
TSUYU TENJINSIIIA SHRINE
Poplllarly Called"Ohatsu TenJin"

History
Much Of、/hatis tOday inetropolitan Osaka was,in ancient timcs,but a

ptt of Osaka Bay witl■ scattered islands On Sone― su― one ofthe bay's

tiny islands_was enshrined thc dei″ tl■ at iS tOday tl■ e principal o● ect

of worship tt Tsuyu Tcttinsha Sh」 ne A■er lal■ d reclarnatiOn in tl■ e

llth centuw incorporated that island into the mainland, a village

named Sonezaki was established and tl■ e shrine became the guardian

ofthe communiけ

In late 19th centu7,a railWay station― today s JR Osalka Station― was

built to the no■ h Ofthe shrine、 v■th the resultthatthe area around the

shrine became the main gateway to Osaka  Nowadays, Tsuyu

Tettinsha shrine― populally called Ohatsu Tel■ lin― is venerated as the

guardian shrinc Ofthe surrOunding area

Origin ofthe Official Name Tsuyu Tettinsha shrine
Early in thc 10th century whcn ttOtO waS the capital of Japan,

Sugctwara Michizane,a leading court scholar、vho at the tilne was the

Minister of thc ldght ctldalin),Was exiled to noltl■ ern KvuShu as the

result of being lalsev aCCused On his way■・ol■■IttOto to K■■lshu,

Michizane ―、vho is venerated as the patron saint of scholarship―

visited tl■ is shrine M′here he composed the pocm lln/1y Sleeve is soalced

with dew formed by tl■ e tears l shed recalling lsOtO H As the word

ldevノ l is tlanslated as i!tsuyu,u this is thc OAgin Of the shrinels oicial

Origill ofthe Popular Name Ohatsu‐ Tettin
ne word「Fettin in the name of a shrine indicates itis dcdicatcd tO the

delied spirit of Suga、 vara Michizane as the pat10n saint of scholarship

The populariサ of Ohatsu results fl・ om a sewamono(Drama Of
Contemporav Lfe)entitled Sonezaki Shil■ Ju CThe LЮve Suicides at

Sonezaki)、 vTitten by Chikamatsu Monzaemon for the puppet theater

(bunraku Or ningyo iomri)  1■ lis work relates the tragic late 17th

centu町 love stoO/of Tokubei,a shOP clerk,and Ohatsu,a coultesan,

who were drlven by a friendis betrayalto cOmnlit suicide in the woods

within the shrine s precincts

Tl■e  drama crcated  such

strong sympathy in those days

that numerous worshippers

were attracted to the shrine

with the result it gradually

began to be called Ohatsu

Tettin
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