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山形県朝日町

地域資源の活用と新しい仕組み導入による地方暮らしの充足
支援

阪野　正義 さかの　まさよし

一般社団法人希望活動醸成機構　代表理事



略歴

著書・論文等

○

取組の内容

・ふるさとテレワーク実施地におけるコロナ禍 ～高畠熱中小学校における「大人の社会塾」の変化と今後～（共著：松村茂

2020年日本テレワーク学会予稿集）

・地域ビジネスにおけるテレワーク導入実験の経過報告（共著：松村茂　2018年日本テレワーク学会予稿集）

・地域ビジネスにおけるテレワーク導入によるチームワーキングの実証実験（共著：松村茂　2017年日本テレワーク学会予稿集）

・地方コワーキングスペースを軸としたSOHO能力開発と企業マッチングの研究（松村茂 著、研究参画　2016年2月　日本

SOHO協会 研究助成報告）

地域資源の活用と新しい仕組み導入による地方暮らしの充足支援

山形県朝日町においては、自治体が抱える空き家や人口減少などのの課題解決に向けた事業実施と、行政では生活弱者に

対する支援事業に比べ劣後されがちな若者世代が望む「より豊かに過ごせる地域の居場所づくり」による若年層の地域定着を

図る事業を展開しています。

並行して山形県を中心に、新たな暮らし方・働き方など将来の豊かさを創出する人材の育成に携わっております。

【空き家活用・暮らし方】

・喫茶＆シェアスペース at LOUNGE／民泊 ASAHI TOWN HOSTEL　（2019年4月開業）

・末吉良(ばっきら)ベース（地元若者の交流・活動拠点、イベント実施）　2020年開始

【IT・働き方】

・山形県内のコワーキングスペースの連携事業（2020年〜）

・店舗情報のウェブアプリ開発 （2022年〜開発開始 地元住民による仲間内の共有情報のオープン化）

2013年　東北芸術工科大学デザイン工学専攻修了　（デザイン工学修士）

2013年〜現在　アプリ事業で個人事業開業　（WEB、デザイン、企画、民泊事業）

2013〜2015年　東北芸術工科大学 農芸ファシリテーターとして従事

2016〜2019年　山形県朝日町地域おこし協力隊　（ゲストハウス松本亭一農舎設立・運営）

2018年〜現在 一般社団法人希望活動醸成機構 設立 代表理事就任

2019年〜現在　移住コンシェルジュ及び空き家等バンク運営事業者（山形県朝日町）

2019年〜現在　若者サポーター　（山形県若者支援コンシェルジュ）

2019年〜現在　高等学校　非常勤講師　（山形県　情報科目）

2020年〜現在　新しい働き方コンソーシアム　理事　（山形県）

2020年〜現在　東北芸術工科大学　非常勤講師



実績

工夫した点や苦労した点

ひとことPR

次世代の声、活動の息吹をいかに実行に移せるかを命題に活動しております。

今まで地域を動かしてきた方と、今後動かしていくであろう世代との橋渡しが課題になっています。

関係性が強いからこそ動けないでいる若者が隠れており、その枷を外しているところです。

事業や地域の思いの継承の一助となって参りたいです。

・古民家リノベーション

（松本亭一農舎　2017年1月開業　運営参画時2年で931名宿泊、2500名を超える訪問）

・若者の地元の居場所・交流機会の創出支援

（2020年山形県受託事業 現在も週2〜3日拠点利用、年間４回程度のイベントと活動継続）

・ストリートピアノによる音楽交流の提案、メディア発信（2020年〜）

・コワーキングスペースのオンライン常時接続事業

（2020年〜 山形県全域12拠点と連携）

関わる領域が広範にわたり、各プロジェクトで関わる専門家、実践者との共通言語、共有体験の獲得は簡単ではあり

ません。

ですが、そこで培った人脈によって、各領域だけではつながらなかった人材のマッチング、知識・技術・体験の相互交流

を図ることが叶いました。

プロジェクトで支援する方々自身が思いもよらなかった視点の導入と、仲間が増えた安心感を増してそれぞれの活動

分野での活躍を後押ししています。



○参考

取組分野の分類

関連ホームページ

連絡先

※メールを送る際には〔アットマーク〕を『@』に変えてください。

メールアドレス sakano〔アットマーク〕arousers.org

一般社団法人希望活動醸成機構 https://arousers.org

ゲストハウス松本亭一農舎（設立に関わった

宿）
https://1no.jp

やまがたおこしあいネット https://yamagata-okoshiai.net/ts/miraitop/20201about

住民参加 その他

その他

官民連携（PPP・PFI） メディア活用策

自治体間連携 効果の把握・評価

1１．自治体経営イノベーション 12.シティプロモーション・地域PR

財政マネジメント（公共施設管理・公会計整備） 地域ブランディング

○ その他 その他

働き方改革 ふるさと教育

子どもの貧困対策 地域と教育機関の連携（高校魅力化・域学連携等）

9.少子化対策、子ども・子育て支援 10.地域づくり人材の育成・教育

○ 結婚・出産・子育て支援 人材研修

○ 地域と関係人口の協働 地域おこし協力隊の推進

その他 その他

○ 滞在・活動の場づくり 起業・事業承継等支援

地域おこし協力隊の推進 ○ 空地・空家対策

その他

7.関係人口の創出・拡大 8.移住・定住促進

避難所運営 地域おこし協力隊の推進

感染症対策 その他

地区防災計画 インバウンド対応

BCP ○ 民泊・農泊

5.防災減災・危機管理 6.観光振興・交流

建築物耐震化・長寿命化 DMOとの連携

その他 その他

地域交通 地球温暖化対策

集落機能の確保 廃棄物・リサイクル対策

3.生活機能の維持 4.環境保全・SDGs

地域医療・福祉 分散型エネルギーシステム

地域中核企業等の支援 その他

その他

6次産業化 ○ 空地・空家・空きビル・空き店舗等対策

経営資源の引継（事業承継等）・起業支援 商店街活性化

登録者の取組を12の政策分野に分類しています（複数の分野に該当するものもあります）。

1.地域資源を活用した地域経済循環 2.まちなか再生

地場産品発掘・販路開拓 中心市街地活性化


