
「
和
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
山
椒
。
最

近
で
は
、
ク
ラ
フ
ト
ジ
ン
や
ビ
ー
ル
、
ア

ロ
マ
オ
イ
ル
な
ど
、
幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル
に

用
途
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
は
ご
存
じ
で

す
か
。
山
椒
特
有
の
爽
や
か
な
柑
橘
の
香

り
が
「
和
の
香
り
」
と
し
て
世
に
広
く
受

け
入
れ
ら
れ
、
高
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。
一
方
、
山
椒
の
品
種
の
1
つ
で

あ
る
「
ぶ
ど
う
山
椒
」
の
発
祥
地
で
あ
る

当
町
の
清
水
地
域
で
は
、
山
椒
農
家
の
高

齢
化
や
後
継
者
不
足
が
深
刻
化
。
産
地
継

承
が
困
難
な
状
況
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
、
令
和
元
年
度

（
2
0
1
9
年
度
）
か
ら
、
町
の
大
切
な

特
産
物
で
あ
る
ぶ
ど
う
山
椒
と
そ
の
産
地

を
守
り
、
未
来
に
継
承
し
よ
う
と
、
龍
谷

大
学
（
京
都
市
）
経
営
学
部 

藤
岡
ゼ
ミ

と
と
も
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
発
足
し
ま
し

た
。
そ
の
名
も
「
ぶ
ど
う
山
椒
の
発
祥
地

を
未
来
へ
つ
な
ぐ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」。
こ

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
山
椒
の
商
品
を

開
発
・
販
売
す
る
こ
と
で
、
多
く
の
方
に

山
椒
や
産
地
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う

き
っ
か
け
作
り
と
、
消
費
地
と
産
地
と
の

つ
な
が
り
を
よ
り
強
い
も
の
に
す
る
こ
と

を
目
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
少
し
ず

つ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
成
果
が
実
り
始
め

ま
し
た
。

「
ぶ
ど
う
山
椒
」と
は

江
戸
時
代
末
期
の
天
保
年
間

（
1
8
3
1
〜
1
8
4
5
年
）
に
、
遠

井
村
（
現
在
の
遠
井
地
区
）
の
医い

要お

木き

勘

右
衛
門
が
、
自
宅
の
庭
で
大
粒
の
実
を
ぶ

ど
う
の
房
の
よ
う
に
つ
け
る
山
椒
を
発
見

し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
先
人
た
ち
の
並
々

な
ら
ぬ
努
力
に
よ
り
、
清
水
地
域
に
山
椒

産
地
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

た
わ
わ
に
実
る
ぶ
ど
う
山
椒
は
一
粒
一

粒
が
他
品
種
と
比
べ
て
大
き
い
こ
と
が
特

徴
で
、
香
り
も
強
い
こ
と
か
ら
優
良
品
種

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

有
田
川
町
×
龍
谷
大
学

「
ぶ
ど
う
山
椒
の
発
祥
地
を

未
来
へ
つ
な
ぐ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

令
和
元
年
（
2
0
1
9
年
）、
境
川
地

区
の
協
力
農
家
と
の
交
流
を
皮
切
り
に
、

一
般
消
費
者
へ
の
認
知
度
調
査
や
イ
ベ
ン

ト
で
の
物
品
販
売
、
S
N
S
な
ど
を
活
用

し
た
情
報
発
信
を
行
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

ぶ
ど
う
山
椒
を
継
続
し
て
商
品
に
使
用
し

て
い
る
株
式
会
社
ス
ー
プ
ス
ト
ッ
ク
ト
ー

キ
ョ
ー
（
東
京
本
社
）
と
山
椒
農
家
と
の

合
同
交
流
、
企
業
提
案
に
よ
る
商
品
化
に

向
け
た
働
き
か
け
な
ど
を
通
し
、
消
費
地

の
求
め
る
ニ
ー
ズ
の
再
認
識
や
認
知
促
進

の
機
会
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

有田川町×龍谷大学
ぶどう山椒の発祥地を未来へつなぐプロジェクト

ぶどう山椒の可能性

山椒を使ったビールとアロマオイル

1 月に行われた成果報告会

山椒の収穫作業などを行う学生たち消費地との交流の様子

先人たちの並々ならぬ努力によってつくられた「ぶどう山椒」の産地。
長年にわたり、住民生活を支え続ける重要な産業ですが、後継者不足などにより産地

の力が弱まっています。そんな産地に若い力が加わり、小さな光が差し込みました。
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