
　

渥
美
半
島
は
、
豊
橋
の
南
部
を
そ
の

基
部
と
し
て
、
東
西
に
約
40
㎞
ほ
ど
伸
び

た
半
島
で
す
。
地
理
的
に
見
ま
す
と
、
こ

の〝
東
西
に
伸
び
た
半
島
〞
と
い
う
の
は
、

全
国
で
も
非
常
に
珍
し
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
田
原
市
は
、
そ
ん
な
渥
美
半
島
の
大

部
分
を
占
め
、
南
は
太
平
洋
、
西
は
伊
勢

湾
、
北
は
三
河
湾
と
三
方
を
海
に
囲
ま
れ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
半
島
最
先
端
に
あ
る

伊
良
湖
岬
は
、
古
来
よ
り
の
景
勝
地
と
し

て
有
名
で
、
多
く
の
文ぶ

ん
じ
ん
ぼ
っ
き
ゃ
く

人
墨
客
た
ち
が
海

を
渡
り
、
こ
の
地
を
訪
れ
ま
し
た
。

　

現
在
の
主
流
は
陸
上
交
通
で
す
が
、
少

し
前
ま
で
は
、
船
に
よ
る
海
上
交
通
が
盛

ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。そ
ん
な
こ
ろ
、

伊
良
湖
水
道
（
伊
良
湖
渡ど

合あ
い

）
と
呼
ば
れ

る
伊
良
湖
岬
と
神
島
の
間
は
、〝
航
海
の

難
所
〞
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
速

い
潮
の
流
れ
と
、
沖
合
い
に
ま
で
続
く
岩

礁
に
よ
り
、
多
く
の
船
が
難
破
し
て
い
た

か
ら
で
す
。
先
月
号
で
も
紹
介
し
ま
し
た

が
、
日
本
民
俗
学
の
父
と
称
さ
れ
る
柳
田

國
男
は
、
そ
の
著
書
『
遊ゆ

う

海か
い

島と
う

記き

』
の
な

か
で
、

「
況ま

し
て
や
此こ

の
海
峡
の
潮
の
速
さ
は
、

馴
れ
た
る
水か

手こ

も
息
吐づ

く
べ
き
処と

こ
ろ

な
り
、

阿
波
の
鳴
門
か
、
銚
子
の
口
か
、
伊
良

湖
渡
合
か
、
恐
ろ
し
や
渡
合
の
広
さ
は
一

里
に
も
足
ら
ず
。
げ
に
や
伊
勢
の
海
の
入

江
々
々
の
満
潮
引
潮
を
集
め
て
、
流
し
下

し
差
し
上の

ば

す
勢
は
、比
ぶ
る
に
物
も
無
く
、

潮そ
こ
り凝

の
須し

ば
ら
く臾

の
間
な
ら
で
は
、
水
の
淀よ

ど

む

と
い
ふ
こ
と
無
し
。
殊
に
風
あ
る
日
は
、

ひ・

か・

た・

、
な・

ら・

ひ・

の
隔
つ
る
山
無
き
は
更

な
り
。
其
他
何
方
よ
り
吹
き
来
る
も
、
多

く
は
神
島
に
吹
き
当
て
ゝ
、
忽

た
ち
ま
ちに

し・

ま・

き・

と
な
り
、
帆
を
劈つ

ん
ざき

船
を
翻
す
勢
は
、
偏

ひ
と
へ

に
鬼
神
の
業わ

ざ

の
如
し
。」

と
記
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
伊
良

湖
渡
合
（
伊
良
湖
水
道
）
は
、
鳴
門
（
徳

島
県
）、
銚
子
（
千
葉
県
）
と
と
も
に
、

潮
流
が
速
い
海
の
難
所
で
あ
る
と
し
て
、

歌
に
も
詠う

た

わ
れ
た
ほ
ど
で
し
た
。

　

現
在
の
伊
良
湖
水
道
は
、
東
側
の
朝

日
礁
、
西
側
の
丸
山
出
シ
、
コ
ズ
カ
ミ
礁

に
は
さ
ま
れ
た
幅
約
１
２
０
０
ｍ
、
長
さ

約
３
９
０
０
ｍ
の
非
常
に
狭
い
航
路
で
す

が
、
貨
物
船
や
漁
船
な
ど
、
多
種
多
様
な

船
舶
が
日
々
行
き
交
い
、
中
部
経
済
圏
を

支
え
る
伊
勢
湾
・
三
河
湾
内
各
港
へ
の
、

唯
一
の
玄
関
口
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、こ
の
海
上
の
安
全
を
守
る
た
め
、

昭
和
４
年
（
１
９
２
９
年
）
11
月
20
日
か

ら
点
灯
し
続
け
て
い
る
の
は
、
伊
良
湖
岬

観
光
の
シ
ン
ボ
ル
、伊
良
湖
岬
灯
台
で
す
。

１
万
７
０
０
０
カ
ン
デ
ラ
の
光
を
沖
合
い

約
23
㎞
ま
で
届
け
て
い
る
こ
の
灯
台
は
、

対
面
す
る
神
島
灯
台
と
と
も
に
、
伊
良
湖

水
道
の
安
全
を
今
も
見
守
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
伊
良
湖
岬
灯
台
の
建
設
に
は
、
こ

ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。

　

太
平
洋
戦
争
が
終
結
す
る
ま
で
、
伊
良

湖
岬
か
ら
西
ノ
浜
に
か
け
て
は
、
旧
日
本

陸
軍
の
大
砲
の
試
験
場
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
こ
の
付
近
一
帯
は
陸
軍
用
地

と
し
て
接
収
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
灯

台
は
、
そ
こ
へ
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
当
初
の
建
設
予
定
地
は
、
岬

先
端
に
小
高
く
そ
び
え
る
古
山
の
上
で
し

た
。
し
か
し
、
砲
弾
を
避
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
そ
の
建
設
地

は
波
打
ち
際
へ
と
移
さ
れ
た
の
で
し
た
。

　

こ
の
伊
良
湖
岬
灯
台
の
よ
う
に
、
波
打

ち
際
に
建
つ
灯
台
は
全
国
で
も
珍
し
く
、

平
成
10
年
に
は
、
思
い
出
に
残
る
灯
台
と

し
て
「
日
本
の
灯
台
50
選
」
に
選
ば
れ
て

い
ま
す
。

　

現
在
、
こ
の
灯
台
周
辺
は
遊
歩
道
が
整

備
さ
れ
て
い
ま
す
。
伊
良
湖
水
道
や
灯
台

を
望
み
な
が
ら
散
策
し
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。（
天
野
）

▼
田
原
市
博
物
館
☎
22
局
１
７
２
０　

平成18年6月1日 　  　　　　　　　　│ 26 │

潮
騒
の
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湖
岬
③

●多くの船が行き交う「伊良湖水道」

●波打ち際に建つ「伊良湖岬灯台」


