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国営笛吹川沿岸事業の関係市町村
（資料：笛吹川沿岸土地改良区40周年記念誌）

注）（　）内の旧市町村名は、平成の大合併前の前歴国営

 事業完了時の旧受益市町村名です。

ぶどうの生産

ももの生産

スイートコーンの生産

笛吹川沿岸地域の位置図
（資料：笛吹川沿岸土地改良区40周年記念誌）

甲府盆地（八代ふるさと公園より南アルプス、八ヶ岳を望む）
（資料：山梨県公共眺望ポイント）

笛吹川沿岸地域の概要

笛吹川の由来

笛吹川沿岸地域は、山梨県のほぼ中央、甲府盆地
の東部地域に位置し、奥秩父山系の甲武信ヶ岳、国
師ヶ岳を源とする一級河川富士川の支流笛吹川の
両岸に広がる扇状地を主体とした地域です。

この地域は、笛吹川及びその支流（重川、日川、金
川など）によって形成された扇状地群と、その背後
の曽根丘陵に拓けた畑地帯で、甲州市（旧塩山市、
旧勝沼町）、山梨市（旧山梨市、旧牧丘町）、笛吹市
（旧石和町、旧御坂町、旧一宮町、旧八代町、旧境川
村、旧春日居町）、甲府市（旧中道町）、中央市（旧豊
富村）、西八代郡市川三郷町（旧三珠町）の5市1町
にまたがる農業地帯です。

このように本地域は、甲府盆地特有の地形条件から、水はけが
良好で日気温差が大きく果樹栽培に適しており、果樹を中心とし
た営農が展開されて、ぶどう、もも、すもも、スイートコーンなど
の農産物の生産が行われています。

関係市町別には、山梨市、笛吹市、甲州市では、果樹（もも、ぶど
う）が作付面積の約８割以上を占め、品質も高く、一帯は、優良な
農業地帯を形成しています。なお、ぶどうについては、醸造用品種
の生産も行っており、地域のワイン産業を支えています。
また、中央市、市川三郷町では、スイートコーン、なす等の露地

野菜の生産が盛んになってきています。

令和元年度農林水産省作況調査（果樹）によれば、全国シェアに
占める山梨県の収穫量の割合は、ぶどう21%、もも28％、すもも
30％となっており、果樹の主要な生産地域となっています。

本地域は、こうした果樹栽培に適した条件にあるほか、中央高
速道路が地区内を走り、中部横断自動車道路も山梨－静岡間が全
線開通し、重要な流通の拠点となっています。
鉄道では、中央本線が本地域内を縦断して、東京から甲府・松

本方面に通じています。

このように、本地域は、交通網も整備され首都圏にも近いこと
から、果樹王国山梨県を代表する地域として、多くの観光客が訪
れて魅力にあふれる地域となっています。

この地域を含む甲府盆地は、周囲を2,000mを超
える高い山々に囲まれているため、日本の代表的な内
陸性気候を示し、夏の暑さと冬の寒さが共に厳しく、
空気が乾燥し、降水量は少なく、日照時間が長く、１日
の気温差や１年の月平均気温の差も大きいなどの特
徴があります｡

この川の由来は、「笛吹権三郎」と呼ばれる民話に語られております。
この民話では、昔々親孝行の権三郎という子どもが母親と住んでおり、
村人たちは笛の上手なこの子どもを「笛吹権三郎」と呼んでいました。
しかし、ある年の夏の大洪水で親子は流され、母親が行方不明になって
しまいました。権三郎は母親の好きだった笛を吹きながら、必死に川を探
しましたが、疲れ果てた権三郎も川に落ち亡くなってしまいました。
権三郎は村人たちに手厚く葬られましたが、川の音が笛の音のように
聞こえることから、いつしか笛吹川と呼ばれるようになったそうです。
この話は山梨出身の作家・深沢七郎によって小説となり、後に映画化
もされました。

笛吹川
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