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NHK WATCH 
 Ｎ

Ｈ
Ｋ
の「
同
時
進
行
裁
判
員
裁
判
」

報
道
に
対
す
る
重
大
な
疑
念
に
つ
い

て
（
投
稿 
桂 

敬
一 

日
本
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
会
員  2009/08/08

） 

く
こ
と
こ
そ
、
裁
判
員
制
度
の
目
的
で
す
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

今
回
の
報
道
の
あ
り
方
は
、そ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
と

い
え
る
で
し
ょ
う
か
。
し
か
も
、
こ
の
連
日
の
同
時
進

行
報
道
は
当
然
、当
の
裁
判
員
も
見
聞
き
す
る
と
こ
ろ

と
な
り
ま
す
。大
き
な
影
響
を
そ
れ
か
ら
受
け
な
い
わ

け
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

昨
年
１
２
月
か
ら
「
被
害
者
参
加
制
度
」
が
始
ま
り
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
被
害
者
遺
族
が
裁
判
で
、
傍
聴
席
に

で
は
な
く
、
検
事
の
横
に
「
当
事
者
」
と
し
て
座
り
、

被
告
に
質
問
も
で
き
る
と
い
う
、被
害
者
遺
族
の
裁
判

参
加
制
度
で
す
。検
事
や
裁
判
官
の
質
問
に
対
し
て
心

情
を
語
り
、被
告
に
対
す
る
処
罰
に
つ
い
て
も
思
い
を

語
る
こ
と
が
、
事
実
上
可
能
で
す
。
こ
の
裁
判
で
も
、

発
言
の
形
式
が
や
や
曖
昧
で
す
が
、被
害
者
の
長
男
が

死
刑
ま
た
は
無
期
を
望
む
、と
す
る
思
い
を
語
っ
た
こ

と
が
報
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
民
主
的
な
近
代
司
法

は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
原
理
に
立
ち
、
ま
た
教
育
刑
を

尊
重
す
る
考
え
方
の
も
と
で
進
歩
を
遂
げ
て
き
ま
し

た
が
、
日
本
で
は
最
近
、
被
害
者
と
遺
族
の
「
人
権
」、

被
害
感
情
の
尊
重
を
重
く
み
る
、古
い
応
報
主
義
が
復

活
、
厳
罰
主
義
が
幅
を
利
か
す
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。こ
う
い
う
環
境
の
な
か
で
裁
判
員
に
量
刑
を
決
め

さ
せ
る
こ
と
に
も
、
大
い
に
疑
問
が
湧
き
ま
す
が
、
Ｎ

Ｈ
Ｋ
は
じ
め
メ
デ
ィ
ア
は
、き
ち
ん
と
し
た
議
論
は
し

て
い
ま
せ
ん
。 

 

一
番
問
題
な
の
は
、
死
刑
制
度
を
残
し
た
ま
ま
、
裁
判

員
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
と
を
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
も
ど
の
メ

デ
ィ
ア
も
、
な
ん
と
も
思
っ
て
い
な
い
ら
し
い
点
で

す
。
７
月
２
８
日
、
森
英
介
法
相
は
就
任
３
回
目
の
死

刑
執
行
命
令
を
下
し
ま
し
た
。５
月
２
１
日
に
裁
判
員

制
度
が
施
行
さ
れ
て
初
め
て
の
執
行
命
令
で
す（
対
象

     

８
月
３
日
、
東
京
地
裁
に
お
い
て
、
日
本
初
の
裁
判
員

裁
判
が
実
施
さ
れ
、
６
日
に
終
了
し
ま
し
た
。
こ
れ
に

伴
い
、
新
聞
も
テ
レ
ビ
も
７
日
ま
で
、
こ
れ
を
大
き
く

扱
い
、
詳
し
く
報
道
し
ま
し
た
が
、
数
日
前
か
ら
「
同

時
進
行
裁
判
員
裁
判
」
報
道
を
行
う
と
繰
り
返
し
予
告

を
行
っ
た
後
、
公
判
が
始
ま
る
と
と
も
に
、
圧
倒
的
に

多
い
放
送
時
間
を
そ
れ
に
当
て
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
リ
ー
ド
振

り
が
、
断
然
注
目
を
集
め
ま
し
た
。
私
は
、
そ
う
し
た

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
役
割
の
果
た
し
方
に
、
重
大
な
疑
問
を
抱
か

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

 

裁
判
員
制
度
そ
の
も
の
に
い
ろ
い
ろ
問
題
点
が
あ
り
、

細
か
な
こ
と
を
い
い
だ
し
た
ら
き
り
が
な
い
の
で
す

が
、
大
き
く
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
だ
け
を
問
題
に
し
た
と

き
、
メ
デ
ィ
ア
は
国
家
が
人
を
裁
く
と
き
、
裁
か
れ
る

も
の
の
人
権
を
、
国
家
が
不
当
に
侵
害
す
る
こ
と
が
な

い
か
監
視
す
る
こ
と
を
、
最
優
先
の
課
題
、
自
分
の
任

務
と
す
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
今

回
果
た
し
た
役
割
は
、
裁
判
に
国
民
を
参
与
さ
せ
る
国

家
の
事
業
に
全
面
協
力
し
、
そ
の
成
功
に
貢
献
す
る
、

と
い
っ
た
趣
が
あ
ま
り
に
も
強
す
ぎ
た
と
い
う
一
点

に
、
私
の
疑
念
は
尽
き
ま
す
。
裁
判
員
制
度
は
元
来
、

国
の
裁
判
に
国
民
を
翼
賛
さ
せ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
裁
判
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
、
暗
部
の
残
り
が
ち

な
国
家
権
力
の
行
使
過
程
を
、
裁
判
へ
の
市
民
参
加
に

よ
っ
て
、
オ
ー
プ
ン
で
風
通
し
の
い
い
も
の
と
し
、
裁

判
を
人
権
状
況
の
改
善
に
合
致
し
た
も
の
に
変
え
て
い

３
人
。
森
法
相
は
０
８
年
１
０
月
２
８
日
に
２
人
、
今

年
１
月
２
９
日
に
４
人
の
死
刑
執
行
命
令
も
下
し
て

い
る
）。
そ
れ
に
つ
づ
く
裁
判
員
裁
判
の
ス
タ
ー
ト
で

す
。
何
か
意
図
的
な
も
の
を
感
じ
ま
す
。
最
初
の
裁
判

員
た
ち
に
「
死
刑
は
あ
り
だ
よ
」
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
送

ら
れ
た
か
の
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
す
。か
ね
て
か
ら

国
連
規
約
人
権
委
員
会
は
、日
本
政
府
に
死
刑
制
度
の

廃
止
を
検
討
す
る
よ
う
促
し
て
き
ま
し
た
。日
本
政
府

は
、
死
刑
制
度
を
国
民
が
支
持
し
て
い
る
と
し
て
、
こ

れ
を
拒
否
し
て
き
ま
し
た
。
驚
く
べ
き
回
答
で
す
。
政

府
の
判
断
で
な
く
、
国
民
の
望
ん
で
い
る
こ
と
だ
か

ら
、
と
政
府
は
答
え
た
の
で
す
。
日
本
国
民
は
野
蛮
で

残
虐
な
ん
だ
と
世
界
は
理
解
し
た
で
し
ょ
う
。
そ
し

て
、
昨
年
１
０
月
３
１
日
、
国
連
規
約
人
権
委
員
会
は

日
本
政
府
に「
人
権
施
策
及
び
司
法
制
度
に
対
す
る
改

善
勧
告
」
を
発
し
、「
世
論
の
動
向
に
か
か
わ
り
な
く
、

締
約
国
は
死
刑
の
廃
止
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
り
、一
般

世
論
に
対
し
て
死
刑
を
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
必
要
な
限
り
説
明
す
べ
き
で
あ
る
」と
伝
え
た

の
で
す
。始
ま
っ
た
裁
判
員
制
度
の
進
行
過
程
を
そ
の

ま
ま
報
じ
る
だ
け
で
な
く
、こ
の
よ
う
な
国
際
環
境
の

動
き
の
な
か
で
の
裁
判
員
裁
判
な
の
だ
、と
い
う
こ
と

も
、
あ
わ
せ
て
報
じ
な
い
と
、
ま
す
ま
す
国
の
思
惑
の

な
か
で
裁
判
員
裁
判
の
既
成
事
実
化
に
協
力
し
た
だ

け
の
話
に
終
わ
る
心
配
が
あ
り
ま
す
。 

 
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
よ
く
「
国
民
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
﹈
と
い
い
ま
す
が
、

国
民
を
国
家
に
回
収
、市
民
性
を
奪
っ
て
国
に
隷
属
さ

せ
る
手
伝
い
を
す
る
だ
け
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
な
る
の
な
ら
、

そ
ん
な
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
要
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
皆
さ
ん
、
ぜ
ひ
こ
の
問
題
も

ご
検
討
く
だ
さ
い
。 

（
こ
の
投
稿
へ
の
コ
メ
ン
ト 

１
件
） 

■
わ
が
意
を
得
た
り
、
と
い
う
感
じ
で
す
。
私
も
Ｎ
Ｈ

Ｋ
の
「
同
時
進
行
」
ナ
マ
放
送
を
、
な
ん
だ
こ
れ
は
と

座
り
な
お
し
て
見
て
い
ま
し
た
。
ニ
ュ
ー
ス
で
も
「
市

民
感
覚
が
発
揮
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
種
類
の
談
話
が

多
用
さ
れ
、
裁
判
員
裁
判
が
効
果
的
で
あ
る
と
い
う
印

象
が
作
り
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
連
の
報
道
は
、
Ｎ
Ｈ

Ｋ
が
裁
判
員
制
度
の
宣
伝
機
関
に
な
っ
た
か
の
ご
と
き

と
い
う
印
象
を
私
も
受
け
ま
し
た
。
法
廷
の
リ
ポ
ー
タ

ー
は
、「
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
し
ば
し
ば
裁
判
員
と

裁
判
官
が
法
廷
外
に
出
て
打
ち
合
わ
せ
を
し
て
中
断
し

た
こ
と
だ
」
な
ど
と
述
べ
て
い
ま
し
た
。 

死
刑
制
度
を
残
し
た
ま
ま
の
裁
判
員
裁
判
を
問
題
視
す

る
報
道
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
コ
メ
ン
ト
の
中

で
は
、
死
刑
が
問
題
に
な
る
よ
う
な
裁
判
で
は
、
も
っ

と
日
数
が
必
要
で
は
な
い
か
、
と
い
う
程
度
の
指
摘
し

か
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

 

裁
判
員
制
度
に
つ
い
て
は
、
こ
の
意
義
を
評
価
す
る
意

見
が
あ
る
一
方
、
周
知
の
よ
う
に
、
批
判
意
見
や
、
反

対
す
る
市
民
運
動
が
あ
る
の
も
事
実
で
す
。
速
報
に
よ

る
裁
判
過
程
の
報
道
は
あ
り
得
ま
す
が
、
そ
の
報
道
の

中
に
も
、「
意
見
が
対
立
し
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
は
、

で
き
る
だ
け
多
く
の
角
度
か
ら
論
点
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
」
と
い
う
放
送
法
の
規
定
の
精
神
が
反
映
さ
れ
る

べ
き
で
し
た
。
も
し
そ
の
よ
う
な
姿
勢
が
あ
れ
ば
、
裁

判
員
裁
判
の
報
道
の
中
に
、
こ
の
制
度
自
体
を
疑
問
視

す
る
意
見
や
、
今
回
の
４
日
間
の
進
行
に
つ
い
て
批
判

す
る
意
見
も
一
定
程
度
取
り
入
れ
ら
れ
て
し
か
る
べ
き

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

（
録
画
し
て
お
か
な
か
っ
た
の
で
、
以
上
は
印
象
批
評

の
域
を
出
ま
せ
ん
。） 
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全
国
連
絡
会
メ
ン
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