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ハ
ロ
ー

　
タ
ウ
ン

第84号

植
え
や
稲
刈
り
を
行
い
、
収
穫
祭

を
行
い
喜
び
を
味
わ
って
い
ま
す
。

朝
食
は
ご
は
ん
派
？
パ
ン
派
？

　

新
米
が
店
頭
に
並
ん
だ
時
、
ふっ

く
ら
と
炊
き
上
が
っ
た
香
り
や
塩

む
す
び
最
高
！
と
思
え
て
も
、
朝

食
は
パン
派
が
増
え
て
い
る
よ
う
で

す
。
主
食
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い

る
コ
メ
の
国
内
需
要
は
50
年
前
の
約

4
割
減
と
な
って
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
今
の
給
食
は
パ
ン
よ

り
米
食
の
割
合
を
増
や
し
て
い
ま

す
。
米
粉
パ
ン
の
普
及
も
進
ん
で

い
ま
す
。ま
た
、米
粉
を
天
ぷ
ら
の

衣
に
使
う
と
、

軽
く
カ
リ
ッ

と
仕
上
が
り

ま
す
の
で
お

試
し
を
。

頼
も
し
い
助
っ
人

　
「
牛
馬
を
使
っ
て
耕
し
た
よ
」

そ
ん
な
話
も
今
は
昔
。
時
期
に
な

る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
水
田
に
農
業

機
械
が
大
集
合
で
す
。

　

ま
ず
は
ト
ラ
ク
タ
ー
で
土
づ
く

り
。
次
は
田
植
機
が
育
苗
箱
で
育

て
た
苗
を
載
せ
て
植
え
つ
け
ま
す
。

イ
ネ
刈
り
は
コ
ン
バ
イ
ン
に
お
任

せ
。
刈
り
取
り
、
脱
穀
、
藁
の
裁

断
、
も
み
を
運
搬
車
に
入
れ
る
ま

で
一
気
に
こ
な
し
ま
す
。
価
格
が

千
数
百
万
円
の
コ
ン
バ
イ
ン
も
あ

る
そ
う
で
す
。

農
家
が
抱
え
る
問
題

　

今
ま
で
水
田
だ
っ
た
所
が
荒
れ

果
て
て
い
る
の
を
目
に
し
た
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
か
？　

�

（
次
頁
に
続
く
↖
）

肥
沃
な
土
壌
に

　

茂
原
市
で
は
市
街
地
の
周
辺
地

域
、
な
か
で
も
東
部
と
南
部
が
主

な
水
田
地
帯
で
す
。
コ
メ
の
販
売

農
家
は
１
２
７
４
戸
（
Ｈ
22
統

計
）、
水
田
面
積
は
１
５
０
９
ha

で
畑
な
ど
を
含
め
た
経
営
耕
地
面

積
の
約
４
分
の
３
を
占
め
、
茂
原

市
総
面
積
の
約
15
％
に
当
た
る
広

さ
で
す
（
Ｈ
22
統
計
）。

　

九
十
九
里
一
帯
は
昔
か
ら
水
不

足
に
悩
み
、
利
根
川
か
ら
水
を

持
っ
て
こ
よ
う
と
い
う
巨
大
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
戦
時
中
に
始
ま
り
ま

し
た
。
先
人
た
ち
の
労
苦
の
末
、

昭
和
40
年
に
完
成
さ
せ
た
両
総
用

水
の
恩
恵
を
受
け
て
豊
か
な
水
田

地
帯
と
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
利
用
農
家
の
減
少
で
、

耕
作
者
負
担
が
増
え
て
い
る
よ
う

で
す
。

食
べ
る
を
学
ぶ

　

春
に
は
田
の
準
備
と
植
付
け
。

夏
の
除
草
、
施
肥
。
特
に
水
管
理

が
重
要
で
、
黄
金
の
稲
穂
が
垂
れ

る
秋
の
収
穫
ま
で
に
、
た
く
さ
ん

の
作
業
が
必
要
で
す
。

　

市
内
小
学
校
の
５
年
生
は
総
合

学
習
の
一
環
と
し
て
、
地
域
農
家

の
方
々
の
指
導
と
協
力
を
得
て
、
コ

メ
作
り
を
学
ん
で
い
ま
す
。
半
数

の
学
校
で
は
田
ん
ぼ
を
借
り
て
の
田

お
そ
な
え
は
お
餅

　

毎
年
12
月
末
、
昌
平
町
や
榎
町

に
、
し
め
飾
り
な
ど
を
揃
え
た
露

店
が
出
ま
す
。
豊
作
を
願
い
田
の

神
で
も
あ
る「
年と

し

神が
み

様さ
ま

」へ
鏡
餅
を

供
え
る
な
ど
、
し

き
た
り
が
少
し
ず

つ
形
を
変
え
な
が

ら
も
現
在
に
営
々

と
受
け
継
が
れ
て

い
ま
す
。

　

も
ち
米
は
粘
る
性
質
の
で
ん
ぷ

ん
１
０
０
％
、
色
は
白
く
て
不
透

明
。
生
産
農
家
で
は
植
え
付
け
や

精
米
時
に
う
る
ち
米
（
普
段
食
べ

る
コ
メ
）
が
混
ざ
ら
な
い
よ
う
細

か
な
注
意
を
払
う
そ
う
で
す
。

昔
は
藁（
わ
ら
）も
重
宝

　

お
米
を
と
っ
た
後
の
藁
（
わ

　

お
正
月
、
お
雑
煮
食
べ
ま
し
た
か
？
お
も
ち
は
お

米
の
加
工
品
で
す
。「
一
生
懸
命
作
っ
て
く
れ
た
お

米
、
一
粒
も
無
駄
に
し
て
は
い
け
な
い
」
と
教
え
ら

れ
ま
し
た
ね
。
私
た
ち
の
命
を
繋
ぐ
お
米
。
時
代
と

共
に
変
わ
り
ゆ
く
農
業
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
ま
し
た
。

ら
）
も
大
切
な
資
源
で
、
藁
屋
根

材
、
縄
、
草
履
に
利
用
さ
れ
ま
し

た
。
明
治
、
大
正
の
こ
ろ
隣
の
長

南
町
（
当
時
は
庁
南
町
）
は
郡
内

一
の
叺
（
か
ま
す
）
生
産
地
で
、

人
車
の
貨
物
用
ト
ロ
ッ
コ
で
茂
原

駅
へ
運
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

出
荷
で
賑
う
茂
原
駅
前
の
写
真
が

写
真
集
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

今
で
は
稲
を
干
す
、
お
だ
が
け

風
景
も
ほ
と
ん
ど
見
か
け
な
く
な

り
ま
し
た
。

　

藁
の
需
要
が
減
少
し
て
、
刈
り

取
り
の
時
に

藁
を
裁
断
で

き
る
、
大
型

の
機
械
が
今

は
主
流
の
よ

う
で
す
。

お

米

ちょっと昔にタイムスリップ
　茂原市立美術館・郷土資料館に、足
踏脱穀機など昔の農具が展示されてい
ます。江戸時代には新田の開発が進み、
収穫量を増やし効率よく作業をするた
めの便利な道具が登場し、全国に普及
しました。
　還暦以上の方は覚えがある炊飯器
も並んでいて、変遷が分かると共に懐
かしさも感じるのではないでしょうか。


