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（表紙写真）

バナナの木の花
札幌市医師会 今村 孝

この木は北海道医師会館前の大通公園の北側
の植木の中にあります。
西６丁目から８丁目あたりにかけて３本あり

ます。ちょうど北海道神宮祭典のころに多数の
可憐な花（写真）をつけます。バラの花位の大

きさの黄色い花を大きな木一杯につけるのです
が、意外に目立たないので注意して見てくださ
い。最近、市で木に名札をつけたのですぐ見つ
かると思います。

撮影：デジタルカメラ

《
正
岡
子
規
（
３６
）
の
続
き
》
そ
の
２２８

子
規
と
夏
目
漱
石
（
三
十
七
た
び
続
）

前
号
に
載
せ
た
明
治
２４
年
１１
月
１０
日
発
の
書
簡
が
、
長

文
だ
と
い
う
こ
と
を
紹
介
し
た
。
し
か
し
そ
の
３
日
前
の

１１
月
７
日
発
の
超
々
長
文
に
は
、
誰
し
も
眼
を
瞠
る
こ
と

と
思
う
。
但
し
、
こ
の
文
の
発
信
者
は
金
之
助
拝
で
あ

り
、受
信
者
も
常
規
殿
と
あ
っ
て
、お
互
い
に
フ
ザ
ケ
タ
自

称
や
他
称
を
用
い
て
い
る
訳
で
は
な
い
の
で
、引
用
を
控

え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、こ
ん
な
長
文
を
往
復
し
て
い
る

子
規
・
漱
石
両
人
の
間
柄
は
、果
た
し
て
何
と
形
容
す
べ
き

で
あ
ろ
う
と
考
え
る
と
、や
は
り
紹
介
す
べ
き
だ
と
思
う
。

こ
の
書
簡
も
、
漱
石
は
自
宅
か
ら
、
常
盤
会
寄
宿
舎
の

子
規
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。
仮
に
学
校
で
顔
を
合
わ
せ

て
も
、
こ
ん
な
に
長
大
な
議
論
を
す
る
訳
に
は
い
か
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ど
ち
ら
か
の
住
居
で
話
し
込
ん
で
も

長
時
間
を
要
す
る
だ
ろ
う
し
、
や
は
り
手
紙
が
一
番
便
利

だ
っ
た
も
の
と
思
う
。

ま
ず
そ
の
長
さ
を
測
ろ
う
。
岩
波
文
庫
で
、
１１
ペ
ー
ジ

５
行
、
総
行
数
は
１４
×
１１
＋
５＝

１５９
行
。
１
行
４０
字
詰
。

総
字
数
は
六
千
三
百
余
字
。
こ
れ
を
巻
紙
に
一
行
十
字
前

後
を
書
く
と
す
れ
ば
、
実
に
六
百
三
十
行
に
も
及
ぶ
の
で

あ
る
。
こ
れ
が
１１
月
１０
日
発
の
書
簡
に
「
僕
が
二
銭
郵
券

四
枚
張
の
長
談
義
を
聞
き
流
し
に
す
る
大
兄
に
あ
ら
ず
と

存
じ
を
り
候
処
、
案
の
如
く
二
枚
張
の
御
返
礼
に
あ
ず
か

り
、
金
高
よ
り
い
へ
ば
半
口
た
ら
ぬ
心
地
す
れ
ど
芳
墨
の

真
価
は
百
枚
の
黄
白
に
も
優
り
嬉
し
く
披
見
仕
候
」
と
あ

る
も
の
で
あ
る
。

当
時
、
封
書
一
通
二
銭
の
と
こ
ろ
、
重
量
超
過
で
八
銭

も
の
郵
券
を
張
っ
た
書
簡
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
の
返
信
と

し
て
子
規
も
四
銭
の
切
手
を
張
っ
た
も
の
を
差
出
し
た
の

で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
超
長
文
の
書
簡
は
、
な
に
を
記
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
に
子
規
が
「
明
治
豪
傑
譚
」
と

「
気
節
論
」
と
を
漱
石
に
贈
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
ら

を
一
読
し
、
漱
石
が
猛
然
と
反
駁
を
加
え
た
の
が
本
書
簡

で
あ
る
。
こ
の
二
書
と
も
、
子
規
の
自
著
で
は
な
い
。

超
々
長
文
の
な
か
か
ら
、
い
く
つ
か
の
箇
條
を
抜
き
書

き
し
て
み
よ
う
。

「
さ
て
巻
を
掩
ふ
て
こ
れ
ら
の
人
物
が
、
小
生
の
心
緒

を
撹
動
せ
し
や
と
諦
観
仕
候
へ
ば
、
寸
毫
も
高
尚
だ
の
優

美
だ
の
と
申
す
方
向
に
導
き
し
点
無
之
、
人
を
し
て
嘔
吐

を
催
ふ
せ
し
む
る
件
り
も
有
之
や
に
見
受
ら
れ
候
。」「
編

中
の
人
間
皆
気
節
な
き
グ
ー
タ
ラ
の
み
と
申
す
次
第
に
は

無
之
、
中
に
は
仰
の
如
き
、
稜
々
た
る
風
骨
を
具
し
た
る

人
も
有
之
べ
く
」「
人
の
気
節
の
有
無
は
そ
の
人
の
前
後
を

通
観
せ
ず
候
て
は
、
そ
の
人
の
行
為
が
そ
の
人
の
主
義
と

並
行
す
る
や
否
や
判
じ
難
き
」「
こ
の
編
に
記
載
の
件
り
は

単
に
豪
傑
の（
流
俗
の
豪
傑
）一
言
半
行
位
に
と
ど
ま
り
、

そ
の
人
の
気
節
を
断
定
す
る
の
材
料
に
は
為
し
難
き
」。

「
豪
傑
譚
」
中
の
事
件
を
大
別
す
る
と
、
第
一
は
即
座

の
頓
智
、
第
二
は
そ
の
場
の
激
情
、
更
に
誰
に
も
あ
る
失

策
話
や
、
尋
常
一
様
の
世
間
話
の
三
種
に
大
別
さ
れ
る
。

「
即
座
の
頓
智
と
い
ふ
事
は
、
そ
の
人
天
稟
の
賦
性
に

て
、
能
も
あ
り
不
能
も
あ
り
、
頓
智
あ
る
が
た
め
に
気
節

あ
り
、
頓
智
な
き
が
た
め
に
気
節
な
し
と
は
誰
も
許
さ
ぬ

事
な
る
べ
し
。
否
、
気
節
を
尊
む
人
は
場
合
に
依
れ
ば
出

る
頓
智
も
わ
ざ
わ
ざ
引
き
込
ま
す
事
あ
り
。」

「
第
二
に
一
時
の
激
�
に
て
感
情
的
に
為
し
た
る
事
が

気
節
を
表
顕
す
と
い
ふ
も
受
取
り
が
た
し
。
気
節
と
は
前

に
も
い
ふ
が
如
く
（
余
の
考
へ
に
て
は
）、
一
定
断
乎
の

主
義
を
抱
懐
し
て
動
か
ざ
る
に
外
な
ら
ず
。」

「
第
三
種
に
属
す
る
失
策
話
（
逸
話
に
せ
よ
）
は
吾
人

の
生
活
中
、
日
々
眼
前
に
横
た
は
る
も
の
と
せ
ば
、
僕
な

ど
は
風
骨
稜
々
の
冠
を
戴
く
を
得
べ
し
。
と
に
か
く
失
策

は
豪
傑
に
限
り
て
多
き
に
あ
ら
ず
。
ま
た
気
節
あ
る
が
た

め
に
大
な
る
に
あ
ら
ず
。」

「
御
存
じ
の
如
く
、
人
間
の
能
力
は
智
、
情
、
意
の
三

者
に
外
な
ら
ず
。
気
節
は
人
間
能
力
の
一
部
な
る
以
上
は

三
者
の
中
、
何
れ
に
か
属
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
し
て
、

気
節
が
情
に
あ
ら
ず
、
意
に
あ
ら
ず
、
気
節
は
智
の
範
囲

内
に
あ
る
こ
と
を
縷
々
論
ず
る
。

「
小
生
元
来
大
兄
を
以
て
吾
が
朋
友
中
一
見
識
を
有

し
、
自
己
の
定
見
に
由
っ
て
人
生
の
航
路
に
舵
を
と
る
も

の
と
信
じ
居
り
候
。」
そ
の
信
じ
き
り
た
る
朋
友
が
か
か

る
小
供
だ
ま
し
の
小
冊
子
を
以
て
気
節
の
手
本
に
せ
よ
と

て
、
わ
ざ
わ
ざ
恵
投
せ
ら
れ
た
る
は
、
そ
の
意
を
得
ず
と

書
く
。

医
事
・
文
談
（
九
百
四
十
）

平
岸

三
八
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