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・森林・林業学習館 HP：https://www.shinrin-ringyou.com/ 
・スマートジャパン HP：http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/ 
・全国自然保護連合 HP：http://www006.upp.so-net.ne.jp/junc/hokoku0116.html 
・「大学の知と技術を活かした地域連携プロジェクトの実施について（留萌市、札幌市、近畿大

学との地域連携事業）」：http://www.news2u.net/releases/150313 
・「大同まもるの雑記帳」（blog）：http://iezukuridaidou.blogspot.jp/2012/11/blog-post_8910.html 
・太陽光発電協会（JPEA）HP：http://www.jpea.gr.jp/knowledge/whynow/index.html 
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・「地域団体商標制度」（特許庁 HP 内）： 
https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm 

・蓄電池バンク HP ：http://batterybank.jp/basic/apply.php 
・地層処分実規模試験施設：http://fullscaledemo.rwmc.or.jp/information/access.html 
・中部電力 HP：http://www.chuden.co.jp/index.html?cid=lg 
・「 長期エネルギー需給見通し小委員会に対する 発電コスト等の検証に関する報告（案）」： 

http://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/mitoshi/cost_
wg/006/pdf/006_05.pdf 

・低炭素投資促進機構（GIO）HP：http://www.teitanso.or.jp/sc_top 
・「電気事業法施行規則の一部を改正する省令」： 

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2012/10/241001-1-
1.pdf 

・電源開発 HP：http://www.jpower.co.jp/ 
・東京電力 HP：http://www.tepco.co.jp/index-j.html 
・苫前グリーンヒルウインドパーク 11 号風車破損事故について【最終報告概要】（経済産業省）： 

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2013/11/251115-1-
3.pdf 

・苫前グリーンヒルウインドパーク 11 号風車破損事故報告【中間報告】（ユーラスエナジー) 
 http://www.eurus-energy.com/common/images/press/uploads/files/20131004.pdf 

・苫前町 HP：http://www.town.tomamae.lg.jp/category/lg6iib0000000k0k.html#i1 
・苫前町まちおこし対策推進協議会（北海道開発局 HP 内）： 

http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_nogyo/wagamura/contest/01/scene/k_37/index.html 
・日経トレンディネット：http://trendy.nikkeibp.co.jp/ 
・日経ビジネス HP：http://business.nikkeibp.co.jp/ 
・日本いも類研究会 HP：http://www.jrt.gr.jp/ 
・日本原子力研究開発機構（JAEA）HP：http://www.jaea.go.jp/ 
・日本原子力産業協会 HP：http://www.jaif.or.jp/ 
・日本原子力発電 HP：http://www.japc.co.jp/ 
・日本風力発電協会（JWPA）HP：http://jwpa.jp/ 
・ニューズウィーク日本版 HP：http://www.newsweekjapan.jp/ 
・農畜産業振興機構 HP：http://www.alic.go.jp/ 
・農林水産省 HP「わがマチ・わがムラ 市町村の姿」：http://www.machimura.maff.go.jp/machi/ 
・浜頓別町 HP：http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/index.phtml 
・東伊豆町風力発電所 HP： 

http://www.town.higashiizu.shizuoka.jp/bg/furyoku/cat/159_gaiyo.html 
・「バイオマス産業都市の取組」（農林水産省 HP）： 
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http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/bioi/160518.html 
・北海道建設新聞社 HP：http://e-kensin.net/ 
・北方ジャーナル公式 blog：http://hoppojournal.sapolog.com/e346079.html 
・「風力発電事業における現状と課題」（自治労北海道本部／苫前町職員組合）： 

http://www.jichiro.gr.jp/jichiken_kako/report/rep_gunma30/jichiken/5/17.htm 
・「風力発電を活用したグリーン水素製造事業等について」（北海道開発局 HP 内）： 

http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_kankyo/suisotiikidukuri/pdf/01_04.pdf 
・北海道開発局 HP：http://www.hkd.mlit.go.jp/ 
・北海道クリーン農業推進協議会 HP ：http://www.yesclean.jp/ 
・北海道経済産業局 HP：http://www.hkd.meti.go.jp/ 
・北海道農政事務所 HP（「留萌市でマンゴーが実っています」）： 

http://www.maff.go.jp/hokkaido/asahikawa/photorepo/gennba/280803mango.html 
・幌延深地層研究センターHP：www.jaea.go.jp/04/horonobe/ 
・幌延深地層研究センターゆめ地層館（JAEAHP 内）： 

http://www.jaea.go.jp/04/horonobe/yumechisoukan/index.html 
・北海道エコ・アクション HP：https://adv.hokkaido-np.co.jp/eco/special/energy.html 
・北海道新聞データベース：http://www.hokkaido-np.co.jp/ 
・北海道庁 HP：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ 
・「北海道で一番小さな村の挑戦『村立北海道おといねっぷ美術工芸高校と共に生きる』 北海

道音威子府村長佐近勝」（47NewsHP 内）： 
http://www.47news.jp/localnews/furusato/2012/09/14152304.php 

・北海道電力 HP：http://www.hepco.co.jp/index.html 
・「北海道フードマイスター検定」（札幌商工会議所 HP 内）： 

https://www.sapporo-cci.or.jp/food/kentei.html 
・北海道 likersHP：http://www.hokkaidolikers.com/ 
・幌延地圏環境研究所 HP：http://www.h-rise.jp/ 
・幌延町 HP： www.town.horonobe.hokkaido.jp/  
・ほろのべトナカイ観光牧場 HP：tonakai-farm.com  
・三浦電機 HP：http://miuraden.co.jp 
・三菱重工 HP：https://www.mhi.co.jp/ 
・三津橋産業 HP：http://www.mlcmitsuhashi.co.jp/mlc/overview/overview.html 
・安岡沖洋上風力発電建設に反対する会 HP： 

http://www.yasuoka-wind.com/%E9%A2%A8%E8%BB%8A%E8%A2%AB%E5%AE%B3/ 
・ヤンマーアグリジャパン北海道カンパニーHP： 

https://www.yanmar.com/jp/about/company/yaj_hokkaido/ 
・「勇知いも」（楽天市場 HP 内）：http://item.rakuten.co.jp/kassai/c/0000000226/ 
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・悠遊ファーム HP：http://p.yuuyuufarm.com/ 
・ユーラスエナジーHP：http://www.eurus-energy.com/ 
・ユーラスエナジーHP－日本のプロジェクト： 

http://www.eurus-energy.com/project/index.php?area=jp 
・「離島用風車から大型ダウンウィンド風車へ」（NEDOHP 内）： 

http://www.nedo.go.jp/hyoukabu/articles/201002fujijyuukou/index.html 
・留萌市 HP：http://www.e-rumoi.jp/index.html 
・留萌振興局 HP：http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/index.htm 
・留萌地域おこし協力隊 facebook（2016 年 11 月 29 日）： 

https://www.facebook.com/rumoi.okoshi/posts/555988451258409 
・稚内港港湾計画 改訂（国土交通省 HP）：https://www.mlit.go.jp/common/001031731.pdf 
・稚内市バイオエネルギーセンター概要（稚内市 HP 内・PDF）： 

https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/files/00003000/00003076/jigyogaiyo.pdf 
・稚内市 HP：http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/ 
・稚内新エネルギー研究会 HP：http://www.rera-vie.jp/ 
・稚内ブランド HP：http://www.wakkanai-brand.jp/ 
・稚内プレス HP：http://wakkanaipress.com/ 
 


