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本
書
は
秋
田
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
関
心
を
持
っ
て
研
究
を
進
め
る
有
志
九
名
が
集
い
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
上
梓
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
私
た
ち
は
秋
田
大
学
史
学
会
近
世
近
代
史
部
会
を
拠
点
に
研
究
活
動
を
続
け
て
き
た
。
こ
の
研
究
部
会
は
、
秋
田
大
学
史
学
会
の
活
性

化
策
の
一
つ
と
し
て
、
か
つ
て
史
学
会
の
草
創
期
に
学
生
た
ち
が
主
体
的
に
お
こ
な
っ
て
い
た
研
究
会
活
動
を
復
活
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

古
代
中
世
史
部
会
と
歴
史
教
育
部
会
と
共
に
三
部
会
で
再
開
を
企
画
し
、
二
部
会
は
展
開
せ
ず
、
近
世
近
代
史
部
会
だ
け
が
、
一
九
九
六

年
に
第
一
回
研
究
会
を
開
催
し
て
以
降
、
一
八
年
に
わ
た
り
活
動
を
続
け
て
き
た
。
研
究
会
の
開
催
は
七
〇
回
を
超
え
て
い
ま
も
継
続
し

て
い
る
。

　
新
制
国
立
大
学
が
全
国
に
設
置
さ
れ
、
戦
後
民
主
主
義
教
育
が
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
ろ
、
日
本
史
の
研
究
は
活
気
に
満
ち
て
い
た
。
そ
れ

は
地
方
史
の
時
代
、
あ
る
い
は
日
本
近
世
近
代
史
の
時
代
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
戦
争
に
対
す
る
痛
切
な
反
省
は
、
近
代
天
皇

制
国
家
を
捉
え
直
そ
う
と
い
う
問
題
意
識
を
生
み
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
生
み
出
し
た
日
本
近
世
社
会
の
解
明
へ
と
向
か
っ
た
。
そ
こ
か
ら

見
え
て
き
た
も
の
は
、
地
主
小
作
関
係
の
展
開
に
よ
り
資
本
主
義
の
生
産
を
支
え
る
工
場
労
働
者
と
、
帝
国
主
義
を
支
え
た
軍
隊
が
共
に

生
み
出
さ
れ
た
と
い
う
事
実
だ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
地
主
小
作
制
の
解
明
が
叫
ば
れ
、
そ
れ
は
歴
史
研
究
の
中
心
課
題
に
据
え
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
土
地
制
度
史
か
ら
農
民
層
が
両
極
分
解
す
る
問
題
へ
と
進
み
、
本
来
は
副
次
的
な
対
立
に
過
ぎ
な
か
っ
た
地
主
・
小
作
間
の
対

立
が
、
領
主
と
農
民
間
の
本
質
的
な
階
級
矛
盾
を
ゆ
が
め
て
し
ま
っ
た
問
題
へ
と
展
開
し
て
一
揆
研
究
が
活
発
に
議
論
さ
れ
た
。
そ
れ
は
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正
に
地
方
が
解
明
す
べ
き
課
題
で
、
地
方
で
こ
そ
地
域
に
根
ざ
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
テ
ー
マ
だ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
各
地
の
新
制
大
学
に
歴
史
学
の
研
究
会
が
組
織
さ
れ
、
精
力
的
な
研
究
活
動
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
そ
う
し

た
研
究
会
の
多
く
は
、
民
主
教
育
を
実
現
す
る
教
員
を
養
成
す
る
た
め
の
大
学
・
学
部
に
活
動
の
母
体
が
あ
っ
た
。
学
生
た
ち
は
卒
業
し

て
な
お
教
育
現
場
に
身
を
置
い
て
歴
史
研
究
に
取
り
組
ん
だ
。
秋
田
大
学
史
学
会
は
こ
う
し
た
流
れ
に
沿
い
、『
秋
田
地
方
史
の
研
究
』（
み

し
ま
書
房
、
一
九
七
三
年
）、『
秋
田
地
方
史
論
集
』（
金
沢
文
庫
、
一
九
八
一
年
）、『
秋
田
地
方
史
の
展
開
』（
み
し
ま
書
房
、
一
九
九
一
年
）と
、

着
実
に
研
究
成
果
を
蓄
積
し
て
き
た
。

　
し
か
し
、
い
ま
歴
史
研
究
を
取
り
巻
く
地
方
の
研
究
環
境
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。
教
育
現
場
の
先
生
た
ち
は
、
い
じ
め
問
題
へ
の
対
応

な
ど
子
ど
も
た
ち
を
め
ぐ
る
社
会
問
題
に
追
わ
れ
、
地
域
の
歴
史
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
時
間
が
削
ら
れ
て
い
る
。
評
価
主
義
が
全
体
を

覆
い
、
地
域
の
歴
史
を
自
ら
掘
り
下
げ
、
そ
れ
を
教
材
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
よ
り
は
、
既
に
解
明
さ
れ
た
事
象
を
如
何
に
効
率
よ
く
教

え
る
か
、
そ
の
方
法
論
に
関
心
が
移
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
大
学
の
教
員
養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
自
体
が
、
各
教
科
の
専
門
性
よ
り
も
各

種
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
福
祉
施
設
で
の
実
習
を
課
す
な
ど
、
地
域
社
会
の
中
で
学
校
教
育
を
実
践
で
き
る
教
員
の
養
成
を
求
め
て
い
る
。
地

方
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
歴
史
研
究
の
一
翼
を
担
っ
て
き
た
一
団
が
高
齢
化
す
る
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
研
究
環
境
の
変
化
か
ら
深

刻
な
後
継
者
不
足
に
陥
っ
て
い
る
。
地
方
の
歴
史
研
究
は
、
い
ま
危
機
的
状
況
に
あ
る
。
歴
史
学
を
支
え
る
裾
野
の
広
が
り
と
い
う
意
味

で
、
こ
れ
は
見
過
ご
せ
な
い
事
態
だ
と
思
う
。

　
一
方
、
こ
の
四
半
世
紀
を
振
り
返
る
と
き
、
一
九
八
八
年
の
公
文
書
館
法
か
ら
二
〇
一
一
年
の
公
文
書
管
理
法
へ
と
至
る
一
連
の
法
整

備
に
よ
り
、
地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
で
文
書
館
や
公
文
書
館
が
各
地
に
設
立
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
当
地
に
お
い
て
も
秋
田
県
公

文
書
館
が
一
九
九
三
年
に
設
置
さ
れ
、
二
〇
一
六
年
に
は
大
仙
市
が
東
北
地
方
で
初
と
な
る
市
レ
ベ
ル
の
公
文
書
館
設
置
を
決
め
て
い
る
。

ま
た
、
秋
田
市
で
は
二
〇
一
四
年
、
公
文
書
管
理
条
例
を
施
行
し
公
文
書
館
機
能
を
市
民
に
提
供
し
て
い
る
。
文
書
館
や
公
文
書
館
が
各
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地
に
設
置
さ
れ
た
結
果
、
文
書
論
や
史
料
管
理
論
に
関
す
る
研
究
が
格
段
の
進
化
を
遂
げ
た
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
今
後
は
、
そ
れ
ら

の
成
果
に
基
づ
い
て
、
歴
史
の
個
別
研
究
に
お
い
て
も
地
域
の
歴
史
を
よ
り
一
層
解
明
に
し
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
。
地
方
の
史
学
会
は

こ
れ
ら
文
書
館
・
公
文
書
館
や
以
前
か
ら
活
動
実
績
を
持
つ
博
物
館
な
ど
と
相
互
に
連
携
し
、
そ
の
つ
な
が
り
を
強
め
て
い
く
こ
と
が
こ

れ
ま
で
以
上
に
大
事
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
本
書
は
、
大
学
や
高
専
・
高
等
学
校
に
お
い
て
歴
史
教
育
に
携
わ
る
者
と
、
博
物
館
や
公
文
書
館
に
勤
務
す
る
研
究
者
が
秋
田
大
学
史

学
会
の
研
究
部
会
を
通
し
て
共
に
研
究
を
深
め
、
そ
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
関
心
に
基
づ
き
各
自
あ
た
た

め
て
き
た
テ
ー
マ
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
共
通
テ
ー
マ
に
基
づ
く
分
担
研
究
で
は
な
い
。
研
究
会
を
通
し
て
心
が
け
た
の
は
、
地
域
の
問

題
に
焦
点
を
絞
り
つ
つ
、
そ
れ
を
全
体
史
の
広
が
り
の
中
に
位
置
付
け
て
捉
え
よ
う
と
す
る
視
点
だ
っ
た
。
一
書
を
編
む
に
当
た
り
、
編

者
は
用
語
と
表
記
法
の
統
一
に
意
を
払
い
、
事
実
関
係
に
関
し
て
は
執
筆
者
と
確
認
作
業
を
お
こ
な
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
調
整
は
お
こ

な
っ
て
い
な
い
。

　
地
域
史
の
研
究
が
継
続
か
ら
発
展
へ
と
向
か
い
、
本
書
が
そ
の
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
　
二
〇
一
四
年
十
一
月

渡
辺 

英
夫
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