
『
史
記
』
扁
鵲
倉
公
列
伝
に
描
か
れ
た
扁
鵲
の
所
業
が
、
到
底
一

人
の
人
間
の
も
の
と
は
思
え
な
い
こ
と
か
ら
、
「
扁
鵲
」
と
い
う
名

称
は
、
名
医
の
代
名
詞
と
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
様
灸
な
時
期
に
様

様
な
「
扁
鵲
」
が
い
た
の
だ
、
と
言
わ
れ
た
り
、
い
く
に
ん
も
の
名

医
の
伝
説
が
、
一
人
の
「
扁
鵲
」
と
い
う
名
医
の
伝
説
と
し
て
伝
え

ら
れ
た
の
だ
、
と
か
い
っ
た
想
像
が
な
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
山
東
大
学
の
劉
敦
癌
に
よ
っ
て
、
後
漢
期
に
制
作
さ
れ
た

画
像
石
の
い
く
つ
か
が
、
「
扁
鵲
針
灸
行
医
図
」
で
あ
る
、
と
主
張

さ
れ
て
以
来
、
扁
鵲
は
半
鳥
半
人
（
正
確
に
は
人
面
烏
神
）
の
神
物
を

ト
ー
テ
ム
と
す
る
医
家
の
集
団
の
名
称
で
あ
る
、
と
す
る
説
が
流
布

し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
説
に
は
、
と
り
わ
け
そ
の
ト
ー
テ
ミ
ズ

ム
と
の
安
易
な
結
合
に
対
し
て
、
批
判
も
な
さ
れ
て
は
い
る
。
と
は

い
え
、
こ
の
画
像
を
扁
鵲
学
派
（
な
る
も
の
が
あ
っ
た
と
仮
定
し
て
）

の
、
当
時
に
お
け
る
な
ん
ら
か
の
シ
ン
ボ
ル
と
見
る
考
え
方
は
、
か

扁
鵲
の
画
像
に
つ
い
て

石
田
秀
実

な
り
有
力
な
よ
う
で
あ
る
。
前
述
し
た
『
史
記
』
扁
鵲
倉
公
列
伝
か

ら
窺
え
る
、
扁
鵲
の
複
数
性
を
も
う
ま
く
説
明
す
る
か
ら
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
画
像
を
『
史
記
』
の
記
載
と
ダ
イ
レ
ク
ト
に
結

び
つ
け
る
こ
と
に
は
、
か
な
り
の
疑
問
が
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、

『
史
記
』
の
伝
記
に
は
、
確
か
に
長
桑
君
と
い
う
鬼
神
的
な
人
物

（
『
史
記
』
留
侯
世
家
の
倉
海
君
、
『
後
漢
書
』
方
術
伝
の
東
海
君
・
葛
破
君
な

ど
、
皆
鬼
神
に
特
有
の
名
称
で
あ
る
）
が
お
り
、
五
蔵
を
洞
見
し
う
る

よ
う
に
す
る
な
ど
の
神
秘
的
記
述
が
あ
る
も
の
の
、
扁
鵲
自
身
に
つ

い
て
は
、
何
ら
神
格
化
の
形
跡
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
周
知

の
ご
と
く
、
『
史
記
』
の
扁
鵲
像
は
、
「
六
不
治
」
の
一
に
、
「
巫
を

信
じ
て
医
を
信
ぜ
ず
」
が
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
合
理
的
な

傾
き
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
問
題
の
画
像
石
は
後
漢
時
代
の
も
の
で
あ
り
、
共
に
描

か
れ
て
い
る
神
話
的
表
象
も
、
西
王
母
や
東
王
公
、
四
獣
な
ど
、
こ

の
時
期
に
特
徴
的
な
も
の
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
神
話
表
象
の
内
、
人

面
烏
神
の
行
針
者
の
み
を
、
ト
ー
テ
ム
的
な
も
の
と
取
る
こ
と
の
非

は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
（
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
概
念
自
体
が
、
疑
問
視
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
）
。
ま
た
こ
れ
ら
の
画
像
が
、

両
漢
の
際
か
ら
後
漢
、
更
に
三
国
期
に
か
け
て
の
、
共
同
体
の
崩
壊
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と
社
会
不
安
に
伴
う
、
様
々
な
新
し
い
神
格
の
成
立
や
、
古
い
神
話

的
表
象
の
新
し
い
意
味
づ
け
に
伴
っ
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
思
え
ば
、
前
漢
初
期
に
描
か
れ
た
「
史
記
』
の
扁
鵲
像
と
の
間
隔

は
、
い
わ
ば
当
然
の
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
三
に
、
扁
鵲
が
神
格
と
し
て
登
場
す
る
文
献
の
存
在
が
挙
げ
ら

れ
る
。
い
わ
ゆ
る
『
黄
帝
蝦
蟇
経
』
で
あ
る
。
『
陪
害
』
経
籍
志
に

著
録
さ
れ
、
『
抱
朴
子
』
逸
文
に
見
え
る
『
蝦
蟇
図
』
な
ど
と
も
関

係
す
る
で
あ
ろ
う
こ
の
書
に
つ
い
て
、
多
紀
元
簡
は
、
「
ま
さ
に
漢

人
の
撰
す
る
所
な
る
べ
し
」
と
い
う
（
『
医
籍
考
』
）
。
実
際
こ
の
経
に

記
さ
れ
る
六
甲
日
神
や
血
忌
に
つ
い
て
は
、
『
論
衡
』
談
目
篇
な
ど

に
既
に
見
え
て
お
り
、
書
自
体
の
成
立
が
や
や
後
れ
る
も
の
だ
と
し

た
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
内
容
を
後
漢
頃
の
も
の
と

取
る
こ
と
に
、
問
題
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
本
書
の
「
推
天
医
天
徳
生
気
法
」
第
七
に
記
さ
れ
る
、
神
格

化
さ
れ
た
扁
鵲
は
、
日
月
（
即
ち
陰
陽
）
相
会
す
る
神
た
る
月
将
、

生
気
中
の
生
気
の
神
格
化
と
し
て
の
天
医
な
ど
と
共
に
、
天
に
在
っ

て
人
の
治
病
を
主
り
、
能
く
死
者
を
蘇
生
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

呪
術
や
治
療
上
の
方
位
決
定
に
現
わ
れ
る
そ
の
神
格
は
、
ト
ー
テ
ム

神
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
生
気
や
不
死
の
象
徴
と
い
っ
た
性
格

を
持
つ
。
こ
の
時
期
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
西
王
母
を
中
心
と

す
る
神
格
が
、
不
死
の
薬
を
中
心
と
し
た
、
生
命
の
源
泉
と
し
て
の

性
格
を
濃
厚
に
持
つ
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
図
像
中
に
扁
鵲

が
登
場
す
る
こ
と
は
極
め
て
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
神
格
化
さ
れ
、
天
上
界
を
往
来

す
る
扁
鵲
の
画
像
は
、
老
子
を
は
じ
め
様
々
な
人
物
が
神
格
化
さ
れ

て
い
っ
た
、
前
後
漢
の
境
か
ら
後
漢
に
か
け
て
形
成
さ
れ
た
、
神
的

扁
鵲
像
を
反
映
す
る
も
の
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

人
面
烏
身
の
そ
の
姿
に
つ
い
て
は
、
森
田
傳
一
郎
ら
に
よ
っ
て
指

摘
さ
れ
た
、
砥
石
と
烏
、
と
り
わ
け
鵲
と
の
関
係
の
他
、
東
方
に
在

っ
て
人
の
寿
を
司
る
人
面
烏
身
の
神
、
「
筍
芒
」
と
の
関
係
も
考
え

て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
前
漢
初
期
の
出
土
品
中
に
出
て
く
る
人
面

烏
身
の
神
は
、
扁
鵲
で
は
な
く
こ
の
「
筍
芒
」
で
あ
り
、
竜
舟
と
お

ぽ
し
き
も
の
に
乗
っ
て
昇
仙
し
て
ゆ
く
墓
主
人
の
下
方
で
、
墓
主
人

を
守
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
、
空
を
飛
ぶ
動
物
を
陽
の
物
と

す
る
考
え
方
も
、
な
ん
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い
よ
う
。

い
く
つ
か
の
伝
説
と
神
話
的
表
徴
か
ら
構
成
さ
れ
た
神
格
と
し
て

の
扁
鵲
像
に
は
、
窮
桑
の
地
と
の
関
係
、
不
死
の
薬
、
施
針
に
よ
る
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死
者
の
蘇
生
な
ど
、
も
と
に
な
っ
た
表
徴
が
有
し
て
い
た
様
々
な
性

格
が
保
た
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
北
里
研
究
所
附
属
東
洋
医
学
総
合
研
究
所
・
医
史
学
研
究
室
）

史
記
扁
鵲
伝
に
は
三
つ
の
症
例
が
記
さ
れ
て
い
る
。

一
、
趙
簡
子
不
知
人

二
、
號
太
子
戸
臓

三
、
斉
桓
侯
病
在
骨
髄

こ
の
症
例
を
検
討
し
、
素
問
の
記
載
と
対
照
し
て
、
扁
鵲
伝
の
医

学
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
。

病
位
の
意
義

斉
桓
侯
例
の
要
点
は
次
表
の
様
で
あ
る
。

病
位
膜
理
↓
血
脈
↓
腸
胄
↓
骨
髄

治
方
湯
熨
鍼
石
酒
醒
不
治

病
勢
軽
症
中
等
重
症
死
症

病
気
に
は
、
外
邪
に
感
じ
て
起
る
も
の
と
、
邪
に
よ
ら
ず
、
精
神

的
ス
ト
レ
ス
な
ど
に
よ
り
内
部
か
ら
発
症
す
る
も
の
と
が
あ
る
。
後

世
の
所
謂
外
感
と
内
傷
で
あ
る
。
外
邪
が
形
体
を
侵
襲
す
る
経
路
は

扁
鵲
其
の
二

家
本
誠
一
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