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気象庁 

https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/data/db/kaikyo/knowledge/kuroshio.html 

高知家で暮らす。高知県移住ポータルサイト 

https://kochi-iju.jp/other/details.html?cid=236&type= 

高知県（中山間地域再興ビジョン） 

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2023072800048/ 

高知県（生物多様性こうち戦略推進リーダー） 

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/chiikisenryaku/ 

高知県環境活動支援センターえこらぼ 

https://ecolabo-kochi.jp/ 

高知家の○○ 高知県のあれこれまとめサイト 

https://kochike.jp/column/8100/ 

高知新聞 

https://www.kochinews.co.jp/article/detail/682908 

公益財団法人 四万十川財団 

https://www.shimanto.or.jp 

国土交通省 

https://www.mlit.go.jp/river/kasen/suisin/index.html 

国土交通省中村河川国道事務所 

https://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/river/shimantoshizensaisei-kentoukai/20230301_gijigaiyo.pdf 

国際連合広報センター 

https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agen

da/sdgs_report/ 

久重地域連携協議会 

https://www.kyuujuu-satoyama.com/index.html 

環境省自然環境局生物多様性センター 

http://gis.biodic.go.jp/webgis/index.html 
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みんなで学ぶ、みんなで守る 生物多様性 Biodiversity 

https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/about.html 

NHK 

https://www3.nhk.or.jp/news/contents/ohabiz/articles/2023_0123.html 

日本防災植物協会 

https://bowsai-plant.com/ 

日本自然保護協会（NACS-J） 

https://www.nacsj.or.jp/2021/10/27851/ 

農家ハンター 

https://farmer-hunter.com/introduction/ 

農林水産省 

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/sawachiryori_kochi. 
html 

https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/kikaku/bukai/ 

NPO 法人大月地域資源活用協議会 

https://www.orranc.com/ 

生物多様性国家戦略 

https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/initiatives/index.html 

四国 EPO（四国環境パートナーシップオフィス） 

https://4epo.jp/information/shikoku-no-osusume/28001.html 

四国ツキノワグマ保護プログラム Save the Island Bear プロジェクト 

https://islandbearproject.org/ 

四万十川自然再生事業 

https://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/shimantoshizensaisei/effort02.html 

ストックホルムレジリエンスセンター 

https://www-stockholmresilience-org.translate.goog/research/research-news/2016-06-14-the-sdgs-

wedding-cake.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=sc 

WWF ジャパン 

https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/3559.html 

 

 


