
想
い
出
の

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

ほ
し
　
ひ
か
る

（
㌢
r
㌘
㌢
㌘
酎
）

2
0
0
7
年
4
月
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
国
際
空
港
。
税
関
を
出
た
私
た
ち
は
、
専
用
パ
ス

で
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
ウ
ン
に
あ
る
ホ
テ
ル
に
向
か
っ
た
。

シ
ス
コ
は
坂
の
街
で
あ
る
ゥ
そ
れ
も
並
の
勾
配
で
は
な
い
。
4
5
度
ぐ
ら
い
の
急
な
坂
も
あ
る
。

そ
ん
な
坂
道
を
古
い
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
が
時
速
1
5
k
m
ぐ
ら
い
で
走
っ
て
い
た
。

「
あ
れ
が
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
名
物
の
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
だ
」
と
思
い
な
が
ら
、
私
は
昔
ヒ
ッ

ト
し
た
歌
の
詞
を
想
い
出
し
た
。

「
t
O
t
）
e
W
h
e
r
e
ニ
ー
二
e
c
a
b
－
e
c
a
r
s
～
㌧
」

あ
れ
は
1
9
6
0
年
代
の
後
半
だ
っ
た
。
ジ
ュ
リ
ー
・
ロ
ン
ド
ン
、
ブ
レ
ン
ダ
・
リ
ー
、
サ

ラ
・
ホ
ー
ン
な
ど
の
一
流
歌
手
が
コ
「
e
f
【
M
y
H
e
a
r
t
l
n
S
a
n
F
r
a
n
c
i
s
c
〇
㌧
」

を
鱒
っ
よ
う
に
し
て
歌
っ
て
い
た
。
当
時
、
私
は
ま
だ
2
0
代
だ
っ
た
。
若
い
こ
ろ
に
魅
か
れ
た

音
楽
は
慎
く
宝
石
の
よ
う
な
も
の
だ
。
今
で
も
忘
れ
な
い
歌
の
、
そ
の
詞
に
あ
る
景
色
を
ま
さ

か
40
午
後
に
H
に
し
よ
う
と
は
思
い
も
し
て
い
な
か
っ
た
。

私
た
ち
江
戸
ソ
バ
リ
工
が
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
や
っ
て
来
た
の
は
、
r
か
ん
だ
や
ぶ
」
の
店

主
∴
堀
川
康
彦
氏
の
ご
提
案
に
よ
り
、
日
本
人
町
の
桜
祭
り
で
蕎
麦
打
ち
を
披
露
す
る
た
め
だ

っ
た
。

現
地
時
間
4
月
2
0
日
、
桜
祭
り
の
前
夜
祭
。
会
場
と
な
っ
た
ミ
ヤ
コ
ホ
テ
ル
に
は
、
現
地
の

桜
祭
り
実
行
委
員
、
桜
祭
り
の
ク
ィ
ー
ン
、
日
本
文
化
を
紹
介
す
る
た
め
に
や
っ
て
き
た
日
本

人
な
ど
計
3
0
0
名
が
集
ま
っ
て
交
流
を
し
た
。
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そ
の
な
か
で
、
素
人
蕎
麦
打
ち
名
人
の
寺
西
恭
子
さ
ん
や
、
田
中
富
夫
さ
ん
ら
が
交
代
で
蕎

麦
打
ち
を
披
露
し
、
ま
た
全
員
が
役
割
を
分
担
し
て
日
本
の
江
戸
蕎
麦
を
振
舞
っ
た
が
、
こ
れ

が
人
気
を
よ
び
、
デ
モ
打
ち
の
周
り
に
は
、
い
つ
も
ア
メ
リ
カ
各
地
の
桜
の
女
王
た
ち
や
、
現

地
の
日
系
の
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
た
。

∵
方
、
ホ
テ
ル
の
厨
房
で
は
釜
前
　
（
麺
を
茄
で
る
係
）
　
た
ち
が
悪
戦
苦
闘
し
て
い
た
。

と
い
う
の
も
、
蕎
麦
を
打
つ
た
め
に
は
、
①
蕎
麦
粉
、
②
蕎
麦
打
ち
道
具
、
③
蕎
麦
を
茹
で

る
設
備
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
う
ち
の
蕎
麦
粉
、
蕎
麦
打
ち
道
具

な
ど
は
日
本
か
ら
運
ん
で
来
た
が
、
麺
作
り
の
な
か
で
一
番
肝
心
な
茄
で
る
た
め
の
設
備
、
す

な
わ
ち
火
力
、
鍋
の
形
な
ど
が
外
国
で
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
釜
前
た
ち
は
数
個
の
鍋
で
同
時
に
湯
を
沸
騰
さ
せ
、
素
早
く
蕎
麦
を
茹
で
上
げ

る
こ
と
に
苦
心
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
　
そ
し
て
、
こ
の
体
験
か
ら
「
茄
で
る
技
術
」
が
日
本
の

食
文
化
の
特
色
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
を
深
く
認
識
し
た
次
第
で
あ
る
。

話
を
会
場
に
戻
す
と
、
蕎
安
を
食
べ
る
彼
・
彼
女
た
ち
の
顔
は
み
な
倍
々
と
し
て
い
て
、
何

か
に
満
足
し
て
い
た
。
だ
が
、
特
殊
な
味
覚
を
も
つ
日
本
人
が
、
こ
だ
わ
る
蕎
麦
の
野
趣
性
や

コ
シ
、
汁
の
旨
味
や
キ
レ
を
ア
メ
リ
カ
人
に
理
解
し
て
も
ら
う
の
は
難
し
い
は
ず
で
あ
っ
た
。

で
は
、
一
体
わ
れ
わ
れ
の
蕎
麦
の
何
が
彼
ら
に
受
け
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
私
た
ち
が
感
知
し
た
の
は
「
蕎
麦
打
ち
の
周
り
か
ら
離
れ
な
い
の
は
、
本
物
に
感
銘

し
た
の
で
は
ー
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
、
〝
本
物
志
向
″
　
で
あ
る
。

こ
れ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
江
戸
ソ
パ
リ
工
が
目
指
し
て
い
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
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▲そばを味わう桜の女王

▲サンフランシスコのケーブルカー

だ
と
す
れ
ば
、
本
物
志
向
は
世
界
に
共

通
す
る
食
の
心
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
を
発
見
し
て
私
た
ち
は
満
足

で
あ
っ
た
。

そ
し
て
蕎
麦
打
ち
人
生
の
中
で
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
の
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
ウ
ン
で
蕎

麦
を
打
っ
た
こ
と
は
忘
れ
得
ぬ
想
い
出
と

な
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

コ
　
「
e
f
t
 
M
y
 
H
e
a
r
t
 
l
n

S
a
n
 
F
r
a
n
c
i
s
c
O
㌧
」


