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北海道医報ファイルの送付について
北海道医師会広報部では、北海道医報を整理・

保存するためのファイルを作成しております。
ご希望の向きは下記までご連絡下さい。無償に
てお送りいたします。
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《
正
岡
子
規
（
３６
）
の
続
き
》
そ
の
２５１

子
規
周
辺
の
人
び
と
（
一
）

子
規
の
生
命
は
数
え
年
で
、
僅
か
に
３６
歳
。
し
か
も
晩

年
の
５
年
間
は
「
病
床
六
尺
」
に
、
殆
ど
釘
付
け
の
状
態

と
な
り
、
カ
リ
エ
ス
の
た
め
の
痛
み
に
、
乱
叫
乱
罵
、
泣

き
わ
め
く
有
様
で
あ
り
な
が
ら
（
号
泣
又
号
泣
と
『
仰
臥

漫
録
』
明
治
３４
年
１０
月
２８
日
に
自
ら
記
す
）、
喉
頭
癌
を

病
ん
だ
中
江
兆
民
の
著
し
た
『
一
年
有
半
』
を
評
し
て

「
浅
薄
な
こ
と
を
書
き
た
り
」
と
し
、
病
を
楽
し
む
こ
と

も
知
ら
ず
と
書
く
。

死
の
年
に
は
、
激
痛
の
た
め
、
い
よ
い
よ
麻
痺
剤
の
力

を
借
り
る
こ
と
と
な
り
、
日
に
二
度
乃
至
三
度
服
用
す
る

に
至
っ
た
。

永
い
病
床
生
活
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
文
学
活
動
は
、

先
ず
俳
句
の
革
新
、
次
い
で
和
歌
（
短
歌
）
の
革
新
を
成

し
遂
げ
た
。
さ
ら
に
写
生
文
を
提
唱
し
、
今
日
の
記
事
文

の
基
礎
を
固
め
た
。

漱
石
は
高
浜
虚
子
に
す
す
め
ら
れ
て
、
虚
子
が
発
行
し

て
い
た
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
、「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
を
発

表
し
て
一
躍
文
名
を
挙
げ
、
作
家
漱
石
の
誕
生
を
う
な
が

す
こ
と
と
な
っ
た
。

子
規
が
「
獺
祭
書
屋
俳
話
」
に
よ
っ
て
、
俳
句
革
新
に

乗
り
出
し
た
の
は
、
明
治
２５
年
（
一
八
九
二
）
の
こ
と
で

あ
る
。
翌
２６
年
、
奥
羽
行
脚
に
際
し
、
各
地
の
宗
匠
を
訪

ね
て
、
そ
の
識
見
の
固
陋
な
の
に
驚
い
て
、
い
よ
い
よ
俳

句
革
新
の
志
を
固
め
た
。

子
規
の
俳
句
革
新
は
、「
月
並
俳
句
」
を
打
倒
す
る
こ
と

か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
当
時
の
俳
句
が
、
風
流
が
っ
た
り
、

教
訓
的
だ
っ
た
り
、
人
の
心
を
く
す
ぐ
る
よ
う
な
浅
薄
な

句
で
あ
っ
た
訳
で
あ
る
。

子
規
が
盛
に
唱
導
し
た
「
写
生
」
と
い
う
こ
と
は
、
共

に
新
聞
「
小
日
本
」
に
い
た
中
村
不
折
の
論
か
ら
の
よ
う

に
説
く
人
も
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で

あ
る
。

不
折
が
子
規
の
三
十
三
回
忌
（
昭
和
９
年
９
月
）
に
述

べ
た
「
追
懐
断
片
」
の
末
尾
に
、「
先
生
（
注
・
子
規
の
こ

と
）
が
文
学
上
に
唱
え
た
写
生
の
議
論
は
、
必
ず
し
も
僕

等
の
絵
画
に
於
け
る
議
論
が
影
響
し
た
と
は
思
わ
れ
な

い
。
そ
の
点
は
寧
ろ
御
互
に
共
鳴
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ

ろ
う
」
と
し
て
い
る
が
、
写
生
が
不
折
か
ら
発
し
て
い
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

俳
句
の
革
新
が
ほ
ぼ
成
っ
た
と
悟
る
や
、
次
は
和
歌

（
短
歌
）
の
革
新
を
志
し
た
。「
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
は

一
か
ら
十
に
及
ぶ
長
文
で
、「
仰
の
如
く
近
来
和
歌
は
一
向

に
振
ひ
不
申
候
。
正
直
に
申
し
候
へ
ば
萬
葉
以
来
、
実
朝

以
来
一
向
に
振
ひ
不
申
候
」「
貫
之
は
下
手
な
歌
よ
み
に

て
、
古
今
集
は
く
だ
ら
ぬ
集
に
有
之
候
」
の
如
き
瞠
目
す

べ
き
文
で
始
ま
る
の
で
あ
る
（
明
治
３１
年
）。

俳
句
に
し
ろ
、
和
歌
に
し
ろ
、
当
時
は
陳
腐
と
な
り
、

新
し
い
思
想
を
盛
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
子
規
に
は
思
わ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
明
治
の
新
時
代
に
、
古
く
さ
い
思
想

や
表
現
は
棄
て
去
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

半
死
の
病
床
に
あ
り
な
が
ら
も
、
文
筆
を
絶
た
ず
、
筆

を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
時
に
は
、
口
述
筆
記
を
さ
せ
る

な
ど
、
そ
の
活
動
は
健
康
者
を
し
の
ぐ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

句
会
、
歌
会
、
蕪
村
句
集
輪
講
会
を
枕
頭
で
催
さ
せ

て
、
意
見
を
述
べ
る
な
ど
、
気
力
の
旺
盛
な
こ
と
は
重
症

の
病
人
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
活
動
の
身
辺
に
、
常
に
同
調
者
や
賛
成
者
が

居
た
こ
と
は
幸
い
で
あ
っ
た
。
尤
も
賛
成
者
と
い
っ
て

も
、
子
規
と
激
論
を
闘
わ
せ
た
先
輩
の
内
藤
鳴
雪
の
如
き

人
も
い
た
か
ら
、
常
に
同
調
・
賛
成
者
ば
か
り
で
は
な
か

っ
た
。

周
辺
の
親
し
い
知
己
、
友
人
、
門
下
生
が
何
れ
も
極
め

て
優
秀
な
人
物
が
多
か
っ
た
こ
と
は
、
子
規
の
志
を
遂
げ

る
の
に
大
い
に
与
っ
て
力
が
あ
っ
た
。
そ
れ
で
な
け
れ

ば
、
い
か
に
子
規
と
い
え
ど
も
志
望
を
達
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

周
囲
に
集
ま
っ
た
人
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
で
一
流
の

人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
子
規
の
人
物
が
そ
れ
ら

の
人
を
吸
引
す
る
魅
力
に
富
ん
で
い
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す

の
で
あ
ろ
う
。

結
核
が
感
染
症
で
あ
る
こ
と
は
、
当
時
で
も
広
く
知
ら

れ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
多
く
の
人
が
、
感
染
を
恐
れ
ず
子

規
宅
に
集
り
、
飲
食
を
共
に
し
、
特
に
親
し
い
人
は
看
護

当
番
と
な
り
寝
泊
り
を
し
て
い
る
。

医
事
・
文
談

九
百
六
十
三

平
岸

三
八

お知らせ
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