
２０２４年（令和６年） １０月３１日 木曜日（１）

ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
受
賞
し
た
エ
リ
ノ
ア
・

オ
ス
ト
ロ
ム
氏
は
、
コ
モ
ン
ズ
（
共
有
地
や
共
有

資
源
）
の
政
府
や
市
場
で
は
な
い
地
域
主
体
の
管

理
に
関
す
る
研
究
で
知
ら
れ
る
。
一
定
の
条
件
下

で
は
多
く
の
場
合
、
持
続
可
能
な
結
果
を
も
た
ら

す
と
さ
れ
る
。
本
対
談
企
画
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー

を
務
め
る
小
林
光
さ
ん
が
財
産
区
に
関
心
を
持
つ

き
っ
か
け
に
オ
ス
ト
ロ
ム
氏
の
研
究
が
あ
る
。

茅
野
市
柏
原
財
産
区
で
総
代
を
務
め
た
経
験
を

持
つ
篠
原
権
蔵
さ
ん（
�
）は
約
９
５
０
�
と
い
う

同
財
産
区
の
所
有
地
で
起
き
た
多
く
の
課
題
と
向

き
合
い
、
解
決
に
力
を
尽
く
し
て
き
た
経
験
を
持

つ
。
例
え
ば
白
樺
湖
畔
に
あ
っ
た
廃
屋
ホ
テ
ル
の

撤
去
や
草
原
を
維
持
す
る
た
め
に
行
っ
て
い
た
山

の
火
入
れ
の
廃
止
。
時
代
の
変
遷
や
少
子
高
齢
化

と
い
っ
た
社
会
構
造
の
変
化
に
対
応
す
る
必
要
性

を
説
き
、
財
産
区
議
会
に
問
う
重
要
な
決
断
を
行

っ
て
き
た
。

同
財
産
区
の
所
有
地
の
半
分
以
上
は
山
林
で
、

こ
こ
に
は
神
を
祭
る
。
例
祭
は
自
然
に
感
謝
す
る

気
持
ち
を
先
人
か
ら
受
け
継
ぎ
、
後
世
に
つ
な
い

で
い
く
大
切
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
「
こ
の
山

林
は
決
し
て
荒
ら
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
意

識
は
財
産
区
民
の
共
通
の
認
識
だ
。
環
境
保
全
は

地
域
全
体
の
防
災
対
策
に
も
な
っ
て
い
る
。

財
産
区
の
所
有
地
の
活
用
は
茅
野
市
と
の
一
体

性
を
維
持
し
つ
つ
も
住
民
の
福
祉
増
進
が
大
原
則

だ
が
、
財
産
区
が
管
理
す
る
山
林
が
持
つ
機
能
、

例
え
ば
水
源
地
で
あ
っ
た
り
、
二
酸
化
炭
素
の
吸

収
で
あ
っ
た
り
す
る
視
点
に
立
っ
た
時
、
も
っ
と

広
い
範
囲
の
住
民
、
市
民
も
恩
恵
の
受
益
者
と
言

っ
て
い
い
。
財
産
区
の
皆
さ
ん
が
行
う
自
然
や
環

境
の
維
持
管
理
の
活
動
を
社
会
全
体
が
下
支
え
す

る
と
い
う
発
想
は
こ
れ
か
ら
の
時
代
の
大
切
な
考

え
方
と
言
え
そ
う
だ
。

（
野
村
知
秀
）


９
面
に
対
談

小
林
光
さ
ん
対
談
企
画

茅野市柏原財産区元総代
篠原権蔵さんと語る

茅
野
市
柏
原
財
産
区
の
現
状
や
取
り
組

み
を
語
る
元
総
代
の
篠
原
権
蔵
さ
ん
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財
産
区
は
公
共
の
団
体

小
林

そ
も
そ
も
財
産
区
と
は
何
か

と
い
う
基
本
的
な
と
こ
ろ
か
ら
お
聞
き

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

篠
原

財
産
区
は
身
近
に
あ
る
け

ど
、
厳
密
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
と
い

う
人
も
少
な
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
区

や
町
内
会
と
の
大
き
な
違
い
は
、
財
産

区
は
法
人
格
が
あ
る
「
特
別
地
方
公
共

団
体
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
地
方
公
共

団
体
の
中
に
は
、
都
道
府
県
や
市
町
村

な
ど
の
「
普
通
地
方
公
共
団
体
」
と
政

策
的
に
つ
く
り
出
さ
れ
た
「
特
別
地
方

公
共
団
体
」が
あ
り
ま
す
。「
特
別
地
方

公
共
団
体
」
に
は
財
産
区
の
ほ
か
に
東

京
�
区
な
ど
の
特
別
区
、
広
域
連
合
や

一
部
事
務
組
合
も
含
ま
れ
ま
す
ね
。
財

産
区
が
持
つ
山
林
や
原
野
は
市
町
村
域

の
一
部
で
あ
り
な
が
ら
権
利
は
財
産
区

民
が
持
つ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

小
林

ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た

の
で
す
か
。

篠
原

諏
訪
６
市
町
村
の
合
併
で
も

話
題
に
な
っ
た
平
成
の
大
合
併
は
記
憶

に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
大
合
併
は

明
治
、
昭
和
時
代
に
も
あ
り
ま
し
た
。

１
８
８
９
年
（
明
治
�
）
年
に
「
市
制

町
村
制
」
が
施
行
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
あ

っ
た
村
と
村
と
の
合
併
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
明
治
の
大
合
併
と
呼
ば
れ
ま
す

が
、
こ
の
際
、
村
人
た
ち
は
「
合
併
し

た
ら
自
分
た
ち
の
山
が
取
ら
れ
て
し
ま

う
」
と
抵
抗
し
ま
し
た
。
当
時
、
山
の

木
は
生
活
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
エ
ネ

ル
ギ
ー
源
で
す
し
、
牧
草
は
家
畜
の
え

さ
と
し
て
不
可
欠
で
し
た
か
ら
。
そ
こ

で
国
は
合
併
を
進
め
る
た
め
に
旧
村
に

山
林
や
原
野
な
ど
の
財
産
を
保
有
す
る

権
利
を
認
め
た
の
で
す
。
こ
れ
が
財
産

区
で
す
。
昭
和
の
大
合
併
で
も
合
併
を

促
進
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
が
改
正

さ
れ
、
財
産
区
が
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

小
林

私
有
地
と
財
産
区
の
土
地
の

管
理
の
違
い
は
あ
る
の
で
す
か
。財
産
区

民
の
総
意
で
あ
れ
ば
、そ
の
土
地
は
私
有

地
と
同
様
に
自
由
に
利
用
し
、ま
た
は
売

却
な
ど
の
処
分
が
で
き
る
の
で
す
か
。

篠
原

財
産
区
の
土
地
を
使
用
、
管

理
、
運
営
、
処
分
す
る
権
能
は
も
ち
ろ

ん
財
産
区
に
あ
り
ま
す
が
、
大
原
則
と

し
て
、
財
産
区
内
の
住
民
の
福
祉
増
進

に
寄
与
し
、
属
す
る
市
町
村
と
の
一
体

性
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

山
林
は
貴
重
な
水
源
地

小
林

私
が
財
産
区
に
興
味
を
持
つ

の
は
、
２
０
０
９
年
に
ノ
ー
ベ
ル
経
済

学
賞
に
選
ば
れ
た
エ
リ
ノ
ア
・
オ
ス
ト

ロ
ム
氏
に
よ
る
考
察
で
、
コ
モ
ン
ズ

（
共
有
地
）が
持
続
可
能
な
形
で
管
理
さ

れ
る
八
つ
の
条
件
を
挙
げ
、
「
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
は
共
有
資
源
を
上
手
に
管
理

で
き
る
」
と
説
い
て
い
ま
す
。
共
有
地

や
共
有
資
源
は
個
人
の
配
慮
の
な
い
行

動
に
よ
っ
て
資
源
が
過
剰
に
使
わ
れ
、

管
理
が
う
ま
く
い
か
ず
、
や
が
て
枯
渇

し
、
回
復
で
き
な
く
な
る
と
し
た「
コ

モ
ン
ズ
の
悲
劇
」は
米
・
生
物
学
者
の
ギ

ャ
レ
ッ
ト
・
ハ
ー
デ
ィ
ン
氏
が
１
９
６

８
年
に
発
表
し
た
も
の
で
、
環
境
破
壊

に
対
す
る
警
告
と
し
て
も
有
名
で
す

が
、
こ
の
悲
劇
が
起
こ
ら
な
い
条
件
は

財
産
区
の
中
に
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

自
然
の
管
理
と
い
う
点
で
柏
原
財
産
区

は
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
ま
す
か
。

篠
原

柏
原
財
産
区
が
所
有
す
る
土

地
の
面
積
は
約
９
５
０
�
で
す
。
半
分

以
上
が
山
林
で
直
接
、
維
持
管
理
し
て

い
ま
す
。
財
産
区
民
の
間
で
は
、
こ
の

山
林
は
大
事
な
場
所
で
あ
り
、
決
し
て

荒
ら
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
共
通
の

認
識
が
あ
り
ま
す
ね
。
貴
重
な
水
源
地

で
す
か
ら
。
山
に
は
神
を
祭
り
、
例
祭

を
毎
年
行
っ
て
い
ま
す
。

小
林

山
の
手
入
れ
は
防
災
上
も
大

事
で
す
。

篠
原

２
０
１
２
年
に
発
生
し
た
集

中
豪
雨
で
は
、
山
腹
崩
壊
が
起
き
、
柏

原
区
内
を
流
れ
る
蓮
井
沢
川
に
大
量
の

土
砂
が
流
出
し
ま
し
た
。
山
の
環
境
保

全
の
大
切
さ
を
改
め
て
実
感
し
ま
し
た

ね
。
そ
の
後
、
砂
防
え
ん
堤
が
完
成
し

ま
し
た
が
、
え
ん
堤
に
安
心
す
る
こ
と

な
く
、
山
の
手
入
れ
を
し
っ
か
り
し
、

山
の
神
に
感
謝
し
、
山
を
大
切
に
守
っ

て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
良
い
自

然
で
あ
っ
て
こ
そ
皆
さ
ん
の
た
め
に
な

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

草
原
火
入
れ
困
難
に

小
林

山
林
以
外
に
つ
い
て
は
い
か

が
で
す
か
。
白
樺
湖
か
ら
車
山
に
向
か

う
ビ
ー
ナ
ス
ラ
イ
ン
の
山
側
に
は
広
い

草
原
が
見
え
ま
す
。
か
つ
て
は
も
っ
と

広
く
牧
草
地
が
広
が
っ
て
い
た
の
で
す

よ
ね
。
草
原
は
多
様
な
生
物
を
育
む
と

い
う
点
で
も
貴
重
な
場
所
で
す
。

篠
原

今
は
雑
木
林
と
な
っ
て
い
る

場
所
も
か
つ
て
は
草
原
で
し
た
。
毎
年

火
入
れ
を
し
て
、
森
林
化
を
防
ぎ
、
農

家
で
は
農
作
業
に
不
可
欠
な
馬
の
え
さ

と
な
る
牧
草
を
確
保
し
て
い
ま
し
た
。

草
は
肥
料
に
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。

小
林

火
入
れ
は
今
も
続
い
て
い
ま

す
か
。

篠
原

２
０
１
８
年
４
月
を
最
後
に

廃
止
し
ま
し
た
。
翌
年
１
月
の
財
産
区

の
総
会
で
火
入
れ
の
廃
止
を
提
案
し
、

可
決
さ
れ
ま
し
た
。
農
作
業
で
不
可
欠

だ
っ
た
馬
は
時
代
と
と
も
に
農
業
用
機

械
に
代
わ
り
、
牧
草
需
要
が
減
少
す
る

中
で
火
入
れ
は
柏
原
の
住
民
の
生
活
の

た
め
と
い
う
よ
り
も
観
光
や
景
観
保
全

の
た
め
と
い
う
よ
う
に
意
味
合
い
が
変

わ
り
ま
し
た
。
火
入
れ
は
山
の
尾
根
ま

で
登
り
、
防
火
帯
の
内
側
を
燃
や
し
て

い
き
ま
す
が
、
財
産
区
民
の
高
齢
化
が

進
み
、
そ
う
し
た
作
業
が
危
険
に
な
り

ま
し
た
。
一
方
で
防
火
帯
の
確
保
が
不

十
分
だ
と
、
延
焼
す
る
危
険
性
が
高
ま

り
ま
す
。
仮
に
延
焼
さ
せ
て
し
ま
っ
た

ら
、
責
任
を
取
り
切
れ
ま
せ
ん
。

小
林

火
入
れ
を
や
め
る
と
雑
木
が

増
え
、
草
原
の
環
境
が
変
わ
っ
て
し
ま

う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

篠
原

雑
木
は
伐
採
し
て
い
ま
す
。

木
が
目
立
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
感
覚

は
な
い
で
す
ね
。

小
林

火
入
れ
が
復
活
す
る
こ
と
は

な
い
で
す
か
。

篠
原

観
光
事
業
者
か
ら
復
活
を
求

め
る
声
は
あ
り
ま
す
が
、
柏
原
財
産
区

が
主
体
と
な
っ
て
復
活
す
る
こ
と
は
な

い
で
し
ょ
う
。
別
の
組
織
が
企
画
し
、

私
た
ち
が
そ
こ
に
協
力
す
る
こ
と
は
で

き
る
と
思
い
ま
す
が
。

廃
屋
撤
去
を
開
始

小
林

別
荘
や
ホ
テ
ル
の
廃
屋
の
問

題
が
全
国
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
白
樺

湖
畔
で
も
廃
屋
の
問
題
が
起
こ
り
ま
し

た
。
地
主
と
し
て
ど
の
よ
う
な
対
応
、

苦
労
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

篠
原

観
光
が
好
調
だ
っ
た
こ
ろ
、

廃
屋
や
未
収
金
の
問
題
な
ど
は
何
も
な

か
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
バ
ブ
ル

崩
壊
後
、
一
斉
に
景
気
が
悪
く
な
り
、

観
光
客
が
減
り
、
ホ
テ
ル
や
旅
館
の
廃

業
、
倒
産
、
閉
鎖
が
増
え
ま
し
た
。
こ

こ
は
借
地
で
柏
原
は
地
主
で
す
か
ら
、

事
業
者
が
事
業
を
終
了
す
る
際
は
別
の

事
業
者
に
譲
渡
す
る
。ま
た
は
、更
地
に

し
て
地
主
に
返
却
す
る
の
が
筋
で
す
。

小
林

契
約
で
も
そ
う
な
っ
て
い
た

の
で
す
よ
ね
。

篠
原

は
い
。
し
か
し
、
実
際
は
廃

屋
が
残
さ
れ
ま
し
た
。
地
主
も
そ
れ
を

見
な
が
ら
ず
っ
と
問
題
だ
と
分
か
っ
て

い
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
動
け
ま
せ
ん

で
し
た
。

小
林

撤
去
に
向
け
た
決
断
の
裏
に

何
が
あ
っ
た
の
で
す
か
。

篠
原

２
０
１
３
年
度
に
日
本
景
観

学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
白
樺
湖
で
開

か
れ
、
柳
平
千
代
一
市
長
（
当
時
）
が

「
白
樺
湖
畔
の
廃
屋
は
、
地
主
が
撤
去

す
れ
ば
、
そ
の
後
の
整
備
は
茅
野
市
が

や
る
」
と
宣
言
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ

れ
が
き
っ
か
け
で
す
。
地
主
の
資
金
で

廃
屋
を
撤
去
す
る
検
討
が
始
ま
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
当
初
は
反
対
意
見
が
多

か
っ
た
で
す
。

小
林

な
ぜ
地
主
が
借
り
主
で
あ
る

ホ
テ
ル
運
営
事
業
者
の
後
始
末
ま
で
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。

篠
原

そ
う
で
す
。
た
だ
、
運
営
事

業
者
の
法
人
は
消
滅
し
て
し
ま
い
、
建

物
は
あ
る
が
所
有
者
が
い
な
い
と
い
う

状
況
で
す
。
交
通
量
が
あ
る
道
路
に
面

し
た
廃
屋
で
、
景
観
が
悪
く
、
観
光
に

も
悪
影
響
を
与
え
、
交
通
安
全
の
面
か

ら
も
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
し
た
。
地
主
と

し
て
は
廃
屋
を
撤
去
す
る
義
務
は
な
い

が
、
社
会
的
責
任
は
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
、
撤
去
を
受
け
入
れ

ま
し
た
。
財
産
区
の
持
ち
出
し
は
１
億

円
を
超
え
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

ま
で
に
国
の
補
助
金
も
使
い
ま
し
た
。

多
く
の
方
の
苦
労
と
努
力
の
末
、
廃
ホ

テ
ル
は
撤
去
が
進
み
、
跡
地
に
公
園
が

整
備
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
市
主
導
で

新
た
な
構
想
が
動
き
始
め
て
い
ま
す
。

と
て
も
期
待
し
て
い
ま
す
。

小
林

地
球
全
体
を
生
物
の
共
有
地

と
考
え
て
人
類
が
管
理
す
べ
き
と
考
え

ま
す
。
財
産
区
の
運
営
手
法
は
も
っ
と

大
き
な
視
点
で
も
生
か
せ
る
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。

篠
原

財
産
区
の
山
林
は
水
源
で
あ

り
、
二
酸
化
炭
素
（
Ｃ
Ｏ
�
）
を
吸
収

す
る
機
能
は
財
産
区
民
だ
け
の
利
益
で

な
く
、
地
域
全
体
や
も
っ
と
広
い
視
野

で
も
共
有
の
財
産
と
い
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
例
え
ば
Ｃ
Ｏ
�
の
吸
収
効
果

で
す
。
限
ら
れ
た
地
域
に
と
ど
ま
ら
な

い
共
有
財
産
と
し
て
社
会
に
評
価
さ

れ
、
保
全
の
た
め
の
支
援
に
つ
な
が
っ

て
い
く
と
い
い
で
す
ね
。
社
会
構
造
が

変
わ
る
中
で
、
財
産
区
民
だ
け
で
は
背

負
い
き
れ
な
く
な
っ
て
い
る
負
担
を
社

会
全
体
で
支
え
し
て
い
く
。
そ
う
し
た

考
え
を
必
要
と
す
る
時
代
が
訪
れ
つ
つ

あ
る
と
思
い
ま
す
。

エリノア・オストロム氏が共有地
の自治管理がうまく機能する条件
に挙げた８項目

（環境省ホームページより）
�コモンズ（共有地）の境界が明ら
かであること

�コモンズの利用と維持管理のル
ールが地域的条件と調和してい
ること

�集団の決定に構成員が参加でき
ること

	ルール遵守についての監視がな
されていること


違反へのペナルティは段階を持
ってなされること

�紛争解決のメカニズムが備わっ
ていること

�コモンズを組織する主体に権利
が承認されていること

コモンズの組織が入れ子状（多
種構造）になっていること

社会全体で支える共有財産に

篠
原

権
蔵
さ
ん

対
談

小
林

光
さ
ん

篠原 権蔵さん ６９

茅野市柏原財産区元総代

良い自然であってこそ皆のために良い自然であってこそ皆のために

地球は生物の共有地

白樺湖畔を歩く篠原権蔵さん�と小林光さん。対岸には廃屋
が撤去され、公園が整備された湖畔と��年まで火入れが行
われていた山。現在も草原が維持されている

�

９月２日

小林 光さん ７４

元環境省環境事務次官。東京大先端
科学技術研究センター研究顧問。茅
野市行政アドバイザー（環境分野）


