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食
の
向
こ
う
側

食
べ
る
こ
と
か
ら
つ
な
が
る
農
業
と
地
域
社
会

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
主
に
消
費
・
流
通
の
分
野
で

自
然
農
法
・
有
機
農
業
の
普
及
に
取
り
組
ん
で
い
る
方
々
を
紹
介
し
ま
す
。

　

岡
山
県
瀬
戸
内
市
長お
さ

船ふ
ね

町
福
岡
は
、
国

宝
の
「
一
遍
上
人
聖

ひ
じ
り

絵え

」
に
描
か
れ
て
い

る
「
中
世
福
岡
の
市い

ち

」
で
有
名
な
と
こ
ろ

で
す
。
そ
の
中
世
福
岡
の
市
を
地
域
住
民

と
農
工
商
関
係
者
が
７
０
０
余
年
ぶ
り
に

よ
み
が
え
ら
せ
た
の
が「
備
前
福
岡
の
市
」。

　

今
回
は
、
長
船
町
福
岡
で
、
生
産
者
と

消
費
者
が
顔
の
見
え
る
関
係
で
つ
な
が
る

地
域
社
会
の
実
現
を
願
っ
て
活
動
し
て
い

る
備
前
福
岡
の
市い

ち

圏け
ん

地
産
地
消
推
進
協
議

会
会
長
の
大
倉
秀
千
代
さ
ん
を
訪
ね
ま
し

た
。都

会
暮
ら
し
か
ら
田
舎
暮
ら
し
へ

　

大
倉
さ
ん
は
岡
山
県
で
生
ま
れ
育
ち
、

大
学
入
学
を
機
に
上
京
、
東
京
の
企
業
で

働
い
て
い
ま
し
た
が
、
約
20
年
前
、
母
親

の
病
を
機
に
故
郷
へ
Ｕ
タ
ー
ン
し
、
家
業

の
う
ど
ん
店
と
農
業
を
継
ぐ
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　

自
然
豊
か
な
田
舎
暮
ら
し
を
送
る
中

で
、
農
地
が
宅
地
へ
変
わ
り
、
高
齢
化
が

進
み
、
地
域
が
衰
退
し
て
い
く
様
を
寂
し

く
感
じ
た
大
倉
さ
ん
は
、
地
域
を
元
気
に

す
る
た
め
に
は
農
を
基
軸
と
し
た
地
域
社

会
づ
く
り
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に

自
分
の
店
が
中
心
と
な
っ
て
頑
張
ら
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
心
に
強
い
決
意
を
持
っ

た
そ
う
で
す
。

　

当
初
、
大
倉
さ
ん
は
農
業
経
験
が
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
の
で
、
近
所
の
知
人
に
教

え
て
も
ら
い
な
が
ら
水
稲
と
小
麦
の
二
毛

作
を
慣
行
栽
培
で
は
じ
め
ま
し
た
。

　

一
方
で
、
う
ど
ん
に
最
適
な
「
し
ら
さ

ぎ
小
麦
」
と
い
う
品
種
が
地
元
に
あ
る
こ

と
を
知
っ
た
大
倉
さ
ん
は
、
小
麦
粉
の
入

手
を
試
み
ま
し
た
。
し
か
し
入
手
で
き

ず
、
そ
れ
な
ら
ば
と
一
念
発
起
し
て
自
分

の
田
ん
ぼ
で
栽
培
す
る
こ
と
を
決
意
し
ま

し
た
。か
ね
て
か
ら
食
へ
の
関
心
が
高
く
、

地
球
環
境
や
人
々
の
健
康
に
害
を
及
ぼ
す

農
薬
や
化
学
肥
料
を
使
用
す
る
こ
と
に
疑

問
を
感
じ
て
い
た
大
倉
さ
ん
は
、
就
農
２

年
目
か
ら
無
農
薬
・
無
化
学
肥
料
栽
培
に

切
り
替
え
、
自
家
栽
培
の
し
ら
さ
ぎ
小
麦

を
使
っ
た
う
ど
ん
を
提
供
で
き
る
ま
で
に

な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
一
番
の
悩
み
は
雑
草
対
策
で

し
た
。
そ
ん
な
時
「
岡
山
合
鴨
フ
ォ
ー
ラ

ム
」
に
参
加
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、

岡
山
商
科
大
学
の
岸
田
芳
朗
教
授
と
出
会

い
、先
生
の
指
導
で
合
鴨
農
法
を
導
入（
水

稲
１
９
９
８
年
、
小
麦
２
０
０
８
年
）
し

ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
水
稲
、
小
麦
と
も

に
雑
草
対
策
に
成
功
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

よ
み
が
え
る
「
備
前
福
岡
の
市
」

　

大
倉
さ
ん
の
地
域
を
元
気
に
し
た
い
と

い
う
思
い
は
、
や
が
て
多
く
の
人
の
共
感

を
得
て
、２
０
０
６
年
３
月
、現
代
版
「
備

前
福
岡
の
市
」
が
産
声
を
あ
げ
ま
し
た
。

福
岡
の
市
史
跡
碑
に
隣
接
す
る
竹
藪
を
地

元
住
民
が
切
り
開
き
、
近
隣
の
農
業
者
・

商
工
業
者
10
数
組
が
出
店
す
る
手
作
り
の

市
で
し
た
。
そ
の
後
、
毎
月
第
４
日
曜
日

開
催
の
定
例
市
と
な
り
、
４
月
と
11
月
に

は
、「
備
前
福
岡
の
大
市
」
と
し
て
地
域

を
あ
げ
て
50
店
舗
が
出
店
し
盛
大
に
開
催

さ
れ
ま
す
。

　

大
倉
さ
ん
は
語
り
ま
す
。「『
食
』は『
人

を
良
く
す
る
』
と
書
く
よ
う
に
、
食
べ
物

を
ど
う
選
ぶ
か
は
、
生
き
方
そ
の
も
の
と

言
え
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
食
の
多
様
化
や

忙
し
い
日
常
の
中
、
食
に
か
け
る
手
間
暇

は
減
り
、
価
格
優
先
の
物
選
び
に
な
り
が

備前福岡の市圏地産地消
推進協議会会長の大倉秀
千代さん
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ど
の
よ
う
に
農
水
産
物
を
育
て
加
工
し
て

い
る
か
を
知
る
こ
と
は
、
表
示
だ
け
で
は

わ
か
ら
な
い
背
景
が
見
え
、
安
心
・
信
頼

に
つ
な
が
り
ま
す
。
顔
見
知
り
の
生
産
者

が
増
え
れ
ば
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
や
愛

着
も
深
ま
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
継
続

的
に
商
品
を
購
入
す
る
こ
と
が
生
産
者
を

応
援
し
、
地
域
社
会
の
経
済
を
盛
り
上
げ

る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。」

市
は
出
会
い
の
場

　

市
は
消
費
者
と
生
産
者
を
つ
な
ぐ
出
会

い
の
場
を
目
指
し
、「
対
面
・
体
験
・
学
び
」

を
合
い
言
葉
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

①
市
は
地
元
の
生
産
者
・
加
工
業
者
・

工
芸
家
が
出
店
し
、
対
面
直
売
で
す
。

作
り
手
だ
か
ら
分
か
る
情
報
（
調
理

方
法
、
育
て
方
な
ど
）
を
、
対
話
を

通
じ
て
伝
え
て
い
ま
す
。

②
出
店
者
が
毎
月
順
番
に
体
験
教
室
を
開

催
し
て
い
ま
す
。
身
近
な
素
材
を
使

い
、
一
緒
に
作
る
こ
と
を
通
し
て
「
匠

の
技
」
を
自
宅
で
も
実
践
で
き
ま
す
。

③
妙
興
寺
住
職
の
辻
説
法
、
国
宝
「
一
遍

聖
絵
」
デ
ジ
タ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
＆

備
前
福
岡
の
町
並
み
見
学
会
、
農
業

体
験
の
で
き
る
「
親
子
田
ん
ぼ
と
食

べ
る
も
ん
学
校
」
な
ど
で
学
べ
ま
す
。

地
域
農
業
を
「
育
て
る
」

　

大
倉
さ
ん
た
ち
は
、
地
域
の
資
源
や
技

術
を
活
か
し
た
循
環
型
農
業
を
推
進
・
普

及
し
、
小
規
模
で
も
自
立
で
き
る
農
家
を

増
や
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま

す
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
瀬
戸
内
市
の
若

手
農
家
を
は
じ
め
、
地
元
の
農
家
が
就
農

希
望
者
を
支
援
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し

て
い
ま
す
。
ま
た
牛
窓
町
に
宿
泊
施
設
を

設
け
１
泊
２
日
の
農
業
体
験
を
受
け
入
れ

て
い
ま
す
。

　
「
備
前
福
岡
の
市
」
の
復
活
に
よ
り
、

住
民
の
地
域
に
対
す
る
誇
り
が
う
ま
れ
、

絆
の
再
生
に
つ
な
が
る
な
ど
地
域
の
活
性

化
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
人
々
が

安
心
し
て
暮
ら
す
た
め
に
大
切
な
、
人
と

人
と
の
つ
な
が
り
、
人
と
自
然
と
の
つ
な

が
り
、
健
康
な
食
を
通
し
た
心
と
体
の
つ

な
が
り
が
一
層
深
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

和
み
に
つ
つ
ま
れ
た
市
は
、
瀬
戸
内
市
の

自
然
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
す
る
農
家

や
職
人
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
食
材
、
加

工
品
や
料
理
で
あ
ふ
れ
、
食
べ
る
人
々
の

心
を
元
気
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の
輪
が
ま

す
ま
す
広
が
っ
て
い
き
、
地
域
の
み
ん
な

が
参
画
で
き
る
市
に
育
て
て
い
き
た
い
と

い
う
の
が
大
倉
さ
ん
の
願
い
で
す
。

　
　
　
　
　
（
技
術
普
及
課　

鈴
木  

晃
）

5 月 名刀味噌
「味噌作り教室」 10 月 ワッカファーム

「無農薬野菜を使った料理教室」

6月 延原素麺
「手延べ素麺のおいしい茹で方教室」 12 月 サトウキビ工房あずま

「生キャラメルづくり教室」

7月 アドバンス
「夏休み木工教室」 1月 手作りつけ物の時実

「漬け物教室」

8月 日本オリーブ
「ベビーとママのマッサージ教室」 2月 田淵いちご園

「いちごジャム作り教室」

9月 さんぽみち
「秋の寄せ植え教室」 3月 一文字

「手打ちうどん教室」

備前福岡の市が開催している体験教室一覧（要予約）
岡山市長船町福岡、通称「備
前福岡」。近江の国から追わ
れた黒田官兵衛の祖父が一族
を引き連れてこの地に移住
し、黒田家の再興の基盤を整
えました。やがて黒田官兵
衛と子・長政は大名、大大
名へと発
展します。
黒田家に
とって「備
前 福 岡 」
は “ 礎 ”
の地です。 ※ 4 月と 11 月はお休みです。変更の場合がありますので、事前にご確認ください。

※ご予約・お問い合わせは備前福岡の常設市（0869-26-2978）まで。

ち
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

生
活
習
慣
病
や

ア
レ
ル
ギ
ー
の
増
加
、
医
療
費
の
増
大
、

農
業
や
地
域
社
会
の
衰
退
な
ど
、
今
日
の

社
会
問
題
の
多
く
が
、
実
は
食
と
強
く
関

連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

顔
の
見
え
る
関
係
で
つ
な
が
る
農
と
食
を

通
し
た
地
域
社
会
の
中
に
、
解
決
策
が
あ

る
と
考
え
て
い
ま
す
。
地
元
の
生
産
者
が

とれたての農産物や加工品が並ぶ備前福岡の市
エサを探して稲の合間をすい
すい泳ぐ合鴨たち


