
中ち
ゅ
う

央お
う

区く

の
な
り
た
ち

江え

戸ど

火
か

事
じ

と火
ひ

消
けし

江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

は、とても火
か

事
じ

が多
おお

い時
じ

代
だい

だった。
約
やく

270年
ねん

間
かん

で、780件
けん

以
い

上
じょう

の火
か

事
じ

が発
はっ

生
せい

し、
記
き

録
ろく

に残
のこ

る大
おお

火
か

事
じ

は、200件
けん

以
い

上
じょう

起
お

こったという。

＜火
か

事
じ

はこわして消
け

せ！＞
江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

は、あまり水
みず

を使
つか

わず、建
たて

物
もの

をこわすことで消
しょう

火
か

した。「よ
い越

ご

しの銭
ぜに

はもたない」江
え

戸
ど

っ子
こ

の性
せい

格
かく

は、家
いえ

や財
ざい

産
さん

をもってい
ても、火

か

事
じ

で焼
や

けてしまうことから生
う

まれたといわれる。

火
ひ

消
けし

には3つのグループがあった
江
え

戸
ど

の火
ひ

消
けし

は、武
ぶ

士
し

たちを集
あつ

めてつくられた「大
だい

名
みょう

火
び

消
けし

」「定
じょう

火
び

消
けし

」と、
町
ちょう

人
にん

によってつくられた「町
まち

火
び

消
けし

」のグループがあった。

「へ、ら、ひ」は
音
おと

の感
かん

じが
悪
わる

いので、
「百

ひゃく

、千
せん

、万
まん

」に
したんだって。

水
みず
をかぶって

出
で
かけたら、

火
ひ
の粉

こ
が降

ふ
って

きても逃
に
げないよ。

江
え
戸
ど
っ子

こ
だからね。

コラッ！

あまりの火
か

事
じ

の激
はげ

しさ
に、火

ひ

消
けし

（消
しょう

防
ぼう

士
し

）たち
がはしごを降

お

りて逃
に

げ
だそうとしている。

水
みず

を使
つか

う消
しょう

火
か

道
どう

具
ぐ

火
か

事
じ

に備
そな

えて、町
まち

ごとに水
みず

を入
い

れた「用
よう

心
じん

桶
おけ

（用
よう

水
すい

桶
おけ

）」を置
お

いてい
た。また、「龍

りゅう

吐
ど

水
すい

」（左
ひだり

下
した

）、「水
みず

鉄
でっ

砲
ぽう

」（右
みぎ

下
した

）という消
しょう

火
か

ポンプが
あったが、遠

とお

くまで水
みず

が飛
と

ばないた
め、消

しょう

火
か

能
のう

力
りょく

は低
ひく

かった。

大
だい

名
みょう

火
び

消
けし

幕
ばく

府
ふ

が大
だい

名
みょう

につくら
せた火

ひ

消
けし

。かぶとを
かぶり、はでなはか
まと羽

は

織
おり

を身
み

につけ
て、隊

たい

列
れつ

を整
ととの

えて出
しゅつ

動
どう

した。

定
じょう

火
び

消
けし

幕
ばく

府
ふ

の役
やく

人
にん

でつくられる火
ひ

消
けし

。かぶとをかぶり、はか
まと羽

は

織
おり

を身
み

につけ、馬
うま

に
乗
の

って与
よ

力
りき

・同
どう

心
しん

（→p.44）
を引

ひ

き連
つ

れて指
し

揮
き

をした。

町
まち

火
び

消
けし

町
ちょう

人
にん

（とくに、とび人
にん

足
そく

）を
集
あつ

めてつくられた。頭
ず

きん
をかぶり、半

はん

てんを着
き

て、
ももひきをはいていた。町

ちょう

人
にん

が住
す

む町
まち

で活
かつ

動
どう

した。

中
ちゅう

央
おう

区
く

を守
まも

った江
え

戸
ど

の纏
まとい

と半
はん

てん
町
まち

火
び

消
けし

は、のちに火
ひ

消
けし

組
くみ

合
あい

ができて、江
え

戸
ど

を四
し

十
じゅう

七
しち

組
くみ

に分
わ

け（そのあと、
四
し

十
じゅう

八
はち

組
くみ

に）、「いろは」の47文
も

字
じ

を組
くみ

の名
な

前
まえ

とした。そのときに、組
くみ

の目
め

印
じるし

として、それぞれ纏
まとい

と半
はん

てんを決
き

めた。中
ちゅう

央
おう

区
く

を担
たん

当
とう

していた
のは、上

うえ

の図
ず

の全
ぜん

9組
くみ

。

「い」組
くみ

の纏
まとい

芥
け

子
し

（上
うえ

の丸
まる

い部
ぶ

分
ぶん

）と枡
ます

（下
した

の四
し

角
かく

い
部
ぶ

分
ぶん

）の組
く

み合
あ

わせで「けします（消
け

し
ます）」のだじゃれになっている。この
とき町奉行だった、大

おお

岡
おか

越
えち

前
ぜん

守
のかみ

忠
ただ

相
すけ

（→p.47）がつけたといわれる。

町
まち

火
び

消
けし

「いろは四
し

十
じゅう

八
はち

組
くみ

」の配
はい

置
ち

江
え

戸
ど

城
じょう

周
しゅう

辺
へん

や武
ぶ

家
け

屋
や

敷
しき

は、おもに大
だい

名
みょう

火
び

消
けし

や定
じょう

火
び

消
けし

が
担
たん

当
とう

した。

火
ひ

消
けし

に指
し

示
じ

を与
あた

える
纏
まとい

持
も

ち
纏
まとい

持
も

ちは、火
か

事
じ

の現
げん

場
ば

で、
「ここから後

うし

ろには火
か

事
じ

を広
ひろ

げさせないぞ」と
いう場

ば

所
しょ

に纏
まとい

を立
た

て、
みんなに消

しょう

火
か

のた
めの指

し

示
じ

を出
だ

し
た。

 纏
まとい

とは、もともと戦
せん

国
ごく

武
ぶ

将
しょう

が、戦
せん

場
じょう

で自
じ

分
ぶん

の存
そん

在
ざい

を示
しめ

すための印
しるし

だった。※江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

に起
お

きた火
か

事
じ

の回
かい

数
すう

については、『江
え

戸
ど

の火
か

事
じ

と火
ひ

消
けし

』（河
かわ

出
で

書
しょ

房
ぼう

新
しん

社
しゃ

）を参
さん

考
こう

にした。

「火
か

事
じ

とけんかは江
え

戸
ど

の華
はな

」
町
まち

火
び

消
けし

の誕
たん

生
じょう

江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

のはじめには、大
だい

名
みょう

火
び

消
けし

しかいなか
った。大

だい

名
みょう

火
び

消
けし

は城
しろ

や武
ぶ

家
け

屋
や

敷
しき

以
い

外
がい

の消
しょう

火
か

には熱
ねっ

心
しん

でなかったため、幕
ばく

府
ふ

は
町
ちょう

人
にん

たちの火
ひ

消
けし

をつくった。町
まち

を
守
まも

る町
まち

火
び

消
けし

は、人
ひと

々
びと

のあこ
がれだったが、気

き

性
しょう

があら
く、けんかが多

おお

かった。

用
よう

心
じん

桶
おけ

（用
よう

水
すい

桶
おけ

）

水
みず

でぬらしたむし
ろ（ござ）で、必

ひっ

死
し

に火
ひ

を防
ふせ

いで、消
しょう

火
か

活
かつ

動
どう

をしようと
している。

消
しょう

火
か

用
よう

の井
い

戸
ど

から水
みず

を
くんで、屋

や

根
ね

に上
あ

げた
り龍

りゅう

吐
ど

水
すい

に給
きゅう

水
すい

したり
して、消

しょう

火
か

活
かつ

動
どう

に当
あ

たる。

これ以
い

上
じょう

、燃
も

え広
ひろ

がら
ないように、火

ひ

消
けし

たち
が家

いえ

をこわしている。

「目
め

黒
ぐろ

行
ぎょう

人
にん

坂
ざか

の
大
たい

火
か

」の消
しょう

火
か

活
かつ

動
どう

1772（明
めい

和
わ

9）年
ねん

に、
目
め

黒
ぐろ

で僧
そう

侶
りょ

の放
ほう

火
か

に
よって起

お

きた火
か

事
じ

。
この火

か

事
じ

で日
に

本
ほん

橋
ばし

地
ち

区
く

はほぼ全
ぜん

焼
しょう

し、江
え

戸
ど

の3分
ぶん

の1が焼
や

けた。
火
か

事
じ

以
い

外
がい

にも、この
年
とし

は災
さい

害
がい

が多
おお

かった
ので、「迷

めい

惑
わく

（明
めい

和
わ

9）」
と読

よ

める元
げん

号
ごう

を、「安
あん

永
えい

」に変
か

えて、元
がん

年
ねん

と
した。

火
か

事
じ

は、春
はる

の強
つよ

い南
みなみ

風
かぜ

と、冬
ふゆ

の
乾
かん

燥
そう

した北
ほく

西
せい

の風
かぜ

（からっ風
かぜ

）の
季
き

節
せつ

に多
おお

い。強
きょう

風
ふう

によって、火
ひ

はまたたく間
ま

に燃
も

え広
ひろ

がった。
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本所江
戸
城

四
谷

日本橋

日本橋

目黒

え

　ど
じ
ょ
う

め ぐろ

家
いえ

をこわす
ためのとび口

くち

江
え

戸
ど

の三
さん

大
だい

火
か

事
じ

の
火
ひ

もとと焼
や

けた範
はん

囲
い

江
え

戸
ど

では春
はる

と冬
ふゆ

に
火
か

事
じ

が起
お

こる
一番組
に組

ぐみ

ぐみばんいち

一番組
は組

ぐみ

ぐみばんいち

一番組
い組

ぐみ

ぐみばんいち

二番組
も組

ぐみ

ぐみばんに

二番組
せ組

ぐみ

ぐみばんに

二番組
ろ組

ぐみ

ぐみばんに

二番組
千組

ぐみ

ぐみばんに

二番組
百組

ぐみ

ぐみばんに

二番組
す組

ぐみ

ぐみばんに

せんひゃく

に
はい
千百

す

ろ
せ
も

一番組
いちばんぐみ

さんばんぐみ

ろくばんぐみ

はちばんぐみ

きゅうばんぐみ

じゅうばんぐみ

も　じ

ちゅうおう　く たんとう

はい ひ　けし

に ばんぐみ

ご　ばんぐみ

江戸城
え　どじょう

二番組
三番組
五番組
六番組
八番組
九番組
十番組

文字の入っている火消が
中央区の担当

いろは四十八組
し   じゅうはち くみ

火
か

事
じ

の原
げん

因
いん

のナンバーワンは、
放
ほう

火
か

だった!?
火
か

事
じ

で家
いえ

が焼
や

けると、家
いえ

を建
た

てかえるので、建
けん

設
せつ

工
こう

事
じ

の仕
し

事
ごと

が増
ふ

える。人
じん

口
こう

が多
おお

く、仕
し

事
ごと

がない人
ひと

も少
すく

なくなかった江
え

戸
ど

では、そのため放
ほう

火
か

があとを絶
た

たなかった。火
か

事
じ

のあと江
え

戸
ど

の町
まち

は、建
けん

設
せつ

工
こう

事
じ

で景
けい

気
き

がよかったともいわれる。

わたしたちの
町
まち

を守
まも

るよ！

明
めい

暦
れき

の大
たい

火
か

（1657年
ねん

1月
がつ

）

目
め

黒
ぐろ

行
ぎょう

人
にん

坂
ざか

の大
たい

火
か

（1772年
ねん

2月
がつ

） 文
ぶん

化
か

丙
ひのえ

寅
とら

の大
たい

火
か

（1806年
ねん

3月
がつ

）
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