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佐
田
岬
半
島
の
西
端
エ
リ
ア
に
、
興
味
深
い

近
代
化
遺
産
が
二
例
、
そ
の
遺
構
を
と
ど
め
て

い
る
。
旧
三
崎
町
の
瀬
戸
内
側
に
あ
る
平
磯
水

底
線
陸
揚
げ
室
と
宇
和
海
側
の
井
野
浦
水
底
線

陸
揚
げ
室
で
あ
る
。

　

前
者
は
既
に
国
の
登
録
有
形
文
化
財
に
選
定

さ
れ
て
い
る
が
、
何
れ
も
そ
の
立
地
個
所
の
こ

と
も
あ
っ
て
、
未
指
定
の
後
者
と
共
に
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
何
よ
り
も
、

一
般
的
に
は“

水
底
線
陸
揚
げ
室
＂
な
ど
と
言

わ
れ
て
も
、
そ
れ
が
一
体
ナ
ン
の
こ
と
を
指
し

て
言
っ
て
る
言
葉
な
の
か
と
い
う
初
歩
的
な
事

で
ま
ず
は
つ
ま
づ
く
に
違
い
な
い
。
ス
イ
テ
イ

セ
ン
、
つ
ま
り
は
海
底
ケ
ー
ブ
ル
の
こ
と
な
の

だ
と
推
定
す
る
セ
ン
ス
が
必
要
な
の
だ
が
、
戦

後
昭
和
24
年
に
郵
政
省
と
な
る
前
身
の
逓
信
省

が
冠
せ
ら
れ
た
名
称
か
ら
、
何
と
な
く
通
信
施

設
だ
と
分
か
れ
ば
そ
の
人
は
近
代
化
遺
産
ツ
ー

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ス
マ
ホ
全
盛
の
今
日
、

有
線
の
通
信
手
段
に
お
け
る
事
始
め
の
物
語
、

つ
ま
り“

電
話
＂
を
語
る
に
は
、
こ
う
し
て
字

数
が
必
要
に
な
る
と
い
う
次
第
。

　

平
磯
の
建
物
は
、
小
規
模
な
が
ら
昭
和
２
年

竣
工
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
、
地
方
に
お

け
る
Ｒ
Ｃ
造
と
し
て
は
結
構
早
い
段
階
と
言
え

る
。
そ
れ
も
官
の
建
物
だ
と
し
て
も
、
こ
ん
な

人
里
離
れ
た
目
に
付
か
な
い
場
所
に
勿
体
な
い

よ
う
な
レ
ベ
ル
で
出
現
し
た
。
海
に
面
し
て
花

崗
岩
布
積
み
の
石
垣
で
し
っ
か
り
し
た
地
業
を

造
成
し
、
陸
屋
根
に
し
た
機
能
優
先
の
特
殊
施

設
。
外
観
は
、
玄
関
入
口
の
雨あ

ま

除よ

け
庇ひ

さ
し

を
ア
ー

チ
型
に
造
形
し
、
ベ
ー
ジ
ュ
の
磁
器
タ
イ
ル
で

窓
枠
意
匠
と
コ
ラ
ボ
、
ス
タ
ッ
コ
壁
と
相
ま
っ

て
質
感
よ
く
仕
上
げ
て
い
る
。小
品
な
が
ら
も
、

内
部
の
建
具
に
見
ら
れ
る
ア
ー
ル
デ
コ
の
時
代

相
か
ら
見
て
も
、
そ
の
コ
ン
パ
ク
ト
な
デ
ザ
イ

ン
の
質
は
高
い
。そ
れ
は
九
州
佐
賀
関
と
の
間
、

平
磯
～
志し

ゅ

う

き

生
木
44
・
２
㎞
を
海
底
ケ
ー
ブ
ル

で
つ
な
ぎ
、

電
話
と
い
う

文
明
の
利
器

が
地
方
社
会

に
登
場
す
る

た
め
に
必
要

不
可
欠
な
イ

ン
フ
ラ
整
備

と
し
て
の
デ

ビ
ュ
ー
で
も

あ
っ
た
。

　

一
方
、
井
野
浦
に
あ
る
水
底
線
陸
揚
げ
室
の

方
は
昭
和
18
年
の
築
。
内
部
の
梁
部
材
に
書
か

れ
た
業
者
名
は
前
上
建
設
。
前
回
の
八
幡
浜
劇

場
（
同
11
年
築
）
で
も
登
場
し
た
前
上
圓
太
郎

の
手
に
か
か
る
。
実
は
も
う
一
ヶ
所
、
昭
和
25

年
に
神こ

う
ざ
き崎
（
旧
瀬
戸
町
）
に
も
設
置
さ
れ
た
ら

し
い
が
、
今
は
跡
地
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら

平磯水底線陸揚げ室全景
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水
底
線
の
建
物
が
三
崎
エ
リ
ア
に
三
ヶ
所
も
設

け
ら
れ
た
理
由
は
分
か
ら
な
い
が
、
他
方
し
ま

な
み
エ
リ
ア
に
お
い
て
も
東こ

風ち

浜ば
ま

と
明
神
浜

（
旧
伯
方
町
）
、
南
浦
（
旧
吉
海
町
）
、
引
野

（
旧
弓
削
町
）
の
四
ヶ
所
に
あ
っ
た
事
を
考
え

る
と
、
四

国
愛
媛
の

離
島
性
も

伺
え
て
興

味
深
く
特

徴
的
な
歴

史
遺
構
と

言
え
る
。

　

さ
て
、
冒
頭
の
平
磯
と
つ
な
が
る
も
う
一
方

の
九
州
側
に
つ
い
て
は
、
情
報
が
乏
し
く
調
査

も
行
き
届
か
な
か
っ
た
が
、
昨
年
の
９
月
に

ひ
ょ
ん
な
こ
と
で
見
つ
か
っ
た
。
所
用
が
あ

り
、
大
分
県
佐
賀
関
に
上
陸
の
後
、
こ
の
地
で

は
愛
媛
街
道
と
呼
ば
れ
る
Ｒ
１
９
７
号
を
走
る

車
窓
か
ら
、
ウ
ン
？
気
に
な
る
建
物
の
姿
が
偶

然
目
の
端
に
引
っ
掛
か
り
、
行
き
過
ぎ
て
停
車

し
た
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
に
も
何
度
も
こ
の
道

は
通
っ
て
い
た
も
の
の
、
直
感
も
あ
り
、
た
ま

た
ま
人
影
も
あ
っ
た
た
め
何
や
ら
気
に
な
っ
て

声
を
か
け
て
み
た
。
ど
ス
ト
ラ
イ
ク
で
あ
っ

た
。
案
の
定
、
そ
の
ま
だ
比
較
的
若
そ
う
な
お

方
は
昔
の
電
話
局
の
何
か
だ
と
聞
い
て
ま
す
、

と
の
こ
と
。
父
な
ら
詳
し
く
分
か
る
か
も
知
れ

な
い
と
の
こ
と
で
、
有
り
難
く
も
突
然
の
闖
入

者
を
つ
な
い
で
く
れ
た
。
そ
の
東
隣
に
居
住
す

る
Ｓ
氏
（
昭
和
19
年
生
ま
れ
）
の
話
に
よ
れ

ば
、
戦
後
昭
和
30
年
代
に
当
時
の
電
電
公
社
か

ら
払
い
下
げ
を
受
け
、
倉
庫
に
使
用
し
て
い
る

と
の
こ
と
。
こ
う
し
て
タ
マ
サ
カ
な
出
来
事
が

あ
り
、
豊
後
水
道
を
遠
く
隔
て
た
愛
媛
～
大
分

間
の
電
話
ケ
ー
ブ
ル
敷
設
の
近
代
史
が
、
眼
前

に
浮
か
び
上
が
っ
た
の
だ
っ
た
。
同
じ
陸
屋
根

の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
だ
が
、
平
磯
の
建
物

と
違
っ
て
、
こ
ち
ら
は
ま
だ
文
化
財
に
は
な
っ

て
お
ら
ず
、
こ
う
し
て
当
時
の
聞
き
取
り
を
さ

れ
た
の
も
初
め
て
だ
と
い
う
。

　

何
れ
に
し
て
も
、
近
代
の
文
明
文
化
が
地
方

に
あ
ま
ね
く
浸
透
し
、
現
代
社
会
に
つ
な
が
る

そ
の
狭
間
で
、
こ
う
し
た
近
代
化
の
遺
産
群
が

形
状
を
劣
化
さ
せ
て
い
る
現
実
が
あ
り
、
既

に
撤
去
さ

れ
た
県
内

他
事
例
も

踏
ま
え
つ

つ
、
こ
う

し
た
歴
史

遺
産
の
時

代
継
承
を

こ
そ
、
一

人
一
人
に

有
線
電
話

で
伝
え
た

い
気
分
が

す
る
。

その内部天井梁井野浦水底線陸揚げ室
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