百十八条　事業者は、令第二十条第一号の業務（以下「発破の業務」という。）に従事する労働者に次の事項を行なわせなければなら

ない。

一　凍結したダイナマイトは、火気に接近させ、蒸気管その他の高熱物に直接接触させる等危険な方法で融解しないこと。

二　火薬又は爆薬を装てんするときは、その付近で裸火の使用又は喫煙をしないこと。

三　装てん具は、摩擦、衝撃、静電気等による爆発を生ずるおそれのない安全なものを使用すること。

四　込物は、粘土、砂その他の発火又は引火の危険のないものを使用すること。

五　点火後、装てんされた火薬類が爆発しないとき、又は装てんされた火薬類が爆発したことの確認が困難であるときは、次に定めると

ころによること。

イ　電気雷管によつたときは、発破母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、

その後五分以上経過した後でなければ、火薬類の装てん箇所に接近しないこと。

ロ　電気雷管以外のものによつたときは、点火後十五分以上経過した後でなければ、火薬類の装てん箇所に接近しないこと。

２　前項の業務に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。

（導火線発破作業の指揮者）

第三百十九条　事業者は、導火線発破の作業を行なうときは、発破の業務につくことができる者のうちから作業の指揮者を定め、その者に

次の事項を行なわせなければならない。

一　点火前に、点火作業に従事する労働者以外の労働者に対して、退避を指示すること。

二　点火作業に従事する労働者に対して、退避の場所及び経路を指示すること。

三　一人の点火数が同時に五以上のときは、発破時計、捨て導火線等の退避時期を知らせる物を使用すること。

四　点火の順序及び区分について指示すること。

五　点火の合図をすること。

六　点火作業に従事した労働者に対して、退避の合図をすること。

七　不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。

２　導火線発破の作業の指揮者は、前項各号に掲げる事項を行なわなければならない。

３　導火線発破の作業に従事する労働者は、前項の規定により指揮者が行なう指示及び合図に従わなければならない。
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（電気発破作業の指揮者）

第三百二十条　事業者は、電気発破の作業を行なうときは、発破の業務につくことができる者のうちから作業の指揮者を定め、その者に前

条第一項第五号及び第七号並びに次の事項を行なわせなければならない。

一　当該作業に従事する労働者に対し、退避の場所及び経路を指示すること。

二　点火前に危険区域内から労働者が退避したことを確認すること。

三　点火者を定めること。

四　点火場所について指示すること。

２　電気発破の作業の指揮者は、前項各号に掲げる事項を行なわなければならない。

３　電気発破の作業に従事する労働者は、前項の規定により指揮者が行なう指示及び合図に従わなければならない。

（避難）

第三百二十一条　事業者は、発破の作業を行なう場合において、労働者が安全な距離に避難し得ないときは、前面と上部を堅固に防護した

避難所を設けなければならない。

第七節の二　コンクリート破砕器作業

（コンクリート破砕器作業の基準）

第三百二十一条の二　事業者は、コンクリート破砕器を用いて破砕の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

一　コンクリート破砕器を装てんするときは、その付近での裸火の使用又は喫煙を禁止すること。

二　装てん具は、摩擦、衝撃、静電気等によりコンクリート破砕器が発火するおそれのない安全なものを使用すること。

三　込物は、セメントモルタル、砂その他の発火又は引火の危険のないものを使用すること。

四　破砕された物等の飛散を防止するための措置を講ずること。

五　点火後、装てんされたコンクリート破砕器が発火しないとき、又は装てんされたコンクリート破砕器が発火したことの確認が困難で

あるときは、コンクリート破砕器の母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、

その後五分以上経過した後でなければ、当該作業に従事する労働者をコンクリート破砕器の装てん箇所に接近させないこと。

（コンクリート破砕器作業主任者の選任）

第三百二十一条の三　事業者は、令第六条第八号の二の作業については、コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者のうちか

ら、コンクリート破砕器作業主任者を選任しなければならない。

（コンクリート破砕器作業主任者の職務）

第三百二十一条の四　事業者は、コンクリート破砕器作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

一　作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

二　作業に従事する労働者に対し、退避の場所及び経路を指示すること。

三　点火前に危険区域内から労働者が退避したことを確認すること。

四　点火者を定めること。

五　点火の合図をすること。

六　不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。

第八節　雑則

（地下作業場等）

第三百二十二条　事業者は、可燃性ガスが発生するおそれのある地下作業場において作業を行うとき（第三百八十二条に規定するずい道等

の建設の作業を行うときを除く。）、又はガス導管からガスが発散するおそれのある場所において明り掘削の作業（地山の掘削又はこれに

伴う土石の運搬等の作業（地山の掘削の作業が行われる箇所及びこれに近接する箇所において行われるものに限る。）をいう。以下同じ

。）を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定める措置を講じなければならない。

一　これらのガスの濃度を測定する者を指名し、その者に、毎日作業を開始する前及び当該ガスに関し異常を認めたときに、当該ガスが

発生し、又は停滞するおそれがある場所について、当該ガスの濃度を測定させること。

二　これらのガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、労働者を安全な場所に退避させ、

及び火気その他点火源となるおそれがあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等を行うこと。

第三百二十三条及び第三百二十四条　削除

（強烈な光線を発散する場所）

第三百二十五条　事業者は、アーク溶接のアークその他強烈な光線を発散して危険のおそれのある場所については、これを区画しなければ

ならない。ただし、作業上やむを得ないときは、この限りでない。

２　事業者は、前項の場所については、適当な保護具を備えなければならない。

（腐食性液体の圧送設備）

第三百二十六条　事業者は、硫酸、硝酸、塩酸、酢酸、クロールスルホン酸、か性ソーダ溶液、クレゾール等皮膚に対して腐食の危険を生

ずる液体（以下「腐食性液体」という。）をホースをとおして、動力を用いて圧送する作業を行うときは、当該圧送に用いる設備につい

て、次の措置を講じなければならない。

一　圧送に用いる設備の運転を行う者（以下この条において「運転者」という。）が見やすい位置に圧力計を、運転者が容易に操作する

ことができる位置に動力を遮断するための装置を、それぞれ備え付けること。

二　ホース及びその接続用具は、圧送する腐食性液体に対し、耐食性、耐熱性及び耐寒性を有するものを用いること。

三　ホースについては、水圧試験等により、安全に使用することができる圧力を定め、これを当該ホースに表示し、かつ、当該圧力を超

えて圧送を行わないこと。

四　ホースの内部に異常な圧力が加わるおそれのあるときは、圧送に用いる設備にアンローダ、リターンバルブ等の過圧防止装置を備え

付けること。

五　ホースとホース以外の管及びホース相互の接続箇所については、接続用具を用いて確実に接続すること。

六　ゲージ圧力二百キロパスカルを超える圧力で圧送を行うときは、前号の接続用具については、ねじ込結合方式、三
こう

鈎式結合方式等の

方式による接続用具で、ホースを装着する部分に三箇以上の谷を有するもの等当該圧力により離脱するおそれのない構造のものを用い

ること。

七　運転者を指名し、その者に圧送に用いる設備の運転及び圧力計の監視を行わせること。

八　ホース及びその接続用具は、その日の使用を開始する前に点検し、損傷、腐食等の欠陥により、圧送する腐食性液体が飛散し、又は

漏えいするおそれのあるときは、取り換えること。
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（保護具）

第三百二十七条　事業者は、腐食性液体を圧送する作業に従事する労働者に、腐食性液体の飛散、漏えい又は
いつ

溢流による身体の腐食の危険

を防止するため必要な保護具を着用させなければならない。

２　事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、腐食性液体の飛散、漏えい又は
いつ

溢流による身体の腐

食の危険を防止するため必要な保護具を着用する必要がある旨を周知させなければならない。

３　第一項の作業に従事する労働者は、同項の保護具の着用を命じられたときは、これを着用しなければならない。

（空気以外のガスの使用制限）

第三百二十八条　事業者は、圧縮したガスの圧力を動力として用いて腐食性液体を圧送する作業を行なうときは、空気以外のガスを当該圧

縮したガスとして使用してはならない。ただし、当該作業を終了した場合において、直ちに当該ガスを排除するとき、又は当該ガスが存

在することを表示する等労働者が圧送に用いた設備の内部に立ち入ることによる窒息の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは、

窒素又は炭酸ガスを使用することができる。

（タイヤの空気充てん作業の基準）

第三百二十八条の二　事業者は、自動車（二輪自動車を除く。）用タイヤ（以下この条において「タイヤ」という。）の組立てを行う場合に

おいて、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする作業を行うときは、タイヤの破裂等による危険を防止するため、当該作業に従事

する労働者に、タイヤの種類に応じて空気の圧力を適正に調節させ、及び安全囲い等破裂したタイヤ等の飛来を防止するための器具を使

用させなければならない。

２　前項の作業に従事する労働者は、タイヤの種類に応じて空気の圧力を適正に調節し、及び同項の器具を使用しなければならない。

（船舶の改造等）

第三百二十八条の三　事業者は、船舶の改造、修理、清掃等を行う場合に、船倉等当該船舶の内部又はこれに接する場所において、火花若

しくはアークを発し、若しくは高温となつて点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用する作業を行うときは、当該作業を開始す

るとき及び当該作業中随時、作業箇所及びその周辺における引火性の物の蒸気又は可燃性ガスの濃度を測定しなければならない。

（液化酸素の製造設備の改造等）

第三百二十八条の四　事業者は、液化酸素を製造する設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、当該設備の内部で作業を行うとき

は、次に定めるところによらなければならない。

一　当該作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを関係労働者に周知させること。

二　当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させること。

三　作業箇所に酸素が漏えいしないように、バルブ若しくはコックを二重に閉止し、又はバルブ若しくはコックを閉止するとともに閉止

板等を施すこと。

四　前号のバルブ、コック又は閉止板等に施錠し、これらを開放してはならない旨を表示し、又は監視人を置くこと。

（ヒドロキシルアミン等の製造等）

第三百二十八条の五　事業者は、ヒドロキシルアミン及びその塩（以下この条において「ヒドロキシルアミン等」という。）を製造し、又

は取り扱うときは、爆発を防止するため、次に定めるところによらなければならない。

一　ヒドロキシルアミン等への鉄イオン等の混入を防止すること等のヒドロキシルアミン等と鉄イオン等との異常反応を防止するための

措置を講ずること。

二　ヒドロキシルアミン等の加熱の作業を行うときは、その温度を調整すること。

第五章　電気による危険の防止

第一節　電気機械器具

（電気機械器具の囲い等）

第三百二十九条　事業者は、電気機械器具の充電部分（電熱器の発熱体の部分、抵抗溶接機の電極の部分等電気機械器具の使用の目的によ

り露出することがやむを得ない充電部分を除く。）で、労働者が作業中又は通行の際に、接触（導電体を介する接触を含む。以下この章

において同じ。）し、又は接近することにより感電の危険を生ずるおそれのあるものについては、感電を防止するための囲い又は絶縁覆

いを設けなければならない。ただし、配電盤室、変電室等区画された場所で、事業者が第三十六条第四号の業務に就いている者（以下

「電気取扱者」という。）以外の者の立入りを禁止したところに設置し、又は電柱上、塔上等隔離された場所で、電気取扱者以外の者が接

近するおそれのないところに設置する電気機械器具については、この限りでない。

（手持型電灯等のガード）

第三百三十条　事業者は、移動電線に接続する手持型の電灯、仮設の配線又は移動電線に接続する架空つり下げ電灯等には、口金に接触す

ることによる感電の危険及び電球の破損による危険を防止するため、ガードを取り付けなければならない。

２　事業者は、前項のガードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

一　電球の口金の露出部分に容易に手が触れない構造のものとすること。

二　材料は、容易に破損又は変形をしないものとすること。

（溶接棒等のホルダー）

第三百三十一条　事業者は、アーク溶接等（自動溶接を除く。）の作業に使用する溶接棒等のホルダーについては、感電の危険を防止する

ため必要な絶縁効力及び耐熱性を有するものでなければ、使用してはならない。

（交流アーク溶接機用自動電撃防止装置）

第三百三十二条　事業者は、船舶の二重底若しくはピークタンクの内部、ボイラーの胴若しくはドームの内部等導電体に囲まれた場所で著

しく狭あいなところ又は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある高さが二メートル以上の場所で鉄骨等導電性の高い接地物に労働

者が接触するおそれがあるところにおいて、交流アーク溶接等（自動溶接を除く。）の作業を行うときは、交流アーク溶接機用自動電撃

防止装置を使用しなければならない。

（漏電による感電の防止）

第三百三十三条　事業者は、電動機を有する機械又は器具（以下「電動機械器具」という。）で、対地電圧が百五十ボルトをこえる移動式

若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所において

使用する移動式若しくは可搬式のものについては、漏電による感電の危険を防止するため、当該電動機械器具が接続される電路に、当該

電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなければならない。

２　事業者は、前項に規定する措置を講ずることが困難なときは、電動機械器具の金属製外わく、電動機の金属製外被等の金属部分を、次

に定めるところにより接地して使用しなければならない。

一　接地極への接続は、次のいずれかの方法によること。

イ　一心を専用の接地線とする移動電線及び一端子を専用の接地端子とする接続器具を用いて接地極に接続する方法
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ロ　移動電線に添えた接地線及び当該電動機械器具の電源コンセントに近接する箇所に設けられた接地端子を用いて接地極に接続する

方法

二　前号イの方法によるときは、接地線と電路に接続する電線との混用及び接地端子と電路に接続する端子との混用を防止するための措

置を講ずること。

三　接地極は、十分に地中に埋設する等の方法により、確実に大地と接続すること。

（適用除外）

第三百三十四条　前条の規定は、次の各号のいずれかに該当する電動機械器具については、適用しない。

一　非接地方式の電路（当該電動機械器具の電源側の電路に設けた絶縁変圧器の二次電圧が三百ボルト以下であり、かつ、当該絶縁変圧

器の負荷側の電路が接地されていないものに限る。）に接続して使用する電動機械器具

二　絶縁台の上で使用する電動機械器具

三　電気用品安全法（昭和三十六年法律第二百三十四号）第二条第二項の特定電気用品であつて、同法第十条第一項の表示が付された二

重絶縁構造の電動機械器具

（電気機械器具の操作部分の照度）

第三百三十五条　事業者は、電気機械器具の操作の際に、感電の危険又は誤操作による危険を防止するため、当該電気機械器具の操作部分

について必要な照度を保持しなければならない。

第二節　配線及び移動電線

（配線等の絶縁被覆）

第三百三十六条　事業者は、労働者が作業中又は通行の際に接触し、又は接触するおそれのある配線で、絶縁被覆を有するもの（第三十六

条第四号の業務において電気取扱者のみが接触し、又は接触するおそれがあるものを除く。）又は移動電線については、絶縁被覆が損傷

し、又は老化していることにより、感電の危険が生ずることを防止する措置を講じなければならない。

（移動電線等の被覆又は外装）

第三百三十七条　事業者は、水その他導電性の高い液体によつて湿潤している場所において使用する移動電線又はこれに附属する接続器具

で、労働者が作業中又は通行の際に接触するおそれのあるものについては、当該移動電線又は接続器具の被覆又は外装が当該導電性の高

い液体に対して絶縁効力を有するものでなければ、使用してはならない。

（仮設の配線等）

第三百三十八条　事業者は、仮設の配線又は移動電線を通路面において使用してはならない。ただし、当該配線又は移動電線の上を車両そ

の他の物が通過すること等による絶縁被覆の損傷のおそれのない状態で使用するときは、この限りでない。

第三節　停電作業

（停電作業を行なう場合の措置）

第三百三十九条　事業者は、電路を開路して、当該電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なうときは、当

該電路を開路した後に、当該電路について、次に定める措置を講じなければならない。当該電路に近接する電路若しくはその支持物の敷

設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業又は当該電路に近接する工作物（電路の支持物を除く。以下この章において同じ。）の建設、

解体、点検、修理、塗装等の作業を行なう場合も同様とする。

一　開路に用いた開閉器に、作業中、施錠し、若しくは通電禁止に関する所要事項を表示し、又は監視人を置くこと。

二　開路した電路が電力ケーブル、電力コンデンサー等を有する電路で、残留電荷による危険を生ずるおそれのあるものについては、安

全な方法により当該残留電荷を確実に放電させること。

三　開路した電路が高圧又は特別高圧であつたものについては、検電器具により停電を確認し、かつ、誤通電、他の電路との混触又は他

の電路からの誘導による感電の危険を防止するため、短絡接地器具を用いて確実に短絡接地すること。

２　事業者は、前項の作業中又は作業を終了した場合において、開路した電路に通電しようとするときは、あらかじめ、当該作業に従事す

る労働者について感電の危険が生ずるおそれのないこと及び短絡接地器具を取りはずしたことを確認した後でなければ、行なつてはなら

ない。

（断路器等の開路）

第三百四十条　事業者は、高圧又は特別高圧の電路の断路器、線路開閉器等の開閉器で、負荷電流をしや断するためのものでないものを開

路するときは、当該開閉器の誤操作を防止するため、当該電路が無負荷であることを示すためのパイロツトランプ、当該電路の系統を判

別するためのタブレツト等により、当該操作を行なう労働者に当該電路が無負荷であることを確認させなければならない。ただし、当該

開閉器に、当該電路が無負荷でなければ開路することができない緊錠装置を設けるときは、この限りでない。

第四節　活線作業及び活線近接作業

（高圧活線作業）

第三百四十一条　事業者は、高圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働

者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。

一　労働者に絶縁用保護具を着用させ、かつ、当該充電電路のうち労働者が現に取り扱つている部分以外の部分が、接触し、又は接近す

ることにより感電の危険が生ずるおそれのあるものに絶縁用防具を装着すること。

二　労働者に活線作業用器具を使用させること。

三　労働者に活線作業用装置を使用させること。この場合には、労働者が現に取り扱つている充電電路と電位を異にする物に、労働者の

身体又は労働者が現に取り扱つている金属製の工具、材料等の導電体（以下「身体等」という。）が接触し、又は接近することによる

感電の危険を生じさせてはならない。

２　労働者は、前項の作業において、絶縁用保護具の着用、絶縁用防具の装着又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置の使用を事業者

から命じられたときは、これを着用し、装着し、又は使用しなければならない。

（高圧活線近接作業）

第三百四十二条　事業者は、電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事す

る労働者が高圧の充電電路に接触し、又は当該充電電路に対して頭上距離が三十センチメートル以内又は
く

躯側距離若しくは足下距離が六

十センチメートル以内に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該充電電路に絶縁用防具を装着しなければなら

ない。ただし、当該作業に従事する労働者に絶縁用保護具を着用させて作業を行なう場合において、当該絶縁用保護具を着用する身体の

部分以外の部分が当該充電電路に接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのないときは、この限りでない。

２　労働者は、前項の作業において、絶縁用防具の装着又は絶縁用保護具の着用を事業者から命じられたときは、これを装着し、又は着用

しなければならない。

76



（絶縁用防具の装着等）

第三百四十三条　事業者は、前二条の場合において、絶縁用防具の装着又は取りはずしの作業を労働者に行なわせるときは、当該作業に従

事する労働者に、絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置を使用させなければならない。

２　労働者は、前項の作業において、絶縁用保護具の着用又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置の使用を事業者から命じられたとき

には、これを着用し、又は使用しなければならない。

（特別高圧活線作業）

第三百四十四条　事業者は、特別高圧の充電電路又はその支持がいしの点検、修理、清掃等の電気工事の作業を行なう場合において、当該

作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。

一　労働者に活線作業用器具を使用させること。この場合には、身体等について、次の表の上欄に掲げる充電電路の使用電圧に応じ、そ

れぞれ同表の下欄に掲げる充電電路に対する接近限界距離を保たせなければならない。

充電電路の使用電圧（単位　キロボルト） 充電電路に対する接近限界距離（単位　センチメートル）

二二以下 二〇

二二をこえ三三以下 三〇

三三をこえ六六以下 五〇

六六をこえ七七以下 六〇

七七をこえ一一〇以下 九〇

一一〇をこえ一五四以下 一二〇

一五四をこえ一八七以下 一四〇

一八七をこえ二二〇以下 一六〇

二二〇をこえる場合 二〇〇

二　労働者に活線作業用装置を使用させること。この場合には、労働者が現に取り扱つている充電電路若しくはその支持がいしと電位を

異にする物に身体等が接触し、又は接近することによる感電の危険を生じさせてはならない。

２　労働者は、前項の作業において、活線作業用器具又は活線作業用装置の使用を事業者から命じられたときは、これを使用しなければな

らない。

（特別高圧活線近接作業）

第三百四十五条　事業者は、電路又はその支持物（特別高圧の充電電路の支持がいしを除く。）の点検、修理、塗装、清掃等の電気工事の

作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が特別高圧の充電電路に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあると

きは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。

一　労働者に活線作業用装置を使用させること。

二　身体等について、前条第一項第一号に定める充電電路に対する接近限界距離を保たせなければならないこと。この場合には、当該充

電電路に対する接近限界距離を保つ見やすい箇所に標識等を設け、又は監視人を置き作業を監視させること。

２　労働者は、前項の作業において、活線作業用装置の使用を事業者から命じられたときは、これを使用しなければならない。

（低圧活線作業）

第三百四十六条　事業者は、低圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働

者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該労働者に絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具を使用させなければな

らない。

２　労働者は、前項の作業において、絶縁用保護具の着用又は活線作業用器具の使用を事業者から命じられたときは、これを着用し、又は

使用しなければならない。

（低圧活線近接作業）

第三百四十七条　事業者は、低圧の充電電路に近接する場所で電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なう

場合において、当該作業に従事する労働者が当該充電電路に接触することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該充電電路

に絶縁用防具を装着しなければならない。ただし、当該作業に従事する労働者に絶縁用保護具を着用させて作業を行なう場合において、

当該絶縁用保護具を着用する身体の部分以外の部分が当該充電電路に接触するおそれのないときは、この限りでない。

２　事業者は、前項の場合において、絶縁用防具の装着又は取りはずしの作業を労働者に行なわせるときは、当該作業に従事する労働者

に、絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具を使用させなければならない。

３　労働者は、前二項の作業において、絶縁用防具の装着、絶縁用保護具の着用又は活線作業用器具の使用を事業者から命じられたとき

は、これを装着し、着用し、又は使用しなければならない。

（絶縁用保護具等）

第三百四十八条　事業者は、次の各号に掲げる絶縁用保護具等については、それぞれの使用の目的に適応する種別、材質及び寸法のものを

使用しなければならない。

一　第三百四十一条から第三百四十三条までの絶縁用保護具

二　第三百四十一条及び第三百四十二条の絶縁用防具

三　第三百四十一条及び第三百四十三条から第三百四十五条までの活線作業用装置

四　第三百四十一条、第三百四十三条及び第三百四十四条の活線作業用器具

五　第三百四十六条及び第三百四十七条の絶縁用保護具及び活線作業用器具並びに第三百四十七条の絶縁用防具

２　事業者は、前項第五号に掲げる絶縁用保護具、活線作業用器具及び絶縁用防具で、直流で七百五十ボルト以下又は交流で三百ボルト以

下の充電電路に対して用いられるものにあつては、当該充電電路の電圧に応じた絶縁効力を有するものを使用しなければならない。

（工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止）

第三百四十九条　事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若

しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業を行なう場合において、当該作業に従事する労

働者が作業中又は通行の際に、当該充電電路に身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の

各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。

一　当該充電電路を移設すること。

二　感電の危険を防止するための囲いを設けること。

三　当該充電電路に絶縁用防護具を装着すること。

四　前三号に該当する措置を講ずることが著しく困難なときは、監視人を置き、作業を監視させること。
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第五節　管理

（電気工事の作業を行なう場合の作業指揮等）

第三百五十条　事業者は、第三百三十九条、第三百四十一条第一項、第三百四十二条第一項、第三百四十四条第一項又は第三百四十五条第

一項の作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に対し、作業を行なう期間、作業の内容並びに取り扱う電路及びこれに近接する

電路の系統について周知させ、かつ、作業の指揮者を定めて、その者に次の事項を行なわせなければならない。

一　労働者にあらかじめ作業の方法及び順序を周知させ、かつ、作業を直接指揮すること。

二　第三百四十五条第一項の作業を同項第二号の措置を講じて行なうときは、標識等の設置又は監視人の配置の状態を確認した後に作業

の着手を指示すること。

三　電路を開路して作業を行なうときは、当該電路の停電の状態及び開路に用いた開閉器の施錠、通電禁止に関する所要事項の表示又は

監視人の配置の状態並びに電路を開路した後における短絡接地器具の取付けの状態を確認した後に作業の着手を指示すること。

（絶縁用保護具等の定期自主検査）

第三百五十一条　事業者は、第三百四十八条第一項各号に掲げる絶縁用保護具等（同項第五号に掲げるものにあつては、交流で三百ボルト

を超える低圧の充電電路に対して用いられるものに限る。以下この条において同じ。）については、六月以内ごとに一回、定期に、その

絶縁性能について自主検査を行わなければならない。ただし、六月を超える期間使用しない絶縁用保護具等の当該使用しない期間におい

ては、この限りでない。

２　事業者は、前項ただし書の絶縁用保護具等については、その使用を再び開始する際に、その絶縁性能について自主検査を行なわなけれ

ばならない。

３　事業者は、第一項又は第二項の自主検査の結果、当該絶縁用保護具等に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなけ

れば、これらを使用してはならない。

４　事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一　検査年月日

二　検査方法

三　検査箇所

四　検査の結果

五　検査を実施した者の氏名

六　検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

（電気機械器具等の使用前点検等）

第三百五十二条　事業者は、次の表の上欄に掲げる電気機械器具等を使用するときは、その日の使用を開始する前に当該電気機械器具等の

種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点検事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り換えなければなら

ない。

電気機械器具等の種別 点検事項

第三百三十一条の溶接棒等のホルダー 絶縁防護部分及びホルダー用ケーブルの接続部の損

傷の有無

第三百三十二条の交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 作動状態

第三百三十三条第一項の感電防止用漏電しや断装置

第三百三十三条の電動機械器具で、同条第二項に定める方法により接地をしたもの 接地線の切断、接地極の浮上がり等の異常の有無

第三百三十七条の移動電線及びこれに附属する接続器具 被覆又は外装の損傷の有無

第三百三十九条第一項第三号の検電器具 検電性能

第三百三十九条第一項第三号の短絡接地器具 取付金具及び接地導線の損傷の有無

第三百四十一条から第三百四十三条までの絶縁用保護具 ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態

第三百四十一条及び第三百四十二条の絶縁用防具

第三百四十一条及び第三百四十三条から第三百四十五条までの活線作業用装置

第三百四十一条、第三百四十三条及び第三百四十四条の活線作業用器具

第三百四十六条及び第三百四十七条の絶縁用保護具及び活線作業用器具並びに第

三百四十七条の絶縁用防具

第三百四十九条第三号及び第五百七十条第一項第六号の絶縁用防護具

（電気機械器具の囲い等の点検等）

第三百五十三条　事業者は、第三百二十九条の囲い及び絶縁
おお

覆いについて、毎月一回以上、その損傷の有無を点検し、異常を認めたとき

は、直ちに補修しなければならない。

第六節　雑則

（適用除外）

第三百五十四条　この章の規定は、電気機械器具、配線又は移動電線で、対地電圧が五十ボルト以下であるものについては、適用しない。

第六章　掘削作業等における危険の防止

第一節　明り掘削の作業

第一款　掘削の時期及び順序等

（作業箇所等の調査）

第三百五十五条　事業者は、地山の掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊、埋設物等の損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれの

あるときは、あらかじめ、作業箇所及びその周辺の地山について次の事項をボーリングその他適当な方法により調査し、これらの事項に

ついて知り得たところに適応する掘削の時期及び順序を定めて、当該定めにより作業を行わなければならない。

一　形状、地質及び地層の状態

二　き裂、含水、
ゆう

湧水及び凍結の有無及び状態

三　埋設物等の有無及び状態

四　高温のガス及び蒸気の有無及び状態

（掘削面のこう配の基準）

第三百五十六条　事業者は、手掘り（パワー・シヨベル、トラクター・シヨベル等の掘削機械を用いないで行なう掘削の方法をいう。以下

次条において同じ。）により地山（崩壊又は岩石の落下の原因となるき裂がない岩盤からなる地山、砂からなる地山及び発破等により崩
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壊しやすい状態になつている地山を除く。以下この条において同じ。）の掘削の作業を行なうときは、掘削面（掘削面に奥行きが二メー

トル以上の水平な段があるときは、当該段により区切られるそれぞれの掘削面をいう。以下同じ。）のこう配を、次の表の上欄に掲げる

地山の種類及び同表の中欄に掲げる掘削面の高さに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下としなければならない。

地山の種類 掘削面の高さ（単位　メートル） 掘削面のこう配（単位　度）

岩盤又は堅い粘土からなる地山 五未満 九十

五以上 七十五

その他の地山 二未満 九十

二以上五未満 七十五

五以上 六十

２　前項の場合において、掘削面に傾斜の異なる部分があるため、そのこう配が算定できないときは、当該掘削面について、同項の基準に

従い、それよりも崩壊の危険が大きくないように当該各部分の傾斜を保持しなければならない。

第三百五十七条　事業者は、手掘りにより砂からなる地山又は発破等により崩壊しやすい状態になつている地山の掘削の作業を行なうとき

は、次に定めるところによらなければならない。

一　砂からなる地山にあつては、掘削面のこう配を三十五度以下とし、又は掘削面の高さを五メートル未満とすること。

二　発破等により崩壊しやすい状態になつている地山にあつては、掘削面のこう配を四十五度以下とし、又は掘削面の高さを二メートル

未満とすること。

２　前条第二項の規定は、前項の地山の掘削面に傾斜の異なる部分があるため、そのこう配が算定できない場合について、準用する。

（点検）

第三百五十八条　事業者は、明り掘削の作業を行なうときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、次の措置を

講じなければならない。

一　点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石及

びき裂の有無及び状態並びに含水、
ゆう

湧水及び凍結の状態の変化を点検させること。

二　点検者を指名して、発破を行なつた後、当該発破を行なつた箇所及びその周辺の浮石及びき裂の有無及び状態を点検させること。

（地山の掘削作業主任者の選任）

第三百五十九条　事業者は、令第六条第九号の作業については、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちか

ら、地山の掘削作業主任者を選任しなければならない。

（地山の掘削作業主任者の職務）

第三百六十条　事業者は、地山の掘削作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一　作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

二　器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。

三　要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

（地山の崩壊等による危険の防止）

第三百六十一条　事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのある

ときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講じなければ

ならない。

（埋設物等による危険の防止）

第三百六十二条　事業者は、埋設物等又はれんが壁、コンクリートブロツク
へい

塀、擁壁等の建設物に近接する箇所で明り掘削の作業を行なう

場合において、これらの損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらを補強し、移設する等当該危険を防止するため

の措置が講じられた後でなければ、作業を行なつてはならない。

２　明り掘削の作業により露出したガス導管の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのある場合の前項の措置は、つり防護、受け防護等

による当該ガス導管についての防護を行ない、又は当該ガス導管を移設する等の措置でなければならない。

３　事業者は、前項のガス導管の防護の作業については、当該作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに当該作業を行な

わせなければならない。

（掘削機械等の使用禁止）

第三百六十三条　事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、掘削機械、積込機械及び運搬機械の使用によるガス導管、地中電線路

その他地下に存する工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない。

（運搬機械等の運行の経路等）

第三百六十四条　事業者は、明り掘削の作業を行うときは、あらかじめ、運搬機械、掘削機械及び積込機械（車両系建設機械及び車両系荷

役運搬機械等を除く。以下この章において「運搬機械等」という。）の運行の経路並びにこれらの機械の土石の積卸し場所への出入の方

法を定めて、これを関係労働者に周知させなければならない。

（誘導者の配置）

第三百六十五条　事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、運搬機械等が、労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は転落

するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。

２　前項の運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行なう誘導に従わなければならない。

（保護帽の着用）

第三百六十六条　事業者は、明り掘削の作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事す

る労働者に保護帽を着用させなければならない。

２　前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

（照度の保持）

第三百六十七条　事業者は、明り掘削の作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならな

い。

第二款　土止め支保工

（材料）

第三百六十八条　事業者は、土止め支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。

（構造）

第三百六十九条　事業者は、土止め支保工の構造については、当該土止め支保工を設ける箇所の地山に係る形状、地質、地層、き裂、含

水、
ゆう

湧水、凍結及び埋設物等の状態に応じた堅固なものとしなければならない。
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（組立図）

第三百七十条　事業者は、土止め支保工を組み立てるときは、あらかじめ、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければな

らない。

２　前項の組立図は、矢板、くい、背板、腹おこし、切りばり等の部材の配置、寸法及び材質並びに取付けの時期及び順序が示されている

ものでなければならない。

（部材の取付け等）

第三百七十一条　事業者は、土止め支保工の部材の取付け等については、次に定めるところによらなければならない。

一　切りばり及び腹おこしは、脱落を防止するため、矢板、くい等に確実に取り付けること。

二　圧縮材（火打ちを除く。）の継手は、突合せ継手とすること。

三　切りばり又は火打ちの接続部及び切りばりと切りばりとの交さ部は、当て板をあててボルトにより緊結し、溶接により接合する等の

方法により堅固なものとすること。

四　中間支持柱を備えた土止め支保工にあつては、切りばりを当該中間支持柱に確実に取り付けること。

五　切りばりを建築物の柱等部材以外の物により支持する場合にあつては、当該支持物は、これにかかる荷重に耐えうるものとするこ

と。

（切りばり等の作業）

第三百七十二条　事業者は、令第六条第十号の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。

一　当該作業を行なう箇所には、関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止すること。

二　材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

（点検）

第三百七十三条　事業者は、土止め支保工を設けたときは、その後七日をこえない期間ごと、中震以上の地震の後及び大雨等により地山が

急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補強し、又は補修しなけれ

ばならない。

一　部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無及び状態

二　切りばりの緊圧の度合

三　部材の接続部、取付け部及び交さ部の状態

（土止め支保工作業主任者の選任）

第三百七十四条　事業者は、令第六条第十号の作業については、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちか

ら、土止め支保工作業主任者を選任しなければならない。

（土止め支保工作業主任者の職務）

第三百七十五条　事業者は、土止め支保工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一　作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

二　材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。

三　要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

第三款　潜
かん

函内作業等

（沈下関係図等）

第三百七十六条　事業者は、潜
かん

函又は井筒の内部で明り掘削の作業を行うときは、潜
かん

函又は井筒の急激な沈下による労働者の危険を防止す

るため、次の措置を講じなければならない。

一　沈下関係図に基づき、掘削の方法、載荷の量等を定めること。

二　刃口から天井又ははりまでの高さは、一・八メートル以上とすること。

（潜
かん

函等の内部における作業）

第三百七十七条　事業者は、潜
かん

函、井筒、たて坑、井戸その他これらに準ずる建設物又は設備（以下「潜
かん

函等」という。）の内部で明り掘

削の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一　酸素が過剰になるおそれのあるときは、酸素の濃度を測定する者を指名して測定を行わせること。

二　労働者が安全に昇降するための設備を設けること。

三　掘下げの深さが二十メートルを超えるときは、当該作業を行う箇所と外部との連絡のための電話、電鈴等の設備を設けること。

２　事業者は、前項の場合において、同項第一号の測定の結果等により酸素の過剰を認めたとき、又は掘下げの深さが二十メートルをこえ

るときは、送気のための設備を設け、これにより必要な量の空気を送給しなければならない。

（作業の禁止）

第三百七十八条　事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、潜
かん

函等の内部で明り掘削の作業を行なつてはならない。

一　前条第一項第二号若しくは第三号又は同条第二項の設備が故障しているとき。

二　潜
かん

函等の内部へ多量の水が浸入するおそれのあるとき。

第二節　ずい道等の建設の作業等

第一款　調査等

（調査及び記録）

第三百七十九条　事業者は、ずい道等の掘削の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険を防止するため、あらかじ

め、当該掘削に係る地山の形状、地質及び地層の状態をボーリングその他適当な方法により調査し、その結果を記録しておかなければな

らない。

（施工計画）

第三百八十条　事業者は、ずい道等の掘削の作業を行なうときは、あらかじめ、前条の調査により知り得たところに適応する施工計画を定

め、かつ、当該施工計画により作業を行なわなければならない。

２　前項の施工計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

一　掘削の方法

二　ずい道支保工の施工、覆工の施工、
ゆう

湧水若しくは可燃性ガスの処理、換気又は照明を行う場合にあつては、これらの方法

（観察及び記録）

第三百八十一条　事業者は、ずい道等の掘削の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険を防止するため、毎日、掘

削箇所及びその周辺の地山について、次の事項を観察し、その結果を記録しておかなければならない。

一　地質及び地層の状態

80



二　含水及び
ゆう

湧水の有無及び状態

三　可燃性ガスの有無及び状態

四　高温のガス及び蒸気の有無及び状態

２　前項第三号の事項に係る観察は、掘削箇所及びその周辺の地山を機械で覆う方法による掘削の作業を行う場合においては、測定機器を

使用して行わなければならない。

（点検）

第三百八十二条　事業者は、ずい道等の建設の作業（ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打

設等の作業（当該ずい道等の内部又は当該ずい道等に近接する場合において行なわれるものに限る。）をいう。以下同じ。）を行なうとき

は、落盤又は
はだ

肌落ちによる労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。

一　点検者を指名して、ずい道等の内部の地山について、毎日及び中震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水及び
ゆう

湧

水の状態の変化を点検させること。

二　点検者を指名して、発破を行なつた後、当該発破を行なつた箇所及びその周辺の浮石及びき裂の有無及び状態を点検させること。

（可燃性ガスの濃度の測定等）

第三百八十二条の二　事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、可燃性ガスが発生するおそれのあるときは、爆発又は火災を

防止するため、可燃性ガスの濃度を測定する者を指名し、その者に、毎日作業を開始する前、中震以上の地震の後及び当該可燃性ガスに

関し異常を認めたときに、当該可燃性ガスが発生し、又は停滞するおそれがある場所について、当該可燃性ガスの濃度を測定させ、その

結果を記録させておかなければならない。

（自動警報装置の設置等）

第三百八十二条の三　事業者は、前条の測定の結果、可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるときは、必要な場所に、当

該可燃性ガスの濃度の異常な上昇を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。この場合において、当該自動警

報装置は、その検知部の周辺において作業を行つている労働者に当該可燃性ガスの濃度の異常な上昇を速やかに知らせることのできる構

造としなければならない。

２　事業者は、前項の自動警報装置については、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補

修しなければならない。

一　計器の異常の有無

二　検知部の異常の有無

三　警報装置の作動の状態

（施工計画の変更）

第三百八十三条　事業者は、ずい道等の掘削の作業を行う場合において、第三百八十条第一項の施工計画が第三百八十一条第一項の規定に

よる観察、第三百八十二条の規定による点検、第三百八十二条の二の規定による測定等により知り得た地山の状態に適応しなくなつたと

きは、遅滞なく、当該施工計画を当該地山の状態に適応するよう変更し、かつ、変更した施工計画によつて作業を行わなければならな

い。

（ずい道等の掘削等作業主任者の選任）

第三百八十三条の二　事業者は、令第六条第十号の二の作業については、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、

ずい道等の掘削等作業主任者を選任しなければならない。

（ずい道等の掘削等作業主任者の職務）

第三百八十三条の三　事業者は、ずい道等の掘削等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一　作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。

二　換気等の方法を決定し、労働者に使用させる呼吸用保護具を選択すること。

三　器具、工具、要求性能墜落制止用器具等、保護帽及び呼吸用保護具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

四　要求性能墜落制止用器具等、保護帽及び呼吸用保護具の使用状況を監視すること。

（ずい道等の覆工作業主任者の選任）

第三百八十三条の四　事業者は、令第六条第十号の三の作業については、ずい道等の覆工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、ず

い道等の覆工作業主任者を選任しなければならない。

（ずい道等の覆工作業主任者の職務）

第三百八十三条の五　事業者は、ずい道等の覆工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一　作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。

二　器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三　要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

第一款の二　落盤、地山の崩壊等による危険の防止

（落盤等による危険の防止）

第三百八十四条　事業者は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、落盤又は
はだ

肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるとき

は、ずい道支保工を設け、ロツクボルトを施し、浮石を落す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

（出入口附近の地山の崩壊等による危険の防止）

第三百八十五条　事業者は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、ずい道等の出入口附近の地山の崩壊又は土石の落下により労働

者に危険を及ぼすおそれのあるときは、土止め支保工を設け、防護網を張り、浮石を落す等当該危険を防止するための措置を講じなけれ

ばならない。

（立入禁止）

第三百八十六条　事業者は、次の箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。

一　浮石落しが行なわれている箇所又は当該箇所の下方で、浮石が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ

二　ずい道支保工の補強作業又は補修作業が行なわれている箇所で、落盤又は
はだ

肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ

（視界の保持）

第三百八十七条　事業者は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、ずい道等の内部における視界が排気ガス、粉じん等により著し

く制限される状態にあるときは、換気を行ない、水をまく等当該作業を安全に行なうため必要な視界を保持するための措置を講じなけれ

ばならない。

（準用）

第三百八十八条　第三百六十四条から第三百六十七条までの規定は、ずい道等の建設の作業について準用する。
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第一款の三　爆発、火災等の防止

（発火具の携帯禁止等）

第三百八十九条　事業者は、第三百八十二条の二の規定による測定の結果、可燃性ガスが存在するときは、作業の性質上やむを得ない場合

を除き、火気又はマッチ、ライターその他発火のおそれのある物をずい道等の内部に持ち込むことを禁止し、かつ、その旨をずい道等の

出入口付近の見やすい場所に掲示しなければならない。

（自動警報装置が作動した場合の措置）

第三百八十九条の二　事業者は、第三百八十二条の三の自動警報装置が作動した場合に関係労働者が可燃性ガスによる爆発又は火災を防止

するために講ずべき措置をあらかじめ定め、これを当該労働者に周知させなければならない。

（ガス抜き等の措置）

第三百八十九条の二の二　事業者は、ずい道等の掘削の作業を行う場合において、可燃性ガスが突出するおそれのあるときは、当該可燃性

ガスによる爆発又は火災を防止するため、ボーリングによるガス抜きその他可燃性ガスの突出を防止するため必要な措置を講じなければ

ならない。

（ガス溶接等の作業を行う場合の火災防止措置）

第三百八十九条の三　事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、当該ずい道等の内部で、可燃性ガス及び酸素を用いて金属の

溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、火災を防止するため、次の措置を講じなければならない。

一　付近にあるぼろ、木くず、紙くずその他の可燃性の物を除去し、又は当該可燃性の物に不燃性の物による覆いをし、若しくは当該作

業に伴う火花等の飛散を防止するための隔壁を設けること。

二　第二百五十七条の指揮者に、同条各号の事項のほか、次の事項を行わせること。

イ　作業に従事する労働者に対し、消火設備の設置場所及びその使用方法を周知させること。

ロ　作業の状況を監視し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。

ハ　作業終了後火花等による火災が生ずるおそれのないことを確認すること。

（防火担当者）

第三百八十九条の四　事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、当該ずい道等の内部の火気又はアークを使用する場所（前条の作業

を行う場所を除く。）について、防火担当者を指名し、その者に、火災を防止するため、次の事項を行わせなければならない。

一　火気又はアークの使用の状況を監視し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。

二　残火の始末の状況について確認すること。

（消火設備）

第三百八十九条の五　事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、当該ずい道等の内部の火気若しくはアークを使用する場所又は配電

盤、変圧器若しくはしや断器を設置する場所には、適当な箇所に、予想される火災の性状に適応する消火設備を設け、関係労働者に対

し、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。

（たて坑の建設の作業）

第三百八十九条の六　前三条の規定は、たて坑の建設の作業について準用する。

第一款の四　退避等

（退避）

第三百八十九条の七　事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、落盤、出水等による労働災害発生の急迫した危険があるとき

は、直ちに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させなければならない。

第三百八十九条の八　事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合であつて、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界

の値の三十パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、労働者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれの

あるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等の措置を講じなければならない。

２　事業者は、前項の場合において、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント未満であることを

確認するまでの間、当該ずい道等の内部に関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければなら

ない。

（警報設備等）

第三百八十九条の九　事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災その他非常の場合に関係労働者にこれ

を速やかに知らせるため、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる設備等を設け、関係労働者に対し、その設置場所を周知させなけれ

ばならない。

一　出入口から切羽までの距離（以下この款において「切羽までの距離」という。）が百メートルに達したとき（次号に掲げる場合を除

く。）　サイレン、非常ベル等の警報用の設備（以下この条において「警報設備」という。）

二　切羽までの距離が五百メートルに達したとき　警報設備及び電話機等の通話装置（坑外と坑内の間において通話することができるも

のに限る。以下この条において「通話装置」という。）

２　事業者は、前項の警報設備及び通話装置については、常時、有効に作動するように保持しておかなければならない。

３　事業者は、第一項の警報設備及び通話装置に使用する電源については、当該電源に異常が生じた場合に直ちに使用することができる予

備電源を備えなければならない。

（避難用器具）

第三百八十九条の十　事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災その他非常の場合に労働者を避難させ

るため、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる避難用器具を適当な箇所に備え、関係労働者に対し、その備付け場所及び使用方法を

周知させなければならない。

一　可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等以外のずい道等にあつては、切羽までの距離が百メートルに達し

たとき（第三号に掲げる場合を除く。）　懐中電灯等の携帯用照明器具（以下この条において「携帯用照明器具」という。）その他避難

に必要な器具

二　可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等にあつては、切羽までの距離が百メートルに達したとき（次号に

掲げる場合を除く。）　一酸化炭素用自己救命器等の呼吸用保護具（以下この条において「呼吸用保護具」という。）、携帯用照明器具そ

の他避難に必要な器具

三　切羽までの距離が五百メートルに達したとき　呼吸用保護具、携帯用照明器具その他避難に必要な器具

２　事業者は、前項の呼吸用保護具については、同時に就業する労働者（出入口付近において作業に従事する者を除く。次項において同

じ。）の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

82



３　事業者は、第一項の携帯用照明器具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効に保持しなければならな

い。ただし、同項第一号の場合において、同時に就業する労働者が集団で避難するために必要な照明を確保する措置を講じているとき

は、この限りでない。

（避難等の訓練）

第三百八十九条の十一　事業者は、切羽までの距離が百メートル（可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等以外

のずい道等にあつては、五百メートル）以上となるずい道等に係るずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災等

が生じたときに備えるため、関係労働者に対し、当該ずい道等の切羽までの距離が百メートルに達するまでの期間内に一回、及びその後

六月以内ごとに一回、避難及び消火の訓練（以下「避難等の訓練」という。）を行わなければならない。

２　事業者は、避難等の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一　実施年月日

二　訓練を受けた者の氏名

三　訓練の内容

第二款　ずい道支保工

（材料）

第三百九十条　事業者は、ずい道支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。

２　事業者は、ずい道支保工に使用する木材については、あかまつ、くろまつその他じん性に富み、かつ、強度上の著しい欠点となる割

れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、使用してはならない。

（ずい道支保工の構造）

第三百九十一条　事業者は、ずい道支保工の構造については、当該ずい道支保工を設ける箇所の地山に係る地質、地層、含水、
ゆう

湧水、き裂

及び浮石の状態並びに掘削の方法に応じた堅固なものとしなければならない。

（標準図）

第三百九十二条　事業者は、ずい道支保工を組み立てるときは、あらかじめ、標準図を作成し、かつ、当該標準図により組み立てなければ

ならない。

２　前項の標準図は、ずい道支保工の部材の配置、寸法及び材質が示されているものでなければならない。

（組立て又は変更）

第三百九十三条　事業者は、ずい道支保工を組み立て、又は変更するときは、次に定めるところによらなければならない。

一　主材を構成する一組の部材は、同一平面内に配置すること。

二　木製のずい道支保工にあつては、当該ずい道支保工の各部材の緊圧の度合が均等になるようにすること。

（ずい道支保工の危険の防止）

第三百九十四条　事業者は、ずい道支保工については、次に定めるところによらなければならない。

一　脚部には、その沈下を防止するため、皿板を用いる等の措置を講ずること。

二　鋼アーチ支保工にあつては、次に定めるところによること。

イ　建込み間隔は、一・五メートル以下とすること。

ロ　主材がアーチ作用を十分に行なうようにするため、くさびを打ち込む等の措置を講ずること。

ハ　つなぎボルト及びつなぎばり、筋かい等を用いて主材相互を強固に連結すること。

ニ　ずい道等の出入口の部分には、やらずを設けること。

ホ　鋼アーチ支保工のずい道等の縦方向の長さが短い場合その他当該鋼アーチ支保工にずい道等の縦方向の荷重がかかることによりそ

の転倒又はねじれを生ずるおそれのあるときは、ずい道等の出入口の部分以外の部分にもやらずを設ける等その転倒又はねじれを防

止するための措置を講ずること。

ヘ　
はだ

肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、矢板、矢木、ライナープレート等を設けること。

三　木製支柱式支保工にあつては、次に定めるところによること。

イ　大引きは、変位を防止するため、鼻ばり等により地山に固定すること。

ロ　両端にはやらずを設けること。

ハ　木製支柱式支保工にずい道等の縦方向の荷重がかかることによりその転倒又はねじれを生ずるおそれのあるときは、両端以外の部

分にもやらずを設ける等その転倒又はねじれを防止するための措置を講ずること。

ニ　部材の接続部はなじみよいものとし、かつ、かすがい等により固定すること。

ホ　ころがしは、にない内ばり又はけたつなぎばりを含む鉛直面内に配置しないこと。

ヘ　にない内ばり及びけたつなぎばりが、アーチ作用を十分に行なう状態にすること。

四　鋼アーチ支保工及び木製支柱式支保工以外のずい道支保工にあつては、ずい道等の出入口の部分には、やらずを設けること。

（部材の取りはずし）

第三百九十五条　事業者は、荷重がかかつているずい道支保工の部材を取りはずすときは、当該部材にかかつている荷重をずい道型わく支

保工等に移す措置を講じた後でなければ、当該部材を取りはずしてはならない。

（点検）

第三百九十六条　事業者は、ずい道支保工を設けたときは、毎日及び中震以上の地震の後、次の事項について点検し、異常を認めたとき

は、直ちに補強し、又は補修しなければならない。

一　部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無及び状態

二　部材の緊圧の度合

三　部材の接続部及び交さ部の状態

四　脚部の沈下の有無及び状態

第三款　ずい道型わく支保工

（材料）

第三百九十七条　事業者は、ずい道型わく支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。

（構造）

第三百九十八条　事業者は、ずい道型わく支保工の構造については、当該ずい道型わく支保工にかかる荷重、型わくの形状等に応じた堅固

なものとしなければならない。
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第三節　採石作業

第一款　調査、採石作業計画等

（調査及び記録）

第三百九十九条　事業者は、採石作業（岩石の採取のための掘削の作業、採石場において行なう岩石の小割、加工及び運搬の作業その他こ

れらの作業に伴う作業をいう。以下同じ。）を行なうときは、地山の崩壊、掘削機械の転落等による労働者の危険を防止するため、あら

かじめ、当該採石作業に係る地山の形状、地質及び地層の状態を調査し、その結果を記録しておかなければならない。

（採石作業計画）

第四百条　事業者は、採石作業を行なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する採石作業計画を定

め、かつ、当該採石作業計画により作業を行なわなければならない。

２　前項の採石作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

一　露天掘り又は坑内掘りの別及び露天掘りにあつては、階段採掘法、傾斜面掘削法又はグローリホール法の別

二　掘削面の高さ及びこう配

三　掘削面の段の位置及び奥行き

四　坑内における落盤、
はだ

肌落ち及び側壁の崩壊防止の方法

五　発破の方法

六　岩石の小割の方法

七　岩石の加工の場所

八　土砂又は岩石の積込み及び運搬の方法並びに運搬の経路

九　使用する掘削機械、小割機械、積込機械又は運搬機械の種類及び能力

十　表土又は
ゆう

湧水の処理の方法

（点検）

第四百一条　事業者は、採石作業を行なうときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなけれ

ばならない。

一　点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石及

びき裂の有無及び状態並びに含水、
ゆう

湧水及び凍結の状態の変化を点検させること。

二　点検者を指名して、発破を行なつた後、当該発破を行なつた箇所及びその周辺の浮石及びき裂の有無及び状態を点検させること。

（採石作業計画の変更）

第四百二条　事業者は、採石作業を行なう場合において、第四百条第一項の採石作業計画が前条の規定による点検等により知り得た地山の

状態に適応しなくなつたときは、遅滞なく、当該採石作業計画を当該地山の状態に適応するよう変更し、かつ、変更した採石作業計画に

よつて作業を行なわなければならない。

（採石のための掘削作業主任者の選任）

第四百三条　事業者は、令第六条第十一号の作業については、採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者のうちから、採石のため

の掘削作業主任者を選任しなければならない。

（採石のための掘削作業主任者の職務）

第四百四条　事業者は、採石のための掘削作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一　作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

二　材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。

三　要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

四　退避の方法を、あらかじめ、指示すること。

（隣接採石場との連絡の保持）

第四百五条　事業者は、地山の崩壊、土石の飛来等による労働者の危険を防止するため、隣接する採石場で行なわれる発破の時期、浮石落

しの方法等必要な事項について当該採石場との間の連絡を保たなければならない。

（照度の保持）

第四百六条　事業者は、採石作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

第二款　地山の崩壊等による危険の防止

（掘削面のこう配の基準）

第四百七条　事業者は、岩石の採取のための掘削の作業（坑内におけるものを除く。以下この条において同じ。）を行なうときは、掘削面

のこう配を、次の表の上欄に掲げる地山の種類及び同表の中欄に掲げる掘削面の高さに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下としな

ければならない。ただし、パワー・シヨベル、トラクター・シヨベル等の掘削機械を用いて掘削の作業を行なう場合において、地山の崩

壊又は土石の落下により当該機械の運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

地山の種類 掘削面の高さ（単位　メートル） 掘削面のこう配（単位　度）

一　崩壊又は落下の原因となるき裂がない岩盤からなる地山 二十未満 九十

二十以上 七十五

二　前号の岩盤以外の岩盤からなる地山 五未満 九十

五以上 六十

三　前各号に掲げる地山以外の地山 二未満 九十

二以上 四十五

（崩壊等による危険の防止）

第四百八条　事業者は、採石作業（坑内で行なうものを除く。）を行なう場合において、崩壊又は落下により労働者に危険を及ぼすおそれ

のある土石、立木等があるときは、あらかじめ、これらを取り除き、防護網を張る等当該危険を防止するための措置を講じなければなら

ない。

（落盤等による危険の防止）

第四百九条　事業者は、坑内で採石作業を行なう場合において、落盤、
はだ

肌落ち又は側壁の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあると

きは、支柱又は残柱を設け、天井をアーチ状とし、ロツクボルトを施す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

（掘削箇所附近での作業禁止）

第四百十条　事業者は、掘削箇所の附近で岩石の小割又は加工の作業を行なつてはならない。ただし、当該岩石を移動させることが著しく

困難なときは、この限りでない。
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（立入禁止）

第四百十一条　事業者は、岩石の採取のための掘削の作業が行なわれている箇所の下方で土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれの

あるところには、労働者を立ち入らせてはならない。

（保護帽の着用）

第四百十二条　事業者は、採石作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽

を着用させなければならない。

２　労働者は、前項の保護帽の着用を命じられたときは、同項の保護帽を着用しなければならない。

第三款　運搬機械等による危険の防止

（運搬機械等の運行の経路等）

第四百十三条　事業者は、採石作業を行なうときは、あらかじめ、運搬機械等及び小割機械の運行の経路並びに運搬機械等及び小割機械の

土石の積卸し場所への出入の方法を定めて、これを関係労働者に周知させなければならない。

２　事業者は、前項の運行の経路については、次の措置を講じなければならない。

一　必要な幅員を保持すること。

二　路肩の崩壊を防止すること。

三　地盤の軟弱化を防止すること。

四　必要な箇所に標識又はさくを設けること。

３　事業者は、第一項の運行の経路について補修その他経路を有効に保持するための作業を行なうときは、監視人を配置し、又は作業中で

ある旨の掲示をしなければならない。

（運行の経路上での作業の禁止）

第四百十四条　事業者は、前条第一項の運行の経路上で、岩石の小割又は加工の作業を行なつてはならない。ただし、やむを得ない場合

で、監視人を配置し、作業中である旨の掲示をする等運搬機械等及び小割機械に接触することによる労働者の危険を防止するための措置

を講じたときは、この限りでない。

（立入禁止）

第四百十五条　事業者は、採石作業を行なうときは、運転中の運搬機械等及び小割機械に接触することにより労働者に危険を及ぼすおそれ

のある箇所に、労働者を立ち入らせてはならない。

（誘導者の配置等）

第四百十六条　事業者は、採石作業を行なう場合において、運搬機械等及び小割機械が労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は転

落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該運搬機械等及び小割機械を誘導させなければならない。

２　前項の運搬機械等及び小割機械を運転する労働者は、同項の誘導者が行なう誘導に従わなければならない。

第七章　荷役作業等における危険の防止

第一節　貨物取扱作業等

第一款　積卸し等

第四百十七条　削除

（不適格な繊維ロープの使用禁止）

第四百十八条　事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを貨車の荷掛けに使用してはならない。

一　ストランドが切断しているもの

二　著しい損傷又は腐食があるもの

（点検）

第四百十九条　事業者は、繊維ロープを貨車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープを点検し、異常を

認めたときは、直ちに取り替えなければならない。

（作業指揮者の選任及び職務）

第四百二十条　事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨車に積む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含

む。）又は貨車から卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。）を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に次の

事項を行わせなければならない。

一　作業の方法及び順序を決定し、作業を指揮すること。

二　器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。

三　当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。

四　ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示す

ること。

（中抜きの禁止）

第四百二十一条　事業者は、貨車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に中抜きをさせてはならない。

２　前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。

第四百二十二条から第四百二十五条まで　削除

（ふ頭等の荷役作業場）

第四百二十六条　事業者は、ふ頭、岸壁等の荷役作業を行なう場所については、次の措置を講じなければならない。

一　作業場及び通路の危険な部分には、安全で有効な照明の方法を講ずること。

二　ふ頭又は岸壁の線に沿つて、通路を設けるときは、その幅を九十センチメートル以上とし、かつ、この区域から固定の設備及び使用

中の装置以外の障害物を除くこと。

三　陸上における通路及び作業場所で、ぐう角、橋又は船きよのこう門をこえる歩道等の危険な部分には、適当な囲い、さく等を設ける

こと。

第二款　はい付け、はいくずし等

（はいの昇降設備）

第四百二十七条　事業者は、はい（倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷（小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。）の集団をいう。

以下同じ。）の上で作業を行なう場合において、作業箇所の高さが床面から一・五メートルをこえるときは、当該作業に従事する労働者

が床面と当該作業箇所との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。ただし、当該はいを構成する荷によつて安全に昇降

できる場合は、この限りでない。

85



２　前項の作業に従事する労働者は、床面と当該作業箇所との間を昇降するときは、同項のただし書に該当する場合を除き、同項の昇降す

るための設備を使用しなければならない。

（はい作業主任者の選任）

第四百二十八条　事業者は、令第六条第十二号の作業については、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから、はい作業主任者を選

任しなければならない。

（はい作業主任者の職務）

第四百二十九条　事業者は、はい作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。

一　作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。

二　器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。

三　当該作業を行なう箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。

四　はいくずしの作業を行なうときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。

五　第四百二十七条第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。

（はいの間隔）

第四百三十条　事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはい（容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるものに限る。）に

ついては、当該はいと隣接のはいとの間隔を、はいの下端において十センチメートル以上としなければならない。

（はいくずし作業）

第四百三十一条　事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはいについて、はいくずしの作業を行なうときは、当該作業に従事する労

働者に次の事項を行なわせなければならない。

一　中抜きをしないこと。

二　容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるはいについては、ひな段状にくずし、ひな段の各段（ 下段を除く。）の高さは

一・五メートル以下とすること。

２　前項の作業に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。

（はいの崩壊等の危険の防止）

第四百三十二条　事業者は、はいの崩壊又は荷の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該はいについて、ロープで縛

り、網を張り、くい止めを施し、はい替えを行なう等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

（立入禁止）

第四百三十三条　事業者は、はい付け又ははいくずしの作業が行なわれている箇所で、はいの崩壊又は荷の落下により労働者に危険を及ぼ

すおそれのあるところに、関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。

（照度の保持）

第四百三十四条　事業者は、はい付け又ははいくずしの作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しな

ければならない。

（保護帽の着用）

第四百三十五条　事業者は、はいの上における作業（作業箇所の高さが床面から二メートル以上のものに限る。）を行なうときは、墜落に

よる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

２　前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

第四百三十六条から第四百四十八条まで　削除

第二節　港湾荷役作業

第一款　通行のための設備等

（船倉への通行設備）

第四百四十九条　事業者は、ばく露甲板の上面から船倉の底までの深さが一・五メートルをこえる船倉の内部において荷の取扱いの作業を

行なうときは、当該作業に従事する労働者が当該甲板と当該船倉との間を安全に通行するための設備を設けなければならない。ただし、

安全に通行するための設備が船舶に設けられている場合は、この限りでない。

２　前項の作業に従事する労働者は、ばく露甲板と船倉との間を通行するときは、同項の通行するための設備を使用しなければならない。

（船内荷役作業主任者の選任）

第四百五十条　事業者は、令第六条第十三号の作業については、船内荷役作業主任者技能講習を修了した者のうちから、船内荷役作業主任

者を選任しなければならない。

（船内荷役作業主任者の職務）

第四百五十一条　事業者は、船内荷役作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。

一　作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

二　通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備し、これらの使用状況を監視すること。

三　周辺の作業者との連絡調整を行なうこと。

（通行の禁止）

第四百五十二条　事業者は、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリツク（以下この節において「揚貨装置等」という。）を用いて、

荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行なつている場合において、第四百四十九条第一項の通行するための設備を使用して通行する労働者に荷

が落下し、又は激突するおそれのあるときは、その通行をさせてはならない。

（立入禁止）

第四百五十三条　事業者は、次の場所に労働者を立ち入らせてはならない。

一　ハツチボードの開閉又はハツチビームの取付け若しくは取りはずしの作業が行なわれている場所の下方で、ハツチボード又はハツチ

ビームが落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ

二　揚貨装置のブームの起伏の作業が行なわれている場合において、当該ブームが倒れることにより労働者に危険を及ぼすおそれのある

ところ

（照度の保持）

第四百五十四条　事業者は、港湾荷役作業（船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業をいう。以下同

じ。）を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

86



第二款　荷積み及び荷卸し

（有害物、危険物等による危険の防止）

第四百五十五条　事業者は、港湾荷役作業を開始する前に、当該作業が行われる船倉の内部、ばく露甲板の上又は岸壁の上にある荷の中

に、塩素、シアン酸、四アルキル鉛等急性中毒を起こすおそれのある物、腐食性液体その他の腐食性の物、火薬類又は危険物が存するか

どうかを調べ、これらの物が存するときは、次の措置を講じなければならない。

一　これらの物の安全な取扱いの方法を定めて、当該作業に従事する労働者に周知させ、作業の実施について当該取扱いの方法によらせ

ること。

二　これらの物が飛散し又は漏えいしたときの処置を定めて、当該作業に従事する労働者に周知させ、これらの物の飛散又は漏えいの際

には、当該処置を採らせること。

（ハツチビーム等の点検）

第四百五十六条　事業者は、揚貨装置等を用いて、船倉の内部から荷を巻き上げ、又は船倉の内部へ荷を巻き卸す作業を行なうときは、当

該作業を開始する前に、ハツチビーム又は開放されたちようつがい付きハツチボードの固定の状態について点検し、これらが確実に固定

されていることを確認した後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。

（シフチングボード等の取りはずしの確認）

第四百五十七条　事業者は、船倉の内部の小麦、大豆、とうもろこし等ばら物の荷を卸す作業を行なう場合において、シフチングボード、

フイーダボツクス等荷の移動を防止するための隔壁が倒壊し又は落下することにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれ

のあるときは、当該隔壁が取りはずされた後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。

（同時作業の禁止）

第四百五十八条　事業者は、同一の船倉の内部において、同時に異なる層で作業を行なつてはならない。ただし、防網、防布等荷の落下を

防止するための設備が設けられているときは、この限りでない。

（巻出索の使用等）

第四百五十九条　事業者は、揚貨装置等を用いて、船倉の内部の荷で、ハツチの直下にあるもの以外のものを巻き上げる作業を行なうとき

は、巻出索を使用する等により、あらかじめ、当該荷をハツチの直下に移してから行なわなければならない。

（みぞ車の取付け）

第四百六十条　事業者は、揚貨装置等を用いて、荷の巻出し又は引込みの作業を行なうときは、巻出索又は引込索に用いるみぞ車を、ビー

ムクランプ、シヤツクル等の取付具により船のフレームに確実に取り付けなければならない。

（立入禁止）

第四百六十一条　事業者は、揚貨装置等を用いて、巻出索又は引込索により荷を引いているときは、当該索の内角側で、当該索又はみぞ車

が脱落することにより労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

（フツク付きスリングの使用）

第四百六十二条　事業者は、揚貨装置等を用いて、フツク付きスリングによりドラムかん、たる等の荷の巻上げの作業を行なうときは、ド

ラムスリングその他当該荷がはずれるおそれのない構造のフツク付きスリングを使用しなければならない。

（ベール包装貨物の取扱い）

第四百六十三条　事業者は、揚貨装置等を用いて、綿花、羊毛、コルク等でベール包装により包装されているものの巻上げの作業を行なう

ときは、労働者に、当該包装に用いられている帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフツクをかけさせてはならない。

２　前項の作業に従事する労働者は、同項の帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフツクをかけてはならない。

（保護帽の着用）

第四百六十四条　事業者は、港湾荷役作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する

労働者に保護帽を着用させなければならない。

２　前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

第三款　揚貨装置の取扱い

（点検）

第四百六十五条　事業者は、揚貨装置を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行なうときは、当該作業を開始する前に、揚貨装置の作動

状態について点検し、異常がないことを確認した後でなければ、労働者に揚貨装置を使用させてはならない。

（制限荷重の厳守）

第四百六十六条　事業者は、揚貨装置にその制限荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

（合図）

第四百六十七条　事業者は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、揚貨装置の運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を揚貨装

置ごとに指名して、その者に合図を行なわせなければならない。

２　前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。

３　第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

（作業位置からの離脱の禁止）

第四百六十八条　事業者は、揚貨装置の運転者を荷をつつたまま作業位置から離れさせてはならない。

２　前項の運転者は、荷をつつたまま作業位置を離れてはならない。

（ワイヤロープの安全係数）

第四百六十九条　事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるワイヤロープの安全係数については、六以上としなければならない。

２　前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の 大の値で除した値とする。

（鎖の安全係数）

第四百六十九条の二　事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いる鎖の安全係数については、次の各号に掲げる鎖の区分に応じ、当該各号に掲げ

る値以上としなければならない。

一　次のいずれにも該当する鎖　四

イ　切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・五パーセント以下のものであること。

ロ　その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応

じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。

引張強さ（単位　ニュートン毎平方ミリメートル） 伸び（単位　パーセント）

四百以上六百三十未満 二十
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六百三十以上千未満 十七

千以上 十五

二　前号に該当しない鎖　五

２　前項の安全係数は、鎖の切断荷重の値を、当該鎖にかかる荷重の 大の値で除した値とする。

（フツク等の安全係数）

第四百七十条　事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるフツク又はシヤツクルの安全係数については、五以上としなければならない。

２　前項の安全係数は、フツク又はシヤツクルの切断荷重の値を、それぞれ当該フツク又はシヤツクルにかかる荷重の 大の値で除した値

とする。

（不適格なワイヤロープの使用禁止）

第四百七十一条　事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。

一　ワイヤロープ一よりの間において素線（フイラ線を除く。以下本号において同じ。）の数の十パーセント以上の素線が切断している

もの

二　直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの

三　キンクしたもの

四　著しい形くずれ又は腐食があるもの

（不適格な鎖の使用禁止）

第四百七十二条　事業者は、次の各号のいずれかに該当する鎖を揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。

一　伸びが、当該鎖が製造されたときの長さの五パーセントをこえるもの

二　リンクの断面の直径の減少が、当該鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントをこえるもの

三　き裂があるもの

（不適格なフツク等の使用禁止）

第四百七十三条　事業者は、変形し、又はき裂があるフツク、シヤツクル又はリングを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。

（不適格な繊維ロープ等の使用禁止）

第四百七十四条　事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。

一　ストランドが切断しているもの

二　著しい損傷又は腐食があるもの

（ワイヤロープ及び鎖）

第四百七十五条　事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又は鎖については、その両端にフツク、シヤツクル、リング又はアイを備えて

いるものでなければ、揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。

２　前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。この場

合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを三回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素

線を切り、残された素線をさらに二回以上（すべてのストランドを四回以上編み込んだときは、一回以上）編み込むものとする。

（スリングの点検）

第四百七十六条　事業者は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、当該作業に用いるフツク付きスリン

グ、もつこスリング、ワイヤスリング等のスリングの状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなけれ

ばならない。

第八章　伐木作業等における危険の防止

（伐木作業における危険の防止）

第四百七十七条　事業者は、伐木の作業（伐木等機械による作業を除く。以下同じ。）を行うときは、立木を伐倒しようとする労働者に、

それぞれの立木について、次の事項を行わせなければならない。

一　伐倒の際に退避する場所を、あらかじめ、選定すること。

二　かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除くこと。

三　伐倒しようとする立木の胸高直径が二十センチメートル以上であるときは、伐根直径の四分の一以上の深さの受け口を作り、かつ、

適当な深さの追い口を作ること。この場合において、技術的に困難である場合を除き、受け口と追い口の間には、適当な幅の切り残し

を確保すること。

２　立木を伐倒しようとする労働者は、前項各号に掲げる事項を行わなければならない。

（かかり木の処理の作業における危険の防止）

第四百七十八条　事業者は、伐木の作業を行う場合において、既にかかり木が生じている場合又はかかり木が生じた場合は、速やかに当該

かかり木を処理しなければならない。ただし、速やかに処理することが困難なときは、速やかに当該かかり木が激突することにより労働

者に危険が生ずる箇所において、当該処理の作業に従事する労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を縄張、標識の

設置等の措置によつて明示した後、遅滞なく、処理することをもつて足りる。

２　事業者は、前項の規定に基づき労働者にかかり木の処理を行わせる場合は、かかり木が激突することによる危険を防止するため、かか

り木にかかられている立木を伐倒させ、又はかかり木に激突させるためにかかり木以外の立木を伐倒させてはならない。

３　第一項の処理の作業に従事する労働者は、かかり木が激突することによる危険を防止するため、かかり木にかかられている立木を伐倒

し、又はかかり木に激突させるためにかかり木以外の立木を伐倒してはならない。

（伐倒の合図）

第四百七十九条　事業者は、伐木の作業を行なうときは、伐倒について一定の合図を定め、当該作業に関係がある労働者に周知させなけれ

ばならない。

２　事業者は、伐木の作業を行う場合において、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の労働者（以下この条及び第四百八十一条第

二項において「他の労働者」という。）に、伐倒により危険を生ずるおそれのあるときは、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者に、

あらかじめ、前項の合図を行わせ、他の労働者が避難したことを確認させた後でなければ、伐倒させてはならない。

３　前項の伐倒の作業に従事する労働者は、同項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行ない、他の労働者が避難した

ことを確認した後でなければ、伐倒してはならない。

（造材作業における危険の防止）

第四百八十条　事業者は、造材の作業（伐木等機械による作業を除く。以下同じ。）を行うときは、転落し、又は滑ることにより、当該作

業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのある伐倒木、玉切材、枯損木等の木材について、当該作業に従事する労働者に、くい止め、

歯止め等これらの木材が転落し、又は滑ることによる危険を防止するための措置を講じさせなければならない。
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２　前項の作業に従事する労働者は、同項の措置を講じなければならない。

（立入禁止）

第四百八十一条　事業者は、造林、伐木、かかり木の処理、造材又は木寄せの作業（車両系木材伐出機械による作業を除く。以下この章に

おいて「造林等の作業」という。）を行つている場所の下方で、伐倒木、玉切材、枯損木等の木材が転落し、又は滑ることによる危険を

生ずるおそれのあるところには、労働者を立ち入らせてはならない。

２　事業者は、伐木の作業を行う場合は、伐倒木等が激突することによる危険を防止するため、伐倒しようとする立木を中心として、当該

立木の高さの二倍に相当する距離を半径とする円形の内側には、他の労働者を立ち入らせてはならない。

３　事業者は、かかり木の処理の作業を行う場合は、かかり木が激突することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるところには、当該

かかり木の処理の作業に従事する労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。

第四百八十二条　削除

（悪天候時の作業禁止）

第四百八十三条　事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、造林等の作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働

者を従事させてはならない。

（保護帽の着用）

第四百八十四条　事業者は、造林等の作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する

労働者に保護帽を着用させなければならない。

２　前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

（下肢の切創防止用保護衣の着用）

第四百八十五条　事業者は、チェーンソーを用いて行う伐木の作業又は造材の作業を行うときは、労働者の下肢とチェーンソーのソーチェ

ーンとの接触による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に下肢の切創防止用保護衣（次項において「保護衣」という。）を

着用させなければならない。

２　前項の作業に従事する労働者は、保護衣を着用しなければならない。

第四百八十六条から第五百十七条まで　削除

第八章の二　建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止

（作業計画）

第五百十七条の二　事業者は、令第六条第十五号の二の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業

を行わなければならない。

２　前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

一　作業の方法及び順序

二　部材の落下又は部材により構成されているものの倒壊を防止するための方法

三　作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法

３　事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

（建築物等の鉄骨の組立て等の作業）

第五百十七条の三　事業者は、令第六条第十五号の二の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一　作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。

二　強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。

三　材料、器具、工具等を上げ、又は下すときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

（建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の選任）

第五百十七条の四　事業者は、令第六条第十五号の二の作業については、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のう

ちから、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

（建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務）

第五百十七条の五　事業者は、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一　作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。

二　器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三　要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

第八章の三　鋼橋架設等の作業における危険の防止

（作業計画）

第五百十七条の六　事業者は、令第六条第十五号の三の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業

を行わなければならない。

２　前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

一　作業の方法及び順序

二　部材（部材により構成されているものを含む。）の落下又は倒壊を防止するための方法

三　作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法

四　使用する機械等の種類及び能力

３　事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

（鋼橋架設等の作業）

第五百十七条の七　事業者は、令第六条第十五号の三の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一　作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。

二　強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。

三　材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

四　部材又は架設用設備の落下又は倒壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、控えの設置、部材又は架設用設備の座屈又は

変形の防止のための補強材の取付け等の措置を講ずること。

（鋼橋架設等作業主任者の選任）

第五百十七条の八　事業者は、令第六条第十五号の三の作業については、鋼橋架設等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、鋼橋架

設等作業主任者を選任しなければならない。

（鋼橋架設等作業主任者の職務）

第五百十七条の九　事業者は、鋼橋架設等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
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一　作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。

二　器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三　要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

（保護帽の着用）

第五百十七条の十　事業者は、令第六条第十五号の三の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該

作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

２　前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

第八章の四　木造建築物の組立て等の作業における危険の防止

（木造建築物の組立て等の作業）

第五百十七条の十一　事業者は、令第六条第十五号の四の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一　作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。

二　強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。

三　材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

（木造建築物の組立て等作業主任者の選任）

第五百十七条の十二　事業者は、令第六条第十五号の四の作業については、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうち

から、木造建築物の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

（木造建築物の組立て等作業主任者の職務）

第五百十七条の十三　事業者は、木造建築物の組立て等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

一　作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。

二　器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三　要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

第八章の五　コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止

（調査及び作業計画）

第五百十七条の十四　事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行うときは、工作物の倒壊、物体の飛来又は落下等による労働者の危険を

防止するため、あらかじめ、当該工作物の形状、き裂の有無、周囲の状況等を調査し、当該調査により知り得たところに適応する作業計

画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

２　前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

一　作業の方法及び順序

二　使用する機械等の種類及び能力

三　控えの設置、立入禁止区域の設定その他の外壁、柱、はり等の倒壊又は落下による労働者の危険を防止するための方法

３　事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第一号及び第三号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

（コンクリート造の工作物の解体等の作業）

第五百十七条の十五　事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一　作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。

二　強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。

三　器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

（引倒し等の作業の合図）

第五百十七条の十六　事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行う場合において、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等

について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。

２　事業者は、前項の引倒し等の作業を行う場合において、当該引倒し等の作業に従事する労働者以外の労働者（以下この条において「他

の労働者」という。）に引倒し等により危険を生ずるおそれのあるときは、当該引倒し等の作業に従事する労働者に、あらかじめ、同項

の合図を行わせ、他の労働者が避難したことを確認させた後でなければ、当該引倒し等の作業を行わせてはならない。

３　第一項の引倒し等の作業に従事する労働者は、前項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行い、他の労働者が避難

したことを確認した後でなければ、当該引倒し等の作業を行つてはならない。

（コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任）

第五百十七条の十七　事業者は、令第六条第十五号の五の作業については、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了し

た者のうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならない。

（コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務）

第五百十七条の十八　事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一　作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。

二　器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三　要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

（保護帽の着用）

第五百十七条の十九　事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当

該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

２　前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

第八章の六　コンクリート橋架設等の作業における危険の防止

（作業計画）

第五百十七条の二十　事業者は、令第六条第十六号の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を

行わなければならない。

２　前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

一　作業の方法及び順序

二　部材（部材により構成されているものを含む。）の落下又は倒壊を防止するための方法

三　作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法

四　使用する機械等の種類及び能力

３　事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
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（コンクリート橋架設等の作業）

第五百十七条の二十一　事業者は、令第六条第十六号の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一　作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。

二　強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。

三　材料、器具、工具類等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

四　部材又は架設用設備の落下又は倒壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、控えの設置、部材又は架設用設備の座屈又は

変形の防止のための補強材の取付け等の措置を講ずること。

（コンクリート橋架設等作業主任者の選任）

第五百十七条の二十二　事業者は、令第六条第十六号の作業については、コンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者のうちか

ら、コンクリート橋架設等作業主任者を選任しなければならない。

（コンクリート橋架設等作業主任者の職務）

第五百十七条の二十三　事業者は、コンクリート橋架設等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一　作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。

二　器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三　要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

（保護帽の着用）

第五百十七条の二十四　事業者は、令第六条第十六号の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該

作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

２　前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

第九章　墜落、飛来崩壊等による危険の防止

第一節　墜落等による危険の防止

（作業床の設置等）

第五百十八条　事業者は、高さが二メートル以上の箇所（作業床の端、開口部等を除く。）で作業を行なう場合において墜落により労働者

に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。

２　事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落

による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

第五百十九条　事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲

い、手すり、
おお

覆い等（以下この条において「囲い等」という。）を設けなければならない。

２　事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張

り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

第五百二十条　労働者は、第五百十八条第二項及び前条第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、こ

れを使用しなければならない。

（要求性能墜落制止用器具等の取付設備等）

第五百二十一条　事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させると

きは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。

２　事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等の異常の有無に

ついて、随時点検しなければならない。

（悪天候時の作業禁止）

第五百二十二条　事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の

実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。

（照度の保持）

第五百二十三条　事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなけれ

ばならない。

（スレート等の屋根上の危険の防止）

第五百二十四条　事業者は、スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行なう場合において、踏み抜きにより労働者に危険を

及ぼすおそれのあるときは、幅が三十センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための

措置を講じなければならない。

（不用のたて坑等における危険の防止）

第五百二十五条　事業者は、不用のたて坑、坑井又は四十度以上の斜坑には、坑口の閉そくその他墜落による労働者の危険を防止するため

の設備を設けなければならない。

２　事業者は、不用の坑道又は坑内採掘跡には、さく、囲いその他通行しや断の設備を設けなければならない。

（昇降するための設備の設置等）

第五百二十六条　事業者は、高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所で作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降

するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、こ

の限りでない。

２　前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなけれ

ばならない。

（移動はしご）

第五百二十七条　事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一　丈夫な構造とすること。

二　材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。

三　幅は、三十センチメートル以上とすること。

四　すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。

（
きやたつ

脚立）

第五百二十八条　事業者は、
きやたつ

脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一　丈夫な構造とすること。

二　材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
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三　脚と水平面との角度を七十五度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあつては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を

備えること。

四　踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面積を有すること。

（建築物等の組立て、解体又は変更の作業）

第五百二十九条　事業者は、建築物、橋
りよう

梁 、足場等の組立て、解体又は変更の作業（作業主任者を選任しなければならない作業を除く。）

を行なう場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。

一　作業を指揮する者を指名して、その者に直接作業を指揮させること。

二　あらかじめ、作業の方法及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。

（立入禁止）

第五百三十条　事業者は、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。

（船舶により労働者を輸送する場合の危険の防止）

第五百三十一条　事業者は、船舶により労働者を作業を行なう場所に輸送するときは、船舶安全法（昭和八年法律第十一号）及び同法に基

づく命令の規定に基づいて当該船舶について定められた 大とう載人員をこえて労働者を乗船させないこと、船舶に浮袋その他の救命具

を備えること等当該船舶の転覆若しくは沈没又は労働者の水中への転落による労働者の危険を防止するため必要な措置を講じなければな

らない。

（救命具等）

第五百三十二条　事業者は、水上の丸太材、
あば

網羽、いかだ、
ろ

櫓又は
かい

櫂を用いて運転する舟等の上で作業を行なう場合において、当該作業に

従事する労働者が水中に転落することによりおぼれるおそれのあるときは、当該作業を行なう場所に浮袋その他の救命具を備えること、

当該作業を行なう場所の附近に救命のための舟を配置すること等救命のため必要な措置を講じなければならない。

（ホツパー等の内部における作業の制限）

第五百三十二条の二　事業者は、ホツパー又はずりびんの内部その他土砂に埋没すること等により労働者に危険を及ぼすおそれがある場所

で作業を行わせてはならない。ただし、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じたとき

は、この限りでない。

（煮沸
そう

槽等への転落による危険の防止）

第五百三十三条　事業者は、労働者に作業中又は通行の際に転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸
そう

槽、ホツパ

ー、ピツト等があるときは、当該危険を防止するため、必要な箇所に高さが七十五センチメートル以上の丈夫なさく等を設けなければな

らない。ただし、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等転落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この

限りでない。

第二節　飛来崩壊災害による危険の防止

（地山の崩壊等による危険の防止）

第五百三十四条　事業者は、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該危険を防止するため、次の

措置を講じなければならない。

一　地山を安全なこう配とし、落下のおそれのある土石を取り除き、又は擁壁、土止め支保工等を設けること。

二　地山の崩壊又は土石の落下の原因となる雨水、地下水等を排除すること。

（落盤等による危険の防止）

第五百三十五条　事業者は、坑内における落盤、
はだ

肌落ち又は側壁の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、支保工を設け、

浮石を取り除く等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

（高所からの物体投下による危険の防止）

第五百三十六条　事業者は、三メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防

止するための措置を講じなければならない。

２　労働者は、前項の規定による措置が講じられていないときは、三メートル以上の高所から物体を投下してはならない。

（物体の落下による危険の防止）

第五百三十七条　事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入

区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

（物体の飛来による危険の防止）

第五百三十八条　事業者は、作業のため物体が飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設備を設け、労

働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

（保護帽の着用）

第五百三十九条　事業者は、船台の附近、高層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を行なつているところにおいて作業

を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければなら

ない。

２　前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

第三節　ロープ高所作業における危険の防止

（ライフラインの設置）

第五百三十九条の二　事業者は、ロープ高所作業を行うときは、身体保持器具を取り付けたロープ（以下この節において「メインロープ」

という。）以外のロープであつて、要求性能墜落制止用器具を取り付けるためのもの（以下この節において「ライフライン」という。）を

設けなければならない。

（メインロープ等の強度等）

第五百三十九条の三　事業者は、メインロープ、ライフライン、これらを支持物に緊結するための緊結具、身体保持器具及びこれをメイン

ロープに取り付けるための接続器具（第五百三十九条の五第二項第四号及び第五百三十九条の九において「メインロープ等」という。）

については、十分な強度を有するものであつて、著しい損傷、摩耗、変形又は腐食がないものを使用しなければならない。

２　前項に定めるもののほか、メインロープ、ライフライン及び身体保持器具については、次に定める措置を講じなければならない。

一　メインロープ及びライフラインは、作業箇所の上方にある堅固な支持物（以下この節において「支持物」という。）に緊結すること。

この場合において、メインロープ及びライフラインは、それぞれ異なる支持物に、外れないように確実に緊結すること。

二　メインロープ及びライフラインは、ロープ高所作業に従事する労働者が安全に昇降するため十分な長さのものとすること。
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三　突起物のある箇所その他の接触することによりメインロープ又はライフラインが切断するおそれのある箇所（次条第四号及び第五百

三十九条の五第二項第六号において「切断のおそれのある箇所」という。）に覆いを設ける等これらの切断を防止するための措置（同

号において「切断防止措置」という。）を講ずること。

四　身体保持器具は、メインロープに接続器具（第一項の接続器具をいう。）を用いて確実に取り付けること。

（調査及び記録）

第五百三十九条の四　事業者は、ロープ高所作業を行うときは、墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当

該作業に係る場所について次の事項を調査し、その結果を記録しておかなければならない。

一　作業箇所及びその下方の状況

二　メインロープ及びライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置及び状態並びにそれらの周囲の状況

三　作業箇所及び前号の支持物に通ずる通路の状況

四　切断のおそれのある箇所の有無並びにその位置及び状態

（作業計画）

第五百三十九条の五　事業者は、ロープ高所作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業

計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

２　前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

一　作業の方法及び順序

二　作業に従事する労働者の人数

三　メインロープ及びライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置

四　使用するメインロープ等の種類及び強度

五　使用するメインロープ及びライフラインの長さ

六　切断のおそれのある箇所及び切断防止措置

七　メインロープ及びライフラインを支持物に緊結する作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための措置

八　物体の落下による労働者の危険を防止するための措置

九　労働災害が発生した場合の応急の措置

３　事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

（作業指揮者）

第五百三十九条の六　事業者は、ロープ高所作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作

業の指揮を行わせるとともに、次の事項を行わせなければならない。

一　第五百三十九条の三第二項の措置が同項の規定に適合して講じられているかどうかについて点検すること。

二　作業中、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。

（要求性能墜落制止用器具の使用）

第五百三十九条の七　事業者は、ロープ高所作業を行うときは、当該作業を行う労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させなければなら

ない。

２　前項の要求性能墜落制止用器具は、ライフラインに取り付けなければならない。

３　労働者は、第一項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

（保護帽の着用）

第五百三十九条の八　事業者は、ロープ高所作業を行うときは、物体の落下による労働者の危険を防止するため、労働者に保護帽を着用さ

せなければならない。

２　労働者は、前項の保護帽の着用を命じられたときは、これを着用しなければならない。

（作業開始前点検）

第五百三十九条の九　事業者は、ロープ高所作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、メインロープ等、要求性能墜落制止用器具

及び保護帽の状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。

第十章　通路、足場等

第一節　通路等

（通路）

第五百四十条　事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保

持しなければならない。

２　前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。

（通路の照明）

第五百四十一条　事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、坑道、常時

通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明具を所持させるときは、この限りでない。

（屋内に設ける通路）

第五百四十二条　事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。

一　用途に応じた幅を有すること。

二　通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。

三　通路面から高さ一・八メートル以内に障害物を置かないこと。

（機械間等の通路）

第五百四十三条　事業者は、機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については、幅八十センチメートル以上のものとしなければな

らない。

（作業場の床面）

第五百四十四条　事業者は、作業場の床面については、つまづき、すべり等の危険のないものとし、かつ、これを安全な状態に保持しなけ

ればならない。

（作業踏台）

第五百四十五条　事業者は、旋盤、ロール機等の機械が、常時当該機械に係る作業に従事する労働者の身長に比べて不適当に高いときは、

安全で、かつ、適当な高さの作業踏台を設けなければならない。
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（危険物等の作業場等）

第五百四十六条　事業者は、危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造又は取扱いをする作業場及び当該作業場を有する建築物の避難

階（直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。）には、非常の場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる二以上

の出入口を設けなければならない。

２　前項の出入口に設ける戸は、引戸又は外開戸でなければならない。

第五百四十七条　事業者は、前条の作業場を有する建築物の避難階以外の階については、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通

階段又は傾斜路を設けなければならない。この場合において、それらのうちの一については、すべり台、避難用はしご、避難用タラツプ

等の避難用器具をもつて代えることができる。

２　前項の直通階段又は傾斜路のうち一は、屋外に設けられたものでなければならない。ただし、すべり台、避難用はしご、避難用タラツ

プ等の避難用器具が設けられているときは、この限りでない。

第五百四十八条　事業者は、第五百四十六条第一項の作業場又は常時五十人以上の労働者が就業する屋内作業場には、非常の場合に関係労

働者にこれをすみやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具

を備えなければならない。

（避難用の出入口等の表示等）

第五百四十九条　事業者は、常時使用しない避難用の出入口、通路又は避難用器具については、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に

利用することができるように保持しておかなければならない。

２　第五百四十六条第二項の規定は、前項の出入口又は通路に設ける戸について準用する。

（通路と交わる軌道）

第五百五十条　事業者は、通路と交わる軌道で車両を使用するときは、監視人を配置し、又は警鈴を鳴らす等適当な措置を講じなければな

らない。

（船舶と岸壁等との通行）

第五百五十一条　事業者は、労働者が船舶と岸壁又は船舶とその船舶に横づけとなつている船舶との間を通行するときは、歩板、はしご等

適当な通行設備を設けなければならない。ただし、安全な船側階段を備えたときは、この限りでない。

２　労働者は、前項の通行設備又は船側階段を使用しなければならない。

（架設通路）

第五百五十二条　事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一　丈夫な構造とすること。

二　勾配は、三十度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが二メートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでな

い。

三　勾配が十五度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。

四　墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備（丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形

又は腐食がないものに限る。）を設けること。

イ　高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備（以下「手すり等」という。）

ロ　高さ三十五センチメートル以上五十センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備（以下「中桟等」という。）

五　たて坑内の架設通路でその長さが十五メートル以上であるものは、十メートル以内ごとに踊場を設けること。

六　建設工事に使用する高さ八メートル以上の登り桟橋には、七メートル以内ごとに踊場を設けること。

２　前項第四号の規定は、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。

一　要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこ

れと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

二　前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。

３　事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれらの

設備を原状に復さなければならない。

４　労働者は、第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

（軌道を設けた坑道等の回避所）

第五百五十三条　事業者は、軌道を設けた坑道、ずい道、橋
りよう

梁 等を労働者が通行するときは、適当な間隔ごとに回避所を設けなければな

らない。ただし、軌道のそばに相当の余地があつて、当該軌道を運行する車両に接触する危険のないときは、この限りでない。

２　前項の規定は、建設中のずい道等については、適用しない。

（軌道内等の作業における監視の措置）

第五百五十四条　事業者は、軌道上又は軌道に近接した場所で作業を行なうときは、労働者と当該軌道を運行する車両とが接触する危険を

防止するため、監視装置を設置し又は監視人を配置しなければならない。

（保線作業等における照度の保持）

第五百五十五条　事業者は、軌道の保線の作業又は軌道を運行する車両の入れ換え、連結若しくは解放の作業を行なうときは、当該作業を

安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

（はしご道）

第五百五十六条　事業者は、はしご道については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一　丈夫な構造とすること。

二　踏さんを等間隔に設けること。

三　踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。

四　はしごの転位防止のための措置を講ずること。

五　はしごの上端を床から六十センチメートル以上突出させること。

六　坑内はしご道でその長さが十メートル以上のものは、五メートル以内ごとに踏だなを設けること。

七　坑内はしご道のこう配は、八十度以内とすること。

２　前項第五号から第七号までの規定は、潜
かん

函内等のはしご道については、適用しない。

（坑内に設けた通路等）

第五百五十七条　事業者は、坑内に設けた通路又ははしご道で、巻上げ装置と労働者との接触による危険がある場所には、当該場所に板仕

切その他の隔壁を設けなければならない。
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（安全靴等の使用）

第五百五十八条　事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴その他の適当な
はき

履物を定め、当該
はき

履物

を使用させなければならない。

２　前項の労働者は、同項の規定により定められた
はき

履物の使用を命じられたときは、当該
はき

履物を使用しなければならない。

第二節　足場

第一款　材料等

（材料等）

第五百五十九条　事業者は、足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。

２　事業者は、足場に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除

いたものでなければ、使用してはならない。

（鋼管足場に使用する鋼管等）

第五百六十条　事業者は、鋼管足場に使用する鋼管のうち、令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材に係るもの以外のものについて

は、日本産業規格Ａ八九五一（鋼管足場）に定める単管足場用鋼管の規格（以下「単管足場用鋼管規格」という。）又は次に定めるとこ

ろに適合するものでなければ、使用してはならない。

一　材質は、引張強さの値が三百七十ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に

応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものであること。

引張強さ（単位　ニュートン毎平方ミリメートル） 伸び（単位　パーセント）

三百七十以上三百九十未満 二十五以上

三百九十以上五百未満 二十以上

五百以上 十以上

二　肉厚は、外径の三十一分の一以上であること。

２　事業者は、鋼管足場に使用する附属金具のうち、令別表第八第二号から第七号までに掲げる附属金具以外のものについては、その材質

（衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品の材質を除く。）が、圧延鋼材、鍛鋼品又は鋳鋼品であるものでなければ、使用してはな

らない。

（構造）

第五百六十一条　事業者は、足場については、丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。

（本足場の使用）

第五百六十一条の二　事業者は、幅が一メートル以上の箇所において足場を使用するときは、本足場を使用しなければならない。ただし、

つり足場を使用するとき、又は障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときは、この限り

でない。

（ 大積載荷重）

第五百六十二条　事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の 大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。

２　前項の作業床の 大積載荷重は、つり足場（ゴンドラのつり足場を除く。以下この節において同じ。）にあつては、つりワイヤロープ

及びつり鋼線の安全係数が十以上、つり鎖及びつりフツクの安全係数が五以上並びにつり鋼帯並びにつり足場の下部及び上部の支点の安

全係数が鋼材にあつては二・五以上、木材にあつては五以上となるように、定めなければならない。

３　事業者は、第一項の 大積載荷重を労働者に周知させなければならない。

（作業床）

第五百六十三条　事業者は、足場（一側足場を除く。第三号において同じ。）における高さ二メートル以上の作業場所には、次に定めると

ころにより、作業床を設けなければならない。

一　床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下

欄に掲げる許容曲げ応力の値を超えないこと。

木材の種類 許容曲げ応力（単位　ニュートン毎平方センチメート

ル）

あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひ 一、三二〇

すぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいつが 一、〇三〇

かし 一、九一〇

くり、なら、ぶな又はけやき 一、四七〇

アピトン又はカポールをフエノール樹脂により接着した合板 一、六二〇

二　つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及び床材と建地との隙間は、次に定めるところによること。

イ　幅は、四十センチメートル以上とすること。

ロ　床材間の隙間は、三センチメートル以下とすること。

ハ　床材と建地との隙間は、十二センチメートル未満とすること。

三　墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞれ次に掲げる設備（丈夫な構造の

設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」とい

う。）を設けること。

イ　わく組足場（妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。）　次のいずれかの設備

（１）　交さ筋かい及び高さ十五センチメートル以上四十センチメートル以下の桟若しくは高さ十五センチメートル以上の幅木又はこ

れらと同等以上の機能を有する設備

（２）　手すりわく

ロ　わく組足場以外の足場　手すり等及び中桟等

四　腕木、布、はり、
きやたつ

脚立その他作業床の支持物は、これにかかる荷重によつて破壊するおそれのないものを使用すること。

五　つり足場の場合を除き、床材は、転位し、又は脱落しないように二以上の支持物に取り付けること。

六　作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ十センチメートル以上の幅木、メッシュシ

ート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備（以下「幅木等」という。）を設けること。ただし、第三号の規定に基づ

き設けた設備が幅木等と同等以上の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けることが著しく困難な場合若しくは作業の必要上

臨時に幅木等を取り外す場合において、立入区域を設定したときは、この限りでない。
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２　前項第二号ハの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、床材と建地との隙間が十二センチメートル以上の箇所に防網を

張る等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、適用しない。

一　はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が二十四センチメートル未満の場合

二　はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和を二十四センチメートル未満とすることが作業の性質上困難な場合

３　第一項第三号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設

備を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。

一　要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこ

れと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

二　前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。

４　第一項第五号の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

一　幅が二十センチメートル以上、厚さが三・五センチメートル以上、長さが三・六メートル以上の板を床材として用い、これを作業に

応じて移動させる場合で、次の措置を講ずるとき。

イ　足場板は、三以上の支持物に掛け渡すこと。

ロ　足場板の支点からの突出部の長さは、十センチメートル以上とし、かつ、労働者が当該突出部に足を掛けるおそれのない場合を除

き、足場板の長さの十八分の一以下とすること。

ハ　足場板を長手方向に重ねるときは、支点の上で重ね、その重ねた部分の長さは、二十センチメートル以上とすること。

二　幅が三十センチメートル以上、厚さが六センチメートル以上、長さが四メートル以上の板を床材として用い、かつ、前号ロ及びハに

定める措置を講ずるとき。

５　事業者は、第三項の規定により作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちに当該設

備を原状に復さなければならない。

６　労働者は、第三項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

第二款　足場の組立て等における危険の防止

（足場の組立て等の作業）

第五百六十四条　事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが二メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、

次の措置を講じなければならない。

一　組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。

二　組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。

三　強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。

四　足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあつては、墜落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講ずること。

イ　幅四十センチメートル以上の作業床を設けること。ただし、当該作業床を設けることが困難なときは、この限りでない。

ロ　要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置を講

ずること。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。

五　材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。ただし、これらの物の落下により労

働者に危険を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

２　労働者は、前項第四号に規定する作業を行う場合において要求性能墜落制止用器具の使用を命ぜられたときは、これを使用しなければ

ならない。

（足場の組立て等作業主任者の選任）

第五百六十五条　事業者は、令第六条第十五号の作業については、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組

立て等作業主任者を選任しなければならない。

（足場の組立て等作業主任者の職務）

第五百六十六条　事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第一号の

規定は、適用しない。

一　材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

二　器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三　作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。

四　要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。

（点検）

第五百六十七条　事業者は、足場（つり足場を除く。）における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作

業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければな

らない。

２　事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場におけ

る作業を行うときは、点検者を指名して、作業を開始する前に、次の事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなけれ

ばならない。

一　床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態

二　建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態

三　緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態

四　足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無

五　幅木等の取付状態及び取り外しの有無

六　脚部の沈下及び滑動の状態

七　筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無

八　建地、布及び腕木の損傷の有無

九　突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能

３　事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなけれ

ばならない。

一　当該点検の結果及び点検者の氏名

二　前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容

96



（つり足場の点検）

第五百六十八条　事業者は、つり足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、前条第二項第一号か

ら第五号まで、第七号及び第九号に掲げる事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

第三款　丸太足場

第五百六十九条　事業者は、丸太足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一　建地の間隔は、二・五メートル以下とし、地上第一の布は、三メートル以下の位置に設けること。

二　建地の脚部には、その滑動又は沈下を防止するため、建地の根本を埋め込み、根がらみを設け、皿板を使用する等の措置を講ずるこ

と。

三　建地の継手が重合せ継手の場合には、接続部において、一メートル以上を重ねて二箇所以上において縛り、建地の継手が突合せ継手

の場合には、二本組の建地とし、又は一・八メートル以上の添木を用いて四箇所以上において縛ること。

四　建地、布、腕木等の接続部及び交差部は、鉄線その他の丈夫な材料で堅固に縛ること。

五　筋かいで補強すること。

六　一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。

イ　間隔は、垂直方向にあつては五・五メートル以下、水平方向にあつては七・五メートル以下とすること。

ロ　鋼管、丸太等の材料を用いて堅固なものとすること。

ハ　引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、一メートル以内とすること。

２　前項第一号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、なべつり、二本組等により当該部分を補強したと

きは、適用しない。

３　第一項第六号の規定は、窓枠の取付け、壁面の仕上げ等の作業のため壁つなぎ又は控えを取り外す場合その他作業の必要上やむを得な

い場合において、当該壁つなぎ又は控えに代えて、建地又は布に斜材を設ける等当該足場の倒壊を防止するための措置を講ずるときは、

適用しない。

第四款　鋼管足場

（鋼管足場）

第五百七十条　事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一　足場（脚輪を取り付けた移動式足場を除く。）の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、

敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。

二　脚輪を取り付けた移動式足場にあつては、不意に移動することを防止するため、ブレーキ、歯止め等で脚輪を確実に固定させ、足場

の一部を堅固な建設物に固定させる等の措置を講ずること。

三　鋼管の接続部又は交差部は、これに適合した附属金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。

四　筋かいで補強すること。

五　一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。

イ　間隔は、次の表の上欄に掲げる鋼管足場の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。

鋼管足場の種類 間隔（単位メートル）

垂直方向 水平方向

単管足場 五 五・五

わく組足場（高さが五メートル未満のものを除く。） 九 八

ロ　鋼管、丸太等の材料を用いて、堅固なものとすること。

ハ　引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、一メートル以内とすること。

六　架空電路に近接して足場を設けるときは、架空電路を移設し、架空電路に絶縁用防護具を装着する等架空電路との接触を防止するた

めの措置を講ずること。

２　前条第三項の規定は、前項第五号の規定の適用について、準用する。この場合において、前条第三項中「第一項第六号」とあるのは、

「第五百七十条第一項第五号」と読み替えるものとする。

（令別表第八第一号に掲げる部材等を用いる鋼管足場）

第五百七十一条　事業者は、令別表第八第一号に掲げる部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場について

は、前条第一項に定めるところによるほか、単管足場にあつては第一号から第四号まで、わく組足場にあつては第五号から第七号までに

定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一　建地の間隔は、けた行方向を一・八五メートル以下、はり間方向は一・五メートル以下とすること。

二　地上第一の布は、二メートル以下の位置に設けること。

三　建地の 高部から測つて三十一メートルを超える部分の建地は、鋼管を二本組とすること。ただし、建地の下端に作用する設計荷重

（足場の重量に相当する荷重に、作業床の 大積載荷重を加えた荷重をいう。）が当該建地の 大使用荷重（当該建地の破壊に至る荷重

の二分の一以下の荷重をいう。）を超えないときは、この限りでない。

四　建地間の積載荷重は、四百キログラムを限度とすること。

五　 上層及び五層以内ごとに水平材を設けること。

六　はりわく及び持送りわくは、水平筋かいその他によつて横振れを防止する措置を講ずること。

七　高さ二十メートルを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行うときは、使用する主わくは、高さ二メートル以下のものとし、か

つ、主わく間の間隔は一・八五メートル以下とすること。

２　前項第一号又は第四号の規定は、作業の必要上これらの規定により難い場合において、各支点間を単純ばりとして計算した 大曲げモ

ーメントの値に関し、事業者が次条に定める措置を講じたときは、適用しない。

３　第一項第二号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、二本組等により当該部分を補強したときは、適

用しない。

（令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材以外の部材等を用いる鋼管足場）

第五百七十二条　事業者は、令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材以外の部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管

を用いて構成される鋼管足場については、第五百七十条第一項に定めるところによるほか、各支点間を単純ばりとして計算した 大曲げ

モーメントの値が、鋼管の断面係数に、鋼管の材料の降伏強さの値（降伏強さの値が明らかでないものについては、引張強さの値の二分

の一の値）の一・五分の一及び次の表の上欄に掲げる鋼管の肉厚と外径との比に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値

（継手のある場合には、この値の四分の三）以下のものでなければ使用してはならない。
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鋼管の肉厚と外径との比 係数

肉厚が外径の十四分の一以上 一

肉厚が外径の二十分の一以上十四分の一未満 〇・九

肉厚が外径の三十一分の一以上二十分の一未満 〇・八

（鋼管の強度の識別）

第五百七十三条　事業者は、外径及び肉厚が同一であり、又は近似している鋼管で、強度が異なるものを同一事業場で使用するときは、鋼

管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に色又は記号を付する等の方法により、鋼管の強度を識別することができる措置を講

じなければならない。

２　前項の措置は、色を付する方法のみによるものであつてはならない。

第五款　つり足場

（つり足場）

第五百七十四条　事業者は、つり足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一　つりワイヤロープは、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。

イ　ワイヤロープ一よりの間において素線（フイラ線を除く。以下この号において同じ。）の数の十パーセント以上の素線が切断して

いるもの

ロ　直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの

ハ　キンクしたもの

ニ　著しい形崩れ又は腐食があるもの

二　つり鎖は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。

イ　伸びが、当該つり鎖が製造されたときの長さの五パーセントを超えるもの

ロ　リンクの断面の直径の減少が、当該つり鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントを超えるもの

ハ　亀裂があるもの

三　つり鋼線及びつり鋼帯は、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用しないこと。

四　つり繊維索は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。

イ　ストランドが切断しているもの

ロ　著しい損傷又は腐食があるもの

五　つりワイヤロープ、つり鎖、つり鋼線、つり鋼帯又はつり繊維索は、その一端を足場桁、スターラツプ等に、他端を突りよう、アン

カーボルト、建築物のはり等にそれぞれ確実に取り付けること。

六　作業床は、幅を四十センチメートル以上とし、かつ、隙間がないようにすること。

七　床材は、転位し、又は脱落しないように、足場桁、スターラツプ等に取り付けること。

八　足場桁、スターラツプ、作業床等に控えを設ける等動揺又は転位を防止するための措置を講ずること。

九　棚足場であるものにあつては、桁の接続部及び交差部は、鉄線、継手金具又は緊結金具を用いて、確実に接続し、又は緊結するこ

と。

２　前項第六号の規定は、作業床の下方又は側方に網又はシートを設ける等墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止するための措置

を講ずるときは、適用しない。

（作業禁止）

第五百七十五条　事業者は、つり足場の上で、
きやたつ

脚立、はしご等を用いて労働者に作業させてはならない。

第十一章　作業構台

（材料等）

第五百七十五条の二　事業者は、仮設の支柱及び作業床等により構成され、材料若しくは仮設機材の集積又は建設機械等の設置若しくは移

動を目的とする高さが二メートル以上の設備で、建設工事に使用するもの（以下「作業構台」という。）の材料については、著しい損傷、

変形又は腐食のあるものを使用してはならない。

２　事業者は、作業構台に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、

使用してはならない。

３　事業者は、作業構台に使用する支柱、作業床、はり、大引き等の主要な部分の鋼材については、日本産業規格Ｇ三一〇一（一般構造用

圧延鋼材）、日本産業規格Ｇ三一〇六（溶接構造用圧延鋼材）、日本工業規格Ｇ三一九一（熱間圧延棒鋼）、日本工業規格Ｇ三一九二（熱

間圧延形鋼）、日本産業規格Ｇ三四四四（一般構造用炭素鋼鋼管）若しくは日本産業規格Ｇ三四六六（一般構造用角形鋼管）に定める規

格に適合するもの又はこれと同等以上の引張強さ及びこれに応じた伸びを有するものでなければ、使用してはならない。

（構造）

第五百七十五条の三　事業者は、作業構台については、著しいねじれ、たわみ等が生ずるおそれのない丈夫な構造のものでなければ、使用

してはならない。

（ 大積載荷重）

第五百七十五条の四　事業者は、作業構台の構造及び材料に応じて、作業床の 大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならな

い。

２　事業者は、前項の 大積載荷重を労働者に周知させなければならない。

（組立図）

第五百七十五条の五　事業者は、作業構台を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。

２　前項の組立図は、支柱、作業床、はり、大引き等の部材の配置及び寸法が示されているものでなければならない。

（作業構台についての措置）

第五百七十五条の六　事業者は、作業構台については、次に定めるところによらなければならない。

一　作業構台の支柱は、その滑動又は沈下を防止するため、当該作業構台を設置する場所の地質等の状態に応じた根入れを行い、当該支

柱の脚部に根がらみを設け、敷板、敷角等を使用する等の措置を講ずること。

二　支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部又は取付部は、変位、脱落等が生じないよう緊結金具等で堅固に固定すること。

三　高さ二メートル以上の作業床の床材間の隙間は、三センチメートル以下とすること。

四　高さ二メートル以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、手すり等及び中桟等（それぞれ丈夫

な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。）を設けること。
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２　前項第四号の規定は、作業の性質上手すり等及び中桟等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等

を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。

一　要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこ

れと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

二　前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。

３　事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれらの

設備を原状に復さなければならない。

４　労働者は、第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

（作業構台の組立て等の作業）

第五百七十五条の七　事業者は、作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一　組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。

二　組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。

三　強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。

四　材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

（点検）

第五百七十五条の八　事業者は、作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等及

び中桟等の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

２　事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後において、作業構

台における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならな

い。

一　支柱の滑動及び沈下の状態

二　支柱、はり等の損傷の有無

三　床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態

四　支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態

五　緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態

六　水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無

七　手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無

３　事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しな

ければならない。

一　当該点検の結果

二　前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容

第十二章　土石流による危険の防止

（調査及び記録）

第五百七十五条の九　事業者は、降雨、融雪又は地震に伴い土石流が発生するおそれのある河川（以下「土石流危険河川」という。）にお

いて建設工事の作業（臨時の作業を除く。以下同じ。）を行うときは、土石流による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、作業場

所から上流の河川及びその周辺の状況を調査し、その結果を記録しておかなければならない。

（土石流による労働災害の防止に関する規程）

第五百七十五条の十　事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、あらかじめ、土石流による労働災害の防止に関す

る規程を定めなければならない。

２　前項の規程は、次の事項が示されているものでなければならない。

一　降雨量の把握の方法

二　降雨又は融雪があつた場合及び地震が発生した場合に講ずる措置

三　土石流の発生の前兆となる現象を把握した場合に講ずる措置

四　土石流が発生した場合の警報及び避難の方法

五　避難の訓練の内容及び時期

３　事業者は、第一項の規程については、前条の規定による調査により知り得たところに適応するものとしなければならない。

（把握及び記録）

第五百七十五条の十一　事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、作業開始時にあつては当該作業開始前二十四時

間における降雨量を、作業開始後にあつては一時間ごとの降雨量を、それぞれ雨量計による測定その他の方法により把握し、かつ、記録

しておかなければならない。

（降雨時の措置）

第五百七十五条の十二　事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、降雨があつたことにより土石流が発生す

るおそれのあるときは、監視人の配置等土石流の発生を早期に把握するための措置を講じなければならない。ただし、速やかに作業を中

止し、労働者を安全な場所に退避させたときは、この限りでない。

（退避）

第五百七十五条の十三　事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、土石流による労働災害発生の急迫した危

険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させなければならない。

（警報用の設備）

第五百七十五条の十四　事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に関係労働者にこれを速

やかに知らせるためのサイレン、非常ベル等の警報用の設備を設け、関係労働者に対し、その設置場所を周知させなければならない。

２　事業者は、前項の警報用の設備については、常時、有効に作動するように保持しておかなければならない。

（避難用の設備）

第五百七十五条の十五　事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に労働者を安全に避難さ

せるための登り桟橋、はしご等の避難用の設備を適当な箇所に設け、関係労働者に対し、その設置場所及び使用方法を周知させなければ

ならない。

２　事業者は、前項の避難用の設備については、常時有効に保持しなければならない。
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（避難の訓練）

第五百七十五条の十六　事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生したときに備えるため、関係労働

者に対し、工事開始後遅滞なく一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難の訓練を行わなければならない。

２　事業者は、避難の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一　実施年月日

二　訓練を受けた者の氏名

三　訓練の内容

第三編　衛生基準

第一章　有害な作業環境

（有害原因の除去）

第五百七十六条　事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発

し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必

要な措置を講じなければならない。

（ガス等の発散の抑制等）

第五百七十七条　事業者は、ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場においては、当該屋内作業場における空気中のガス、蒸気又は粉

じんの含有濃度が有害な程度にならないようにするため、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置

を講じなければならない。

（ばく露の程度の低減等）

第五百七十七条の二　事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づ

き、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の

方法の改善、有効な呼吸用保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露され

る程度を 小限度にしなければならない。

２　事業者は、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物とし

て厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務（主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。）を行う

屋内作業場においては、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下としなけ

ればならない。

３　事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、法第六十六条の規定による健康診断

のほか、リスクアセスメント対象物に係るリスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、

医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。

４　事業者は、第二項の業務に従事する労働者が、同項の厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物にばく露し

たおそれがあるときは、速やかに、当該労働者に対し、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師又は歯科医師による健康診

断を行わなければならない。

５　事業者は、前二項の健康診断（以下この条において「リスクアセスメント対象物健康診断」という。）を行つたときは、リスクアセス

メント対象物健康診断の結果に基づき、リスクアセスメント対象物健康診断個人票（様式第二十四号の二）を作成し、これを五年間（リ

スクアセスメント対象物健康診断に係るリスクアセスメント対象物ががん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの（以下「がん原

性物質」という。）である場合は、三十年間）保存しなければならない。

６　事業者は、リスクアセスメント対象物健康診断の結果（リスクアセスメント対象物健康診断の項目に異常の所見があると診断された労

働者に係るものに限る。）に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、次に定めるところにより、医師又は歯科

医師の意見を聴かなければならない。

一　リスクアセスメント対象物健康診断が行われた日から三月以内に行うこと。

二　聴取した医師又は歯科医師の意見をリスクアセスメント対象物健康診断個人票に記載すること。

７　事業者は、医師又は歯科医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、

これを提供しなければならない。

８　事業者は、第六項の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就

業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、衛生委員会又

は安全衛生委員会への当該医師又は歯科医師の意見の報告その他の適切な措置を講じなければならない。

９　事業者は、リスクアセスメント対象物健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、リスクアセスメント対象物健康診断の結果を通知し

なければならない。

１０　事業者は、第一項、第二項及び第八項の規定により講じた措置について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければならな

い。

１１　事業者は、次に掲げる事項（第三号については、がん原性物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に限る。）について、

一年を超えない期間ごとに一回、定期に、記録を作成し、当該記録を三年間（第二号（リスクアセスメント対象物ががん原性物質である

場合に限る。）及び第三号については、三十年間）保存するとともに、第一号及び第四号の事項について、リスクアセスメント対象物を

製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。

一　第一項、第二項及び第八項の規定により講じた措置の状況

二　リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者のリスクアセスメント対象物のばく露の状況

三　労働者の氏名、従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間並びにがん原性物質により著しく汚染される事態が生じたときはそ

の概要及び事業者が講じた応急の措置の概要

四　前項の規定による関係労働者の意見の聴取状況

１２　前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

一　当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。

二　書面を、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。

三　事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、当該リスクア

セスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者

が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

第五百七十七条の三　事業者は、リスクアセスメント対象物以外の化学物質を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメント

対象物以外の化学物質に係る危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を
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密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な保護具を使用させること等必要な措置を講ず

ることにより、労働者がリスクアセスメント対象物以外の化学物質にばく露される程度を 小限度にするよう努めなければならない。

（内燃機関の使用禁止）

第五百七十八条　事業者は、坑、井筒、潜
かん

函、タンク又は船倉の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、内燃機関を

有する機械を使用してはならない。ただし、当該内燃機関の排気ガスによる健康障害を防止するため当該場所を換気するときは、この限

りでない。

（排気の処理）

第五百七十九条　事業者は、有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備については、当該有害物の種類に応じて、吸収、燃

焼、集じんその他の有効な方式による排気処理装置を設けなければならない。

（排液の処理）

第五百八十条　事業者は、有害物を含む排液については、当該有害物の種類に応じて、中和、沈でん、ろ過その他の有効な方式によつて処

理した後に排出しなければならない。

（病原体の処理）

第五百八十一条　事業者は、病原体により汚染された排気、排液又は廃棄物については、消毒、殺菌等適切な処理をした後に、排出し、又

は廃棄しなければならない。

（粉じんの飛散の防止）

第五百八十二条　事業者は、粉じんを著しく飛散する屋外又は坑内の作業場においては、注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な

措置を講じなければならない。

（坑内の炭酸ガス濃度の基準）

第五百八十三条　事業者は、坑内の作業場における炭酸ガス濃度を、一・五パーセント以下としなければならない。ただし、空気呼吸器、

酸素呼吸器又はホースマスクを使用して、人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。

（騒音を発する場所の明示等）

第五百八十三条の二　事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音

を発する場所であることを、見やすい箇所に標識によつて明示する等の措置を講ずるものとする。

（騒音の伝ぱの防止）

第五百八十四条　事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければ

ならない。

（立入禁止等）

第五百八十五条　事業者は、次の場所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法

により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならな

い。

一　多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所

二　多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所

三　有害な光線又は超音波にさらされる場所

四　炭酸ガス濃度が一・五パーセントを超える場所、酸素濃度が十八パーセントに満たない場所又は硫化水素濃度が百万分の十を超える

場所

五　ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所

六　有害物を取り扱う場所

七　病原体による汚染のおそれの著しい場所

２　前項の規定により立入りを禁止された場所の周囲において作業に従事する者は、当該場所には、みだりに立ち入つてはならない。

（表示等）

第五百八十六条　事業者は、有害物若しくは病原体又はこれらによつて汚染された物を、一定の場所に集積し、かつ、その旨を見やすい箇

所に表示しなければならない。

（作業環境測定を行うべき作業場）

第五百八十七条　令第二十一条第二号の厚生労働省令で定める暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場は、次のとおりとする。

一　溶鉱炉、平炉、転炉又は電気炉により鉱物又は金属を製錬し、又は精錬する業務を行なう屋内作業場

二　キユポラ、るつぼ等により鉱物、金属又はガラスを溶解する業務を行なう屋内作業場

三　焼鈍炉、均熱炉、焼入炉、加熱炉等により鉱物、金属又はガラスを加熱する業務を行なう屋内作業場

四　陶磁器、レンガ等を焼成する業務を行なう屋内作業場

五　鉱物の
ばい

焙焼又は焼結の業務を行なう屋内作業場

六　加熱された金属の運搬又は圧延、鍛造、焼入、伸線等の加工の業務を行なう屋内作業場

七　溶融金属の運搬又は鋳込みの業務を行なう屋内作業場

八　溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行なう屋内作業場

九　加硫がまによりゴムを加硫する業務を行なう屋内作業場

十　熱源を用いる乾燥室により物を乾燥する業務を行なう屋内作業場

十一　多量の液体空気、ドライアイス等を取り扱う業務を行なう屋内作業場

十二　冷蔵庫、製氷庫、貯氷庫又は冷凍庫等で、労働者がその内部で作業を行なうもの

十三　多量の蒸気を使用する染色
そう

槽により染色する業務を行なう屋内作業場

十四　多量の蒸気を使用する金属又は非金属の洗浄又はめつきの業務を行なう屋内作業場

十五　紡績又は織布の業務を行なう屋内作業場で、給湿を行なうもの

十六　前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場

第五百八十八条　令第二十一条第三号の厚生労働省令で定める著しい騒音を発する屋内作業場は、次のとおりとする。

一　
びよう

鋲 打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行なう屋内作業場

二　ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務（液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイス

による線引きの業務を除く。）を行なう屋内作業場

三　動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行なう屋内作業場

四　タンブラーによる金属製品の研ま又は砂落しの業務を行なう屋内作業場
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五　動力によりチエーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行なう屋内作業場

六　ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行なう屋内作業場

七　チツパーによりチツプする業務を行なう屋内作業場

八　多筒抄紙機により紙を
す

抄く業務を行なう屋内作業場

九　前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場

第五百八十九条　令第二十一条第四号の厚生労働省令で定める坑内の作業場は、次のとおりとする。

一　炭酸ガスが停滞し、又は停滞するおそれのある坑内の作業場

二　気温が二十八度をこえ、又はこえるおそれのある坑内の作業場

三　通気設備が設けられている坑内の作業場

（騒音の測定等）

第五百九十条　事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、等価騒音レ

ベルを測定しなければならない。

２　事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。

一　測定日時

二　測定方法

三　測定箇所

四　測定条件

五　測定結果

六　測定を実施した者の氏名

七　測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要

第五百九十一条　事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場の施設若しくは設備を変更し、又は当該屋内作業場

における作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。

２　前条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

（坑内の炭酸ガス濃度の測定等）

第五百九十二条　事業者は、第五百八十九条第一号の坑内の作業場について、一月以内ごとに一回、定期に、炭酸ガス濃度を測定しなけれ

ばならない。

２　第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

第一章の二　廃棄物の焼却施設に係る作業

（ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定）

第五百九十二条の二　事業者は、第三十六条第三十四号及び第三十五号に掲げる業務を行う作業場について、六月以内ごとに一回、定期

に、当該作業場における空気中のダイオキシン類（ダイオキシン類対策特別措置法（平成十一年法律第百五号）第二条第一項に規定する

ダイオキシン類をいう。以下同じ。）の濃度を測定しなければならない。

２　事業者は、第三十六条第三十六号に掲げる業務に係る作業を行うときは、当該作業を開始する前に、当該作業に係る設備の内部に付着

した物に含まれるダイオキシン類の含有率を測定しなければならない。

（付着物の除去）

第五百九十二条の三　事業者は、第三十六条第三十六号に規定する解体等の業務に係る作業に労働者を従事させるときは、当該作業に係る

設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行わなければならない。

２　事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業に係る設備の内部に付着したダイオキシン

類を含む物を除去した後に作業を行わなければならない旨を周知させなければならない。

（ダイオキシン類を含む物の発散源の湿潤化）

第五百九十二条の四　事業者は、第三十六条第三十四号及び第三十六号に掲げる業務に係る作業に労働者を従事させるときは、当該作業を

行う作業場におけるダイオキシン類を含む物の発散源を湿潤な状態のものとしなければならない。ただし、当該発散源を湿潤な状態のも

のとすることが著しく困難なときは、この限りでない。

２　事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業を行う作業場におけるダイオキシン類を含

む物の発散源を湿潤な状態のものとする必要がある旨を周知させなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。

（保護具）

第五百九十二条の五　事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業に労働者を従事させるときは、第五百

九十二条の二第一項及び第二項の規定によるダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じて、当該作業に従事する労働者に保護

衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を使用させなければならない。ただし、ダイオキシン類を含む物の発散源を密閉する設備の

設置等当該作業に係るダイオキシン類を含む物の発散を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。

２　労働者は、前項の規定により保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。

３　事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、第五百九十二条の二第一項及び第二項の規定によ

るダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じて、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を使用する必要がある旨を

周知させなければならない。ただし、第一項ただし書の場合は、この限りでない。

（作業指揮者）

第五百九十二条の六　事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を行うときは、当該作業の指揮者を定

め、その者に当該作業を指揮させるとともに、前三条の措置がこれらの規定に適合して講じられているかどうかについて点検させなけれ

ばならない。

（特別の教育）

第五百九十二条の七　事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、

次の科目について、特別の教育を行わなければならない。

一　ダイオキシン類の有害性

二　作業の方法及び事故の場合の措置

三　作業開始時の設備の点検

四　保護具の使用方法

五　前各号に掲げるもののほか、ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項
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（掲示）

第五百九十二条の八　事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に労働者を就かせるときは、次の事項を、見やす

い箇所に掲示しなければならない。

一　第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を行う作業場である旨

二　ダイオキシン類により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状

三　ダイオキシン類の取扱い上の注意事項

四　第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を行う場合においては適切な保護具を使用しなければならない旨

及び使用すべき保護具

第二章　保護具等

（呼吸用保護具等）

第五百九十三条　事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線

にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業

務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならな

い。

２　事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具に

ついて、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。

（皮膚障害等防止用の保護具）

第五百九十四条　事業者は、皮膚若しくは眼に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障

害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保

護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を備えなければならない。

２　事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保

護眼鏡等適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければな

らない。

第五百九十四条の二　事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤（皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若

しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものに限る。以下「皮膚等障害化学物質等」という。）を製造し、

又は取り扱う業務（法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及び皮膚等障害化学物質等を

密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。）に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な

保護具を使用させなければならない。

２　事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具を使用する必要がある旨を周知させな

ければならない。

第五百九十四条の三　事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤（皮膚等障害化学物質等及び皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ

又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかなものを除く。）を製造し、又は取り扱

う業務（法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及びこれらの物を密閉して製造し、又は

取り扱う業務を除く。）に労働者を従事させるときは、当該労働者に保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させる

よう努めなければならない。

２　事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具について、これらを使用する必要があ

る旨を周知させるよう努めなければならない。

（騒音障害防止用の保護具）

第五百九十五条　事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その

他の保護具を備えなければならない。

２　事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、耳栓その他の保護具について、備えておくこと等に

よりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。

３　事業者は、第一項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく当該保護具を使用しなければならな

い旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。

４　事業者は、第二項の請負人に耳栓その他の保護具を使用する必要がある旨を周知させたときは、遅滞なく当該保護具を使用する必要が

ある旨を、見やすい場所に掲示しなければならない。

（保護具の数等）

第五百九十六条　事業者は、第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一項及び前条第一項に規定する保護具

については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

（労働者の使用義務）

第五百九十七条　第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一項及び第五百九十五条第一項に規定する業務に

従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。

（専用の保護具等）

第五百九十八条　事業者は、保護具又は器具の使用によつて、労働者に疾病感染のおそれがあるときは、各人専用のものを備え、又は疾病

感染を予防する措置を講じなければならない。

第五百九十九条　削除

第三章　気積及び換気

（気積）

第六百条　事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を

除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。

（換気）

第六百一条　事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分

の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分行なわれる性能を有する設備を設けたと

きは、この限りでない。

２　事業者は、前条の屋内作業場の気温が十度以下であるときは、換気に際し、労働者を毎秒一メートル以上の気流にさらしてはならな

い。
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（坑内の通気設備）

第六百二条　事業者は、坑内の作業場においては、衛生上必要な分量の空気を坑内に送給するために、通気設備を設けなければならない。

ただし、自然換気により衛生上必要な分量の空気が供給される坑内の作業場については、この限りでない。

（坑内の通気量の測定）

第六百三条　事業者は、第五百八十九条第三号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における通気量を測定

しなければならない。

２　第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

第四章　採光及び照明

（照度）

第六百四条　事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる

基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、こ

の限りでない。

作業の区分 基準

精密な作業 三百ルクス以上

普通の作業 百五十ルクス以上

粗な作業 七十ルクス以上

（採光及び照明）

第六百五条　事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならな

い。

２　事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。

第五章　温度及び湿度

（温湿度調節）

第六百六条　事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節

の措置を講じなければならない。

（気温、湿度等の測定）

第六百七条　事業者は、第五百八十七条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該屋内作

業場における気温、湿度及びふく射熱（ふく射熱については、同条第一号から第八号までの屋内作業場に限る。）を測定しなければなら

ない。

２　第五百九十一条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

（ふく射熱からの保護）

第六百八条　事業者は、屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射する

ふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。

２　事業者は、屋内作業場に前項の溶融炉等があるときは、当該屋内作業場において作業に従事する者（労働者を除く。）に対し、当該溶

融炉等の放射するふく射熱からの保護措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。ただし、加熱された空気を直接屋外に排

出するときは、この限りでない。

（加熱された炉の修理）

第六百九条　事業者は、加熱された炉の修理に際しては、当該炉の修理に係る作業に従事する者が適当に冷却される前にその内部に入るこ

とについて、当該炉を適当に冷却した後でなければその内部に入つてはならない旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁

止しなければならない。

（給湿）

第六百十条　事業者は、作業の性質上給湿を行なうときは、有害にならない限度においてこれを行ない、かつ、噴霧には清浄な水を用いな

ければならない。

（坑内の気温）

第六百十一条　事業者は、坑内における気温を三十七度以下としなければならない。ただし、高温による健康障害を防止するため必要な措

置を講じて人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。

（坑内の気温測定等）

第六百十二条　事業者は、第五百八十九条第二号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における気温を測定

しなければならない。

２　第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

第六章　休養

（休憩設備）

第六百十三条　事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。

（有害作業場の休憩設備）

第六百十四条　事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場におい

ては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由があ

るときは、この限りでない。

（立業のためのいす）

第六百十五条　事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用するこ

とのできるいすを備えなければならない。

（睡眠及び仮眠の設備）

第六百十六条　事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるとき

は、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

２　事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。

（発汗作業に関する措置）

第六百十七条　事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。
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（休養室等）

第六百十八条　事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は

休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

第七章　清潔

（清掃等の実施）

第六百十九条　事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一　日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。

二　ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期

に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。

三　ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

（労働者の清潔保持義務）

第六百二十条　労働者は、作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。

第六百二十一条　削除

（汚染床等の洗浄）

第六百二十二条　事業者は、有害物、腐敗しやすい物又は悪臭のある物による汚染のおそれがある床及び周壁を、必要に応じ、洗浄しなけ

ればならない。

（床の構造等）

第六百二十三条　事業者は、前条の床及び周壁並びに水その他の液体を多量に使用することにより湿潤のおそれがある作業場の床及び周壁

を、不浸透性の材料で塗装し、かつ、排水に便利な構造としなければならない。

（汚物の処置）

第六百二十四条　事業者は、汚物を、一定の場所において露出しないように処理しなければならない。

２　事業者は、病原体による汚染のおそれがある床、周壁、容器等を、必要に応じ、消毒しなければならない。

（洗浄設備等）

第六百二十五条　事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、

更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。

２　事業者は、前項の設備には、それぞれ必要な用具を備えなければならない。

（被服の乾燥設備）

第六百二十六条　事業者は、労働者の被服が著しく湿潤する作業場においては、被服の乾燥設備を設けなければならない。

（給水）

第六百二十七条　事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならない。

２　事業者は、水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第三条第九項に規定する給水装置以外の給水に関する設備を設けて飲用し、又は

食器の洗浄に使用する水を供給するときは、当該水について次に定めるところによらなければならない。

一　地方公共団体等の行う水質検査により、水道法第四条の規定による水質基準に適合していることを確認すること。

二　給水せんにおける水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一（結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四）以上に保持する

ようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれのあるとき又は病原生物に汚染されたことを疑わせるよう

な生物若しくは物質を多量に含むおそれのあるときは、百万分の〇・二（結合残留塩素の場合は、百万分の一・五）以上にすること。

三　有害物、汚水等によつて水が汚染されないように、適当な汚染防止の措置を講ずること。

（便所）

第六百二十八条　事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができ

ないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。

一　男性用と女性用に区別すること。

二　男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とするこ

と。

同時に就業する男性労働者の数 便房の数

六十人以内 一

六十人超 一に、同時に就業する男性労働者の数が六十人を超える六十人又はその端数を増すごとに一を加え

た数

三　男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。

同時に就業する男性労働者の数 箇所数

三十人以内 一

三十人超 一に、同時に就業する男性労働者の数が三十人を超える三十人又はその端数を増すごとに一を加え

た数

四　女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。

同時に就業する女性労働者の数 便房の数

二十人以内 一

二十人超 一に、同時に就業する女性労働者の数が二十人を超える二十人又はその端数を増すごとに一を加え

た数

五　便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。

六　流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。

２　事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。

（独立個室型の便所の特例）

第六百二十八条の二　前条第一項第一号から第四号までの規定にかかわらず、同時に就業する労働者の数が常時十人以内である場合は、男

性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所（次項において「独立個室型の便所」という。）を設

けることで足りるものとする。
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２　前条第一項の規定にかかわらず、独立個室型の便所を設ける場合（前項の規定により独立個室型の便所を設ける場合を除く。）は、次

に定めるところにより便所を設けなければならない。

一　独立個室型の便所を除き、男性用と女性用に区別すること。

二　男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とするこ

と。

同時に就業する男性労働者の数 便房の数

設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数以下 一

設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を超え

る数

一に、設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を同時に就業す

る男性労働者の数から減じて得た数が六十人を超える六十人又はその端

数を増すごとに一を加えた数

三　男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。

同時に就業する男性労働者の数 箇所数

設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数以下 一

設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を超え

る数

一に、設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を同時に就業す

る男性労働者の数から減じて得た数が三十人を超える三十人又はその端

数を増すごとに一を加えた数

四　女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。

同時に就業する女性労働者の数 便房の数

設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数以下 一

設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を超え

る数

一に、設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を同時に就業す

る女性労働者の数から減じて得た数が二十人を超える二十人又はその端

数を増すごとに一を加えた数

五　便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。

六　流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。

第八章　食堂及び炊事場

（食堂）

第六百二十九条　事業者は、第六百十四条本文に規定する作業場においては、作業場外に適当な食事の設備を設けなければならない。ただ

し、労働者が事業場内において食事をしないときは、この限りでない。

（食堂及び炊事場）

第六百三十条　事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。

一　食堂と炊事場とは区別して設け、採光及び換気が十分であつて、そうじに便利な構造とすること。

二　食堂の床面積は、食事の際の一人について、一平方メートル以上とすること。

三　食堂には、食卓及び労働者が食事をするためのいすを設けること（いすについては、坐食の場合を除く。）。

四　便所及び廃物だめから適当な距離のある場所に設けること。

五　食器、食品材料等の消毒の設備を設けること。

六　食器、食品材料及び調味料の保存のために適切な設備を設けること。

七　はえその他のこん虫、ねずみ、犬、猫等の害を防ぐための設備を設けること。

八　飲用及び洗浄のために、清浄な水を十分に備えること。

九　炊事場の床は、不浸透性の材料で造り、かつ、洗浄及び排水に便利な構造とすること。

十　汚水及び廃物は、炊事場外において露出しないように処理し、沈でん
そう

槽を設けて排出する等有害とならないようにすること。

十一　炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること。

十二　炊事従業員には、炊事に不適当な伝染性の疾病にかかつている者を従事させないこと。

十三　炊事従業員には、炊事専用の清潔な作業衣を使用させること。

十四　炊事場には、炊事従業員以外の者をみだりに出入りさせないこと。

十五　炊事場には、炊事場専用の
はき

履物を備え、土足のまま立ち入らせないこと。

（栄養の確保及び向上）

第六百三十一条　事業者は、事業場において労働者に対し給食を行なうときは、当該給食に関し、栄養の確保及び向上に必要な措置を講ず

るように努めなければならない。

（栄養士）

第六百三十二条　事業者は、事業場において、労働者に対し、一回百食以上又は一日二百五十食以上の給食を行なうときは、栄養士を置く

ように努めなければならない。

２　事業者は、栄養士が、食品材料の調査又は選択、献立の作成、栄養価の算定、廃棄量の調査、労働者のし好調査、栄養指導等を衛生管

理者及び給食関係者と協力して行なうようにさせなければならない。

第九章　救急用具

（救急用具）

第六百三十三条　事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければな

らない。

２　事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。

第六百三十四条　削除

第四編　特別規制

第一章　特定元方事業者等に関する特別規制

（法第二十九条の二の厚生労働省令で定める場所）

第六百三十四条の二　法第二十九条の二の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。

一　土砂等が崩壊するおそれのある場所（関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。）

一の二　土石流が発生するおそれのある場所（河川内にある場所であつて、関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。）
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二　機械等が転倒するおそれのある場所（関係請負人の労働者が用いる車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの又は移動式

クレーンが転倒するおそれのある場所に限る。）

三　架空電線の充電電路に近接する場所であつて、当該充電電路に労働者の身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ず

るおそれのあるもの（関係請負人の労働者により工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又は

くい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業が行われる場所に限る。）

四　埋設物等又はれんが壁、コンクリートブロック塀、擁壁等の建設物が損壊する等のおそれのある場所（関係請負人の労働者により当

該埋設物等又は建設物に近接する場所において明かり掘削の作業が行われる場所に限る。）

（協議組織の設置及び運営）

第六百三十五条　特定元方事業者（法第十五条第一項の特定元方事業者をいう。以下同じ。）は、法第三十条第一項第一号の協議組織の設

置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。

一　特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること。

二　当該協議組織の会議を定期的に開催すること。

２　関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が設置する協議組織に参加しなければならない。

（作業間の連絡及び調整）

第六百三十六条　特定元方事業者は、法第三十条第一項第二号の作業間の連絡及び調整については、随時、特定元方事業者と関係請負人と

の間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行なわなければならない。

（作業場所の巡視）

第六百三十七条　特定元方事業者は、法第三十条第一項第三号の規定による巡視については、毎作業日に少なくとも一回、これを行なわな

ければならない。

２　関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が行なう巡視を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

（教育に対する指導及び援助）

第六百三十八条　特定元方事業者は、法第三十条第一項第四号の教育に対する指導及び援助については、当該教育を行なう場所の提供、当

該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。

（法第三十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業種）

第六百三十八条の二　法第三十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業種は、建設業とする。

（計画の作成）

第六百三十八条の三　法第三十条第一項第五号に規定する特定元方事業者は、同号の計画の作成については、工程表等の当該仕事の工程に

関する計画並びに当該作業場所における主要な機械、設備及び作業用の仮設の建設物の配置に関する計画を作成しなければならない。

（関係請負人の講ずべき措置についての指導）

第六百三十八条の四　法第三十条第一項第五号に規定する特定元方事業者は、同号の関係請負人の講ずべき措置についての指導について

は、次に定めるところによらなければならない。

一　車両系建設機械のうち令別表第七各号に掲げるもの（同表第五号に掲げるもの以外のものにあつては、機体重量が三トン以上のもの

に限る。）を使用する作業に関し第百五十五条第一項の規定に基づき関係請負人が定める作業計画が、法第三十条第一項第五号の計画

に適合するよう指導すること。

二　つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーンを使用する作業に関しクレーン則第六十六条の二第一項の規定に基づき関係請負人が定

める同項各号に掲げる事項が、法第三十条第一項第五号の計画に適合するよう指導すること。

（クレーン等の運転についての合図の統一）

第六百三十九条　特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該作業が

クレーン等（クレーン、移動式クレーン、デリック、簡易リフト又は建設用リフトで、クレーン則の適用を受けるものをいう。以下同

じ。）を用いて行うものであるときは、当該クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければな

らない。

２　特定元方事業者及び関係請負人は、自ら行なう作業について前項のクレーン等の運転についての合図を定めるときは、同項の規定によ

り統一的に定められた合図と同一のものを定めなければならない。

（事故現場等の標識の統一等）

第六百四十条　特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次

の各号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならな

い。

一　有機則第二十七条第二項本文（特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定により労働者を立ち入らせ

てはならない事故現場

二　高圧則第一条の二第四号の作業室又は同条第五号の気こう室

三　電離則第三条第一項の区域、電離則第十五条第一項の室、電離則第十八条第一項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない

場所又は電離則第四十二条第一項の区域

四　酸素欠乏症等防止規則（昭和四十七年労働省令第四十二号。以下「酸欠則」という。）第九条第一項の酸素欠乏危険場所又は酸欠則

第十四条第一項の規定により労働者を退避させなければならない場所

２　特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所において自ら行なう作業に係る前項各号に掲げる事故現場等を、同項の規定により統一的

に定められた標識と同一のものによつて明示しなければならない。

３　特定元方事業者及び関係請負人は、その労働者のうち必要がある者以外の者を第一項各号に掲げる事故現場等に立ち入らせてはならな

い。

（有機溶剤等の容器の集積箇所の統一）

第六百四十一条　特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に

次の容器が集積されるとき（第二号に掲げる容器については、屋外に集積されるときに限る。）は、当該容器を集積する箇所を統一的に

定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

一　有機溶剤等（有機則第一条第一項第二号の有機溶剤等をいう。以下同じ。）又は特別有機溶剤等（特化則第二条第一項第三号の三の

特別有機溶剤等をいう。以下同じ。）を入れてある容器

二　有機溶剤等又は特別有機溶剤等を入れてあつた空容器で有機溶剤又は特別有機溶剤（特化則第二条第一項第三号の二の特別有機溶剤

をいう。以下同じ。）の蒸気が発散するおそれのあるもの
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２　特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所に前項の容器を集積するとき（同項第二号に掲げる容器については、屋外に集積するとき

に限る。）は、同項の規定により統一的に定められた箇所に集積しなければならない。

（警報の統一等）

第六百四十二条　特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行なわれるときには、次の場合に行

なう警報を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

一　当該場所にあるエツクス線装置（令第六条第五号のエツクス線装置をいう。以下同じ。）に電力が供給されている場合

二　当該場所にある電離則第二条第二項に規定する放射性物質を装備している機器により照射が行なわれている場合

三　当該場所において発破が行なわれる場合

四　当該場所において火災が発生した場合

五　当該場所において、土砂の崩壊、出水若しくはなだれが発生した場合又はこれらが発生するおそれのある場合

２　特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所において、エツクス線装置に電力を供給する場合、前項第二号の機器により照射を行なう

場合又は発破を行なう場合は、同項の規定により統一的に定められた警報を行なわなければならない。当該場所において、火災が発生し

たこと又は土砂の崩壊、出水若しくはなだれが発生したこと若しくはこれらが発生するおそれのあることを知つたときも、同様とする。

３　特定元方事業者及び関係請負人は、第一項第三号から第五号までに掲げる場合において、前項の規定により警報が行なわれたときは、

危険がある区域にいるその労働者のうち必要がある者以外の者を退避させなければならない。

（避難等の訓練の実施方法等の統一等）

第六百四十二条の二　特定元方事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の

場所において行われるときは、第三百八十九条の十一第一項の規定に基づき特定元方事業者及び関係請負人が行う避難等の訓練につい

て、その実施時期及び実施方法を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

２　特定元方事業者及び関係請負人は、避難等の訓練を行うときは、前項の規定により統一的に定められた実施時期及び実施方法により行

わなければならない。

３　特定元方事業者は、関係請負人が行う避難等の訓練に対して、必要な指導及び資料の提供等の援助を行わなければならない。

第六百四十二条の二の二　前条の規定は、特定元方事業者が土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合について準用する。この場

合において、同条第一項中「第三百八十九条の十一第一項の規定」とあるのは「第五百七十五条の十六第一項の規定」と、同項から同条

第三項までの規定中「避難等の訓練」とあるのは「避難の訓練」と読み替えるものとする。

（周知のための資料の提供等）

第六百四十二条の三　建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行わ

れるときは、当該場所の状況（労働者に危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む。以下この条において同じ。）、当該場所において行

われる作業相互の関係等に関し関係請負人がその労働者であつて当該場所で新たに作業に従事することとなつたものに対して周知を図る

ことに資するため、当該関係請負人に対し、当該周知を図るための場所の提供、当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講

じなければならない。ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係請負人の労働者に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させる

ときは、この限りでない。

（特定元方事業者の指名）

第六百四十三条　法第三十条第二項の規定による指名は、次の者について、あらかじめその者の同意を得て行わなければならない。

一　法第三十条第二項の場所において特定事業（法第十五条第一項の特定事業をいう。）の仕事を自ら行う請負人で、建築工事における
く

躯体工事等当該仕事の主要な部分を請け負つたもの（当該仕事の主要な部分が数次の請負契約によつて行われることにより当該請負人

が二以上あるときは、これらの請負人のうち、 も先次の請負契約の当事者である者）

二　前号の者が二以上あるときは、これらの者が互選した者

２　法第三十条第二項の規定により特定元方事業者を指名しなければならない発注者（同項の発注者をいう。）又は請負人は、同項の規定

による指名ができないときは、遅滞なく、その旨を当該場所を管轄する労働基準監督署長に届け出なければならない。

（作業間の連絡及び調整）

第六百四十三条の二　第六百三十六条の規定は、法第三十条の二第一項の元方事業者（次条から第六百四十三条の六までにおいて「元方事

業者」という。）について準用する。この場合において、第六百三十六条中「第三十条第一項第二号」とあるのは、「第三十条の二第一

項」と読み替えるものとする。

（クレーン等の運転についての合図の統一）

第六百四十三条の三　第六百三十九条第一項の規定は、元方事業者について準用する。

２　第六百三十九条第二項の規定は、元方事業者及び関係請負人について準用する。

（事故現場の標識の統一等）

第六百四十三条の四　元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に

次の各号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければなら

ない。

一　有機則第二十七条第二項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない事故現場

二　電離則第三条第一項の区域、電離則第十五条第一項の室、電離則第十八条第一項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない

場所又は電離則第四十二条第一項の区域

三　酸欠則第九条第一項の酸素欠乏危険場所又は酸欠則第十四条第一項の規定により労働者を退避させなければならない場所

２　元方事業者及び関係請負人は、当該場所において自ら行う作業に係る前項各号に掲げる事故現場等を、同項の規定により統一的に定め

られた標識と同一のものによつて明示しなければならない。

３　元方事業者及び関係請負人は、その労働者のうち必要がある者以外の者を第一項各号に掲げる事故現場等に立ち入らせてはならない。

（有機溶剤等の容器の集積箇所の統一）

第六百四十三条の五　第六百四十一条第一項の規定は、元方事業者について準用する。

２　第六百四十一条第二項の規定は、元方事業者及び関係請負人について準用する。

（警報の統一等）

第六百四十三条の六　元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときには、次の場合に行う

警報を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

一　当該場所にあるエックス線装置に電力が供給されている場合

二　当該場所にある電離則第二条第二項に規定する放射性物質を装備している機器により照射が行われている場合

三　当該場所において火災が発生した場合
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２　元方事業者及び関係請負人は、当該場所において、エックス線装置に電力を供給する場合又は前項第二号の機器により照射を行う場合

は、同項の規定により統一的に定められた警報を行わなければならない。当該場所において、火災が発生したこと又は火災が発生するお

それのあることを知つたときも、同様とする。

３　元方事業者及び関係請負人は、第一項第三号に掲げる場合において、前項の規定により警報が行われたときは、危険がある区域にいる

その労働者のうち必要がある者以外の者を退避させなければならない。

（法第三十条の二第一項の元方事業者の指名）

第六百四十三条の七　第六百四十三条の規定は、法第三十条の二第二項において準用する法第三十条第二項の規定による指名について準用

する。この場合において、第六百四十三条第一項第一号中「第三十条第二項の場所」とあるのは「第三十条の二第二項において準用する

法第三十条第二項の場所」と、「特定事業（法第十五条第一項の特定事業をいう。）の仕事」とあるのは「法第三十条の二第一項に規定す

る事業の仕事」と、「建築工事における
く

躯体工事等当該仕事」とあるのは「当該仕事」と、同条第二項中「特定元方事業者」とあるのは

「元方事業者」と読み替えるものとする。

（法第三十条の三第一項の元方事業者の指名）

第六百四十三条の八　第六百四十三条の規定は、法第三十条の三第二項において準用する法第三十条第二項の規定による指名について準用

する。この場合において、第六百四十三条第一項第一号中「第三十条第二項の場所」とあるのは「第三十条の三第二項において準用する

法第三十条第二項の場所」と、「特定事業（法第十五条第一項の特定事業をいう。）の仕事」とあるのは「法第二十五条の二第一項に規定

する仕事」と、「建築工事における
く

躯体工事等」とあるのは「ずい道等の建設の仕事における掘削工事等」と、同条第二項中「特定元方

事業者」とあるのは「元方事業者」と読み替えるものとする。

（救護に関する技術的事項を管理する者）

第六百四十三条の九　第二十四条の七及び第二十四条の九の規定は、法第三十条の三第五項において準用する法第二十五条の二第二項の救

護に関する技術的事項を管理する者について準用する。

２　法第三十条の三第五項において準用する法第二十五条の二第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、第二十四条の八に規定す

る者とする。

（くい打機及びくい抜機についての措置）

第六百四十四条　法第三十一条第一項の注文者（以下「注文者」という。）は、同項の場合において、請負人（同項の請負人をいう。以下

この章において同じ。）の労働者にくい打機又はくい抜機を使用させるときは、当該くい打機又はくい抜機については、第二編第二章第

二節（第百七十二条、第百七十四条から第百七十六条まで、第百七十八条から第百八十一条まで及び第百八十三条に限る。）に規定する

くい打機又はくい抜機の基準に適合するものとしなければならない。

（軌道装置についての措置）

第六百四十五条　注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に軌道装置を使用させるときは、当該軌道装置について

は、第二編第二章第三節（第百九十六条から第二百四条まで、第二百七条から第二百九条まで、第二百十二条、第二百十三条及び第二百

十五条から第二百十七条までに限る。）に規定する軌道装置の基準に適合するものとしなければならない。

（型わく支保工についての措置）

第六百四十六条　注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に型わく支保工を使用させるときは、当該型わく支保工

については、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第三章（第二百三十七条から第二百三十九条まで、第二

百四十二条及び第二百四十三条に限る。）に規定する型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。

（アセチレン溶接装置についての措置）

第六百四十七条　注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にアセチレン溶接装置を使用させるときは、当該アセチ

レン溶接装置について、次の措置を講じなければならない。

一　第三百二条第二項及び第三項並びに第三百三条に規定する発生器室の基準に適合する発生器室内に設けること。

二　ゲージ圧力七キロパスカル以上のアセチレンを発生し、又は使用するアセチレン溶接装置にあつては、第三百五条第一項に規定する

基準に適合するものとすること。

三　前号のアセチレン溶接装置以外のアセチレン溶接装置の清浄器、導管等でアセチレンが接触するおそれのある部分には、銅を使用し

ないこと。

四　発生器及び安全器は、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとすること。

五　安全器の設置については、第三百六条に規定する基準に適合するものとすること。

（交流アーク溶接機についての措置）

第六百四十八条　注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に交流アーク溶接機（自動溶接機を除く。）を使用させ

るときは、当該交流アーク溶接機に、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合する交流アーク溶接機用自動電撃防

止装置を備えなければならない。ただし、次の場所以外の場所において使用させるときは、この限りでない。

一　船舶の二重底又はピークタンクの内部その他導電体に囲まれた著しく狭あいな場所

二　墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある高さが二メートル以上の場所で、鉄骨等導電性の高い接地物に労働者が接触するおそ

れのあるところ

（電動機械器具についての措置）

第六百四十九条　注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に電動機を有する機械又は器具（以下この条において

「電動機械器具」という。）で、対地電圧が百五十ボルトをこえる移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によつて湿潤し

ている場所その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式若しくは可搬式のものを使用させるときは、当該

電動機械器具が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接

続しなければならない。

２　前項の注文者は、同項に規定する措置を講ずることが困難なときは、電動機械器具の金属性外わく、電動機の金属製外被等の金属部分

を、第三百三十三条第二項各号に定めるところにより接地できるものとしなければならない。

（潜
かん

函等についての措置）

第六百五十条　注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に潜
かん

函等を使用させる場合で、当該労働者が当該潜
かん

函等の

内部で明り掘削の作業を行なうときは、当該潜
かん

函等について、次の措置を講じなければならない。

一　掘下げの深さが二十メートルをこえるときは、送気のための設備を設けること。

二　前号に定めるもののほか、第二編第六章第一節第三款（第三百七十六条第二号並びに第三百七十七条第一項第二号及び第三号に限

る。）に規定する潜
かん

函等の基準に適合するものとすること。
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（ずい道等についての措置）

第六百五十一条　注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にずい道等を使用させる場合で、当該労働者がずい道等

の建設の作業を行なうとき（落盤又は
はだ

肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときに限る。）は、当該ずい道等についてずい道

支保工を設け、ロツクボルトを施す等落盤又は
はだ

肌落ちを防止するための措置を講じなければならない。

２　注文者は、前項のずい道支保工については、第二編第六章第二節第二款（第三百九十条、第三百九十一条及び第三百九十四条に限る。）

に規定するずい道支保工の基準に適合するものとしなければならない。

（ずい道型わく支保工についての措置）

第六百五十二条　注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にずい道型わく支保工を使用させるときは、当該ずい道

型わく支保工を、第二編第六章第二節第三款に規定するずい道型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。

（物品揚卸口等についての措置）

第六百五十三条　注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、作業床、物品揚卸口、ピツト、坑又は船舶のハツチ

を使用させるときは、これらの建設物等の高さが二メートル以上の箇所で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところに囲い、

手すり、
おお

覆い等を設けなければならない。ただし、囲い、手すり、
おお

覆い等を設けることが作業の性質上困難なときは、この限りでない。

２　注文者は、前項の場合において、作業床で高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所にあるものについては、労働者が安全に昇降す

るための設備等を設けなければならない。

（架設通路についての措置）

第六百五十四条　注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に架設通路を使用させるときは、当該架設通路を、第五

百五十二条に規定する架設通路の基準に適合するものとしなければならない。

（足場についての措置）

第六百五十五条　注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の

措置を講じなければならない。

一　構造及び材料に応じて、作業床の 大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示すること。

二　強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名し

て、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検させ、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。

イ　床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態

ロ　建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態

ハ　緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態

ニ　足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無

ホ　幅木等の取付状態及び取り外しの有無

ヘ　脚部の沈下及び滑動の状態

ト　筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付けの状態

チ　建地、布及び腕木の損傷の有無

リ　突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能

三　前二号に定めるもののほか、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第十章第二節（第五百五十九条から

第五百六十一条まで、第五百六十二条第二項、第五百六十三条、第五百六十九条から第五百七十二条まで及び第五百七十四条に限る。）

に規定する足場の基準に適合するものとすること。

２　注文者は、前項第二号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存し

なければならない。

一　当該点検の結果及び点検者の氏名

二　前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容

（作業構台についての措置）

第六百五十五条の二　注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、作業構台を使用させるときは、当該作業構台に

ついて、次の措置を講じなければならない。

一　構造及び材料に応じて、作業床の 大積載荷重を定め、かつ、これを作業構台の見やすい場所に表示すること。

二　強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、作業構台にお

ける作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。

イ　支柱の滑動及び沈下の状態

ロ　支柱、はり等の損傷の有無

ハ　床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態

ニ　支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態

ホ　緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態

ヘ　水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無

ト　手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無

三　前二号に定めるもののほか、第二編第十一章（第五百七十五条の二、第五百七十五条の三及び第五百七十五条の六に限る。）に規定

する作業構台の基準に適合するものとしなければならない。

２　注文者は、前項第二号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保

存しなければならない。

一　当該点検の結果

二　前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容

（クレーン等についての措置）

第六百五十六条　注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にクレーン等を使用させるときは、当該クレーン等を、

法第三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準（特定機械等の構造に係るものに限る。）又は法第四十二条の規定に基づ

き厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。

（ゴンドラについての措置）

第六百五十七条　注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にゴンドラを使用させるときは、当該ゴンドラを、法第

三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準（特定機械等の構造に係るものに限る。）に適合するものとしなければならな

い。
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（局所排気装置についての措置）

第六百五十八条　注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に局所排気装置を使用させるとき（有機則第五条若しく

は第六条第二項（特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。）又は粉じん則第四条若しくは第二十七条第一項

ただし書の規定により請負人が局所排気装置を設けなければならない場合に限る。）は、当該局所排気装置の性能については、有機則第

十六条（特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。）又は粉じん則第十一条に規定する基準に適合するものとしなければなら

ない。

（プッシュプル型換気装置についての措置）

第六百五十八条の二　注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にプッシュプル型換気装置を使用させるとき（有機

則第五条若しくは第六条第二項（特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。）又は粉じん則第四条若しくは第

二十七条第一項ただし書の規定により請負人がプッシュプル型換気装置を設けなければならない場合に限る。）は、当該プッシュプル型

換気装置の性能については、有機則第十六条の二（特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。）又は粉じん則第十一条に規定

する基準に適合するものとしなければならない。

（全体換気装置についての措置）

第六百五十九条　注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に全体換気装置を使用させるとき（有機則第六条第一

項、第八条第二項、第九条第一項、第十条又は第十一条（特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定

により請負人が全体換気装置を設けなければならない場合に限る。）であるときは、当該全体換気装置の性能については、有機則第十七

条（特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。）に規定する基準に適合するものとしなければならない。

（圧気工法に用いる設備についての措置）

第六百六十条　注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に潜
かん

函工法その他の圧気工法に用いる設備で、その作業室

の内部の圧力が大気圧を超えるものを使用させるときは、当該設備を、高圧則第四条から第七条の三まで及び第二十一条第二項に規定す

る基準に適合するものとしなければならない。

（エックス線装置についての措置）

第六百六十一条　注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に令第十三条第三項第二十二号のエックス線装置を使用

させるときは、当該エックス線装置については法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければなら

ない。

（ガンマ線照射装置についての措置）

第六百六十二条　注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に令第十三条第三項第二十三号のガンマ線照射装置を使

用させるときは、当該ガンマ線照射装置については法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格でガンマ線照射装置に係るも

のに適合するものとしなければならない。

（令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定める第二類物質）

第六百六十二条の二　令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第二条第三号に規定する特定第二類物質とする。

（法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業）

第六百六十二条の三　法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業は、同条に規定する設備の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解す

る作業又は当該設備の内部に立ち入る作業とする。

（文書の交付等）

第六百六十二条の四　法第三十一条の二の注文者（その仕事を他の者から請け負わないで注文している者に限る。）は、次の事項を記載し

た文書（その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において同じ。）を作成し、これを

その請負人に交付しなければならない。

一　法第三十一条の二に規定する物の危険性及び有害性

二　当該仕事の作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項

三　当該仕事の作業について講じた安全又は衛生を確保するための措置

四　当該物の流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置

２　前項の注文者（その仕事を他の者から請け負わないで注文している者を除く。）は、同項又はこの項の規定により交付を受けた文書の

写しをその請負人に交付しなければならない。

３　前二項の規定による交付は、請負人が前条の作業を開始する時までに行わなければならない。

（法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械）

第六百六十二条の五　法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。

一　機体重量が三トン以上の車両系建設機械のうち令別表第七第二号１、２及び４に掲げるもの

二　車両系建設機械のうち令別表第七第三号１から３まで及び６に掲げるもの

三　つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン

（パワー・ショベル等についての措置）

第六百六十二条の六　法第三十一条の三第一項に規定する特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当

該場所において当該仕事の一部を請け負わせているもの（次条及び第六百六十二条の八において「特定発注者等」という。）は、当該仕

事に係る作業として前条第一号の機械を用いて行う荷のつり上げに係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該

機械に係る運転、玉掛け又は誘導の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び当該請負人相互間における作業の内容、作業に

係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。

（くい打機等についての措置）

第六百六十二条の七　特定発注者等は、当該仕事に係る作業として第六百六十二条の五第二号の機械に係る作業を行うときは、当該特定発

注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、作業装置の操作（車体上の運転者席における操作を除く。）、玉掛け、くいの建て込

み、くい若しくはオーガーの接続又は誘導の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び当該請負人相互間における作業の内

容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。

（移動式クレーンについての措置）

第六百六十二条の八　特定発注者等は、当該仕事に係る作業として第六百六十二条の五第三号の機械に係る作業を行うときは、当該特定発

注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、玉掛け又は運転についての合図の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及

び請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。
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（法第三十二条第三項の請負人の義務）

第六百六十二条の九　法第三十二条第三項の請負人は、法第三十条の三第一項又は第四項の規定による措置を講ずべき元方事業者又は指名

された事業者が行う労働者の救護に関し必要な事項についての訓練に協力しなければならない。

（法第三十二条第四項の請負人の義務）

第六百六十三条　法第三十二条第四項の請負人は、第六百四十四条から第六百六十二条までに規定する措置が講じられていないことを知つ

たときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければならない。

２　法第三十二条第四項の請負人は、注文者が第六百四十四条から第六百六十二条までに規定する措置を講ずるために行う点検、補修その

他の措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

（法第三十二条第五項の請負人の義務）

第六百六十三条の二　法第三十二条第五項の請負人は、第六百六十二条の四第一項又は第二項に規定する措置が講じられていないことを知

つたときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければならない。

（報告）

第六百六十四条　特定元方事業者（法第三十条第二項又は第三項の規定により指名された事業者を除く。）は、その労働者及び関係請負人

の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該作業の開始後、遅滞なく、次の事項を当該場所を管轄する労働基準監督署長

に報告しなければならない。

一　事業の種類並びに当該事業場の名称及び所在地

二　関係請負人の事業の種類並びに当該事業場の名称及び所在地

三　法第十五条の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときは、その旨及び統括安全衛生責任者の氏名

四　法第十五条の二の規定により元方安全衛生管理者を選任しなければならないときは、その旨及び元方安全衛生管理者の氏名

五　法第十五条の三の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならないときは、その旨及び店社安全衛生管理者の氏名（第十八

条の六第二項の事業者にあつては、統括安全衛生責任者の職務を行う者及び元方安全衛生管理者の職務を行う者の氏名）

２　前項の規定は、法第三十条第二項の規定により指名された事業者について準用する。この場合において、前項中「当該作業の開始後」

とあるのは、「指名された後」と読み替えるものとする。

第二章　機械等貸与者等に関する特別規制

（機械等貸与者）

第六百六十五条　法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める者は、令第十条各号に掲げる機械等を、相当の対価を得て業として他の事業

者に貸与する者とする。

（機械等貸与者の講ずべき措置）

第六百六十六条　前条に規定する者（以下「機械等貸与者」という。）は、当該機械等を他の事業者に貸与するときは、次の措置を講じな

ければならない。

一　当該機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な整備を行なうこと。

二　当該機械等の貸与を受ける事業者に対し、次の事項を記載した書面を交付すること。

イ　当該機械等の能力

ロ　当該機械等の特性その他その使用上注意すべき事項

２　前項の規定は、機械等の貸与で、当該貸与の対象となる機械等についてその購入の際の機種の選定、貸与後の保守等当該機械等の所有

者が行うべき業務を当該機械等の貸与を受ける事業者が行うもの（小規模企業者等設備導入資金助成法（昭和三十一年法律第百十五号）

第二条第六項に規定する都道府県の設備貸与機関が行う設備貸与事業を含む。）については、適用しない。

（機械等の貸与を受けた者の講ずべき措置）

第六百六十七条　機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、次の措置を

講じなければならない。

一　機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認すること。

二　機械等を操作する者に対し、次の事項を通知すること。

イ　作業の内容

ロ　指揮の系統

ハ　連絡、合図等の方法

ニ　運行の経路、制限速度その他当該機械等の運行に関する事項

ホ　その他当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な事項

（機械等を操作する者の義務）

第六百六十八条　前条の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者から同条第二号に掲げる事項について通知を受けたときは、当該

事項を守らなければならない。

第六百六十九条　削除

第三章　建築物貸与者に関する特別規制

（共用の避難用出入口等）

第六百七十条　法第三十四条の建築物貸与者（以下「建築物貸与者」という。）は、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり

台、避難用はしご等の避難用の器具で、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、避難用である旨の表示を

し、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならない。

２　建築物貸与者は、前項の出入口又は通路に設ける戸を、引戸又は外開戸としなければならない。

（共用の警報設備等）

第六百七十一条　建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者が危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造若しくは取扱いをす

るとき、又は当該建築物の貸与を受けた事業者の労働者で、当該建築物の内部で就業するものの数が五十人以上であるときは、非常の場

合に関係労働者にすみやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の

器具を備え、かつ、有効に作動するように保持しておかなければならない。

（貸与建築物の有効維持）

第六百七十二条　建築物貸与者は、工場の用に供される建築物で、次の各号のいずれかの装置を設けたものを貸与する場合において、当該

建築物の貸与を受けた二以上の事業者が当該装置の全部又は一部を共用することとなるときは、その共用部分の機能を有効に保持するた

め、点検、補修等の必要な措置を講じなければならない。

一　局所排気装置

112



二　プッシュプル型換気装置

三　全体換気装置

四　排気処理装置

五　排液処理装置

（貸与建築物の給水設備）

第六百七十三条　建築物貸与者は、工場の用に供される建築物で飲用又は食器洗浄用の水を供給する設備を設けたものを貸与するときは、

当該設備を、水道法第三条第九項に規定する給水装置又は同法第四条の水質基準に適合する水を供給することができる設備としなければ

ならない。

（貸与建築物の排水設備）

第六百七十四条　建築物貸与者は、工場の用に供される建築物で排水に関する設備を設けたものを貸与するときは、当該設備の正常な機能

が阻害されることにより汚水の漏水等が生じないよう、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

（貸与建築物の清掃等）

第六百七十五条　建築物貸与者は、工場の用に供される建築物を貸与するときは、当該建築物の清潔を保持するため、当該建築物の貸与を

受けた事業者との協議等により、清掃及びねずみ、昆虫等の防除に係る措置として、次の各号に掲げる措置が講じられるようにしなけれ

ばならない。

一　日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。

二　ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期

に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。

三　ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

（便宜の供与）

第六百七十六条　建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者から、局所排気装置、騒音防止のための障壁その他労働災害を防止す

るため必要な設備の設置について、当該設備の設置に伴う建築物の変更の承認、当該設備の設置の工事に必要な施設の利用等の便宜の供

与を求められたときは、これを供与するようにしなければならない。

（貸与建築物の便所）

第六百七十七条　建築物貸与者は、貸与する建築物に設ける便所で当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、

第六百二十八条第一項各号及び第六百二十八条の二に規定する基準に適合するものとするようにしなければならない。この場合におい

て、労働者の数に応じて設けるべき便房等については、当該便所を共用する事業者の労働者数を合算した数に基づいて設けるものとす

る。

（警報及び標識の統一）

第六百七十八条　建築物貸与者は、貸与する建築物において火災の発生、特に有害な化学物質の漏えい等の非常の事態が発生したときに用

いる警報を、あらかじめ統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。

２　建築物貸与者は、工場の用に供される建築物を貸与する場合において、当該建築物の内部に第六百四十条第一項第一号、第三号又は第

四号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知

させなければならない。

附　則　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

一　第百五十四条から第百七十一条まで、第二百二十一条、第二百二十三条から第二百二十五条まで、第三百五十八条、第四百二十四

条、第五百五十四条、第五百五十五条及び第六百六十六条の規定　昭和四十八年一月一日

二　第四十三条第五号、第四十四条第一項第五号、第百五十二条、第百五十三条、第二百五条、第二百六条、第二百十条、第二百十一

条、第二百十四条、第二百十八条、第五百九十条、第五百九十一条、第六百七十条から第六百七十四条まで及び第六百七十八条の規

定　昭和四十八年四月一日

三　第五百七十六条及び第六百三十条第十一号（休憩室の設置に係る部分に限る。）の規定　昭和四十八年十月一日

（廃止）

第二条　次の省令は、廃止する。

一　労働安全衛生規則（昭和二十二年労働省令第九号）

二　労働基準法に基く検査等の手数料に関する省令（昭和二十三年総理庁令・労働省令第一号）

三　労働基準法第四十八条の有害物を指定する省令（昭和三十四年労働省令第二十五号）

四　安全衛生改善計画に関する省令（昭和四十七年労働省令第二十六号）

（安全管理者の資格に関する経過措置）

第五条　事業者は、この省令の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）第一条の規

定により安全管理者として選任されている者で、第五条に規定する資格を有する者に該当しない者を、引き続き、安全管理者に選任する

ことができる。

２　前項の規定により選任した安全管理者については、第四条第二項において準用する第二条第二項の規定による報告は、要しないものと

する。

（産業医の選任に関する経過措置）

第六条　この省令の施行の際現に旧安衛則第十一条の規定により医師である衛生管理者として選任されている者は、この省令の施行の際法

第十三条の規定により産業医として選任されたものとみなす。この場合において、第十三条第二項の規定による報告は、要しないものと

する。

（プレス作業主任者に関する経過措置）

第八条　事業者は、昭和四十七年九月三十日までに旧安衛則第四編第二章の三の規定によるプレス作業主任者講習を修了した者で、同日に

おいてプレス機械による作業に従事した経験年数が五年に満たないものについては、当該経験年数が五年に達する日までの間は、プレス

機械作業主任者として選任することができない。
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（規格を具備すべき機械等の使用に関する経過措置）

第十条　ボイラー則附則第二条の規定による廃止前のボイラ及び圧力容器安全規則（昭和三十四年労働省令第三号。以下「旧ボイラ則」と

いう。）附則第四条の第二種圧力容器は、第二十七条及び法第四十二条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具

備しているものとみなす。

２　前項の規定は、同項の第二種圧力容器又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該第

二種圧力容器又はその部分については、適用しない。

第十一条　第二十七条の規定は、ボイラ及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令（昭和三十八年労働省令第一号）附則第四条第一項の

貫流ボイラーについては、適用しない。

２　前項の規定は、同項の貫流ボイラー又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該貫流

ボイラー又はその部分については、適用しない。

第十二条　クレーン則附則第二条の規定による廃止前のクレーン等安全規則（昭和三十七年労働省令第十六号。以下「旧クレーン則」とい

う。）附則第二条第四項のクレーンで、同項の規定により、なお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、第二十七条及

び法第四十二条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。

２　第二十七条及び法第四十二条の規定は、旧クレーン則附則第二条第五項のクレーンについては、適用しない。

３　前二項の規定は、これらの項のクレーン又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該

クレーン又はその部分については、適用しない。

第十三条　クレーン等安全規則の一部を改正する省令（昭和四十六年労働省令第二十一号）附則第六条第三項の簡易リフトで、同項の規定

により、なお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、第二十七条及び法第四十二条の規定の適用については、同条の厚

生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。

２　前項の規定は、同項の簡易リフト又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該簡易リ

フト又はその部分については、適用しない。

（譲渡等の制限に関する経過措置）

第十四条　昭和四十六年七月一日前に労働安全衛生規則の一部を改正する省令（昭和四十五年労働省令第二十一号）による改正前の労働安

全衛生規則第三十六条第一項又は労働安全衛生規則の一部を改正する省令（昭和四十五年労働省令第二十一号）附則第三条第一項の規定

により労働省労働基準局長の認定を受けた木材加工用丸のこ盤の反ぱつ予防装置又は歯の接触予防装置については、当該安全装置に係る

認定の有効期間内に限り、第二十七条及び法第四十二条の規定は、適用しない。

第十五条　昭和四十七年十月一日前に旧安衛則第三十六条の規定により労働省労働基準局長の認定を受けたプレス機械及びシヤーの安全装

置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置については、当該装置の認定の有効期間内に限り、第二十七条及び

法第四十二条の規定は、適用しない。

（昭和五十四年六月二十九日までに製造され、又は輸入された化学物質の名称等の公表手続等）

第十五条の二　労働大臣は、令附則第九条の二の規定によりその名称等を公表しなければならない化学物質（以下「公表化学物質」とい

う。）のうち昭和五十二年十二月一日までに製造され、又は輸入された化学物質の名称等を記載した表を昭和五十四年二月二十八日まで

に公示するものとする。

第十五条の三　前条の規定により公示された表に関し訂正する必要があると認める者は、その公示の日から一月以内に限り、その旨を労働

大臣に申し出ることができる。

第十五条の四　前条の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、その申出の内容を証明することができる書

類を添えて、労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二　申出に係る化学物質の名称及び構造式又は示性式（示性式が明らかでない場合は、当該化学物質の製法の概略）

三　申出に係る化学物質の用途

四　申出の趣旨

第十五条の五　労働大臣は、附則第十五条の三の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る化学

物質の名称等を附則第十五条の二の表に追加し、又は同表から消除し、その旨を昭和五十四年五月三十一日までに公示するものとする。

第十五条の六　昭和五十二年十二月二日から昭和五十四年二月二十八日までに新たに製造され、又は輸入された化学物質が公表化学物質で

あると認める者は、同年三月三十一日までにその旨を労働大臣に申し出ることができる。

２　附則第十五条の四の規定は、前項の規定による申出について準用する。

第十五条の七　労働大臣は、昭和五十二年十二月二日から昭和五十四年二月二十八日までに製造され、又は輸入された公表化学物質の名称

等を記載した表を同年五月三十一日までに公示するものとする。

第十五条の八　昭和五十四年三月一日から同年六月二十九日までに新たに製造され、又は輸入された化学物質が公表化学物質であると認め

る者は、同年七月三十一日までにその旨を労働大臣に申し出ることができる。

２　附則第十五条の四の規定は、前項の規定による申出について準用する。

第十五条の九　労働大臣は、昭和五十四年三月一日から同年六月二十九日までに製造され、又は輸入された公表化学物質の名称等を記載し

た表を同年八月三十一日までに公示するものとする。

第十五条の十　附則第十五条の二、第十五条の五、第十五条の七及び第十五条の九の規定による公示は、官報に掲載することにより行うも

のとする。

（就業制限に関する経過措置）

第十七条　事業者は、第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第一号の業務のうち導火線発破の業務については昭和四十六年四月一日

において現に昭和四十六年改正前安衛則第二百二十六条第一項の規定による導火線発破技士免許を有する者を、同号の業務のうち電気発

破の業務については同日において現に同条第二項の規定による電気発破技士免許を有する者を、それぞれ当該業務につかせることができ

る。この場合においては、それらの免許を有する者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

第十八条　事業者は、第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十二号の業務については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に

従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者で、昭和四十九年九月三十日までの間に行なわれる講習で労働大臣が定める

ものを修了した者を当該業務につかせることができる。この場合においては、当該者については、法第六十一条第二項の規定は、適用し

ない。

（面接指導の対象となる医師の要件等）

第十九条　法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、当分の間、第五十二条の二第一項に定めるもののほか、労働基準法施

行規則第六十九条の二に規定する特定医師であつて、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が
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百時間以上となることが見込まれる者（以下「面接指導対象医師」という。）のうち、同令第六十九条の三第二項第二号に規定する管理

者（以下「管理者」という。）が同号に規定する面接指導を行い、かつ、法第六十六条の八第二項ただし書の書面の提出があつた者以外

の者であることとする。

２　面接指導対象医師に該当するかどうかの判断は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。

３　面接指導対象医師について、事業者が管理者に労働基準法施行規則第六十九条の三第二項第二号に規定する面接指導を行わせる場合に

おいては、第五十二条の二第三項、第五十二条の三及び第五十二条の四の規定は、適用しない。

（面接指導対象医師が受けた面接指導の証明）

第十九条の二　面接指導対象医師に対する面接指導に係る法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、第五十二条の五各号に掲げるものの

ほか、当該面接指導対象医師の睡眠の状況を記載したものでなければならない。

（面接指導対象医師に対する面接指導結果の記録の作成）

第十九条の三　面接指導対象医師に対する法第六十六条の八第一項に規定する面接指導（同条第二項ただし書の場合において当該面接指導

対象医師が受けたものを含む。）に係る第五十二条の六第一項の記録についての同条第二項の規定の適用については、「前条各号に掲げ

る」とあるのは、「附則第十九条の二に規定する」とする。

（健康管理手帳の交付に関する経過措置）

第二十条　令附則第十一条の規定による健康管理手帳の交付は、第五十三条第一項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都

道府県労働基準局長が行なうものとする。

２　前項の申請をしようとする者は、この省令の施行の日から六月以内に、健康管理手帳交付申請書（様式第七号）に第五十三条第一項の

要件に該当する事実を証する書類（当該書類がない場合には、当該事実についての申立書）を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出

しなければならない。

（発破技士免許試験に関する経過措置）

第二十二条　都道府県労働局長は、第七十条の規定にかかわらず、附則第十七条に規定する者に対し、発破技士免許試験の試験科目のうち

別表第五第四号の試験科目の欄中イ及びロの科目を免除することができる。

（技能講習に関する経過措置）

第二十三条　令附則第十三条第一号の労働省令で定める技能講習は、次のとおりとする。

一　旧安衛則第四編第二章の三の規定によるプレス作業主任者講習（昭和四十六年一月一日前に都道府県労働基準局長が指定したプレス

作業主任者講習を含む。）

二　旧安衛則第四編第二章の四の規定による船内荷役作業主任者講習

三　労働省労働基準局長の定めた基準に基づいて建設業労働災害防止協会が実施した足場の組立て、解体又は変更の作業主任者講習

四　旧ボイラ則第十四条の五から第十四条の八までの規定によるボイラすえつけ工事作業主任者講習

五　特化則附則第二条の規定による廃止前の特定化学物質等障害予防規則（昭和四十六年労働省令第十一号）第八章の規定による特定化

学物質等作業主任者講習

六　鉛則附則第二条の規定による廃止前の鉛中毒予防規則（昭和四十二年労働省令第二号）第八章の規定による鉛作業主任者講習

七　四アルキル則附則第二条の規定による廃止前の四アルキル鉛中毒予防規則（昭和四十三年労働省令第四号）第五章の規定による四ア

ルキル鉛等作業主任者講習

八　酸欠則附則第二条の規定による廃止前の酸素欠乏症防止規則（昭和四十六年労働省令第二十六号）第四章の規定による酸素欠乏危険

作業主任者講習

九　旧安衛則第四編第二章の規定によるガス溶接技能講習

十　旧安衛則第四編第二章の二の規定によるホークリフト運転技能講習

十一　旧クレーン則第六章第三節の規定による玉掛技能講習

十二　旧ボイラ則第十九条の二から第十九条の五までの規定によるボイラ取扱講習

（手払い式安全装置に係る経過措置）

第二十五条の二　当分の間、第百三十一条第二項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「手払い式安全装置」とあるのは、

「手払い式安全装置（ストローク長さが四十ミリメートル以上であつて防護板（スライドの作動中に手の安全を確保するためのものをい

う。）の長さ（当該防護板の長さが三百ミリメートル以上のものにあつては、三百ミリメートル）以下のものであり、かつ、毎分ストロ

ーク数が百二十以下である両手操作式のプレス機械に使用する場合を除く。）」とする。

（労働安全衛生法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者に関する暫定措置）

第二十五条の三　昭和五十四年六月三十日前に行われた研修で、厚生労働省労働基準局長が次の各号に掲げる研修と同等以上の内容を有す

ると認めるものを修了した者は、当該各号に掲げる研修を修了した者とみなす。

一　第百三十五条の三第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

二　第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

三　第百六十九条の二第二項において準用する第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

四　第百六十九条の二第三項において準用する第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

五　第百六十九条の二第四項において準用する第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

（軌道装置に関する経過措置）

第二十六条　昭和四十八年三月三十一日において現に存する軌道装置については、第二百五条、第二百六条、第二百十条、第二百十一条、

第二百十四条及び第二百十八条の規定は、適用しない。

（揚貨装置運転士免許試験の学科試験の免除に関する暫定措置）

第三十二条　法第七十五条の二第三項の規定により免許試験の実施に関する事務（以下「試験事務」という。）の全部を行わないものとさ

れた都道府県労働局長は、自らその試験事務を行つた 後の揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者が、指定試験機関が当該都

道府県労働局長に係る試験事務を開始した日から起算して一年以内に行う揚貨装置運転士免許試験を受けようとする場合には、別表第五

第五号の規定にかかわらず、その者の申請により、一回に限り、揚貨装置運転士免許試験の学科試験の全部を免除することができる。

附　則　（昭和四八年五月一五日労働省令第一五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四九年四月一一日労働省令第一四号）　抄
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（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行し、改正後の職業訓練法施行規則の規定、次条の規定及び附則第三条の規定による改正後の労働安

全衛生規則別表第四の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

附　則　（昭和四九年五月二一日労働省令第一九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一　次号及び第三号に掲げる規定以外の規定　昭和四十九年五月二十五日

二　第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定（「第四十条」を「第四十条の二」に改める部分に限る。）、同規則第四条、第八条、第三

十六条及び第三十九条の改正規定、同規則第四十条の次に一条を加える改正規定、同規則第二百五十八条の改正規定、同規則第二百七

十四条の次に一条を加える改正規定、同規則第二百七十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第二百七十六条、

第三百三十一条、第三百三十二条、第三百五十二条及び第四百五十五条の改正規定並びに同規則様式第四号の次に様式を加える改正規

定　昭和四十九年八月二十五日

三　第一条中労働安全衛生規則第二百六十九条、第二百七十一条及び第二百七十二条の改正規定、同規則第二百七十三条の次に四条を加

える改正規定並びに同規則第二百七十四条の改正規定　昭和四十九年十一月二十五日

（普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に関する経過措置）

第二条　昭和四十九年五月二十五日前に改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）及び改正前のボイラー及び圧力容器安全

規則（以下「旧ボイラー則」という。）の規定により行われた第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、改正後の労働安全衛生規則（以

下「新安衛則」という。）及び改正後のボイラー及び圧力容器安全規則（以下「新ボイラー則」という。）の規定により行われた普通第一

種圧力容器取扱作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了

証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了証とみなす。

（免許試験の学科試験の免除に関する経過措置）

第四条　都道府県労働基準局長は、昭和四十九年五月二十五日前に行われた揚貨装置運転士免許試験、特別ボイラー溶接士免許試験、普通

ボイラー溶接士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験の学科試験に合格した

者については、新安衛則別表第五第五号、新ボイラー則第百十一条又は改正後のクレーン等安全規則第二百二十七条、第二百三十三条若

しくは第二百三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれらの免許試験の学科試験の全部を免除することができる。

（第一種圧力容器取扱作業主任者の選任に関する経過措置）

第五条　事業者は、新ボイラー則第六十二条第一項の規定にかかわらず、昭和五十一年五月二十四日までの間は、普通第一種圧力容器取扱

作業主任者技能講習を修了した者を、労働安全衛生法施行令（以下「令」という。）第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種

圧力容器の取扱いの作業についての第一種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。

２　事業者は、新ボイラー則第六十二条第二項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月二十五日前に旧ボイラー則第百十九条第一項の規定

による特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者を、令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの

作業についての第一種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。

（指定教習機関に関する経過措置）

第六条　昭和四十九年五月二十五日前に改正前の検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第二十条第十二号の第一種圧力容器取

扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、改正後の同規則第二十条第十三号の普通第一種圧力容器取扱作業主

任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者とみなす。

附　則　（昭和五〇年一月一六日労働省令第一号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（健康管理手帳の交付に関する経過措置）

第二条　労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（昭和五十年政令第四号）附則第八条の規定による健康管理手帳の交付は、改正後の

労働安全衛生規則（次項において「新規則」という。）第五十三条第一項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県

労働基準局長が行うものとする。

２　前項の申請をしようとする者は、この省令の施行の日から一年以内に、健康管理手帳交付申請書（様式第七号）に新規則第五十三条第

一項の要件に該当する事実を証する書類（当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書）を添えて、所轄都道府県労働基準局

長に提出しなければならない。

附　則　（昭和五〇年三月二二日労働省令第五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第一条中労働安全衛生規則第三十二条の改正規定、同規則別表第一の改正規定（同表令第六条第五号の作業の項の次に一項を加える

部分に限る。）並びに同規則別表第二及び別表第四の改正規定　昭和五十年四月一日

二　第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定（第三百二十一条の二に係る部分に限る。）、同規則第三十六条、第二百九十六条及び第三

百十八条の改正規定、同規則第二編第四章中第七節の次に一節を加える改正規定（第三百二十一条の二に係る部分に限る。）並びに同

規則第三百四十八条、第三百五十一条、第三百五十二条、第六百四十条、第六百七十八条及び附則第二十三条の改正規定　昭和五十年

七月一日

三　第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定（第三百二十一条の三及び第三百二十一条の四に係る部分に限る。）、同規則第三十一条、

第七十八条、第七十九条、第八十三条、第二百六十九条、第二百七十条、第二百七十二条第一号、第二百七十三条の三、第二百七十三

条の五、第二百七十四条、第二百七十四条の二、第二百七十五条及び第二百七十八条の改正規定、同規則第二編第四章中第七節の次に

一節を加える改正規定（第三百二十一条の三及び第三百二十一条の四に係る部分に限る。）、同規則第四百五十五条の改正規定、同規則

別表第一の改正規定（同表令第六条第八号の作業の項の次に一項を加える部分に限る。）、同規則別表第六の改正規定（同表乾燥設備作

業主任者技能講習の項の次に一項を加える部分に限る。）、同規則別表第七及び別表第八の改正規定並びに附則第二条及び第三条の規

定　昭和五十年十月一日

四　第一条中労働安全衛生規則第百四十二条、第二百四十七条、第三百六十条、第三百七十五条、第四百四条、第五百十四条、第五百十

八条、第五百十九条、第五百二十条、第五百二十一条、第五百三十三条、第五百六十三条、第五百六十四条及び第五百六十六条の改正

規定並びに第二条から第五条までの規定　昭和五十一年一月一日
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（化学設備等に関する経過措置）

第二条　次の表の上欄に掲げる設備等で昭和五十年九月三十日において現に存するものについては、同表の下欄に掲げる改正後の労働安全

衛生規則（以下「安衛則」という。）の規定は、昭和五十一年三月三十一日までの間は、適用しない。

化学設備（労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。）別表第一

に掲げる危険物に係るもので同表第二号１３又は第三号５若しくは６に掲げる物以外の物に係るも

の以外のもの及び引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、又は取り扱うもの（同

表に掲げる危険物のうち同表第二号１３又は第三号５若しくは６に掲げる物以外の物に係るものを

除く。）に限る。以下この表において同じ。）を内部に設ける建築物

第二百六十八条

化学設備 第二百六十九条、第二百七十二条、

第二百七十三条の二から第二百七

十三条の五まで及び第二百七十八

条第二項

化学設備の配管 第二百六十九条、第二百七十二条

及び第二百七十三条の五

化学設備の附属設備 第二百七十三条の五

乾燥設備（令別表第一第二号１３若しくは第三号５若しくは６に掲げる物以外の物又は同表第二号

１３若しくは第三号５若しくは６に掲げる物以外の物が発生する乾燥物に係るもの以外のものに限

る。以下この表において同じ。）を設ける部分の建築物

第二百九十三条

乾燥設備 第二百九十四条及び第二百九十五

条第二項

令別表第一に掲げる危険物の製造又は取扱いをする作業場のうち同表第二号１３又は第三号５若し

くは６に掲げる物以外の物の製造又は取扱いをするもの以外のもの

第五百四十六条

前項に掲げる作業場を有する建築物 第五百四十六条及び第五百四十七

条

２　安衛則第八十六条第一項及び労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定

は、昭和五十年十二月一日前に前項の化学設備又は乾燥設備を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする

場合には、適用しない。

（ボイラー等の安全装置に関する経過措置）

第三条　昭和五十年十月一日前に製造され、又は輸入された令第一条第三号イ、ハ及びニに掲げるボイラー並びに大気圧を超える圧力を有

する気体をその内部に保有する容器（同条第三号のボイラー並びに同条第五号イからニまでに掲げる容器及び同条第七号に掲げる第二種

圧力容器を除く。）で内容積が〇・一立方メートルを超えるものの安全装置については、改正前の労働安全衛生規則第二百七十八条の規

定は、なお効力を有する。

（罰則に関する経過措置）

第四条　この省令の施行前にした改正前の労働安全衛生規則第三百三十二条又は第六百四十八条の規定に違反する行為に対する罰則の適用

については、なお従前の例による。

附　則　（昭和五〇年八月一日労働省令第二〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、法の施行の日（昭和五十年八月一日）から施行する。ただし、第三条、第四条及び第六十一条の規定は法第三条の規

定の施行の日から、附則第七条の規定（労働安全衛生規則第五百八十七条の前の見出しを改める部分並びに同令様式第二十一号の二に

（第五面）及び（第六面）を加える部分を除く。）は法附則第四条のうち労働安全衛生法第六十五条の改正規定中同条に四項を加える部分

の施行の日から施行する。

（様式に関する経過措置）

第十三条　附則第六条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、附則第七条の規定による改正前の労働安全

衛生規則第九十五条の三の規定による証票及び附則第十一条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定

による証票は、当分の間、それぞれ、附則第六条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、附則第七条の

規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票及び附則第十一条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働

衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。

附　則　（昭和五一年一月一六日労働省令第二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十二条の改正規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。

（健康管理手帳の交付に関する経過措置）

第二条　労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（昭和五十一年政令第一号。以下「改正令」という。）附則第五条の規定による健康

管理手帳の交付は、改正後の労働安全衛生規則（以下「新規則」という。）第五十三条第一項で定める要件に該当する者の申請に基づい

て、所轄都道府県労働基準局長が行うものとする。

２　前項の申請をしようとする者は、速やかに、健康管理手帳交付申請書（新規則様式第七号）に改正令附則第五条に規定する要件に該当

する者であることを証する書類（当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書）（労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令

第三百十八号）第二十三条第八号の業務に係る前項の申請をしようとする者にあつては、離職前に撮影した胸部のエツクス線直接撮影に

よる写真を含む。）を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。

附　則　（昭和五一年三月二五日労働省令第四号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附　則　（昭和五一年七月九日労働省令第二八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五二年三月一九日労働省令第二号）　抄
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（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第一条中高気圧障害防止規則目次の改正規定、同令第六条第一項の改正規定、同令第七条の次に三条を加える改正規定（第七条の二

に係る部分を除く。）、同令第二十条の次に一条を加える改正規定、同令第二十一条の改正規定及び同令第二十二条第一項の改正規定

（第七条の四の用具に係る部分に限る。）並びに第二条中労働安全衛生規則第六百六十条の改正規定（「第七条」を「第七条の三」に改

める部分中第七条の三に係る部分及び「第二十一条第一項」を「第二十一条第二項」に改める部分に限る。）　昭和五十二年七月一日

二　第一条中高気圧障害防止規則第七条の次に三条を加える改正規定（第七条の二に係る部分に限る。）及び同令第二十二条第一項の改

正規定（第七条の二の自動警報装置に係る部分に限る。）並びに第二条中労働安全衛生規則第六百六十条の改正規定（「第七条」を「第

七条の三」に改める部分中第七条の二に係る部分に限る。）　昭和五十二年十月一日

（作業室及び気
こう

閘室に関する経過措置）

第二条　

２　昭和五十二年七月一日前から引き続き労働安全衛生法第三十一条第一項の注文者が請負人の労働者に使用させている作業室及び気
こう

閘室

については、改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第六百六十条の規定にかかわらず、当該使用させている間は、な

お従前の例による。

３　昭和五十二年七月一日前に製造し、又は存する気
こう

閘室については、新高圧則第七条の三の規定及び新安衛則第六百六十条の規定（新高

圧則第七条の三に係る部分に限る。）は、適用しない。

（罰則に関する経過措置）

第三条　この省令の施行前にした改正前の高気圧障害防止規則及び労働安全衛生規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用について

は、なお従前の例による。

附　則　（昭和五二年一〇月二七日労働省令第二九号）

この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

附　則　（昭和五二年一二月二七日労働省令第三二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第二編第一章の次に一章を加える改正規定（第百五十一条の三十一から第百五十一条の三十五まで及び第百五十一条の三十八から第

百五十一条の四十二までに係る部分に限る。）　昭和五十三年四月一日

二　第百三十五条の次に二条を加える改正規定（第百三十五条の三に係る部分に限る。）、第二編第一章の次に一章を加える改正規定（第

百五十一条の二十四に係る部分に限る。）及び第百六十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条の規定　労働安全衛生法及

びじん肺法の一部を改正する法律（昭和五十二年法律第七十六号。以下「改正法」という。）第一条の規定（労働安全衛生法第四十五

条に三項を加える改正規定のうち同条第二項に係る部分に限る。）の施行の日

（健康管理手帳の交付に関する経過措置）

第二条　改正法による改正前のじん肺法第十三条第二項（第十五条第三項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定によ

り決定された健康管理の区分が管理三（じん肺健康診断の結果が、エツクス線写真の像が第一型で、じん肺法による中等度の心肺機能の

障害その他の症状があり、かつ、病勢の進行のおそれがある肺結核がないと認められるもの又はエツクス線写真の像が第一型で、じん肺

による高度の心肺機能の障害その他の症状がなく、かつ、病勢の進行のおそれがある不活動性の肺結核があると認められるものである場

合に限る。）である者に関する改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第五十三条第一項の規定の適用については、改正

法第二条の規定の施行の日までの間は、同項中「離職の際に又は離職の後に」とあるのは、「離職の際に」とする。

（車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習に関する経過措置）

第三条　昭和五十三年一月一日前に改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）の規定により行われた車両系建設機械運転技

能講習は、新安衛則の規定により行われた車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習とみなし、旧安衛則第八十

一条の規定により交付された車両系建設機械運転技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された車両系建設機械（整

地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習修了証とみなす。

（労働安全衛生法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者に関する経過措置）

第四条　昭和五十三年一月一日前に中央労働災害防止協会が実施した動力プレス機械点検整備コースを修了した者は、第百三十五条の三第

二項第一号の規定の適用については、同号の厚生労働大臣が定める研修を修了した者とみなす。

附　則　（昭和五三年三月二八日労働省令第一〇号）

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。

（様式に関する経過措置）

第二条　改正前の労働安全衛生規則様式第八号の健康管理手帳は、当分の間、改正後の労働安全衛生規則様式第八号の健康管理手帳とみな

す。

（健康管理手帳に関する経過措置）

第三条　労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令（昭和五十三年

政令第三十三号）によりじん肺管理区分が管理三イと決定されたとみなされた者のうち、この省令の施行の日の前日において労働安全衛

生法及びじん肺法の一部を改正する法律（昭和五十二年法律第七十六号）による改正前のじん肺法（昭和三十五年法律第三十号）第十三

条第二項（同法第十五条第三項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定により決定された健康管理の区分が管理三（じ

ん肺健康診断の結果が、エックス線写真の像が第一型で、じん肺による中等度の心肺機能の障害その他の症状があり、かつ、病勢の進行

のおそれがある肺結核がないと認められるもの又はエックス線写真の像が第一型で、じん肺による高度の心肺機能の障害その他の症状が

なく、かつ、病勢の進行のおそれがある不活動性の肺結核があると認められるものである場合に限る。）である者（この省令の施行の日

前に改正前の労働安全衛生規則第五十三条第二項の規定により健康管理手帳（労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）

第二十三条第三号の業務に係るものに限る。以下同じ。）の交付の申請をした者及び同日以後新たに決定を受けたじん肺管理区分が管理

三である者を除く。）に対しては、改正後の労働安全衛生規則第五十三条第一項の規定にかかわらず、健康管理手帳を交付しないものと

する。

附　則　（昭和五三年八月七日労働省令第三二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
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（経過措置）

第二条　

４　第四条による改正後の労働安全衛生規則第三十二条第六号の三に掲げる物であつて、この省令の施行の日において現に存するものにつ

いては、昭和五十四年二月二十八日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定（同項第三号の適用に係る部分に限る。）は、

適用しない。

附　則　（昭和五三年八月一六日労働省令第三三号）

この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

附　則　（昭和五三年九月二九日労働省令第三五号）

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

（免許試験の試験科目に関する経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレ

ーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験であつて、これらの受験の申請の受付が施行日前に開始されたものに係る実技試験の試

験科目は、改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）別表第五第五号又は改正後のクレーン等安全規則（以下「新クレー

ン則」という。）第二百二十六条第三項、第二百三十二条第三項若しくは第二百三十七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。

（就業制限に関する経過措置）

第三条　事業者は、新安衛則別表第三又は新クレーン則第二百二十一条の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第

三百十八号）第二十条第十三号の業務については、次の各号に掲げる者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、これ

らの者については、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。）第六十一条第二項の規定は適用しない。

一　施行日前に揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けた者及び施行日前

にそれぞれの免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日以後に当該免許を受けたもの

二　次のいずれかに該当する者

イ　施行日以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免

許試験であつて、これらの免許試験の受験の受付が施行日前に開始されたものの実技試験に合格した者で、それぞれの免許を受けた

もの

ロ　施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に行われる揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実

技教習又はデリツク運転実技教習であつて、これらの実技教習の申込みが施行日前に行われたものを修了した者で、それぞれの免許

を受けたもの

ハ　この省令の施行の際現に行われている職業訓練（当該職業訓練を修了することにより、揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免

許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けることができる資格を取得することとなるものに限る。）を修了した

者で、揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けたもの

附　則　（昭和五三年九月三〇日労働省令第三七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

一　略

二　附則第十三条の規定（労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号）第百五十一条の二十四の改正規定に限る。）　労働安全

衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律（昭和五十二年法律第七十六号）第一条の規定（労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十

七号）第四十五条に三項を加える改正規定のうち同条第二項に係る部分に限る。）の施行の日

附　則　（昭和五三年一〇月九日労働省令第四一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十四年三月一日から施行する。

附　則　（昭和五三年一二月八日労働省令第四五号）

この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。

附　則　（昭和五四年一月二七日労働省令第二号）

この省令は、昭和五十四年六月三十日から施行する。ただし、附則第十五条の次に九条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五四年四月二五日労働省令第一八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。ただし、第四条から第二十二条までの規定及び附則第三条の規定（安衛則第三

十六条に一号を加える部分及び第六百五十八条に係る部分に限る。）は、昭和五十五年十月一日から施行する。

附　則　（昭和五四年七月三〇日労働省令第二六号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年六月三十日から適用する。

附　則　（昭和五五年八月二六日労働省令第二三号）

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十五年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第三百八十条第二項第二号の改正規定、第三百八十一条の改正規定、第三百八十三条の改正規定、第三百八十八条の次に二款を加え

る改正規定（第三百八十九条から第三百八十九条の六までに係る部分に限る。）及び次条第一項の規定　昭和五十六年三月一日

二　第三百八十二条の次に二条を加える改正規定（第三百八十二条の三に係る部分に限る。）、第三百八十八条の次に二款を加える改正規

定（第三百八十九条の九から第三百八十九条の十一までに係る部分に限る。）、第六百四十二条の次に一条を加える改正規定及び次条第

二項の規定　昭和五十六年九月一日

（経過措置）

第二条　ずい道等又はたて坑の建設の仕事で、昭和五十六年三月一日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であ

るものについては、改正後の労働安全衛生規則（以下「新規則」という。）第三百八十九条の五（新規則第三百八十九条の六において準

用する場合を含む。）の規定は、適用しない。

２　ずい道等の建設の仕事で、昭和五十六年九月一日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについて

は、新規則第三百八十二条の三、第三百八十九条の九から第三百八十九条の十一まで及び第六百四十二条の二の規定は、適用しない。

附　則　（昭和五五年一二月二日労働省令第三〇号）　抄
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（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五五年一二月一五日労働省令第三三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第五百五十六条の改正規定、第二編に一章を加える改正規定、第六百五十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、次条

及び附則第三条の規定　昭和五十七年一月一日

二　第一編第二章の次に一章を加える改正規定（第二十四条の六から第二十四条の八までに係る部分に限る。）、第三十四条の四の改正規

定、第三十四条の五、第三十四条の八及び第三十四条の十の改正規定、第四十条の二の改正規定、第六百四十三条の次に二条を加える

改正規定（第六百四十三条の三に係る部分に限る。）並びに様式第四号の次に一様式を加える改正規定　昭和五十七年六月一日

三　第三百八十三条の次に四条を加える改正規定及び第二編第八章の二の次に二章を加える改正規定（第五百十七条の七、第五百十七条

の八、第五百十七条の十二及び第五百十七条の十三に係る部分に限る。）　昭和五十八年六月一日

（はしご道に関する経過措置）

第二条　昭和五十六年十二月三十一日において現に存する坑内はしご道については、改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」とい

う。）第五百五十六条第一項第六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（作業構台に関する経過措置）

第三条　昭和五十六年十二月三十一日において現に存する作業構台については、新安衛則第二編第十一章及び第六百五十五条の二の規定

は、適用しない。

附　則　（昭和五七年五月二〇日労働省令第一八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第一条中酸素欠乏症防止規則第一条の改正規定、同規則第二条の改正規定（同条第三号中「第九条第一項において」を削る部分及び

同条に二号を加える部分に限る。）、同規則第三条から第五条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第六条、第七

条、第九条、第十条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条及び第二十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規

則第二十五条の次に一条を加える改正規定並びに同規則第二十七条の改正規定（同条中「酸素欠乏症」を「酸素欠乏症等」に改める部

分に限る。）、第二条中労働安全衛生規則第五百八十五条第一項第四号の改正規定及び同規則第六百四十条第一項第四号の改正規定（同

号中「第九条第一項の場所」を「第九条第一項の酸素欠乏危険場所」に改める部分に限る。）並びに附則第四条、第六条及び第七条の

規定　昭和五十七年七月一日

二　第一条中酸素欠乏症防止規則第十一条に一項を加える改正規定及び同規則第十二条の改正規定並びに第二条中労働安全衛生規則第三

十六条及び別表第一の改正規定　昭和五十八年四月一日

（第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に関する経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に第一条の規定による改正前の酸素欠乏症防止規則（以下「旧酸欠則」という

。）及び第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）の規定により行われた酸素欠乏危険作業主任者技能

講習は、第一条の規定による改正後の酸素欠乏症等防止規則（以下「新酸欠則」という。）及び第二条の規定による改正後の労働安全衛

生規則（以下「新安衛則」という。）の規定により行われた第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規

定により交付された酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された第一種酸素欠乏危険作業主

任者技能講習修了証とみなす。

（罰則に関する経過措置）

第八条　この省令の施行前にした旧酸欠則、旧安衛則及び附則第六条の規定による改正前の特定化学物質等障害予防規則の規定に違反する

行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（昭和五七年六月二四日労働省令第二四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五七年七月二九日労働省令第二八号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　昭和五十七年度において満十八歳に達する者に対する同年度における第四十四条の健康診断に関する改正後の第四十四条第二項第一号

の規定の適用については、同号中「健康診断の際」とあるのは、「健康診断及び満十七歳に達する日の属する年度に前項の規定により行

われた健康診断の際」とする。

附　則　（昭和五七年一二月二二日労働省令第三九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五八年六月二〇日労働省令第一八号）

この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第二編第一章中第八節の次に一節を加える改正規定（第百五十条の三第一号、第百五十条の四及び第百五十条の五第一号に係る部分に

限る。）　昭和五十九年一月一日

二　第三十六条に二号を加える改正規定及び第三十九条の改正規定　昭和五十九年四月一日

附　則　（昭和五八年七月三〇日労働省令第二四号）

この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十八年八月一

日）から施行する。

附　則　（昭和五九年一月三一日労働省令第一号）

１　この省令は、昭和五十九年二月一日から施行する。

２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（昭和五九年三月二七日労働省令第六号）

この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附　則　（昭和六〇年九月三〇日労働省令第二三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

附　則　（昭和六一年一月二四日労働省令第一号）　抄
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（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（様式に関する経過措置）

第三条　

２　前条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票は、当分の間、前条の規定による改正後の労働安全衛生

規則第九十五条の三の規定による証票とみなす。

附　則　（昭和六一年三月一八日労働省令第八号）

この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附　則　（昭和六二年一月一六日労働省令第一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六二年三月二七日労働省令第八号）

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附　則　（昭和六三年六月六日労働省令第一八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六三年九月一日労働省令第二四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　目次の改正規定（第一編第二章第三節の二に係る部分に限る。）、第四条第一項第二号の改正規定、第五条の改正規定、第七条第一項

の改正規定（改正後の同項第三号に係る部分を除く。）、第十条の改正規定、第一編第二章第三節の次に一節を加える改正規定、第九十

二条の二の改正規定、第九十二条の三の改正規定、別表第九の改正規定及び様式第二十号の改正規定　昭和六十四年四月一日

二　第七条第一項の改正規定（改正後の同項第三号に係る部分に限る。）、第十二条の改正規定、第六十九条の改正規定、別表第四の改正

規定及び別表第五の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第七条の規定　昭和六十四年十月一日

（有害性の調査に関する経過措置）

第二条　昭和六十三年十月一日前に開始された法第五十七条の二第一項の規定による有害性の調査については、改正後の労働安全衛生規則

（以下「新安衛則」という。）第三十四条の三及び第三十四条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（衛生管理者免許に関する経過措置）

第三条　昭和六十四年十月一日において現に改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）第六十二条の規定により衛生管理者

免許を受けている者は、新安衛則第六十二条の規定により第一種衛生管理者免許を受けた者とみなす。

（様式に関する経過措置）

第四条　昭和六十三年十月一日において現に交付されている旧安衛則様式第十二号の免許証は、新安衛則様式第十一号の免許証とみなす。

第五条　昭和六十三年十月一日から昭和六十四年九月三十日までの間における新安衛則様式第十一号及び第十二号の適用については、新安

衛 則 様 式 第 十 一 号 （ 表 面 ） 中

「

二　衛生管理

一　衛生管理

」 と あ る の は

「

衛生管理

」 と 、 新 安 衛 則 様 式 第 十 二 号 （ １ ） 中

「

二　衛生管理

一　衛生管理

」 と あ る の は

「

衛生管理

」 と 、 同 様 式 （ ２ ） 中

「

５０ 第一種衛生管理者

５１ 衛生工学衛生管理者

５２ 第二種衛生管理者

」 と あ る の は

「

５０ 衛生管理者

５１ 衛生工学衛生管理者

」とする。

（罰則に関する経過措置）

第八条　この省令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの省令の施行後にした行

為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成元年二月二〇日労働省令第三号）

この省令は、平成元年三月一日から施行する。

附　則　（平成元年六月三〇日労働省令第二二号）

１　この省令は、平成元年十月一日から施行する。

２　この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成元年七月一二日労働省令第二六号）
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この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二年九月一三日労働省令第一九号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二年十月一日から施行する。ただし、第二編第一章の二第一節第四款の次に一款を加える改正規定（第百五十一

条の五十六に係る部分に限る。）、第百六十九条の二の改正規定及び第二編第二章第二節の次に一節を加える改正規定（第百九十四条の二

十二に係る部分に限る。）は、平成四年十月一日から施行する。

（特別教育に関する経過措置）

第二条　この省令の施行の日から平成四年九月三十日までの間における改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第三十六

条の規定の適用については、同条第十五号ロ中「つり上げ荷重が五トン以上の
こ

跨線テルハ」とあるのは「床上で運転し、かつ、当該運転

をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン又は
こ

跨線テルハで、つり上げ荷重が五トン以上のもの」と、同条第十六号中「一ト

ン」とあるのは「五トン」とする。

（就業制限に関する経過措置）

第三条　事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令（以下「令」という。）第二十条第六号に掲げる業務

（労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（平成二年政令第二百五十三号）による改正前の令（以下「旧令」という。）第二十条第六

号に掲げる業務に該当するものを除く。）については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従

事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当

該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、労働安全衛生法（以下「法」という。）第六十一条第二項の

規定は、適用しない。

２　事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第七号に掲げる業務（旧令第二十条第七号に掲げる業務に該当するも

のを除く。）については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経験を有する者であっ

て、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができ

る。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

３　事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十二号に掲げる業務（旧令第二十条第十二号に掲げる業務に該当す

るものを除く。）については、この省令の施行の際現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者であって、

平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。

この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

４　事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十四号に掲げる業務については、この省令の施行の際現に当該業務

に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基

準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項

の規定は、適用しない。

５　事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十五号に掲げる業務については、この省令の施行の際現に当該業務

に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基

準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項

の規定は、適用しない。

（罰則に関する経過措置）

第四条　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成二年一二月一八日労働省令第三〇号）

この省令は、平成三年一月一日から施行する。

附　則　（平成三年一〇月一日労働省令第二四号）

１　この省令は、平成三年十二月一日から施行する。

２　その出力側無負荷電圧（交流アーク溶接機のアークの発生を停止させた場合における溶接棒と被溶接物との間の電圧をいう。以下同

じ。）が一・五秒以内に三十ボルト以下となる交流アーク溶接機（その外箱に出力側無負荷電圧を表示した銘板を取り付けたものに限る

。）で、この省令の施行の際現に製造しており、又は存するものについては、改正後の労働安全衛生規則第三百三十二条及び第六百四十

八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附　則　（平成四年二月四日労働省令第一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成四年四月一日から施行する。

（労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置）

第五条　この省令の施行前に船舶ぎ装に係る一級又は二級の技能検定に合格した者についての改正後の労働安全衛生規則別表第五第二号の

表の規定の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成四年六月二九日労働省令第二二号）

この省令は、平成四年七月一日から施行する。

附　則　（平成四年八月二四日労働省令第二四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行の日（平成四年十月一日）から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　略

二　第一条中労働安全衛生規則の目次の改正規定（同令第二編第八章の二に係る部分に限る。）、同令第七十八条第十一号の二の改正規

定、同令第百七十一条の四の改正規定、同令第二編第八章の二の章名の改正規定、同令第五百十七条の三の見出しの改正規定、同令第

五百十七条の四の見出し及び同条の改正規定、第五百十七条の五（見出しを含む。）の改正規定、同令第五百十七条の十四の改正規定

（「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。）、同令第五百十七条の十二の改正規定（「第六条第十五号の

四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。）、同令第五百十七条の十一の改正規定（「第六条第十五号の四」を「第六条第十

五号の五」に改める部分に限る。）、同令第五百十七条の十の改正規定（「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部

分に限る。）、同令第五百十七条の九の改正規定（「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。）、同令第二

編第八章の四を第二編第八章の五とし、同章の次に一章を加える改正規定（同令第五百十七条の二十二及び第五百十七条の二十三に係

る部分に限る。）、同令第五百十七条の七の改正規定（「第六条第十五号の三」を「第六条第十五号の四」に改める部分に限る。）、同令

第五百十七条の六の改正規定（「第六条第十五号の三」を「第六条第十五号の四」に改める部分に限る。）、同令第二編第八章の二の次
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に一章を加える改正規定（改正後の同令第五百十七条の八及び第五百十七条の九に係る部分に限る。）、同令別表第一の改正規定並びに

同令別表第六の改正規定（同表鉄骨の組立て等作業主任者技能講習の項に係る部分に限る。）並びに次条の規定　平成六年十月一日

（労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　平成六年十月一日前に改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）の規定により行われた鉄骨の組立て等作業主任者

技能講習は、改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）により行われた建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習と

みなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交

付された建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了証とみなす。

第三条　新安衛則第九十条第二号の二の仕事であつて平成五年一月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法第八十八条第四項

の規定は、適用しない。

２　新安衛則第九十条第二号の二の仕事であつて平成五年七月一日前に開始されるものについては、新安衛則第九十二条の二第二項及び第

九十二条の三の規定は、適用しない。

第四条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に作成した旧安衛則第二百四十条第一項の組立図については、新安衛則第二百

四十条第二項の規定は、適用しない。

２　施行日前に組立てられた型枠支保工については、新安衛則第二百四十条第三項（同条第三号及び第四号に係る部分に限る。）、新安衛則

第二百四十一条の規定（同条第一号から第三号までに係る部分に限る。）及び新安衛則第二百四十二条の規定（同条第五号の二及び第九

号の二に係る部分に限る。）は、適用しない。

第五条　新安衛則第五百十七条の二第一項の規定の適用については、平成五年四月一日から平成六年九月三十日までの間、同項中「令第六

条第十五号の二」とあるのは、「建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの（その高さが五メートル以上であ

るものに限る。）の組立て、解体又は変更」とする。

２　新安衛則第五百十七条の三の規定の適用については、平成六年九月三十日までの間、同条中「令第六条第十五号の二」とあるのは、「建

築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの（その高さが五メートル以上であるものに限る。）の組立て、解体又

は変更」とする。

３　新安衛則第五百十七条の六第一項、第五百十七条の七及び第五百十七条の十第一項の規定の適用については、平成六年九月三十日まで

の間、これらの規定中「令第六条第十五号の三」とあるのは、「橋
りよう

梁 の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの（その高

さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋
りよう

梁 の支間が三十メートル以上である部分に限る。）の架設、解体又は変更」と

する。

４　新安衛則第五百十七条の二十第一項、第五百十七条の二十一及び第五百十七条の二十四の規定の適用については、平成六年九月三十日

までの間、これらの規定中「令第六条第十五号の六」とあるのは、「橋
りよう

梁 の上部構造であつて、コンクリート造のもの（その高さが五メ

ートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋
りよう

梁 の支間が三十メートル以上である部分に限る。）の架設又は変更」とする。

第六条　橋
りよう

梁 の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの（その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち

橋
りよう

梁 の支間が三十メートル以上である部分に限る。）の架設、解体又は変更の作業であつて、平成五年四月一日前に開始されるものにつ

いては、新安衛則第五百十七条の六の規定は、適用しない。

２　橋
りよう

梁 の上部構造であつて、コンクリート造のもの（その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋
りよう

梁 の支間が三十

メートル以上である部分に限る。）の架設又は変更の作業であつて、平成五年四月一日前に開始されるものについては、新安衛則第五百

十七条の二十の規定は、適用しない。

第七条　施行日において現に交付されている旧安衛則様式第十一号の免許証は、新安衛則様式第十一号の免許証とみなす。

（罰則に関する経過措置）

第九条　この省令（附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。

附　則　（平成五年二月一二日労働省令第一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成五年四月一日から施行する。

附　則　（平成六年一月二五日労働省令第二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成六年四月一日から施行する。

（避難等の訓練に関する経過措置）

第二条　この省令による改正後の労働安全衛生規則（以下この条において「新規則」という。）第三百八十九条の十一第一項の規定にかか

わらず、この省令による改正前の労働安全衛生規則第三百八十九条の十一第一項の規定に基づく 後の避難及び消火の訓練（以下この条

において「旧規則による 後の訓練」という。）を平成五年四月一日から平成五年九月三十日までの間に行つた事業者が新規則第三百八

十九条の十一第一項の規定に基づく 初の避難及び消火の訓練（以下この条において「新規則による 初の訓練」という。）を行わなけ

ればならない期限は、当該旧規則による 後の訓練を行つた日から一年以内とし、旧規則による 後の訓練を平成五年十月一日から平成

六年三月三十一日までの間に行つた事業者が新規則による 初の訓練を行わなければならない期限は、平成六年十月一日までとする。

附　則　（平成六年三月三〇日労働省令第二〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成六年七月一日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第五条　この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした

行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成六年四月一日労働省令第二四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成六年七月一日から施行する。

附　則　（平成七年一月二六日労働省令第三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第一条中労働安全衛生規則第三百二十八条の二の次に二条を加える改正規定（第三百二十八条の三に係る部分に限る。）及び第二条

中特定化学物質等障害予防規則第三十六条の二の改正規定　平成七年十月一日

二　第一条中労働安全衛生規則第二百八十六条の次に一条を加える改正規定　平成八年四月一日
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（計画の届出に関する経過措置）

第二条　改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の二の仕事であって平成七年六月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法

（以下「法」という。）第八十八条第四項の規定は適用しない。

（罰則に関する経過措置）

第四条　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成八年三月五日労働省令第七号）

１　この省令は、平成八年四月一日から施行する。

２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成八年三月二七日労働省令第一一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成八年九月一三日労働省令第三五号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成八年十月一日から施行する。

（労働安全衛生法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者に関する経過措置）

第二条　次の各号に掲げる者は、第一条による改正後の労働安全衛生規則（以下「新規則」という。）第十四条第二項の規定にかかわらず、

労働安全衛生法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者とする。

一　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に新規則第十四条第二項第一号に規定する研修に相当する研修として厚生労働大

臣が定めるものの受講を開始し、当該研修を修了した者

二　平成十年九月三十日において労働安全衛生法第十三条第一項の産業医として同項に規定する労働者の健康管理等を行った経験年数が

三年以上である者

（健康診断の結果の通知に関する経過措置）

第三条　施行日前に労働者に対して行った労働安全衛生規則第四十三条、第四十四条又は第四十五条から第四十六条までの健康診断につい

ては、新規則第五十一条の四の規定は、適用しない。

附　則　（平成九年三月二五日労働省令第一三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第一条中労働安全衛生規則第十六条第二項の改正規定及び第二条の規定　平成九年四月一日

（経過措置）

第二条　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成九年九月二五日労働省令第三一号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に

掲げる規定の施行の日（平成九年十月一日）から施行する。

附　則　（平成九年一一月一二日労働省令第三四号）

この省令は、平成十年一月一日から施行する。

附　則　（平成一〇年二月一六日労働省令第一号）

（施行期日）

１　この省令は、平成十年六月一日から施行する。

（経過措置）

２　土石流危険河川において行われる建設工事で、平成十年六月一日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であ

るものについては、改正後の労働安全衛生規則の規定（第五百七十五条の十三の規定を除く。）は適用しない。

附　則　（平成一〇年二月二五日労働省令第三号）

この省令は、平成十年三月三十一日から施行する。

附　則　（平成一〇年三月二五日労働省令第一〇号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成一〇年四月二七日労働省令第二四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成一〇年六月二四日労働省令第二六号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則第四十三条の改正規定、第四十四条第一項及び第三項の

改正規定、第四十五条第二項の改正規定（「第八号まで」を「第九号まで」に、「第十号」を「第十一号」に改める部分に限る。）、第四十

五条の二第四項の改正規定、様式第五号の改正規定並びに様式第六号の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成一一年一月一一日労働省令第四号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（平成一一年三月三〇日労働省令第二一号）

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成一一年八月一三日労働省令第三五号）

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。ただし、第三十六条の改正規定は、平成十二年一月一日から施行する。

附　則　（平成一一年九月二九日労働省令第三七号）

１　この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
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２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成一一年一一月三〇日労働省令第四六号）

この省令は、平成十二年一月三十日から施行する。

附　則　（平成一二年一月三一日労働省令第二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

（処分、申請等に関する経過措置）

第二条　地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（以下「地方分権推進整備法」という。）の施行前に改正前のそれぞ

れの法律若しくはこれに基づく政令の規定（これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。）により

都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為（以下「処分等の行為」という。）又は地方分権推進整

備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対し

てされている許可等の申請その他の行為（以下「申請等の行為」という。）で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に

係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定（これらの規定を準用する他の法律

又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。）により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の

日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省

令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条　この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省

令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなる

ものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた

処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条　この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の

手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の

相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされ

ていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

（様式に関する経過措置）

第五条　第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正前の労働保険の保険料の徴収

等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証

票、第二十二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の

雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則

第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、

第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及

び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四

条の規定による証明書とみなす。

第六条　この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、こ

の省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条　この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要

な改定をした上、使用することができる。

附　則　（平成一二年三月二四日労働省令第七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附　則　（平成一二年三月三〇日労働省令第一二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第六号の改正規定及び第五条の規定（製造時等検査

代行機関等に関する規則様式第七号の三の改正規定を除く。）は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。

（様式に関する経過措置）

第五条　第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則

第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による

証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労

働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十

五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定に

よる改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣

労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規

則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、

第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及

び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定

による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四

条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百

四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正

後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第

七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。

第六条　この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、こ

の省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
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第七条　この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な

改定をした上、使用することができる。

附　則　（平成一三年三月二七日厚生労働省令第四二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附　則　（平成一三年四月二五日厚生労働省令第一二〇号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十三年六月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の三の仕事であって平成十三年八月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生

法第八十八条第四項の規定は、適用しない。

附　則　（平成一三年四月二七日厚生労働省令第一二二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十三年五月一日から施行し、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第三百三十四条の規定は、同年四月

一日から適用する。

（計画の届出に関する経過措置）

第二条　労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成十三年八月

一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令別表第三第二号

５の２に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化学物質等障害予防規則（以下「新特化則」という。）別表第一第五号の二に掲

げる物（以下「エチレンオキシド等」という。）に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする

場合には、適用しない。

附　則　（平成一三年七月一六日厚生労働省令第一七一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一三年七月一六日厚生労働省令第一七二号）

１　この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成一三年九月二七日厚生労働省令第一九二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

附　則　（平成一三年一一月一六日厚生労働省令第二一二号）

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成十三年十二月一日から施行する。

附　則　（平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号）　抄

１　この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年三月一日）から施行する。

附　則　（平成一五年一月二〇日厚生労働省令第二号）

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一五年一二月一〇日厚生労働省令第一七四号）

１　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条中労働安全衛生規則第六百七十二条に一号を加える改正規定は、公布の日から起

算して一月を経過した日から施行する。

２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

（酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に関する経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）

及び第十一条の規定による改正前の酸素欠乏症等防止規則（以下「旧酸欠則」という。）の規定により行われた第一種酸素欠乏危険作業

主任者技能講習又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、それぞれ第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛

則」という。）及び第十一条の規定による改正後の酸素欠乏症等防止規則（以下「新酸欠則」という。）の規定により行われた酸素欠乏危

険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された第一種酸

素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付され

た酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証とみなす。

（様式に関する経過措置）

第十一条　この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、

この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第十二条　この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要

な改定をした上、使用することができる。

附　則　（平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附　則　（平成一六年三月二六日厚生労働省令第四四号）

この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

附　則　（平成一六年三月三〇日厚生労働省令第七〇号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

３　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成一六年一〇月一日厚生労働省令第一四六号）

（施行期日）

第一条　この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日（平成十六年十月一日）から施行する。
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（経過措置）

第二条　労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項に規定する石綿含有製品で、同令の施行の日（次条において「施行

日」という。）前に製造され、又は輸入されたものに対する第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則第三十四条の二の二及び別表

第二第二号の二の規定の適用については、なお従前の例による。

第三条　施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用

については、なお従前の例による。

附　則　（平成一七年二月二四日厚生労働省令第二一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十七年七月一日から施行する。

附　則　（平成一七年三月二八日厚生労働省令第四七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一七年三月三一日厚生労働省令第五九号）

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附　則　（平成一七年六月一日厚生労働省令第九八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第四条　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成一七年一二月一日厚生労働省令第一七〇号）

この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。

附　則　（平成一八年一月五日厚生労働省令第一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第一条中労働安全衛生規則第四条第一項第二号の改正規定、同令第五条の改正規定及び同令様式第三号（裏面）備考の改正規定（「衛

生管理者選任報告」を「安全管理者選任報告の場合（労働安全衛生規則第５条第２号に掲げる者を選任した場合を除く。）は、同条第

１号の研修その他所定の研修を修了した者であること又は平成１８年１０月１日において安全管理者としての経験年数が２年以上であ

ることを証する書面（又は写し）を、衛生管理者選任報告」に改める部分に限る。）並びに次条の規定　平成十八年十月一日

二　第一条中労働安全衛生規則の目次の改正規定（「機械等及び有害物」を「機械等並びに危険物及び有害物」に改める部分及び「第二

節　有害物に関する規制」を「第二節　危険物及び有害物に関する規制」に改める部分に限る。）、同令第一編第三章の章名の改正規

定、同章第二節の節名の改正規定、同令第三十一条の改正規定、同令第三十二条から第三十四条までの改正規定、同令第三十四条の二

の四の改正規定並びに同令別表第二の改正規定　平成十八年十二月一日

三　附則第八条、第九条及び第十条第二項の規定　公布の日

（安全管理者に関する経過措置）

第二条　前条第一号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）第五条第一

号又は第二号に該当する者で、前条第一号に定める日において労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。）第

十一条第一項の安全管理者として同項に規定する事項の管理を行った経験年数が二年以上であるものは、第一条の規定による改正後の労

働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第五条第一号の規定にかかわらず、法第十一条第一項の厚生労働省令で定める資格を有す

る者とする。

（作業主任者に関する経過措置）

第三条　事業者は、次の表の第一欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業については、同表の第三欄に掲げる講習を修了

した者を、同表の第四欄に掲げる作業主任者として選任することができる。

適用除外する規定 作業の区分 資格を有する者 名称

新安衛則第三百五十九条及び別表

第一

労働安全衛生法施行令（昭

和四十七年政令第三百十八

号。以下「令」という。）

第六条第九号に掲げる作業

労働安全衛生法等の一部を改正する法律（以下「改正

法」という。）第一条の規定による改正前の労働安全衛

生法（以下「旧法」という。）別表第十八第五号に掲げ

る地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者

地山の掘削作

業主任者

新安衛則第三百七十四条及び別表

第一

令第六条第十号に掲げる

作業

旧法別表第十八第六号に掲げる土止め支保工作業主任

者技能講習を修了した者

土止め支保工

作業主任者

新安衛則別表第一及び第十一条の規

定による改正後の特定化学物質障害

予防規則第二十七条

令第六条第十八号に掲げる

作業

旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作

業主任者技能講習を修了した者

特定化学物質

作業主任者

新安衛則別表第一及び第十条の規定

による改正後の四アルキル鉛中毒予

防規則第十四条

令第六条第二十号に掲げる

作業

旧法別表第十八第二十四号に掲げる四アルキル鉛等作

業主任者技能講習を修了した者

四アルキル鉛

等作業主任者

新安衛則別表第一及び第十九条の規

定による改正後の石綿障害予防規則

第十九条

令第六条第二十三号に掲げ

る作業

旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作

業主任者技能講習を修了した者

石 綿 作 業 主

任者

（就業制限に関する経過措置）

第四条　事業者は、新安衛則別表第三又は第六条の規定による改正後のクレーン等安全規則（以下「新クレーン則」という。）第百八条の

規定にかかわらず、令第二十条第八号に掲げる業務については、第六条の規定による改正前のクレーン等安全規則（以下「旧クレーン

則」という。）第二百三十五条に規定するデリック運転士免許（以下「旧デリック免許」という。）を受けた者（附則第六条第四項の規定

により旧デリック免許を受けた者を含む。）を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一

条第二項の規定は、適用しない。
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（免許試験に関する経過措置）

第七条　都道府県労働局長は、平成十九年三月三十一日までの間、新安衛則第六十九条の規定にかかわらず、旧デリック運転士免許試験の

学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの（前条第一項の規定に該当する者を除く。）に対

し、なお従前の例により旧デリック運転士免許試験の実技試験を行うものとする。

２　法第七十五条の二から第七十五条の十二までの規定及びこれらの規定に基づく命令の規定は、前項の規定による試験について準用す

る。

第八条　都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十七条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下

欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

免除を受けることができる者 免除する試験又は科目の範囲

旧クレーン免許を受けた者 学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目（ク

レーンに係る部分に限る。）、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項

第四号に掲げる科目（クレーンに係る部分に限る。）並びに実技試験の全部

旧デリック免許を受けた者 学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目（デ

リックに係る部分に限る。）、同項第三号に掲げる科目及び同項第四号に掲げ

る科目（デリックに係る部分に限る。）並びに実技試験のうち、同条第三項第

二号に掲げる科目

一　当該免許試験を行う都道府県労働局長が施行日前に

後に行った旧安衛則第六十九条第十四号のクレーン運

転士免許試験（以下「旧クレーン運転士免許試験」とい

う。）の学科試験に合格した者

二　当該免許試験を行う指定試験機関（法第七十五条の

二第一項の指定試験機関をいう。次の項において同じ。）

が行った旧クレーン運転士免許試験の学科試験に合格し

た者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を

超えないもの

学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目（ク

レーンに係る部分に限る。）、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項

第四号に掲げる科目（クレーンに係る部分に限る。）

一　当該免許試験を行う都道府県労働局長が施行日前に

後に行ったデリック運転士免許試験の学科試験に合格

した者

二　当該免許試験を行う指定試験機関が行った旧デリッ

ク運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科

試験が行われた日から起算して一年を超えないもの

学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目（デ

リックに係る部分に限る。）、同項第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲

げる科目（デリックに係る部分に限る。）

旧床上クレーン限定免許を受けた者 学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目（ク

レーンに係る部分に限る。）、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項

第四号に掲げる科目（クレーンに係る部分に限る。）並びに実技試験のうち、

同条第三項第二号に掲げる科目

２　都道府県労働局長は、新クレーン則第二百三十三条の規定にかかわらず、旧クレーン免許、旧床上クレーン限定免許又は旧デリック免

許を受けた者については、移動式クレーン運転士免許試験の学科試験のうち、新クレーン則第二百三十二条第二項第三号に掲げる科目及

び実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目を免除することができる。

３　旧クレーン免許、旧床上クレーン限定免許又は旧デリック免許を受けた者に係る新安衛則別表第五第五号及び別表第六の規定の適用に

ついては、なお従前の例による。

（様式に関する経過措置）

第十一条　この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、

この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第十二条　この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要

な改定をした上、使用することができる。

（罰則の適用に関する経過措置）

第十三条　施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成一八年八月二日厚生労働省令第一四七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日（平成十八年九月一日）から施行する。

（届出に関する経過措置）

第三条　

２　第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の二に掲げる仕事（経過措置対象物に係るものに限る。）であって、平

成十八年十月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第八十八条第四項の規定は、適用し

ない。

（適用除外製品等に関する経過措置）

第四条　労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（以下「改正政令」という。）附則第三条に規定する適用除外製品等については、旧

石綿則第十五条、第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条第一項及び第四十四条並びに第二条

の規定による改正前の労働安全衛生規則別表第七の二十五の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧石綿則第三十五

条中「三十年間」とあるのは、「当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から四十年間」とする。

第五条　改正政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正政令による改正前の労働安全衛生法施行令（昭和

四十七年政令第三百十八号。次項において「旧令」という。）第六条第二十三号ロの厚生労働省令で定める物は、石綿（アモサイト及び

クロシドライトを除く。）をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物とする。

２　旧令第十八条第三十九号及び別表第九第六百三十二号の厚生労働省令で定める物は、石綿（アモサイト及びクロシドライトを除く。以

下、この項において同じ。）を含有する製剤その他の物（石綿の含有量が重量の〇・一パーセント未満であるものを除く。）とする。
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（様式に関する経過措置）

第六条　この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、こ

の省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条　この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な

改定をした上、使用することができる。

（罰則の適用に関する経過措置）

第八条　この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後

にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成一八年一〇月二〇日厚生労働省令第一八五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十八年十二月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令による改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第三十条の物又は新安衛則第三十一条各号に掲げる物（こ

の省令による改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）別表第二に掲げる物に該当するものを除く。）であって、労働安全

衛生法施行令（以下「令」という。）別表第三第一号１から６まで若しくは新安衛則別表第二の上欄に掲げる物の含有量がその重量の一

パーセント未満であるもの又は令別表第三第一号７に掲げる物の含有量がその重量の〇・五パーセント未満であるものについては、平成

二十年十一月三十日までの間は、労働安全衛生法（以下「法」という。）第五十七条第一項の規定は、適用しない。

第三条　新安衛則第三十条の物（労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（平成十八年政令第三百三十一号。以下「改正政令」とい

う。）附則第二条第二号及び第三号に掲げる物、旧安衛則別表第二に掲げる物並びに前条の物に該当するものを除く。）であって、この省

令の施行の際現に存するものについては、平成十九年五月三十一日までの間は、法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

第四条　新安衛則第三十四条の二の物（旧安衛則第三十四条の二の二の物に該当するものを除く。）又は新安衛則第三十四条の二の二各号

に掲げる物であって、令別表第三第一号１から６まで若しくは新安衛則別表第二の二の上欄に掲げる物の含有量がその重量の一パーセン

ト未満であるもの又は令別表第三第一号７に掲げる物の含有量がその重量の〇・五パーセント未満であるものについては、平成二十年十

一月三十日までの間は、法第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。

第五条　新安衛則第三十四条の二の物（改正政令附則第三条第二号及び第三号に掲げる物、旧安衛則第三十四条の二の二の物並びに前条の

物に該当するものを除く。）であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十九年五月三十一日までの間は、法第五十

七条の二第一項の規定は、適用しない。

附　則　（平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

（助教授の在職に関する経過措置）

第二条　この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授とし

ての在職とみなす。

一から六まで　略

七　労働安全衛生規則第十四条第二項第四号及び様式第三号（裏面）別表

附　則　（平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四七号）

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附　則　（平成一九年七月六日厚生労働省令第九六号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成一九年八月三一日厚生労働省令第一〇八号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に提出され又は交付されている改正前の様式第七号による健康管理手帳交付申請書、様式第八号による健康

管理手帳、様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書、様式第十号による健康管理手帳書替申請書及び健康管理手帳再交

付申請書並びに様式第十二号による免許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許更新申請書は、それぞれこの省令によ

る改正後の様式第七号による健康管理手帳交付申請書、様式第八号による健康管理手帳、様式第九号による健康管理手帳による健康診断

実施報告書、様式第十号による健康管理手帳書替申請書及び健康管理手帳再交付申請書並びに様式第十二号による免許申請書、免許証再

交付申請書、免許証書替申請書及び免許更新申請書とみなす。

第三条　この省令の施行の際現に存する改正前の様式第十二号による申請書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附　則　（平成一九年一二月四日厚生労働省令第一四三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十年三月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に交付され、又は提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳

及びじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告は、この省令による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健

康管理手帳及びじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。

附　則　（平成一九年一二月二八日厚生労働省令第一五五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十年三月一日から施行する。ただし、第二条中様式第二十一号の七の改正規定は、同年四月一日から施行す

る。

（計画の届出に関する経過措置）

第五条　労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第八十八条第二項において準用する同条

第一項の規定は、平成二十年六月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項若しくは十八の項の上欄に掲げる機械等であって、ホル

129



ムアルデヒド等に係るもの又は第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の二の項若しくは二十の三の項の上欄に掲

げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

附　則　（平成二〇年三月一三日厚生労働省令第三二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、様式第十一号の改正規定及び様式第十二号の改正規定は、同年十二月一

日から施行する。

（経過措置）

第二条　平成二十年十二月一日において現に交付され又は提出されているこの省令による改正前の様式第十一号による免許証並びに様式第

十二号による免許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許更新申請書（以下この条及び次条において「申請書」とい

う。）は、それぞれこの省令による改正後の様式第十一号による免許証及び様式第十二号による申請書とみなす。

第三条　平成二十年十二月一日において現に存するこの省令による改正前の様式第十二号による申請書の用紙は、当分の間、必要な改定を

した上、使用することができる。

附　則　（平成二〇年九月二九日厚生労働省令第一四六号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十年十月二十五日から施行する。

（経過措置）

第二条　日本工業規格Ｃ九三〇〇―一一（溶接棒ホルダ）（以下この条において「新規格」という。）の制定に伴い廃止された日本工業規格

Ｃ九三〇二（溶接棒ホルダ）に定めるホルダーの規格に適合するもの並びにこれと同等以上の絶縁効力及び耐熱性を有するものであっ

て、新規格に定めるホルダーの規格に適合しないものについては、当分の間、この省令による改正後の労働安全衛生規則第三百三十一条

の規定は適用せず、この省令による改正前の労働安全衛生規則第三百三十一条の規定は、なおその効力を有する。

附　則　（平成二〇年一一月一二日厚生労働省令第一五八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

（様式に関する経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号）様式第八

号による健康管理手帳は、この省令による改正後の様式第八号による健康管理手帳とみなす。

（計画の届出に関する経過措置）

第三条　労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第八十八条第二項において準用する同条

第一項の規定は、平成二十一年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行

令（昭和四十七年政令第三百十八号）別表第三第二号２３の２若しくは２７の２に掲げる物（労働安全衛生法施行令等の一部を改正する

政令（平成二十年政令第三百四十九号）による改正前の労働安全衛生法施行令別表第三第二号１５に掲げる物に該当するものを除く。）

又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則（昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「新特化則」という。）別表第一

第二十三号の二若しくは第二十七号の二に掲げる物（同条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則別表第一第十五号に掲げる物

に該当するものを除く。）（以下「ニツケル化合物等又は
ひ

砒素等」という。）に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構

造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

附　則　（平成二一年二月五日厚生労働省令第九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　略

二　第二条の規定　公布の日

（罰則の適用に関する経過措置）

第三条　この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為

に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成二一年三月二日厚生労働省令第二三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第十三条第二項、第四十四条第二項第一号、第四十四条の二第一項、

第四十六条及び様式第五号（２）（裏面）の改正規定については、同年四月一日から施行する。

（罰則の適用に関する経過措置）

第二条　前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日

の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に

掲げる規定は適用しない。

平成二十一年厚生労働省告示第百三十二号（安全衛生推進

者等の選任に関する基準の一部を改正する件）による改正

前の安全衛生推進者等の選任に関する基準（昭和六十三年

労働省告示第八十号。以下「旧選任基準」という。）本則第

四号の講習（安全衛生推進者に係るものに限る。）

第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則（昭和四

十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」という。）

第十二条の三第一項の登録（労働安全衛生法及びこれに

基づく命令に係る登録及び指定に関する省令（昭和四十

七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。）

第一条の二第一項第一号の区分に係るものに限る。）

登録省令第一条

の二の五第一項

から第三項まで

及び第一条の二

の七

旧選任基準本則第四号の講習（衛生推進者に係るものに限

る。）

新安衛則第十二条の三第一項の登録（登録省令第一条の

二第一項第二号の区分に係るものに限る。）
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平成二十一年厚生労働省告示第百二十九号（作業環境測定

基準の一部を改正する件）による改正前の作業環境測定基

準（昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「旧測定基

準」という。）第二条第三項第一号の指定

第七条の規定による改正後の粉じん障害防止規則（昭和

五十四年労働省令第十八号。以下「新粉じん則」とい

う。）第二十六条第三項の登録

登録省令第十九

条の二十四の八

平成二十一年厚生労働省告示第百二十四号（発破技士免許

試験規程の一部を改正する件）による改正前の発破技士免

許試験規程（昭和四十七年労働省告示第九十七号）第四条

の発破実技講習

新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の登録 登録省令第十九

条の二十四の二

十一第一項から

第三項まで及び

第十九条の二十

四の二十三

平成二十一年厚生労働省告示第百二十六号（ボイラー技士、

ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正

する件）による改正前のボイラー技士、ボイラー溶接士及

びボイラー整備士免許規程（昭和四十七年労働省告示第百

十六号。以下「旧ボイラー規程」という。）第三条第二号の

ボイラー実技講習

第二条の規定による改正後のボイラー及び圧力容器安全

規則（昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「新ボイ

ラー則」という。）第百一条第三号ニの登録

登録省令第十九

条の二十四の三

十六第一項から

第三項まで及び

第十九条の二十

四の三十八

第五条の規定による改正前の労働安全コンサルタント及び

労働衛生コンサルタント規則（昭和四十八年労働省令第三

号。以下「旧コンサルタント則」という。）第二条第七号の

安全に関する講習

第五条の規定による改正後の労働安全コンサルタント及

び労働衛生コンサルタント規則（以下「新コンサルタン

ト則」という。）第二条第七号の登録

登録省令第二十

五条の八第一項

から第三項まで

及び第二十五条

の十

旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習 新コンサルタント則第十一条第十号の登録 　

平成二十一年厚生労働省告示第百四十七号（昭和五十六年

労働省告示第五十六号を廃止する件）による廃止前の昭和

五十六年労働省告示第五十六号（労働安全衛生規則別表第

九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定

める件。以下「旧研修告示」という。）第一条第三号の指定

新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等

に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に

掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの登録

登録省令第五十

七条第一項から

第三項まで及び

第五十九条

旧研修告示第二条第二号において準用する旧研修告示第一

条第三号の指定

新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及

び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事（ダム

の建設の仕事を除く。）の項第一号ロ及び第八十九条の

二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一

号から第五号までに掲げる仕事（同条第一号に掲げる仕

事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号

の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限

る。）の項第一号ハの登録

　

第六条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則（昭

和五十年労働省令第二十号。以下「旧作環則」という。）第

十七条第二号の講習

第六条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則

（以下「新作環則」という。）第十七条第二号の厚生労働

大臣の登録

新作環則第十七

の六第一項から

第三項まで及び

第十七条の八

旧作環則第十七条第十六号の講習 新作環則第十七条第十六号の厚生労働大臣の登録 　

３　この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者、同欄に掲げる指定を受けている者又は同欄に掲げる講習を行って

いる者は、同表の下欄に掲げる指定を受けている者とみなす。この場合において、登録省令第一条の二の十九第一項中「産業医研修の業

務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の二十第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年

度（平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。）」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」

とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第一条の二の三

十四第一項中「産業医実習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の三十五第一項中「毎

事業年度」とあるのは「毎事業年度（平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。）」と、「指定を受けた日の属する事業年度に

あつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始

後」と、登録省令第二十五条の二十三第一項中「筆記試験免除講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登

録省令第二十五条の二十四第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度（平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。）」

と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の

翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第七十二条第一項中「労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前」とある

のは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第七十三条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度（平成二十一年三月三十

一日の属する事業年度を除く。）」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年

三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第八十六条第一項中「就業制限業務従事者

講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第八十七条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業

年度（平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。）」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」

とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と読み替えるものとする。

第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）第十四条第二

項第一号の厚生労働大臣が定める研修

新安衛則第十四条第二項第一号の指定

旧安衛則第十四条第二項第二号の指定 新安衛則第十四条第二項第二号の指定

旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の

項の講習

新コンサルタント則第十三条第一項の表第

十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の

指定
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平成二十一年厚生労働省告示第百二十八号（労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサル

タント規程の一部を改正する件）による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コン

サルタント規程（昭和四十八年労働省告示第三十七号。以下「旧コンサルタント規程」とい

う。）第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項の講習

　

労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。）第九十九条の二第一

項の指定（平成二十一年厚生労働省告示第百五十号（労働災害防止業務従事者労働災害再発

防止講習規程を廃止する件）による廃止前の労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習

規程（平成四年労働省告示第八十号。以下「旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講

習規程」という。）第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。）

法第九十九条の二第一項の指定（登録省令

第六十八条第一項第一号に規定する総括安

全衛生管理者等に対する講習に係るものに

限る。）

法第九十九条の二第一項の指定（旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第二

条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。）

法第九十九条の二第一項の指定（登録省令

第六十八条第一項第二号に規定する安全管

理者等に対する講習に係るものに限る。）

法第九十九条の二第一項の指定（旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第三

条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。）

法第九十九条の二第一項の指定（登録省令

第六十八条第一項第三号に規定する統括安

全衛生責任者等に対する講習に係るものに

限る。）

法第九十九条の三第一項の指定（平成二十一年厚生労働省告示第百五十一号（クレーン・デ

リック運転士等労働災害再発防止講習規程を廃止する件）による廃止前のクレーン・デリッ

ク運転士等労働災害再発防止講習規程（平成四年労働省告示第八十一号。以下「旧クレー

ン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程」という。）第一条に規定する者に対する

同項の講習に係るものに限る。）

法第九十九条の三第一項の指定（登録省令

第八十二条第一項第一号に規定するクレー

ン運転士等に対する講習に係るものに限

る。）

法第九十九条の三第一項の指定（旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程

第二条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。）

法第九十九条の三第一項の指定（登録省令

第八十二条第一項第二号に規定する移動式

クレーン運転士等に対する講習に係るもの

に限る。）

法第九十九条の三第一項の指定（平成二十一年厚生労働省告示第百五十二号（車両系建設機

械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件）による廃止前の車両系建設機械

運転業務従事者労働災害再発防止講習規程（平成四年労働省告示第八十二号）本則に規定す

る者に対する同項の講習に係るものに限る。）

法第九十九条の三第一項の指定（登録省令

第八十二条第一項第三号に規定する車両系

建設機械運転業務従事者に対する講習に係

るものに限る。）

法第九十九条の三第一項の指定（平成二十一年厚生労働省告示第百五十三号（玉掛業務従事

者労働災害再発防止講習規程を廃止する件）による廃止前の玉掛業務従事者労働災害再発防

止講習規程（平成四年労働省告示第八十三号）本則に規定する者に対する同項の講習に係る

ものに限る。）

法第九十九条の三第一項の指定（登録省令

第八十二条第一項第四号に規定する玉掛業

務従事者に対する講習に係るものに限る。）

４　この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習、研修、実習

又は科目を修了した者とみなす。

旧選任基準本則第四号の講習（安全衛生推進者に係るものに限る。） 新安衛則第十二条の三第一項の講習（登録省令第一条の二第一項第

一号に係るものに限る。）

旧選任基準本則第四号の講習（衛生推進者に係るものに限る。） 新安衛則第十二条の三第一項の講習（登録省令第一条の二第一項第

二号に係るものに限る。）

旧安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修 新安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣の指定する者が行う

研修

旧安衛則第十四条第二項第二号の実習 新安衛則第十四条第二項第二号の実習

旧安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習 新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習

旧ボイラー規程第三条第二号のボイラー実技講習 新ボイラー則第百一条第三号ニのボイラー実技講習

旧コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習 新コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習

旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習 新コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習

旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯

科医師国家試験合格者の項の講習

新コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号

に掲げる者の項の講習

旧コンサルタント規程第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者

の項の講習

　

旧安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事

の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工

事の項第一号ロの研修

新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事

の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工

事の項第一号ロの研修

旧安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条

第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事（ダムの建設の仕事を除く。）

の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕

事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事（同条第一号に

掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の

二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。）の項第一

号ハの研修

新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条

第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事（ダムの建設の仕事を除く。）

の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕

事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事（同条第一号に

掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の

二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。）の項第

一号ハの研修

旧作環則第五条の二第一項の厚生労働大臣が指定する科目 新作環則第五条の五第一項第一号に規定する該当科目

旧作環則第十七条第二号の講習 新作環則第十七条第二号の講習

旧作環則第十七条第十六号の講習 新作環則第十七条第十六号の講習

附　則　（平成二一年一二月二四日厚生労働省令第一五八号）

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
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附　則　（平成二二年一月二五日厚生労働省令第九号）

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附　則　（平成二二年六月二八日厚生労働省令第八二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている第一条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第三号によるじん肺健

康診断結果証明書並びに第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及び同令様式第九号による健康管

理手帳による健康診断実施報告書は、それぞれ第一条の規定による改正後のじん肺法施行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明

書並びに第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及び同令様式第九号による健康管理手帳による健

康診断実施報告書とみなす。

附　則　（平成二三年一月一二日厚生労働省令第三号）

この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。

附　則　（平成二三年一月一四日厚生労働省令第五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

（計画の届出に関する経過措置）

第二条　労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第八十八条第二項において準用する同条

第一項の規定は、平成二十三年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労

働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）別表第三第二号１５若しくは１９の２に掲げる物又は第二条の規定による改正後

の特定化学物質障害予防規則（昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「新特化則」という。）別表第一第十五号若しくは第十九号の二

に掲げる物（以下「酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等」という。）に係るもの、労働安全衛生規則別表第七の二十の

二の項の上欄に掲げる機械等であって、一・四―ジクロロ―二―ブテン又は一・四―ジクロロ―二―ブテンをその重量の一パーセントを

超えて含有する製剤その他の物（以下「一・四―ジクロロ―二―ブテン等」という。）に係るもの又は第一条の規定による改正後の労働

安全衛生規則別表第七の二十の四の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする

場合には、適用しない。

（様式に関する経過措置）

第三条　この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、

この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第四条　この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な

改定をした上、使用することができる。

附　則　（平成二三年三月二九日厚生労働省令第三〇号）

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附　則　（平成二三年九月三〇日厚生労働省令第一一九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの

間は、同表の下欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、第二条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基

づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の二の四第一項から第三項まで及び第一条の二の二の六の規定は適用しない。

衛生管理者規程の一部を改正する件（平成二十三年厚生労働省告示第三百八

十七号）による改正前の衛生管理者規程（昭和四十七年労働省告示第九十四

号）第三条第三号の指定

第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則（以下

「新安衛則」という。）別表第四衛生工学衛生管理者免許

の項第一号の登録

２　この省令の施行前に第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の厚生労働大臣の定め

る講習を修了した者は、新安衛則別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の衛生工学衛生管理者講習を修了した者とみなす。

附　則　（平成二三年一二月二二日厚生労働省令第一五二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

附　則　（平成二四年一月二〇日厚生労働省令第六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附　則　（平成二四年一月二七日厚生労働省令第九号）

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附　則　（平成二四年三月二二日厚生労働省令第三二号）

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は公布の日から施行する。

附　則　（平成二四年六月一五日厚生労働省令第九四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。

附　則　（平成二四年七月三一日厚生労働省令第一一一号）

この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。

附　則　（平成二四年九月一四日厚生労働省令第一二九号）

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日（平成二十四年九月十九日）から施行する。

附　則　（平成二四年一〇月一日厚生労働省令第一四三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

（名称等の通知に関する経過措置）

第二条　第一条による改正後の労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」という。）第三十四条の二の物（第

一条による改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）第三十四条の二の物に該当するもの及び次条の物に該当するものを
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除く。）については、平成二十五年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。）第五

十七条の二第一項の規定は、適用しない。

第三条　新安衛則第三十四条の二の物（旧安衛則第三十四条の二の物に該当するものを除く。）であって、この省令の施行の際現に存する

ものについては、平成二十五年六月三十日までの間は、法第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。

（様式に関する経過措置）

第四条　この省令の施行の際現に提出されている旧安衛則に定める様式による申請書は、新安衛則に定める相当様式による申請書とみな

す。

第五条　この省令の施行の際現に存する旧安衛則及び第二条による改正前の特定化学物質障害予防規則（昭和四十七年労働省令第三十九

号）に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

（計画の届出に関する経過措置）

第六条　新安衛則第八十六条第一項及び法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十五年四月一日前に新安衛則別

表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第二条による改正後の特定化学物質障害予防規則（以下「新特化則」という。）第二

条第三号の二に掲げる物（以下「エチルベンゼン等」という。）に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であ

って、労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。）別表第三第二号３の２若しくは新特化則別表第一

第三号の二に掲げる物（以下「インジウム化合物等」という。）又は令別表第三第二号１３の２若しくは新特化則別表第一第十三号の二

に掲げる物（以下「コバルト等」という。）に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合

には、適用しない。

（罰則の適用に関する経過措置）

第十条　この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成二五年一月九日厚生労働省令第三号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第二条　この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成二五年四月一二日厚生労働省令第五七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。

附　則　（平成二五年四月一二日厚生労働省令第五八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定（「第一款　構造（第百五十二条・第百五十三条）」を

「／第一款　総則（第百五十一条の八十四）／第一款の二　構造（第百五十二条・第百五十三条）／」に改める部分及び「第五款　ブレ

ーカ（第百七十一条の四）」を「第五款　解体用機械（第百七十一条の四―第百七十一条の六）」に改める部分に限る。）、第二編第二章第

一節の改正規定、別表第三の改正規定及び次条から附則第四条までの規定は、平成二十五年七月一日から施行する。

（厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械に関する経過措置）

第二条　この省令による改正後の労働安全衛生規則（次条において「新安衛則」という。）第百五十一条の百七十五第二項各号に掲げる機

械であって、平成二十五年七月一日において現に製造しているもの又は現に存するものについては、労働安全衛生法（次条において「法」

という。）第四十二条の規定は、適用しない。

（就業制限に関する経過措置）

第三条　事業者は、新安衛則第百五十一条の百七十五第二項各号に掲げる機械の運転の業務については、平成二十六年六月三十日までの間

は、労働安全衛生規則第四十一条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者を当該業務に就かせることができる。この場合

においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

一　平成二十五年七月一日前に、この省令による改正前の労働安全衛生規則の規定により行われた車両系建設機械（解体用）運転技能講

習を修了した者

二　平成二十五年七月一日において現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に六月以上従事した経験を有する者

２　事業者は、前項の業務については、前項に規定する期間の経過後においても、労働安全衛生規則第四十一条の規定にかかわらず、前項

各号のいずれかに該当する者のうち、平成二十七年六月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働局長が定めるものを修了したもの

を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

（罰則に関する経過措置）

第四条　この省令（附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定）の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。

附　則　（平成二五年六月二八日厚生労働省令第八四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二五年七月八日厚生労働省令第八九号）

（施行期日）

第一条　この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（平成二十五年七月八日）から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成二五年八月一三日厚生労働省令第九六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

（計画の届出に関する経過措置）

第二条　労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第八十八条第二項において準用する同条

第一項の規定は、平成二十六年一月一日前に同規則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第二条の規定による改正後の特

定化学物質障害予防規則（第五条において「新特化則」という。）第二条第一項第三号の二に掲げる物（第二条の規定による改正前の特

定化学物質障害予防規則（第四条において「旧特化則」という。）第二条第一項第三号の二に掲げる物に該当するものを除く。第五条に

おいて「一・二―ジクロロプロパン等」という。）に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとす

る場合には、適用しない。
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（様式に関する経過措置）

第三条　この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則（次条において「旧安衛則」という。）に

定める様式による申請書は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則に定める相当様式による申請書とみなす。

第四条　この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧特化則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使

用することができる。

（罰則の適用に関する経過措置）

第六条　この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成二五年一一月二九日厚生労働省令第一二五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十六年六月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十六年十二月一日から施行する。

（前照灯の設置等に関する経過措置）

第二条　車両系木材伐出機械であつて、平成二十六年五月三十一日において現に製造しているもの又は現に存するものについては、平成二

十六年十一月三十日までの間は、改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第百五十一条の八十五、第百五十一条の八十

六及び第百五十一条の八十七の規定は、適用しない。

２　集材機（架線集材機械を含む。次項において同じ。）であつて、平成二十六年五月三十一日において現に製造しているもの又は現に存

するものを用いて林業架線作業を行う場合は、平成二十六年十一月三十日までの間は、新安衛則第百五十一条の百三十六及び第百五十一

条の百三十七の規定は、適用しない。

３　集材機であつて、平成二十六年五月三十一日において現に製造しているもの又は現に存するものを用いて簡易林業架線作業を行う場合

は、平成二十六年十一月三十日までの間は、新安衛則第百五十一条の百六十二の規定は、適用しない。

（罰則に関する経過措置）

第三条　この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、薬事法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十六年十一月二十五日）から施行す

る。

附　則　（平成二六年八月二五日厚生労働省令第一〇一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。

（計画の届出に関する経過措置）

第二条　労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第八十八条第一項の規定は、平成二十七年二月一日前に労働安全衛生規則別表第

七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第三条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則（以下「新特化則」という。）第

二条第一項第三号の三に掲げる物（第二条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則（次条において「旧有機則」という。）第一条第

二号に該当するもの及び第三条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則（次条において「旧特化則」という。）第二条第一項第

三号の二に掲げる物に該当するものを除く。附則第五条において「経過措置対象有機溶剤等」という。）に係るもの又は労働安全衛生規

則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）別表

第三第二号１９の４若しくは新特化則別表第一第十九号の四に掲げる物（以下「ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等」と

いう。）に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

（罰則に関する経過措置）

第十一条　この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成二六年一一月二八日厚生労働省令第一三一号）

（施行期日）

第一条　この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成二十六年十二月一日）から施

行する。

（様式に関する経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則（次項において「旧安衛

則」という。）又は第八条の規定による改正前の機械等検定規則（次項において「旧検定則」という。）に定める様式による申請書等は、

第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則又は第八条の規定による改正後の機械等検定規則に定める相当様式による申請書等とみな

す。

２　この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧検定則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用す

ることができる。

附　則　（平成二六年一二月一日厚生労働省令第一三二号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附　則　（平成二七年三月五日厚生労働省令第三〇号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。

（特別教育に関する経過措置）

第二条　事業者は、この省令の施行の際現にこの省令による改正後の労働安全衛生規則（次条において「新安衛則」という。）第三十六条

第三十九号に掲げる業務に従事している者については、平成二十九年六月三十日までの間は、当該業務に関する労働安全衛生法第五十九

条第三項の特別の教育を行うことを要しない。

（足場の作業床に関する経過措置）

第三条　はり間方向における建地の内法幅が六十四センチメートル未満の足場の作業床であって、床材と腕木との緊結部が特定の位置に固

定される構造のものについては、この省令の施行の際現に存する鋼管足場用の部材が用いられている場合に限り、新安衛則第五百六十三

条第一項第二号ハの規定は、適用しない。

（罰則に関する経過措置）

第四条　この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号）　抄
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（施行期日）

１　この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日（平成二十七年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二七年四月一五日厚生労働省令第九四号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。ただし、第一条のうち労働安全衛生規則の目次の改正規定（「安全衛生改善計画（第

八十四条）」を「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画（第八十四条―第八十四条の三）」に改める部分を除く。）、同令第十四条第

一項の改正規定、同令第一編第六章第一節の三の節名の改正規定、同令第五十二条の二第一項の改正規定、同章第二節中同令第五十二条

の九を同令第五十二条の二十二とする改正規定、同章第一節の三の次に一節を加える改正規定、同令第六百六十二条の四の改正規定及び

同令様式第六号の次に一様式を加える改正規定、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次項の規定は、平成二十七年十二月一日から施

行する。

（労働安全衛生法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者に関する経過措置）

２　前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日において、労働安全衛生法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等の業務に該当

する業務に従事した経験年数が三年以上である看護師又は精神保健福祉士は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則（次項にお

いて「新安衛則」という。）第五十二条の十第一項の規定にかかわらず、同法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者とする。

（様式に関する経過措置）

３　第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則第八十四条の規定による安全衛生改善計画作成指示書並びに同令第九十五条の三及び第

九十五条の三の二の規定による証票並びに第三条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票

は、当分の間、それぞれ、新安衛則第八十四条の三の規定による安全衛生改善計画作成指示書並びに新安衛則第九十五条の三及び第九十

五条の三の二の規定による証票並びに第三条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみ

なす。

附　則　（平成二七年六月二三日厚生労働省令第一一五号）

（施行期日）

１　この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（平成二十八年六月一日）から施行す

る。

（様式に関する経過措置）

２　第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の二の規定による証票及び第二条の規定による改正前の産業安全専門官

及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の

三の二の規定による証票及び第二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。

附　則　（平成二七年八月五日厚生労働省令第一二九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年七月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則（以下この条において「新安衛則」という。）第五百三十九条の二に規定するロー

プ高所作業のうち、ビルクリーニングの業務に係る作業又はのり面における石張り、芝張り、モルタルの吹付け等ののり面を保護するた

めの工事に係る作業以外の作業については、次の措置を講じたときは、当分の間、同条及び第五百三十九条の三第二項第一号の規定は、

適用しない。

一　新安衛則第五百三十九条の二に規定するメインロープ（次号において「メインロープ」という。）を作業箇所の上方にある異なる二

以上の堅固な支持物に、外れないように確実に緊結すること。

二　突起物のある箇所その他の接触することによりメインロープが切断するおそれのある箇所とメインロープとの接触を避ける措置を講

ずること。ただし、当該措置を講ずることが作業の性質上困難な場合において、前号の支持物の他に当該箇所の下方にある堅固な支持

物にメインロープを緊結させたときは、この限りでない。

２　前項の場合における新安衛則第五百三十九条の三から第五百三十九条の七までの規定の適用については、新安衛則第五百三十九条の三

第一項中「ライフライン、これらを」とあるのは「これを」と、同条第二項中「、ライフライン及び」とあるのは「及び」と、「次に」

とあるのは「第二号から第四号までに」と、同項第二号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、同項第三

号中「メインロープ又はライフライン」とあり、及び「これら」とあるのは「メインロープ」と、新安衛則第五百三十九条の四第二号中

「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、「それぞれの支持物」とあるのは「堅固な支持物（次条第二項第三号

及び第七号において「支持物」という。）」と、新安衛則第五百三十九条の五第二項第三号中「メインロープ及びライフライン」とあるの

は「メインロープ」と、「それぞれの支持物」とあるのは「支持物」と、同項第五号及び第七号中「メインロープ及びライフライン」と

あるのは「メインロープ」と、新安衛則第五百三十九条の六第一号中「第五百三十九条の三第二項」とあるのは「第五百三十九条の三第

二項第二号から第四号まで及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令（平成二十七年厚生労働省令第百二十九号）附則第二条第一項」

と、「同項」とあるのは「これら」と、新安衛則第五百三十九条の七第二項中「ライフライン」とあるのは「メインロープ」とする。

附　則　（平成二七年八月三一日厚生労働省令第一三四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成二七年九月一七日厚生労働省令第一四一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。

（計画の届出に関する経過措置）

第二条　第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第八十六条第一項及び労働安全衛生法（昭和四十七

年法律第五十七号）第八十八条第一項の規定は、平成二十八年二月一日前に新安衛則別表第七の十六の項から十八の項の上欄に掲げる機

械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令による改正後の労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号。以

下この条において「新令」という。）別表第三第二号２３の２若しくは第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則（以下「新

特化則」という。）別表第一第二十三号の二に掲げる物（以下「ナフタレン等」という。）に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の

上欄に掲げる機械等であって、新令別表第三第二号３４の２若しくは新特化則別表第一第三十四号の二に掲げる物（以下「リフラクトリ

ーセラミックファイバー等」という。）に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、

適用しない。
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（罰則に関する経過措置）

第十条　この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成二七年一二月二八日厚生労働省令第一七五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。）附則第一条第

三号に掲げる規定の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二八年二月三日厚生労働省令第一二号）

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成二八年二月二四日厚生労働省令第二四号）

この省令は、平成二十九年三月一日から施行する。

附　則　（平成二八年三月三一日厚生労働省令第五九号）

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附　則　（平成二八年六月三〇日厚生労働省令第一二一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二八年一一月三〇日厚生労働省令第一七二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

（計画の届出に関する経過措置）

第二条　労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第八十八条第一項の規定は、平成二十九

年四月一日前に同令別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

（平成二十八年政令第三百四十三号）による改正後の労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）別表第三第二号８の２又

は第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則（以下「新特化則」という。）別表第一第八号の二に掲げる物（以下「オルト

―トルイジン等」という。）に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しな

い。

附　則　（平成二九年三月一〇日厚生労働省令第一六号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則第二百九十四条第四号にただし書を加える

改正規定は、同年六月一日から施行する。

（様式に関する経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、こ

の省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第三条　この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な

改定をした上、使用することができる。

附　則　（平成二九年三月二九日厚生労働省令第二九号）

この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

附　則　（平成二九年四月二七日厚生労働省令第六〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

（計画の届出に関する経過措置）

第二条　労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第八十八条第一項の規定は、平成二十九

年九月一日前に同令別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（平成二十九年政

令第六十号）による改正後の労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）別表第三第二号１５の２又は第一条の規定による

改正後の特定化学物質障害予防規則（以下「新特化則」という。）別表第一第十五号の二に掲げる物（以下「三酸化二アンチモン等」と

いう。）に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

附　則　（平成二九年八月三日厚生労働省令第八九号）

この省令は、平成三十年七月一日から施行する。ただし、別表第二結晶質シリカの項及び同表シリカの項の改正規定は、公布の日から

施行する。

附　則　（平成二九年一一月二七日厚生労働省令第一二七号）

この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。

附　則　（平成三〇年二月九日厚生労働省令第一四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三〇年二月一六日厚生労働省令第一五号）

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成三〇年四月六日厚生労働省令第五九号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成三十年六月一日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

４　この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成三〇年六月一九日厚生労働省令第七五号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成三十一年二月一日から施行する。

（経過措置）

２　次に掲げる省令の規定の適用については、平成三十一年八月一日前に製造された安全帯（要求性能墜落制止用器具（第一条の規定によ

る改正後の労働安全衛生規則第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。以下同じ。）に該当するものを除く。）又

は同日において現に製造している安全帯（要求性能墜落制止用器具に該当するものを除く。）は、平成三十四年一月一日までの間、要求

性能墜落制止用器具とみなす。

一　第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第百三十条の五第一項及び第三項、第百四十二条第一項及び第三項、第百五十一条の

百二十七、第百九十四条の二十二、第二百四十七条、第三百六十条、第三百七十五条、第三百八十三条の三、第三百八十三条の五、第
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四百四条、第五百十七条の五、第五百十七条の九、第五百十七条の十三、第五百十七条の十八、第五百十七条の二十三、第五百十八条

第二項、第五百十九条第二項、第五百二十条、第五百二十一条、第五百三十二条の二、第五百三十三条、第五百三十九条の二、第五百

三十九条の六、第五百三十九条の七、第五百三十九条の九、第五百五十二条第二項及び第四項、第五百六十三条第三項及び第六項、第

五百六十四条、第五百六十六条並びに第五百七十五条の六第二項及び第四項

附　則　（平成三〇年八月九日厚生労働省令第一〇八号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則に定める様式による検査結果等報告書は、この

省令による改正後の労働安全衛生規則に定める相当様式による検査結果報告書とみなす。

附　則　（平成三〇年九月七日厚生労働省令第一一二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　第六条の規定による改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号、第五

十二条の二第一項及び第三項、第五十二条の三第一項及び第三項、第五十二条の四から第五十二条の七の三までの規定は、平成三十一年

四月一日以降の期間のみを新安衛則第五十二条の二第一項の超えた時間の算定又は新安衛則第五十二条の七の二第一項の超えた時間の算

定の対象とする場合について適用し、同年三月三十一日を含む期間をこれらの超えた時間の算定の対象とする場合については、なお従前

の例による。

第三条　新安衛則第十四条の二第一項第一号及び第二項第一号の規定は、平成三十一年四月一日以降に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（平成三十年法律第七十一号）第四条の規定による改正後の労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第六

十六条の四、第六十六条の八第四項（同法第六十六条の八の二第二項において準用する場合を含む。）又は第六十六条の十第五項の規定

による医師又は歯科医師からの意見聴取を行った場合について適用する。

第四条　この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成三一年一月八日厚生労働省令第二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三一年二月一二日厚生労働省令第一一号）

（施行期日）

１　この省令は、平成三十一年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第一条の規定　公布の日

二　第二条中労働安全衛生規則第三十六条の改正規定　平成三十二年八月一日

（罰則に関する経過措置）

２　この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成三一年三月二五日厚生労働省令第二九号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成三一年四月一〇日厚生労働省令第六八号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和元年五月七日厚生労働省令第一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省

令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

２　旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和元年六月五日厚生労働省令第八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。

附　則　（令和元年八月八日厚生労働省令第三三号）

（施行期日）

１　この省令は、令和元年十月一日から施行する。

（特別教育に関する経過措置）

２　事業者は、この省令の施行の日前にこの省令による改正前の労働安全衛生規則第三十六条第四号に掲げる業務に関する労働安全衛生法

第五十九条第三項の特別の教育を行った労働者をこの省令による改正後の労働安全衛生規則第三十六条第四号の二に掲げる業務に就かせ

るときは、当該業務に関する同項の特別の教育を行うことを要しない。

附　則　（令和元年八月三〇日厚生労働省令第三七号）

この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する

法律の施行の日（令和元年九月一日）から施行する。

附　則　（令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号）　抄
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（施行期日）

第一条　この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第十六号）の施行の日（令和元年十二月

十六日）から施行する。

附　則　（令和二年三月三日厚生労働省令第二〇号）

（施行期日）

第一条　この省令は、令和二年七月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令（次項において「旧省令」という。）の規定によりされている報

告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り

繕って使用することができる。

（罰則の適用に関する経過措置）

第三条　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（令和二年三月三一日厚生労働省令第六一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附　則　（令和二年三月三一日厚生労働省令第六六号）

この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する

法律（平成二十九年法律第十五号）の施行の日（令和二年四月一日）から施行する。

附　則　（令和二年六月一五日厚生労働省令第一二八号）

（施行期日）

第一条　この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条中労働安全衛生規則第三百八十三条の三の改正規定は、令和四年四

月一日から施行する。

（作業主任者に関する経過措置）

第二条　事業者は、労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）第六条第十号の二の作業については、令和四年三月三十一日

までの間は、この省令の施行の日前に第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則（次項において「旧規則」という。）別表第六に掲

げる講習科目によるずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、ずい道等の掘削等作業主任者を選任することができ

る。

２　事業者は、前項の作業については、前項に規定する期間の経過後において、この省令の施行の日前に旧規則の規定により行われたずい

道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者であって、令和六年三月三十一日までの間に労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七

号）第七十七条第三項に規定する登録教習機関が行う講習で都道府県労働局長が定めるものを修了したものをずい道等の掘削等作業主任

者に選任することができる。

附　則　（令和二年七月一日厚生労働省令第一三四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第一条中石綿障害予防規則第六条の二の改正規定並びに附則第三条第二項及び第六条の規定　令和二年十月一日

（届出に関する経過措置等）

第四条　新石綿則第五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる作業又は第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則（以下この項及び次

項において「新安衛則」という。）第九十条第五号の二若しくは第五号の三に掲げる仕事であって、施行日前に開始されるものについて

は、新石綿則第五条第一項及び新安衛則第九十条の規定は適用せず、旧石綿則第五条第一項及び第三条の規定による改正前の労働安全衛

生規則第九十条第五号の二の規定は、なおその効力を有する。

２　新安衛則第九十条第五号の二又は第五号の三に掲げる仕事であって、施行日後に開始されるものに係る労働安全衛生法（昭和四十七年

法律第五十七号）第八十八条第三項の規定による計画の届出は、この省令の施行前においても、同項及び労働安全衛生規則第九十一条第

二項の規定の例により行うことができる。

（罰則に関する経過措置）

第六条　この省令（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びに附則第

二条第一項、第三条及び第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対す

る罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（令和二年八月二八日厚生労働省令第一五四号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令（次項において「旧省令」という。）の規定によりされている報告は、

この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

３　この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り

繕って使用することができる。

附　則　（令和二年一二月二日厚生労働省令第一九三号）

この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（令和二年政令第三百四十号）の施行の日（令和三年一月一日）から施行す

る。

附　則　（令和二年一二月一五日厚生労働省令第二〇〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（計画の作成に参画する者の資格等に関する経過措置）

第二条　この省令による改正後の労働安全衛生規則別表第九の規定の適用については、建築士法の一部を改正する法律（平成三十年法律第

九十三号）の施行の日（令和二年三月一日）前に建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）第十二条第一項の一級建築士試験に合格した
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者（次項において「施行前一級建築士試験合格者」という。）は、建築士法の一部を改正する法律による改正後の建築士法第四条第二項

に規定する一級建築士の免許を受けることができる者（次項において「一級建築士免許権利者」という。）とみなす。

（罰則に関する経過措置）

第三条　第一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和三年二月二五日厚生労働省令第四〇号）

（施行期日）

第一条　この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第十五号から様式第十八号までの改正規定

は、令和四年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令（前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。）の施行の際現にあるこの省令による

改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和三年三月二二日厚生労働省令第五三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中労働安全衛生規則別表第三の改正規定（「建設機械施工技術検定」を「建

設機械施工管理技術検定」に改める部分に限る。）及び第四条の規定は、建設業法施行令の一部を改正する政令（令和二年政令第百七十

四号。附則第三条において「第百七十四号政令」という。）の施行の日（令和三年四月一日。附則第三条において「改正令施行日」とい

う。）から施行する。

（業務につくことができる者に関する経過措置）

第三条　この省令による改正後の労働安全衛生規則別表第三の規定の適用については、この省令の施行の日前に建設業法施行令の一部を改

正する政令（令和二年政令第百七十一号）による改正前の建設業法施行令（昭和三十一年政令第二百七十三号）第二十七条の三に規定す

る建設機械施工技術検定に合格した者及び改正令施行日前に建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工技術検定に合格した者

は、第百七十四号政令による改正後の建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者とみなす。

（罰則に関する経過措置）

第四条　この省令（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお

従前の例による。

附　則　（令和三年一二月一日厚生労働省令第一八八号）　抄

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和四年一月一九日厚生労働省令第八号）

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附　則　（令和四年二月二四日厚生労働省令第二五号）

この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（令和四年政令第五十一号）の施行の日（令和五年四月一日）から施行す

る。ただし、第二条の規定は、同令中別表第九の改正規定の施行の日（令和六年四月一日）から施行する。

附　則　（令和四年四月一五日厚生労働省令第八二号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附　則　（令和四年四月二八日厚生労働省令第八三号）

（施行期日）

１　この省令は、令和四年十月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則（次項において「旧安衛則」という。）様式第六号

の報告書（労働安全衛生規則第四十八条の健康診断（定期のものに限る。）に係るものに限る。）は、この省令による改正後の労働安全衛

生規則様式第六号の二の報告書とみなす。

３　この省令の施行の際現にある旧安衛則に定める報告書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

４　この省令の施行の日前に行われた労働安全衛生規則第四十八条の健康診断（定期のものに限る。）に係る同令第五十二条の規定の適用

については、なお従前の例による。

附　則　（令和四年五月三一日厚生労働省令第九一号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定　令和五年四月一日

二　第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定　令和六年四月一日

（型式検定に関する経過措置）

第二条　第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第二十九条の二各号に掲げる防毒マスク（労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五

十七号）第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備していることを同法第四十四条の二第一項の登録型式検定機関が認めたものに限

る。）であって、この省令の施行の日において現に存するものは、令和九年五月三十日までの間、同項の型式検定に合格しているものと

みなす。

（様式に関する経過措置）

第三条　この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則様式第十号の申請書は、同条の規定による

改正後の労働安全衛生規則様式第十号の申請書とみなす。
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第四条　この省令（附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定（第四条及び第八条に限る。）。以下同じ。）の施行の際現にある

この省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

（罰則に関する経過措置）

第五条　附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（令和四年八月二二日厚生労働省令第一一二号）

この省令は、令和四年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

附　則　（令和五年一月一八日厚生労働省令第五号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和五年三月一四日厚生労働省令第二二号）

この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、第五百六十一条の次に一条を加える改正規定は、令和六年四月一日から施行す

る。

附　則　（令和五年三月二七日厚生労働省令第二九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和五年十月一日から施行する。

（規格に適合した機械等の使用に関する経過措置）

第二条　労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令（令和五年政令第六十九号）第一条の規定による改

正後の労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）第十三条第五項の表法別表第二第十六号に掲げる電動ファン付き呼吸用

保護具の項の下欄に規定するハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び第三条の規定による改

正後の労働安全衛生規則第二十六条の二に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具で、令和六年十月一日前に製造され、

又は輸入されたものについては、令和八年九月三十日までの間は、労働安全衛生規則第二十七条の規定は、適用しない。

附　則　（令和五年三月二八日厚生労働省令第三三号）

この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年二月一日から施行する。

附　則　（令和五年四月三日厚生労働省令第六六号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、令和六年一月一日から施行する。

附　則　（令和五年四月二四日厚生労働省令第七〇号）　抄

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和五年八月三〇日厚生労働省令第一〇八号）

この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（令和五年政令第二百六十五号）第一条の規定の施行の日から施行する。

附　則　（令和五年九月二九日厚生労働省令第一二一号）

（施行期日）

１　この省令は、令和七年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令による改正後の労働安全衛生規則別表第二（次項において「新別表第二」という。）の１、２、５、６、９、１７、２１、２

７、３７、４５から４８まで、５３から５５まで、６２、６５、６７、７２、７４、８０、８１、８４、９０、９２、１０４、１０６か

ら１０８まで、１１２、１１５、１１８、１１９、１２４、１２６、１２７、１２９、１３０、１４２、１４６、１４８、１４９、１５

１、１５５、１５６、１６２から１６５まで、１７０、１７８、１７９、１９２、１９４、１９６、１９８、２００、２０３、２０４、

２０６、２１０、２１５から２１８まで、２２１、２２２、２２４、２２６、２３１、２３４、２３６、２３７、２４１、２４４、２４

９、２５１、２５４、２５６、２７５、２８２、２８５、２８７から２９０まで、３１０、３１５、３１７、３２３、３２９、３３０、

３３４、３４２、３４８、３５０、３５１、３５４、３５６、３５７、３５９、３６２から３６４まで、３６８、３７４、３７９、３８

３から３８７まで、３８９、３９１から３９３まで、３９６、４０４、４０５、４０９から４１２まで、４１４、４１５、４１７、４３

２、４３４から４３６まで、４３９、４４１、４４６から４４９まで、４５４、４５７、４５８、４６２、４６４、４６６、４７４、４

７５、４７７、４７８、４８１、４８３、４８６、４８８、４９０、４９３、４９７、５０１、５０３、５０９、５１１、５１４から５

１６まで、５２０、５２２、５２３、５２５、５３０から５３２まで、５３５、５３６、５３９、５４２、５４３、５４８、５４９、５

５５、５５９、５６４から５６７まで、５７０、５７５、５８５、５８７、５９３、５９４、５９６、５９７、６０５、６１０、６１

２、６１３、６１５、６２２、６２８、６３４、６３７、６４５から６４７まで、６５２、６５４、６５５、６５８、６５９、６６７、

６６９、６７０、６７３、６８０、６９２、６９４、６９５、６９８、６９９、７０２、７０９、７１０、７１２、７１５、７１８、７

２３、７２５、７２７、７３２、７３３、７４３から７４５まで、７５４、７５８、７５９、７６２、７６３、７６５、７６７、７６

８、７７０、７７５、７７７、７８４、７８７、７９０、７９８、８０１、８０３から８０９まで、８１６から８１９まで、８２５、８

３３、８３４、８３７、８３８、８４２、８４６、８４９、８５０、８５５から８５７まで、８６０、８６９、８７２、８７３、８７５

から８８０まで、８８５、８８６、８９３、８９７、９０７、９０８、９１１、９１２、９１８、９１９、９２１、９２２、９２４、９

２５、９２７、９２９、９３０、９３３、９３６、９４５、９４６、９４９、９５０、９５２、９５５、９５７から９５９まで、９６１

から９６３まで、９６５、９６８、９７１から９７３まで、９７５、９７６、９７８、９７９、９８３、９８５から９８８まで、９９

２、９９４、１００５、１００７、１００８、１０１１、１０１３から１０１５まで、１０３２、１０３４、１０３５、１０３９、１０

４１、１０４３、１０４４、１０４９、１０５０、１０５２、１０５３、１０５５、１０５７、１０６０、１０６２、１０６４から１０

６６まで、１０７０、１０７３、１０７４、１０７６、１０７８から１０８０まで、１０８４、１０８６、１０８９から１０９２まで、

１０９９、１１０１、１１０６、１１０７、１１０９、１１１５、１１１７、１１２４、１１２５、１１３２、１１３４から１１３６ま

で、１１３９、１１４０、１１４４、１１４６、１１４９、１１５３、１１５５、１１５７、１１５９から１１６１まで、１１６３、１

１６８、１１７３、１１７４、１１７７、１１７９、１１８０、１１８５から１１８８まで、１１９１、１１９５、１２０５、１２０

９、１２２９から１２３２まで、１２３６、１２３９、１２４２、１２４４、１２５０、１２５２、１２６０、１２６１、１２６５から

１２６７まで、１２７１から１２７６まで、１２７９、１２８０、１２８３、１２８４、１２８７、１２９７、１３０４から１３０７ま

で、１３１４、１３２１、１３２３、１３２８、１３３１から１３３３まで、１３３６、１３３９、１３４１、１３４４、１３４５、１

３５１、１３６１、１３６５、１３７０、１３７２、１３７７、１３８２から１３８６まで、１３８９、１３９３、１３９６から１３９

９まで、１４０１から１４０５まで、１４１１、１４１３、１４１４、１４１６、１４１７、１４１９、１４２０、１４２２から１４２
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５まで、１４２７から１４３０まで、１４３２、１４３４、１４４０から１４４５まで、１４５２、１４５６、１４６３、１４６８、１

４７２、１４７８から１４８３まで、１４８５、１４８８、１４９０、１４９２から１４９６まで、１５０３、１５０４、１５０６、１

５０８、１５１０、１５１２から１５１４まで、１５１６、１５１８、１５２７、１５３４、１５３５、１５３８、１５４０、１５４

４、１５４８、１５４９、１５５６、１５５８から１５６０まで、１５６４、１５６８、１５７２、１５８８、１５８９、１５９３、１

５９５、１５９９から１６０２まで、１６０５から１６０７まで、１６１０、１６１１、１６１３、１６１４、１６２２、１６２３、１

６２６、１６２８から１６３０まで、１６３５、１６３６、１６４２、１６４５、１６４６、１６５０、１６５４から１６５６まで、１

６５８、１６５９、１６６３、１６６７、１６７１、１６７４、１６７５、１６７９、１６８３から１６８６まで、１６８９、１６９

０、１６９３、１６９５、１６９８、１６９９、１７０１、１７０３、１７０７、１７０８、１７１１、１７１５、１７２２、１７２

３、１７３２、１７３５から１７３７まで、１７４７、１７４８、１７５０、１７５２、１７５３、１７５６、１７５７、１７５９、１

７６２から１７６４まで、１７６８、１７７１、１７７５から１７７８まで、１７８２から１７８４まで、１７８８、１７９０、１７９

２、１７９４、１７９６、１７９８、１７９９、１８０２、１８０３、１８０９、１８１２、１８１６、１８１７、１８２０、１８２

１、１８２３から１８２５まで、１８４０から１８４２まで、１８４７、１８５６、１８６２、１８６４、１８６７、１８６９、１８７

４、１８７９から１８８１まで、１８８５、１８８９、１８９３、１８９７、１８９８、１９０１、１９０２、１９０４、１９０５、１

９１０、１９１５から１９１７まで、１９２３、１９２４、１９２７から１９２９まで、１９３１、１９３５、１９３６、１９３８、１

９３９、１９４６、１９４９、１９５０、１９５４、１９５６、１９５７、１９６２、１９６３、１９６５、１９６９から１９７１ま

で、１９８０、１９８２、１９８４、１９８７、１９９３、１９９６、１９９８、２００４、２００５、２００９、２０１９から２０２

２まで、２０３０、２０３２、２０３３、２０３５から２０３８まで、２０４０、２０４６、２０４８、２０５２、２０５３、２０５

９、２０６１、２０６３、２０７０、２０７８、２０８２、２０８５、２０８６、２０８８、２０９６、２０９７、２０９９、２１０

２、２１０４、２１０６、２１１１から２１１３まで、２１１５、２１１６、２１１８、２１１９、２１２２、２１２３、２１２５から

２１２８まで、２１３２、２１３３、２１３９から２１４１まで、２１４４、２１４７、２１５３、２１５５、２１５７、２１５９、２

１６６、２１６８、２１７１から２１７４まで、２１７６、２１７７、２１７９、２１８４、２１８６、２１８７、２１９０、２１９

１、２１９３、２１９４、２１９６、２２０４、２２０６、２２１３から２２１５まで、２２３５、２２４１、２２４３、２２４８、２

２５０、２２５８から２２６０まで、２２６２、２２７３及び２２７５の項に掲げる物については、令和八年三月三十一日までの間は、

労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第五十七条並びに第五十七条の二第一項及び第二項の規定は、適用しない。

（労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項及び第三条の厚生労働省令で定める物）

３　労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項及び第三条の厚生労働省令で定める物は、新別表第二の８、１０、１

２、１４、１８、２３、２５、３０から３６まで、３８、３９、４３、４９、５２、６１、６３、６４、６６、６９、７９、８２、８

３、８５、９１、９３、９６から１０１まで、１０５、１０９、１１０、１２０から１２３まで、１２８、１３３、１３５から１４１ま

で、１４３、１４４、１４７、１５３、１６０、１６１、１６６、１６９、１７２、１７６、１７７、１８０、１８１、１９１、１９

５、１９９、２０２、２０９、２１３、２１９、２２０、２２７、２２９、２３８から２４０まで、２４５、２４６、２４８、２５３、

２６８、２６９、２７４、２７６から２７８まで、２８０、２８３、２９４、２９８、３０５から３０７まで、３１１、３１３、３１

４、３１８、３２０、３２５、３３２、３３３、３３５、３３６、３４５、３４９、３５２、３５５、３６６、３６７、３７３、３８

０、３８１、３８８、３９４、３９７から３９９まで、４０２、４０６、４０７、４２０から４２５まで、４２８から４３１まで、４３

３、４３８、４４０、４４２、４５０、４５２、４５６、４６７、４６９から４７２まで、４８０、４８４、４８７、４８９、４９１、

４９２、４９４から４９６まで、４９９、５００、５０６、５１０、５１２、５１３、５２１、５２４、５２７から５２９まで、５３

４、５４５、５４７、５５０、５５２から５５４まで、５５８、５６８、５６９、５７２、５７４、５８４、５９９、６００、６１４、

６１６、６２１、６２５、６３０、６３２、６３９、６４１、６５３、６５６、６５７、６６３、６６６、６６８、６７１、６７６、６

７９、６８１から６８３まで、６８７、６９１、６９３、７０１、７０３、７０５、７１１、７１６、７１７、７２０、７２６、７２

８、７３９から７４１まで、７４６、７５０、７５３、７５６、７７２から７７４まで、７７６、７８０、７８５、７８６、７８９、７

９２、７９３、７９６、７９９、８１１、８１２、８２１から８２４まで、８３１、８３２、８３６、８４０、８４１、８４４、８４

５、８５１、８５２（オルト―ジクロロベンゼン及びパラ―ジクロロベンゼンを除く。）から８５４まで、８５９、８６２から８６４ま

で、８６７、８６８、８８２、８８４、８８９、８９１、８９２、８９６、８９８から９０２まで、９０９、９１０、９１４、９１６、

９１７、９２０（二・四―ジニトロフェノールを除く。）、９２８、９３４、９３５、９３７、９３８、９４７、９４８、９５１、９５

３、９５４、９５６、９６０、９６９、９７４、９７７、９８４、９８９、９９１、９９３、９９７から９９９まで、１００２、１００

３、１００９、１０１６から１０２１まで、１０２３、１０２５から１０２９まで、１０３３、１０３８、１０４５、１０５４、１０５

６、１０５８、１０５９、１０６１、１０６３、１０６７、１０６８、１０７１、１０８１、１０９３、１０９６、１０９７、１１０２

から１１０５まで、１１０８、１１１１、１１１２、１１２６、１１３７、１１３８、１１４７、１１５０、１１５２、１１５６、１１

５８、１１６２、１１６４から１１６６まで、１１６９から１１７２まで、１１７５、１１７６、１１７８、１１８１から１１８３ま

で、１１８９、１１９０、１１９４、１１９６、１１９８から１２０２まで、１２０４、１２１０から１２１２まで、１２１６、１２１

９、１２２１、１２２３、１２２６から１２２８まで、１２３３から１２３５まで、１２３７、１２４０、１２４１、１２４５、１２５

１、１２５７、１２５９、１２６３、１２６４、１２７７、１２８１、１２８６、１２９０、１２９２から１２９４まで、１２９６、１

２９９、１３００、１３０２、１３０３、１３１０、１３１６から１３２０まで、１３２２、１３２４、１３２５、１３２７、１３２

９、１３３０、１３３８、１３４２、１３４８、１３５２から１３５４まで、１３５７、１３６０、１３６４、１３６６、１３６７、１

３７３、１３７６、１３７９、１３８１、１３８８、１３９１、１３９２、１３９４、１４００、１４０６、１４０７、１４１８、１４

２１、１４３８、１４３９、１４４６、１４４８、１４５０、１４５５、１４５７、１４５９、１４６４、１４７１、１４７６、１４９

９、１５００、１５０５、１５１１、１５１７、１５１９、１５２０、１５２８から１５３２まで、１５４１、１５４２、１５４５、１

５５３、１５５５、１５６３、１５６７、１５６９から１５７１まで、１５７３、１５７５から１５７７まで、１５７９、１５８０、１

５９４、１５９６から１５９８まで、１６０３、１６０４、１６１５、１６１６、１６２０、１６２５、１６３３、１６３４、１６３

７、１６３９から１６４１まで、１６４３、１６５１、１６６０、１６６２、１６６６、１６６９、１６７２、１６７６、１６７８、１

６８０、１６８７、１６９２、１６９４、１７０２、１７０６、１７２１、１７２７から１７２９まで、１７３１、１７３３、１７３

４、１７４０、１７４１、１７４９、１７５１、１７５４、１７５５、１７６１、１７６７、１７６９、１７７９、１７８６、１８０

０、１８０５、１８０６、１８１０、１８１４、１８１５、１８３２、１８３７から１８３９まで、１８４３、１８４８から１８５０ま

で、１８５３、１８５４、１８５８、１８６３、１８６５、１８６６、１８７０、１８７１、１８７５、１８７８、１８８３、１８８

４、１８９２、１８９５、１８９６、１９００、１９０３、１９０７から１９０９まで、１９１１、１９１４、１９１８から１９２１ま

で、１９４１、１９４２、１９４５、１９５１、１９５３、１９５５、１９６６から１９６８まで、１９７３、１９７４、１９７７、１

９７９、１９８６、１９９１、１９９２、１９９４、１９９５、２０００、２００１、２００３、２００８、２０１２、２０１６、２０

１７、２０２４、２０３９、２０４２、２０４７、２０５０、２０５１、２０５４、２０５８、２０６４から２０６６まで、２０６９、
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２０７２から２０７４まで、２０７６、２０７７、２０８９、２０９１、２０９３、２１０１、２１０３、２１０５、２１１０、２１１

４、２１１７、２１２０、２１２１、２１２４、２１２９、２１３１、２１３４、２１３６、２１４２、２１５６、２１６１（メチレン

ビス（四・一―フェニレン）＝ジイソシアネート（別名ＭＤＩ）を除く。）、２１６２、２１６７、２１７０、２１７８、２１８０、２１

８１、２１９５、２２００、２２０５、２２０９、２２１２、２２１９、２２２０、２２２７、２２３０、２２３４、２２３６から２２

４０まで、２２４２、２２４５、２２４７、２２４９、２２５１、２２６３及び２２７０の項に掲げる物とする。

附　則　（令和五年一二月一八日厚生労働省令第一五七号）　抄

この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律（令和四年法律第七十四号）の施行の日（令和五年十二月二十一日）から施行す

る。

附　則　（令和五年一二月二七日厚生労働省令第一六五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和六年三月一八日厚生労働省令第四五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和七年一月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　第一条の規定による改正前のじん肺法施行規則第三十七条第一項及び様式第八号、第五条の規定による改正前の労働安全衛生規則

第二条第二項、第四条第二項、第七条第二項、第十三条第二項、第五十二条、第五十二条の二十一、第百条（様式第二十三号に係る部分

を除く。）、様式第三号及び様式第六号から様式第六号の三まで並びに第六条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則第三十条の三及

び様式第三号の二の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。

第三条　事業者は、当分の間、第五条の規定による改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第九十七条第一項に規定する

方法による同項の報告に代えて、同項各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることができる。

第四条　事業者は、当分の間、新安衛則第九十七条第二項に規定する方法による同項の報告に代えて、同条第一項各号（第九号を除く。）

に掲げる事項及び休業日数を記載した書面により当該報告をすることができる。

附　則　（令和六年四月二五日厚生労働省令第七九号）

（施行期日）

１　この省令は、令和八年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第二条の規定　令和六年七月一日

二　次項の規定　令和七年一月一日

（準備行為）

２　第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第三十四条の四に規定する届出又は第三十四条の五、第

三十四条の八若しくは第三十四条の十に規定する確認の申請をしようとする者は、この省令の施行の日前においても、新安衛則第三十四

条の四又は第三十四条の五、第三十四条の八若しくは第三十四条の十の規定の例により、その届出又は申請を行うことができる。

附　則　（令和六年六月三日厚生労働省令第九五号）

この省令は、令和六年十月一日から施行する。

別表第一（第十六条、第十七条関係）

作業の区分 資格を有する者 名称

令第六条第一号の作業 高圧室内作業主任者免許を受けた者 高圧室内作業主任者

令第六条第二号の作業 ガス溶接作業主任者免許を受けた者 ガス溶接作業主任者

令第六条第三号の作業 林業架線作業主任者免許を受けた者 林業架線作業主任者

令第六条第四号の作業のうち取り扱うボイラーの伝

熱面積の合計が五百平方メートル以上の場合（貫流

ボイラーのみを取り扱う場合を除く。）における当

該ボイラーの取扱いの作業

特級ボイラー技士免許を受けた者 ボイラー取扱作業主任者

令第六条第四号の作業のうち取り扱うボイラーの伝

熱面積の合計が二十五平方メートル以上五百平方メ

ートル未満の場合（貫流ボイラーのみを取り扱う場

合において、その伝熱面積の合計が五百平方メート

ル以上のときを含む。）における当該ボイラーの取

扱いの作業

特級ボイラー技士免許又は一級ボイラー技士免許を受け

た者

令第六条第四号の作業のうち取り扱うボイラーの伝

熱面積の合計が二十五平方メートル未満の場合にお

ける当該ボイラーの取扱い作業

特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級

ボイラー技士免許を受けた者

令第六条第四号の作業のうち令第二十条第五号イか

らニまでに掲げるボイラーのみを取り扱う作業

特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許若しくは

二級ボイラー技士免許を受けた者又はボイラー取扱技能

講習を修了した者

令第六条第五号の作業 エツクス線作業主任者免許を受けた者 エツクス線作業主任者

令第六条第五号の二の作業 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けた者 ガンマ線透過写真撮影作

業主任者

令第六条第六号の作業 木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者 木材加工用機械作業主任

者

令第六条第七号の作業 プレス機械作業主任者技能講習を修了した者 プレス機械作業主任者

令第六条第八号の作業 乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者 乾燥設備作業主任者

令第六条第八号の二の作業 コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者 コンクリート破砕器作業

主任者

令第六条第九号の作業 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了

した者

地山の掘削作業主任者

143



令第六条第十号の作業 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了

した者

土止め支保工作業主任者

令第六条第十号の二の作業 ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者 ずい道等の掘削等作業主

任者

令第六条第十号の三の作業 ずい道等の覆工作業主任者技能講習を修了した者 ずい道等の覆工作業主任

者

令第六条第十一号の作業 採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者 採石のための掘削作業主

任者

令第六条第十二号の作業 はい作業主任者技能講習を修了した者 はい作業主任者

令第六条第十三号の作業 船内荷役作業主任者技能講習を修了した者 船内荷役作業主任者

令第六条第十四号の作業 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 型枠支保工の組立て等作

業主任者

令第六条第十五号の作業 足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 足場の組立て等作業主任

者

令第六条第十五号の二の作業 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了し

た者

建築物等の鉄骨の組立て

等作業主任者

令第六条第十五号の三の作業 鋼橋架設等作業主任者技能講習を修了した者 鋼橋架設等作業主任者

令第六条第十五号の四の作業 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 木造建築物の組立て等作

業主任者

令第六条第十五号の五の作業 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を

修了した者

コンクリート造の工作物

の解体等作業主任者

令第六条第十六号の作業 コンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者 コンクリート橋架設等作

業主任者

令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一

種圧力容器の取扱いの作業

化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を

修了した者

第一種圧力容器取扱作業

主任者

令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一

種圧力容器の取扱いの作業以外の作業

特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許若しくは

二級ボイラー技士免許を受けた者又は化学設備関係第一

種圧力容器取扱作業主任者技能講習若しくは普通第一種

圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者

令第六条第十八号の作業のうち、次の二項に掲げる

作業以外の作業

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

（講習科目を次項の金属アーク溶接等作業に係るものに

限定したもの（以下「金属アーク溶接等作業主任者限定

技能講習」という。）を除く。令第六条第二十号の作業

の項において同じ。）を修了した者

特定化学物質作業主任者

令第六条第十八号の作業のうち、金属をアーク溶接

する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウ

ジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又

は取り扱う作業（以下この項において「金属アーク

溶接等作業」という。）

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

（金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を含む。）を

修了した者

金属アーク溶接等作業主

任者

令第六条第十八号の作業のうち、特別有機溶剤又は

令別表第三第二号３７に掲げる物で特別有機溶剤に

係るものを製造し、又は取り扱う作業

有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者 特定化学物質作業主任者

（特別有機溶剤等関係）

令第六条第十九号の作業 鉛作業主任者技能講習を修了した者 鉛作業主任者

令第六条第二十号の作業 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を

修了した者

四アルキル鉛等作業主任

者

令第六条第二十一号の作業のうち、次の項に掲げる

作業以外の作業

酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水

素危険作業主任者技能講習を修了した者

酸素欠乏危険作業主任者

令第六条第二十一号の作業のうち、令別表第六第三

号の三、第九号又は第十二号に掲げる酸素欠乏危険

場所（同号に掲げる場所にあつては、酸素欠乏症に

かかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのあ

る場所として厚生労働大臣が定める場所に限る。）

における作業

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了し

た者

令第六条第二十二号の作業 有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者 有機溶剤作業主任者

令第六条第二十三号の作業 石綿作業主任者技能講習を修了した者 石綿作業主任者

備考　令第六条第四号の作業に係る伝熱面積の合計は、次に定めるところにより算定するものとする。

一　ボイラーの伝熱面積の算定方法は、ボイラー則第二条に規定するところによること。

二　貫流ボイラーについては、前号により算定した伝熱面積に十分の一を乗じて得た値を当該ボイラーの伝熱面積とすること。

三　廃熱ボイラーについては、その伝熱面積に二分の一を乗じて得た値を当該廃熱ボイラーの伝熱面積とすること。

四　令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーについては、その伝熱面積を算入しないこと。

五　ボイラーに圧力、温度、水位又は燃焼の状態に係る異常があつた場合に当該ボイラーを安全に停止させることができる機能その他の機

能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定めるものを備えたボイラーについては、当該ボイラー（当該ボイラーのうち、 大の

伝熱面積を有するボイラーを除く。）の伝熱面積を算入しないことができること。
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別表第２（第３０条、第３４条の２関係）

項 物 備

考

１ 亜鉛

２ 亜塩素酸ナトリウム

３ アクリルアミド

４ アクリル酸

５ アクリル酸イソオクチル

６ アクリル酸イソブチル

７ アクリル酸エチル

８ アクリル酸２―エチルヘキシル

９ アクリル酸２―エトキシエチル

１０ アクリル酸グリシジル

１１ アクリル酸２―（ジメチルアミノ）エチル

１２ アクリル酸ターシャリ―ブチル

１３ アクリル酸ノルマル―ブチル

１４ アクリル酸２―ヒドロキシエチル

１５ アクリル酸２―ヒドロキシプロピル

１６ アクリル酸メチル

１７ アクリル酸２―メトキシエチル

１８ ２―［（アクリロイルオキシ）メチル］―２―（ヒドロキシメチル）プロパン―１，３―ジイル＝ジアクリラート

１９ アクリロニトリル

２０ アクロレイン

２１ アザシクロトリデカン―２―オン

２２ アザチオプリン

２３ アジ化水素

２４ アジ化ナトリウム

２５ １―［（２Ｒ，４Ｓ，５Ｓ）―４―アジド―５―（ヒドロキシメチル）オキソラン―２―イル］―５―メチルピリミジン―２

，４―ジオン

２６ アジピン酸

２７ アジピン酸ジブチル

２８ アジポニトリル

２９ 亜硝酸イソブチル

３０ 亜硝酸イソプロピル

３１ 亜硝酸イソペンチル

３２ 亜硝酸カリウム

３３ 亜硝酸カルシウム

３４ 亜硝酸銀

３５ 亜硝酸ターシャリ―ブチル

３６ 亜硝酸ナトリウム

３７ 亜硝酸ブチル

３８ 亜硝酸メチル

３９ ２―（１―アジリジニル）エタノール

４０ アスファルト

４１ アセタゾラミド（別名アセタゾールアミド）

４２ アセチルアセトン

４３ アセチル＝クロリド

４４ アセチルサリチル酸（別名アスピリン）

４５ アセチル＝ブロミド

４６ ３―アセチル―６―メチル―２Ｈ―ピラン―２，４（３Ｈ）―ジオン

４７ アセチレン

４８ アセチレンジカルボン酸アミド

４９ アセトアニリド

５０ アセトアミド

５１ アセトアルデヒド

５２ ６―アセトキシ―２，４―ジメチル―１，３―ジオキサン

５３ アセト酢酸エチル

５４ アセト酢酸ブチル

５５ アセト酢酸メチル

５６ アセトニトリル

５７ アセトフェノン

５８ アセトン

５９ アセトンシアノヒドリン
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６０ アセトンチオセミカルバゾン

６１ アセナフチレン

６２ アセナフテン

６３ アゾジカルボンアミド

６４ ２，２'―アゾビスイソブチロニトリル

６５ アゾベンゼン（別名ジフェニルジアゼン）

６６ アトロピン

６７ 亜二チオン酸ナトリウム（別名ハイドロサルファイト）

６８ アニリン

６９ アニリン塩酸塩

７０ アニリンとホルムアルデヒドの重縮合物

７１ アフラトキシン

７２ アミドチオりん酸Ｏ，Ｓ―ジメチル

７３ アミド硫酸アンモニウム

７４ １―アミノ―９，１０―アントラキノン

７５ ２―アミノエタノール

７６ ２―アミノエタンチオール（別名システアミン）

７７ Ｎ―（２―アミノエチル）―２―アミノエタノール

７８ ３―アミノ―Ｎ―エチルカルバゾール

７９ Ｎ―アミノエチルピペラジン

８０ ２―アミノ―４―クロロフェノール

８１ ２―アミノ―５―クロロ―４―メチルベンゼンスルホン酸

８２ ５―アミノ―１―［２，６―ジクロロ―４―（トリフルオロメチル）フェニル］―４―エチルスルフィニル―１Ｈ―ピラゾー

ル―３―カルボニトリル（別名エチプロール）

８３ ５―アミノ―１―［２，６―ジクロロ―４―（トリフルオロメチル）フェニル］―３―シアノ―４―［（トリフルオロメチル）

スルフィニル］ピラゾール（別名フィプロニル）

８４ ２―アミノ―４，６―ジニトロフェノール

８５ ４―アミノジフェニルアミン

８６ ４―アミノ―６―ターシャリ―ブチル―３―メチルチオ―１，２，４―トリアジン―５（４Ｈ）―オン（別名メトリブジン）

８７ ３―アミノ―１Ｈ―１，２，４―トリアゾール（別名アミトロール）

８８ ４―アミノ―３，５，６―トリクロロピリジン―２―カルボン酸（別名ピクロラム）

８９ （Ｓ）―２―アミノ―３―［４―［ビス（２―クロロエチル）アミノ］フェニル］プロパン酸（別名メルファラン）

９０ （Ｓ）―２―アミノ―３―［４―（４―ヒドロキシ―３，５―ジヨードフェノキシ）―３，５―ジヨードフェニル］プロパ

ン酸

９１ ４―アミノ―１―［（２Ｒ，５Ｓ）―５―（ヒドロキシメチル）オキソラン―２―イル］ピリミジン―２（１Ｈ）―オン

９２ Ｌ―２―アミノ―４―［（ヒドロキシ）（メチル）ホスフィノイル］ブチリル―Ｌ―アラニル―Ｌ―アラニン

９３ Ｌ―２―アミノ―４―［（ヒドロキシ）（メチル）ホスフィノイル］ブチリル―Ｌ―アラニル―Ｌ―アラニンナトリウム塩

９４ ２―アミノ―４―［ヒドロキシ（メチル）ホスホリル］ブタン酸及びそのアンモニウム塩

９５ ２―アミノピリジン

９６ ４―アミノピリジン

９７ アミノフィリン

９８ ３―アミノ―１―プロパノール

９９ （３―アミノプロパン―１―イル）（カルボキシメチル）ジメチルアンモニウムのＮ―ココアシル誘導体内部塩

１０

０

１―アミノプロパン―２―オール

１０

１

３―アミノプロピルトリエトキシシラン

１０

２

３―アミノ―１―プロペン

１０

３

４―アミノ―１―ベータ―Ｄ―リボフラノシル―１，３，５―トリアジン―２（１Ｈ）―オン

１０

４

２―アミノベンゼンチオール

１０

５

３―アミノメチル―３，５，５―トリメチルシクロヘキシルアミン（別名イソホロンジアミン）

１０

６

２―［（４―アミノ―３―メチルフェニル）エチルアミノ］エタノール硫酸塩

１０

７

Ｎ―［２―［（４―アミノ―３―メチルフェニル）エチルアミノ］エチル］メタンスルホンアミドセスキ硫酸塩

１０

８

４―アミノ―３―メチル―６―フェニル―１，２，４―トリアジン―５（４Ｈ）―オン（別名メタミトロン）

１０

９

５―アミノ―２―メチルフェノール
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１１

０

２―アミノ―２―メチル―１―プロパノール

１１

１

亜硫酸水素ナトリウム

１１

２

亜硫酸＝１―［４―（ターシャリ―ブチル）フェノキシ］プロパン―２―イル＝（２―クロロエチル）

１１

３

アリルアルコール

１１

４

１―アリルオキシ―２，３―エポキシプロパン

１１

５

１―［２―（アリルオキシ）―２―（２，４―ジクロロフェニル）エチル］―１Ｈ―イミダゾール

１１

６

４―アリル―１，２―ジメトキシベンゼン

１１

７

アリル―ノルマル―プロピルジスルフィド

１１

８

アリル＝ヘキサノアート

１１

９

アリル＝ヘプタノアート

１２

０

４―アリル―２―メトキシフェノール（別名オイゲノール）

１２

１

亜りん酸

１２

２

亜りん酸ジメチル

１２

３

亜りん酸トリエチル

１２

４

亜りん酸トリフェニル

１２

５

亜りん酸トリメチル

１２

６

アルカノールアンモニウム―２，４―ジニトロ―６―（１―メチルプロピル）―フェノラート

１２

７

アルカノール（炭素数が１０から１６までのもの及びその混合物に限る。）

１２

８

２―［（アルキルオキシ）メチル］オキシラン（アルキル基の炭素数が１２から１４までのもの及びその混合物に限る。）

１２

９

アルキル硫酸エステルナトリウム（アルキル基の炭素数が１６から１８までのもの及びその混合物に限る。）

１３

０

アルゴン 高

圧

の

ガ

ス

の

状

態

の

も

の

に

限

る

。

１３

１

１７アルファ―アセチルオキシ―６―クロロ―プレグナ―４，６―ジエン―３，２０―ジオン

１３

２

３―（アルファ―アセトニルベンジル）―４―ヒドロキシクマリン（別名ワルファリン）

１３

３

アルファ，アルファ，アルファ―トリフルオロ―２，６―ジニトロ―Ｎ，Ｎ―ジプロピル―パラ―トルイジン（別名トリフル

ラリン）

１３

４

アルファ，アルファ―ジクロロトルエン

１３

５

（ＲＳ）―アルファ―シアノ―３―フェノキシベンジル＝Ｎ―（２―クロロ―アルファ，アルファ，アルファ―トリフルオロ

―パラ―トリル）―Ｄ―バリナート（別名フルバリネート）
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１３

６

アルファ―シアノ―３―フェノキシベンジル＝２―（４―クロロフェニル）―３―メチルブチラート

１３

７

（Ｓ）―アルファ―シアノ―３―フェノキシベンジル＝（Ｓ）―２―（４―クロロフェニル）―３―メチルブチラート（別名

エスフェンバレレート）

１３

８

アルファ―シアノ―３―フェノキシベンジル＝２，２―ジクロロ―１―（４―エトキシフェニル）―１―シクロプロパンカル

ボキシラート（別名シクロプロトリン）

１３

９

アルファ―シアノ―３―フェノキシベンジル＝３―（２，２―ジクロロビニル）―２，２―ジメチルシクロプロパンカルボキ

シラート（別名シペルメトリン）

１４

０

（Ｓ）―アルファ―シアノ―３―フェノキシベンジル＝３―（２，２―ジクロロビニル）―２，２―ジメチル―シス―シクロ

プロパンカルボキシラート

１４

１

（Ｓ）―アルファ―シアノ―３―フェノキシベンジル＝（１Ｒ，３Ｓ）―２，２―ジメチル―３―（１，２，２，２―テトラ

ブロモエチル）シクロプロパンカルボキシラート（別名トラロメトリン）

１４

２

（ＲＳ）―アルファ―シアノ―３―フェノキシベンジル＝２，２，３，３―テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート

（別名フェンプロパトリン）

１４

３

アルファ―シアノ―４―フルオロ―３―フェノキシベンジル＝３―（２，２―ジクロロビニル）―２，２―ジメチルシクロプ

ロパンカルボキシラート（別名シフルトリン）

１４

４

アルファ―ピネン

１４

５

アルファ―メチルスチレン

１４

６

アルミニウム＝トリス（ブタン―２―オラート）

１４

７

安息香酸

１４

８

安息香酸ベンジル

１４

９

安息香酸メチル

１５

０

アントラセン

１５

１

アントラセン―９，１０―ジオン（別名アントラキノン）

１５

２

アンモニア

１５

３

硫黄

１５

４

石綿 令

第

１

６

条

第

１

項

第

４

号

イ

か

ら

ハ

ま

で

に

掲

げ

る

物

で

同

号

の

厚

生

労

働
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省

令

で

定

め

る

も

の

に

限

る

。

１５

５

イソオクタノール

１５

６

イソキノリン

１５

７

３―イソシアナトメチル―３，５，５―トリメチルシクロヘキシル＝イソシアネート

１５

８

イソシアン酸３，４―ジクロロフェニル

１５

９

イソシアン酸メチル

１６

０

イソチオシアン酸アリル

１６

１

イソニコチン酸ヒドラジド（別名イソニアジド）

１６

２

イソフタロイル＝ジクロリド

１６

３

イソブチルアルデヒド

１６

４

イソブチルベンゼン

１６

５

イソブチロニトリル

１６

６

２―イソブトキシエタノール

１６

７

イソプレン

１６

８

４，４'―イソプロピリデンジフェノール（別名ビスフェノールＡ）

１６

９

４，４'―イソプロピリデンジフェノールと１―クロロ―２，３―エポキシプロパンの重縮合物 液

状

の

も

の

に

限

る

。

１７

０

Ｎ―イソプロピルアクリルアミド

１７

１

Ｎ―イソプロピルアニリン

１７

２

４―イソプロピルアニリン

１７

３

Ｎ―イソプロピルアミノホスホン酸Ｏ―エチル―Ｏ―（３―メチル―４―メチルチオフェニル）（別名フェナミホス）

１７

４

イソプロピルアミン

１７

５

イソプロピルエーテル

１７

６

イソプロピル＝３―クロロカルバニラート（別名クロルプロファム又はＩＰＣ）

１７

７

Ｎ―イソプロピル―Ｎ'―フェニル―パラ―フェニレンジアミン
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１７

８

１―イソプロピル―４―メチルシクロヘキサン

１７

９

（１Ｒ，２Ｓ，５Ｒ）―２―イソプロピル―５―メチルシクロヘキサン―１―オール

１８

０

２―イソプロピル―５―メチルフェノール（別名チモール）

１８

１

イソプロピル＝２―（４―メトキシビフェニル―３―イル）ヒドラジノホルマート（別名ビフェナゼート）

１８

２

イソペンチルアルコール（別名イソアミルアルコール）

１８

３

イソホロン

１８

４

一塩化硫黄

１８

５

一酸化炭素

１８

６

一酸化窒素

１８

７

一酸化二窒素

１８

８

イプシロン―カプロラクタム

１８

９

イブプロフェン

１９

０

２―イミダゾリジンチオン

１９

１

イミダゾール

１９

２

１，１'―［イミノジ（オクタメチレン）］ジグアニジン（別名イミノクタジン）

１９

３

４，４'―（４―イミノシクロヘキサ―２，５―ジエニリデンメチル）ジアニリン塩酸塩（別名ＣＩベイシックレッド９）

１９

４

４―［イミノ（２―ニトロソヒドラジノ）メチル］テトラゼン―１―カルボキシミドアミド

１９

５

イミノビスプロピルアミン

１９

６

インデノ［１，２，３―ｃｄ］ピレン

１９

７

インデン

１９

８

インドール

１９

９

１―（１Ｈ―インドール―４―イルオキシ）―３―（イソプロピルアミノ）プロパン―２―オール

２０

０

４―（１Ｈ―インドール―３―イル）ブタン酸

２０

１

ウレタン

２０

２

ウンデカン

２０

３

ウンデシルベンゼンスルホン酸並びにそのアンモニウム塩及びナトリウム塩

２０

４

１０―ウンデセナール

２０

５

エタノール

２０

６

エタン

２０

７

エタンチオール

２０

８

エチリデンノルボルネン

２０

９

Ｎ―エチルアニリン
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２１

０

２―エチルアミノ―４―イソプロピルアミノ―６―メチルチオ―１，３，５―トリアジン（別名アメトリン）

２１

１

エチルアミン

２１

２

Ｏ―エチル―Ｏ―（２―イソプロポキシカルボニルフェニル）―Ｎ―イソプロピルチオホスホルアミド（別名イソフェンホス）

２１

３

Ｎ―エチル―Ｏ―（２―イソプロポキシカルボニル―１―メチルビニル）―Ｏ―メチルチオホスホルアミド（別名プロペタン

ホス）

２１

４

エチルエーテル

２１

５

エチル＝２―［４―（６―クロロ―２―キノキサリニルオキシ）フェノキシ］プロピオナート（別名キザロホップエチル）

２１

６

エチル＝２―クロロ―３―［２―クロロ―５―［４―（ジフルオロメチル）―３―メチル―５―オキソ―４，５―ジヒドロ―

１Ｈ―１，２，４―トリアゾール―１―イル］―４―フルオロフェニル］プロパノアート

２１

７

Ｓ―エチル＝２―（４―クロロ―２―メチルフェノキシ）チオアセタート

２１

８

エチル―Ｎ―（ジエチルジチオホスホリルアセチル）―Ｎ―メチルカルバメート

２１

９

エチル＝２―ジエトキシチオホスホリルオキシ―５―メチルピラゾロ［１，５―ａ］ピリミジン―６―カルボキシラート（別

名ピラゾホス）

２２

０

エチルシクロヘキサン

２２

１

エチル―２，４―ジクロルフェニルチオノベンゼンホスホネイト

２２

２

５―エチル―５，８―ジヒドロ―８―オキソ―［１，３］ジオキソロ［４，５―ｇ］キノリン―７―カルボン酸（別名オキソ

リニック酸）

２２

３

Ｏ―エチル＝Ｓ，Ｓ―ジプロピル＝ホスホロジチオアート（別名エトプロホス）

２２

４

２―エチル―３，５―ジメチルピラジン

２２

５

エチル―セカンダリ―ペンチルケトン

２２

６

２―エチルチオメチルフェニル―Ｎ―メチルカルバメート（別名エチオフェンカルブ）

２２

７

エチルトリアセトキシシラン

２２

８

Ｎ―エチル―Ｎ―ニトロソ尿素

２２

９

Ｏ―エチル＝Ｏ―（６―ニトロ―メタ―トリル）＝セカンダリ―ブチルホスホルアミドチオアート（別名ブタミホス）

２３

０

エチル―パラ―ニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト（別名ＥＰＮ）

２３

１

４―エチル―１，１'―ビフェニル

２３

２

１―エチルピロリジン―２―オン

２３

３

Ｏ―エチル―Ｓ―フェニル＝エチルホスホノチオロチオナート（別名ホノホス）

２３

４

エチル＝３―フェニルカルバモイルオキシカルバニラート（別名デスメディファム）

２３

５

５―エチル―５―フェニルバルビツル酸（別名フェノバルビタール）

２３

６

２―エチルフェノール

２３

７

３―エチルフェノール

２３

８

２―エチルブタン酸

２３

９

Ｎ―（１―エチルプロピル）―２，６―ジニトロ―３，４―キシリジン（別名ペンディメタリン）

２４

０

２―エチルヘキサノイル＝クロリド

２４

１

２―エチル―１―ヘキサノール
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２４

２

Ｓ―エチル＝ヘキサヒドロ―１Ｈ―アゼピン―１―カルボチオアート（別名モリネート）

２４

３

２―エチルヘキサン酸

２４

４

２―エチルヘキサン―１，３―ジオール

２４

５

２―エチルヘキシルアミン

２４

６

エチル＝（Ｚ）―３―［Ｎ―ベンジル―Ｎ―［［メチル（１―メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル）アミノ］チオ］

アミノ］プロピオナート（別名アラニカルブ）

２４

７

エチルベンゼン

２４

８

Ｎ―エチル―メタ―トルイジン

２４

９

Ｎ―エチル―２―メチルアニリン

２５

０

（３Ｓ，４Ｒ）―３―エチル―４―［（１―メチル―１Ｈ―イミダゾール―５―イル）メチル］オキソラン―２―オン（別名

ピロカルピン）

２５

１

Ｎ―エチル―メチル―（２―クロル―４―メチルメルカプトフェニル）―チオホスホルアミド

２５

２

エチルメチルケトンペルオキシド

２５

３

５―エチル―２―メチルピリジン

２５

４

Ｎ―［３―（１―エチル―１―メチルプロピル）―１，２―オキサゾール―５―イル］―２，６―ジメトキシベンズアミド

（別名イソキサベン）

２５

５

Ｏ―エチル＝Ｓ―１―メチルプロピル＝（２―オキソ―３―チアゾリジニル）ホスホノチオアート（別名ホスチアゼート）

２５

６

４―エチルメルカプトフェニル―Ｎ―メチルカルバメート

２５

７

Ｎ―エチルモルホリン

２５

８

エチレン

２５

９

エチレンイミン

２６

０

エチレンオキシド

２６

１

エチレングリコール

２６

２

エチレングリコールジエチルエーテル（別名１，２―ジエトキシエタン）

２６

３

エチレングリコールモノイソプロピルエーテル

２６

４

エチレングリコールモノエチルエーテル（別名セロソルブ）

２６

５

エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート（別名セロソルブアセテート）

２６

６

エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル（別名ブチルセロソルブ）

２６

７

エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート

２６

８

エチレングリコールモノプロピルエーテル

２６

９

エチレングリコールモノベンジルエーテル（別名２―（ベンジルオキシ）エタノール）

２７

０

エチレングリコールモノメチルエーテル（別名メチルセロソルブ）

２７

１

エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート

２７

２

エチレンクロロヒドリン

２７

３

エチレンジアミン
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２７

４

エチレンジアミン四酢酸

２７

５

エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム

２７

６

エチレンジメタクリラート

２７

７

エチレンスルフィド（別名チイラン）

２７

８

Ｎ，Ｎ'―エチレンビス（ジチオカルバミン酸）亜鉛（別名ジネブ）

２７

９

Ｎ，Ｎ'―エチレンビス（ジチオカルバミン酸）マンガン（別名マンネブ）

２８

０

Ｎ，Ｎ'―エチレンビス（ジチオカルバミン酸）マンガンとＮ，Ｎ'―エチレンビス（ジチオカルバミン酸）亜鉛の錯化合物

（別名マンコゼブ又はマンゼブ）

２８

１

１，１'―エチレン―２，２'―ビピリジニウム＝ジブロミド（別名ジクアット）

２８

２

エトキシエテン

２８

３

６―エトキシ―１，２―ジヒドロ―２，２，４―トリメチルキノリン（別名エトキシキン）

２８

４

２―エトキシ―２，２―ジメチルエタン

２８

５

５―エトキシ―３―トリクロロメチル―１，２，４―チアジアゾール（別名エクロメゾール）

２８

６

２―（４―エトキシフェニル）―２―メチルプロピル＝３―フェノキシベンジルエーテル（別名エトフェンプロックス）

２８

７

１―エトキシ―２―プロパノール

２８

８

１―エトキシプロパノール及び２―エトキシプロパノールの混合物

２８

９

３―エトキシプロパン酸エチル

２９

０

エトキシベンゼン

２９

１

エピクロロヒドリン

２９

２

エフェドリン

２９

３

１，２―エポキシ―３―イソプロポキシプロパン

２９

４

１，２―エポキシ―３―（トリルオキシ）プロパン

２９

５

２，３―エポキシ―１―プロパナール

２９

６

２，３―エポキシ―１―プロパノール

２９

７

２，３―エポキシプロピル＝フェニルエーテル

２９

８

エマメクチン安息香酸塩（別名エマメクチンＢ１ａ安息香酸塩及びエマメクチンＢ１ｂ安息香酸塩の混合物）

２９

９

エメリー

３０

０

エリオナイト

３０

１

塩化亜鉛

３０

２

塩化アクリロイル

３０

３

塩化アリル

３０

４

塩化アンモニウム

３０

５

塩化カルシウム
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３０

６

塩化金（Ⅲ）（別名塩化第二金）

３０

７

塩化金酸

３０

８

塩化シアン

３０

９

塩化水素

３１

０

塩化ストロンチウム

３１

１

塩化スルホニル（別名塩化スルフリル）

３１

２

塩化チオニル

３１

３

塩化バナジウム（Ⅲ）（別名三塩化バナジウム）

３１

４

塩化バナジウム（Ⅳ）（別名四塩化バナジウム）

３１

５

塩化パラフィン（炭素数が１０から１３までのもの及びその混合物に限る。）

３１

６

塩化ビニル

３１

７

塩化プロパノイル

３１

８

塩化ベンザルコニウム

３１

９

塩化ベンジル

３２

０

塩化ベンゼンスルホニル

３２

１

塩化ベンゾイル

３２

２

塩化ホスホリル

３２

３

塩化リチウム

３２

４

塩基性フタル酸鉛

３２

５

塩酸ヒドロキシルアミン

３２

６

塩素

３２

７

塩素化カンフェン（別名トキサフェン）

３２

８

塩素化ジフェニルオキシド

３２

９

塩素化テルフェニル

３３

０

塩素酸並びにそのアンモニウム塩、カリウム塩及びナトリウム塩

３３

１

黄りん

３３

２

（１Ｒ，２Ｓ，３Ｒ，４Ｓ）―７―オキサビシクロ［２．２．１］ヘプタン―２，３―ジカルボン酸（別名エンドタール）

３３

３

オキシ三塩化バナジウム

３３

４

２，２'―オキシジエチルビス（アリルカルボナート）

３３

５

２，２'―オキシジエチルビス（クロロホルマート）

３３

６

オキシジエチレン＝ジアクリラート

３３

７

４，４'―オキシビス（２―クロロアニリン）
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３３

８

オキシビス（チオホスホン酸）Ｏ，Ｏ，Ｏ'，Ｏ'―テトラエチル（別名スルホテップ）

３３

９

４，４'―オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド

３４

０

１，１'―オキシビス（２，３，４，５，６―ペンタブロモベンゼン）（別名デカブロモジフェニルエーテル）

３４

１

オキシビスホスホン酸四ナトリウム

３４

２

（Ｓ）―オキシラン―２―イルメチル＝４―メチルベンゼンスルホナート

３４

３

オキシラン―２―カルボキサミド

３４

４

オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン

３４

５

オクタクロロスチレン

３４

６

オクタクロロナフタレン

３４

７

１，２，４，５，６，７，８，８―オクタクロロ―２，３，３ａ，４，７，７ａ―ヘキサヒドロ―４，７―メタノ―１Ｈ―イ

ンデン（別名クロルデン）

３４

８

オクタ―１，７―ジエン

３４

９

（Ｚ）―オクタデカ―９―エン―１―アミン

３５

０

オクタデカン―１―アミン

３５

１

１―オクタナール

３５

２

１―オクタノール

３５

３

２―オクタノール

３５

４

２―オクタノン

３５

５

オクタヒドロ―１，３，５，７―テトラニトロ―１，３，５，７―テトラゾシン（別名シクロテトラメチレンテトラニトロア

ミン）

３５

６

オクタフルオロシクロブタン 高

圧

の

ガ

ス

の

状

態

の

も

の

に

限

る

。

３５

７

オクタフルオロプロパン 高

圧

の

ガ

ス

の

状

態

の

も

の

に

限
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る

。

３５

８

オクタブロモジフェニルエーテル

３５

９

オクタメチルシクロテトラシロキサン

３６

０

オクタメチルピロホスホルアミド（別名シュラーダン）

３６

１

オクタン

３６

２

オクタン―３―オン

３６

３

オクタン酸メチル

３６

４

オクタン―１―チオール

３６

５

オクチルアミン（別名モノオクチルアミン）

３６

６

２―オクチル―４―イソチアゾリン―３―オン

３６

７

１―オクテン

３６

８

１―オクテン―３―オール

３６

９

オゾン

３７

０

オメガ―クロロアセトフェノン

３７

１

オーラミン

３７

２

オルト―アニシジン

３７

３

オルト―アミノフェノール

３７

４

オルトぎ酸トリメチル

３７

５

オルト―クロロスチレン

３７

６

オルト―クロロトルエン

３７

７

オルト―セカンダリ―ブチルフェノール

３７

８

オルト―ニトロアニソール

３７

９

オルト―ニトロアニリン

３８

０

オルト―ニトロフェノール

３８

１

オルト―フタルアルデヒド

３８

２

オルト―フタロジニトリル

３８

３

オルト―ブロモトルエン

３８

４

オルト―ブロモフェノール

３８

５

オルト―メチルベンジル＝クロリド

３８

６

オレイン酸アミド

３８

７

オロト酸

３８

８

過塩素酸
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３８

９

過塩素酸のアンモニウム塩、カリウム塩、ナトリウム塩及びマグネシウム塩

３９

０

過酢酸

３９

１

過酢酸ターシャリ―ブチル

３９

２

過酸化亜鉛

３９

３

過酸化カリウム

３９

４

過酸化カルシウム

３９

５

過酸化水素

３９

６

過酸化ストロンチウム

３９

７

過酸化ナトリウム

３９

８

過酸化尿素

３９

９

過酸化バリウム

４０

０

ガソリン

４０

１

カテコール

４０

２

過ほう酸ナトリウム並びにその一水和物及び四水和物

４０

３

カーボンブラック

４０

４

カリウム＝（Ｚ）―オレアート

４０

５

カリウム２，４―ジニトロフェノラート

４０

６

カリウムナトリウム合金

４０

７

カルシウム

４０

８

カルシウムシアナミド

４０

９

カルバゾール

４１

０

カルバミン酸２―ヒドロキシ―３―（２―メトキシフェノキシ）プロピル

４１

１

９―（２―カルボキシフェニル）―３，６―ビス（ジエチルアミノ）キサンチリウム＝クロリド

４１

２

ガンマ―ブチロラクトン

４１

３

ぎ酸

４１

４

ぎ酸イソブチル

４１

５

ぎ酸イソペンチル

４１

６

ぎ酸エチル

４１

７

ぎ酸ペンチル

４１

８

ぎ酸メチル

４１

９

キシリジン

４２

０

２，３―キシレノール
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４２

１

２，４―キシレノール

４２

２

２，５―キシレノール

４２

３

２，６―キシレノール

４２

４

３，４―キシレノール

４２

５

３，５―キシレノール

４２

６

キシレン

４２

７

キノリン及びその塩酸塩

４２

８

キモトリプシン

４２

９

金属「カリウム」

４３

０

金属「ナトリウム」

４３

１

金属「リチウム」

４３

２

銀（Ⅰ）２，４，６―トリニトロフェノラート

４３

３

グアニジン

４３

４

グアニジンの塩酸塩、硝酸塩及び炭酸塩

４３

５

クマリン

４３

６

クミンアルデヒド

４３

７

クメン

４３

８

グリオキサール

４３

９

グリオキシル酸

４４

０

グリコール酸

４４

１

クリセン

４４

２

グリホサート

４４

３

グルタルアルデヒド

４４

４

クレオソート油

４４

５

クレゾール

４４

６

クロトン酸

４４

７

Ｎ―（３―クロル―４―クロルジフルオロメチルチオフェニル）―Ｎ'，Ｎ'―ジメチルウレア

４４

８

２―クロル―１―（２，４―ジクロルフェニル）ビニルジメチルホスフェイト

４４

９

２―クロル―４，５―ジメチルフェニル―Ｎ―メチルカルバメート

４５

０

クロルスルホン酸

４５

１

クロロアセチル＝クロリド

４５

２

クロロアセトアミド
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４５

３

クロロアセトアルデヒド

４５

４

クロロアセトニトリル

４５

５

クロロアセトン

４５

６

２―クロロアニリン

４５

７

２―クロロアリル＝ジエチルジチオカルバマート

４５

８

６―クロロ―Ｎ―イソプロピル―１，３，５―トリアジン―２，４―ジアミン

４５

９

クロロエタン（別名塩化エチル）

４６

０

２―クロロエタンスルホニル＝クロリド

４６

１

２―クロロ―４―エチルアミノ―６―イソプロピルアミノ―１，３，５―トリアジン（別名アトラジン）

４６

２

２―（４―クロロ―６―エチルアミノ―１，３，５―トリアジン―２―イル）アミノ―２―メチルプロピオノニトリル（別名

シアナジン）

４６

３

Ｎ―（２―クロロエチル）―Ｎ'―シクロヘキシル―Ｎ―ニトロソ尿素

４６

４

（２―クロロエチル）トリメチルアンモニウム＝クロリド

４６

５

Ｎ―（２―クロロエチル）―Ｎ―ニトロソ―Ｎ'―［（２Ｒ，３Ｒ，４Ｓ，５Ｒ）―３，４，５，６―テトラヒドロキシ―１

―オキソヘキサン―２―イル］尿素

４６

６

（２―クロロエチル）ベンゼン

４６

７

２―クロロエチルホスホン酸

４６

８

Ｎ―（２―クロロエチル）―Ｎ'―（４―メチルシクロヘキシル）―Ｎ―ニトロソ尿素

４６

９

４―クロロ―３―エチル―１―メチル―Ｎ―［４―（パラトリルオキシ）ベンジル］ピラゾール―５―カルボキサミド（別名

トルフェンピラド）

４７

０

Ｎ―（２―クロロエチル）―Ｎ―（１―メチル―２―フェノキシエチル）ベンジルアミン塩酸塩

４７

１

２―クロロ―２'―エチル―Ｎ―（２―メトキシ―１―メチルエチル）―６'―メチルアセトアニリド（別名メトラクロール）

４７

２

５―クロロ―Ｎ―［２―［４―（２―エトキシエチル）―２，３―ジメチルフェノキシ］エチル］―６―エチルピリミジン―

４―アミン（別名ピリミジフェン）

４７

３

２―クロロ―Ｎ―（エトキシメチル）―Ｎ―（２―エチル―６―メチルフェニル）アセトアミド

４７

４

１―クロロオクタン

４７

５

（ＲＳ）―２―（４―クロロ―オルト―トリルオキシ）プロピオン酸（別名メコプロップ）

４７

６

４―クロロ―オルト―フェニレンジアミン

４７

７

クロロぎ酸アリル

４７

８

クロロぎ酸イソブチル

４７

９

クロロぎ酸エチル（別名クロロ炭酸エチル）

４８

０

クロロぎ酸ノルマルプロピル

４８

１

クロロぎ酸ベンジル

４８

２

３―クロロ―Ｎ―（３―クロロ―５―トリフルオロメチル―２―ピリジル）―アルファ，アルファ，アルファ―トリフルオロ

―２，６―ジニトロ―パラ―トルイジン（別名フルアジナム）

４８

３

１―［［２―［２―クロロ―４―（４―クロロフェノキシ）フェニル］―４―メチル―１，３―ジオキソラン―２―イル］メ

チル］―１Ｈ―１，２，４―トリアゾール（別名ジフェノコナゾール）

４８

４

１―クロロ―２―（クロロメチル）ベンゼン
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４８

５

クロロ酢酸

４８

６

２―クロロ酢酸イソプロピル

４８

７

クロロ酢酸エチル

４８

８

クロロ酢酸ナトリウム

４８

９

クロロ酢酸メチル

４９

０

２―クロロ―Ｎ―（２―シアノエチル）アセトアミド

４９

１

２―クロロ―２'，６'―ジエチル―Ｎ―（２―プロポキシエチル）アセトアニリド（別名プレチラクロール）

４９

２

２―クロロ―２'，６'―ジエチル―Ｎ―（メトキシメチル）アセトアニリド（別名アラクロール）

４９

３

クロロシクロヘキサン

４９

４

３―（４―クロロ―５―シクロペンチルオキシ―２―フルオロフェニル）―５―イソプロピリデン―１，３―オキサゾリジン

―２，４―ジオン（別名ペントキサゾン）

４９

５

３―クロロ―４―ジクロロメチル―５―ヒドロキシ―２（５Ｈ）―フラノン

４９

６

１―クロロ―２，４―ジニトロベンゼン

４９

７

１―クロロ―１，１―ジフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ―１４２ｂ）

４９

８

クロロジフルオロメタン（別名ＨＣＦＣ―２２）

４９

９

（Ｓ）―２―クロロ―Ｎ―（２，４―ジメチル―３―チエニル）―Ｎ―（２―メトキシ―１―メチルエチル）アセトアミド

（別名ジメテナミドＰ）

５０

０

１―クロロ―３，３―ジメチル―２―ブタノン

５０

１

３―クロロ―Ｎ―（４，６―ジメトキシピリミジン―２―イルカルバモイル）―１―メチル―４―（５―メチル―５，６―ジ

ヒドロ―１，４，２―ジオキサジン―３―イル）ピラゾール―５―スルホンアミド（別名メタゾスルフロン）

５０

２

クロロ炭酸フェニルエステル

５０

３

２―クロロ―１，１，１，２―テトラフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ―１２４）

５０

４

２―クロロ―６―トリクロロメチルピリジン（別名ニトラピリン）

５０

５

１―クロロ―４―（トリクロロメチル）ベンゼン

５０

６

１―クロロ―２，４，６―トリニトロベンゼン

５０

７

クロロトリフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ―１３３）

５０

８

２―クロロ―１，１，２―トリフルオロエチルジフルオロメチルエーテル（別名エンフルラン）

５０

９

クロロトリフルオロエチレン

５１

０

（ＲＳ）―１―［３―クロロ―４―（１，１，２―トリフルオロ―２―トリフルオロメトキシエトキシ）フェニル］―３―

（２，６―ジフルオロベンゾイル）尿素（別名ノバルロン）

５１

１

クロロトリフルオロメタン（別名ＣＦＣ―１３） 高

圧

の

ガ

ス

の

状

態

の

も

の

に

限
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る

。

５１

２

５―［２―クロロ―４―（トリフルオロメチル）フェノキシ］―２―ニトロ安息香酸ナトリウム

５１

３

クロロトリメチルシラン

５１

４

３―クロロトルエン

５１

５

１―クロロナフタレン

５１

６

４―クロロ―２―ニトロアニリン

５１

７

１―クロロ―１―ニトロプロパン

５１

８

２―クロロニトロベンゼン

５１

９

クロロピクリン

５２

０

２―クロロ―４，６―ビス（イソプロピルアミノ）―１，３，５―トリアジン

５２

１

２―クロロ―４，６―ビス（エチルアミノ）―１，３，５―トリアジン（別名シマジン又はＣＡＴ）

５２

２

３―クロロ―２―ヒドロキシプロパ―１―イル（トリメチル）アミニウム＝クロリド

５２

３

１―（２―クロロ―４―ピリジル）―３―フェニル尿素

５２

４

１―（６―クロロ―３―ピリジルメチル）―Ｎ―ニトロイミダゾリジン―２―イリデンアミン（別名イミダクロプリド）

５２

５

２―クロロピリジン

５２

６

３―（６―クロロピリジン―３―イルメチル）―１，３―チアゾリジン―２―イリデンシアナミド（別名チアクロプリド）

５２

７

（ＲＳ）―２―［２―（３―クロロフェニル）―２，３―エポキシプロピル］―２―エチルインダン―１，３―ジオン（別名

インダノファン）

５２

８

Ｎ―（３―クロロフェニル）カルバミン酸４―クロロ―２―ブチニル

５２

９

４―（２―クロロフェニル）―Ｎ―シクロヘキシル―Ｎ―エチル―４，５―ジヒドロ―５―オキソ―１Ｈ―テトラゾール―１

―カルボキサミド（別名フェントラザミド）

５３

０

（４ＲＳ，５ＲＳ）―５―（４―クロロフェニル）―Ｎ―シクロヘキシル―４―メチル―２―オキソ―１，３―チアゾリジン

―３―カルボキサミド（別名ヘキシチアゾクス）

５３

１

３―（４―クロロフェニル）―１，１―ジメチル尿素

５３

２

２―（４―クロロフェニル）―２―（１Ｈ―１，２，４―トリアゾール―１―イルメチル）ヘキサンニトリル（別名ミクロブ

タニル）

５３

３

４―［４―（４―クロロフェニル）―４―ヒドロキシピペリジン―１―イル］―１―（４―フルオロフェニル）ブタン―１―

オン（別名ハロペリドール）

５３

４

Ｏ―６―クロロ―３―フェニル―４―ピリダジニル＝Ｓ―オクチル＝チオカルボナート

５３

５

（ＲＳ）―４―（４―クロロフェニル）―２―フェニル―２―（１Ｈ―１，２，４―トリアゾール―１―イルメチル）ブチロ

ニトリル（別名フェンブコナゾール）

５３

６

４―クロロフェノキシ酢酸

５３

７

クロロフェノール

５３

８

２―クロロ―１，３―ブタジエン

５３

９

１―クロロブタン

５４

０

１―クロロ―２―プロパノール

５４

１

２―クロロ―１―プロパノール

５４

２

１―クロロプロパン
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５４

３

２―クロロプロパン

５４

４

３―クロロ―１，２―プロパンジオール

５４

５

３―クロロプロパンニトリル（別名ベータ―クロロプロピオニトリル）

５４

６

２―クロロプロピオン酸

５４

７

３―クロロプロピオン酸

５４

８

２―クロロプロピオン酸メチル

５４

９

（３―クロロプロピル）トリメトキシシラン

５５

０

クロロヘキシジン

５５

１

２―クロロベンジリデンマロノニトリル

５５

２

４―クロロベンジル＝Ｎ―（２，４―ジクロロフェニル）―２―（１Ｈ―１，２，４―トリアゾール―１―イル）チオアセト

イミダート

５５

３

１―（２―クロロベンジル）―３―（１―メチル―１―フェニルエチル）尿素（別名クミルロン）

５５

４

２―クロロベンズアルデヒド

５５

５

４―クロロベンズアルデヒド

５５

６

クロロベンゼン

５５

７

クロロペンタフルオロエタン（別名ＣＦＣ―１１５）

５５

８

３―クロロペンタフルオロ―１―プロペン

５５

９

１―クロロペンタン

５６

０

クロロホルム

５６

１

クロロメタン（別名塩化メチル）

５６

２

４―クロロ―２―メチルアニリン及びその塩酸塩

５６

３

Ｏ―３―クロロ―４―メチル―２―オキソ―２Ｈ―クロメン―７―イル＝Ｏ'，Ｏ''―ジエチル＝ホスホロチオアート

５６

４

１―（クロロメチル）―４―ニトロベンゼン

５６

５

（Ｅ）―Ｎ―［２―クロロ―５―［１―（６―メチルピリジン―２―イルメトキシイミノ）エチル］ベンジル］カルバミン酸

メチル（別名ピリベンカルブ）

５６

６

（４―クロロ―２―メチルフェノキシ）酢酸（別名ＭＣＰ又はＭＣＰＡ）

５６

７

４―（４―クロロ―２―メチルフェノキシ）ブタン酸

５６

８

４―クロロ―２―メチルフェノール

５６

９

４―クロロ―３―メチルフェノール

５７

０

２―クロロ―２―メチルプロパン

５７

１

１―クロロ―２―メチル―１―プロペン（別名１―クロロイソブチレン）

５７

２

３―クロロ―２―メチル―１―プロペン

５７

３

クロロメチルメチルエーテル

５７

４

２―クロロ―Ｎ―（３―メトキシ―２―チエニルメチル）―２'，６'―ジメチルアセトアニリド
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５７

５

けい素 粉

状

又

は

無

定

形

の

も

の

に

限

る

。

５７

６

軽油

５７

７

けつ岩油

５７

８

結晶質シリカ

５７

９

ケテン

５８

０

ゲルマン

５８

１

鉱油

５８

２

五塩化りん

５８

３

固形パラフィン

５８

４

ココアルキルアミン

５８

５

ココアルキルジメチルアミン＝オキシド

５８

６

五酸化バナジウム

５８

７

コハク酸ジメチル

５８

８

五
ふつ

弗化臭素

５８

９

コールタール

５９

０

コールタールナフサ

５９

１

コレカルシフェロール（別名ビタミンＤ３）

５９

２

酢酸

５９

３

酢酸亜鉛（Ⅱ）二水和物

５９

４

酢酸アリル

５９

５

酢酸エチル

５９

６

酢酸１―エトキシ―２―プロピル

５９

７

酢酸シクロヘキシル

５９

８

酢酸１，３―ジメチルブチル

５９

９

酢酸水銀（Ｉ）

６０

０

酢酸水銀（Ⅱ）
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６０

１

酢酸鉛

６０

２

酢酸ビニル

６０

３

酢酸ブチル

６０

４

酢酸プロピル

６０

５

酢酸ヘキシル

６０

６

酢酸ベンジル

６０

７

酢酸ペンチル（別名酢酸アミル）

６０

８

酢酸マンガン（Ⅱ）

６０

９

酢酸メチル

６１

０

酢酸１―メトキシ―２―プロピル

６１

１

サチライシン

６１

２

サフロール

６１

３

サリチルアルデヒド

６１

４

サリチル酸

６１

５

サリノマイシン及びその一ナトリウム塩

６１

６

三塩化チタン

６１

７

三塩化ほう素

６１

８

三塩化りん

６１

９

酸化亜鉛

６２

０

酸化カルシウム

６２

１

酸化セリウム（Ⅳ）

６２

２

酸化タングステン（Ⅵ）

６２

３

酸化チタン（Ⅳ）

６２

４

酸化鉄

６２

５

酸化ビスマス（Ⅲ）

６２

６

１，２―酸化ブチレン

６２

７

酸化プロピレン

６２

８

酸化マグネシウム

６２

９

酸化メシチル

６３

０

酸化りん（Ⅴ）（別名五酸化二りん）

６３

１

三酸化二ほう素

６３

２

三酸化バナジウム

164



６３

３

三臭化ほう素

６３

４

酸素 高

圧

の

ガ

ス

の

状

態

の

も

の

に

限

る

。

６３

５

三弗化アルミニウム

６３

６

三弗化塩素

６３

７

三弗化窒素

６３

８

三弗化ほう素

６３

９

三弗化ほう素ジエチルエーテル

６４

０

次亜塩素酸カルシウム

６４

１

１，４―ジアザビシクロ［２．２．２］オクタン（別名トリエチレンジアミン）

６４

２

Ｎ，Ｎ'―ジアセチルベンジジン

６４

３

ジアセトキシプロペン

６４

４

ジアセトンアルコール

６４

５

２，２'―ジアゼンジイルビス（４―メトキシ―２，４―ジメチルペンタンニトリル）

６４

６

Ｏ―（２―ジアゾアセチル）―Ｌ―セリン

６４

７

６―ジアゾ―２，４―ジニトロシクロヘキサ―２，４―ジエン―１―オン

６４

８

ジアゾメタン

６４

９

シアナミド

６５

０

２―シアノアクリル酸エチル

６５

１

２―シアノアクリル酸メチル

６５

２

シアノ酢酸

６５

３

（ＲＳ）―２―シアノ―Ｎ―［（Ｒ）―１―（２，４―ジクロロフェニル）エチル］―３，３―ジメチルブチラミド（別名ジ

クロシメット）

６５

４

２―シアノピリジン

６５

５

３―シアノピリジン

６５

６

Ｏ―（４―シアノフェニル）＝Ｏ―エチル＝フェニルホスホノチオアート

６５

７

ｒｅｌ―（Ｒ）―シアノ（３―フェノキシフェニル）メチル＝（１Ｓ，３Ｓ）―３―［（Ｚ）―２―クロロ―３，３，３―ト

リフルオロプロパ―１―エン―１―イル］―２，２―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート

６５

８

シアノ（３―フェノキシフェニル）メチル＝２，２―ジメチル―３―（２―メチルプロパ―１―エン―１―イル）シクロプロ

パン―１―カルボキシラート
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６５

９

１―［（ＥＺ）―２―シアノ―２―メトキシイミノアセチル］―３―エチル尿素（別名シモキサニル）

６６

０

２，４―ジアミノアニソール

６６

１

４，４'―ジアミノジフェニルエーテル

６６

２

４，４'―ジアミノジフェニルスルフィド

６６

３

４，４'―ジアミノジフェニルスルホン

６６

４

４，４'―ジアミノ―３，３'―ジメチルジフェニルメタン

６６

５

２，４―ジアミノトルエン

６６

６

１，５―ジアミノナフタレン

６６

７

２，４―ジアミノフェノール二塩酸塩

６６

８

１，２―ジアミノプロパン

６６

９

１，３―ジアミノプロパン

６７

０

４―ジアリルアミノ―３，５―ジメチルフェニル―Ｎ―メチルカルバメート

６７

１

ジアリルアミン

６７

２

四アルキル鉛

６７

３

シアン化亜鉛（Ⅱ）

６７

４

シアン化カリウム

６７

５

シアン化カルシウム

６７

６

シアン化銀（Ⅰ）

６７

７

シアン化水素

６７

８

シアン化ナトリウム

６７

９

シアン化白金バリウム

６８

０

シアン酸カリウム

６８

１

シアン酸ナトリウム

６８

２

１，４：３，６―ジアンヒドロ―２，５―ジ―Ｏ―ニトロ―Ｄ―グルシトール

６８

３

１，４：３，６―ジアンヒドロ―５―Ｏ―ニトロ―Ｄ―グルシトール

６８

４

（ＳＰ―４―２）―ジアンミンジクロリド白金（別名シスプラチン）

６８

５

ジイソブチルアミン

６８

６

ジイソブチルケトン

６８

７

ジイソプロパノールアミン

６８

８

２，３：４，５―ジ―Ｏ―イソプロピリデン―１―Ｏ―スルファモイル―ベータ―Ｄ―フルクトピラノース

６８

９

ジイソプロピルアミン

６９

０

ジイソプロピル―Ｓ―（エチルスルフィニルメチル）―ジチオホスフェイト
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６９

１

１，３―ジイソプロピルカルボジイミド

６９

２

ジイソプロピルチオカルバミン酸Ｓ―（２，３―ジクロロアリル）

６９

３

ジイソプロピルペルオキシジカルボナート

６９

４

ジイソプロピルベンゼン

６９

５

ジイソペンチルエーテル

６９

６

ジエタノールアミン

６９

７

Ｎ，Ｎ―ジエチル亜硝酸アミド

６９

８

Ｎ，Ｎ―ジエチルアニリン

６９

９

２，６―ジエチルアニリン

７０

０

２―（ジエチルアミノ）エタノール

７０

１

３―（ジエチルアミノ）プロピルアミン

７０

２

２―ジエチルアミノ―６―メチルピリミジル―４―ジエチルチオホスフェイト

７０

３

Ｏ―２―ジエチルアミノ―６―メチルピリミジン―４―イル＝Ｏ，Ｏ―ジメチル＝ホスホロチオアート（別名ピリミホスメチ

ル）

７０

４

ジエチルアミン

７０

５

Ｎ，Ｎ―ジエチルエチレンジアミン

７０

６

ジエチル―４―クロルフェニルメルカプトメチルジチオホスフェイト

７０

７

ジエチルケトン

７０

８

ジエチル―１―（２'，４'―ジクロルフェニル）―２―クロルビニルホスフェイト

７０

９

ジエチル―２，５―ジクロルフェニルメルカプトメチルジチオホスフェイト

７１

０

ジエチルジスルファン

７１

１

ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛

７１

２

ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム

７１

３

ジエチル―（１，３―ジチオシクロペンチリデン）―チオホスホルアミド

７１

４

ジエチルスチルベストロール（別名スチルベストロール）

７１

５

Ｎ，Ｎ―ジエチルチオカルバミン酸Ｓ―４―クロロベンジル（別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ）

７１

６

Ｎ，Ｎ'―ジエチルチオ尿素

７１

７

Ｎ，Ｎ―ジエチル―３―（２，４，６―トリメチルフェニルスルホニル）―１Ｈ―１，２，４―トリアゾール―１―カルボキ

サミド（別名カフェンストロール）

７１

８

ジエチルパラジメチルアミノスルホニルフェニルチオホスフェイト

７１

９

ジエチル―パラ―ニトロフェニルチオホスフェイト（別名パラチオン）

７２

０

Ｎ，Ｎ―ジエチル―パラ―フェニレンジアミン（別名Ｎ，Ｎ―ジエチル―１，４―ベンゼンジアミン）

７２

１

１，２―ジエチルヒドラジン

７２

２

Ｎ，Ｎ―ジエチルヒドロキシルアミン
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７２

３

ジエチルベンゼン

７２

４

ジエチルホスホロクロリドチオネート

７２

５

Ｎ，Ｎ―ジエチル―３―メチルベンズアミド

７２

６

ジエチレングリコール

７２

７

ジエチレングリコールジエチルエーテル

７２

８

ジエチレングリコールモノエチルエーテル

７２

９

ジエチレングリコールモノブチルエーテル

７３

０

ジエチレングリコールモノメチルエーテル（別名メチルカルビトール）

７３

１

ジエチレントリアミン

７３

２

１，１―ジエトキシエタン

７３

３

ジエトキシジメチルシラン

７３

４

四塩化炭素

７３

５

１，４―ジオキサン

７３

６

１，４―ジオキサン―２，３―ジイルジチオビス（チオホスホン酸）Ｏ，Ｏ，Ｏ'，Ｏ'―テトラエチル（別名ジオキサチオン）

７３

７

１，３―ジオキソラン

７３

８

２―（１，３―ジオキソラン―２―イル）―フェニル―Ｎ―メチルカルバメート

７３

９

ジ―オルト―トリルグアニジン

７４

０

１，３―ジカルバモイルチオ―２―（Ｎ，Ｎ―ジメチルアミノ）―プロパン塩酸塩

７４

１

シクロオクタ―１，５―ジエン

７４

２

シクロスポリン

７４

３

１，５，９―シクロドデカトリエン

７４

４

シクロプロパン

７４

５

シクロヘキサ―１―エン―１，２―ジカルボキシイミドメチル＝（１ＲＳ）―シス―トランス―２，２―ジメチル―３―（２

―メチルプロパ―１―エニル）シクロプロパンカルボキシラート（別名テトラメトリン）

７４

６

シクロヘキサ―４―エン―１，２―ジカルボン酸無水物

７４

７

シクロヘキサノール

７４

８

シクロヘキサノン

７４

９

シクロヘキサン

７５

０

シクロヘキサン―１，２―ジカルボン酸無水物

７５

１

シクロヘキシミド

７５

２

シクロヘキシルアミン

７５

３

Ｎ―（シクロヘキシルチオ）フタルイミド

７５

４

３―シクロヘキシル―５，６―トリメチレンウラシル

168



７５

５

２―シクロヘキシルビフェニル

７５

６

Ｎ―シクロヘキシル―２―ベンゾチアゾールスルフェンアミド

７５

７

シクロヘキセン

７５

８

シクロヘキセンオキシド

７５

９

シクロヘプタン

７６

０

シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン

７６

１

シクロペンタジエン

７６

２

シクロペンタノール

７６

３

シクロペンタノン

７６

４

シクロペンタン

７６

５

シクロペンテン

７６

６

シクロホスファミド及びその一水和物

７６

７

ジクロルジニトロメタン

７６

８

２，４―ジクロル―６―ニトロフェノール及びそのナトリウム塩

７６

９

２，４―ジクロルフェニル＝４'―ニトロフェニルエーテル（別名ＮＩＰ）

７７

０

１，４―ジクロル―２―ブチン

７７

１

ジクロロアセチレン

７７

２

２，４―ジクロロアニリン

７７

３

２，５―ジクロロアニリン

７７

４

３，４―ジクロロアニリン

７７

５

３，５―ジクロロアニリン

７７

６

２'，４―ジクロロ―アルファ，アルファ，アルファ―トリフルオロ―４'―ニトロメタトルエンスルホンアニリド（別名フ

ルスルファミド）

７７

７

２，４'―ジクロロ―アルファ―（５―ピリミジニル）ベンズヒドリル＝アルコール（別名フェナリモル）

７７

８

ジクロロエタン

７７

９

４，４'―（２，２―ジクロロエタン―１，１―ジイル）ジ（クロロベンゼン）

７８

０

ジクロロ（エチル）シラン

７８

１

ジクロロエチルホルマール

７８

２

ジクロロエチレン

７８

３

４，４'―（２，２―ジクロロエテン―１，１―ジイル）ジ（クロロベンゼン）

７８

４

１，２―ジクロロ―１―エトキシエタン

７８

５

（Ｚ）―２，３―ジクロロ―４―オキソ―２―ブテン酸

７８

６

１，１―ジクロロ―２―（２―クロロフェニル）―２―（４―クロロフェニル）エタン
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７８

７

４，６―ジクロロ―Ｎ―（２―クロロフェニル）―１，３，５―トリアジン―２―アミン

７８

８

ジクロロ酢酸

７８

９

ジクロロ酢酸＝クロリド

７９

０

２，２―ジクロロ酢酸メチル

７９

１

３，３'―ジクロロ―４，４'―ジアミノジフェニルメタン

７９

２

ジクロロジフェニルシラン

７９

３

１―（３，５―ジクロロ―２，４―ジフルオロフェニル）―３―（２，６―ジフルオロベンゾイル）尿素（別名テフルベンズ

ロン）

７９

４

ジクロロジフルオロメタン（別名ＣＦＣ―１２）

７９

５

１，３―ジクロロ―５，５―ジメチルイミダゾリジン―２，４―ジオン

７９

６

ジクロロ（ジメチル）シラン

７９

７

３，５―ジクロロ―２，６―ジメチル―４―ピリジノール（別名クロピドール）

７９

８

３，５―ジクロロ―Ｎ―（１，１―ジメチル―２―プロピニル）ベンズアミド（別名プロピザミド）

７９

９

ジクロロシラン

８０

０

ジクロロテトラフルオロエタン（別名ＣＦＣ―１１４）

８０

１

１，３―ジクロロ―１，３，５―トリアジン―２，４，６（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）―トリオン＝ナトリウム塩

８０

２

２，２―ジクロロ―１，１，１―トリフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ―１２３）

８０

３

１，２―ジクロロ―４―（トリフルオロメチル）ベンゼン

８０

４

２，３―ジクロロトルエン

８０

５

２，４―ジクロロトルエン

８０

６

２，５―ジクロロトルエン

８０

７

２，６―ジクロロトルエン

８０

８

３，４―ジクロロトルエン

８０

９

２，３―ジクロロ―１，４―ナフトキノン

８１

０

１，１―ジクロロ―１―ニトロエタン

８１

１

１，２―ジクロロ―３―ニトロベンゼン

８１

２

１，２―ジクロロ―４―ニトロベンゼン

８１

３

１，４―ジクロロ―２―ニトロベンゼン

８１

４

２，４―ジクロロ―１―ニトロベンゼン

８１

５

２，２―ジクロロ―Ｎ―［２―ヒドロキシ―１―（ヒドロキシメチル）―２―（４―ニトロフェニル）エチル］アセトアミド

（別名クロラムフェニコール）

８１

６

Ｎ―（２，３―ジクロロ―４―ヒドロキシフェニル）―１―メチルシクロヘキサンカルボキサミド（別名フェンヘキサミド）

８１

７

３，６―ジクロロピリダジン

８１

８

３―（３，５―ジクロロフェニル）―Ｎ―イソプロピル―２，４―ジオキソイミダゾリジン―１―カルボキサミド（別名イプ

ロジオン）
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８１

９

３，４―ジクロロフェニルカルバミン酸メチル

８２

０

３―（３，４―ジクロロフェニル）―１，１―ジメチル尿素（別名ジウロン）

８２

１

（ＲＳ）―２―（２，４―ジクロロフェニル）―３―（１Ｈ―１，２，４―トリアゾール―１―イル）プロピル＝１，１，

２，２―テトラフルオロエチル＝エーテル（別名テトラコナゾール）

８２

２

２―（２，４―ジクロロフェニル）―１―（１Ｈ―１，２，４―トリアゾール―１―イル）―２―ヘキサノール（別名ヘキサ

コナゾール）

８２

３

（２ＲＳ，４ＲＳ）―１―［２―（２，４―ジクロロフェニル）―４―プロピル―１，３―ジオキソラン―２―イルメチル］

―１Ｈ―１，２，４―トリアゾール及び（２ＲＳ，４ＳＲ）―１―［２―（２，４―ジクロロフェニル）―４―プロピル―

１，３―ジオキソラン―２―イルメチル］―１Ｈ―１，２，４―トリアゾールの混合物（別名プロピコナゾール）

８２

４

ジクロロ（フェニル）ホスフィン

８２

５

３―［１―（３，５―ジクロロフェニル）―１―メチルエチル］―３，４―ジヒドロ―６―メチル―５―フェニル―２Ｈ―

１，３―オキサジン―４―オン（別名オキサジクロメホン）

８２

６

（ＲＳ）―３―（３，５―ジクロロフェニル）―５―メチル―５―ビニル―１，３―オキサゾリジン―２，４―ジオン（別名

ビンクロゾリン）

８２

７

３―（３，４―ジクロロフェニル）―１―メトキシ―１―メチル尿素（別名リニュロン）

８２

８

２，４―ジクロロフェノキシエチル硫酸ナトリウム

８２

９

２，４―ジクロロフェノキシ酢酸

８３

０

（ＲＳ）―２―（２，４―ジクロロフェノキシ）プロピオン酸（別名ジクロルプロップ）

８３

１

２，４―ジクロロフェノール

８３

２

２，５―ジクロロフェノール

８３

３

２，６―ジクロロフェノール

８３

４

３，４―ジクロロフェノール

８３

５

１，４―ジクロロ―２―ブテン

８３

６

３，４―ジクロロ―１―ブテン

８３

７

１，１―ジクロロ―１―フルオロエタン（別名ＨＣＦＣ―１４１ｂ）

８３

８

２，４―ジクロロ―１―フルオロベンゼン

８３

９

ジクロロフルオロメタン（別名ＨＣＦＣ―２１）

８４

０

Ｎ―ジクロロフルオロメチルチオ―Ｎ'，Ｎ'―ジメチル―Ｎ―パラ―トリルスルファミド

８４

１

Ｎ―ジクロロフルオロメチルチオ―Ｎ'，Ｎ'―ジメチル―Ｎ―フェニルスルファミド

８４

２

２，３―ジクロロ―１―プロパノール

８４

３

１，２―ジクロロプロパン

８４

４

１，３―ジクロロプロパン

８４

５

１，３―ジクロロプロパン―２―オール

８４

６

３'，４'―ジクロロプロピオンアニリド

８４

７

２，２―ジクロロプロピオン酸

８４

８

１，３―ジクロロプロペン

８４

９

２，３―ジクロロプロペン
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８５

０

（ＲＳ）―１―［２，５―ジクロロ―４―（１，１，２，３，３，３―ヘキサフルオロプロポキシ）フェニル］―３―（２，

６―ジフルオロベンゾイル）尿素（別名ルフェヌロン）

８５

１

４，４'―ジクロロベンジル酸エチル

８５

２

ジクロロベンゼン

８５

３

２―［４―（２，４―ジクロロベンゾイル）―１，３―ジメチル―５―ピラゾリルオキシ］アセトフェノン（別名ピラゾキシ

フェン）

８５

４

２，６―ジクロロベンゾニトリル（別名ジクロベニル又はＤＢＮ）

８５

５

ジクロロペンタフルオロプロパン（別名ＨＣＦＣ―２２５）

８５

６

１，５―ジクロロペンタン

８５

７

２―［４―（２，４―ジクロロ―メタ―トルオイル）―１，３―ジメチル―５―ピラゾリルオキシ］―４―メチルアセトフェ

ノン（別名ベンゾフェナップ）

８５

８

ジクロロメタン（別名二塩化メチレン）

８５

９

ジクロロ（メチル）シラン

８６

０

ジコハク酸ペルオキシド

８６

１

四酸化オスミウム

８６

２

四酸化二窒素

８６

３

ジシアノ金（Ⅰ）酸カリウム

８６

４

２，３―ジシアノ―１，４―ジチアアントラキノン（別名ジチアノン）

８６

５

ジシアノメタン（別名マロノニトリル）

８６

６

ジシアン

８６

７

ジシクロヘキシルアミン及びその亜硝酸塩

８６

８

ジシクロヘキシルカルボジイミド

８６

９

Ｎ，Ｎ―ジシクロヘキシル―２―ベンゾチアゾールスルフェンアミド

８７

０

ジシクロペンタジエニル鉄

８７

１

ジシクロペンタジエン

８７

２

ジシラン

８７

３

Ｌ―システイン

８７

４

２，６―ジ―ターシャリ―ブチル―４―クレゾール

８７

５

３，５―ジ―ターシャリ―ブチルサリチル酸

８７

６

３―（３，５―ジ―ターシャリ―ブチル―４―ヒドロキシフェニル）プロパン酸メチル

８７

７

２，４―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール

８７

８

ジ―ターシャリ―ブチルペルオキシド

８７

９

２，４―ジ―ターシャリ―ペンチルフェノール

８８

０

２，５―ジ―ターシャリ―ペンチルベンゼン―１，４―ジオール

８８

１

１，３―ジチオラン―２―イリデンマロン酸ジイソプロピル（別名イソプロチオラン）
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８８

２

ジチオりん酸Ｏ―エチル―Ｓ，Ｓ―ジフェニル（別名エディフェンホス又はＥＤＤＰ）

８８

３

ジチオりん酸Ｏ―エチル―Ｏ―（４―メチルチオフェニル）―Ｓ―ノルマル―プロピル（別名スルプロホス）

８８

４

ジチオりん酸Ｓ―［２―クロロ―１―（１，３―ジオキソイソインドリン―２―イル）エチル］―Ｏ，Ｏ―ジエチル

８８

５

ジチオりん酸Ｓ―（４，６―ジアミノ―１，３，５―トリアジン―２―イルメチル）Ｏ，Ｏ―ジメチル

８８

６

ジチオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル

８８

７

ジチオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―Ｓ―（２―エチルチオエチル）（別名ジスルホトン）

８８

８

ジチオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―Ｓ―エチルチオメチル（別名ホレート）

８８

９

ジチオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―Ｓ―［（６―クロロ―２，３―ジヒドロ―２―オキソベンゾオキサゾリニル）メチル］（別

名ホサロン）

８９

０

ジチオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―Ｓ―（ターシャリ―ブチルチオメチル）（別名テルブホス）

８９

１

ジチオりん酸Ｏ―２，４―ジクロロフェニル―Ｏ―エチル―Ｓ―プロピル（別名プロチオホス）

８９

２

ジチオりん酸Ｓ―（２，３―ジヒドロ―５―メトキシ―２―オキソ―１，３，４―チアジアゾール―３―イル）メチル―Ｏ，

Ｏ―ジメチル（別名メチダチオン又はＤＭＴＰ）

８９

３

ジチオりん酸Ｏ，Ｏ―ジメチル

８９

４

ジチオりん酸Ｏ，Ｏ―ジメチル―Ｓ―［（４―オキソ―１，２，３―ベンゾトリアジン―３（４Ｈ）―イル）メチル］（別名

アジンホスメチル）

８９

５

ジチオりん酸Ｏ，Ｏ―ジメチル―Ｓ―１，２―ビス（エトキシカルボニル）エチル（別名マラチオン）

８９

６

ジチオりん酸Ｏ，Ｏ―ジメチル―Ｓ―［（Ｎ―メチルカルバモイル）メチル］（別名ジメトエート）

８９

７

ジチオりん酸Ｏ，Ｏ―ジメチルＳ―［（モルホリノカルボニル）メチル］

８９

８

ジチオりん酸Ｏ，Ｏ―ビス（２―エチルヘキシル）

８９

９

（３Ｒ，４Ｓ，５Ｓ，６Ｒ，７Ｒ，９Ｒ，１１Ｒ，１２Ｒ，１３Ｓ，１４Ｒ）―４―［（２，６―ジデオキシ―３―Ｃ―メチ

ル―３―Ｏ―メチル―アルファ―Ｌ―リボ―ヘキソピラノシル）オキシ］―１４―エチル―１２，１３―ジヒドロキシ―７―

メトキシ―３，５，７，９，１１，１３―ヘキサメチル―６―［［３，４，６―トリデオキシ―３―（ジメチルアミノ）―ベ

ータ―Ｄ―キシロ―ヘキソピラノシル］オキシ］オキサシクロテトラデカン―２，１０―ジオン（別名クラリスロマイシン）

９０

０

（３Ｒ，４Ｓ，５Ｓ，６Ｒ，７Ｒ，９Ｒ，１０Ｅ，１１Ｓ，１２Ｒ，１３Ｓ，１４Ｒ）―４―［（２，６―ジデオキシ―３―

Ｃ―メチル―３―Ｏ―メチル―アルファ―Ｌ―リボ―ヘキソピラノシル）オキシ］―１４―エチル―７，１２，１３―トリヒ

ドロキシ―１０―［（２―メトキシエトキシ）メトキシイミノ］―３，５，７，９，１１，１３―ヘキサメチル―６―［［３，

４，６―トリデオキシ―３―（ジメチルアミノ）―ベータ―Ｄ―キシロ―ヘキソピラノシル］オキシ］オキサシクロテトラデ

カン―２―オン（別名ロキシスロマイシン）

９０

１

ジデシル（ジメチル）アンモニウム＝クロリド

９０

２

シトラール

９０

３

ジナトリウム＝４―アミノ―３―［４'―（２，４―ジアミノフェニルアゾ）―１，１'―ビフェニル―４―イルアゾ］―５

―ヒドロキシ―６―フェニルアゾ―２，７―ナフタレンジスルホナート（別名ＣＩダイレクトブラック３８）

９０

４

ジナトリウム＝４―［（２，４―ジメチルフェニル）アゾ］―３―ヒドロキシ―２，７―ナフタレンジスルホナート（別名ポ

ンソーＭＸ）

９０

５

ジナトリウム＝８―［［３，３'―ジメチル―４'―［［４―［［（４―メチルフェニル）スルホニル］オキシ］フェニル］アゾ］

［１，１'―ビフェニル］―４―イル］アゾ］―７―ヒドロキシ―１，３―ナフタレンジスルホナート（別名ＣＩアシッドレ

ッド１１４）

９０

６

ジナトリウム＝３―ヒドロキシ―４―［（２，４，５―トリメチルフェニル）アゾ］―２，７―ナフタレンジスルホナート

（別名ポンソー３Ｒ）

９０

７

ジナトリウム＝２，２'―ビニレンビス［５―（４―モルホリノ―６―アニリノ―１，３，５―トリアジン―２―イルアミノ）

ベンゼンスルホナート］（別名ＣＩフルオレスセント２６０）

９０

８

２，４―ジニトロアニリン

９０

９

４，６―ジニトロ―オルト―クレゾールナトリウム

９１

０

２，４―ジニトロ―６―シクロヘキシルフェノール
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９１

１

３，７―ジニトロソ―１，３，５，７―テトラアザビシクロ［３．３．１］ノナン

９１

２

２，３―ジニトロトルエン

９１

３

２，４―ジニトロトルエン

９１

４

２，５―ジニトロトルエン

９１

５

２，６―ジニトロトルエン

９１

６

３，４―ジニトロトルエン

９１

７

３，５―ジニトロトルエン

９１

８

１，６―ジニトロピレン

９１

９

１，８―ジニトロピレン

９２

０

ジニトロフェノール

９２

１

３，７―ジニトロフルオランテン

９２

２

３，９―ジニトロフルオランテン

９２

３

ジニトロベンゼン

９２

４

５，７―ジニトロベンゾ［ｄ］［１，２，３］オキサジアゾール

９２

５

２，４―ジニトロ―６―（１―メチルプロピル）―フェニルアセテート

９２

６

２，４―ジニトロ―６―（１―メチルプロピル）―フェノール

９２

７

２，４―ジニトロ―６―メチルプロピルフェノールジメチルアクリレート

９２

８

ジニトロメチルヘプチルフェニルクロトナート（別名ジノカップ）

９２

９

２，４―ジニトロレソルシノール

９３

０

４，６―ジニトロレソルシノール

９３

１

２―（ジ―ノルマル―ブチルアミノ）エタノール

９３

２

ジ―ノルマル―プロピルケトン

９３

３

１，８―ジヒドロキシアントラキノン

９３

４

７―（２，３―ジヒドロキシプロピル）―１，３―ジメチル―３，７―ジヒドロ―１Ｈ―プリン―２，６―ジオン

９３

５

（１Ｓ，７ａＲ）―７―［［［（Ｒ）―２，３―ジヒドロキシ―２―［（Ｓ）―１―メトキシエチル］―３―メチルブタノイル］

オキシ］メチル］―２，３，５，７ａ―テトラヒドロ―１Ｈ―ピロリジン―１―イル＝（Ｚ）―２―メチルブタ―２―エノア

ート

９３

６

３，４―ジヒドロ―２Ｈ―ピラン

９３

７

２，３―ジヒドロ―６―プロピル―２―チオキソ―４（１Ｈ）―ピリミジノン（別名プロピルチオウラシル）

９３

８

３，４―ジヒドロ―２―メトキシ―２Ｈ―ピラン

９３

９

ジビニルスルホン（別名ビニルスルホン）

９４

０

ジビニルベンゼン

９４

１

２―ジフェニルアセチル―１，３―インダンジオン
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９４

２

ジフェニルアミン

９４

３

５，５―ジフェニル―２，４―イミダゾリジンジオン

９４

４

ジフェニルエーテル

９４

５

１，３―ジフェニルグアニジン

９４

６

ジフェニルジスルファン

９４

７

Ｎ，Ｎ'―ジフェニルチオ尿素

９４

８

Ｎ，Ｎ'―ジフェニル―パラ―フェニレンジアミン

９４

９

１，２―ジフェニルヒドラジン

９５

０

２，２―ジフェニル―２―ヒドロキシ酢酸

９５

１

ジフェンヒドラミン塩酸塩

９５

２

ジブタン―１―イル＝ホスホナート

９５

３

Ｎ―ジブチルアミノチオ―Ｎ―メチルカルバミン酸２，３―ジヒドロ―２，２―ジメチル―７―ベンゾ［ｂ］フラニル（別名

カルボスルファン）

９５

４

ジブチルアミン

９５

５

１，１―ジフルオロエタン

９５

６

ジフルオロ酢酸

９５

７

２，４―ジフルオロ―１―ニトロベンゼン

９５

８

４―（２，２―ジフルオロ―１，３―ベンゾジオキソール―４―イル）―１Ｈ―ピロール―３―カルボニトリル（別名フルジ

オキソニル）

９５

９

ジフルオロメタン

９６

０

ジプロピルアミン

９６

１

ジプロピルエーテル

９６

２

Ｎ，Ｎ―ジプロピルチオカルバミン酸Ｓ―エチル

９６

３

Ｎ，Ｎ―ジプロピルチオカルバミン酸Ｓ―プロピル

９６

４

ジプロピル―４―メチルチオフェニルホスフェイト

９６

５

３，５―ジブロム―４―ヒドロキシ―４'―ニトロアゾベンゼン

９６

６

１，２―ジブロモエタン（別名ＥＤＢ）

９６

７

１，２―ジブロモ―３―クロロプロパン

９６

８

ジブロモクロロメタン

９６

９

２，２―ジブロモ―２―シアノアセトアミド

９７

０

ジブロモジフルオロメタン

９７

１

ジブロモテトラフルオロエタン（別名ハロン―２４０２）

９７

２

２，４―ジブロモフェノール

９７

３

２，３―ジブロモ―１―プロパノール
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９７

４

１，３―ジブロモプロパン

９７

５

２，３―ジブロモプロパンニトリル

９７

６

ジブロモメタン

９７

７

２'，６'―ジブロモ―２―メチル―４'―トリフルオロメトキシ―４―トリフルオロメチル―１，３―チアゾール―５―カル

ボキサニリド（別名チフルザミド）

９７

８

ジベンジルエーテル

９７

９

ジベンゾ［ａ，ｈ］アクリジン

９８

０

ジベンゾ［ａ，ｊ］アクリジン

９８

１

ジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセン（別名１，２：５，６―ジベンゾアントラセン）

９８

２

ジベンゾイルペルオキシド

９８

３

７Ｈ―ジベンゾ［ｃ，ｇ］カルバゾール

９８

４

ジ（ベンゾチアゾール―２―イル）ジスルフィド

９８

５

ジベンゾ［ｂ，ｄ］チオフェン

９８

６

ジベンゾ［ａ，ｈ］ピレン

９８

７

ジベンゾ［ａ，ｉ］ピレン

９８

８

ジペンチルケトン

９８

９

ジペンテン

９９

０

ジボラン

９９

１

ジメチル亜鉛

９９

２

Ｎ，Ｎ―ジメチルアクリルアミド

９９

３

（ＲＳ）―Ｏ，Ｓ―ジメチル＝アセチルホスホルアミドチオアート（別名アセフェート）

９９

４

２'，４'―ジメチルアセトアセトアニリド

９９

５

Ｎ，Ｎ―ジメチルアセトアミド

９９

６

Ｎ，Ｎ―ジメチルアニリン

９９

７

２―（ジメチルアミノ）エタノール

９９

８

２―ジメチルアミノ―５，６―ジメチルピリミジル―４―Ｎ，Ｎ―ジメチルカルバメート

９９

９

５―ジメチルアミノ―１，２，３―トリチアン（別名チオシクラム）

１０

００

［４―［［４―（ジメチルアミノ）フェニル］［４―［エチル（３―スルホベンジル）アミノ］フェニル］メチリデン］シクロ

ヘキサン―２，５―ジエン―１―イリデン］（エチル）（３―スルホナトベンジル）アンモニウムナトリウム塩（別名ベンジ

ルバイオレット４Ｂ）

１０

０１

［４―［［４―（ジメチルアミノ）フェニル］（フェニル）メチリデン］シクロヘキサ―２，５―ジエン―１―イリデン］（ジ

メチル）アンモニウム＝クロリド（別名マラカイトグリーン塩酸塩）

１０

０２

３―（ジメチルアミノ）プロパンニトリル

１０

０３

３―［［（ジメチルアミノ）メチリデン］アミノ］フェニル＝メチルカルバマート＝一塩酸塩

１０

０４

ジメチルアミン
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１０

０５

ジメチル―（イソプロピルチオエチル）―ジチオホスフェイト

１０

０６

Ｎ，Ｎ―ジメチルエチルアミン

１０

０７

ジメチルエチルスルフィニルイソプロピルチオホスフェイト

１０

０８

１，１―ジメチルエチル＝１―メチル―１―フェニルエチル＝ペルオキシド

１０

０９

ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフェイト（別名チオメトン）

１０

１０

ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト（別名メチルジメトン）

１０

１１

ジメチルエーテル

１０

１２

ジメチルエトキシシラン

１０

１３

Ｎ―（１，１―ジメチル―３―オキソブチル）アクリルアミド

１０

１４

３，７―ジメチルオクタ―６―エナール

１０

１５

３，７―ジメチルオクタ―６―エン―１―イン―３―オール

１０

１６

３，７―ジメチルオクタ―１，６―ジエン―３―イル＝アセタート（別名酢酸リナリル）

１０

１７

３，７―ジメチル―１，６―オクタジエン―３―オール

１０

１８

（Ｅ）―３，７―ジメチルオクタ―２，６―ジエン―１―オール（別名ゲラニオール）

１０

１９

Ｎ，Ｎ―ジメチルオクタデシルアミン

１０

２０

３，７―ジメチルオクタン―３―オール

１０

２１

ジメチル＝４，４'―（オルト―フェニレン）ビス（３―チオアロファナート）（別名チオファネートメチル）

１０

２２

ジメチルカルバモイル＝クロリド

１０

２３

１，３―ジメチルキサンチン（別名テオフィリン）

１０

２４

３，７―ジメチルキサンチン（別名テオブロミン）

１０

２５

Ｎ，Ｎ―ジメチル―２―（２―クロロジベンゾ［ｂ，ｆ］チエピン―１１―イルオキシ）エチルアミン

１０

２６

ジメチルシアナミド

１０

２７

ジメチル―（ジエチルアミド―１―クロルクロトニル）―ホスフェイト

１０

２８

Ｎ，Ｎ―ジメチル―Ｎ，Ｎ―ジオクタデシルアンモニウム＝クロリド

１０

２９

Ｎ，Ｎ―ジメチルシクロヘキシルアミン

１０

３０

ジメチル―２，２―ジクロロビニルホスフェイト（別名ＤＤＶＰ）

１０

３１

ジメチルジスルフィド

１０

３２

ジメチルジチオカルバミン酸ナトリウム

１０

３３

２，２―ジメチル―２，３―ジヒドロ―１―ベンゾフラン―７―イル＝Ｎ―［Ｎ―（２―エトキシカルボニルエチル）―Ｎ―

イソプロピルスルフェナモイル］―Ｎ―メチルカルバマート（別名ベンフラカルブ）

１０

３４

２，５―ジメチル―２，５―ジ（ベンゾイルペルオキシ）ヘキサン

１０

３５

ジメチルスルホキシド

１０

３６

Ｎ，Ｎ―ジメチルチオカルバミン酸Ｓ―４―フェノキシブチル（別名フェノチオカルブ）
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１０

３７

Ｏ，Ｏ―ジメチル―チオホスホリル＝クロリド

１０

３８

Ｎ，Ｎ―ジメチルドデシルアミン

１０

３９

Ｎ，Ｎ―ジメチルドデシルアミン＝Ｎ―オキシド

１０

４０

ジメチル＝２，２，２―トリクロロ―１―ヒドロキシエチルホスホナート（別名ＤＥＰ）

１０

４１

Ｎ，Ｎ―ジメチル―４―ニトロソアニリン

１０

４２

Ｎ，Ｎ―ジメチルニトロソアミン

１０

４３

１，３―ジメチル尿素

１０

４４

ジメチル―Ｓ―パラクロルフェニルチオホスフェイト（別名ＤＭＣＰ）

１０

４５

Ｎ，Ｎ―ジメチル―パラ―トルイジン

１０

４６

ジメチル―パラ―ニトロフェニルチオホスフェイト（別名メチルパラチオン）

１０

４７

ジメチルヒドラジン

１０

４８

１，１'―ジメチル―４，４'―ビピリジニウム塩

１０

４９

２，５―ジメチルピラジン

１０

５０

２，６―ジメチルピリジン

１０

５１

２―（４，６―ジメチル―２―ピリミジニルアミノカルボニルアミノスルフォニル）安息香酸メチル（別名スルホメチュロン

メチル）

１０

５２

１，４―ジメチル―２―（１―フェニルエチル）ベンゼン

１０

５３

３，４―ジメチルフェニル―Ｎ―メチルカルバメート

１０

５４

３，５―ジメチルフェニル―Ｎ―メチルカルバメート

１０

５５

３，３―ジメチル―２―ブタノン

１０

５６

ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフェイト

１０

５７

３，３―ジメチルブタン―２―オール（別名ピナコリルアルコール）

１０

５８

３，３―ジメチルブタン酸＝３―メシチル―２―オキソ―１―オキサスピロ［４．４］ノナ―３―エン―４―イル（別名スピ

ロメシフェン）

１０

５９

Ｎ―（１，３―ジメチルブチル）―Ｎ'―フェニル―パラ―フェニレンジアミン

１０

６０

２'―［（ＲＳ）―１，３―ジメチルブチル］―５―フルオロ―１，３―ジメチルピラゾール―４―カルボキサニリド（別名

ペンフルフェン）

１０

６１

２，２―ジメチルプロパノイルクロライド（別名トリメチルアセチルクロライド）

１０

６２

２，２―ジメチルプロパン酸

１０

６３

Ｎ，Ｎ―ジメチルプロパン―１，３―ジアミン

１０

６４

Ｎ―（１，２―ジメチルプロピル）―Ｎ―エチルチオカルバミン酸Ｓ―ベンジル（別名エスプロカルブ）

１０

６５

２，５―ジメチルヘキサ―２，４―ジエン

１０

６６

２，６―ジメチルヘプタン―４―オール

１０

６７

Ｎ，Ｎ―ジメチルベンジルアミン

１０

６８

２，２―ジメチル―１，３―ベンゾジオキソール―４―イル―Ｎ―メチルカルバマート（別名ベンダイオカルブ）
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１０

６９

Ｎ，Ｎ―ジメチルホルムアミド

１０

７０

２，２―ジメチル―３―メチリデンビシクロ［２．２．１］ヘプタン（別名カンフェン）

１０

７１

２，２―ジメチル―３―（２―メチル―１―プロペニル）シクロプロパン―１―カルボン酸＝３―アリル―２―メチル―４―

オキソ―２―シクロペンテン―１―イル

１０

７２

（１Ｒ，３Ｒ）―２，２―ジメチル―３―（２―メチル―１―プロペニル）シクロプロパンカルボン酸（５―フェニルメチル

―３―フラニル）メチル

１０

７３

ジメチル―［２―（１'―メチルベンジルオキシカルボニル）―１―メチルエチレン］―ホスフェイト

１０

７４

Ｏ，Ｏ―ジメチル―Ｏ―（３―メチル―４―メチルスルフィニルフェニル）―チオホスフェイト（別名メスルフェンホス）

１０

７５

１，２―ジメトキシエタン

１０

７６

９，１０―ジメトキシ―５，６―ジヒドロ［１，３］ジオキソロ［４，５―ｇ］イソキノリノ［３，２―ａ］イソキノリン―

７―イウム＝クロリド

１０

７７

１―［（２，５―ジメトキシフェニル）アゾ］―２―ナフトール（別名シトラスレッドナンバー２）

１０

７８

３，４―ジメトキシベンズアルデヒド

１０

７９

１，２―ジメトキシベンゼン

１０

８０

１，３―ジメトキシベンゼン

１０

８１

２―［（ジメトキシホスフィノチオイル）チオ］―２―フェニル酢酸エチル（別名フェントエート又はＰＡＰ）

１０

８２

臭化エチル

１０

８３

臭化水素

１０

８４

臭化ベンジル

１０

８５

臭化メチル

１０

８６

臭化リチウム

１０

８７

しゆう酸

１０

８８

十三酸化八ほう素二ナトリウム四水和物

１０

８９

しゆう酸ジエチル

１０

９０

しゆう酸鉄（Ⅲ）三アンモニウム

１０

９１

しゆう酸鉄（Ⅲ）三ナトリウム

１０

９２

しゆう酸の二アンモニウム塩、二カリウム塩及び二ナトリウム塩

１０

９３

しゆう酸マンガン

１０

９４

臭素

１０

９５

臭素化ビフェニル

１０

９６

臭素酸カリウム

１０

９７

臭素酸ナトリウム

１０

９８

硝酸

１０

９９

硝酸亜鉛（Ⅱ）及びその六水和物

１１

００

硝酸アンモニウム
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１１

０１

硝酸２―エチルヘキシル

１１

０２

硝酸カリウム

１１

０３

硝酸カルシウム

１１

０４

硝酸水酸化ビスマス（Ⅲ）（別名次硝酸ビスマス）

１１

０５

硝酸ストリキニーネ

１１

０６

硝酸ストロンチウム

１１

０７

硝酸でん粉

１１

０８

硝酸ナトリウム

１１

０９

硝酸尿素

１１

１０

硝酸ノルマル―プロピル

１１

１１

硝酸ビスマス（Ⅲ）

１１

１２

硝酸マグネシウム及びその六水和物

１１

１３

硝酸リチウム

１１

１４

しよう脳

１１

１５

ジラウロイルペルオキシド

１１

１６

シラン

１１

１７

ジルコニウム

１１

１８

人造鉱物繊維

１１

１９

水酸化カリウム

１１

２０

水酸化カルシウム

１１

２１

水酸化セシウム

１１

２２

水酸化ナトリウム

１１

２３

水酸化リチウム

１１

２４

水素

１１

２５

水素化テルフェニル

１１

２６

水素化ナトリウム

１１

２７

水素化リチウム

１１

２８

スチレン

１１

２９

ステアリン酸ナトリウム

１１

３０

ステアリン酸鉛

１１

３１

ステアリン酸マグネシウム

１１

３２

ステアロイル＝クロリド
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１１

３３

ストリキニーネ

１１

３４

ストロンチウム

１１

３５

スルファミン酸

１１

３６

２―スルホヘキサデカン酸―１―メチルエステルナトリウム塩

１１

３７

ゼオライト

１１

３８

セカンダリ―ブチルアミン

１１

３９

４―セカンダリ―ブチル―２，６―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール

１１

４０

セカンダリ―ブチルベンゼン

１１

４１

石油エーテル

１１

４２

石油ナフサ

１１

４３

石油ベンジン

１１

４４

赤りん

１１

４５

セスキ炭酸ナトリウム

１１

４６

セミカルバジド塩酸塩

１１

４７

セリウム

１１

４８

Ｌ―セリル―Ｌ―バリル―Ｌ―セリル―Ｌ―グルタミル―Ｌ―イソロイシル―Ｌ―グルタミニル―Ｌ―ロイシル―Ｌ―メチオ

ニル―Ｌ―ヒスチジル―Ｌ―アスパラギニル―Ｌ―ロイシルグリシル―Ｌ―リシル―Ｌ―ヒスチジル―Ｌ―ロイシル―Ｌ―ア

スパラギニル―Ｌ―セリル―Ｌ―メチオニル―Ｌ―グルタミル―Ｌ―アルギニル―Ｌ―バリル―Ｌ―グルタミル―Ｌ―トリプ

トフィル―Ｌ―ロイシル―Ｌ―アルギニル―Ｌ―リシル―Ｌ―リシル―Ｌ―ロイシル―Ｌ―グルタミニル―Ｌ―アスパルチル

―Ｌ―バリル―Ｌ―ヒスチジル―Ｌ―アスパラギニル―Ｌ―フェニルアラニン（別名テリパラチド）

１１

４９

セルロイド類

１１

５０

センデュラマイシン

１１

５１

ダイオキシン類 令

別

表

第

３

第

１

号

３

に

掲

げ

る

物

に

該

当

す

る

も

の

を

除

く

。
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１１

５２

ターシャリ―ドデカンチオール

１１

５３

ターシャリ―ブチルアミン

１１

５４

２―ターシャリ―ブチルイミノ―３―イソプロピル―５―フェニルテトラヒドロ―４Ｈ―１，３，５―チアジアジン―４―オ

ン（別名ブプロフェジン）

１１

５５

ターシャリ―ブチル＝２―エチルペルオキシヘキサノアート

１１

５６

Ｎ―ターシャリ―ブチル―Ｎ'―（４―エチルベンゾイル）―３，５―ジメチルベンゾヒドラジド（別名テブフェノジド）

１１

５７

２―ターシャリ―ブチル―４―クレゾール

１１

５８

１―ターシャリ―ブチル―３―（２，６―ジイソプロピル―４―フェノキシフェニル）チオ尿素（別名ジアフェンチウロン）

１１

５９

５―ターシャリ―ブチル―３―（２，４―ジクロロ―５―イソプロポキシフェニル）―１，３，４―オキサジアゾール―２

（３Ｈ）―オン（別名オキサジアゾン）

１１

６０

１―（４―ターシャリ―ブチル―２，６―ジメチル―３，５―ジニトロフェニル）エタノン

１１

６１

１―（ターシャリ―ブチル）―３，５―ジメチル―２，４，６―トリニトロベンゼン

１１

６２

ターシャリ―ブチル＝４―［［［（１，３―ジメチル―５―フェノキシ―４―ピラゾリル）メチリデン］アミノオキシ］メチ

ル］ベンゾアート（別名フェンピロキシメート）

１１

６３

２―ターシャリ―ブチル―４，６―ジメチルフェノール

１１

６４

２―ターシャリ―ブチル―５―（４―ターシャリ―ブチルベンジルチオ）―４―クロロ―３（２Ｈ）―ピリダジノン（別名ピ

リダベン）

１１

６５

２―ターシャリ―ブチルヒドロキノン

１１

６６

ターシャリ―ブチル＝ヒドロペルオキシド

１１

６７

３―（４―ターシャリ―ブチルフェニル）―２―メチルプロパナール

１１

６８

２―（４―ターシャリ―ブチルフェノキシ）シクロヘキシル＝２―プロピニル＝スルフィット（別名プロパルギット又はＢＰ

ＰＳ）

１１

６９

２―ターシャリ―ブチルフェノール

１１

７０

４―ターシャリ―ブチルフェノール

１１

７１

ターシャリ―ブチル＝ペルオキシベンゾアート

１１

７２

Ｎ―（４―ターシャリ―ブチルベンジル）―４―クロロ―３―エチル―１―メチルピラゾール―５―カルボキサミド（別名テ

ブフェンピラド）

１１

７３

ターシャリ―ブチルベンゼン

１１

７４

４―（ターシャリ―ブチル）ベンゼン―１，２―ジオール

１１

７５

Ｎ―（ターシャリ―ブチル）―２―ベンゾチアゾールスルフェンアミド

１１

７６

２―ターシャリ―ブチル―５―メチルフェノール

１１

７７

ＯＯ―ターシャリ―ブチル＝モノペルオキシマレアート

１１

７８

２―ターシャリ―ブトキシエタノール

１１

７９

１―ターシャリ―ブトキシプロパン―２―オール

１１

８０

ターシャリ―ペンチル＝３，５，５―トリメチルペルオキシヘキサノアート

１１

８１

４―ターシャリ―ペンチルフェノール

１１

８２

多硫化ナトリウム

１１

８３

炭化カルシウム
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１１

８４

炭化けい素

１１

８５

炭酸カリウム

１１

８６

炭酸ジエチル

１１

８７

炭酸ジフェニル

１１

８８

炭酸ジメチル

１１

８９

炭酸ナトリウム

１１

９０

炭酸バリウム

１１

９１

炭酸プロピレン

１１

９２

炭酸リチウム

１１

９３

２―（１，３―チアゾール―４―イル）―１Ｈ―ベンゾイミダゾール

１１

９４

チオアセトアミド

１１

９５

チオアニソール

１１

９６

２―チオウラシル

１１

９７

２―チオキソ―３，５―ジメチルテトラヒドロ―２Ｈ―１，３，５―チアジアジン（別名ダゾメット）

１１

９８

チオグリコール酸２―エチルヘキシル

１１

９９

２―（チオシアナートメチルチオ）―１，３―ベンゾチアゾール（別名ＴＣＭＴＢ）

１２

００

チオシアン酸アンモニウム

１２

０１

チオシアン酸カリウム

１２

０２

チオシアン酸ナトリウム

１２

０３

チオジ（パラ―フェニレン）―ジオキシ―ビス（チオホスホン酸）Ｏ，Ｏ，Ｏ'，Ｏ'―テトラメチル（別名テメホス）

１２

０４

３，３'―チオジプロピオン酸

１２

０５

チオセミカルバジド

１２

０６

チオ尿素

１２

０７

４，４'―チオビス（６―ターシャリ―ブチル―３―メチルフェノール）

１２

０８

チオフェノール

１２

０９

チオフェン

１２

１０

チオりん酸Ｓ―［２―（エチルスルフィニル）エチル］Ｏ，Ｏ―ジメチル

１２

１１

チオりん酸Ｏ―１―（４―クロロフェニル）―４―ピラゾリル―Ｏ―エチル―Ｓ―プロピル（別名ピラクロホス）

１２

１２

チオりん酸Ｏ―４―シアノフェニル―Ｏ，Ｏ―ジメチル（別名シアノホス又はＣＹＡＰ）

１２

１３

チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―Ｏ―（２―イソプロピル―６―メチル―４―ピリミジニル）（別名ダイアジノン）

１２

１４

チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―エチルチオエチル（別名ジメトン）

１２

１５

チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―Ｏ―（６―オキソ―１―フェニル―１，６―ジヒドロ―３―ピリダジニル）（別名ピリダフェ

ンチオン）
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１２

１６

チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―Ｏ―２―キノキサリニル

１２

１７

チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―Ｏ―（３，５，６―トリクロロ―２―ピリジル）（別名クロルピリホス）

１２

１８

チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―Ｏ―（２―ピラジニル）（別名チオナジン）

１２

１９

チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―Ｏ―（５―フェニル―３―イソオキサゾリル）（別名イソキサチオン）

１２

２０

チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―Ｏ―［４―（メチルスルフィニル）フェニル］（別名フェンスルホチオン）

１２

２１

チオりん酸Ｏ―２，４―ジクロロフェニル―Ｏ，Ｏ―ジエチル

１２

２２

チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジメチル―Ｏ―（２，４，５―トリクロロフェニル）（別名ロンネル）

１２

２３

チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジメチル―Ｓ―［２―［１―（Ｎ―メチルカルバモイル）エチルチオ］エチル］

１２

２４

チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジメチル―Ｏ―（３―メチル―４―ニトロフェニル）（別名フェニトロチオン）

１２

２５

チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジメチル―Ｏ―（３―メチル―４―メチルチオフェニル）（別名フェンチオン）

１２

２６

チオりん酸Ｏ―３，５，６―トリクロロ―２―ピリジル―Ｏ，Ｏ―ジメチル（別名クロルピリホスメチル）

１２

２７

チオりん酸Ｏ―４―ブロモ―２―クロロフェニル―Ｏ―エチル―Ｓ―プロピル（別名プロフェノホス）

１２

２８

チオりん酸Ｓ―ベンジル―Ｏ，Ｏ―ジイソプロピル（別名イプロベンホス又はＩＢＰ）

１２

２９

チタン 粉

状

の

も

の

に

限

る

。

１２

３０

チタン（Ⅳ）＝ブタン―１―オラート

１２

３１

チタン（Ⅳ）＝プロパン―２―オラート

１２

３２

窒素 高

圧

の

ガ

ス

の

状

態

の

も

の

に

限

る

。

１２

３３

（２Ｒ，３ａＳ，５ａＲ，５ｂＳ，９Ｓ，１３Ｓ，１４Ｒ，１６ａＳ，１６ｂＲ）―２―［（６―デオキシ―２，３，４―ト

リ―Ｏ―メチル―アルファ―Ｌ―マンノピラノシル）オキシ］―１３―［［４―（ジメチルアミノ）―２，３，４，６―テト

ラデオキシ―ベータ―Ｄ―エリトロ―ヘキソピラノシル］オキシ］―９―エチル―１４―メチル―２，３，３ａ，５ａ，５

ｂ，６，９，１０，１１，１２，１３，１４，１６ａ，１６ｂ―テトラデカヒドロ―１Ｈ―ａｓ―インダセノ［３，２―ｄ］

オキサシクロドデシン―７，１５―ジオン（別名スピノシンＡ）及び（２Ｓ，３ａＲ，５ａＳ，５ｂＳ，９Ｓ，１３Ｓ，１４

Ｒ，１６ａＳ，１６ｂＳ）―２―［（６―デオキシ―２，３，４―トリ―Ｏ―メチル―アルファ―Ｌ―マンノピラノシル）オ

キシ］―１３―［［４―（ジメチルアミノ）―２，３，４，６―テトラデオキシ―ベータ―Ｄ―エリトロ―ヘキソピラノシル］

オキシ］―９―エチル―４，１４―ジメチル―２，３，３ａ，５ａ，５ｂ，６，９，１０，１１，１２，１３，１４，１６

ａ，１６ｂ―テトラデカヒドロ―１Ｈ―ａｓ―インダセノ［３，２―ｄ］オキサシクロドデシン―７，１５―ジオン（別名ス

ピノシンＤ）の混合物（別名スピノサド）
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１２

３４

デカ―１―エン

１２

３５
デカクロロペンタシクロ［５．３．０．０２，６．０３，９．０４，８］デカン―５―オン（別名クロルデコン）

１２

３６

デカナール（別名デシルアルデヒド）

１２

３７

デカヒドロナフタレン

１２

３８

デカボラン

１２

３９

２，２，４，４，６，６，８，８，１０，１０―デカメチルシクロペンタシロキサン

１２

４０

デカン

１２

４１

デカン酸

１２

４２

デカン酸メチル

１２

４３

デキストラン鉄

１２

４４

デシルベンゼンスルホン酸及びそのナトリウム塩

１２

４５
１，３，５，７―テトラアザトリシクロ［３．３．１．１３，７］デカン（別名ヘキサメチレンテトラミン）

１２

４６

１，４，７，８―テトラアミノアントラキノン（別名ジスパースブルー１）

１２

４７

テトラエチルチウラムジスルフィド（別名ジスルフィラム）

１２

４８

テトラエチルピロホスフェイト（別名ＴＥＰＰ）

１２

４９

テトラエトキシシラン

１２

５０

２，５，８，１１―テトラオキサドデカン

１２

５１

テトラクロロイソフタロニトリル（別名クロロタロニル又はＴＰＮ）

１２

５２

１，１，１，２―テトラクロロエタン

１２

５３

１，１，２，２―テトラクロロエタン（別名四塩化アセチレン）

１２

５４

Ｎ―（１，１，２，２―テトラクロロエチルチオ）―１，２，３，６―テトラヒドロフタルイミド（別名キャプタフォル）

１２

５５

テトラクロロエチレン（別名パークロルエチレン）

１２

５６

テトラクロロジフルオロエタン（別名ＣＦＣ―１１２）

１２

５７

テトラクロロシラン

１２

５８

テトラクロロナフタレン

１２

５９

２，３，５，６―テトラクロロ―パラ―ベンゾキノン

１２

６０

２，３，５，６―テトラクロロピリジン

１２

６１

２，３，４，６―テトラクロロフェノール

１２

６２

１，２，３，４―テトラクロロベンゼン

１２

６３

１，２，４，５―テトラクロロベンゼン

１２

６４

テトラクロロ無水フタル酸

１２

６５

テトラゾール
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１２

６６

４―（２Ｈ―テトラゾール―５―イル）テトラアザ―３―エン―２―カルボキシミドアミド一水和物

１２

６７

テトラデシルベンゼンスルホン酸及びそのナトリウム塩

１２

６８

テトラナトリウム＝３，３'―［（３，３'―ジメチル―４，４'―ビフェニリレン）ビス（アゾ）］ビス［５―アミノ―４―ヒ

ドロキシ―２，７―ナフタレンジスルホナート］（別名トリパンブルー）

１２

６９

テトラナトリウム＝３，３'―［（３，３'―ジメトキシ―４，４'―ビフェニリレン）ビス（アゾ）］ビス［５―アミノ―４―

ヒドロキシ―２，７―ナフタレンジスルホナート］（別名ＣＩダイレクトブルー１５）

１２

７０

テトラニトロメタン

１２

７１

３ａ，４，７，７ａ―テトラヒドロ―１Ｈ―インデン

１２

７２

テトラヒドロ―５，５―ジメチル―２（１Ｈ）―ピリミジノン［パラ―（トリフルオロメチル）―アルファ―［パラ―（トリ

フルオロメチル）スチリル］シンナミリデン］ヒドラゾン

１２

７３

テトラヒドロチオフェン

１２

７４

テトラヒドロチオフェン―１，１―ジオキシド

１２

７５

１，２，３，４―テトラヒドロナフタレン

１２

７６

テトラヒドロピラン

１２

７７

（Ｓ）―２，３，５，６―テトラヒドロ―６―フェニルイミダゾ［２，１―ｂ］チアゾール及びその塩酸塩

１２

７８

テトラヒドロフラン

１２

７９

（テトラヒドロフラン―２―イル）メタノール

１２

８０

１―（５，６，７，８―テトラヒドロ―３，５，５，６，８，８―ヘキサメチルナフタレン―２―イル）エタン―１―オン

１２

８１

テトラヒドロほう酸ナトリウム（別名水素化ほう素ナトリウム）

１２

８２

テトラヒドロメチル無水フタル酸

１２

８３

テトラブチルホスホニウム＝ブロミド

１２

８４

１，１，１，２―テトラフルオロエタン

１２

８５

テトラフルオロエチレン

１２

８６

テトラフルオロほう酸マグネシウム

１２

８７

テトラフルオロメタン

１２

８８

２，３，５，６―テトラフルオロ―４―メチルベンジル＝（Ｚ）―３―（２―クロロ―３，３，３―トリフルオロ―１―プロ

ペニル）―２，２―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名テフルトリン）

１２

８９

１，１，２，２―テトラブロモエタン

１２

９０

テトラブロモ（フェノキシベンゼン）（別名テトラブロモジフェニルエーテル）

１２

９１

テトラブロモメタン

１２

９２

テトラメチルアンモニウム＝クロリド

１２

９３

テトラメチルアンモニウム＝ヒドロキシド

１２

９４

Ｎ，Ｎ，Ｎ'，Ｎ'―テトラメチルエチレンジアミン

１２

９５

テトラメチルこはく酸ニトリル

１２

９６

３，７，９，１３―テトラメチル―５，１１―ジオキサ―２，８，１４―トリチア―４，７，９，１２―テトラアザペンタデ

カ―３，１２―ジエン―６，１０―ジオン（別名チオジカルブ）

１２

９７

テトラメチルシラン
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１２

９８

テトラメチルチウラムジスルフィド（別名チウラム）

１２

９９

テトラメチルチウラムモノスルフィド

１３

００

２，４，６，８―テトラメチル―１，３，５，７―テトラオキソカン（別名メタアルデヒド）

１３

０１

テトラメチル尿素

１３

０２

２，２，６，６―テトラメチルピペリジン―４―オール

１３

０３

２，２，６，６―テトラメチルピペリジン―４―オン

１３

０４

２，３，５，６―テトラメチルピラジン

１３

０５

４―（１，１，３，３―テトラメチルブチル）フェノール

１３

０６

３，７，１１，１５―テトラメチルヘキサデカ―１―エン―３―オール（別名イソフィトール）

１３

０７

Ｎ，Ｎ，Ｎ'，Ｎ'―テトラメチル―１，６―ヘキサメチレンジアミン

１３

０８

テトラメトキシシラン

１３

０９

テトリル

１３

１０

テルピノレン

１３

１１

テルフェニル

１３

１２

テレビン油

１３

１３

テレフタル酸

１３

１４

テレフタル酸ジメチル

１３

１５

灯油

１３

１６
ドデカクロロペンタシクロ［５．３．０．０２，６．０３，９．０４，８］デカン（別名マイレックス）

１３

１７

１―ドデカノール（別名ノルマル―ドデシルアルコール）

１３

１８

ドデカン

１３

１９

ドデカン―１―チオール

１３

２０

１―ドデシルグアニジニウム＝アセタート（別名ドジン）

１３

２１

２―（Ｎ―ドデシル―Ｎ，Ｎ―ジメチルアンモニオ）アセタート

１３

２２

ドデシルベンゼンスルホン酸

１３

２３

ドデシルベンゼンスルホン酸のアンモニウム塩及びナトリウム塩

１３

２４

ドデシル硫酸ナトリウム

１３

２５

１―ドデセン

１３

２６

（１'Ｓ―トランス）―７―クロロ―２'，４，６―トリメトキシ―６'―メチルスピロ［ベンゾフラン―２（３Ｈ），１'―シ

クロヘキサ―２'―エン］―３，４'―ジオン（別名グリセオフルビン）

１３

２７

トランス―Ｎ―（６―クロロ―３―ピリジルメチル）―Ｎ'―シアノ―Ｎ―メチルアセトアミジン（別名アセタミプリド）

１３

２８

トランス―２―［（ジメチルアミノ）メチルイミノ］―５―［２―（５―ニトロ―２―フリル）ビニル］―１，３，４―オキ

サジアゾール

１３

２９

３，６，９―トリアザウンデカン―１，１１―ジアミン（別名テトラエチレンペンタミン）
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１３

３０

１，３，５―トリアジン―２，４，６―トリアミン（別名メラミン）

１３

３１

１，２，４―トリアゾール

１３

３２

トリアリルアミン

１３

３３

トリイソプロパノールアミン

１３

３４

トリウム＝ビス（エタンジオアート）

１３

３５

トリエタノールアミン

１３

３６

トリエタノールアンモニウム―２，４―ジニトロ―６―（１―メチルプロピル）―フェノラート

１３

３７

トリエチルアミン

１３

３８

トリエチルボラン

１３

３９

トリエチレングリコールモノブチルエーテル

１３

４０

トリエチレンチオホスホルアミド（別名チオテパ）

１３

４１

トリエトキシメタン

１３

４２

１，３，５―トリオキサン

１３

４３

トリクロロアセトアルデヒド（別名クロラール）

１３

４４

トリクロロアセトニトリル

１３

４５

２，３，６―トリクロロ安息香酸

１３

４６

トリクロロエタン

１３

４７

２，２，２―トリクロロ―１，１―エタンジオール（別名抱水クロラール）

１３

４８

トリクロロエチルシラン

１３

４９

トリクロロエチレン

１３

５０

トリクロロ酢酸

１３

５１

トリクロロ酢酸ナトリウム

１３

５２

トリクロロシラン

１３

５３

２，４，６―トリクロロ―１，３，５―トリアジン

１３

５４

１，３，５―トリクロロ―１，３，５―トリアジン―２，４，６―トリオン

１３

５５

１，１，２―トリクロロ―１，２，２―トリフルオロエタン

１３

５６

トリクロロナフタレン

１３

５７

２，２，２―トリクロロ―１，１―ビス（４―クロロフェニル）エタノール（別名ジコホル）

１３

５８

１，１，１―トリクロロ―２，２―ビス（４―クロロフェニル）エタン（別名ＤＤＴ）

１３

５９

１，１，１―トリクロロ―２，２―ビス（４―メトキシフェニル）エタン（別名メトキシクロル）

１３

６０

トリクロロ（ビニル）シラン

１３

６１

（３，５，６―トリクロロ―２―ピリジル）オキシ酢酸（別名トリクロピル）
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１３

６２

トリクロロ（フェニル）シラン

１３

６３

２，４，５―トリクロロフェノキシ酢酸

１３

６４

２―（２，４，５―トリクロロフェノキシ）プロピオン酸

１３

６５

２，４，５―トリクロロフェノール

１３

６６

２，４，６―トリクロロフェノール

１３

６７

２，３，４―トリクロロ―１―ブテン

１３

６８

トリクロロフルオロメタン（別名ＣＦＣ―１１）

１３

６９

１，２，３―トリクロロプロパン

１３

７０

１，２，３―トリクロロベンゼン

１３

７１

１，２，４―トリクロロベンゼン

１３

７２

１，３，５―トリクロロベンゼン

１３

７３

トリクロロ（メチル）シラン

１３

７４

トリクロロメチルスルフェニル＝クロリド

１３

７５

Ｎ―（トリクロロメチルチオ）―１，２，３，６―テトラヒドロフタルイミド（別名キャプタン）

１３

７６

Ｎ―（トリクロロメチルチオ）フタルイミド

１３

７７

２，４，６―トリス（アリルオキシ）―１，３，５―トリアジン

１３

７８

１，３，５―トリス（２，３―エポキシプロピル）―１，３，５―トリアジン―２，４，６（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）―トリオン

１３

７９

２，４，６―トリス（ジメチルアミノメチル）フェノール

１３

８０

トリス（Ｎ，Ｎ―ジメチルジチオカルバメート）鉄（別名ファーバム）

１３

８１

１，３，５―トリス―２'―プロペニルイソシアヌル酸

１３

８２

２，４，６―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール

１３

８３

１，３，５―トリ―ターシャリ―ブチルベンゼン

１３

８４

トリチオシクロヘプタジエン―３，４，６，７―テトラニトリル

１３

８５

トリデシルベンゼンスルホン酸及びそのナトリウム塩

１３

８６

２，４，６―トリニトロ安息香酸

１３

８７

トリニトロトルエン

１３

８８

トリニトロベンゼン

１３

８９

２，４，６―トリニトロベンゼン―１，３―ジオール

１３

９０

トリニトロレゾルシン鉛

１３

９１

１，２，３―トリヒドロキシベンゼン（別名ピロガロール）

１３

９２

トリフェニルホスフィン

１３

９３

トリフェニルホスフィンオキシド
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１３

９４

トリプシン

１３

９５

トリブチルアミン

１３

９６

トリブチルトリチオホスフェイト

１３

９７

トリブチルホスフィン

１３

９８

１，１，１―トリフルオロエタン

１３

９９

２，２，２―トリフルオロエタン―１―オール

１４

００

トリフルオロ酢酸

１４

０１

トリフルオロメタン

１４

０２

トリフルオロメタンスルホン酸

１４

０３

（トリフルオロメチル）ベンゼン

１４

０４

トリフルオロヨードメタン

１４

０５

トリプロピルアミン

１４

０６

トリプロピレングリコールジアクリラート

１４

０７

２，４，６―トリブロモフェノール

１４

０８

トリブロモメタン

１４

０９

２―トリメチルアセチル―１，３―インダンジオン

１４

１０

２，４，６―トリメチルアニリン（別名メシジン）

１４

１１

２，４，５―トリメチルアニリン及びその塩酸塩

１４

１２

トリメチルアミン

１４

１３

１，３，３―トリメチル―２―オキサビシクロ［２．２．２］オクタン

１４

１４

トリメチル（オクタデシル）アンモニウム＝クロリド

１４

１５

１，３，７―トリメチルキサンチン（別名カフェイン）

１４

１６

トリメチルシラノール

１４

１７

トリメチルチオ尿素

１４

１８

２，３，５―トリメチルハイドロキノン

１４

１９

（１Ｒ，２Ｓ，４Ｒ）―ｒｅｌ―１，７，７―トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン―２―オール

１４

２０

２，３，５―トリメチルピラジン

１４

２１

２，４，６―トリメチルピリジン

１４

２２

２，３，６―トリメチルフェノール

１４

２３

２，４，６―トリメチルフェノール

１４

２４

３，５，５―トリメチルヘキサナール

１４

２５

３，５，５―トリメチル―１―ヘキサノール
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１４

２６

トリメチルベンゼン

１４

２７

２，４，４―トリメチルペンタ―１―エン

１４

２８

２，４，４―トリメチルペンタ―２―エン

１４

２９

２，２，４―トリメチルペンタン―１，３―ジオールモノイソブチラート

１４

３０

トリメチレンジアミン四酢酸

１４

３１

１，１，１―トリメチロールプロパントリアクリル酸エステル

１４

３２

トリメトキシ（ビニル）シラン

１４

３３

５―［（３，４，５―トリメトキシフェニル）メチル］ピリミジン―２，４―ジアミン

１４

３４

トリメトキシ（メチル）シラン

１４

３５

トリレンジイソシアネート

１４

３６

トルイジン

１４

３７

トルエン

１４

３８

トルエンジアミン

１４

３９

トルエン―２，４―ジアンモニウム硫酸塩

１４

４０

ナトリウム＝３―アセチル―６―メチル―２，４―ジオキソ―３，４―ジヒドロ―２Ｈ―ピラン―３―イド

１４

４１

ナトリウム＝２―アミノ―４，６―ジニトロフェノラート

１４

４２

ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム

＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が１４から１６までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの

混合物

１４

４３

ナトリウム＝２，４―ジニトロフェノラート

１４

４４

ナトリウム＝４―ニトロフェノラート

１４

４５

ナトリウム＝１，４―ビス［（２―エチルヘキシル）オキシ］―１，４―ジオキソブタン―２―スルホナート

１４

４６

ナトリウム＝１，１'―ビフェニル―２―オラート

１４

４７

ナトリウム＝２―プロピルペンタノアート

１４

４８

ナトリウムメトキシド

１４

４９

ナフタレン

１４

５０

１，５―ナフタレンジイル＝ジイソシアネート

１４

５１

ナフタレン―１，４―ジオン

１４

５２

２―ナフタレンチオール

１４

５３

１―ナフチルチオ尿素

１４

５４

１―ナフチル―Ｎ―メチルカルバメート（別名カルバリル）

１４

５５

１―ナフトール

１４

５６

ナラシン

191



１４

５７

二アクリル酸ヘキサメチレン

１４

５８

二亜硫酸ナトリウム

１４

５９

二塩化硫黄

１４

６０

ニコチン

１４

６１

二酸化硫黄

１４

６２

二酸化塩素

１４

６３

二酸化炭素

１４

６４

二酸化チオ尿素

１４

６５

二酸化窒素

１４

６６

二硝酸プロピレン

１４

６７

ニトリロ三酢酸

１４

６８

ニトリロ三酢酸三ナトリウム

１４

６９

５―ニトロアセナフテン

１４

７０

ニトロエタン

１４

７１

４―ニトロ―オルト―フェニレンジアミン一塩酸塩

１４

７２

１―ニトログアニジン

１４

７３

ニトログリコール

１４

７４

ニトログリセリン

１４

７５

６―ニトロクリセン

１４

７６

４―ニトロジフェニルアミン

１４

７７

ニトロセルローズ

１４

７８

２，２'―（ニトロソイミノ）ジエタノール

１４

７９

Ｎ―ニトロソジフェニルアミン

１４

８０

Ｎ―ニトロソジブチルアミン

１４

８１

Ｎ―ニトロソジプロピルアミン

１４

８２

Ｎ―ニトロソピペリジン

１４

８３

Ｎ―ニトロソピロリジン

１４

８４

Ｎ―ニトロソフェニルヒドロキシルアミンアンモニウム塩

１４

８５

３―（Ｎ―ニトロソメチルアミノ）プロパンニトリル

１４

８６

Ｎ―ニトロソモルホリン

１４

８７

ニトロトルエン

１４

８８

２―ニトロナフタレン
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１４

８９

１―ニトロピレン

１４

９０

４―ニトロピレン

１４

９１

１―（４―ニトロフェニル）―３―（３―ピリジルメチル）ウレア

１４

９２

５―（５―ニトロフラン―２―イル）―１，３，４―チアジアゾール―２―アミン

１４

９３

［［６―［２―（５―ニトロフラン―２―イル）ビニル］―１，２，４―トリアジン―３―イル］イミノ］ジメタノール

１４

９４

１―［［（５―ニトロフラン―２―イル）メチリデン］アミノ］イミダゾリジン―２―オン

１４

９５

Ｎ―［４―（５―ニトロ―２―フリル）―１，３―チアゾール―２―イル］アセトアミド

１４

９６

２―ニトロ―９Ｈ―フルオレン

１４

９７

ニトロプロパン

１４

９８

ニトロベンゼン

１４

９９

３―ニトロベンゼンスルホン酸ナトリウム

１５

００

４―ニトロ―メタ―クレゾール

１５

０１

ニトロメタン

１５

０２

二ナトリウム＝エタン―１，２―ジイルジカルバモジチオアート

１５

０３

二ナトリウム＝７―オキサビシクロ［２．２．１］ヘプタン―２，３―ジカルボキシラート

１５

０４

二ナトリウム＝３，３'―［［１，１'―ビフェニル］―４，４'―ジイルビス（ジアゼン―２，１―ジイル）］ビス（４―アミ

ノナフタレン―１―スルホナート）

１５

０５

乳酸

１５

０６

乳酸エチル

１５

０７

乳酸ノルマル―ブチル

１５

０８

乳酸メチル

１５

０９

二硫化炭素

１５

１０

ノスカピン

１５

１１

ノナ―１―エン

１５

１２

１―ノナナール

１５

１３

１―ノナノール（別名ノルマル―ノニルアルコール）

１５

１４

３，３，４，４，５，５，６，６，６―ノナフルオロ―１―ヘキセン

１５

１５

ノナン

１５

１６

ノナン酸

１５

１７

２６―（４―ノニルフェノキシ）―３，６，９，１２，１５，１８，２１，２４―オクタオキサヘキサコサン―１―オール

１５

１８

１１―（４―ノニルフェノキシ）―３，６，９―トリオキサウンデカン―１―オール

１５

１９

ノニルフェノール

１５

２０

４―ノニルフェノール（分枝型のものに限る。）
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１５

２１

ノルマル―ブチルアミン

１５

２２

ノルマル―ブチルエチルケトン

１５

２３

ノルマル―ブチル―２，３―エポキシプロピルエーテル

１５

２４

Ｎ―［１―（Ｎ―ノルマル―ブチルカルバモイル）―１Ｈ―２―ベンゾイミダゾリル］カルバミン酸メチル（別名ベノミル）

１５

２５

発煙硫酸

１５

２６

パラ―アニシジン

１５

２７

パラ―アニスアルデヒド

１５

２８

パラ―アミノ安息香酸エチル

１５

２９

パラ―アミノフェノール

１５

３０

パラ―アミノベンゼンスルホン酸

１５

３１

パラアルデヒド

１５

３２

パラ―エチルフェノール

１５

３３

パラ―エトキシアセトアニリド（別名フェナセチン）

１５

３４

パラ―オクチルフェノール

１５

３５

パラ―クロロアセトフェノン

１５

３６

パラ―クロロアニリン

１５

３７

パラ―クロロ―アルファ，アルファ，アルファ―トリフルオロトルエン

１５

３８

パラ―クロロ安息香酸

１５

３９

パラ―クロロトルエン

１５

４０

（ＲＳ）―１―パラ―クロロフェニル―４，４―ジメチル―３―（１Ｈ―１，２，４―トリアゾール―１―イルメチル）ペン

タン―３―オール（別名テブコナゾール）

１５

４１

パラ―クロロベンジルクロリド

１５

４２

パラ―ジブロモベンゼン

１５

４３

パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン

１５

４４

パラ―シメン

１５

４５

パラ―セカンダリ―ブチルフェノール

１５

４６

パラ―ターシャリ―ブチル安息香酸

１５

４７

パラ―ターシャリ―ブチルトルエン

１５

４８

パラ―トルエンスルホノヒドラジド

１５

４９

パラ―トルエンスルホン酸メチル

１５

５０

パラ―ニトロアニリン

１５

５１

パラ―ニトロ安息香酸

１５

５２

パラ―ニトロクロロベンゼン
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１５

５３

パラ―ニトロフェノール

１５

５４

パラ―フェニルアゾアニリン

１５

５５

パラ―フェネチジン

１５

５６

パラ―ブロモフェノール

１５

５７

パラ―ベンゾキノン

１５

５８

パラ―ベンゾキノンジオキシム

１５

５９

パラ―メチルアセトフェノン

１５

６０

パラ―メチルベンジル＝クロリド

１５

６１

パラ―メトキシニトロベンゼン

１５

６２

パラ―メトキシフェノール

１５

６３

パリゴルスカイト（別名アタパルジャイト）

１５

６４

ハロフジノンポリスチレンスルホン酸カルシウム

１５

６５

２，２'―ビオキシラン

１５

６６

ピクリン酸

１５

６７

ピクリン酸アンモニウム

１５

６８

非晶質シリカ シ

リ

カ

ゲ

ル

及

び

沈

降

シ

リ

カ

に

限

る

。

１５

６９

Ｎ，Ｎ'―ビス（２―アミノエチル）エタン―１，２―ジアミン

１５

７０

ビス（４―アミノシクロヘキシル）メタン

１５

７１

１，３―ビス（アミノメチル）シクロヘキサン

１５

７２

２，４―ビス（エチルアミノ）―６―メチルチオ―１，３，５―トリアジン（別名シメトリン）

１５

７３

ビス（２―エチルヘキシル）＝水素＝ホスファート

１５

７４

ビス（２，３―エポキシプロピル）エーテル

１５

７５

１，３―ビス［（２，３―エポキシプロピル）オキシ］―２，２―ジメチルプロパン

１５

７６

４，４'―ビス［（２，３―エポキシプロピル）オキシ］―３，３'，５，５'―テトラメチルビフェニル

１５

７７

１，４―ビス［（２，３―エポキシプロピル）オキシ］ブタン
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１５

７８

１，３―ビス［（２，３―エポキシプロピル）オキシ］ベンゼン

１５

７９

２，２―ビス［４―（オキシラン―２―イルメトキシ）フェニル］プロパン

１５

８０

ビス（２―クロロイソプロピル）エーテル

１５

８１

４―［４―［ビス（２―クロロエチル）アミノ］フェニル］ブタン酸

１５

８２

ビス（２―クロロエチル）エーテル

１５

８３

ビス（２―クロロエチル）スルフィド（別名マスタードガス）

１５

８４

Ｎ，Ｎ―ビス（２―クロロエチル）―２―ナフチルアミン

１５

８５

Ｎ，Ｎ'―ビス（２―クロロエチル）―Ｎ―ニトロソ尿素

１５

８６

ビス（２―クロロエチル）メチルアミン（別名ＨＮ２）

１５

８７

Ｎ，Ｎ―ビス（２―クロロエチル）メチルアミン―Ｎ―オキシド

１５

８８

１，２―ビス（２―クロロエトキシ）エタン

１５

８９

３，６―ビス（２―クロロフェニル）―１，２，４，５―テトラジン（別名クロフェンチジン）

１５

９０

ビス（３，４―ジクロロフェニル）ジアゼン

１５

９１

ビス（ジチオりん酸）Ｓ，Ｓ'―メチレン―Ｏ，Ｏ，Ｏ'，Ｏ'―テトラエチル（別名エチオン）

１５

９２

ビス（２―ジメチルアミノエチル）エーテル

１５

９３

ビス［２―（ジメチルアミノ）エチル］メチルアミン

１５

９４

４，４'―ビス（ジメチルアミノ）トリフェニルメタン

１５

９５

４，４'―ビス（ジメチルアミノ）ベンゾフェノン

１５

９６

ビス（Ｎ，Ｎ―ジメチルジチオカルバミン酸）亜鉛（別名ジラム）

１５

９７

ビス（Ｎ，Ｎ―ジメチルジチオカルバミン酸）Ｎ，Ｎ'―エチレンビス（チオカルバモイルチオ亜鉛）（別名ポリカーバメート）

１５

９８

ビス（水素化牛脂由来アルキル）ジメチルアンモニウム＝クロリド

１５

９９

１，１―ビス（ターシャリ―ブチルペルオキシ）シクロヘキサン

１６

００

２，５―ビス（ターシャリ―ブチルペルオキシ）―２，５―ジメチルヘキサ―３―イン

１６

０１

２，５―ビス（ターシャリ―ブチルペルオキシ）―２，５―ジメチルヘキサン

１６

０２

１，１―ビス（ターシャリ―ブチルペルオキシ）―３，３，５―トリメチルシクロヘキサン

１６

０３

（Ｔ―４）―ビス［２―（チオキソ―カッパＳ）―ピリジン―１（２Ｈ）―オラト―カッパＯ］亜鉛（Ⅱ）

１６

０４

ビス（２，２，６，６―テトラメチル―４―ピペリジル）＝セバケート

１６

０５

ビス（２，４，６―トリニトロフェニル）アミン

１６

０６

ビス（２，４，６―トリニトロフェニル）スルファン

１６

０７

２，２―ビス［（ニトロオキシ）メチル］プロパン―１，３―ジイルジニトラート

１６

０８

２，２―ビス（４'―ハイドロキシ―３'，５'―ジブロモフェニル）プロパン

１６

０９

５，８―ビス［２―（２―ヒドロキシエチルアミノ）エチルアミノ］―１，４―アントラキノンジオール＝二塩酸塩
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１６

１０

Ｎ，Ｎ―ビス（２―ヒドロキシエチル）（ココアミド）

１６

１１

１，１―ビス（４―ヒドロキシフェニル）シクロヘキサン

１６

１２

３，３―ビス（４―ヒドロキシフェニル）―１，３―ジヒドロイソベンゾフラン―１―オン（別名フェノールフタレイン）

１６

１３

ビス（２―フェノキシエチル）＝ペルオキシジカルボナート

１６

１４

２，２―ビス（ブロモメチル）プロパン―１，３―ジオール（別名ジブロモネオペンチルグリコール）

１６

１５

ビスマス

１６

１６

ビス（１―メチル―１―フェニルエチル）＝ペルオキシド

１６

１７

Ｓ，Ｓ―ビス（１―メチルプロピル）＝Ｏ―エチル＝ホスホロジチオアート（別名カズサホス）

１６

１８

ヒドラジン及びその一水和物

１６

１９

ヒドラジンチオカルボヒドラジド

１６

２０

ヒドララジン及びその塩酸塩

１６

２１

２―ヒドロキシアセトニトリル

１６

２２

１―ヒドロキシアントラキノン

１６

２３

６―ヒドロキシ―１―（３―イソプロポキシプロピル）―４―メチル―２―オキソ―５―［［４―（フェニルジアゼニル）フ

ェニル］ジアゼニル］―１，２―ジヒドロピリジン―３―カルボニトリル

１６

２４

３―ヒドロキシ―１，３，５（１０）―エストラトリエン―１７―オン（別名エストロン）

１６

２５

（１―ヒドロキシエタン―１，１―ジイル）ジホスホン酸

１６

２６

ヒドロキシエチルヒドラジン

１６

２７

８―ヒドロキシキノリン（別名８―キノリノール）

１６

２８

２―ヒドロキシコハク酸

１６

２９

２―ヒドロキシ酢酸ブチル

１６

３０

３―（４'―ヒドロキシ―３'，５'―ジ―ターシャリ―ブチルフェニル）プロピオン酸＝オクタデシル

１６

３１

（５Ｓ，５ａＲ，８ａＲ，９Ｒ）―９―（４―ヒドロキシ―３，５―ジメトキシフェニル）―８―オキソ―５，５ａ，６，

８，８ａ，９―ヘキサヒドロフロ［３'，４'：６，７］ナフト［２，３―ｄ］［１，３］ジオキソール―５―イル＝４，６―

Ｏ―［（Ｒ）―エチリデン］―ベータ―Ｄ―グルコピラノシド（別名エトポシド）

１６

３２

（５Ｓ，５ａＲ，８ａＲ，９Ｒ）―９―（４―ヒドロキシ―３，５―ジメトキシフェニル）―８―オキソ―５，５ａ，６，

８，８ａ，９―ヘキサヒドロフロ［３'，４'：６，７］ナフト［２，３―ｄ］［１，３］ジオキソール―５―イル＝４，６―

Ｏ―［（Ｒ）―２―チエニルメチリデン］―ベータ―Ｄ―グルコピラノシド（別名テニポシド）

１６

３３

３―ヒドロキシ―２―ナフトエ酸

１６

３４

Ｎ―（４―ヒドロキシフェニル）アセトアミド

１６

３５

３―ヒドロキシ―２―ブタノン

１６

３６

３―ヒドロキシブタン酸エチル

１６

３７

２―ヒドロキシベンズアミド（別名サリチルアミド）

１６

３８

Ｎ―（ヒドロキシメチル）アクリルアミド

１６

３９

２―ヒドロキシ―４―メチルチオ酪酸

１６

４０

Ｎ―［４―［（２―ヒドロキシ―５―メチルフェニル）アゾ］フェニル］アセトアミド
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１６

４１

（２―ヒドロキシ―４―メトキシフェニル）（フェニル）メタノン

１６

４２

４―ヒドロキシ―３―メトキシベンズアルデヒド

１６

４３

ヒドロキシルアミン

１６

４４

ヒドロキノン

１６

４５

２―（ビニルオキシ）エタノール

１６

４６

３―［（ビニルオキシ）メチル］ヘプタン

１６

４７

４―ビニル―１―シクロヘキセン

１６

４８

４―ビニルシクロヘキセンジオキシド

１６

４９

ビニルトルエン

１６

５０

５―ビニルビシクロ［２．２．１］ヘプタ―２―エン

１６

５１

２―ビニルピリジン

１６

５２

４―ビニルピリジン

１６

５３

Ｎ―ビニル―２―ピロリドン

１６

５４

２，２'―ビピリジル

１６

５５

４，４'―ビピリジル

１６

５６

１―（４―ビフェニリルオキシ）―３，３―ジメチル―１―（１Ｈ―１，２，４―トリアゾール―１―イル）―２―ブタノー

ル（別名ビテルタノール）

１６

５７

ビフェニル

１６

５８

［１，１'―ビフェニル］―２―アミン

１６

５９

［１，１'―ビフェニル］―４，４'―ジオール

１６

６０

ピペラジン

１６

６１

ピペラジン二塩酸塩

１６

６２

ピペリジン

１６

６３

２―（３―ピリジル）―ピペリジン（別名アナバシン）及びその硫酸塩

１６

６４

ピリジン

１６

６５

ピレトラム

１６

６６

ピロリジン

１６

６７

ピロール

１６

６８

フィゾスチグミン（別名エセリン）

１６

６９

フェナントレン

１６

７０

フェニルアセトニトリル（別名シアン化ベンジル）

１６

７１

１―フェニルアゾ―２―ナフトール

１６

７２

１―（Ｎ―フェニルアミノ）ナフタレン
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１６

７３

フェニルイソシアネート

１６

７４

２―フェニルエタン―１―オール

１６

７５

１―フェニルエチルアミン

１６

７６

２―フェニルエチルアミン（別名フェネチルアミン）

１６

７７

フェニルオキシラン

１６

７８

３―（フェニルジアゼニル）ピリジン―２，６―ジアミン一塩酸塩

１６

７９

６―フェニル―１，３，５―トリアジン―２，４―ジアミン

１６

８０

Ｎ―フェニル―２―ナフチルアミン

１６

８１

２―（フェニルパラクロルフェニルアセチル）―１，３―インダンジオン

１６

８２

フェニルヒドラジン

１６

８３

フェニルヒドラジン一塩酸塩

１６

８４

２―フェニルフェノール

１６

８５

２―フェニル―２―プロパノール

１６

８６

４―（２―フェニルプロパン―２―イル）フェノール

１６

８７

１―フェニルプロパン―１―オン

１６

８８

フェニルホスフィン

１６

８９

Ｎ―フェニルマレイミド

１６

９０

フェニルメタンチオール

１６

９１

フェニレンジアミン

１６

９２

フェニレンジアミン二塩酸塩

１６

９３

２―フェノキシエタノール

１６

９４

１―フェノキシ―２―プロパノール

１６

９５

３―フェノキシベンジル＝３―（２，２―ジクロロビニル）―２，２―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名ペル

メトリン）

１６

９６

フェノチアジン

１６

９７

フェノール

１６

９８

フェロシリコン

１６

９９

フェロセリウム

１７

００

フェロバナジウム

１７

０１

プソイドヨノン

１７

０２

ブタ―２―イン―１，４―ジオール

１７

０３

ブタ―２―エン―１，４―ジオール

１７

０４

１，３―ブタジエン
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１７

０５

ブタノール

１７

０６

フタル酸ジアリル

１７

０７

フタル酸ジイソデシル

１７

０８

フタル酸ジイソノニル

１７

０９

フタル酸ジイソブチル

１７

１０

フタル酸ジエチル

１７

１１

フタル酸ジオクチル

１７

１２

フタル酸ジシクロヘキシル

１７

１３

フタル酸ジ―ノルマル―ブチル

１７

１４

フタル酸ジヘキシル

１７

１５

フタル酸ジヘプチル

１７

１６

フタル酸ジペンチル

１７

１７

フタル酸ジメチル

１７

１８

フタル酸ノルマル―ブチル＝ベンジル

１７

１９

フタル酸ビス（２―エチルヘキシル）（別名ＤＥＨＰ）

１７

２０

ブタン

１７

２１

ブタン―２―オン＝オキシム

１７

２２

ブタン酸エチル

１７

２３

ブタン酸メチル

１７

２４

ブタン―１，４―ジイル＝ジメタンスルホナート

１７

２５

２，３―ブタンジオン（別名ジアセチル）

１７

２６

１―ブタンチオール

１７

２７

ブタンニトリル（別名ブチロニトリル）

１７

２８

ブチリル＝クロリド

１７

２９

ブチルアルデヒド

１７

３０

ブチルイソシアネート

１７

３１

ブチルエーテル

１７

３２

ブチル＝（Ｒ）―２―［４―（４―シアノ―２―フルオロフェノキシ）フェノキシ］プロピオナート（別名シハロホップブチ

ル）

１７

３３

ブチル＝２，３―ジヒドロ―２，２―ジメチルベンゾフラン―７―イル＝Ｎ，Ｎ'―ジメチル―Ｎ，Ｎ'―チオジカルバマー

ト（別名フラチオカルブ）

１７

３４

ブチルヒドロキシアニソール（別名ＢＨＡ）

１７

３５

Ｎ―ブチルピロリジン

１７

３６

ブチル―Ｓ―ベンジル―Ｓ―エチルジチオホスフェイト
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１７

３７

ブチルベンゼン

１７

３８

ブチルリチウム

１７

３９

弗化カルボニル

１７

４０

弗化スルフリル

１７

４１

弗化バリウム

１７

４２

弗化ビニリデン

１７

４３

弗化ビニル

１７

４４

弗素エデン
せん

閃石

１７

４５

２―ブテナール

１７

４６

ブテン

１７

４７

２―［２―（ブトキシ）エトキシ］エチルチオシアナート

１７

４８

１―ブトキシ―２―プロパノール

１７

４９

Ｎ―ブトキシメチルアクリルアミド

１７

５０

１―（２―ブトキシ―１―メチルエトキシ）プロパン―２―オール

１７

５１

Ｎ―ブトキシメチル―２―クロロ―２'，６'―ジエチルアセトアニリド（別名ブタクロール）

１７

５２

フマル酸

１７

５３

フマル酸ジエチル

１７

５４

ブラストサイジンＳ及びそのベンジルアミノベンゼンスルホン酸塩

１７

５５

フラン

１７

５６

フラン―２―イルメタンチオール

１７

５７

４―フルオロアニリン

１７

５８

５―フルオロウラシル

１７

５９

２―フルオロ酢酸エチル

１７

６０

フルオロ酢酸ナトリウム

１７

６１

１―フルオロ―２，４―ジニトロベンゼン

１７

６２

４―フルオロベンズアルデヒド

１７

６３

フルオロメタン

１７

６４

ブルシン

１７

６５

フルフラール

１７

６６

フルフリルアルコール

１７

６７

プロパ―１―イル＝３，４，５―トリヒドロキシベンゾアート

１７

６８

プロパン
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１７

６９

プロパン―１，２―ジオール＝モノアクリラート

１７

７０

１，３―プロパンスルトン

１７

７１

プロパン―１―チオール

１７

７２

プロパンニトリル（別名プロピオノニトリル）

１７

７３

プロピオンアルデヒド

１７

７４

プロピオン酸

１７

７５

プロピオン酸エチル

１７

７６

プロピオン酸ビニル

１７

７７

プロピオン酸ブチル

１７

７８

プロピオン酸ペンチル

１７

７９

プロピルアミン

１７

８０

プロピルアルコール

１７

８１

２―プロピル吉草酸

１７

８２

Ｎ―プロピル―Ｎ―［２―（２，４，６―トリクロロフェノキシ）エチル］イミダゾール―１―カルボキサミド（別名プロク

ロラズ）

１７

８３

プロピルベンゼン

１７

８４

５―プロピルベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール

１７

８５

プロピレンイミン

１７

８６

プロピレングリコール

１７

８７

プロピレングリコールモノメチルエーテル

１７

８８

プロピレン三量体

１７

８９

Ｎ，Ｎ'―プロピレンビス（ジチオカルバミン酸）と亜鉛の重合物（別名プロピネブ）

１７

９０

プロピレン四量体

１７

９１

２―プロピン―１―オール

１７

９２

２―プロピン酸

１７

９３

プロペン

１７

９４

１―プロポキシ―２―プロパノール

１７

９５

ブロムアセトン

１７

９６

（２―ブロモエチル）ベンゼン

１７

９７

ブロモエチレン

１７

９８

１―ブロモ―２，３―エポキシプロパン

１７

９９

１―ブロモ―２―クロロエタン

１８

００

ブロモクロロジフルオロメタン（別名ハロン―１２１１）
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１８

０１

２―ブロモ―２―クロロ―１，１，１―トリフルオロエタン（別名ハロタン）

１８

０２

４―ブロモ―２―（４―クロロフェニル）―１―エトキシメチル―５―（トリフルオロメチル）ピロール―３―カルボニトリ

ル（別名クロルフェナピル）

１８

０３

１―ブロモ―３―クロロプロパン

１８

０４

ブロモクロロメタン

１８

０５

ブロモ酢酸

１８

０６

ブロモ酢酸エチル

１８

０７

ブロモジクロロ酢酸

１８

０８

ブロモジクロロメタン

１８

０９

４―ブロモ―１，２―ジフルオロベンゼン

１８

１０

２―（４―ブロモジフルオロメトキシフェニル）―２―メチルプロピル＝３―フェノキシベンジル＝エーテル（別名ハルフェ

ンプロックス）

１８

１１

５―ブロモ―３―セカンダリ―ブチル―６―メチル―１，２，３，４―テトラヒドロピリミジン―２，４―ジオン（別名ブロ

マシル）

１８

１２

５―ブロモ―１，２，３―トリフルオロベンゼン

１８

１３

ブロモトリフルオロメタン

１８

１４

２―ブロモ―２―ニトロプロパン―１，３―ジオール

１８

１５

１―ブロモブタン（別名臭化ノルマル―ブチル）

１８

１６

２―ブロモブタン

１８

１７

３―（３―ブロモ―６―フルオロ―２―メチルインドール―１―イルスルホニル）―Ｎ，Ｎ―ジメチル―１，２，４―トリア

ゾール―１―スルホンアミド（別名アミスルブロム）

１８

１８

１―ブロモプロパン

１８

１９

２―ブロモプロパン

１８

２０

３―ブロモプロピオン酸エチル

１８

２１

３―ブロモプロピン

１８

２２

３―ブロモ―１―プロペン（別名臭化アリル）

１８

２３

ブロモベンゼン

１８

２４

１―ブロモ―３―メチルブタン

１８

２５

１―ブロモ―２―メチルプロパン

１８

２６

ヘキサクロロエタン

１８

２７

１，２，３，４，１０，１０―ヘキサクロロ―６，７―エポキシ―１，４，４ａ，５，６，７，８，８ａ―オクタヒドロ―エ

キソ―１，４―エンド―５，８―ジメタノナフタレン（別名ディルドリン）

１８

２８

１，２，３，４，１０，１０―ヘキサクロロ―６，７―エポキシ―１，４，４ａ，５，６，７，８，８ａ―オクタヒドロ―エ

ンド―１，４―エンド―５，８―ジメタノナフタレン（別名エンドリン）

１８

２９

１，２，３，４，５，６―ヘキサクロロシクロヘキサン（別名リンデン）

１８

３０

ヘキサクロロシクロペンタジエン

１８

３１

ヘキサクロロナフタレン

１８

３２

ヘキサクロロ白金（Ⅳ）酸アンモニウム

203



１８

３３

１，４，５，６，７，７―ヘキサクロロビシクロ［２．２．１］―５―ヘプテン―２，３―ジカルボン酸（別名クロレンド酸）

１８

３４

１，２，３，４，１０，１０―ヘキサクロロ―１，４，４ａ，５，８，８ａ―ヘキサヒドロ―エキソ―１，４―エンド―５，

８―ジメタノナフタレン（別名アルドリン）

１８

３５

ヘキサクロロヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド（別名ベンゾエピン）

１８

３６

ヘキサクロロベンゼン

１８

３７

（２Ｅ，４Ｅ）―ヘキサ―２，４―ジエナール

１８

３８

ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド

１８

３９

ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝ブロミド

１８

４０

１―ヘキサデシルピリジン―１―イウム＝クロリド

１８

４１

ヘキサナール

１８

４２

１―ヘキサノール

１８

４３

ヘキサヒドロ―１，３，５―トリス（２―ヒドロキシエチル）―１，３，５―トリアジン

１８

４４

ヘキサヒドロ―１，３，５―トリニトロ―１，３，５―トリアジン（別名シクロナイト）

１８

４５

ヘキサフルオロアセトン

１８

４６

ヘキサフルオロアルミン酸三ナトリウム

１８

４７

ヘキサフルオロエタン 高

圧

の

ガ

ス

の

状

態

の

も

の

に

限

る

。

１８

４８

ヘキサフルオロけい酸カリウム（別名けい弗化カリウム）

１８

４９

ヘキサフルオロけい酸ナトリウム（別名けい弗化ナトリウム）

１８

５０

ヘキサフルオロけい酸バリウム（別名けい弗化バリウム）

１８

５１

ヘキサフルオロプロペン

１８

５２

ヘキサブロモシクロドデカン

１８

５３

ヘキサメチルジシラザン

１８

５４

ヘキサメチルジシロキサン

１８

５５

ヘキサメチルパラローズアニリンクロリド（別名クリスタルバイオレット）

１８

５６

４，６，６，７，８，８―ヘキサメチル―１，３，４，６，７，８―ヘキサヒドロシクロペンタ［ｇ］イソクロメン

１８

５７

ヘキサメチルホスホリックトリアミド

１８

５８

ヘキサメチレンイミン
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１８

５９

ヘキサメチレンジアミン

１８

６０

ヘキサメチレン＝ジイソシアネート

１８

６１

ヘキサン

１８

６２

２―（ヘキサン―１―イルオキシ）エタノール

１８

６３

ヘキサン酸

１８

６４

ヘキサン酸エチル（別名カプロン酸エチル）

１８

６５

２，５―ヘキサンジオン（別名アセトニルアセトン）

１８

６６

１―ヘキサンチオール

１８

６７

２―（２―ヘキシルオキシエトキシ）エタノール（別名ジエチレングリコールモノヘキシルエーテル）

１８

６８

１―ヘキセン

１８

６９

（Ｚ）―３―ヘキセン―１―オール

１８

７０

ベタナフトール

１８

７１

ベータ―ピネン

１８

７２

ベータ―ブチロラクトン

１８

７３

ベータ―プロピオラクトン

１８

７４

ベータ―ブロモスチレン

１８

７５

ベータ―メルカプトプロピオン酸

１８

７６

１，４，５，６，７，８，８―ヘプタクロロ―２，３―エポキシ―２，３，３ａ，４，７，７ａ―ヘキサヒドロ―４，７―メ

タノ―１Ｈ―インデン（別名ヘプタクロルエポキシド）

１８

７７

１，４，５，６，７，８，８―ヘプタクロロ―３ａ，４，７，７ａ―テトラヒドロ―４，７―メタノ―１Ｈ―インデン（別名

ヘプタクロル）

１８

７８

ヘプタクロロナフタレン

１８

７９

ヘプタナール

１８

８０

１―ヘプタノール

１８

８１

１，１，１，２，３，３，３―ヘプタフルオロプロパン 高

圧

の

ガ

ス

の

状

態

の

も

の

に

限

る

。

１８

８２

ヘプタン

１８

８３

ヘプタン酸

１８

８４

ヘプテン
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１８

８５

ヘリウム 高

圧

の

ガ

ス

の

状

態

の

も

の

に

限

る

。

１８

８６

ペルオキソ二硫酸アンモニウム

１８

８７

ペルオキソ二硫酸カリウム

１８

８８

ペルオキソ二硫酸ナトリウム

１８

８９

ペルクロロ―１，１'―ビ（シクロペンタ―２，４―ジエン）

１８

９０

ペルフルオロオクタン酸及びそのアンモニウム塩

１８

９１

ペルフルオロ（オクタン―１―スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）

１８

９２

ペルフルオロオクタン―１―スルホン酸カリウム

１８

９３

ペルフルオロ（１，２―ジメチルシクロヘキサン）

１８

９４

ペルフルオロノナン酸

１８

９５

２―ベンジリデンオクタナール

１８

９６

２―ベンジリデンヘプタナール

１８

９７

６―（ベンジルアミノ）プリン

１８

９８

ベンジルアミン

１８

９９

ベンジルアルコール

１９

００

２―ベンジル―４―クロロフェノール（別名クロロフェン）

１９

０１

２―ベンジル―２―（ジメチルアミノ）―１―（４―モルホリノフェニル）ブタン―１―オン

１９

０２

Ｎ―ベンジル―Ｎ，Ｎ―ジメチル―２―［２―［４―（２，４，４―トリメチルペンタン―２―イル）フェノキシ］エトキ

シ］エタン―１―アミニウム＝クロリド

１９

０３

ベンジル（トリメチル）アンモニウム＝クロリド

１９

０４

５―ベンジル―３―フリルメチル＝（１ＲＳ）―シス―トランス―２，２―ジメチル―３―（２―メチルプロパ―１―エニ

ル）シクロプロパンカルボキシラート（別名レスメトリン）

１９

０５

ベンズアルデヒド

１９

０６

ベンゼン

１９

０７

ベンゼン―１，４―ジカルボニル＝ジクロリド

１９

０８

ベンゼンスルホンアミド

１９

０９

ベンゼンスルホン酸

１９

１０

ベンゼンスルホン酸４―クロロフェニル
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１９

１１

ベンゼン―１，２：４，５―テトラカルボン酸二無水物

１９

１２

１，２，４―ベンゼントリカルボン酸１，２―無水物

１９

１３

ベンゾ［ａ］アントラセン

１９

１４

１，２―ベンゾイソチアゾール―３（２Ｈ）―オン

１９

１５

２―（２―ベンゾチアゾリルオキシ）―Ｎ―メチルアセトアニリド（別名メフェナセット）

１９

１６

ベンゾチアゾール

１９

１７

１Ｈ―ベンゾ［ｄ］［１，２，３］トリアゾール

１９

１８

２―（２Ｈ―１，２，３―ベンゾトリアゾール―２―イル）―４，６―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール

１９

１９

２―（２Ｈ―１，２，３―ベンゾトリアゾール―２―イル）―４，６―ジ―ターシャリ―ペンチルフェノール

１９

２０

２―（２Ｈ―ベンゾトリアゾール―２―イル）―６―セカンダリ―ブチル―４―ターシャリ―ブチルフェノール

１９

２１

ベンゾニトリル

１９

２２

ベンゾ［ａ］ピレン

１９

２３

ベンゾ［ｃ］フェナントレン

１９

２４

ベンゾフェノン

１９

２５

ベンゾフラン

１９

２６

ベンゾ［ｅ］フルオラセン

１９

２７

ベンゾ［ｊ］フルオランテン

１９

２８

ベンゾ［ｋ］フルオランテン

１９

２９

ペンタエチレンヘキサミン

１９

３０

ペンタカルボニル鉄

１９

３１

ペンタクロロエタン

１９

３２

ペンタクロロナフタレン

１９

３３

ペンタクロロニトロベンゼン

１９

３４

ペンタクロロフェノール（別名ＰＣＰ）及びそのナトリウム塩

１９

３５

１，２，３，４，５―ペンタクロロベンゼン

１９

３６

ペンタ―１，３―ジエン

１９

３７

１―ペンタナール

１９

３８

１―ペンタノール

１９

３９

ペンタフルオロエタン 高

圧

の

ガ

ス

の

状

態

の
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も

の

に

限

る

。

１９

４０

１，１，３，３，３―ペンタフルオロ―２―（トリフルオロメチル）―１―プロペン（別名ＰＦＩＢ）

１９

４１

ペンタブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ペンタブロモジフェニルエーテル）

１９

４２

ペンタブロモフェノール

１９

４３

ペンタボラン

１９

４４

ペンタン

１９

４５

ペンタン酸

１９

４６

ほう酸亜鉛

１９

４７

ほう酸アンモニウム

１９

４８

ほう酸及びそのナトリウム塩

１９

４９

ほう酸トリエチル

１９

５０

ほう酸トリメチル

１９

５１

ほう弗化テトラエチルアンモニウム

１９

５２

ホスゲン

１９

５３

ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。）

１９

５４

ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテル

１９

５５

ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム

１９

５６

ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル

１９

５７

ポリ（オキシエチレン）＝パラ―（１，１，３，３―テトラメチルブチル）フェニルエーテル

１９

５８

ポリ［グアニジン―Ｎ，Ｎ'―ジイルヘキサン―１，６―ジイルイミノ（イミノメチレン）］塩酸塩

１９

５９

（２―ホルミルヒドラジノ）―４―（５―ニトロ―２―フリル）チアゾール

１９

６０

ホルムアミド

１９

６１

ホルムアルデヒド

１９

６２

マグネシウム 粉

状

の

も

の

に

限

る

。

１９

６３

マグネシウムジエタノラート

１９

６４

マゼンタ

１９

６５

マルトール
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１９

６６

マレイン酸

１９

６７

マレイン酸クロルフェニラミン

１９

６８

マレイン酸ジメチル

１９

６９

マロン酸

１９

７０

マロン酸ジエチル

１９

７１

Ｄ―マンニトール＝ヘキサニトラート

１９

７２

ミネラルスピリット（ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。）

１９

７３

無水イソ酪酸

１９

７４

無水コハク酸

１９

７５

無水酢酸

１９

７６

無水フタル酸

１９

７７

無水プロピオン酸

１９

７８

無水マレイン酸

１９

７９

無水酪酸

１９

８０

メタ―アミノフェノール

１９

８１

メタ―キシリレンジアミン

１９

８２

メタクリルアミド

１９

８３

メタクリル酸

１９

８４

メタクリル酸アリル

１９

８５

メタクリル酸２―イソシアナトエチル

１９

８６

メタクリル酸エチル

１９

８７

メタクリル酸２―エチルヘキシル

１９

８８

メタクリル酸２，３―エポキシプロピル

１９

８９

メタクリル酸クロリド

１９

９０

メタクリル酸２―（ジエチルアミノ）エチル

１９

９１

メタクリル酸シクロヘキシル

１９

９２

メタクリル酸２―（ジメチルアミノ）エチル

１９

９３

メタクリル酸ターシャリ―ブチル

１９

９４

メタクリル酸２―ヒドロキシエチル

１９

９５

メタクリル酸２―ヒドロキシプロピル

１９

９６

メタクリル酸ブチル

１９

９７

メタクリル酸メチル
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１９

９８

メタクリル酸２―メチルプロピル

１９

９９

メタクリロニトリル

２０

００

メタ―クロロアニリン

２０

０１

メタけい酸ナトリウム並びにその五水和物及び九水和物

２０

０２

メタ―ジシアノベンゼン

２０

０３

メタ―ニトロアニリン

２０

０４

メタ―ニトロ安息香酸

２０

０５

メタ―ニトロフェノール

２０

０６

メタノール

２０

０７

メタバナジン酸アンモニウム

２０

０８

メタバナジン酸ナトリウム

２０

０９

メタン

２０

１０

メタンスルホニル＝クロリド

２０

１１

メタンスルホニル＝フルオリド

２０

１２

メタンスルホン酸

２０

１３

メタンスルホン酸エチル

２０

１４

メタンスルホン酸メチル

２０

１５

メチラール

２０

１６

４―メチリデンオキセタン―２―オン

２０

１７

２―メチリデンブタン二酸（別名メチレンコハク酸）

２０

１８

メチルアセチレン

２０

１９

２'―メチルアセトアセトアニリド

２０

２０

Ｎ―メチルアセトアミド

２０

２１

（Ｚ）―２'―メチルアセトフェノン＝４，６―ジメチル―２―ピリミジニルヒドラゾン（別名フェリムゾン）

２０

２２

（メチル―ＯＮＮ―アゾキシ）メチル＝アセタート

２０

２３

Ｎ―メチルアニリン

２０

２４

２―（メチルアミノ）エタノール

２０

２５

２，２'―［［４―（メチルアミノ）―３―ニトロフェニル］アミノ］ジエタノール（別名ＨＣブルーナンバー１）

２０

２６

Ｎ―メチルアミノホスホン酸Ｏ―（４―ターシャリ―ブチル―２―クロロフェニル）―Ｏ―メチル（別名クルホメート）

２０

２７

メチルアミン

２０

２８

メチル＝イソチオシアネート

２０

２９

メチルイソブチルケトン
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２０

３０

３―メチル―５―イソプロピルフェニル―Ｎ―メチルカルバメート

２０

３１

メチルイソプロペニルケトン

２０

３２

２―メチル―１Ｈ―イミダゾール

２０

３３

４―メチル―１Ｈ―イミダゾール

２０

３４

メチルエチルケトン

２０

３５

４―（１―メチルエテニル）フェノール

２０

３６
［メチル（オキソ）［１―［６―（トリフルオロメチル）―３―ピリジル］エチル］―ラムダ６―スルファニリデン］シアナ

ミド

２０

３７

（Ｓ）―２―メチル―４―オキソ―３―［（Ｚ）―ペンタ―２，４―ジエン―１―イル］シクロペンタ―２―エン―１―イル

＝（１Ｒ，３Ｒ）―３―［（Ｅ）―３―メトキシ―２―メチル―３―オキソプロパ―１―エン―１―イル］―２，２―ジメチ

ルシクロプロパンカルボキシラート

２０

３８

７―メチルオクタ―１，６―ジエン

２０

３９

２―［メチル―［（Ｚ）―オクタデカ―９―エノイル］アミノ］酢酸（別名オレオイルザルコシン）

２０

４０

Ｎ―メチルカルバミル―２―クロルフェノール

２０

４１

Ｎ―メチルカルバミン酸２―イソプロピルオキシフェニル（別名プロポキスル）

２０

４２

Ｎ―メチルカルバミン酸２―イソプロピルフェニル（別名イソプロカルブ又はＭＩＰＣ）

２０

４３

Ｎ―メチルカルバミン酸２，３―ジヒドロ―２，２―ジメチル―７―ベンゾ［ｂ］フラニル（別名カルボフラン）

２０

４４

Ｎ―メチルカルバミン酸２―セカンダリ―ブチルフェニル（別名フェノブカルブ）

２０

４５

メチル＝カルボノクロリダート

２０

４６

５―メチルクリセン

２０

４７

Ｎ'―（２―メチル―４―クロルフェニル）―Ｎ，Ｎ―ジメチルホルムアミジン

２０

４８

Ｎ'―（２―メチル―４―クロルフェニル）―Ｎ，Ｎ―ジメチルホルムアミジン一塩酸塩

２０

４９

メチル＝３―クロロ―５―（４，６―ジメトキシ―２―ピリミジニルカルバモイルスルファモイル）―１―メチルピラゾール

―４―カルボキシラート（別名ハロスルフロンメチル）

２０

５０

メチル＝（Ｓ）―７―クロロ―２，３，４ａ，５―テトラヒドロ―２―［メトキシカルボニル（４―トリフルオロメトキシフ

ェニル）カルバモイル］インデノ［１，２―ｅ］［１，３，４］オキサジアジン―４ａ―カルボキシラート（別名インドキサ

カルブ）

２０

５１

メチル＝Ｎ―［２―［１―（４―クロロフェニル）―１Ｈ―ピラゾール―３―イルオキシメチル］フェニル］（Ｎ―メトキシ）

カルバマート（別名ピラクロストロビン）

２０

５２

メチル＝（Ｅ）―２―［２―［６―（２―シアノフェノキシ）ピリミジン―４―イルオキシ］フェニル］―３―メトキシアク

リラート（別名アゾキシストロビン）

２０

５３

メチルジエタノールアミン

２０

５４

３―メチル―１，５―ジ（２，４―キシリル）―１，３，５―トリアザペンタ―１，４―ジエン（別名アミトラズ）

２０

５５

メチルシクロヘキサノール

２０

５６

メチルシクロヘキサノン

２０

５７

メチルシクロヘキサン

２０

５８

メチルシクロヘキサン―１，２―ジカルボン酸無水物

２０

５９

メチルシクロヘキシル―４―クロルフェニルチオホスフェイト

２０

６０

２―メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン
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２０

６１

メチルジクロルビニルリン酸カルシウムとジメチルジクロルビニルホスフェイトとの錯化合物

２０

６２

Ｎ―メチルジチオカルバミン酸（別名カーバム）

２０

６３

メチルジチオカルバミン酸亜鉛

２０

６４

Ｎ―メチルジチオカルバミン酸アンモニウム

２０

６５

Ｎ―メチルジチオカルバミン酸ナトリウム（別名メタムナトリウム塩）

２０

６６

６―メチル―１，３―ジチオロ［４，５―ｂ］キノキサリン―２―オン

２０

６７

２―メチル―４，６―ジニトロフェノール

２０

６８

２―メチル―３，５―ジニトロベンズアミド（別名ジニトルミド）

２０

６９

２―メチル―５，６―ジヒドロ―４Ｈ―シクロペンタ［ｄ］イソチアゾール―３―オン

２０

７０

４―メチル―２，４―ジフェニルペンタ―１―エン

２０

７１

メチル―Ｎ'，Ｎ'―ジメチル―Ｎ―［（メチルカルバモイル）オキシ］―１―チオオキサムイミデート（別名オキサミル）

２０

７２

メチル＝２―（４，６―ジメトキシ―２―ピリミジニルオキシ）―６―［１―（メトキシイミノ）エチル］ベンゾアート（別

名ピリミノバックメチル）

２０

７３

メチルシラントリイル＝トリアセタート

２０

７４

Ｓ―（４―メチルスルホニルオキシフェニル）―Ｎ―メチルチオカルバマート

２０

７５

メチル―ターシャリ―ブチルエーテル（別名ＭＴＢＥ）

２０

７６

６―メチル―２―チオウラシル

２０

７７

３―メチルチオプロパナール

２０

７８

メチル＝ドデカノアート

２０

７９

５―メチル―１，２，４―トリアゾロ［３，４―ｂ］ベンゾチアゾール（別名トリシクラゾール）

２０

８０

２―メチル―４―（２―トリルアゾ）アニリン

２０

８１

メチルナフタレン

２０

８２

Ｎ―メチル―Ｎ―（１―ナフチル）―モノフルオール酢酸アミド

２０

８３

２―メチル―５―ニトロアニリン

２０

８４

２―メチル―１―ニトロアントラキノン

２０

８５

Ｎ―メチル―Ｎ―ニトロソエチルアミン

２０

８６

Ｎ―メチル―Ｎ―ニトロソエテンアミン

２０

８７

Ｎ―メチル―Ｎ―ニトロソカルバミン酸エチル

２０

８８

Ｎ―メチル―Ｎ―ニトロソグリシン

２０

８９

１―メチル―１―ニトロソ―３―［（２Ｓ，３Ｒ，４Ｒ，５Ｓ，６Ｒ）―２，４，５―トリヒドロキシ―６―（ヒドロキシメ

エチル）オキサン―３―イル］尿素

２０

９０

Ｎ―メチル―Ｎ―ニトロソ尿素

２０

９１

２―メチル―Ｎ―［４―ニトロ―３―（トリフルオロメチル）フェニル］プロパンアミド（別名フルタミド）

２０

９２

Ｎ―メチル―Ｎ'―ニトロ―Ｎ―ニトロソグアニジン
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２０

９３

２―メチル―５―ニトロベンゼンスルホン酸

２０

９４

メチル―ノルマル―ブチルケトン

２０

９５

メチル―ノルマル―ペンチルケトン

２０

９６

２―メチル―パラ―フェニレンジアミン硫酸塩

２０

９７

メチルビシクロ［２．２．１］ヘプタ―５―エン―２，３―ジカルボン酸無水物

２０

９８

メチルヒドラジン

２０

９９

２―メチル―１―（ビニルオキシ）プロパン

２１

００

メチルビニルケトン

２１

０１

２―メチル―１，１'―ビフェニル―３―イルメチル＝（Ｚ）―３―（２―クロロ―３，３，３―トリフルオロ―１―プロペ

ニル）―２，２―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名ビフェントリン）

２１

０２

Ｓ―（２―メチル―１―ピペリジル―カルボニルメチル）ジプロピルジチオホスフェイト

２１

０３

Ｎ―メチルピペリジン

２１

０４

２―メチルピラジン

２１

０５

メチルピリジン

２１

０６

２―メチル―１―（ピリミジン―５―イル）―１―［４―（トリフルオロメトキシ）フェニル］プロパン―１―オール

２１

０７

３―（１―メチル―２―ピロリジニル）ピリジン硫酸塩（別名ニコチン硫酸塩）

２１

０８

Ｎ―メチル―２―ピロリドン

２１

０９

１―［（２―メチルフェニル）アゾ］―２―ナフトール（別名オイルオレンジＳＳ）

２１

１０

１―メチル―１―フェニルエチル＝ヒドロペルオキシド

２１

１１

Ｓ―１―メチル―１―フェニルエチル＝ピペリジン―１―カルボチオアート

２１

１２

２―メチル―１―フェニルプロパン―２―オール

２１

１３

３―メチルフェニル―Ｎ―メチルカルバメート

２１

１４

［（２―メチルフェノキシ）メチル］オキシラン

２１

１５

２―メチルブタナール

２１

１６

３―メチルブタナール

２１

１７

２―メチル―２―ブタノール

２１

１８

２―メチルブタン―１―オール

２１

１９

３―メチルブタン酸イソペンチル

２１

２０

３―メチル―１―ブチン―３―オール

２１

２１

３―メチル―２―ブテナール

２１

２２

２―メチル―２―ブテン

２１

２３

３―メチル―１―ブテン―３―オール

２１

２４

３―メチル―２―ブテン―１―オール
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２１

２５

２―メチルフラン

２１

２６

５―メチルフラン―２（３Ｈ）―オン

２１

２７

（Ｒ）―２―メチル―５―（プロパ―１―エン―２―イル）シクロヘキサ―２―エン―１―オン

２１

２８

２―メチルプロパ―１―エン三量体

２１

２９

２―メチル―１―プロパンアミン（別名イソブチルアミン）

２１

３０

３―メチル―１―（プロパン―２―イル）―１Ｈ―ピラゾール―５―イル＝ジメチルカルバマート

２１

３１

２―メチルプロパン酸

２１

３２

２―メチルプロパン酸エチル

２１

３３

２―メチルプロパン酸２―メチルプロピル

２１

３４

２―メチルプロパン―２―チオール

２１

３５

メチルプロピルケトン

２１

３６

２―メチル―２―プロペナール

２１

３７

メチル―（４―ブロム―２，５―ジクロルフェニル）―チオノベンゼンホスホネイト

２１

３８

５―メチル―２―ヘキサノン

２１

３９

６―メチル―２―ヘプタノン

２１

４０

６―メチル―５―ヘプテン―２―オン

２１

４１

４―メチルベンズアルデヒド

２１

４２

４―メチルベンゼンスルホン酸

２１

４３

メチル＝ベンゾイミダゾール―２―イルカルバマート（別名カルベンダジム）

２１

４４

２―メチルペンタナール

２１

４５

４―メチル―２―ペンタノール

２１

４６

２―メチル―２，４―ペンタンジオール

２１

４７

４―メチル―１―ペンテン

２１

４８

メチルホスホン酸ジクロリド

２１

４９

メチルホスホン酸ジメチル

２１

５０

Ｎ―メチルホルムアミド

２１

５１

Ｓ―メチル―Ｎ―（メチルカルバモイルオキシ）チオアセチミデート（別名メソミル）

２１

５２

２―メチル―１―［４―（メチルチオ）フェニル］―２―モルホリノ―１―プロパノン

２１

５３

３―メチル―４―（メチルチオ）フェノール

２１

５４

７―メチル―３―メチレン―１，６―オクタジエン

２１

５５

メチル＝（Ｅ）―メトキシイミノ［２―（オルト―トリルオキシメチル）フェニル］アセタート（別名クレソキシムメチル）

２１

５６

メチル＝（Ｅ）―メトキシイミノ―［２―［［［［（Ｅ）―１―［３―（トリフルオロメチル）フェニル］エチリデン］アミノ］

オキシ］メチル］フェニル］アセタート（別名トリフロキシストロビン）
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２１

５７

メチル―２―［２―メトキシ（メチル）エトキシ］エチル＝アセタート

２１

５８

メチルメルカプタン

２１

５９

４―メチルモルホリン

２１

６０

４，４'―メチレンジアニリン

２１

６１

１，１'―メチレンビス（イソシアナトベンゼン）

２１

６２

２，２'―メチレンビス（４―クロロフェノール）（別名ジクロロフェン）

２１

６３

メチレンビス（４，１―シクロヘキシレン）＝ジイソシアネート

２１

６４

４，４'―メチレンビス（Ｎ，Ｎ―ジメチルアニリン）

２１

６５

メチレンビスチオシアネート

２１

６６

メチレンビス（１―チオセミカルバジド）

２１

６７

２，２'―メチレンビス（３，４，６―トリクロロフェノール）

２１

６８

３，３'―メチレンビス（４―ヒドロキシ―２Ｈ―クロメン―２―オン）

２１

６９

４，４'―メチレンビス（２―メチルシクロヘキサンアミン）

２１

７０

メチレンブルー

２１

７１

（Ｅ）―２―メトキシイミノ―Ｎ―メチル―２―（２―フェノキシフェニル）アセトアミド（別名メトミノストロビン）

２１

７２

メトキシエテン

２１

７３

３―メトキシカルボニルアミノフェニル＝３'―メチルカルバニラート（別名フェンメディファム）

２１

７４

２―［［（メトキシカルボニル）ヒドラゾノ］メチル］キノキサリン＝１，４―ジオキシド

２１

７５

メトキシ酢酸

２１

７６

２―メトキシ―１，３，５―トリニトロベンゼン

２１

７７

２―メトキシ―４―ニトロアニリン

２１

７８

２―メトキシフェノール

２１

７９

１―［［１―［（１―メトキシプロパン―２―イル）オキシ］プロパン―２―イル］オキシ］プロパン―２―オール

２１

８０

３―メトキシプロピルアミン

２１

８１

２―メトキシ―４―（１―プロペニル）フェノール（別名イソオイゲノール）

２１

８２

４―メトキシ―７Ｈ―フロ［３，２―ｇ］［１］ベンゾピラン―７―オン

２１

８３

９―メトキシ―７Ｈ―フロ［３，２―ｇ］［１］ベンゾピラン―７―オン

２１

８４

メトキシベンゼン（別名アニソール）

２１

８５

４―メトキシベンゼン―１，３―ジアミン硫酸塩

２１

８６

２―メトキシ―１，３，２―ベンゾジオキサホスホリン―２―スルフィド

２１

８７

メトキシメタノール

２１

８８

２―メトキシ―５―メチルアニリン
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２１

８９

１―（２―メトキシ―２―メチルエトキシ）―２―プロパノール

２１

９０

２―（メトキシメチル）オキシラン

２１

９１

３―メトキシ―３―メチル―１―ブタノール

２１

９２

２―メトキシ―２―メチルブタン（別名ターシャリ―アミルメチルエーテル）

２１

９３

４―メトキシ―４―メチルペンタン―２―オン

２１

９４

１―メトキシ―２―（２―メトキシエトキシ）エタン

２１

９５

メフェナム酸

２１

９６

２―メルカプトエタノール

２１

９７

メルカプト酢酸

２１

９８

６―メルカプトプリン

２１

９９

２―メルカプトベンゾチアゾール

２２

００

モネンシン及びそのナトリウム塩

２２

０１

モノフルオール酢酸

２２

０２

モノフルオール酢酸アミド

２２

０３

モノフルオール酢酸パラブロムアニリド

２２

０４

モノフルオール酢酸パラブロムベンジルアミド

２２

０５

２―（モルホリノチオ）ベンゾチアゾール

２２

０６

（Ｓ）―５―（モルホリノメチル）―３―［［（５―ニトロフラン―２―イル）メチリデン］アミノ］―１，３―オキサゾリジ

ン―２―オン

２２

０７

モルホリン

２２

０８

ヨードホルム

２２

０９

四ナトリウム＝４―アミノ―５―ヒドロキシ―３，６―ビス［４―［２―（オキシドスルホニルオキシ）エチルスルホニル］

フェニルアゾ］―２，７―ナフタレンジスルホナート

２２

１０

四ナトリウム＝６，６'―［（３，３'―ジメトキシ［１，１'―ビフェニル］―４，４'―ジイル）ビス（ジアゼニル）］ビス

（４―アミノ―５―ヒドロキシナフタレン―１，３―ジスルホナート）

２２

１１

四ナトリウム＝６，６'―［（［１，１'―ビフェニル］―４，４'―ジイル）ビス（ジアゼニル）］ビス（４―アミノ―５―ヒ

ドロキシナフタレン―２，７―ジスルホナート）

２２

１２

酪酸

２２

１３

酪酸イソプロピル

２２

１４

酪酸イソペンチル

２２

１５

酪酸ブチル

２２

１６

ラクトニトリル（別名アセトアルデヒドシアンヒドリン）

２２

１７

ラサロシド

２２

１８

リチウム＝ビス（トリフルオロメタンスルホン）イミド

２２

１９

リドカイン

２２

２０

ｄ―リモネン
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２２

２１

硫化カリウム

２２

２２

硫化カルボニル

２２

２３

硫化ジメチル

２２

２４

硫化水素

２２

２５

硫化水素ナトリウム

２２

２６

硫化ナトリウム

２２

２７

硫化バリウム

２２

２８

硫化りん

２２

２９

硫酸

２２

３０

硫酸亜鉛並びにその一水和物及び七水和物

２２

３１

硫酸ジイソプロピル

２２

３２

硫酸ジエチル

２２

３３

硫酸ジメチル

２２

３４

硫酸水素カリウム

２２

３５

硫酸水素ナトリウム

２２

３６

硫酸ナトリウム

２２

３７

硫酸パラジメチルアミノフェニルジアゾニウム及びそのナトリウム塩

２２

３８

硫酸バリウム

２２

３９

硫酸ヒドラジン

２２

４０

硫酸ヒドロキシルアミン（別名硫酸ヒドロキシルアンモニウム）

２２

４１

硫酸リチウム

２２

４２

りん化亜鉛

２２

４３

りん化アルミニウム

２２

４４

りん化水素

２２

４５

りん化石灰

２２

４６

りん酸

２２

４７

りん酸亜鉛

２２

４８

りん酸（２―エチルヘキシル）ジフェニル

２２

４９

りん酸カリウム（別名りん酸三カリウム）

２２

５０

りん酸クレジルジフェニル

２２

５１

りん酸（Ｚ）―２―クロロ―１―（２，４，５―トリクロロフェニル）ビニル＝ジメチル

２２

５２

りん酸ジ―ノルマル―ブチル
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２２

５３

りん酸ジ―ノルマル―ブチル＝フェニル

２２

５４

りん酸１，２―ジブロモ―２，２―ジクロロエチル＝ジメチル（別名ナレド）

２２

５５

りん酸ジメチル＝（Ｅ）―１―（Ｎ，Ｎ―ジメチルカルバモイル）―１―プロペン―２―イル（別名ジクロトホス）

２２

５６

りん酸ジメチル＝（Ｅ）―１―（Ｎ―メチルカルバモイル）―１―プロペン―２―イル（別名モノクロトホス）

２２

５７

りん酸ジメチル＝１―メトキシカルボニル―１―プロペン―２―イル（別名メビンホス）

２２

５８

りん酸トリエチル

２２

５９

りん酸トリス（イソプロピルフェニル）

２２

６０

りん酸トリス（２―エチルヘキシル）

２２

６１

りん酸トリス（２―クロロエチル）

２２

６２

りん酸トリス（２―クロロ―１―メチルエチル）

２２

６３

りん酸トリス（１，３―ジクロロ―２―プロピル）

２２

６４

りん酸トリス（２，３―ジブロモプロピル）

２２

６５

りん酸トリス（ジメチルフェニル）

２２

６６

りん酸トリトリル

２２

６７

りん酸トリ―ノルマル―ブチル

２２

６８

りん酸トリフェニル

２２

６９

りん酸トリメチル

２２

７０

りん酸ナトリウム（別名りん酸三ナトリウム）

２２

７１

レソルシノール

２２

７２

六塩化ブタジエン

２２

７３

六弗化硫黄

２２

７４

ロジン

２２

７５

ロダン酢酸エチル

２２

７６

ロテノン

別表第三（第四十一条関係）

業務の区分 業務につくことができる者

令第二十条第一号の業務 一　発破技士免許を受けた者

二　火薬類取締法第三十一条の火薬類取扱保安責任者免状を有する者

三　鉱山保安法施行規則（平成十六年経済産業省令第九十六号）附則第二条の規定による廃止前

の保安技術職員国家試験規則（昭和二十五年通商産業省令第七十二号。以下「旧保安技術職員国

家試験規則」という。）による甲種上級保安技術職員試験、乙種上級保安技術職員試験若しくは丁

種上級保安技術職員試験、甲種発破係員試験若しくは乙種発破係員試験、甲種坑外保安係員試験

若しくは丁種坑外保安係員試験又は甲種坑内保安係員試験、乙種坑内保安係員試験若しくは丁種

坑内保安係員試験に合格した者

令第二十条第二号の業務 揚貨装置運転士免許を受けた者

令第二十条第三号の業務のうち次の

項に掲げる業務以外の業務

特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者

令第二十条第三号の業務のうち令第

二十条第五号イからニまでに掲げる

ボイラーの取扱いの業務

一　特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者

二　ボイラー取扱技能講習を修了した者
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令第二十条第四号の業務のうち次の

項に掲げる業務以外の業務

特別ボイラー溶接士免許を受けた者

令第二十条第四号の業務のうち溶接

部の厚さが二十五ミリメートル以下

の場合又は管台、フランジ等を取り

付ける場合における溶接の業務

特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許を受けた者

令第二十条第五号の業務 ボイラー整備士免許を受けた者

令第二十条第六号の業務のうち次の

項に掲げる業務以外の業務

クレーン・デリック運転士免許を受けた者

令第二十条第六号の業務のうち床上

で運転し、かつ、当該運転をする者

が荷の移動とともに移動する方式の

クレーンの運転の業務

一　クレーン・デリック運転士免許を受けた者

二　床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者

令第二十条第七号の業務のうち次の

項に掲げる業務以外の業務

移動式クレーン運転士免許を受けた者

令第二十条第七号の業務のうちつり

上げ荷重が五トン未満の移動式クレ

ーンの運転の業務

一　移動式クレーン運転士免許を受けた者

二　小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者

令第二十条第八号の業務 クレーン・デリック運転士免許を受けた者

令第二十条第九号の業務 潜水士免許を受けた者

令第二十条第十号の業務 一　ガス溶接作業主任者免許を受けた者

二　ガス溶接技能講習を修了した者

三　その他厚生労働大臣が定める者

令第二十条第十一号の業務 一　フォークリフト運転技能講習を修了した者

二　職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促

進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系港湾荷役科の訓練（通信の方法

によつて行うものを除く。）を修了した者で、フォークリフトについての訓練を受けたもの

三　その他厚生労働大臣が定める者

令第二十条第十二号の業務のうち令

別表第七第一号又は第二号に掲げる

建設機械の運転の業務

一　車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習を修了した者

二　建設業法施行令（昭和三十一年政令第二百七十三号）第三十四条に規定する建設機械施工管

理技術検定に合格した者（厚生労働大臣が定める者を除く。）

三　職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促

進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる建設機械運転科の訓練（通信の方法によつて行うも

のを除く。）を修了した者

四　その他厚生労働大臣が定める者

令第二十条第十二号の業務のうち令

別表第七第三号に掲げる建設機械の

運転の業務

一　車両系建設機械（基礎工事用）運転技能講習を修了した者

二　建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者（厚生労働大

臣が定める者を除く。）

三　その他厚生労働大臣が定める者

令第二十条第十二号の業務のうち令

別表第七第六号１に掲げる建設機械

の運転の業務

一　車両系建設機械（解体用）運転技能講習を修了した者

二　建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者（厚生労働大

臣が定める者を除く。）

三　その他厚生労働大臣が定める者

令第二十条第十二号の業務のうち令

別表第七第六号２に掲げる建設機械

の運転の業務

一　車両系建設機械（解体用）運転技能講習（平成二十五年七月一日以後に開始されたものに限

る。）を修了した者

二　その他厚生労働大臣が定める者

令第二十条第十三号の業務 一　ショベルローダー等運転技能講習を修了した者

二　職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促

進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系港湾荷役科の訓練（通信の方法

によつて行うものを除く。）を修了した者で、ショベルローダー等についての訓練を受けたもの

三　その他厚生労働大臣が定める者

令第二十条第十四号の業務 一　不整地運搬車運転技能講習を修了した者

二　建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者（厚生労働大

臣が定める者を除く。）

三　その他厚生労働大臣が定める者

令第二十条第十五号の業務 一　高所作業車運転技能講習を修了した者

二　その他厚生労働大臣が定める者

令第二十条第十六号の業務 一　玉掛け技能講習を修了した者

二　職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促

進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の訓練（通信の方法によつて行うものを除

く。）を修了した者

三　その他厚生労働大臣が定める者

別表第四（第六十二条関係）

第一種衛生管理

者免許

一　第一種衛生管理者免許試験に合格した者
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二　学校教育法による大学又は高等専門学校において、医学に関する課程を修めて卒業した者（大学改革支援・学位

授与機構により学士の学位を授与された者（当該課程を修めた者に限る。）又はこれと同等以上の学力を有すると認め

られる者を含む。）

三　学校教育法による大学において、保健衛生に関する学科を専攻して卒業した者（大学改革支援・学位授与機構に

より学士の学位を授与された者（当該学科を専攻した者に限る。）若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められ

る者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。）で労働衛生に関する講座又は学科目を修めた

もの

四　その他厚生労働大臣が定める者

第二種衛生管理

者免許

一　第二種衛生管理者免許試験に合格した者

二　その他厚生労働大臣が定める者

衛生工学衛生管

理者免許

一　学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者（大学改革支

援・学位授与機構により学士の学位を授与された者（当該課程を修めた者に限る。）若しくはこれと同等以上の学力を

有すると認められる者又は当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。）で、都道府県労働局長の登録

を受けた者が行う衛生工学衛生管理者講習を修了したもの

二　その他厚生労働大臣が定める者

高圧室内作業主

任者免許

一　高圧室内業務に二年以上従事した者であつて、高圧室内作業主任者免許試験に合格したもの

二　高圧則第四十七条第二号に掲げる者

ガス溶接作業主

任者免許

一　次のいずれかに掲げる者であつて、ガス溶接作業主任者免許試験に合格したもの

イ　ガス溶接技能講習を修了した者であつて、その後三年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの

ロ　学校教育法による大学又は高等専門学校において、溶接に関する学科を専攻して卒業した者（当該学科を専攻し

て専門職大学前期課程を修了した者を含む。）

ハ　学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は化学に関する学科を専攻して卒業した者（大学改革

支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者（当該学科を専攻した者に限る。）若しくはこれと同等以上の学

力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。）であつて、その後一年

以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの

ニ　職業能力開発促進法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許のうち職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免

許職種の欄に掲げる塑性加工科、構造物鉄工科又は配管科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者

ホ　職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表

第二の訓練科の欄に定める金属加工系溶接科の訓練を修了した者であつて、その後二年以上ガス溶接等の業務に従事

した経験を有するもの

ヘ　職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、鉄工、建築板金、工場板金又は配管

に係る一級又は二級の技能検定に合格した者であつて、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの

ト　旧保安技術職員国家試験規則による溶接係員試験に合格した者であつて、その後一年以上ガス溶接等の業務に従

事した経験を有するもの

チ　その他厚生労働大臣が定める者

二　職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校が行う同法第二十七条第一項の指導員訓練のうち職業能力開

発促進法施行規則別表第八の五の訓練科の欄に掲げる塑性加工科又は溶接科の訓練を修了した者

三　その他厚生労働大臣が定める者

林業架線作業主

任者免許

一　林業架線作業の業務に三年以上従事した経験を有する者であつて、林業架線作業主任者免許試験に合格したもの

二　学校教育法による大学又は高等専門学校において機械集材装置及び運材索道に関する講座又は学科目を修めて卒

業した者（当該講座又は学科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。）で、その後一年以上林業架線作業

の業務に従事した経験を有するもの

三　学校教育法による高等学校又は中等教育学校において機械集材装置及び運材索道に関する講座又は学科目を修め

て卒業した者で、その後三年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有するもの

四　その他厚生労働大臣が定める者

特級ボイラー技

士免許

一　一級ボイラー技士免許を受けた後、五年以上ボイラー（令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラー及び小

型ボイラーを除く。以下この欄において同じ。）を取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、三年以上ボイラ

ー取扱作業主任者としての経験がある者であつて、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの

二　ボイラー則第百一条第一号ロ又はハに掲げる者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの

一級ボイラー技

士免許

一　二級ボイラー技士免許を受けた後、二年以上ボイラーを取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、一年

以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者であつて、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの

二　ボイラー則第百一条第二号ロ又はハに掲げる者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの

二級ボイラー技

士免許

一　ボイラー則第九十七条第三号イに掲げる者

二　ボイラー則第九十七条第三号ロ及びハに掲げる者

エツクス線作業

主任者免許

一　エツクス線作業主任者免許試験に合格した者

二　電離則第四十八条各号に掲げる者

ガンマ線透過写

真撮影作業主任

者免許

一　ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者

二　電離則第五十二条の四各号に掲げる者

特定第一種圧力

容器取扱作業主

任者免許

ボイラー則第百十九条第一項各号に掲げる者

発破技士免許 一　次のいずれかに掲げる者であつて、発破技士免許試験に合格したもの

イ　学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、応用化学、採鉱学又は土木工学に

関する学科を専攻して卒業した者（大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者（当該学科を専攻
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した者に限る。）若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程

を修了した者を含む。次号において同じ。）であつて、その後三月以上発破の業務について実地修習を経たもの

ロ　発破の補助作業の業務に六月以上従事した経験を有する者

ハ　都道府県労働局長の登録を受けた者が行う発破実技講習を修了した者

二　学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において応用化学、採鉱学又は土木工学に関

する学科を専攻して卒業した者で、その後一年以上発破の業務について実地修習を経たもの

揚貨装置運転士

免許

一　揚貨装置運転士免許試験に合格した者

二　揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内に揚貨装

置運転実技教習を修了したもの

三　職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第

二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は同令別表第

四の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練（通信の方法によつて行うものを除く。）を修了し

た者で揚貨装置についての訓練を受けたもの

四　その他厚生労働大臣が定める者

特別ボイラー溶

接士免許

特別ボイラー溶接士免許試験に合格した者

普通ボイラー溶

接士免許

一　普通ボイラー溶接士免許試験に合格した者

二　普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験の全科目及び実技試験の全部の免除を受けることができる者

ボイラー整備士

免許

ボイラー則第百十三条各号のいずれかに掲げる者であつて、ボイラー整備士免許試験に合格したもの

クレーン・デリ

ック運転士免許

一　クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者

二　クレーン則第二百二十三条第二号から第六号までに掲げる者

移動式クレーン

運転士免許

一　移動式クレーン運転士免許試験に合格した者

二　クレーン則第二百二十九条第二号から第五号までに掲げる者

潜水士免許 一　潜水士免許試験に合格した者

二　高圧則第五十二条第二号に掲げる者

別表第五（第七十条関係）

一　第一種衛生管理者免許試験

受験資格 試験科目 試験科目の免除を受ける

ことができる者

免除す

る試験

科目

一　学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後一年以上労働衛

生の実務に従事した経験を有するもの

二　学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後三年以上労

働衛生の実務に従事した経験を有するもの

三　船員法（昭和二十二年法律第百号）第八十二条の二第三項の衛生管理者適任証書

の交付を受けた者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

四　その他厚生労働大臣が定める者

学科試験

イ　労働衛生

ロ　労働生理

ハ　関係法令

一　受験資格の欄第三号

に掲げる者

二　第二種衛生管理者免

許を受けた者

労働生

理

一の二　第二種衛生管理者免許試験

受験資格 試験科目 試験科目の免除を

受けることができ

る者

免 除 す

る 試 験

科目

一　学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の

実務に従事した経験を有するもの

二　学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後三年以上労働衛

生の実務に従事した経験を有するもの

三　船員法第八十二条の二第三項の衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後一年

以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

四　その他厚生労働大臣が定める者

学科試験

イ　労働衛生

ロ　労働生理

ハ　関係法令

受験資格の欄第三

号に掲げる者

労 働 生

理

二　ガス溶接作業主任者免許試験

受

験

資

格

試験科目 試験科目の免除を受けることができる者 免除する試験科目

学科試験

イ　アセチレン溶接装置及びガス集合溶接

装置に関する知識

ロ　アセチレンその他の可燃性ガス、カー

バイド及び酸素に関する知識

ハ　ガス溶接等の作業に関する知識

ニ　関係法令

一　別表第四ガス溶接作業主任者免許の項第一

号ロからヘまでに掲げる者（ヘに掲げる者にあ

つては、一級の技能検定に合格した者に限る。）

二　その他厚生労働大臣が定める者

一　アセチレン溶接装置及びガス

集合溶接装置に関する知識

二　アセチレンその他の可燃性ガ

ス、カーバイド及び酸素に関する

知識

三　林業架線作業主任者免許試験

受

験

試験科目 試験科目の免除を受けることができる者 免除する試験

科目
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資

格

学科試験

イ　機械集材装置及び運材索道

に関する知識

ロ　林業架線作業に関する知識

ハ　林業架線作業に必要な力学

に関する知識

ニ　関係法令

一　学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において

力学に関する講座又は学科を修めて卒業した者（大学改革支援・学位授与機構に

より学士の学位を授与された者（当該講座又は学科を修めた者に限る。）若しく

はこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該講座若しくは学科を修

めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。）

二　その他厚生労働大臣が定める者

林業架線作業

に必要な力学

に関する知識

四　発破技士免許試験

受験資格 試験科目 試験科目の免除を受けることができる者 免除する試験科目

学科試験

イ　火薬類の知識

ロ　火薬類の取扱い

ハ　発破の方法

五　揚貨装置運転士免許試験

受

験

資

格

試験科目 試験科目の免除を受けることができる者 免除する試験科目

　 一　学科試験

イ　揚貨装置に関する知識

ロ　原動機及び電気に関する知識

ハ　揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識

ニ　関係法令

二　実技試験

イ　揚貨装置の運転

ロ　揚貨装置の運転のための合図

クレーン・デリック運転士免許又は移動式クレ

ーン運転士免許を受けた者

一　学科試験のうち、

次の科目

イ　原動機及び電気に

関する知識

ロ　揚貨装置の運転の

ために必要な力学に関

する知識

二　実技試験のうち、

揚貨装置の運転のため

の合図

揚貨装置運転実技教習を修了した者で、修了し

た日から起算して一年を経過しないもの

実技試験の科目の全部

床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式

クレーン運転技能講習又は玉掛け技能講習を修

了した者

実技試験のうち、揚貨

装置の運転のための合

図

一　当該免許試験を行う都道府県労働局長が行

つた前回の揚貨装置運転士免許試験の学科試験

に合格した者

二　当該免許試験を行う指定試験機関が行つた

揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した

者で、当該学科試験が行われた日から起算して

一年を超えないもの

学科試験の科目の全部

別表第六（第七十九条関係）

区分 受講資格 講習科目

木材加工用機

械作業主任者

技能講習

一　木材加工用機械による作業に三年以上従事した経験を有する者

二　その他厚生労働大臣が定める者

学科講習

イ　作業に係る機械、その安全装置等の種類、構

造及び機能に関する知識

ロ　作業に係る機械、その安全装置等の保守点検

に関する知識

ハ　作業の方法に関する知識

ニ　関係法令

プレス機械作

業主任者技能

講習

一　プレス機械による作業に五年以上従事した経験を有する者

二　その他厚生労働大臣が定める者

学科講習

イ　作業に係る機械、その安全装置等の種類、構

造及び機能に関する知識

ロ　作業に係る機械、その安全装置等の保守点検

に関する知識

ハ　作業の方法に関する知識

ニ　関係法令

乾燥設備作業

主任者技能講

習

一　乾燥設備の取扱いの作業に五年以上従事した経験を有する者

二　学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正

規の学科を専攻して卒業した者（大学改革支援・学位授与機構によ

り学士の学位を授与された者（当該学科を専攻した者に限る。）若し

くはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を

専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。）で、その後一年

学科講習

イ　乾燥設備及びその附属設備の構造及び取扱い

に関する知識

ロ　乾燥設備、その附属設備等の点検整備及び異

常時の処置に関する知識

ハ　乾燥作業の管理に関する知識

ニ　関係法令
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以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験

を有するもの

三　学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統

の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上乾燥設備の

設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有するもの

四　その他厚生労働大臣が定める者

コンクリート

破砕器作業主

任者技能講習

一　コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に二年以上従事し

た経験を有する者

二　学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育

学校において応用化学、採鉱又は土木に関する学科を専攻して卒業

した者（大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与され

た者（当該学科を専攻した者に限る。）若しくはこれと同等以上の学

力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期

課程を修了した者を含む。）で、その後一年以上コンクリート破砕器

を用いて行う破砕の作業に従事した経験を有するもの

三　発破技士免許を受けた者で、その後一年以上コンクリート破砕

器を用いて行う破砕の作業又は発破の作業に従事した経験を有する

もの

四　その他厚生労働大臣が定める者

学科講習

イ　火薬類に関する知識

ロ　コンクリート破砕器の取扱いに関する知識

ハ　コンクリート破砕器を用いて行う破砕の方法

に関する知識

ニ　作業者に対する教育等に関する知識

ホ　関係法令

地山の掘削及

び土止め支保

工作業主任者

技能講習

一　地山の掘削の作業又は土止め支保工の切りばり若しくは腹おこ

しの取付け若しくは取りはずしに関する作業に三年以上従事した経

験を有する者

二　学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育

学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業

した者（大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与され

た者（当該学科を専攻した者に限る。）若しくはこれと同等以上の学

力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期

課程を修了した者を含む。次項第二号及びずい道等の覆工作業主任

者技能講習の項第二号において同じ。）で、その後二年以上地山の掘

削の作業又は土止め支保工の切りばり若しくは腹おこしの取付け若

しくは取りはずしに関する作業に従事した経験を有するもの

三　その他厚生労働大臣が定める者

学科講習

イ　作業の方法に関する知識

ロ　工事用設備、機械、器具、作業環境等に関す

る知識

ハ　作業者に対する教育等に関する知識

ニ　関係法令

ずい道等の掘

削等作業主任

者技能講習

一　ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工

の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付け

の作業（次号において「ずい道等の掘削等の作業」という。）に三年

以上従事した経験を有する者

二　学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育

学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業

した者で、その後二年以上ずい道等の掘削等の作業に従事した経験

を有するもの

三　その他厚生労働大臣が定める者

学科講習

イ　作業の方法に関する知識

ロ　工事用設備、機械、器具、作業環境の改善方

法等に関する知識

ハ　作業者に対する教育等に関する知識

ニ　関係法令

ずい道等の覆

工作業主任者

技能講習

一　ずい道等の覆工の作業に三年以上従事した経験を有する者

二　学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育

学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業

した者で、その後二年以上ずい道等の覆工の作業に従事した経験を

有するもの

三　その他厚生労働大臣が定める者

学科講習

イ　作業の方法に関する知識

ロ　工事用設備、機械、器具、作業環境等に関す

る知識

ハ　作業者に対する教育等に関する知識

ニ　関係法令

型枠支保工の

組立て等作業

主任者技能講

習

一　型枠支保工の組立て又は解体に関する作業に三年以上従事した

経験を有する者

二　学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育

学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者（大

学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者（当該

学科を専攻した者に限る。）若しくはこれと同等以上の学力を有する

と認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了

した者を含む。以下同じ。）で、その後二年以上型枠支保工の組立て

又は解体に関する作業に従事した経験を有するもの

三　その他厚生労働大臣が定める者

　学科講習

イ　作業の方法に関する知識

ロ　工事用設備、機械、器具、作業環境等に関す

る知識

ハ　作業者に対する教育等に関する知識

ニ　関係法令

足場の組立て

等作業主任者

技能講習

一　足場の組立て、解体又は変更に関する作業に三年以上従事した

経験を有する者

二　学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育

学校において土木、建築又は造船に関する学科を専攻して卒業した

者（大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者

（当該学科を専攻した者に限る。）若しくはこれと同等以上の学力を

有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程

学科講習

イ　作業の方法に関する知識

ロ　工事用設備、機械、器具、作業環境等に関す

る知識

ハ　作業者に対する教育等に関する知識

ニ　関係法令
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を修了した者を含む。）で、その後二年以上足場の組立て、解体又は

変更に関する作業に従事した経験を有するもの

三　その他厚生労働大臣が定める者

建築物等の鉄

骨の組立て等

作業主任者技

能講習

一　建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成され

るものの組立て、解体又は変更の作業（次号において「建築物等の

鉄骨の組立て等の作業」という。）に関する作業に三年以上従事した

経験を有する者

二　学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育

学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、

その後二年以上建築物等の鉄骨の組立て等の作業に従事した経験を

有するもの

三　その他厚生労働大臣が定める者

学科講習

イ　作業の方法に関する知識

ロ　工事用設備、機械、器具、作業環境等に関す

る知識

ハ　作業者に対する教育等に関する知識

ニ　関係法令

鋼橋架設等作

業主任者技能

講習

一　橋
りよう

梁 の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの

の架設、解体又は変更の作業（次号において「鋼橋架設等の作業」

という。）に関する作業に三年以上従事した経験を有する者

二　学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育

学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、

その後二年以上鋼橋架設等の作業に従事した経験を有するもの

三　その他厚生労働大臣が定める者

学科講習

イ　作業の方法に関する知識

ロ　工事用設備、機械、器具等に関する知識

ハ　作業環境等に関する知識

ニ　作業者に対する教育等に関する知識

ホ　関係法令

コンクリート

造の工作物の

解体等作業主

任者技能講習

一　コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業（次号において

「工作物の解体等の作業」という。）に三年以上従事した経験を有す

る者

二　学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育

学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、

その後二年以上工作物の解体等の作業に従事した経験を有するもの

三　その他厚生労働大臣が定める者

学科講習

イ　作業の方法に関する知識

ロ　工事用設備、機械、器具、作業環境等に関す

る知識

ハ　作業者に対する教育等に関する知識

ニ　関係法令

コンクリート

橋架設等作業

主任者技能講

習

一　橋
りよう

梁 の上部構造であつて、コンクリート造のものの架設又は変

更の作業（次号において「コンクリート橋架設等の作業」という。）

に関する作業に三年以上従事した経験を有する者

二　学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育

学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、

その後二年以上コンクリート橋架設等の作業に従事した経験を有す

るもの

三　その他厚生労働大臣が定める者

学科講習

イ　作業の方法に関する知識

ロ　工事用設備、機械、器具、作業環境等に関す

る知識

ハ　作業者に対する教育等に関する知識

ニ　関係法令

採石のための

掘削作業主任

者技能講習

一　岩石の掘削の作業に三年以上従事した経験を有する者

二　学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育

学校において、土木又は採鉱に関する学科を専攻して卒業した者

（大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者（当

該学科を専攻した者に限る。）若しくはこれと同等以上の学力を有す

ると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修

了した者を含む。）で、その後二年以上岩石の掘削の作業に従事した

経験を有するもの

三　その他厚生労働大臣が定める者

学科講習

イ　岩石の種類、岩石の採取のための掘削の方法

等に関する知識

ロ　設備、機械、器具、作業環境等に関する知識

ハ　作業者に対する教育等に関する知識

ニ　関係法令

はい作業主任

者技能講習

はい付け又ははい崩しの作業に三年以上従事した経験を有する者 学科講習

イ　はい（倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた

荷の集団をいう。以下同じ。）に関する知識

ロ　人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関

する知識

ハ　機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な

機械荷役に関する知識

ニ　関係法令

船内荷役作業

主任者技能講

習

一　揚貨装置運転士免許、クレーン・デリック運転士免許又は移動

式クレーン運転士免許を受けた者で、その後四年以上船内荷役作業

に従事した経験を有するもの

二　その他厚生労働大臣が定める者

学科講習

イ　作業の指揮に必要な知識

ロ　船舶設備、荷役機械等の構造及び取扱いの方

法に関する知識

ハ　玉掛け作業及び合図の方法に関する知識

ニ　荷役の方法に関する知識

ホ　関係法令

木造建築物の

組立て等作業

主任者技能講

習

一　木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しく

は外壁下地の取付けの作業（次号において「構造部材の組立て等の

作業」という。）に三年以上従事した経験を有する者

二　学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育

学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、

その後二年以上構造部材の組立て等の作業に従事した経験を有する

もの

学科講習

イ　木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の

取付け等に関する知識

ロ　工事用設備、機械、器具、作業環境等に関す

る知識

ハ　作業者に対する教育等に関する知識

ニ　関係法令
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三　その他厚生労働大臣が定める者

ガス溶接技能

講習

　 一　学科講習

イ　ガス溶接等の業務のために使用する設備の構

造及び取扱いの方法に関する知識

ロ　ガス溶接等の業務のために使用する可燃性ガ

ス及び酸素に関する知識

ハ　関係法令

二　実技講習

ガス溶接等の業務のために使用する設備の取扱い

フオークリフ

ト運転技能講

習

　 一　学科講習

イ　走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に

関する知識

ロ　荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に

関する知識

ハ　運転に必要な力学に関する知識

ニ　関係法令

二　実技講習

イ　走行の操作

ロ　荷役の操作

シヨベルロー

ダー等運転技

能講習

　 一　学科講習

イ　走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に

関する知識

ロ　荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に

関する知識

ハ　運転に必要な力学に関する知識

ニ　関係法令

二　実技講習

イ　走行の操作

ロ　荷役の操作

車両系建設機

械（整地・運

搬・積込み用

及び掘削用）

運転技能講習

　 一　学科講習

イ　走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に

関する知識

ロ　作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方

法に関する知識

ハ　運転に必要な一般的事項に関する知識

ニ　関係法令

二　実技講習

イ　走行の操作

ロ　作業のための装置の操作

車両系建設機

械（解体用）

運転技能講習

　 一　学科講習

イ　走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に

関する知識

ロ　作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方

法に関する知識

ハ　運転に必要な一般的事項に関する知識

ニ　関係法令

二　実技講習

イ　走行の操作

ロ　作業のための装置の操作

車両系建設機

械（基礎工事

用）運転技能

講習

　 一　学科講習

イ　走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に

関する知識

ロ　作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方

法に関する知識

ハ　運転に必要な一般的事項に関する知識

ニ　関係法令

二　実技講習

イ　走行の操作

ロ　作業のための装置の操作及び合図

不整地運搬車

運転技能講習

　 一　学科講習

イ　走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に

関する知識

ロ　荷の運搬に関する知識

ハ　運転に必要な力学に関する知識

ニ　関係法令
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二　実技講習

イ　走行の操作

ロ　荷の運搬

高所作業車運

転技能講習

　 一　学科講習

イ　作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に

関する知識

ロ　原動機に関する知識

ハ　運転に必要な一般的事項に関する知識

ニ　関係法令

二　実技講習

作業のための装置の操作

別表第七（第八十五条、第八十六条関係）

機械等の種類 事項 図面等

一　動力プレス（機械プレスで

クランク軸等の偏心機構を有す

るもの及び液圧プレスに限る。）

一　種類

二　圧力能力

三　ストローク長さ

四　停止性能

五　切替えスイツチの種類

六　機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するもの

にあつては、

イ　クラツチの型式

ロ　ブレーキの型式

ハ　毎分ストローク数

ニ　ダイハイト

ホ　スライド調節量

ヘ　オーバーラン監視装置の設定位置

ト　クラツチの掛合い箇所の数

七　液圧プレスにあつては、

イ　スライドの 大下降速度

ロ　慣性下降値

八　使用の概要

イ　用途

ロ　行程

ハ　加工

九　安全措置の概要

十　スライドによる危険を防止するための機構を有する

ものにあつては、その性能

一　動力プレスの構造図又はカタログ

二　型式検定に合格した動力プレスにあつて

は、型式検定合格標章の写し

三　安全装置を取り付ける動力プレスにあつ

ては、当該安全装置に係る型式検定合格標章

の写し及び当該安全装置の構造図又はカタ

ログ

四　前二号に掲げる動力プレス以外の動力プ

レスにあつては、安全措置の概要を示す図面

又はカタログ

二　金属その他の鉱物の溶解炉

（容量が一トン以上のものに限

る。）

一　種類、型式、製造者及び製造年月

二　取り扱う金属その他の鉱物の種類及び性状

三　加熱の方法

四　標準仕込量、温度、圧力その他の使用条件

五　構造、材質及び主要寸法

六　冷却装置、酸素吹込装置、ピツトその他の主要な附

属設備の構造、材質及び主要寸法

一　当該溶解炉及び主要な附属設備の構造図

二　設置場所の四隣の概要を示す図面

三　化学設備（配管を除く。）

（製造し、若しくは取り扱う危険

物又は製造し、若しくは取り扱

う引火点が六十五度以上の物の

量が厚生労働大臣が定める基準

に満たないものを除く。）

一　種類、型式及び機能

二　製造し、若しくは取り扱う危険物又は製造し、若し

くは取り扱う引火点が六十五度以上の物の名称及び性状

三　標準仕込量、温度、圧力その他の使用条件

四　構造、材質及び主要寸法

五　主要な附属設備及び配管の構造、材質及び主要寸法

当該化学設備、主要な附属設備及び配管の配

置図及び構造図

四　乾燥設備（令第六条第八号

イ又はロの乾燥設備に限る。）

一　種類、型式、能力、製造者及び製造年月

二　乾燥物の種類及び性状

三　加熱の方法

四　温度、圧力その他の使用条件

五　構造、材質及び主要寸法

六　換気装置、温度測定装置、温度調整装置その他の主

要な附属設備の機能、構造、材質及び主要寸法

一　構造図

二　設置場所の四隣の概要を示す図面

五　アセチレン溶接装置（移動

式のものを除く。）

一　発生器室の床面積、壁、屋根、天井、出入口の戸及

び排気筒の構造、材質及び主要寸法並びに収容する装置

の数

二　発生器の種類、型式、製造者及び製造年月

三　安全器の種類、型式、製造者、製造年月及び個数並

びに構造、材質及び主要寸法

四　清浄器その他の附属器具の名称、構造、材質及び主

要寸法

一　配置図

二　発生器及び安全器の構造図

三　発生器室の構造図

四　設置場所の四隣の概要を示す図面
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五　カーバイドのかすだめの構造及び容積

六　ガス集合溶接装置（移動式

のものを除く。）

一　ガス装置室の構造及び主要寸法並びに貯蔵するガス

の名称及び 大ガス貯蔵量

二　ガス集合装置の構造及び主要寸法

三　安全器の種類、型式、製造者、製造年月及び個数並

びに構造、材質及び主要寸法

四　配管、バルブその他の附属器具の名称、構造、材質

及び主要寸法

一　配置図

二　安全器の構造図

三　ガス装置室の構造図

四　設置場所の四隣の概要を示す図面

七　機械集材装置（原動機の定

格出力が七・五キロワツトを超

えるものに限る。）

一　索張り方式

二　 大使用荷重

三　支間の斜距離、傾斜角及び中央垂下比

四　主索及び作業索の構造及び直径

五　主索及び作業索の安全係数（強度計算書を添付する

こと。）

六　集材機の型式、定格出力及び 大けん引力

七　設置期間

配置図

八　運材索道（支間の斜距離の

合計が三百五十メートル以上の

ものに限る。）

一　種類

二　 大使用荷重及び搬器と搬器との間隔

三　支間の斜距離の合計

四　 長の支間の斜距離、傾斜角及び中央垂下比

五　主索及びえい索の構造及び直径

六　主索及びえい索の安全係数（強度計算書を添付する

こと。）

七　動力式のものにあつては、運材機の型式及び定格

出力

八　設置期間

配置図

九　軌道装置 一　使用目的

二　起点及び終点の位置並びにその高低差（平均勾配）

三　軌道の長さ

四　 小曲線半径及び 急勾配

五　軌間、単線又は複線の区別及び軌条の重量

六　橋
りよう

梁 又は桟橋の長さ、幅及び構造

七　動力車の種類、数、形式、自重、けん引力及び主要

寸法

八　巻上げ機の形式、能力及び主要寸法

九　ブレーキの種類及び作用

十　信号、警報及び照明設備の状況

十一　 大運転速度

十二　逸走防止装置の設置箇所及び構造

十三　地下に設置するものにあつては、軌道装置と周囲

との関係

中欄に掲げる事項が書面により明示できない

ときは、当該事項に係る平面図、断面図、構

造図等の図面

十　型枠支保工（支柱の高さが

三・五メートル以上のものに限

る。）

一　打設しようとするコンクリート構造物の概要

二　構造、材質及び主要寸法

三　設置期間

組立図及び配置図

十一　架設通路（高さ及び長さ

がそれぞれ十メートル以上のも

のに限る。）

一　設置箇所

二　構造、材質及び主要寸法

三　設置期間

平面図、側面図及び断面図

十二　足場（つり足場、張出し

足場以外の足場にあつては、高

さが十メートル以上の構造のも

のに限る。）

一　設置箇所

二　種類及び用途

三　構造、材質及び主要寸法

組立図及び配置図

十三　有機則第五条又は第六条

（特化則第三十八条の八において

これらの規定を準用する場合を

含む。）の有機溶剤の蒸気の発散

源を密閉する設備、局所排気装

置、プッシュプル型換気装置又

は全体換気装置（移動式のもの

を除く。）

一　有機溶剤業務（有機則第一条第一項第六号に掲げる

有機溶剤業務をいう。以下この項において同じ。）の概

要

二　有機溶剤（令別表第六の二に掲げる有機溶剤をい

う。以下この項において同じ。）の蒸気の発散源となる

機械又は設備の概要

三　有機溶剤の蒸気の発散の抑制の方法

四　有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備にあつて

は、密閉の方式及び当該設備の主要部分の構造の概要

五　全体換気装置にあつては、型式、当該装置の主要部

分の構造の概要及びその機能

一　設備等の図面

二　有機溶剤業務を行う作業場所の図面

三　局所排気装置にあつては局所排気装置摘

要書（様式第二十五号）

四　プッシュプル型換気装置にあつてはプッ

シュプル型換気装置摘要書（様式第二十六

号）

十四　鉛則第二条、第五条から

第十五条まで及び第十七条から

第二十条までに規定する鉛等又

は焼結鉱等の粉じんの発散源を

一　鉛業務（鉛則第一条第五号に掲げる鉛業務をいう。

以下この項において同じ。）の概要

二　鉛等（鉛則第一条第一号に掲げる鉛等をいう。以下

この項において同じ。）又は焼結鉱等（同条第二号に掲

一　設備等の図面

二　鉛業務を行う作業場所の図面
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密閉する設備、局所排気装置又

はプッシュプル型換気装置

げる焼結鉱等をいう。以下この項において同じ。）の粉

じんの発散源となる機械又は設備の概要

三　鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散の抑制の方法

四　鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備

にあつては、密閉の方法及び当該設備の主要構造部分の

構造の概要

三　局所排気装置にあつては局所排気装置摘

要書（様式第二十五号）

四　プッシュプル型換気装置にあつてはプッ

シュプル型換気装置摘要書（様式第二十六

号）

十五　令別表第五第二号に掲げ

る業務（以下この項において

「業務」という。）に用いる機械

又は装置

一　業務の概要

二　四アルキル鉛（令別表第五第一号の四アルキル鉛を

いう。以下この項において同じ。）の蒸気の発散源とな

る機械又は設備の概要

三　四アルキル鉛を混入するガソリンの取扱量

四　業務に用いる機械又は装置の型式並びにその主要部

分の構造の概要及び機能

五　保護具、消毒薬等の備付け状況

六　洗身設備の概要

一　業務に用いる機械又は装置の図面

二　業務を行う作業場所の図面

十六　特化則第二条第一項第一

号に掲げる第一類物質（以下こ

の項において「第一類物質」と

いう。）又は特化則第四条第一項

の特定第二類物質等（以下この

項において「特定第二類物質等」

という。）を製造する設備

一　第一類物質又は特定第二類物質等を製造する業務の

概要

二　主要構造部分の構造の概要

三　密閉の方式及び労働者に当該物質を取り扱わせると

きは健康障害防止の措置の概要

一　周囲の状況及び四隣との関係を示す図面

二　第一類物質又は特定第二類物質等を製造

する設備を設置する建築物の構造

三　第一類物質又は特定第二類物質等を製造

する設備の配置の状況を示す図面

四　局所排気装置が設置されている場合にあ

つては、局所排気装置摘要書（様式第二十五

号）

五　プッシュプル型換気装置が設置されてい

る場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘

要書（様式第二十六号）

十七　令第十五条第一項第十号

の特定化学設備（以下この項に

おいて「特定化学設備」という

。）及びその附属設備

一　特定第二類物質（特化則第二条第一項第三号に掲げ

る特定第二類物質をいう。以下この項及び次項において

同じ。）又は第三類物質（令別表第三第三号に掲げる物

をいう。）を製造し、又は取り扱う業務の概要

二　主要構造部分の構造の概要

三　附属設備の構造の概要

一　周囲の状況及び四隣との関係を示す図面

二　特定化学設備を設置する建築物の構造

三　特定化学設備及びその附属設備の配置状

況を示す図面

四　局所排気装置が設置されている場合にあ

つては、局所排気装置摘要書（様式第二十五

号）

五　プッシュプル型換気装置が設置されてい

る場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘

要書（様式第二十六号）

十八　特定第二類物質又は特化

則第二条第一項第五号に掲げる

管理第二類物質（以下この項に

おいて「管理第二類物質」とい

う。）のガス、蒸気又は粉じんが

発散する屋内作業場に設ける発

散抑制の設備（特化則第二条の

二第二号又は第四号から第八号

までに掲げる業務のみに係るも

のを除く。）

一　特定第二類物質又は管理第二類物質を製造し、又は

取り扱う業務の概要

二　特定第二類物質又は管理第二類物質のガス、蒸気又

は粉じんの発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方

式、主要構造部分の構造の概要及びその機能

三　全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構

造の概要及びその機能

一　周囲の状況及び四隣との関係を示す図面

二　作業場所の全体を示す図面

三　特定第二類物質又は管理第二類物質のガ

ス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備

又は全体換気装置の図面

四　局所排気装置が設置されている場合にあ

つては、局所排気装置摘要書（様式第二十五

号）

五　プッシュプル型換気装置が設置されてい

る場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘

要書（様式第二十六号）

十九　特化則第十条第一項の排

ガス処理装置であつて、アクロ

レインに係るもの

一　アクロレインを製造し、又は取り扱う業務の概要

二　排気の処理方式及び処理能力

三　主要構造部分の構造の概要

一　周囲の状況及び四隣との関係を示す図面

二　排ガス処理装置の構造の図面

三　局所排気装置が設置されている場合にあ

つては、局所排気装置摘要書（様式第二十五

号）

四　プッシュプル型換気装置が設置されてい

る場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘

要書（様式第二十六号）

二十　特化則第十一条第一項の

排液処理装置

一　排液処理の業務の概要

二　排液の処理方式及び処理能力

三　主要構造部分の構造の概要

一　周囲の状況及び四隣との関係を示す図面

二　排液処理装置の構造の図面

三　局所排気装置が設置されている場合にあ

つては、局所排気装置摘要書（様式第二十五

号）

四　プッシュプル型換気装置が設置されてい

る場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘

要書（様式第二十六号）

二十の二　特化則第三十八条の

十七第一項の一・三―ブタジエ

ン等（以下この項において

一　一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う

設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う

作業の概要

一　周囲の状況及び四隣との関係を示す図面

二　作業場所の全体を示す図面
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「一・三―ブタジエン等」とい

う。）に係る発散抑制の設備（屋

外に設置されるものを除く。）

二　一・三―ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設

備にあつては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要

及びその機能

三　全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構

造の概要及びその機能

三　一・三―ブタジエン等のガスの発散源を

密閉する設備又は全体換気装置の図面

四　局所排気装置が設置されている場合にあ

つては、局所排気装置摘要書（様式第二十五

号）

五　プッシュプル型換気装置が設置されてい

る場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘

要書（様式第二十六号）

二十の三　特化則第三十八条の

十八第一項の硫酸ジエチル等

（以下この項において「硫酸ジエ

チル等」という。）に係る発散抑

制の設備（屋外に設置されるも

のを除く。）

一　硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業の概要

二　硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備にあ

つては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びそ

の機能

三　全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構

造の概要及びその機能

一　周囲の状況及び四隣との関係を示す図面

二　作業場所の全体を示す図面

三　硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉す

る設備又は全体換気装置の図面

四　局所排気装置が設置されている場合にあ

つては、局所排気装置摘要書（様式第二十五

号）

五　プッシュプル型換気装置が設置されてい

る場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘

要書（様式第二十六号）

二十の四　特化則第三十八条の

十九の一・三―プロパンスルト

ン等（以下この項において

「一・三―プロパンスルトン等」

という。）を製造し、又は取り扱

う設備及びその附属設備

一　一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱

う業務の概要

二　主要構造部分の構造の概要

三　附属設備の構造の概要

四　密閉の方式及び労働者に当該物質を取り扱わせると

きは健康障害防止の措置の概要

一　周囲の状況及び四隣との関係を示す図面

二　一・三―プロパンスルトン等を製造し、

又は取り扱う設備を設置する建築物の構造

三　一・三―プロパンスルトン等を製造し、

又は取り扱う設備及びその附属設備の配置状

況を示す図面

四　一・三―プロパンスルトン等を製造し、

又は取り扱う設備及びその附属設備の図面

二十一　電離則第十五条第一項

の放射線装置（放射性同位元素

等の規制に関する法律（昭和三

十二年法律第百六十七号）第十

二条の五第二項に規定する表示

付認証機器又は同条第三項に規

定する表示付特定認証機器を除

く。以下この項において同じ。）

放射線装置を用いる業務、製品及び作業工程の概要 一　管理区域を示す図面

二　放射線装置摘要書（様式第二十七号）

二十二　事務所衛生基準規則

（昭和四十七年労働省令第四十三

号）第五条の空気調和設備又は

機械換気設備で中央管理方式の

もの

一　空気の処理方法

イ　空気の浄化方法

ロ　減湿・与湿方法

ハ　加湿方法

ニ　冷却方法

二　換気能力

三　送風機又は排風機の種類及び能力

四　主要構造部分の構造

五　空気の供給又は排気の系統

六　設備点検の要領

中欄に掲げる事項が書面により明示できない

ときは、当該事項に係る構造図、配管の配置

図等の図面

二十三　粉じん則別表第二第六

号及び第八号に掲げる特定粉じ

ん発生源を有する機械又は設備

並びに同表第十四号の型ばらし

装置

一　粉じん作業（粉じん則第二条第一項第一号の粉じん

作業をいう。以下同じ。）の概要

二　機械又は設備の種類、名称、能力、台数及び粉じん

の飛散を防止する方法

三　粉じんの飛散を防止する方法として粉じんの発生源

を密閉する設備によるときは、密閉の方式、主要構造部

分の構造の概要及びその機能

四　前号の方法及び局所排気装置により粉じんの飛散を

防止する方法以外の方法によるときは、粉じんの飛散を

防止するための設備の型式、主要構造部分の構造の概要

及びその能力

一　周囲の状況及び四隣との関係を示す図面

二　作業場における主要な機械又は設備の配

置を示す図面

三　局所排気装置以外の粉じんの飛散を防止

するための設備の構造を示す図面

二十四　粉じん則第四条又は第

二十七条第一項ただし書の規定

により設ける局所排気装置又は

プッシュプル型換気装置

粉じん作業の概要 一　周囲の状況及び四隣との関係を示す図面

二　作業場における主要な機械又は設備の配

置を示す図面

三　局所排気装置にあつては局所排気装置摘

要書（様式第二十五号）

四　プッシュプル型換気装置にあつてはプッ

シュプル型換気装置摘要書（様式第二十六

号）
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二十五　石綿等の粉じんが発散

する屋内作業場に設ける発散抑

制の設備

一　石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造す

る業務又は石綿分析用試料等（令第六条第二十三号に規

定する石綿分析用試料等をいう。）を製造する業務の概

要

二　石綿等の粉じんの発散源を密閉する設備にあつて

は、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその

機能

三　全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構

造の概要及びその機能

一　周囲の状況及び四隣との関係を示す図面

二　作業場所の全体を示す図面

三　石綿等の粉じんの発散源を密閉する設備

又は全体換気装置の図面

四　局所排気装置が設置されている場合にあ

つては、局所排気装置摘要書（様式第二十五

号）

五　プッシュプル型換気装置が設置されてい

る場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘

要書（様式第二十六号）

別表第八　削除

別表第九（第九十二条の三関係）

工事又は仕事の区分 資格

別表第七の上欄第十号に掲げ

る機械等に係る工事

一　次のイ及びロのいずれにも該当する者

イ　次のいずれかに該当する者

（１）　型枠支保工に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。

（２）　建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けるこ

とができる者であること。

（３）　建設業法施行令第三十四条に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定

に合格したこと。

ロ　工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受け

た者が行う研修を修了したこと。

二　労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの

三　その他厚生労働大臣が定める者

別表第七の上欄第十二号に掲

げる機械等に係る工事

一　次のイ及びロのいずれにも該当する者

イ　次のいずれかに該当する者

（１）　足場に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。

（２）　建築士法第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者であること。

（３）　建設業法施行令第三十四条に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定

に合格したこと。

ロ　工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受け

た者が行う研修を修了したこと。

二　労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの

三　その他厚生労働大臣が定める者

第八十九条第一号に掲げる仕

事及び第九十条第一号に掲げ

る仕事のうち建設の仕事（ダ

ムの建設の仕事を除く。）

一　次のイ及びロのいずれにも該当する者

イ　次のいずれかに該当すること。

（１）　学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業し（大学改

革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者（当該課程を修めた者に限る。）若しくはこれと

同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者である

場合を含む。次項第一号イ（１）において同じ。）、その後十年以上建築工事の設計監理又は施工管理の

実務に従事した経験を有すること。

（２）　学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、そ

の後十五年以上建築工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。

（３）　建築士法第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者であること。

ロ　建設工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を

受けた者が行う研修を修了したこと。

二　労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が建築であるもの

三　その他厚生労働大臣が定める者

第八十九条第二号から第六号

までに掲げる仕事及び第九十

条第一号から第五号までに掲

げる仕事（同条第一号に掲げ

る仕事にあつてはダムの建設

の仕事に、同条第二号、第二

号の二及び第三号に掲げる仕

事にあつては建設の仕事に限

る。）

一　次のイからハまでのいずれにも該当する者

イ　次のいずれかに該当すること。

（１）　学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業し、その後

十年以上土木工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。

（２）　学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、そ

の後十五年以上土木工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。

（３）　技術士法（昭和五十八年法律第二十五号）第四条第一項に規定する第二次試験で建設部門に係る

ものに合格したこと。

（４）　建設業法施行令第三十四条に規定する一級土木施工管理技術検定に合格したこと。

ロ　次に掲げる仕事の区分に応じ、それぞれに掲げる仕事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従

事した経験を有すること。

（１）　第八十九条第二号の仕事及び第九十条第一号の仕事のうちダムの建設の仕事　ダムの建設の仕事

（２）　第八十九条第三号の仕事並びに第九十条第二号及び第二号の二の仕事のうち建設の仕事　橋
りよう

梁 の

建設の仕事

（３）　第八十九条第四号及び第五号の仕事並びに第九十条第三号の仕事のうち建設の仕事　ずい道等の

建設の仕事

（４）　第八十九条第六号及び第九十条第五号の仕事　圧気工法による作業を行う仕事
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（５）　第九十条第四号の仕事　地山の掘削の作業を行う仕事

ハ　建設工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を

受けた者が行う研修を修了したこと。

二　労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木であるもの

三　その他厚生労働大臣が定める者
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様式第１号（第１条関係）

様式第1号(第1条関係) 

共同企業体代表者(変更)届 

 事 業 の 種 類 ※共同企業体の名称 ※ 
共同企業体の主たる事務所の所在地及び仕
事を行う場所の地名番号 

    
電話  (  )   

  

 発 注 者 名   工 事 請 負 金 額   

 工 事 の 概 要   
工事の開始及び
終了予定年月日 

  

※代表者職氏名 

新 

旧(変更の場合のみ記入) 

※変 更 の 年 月 日 

  

※変 更 の 理 由   

 仕事を開始す
るまでの連絡
先 電話  (  )   

 ※    年  月  日 

 ※   労働局長殿 

※共同企業体を構成する事業者職氏名   

備考 

 1 共同企業体代表者届にあつては、表題の(変更)の部分を抹消し、共同企業体代表者変

更届にあつては、※印を付してある項目のみ記入すること。 

 2 「事業の種類」の欄には、次の区分により記入すること。 

   水力発電所建設工事 ずい道建設工事 地下鉄建設工事 鉄道軌道建設工事 橋梁

建設工事 道路建設工事 河川土木工事 砂防工事 土地整理土木工事 その他の土

木工事 鉄骨鉄筋コンクリート造家屋建築工事 鉄骨造家屋建築工事 その他の建築

工事又は設備工事 

 3 この届は、仕事を行う場所を管轄する労働基準監督署長に提出すること。 

りよう 
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様式第２号　削除
様式第三号　削除
様式第４号（第３４条の２の１０関係）
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様式第４号の２　削除
様式第４号の３（第３４条の４関係）

様式第4号の3(第34条の4関係) 

新 規 化 学 物 質 
製 造 
輸 入 

届 

 

事 業 の 種 類 事業場の名称 
労 働 者 数 

男 女 計 

    

      

新規化学物質を
製造し、又は取
り扱う労働者数 

      

所 在 地 
電話   (  )    

新規化学物質の名称   

新規化学物質の構造式又
は示性式(いずれも不明
の場合は、その製法の概
略) 

  

新規化学物質の物理化学
的性状 

外 観 分 子 量 融 点 沸 点 そ の 他 

    ℃ ℃   

新規化学物質の製造又は
輸入の開始後3年間にお
ける毎年の製造予定量又
は輸入予定量 

  

新規化学物質の用途   

新規化学物質を輸入しよ
うとする場合にあつて
は、当該新規化学物質が
製造される国名又は地域
名 

  

参 考 事 項   

 労働安全衛生規則第34条の4の規定により、関係書類を添えて、上記のとおり届け出ます。 

   令和  年  月  日 

事業者職氏名            

 厚生労働大臣  殿 
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備考 

 1 表題の「製造」及び「輸入」のうち、該当しない文字を抹消すること。 

 2 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類によつて記入すること。 

 3 「新規化学物質の名称」の欄は、新規化学物質の名称を国際純正及び応用化学連合が

制定した命名法(IUPAC命名法)に準拠して記入すること。 

 4 「新規化学物質の物理化学的性状」の欄中「その他」の欄は、新規化学物質が昇華性、

潮解性、揮発性等特徴的な性状を有するときは、その旨を記入すること。 

 5 新規化学物質が製造中間体である場合には、「新規化学物質の用途」の欄にその旨を

記入し、かつ、同欄に最終製品の名称及び用途を記入すること。 

 6 特許出願等の理由により、新規化学物質の名称の公表について要望がある場合には、

「参考事項」の欄にその旨を記入すること。 

   なお、新規化学物質について特許出願がなされている場合で、当該特許出願に係る

拒絶をすべき旨の査定、出願公告又は出願公開がなされたときは、速やかにその旨を

厚生労働大臣に届け出ること。 

 7 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(昭和49年厚生省・通商産業

省令第1号。以下「新規化学物質省令」という。)第2条の規定に基づき、新規化学物質

省令様式第1の届出書を提出した場合であつて、当該届出書の写しを添付したときには、

「所在地」、「新規化学物質の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概

略)」、「新規化学物質の物理化学的性状」、「新規化学物質の製造又は輸入の開始後3年間

における毎年の製造予定量又は輸入予定量」、「新規化学物質の用途」及び「新規化学物

質を輸入しようとする場合にあつては、当該新規化学物質が製造される国名又は地域

名」の欄の記入を要しないこと。 

   ただし、輸入の場合については、「所在地」の欄の記入を要すること。 

 8 新規化学物質省令第3条又は第4条の規定に基づき、新規化学物質省令様式第2、様式

第4、様式第6又は様式第9のいずれかの申出書を提出した場合であつて、当該申出書の

写しを添付したときには、「所在地」、「新規化学物質の構造式又は示性式(いずれも不明

の場合は、その製法の概略)」、「新規化学物質の物理化学的性状」及び「新規化学物質

を輸入しようとする場合にあつては、当該新規化学物質が製造される国名又は地域名」

の欄の記入を要しないこと。 

   ただし、輸入の場合については、「所在地」の欄の記入を要すること。 
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様式第４号の４（第３４条の５、第３４条の８、第３４条の１０関係）（表面）

様式第4号の4(第34条の5、第34条の8、第34条の10関係)(表面) 

確認申請書 

事 業 の 種 類 事業場の名称 
労 働 者 数 

男 女 計 

    

      

新規化学物質を
製造し、又は取
り扱う労働者数 

      

所 在 地 電話   (  )    

新規化学物質の名称   

新規化学物質の構造式又
は示性式(いずれも不明
の場合は、その製法の概
略) 

  

新規化学物質の物理

化学的性状 

外 観 分 子 量 融 点 沸 点 そ の 他 

    ℃ ℃   

確認を受けようとす

る期間 

1 年 目  年 月 日から  年 月 日まで 

2 年 目  年 月 日から  年 月 日まで 

製造量又は輸入量   

新規化学物質の用途   

新規化学物質を輸入しよ
うとする場合にあつて
は、当該新規化学物質が
製造される国名又は地域
名 

  

参 考 事 項   

 労働安全衛生規則第34条の の規定に基づき、上記のとおり申請します。 

  令和  年  月  日 

事業者職氏名           

 厚生労働大臣  殿 
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様式第4号の4(第34条の5、第34条の8、第34条の10関係)(裏面) 

備考 

 1 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類によつて記入すること。 

 2 「新規化学物質の名称」の欄は、新規化学物質の名称を国際純正及び応用化学連合が

制定した命名法(IUPAC命名法)に準拠して記入すること。 

 3 「新規化学物質の物理化学的性状」の欄中「その他」の欄は、新規化学物質が昇華性、

潮解性、揮発性等特徴的な性状を有するときは、その旨を記入すること。 

 4 「確認を受けようとする期間」の欄は、労働安全衛生規則第34条の10の規定に基づく

申請の場合に記入するものとし、他の規定に基づく申請の場合には記入を要しないもの

であること。 

   なお、1年間の製造量又は輸入量について確認を受けようとする場合には「1年目」

の欄に、連続する2年間の製造量又は輸入量について確認を受けようとする場合には「1

年目」及び「2年目」の欄に、それぞれ確認を受けようとする期間を記入すること。 

 5 「製造量又は輸入量」の欄は、労働安全衛生規則第34条の5及び第34条の8の規定に基

づく申請の場合には、当該新規化学物質の製造又は輸入開始後3年間における毎年の製

造予定量又は輸入予定量(当該新規化学物質を製造し、及び輸入しようとする場合にあ

つては、これらを合計した量)を記入すること。また、同規則第34条の10の規定に基づ

く申請の場合には、当該確認を受けようとする期間における予定量を記入すること(連

続する2年間の製造量又は輸入量について確認を受けようとする場合にあつては、1年目

及び2年目における予定量をそれぞれ記入すること。)。 

 6 新規化学物質が製造中間体である場合には、「新規化学物質の用途」の欄にその旨を

記入し、かつ、同欄に最終製品の名称及び用途を記入すること。 

 7 労働安全衛生規則第34条の8の規定に基づく申請の場合で、特許出願等の理由により、

新規化学物質の名称の公表について要望があるときは、「参考事項」の欄にその旨を記

入すること。 

   なお、新規化学物質について特許出願がなされている場合で、当該特許出願に係る

拒絶をすべき旨の査定、出願公開又は特許法第66条第3項の規定による特許公報への掲

載がなされたときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出ること。 

 8 労働安全衛生規則第34条の10の規定に基づく確認を受けたことがある新規化学物質

について、当該確認の有効期間満了後引き続き当該新規化学物質について同条の規定に

基づく確認を受けるため、同条の規定に基づく申請を行う場合には、「新規化学物質の

構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略)」の欄は、当該新規化学物

質の化学式のみを記入すれば足りること。 

   また、この場合、「新規化学物質の物理化学的性状」の欄は、記入を要しないものと

し、「参考事項」の欄に、同条の規定に基づく前回の確認を受けたときに通知された確

認通知書の番号を記入すること。 

237



 9 一の事業場に関し二以上の新規化学物質について申請を行うときには、一の新規化学

物質についてのみこの様式に記入することとし、他の新規化学物質については、別紙に

「新規化学物質を製造し、又は取り扱う労働者数」、「新規化学物質の名称」、「新規化学

物質の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略)」、「新規化学物質の

物理化学的性状」、「確認を受けようとする期間」、「製造量又は輸入量」、「新規化学物質

の用途」、「新規化学物質を輸入しようとする場合にあつては、当該新規化学物質が製造

される国名又は地域名」及び「参考事項」を記載して添付すれば足りること。 

   なお、8の場合であつて、一の事業場に関し二以上の新規化学物質について申請を行

うときには、別紙に記載すべき項目のうち、「新規化学物質の物理化学的性状」は記載

を要しないこと。 

 10 新規化学物質省令第4条の規定に基づき、新規化学物質省令様式第9の申出書を提出

した場合であつて、当該申出書の写しを添付したときには、「所在地」、「新規化学物質

の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略)」、「新規化学物質の物理

化学的性状」、「新規化学物質の用途」及び「新規化学物質を輸入しようとする場合にあ

つては、当該新規化学物質が製造される国名又は地域名」の欄の記入を要しないこと。 

   ただし、輸入の場合については、「所在地」の欄の記入を要すること。 

 11 10の方法による申請を行う場合であつて、一の事業場に関し二以上の新規化学物質

について申請を行うときには、一の新規化学物質についてのみこの様式に記入すること

とし、他の新規化学物質については、別紙に「新規化学物質を製造し、又は取り扱う労

働者数」、「新規化学物質の名称」、「確認を受けようとする期間」、「製造量又は輸入量」

及び「参考事項」を記載して添付すれば足りること。 
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様式第４号の５（第４０条の３関係）

様式第4号の5(第40条の3関係) 

安 全 衛 生 教 育 実 施 結 果 報 告   年  月  日から  年  月  日まで 

事業場の名称   事業場の所在地 (電話       ) 

教 育 の 種 類 

イ 雇入れ時の

教育 

ロ 作業内容変

更時の教育 

性 別 

労働者数 
男 女 計 

教育を省略した理

由 

全 労 働 者 数       

  

ハ 特別の教育 ニ 職長等の教

育 
教育の対象となる労働者

数 
      

教育実施月日 

   年   月   日～   年   月   日 教育を省略できる労働者

数 
      

   年   月   日～   年   月   日 

   年   月   日～   年   月   日 
教育を実施した労働者数       

   年   月   日～   年   月   日 

教 育 内 容 等 教 育 実 施 担 当 者 

科目又は事項 教 育 方 法 教 育 内 容 の 概 要 教 育 時 間 使用教材等 氏 名 職 名 資 格 

                

事業者職氏名                   

    年  月  日 

 労働基準監督署長殿 

備考 

 1 この報告は、教育の種類ごとに作成すること。 

 2 「教育の種類」の欄は、該当事項を○で囲むこと。 

 3 「教育内容等」及び「教育実施担当者」の欄は、報告に係る期間中に実施された教育の全ての科目又は事項について記入すること。 

 4 「教育方法」の欄は、学科教育、実技教育、討議等と記入すること。 

 5 労働安全衛生規則第40条の3第1項の規定により作成した安全衛生教育の計画を添付すること。 
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様式第５号（第５１条関係）（１）

様式第5号(第51条関係)(1) 

健 康 診 断 個 人 票 (雇 入 時) 

氏 名   生 年 月 日 年  月  日 健診年月日 年  月  日 

性 別 男 ・ 女 年 齢 歳 

業 務 歴   血 圧         (mmHg)   

貧 血 検 査 血 色 素 量   (g／ d l)   

既 往 歴   赤 血 球 数   (万／mm3)   

肝 機 能

検 査 
G O T   (I U ／ l)   

G P T   (I U ／ l)   

自 覚 症 状   γ ― G T P   (I U／ l)   

血 中 脂 質

検 査 
LDLコレステロール (mg／ dl)   

HDLコレステロール (mg／ dl)   

他 覚 症 状   トリグリセライド (mg／ dl)   

血 糖 検 査  (mg／ dl)   

尿 検 査 糖 －＋  

蛋 白 －＋  身 長  (cm)   

体 重  (kg)   心 電 図 検 査   

B M I   

腹 囲  (cm)   そ の 他 の 法 定 検 査   

視 力 右 (       ) 

左 (       ) そ の 他 の 検 査   

聴 力 右 1000Hz 

  4000Hz 

1 所見なし  2 所見あり 

1 所見なし  2 所見あり 

医 師 の 診 断   

左 1000Hz 

  4000Hz 

1 所見なし  2 所見あり 

1 所見なし  2 所見あり 

健康診断を実施した医師の氏名   

医 師 の 意 見   

胸部エックス線検査 

 

 

 

 

 

フ ィ ル ム 番 号 

直 接       間 接 

撮 影   年  月  日 

 

 

 

 

 No． 

意 見 を 述 べ た 医 師 の 氏 名   

歯 科 医 師 に よ る 健 康 診 断   

歯科医師による健康診断を実施した

歯 科 医 師 の 氏 名 

  

備 考   歯 科 医 師 の 意 見   

意 見 を 述 べ た 歯 科 医 師 の 氏 名   

備 考 

 1 労働安全衛生規則第43条、第47条若しくは第48条の雇入時の健康診断又は労働安全衛生法第66条第4項の健康診断を行つた

ときに用いること。 

 2 BMIは、次の算式により算出すること。 

   BMI＝
2

長(m)　身

重(kg)　体
 

 3 「視力」の欄は、矯正していない場合は( )外に、矯正している場合は( )内に記入すること。 

 4 「その他の法定検査」の欄は、労働安全衛生規則第47条の健康診断及び労働安全衛生法第66条第4項の健康診断のうち、そ

れぞれの該当欄以外の項目についての結果を記入すること。 

 5 「医師の診断」の欄は、異常なし、要精密検査、要治療等の医師の診断を記入すること。 

 6 「医師の意見」の欄は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就業上の措置について医師の意見を記

入すること。 

 7 「歯科医師による健康診断」の欄は、労働安全衛生規則第48条の健康診断を実施した場合に記入すること。 

 8 「歯科医師の意見」の欄は、歯科医師による健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就業上の措置につ

いて歯科医師の意見を記入すること。 

たん 
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様式第5号(第51条関係) (2) (表面) 

健 康 診 断 個 人 票 

氏 名   生 年 月 日 年  月  日 雇 入 年 月 日 年  月  日 

性 別 男 ・ 女   

健 診 年 月 日 年  月  日 年  月  日 年  月  日 年  月  日 年  月  日 

年 齢 歳 歳 歳 歳 歳 

他 の 法 定 特 殊 健 康 診 断 の 名 称           

業 務 歴           

既 往 歴           

自 覚 症 状           

他 覚 症 状           

身 長     (cm)           

体 重     (kg)           

B M I           

腹 囲     (cm)           

視 力 右 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

左 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

聴 力  右     1000Hz 

       4000Hz 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

 左     1000Hz 

       4000Hz 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

1所見なし 2所見あり 

検 査 方 法 1オージオ 2その他 1オージオ 2その他 1オージオ 2その他 1オージオ 2その他 1オージオ 2その他 

胸 部 エ ッ ク ス 線 検 査 

 

 

 

フ ィ ル ム 番 号 

直接      間接 

撮影   年 月 日 

 

 

 No． 

直接      間接 

撮影   年 月 日 

 

 

 No． 

直接      間接 

撮影   年 月 日 

 

 

 No． 

直接      間接 

撮影   年 月 日 

 

 

 No． 

直接      間接 

撮影   年 月 日 

 

 

 No． 

喀 痰 検 査 
          

血 圧     (mmHg)           

貧 血

検 査 
血 色 素 量  (g／ d l)           

赤 血 球 数  (万／mm3)           

肝機能

検 査 
G O T    (I U ／ l)           

G P T    (I U ／ l)           

γ ― G T P    (I U／ l)           

血中脂

質検査 
LDLコレステロール(mg／ dl)           

HDLコレステロール(mg／ dl)           

トリグリセライド(mg／ dl)           

血 糖 検 査  (mg／ dl)           

尿検査 糖 －＋  －＋  －＋  －＋  －＋  

蛋 白 －＋  －＋  －＋  －＋  －＋  

心 電 図 検 査           

かく たん 

たん 
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様式第5号(第51条関係) (2) (裏面) 

健 診 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

そ の 他 の 法 定 検 査           

そ の 他 の 検 査           

医 師 の 診 断           

健康診断を実施した医師の氏名           

医 師 の 意 見           

意 見 を 述 べ た 医 師 の 氏 名           

歯 科 医 師 に よ る 健 康 診 断           

歯科医師による健康診断を実施した

歯 科 医 師 の 氏 名 

          

歯 科 医 師 の 意 見           

意 見 を 述 べ た 歯 科 医 師 の 氏 名           

備 考           

備考 

 1 労働安全衛生規則第44条、第45条、第47条若しくは第48条の健康診断、労働安全衛生法第66条第4項の健康診断(雇入時の

健康診断を除く。)又は同法第66条の2の健康診断を行つたときに用いること。 

 2 「他の法定特殊健康診断の名称」の欄には、当該労働者が特定の業務に就いていることにより行うことになつている法定

の健康診断がある場合に、次の番号を記入すること。 

   (1．有機溶剤  2．鉛  3．四アルキル鉛  4．特定化学物質  5．高気圧作業  6．電離放射線  7．石綿  

8．じん肺) 

 3 BMIは、次の算式により算出すること。 

   BMI＝
2

身長(m)

体重(kg)
 

 4 「視力」の欄は、矯正していない場合は( )外に、矯正している場合は( )内に記入すること。 

 5 「聴力」の欄の検査方法については、オージオメーターによる場合は1に、オージオメーター以外による場合は2に丸印を

つけること。なお、労働安全衛生規則第44条第4項の規定により医師が適当と認める方法により行つた聴力の検査については、

1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの区分をせずに所見の有無を1,000ヘルツの所に記入すること。 

 6 「その他の法定検査」の欄は、労働安全衛生規則第47条の健康診断及び労働安全衛生法第66条第4項の規定により都道府県

労働局長の指示を受けて行つた健康診断のうち、それぞれの該当欄以外の項目についての結果を記入すること。 

 7 「医師の診断」の欄は、異常なし、要精密検査、要治療等の医師の診断を記入すること。 

 8 「医師の意見」の欄は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就業上の措置について医師の意見を記

入すること。 

 9 「歯科医師による健康診断」の欄は、労働安全衛生規則第48条の健康診断を実施した場合に記入すること。 

 10 「歯科医師の意見」の欄は、歯科医師による健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就業上の措置につ

いて歯科医師の意見を記入すること。
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様式第5号(第51条関係) (3) 

海 外 派 遣 労 働 者 健 康 診 断 個 人 票 (派 遣 前・帰 国 後) 

氏 名   生年月日 年  月  日 健診年月日 年  月  日 

性 別 男 ・ 女 年 齢 歳 

業 務 歴   血 圧         (mmHg)   

貧 血 検 査 血 色 素 量   (g／ d l)   

既 往 歴   赤 血 球 数   (万／mm3)   

肝 機 能

検 査 
G O T   (I U ／ l)   

G P T   (I U ／ l)   

自 覚 症 状   γ ― G T P   (I U／ l)   

血 中 脂 質

検 査 
LDLコレステロール (mg／ dl)   

HDLコレステロール (mg／ dl)   

他 覚 症 状   トリグリセライド (mg／ dl)   

血 糖 検 査  (mg／ dl)   

尿 検 査 糖 －＋  

蛋 白 －＋  身 長  (cm)   

体 重  (kg)   心 電 図 検 査   

B M I   

腹 囲  (cm)   医師が必要であると認める項目 

視 力 右 (       )       

左 (       )     

聴 力 
右 1000Hz 

  4000Hz 

1 所見なし  2 所見あり 

1 所見なし  2 所見あり 

    

    

左 1000Hz 

  4000Hz 

1 所見なし  2 所見あり 

1 所見なし  2 所見あり 

    

    

胸 部 エ ッ ク ス線

検 査 

 

 

 

 

 

 

フ ィ ル ム 番 号 

直 接       間 接 

撮 影   年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 No． 

    

そ の 他 の 検 査   

医 師 の 診 断   

健康診断を実施した医師の氏名   

医 師 の 意 見   

喀 痰 検 査 
  意 見 を 述 べ た 医 師 の 氏 名   

備 考   

備考 

 1 労働安全衛生規則第45条の2の健康診断を行つたときに用いること。 

 2 表題中「派遣前」又は「帰国後」のうち、該当するものに丸印をつけること。 

 3 BMIは、次の算式により算出すること。 

   BMI＝
2

長(m)　身

重(kg)　体
 

 4 「視力」の欄は、矯正していない場合は( )外に、矯正している場合は( )内に記入すること。 

 5 「医師の診断」の欄は、異常なし、要精密検査、要治療等の医師の診断を記入すること。 

 6 「医師の意見」の欄は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就業上の措置について医師の意

見を記入すること。 

たん 

かく たん 
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様式第六号　削除
様式第７号（第５３条関係）
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様式第８号（第５４条関係）（１）

様式第8号(第54条関係)(1) 

             (表紙) 

番号     号 

健 康 管 理 手 帳 

(ベンジジン等) 

氏 名             

厚 生 労 働 省 
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             (1頁) 

  

  

(ふりがな) 

氏 名 

  性

別 

男
・
女 

  

  

生 年 月 日 
(明治・大正・昭和・平成・令和) 

  年  月  日 

住 所   
都道
府県 

  

(備考) 

 労働安全衛生法第67条第1項の健康管理手帳を交付します。 

      年  月  日 

労働局長印 
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           (2頁及び3頁) 

職 歴 
労働安全衛生法施行令第23条第1号、第2
号及び第12号の業務に係るものに限る。 

  

従 事 期 間 
事 業 場 の 名 称
所 在 地 

取扱物質名及び
従 事 業 務 

  

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 
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(4 頁) 

離職前の尿路系疾病の既往歴及び治療歴 

    既往歴及び治療歴   

年   月   

年   月   

年   月   

年   月   

離職前直近の健康診断の結果 

 

 

年   月   日  

  

自覚症状及び他覚症状 

なし、頭痛、悪心、めまい、昏迷、呼吸器の刺激症

状、眼の刺激症状、皮膚粘膜刺激症状、顔面蒼白、

チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排

尿痛、その他(           ) 

  

皮 膚 炎 等 の 皮 膚 所 見 の

有 無 の 検 査 
  

尿 中 の 潜 血 検 査   

尿 沈 渣 検 鏡 の 検 査   

尿 沈 渣 の パ パ ニ コ ラ

法 に よ る 細 胞 診 の 検 査 
  

膀 胱 鏡 検 査   

腹 部 の 超 音 波 に よ る

検 査 、 尿 路 造 影 検 査

等 の 画 像 検 査 

  

赤 血 球 数 、 網 状 赤 血

球 数 、 メ ト ヘ モ グ ロ

ビ ン の 量 等 の 赤 血 球

系 の 血 液 検 査  

  

  

ぼう こう 

さ 

 

そう 

さ 
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(5頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 

  

  

健

康

診

断 

年月日 

項目 年   月   日 年   月   日 

  

既 往 歴 
なし、血尿、頻尿、排

尿痛、その他(    ) 

なし、血尿、頻尿、排

尿痛、その他(    ) 

自覚症状及び他覚症状 
なし、血尿、頻尿、排

尿痛、その他(    ) 

なし、血尿、頻尿、排

尿痛、その他(    ) 

尿 中 の 潜 血 検 査     

尿 沈 渣 検 鏡 の 検 査     

尿沈渣のパパニコラ法
による細胞診の検 査 

    

判 定 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

医療機関名及び医師名     

追

加

健

康

診

断 

年月日 

項目 
年   月   日 年   月   日 

膀 胱 鏡 検 査 
    

腹部の超音波による検

査、尿路造影検査等の

画像検査 

    

判 定 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

医療機関名及び医師名     

  

 

 

さ 

 

ぼう 

 

こう 

 

さ 

 

249



            (最後の頁) 

注 意 事 項 

1 労働安全衛生規則第55条に規定する健康診断を受けると

きは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を提

出し、所定の欄にその結果を記入してもらつて下さい。 

2 次の場合には、あなたの住所を管轄する都道府県労働局長

にこの手帳を添えて(ロの場合を除く。)その旨を届け出て

必要な訂正又は再交付を受けて下さい。 

 イ 氏名又は住所を変更したとき 

 ロ この手帳を失つたとき 

 ハ この手帳を損傷したとき 

3 この手帳は他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 

 

250



様式第8号(第54条関係)(2) 

            (表紙) 

番号    号 

健 康 管 理 手 帳 

(じん肺) 

氏 名             

厚 生 労 働 省 

 

251



             (1頁) 

  

  

(ふりがな) 
氏 名 

  性

別 

男
・
女 

  

  

生 年 月 日 
(明治・大正・昭和・平成・令和) 

  年  月  日 

住 所   
都道
府県 

  

(備考) 

 労働安全衛生法第67条第1項の健康管理手帳を交付します。 

      年  月  日 

労働局長印 

 

252



           (2頁及び3頁) 

職 歴 
労働安全衛生法施行令第23条第3号の
業務に係るものに限る。 

  

従 事 期 間 
事 業 場 の 名 称
所 在 地 

従事した粉じんに
係 る 業 務 

  

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

  

253



(4 頁) 

じん肺の経過 

  
初めてのじん肺管理区分 2の決定 年 備考 

  
初めてのじん肺管理区分 3の決定 年 

既往歴 

  

肺 結 核 歳 心 臓 疾 患   

  

胸 膜 炎 歳          歳 

気 管 支 炎 歳 その他の胸部疾患   

気 管 支 拡 張 症 歳          歳 

気 管 支 喘 息 歳          歳 

肺 気 腫 歳          歳 

この手帳交付の直前のじん肺健康診断の結果       年   月   日 

  
喫 煙 歴 

 なし、 やめた、 吸っている 

(   )本／日×(   )年 (   ～   )歳 

  

エックス線写真による検査 第 1型、第 2型、第 3型、第 4型(A、B、C) 

胸部に関する

臨床検査 

自 覚 症 状 呼吸困難(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)、せき、たん、心悸亢進、 
その他(                    ) 

他 覚 所 見 
チアノーゼ、ばち状指、副雑音、 

その他(                    ) 

肺 機 能 検査 

第一次検査 
1秒率(      ％)、％1秒量(      ％)、 ％

肺活量(      ％) 

第二次検査 
酸 素 分 圧(          Torr)、

肺胞気動脈血酸素分圧較差(          Torr) 

判 定  F (－  ＋  ) 

かかっている合併症の名称   

  
 

ぜん 

しゆ 

きこう 

254



(5頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 

  

  

年 月 日 

項 目 
年  月  日 年  月  日 

  

喫 煙 歴 なし、やめた、吸っている なし、やめた、吸っている 

エックス線写真による検査 
第 1型、第 2型、第 3型、第

4型(A、B、C) 

第 1型、第 2型、第 3型、第

4型(A、B、C) 

胸部に関する

臨床検査 

自 覚 症 状 

呼吸困難(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、

Ⅴ)、せき、たん、心悸亢進、 

その他(       ) 

呼吸困難(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、

Ⅴ)、せき、たん、心悸亢進、 

その他(       ) 

他 覚 所 見 
チアノーゼ、ばち状指、副雑

音、その他(      ) 

チアノーゼ、ばち状指、副雑

音、その他(      ) 

肺 機 能検 査 

第一次検査 

1秒率(       ％)、

％1秒量(      ％)、

％肺活量(     ％) 

1秒率(       ％)、

％1秒量(      ％)、

％肺活量(     ％) 

第二次検査 

酸 素 分 圧

(        Torr)、肺

胞気動脈血酸素分圧較差( 

       Torr) 

酸 素 分 圧

(        Torr)、肺

胞気動脈血酸素分圧較差( 

       Torr) 

判 定 F(－  ＋  ) F(－  ＋  ) 

ら せ ん C T     

喀 痰 細 胞 診     

かかっている合併症の名称     

医療機関の名称及び医師氏

名 
    

  

きこう きこう 

かく  たん 

255



            (最後の頁) 

注 意 事 項 

1 労働安全衛生規則第55条に規定する健康診断を受けると

きは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を提

出し、所定の欄にその結果を記入してもらつて下さい。 

 

2 次の場合には、あなたの住所を管轄する都道府県労働局長

にこの手帳を添えて(ロの場合を除く。)その旨を届け出て、

必要な訂正又は再交付を受けて下さい。 

 イ 氏名又は住所を変更したとき 

 ロ この手帳を失つたとき 

 ハ この手帳を損傷したとき 

 

3 この手帳は他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 

 

256



様式第8号(第54条関係)(3) 

           (表 紙) 

番号    号 

健 康 管 理 手 帳 

(クロム酸等) 

氏 名             

厚 生 労 働 省 

 

257



            (1 頁) 

  

  

(ふりがな) 
氏 名 

  性

別 

男
・
女 

  

  

生 年 月 日 
(明治・大正・昭和・平成・令和) 

  年  月  日 

住 所   
都道
府県 

  

(備考) 

 労働安全衛生法第67条第1項の健康管理手帳を交付します。 

      年  月  日 

労働局長    印 

 

258



           (2頁及び3頁) 

  職 歴(労働安全衛生法施行令第23条第4号の業務に
係るものに限る。) 

  

従 事 期 間 
事 業 場 の 名 称
所 在 地 

従 事 し た 業 務 

  

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

  

 

259



            (4 頁) 

離職前のクロム酸等に係る疾病の既往歴及び治療歴 

  

  既 往 歴 及 び 治 療 歴 

  

   年  月   

   年  月   

   年  月   

   年  月   

離職前直近の健康診断の結果 

  年  月  日 

  

自覚症状及
び他覚症状 

なし、たん、せき、
胸痛、その他( 
    ) 

そ

の

他

の

検

査

等 

    

鼻腔の所見 
なし、鼻粘膜の異

常、鼻中隔穿孔 

皮膚の所見   

胸部エツク

ス線検査 

直接  間接 

  年 月 日 

 
  

 

せん くう 

260



(5頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 

  

  

健

康

診

断 

年月日 

項 目 
年  月  日 年  月  日 

  

既 往 歴 

なし、たん、せき、胸痛、

鼻腔(  )、皮膚(  )、

その他(     ) 

なし、たん、せき、胸痛、

鼻腔(  )、皮膚(  )、

その他(     ) 

自覚症状及び他覚症状 
なし、たん、せき、胸痛、

その他(     ) 

なし、たん、せき、胸痛、

その他(     ) 

鼻 腔 の 所 見 
なし、鼻粘膜の異常、 鼻

中隔穿孔 

なし、鼻粘膜の異常、 鼻

中隔穿孔 

皮 膚 の 所 見 
    

胸部のエックス線直接

撮影による検査 
  

判 定 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

医療機関名及び医師名 
    

追

加

健

康

診

断 

年月日 
項 目 年  月  日 年  月  日 

特殊な撮影法によるエ

ックス線写真の所見 

    

喀 痰 の 細 胞 診 
    

気 管 支 鏡 検 査 
    

皮膚の病理学的検査 
    

判 定 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

医療機関名及び医師名 
    

  

 

かく たん 

くう 

せん せん 

くう くう 

261



            (最後の頁) 

注 意 事 項 

1 労働安全衛生規則第55条に規定する健康診断を受けると

きは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を提

出し、所定の欄にその結果を記入してもらつて下さい。 

2 次の場合には、あなたの住所を管轄する都道府県労働局長

にこの手帳を添えて(ロの場合を除く。)その旨を届け出て

必要な訂正又は再交付を受けて下さい。 

 イ 氏名又は住所を変更したとき 

 ロ この手帳を失つたとき 

 ハ この手帳を損傷したとき 

3 この手帳は他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 

 

262



様式第8号(第54条関係)(4) 

           (表 紙) 

番号    号 

健 康 管 理 手 帳 

(砒素) 

氏 名             

厚 生 労 働 省 

 

ひ 

263



            (1 頁) 

  

  

(ふりがな) 

氏 名 

  
性

別 

男
・
女 

  

  

生 年 月 日 
(明治・大正・昭和・平成・令和) 

  年  月  日 

住 所   
都道
府県 

  

(備考) 

 労働安全衛生法第67条第1項の健康管理手帳を交付します。 

       年  月  日 

労働局長        印 

 

264



           (2頁及び3頁) 

  職 歴(労働安全衛生法施行令第23条第5号の業務に
係るものに限る。) 

  

従 事 期 間 
事業場の名称
所 在 地 

従事した業務 

  

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

  

 

265



(4頁) 

離職前の砒素に係る疾病の既往歴及び治療歴 

  

  既 往 歴 及 び 治 療 歴 

  

年  月    

年  月    

年  月    

年  月    

離職前直近の健康診断の結果 

  年  月  日 

  

自覚症状及び他覚
症状 

なし、口内炎、下痢、便秘、
体重減少、知覚異常、その他
( ) 赤血球系の血液

検査 
  

  

鼻 腔 の 所 見   

皮 膚 の 所 見   砒素化合物量の
測 定 結 果 

  

胸部エックス線検

査 

直接  間接 
年  月  日 

 
その他の検査等   

肝 機 能 検 査   

  

 

ひ 

くう 

ひ 

266



(5頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 

  

  

健

康

診

断 

年月日 

項 目 
年  月  日 年  月  日 

  

既 往 歴 

なし、たん、せき、口内炎、
下痢、便秘、体重減少、知覚
異常、皮膚(  )、その他
(  ) 

なし、たん、せき、口内炎、
下痢、便秘、体重減少、知覚
異常、皮膚(  )、その他
(  ) 

自覚症状及び他覚症状 
なし、たん、せき、食欲不振、
体重減少、知覚異常、その他
(     ) 

なし、たん、せき、食欲不振、
体重減少、知覚異常、その他
(     ) 

鼻 腔 の 所 見 
    

皮 膚 の 所 見 
なし、色素異常(沈着、脱色)、

角化、その他(   ) 

なし、色素異常(沈着、脱色)、

角化、その他(   ) 

胸部のエックス線直接撮

影による検査 
  

判 定 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

医療機関名及び医師名 
    

追

加

健

康

診

断 

年月日 
項 目 

年  月  日 年  月  日 

肝 機 能 検 査     

赤血球系の血液検 査     

砒素化合物量の測定結果     

特殊な撮影法によるエッ

クス線写真の所見 

    

喀 痰 の 細 胞 診 
    

気 管 支 鏡 検 査     

皮膚の病理学的検 査     

判 定 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

医療機関名及び医師名 
    

  
 

かく たん 

くう 

ひ 

 

267



            (最後の頁) 

注 意 事 項 

1 労働安全衛生規則第55条に規定する健康診断を受けると

きは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を提

出し、所定の欄にその結果を記入してもらつて下さい。 

2 次の場合には、あなたの住所を管轄する都道府県労働局長

にこの手帳を添えて(ロの場合を除く。)その旨を届け出て

必要な訂正又は再交付を受けて下さい。 

 イ 氏名又は住所を変更したとき 

 ロ この手帳を失つたとき 

 ハ この手帳を損傷したとき 

3 この手帳は他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 

 

268



様式第8号(第54条関係)(5) 

           (表 紙) 

番号    号 

健 康 管 理 手 帳 

(コールタール) 

氏 名             

厚 生 労 働 省 

 

269



            (1 頁) 

  

  

(ふりがな) 
氏 名 

  
性

別 

男
・
女 

  

  

生 年 月 日 
(明治・大正・昭和・平成・令和) 

  年  月  日 

住 所   
都道
府県 

  

(備考) 

 労働安全衛生法第67条第1項の健康管理手帳を交付します。 

      年  月  日 

労働局長        印 

 

270



           (2頁及び3頁) 

  職 歴(労働安全衛生法施行令第23条第6号の業務に
係るものに限る。) 

  

従 事 期 間 
事業場の名称
所 在 地 

従事した業務 

  

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

  

 

271



            (4 頁) 

離職前のコールタールに係る疾病の既往歴及び治療歴 

  

  既 往 歴 及 び 治 療 歴 

  

  年  月   

  年  月   

  年  月   

  年  月   

離職前直近の健康診断の結果 

  年  月  日 

  

自覚症状及び他覚症状 
なし、せき、たん、食欲不振、
その他(  ) 

  

皮 膚 の 所 見 

なし、皮膚炎、にきび様変化、

黒皮症、いぼ、潰瘍、ガス斑、

その他(  ) 

胸部エツクス線検査  

直 接  間 接 

 年 月 日 

特殊な撮影法によるエ
ツクス線写真の所見 

  

喀 痰 の 細 胞 診   

気 管 支 鏡 検 査   
そ の 他 の 検 査 等   

  

 

かいよう はん 

かく たん 

272



(5頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 

  

  

健

康

診

断 

年月日 

項 目 
年  月  日 年  月  日 

  

既 往 歴 

なし、たん、せき、胸痛、

食欲不振、皮膚(   )、

その他(     ) 

なし、たん、せき、胸痛、

食欲不振、皮膚(   )、

その他(     ) 

自覚症状及び他覚症状 
なし、たん、せき、胸痛、
その他(     ) 

なし、たん、せき、胸痛、
その他(     ) 

皮 膚 の 所 見 

なし、皮膚炎、にきび様変

化、黒皮症、いぼ、ガス斑、

その他(     ) 

なし、皮膚炎、にきび様変

化、黒皮症、いぼ、ガス斑、

その他(     ) 

胸部のエックス線直接

撮影による検査 
  

判 定 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

医療機関名及び医師名 
    

追

加

健

康

診

断 

年月日 
項 目 

年  月  日 年  月  日 

特殊な撮影法によるエ

ックス線写真の所見 

    

喀 痰 の 細 胞 診 
    

気 管 支 鏡 検 査     

皮膚の病理学的検査     

判 定 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

医療機関名及び医師名 
    

  

 

かく たん 

はん はん 

273



            (最後の頁) 

注 意 事 項 

1 労働安全衛生規則第55条に規定する健康診断を受けると

きは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を提

出し、所定の欄にその結果を記入してもらつて下さい。 

 

2 次の場合には、あなたの住所を管轄する都道府県労働局長

にこの手帳を添えて(ロの場合を除く。)その旨を届け出て

必要な訂正又は再交付を受けて下さい。 

 イ 氏名又は住所を変更したとき 

 ロ この手帳を失つたとき 

 ハ この手帳を損傷したとき 

 

3 この手帳は他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 
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様式第8号(第54条関係)(6) 

            (表紙) 

番号    号 

健 康 管 理 手 帳 

(ビス(クロロメチル)エーテル) 

氏 名              

厚 生 労 働 省 

 

275



             (1頁) 

  

  

(ふりがな) 
氏 名 

  性

別 

男
・
女 

  

  

生 年 月 日 
(明治・大正・昭和・平成・令和) 

  年  月  日 

住 所   
都道
府県 

  

(備考) 

 労働安全衛生法第67条第1項の健康管理手帳を交付します。 

      年  月  日 

労働局長 印 

 

276



           (2頁及び3頁) 

職 歴 
労働安全衛生法施行令第23条第7
号の業務に係るものに限る。 

  

従 事 期 間 
事 業 場 の 名 称
所 在 地 

従 事 し た 業 務 

  

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

  

 

277



             (4頁) 

離職前のビス(クロロメチル)エーテルに係る疾病の既往歴及
び治療歴 

  

  既 往 歴 及 び 治 療 歴 

  

   年   月   

   年   月   

   年   月   

   年   月   

離職前直近の健康診断の結果 

  年  月  日 

  

自覚症状及び他
覚症状 

なし、せき、たん、胸痛、体重減少、

その他(  ) 

  胸部エツクス線
検査 

直 接     間 接 

年   月   日 

 

その他の検査等   

  

 

278



(5頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 

  

  

健

康

診

断 

年月日 

項 目 
年  月  日 年  月  日 

  

既 往 歴 
なし、せき、たん、胸痛、
体重減少、その他(   ) 

なし、せき、たん、胸痛、
体重減少、その他(   ) 

自覚症状及び他覚症状 
なし、せき、たん、胸痛、
体重減少、その他(   ) 

なし、せき、たん、胸痛、
体重減少、その他(   ) 

胸部のエックス線直接

撮影による検査 
  

判 定 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

医療機関名及び医師名 
    

追

加

健

康

診

断 

年月日 
項 目 

年  月  日 年  月  日 

特殊な撮影法によるエ

ックス線写真の所見 

    

喀 痰 の 細 胞 診 
    

気 管 支 鏡 検 査 
    

判 定 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

医療機関名及び医師名 
    

  

 

かく たん 

279



            (最後の頁) 

注 意 事 項 

1 労働安全衛生規則第55条に規定する健康診断を受けると

きは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を提

出し、所定の欄にその結果を記入してもらつて下さい。 

 

2 次の場合には、あなたの住所を管轄する都道府県労働局長

にこの手帳を添えて(ロの場合を除く。)その旨を届け出て

必要な訂正又は再交付を受けて下さい。 

 イ 氏名又は住所を変更したとき 

 ロ この手帳を失つたとき 

 ハ この手帳を損傷したとき 

 

3 この手帳は、他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 

 

280



様式第8号(第54条関係)(7) 

             (表紙) 

番号    号 

健 康 管 理 手 帳 

(ベリリウム) 

氏 名              

厚 生 労 働 省 

 

281



             (1頁) 

  

  

(ふりがな) 
氏 名 

  性

別 

男
・
女 

  

  

生 年 月 日 
(明治・大正・昭和・平成・令和) 

  年  月  日 

住 所   
都道
府県 

  

(備考) 

 労働安全衛生法第67条第1項の健康管理手帳を交付します。 

      年  月  日 

労働局長 印 

 

282



           (2頁及び3頁) 

職 歴 
労働安全衛生法施行令第23条第8
号の業務に係るものに限る。 

  

従 事 期 間 
事 業 場 の 名 称
所 在 地 

従 事 し た 業 務 

  

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

  

 

283



             (4頁) 

離職前のベリリウムに係る疾病の既往歴及び治療歴 

  

  既 往 歴 及 び 治 療 歴 

  

   年   月   

   年   月   

   年   月   

   年   月   

離職前直近の健康診断の結果 

  年  月  日 

  

自覚症状及
び他覚症状 

なし、乾性せき、たん、咽頭

痛、のどのいらいら、胸痛、

胸部不安感、息切れ、動悸、

息苦しさ、倦怠感、食欲不振、

体重減少、その他(   ) 

呼吸
器系
検査 

  

  
皮膚の所見   

肺 活 量   

その
他の
検査
等 

  胸部エツク
ス線検査 

直 接    間 接 
年  月  日 

 

  

 

いん 

き けん 

284



(5頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 

  

  

健

康

診

断 

年月日 

項 目 
年  月  日 年  月  日 

  

既 往 歴 
呼吸器症状、アレルギー症

状 

呼吸器症状、アレルギー症

状 

自覚症状及び他覚症状 

なし、乾性せき、たん、咽

頭痛、のどのいらいら、胸

痛、胸部不安感、息切れ、

動悸、息苦しさ、倦怠感、

食欲不振、体重減少、その

他(   ) 

なし、乾性せき、たん、咽

頭痛、のどのいらいら、胸

痛、胸部不安感、息切れ、

動悸、息苦しさ、倦怠感、

食欲不振、体重減少、その

他(   ) 

皮 膚 の 所 見     

肺 活 量     

胸部のエックス線直接

撮影による検査 
  

判 定 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

医療機関名及び医師名     

追

加

健

康

診

断 
年月日 

項目 
年  月  日 年  月  日 

胸 部 理 学 的 検 査     

肺 換 気 機 能 検 査     

肺 拡 散 機 能 検 査     

心 電 図 検 査     

尿中又は血液中のベリ
リウムの量の測定 

    

皮 膚 貼 布 試 験     

ヘ マ ト ク リ ッ ト
値 の 測 定 

    

判 定 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

医療機関名及び医師名 
    

  

 

いん 

けん き き けん 

いん 

てん 

285



            (最後の頁) 

注 意 事 項 

1 労働安全衛生規則第55条に規定する健康診断を受けると

きは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を提

出し、所定の欄にその結果を記入してもらつて下さい。 

2 次の場合には、あなたの住所を管轄する都道府県労働局長

にこの手帳を添えて(ロの場合を除く。)その旨を届け出て

必要な訂正又は再交付を受けて下さい。 

 イ 氏名又は住所を変更したとき 

 ロ この手帳を失つたとき 

 ハ この手帳を損傷したとき 

3 この手帳は、他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 

 

286



様式第8号(第54条関係)(8) 

            (表紙) 

番号    号 

健 康 管 理 手 帳 

(ベンゾトリクロリド) 

氏 名           

厚 生 労 働 省 

 

287



             (1頁) 

  

  

(ふりがな) 
氏 名 

  性

別 

男
・
女 

  

  

生 年 月 日 
(明治・大正・昭和・平成・令和) 

  年  月  日 

住 所   
都道
府県 

  

(備考) 

 労働安全衛生法第67条第1項の健康管理手帳を交付します。 

     年  月  日 

労働局長 印 

 

288



           (2頁及び3頁) 

職 歴 
労働安全衛生法施行令第23条第9
号の業務に係るものに限る。 

  

従 事 期 間 
事 業 場 の 名 称
所 在 地 

従 事 し た 業 務 

  

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

  

 

289



              (4頁) 

離職前のベンゾトリクロリドに係る疾病の既往歴及び治療歴 

  

  既往歴及び治療歴 

  
   年   月   

   年   月   

   年   月   

   年   月   

離職前直近の健康診断の結果 

  年  月  日 

  

自覚症状及び他
覚症状 

なし、せき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出

血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ、

皮膚(  )、その他(  ) 

  

皮 膚 の 所 見 
なし、ゆうぜい、色素沈着、その他( 

 ) 

胸部エツクス線
検査 

直 接    間 接 

 

特殊な撮影法に
よるエツクス線
写真の所見 

  

喀痰の細胞診   

気管支鏡検査   
その他の検査等   

  

 

かくたん 

くう きゆう 

290



(5頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 

    

健

康

診

断 

年月日 

項 目 
年  月  日 年  月  日 

  

既 往 歴 

なし、せき、たん、胸痛、

鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、

副鼻腔炎、鼻ポリープ、皮

膚(  )その他(  ) 

なし、せき、たん、胸痛、

鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、

副鼻腔炎、鼻ポリープ、皮

膚(  )その他(  ) 

自覚症状及び他覚症状 

なし、せき、たん、胸痛、

鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、

副鼻腔炎、鼻ポリープ、頸

部等のリンパ腺の肥大、そ

の他(  ) 

なし、せき、たん、胸痛、

鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、

副鼻腔炎、鼻ポリープ、頸

部等のリンパ腺の肥大、そ

の他(  ) 

皮 膚 の 所 見 
なし、ゆうぜい、色素沈着、

その他(     ) 

なし、ゆうぜい、色素沈着、

その他(     ) 

胸部のエックス線直接

撮影による検査   

判 定 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

医療機関名及び医師名     

追

加

健

康

診

断 

年月日 
項目 

年  月  日 年  月  日 

特殊な撮影法によるエ
ックス線写真の所見 

    

喀 痰 の 細 胞 診     

気 管 支 鏡 検 査     

頭部のエックス線撮影

等による検査 

    

血液検査(血液像を含

む。) 

    

リンパ腺の病理組織学
的検査 

    

皮膚の病理組織学的検

査 

    

判 定 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

医療機関名及び医師名 
    

   

かく たん 

くう 

 

きゆう 

 

きゆう 

 

きゆう 

 

きゆう 

 

くう 

 

くう 

 

くう 

 

けい 

 

けい 

 

291



            (最後の頁) 

注 意 事 項 

1 労働安全衛生規則第55条に規定する健康診断を受けると

きは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を提

出し、所定の欄にその結果を記入してもらつて下さい。 

2 次の場合には、あなたの住所を管轄する都道府県労働局長

にこの手帳を添えて(ロの場合を除く。)その旨を届け出て

必要な訂正又は再交付を受けて下さい。 

 イ 氏名又は住所を変更したとき 

 ロ この手帳を失つたとき 

 ハ この手帳を損傷したとき 

3 この手帳は、他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 

 

292



様式第8号(第54条関係)(9) 

            (表紙) 

番号    号 

健 康 管 理 手 帳 

(塩化ビニル) 

氏 名           

厚 生 労 働 省 

 

293



             (1頁) 

  

  

(ふりがな) 
氏 名 

  性

別 

男
・
女 

  

  

生 年 月 日 
(明治・大正・昭和・平成・令和) 

  年  月  日 

住 所   
都道
府県 

  

(備考) 

 労働安全衛生法第67条第1項の健康管理手帳を交付します。 

      年  月  日 

労働局長 印 

 

294



            (2頁及び3頁) 

職 歴 
労働安全衛生法施行令第23条第10
号の業務に係るものに限る。 

  

従 事 期 間 
事 業 場 の 名 称
所 在 地 

従 事 し た 業 務 

  

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

  

 

295



             (4頁) 

離職前の塩化ビニルに係る疾病の既往歴及び治療歴 

  

  既往歴及び治療歴 

  
   年   月   
   年   月   
   年   月   
   年   月   

離職前直近の健康診断の結果 

  年  月  日 

  

自覚症状及び
他 覚 症 状 

なし、頭痛、めまい、耳

鳴り、全身倦怠感、易疲

労感、不定の上腹部症

状、黄疸、黒色便、手指

の疼痛、その他( ) 

I C G   

  

L D H   

肝又は脾の腫大   
血 清
脂 質 

  

肝 機 能 検 査 

血清ビリルビン 
G O T 
G P T 
A L ― P 

その他
の検査
等 

  
胸部エツクス
線 検 査 

直 接  間 接 
  年  月  日 

 
血 小 板 数   
γ ― G T P   
Z T T   

  
 

とう 

だん 

けん 

ひ しゆ 

296



(5頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 

    

健

康

診

断 

年月日 

項 目 
年  月  日 年  月  日 

  

既 往 歴 

なし、全身倦怠感、易疲労

感、食欲不振、不定の上腹

部症状、黄疸、黒色便、手

指の蒼白、肝疾患、疼痛、

その他(    ) 

なし、全身倦怠感、易疲労

感、食欲不振、不定の上腹

部症状、黄疸、黒色便、手

指の蒼白、肝疾患、疼痛、

その他(    ) 

自覚症状及び他覚症状 

なし、頭痛、めまい、耳鳴

り、全身倦怠感、易疲労感、

不定の上腹部症状、黄疸、

黒色便、手指の疼痛、その

他(    ) 

なし、頭痛、めまい、耳鳴

り、全身倦怠感、易疲労感、

不定の上腹部症状、黄疸、

黒色便、手指の疼痛、その

他(    ) 

肝 又 は 脾 の 腫 大     

肝 機 能 検 査 

血清ビリルビン 
G O T 
G P T 
A L ― P 

血清ビリルビン 
G O T 
G P T 
A L ― P 

胸部のエックス線直接

撮影による検査   

判 定 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

医療機関名及び医師名     

追

加

健

康

診

断 
年月日 

項目 
年  月  日 年  月  日 

血 小 板 数     

γ ― G T P     

Z T T     

I C G     

L D H     

血 清 脂 質     

特殊な撮影法によるエ

ックス線写真の所見 

    

肝又は脾のシンチグラ
ムによる検査 

    

中枢神経系の神経医学

的検査 

    

判 定 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

医療機関名及び医師名     

   

そう 

 

ひ 

そう 

 

だん 

 

けん 

 

とう 

 

とう 

 

だん 

 

だん 

 

だん 

 とう 

 

けん 

 

けん 

 

とう 

 

けん 

 

ひ しゆ 

297



            (最後の頁) 

注 意 事 項 

1 労働安全衛生規則第55条に規定する健康診断を受けると

きは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を提

出し、所定の欄にその結果を記入してもらつて下さい。 

2 次の場合には、あなたの住所を管轄する都道府県労働局長

にこの手帳を添えて(ロの場合を除く。)その旨を届け出て

必要な訂正又は再交付を受けて下さい。 

 イ 氏名又は住所を変更したとき 

 ロ この手帳を失つたとき 

 ハ この手帳を損傷したとき 

3 この手帳は、他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 

 

298



様式第8号(第54条関係)(10) 

             (表紙) 

番号     号 

健 康 管 理 手 帳 

(石 綿) 

氏 名             

厚 生 労 働 省 

 

299



             (1頁) 

  

  

(ふりがな) 

氏 名 

  
性

別 

男
・
女 

  

  

生 年 月 日 
(明治・大正・昭和・平成・令和) 

  年  月  日 

住 所   
都道
府県 

  

(備考) 

 労働安全衛生法第67条第1項の健康管理手帳を交付します。 

     年  月  日 

労働局長 印 

 

300



           (2頁及び3頁) 

職 歴 
労働安全衛生法施行令第23条第11号の業務
に係るものに限る。 

  

従 事 期 間 
事 業 場 の 名 称
所 在 地 

従 事 し た 業 務 

  

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

  

 

301



(4 頁) 

離職前の石綿に係る疾病の既往歴及び治療歴 

    既 往 歴 及 び 治 療 歴   

年   月   

年   月   

年   月   

年   月   

離 職 前 直 近 の 健 康 診 断 の 結 果 

年   月   日  

  

喫 煙 歴 
 なし、 やめた、 吸っている 

(   )本／日×(   )年 (   ～   )歳 

  

自 覚 症 状 及 び 他 覚 症 状 
な し 、 せ き 、 た ん 、 息 切 れ 、 胸 痛、

そ の 他 (                 ) 

胸 部 の エ ッ ク ス 線

直 接 撮 影 に よ る 検 査 

年  月  日 

   

特 殊 な エ ッ ク ス 線

撮 影 に よ る 検 査 

  

喀 痰 の 細 胞 診 

  

気 管 支 鏡 検 査 
  

交 付 要 件 

□1 石綿等を製造し、又は取り扱う業務に従事した

者 

 □イ 胸部の所見 

 □ロ 石綿作業従事歴(  )年(  )月 

    従事した主な作業(         ) 

 

□2 石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じん

を発散する場所における業務に従事した者(1 に

該当する者を除く。) 

  

 

かく たん 

302



(5頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 

  

  

健

康

診

断 

年月日 

項 目 
年   月   日 年   月   日 

  

喫 煙 歴 なし、やめた、吸っている なし、やめた、吸っている 

既 往 歴 

なし、せき、たん、息切れ、

胸痛、 

その他(        ) 

なし、せき、たん、息切れ、

胸痛、 

その他(        ) 

自覚症状及び他覚症状 

なし、せき、たん、息切れ、

胸痛、 

その他(        ) 

なし、せき、たん、息切れ、

胸痛、 

その他(        ) 

胸部のエックス線直

接撮影による検査 
  

判 定 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

医療機関名及び医師名 
    

追

加

健

康

診

断 

年月日 

項 目 
年   月   日 年   月   日 

特殊なエックス線撮

影による検査 

    

喀 痰 の 細 胞 診 
    

気 管 支 鏡 検 査 
    

判 定 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

医療機関名及び医師名 
    

  

 

かく たん 

303



            (最後の頁) 

注 意 事 項 

1 労働安全衛生規則第55条に規定する健康診断を受けると

きは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を提

出し、所定の欄にその結果を記入してもらつて下さい。 

2 次の場合には、あなたの住所を管轄する都道府県労働局長

にこの手帳を添えて(ロの場合を除く。)その旨を届け出て、

必要な訂正又は再交付を受けて下さい。 

 イ 氏名又は住所を変更したとき 

 ロ この手帳を失つたとき 

 ハ この手帳を損傷したとき 

3 この手帳は他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 
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様式第8号(第54条関係)(11) 

             (表紙) 

番号     号 

健 康 管 理 手 帳 

(1・2―ジクロロプロパン) 

氏 名             

厚 生 労 働 省 

 

305



             (1頁) 

  

  

(ふりがな) 
氏 名 

  性

別 

男
・
女 

  

  

生 年 月 日 
(明治・大正・昭和・平成・令和) 

  年  月  日 

住 所   
都道
府県 

  

(備考) 

 労働安全衛生法第67条第1項の健康管理手帳を交付します。 

     年  月  日 

労働局長印   

 

306



           (2頁及び3頁) 

職 歴 
労働安全衛生法施行令第23条第13号の業務
に係るものに限る。 

  

従 事 期 間 
事 業 場 の 名 称
所 在 地 

従 事 し た 業 務 

  

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

  

 

307



(4頁) 

離職前の 1・2―ジクロロプロパンに係る疾病の既往歴及び治療歴 

    既 往 歴 及 び 治 療 歴   

年   月   

年   月   

年   月   

年   月   

離 職 前 直 近 の 健 康 診 断 の 結 果 

年   月   日  

  

自 覚 症 状 及 び

他 覚 所 見 

なし、眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症

状、皮膚炎、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部

痛、その他(                 ) 

  

血 清 総 ビ リ ル ビ ン   

G O T   

G P T   

γ ― G T P   

A L ― P   

腹部の超音波による検査等の

画 像 検 査 

  

CA19―9 等の血液中の腫瘍

マ ー カ ー の 検 査 

  

赤 血 球 系 の 血 液 検 査 
  

血 清 間 接 ビ リ ル ビ ン   

  

 

くう 

おう だん 

しゅよう 

308



(5頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 

  

  

健

康

診

断 

年月日 

項目 
年   月   日 

年   月   日   

既 往 歴 
なし、悪心、嘔吐、黄疸、

体重減少、上腹部痛、その

他(    ) 

なし、悪心、嘔吐、黄疸、

体重減少、上腹部痛、その

他(    ) 

自覚症状及び他覚症状 
なし、悪心、嘔吐、黄疸、

体重減少、上腹部痛、その

他(    ) 

なし、悪心、嘔吐、黄疸、

体重減少、上腹部痛、その

他(    ) 

血 清 総 ビ リ ル ビ ン     

G O T     

G P T     

γ ― G T P     

A L ― P     

判 定 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

医療機関名及び医師名     

追

加

健

康

診

断 
年月日 

項目 
年   月   日 年   月   日 

腹部の超音波による検

査等の画像検査 

    

CA19―9 等の血液中の

腫瘍マーカーの検査 

    

判 定 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

医療機関名及び医師名     

  

 

おう だん 

おう だん 

おう だん 

おう だん 

しゅよう 

309



           (最後の頁) 

注 意 事 項 

1 労働安全衛生規則第55条に規定する健康診断を受けると

きは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を提

出し、所定の欄にその結果を記入してもらつて下さい。 

2 次の場合には、あなたの住所を管轄する都道府県労働局長

にこの手帳を添えて(ロの場合を除く。)その旨を届け出て

必要な訂正又は再交付を受けて下さい。 

 イ 氏名又は住所を変更したとき 

 ロ この手帳を失つたとき 

 ハ この手帳を損傷したとき 

3 この手帳は他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 
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様式第8号(第54条関係)(12) 

             (表紙) 

番号     号 

健 康 管 理 手 帳 

(オルト―トルイジン) 

氏 名             

厚 生 労 働 省 

 

311



             (1頁) 

  

  

(ふりがな) 
氏 名 

  性

別 

男
・
女 

  

  

生 年 月 日 
(明治・大正・昭和・平成・令和) 

  年  月  日 

住 所   
都道
府県 

  

(備考) 

 労働安全衛生法第67条第1項の健康管理手帳を交付します。 

     年  月  日 

労働局長印 

 

312



           (2頁及び3頁) 

職 歴 
労働安全衛生法施行令第23条第14号の業務
に係るものに限る。 

  

従 事 期 間 
事 業 場 の 名 称
所 在 地 

従 事 し た 業 務 

  

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

  

 

313



(4頁) 

離職前のオルト―トルイジンに係る疾病の既往歴及び治療歴 

    既往歴及び治療歴   

年   月   

年   月   

年   月   

年   月   

離職前直近の健康診断の結果 

年  月  日  

  

自 覚 症 状 及 び

他 覚 症 状 

なし、頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦怠感、顔面

蒼白、チアノーゼ、心悸亢進、尿の着色、血尿、頻

尿、排尿痛、その他(             ) 

  

尿 中 の 潜 血 検 査   

尿 中 の オ ル ト ― ト ル

イ ジ ン の 量 の 測 定 
  

尿 沈 渣 検 鏡 の 検 査   

尿 沈 渣 の パ パ ニ コ ラ

法 に よ る 細 胞 診 の 検 査 
  

膀 胱 鏡 検 査   

腹 部 の 超 音 波 に よ る

検 査 、 尿 路 造 影 検 査

等 の 画 像 検 査 

  

赤 血 球 数 、 網 状 赤 血

球 数 、 メ ト ヘ モ グ ロ

ビ ン の 量 等 の 赤 血 球

系 の 血 液 検 査 

  

  

 

けん 

そう きこう 

さ 

さ 

こう ぼう 

314



(5頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 

  

  

健

康

診

断 

年月日 

項目 年   月   日 年   月   日 
  

既 往 歴 
なし、血尿、頻尿、排

尿痛、その他 (   

 ) 

なし、血尿、頻尿、排

尿痛、その他 (   

 ) 

自覚症状及び他覚症状 
なし、血尿、頻尿、排

尿痛、その他 (   

 ) 

なし、血尿、頻尿、排

尿痛、その他 (   

 ) 

尿 中 の 潜 血 検 査     

尿 沈 渣 検 鏡 の 検 査     

尿沈渣のパパニコラ法

による細胞診の検査 
    

判 定 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

医療機関名及び医師名     

追

加

健

康

診

断 

年月日 

項目 
年   月   日 年   月   日 

膀 胱 鏡 検 査 
    

腹部の超音波による検

査、尿路造影検査等の

画像検査 

    

判 定 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

異常 あり、なし 

再検 要、不要 

療養 要、不要 

医療機関名及び医師名     

  

 

こう 

さ 

さ 

ぼう 

315



           (最後の頁) 

注 意 事 項 

1 労働安全衛生規則第55条に規定する健康診断を受けると

きは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を提

出し、所定の欄にその結果を記入してもらつて下さい。 

2 次の場合には、あなたの住所を管轄する都道府県労働局長

にこの手帳を添えて(ロの場合を除く。)その旨を届け出て

必要な訂正又は再交付を受けて下さい。 

 イ 氏名又は住所を変更したとき 

 ロ この手帳を失つたとき 

 ハ この手帳を損傷したとき 

3 この手帳は他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 

 

316



様式第8号(第54条関係)(13) 

             (表紙) 

番号     号 

健 康 管 理 手 帳 

(3・3’―ジクロロ―4・4’―ジアミノジフェニルメタン) 

氏 名               

厚 生 労 働 省 

 

317



            (1頁) 

  

  

(ふりがな) 
氏 名 

  性

別 

男
・
女 

  

  

生 年 月 日 
(明治・大正・昭和・平成・令和) 

  年  月  日 

住 所   
都道
府県 

  

(備考) 

 労働安全衛生法第67条第1項の健康管理手帳を交付します。 

     年  月  日 

労働局長印 

 

318



          (2頁及び3頁) 

職 歴 
労働安全衛生法施行令第23条第15号の業務
に係るものに限る。 

  

従 事 期 間 
事 業 場 の 名 称
所 在 地 

従 事 し た 業 務 

  

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

自 年 月 日 
    

至 年 月 日 

  

 

319



(4頁) 

離職前の 3・3’―ジクロロ―4・4’―ジアミノジフェニルメタンに係る疾病の既往歴

及び治療歴 

    既往歴及び治療歴   

年   月   

年   月   

年   月   

年   月   

離職前直近の健康診断の結果 

年  月  日  

  

自 覚 症 状 及 び

他 覚 症 状 

なし、上腹部の異

常感、倦怠感、せ

き、たん、胸痛、

血尿、頻尿、排尿

痛、その他(   ) 

膀 胱 鏡 検 査 

   

尿中の潜血検査 

 腹 部 の 超 音 波 に

よ る 検 査 、 尿 路

造 影 検 査 等 の 画

像 検 査 

 

尿中の 3・3’―

ジ ク ロ ロ ― 4・

4’―ジアミノジ

フェニルメタンの

量 の 測 定 

 

胸 部 エ ッ ク ス 線

検査 

 直接 間接 

 年 月 日 

 尿沈渣検鏡の検査 

 

尿沈渣のパパニ

コラ法による細

胞診の検査 

 特 殊 な エ ッ ク ス

線 撮 影 に よ る検

査 

 

肝 機 能 検 査  
喀 痰 の 細 胞 診 

 

腎 機 能 検 査  気 管 支 鏡 検 査  

  

 

さ 

こう ぼう 

さ 

かくたん 

けん 

320



(5頁以降の頁(最後の頁を除く。)) 

  

  

健

康

診

断 

年月日 

項目 年   月   日 年   月   日 
  

既 往 歴 
なし、血尿、頻尿、排

尿痛、その他 (   ) 

なし、血尿、頻尿、排

尿痛、その他 (   ) 

自覚症状及び他覚症状 
なし、血尿、頻尿、排

尿痛、その他 (   ) 

なし、血尿、頻尿、排

尿痛、その他 (   ) 

尿 中 の 潜 血 検 査     

尿 沈 渣 検 鏡 の 検 査     

尿沈渣のパパニコラ法

による細胞診の検査 
    

判 定 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

追加健診 要、不要 

医療機関名及び医師名     

追

加

健

康

診

断 

年月日 

項目 
年   月   日 年   月   日 

膀 胱 鏡 検 査 
    

腹部の超音波による検

査、尿路造影検査等の

画像検査 

    

判 定 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

療 養 要、不要 

異 常 あり、なし 

再 検 要、不要 

療 養 要、不要 

医療機関名及び医師名     

  

 

こう 

さ 

さ 

ぼう 

321



          (最後の頁) 

注 意 事 項 

1 労働安全衛生規則第55条に規定する健康診断を受けると

きは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を提

出し、所定の欄にその結果を記入してもらつて下さい。 

2 次の場合には、あなたの住所を管轄する都道府県労働局長

にこの手帳を添えて(ロの場合を除く。)その旨を届け出て

必要な訂正又は再交付を受けて下さい。 

 イ 氏名又は住所を変更したとき 

 ロ この手帳を失つたとき 

 ハ この手帳を損傷したとき 

3 この手帳は他人に譲つたり、貸したりしてはいけません。 

 

322



様式第９号（第５７条関係）（１）

様式第9号(第57条関係)(1) 

健 康 管 理 手 帳 に よ る 健 康 診 断 実 施 報 告 書 (ベンジジン等) 

健康管理手帳番号        号 
尿沈渣検鏡の検査 

氏名及び住所 

生 年 月 日     年   月   日生(満   才)男・女 

尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 健康診断の結果  異 常 あり、なし 

         再 検 要、不要 

         追加健診 要、不要 

         療 養 要、不要 
膀胱鏡検査 

腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査 

既往歴      なし 

         血尿、頻尿、排尿痛 

         その他(                 )     年  月  日 

        医療機関名 

        所 在 地 

        医 師 名 

      労働局長 殿 

自覚症状及び他覚症状 

         なし 

         血尿、頻尿、排尿痛 

         その他(                 ) 

尿 中 の 潜 血 検 査 

さ 

さ 

ぼうこう 
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様式第9号(第57条関係)(2) 

健 康 管 理 手 帳 に よ る 健 康 診 断 実 施 報 告 書 (じ ん 肺) 

 健 康 管 理 手 帳 番 号          号 じん肺管理区分   肺 機 能 検 査 

  

 氏 名 及 び 住 所 

  生 年 月 日          年  月  日 生(満      歳)  男・女 

1．身 長   m       年齢満   歳 

  2． 1秒量予測値   l   3．肺活量予測値   l 

  

第

一

次

検

査 

検 査 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

  エ ッ ク ス 線 写 真 に よ る 検 査 肺 活 量 l l 

 

1 撮影年月日 

    年 月 日 

2 写真番号 
          

3 撮影条件 

       K V 

        mAs 

  増感紙 
          

4 エックス線写真の像 

 イ 小陰影の区分 

   )
＋

3　
3

3　
2

3　
3

2　
2

2　
1

2　
2

1　
1

1　
0

1　
1

0　
0

0　
－

0(  

努 力 肺 活 量 l l 

1 秒 量 l l 

1 秒 率     ％     ％ 

％ 1 秒 量     ％     ％ 

％ 肺 活 量     ％     ％ 

  

像 区 分 タ イ プ 

  第

二

次

検

査 

検 査 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

粒 状 影 ／ p q r 採 血 の 部 位     

不整形陰影 ／   採血から分析終了までの時間 分 分 

 ロ 大陰影の区分 

   (A B C) 

 ハ 付加記載事項 

   (pl plc co bu ca cv em es px tb) 

酸 素 分 圧 Torr Torr 

炭 酸 ガ ス 分 圧 Torr Torr 

肺胞気動脈血酸素分圧較差    Torr    Torr 

  判 定        F( )   年   月   日 

   合併症に関する検査 

  検 査 年 月 日          年   月   日 

自 覚 症 状   

肺
結
核
以
外
の
合
併
症
に
関
す
る
検
査 

結 核 菌 た ん 
塗抹＋－ 

滲出液 
塗抹＋－ 

培養＋－ 培養＋－ 

  胸 部 に 関 す る 臨 床 検 査 

結

核

精

密

検

査 

結 核 菌 塗 抹 ＋ － 
た ん 

年 月 日 年 月 日 年 月 日 

培 養 ＋ － 量 ml ml 
 検 査 年 月 日            年   月   日 

エックス線

特 殊 撮 影 

撮影法(   ) 

所 見 

性 状     

自

覚

症

状 

呼吸困難 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

他

覚

所

見 

チアノーゼ ＋ － 喀痰細胞診 
年月日(初日) 年  月  日 

所 見   

せ き ＋ － ばち状指 ＋ － 
エックス線

特 殊 撮 影 

年 月 日 年  月  日 

赤 血 球 沈

降 速 度 

1時間値   mm 撮 影 法 らせんCT、その他(   ) 
た ん ＋ － 

副雑音 ＋ －(部位  ) 
2時間値   mm 所 見   

心悸亢進 ＋ － 
ツベルクリ
ン反応 

mm ×  mm そ の 他 の 所 見   
その他   その他   

喫 煙 歴 
なし、やめた、吸っている 

( )本／日×( )年 (  ～  )歳 
  判 定                  年   月   日 

  医師意見                                         年  月  日 

労働局長殿 

医療機関の名

称及び所在地 

医 師 氏 名 

まつ 

まつ 
しん 

まつ 

き こう 

かくたん 

324



様式第9号(第57条関係)(3) 

健 康 管 理 手 帳 に よ る 健 康 診 断 実 施 報 告 書 (クロム酸等) 

健康管理手帳番号        号 特殊な撮影法によるエックス線写真の所見 

氏名及び住所 

生 年 月 日    年   月   日生(満   才)男・女 

喀痰の細胞診 
健康診断の結果  異 常 あり、なし 

         再 検 要、不要 

         追加健診 要、不要 

         療 養 要、不要 
気管支鏡検査 

既往歴  なし 

     たん、せき、胸痛、鼻腔(    )、皮膚(    )、 

     その他(              ) 
皮膚の病理学的検査 

自覚症状及び他覚症状  なし 

     たん、せき、胸痛、その他(             ) 

   年  月  日 

 

医療機関名                

所 在 地                

医 師 名                

 

      労働局長 殿 

鼻腔の所見  なし 

     鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔 

皮膚の所見 

 

胸部のエックス線直接撮影による検査 

 

くう 

くう 

せん 

かくたん 
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様式第9号(第57条関係)(4) 

健 康 管 理 手 帳 に よ る 健 康 診 断 実 施 報 告 書 (砒素) 

健康管理手帳番号        号 肝機能検査 

氏名及び住所 

生 年 月 日    年   月   日生(満   才)男・女 
赤血球系の血液検査 

健康診断の結果  異 常 あり、なし 

         再 検 要、不要 

         追加健診 要、不要 

         療 養 要、不要 

砒素化合物量の測定結果 

特殊な撮影法によるエックス線写真の所見 

既往歴  なし 

     たん、せき、口内炎、下痢、便秘、体重減少、 

     知覚異常、皮膚(    )、その他(       ) 喀痰の細胞診 

自覚症状及び他覚症状  なし 

    たん、せき、食欲不振、体重減少、知覚異常、 

    その他(           ) 気管支鏡検査 

鼻腔の所見 

 皮膚の病理学的検査 

皮膚の所見 なし 

      色素異常(沈着、脱色)、角化、その他(    )    年  月  日 

医療機関名                

所 在 地                

医 師 名                

      労働局長 殿 

胸部のエックス線直接撮影による検査 

 

ひ 

かくたん 

くう 

ひ 
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様式第9号(第57条関係)(5) 

健 康 管 理 手 帳 に よ る 健 康 診 断 実 施 報 告 書 (コールタール) 

健康管理手帳番号        号 特殊な撮影法によるエックス線写真の所見 

氏名及び住所 

生 年 月 日    年   月   日生(満   才)男・女 

健康診断の結果  異 常 あり、なし 

         再 検 要、不要 

         追加健診 要、不要 

         療 養 要、不要 

喀痰の細胞診 

気管支鏡検査 

既往歴 なし 

    たん、せき、胸痛、食欲不振、皮膚(    )、 

    その他(       ) 皮膚の病理学的検査 

自覚症状及び他覚症状  なし 

    たん、せき、胸痛、その他(       ) 
   年  月  日 

医療機関名                

所 在 地                

医 師 名                

      労働局長 殿 

皮膚の所見  なし 

    皮膚炎、にきび様変化、黒皮症、いぼ、ガス斑、 

    その他(       ) 

胸部のエックス線直接撮影による検査 

    

はん 

かくたん 
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様式第9号(第57条関係)(6) 

健 康 管 理 手 帳 に よ る 健 康 診 断 実 施 報 告 書 (ビス(クロロメチル)エーテル) 

健康管理手帳番号        号 特殊な撮影法によるエックス線写真の所見 

氏名及び住所 

生 年 月 日    年   月   日生(満   才)男・女 

健康診断の結果  異 常 あり、なし 

         再 検 要、不要 

         追加健診 要、不要 

         療 養 要、不要 

喀痰の細胞診 

既往歴  なし 

     せき、たん、胸痛、体重減少 

     その他(              ) 

気管支鏡検査 

自覚症状及び他覚症状  なし 

     せき、たん、胸痛、体重減少 

     その他(            )    年  月  日 

医療機関名                

所 在 地                

医 師 名                

      労働局長 殿 

胸部のエックス線直接撮影による検査 

 

かくたん 
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様式第9号(第57条関係)(7) 

健 康 管 理 手 帳 に よ る 健 康 診 断 実 施 報 告 書 (ベリリウム) 

健康管理手帳番号        号 胸部理学的検査 

氏名及び住所 

生 年 月 日    年   月   日生(満   才)男・女 肺換気機能検査 

健康診断の結果  再 検 要、不要 

         追加健診 要、不要 

         療 養 要、不要 
肺拡散機能検査 

心電図検査 

既往歴 なし 

    呼吸器症状、アレルギー症状 

    その他(      ) 

尿中又は血液中のベリリウムの量の測定 

自覚症状及び他覚症状  なし 

    乾性せき、咽頭痛、のどのいらいら、胸痛、胸部不安感、 

    息切れ、動悸、息苦しさ、倦怠感、食欲不振、 

    体重減少、その他(           ) 

皮膚貼布試験 

ヘマトクリット値の測定 

皮膚の所見 

肺 活 量    年  月  日 

医療機関名                

所 在 地                

医 師 名                

      労働局長 殿 

胸部のエックス線直接撮影による検査 

 

き 

いん 

けん 

てん 
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様式第9号(第57条関係)(8) 

健 康 管 理 手 帳 に よ る 健 康 診 断 実 施 報 告 書 (ベンゾトリクロリド) 

健康管理手帳番号        号 特殊な撮影法によるエックス線写真の所見 

氏名及び住所 

生 年 月 日    年   月   日生(満   才)男・女 
喀痰の細胞診 

健康診断の結果  異 常 あり、なし 
         再 検 要、不要 
         追加健診 要、不要 
         療 養 要、不要 

気管支鏡検査 

頭部のエックス線撮影等による検査 

既往歴 なし 

    せき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、 

    鼻ポリープ、皮膚(   )、その他(   ) 

血液検査(血液像を含む。) 

リンパ腺の病理組織学的検査 

自覚症状及び他覚症状  なし 

    せき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、 

    鼻ポリープ、頸部等のリンパ腺の肥大、その他(   ) 

皮膚の病理組織学的検査 

皮膚の所見  なし 

    ゆうぜい、色素沈着、その他(   )    年  月  日 

医療機関名                

所 在 地                

医 師 名                

      労働局長 殿 

胸部のエックス線直接撮影による検査 

 

かくたん 

きゆう 

きゆう 

くう 

くう 

けい 
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様式第9号(第57条関係)(9) 

健 康 管 理 手 帳 に よ る 健 康 診 断 実 施 報 告 書 (塩化ビニル) 

健康管理手帳番号        号 血小板数 

氏名及び住所 

生 年 月 日    年   月   日生(満   才)男・女 
γ―GTP 

健康診断の結果  異 常 あり、なし 
         再 検 要、不要 
         追加健診 要、不要 
         療 養 要、不要 

ZTT 

ICG 

LDH 

既往歴 なし 

    全身倦怠感、易疲労感、食欲不振、不定の上腹部症状、 

    黄疸、黒色便、手指の蒼白、肝疾患、疼痛、その他(   ) 

血清脂質 

特殊な撮影法によるエックス線写真の所見 

自覚症状及び他覚症状  なし 

    頭痛、めまい、耳鳴り、全身倦怠感、易疲労感、不定の 上

腹部症状、黄疸、黒色便、手指の疼痛、その他(   ) 肝又は脾のシンチグラムによる検査 

肝又は脾の腫大 
中枢神経系の神経医学的検査 

肝機能検査 
   年  月  日 

医療機関名                

所 在 地                

医 師 名                

      労働局長 殿 

胸部のエックス線直接撮影による検査 

 

けん 

けん 

だん そう とう 

とう だん 

ひ しゆ 

ひ 
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様式第9号(第57条関係)(10) 

健 康 管 理 手 帳 に よ る 健 康 診 断 実 施 報 告 書 (石綿) 

健康管理手帳番号        号 特殊な撮影法によるエックス線写真の所見 

氏名及び住所 

生 年 月 日    年   月   日生(満   才)男・女 

健康診断の結果  異 常 あり、なし 

         再 検 要、不要 

         追加健診 要、不要 

         療 養 要、不要 

喀痰の細胞診 

喫煙歴  なし、やめた、吸っている 
気管支鏡検査 

既往歴  なし 

     せき、たん、息切れ、胸痛、その他(      ) 

自覚症状及び他覚症状  なし 

     せき、たん、息切れ、胸痛、その他(      ) 
    年  月  日 

医療機関名              

所 在 地              

医 師 名              

      労働局長 殿 

胸部のエックス線直接撮影による検査 

    

 

かくたん 
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様式第9号(第57条関係)(11) 

健 康 管 理 手 帳 に よ る 健 康 診 断 実 施 報 告 書 (1・2―ジクロロプロパン) 

健康管理手帳番号        号 GPT 

氏名及び住所 

 生年月日     年   月   日生(満   才) 男・女 

γ―GTP 

AL―P 

健康診断の結果  異 常 あり、なし 

         再 検 要、不要 

         追加健診 要、不要 

         療 養 要、不要 

腹部の超音波による検査等の画像検査 

既往歴  なし 

     悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛、

その他(                 ) 

CA19―9等の血液中の腫瘍マーカーの検査 

    年  月  日 

医療機関名              

所 在 地              

医 師 名              

      労働局長 殿 

自覚症状及び他覚症状  なし 

     悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛、

その他(                 ) 

血清総ビリルビン 

GOT 

 

しゅよう 

おう 

おう 

だん 

だん 
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様式第9号(第57条関係)(12) 

健 康 管 理 手 帳 に よ る 健 康 診 断 実 施 報 告 書 (オルト―トルイジン) 

健康管理手帳番号        号 尿沈渣検鏡の検査 

氏名及び住所 

 生年月日     年   月   日生(満   才) 男・女 
尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 

健康診断の結果  異 常 あり、なし 

         再 検 要、不要 

         追加健診 要、不要 

         療 養 要、不要 膀胱鏡検査 

腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査 

既往歴  なし 

     血尿、頻尿、排尿痛、

その他(                 )     年  月  日 

医療機関名                   

所 在 地                   

医 師 名                   

      労働局長 殿 

自覚症状及び他覚症状  なし 

     血尿、頻尿、排尿痛、

その他(                 ) 

尿中の潜血検査 

 

 

 

 

ぼうこう 

さ 

さ 
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様式第9号(第57条関係)(13) 

健 康 管 理 手 帳 に よ る 健 康 診 断 実 施 報 告 書 (3・3’―ジクロロ―4・4’―ジアミノジフェニルメタン) 

健康管理手帳番号        号 尿沈渣検鏡の検査 

氏名及び住所 

生 年 月 日   年   月   日生(満   才) 男・女 尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査 

健康診断の結果  異 常 あり、なし 

         再 検 要、不要 

         追加健診 要、不要 

         療 養 要、不要 膀胱鏡検査 

腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査 

既往歴 なし 

    血尿、頻尿、排尿痛、

その他(                      ) 

   年  月  日 

医療機関名                    

所 在 地                    

医 師 名                    

     労働局長 殿 

自覚症状及び他覚症状 なし 

    血尿、頻尿、排尿痛、

その他(                      ) 

尿中の潜血検査 

 

ぼうこう 

さ 

さ 
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様式第１０号（第５８条、第５９条関係）

 

336



様式第１１号（第６６条の２関係）

様式第11号(第66条の2関係) 

   (表面) 

85.6mm   

労 働 安 全 衛 生 法 に よ る 免 許 証 

54
.0

m
m 

  免 許 証 番 号 第                  号 

  写 真 

  
氏

名 

  

  

  

生年月日 

 

交付年月日 

交付局                    労 働 局 長 印 

  

  

有
無 

                                                

  
免
許
の
種
類 

ク
レ
・
デ
リ 

移
ク
レ
ー
ン 

(

デ
リ
ッ
ク) 

揚

貨

装

置 

(

玉

掛) 

特
ボ
イ
ラ
ー 

一
ボ
イ
ラ
ー 

二
ボ
イ
ラ
ー 

特
ボ
イ
ラ
溶 

普
ボ
イ
ラ
溶 

ボ
イ
ラ
整
備 

特
一
圧
作
業 

ガ

ス

溶

接 

林

業

架

線 

発

破

技

士 

導
火
線
発
破 

電

気

発

破 

一
衛
生
管
理 

二
衛
生
管
理 

衛

生

工

学 

高

圧

室

内 

潜

水

士 

エ
ッ
ク
ス
線 

ガ

ン

マ

線 

  

 

   (裏面) 

 住 所 

備

考 

  

備考 1 表面の「氏名」欄に旧姓を使用した氏名又は通称(以下「旧姓等」という。)を併記する場合には、

氏名の後に括弧書きで旧姓等を記入すること。 
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   2 表面の「有無」の欄には、現に受けている免許及び受けることとなる免許の種類を表す「免許の種

類」の欄の略語に対応する部分に「1」(条件を付している免許にあつては「9」、ボイラー則第119条

第1項第2号及び第3号に基づく特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許にあつては「2」)を、その他

の部分に「0」をそれぞれ記入すること。 

   3 裏面には、住所及び免許の種類ごとの取得年月日(ボイラー溶接士については取得年月日及び免許

有効期限)を記入すること。 

   4 裏面の「備考」の欄には、免許の条件、旧姓等を併記する場合は括弧書きで記載されたものが旧姓

等である旨、その他必要な事項を記入すること。 
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様式第１２号（第６６条の３、第６７条関係）（表面）

様式第12号(第66条の3、第67条関係)(表面) 

■ ■ 
 

  
免 許 ・ 免 許 証 再 交 付  

免 許 証 書 替 ・ 免 許 更 新  
申請書   

写真欄(24mm×30mm) 

    

写真は、申請前6

月以内に撮影し

た上三分身、正

面、脱帽のものと

し、写真の裏面に

氏名を記入し、写

真欄のシールを

取り、貼り付ける

こと。 

  

  

帳 票 種 別 ①申請の区分    ②新規に申請する免許の種類 

  
 

 

 

・新規に免許を申請する

者のみ記入すること。 

 裏面備考8を参照。 

フ リ ガ ナ (姓) (名) 

  
申 請 者 氏 名     

  

生 年 月 日 明・大・昭・平・令     年  月  日生 

  

フ リ ガ ナ   

住 所 
〒(   ―   )                        電話    (   ) 

勤 務 先 等

連 絡 先 
  

勤 務 先 等
連 絡 先 の
所 在 地 〒(   ―   )  電話    (   ) 

 ③氏 名(姓をカタカナで記入すること。) 

 

    ④氏 名(名をカタカナで記入すること。) 

     

  

 ⑤郵便番号 

  

  ⑥生年月日 

 

  ⑦―1 

 

旧姓を使用した

氏名又は通称の

併記の希望の有無 

    裏面備考9

を参照。 

折
り
曲
げ
る
場
合
は

の
所
を
谷
に
曲
げ
る
こ
と
。 

   ⑧住所地 

  

 
 
裏面備考10
を参照。 

   ⑨送付先希望 

 裏面備考11

を参照。 

 ⑦―2 併記を希望する

氏名又は通称  

フ リ ガ ナ   

送 付 先 

裏面備考12を参照。 

 

〒(   ―   )                        電話    (   ) 

 イ 新規交付申請 

  試 験 合 格 に

よ る 申 請 

⑩試験を受けた地域の番号     ⑪試験年月日 ⑫受験番号(右につめて記入すること。) 

  

    

 ロ 新規交付申請 

  試 験 免 除 に

よ る 申 請 

資格

内容 
  

⑬資格取得

年月日 
 

⑭ 資 格

コ ー ド  

  

 ハ 再 交 付 申 請 再交付の理由   
⑮ 再 交
付 理 由
コ ー ド  

  

※
印
の
欄
は
記
入
し
な
い
こ
と
。(

職
員
が
記
入)

 

 ニ 書 替 申 請 

フ リ ガ ナ   ⑯ 書 替

理 由

コ ー ド  変更前の氏名   

 ホ 更 新 申 請 

申 請 免 許 有 効 期 限 ⑰ 

 ボイラー溶接士

免 許 有 効 期 限 
 

⑱ 更 新

不 可

コ ー ド  令和   年   月   日まで 

・新様式免許証(昭和63年10月1日以降に交付した免許証をいう。)

を取得している者は、その免許証の番号を記入すること。 

  ⑲ 免許証の番号 

  

⑳ 

前 年 度

コ ー ド  

・ハ、ニ又はホの申請が、旧様式免許証(昭和63年10月1日前に交付した免許証をいう。)である場合は、次の事項を記入する

こと。 
 

別 人 物

コ ー ド  
  免許の種類    交付局 免許証の番号(右につめて記入すること。)  交付年月日 

  

 

裏面備考8

を参照。     

 

裏面備考10

を参照。     
   

     他の旧様式免許証の有無  

  

    

  

 

裏面備考13

を参照。 

  
   氏名イメージ 

  

※     

  

ク

レ

ー

ン 

移
ク
レ
ー
ン 

デ

リ

ッ

ク 

揚

貨

装

置 

(

玉

掛) 

特
ボ
イ
ラ
ー 

一
ボ
イ
ラ
ー 

二
ボ
イ
ラ
ー 

特
ボ
イ
ラ
溶 

普
ボ
イ
ラ
溶 

ボ
イ
ラ
整
備 

特
一
圧
作
業 

ガ

ス

溶

接 

林

業

架

線 

発

破

技

士 

導
火
線
発
破 

電

気

発

破 

衛

生

管

理 

衛

生

工

学 

高

圧

室

内 

潜

水

士 

エ
ッ
ク
ス
線 

ガ

ン

マ

線 

    

  

  
 

  (受付印) 

           労働局長殿 

  令和   年   月   日 
 
■  
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様式第12号(第66条の3、第67条関係) (裏面) 

【備考】 

1 □□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学的読取装置

(OCR)で直接読み取りを行うので、この用紙は汚したり、穴をあけたり、必要以上に折り

曲げたり、のり付けしたりしないこと。 

2 記載すべき事項のない欄又は記入枠は、空欄のままとし、事項を選択する場合には該

当事項を○で囲むこと。 

3 記入枠の部分は、必ず黒のボールペンを使用し、枠からはみ出さないように大きめの

カタカナ及びアラビア数字で明瞭に記載すること。 

 なお、濁点及び半濁点は同一の記入枠に「ガ」「パ」等と記入すること。 

4 免許申請の場合は、「申請者氏名」、「生年月日」及び「住所」の欄に記入した事実

を証する書面(以下「本人確認証明書」という。)並びに免許を受ける資格を有すること

を証する書面を添付すること。 

5 免許証再交付申請の場合は、滅失によるものにあつては本人確認証明書、損傷による

ものにあつては従前の免許証を添付すること。 

6 免許証書替申請の場合は、従前の免許証及び記載事項の異同を証する書面を添付する

こと。 

7 免許証更新申請の場合は、従前の免許証及び免許の有効期限の更新を受ける資格を有

することを証する書面を添付すること。 

8 下記の免許種類コード表を参照して記入すること。 

9 旧姓を使用した氏名又は通称(以下「旧姓等」という。)の併記を希望しない場合は「0」、

希望する場合には「2」を記入し、「併記を希望する氏名又は通称」欄に、希望する旧姓

等を記入すること。 

10 下記の住所地・交付局コード一覧を参照して記入すること。 

11 住所と免許証の送付先が同じ場合は「0」、異なる場合は「1」を記入し、送付先欄に

送付先を記入すること。 

12 免許証の送付先が住所と異なる場合に記入すること。また、⑨送付先希望欄に「1」

が記入されていることを確認すること。 

13 当該免許申請の外に旧様式免許証を所持する者は、「1」を記入し、下記の免許種類

コード表を参照して、 の下の該当する免許欄を○で囲み、所持免許申告欄(別紙)に記

入すること。 

収 入 印 紙 欄 

 

 

 

(収入印紙は、申請者において消

印しないこと。) 

 

 

  

収入印紙は、所定

事項を全て記入し

た後に貼り付ける

こと。 

  

  
  

収入印紙は、所定

事項を全て記入し

た後に貼り付ける

こと。 

  

  

 

(住所地・交付局コード一覧) 

北海道…01 

青 森…02 

岩 手…03 

宮 城…04 

秋 田…05 

山 形…06 

福 島…07 

茨 城…08 

栃 木…09 

群 馬…10 

埼 玉…11 

千 葉…12 

東 京…13 

神奈川…14 

新 潟…15 

富 山…16 

石 川…17 

福 井…18 

山 梨…19 

長 野…20 

岐 阜…21 

静 岡…22 

愛 知…23 

三 重…24 

滋 賀…25 

京 都…26 

大 阪…27 

兵 庫…28 

奈 良…29 

和歌山…30 

鳥 取…31 

島 根…32 

岡 山…33 

広 島…34 

山 口…35 

徳 島…36 

香 川…37 

愛 媛…38 

高 知…39 

福 岡…40 

佐 賀…41 

長 崎…42 

熊 本…43 

大 分…44 

宮 崎…45 

鹿児島…46 

沖 縄…47 

 

 

(免許種類コード表) 

コード 免 許 の 種 類 コード 免 許 の 種 類 コード 免 許 の 種 類 

10 特級ボイラー技士 21 揚貨装置運転士 31 林業架線作業主任者(林業架線技士) 

11 一級ボイラー技士 22 デリック運転士 32 導火線発破技士 

12 二級ボイラー技士 23 移動式クレーン運転士 33 電気発破技士 

13 特別ボイラー溶接士 

24 

クレーン・デリック運転士 

〔床上運転式限定〕(注3) 

34 発破技士 

14 普通ボイラー溶接士 50 第一種衛生管理者(衛生管理者) 

15 ボイラー整備士 クレーン運転士 

〔床上運転式限定〕(注4) 

51 衛生工学衛生管理者 

16 特定第一種圧力容器取扱作業主任者 52 第二種衛生管理者 

20 

クレーン・デリック運転士 

〔クレーン限定〕(注1) 
25 

クレーン・デリック運転士 

〔無限定〕(注5) 

60 高圧室内作業主任者(高圧室管理者) 

61 潜水士 

クレーン運転士 

〔無限定〕(注2) 
30 

ガス溶接作業主任者(溶接士) 

(アセチレン溶接主任者) 

70 エックス線作業主任者 

71 ガンマ線透過写真撮影作業主任者 

注1 取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定し、かつ、クレーンの種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許をいうこと。 

注2 取り扱うことのできるクレーンの種類を限定しないクレーン運転士免許をいうこと。(平成18年3月31日以前) 

注3 取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許をいうこと。 

注4 取り扱うことのできるクレーンの種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン運転士免許をいうこと。(平成18年3月31日以前) 

注5 取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許をいうこと。 
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様式第12号(第66条の3、第67条関係)(別紙) 

■ ■ 

所 持 免 許 申 告 欄 

  
帳 票 種 別 

 

  

この申告欄には、所持している旧様式

の免許証を確認のうえ記入すること。 

  

フ リ ガ ナ (姓) (名)   

氏 名 

    

旧

様

式

免

許

証 

免 許 の 種 類 交 付 局 免 許 の 種 類 交 付 局   

(1) 
  

局 (4) 
  

局  

(2) 
  

局 (5) 
  

局  

(3) 
  

局 (6) 
  

局  
  

     ① 氏 名(姓をカタカナで記入すること。) 

 

  ② 氏 名(名をカタカナで記入すること。) 

 

  

折
り
曲
げ
る
場
合
は

の
所
を
谷
に
折
り
曲
げ
る
こ
と 

       ③ 生年月日 

   

旧

様

式

免

許

証 

  ④ 免許の種類 ⑤ 交付局 ⑥ 免許証の番号 ⑦ 交付年月日 

(1)      

  ⑧ 免許の種類 ⑨ 交付局 ⑩ 免許証の番号 ⑪ 交付年月日 

(2)      

  
  ⑫ 免許の種類 ⑬ 交付局 ⑭ 免許証の番号 ⑮ 交付年月日 

    

(3)      

  ⑯ 免許の種類 ⑰ 交付局 ⑱ 免許証の番号 ⑲ 交付年月日 

(4)      

  ⑳ 免許の種類  交付局  免許証の番号  交付年月日 

(5)      

   免許の種類  交付局  免許証の番号  交付年月日 

(6)      

  

職

員

記

入

欄 

  

   

  新免許証番号  
申 告 欄

単独処理 

    

   

 
   【備考】 

     1 免許の種類コード及び交付局コードは、様式第12号(裏面)の住所地・交付局コード一覧及び免許種類コード表を参照して記入すること。 

     2 濁点及び半濁点は同一の記入枠に「ガ」「パ」等と記入すること。 

■ 
 

341



様式第１３号（第６７条の２関係）

様式第13号(第67条の2関係) 

免許取消申請書               写真欄(24mm×30mm)備考3を参照。 

    

写真は、申請前
6月以内に撮影
した上三分身、
正面、脱帽のも
のとし、写真の
裏面に氏名を記
入し、貼り付け
ること。 

フ リ ガ ナ (姓) (名) 

  
申 請 者 氏 名     

生 年 月 日 明・大・昭・平・令      年      月      日生 

    

フ リ ガ ナ   

住 所 
〒(   ―   )                          電話   (   ) 

勤 務 先 等

連 絡 先 
  

勤 務 先 等
連 絡 先 の
所 在 地 〒(   ―   )  電話   (   ) 

フ リ ガ ナ   

送 付 先 

備考4を参照。 〒(   ―   )                          電話   (   ) 

  現 に
受 け て い る
免 許 の 種 類 
(全て○で囲む
こと) 

  

  ク
レ
・
デ
リ 

移
ク
レ
ー
ン 

(

デ
リ
ッ
ク) 

揚

貨

装

置 

(

玉

掛

) 

特
ボ
イ
ラ
ー 

一
ボ
イ
ラ
ー 

二
ボ
イ
ラ
ー 

特
ボ
イ
ラ
溶 

普
ボ
イ
ラ
溶 

ボ
イ
ラ
整
備 

特
一
圧
作
業 

ガ

ス

溶

接 

林

業

架

線 
発

破

技

士 
導
火
線
発
破 

電

気

発

破 

一
衛
生
管
理 

二
衛
生
管
理 

衛

生

工

学 

高

圧

室

内 

潜

水

士 

エ
ッ
ク
ス
線 

ガ

ン

マ

線 

  (免許に付されている条件)   

  

取 消 し を
申 請 す る
免 許 の 種 類 
(全て○で囲む
こと) 

  

  ク
レ
・
デ
リ 

移
ク
レ
ー
ン 

(

デ
リ
ッ
ク) 

揚

貨

装

置 

(

玉

掛

) 

特
ボ
イ
ラ
ー 

一
ボ
イ
ラ
ー 

二
ボ
イ
ラ
ー 

特
ボ
イ
ラ
溶 

普
ボ
イ
ラ
溶 

ボ
イ
ラ
整
備 

特
一
圧
作
業 

ガ

ス

溶

接 

林

業

架

線 

発

破

技

士 

導
火
線
発
破 

電

気

発

破 

一
衛
生
管
理 

二
衛
生
管
理 

衛

生

工

学 

高

圧

室

内 

潜

水

士 

エ
ッ
ク
ス
線 

ガ

ン

マ

線 

  (備考5を参照。)   

  

・新様式免許証(昭和63年10月1日以降に交付した免許証をいう。)
を取得している者は、その免許証の番号を記入すること。 

 

・取消しを申請する免許に係る免許証が、旧様式免許証(昭和63年9月30日以前に交付した免許証をいう。)である場合は、次の事項を記入する
こと。 

  

免許の種類 
(「取消しを申請する免許の種類」の
欄の略称を記載) 

交付局 免許証の番号 交付年月日 

  

    
 

昭和   年  月  日 

    
 

昭和   年  月  日 

    
 

昭和   年  月  日 

    
 

昭和   年  月  日 

    
 

昭和   年  月  日 

    
 

昭和   年  月  日 

  

【備考】 

   1 記載すべき事項のない欄は、空欄のままとし、事項を選択する場合には該当事項を○で囲むこと。 

   2 「申請者氏名」、「生年月日」及び「住所」の欄に記入した事実を証する書面を添付すること。 

   3 現に受けている全ての免許の取消しを申請する場合は、写真の貼付を要しないこと。 

   4 免許証等を送付する先が住所と異なる場合に記入すること。 

   5 平成18年3月31日以前に受けたクレーン運転士免許又はデリック運転士免許の取消しを申請する場合は、「クレ・デリ」を選択した上

で、この欄に取消しを申請する免許の種類を記入すること。 

 

(受付印) 

        労働局長殿 

  令和  年  月  日 
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様式第１４号（第７１条関係）

様式第14号(第71条関係) 

(    )免許試験受験申請書 

試験免除を希望する範囲   

(ふ り が な) 
氏 名 

  

生 年 月 日   

住 所   

参 考 事 項   

 

収入印紙 

消印しては

ならない 

      年  月  日 

申請者          

 

都道府県労働局長 

指 定 試 験 機 関 
   殿 

備考 

 1 都道府県労働局長が試験事務を行う場合には、都道府県労働局長に提出すること。こ

の場合にあつては、手数料に相当する額の収入印紙を収入印紙欄に貼り付けること。 

 2 指定試験機関が試験事務を行う場合には、当該指定試験機関に提出すること。この場

合にあつては、当該指定試験機関の試験事務規程の定めるところにより手数料を納付

し、収入印紙は貼らないこと。 

 3 表題の(  )内には、受験しようとする免許試験の種類を記入すること。 

 4 「試験免除を希望する範囲」の欄には、学科試験又は実技試験の科目の全部又は一部

の免除を受けようとする場合における当該免除の範囲を記入すること。 

 5 「氏名」、「生年月日」及び「住所」の欄に記入した事実を証する書面を添付すること。 

 6 申請書には、申請前6月以内に撮影した上三分身、正面、脱帽、縦30ミリメートル横

24ミリメートルの写真及び受験資格を有することを証する書面を添付すること。 

 7 学科試験又は実技試験の科目の全部又は一部の免除を受けようとする場合は、当該免

除を受ける資格を有することを証する書面を添付すること。 
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様式第１５号（第７５条、第８０条関係）

様式第15号(第75条、第80条関係) 

(          )  
技 能 講 習 

運 転 実 技 教 習 
受講申込書 

 

(ふ り が な) 

氏 名 
  

  

旧姓を使用した氏名又は通称の併記の希望の有無 

( い ず れ か を ○ で 囲 む ) 

有 ／ 無 

 

併 記 を 希 望 す る

氏 名 又 は 通 称 
  

生 年 月 日   

住 所   

講習の一部免除を希望する範囲   

 

        年   月   日 

申込者    氏 名  

 

収 入

印 紙 

  

 

 (             )殿 

 

備考 

 1 表題の(    )内には、受講しようとする技能講習又は運転実技教習の種類を記入

すること。 

 2 表題中、「技能講習」又は「運転実技教習」のうち該当しない文字は、抹消すること。 

 3 「氏名」の欄は、旧姓を使用した氏名又は通称の併記の希望の有無を〇で囲むこと。

併記を希望する場合には、併記を希望する氏名又は通称を記入すること。 

 4 技能講習を受けようとする者は、技能講習を受けることのできる資格を有することを

証する書面を添付すること。 

 5 技能講習の一部の免除を受けようとする者は、その資格を有することを証する書面を

添付すること。 

 6 都道府県労働局長の行う技能講習を受講する者にあつては、受講料は収入印紙を受講

申込書に貼り付けて納入するものとし、その収入印紙は、申込者において消印しないこ

と。 

 7 末尾の(    )内には、技能講習を行う都道府県労働局長又は技能講習若しくは運

転実技教習を行う登録教習機関の名称を記入すること。 
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様式第１６号（第７６条関係）

様式第16号(第76条関係) 

 

 

 

(     )運転実技教習修了証 

 

 

   第       号 

 

 

(ふ り が な )               

氏 名              

 

年  月  日生   

 

住 所              

 

 

 

 

   上記の者は、  年  月  日より   年  月  日までの間に行つた

所定の(         )運転実技教習を修了したことを証する。 

 

 

     年  月  日 

 

 

都道府県労働局長登録第          号  

 

 

登録教習機関  代表者  氏 名  印  

 備考 

  1 様式中(  )内には、揚貨装置、クレーン又は移動式クレーンの別を記入すること。 

  2 床上運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技教習を修了した者は、その旨を

付記すること。 

  3 運転実技教習の受講の申込時に旧姓を使用した氏名又は通称の併記の希望があつ

た場合には、氏名と併せて括弧書きで併記を希望する氏名又は通称を記入すること。 
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様式第１７号（第８１条関係）

様式第17号(第81条関係) 

  (第 4 面) (第 1 面) 

6
4
m
m 

注 意 事 項 

 1 本修了証は、大切にし、作業中は

必ず携帯すること。 

 2 本修了証を滅失し、又は損傷した

ときは、再交付を受けること。 

 3 「備考」の欄は、本人において記

入しないこと。 

(   )技能講習修了証 

  

91mm 91mm 

(第 2 面) (第 3 面) 

    

  

 

第    号 

 

年  月  日交付  

    

 

氏 名 

 

年  月  日生  

  
都道府県労働局長 
登 録 教 習 機 関 

印 

備 考 

  

住 所 
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備考 

 1 技能講習の受講の申込時に旧姓を使用した氏名又は通称(以下「旧姓等」という。)

の併記の希望があつた場合には、氏名と併せて括弧書きで併記を希望する旧姓等を記入

すること。 

 2 「備考」の欄には、旧姓等を併記する場合は括弧書きで記載されたものが旧姓等であ

る旨、その他必要な事項を記入すること。 
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様式第１８号（第８２条関係）

様式第18号(第82条関係) 

(      )技能講習 

修 了 証 再 交 付 

修 了 証 書 替 

修了証明書交付 

申込書 

 

(ふ り が な) 

氏 名 
  

  

旧姓を使用した氏名又は通称の併記の希望の有無 

( い ず れ か を ○ で 囲 む ) 

有 ／ 無 

 

併 記 を 希 望 す る

氏 名 又 は 通 称 
  

生 年 月 日   

住 所   

再 交 付 等 の 理 由   

       年   月   日 

申込者  氏 名 

 (          )殿 

備考 

 1 表題の(    )内には、労働安全衛生法別表第18各号の技能講習の種類を記入し、

「修了証再交付」、「修了証書替」及び「修了証明書交付」のうち、該当しない文字を抹

消すること。 

 2 「氏名」の欄は、旧姓を使用した氏名又は通称の併記の希望の有無を○で囲むこと。

併記を希望する場合には、併記を希望する氏名又は通称を記入すること。 

 3 損傷による修了証の再交付又は修了証明書の交付の申込みの場合にあつては旧修了

証を、氏名の変更による修了証の書替え又は修了証明書の交付の申込みの場合にあつて

は旧修了証及び記載事項の異動を証する書面を添付すること。 

 4 末尾の(    )内には、技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関(登録教習機

関が当該技能講習の業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録が

その効力を失つた場合を含む。)及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録

及び指定に関する省令第24条第1項ただし書に規定する場合にあつては、同項ただし書

に規定する厚生労働大臣が指定する機関)の名称を記入すること。 
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様式第１９号（第８４条関係）

様式第19号(第84条関係) 

 

特別安全衛生改善計画作成指示書 

 

年  月  日   

殿 

厚生労働大臣 印  

 

 労働安全衛生法第78条第1項の規定により、下記事項についての特別安全衛生改善計画を

作成してください。 

再発防止のための

措置を講ずべき事

項 

  

その他の事項   

 備考 

  1 この指示による特別安全衛生改善計画は、    年  月  日までに作成し、

その計画を記載した書面を、貴社の本社の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由

して、厚生労働大臣に2通提出すること。 

  2 1により特別安全衛生改善計画を記載した書面を提出するときは、労働安全衛生法

第78条第2項の意見を記載した書面を添えること。 

  3 「その他の事項」の欄には、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント

による安全又は衛生に係る診断を受けるべきこと等を記入すること。 
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様式第１９号の２（第８４条の２関係）

様式第19号の2(第84条の2関係) 

 

特別安全衛生改善計画変更指示書 

 

年  月  日   

殿 

厚生労働大臣 印  

 労働安全衛生法第78条第4項の規定により、下記事項のとおり特別安全衛生改善計画を変

更してください。 

変更すべき事項   

 備考 

   この指示による変更後の特別安全衛生改善計画は、    年  月  日までに、

貴社の本社の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して、厚生労働大臣に2通提出

すること。 
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様式第１９号の３（第８４条の２関係）

様式第19号の3(第84条の2関係) 

 

特別安全衛生改善計画変更届 

 

年  月  日   

 

  厚生労働大臣 殿 

 

事業者職氏名           

 

 労働安全衛生法第78条第4項の規定により変更指示のあった特別安全衛生改善計画につ

いて、次のとおり変更いたしましたので別添のとおり提出します。 

 

変更箇所及び内

容 
  

 

備考 変更後の特別安全衛生改善計画を添付すること。 
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様式第１９号の４（第８４条の３関係）

様式第19号の4(第84条の3関係) 

安全衛生改善計画作成指示書 

年  月  日 

            殿 

労働局長 印 

 労働安全衛生法第79条第1項の規定により、下記事項についての安全衛生改善計画を作成

してください。 

改善措置を講ず

べき事項 
  

その他の事項   

備考 

 1 この指示による安全衛生改善計画は、    年  月  日までに作成し、その計

画を記載した書面を、貴事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、2

通提出すること。 

 2 1により安全衛生改善計画を記載した書面を提出するときは、労働安全衛生法第79条

第2項において準用する同法第78条第2項の意見を記載した書面を添えること。 

 3 「その他の事項」の欄には、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントに

よる安全又は衛生に係る診断を受けるべきこと等を記入すること。 
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様式第２０号（第８６条関係）

様式第20号(第86条関係) 

機 械 等 設置・移転・変更届 

事 業 の 種 類 
  事 業 場 の

名 称 

  常時使用す
る労働者数 

  

設 置 地 
  主たる事務所

の 所 在 地 電話  (  ) 

計 画 の 概 要   

製造し、又は取
り扱う物質等及
び当該業務に従
事する労働者数 

種 類 等 取 扱 量 従事労働者数 

    男 女 計 

      

参画者の氏名 
  参 画 者 の

経 歴 の 概 要 

  

工 事 着 手
予 定 年 月 日 

  工 事 落 成 予 定
年 月 日 

  

      年  月  日 

事業者職氏名            

  労働基準監督署長 殿 

 備考 

  1 表題の「設置」、「移転」及び「変更」のうち、該当しない文字を抹消すること。 

  2 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。 

  3 「設置地」の欄は、「主たる事務所の所在地」と同一の場合は記入を要しないこと。 

  4 「計画の概要」の欄は、機械等の設置、移転又は変更の概要を簡潔に記入すること。 

  5 「製造し、又は取り扱う物質等及び当該業務に従事する労働者数」の欄は、別表第

7の13の項から25の項まで(22の項を除く。)の上欄に掲げる機械等の設置等の場合に

記入すること。 

    この場合において、以下の事項に注意すること。 

   イ 別表第7の21の項の上欄に掲げる機械等の設置等の場合は、「種類等」及び「取

扱量」の記入は要しないこと。 

   ロ 「種類等」の欄は、有機溶剤等にあってはその名称及び有機溶剤中毒予防規則

第1条第1項第3号から第5号までに掲げる区分を、鉛等にあってはその名称を、焼

結鉱等にあっては焼結鉱、煙灰又は電解スライムの別を、四アルキル鉛等にあっ

ては四アルキル鉛又は加鉛ガソリンの別を、粉じんにあっては粉じんとなる物質

の種類を記入すること。 

   ハ 「取扱量」の欄には、日、週、月等一定の期間に通常取り扱う量を記入し、別

表第7の14の項の上欄に掲げる機械等の設置等の場合は、鉛等又は焼結鉱の種類ご

とに記入すること。
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   ニ 「従事労働者数」の欄は、別表第7の14の項、15の項、23の項及び24の項の上欄

に掲げる機械等の設置等の場合は、合計数の記入で足りること。 

  6 「参画者の氏名」及び「参画者の経歴の概要」の欄は、型枠支保工又は足場に係る

工事の場合に記入すること。 

  7 「参画者の経歴の概要」の欄には、参画者の資格に関する職歴、勤務年数等を記入

すること。 

  8 別表第7の22の項の上欄に掲げる機械等の設置等の場合は、「事業場の名称」の欄に

は建築物の名称を、「常時使用する労働者」の欄には利用事業場数及び利用労働者数

を、「設置地」の欄には建築物の住所を、「計画の概要」の欄には建築物の用途、建築

物の大きさ(延床面積及び階数)、設備の種類(空気調和設備、機械換気設備の別)及び

換気の方式を記入し、その他の事項については記入を要しないこと。 

  9 この届出に記載しきれない事項は、別紙に記載して添付すること。 
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様式第２０号の２（第８７条の５関係）

様式第20号の2(第87条の5関係) 

計画届免除認定申請書(新規認定・更新) 

氏名又は名称及び法人にあ

つてはその代表者の氏名 
  

住 所 電話   (  )    

事 業 の 種 類   
認定又は更新を受けよう

とする事業場の名称 
  

認定又は更新を受けようと

する事業場の所在地 電話   (  )    

令和 年 月 日 

事業者職氏名              

   労働基準監督署長 殿 

備考 

 1 表題の「新規認定」又は「更新」のうち該当しない文字は、抹消すること。 

 2 認定又は更新を受けようとする事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出するこ

と。なお、更新の場合は、認定証を添付すること。 

 3 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。 

 4 次に掲げる書面を添付すること。 

  ①労働安全衛生規則第87条の3に規定する欠格事項に該当しないことを説明した書面 

  ②労働安全衛生規則第87条の措置を適切に実施していると評価されたことを証する書面及び

評価結果の概要 

  ③②の評価について監査を受けたことを証する書面 

  ④労働安全衛生規則第87条の4第2号及び第3号に掲げる要件に該当することを証する書面(当

該書面がない場合には、当該事実についての申立書) 

 5 4②及び③の書面は、評価又は監査を実施した者が労働安全衛生規則第87条の5第2項又は第3

項に該当する者であることを明らかにする書面を併せて添付すること。 
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様式第２０号の３（第８７条の５関係）

様式第20号の3(第87条の5関係) 

計

画

届

免

除

認

定

証 

 
 
 
 

住

所 

 
 
 
 

氏
名
又
は
名
称 

 
 
 
 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

認
定
年
月
日 

 
 

認
定
事
業
場
の
名
称 

 
 

認
定
事
業
場
の
所
在
地 

 
 

認
定
番
号 

 
 

有
効
期
限 

右
記
の
事
業
場
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
八
十
八

条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け

た
事
業
場
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
。 

 
 

 

令
和 

年 

月 

日 

労
働
基
準
監
督
署
長 

印 
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様式第２０号の４（第８７条の７関係）

様式第20号の4(第87条の7関係) 

実施状況等報告書 

認 定 番 号   認 定 年 月 日   

機 械 等 の 設 置 等 の 状 況 

機械等
の種類 

設 置 移 転 変 更 

氏名又は名称及び法人に
あつては、その代表者の氏
名 

  
        

        

住 所 
電話    (   )     

        

        

事 業 の 種 類   認定事業場の名称   
        

        

認 定 事 業 場 の 所 在 地 
電話    (   )     

        

        

労働安全衛生規則第87条
の措置の実施状況につい
て監査を行った年月日 

  
        

        

 令和  年  月  日  

事業者職氏名              

     労働基準監督署長 殿 

 備考 

  1 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。 

  2 「機械等の設置等の状況」の欄は、免除認定後に設置、移転又は変更した機械等について、下表

の機械等のうちから該当する番号を「機械等の種類」の欄に、設置、移転又は変更の件数を「設置」、

「移転」又は「変更」のそれぞれの欄に記載すること(記載しきれない場合は別葉として差し支え

ない)。 

  3 次に掲げる書面を添付すること。 

   ①労働安全衛生規則第87条の措置の実施状況について行つた監査の結果を記載した書面 

   ②労働安全衛生規則第87条の9各号に該当しないことを説明する書面 

   ③認定証の記載事項に変更が生じた場合には、変更の事実を証する書面 

   ④下表の左欄に掲げる機械等ごとに設置等の年月日及び右欄に掲げる事項を記載した書面 

 

番号   機械等の種類 記載事項 

1 (1)労働
安 全衛
生 規則
別表第7
に 掲げ
る 機械
等(同令
第 85 条
第1号及
び第2号
に 定め
る 機械
等 を除
く。) 

動力プレス(機械プレスでクランク軸
等の偏心機構を有するもの及び液圧
プレスに限る。) 

①種類、②圧力能力、③安全措置の概要 

2 金属その他の鉱物の溶解炉(容量が1
トン以上のものに限る。) 

①炉の種類、②取り扱う金属その他の鉱物の
種類 

3 化学設備(製造し、若しくは取り扱う
危険物又は製造し、若しくは取り扱う
引火点が65度以上の物の量が厚生労
働大臣が定める基準に満たないもの
を除く。) 

①種類、②製造し、若しくは取り扱う危険物
又は製造し、若しくは取り扱う引火点が65
度以上の物の名称及びその量 

4 乾燥設備(労働安全衛生法施行令第6
条第8号イ又はロの乾燥設備に限る。) 

①種類、②能力、③乾燥物の種類 
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5   アセチレン溶接装置(移動式のものを
除く。) 

①発生器の種類 

6 ガス集合溶接装置(移動式のものを除
く。) 

①貯蔵するガスの名称、②最大ガス貯蔵量 

7 機械集材装置(原動機の定格出力が
7.5キロワツトを超えるものに限る。) 

①最大使用荷重、②支間の斜距離 

8 運材索道(支間の斜距離の合計が350
メートル以上のものに限る。) 

①最大使用荷重、②支間の斜距離の合計及び
最長の支間の斜距離 

9 軌道装置 ①軌道の長さ 

10 型枠支保工(支柱の高さが3.5メート
ル以上のものに限る。) 

― 

11 架設通路(高さ及び長さがそれぞれ10
メートル以上のものに限る。) 

(仮設のもの以外のものに限る。) 

①設置地、②架設通路の種類 

12 足場(つり足場、張出し足場以外の足
場にあつては、高さが10メートル以上
の構造のものに限る。) 

― 

13 有機溶剤中毒予防規則第5条又は第6
条(特定化学物質障害予防規則第38条
の8においてこれらの規定を準用する
場合を含む。)の有機溶剤の蒸気の発
散源を密閉する設備、局所排気装置、
ブッシュプル型換気装置又は全体換
気装置(移動式のものを除く。) 

①設備又は装置の種類、②取り扱う物質の名
称、③業務の概要 

14 鉛中毒予防規則第2条、第5条から第15
条まで及び第17条から第20条までに
規定する鉛等又は焼結鉱等の粉じん
の発散源を密閉する設備、局所排気装
置又はプッシュプル型換気装置 

①設備又は装置の種類、②取り扱う物質の名
称、③業務の概要 

15 労働安全衛生法施行令別表第5第2号
に掲げる業務に用いる機械又は装置 

①設備又は装置の種類、②業務の概要 

16 特定化学物質障害予防規則第2条第1
項第1号に掲げる第一類物質又は同令
第4条第1項の特定第二類物質等を製
造する設備 

①設備又は装置の種類、②取り扱う物質の名
称及びその量、③業務の概要 

17 特定化学設備及びその附属設備 ①設備又は装置の種類、②取り扱う物質の名
称及びその量、③業務の概要 

18 特定第二類物質又は特定化学物質障
害予防規則第2条第1項第5号に掲げる
管理第二類物質のガス、蒸気又は粉じ
んが発散する屋内作業場に設ける発
散抑制の設備(特定化学物質障害予防
規則第2条の2第2号又は第4号に掲げ
る業務のみに係るものを除く。) 

①設備又は装置の種類、②取り扱う物質の名
称、③業務の概要 

19 特定化学物質障害予防規則第10条第1
項の排ガス処理装置であつて、アクロ
レインに係るもの 

①排気の処理方式、②取り扱う物質の名称、
③業務の概要 

20 特定化学物質障害予防規則第11条第1
項の排液処理装置 

①排液の処理方式、②取り扱う物質の名称、
③業務の概要 
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21   特定化学物質障害予防規則第38条の
17に規定する1，3―ブタジエン等に係
る発散抑制の設備(屋外に設置される
ものを除く。) 

①設備又は装置の種類、②作業の概要 

22 特定化学物質障害予防規則第38条の
18に規定する硫酸ジエチル等に係る
発散抑制の設備(屋外に設置されるも
のを除く。) 

①設備又は装置の種類、②作業の概要 

23 特定化学物質障害予防規則第38条の
19に規定する1，3―プロパンスルトン
等を製造し、又は取り扱う設備及びそ
の附属設備 

①設備又は装置の種類、②業務の概要 

24 電離放射線障害防止規則第15条第1項
の放射線装置(放射性同位元素等によ
る放射線障害の防止に関する法律第
12条の5第2項に規定する表示付認証
機器又は同条第3項に規定する表示付
特定認証機器を除く。) 

①種類、②用途、③性能 

25 事務所衛生基準規則第5条の空気調和
設備又は機械換気設備で中央管理方
式のもの 

①換気能力、②送風機又は排風機の種類及び
能力 

26 粉じん障害防止規則別表第2第6号及
び第8号に掲げる特定粉じん発生源を
有する機械又は設備並びに同表第14
号の型ばらし装置 

①種類、②名称、③能力、④台数、⑤粉じん
の発散を防止する方法 

27 粉じん障害防止規則第4条又は第27条
第1項ただし書の規定により設ける局
所排気装置又はプッシュプル型換気
装置 

①設備又は装置の種類、②取り扱う物質の名
称、③業務の概要 

28 石綿等の粉じんが発散する屋内作業
場に設ける発散抑制の設備 

①設備又は装置の種類、②取り扱う物質の名
称、③業務の概要 

29 (2)特定
機械等 

ボイラー ア 設置の場合(移動式ボイラーの場合に限
る。) 

 ①設置地、②ボイラー検査証(添付) 

イ 有効期間を超えて使用を休止した場合
はその旨 

30 第一種圧力容器 ア 有効期間を超えて使用を休止した場合
はその旨 

31 クレーン ア 変更の場合(クレーン等安全規則第44条
第1項第1号に該当する以外の部分に変更
を加えた場合に限る。) 

 ①変更した部分、②クレーン検査証(添付) 

イ 有効期間を超えて使用を休止した場合
はその旨 
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32   移動式クレーン ア 設置の場合 

 ①設置地、②移動式クレーン検査証(添付) 

イ 変更の場合(クレーン等安全規則第85条
第1項第1号又は第7号に該当する以外の部
分に変更を加えた場合に限る。) 

 ①変更した部分、②変更の理由、③移動式
クレーン検査証(添付) 

ウ 有効期間を超えて使用を休止した場合
はその旨 

33 デリック ア 変更の場合(クレーン等安全規則第129
条第1項第1号又は第7号に該当する以外の
部分に変更を加えた場合に限る。) 

 ①変更した部分、②デリック検査証(添付) 

イ 有効期間を超えて使用を休止した場合
はその旨 

34 エレベーター ア 設置の場合(建築基準法第6条第1項第1
号から第3号までに掲げる建築物のエレベ
ーターを設置した場合であつて、かつ、同
法第7条第5項(同法第87条の2第1項におい
て準用する場合を含む。)の規定による検
査済証の写しを提出している場合に限
る。) 

 ①設置地、②種類及び型式、③積載荷重、
④昇降路高さ、⑤エレベーター検査証(添
付) 

イ 変更の場合(クレーン等安全規則第163
条第1項第1号又は第5号に該当する部分に
変更を加えた場合に限る。) 

 ①変更した部分、②エレベーター検査証
(添付) 

ウ 有効期間を超えて使用を休止した場合
はその旨 

35 建設用リフト ア 変更の場合(クレーン等安全規則第197
条第1項第1号又は第2号に該当する部分に
変更を加えた場合に限る。) 

 ①変更した部分、②建設用リフト検査証
(添付) 

36 ゴンドラ ア 設置の場合 

 ①設置地、②種類及び形式(可搬型又は常
設型の区分)、③固定方法、④ゴンドラ検
査証(添付) 

イ 有効期間を超えて使用を休止した場合
はその旨 

37 (3)その
他 の機
械等 

小型ボイラー ①設置地、②種類、③使用圧力、④伝熱面積、
⑤個別検定合格番号 
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38   クレーン(つり上げ荷重が0.5トン以
上3トン未満(スタッカー式クレーン
にあつては、0.5トン以上1トン未満)
のもの) 

①設置地、②種類及び形式、③つり上げ荷重 

39 デリック(つり上げ荷重が0.5トン以
上2トン未満のもの) 

①設置地、②種類及び形式、③つり上げ荷重 

40 エレベーター(積載荷重が0.25トン以
上1トン未満のもの) 

①設置地、②種類及び形式、③積載荷重 

41 簡易リフト ①設置地、②種類及び形式、③積載荷重 
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様式第２１号（第９１条、第９２条関係）

様式第21号(第91条、第92条関係) 

建 設 工 事 

土 石 採 取 
計 画 届 

 

事 業 の 種 類 事 業 場 の 名 称 仕事を行う場所の地名番号 

    
電話  (  )     

仕 事 の 範 囲   
採取する土
石の種類 

  

発 注 者 名   
工 事 請 負
金 額 

  

仕事の開始予定
年月日 

  
仕事の終了
予定年月日 

  

計 画 の 概 要   

参画者の氏名   
参画者の経
歴の概要 

  

主たる事務所の
所在地 電話  (  )     

使用予定労働者
数 

  
関係請負人
の予定数 

  
関係請負人の使
用する労働者の
予定数の合計 

  

      年  月  日 

事業者職氏名         

厚 生 労 働 大 臣 
労働基準監督署長 

殿 

備考 

 1 表題の「建設工事」及び「土石採取」のうち、該当しない文字を抹消すること。 

 2 「事業の種類」の欄は、次の区分により記入すること。 

  建 設 業 水力発電所等建設工事 ずい道建設工事 地下鉄建設工事 鉄道軌道建

設工事 橋梁建設工事 道路建設工事 河川土木工事 砂防工事 土地整

理土木工事 その他の土木工事 鉄骨鉄筋コンクリート造家屋建築工事 

鉄筋造家屋建築工事 建築設備工事 その他の建築工事 電気工事業 機

械器具設置工事 その他の設備工事 

  土石採取業 採石業 砂利採取業 その他土石採取業

りよう 
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 3 「仕事の範囲」の欄は、労働安全衛生規則第90条各号の区分により記入すること。 

 4 「発注者名」及び「工事請負金額」の欄は、建設工事の場合に記入すること。 

 5 「計画の概要」の欄は、届け出る仕事の主な内容について、簡潔に記入すること。 

 6 「使用予定労働者数」の欄は、届出事業者が直接雇用する労働者数を記入すること。 

 7 「関係請負人の使用する労働者の予定数の合計」の欄は、延数で記入すること。 

 8 「参画者の経歴の概要」の欄には、参画者の資格に関する学歴、職歴、勤務年数等を

記入すること。 
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様式第２１号の２（第９１条関係）

様式第21号の2(第91条関係) 

圧 気 工 法 作 業 摘 要 書 

工 事 の 概 要   

主 要 工 程 及 び
そ の 施 工 期 間 

  予 定 気 圧 
常時    MPa 
最高    MPa 

圧気作業の期間 
年  月  日より 
年  月  日まで 

圧気工法の
作業に従事
する労働者
数 

名 

工 法 の 種 類   
裏込め材料
の 種 類 

  

作 業 室 の 概 要   

たて工坑又はシャ
フ ト の 概 要 

断面積      m2    長さ(深さ)       m 
周壁の材質         厚さ          mm 

送排気装置の概要   

地 層 の 状 況 
地 下 水 の 水 位 

  
保護具の種
類 及 び 数 

  
酸素濃度の測定器
の 種 類 及 び 数 

  

備考 

 1 予定気圧は、圧気工法において使用する予定の空気圧をいい、その圧力は、ゲージ圧

力で記入すること。 

 2 「作業室の概要」の欄には、作業室の広さ、形状等を記入すること。 

 3 地層の状況、地下水の水位については、地質調査図を添付した場合には記載を要さな

いこと。 

364



様式第２１号の２の２（第９５条の３関係）

様式第21号の2の2(第95条の3関係) 

 (第1面) 

 

 第    号 

 

 

                    立 入 検 査 証 

  

写 真 官職  氏 名    

  

 

 印 

 

 

 

又  

 

 

 

 

 

 は 

 

 

 

刻印  

年   月   日生    

 

 

 

 

  上記の者は、                    の規定によ

り立入検査をする職員であることを証明する。 

  年   月   日    

厚生労働大臣又は都道府県労働局長 印    
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 (第2面) 

   労働安全衛生法(抄) 

 (厚生労働大臣等の権限) 

第96条 厚生労働大臣は、型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健

康を確保するため必要があると認めるときは、その職員をして当該型式検定を受けた者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設

備等の所在すると認める場所に立ち入り、関係者に質問させ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件を検査させることができる。 

2 厚生労働大臣は、コンサルタントの業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてコンサルタントの事務所

に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿若しくは書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付

け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。 

3 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指

定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関(外国登録製造時等検査機関、外国登録性能検査機関、外国登録

個別検定機関及び外国登録型式検定機関(第123条第1号において「外国登録製造時等検査機関等」という。)を除く。)(以下「登録製造時等

検査機関等」という。)の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者

に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 

4 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を前条第2項の規定による事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医を

して事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。 

5 第91条第3項及び第4項の規定は、前各項の規定による立入検査について準用する。 
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 (第3面) 

(参考) 

 (労働基準監督官の権限) 

第91条 (第1項及び第2項 略) 

3 前2項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 (第4面) 

   労働災害防止団体法(抄) 

 (報告等) 

第52条 厚生労働大臣は、この法律の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、労働災害防止団体に対して、その業務

に関し必要な報告を命じ、又はその職員に、労働災害防止団体の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることがで

きる。 

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
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 (第5面) 

   作業環境測定法(抄) 

 (厚生労働大臣等の権限) 

第41条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業環境測定機関、指定試験機関、登録講習機関又は指定登録機関の業務の適正な運営を確

保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問し、その業務に関係のある帳簿、書類そ

の他の物件を検査し、又は検査に必要な限度において無償で作業環境測定機関の業務に関係のある試料その他の物件を収去させることがで

きる。 

2 第39条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 

 (第6面) 

(参考) 

 (労働基準監督官の権限) 

第39条 (第1項 略) 

2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

(縦7.0センチメートル、横11.0センチメートル) 
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様式第２１号の２の３（第９５条の３の２関係）

様式第21号の2の3(第95条の3の2関係) 

(表面) 

 

 第    号 

 

 

立 入 検 査 証 

  

  氏 名    

  

 

 印 

 

 

 

又  

 

 

 

 

 

 は 

 

 

 

刻印  

年   月   日生    

 

 

 

 

  上記の者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第96条の2の

規定により立入検査をする職員であることを証明する。 

  年   月   日    

独立行政法人労働安全衛生総合研究所理事長 印    
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(裏面) 

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)  (抄) 

 (研究所による労働災害の原因の調査等の実施) 

第九十六条の二 厚生労働大臣は、第九十三条第二項又は第三項の

規定による労働災害の原因の調査が行われる場合において、当該

労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認める

ときは、独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下「研究所」

という。)に、当該調査を行わせることができる。 

2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、研究所に、第九

十四条第一項の規定による立入検査(前項に規定する調査に係る

ものに限る。)を行わせることができる。 

3 厚生労働大臣は、前項の規定により研究所に立入検査を行わせ

る場合には、研究所に対し、当該立入検査の場所その他必要な事

項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。 

4 研究所は、前項の指示に従つて立入検査を行つたときは、その

結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。 

5 第九十一条第三項及び第四項の規定は、第二項の規定による立

入検査について準用する。この場合において、同条第三項中「労

働基準監督官」とあるのは、「独立行政法人労働安全衛生総合研

究所の職員」と読み替えるものとする。 

 (研究所に対する命令) 

第九十六条の三 厚生労働大臣は、前条第一項に規定する調査に係

る業務及び同条第二項に規定する立入検査の業務の適正な実施

を確保するため必要があると認めるときは、研究所に対し、これ

らの業務に関し必要な命令をすることができる。 

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の

罰金に処する。 

 一～三 (略) 

 四 第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第

九十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による立入り、

検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しく

は忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述

をした者 

 五・六 (略) 

 (参考) 

  (労働基準監督官の権限) 

 第九十一条 (略) 

 2 (略) 

 3 前二項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証

票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 

 4 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認め

られたものと解釈してはならない。 

  (産業安全専門官及び労働衛生専門官) 

 第九十三条 (略) 

 2 産業安全専門官は、第三十七条第一項の許可、特別安全衛生改

善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災

害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、安

全に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係

者に対し、労働者の危険を防止するため必要な事項について指

導及び援助を行う。 

 3 労働衛生専門官は、第五十六条第一項の許可、第五十七条の四

第四項の規定による勧告、第五十七条の五第一項の規定による

指示、第六十五条の規定による作業環境測定についての専門技

術的事項、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出

に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知

識を必要とする事務で、衛生に係るものをつかさどるほか、事

業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の健康障害を防止

するため必要な事項及び労働者の健康の保持増進を図るため必

要な事項について指導及び援助を行う。 

 4 (略) 

  (産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限) 

 第九十四条 産業安全専門官又は労働衛生専門官は、前条第二項

又は第三項の規定による事務を行うため必要があると認めると

きは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他

の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必

要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去する

ことができる。 

 2 (略) 

(縦7.0センチメートル、横11.0センチメートル) 
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様式第２１号の３から第２１号の６まで　削除
様式第２１号の７（第９５条の６関係）（表面）

様式第21号の7(第95条の6関係)(表面) 

 

 
                        有害物ばく露作業報告書 

 
 

 
 

労働保険番号 

 

事業場の名称   

事業場の所在地 

郵便番号(    ) 

 

電話    (    )      事業の種類   労 働 者 数 人  

                名称                                          コード 

ばく露作業報告対象物の名称 
  

 

対象年 
9：令和 
  → 

 
 

  
対象物等の

用 途 
ばく露作業の種類 対象物等の名称 

年間製造・

取扱い量 

作業1回当たりの

製造・取扱い量 

対象物等の

物理的性状 

対象物等の

温 度 

1日当たりの

作業時間 

ばく露作業

従事者数 

発散抑制措置の状況 

(右に詰めて記入する。) 

1 
  

50の場合は具体的に 

(        ) 
  

       

5の場合は具体的に 

(        ) 

2 
  

50の場合は具体的に 

(        ) 
  

       

5の場合は具体的に 

(        ) 

3 
  

50の場合は具体的に 

(        ) 
  

       

5の場合は具体的に 

(        ) 

4 
  

50の場合は具体的に 

(        ) 
  

       

5の場合は具体的に 

(        ) 

5 
  

50の場合は具体的に 

(        ) 
  

       

5の場合は具体的に 

(        ) 

6 
  

50の場合は具体的に 

(        ) 
  

       

5の場合は具体的に 

(        ) 

7 
  

50の場合は具体的に 

(        ) 
  

       

5の場合は具体的に 

(        ) 

8 
  

50の場合は具体的に 

(        ) 
  

       

5の場合は具体的に 

(        ) 

 

               年  月  日 

                            事業者職氏名 

               労働基準監督署長殿 
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様式第21号の7(第95条の6関係)(裏面) 

備考 

 1 記入上の注意 

 (1) □□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学的文字・イメージ読取装置(OCIR)で直接読み取りを行うので、この用紙は汚したり、穴をあ

けたり、必要以上に折り曲げたりしないこと。 

 (2) 記入すべき事項のない欄及び記入枠は、空欄のままとすること。 

 (3) 記入枠の部分は、必ず黒のボールペンを使用し、枠からはみ出さないように大きめのアラビア数字で明瞭に記入すること。 

 (4) 「対象物等の用途」が9以上ある場合は、2枚目を使用すること。この場合に「総ページ」の欄には、報告の総合計枚数を記入し、「ページ」の欄には、総枚数のうち

当該用紙が何枚目かを記入すること。 

   なお、2枚目以降については、「労働保険番号」、「事業の種類」、「労働者数」、「事業場の名称」、「事業場の所在地」、「ばく露作業報告対象物の名称」及び「対

象年」の欄は、記入を要しないこと。 

 2 入力上の注意 

 (1) 入力すべき事項のない欄及び記入枠は、空欄のままとすること。 

 (2) 選択肢が示されている場合は、選択肢の番号を選択すること。 

 3 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類に応じて記入し、又は入力すること。 

 4 「ばく露作業報告対象物の名称」の欄は報告を行う物(以下「ばく露作業報告対象物」という。)の名称を、「コード」の欄は労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に

基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号)に掲げる区分に応じて該当コードを、それぞれ記入し、又は入力すること。 

 5 「対象物等の用途」の欄は、ばく露作業報告対象物又はこれを含有する製剤その他の物(以下「ばく露作業報告対象物等」という。)の用途ごとに、別表1に掲げる区分に

応じて該当コードを記入し、又は入力すること。 

 6 「ばく露作業の種類」の欄は、ばく露作業報告対象物等を製造し、又は取り扱うことによりばく露するおそれのある作業(以下「ばく露作業」という。)について、別表2

に掲げる区分に応じて該当コードを記入し、又は入力すること。ただし、コードが30から49までに掲げるばく露作業の種類のいずれにも該当しない場合は、コード50に該

当するものとし、具体的なばく露作業の種類を記入し、又は入力すること。 

 7 「対象物等の名称」の欄は、ばく露作業報告対象物等の名称を記入し、又は入力すること。 

   なお、ばく露作業報告対象物を含有する製剤その他の物(以下「対象物含有製剤」という。)の名称については、事業者が当該対象物含有製剤の用途、一般名等を基に、

「めつき液」、「シンナー」、「接着剤」等と適当な名称を記入し、又は入力すること。 

 8 「年間製造・取扱い量」の欄は、報告の対象年におけるばく露作業報告対象物の製造量又は取扱い量について、次に掲げるもののうち該当するものを記入し、又は入力

すること。 

   なお、対象物含有製剤を製造し、又は取り扱う場合におけるばく露作業報告対象物の製造量又は取扱い量は、当該対象物含有製剤ごとの製造量又は取扱い量にばく露作

業報告対象物の含有率を乗じて算出すること。 

   (1．500kg未満  2．500kg以上1t未満  3．1t以上10t未満  4．10t以上100t未満  5．100t以上1000t未満  6．1000t以上) 

 9 「作業1回当たりの製造・取扱い量」の欄は、作業1回当たりのばく露作業報告対象物の製造量又は取扱い量について、固体にあつては質量を、液体にあつては体積を、

気体にあつては当該物質が液化する温度下における当該物質の体積を、それぞれ算出し、次に掲げるもののうち該当するものを記入し、又は入力すること。 

   なお、対象物含有製剤を製造し、又は取り扱う場合におけるばく露作業報告対象物の作業1回当たりの製造量又は取扱い量は、当該対象物含有製剤ごとの作業1回当たり

の製造量又は取扱い量にばく露作業報告対象物の含有率を乗じて算出すること。 

   おつて、「作業1回」とは、ばく露作業を開始してから当該ばく露作業を中断し、又は終了するまでの間をいうこと。 

   (1．1kg未満又は1l未満 2．1kg以上1t未満又は1l以上1kl未満 3．1t以上又は1kl以上) 

 10 「対象物等の物理的性状」の欄は、ばく露作業におけるばく露作業報告対象物等の物理的性状について、次に掲げるもののうち該当するものを記入し、又は入力するこ

と。 

   (1．ペレット状の固体 2．結晶又は粒状の固体 3．微細・軽量パウダー状の固体 4．液体(練粉及び液状混合物を含む。) 5．気体) 

 11 「対象物等の温度」の欄は、ばく露作業時のばく露作業報告対象物等の温度について、次に掲げるもののうち該当するものを記入し、又は入力すること。 

   (1．摂氏0度未満 2．摂氏0度以上25度未満 3．摂氏25度以上50度未満 4．摂氏50度以上100度未満 5．摂氏100度以上150度未満 6．摂氏150度以上) 

 12 「1日当たりの作業時間」の欄は、当該ばく露作業に従事していた全ての労働者の一人当たりの1日間の平均のばく露作業時間数について、次に掲げるもののうち該当す

るものを記入し、又は入力すること。 

   (1．15分／日未満 2．15分／日以上30分／日未満 3．30分／日以上1時間／日未満 4．1時間／日以上3時間／日未満 5．3時間／日以上5時間／日未満 6．5時間／日

以上) 

 13 「ばく露作業従事者数」の欄は、当該ばく露作業に従事していた1日当たりの労働者数について、次に掲げるもののうち該当するものを記入し、又は入力すること。 

   (1．5人未満 2．5人以上10人未満 3．10人以上20人未満 4．20人以上) 

 14 「発散抑制措置の状況」の欄は、発散抑制措置の状況について、次に掲げるもののうち該当するものを記入し、又は入力すること。ただし、選択肢1から4までのいずれ

にも該当しない場合は、選択肢5に該当するものとし、具体的な発散抑制措置の状況を記入し、又は入力すること。 

   なお、2以上の選択肢に該当する場合は、当該選択肢のうち、その番号が小さいものから順に2つ選択すること。 

  (1．密閉化設備の設置 2．局所排気装置の設置 3．プッシュプル型換気装置の設置 4．全体換気装置の設置 5．その他) 

 15 用途が同一であるばく露作業報告対象物等について、備考6から14まで(備考8及び13を除く。)に規定する報告事項に関するいずれかの報告の内容が異なる場合又は成分

が異なる場合は、これらのばく露作業報告対象物等の用途は、それぞれ別の用途として段を分けて記入し、又は入力すること。 

  

別表1 

コード 用 途 

01 ばく露作業報告対象物の製造 

02 

ばく露作業報告対象物を含有する製剤その他の

物の製造を目的とした原料としての使用(コー

ド11に掲げるものを除く。) 

03 

製剤等の性状等を安定させ、又は変化させるこ

とを目的とした、触媒として、又は安定剤、可

塑剤、硬化剤、難燃剤、乳化剤、可溶化剤、分

散剤、加硫剤等の添加剤としての使用 

04 溶剤、希釈又は溶媒としての使用 

05 洗浄を目的とした使用 

06 表面処理又は防錆を目的とした使用 

07 顔料、染料、塗料又は印刷インキとしての使用 

08 
除草、殺菌、殺虫、防腐、漂白、脱臭、剥離等

を目的とした使用 

09 試薬としての使用 

10 接着を目的とした使用 

11 建材の製造を目的とした原料としての使用 

12 その他 

 

別表2 

コード ば く 露 作 業 の 種 類 

30 印刷の作業 

31 掻き落し、剥離又は回収の作業 

32 乾燥の作業 

33 計量、配合、注入、投入又は小分けの作業 

34 サンプリング、分析、試験又は研究の作業 

35 充填又は袋詰めの作業 

36 消毒、滅菌又は燻蒸の作業 

37 成型、加工又は発泡の作業 

38 清掃又は廃棄物処理の作業 

39 接着の作業 

40 染色の作業 

41 洗浄、払拭、浸漬又は脱脂の作業 

42 吹付け塗装以外の塗装又は塗布の作業 

43 鋳造、溶融又は湯出しの作業 

44 破砕、粉砕又はふるい分けの作業 

45 はんだ付けの作業 

46 吹付けの作業 

47 保守、点検、分解、組立又は修理の作業 

48 めつき等の表面処理の作業 

49 ろ過、混合、撹拌、混練又は加熱の作業 

50 その他 

 

か 

くん 

かくはん 

せい 
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様式第２２号（第９６条関係）

様式第22号(第96条関係) 

事 故 報 告 書 

事業の種類 事業場の名称 (建設業にあつては工事名併記のこと) 労働者数 

      

事 業 場 の 所 在 地 発 生 場 所 

(電話          ) 
  

発 生 日 時 事 故 を 発 生 し た 機 械 等 の 種 類 等 

    年    月    日    時    分   

構 内 下 請 事 業 の 場 合 は 親 事 業 場 の 名 称 

建 設 業 の 場 合 は 元 方 事 業 場 の 名 称 
  

事 故 の 種 類   

人

的

被

害 

区 分 死亡 
休 業 4

日以上 

休 業 1

～ 3 日 
不休 計 

物

的

被

害 
区 分 名称、規模等 被 害 金 額 

事故発生

事業場の

被災労働

者数 

男           
建 物 m2 円 

その他の建設物   円 

女           
機 械 設 備   円 

原 材 料   円 

その他の被

災者の概数 
(   ) 

製 品   円 

そ の 他   円 

合 計   円 

事 故 の 発 生 状 況   

事 故 の 原 因   

事 故 の 防 止 対 策   

参 考 事 項   

報告書作成者職氏名     

    年    月    日 

     労 働 基 準 監 督 署 長 殿           事業者職氏名 

備考 

 1 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の中分類により記入すること。 

 2 「事故を発生した機械等の種類等」の欄には、事故発生の原因となつた次の機械等について、それぞれ次の事項を

記入すること。 

  (1) ボイラー及び圧力容器に係る事故については、ボイラー、第一種圧力容器、第二種圧力容器、小型ボイラー又

は小型圧力容器のうち該当するもの。 

  (2) クレーン等に係る事故については、クレーン等の種類、型式及びつり上げ荷重又は積載荷重。 

  (3) ゴンドラに係る事故については、ゴンドラの種類、型式及び積載荷重。 

 3 「事故の種類」の欄には、火災、鎖の切断、ボイラーの破裂、クレーンの逸走、ゴンドラの落下等具体的に記入す

ること。 

 4 「その他の被災者の概数」の欄には、届出事業者の事業場の労働者以外の被災者の数を記入し、(  )内には死亡

者数を内数で記入すること。 

 5 「建物」の欄には構造及び面積、「機械設備」の欄には台数、「原材料」及び「製品」の欄にはその名称及び数量を

記入すること。 

 6 「事故の防止対策」の欄には、事故の発生を防止するために今後実施する対策を記入すること。 

 7 「参考事項」の欄には、当該事故において参考になる事項を記入すること。 

 8 この様式に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。 
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様式第二十三号及び第二十四号　削除
様式第２４号の２（第５７７条の２関係）（表面）
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様式第２５号（別表第７関係）

様式第25号(別表第7関係) 
局 所 排 気 装 置 摘 要 書 

別表第7の区分   

対象作業工程名   

局所排気を行うべき物質の
名称 

  

局所排気装置の配置図及び
排気系統を示す線図 

  

フ

ー

ド 

番 号           

型 式 

囲い式 
外付け式 
(側方、下方、
上方) 
レシーバー式 

囲い式 
外付け式 
(側方、下方、
上方) 
レシーバー式 

囲い式 
外付け式 
(側方、下方、
上方) 
レシーバー式 

囲い式 
外付け式 
(側方、下方、
上方) 
レシーバー式 

囲い式 
外付け式 
(側方、下方、上方) 
レシーバー式 

制 御 風 速(m／s)           

排 風 量(m3／min)           

フードの形状、寸法、
発散源との位置関係
を示す図面 

          

の

設

計

値 

局
所
排
気
装
置 

装置全体の圧力 
損失(hPa)及び計算
方法 

  

ファン前後の速度圧
差(hPa) 

  
ファン前後の静
圧差(hPa) 

  

設
置
フ
ァ
ン
等
の
仕
様 

排

風

機 

最大静圧(hPa)   

フ ァ ン
型 式 

タ ー ボ 
ラ ジ ア ル 
リ ミ ッ ト ロ ー ド 
エ ア ホ イ ル 
シ ロ ッ コ 
遠 心 軸 流 
斜 流 
ア キ シ ャ ル 
(ガイドベーン(有、無)) 
その他 (      ) 

ファン静圧(hPa)   

排 風 量 
(m3／min) 

  

回 転 数 
(rpm) 

  

静 圧 効 率(％)   

軸 動 力(kw)   

ファンを駆動する
電 動 機 

型
式 

  
定格
出力 
(kw) 

  
相 電圧(V) 定格周波数(Hz) 回転数(rpm) 

        

空

気

清

浄

装

置 

定格処理風量(m3／min)   圧力損失の大きさ(hPa) (定格値)   (設計値) 

除
じ
ん
装
置 

前置き除じん装置の
有無及び型式 

   有(型式               )      無 

主 方 式   粉じん取
出方法 

  
形 状 及 び 寸 法   

集 じ ん 容 量 
(g／h) 

  
粉じん落
とし機構 

有(自動式・手動式) 
無 

排
ガ
ス
処
理
装
置 

ガ ス 中 に 液 を 分 散 さ せ る 方 式 
ガ ス ・ 液 と も に 分 散 さ せ る 方 式 
液 中 に ガ ス を 分 散 さ せ る 方 式 
吸 着 方 式 
そ の 他 (        ) 

吸
収
液
又
は
吸
着
剤 

水 
水酸化ナトリウム 
消 石 灰 
ア ン モ ニ ア 水 
硫 酸 
活 性 炭 
その他(    ) 

処
理
後
の
措
置 

再 生 ・ 回 収 
焼 却 
埋 没 
廃棄物処理業者へ
の委託処理 
そ の 他 

備考 
 1 「別表第7の区分」の欄には、当該局所排気装置に該当する別表第7の項の番号を記入すること。 
 2 別表第7の24の項の局所排気装置にあっては、「対象作業工程名」の欄に粉じん障害防止規則別表第2の号別区分を

記入すること。 
 3 「フード」の欄には、各フードごとに番号を記入し、型式については該当するもの(外付け式のフードにあっては、

吸引方向)に○を付するとともに、所要事項を記入すること。 
 4 「設置ファン等の仕様」の欄の排風機のうち、「最大静圧」以外は、ファンの動作点の数値を記入すること。「ファ

ン型式」の欄は、該当するものに○を付すること。 
 5 別表第7の13の項の局所排気装置にあっては、「空気清浄装置」の欄は記入を要しないこと。また、同表の14の項又

は24の項の局所排気装置にあっては、「空気清浄装置」の欄のうち除じん装置の欄のみ記入すること。 
 6 「空気清浄装置」の欄のうち「排ガス処理装置」、「吸収液又は吸着剤」及び「処理後の措置」の欄は、該当するも

のに○を付すること。 
 7 「空気清浄装置」の欄のうち排ガス処理装置については、その図面を添付すること。 
 8 この摘要書に記載しきれない事項は、別紙に記載して添付すること。 
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様式第２６号（別表第７関係）

様式第26号(別表第7関係) 

プッシュプル型換気装置摘要書 

対 象 作 業 工 程 名   

換 気 を 行 う べ き 物 質 の 名 称   

プッシュプル型換気装置の型式等 
型 式 密閉式(送風機(有・無))・開放式 

気流の向き 下降流・斜降流・水平流・その他( ) 

プッシュプル型換気装置の配置図及
び給排気系統を示す線図 

  

フ

ー

ド

等 

吹出し開口面面積(m2)   吸込み開口面面積(m2)   

吹出し開口面風速(m／s)   吸込み開口面風速(m／s)   

吹出し風量(m3／min)   吸込み風量(m3／min)   

吹出し側フード、吸込み側フ
ード及びブースの構造を示す
図面 

  

  給 気 側 排 気 側 

気
装
置
の
設
計
値 

プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換 

装置全体の圧力損失(hPa)及
び計算方法 

    

ファン前後の速度圧差(hPa)     

ファン前後の静圧差(hPa)     

設

置

フ

ァ

ン

等

の

仕

様 

送

風

機

等 

フ ァ ン 型 式 

ターボ、ラジアル、リミットロード、
エアホイル、シロッコ、遠心軸流、斜
流、アキシャル、(ガイドベーン(有、
無))、その他(     ) 

ターボ、ラジアル、リミットロード、
エアホイル、シロッコ、遠心軸流、斜
流、アキシャル、(ガイドベーン(有、
無))、その他(     ) 

最大静圧(hPa)     

ファン静圧(hPa)     

送風量及び排風量 
(m3／min) 

    

回 転 数(rpm)     

静 圧 効 率(％)     

軸 動 力(kw)     

フ
ァ
ン
を
駆
動
す
る
電
動
機 

型 式     

定 格 出 力(kw)     

  相     

電 圧(v)     

定格周波数(Hz)     

回 転 数(rpm)     

除
じ
ん
装
置 

前置き除じん装置
の有無及び型式 

有(型式                 )     無 

主 方 式   粉じん取
出方法 

  
形 状 及 び 寸 法   

集 じ ん 容 量 
(g／h) 

  
粉じん落
とし機構 

有(自動式・手動式) 
無 

備考 
 1 「プッシュプル型換気装置の型式等」の欄は、該当するものに○を付すこと。 
 2 送風機を設けないプッシュプル型換気装置については、「給気側」の欄の記入を要しないこと。 
 3 吹出し側フード、吸込み側フード及びブースの構造を示す図面には、寸法を記入すること。 
 4 吹出し側フードの開口部の任意の点と吸込み側フードの開口部の任意の点を結ぶ線分が通ることのある区域以外

の区域を換気区域とするときは、当該換気区域を明示すること。 
 5 「ファン型式」の欄は、該当するものに○を付すこと。「最大静圧」の欄以外は、ファンの動作点の数値を記入す

ること。 
 6 別表第7の13の項のプッシュプル型換気装置にあつては、「除じん装置」の欄は記入を要しないこと。 

 7 この摘要書に記載しきれない事項は、別紙に記載して添付すること。 
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様式第２７号（別表第７関係）

様式第27号(別表第7関係) 

放 射 線 装 置 摘 要 書 

事業場の名称   

放
射
線
装
置 

種 類   

用 途   

台 数   

性 能   

上欄の放射線装

置による健康障

害を防止するた

めの設備の概要 

  

備考 

 1 「種類」の欄には、次の区分により記入すること。 

   エックス線装置……医療用エックス線装置、工業用等エックス線装置 

   荷電粒子を加速する装置……サイクロトロン、ベータトロン、シンクロトロン、シ

ンクロサイクロトロン、ファンデグラーフ型加速装置、コッククロフトワルトン型

加速装置、直線加速装置、その他 

   放射性物質を装備している機器……ガンマ線照射装置、その他の放射性物質を装備

している機器 

   エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの

検査の装置……ガス抜き等の装置 

 2 「用途」の欄には、次の区分により記入すること。 

   医療用のエックス線装置……診断用、治療用 

   工業用等のエックス線装置……非破壊検査用(撮影用)、非破壊検査用(透視用)、そ

の他 

   荷電粒子を加速する装置……医療用、非破壊検査用、その他の研究用 

   放射性物質を装備している機器……医療用、非破壊検査用、その他の研究用、その

他 

 3 「性能」の欄には、次の事項を記入すること。 

   エックス線装置……定格出力 

   荷電粒子を加速する装置……放射線の種類、得られるエネルギー(MeV) 

   放射性物質を装備している機器……装備される放射性物質中の放射性同位元素の種

類及び数量(ベクレル) 

 4 「上欄の放射線装置による健康障害を防止するための設備の概要」の欄には、当該放

射線装置を設置する室の壁、床等の構造及び材料並びに警報装置、放射線測定器の種

類、型式及び台数等について記入すること。 
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