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今
後
利
用
者
と
し
て
「団
塊
の
世
代
」
が
激
増
し
て
い
く
な
か
、
新
た
な
高
齢
者
像
を
知
り
、
介
護
ニ
ー
ズ
を
理
解
す
る
た
め
、

団
塊
の
世
代
の
実
情
や
志
向
、
団
塊
の
世
代
が
も
た
ら
す
介
護
現
場
へ
の
影
響
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

多
種
多
様
で

″勝
手
に
や
れ
ば
″

団
塊
世
代
と
は

一
つ
の
大
き
な
塊
と

い
う
意
味

で
、
実
際
そ
う

い
う
側
面
も

持

っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
わ
が
国
で

初
め
て
の
本
格
的
な
若
者
文
化
を
生
み

出
し
た
要
因
に
な

っ
た
こ
と
も
事
実

で

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
う

一
つ
の
側

面
と
し
て

「団
塊

バ
ラ
バ
ラ
」
と

い
う

こ
と
が
い
え
ま
す
。
大
学
紛
争

の
と
き

に
も
、

セ
ク
ト
が
乱
立
し
、
か

つ
中
心

的
な
活
動
家
は

一
部
で
、
そ
こ
に
時
と

し
て
多
く
の

一
般
学
生
も
参
加
し
た
た

め
に
大
き
な
紛
争
に
な
り
ま
し
た
。
日

常
的

に
は
、
活
動
家

は
バ
リ
ケ
ー
ド
、

団
塊
の
世
代
を
知
る

麻
雀
学
生
は
雀
荘
、
演
劇
好
き
は
ア
ン

グ
ラ
劇
場
と
バ
ラ
バ
ラ
で
し
た
。
よ
く

「団
塊
は
小
集
団
で
し
か
と
ら
え
ら
れ

な
い
」
と
い
う
言

い
方
を
さ
れ
た
の
は

そ
う
い
う
こ
と
で
、
多
種
多
様
で
あ

っ

て
、
お
互
い
に
勝
手
に
や
れ
ば
、
と
い

う
面
が
あ
る
の
で
す
。

な
ぜ
そ
う
な

っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、

数
が
多
く
て
小
さ
い
頃
か
ら
競
争
の
な

か
で
生
き
て
き
た
か
ら
で
す
。
小
学
校

で
階
段
教
室
と

い
う
の
が
あ
り
ま
し

た
。
大
学

の
階
段
教
室
と
は
異
な
り
、

人
数
が
あ
ふ
れ
て
１
学
年
６
組
、
７
組

あ
る
の
は
当
た
り
前
で
、
教
室
が
足
り

ず
に
実
際
の
階
段
を
教
室
代
わ
り
に
し

ま
し
た
。
と
に
か
く
、
〃自
分
を
押
し

出
さ
な
け
れ
ば
、
常
に
は
じ
か
れ
て
し

阪

本

節

郎

丁

生
１
０
０
年
時
代

未
来
ビ

ンヾ
フ

研
究
所

所
長

ま
う
〃
環
境
に

い
た
わ
け
で
す
。

こ
れ

が

「
〃俺
が
俺
が
〃
の
団
塊
世
代
」
を
生

ん
だ
と

い
う

こ
と
が

い
え
ま
す
。

会
社
に
お
い
て
も
、
団
塊
世
代
の
２

人
が
お
互

い
楽
し
そ
う
に
会
話
を
し
て

い
る
と
思

い
き
や
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分

の
し
た

い
話
を
勝
手
に
し
て
い
る
だ
け

と

い
う
光
景
も
よ
く
見
ら
れ
ま
し
た
。

団
塊
は
理
屈
好
き

し
か
も
理
屈
好
き
で
す
。
戦
後
民
主

主
義
が
定
着
し
て
く
る
な
か
、
す
ぐ
上

の
世
代
に
あ

っ
た
知
識
人

・
文
化
人

・

教
授
と
い
っ
た
権
威
が
否
定
さ
れ
て
、

一
人
ひ
と
り
が
知
識
を
持

つ
者
だ
と
い

さ
か
も
と

・
せ
つ
お

醸
１
９
７
５
年
早
稲

田
大
学
商
学
部
〓
。
十
博

報
堂

入
社
。

フ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
企
画
実
務
、
研
究
開
発
に
従
事
の
後
、
企
業
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
開
発
を
推
進
。
２
０
０
０
年
に
エ
ル
ダ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
推
進
室
、

１１
年

に
新
し
い
大
人
文
化
研
究
所
を
設
立
。
さ
ら
に
、

‐９
年
に
独
立
し
当
研
究
所
を
創

ユ叔
、
現
在
、
所
長
。
著
書

、
５０
歳
を
超
え
た
ら
も
う
年
を
と
ら
な
い
４６
の
法
則
』

（講

談
社
＋
α
新
書

）
『
シ
エ
ア
マ
ー
ケ
テ
イ
ン
グ
は
な
ぜ
う
ま
く
い
か
な
い
の
か
～
新
し

い
大
人
消
費
が
日
本
を
動
か
す
一

（日
経
新
聞
出
版
社
、
尊
国
版
、
台
湾
版
）
他

う
意
識
が
生
ま
れ
、
競
争
感
覚
と
相

ま

っ
て
「論
破
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く

使
わ
れ
ま
し
た
。
と
に
か
く
、
な
ん
で

も
い
い
か
ら
相
手
を
や
り
込
め
た
ほ
う

が
勝
ち
、
と
い
う
風
潮
で
す
。
こ
う
い

う
人
た
ち
が
介
護
施
設
を
利
用
す
る
よ

う
に
な
る
と
、
良
き
お
年
寄
り
な
ど
と

い
う
話
に
は
と
て
も
な
り
難

い
面
が
出

て
き
ま
す
。
利
用
者
が
う
る
さ
く
て
仕

方
が
な
い
施
設
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

そ
の
う
え
、
「家
族
に
入
れ
さ
せ
ら

れ
た
。
な
ん
で
自
分
が
入
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な

っ
た
の
か
」
と
い
う
あ
る
種
の

被
害
者
意
識
を
持

つ
利
用
者
は
常
に

一

定
の
割
合
で
い
る
も
の
で
す
が
、
そ
の

不
満
の
は
け
口
が
や
や
も
す
る
と
施
設

側
や
介
護
職
員
に
向
か

っ
て
き
ま
す
。
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し
か
も
単
に
騒
ぎ
立
て
る
と
い
う
よ
り

も
、
理
屈
で
攻
め
て
く
る
と
こ
ろ
が
厄

介
で
、
た
だ
で
さ
え
確
保
が
難
し
い
若

い
職
員
が
嫌
気
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と

に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

で
は
、
ど
う
す
れ
ば

い
い
の
で
し
ょ

う
。
「
理
屈
に
は
理
屈
で
」
が
ま
ず
考

え
る
べ
き
こ
と
と
し
て
あ
り
ま
す
。

つ

ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
に

つ
い
て
、

き
ち
ん
と
説
明
が
で
き
る
よ
う
に
し
て

お
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
理
屈
好
き
と

い
う
こ
と
は
、
理
を
も

っ
て
説
明
さ
れ

れ
ば
納
得
す
る
面
も
あ
る
わ
け
で
す
。

し
た
が

っ
て
、
若
手
職
員
が
常
に
説
明

で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
た
め
の
研
修

や
日
々
の
ミ
ー
テ
イ
ン
グ
な
ど
が
必
要

で
し
ま
つ
。

ま
た
、
〃
そ
も
そ
も
介
護
保
険
制
度

と
は
〃
と
か
、
″特
養
と
は
〃
、
″社
福

（社

会
福
祉
法
人
）
と
は
〃
な
ど
、　
一
定

の

社
会
知
識
を
も
と
に
理
屈
を
ぶ
つ
け
て

簡
単
に
は
引
き
下
が
ら
な
い
利
用
者
も

出
て
き
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
に
対
し

て
は
、
施
設
長
あ
る
い
は
管
理
職
の
出

番
と
い
え
ま
す
。
権
威
を
否
定
し
な
が

ら
権
威
好
き
と
い
う
の
も
団
塊
世
代
で

す
。
二
言
め
に
は

一施
設
長
を
出
せ
」

と
い
う

一
方
で
、
話
を
す
れ
ば
、
多
少

無
理
な
話
で
も

一施
設
長
に
頼
ま
れ
た

ん
じ
ゃ
、
し
ょ
う
が
な
い
」
と
い
う
の

が
団
塊
世
代
で
す
ｃ

た
だ
、
す
べ
て
の
利
用
者
に
施
設
長

が
対
応
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他

の
多
く
の
利
用
者
は
「勝
手
に
自
慢
し

て
ろ
」
と
い
う
と
こ
ろ
な
の
で
す
。

バ
ラ
バ
ラ
対
応
が

今
後
の
施
設
づ
く
り
の
ヒ
ン
ト

″
団
塊

バ
ラ
バ
ラ
″
へ
の
対
応
と
い
う

と
こ
ろ
で
は
、
従
来
の
よ
う
に
利
用
者

全
員
が
集
ま

っ
て
何
か
を
す
る
と
い
う

こ
と
は
あ
ま
り
必
要
な
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
小
グ
ル
ー
プ
で
歌
好

き
は
歌
を
歌

い
、
映
画
好
き
は
映
画
を

観
て
、
麻
雀
好
き
は
麻
雀
を
、
と
い
う

こ
と
で
す
。

そ
の
意
味
で
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

の
面
で
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
と
は
プ

ロ

グ
ラ
ム
の
組
み
方
を
変
え
る
必
要
も
あ

り
そ
う
で
す
。
団
塊
以
降
は
同
様
の
志

向
性
を
持

つ
た
め
に
、
今
後
の
基
本
的

な
パ
タ
ー
ン
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
に

も
な
り
、
こ
れ
か
ら
の
介
護
施
設
の
あ

り
方
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
可
能
性
も
秘
め

て
い
ま
す
。

1960年代後半の新宿は当時の団塊世代によつて若者の街といわれました。そこでは日本版ヒッピーと呼

ばれたフーテン(写真右、毎日新聞社提供)や一方では新宿西□のフォークゲlリ ラ、そして新宿騒乱事件を

起こした過激派の学生 (写真左、同社提供)、 さらにディスコの前身のゴーゴー喫茶に集まる若者や花園

神社では紅テントに熱くなる演濠J好きの若者など、多種多様な若者たちがいました。

理
屈
と
権
威
を
活
用
し
て
み
る
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