
春
、
津
屋
崎
海
岸
に
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
貝
が
打
ち
寄
せ
ら

れ
る
。

「
貝
も
人
も
集
ま
り
楽
し
め
る

ま
ち
づ
く
り
」へ
の
思
い
を
込

め
て
・
・
・

　
「
津
屋
崎
千
軒
な
ご
み
」近
く
の
一
軒
家

が
並
ぶ
一
角
に
、
ひ
ょ
っ
こ
り
と
白
木
造

り
の
外
観
の
小
さ
な
建
物
が
あ
る
。
そ
こ

に
は『
貝
寄
せ
館
』の
看
板
が
掲
げ
ら
れ
て

い
る
。
看
板
が
な
け
れ
ば
、
気
づ
か
ず
に

通
り
過
ぎ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

　

津
屋
崎
千
軒
通
り
で
畳
製
造
を
営
ん
で

い
た
田
畑
猛
さ
ん
が「
も
う
使
わ
ん
か
ら
、

ま
ち
の
た
め
に
役
立
て
て
く
だ
さ
い
」と
自

宅
に
隣
接
す
る
作
業
場（
17
平
方
メ
ー
ト

ル
）を
無
償
で
貸
与
。
県
外
に
出
た
住
民
も

含
め
寄
付
金
約
60
万
円
が
集
ま
り
、
内
外

装
を
整
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

室
内
に
は
、
住
民
が
集
め
た
貝
の
標
本

な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
か

ら
明
治
に
掛
け
て
栄
え
た「
津
屋
崎
塩
田
」

や
炭
鉱
王
と
言
わ
れ
た
伊
藤
伝
右
衛
門
と

津
屋
崎
開
発
の
か
か
わ
り
な
ど
を
パ
ネ
ル

で
紹
介
。

　

散
策
マ
ッ
プ
を
配
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

が
１
人
２
時
間
２
０
０
円
で
町
内
を
案
内

し
て
い
る
。

開
館　

毎
週
火
、
土
、
日
、
祝
日
の
午
前

11
時
〜
午
後
３
時

貝
寄
せ
館

湾岸道路

玄 界 灘

←津屋崎漁港 福間→

津屋崎千軒通り

教安寺
し
お
さ
い
通
り

国
道
495
号

津屋崎交番

津屋崎
公民館福津市まちおこしセンター

津屋崎千軒なごみ
貝寄せ館

アクセスマップ

▲貝寄せ館で語らう人たち

▲ 今年３月２５日、津屋崎のまちおこしボランティアグループ「津屋
崎千軒・海とまちなみの会」（吉村勝利会長ほか９６人）が、まちお
こしの拠点となる施設をつくりました。
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津
屋
崎
の
貝
の
種
類

　

津
屋
崎
の
浜
辺
に
は
、
一
体
ど
れ

く
ら
い
の
種
類
の
貝
が
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。「
貝
寄
せ
館
」に
は
、
約

80
種
の
貝
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

会
員
か
ら
大
小
の
ガ
ラ
ス
瓶
に
詰
め

込
ま
れ
て
次
々
と
搬
入
さ
れ
て
い
ま

す
。
展
示
す
る
貝
は
、
ま
だ
ま
だ
増

え
そ
う
で
す
。

　

津
屋
崎
は
白
砂
青
松
の
豊
か
な
海

岸
に
恵
ま
れ
、「
九
州
の
鎌
倉
・
江
の

島
」と
謳
わ
れ
て
い
ま
す
。〝
貝
寄
せ

の
浜
〞と
も
呼
ば
れ
る
津
屋
崎
の
浜

に
は
、
西
風
が
玄
界
灘
か
ら
吹
く
冬

か
ら
春
先
に
貝
が
多
く
寄
せ
ら
れ
ま

す
。
津
屋
崎
海
岸
の
貝
類
が
、
全
国

的
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

昭
和
44
年『
福
岡
県
産
貝
類
目
録
』

（
高
橋
五
郎
・
岡
本
正
豊
共
著
）で
県

内
ト
ッ
プ
に
挙
げ
ら
れ
て
か
ら
で
す
。

平
成
４
年
発
行
の
津
屋
崎
文
化
協
会

会
報『
文
化
津
屋
崎　

第
３
号
』に

「
津
屋
崎
の
貝
殻（
そ
の
二
）」を
寄
稿
、

そ
の
中
で〈「
貝
寄
せ
の
浜
」と
呼
ば

れ
た
津
屋
崎
の
浜
〉と
記
述
さ
れ
た

牧
忠
孝
・
福
岡
県
立
水
産
高
校
教
諭

（
当
時
）に
よ
る
と
、
津
屋
崎
に
は
約

４
５
０
種
の
貝
が
い
た
と
い
い
ま
す
。

ま
た
、
魚
住
賢
司
・
日
本
貝
類
学
会

会
員
は
、『
津
屋
崎
町
史　

通
史
編
』

（
平
成
11
年
刊
）で
津
屋
崎
の
海
産
貝

類
は
６
８
９
種
と
報
告
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
現
在
は
防
波
堤
築
造
や

海
岸
付
近
の
埋
め
立
て
に
よ
る
自
然

環
境
の
変
化
、
海
の
汚
染
な
ど
で
海

産
貝
類
の
中
に
は
姿
を
消
し
、
ま
れ

に
し
か
見
つ
か
ら
な
い
種
類
も
急
速

に
増
え
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

▲  津屋崎飴のビン一杯に詰
められて展示されている貝
なんだか懐かしい…

▲  恋の浦の海水で
作った塩も販売
している

▲ 佐治徳左衛門から斉清公への献上貝２１種と同じ貝を津屋
崎の浜で採集した標本を展示

▲昔の津屋崎の町並みを講義する津崎米夫さん

▲男のたまり場となることも

▲津崎米夫さんの記憶を元に作成された昭和初期の津屋崎千軒の様子を伝える貴重な地図
▲ 生活排水で汚染されて変色した
貝の展示もある

▲会員から次々に持ち込まれる貝殻。中には貴重な貝もあるという

「
貝
寄
せ
の
浜
」津
屋
崎

　

津
屋
崎
の
浜
が〝
貝
寄
せ
の
浜
〞と

呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん
に
ま
つ
わ
る
物
語

は
、
２
１
２
年
前
に
さ
か
の
ぼ
り
ま

す
。
実
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
寛
政

12
年（
１
８
０
０
年
）、
津
屋
崎
浦
を

訪
れ
た
当
時
６
歳
の
第
十
代
福
岡
藩

主
・
黒
田
斉な
り

清き
よ

公
に
、
貝か
い

手て

頭が
し
ら
の
佐

治
徳
左
衛
門
が
21
種
類
の
貝
の
絵
図

を
昼
休
み
に
献
上
し
た
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　
「
貝
寄
せ
館
」で
は
、
大
賀
孝
男
さ

ん（
80
歳
）・
康
子
さ
ん（
70
歳
）夫
妻

（
北
ノ
一
区
）が
、
佐
治
徳
左
衛
門
か

ら
斉
清
公
へ
の
献
上
貝
21
種
と
同
じ

貝
を
津
屋
崎
の
浜
で
採
集
し
た
標
本

を
展
示
し
て
い
ま
す
。

 

昭
和
初
期
の
津
屋
崎
千
軒

の
貴
重
な
地
図
が
あ
る

　
「
貝
寄
せ
館
」に
は
昭
和
初
期
の
津

屋
崎
千
軒
の
町
並
み
を
再
現
し
た
貴

重
な
地
図
も
あ
り
ま
す
。

　
「
津
屋
崎
千
軒
・
海
と
ま
ち
な
み
の

会
」の
最
長
老
ガ
イ
ド
・
津
崎
米
夫
さ

ん（
88
歳
・
新
東
区
）の
抜
群
の
記
憶

を
元
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

旅
館
、
指
物
大
工
、
桶
屋
、
染
物
屋
、

ビ
ナ
屋
、
玉
突
屋
な
ど
い
ろ
い
ろ
な

お
店
が
津
屋
崎
千
軒
に
ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ

う
に
つ
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。

　

こ
の
地
図
を
じ
っ
く
り
眺
め
る
と
、

昭
和
初
期
の
津
屋
崎
千
軒
に
タ
イ
ム

ス
リ
ッ
プ
し
た
気
分
に
浸
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

 

観
光
ガ
イ
ド
を
し
て
く
れ
る

　

貝
寄
せ
館
で
は
、１
回
２
０
０
円
で
、

観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
サ
ー

ビ
ス
も
行
っ
て
い
ま
す
。
お
客
さ
ん

に
ど
の
く
ら
い
時
間
が
あ
る
か
で
、

案
内
す
る
場
所
が
違
う
ら
し
い
で
す
。

　

町
並
み
を
紹
介
し
な
が
ら
、
藍
の

家
に
案
内
し
ま
す
。
藍
の
家
に
も
観

光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
が
い
る
の

で
、
ガ
イ
ド
を
藍
の
家
に
引
き
継
い

で
も
ら
う
こ
と
も
あ
る
と
い
い
ま
す
。

そ
う
す
る
こ
と
で
お
互
い
に
良
い
関

係
も
で
き
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
「
ど
な
た
で
も
気
軽
に
立
ち
寄
っ

て
く
だ
さ
い
。
お
茶
を
出
し
ま
す
。

最
長
老
の
津
崎
米
夫
さ
ん
が
い
る
と

き
は
、
馬
鉄
の
話
や
、
津
屋
崎
千
軒

の
歴
史
の
話
な
ど
が
、
何
ぼ
で
も
聴

け
ま
す
よ
」と
吉
村
会
長
は
語
っ
て

い
ま
し
た
。
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