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情
報
小
論

小

野

厚

夫

国
際

文
化

学
部

を
創

設

す

る
に
当

た

り

、

情
報

科
学
系

の
教

官

が
所

属
す

る

大

講

座

の
名
前

を
ど

う

す

る

か
に

つ
い

て
は

か

な

り
苦
慮

し

た

と

こ

ろ
で
あ

る

が

、

結

局
情

報

論

に
落

ち

着

い
た
。

こ

の
名

称

は
講

座

の
実
態

を

必

ず

し
も
表

し

て

い

る

と

い
う
わ

け

で

は

な

い
の
で
、

適

正

と

は

い
い
難

い
。

情

報

論
と

し
た

の

は

言

語

論

、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン
論

と

い

っ
た

、
他

の

コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン
学

科

の

大

講
座
名

と

の

整

合

性

を
重

ん
じ

た

た

め

で
あ

り

、
情

報

学

と

し
な
か

っ
た

の

は
図

書
館

情
報

学

的

な

イ

メ
ー
ジ
を

避

け

る

た
め

で
あ

る

。

こ
う

し
た

学
部

の
創

設
過

程

の
中

で

の
議

論

で
も
感

じ

た

こ
と

で
あ

る
が

、

情

報

論

を

構
成

し

て

い

る

わ

れ
わ
れ

理
科

系

の

教
官

と
、

他

の

文

化

系

の
教
官

と

の

間

で
、

講
座

の
キ

ー

ワ

ー
ド

で
あ

る

「
情

報

」

と

い
う

言

葉

に

つ

い
て
の
解
釈

が

か

な
り

食

い
違

っ

て

い
る

よ
う

に
思
え

る
。

今

日
使

わ
れ

て

い
る
情

報
と

い
う

言

葉

の
意

味

は
人

に

よ

っ
て
ま
ち

ま
ち

で

あ

り

、

混
乱

し

て

い

る

と

い
え
よ
う

。

こ

こ

で

は
訳
語

と

し

て
登

場

し
た
情

報

と

い
う

言

葉

が

日
本

語

と

し

て
変
遷

す

る

さ

ま

を

見

な
が

ら

、

意

味

し

て

い
る
内

容

と

そ

の
変
化

に

つ

い

て

少

し
検
討

し

て

み

る

こ
と
に

し
た

い
。

情

報

の
略

歴

人

類

は
大
昔

か

ら

巧

み

に
情
報

を

生

活

に

活

用
し
な

が

ら

、

こ

れ
ま

で
生
き

の
び

て
き

た
。

そ

れ
だ

け

情

報

に
対

す

る

依

存

度

が
高
か

っ
た

に
も

か

か
わ

ら
ず

、

情

報

に
対
す

る

一
般

的

な
認

識
は

む

し

ろ

低

か

っ
た
と

い
え

よ

う

。

日
本

で
情

報

と

い
う

言
葉

が

現

れ

る

の
は
明
治

に
入

っ
て
か

ら
で
あ

る

が

、

多

く

は

軍
事

と

政

治

の
関
わ
り

で

用

い
ら

れ

て
き

た
。

情

報

が
学

問

の
対
象

と

し

て
注

目
を
あ

び

る

よ
う

に
な

っ
た

の

は

戦

後

に
な

っ
て
か

ら

の

こ
と

で
あ

る

。

一



「
情

報

」

と

い
う

言
葉

の
初
出

に

つ

い
て
は

、

新

し

く

見

い
だ

さ

れ

た

用

例

が

前

の
論

文

〔-
)
に

示

さ
れ

て

い
る

。

大
島

進

「2
)
と

音

成

行

勇

〔3
)

も

独

立

に
調

べ
て

い
る

が
、

そ

の
後

新

し

い
事

実

は
見

い
だ

さ
れ

て

い
な

い
。

明
治

維

新

後

、

陸

軍
は
兵

式

を

フ

ラ

ン
ス
式
と

し

、

フ
ラ

ン

ス
か

ら
多

く

の
兵
書

を
導

入
し

て
翻

訳

し

、
軍

人

の
教

育

に
あ

て
た
。

そ

の
中

の

一
つ
に

明

治

九

年

に
酒

井
忠

恕

が

訳

出

し
た

『佛

國

歩

兵

陣

中

要

務

實

地
演

習
軌

典

』
(4
)
が

あ

り

、

こ

こ

に

「
情

報
」

と

い
う

言

葉

が

使

わ

れ

て

い

る

。

こ

れ

が
今

ま

で

の

調

べ

て
判

明

し

て

い

る

「情

報

」

と

い
う

言
葉

の
最
初

の
用

例

で
あ

り
、

「
情

報

」

は

フ
ラ
ン

ス
語

の

器
塁
①
碍
器

ヨ
Φ
暮

に

充

て
た

訳
語
と

推

測

さ

れ

て

い
る

。

酒

井

が

訳

し

た
演

習
軌

典

は
、

西

南

の
役

の
後

に
再

開

さ
れ

た
陸

軍
歩

兵

連

隊

の
野
営

演

習

に
使

用
さ

れ
、

こ
れ

に

よ

っ
て

「
情

報

」

と

い

う

言

葉

は

陸

軍

内

部

に
普

及

し

て

い

っ
た

。

『兵

語

字

彙

草
案

』
〔5
)
の
表

現

を

借

り

れ
ば

、

情

報

は

「
物

の
情
状

に

就

て

の
報

道
」

を

い
う

。

し

ば

ら

く

は

情

報
と

状
報

が
併

用

さ
れ

て

い
た
が

、

ま

も
な

く
情

報

に
統

一
さ

れ

、
主

に

兵

語

と

し

て
使
用

さ
れ

た

。

「
情

報

」

と

い
う

言
葉

が

一
般

人

の

目
に
触

れ

る

よ
う

に
な

っ
た

の

は

明

治

二

七

-
八

年

の

日
清

戦

争

の
と

き

で

、

戦

報
を

伝
え

る
新

聞

記

事

に

情

報

と

い
う
文

字
が

現

れ

る
。

そ

の
後

は
も

っ
ぱ

ら
戦

争

記
事

か

、

軍

の
公

報

記
事

に

使

わ

れ

る
だ
け

で
あ

っ
た

が

、
明

治

三
七

-

八
年

の
日

露

戦

争

で
か
な

り

一
般
化

し

、
国

語

辞

典

に

「
情

報

」

が
採

用

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ
た

。

第

一
次

世

界

大
戦

お
よ

び

そ

の
直

後

の
宣

伝
戦

で
、

日
本

は
大
き

く

遅

れ

を

と

っ
た
。

す

で

に
中

国

で
も
専

ら

日

本

を

敵
と

し

て
国

民

に
対

す

る

抗

日
宣

伝

を
科

学
的

、

統

一
的

に
行

い

つ

つ
あ

っ
た

の
で
あ

る
が

、

日

本

で
は

い
わ

ゆ

る

「
プ

ロ
パ
ガ

ン
タ
」

に

つ
い
て
ほ

と

ん

ど

知

識

が
な

か

っ
た

。

こ
の
た

め
情

報

・
宣
伝

と

い
う
新

し

い
事

務
を

管
轄

す

る

機

関

と

し

て
創

設

さ

れ

た

の
が
外
務

省

の

情

報

部

で
あ

る
。

こ

の

よ

う

に
情

報

を

扱

う
機

関

が
組

織

と

し

て

現
れ

る
場

合

に

は

、
情

報
を

収

集

、

解

析

す

る
だ

け

で

は

な

く
、
情
報

を

発

表

す

る

目
的

で
構

成

さ

れ

た
も

の
が

多

い
。

そ
れ

が
発

展

し

て
内

閣
情

報

局

と

な

り

、
諜

報
活

動

を

掌

る

こ
と

に
な

っ
た

。

こ

の
た

め
、
情

報

と

い
え
ば

「
ス
パ

イ

」

と

か

「
諜

報

」

を

連
想

さ

せ

る
よ
う

に

な

っ
た

の
で

あ

る

。

第

二
次

世

界

大

戦

の
終

了

後

ま

も

な

く
し

て
情

報

理

論

が
産

声
を

あ

げ

る

が

、

日
本

に
導

入

さ

れ

た
と
き

に
訳

語

に

困

り

、
し

ば

ら

く

は
イ

ン

フ
ォ

メ

ー

シ

ョ
ン
と

か
な

書
き

さ

れ

て

い
た

が

、

結

局

情
報

に
落

ち

着

い
た

。

情

報
と

い
う

言

葉

に
対
す

る
戦

時

中

の
印
象

が

良
く

な

か

っ

二



た

た
め

、

こ

の
術

語

が
社

会

に
受

け

入

れ

ら

れ

る
ま

で

に

か

な

り

の
時

間
を

要

し

た

が

、

昭
和

四

〇
年

頃

か

ら

一
般

的

に

使

わ

れ

る

よ
う

に

な

り

、
今

日

に
至

っ
て

い
る

。

情
報

と

は
何

か

最
初

に

わ

れ

わ

れ

が

「
情

報

」

を

ど

の

よ
う

に
と

ら

え

て

い
る

の
か

を

示

す

こ
と

に

し
よ
う

。

一
番

適

切

な
表

現

は

、

高

橋

秀
俊

(、
)
が
東

京

大
学

公

開
講

座

で

「
情

報
と

は

何

か
」

と

い
う
題

目

で
講

演

し

た
と

き

の
説

明

で
あ

る

。

こ
こ

で

高

橋

は

、
次

の
よ

う

に

述

べ

て
い
る

。

情
報

と

は

一
体

何

か
と

い
う

問

に

、

一
言

で
答
え

る

な

ら

ば
、

そ

れ

は

「
知

る

」
と

い
う

こ

と

の
実

体
化

で

あ

る

。

つ
ま

り

、
わ

れ

わ

れ

が

、
あ

る
も

の

に

つ

い
て

「
知

る
」

と

い
う

こ

と

は

、

何

か

し
ら
を

得

た

こ
と

、
何

か
を

頭

の

中

に
取
り

込

ん

だ

こ

と

で
あ

る
。

そ

の

「
何

か
し

ら

」

を

わ

れ
わ

れ

は

「
情

報

」

と
呼

ぶ

の

で

あ

る

。

情
報

の

中

に

は

、
科

学

的

な

知

識

の

よ
う

に
万

古

不

易

な

真

理
と

し

て

の

知

識

も
含

ま

れ

る

が

、

「
い
ま
は

何

時

何

分

か
」

と

い
う

よ

う

な

、
本

当

に

そ

の
瞬

間

し

か

意

味

を

も
た

な

い
よ
う

な

知

識

も
ま

た

情

報

で

あ

る

。
「
知

識

」

と

い
う

言
葉

も

「
情

報

」

と

か
な

り

近

い
内
容

を

も

っ
て

い
る
が

、

知

識

と

い
う

場
合

に
は

、

普

通

は

、
言

葉

で

表

現

で
き

る
よ
う

な

形

で
わ

れ
わ

れ

の
脳

に

刻

み
込

ま
れ

て
、

そ

れ
を

意

識

的

に
呼

び
起

こ
し

て
使

う

こ
と

の

で
き

る

よ

う

な

も

の
に

限

ら

れ

る

の
に
対

し

て
、

情

報

と

い
う

場

合

に

は

、
眼

や
耳

か

ら

入

る

す

べ

て

の

も

の
を
含

む

は

る

か

に
広

い
概

念

と

考

え

ら

れ

て

い
る

。

ま

た
、

そ

の
受

け

取
り

手

は

、

必
ず

し
も
人

間

と

は

限

ら

れ

な

い
。

機

械

が
機

械

に
情

報

を

与

え

た
り

、
ま

た

動

物

の
体

の
中

で
、

あ

る
部

分

か

ら

別

の
部

分

へ
、

た

と

え

ば

脳

か

ら
筋

肉

へ
、

情

報
を

送

る

と

い
う

よ

う
な

こ
と

も

い
う

の

で
あ

る

。

そ

の
よ

う

な
場

合

、

「
知

る
」

と

い
う

言

葉

は
、

広

義

に

、
擬

人
的

に

つ
か

わ

れ

て

い
る
も

の
と

解

釈

す

る

必
要

が

あ

る

。

三



い
ま

「
桐

=
茱
落

ち

て
天

下

の
秋

を

し

る
」

と

い
う

表

現
を

例

に
と

れ

ば

、
桐

の
葉

が

落

ち

る

と

い
う
自

然

現

象

を

見

た

と
き

に
わ

れ

わ

れ

が

得

た

も

の
、

す
な

わ
ち

自

然

界

か

ら

の
知

ら

せ

が

情

報

で
あ

る
。

視

覚

を

通

し
て
桐

の
葉

が

落

ち
た

と

い
う

客

観

的

な

情
報

を

得

る

と

、
す

ぐ

に

わ

れ

わ

れ

は

こ
れ
ま

で

の
経

緯

や
経

験

、

知

識

な

ど

か

ら
、

「
そ

ろ
そ

ろ
風

が
出

て

き

た

」

と

か

、
「
秋

が

し

の

び
よ

っ
て
き

た
」

こ
と

を

感

じ

、

そ

の
よ

う

に
口

に
す

る

。

こ

の
と

き

に
連

想

さ

れ

る
内

容

は
か

な

り
主

観

的
な

も

の

で

あ

る
が

、

こ
う

し

た

連

想

の
過
程

で
、

わ

れ
わ

れ

は

得

た

落

葉

と

い
う

原

情

報

を

処

理

し
た

こ
と

に
な

る
。

と

こ

ろ

が

、

も

っ
と

細

か

に

見

て

み

る
と

、

視

神

経

が
原

情
報

と

し

て
受

け

た
落

葉

の
映

像

か
ら

、

そ
れ

が
桐

の
葉

と

認
識

さ

れ

る

ま

で

の

過
程

で

も

情

報

が
処

理
さ

れ

て

い
る

こ
と

が

わ

か

る

。

こ

の
よ
う

に

、

処

理

さ

れ
た

情

報

も

ま

た
情

報

に
な

る

と

い
う

、

一
次
情

報

が

二
次

情

報

を

生

み

、

さ

ら
に

三
次

情
報

を

生

む

と

こ

ろ

に
情

報

の
特

性

が
あ

る

。

四

国
語
辞
典
に
お
け
る
情
報

「情
報
」
と

い
う
言
葉
が
い
つ
頃
か
ら

↓
般
化
し
た
の
か
を
知
る

一

語
辞
典
を
除
く
辞
書
の
類
に

「情
報
」
と
い
う
言
葉
が
現
れ
る
の
は
、

辞
典
』
ヱ

が
最
初
で
あ
る
。

つ
の
手
掛
か
り
は
辞
書
で
あ
る
。
私
が
こ
れ
ま
で
調
べ
た
範
囲
で
、
兵

明
治
三
八
年
八
月
に
博
文
館
か
ら
発
行
さ
れ
た

『新
式
い
ろ
は
引
節
用

明

治

、

大

正

時

代

の
国
語

辞

典

に
現

れ
た

「
情

報

」

の
説

明
を

羅

列

し

て
み

る
と

次

の

よ
う

に
な

る
。

明
治
三
八

三
八

四
〇

四
〇

四
五

情
況
を
探
り
て
報
知
す
る
こ
と

や
う
す
の
し
ら
せ

事
情
の
し
ら
せ

　

コ
ト

カ

ラ

ノ
シ

ラ

セ

事
情

ノ
報

告

『
新
式

い
ろ

は

引
節

用

辞
典

㌧
7
)

『
訂
増

中

等

作

文

僻

典
』
(8
)

・
辞
林

』
〔9
)

『
學
生

必

携

明

治

辟
典

』
(-o
)

・
大
僻

典

』
亘



大

正

元三五六七
一
二

一
三

一
四

一
四

事
情
を
具
し
て
知
ら
せ
る
報
知

事
柄
の
し
ら
せ
、
情
状
の
報
知

事
情
の
報
知

事
情
の
し
ら
せ

事

の
や
う
す
を
知
ら
せ
る
報
知

事

の
実
際
の
あ
り
さ
ま
の
知
ら
せ

や
う
す
の
通
知

事
情
の
し
ら
せ

あ
り
さ
ま
の
し
ら
せ

事

の
や
う
す
の
し
ら
せ

情
況
の
報
知

『
新

式
僻

典
』
〔12
)

・
辞

海
』
(B
)

『
國

語

・
漢
文

こ
と

ば

の
林
』

三
版

〔14
)

初

版

は
大

正

五

年

『
A
B

C
び
き

日
本

僻

典
』
§

『
ロ
ー

マ
字

で
引

く

國

語

辞
典
』

二
六

版

(16
)
、
初
版

は

大

正

四
年

・字

源
』
茸

『
増
補

縮

刷
大

字

典

』

一
七

〇
版

奪

、

初

版

は
大
正

九

年

『廣

辞

林
』
〔19
>

『
大
漢

和

鍵
典

』
(20
)

「
情

」

は
事

情

、

は
報

告

、

報

知

を

意
味

す

る

た

め
、

「
情
報

」

は

「
情

状

の
報

告

」

ま

た

は

「
情
状

の
報

知

」

を

つ
め

た
語

句

と

解
釈

す

る

こ
と

が

で

き

る
。

こ

こ

で
注

目

す

べ
き

こ
と

は

、

「
情

報

」

は

そ

れ
ま

で
主

に

兵

語

と

し

て
使

用

さ

れ

て
き

た

に

も

か

か

わ

ら
ず

、
国

語

辞

典

の
記

述

に
は

軍

事

色

が

感
じ

ら
れ

ず

、

ご
く

一
般
的

で

、

中

立

的
な
定

義

に

な

っ
て

い
る

こ
と

で
あ

る

。

し
か
も

、

こ

の
傾
向

は

そ

の
後

も

続

き

、
今

日

に
至

っ
て

い
る
。

実
際

に

は

「
情

報
」

か

ら

、

噂

と

か
評

判
、

宣

伝

、

諜

報

、
憲

兵

、

警

察

、
言

論
統

制

と

い

っ
た
、
何

と

な

く

秘

密

め

い
た
、

後

ろ
暗

い
言
葉

が
連

想

さ

れ

る

に
も
か

か

わ

ら

ず

、
そ

の
よ

う

な

気

配

を
全

く

感

じ

さ

せ

な

い
表
現

が

最

初

か

ら
と

ら
れ

て

い
た

こ
と

に
驚
か

さ

れ

る
。

五



こ
れ

と

対

象

的

な

の
は

中
国

の
辞

書

の
記

述

で

あ

る

。

な

っ
て

い

る
。

「情
報
」
は
日
本
来
源
の
言
葉
で
あ
る
が
、
辞
書
を
見
る
と
次

の
よ
う
な
説
明
文
に

軍
中
集
種
種
報
告
。
並
預
見
之
機
兆
。
因
以
推
定
敵
情
如
何
。
而
報
於
上
官
者
。

軍
用
語
。
因
各
種
報
告
及
預
兆
状
況
等
推
測
敵
情
之
報
告
。

戦
時
關
於
敵
情
之
報
告
、
日
情
報
。

GD

以
偵
察
手
段
或
其
他
方
法
獲
得
的
有
関
敵
人
軍
事
、
政
治
、
経
済
等
各
方
面
的
情
況
、

是
軍
事
行
動
的
重
要
依
据
之

一
。

②

迂
指

一
切
最
新
的
情
況
報
道
。
如

日
科
学
技
術
情
報
。

『
辞
源
』

(大

正

四

年
)
葱

『僻

源

績

編

』

(昭

和

六
年
)
(22
)

『辞

海
』

(昭

和

=

二
年

)
(嬰

以

及
対

這
些
情

況

進

行

分

析
研

究

的

成

果

。

『辞

海
縮
印

本
』

(
昭
和

五
五
年

)
(24
)

六

こ

れ

ら

を

み

る
と
、

移
入

し

た

側

の

中

国

で
は

明

ら

か

に

「
情
報

」

を

軍

用

語

と

し

て
位

置

づ

け

て

い
る

こ
と

が

わ

か

る
。
ち

な

み

に
中

国

で
は

「
情

報

理

論
」

は

「
信

息
論

」

と

訳

さ
れ

て

お

り

、

「
情

報
」

は
使

わ

れ

て

い
な

い
。

情

と

状

情

報

と

い
う

言

葉

に
は

「
情
」

と

い
う

文

字

が
含

ま

れ

て

お
り
、

こ

の

こ
と

が

情
報

の
解

釈

を

複

雑

に
し

て

い
る

一
つ
の
要
因

に

な

っ
て

い

る

よ
う

に

思

わ

れ

る
。

「情

」

は

「
あ

り

さ

ま
」

と

か

「
よ

う
す

」

ば

か
り

で
な

く

「
な

さ

け

」

を

意

味

し

て

い
る

。

こ

の
た

め
近

年

に

な

っ

て
、
情

報

を

文

字

通

り

「
な

さ
け

の

し

ら

せ
」

と

受

け

取

っ
た

り
、

「
情

報

と

は

感
情

が

そ

の
ま

ま

伝

わ

る
も

の
」

と

解

釈

し

た
表

現

を

し

ば

し

ば

見

受

け

る

よ
う

に
な

っ
た

。

前

野
和

久

の

「
情

報

と

は
心

の

エ
ネ

ル

ギ

ー

で
あ

る
」
(25
)
と

い
う

定

義

は
、

か

な

り

「
な

さ
け

」

に

重

き

を

お

い

た

も

の
で
あ

る
。

と

こ

ろ

で

、

明
治

初
期

に

「
情

報

」

と

い
う

言
葉

が
現

れ

る
と
す

ぐ

に

、

「
状

報

」
と

い
う

言

葉

が
併

用

さ
れ

た

。

漢

字

で

「
情

」

と

「
状
」



の
意

味

す

る
と

こ

ろ

は

異

な

っ
て
お

り

、

そ

れ

ら

は
区

別

し

て

使

わ

れ

る
。

漢

和

辞

典

〔望

で

「
情

状

」

を

ひ
く
と

、

「
情

」

は

心

の
内

に
動

く

も

の
、

「
状
」

は

心

の
外

に
あ

ら

わ

れ

る

も

の
と
あ

り
、

「
情

」

は
内

に

か
く

れ

て
外

に

見
え
な

い
も

の

、
「
状
」

は
外

見

で

わ

か
る

も

の
を

さ

す
と

解
釈

す

る

こ
と

も

で
き

る
。

例

え

ば

歩

兵

が
地
形

の
よ

う

す

を

調

べ
た

報

告

は

、

「
敵
情

」

と

い
う

よ
り

は

「
敵

状

」

が
適

し

て

い
る

。

し

た

が

っ
て
、

明

治

の
初

期

に

「敵

情

の
報

告

」
を

「
情

報

」
、

「
敵

状

の
報

告

」

を

「
状

報
」
と

し

て

区

別

し

て
用

い
た

の
は

当

然

の

こ
と
と

い
え

よ
う

。

と

こ

ろ
が

、
明

治

二

〇
年

代

後

半

に

な

る

と

「
状
報

」

の
使

用

頻

度

は
激

減

し

、

「
情

報
」

に

画

一
化

さ

れ

た
ま

ま

今

日

に

至

っ
て

い
る
。

こ
れ

は
自

然

に
陶

汰

さ

れ

た
と

い
う

よ

り

は
、

兵

語
と
し

て
何

ら

か

の
統

一
作

業

が

な

さ

れ
た

と
見

な

す

の
が
妥

当

で
あ

ろ

う

。

兵
語

を

統

一

す

る

必
然

性

は
理

解

で
き

る

が
、

そ

れ

に

よ

っ
て
微

妙

に
意

味

の
異

な

る

「
情

」

と

「
状
」

の
使

い
分

け

が

で
き

な
く

な

っ
た

こ
と

は
誠

に
残

念

な

こ
と

で
あ

っ
た

。

今

で

は
こ
う

し

た

「
情

」

と

「
状

」

の

二
様

の
表
記

に
対

す

る

統

一
が

他

の
単

語

に
も

及

ん
で

お

り

、

新

聞

な
ど

の

出

版

界

が
積
極

的

に
行

っ
て

い
る
。

手

元

に

あ

る

『
朝

日
新

聞

の
用

語

の
手

び
き

㌧

26
)
と

『毎

日
新

聞

用

語

集

㌧

響

を

調

べ

て

み

る
と
、

な

ぜ

か

両

者

と
も

申

し

恰

わ

せ

た

よ
う

に
同

じ

記

載

に
な

っ
て

い

る

。
す

な
わ
ち

、

二
様

の
表

記
が

慣

用

さ

れ

て

い

る
が
、

そ

の

一
方

を

統

一
的

に

使

う

も

の
と

し

て

近

状
、

現
状

、

国
情

、

実
情

、

状

況

、
情

景
、
情
勢

が

、
ま

た

二
様

の
表

記

の
あ

る

も

の

で
、

慣

用

度
が
高

い
と

認

め

ら

れ

る
方

を

使

う

も

の
と

し

て

状

態
、

政
情

、
敵

情

、
内

情

が

選
択

さ

れ

て

い
る

。

こ
れ
ら

を

み

る

と

、

新

聞

で
は
そ

の
言

葉

の
も

つ
意

味

合

い

よ

り

は
、
慣

用

度

の

方

を
重
視

し

て
用

語

を
統

一
し

て

い

る

よ
う

に
見

受

け

ら

れ

る

。

七



こ
う

し

た

統

語

と

い
う

、
文

化

と

は

無
縁

の

い
わ

ば

官

僚

的

な
所

作

に

よ

っ
て
、

「
あ

り

さ

ま
」

を

表

わ
す

「
情

」

と

「
状
」

の
二

様

の

使

い
分

け

は

ほ

と

ん
ど

な
さ

れ
な

く

な

っ
て
し

ま

っ
た

。

し

た
が

っ
て
、

現
在

「
情
」

が

使

わ

れ

て

い
る

か

ら
と

い

っ
て

そ

れ

が

「
情

」

を

意

味

す

る

と

は

単

純

に
言

い
切

れ
ず

、

「
情

」

と

「
状

」

の

二
様

の
解

釈
が

可

能

で

あ

る
と

理

解

す

べ
き

も

の
で
あ
る

。

と

こ

ろ
が
、

現

実

に

は

残

っ
た

一
方

の
表

記

の
方

が

一
人

歩

き

を

始

め
、

「
情

報

」

の
よ
う

に

「
情

」

と

い
う
文

字

の
方

が

残

る

と
、
本

来

も

っ

て

い
た
情

状

、

事

情

、

状
況

、

様

子

と

い

っ
た
意
味

合

い
と

は

別

の

「
な

さ

け

」

と

と

る
解
釈

が

新

し

く

で

て
き

て
、

混

乱

を

ま
ね
く

よ
う

に

な

る

の
で
あ

る

。

八

 

情

報

資

料

と
情

報

戦

後

日

本

で

は

英
語

の

[三
。
毒

巴

8

の
訳

語

と

し

て

「
情
報

」
を

あ

て

が

っ
た
。

こ

の
た

め

、

今

で

は
情
報

は

イ

ン

フ
ォ

メ
ー

シ

ョ

ン
と

し

て
と

ら

え

ら

れ

て

い
る

こ
と

が

多

い
。

例
え

ば

『
広

辞

苑
』

で

は
第

二
版

〔嬰

か

ら

「
情

報

」

に

三

。
毒

艶

8

と

い
う

添

え

書

き

が

加

え

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ
た

し
、

旺

文

社

の

『漢

和
辞

典
』

で
は

改
訂

版

〔29
>
か

ら

「
情
報

」

は

』

三
。
毒

巴

8

の
訳

語

L

と

明
記

さ

れ

て

い

る

。

し
か

し

、

現

在

使

わ
れ

て

い
る

「
情

報
」

は
英

語

の

ヨ
8
毒

p
ぎ

コ
に
本

当

に
相

当

し

て

い
る

と

い
え

る

の
だ

ろ
う

か

。

い
ま

「
情

報

」

に
対

応
す

る

英

語

、

独

語
、

仏

語

を

あ

げ

る
と
す

れ

ば

、

そ

れ

ぞ

れ
次

に

示

す

単

語

を

選
ぶ

こ
と

が

で

き

よ
う

。

英
語

独
語

仏
語

一
鼠

o
「
∋
四
二
〇
戸

ヨ

8

≡

σq
①
潟

Φ

Z
曽
0
7
ユ
0
9

ぎ

h
o
「
∋

帥
二
8

」

三

Φ
一
=
鷺

話

「
雪

ω
①
剛σq
コ
Φ
ヨ
Φ
葺

」

三

〇
「
ヨ

鋤
鉱
o
コ
ー
一
暮

Φ
≡

αq
Φ
コ
o
①

こ

こ
に

複

数

の
単

語
を
並

べ
た

が
、

「
情

報
」

に
対

す

る

こ
れ

ら

の
意
味

合

い
は
少

し
ず

つ
異

な

っ
て

い
る
。

軍

事

用

語

で
は

英
語

の

ヨ
8
毒

自。
二
8

と

葺

Φ
≡

σq
①
昌
8

を

明
確

に

区

別

し

て

使

っ
て

い

る
。

例

え

ば

『
防
衛

時

事

英

語

辞

典
㌧

30
>
を

見

る

と

、

一三
。
藁

巴

。
コ
は

「
情

報

資
料

」

で

、

「
敵

又

は
仮

想

敵

に
関

す

る
資

料

で

、
未

だ

評
価

・
格

付

及

び
解

釈

を
経

て

い
な

い
も

の
、

こ

れ

に



評

価

及
び

解
釈

を

加

え

れ
ば

情

報

(
凶葺
Φ
一=
ぴq
Φ
コ
。
Φ
)

に
も

な

る
L

と

注
釈

が

つ

い

て

お

り
、

一
方

の

向三
①
=
曹

9
①
は

「
情

報

」

で
、
「
外

国

の
実

情

又

は
作

戦

地

域

に

関
す

る

入
手

可

能

な
あ

ら

ゆ
る
資

料

の
収

集

、
評

価

、

分

析

、

総

合
及
び

解

釈

に

よ

っ
て
得

ら

れ

る

も

の
で
、

軍
事

計

画

及

び
作

戦

の
た

め

に
直

接

又

は
潜

在

的

に
意

義
を

有
す

る

こ
と

、

又
は

そ

の
義

務

」

と

注
釈

さ

れ

て

い
る
。

ま

た

『英

和

和

英

最

新

軍
事

用

語

辞

典

㌧

還

で
も
同
様

に

一鼠
。
§

巴

8

を

「
情

報

資

料
」
、
凶暮
①
=
薦
Φ
コ
8

を

「
情
報

」

と

訳

し

、
「
情
報

資

料

」

と

は

「
情
報

(
ヨ
叶Φ
≡
ぬ
2
。
①
)

を

抽

出

す

る

過
程

で
使

わ

れ

る

い
ろ

い
ろ

な

記

述

の
未

評
価

の

素

材

」

で
、

「観

察

、

報

告

、

う
わ

さ

、

映

像

、
お

よ
び

処

理

を

す

る
と

情

報

(
巨

Φ
≡
ぬ
。
琴
Φ
)

に

な

る

よ

う

な
情

報

資

料

源

か

ら

引
き

出

し

た

も

の
を
含
」

ん

で

い
る

と

説
明

し

て

い
る
。

一
方

独
語

で

は

、

中

沢

三
夫

の
稿

本

『
独

和

軍

用
辞

典
』
(32
)
の

中

に

Z
①
0
7
ユ
O
ゴ
蝕

一
コ
8

「
ヨ

帥
ユ
O
昌

一
ヨ

Φ
=
斜

Φ
コ
N

と

い
う

表

現
が
あ

り

、

こ

の
よ
う

に

、

は

未
確

認
情

報

、

は

情
報

資
料

(
こ

れ

を

分
析

し

て

一暮
Φ
=
凝
①
言

と

な

る
)
、

は

情
報

(
資
料

を

審

査

し

た
精
度

の
高

い
も

の
)

三

語

は
明

確

に

区

別

さ

れ

て

い
る
.、

軍

事

関

係

者

は
英

語

の

一三
。
「∋
替

§

と

一三
。
≡
題
コ
。
¢
を
分

別

し

、

日
本

語
で

は
生

の
情

報

で
あ

る

「
情

報

資

料
」

と
、

加

工

さ

れ
た
情

報

で

あ

る

「
情
報

」

と

に

使

い
分

け

て
使

用
し

て

い
る

の

で
あ

る
が

、

こ

の
よ
う

な
使

い

分

け

は

一
般

に
は

ほ

と

ん
ど

通
用
し

て

い
な

い
。知

識

と

情

報

す

で
に
昭

和
三

八

年

に
、

多

田
和

夫

「33
)
は

次

の
よ
う

な
指

摘

を

行

っ
て

い
る
。

九



わ

れ

わ

れ

日
本
人

の
間

で

は
情

報

と

い
う

言

葉

を

2
と

お
り

の
意

味

に
使

っ
て

い
る

。

ま

ず

「
事
実

あ

る

い
は

デ

ー
タ
」

を

指

す

言

葉

と

し

て
使

用

さ

れ
る

こ
と

が

あ

る

。

こ
れ

は

英

語

の

言
h。
毒

p
8

置
に

相

当

す

る
。

ま

た

「
事

実
あ

る

い
は

デ

ー

タ

に
知

的

な
処

理

を

施

し

た

結

果

得

ら

れ
る
知

識
」

を

指

す

言
葉

と

し

て
使

用

さ
れ

る

こ
と

が

あ

る
。

こ
れ

は

英

語

の

剛三
Φ
≡

ひq
①
琴

Φ
に

相

当

す

る
。

い
ず

れ

に

せ

よ

あ

る
知

識

が
情
報

と

い
う

特

別

な
名

前

で
呼

ば

れ

る
場
合

は

、

そ

う

呼

ぶ
人

に

よ

っ
て
そ

の
知
識

に
特

別

な

関

心

が
寄

せ

ら

れ

て

い

る
場

合

に
限

ら

れ
る
。

確

か

に

一
般

に
使

わ
れ

て

い
る

「
情

報
」

に

は

一鼠
。
毒

p
鉱
8

と

一三
。
=
蒔
窪

8

の
双
方

の
意

味

が
含

ま

れ

て

い
る

。

例
え

ば

、

ニ

ュ
ー

ス

で

「
ワ

シ

ン

ト

ン
か
ら

の
情

報

に

よ

れ

ば
」

と

い
う

場

合

の
情

報

は
、

概

ね

一三
〇
「
∋
p
二
8

(情

報

資

料
)

を
意

味

し

て

い
る

。
そ

れ

に

対

し

て

、

気

象

情

報

、

求

人

情
報

な
ど

と

い
う

場

合

の
情

報

は

、

何

か
役

に
立

つ
も

の

、
役

に
立
ち

そ

う

な

も

の
と

い
う

意

味

合

い
で
使

わ

れ
る

。

後

者

の
場

合

に

は

、

す

で

に
情
報

の

も

つ
価

値

が

評
価

さ

れ

て

い
て
、

取

捨

選

択

の
上

、
有

効

と

思

わ

れ

る
も

の
だ

け

が

集

め

ら

れ

て

お

り

、

一甲

8
=
お
Φ
口
8

(情

報

)

に
区
分

さ

れ

る

べ
き
も

の
で

あ

る

。

こ

の
よ

う

に
、

軍
事

用
語

の

い
う

「情

報

資

料
」

と

「
情
報

」

の
区

分

を

あ

い
ま

い
に
し

た

ま

ま

、

一
つ
の
言

葉

で
表

現

し

て

い
る

こ
と

が

「
情

報

」

と

い
う

言
葉

が
混

乱

し

て

い
る

一
つ
の
大

き

な

原

因

に
な

っ
て

い
る
。

そ

れ
と

、

も

う

一
つ
の
大
き

な

混

乱

の
原

因

は
多

田

の
指

摘

に
も

あ

る

知

識

と

情
報

の
使

い
分

け

で
あ

ろ
う

。

例
え

ば

坂

本

晋

(鈎
)
は
情

報
を

次

の

よ
う

に
定

義

し

て

い
る
。

私

は

「
情
報

」
を

「
コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
ト
す

る
内

容
」

に
限
定

し

て

「
人

間

精
神

の
創

造

物

」

と

考
え

て

み

た

い
。

そ

れ
は

「
知

的

生

産

物

」

に

対

す

る
概

念
と

し

て

の

「
知

的

生

産

物

」

で
あ

る
。

「
知

的

生

産

物
」

に
は

常

に

オ

リ

ジ

ナ

リ
テ

ィ

が

要

求

さ

れ

る
。

創

造

と

は

「
考

え

る

こ
と

を

ベ
ー

ス
に
、

新

し

い
も

の
を

作

り

上
げ

る
」

こ
と

で

あ

る

が
、

こ

の

意

味

で
情

報
は

「
人

間

の
創

造
性

の
産

物

」

と

い

っ
て

も

よ

い
。

一
〇



こ
の
定
義

に
わ

れ

わ

れ
は
違

和

感

を

覚

え

る
。

こ

の
例

の
よ

う

に
、

人
文

学
科

や
社

会
科

学

で

は

、

情

報
を

知

識

あ

る

い

は
知

識

の
特

定

さ

れ

た

部
分

を
さ

す

も

の
と

考
え

て

い

る

ら

し

い
の
で
あ

る

。

先

に
高
橋

秀
俊

の
表

現

を

借
り

て
、

わ

れ

わ

れ

の
情

報

に
対

す

る
と

ら

え
か

た

を

示

し

た
が

、

こ

の
中

で
情

報
と

知

識

と

の
違

い
に

つ
い
て
触

れ

て
お

い
た

。

わ

れ

わ

れ

は
情

報

を

知

識

を

含
む

広

い
概

念

で
考

え

て
お
り

、

知

識

ま

た
は

知
識

の

一
部

を

情
報

と

い
う

特

別
な

名
前

で

よ

ん

で

い
る
わ

け

で

は

な

い
。

こ

の
よ

う

に

、

一
般

に

使
わ

れ

て

い
る

「
情
報

」

と

い
う

言

葉

は

、
人

に
よ

っ
て

、

ま
た

時

に
よ

っ
て

「
デ

ー

タ
」

ま

た

は

「
資

料
」
、

加

工

「
情

報
」
、

「
知

識

」
、

「
知
能

」

の

い
ず

れ
か

を
指

し

、

そ

れ

ら

の
区

分

が
あ

い
ま

い

の
ま

ま

使

わ

れ

て

い
る
た

め

に
混

乱

を

引

き
起

こ
し

て

い
る

。
英

語
辞

典

と

情

報

と

こ

ろ
で
英

語

の

【三
。
「
暴

菖
。
コ
と

一暮
Φ
≡
αq
魯

8

は
、

い

つ
頃

か
ら

、

ど

の
よ

う

な

形

で

「
情

報

」

と

い
う

言
葉

と

結

び

つ

い
た

の
で
あ

ろ

う

か

。
す

で

に
述

べ
た

よ

う

に
、

「
情

報

」

と

い
う

言

葉

が

国

語

辞

典

に

現

れ

る

の

は
明

治

三

八
年

以

降

の
こ
と

で

あ

る

が

、

そ

れ

と
前

後

し

て

英
語

辞
典

に

も

「
情

報

」
と

い
う

言

葉

が
現

れ

る
。

と

こ

ろ
が

意
外

な

こ

と

に

は

、

明
治

お

よ

び

大

正

時
代

の
英

語

辞

典

を

調

べ
て

み

る
と

、

繭三
。
§

讐

8

に

「
情

報

」

は
密

接

に

対

応

し

て
お
ら

ず
、

む

し

ろ

「
諜

報
」

と

い
う

言

葉
が

充
当

さ

れ

て

い
る

の
で

あ

る

。

私

の
知

る
限

り

で

は

、

「
情
報

」

と

い
う

言

葉

が
最

初

に

現

れ

る
英

語
辞

典

は

、

明

治

三

五
年

に

出

版

さ

れ
た

チ

ャ

ー

チ

ル

の
英
和

和

英

兵

語
辞

典

(鍾

で
あ

る

。

関

連
す

る

部

分

を

抜

き

書
き

す

れ
ば

、

次

の
通
り

で
あ

る

。

す

な

わ
ち

、

英

和

編

に

は

一
ロ
♂

「
∋
po
二
〇
⇔

↓
O

O
げ
欝

ヨ

ヨ

h
O
「
∋
帥
二
〇
戸

一
三

①
=
凶ひq
Φ
昌
8

一
ヨ

Φ
=
幽αq
Φ
昌
8

0
頃
8

①

諜
報

間
諜
ス
ル
、
探
偵

ス
ル

情
報

外
國
軍
情
報
部

一

一



しり
δ

8

ま
た
和
英
編
に
は

情
報

諜

報

【三
。
三
一p
二
(登

一耳
①
=
一鷺
=
。
p

情

報

〉

し・
巨

ρ

。
門
3
σ
三
艮
巴

器
℃
()諄

霧

8
∈
三

コ
αq
h。
竃

く
。
q

∋
き

。
ξ

=
三
け.

と
記

載

さ

れ

て

い
る
。

こ

れ
を

見

る

と

明

ら

か

な

よ

う

に
、

英
和

で

は

一三
。
「暴

ユ
。
昌
に

「
諜

報

」
、

ヨ
8
≡

αq
。
⇒
8

に

「
情

報
」

が

充

て

ら

れ

て
お

り

、

英

和

で
は

「
情

報
」

に

一三
。
毒

註

。
コ
の
記

載

が
な

い
。

同

じ

こ
と

は
元

田

の

『和

英

英

和

兵
語

僻
典

』
垂

お

よ

び
カ

ル
ト

ロ

ッ
プ

の

『
英

和

和

英

僻

典
』
雪

に
も

見

ら

れ

る
。

一
方

、

一
般

の
英

語
辞

書

で

も

類

似

の
記
載

が

み

ら

れ

、

井
上

の

『
新

詳

和

英

辞

典
㌧

38
)
お

よ

び
佐

久

間
、

廣

瀬

の

『
和
英

大

辞

林

臥
39
}

で

「
情

報

」

に
充

て
ら

れ

て

い
る

の
は

「①
℃
。
ユ

と

巴

≦
。
Φ
で
あ

る
。

そ

れ

が

明

治

四
四
年

に

出

版

さ

れ

た

堀

内

の

『
英

和

海

軍
術

語

辞

彙
』
(40
)
で

、
初

め

て
次

に

示

す

よ
う

に
現

在

に

近

い
記
述

が

と

ら

れ

、

一三
。
「
∋
p
二
8

に

「
情
報

」

が

充

て
ら

れ

て

い
る

。

一三
〇
「
∋
曽
二
。
コ

情

報

、

報

知

.

一三
Φ
≡
αq
①
琴
Φ
。
塗
。
ρ

Z
曽
く
巴

牒

報

局

(
英

海

)
.

ぎ
樽①
≡
αq
雪
。
Φ
。
B
。
臼

牒

報

主
任

.

し

か

し

、

明

治

後
期

と

大

正
期

に
お

い
て

は
、

ほ
と

ん

ど

の
英
語

辞

典

で

一鼠
。
「暴

蝕δ
コ
に

「
諜

報
」
、
一艮
Φ
=
一αq

①
琴

Φ
に

「
情

報
」

が

割

り

当

て

ら

れ

て

お

り

、
今
と

は

ま

っ
た

く
逆

の
組

み
合

わ

せ

に
な

っ
て

い
る

。

堀

内

の
辞

書

は

む

し

ろ
例

外
的

で

、
あ

る

い
は

陸
軍

と

海

軍

の
用

法

一
二



の
違

い
か
ら
き

て

い

る

の
か

も
し

れ
な

い
。

も

の

で
あ

ろ
う

か
。

と

も

か
く
、

大

正

か

ら

昭
和

に
か

け

て
起

っ
た

こ

の
逆
転

現

象

は

、

ど

の
よ
う

な
変

化

に
基

づ

く

情
報

と
諜

報

「
情

報
」

と

「
諜

報

」

は

よ
く
似

た

、

ま

ぎ

ら

わ
し

い
言

葉

で

あ

る
。
古

い
年

代

の
人

々

が

「
情
報

」

と

聞

い

て
す

ぐ
連

想

す

る

の

は

「
ス

パ

イ
」

と

か

「
諜

報

」

と

い
う

言
葉

で
あ

り

、

今

で
も

「
情

報
」

と

い
う

言
葉

に

、

何

と

な

く

う

さ

ん
く

さ

い
印

象

を

も

っ
て

い

る
人

が
多

い
。

こ

の
た

め

、
「
情
報

通

」

と

か

「
情

報
屋

」

と

い
う

呼
び
方

は

あ

ま

り

よ

い
意

味

で

は
使

わ

れ

て

い
な

い
。

ス
パ

イ
と

呼
ば

れ

る

活

動

は
、
人

間

が

戦

を

始

め
た
と
き

か

ら

存

在

し

て
お
り

、

孫

子

の
兵

書

で
す

で
に

間

者

が

論

じ
ら

れ

て

い

る
。

間
者

、

隠

密

、

間
諜

、
探
偵

の
類

は
古

く
か

ら

そ

の
存

在

が
知
ら

れ

て

お

り

、

彼

ら
が
密

か

に

敵

の
よ

う

す
を

探

っ
て

味

方

に
知

ら

せ

る

「
諜

報

」

と

い
う

言

葉
も

古
く

か

ら

使

わ

れ

て

い
た

。

そ

れ

に
対
し

て

「
情

報

」

は

比
較

的

新

し

い
言

葉

で
あ

る

が

、

「
情

報
」

と

「
諜

報

」

は

ど
う

違

う

の
で

あ

ろ

う

か

。

普

通

「
諜

報

」

は

、

秘

密

の

「
情

報
」
と

い
う

意

味

で
と

ら

え

ら

れ

て

い
る
が

、
兵

語

で

は

こ

れ
と
解

釈

が

少

し

異

な

っ
て

い
る

よ
う

で

あ

る
。

昭

和

}
八
年
出
版

の

『
兵

語

ノ
戦

術

的

説

明

』
(41
)
で
は

、
「
諜

報

」

は
次

の
よ

う

に
定

義

さ

れ

て

い
る
。

軍
人
軍
隊
ノ
自
ラ
行

フ
視
察
、
若
ク

ハ
窮
眞
等
二
依
ル
コ
ト
ナ
ク
、
間
諜
、
俘
虜
及
住
民
ノ
言
、
又
ハ
新
聞
、
雑
誌
或

ハ
書
信
等
ノ
間
接

手

段
二
依
リ
、
敵
情
侯
察
ノ
資
料
ヲ
得
ル
ヲ
謂
フ
。

さ
か
の
ぼ
っ
て
明
治
三
六
年

の

『野
外
要
務
私
解
』
聖

を
み
る
と
、
戦
時
に
お
け
る
敵
情
の
候
察
を
諜
報
勤
務
と
捜
索
勤
務
に
二
分
し
、
諜

報
勤
務

で
は
間
諜
、
新
聞
紙
、
捕
虜
な
ど

の
間
接
手
段
に
よ
っ
て
情
報
を
収
集
す
る
の
に
対
し
て
、
捜
索
勤
務
は
前
方
に
斥
候
を
派
遣
す
る
な

ど
の
手
段
で
軍
隊
自
ら
情
報
を
探
知
す
る
も
の
と
解
説
し
て
い
る
。

一
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こ

れ

ら

を

み

る
と

、

兵
語

で

い
う

諜

報

は

「
密

か

に
探

る

情

報
」
と

い
う

よ

り

は

、
「
間
接

的

な

手

段

に
よ

っ
て
収

集

す

る
情

報
」

を

指

し

て

い
る

こ

と

に

な

る

。
間
諜

は

即
席

で

養
成

で
き

る
も

の

で

は

な

い
し
、
敵

地

で
得

た
信

書

、

新

聞

紙

な
ど

か
ら
敵

情

を

読

み

だ
す

た

め

に

は

訓

練

を

要

す

る

し

、
捕

虜

や
現
地

人

の

話

は

そ

の
ま
ま

鵜

呑

み
に
す

る

こ
と

は

で
き

ず

、
査

察

が

必

要

で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
、
諜
報

勤
務

は

捜
索

勤

務

ほ

ど

単

純

な
も

の

で
は
な

く

、
高

度

な
技

術

と

組

織

力
を

必
要

と

す

る
。

同
様

の

解

釈

は

中
薗

英
助

の

『
ス
パ

イ

の
世

界
㌧

43
)
に

あ

る
次

の
記

述

に

も

見

ら
れ

る
。

L

・
フ
ァ
ラ
ゴ
ー
は
ア
メ
リ
カ

・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
お
け
る
斥
候
活
動
と
偵
察
活
動
の
違
い
か
ら
、
ま
ず
そ
れ
を
説
明
す
る
。
原
始
的
な

物
見
で
あ
る
斥
候
活
動
を
情
報
活
動
と
見
て
、
組
織
的
で
様
々
な
手
段
と
方
法
を
駆
使
す
る
偵
察
活
動
を
諜
報
活
動
と
見
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
情
報
は
前
述
し
た

「情
報
資
料
」

の
意
味
で
あ
り
、
ま
た
兵
語
で
は
捜
索
は
、
不
明
で
あ
る
敵
情

や
地
形
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
そ
の
状
況
を
探
る
こ
と
を

い
い
、
偵
察
と
は
敵
状
や
地
形
な
ど
を
く
わ
し
く
看
る
こ
と
を

い
う
。

防
衛

研
究
所
の

『戦
史
叢
書
㌧
但

で
は

「情
報
勤
務
」
を

他

国
の
軍
そ
の
他
探
知
し
よ
う
と
す
る
事
物
、
事
件
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、

務
を
総
称
し
、
捜
索
勤
務
と
諜
報
勤
務
に
区
分
す
る

評
価
、
判
定
並
び
に
そ
の
伝
達
普
及

に
あ
た
る

一
切
の
業

と
定

義

し

て
お

り

、

こ
れ

が
先

の
敵

情

の
候
察

に
対

応

す

る

。

こ

こ
で

い
う

「
情

報

勤
務

」

の

「
情

報
」

で
は

「
諜
報

」

を

包

含

し
た

概

念

と

し

て

と

ら

え

ら

れ

て

い
る
。

こ

こ

に

述

べ
た

「諜

報
」

に
対

す

る

一
般

語

と
兵

語

と

の
解
釈

の
相

違

は

、

古

来

か

ら
あ

っ
た

諜

報

と

い
う

概
念

に

対

し

て
、
兵

語

の
方

は

学

習

し

た

西

洋

の
兵

語

の
、

原
語

が

も

っ
て

い
る
意

味

や

解

釈

に
も
と

つ

い

て

い

る

こ
と

か

ら

き

た

も

の
と
考

え

る

こ

と

が

で
き

る
。
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