
天
神
屋
名
前
の
由
来

天
神
屋
は
静
岡
市
伝
馬
町
の
雛
人
形
の
お
店
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、当
時
か
ら
使
っ
て

い
た「
天
神
屋
」が
名
前
の
由
来
と
な
っ
て
い
ま
す
。人
形
屋
が
忙
し
い
時
に
、社
内
で

ま
か
な
い
様
に
食
べ
て
い
た
お
む
す
び
、い
な
り
寿
司
、海
苔
巻
き
が
好
評
だ
っ
た
こ
と

か
ら
、社
内
だ
け
で
な
く
外
の
お
客
さ
ま
に
も
販
売
し
始
め
た
こ
と
が
今
の
天
神
屋
の

原
点
に
な
っ
て
い
ま
す
。

子
供
の〝
ひ
い
な
遊
び
〞に
端
を
発
し
た
ひ
な
人
形
は
、紙

び
な
と
し
て
の
立
ち
び
な
が
原
型
と
い
わ
れ
て
お
り
ま

す
。現
在
の
様
に
、は
な
や
か
な
ひ
な
段
に
座
っ
た
ひ
な
人

形
に
な
っ
た
の
は
、江
戸
時
代
の
中
頃
か
ら
と
い
わ
れ
ま

す
。ひ
な
人
形
も
、初
め
は
男
女
一
対
の
親
王
飾
り
だ
け
、

後
に
三
人
官
女
、五
人
囃
子
、随
身
、仕
丁
を
飾
り
添
え

る
様
に
な
り
ま
し
た
。

今
か
ら
遠
く
平
安
の
こ
ろ（
約
千
年
前
）、貴
族
の
間
で

〝
ひ
い
な
遊
び
〞と
い
わ
れ
て
、紙
で
作
っ
た
人
形
や
、身
の

ま
わ
り
の
道
具
を
ま
ね
た
小
さ
な
玩
具
を
使
っ
て
の
遊

び
が
流
行（
は
や
）り
ま
し
た
。ま
た
、そ
の
当
時
の
人
々

は
、子
供
が
病
気
や
災
難
に
合
わ
な
い
よ
う
に
、三
月
の

初
め
の
巳（
み
）の
日
に
、お
祓（
は
ら
い
）を
す
る
習
慣
が

結
び
つ
い
た
も
の
が
、〝
ひ
な
ま
つ
り
〞に
な
り
ま
し
た
。

ひ
な
ま
つ
り
が
三
月
三
日
に
祝
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、室
町
時
代
か
ら
の
こ
と
で
、江
戸
時
代
に
入
る
と
宮

廷
や
武
士
階
級
の
み
で
な
く
、一
般
庶
民
の
家
庭
で
も
女

の
子
の
誕
生
や
、す
こ
や
か
な
成
長
を
祝
う
お
節
句
に
な

り
ま
し
た
。

一
年
を
と
お
し
て
忙
し
い
と
き

は
、幕
か
ら
正
月
に
か
け
て
、鏡

餅
や
の
し
餅
、お
せ
ち
料
理
等
の

製
造
、三
月
の
ひ
な
ま
つ
り
、お

彼
岸
、五
月
の
お
節
句
に
は
柏

餅
、七
月
に
は
土
用
の
う
な
ぎ
弁

当
、九
月
の
お
彼
岸
、十一月
は
七

五
三
の
鶴
の
子
餅
等
々
。

天
神
屋
の
商
品
は
、日
常
売
店
で
販
売
す
る
お
む
す
び
、

お
弁
当
、お
惣
菜
の
他
に
も
、一年
中
の
生
活（
く
ら
し
）に

か
か
わ
り
の
あ
る
商
品
が
、沢
山
あ
り
ま
す
。

「
ひ
な
ま
つ
り
」に
ち
な
ん
で…

天
神
屋
商
号
の
由
来
。

日
本
古
来
か
ら
の「
雛
祭
」は
、最
も

天
神
屋
に
関
連
の
あ
る
行
事
で
す
。

そ
も
そ
も
天
神
屋
の
商

号
は
、食
品
販
売
業
と

し
て
現
在
の
天
神
屋
に

な
る
以
前
、静
岡
市
伝

馬
町（
天
神
屋
伝
馬
町

売
店
の
あ
っ
た
場
所
）に

て
、雛
人
形
を
商
な
っ
て

い
た
時
の
屋
号
を
、そ
の

ま
ま
継
承
し
て
い
る
も

の
で
す
。

静
岡
地
方
で
は
、古
く
か
ら
三

月
三
日
の
雛
ま
つ
り
に
、天
神

屋
を
飾
っ
て
男
の
子
の
お
祝
い

を
す
る
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。

雛
人
形
の
中
で
も
、こ
の
地
方

に
伝
わ
る〝
天
神
様
〞は
、学
問

の
神
様
と
し
て
知
ら
れ
る
、菅

原
道
真
公
の
姿
を
雛
人
形
に

仕
立
て
上
げ
た
も
の
で
す
。

静
岡
は
、全
国
で
も
有
数
の
お
茶
の
特
産
地
で
す
の
で
、

八
十
八
夜
の
五
月
二
日
前
後
は
、一
年
の
中
で
も
最
高
に

忙
し
い
シ
ー
ズ
ン
に
あ
た
り
ま
す
。

五
月
五
日
は
端
午
の
節
句
で
す
が
、ど
こ
の
家
庭
も
、と

て
も
男
の
子
の
お
祝
い
を
す
る
暇
が
な
か
っ
た
た
め
、三

月
三
日
の
ひ
な
ま
つ
り
の
時
、天
神
様
を
飾
っ
て
男
の
子

の
お
祝
い
を
す
る
習
慣
が
で
き
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
お

り
ま
す
。ま
た
、男
の
子
が
誕
生
す
る
と
、そ
の
年
の
初
節

句
の
お
祝
い
に
、天
神
様
の
人
形
を
贈
る
習
慣
も
あ
り
ま

し
た
が
、こ
れ
ら
の
習
慣
も
、時
代
と
共
に
段
々
忘
れ
ら

れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

静
岡
の
呉
服
町
商
店
街

を
北
に
は
ず
れ
た
、中
町

の
静
岡
天
満
宮
に
は
、勉

学
の
神
様
と
し
て
天
神

様
が
ま
つ
ら
れ
、小
、中
学

生
、受
験
生
等
が
お
と
ず

れ
る
風
景
が
み
ら
れ
ま

す
。ま
た
雛
ま
つ
り
を
後

に
ひ
か
え
た
時
期
に
な
る

と
、静
岡
の
人
形
店
の
店

頭
に
は
現
在
も
天
神
様

が
陳
列
さ
れ
ま
す
が
、売
れ
ゆ
き
の
せ
い
も
あ
っ
て
か
、派

手
な
段
飾
り
に
比
較
し
て
、や
や
ひ
か
え
め
に
、比
較
的

奥
の
方
に
陳
列
す
る
店
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。

明
治
時
代
に
は
、天

神
様
を
製
造
販
売
し

て
い
た
人
形
店
は

〝
伝
馬
町
の
天
神
屋
〞

が一
軒
し
か
な
かっ
た

そ
う
で
す
。初
代
の

天
神
屋
の
主
人
は
土

天
神
を
造
っ
て
い
ま
し
た
が
、そ
の
後
、時
代
の
変
化
と
と

も
に
、衣
装
が
着
せ
ら
れ
、さ
ら
に
現
在
の
様
な
立
派
な

人
形
が
完
成
し
て
いっ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

明
治
以
前
に
は
、天
神
屋
の
家
族
の
姓
は
な
く
、通
称

『
天
神
屋
さ
ん
』で
呼
ば
れ
、明
治
維
新
以
後
に
、以
前
の

社
長
の
姓『
望
月
』を
名
の
る
様
に
な
り
ま
し
た
。明
治

か
ら
大
正
に
か
け
て
は
、『
因（
か
く
だ
い
）天
神
屋
』と
も

呼
ば
れ
、盆
暮
れ
に
は
、出
入
り
の
職
人
さ
ん
に
、因（
か

く
だ
い
）の
紋
の
入
っ
た
半
て
ん
を
配
っ
た
そ
う
で
す
。

現
在
、天
神
屋
は
創
業
六
十
六
年
を
迎
え
、昔
の
屋
号
を

そ
の
ま
ま
引
き
継
ぎ
発
展
を
続
け
て
い
ま
す
。

ひ
な
ま
つ
り
は
女
の
子
の
お

節
句
と
し
て
の
意
味
と
同

時
に
、暗
く
寒
い
冬
が
お
わ

り
を
つ
げ
て
、明
る
い
暖
か

い
春
の
お
と
ず
れ
を
よ
ろ
こ

ぶ
、季
節
感
を
楽
し
む
行
事

で
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
季
節
に
な
り
ま
す
と
、

天
神
屋
の
各
売
店
の
店
頭

に
菱
餅
の
販
売
コ
ー
ナ
ー
が
設
け
ら
れ
ま
す
。コ
ー
ナ
ー
に

は
、桃
の
花
や
菜
の
花
が
飾
ら
れ
、道
ゆ
く
人
に
春
の
お

と
ず
れ
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

ま
た
、各
地
の
天
神
屋
の
工
場
で
は
、幕
か
ら
正
月
に
か

け
て
の
忙
し
い
時
期
も
終
わ
っ
て
、ほ
っ
と
息
を
つ
い
て
い

る
の
も
束
の
間
、二
月
に
入
る
と
、ひ
な
ま
つ
り
の
菱
餅
、

桜
餅
、お
彼
岸
の
ぼ
た
も
ち
、明
け
だ
ん
ご
等
、日
頃
販

売
す
る
商
品
だ
け
で
な
く
、こ
れ
ら
の
商
品
の
製
造
が
加

わ
っ
て
、猫
の
手
も
借
り
た
い
程
の
、忙
し
い
時
期
に
な
り

ま
す
。天
神
屋
の
工
場
で
作
ら
れ
る
商
品
の
ほ
と
ん
ど

が
、そ
の
日
に
作
っ
て
、そ
の
日
に
売
ら
れ
ま
す
の
で
、普

段
に
増
し
て
忙
し
く
な
る
わ
け
で
す
。


