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北
海
道
神
宮
で
夫
婦
の
ご
縁
を

結
ば
れ
る
皆
様
へ

北
海
道
神
宮
で
夫
婦
の
ご
縁
を

結
ば
れ
る
皆
様
へ

結
婚
式
と
は
、

神
様
の
お
導
き
に
よ
り
、生
ま
れ
も
育
ち
も
違
う
、

お
二
人
が
ご
縁
を
結
ば
れ
、手
に
手
を
取
り
合
っ
て

苦
楽
を
共
に
し
な
が
ら
幸
せ
な
家
庭
を
築
い
て
い
く
出
発
点
で
す
。

結
婚
式
の
由
来

結
婚
式
の
由
来

　

神
前
結
婚
式
の
起
源
は
、伊
弉
諾（
い
ざ
な
ぎ
）・
伊
弉
冉（
い

ざ
な
み
）二
柱
の
神
様
が「
天
の
御
柱
」を
廻
っ
て
夫
婦
の
契
り

を
か
わ
さ
れ
て
、日
本
の
国
土
と
八
百
萬
の
神
々
を
お
産
み
に

な
ら
れ
、修
理
固
成
の
神
業
を
お
示
し
に
な
っ
た
神
代
の
昔
に

溯
り
ま
す
。

　

神
代
以
来
、様
々
に
形
を
変
え
て
夫
婦
の
契
り
を
結
び
固
め

結
婚
の
儀
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

現
在
の
よ
う
な「
神
前
結
婚
式
」が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、明
治
三
十
三
年
の
嘉
仁
親
王（
後
の
大
正
天
皇
）と
公
爵

九
条
道
孝
の
第
四
女
節
子
姫（
後
の
貞
明
皇
后
）が
宮
中
の
賢

所
で
ご
成
婚
の
儀
式
を
さ
れ
、そ
れ
が
全
国
に
報
道
さ
れ
、こ
れ

に
、人
々
が
あ
や
か
り
だ
し
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。

　

形
式
は
時
代
と
共
に
変
わ
っ
て
も
結
婚
式
の『
結
び
』に
対

す
る
人
々
の
考
え
は
遠
い
昔
か
ら
変
わ
ら
ず
今
に
受
け
継
が
れ

て
お
り
ま
す
。

あ
め

や
お
よ
ろ
ず

ち
ぎ

つ
く
り
か
た
め
な
す

か
み
よ

さ
か
の
ぼ

め
ぐ

み
は
し
ら

　

神
前
結
婚
式
の
起
源
は
、伊
弉
諾（
い
ざ
な
ぎ
）・
伊
弉
冉（
い

ざ
な
み
）二
柱
の
神
様
が「
天
の
御
柱
」を
廻
っ
て
夫
婦
の
契
り

を
か
わ
さ
れ
て
、日
本
の
国
土
と
八
百
萬
の
神
々
を
お
産
み
に

な
ら
れ
、修
理
固
成
の
神
業
を
お
示
し
に
な
っ
た
神
代
の
昔
に

溯
り
ま
す
。

　

神
代
以
来
、様
々
に
形
を
変
え
て
夫
婦
の
契
り
を
結
び
固
め

結
婚
の
儀
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

現
在
の
よ
う
な「
神
前
結
婚
式
」が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、明
治
三
十
三
年
の
嘉
仁
親
王（
後
の
大
正
天
皇
）と
公
爵

九
条
道
孝
の
第
四
女
節
子
姫（
後
の
貞
明
皇
后
）が
宮
中
の
賢

所
で
ご
成
婚
の
儀
式
を
さ
れ
、そ
れ
が
全
国
に
報
道
さ
れ
、こ
れ

に
、人
々
が
あ
や
か
り
だ
し
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。

　

形
式
は
時
代
と
共
に
変
わ
っ
て
も
結
婚
式
の『
結
び
』に
対

す
る
人
々
の
考
え
は
遠
い
昔
か
ら
変
わ
ら
ず
今
に
受
け
継
が
れ

て
お
り
ま
す
。

あ
め
あ
め
あ
め

や
お
よ
ろ
ず

や
お
よ
ろ
ず

や
お
よ
ろ
ず

ち
ぎ
ち
ぎ
ち
ぎ

つ
く
り
か
た
め
な
す

つ
く
り
か
た
め
な
す

つ
く
り
か
た
め
な
す

か
み
よ

か
み
よ

か
み
よ

さ
か
の
ぼ

さ
か
の
ぼ

さ
か
の
ぼ

め
ぐ
め
ぐ
め
ぐ

み
は
し
ら

み
は
し
ら

み
は
し
ら

　

北
海
道
開
拓
の
守
護
神
を
お
祀
り
す
る
北
海
道
神
宮
で
は
、

神
前
結
婚
式
を
、ご
奉
仕
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

　

結
婚
式
は
、人
生
儀
礼
の
上
で
厳
粛
で
あ
り
、夫
婦
が
一
体
と

な
っ
て
苦
楽
を
共
に
し
、世
の
荒
波
を
し
の
い
で
行
く
覚
悟
を
固

め
ら
れ
、そ
し
て
、神
前
で
誓
い
を
か
わ
し
、神
様
の
恩
恵
と
ご
加

護
を
新
し
い
生
活
の
上
に
仰
ご
う
と
す
る
儀
式
で
す
。

　

私
た
ち
日
本
人
は
、『
妹
背
の
縁
を
結
ぶ
』と
申
し
上
げ
て
、古

く
か
ら『
結
び
』を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。

　

婚
姻
を
結
ぶ
こ
と
は
お
二
人
が
夫
婦
と
し
て
結
ば
れ
る
だ
け

で
は
な
く
、両
家
の
ご
家
族
が
結
ば
れ
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、子
々
孫
々
に
い
た
る
ま
で
連
綿
と
栄
え
続
け
る
歴
史
の

始
ま
り
と
な
る
の
で
す
。

　

北
海
道
神
宮
で
ご
縁
を
結
ば
れ
、幾
久
し
く
、幸
せ
な
ご
家
庭

を
築
か
れ
ま
す
こ
と
を
、心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
つ

い
も
せ

え
に
し

　

北
海
道
開
拓
の
守
護
神
を
お
祀
り
す
る
北
海
道
神
宮
で
は
、

神
前
結
婚
式
を
、ご
奉
仕
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

　

結
婚
式
は
、人
生
儀
礼
の
上
で
厳
粛
で
あ
り
、夫
婦
が
一
体
と

な
っ
て
苦
楽
を
共
に
し
、世
の
荒
波
を
し
の
い
で
行
く
覚
悟
を
固

め
ら
れ
、そ
し
て
、神
前
で
誓
い
を
か
わ
し
、神
様
の
恩
恵
と
ご
加

護
を
新
し
い
生
活
の
上
に
仰
ご
う
と
す
る
儀
式
で
す
。

　

私
た
ち
日
本
人
は
、『
妹
背
の
縁
を
結
ぶ
』と
申
し
上
げ
て
、古

く
か
ら『
結
び
』を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。

　

婚
姻
を
結
ぶ
こ
と
は
お
二
人
が
夫
婦
と
し
て
結
ば
れ
る
だ
け

で
は
な
く
、両
家
の
ご
家
族
が
結
ば
れ
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、子
々
孫
々
に
い
た
る
ま
で
連
綿
と
栄
え
続
け
る
歴
史
の

始
ま
り
と
な
る
の
で
す
。

　

北
海
道
神
宮
で
ご
縁
を
結
ば
れ
、幾
久
し
く
、幸
せ
な
ご
家
庭

を
築
か
れ
ま
す
こ
と
を
、心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
つ
ま
つ
ま
つ

い
も
せ

い
も
せ

い
も
せ

え
に
し

え
に
し

え
に
し
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巫
女
が
新
郎
新
婦
に
式
次
第
を

説
明
し
ま
す
。

　
控
室
の
中
で
、巫
女
が
結
婚
式
の

進
行
と
玉
串
拝
礼
の
作
法
を
説
明

し
ま
す
。

　
控
室
に
、両
家
の
親
族
が
向
い
合

せ
に
座
り
、互
い
に
親
族
を
紹
介
し

合
い
ま
す
。

　
巫
女
の
合
図
で
一
同
起
立
。

神
職
の
祓
詞
奏
上
の
後
、大
麻

で
新
郎
新
婦
と
参
列
者
を
お
祓

い
し
ま
す
。

　
参
列
者
は
全
員
頭
を
下
げ

ま
す
。

巫
女
に
先
導
さ
れ
た
新
郎
新
婦

と
参
列
者
が
控
室
よ
り
参
道

（
回
廊
）
を
し
ず
し
ず
と
本
殿

へ
向
か
い
ま
す
。

　
列
次
は
、新
郎
新
婦
を
先
頭
に
、

仲
人・ご
家
族・ご
親
族
の
近
い
順
に

参
進
し
ま
す
。両
家一列
ず
つ
座
る
順

番
で
並
び
ま
す
。

　
本
殿
に
入
り
ま
し
た
ら
、8
ペー
ジ

の
図
の
よ
う
に
着
席
し
ま
す
。

最
初
に
、
心
身
の
け
が
れ
を
祓

い
清
め
ま
す
。

　
巫
女
の
合
図
で
、新
郎
新
婦
は

幣
殿
の
席
に
移
り
ま
す
。『
親
族
盃

の
儀
』ま
で
幣
殿
に
て
式
が
進
行

し
ま
す
。

新
郎
新
婦
と
仲
人
は
幣
殿
へ
進

み
ま
す
。

北
海
道
神
宮
の
結
婚
式

雅
楽
の
調
べ
と
共
に
お
ご
そ
か
に

式
次
第
の
説
明

参　

進

修　

祓

幣
殿
昇
殿

し

き

し

だ

い

さ

ん

 
 

し
ん

し
ゅ

 
 

ば
つ

へ
い 

で
ん 

し
ょ
う
で
ん

し
ら

み

こ

た
ま
ぐ
し
は
い
れ
い

お
お
ぬ
さ

は
ら
い
こ
と
ば
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結
婚
式
の
流
れ

結
婚
式
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－ 6－ － 5－

　
斎
主
が
祝
詞
を
奏
上
し
、大
神

様
に
お
二
人
の
結
婚
の
由
を
申
し

上
げ
、お
二
人
の
新
家
庭
が
末
永

く
栄
え
ま
す
よ
う
に
と
祈
り
を

捧
げ
ま
す
。

　
こ
の
祝
詞
奏
上
の
時
は
巫
女
の

合
図
で
一
同
起
立
し
、頭
を
下
げ

ま
す
。

　
ま
ず
、新
郎
の
前
に
、巫
女
が
銚
子

と
提
子（
11
ペ
ー
ジ
を
参
照
）、三
方

に
載
っ
た
三
重
の
金
盃
を
進
め
ま

す
。

　
次
に
新
郎
は
巫
女
か
ら
盃
を
受

取
り
、巫
女
が
注
い
だ
お
神
酒
を
飲

み
干
し
ま
す
。次
に
新
婦
の
前
に
巫

女
が
移
動
し
同
様
に
盃
の
お
神
酒

を
飲
み
干
し
ま
す
。

　
こ
れ
が
三
度
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
一

盃
毎
に
三
回
で
飲
み
干
し
ま
す
。

お
誓
い
の
お
盃
で
お
神
酒

を
酌
み
交
わ
し
、
夫
婦
の

永
遠
の
愛
を
誓
い
ま
す
。

　
新
郎
新
婦
は
中
央
へ
移
動
し
、指

輪
を
巫
女
が
お
二
人
の
前
へ
運
び
ま

す
。ま
ず
新
郎
が
新
婦
の
左
手
薬

指
に
指
輪
を
は
め
、次
い
で
新
婦
が

新
郎
の
左
手
薬
指
に
指
輪
を
は
め

ま
す
。

※

ご
希
望
の
場
合
は
、当
日
挙
式
前
に
お
申
し
出

い
た
だ
き
、指
輪
ケ
ー
ス
と
共
に
巫
女
へ
お
渡
し
下

さ
い
。

神　

楽

お
二
人
が
神
様
に
誓
いの
言
葉

を
奏
上
し
ま
す
。

　
神
前
に
進
み
、一
礼
を
し
て
お
二

人
あ
る
い
は
、新
郎（
新
婦
は
自
分

の
姓
名
を
読
み
ま
す
）が
誓
詞
を

読
み
上
げ
ま
す
。

　
誓
詞
は
、お
二
人
が
新
し
い
家
庭

を
築
く
に
あ
た
って
の
決
意
表
明
で

す
か
ら
、落
ち
つ
い
て
大
き
な
声
で

読
み
ま
し
ょ
う
。

　
奏
上
が
済
み
ま
し
た
ら
、前
の
案

（
台
）の
上
に
納
め
ま
す
。

　
新
郎
新
婦・仲
人
の
玉
串
拝
礼
に

続
い
て
、両
家
の
代
表
が
玉
串
を
お

供
え
し
て
拝
礼
し
ま
す
。神
職
よ

り
玉
串
を
受
け
て
、ご
神
前
に
進

み
、玉
串
の
根
も
と
を
ご
神
前
に
向

け
て
お
供
え
し
、二
拝
二
拍
手
一
拝

の
作
法
で
拝
礼
し
ま
す
。

　
こ
の
時
、参
列
者
一同
起
立
し
、代

表
の
方
に
合
わ
せ
て一緒
に
拝
礼
し

ま
す
。

新
郎
新
婦
が
玉
串
を
お
供
え

し
て
拝
礼
し
ま
す
。

　
神
職
が
、お
二
人
に
玉
串
を
お

渡
し
し
ま
す
の
で
、受
け
取
り
、新

郎
新
婦
ご一緒
に
拝
礼
し
ま
す
。

　
玉
串
の
根
も
と
を
御
神
前
に
向

け
て
お
供
え
し
、祈
念
を
込
め
て
二

拝
二
拍
手
一
拝
の
作
法
で
拝
礼
し

ま
す
。

　
拍
手
は
先
ず
掌
を
合
わ
せ
て
か

ら
開
い
て
二
度
打
ち
ま
す
。　

仲
人
が
玉
串
を
お
供
え
し
て

拝
礼
し
ま
す
。

　
新
郎
新
婦
の
玉
串
拝
礼
と
同
様

に
拝
礼
し
ま
す
。

新
郎
新
婦
の
幸
せ
を
祈
り
、

参
列
者
一
同
が
拝
礼
し
ま
す
。

　
全
員
起
立
し
て
、仲
人（
も
し
く

は
巫
女
）の
発
声
に
て
乾
盃
し
ま
す
。

親
族
全
員
で
お
神
酒
を
頂
き

親
族
の
契
り
を
固
め
ま
す
。

結
婚
指
輪
を
交
換（
贈
呈
）

し
て
永
遠
の
愛
を
誓
い

ま
す
。

（
希
望
者
の
み
）

神
様
に
お
二
人
の
結
婚
の
由
を

奉
告
す
る
と
共
に
、
末
永
い
幸

せ
を
祈
り
ま
す
。

巫
女
が
「
式
神
楽
」
と
い

う
舞
を
奉
奏
し
ま
す
。

巫
女
の
先
導
に
て
、
参
進

と
同
様
に
並
ん
で
本
殿
を

退
出
し
ま
す
。

か

ぐ

ら

こ
う
か
ん

さ
い
し
ゅ

ち
ょ
う
し

ひ
さ
げ

ひ
と

さ
か
ず
き
ご
と

さ
ん
ぽ
う

み
つ
が
さ
ね

し
き

み   

き

み   

き

ち
ぎ

か
ん
ぱ
い

あ
ん

た
い
し
ゅ
つ

く

よ
し

ち
か

ほ
う
そ
う

祝
詞
奏
上

の
り

と

そ
う
じ
ょ
う

指
輪
の
交
換

仲
人
玉
串
拝
礼

斎
主
挨
拶

誓
盃
の
儀

誓
詞
奏
上

新
郎
新
婦
玉
串
拝
礼

参
列
者
玉
串
拝
礼

親
族
盃
の
儀

退　

下

せ
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新
郎
新
婦
・
仲
人
夫
妻
・
両
家
家
族
・
親
族
の
順
に
控
室
よ
り

本
殿（
式
場
）へ
進
み
ま
す
。

本
殿
内
に
入
り
、着
席
し
ま
す
。（
8
ペ
ー
ジ
を
参
照
）

一同
起
立
し
て
頭
を
下
げ
、お
祓
い
を
受
け
ま
す
。

一同
起
立
し
て
頭
を
下
げ
ま
す
。

「
神
楽
」を
奉
奏
し
ま
す
。

三
三
九
度
の
盃
を
交
わ
し
ま
す
。

指
輪
の
交
換（
贈
呈
）を
行
い
ま
す
。（
希
望
者
の
み
）

新
郎
新
婦
が
御
神
前
に
進
み
、一礼
し
た
後
に
奏
上
致
し
ま
す
。

玉
串
の
根
も
と
を
御
神
前
に
向
け
て
お
供
え
し
、「
二
拝
・
二
拍
手
・

一拝
」の
作
法
に
て
、
新
郎
新
婦
・
仲
人
夫
妻
・
両
家
親
族
代
表
の

順
に
拝
礼
致
し
ま
す
。

親
族
固
め
の
盃
、仲
人（
も
し
く
は
巫
女
）の
発
声
に
て一同
そ
ろって

乾
盃
し
ま
す
。

斎
主
よ
り
お
祝
い
の
言
葉
を
申
し
上
げ
ま
す
。

参
進
の
時
と
同
様
に
並
ん
で
本
殿
を
退
出
致
し
ま
す
。

参

進

着

席

修

祓

祝

詞

奏

上

神

楽

誓

盃
の
儀

指
輪
の
交
換

誓

詞

奏

上

玉

串

拝

礼

親
族
盃
の
儀

斎

主

挨

拶

退

下

結
婚
式
次
第

御神前

玉串案

誓詞奏上・玉串拝礼の位置

新婦・友人席 新郎・友人席

新
婦
側
参
列
者
席

新
郎
側
参
列
者
席

神饌案

※石段の上で履物を脱ぎます
はきもの

さ

ん

し

ん

の

り

と

そ

う

じ

ょ

う

せ

い

し

そ

う

じ

ょ

う

た

ま

ぐ

し

は

い

れ

い

し
ん
ぞ
く
は
い

さ

い

し

ゅ

あ

い

さ

つ
ぎ

か

ぐ

ら

ほ
う
そ
う

は
ら

た

い

げ

せ

い

は

い

ゆ

び

わ

こ
う
か
ん ぎ

ち

ゃ

く

せ

き

し

ゅ

ば

つ
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入   

口

本
　
殿

巫
女

巫
女

伶
人
伶
人
伶
人

巫
女

新
婦
仲
人
（
夫
人
）

斎
主

祭
員

新
郎
仲
人

新
婦

新
郎

仲
人

仲
人

（
夫
人
）

幣
　
殿

へ
い
　
　
　 

で
ん

玉串案
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挙
式
予
定
日
の一年
前
よ
り
お
申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す
。ご
来
社
の
上

「
申
し
込
み
書
」
の
提
出
と
予
約
金
の
ご
納
入
を
い
た
だ
き
、
予
約
の
成
立
と

な
り
ま
す
。祭
典
そ
の
他
の
都
合
に
よ
り
挙
式
の
出
来
な
い
日
時
が
あ
り
ま

す
の
で
ご
確
認
、ご
了
承
願
い
ま
す
。

お
申
し
込
み

受

付

社
務
所
控
室
の
使
用
時
間
は
、
挙
式
の
前
後
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
間
と
な
って

お
り
ま
す
。（
使
用
料
は
挙
式
料
に
含
ま
れ
ま
す
）尚
、
貴
重
品
は
各
自
に
て

管
理
願
い
ま
す
。

控
室
の
使
用

花
嫁
支
度
等
は
着
付
室
を
ご
利
用
に
な
れ
ま
す
。（
ご
希
望
の
方
に
は
、
当

神
宮
指
定
業
者
を
ご
紹
介
致
し
ま
す
。）
着
付
室
の
使
用
は
初
穂
料
を
別

途
ご
納
入
頂
き
ま
す
。

着
付
室
の
使
用

ス
ナ
ッ
プ
写
真
・
ビ
デ
オ
を
お
撮
り
の
方
は
厳
粛
な
挙
式
を
乱
さ
な
い
よ
う
心

が
け
、お
撮
り
願
い
ま
す
。雨
天
時
の
集
合
写
真
は
、
指
定
業
者
の
み
祈
祷
殿

に
て
撮
影
出
来
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

集
合
写
真
の
撮
影
は
、祭
典
、天
候
、そ
の
他
の
都
合
に
よ
り
、変
更
の
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
願
い
ま
す
。

写

 
 
 
 

真

ビ
デ
オ
の
撮
影

ご
希
望
の
方
に
は
、
当
神

宮
指
定
業
者
を
ご
紹
介

致
し
ま
す
。

結
婚
式
は
通
常
本
殿
で
行
い
ま
す
が
、
当
神
宮
の
特
別
の
事
情
に
よ
り
祈
祷

殿
で
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
予
め
ご
了
承
願
い
ま
す
。

式
場
の
変
更

指
輪
の
交
換
を
さ
れ
る
方
は
予
め
お
申
し
出
下
さ
い
。

親
族
紹
介
は
控
室
に
て
挙
式
の
前
に
お
済
ま
せ
下
さ
い
。当
神
宮
で
の
披
露

宴
・
祝
賀
会
は
出
来
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
願
い
ま
す
。お
申
し
込
み
内
容
に

変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
出
来
る
だ
け
早
め
に
祭
儀
部
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。そ

の
他
疑
問
な
点
、
ご
相
談
が
あ
り
ま
し
た
ら
当
神
宮
祭
儀
部
ま
で
遠
慮
な
く

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

そ

の

他

初

穂

料

挙
式
日
時
の
変
更
は
、
挙
式
予
定
日
の
六
ヶ
月
前
の
期
間
中
に
限
り一度
だ
け

認
め
ら
れ
ま
す
。六
ヶ
月
を
過
ぎ
た
場
合
は
、
取
り
消
し
の
扱
い
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

挙
式
日
時
の

変

更

挙
式
の
取
り
消
し
の
場
合
、
事
前
に
納
入
な
さ
い
ま
し
た
予
約
金
は
ご
奉
納
金

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、ご
了
承
願
い
ま
す
。

挙

式

の

取

り

消

し

新
郎
新
婦
、
仲
人
夫
妻
以
外
の
参
列
は
両
家
そ
れ
ぞ
れ
親
族
二
十
四
名
ま
で

ご
参
列
出
来
ま
す
。友
人
席
は
別
席
を
用
意
し
ま
す
が
、数
に
限
り
が
ご
ざ
い

ま
す
の
で
ご
相
談
下
さ
い
。

参

列

人

員

挙
式
時
刻
の
三
十
分
前
ま
で
に
社
務
所
控
室
に
ご
参
集
願
い
ま
す
。

集

合

時

間

乗
用
車
は
神
宮
駐
車
場
に
駐
車
願
い
ま
す
。貸
し
切
り
バス
の
場
合
は
、
社
務

所
玄
関
前
で
乗
り
降
り
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
の
で
、
そ
の
旨
を
駐
車
場
係

員
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

自

動

車
の

乗

り

入

れ

電
　
話
　
〇
一
一
　
六
一
一
　
七
八
一
〇

F
A
X
　
〇
一
一
　
六
一
一
　
〇
二
六
三

別
紙
の
挙
式
初
穂
料
表
を
ご
参
照
下
さ
い
。尚
、予
約
金
を
差
し
引
い
た
残
額

は
当
日
の
挙
式
前
に
社
務
所
受
付
に
て
お
納
め
下
さ
い
。

●

●

●

●

●
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結
婚
式
の
お
申
し
込
み
に
つ
い
て



　
銚
子
は
盃
に
酒
を
注
ぎ
、提
子
は

銚
子
に
酒
を
加
え
る
器
具
で
す
。

　
銚
子
に
雄
蝶
、提
子
に
雌
蝶
の
飾

り
が
付
い
て
い
る
の
は
、子
孫
繁
栄
の

象
徴
な
の
で
す
。

　
会
員
証
の
提
示
に
よ
り「
家
内

安
全
」ご
祈
祷
の
昇
殿
参
拝
が
で
き

ま
す
。

　
新
年
に
は
会
員
の
み
の
神
札
、絵

馬
、社
報
等
を
お
送
り
い
た
し
ま

す
。

北
海
道
神
宮
　
社
務
所
内

北
海
道
神
宮
奉
賛
会
事
務
局

電
話
　
〇一一‒

六一一‒

〇
二
六一

■
お
神
酒
を
注
ぐ
銚
子
と
提
子

　

に
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
？

　
昔
か
ら
日
本
に
伝
わ
って
い
る
陰

陽
説
で
は
、奇
数
は
陽
数
で
お
め
で

た
い
数
と
さ
れ
、天・地・人
を
意
味

す
る
三
つ
の
盃
で
、各
三
回
ず
つ
飲

ん
で
契
り
を
交
わ
す
こ
と
か
ら
、三

献
の
儀
と
も
いい
ま
す
。

■
夫
婦
の
契
り
で
交
わ
す
盃

　

は
な
ぜ
三
度
ず
つ
飲
む
の
？

　
古
来
か
ら
常
緑
樹
の
榊
に
は
神

が
宿
る
と
さ
れ
、こ
れ
に
玉
や
絹
な

ど
の
捧
げ
物
を
付
け
、祈
り
を
込
め

て
、神
に
献
じ
る
習
慣
が
あ
り
ま
し

た
。こ
れ
が
今
の
玉
串
の
型
に
な
っ

た
の
で
す
。

　
玉
は
自
分
の
魂（
誠
の
心
）を
意

味
し
、こ
れ
を
榊
の
枝
に
載
せ
て
神

様
に
捧
げ
る
こ
と
か
ら
玉
串
と
言

い
、神
事
の
中
で
最
も
重
要
な
儀
礼

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
北
海
道
で
は
榊
が
と
れ
な
い
た

め
、北
海
道
神
宮
で
は
、常
緑
樹
の

「
一位
の
木
」（
お
ん
こ
の
木
）の
枝
を

玉
串
に
し
て
い
ま
す
。

■
神
社
に
欠
か
せ
な
い
玉
串
に

　

は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
？

　
神
代
の
昔
か
ら
、神
事
の
後
に
は

必
ず
直
会
と
い
う
宴
を
催
し
て
お

互
い
の
和
を
結
ん
で
き
ま
し
た
。

　
結
婚
式
が
、神
様
へ
報
告
す
る
神

事
で
、直
会
に
あ
た
る
の
が
披
露
宴

で
す
。

　
こ
の
披
露
宴
は
お
二
人
の
新
し
い

■
結
婚
式
と
披
露
宴
に
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
？

奉
賛
会
入
会
の
ご
案
内

　
新
郎
新
婦
の
晴
着
に
は
、ハレ
の
日

に
着
る【
神
事
の
服
】の
意
味
で
、特

に
花
嫁
の「
角
隠
し
」や「
綿
帽
子
」

は
神
様
の
前
に
出
る
た
め
の
か
ぶ
り

も
の
で
す
。

　
神
職
が
冠
や
烏
帽
子
を
か
ぶって

家
庭
が
社
会
的
公
認
を
求
め
る
儀

式
と
い
う
わ
け
で
す
。

　
○
○
家
と
書
か
れ
て
い
る
の
も
、

結
婚
が
新
郎
新
婦
の
合
意
の
み
で

成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

北
海
道
神
宮
で
夫
婦
の
ご
縁
を

結
ば
れ
る
皆
様
へ

北
海
道
神
宮
で
夫
婦
の
ご
縁
を

結
ば
れ
る
皆
様
へ

　
北
海
道
神
宮
奉
賛
会
は
、北

海
道
総
鎮
守
の
社
に
相
応
し
い

諸
施
設
の
整
備
、充
実
と
教
化
事

業
等
を
奉
賛
す
る
た
め
昭
和
五

十
四
年
よ
り
全
道
的
に
会
員
を

募
り
、数
々
の
奉
賛
事
業
を
実
施

し
て
き
ま
し
た
。

　
結
婚
の
ご
縁
を
い
た
だ
き
ま
し

た
こ
と
に
、感
謝
の
真
心
を
捧
げ
、

一
層
の
ご
神
縁
と
ご
加
護
を
賜
り

ま
す
よ
う
ご
入
会
を
お
す
す
め
い

た
し
て
お
り
ま
す
。

会
員
の
待
遇

み

き

ち
ょ
う
し

た
ま
ぐ
し

■
花
嫁
の
白
無
垢
や
角
隠
し
に
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
？

し
ろ
む
く

つ
の
か
く

■
花
嫁
の
白
無
垢
や
角
隠
し
に
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
？

し
ろ
む
く

つ
の
か
く

ひ
さ
げ

ち
ぎ

お
ん

み
ょ
う
せ
つ

さ
ん

こ
ん

か
た
く
る

こ
う
じ
ん

お
ち
ょ
う

め
ち
ょ
う

さ
か
き

わ
た
ぼ
う
し

か
ん
む
り

な
お
ら
い

な
お
ら
い

え
ぼ
し

い
ち
い

き

　「
日
本
の
文
化
」と
い
う
と
、何
と
な
く
堅
苦
し
い
感
じ
が

し
ま
す
が
、私
た
ち
の
日
々
の
暮
ら
し
を
通
し
て
自
然
に
育

ま
れ
、伝
え
ら
れ
て
い
く
も
の
が
文
化
で
す
。

　
家
庭
の
あ
り
方
、自
然
と
の
触
れ
合
い
、祖
先
と
の
つ
な
が

り
、社
会
と
の
関
わ
り
、そ
し
て
、そ
の
中
に
あ
る
祈
り
の
形

と
、感
謝
こ
そ
が
親
か
ら
子
へ
と
伝
え
て
い
く
べ
き
日
本
の

文
化
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

－ 1 2－ － 1 1－

結
婚
式
Q
&
A

家
庭
の
お
ま
つ
り

　
日
本
の
文
化
の
形
の
一つ
で
あ
る
ま
つ
り
は
、四
季
折
々
各

地
の
神
社
な
ど
で
と
り
お
こ
な
わ
れ
る
地
域
の
ま
つ
り
と
共

に「
家
庭
の
ま
つ
り
」も
我
々
の
先
祖
は
、大
切
に
受
け
継
い

で
ま
い
り
ま
し
た
。

　
新
年
に
は
、正
月
の
神
様
を
迎
え
、家
族
そ
ろって
お
祝
い

し
、火
や
水
の
恩
恵
に
感
謝
し
、荒
神
様
を
カ
マ
ド（
台
所
）

に
、井
戸
に
水
神
様
を
お
ま
つ
り
し
て
き
ま
し
た
。神
棚
に

は
神
札
が
お
ま
つ
り
さ
れ
家
族
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
あ
な
た
の
ご
家
庭
で
も
是
非
、神
札
を
お
ま
つ
り
し
て
、日

本
人
の
心
と
伝
統
を
伝
え
て
ゆ
き
ま
し
ょ
う
。

い
る
の
と
同
じ
意
味
を
持
ち
、花
嫁

の一生
に一度
の
神
聖
な
か
ぶ
り
も
の

な
の
で
す
。白
無
垢
の
着
物
も
同
じ

よ
う
に『
清
浄
』を
意
味
す
る【
神
事

の
服
】な
の
で
す
。



■
安
産
祈
願

　
母
子
と
も
に
健
康
で
無
事
に
生
ま
れ
ま
す
よ
う
に
と
、妊
娠
五
ヶ
月
目
の
戌
の
日

に
神
社
で
安
全
を
祈
願
し
ま
す
。

　一般
に
男
児
は
生
後
三
十一日
目
に
、女
児
は
三
十
三
日
目
に
、祝
着
を
着
せ
て
神
社

に
参
拝
し
ま
す
が
、道
内
で
は
百
日
前
後
が
多
い
よ
う
で
す
。家
族
揃
って
幼
児
の
成

長
御
加
護
を
祈
願
し
ま
す
。

■
初
宮
参
り

　
神
様
よ
り
知
恵
を
授
け
て
頂
き
、毎
日
健
康
で
あ
る
こ
と
を
祈
り
ま
す
。

十
三
歳
は
、宮
中
に
お
い
て
は
成
人
の
儀
式
が
行
わ
れ
る
年
で
あ
り
、干
支
が一巡
す

る
こ
と
な
ど
か
ら
、子
供
か
ら
成
人
に
な
る
節
目
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

■
十
三
参
り

　
成
人
に
達
し
た
こ
と
を
祝
福
し
、大
人
と
し
て
責
任
を
持
ち
、国
や
社
会
に
貢
献
す

る
こ
と
を
神
前
に
奉
告
し
、誓
い
を
新
た
に
し
ま
す
。

■
成
人
奉
告

　
昔
か
ら
忌
み
慎
む
べ
き
厄
難
の
あ
る
年
を
厄
年
と
言
い
ま
す
。厄
年
は
、一定
の
年

齢（
男
性
二
十
五
歳・四
十
二
歳
、女
性
十
九
歳・三
十
三
歳
）に
達
し
、社
会
的
に
も

重
要
な
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
る
頃
、そ
れ
と
共
に
心
身
の
疲
労・病
気・災
厄
が
起

こ
り
や
す
く
、人
生
の
転
換
期
と
し
て
注
意
す
べ
き
年
廻
り
や
生
涯
の一つ
の
節
目
と

し
て
、自
覚
と
慎
み
が
必
要
な
時
期
で
す
。年
頭
に
神
社
に
詣
で
厄
難
を
祓
い
ま
す
。

■
厄
祓

　
入
園・入
学
の
喜
び
を
報
告
す
る
と
共
に
健
康
と
学
業
の
成
就
を
祈
願
し
ま
す
。

御
祭
神・明
治
天
皇
は「
教
育
勅
語
」を
通
し
て
国
民
に
人
の
道
や
学
問
の
道
を
説

か
れ
て
、そ
の
ご
神
徳
が
仰
が
れ
て
お
り
ま
す
。

■
入
学
奉
告

　
七
五
三
参
り
は
、古
く
か
ら
男
女
三
歳
で
髪
置
、男
子
五
歳
で
袴
着
、女
子
七
歳
で

帯
直
等
の
儀
礼
と
し
て
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。今
日
の
七
五
三
の
よ
う
に
な
っ
た
の
は

大
正
の
頃
か
ら
で
、札
幌
近
郊
で
は
十
月
十
五
日
を
中
心
に
神
社
に
参
拝
し
、こ
れ
ま

で
の
成
長
を
感
謝
し
、今
後
の
健
や
か
な
成
長
を
お
祈
り
し
ま
す
。

■
七
五
三
参
り

　
長
寿
を
お
祝
い
す
る
儀
礼
で
す
。還
暦（
六
十
一歳
）は
干
支（
十
干
十
二
支
）が
満

六
十
年
で
も
と
に
戻
る
の
で
本
卦
還
り
と
も
いい
ま
す
。古
稀（
七
十
歳
）は「
人
生
七

十
古
来
稀
な
り
」の
語
に
基
づ
き
ま
す
。喜
寿（
七
十
七
歳
）は
喜
を「
㐂
」に
あ
て
た

も
の
で
す
。傘
寿（
八
十
歳
）は
傘
の
略
字「
仐
」か
ら
来
て
い
ま
す
。米
寿（
八
十
八

歳
）は
米
を「八十
八

」に
あ
て
た
も
の
で
す
。卒
寿（
九
十
歳
）は
卒
の
略
字「
卆
」か
ら
来

て
い
ま
す
。白
寿（
九
十
九
歳
）は
、百
か
ら一を
取
る
と
白
の
形
に
な
る
か
ら
で
す
。

■
長
寿
奉
賽
（
年
祝
）

あ
ん
ざ
ん
き
が
ん

せ
い
じ
ん
ほ
う
こ
く

ち
ょ
う
じ
ゅ
ほ
う
さ
い

と
し
い
わ
い

や
く
ば
ら
い

は
つ
み
や
ま
い

し
ち
ご
さ
ん
ま
い

に
ゅ
う
が
く
ほ
う
こ
く

じ
ゅ
う
さ
ん
ま
い

い
ぬ

か
み
お
き

や
く
ど
し

か
ん
れ
き

い

ほ
ん
け
が
え

こ　

き

ま
れ

き
じ
ゅ

さ
ん
じ
ゅ

べ
い
じ
ゅ

は
く
じ
ゅ

そ
つ
じ
ゅ

え   

と

じ
っ
か
ん
じ
ゅ
う
に
し

え

と

お
び
な
お
し

は
か
ま
ぎ

－ 1 4－ － 1 3－

人
生
の
儀
礼



結婚式など祭事のお問い合わせ

電　  話　011（611）7810
ファックス　011（611）0263

受付時間　夏期　9時～17時
冬期　9時～16時

北海道神宮  祭儀部（直通）

http ://www.hokka ido j ingu .or . jp/




