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☆
支
部
行
事
の
お
知
ら
せ

時
報
手
配
り
四
月
予
定

・品
川
支
部
職
制
変
更

二
十
九
日
全
教
一
斉
ひ
の
き
し
ん
デ
ー

現
地
昼
食
可
、
詳
細
は
二
頁
掲
載

・婦
人
会
か
ら

第
百
七
回
婦
人
会
総
会
記
念
行
事

教
祖

誕
生
祭
翌
日

十
九
日
（土
）

本
部
中
庭

南
東
礼
拝
場
前
・西
境
内

＊
工
事
中
で
あ
った
西
2
駐
車
場
使
用
可

四月から支部の職制が変わります。前任の三輪先生から支
部長が宮坂先生となります （他職制の詳細は四頁）
イベント満載の四月、四日教区記念祭､品川支部では焼きそ
ばの模擬店出店、十八日本部では教祖御誕生祭で翌十九
日は婦人会総会が催されます
そして二十九日は全教一斉ひのきしんデー（詳細二頁）
どれも三年千日間、最後のイベントでしっかり仕上げましょう

新体制 支部長に 宮坂先生（南泰）
今月は四日教区記念祭、
十八日教祖誕生祭 翌日婦人会総会
二十九日全教一斉ひのきしんデー

お
陰
様
で
、
手
配
り
ひ
の
き
し
ん
を

協
力
頂
け
る
方
が
増
え
た
と
言
う
こ

と
で
す
が
、
二
、
三
軒
の
配
布
に
あ
と

二
人
ほ
ど
お
願
い
致
し
ま
す

東京教務支庁創立記念祭・12の模擬店

☆
支
部
行
事
の
お
知
ら
せ

・支
部
幹
事
会

四
月
九
日
（水
）午
後
六
時
～
（都
南
に
て
）

・教
区
ひ
の
き
し
ん

四
月
五
日
（土
）午
前

九
時
半
～

櫻
京
組
の
当
番
で
す
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す

  

・み
ん
な
で
ひ
の
き
し
ん
三
年
千
日
仕
上
げ
の
年

東
京
教
区
で
は
、
百
四
十
年
祭
の
活
動
と
し
て

「み
ん
な
で
ひ
の
き
し
ん
」を
テ
ー
マ
と
し
て
い
ま
す

・神
名
流
し

一
日
午
前
十
時
開
始

大
井
町
駅
前

終
了
後
、
ゴ
ミ
拾
い
ひ
の
き
し
ん

・大
井
在
宅
介
護
セ
ン
タ
ー

二
十
八
日
九
時
半
か
ら

の
二
日
を
支
部
の
ひ
の
き
し
ん
活
動
の
日
と
し
て
い
ま
す

沢
山
の
方
の
参
加
を
お
願
い
致
し
ま
す

☆
教
務
支
庁
か
ら
の
お
知
ら
せ

・教
区
記
念
祭
詳
細

立
教
百
八
十
八
年
四
月
四
日

午
前
十
時
よ
り
祭
典
執
行

受
付
は
八
時
四
十
五
分
開
始

記
念
講
演内

統
領

宮
森
与
一
郎
先
生

記
念
講
演
終
了
後
、

配
布
予
定
は
一
時
半
頃

品
川
支
部
は
焼
き
そ
ば
屋
台
を
担
当

＊
当
日
赤
飯
配
布
等
は
参
加
者
登
録
し
た
方
の
み
に
な
り
ま
す
の
で
、

お
近
く
の
教
会
で
参
加
希
望
を
し
て
お
い
て
下
さ
い

こ
の
気
候
で
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
も
満
開
で
楽
し
め
る
と
思
い
ま
す

支
部
長

宮
坂
義
則

（南

泰
）

副
支
部
長

 

石
田
寛
之   

(

水
豊
田
）

地
方
委
員

 

栗
原

薫    
(

豊

英
）

布
教
部

 
 

山
中
清
明   

(

三
ツ
木
）

同
補
佐

岡
部
喜
徳

(

日
德
實
）

厚
生
部

平
林
典
道

（鶴

平
）

教
務
部

浅
田
一
善

（神
品
川
）

社
友
会

三
輪
元
治

（本
大
崎
）

婦
人
会

石
田
ゆ
き

（水
豊
田
）

青
年
会

中
澤
光
太

（本

品
）

少
年
会

岡
部
喜
徳

(

日
德
實
）

学
担
委

栗
原

慶    
(

豊

英
）

災
救
隊

氏
家
次
男

（本

荏
）

・品
川
支
部
幹
事
（十
名
）

辰
巳
源
一
（櫻
京
）
中
澤
光
郎

（本
品
）

栗
原

薫
（豊
英
）
三
輪
元
治
（本
大
崎
）   

平
林
典
道
（鶴
平
）
浅
田
正
行
（神
品
川
）

寺
田
竹
彦
（本
品
川
）

木
村
清
道
（日
本
橋
）

会

計

栗
原
房
枝(

豊
英
）

時
報
手
配
り

三
輪
元
治
（本
大
崎
）

教
区
布
教
部
長 

中
臺
健
児
（日
本
橋
）

教
区
教
務
部
長 

田
中
豊
一
（本

荏
）

教
区
主
事

 

西
海
道
生
（都
南
） さ

す
が
東
京
教
区

模
擬
店
ど
れ
も

一
流
の
美
味
し
さ



世
の
中
に
は
実
に
様
々
な
研

究
に
取
り
組
む
大
学
の
研
究
室

や
機
関
が
あ
り
ま
す

透
明
マ
ン
ト
の
開
発
研
究
、
猫

か
ら
採
取
し
た
耳
ダ
ニ
を
自
分

の
耳
に
入
れ
て
観
察
・分
析
し
た

実
験
、
肛
門
か
ら
酸
素
を
吸
収

す
る
「
お
し
り
呼
吸
」
の
研
究
な

ど
な
ど
、
実
に
多
種
多
様
で
す

が
、
米
国
の
バ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
で

は
前
世
研
究
、
い
わ
ゆ
る
生
ま

れ
変
わ
り
の
研
究
を
し
て
い
る

研
究
室
が
あ
り
、
大
門
正
幸
さ

ん
と
い
う
日
本
人
も
客
員
教
授

と
し
て
こ
の
研
究
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す

こ
の
前
世
研
究
で
は
、
こ
れ
ま

で
四
十
年
以
上
に
亘
っ
て
前
世

の
記
憶
を
持
つ
と
さ
れ
る
子
ど
も

た
ち
の
事
例
を
二
千
六
百
例
ほ

ど
集
め
、
客
観
性
や
論
理
性
を

重
ん
じ
て
厳
密
な
科
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
を
使
って
研
究
を
続
け
て

い
ま
す

そ
の
こ
と
に
よ
り
、
前
世
の
記

憶
現
象
に
は
幾
つ
か
の
特
徴
が

あ
る
こ
と
が
わ
か
って
い
ま
す

例
え
ば
、
前
世
の
記
憶
を
持
つ

子
ど
も
た
ち
は
言
語
能
力
が
高

く
、
他
の
子
供
た
ち
よ
り
も
早

く
話
し
は
じ
め
る
こ
と
が
多
く
、

幼
少
期
（主
に
二
〜
五
歳
頃
）に

突
然
過
去
の
記
憶
を
語
り
始
め

る
そ
の
内
容
は
、
本
人
が
経
験

し
た
は
ず
の
な
い
詳
細
な
情
報

が
含
ま
れ
て
い
る

記
憶
が
残
っ
て
い
る
の
は
前
世

で
非
業
の
死
を
遂
げ
た
ケ
ー
ス

が
多
く
、
自
然
死
の
場
合
よ
り

も
生
ま
れ
変
わ
る
ま
で
の
間
隔

が
平
均
三
年
未
満
と
短
い

前
世
と
思
わ
れ
る
人
物
の
亡

く
な
り
方
に
関
連
し
た
先
天
性

欠
損
や
痣
が
見
ら
れ
る
こ
と
が

あ
る五

歳
か
ら
八
歳
頃
ま
で
に
は

多
く
の
子
供
た
ち
は
語
る
の
を

や
め
、
成
長
す
る
に
つ
れ
て
本
人

の
記
憶
か
ら
も
忘
れ
去
ら
れ
る

傾
向
が
あ
る
。
な
ど
で
す

ま
た
、
中
に
は
前
世
が
猫
や

蛇
な
ど
、
人
間
以
外
の
動
物
で

あ
った
記
憶
を
持
つ
子
供
も
い
る

よ
う
で
す

こ
の
前
世
の
記
憶
研
究
は
未
だ
途

上
段
階
の
も
の
で
あ
り
、
今
の
と
こ

ろ
何
か
を
証
明
す
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
研
究
が
進
ん
で
行
け
ば
、

や
が
て
死
と
生
に
つ
い
て
の
常
識
が

塗
り
替
え
ら
れ
日
が
来
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん

さ
て
、
私
た
ち
の
信
仰
に
は
出
直

し
の
教
理
が
あ
り
ま
す

お
さ
し
づ
に
は
、

人
間
と
い
う
は
、
一
代
と

思
う
か
ら
頼
り
な
い
。

理
は
末
代
の
理
。
こ
れ
を
よ
う
聞

き
分
け
て
、
し
っか
り
治
め
て
く
れ

（
明
治
37
年
12
月
31
日
）

人
間
と
い
う
は
、
一
代
と
思
う

か
ら
ど
う
む
な
ら
ん
。
人
間
生
ま
れ

更
わ
り
、
こ
の
理
聞
き
分
け

（
明
治
38
年
12
月
13
日
）

と
あ
り
、
科
学
な
ど
と
い
う
も
の
が

証
明
せ
ず
と
も
、
私
た
ち
は
生
ま
れ

か
わ
り
、
出
か
わ
り
を
す
る
存
在
で

あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
って
い
ま

すま
た
、
諸
井
政
一
著

『正
文
遺
韻
抄
』に
は
、

「
元
は
、
九
億
九
万
九
千
九
百
九

十
九
人
の
人
数
に
て
、
中
に
、
牛
馬

に
お
ち
て
居
る
者
も
あ
る
な
れ
ど
、

此
世
は
じ
め
の
時
よ
り
後
に
、
生
き

物
が
出
世
し
て
人
間
と
の
ぼ
り
て
い

る
も
の
が
沢
山
あ
る

そ
れ
は
、
と
り
で
も
、
け
も
の
で
も
、

人
間
を
み
て
、
あ
あ
う
ら
や
ま
し

い
も
の
や
、
人
間
に
な
り
た
い
と
思

ふ
一
念
よ
り
、
う
ま
れ
変
わ
り
出

変
わ
り
し
て
、
だ
ん
だ
ん
こ
う
の
う

を
つ
む
で
、
そ
こ
で
、
天
に
そ
の
本

心
を
あ
ら
わ
し
て
や
る

す
る
と
、
今
度
は
人
間
に
う
ま
れ

て
く
る
の
や
で
、
さ
う
い
ふ
わ
け
で

人
間
に
ひ
き
上
げ
て
も
ら
う
た
も

の
が
、
沢
山
に
あ
る
で
」

と
、
人
間
創
造
の
時
に
産
み
下
ろ

し
た
子
数
に
と
ど
ま
ら
ず
、
生
き

物
が
出
世
し
て
人
間
へ
と
引
き
上

げ
ら
れ
る
話
が
記
さ
れ
て
い
ま
す

私
た
ち
道
の
信
仰
者
が
こ
の
生
ま

れ
か
わ
り
の
教
理
を
ど
こ
ま
で
信

じ
て
い
る
の
か
は
人
そ
れ
ぞ
れ
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
世
が
来
世
へ
と

つ
な
が
って
い
る
こ
と
が
得
心
で
き
れ

ば
、
今
の
生
き
方
が
必
ず
変
わ
って

く
る
は
ず
で
す

前
世
の
記
憶
現
象
が
解
明
さ
れ

て
、
人
々
が
刹
那
的
な
生
き
方
か

ら
脱
却
し
、
人
類
が
た
す
け
合
い

に
目
覚
め
る
日
が
や
って
く
る
こ
と

を
心
か
ら
期
待
し
て
い
ま
す

来
世
を
見
な
が
ら

  

今
を
生
き
る

本
荏
大
教
会
長

田
中 

豊
一
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