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基
調
講
演

現
宗
研
調
査
に
み
え
る
過
疎
地
域
寺
院
の
現
状
と
檀
信
徒
の
対
応

中

　條

　曉

　仁

（
一
）
は
じ
め
に

　

現
代
宗
教
研
究
所
は
諸
宗
派
に
先
駆
け
て
「
過
疎
地
域
寺
院
研
究
」
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
一
九
八
九
（
平
成
元
）
年
に
出
版
さ
れ
た

『
こ
こ
ま
で
来
て
い
る
過
疎
地
寺
院　

あ
な
た
は
知
っ
て
い
ま
す
か
？
』
は
、
全
国
の
主
な
過
疎
指
定
地
域
に
所
在
す
る
本
宗
寺
院
の
現

状
を
活
写
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
過
疎
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
現
在
に
お
い
て
宗
内
外
か
ら
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
れ
以
降
は
必
要
性
が
認
識
さ
れ
な
が
ら
も
、
研
究
が
継
続
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
三
十
年
を
経
て
、
現
宗
研
は
二
〇
一
八
年
か
ら
過
疎
地
域
寺
院
研
究
を
再
開
し
、
現
地
の
実
情
を
ふ
ま
え
た
研
究
の
実
践
を

始
め
た
。
本
稿
は
、
二
〇
一
八
年
に
実
施
さ
れ
た
広
島
県
北
部
寺
院
調
査
（
以
下
、
備
北
調
査
）
と
二
〇
一
九
年
に
実
施
さ
れ
た
山
梨
県

早
川
町
寺
院
調
査
（
以
下
、
早
川
調
査
）
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
主
な
成
果
の
概
要
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
二
）
現
宗
研
に
よ
る
過
疎
地
域
寺
院
調
査
の
実
践

　

過
疎
地
域
を
は
じ
め
と
す
る
我
が
国
の
諸
地
域
が
本
格
的
な
人
口
減
少
時
代
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、
伝
統
仏
教
教
団
の
各
宗
派
に
対
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し
て
は
過
疎
地
域
所
在
の
寺
院
に
対
す
る
再
編
成
を
視
野
に
入
れ
た
調
査
・
研

究
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
宗
教
法
人
を
所
管
す
る
文
部
科
学
省

（
文
化
庁
）
が
不
活
動
法
人
、
い
わ
ゆ
る
「
青
空
寺
院
」
の
抑
止
に
向
け
た
通

達
を
二
〇
〇
六
年
に
出
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
い
る
。
第
一
一
四
定
期
宗
会

の
宗
務
総
長
施
政
方
針
に
お
い
て
も
過
疎
地
域
寺
院
調
査
に
つ
い
て
言
及
が
な

さ
れ
、
実
動
が
要
請
さ
れ
た
。

　

こ
れ
を
受
け
て
現
宗
研
で
は
、
二
〇
一
八
年
度
か
ら
過
疎
地
域
に
所
在
す
る

寺
院
の
実
態
把
握
を
目
的
と
す
る
現
地
調
査
を
実
施
し
て
い
る
（
表
１
）。
こ

の
研
究
は
、
過
疎
地
域
が
近
い
将
来
の
我
が
国
が
直
面
す
る
人
口
減
少
・
高
齢

社
会
化
を
先
取
り
し
た
地
域
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
下
に
進
め
ら
れ
る
も
の
で

あ
り
、
過
疎
地
域
に
限
定
さ
れ
な
い
問
題
認
識
で
も
あ
る
。

　

研
究
の
遂
行
に
は
、
寺
院
の
運
営
や
寺
族
に
関
す
る
詳
細
な
情
報
、
お
よ
び

デ
ー
タ
の
提
供
が
不
可
欠
で
あ
る
た
め
、
寺
院
側
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
前
提

条
件
と
な
る
。
研
究
対
象
地
域
を
所
管
す
る
宗
務
所
の
研
究
へ
の
理
解
と
各
寺

院
へ
の
照
会
、
お
よ
び
現
地
教
師
に
よ
る
調
査
協
力
、
原
則
非
公
開
と
な
っ
て

い
る
宗
務
統
計
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
宗
務
院
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
た
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。

　

現
地
調
査
は
、
専
任
住
職
が
不
在
と
な
っ
て
い
る
「
無
居
住
寺
院
」
の
代
務

住
職
と
檀
信
徒
に
対
し
て
「
訪
問
面
接
法
」
と
よ
ば
れ
る
調
査
手
法
を
採
用
し

広島（備北）調査 早川調査 

実施時期 2018年 2019年 

対象地域 広島県三次市・庄原市 
（中国山地） 

山梨県早川町 
（南アルプス） 

寺院調査 住職から本務寺院や代務寺院における法務や経済の状態、寺
族の状況、檀信徒の状況について聞き取り 

檀家世帯調査 無居住寺院における檀信徒家族の構成と仏事への関与、寺檀
関係の維持などの意識について聞き取り 

調査参画者 現宗研メンバーおよび静岡大中條（筆者）研究室の学生 

表１ 現宗研における過疎地域寺院調査の概要 
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実
施
さ
れ
た
。
現
地
調
査
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
統
計
デ
ー
タ
で
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
寺
院
や
地
域
社
会
の
実
情
を
確
認
し
、
関
係
者

か
ら
聞
き
取
る
こ
と
に
よ
り
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
デ
ー
タ
（
情
報
）
を
得
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
具
体
的
な
調
査
は
、
寺
院
用
と
檀
信
徒
用

の
二
種
類
の
面
接
調
査
票
を
用
い
て
調
査
者
が
対
象
者
を
訪
問
し
、
話
を
聞
き
取
り
な
が
ら
調
査
票
に
記
入
し
て
い
っ
た

　

寺
院
調
査
で
は
、
代
務
住
職
を
対
象
と
し
、
現
宗
研
の
主
任
、
所
員
や
嘱
託
（
筆
者
）
等
の
関
係
者
に
よ
り
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し
た
。

本
宗
教
師
が
聞
き
取
り
を
行
う
こ
と
で
、
調
査
票
の
項
目
に
限
ら
ず
、
よ
り
詳
細
に
実
情
の
聞
き
取
り
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

一
方
、
檀
信
徒
を
対
象
と
す
る
調
査
は
、
寺
院
調
査
と
は
異
な
り
、
調
査
者
が
教
師
で
あ
る
と
檀
信
徒
が
萎
縮
・
遠
慮
し
て
回
答
を
躊
躇

し
て
し
ま
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
調
査
対
象
者
数
が
多
い
こ
と
か
ら
、
現
宗
研
関
係
者
に
加
え
て
筆
者
の
研
究
室
に
所
属
す

る
国
立
大
学
法
人
静
岡
大
学
の
学
生
に
参
加
を
求
め
、
聞
き
取
り
調
査
に
あ
た
っ
た
。

　

こ
の
調
査
に
参
加
し
た
静
岡
大
学
の
学
生
は
、
地
元
静
岡
県
を
中
心
に
小
学
校
や
中
学
校
、
高
等
学
校
の
教
員
を
志
望
す
る
学
生
で
あ

り
、
教
育
学
部
で
農
山
村
研
究
を
修
め
る
専
門
性
の
高
い
学
生
で
も
あ
る
。
ゆ
え
に
、
農
山
村
に
対
す
る
知
識
・
理
解
を
有
し
、
調
査
に

対
し
て
真
摯
に
取
り
組
む
こ
と
の
で
き
る
学
生
で
あ
る
た
め
、
今
回
の
調
査
者
に
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
し
た
。
実
際
に
、
檀
信
徒
世
帯
対

象
者
の
年
代
は
六
〇
～
八
〇
歳
代
が
中
心
と
な
る
た
め
、
孫
世
代
に
あ
た
る
学
生
が
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
よ
り
率
直
な

回
答
を
得
る
一
助
と
な
っ
た
。

（
三
）
過
疎
地
域
の
寺
院
を
と
ら
え
る
枠
組
み
と
宗
務
院
に
お
け
る
寺
院
調
査
の
位
置
づ
け

　

次
に
、
過
疎
地
域
に
出
現
す
る
寺
院
の
変
化
を
時
系
列
的
に
整
理
し
、
現
宗
研
や
伝
道
部
で
実
践
さ
れ
て
い
る
各
寺
院
調
査
の
位
置
づ

け
を
試
み
る
。
前
述
す
る
よ
う
に
、
宗
務
院
で
は
現
宗
研
が
二
〇
一
八
年
と
二
〇
一
九
年
に
過
疎
地
域
寺
院
調
査
を
実
施
し
、
伝
道
部
に

お
い
て
も
過
疎
地
域
寺
院
対
策
委
員
会
が
石
川
県
能
登
半
島
に
該
当
す
る
石
川
県
第
二
部
宗
務
所
管
区
を
対
象
に
寺
院
調
査
を
実
施
し
て

い
る
（
図
１
）。
こ
れ
を
、
筆
者
が
提
起
し
て
い
る
過
疎
地
域
の
寺
院
を
と
ら
え
る
枠
組
み
を
ふ
ま
え
て
位
置
づ
け
た
い
。
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過
疎
地
域
に
お
け
る
寺
院
は
、
住
職
の
存
在
形
態
に
基
づ
い
て

時
系
列
に
大
き
く
４
つ
の
段
階
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
表

２
）。
す
な
わ
ち
、
第
Ⅰ
段
階
は
専
任
の
住
職
が
い
な
が
ら
も
、

檀
信
徒
が
実
質
的
に
減
少
し
て
い
く
段
階
で
あ
る
。
第
Ⅱ
段
階
は

檀
信
徒
の
減
少
が
次
第
に
進
み
、
や
が
て
専
任
住
職
が
代
務
住
職

と
な
り
、
住
職
や
寺
族
が
不
常
住
化
す
る
段
階
で
あ
る
。
第
Ⅲ
段

階
は
、
代
務
住
職
が
高
齢
化
等
に
よ
り
当
該
寺
院
の
法
務
を
務
め

ら
れ
な
く
な
る
な
ど
し
て
実
質
的
に
無
住
職
に
陥
っ
た
り
、
代
務

住
職
が
遷
化
後
も
後
任
住
職
が
補
充
さ
れ
な
く
な
っ
た
り
し
て
無

住
職
と
な
る
段
階
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
Ⅳ
段
階
は
無
住
職
の
状

態
が
長
ら
く
続
き
、
境
内
や
堂
宇
も
荒
廃
し
て
廃
寺
化
す
る
段
階

で
あ
る
。

　

寺
院
調
査
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
性
格
の
地
域
に
お
い
て
実
施

さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
地
域
差
が
存
在
す
る
（
表
３
）。

無
居
住
化
し
て
い
る
寺
院
に
注
目
し
て
み
る
と
、
広
島
備
北
調
査

で
は
対
象
十
一
ヶ
寺
中
六
ヶ
寺
、
早
川
調
査
で
は
対
象
二
十
五
ヶ

寺
中
十
八
ヶ
寺
、
能
登
調
査
で
は
三
十
二
ヶ
寺
中
十
九
ヶ
寺
で
住

職
や
寺
族
も
居
住
し
な
い
「
無
居
住
寺
院
」
と
な
っ
て
い
た
。
さ

ら
に
寺
院
が
無
居
住
化
し
た
時
期
を
み
る
と
、
時
期
の
早
い
順
に
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問題の段階 具体的事象 発展的事象 

第Ⅰ段階 
檀家数の実質的 

減少 

 檀家家族の空間的分散居住 
 寺檀関係の消滅 

「無居住化」を生
み出すきっかけ 

第Ⅱ段階 
寺院の無居住化 

 住職や寺族の不在 
 寺族の域外転出や少子化に伴う後継

者の不在 
「無住職化」を生
み出すきっかけ 

第Ⅲ段階 
無住職化 

 高齢による法務の限界 
 代務住職遷化による後任不補充 
 堂宇・庫裏・境内の放置 

「廃寺化」を生み
出すきっかけ 

第Ⅳ段階 
廃寺化  堂宇・庫裏の倒壊・境内の荒廃 「青空寺院」化 

中條作成 

表２ 過疎地域の寺院をとらえる枠組み 

広島備北調査 早川調査 能登調査 

実施主体/時期 現宗研/2018年 現宗研/2019年 伝道部/2019年 

対象地域 広島県三次市 
・庄原市 山梨県早川町 石川県珠洲市など 

対象寺院数 11ヶ寺 
うち無居住６ヶ寺 

25ヶ寺 
うち無居住18ヶ寺 

32ヶ寺 
うち無居住９ヶ寺 

調査対象 寺院＋檀家 寺院＋檀家 寺院 

無居住化時期 2000年代 1970年代 2020年代 

人口増減率 
1965～2015年 

－45.6％ 
（庄原市） －83.7％ -52.9％ 

（珠洲市） 

高齢化率 
2015年 

42.0％ 
（庄原市） 47.8％ 45.2％ 

（珠洲市） 

過疎の類型 少子型 高齢人口減少型 少子型 

表３ 宗務院における過疎地域寺院調査の対象地域 
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早
川
地
域
で
一
九
六
〇
年
代
に
は
す
で
に
そ
れ
が
始
ま
っ
て
お
り
、
備
北
地
域
で
は
二
〇
〇
〇
年
代
、
能
登
地
域
で
は
二
〇
二
〇
年
代
と

地
域
差
が
認
め
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
無
居
住
寺
院
の
出
現
は
、
各
地
域
に
お
け
る
過
疎
の
地
域
差
に
由
来
す
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
各
地
域
に
お
け
る
人
口
減

少
の
パ
タ
ー
ン
を
み
る
と
、
全
国
の
過
疎
地
域
で
は
一
五
～
六
四
歳
人
口
の
減
少
は
都
市
へ
の
人
口
移
動
に
よ
り
早
く
か
ら
進
ん
で
い
っ

た
。
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
状
況
を
み
る
と
、
マ
イ
ナ
ス
一
〇
～
マ
イ
ナ
ス
二
〇
％
程
度
で
推
移
し
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
そ
の
子
世
代

で
あ
る
一
五
歳
未
満
人
口
の
減
少
も
さ
ら
に
進
ん
で
お
り
、
マ
イ
ナ
ス
二
〇
％
前
後
で
推
移
し
て
い
る
。
三
地
域
で
共
通
し
て
少
子
化
が

深
刻
化
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
特
徴
的
な
の
は
、
六
五
歳
以
上
の
高
齢
人
口
で
地
域
差
が
生
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
備
北
地
域
と
能
登
地
域
で
は
一

～
三
％
程
度
で
増
加
し
続
け
て
い
る
の
に
対
し
、
早
川
地
域
で
は
マ
イ
ナ
ス
一
〇
～
マ
イ
ナ
ス
二
〇
％
と
大
き
な
減
少
が
み
ら
れ
る
。
一

般
に
、
過
疎
地
域
で
は
高
齢
人
口
の
増
加
が
み
ら
れ
る
が
、
早
川
地
域
で
は
高
齢
人
口
の
供
給
を
上
回
る
ス
ピ
ー
ド
で
減
少
が
進
ん
で
い

る
。
そ
の
背
景
に
は
死
亡
に
よ
る
自
然
減
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

以
上
を
ふ
ま
え
る
と
、
各
地
域
は
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。
ま
ず
早
川
地
域
で
は
一
九
七
〇
年
代
に
は
寺
院
の
無
居
住
化
が
常
態
化

し
て
、
現
在
は
少
数
の
教
師
に
よ
る
寺
院
護
持
が
定
着
化
し
て
お
り
、
一
部
の
寺
院
で
は
廃
寺
化
の
懸
念
も
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

備
北
地
域
で
は
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
に
無
居
住
寺
院
が
相
次
い
で
出
現
し
た
。
こ
れ
は
現
役
住
職
の
遷
化
に
伴
う
無
居
住
化
で
あ
り
、
後

継
者
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
教
師
の
少
数
化
が
生
じ
て
い
る
。
一
方
、
能
登
地
域
は
二
〇
二
〇
年
代
に
寺
院
の
無
居
住
化
が

目
立
ち
始
め
、
そ
の
要
因
に
は
現
役
住
職
の
高
齢
化
が
あ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
後
継
者
不
足
も
顕
在
化
し
て
お
り
、
現
役
教
師

の
少
数
化
と
い
う
懸
念
も
他
地
域
と
同
様
に
生
じ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
宗
務
院
に
よ
る
過
疎
地
域
寺
院
調
査
対
象
地
域
を
人
口
動
向
や
寺
院
の
変
化
に
注
目
し
て
み
て
い
く
と
、
最
も
状
況
が

先
鋭
化
し
て
い
る
の
が
早
川
地
域
、
次
い
で
広
島
備
北
地
域
、
現
在
ま
さ
に
変
化
が
生
じ
よ
う
と
し
て
い
る
地
域
と
し
て
能
登
地
域
が
位
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置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
四
）「
寺
族
の
寺
離
れ
」
に
よ
る
寺
院
の
無
居
住
化

　

こ
れ
ま
で
に
述
べ
る
よ
う
に
、
時
期
は
異
な
る
も
の
の
備
北
地
域
と
早
川
地
域
は
と
も
に
寺
院
の
無
居
住
化
が
進
ん
で
い
る
。
そ
の
要

因
を
寺
院
側
と
檀
信
徒
側
の
双
方
か
ら
検
討
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
寺
院
側
に
つ
い
て
、
無
居
住
化
前
の
前
住
職
や
そ
の
家
族
の
現
在
に
つ
い
て
聞
き
取
り
を
行
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
後
継
者
と

目
さ
れ
た
長
男
た
ち
は
地
元
か
ら
転
出
し
、
住
職
を
継
承
す
る
こ
と
な
く
僧
侶
以
外
の
職
に
従
事
し
て
い
た
。
大
学
等
の
在
学
期
に
教
師

資
格
を
取
得
し
て
い
な
い
人
が
多
い
こ
と
か
ら
、
早
い
段
階
で
住
職
継
承
の
意
思
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。
こ
の
要

因
に
は
、
檀
信
徒
の
減
少
に
よ
り
自
ら
の
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
兼
職
し
よ
う
と
す
る
も
、
当
該
地
域
の
労
働
市
場
が
縮
小
し
て
適
当

な
職
が
見
つ
か
ら
な
い
こ
と
や
住
職
と
の
兼
職
が
制
限
さ
れ
て
い
る
職
種
も
あ
る
こ
と
な
ど
が
影
響
し
て
兼
職
で
き
な
い
実
態
の
あ
る
こ

と
が
判
明
し
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
兼
職
環
境
ば
か
り
で
な
く
寺
族
内
で
の
住
職
継
承
の
意
識
も
要
因
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
た
。
住
職
の
子
弟
に
男

子
が
い
な
い
寺
院
に
お
い
て
後
継
者
確
保
の
動
き
は
見
ら
れ
ず
、
寺
族
は
当
該
寺
院
か
ら
転
居
し
無
居
住
と
な
っ
て
い
た
。
い
わ
ば
「
寺

族
の
寺
離
れ
」
が
加
速
し
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。

　

宗
派
間
の
比
較
を
行
う
と
明
ら
か
で
あ
る
が
、
古
く
か
ら
住
職
の
世
襲
が
確
立
さ
れ
て
き
た
浄
土
真
宗
で
は
、
檀
信
徒
数
の
減
少
に
直

面
し
て
い
て
も
後
継
者
を
親
族
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
確
保
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
、
無
居
住
寺
院
が
相
対
的
に
少
な
い
。
宗
派
間

に
お
け
る
制
度
や
価
値
観
の
相
違
が
影
響
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
無
居
住
化
と
い
う
専
任
の
住
職
が
不
在
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
地
元
在
住
檀
信
徒
の
高
齢
化
と
減
少
と
い
う
檀
信
徒

側
の
要
因
も
あ
る
。
他
出
子
が
い
て
も
寺
檀
関
係
が
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
る
と
は
い
え
な
い
た
め
、
結
果
と
し
て
檀
信
徒
数
が
減
少
し
、
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そ
れ
が
寺
院
の
無
居
住
化
を
引
き
起
こ
す
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
他
出
子
に
よ
る
寺
檀
関
係
の
継
承
や
仏
事
へ
の
関
与
、
あ
る
い
は
墓
の
継
承
に
関
す
る
老
親
の
意
向
を
聞
き
取
っ
た
と
こ
ろ
、

他
出
子
の
居
住
地
域
に
よ
っ
て
地
域
的
差
異
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
実
家
へ
の
日
帰
り
で
の
帰
省
が
容
易
な
地
域

（
乗
用
車
で
片
道
一
～
二
時
間
圏
）
に
居
住
す
る
他
出
子
の
い
る
檀
信
徒
で
は
、
寺
院
と
の
関
係
を
継
承
さ
せ
る
意
向
を
示
し
て
い
た
。

例
え
ば
、
備
北
調
査
で
は
広
島
市
と
そ
の
周
辺
市
町
、
早
川
調
査
で
は
甲
府
市
と
そ
の
周
辺
市
町
に
居
住
す
る
他
出
子
が
該
当
す
る
。
特

に
、
そ
の
圏
域
に
長
男
が
居
住
す
る
場
合
、
彼
ら
に
継
承
さ
せ
た
い
と
い
う

意
向
が
強
か
っ
た
。
ま
た
、
他
出
子
に
よ
る
仏
事
へ
の
関
与
を
み
て
も
、
こ

の
圏
域
に
居
住
す
る
他
出
子
は
き
ょ
う
だ
い
関
係
に
関
わ
り
な
く
家
族
や

集
落
住
民
の
葬
儀
、
親
族
の
法
事
や
墓
参
り
な
ど
に
も
積
極
的
に
関
わ
っ
て

い
た
。
た
だ
し
、
乗
用
車
で
一
～
二
時
間
圏
を
超
え
て
く
る
と
長
男
で
あ
っ

て
も
寺
院
と
の
関
係
構
築
意
識
が
低
下
し
て
お
り
、
潜
在
的
に
檀
信
徒
減
少

の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

（
五
）

　「檀
家
の
寺
思
い
」に
支
え
ら
れ
る
無
居
住
寺
院

　

無
居
住
寺
院
が
存
続
す
る
た
め
の
最
大
の
要
件
と
し
て
、
堂
宇
の
維
持
が

挙
げ
ら
れ
る
。
早
川
調
査
で
も
、
限
界
化
し
た
集
落
に
あ
る
寺
院
で
台
風
被

害
に
伴
う
本
堂
屋
根
の
損
傷
と
雨
漏
り
を
十
軒
未
満
の
少
数
の
檀
信
徒
で

は
修
繕
経
費
の
捻
出
が
で
き
ず
、
や
む
な
く
廃
寺
手
続
き
を
取
っ
た
寺
院
が

あ
っ
た
（
写
真
１
）。
一
方
、
備
北
調
査
で
は
無
居
住
六
ヶ
寺
の
う
ち
四
ヶ

写真１　�本堂の老朽化により雨漏りがひどく、少数の檀家ではとても修
理費用が捻出できない現状がある寺院（2019年早川調査より）

02-02　中條.indd   21 2021/03/07   11:23



現代宗教研究　第55号（2021.3）　　22

寺
は
堂
宇
、
そ
し
て
庫
裏
と
も
に
維
持
が
な
さ
れ
て
い
た
が
（
写
真
２
）、

二
ヶ
寺
で
庫
裏
が
倒
壊
し
た
り
撤
去
さ
れ
た
り
し
て
い
た
（
写
真
３
、
４
）。

堂
宇
の
修
繕
が
檀
信
徒
に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
て
い
る
間
は
問
題
な
い
が
、
そ

れ
が
困
難
に
な
る
と
寺
院
と
し
て
の
機
能
そ
の
も
の
が
失
わ
れ
る
可
能
性
が

あ
る
。

　

無
居
住
寺
院
の
存
続
の
可
能
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
備
北
調
査
で
は

二
〇
一
八
年
九
月
に
当
該
寺
院
の
檀
信
徒
四
十
二
世
帯
の
代
表
者
に
対
し
て

聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
。

　

専
任
住
職
が
得
ら
れ
て
い
な
い
現
状
を
ふ
ま
え
、
自
分
た
ち
の
菩
提
寺
が

存
続
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
か
ど
う
か
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
存
続
を
希
望

す
る
」
と
回
答
し
た
人
は
七
六
・
二
％
に
上
り
、「
存
続
を
希
望
し
な
い
」

の
七
・
二
％
と
「
わ
か
ら
な
い
」
の
七
・
一
％
、「
無
回
答
」
の
九
・
六
％

を
大
き
く
上
回
っ
て
い
た
。
ほ
と
ん
ど
の
人
々
が
存
続
を
希
望
し
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

現
在
、
寺
院
を
直
接
支
え
る
檀
信
徒
の
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
が
、
調
査

で
は
寺
院
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
動
き
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
備
北

調
査
で
は
、
代
務
住
職
が
高
齢
で
か
つ
本
務
寺
院
か
ら
遠
距
離
の
た
め
に
な

か
な
か
通
え
な
い
寺
院
で
は
、
八
月
の
施
餓
鬼
会
や
春
秋
の
彼
岸
会
で
檀
信

徒
総
代
が
読
経
の
音
声
を
流
し
て
導
師
を
勤
め
る
な
ど
し
て
菩
提
寺
で
の
年

写真２　大きな本堂と檀信徒によりきれいに管理された寺院境内（2018年広島備北調査より）

02-02　中條.indd   22 2021/03/07   11:23



23

現宗研調査にみえる過疎寺院の現状と檀信徒の対応（中條）

写真４　庫裏が長年にわたり空き家となり倒壊した寺院（2018年広島備北調査より）

写真３　庫裏は撤去され、本堂は屋根や外壁の損傷が進む寺院（2018年広島備北調査より）
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中
行
事
を
守
っ
て
い
る
例
が
あ
っ
た
（
写
真
５
）。
早
川
調
査
に

お
い
て
も
、
専
任
住
職
の
確
保
が
望
め
な
い
寺
院
で
は
、
堂
宇
を

集
会
所
と
し
て
集
落
の
寄
合
等
に
利
活
用
し
て
維
持
し
て
い
る
例

が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、「
檀
家
の
寺
思
い
」
は
強
い
も
の
が

あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
都
会
に
転
出
し
た
子
ど
も
に
よ
る
寺
檀
関
係
の
継
承
や

仏
事
へ
の
関
与
、
あ
る
い
は
墓
の
継
承
に
関
す
る
老
親
の
意
向
も

聞
き
取
っ
た
と
こ
ろ
、
子
ど
も
の
多
く
が
実
家
へ
の
帰
省
が
容
易

な
近
隣
の
中
心
都
市
、
備
北
調
査
で
は
広
島
市
と
そ
の
周
辺
市
町
、

早
川
調
査
で
は
甲
府
市
と
そ
の
周
辺
市
町
な
ど
に
居
住
し
て
い
る

た
め
、
子
ど
も
に
寺
檀
関
係
を
継
承
さ
せ
る
意
向
を
示
し
て
い
た
。

た
だ
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
の
は
老
親
が
寺
院
と
の
関
係
を
現
役
で

維
持
し
て
い
る
例
で
あ
り
、
こ
の
世
代
が
い
な
く
な
っ
た
際
に
寺

檀
関
係
の
持
続
可
能
性
を
左
右
す
る
の
は
都
会
に
転
出
し
た
子
ど

も
た
ち
で
あ
る
た
め
、
寺
院
側
に
は
彼
ら
と
の
積
極
的
な
関
係
構

築
が
必
要
と
さ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。

（
六
）「
寺
お
さ
め
」
論
を
め
ぐ
っ
て

　

現
在
、
過
疎
地
域
の
寺
院
が
直
面
し
て
い
る
諸
課
題
、
取
り
組

写真５　高齢となった代務住職に代わって総代A氏を導師に営まれた法要
　　　　�読経の音声は写真手前に置かれたCDプレイヤーから流されていた。住職が不在にな

りつつも、檀信徒が行事を守っていた。（2018年広島備北調査より）
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ん
で
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
は
、
近
い
将
来
都
会
の
寺
院
も
向
き
合
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

今
後
の
過
疎
地
域
で
は
最
も
多
く
の
人
口
を
占
め
る
「
団
塊
の
世
代
」
が
縮
小
に
見
舞
わ
れ
、
住
民
の
価
値
観
の
変
化
に
直
面
す
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
世
代
は
、
伝
統
行
事
や
草
刈
り
な
ど
の
地
域
活
動
を
面
倒
だ
け
れ
ど
も
何
と
か
遂
行
す
る
、
地
域
社
会
の

結
束
を
維
持
し
て
き
た
人
々
で
あ
る
。
し
か
し
、
来
た
る
二
〇
二
五
年
を
境
に
こ
の
人
口
の
多
く
が
高
齢
後
期
に
突
入
し
、
減
少
に
転
じ

る
可
能
性
が
高
く
な
っ
て
お
り
、
彼
ら
が
有
し
て
き
た
価
値
観
は
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
同
時
に
こ
の
こ
と
は
、
地
域
の
伝
統
的
存

在
で
あ
る
寺
院
を
支
え
る
人
々
の
減
少
を
意
味
し
て
い
る
。
最
近
の
研
究
で
は
、
過
疎
地
域
の
人
口
増
加
を
見
込
む
こ
と
が
困
難
な
た
め

「
関
係
人
口
」
と
よ
ば
れ
る
当
該
地
域
社
会
と
ご
縁
を
と
り
結
ぶ
人
々
を
増
や
し
て
い
く
こ
と
に
注
目
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
寺
院
は
転

出
し
た
檀
信
徒
や
都
会
育
ち
の
孫
世
代
な
ど
の
関
係
人
口
を
、
先
祖
祭
祀
等
を
通
じ
て
取
り
結
ぶ
役
割
を
有
し
て
お
り
、
社
会
的
に
も
重

要
な
ア
ク
タ
ー
と
位
置
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
現
宗
研
に
よ
る
過
疎
地
域
寺
院
調
査
か
ら
提
起
で
き
る
こ
と
を
い
く
つ
か
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
過
疎
寺
院
問
題

は
当
該
地
域
の
特
性
に
応
じ
て
異
な
る
現
れ
か
た
を
す
る
た
め
、
当
該
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、

檀
信
徒
の
転
出
地
域
の
差
異
は
子
ど
も
と
菩
提
寺
と
の
地
理
的
距
離
に
よ
る
関
係
構
築
の
違
い
を
も
た
ら
す
し
、
寺
院
を
め
ぐ
る
環
境
の

違
い
は
歴
史
的
経
緯
や
慣
習
な
ど
地
域
に
よ
っ
て
も
異
な
る
。
全
国
ス
ケ
ー
ル
で
寺
院
を
と
り
ま
く
環
境
を
み
る
と
多
様
性
に
富
む
た
め
、

一
律
的
な
手
法
で
は
対
応
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
。

　

第
二
に
、
少
数
の
教
師
で
も
、
過
疎
地
域
に
広
範
に
分
布
す
る
寺
院
を
支
え
や
す
い
シ
ス
テ
ム
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、

代
務
住
職
の
就
任
・
更
新
手
続
き
の
見
直
し
な
ど
が
そ
れ
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
過
疎
地
域
で
は
担
い
手
の
確
保
が
難
し
く
な
っ
て
い

る
と
い
う
現
実
を
ふ
ま
え
て
、
当
該
地
域
を
優
先
し
な
が
ら
検
討
を
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
檀
信
徒
の
減
少
に
伴

う
寺
院
経
済
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、
住
職
や
修
徒
が
兼
職
し
や
す
い
環
境
を
整
え
て
い
く
努
力
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
教

師
資
格
取
得
の
修
行
期
間
等
の
見
直
し
な
ど
が
該
当
す
る
が
、
寺
院
護
持
の
中
心
的
存
在
で
あ
る
住
職
の
確
保
に
結
び
付
け
る
形
で
議
論
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を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
し
て
、
し
ば
し
ば
議
論
の
中
心
に
な
る
寺
院
の
再
編
成
論
、
い
わ
ゆ
る
「
寺
お
さ
め
」
論
に
つ
い
て
は
檀
信
徒
の
意
向
を
ふ
ま
え
な

が
ら
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
檀
信
徒
の
「
寺
思
い
」
に
は
強
い
も
の
が
あ
る
こ
と
が
本
調
査
か
ら
も
示
唆
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
自
然
災

害
等
に
よ
り
堂
宇
の
損
傷
が
進
み
、
復
旧
費
用
の
捻
出
が
滞
っ
て
「
青
空
寺
院
」
化
が
懸
念
さ
れ
る
場
合
は
再
編
成
の
可
能
性
は
高
く
な

る
。
し
か
し
、
堂
宇
が
健
全
な
状
態
で
、
檀
信
徒
の
一
部
で
も
年
中
行
事
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
行
動
が
見
ら
れ
れ
ば
、
再
編
成
に
つ
い

て
は
檀
信
徒
と
の
合
意
を
入
念
に
形
づ
く
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
地
域
間
比
較
を
行
う
こ
と
に
よ
り
稿
を
改
め
て
議
論
し

た
い
。

付
記

　

本
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
現
代
宗
教
研
究
所
の
三
原
正
資
所
長
、
櫻
井
義
久
主
任
（
当
時
）、
関
勝
道
主
任
（
当
時
）、
森
下

恵
王
研
究
員
を
は
じ
め
と
す
る
各
聖
、
田
野
岡
亨
悦
上
人
を
は
じ
め
と
す
る
広
島
県
備
北
地
域
寺
院
各
聖
、
山
本
是
温
上
人
・
清
水
本
漸

上
人
を
は
じ
め
と
す
る
山
梨
県
早
川
町
寺
院
各
聖
に
多
く
の
ご
教
示
と
現
地
調
査
実
施
に
お
け
る
ご
支
援
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、

宗
務
院
関
係
部
局
、
広
島
県
宗
務
所
、
山
梨
県
第
一
部
宗
務
所
の
ご
協
力
を
得
ま
し
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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