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始
ま
り
は
江
戸
時
代

　
　
「
野
市
町
史
」に
よ
る
と
、
土
佐
で
の
黒
糖

づ
く
り
は
、
江
戸
時
代
享
保
年
間
に
始
ま
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
（
８
代
将
軍
吉
宗
の
頃
）
。

こ
の
頃
は
、
藩
か
ら
特
許
を
与
え
ら
れ
保
護

さ
れ
た
産
業
で
し
た
。

　
　

明
治
に
な
り
、
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
保
護

は
廃
止
さ
れ
、
民
間
の
産
業
へ
と
移
行
し
て

い
き
ま
し
た
。

　
　

明
治
13
年
、
圧
搾
機
や
製
品
の
改
良
が
加

え
ら
れ
て
、
大
阪
で
琉
球
（
沖
縄
県
）
や
大
隅

（
鹿
児
島
県
）の
製
品
に
次
ぐ
評
価
を
得
て
い

た
と
い
わ
れ
ま
す
。

　
　

そ
の
後
、
次
第
に
輸
入
品
が
安
く
流
通
す

る
よ
う
に
な
り
県
内
の
生
産
は
衰
退
し
て

い
っ
た
よ
う
で
す
。し
か
し
、
佐
古
村
や
深
渕

村
の
農
家
で
は
、
家
庭
用
と
し
て
製
造
が
継

続
し
て
い
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。

戦
時
中
の
糖
不
足
、

戦
後
は
一
大
ブ
ー
ム
に

　
　

太
平
洋
戦
争
が
激
し
く
な
る
に
つ
れ
、
食

料
不
足
に
陥
り
砂
糖
も
不
足
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　
　

昭
和
18
年
に
深
渕
地
区
で
製
糖
組
合
が

結
成
さ
れ
て
以
後
、
戦
後
は
香
南
地
区
に

次
々
と
製
糖
組
合
が
で
き
て
い
き
ま
し
た
。

砂
糖
の
輸
入
が
な
く
、
市
場
の
要
求
に
よ
り

こ
れ
ま
で
家
庭
用
だ
っ
た
製
糖
は
販
売
用
へ

と
移
り
、
一
大
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
あ
ち
こ
ち
に

サ
ト
ウ
キ
ビ
畑
や
製
糖
の
加
工
場
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

再
び
衰
退
の
時
代
に

　
　

そ
の
後
経
済
が
復
興
す
る
に
つ
れ
、
安
価

で
良
質
の
砂
糖
が
安
定
的
に
輸
入
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
と
製
糖
産
業
は
自
然
に
消
滅
。

つ
い
に
昭
和
31
年
深
渕
製
糖
組
合
は
解
散

と
な
り
ま
し
た
。

　
　

し
か
し
、そ
の
後
も
製
糖
の
火
を
絶
や
さ

ず
に
家
庭
用
と
し
て
生
産
を
続
け
て
い
た
農

家
が
あ
り
ま
し
た
。

野
市
製
糖
生
産
組
合
の
誕
生

　
　

平
成
５
年
、
当
時
の
野
市
町
と
具
志
頭
村

（
沖
縄
県
）
と
が
姉
妹
都
市
と
な
り
特
産
品
の

交
流
が
行
わ
れ
ま
し
た
。こ
の
時
、
沖
縄
か
ら

は
サ
ト
ウ
キ
ビ
が
導
入
さ
れ
、こ
れ
を
機
に

野
市
町
で
も
黒
糖
づ
く
り
を
伝
統
産
業
と

し
て
復
興
さ
せ
よ
う
と
い
う
機
運
が
一
気
に

高
ま
り
ま
し
た
。

　
　

平
成
６
年
。そ
れ
ま
で
家
庭
用
に
生
産
を

続
け
て
い
た
も
の
の
高
齢
の
た
め
続
け
ら
れ

な
く
な
っ
た
農
家
か
ら
機
械
を
譲
り
受
け
、

現
在
の
場
所
（
野
市
町
大
谷
721
）に
加
工
場
を

建
設
し
ま
し
た
。こ
う
し
て
野
市
製
糖
生
産

組
合
が
誕
生
し
た
の
で
し
た
。

　
　

当
初
組
合
員
は
300
人
ほ
ど
い
て
、
早
朝
５

時
か
ら
夜
８
時
ご
ろ
ま
で
黒
糖
づ
く
り
が
盛

ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

現
在
の
活
動

　
　

平
成
27
年
、
そ
れ
ま
で
燃

料
は
薪
だ
け
で
し
た
が
重
油

バ
ー
ナ
ー
を
導
入
。
作
業
は
朝

６
時
か
ら
夕
方
５
時
ご
ろ
ま
で

に
短
縮
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
頃

の
組
合
員
は
50
人
ほ
ど
。

　　

平
成
28
年
か
ら
は
、新
た
な

後
継
者
を
育
て
る
た
め
苗
の

無
料
配
布
を
始
め
て
い
ま
す
。

そ
し
て
平
成
30
年
オ
ー
ダ
ー
メ

イ
ド
の
搾
汁
機
の
導
入
に
よ
っ

て
作
業
時
間
は
短
縮
さ
れ
、原

料
か
ら
無
駄
な
く
搾
汁
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

伝
承
へ
の
思
い

　　
こ
の
よ
う
に
隆
盛
と
衰
退
を
繰
り
返
し
現

在
に
至
っ
て
い
る
黒
糖
づ
く
り
で
す
が
、そ
の

陰
に
は
ミ
ネ
ラ
ル
豊
か
な
自
然
食
品
で
あ
る

黒
糖
へ
の
愛
着
と
伝
統
の
灯
を
絶
や
し
た
く
な

い
と
い
う
生
産
者
の
思
い
が
感
じ
取
れ
ま
す
。

　
　

組
合
長
の
弘
田
忠
士
さ
ん
は
、「
伝
統
の

技
術
、
製
法
を
知
っ
て
い
る
私
た
ち
は
そ
れ
を

後
世
に
引
き
継
ぐ
義
務
が
あ
る
。
広
く
香
南

市
の
黒
糖
づ
く
り
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
し
、

若
い
方
の
参
加
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
特
に
女

性
の
方
々
の
参
画
を
期
待
し
て
い
る
」と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

おすすめ！黒糖で楽しむスイーツお家で
・・・・・・・・・・・・・・・・

　
　

白
い
湯
気
の
立
ち
上
る
作
業
場
で
、
早
朝

か
ら
作
業
に
携
わ
る
方
々
の
表
情
は
明
る

く
、
楽
し
そ
う
に
見
え
ま
し
た
。そ
れ
ぞ
れ
の

畑
で
育
て
た
サ
ト
ウ
キ
ビ
は
家
族
の
協
力
や

熟
練
者
の
指
導
に
よ
っ
て
４
時
間
ほ
ど
で
オ

ン
リ
ー
ワ
ン
の
黒
糖
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
最

後
の
段
階
で
は
、
一
瞬
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
外

さ
な
い
判
断
が
出
来
具
合
を
左
右
。
火
加
減

を
見
る
人
、
釜
を
か
き
混
ぜ
る
人
、
箱
舟
を

用
意
し
て
待
ち
受
け
る
人
た
ち
の
阿
吽
の
呼

吸
は
見
事
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

　
　

香
南
市
の
冬
の
風
物
詩
で
も
あ
り
、
特
産

品
で
も
あ
る
黒
糖
づ
く
り
が
こ
れ
か
ら
も
永

く
続
い
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
願
わ
ず
に
は
い
ら

れ
ま
せ
ん
。

取
材
を
終
え
て
・
・
・

サーターアンダギー

みなさんご存じ、沖縄のおや

つ。実はおうちでも簡単に作

れますよ。

黒糖のあんこ

天然の甘さでコクがあり、優

しい味のあんこに仕上がり

ます。今回はお餅と一緒に。

黒糖ホット柚子ティー

柚子の風味と黒糖の優しい

甘さが体の芯まで温めてく

れます。

黒糖まんじゅう

皮に黒糖を練りこんでおり、

黒糖の香りが引き立てられ

る上品なおまんじゅうです。

■カリウム、カルシウムなどのミネラルやビタミンを多く含み、脳に
すぐ届くエネルギーとして有効だといわれる黒砂糖。その原料は、甘蔗
（かんしょ、かんしゃ、別名サトウキビ）で、料理やお菓子、飲み物などに
広く活用できる自然食品です。黒糖づくりはどのように伝承されてき
たのでしょうか？                   　　　 広報編集委員　担当／井上桂子

◀▼畑でも加工場でも
　　　女性が大活躍。

▶
家
族
で
搾
汁
！

■野市製糖生産組合の外観■野市製糖生産組合の外観

■
連
絡
先
／
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