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ちどり湖の概要

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
�

月
見
里
農
業
紀
行
の
ペ
�
ジ
で
は
�
山
梨

県
内
の
様
々
な
農
業
用
施
設(

た
め
池
�
水
路

等)

の
様
子
を
紹
介
し
ま
す
�

月
見
里(

�
�
�
�)

農
業
紀
行
�
�
�
�

受益エリア

笛
吹
川

亀甲橋

沈砂池

取
水
口

大嶽山

ちどり湖
（上部遊水池）

第
一
水
路

分
水
路

至
小
原

至万力

ちどり湖
（下部遊水池）

万 力 林

至
南

取
水
に
位
置
す
る
ち
ど
り
湖

差
出
堰
は
水
を
笛
吹
川
か
ら
直
接
引
き
込
ん

で
い
ま
す
が
�
水
田
に
用
い
る
に
は
�
水
が
冷

た
い
こ
と
が
悩
み
で
し
た
�

冷
た
い
水
を
利
用
し
た
水
田
で
は
稲
の
穂
枯

れ
が
起
き
�
場
所
に
よ
�
て
は
青
立
ち
と
い
う

症
状
が
で
て
�
質
の
良
い
米
を
収
穫
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
�
そ
の
対
策
と
し
て
�

�
遊
水
地
計
画
�
と
呼
ば
れ
る
計
画
が
持
ち
上

が
り
ま
し
た
�

取
水
口
の
す
ぐ
近
く
に
�
上
部
遊
水
地
と
下

部
遊
水
地
と
い
う
二
つ
の
池
を
築
造
し
�
太
陽

の
光
を
利
用
し
て
水
温
を
上
げ
よ
う
と
い
う
も

の
で
し
た
�

こ
の
池
で
�
水
温
を
上
げ
て
か
ら
堰
に
流
す

水
稲
栽
培
�
と
い
う
試
み
は
当
時
と
し
て
は
画

期
的
で
し
た
�
そ
し
て
�
昭
和
三
十
二
年
か
ら

三
十
四
年
の
三
�
年
計
画
で
温
水
施
設
を
設
置
�

十
八
度
前
後
の
水
温
を
二
十
四
度
に
上
げ
る
こ

と
に
成
功
し
ま
し
た
�

こ
の
結
果
�
水
稲
の
生
産
性
が
向
上
し
�

�
当
時
と
し
て
は
最
適
な
事
例
と
し
て
�
県
外

か
ら
も
多
く
の
人
が
視
察
に
来
る
毎
日
で
あ
�

た
�
と
�
山
梨
市
誌
�
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
�

そ
れ
が
�
ち
ど
り
湖
�
で
す
�

疏
水
百
選
と
は
�
農
業
用
に
作
ら
れ
�
地

域
で
守
ら
れ
て
き
た
水
路
を
�
未
来
へ
と
継

承
す
る
た
め
に
農
林
水
産
省
が
選
定
を
発
表

し
た
も
の
で
す
�
山
梨
県
で
は
本
記
事
で
紹

介
し
て
い
る
差
出
堰
の
他
に
�
村
山
六
�
村

堰
�
北
杜
市
�
が
選
ば
れ
ま
し
た
�

疏
水
百
選
�
�

至
甲
府

落
合
地
区

正
徳
寺
地
区

万
力
地
区

差出堰差出堰差出堰

農業用施設紹介シリーズ

月見里農業紀行
や ま な し
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差
出
堰
と
は

差
出
堰
は
甲
府
盆
地
の
東
部
�
笛
吹
川
の

�
差
出
の
磯
�
の
右
岸
よ
り
�
農
作
物
を
育
て

る
た
め
の
水
を
供
給
す
る
施
設
で
�
笛
吹
川
か

ら
引
き
込
ん
だ
水
は
�
取
水
口
を
通
り
�
ち
ど

り
湖
�
を
経
由
し
て
い
ま
す
�

山
梨
市
�
笛
吹
市
�
甲
府
市
を
受
益
地
と
し

た
施
設
で
あ
り
�
農
業
用
水
の
確
保
だ
け
で
な

く
�
受
益
地
内
の
農
村
景
観
や
生
態
系
の
保
全
�

や
す
ら
ぎ
の
空
間
の
創
出
な
ど
�
写
真
で
示
す

よ
う
な
多
面
的
な
機
能
を
有
し
て
い
ま
す
�

農
林
水
産
省
で
は
農
家
だ
け
で
な
く
�
地
域

住
民
や
都
市
の
人
々
も
加
わ
�
た
�
疏
水
の
保

全
に
取
り
組
も
う
と
�
平
成
十
七
年
三
月
に
全

国
か
ら
選
定
し
た
�
疏
水
百
選
�
を
発
表
し
ま

し
た
�
そ
の
結
果
�
差
出
堰
は
一
般
投
票
で
上

位
六
位
に
入
賞
し
て
い
ま
す
�

差
出
堰
は
�
山
梨
県
市
郡
村
誌
�
に
よ
る
と
�

今
か
ら
約
四
百
年
前
の
元
禄
年
間
に
�
多
く
の

地
元
農
家
や
下
流
の
関
係
者
の
協
力
に
よ
り
造

ら
れ
ま
し
た
�

堰
の
水
は
笛
吹
川
の
水
を
現
在
と
ほ
ぼ
同
じ

場
所
か
ら
導
き
�
水
門
の
先
か
ら
堰
は
二
つ
に

分
か
れ
�
一
方
は
西
の
落
合
地
区
に
�
他
方
は

東
南
に
向
か
い
�
万
力
地
区
で
さ
ら
に
二
つ
に

分
か
れ
�
と
も
に
正
徳
寺
地
区
に
向
か
�
て
造

ら
れ
ま
し
た
�

現
在
も
�
人
々
の
暮
ら
し
に
水
は
欠
か
せ
な

い
も
の
で
す
が
�
当
時
は
農
家
の
ほ
と
ん
ど
が

水
田
を
耕
作
し
て
い
た
の
で
�
水
は
今
以
上
に

貴
重
な
も
の
で
し
た
�

ま
た
�
受
益
地
内
は
水
田
か
ら
果
樹
へ
と
変

化
し
て
い
ま
す
が
�
果
樹
栽
培
に
お
い
て
も
�

貴
重
な
水
源
と
な
�
て
い
ま
す
�

果
樹
園
内
は
昔
な
が
ら
の
石
積
み
水
路
が
多

く
�
豪
雨
時
に
崩
れ
る
な
ど
の
被
害
が
生
じ
て

い
る
た
め
�
部
分
的
に
県
営
土
地
改
良
事
業
等

で
改
修
し
な
が
ら
�
土
地
改
良
区
と
地
域
住
民

が
一
体
と
な
�
て
維
持
管
理
を
行
�
て
い
ま
す
�

差
出
堰
の
歴
史

（右）差出堰周辺のウォーキングマップ
（中）万力林内の水路状況
（左）時期になると蛍が鑑賞可能

【差出堰の取水口】
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