
二
〇
一
四
年 

二
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
』 

  

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
見
つ
め
直
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

今
月
は
釈
尊
を
偲
ぶ
「
涅
槃
会
」
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
釈
尊
の
教
え
に
耳
を
傾
け
、
心
静
か
に
お

参
り
し
ま
し
ょ
う
。 

 

今
月
の
聖
語 

心
さ
え
あ
れ
ば
、
目
の
見
る
と
こ
ろ
、
耳
の
聞
く
と
こ
ろ
、 

み
な
こ
と
ご
と
く
教
え
で
あ
る
。 

『華
厳
経
』 

  

こ
れ
は
『
華
厳
経
』
と
い
う
経
典
に
出
て
く
る
言
葉
で
す
。
こ
の
経
典
に
出
て
く
る
善
財
童
子
〈
ぜ
ん

ざ
い
ど
う
じ
〉
と
い
う
青
年
は
仏
法
を
求
め
る
な
か
で
五
十
三
人
の
人
た
ち
と
出
会
い
ま
す
。
そ
の
五

十
三
人
の
人
た
ち
の
性
別
や
職
業
は
様
々
で
す
。
例
え
ば
、
医
師
か
ら
は
人
に
対
す
る
慈
悲
の
心
を

学
び
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
多
く
の
人
と
の
出
会
い
の
中
で
、
善
財
童
子
は
仏
法
を
学
び
「心
さ
え
あ
れ

ば
、
目
の
見
る
と
こ
ろ
、
耳
の
聞
く
と
こ
ろ
、
み
な
こ
と
ご
と
く
教
え
で
あ
る
」
と
い
う
事
を
知
っ
た
の
で
す
。 

 

さ
て
、
こ
の
言
葉
は
み
な
さ
ん
の
日
常
生
活
に
も
置
き
換
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち

は
、
周
り
の
人
の
姿
や
言
葉
を
し
っ
か
り
と
自
分
自
身
に
活
か
せ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
意
外
と
自
分
の

枠
の
中
で
過
ご
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
求
め
る
心
さ
え
あ
れ
ば
、
日
常
の
い
た
る
と
こ
ろ

に
自
分
自
身
を
成
長
さ
せ
て
く
れ
る
ヒ
ン
ト
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
注
意
深
く
ア
ン
テ
ナ
を
張
る

こ
と
の
大
切
さ
を
改
め
て
教
え
て
く
れ
る
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。 

合
掌 

宗
教
教
育
係 


