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土地改良事業竣工記念

１４１

����
�����

���

釜無川の⽔を堰へ取り込みます。
島
堰

周

島
堰

周

毎年初秋に、世相を反
映したユニークなかかし
たちが並びます。

����

２０

堰の⼯事完成を願い、
兵左衛⾨が建てました。

周
辺
地

周
辺
地

17

27

���

12

���

地
図
地
図

徳

島

地元住⺠と県中⼭間ふるさ
と⽔と⼟基⾦事業、花の郷こ
せえるじゃん甲斐プロジェク
トによる⼀⾯の菜の花畑です。

�����

����
����

５２

�����

6

堰

甲府

韮崎市

南アルプス市

������ �
�
�
�
�
�
車

� ���

���

20

20

����

車
道

39���
m

徳 島 堰

⾼ 速 道 路

主 要 河 川
⽔利⽤地域

� ���

堰の⼯事完成を願い、
兵左衛⾨が建てました。

������

⾼ 速 道 路
国 道

ＪＲ中央線
県 道

徳島堰の⽔はここに⼀時貯められ、パイプライ
ンで、南アルプス市の果樹地域を潤しています。

根
完
成
し
た
堰
は
、
堰
を
拓

た
た
え
る
た
め
に
「
徳
島
堰

そ
し
て
堰
は
現
在
ま
で
２
０

し
続
け
て
い
ま
す
。

兵
左
衛
門
は
農
地
へ
水
を

く
る
こ
と
を
計
画
し
ま
し
た

甲
府
藩
主
・
徳
川
綱
重
の
許

野
町
か
ら
水
路
を
掘
り
始
め

徳
島
堰
は
、
江
戸
時
代
に

兵
左
衛
門
に
よ
っ
て
拓
か
れ

訪
れ
た
際
に
、
「
月
夜
で
も

で
も
水
が
乾
い
て
し
ま
う
）

い
農
地
が
水
不
足
と
な
っ
て

徳
島
堰
の
工
事
は
、
御
勅

区
間
や
、
固
い
岩
盤
な
ど
難

を
極
め
、
兵
左
衛
門
は
工
事

と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
え

山
梨
県
の
西
部
に
は
釜
無

よ
っ
て
作
ら
れ
た
扇
状
地
が

は
梨
北
米
の
産
地
で
あ
る
韮

も
、
さ
く
ら
ん
ぼ
と
い
っ
た

ア
ル
プ
ス
市
に
か
け
て
の
農

こ
れ
ら
地
域
へ
釜
無
川
か
ら

と
な
っ
て
い
る
の
が
徳
島
堰

理
由
は
諸
説
あ
り
ま
す
が

山
梨
を
去
る
こ
と
に
な
り
、

の
郷
長
、
矢
崎
又
右
衛
門
に

そ
し
て
１
６
７
０
年
、
円
野

根
地
区
へ
至
る
全
長
約
17
km

ひ
ょ
う
ざ
え
も
ん

拓
い
た
兵
左
衛
門
の
功
績
を

堰
」
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

０
０
０

以
上
の
農
地
を
潤

を
供
給
す
る
た
め
に
堰
を
つ

た
。
１
６
６
５
年
、
当
時
の

許
可
を
得
る
と
、
韮
崎
市
円

め
ま
し
た
。

に
江
戸
深
川
の
商
人
、
徳
島

れ
ま
し
た
。
彼
は
こ
の
地
を

も
焼
け
る
（
月
夜
の
明
か
り

」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
広

て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

勅
使
川
な
ど
河
川
と
の
交
差

難
所
も
多
く
、
工
事
は
困
難

事
に
多
く
の
私
財
を
投
じ
た

(

参
考
資
料

徳

え
る

無
川
、
御
勅
使
川
の
流
れ
に

が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ

韮
崎
市
か
ら
、
も
も
、
す
も

た
果
樹
の
生
産
が
盛
ん
な
南

農
業
地
帯
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ら
水
を
供
給
し
、
農
業
の
礎

堰
で
す
。ha

、
兵
左
衛
門
は
2
年
後
に

堰
の
残
り
の
工
事
は
地
元

よ
っ
て
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

町
か
ら
南
ア
ル
プ
ス
市
白

の
堰
が
完
成
し
ま
し
た
。

�
�
�

と
く
し
ま

み

だ

い

徳
嶋
堰
組
合
編

徳
嶋
堰
誌

⼭梨県には農業⽤に作られ、地域で守られてきた数多
くの堰(⽔路)があります。その中でも代表的な堰は「甲
斐三堰」と呼ばれています。徳島堰の他には、楯無堰(北
杜市〜甲斐市)、朝穂堰（北杜市〜韮崎市）があります。

月見里(やまなし)農業紀行について

甲斐三堰とは

)

⼭が無い⾥は⽉がよく⾒えることから「⽉⾒⾥」と書
いて「やまなし」と読み、⼭梨という地名の由来の1つ
とされています。
この⽉⾒⾥農業紀⾏のページでは、 ⼭梨県内の様々な

農業⽤施設(ため池、⽔路、農道等)の様⼦を紹介します。

徳島堰では春は桜や桃、菜の花が、夏は実りを迎えた果
実が、秋は⻩⾦⾊の稲穂と円野町のユニークなかかしが、
訪れる⼈々を出迎えてくれます。みなさんも、四季折々の
⾵景を味わいながら、歴史ある堰を歩いてみませんか？
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