
│
│｢

ケ
ー
タ
イ
は
ポ
ケ
ッ
ト
に
む
き
出
し
の

刃
物
を
入
れ
て
い
る
気
分
で
す｣

と
い
う
女

子
高
生
の
言
葉
な
ど
、こ
の
本
に
は
リ
ア
ル

な
声
が
満
載
で
す
が
、若
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
と
る
コ
ツ
は
あ
り
ま
す
か
？

　

あ
え
て
挙
げ
る
と
し
た
ら
、自
分
を
さ
ら
け

出
す
こ
と
で
す
か
ね
。今
の
若
者
た
ち
は
空
気

を
敏
感
に
感
じ
取
る
の
で
、こ
ち
ら
が
壁
を
つ

く
る
と
、む
こ
う
も
壁
を
つ
く
る
。だ
か
ら
、仕

事
が
大
変
だ
と
か
、夫
婦
仲
が
ヤ
バ
イ
と
か
、

自
分
の
こ
と
を
何
で
も
話
す
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。同
世
代
に
は
そ
う
い
う
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
が
な
く
、か
え
っ
て
信
頼
が
わ
く
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

│
│
本
の
な
か
で
も
今
の
若
者
た
ち
は
過
剰

に
空
気
を
読
む
と
書
い
て
い
ま
す
が
、
そ
う

見
て
い
な
い
大
人
は
多
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ

う
か
。「
あ
い
つ
ら
は
、大
人
の
話
を
聞
こ
う

と
し
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」と
い
う
よ
う
に
。

 

「
友
達
以
外
は
み
な
風
景
」と
社
会
学
者
の

宮
台
真
司
さ
ん
が
表
現
し
た
と
お
り
、空
気
を

読
み
合
う
の
は
彼
ら
の
内
輪
の
友
達
だ
け
、ケ

ー
タ
イ
で
つ
な
が
っ
て
い
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な

か
だ
け
で
あ
っ
て
、そ
れ
以
外
の
人
た
ち
は
眼

中
に
な
い
。
輪
の
な
か
に
入
れ
ば
そ
の
構
造
が

わ
か
る
の
で
す
が
、外
か
ら
見
る
大
人
に
は
わ

か
り
づ
ら
い
の
で
し
ょ
う
ね
。

│
│
ケ
ー
タ
イ
で
生
じ
た
新
し
い
人
間
関
係

を「
新
村
社
会
」と
表
現
し
、そ
れ
が
も
た
ら

す
最
大
の
問
題
は
「
既
視
感（
デ
ジ
ャ
ブ
）
」

だ
と
書
い
て
い
ま
す
。

　

既
視
感
と
は
、経
験
し
て
い
な
い
の
に
ど
こ

か
で
経
験
し
た
よ
う
に
錯
覚
し
て
し
ま
う
現

象
。
こ
れ
こ
そ
が
若
者
か
ら
行
動
す
る
意
欲

を
奪
い
、視
野
を
狭
く
す
る
元
凶
だ
と
思
っ
て

現代の若者を
知る一冊近頃の若者はなぜダメなのか

携帯世代と「新村社会」
著者 原田曜平氏にインタビュー

な
こ
と
も
あ
っ
て
、す
べ
て
を「
リ
ス
ク
」と
と

ら
え
、失
敗
し
そ
う
な
こ
と
は
や
ら
な
い
子
が

多
い
ん
で
す
。例
え
ば
、恋
愛
も
し
に
く
く
な
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
ア
プ
ロ
ー
チ

を
し
く
じ
る
と
、「
見
て
見
て
、〇
〇
君
、こ
ん

な
メ
ー
ル
送
っ
て
き
た
！
」な
ん
て
、す
ぐ
に
み

ん
な
に
知
れ
渡
る
リ
ス
ク
が
あ
る（
と
過
剰
に

感
じ
て
し
ま
う
）。
だ
か
ら
事
前
に
チ
ラ
ッ
、チ

ラ
ッ
と
メ
ー
ル
で
探
り
を
入
れ
、確
信
が
高
く

な
い
と
告
白
し
な
い
。
そ
も
そ
も
人
生
に
は
リ

ス
ク
が
つ
き
も
の
だ
よ
、あ
ん
ま
り
ビ
ビ
ら
な

く
て
い
い
よ
っ
て
、大
人
は
言
っ
て
い
く
べ
き
だ

と
思
い
ま
す
ね
。

│
│
そ
の
一
方
で
、ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
最
大
限

に
活
用
す
る
若
者
も
い
る
ん
で
す
ね
。

　

学
生
同
士
だ
け
で
な
く
、社
会
人
と
も
、外

国
人
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
な
、わ
れ
わ

れ
30
代
以
上
の
世
代
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら

な
い
く
ら
い
広
範
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
つ
子

も
増
え
て
い
ま
す
。
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
力
は
、

学
歴
や
偏
差
値
を
も
凌
駕
す
る
パ
ワ
ー
を
秘

め
て
い
る
と
僕
は
思
っ
て
い
ま
す
。

│
│
読
者
か
ら
は
ど
ん
な
反
響
が
？

　

大
学
生
協
で
ブ
ッ
ク
ラ
ン
キ
ン
グ
に
入
る
な

ど
、多
く
の
学
生
が
読
ん
で
く
れ
た
こ
と
が
驚

き
で
し
た
。
タ
イ
ト
ル
に
挑
発
さ
れ
て
手
に
取

り
、読
ん
で
み
た
ら
案
外
若
者
に
理
解
あ
る
ス

タ
ン
ス
で
書
か
れ
て
い
て
よ
か
っ
た
と
い
っ
た
感

想
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

い
ま
す
。

　

た
だ
、僕
は
そ
れ
ほ
ど
否
定
的
に
見
て
い
る

わ
け
で
な
く
、ど
ん
な
生
き
方
で
あ
っ
て
も
そ

の
人
自
身
が
幸
福
な
ら
い
い
わ
け
で
す
が
、問

題
は
、狭
い
世
界
に
引
き
こ
も
り
、鬱
屈
と
す

る
若
者
が
増
え
て
い
る
こ
と
。
時
代
が
不
安
定

今の20代後半以下の世代は、中学、
高校のころからケータイを持ち始めた日
本初の世代。この年齢からケータイを持
ち始めることで、人間関係が大きく変化
した。著者は7年をかけて47都道府県
すべてを回り、1000人以上の若者に会
い、30代以上には決してわからない、こ
の奇妙な人間関係の謎に迫った。
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