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松
尾
雅
彦
氏
が
２
月
12
日
に
急
逝
さ
れ

た
。
１
月
18
日
に
本
誌
読
者
の
会
と
農
村

経
営
研
究
会
の
パ
ー
テ
ィ
ー
で
乾
杯
の
音

頭
を
取
っ
て
い
た
だ
い
た
ば
か
り
だ
っ
た
。

改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
松
尾
氏

は
日
本
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
産
業
の
リ
ー
デ
ィ

ン
グ
カ
ン
パ
ニ
ー
で
あ
る
カ
ル
ビ
ー
㈱
の

代
表
取
締
役
社
長
を
経
て
同
社
相
談
役
で

あ
る
と
と
も
に
、
同
氏
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク

と
も
言
う
べ
き
特
定
非
営
利
活
動
法
人

「
日
本
で
最
も
美
し
い
村
」
連
合
副
会
長
、

さ
ら
に
『
ス
マ
ー
ト
・
テ
ロ
ワ
ー
ル　

農

村
消
滅
論
か
ら
の
大
転
換
』
を
上
梓
さ
れ

た
後
に
は
一
般
社
団
法
人
ス
マ
ー
ト
・
テ

ロ
ワ
ー
ル
協
会
を
立
ち
上
げ
、
全
国
各
地

で
の
講
演
な
ど
を
通
し
て
農
村
と
地
方
再

建
の
た
め
に
文
字
通
り
走
り
回
っ
て
お
ら

れ
た
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
に

お
け
る
大
学
農
学
部
の
エ
ク

ス
テ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
と

し
て
の
機
能
を
日
本
で
実
現

す
べ
く
、
山
形
大
学
に
私
財

を
投
じ
て
寄
附
講
座
を
開
設
し
、
実
践
の

拠
点
と
さ
れ
た
。
そ
の
様
子
は
、
本
誌
２

０
１
７
年
７
月
号
か
ら
連
載
の
「
ス
マ
ー

ト
・
テ
ロ
ワ
ー
ル
通
信
」
で
も
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
当
社
が
主
催
す
る
農
村
経
営
研

究
会
に
も
毎
回
出
席
さ
れ
、
ア
ド
バ
イ
ザ

ー
と
し
て
助
言
を
い
た
だ
い
て
い
た
。

松
尾
氏
の
視
点
は
、
地
方
が
中
央
の
マ

ー
ケ
ッ
ト
に
依
存
せ
ず
、
地
方
の
中
で
自

給
圏
を
構
築
し
て
自
立
し
て
い
く
こ
と
が

地
方
の
再
建
と
農
業
の
成
長
の
カ
ギ
に
な

る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
農

家
だ
け
で
は
な
く
、
地
方
に
あ
る
加
工
業

者
や
小
売
業
者
こ
そ
が
力
を
発
揮
す
べ
き

だ
と
説
い
て
回
っ
た
。
そ
れ
は
、
同
氏
が

ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
を
は
じ
め
と
す
る
ジ
ャ
ガ

イ
モ
産
業
の
確
立
の
た
め
に
北
海
道
を
中

心
と
す
る
全
国
の
農
家
と
契
約
栽
培
を
行

な
い
、
そ
の
一
方
で
カ
ル
ビ
ー
が
商
品
開

発
と
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
取
り
組
む
こ
と

で
高
い
原
料
で
も
輸
入
に
対
抗
し
て
き
た

経
験
か
ら
の
主
張
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
過

剰
な
水
田
を
畑
地
化
し
て
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

な
ど
の
飼
料
作
物
を
含
め
た
輪
作
を
実
施

し
、
傾
斜
の
き
つ
い
水
田
地
域
で
は
積
極

的
に
放
牧
す
る
こ
と
で
畜
産
の
あ
る
農
業

を
発
展
さ
せ
る
べ
き
だ
と
説
い
て
回
っ
て

お
ら
れ
た
。
そ
れ
を
一
握
り
、
一
業
種
内

で
の
勝
ち
組
の
「
個
人
戦
」
で
は
な
く
、

業
種
を
越
え
た
「
団
体
戦
」
で
実
現
し
て

い
こ
う
と
呼
び
か
け
ら
れ
た
。

本
誌
１
９
９
６
年
８
月
発
行
の
18
号
の

「
同
伴
者
た
ち
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
に
当

時
カ
ル
ビ
ー
の
社
長
だ
っ
た
松
尾
氏
の
記

事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
同
氏
の

過
剰
を
基
調
と
す
る
現
代
と
い
う
時
代
、

そ
の
な
か
で
の
農
業
と
農
産
物
消
費
、
加

工
・
流
通
、
そ
し
て
外
食
や
小
売
業
へ
の

理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
本
誌
の
ネ
ッ
ト

版
「
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
」
で
も
ご
覧
い
た
だ

け
る
の
で
ぜ
ひ
再
読
を
お
願
い
し
た
い
。

僕
が
日
本
農
業
を
語
る
と
き
の
ベ
ー
ス

と
し
て
い
る「
欠
乏
か
ら
過
剰
へ
の
転
換
」

と
い
う
テ
ー
マ
を
国
民
栄
養
調
査
の
デ
ー

タ
で
見
る
べ
き
と
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
の

も
松
尾
氏
だ
っ
た
。
農
業
生
産
と
い
う
視

点
で
は
な
く
、
消
費
起
点
で
加
工
業
や
新

し
い
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
視
点
か
ら
一
体

的
に
農
業
を
考
え
る
べ
き
だ
と
教
え
て
く

れ
た
の
も
松
尾
氏
だ
。そ
こ
か
ら
僕
は「
目

線
（
理
念
）
の
そ
ろ
う
異
質
な
者
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
」
が
大
事
で
あ
る
と
い
う
考
え

で
さ
ま
ざ
ま
に
業
界
を
越
え
た
セ
ミ
ナ
ー

な
ど
を
や
っ
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。

日
本
の
水
田
農
業
に
畑
作
技
術
体
系
を

定
着
さ
せ
る
こ
と
の
必
要
性
を
教
え
て
く

れ
た
故
菅
野
祥
孝
氏
（
ス
ガ
ノ
農
機
㈱
相

談
役
）
に
次
い
で
、
松
尾
雅
彦
氏
と
い
う

僕
に
と
っ
て
二
人
の
師
を
失
っ
て
し
ま
っ

た
。
し
か
し
、
い
よ
い
よ
農
村
と
言
わ
ず

日
本
の
少
子
高
齢
化
が
進
ん
で
き
た
が
、

こ
れ
か
ら
急
激
に
進
む
高
齢
農
家
の
引
退

や
新
し
い
セ
ン
ス
を
持
っ
た
若
い
農
業
経

営
者
の
登
場
に
よ
っ
て
農
業
農
村
に
も
新

し
い
波
が
起
き
て
い
る
。
今
こ
そ
我
々
は

松
尾
雅
彦
氏
、
そ
し
て
菅
野
祥
孝
氏
の
思

想
と
活
動
の
意
味
を
再
確
認
す
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

「江刺の稲」とは、用排水路に手刺しさ
れ、そのまま育った稲。まったく管理
されていないこの稲が、手をかけて育
てた畦の内側の稲より立派な成長を見
せている。「江刺の稲」の存在は、我々
に何を教えるのか。土と自然の不思議
から農業と経営の可能性を考えたい。 編集長 昆　吉則

松
尾
雅
彦
氏
の
急
逝
に
寄
せ
て


