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「
ブ
ロ
グ　

五
十
嵐
仁
の
転
成
仁
語
」
―
掲
載
２
０
１
３
年
６
月
１
日
（
土
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
以
下
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、『
民
医
連
新
聞
』
２
０
１
３
年
５
月
６
日
付
（
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
５
４
７
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
す
。〕

 　

七
月
に
日
本
の
将
来
を
左
右
す
る
参
院
選
が
行
わ
れ
ま
す
。
有
権
者
で
あ
る
私
た
ち
は
何
に
注
目
す
れ
ば
い

い
の
か
ー
。
テ
レ
ビ
で
は
教
え
て
く
れ
な
い
問
題
を
み
て
い
き
ま
す
。
今
回
は
「
憲
法
」。
安
倍
内
閣
は
「
憲
法

を
変
え
る
」
こ
と
を
政
権
の
目
標
と
し
て
掲
げ
、
参
院
選
の
争
点
に
「
憲
法
九
六
条
改
正
」
を
打
ち
出
し
ま
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し
た
。
そ
の
狙
い
は
？　

法
政
大
学
大
原
社
会
問
題
研
究
所
の
五
十
嵐
仁
教
授
に
聞
き
ま
し
た
。（
丸
山
聡
子

記
者
）

　

憲
法
は
い
ま
、
戦
後
最
大
の
危
機
に
あ
り
ま
す
。
改
憲
は
自
民
党
結
党
以
来
の
党
是
で
す
が
、
内
閣
と
し
て

「
憲
法
を
変
え
る
」
こ
と
を
政
治
日
程
に
掲
げ
た
の
は
安
倍
内
閣
が
初
め
て
で
す
。

　

安
倍
第
一
次
内
閣
（
二
〇
〇
六
～
〇
七
年
）
は
、
す
で
に
憲
法
改
正
の
手
続
き
法
で
あ
る
国
民
投
票
法
を
制

定
し
て
い
ま
す
。
昨
年
末
の
総
選
挙
の
結
果
、
衆
議
院
で
は
自
民
党
な
ど
「
改
憲
」
勢
力
が
、
憲
法
改
正
発
議

に
必
要
な
三
分
の
二
以
上
の
議
席
を
占
め
ま
し
た
。

　

憲
法
改
正
に
向
け
た
「
法
的
枠
組
み
」
に
加
え
、「
政
治
的
枠
組
み
」
も
衆
議
院
で
確
保
さ
れ
た
の
で
す
。
今

度
の
参
院
選
で
も
改
憲
勢
力
が
三
分
の
二
以
上
を
占
め
れ
ば
、
憲
法
改
正
に
突
き
進
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

安
倍
首
相
は
「
参
院
選
で
は
九
六
条
改
正
を
掲
げ
て
戦
う
」
と
明
言
し
て
い
ま
す
。

　

▼
９
６
条
に
な
ぜ
こ
だ
わ
る
か

　

九
六
条
は
憲
法
改
正
の
手
続
き
を
定
め
た
条
文
で
す
。「
憲
法
改
正
に
は
各
議
院
の
総
議
員
の
三
分
の
二
以
上

の
賛
成
で
国
会
が
発
議
し
、
国
民
投
票
で
過
半
数
の
承
認
を
必
要
と
す
る
」
と
定
め
て
い
ま
す
。
安
倍
首
相
は

条
文
の
う
ち
「
総
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
」
を
「
過
半
数
の
賛
成
」
に
変
更
し
、
ま
ず
は
憲
法
を
変
え
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や
す
く
し
た
う
え
で
、
自
民
党
の
改
憲
案
に
あ
る
よ
う
な
全
面
的
な
改
定
を
狙
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

憲
法
は
国
の
基
本
法
で
あ
り
、
法
律
の
法
律
で
す
。
制
度
や
法
律
の
判
断
基
準
と
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、

普
通
の
法
律
と
同
じ
よ
う
に
過
半
数
で
の
発
議
で
は
軽
す
ぎ
る
の
で
す
。そ
の
た
め
に
あ
る
の
が
九
六
条
で
す
。 

　

外
国
の
憲
法
も
同
様
で
、
特
別
な
多
数
で
の
発
議
に
加
え
、
国
民
投
票
な
ど
の
手
続
き
を
課
し
て
い
る
と
い

う
の
が
主
流
で
す（
図
）。
改
憲
勢
力
は
こ
の
ハ
ー
ド
ル
を
過
半
数
に
低
め
よ
う
と
い
う
の
で
す
。
そ
う
な
れ
ば
、

政
権
が
変
わ
る
た
び
に
都
合
よ
く
変
え
ら
れ
、
憲
法
が
不
安
定
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。 

　

九
六
条
は
権
力
の
暴
走
を
抑
え
る
た
め
の
も
の
で
す
。
こ
れ
を
緩
め
よ
う
と
い
う
の
は
、「
暴
走
し
た
い
」
と

考
え
て
い
る
証
拠
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

　

▼
憲
法
の
原
則
を
投
げ
捨
て
る

　

自
民
党
が
昨
年
発
表
し
た
憲
法
改
正
草
案
は
、
二
一
世
紀
の
日
本
を
、
二
〇
世
紀
ど
こ
ろ
か
一
九
世
紀
に
戻

す
よ
う
な
内
容
で
す
。
日
本
は
立
憲
主
義
の
国
で
す
。
支
配
者
に
よ
る
恣
意
的
な
権
力
の
行
使
を
制
限
し
、
人

権
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
権
力
を
縛
る
の
が
憲
法
で
す
。
し
か
し
自
民
党
案
は
、〝
権
力
を
縛
る
も
の
〟
か
ら
〝

国
民
を
縛
る
も
の
〟
へ
と
一
八
〇
度
逆
転
さ
せ
、
立
憲
主
義
を
投
げ
捨
て
て
い
ま
す
。

　

憲
法
の
原
則
で
あ
る
「
国
民
主
権
（
主
権
在
民
）」「
基
本
的
人
権
の
尊
重
」「
平
和
主
義
」
を
う
た
っ
た
憲
法

前
文
や
条
文
を
削
除
し
、
天
皇
を
元
首
と
し
て
国
旗
や
国
歌
を
義
務
付
け
て
い
ま
す
。「
君
が
代
」
を
歌
わ
な
け
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れ
ば
罪
に
な
り
、
罰
せ
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。 

　

さ
ら
に
、「
西
欧
の
天
賦
人
権
説
に
基
づ
」
く
「
規
定
は
改
め
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
い
ま
す
（
自
民
党
「
日

本
国
憲
法
改
正
草
案
Ｑ
＆
Ａ
」
よ
り
）。「
天
賦
人
権
説
」
と
は
、
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
自
由
・
平
等
で
、
幸

福
に
生
き
る
権
利
が
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
す
が
、
自
民
党
案
は
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
の
で
す
。 

　

具
体
的
に
は
「
権
利
に
は
責
任
と
義
務
が
伴
う
」
と
し
て
、「
公
益
及
び
公
の
秩
序
に
は
反
し
て
は
な
ら
な

い
」
と
規
定
し
て
い
ま
す
。
世
界
の
人
び
と
が
時
に
は
命
を
か
け
て
勝
ち
取
っ
て
き
た
人
権
を
か
な
ぐ
り
捨
て

る
も
の
で
、「
基
本
的
人
権
の
尊
重
」
の
放
棄
で
す
。 

　

▼
そ
し
て
「
戦
争
す
る
国
」
へ

　

戦
争
放
棄
・
交
戦
権
の
否
認
を
明
記
し
た
九
条
二
項
は
「
自
衛
権
の
発
動
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し

て
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
可
能
に
し
、「
国
防
軍
」
の
創
設
を
う
た
っ
て
い
ま
す
。

　

す
で
に
政
府
は
「
九
条
改
悪
の
先
取
り
」
と
も
言
え
る
政
策
を
先
行
さ
せ
、
集
団
的
自
衛
権
行
使
の
容
認
を

め
ざ
し
、
防
衛
費
を
一
一
年
ぶ
り
に
増
額
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
動
き
は
日
本
を
危
険
な
状
況
へ
と
追
い
込
む

で
し
ょ
う
。
イ
ス
ラ
ム
勢
力
が
い
ま
や
日
本
を
敵
視
し
て
い
る
よ
う
に
。 

　

か
つ
て
小
泉
政
権
は
憲
法
に
違
反
し
て
イ
ラ
ク
戦
争
に
自
衛
隊
を
派
遣
し
ま
し
た
（
二
〇
〇
三
～
〇
九
年
）。

し
か
し
、
九
条
の
制
約
に
よ
っ
て
非
戦
闘
地
域
で
活
動
し
た
た
め
に
一
人
も
殺
さ
ず
、
殺
さ
れ
も
し
な
か
っ
た
。
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九
条
に
よ
っ
て
守
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
、
政
府
は
学
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
国
際
紛
争
は
軍
事

で
は
解
決
で
き
な
い
」
と
い
う
の
が
、今
日
の
世
界
の
常
識
で
す
。
そ
ん
な
と
き
に
、な
ぜ
九
条
を
投
げ
捨
て
「
国

防
軍
」
を
作
る
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

　

▼
「
人
権
の
守
り
手
」
と
し
て

　

危
機
的
状
況
に
あ
る
と
言
っ
て
も
、「
憲
法
改
正
」
は
簡
単
に
は
で
き
ま
せ
ん
。
国
民
投
票
を
実
施
す
る
た
め

の
法
的
整
備
が
完
了
し
て
い
ま
せ
ん
し
、
憲
法
改
正
に
慎
重
な
世
論
は
依
然
と
し
て
多
く
、
否
決
さ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
国
民
投
票
は
政
権
に
と
っ
て
も
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
自
民
党
な
ど
が
目
指
す
憲
法
改

正
の
危
険
な
内
容
を
学
び
、
多
く
の
人
に
知
ら
せ
、
世
論
を
変
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

医
療
・
福
祉
の
仕
事
に
就
い
て
い
る
皆
さ
ん
は
、
人
の
命
を
守
る
重
要
な
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
。
だ
か

ら
こ
そ
、
人
間
ら
し
く
生
き
る
権
利
を
否
定
す
る
動
き
を
許
さ
ず
、「
人
権
の
守
り
手
」
と
し
て
「
健
康
で
文
化

的
な
生
活
」
を
、
医
療
・
福
祉
の
側
か
ら
さ
さ
え
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。


