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日
本
の
さ
と
う
き
び

　

真
っ
青
な
空
と
白
い
雲
を
背
景
に
緑

色
の
葉
を
伸
ば
す
さ
と
う
き
び
…

　

さ
と
う
き
び
は
、
沖
縄
県
と
鹿
児
島

県
南
西
諸
島
で
栽
培
さ
れ
、
そ
の
畑
は

日
本
の
「
南
の
島
」
を
代
表
す
る
風
景

の
一
つ
で
す
。

　

さ
と
う
き
び
の
原
産
地
は
、
赤
道
付

近
の
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
島
と
そ
の
近
辺
の

島
々
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
別
名
「
甘

蔗
（
か
ん
し
ゃ
）
」
と
も
呼
ば
れ
、
北

海
道
の
て
ん
菜
と
と
も
に
私
た
ち
の
生

活
に
不
可
欠
な
砂
糖
の
原
料
と
な
る
重

要
な
作
物
で
す
。

　

日
本
の
さ
と
う
き
び
栽
培
・
砂
糖
製

造
が
始
ま
っ
た
時
期
は
諸
説
あ
り
ま
す

が
、
江
戸
時
代
の
初
め
に
沖
縄
（
当
時

の
琉
球
王
国
）
お
よ
び
奄
美
大
島
（
当

時
の
薩
摩
藩
）
で
、
さ
と
う
き
び
の
搾

り
汁
を
煮
詰
め
た
「
黒
糖
」
の
製
造
が

始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

さ
と
う
き
び
文
化

　

か
つ
て
さ
と
う
き
び
の
生
産
地
で
は
、

集
落
ご
と
に
共
同
で
刈
り
取
り
を
行
い
、

黒
糖
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。
さ
と
う
き

び
の
茎
の
中
心
は
そ
の
ま
ま
で
も
甘
味

が
あ
る
の
で
、
地
元
で
は
茎
の
皮
を
は

い
で
噛
ん
だ
り
、
機
械
で
汁
を
搾
っ
て

飲
ん
だ
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

現
在
で
も
、
沖
縄
の
揚
げ
菓
子

「
サ
ー
タ
ー
ア
ン
ダ
ギ
ー
」
や
鹿
児
島

の
煮
込
み
料
理
「
豚
骨
」
な
ど
黒
糖
を

使
っ
た
郷
土
料
理
が
親
し
ま
れ
て
い
ま

す
。
沖
縄
の
お
盆
で
は
、
ご
先
祖
様
が

黄
泉
の
国
に
帰
る
と
き
の
杖
と
し
て
さ

と
う
き
び
が
供
え
ら
れ
る
な
ど
、
地
域

の
生
活
や
文
化
に
さ
と
う
き
び
が
深
く

溶
け
込
ん
で
い
ま
す
。

　

沖
縄
県
で
は
、
４
月
第
４
日
曜
日
を

「
さ
と
う
き
び
の
日
」
と
し
て
各
地
で

イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
鹿

児
島
県
徳
之
島
の
天
城
町
で
は
、
さ
と

う
き
び
を
手
に
し
た
ゆ
る
キ
ャ
ラ
が
町

の
観
光
Ｐ
Ｒ
を
す
る
な
ど
、
地
域
社
会

の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
も
欠
か
せ
な
い
存

在
で
す
。

さ
と
う
き
び
と
エ
コ

　

製
糖
工
場
で
は
、
「
バ
ガ
ス
」
と
呼

ば
れ
る
さ
と
う
き
び
の
搾
り
か
す
が
大

量
に
発
生
し
ま
す
。
バ
ガ
ス
は
、
製
糖

工
場
の
燃
料
と
し
て
利
用
さ
れ
、
製
糖

時
期
の
必
要
電
力
の
ほ
ぼ
全
て
を
賄
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。
燃
料
以
外
に
も
、

肥
料
や
畜
産
用
の
飼
料
な
ど
余
す
こ
と

な
く
利
用
で
き
る
の
で
、
さ
と
う
き
び

は
環
境
に
優
し
い
、
「
エ
コ
」
な
作
物

と
も
い
え
ま
す
。

さとうきびの搾りかす「バガス」

さとうきびの収穫は１～３月が最盛期

鹿児島県徳之島天城町の
ゆるキャラ「あまぎくん」
手にはしっかり“さとうきび”
（写真提供：天城町）
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