
　

七
尾
の
特
産
品
は
、
室
町
時
代

か
ら
続
く
産
物
が
あ
り
、
歴
史
が

古
い
と
い
う
こ
と
や
、
海
に
接
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
海
の
恵

み
か
ら
加
工
し
た
も
の
が
多
い
と

言
え
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
を
踏

ま
え
、
地
理
的
条
件
に
あ
っ
た
も

の
を
生
産
し
、
能
登
半
島
の
素
朴

さ
を
感
じ
る
品
が
多
い
こ
と
も
、

七
尾
の
特
産
品
の
特
徴
で
も
あ
り

ま
す
。

　

昨
年
、「
能
登
の
里
山
里
海
」

が
世
界
農
業
遺
産
に
認
定
さ
れ
、

全
国
や
世
界
か
ら
、
能
登
の
風
習

や
文
化
、
自
然
保
全
な
ど
が
注
目

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
環
境
の
中

で
誕
生
し
た
海
産
物
や
お
菓
子
、

お
酒
や
匠
の
技
で
生
み
出
す
伝
統

工
芸
な
ど
、
七
尾
の
特
産
品
に
は

素
晴
ら
し
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
こ
の
特
産
品
を
親
戚
や

友
人
な
ど
に
贈
る
と
、
相
手
は
田

舎
の
懐
か
し
さ
や
故
郷
を
感
じ
て

い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
市
民
の
皆
様
に
は
、
お

歳
暮
や
贈
り
物
な
ど
で
、
特
産
品

を
贈
っ
て
い
た
だ
き
、
七
尾
の
良

さ
を
伝
え
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

　

七
尾
の
代
表
的
な
和
菓
子
と
い

え
ば
大
豆
飴
。
定
か
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
七
尾
に
菓
子
文
化
が
根

づ
い
た
の
は
、
畠
山
家
の
時
代
に

菓
子
職
人
を
連
れ
て
来
た
か
ら
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
だ

け
七
尾
の
和
菓
子
は
伝
統
が
あ

り
、
素
材
も
地
元
の
も
の
を
な
る

べ
く
使
い
、
品
質
に
も
優
れ
た
も

の
だ
と
言
え
ま
す
。

　

し
か
し
、
約
30
年
前
に
転
機
が

訪
れ
ま
し
た
。
多
様
化
す
る
時
代

の
お
土
産
と
し
て
大
豆
飴
を
選
ぶ

人
が
少
な
く
な
り
、
柔
ら
か
い
も

の
や
洋
菓
子
風
の
も
の
が
好
ま
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う

い
っ
た
流
れ
か
ら
、
今
で
は
さ
ま

ざ
ま
な
和
菓
子
の
商
品
開
発
が
行

わ
れ
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
も

の
が
七
尾
の
和
菓
子
屋
さ
ん
に
は

あ
り
ま
す
。

　

七
尾
の
和
菓
子
の
レ
ベ
ル
は
全

国
で
も
一
級
品
だ
と
評
価
を
受
け

て
い
ま
す
。
全
国
の
方
々
に
贈
っ

て
も
恥
ず
か
し
く
な
い
も
の
ば
か

り
で
す
。
心
を
込
め
、
手
間
隙
か

け
て
作
っ
た
七
尾
の
和
菓
子
を
、

ぜ
ひ
贈
り
物
と
し
て
選
ん
で
い
た

だ
き
た
い
で
す
ね
。
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七
尾
西
湾
で
水
揚
げ
さ
れ
る

「
能
登
か
き
」
は
、
１
年
で
出
荷

さ
れ
る
の
が
特
徴
。
昨
年
は
「
か

き
日
本
一
決
定
戦
」
の
味
部
門
で

日
本
一
を
獲
得
し
ま
し
た
。「
能

登
か
き
」
を
養
殖
す
る
立
場
と
し

て
、
本
当
に
う
れ
し
い
出
来
事
で

し
た
。

　

味
の
日
本
一
と
な
っ
た
「
能
登

か
き
」
は
、
里
山
の
川
か
ら
流
れ

出
る
栄
養
分
が
里
海
に
流
れ
、
プ

ラ
ン
ク
ト
ン
が
豊
富
な
海
域
で
育

ち
ま
す
。
そ
し
て
、
鉄
や
銅
な
ど

の
ミ
ネ
ラ
ル
や
、
ビ
タ
ミ
ン
類
が

豊
富
に
含
ま
れ
、
濃
厚
な
味
わ
い

が
あ
る
カ
キ
と
な
り
ま
す
。

　

こ
ん
な
「
能
登
か
き
」
は
、
ど

ん
な
料
理
で
も
味
の
存
在
感
が
あ

り
、
お
い
し
い
料
理
に
仕
上
が
り

ま
す
。
殻
付
の
カ
キ
は
、
酒
蒸
し

が
一
番
。
む
き
身
は
鍋
が
一
番
。

今
年
の
春
、
カ
キ
棚
に
吊
る
し
て

沖
に
出
し
た
カ
キ
は
、
育
ち
に
悪

影
響
を
及
ぼ
す
付
着
物
も
な
く
、

養
殖
業
者
一
同
、
期
待
を
し
て
い

ま
す
。

　

味
の
日
本
一
と
な
っ
た
最
高
の

カ
キ
を
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
お
求

め
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

七
尾
市
に
は
、
先
人
の
知
恵
で

受
け
継
い
だ
日
本
最
大
級
の
定
置

網
群
が
あ
り
、
活
き
の
い
い
魚
が

獲
れ
、魚
種
も
豊
富
で
す
。
ま
た
、

春
は
タ
イ
や
サ
ヨ
リ
、
夏
は
石
崎

エ
ビ
や
シ
ャ
コ
、
秋
は
カ
マ
ス
や

ア
オ
リ
イ
カ
、
冬
は
タ
ラ
や
カ
キ

な
ど
、
四
季
折
々
に
最
高
の
魚
介

類
が
水
揚
げ
さ
れ
ま
す
。

　

富
山
県
で
は
寒
ブ
リ
。
福
井
県

で
は
越
前
が
に
が
広
く
知
ら
れ
て

い
ま
す
。
一
つ
に
絞
り
き
れ
な
い

ほ
ど
、
豊
富
な
魚
種
に
恵
ま
れ
た

「
い
き
い
き
七
尾
魚
」。
知
名
度
で

は
ま
だ
ま
だ
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
総
合
力
で
一
番
だ
と
思
い
ま

す
。
ひ
と
手
間
と
心
遣
い
の
付
加

価
値
を
加
え
る
こ
と
で
、
素
晴
ら

し
い
も
の
へ
と
変
身
し
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら「
い
き
い
き
七
尾
魚
」

は
、
お
い
し
さ
が
増
す
季
節
を
迎

え
ま
す
ね
。

　

遠
方
の
親
戚
や
お
友
達
へ
、
日

ご
ろ
の
感
謝
を
込
め
て
、
お
歳
暮

な
ど
と
し
て
、
ふ
る
さ
と
七
尾
か

ら
届
く
「
い
き
い
き
七
尾
魚
」
を

贈
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

届
い
た
箱
の
ふ
た
を
開
け
れ

ば
、す
ぐ
に
「
い
き
い
き
七
尾
魚
」

を
お
召
し
上
が
り
い
た
だ
け
る
状

態
に
し
て
発
送
し
ま
す
。

キキ
カカききのの

料料

ももも育育育吊吊吊が一るるる
がが
酒酒上上上上

いいいくく悪悪悪て

上上上感感
在
感ははは

は
キ理理理理ののかかか

ま
棚はは
身カ
キキ理理理

あああどどど

存存存き
かかりり

蒸
し ど

ががし が
り

蒸番番
る
し

ちなて
は
、

ま
す

き
」在

り
ま鍋

が
存
在

には

は
在
感

仕
酒

に
育

は
、

鍋に
は着期

待
棚
に

は キ
身
は

キキ
は

登味
の

なな登な
能
登

もいの
カ
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け
る
け
る
け七
尾

だ
けけ七だ。だだ。 きた
だ

す

る
状

け
だ
け
だだ。
け
る
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