
　
か
つ
て
生き

糸い
と
は
日
本
の
主
要
な
輸

出
品
で
、
千
葉
県
内
で
も
明
治
20

年
代
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
、
生
糸

生
産
の
た
め
の
養よ
う

蚕さ
ん

が
盛
ん
に
行
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
養
蚕
と
は
蚕か
い
こに

桑

の
葉
を
与
え
、
蛹さ
な
ぎに

育
て
て
生
糸
の

原
料
で
あ
る
繭ま
ゆ

を
と
る
も
の
で
、
農

家
の
副
業
と
し
て
広
く
普
及
し
ま
し

た
。
栗
源
地
域
で
も
こ
の
時
期
に
養

蚕
が
広
ま
り
、
岩
部
の
台
地
で
は
蚕

の
餌
と
な
る
桑
畑
が
広
が
り
、
ま
た

農
家
に
は
指
導
者
に
よ
っ
て
養
蚕
が

奨
励
さ
れ
ま
し
た
。
岩
部
の
安あ
ん

興こ
う

寺じ

は
こ
う
し
た
養
蚕
に
関
わ
り
が
あ
っ

た
お
寺
で
、
境
内
に
そ
の
歴
史
の
一

端
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

安
興
寺
の
山さ
ん

門も
ん
の
脇
に
「
玉
姫
明

神
記
」
と
刻
ま
れ
た
石
碑
が
建
て
ら

れ
て
い
ま
す
。大
正
７
年
４
月
建
立
、

高
さ
２
・
５
ｍ
ほ
ど
の
大
き
な
石
碑

で
、
碑
文
は
日に
ち

本ほ
ん

寺じ（
多
古
町
）の
三

三
二
世
日
淵
撰せ
ん

文ぶ
ん

に
よ
る
も
の
で

す
。
安
興
寺
で
は
、
大
正
６
年
４

月
、
養
蚕
の
守
護
霊
神
と
し
て
茨

城
県
鹿
島
郡
軽
野
村（
現
神
栖
市
）

か
ら
蚕さ
ん
霊れ
い
様
を
分ぶ
ん
祀し

し
て
境
内
に

蚕
霊
堂
を
建
立
し
、
玉
姫
明
神
と

命
名
し
て
祀ま
つ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ

を
記
念
し
た
石
碑
と
な
り
ま
す
。

　

以
後
、
安
興
寺
で
は
毎
年
４
月

１
日
に
「
蚕
霊
様
」
と
呼
ば
れ
る
玉

姫
明
神
の
祭
礼
が
行
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
境
内
に
は
露
天
商
が
連
な
り
、

本
堂
前
に
芝
居
小
屋
が
掛
か
る
な

ど
、
多
く
の
人
で
に
ぎ
わ
っ
た
そ
う

で
す
。
時
代
が
進
む
に
つ
れ
養
蚕
は

衰
退
し
て
い
き
ま
す
が
、
蚕
霊
様
の

祭
礼
は
昭
和
35
年
ご
ろ
ま
で
続
い
た

よ
う
で
す
。

　

他
に
も
、
境
内
に
は
地
域
の
養
蚕

業
の
発
展
に
寄
与
し
た
髙
木
仁
助
翁

の
頌
し
ょ
う

徳と
く

碑ひ

も
あ
り
ま
す
。
昭
和
30
年

に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
碑
文
に
よ

れ
ば
、
髙
木
仁
助
は
明
治
12
年
生
ま

れ
、
群
馬
県
の
蚕さ
ん

糸し

学
校
で
学
び
、

長
野
な
ど
の
各
県
で
技
術
者
と
し
て

勤
め
た
後
、
県
内
の
養
蚕
組
合
な
ど

で
長
く
養
蚕
指
導
の
第
一
線
に
あ
っ

た
と
あ
り
ま
す
。

　
蚕
霊
堂
の
建
物
は
今
も
本
堂
の
脇

に
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
老
朽
化
が

進
ん
だ
こ
と
か
ら
、
玉
姫
明
神
の
ご

神
体
は
本
堂
に
祭
ら
れ
て
い
ま
す
。

左
手
に
桑
の
葉
、
右
手
に
生
糸
束
を

持
っ
た
珍
し
い
容
姿
の
像
で
、
元
日

に
は
ご
本
尊
な
ど
と
と
も
に
ご
開
帳

さ
れ
て
い
ま
す
。
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史
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