
蒸
気
が
立
ち
こ
も
り
上
の
樽
へ
上
昇
し
て
い
く
。
中
樽
の
と
こ
ろ
に
患

者
が
腰
か
け
で
坐
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
全
体
の
高
さ
は
二
四
九

セ
ン
チ
、
樽
の
接
合
部
は
上
が
七
四
、
下
が
七
六
セ
ン
チ
で
あ
る
。
（
内

藤
記
念
く
す
り
博
物
館
の
ご
教
示
に
よ
る
）

こ
の
よ
う
な
蒸
気
風
呂
を
作
る
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
オ
ー
に
「
ら
ん
び

き
」
の
構
造
図
を
、
オ
ニ
に
梅
毒
に
お
け
る
水
銀
煉
蒸
法
の
図
を
予
想

し
つ
つ
、
バ
ル
ベ
ッ
テ
ィ
・
ア
ベ
リ
ウ
ス
の
著
書
を
探
求
し
た
。

昭
和
五
十
三
年
編
の
「
東
京
大
学
総
合
図
書
館
古
医
学
害
目
録
』
。
片

桐
一
男
氏
調
査
の
『
京
都
大
学
図
書
館
所
蔵
蘭
書
目
録
」
。
宮
下
三
郎
氏

調
査
の
「
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
た
蘭
文
医
書
の
目
録
」
、
昭
和
五
十
一
年

調
査
の
「
江
馬
文
書
目
録
」
に
眼
を
通
し
た
が
発
見
出
来
な
か
っ
た
。

ま
た
岐
阜
県
歴
史
資
料
館
、
友
人
の
江
馬
恭
（
八
代
目
に
当
る
）
医
師

に
も
間
合
せ
た
が
存
在
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

岐
阜
県
の
白
木
茂
氏
が
述
べ
て
い
る
如
く
、
〃
東
京
帝
大
に
寄
贈
さ

れ
た
江
馬
家
の
藺
耆
は
、
関
東
大
震
災
で
焼
失
し
た
〃
の
で
、
バ
ル
ベ

ッ
テ
ィ
な
る
害
は
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
て
、
平
成
八
年
現
在
、
存
在

し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
ヒ
ン
ト
に
な
る
よ
う
な
図
に
つ
い

て
は
不
明
で
あ
る
。

江
馬
閲
斉
に
よ
る
晩
期
梅
毒
の
治
療
に
つ
い
て
、
青
木
一
郎
氏
が
次

の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

Ａ
，
蒸
気
風
呂
（
蒸
気
浴
）

Ｂ
・
内
服
剤
（
蜀
葵
根
、
大
黄
、
硫
酸
曹
達
、
甘
草
を
処
方
）

Ｃ
・
蒸
気
風
呂
を
利
用
し
た
全
身
薬
浴
（
蜀
葵
根
、
甘
草
を
用
う
る
も

わ
た
し
は
学
生
か
ら
イ
ン
タ
ー
ン
の
時
代
に
加
藤
正
明
氏
（
当
時
国

立
国
府
台
病
院
↓
国
立
精
神
衛
生
研
究
所
）
に
兄
事
し
て
お
り
、
つ
れ
て
い

か
れ
て
先
生
に
も
お
会
い
し
、
先
生
を
兄
貴
分
の
兄
貴
分
と
感
じ
て
い

た
。
ま
た
、
川
上
武
さ
ん
が
中
心
で
つ
く
っ
た
「
医
療
社
会
化
の
道
標
」

（
一
九
六
九
年
）
に
先
生
の
名
が
二
か
所
に
で
て
く
る
こ
と
か
ら
先
生
へ

の
関
心
を
つ
よ
め
た
。
精
神
科
医
療
史
研
究
会
は
一
九
九
一
年
九
月
七

用
量
不
明
）

Ｄ
，
局
所
薬
浴
（
蜀
葵
根
、
カ
ミ
ツ
レ
を
処
方
）

Ｅ
・
赤
降
膏
の
外
用
（
特
に
潰
瘍
性
病
変
に
）

一
覧
す
る
に
蜀
葵
根
が
目
に
つ
く
。
こ
れ
は
タ
チ
ア
オ
イ
の
根
で
、

元
来
は
ビ
ロ
ウ
ド
葵
の
代
用
品
で
あ
る
。
粘
液
多
糖
類
が
多
い
の
で
和

紙
を
作
る
際
に
用
い
ら
れ
た
が
、
中
国
で
は
薬
用
と
し
な
い
（
中
国
で
葵

と
書
く
と
き
は
、
冬
葵
子
Ⅱ
フ
ュ
ァ
オ
イ
の
種
を
さ
す
）
・
二
ヶ
月
前
、
中
国
．

成
都
の
蓮
花
池
生
薬
市
場
を
訪
問
し
、
漢
方
で
い
う
葵
と
、
蘭
方
で
い

う
葵
と
は
異
る
こ
と
を
知
見
し
た
。

蘭
方
で
の
蜀
葵
の
利
用
は
カ
ス
パ
ル
の
軟
膏
十
七
方
の
中
に
も
み
ら

れ
、
楢
林
宗
建
、
吉
田
長
淑
ら
が
発
汗
剤
、
緩
和
剤
と
し
て
梅
毒
に
用

い
て
い
る
。
江
馬
蘭
斉
の
治
療
は
当
時
と
し
て
は
合
理
的
で
あ
る
。

（
平
成
八
年
十
二
月
例
会
）

懸
田
克
躬
先
生
の
こ
と

|州

田
靖
雄
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日
に
『
流
れ
流
さ
れ
大
学
生
活
五
十
年
」
と
題
す
る
お
話
し
を
う
か
が

っ
た
（
こ
の
記
録
は
、
研
究
会
の
会
報
に
つ
け
て
あ
る
）
。
報
告
す
る
の
は
、

こ
の
お
話
し
を
年
代
順
に
整
理
し
た
も
の
が
主
で
あ
る
。

一
九
○
六
年
一
月
三
○
日
仙
台
市
に
う
ま
れ
る
。
父
方
は
伊
達
氏
の

か
け
た

一
族
で
懸
田
城
（
掛
田
、
福
島
市
東
方
）
を
領
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。

母
系
が
古
く
か
ら
の
藩
医
。
結
核
の
た
め
中
学
四
年
は
三
回
し
、
大
学

卒
業
ま
で
喀
血
っ
づ
く
。
東
北
帝
国
大
学
医
学
部
三
年
の
と
き
丸
井
渭

泰
教
授
の
精
神
病
学
講
義
を
き
い
て
関
心
を
も
つ
。
一
九
三
一
年
三
月

こ
ざ
わ

に
卒
業
す
る
と
精
神
科
に
は
い
り
、
講
師
古
澤
平
作
の
指
導
下
に
精
神

分
析
を
は
じ
め
る
。
だ
が
、
丸
井
の
精
神
分
析
が
非
正
統
の
も
の
で
あ

る
こ
と
に
疑
問
を
も
っ
た
古
澤
は
、
翌
年
フ
ロ
イ
ト
の
も
と
に
さ
っ
た
。

先
生
は
生
物
学
的
研
究
を
こ
こ
ろ
ざ
し
て
、
第
二
生
理
の
藤
田
敏
彦
教

授
の
も
と
で
日
本
語
の
構
音
に
つ
き
研
究
（
こ
れ
が
学
位
論
文
と
な
る
）
。

つ
づ
い
て
、
伊
藤
儀
助
助
手
と
と
も
に
家
兎
の
脳
波
を
研
究
（
一
九
三
七

年
発
表
）
、
日
本
で
の
脳
波
研
究
の
は
し
り
。

そ
の
問
一
九
三
四
年
九
月
に
、
衛
生
学
の
講
師
だ
っ
た
坂
猶
興
と
と

も
に
検
挙
さ
れ
て
六
○
日
ほ
ど
留
置
さ
れ
た
。
坂
は
東
北
帝
国
大
学
医

学
部
に
お
け
る
左
翼
活
動
の
中
心
人
物
で
、
坂
の
指
示
で
先
生
が
つ
く

っ
た
医
師
の
懇
談
会
が
左
翼
活
動
の
集
金
組
織
と
み
ら
れ
た
の
だ
ろ
う

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
学
生
時
代
に
も
先
生
は
自
治
会
活
動
を
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
「
社
会
科
学
に
関
心
が
な
か
っ
た
と
い
え
ば
嘘
だ
が
、

シ
ン
パ
と
ま
で
は
い
か
な
か
っ
た
」
と
自
分
で
は
い
わ
れ
る
。
釈
放
さ

れ
て
大
学
で
の
生
活
は
か
わ
ら
な
か
っ
た
。

生
物
学
的
研
究
は
つ
づ
け
た
か
っ
た
が
、
生
理
学
の
助
手
に
な
れ
る

見
込
み
は
な
か
っ
た
。
三
年
下
の
袴
田
三
郎
が
東
京
帝
国
大
学
の
精
神

病
学
教
室
に
は
い
っ
て
い
た
の
に
ひ
か
れ
て
、
一
九
三
七
年
東
京
に
で

て
き
た
。
そ
の
前
後
数
年
間
に
東
京
帝
国
大
学
の
精
神
科
に
入
局
し
た

人
に
は
、
戦
後
の
日
本
の
精
神
医
学
を
に
な
っ
た
人
が
な
ら
ん
で
い
る
。

な
か
で
も
先
生
が
ひ
か
れ
た
の
は
井
村
恒
郎
で
あ
る
。
翌
年
、
前
年
に

設
立
さ
れ
た
脳
研
究
室
（
精
神
科
の
教
授
を
定
年
退
峨
し
た
三
宅
鑛
一
が
室

長
）
に
う
つ
り
、
三
宅
の
精
神
疾
患
の
家
系
図
調
査
に
従
事
し
た
。
こ
れ

ひ
れ
さ
き
て
つ

を
ま
と
め
た
の
が
鰭
崎
徹
で
、
先
生
は
そ
の
ま
と
め
に
協
力
し
た
。
鰭

崎
は
、
変
質
可
変
論
や
精
神
軌
道
学
な
ど
独
自
の
理
論
を
う
ち
た
て
て

い
た
成
田
勝
郎
の
協
力
者
で
、
か
れ
の
理
論
を
整
理
し
た
。
先
生
は
こ

の
二
人
の
影
響
も
つ
よ
く
う
け
た
・
先
生
も
こ
こ
ろ
み
た
遮
断
療
法
（
外

部
刺
激
を
遮
断
し
て
数
日
間
臥
床
さ
せ
て
お
き
、
次
第
に
心
的
作
業
を
負
荷

し
て
い
く
も
の
）
は
成
田
が
は
じ
め
、
鰭
崎
が
定
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

脳
研
究
室
で
脳
波
研
究
が
再
開
さ
れ
た
の
は
一
九
三
九
年
末
か
。
一
九

四
○
年
に
は
学
生
の
脳
波
を
し
ら
べ
て
い
る
。
一
九
四
二
年
に
脳
研
究

ゆ
う
し

室
長
に
な
っ
た
内
村
祐
之
（
三
宅
に
つ
づ
く
精
神
科
教
授
）
も
脳
波
研
究
に

力
を
い
れ
て
く
れ
た
。
さ
ら
に
一
九
四
三
年
に
は
島
薗
安
雄
、
鈴
木
喬

が
研
究
に
く
わ
わ
っ
て
、
脳
波
研
究
は
本
格
化
し
た
。

一
九
四
五
年
五
月
に
は
、
秋
田
県
立
女
子
医
学
専
門
学
校
教
授
（
生
理

学
、
精
神
医
学
）
と
な
り
、
一
九
三
四
年
に
い
っ
し
ょ
に
検
挙
さ
れ
た
高

橋
實
（
の
ち
全
国
民
主
医
療
機
関
連
合
会
会
長
な
ど
）
と
も
い
っ
し
ょ
に
な

る
。
戦
後
に
で
き
た
労
働
組
合
の
委
員
長
も
「
順
番
で
」
し
て
、
そ
の

と
き
労
働
運
動
の
大
物
と
も
し
り
あ
っ
た
。
一
九
四
七
年
か
ら
は
脳
研

究
室
に
い
る
こ
と
が
お
お
く
、
一
九
四
六
年
か
ら
の
渡
邊
宏
が
中
心
の
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東
京
精
神
分
析
研
究
会
に
も
参
加
。

前
歴
が
ア
カ
と
さ
れ
て
い
く
つ
か
の
口
が
だ
め
に
な
っ
た
が
、
順
天

堂
医
学
専
門
学
校
の
大
学
昇
格
に
さ
い
し
、
一
九
五
○
年
四
月
か
ら
そ

の
教
授
（
精
神
医
学
）
。

教
室
と
い
っ
て
も
「
な
に
も
な
い
」
か
ら
、
街
娼
や
イ
タ
コ
の
調
査

を
お
こ
な
っ
た
。
社
会
精
神
医
学
の
総
説
も
い
く
つ
か
か
き
、
戦
後
に

お
け
る
社
会
精
神
医
学
の
さ
き
が
け
の
一
人
と
な
っ
た
。
「
や
っ
ぱ
り
わ

か
い
こ
ろ
か
ら
の
社
会
的
関
心
が
影
響
し
た
の
だ
ろ
う
ね
」
と
先
生
は

い
わ
れ
た
。
一
九
五
五
年
の
日
本
精
神
分
析
学
会
発
足
時
に
は
そ
の
運

営
に
も
お
お
き
く
関
与
し
た
。
し
か
し
先
生
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
い
う
心

理
機
制
を
信
じ
こ
み
は
せ
ず
、
ま
た
フ
ロ
イ
ト
学
派
で
も
フ
ロ
イ
ト
左

一
九
六
○
年
の
病
院
ス
ト
ラ
イ
キ
に
は
順
天
堂
大
学
教
職
員
組
合
も

積
極
的
に
参
加
し
、
そ
れ
を
ま
え
に
先
生
は
順
天
堂
大
学
理
事
（
労
務
担

当
）
と
な
り
、
つ
づ
い
て
医
学
部
長
、
学
長
、
さ
ら
に
は
順
天
堂
理
事
長

も
つ
と
め
ら
れ
た
。
そ
の
間
医
学
教
育
全
般
、
私
立
医
科
大
学
の
運
営

な
ど
に
関
す
る
お
お
く
の
職
に
つ
か
れ
た
。

晩
年
に
は
日
中
医
学
協
会
の
仕
事
に
力
を
い
れ
ら
れ
、
な
く
な
ら
れ

る
ま
で
四
年
間
こ
の
会
長
を
さ
れ
た
。
一
九
九
六
年
三
月
一
日
死
去
、

九
○
歳
。

先
生
は
精
神
分
析
、
脳
波
研
究
、
社
会
精
神
医
学
の
三
分
野
に
お
い

て
先
達
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
の
め
り
こ
む
こ
と
は
な

か
っ
た
。
そ
の
時
そ
の
時
の
状
況
に
応
じ
て
、
も
っ
と
も
適
切
な
主
題

を
え
ら
ん
で
そ
れ
に
と
り
く
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
（
「
流
れ
流
さ
れ
」
の
意

理
機
制
を
信
じ
こ
み
は
せ
ず
、
ま
ふ

派
に
つ
よ
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
。

味
）
。
だ
が
社
会
的
関
心
は
生
涯
を
通
じ
て
一
貫
し
て
い
た
よ
う
で
あ

ブ
（
》
Ｏ

懸
田
克
躬
と
い
う
人
の
生
涯
を
通
じ
て
、
日
本
の
精
神
医
学
の
重
要

で
興
味
ふ
か
い
断
面
が
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
も
成
田
、
鰭
崎

と
い
っ
た
非
正
統
の
人
た
ち
と
の
接
触
も
ふ
く
む
も
の
で
あ
る
。
先
生

の
生
涯
は
、
機
会
が
あ
れ
ば
一
本
の
伝
記
と
し
て
か
き
た
い
だ
け
の
魅

力
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

（
一
九
九
七
年
一
Ⅱ
例
会
）

米
来
米
紹
介
米
楽
楽
米
米
米
米
米
米
米
米
米
米
米
米

ア
ー
ノ
・
カ
ー
レ
ン
杵
、
雌
野
敬
・
赤
松
典
紀
訳

「
病
原
微
生
物
の
氾
濫
」

ま
ず
は
じ
め
に
お
断
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
本
書
が
全
編

に
わ
た
っ
て
医
学
の
歴
史
に
関
連
し
た
事
項
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
第
一
○
章
以
降
は
、
現
今
世
界

の
医
学
界
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
お
お
く
の
疾
患
を
、
現
代
医
学
の
視

点
か
ら
と
り
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
み
れ
ば
、
医
史
学
の
領
域
の

業
績
と
し
て
紹
介
す
べ
き
著
書
で
は
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
そ
れ
を
承
知
で
あ
え
て
本
吉
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
そ
れ
な
り

の
価
値
を
も
つ
も
の
と
判
断
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う

な
批
判
に
も
こ
た
え
る
心
づ
も
り
で
筆
を
す
す
め
て
い
き
た
い
。
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