
　
ジ
ア
ス
は
正
式
名
称
を
「
世
界
重
要
農
業
資

産
シ
ス
テ
ム
」
と
い
い
ま
す
。
ユ
ネ
ス
コ
の

「
世
界
遺
産
」
が
遺
跡
や
自
然
を
対
象
と
し
て

い
る
の
に
対
し
、
ジ
ア
ス
は
農
業
活
動
や
生
物

多
様
性
を
重
視
し
、
次
世
代
へ
継
承
す
べ
き
伝

統
農
業
や
文
化
の
保
全
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。
佐
渡
の
人
た
ち
が
何
世
代
に
も
わ
た
り
続

け
て
き
た
農
業
の
営
み
や
新
し
く
取
り
組
ん
で

い
る
「
生
き
も
の
を
育
む
農
法
」
、
そ
し
て
農

業
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
美
し
い
景
観
・
文

化
が
世
界
に
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
ジ
ア
ス
は
過

去
の
「
遺
産
」
で
は
な
く
、
未
来
に
つ
な
げ
て

い
く
も
の
な
の
で
す
。

　
ジ
ア
ス
に
認
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
今

後
、
農
業
振
興
は
も
ち
ろ
ん
、
子
ど
も
た
ち
の

環
境
学
習
、
交
流
人
口
の
拡
大
や
観
光
振
興
な

ど
の
き
っ
か
け
と
し
て
も
期
待
で
き
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
ジ
ア
ス
を
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
知

っ
て
い
た
だ
き
、
佐
渡
の
未
来
に
ど
う
生
か
し

て
い
く
か
を
と
も
に
考
え
て
い
た
だ
く
た
め
、

今
月
号
か
ら
シ
リ
ー
ズ
で
掲
載
し
ま
す
。

佐
渡
の
農
業

　
佐
渡
の
農
業
は
、
水
稲
を
主
体
と
し
た
経
営

形
態
で
す
。
地
域
性
を
生
か
し
、
国
中
平
野
で

は
稲
作
、
南
佐
渡
で
は
柿
な
ど
の
果
樹
、
そ
の

他
の
海
岸
段
丘
で
は
稲
作
と
肉
用
牛
や
沿
岸
漁

業
に
よ
る
経
営
が
営
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
ト
キ
の
初
放
鳥
に
あ
わ
せ
て
平
成
20
年
か

ら
生
産
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
「
朱
鷺
と
暮
ら

す
郷
」
認
証
制
度
の
普
及
に
よ
り
、
江
の
設

置
や
冬
期
湛
水
な
ど
の
「
生
き
も
の
を
育
む

農
法
」
が
農
家
に
浸
透
し
、
取
組
み
は
着
実

に
増
加
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
制
度

で
作
ら
れ
た
認
証
米
は
毎
年
完
売
を
続
け
、

佐
渡
米
全
体
の
販
売
力
強
化
に
つ
な
が
っ
て

い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
、
自
然
と
人
間
が
共
生
す
る

農
業
シ
ス
テ
ム
の
ほ
か
、
中
山
間
地
域
の
里

山
・
棚
田
の
美
し
い
風
景
や
、
伝
統
芸
能
の

保
存
と
継
承
も
ジ
ア
ス
認
定
に
お
い
て
評
価

さ
れ
ま
し
た
。

厳
し
い
現
状

　
佐
渡
の
農
業
が
抱
え
る
現
実
は
厳
し
い
も

の
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
大
き
な
問
題
の
ひ
と
つ
は
担
い
手
不

足
で
す
。
総
農
家
数
７
１
０
３
戸
の
う
ち
、

後
継
者
が
い
る
農
家
は
３
１
６
５
戸
。
農
家

か
ら
は
「
今
の
30
〜
40
代
が
農
業
を
や
っ
て

い
な
い
の
に
、
そ
の
子
ど
も
が
農
業
を
や
る

の
か
？
」
と
い
っ
た
不
安
の
声
も
あ
げ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
耕
作
放
棄
地
は
、
２
０
０
５
年
は
９
１
，

６
３
４
ア
ー
ル
で
し
た
が
、
２
０
１
０
で
は

１
０
６
，
９
５
２
ア
ー
ル
と
増
加
し
て
い
ま

す
。

  

ジ
ア
ス
Ｑ
＆
Ａ

　
ジ
ア
ス
に
つ
い
て
の
疑
問
や
キ
ー
ワ
ー
ド
な

ど
を
解
説
し
ま
す
。

Ｑ
「
生
物
多
様
性
」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
聞
き

ま
す
が
、
ど
ん
な
こ
と
で
す
か
？

　
生
物
多
様
性
と
は
、
多
様
な
生
き
も
の
た
ち
の

豊
か
な
「
個
性
」
と
「
つ
な
が
り
」
の
こ
と
で
す
。

　
わ
た
し
た
ち
の
生
活
は
、
食
べ
る
も
の
、
着

る
も
の
、
住
む
と
こ
ろ
な
ど
、
自
然
の
営
み
か

ら
多
く
の
恩
恵
を
受
け
て
い
ま
す
が
、
日
常
的

に
意
識
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
生

物
多
様
性
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
自
然
の
恵
み

に
感
謝
す
る
こ
と
で
す
。

　
後
世
に
残
す
べ
き
生
物
多
様
性
を
保
全
し
て

い
る
農
業
上
の
土
地
利
用
方
式
や
景
観
を
兼
ね

備
え
て
い
る
証
と
し
て
、
国
連
食
糧
農
業
機
関

（
Ｆ
Ａ
Ｏ
）
が
認
定
す
る
の
が
、
ジ
ア
ス
（
世

界
農
業
遺
産
）
で
す
。

Ｑ
　
ジ
ア
ス
認
定
に
よ
っ
て
、
農
法
へ
の
制
限

は
あ
り
ま
す
か
？

　
農
業
者
の
農
法
そ
の
も
の
へ
の
制
限
は
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
生
物
多
様
性
を
守
る
こ
と

が
大
き
な
条
件
で
す
。
農
地
を
守
り
、
耕
作
す

る
こ
と
が
、
生
き
も
の
が
す
む
環
境
や
美
し
い

里
山
の
風
景
を
保
つ
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

Ｑ
　
ジ
ア
ス
に
認
定
さ
れ
た
こ
と
で
、
何
か
期

待
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

　
佐
渡
の
知
名
度
が
国
内
外
で
高
ま
り
ま
す
。

佐
渡
産
農
作
物
の
ブ
ラ
ン
ド
化
や
、
観
光
資
源

と
し
て
の
活
用
な
ど
、
佐
渡
の
魅
力
が
大
き
く
向

上
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
環

境
学
習
の
場
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
未
来

を
担
う
子
ど
も
た
ち
が
佐
渡
の
環
境
の
す
ば
ら

し
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
都
市
住
民
や

消
費
者
と
の
交
流
を
推
進
す
る
こ
と
で
、
地
域
の

年　度 面積 農家数

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

426ha

862ha

1,234ha

1,320ha

256戸

510戸

695戸

701戸

　
ま
た
、
農
業
者
の
高
齢
化
も
深
刻
で
す
。
農

業
就
業
人
口
（
自
営
農
業
に
主
と
し
て
従
事
し

た
人
）
の
平
均
年
齢
は
6
8
．
２
歳
。
そ
し

て
、
60
歳
以
上
の
農
業
就
業
者
（
販
売
農
家
）

は
７
，
１
１
４
人
で
、
農
業
就
業
者
（
販
売
農

家
）
全
体
の
8
2
．
９
％
を
占
め
ま
す
。

　
そ
の
ほ
か
、
農
産
物
価
格
の
低
迷
、
離
島
の

宿
命
で
あ
る
輸
送
コ
ス
ト
の
問
題
な
ど
も
あ

り
、
佐
渡
の
農
業
が
解
決
す
べ
き
課
題
は
多

く
あ
り
ま
す
。

（
デ
ー
タ
＝
２
０
１
０
年
世
界
農
林
業
セ
ン
サ
ス
）

ジ
ア
ス
認
定
を
き
っ
か
け
に

　
今
ま
で
佐
渡
の
農
家
の
皆
さ
ん
が
普
通
に

取
り
組
ん
で
き
た
生
産
活
動
と
と
も
に
、
集

落
の
結
束
を
高
め
る
鬼
太
鼓
や
、
神
に
収
穫

を
感
謝
す
る
奉
納
能
な
ど
、
伝
統
芸
能
の
継

承
も
ジ
ア
ス
認
定
の
評
価
ポ
イ
ン
ト
と
な
り

ま
し
た
。
農
家
や
集
落
に
と
っ
て
は
当
た
り

前
の
活
動
が
世
界
に
認
め
ら
れ
た
の
で
す
。

　
農
業
は
、
生
物
多
様
性
の
維
持
や
環
境
保

全
の
た
め
に
も
、
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い

ま
す
。

　
ジ
ア
ス
を
ど
う
活
用
し
て
い
く
か
。
こ
れ

か
ら
就
業
す
る
若
者
に
も
魅
力
的
で
夢
の
あ

る
農
業
施
策
や
、
観
光
、
交
流
人
口
の
拡

大
、
６
次
産
業
化
な
ど
、
地
域
活
性
化
の
た

め
に
知
恵
を
絞
り
、
取
り
組
ん
で
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

活
性
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
佐
渡
の
未
来
に
ジ
ア
ス
を
ど
う
活
用
し
て
い

く
か
、
市
民
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
考
え
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　Ｑ
　
ジ
ア
ス
認
定
に
お
い
て
、
能
や
鬼
太
鼓
な

ど
の
伝
統
文
化
も
評
価
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
で
す

か
？

　
無
形
文
化
遺
産
で
も
あ
る
能
は
、
農
民
が
神

社
へ
の
奉
納
神
事
と
し
て
楽
し
み
、
村
々
に
能

舞
台
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
で
、
佐
渡
の
能
舞
台

の
数
は
全
国
の
３
分
の
１
を
占
め
て
い
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
各
農
村
集
落
に
伝
わ

る
伝
統
芸
能
の
鬼
太
鼓
の
保
全
・
継
承
活
動
に

は
、
そ
の
農
村
集
落
の
み
な
ら
ず
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や

行
政
も
支
援
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
伝
統

芸
能
や
神
事
が
、
集
落
の
結
束
や
農
業
の
共
同

作
業
性
を
高
め
る
こ
と
と
な
り
、
伝
統
的
な
農

業
や
農
地
を
保
全
し
て
い
る
こ
と
に
つ
な
が
っ

て
い
る
か
ら
で
す
。

「朱鷺と暮らす郷づくり」
認証制度 取組実績

「生きものを育む農法」の田んぼ（新穂）

未
来
へ
つ
な
げ
て
い
く
農
業
遺
産

　
　
　
　
　
ジ
ア
ス
と
と
も
に
佐
渡
を
活
か
す

ジアス
世界農業遺産

①

日本初の認定
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