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所在地

大阪府和泉市

主体となる地域住民の人材育成と、行政との協働社
会を目指す地域ブランドづくり

神野 直幸 かみの なおゆき

ソーシャル・イノベーター・ラボ　所長



略歴

著書・論文等

○

取組の内容

・野迫川村総論各論提案書(2014年)
・野迫川村パブリックコメントにて「総合戦略修正案」提出(2015年)
・修士論文「奈良県におけるマルチセクター型協働社会のための中間支援のあり方」(2017年)
・天川村プロポーザル事業報告書
・その他各事業報告

主体となる地域住民の人材育成と、行政との協働社会を目指す地域ブランドづ
くり

●奈良県野迫川村における地域活性「ブランド化」支援（2014年）
●奈良県天川村における地方創生総合戦略事業(過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業)である「旧天
川西小学校の校舎を利用した地域活性化プロジェクト事業」（2017年度プロポーザル受託により支援）
●奈良県天川村における地域資源を活用した観光事業（2017年～2019年）　※上記事業の継続として支援
●奈良県天理市長滝地区における「長滝復活プロジェクト」支援（2017年～）景観などの復活助成金申請支援
●奈良県天理市福住地区「2017年度奈良県高齢者生きがいワーク創設支援事業」支援
●大阪府大阪市ちんちん電車（阪堺電車）沿線商店街の活性化支援（2019年～2020年）
●チョーヤ梅酒株式会社　社外相談役でのブランド構築強化（2020年～：アドバイザリースタッフ）
●その他

・和束町雇用促進協議会　事業推進員（2010年8月～2012年3月末）
・一般社団法人 和束茶プロジェクト倶楽部　事務局長（2012年4月～2013年3月末）
・中間支援組織　特定非営利活動法人 奈良NPOセンター　理事兼事務局長（2013年4月～2019年3月末）
・一般社団法人 大和ブランド推進協議会　理事（2016年8月～）代表理事・理事長（2020年6月～2023年3
月）理事（2023年4月～）
・一般社団法人 野迫川村観光局　代表理事・副理事長（2014年～任意団体、2015年10月～2016年11月
末）
・チョーヤ梅酒株式会社　社外相談役（2020年11月～）
・ソーシャル・イノベーター・ラボ　所長（2022年～）
・奈良県立大学地域創造学部地域創造学科兼任講師（2017年～2019年）
・帝塚山大学非常勤講師（経済経営学：プロジェクト演習2019年）
・和歌山大学国際観光学研究センター客員ジュニアフェロー（2021年4月～）客員フェロー（2022年4月～）
・和歌山大学食農総合研究教育センター（研究部門）参加教員（2022年4月～）

大阪ＯＢＰ会場「愛は地球を救う」 弘法大師空海「幻の大峰高野街道」
の現地調査に関するワークショップ



実績

工夫した点や苦労した点

ひとことPR

・地域資源の掘り起こし活用策・地域づくり（活性化・人材の育成）・地域・観光ブランド・DMOアドバイジ
ングなど。中間支援組織で培った経験をもとに、地域住民と行政との両者の間で相談し、懸け橋役にな
り、協働推進を進め、主として地域住民の主体性に貢献できるように努めます。

実績として、ゼロからの状態から地域リソースを活かした地域ブランド並びに観光ブランドの構築など、地域
の方々と行政との協働で進めた経験があります。職務の守秘義務並びに地域間のトラブルを避けるため、
こちらへの数字の掲載は、差し控えさせていただきます。ご案内可能な市町村情報は、個別にご案内させ
ていただきます。

住民と行政参加による会議を開催。、毎週地域の課題やリソースについてを課題の共通認識をもってい
ただくことでした。互いの考えを共有し、地域住民の事業構築と行政と協働で進めた結果、地域ブランド
構築に必要な人材育成の推進ができました。地域リソースを活かし、運営者となる地域住民によるブラン
ド構築と、コミュニティ→アソシエーション化の構築。地域住民による主体性を推進し、現存・新規産業に
よる収益化による持続可能性の構築といった点でございます。



○ 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 info〔アットマーク〕silab.jp 携帯電話 090-5011-7431

ソーシャル・イノベーター・ラボ https://silab.jp/

大和ブランド推進協議会 https://www.yamatobrand.or.jp/

和歌山大学国際観光学研究センター https://www.wakayama-u.ac.jp/ctr/researchers/visiting_fellows.html

○ 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
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