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甘
い
味
付
け
と
郷
土
料
理
は
お
も
て
な
し
の
心
か
ら

「
憧
れ
」が
甘
い
味
付
け
に

　
鹿
児
島
の
味
付
け
は
他
県
よ
り
甘
い
と
い

わ
れ
ま
す
。甘
い
味
付
け
を
好
む
の
は
、気
温

が
高
く
体
が
甘
み
を
欲
す
る
と
い
う
こ
と
も

あ
り
ま
す
が
、
甘
い
も
の
へ
の
憧
れ
も
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
多
く
の
高
齢
者
に
話
を
聞
く
と
、
終
戦
後

の
食
糧
難
の
時
代
ま
で
は
砂
糖
を
ふ
ん
だ
ん

に
使
え
ず
、
甘
み
と
い
え
ば
カ
ボ
チ
ャ
や
サ

ツ
マ
イ
モ
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
貴
重
品
だ
っ
た
砂
糖
は
、
冠
婚
葬
祭
や
年

中
行
事
、
お
客
さ
ん
の
お
も
て
な
し
な
ど
特

別
な
料
理
に
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た

め
、
郷
土
料
理
の
中
で
も
お
祝
い
の
と
き
に

食
べ
ら
れ
て
い
た「
が
ね（
サ
ツ
マ
イ
モ
の
揚

げ
物
）」や「
さ
つ
ま
す
も
じ（
ち
ら
し
ず
し
）」

な
ど
は
、
昔
か
ら
甘
い
味
付
け
だ
っ
た
よ
う

で
す
。

鹿
児
島
の「
食
」を
食
べ
る
・
体
験
す
る

　
本
市
は
、
県
内
外
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
食
材
が
集
ま

る
と
と
も
に
、
農
業
や
漁
業
が
営
ま
れ
て
い
る
生
産

地
で
も
あ
り
ま
す
。

　

地
域
で
生
産
さ
れ
た
農
林
水
産
物
を
そ
の
地
域
で

消
費
す
る「
地
産
地
消
」が
進
む
こ
と
で
、地
域
農
業
な

ど
が
活
性
化
し
、
消
費
者
も
安
全
で
新
鮮
な
食
材
を

買
う
こ
と
が
で
き
る
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

　
豊
か
な
食
材
を
味
わ
え
る
だ
け
で
な
く
、
収
穫
体
験
な
ど
生
産
者
と
の
交
流

を
通
し
て
、「
食
」を
体
験
で
き
る
の
も
生
産
地
で
あ
る
本
市
な
ら
で
は
の
魅
力

で
す
。

鹿
児
島
の「
食
」を
自
慢
し
よ
う

　
皆
さ
ん
が
、
県
外
の
人
に
知
っ
て
ほ
し
い
特
産
品
は
何

で
し
ょ
う
か
。

　

本
市
で
は
、
市
内
で
開
催
す
る
食
の
イ
ベ
ン
ト
の
ほ

か
、
首
都
圏
に
お
け
る
桜
島
大
根
な
ど
の
特
産
品
の
Ｐ
Ｒ

や
飲
食
店
で
の
鹿
児
島
の
食
材
を
使
っ
た
期
間
限
定
メ

ニ
ュ
ー
の
提
供
な
ど
、
県
内
外
へ
鹿
児
島
の「
食
」の
魅
力

や
情
報
の
発
信
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
皆
さ
ん
も
、「
鹿
児
島
に
は
、お
い
し
い
も
の
が
た
く
さ

ん
あ
る
」と
、
県
外
の
人
に
自
慢
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
鹿
児
島
の
魅
力
を
伝
え
る
活
動
を
し
て
い
る
と
、
お
薦
め
の
料
理
を

聞
か
れ
た
り「
本
場
で
食
べ
た
さ
つ
ま
あ
げ
が
、
と
て
も
お
い
し
か
っ

た
」な
ど
思
い
出
の
味
を
語
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。大
好
き

な
地
元
鹿
児
島
が
褒
め
ら
れ
る
と
、
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
う
れ
し
く

な
り
ま
す
。

　

県
外
で
の
活
動
を
通
し
て
、
鹿
児
島
の「
食
」は

本
当
に
魅
力
的
で
素
晴
ら
し
い
と
、
あ
ら
た
め
て

感
じ
ま
す
。
住
ん
で
い
る
人
は
も
ち
ろ
ん
、
県
外

や
国
外
の
人
に
も
こ
の
魅
力
を
知
っ
て
も
ら
い
た

い
で
す
。

　
鹿
児
島
の
味
付
け
と
郷
土
料
理
に
つ
い
て
、
鹿
児
島
女
子
短
期
大

学
の
千
葉
講
師
に
話
を
聞
き
ま
し
た
。

かるかん（軽羹）
　江戸時代から作られている「かるか
ん」は、当時貴重だった、砂糖やじねん
じょ、米粉を使ったお祝いのお菓子。
名前の由来は、蒸すと軽くなる羹

あつもの
　

（餅菓子）といわれています。

ぢゃんぼもち（両棒餅）
　餅に二本の竹串を刺した格好が、武
士が刀を二本差す「両棒差し」に似て
いたことから「両棒餅」と呼ばれるよ
うになったといわれています。

げたんは
　「げたの歯」に形が似ていることが名前の由来。霧島市
山ケ野金山で働く人のお茶請けで、お金と人が集まる土
地だったことから、貴重な砂糖がふん
だんに使われています。銀山のあった
島根県には「げたのは」というよく似た
お菓子があります。

あ
ら
た
め
て
感
じ
る

　
鹿
児
島
の「
食
」の
素
晴
ら
し
さ

鹿児島の郷土菓子の由来

第11代
かごしま親善大使
永田 沙織さん

鹿児島女子短期大学
千葉 しのぶ講師

　
戦
後
、
砂
糖
が
手
に
入
り
や
す
く
な
っ
て

か
ら
も
、
こ
の
特
別
な
料
理
へ
の
憧
れ
も
あ

り
、
甘
い
味
付
け
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

郷
土
料
理
は「
心
意
気
」

　
郷
土
料
理
は
、
食
材
や

調
理
方
法
が
限
ら
れ
た

中
で
、
各
家
庭
や
地
域
の

人
た
ち
が
少
し
で
も
お

い
し
く
食
べ
て
ほ
し
い

と
い
う
気
持
ち
を
込
め

て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

の「
心
意
気
」も
料
理
と

と
も
に
受
け
継
い
で
い

き
た
い
で
す
ね
。

INTERVIEW

市
民
と

　
　

    

と
も
に

敬
老
の
日
に
寄
せ
て

　
長
寿
社
会
を
迎
え
、
豊
か
な
経
験
や
知
識
を
地
域

の
中
で
生
か
し
た
い
と
い
う
声
を
よ
く
聞
く
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　
本
市
で
も
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
づ
く
り
、
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
幅
広
い
分

野
で
、
人
生
の
ベ
テ
ラ
ン
た
ち
が
い
き
い
き
と
活
躍

中
で
す
。
は
つ
ら
つ
と
し
た
皆
さ
ん
に
お
会
い
す
る

度
に
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
触
発
さ
れ
、
こ
ち
ら
ま

で
元
気
が
わ
い
て
く
る
気
が
し
ま
す
。

　
観
光
客
で
い
つ
も
に
ぎ
わ
う
西
郷
銅
像
前
。
笑
顔

で
案
内
を
さ
れ
て
い
る
の
は
、
青
い
ベ
ス
ト
が
目
印

の「
か
ご
し
ま
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
」の
皆
さ
ん
で

す
。

　

平
均
年
齢
67
歳
、
２
０
０
名
を
超
え
る
皆
さ
ん

も
、
そ
の
多
く
が
、
退
職
後
、
歴
史
の
知
識
や
ふ
る

さ
と
へ
の
思
い
を
観
光
の
お
も
て
な
し
に
発
揮
し
よ

う
と
、
活
動
を
始
め
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。
来
年

の
大
河
ド
ラ
マ「
西せ

ご郷
ど
ん
」放
送
を
前
に
、
皆
さ
ん

の
意
気
込
み
も
高
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
今
月
18
日
は
敬
老
の
日
。
人
生
の
年
輪
を
重
ね
て

こ
ら
れ
た
皆
様
が
、
住
み
慣
れ
た
地
域
を
盛
り
上
げ

よ
う
と
チ
ャ
レ
ン
ジ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
心
か
ら

敬
意
を
表
し
て
応
援
し
た
い
と
思
い
ま
す
。


