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能
登
半
島
の
外
浦
と
内
浦
を
最
短
で
結
ぶ
中
島
町
と
富
来
町
福
浦
港
間
の
山
合
い
に
、
約
十
五

♂
に
わ
た
っ
て
同
形
の
地
蔵
二
十
体
以
上
が
ほ
ぼ
等
間
隔
に
並
ぶ

″地
蔵
街
道
″
が
存
在
す
る
こ

と
が
、
珠
洲
焼
資
料
館
長
の
西
山
郷
史
さ
ん
の
調
査
で
分
か
っ
た
。
地
蔵
の
様
式
か
ら
、
江
戸
後

期
に
道
標
の
役
割
と
旅
の
無
事
を
願
っ
て
建
立
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
、
能
登
の
陸
路
の
十
字
路

の
位
置
を
占
め
た
中
島
と
、
日
本
海
交
易
の
重
要
港
と
し
て
栄
え
た
福
浦
と
の
密
接
な
関
係
を
裏

付
け
る
も
の
と
な
る
。

詔
愈
笏
江
戸
後
期
に
建
立
か

″地
蔵
街
道
″
の
終
点
で
見
つ
か
っ
た
富
来
町
福

浦
の
久
四
郎
型
地
蔵

地
蔵
は
い
ず
れ
も
、
天
地

六
十
１
八
十
考
、
幅
三
十
１

五
十
考
の
石
板
に
、
円
光
を

背
景
に
合
掌
す
る
姿
を
線
彫

り
し
た
も
の
で
、
通
称

「久

四
郎
型
」
。
中
島
町
浜
田
の

も
の
が
最
も
厚
み
が
あ
る

う
え
、
彫
り
方
も
入
念
で
、

浜
田
か
ら
遠
ざ
か
る
に
つ

れ
、
運
び
や
す
い
よ
う
石

板
が
薄
く
な

っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
浜
田
を
中
心

に
、
福
浦
港
に
向
か

っ
て

地
蔵
を
配
置
し
て
い

っ
た

ら
し
い
。

地
蔵
は
中
島
町
の
小
牧
、

谷
内
、
土
川
、
富
来
町
の
福

浦
な
ど
二
十
力
所
以
上
で
確

認
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の

位
置
を
つ
な
ぐ
と
、
中
島
と

福
浦
を
結
ぶ
約
十
五
計
の
往

来
が
浮
か
び
上
が
る
。
集
落

に
近
い
地
蔵
は
地
元
民
に

親
し
ま
れ
て
き
た
が
、
車

社
会
と
な
り
、
山
間
の
街

道
が
使
わ
れ
な
く
な
る
に

つ
れ
、
個
々
の
地
蔵
を
結
ぶ

関
係
は
忘
れ
去
ら
れ
て
し

ま

っ
た
も

の
と
見
ら
れ

る
。久

四
郎
型
地
蔵
を
め
ぐ
っ

て
は
、
江
戸
後
期
に
中
島
町

の
久
四
郎
と
い
う
人
物
が
、

自
分
の
道
楽
で
苦
労
を
か

け
続
け
た
亡
き
妻
の
罰
を
弔

う
た
め
建
立
し
た
と
の
伝

説
が
、
同
町
内
に
残
っ
て
い

る
。西

山
さ
ん
は

「福
浦
地
内

で
は
道
路
幅
も
広
く
、
江
戸

時
代
に
は
馬
を
引
い
て
往
来

し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

あ
る
程
度
整
備
す
れ
ば
、
観

光
資
源
と
し
て
も
再
び
光
を

当
て
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

話
し
て
い
る
。

同型 の 地 蔵 が 確 認 され た 中 島一 福

浦 間 の 街 道 ル ー ト (太線 部 分 )


