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第
八
章 

 

終
戦
後
の
石
焼
き
い
も 

 
◆ 
石
焼
き
い
も
の
元
祖 

 

太
平
洋
戦
争
後
の
大
混
乱
期
が
過
ぎ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
東
京
都
墨
田
区
向
島
の
三
野

み

の

輪 わ

万
蔵

ま
ん
ぞ
う

さ
ん

が
、
特
製
の
リ
ヤ
カ
ー
を
引
き
な
が
ら
の
焼
き
い
も
屋
を
始
め
た
。 

わ
た
し
は
そ
の
や
り
方
を
、
既
述
の
「
川 か

わ

小 こ

商
店
」
二
代
目
社
長
、
齋
藤
直
衛
さ
ん
か
ら
聞
い
て
い
る
。 

 
 「

戦
前
の
万
蔵
さ
ん
の
こ
と
か
ね
？ 

屋
台
売
り
の
ラ
ー
メ
ン
屋
だ
っ
た
ら
し
い
。
戦
後
の
昭
和
二
十
五

年
に
、
サ
ツ
マ
イ
モ
の
国
家
統
制
が
解
除
さ
れ
た
。
そ
れ
を
待
っ
て
い
た
万
蔵
さ
ん
が
お
も
し
ろ
い
こ
と
を

始
め
た
。 

そ
れ
は
特
製
の
リ
ヤ
カ
ー
を
作
り
、
そ
れ
で
サ
ツ
マ
イ
モ
を
焼
き
な
が
ら
東
京
の
町
の
中
を
売
り
歩
く
こ

と
だ
っ
た
。
う
ち
は
そ
こ
に
も
サ
ツ
マ
イ
モ
を
卸
し
て
い
た
か
ら
、
万
蔵
さ
ん
は
お
得
意
様
だ
っ
た
。 

万
蔵
さ
ん
の
リ
ヤ
カ
ー
に
は
、
小
石
を
い
っ
ぱ
い
詰
め
た
鉄
板
製
の
大
き
な
箱
が
載
せ
て
あ
っ
た
。
そ
れ

で
も
潰
れ
な
い
頑
丈
な
リ
ヤ
カ
ー
を
、
知
り
合
い
の
町
工
場
に
作
ら
せ
た
。
火
床
は
そ
の
鉄
箱
の
底
に
あ
っ

た
。
燃
料
は
建
築
現
場
な
ど
か
ら
出
る
タ
ダ
同
然
の
廃
木
材
だ
っ
た
。 

そ
し
て
最
初
は
チ
リ
ン
、
チ
リ
ン
の
鈴
を
鳴
ら
し
な
が
ら
住
宅
街
を
ま
わ
っ
た
。
そ
れ
が
や
が
て
『
イ
シ

ヤ
ー
キ
イ
モ
』
の
売
り
声
に
な
っ
た
。 

万
蔵
さ
ん
が
そ
れ
を
考
案
し
て
新
し
い
商
売
を
始
め
た
と
き
は
、
五
十
歳
ぐ
ら
い
の
と
き
だ
っ
た
。
そ
れ
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が
当
っ
て
良
く
売
れ
た
。
そ
れ
で
毎
年
、
特
製
リ
ヤ
カ
ー
の

台
数
を
増
や
し
て
い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
借
り
て
売

り
歩
く
売
り
子
も
増
や
し
た
。
そ
の
多
く
は
、
越
後
の
豪
雪

地
帯
の
稲
作
農
家
の
主
人
た
ち
だ
っ
た
。 

東
京
で
は
万
蔵
さ
ん
の
新
商
売
が
当
っ
た
か
ら
、
そ
の

あ
と
に
続
く
あ
た
ら
し
い
親
方
連
中
が
急
増
し
た
。
だ
が

盛
時
は
一
九
七
〇
（
昭
和
四
十
五
）
年
の
大
阪
万
博
ま
で
だ

っ
た
」 

 

そ
の
後
、
リ
ヤ
カ
ー
の
石
焼
き
い
も
は
下
火
と
な
り
、

軽
ト
ラ
な
ど
で
売
る
移
動
販
売
車
の
「
石
焼
き
い
も
屋
」
に

変
わ
っ
た
。
し
か
し
以
前
ほ
ど
に
焼
き
い
も
は
売
れ
な
く

な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
を
経
て
、
平
成
の
時
代

に
な
り
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
ね
っ
と
り
し
て
甘
い
安
納
芋

ブ
ー
ム
が
起
こ
り
、
二
〇
〇
三
年
頃
に
電
気
式
自
動
焼
き

い
も
機
が
開
発
さ
れ
た
。
同
時
に
ね
っ
と
り
し
た
品
種
の

「
べ
に
は
る
か
」
が
二
〇
〇
七
年
に
登
場
し
た
。
や
が
て
ど

こ
の
大
型
量
販
店
で
も
、
店
内
の
目
立
つ
と
こ
ろ
に
電
気

式
自
動
焼
き
い
も
機
を
設
置
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ

で
石
焼
き
い
も
の
引
き
売
り
は
消
え
て
い
っ
た
。 
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◆ 

戦
後
の
川
越
地
方
の
サ
ツ
マ
イ
モ
畑 

 

関
東
大
震
災
で
消
え
た
川
越
地
方
の
販
売
用
サ
ツ
マ
イ
モ
畑
も
、
太
平
洋
戦
争
に
よ
る
食
糧
難
時
代
に
復

活
し
た
。
「
な
に
が
な
ん
で
も
サ
ツ
マ
イ
モ
を
つ
く
れ
」
と
な
り
、
小
学
校
の
校
庭
ま
で
開
墾
さ
れ
て
サ
ツ

マ
イ
モ
畑
に
な
っ
た
。 

そ
ん
な
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
紙
不
足
で
薄
く
な
り
な
が
ら
も
発
行
さ
れ
て
い
た
朝
日
新
聞
社
の
少
年
向
き

全
国
誌
「
週
刊
少
国
民
」
の
一
九
四
四
（
昭
和
十
九
）
年
九
月
二
十
四
日
号
の
表
紙
写
真
は
、
川
越
第
四
国

民
学
校
（
現
・
川
越
市
立
仙
波
小
学
校
）
の
校
庭
を
開
墾
し
て
作
っ
た
サ
ツ
マ
イ
モ
畑
の
収
穫
風
景
だ
っ
た
。

そ
れ
に
「
僕
ら
が
作
っ
た
学
校
農
園
の
お
い
も
」
と
か｢

ふ
や
せ
食
糧
、
つ
く
れ
笑
顔｣

の
文
字
が
入
っ
て
い

た
。 

 

川
越
地
方
の
サ
ツ
マ
イ
モ
は
、
そ
の
よ
う
な
宣
伝
に
も
使
わ
れ
る
ほ
ど
有
名
だ
っ
た
。
そ
し
て
戦
後
も
し

ば
ら
く
た
つ
と
、
戦
前
の
お
い
し
か
っ
た
サ
ツ
マ
イ
モ
「
紅
赤
」
の
復
活
の
兆
し
も
出
た
。
だ
が
、
う
ま
く

い
か
な
か
っ
た
。 

夏
作
の
サ
ツ
マ
イ
モ
と
相
性
が
良
か
っ
た
の
は
、
冬
作
の
ム
ギ
だ
っ
た
。
そ
の
大
麦
畑
も
小
麦
畑
も
、
戦

後
は
年
々
少
な
く
な
っ
た
。
最
良
の
相
棒
を
失
っ
た
「
紅
赤
」
は
、
病
虫
害
に
悩
ま
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

作
り
手
も
消
え
た
。 

そ
れ
に
代
わ
る
新
し
い
作
物
に
な
っ
た
の
が
、
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
や
カ
ブ
、
小
松
菜
な
ど
の
葉
物

は

も

の

と
イ
モ
は

イ
モ
で
も
サ
ト
イ
モ
だ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
東
京
に
隣
接
し
て
い
る
川
越
地
方
の
畑
作
専
門
農
家
の
作
物
と
し

て
、
令
和
に
な
っ
た
今
も
盛
ん
に
作
ら
れ
て
い
る
。 

そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
「
令
和
」
の
今
も
、
サ
ツ
マ
イ
モ
に
こ
だ
わ
り
続
け
て
い
る
と
こ
ろ
と
な
れ
ば
、



68 

 

三
芳
町
上 か

み

富 と
め

地
区
の
約
三
十
戸
の
農
家
「
三
芳
町
川
越
い
も
振
興
会
」
と
、
川
越
市
内
の
い
も
掘
り
観
光
農

園
を
中
心
と
し
た
「
川
越
い
も
研
究
会
」
の
生
産
農
家
ぐ
ら
い
し
か
見
当
た
ら
な
い
。 

                  

 

 

 

 


