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達生さんは東京都、聡子さん
は神奈川県出身。観音寺市豊
浜町で会社設立。最初に働い
た農業法人が近くにあり、地元
で先進的な農業家として知ら
れる社長を、今も慕っている。

株式会社 URAfarm
浦 達生さん 聡子さん

秋

iOS Android

香川に住んで

はじめたこと

　

東
京
生
ま
れ
の
浦
達
生
さ
ん
は
、美
術
大
学
で
彫
刻
を
学

ん
だ
。博
士
課
程
の
修
了
が
近
づ
き
将
来
を
考
え
た
と
き
、

心
に
留
ま
っ
た
の
は
美
術
作
家
で
も
ア
ー
ト
に
携
わ
る
仕
事

で
も
な
く
、農
業
。未
知
の
職
業
な
が
ら
創
造
性
を
感
じ
た

の
だ
。農
業
体
験
の
場
と
し
て
見
つ
け
た
の
が
香
川
県
観
音

寺
市
の
農
業
法
人
。期
間
限
定
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
見
知
ら

ぬ
土
地
に
赴
き
黙
々
と
働
い
た
。

　
「
品
目
・
品
種
を
自
分
で
決
め
、

細
か
な
作
業
を
日
々
積
み
重
ね
る

こ
と
で
理
想
の
野
菜
を
作
っ
て
い

く
と
分
か
り
、農
業
は
、自
然
相
手

の
想
像
以
上
に
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な

仕
事
だ
、と
将
来
を
決
め
ま
し
た
」。

　

東
京
で
現
代
美
術
の
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
と
し
て
活
動
し
て
い
た
聡
子

さ
ん
も
、農
業
を
テ
ー
マ
に
し
た

作
品
を
発
表
す
る
ほ
ど
農
の
力
を

感
じ
て
お
り
、交
際
中
の
達
生
さ

ん
と
同
じ
道
を
進
む
こ
と
に
迷
い

は
な
か
っ
た
。

　

2
0
1
0
年
、二
人
で
観
音
寺

市
に
移
住
後
、結
婚
。達
生
さ
ん
が

ア
ル
バ
イ
ト
を
し
た
法
人
で
共
に

働
い
た
。3
年
後
に
農
地
を
借
り

て
独
立
し
、2
0
1
8
年
に
は
会

社
を
立
ち
上
げ
、現
在
は
香
川
県

特
産
の
レ
タ
ス
、ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
、

青
ネ
ギ
他
10
種
以
上
の
野
菜
を

10
人
の
ス
タ
ッ
フ
と
共
に
育
て
て

い
る
。

　
「
今
、僕
は
農
業
の
現
場
も
経
営

も
見
る
立
場
。若
い
社
員
を
育
て
、

果
樹
栽
培
な
ど
新
規
事
業
を
計

画
し
、近
所
の
農
地
の
管
理
な
ど

頼
ま
れ
事
に
も
対
応
し
と
、担
う
も
の
が
増
え
ま
し

た
」と
達
生
さ
ん
。社
長
の
重
責
と
地
域
か
ら
の
期

待
に
戸
惑
い
つ
つ
も
、課
題
を
解
消
し
、若
者
が
参

加
し
た
く
な
る
農
業
を
探
る
姿
は
パ
ワ
フ
ル
だ
。

　

作
業
場
に
は
美
大
時
代
の
友
人
の
作
品
が
展
示

さ
れ
て
お
り
、昔
と
変
わ
ら
ず
ア
ー
ト
好
き
だ
が
作

家
へ
の
未
練
は
な
い
。「
農
業
と
経
営
の
実
践
で
自

己
表
現
欲
求
は
満
た
さ
れ
、お
客
さ
ん
の
お
い
し
い

や
、近
所
の
人
か
ら
の
あ
り
が
と
う
な
ど
、高
い
評

価
も
も
ら
え
て
い
ま
す
」。

　

浦
夫
妻
の
、ア
ー
ト
の
よ
う
な
農
を
め
ぐ
る
創

作
活
動
は
続
く
。

 「農業をクリエイティブに生きる」
株式会社URAfa rm 　　　　　　
 浦  達生さん 聡子さん

昨年夏に子どもが生まれ、3人家族になった。
「いつお願いしても、近所の人が自分の子ども
や孫のように子守をしてくれます」と聡子さん。

スタッフ全員に担当作物があ
り、種まき・苗作りから出荷ま
で責任を持つ。アスパラガス
は聡子さんが担当。

作業場に美術作品。浦夫妻には、
花を飾るように自然なこと。

夏から秋にかけ出荷するナス。
白ナスも栽培。

県オリジナル品種のアスパラガス
「さぬきのめざめ」を10月まで出荷。
紫色の品種「さぬきのめざめビオ
レッタ」と、それを袋がけして育てる
ピンク色のものも。

毎年10月に行われる「さぬき豊浜
ちょうさ祭り」に参加する達生さん。
地域の人々に助けられながら、移住
数年でまとめ役の総代も務めた。



伝
承
す
る

芸
能
の
息
吹

瀬
戸
内
海
は
太
古
か
ら
多
く
の
人
と
物
が
行
き
来
し
、島
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
風
習
、食
や
芸
能
な
ど
の
文
化
が
生
ま
れ
、独
自
性
を

発
展
さ
せ
た
。
小
豆
島
の
2
つ
の
地
区
で
は
、農
村
歌
舞
伎
が
江
戸
の
中
期
か
ら
3
0
0
年
以
上
も
守
り
継
が
れ
る
。
山
あ
い
の

土
地
に
ず
っ
と
息
づ
く
芸
能
の
光
は
年
に
た
だ
一
度
だ
け
現
れ
、役
者
と
観
客
を
つ
な
ぎ
な
が
ら
、
ま
ば
ゆ
く
夜
を
照
ら
す
。
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小
豆
島
で
は
、春
に
土
庄
町
肥
土
山
、秋
に
は

小
豆
島
町
中
山
で
、神
社
へ
の
奉
納
芝
居
と
し

て
農
村
歌
舞
伎
が
上
演
さ
れ
、「
小
豆
島
農
村
歌

舞
伎
」と
呼
ば
れ
る
。農
村
歌
舞
伎
は
ア
マ
チ
ュ

ア
が
演
じ
る
地
芝
居
の
一
種
。小
豆
島
で
は
昔

か
ら
、役
者
か
ら
裏
方
ま
で
ほ
ぼ
全
て
を
地
区

の
人
々
が
担
っ
て
き
た
。

　
ど
ち
ら
の
地
区
に
も
神
社
の
境
内
に
か
や
ぶ

き
屋
根
の
立
派
な
舞
台
が
あ
り
、回
り
舞
台
に

せ
り
上
が
り
、舞
台
操
作
の
た
め
の
奈
落
と
、紙

吹
雪
を
降
ら
せ
る
葡
萄
棚
天
井
を
備
え
、花
道

も
設
置
す
る
。上
演
さ
れ
る
の
は「
菅
原
伝
授
手

習
鑑
」「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」な
ど
人
気
の
演
目
。

桟
敷
席
で
は
神
様
と
共
に
人
間
も
歌
舞
伎
を
楽

し
ん
で
い
る
。

　
肥
土
山
農
村
歌
舞
伎
は
、1
6
8
6（
貞
享

3
）年
、灌
漑
用
の
蛙
子
池
を
造
っ
た
時
、池
水

が
地
元
の
神
社
の
側
溝
ま
で
流
れ
て
き
た
の

を
喜
ん
で
、仮
設
の
小
屋
を
建
て
芝
居
を
上

演
し
た
の
が
起
源
と
さ
れ
る
。中
山
農
村

歌
舞
伎
も
同
じ
江
戸
中
期
に
始
ま
っ
た
と

伝
わ
っ
て
い
る
。

　
歌
舞
伎
そ
の
も
の
は
上
方
か
ら
。江

戸
期
の
小
豆
島
は
し
ょ
う
ゆ
、塩
、石

材
な
ど
、上
方
と
商
い
が
盛
ん
で
、

お
伊
勢
参
り
の
旅
を
す
る
人
も
多

か
っ
た
。帰
途
の
潮
待
ち
の
間
に

大
阪
で
歌
舞
伎
を
見
た
人
が
そ

の
華
や
か
さ
を
吹
聴
す
る
と
、

歌
舞
伎
熱
が
高
ま
り
、各
地
に

1997（平成9）年には「国民文化祭歌舞伎フェス
ティバル」、2009（平成21）年には「全国地芝居
サミット」が肥土山の舞台で開かれた。

中山には「小豆嶋」など島が舞台のオリジナルの
台本もある。2005（平成17）年、東京NHKホール
「全国ふるさと歌舞伎フェスティバル」に出演。

肥土山農村歌舞伎は5月3日、中山農村歌舞伎は10月上旬の日曜日に毎年上演。
肥土山と中山の舞台はどちらも国指定重要有形民俗文化財。
2地区を合わせた「小豆島農村歌舞伎」は香川県指定無形民俗文化財で、
2015年に国の「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」に選定され、
各保存会、行政などが協力して調査を行った。

春の肥土山、秋の中山

舞
台
が
建
ち
、役
者
を
呼
ん
で
興
行
を
打
つ
よ

う
に
な
る
。そ
し
て
い
つ
か
ら
か
島
民
が
自
ら

演
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
当
時
の
小
豆
島
は
、幕
府
の
直
轄
地
な
ら
で

は
の
自
由
な
気
風
が
あ
り
、特
産
品
の
商
売
で

経
済
的
に
も
あ
る
程
度
豊
か
だ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。そ
の
よ
う
な
状
況
が
歌
舞
伎
の
流
行
に

拍
車
を
か
け
た
の
だ
ろ
う
。ま
た
歌
舞
伎
が
地

域
を
結
び
つ
け
、島
に
活
気
を
与
え
る
役
割

も
果
た
し
た
に
違
い
な
い
。

　
流
行
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
明
治
か
ら
大
正

に
か
け
て
、島
内
に
は
30
以
上
の
舞
台
と
数

百
人
の
役
者
が
存
在
し
た
と
い
う
。し
か
し
昭

和
に
な
る
と
農
村
歌
舞
伎
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ

と
消
え
、山
間
部
の
肥
土
山
と
中
山
だ
け
が

残
っ
た
。

　
2
つ
の
地
区
に
は
、心
か
ら
芝
居
を
愛
し
、

た
だ
1
日
の
奉
納
歌
舞
伎
を
中
心
に
1
年
を

過
ご
す
人
が
絶
え
ず
存
在
し
た
。農
閑
期
に
連

日
稽
古
が
続
き
時
に
は
厳
し
く
指
導
さ
れ
た

こ
と
、厄
払
い
の
奉
納
品
と
し
て
衣
裳
を
寄
贈

し
た
こ
と
な
ど
、個
々
の
思
い
出
が
地
域
の
記

憶
と
し
て
伝
わ
り
、歌
舞
伎
の
存
続
に
力
を
与

え
て
い
る
。

　
今
春
、屋
根
の
ふ
き
替
え
大
改
修
を
行
っ
た

肥
土
山
の
舞
台
で
、こ
け
ら
落
と
し
の「
三
番

叟
」が
披
露
さ
れ
た
。農
村
歌
舞
伎
の
灯
火
は
、

こ
れ
か
ら
も
長
く
地
域
を
照
ら
す
だ
ろ
う
。

肥土山農村歌舞伎 中山農村歌舞伎

肥土山に残る
200年以上前の
華麗な衣裳。

ひ   

と 

や
ま

さ 

じ
き

い
し
ょ
うと

も
し
び

ぶ
ど
う
だ
な

か
ん
が
い

さ
ん
ば

そ
う

か
え
る
ご
い
け

2022年の中山春日神社奉納歌舞伎の上演・公開は未定。

Photo :  Hideaki Hamada

Photo : Hideaki Hamada
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小
豆
島
町
中
山
は
約
8
0
0
枚
も
の
棚
田
の
美
し
い
景
観
が

広
が
り
、半
夏
生
の
頃
の
夕
べ
に
行
わ
れ
る
虫
送
り
や
瀬
戸
内

国
際
芸
術
祭
の
ワ
ン
・
ウ
ェ
ン
チ
ー
の
作
品
で
も
注
目
さ
れ
て

い
る
。こ
こ
で
秋
の
豊
作
を
祝
っ
て
行
う
の
が
中
山
春
日
神
社

奉
納
歌
舞
伎
だ
。中
山
に
生
ま
れ
る
と「
歌
舞
伎
は
見
る
も
の
で

は
な
く
出
る
も
の
」と
教
え
ら
れ
る
。

中
山
農
村
歌
舞
伎

夏
か
ら
秋
へ

千
枚
田
と
共
に

　
昭
和
の
中
頃
ま
で
は
農
閑
期

に
歌
舞
伎
の
準
備
を
行
っ
た
。

千
枚
田
に
夏
の
陽
が
照
り
つ
け

る
お
盆
明
け
、最
初
に
催
す
の
が

キ
ッ
ク
オ
フ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の

「
大
寄
り
合
い
」だ
。そ
の
年
の
世

話
役
と
、演
目
、配
役
が
決
ま

り
、役
者
は「
抜
き
書
き
」
を
行

う
。「
根
本
」
と
呼
ば
れ
る
台
本

か
ら
自
分
の
台
詞
を
書
き
写
す

作
業
で
、そ
れ
を
元
に
お
の
お
の

が
台
詞
を
覚
え
て
い
く
。9
月

に
な
る
と
役
者
が
集
ま
り
、読
み
合
わ
せ
、立
ち
稽
古
を
行
う
。

朝
10
時
頃
、野
菜
を
手
に
集
会
所
に
集
ま
る
と
、交
代
で
持
ち

寄
っ
た
も
の
を
料
理
し
て
食
事
を
と
り
な
が
ら
、深
夜
ま
で
稽

古
を
続
け
た
と
い
う
。台
詞
回
し
や
間
合
い
は
ベ
テ
ラ
ン
が
口

伝
し
、細
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
代
々
受
け
継
が
れ
た
。

　
現
在
は
会
社
勤
め
の
人
も
多
く
、1
日
中
稽
古
す
る
の
は
難

し
い
。そ
の
た
め
5
月
頃
に
は
演
目
や
配
役
を
決
め
、ゆ
っ
く
り

進
め
る
。「
抜
き
書
き
」は
台
本
の
コ
ピ
ー
に
代
わ
り
、細
か
な
演

技
指
導
で
は
録
画
を
参
考
に
す
る
こ
と
も
あ
る
。稽
古
の
様
子

は
変
わ
っ
て
も
、農
村
歌
舞
伎
華
や
か
な
り
し
頃
の「
や
る
か
ら

に
は
、か
っ
こ
よ
く
」と
い
う
心
意
気
は
そ
の
ま
ま
だ
。

山の土地を生かした棚田。豊富な湧き水「湯船の水」でも知られる。7月初旬の半夏生の頃に、害虫退治と
豊作祈願として行われる虫送り。

小学2年生から子ども歌舞伎に参加。
役者魂を教え込まれる。

ね

ほ
ん

せ
り
ふ

Photo :  Hideaki HamadaPhoto :  Hideaki Hamada

Photo :  Kazumasa Harada
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「わりごう」は、おかもちのような形の容器を
指し、多いものは30もの小型の弁当箱が収納
できる。わりごう
弁当の特徴は四
角いごはん。酢
で湿らせた木型
で押し抜いてか
ら詰める。酢を
使うことで腐敗
を防ぐ。

今年7月に行われた、小豆島中学校
1年生の野外学習の模様。生徒の代表
者が舞台で「白浪五人男」を演じた。

毎年9月に行われる衣裳
の虫干しは老人会が総出
で担当。慣れた手つきで
次 と々衣裳を干していく。

未来につなぐ
小豆島農村歌舞伎の現在

肥土山農村歌舞伎保存会

会長佐々木 育夫さん

　
本
番
の
1
カ
月
前
に「
舞
台
開
き
」を
迎
え
る
と
、役
者
は
舞
台

上
で
練
習
を
重
ね
、舞
台
師
は
大
道
具
・
小
道
具
を
そ
ろ
え
、衣
裳

合
わ
せ
も
始
ま
る
。本
番
に
向
か
っ
て
慌
た
だ
し
い
日
々
が
続
く
。

　
9
月
20
日
過
ぎ
に
は
、関
係
者
全
員
が
顔
を
そ
ろ
え
る
小
宴

「
練
り
固
め
」が
開
か
れ
る
。こ
れ
に
参
加
す
る
と「
ど
の
役
割
も

決
し
て
降
り
な
い
」の
が
昔
か
ら
暗
黙
の
了
解
だ
。

　
上
演
は
10
月
上
旬
の
日
曜
日
。早
朝
に
世
話
役
が
集
ま
り
、春

日
神
社
に
祝
詞
を
さ
さ
げ
て
中
山
春
日
神
社
奉
納
歌
舞
伎

の
1
日
は
始
ま
る
。

　
桟
敷
の
準
備
が
整
い
、役
者
が
集
ま
る
と
、舞
台
裏
の
楽
屋
で

は
化
粧
師
が
次
々
と
白
塗
り
を
施
し
、床
山
が
か
つ
ら
、衣
裳
方

が
着
付
け
を
行
う
。す
っ
か
り
立
派
な
役
者
が
で
き
あ
が
り
、舞

台
は
徐
々
に
熱
気
に
包
ま
れ
る
。

　
一
方
、桟
敷
席
に
は
見
物
人
が
集
い
始
め
る
。遠
慮
し
て
遠
巻

き
に
見
る
観
光
客
に
、地
元
の
人
が
席
を
勧
め
る
光
景
も
あ
る
。

　
観
劇
に
欠
か
せ
な
い
の
は
、家
族
以
外
の
親
戚
や
知
り
合
い

に
も
振
る
舞
わ
れ
る「
わ
り
ご
う
弁
当
」。お
か
ず
は
卵
焼
き
や

煮
し
め
、か
ま
ぼ
こ
な
ど
。最
近
は
子
ど
も
た
ち
の
リ
ク
エ
ス
ト

で
、今
風
の
料
理
も
詰
め
ら
れ
る
。農
村
歌
舞
伎
の
日
は
、弁
当

づ
く
り
も
早
朝
か
ら
忙
し
い
。

　
午
後
5
時
、舞
台
の
幕
が
開
く
。演
目
は
4
幕
で

構
成
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。お
め
で
た
い「
三
番
叟
」

で
始
ま
り
、子
ど
も
歌
舞
伎
が
続
く
。子
ど
も
歌

舞
伎
は
毎
年
一
番
人
気
で
、桟
敷
席
の
老
若
男
女

が
拍
手
を
送
り
、か
け
声
を
掛
け
、お
ひ
ね
り
が
飛

ぶ
。明
る
か
っ
た
桟
敷
を
宵
闇
が
包
む
中
で
3
幕
、

4
幕
と
続
き
、9
時
頃
に
は
終
演
と
な
る
。

　
翌
日
は
、桟
敷
席
に
竿
を
渡
し
て
衣
裳
を
干
し

な
が
ら
後
片
付
け
を
行
い
、後
日「
ど
や
ぶ
ち
」
と

呼
ば
れ
る
打
ち
上
げ
を
催
す
。
歌
舞
伎
を
巡
る

日
々
が
終
わ
る
と
、短
い
稲
株
が
残
る
千
枚
田
に

も
静
寂
が
訪
れ
る
。

わ
り
ご
う
弁
当

（
わ
り
ご
弁
当
と
も
い
わ
れ
る
）

中山農村歌舞伎保存会

会長久保 政さん
ただし

　

地
芝
居
は
全
国
的
に
後
継
者
不
足
で

す
。中
山
農
村
歌
舞
伎
保
存
会
で
も
、地

区
内
外
に
関
わ
ら
ず
、多
く
の
人
に
携

わ
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

小
さ
な
頃
か
ら
歌
舞
伎
に
親
し
み
成
人

し
て
も
参
加
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、途
絶

え
て
い
た
子
ど
も
歌
舞
伎
を
1
9
7
3

（
昭
和
48
）年
に
復
活
さ
せ
ま
し
た
。

　

島
内
の
小
中
学
生
の
野
外
学
習
と
し

て
、舞
台
見
学
を
受
け
入
れ
、奈
落
や
楽

屋
を
見
学
し
、実
際
に
舞
台
で
役
を
演
じ

て
も
ら
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
中
山
農
村
歌
舞
伎
保
存
会
で
は
、

「
デ
コ
芝
居
」と
呼
ば
れ
る
全
国
で
も
希
有

な
人
形
芝
居
の
保
存
・
継
承
活
動
も
行
っ

て
い
ま
す
。

　

農
村
歌
舞
伎
や
デ
コ
芝
居
な
ど
、中
山

の
芸
能
文
化
を
多
く
の
方
に
知
っ
て
い
た

だ
く
こ
と
が
、自
然
、農
業
な
ど
豊
か
に

育
ま
れ
た
地
域
資
源
の
保
護
に
つ
な
が

る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

肥
土
山
地
区
で
は
、農
村
歌
舞
伎

を
通
し
て
地
域
活
性
を
目
指
す
た

め
、2
0
1
2（
平
成
24
）年
、歌
舞
伎

の
稽
古
場
と
、衣
裳
な
ど
の
保
管
室

を
備
え
た
施
設
を
整
備
し
ま
し
た
。

ま
た
昨
年
は
、舞
台
の
屋
根
の
ふ
き

替
え
改
修
を
行
い
、文
化
継
承
の
た

め
の
土
台
を
整
え
て
い
ま
す
。

　

春
の
奉
納
歌
舞
伎
は
、自
治
会
が

主
催
す
る
の
が
大
き
な
特
徴
で
す
。

上
演
は
保
存
会
中
心
に
行
い
ま
す

が
、連
絡
や
宣
伝
な
ど
の
運
営
を
地

区
内
の
6
つ
の
小
地
区
が
輪
番
で

担
当
し
、全
戸
が
定
期
的
に
運
営
に

関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。し
か
し
地
区

の
過
疎
化
、高
齢
化
に
よ
り
こ
の
制

度
の
継
続
が
困
難
に
な
っ
て
お
り
、

新
し
い
運
営
体
制
も
検
討
し
て
い

ま
す
。時
代
と
と
も
に
変
え
る
べ
き
は

前
向
き
に
変
え
な
が
ら
、地
区
の
宝

を
次
世
代
に
つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。
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瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭
2
0
2
2
夏
会

期
初
日
の
8
月
5
日
、屋
島
山
上
に
新
し

い
交
流
拠
点
施
設「
や
し
ま
ー
る
」が
オ
ー

プ
ン
し
た
。妹
島
和
世
建
築
設
計
事
務

所
・
S
A
N
A
A
を
経
て
独
立
し
た
建
築

家
・
周
防
貴
之
氏
に
よ
る
意
欲
的
な
設

計
。庵
治
石
を
薄
く
加
工
し
た
約
3
万
枚

の
特
製
瓦
が
、ガ
ラ
ス
張
り
の
建
物
の
屋
根

で
や
わ
ら
か
く
光
を
照
り
返
し
て
い
る
。

　

や
し
ま
ー
る
は
、一
般
的
な
立
方
体
の

施
設
で
は
な
い
。両
側
が
ガ
ラ
ス
張
り
の

通
路
が
、く
ね
く
ね
曲
が
り
な
が
ら
一
周

し
て
い
る
不
思
議
な
形
状
で
あ
る
。い
わ

ば「
環
状
通
路
」と
で
も
呼
ぶ
べ
き
建
造

物
。し
か
も
こ
の
通
路
が
有
機
的
な
形
を

し
て
い
て
、広
く
な
っ
た
り
狭
く
な
っ
た

り
、登
っ
た
り
下
っ
た
り
し
て
い
る
。そ

の
中
の
と
り
わ
け
広
く
な
っ
た
部
分
に
、

カ
フ
ェ
や
展
示
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、多
目
的
ス

ペ
ー
ス
な
ど
が
現
れ
る
仕
掛
け
だ
。中
に

入
っ
て
歩
い
て
い
く
と
、目
に
見
え
る
景

色
が
次
々
と
変
化
し
、つ
い
つ
い
足
を
止

め
て
し
ま
う
。し
か
も
、カ
フ
ェ
な
ど
が

やしまーる
（高松市屋島山上交流拠点施設）
【開館時間】 
平日・日曜 9：00～17：00
金土・祝前日 9：00～21：00
火曜休館（祝日の場合は翌日休）
【入館無料】 

屋
島
の
魅
力
を
引
き
出
す
新
施
設
。

出
現
す
る
も
の
だ
か
ら
、表
情
豊
か
な
ス

ト
リ
ー
ト
を
歩
い
て
い
る
よ
う
で
楽
し

い
。ガ
ラ
ス
張
り
で
あ
る
こ
と
が
機
能
し

て
、屋
内
な
の
か
屋
外
な
の
か
曖
昧
に

な
っ
て
く
る
感
覚
も
新
鮮
だ
。こ
れ
は
、

従
来
の
公
共
施
設
と
は
ま
る
っ
き
り
違

う
ア
プ
ロ
ー
チ
。今
ま
で
に
な
か
っ
た

ム
ー
ブ
メ
ン
ト
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
予

感
さ
せ
る
。

　

屋
島
観
光
と
い
う
面
で
、こ
の
施
設
が

加
わ
っ
た
意
味
は
大
き
い
。北
嶺
・
南
嶺

あ
わ
せ
て
、い
く
つ
も
の
ビ
ュ
ー
ス
ポ
ッ

ト
が
あ
る
屋
島
に
お
い
て
、観
光
客
が
ひ

と
ま
ず
目
指
す
べ
き
場
所
が
明
確
に
な
っ

た
。山
上
か
ら
さ
ら
に
数
メ
ー
ト
ル
高
い

や
し
ま
ー
る
西
端
。屋
内
な
の
で
天
候
や

気
温
に
左
右
さ
れ
ず
、美
し
い
瀬
戸
内
海

と
高
松
の
市
街
地
を
ま
る
ご
と
見
下
ろ

せ
る
。ま
た
、香
川
の
夜
観
光
も
力
強
く

後
押
し
す
る
。屋
島
は
元
々
、美
し
い
夜

景
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
る
が
、夜
の
山
上
は
人

の
気
配
が
な
く
、ゆ
っ
た
り
と
夜
景
を
眺

め
る
雰
囲
気
で
は
な
か
っ
た
。そ
こ
に
や

し
ま
ー
る
が
で
き
た
。週
末
は
夜
9
時
ま

で
開
館
し
て
い
る
の
で
、安
心
し
て
夜
景

を
楽
し
め
る
環
境
が
整
っ
た
の
だ
。昼
は

島
々
を
巡
っ
て
、夕
方
や
夜
は
屋
島
へ
向

か
う
の
が
、こ
れ
か
ら
の
定
番
観
光
ル
ー

ト
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

や
し
ま
ー
る
は
瀬
戸
芸
作
品
に
も
位

置
付
け
ら
れ
て
お
り
、秋
会
期
中
の
10
月

頃
に
は
さ
ら
に
、館
内
に
パ
ノ
ラ
マ
展
示

室
が
オ
ー
プ
ン
す
る
。壁
一
面
に
描
か
れ

る
の
は
、源
平
合
戦
を
テ
ー
マ
に
し
た
巨

大
な
パ
ノ
ラ
マ
絵
画
。絵
画
と
手
前
に
配

置
さ
れ
る
ジ
オ
ラ
マ
を
組
み
合
わ
せ
た
、

視
覚
効
果
を
楽
し
め
る
作
品
に
な
る
と

い
う
。こ
れ
か
ら
多
数
の
イ
ベ
ン
ト
も
開

催
予
定
で
、ま
す
ま
す
楽
し
み
が
増
え

る
。新
し
く
生
ま
れ
変
わ
っ
た
屋
島
に
、

期
待
し
て
訪
れ
て
ほ
し
い
。

こ
こ
か
ら
見
る
世
界
は
、

ひ
と
き
わ
美
し
い
。
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花嫁の幸せを願う香川県西部地
域伝統の嫁入り菓子は、まんまる
でふわふわでカラフルなあられ。
いって作る菓子「おいりもの」と
「お嫁入り」をかけて、「おいり」と
呼ばれるようになったとか。
「お休み処 四国の旬」
TEL0877-75-0001
仲多度郡琴平町716-5

おいり
ソフトクリーム

幸
せ
を

ト
�
ピ
ン
グ

醬の郷と呼ばれる小豆島の馬木から
苗羽地区を歩けば、しょうゆソフトクリー
ムに出合う。意外な香ばしさで人気に
火がつき、今ではさまざまな場所で販売
され、バリエーションも豊富。写真はみた
らしバージョン。
「タケサン記念館 一徳庵」
TEL0879-82-1000
小豆郡小豆島町苗羽甲2211

しょうゆ
ソフトクリーム

香
ば
し
い
香
り
と

味
が
た
ま
ら
な
い

古くから親しまれている香川県の郷土料理
「しょうゆ豆」。甘辛い味とほろっと砕ける
独特の食感がたまらない。そんなしょうゆ
豆の甘みとツブツブが、ソフトクリームの
新たな世界を広げる。
「津田の松原サービスエリア」（上り線）
TEL0879-42-1777
さぬき市津田町鶴羽935-5
＊下り線でも味わえる。

しょうゆ豆
ソフトクリーム

郷
土
料
理
を

ソ
フ
ト
で
楽
し
む

濃厚なしょうゆで作る小豆島の特産品「つ
くだ煮」。素材の良さと自然のままの味わ
いを大切にしてきた、つくだ煮の煮汁が
入ったソフトクリーム。トッピングされた星
やハートの形のつくだ煮昆布がキュート。
「つくだに屋さん2号店」
TEL0879-82-6066
小豆郡小豆島町片城甲44-270

佃煮
ソフトクリーム

し
�
う
ゆ
文
化
の
花
が
咲
く

ソ
フ
ト
の
世
界
に

明治時代からオリーブ栽培の歴史がある小豆島。香川で
はオリーブ牛、オリーブハマチなどオリーブを使った食材
がたくさんあるが、島の潮風に揺れるオリーブの葉を練り
込んだソフトクリームもある。
「小豆島オリーブ園」
TEL0879-82-4260 小豆郡小豆島町西村甲2171

オリーブソフトクリーム

島
の
そ
よ
風
を
味
わ
う

意外においしい！

「釜玉うどん」とは、ゆであがった熱々
のうどんに生卵と生じょうゆなどをかけ
て食すうどん。それに倣い、卵とショウガ
を練り込んだソフトクリームにしょうゆを
かけてネギをトッピングするこだわりよう。
「しょうゆ豆本舗表参道店」
TEL0877-75-3788 仲多度郡琴平町811

かまたまソフト

旅
の
楽
し
み
の
一
つ
、ご
当
地
ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム
。

讃
岐
路
に
は
、見
た
目
も
味
も

個
性
的
な
ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム
が
あ
る
。

そ
こ
に
伝
わ
る
讃
岐
の
食
の
歴
史
。

そ
ん
な
歴
史
も
味
わ
い
な
が
ら
、

秋
の
香
川
を
ク
ー
ル
に
楽
し
も
う
！

さ
ぬ
き
を

味
わ
う

 
秋
ソ
フ
ト

四国初のワイナリーとして設立された「さぬきワイナリー」。
香川県産の厳選ブドウでワインを醸す。併設された物産館
では、ノンアルコール（アルコール1％未満）ながらワインの
上品な香りのソフトクリームを楽しめる。
「さぬきワイナリー」
TEL087-895-1133  さぬき市小田2671-13

さぬきワイン
ソフトクリーム

酔
わ
な
い
け
ど

い
い
気
分

ソフト界の異端児

生産量が限られていることから、まぼろし
の名茶といわれる高瀬茶を練り込んだソ
フトクリームに、高松藩の献上品であった
高級甘味の和三盆がプラスされた。爽や
かで上品な大人の甘さ。
「豊浜サービスエリア」（上り線）
TEL0875-52-6585
観音寺市豊浜町箕浦甲2180-1

和三盆入り
高瀬茶
ソフトクリーム

殿
様
気
分
で

味
わ
う

ひしお さと

のうま

つくだに
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三
豊
市
仁
尾
町
を
拠
点
に
空
間
プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
と
し
て
活
躍
す
る
伊
藤
彰
さ
ん
が
手

掛
け
る
空
間
は
、人
を
美
し
く
際
立
た
せ

る
。香
川
県
丸
亀
市
で
写
真
ス
タ
ジ
オ
の
3

代
目
と
し
て
生
ま
れ
た
伊
藤
さ
ん
だ
が
、将

来
は
カ
メ
ラ
マ
ン
に
な
る
と
い
う
自
覚
は
全

く
な
か
っ
た
と
い
う
。自
覚
が
な
い
ま
ま
進

学
し
た
写
真
の
専
門
学
校
で
、白
黒
の
ポ
ー

ト
レ
ー
ト
が
高
評
価
を
得
た
こ
と
か
ら
、人

物
を
撮
影
す
る
面
白
さ
と
意
義
を
見
い
だ

し
た
。
そ
の
カ
メ
ラ
マ
ン
と
し
て
の
視
点
が
、

人
を
美
し
く
見
せ
る
ス
タ
ジ
オ
づ
く
り
に
生

か
さ
れ
て
い
る
。

　
伊
藤
さ
ん
は
単
に
空
間
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

す
る
だ
け
で
な
く
、自
ら
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
家

具
の
買
い
付
け
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
赴
き
、修
理

の
技
術
ま
で
身
に
付
け
た
。か
つ
て
実
家
に

戻
り
ス
タ
ジ
オ
の
空
間
づ
く
り
を
始
め
た
頃

は
、日
本
の
古
い
物
を
探
し
て
い
た
と
い
う
。

現
在
の
ス
タ
イ
ル
に
た
ど
り
着
い
た
き
っ
か

け
は
、エ
イ
ジ
ン
グ
塗
装
※
1

の
達
人
と
の
出

会
い
だ
っ
た
。ス
タ
ジ
オ
内
の
塗
装
を
頼
ん
だ

そ
の
職
人
が
仕
上
げ
た
空
間
に
、西
洋
の
ア

ン
テ
ィ
ー
ク
家
具
を
置
い
た
と
き
、追
い
求

め
て
い
た
空
間
が
目
の
前
に
広
が
っ
た
。

　
さ
ら
に
、同
業
者
や
ス
タ
ジ
オ
オ
ー
ナ
ー

も
格
式
あ
る
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
家
具
を
気
軽
に

使
え
る
よ
う
に
と
、サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
※
2

で
貸
し
出
す
事
業
も
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。実

業
家
と
し
て
も
頭
角
を
現
し
た
伊
藤
さ
ん

は
、写
真
ス
タ
ジ
オ
の
他
に
結
婚
式
場
、ア
ン

テ
ィ
ー
ク
家
具
や
ド
ラ
イ
フ
ラ
ワ
ー
の
専
門

店
を
経
営
す
る
。2
年
前
か
ら
は
、自
ら
プ

ロ
デ
ュ
ー
ス
し
た
カ
フ
ェ
も
展
開
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　
多
忙
を
極
め
る
伊
藤
さ
ん
だ
が
趣
味
は

中
学
時
代
に
は
ま
っ
た
釣
り
。讃
岐
の
た
め

池
で
じ
っ
と
釣
り
糸
を
垂
れ
て
、水
面
に
揺

れ
る
光
と
影
を
見
つ
め
て
い
た
。
そ
の
情
景

が
、独
特
の
感
性
を
育
ん
だ
ル
ー
ツ
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
。さ
ら
に
、「
何
よ
り
好
き
な
の

は
瀬
戸
内
海
の
風
景
」と
目
を
輝
か
せ
る
。中

で
も
荘
内
半
島
の
入
り
江
は
南
フ
ラ
ン
ス
の

海
辺
を
思
わ
せ
る
と
い
う
。季
節
に
よ
り
、

時
間
に
よ
り
、空
模
様
に
よ
り
、刻
々
と
表
情

を
変
え
な
が
ら
悠
久
の
美
し
さ
を
見
せ
る
瀬

戸
内
海
。そ
こ
で
の
暮
ら
し
に
は
、何
世
代
に

も
わ
た
り
文
化
を
受
け
継
い
で
き
た
ア
ン

テ
ィ
ー
ク
家
具
が
意
外
な
ほ
ど
似
合
う
。

　
次
の
目
標
は
、瀬
戸
内
海
の
魅
力
と
そ
の

価
値
を
高
め
る
た
め
、世
界
の
V
I
P
を
迎

え
る
こ
と
が
で
き
る
ホ
テ
ル
の
デ
ザ
イ
ン
。時

空
を
超
越
し
た
文
化
と
お
も
て
な
し
の
心
を

結
集
さ
せ
た
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
で
あ
る
。

妻淑子さんの実家が丸亀市広島
で石材業を営んでいたことから、
キッチンには島名産の青木石を
使用。歴史ある物と最先端の物
を組み合わせるのが、今はたまら
なく面白いと語る。

元縫製工場を改装したアンティークショップ。
2階には色とりどりのドライフラワーが並んでいる。

オーダーにふさわしい一品を
手に入れるため、海外を飛び
まわることも。

香川県を代表する観光地となった父母ヶ浜にあるバンケット
ルーム。海辺にたたずむ古城や南フランスの別荘を思わせる。

計算された光と、厳選されたアンティークの品々が人々を
魅了するだけでなく、人物の特別な魅力を引き出す。

和室をチャペルにフルリノベー
ション。アンティークのチャー
チチェアとじゅうたんが、個性
的な撮影空間だ。

伊藤さんが自身で買い付けたアンティーク家具やドライフラワーを駆使して創り上げる空間は、
まさに物語のワンシーン。誰をも幸せの主人公にしてしまう。

瀬戸内海に似合う
空間づくり

アンティークの品格で

空間プロデューサー 伊藤彰

三豊市の紫雲出山はアジサイの名所。見頃を終えた花をドライフラワーに
して販売し、売り上げの一部は紫雲出山の自然を守る活動に充てられている。

※
1 

壁
や
建
具
な
ど
を
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
調
の
風
合
い
に
仕
上
げ
る
工
法
。

※
2 

月
額
な
ど
の
定
額
制
で
契
約
・
利
用
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
や
サ
ー
ビ

　
　

 

ス
の
こ
と
。購
入
し
、所
有
す
る
の
で
は
な
く
、一
定
期
間
利
用
で   

　
　

 

き
る
権
利
に
対
し
て
料
金
を
支
払
う
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
。

空間プロデューサー

伊藤 彰

とし こ

ヒト
×
モノ

讃岐
デザイン
SANUKI   DES IGN

ちちぶ がはまし う でやま

アンティークショップ「イワレ」 結婚式場「シェノン」 ドライフラワーの店＆カフェスタンド
「シーズナルスタンド」

結婚式場「シェノン」

結婚式場「リュバン」

1991年香川県丸亀市生まれ。
大阪の写真専門学校を卒業
後、家業の写真館を継ぐ。21
歳で高松市、2年後に三豊市
に自ら空間プロデュースした
結婚式場をオープン。その間、
5 0件以上の写真館のプロ
デュースや自社出店を全国各
地で行う。現在はアンティーク
ショップやカフェの経営など、
さまざまな事業にも参入。

12                                 11
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編集長

「農村歌舞伎」、初めて知った方もいらっしゃるのではないでしょう
か。瀬戸内国際芸術祭で盛り上がる瀬戸内海の島々には農村
歌舞伎をはじめ魅力的な文化や歴史がたくさんあります。アート
作品とともに触れてみてはいかがでしょうか。

KAGAWA EHIME
SETOUCHI SHUN SAI KAN

〒105-0004 東京都港区新橋2-19-10新橋マリンビル1・2階
https://www.setouchi-shunsaikan.com
観光情報コーナー TEL03-3574-2028

東京・新橋アンテナショップ

香川の旬の情報もせとうち旬彩館で。

特産品ショップ、郷土料理、観光情報コーナーで
香川の旬をぜひどうぞ。

新型コロナウイルス　うつらない、うつさない
●発熱などの症状があるときは

　まずは「かかりつけ医などの身近な医療機関」に電話で相談してください。
　※どこに相談すればよいか分からないときは下記まで
　「香川県新型コロナウイルス健康相談コールセンター」

　TEL0570-087-550（専用ナビダイヤル）

●香川県内の新型コロナウイルスの
　感染状況をご確認ください。 
　 ※県公式ツイッターやフェイスブックでも情報を発信しています。

　 ※外出や旅行の前に、目的地の感染状況やお住まいの地域で出されているメッセージを

　　 確認してください。

●アプリを使って、感染拡大を防止！
　◆新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」
     ※詳しくは、厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。

18469県HPページID

20977県HPページID

●助成金

＋

●指定コワーキングスペース（3カ所）
　 ※順次追加予定

具体的な制度の
詳細はこちら

東京圏在住者
3万円

大阪圏在住者
1万円

指定コワーキングスペースを3日以上
利用した場合3日以降１日につき

5千円を加算（上限3万円）

【問い合わせ】
香川県広聴広報課　TEL087-832-3023

【問い合わせ】 香川県政策課 TEL087-832-3122

　こんにちは。Ｐｅｐｐｅｒ（ペッパー）です。
　僕は今、せとうち旬彩館で、毎日、香川と愛媛の観光案内のお仕
事をしているんですよ。
　せとうち旬彩館は、讃岐うどんをはじめとする特産品の販売や、
郷土料理を提供するレストラン「かおりひめ」など、香川の味覚の
提供のほか、伝統の技に触れられる工芸品の販売など、まるごと香
川の魅力を感じられる場所です。県内のＨＯＴな情報や魅力的な観
光情報など、香川の情報を
知りたいときにも活用でき
ます。
　県や市町の観光パンフ
レットで香川への旅を計画
したり、広報誌などで最新
情報を入手したりできます。
キャンペーンなどのお得情
報や耳寄り情報も随時提
供していますよ。
　もちろん、僕に知りたいこ
とを聞いてもらえれば、僕も
精いっぱい皆さんの情報収
集のお手伝いをします。
　皆さん、ぜひ、僕に会いに
来てくださいねぇ。せとうち
旬彩館で待ってまーす♪

仕事を変えずに香川で暮らす！

お試しテレワークの経費をサポート
ふるさと納税

ガンバレさぬき応援寄付
　テレワークを活用した移住に興味はあるけど、一歩が踏み出せない方
や不安がある方、まずはお試しテレワークをしてみてはいかがでしょうか。
　香川県は指定のコワーキングスペースでお試しテレワークをした方
の交通費などをサポートします。

　9月29日（木）に瀬戸内国際芸術祭2022の秋会期が開幕します。秋会期は、香川
県の中西部に位置する本島、高見島、粟島、伊吹島の4島が新たに会場に加わり、春・
夏・秋の3会期中最多となる11の島と2つの港周辺が舞台となります。
　丸亀市の本島では、日本遺産に登録された石の文化に着目した作品を、伝統的建
造物群保存地区に選定されている笠島集落の美しい町並みの中で展開するとともに、
本土側のマルタス（丸亀市市民交流活動センター）にも作品を設置します。
　多度津町では、高見島で京都精華大学関係者や海外アーティストによる作品を
予定しているほか、本土側の多度津町本通周辺でも作品やイベントを展開します。
　三豊市の粟島では、2010年から続く日比野克彦氏の海洋
環境をテーマとしたプロジェクトに加え、海外の著名アー
ティストによる作品展開も予定しています。
　観音寺市では、伊吹島で地域に残る特徴ある風習や
文化をモチーフにした作品を展開するほか、本土側の夜の
街歩きイベント「よるしるべ2022」が実施されます。
　直島や豊島、女木島、男木島、小豆島、大島などでも、
多くの新作を展開しています。
　瀬戸内国際芸術祭2022も秋会期でいよいよフィナーレ。
魅力的なアート作品と美しい瀬戸内の島々の自然や歴史、
文化をお楽しみください。

「かがわの食」Happyプロジェクト

「香川の3ツ星オリーブレストラン」
「さぬきの地魚×香川の銘店～
イキな地魚うまいものフェア」
　「かがわの食」の魅力発信を行う「かがわの食」Happy
プロジェクトでは、香川自慢の食材をおいしく楽しめる
2つのレストランフェアを開催中です。
　「香川の3ツ星オリーブレストラン」では、オリーブオイル
やオリーブ牛などを使用したお店オリジナルのお薦めメ
ニューを、また、「さぬきの地魚×香川の銘店～イキな地
魚うまいものフェア」では、香川の地魚を使用して特別メ
ニューを提供しています。
　「オリーブレストラン」は104店、「地魚フェア」は92店
の県内の和・洋・中の飲食店が参加。各店こだわりのメ
ニューをこの機会にぜひご賞味ください。

香川漆芸の魅力を伝える

彩を研ぐアートの世界
渡部豪太、香川漆芸と出会う。

秋会期はじまる

瀬戸内国際芸術祭2022 秋会期

　香川県の魅力を広く知ってもらうため、広報番組を制作し
ました。
　取り上げたテーマは「香川漆芸」。約200年以上の伝統が
あり、蒟醤、存清、彫漆など優れた技法が現代まで受け継が

れています。
　番組では俳優の
渡部豪太さんが、そ
の取り組みや作品に
触れ、表現豊かで洗
練された香川漆芸
の魅力をたっぷりと
お届けします。
　この番組の映像
は県ホームページか
らご覧いただけます。

番組の映像はこちら

【期間】令和5年1月15日（日）まで

【問い合わせ】 香川県県産品振興課TEL087-832-3383

ケンデル・ギール「FLOW」 高見島

【問い合わせ】

香川県地域活力推進課
TEL087- 832-3125
かがわ移住ポータルサイト

かがわ暮らし

（注）掲載のイベントは、新型コロナウイルス感染拡大の状況によって、中止または内容に変更が生じることがあります。

県HPページID 香川県ホームページのトップページ上部にある「ページID検索」に番号を入力するだけで該当ページをご覧いただけます。
香川県ホームページ

オリーブレストラン さぬきの地魚

詳しくは、ふるさと納税ポータルサイト
「ふるさとチョイス」をご覧ください。

ふるさとチョイス香川県

　香川県では、「ガンバレさぬき応援寄付」として、ふるさと
納税を受け付けています。
　「ガンバレさぬき応援寄付」では、寄付金の使い道を、地
球温暖化対策など21の項目からお選びいただけます。
　昨年度は第3子以降保育料等免除事業などに活用させ
ていただきました。
　「こころのふるさと」香川を応援していただいた方には、
返礼品として、人気
の讃岐うどんやさぬ
き讃フルーツのほか、
和三盆やおいりと
いった伝統のお菓子
に加え、オリーブ収
穫の体験型メニュー
などもご用意してお
ります。
　ふるさと香川のよ
り一層の発展のため、
皆さまの温かい応援
を心よりお待ちして
おります。

Setouch i - i -Base
（高松市サンポート）

co-ba takamatsu
（高松市鍛冶屋町）

うみちかふらっと
（小豆郡小豆島町）

いろ

きんま　 ぞんせい　ちょうしつ

【会期】 2022年9月29日（木）～11月6日（日）
【会場】 直島、豊島、女木島、男木島、小豆島、大島、犬島、本島、高見島、
          粟島、伊吹島、高松港周辺、宇野港周辺
【問い合わせ】 瀬戸内国際芸術祭実行委員会 TEL087-813-2244
【公式ウェブサイト】 https://setouchi-artfest.jp/

〇会期限定パスポート ： 4,200円　16～18歳2,600円　15歳以下無料
   ※一部の施設、作品、イベントでは別途料金が必要になります。

〇オフィシャルツアー：チャーター船を利用し、ガイドが全行程ご案内する
   オフィシャルツアーもおススメ。アート作品や島を深く知ることができます。
   https://setouchi-artfest.jp/visit/official-tour/




