
最終講義「新聞は死なない」

H23・2・10 田島暁

マ 「もうなくなるJと

・危機状況一一広告減、部数減、夕刊やめ、競争より共存へのなだれ、イン『ターネ

ット圧力、電子新聞も 米欧の苦況

・革命期か=一県一紙化、 CTS ~ご続く大変化・革命、「存亡J まで関われて

-衰勢、経営難→廃刊、淘汰・合併再編あるかも

マだが、新聞メディアは「死ななしリ「消えなしリ「消しではならなしリ

=イ勺わるメディアなし

・正確公正な情報→使命感(真実追究、後世への歴史記録)、多重チェック機能

取材網、取材力

調査報道

・役割→権力監視、言論報道自由の砦、戦前戦中の轍踏まず

.常識の物差し→判断指標、社会正義、弱者の側

・特性=一覧性、「世界・今Jを掌握，軽便、宅配

紙も電子も

マ老記者の心配=このままでは大変じゃ

つまらない紙面、記事

z 大活字化で、大味・薄味化 1、5倍で、 3分の 2に

=短く狭い視点(歴史観・世界観)、利那的、単純、幼児化、狂う判断

=筆力落ち

・草食職場=静か(パソコンに向かい)、覇気乏し

園、国民のことも

マ楽しい晩年をありがとう

メディア講座 8年

母校よ
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坊
や
が
「
見
え
な
い
」
と
言
う
心
、
見

え
た
ら
い
い
と
思
一
つ
心
は
、
だ
れ
の
ど
ん

な
心
か
な
。
あ
ら
ゆ
る
人
の
一
切
の
思
い

や
考
え
な
の
か
な
。
幼
い
胸
に
き
ざ
し
た

お
盆
で
す
。
遠
く
近
く
セ
ミ
の
声
を
一

聞
き
な
が
ら
、
亡
き
人
の
こ
と
が
し
の
一

ば
れ
ま
す
。
沈
思
す
る
う
ち
、
と
げ
と
一

げ
し
い
世
の
姿
と
、
そ
う
さ
せ
て
い
る
一

精
神
の
あ
り
ょ
う
も
思
わ
れ
ま
す
。
一

N
H
Kラ
ジ
オ
の
「
夏
休
み
子
ど
も
科

学
電
話
相
談
」
。
甲
子
園
大
会
で
お
休
み

に
な
る
前
、
昆
虫
や
魚
、
植
物
、
天
文
な

ど
の
質
問
に
変
じ
っ
て
、
小
一
の
坊
や
が

こ
ん
な
こ
と
を
聞
い
た
の
で
し
た
。

「
心
は
、
な
ん
で
人
間
の
自
に
見
え
な

い
ん
で
す
か
」

回
答
す
る
先
生
た
ち
が
「
オ
!
」
と
声

を
上
げ
ま
し
た
恒
二
十
三
年
目
を
迎
え
た

好
番
組
で
の
、
出
色
の
質
問
で
す
。
脳
科

学
や
文
章
、
絵
で
も
心
は
見
え
る
よ
、
と

説
明
さ
れ
ま
し
た
が
、
ど
う
も
坊
や
の
問

い
の
深
さ
の
方
が
印
象
的
で
し
た
。

瞳華麗*

な
ん
で
心
は
見
え
な
い
の
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ま
し
て
国
の
最
高
指
導
者
、
責
任
者
た

る
首
相
は
一
挙
一
動
を
注
視
さ
れ
る
の
で

す
。
靖
国
へ
の
「
参
拝
」
は
、
己
の
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
だ
と
い
っ
た
感
覚
で
不
干
渉
を

望
む
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

家
族
や
同
胞
、
国
に
殉
じ
た
戦
没
者
へ

め
感
謝
、
哀
悼
は
自
然
な
心
で
す
。
そ
の

純
心
か
ら
靖
国
に
参
る
人
が
多
い
の
も
、

成
り
行
き
で
は
あ
り
ま
す
。
オ
レ
も
そ
の

一
人
と
首
相
は
思
う
の
か
。

戦
争
遂
行
の
支
柱
だ
っ
た

靖
国
に
は
行
か
な
い
人
が
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
靖
国

が
単
に
戦
没
者
を
杷
る
神
社

羽

週

の

は

じ

め

に

考

え

る

・

パ

な

ら

ま

だ

し

も

、

戦

争

指

導

1

1

1

1

者
た
ち

(
A級
戦
犯
)
ま
で

合
把
し
た
こ
と
で
靖
国
観
は
変
麗
し
参
拝

ぎ
C
ら
に
た
め
ら
わ
れ
る
の
で
す
。

侵
略
、
玉
砕
、
自
決
・
:
死
ね
、
と
民
に

ま
で
叫
び
立
て
た
指
導
者
に
も
頭
を
垂
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
ん
な
靖
国
参
拝
と
な

り
、
昭
和
天
皇
さ
え
遠
ざ
か
り
ま
し
た
。

「
中
国
侵
略
は
軍
国
主
義
者
に
よ
る
。

日
本
国
民
は
被
害
者
」
と
考
え
る
こ
と
に

し
て
日
本
と
の
国
交
を
正
常
化
し
た
中
国

て
も
家
族
、
遺
族
に
は
話
せ
な
い
」
と
沈
，

黙
し
て
き
た
日
本
兵
た
ち
。
負
傷
し
て
意

識
不
明
で
収
容
さ
れ
、
生
還
し
た
一
人
が

つ
ぶ
や
き
ま
し
た
。

「
私
が
語
る
こ
と
で
、
あ
の
兵
士
ら
の

死
に
も
、
意
味
は
あ
っ
た
と
分
か
っ
て
も

ら
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
」

玉
砕
戦
に
何
の
意
味
が
あ
っ
た
か
、
と

間
い
続
け
て
き
た
人
の
雷
葉
で
す
。
亡
き

見
え
な
か
っ
た
心
が
そ
の
よ
う
に
見
え

る
こ
と
が
あ
る
。
晩
年
、
靖
国
参
拝
を
や

め
た
昭
和
天
皇
も
そ
の
わ
け
を
漏
ら
し
て

「
そ
れ
が
私
の
心
だ
」
と
。
逝
去
前
年
の

言
葉
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

参
拝
は
心
の
問
題
で
な
い

「
靖
国
参
拝
は
心
の
問
題
だ
」
と
小
泉

首
相
が
言
い
ま
す
。
精
神
の
自
由
だ
、
他

戦
友
た
ち
に
わ
び
な
が
ら
生
き
永
ら
え
た

苦
し
み
は
い
か
ば
か
り
。

八
黙
っ
た
ま
ま
で
は
、
自
分
と
周
り
の

体
験
が
、
史
実
ま
で
が
知
ら
れ
ず
に
終
わ

る
。
な
か
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
〉

余
命
い
く
ば
く
と
な
っ
た
今
、
死
に
切

れ
ぬ
思
い
か
ら
、
戦
争
の
被
害
を
、
葛
藤

の
果
て
に
加
害
や
後
悔
を
、
語
り
残
す
人

々
に
打
た
れ
ま
す
。

人
が
干
渉
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
も
。

そ
う
だ
な
、
と
思
わ
れ
が
ち
な
、
例
に

よ
っ
て
分
か
り
ゃ
す
い
語
句
で
す
。
で
も

ど
う
か
な
。
心
の
問
題
と
は
言
え
な
い
の

で
は
。
戦
没
者
を
悼
む
思
い
は
「
心
」
で

も
、
参
拝
の
行
動
と
な
る
と
別
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
心
に
は
立
ち
入
れ
ま
せ
ん

が
、
歴
然
と
表
れ
た
行
動
は
他
者
の
批
評

対
象
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

に
と
っ
て
、
日
本
の
現
首
相
が
戦
争
指
導

者
た
ち
に
ま
で
「
哀
悼
の
誠
を
尽
く
す
」

の
は
耐
え
難
く
、
国
支
の
名
分
も
立
た
な

い
と
思
う
の
は
不
思
議
で
な
い
。

日
本
に
占
領
さ
れ
、
辛
酸
を
な
め
さ
せ

ら
れ
た
ア
ジ
ア
の
国
々
が
首
相
の
靖
国
参

拝
を
日
本
国
民
以
上
に
厳
し
く
見
詰
め
、

参
拝
を
や
め
て
ほ
し
い
と
願
う
。
そ
の
ア

ジ
ア
の
心
を
軽
ん
じ
る
心
、
「
干
渉
す
る

な
」
と
理
由
も
察
せ
ず
に
叫
ぶ
心
は
、
国

i

際
的
な
目
に
は
狭
量
、
独
善
と
し
か
映
ら
け

な

い

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。

ト

心
を
、
心
で
見
る
大
切
さ
附
一

司

L

自
に
見
え
な
い
心
を
知
り
た
い
、
知
ら
輯

な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
ん
な
時
は
、
日

で
な
く
、
心
で
見
た
ら
ど
う
か
。
心
で
見

る
と
は
、
察
す
る
こ
と
で
す
。
相
手
は
、

あ
の
人
は
何
を
思
う
、
な
ぜ
そ
う
思
う
の

だ
ろ
う
と
考
え
る
の
が
大
事
。

自
分
の
心
を
押
し
付
け
る
ば
か
り
で
な

く
、
相
手
の
心
を
読
み
、
分
か
り
合
え
る

中
間
点
を
見
つ
け
れ
ば
、
紛
争
も
事
件
も

減
っ
て
、
世
の
中
、
う
ん
と
幸
せ
に
な
る

と
思
い
ま
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
。
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春

忠、

回

島
ヘ
中
日
新
聞
社
J

F

論
説
主
幹
、

)11中1ft月

ヘ
伊
山
内
お
ろ
し
の
雪
消
え
て
木
曽

J

、w
h
h
H
叫
す
り

の
流
れ
に
民
け
ば
光
に
満
て
る
国
原

の
春
永
劫
に
薫
る
か
な
:
:
:

旧
制
第
八
高
等
学
校
(
八
高
)
の
寮

歌
「
伊
吹
お
ろ
し
」
の
一
番
で
あ
る
。

琵
琶
湖
の
束
、
滋
賀
・
岐
阜
県
境
の

霊
峰
伊
吹
山
(
一
、
三
七
七
メ
ー
ト
ル
)

は
、
木
曽
・
長
良
・
掛
や
の
三
川
が
育

ん
だ
濃
尾
平
野
と
そ
の
東
南
端
の
名
古

屋
か
ら
、
さ
え
ぎ
る
も
の
な
く
望
め
る
。

冬
、
北
西
の
季
節
風
は
ま
さ
に
伊
吹 暁

か
ら
一
気
に
吹
き
下
り
て
、
こ
の
地
を

震
え
上
が
ら
せ
る
。
東
海
道
新
幹
線
や

名
神
高
速
道
が
関
ヶ
原
で
マ
ヒ
す
る
の

は
「
伊
吹
お
ろ
し
の
雪
」
の
せ
い
だ
。

広
大
な
風
下
に
は
伊
勢
湾
に
臨
む
三

重
県
四
日
市
市
も
あ
る
。
そ
の
浜
辺
で

転
地
療
養
し
て
い
た
山
口
誓
子
は
昭
和

十
九
年
十
一
月
、
名
句
を
詠
ん
だ
。

「
海
に
出
て木

枯
帰
る
と
こ
ろ
な
し
」

伊
吹
お
ろ
し
の
さ
ま
、
そ
の
威
を
う

た
っ
て
雄
大
で
あ
る
。
湾
か
ら
真
っ
す

ぐ
太
平
洋
へ
出
て
戻
ら
ぬ
寒
風
。

「
ま
る
で
片
道
の
ガ
ソ
リ
ン
を
積
ん

だ
特
攻
機
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
私
は
特

攻
機
を
悼
む
こ
こ
ろ
を
木
枯
に
託
し

た
」
と
誓
子
は
書
い
た
。
神
風
特
攻
の

開
始
か
ら
・
一
か
月
後
の
吟
だ
っ
た
。

さ
て
、
そ
ん
な
伊
吹
お
ろ
し
が
収
ま

れ
ば
、
こ
の
地
に
は
春
来
る
だ
。
八
高

寮
歌
も
そ
の
喜
ぴ
と
と
も
に
六
番
ま
で

Hυ
シ験持

情
、
高
踏
の
青
春
を
歌
い
つ
な
ぐ
。

旧
制
八
高
が
名
古
屋
に
生
ま
れ
た
の

は
明
治
四
十
一
年
だ
っ
た
。
戦
後
は
新

制
名
古
屋
大
の
教
養
部
に
な
る
の
だ

が
、
地
元
に
は
昔
か
ら
、
八
高
と
名
大

の
「
遅
い
誕
生
」
に
釈
然
と
じ
な
い
思

い
が
あ
る
よ
う
だ
。

「
な
ぜ
八
番
目
の
高
校
だ
っ
た
の
か
。

名
古
屋
帝
国
大
も
、
七
帝
大
最
後
の
設

置
だ
っ
た
し
:
:
:
」

名
古
屋
の
市
勢
、
人
口
、
地
利
な
ど

か
ら
す
れ
ば
、
も
っ
と
早
く
に
開
校
し

て
い
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
、
と
素
朴
に

首
を
ひ
ね
る
人
が
少
な
く
な
い
。

東
京
の
二
口
問
、
仙
台
の
二
高
、
京
都

の
三
高
、
金
沢
の
四
高
、
熊
本
の
五
高

が
そ
ろ
っ
て
(
前
身
は
)
明
治
十
九
年

生
ま
れ
。
岡
山
の
六
高
は
三
十
三
年
。

鹿
児
島
の
七
高
は
三
十
四
年
で
、
そ
の

七
年
後
に
や
っ
と
八
高
で
あ
る
。

旧
帝
大
も
、
一
校
時
代
に
続
き
明
治

三
十
年
に
東
京
、
京
都
両
帝
大
制
と
な

っ
た
後
、
四
十
年
に
東
北
、
四
十
三
年

九
州
、
大
正
七
年
北
海
道
、
昭
和
六
年

大
阪
に
設
置
。
名
古
屋
は
戦
雲
急
の
十

四
年
ま
で
待
た
さ
れ
た
。
植
民
地
の
京

城
帝
大
、
台
北
帝
大
よ
り
後
で
あ
る
。

「
売
り
込
み
を
好
ま
ず
黙
っ
て
力
を

蓄
え
る
地
味
な
土
地
柄
が
グ
名
古
屋
飛

ば
し
4

を
招
い
た
の
で
は
」
「
尾
張
徳
川

の
地
に
明
治
の
薩
長
藩
閥
政
府
は
冷
た

か
っ
た
」
な
ど
、
一
種
屈
折
し
た
説
も

く
す
ぶ
り
続
け
た
わ
け
で
・
・
・
・
・
・
。

で
も
、
そ
ん
な
解
釈
に
帰
し
て
い
い

の
か
、
と
少
し
調
べ
て
み
る
と
ー
ー
ー
。

旧
制
一

l
五
高
は
、
全
国
を
五
区
に

分
け
て
計
五
校
設
け
ら
れ
た
高
等
中
学

校
が
前
身
。
こ
の
時
名
古
屋
は
、
乱
暴

に
も
東
京
中
心
の
第
一
区
に
含
ま
れ
て

し
ま
っ
た
。
思
え
ば
こ
れ
が
不
運
。
六

高
誕
生
を
見
て
「
名
古
屋
に
七
高
を
」

と
運
動
を
起
事
」
す
が
鹿
児
島
に
敗
れ
、

歯
ぎ
し
り
す
る
の
で
あ
る
。

帝
大
も
、
東
北
が
建
築
費
献
納
な
ど

で
先
行
で
き
、
九
州
、
北
海
道
は
そ
れ

ぞ
れ
京
都
、
東
北
帝
大
の
一
部
が
独
立

す
る
形
を
と
れ
た
の
で
早
か
っ
た
。

名
古
屋
で
は
、
愛
知
医
専
の
大
学
昇

格
と
そ
の
官
立
移
管
が
地
元
の
第
一
目

標
と
な
っ
た
。
そ
し
て
愛
知
医
大
を
母

体
に
総
合
大
学
化
を
、
と
大
正
末
期
か

ら
国
に
迫
る
。
市
や
県
、
代
議
士
、
財

界
も
建
議
と
陳
情
を
重
ね
た
。
日
中
戦

争
に
突
っ
込
み
、
中
京
の
重
化
学
工
業

が
頼
り
と
な
っ
た
こ
ろ
、
愛
知
県
の
建

築
費
、
土
地
寄
付
も
あ
っ
て
よ
う
や
く

名
古
屋
帝
大
は
生
ま
れ
た
の
だ
っ
た
。

高
等
教
育
機
関
の
誘
致
に
名
古
屋
が

下
手
で
は
あ
っ
て
も
不
熱
心
だ
っ
た
の

で
は
な
い
。
政
府
や
全
国
が
ど
う
も
名

古
屋
を
軽
ん
じ
た
フ
シ
は
あ
る
。

だ
か
ら
今
、
愛
知
万
博
を
準
備
し
な

が
ら
、
愛
知
県
人
は
気
を
も
む
の
だ
。

徳
川
親
藩
な
が
ら
幕
府
と
あ
つ
れ
き

も
あ
っ
た
尾
張
。
そ
の
江
戸
、
明
治
以

降
の
平
坦
な
ら
ぬ
道
を
思
い
、
五
輪
誘

致
で
ソ
ウ
ル
に
敗
れ
た
因
も
数
え
つ
つ

「
も
っ
と
当
地
に
、
当
地
の
や
る
こ
と

に
関
心
を
寄
せ
て
も
ら
え
ま
い
か
」
と

願
い
切
な
こ
の
春
で
あ
る
。

(
た
じ
ま
・
さ
と
る
)


