
夢

の
警
喩

に
つ

い
て

(
服

部
)

夢

の
讐

喩
に

つ
い
て

服

部

正

明

印
度
大
乗
佛
教

の
諸
論

書
の
中

に
夢

の
警
喩

が
屡

垂
用

ひ
ら
れ
る
が
、

そ
れ

は
常

に
非
現
實

に
し
て
虚
証
な

る
も

の
、
た

ゞ
假

読
せ
ら
れ
た
に
過
ぎ
な

い
も

の
を
意
味
し

て
ゐ
る
。
佛
教
徒

の
用
ひ
る

こ
の
喩
読
は
他
の
哲
學
諸
派
か
ら
批

到
論
駁
を
受
け
る
が
、

こ
れ
は
大
乗
佛
教

の
本
質
を
表
明
す
る
警
喩

で
あ
る
と

云
つ
て
過
言

で
は
な

い
。
然
し
な

が
ら
大
乗
佛
教

の
内
部
に
於

い
て
も
、

中
襯

派
と
唯
識
派

と
で
は
夢

の
警

喩

の
適

用
の
仕
方
が
稽

ゝ
異

つ
て
ゐ
る
。

正
理
経

・
26
-
37

に
於

い
て
反
駁
せ
ら
れ
て
ゐ
る
外
界

の
實
在
を
否

定
す

る
論
が
、
中
翻
読

で
あ
る
か
唯
識

読
で
あ

る
か
に
關
し

て
、
宇
井
博
士

が

從
前

の
諸
読
を
批

到
し

つ
つ
中
翻
読
と
論
定
さ
れ
た
の
は
委
當
で
あ
ら
う
。

こ

の
所
破

の
中
に
夢

の
警
喩

が
用
ひ
ら

れ
て
ゐ
る
が
、

そ
の
意
味
内
容
を
吟

味
す

る
と
き
博
士

の
論
謹

の
要
當
性
を
支
持
す
る

こ
と
が
出
來

る
。
反
駁
さ
れ
て
ゐ

る
読
は
、

我

々
の
畳
 
(b
u
d
d
h
i)
 に
遇
鷹
す
る
如
き
野
象

は
何
ら
實

在
し
な

い

か
ら
、

こ
の
畳
は
錯
れ
る
畳
で
あ
る
と
主
張
し
、
量
 
(
p
ra
m
a
na
)
 に
よ

つ
て

所
量
 (
p
r
a
m
e
y
a
)
 を
理
解

す
る
と

い
ふ
正

理
學
派

の
定
読
に
封
向

せ
し
め

て

云

へ
ば
、

所
量

が
非
實
在

で
あ
る
か
り
量
も
成

立
せ
ず

「
こ
の
量

。
所
量

の
妄

想
は
夢

の
樹
象

の
妄
想

の
如

く
で
あ

る
。

(s
v
a
p
n
a
v
i
s
a
y
ab
h
im
a
n
a
v
a
t)

或
は
ま
た
幻

・
乾
達
婆
城

・
陽
炎

の
如
く

で
あ
る
」
と
述

べ
る
の
で
あ
る
。

中
論
齪
三
相

晶
に
生

・
佳

・
滅

の
有
爲
三
相
が
室
な

る
こ
と
が
論
謹
せ
ら
れ

た
最
後

に
、
「
讐

へ
ば
幻

・
夢

・
乾
蓬
婆
城

の
如
く
、

生

・
佳

・
滅

は

そ

の
如

く
に
宣
読

せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
」

(k
.
 
3
4
)
と
述

べ
ら
れ
て
ゐ

る
。

そ
れ
ら
は

「
自
醗
と
し
て
生
じ
た
も

の
で
な
く
、

現
に
存

在
し
て
ゐ
る

の
で
は
な

い
が
、

世
間

の
よ
く
知
畳
し
認
め
る

と
こ
ろ

で
あ
る
か
ら
、
」
そ

れ

ら

世
間

の
人

々
を

所

化
と
し
て
読

か
れ
た
の
で
あ
る
、

と

い
ふ
意

味
で
あ
る
。

ゆ
諭
に
夢

の
警
喩

は
全

く
同

じ
意
昧
内
容
を
以

て
、
襯
業
品
最
終
偶
、

観
顛
倒
品
第
八
偶

に
、

同

じ
く
乾
達
婆
城

や
陽
炎

の
喩

と
共
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
。

こ
れ
ら

の
喩
は
大
替

度
論
巻
六
に
総
括

し
て
、
塞
を
解
す
る
爲

の
十
喩

と
し
て
墨
げ
ら
れ

て
ゐ
る
。

印

ち
幻
。

焔

水
中

月

盧
塞

・
響

・
乾
蓬
婆
城

・
夢

・
影

・
鏡
中
像

・
化

の

十
種

で
、
何
れ
も
諸
法
が
眞
實

に
は
實

在
し
な

い
こ
と
、

本
來
塞
な

る
こ
と
を

意
昧
す
る
警
喩
な

の
で
あ
る
。

唯
識
派

の
論
書

に
こ
の
十
喩
が
そ

の
ま

ゝ
用
ひ
ら

れ
て
ゐ
る
例
を
見
出
す

ご

と
は
出
來
な

い
が
、
大
乗
蕪
嚴
経
論
求
法
品
、
掻

大
乗
論
所
知
相
分
に
略

ゝ
同

じ
内
容

の
入
喩

が
塞
げ

ら
れ
て
ゐ
る
。

而
し
て
そ

の
八
喩

の
意
味
内
容

が
、
夫

ゝ
諸
内
慮
、

諸
外
慮
、

心
・
心
所
、
教
法
等
と
分
別
さ
れ
て
ゐ
る
中
、
夢
の
警

喩

は
外

の
六
慮
、
帥

ち
六
種

の
感
官

に
封
憲
す
る
野
象

界
に
關

し
て
読

か
れ
る

と

い
ふ
の
で
あ

る
。
「
外

の
六
庭
は
夢

の
如
く
で
あ

る
。
そ
れ
を
受
用

す

る

こ

と
に
は
依

膿
が
無
い
と
い
ふ
性
質

が
あ
る
か
ら
で

あ

る
。

(
a
d
p
a
b
b
o
g
a
s

y
v
a
s
t
u
k
a
t
v
a
t
)
」
(
g
r
a
m
.
 
X
I
,
 
k
.
 
3
 
C
o
m
m
.
)
 

野

象
が
無
い
な

ら
ば
愛
。

非
愛

の
受
用
を
な
す

こ
と
は
如
何
に
し
て
生
ず

る
の
か
と

い
ふ
疑
惑
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を
除
か
ん
爲
に
、
夢

の
如
し
と

い
ふ
警
喩

が
あ
る
。
」
(
撰
大
乗
論
)
等
と
述

べ

ら
れ
る
如
く
、
夢

に
於

い
て
も
巽
象

が
無
く
と
も
種

々
な
る
勢
象

に
關
す
る
受

用
が
な
さ
れ
る

の
と
同
じ
く
、

現
在
我

々
が
實
在
す

る
と
考

へ
て
ゐ
る
饗
象
も

實
に
は
無
く
、
唯
だ
盧
妄
な
る
識

の
顯
現
に
過
ぎ
な

い
こ
と
を
夢

の
警
喩
が
意

昧
す
る

の
で
あ

る
。
大

乗
荘
嚴
纏
論
、

菩
提
分
品

斜
2
-
4
4
 C
o
m
m
.
 に
も

「
眞
實

の
如
く
に
虚
妄

の
色
が
顯
現
す
る
か
ら
身
は
幻

の
如
し
と
遍

知
し
、
眞

實

の
如
く
に
錯
れ
る
領
納
が
あ

る
か
ら
受
は
夢

の
如
し
と
遍

知
し
…
…
」

と
述

べ
ら
れ
、

幻

・
夢
等

の
喩

の
意
味
内
容

が
八
喩

の
分
別

の
際
に
於
け
る
竜

の
と

一
致
し

て
ゐ
る
の
が
見

ら

れ

る
。

安
慧

の
中
邊
分
別
論
繹
疏
 
(
E
d
.
 

k
a
m
a
-

g
u
c
h
i
,
 
p
.
 26
)
に
竜
、
夢

中
の
識
は
以
前

に
領
納
し
た
物
を
封
象
と
す
る
と

い
ふ
読
を
排
し
て
、
「
封
象
な
き
識

こ

そ
夢
中

に
境

の
顯
境
と
し
て
生
ず

と
決

定
す

る
」
と
蓮

べ
て
ゐ
る
。
)

蚊
に
中
論

や
大
智
度
論

の
夢

の
警
喩

と
、
唯
識
派

の
論
書

に
於

け
る
そ
れ
と

の
間

に
は
、

そ
の
適

用
の
仕
方
に
相
異
あ

る
こ
と
が
注
目
せ

ら

れ

る

で
あ

ら

う
。
後
者

に
於

い
て
夢

の
警
喩

は
た

ゞ
識

の
饗
象
界

の
無
を

い
ふ
た
め

の
み
に

意
昧
が
限
定
ざ
れ
る
が
、

前
者

に
は
そ
の
限
定
は
全
く
な

い
。
中
論

の
三
回

の

用
例

を
見

る
と
、
襯
顛
倒
品

の
場
合
は
た
し

か
に
六
種

の
野
象

界
に

つ
い
て
云

ふ
の
で
あ

る
が
、
他
は
心
不
相
賑
行

法
な
る
有
爲
三
相
、
煩

噛
と

い
ふ
心
所
で

あ
り
、

ま
た
業
も
少
く
も
意
業

に
關
す

る
限
り
そ

の
盛
は

心
所

と

し

て

の

思

(C
e
ta
m
a
)
 で
あ
る
。

要
す
る
に
中
論
は
輩

に
感
官

の
野
象

界

の
み
で
な
く
、

心
。

心
所

乃
至
無
爲
法
ま
で
凡
ゆ
る
法
の
本
來
塞
な
る

こ
と
を
読
く

の
で
あ

つ

て
、
夢
等

の
喩
は
皆

同
じ
く
そ

の
塞
を
解
明
す
る

の
み

で
、
意
昧
内
容
に
相
互

の
差
別
は
な

い
。
大
智

度
論

の
十
喩
も

ま
た
趣
意
を
同
じ
く
し
、

一
々
の
喩
依

の
も
つ
非
實
在
的
な
性
格
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
て
は
ゐ
る
が
、
響
の
蕪
嚴
経

論
等

の
如
き
匠
別
を
な
し
て
ゐ
る
の
で
は
な

い
。

こ
の
十
喩
は
す

べ
て
本
來
非

存
在

で
あ
る

こ
と
を
世
間
は
充
分
に
知

つ
て
ゐ
る
か
ら
、
諸
法
を

こ
れ
ら
に
喩

へ
て
塞
を
理
解
さ
せ
る
と

い
ふ
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
夢

の
喩

を
繹
す

る
に

當

つ
て
、
夢

が
實
事
が
無

い
の
に
實
あ
り

と
謂
ひ
、

無
法
に
し
て
見

る
も

の
で

あ

る
こ
と
を
述

べ
た
後
、

夢
に
於

い
て
も
識

・
心

の
縁
と
な
る
實

が
あ

る
と

い

ふ
主

張
を
反
駁

し
、
現
實

の
識

で
も
例

へ
ば

二
頭

の
人
と

い
ふ
語

に
よ

つ
て

二

頭

の
入

の
表
象
を
生
ず
る
如
く
、

自
ら
の
思
惟
念
力
に
よ

つ
て
實

に
は
無

い
野

象

の
見

ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
云
ふ
如
き

は
、
唯
識
読
に
親
近
す

る
考

へ
方

で

あ
る
と
見
倣
す

こ
と
が
出
來
る
。

然
し
諸

法
を
識

・
心
に
内
在
せ
し
め

て
無
自

性

・
塞
を
開
顯
す
る
方
軌
は
、
所
謂
中
観
に
於
け
る
観
念
論
的
傾
向
と
し
て
六

十
頽
如
理
論

や
大
乗

二
十
頚
論
な
ど
に
も
指
摘
さ
れ

て
ゐ
る
所
で
あ

つ
て
珍
ら

し

い

こ

と

で
は

な

い
。

(
山

口
釜
、

中
観
佛

教
論
孜
、

七
七
頁
、

E
a
s
te
rn

B
u
d
d
h
ist
 Hv
,
 1
.
 
p
.
 57
)
 唯
識

読
と
異

る
の
は
、

饗
象

の
無
は
識

の
有
を
意

味
す
る
こ
と
な
く
、
封
象
の
非
實
在
は
同
時
に
主
観
の
虚
証
性
を
謹
示
す
る
も

の
で
あ
り
、

爾
者

は
倶

に
室

で
あ
る
と
な
す
黙

で
あ
る
。

大
智

度
論

の
夢

の
解

繹
も
、

そ

の
黙

か
ら
見
る

と
き
中
観
的
で
あ

る
と
い
ふ
こ
と
が
出
來
る
。

唯
識

派
が
醤
象
界

の
非
存
在
を
主
張
す

る
に
際

し
て
、
夢

の
警
喩
は
最
も
適

合
性
を
有

し
て
ゐ
た
と
考

へ
ら
れ
る
。
而

し
て
夢

の
警
喩
が
唯
識
派
に
適
用
せ

ら
れ
た
と
き
、

そ

の
意
味

内
容
も

こ
の
學
派

の
所
読

に
從

つ
て
限
定
せ
ら

れ
た

の
で
あ
ら
う
。
唯
識

読
は
唯
だ
識

の
み
に
し
て
野
象

が
無

い
と
読
き
、

我

々
の

認
識
皿
執
着
す

る
饗
象

は
た

ゞ
識

の
顯
現
に
過
ぎ
な

い
と
い
ふ
。
識
は
非
眞
實

な
封
象
認
識

の
現
實
的
な
根
篠
、

虚
妄
分
別
 
(
a
b
h
g
a
p
a
rik
a
lp
a
)
 と
し
て

あ
る

の
で
あ
る
。

我

々
は
夢
中

の
樹
象
界

の
非
實

在
を
充

分
知

つ
て
ゐ
る
。

然

し
夢

の
中
に
あ
る
限
り
そ
れ
ら
を
恰
も
實

在
す

る
か

の
如

く
受
用

し
て
ゐ
る
。

か

ゝ
る
錯
謬

の
根
擦

が
夢

中

の
識

で
あ
る
。
夢

中

の
識

は
本
來
的

に
は
非
眞
實

で
あ

る
に
相
違
は
な

い
が
、

而
も
現
實
的
に
は
饗
象

の
無

い
と
こ
ろ
に
甥
象

の

夢

の
警
喩

に
つ
い
て

(
服

部
)
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夢

の
壁
爵
喩
に

っ
い
て

(
服

部
)

形
相
を
顯
は
し
出
す
特
性
を
も

つ
て
あ
る
。

こ
の
夢
中

の
識

が
虚
妄

分
別

と
構

造
を
同
じ
く
し
、
外

の
醤
象
界

の
無
を
謹
成
す
る
喩
と
し
て
用
ひ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
唯
識

二
十
論

に
は
唯
識

読
に
野
し
て
四
種

の
論
難
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
。

醤
象
が
無
け

れ
ば
認
識
す
る
庭

の
決
定

・
時

の
決
定
が
無

い
と

い
ふ
こ
と
、
認

識
に
普
遍
性

が
無
く
夫

ゝ
こ
の
個
人
に
限
ら
れ
た
も

の
と
な
る
と
い
ふ
こ
と
、

及
び
作
用
が
成
立
た

ぬ
と

い
ふ

こ
と
で
あ

る
。
第
三
を
除
く
三
難

に
世
親
は
夢

の
警
喩

を
以

て
答

へ
、
夢
に
於

い
て
そ
れ
ら

の
事

が
成

立
つ
こ
と
を
論

じ
て
ゐ

る
。
即

ち
蝕

で
は
夢
中

の
識

の
虚
読
性

が
示
さ
れ
た

の
で
は
な

く
、
却

つ
て
夢

に
於

い
て
も
非
實
在

の
醤
象

が
恰
も
實

在
す
る
か

の
如

く
に
、
認
識

が
成
立

つ

と
い
ふ
こ
と
が
論

謹
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

唯
識
読
に
於

い
て
も
識

は
勝
義
的
な
實
在
で
は
な

い
。
饗
象

の
非
實

在
な
る

こ
と

の
自
畳
は
能
取

の
識

の
根
擦

を
韓
換
さ
せ
て
無
分
別
智
を
成
就
す

る
。

こ

の
能

取
の
識

の
虚

妄
性

を
、
夢

か
ら
目
醒
た
時
に
知

ら
れ
る
夢

中

の
識

の
虚
妄

性
を
以

て
喩

へ
る
こ
と
は
勿
論

安
當

で
あ
る
。

然
し
そ
れ
は
む

し
ろ
中
襯
読

に

於
け

る
夢

の
警
喩

の
適

用
で
あ

つ
て
、
唯
識
派

の
論
書

に
於

い
て
か

」
る
意
味

で
夢

の
警
喩
が
用
ひ
ら
れ
る
こ
と
は
な

い
。
そ
れ
は
常

に
野
象

無
く
し
て
認
識

・

受
用

が
成
立

つ
こ
と
を
い
ふ
警
喩

と
し
て
定
型
化
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
中

襯
が
夢
を
本
來
的
な

無
に
於

い
て
解

し
、
諸
法

の
本
來
性
な

る
塞
性

を
喩

へ
た

の
に
醤
し
て
、
唯
識

派
は
夢

の
現
實
的
な
有

の
根
擦
を
夢
中

の
識

に
求

め
た
の

で
あ
る
。

そ
れ
は
非

本
來
的
な
直
接
態

と
し
て

の
有
を

塞
性

に
媒
介
す

る
入

無

相
方
便
と
し
て
施
設

せ
ら
れ
た
有

で
あ
り
、

畳
醒
す

れ
ば
確

か
に
非
存

在
で
は

あ
る
が
、
夢

み
る
限
り
野
象

の
無

い
と

こ
ろ
に
勢
象
を
恰

竜
實
在
す

る
か
の
如

く
顯
現
せ
し
め
る
因
相
を
も

つ
も

の
な

の

で
あ

る
。

(
右

の
如
き
爾
派

の
相
異

は
、

更

に
中
観
派

の
清
辮

や
月
構
が
唯
識
派

の
夢
中

の
識

の
喩
説

を
論

駁
し
て

ゐ
る
箇

塵
に

一
暦
明

ら
か
で
あ

る
が
、

妓

に
は
省
略
す

る
。
山

口
釜
、

無
と
有

と

の
遇
論
、

二
二
九
頁
以
下
参
照
)

夢

の
警
喩

に
關
す
る
中
翻

唯
識

爾
読

の
解
繹

の
相
異
を
認
め
た
上
で
、
先

述

の
正
理
纒

の
所
破
を
見
る
と
き
、
夢

に
喩

へ
ら
れ
た

の
は
量
と
所
量

で
あ

つ

て
箪

に
所
量

の
み

で
は
な

い
こ
と
が
注
意

せ
ら
れ
る
。

こ
の
所
破

が
唯
識
読

で

な

い
こ
と
は

こ
の
黙
か
ら
も
亦
明
ら
か
で
あ

る
と
い
ふ
こ
と
が
出
來
る
。

之

に

甥

し
て
唯
識
二

十
論
に

「
現
量

の
畳

は
夢
等

の
如
し
」
(k
.
 16
)
と
い
ふ
場
合

は
、

現
量

の
畳
が
實

在
論
的
に
は
成

立
し
得
ず
、

封
象
が
實

在
し
な

い
と
い
ふ

唯
識
説

に
よ

つ
て
成
り

立

つ
も

の
で
あ
る

こ
と
を
謹
す

る

の
で
あ
る
。

幻
喩
、

金
土
藏

の
喩
、

或

は
蛇

と
縄

の
喩
等
が
三
性

読
を
謹
成
す
る
警
喩

で

あ
る

と
す
れ
ば
、

夢
中
の
識

の
喩

は
識
論
を
成
立
せ
し
め
る
警
喩

と
し

て
、
唯

識
派

に
於

い
て
最

も
多
く

用
ひ
ら

れ
た
も

の
と
思
は
れ
る
。

そ
の
こ
と

は
清
辮

や
月
構
の
論
駁
の
外
に
、
蓮
華
戒
が
擾
眞
實
論
の
註
の
中
に
引
く
唯
識
読
批
到

者
 
S
u
b
h
a
g
u
p
t
a
 の
読

の
中

に
も

こ
の
警
喩
が
塞
げ

ら
れ
、

そ
の
他

シ
ャ
バ

ラ

ス
ヴ

ァ
ー
ミ
ン
の
禰

曼
蹉
纏
註
に
引
か
れ
た
 
V
rtt
ik
a
r
a
 の
読
 
(
I
,
 
i
,
 
4
)
、

シ
ャ
ン
カ
ラ
の
吠
檀
多
経
註
 
(I
I
,
 
ii
,
 
28
-
3
2
;
 Brh
a
d
a
ra
n
y
a
k
o
p
a
n
is
a
d

註
も
同
じ
)
等
が
唯
識

読
を
批
到
す

る
場

合
、
必
ず

こ
の
夢

の
警

喩
を

蟹
げ

て

反
論

し
て
ゐ
る

こ
と
か
ら
見
て
明
ら
か
で
あ
ら
う
。

論
難
に
共

通
す
る

の
は
、

夢

の
識

の
成
立
を
以
前

に
経
瞼

せ
る
封
象
認
識

に
基
づ
け
る
心
理
學
的
な
立
場

で
、
勝
論
、

正
論
學
派
も

そ

の
黙
同

一
で
あ
る
。

而
し
て
現
前

に
野
象

を
も
た

ぬ
夢

中
の
識
は
、

畳
醍
時

に
否
定

せ
ら
れ
る

不
確
實
な
も

の
で
あ
る
が
、
實
在

す

る
郵
象
を
も

つ
畳
醒
時

の
意
識

は
、
夢

と
性
質
を
異
に
す
る
確
實
な
も

の
で

あ

る
か
ら
、

夢

の
識

を
以

て
喩
読
す
る

こ
と
は
出
來
な

い
と
な
す

の
で
あ
る
。

そ
れ
は
夢

の
警
喩

と
し
て
の
意
義
を
、

從

つ
て
ま
た
封
象

の
認
識

・
受

用
を
執

着

と
し
て
、
そ
れ
か
ら

の
離
脱
を
意
圖
す
る
大
乗
佛
教

の
立
場
を
、

本
質
的
に

否
認
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
示
す

で
あ
ら
う
。
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