
                            

                            

  

昨
年
度
当
館
で
は
、昭
和
戦
後
期
の
文
書
三
七
七

四
冊
を
新
た
に
受
け
入
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
、

琵
琶
湖
の
内
湖
干
拓
の
歴
史
を
示
す
資
料
も
多
数

含
ま
れ
て
い
ま
す
。 

琵
琶
湖
に
は
、戦
前
四
〇
あ
ま
り
の
内
湖
が
あ
り

ま
し
た
。し
か
し
こ
れ
ら
の
内
湖
は
耕
地
へ
の
転
用

の
た
め
次
第
に
干
拓
さ
れ
て
い
き
、大
中
の
湖
を
は

じ
め
、
松
原
内
湖
や
入
江
内
湖
な
ど
、
多
く
の
内
湖

が
そ
の
姿
を
消
し
ま
し
た
。 

今
回
の
展
示
で
は
、な
ぜ
大
規
模
な
干
拓
が
推
し

進
め
ら
れ
た
の
か
、干
拓
に
よ
り
内
湖
の
姿
が
ど
う

変
化
し
た
の
か
、
新
し
い
大
地
に
は
ど
の
よ
う
な

人
々
が
移
り
住
ん
だ
の
か
な
ど
、内
湖
干
拓
の
歴
史

を
歴
史
公
文
書
か
ら
振
り
返
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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【展示概要】 

【
展
示
概
要
】 

期
間 

令
和
三
年
八
月
二
日
（
月
）
～
十
月
二
十
八
日
（
木
） 

日
時 

月
曜
日
～
金
曜
日
（
祝
日
を
除
く
） 

 
 

午
前
九
時
～
午
後
五
時 

会
場 

滋
賀
県
立
公
文
書
館
（
県
庁
新
館
三
階
） 

内
容 

特
定
歴
史
公
文
書
等
二
二
点
お
よ
び
パ
ネ
ル
展
示
ほ
か 
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第
一
章 

内
湖
の
原
風
景 

  

昭
和
戦
中
期
以
降
、
県
内
の
耕
地
を
増
や
す
た
め
に
内
湖
の

干
拓
が
進
み
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
の
琵
琶
湖
周
辺
に
は

四
〇
余
り
の
内
湖
が
点
在
し
て
い
ま
し
た
。
内
湖
は
漁
場
や
、

肥
料
と
し
て
利
用
す
る
水
産
物
（
泥
・
藻
な
ど
）
の
採
取
場
、

か
ん
が
い
用
水
と
し
て
利
用
さ
れ
、
人
々
は
内
湖
と
と
も
に
生

き
て
き
ま
し
た
（
史
料
1-1
）。 

 

例
え
ば
、
史
料
1-2
か
ら
は
、
明
治
期
の
松
原
内
湖
（
現
・
彦

根
市
）
に
お
い
て
エ
リ
漁
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
様
子
が
わ
か

り
ま
す
。
松
原
内
湖
は
、
昭
和
十
九
年
か
ら
同
二
十
二
年
に
か

け
て
の
干
拓
工
事
で
な
く
な
り
ま
す
が
、
こ
の
絵
図
か
ら
は
干

拓
前
の
様
子
が
み
え
て
き
ま
す
。 

 

内
湖
は
水
深
が
浅
い
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
周
辺
に
ヨ
シ
地
が

広
が
っ
て
い
ま
し
た
（
史
料
1-3
）。
ヨ
シ
は
、
よ
し
ず
（
ヨ
シ

製
の
す
だ
れ
）
や
屋
根
の
素
材
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

史
料
1-4
は
、
安
土
山
が
内
湖
に
囲
ま
れ
て
い
た
時
期
の
貴

重
な
写
真
で
す
。
左
手
に
は
安
土
山
、
そ
の
山
を
囲
む
よ
う
に

小
中
の
湖
、
さ
ら
に
そ
の
奥
に
は
大
中
の
湖
が
見
え
ま
す
。
写

真
に
は
写
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
左
手
に
は
西
の
湖
も
あ
り
ま

す
。
小
中
の
湖
は
昭
和
十
七
年
に
、
大
中
の
湖
は
同
二
十
一
年

に
干
拓
工
事
が
開
始
さ
れ
姿
を
消
し
ま
し
た
が
、
西
の
湖
は
洪

水
調
整
池
と
し
て
残
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
内
湖
は
様
々
な
自
然
の
恵
み
に
よ
り
近
隣
住

民
の
生
活
を
支
え
て
き
た
の
で
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
今

は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
風
景
が
あ
っ
た
の
で
す
。 

 
1-2「松原内湖見取図｣ 

明治 39年 10月 22日【明つ 39（152）】 

1-4「安土遠望｣昭和初期【資 570】 

1-1「内湖の利用状況」昭和 16年 10月【昭ね 9（1）】 

1-3「元禄元年中湖漁獲区域図｣昭和 5年 4月 
【昭こ 305（1-2）】 

だ
い
な
か 

し
ょ
う
な
か 
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第
二
章 

内
湖
干
拓
計
画
の
起
こ
り 

 

大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
内
湖
を
干
拓
し
、
耕
地
と

し
て
利
用
す
る
案
が
浮
上
し
ま
す
。
県
議
会
か
ら
も
、
昭
和
七

年
、
本
県
は
地
形
的
に
も
耕
地
面
積
が
極
め
て
少
な
い
の
で
、

耕
地
を
増
大
し
て
「
県
財
政
の
資
源
を
造
成
」
す
る
と
と
も
に
、

食
糧
問
題
な
ど
を
解
決
す
る
た
め
に
、
干
拓
事
業
を
県
主
導
で

推
し
進
め
て
ほ
し
い
と
知
事
へ
要
望
が
あ
り
ま
し
た
（
史
料

2-1
）。
そ
の
背
景
に
は
、
事
業
を
行
う
上
で
懸
念
事
項
で
あ
っ

た
治
水
が
南
郷
洗
堰
や
淀
川
、
木
津
川
改
修
工
事
に
よ
り
、
解

決
に
向
か
っ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。 

耕
地
の
増
大
は
県
に
と
っ
て
も
「
緊
要
事
項
」
で
、
昭
和
九

年
の
知
事
引
継
書
で
も
、
内
湖
の
干
拓
に
つ
い
て
よ
く
考
え
る

よ
う
次
期
知
事
に
求
め
て
い
ま
す
（
史
料
2-2
）。 

昭
和
十
年
に
は
、
琵
琶
湖
の
多
様
な
利
用
方
法
に
関
し
調
査

審
議
を
す
る
た
め
「
琵
琶
湖
対
策
審
議
会
」
が
発
足
し
、
諮
問

第
一
号
と
し
て
琵
琶
湖
干
拓
が
採
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
議
論

で
は
、
内
務
省
か
ら
「
琵
琶
湖
築
堤
案
」（
湖
岸
線
一
六
〇
㎞
に

堤
防
を
築
き
水
位
を
最
高
二
・
四
ｍ
ま
で
上
げ
る
こ
と
で
、
沿

岸
の
干
拓
が
可
能
と
な
る
計
画
）
が
発
表
さ
れ
る
な
ど
前
向
き

な
検
討
が
進
め
ら
れ
、
昭
和
一
二
年
の
最
終
答
申
書
で
は
、
治

水
お
よ
び
水
産
業
へ
の
影
響
を
特
に
考
慮
し
た
上
で
、
ぜ
ひ
実

現
を
促
進
す
べ
き
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
ま
す
（
史
料
2-3
）。 

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
干
拓
計
画
は
常
に
湖
面
相
殺
法
（
常
水

位
の
水
面
積
維
持
を
条
件
と
し
た
水
利
や
湖
岸
利
用
の
適
否

判
断
）
や
県
下
か
ら
の
反
対
意
見
に
阻
ま
れ
、
実
現
は
し
な
か

っ
た
の
で
す
（
史
料
2-4
）。 

 

2-1「湖岸干拓に関する意見書｣昭和 7年 12月 20日 
【昭き 4-1（16-5）】 

 

2-4「琵琶湖干拓に関する建議｣昭和 16年 12月 
【昭き 6-3（5）】 

2-3「諮第 1号干拓埋立問題答申書｣昭和 12年 7月 
【昭ね 8（2）】 

2-2「内湖干拓に関する知事引継書｣昭和 9年 10月 
【昭お 6（9-5）】 
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第
三
章 

消
え
ゆ
く
内
湖 

  

内
湖
の
干
拓
が
よ
う
や
く
実
現
す
る
の
は
、
昭
和
十
八
年
か

ら
同
二
十
七
年
に
か
け
て
、
国
が
実
施
し
た
「
淀
川
河
水
統
制

事
業
」
に
よ
っ
て
で
す
。
当
時
、
戦
時
下
の
日
本
で
は
、
食
糧

増
産
の
必
要
性
が
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
琵

琶
湖
お
よ
び
淀
川
水
系
で
は
、
明
治
期
以
降
の
課
題
で
あ
る
治

水
問
題
や
戦
時
下
に
お
け
る
電
力
不
足
へ
の
対
策
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
解
決
の
た
め
進
め
ら
れ
た
こ
の
事
業
は
、

琵
琶
湖
お
よ
び
淀
川
下
流
域
の
治
水
と
利
水
の
た
め
、
水
量
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
湖
水
の
利
用
水
位
を
マ
イ
ナ
ス
一
ｍ
下
げ

る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
の
事
業
に
は
、
湖
面
低
下
に
よ
り

内
湖
約
三
千
㏊
の
干
拓
が
可
能
と
な
る
効
果
も
あ
り
、
内
湖
四

〇
か
所
の
干
拓
が
併
せ
て
計
画
さ
れ
ま
し
た
（
史
料
3-1
・
3-2
）。 

本
県
で
も
、
こ
の
干
拓
事
業
を
今
後
円
滑
に
進
め
る
た
め
、

昭
和
十
九
年
、
経
済
部
に
干
拓
総
務
課
と
干
拓
技
術
課
を
設
置

し
、
対
応
に
あ
た
り
ま
し
た
（
史
料
3-3
）。 

干
拓
の
方
法
は
、
内
湖
周
辺
に
琵
琶
湖
と
遮
断
す
る
た
め
の

堤
防
を
築
き
、
内
部
の
水
を
排
水
す
る
と
い
う
も
の
で
、
多
少

の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
ど
の
内
湖
も
同
様
の
手
法
が
用
い
ら

れ
た
よ
う
で
す
（
史
料
3-4
）。 

実
際
の
工
事
は
、
戦
時
下
お
よ
び
戦
後
の
資
材
・
労
働
者
不

足
の
な
か
進
め
ら
れ
ま
し
た
（
史
料
3-5
）。
そ
こ
で
動
員
さ
れ

た
の
が
、
全
国
の
学
徒
や
食
糧
増
産
隊
で
し
た
。
例
え
ば
、
昭

和
十
九
年
着
工
の
入
江
内
湖
で
は
、
彦
根
中
学
校
を
は
じ
め
と

す
る
学
生
の
べ
三
九
万
六
千
人
、
増
産
隊
一
般
奉
仕
団
の
べ
一

一
万
二
千
人
、
計
の
べ
五
〇
万
八
千
人
が
動
員
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

3-1「琵琶湖干拓事業計画書｣昭和 19年 3月 13日 
【昭た 501（1-1）】 

3-2「生れる広大な美田（新聞切り抜き）｣昭和 18年 
【昭ぬ 123（19）】 

3-3「干拓総務課、干拓技術課の設置｣ 
昭和 19年 7月 4日【昭あ 147（504）】 

 

3-4「干拓の方法（塩津内湖）｣昭和 21年 6月 
【昭ぬ 125（4-12）】 
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内
湖
干
拓
の
第
一
目
的
は
、
食
糧
増
産
で
す
。
内
湖
を
干
拓

し
、
新
た
な
水
田
を
作
る
こ
と
で
米
の
生
産
量
を
増
や
そ
う
と

し
た
の
で
す
。
と
は
い
え
、
内
湖
の
な
か
に
は
、
稲
作
に
不
向

き
な
場
所
も
あ
り
、
例
え
ば
昭
和
十
九
年
か
ら
干
拓
が
始
ま
っ

た
水
茎
内
湖
は
地
質
や
地
形
か
ら
「
最
不
良
の
地
区
」
と
評
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
所
も
、
干
拓
地
域
か
ら
は
外
さ

れ
ず
、
水
田
で
は
な
く
「
日
本
農
業
型
に
適
応
せ
る
近
代
的
多

角
的
酪
農
部
落
」
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
入
植
模
範
地
区

を
建
設
し
よ
う
と
い
う
計
画
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
（
史
料
3-6
）。 

ま
た
、
戦
後
国
営
で
干
拓
が
進
め
ら
れ
た
琵
琶
湖
最
大
の
内

湖
・
大
中
の
湖
で
は
、
食
糧
増
産
だ
け
で
な
く
大
型
機
械
を
導

入
し
た
大
規
模
営
農
形
態
の
導
入
が
模
索
さ
れ
ま
し
た
（
史
料

3-7
）。 

し
か
し
、
最
後
の
干
拓
地
・
津
田
内
湖
の
干
拓
が
終
わ
る
昭

和
四
十
五
年
の
前
年
に
は
、
食
糧
増
産
政
策
か
ら
一
転
、
米
の

生
産
過
剰
に
よ
り
生
産
調
整
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
同
内
湖
で
は
、
水
田
を
作
る
は
ず
だ
っ
た
土
地
に
畑

を
作
り
、
れ
ん
こ
ん
や
い
ち
じ
く
を
栽
培
す
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
（
史
料
3-8
）。
ま
た
、
大
中
の
湖
で
も
水
田
を
畑
へ
転
換

し
、
ス
イ
カ
の
大
規
模
栽
培
を
は
じ
め
ま
し
た
。 

昭
和
四
十
四
年
に
は
、
政
府
が
米
の
生
産
調
整
の
一
環
と
し

て
新
規
の
開
田
を
認
め
な
い
こ
と
と
し
た
た
め
、
本
県
の
干
拓

事
業
は
こ
こ
で
打
ち
止
め
と
な
り
ま
し
た
。
当
初
、
干
拓
対
象

は
内
湖
四
〇
か
所
の
見
込
み
で
計
画
が
立
て
ら
れ
ま
し
た
が
、

実
現
し
た
の
は
一
五
か
所
、
約
二
、
五
〇
〇
㏊
だ
け
で
し
た
。 

 

残
り
の
内
湖
は
、
洪
水
調
整
池
や
、
環
境
保
護
の
た
め
に
残

さ
れ
ま
し
た
。
今
で
は
、
内
湖
自
体
の
価
値
が
見
直
さ
れ
、
琵

琶
湖
特
有
の
風
景
と
し
て
大
切
に
守
ら
れ
続
け
て
い
ま
す
。 

 

3-5「干拓事業の進捗状況｣昭和 21年 1月【昭 01-1（18）】 

3-8「津田内湖における生産計画（図面）｣ 

昭和 45年【令 2-2869】 

3-7『大中の湖干拓地農場整備事業調査成績書』 
昭和 41年（【県刊行物 443】県民情報室所蔵） 

3-6「水茎地区入植経営計画基本書｣ 

昭和 22年 9月 22日【昭 26-439（2）】 
 

す
い
け
い 
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第
四
章 

新
た
な
大
地
で
生
き
る
人
々 

 

干
拓
に
よ
り
、
琵
琶
湖
沿
岸
に
は
新
た
な
大
地
が
広
が
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
土
地
で
は
、
新
た
に
区
域
を
定
め
、

住
所
を
付
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
早
崎
内
湖
の
干
拓

に
よ
り
湖
北
町
と
び
わ
町
に
新
た
に
生
じ
た
土
地
に
は
、「
昭

和
新
田
」
や
「
西
田
」
と
い
う
字
（
集
落
の
最
小
単
位
）
が
付

け
ら
れ
ま
し
た
（
史
料
4-1
）。
た
だ
、
区
域
や
住
所
は
干
拓
後

す
ぐ
に
確
定
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
小
中
の
湖
の
干
拓
地
の
よ

う
に
、
入
植
が
済
ん
だ
後
も
所
属
（
蒲
生
郡
安
土
町
か
神
崎
郡

能
登
川
町
）
が
決
ま
っ
て
い
な
い
場
所
が
あ
り
ま
し
た
。
昭
和

三
十
年
、
こ
の
ま
ま
で
は
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
が
定
ま
ら
ず

混
乱
す
る
の
で
、
早
急
に
解
決
す
る
よ
う
協
議
が
行
わ
れ
ま
し

た
が
、
両
町
の
合
意
が
得
ら
れ
ず
、
こ
の
時
も
境
界
確
定
に
は

至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
史
料
4-2
は
、
該
当
地
域
に
住
む
入
植
者

の
陳
情
書
で
、
彼
ら
は
入
植
当
初
、
県
か
ら
能
登
川
町
民
と
し

て
土
地
を
分
譲
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
能
登
川
町
で
地
方
行
政
手
続

な
ど
を
行
っ
て
い
た
の
で
、
継
続
し
て
同
町
へ
の
所
属
を
訴
え

て
い
ま
す
。 

新
た
な
干
拓
地
で
農
業
を
営
む
人
々
は
、
大
き
く
分
け
て
増

反
（
既
存
農
家
の
作
付
面
積
を
増
や
す
こ
と
）
と
入
植
の
二
つ

の
方
法
で
耕
地
を
手
に
入
れ
て
い
ま
す
。
内
湖
干
拓
地
の
場
合

は
、
一
部
で
入
植
者
を
受
け
入
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
は
周
辺
農
家
へ
増
反
さ
れ
ま
し
た
。 

例
え
ば
、
津
田
内
湖
の
干
拓
地
は
す
べ
て
増
反
さ
れ
ま
し
た

が
、
そ
の
増
反
対
象
者
は
、
周
辺
の
農
家
で
増
反
に
よ
り
二
㏊

の
経
営
規
模
と
な
る
者
、
干
拓
に
よ
り
影
響
を
受
け
た
漁
業
関 

 
4-3「土地配分計画についての基本的な考え方（津田内湖）」 

昭和 44年 1月【令 2-2869】 

4-2「土地の境界論争（小中の湖）」昭和 30年 
【昭 10-147（4）】 

4-1「干拓で生じた新たな土地の字について（早崎内湖）｣ 
昭和 46年 7月 12日【昭 10-170（6）】 
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係
者
、
ま
た
干
拓
に
よ
り
用
地
を
買
収
さ
れ
た
者
な
ど
と
さ
れ

ま
し
た
（
史
料
4-3
）。 

一
方
で
、
昭
和
十
七
年
に
着
工
し
た
小
中
の
湖
は
、
最
も
早

く
干
拓
さ
れ
た
内
湖
で
、
周
辺
農
家
へ
の
増
反
だ
け
で
な
く
、

入
植
者
も
受
け
入
れ
た
干
拓
地
の
ひ
と
つ
で
す
。
史
料
4-4
は
、

入
植
者
の
内
、
近
江
農
業
修
練
所
の
生
徒
で
あ
っ
た
者
の
リ
ス

ト
で
、
そ
れ
ぞ
れ
田
一
丁
（
町
）
と
宅
地
一
反
が
配
分
さ
れ
、

彼
ら
は
新
し
い
土
地
に
住
ま
い
な
が
ら
農
業
を
営
む
こ
と
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
入
江
内
湖
へ
の
入
植
者
リ
ス
ト
（
史
料
4-5
）

か
ら
は
、
入
植
者
の
前
職
が
雑
貨
商
や
建
具
商
、
菓
子
製
造
な

ど
、
必
ず
し
も
農
業
経
験
者
だ
け
が
選
ば
れ
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
、
各
干
拓
地
で
は
入
植
者
へ
の
土
地
の
分
譲
や

周
辺
農
家
へ
の
増
反
に
よ
り
耕
地
を
増
や
し
、
食
糧
増
産
に
努

め
て
き
ま
し
た
。
そ
の
後
の
干
拓
地
の
様
子
が
わ
か
る
資
料
と

し
て
は
、
史
料
4-6
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
昭
和
二
十
六
年
の

昭
和
天
皇
の
湖
国
巡
幸
の
記
録
で
あ
り
、
そ
の
訪
問
先
の
ひ
と

つ
で
あ
っ
た
入
江
干
拓
地
に
つ
い
て
も
記
述
が
あ
り
ま
す
。
同

年
時
点
で
一
〇
四
戸
の
農
家
が
入
植
し
、
五
〇
四
戸
へ
増
反
さ

れ
て
い
た
当
地
で
は
、
毎
年
五
千
石
近
く
の
米
が
生
産
さ
れ
て

お
り
、
中
に
は
反
収
三
石
二
斗
の
成
績
を
上
げ
て
い
る
農
家
も

あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

干
拓
に
よ
り
、
琵
琶
湖
特
有
の
内
湖
の
あ
る
原
風
景
は
失
わ

れ
て
ゆ
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
生
ま
れ
た
新
た
な
大
地

で
は
、
戦
時
中
お
よ
び
戦
後
の
食
糧
難
へ
の
対
策
と
し
て
、
多

く
の
米
を
生
産
し
食
糧
増
産
に
貢
献
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、

い
ち
は
や
く
農
業
の
近
代
化
、
機
械
化
を
取
り
入
れ
研
究
に
努

め
る
な
ど
、
農
業
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
て
き
た
の
で
す
。 

 

4-4「小中の湖干拓田の分譲について」 
昭和 21年 10月【昭 26-443（8）】 

4-5 ｢入江干拓地入植者決定について｣ 
昭和 22年 4月【昭 26-452（1）】 ｢入江干拓地概況説明（湖国巡幸）｣ 

昭和 26年【資 629】 

4-6 ｢入江干拓地概況説明（湖国巡幸）｣昭和 26年【資 631】 
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干拓地一覧  

番号 内湖名 面積 ha 着工年 完成年 入植戸数 増反戸数 事業形態 

① 小中の湖 342.1 昭和 17 昭和 22 139戸 360戸 県受託、戦後国営 

② 野田沼 39.5 昭和 18 昭和 26 - 152戸 県受託、戦後国営 

③ 松原内湖 73.3 昭和 19 昭和 22  209戸 農地開発営団、戦後国営 

④ 入江内湖 305.4 昭和 19 昭和 22 102戸 647戸 農地開発営団、戦後国営 

⑤ 貫川内湖 16.0 昭和 19 昭和 26 - 38戸 県受託 

⑥ 四津川内湖 19.9 昭和 19 昭和 26 - 93戸 県受託 

⑦ 繁昌池 33.8 昭和 19 昭和 26 2戸 167戸 県受託 

⑧ 大郷内湖 13.9 昭和 19 昭和 26 - 75戸 県受託 

⑨ 水茎内湖 201.3 昭和 19 昭和 22 42戸 346戸 農地開発営団、戦後国営 

⑩ 塩津内湖 16.8 昭和 19 昭和 26 - 57戸 県受託 

⑪ 大中の湖 1,145.0 昭和 21 昭和 43 216戸 123戸 国営 

⑫ 娑婆内湖 16.4 昭和 34 昭和 38 - 43戸 県営 

⑬ 曽根沼 87.0 昭和 38 昭和 43 - 159戸 県営 

⑭ 早崎内湖 91.9 昭和 39 昭和 46 - 156戸 県営 

⑮ 津田内湖 119.0 昭和 42 昭和 46 - 98戸 国営 

出典：滋賀県『開拓のあゆみ』昭和48年。 

 

干拓内湖位置図 
「内湖干拓位置明示図」（昭和16年）【昭ね9】へ実際の干拓個所（上記表

の番号）を加筆。 

Tel 077-528-3126 Fax 077-528-4813 

Mail archives@pref.shiga.lg.jp 
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