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オ
パ
ー
ク
、
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進
日
記
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絵
図
か
ら
見
え
る
こ
と
⑿
　
― 

道
遊
の
割
戸 

―

　

佐
渡
金
銀
山
最
大
の
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ

る
「
道
遊
の
割
戸
」。
い
つ
頃
か
ら
こ
の

名
が
定
着
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
「
佐
渡
古
実
略
記
」
に
は
、
慶
長
６

（
１
６
０
１
）
年
７
月
15
日
に
、
鶴
子
銀

山
か
ら
来
た
３
人
の
山
師
が
、
割
間
歩
・

六
拾
枚
間
歩
と
と
も
に
「
道
遊
」
を
稼
い

だ
、
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、18
世
紀
初
期
に
描
か
れ
た「
佐

渡
銀
山
往
時
之
稼
行
絵
巻
」
に
は
、
青
柳

の
割
戸
と
記
さ
れ
、
そ
の
左
下
に
「
道
遊

間
歩
古
口
」
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
当
初
は
「
道
遊
の
割
戸
」
と

呼
ば
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。

　

寛
保
元
（
１
７
４
１
）
年
の
「
相
川
八

景
序
」
に
は
、「
道
遊
の
峯
に
輝
く
月
」

と
あ
り
、「
道
遊
秋
月　

浮
雲
は
秋
風
高

く
吹
き
晴
れ
て　

月
の
み
ひ
と
り
峯
に
さ

へ
ゆ
く
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の

頃
に
は
「
道
遊
の
割
戸
」
と
い
う
呼
び
方

が
定
着
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

海
抜
２
５
２
メ
ー
ト
ル
の
山
頂
部
を
、

幅
30
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
74
メ
ー
ト
ル
に
掘

り
割
っ
た
様
は
、
金
に
対
す
る
人
々
の
熱

意
を
知
る
上
で
大
変
重
要
な
景
観
で
す
。

　

昭
和
13
年
５
月
18
日
、
佐
渡
鉱
山
を
訪

れ
た
俳
人
高
浜
虚
子
は
、「
春
山
を　

二

つ
に
断
て
り　

金
ほ
る
と
」
と
詠
ん
で
い

ま
す
。

◆
市
役
所
世
界
遺
産
推
進
課

（
金
井
就
業
改
善
セ
ン
タ
ー
内
）
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イ
カ
を
い
か
に
獲
っ
て
き
た
か

　

ス
ル
メ
イ
カ
の
漁
に
は
長
い
歴
史
が
あ

り
ま
す
。年
間
を
通
じ
て
た
く
さ
ん
獲
れ
る
、

私
た
ち
の
食
卓
に
な
じ
み
の
深
い
魚
介
類

と
し
て
、佐
渡
の
沿
岸
で
は
イ
カ
釣
り
が
盛

ん
に
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

暖
流
に
乗
っ
て
き
た
イ
カ
が
、佐
渡
沖
の

寒
流
の
壁
に
阻
ま
れ
る
こ
と
で
、大
量
に
水

揚
げ
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、前

号
で
紹
介
し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、多
く
の
イ

カ
を
水
揚
げ
す
る
た
め
に
、佐
渡
で
は
漁
労

道
具
や
漁
法
も
同
時
に
発
達
し
て
き
ま
し

た
。

　

イ
カ
は
明
る
い
と
こ
ろ
に
集
ま
る
習
性

が
あ
り
、そ
の
た
め
明
る
い
集
魚
灯
を
た

く
さ
ん
つ
け
た
イ
カ
釣
り
船
が
出
漁
し
ま

す
。沖
の
漁
火
は
佐
渡
の
風
物
詩
で
も
あ
り

ま
す
。現
代
で
は
巻
き
上
げ
機
に
よ
り
釣
り

上
げ
た

イ
カ
を

獲
り
込

み
ま
す
。

電
気
以

前
の
時

代
に
は
、

船
べ
り

で
火
を

焚
い
て

イ
カ
を

集
め
、ツ
ノ
・
ヤ
マ
デ
・
ソ
ク
な
ど
の
道
具
を

手
に
、イ
カ
を
釣
り
あ
げ
て
い
ま
し
た
。こ

れ
ら
の
道
具
が
江
戸
時
代
の
後
期
に
佐
渡

で
開
発
さ
れ
、イ
カ
釣
り
具
や
技
術
が
日

本
海
沿
岸
各
地
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。明
治

時
代
の
初
め
に
行
わ
れ
た
勧
業
博
覧
会
に

も
、佐
渡
の
イ
カ
釣
り
具
が
出
品
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、大
量
に
獲
れ
た
ス
ル
メ
イ
カ
を
干

し
て
加
工
す
る
技
術
も
明
治
時
代
に
進
歩

を
遂
げ
、ス
ル
メ
の
品
質
向
上
へ
の
努
力
が

続
け
ら
れ
ま
し
た
。イ
カ
釣
り
や
加
工
技

術
の
う
え
で
も
、佐
渡
は
先
進
地
で
あ
り
、

全
国
各
地
で
佐
渡
の
イ
カ
釣
り
教
師
た
ち

が
指
導
に
あ
た
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、魚
介
類
が
豊
富
な
地
域
に

は
、海
底
地
形
や
海
流
の
影
響
が
あ
り
、ま

た
、そ
の
魚
介
類
を
獲
る
た
め
に
漁
法
や

漁
労
道
具
が
進
歩
を
遂
げ
て
い
る
過
程
が
、

ジ
オ
パ
ー
ク
を
通
し
て
見
て
み
る
と
、よ
く

わ
か
り
ま
す
。

　

現
在
は「
ブ
リ
」が
佐
渡
市
の
魚
と
し
て

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
が
、イ
カ
も
佐
渡
に
は

欠
か
せ
な
い
魚
介
類
で
す
。道
路
沿
い
の
ユ

ニ
ー
ク
な
交
通
安
全
標
語
や
下
水
道
マ
ン

ホ
ー
ル
の
ふ
た
な
ど
、イ
カ
が
描
か
れ
て
い

る
場
所
を
探
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

◆
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

　

ジ
オ
パ
ー
ク
推
進
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佐
渡
博
物
館
内
）
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世
界
遺
産
登
録
に
向
け
て「佐渡銀山往時之稼行絵巻」の

冒頭に描かれた道遊の割戸
文政11（1828）年、相川八景に

描かれた道遊の割戸

佐渡式イカ釣り具


