
1瀬居八幡宮の秋祭りで行われる船渡御。かつては“瀬居の華”と呼ばれ、
周囲の島の中でも、特に盛大だったそう　2華やかな大漁旗が瀬居町の漁
師たちの気概を伝えている　3祭りに欠かせない太鼓叩きの子供たち。瀬
居町の祭りの伝統を受け継いでいってほしい　4島から陸へ、瀬居島の変
遷を語ってくれた大前さん　5聞き書きの様子。写真や古い地図を見なが
ら島が埋め立てられるまでの様子を話してくれた。「この辺には、番の州の
他に、なんこの洲、沙弥の洲、前の洲、宮の洲ゆうて５つ洲があった。そこを
埋め立てて番の州の工業地帯ができたんや」　6大前さんのご自宅に飾っ
ていた昭和20年末の瀬居島の写真。まだ島だった頃の貴重な風景

　もともと瀬居町は瀬居島という島
でした。埋め立てられ、陸続きに。こ
れは船に乗って行う船渡御にとって
大変なこと。お祭りを残そうとする取
り組みを聞いて「歴史は形を変えても
いい」ということを学びました。歴史の形を変えるという
のは今まで積み上げてきたものを否定するのではなく、
それらを生かしながらより良いものに仕上げて残してゆ
くということ。昔の人も今の人も、伝統を長く伝えていき
たいという同じ思いでいることに強く感銘を受けました。

　坂出市瀬居町は、かつて塩飽諸島、与島諸島に属する瀬居島という
島でした。瀬居島で生まれ育った大前實さんは、昭和43年、番の州臨
海工業団地の造成に伴い、島が陸続きになるまでの激動の時代を知る
生き証人。長年、漁業協同組合参事や坂出市議会議員を務め、瀬戸大
橋建設のときも、第一線で交渉にあたってきました。現役引退後も、瀬
居町の自治会長として、地元の祭りの保存に尽力されています。中で
も瀬居八幡宮の秋祭りで行われる「船渡御」には特別な想いがあるそ
うです。雉尾さんは瀬居町へ何度も足を運び、9月に行われた船渡御
も見学。大前さんの船渡御の話を聞きながら、今の瀬居町とは違う瀬
居島での生活に想いをはせているようでした。
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4 船ふ

な

渡と

御ぎ

よ

が
な
く
な
っ
た
ら
、

瀬
居
島
が
沈
ん
で
し
ま
う
。

大
前
さ
ん
か
ら
受
け
取
っ
た
言
葉

│
│
船
渡
御
で
使
う
昔
の
漁
船
は
、
今
と
は
ど

ん
な
風
に
違
っ
て
い
た
の
で
す
か
？

　
今
は
み
ん
な
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
や
け
ど
な
。
昔

の
は
綺
麗
な
ん
や
で
。
ヒ
ノ
キ
や
か
ら
な
。
普

通
は
杉
板
を
使
う
ん
や
け
ど
、
ス
ギ
は
水
を
吸

う
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
う
ち
は
全
部
ヒ
ノ
キ
。

船
は
酒
を
つ
け
て
磨
く
ん
や
、
そ
う
し
た
ら
ぴ

か
ぴ
か
光
る
。

│
│
す
ご
い
で
す
ね
！

　
船
渡
御
は
、
漁
船
に
神
輿
を
乗
せ
て
、
海
を

渡
り
な
が
ら
海
上
安
全
と
大
漁
を
祈
る
神
事
な

ん
や
。
だ
か
ら
船
渡
御
に
は
、
そ
の
年
に
造
っ

た
新
造
船
を
使
う
ん
。
神
様
を
乗
せ
る
か
ら

な
。
昔
は
12
隻
で
船
渡
御
し
よ
っ
た
ん
が
、
今

は
６
隻
。
だ
ん
だ
ん
減
っ
て
き
よ
る
と
い
う
こ

と
は
、
漁
民
も
減
っ
て
き
よ
る
と
い
う
こ
と
や

な
。

　
昔
か
ら
ね
、
こ
の
地
域
は
「
は
え
縄
漁
」
を

専
門
に
し
て
や
っ
て
た
わ
け
。
何
百
メ
ー
ト
ル

神
輿
や
道
具
に
は
触
れ
ら
れ
ん
か
っ
た
。
今
で

も
そ
う
や
。
女
の
人
は
祭
礼
に
関
す
る
仕
事
は

や
ら
な
い
。
祭
礼
に
参
加
で
き
る
の
は
女
の
人

で
も
子
供
だ
け
や
。

│
│
女
性
は
何
を
し
て
い
た
ん
で
す
か
？

　
例
え
ば
、
お
神
輿
さ
ん
が
集
落
を
回
っ
て
八

幡
さ
ん
へ
戻
っ
て
く
る
や
ろ
。
そ
こ
ま
で
来
た

ら
一
服
す
る
わ
け
。
そ
の
時
の
炊
き
出
し
と
か

な
。
お
に
ぎ
り
し
た
り
、
み
ん
な
に
食
べ
も
の

や
飲
み
物
を
配
る
わ
け
。
そ
ん
な
仕
事
し
て
く

れ
よ
っ
た
。

│
│
今
と
昔
で
は
変
わ
っ
た
こ
と
が
た
く
さ
ん

あ
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
ま
で
に
お
祭
り
を
や
め

よ
う
と
い
う
声
は
な
か
っ
た
ん
で
す
か
。

　
そ
れ
は
な
い
わ
。
お
祭
り
は
や
ら
な
い
か

ん
、
先
祖
に
怒
ら
れ
る
。
こ
れ
が
歴
史
と
伝
統

や
の
。
船
渡
御
が
な
く
な
っ
た
ら
、
瀬
居
島
が

沈
ん
で
し
ま
う
。
一
年
の
中
で
一
番
大
事
な
行

事
や
か
ら
な
。

も
あ
る
縄
を
海
底
に
沈
め
て
ね
。
餌
は
大
潮
の

と
き
に
潮
が
引
い
た
浜
へ
行
っ
た
ら
、
そ
こ
ら

じ
ゅ
う
で
捕
れ
た
。
中
に
は
、
そ
れ
を
持
っ
て

船
団
を
組
ん
で
日
本
海
の
方
ま
で
行
っ
て
漁
し

よ
っ
た
ん
や
。
日
本
海
行
っ
た
ら
ね
、
鯛
が
よ

く
釣
れ
る
。
昔
は
魚
を
数
え
る
の
に
匹
は
使
い

よ
ら
ん
か
っ
た
。
貫
を
使
う
。
一
貫
目
、
二
貫

目
ゆ
う
て
ね
。
そ
れ
が
、
埋
め
立
て
す
る
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
は
え
縄
も
廃
れ
て
し
も
う
た
。

海
岸
を
埋
め
立
て
た
ら
、
干
潟
が
な
く
な
る
。

干
潟
が
な
く
な
る
か
ら
「
は
え
縄
漁
」
の
餌
に

な
る
ム
シ
も
い
な
く
な
る
。

│
│
お
祭
り
で
子
供
た
ち
が
太
鼓
を
叩
い
て
い

ま
し
た
が
、
そ
れ
は
昔
か
ら
な
の
で
す
か
？

　
本
来
は
若
い
も
ん
が
叩
く
け
ど
な
。
大
事
な

日
は
ね
、
子
供
が
叩
く
ん
。
丁
度
私
が
な
、
議

員
や
め
て
10
か
月
に
な
っ
た
時
に
、
自
治
会
長

し
て
く
れ
と
言
わ
れ
て
。
そ
の
時
に
な
、
だ
ん

だ
ん
子
供
が
減
っ
て
き
て
、
男
の
子
の
太
鼓
持

ち
が
お
ら
ん
よ
う
に
な
っ
と
っ
た
ん
や
。
さ
ぁ

ど
う
す
る
か
じ
ゃ
。「
女
の
子
も
よ
せ
な
祭
り

が
で
き
ん
が
」
と
言
う
て
初
め
て
ね
、
女
の
子

も
太
鼓
を
叩
く
よ
う
に
し
た
ん
や
。

│
│
そ
れ
ま
で
は
ず
っ
と
男
の
子
が
？

　
そ
う
全
部
男
の
子
。
大
体
ね
、
海
の
祭
り
船

に
女
は
乗
せ
ん
の
。
昔
か
ら
海
の
神
様
は
女
の

神
様
や
と
信
じ
ら
れ
と
る
か
ら
な
。
で
も
お
祭

り
を
続
け
る
に
は
、
そ
ん
な
こ
と
言
う
て
お
れ

ん
。
そ
れ
で
各
地
区
と
相
談
し
て
、
こ
れ
か
ら

は
太
鼓
持
ち
の
女
の
子
は
乗
せ
る
ぞ
と
。
そ
れ

か
ら
始
ま
っ
た
。
平
成
７
年
に
な
。

│
│
そ
れ
ま
で
は
、
お
祭
り
に
は
男
の
子
だ
け

し
か
参
加
で
き
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
？

　
う
ん
。
だ
か
ら
女
の
子
は
祭
り
を
し
て
も
、

祭
り
は
島
だ
っ
た
頃
の
記
憶
を

受
け
継
ぐ
も
の
。

瀬居島の祭りの守り人

瀬
居
島
の
祭
り
の
守
り
人
　
大
前 

實
さ
ん（
坂
出
市
）

大
おお

前
まえ

  實
みのる

さん
（昭和4年生まれ・86歳）

雉
きじ

尾
お

凌
りようこ

子さん
（香川県立丸亀高等学校1年）

参 加 者 の 感 想

コーディネーターより


