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経
典
に
「
不
請
（
ふ
し
ょ
う
）
の
友
」
と
い

う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
不
請
と
は
、「
請
い
望

ま
れ
な
く
て
も
、
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
る
」

と
い
う
意
味
で
、
仏
や
菩
薩
が
、
私
た
ち
の

た
め
に
慈
悲
心
を
も
っ
て
一
方
的
に
働
き
つ

づ
け
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
わ
た

く
し
た
ち
か
ら
請
い
求
め
る
こ
と
も
な
い
の

に
、
仏
・
菩
薩
は
、
私
の
心
の
中
を
察
し
て
、

仏
や
菩
薩
の
方
か
ら
寄
り
添
い
続
け
る
、
そ

れ
が
真
の
友
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
す
。

　
経
典
に
は
「
捨
身
飼
虎
（
菩
薩
が
身
を
捨

て
て
、
飢
え
た
虎
を
飼
う
）」
と
い
う
話
し
が

説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
話
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー

ド
の
仏
教
遺
跡
に
壁
画
と
し
て
描
か
れ
た
り
、

法
隆
寺
の
国
宝
「
玉
虫
厨
子
」
の
側
面
に
も

描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
薩
埵
と
い
う
名
の
菩
薩
が
森
を
歩
い
て
い

る
と
、
ま
さ
に
餓
死
し
そ
う
な
虎
を
発
見
し

ま
し
た
。
よ
く
見
る
と
そ
れ
は
母
親
の
虎
で

あ
り
、
乳
の
あ
た
り
に
は
六
匹
の
赤
子
の
虎

が
生
き
て
い
ま
す
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
赤
子

の
虎
も
含
め
て
七
匹
の
虎
が
死
ん
で
し
ま
う

こ
と
を
心
配
し
た
薩
埵
菩
薩
は
、
捨
身
の
行

（
自
分
の
命
を
与
え
る
菩
薩
行
）
を
決
意
し
ま

す
。
服
を
脱
ぎ
母
虎
の
前
に
立
ち
、「
さ
あ
虎

よ
、
我
が
身
を
食
べ
よ
」
と
言
い
ま
す
が
、

衰
弱
激
し
く
、
母
虎
は
食
べ
る
こ
と
も
で
き

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
薩
埵
菩
薩
は
、
倒
れ
て
い

た
虎
の
背
後
に
あ
る
崖
に
よ
じ
登
り
、
さ
ら

に
そ
こ
に
生
え
て
い
た
竹
を
一
本
折
っ
て
自

ら
の
首
に
刺
し
、
血
が
ほ
と
ば
し
り
散
る
中
、

虎
の
も
と
へ
頭
か
ら
墜
ち
て
い
っ
た
の
で
す
。

そ
の
血
の
臭
い
で
、
虎
は
野
生
の
本
能
を
取

り
戻
し
、
菩
薩
の
身
を
喰
ら
い
、
小
虎
も
含

め
て
七
匹
の
虎
が
い
の
ち
救
わ
れ
た
、
と
い

う
の
で
す
。
虎
は
菩
薩
に
助
け
を
請
う
た
わ

け
で
も
な
く
、
菩
薩
が
一
方
的
行
っ
た
捨
身

の
行
で
し
た
。「
不
請
の
友
」
と
は
こ
の
よ
う

な
菩
薩
の
一
方
的
な
救
済
活
動
を
言
う
の
で

す
。

　
菩
薩
は
身
を
虎
に
与
え
、
虎
は
菩
薩
を
食

し
、
命
を
救
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
虎
は
、

菩
薩
を
食
べ
る
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
、
こ
の
虎

が
人
食
い
虎
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
り

ま
せ
ん
。
菩
薩
が
虎
を
助
け
た
こ
と
は
、
将

来
、
小
虎
も
含
め
て
七
匹
の
人
食
い
虎
が
、

村
々
に
出
現
し
襲
い
、
村
人
達
を
恐
怖
に
お

と
し
め
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

人
々
は
虎
へ
の
激
し
い
非
難
と
憎
し
み
を
も

つ
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
菩
薩
は
、

そ
の
よ
う
事
態
を
起
こ
し
か
ね
な
い
虎
を
、

助
け
る
意
味
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

  

こ
の
話
は
、
菩
薩
の
究
極
の
慈
悲
行
が
強

調
さ
れ
、
私
た
ち
の
生
活
の
中
で
は
、
夢
物

語
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
経

典
の
意
図
を
あ
ら
た
め
て
い
た
だ
く
と
、
わ

た
し
た
ち
は
菩
薩
の
側
に
立
つ
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
虎
、
つ
ま
り
人
食
い
虎
の
立
場

た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
た
だ
け

ま
す
。

  

わ
た
し
た
ち
は
虎
の
よ
う
に
人
を
喰
ら
う

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
言
葉
で
人
を
刺
し
、

傷
付
け
る
こ
と
は
日
常
茶
飯
事
で
す
。
あ
る

い
は
自
分
の
立
場
を
守
る
た
め
に
他
人
を
踏

み
台
に
す
る
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。
生
き
る

と
い
う
こ
と
は
、
虎
が
人
を
食
べ
ね
ば
生
き

て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
多
く
の
人
を

を
傷
付
け
な
が
ら
生
き
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
ら

ず
、
同
時
に
私
た
ち
自
身
も
、
他
人
か
ら
の

非
難
、
悪
口
な
ど
も
受
け
な
が
ら
生
き
て
ゆ

か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
の
日
常

生
活
は
心
清
ら
か
に
平
安
に
生
き
る
ど
こ
ろ

か
、
日
常
の
中
で
、
憎
し
み
、
不
平
不
満
、

悲
し
み
に
な
ど
を
抱
え
、
苦
悩
の
闇
の
中
で

手
探
り
を
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
よ
う
な
も

の
で
す
。

　
菩
薩
は
、
そ
の
よ
う
な
悲
し
い
人
間
の
性

を
察
し
、
人
か
ら
何
と
非
難
さ
れ
よ
う
と
も
、

ど
の
よ
う
な
罪
を
抱
え
よ
う
と
も
、「
汝
の
た

め
に
命
を
捧
げ
る
」
と
一
方
的
に
働
く
の
で

す
。

　
経
典
に
説
か
れ
る
菩
薩
の
慈
悲
は
、
人
間

の
定
め
た
常
識
や
善
悪
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と

な
く
、
い
の
ち
を
生
き
て
い
る
そ
の
事
実
に
、

働
く
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
自
分
が
様
々
な
出
来
事
を
抱
え
て
生
き
て

い
る
と
し
て
も
、
究
極
の
慈
悲
を
与
え
る
菩

薩
の
働
き
が
、
こ
こ
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
を

忘
れ
る
な
、
と
こ
の
経
典
の
物
語
は
私
に
語
っ

て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

第
そ
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だ
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老
後
を
心
豊
か
に
生
き
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
と
な
り
ま
す
よ
う
に
・
・
・
。

不
請
の
友
心
を
み
つ
め
る


