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略歴

著書・論文等

○

取組の内容

飛び出す！公務員〜時代を切り拓く９８人の実践〜　学芸出版社

地域資源を活かした、交流・連携によるウェルビーイングなまちづくり

地域の森林資源を活用した「森林セラピー」を企画立案。未利用の林道・作業道を散策道として整備し、年間１
万人を超える新たな産業を創出。同時に地元食材を活用した弁当（のちにJR九州駅弁化）を地域住民と開発し
ました。また、市内の果樹生産者と和洋菓子職人等が交流する機会を創出する「うきはスイーツ &フルーツコレクショ
ン」、「barうきは」を企画実施。さらに、沿線住民とJR九州「ななつ星in九州」に手を振る歓迎行事を企画するなど、
「関係したい」まちづくりが注目されたました。
群馬県下仁田町では、住民が主役のPR動画制作、プログラミング教育先行導入、地元金融機関と企業とのマッ
チング、企業版ふるさと納税を活用した「ねぎとこんにゃく下仁田奨学金」制度などを実現。
ワクワクする社会づくりの実現に向け、日本各地で講演及び現地アドバイスを通じ、一歩踏み出す勇気の大切さを
伝えています。

1981年福岡県生まれ。ラジオDJ、森林組合職員を経て、2010年うきは市役所入庁。森林セラピー、棚田オーナー
等の山村振興、スイーツのまちづくり、観光バスツアー誘客、JR九州「ななつ星in九州」の歓迎行事プロジェクトを担
当。 2015年群馬県下仁田町副町長に就任。異色の経歴を活かした地方創生の実現に向けた各種施策を立
案。「ねぎとこんにゃく下仁田奨学金」事業は、内閣府が企業版ふるさと納税制度の特徴的事例として紹介し、令
和元年度地方創生担当大臣賞受賞。 2018年うきは市役所に復帰後は、文化財施設等の活用を手掛けワー
ケーション機運とともに首都圏を中心とした新たな関係人口づくりに尽力。 2019年一般財団法人地域活性化セン
タークリエイティブ事業室長、2020年内閣官房地域活性化伝道師。2021年新事業企画室長を経て2024年4月か
ら現職。地域資源を活かした地域づくり、ウェルビーイングな職場環境整備に向けた人材育成等を中心に、地方創
生をテーマにした講演・助言を行う他、中央省庁、県の委員、市町村の政策アドバイザーを複数務めている。
ForbesJAPAN日本を元気にする88人、西日本新聞「地域づくり最前線」連載、ソトコトオンライン「nextスーパー公
務員」 等でもその活動が特集されている。



実績

工夫した点や苦労した点

ひとことPR

・JR九州の駅弁化に成功（年間3,000個超の販売）
・地元ガイド養成（100人以上）
・うきはスイーツ&フルーツコレクション(20品目以上の新商品)
・新事業企画で新たな交流人口獲得（延べ50,000人以上）
・金融機関と連携し企業版ふるさと納税を活用した「ねぎとこんにゃく下仁田奨学金」を創設。特徴的事
例として紹介され、令和元年度地方創生担当大臣賞受賞
・文化財施設のコワーキングスペース化、ワーケーション先導的導入

「すべての答えは現場にある」をモットーに、地域が主役のまちづくりに向けて、地域資源（ひと・もの・こと）
の棚卸しを行い、インナープロモーションに注力。変化と進化への覚悟と勇気を持って取り組みにあたり
「想い」を「カタチ」にしてきました。
特に、単に外来のものを導入するのではなく、地域に根ざした取り組みに着目した手法で工夫していま
す。

人材育成、地域ブランディング、情報発信及び販路開拓に渡る分野をラジオDJ、民間団体、副町長
（組織マネジメント）等の経験から助言と手法のシェアが可能です。地方公共団体やまちづくり団体等の
伴走支援、政策支援及び人材育成に関するオーダーメイドのアドバイスを行います。



○ 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。

○ 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

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

その他 ○ その他 地域循環共生圏／ローカルSDGs

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

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

避難所運営 ○ 地域おこし協力隊の推進

感染症対策 ○ 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

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 企業版ふるさと納税の推進 その他

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）

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

住民参加 その他

その他

○ EBPMに基づく政策立案

メールアドレス support〔アットマーク〕47-onlyone.com

内閣府 kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/siryou/dendoushi/r02/378.pdf

環境省 https://www.youtube.com/watch?v=yILfZsz4tr0

ソトコトオンライン https://sotokoto-online.jp/100


