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七
尾
市
は
、七
尾
港
を
海
の
玄
関
口
と
し
、

能
登
の
政
治
・
経
済
・
文
化
の
中
心
と
し
て

栄
え
て
き
ま
し
た
。

　

古
く
か
ら
城
下
町
や
港
ま
ち
が
栄
え
、
伝

統
あ
る
文
化
や
技
術
が
受
け
継
が
れ
、
七
尾

な
ら
で
は
の
産
業
が
今
で
も
息
づ
い
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
七
尾
人
は
里
山
里
海
を
愛
し
、
昔

か
ら
あ
る
伝
統
や
風
習
、
文
化
を
大
切
に

守
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
日
常
生
活
か

ら
身
近
な
里
山
里
海
の
利
用
保
全
に
尽
く

し
、
付
加
価
値
を
高
め
、
世
界
に
誇
れ
る
里

山
里
海
を
形
成
し
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
自
然
や
産
業
、
伝
統
が
融
合

し
、
す
べ
て
の
も
の
が
自
然
美
と
し
て
残
る

「
能
登
の
里
山
里
海
」
が
世
界
農
業
遺
産
に

認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
七
尾
市
の
特
産
品
や
特
産
物

を
知
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
地
に
は
特
色
あ
る
新
鮮
な
海
の
幸
や

豊
富
な
山
の
幸
に
手
間
隙
を
か
け
、
ふ
る
さ

と
七
尾
の
薫
り
や
、
田
舎
の
懐
か
し
さ
を
感

じ
る
こ
と
が
で
き

る
逸
品（
特
産
品
）

が
数
多
く
あ
り
ま

す
。

　

今
月
号
の
特
集

で
、
そ
う
い
っ
た

逸
品
を
知
っ
て
い

た
だ
き
、
大
切
な

人
へ
、
お
歳
暮
や

贈
り
物
と
し
て
、

ふ
る
さ
と
七
尾
の
逸
品
を
、
ご
利
用
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

 

伝
統
あ
る
お
菓
子

　

戦
国
時
代
に
能
登
の
国
を
治
め
て
い
た
畠

山
氏
や
加
賀
藩
祖
・
前
田
利
家
の
城
下
町
と

し
て
栄
え
た
文
化
を
、
現
在
も
色
濃
く
残
し

て
い
る
七
尾
市
。

　

地
元
の
素
材
を
使
っ
た
和
菓
子
は
、
贈
答

品
や
お
土
産
と
し
て
人
気
が
あ
り
ま
す
。
現

在
で
も
和
菓
子
店
は
市
内
に
数
多
く
あ
り
、

そ
の
中
で
も
伝
統
菓
子
「
大
豆
飴
」
は
七
尾

を
代
表
す
る
銘
菓
で
す
。

　
「
大
豆
飴
」
は
、
戦
国
時
代
の
保
存
食
と

し
て
誕
生
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
水

飴
に
大
豆
の
粉
を
練
り
合
わ
せ
た
も
の
で
、

昔
な
が
ら
の
お
菓
子
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い

ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
青
柏
祭
に
は
「
な
が
ま
し
」、

結
婚
式
な
ど
の
お
め
で
た
い
と
き
に
配
ら
れ

る
「
え
が
ら
饅
頭
」
な
ど
が
あ
り
、
文
化
や

風
習
に
ち
な
ん
だ
和
菓
子
が
あ
り
ま
す
。

　

近
年
で
は
、
七
尾
の
さ
ら
な
る
魅
力
を
発

信
し
よ
う
と
、
七
尾
ら
し
さ
や
ス
ト
ー
リ
ー

性
の
あ
る
地
域
の
素
材
を
活
か
し
た
商
品
も

登
場
し
て
い
ま
す
。

 

里
山
の
恵
み

　
「
能
登
の
里
山
里
海
」
は
世
界
農
業
遺
産

に
認
定
さ
れ
、
そ
の
風
土
か
ら
生
ま
れ
た
農

産
物
と
し
て
、
棚
田
米
や
能
登
野
菜
な
ど
が

あ
り
ま
す
。

　

中
で
も
、
能
登
野
菜
の
一
つ
で
あ
る
「
中

島
菜
」
は
、
ア
ン
ジ
オ
テ
ン
シ
ン
１
な
ど
を

含
み
、
血
圧
を
抑
制
す
る
効
果
が
あ
る
と
い

わ
れ
、中
島
菜
を
使
っ
た
プ
リ
ン
や
う
ど
ん
、

お
茶
な
ど
の
商
品
が
登
場
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、

能
登
野
菜
や
果

物
、
米
に
こ
だ

わ
っ
て
作
っ
た

ス
イ
ー
ツ
や

ジ
ェ
ラ
ー
ト
な

ど
も
あ
り
、
女

性
や
子
ど
も
に

親
し
ま
れ
て
い

ま
す
。

 

里
海
か
ら
の
贈
り
物

　

豊
か
で
美
し
い
海
が
広
が
る
七
尾
湾
（
天

然
の
い
け
す
）
で
は
、
四
季
を
通
し
て
魚
種

が
豊
富
。
新
鮮

な
魚
介
類
と
し

て
「
い
き
い
き

七
尾
魚
」（
ブ

リ
や
能
登
か

き
、
能
登
な
ま

こ
な
ど
）
が
水

揚
げ
さ
れ
ま
す
。

　

七
尾
港
で
水

揚
げ
さ
れ
た
新

鮮
な
魚
介
類
の
料
理
は
、
刺
身
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
昔
な
が
ら
の
知
恵
を
活
か
し
た
郷

土
料
理
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
保
存
食
か
ら
生
ま
れ
た
発
酵

食
品
（
い
し
る
な
ど
）
や
水
産
練
製
品
（
か

ま
ぼ
こ
な
ど
）、
干
物
や
一
夜
干
し
な
ど
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
三
方
を
海
に
囲
ま

れ
た
七
尾
ら
し
さ
が
感
じ
ら
れ
、
土
産
品
と

し
て
人
気
が
あ
り
ま
す
。

 

お
も
て
な
し
の
心
と

　
　
　
　

港
ま
ち
の
に
ぎ
わ
い

　

江
戸
時
代
の
七
尾
港
に
は
、
多
く
の
北
前

船
が
訪
れ
ま
し
た
。
中
で
も
、「
一
本
杉
通
り
」

は
、
能
登
と
加
賀
を
結
ぶ
重
要
な
街
道
と
し

て
栄
え
、
現
在
で
も
、
当
時
の
雰
囲
気
や
文

化
を
色
濃
く
残
し
て
い
ま
す
。
北
前
船
が
運

ん
で
き
た
文
化
や
技
術
に
は
、醤
油
や
昆
布
、

仏
壇
や
和
ろ
う
そ
く
づ
く
り
な
ど
が
あ
り
、

昔
な
が
ら
の
名
店
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

　

近
年
で
は
、
こ
の
よ
う
な
文
化
や
技
術
を

多
く
の
人
に

知
っ
て
も
ら
う

た
め
、
各
店
で

抹
茶
挽
き
や
七

尾
仏
壇
の
箔
押

し
、
お
香
の
匂

い
袋
づ
く
り
な

ど
の
体
験
を

行
っ
て
い
ま
す
。
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