
VOL.30  NO.1  2006

⑴

独立行政法人産業安全研究所

安研ニュース 目次

産業安全研究所特別研究報告

産業

．産業

．平成

．国際

．研究

） 掘削

安全研究所特別研究報告

安全研究所特別研究報告

年度産業安全研究所一般公

研究集会参加報告

所の動き

機の小型危険体験シミュレ

の概要

の概要

開のお知らせ

ータの開発

の概要

産業安全研究
年で、プロジェ
してのヒューマ
た。本特別研
最終報告である
建設業におい

所では、平成 年度から
クト研究 建設労働災害の
ンエラー防止に関する研究
究報告は、中間報告
。
ては、他産業のように作業

年度の ヶ
発生原因と
を実施し
に続く

の自動化や

これ
ベース
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、日本機械学会

砂災害、 月 日、
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振動レベルの検討、同上
強風時における足場作業の
上

る実験的研

ミニュケー

害の発生時

合施設にお

危険性に関

情報の
）梅崎
同上
）伊藤
地震時
盤工学

活用に関する研究、同上
重夫、清水尚憲 産業安全研

和也、玉手聡ほか 自立型
応答特性に及ぼす地盤の影
会関東支部研究発表会

究所の安全管理、

タワークレーンの
響、 月 日、地


