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　※名張市雇用創造協議会…厚生労働省に採択された実践型地域雇用創造事業を活用し平成 26年 2月に発足。雇用の機会拡大・人材育成のセミナー開催とともに、
　地域資源である農産品を活かした商品開発を行いながら、安定的な雇用の創出と地域経済の活性化を目指しています。事業期間は、平成29年 3月 31日まで。

　

市
の
ふ
る
さ
と
納
税
の
返

礼
品
と
し
て
「
ぶ
ど
う
」
を

提
供
し
て
い
ま
す
。
全
国
か

ら
の
依
頼
に
、
名
張
を
選
ん

で
く
れ
た
と
い
う
感
謝
の
気

持
ち
を
込
め
つ
つ
、
期
待
に

応
え
ら
れ
る
よ
う
商
品
を
送

っ
て
い
ま
す
。

　

盆
地
特
有
の
気
候
が
ぶ
ど

う
の
生
産
に
適
し
て
い
て
、

名
張
は
県
内
で
も
最
大
の
ぶ

ど
う
の
産
地
で
す
。
市
内
外

の
人
に
、
名
張
の
ぶ
ど
う
を

味
わ
っ
て
い
た
だ
き
「
名
張

っ
て
こ
ん
な
お
い
し
い
も
の

が
あ
る
ん
だ
」
と
感
じ
て
ほ

し
い
で
す
ね
。

　

ふ
る
さ
と
納
税
は
、
寄
附

を
し
て
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん

に
、
特
産
品
を
通
じ
て
名
張

を
Ｐ
Ｒ
で
き
る
チ
ャ
ン
ス
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

地元の農産品をブランド化することで
地域経済を活性化する取組を実施中

営業時間　午前１０時～午後６時
※年末年始を除く、毎日営業

　

地
元
の
人
に
は
当
た
り
前

の
物
で
も
、
地
元
以
外
の
人

に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
価
値

あ
る
宝
物
が
、
ま
だ
名
張
に

は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
地
元
食
材
を

活
か
し
て
新
商
品
を
開
発
す

る
「
隠
タ
カ
ラ
モ
ノ
づ
く

り
」
を
展
開
し
、
こ
れ
ま
で

伊
賀
米
、
伊
賀
牛
、
ぶ
ど
う

な
ど
を
使
っ
た
８
品
目
の

商
品
を
開
発
し
ま
し
た
。

そ
の
調
理
方
法
、
パ
ッ
ケ
ー

ジ
、
ロ
ゴ
の
ア
イ
デ
ア
を
提

供
し
、
市
内
業
者
に
製
造
・

販
売
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
価
値
あ
る
素
材
を
加
工

し
、
よ
り
付
加
価
値
を
高
め

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
地
域

が
元
気
に
な
り
、
新
た
な
雇

用
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
て
い
ま
す
。 名張市雇用創造協議会　

　杉岡 雪子 さん

市民の皆さんから寄附をいただいた市民の皆さんから寄附をいただいた
場合も特産品を贈呈します。場合も特産品を贈呈します。 青蓮寺ぶどう組合　

　栢本 健司　さん

とれたて名張交流館　
店長　鈴木　豊 さん

地元食材で新商品の開発

ふるさと納税

 総合企画政策室（ふるさと納税）
　 63‐7239

とれたて名張交流館（希央台 2）

 とれたて名張交流館　 62‐1755

 名張市雇用創造協議会　 63‐2143
 http://www.nabari-koyou.jp/

名張市雇用創造協議会※

おかずみそ　名張産味噌と伊
賀牛・伊賀豚・地酒で作った
甘味のある肉たっぷりの味噌

ちょっこら 名張    伊賀米の米
粉と名張産吟醸酒の酒粕を使用
したチョコレート焼き菓子

名酒でかんぱい！セット    
名張の地酒3本とおちょこと
風呂敷をセットにしたギフト

う米ギフト  　伊賀米コシヒ
カリなどを無洗米にした２合
分の詰め合わせ

じぇらーと　　名張産の食材を
混ぜ込んだ安全・安心・ヘルシ
ーなご当地デザート

地ドレッシング
名張産の農産物を使用
した無添加万能ドレッ
シング

飲めるジュレ
果物と野菜がいつでも
手軽に食べられる果肉
たっぷりのジュレ

ぴくるす
酢と名張産季節野
菜がぎっしりの無
添加洋風漬物

ふるさと納税

とれたて名張交流館
　

オ
ー
プ
ン
し
て
3
年
が
経

ち
、
来
場
者
は
30
万
人
を
越

え
ま
し
た
。
市
民
の
皆
さ
ん

を
は
じ
め
、
隣
接
し
て
い
る

温
浴
施
設
に
お
越
し
い
た
だ

く
市
外
の
人
に
も
ご
利
用
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。
「
新

鮮
な
野
菜
が
安
く
買
え
る
」

「
季
節
に
応
じ
て
旬
の
食
材

が
手
に
入
る
」
「
生
産
者
の

名
前
が
分
か
り
、
安
心
で
き

る
」
こ
れ
が
お
越
し
い
た
だ

く
一
番
の
理
由
だ
と
思
い
ま

す
。
商
品
の
種
類
も
年
々
増

え
て
き
ま
し
た
。

　

野
菜
だ
け
で
な
く
、
地
元

の
食
材
を
使
っ
た
加
工
品
や

お
菓
子
な
ど
も
好
評
で
す
の

で
、
こ
れ
か
ら
も
多
く
の
皆

さ
ん
に
ご
利
用
い
た
だ
き
た

い
で
す
ね
。

特産品で名張を全国にＰＲ

いつでも新鮮をお届け

隠 タカラモノ 全８商品 昨年度に開発したものは、加工している市内一部店舗やとれたて名張交流館などでも販売 !　また、東京日本橋にある
県のアンテナショップ「三重テラス」でも販売開始予定です。　販売店舗など詳しくは、問い合わせ先 へ

地元食材の魅力をPR
地元の食材や特産品を市内外の人に知ってもらい、その良さと魅力を発信することは、
地域の農業と経済の活性化につながります。

お いしさ 余すことなく
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錦
生
自
治
協
議
会
で
は
、

昨
年
3
月
末
で
閉
校
に
な
っ

た
旧
錦
生
小
学
校
の
エ
リ
ア

周
辺
を
「
名
張
錦
生
ふ
る

さ
と
パ
ー
ク
」
と
愛
称
を
決

め
、
地
域
の
活
性
化
を
目
指

し
て
い
ま
す
。

　

旧
小
学
校
の
給
食
室
だ
っ

た
場
所
で
、
し
め
じ
・
き
く

ら
げ
・
し
い
た
け
な
ど
き
の

こ
の
栽
培
と
販
売
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
女
性
く
ら
ぶ

と
し
て
、
き
の
こ
を
加
工
し

た
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
の
商
品
化

も
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
地

元
の
食
材
を
使
っ
た
料
理
教

室
を
開
催
し
た
り
、
き
の
こ

の
新
メ
ニ
ュ
ー
を
考
え
た
り

も
し
て
い
ま
す
。
錦
生
産
の

き
の
こ
を
地
域
以
外
の
人
に

も
食
べ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

地元のおいしさ広めたい

きのこ栽培やドレッシングを商品きのこ栽培やドレッシングを商品
化。コミュニティビジネスを実施化。コミュニティビジネスを実施 錦生女性くらぶ　

　山﨑 昭子 さん

地縁法人 錦生自治協議会

 錦生公民館　 63‐0252

　

箕
曲
地
域
づ
く
り
委
員
会

で
は
、
増
え
続
け
る
耕
作
放

棄
地
を
解
消
し
つ
つ
、
地
元

製
品
の
消
費
拡
大
と
地
元
の

伝
統
産
業
で
あ
る
酒
づ
く
り

を
支
援
し
よ
う
と
、
地
酒
の

醸
造
に
必
要
な
酒
米
づ
く
り

を
地
域
で
取
り
組
む
こ
と
に

し
ま
し
た
。

　

地
域
に
住
む
農
家
の
皆
さ

ん
が
中
心
と
な
っ
て
、
酒
米

づ
く
り
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い

ま
す
。
収
穫
時
は
、
地
域
の

皆
さ
ん
と
一
緒
に
な
り
天
日

干
し
し
て
旨
み
を
出
す
、
昔

な
が
ら
の
「
は
さ
か
け
」
作

業
を
行
う
な
ど
、
手
間
を
掛

け
て
い
ま
す
。

　

春
に
出
荷
予
定
の
地
域
ブ

ラ
ン
ド
大
吟
醸
酒
「
み
の

わ
」
。
今
か
ら
出
来
上
が
り

が
楽
し
み
で
す
。

伝統を地域で支援

酒米づくりは、地域へ愛着が生ま酒米づくりは、地域へ愛着が生ま
れ、地域づくりに効果的な取組みれ、地域づくりに効果的な取組み 箕曲地域づくり委員会

　米本　源 さん

箕曲地域づくり委員会

 箕曲公民館　 63‐0453

こだわりの酒米づくり

学校跡地で特産品

新
た
な
担
い
手
の
育
成

農
業
で
地
域
を
活
性
化

　

名
張
に
は
、
盆
地
特
有
の
気
候
風

土
か
ら
作
ら
れ
る
伊
賀
米
や
酒
、
伊

賀
牛
、
ぶ
ど
う
や
メ
ロ
ン
な
ど
数
多

く
の
全
国
に
通
用
す
る
ブ
ラ
ン
ド
が

あ
り
ま
す
。
名
張
は
、
平
坦
な
土
地

も
少
な
く
、
大
規
模
な
農
業
経
営
は

で
き
ま
せ
ん
が
、
独
自
の
工
夫
と
こ

だ
わ
り
を
持
っ
た
農
業
が
で
き
る
ま

ち
で
す
。

　

市
で
は
、
今
後
、
従
来
の
農
家
だ

け
が
農
業
を
担
う
の
で
は
な
く
、
農

業
生
産
法
人
や
一
般
企
業
、
新
規
就

農
者
な
ど
「
新
た
な
担
い
手
」
の
参

入
と
育
成
を
通
じ
て
農
業
を
支
え
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

　　

市
で
は
、
農
産
品
の
生
産
だ
け
で

な
く
、
付
加
価
値
を
付
け
て
商
品
化

し
て
販
売
す
る
６
次
産
業
化
で
地
域

を
活
性
化
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま

す
。
ま
た
、
１
次
産
業
（
生
産
）
×

２
次
産
業
（
加
工
）
×
３
次
産
業
（
販

売
）
と
い
う
連
携
は
、
農
を
通
じ
た

交
流
事
業
や
若
者
の
定
住
化
対
策
な

ど
に
も
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
で
き

ま
す
。

　

農
業
の
担
い
手
に
な
ら
な
く
て

も
、
一
人
一
人
が
農
や
食
に
つ
い
て

考
え
、
地
産
地
消
や
ま
ち
づ
く
り
な

ど
の
取
り
組
み
を
通
じ
て
、
農
業
を

支
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

地域の皆さんの協力のもと、米
づくりの学習をしている小学校
があります。地域の稲作の現状
を知るとともに、自然の恵みに
感謝し、環境学習・食育にもつ
ながる学習を進めています。

写真：薦原小学校の米づくり


