
 

 
 

 

 

 

     

          

              

 

全
国
の
、
ど
の
神
社
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
縁
故
や

歴
史
に
よ
っ
て
、
異
な
る
神
さ
ま
が
、
お
ま
つ
り
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

◆
「神
明
さ
ま
【し
ん
め
い
さ
ま
】」 

「 

神
明
」
と
い
う
言
葉
は
、古
く
は
「 

神
さ
ま
」
を 

意
味
し
ま
し
た
が
、の
ち
に
な
っ
て
、
中
で
も
特
に 

太
陽
の
よ
う
に
光
り
輝
く
天
照
大
御
神
様
の
こ 

と
を
「 

神
明
さ
ま
」
と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
し 

た
。
神
明
社
あ
る
い
は
天
祖
神
社
と
呼
ば
れ
る
神 

社
に
お
ま
つ
り
さ
れ
て
い
ま
す
。 

◆
「八
幡
さ
ま
【は
ち
ま
ん
さ
ま
】」 

「 

八
幡
さ
ま
」
は
応
神
天
皇(

誉
田
別
命
ほ
ん
だ

わ
け
の
み
こ
と)

、
比
売
神
、
神
功
皇
后(

応
神
天

皇
の
母)

の
三
柱
の
神
を
い
い
ま
す
が
、
応
神
天

皇
さ
ま
だ
け
を
お
ま
つ
り
し
て
い
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。
八
幡
さ
ま
は
、
武
士
の
神
さ
ま
と
し
て

知
ら
れ
ま
し
た
が
、
大
陸
文
化
を
と
り
い
れ
、
我

が
国
の
発
展
に
大
き
な
功
績
を
残
さ
れ
た
神
さ

ま
で
、
文
化
神
と
し
て
の
お
働
き
も
多
く
、
様
々

な
ご
神
徳
を
お
持
ち
で
す
。 

◆
「お
稲
荷
さ
ま
【お
い
な
り
さ
ま
】」 

「 

お
稲
荷
さ
ま
」
は
、
伏
見
稲
荷
大
社
の
主
祭
神
・

宇
迦
之
御
魂
神(

う
か
の
み
た
ま
の
か
み)

を
主

に
い
い
ま
す
。
「 

宇
迦
」
と
は
「 

食
べ
も
の
」
を
意

味
し
、
特
に
日
本
人
の
主
食
で
あ
る
米
の
生
成
を

御
守
り
下
さ
い
ま
す
。
ま
た
仏
教
の
守
護
神
を
ま

つ
る
豊
川
稲
荷
な
ど
別
系
統
の
お
稲
荷
様
の
あ

る
こ
と
も
覚
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。 

◆
「お
諏
訪
さ
ま
【お
す
わ
さ
ま
】」 

「 

お
諏
訪
さ
ま
」
は
、建
御
名
方
神(

た
け
み
な
か

た
の
か
み)

で
、
古
く
か
ら
狩
猟
・農
業
の
神
さ
ま

と
し
て
信
仰
さ
れ
る
一
方
、
こ
と
に
武
勇
に
す
ぐ

れ
た
神
さ
ま
と
し
て
も
知
ら
れ
、
戦
国
時
代
に
は

武
田
氏
の
守
護
神
と
し
て
、
武
士
の
尊
崇
も
こ
と

の
ほ
か
厚
か
っ
た
よ
う
で
す
。 

◆
「浅
間
さ
ま
【せ
ん
げ
ん
さ
ま
】」 

「 

浅
間
さ
ま
」
は
、
木
花
咲
耶
姫
命(

こ
の
は
な
さ

く
や
ひ
め
の
み
こ
と)

と
い
う
神
さ
ま
で
、
富

士
山
の
信
仰
か
ら
生

ま
れ
た
神
社
で
す
。

「 

浅
間
」
は
古
く
は

「 

ア
サ
マ
」
と
も
呼
び
、
湧
き
水
の
流
れ
る
様
を

表
し
、
農
作
物
の
豊
か
な
こ
と
を
感
謝
す
る
信
仰

か
ら
生
ま
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

◆
「天
神
さ
ま
」 

※
当
社
の
ご
祭
神 

「 

天
神
さ
ま
」
は
菅
原
道
真
公
の
こ
と
で
す
。
学

問
の
神
と
し
て
有
名
な
の
は
、
菅
原
道
真
公
が
平

安
時
代
の
最
も
優
れ
た
学
者
と
し
て
、
ま
た
政
治

家
と
し
て
重
要
な
地
位
に
お
ら
れ
た
か
ら
で
す
。 

◆
「住
吉
さ
ま
【す
み
よ
し
さ
ま
】
」 

「 

住
吉
さ
ま
」
は
底
筒
男
命(

そ
こ
つ
つ
お
の
み
こ

と)

・ 

中
筒
男
命(

な
か
つ
つ
お
の
み
こ
と)

・表
筒

男
命(

う
わ
つ
つ
お
の
み
こ
と)

の
三
柱
の
神
さ
ま

を
い
い
、
総
称
し
て
住
江
神(

す
み
の
え
の
神)

・住

吉
神
と
い
わ
れ
ま
す
。
住
吉
さ
ま
は
「 

祓(

は
ら

い)

の
神
さ
ま
」
で
す
が
、
航
海
・ 

漁
業
・ 

海
上
守

護
の
神
さ
ま
と
し
て
広
く
国
民
か
ら
信
仰
さ
れ

て
い
ま
す
。
参
考
文
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『 

お
宮
と
私
た
ち
』
昭
和

四
十
七
年
九
月
全
国
神
社
保
育
団
体
連
合
会
発

行 

※
ご
質
問
な
ど
の
お
便
り
、
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 
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１日・15 日 つきなみ祭 月に二回の恒例祭祀。 

７日  三浦富士浅間神社祭礼 ※今年は８日の

山頂でのお焚き上げ神事は、行いませんのでご注意下さい。 
七 夕-中国から伝わったとされる七夕の物語は奈良時代

に日本に伝わりましたが、『日本書紀』 

によると、七夕の日に相撲行事を行い 

年占いと豊穣祈願をしていたようです。 

20 日 海の日海の恩恵に感謝し海 

洋国家の繁栄を祝う。-海の日の由来- 

明治９年（１８７６）６月２日、明治天皇は東北・北海道御

巡幸にお出かけになられ、各県を御巡幸されたのち、７月１

６日青森から船で、函館を経由して２０日横浜へ御帰着され

ました。『明治天皇紀』によれば、３日間荒波のため遅れて 

夜の８時すぎに入港しましたが、明治天皇さ 

まは終始“端然”としておられ、港で待ち受 

けていた人々を安心させたそうです。これを 

記念して昭和１６年に「海の記念日」に制定 

平成８年から祝日「海の日」となりました。 
  

 ※８/９･10の祭礼に、ご協力をお願い致します

本日はよくお参り下さいました 
向暑のみぎり、皆さまいかがお過ごしですか。天神

社も夏祭りに向けて動き出しました。お祭りとは神

さまにお力を戴き、平和と繁栄を願う行事です。私

たちは、家族、地域、国という、そ 

れぞれの社会を構成する一員です。 

しかしどれも同時に充実させること 

はできません。各々を良くしていく 

ためには、バランスの良い視野を持 

つことが必要です。また、私たちは自立した人間と

なるよう育てられますが、いざ自立すると、自分の

身の回りさえ良ければ、という考えに陥りがちです。

さらに思い通りにいかないと、腹をたてたり、負の

感情を抱いたり。しかしそんな時こそ、心を落ち着

かせ、お参りをしてみて下さい。真っ白な気持ちで

神さまに向き合い、真心をもって祈れば、おのずと

自分のあるべき姿が見えてくるはずです。世の中の

平和を願うと同時に、自らの心も充実させていくこ

と。社会全体を客観的に見つめ、どうしたら良い方

向に動いていくかを考えること。こういうことが、

真の幸福へとつながっていく気が致します。今月も

皆さまのご多幸をお祈り申し上げます。権禰宜 道子 

 

 

 


