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1

講
演
の
概
略

　

皆
さ
ま
こ
ん
に
ち
は
。
Ｊ
Ｒ
九
州

の
青
柳
で
ご
ざ
い
ま
す
。

今
日
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
呼
び
い

た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
は
、

ロ
ー
カ
ル
線
に
注
目
し
た
観
光
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
私
か
ら
は
観
光
と
言
う

よ
り
は
九
州
の
鉄
道
に
つ
い
て
お
話
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

話
の
内
容
と
し
ま
し
て
は
、
ま
ず
は

九
州
の
鉄
道
の
歴
史
の
話
、
2
番
目
に

は
Ｊ
Ｒ
九
州
発
足
以
来
の
30
年
間
の
取

り
組
み
、
3
番
目
と
し
ま
し
て
こ
れ
か

ら
の
九
州
の
鉄
道
の
課
題
、
最
後
に
今

日
の
テ
ー
マ
に
沿
い
ま
し
て
、
こ
れ
か

ら
の
鉄
道
と
地
域
と
の
関
わ
り
と
い
っ

た
こ
と
を
お
話
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

2

九
州
の
鉄
道
の
歴
史

①
明
治
か
ら
昭
和
ま
で

九
州
の
鉄
道
の
話
に
入
り
ま
す
前

に
、
ま
ず
は
日
本
の
鉄
道
の
歴
史
を
振

り
返
っ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

鉄
道
が
日
本
に
入
っ
て
き
ま
し
た
の

は
江
戸
時
代
の
末
期
で
す
。
初
め
は
模

型
の
蒸
気
機
関
車
を
走
ら
せ
て
い
ま
し

九州の鉄道・

その現状と課題

そして未来

た
が
、
本
物
の
列
車
を
走
ら
せ
た
の
は

グ
ラ
バ
ー
で
、
1
8
6
5
年
（
元
治

2
年
）
の
長
崎
で
の
こ
と
で
し
た
。
現

在
の
長
崎
市
民
病
院
の
あ
た
り
の
直
線

の
約
600
ｍ
の
区
間
を
使
っ
た
よ
う
で
、

こ
れ
が
日
本
最
初
の
列
車
で
す
。
そ
の

後
は
皆
さ
ま
が
教
科
書
で
習
わ
れ
た

よ
う
に
、
1
8
7
2
年
（
明
治
5
年
）

に
「
汽
笛
一
斉
」
と
い
う
こ
と
で
、
新

橋
・
横
浜
間
を
最
初
の
鉄
道
が
走
り
始

め
ま
し
た
。
10
月
14
日
に
開
業
し
ま
し

た
の
で
、
こ
の
日
が
鉄
道
記
念
日
と
し

て
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

九
州
で
鉄
道
が
走
り
始
め
ま
し
た
の

は
、
1
8
8
9
年
（
明
治
22
年
）
で

す
。
新
橋
・
横
浜
間
の
開
業
か
ら
17
年

後
の
こ
と
で
す
。
こ
の
と
き
、
本
当
は

博
多
か
ら
久
留
米
ま
で
開
業
の
予
定

だ
っ
た
の
で
す
が
、
直
前
に
水
害
が
発

生
し
、
久
留
米
の
一
つ
手
前
で
、
筑
後

川
を
渡
る
前
の
千
歳
川
仮
停
車
場
ま
で

を
列
車
が
走
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
九
州

の
鉄
道
の
第
一
歩
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

豊
肥
本
線
に
関
し
ま
し
て
は
、

1
9
1
4
年
（
大
正
3
年
）
に
な
っ

て
は
じ
め
て
犬
飼
軽
便
線
（
大
分
・
中

判
田
間
）
と
宮
地
軽
便
線
（
熊
本
・

肥
後
大
津
間
）
が
開
業
し
ま
す
。
さ

ら
に
1
9
1
8
年
（
大
正
7
年
）
に

は
宮
地
軽
便
線
は
肥
後
大
津
か
ら
宮
地

へ
と
延
伸
さ
れ
、
残
す
と
こ
ろ
は
阿
蘇

の
山
越
え
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
そ
し
て
1
9
2
5
年
（
大
正
14

年
）
に
中
判
田
・
玉
来
間
が
開
通
し
、

1
9
2
8
年
（
昭
和
3
年
）
に
は
玉

来
・
宮
地
間
が
完
成
。
や
っ
と
大
分
と

熊
本
が
鉄
道
で
結
ば
れ
ま
し
た
。

戦
後
に
な
り
ま
し
て
か
ら
、
石
炭
か

ら
デ
ィ
ー
ゼ
ル
へ
と
変
革
が
起
き
、
さ

ら
に
1
9
5
8
年
（
昭
和
33
年
）
に

は
門
司
港
か
ら
久
留
米
ま
で
の
区
間
で

九
州
内
初
の
電
化
工
事
が
始
ま
り
ま
し

た
。
日
豊
本
線
に
つ
き
ま
し
て
は
、

1
9
7
4
年
（
昭
和
49
年
）
に
南
宮

崎
ま
で
電
化
が
完
成
し
、
そ
の
翌
年

の
1
9
7
5
年
（
昭
和
50
年
）
に
は

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
①
基
調
講
演

青柳俊彦
ＪＲ九州代表取締役社長

AOYAGI Toshihiko

山
陽
新
幹
線
が
博
多
ま
で
開
業
し
ま
し

た
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
年
に
九
州
か
ら
Ｓ

Ｌ
が
な
く
な
り
ま
し
た
。

②
国
鉄
改
革

国
鉄
に
つ
い
て
少
し
お
話
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。
国
の
鉄
道
の
管
轄
は
、

1
9
4
9
年
（
昭
和
24
年
）
に
鉄
道

省
か
ら
公
共
企
業
体
で
あ
る
日
本
国
有

鉄
道
に
移
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
復
員

さ
れ
た
兵
隊
さ
ん
た
ち
を
大
量
に
雇
用

し
ま
し
て
、
い
ち
ば
ん
多
い
と
き
に
は

62
万
人
の
職
員
が
い
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
1
9
6
4
年
（
昭

和
39
）
年
に
は
赤
字
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
年
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催

さ
れ
、
新
幹
線
が
走
り
出
し
た
年
で
あ

り
ま
す
が
、
そ
れ
ま
で
は
た
く
さ
ん
の

職
員
を
抱
え
つ
つ
も
黒
字
を
出
し
て
お

り
ま
し
た
が
、
新
幹
線
を
つ
く
る
と
き

に
世
界
銀
行
か
ら
大
き
な
借
金
を
し
ま

し
た
の
が
赤
字
の
原
因
の
一
つ
で
す
。

ま
た
、
新
幹
線
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

在
来
線
の
計
画
は
実
は
明
治
時
代
に
太

政
官
布
告
で
決
め
ら
れ
た
も
の
を
延
々

と
つ
く
り
続
け
て
い
ま
し
て
、
国
鉄
が

な
く
な
る
と
き
に
も
続
い
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
建
設
費
が
膨
大
な
借

金
と
な
り
、
最
も
多
い
と
き
で
毎
年

1
兆
8
千
億
円
と
い
う
赤
字
を
出
す
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
到

底
こ
の
組
織
は
長
続
き
し
な
い
と
い
う
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は
じ
め
に

髙
田
（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）

高
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。

プ
レ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
た
い
へ
ん

興
味
深
い
研
究
発
表
を
聞
か
せ
て
頂
き

ま
し
た
。
豊
後
大
野
市
で
は
市
民
の
方

た
ち
が
集
ま
っ
て
、
三
重
町
駅
の
周
辺

を
ど
の
よ
う
に
活
性
化
し
よ
う
か
と
話

し
合
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
市
役
所
の

玉
ノ
井
さ
ん
か
ら
伺
い
ま
し
た
。
ま

た
、
マ
ラ
ソ
ン
大
会
は
ど
こ
で
や
っ
て

も
失
敗
し
な
い
イ
ベ
ン
ト
に
な
っ
て
い

る
よ
う
で
す
が
、
会
員
の
山
中
さ
ん
か

ら
は
、
マ
ラ
ソ
ン
大
会
が
ま
ち
づ
く
り

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い

う
発
表
が
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

「
鉄
道
沿
線
の
日
常
か
ら
見
え
て
く
る

地
域
の
魅
力
」
と
い
う
こ
と
で
、
日
本

文
理
大
学
の
学
生
さ
ん
た
ち
が
実
際
に

豊
後
大
野
を
中
心
と
し
た
地
域
を
歩

き
、
地
域
の
魅
力
を
ま
と
め
ら
れ
た
映

像
を
見
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
何
に
感
動

し
た
か
と
学
生
さ
ん
に
尋
ね
ま
し
た
と

こ
ろ
、「
田
園
風
景
が
風
に
揺
れ
て
い

る
」
様
子
で
あ
る
と
う
ま
い
こ
と
を
言

わ
れ
ま
し
た
。
豊
肥
本
線
を
走
る
特
急

の
名
前
が
「
九
州
横
断
特
急
」
で
は
あ

ま
り
に
も
機
能
的
で
す
の
で
、「
田
園

風
景
の
風
」
と
い
う
名
前
の
特
急
に
す

れ
ば
格
好
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い

ま
し
た
。

Ｊ
Ｒ
九
州
社
長
の
青
柳
さ
ん
に
は
、

包
括
的
に
日
本
の
鉄
道
の
歴
史
や
課
題

な
ど
を
Ｊ
Ｒ
九
州
に
即
し
て
お
話
し
頂

き
ま
し
た
。
国
鉄
は
1
9
8
7
年
（
昭

和
62
年
）
に
分
割
民
営
化
が
行
わ
れ
ま

し
た
が
、
そ
の
こ
ろ
は
Ｊ
Ｒ
九
州
は
乗

客
が
増
え
な
い
時
代
で
し
た
。
先
ほ
ど

の
青
柳
さ
ん
の
お
話
で
は
、
高
速
化
、

効
率
化
を
は
じ
め
と
し
た
様
々
な
施
策

を
展
開
し
な
が
ら
、「
デ
ザ
イ
ン
」
と

「
も
の
が
た
り
」
に
重
き
を
置
く
と
同

時
に
、
鉄
道
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な

く
、
駅
を
中
心
と
し
た
ま
ち
づ
く
り
に

も
力
を
注
い
で
こ
ら
れ
、
今
や
隆
々
と

し
て
上
場
を
な
さ
れ
る
に
至
り
ま
し
た
。

実
は
私
は
、
1
9
8
7
年
の
国
鉄

分
割
民
営
化
直
後
の
た
い
へ
ん
だ
っ
た

時
期
に
Ｊ
Ｒ
九
州
さ
ん
か
ら
、
乗
客
を

増
や
す
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い

う
課
題
を
頂
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ど
ん
な
方
法
で
も
い
い
と
い
う
こ
と
で

し
た
の
で
、
運
賃
と
料
金
の
両
方
を
タ

ダ
に
し
た
ら
ど
う
で
す
か
と
言
っ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
運
賃
と
料

金
を
タ
ダ
に
し
て
も
誰
も
乗
っ
て
く
れ

ま
せ
ん
。
む
し
ろ
運
賃
や
料
金
が
高
く

て
も
、
魅
力
の
あ
る
場
所
が
あ
れ
ば
人

は
訪
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
証
明
し
た

の
が
1
9
8
3
年
に
オ
ー
プ
ン
し
た

東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
で
す
。
こ
れ

は
今
ま
で
一
貫
し
て
魅
力
的
な
遊
び
と

楽
し
み
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

経
営
を
成
り
立
た
せ
て
い
ま
す
。

1
9
8
0
年
代
の
終
わ
り
の
こ
ろ

の
こ
と
で
す
が
、
私
は
、
九
州
の
ま
ち

を
歩
い
て
い
ろ
ん
な
魅
力
を
探
し
て
み

よ
う
と
考
え
、
最
初
に
行
っ
た
の
が
ス

ペ
ー
ス
ワ
ー
ル
ド
で
し
た
。
こ
こ
に
は

実
物
大
の
宇
宙
船
の
模
型
が
展
示
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
す
ぐ
横
に
製
鉄

所
の
高
炉
が
建
っ
て
い
ま
し
た
。
高
炉

の
方
が
は
る
か
に
迫
力
が
あ
り
ま
し

た
。
高
炉
は
日
本
を
支
え
て
き
た
鉄
づ

く
り
の
装
置
で
す
。
さ
ら
に
感
動
し
た

の
が
針
尾
（
佐
世
保
市
）
の
通
信
塔
で

す
。
こ
れ
は
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
の
暗

号
「
ニ
イ
タ
カ
ヤ
マ
ノ
ボ
レ
」
を
発
信

し
た
巨
大
な
通
信
塔
で
、
近
代
遺
跡
と

呼
ぶ
べ
き
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
も

の
を
も
う
一
度
見
直
す
こ
と
が
必
要
だ

と
考
え
ま
し
た
。
ま
た
、
長
崎
の
端
島

に
も
渡
り
ま
し
た
。
軍
艦
島
で
す
。

こ
こ
の
観
光
開
発
を
考
え
ま
し
た
が

ち
ょ
っ
と
早
す
ぎ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら

30
年
が
経
ち
、
今
や
端
島
は
重
要
な
観

光
施
設
に
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
近

代
を
成
り
立
た
せ
た
こ
と
を
も
う
一
度

見
直
そ
う
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

イ
タ
リ
ア
の
ベ
ニ
ス
は
コ
シ
ョ
ウ
な

ど
の
香
辛
料
貿
易
で
お
お
い
に
稼
い
だ

と
こ
ろ
で
す
が
、
裏
切
り
者
コ
ロ
ン
ブ

ス
…
…
と
い
う
言
い
方
を
す
る
と
問
題

で
す
が
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
出
て
き
て
、

香
辛
料
を
生
産
地
か
ら
直
に
持
ち
帰
れ

ば
高
く
売
れ
る
と
考
え
、
大
西
洋
を
渡

り
イ
ン
ド
を
目
指
し
ま
し
た
。
し
か

し
、
ア
メ
リ
カ
に
着
い
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
の
後
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
へ
の
大

西
洋
航
路
が
開
発
さ
れ
て
安
い
値
段
で

香
辛
料
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
た
ら
さ

れ
、
ベ
ネ
チ
ア
の
ま
ち
は
寂
れ
ま
す
。

し
か
し
、
香
辛
料
で
稼
い
だ
お
金
を
き

ち
ん
と
建
物
の
中
に
蓄
え
て
い
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
れ
が
ベ
ネ
チ
ア
の
遺
産

と
な
り
、
今
や
世
界
中
の
観
光
客
を
集

め
る
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

私
は
軍
艦
島
も
そ
の
よ
う
な
役
割
を

果
た
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
わ

け
で
す
が
、
最
近
は
や
っ
と
、
近
代
を

成
り
立
た
せ
て
き
た
近
代
遺
跡
が
興
味

を
そ
そ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。

Ｊ
Ｒ
九
州
は
「
な
な
つ
星
」
を
は
じ

め
い
ろ
ん
な
列
車
を
走
ら
せ
て
お
ら

れ
、
こ
ん
な
言
い
方
を
す
る
と
誤
解
さ

れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
鉄
道
の

テ
ー
マ
パ
ー
ク
化
と
言
い
ま
す
か
、
鉄

道
に
乗
る
こ
と
自
体
を
楽
し
み
と
し
て

提
供
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
少

し
角
度
を
変
え
て
将
来
の
こ
と
を
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
と
い
う
の
が
今
日
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
狙
い
で
あ
り
、
テ
ー
マ

を
『
普
段
使
い
の
ロ
ー
カ
ル
線 

「
沿
線

普
段
使
い
の
ロ
ー
カ
ル
線

「
沿
線
の
日
常
」
が

注
目
さ
れ
る
観
光
の
時
代

登 壇 者

青柳俊彦
ＪＲ九州代表取締役社長

佐藤友美子
追手門学院大学教授・JR西日本取締役

桑野和泉
由布院温泉観光協会会長・JR九州取締役

橋本祐輔
本学会会員・豊後大野市長

岡本天津男
大分県観光・地域局局長

コ―ディネーター

髙田公理
ものがたり観光行動学会副会長

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

②
セ
ッ
シ
ョ
ン
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