
る
12
月
の
晴
れ
た
日
、
津
屋

崎
の
ま
ち
を
訪
れ
る
と
、
聞

き
な
じ
み
の
あ
る
ク
リ
ス
マ
ス
ソ
ン

グ
が
遠
く
か
ら
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。

音
を
頼
り
に
歩
い
て
い
く
と
、
た
ど

り
着
い
た
の
は
「
藍
の
家
」。少
し
だ

け
開
い
た
玄
関
か
ら
、
弦
楽
器
の
音

や
歌
声
、拍
手
が
聞
こ
え
て
き
て
、コ

ン
サ
ー
ト
中
の
に
ぎ
や
か
さ
が
う
か

が
え
ま
す
。コ
ン
サ
ー
ト
が
終
わ
っ

た
こ
と
を
見
計
ら
っ
て
中
を
の
ぞ
い

て
み
る
と
、
楽
し
そ
う
に
会
話
を
す

る
人
た
ち
。自
然
と
招
き
入
れ
ら
れ
、

い
つ
の
間
に
か
自
分
も
談
笑
。ゆ
っ

た
り
く
つ
ろ
げ
る
、
心
温
ま
る
空
間

が
そ
こ
に
は
あ
り
ま
し
た
。

　
染
色
と
そ
の
製
品
を
販
売
す
る
商

家
だ
っ
た
藍
の
家
は
間
口
、
奥
行
き

と
も
に
約
11
メ
ー
ト
ル
の
２
階
建
て
。

「
大
戸
を
開
け
る
と
米
を
積
ん
だ
荷

車
が
裏
の
蔵
ま
で
通
っ
た
」
と
い
う

三
和
土
の
土
間
が
家
の
半
分
近
く
を

占
め
ま
す
。一
階
表
は
京
格
子
で
ま

と
め
ら
れ
、
玄
関
を
は
じ
め
雨
戸
は

珍
し
い
揚
げ
戸
に
な
っ
て
い
ま
す
。

け
や
き
の
大
黒
柱
、大
き
な
梁
、桜
材

の
框
な
ど
、
が
っ
ち
り
と
し
た
構
造

と
見
事
な
風
格
の
あ
る
建
物
で
す
。

　
1
2
0
年
を
経
た
現
在
で
も
、
あ

あま
り
手
を
加
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
当

時
の
商
家
の
雰
囲
気
を
よ
く
残
し
、

津
屋
崎
千
軒
の
に
ぎ
わ
い
を
今
に
伝

え
て
い
ま
す
。

　
塩
田
と
海
上
交
易
に
よ
っ
て
繁
栄

し
た
津
屋
崎
の
に
ぎ
わ
い
の
様
子
を

「
人
家
が
千
軒
も
あ
る
ほ
ど
に
繁
栄

し
て
い
る
ま
ち
だ
」
と
表
現
し
た
言

葉
で「
芦
屋
千
軒
」「
関（
下
関
）千
軒
」

と
並
び
、
津
屋
崎
千
軒
と
称
さ
れ
ま

し
た
。明
治
時
代
後
期
か
ら
の
陸
上

交
通
発
達
に
伴
っ
た
海
運
業
の
衰
退

や
、
江
戸
時
代
に
度
重
な
る
大
火
事

に
見
舞
わ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
現

在
で
は
当
時
の
建
物
は
ほ
と
ん
ど

残
っ
て
い
ま
せ
ん
。藍
の
家
周
辺
な

ど
、
当
時
の
面
影
を
し
の
ば
せ
る
建

物
は
貴
重
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
藍
の
家
は
、
随
所
に
高
い
大
工
技

術
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
優
れ
た
建

築
的
価
値
を
持
っ
て
い
ま
す
。平
成

19
年
12
月
5
日
に
は
、
こ
の
主
屋
と

井
戸
屋
形
が
、
そ
の
歴
史
的
価
値
の

高
さ
や
建
築
時
の
姿
を
よ
く
残
し
て

い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
国
登
録
有
形

文
化
財
と
な
り
ま
し
た
。

か
ま
ち

は
り

お
お
ど

た
た
き

お
も
や

当
時
の
趣
を
残
す
建
物

津
屋
崎
千
軒
と
は

国
の
有
形
文
化
財
と
し
て
登
録

❶主屋

❷井戸屋形

❹欄間

❺防火設備（左の窓は平常時、右の窓が雨戸設置時） 

❸梁

津屋崎千軒民俗館 藍の家 百二十周年記念特集

主屋　通りに面する姿。白しっくいの壁や木
製の格子戸など、商家らしい雰囲気を漂わせ
ています
井戸屋形　主屋と同時期の明治時代後期に建
設された井戸。全体に茶室建築の手法が取り
入れられています
梁　梁には海水に数年間浸した「塩木」と呼ば
れる松の木を使っているため、虫も付きにく
く、一般的な木材より長持ちします
欄間　1階座敷の欄間には「博多東中堅町彫刻
師　近藤丑太郎」の署名・捺印があります
防火設備　窓や軒下には防火設備が施されて
います。家の両端には隣家からの延焼を防ぐ
卯建、2階のガラス窓横の壁裏には表面にしっ
くいを塗っている雨戸が収納されていて、大
火事や台風から藍の家を守ってきました

戸袋　雨戸の溝の直線上に戸袋を作る空間が
ないため、廊下の端に収納する空間を作り、
重ねた雨戸を戸袋ごと収納しています

写真❶

写真❷

写真❸

写真❹

写真❺

藍の家の優れた建築様式の一部を紹介

第 1章  国登録有形文化財 藍の家

　明治34年8月に建てられた津屋崎千軒民俗館藍の家（以下、藍の家）。令和3年で建築から120
年が経ちました。空き家となり、取り壊しの話が出ながらも、住民たちによる必死の保存活動が
実を結び、今日も津屋崎千軒の観光拠点、地域・文化情報の発信地として親しまれています。
　今回は、120年もの時間を歩んできた藍の家の建物としての素晴らしさと、その場所を「まち
おこしの原点」として活動を続けてきた住民たちの歴史を紹介します。

百二十年の時を経て百二十年の時を経て
～津屋崎千軒民俗館藍の家　百二十周年記念～

❻90度回転する戸袋

写真❻

戸
袋
を
右
奥
の
空
間
に
収
納
中

とぶくろ

うだつ

しおぎ

なつ

戸
袋
を
90
度
回
転
し
雨
戸
設
置

広報ふくつ3 広報ふくつ 2



し
た
い
と
、
講
師
を
招
い
た
学
習
会

の
開
催
を
重
ね
な
が
ら
協
議
、
検
討

を
進
め
て
い
き
ま
す
。「
ど
う
利
用
す

る
の
が
上
妻
邸
を
最
大
限
生
か
せ
る

か
」「
ど
う
利
用
す
る
の
が
津
屋
崎
の

街
並
み
と
ま
ち
づ
く
り
に
最
も
適
し

て
い
る
の
か
」な
ど
、保
存
協
議
会
会

員
一
人
一
人
の
知
恵
を
集
め
、
力
を

合
わ
せ
て
街
並
み
を
守
ろ
う
と
呼
び

掛
け
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
活
動
は
順
風
満
帆
に
は

い
き
ま
せ
ん
。そ
う
し
て
い
る
間
に

も
古
い
家
が
取
り
壊
さ
れ
、
少
し
ず

つ
失
わ
れ
て
い
く
街
並
み
。あ
る
料

亭
は
営
業
を
停
止
し
て
廃
業
し
、
新

し
い
家
に
建
て
替
わ
る
と
こ
ろ
も

続
々
と
出
て
き
て
い
て
、藍
の
家
も
、

今
す
ぐ
に
で
も
屋
根
瓦
の
ふ
き
替
え

が
必
要
な
状
況
で
し
た
。

　
昭
和
30
年
代
、
か
つ
て
の
豪
商
の

家
屋
は
ほ
ど
ん
ど
姿
を
消
し
、
津
屋

崎
千
軒
と
呼
ば
れ
た
街
並
み
は
失
わ

れ
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。豊
村
酒
造
と

上
妻
邸（
現
在
の
藍
の
家
）付
近
は
津

屋
崎
千
軒
の
街
並
み
の
面
影
を
し
の

ば
せ
る
貴
重
な
存
在
で
し
た
が
、
平

成
4
年
、
そ
の
上
妻
邸
が
解
体
さ
れ

る
と
い
う
話
が
起
き
て
し
ま
い
ま
す
。

　「
上
妻
邸
が
な
く
な
れ
ば
、ま
ち
の

歴
史
の
証
人
も
減
り
、
貴
重
な
文
化

財
も
な
く
な
り
、
何
よ
り
も
ま
ち
の

中
心
部
に
ぽ
っ
か
り
穴
が
開
き
、
津

屋
崎
の
衰
退
に
拍
車
が
か
か
る
こ
と

に
な
る
」。そ
れ
を
危
惧
し
た
住
民
た

ち
が
立
ち
上
が
り
、
上
妻
邸
の
解
体

保
留
を
家
主
に
依
頼
。家
主
か
ら「
町

の
た
め
な
ら
」
と
上
妻
邸
の
無
償
提

供
を
受
け
ま
す
。

　
保
存
協
議
会
を
結
成
し
、
他
の
空

き
屋
も
借
り
て
街
並
み
保
存
の
世
論

を
起
こ
そ
う
と
、
津
屋
崎
町
に
陳
情

書
や
請
願
書
の
提
出
を
繰
り
返
し
な

が
ら
活
動
を
広
げ
て
い
き
ま
し
た
。

　
街
並
み
に
穴
を
空
け
な
い
た
め
に

も
、
何
と
か
上
妻
邸
を
保
存
・
活
用

　
津
屋
崎
町
は
、
ふ
き
替
え
費
用
は

助
成
す
る
と
言
っ
て
い
る
も
の
の
、

藍
の
家
の
保
存
・
管
理
に
関
し
て
は
、

な
か
な
か
首
を
縦
に
振
り
ま
せ
ん
。

す
る
と
、家
主
は「
町
が
引
き
取
ら
な

い
な
ら
屋
根
の
ふ
き
替
え
は
必
要
な

い
。梅
雨
前
に
家
を
解
く
」と
ご
立
腹
。

藍
の
家
の
保
存
が
危
う
く
な
り
、
赤

信
号
が
と
も
ろ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。

　
街
並
み
保
存
に
赤
信
号
が
と
も
り

そ
う
な
と
き
「
保
存
が
実
現
で
き
る

か
ど
う
か
の
鍵
を
握
る
の
は
自
分
た

ち
の
強
い
意
志
と
、
そ
れ
を
示
す
行

動
だ
」と
平
成
6
年
3
月
、上
妻
邸
ほ

か
３
カ
所
を
会
場
と
し
た
「
津
屋
崎

現
代
美
術
展
」が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、こ
の
美
術
展
だ
け
で
な
く
、

津
屋
崎
の
ま
ち
の
中
を
見
て
も
ら
お

う
と
、
写
真
同
好
会
や
陶
芸
同
好
会

の
作
品
を
シ
ル
バ
ー
パ
ー
ク
や
文
化

会
館
に
展
示
す
る
「
街
ぐ
る
み
美
術

展
」も
同
時
開
催
。地
元
は
も
ち
ろ
ん
、

県
外
を
含
め
て
約
２
千
人
の
人
出
が

あ
り
、大
成
功
で
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
活
動
に
町
内
外
の
反
響

も
大
き
く
、
津
屋
崎
町
か
ら
上
妻
邸

の
保
存
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。そ
の

後
の
活
用
方
法
は
保
存
協
議
会
に
委

ね
ら
れ
、
染
め
物
を
中
心
と
し
た
利

用
方
法
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
決

定
。ま
た
、上
妻
邸
の
愛
称
を
募
集
し

た
結
果「
藍
」は「
愛
」に
も
通
じ
、
親

し
め
て
呼
び
や
す
く
、
温
か
さ
が
あ

る
こ
と
か
ら
「
津
屋
崎
千
軒
民
俗
館

藍
の
家
」に
決
ま
り
ま
し
た
。

　
保
存
が
決
ま
り
、
屋
根
の
ふ
き
替

え
が
終
わ
っ
た
も
の
の
、
会
費
だ
け

で
は
運
営
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

節
句
人
形
展
や
珍
し
い
貝
の
標
本
展
、

演
劇
や
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
の
さ
ま
ざ

ま
な
催
し
を
開
催
し
て
収
入
を
得
な

が
ら
、
な
ん
と
か
運
営
を
続
け
る

日
々
。助
成
金
で
案
内
看
板
を
制
作

す
る
な
ど
、
工
夫
を
凝
ら
し
て
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　
保
存
か
ら
4
年
後
の
平
成
10
年
、

念
願
叶
っ
て
、
運
営
費
を
津
屋
崎
町

が
負
担
す
る
こ
と
に
決
ま
り
ま
し
た
。

治時代末期、塩田が廃止され、海上交易の衰退によっ
て物流の主役が海から陸へと大きく変動していく中

で、しばらくは海水浴場として栄えましたが、しだいに商店
が減り、古い家は壊れ、あちこちに空き地ができてきました。
　その流れに抗うべく、立ち上がった住民団体「津屋崎町街
並み保存協議会（以下、保存協議会）」。津屋崎の豊富な資源、
自然、歴史文化を子どもたちに残そうと行動を起こした保
存協議会の活動に沿って、藍の家の歩みを振り返ります。

明
あらが

失
わ
れ
つ
つ
あ
る
街
並
み

上
妻
邸
解
体
に
ス
ト
ッ
プ

運
営
費
が
足
り
ず
と
も

工
夫
を
凝
ら
し
た
ま
ち
づ
く
り

明
治
34
年
・

平
成
4
年
・

平
成
5
年
・

平
成
6
年
・

　
　
　
　・

　
　
　
　・

　
　
　
　 ・

平
成
14
年
・

平
成
19
年
・

　
　
　
　・

平
成
20
年
・

　
　
　
　・

約
２
０
０
年
前
に
創
業
し

た
旧
染
物
屋
（
紺
屋
）
の

上
妻
家
の
住
居
と
し
て
、

現
在
の
藍
の
家
が
建
て
ら

れ
る

建
築
後
90
年
余
り
経
過
し
、

老
朽
化
し
た
こ
と
か
ら
取

り
壊
さ
れ
る
こ
と
に
。
し

か
し
、
そ
の
歴
史
的
価
値

の
高
さ
と
街
並
み
保
存
の

た
め
保
存
活
動
が
始
ま
る

津
屋
崎
町
街
並
み
保
存
協

議
会
結
成

「
津
屋
崎
千
軒
民
俗
館
藍

の
家
」
に
名
称
決
定

旧
津
屋
崎
町
と
街
並
み
保

存
協
議
会
が
、
藍
の
家
保

存
・
管
理
に
関
す
る
協
定

書
に
調
印

「
街
並
み
保
存
協
議
会
」

が「
藍
の
家
運
営
協
議
会
」

に
名
称
変
更

建
物
が
津
屋
崎
町
に
寄
贈

さ
れ
る

「
藍
の
家
運
営
協
議
会
」

と
「
津
屋
崎
千
軒
い
き
い

き
夢
の
会
」
が
統
合
。
藍

の
家
の
運
営
は
「
藍
の
家

部
会
」
の
活
動
と
な
る

主
屋
と
庭
園
の
井
戸
屋
形

が
国
の
有
形
文
化
財
と
し

て
文
化
財
登
録
原
簿
に
登

録
さ
れ
る

国
の
有
形
文
化
財
登
録
記

念
コ
ン
サ
ー
ト
「
趙
国
良

胡
弓
の
夕
べ
」
を
開
催

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
津
屋
崎
千
軒

い
き
い
き
夢
の
会
か
ら

「
藍
の
家
保
存
会
」
が
事

業
を
引
き
継
ぐ

藍
の
家
の
土
地
を
市
が
取

得
。
藍
の
家
保
存
会
が
市

と
連
携
し
、
国
登
録
有
形

文
化
財
藍
の
家
の
保
存
と

地
域
交
流
を
深
め
る
活
動

に
努
め
る

藍
の
家
の
歩
み

20072008 2002 1994 1992 1901

こ
き
ゅ
う

鍵
は
自
分
た
ち
の
意
志
と
行
動

上
妻
邸
の
保
存
が
決
定

上
妻
邸
の
保
存
に
赤
信
号

上妻邸を生かせ上妻邸を生かせ
津屋崎千軒の面影を守るため 保存活動が始まる

第 2章  藍の家保存の歴史を振り返る

　津屋崎人形師の六代目で、町の教
育委員や県観光連盟アドバイザーな
ど数多くの公職を務めた原田さん。
町郷土史研究会会長や町史編集委員
なども務め、公私両面で津屋崎のま
ちづくりに取り組み続けました。
　筑前津屋崎人形巧房で活男さんの
後を継ぐ、長男の誠さんは「父は保
存協議会で行政とのつなぎ役という
大切な役を担っていた。『時間が無
い』が口癖だった」と、多忙な中、
本業の人形師とまちづくりに取り組
んでいたことを話してくれました。

▲保存協議会の原点となった第1回学習会【平成5年】

▶保存協議会第1回学習会で街並
みを案内する柴田治事務局長
【平成5年】

①秦信男さんと藍の家の炊事場を補修②節
句人形展準備のための絵付け作業③第1回
学習会であいさつ

保
存
協
議
会
初
代
会
長

原
田
活
男
さ
ん

①

②

③

広報ふくつ5



　
平
成
10
年
に
藍
の
家
の
運
営
費
を

町
が
負
担
す
る
こ
と
に
決
ま
り
、
保

存
協
議
会
を
結
成
し
て
7
年
の
月
日

が
経
ち
ま
し
た
。こ
の
間
に
、保
存
協

議
会
の
会
長
を
務
め
た
原
田
活
男
さ

ん
が
亡
く
な
る
な
ど
、
会
員
の
高
齢

化
と
相
ま
っ
て
行
動
力
が
急
減
し
、

藍
の
家
の
活
動
を
進
め
て
い
く
の
が

お
ぼ
つ
か
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、保
存
協
議
会
は「
藍
の
家

運
営
協
議
会
」と
改
名
し
、藍
の
家
の

運
営
に
専
念
す
る
こ
と
に
決
定
。

　
そ
れ
か
ら
、
古
典
芸
能
や
コ
ン

サ
ー
ト
の
開
催
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
し

て
各
分
野
の
作
品
展
、
民
話
を
も
と

も
の
の「
文
化
財
に
す
る
こ
と
」に
関

し
て
は
、
全
く
具
体
的
な
知
識
を

持
っ
て
い
な
か
っ
た
富
美
子
さ
ん
。

縁
あ
っ
て
知
り
合
っ
た
大
学
の
先
生

の
助
言
を
受
け
、
国
登
録
有
形
文
化

財
の
申
請
書
を
国
に
提
出
し
ま
し
た
。

　
平
成
19
年
、
藍
の
家
の
主
屋
と
井

戸
屋
形
が
文
化
庁
か
ら
福
津
市
第
1

号
の
有
形
文
化
財
と
し
て
認
定
を
受

け
ま
し
た
。国
登
録
有
形
文
化
財
の

プ
レ
ー
ト
が
届
い
た
際
、
富
美
子
さ

ん
は
「
プ
レ
ー
ト
を
胸
に
抱
え
て

『
や
っ
と
も
ら
っ
た
よ
』っ
て
報
告
し

な
が
ら
、
藍
の
家
の
中
を
ぐ
る
ぐ
る

と
歩
き
回
っ
た
。そ
の
と
き
、2
階
の

柱
か
ら『
松
ヤ
ニ
』が
、
タ
ラ
ッ
と
出

て
い
る
の
を
見
つ
け
て
。あ
ぁ
、や
っ

ぱ
り
こ
の
家
は
ま
だ
生
き
て
る
ん

だ
っ
て
、
つ
い
涙
が
こ
ぼ
れ
て
し

ま
っ
た
」と
、当
時
を
思
い
出
し
な
が

ら
、
治
さ
ん
か
ら
受
け
継
い
だ
遺
志

を
形
に
で
き
た
喜
び
を
語
り
ま
す
。

　
こ
れ
を
機
に
、平
成
20
年
に
は「
藍

の
家
保
存
会
」と
改
名
し
、保
存
協
議

会
発
足
当
時
か
ら
活
動
し
て
き
た
女

性
を
中
心
に
、
津
屋
崎
の
活
性
化
に

取
り
組
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
藍
の
家
保
存
会
の
代
表
と
し
て
、

会
員
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
、
建
物
の

素
晴
ら
し
さ
や
保
存
活
動
の
歴
史
を

伝
え
、
訪
れ
た
人
を
温
か
く
迎
え
入

れ
て
き
た
富
美
子
さ
ん
。献
身
的
な

活
動
の
甲
斐
あ
っ
て
、
平
成
26
年
に

福
岡
発
地
域
ド
ラ
マ
「
こ
こ
に
あ
る

幸
せ
」の
舞
台
に
選
ば
れ
る
な
ど
、津

屋
崎
の
活
性
化
に
貢
献
し
ま
し
た
。

５
年
前
に
代
表
を
退
き
、
現
在
は
古

閑
由
美
さ
ん
を
代
表
と
し
て
、
新
た

に
歩
み
を
進
め
る
藍
の
家
。富
美
子

さ
ん
は「
こ
れ
か
ら
も
、た
く
さ
ん
の

人
に
愛
さ
れ
る
藍
の
家
で
あ
り
続
け

て
ほ
し
い
」と
願
っ
て
い
ま
す
。

に
し
た
一
人
芝
居
の
上
演
な
ど
、
藍

の
家
は
文
化
発
信
基
地
と
し
て
成
長

し
、
年
間
約
3
万
人
の
来
訪
者
を
迎

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　「
津
屋
崎
と
い
え
ば
藍
の
家
」と
言

わ
れ
る
ほ
ど
町
内
外
に
広
く
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
大
き
く
成
長
し
た

藍
の
家
。と
こ
ろ
が
、精
力
的
に
活
動

を
続
け
て
き
た
藍
の
家
運
営
協
議
会

の
事
務
局
長
で
あ
る
柴
田
治
さ
ん
が
、

闘
病
の
末
、
平
成
14
年
に
志
半
ば
で

亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
上
妻
邸
の
取
り
壊
し
の
話
が
持
ち

上
が
っ
た
と
き
「
こ
の
ま
ま
で
は
い

け
な
い
」と
声
を
上
げ
た
一
人
で
、保

存
協
議
会
の
発
起
人
と
な
っ
た
柴
田

さ
ん
。藍
の
家
運
営
協
議
会
の
会
報

に
は
「
藍
の
家
が
こ
こ
ま
で
成
長
し

て
き
た
の
は
会
員
の
皆
さ
ま
の
絶
大

な
る
ご
支
援
ご
協
力
の
お
か
げ
で
す

が
、
何
よ
り
も
ま
し
て
熱
い
情
熱
を

藍
の
家
に
注
い
で
こ
ら
れ
た
事
務
局

長
の
柴
田
治
氏
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ

で
し
た
。し
か
し
、
私
た
ち
は
今
、
そ

の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
を
失
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
」と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
柴
田
さ
ん
が
願
っ
て
い
た
の
は
、

ま
ち
お
こ
し
運
動
の
一
本
化
。中
で

▶
節
句
人
形
展
で
集
合
写
真
を
撮
る

保
存
協
議
会
役
員【
平
成
７
年
】

会
員
の
高
齢
化
で
行
動
力
急
減

藍
の
家
の
運
営
に
専
念

受け継がれる志受け継がれる志
みんなでつないだ「まちづくり」と「思い」

第 2章  藍の家保存の歴史を振り返る

念
願
の「
文
化
財
」に
登
録

津
屋
崎
の
活
性
化
に
貢
献

も
「
津
屋
崎
町
を
活
き
活

き
さ
せ
た
い
と
願
う
、
同

じ
考
え
の
人
が
一
つ
に

な
っ
て
力
を
合
わ
せ
よ

う
」と
発
足
し
た「
津
屋
崎

千
軒
い
き
い
き
夢
の
会

（
以
下
、
い
き
い
き
夢
の

会
）」へ
の
統
合
を
願
っ
て

い
ま
し
た
。そ
し
て
平
成

14
年
、
い
き
い
き
夢
の
会

の
中
の「
藍
の
家
部
会
」と

し
て
再
出
発
し
、
藍
の
家

の
運
営
は
い
き
い
き
夢
の

会
が
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　「
私
も
身
を
引
こ
う
か
と
悩
ん
だ

け
れ
ど
『
こ
こ
を
文
化
財
に
す
る
ん

だ
』
と
い
う
主
人
の
遺
志
を
継
ぐ
こ

と
が
、
私
の
使
命
で
は
な
い
か
と

思
っ
た
」と
話
す
の
は
、柴
田
さ
ん
の

妻
、
富
美
子
さ
ん
。平
成
17
年
、
富
美

子
さ
ん
は
、
津
屋
崎
町
と
福
間
町
が

合
併
し
福
津
市
と
な
っ
た
こ
と
を
機

に「
藍
の
家
を
国
の
登
録
文
化
財
に
」

と
思
い
立
ち
ま
す
。

　
毎
日
の
掃
除
や
藍
染
め
の
勉
強
、

地
域
へ
の
お
知
ら
せ
な
ど
、
藍
の
家

を
守
る
地
道
な
活
動
は
続
け
て
き
た

受
け
継
い
だ
遺
志

藍
の
家
を
文
化
財
に

事
務
局
長
の
死
と

ま
ち
お
こ
し
運
動
の
一
本
化

保存協議会事務局長
柴田 治さん

　美術教師を32年間務め、退職後、
住民運動などに参加し、保存協議会
事務局長、つやざきハマボウの会運
営委員、恋の浦ウミガメの会運営委
員などを務めました。「四季折々の
野の花や高山植物、津屋崎町独特の
ものでありながら、あまりに身近過
ぎて気が付かなかった美しい風景や
自然そのものなど、津屋崎にしかな
いものを残したい」と津屋崎をこよ
なく愛した画家。作品は、宗像漁協
津屋崎支所の製氷室壁面など、今も
津屋崎のまちに残っています。

▼国有形文化財登録式典。登録プレート披露式（左）コンサート趙国良胡弓の夕べ（右）【平成20年】

▲藍の家1階が埋め尽くされるほどの人でにぎわった筑前琵琶演奏会【平成9年】

か
い
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津
屋
崎
千
軒
民
俗
館
藍
の
家
は
今
年
で

1
2
0
歳
に
な
っ
た
。
明
治
34
年
に
上
妻

善
兵
衛
さ
ん
が
建
築
し
た
こ
の
家
は
、
改

築
が
少
な
く
、
明
治
の
町
家
形
式
を
今
に

伝
え
る
。
そ
の
価
値
は
福
津
市
で
唯
一
の

国
登
録
有
形
文
化
財
に
認
定
さ
れ
た
こ
と

で
も
明
瞭
で
、
隣
の
豊
村
酒
造
と
共
に
昔

の
津
屋
崎
千
軒
の
街
並
み
を
し
の
ば
せ
る
。

し
か
し
こ
の
建
物
は
平
成
4
年
当
時
は
空

き
家
で
、
解
体
寸
前
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
を
知
り
、
地
域
で
「
津
屋
崎
町
街
並
み
保

存
協
議
会
」
を
立
ち
上
げ
保
存
活
動
を
始

め
た
人
々
が
い
る
。会
長
の
原
田
活
男
さ
ん
、

事
務
局
長
の
柴
田
治
さ
ん
、
そ
し
て
、
町

の
観
光
協
会
、
商
工
会
、
文
化
協
会
、
区

長
会
や
住
民
団
体
な
ど
の
皆
さ
ん
で
あ
る
。

　
当
時
の
津
屋
崎
町
は
保
存
に
積
極
的
で

は
な
か
っ
た
。
古
い
家
は
他
に
も
あ
り
、

そ
の
価
値
や
保
存
の
後
の
利
用
に
つ
い
て

の
見
通
し
が
良
く
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
協
議
会
は
大
学

の
先
生
を
招
い
て
「
歴
史
と
街
並
み
」
に

つ
い
て
の
講
演
会
を
開
き
、
旧
上
妻
邸
や

そ
の
他
の
古
い
建
物
を
利
用
し
て
現
代
美

術
展
を
開
催
す
る
な
ど
の
活
動
を
展
開
し

た
。
街
並
み
の
魅
力
を
内
外
に
発
信
し
た

こ
と
と
、協
議
会
の
熱
意
が
町
を
動
か
し
た
。

平
成
6
年
、
建
物
が
町
に
寄
贈
さ
れ
今
日

に
至
っ
て
い
る
。

　
地
域
学
習
で
来
館
し
た
小
学
生
は
、
格

子
を
取
り
外
し
て
見
せ
る
と
歓
声
を
上
げ

て
見
入
る
。
藍
染
め
体
験
で
は
、
美
し
さ

に
笑
顔
が
浮
か
ぶ
。
そ
の
時
、
自
分
が
今

い
る
地
域
を
誇
り
に
思
う
気
持
ち
が
子
ど

も
の
心
に
育
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
の
思
い
が
大
人
に
な
っ
た
と
き

に
ま
た
新
し
い
町
を
作
っ
て
い
く
力
に
な

り
は
し
な
い
か
。
保
存
活
動
に
注
が
れ
た

先
人
た
ち
の
ま
ち
を
思
う
気
持
ち
が
、
私

た
ち
の
次
の
世
代
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
て

く
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
藍
の
家
を

広
く
利
用
し
て
い
た
だ
き
、
人
と
の
つ
な

が
り
を
深
め
る
と
共
に
地
域
文
化
を
掘
り

起
こ
す
活
動
も
続
け
て
い
き
た
い
。

藍
の
家
保
存
会
代
表
　古
閑
　由
美

先
人
た
ち
の
思
い
を
未
来
へ

　藍の家で、築百二十年記念イベントを開催します。予約
は不要です。　　　　　問い合わせ　藍の家☎52・0605

 １ 藍の家120歳を祝って
講　演
日　時　3月19日（土）午後1時～
テーマ　「古くて新しい、藍の家再発見！」
講　師　山田由香里さん（長崎総合科学大学工学部教授）

 ２ 特別記念講演会
日　時　4月23日（土）
講　師　藤原惠洋さん（九州大学名誉教授／竹田市文化   
　　　　振興財団理事長／文化審議会世界文化遺産部会
　　　　委員）
第１部　講　演
時　間　午後2時～
テーマ　「私たちはどこからきて、今どこにいて、これから
　　　　どこへ行くのか」～津屋崎千軒、藍の家をめぐる
　　　　まちづくり先達との出会いと路上物語～
第２部　まちあるきワークショップ（希望者のみ）
　建築探偵と歩く津屋崎千軒、柴田治の絵仕事聖地巡り
時　間　午後4時30分～午後5時30分

 展　示
期　間　3月10日（木）～3月27日（日）
　当時の民具、津屋崎で配られた「引札（広告物）」などに加
え、近年まちおこしのために制作された藍染め作品などを
展示します。

津屋崎千軒民俗館 藍の家   百二十周年記念特集

①藍の家保存会の皆さん②市児童センター FUCSTA
で藍染め体験。思い思いの藍染めが完成しました③小
学生に戸袋の使い方を説明。小学生だけでなく、誰も
がその構造と工夫に驚きます④郷育カレッジの講師と
して、市民に藍の家の歴史や建物の素晴らしさを伝え
ています⑤訪れた小学生に藍の家を紹介⑥藍染め体験
で出来上がった藍染めを披露

①

②

③④

⑤

⑥

特集参考資料
・津屋崎街並み保存協議会ニュース「はちがめ」
（藍の家保存会から借用）
・街並み保存協議会記録　※原田活男さんの活動事績
（原田誠さんから借用）
・保存活動の写真、その他資料
（藍の家保存会、柴田富美子さんから借用）

フクスタ
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