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錦

秋

の

候

宮

崎

県

防

衛

協

会

青

年

部

会

宮

崎

支

部

会

員

に

於

か

れ

ま

し

て

は

、

益

々

ご

清

福

の

段

、

大

慶

至

極

に

存

じ

上

げ

ま

す

。

皆

様

に

は

日

頃

よ

り

当

支

部

運

営

に

際

し

て

特

段

の

ご

高

配

を

賜

り

、

深

甚

な

る

敬

意

を

表

す

と

共

に

、

倍

旧

の

ご

支

援

を

伏

し

て

お

願

い

申

し

上

げ

ね

ば

な

り

ま

せ

ん

。

今

月

は

十

月

八

日

～

九

日

、

靖

国

神

社

及

び

明

治

神

宮

で

開

催

さ

れ

た

日

本

青

年

協

議

会

並

び

に

日

本

協

議

会

結

成

四

十

周

年

記

念

大

会

に

於

い

て

、

京

都

大

学

教

授

中

西

輝

政

氏

が

記

念

講

演

さ

れ

た

「

明

治

維

新

と

現

代

の

国

難

～

青

年

は

い

か

に

生

き

る

べ

き

か

」

を

、

本

県

の

日

本

会

議

宮

崎

事

務

局

長

代

行

黒

木

雅

裕

氏

が

講

演

骨

子

と

し

て

纏

め

て

お

ら

れ

ま

す

の

で

、

ご

了

承

を

得

て

以

下

に

ご

紹

介

さ

せ

て

戴

き

ま

す

。

一

．

平

和

と

思

わ

れ

た

戦

後

日

本

は

、

ギ

リ

ギ

リ

の

と

こ

ろ

で

支

え

ら

れ

て

来

た

昭

和

四

十

一

年

、

北

京

か

ら

日

教

組

の

幹

部

宛

て

に

送

ら

れ

た

秘

密

文

書

の

暗

号

通

信

が

解

読

さ

れ

、

そ

れ

は

「

日

本

国

民

を

皇

室

か

ら

引

き

離

す

事

」

が

日

本

革

命

の

要

諦

で

あ

り

、

そ

れ

が

日

本

を

丸

ご

と

攻

撃

す

る

こ

と

に

つ

な

が

る

と

の

指

令

が

あ

っ

た

事

等

を

、

今

村

均

元

大

将

が

世

に

公

開

し

、

そ

ん

な

戦

後

史

の

秘

話

が

今

次

々

と

明

ら

か

に

な

っ

て

き

て

い

る

。

二

．

「

国

難

」

に

つ

い

て

三

・

一

一

以

降

、

「

国

難

」

と

い

う

言

葉

が

色

々

な

文

脈

で

使

わ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

。

確

か

に

戦

後

未

曾

有

の

死

者

・

行

方

不

明

者

を

出

し

、

原

発

問

題

も

含

め

甚

大

な

災

害

で

あ

る

が

、

本

当

の

国

難

は

こ

れ

か

ら

来

る

の

で

は

な

い

か

と

考

え

る

。

我

が

国

に

と

っ

て

の

歴

史

的

国

難

と

言

え

ば

、

蒙

古

襲

来

、

黒

船

来

航

、

ポ

ツ

ダ

ム

宣

言

受

託

の

三

つ

が

挙

げ

ら

れ

る

が

、

こ

の

位

の

ク

ラ

ス

を

国

難

と

い

う

の

で

は

な

い

か

。

日

本

の

地

理

的

位

置

、

地

政

学

上

逃

れ

ら

れ

な

い

宿

命

と

し

て

、

三

つ

の

国

難

は

来

た

が

、

そ

う

い

う

意

味

で

昨

年

の

尖

閣

事

件

は

、

中

国

の

膨

張

が

再

び

始

ま

っ

た

中

で

宿

命

的

に

起

き

た

と

言

え

る

。

三

．

「

第

三

の

開

国

」

に

つ

い

て

Ｔ

Ｐ

Ｐ

は

第

三

の

開

国

な

ど

と

軽

々

し

く

言

う

が

、

レ

ベ

ル

が

違

い

す

ぎ

て

明

治

維

新

と

は

比

べ

ら

れ

な

い

。

戦

後

の

改

革

は

Ｇ

Ｈ

Ｑ

に

よ

る

改

革

だ

が

、

古

い

時

代

の

障

害

を

日

本

人

が

自

分

自

身

で

壊

し

た

と

こ

ろ

に

明

治

維

新

の

偉

さ

が

あ

る

。

王

政

復

古

の

大

号

令

に

よ

り

、

幕

藩

体

制

か

ら

天

皇

親

政

に

変

革

し

た

が

、

改

革

に

は

、

精

神

の

根

拠

を

ど

こ

に

置

く

か

が

重

要

だ

。

昨

今

の

改

革

を

見

る

と

、

政

治

改

革

、

構

造

改

革

、

教

育

改

革

、

大

学

改

革

、

○

○

改

革

と

色

々

あ

り

、

改

革

に

は

精

神

（

ス

ピ

リ

ッ

ト

）

を

ど

こ

に

見

出

す

か

が

大

事

で

あ

る

が

、

現

代

の

日

本

の

改

革

に

は

指

導

的

精

神

が

見

当

た

ら

な

い

。
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四

．

明

治

維

新

の

凄

さ

は

青

年

に

よ

る

改

革

で

あ

っ

た

こ

と

幕

末

の

志

士

の

平

均

年

齢

は

若

く

、

大

西

郷

で

も

約

四

十

歳

で

、

殆

ど

が

三

十

代

で

明

治

維

新

を

迎

え

た

事

が

重

要

で

あ

り

、

明

治

維

新

は

い

つ

ま

で

続

い

た

の

か

と

問

わ

れ

れ

ば

、

ポ

ー

ツ

マ

ス

条

約

を

も

っ

て

終

っ

た

と

私

は

答

え

る

。

そ

の

間

、

三

十

有

余

年

あ

る

。

日

露

戦

争

勝

利

に

よ

り

北

辺

の

脅

威

を

撃

退

し

、

ア

ジ

ア

を

救

っ

た

か

ら

で

あ

り

、

そ

こ

で

攘

夷

が

完

結

し

た

が

、

日

露

戦

争

当

時

、

国

の

指

導

者

で

あ

っ

た

桂

太

郎

、

小

村

寿

太

郎

、

軍

の

最

高

指

導

者

で

あ

っ

た

乃

木

希

典

、

東

郷

平

八

郎

、

児

玉

源

太

郎

ら

は

五

十

代

だ

っ

た

。

明

治

維

新

と

は

尊

皇

攘

夷

運

動

の

完

成

で

あ

る

が

、

そ

こ

で

青

年

達

が

ど

う

働

い

た

か

が

ポ

イ

ン

ト

と

考

え

る

。

青

年

が

国

家

と

共

に

生

き

る

。

国

家

の

た

め

に

生

き

る

と

い

う

の

は

ど

の

国

で

も

同

じ

。

若

者

が

国

の

運

命

を

我

が

事

と

し

て

捉

え

、

動

き

、

そ

し

て

、

壮

年

期

に

国

の

指

導

者

に

な

る

。

そ

れ

が

明

治

維

新

で

あ

っ

た

。

よ

っ

て

、

青

年

が

国

の

変

革

に

挑

む

と

い

う

事

は

、

物

理

的

、

生

物

学

的

な

必

然

で

あ

る

。

五

．

中

華

大

陸

と

の

対

峙

古

代

か

ら

、

中

華

大

陸

と

の

対

峙

、

日

中

両

文

明

の

対

決

が

あ

り

、

そ

し

て

そ

れ

は

素

晴

ら

し

い

日

本

の

文

明

を

生

み

出

し

て

き

た

と

い

う

側

面

が

あ

る

。

た

だ

、

あ

ち

ら

さ

ん

は

ど

う

考

え

て

い

る

か

分

か

ら

な

い

が

・

・

・

（

笑

い

）

中

国

は

東

ア

ジ

ア

だ

け

で

な

く

、

何

が

良

い

の

か

わ

か

ら

な

い

が

、

ヒ

マ

ラ

ヤ

や

砂

漠

等

に

も

ず

っ

と

ち

ょ

っ

か

い

を

出

し

続

け

て

い

る

。

し

か

し

彼

ら

が

元

気

に

な

れ

ば

チ

ャ

ン

ス

。

日

本

人

の

根

性

を

磨

く

チ

ャ

ン

ス

で

あ

り

、

良

い

練

習

相

手

が

現

れ

た

と

思

え

ば

い

い

。

長

い

歴

史

を

俯

瞰

す

れ

ば

中

国

の

膨

張

は

、

日

本

史

的

規

模

で

の

チ

ャ

ン

ス

で

あ

る

。

こ

う

し

た

大

局

観

を

持

ち

つ

つ

、

目

の

前

の

問

題

に

き

ち

ん

と

対

処

す

べ

き

で

は

な

い

か

。

六

．

尖

閣

が

中

国

に

支

配

さ

れ

る

シ

ナ

リ

オ

今

年

七

月

、

中

国

空

軍

が

、

日

中

の

中

間

線

（

Ｅ

Ｅ

Ｚ

の

境

界

）

を

越

え

て

き

た

。

ま

た

、

八

月

、

中

国

空

軍

の

戦

闘

機

が

、

同

境

界

で

、

日

本

の

情

報

収

集

機

（

Ｐ

３

Ｃ

、

Ｅ

２

Ｃ

）

の

プ

ロ

ペ

ラ

機

を

追

尾

し

た

。

プ

ロ

ペ

ラ

機

が

戦

闘

機

に

叶

う

筈

が

な

い

。

現

在

、

尖

閣

諸

島

は

日

本

が

実

効

支

配

し

て

い

る

が

、

実

効

支

配

し

て

い

る

根

拠

は

二

隻

の

海

保

の

巡

視

船

が

常

時

監

視

し

て

い

る

こ

と

に

あ

る

。

そ

れ

を

担

保

す

る

た

め

に

、

対

潜

哨

戒

機

Ｐ

３

Ｃ

な

ど

が

那

覇

空

港

か

ら

毎

日

飛

び

発

ち

空

か

ら

守

っ

て

い

る

が

、

こ

れ

が

い

わ

ゆ

る

エ

ア

カ

バ

ー

で

あ

る

。

し

か

し

、

中

国

の

動

き

は

エ

ス

カ

レ

ー

ト

し

て

お

り

、

現

在

の

状

況

が

崩

れ

つ

つ

あ

る

。

今

回

、

中

国

の

哨

戒

機

が

あ

と

五

十

㎞

ま

で

迫

っ

た

。

こ

れ

は

戦

後

初

め

て

の

事

で

あ

る

。

日

本

の

哨

戒

機

は

本

来

空

自

の

戦

闘

機

が

護

衛

す

べ

き

だ

が

、

そ

の

覚

悟

は

政

府

に

無

い

。

こ

の

ま

ま

事

態

が

進

展

す

る

と

日

本

の

Ｐ

３

Ｃ

は

危

険

回

避

の

た

め

退

か

ざ

る

を

得

ず

、

そ

う

な

れ

ば

丸

腰

の

二

隻

の

巡

視

船

だ

け

が

残

り

、

中

国

空

軍

の

領

空

侵

犯

が

起

こ

る

。



- 3 -

こ

う

し

て

平

和

的

に

尖

閣

は

中

国

の

実

効

支

配

に

移

る

事

と

な

り

、

現

在

も

中

国

の

漁

業

監

視

船

、

海

洋

調

査

船

が

入

っ

て

き

て

い

る

が

、

我

々

の

想

定

よ

り

一

歩

も

二

歩

も

中

国

は

早

く

、

国

家

権

力

の

全

て

を

挙

げ

て

尖

閣

、

東

シ

ナ

海

、

南

シ

ナ

海

等

に

進

出

し

て

い

る

。

六

．

琉

球

奪

還

の

野

望

し

か

し

、

も

っ

と

怖

い

の

は

、

昨

年

の

尖

閣

事

件

後

の

中

国

で

の

反

日

デ

モ

の

横

断

幕

に

「

琉

球

奪

還

」

と

あ

っ

た

事

で

あ

り

、

沖

縄

は

日

本

の

領

土

で

は

な

い

と

主

張

し

て

い

る

。

ま

た

、

一

九

五

〇

年

五

月

十

五

日

に

書

か

れ

た

中

共

の

対

日

講

話

条

約

に

関

し

て

の

公

式

文

書

が

、

中

共

に

よ

り

二

〇

〇

五

年

に

公

開

さ

れ

た

が

、

そ

こ

に

注

目

す

べ

き

記

述

が

あ

る

。

・

琉

球

は

カ

イ

ロ

宣

言

に

基

づ

き

中

国

に

返

還

す

べ

き

・

北

方

四

島

は

ソ

連

に

帰

属

す

る

こ

と

を

、

中

国

と

し

て

断

固

指

示

す

る

・

対

馬

は

朝

鮮

に

帰

属

さ

せ

る

べ

き

二

〇

〇

五

年

に

公

開

さ

れ

た

と

い

う

事

は

、

こ

の

方

針

は

ま

だ

生

き

て

い

る

と

い

う

中

共

の

主

張

と

受

け

止

め

ら

れ

る

。

ま

た

、

「

中

国

は

人

の

住

ん

で

い

る

島

は

攻

め

な

い

」

と

い

う

通

念

が

あ

る

が

、

こ

れ

は

嘘

で

あ

り

尖

閣

だ

け

で

な

く

沖

縄

本

島

も

危

な

く

、

沖

縄

同

胞

の

覚

醒

を

促

す

必

要

が

あ

る

。

新

た

な

脅

威

は

心

を

巡

る

戦

い

で

も

あ

り

、

日

本

人

の

心

が

最

後

の

砦

と

考

え

る

。

以

上

六

十

五

分

間

に

も

及

ぶ

講

演

の

要

約

で

す

か

ら

少

々

長

く

な

り

ま

し

た

が

、

中

西

先

生

は

ご

存

じ

の

通

り

、

産

経

新

聞

の

「

正

論

」

に

も

度

々

執

筆

さ

れ

て

お

ら

れ

る

保

守

の

論

客

と

し

て

夙

に

有

名

で

あ

り

、

一

本

筋

の

通

っ

た

話

に

正

に

背

骨

が

伸

び

る

思

い

で

し

た

。

さ

て

今

月

も

同

封

し

て

い

ま

す

が

十

一

月

十

二

日

に

開

催

の

「

自

衛

隊

に

感

謝

す

る

集

い

」

へ

の

参

加

と

、

協

賛

の

ご

協

力

を

改

め

て

お

願

い

申

し

上

げ

ね

ば

な

り

ま

せ

ん

。

県

外

か

ら

多

数

の

ご

来

賓

を

お

迎

え

す

る

都

合

上

、

本

県

関

係

者

も

万

障

繰

り

合

わ

せ

て

ご

参

加

賜

り

、

本

大

会

を

成

功

さ

せ

る

よ

う

重

ね

て

の

お

力

添

え

を

お

願

い

す

る

所

存

で

す

。

ま

た

過

日

、

日

本

会

議

宮

崎

よ

り

皆

様

の

お

手

元

に

、

ご

協

賛

金

協

力

の

お

願

い

が

届

い

た

か

と

存

じ

ま

す

が

出

費

多

難

の

折

、

お

願

い

事

ば

か

り

で

誠

に

恐

縮

に

存

じ

ま

す

。

皆

様

か

ら

お

預

か

り

し

て

い

ま

す

貴

重

な

会

費

の

中

よ

り

、

恒

例

の

「

靖

国

カ

レ

ン

ダ

ー

」

を

今

月

も

ま

た

同

封

さ

せ

て

戴

き

ま

す

の

で

、

残

り

二

ヶ

月

で

今

年

も

終

わ

り

等

と

感

慨

に

耽

り

つ

つ

、

「

歳

月

人

を

待

た

ず

」

の

古

諺

を

噛

み

締

め

て

戴

け

れ

ば

幸

い

で

す

。

呉

々

も

健

康

に

ご

留

意

戴

き

、

日

本

の

為

、

そ

し

て

宮

崎

の

た

め

共

に

智

恵

と

汗

を

流

し

、

僅

か

な

時

間

と

金

員

の

更

な

る

お

力

添

え

を

賜

れ

ば

、

こ

れ

に

勝

る

幸

せ

は

ご

ざ

い

ま

せ

ん

。

結

び

に

皆

様

の

ご

健

勝

を

衷

心

よ

り

ご

祈

念

申

し

上

げ

る

次

第

で

す

。

平

成

二

十

三

年

十

一

月

一

日

宮

崎

県

防

衛

協

会

青

年

部

会

宮

崎

支

部

長

小

倉

和

彦


