
中ち
ゅ
う

央お
う

区く

の
な
り
た
ち

江え

戸ど

明
めい

暦
れき

の大
たい

火
か

後
ご

の江
え

戸
ど

武
ぶ

家
け

地
ち

が郊
こう

外
がい

に広
ひろ

がり、寺
じ

社
しゃ

地
ち

も郊
こう

外
がい

にできている。
海
うみ

は埋
う

め立
た

てられて、江
え

戸
ど

の町
まち

が大
おお

きく広
ひろ

がって
いる。

大
たい

火
か

後
ご

につくられた両
りょう

国
ごく

橋
ばし

江
え

戸
ど

幕
ばく

府
ふ

は防
ぼう

衛
えい

のために、隅
すみ

田
だ

川
がわ

には橋
はし

をかけていなかったが、
大
たい

火
か

後
ご

に新
あたら

しい橋
はし

をつくった。この橋
はし

は、はじめは「大
おお

橋
はし

」と
よばれていたが、隅

すみ

田
だ

川
がわ

が武
むさ

蔵
しの

国
くに

（現
げん

・東
とう

京
きょう

都
と

、埼
さい

玉
たま

県
けん

、神
か

奈
な

川
がわ

県
けん

の一
いち

部
ぶ

）と下
しも

総
うさの

国
くに

（現
げん

・千
ち

葉
ば

県
けん

、茨
いばら

城
き

県
けん

の一
いち

部
ぶ

）の境
きょう

界
かい

であ
ったことから、「両

りょう

国
ごく

橋
ばし

」という名
な

がついた。

明
めい

暦
れき

の大
たい

火
か

以
い

前
ぜん

の江
え

戸
ど

江
え

戸
ど

城
じょう

を中
ちゅう

心
しん

に、武
ぶ

士
し

の屋
や

敷
しき

（武
ぶ

家
け

地
ち

）や寺
てら

・神
じん

社
じゃ

（寺
じ

社
しゃ

地
ち

）、町
ちょう

人
にん

町
まち

（町
ちょう

人
にん

地
ち

）が集
あつ

まっていた。隅
すみ

田
だ

川
がわ

の対
たい

岸
がん

の本
ほん

所
じょ

・深
ふか

川
がわ

方
ほう

面
めん

は、まだ開
かい

発
はつ

されていなかった。

1644（正
しょう

保
ほう

元
がん

）年
ねん

ころの江
え

戸
ど

1843（天
てん

保
ぽう

14）年
ねん

ころの江
え

戸
ど

江
え

戸
ど

橋
ばし

広
ひろ

小
こう

路
じ

にみる防
ぼう

火
か

対
たい

策
さく

火
ひ

の見
み

やぐらや広
ひろ

小
こう

路
じ

がつくられている。また、屋
や

根
ね

をかわら葺
ぶ

きにしたり、
川
かわ

沿
ぞ

いの倉
そう

庫
こ

を土
つち

でつくった壁
かべ

にするように御
お

触
ふれ

を出
だ

したりした。

築
つき

地
じ

に移
い

転
てん

してきた本
ほん

願
がん

寺
じ

横
よこ

山
やま

町
ちょう

（現
げん

・日
に

本
ほん

橋
ばし

横
よこ

山
やま

町
ちょう

）にあった本
ほん

願
がん

寺
じ

（現
げん

・築
つき

地
じ

本
ほん

願
がん

寺
じ

）が、埋
う

め立
た

て地
ち

の築
つき

地
じ

に
移
い

転
てん

してきた。埋
う

め立
た

て工
こう

事
じ

は、本
ほん

願
がん

寺
じ

が行
おこな

わなければならなかった（→p.137）。

明
めい

暦
れき

の大
たい

火
か

と江
え

戸
ど

の改
かい

造
ぞう

江
え

戸
ど

幕
ばく

府
ふ

による江
え

戸
ど

城
じょう

建
けん

設
せつ

や町
まち

づくりのために、上
かみ

方
がた

（関
かん

西
さい

）や近
ちか

くの地
ち

方
ほう

から、
大
おお

ぜいの人
ひと

々
びと

が、江
え

戸
ど

の町
まち

に集
あつ

まってきていた。
人
じん

口
こう

密
みつ

度
ど

が高
たか

くなった江
え

戸
ど

の町
まち

では、水
みず

の不
ふ

足
そく

や火
か

事
じ

の心
しん

配
ぱい

が増
ま

していた。

＜拡
かく

大
だい

する江
え

戸
ど

の町
まち

＞ 短
みじか

い期
き

間
かん

で人
じん

口
こう

が増
ふ

えていた江
え

戸
ど

では、新
あら

たな町
まち

づくりが必
ひつ

要
よう

だったが、都
と

市
し

の整
せい

備
び

が追
お

いついていなかった。そんなときに
発
はっ

生
せい

した明
めい

暦
れき

の大
たい

火
か

は、大
だい

規
き

模
ぼ

な都
と

市
し

改
かい

造
ぞう

のきっかけとなった。

江
え

戸
ど

大
だい

改
かい

造
ぞう

の3つの柱
はしら

焼
や

け野
の

原
はら

となった江
え

戸
ど

では、都
と

市
し

改
かい

造
ぞう

がはじまった。改
かい

造
ぞう

は、
①防

ぼう

火
か

対
たい

策
さく

、②都
と

心
しん

部
ぶ

の再
さい

開
かい

発
はつ

と埋
う

め立
た

て、③江
こう

東
とう

地
ち

区
く

（本
ほん

所
じょ

・
深
ふか

川
がわ

）の開
かい

発
はつ

が、大
おお

きな柱
はしら

となった。

郊
こう

外
がい

にのびている町
ちょう

人
にん

地
ち

は、
五
ご

街
かい

道
どう

（→p.25）沿
ぞ

いに
できているんだよ。

明
めい

暦
れき

の大
たい

火
か

で、
江
え

戸
ど

城
じょう

の本
ほん

丸
まる

と
天
てん

守
しゅ

閣
かく

（→p.16）も
焼
や

けたんだって。

埋
う

め立
た

て工
こう

事
じ

は、
門
もん

徒
と

（信
しん

者
じゃ

）だった
佃
つくだ

島
じま

の人
ひと

たちも
行
おこな

ったんだって。

●防
ぼう

火
か

対
たい

策
さく

町
まち

を改
かい

造
ぞう

して、火
か

事
じ

が燃
も

え広
ひろ

がらないくふうをした。
・道
みち

幅
はば

を広
ひろ

げた。
・広
ひろ

小
こう

路
じ

や火
ひ

除
よけ

地
ち

という空
あ

き地
ち

をつくった。
・火

ひ

の見
み

やぐらという高
たか

い塔
とう

をつくり、早
はや

く火
か

事
じ

を発
はっ

見
けん

し、周
まわ

り
に知

し

らせるようにした。
・町
まち

ごとに、防
ぼう

火
か

用
よう

の井
い

戸
ど

や水
みず

を入
い

れた桶
おけ

を置
お

くようにした。

●江
こう

東
とう

地
ち

区
く

（本
ほん

所
じょ

・深
ふか

川
がわ

）の開
かい

発
はつ

大
たい

火
か

後
ご

、それまで大
たい

半
はん

が田
た

畑
はた

だった隅
すみ

田
だ

川
がわ

対
たい

岸
がん

の江
こう

東
とう

地
ち

区
く

（本
ほん

所
じょ

・深
ふか

川
がわ

）には、火
か

事
じ

で燃
も

えないよ
うに、町

まち

なかにあった木
もく

材
ざい

置
お

き場
ば

や商
しょう

店
てん

の倉
そう

庫
こ

、
米
こめ

蔵
ぐら

が移
い

転
てん

してきた。また、隅
すみ

田
だ

川
がわ

には新
あたら

しく
橋
はし

がかけられて、江
こう

東
とう

地
ち

区
く

は、人
ひと

と物
もの

が行
い

き交
か

う土
と

地
ち

となった。

●武
ぶ

家
け

地
ち

・寺
じ

社
しゃ

地
ち

の郊
こう

外
がい

への移
い

転
てん

と埋
う

め立
た

て地
ち

の拡
かく

大
だい

人
じん

口
こう

が増
ふ

えたことと、火
か

事
じ

の被
ひ

害
がい

を少
すく

なくするために、武
ぶ

家
け

地
ち

や
寺
じ

社
しゃ

の郊
こう

外
がい

移
い

転
てん

が行
おこな

われた。合
あ

わせて、現
げん

在
ざい

の銀
ぎん

座
ざ

東
ひがし

側
がわ

の海
かい

岸
がん

（築
つき

地
じ

）や赤
あか

坂
さか

などの沼
ぬま

地
ち

を埋
う

め立
た

てさせ、子
こ

どもたちに職
しょく

をゆずっ
た大

だい

名
みょう

などが住
す

む中
なか

屋
や

敷
しき

や別
べっ

邸
てい

の下
しも

屋
や

敷
しき

、そして寺
じ

社
しゃ

を、埋
う

め立
た

て地
ち

に移
い

転
てん

させた。

再
さい

建
けん

されなかった
江
え

戸
ど

城
じょう

天
てん

守
しゅ

閣
かく

明
めい

暦
れき

の大
たい

火
か

で焼
や

けた江
え

戸
ど

城
じょう

は再
さい

建
けん

され
たが、天

てん

守
しゅ

閣
かく

はつくられなかった。戦
いくさ

がなくなった江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

には、天
てん

守
しゅ

閣
かく

は
必
ひつ

要
よう

ないと判
はん

断
だん

され
たのだ。このことは、
城
しろ

が戦
いくさ

のとりでから、
政
せい

治
じ

の場
ば

所
しょ

になった
ことを示

しめ

している。

 天
てん

守
しゅ

閣
かく

は、住
す

むところではなく、戦
いくさ

のときに城
しろ

の主
あるじ

が指
し

揮
き

をとる場
ば

所
しょ

だった。

日
に

本
ほん

橋
ばし

江
え

戸
ど

橋
ばし

木
き

更
さら

津
づ

河
が

岸
し

牛
うし

置
おき

場
ば

（→p.40）

江
え

戸
ど

橋
ばし

広
ひろ

小
こう

路
じ

火
ひ

の見
み

やぐら

高
こう

札
さつ

場
ば

武
ぶ

家
け

地
ち

町
ちょう

人
にん

地
ち

寺
じ

社
しゃ

地
ち

埋
う

め立
た

て前
まえ

の
海
かい

岸
がん

線
せん

武
ぶ

家
け

地
ち

町
ちょう

人
にん

地
ち

寺
じ

社
しゃ

地
ち

現
げん

在
ざい

の中
ちゅう

央
おう

区
く

の範
はん

囲
い

火
ひ

に追
お

われて京
きょう

橋
ばし

から落
お

ちる人
ひと

々
びと

1661（寛
かん

文
ぶん

元
がん

）年
ねん

に出
だ

された『むさしあぶみ』は、
明
めい

暦
れき

の大
たい

火
か

を物
もの

語
がたり

にした本
ほん

。橋
はし

が焼
や

け、川
かわ

に落
お

ちた人
ひと

々
びと

や、落
お

ちた人
ひと

々
びと

が折
お

り重
かさ

なって亡
な

くな
ったようすが、さし絵

え

入
い

りで書
か

かれている。

町
まち

中
じゅう

を焼
や

きつくした大
たい

火
か

1657（明
めい

暦
れき

3）年
ねん

1月
がつ

、本
ほん

郷
ごう

、小
こ

石
いし

川
かわ

、
麹
こうじ

町
まち

の3か所
しょ

で連
れん

続
ぞく

して発
はっ

生
せい

した火
か

事
じ

は、
3
みっか

日間
かん

にわたって江
え

戸
ど

の町
まち

の約
やく

6割
わり

を
焼
や

き（→p.48）、約
やく

10万
まん

7000人
にん

といわ
れる死

し

者
しゃ

を出
だ

した。火
か

事
じ

の原
げん

因
いん

は、放
ほう

火
か

と考
かんが

えられている。
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