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略歴

著書・論文等

○

取組の内容

地域の風土を愛し、地産地消を推奨する絵本を作成し、県内小学校等への配布を行いました。
「小さな小さなお話し」
「おかげ犬タロのおいせまいり」
「ナチュラの旅」
「ぼたもち村の3匹のこざる」

高等教育機関等を巻き込んだ
地域づくり　・　まちづくり

１．自らが絵本を作画し、子どもたちが生まれ育った地域への理解促進と食育の大切さを理解促進するために、県内
小学校・図書館に無償配布を行いました。（平成10年～26年）
２．高齢化地域での交通難民対策として、ライドシェアの実証実験に参画し、その現実化に向けたにデータ集積と課
題整理に取り組みました。（平成29年～30年）
３．SDGｓへの理解促進のため、県内企業団体、経営者組織、民間団体等に対し講演、セミナー活動を実施すると
ともに小学校での土曜学習でユネスコスクールにかかる授業を実施しました。（平成30年～令和元年）
４．「ローカル駅舎を中心にしたまちづくり」活動をを町民主導として立ち上げ、解体駅舎に代わる自治体による交流
施設の建設に繋げました。（令和2年～令和6年）
５．地域の課題を解決するため、県内高等教育機関（大学・大学院、短大、高専）と地域企業とマッチングを行い、
新たな教育プログラムの開発に取り組んでいる。（令和５年～）

県域農業団体（三重県農業協同組合中央会）常務理事を2016年に退任後、三重大学社会連携特任教授、その
後リカレント教育特任教授として県内市町・企業の相談活動に取り組んでいます
公益社団法人三重県産業支援センターにおいて県内中小企業の雇用促進事業にかかる事務統括を2019年3月ま
で務めて、また並行し専修学校三重県農業大学校において農業経営者養成のコーディネーターを担ってきました。
なお過去には、地方裁判所委員会委員、三重県ユニセフ協会理事、三重大学附属学校評議員を経験し、現在は
一般社団法人三重県障がい者就農促進協議会理事、、公益財団法人暴力追放センター評議員、、玉城町総合
計画審議会委員、同町地方創生会議委員として行政サポートをしており、同町のまちづくり協議会の代表としてJR
駅の活性化等に努めてきました。

ホテル業で医療大学の応急手当講座小学校体育館で住民大学を開校



実績

工夫した点や苦労した点

ひとことPR

人生100年は極めて現実的なものとなってきていますが、自分たちの暮らしは地域の仲間たちと守っていくと
いう相互扶助の考えのもとに、常に前を見て取り組んでいきます。
そして、自助なき共助はなく、共助なき公助はない、ということを肝に銘じて活動しています。

1．絵本の読み聞かせが、大学生たちの自主的な活動として県内幼稚園等において展開されました。　　ま
た、英語、ポルトガル語で翻訳され、外国人就労者の子供たちにも読まれるようﾕｰﾁｭｰﾌﾞ配信されていま
す。
２．取り組んだ町では令和2年度から本格稼働に向けて役場の事業として検討が進められている。
３．持続可能な社会づくりには共感いただくものの、具体的な取り組みついてはまだまだ至らない組織・団体
が多く、更なる普及推進活動が必要と感じています。
４.JR駅舎内に住民交流施設が完成し、今後、関係人口、交流人口の拡大に期待がかかっている。
５．企業グループと県内２大学による教育プログラムが実行され、以降も課題解決型教育プログラムが創出
される見込みである。

地方では総じて、これまでにない取り組みに対しては、主体的に参画する環境がなく、よく言われるように改
革は、よそ者・若者・変わり者でなければ前進しないことを実感してます。
しかし最近は、根気よくザイアンス効果を得る取り組みにより理解が得られると確信しています。



○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 kawaiim4〔アットマーク〕yahoo.co.jp

住民参加 その他

その他
EBPMに基づく政策立案

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


