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市町村合併

市
町
村
に
よ
る
能
代
山
本
市
町
村
合
併
協
議

会
を
廃
止
す
る
こ
と
が
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

７
市
町
村
の
合
併
は
な
く
な
り
ま
す
が
、

広
域
的
な
つ
な
が
り
を
よ
り
深
め
、
支
え
合

い
、
地
域
が
さ
ら
に
伸
展
で
き
る
よ
う
努
力

し
、
お
互
い
協
力
し
合
う
こ
と
が
確
認
さ
れ

ま
し
た
。

■
合
併
協
議
会
廃
止
議
案
議
決

１
月
31
日
、
７
市
町
村
で
臨
時
議
会
が
開

催
さ
れ
、
能
代
山
本
市
町
村
合
併
協
議
会
の

廃
止
に
つ
い
て
議
決
し
、
３
月
10
日
を
も
っ

て
協
議
会
は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

■
二
ツ
井
町
に
合
併
の
申
し
入
れ

１
月
31
日
、
市
長
、
助
役
、
市
議
会
正
副

議
長
が
、
二
ツ
井
町
を
訪
問
し
、
﹁
二
ツ
井

町
と
能
代
市
の
合
併
協
議
に
つ
い
て
﹂
文
書

で
申
し
入
れ
を
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
二
ツ
井
町
か
ら
町
長

と
町
議
会
議
長
が
来
庁
し
、
二
ツ
井
町
は
合

併
し
な
い
こ
と
を
表
明
し
ま
し
た
。

■
今
後
の
方
向
性

市
と
し
て
は
、
今
後
も
、
地
域
の
将
来
を

考
え
た
場
合
、
合
併
は
必
要
で
あ
る
と
考
え

て
い
ま
す
。

併
せ
て
、
合
併
し
な
い
場
合
を
想
定
し
、

議
会
と
の
共
通
認
識
を
持
ち
な
が
ら
、
地
域

住
民
が
夢
の
持
て
る
地
域
づ
く
り
を
進
め
る

た
め
に
、
行
財
政
運
営
対
策
や
ま
ち
づ
く
り

を
、
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
７
市
町
村
で
の
合
併
を
進
め
て
き
ま
し
た
が
、
３
月
10
日
を
も
っ
て
、
能
代
山
本

市
町
村
合
併
協
議
会
は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
経
過
を
、
前
号
に
引
き
続
き
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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■
市
町
村
合
併
特
別
委
員
会

市
は
昨
年
12
月
に
合
併
協
議
会
か
ら
の
離

脱
を
表
明
し
ま
し
た
が
、
地
域
や
住
民
の
将

来
を
考
え
る
と
、
合
併
は
必
要
で
あ
り
、
再

度
合
併
協
議
に
加
わ
る
と
す
れ
ば
、
﹁
能
代

市
﹂
に
代
わ
る
新
た
な
名
称
を
合
併
協
議
会

へ
提
示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

１
月
21
日
の
市
議
会
市
町
村
合
併
特
別
委

員
会
に
お
い
て
、
採
決
の
結
果
、
﹁
特
定
の

名
称
を
排
除
す
る
こ
と
な
く
公
募
・
投
票
等

に
よ
り
、
合
併
関
係
７
市
町
村
住
民
の
意
見

が
反
映
さ
れ
る
形
で
新
市
名
称
を
決
定
す
る

こ
と
﹂
を
市
と
し
て
提
案
す
る
こ
と
に
決
定

し
ま
し
た
。

■
合
併
協
議
会
解
散
へ

１
月
21
日
と
26
日
の
正
副
会
長
会
議
に
お

い
て
、
市
の
提
案
に
つ
い
て
、
検
討
さ
れ
ま

し
た
が
、
提
案
は
受
け
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。

ま
た
、
八
森
町
と
峰
浜
村
が
２
町
村
で
の

合
併
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
協
議
会
設
置
時
に
描
い
て
い
た

７
市
町
村
に
よ
る
広
域
合
併
は
断
念
せ
ざ
る

を
得
な
い
と
判
断
さ
れ
、
合
併
協
議
会
は
解

散
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

■
二
ツ
井
町
・
八
森
町
・
峰
浜
村
を

訪
問

能
代
山
本
合
併
協
議
会
は
解
散
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
が
、
市
と
し
て
は
合
併
は
必

要
と
の
考
え
を
持
ち
続
け
て
お
り
、
１
月
27

日
に
、
平
成
15
年
に
合
併
の
申
し
入
れ
が
あ

っ
た
二
ツ
井
町
と
八
森
町
、
さ
ら
に
八
森
町

と
の
合
併
を
目
指
し
て
い
る
峰
浜
村
に
対

し
、
合
併
に
つ
い
て
の
申
し
入
れ
を
行
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
八
森
町
と
峰
浜
村
は
２
町

村
で
の
合
併
協
議
を
進
め
た
い
、
二
ツ
井
町

は
議
会
と
相
談
し
て
か
ら
方
針
を
決
定
し
た

い
と
の
回
答
で
し
た
。

■
第
15
回
合
併
協
議
会

１
月
28
日
に
、
山
本
町
で
、
第
15
回
能
代

山
本
市
町
村
合
併
協
議
会
が
開
催
さ
れ
、
７

大火の状況（当時の新聞などから）
出火・延焼状況

①20日午前０時35分ごろ清助町(現在の浜通町)の

木材工場付近から出火。火の手はたちまち折か

らの強風にあおられ、火は柾ぶきや杉皮ぶきの

屋根をはうように走り始めた。

②当時の能代の街は、道幅が狭く家屋が密集して

いるうえに、ほとんどが木造であった。火は東へ

東へと走り、家々をなめるように燃え広がった。

③風向きも時間や場所によって何度も変わり、飛

び火のためにあちこちで火の手が上がった。

④３台の常備消防車では手に負えない状態で、県

内の各市町村から応援のポンプ車が到着したと

きはもう手のつけようがなかった。

鎮火状況

①７時間以上も燃え続けた猛火は、20日の午前

８時半ごろになってようやく鎮火した。

②住宅街だけでなく、官公庁や商店、木材工場が

多い能代の心臓部ともいえる地域を中心に能代

市街地の約３割を焼き尽くした。

※「昭和24年大火の日」にちなんだ防火行事は、９ページに掲載しています。

過去の災害を忘れずに！ ２月20日は昭和24年大火の日


