
地 名 研 究 会 ・ 季 報 ２ ３ 年 １ ０ 月 号 掲 載 原 稿  
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 先 日 の 地 名 講 座 で 「 江 戸 の 坂 」 の 話 が あ っ た 。 か

ね が ね 東 京 の 街 を 歩 い て い て 坂 が 多 い 事 は 承 知 し て

い た が 、 ８ ０ ０ 以 上 の 坂 が あ る と 聞 い て 改 め て そ の

多 さ に 感 じ 入 っ た 次 第 で あ る 。 又 、 坂 の 名 に も 色 々

と 命 名 の 根 拠 が あ る 事 を 改 め て 確 認 す る 事 が 出 来 た 。 

 講 話 の 中 で 「 岩 の 坂 」 の 話 も 面 白 か っ た 。 以 前 巣

鴨 か ら 板 橋 本 町 ま で 旧 中 山 道 を 歩 い た こ と が あ っ た

が 、 そ の 時 は 「 縁 切 榎 」 だ け を 見 て 「 岩 の 坂 」 に は

気 付 か ぬ ま ま 歩 い た よ う で あ る 。  

と こ ろ で こ の 時 頂 い た 坂 名 一 覧 表 の 中 で 先 程 の

「 岩 の 坂 」 の 少 し 前 に 「 芋 洗 坂 」「 一 口 坂 」 が 載 っ て

い る 。  

「 一 口 」 は 「 イ モ ア ラ イ 」 と 読 む 。 こ の 名 前 の 地

名 が 京 都 久 世 郡 久 御 山 町 に あ り 、 難 読 地 名 の 一 つ と

し て 有 名 で あ る 。「 イ モ 」は 芋 で は な く 天 然 痘（ 疱 瘡 ）

の こ と で 、 こ の 一 口 の 地 に 疱 瘡 の 神 「 一 口 稲 荷 」 が

あ る 。（ 室 町 時 代 の 頃 か ら 疱 瘡 は 「 い も 」 と か 「 い も

や み 」 と 呼 ば れ て い た 。）  

そ し て 東 京 の 「 一 口 坂 」 は こ の 京 都 の 「 一 口 稲 荷 」

に 由 来 し て い る の で あ る 。  

既 に ご 存 知 の 方 も 多 い と は 思 う が 聞 き か じ っ た 事 、

調 べ た 事 を こ こ に 紹 介 し て 見 た い 。  

Ｊ Ｒ お 茶 ノ 水 駅 の 聖 橋 口 を 出 て 左 折 す る と 淡 路 坂

が あ る 。 聖 橋 の 南 側 を 総 武 線 に 沿 っ て 秋 葉 原 の 方 に

下 る 坂 で あ る 。 坂 の 入 口 の 所 に 千 代 田 区 の 坂 名 案 内



の 看 板 が 立 っ て い る 。「 か つ て 鈴 木 淡 路 の 守 の 屋 敷 が

あ っ た た め 淡 路 坂 と 呼 ん だ が 、 相 生 坂 ・ 大 坂 ・ 一 口

坂 と も 呼 ば れ て い た 。」と 書 い て あ る 。案 内 板 の 反 対

側 の 道 路 脇 の 樹 木（ 椋 の 木 ）に「 太 田 姫 神 社 元 宮  旧

名 一 口 神 社 」 と 書 い た 木 札 と 神 札 が 貼 っ て あ る 。 こ

の 一 口 神 社 が 先 述 の 京 都 一 口 に あ る「 一 口 稲 荷 神 社 」

と 深 い 縁 が あ る の で あ る 。  

室 町 時 代 の 末 頃 関 東 一 帯 に 天 然 痘 が 蔓 延 し 、 太 田

道 灌 の 姫 も そ の 病 に 罹 っ て し ま っ た 。 天 然 痘 は 当 時

死 の 病 と 云 わ れ て い た が ， 心 痛 の 道 灌 は 京 都 山 城 国

に あ る 一 口 稲 荷 神 社 が 霊 験 あ り と 聞 き 、 平 癒 を 祈 願

し た 結 果 姫 は 無 事 全 快 し た 。 喜 ん だ 道 灌 は 江 戸 城 を

築 く 時 「 一 口 稲 荷 」 を 勧 請 し 「 太 田 姫 稲 荷 神 社 」 と

し て 城 内 に 祀 っ た 。 そ の 後 徳 川 家 康 が 江 戸 城 に 入 っ

た 時 現 在 の 錦 町 に 社 を 移 し 、 更 に 江 戸 城 増 改 築 の 時

聖 橋 の 袂 に 遷 座 し た 。こ の 時 か ら こ の 坂 を「 一 口 坂 」

と も 呼 ぶ 様 に な っ た の で あ る 。 聖 橋 下 流 の 昌 平 橋 を

「 一 口 橋 」 と 呼 ん で い た 時 代 も あ っ た 。  

尚 太 田 姫 稲 荷 神 社 は 昭 和 六 年 の 総 武 線 開 通 工 事 の

時 に 現 在 の 駿 河 台 に 移 さ れ て い る が 、 今 で も 地 元 の

氏 神 様 と し て 崇 め ら れ て い る 。 蛇 足 な が ら 神 社 の 紋

は 太 田 道 灌 の 家 紋 で あ る 「 太 田 桔 梗 」 で あ る 。  

何 故 一 口 を イ モ ア ラ イ と 呼 ぶ か に つ い て は 色 々 な

説 が あ る が 、 そ の 一 つ 『 も と も と こ の 地 区 は 三 方 を

川 に 囲 ま れ 、 出 入 り 口 が 一 ヶ 所 し か な い た め「 一 口 」

と 云 う 字 が 当 て ら れ る よ う に な っ た 。 一 方 村 の 入 り

口 に い も （ 病 気 ） の 進 入 を 防 ぐ た め 神 様 を 祀 り 「 あ

ら う 」（ 祈 る ） と い う こ と か ら 「 一 口 」 を 「 イ モ ア ラ



イ 」 と 呼 ぶ よ う に な っ た 。』 と の 説 が 有 力 で あ る 。 尚

参 考 ま で に 一 口 の 地 は 宇 治 川 沿 い の 左 岸 に あ り 対 岸

に は 京 都 競 馬 場 が あ る 。 す ぐ 先 の 下 流 で 桂 川 と 合 流

し 淀 川 に な る 。 現 在 は 「 東 一 口 」 と 「 西 一 口 」 の ２

地 区 に 分 か れ て お り 、 一 口 稲 荷 （ 別 名 豊 吉 稲 荷 ） は

東 一 口 集 落 に あ る 。  

九 段 靖 国 神 社 の 脇 の 靖 国 通 り を 市 ヶ 谷 の 方 に 行 く

と 外 濠 に 下 る 坂 が あ り こ こ に も 坂 名 の 案 内 板 が 立 っ

て い る 。「 一 口 （ ヒ ト ク チ ） 坂 は 嘗 て イ モ ア ラ イ サ カ

と 呼 ん だ 」 と 説 明 さ れ て お り 、 現 在 の 坂 の 呼 称 は ヒ

ト ク チ で あ る 。 交 通 標 識 板 に も 一 口 坂 （ Ｈ ｉ ｔ ｏ ｋ

ｕ ｔ ｉ ｚ ａ ｋ ａ ） と 書 い て あ る 。 尚 こ こ で は 稲 荷 社

が ど こ に あ っ た の か 不 明 で あ る 。  

六 本 木 近 く の 「 芋 洗 坂 」 は 芋 問 屋 が あ っ た と か 芋

の 市 が 立 っ た の が 坂 名 の 由 来 と 云 わ れ る が 、 実 態 は

一 口 を イ モ ア ラ イ と 呼 ぶ の が 難 し い の で 芋 洗 と 表 現

を 変 え た の で は な か ろ う か 。  

話 は 変 わ る が 船 橋 に も 「 疱 瘡 神 」 を 祀 っ た 石 祠 が

あ ち こ ち に 存 在 し て い る 。 殆 ん ど 神 社 の 境 内 に あ る

が 、 私 の 住 ん で い る 大 穴 周 辺 で は 大 穴 南 ４ 丁 目 の 林

の 中 に 「 疱 瘡 神 ・ 稲 荷 神 社 」 と 彫 っ た 小 さ な 石 祠 が

あ る 。 又 大 穴 北 ５ 丁 目 の 道 路 脇 梨 畑 の 側 に は 何 も 彫

っ て な い 石 祠 が あ る 。 地 元 の 人 は 「 あ ん ば 様 」 と 呼

ん で お り 、 こ れ は 茨 城 の 大 杉 神 社 に 縁 の あ る 疱 瘡 の

神 様 で あ る 。  

こ れ に つ い て は 話 が 長 く な る の で 後 日 に 譲 る こ と

に し た い 。  


