
 

   港 北 区 太 尾 町 の 住 居 表 示 に 関 す る 変 更 請 求 書 の 要 旨  

 

１  変 更 請 求 の 内 容  

  新 町 名 （ 大 倉 山 △ 丁 目 ） の 住 居 表 示 に 反 対 を し ま す 。  

２  変 更 請 求 の 理 由  

  大 倉 山 の 名 称 の 由 来 は 、 大 倉 山 記 念 館 を 建 造 し た 大 倉 氏 の 苗 字

と 、 か つ て は 地 続 き で あ っ た が 東 横 線 の 線 路 で 掘 り 分 け て し ま っ

た 里 山 の 山 を 合 わ せ た 造 語 で す 。 開 通 当 初 の 太 尾 と い う 駅 名 を 大

倉 山 と し た の は 、 左 右 に 切 り 割 か れ た 間 を 平 穏 無 事 を 願 っ て 連 ね

ら れ た の で は と 、 関 与 し た で あ ろ う 者 の 一 族 の 孫 の 世 代 の 想 い で

す 。  

そ の 建 造 物 で あ り 造 語 の 大 倉 山 を 千 年 も 昔 か ら 土 地 の 形 状 で あ

っ た 「 立 派 ・ 壮 大 」 等 の 意 と す る フ ト ＝ 太 尾 を 大 倉 山 に す る こ と

は 現 実 的 な 諸 問 題 は 勿 論 な が ら 人 間 と し て 生 命 力 と か 森 羅 万 象 こ

と ご と く に 及 び か ね な い と い う 見 地 か ら も 断 固 反 対 し ま す 。  

大 倉 山 駅 を 最 寄 り 駅 と す る 住 民 す べ て の 人 々 が 、 大 倉 山 の 住 民

で 太 尾 町 の み が 大 倉 山 で な く 大 曽 根 、 師 岡 、 樽 、 大 豆 戸 の ５ 町 で

大 倉 山 駅 が 成 り 立 ち 、 地 盤 の 太 尾 町 が 要 で 東 横 線 と 記 念 館 と 三 本

柱 で 今 日 の 発 展 を 見 出 せ た も の と こ の 度 の 住 居 表 示 に お い て 心 新

た に 認 識 い た し 、 造 語 を 地 名 に 変 え る こ と に 不 安 と 個 人 的 な 事 な

が ら 子 々 孫 々 の 家 訓 は 個 々 の 思 い 出 は と 代 々 こ の 地 で 生 ま れ 育 っ

た 私 達 の 悲 鳴 で す 。  

検 討 委 員 会 の 皆 様 方 の 一 生 懸 命 が 逆 に 荒 療 治 で は と 見 受 け ら れ

る 事 柄 が ち ら ほ ら で こ の 青 天 の 霹 靂 に ど う 考 え て も 理 解 に 苦 し み

先 祖 代 々 の 風 が 吹 き 見 守 り 、 地 元 住 民 と オ シ ャ レ な 街 大 倉 山 に 憧

れ て 住 民 に な っ た 双 方 が 喜 び 合 っ て 共 に 幸 せ に 暮 ら せ る た め に も

変 更 請 求 す る 次 第 で す 。  

 

 


