
二
〇
一
七
年 

四
月 

「今
月
の
言
葉
」と
「今
月
の
聖
語
」に
つ
い
て
の
紹
介 

 

今
月
の
言
葉 

好
ま
し
い
こ
と
ば
の
み
を
語
れ
。
そ
の
こ
と
ば
は
人
々
に
歓
び
迎
え
ら
れ
る
。
つ
ね
に
好
ま
し
い
こ
と
ば
の
み
を

語
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ひ
と
の
悪
意
を
身
に
受
け
る
こ
と
が
な
い
。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

『ウ
ダ
ー
ナ
ヴ
ァ
ル
ガ
』 

  

新
年
度
を
迎
え
、
新
入
生
に
と
っ
て
は
新
た
な
環
境
で
の
学
校
生
活
が
始
ま
り
ま
す
。
ま
た
、
中
高
共
に

２
年
生
、
３
年
生
に
と
っ
て
は
、
新
た
な
ク
ラ
ス
で
の
学
校
生
活
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
、
今
月
の

こ
の
言
葉
を
頭
に
入
れ
て
過
ご
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

仏
教
で
は
、
人
間
の
行
い
の
こ
と
を
「
業
〈
ご
う
〉
」
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
業
に
は
三
種
類
あ
り
、
そ
れ
ら
を

合
わ
せ
て
「
三
業
〈
さ
ん
ご
う
〉
」
と
い
い
ま
す
。
ま
ず
は
「
身
業
」
で
、
身
体
で
の
行
為
、
次
は
「
口
業
」
で
、
私
た
ち
が

発
す
る
言
葉
の
こ
と
、
最
後
は
「意
業
」で
、
心
の
は
た
ら
き
の
こ
と
で
す
。 

 

今
月
の
言
葉
を
「三
業
」に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
「口
業
」に
当
て
は
ま
り
ま
す
。
家
族
を
は
じ
め
、
ク
ラ
ス
や

ク
ラ
ブ
活
動
な
ど
み
な
さ
ん
は
多
く
の
人
と
の
繋
が
り
の
中
に
い
ま
す
。
や
は
り
、
自
分
勝
手
で
自
己
中
心
的
な
発

言
は
慎
む
べ
き
で
す
。
今
月
の
言
葉
を
し
っ
か
り
と
踏
ま
え
、
一
度
自
分
自
身
が
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
発
し
て
い
る

か
、
あ
な
た
の
「口
業
」を
改
め
て
見
つ
め
直
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

今
月
の
聖
語 

人
の
生
を
受
く
る
は
難
く 

や
が
て
死
す
べ
き
も
の
の 

今
生 い

命 の
ち

あ
る
は 

有
り
難
し 

 
 
 
 
 

『法
句
経
』 

 
 

釈
尊
の
教
え
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。 

あ
る
時
釈
尊
は
、
大
地
の
砂
を
手
に
す
く
い
、
弟
子
た
ち
に
次
の
よ
う
に
質
問
し
ま
し
た
。「
こ
の
手
の
ひ
ら
の

砂
の
数
と
大
地
の
砂
の
数
は
、
ど
ち
ら
が
多
い
で
し
ょ
う
。」
こ
の
問
い
に
対
し
、
弟
子
は
答
え
ま
し
た
。「
も
ち

ろ
ん
大
地
の
砂
の
数
の
方
が
多
い
で
す
。」
す
る
と
釈
尊
は
、
静
か
に
う
な
ず
か
れ
て
、「
そ
の
通
り
で
す
。
こ
の

世
の
中
に
生
き
て
い
る
も
の
は
大
地
の
砂
の
数
く
ら
い
た
く
さ
ん
い
る
け
ど
、
人
間
と
し
て
い
の
ち
を
恵
ま
れ
る

も
の
は
、
手
の
ひ
ら
の
砂
の
数
ほ
ど
わ
ず
か
な
も
の
だ
よ
。」
と
答
え
ら
れ
ま
し
た
。 

こ
の
世
に
は
多
く
の
生
物
が
生
き
て
お
り
、
そ
の
中
で
、
今
人
間
と
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
の
有
り
難
さ
、
不

思
議
さ
を
改
め
て
実
感
さ
せ
ら
れ
ま
す
。 

数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
ご
縁
で
人
と
し
て
こ
の
世
に
生
ま
れ
、
そ
し
て
限
り
あ
る
「
い
の
ち
」
を
今
こ
う
し
て

生
き
て
い
ま
す
。
普
段
過
ご
し
て
い
る
一
日
が
、
実
は
大
変
尊
い
も
の
だ
と
再
認
識
さ
せ
ら
れ
る
言
葉
だ
と
思
い

ま
す
。 

合
掌 


