
福
津
の
極
み
工
芸
編
つ
く
り
手

福
津
の
技
と
心
を
伝
え
る
た
め
に
厳
し
い
審
査
を
経
て

選
ば
れ
た
珠
玉
の
一
品
を「
福
津
の
極
み
」と
し
て
認
定
。

そ
の「
つ
く
り
手
」た
ち
を
紹
介
し
ま
す
。

家
業
を
継
ぐ
こ
と
は

長
男
の
宿
命
だ
っ
た

　
「
こ
の
辺
の
人
は
み
ん
な
家
業
を

継
ぐ
と
い
う
の
が
当
た
り
前
だ
っ

た
か
ら
ね
。お
や
じ
か
ら
は
、長
男

の
宿
命
と
言
わ
れ
て
い
た
よ
」。津

屋
崎
人
形
師
、筑
前
津
屋
崎
人
形
巧

房
の
７
代
目
の
原
田
誠
さ
ん
は
、九

州
造
形
短
期
大
学
を
卒
業
後
、こ
の

道
に
入
り
ま
し
た
。「
父
親
の
手
伝

い
な
が
ら
見
よ
う
見
ま
ね
で
覚
え

て
い
っ
た
」と
い
い
ま
す
。

昔
な
が
ら
の
技
法
に

こ
だ
わ
り
続
け
た
い

　

津
屋
崎
人
形
を
作
る
工
程
は

①
型
づ
く
り
②
型
に
粘
土
を
詰

め
る
③
成
形
④
乾
燥
と
焼
成
⑤

彩
色
の
五
つ
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。原
田
さ
ん
は「
こ
れ

か
ら
も
昔
な
が
ら
の
作
り
方
に

こ
だ
わ
っ
て
作
り
続
け
た
い
」と

人
形
作
り
に
対
す
る
こ
だ
わ
り

を
語
り
ま
す
。型
に
粘
土
を
詰
め

る
の
も
昔
な
が
ら
の
手
詰
め
で

す
。窯
は
明
治
時
代
か
ら
の
物
を

修
繕
し
な
が
ら
大
切
に
使
い
続

け
て
い
ま
す
。彩
色
は
顔
料
と
い

う
値
段
も
手
間
も
掛
か
る
絵
具

を
使
う
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
人

形
を
作
り
続
け
て
い
ま
す
。

津
屋
崎
人
形
は
時
代
に

合
わ
せ
て
変
化
も
す
る

　
「
伝
統
を
大
切
に
す
る
津
屋
崎
人
形

で
す
が
は
や
り
に
合
わ
せ
て
、竹
久
夢

二
が
は
や
っ
た
と
き
は
夢
二
人
形
、六

大
学
野
球
が
は
や
っ
た
時
は
、野
球
人

形
な
ど
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。先
代
か

ら
引
き
継
い
だ
形
を
大
切
に
し
な
が

ら
も
、若
い
人
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら

え
る
よ
う
に
、新
し
い
も
の
に
も
挑
戦

し
て
い
き
た
い
」と
語
っ
て
い
ま
す
。

津
屋
崎
人
形原田誠

津
屋
崎
人
形
の
起
源
は
、江
戸
中
期

の
安
永
年
間（
１
７
０
０
年
代
）。良

質
な
陶
土
が
と
れ
る
津
屋
崎
で
、生

活
土
器
を
製
作
し
た
の
が
始
ま
り

で
す
。次
第
に
素
朴
で
温
か
み
が
あ

る
人
形
や
動
物
が
作
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。古
博
多
人
形
の
流

れ
を
く
む
土
人
形
で
、鮮
や
か
な
原

色
を
用
い
る
の
が
特
徴
の
一
つ
。半

永
久
的
に
使
う
こ
と
の
で
き
る
人

形
の
型
は
、江
戸
時
代
の
も
の
も

代
々
受
け
継
が
れ
、現
在
で
も
新
た

な
作
品
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。
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杉
岡
良
紀
さ
ん
が
代
表
取
締
役
を

務
め
る
マ
ル
テ
ィ
グ
ラ
ス
の
工
房

は
、と
に
か
く
熱
い
。ガ
ラ
ス
を
溶
か

す
溶
解
炉
と
細
工
窯
が
あ
る
か
ら
で

す
。職
人
た
ち
は
赤
く
焼
け
て
軟
ら

か
く
な
っ
た
ガ
ラ
ス
を
、棒
の
先
に

付
け
て
作
業
し
て
い
ま
す
。は
さ
み

や
コ
テ
で
、ガ
ラ
ス
を
切
っ
た
り
、伸

ば
し
た
り
し
な
が
ら
、動
物
や
人
形
、

食
器
な
ど
の
美
し
い
作
品
を
作
り
上

げ
て
い
ま
す
。

技
は
盗
む
し
か
な
い

　

杉
岡
さ
ん
は
高
校
卒
業
後
、新

宮
の
ガ
ラ
ス
工
房
で
ガ
ラ
ス
を
加

工
し
て
い
る
所
を
見
て
、「
面
白

そ
う
だ
っ
た
か
ら
や
っ
て
み
よ
う

と
思
っ
た
。幼
少
の
こ
ろ
か
ら
モ

ノ
作
り
と
工
作
が
大
好
き
だ
っ
た

か
ら
ね
」と
こ
の
道
に
入
っ
た

き
っ
か
け
を
語
り
ま
す
。新
宮
の

工
房
で
2 0
年
近
く
修
行
。「
先
輩

の
作
業
を
見
て
技
術
を
盗
む
し
か

な
か
っ
た
。今
も
自
分
の
技
術
を

磨
く
こ
と
に
努
力
し
て
い
ま
す
」

と
言
い
ま
す
。

場
数
が
必
要
、最
低
５
年

　

人
形
や
兜
、動
物
な
ど
の
複
雑
な

形
を
、い
っ
た
い
ど
う
や
っ
て
作
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
？

　

杉
岡
さ
ん
は
、「
新
し
い
デ
ザ
イ

ン
の
作
品
を
作
る
の
は
苦
労
し
ま

す
よ
。最
初
の
デ
ザ
イ
ン
は
頭
の
中

で
考
え
ま
す
。そ
し
て
実
際
に
試
作

し
て
み
ま
す
。同
時
に
手
順
も
覚
え

て
お
き
ま
す
。こ
の
作
業
に
は
、

培
っ
て
き
た
感
覚
と
経
験
が
必
要

で
す
。最
初
に
ど
こ
を
伸
ば
す
の

か
、ど
の
部
分
が
軟
ら
か
い
の
か
な

ど
は
感
覚
で
分
か
る
。こ
の
感
覚
を

つ
か
む
に
は
場
数
を
踏
ま
な
い
と

絶
対
に
分
か
ら
な
い
。場
数
と
慣
れ

が
必
要
で
す
。最
低
で
も
５
年
は

掛
か
り
ま
す
」。

日
本
一
の
ガ
ラ
ス
工
房
を

目
指
し
ま
す

　
「
工
夫
し
て
作
っ
た
作
品
を
、お

客
さ
ん
が『
こ
れ
い
い
ね
』と
言
っ

て
購
入
し
て
く
れ
た
時
が
う
れ
し

い
で
す
ね
」「
大
変
な
の
は
、本
当

に
お
客
さ
ん
が
必
要
と
す
る
も
の

を
見
つ
け
て
い
く
こ
と
で
す
。お

客
さ
ん
の
要
望
に
も
可
能
な
限
り

ど
ん
ど
ん
挑
戦
し
て
い
き
た
い
で

す
。ト
ロ
フ
ィ
ー
と
か
花
瓶
と
か
、

縁
起
も
の
と
か
・・・
」「
職
人
の
数

は
少
な
い
で
す
が
、技
術
を
磨
い

て
、色
ガ
ラ
ス
と
言
え
ば
マ
ル

テ
ィ
グ
ラ
ス
と
言
わ
れ
る
よ
う
な

日
本
一
の
ガ
ラ
ス
工
房
を
目
指
し

て
い
ま
す
」。

「
本
業
を
継
げ
」と
は

言
わ
れ
な
か
っ
た
が

　
「
お
や
じ
は
無
口
や
っ
た
か
ら
、

『
家
業
を
継
げ
』と
は
言
わ
ん
か
っ

た
な
ー
。け
ど
、こ
ま
い
と
き
か
ら

土
の
練
り
方
と
か
、絵
の
具
の
溶
き

方
と
か
教
え
て
く
れ
た
か
ら
、継
が

せ
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
あ
っ
た

と
思
う
。学
校
の
仕
事
か
ら
帰
っ
て

来
て
、お
や
じ
の
人
形
作
り
を
手

伝
っ
て
い
た
か
ら
ね
、継
が
な
い
か

ん
な
ー
と
思
っ
と
っ
た
」。

　

現
在
６
代
目
の
原
田
彪
さ
ん
は
、

家
業
を
継
ぐ
た
め
に
、勤
め
て
い
た

小
学
校
を
55
歳
で
早
期
退
職
し
て
こ

の
道
に
専
念
し
ま
し
た
。

「
ほ
よ
っ
」と
し
た

優
し
い
人
形
を
作
り
た
い

　
「
博
多
人
形
は
き
れ
い
な
作
品
が

多
い
で
す
が
、個
人
的
に
は
津
屋
崎

人
形
は
民
芸
調
の
よ
う
に
思
う
。私

は
、『
ほ
よ
っ
』と
し
た
、温
か
い
人
形

を
作
り
た
い
」と
語
り
ま
す
。

日
展
の
会
友
で
も
あ
る

　

幼
い
こ
ろ
か
ら
土
い
じ
り
が
好
き

だっ
た
原
田
さ
ん
は
、福
岡
学
芸
大
学
で

も
図
工
課
で
彫
刻
を
専
攻
し
ま
し
た
。

　

人
形
を
作
る
か
た
わ
ら
、彫
刻

作
品
を
日
展
に
出
品
し
、25
回
入

選
し
て
い
る
日
展
の
会
友
で
も

あ
り
ま
す
。

お
や
じ
の
背
中
を
追
い
掛
け
て

　
「
私
の
お
や
じ
は
人
形
師
と
し

て
、晩
年
ま
で
、努
力
を
続
け
て
い

た
よ
。
90
歳
に
な
っ
て
も
、仏
さ
ん

の
前
で『
自
分
と
息
子
の
人
形
の
技

術
が
上
達
し
ま
す
よ
う
に
』と
大
き

な
声
で
拝
ん
で
い
ま
し
た
。90
歳
に

な
っ
て
も
向
上
心
を
持
っ
て
い
た

ん
で
す
な
。お
や
じ
は
全
然
遊
ば
ん

や
っ
た
ね
。正
月
で
も『
テ
レ
ビ
見

る
の
は
き
つ
い
』と
言
っ
て
、仕
事

を
す
る
よ
う
な
本
物
の
人
形
師

や
っ
た
。お
や
じ
の
描
く
人
形
の
表

情
は
本
当
に
優
し
か
っ
た
ね
。な
ん

と
も
言
え
な
い
良
い
顔
や
っ
た
。私

も
お
や
じ
の
背
中
を
見
て
育
っ
た

か
ら
ね
、人
形
に
向
か
う
時
は
、い

い
加
減
な
仕
事
は
で
き
ん
ね
」。

か
ぶ
と

マ
ル
テ
ィ
グ
ラ
ス

マ
ル
テ
ィ
グ
ラ
ス
と
は
独
創

的
で
多
様
性
に
富
む
手
づ
く

り
工
芸
ガ
ラ
ス
で
す
。昭
和

12
年
の
パ
リ
万
博
で
日
本
の

ガ
ラ
ス
と
し
て
初
の
グ
ラ
ン

プ
リ
を
受
賞
し
て
い
る
ほ

か
、昭
和
63
年
に
は
県
知
事

指
定
特
産
品
に
も
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

杉岡良紀

津
屋
崎
人
形

江
戸
中
後
期
の
明
和
５
年
、初
代

半
兵
衛
よ
り「
半
」の
字
と
共
に

代
々
引
き
継
が
れ
て
き
た
原
田

半
蔵
人
形
店
の
津
屋
崎
人
形
。

津
屋
崎
人
形
の
魅
力
は
な
ん
と

い
っ
て
も
そ
の
愛
ら
し
い
ま
で

の
素
朴
さ
。鮮
や
か
な
色
と
柔
ら

か
い
形
で
、見
る
人
に
も
思
わ
ず

笑
顔
が
こ
ぼ
れ
ま
す
。

粘
土
を
こ
ね
て
２
枚
の
土
型
に

押
し
詰
め
、そ
れ
を
重
ね
合
わ
せ

る
と
い
う
製
法
を
用
い
て
、手
乗

り
サ
イ
ズ
の
小
さ
な
も
の
か
ら
、

大
き
な
も
の
は
70
セ
ン
チ
近
く

の
人
形
ま
で
作
ら
れ
ま
す
。

原田彪
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「
招
き
猫
」が
欲
し
く
て

　
「
招
き
猫
が
欲
し
く
て
、い
ろ
ん
な

お
店
に
行
っ
て
探
し
た
け
ど
、気
に

入
っ
た
の
が
無
か
っ
た
ん
で
す
。そ

れ
で
自
分
で
作
っ
て
み
た
ん
で
す
。

そ
れ
が
こ
の
猫
ち
ゃ
ん
で
す
。一
体

作
る
の
に
、作
成・乾
燥・絵
付・焼
成

を
合
わ
せ
る
と
、10
日
ほ
ど
の
日
数

が
掛
か
り
ま
す
ね
」。

陶
芸
教
室
か
ら
始
ま
っ
た

　

渡
里
美
さ
ん
が
陶
芸
を
始
め
た

の
が
十
数
年
前
。市
中
央
公
民
館
の

教
室
に
６
年
ほ
ど
通
い
、そ
の
後
は

宮
司
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で

友
達
と
４
年
ぐ
ら
い
陶
芸
を
楽
し

ん
だ
と
い
い
ま
す
。主
に
ろ
く
ろ
で

茶
碗
や
湯
飲
み
な
ど
の
陶
器
を
作
っ

て
い
ま
し
た
。

　
「
山
の
よ
う
に
陶
器
が
た
ま
っ

ち
ゃ
っ
た
の
で
、即
売
会
を
し
た

ん
で
す
。そ
の
と
き
に
ふ
く
こ
い

ね
こ
を
何
体
か
置
い
て
い
た
ん
で

す
よ
。そ
こ
に
市
役
所
の
人
が
み

え
て
、福
津
の
極
み
に
申
請
し
て

み
た
ら
っ
て
仰
っ
て
い
た
だ
い

て
。そ
れ
か
ら
で
す
ね
。こ
こ
に
お

店
を
開
い
た
の
は…

」。

一
点
物
に
こ
だ
わ
り
続
け
る

　
「
一
点
物
に
こ
だ
わ
っ
て
い
ま

す
」と
い
う
渡
さ
ん
の
作
品
に
は
、

同
じ
表
情
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。最

初
か
ら
最
後
の
工
程
ま
で
の
全
て

が
手
作
り
だ
か
ら
で
す
。

「
う
ち
の
猫
ち
ゃ
ん
は
、見
る
人
の

心
を
癒
す
猫
ち
ゃ
ん
だ
か
ら
、一
つ

一
つ
に
心
を
込
め
た
い
ん
で
す
。か

わ
い
い
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、猫
ち
ゃ

ん
が
自
分
に
だ
け
ほ
ほ
笑
み
掛
け

て
い
る『
手
に
し
た
人
だ
け
の
特
別

の
ほ
ほ
笑
み
』と
い
う
こ
と
を
大
切

に
し
て
い
ま
す
。一
つ
一
つ
手
作
り

す
る
の
は
、本
当
に
大
変
で
す
。で

も
そ
れ
は
将
来
も
変
え
た
く
は
な

い
。一
体
一
体
違
う
こ
と
に
意
義
が

あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
か
ら
。家
族

の
一
員
と
し
て
迎
え
て
い
た
だ
き

た
い
で
す
ね
」。

こ
の
世
界
に
入
っ
た
理
由

　

若
い
こ
ろ
は
、東
京
で
大
手
の
雑

誌
デ
ザ
イ
ン
の
仕
事
を
や
っ
て
い
た

藤
吉
憲
典
さ
ん
は
、父
親
が
病
気
を

わ
ず
ら
っ
た
の
を
き
っ
か
け
に
、デ

ザ
イ
ン
会
社
を
退
社
、佐
賀
県
に
帰

郷
し
ま
し
た
。

　

次
の
就
職
先
を
高
校
の
恩
師
に

相
談
し
た
と
こ
ろ「
焼
き
物
も
デ
ザ

イ
ン
だ
ぞ
」の
言
葉
を
き
っ
か
け

に
、有
田
の
窯
元
で
商
品
開
発
に
携

わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

古
伊
万
里
に
造
詣
が
深
い

上
司
と
会
話
す
る
た
め
に

　
「
雑
誌
の
デ
ザ
イ
ン
会
社
か
ら
転
職

し
た
か
ら
、焼
き
物
の
こ
と
は
ま
っ
た

く
分
か
ら
な
か
っ
た
」と
い
う
藤
吉
さ

ん
で
す
が
、就
職
し
た
窯
元
に
は
無
類

の
焼
き
物
好
き
の
上
司
が
い
ま
し
た
。

そ
の
上
司
は
焼
き
物
を
勉
強
し
な
い

と
会
話
を
し
て
く
れ
ま
せ
ん
。そ
れ
で

焼
き
物
の
歴
史
や
イ
ロ
ハ
を
勉
強
し

て
い
る
う
ち
に
、デ
ザ
イ
ン
だ
け
で
は

な
く
、ど
う
し
て
も
自
分
一
人
の
手
で

作
り
た
く
な
り
ま
し
た
。

一
人
の
手
で
作
る
た
め

　

有
田
焼
の
窯
元
は
、ろ
く
ろ
を
挽

く
人
、線
を
描
く
人
、色
を
塗
る
人
、

薬
を
掛
け
る
人
、窯
に
積
む
人
と
仕

事
が
細
分
化
さ
れ
た
分
業
制
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、ど
う
し
て
も
自
分
一
人

の
手
で
総
合
的
な
作
品
づ
く
り
を
し

た
か
っ
た
藤
吉
さ
ん
は
、周
囲
か
ら

は
煙
た
が
ら
れ
な
が
ら
も
、ろ
く
ろ

を
挽
き
始
め
ま
す
。絵
を
付
け
る
技

法
を
習
得
し
、30
歳
で
独
立
を
果
た

し
ま
し
た
。

根
源
を
と
ら
え
た
作
品
を

　
「
作
品
は
私
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
来

る
も
の
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。だ
か
ら
好

き
な
も
の
だ
け
を
作
っ
て
い
た
い
ね
。

物
の
本
質
と
か
根
源
と
か
を
と
ら
え

た
作
品
を
作
っ
て
い
き
た
い
。例
え

ば
、つ
る
草
の
デ
ザ
イ
ン
。誰
か
の
デ

ザ
イ
ン
を
手
本
に
す
る
の
で
は
な
く
、

自
然
の
つ
る
草
を
観
察
し
て
、デ
ザ
イ

ン
を
考
え
る
こ
と
が
大
切
」。

　
「
う
ち
の
お
客
さ
ん
は
、美
術
や

伝
統
工
芸
に
造
詣
の
深
い
か
た
が

多
い
で
す
ね
。で
も
、一
般
の
お
客

さ
ん
に
も
使
っ
て
ほ
し
い
。お
茶
碗

と
か
ぐ
い
飲
み
と
か
。毎
日
使
う
も

の
こ
そ
、本
当
に
気
に
入
っ
た
も
の

を
使
っ
て
ほ
し
い
。大
事
に
使
え
ば

ひ
孫
の
代
ま
で
使
え
ま
す
。私
の
作

る
器
が
家
宝
の
よ
う
に
な
れ
た
ら

幸
せ
で
す
ね
」。

ふ
く
こ
い
ね
こ

「
ふ
く
こ
い
」に
は「
福
が
来

る
」「
幸
福
と
恋
」「
福
津
の
恋

の
浦
」「
福
津
に
来
て
」な
ど

の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い

ま
す
。一
つ
一
つ
手
づ
く
り

の
た
め
、大
き
さ
も
表
情
も

全
て
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。

ふ
く
こ
い
ね
こ
を
見
つ
め

て
い
る
と
あ
な
た
も
ほ
っ

こ
り
癒
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。渡里美

花
祭
窯

有
田
焼
の
流
れ
を
く
む
花
祭

窯
。有
田
で
は
職
人
が
分
業

し
て
作
業
を
進
め
て
い
る
。

花
祭
窯
の
藤
吉
憲
典
さ
ん

は
、「
一
人
の
手
だ
か
ら
こ
そ

で
き
る
本
当
に
い
い
も
の
」

を
生
み
出
す
た
め
に
、ろ
く

ろ
挽
き
か
ら
絵
付
け
ま
で
全

て
の
工
程
の
全
て
を
一
人
で

こ
な
し
て
い
ま
す
。

藤吉憲典

広報ふくつ7 広報ふくつ 6

陶芸工房　夢かしこ（日曜・祝日のみ営業）　　
手光1276　☎42・0498

いろんなヘラを使って猫を作ります

福津の極みに認定された「カブトガニ」をモチーフにした皿

花祭窯（定休日 火曜日・訪問の際は事前にご連絡をお願いします）　　
津屋崎4-8-20　☎52・2752

光陵高等学校
●

JR東福間駅

●須賀神社

　東福間　
病院●

中村　
酒店●

★陶芸工房 夢かしこ

97

光陽台入口

533

恵比寿神社
●

★花祭窯

津屋崎千軒
なごみ
●

●豊村酒造

●藍の家



福津の極
み

認定
商品

まるごとにんにく餃子・
黒豚生餃子
■ 有限会社山八
　中央4-19-15　☎35・8850
主に地元（福津市）産のにんにく、キャベツ
を使用し、商品化するとともに、他の材料も
地域にこだわったものを使用しています。

あんずジャム
■ あんずの里市利用組合
　勝浦1667-1　☎52・5995
福津市産のあんずを原材料に添加物を
一切使用せず商品化しています。

ミニトマト
■ JAむなかた産直部会
　宗像市東郷4-3-1　☎36・2119
甘味豊かな緑黄色野菜。細かな水分調整
で高い糖度を生み出します。農薬や肥料
などにも配慮した安心安全な野菜です。

カリフラワー
■ JAむなかたカリフラワー部会
　宗像市東郷4-3-1　
　☎36・2119
霜が下りにくい沿岸地域で育ま
れる淡色野菜。花蕾の育成法
や収穫時期など、約半世紀で培
われた技が作るおいしさです。

トマトドレッシング・
フルーツソース（あんず）
■ あんずの里市利用組合
　勝浦1667-1　☎52・5995
福津市産の完熟トマトやあんずを原材料にし、
油分を控え、着色料、保存料などを使用せず
商品化しています。

早生キャベツ
■ JAむなかたキャベツ部会
　宗像市東郷4-3-1　☎36・2119
温暖な気候を生かして育てられた、柔らかく甘味
のある淡色野菜。農薬や肥料などにも配慮した
安心安全な野菜です。

米粉「ふくつっ粉」
■ くわの農園　福津市本木1074　☎090・9471・3263
くわの農園で自家栽培・自家製粉をした米粉。原料となる米は、減
農薬・減化学肥料のF認証取得のもの。商品名はくわの農園のブ
ログやフェイスブックで募集をし、命名。大量生産をせず、鮮度を保
つために少しずつ作り上げていることも、こだわりの一つ。

美味「塩っ胡」美香「燻っ胡」
■ 塩工房　野次馬　福津市宮司ヶ丘14-6　☎52・4450
独自の配合・製法で生み出した塩。味・香り・スタミナの三拍子
揃ったおいしい塩胡椒「塩っ胡」。ガーリックを加えることでの風味
とおいしさ、粗挽きした胡椒の食感が特徴。「塩っ胡」を燻製したも
のが「燻っ胡」で、日本全国でも燻製した塩胡椒は数少ない。メディ
アにも多数取り上げられるほどの人気商品。

宮地嶽の松ヶ枝餅（白餅・よもぎ餅）
■ 松ヶ枝餅商標登録管理委員会　代表 川崎道孝
　宮司元町3-14-11　☎52・0175
小豆餡を餅米粉で包み焼き上げた餅。宮地嶽神社門前
で一番売れている商品で、神社の神紋「三階松」が入っ
ています。

津屋崎の紫芋饅頭
■ あんずの里市利用組合　勝浦1667-1　☎52・5995
津屋崎の紫芋饅頭は福津市産の紫芋を使った饅頭。あんずの
里市に並ぶ加工品を作る「山の会」のお母さんたちが一つ一つ
手作りをした心温まる商品。紫芋を砂糖のみで練り上げ餡にし
ているので、優しい甘さが特徴。

からい

び　　こうび　　 み しお いぶし ここ

広報ふくつ9 広報ふくつ 8

福
津
の
極
み

感
動
の
逸
品
を
食
べ
て
み
よ
う
！

福
津
の
極
み
に
は
、工
芸
品
の
他
に
農
産
物
や
食
料
品
が
認
定
さ
れ
て

い
ま
す
。厳
し
い
審
査
を
通
過
し
た
感
動
の
逸
品
を
紹
介
し
ま
す
。
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