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第 118 号
発行所 三 輪 公 民 館
T E L 2 3 4 - 4 4 3 0
発行者 清 澤 　 清
印刷所 富 士 印 刷 ㈱

三 輪 地 区
世帯数と人口
（9月 1日現在）

世帯数 7,858 戸
総人口 15,533 人
男 7,208 人
女 8,325 人

日　時　令和 7年 1月 12日（日）　午前10時～10時 50分　　受　付　三輪地区は午前 9時 20分～
会　場　長野市芸術館メインホール
主　催　第三・第四・第五・芹田・古牧・三輪・浅川・若槻・小田切地区二十歳の門出を祝う成人式実行委員会
対象者　平成 16年 4月 2日〜平成 17年 4月 1日生まれで、市内 9地区（三輪地区ほか）に住民登録されている方
　　　　対象者には、12 月上旬に案内状と受付整理券が郵送されます。
　　　　成人式当日入場の際、受付整理券が必要となりますので、お持ちください。
次の①〜②に該当する方で、成人式出席を希望される場合は、
事前に三輪公民館窓口または電話（026-234-4430）にてご相談ください。
　　　　①三輪地区に実家があり、就学・就職等により地区外に転居されている方
　　　　②三輪地区に実家がなく、住民登録も地区外であるが、三輪地区の小学校等に通学されていた方

　長野市内 9 地区（第三、第四、第五、芹田、古牧、三輪、浅川、若槻、小田切地区）の「二十歳の門出を祝う成人式」を開催いたします。

令和6年度 市内9地区二十歳の門出を祝う成人式のお知らせ令和6年度 市内9地区二十歳の門出を祝う成人式のお知らせ

三輪公民館講座等の記録生き生き ふれあい

出会い 学び合い

三輪公民館の本年度の講座の一部をご紹介します。三輪公民館の本年度の講座の一部をご紹介します。

三輪公民館

癒しの二胡コンサート クラフトバンドでかごバッグ作り

星空ヨガ（夜間講座）

アンガーマネジメント講座「怒りの感情コントロール」「夏と秋の夜空を楽しもう」講座

キッズ・ふれあい体験活動「レザークラフト」 三輪教養大學「シン・長野市はつらつ体操」の体験 夏休みワークショップ宝石せっけんづくり

歴史講座「門前町ながのぶらり散歩」
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横山
公民館

私
と
俳
句

�

　

村
松　

満
秋

　

退
職
を
機
に
俳
句
を
始
め
早
４
年
目
に

突
入
し
ま
し
た
。
現
職
の
こ
ろ
か
ら
俳
句

の
基
本
は
知
っ
て
い
ま
し
た
。
五
・
七
・
五
の

17
音
で
あ
る
こ
と
、
季
語
を
入
れ
る
こ
と
。

そ
れ
ゆ
え
簡
単
に
作
れ
る
と
、
高
を
く
く
っ

て
い
ま
し
た
。

　

横
山
公
民
館
で
「
俳
句
を
作
っ
て
み
よ

う
」
の
会
に
参
加
し
て
、
初
め
て
俳
句
に

触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
現
在
の
同

会
は
横
山
俳
句
会
に
成
長
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
実
際
に
始
め
た
ら
ど
う
で
し
ょ

う
。
詠
み
た
い
句
が
17
音
に
収
ま
ら
な
い
。

俳
句
に
感
情
を
込
め
た
い
、
詠
み
手
が
理

解
で
き
る
よ
う
に
句
の
中
身
を
説
明
し
た

い
と
、
勝
手
に
思
う
の
で
す
。
指
導
を
し

て
く
だ
さ
る
先
生
か
ら
は
、
俳
句
と
い
う

も
の
は
如
何

に
感
情
を
消

せ
る
か
、
た

だ
目
の
前
に

起
き
て
い
る

こ
と
、
そ
の

瞬
間
を
淡
々

と
詠
む
よ
う

に
言
わ
れ
ま

し
た
。
例
え

ば
花
が
咲
く

と
詠
め
ば
、

花
は
咲
く
も

の
で
す
。
咲

く
は
省
け
る
で
し
ょ
う
と
。
俳
句
は
で
き

る
だ
け
説
明
を
し
な
い
こ
と
。
な
か
な
か

こ
れ
は
難
題
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

句
会
で
は
自
分
の
作
品
が
紹
介
さ
れ
た

時
点
で
、
詠
み
手
の
も
の
に
な
り
ま
す
。
詠

み
手
が
勝
手
に
そ
の
句
を
想
像
し
て
く
れ

る
の
で
す
。
自
分
で
は
そ
こ
ま
で
考
え
て

作
っ
て
い
な
い
の
に
、
い
ろ
い
ろ
な
発
想

が
あ
る
も
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

　

今
の
私
の
課
題
を
一
つ
上
げ
る
と
し
た

ら
、
季
語
を
信
じ
る
。
季
語
の
強
さ
を
感

じ
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
俳
句
を
始
め
て

良
か
っ
た
こ
と
を
書
き
添
え
ま
す
。

①
ボ
ケ
防
止

②
お
金
が
か
か
ら
な
い

③
季
節
を
感
じ
る

④
漢
字
を
覚
え
る

⑤
動
植
物
の
名
前
な
ど
を
知
る

　

良
い
こ
と
ば
か
り
で
し
ょ
う
。
こ
れ
か

ら
も
、
俳
句
と
末
永
く
お
付
き
合
い
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
２
句

１
０
０
０
ピ
ー
ス
外
枠
固
め
秋
の
夜

朝
顔
や
チ
ヨ
コ
レ
イ
ト
の
弾
む
声

　

ど
ん
な
情
景
が
浮
か
び
ま
す
か
・
・
・

地
域
公
民
館
だ
よ
り

地
域
公
民
館
だ
よ
り

相ノ木西
公民館
飯
縄
神
社
代
参
の
記

�

　
中
村　

聡

　

鮮
や
か
な
緑
が
目
に
染
み
る
５
月
26
日
。時
は
、

朝
の
９
時
30
分
。
処
は
飯
縄
山
の
頂
。
飯
縄
神
社

の
前
。

　

曇
り
が
ち
な
が
ら
も
徐
々
に
雲
が
切
れ
、
善
光

寺
平
を
見
渡
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

相
ノ
木
西
町
に
お
わ
す
飯
縄
天
神
合
殿
神
社

は
、
飯
縄
神
社
と
天
神
社
の
合
殿
神
社
で
、
飯
縄

神
社
本
山
へ
の
代
参
に
、
本
日
参
り
ま
し
た
。

　

時
は
遡
る
こ
と
、４
時
間
前
。早
朝
、５
時
30
分
。

　

朝
ぼ
ら
け
の
中
、
岩
銅
・
氏
子
総
代
を
先
頭
に

厳
粛
に
出
発
式
。

　

１
時
間
後
、
６
時
30
分
。
戸
隠
神
社
中
社
登
山

口
か
ら
登
り
始
め
ま
す
。

　

や
や
な
だ
ら
か
な
登
山
道
を
行
く
こ
と
50
分
。

途
中
の
お
宮
に
到
着
。
時
に
７
時
20
分
。

　

道
の
右
辺
の
植
生
が
変
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
ま
し
た
。

　

以
前
は
タ
ラ
ノ
木
が
沢
山
あ
っ
た
も
の
が
伐
採

さ
れ
た
の
か
、
タ
ラ
ノ
木
は
す
っ
か
り
姿
を
消
し

て
、
一
面
の
笹
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
笹
に
罪
も

恨
み
も
な
い
け
れ
ど
、
何
か
淋
し
い
。

　

こ
の
後
、
道
は
段
々
険
し
く
な
り
、
何
か
所
か

の
岩
場
を
越
え
て
、
山
頂
を
目
指
し
ま
す
。

　

ウ
グ
イ
ス
の
声
が
聞
こ
え
ま
す
。
ど
こ
か
ら
か

カ
ッ
コ
ウ
の
声
も
。
ふ
と
見
る
と
傍
ら
に
可
憐
な

花
が
。

　

何
の
花
だ
ろ
う
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
写
し
て

検
索
す
れ
ば
、
秒
を
待
た
ず
に
教
え
て
く
れ
る
こ

の
時
代
。

　

便
利
な
こ
と
、
こ
の
上
な
し
、
と
素
直
に
思
え

な
い
時
代
遅
れ
の
ひ
ね
く
れ
者
で
す
が
、
一
歩
一

歩
と
歩
を
進
め
る
こ
と
、
中
社
登
山
口
か
ら
３
時

間
、
飯
縄
神
社
に
到
着
。

　

無
事
に
代
参
相
成
り
ま
し
た
。
感
謝
。

飯縄神社にて飯縄神社にて 飯縄山山頂より飯縄山山頂より飯縄天神合殿神社前飯縄天神合殿神社前萱の宮前にて萱の宮前にて

句会風景１句会風景１

句会風景 2句会風景 2



三 輪 公 民 館 報（ 3 ） 令和 6 年 11 月 1 日（ 第 118 号 ）

城東
公民館

2
0
2
6
年
夏
、

町
は
「
70
歳
」
に

�

公
民
館
長
　
花
崎　

秀
紀

　

城
東
町
は
、
も
と
も
と
「
三
輪
た
ん
ぼ
」

の
地
に
造
成
さ
れ
昭
和
31
（
1
9
5
6
）
年

夏
、
ひ
と
り
立
ち
。
三
輪
地
区
で
小
さ
な

1
4
0
余
世
帯
の
町
は
２
年
後
、
人
で
い

う
古
希
を
迎
え
ま
す
。

　
「
こ
の
ま
ち
は
ど
ん
な
町
？
」
―
。
歩
み

を
住
民
の
声
で
振
り
返
る
試
み
を
館
報
で

始
め
ま
し
た
。
問
い
へ
の
答
え
で
多
い
の

が
「
火
事
や
水
害
、
土
砂
崩
れ
も
な
い
『
安

心
し
て
住
め
る
』
町
」。
そ
の
通
り
安
全
な

町
な
の
で
す
が
、
１
月
の
能
登
半
島
地
震

に
は
皆
び
っ
く
り
。
あ
ら
た
め
て
町
や
各

家
庭
の
備
品
チ
ェ
ッ
ク
が
必
要
と
知
ら
さ

れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
空
き
家
が
新
築
の
家
に
変
わ
り
、

草
創
期
の
自
然
災
害
を
知
ら
な
い
世
帯
も

増
え
て
い
ま
す
。　

町
の
北
を
東
西
に
貫

く
鐘
鋳
堰
。
か
つ
て
は
何
度
も
あ
ふ
れ
、
床

下
浸
水
被
害
も
あ
り
ま
し
た
。「
万
一
に
備

え
て
」
小
さ
な
歴
史
を
語
り
継
ぐ
必
要
が

あ
り
そ
う
で
す
。

　

昭
和
30
ー
40
年
代
は
身
近
に
生
き
も
の

た
ち
の
賑
わ
い
が
あ
り
、
各
家
の
周
囲
に

あ
る
溝
に
は
ド
ジ
ョ
ウ
や
ザ
リ
ガ
ニ
を
探

す
子
ど
も
た
ち
の
声
も
響
き
ま
し
た
。
ど

の
家
も
庭
で
キ
ュ
ウ
リ
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

を
栽
培
、
自
前
で
野
菜
を
調
達
す
る
の
が

当
た
り
前
の
こ
ろ
。
で
も
い
つ
し
か
、
田

ん
ぼ
は
姿
が
消
え
蛙
の
声
は
途
絶
え
ま
し

た
。

　

今
年
開
い
た「
お
茶
の
み
サ
ロ
ン
」。70
代
、

80
代
か
ら
は
近
年
「
キ
ツ
ネ
の
声
を
聞
い

た
」「
最
近
ガ
マ
を
見
な
い
」「
出
会
う
と
良

泉町
公民館

泉
町
公
民
館
と

お
別
れ
で
す

�
公
民
館
長
　
大
島　

美
智
子

　

泉
町
で
あ
る
市
営
住
宅
返
目
団
地
で
は

改
修
工
事
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
現
在
の

泉
町
公
民
館
は
取
り
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

公
民
館
の
中
は
、
時
代
を
感
じ
る
も
の

が
多
く
あ
り
ま
す
。
特
に
賞
状
が
た
く
さ

ん
あ
り
、
部
屋
の
中
だ
け
で
な
く
廊
下
に

も
飾
っ
て
あ
り
ま
す
。
三
輪
地
区
親
善
の
父

親
野
球
や
マ
マ
さ
ん
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
育

成
会
の
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
な
ど
、
大
会
が
盛

ん
に
行
わ
れ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
ま

す
。
ま
た
、子
ど
も
た
ち
の
遊
具
や
ゲ
ー
ム
、

使
い
込
ま
れ
た
座
布
団
や
年
代
物
の
扇
風

機
な
ど
が
残
さ
れ
て
お
り
、
町
内
で
様
々

な
行
事
が
行
わ
れ
て
い
た
名
残
が
見
ら
れ
、

泉
町
の
歴
史
の
移
ろ
い
を
感
じ
ま
す
。

　

そ
ん
な
公
民
館
の
思
い
出
を
、
住
民
の

方
に
お
聞
き
し
ま
し
た
。

　

A
さ
ん
は
、「
育
成
会
は
子
ど
も
の
人

い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
ピ
ン
ク
色
の
ヤ
モ

リ
を
見
た
」
な
ど
の
“
証
言
”
も
出
て
、ど
っ

こ
い
住
宅
街
の
真
ん
中
で
、
ま
だ
ま
だ
意

外
に
城
東
町
の
自
然
は
豊
か
の
よ
う
で
す
。

数
が
少
な
か
っ
た
が
、
み
ん
な
仲
が
良
く
、

ク
リ
ス
マ
ス
会
な
ど
と
て
も
楽
し
か
っ
た
。

子
ど
も
た
ち
は
、
今
で
も
懐
か
し
が
り
ま

す
。」
と
お
子
さ
ん
の
思
い
出
話
を
し
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。

　

B
さ
ん
は
、「
親
善
ス
ポ
ー
ツ
大
会
は
、

み
ん
な
本
気
で
が
ん
ば
っ
て
、
そ
の
後
の
慰

労
会
は
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
町
の

方
が
作
っ
て
く
だ
さ
っ
た
、
ポ
テ
ト
サ
ラ

ダ
や
お
で
ん
が
最
高
に
お
い
し
か
っ
た
の

を
覚
え
て
い
ま
す
。」
と
町
に
活
気
の
あ
っ

た
頃
の
様
子
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

C
さ
ん
は
、「
お
茶
の
み
サ
ロ
ン
で
皆
さ

ん
と
楽
し
い
お
し
ゃ
べ
り
を
し
た
り
、
日

帰
り
温
泉
へ
出
か
け
た
り
し
た
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。」
と
お
仲
間
と
の
楽
し
い
思
い

出
を
笑
顔
で
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

皆
さ
ん
の
中
に
泉
町
公
民
館
で
の
思
い

出
が
多
く
残
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

今
後
、
団
地
の
中
に
新
し
い
集
会
所
が

で
き
、
現
在
の
公
民
館
跡
地
に
は
公
園
が

整
備
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
子

ど
も
か
ら
大
人
ま
で
多
く
の
方
の
憩
い
の

場
と
な
り
、
新
し
い
思
い
出
の
場
所
と
な

る
で
し
ょ
う
。

現在の泉町公民館現在の泉町公民館

鐘鋳堰　三輪たんぼを潤す用水鐘鋳堰　三輪たんぼを潤す用水 鐘鋳堰、右手が城東町　いまは改修され、様子は一変鐘鋳堰、右手が城東町　いまは改修され、様子は一変

公民館に飾られている賞状の数々公民館に飾られている賞状の数々
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新着本の
紹介は
こちらから

こ
ど
も
読
書
月
間

　

三
輪
公
民
館
で
は
、
11
月
1
日
（
金
）
～

11
月
29
日
（
金
）
ま
で
、「
こ
ど
も
読
書
月
間
」

を
実
施
し
ま
す
。

　

読
書
の
秋
に
ち
な
ん
で
、
本
や
図
書
室
に

興
味
が
わ
く
よ
う
な
企
画
展
を
予
定
し
て
い

ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
ぜ
ひ
図
書
室
ま
で
お
越
し

く
だ
さ
い
。
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

宇宇うう

達達た
つ
た
つ
？？
宇宇うう

逵逵きき

神
社
神
社

下
宇
木
区　

小
林
一
三

　

宇
木
村
の
産う
ぶ
す
な土
神か
み
は
、
泥に
ど
の土
立た
ち

神か
み
と
称

さ
れ
て
い
ま
す
。
泥に

ど土
は
水
田
の
意
で
、

埿う
き

と
同
意
語
で
す
。
従
っ
て
、
泥に
ど
の土
立た
ち

神か
み

は
埿
う
き
の

神か
み

で
あ
り
、
こ
れ
に
好
字
を
当

て
、
宇う

逵き
の

神かみ
と
し
、
社
号
も
宇う

逵き

神じ
ん
じ
ゃ社

に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

泥に
ど
の土
立た
ち

神か
み
は
、
建た
け

御み
な
か
た
の

名
方
神か
み
の
地
方
で

の
呼
称
で
あ
り
、
ま
た
、
宇う

逵き

と
は
天
地

大
道
を
表
す
言
葉
で
、
人
の
守
る
べ
き
正

し
い
道
の
こ
と
を
示し

さ唆
し
て
い
ま
す
。
御

神
体
の
宗そ
う
げ
ん源
宣せ
ん
じ旨
に
は
、
宇
木
村
の
宇う

逵き

神
社
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

図
書
室
だ
よ
り

　

公
民
館
に
は
約
4
0
0
0
冊
の
本
が

あ
り
、
小
説
、
料
理
本
を
は
じ
め
、
絵
本

や
紙
芝
居
な
ど
種
類
は
豊
富
で
す
。
新
刊

本
も
配
本
さ
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

・ 

利 

用 

時 

間
：
月
～
金
曜
日

　
　
　
　
　
　
　
（
土
日
・
祝
休
み
）

　
　
　
　
　

      

8
時
30
分
～
17
時

・
貸　
　
　
出
：
一
人
5
冊

　
　
　
　
　
　
　
（
貸
出
期
間
は
２
週
間
）

・
リ
ク
エ
ス
ト
：
1
回
に
つ
き
3
冊
ま
で

長
野
市
甚
句
・
音
頭
交
流
会
が

長
野
市
甚
句
・
音
頭
交
流
会
が

地
元
三
輪
で
開
催
さ
れ
ま
し
た

地
元
三
輪
で
開
催
さ
れ
ま
し
た

　

市
内
の
甚
句
・
音
頭
活
動
団
体
が
一
堂

に
会
し
て
郷
土
民
謡
や
舞
踊
を
発
表
す

る
第
20
回
長
野
市
甚
句
・
音
頭
交
流
会

（
実
行
委
員
会
主
催
）
が
６
月
16
日
（
日
）、

県
立
大
学
三
輪
キ
ャ
ン
パ
ス
講
堂
で
盛

大
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
交
流
会
は
当
番
の
地
元
三
輪

甚
句
保
存
会
が
運
営
し
、
同
保
存
会
を
含

め
12
団
体
が
参
加
し
ま
し
た
。
会
場
の

ホ
ー
ル
は
舞
台
が
広
く
、
音
響
環
境
が
良

好
で
、
各
地
域
に
伝
わ
る
郷
土
民
謡
や
舞

踊
を
披
露
す
る
に
は
絶
好
の
場
と
な
り
、

踊
り
手
と
鑑
賞
者
双
方
の
側
か
ら
好
評

を
博
す
交
流
会
と
な
り
ま
し
た
。

これからの講座・催し等 開催日程等
楽しい手芸干支の縁起物

（全２回）
 2月４日（火）・2月18日（火） 
 各13時30分～15時30分

合唱サークル交流会
11月16日（土）13時～15時 
3階大ホール 
※公民館駐車場はご利用になれません

成人学校・サークル作品展  2月28日（金）午前～ 
 3月 2日（日）午前

これからの講座・催し等 開催日程等
健康講座「毎日健やかに！
暮らし役立つ体づくり」

（全4回）

11月22日（金）・12月13日（金）
 1月17日（金）・  2月14日（金）
各10時～11時30分

ミニクリスマスツリー作り 11月26日（火）10時～12時

わくわくマジック教室
（キッズ・ふれあい体験活動）

12月 7日（土）10時～11時30分 
※三輪地区在住の小学生対象

アロマセラピーでリフレッシュ講座  1月24日（金）10時～12時

ハーバリウム作り
（キッズ・ふれあい体験活動）

 2月 1日（土）10時～11時30分 
※三輪地区在住の小学生対象

※諸般の事情により、中止または日程変更になる場合があります。三輪公民館のご案内三輪公民館のご案内

12 団体の甚句・踊りを総勢 250 名の方々が鑑賞12 団体の甚句・踊りを総勢 250 名の方々が鑑賞

三味線と唄に合わせて「三輪甚句」の踊りを披露三味線と唄に合わせて「三輪甚句」の踊りを披露

三輪公民館の
講座情報はこちらから▶


