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「
ブ
ロ
グ　

五
十
嵐
仁
の
転
成
仁
語
」
―
掲
載
２
０
１
１
年
９
月
16
日
（
金
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
以
下
の
論
攷
は
、『
し
ん
ぶ
ん
赤
旗
』
２
０
１
１
年
９
月
15
日
付
に
掲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

載
さ
れ
た
も
の
で
す
。〕

  　

野
田
新
内
閣
発
足
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
き
な
が
ら
、
日
本
の
政
治
は
ど
う
し
て
か
く
も
劣
化
し
て
し
ま
っ
た
の

か
と
嘆
い
た
人
は
少
な
く
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
の
最
大
の
要
因
は
１
９
９
４
年
の
「
政
治
改
革
」
の
失
敗

だ
っ
た
と
、
私
は
思
い
ま
す
。
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企
業
・
団
体
献
金
を
禁
止
せ
ず
に
政
党
助
成
金
を
導
入
し
、
小
選
挙
区
制
を
中
心
と
す
る
選
挙
制
度
に
変
え

た
た
め
に
、
政
治
は
機
能
不
全
を
強
め
解
体
の
危
機
に
瀕
し
ま
し
た
。「
政
治
改
革
」
で
は
な
く
「
政
治
解
体
」

だ
っ
た
の
で
す
。

 　
　
　

閉
塞
破
る
た
め
に

 　

こ
の
と
き
主
た
る
目
的
と
さ
れ
た
「
政
治
と
カ
ネ
」
の
問
題
は
全
く
解
決
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
う
一
つ

の
柱
だ
っ
た
小
選
挙
区
制
の
害
悪
は
今
や
明
瞭
で
す
。
５
つ
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

第
一
に
「
二
大
政
党
化
」
に
よ
る
中
小
政
党
の
排
除
で
す
。
そ
の
結
果
、
有
権
者
の
選
択
肢
が
狭
め
ら
れ
、

新
自
由
主
義
へ
の
疑
念
、
普
天
間
基
地
の
国
外
移
設
、
消
費
税
増
税
や
Ｔ
Ｐ
Ｐ
（
環
太
平
洋
連
携
協
定
）
へ
の

反
対
な
ど
が
国
会
に
反
映
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
選
択
肢
を
掲
げ
て
い
た
政
党
は
あ
り
ま
し
た
。
共
産
党
で
す
。
二
大
政
党
以
外
に
明
確

な
選
択
肢
が
あ
っ
た
の
に
人
為
的
に
排
除
さ
れ
る
結
果
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
が
、
政
治
の
閉
塞
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
正
し
い
こ
と
で
も
「
共
産
党
だ
か
ら
」
と
い
う
こ
と

で
無
視
す
る
よ
う
な
風
潮
は
、
マ
ス
コ
ミ
も
含
め
て
改
め
る
べ
き
で
す
。

　

第
二
に
理
念
・
政
策
に
基
づ
か
な
い
政
党
の
誕
生
で
す
。
民
主
党
は
綱
領
を
も
た
な
い
珍
し
い
政
党
で
す
が
、

そ
れ
は
理
念
や
政
策
と
は
無
関
係
に
結
集
し
た
選
挙
互
助
会
だ
か
ら
で
す
。
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小
選
挙
区
制
で
は
現
職
以
外
の
政
党
か
ら
立
候
補
せ
ざ
る
を
得
ず
、
野
党
時
代
の
民
主
党
に
は
そ
の
た
め
に

加
わ
っ
た
よ
う
な
人
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
理
念
や
政
策
が
二
の
次
と
な
る
わ
け
で
す
。

　

選
挙
で
の
当
選
や
政
権
獲
得
が
主
た
る
目
的
で
す
か
ら
、
そ
の
結
果
、
何
を
や
る
の
か
、
政
治
の
目
標
や
国

家
ビ
ジ
ョ
ン
は
あ
い
ま
い
で
す
。
政
権
運
営
の
手
続
き
や
手
法
に
も
無
頓
着
で
し
た
か
ら
、
政
治
主
導
が
頓
挫

し
、
普
天
間
問
題
な
ど
が
挫
折
し
た
の
も
当
然
で
し
ょ
う
。

　

第
三
に
、
二
大
政
党
の
政
策
的
な
接
近
で
す
。
小
選
挙
区
制
で
は
、
有
権
者
の
半
分
以
上
の
支
持
獲
得
を
目

標
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
二
大
政
党
の
間
に
位
置
す
る
有
権
者
の
奪
い
合
い
が
始
ま
り
ま
す
。

　

知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
相
互
の
政
策
が
似
通
っ
た
も
の
に
な
る
の
は
そ
の
た
め
で
す
。
野
田
新
首
相
の
自

民
党
へ
の
接
近
の
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
り
ま
す
。

　

第
四
に
、
短
期
間
に
よ
る
多
数
派
政
党
の
入
れ
替
わ
り
と
ね
じ
れ
現
象
の
発
生
で
す
。
小
選
挙
区
制
に
は
、

少
し
で
も
相
手
を
上
回
れ
ば
そ
の
差
が
拡
大
さ
れ
る
と
い
う
「
膨
ら
ま
し
粉
効
果
」
が
あ
り
ま
す
。

　

マ
ス
コ
ミ
報
道
も
あ
っ
て
有
権
者
の
支
持
態
度
は
、
短
期
間
に
大
き
く
変
化
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

選
挙
に
な
れ
ば
こ
れ
が
増
幅
さ
れ
、
衆
院
選
後
の
参
院
選
で
多
数
派
政
党
が
入
れ
替
わ
っ
て
ね
じ
れ
が
生
じ
た

わ
け
で
す
。

　

第
五
に
大
連
立
へ
の
誘
惑
が
生
じ
る
半
面
、
そ
れ
が
困
難
に
な
る
と
い
う
問
題
で
す
。
一
方
で
ね
じ
れ
を
解

決
す
る
た
め
に
は
連
立
が
必
要
と
な
り
、
他
方
で
小
選
挙
区
で
は
敵
対
し
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
は
難
し
い
と

い
う
ジ
レ
ン
マ
が
生
じ
ま
す
。
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劣
化
を
防
ぐ
道
は

 　

こ
の
よ
う
に
、
小
選
挙
区
で
敵
対
す
る
二
大
政
党
同
士
の
連
立
は
極
め
て
難
し
い
と
い
う
矛
盾
を
抱
え
な
が

ら
も
、
野
田
内
閣
が
そ
こ
へ
向
か
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
政
治
の
行
き
詰
ま
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
う
し
て
、
日
本
の
政
治
は
政
党
政
治
の
自
縄
自
縛
と
い
う
新
し
い
問
題
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
企
業
・
団
体
献
金
を
禁
止
し
、
小
選
挙
区
制
を
廃
止
し
て
比
例
代
表
制
的
な
選

挙
制
度
に
変
え
る
、
本
物
の
政
治
改
革
を
断
行
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
、
政
治
の
劣
化
を
防
ぐ
唯
一

の
道
で
す
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
当
時　

法
政
大
学
大
原
社
会
問
題
研
究
所
所
長
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◇現代労働組合研究会のＨＰへ（ＴＯＰ）
http://e-kyodo.sakura.ne.jp/roudou/111210roudou-index.htm


