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農
家
の
営
み
に
驚
き
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肥
後
秀
明
（
ひ
ご
・
ひ
で
あ
き
）

１
９
６
９
年
生
ま

れ
。
茨
城
県
出
身
。
東
京
大
経
済
学
部
卒
。

年
に
日
本

銀
行
入
行
後
、
金
融
機
構
局
考
査
企
画
課
長
兼
上
席
考
査

役
、
金
融
機
構
局
考
査
運
営
課
長
兼
上
席
考
査
役
な
ど
を

経
て
２
０
２
２
年
４
月
か
ら
現
職
。
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今
年
も
暑
い
夏
だ
っ
た
。

せ
っ
か
く
山
の
多
い
群
馬
県

に
住
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
地

の
利
を
生
か
そ
う
と
、
週
末

に
な
る
と
涼
を
求
め
て
標
高

の
高
い
地
域
に
足
を
運
ん

だ
。
そ
の
中
で
強
く
印
象
に

残
っ
て
い
る
の
は
、
嬬
恋
村

の
四
阿
山

あ
ず
ま
や
さ
ん

。
日
本
百
名
山
の

一
つ
で
、
そ
の
名
の
通
り
な

だ
ら
か
な

稜
り
ょ
う

線せ
ん

が
美
し

い
。長

野
県
と
の
県
境
に
あ
る

鳥
居
峠
か
ら
登
っ
た
が
、
登

山
口
で
も
標
高
は
１
５
９
０

㍍
あ
る
の
で
空
気
は
ひ
ん
や

り
。
登
り
始
め
れ
ば
汗
が
出

る
が
、
尾
根
を
吹
き
抜
け
る

風
は
涼
し
い
。

登
山
道
は
急
な
箇
所
は
少

な
く
登
り
や
す
い
の
で
、
運

動
不
足
で
な
ま
っ
た
体
に
ち

ょ
う
ど
良
い
。
高
度
が
上
が

る
に
つ
れ
て
、
四
阿
山
と
浅

間
山
に
挟
ま
れ
た
嬬
恋
村
の

姿
が
徐
々
に
見
え
て
く
る
。

目
を
引
く
の
は
山
裾
に
広
が

る
キ
ャ
ベ
ツ
畑
だ
。

約
２
時
間
半
か
け
て
た
ど

り
着
い
た
標
高
２
３
５
４
㍍

の
山
頂
か
ら
は
嬬
恋
村
の
全

景
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

山
裾
を
開
墾
し
て
つ
く
ら
れ

た
キ
ャ
ベ
ツ
畑
の
広
さ
に
驚

か
さ
れ
た
。

嬬
恋
村
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
よ
る
と
キ
ャ
ベ
ツ
畑
の
広

さ
は
約
３
千
㌶
。
東
京
ド
ー

ム
６
４
０
個
に
相
当
す
る
広

さ
だ
。
広
大
な
土
地
を
開
墾

し
、
土
壌
や
水
な
ど
を
管
理

し
て
畑
を
維
持
し
て
い
る
農

家
の
営
み
は
す
ご
い
。

下
山
し
て
車
で
キ
ャ
ベ
ツ

畑
の
近
く
を
走
る
と
、
巨
大

な
ト
ラ
ク
タ
ー
や
外
国
人
の

若
者
た
ち
が
草
刈
り
を
し
て

い
る
姿
が
見
え
る
。
収
穫
作

業
は
深
夜
３
時
ご
ろ
か
ら
始

ま
る
そ
う
だ
。
夕
方
に
は
畑

に
向
か
う
何
台
も
の
大
型
ト

ラ
ッ
ク
と
す
れ
違
っ
た
。
収

穫
さ
れ
た
キ
ャ
ベ
ツ
を
明
日

の
朝
ま
で
に
消
費
地
に
届
け

る
の
だ
ろ
う
。
日
常
生
活
で

ス
ー
パ
ー
に
キ
ャ
ベ
ツ
が
並

ん
で
い
る
の
は
当
た
り
前
の

光
景
と
思
っ
て
い
た
が
、
そ

れ
を
支
え
て
い
る
方
々
に
あ

ら
た
め
て
感
謝
し
た
い
。

も
う
一
つ

嬬
恋
村
ら
し

さ
を
感
じ
た
の
は

郷
土
料

理
の

く
ろ
こ

だ

江
戸
時

代
の
嬬
恋
村
で
は
冷
涼
な
気

候
で
も
育
つ
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を

栽
培
し

ジ
ャ
ガ
イ
モ
か
ら

取
り
出
し
た
で
ん
ぷ
ん
を
片

栗
粉
と
し
て
販
売
し

現
金

収
入
を
得
て
い
た
そ
う
だ

く
ろ
こ
」
は
で
ん
ぷ
ん

を
取
っ
た
あ
と
の
搾
り
か
す

を
使
っ
た
保
存
食
で
、
ジ
ャ

ガ
イ
モ
を
無
駄
な
く
食
べ
る

た
め
に
嬬
恋
村
の
人
々
が
考

え
出
し
た
郷
土
料
理
だ
。
今

年
３
月
に
は
、
地
域
の
食
文

化
の
継
承
を
め
ざ
す
文
化
庁

の
「
１
０
０
年
フ
ー
ド
」
に

選
ば
れ
て
い
る
。

村
役
場
近
く
の
食
堂

で
揚
げ
た
「
く
ろ
こ
」

を
頂
い
た
。
し
っ
と
り

し
た
生
地
と
、
中
に
練

り
込
ま
れ
た
ネ
ギ
の
し
ゃ
き

し
ゃ
き
感
の
相
性
が
良
い
。

昔
も
今
も
農
業
が
盛
ん
な
嬬

恋
村
の
歴
史
を
感
じ
な
が
ら

お
い
し
く
頂
い
た
。
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