
仏壇仏具や沖縄の行事等についての

県民意識調査



調査概要

1. 調査目的 ： 沖縄県民の仏壇仏具についての意識を確認、課題を抽出し、今後の販促施策立案への資料として活用する。

2. 調査方法 ： インターネット調査

3. 調査対象者 ： 県内在住の20才以上の既婚男女

4. 回収数 ： 300s

5. 調査仮説 ： 年代間での意識ギャップが存在する

仏壇行事をやらなくなってきた

仏壇行事の方法が分からない人が増えている

6. 調査項目 ： ①住居形態

②仏壇の有無

③仏壇行事についての意識

④仏壇仏具について

その他

7. 集計方法 ： 全体集計（GT)

クロス集計（性別、年代別、位牌継承の有無）

8．回収期間 ： 2021年4月28日～5月11日

20代 30代 40代 50代 60代 合計

男性 30 30 30 30 30 150

女性 30 30 30 39 21 150

合計 60 60 60 69 51 300
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回答者プロフィール
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【性別】 【年代別】
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調査結果
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住居形態
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▪ 回答者の住居形態は「アパート」が36.3％、「一戸建て（持ち家）」が33.0％、「マンション（賃貸）」16.％、「マンショ

ン（持ち家）8.7％の順。

▪ 「持ち家」は「一戸建て」「マンション」を合わせると41.7％で、「賃貸」が53.0％である。沖縄県の持ち家比率が44.0％

（平成30年度）なので、ほぼ平均的な割合となった。

Q1．あなたの住居形態をお答えください。（１つ選択）
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仏壇の有無（自宅）
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Q2．現在のお住まいには仏壇（トートーメー）はありますか。（１つ選択）
Q3．あなたのご実家（ご両親の家）には仏壇がありますか。（１つ選択）

▪ 自宅に「仏壇（トートーメー)があると回答したのは2割。
▪ 年代別では50代、60代で約3割となる。

▪ 実家の場合を聞くと6割が「ある」と回答。

20.0 

60.0 

80.0 

40.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自宅

実家

ある ない

23.3 

16.7 

13.3 

11.7 

18.3 

29.0 

27.5 

76.7 

83.3 

86.7 

88.3 

81.7 

71.0 

72.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

20代

30代

40代

50代

60代

ある ない

61.3 

58.7 

48.3 

58.3 

56.7 

73.9 

60.8 

38.7 

41.3 

51.7 

41.7 

43.3 

26.1 

39.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

20代

30代

40代

50代

60代

ある ない

【自宅】

【実家】



仏壇の購入者
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Q4．（自宅や実家に仏壇ある方に）その仏壇を購入したのはどなたですか。（それぞれ１つ選択）

▪ 仏壇の購入者は「自宅」の場合は「自分」が最も多く43.3％で約4割強。

▪ 実家の場合は「親」が54.4％で過半数を超える。次いで 「分からないがが昔からある」が20％ 、「祖父母」が17.8％と

なっており、合わせると4割程度が購入（設置）からかなりの年数が経過している様子が伺える。
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％
Q4．その仏壇を購入したのはどなたですか。（それぞれ１つずつ選択）
1．現在のお住まい

合計
（N)

自分 配偶者 親 祖父母
兄弟姉
妹

その他
親族

その他

分から
ないが
昔から
ある

性別

全体 60 43.3 16.7 25.0 3.3 - - - 11.7 

男性 35 51.4 8.6 22.9 2.9 - - - 14.3 

女性 25 32.0 28.0 28.0 4.0 - - - 8.0 

20代 8 75.0 12.5 - - - - - 12.5 

30代 7 14.3 - 28.6 14.3 - - - 42.9 

40代 11 27.3 18.2 45.5 - - - - 9.1 

50代 20 45.0 15.0 25.0 5.0 - - - 10.0 

60代 14 50.0 28.6 21.4 - - - - -

％
Q4．その仏壇を購入したのはどなたですか。（それぞれ１つずつ選択）
2．あなたのご実家（ご両親の家）

合計
（N)

自分 配偶者 親 祖父母
兄弟姉
妹

その他
親族

その他

分から
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ある

性別

全体 180 1.7 1.7 54.4 17.8 2.8 1.1 0.6 20.0 

男性 92 3.3 1.1 54.3 19.6 - - 1.1 20.7 

女性 88 - 2.3 54.5 15.9 5.7 2.3 - 19.3 

年代

全体 180 1.7 1.7 54.4 17.8 2.8 1.1 0.6 20.0 

20代 29 3.4 3.4 37.9 31.0 - - - 24.1 

30代 35 - - 48.6 20.0 - 2.9 - 28.6 

40代 34 - 2.9 47.1 23.5 5.9 - - 20.6 

50代 51 3.9 2.0 74.5 7.8 2.0 - 2.0 7.8 

60代 31 - - 51.6 12.9 6.5 3.2 - 25.8 



位牌（トートーメー）を継承しているか（予定はあるか）
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Q5．あなたご自身は、仏壇や位牌（トートーメー）を現在継いでいますか。あるいは継ぐ予定はありますか。（１つ選択）

▪ 位牌（トートーメー）の継承について聞くと、「自分が継いでいる」が9.3％、「配偶者が継いでいる」4.0％、「継いでいな

いが将来継ぐことになる」23.7％、「次いでいないが、将来自分の配偶者が継ぐことになる」12.0％となっており、回答者

の約半数が「継承者（将来の継承、配偶者の継承含む）」、将来的にも継承しないが約半数となった。
※位牌（トートーメー）を継ぐかどうかで意識差が出ると考えられたため、この設問の回答を以降の質問のクロス集計の軸とした。

▪ 年代別でみると、60代で「非継承者」の割合が多めであった。
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位牌（トートーメー）は長男が継ぐべきか
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Q6．位牌（トートーメー）の継承は、長男が継ぐべきだと思いますか。（１つ選択）

▪ 「位牌（トートーメー）は長男が継ぐべきか」との問いには「そう思う」との回答が「やや」を合わせて36.3％、「そう思わな

い」は32.4％と回答は二分している。

▪ 男性は肯定回答が48.0％と半数を占め、女性は肯定回答24.6％、否定回答40.7％と否定回答が多い。

▪ 年代では意外なことに、若年層に肯定回答が多いという結果になった。

▪ 「継承者」は肯定回答が51.0％と過半数を超えている。
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実施している沖縄の年中行事
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Q7．ご自宅（ご実家）で行っている行事（年中行事）を次の中からお選びください。（複数選択可）

▪ 沖縄の年中行事の実施について尋ねると、「正月（新）」が76.3％と4人に3人、次いで多いのが「お盆（旧盆）」
68.3％、「シーミー」56.7％であった。

▪ 性別での差はあまり見られない。
▪ 年代別では20代の各行事実施率が高めである。これは、年代の特徴というより、「継承者」かどうかが影響してるものの
思われる。今回の回答者は若年層も「継承者」の割合が多い。

▪ 「継承者」は「非継承者」に比べると、行事の実施率が高めになる。
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実施している沖縄の年中行事
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Q7．ご自宅（ご実家）で行っている行事（年中行事）を次の中からお選びください。（複数選択可）

74.7 

28.7 34.0 

5.3 

30.0 

56.7 
64.0 

16.7 

30.0 

14.0 

78.0 

26.0 31.3 

3.3 

34.0 

56.7 

72.7 

18.7 24.0 
10.7 

 -

 20.0

 40.0

 60.0

 80.0

 100.0

正
月
（
新
）

旧
正
月

十
六
日

二
十
日
正
月

彼
岸

シ
ー
ミ
ー

お
盆
（
旧
盆
）

冬
至
（
ト
ゥ
ン

ジ
ー
）

鬼
餅
（
ム
ー
チ
ー
）

こ
の
中
に
行
っ
て
い

る
も
の
は
な
い

男性 女性

8
3
.3

 

3
5
.0

 

3
6
.7

 

6
.7

 

3
1
.7

 

6
5
.0

 

7
5
.0

 

1
5
.0

 

3
1
.7

 

3
.3

 

8
1
.7

 

2
5
.0

 

2
1
.7

 

1
.7

 

2
8
.3

 

6
1
.7

 

7
1
.7

 

8
.3

 

3
1
.7

 1
0
.0

 

7
3
.3

 

3
5
.0

 

3
8
.3

 

6
.7

 

2
8
.3

 

5
8
.3

 

6
6
.7

 

2
6
.7

 

2
3
.3

 

1
0
.0

 

7
2
.5

 

2
7
.5

 

3
4
.8

 

4
.3

 

3
7
.7

 

5
5
.1

 

6
6
.7

 

2
4
.6

 

3
0
.4

 

1
8
.8

 

7
0
.6

 

1
1
.8

 

3
1
.4

 

2
.0

 

3
3
.3

 

4
1
.2

 

6
0
.8

 

1
1
.8

 

1
5
.7

 

1
9
.6

 

 -
 10.0
 20.0
 30.0
 40.0
 50.0
 60.0
 70.0
 80.0
 90.0

正
月
（
新
）

旧
正
月

十
六
日

二
十
日
正
月

彼
岸

シ
ー
ミ
ー

お
盆
（
旧
盆
）

冬
至
（
ト
ゥ
ン
ジ
ー
）

鬼
餅
（
ム
ー
チ
ー
）

こ
の
中
に
行
っ
て
い
る
も

の
は
な
い

20代 30代 40代 50代 60代

83.0 

34.7 
44.9 

7.5 

44.9 

70.7 
82.3 

23.8 
35.4 

4.1 

69.9 

20.3 20.9 

1.3 

19.6 

43.1 
54.9 

11.8 
19.0 20.3 

 -

 20.0

 40.0

 60.0

 80.0

 100.0

正
月
（
新
）

旧
正
月

十
六
日

二
十
日
正
月

彼
岸

シ
ー
ミ
ー

お
盆
（
旧
盆
）

冬
至
（
ト
ゥ
ン

ジ
ー
）

鬼
餅
（
ム
ー
チ
ー
）

こ
の
中
に
行
っ
て
い

る
も
の
は
な
い

継承者 非継承者

【性別】

【年代別】

【位牌（トートーメー）継承者／非継承者別】



年中行事の実施状況の変化
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Q8．「ご自宅（ご実家）で行っている行事（年中行事）」についてお伺いします。仏壇行事・年中行事は、以前と比べてどう変化しましたか。（１つ選択）
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昔と同じように、ちゃんと行っている 実施しているが、簡単に済ませるようになった 行わない行事が増えてきた

▪ 沖縄の年中行事の実施について、これまで通り実施しているかを3択で聞いたところ、「実施しているが、簡単に済ませるよ

うになった」が56.7％と過半数を超えている。また「行わない行事が増えてきた」も24.0％で、各種行事の簡略化や実施

しなくなる傾向にある。

▪ 「継承者」でも「昔と同じように」は23.4％と2割強で、「簡単に済ませる」は6割を占めている。



年中行事に対する考え方

13

Q9．沖縄の年中行事について、次の中で当てはまるものをお選びください。（複数選択可）
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▪ 沖縄の行事についてどう思うかを聞くと、最も多いのは「沖縄の伝統文化なので大切に残していくべき」が51.7％、次いで

「先祖を敬う場であり、今後も継承していくべき」46.4％、「家族、親戚との懇親を図る場になっている」43.3％である。

▪ 「面倒なので参加したくない」は16.7％、「現代社会に合わない風習である」は12.7％でネガティブな回答は比較的少な

い。



年中行事に対する考え方
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Q9．沖縄の年中行事について、次の中で当てはまるものをお選びください。（複数選択可）
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仏壇行事の実施方法の理解度
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Q10．沖縄の仏壇行事のやりかたはご存じですか。（１つ選択）（お供え品や手順など）
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あまり知らない（ほぼ家族などに任せている） 知らない（家族などに任せている）

▪ 仏壇行事のやりかたについては「知っている（ほぼ自分でできる）」のは7％。「ある程度知っている」の28.3％を合わせる

と35.3％と1/3程度に留まる。

▪ 『継承者』は「 知っている（ほぼ自分でできる）」が12.2％。「ある程度知っている」が38.1％で約5割と高くなる。



仏壇行事の方法が分からない場合の対応

16

Q11．仏壇行事について分からないことがあった場合、どのように対応しますか。（複数選択可）
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▪ 仏壇行事について、分からない場合は「親や親戚に聞く」が72.7％と突出。以下「インターネットで検索する」39.0％、

「詳しい友人知人に聞く」14.7％、「本で調べる」14.3％、「自己流で済ませる」10.3％と続く。

▪ 若いほど「親や親戚に聞く」が多い。また「インターネットで検索」は若年層から年配層まで一定の割合で存在する。



仏壇行事の方法が分からない場合の対応
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Q11．仏壇行事について分からないことがあった場合、どのように対応しますか。（複数選択可）
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沖縄の仏壇行事に対する負担感
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Q12．沖縄の仏壇行事は他県に比べ独特ですが、負担に感じたことはありませんか。（１つ選択）
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負担に感じる 時々負担に感じる どちらとも言えない/分からない あまり負担は感じない 負担には感じない

▪ 仏壇行事について「負担に感じるか」を聞いたところ、「負担に感じる」16.7％、「やや負担に感じる」26.7％で、合わせると

43.4％と4割以上が負担と感じていることが分かった。

▪ 性別では女性が男性より「負担に感じている」と回答。

▪ 年代別では50代が最も負担感が大きい。

〈負担を感じる 計43.4％〉 〈負担に感じない 計23.7％〉



沖縄の仏壇行事を負担に感じる理由

19

Q13．Q12の回答について：そのようにお感じになる理由をお聞かせください。※「負担を感じる」理由、「負担を感じない」理由についてのお考え。

行事が負担に感じるか 性別 年代 継承者/非継承者 コメント

負担には感じない 男性 20代 継承者 当たり前

負担には感じない 男性 20代 継承者 当たり前だから

負担には感じない 男性 30代 継承者 子どもの頃からやってきた当たり前のことだから

負担には感じない 女性 20代 継承者 沖縄の文化だと思ってるから負担にかんじない

負担には感じない 男性 20代 非継承者 あまり参加しないので負担に感じない

負担には感じない 男性 40代 非継承者 義両親や親戚がほとんど行事の準備をしてくれるので負担には感じないから。

負担には感じない 女性 20代 非継承者 行事だから

負担には感じない 女性 20代 非継承者 当たり前にする事だから。

負担には感じない 女性 20代 非継承者 昔からの文化だから

負担には感じない 女性 30代 非継承者 自分主導でしていないからだと思う

あまり負担は感じない 男性 20代 継承者 沖縄は基本先祖崇拝の文化が当たり前だと聞かされているため、そこまで負担に感じたことがない

あまり負担は感じない 男性 20代 継承者 自分から動かないから

あまり負担は感じない 男性 20代 継承者 楽しいから

あまり負担は感じない 男性 30代 継承者 慣れているから

あまり負担は感じない 男性 30代 継承者 周囲も含めて当たり前にやっていることなので、仕事が忙しい時期でもなければ、負担に感じることは少ない

あまり負担は感じない 女性 20代 継承者 沖縄独自のもの、大切に守り抜くべき

あまり負担は感じない 女性 20代 継承者 親族が集まる機会なので、大切にしたい

あまり負担は感じない 女性 30代 継承者 先祖供養だから大切なこと

あまり負担は感じない 女性 40代 継承者 昔から当たり前にやってるから

あまり負担は感じない 男性 50代 非継承者 自分の家では仰々しい作法が無いので

あまり負担は感じない 男性 60代 非継承者 沖縄でも都会部では伝統も薄れ、あまりやらない傾向だから。

あまり負担は感じない 女性 20代 非継承者 当たり前になってるから

あまり負担は感じない 女性 20代 非継承者 先祖を敬ってるから

あまり負担は感じない 女性 20代 非継承者 小さい頃から当たり前に参加してきたため

あまり負担は感じない 女性 30代 非継承者 大切な事

あまり負担は感じない 女性 30代 非継承者 当たり前にやってきたことだから普段に思ったことがない

あまり負担は感じない 女性 40代 非継承者 出来る範囲内で行っているので、特に負担には感じない。

あまり負担は感じない 女性 50代 非継承者 出来る範囲内でやってるから

あまり負担は感じない 女性 50代 非継承者 義務だと思うから

▪ 仏壇行事を「負担に感じない」方は、「沖縄の伝統、文化」で「当たり前の事だ」と考え、当然のこととして受け止めている回
答が多数を占めている。

▪ 親戚が集まる交流の場としての意義も存在している。
▪ 「負担に感じる」内容としては、「準備に手間がかかる」「お金がかかる」「仕事との調整」といった、具体的な作業が大変だと
いう事と、「親戚付き合いが面倒」など人間関係のわずらわしさを感じる方も多く見られた。

（抜粋）



沖縄の仏壇行事を負担に感じる理由
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Q13．Q12の回答について：そのようにお感じになる理由をお聞かせください。※「負担を感じる」理由、「負担を感じない」理由についてのお考え。

行事が負担に感じるか 性別 年代 継承者／非継承者 コメント

時々負担に感じる 男性 20代 継承者 時々わからなくなる

時々負担に感じる 男性 20代 継承者 準備が大変

時々負担に感じる 男性 30代 継承者 準備や仕事との調整など。

時々負担に感じる 女性 20代 継承者 当たり前のように実施されていたりするが、実際にやるとなるとやり方がそれぞれで違ったりしていて難しい

時々負担に感じる 女性 20代 継承者 簡単に済むのなら苦にならないが キチンとやると準備だったりが細くて面倒。

時々負担に感じる 女性 40代 継承者 人によって教え方が違うし日によっても違うので大変で 長男が継がないといけないので嫁姑問題もあって負担を感じる

時々負担に感じる 女性 40代 継承者 自分が忙しい時に負担を感じる

時々負担に感じる 女性 40代 継承者 金銭的に負担

時々負担に感じる 女性 40代 継承者 お盆など、旧暦の場合は仕事で対応できないことがある。

時々負担に感じる 女性 50代 継承者 行事の度に仕事の休みを取らないといけない事。

時々負担に感じる 女性 60代 継承者 準備を一人でやるので、負担が大きい

時々負担に感じる 女性 60代 継承者 準備が大変

時々負担に感じる 男性 30代 非継承者 料理を作ったり大変

時々負担に感じる 男性 40代 非継承者 親戚付き合いが嫌

時々負担に感じる 男性 50代 非継承者 準備と接待する側で気と時間を使う。

時々負担に感じる 女性 40代 非継承者 仕事を休まなければならない時に負担を感じます。

時々負担に感じる 女性 40代 非継承者 集まりごとが好きではない

時々負担に感じる 女性 60代 非継承者 出費がきる

時々負担に感じる 女性 60代 非継承者 大勢の人が集まること。

時々負担に感じる 女性 60代 非継承者 家族が集まると、トラブルが多くなる

負担に感じる 男性 50代 継承者 時間がとられる

負担に感じる 女性 30代 継承者
最近、若い世代に教える人が少なく、長男風習も無くなり、永代供養か、増えており、寂しく感じます。 行事やお供物
に関しても、軽いお供えに増えていたりして少し寂しい反面、時代なのかと感ぢたりします。

負担に感じる 女性 50代 継承者
食べないのに大きな重箱を購入するのが金銭的に負担。 コロナの状況で来るか来ないかわからない親せきの為に、ある
程度の量の食事を準備するのが金銭的・肉体的・時間的に負担。

負担に感じる 女性 50代 継承者 準備するのにお金かかるし、面倒くさい

負担に感じる 女性 50代 継承者 お金が、かかりすぎる

負担に感じる 男性 30代 非継承者 親戚付き合いが面倒

負担に感じる 男性 30代 非継承者 時間や労力

負担に感じる 男性 40代 非継承者 なぜ地域によって違うのか理解できない。

負担に感じる 男性 60代 非継承者 準備・接待に時間費用が掛かる

負担に感じる 女性 30代 非継承者 行事が多い。旧暦で行うから、旧暦のあるカレンダーでないといつに何があるか分からない。

負担に感じる 女性 30代 非継承者 負担になる！こだわる必要ゎなくて良いと思う。

負担に感じる 女性 40代 非継承者 親戚付き合いがめんどくさい

負担に感じる 女性 40代 非継承者
それぞれの家でやり方が微妙に違って、口出しや手出しのトラブルが必ず起こり、嫁に行った家でも新たにその家のやり方
を覚える必要があり、そこでも親戚からの口出し手出しがあり面倒くさい

負担に感じる 女性 50代 非継承者 金銭的に負担が大きいから

負担に感じる 女性 50代 非継承者 準備やお金がかかるし時間もかかる

負担に感じる 女性 50代 非継承者
昔からそうだったからという理由だけで、おいしくもない重箱料理などは無駄だと思うし、誰もたべないのでもったいないと思
う。 そして、時代にそぐわないのに、無理に家族を集めようとするのも負担に感じます。

（抜粋）



仏壇行事をの継承すべきか

21

Q14．あなたご自身は沖縄の仏壇行事は残していくべきだと思いますか。（１つ選択）
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男性
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30代

40代

50代

60代

継承者
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そう思う ややそう思う どちらとも言えない/分からない あまりそう思わない そう思わない

▪ 沖縄の仏壇行事を「残していくべき」と考えているのは58.0％と約6割に達している。

▪ 男性では66.6％、女性では49.3％と差があり、行事の「負担感」と相関があると思われる。

▪ 年代別では20代が肯定回答が多くなっているのが特徴的である。

▪ 『継承者』は66.0％が肯定的な回答。

〈残していくべき 計58.0％〉 〈残さなくてもよい 計13.3％〉



「仏壇行事の継承」についての理由
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Q15．Q14の回答について：そう思う理由をお聞かせ下さい。

仏壇行事を残すべきか 性別 年代 継承者／非継承者 コメント

そう思う 男性 20代 継承者 大切な伝統だから

そう思う 男性 20代 継承者 伝統だから

そう思う 男性 30代 継承者 風習を無くしてはいけない

そう思う 男性 30代 継承者 途切れたらなくなる文化

そう思う 男性 30代 継承者 親戚兄弟が集まる機会等も持てるし、供養も 大事な事だから続けていきたい。

そう思う 男性 30代 継承者
伝統継承は時代が変わろうと残していくべき ある程度は時代の流れに伴う簡素化にはなっても有りだとは思うが、伝統文化を
残す、残さないの議論をするなら、ある程度の簡素化を認めなから残すと言う考えである

そう思う 男性 50代 継承者 沖縄の文化は壊したくないです

そう思う 女性 40代 継承者 アイデンティティだから

そう思う 女性 60代 継承者 きちんとやると、自分の気持ちが落ち着く

そう思う 男性 50代 非継承者 家族の絆を強める貴重な風習

そう思う 男性 50代 非継承者 伝統だから

そう思う 男性 50代 非継承者 先祖に対する感謝の気持ちを忘れないため。 やり方は簡素化してもいいけど、行事は残した方が良いと思う。

そう思う 男性 50代 非継承者 沖縄の伝統や文化だから

そう思う 女性 50代 非継承者 家族が一斉に集まる場はなかなかないので

そう思う 女性 50代 非継承者 心を大事にしたい

そう思う 女性 60代 非継承者 素敵な文化だと思う

そう思う 女性 60代 非継承者 沖縄の独特の文化だから

ややそう思う 男性 20代 継承者 楽しいから

ややそう思う 男性 20代 継承者 先祖を思う時間は大事

ややそう思う 男性 50代 継承者 沖縄の文化だから

ややそう思う 女性 50代 継承者 命を繋げ、感謝の気持ちを忘れないように

ややそう思う 女性 60代 継承者 仏壇行事と言えば特にお盆はですが、これだけは子や孫へ継承していかないとと思います。

ややそう思う 女性 60代 継承者 地域文化なので大切にした方が良いが、簡素化する必要がある。

ややそう思う 女性 30代 非継承者 受け継いでいくものだと思うから

ややそう思う 女性 30代 非継承者 親戚との交流の場なので、大切にしたい

ややそう思う 女性 30代 非継承者 大切な事だと思う

ややそう思う 女性 40代 非継承者 年に数回、兄弟、親戚等が集まり色々会話も出来るし子供達の成長も見れるので。

ややそう思う 女性 40代 非継承者 やらないのは気持ちが悪い

ややそう思う 女性 40代 非継承者 親戚同士が会う場がなくなるのは寂しい。

ややそう思う 女性 40代 非継承者 伝統行事は、簡素化しても継承するほうがいいと思う。

ややそう思う 女性 60代 非継承者 伝統だから。

ややそう思う 女性 60代 非継承者 他県にはない貴重な文化だと思う

ややそう思う 女性 60代 非継承者 簡素化して残す。

▪ 仏壇行事を「継承すべき」と回答した理由としては、「大切な伝統だから」「沖縄の文化だから」といった、沖縄独自の文化

風習を大切にすべきという意識が強い。また「親戚との交流の場である」としての役割も重視されている。

▪ 「継承すべきではない」との理由としては、「継ぐ人への負担が大きい」など実際に執り行う方の負担について言及する意見

や、単純に「面倒くさい」などのコメントがある。また「簡素化すべき」という回答も多く見られる。

（抜粋）



「仏壇行事の継承」についての理由
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Q15．Q14の回答について：そう思う理由をお聞かせ下さい。

仏壇行事を残すべきか 性別 年代 継承者／非継承者 コメント

あまりそう思わない 男性 40代 継承者 行事はなくてもいいと思う。

あまりそう思わない 男性 50代 継承者 受け継ぐことが困難になってきているから

あまりそう思わない 男性 50代 継承者
仏壇事で迷信や継承で親族間に諍いが起こるのであれば各家庭でやれば良いのではと思う。 いわゆるユタに
関しては過度に介入する場合は否定的に思ってる。

あまりそう思わない 女性 40代 継承者 残さないといけないのもあるとおもいますが、今の時代にたあったやりかたで良いと思う

あまりそう思わない 女性 50代 継承者 毎年ある程度の費用が掛かるので、考え物。

あまりそう思わない 女性 50代 継承者 子供には、負担させたくない

あまりそう思わない 女性 60代 継承者 簡素化した方がいい

あまりそう思わない 男性 20代 非継承者 難儀している人が多いので簡略化した方がいいと思う

あまりそう思わない 男性 30代 非継承者 残していくべきというほど歴史があるとは思えない

あまりそう思わない 男性 40代 非継承者 地域によって違う理由が理解できない

あまりそう思わない 男性 50代 非継承者 伝統行事なので、どんな形になるにせよ残して行くべきだと思う。

あまりそう思わない 男性 60代 非継承者 継ぐ人の負担が大きい

あまりそう思わない 女性 30代 非継承者 生きてる人達が苦労してるから

あまりそう思わない 女性 40代 非継承者 もう少しシンプルにしても良いと思います。

あまりそう思わない 女性 40代 非継承者
なくてもいいというものではないけど、必ずやらなければならないというのが、他県から嫁いできた人間からすると面
倒だ苦痛だと感じる事です。

あまりそう思わない 女性 50代 非継承者 親族が協力的で親交がある家族ならばいいが 協力が得られな場合はやる人にばかり負担が多い。

あまりそう思わない 女性 60代 非継承者 伝統行事なのである程度の物は残しても良いかと思うが簡素化するべきだと思う

そう思わない 男性 20代 継承者 僕自身の仏壇がいらない

そう思わない 男性 50代 継承者 時間が取られる

そう思わない 女性 50代 継承者 面倒くさい事は避けたい

そう思わない 女性 50代 継承者 残された家族の、負担が大きすぎる

そう思わない 女性 50代 継承者 仏壇自体必要と思わないので。

そう思わない 男性 50代 非継承者 仏壇がある為にお金、時間、精神的負担が何年ものしかかるから

そう思わない 女性 20代 非継承者 先祖崇拝をしていないので、必要ないと思います。

そう思わない 女性 20代 非継承者 めんどくさいから

そう思わない 女性 20代 非継承者 興味無い

そう思わない 女性 30代 非継承者 残された方が負担だから

そう思わない 女性 30代 非継承者 こだわる必要はない！

そう思わない 女性 40代 非継承者 子供の負担になるので

そう思わない 女性 50代 非継承者 仏壇行事や沖縄の法事ほど男尊女卑が顕著に現れているものはないと思うから。

そう思わない 女性 50代 非継承者 なくすべき。

そう思わない 女性 50代 非継承者 無理に残す必要がないから

そう思わない 女性 60代 非継承者 形にこだわらず、それぞれの家族ができるようにすればいいと思うから

（抜粋）



若い世代が仏壇行事を継承していくと思うか

24

Q16．では、これからの若い世代は沖縄の仏壇行事は継承していくと思いますか。（１つ選択）
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▪ 「若い世代が沖縄の仏壇行事を継承していくと思うか」を尋ねると、肯定回答が31.3％、否定回答が24.0％で肯定回

答が多かった。

▪ 20代は肯定回答が最も高かった。

〈継承すると思う 計31.3％〉 〈思わない 計24.0％〉



若い世代が仏壇行事を継承していくと思うか（理由）
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Q17．Q16の回答について：そう思う理由をお聞かせ下さい。

若い世代は行事を残して
いくと思うか

性別 年代 継承者／非継承者 コメント

そう思う 男性 20代 継承者 当たり前

そう思う 男性 20代 継承者 先祖代々伝わった大切な行事なので、やるべきだと思う

そう思う 男性 20代 継承者 当たり前だから

そう思う 男性 30代 継承者 そうあって欲しいと願いを込めて

そう思う 男性 50代 継承者 先祖、親などを敬うため

そう思う 男性 50代 継承者 自然に思う

そう思う 男性 60代 継承者 私が教えられたように、子供達にも教えているから。

そう思う 女性 20代 継承者 守り抜き次の世代は受け継がなければならないと思う

そう思う 女性 30代 継承者 今まで当たり前にやってきたことを自分の代で潰すのは、良くない

そう思う 男性 20代 非継承者 伝統だから

そう思う 男性 20代 非継承者 若い世代の人もそういう行事などを大切に思っている人が多いから

そう思う 男性 30代 非継承者 伝統だから

そう思う 男性 50代 非継承者 貴重

そう思う 男性 50代 非継承者 伝統だから

そう思う 女性 20代 非継承者 身内と交流を通していったほうがいいから

そう思う 女性 30代 非継承者 地元愛が強いと思うので

そう思う 女性 40代 非継承者 先祖供養

そう思う 女性 50代 非継承者 先祖に感謝して家族で賑やかに過ごす場所はあってほしい

ややそう思う 男性 30代 継承者 シンプルな形に変化していくとは思うが、続けていってほしい。

ややそう思う 男性 40代 継承者 無くなるものではないと思うので

ややそう思う 男性 40代 継承者 沖縄のひとつの誇りにして欲しいから

ややそう思う 男性 20代 非継承者 大切だと思う

ややそう思う 男性 20代 非継承者 昔から経験してるから

ややそう思う 男性 60代 非継承者 意外と若者の関心は高いように思うから。

ややそう思う 女性 20代 非継承者 伝統だから

ややそう思う 女性 20代 非継承者 親から子に受け継がれるものがある。少なくはなるがなくならない

ややそう思う 女性 30代 非継承者 日常に組み込まれているから。

ややそう思う 女性 40代 非継承者 継いでしまったら、やるしか無くなるのかな、と思います。

ややそう思う 女性 40代 非継承者 独身の時は、興味ないと思うが、結婚したらある程度興味を持つと思うので継承出来ると思う。

ややそう思う 女性 40代 非継承者 子供の頃から行事に参加しているので、意味もやり方もある程度理解しているから

ややそう思う 女性 40代 非継承者 子どもの頃から行っていたら当たり前に感じて続けていくのではないかと思う。

ややそう思う 女性 40代 非継承者 簡略してはいくだろうが継続していくと思う

ややそう思う 女性 60代 非継承者 継承していくべきだと強く感じますが、今の時代や若い年代の方の生活スタイルでは継承していくことは難しいと思うので。

ややそう思う 女性 60代 非継承者 若者は意外と関心が高いように見えるから。

▪ 若年層が「仏壇行事を継承する」と思う理由としては、当の若い世代を含め、「当たり前のことだから」といった回答が多い。
▪ 次の世代にも「伝統」として残してい欲しいという希望がみられ、継承する際の負担を考慮して「簡素化しても継承して欲し
い」という回答が印象的である。

▪ 「継承しない」と考える理由としては、「やり方が分からない」「準備が面倒」「少子高齢化」「核家庭が増えている」など時代
の流れや社会変化を考え、継承されなくなるのではないかとの回答が多かった。

（抜粋）



若い世代が仏壇行事を継承していくと思うか（理由）
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Q17．Q16の回答について：そう思う理由をお聞かせ下さい。

若い世代は行事を残し
ていくと思うか

性別 年代
継承者／非継

承者
コメント

あまりそう思わない 男性 20代 継承者 伝統を大切にしない人が増えている

あまりそう思わない 男性 20代 継承者 やる気ない

あまりそう思わない 男性 20代 継承者 あまり積極的に若者が参加していないから

あまりそう思わない 男性 30代 継承者 私の場合、祖父母が亡くなってしまい、直接的な継承が難しいことと、時代の流れもあると思います。

あまりそう思わない 男性 30代 継承者 人それぞれなのでみんな違ってみんな良い

あまりそう思わない 男性 40代 継承者 面倒などで簡潔に済ませると思う

あまりそう思わない 男性 50代 継承者 現在の家庭の環境、少子化問題等の世の中流れを考慮すべき。

あまりそう思わない 男性 60代 継承者 仏壇のある家が少なくなった

あまりそう思わない 女性 20代 継承者 全部を知ってるわけではないので、やりたくないとかではなく、わからないままフワッと消えていくのかなと思う

あまりそう思わない 女性 20代 継承者 分かる人が減っていくと思う。

あまりそう思わない 女性 20代 継承者 やり方などがわからないから

あまりそう思わない 女性 20代 継承者 手間がかかるこら

あまりそう思わない 女性 30代 継承者 時代の変化

あまりそう思わない 女性 40代 継承者 今の若い子達はやらないと思う

あまりそう思わない 女性 50代 継承者 自分が仏壇行事に興味がないので、子供達に教える事が出来ないので、だんだん廃れていくと思う

あまりそう思わない 女性 50代 継承者
核家族が多く、継ぐ子もいない家庭もあると思うのでだんだんと減っていくのではないかと思います。 またこれから先、違った形で仏
壇を残す方法が出来てくるのかと思います。

あまりそう思わない 男性 20代 非継承者 今の時代に合わない

あまりそう思わない 男性 30代 非継承者 自分の周りにやっている人が少ないため

あまりそう思わない 男性 40代 非継承者 そもそも仏壇が無い世帯が増えているから

あまりそう思わない 男性 40代 非継承者 ほとんどの若い世代は行事の作法を理解しておらず、理解しようともしないと思うから。

あまりそう思わない 男性 50代 非継承者 お墓の在り方も時代と共に変わりつつあるから

あまりそう思わない 男性 60代 非継承者 負担が大きい

あまりそう思わない 女性 50代 非継承者 昔のような親戚付き合いもなくなってきてるから

あまりそう思わない 女性 50代 非継承者 やり方がわからない

あまりそう思わない 女性 60代 非継承者 行事の仕方が分からない人が多くなっていらると思う

あまりそう思わない 女性 60代 非継承者 生活環境が別々になっている

そう思わない 女性 20代 継承者 面倒なのを知ってるし、 軽く済ませてる所が増えてるから。

そう思わない 女性 30代 継承者 お寺に任せるのか、、今は、樹木葬とかもあるのでわかりません、、

そう思わない 女性 30代 継承者
少子化だし、個々のつながりも薄くなっているのでは？。伝統行事のルールとかにこだわっているなら、継承も薄くなっていくのでは？
離れていくひとも多いし、私もその一人。

そう思わない 女性 50代 継承者 コロナ禍で、密を避けるため荷物になることは、やらない方が良い

そう思わない 女性 50代 継承者 負担になることは、させたくない
そう思わない 男性 30代 非継承者 親族関係が希薄になっていってる気がするので
そう思わない 女性 40代 非継承者 親族の付き合いも薄れている
そう思わない 女性 40代 非継承者 必要ないと思う

そう思わない 女性 50代 非継承者 継承していく必要もないと思います。 面倒くさい仏壇行事は今の親世代40代～50代で打ち切るべき。

そう思わない 女性 50代 非継承者 負担になる
そう思わない 女性 50代 非継承者 知らない人が多いから

（抜粋）



仏壇についての悩み

27

Q18．ご自宅にある仏壇に関してのお悩みはございますか。（複数選択可）
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全体
60 15.0 13.3 8.3 6.7 5.0 55.0 

男性
35 8.6 17.1 8.6 8.6 8.6 54.3 

女性
25 24.0 8.0 8.0 4.0 - 56.0 

年代

全体
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7 - 14.3 - - - 85.7 

40代
11 27.3 9.1 - 9.1 18.2 36.4 

50代
20 10.0 20.0 10.0 5.0 5.0 60.0 

60代
14 21.4 - 7.1 7.1 - 64.3 

継承者／
非継承者

継承者
49 14.3 12.2 10.2 6.1 6.1 55.1 

非継承者
11 18.2 18.2 - 9.1 - 54.5 

▪ 仏壇についての悩みとしては「仏壇、位牌を継ぐ人がいない」が15.0％、次点に「仏壇、位牌が複数ある」が13.3％と

なっており、スコア的にはそれほど高くない。
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Q19．沖縄仏壇と家具調仏壇がありますが、持つとしたらあなたはどちらがいいですか。（１つ選択）
○沖縄仏壇 ○家具調仏壇
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▪ 仏壇の種類について、「沖縄仏壇」と「家具調仏壇」のどちらがいいか尋ねると「沖縄仏壇」が

59.0％、「家具調仏壇」が41.0％となった。

▪ 若いほど「沖縄仏壇」の割合が高くなってるのが興味深いところである。
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Q20．仏壇や仏具の買い替えや新規購入する際の情報源をお教えください。（複数選択可）
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▪ 仏壇仏具について情報源としては、「仏壇仏具専門店に直接行く」が最も多く57.7％。次いで「家族や親戚、知人に相談

する」が52.0％。

▪ 若いほど「家族や親戚、知人に相談」が多く、年配の方ほど「仏壇仏具専門店に直接行く」が多くなっている。

▪ インターネットは各年代とも一定の利用があるり、TVCMは若いほどスコアが高くなる傾向がある。
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Q20．仏壇や仏具の買い替えや新規購入する際の情報源をお教えください。（複数選択可）

【性別】

【年代別】

【位牌（トートーメー）継承者／非継承者別】
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位牌（トートーメー）の継承について

・全体の半数が「本人あるいは配偶者」が「トートーメーの継承者になる。

・トートーメーは「長男が継ぐべき」と考えるのは3人に一人。2/3の方は「長男でなくてもよい」と考えている。

沖縄の年中行事、仏壇行事について

・「正月（新）」を行っているのは76％、次いで多いのは「お盆（旧盆）」68％、「シーミー」57％。若い層も「正月」「シーミー」「お盆」は

参加している。

・各行事は以前に比べて簡略化、あるいは実施が減っている。「昔と同じように実施している」のは2割以下。6割が「簡単に済ましている。

・一方、沖縄の年中行事については「沖縄の伝統文化なので大切に残していくべき」と考える方が52％と半数を超え、「先祖を敬う場であ

り、今後も継承すべき」が47％と多くが肯定的に捉えており、若年層もそのような考え方が多い。

・行事のやりかたについては、「知っている（自分でできる）」は7％に留まるが、「ある程度知っている（親、親戚などに相談しながらやって

いる）を合わせると1/3となる。年配層でも「あまり知らない」は6割程度の割合になる。

・仏壇行事のやり方が分からない場合は、「親や親戚に聞く」が73％で最も多く、次点に「インターネットで調べる」となっているのが現代的

な状況を表してる。インターネットについては若年層から年配層まで幅広く広く利用されている。

・仏壇行事については4割が「負担と感じて」おり、特に女性の負担感が大きい。

・負担になっている理由としては、「準備が大変」「仕事との調整」「費用がかかる」など準備作業の側面と、「親戚付き合いが面倒」といった、

人間関係の側面などが見られる。

・仏壇行事の継承については、約6割が「継承すべき」と考えており、「沖縄の伝統文化を残したい」と意識する方が、若年層から年配層まで

多く存在している。

・一方、時代に合わせて行事を「簡略したり」、「次世代に負担をかけないように」すべきという声も一定数見られている。

・次世代の若者が「仏壇行事を残していくか」については「そう思う」と考えているの31％、「そう思わない」が24％で「そう思う」が多かった。

20代の回答で「そう思う」が42％と高かったのが印象的である。自由記述でも「若い世代もそういう行事を大切に思っている人が多い」と

の回答もあることから、沖縄の若年層は伝統行事への意識関心が高い方が多いようだ。
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仏壇仏具ついて

・「沖縄仏壇」と「家具調仏壇」を比較してどちらを持ちたいか尋ねると、「沖縄仏壇」が6割、「家具調仏壇」が4割となった。「家具調仏壇」

を4割の方が選んでおり、一定の潜在的なニーズが見られる。40代50代で5割弱、60代で6割弱が「「家具調仏壇」を選んでいる。

・仏壇仏具の情報源としては「仏壇仏具専門店に直接行く」が58％で最も多く、次点に「家族や親戚、知人に相談する」52％である。必

要になった際に、ダイレクトに専門店に行くことになるので、店舗認知の促進が肝要であることが確認できた。インターネットも2割の利用

があり、年配層の利用率も高いことから、ネットの重要性も高い。
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■仏壇仏具等についての県民アンケート

Q1 住居形態（1つ選ぶ）

○ 一戸建て（持ち家）

○ アパート

○ マンション（賃貸）

○ マンション（持ち家）

Q2 現在のお住まいには仏壇（トートーメー）はありますか？（1つ選ぶ）

○ ある

○ ない

Q3 あなたのご実家（ご両親の家）には仏壇がありますか。（1つ選ぶ）

○ ある

○ ない

Q4 （自宅/実家どちらかに仏壇がある方へ）その仏壇を購入したのはどなたですか？（1つ選ぶ）

○ 自分

○ 配偶者

○ 親

○ 祖父母

○ 兄弟姉妹

○ その他親族

○ 分からないが昔からある

Q5 あなたはご自身は、仏壇や位牌（トートーメー）を現在継いでいますか。あるいは継ぐ予定はありますか。（1つ選ぶ）

○ 継いでいる

○ 自分の配偶者が継いでいる

○ 継いでいないが将来継ぐことになる

○ 継いでいないが将来自分の配偶者が継ぐことになる

○ 継いでいない（将来も継ぐ予定はない）

Q6 位牌（トートーメー）の継承は、長男が継ぐべきだと思いますか？（1つ選ぶ）

○ そう思う

○ ややそう思う

○ どちらとも言えない/分からない

○ あまりそう思わない

○ そう思わない

Q7 ご自宅（ご実家）で行っている行事（年中行事）を次の中からお選びください。（複数回答可）

□ 正月（新）

□ 旧正月

□ 十六日

□ 二十日正月

□ 彼岸

□ シーミー

□ お盆（旧盆）

□ 冬至（トゥンジー）

□ 鬼餅（ムーチー）

Q8 Q7のような仏壇行事・年中行事は、以前と同じように実施していますか。（複数回答可）

□ 昔と同じように、ちゃんと行っている

□ 実施しているが、簡単に済ませるようになった

□ 行なわない行事が増えてきた

Q9 沖縄の年中行事について、次の中で当てはまるものをお選びください（複数回答可）

□ 沖縄の伝統文化なので大切に残していくべき

□ 先祖を敬う場であり、今後も継承していくべき

□ 家族、親戚との懇親を図る場になっている

□ 現代社会に合わない風習である

□ 面倒なので、できるだけ参加したくない

Q10 沖縄の仏壇行事のやりかたはご存じですか。（お供え品や手順など）（1つ選ぶ）

○ 知っている（ほぼ自分でできる）

○ ある程度知っている（親、親戚などに相談しながらやっている）

○ あまり知らない（ほぼ家族などに任せている）

○ 知らない（家族などに任せている）

Q11 仏壇行事について分からないことがあった場合、どのように対応しますか。（複数回答可）

□ 親や親戚に聞く

□ 詳しい友人や知人に聞く

□ 本で調べる

□ インターネットで検索する

□ 知っているお寺やお坊さんに聞く

□ 仏壇仏具屋さんに聞く

□ 自己流で済ませる

Q12 沖縄の仏壇行事は他県に比べ独特ですが、負担に感じたことはありませんか？（1つ選ぶ）

○ 負担に感じる

○ 時々負担に感じる

○ どちらとも言えない/分からない

○ あまり負担は感じない

○ 負担には感じない

Q13 Q12の回答について：そのようにお感じになる理由をお聞かせください。（記述）

※「負担を感じる」理由、「負担を感じない」理由についてのお考え。

Q14 あなたご自身は沖縄の仏壇行事は残していくべきだと思いますか。（1つ選ぶ）

○ そう思う

○ ややそう思う

○ どちらとも言えない/分からない

○ あまりそう思わない

○ そう思わない

Q15 Q14の回答について：そう思う理由をお聞かせ下さい。（記述）
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Q16 では、これからの若い世代は沖縄の仏壇行事は継承していくと思いますか。（1つ選ぶ）

○ そう思う

○ ややそう思う

○ どちらとも言えない/分からない

○ あまりそう思わない

○ そう思わない

Q17 Q16の回答について：そう思う理由をお聞かせ下さい。（記述）

Q18 ご自宅にある仏壇に関してのお悩みはございますか？（複数回答可）

□ 古くなっているので新しくしたい

□ 仏壇、位牌（トートメー）を継ぐ人がいない

□ 仏壇、位牌（トートメー）が複数ある

□ デザインが部屋に合わない

□ サイズが部屋に合わない

□ 特にない

Q19 沖縄仏壇と家具調仏壇がありますが、持つとしたらどちらがいいとかありますか？（1つ選ぶ）

○ 沖縄仏壇 ○ 家具調仏壇

Q20 仏壇や仏具の買い替えや新規購入する際の情報源をお教えください。（複数回答可）

□ 家族や親戚、知人に相談する

□ 仏壇仏具専門店に直接行く

□ TVCM

□ ラジオCM

□ 折り込みチラシ

□ インターネット

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）


