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・美唄市農業協同組合（JA びばい）HP：http://www.ja-bibai.or.jp/ 
・福島県環境共生建築計画・設計指針（福島県HP内）： 

http://www.pref.fukushima.jp/kenchiku/data/eisetsu/den/kankyoufuka/sisin2.pdf 
・フードマイレージ資料室 HP： 

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/fmtop.index.html 
・PLARAD レンタル HP：http://www.plarad-rent.net/wind-power/list.html 
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・米穀安定供給確保支援機構 HP：http://www.komenet.jp/ 
・株式会社北立 Brog：http://www.ganken.jp/hokuritu/ 
・北海道教育大学 HP：http://www.hokkyodai.ac.jp/ 
・北海道経済産業局 HP：http://www.hkd.meti.go.jp/ 
・北海道新聞データベース：http://www.hokkaido-np.co.jp/ 
・北海道閉山炭鉱表：http://www.geocities.co.jp/Athlete-Crete/9483/gyosei/jinko/heizan.html 
・北海道立岩見沢農業高校 HP：http://www.gannou.ed.jp/ 
・北海道雪たんけん館：http://yukipro.sap.hokkyodai.ac.jp/ 
・峰延農業協同組合（JA みねのぶ）HP：http://www.ja-minenobu.or.jp/ 
・宮工建株式会社 HP：http://miyakouken.com/ 
・室蘭工業大学 HP：http://www.muroran-it.ac.jp/syomu/mit/mit3/mitno3-2.htm 
・役場あんどん連 HP：http://www.youtaka.net/ 
・安塚小学校 HP：www.yasuzuka-e.jorne.ed.jp/ 
・安塚小学校「エネルギー環境教育実践」（安塚小学校 HP 内）： 

http://www.yasuzuka-e.jorne.ed.jp/enekan/enekantop.htm 
・夕張ウォーカー（夕張観光案内センターHP）：http://www.yubari-walker.com/ 
・雪センターHP：http://www.yukicenter.or.jp/ 
・雪だるま財団 HP：http://www.yukidaruma.or.jp/ZAIDAN/ 
・わがマチ・わがムラ―市町村の姿―（農林水産省 HP 内）： 

http://www.machimura.maff.go.jp/machi/index.html 
 


