
桑名地域
城南南部農地保全協議会（桑名市）
株式会社　シグマサポートシグマファームとういん（東員町）
株式会社　てしお夢ふぁーむ（木曽岬町）

四日市地域
鈴鹿花き温室組合（鈴鹿市）
高糖度トマト研究会（四日市市、鈴鹿市）
四日市梨6次産業化グループ（四日市市）

津地域
にぎやか畑（津市）
美杉リゾート大麦栽培グループ（津市）

松阪地域
JA多気郡　柿部会（多気町）
紅工房（松阪市）
波瀬むらづくり協議会（松阪市）

伊勢地域
JA伊勢　バラ部会（伊勢市）
麻生の浦会（鳥羽市）
JA伊勢　蓮台寺柿部会（伊勢市）
JA鳥羽志摩　特別栽培米コシヒカリ部会（鳥羽市、志摩市）

伊賀地域 
伊賀・島ヶ原おかみさんの会（伊賀市）
JA伊賀南部　女性加工部会笑みの花（名張市）
伊賀のドライフルーツ（伊賀市）

一般社会法人　大山田農林業公社、農事組合法人　白鳳梨生産組合

熊野地域
花咲パン工房米粉普及推進組合（熊野市、御浜町、紀宝町）
紀宝町レンゲ米栽培部会（紀宝町）
NPO法人　有馬村、尾呂志活性化プラン推進委員会（熊野市、御浜町）

平成27年度　ハンズオン支援の事例
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スタートアップの取り組み

　今後は、規格外品の利用によるドライ梨の製品化とい

う新たな取り組みを進めることで、梨生産者のさらなる

所得の向上や四日市梨の知名度の向上に寄与し、消費者

に長く愛される産地になるよう努めていく。

　また、梨以外のフルーツのドライ製品等にもチャレン

ジしていく。

・高品質のドライ梨の製造に向けて技術の安定のための試験

・ドライ梨の試験販売

・ドライ梨への加工を見据えた青果の品種勉強会の実施

・ドライ梨の効果的な情報発信

・コラボ商品等の検討

・ドライ梨等フルーツの加工に関心のある周囲の生産者

　への情報発信

これからの取り組み予定

　四日市市の梨は、市内中心部より北西の大地に位置する山城町と下海老町で栽培されている。これは、
明治末から大正初期にはじまり、用水の確保が困難だった水田からの転換等をきっかけに昭和 23 年ご
ろから面積が増加した。その後、四日市梨組合が組織され、現在ではJAみえきた梨部会として17戸の
生産者が 12.8ha で幸水や豊水を主力品種として栽培しており、住宅団地が周囲にあることから顧客が
確保しやすく、販売は直売が主である。
　一方で、梨生産者にとっては、天候不良などにより生果に傷がつくなど、不良品が多く発生すること
が悩みとなっている。これらは痛みの程度により、破棄したり、試食（無料提供）に回したりなど、収
益につながっていない。
　このような状況をふまえ、より収益性の高い経営を行っていくため、これらの果実を加工して商品化
し、収益向上につなげることができないかを検討している。その一つとして、若い世代に好まれ、比較
的容易に製造可能である「ドライフルーツ」商品の開発を行うべく、3 戸の生産者が集まって「四日市
梨6次産業化グループ」を組織し、ドライフルーツ商品の開発に取り組んだ。

　梨のドライフルーツへの加工は、三重県（工業研究所）

が所有する特許「ドライフルーツ、及びその製造方法」

技術を活用することとした。この技術は、梨果実にマイ

クロ波を照射した後、熱風を与えて乾燥させて、水分を

適正にする製造方法で、単に熱風乾燥する従来の方法に

比べて食感や外観に優れ、梨そのものの味を活かすこと

ができる技術である。この技術を活用し、品質の高い商

品を開発することができた。

　商品開発にあたっては、併せて三重県が主催する「農

産加工品開発講座」に参加して、商品コンセプトやイメー

ジ、パッケージデザインを検討した。

　ハンズオン支援では、商品の包装を行うためのシー

ラーを購入し、生産体制を整えた。

　四日市市の梨は、市内中心部より北西の大地に位置する山城町と下海老町で栽培されている。これは、

四日市梨6次産業化グループ
（四日市市）

四日市梨の知名度をもっと上げたいと
意気込むメンバー

百貨店バイヤー出身の専門家からアドバイス
を受けて、売れる商品化への準備を進める

三重県工業研究所の協力により
ドライ梨の試作を実施

三重県工業研究所の特許製法による
ドライ梨の試食をするメンバー

























ドライフルーツ

白鳳梨

～ 砂糖漬けではない
　　　　 セミドライフルーツ ～

寒暖差の激しい伊賀盆地で作られる白鳳梨は、全国的にも珍しく水田で
作られており、水分を多く含むのでみずみずしく肉質が軟らかいのが特徴。
また、実に袋をかけずに育てているので、太陽をたくさん浴び、糖度が
高いのも特徴です。
品種は、8月下旬までが「幸水 (みずみずしい甘さが特徴 )」、そのあとの品種が
「豊水 (味わい深く果汁が多い )」に切り替わり、9月末頃まで楽しめます。
伊賀上野城が別名「白鳳城」と呼ばれていたことが白鳳梨の由来です。

こうすい

ほうすい

大山田農林業公社
三重県伊賀市平田 103

TEL：0595-47-0151　HP：noringyo.or.jp
〒518-1422

全て手作業で皮を剥き、選別しています。
糖類、油脂、保存料、着色料などの
添加物は使用しておりません！
白鳳梨本来の甘み、美味しさが凝縮
されています！

一般社団法人









地域活性化プランに関する問合せ先

問合せ先 電話番号

三重県　農林水産部　担い手支援課 059-224-2016

地域機関の窓口 電話番号

桑名農政事務所　農政室　地域農政課 0594-24-7421

四日市農林事務所　農政室　地域農政課 059-352-0629

津農林水産事務所　農政室　地域農政課 059-223-5102

松阪農林事務所　農政室　地域農政課 0598-50-0515

伊勢農林水産事務所　農政室　地域農政課 0596-27-5164

伊賀農林事務所　農政室　地域農政課 0595-24-8108

尾鷲農林水産事務所　農政・農業基盤室　地域農政課 0597-23-3498

熊野農林事務所　農政室　地域農政課 0597-89-6122

【関係団体】

国立大学法人三重大学地域戦略センター（RASC） 

地域活性化プランスタートアップ促進業務委託先（平成27年度）


