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な
ぜ
、こ
ん
な
ふ
う
に
な
っ
た
の
か
？

「
三
つ
の
傘
」の
罪
と
、雨
に
濡
れ
る
人
々

生
活
保
護
受
給
者
が
二
百
万
人
を
超
え
た
。

生
活
保
護
は
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
と
し
て
十
全
に
機
能
す
べ
き
だ
が
、

そ
こ
に
陥
る
前
に
、経
済
的
自
立
を
図
り
、生
き
て
い
く
こ
と
が
、自
分
の
た
め
、社
会
の
た
め
だ
。

貧
困
の
解
消
が
進
め
ば
世
の
中
も
変
わ
る
│
│
湯
浅
誠
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。
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新書）で平和・協同ジャーナリスト
基金賞大賞、第八回大佛次郎論壇賞
受賞。内閣府参与。

「
三
つ
の
傘
」
の
限
界

浮
き
彫
り
に
な
っ
た
日
本
の
貧
困
は
、

高
度
経
済
成
長
期
に
で
き
た
仕
組
み
と
、

そ
の
仕
組
み
が
そ
の
後
の
時
代
の
変
化
に

対
応
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
起
き
た
と
考

え
て
い
ま
す
。
私
は
そ
の
仕
組
み
を
「
三

つ
の
傘
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
。

「
三
つ
の
傘
」
と
は
、
国
の
傘
・
企
業
の

傘
・
男
性
正
社
員
の
傘
で
す
。
国
の
傘
は

企
業
を
守
り
、
企
業
の
傘
は
男
性
正
社
員

を
守
り
、
男
性
正
社
員
の
傘
は
家
族
を
守

っ
て
き
ま
し
た
。
国
が
輸
出
系
の
製
造
業

や
地
方
公
共
事
業
に
補
助
金
を
出
す
こ
と

で
、
お
金
は
企
業
に
流
れ
、
そ
の
お
金
が

企
業
で
働
く
男
性
正
社
員
の
給
与
と
な
り
、

生
活
給
と
い
う
か
た
ち
で
男
性
社
員
に
支

払
わ
れ
て
、
家
族
の
生
活
が
成
り
立
つ
と

い
う
図
式
で
す
。

高
度
経
済
成
長
は
多
く
の
人
に
就
業
機

会
と
給
与
増
を
も
た
ら
し
ま
し
た
か
ら
、

「
三
つ
の
傘
」
の
下
に
入
っ
て
生
き
て
い

く
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
り
ま
し
た
。
農

家
な
ど
自
営
業
の
子
供
の
多
く
も
、
会
社

に
就
職
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
傘
の
中
に

入
る
こ
と
が
多
か
っ
た
で
す
ね
。

男
性
は
、
学
校
を
出
る
ま
で
は
父
親
に

守
ら
れ
、
学
校
を
出
た
ら
会
社
に
守
ら
れ

る
。
女
性
は
家
族
の
傘
の
下
に
い
る
の
が

基
本
で
、
結
婚
す
る
ま
で
は
父
親
に
守
ら

れ
、
結
婚
後
は
夫
に
守
ら
れ
る
。
し
か
し
、

会
社
の
傘
に
も
正
社
員
の
夫
の
傘
に
も
守

ら
れ
な
い
人
た
ち
、
た
と
え
ば
シ
ン
グ
ル

マ
ザ
ー
や
日
雇
い
労
働
者
の
人
た
ち
な
ど

は
、
結
局
ど
こ
に
も
守
ら
れ
ず
、
高
度
経

済
成
長
期
に
あ
っ
て
も
貧
困
に
陥
っ
て
し

ま
っ
て
い
ま
し
た
。

「
三
つ
の
傘
」
は
、
高
度
経
済
成
長
の
終

焉
、
と
く
に
一
九
七
〇
年
代
の
オ
イ
ル
シ

ョ
ッ
ク
以
降
、
徐
々
に
維
持
が
困
難
と
な

り
（
そ
の
担
保
の
た
め
に
使
わ
れ
た
の
が
赤
字

国
債
で
し
た
）、
九
〇
年
代
以
降
、
閉
じ
始

め
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
シ
ン
グ
ル
マ
ザ

ー
や
日
雇
い
労
働
者
の
人
た
ち
に
と
ど
ま

ら
ず
、
若
者
や
働
き
盛
り
の
男
性
ま
で
が
、

就
職
の
困
難
や
失
業
と
い
っ
た
か
た
ち
で

傘
の
外
に
追
い
や
ら
れ
、
貧
困
に
陥
っ
て

し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
「
三
つ
の
傘
」
の
下

で
生
き
て
い
く
の
が
当
た
り
前
と
い
う
価

値
観
が
、
現
実

に
即
し
て
い
な

い
こ
と
が
露
呈

し
た
の
で
す
。

し
か
し
「
ア

ジ
ア
の
奇
跡
」

と
呼
ば
れ
る
ほ

ど
の
経
済
成
長

を
遂
げ
た
成
功

体
験
が
あ
る
た

め
、「
三
つ
の

傘
」
の
下
で
生
き
て
い
く
と
い
う
価
値
観
、

考
え
方
を
、
な
か
な
か
変
え
ら
れ
な
い
で

い
る
│
│
そ
れ
が
い
ま
の
日
本
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

一
九
六
〇
年
代
前
半
ま
で
は
、
政
府
は
、

子
育
て
・
教
育
・
住
宅
な
ど
を
公
的
に
支

え
る
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
の
福
祉
国
家
を
目

指
す
と
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
七
〇
年
代

に
入
る
と
、
日
本
型
福
祉
国
家
と
い
う
モ

デ
ル
を
打
ち
出
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
傘
の

中
の
最
小
単
位
で
あ
る
男
性
正
社
員
個
人

が
、
子
育
て
・
教
育
・
住
宅
を
ま
か
な
え

る
よ
う
に
企
業
は
給
料
を
支
払
い
、
国
も

企
業
に
お
金
を
流
す
と
い
う
モ
デ
ル
で
し

た
。し

か
し
現
在
、「
三
つ
の
傘
」
は
以
前

の
よ
う
に
は
機
能
せ
ず
、
同
時
に
も
は
や

個
人
で
の
や
り
く
り
に
も
限
界
が
あ
る
。

も
う
少
し
国
や
社
会
が
人
々
の
生
活
を
支

え
る
仕
組
み
を
つ
く
る
必
要
が
あ
る
と
、

多
く
の
人
は
考
え
て
い
る
は
ず
で
す
。
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３つの傘がしぼむと、雨に濡れる人が増える

正社員




