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このニュースレターは、「文化財
ぶんかざい

に親
した

しむ機
き

会
かい

の提供
ていきょう

に関
かん

する事
じ

業
ぎょう

」の一
ひと

つとして、身
み

近
ぢか

な文
ぶん

化
か

財
ざい

情報
じょうほう

をはじめ、 

文化財
ぶんかざい

を活用
かつよう

した事
じ

業
ぎょう

などの紹介
しょうかい

を行
おこな

っています。ぜひ学校教育
がっこうきょういく

や生涯学習
しょうがいがくしゅう

の場
ば

で広
ひろ

くご活用
かつよう

ください。 

 

 

 

 

平成
へいせい

２８年
ねん

３月
がつ

に新た
あら

に指定
し て い

された３件
けん

の有形
ゆうけい

文化
ぶ ん か

財
ざい

を紹介
しょうかい

します。 

 

○屯田兵絵物語附
とんでんへいえものがたりつけたり

屯田
とんでん

絵巻
え ま き

 

 

明治
め い じ

25年
ねん

に屯田兵
とんでんへい

として大分県
おおいたけん

から東 旭
ひがしあさひ

川下兵
かわしもへい

村
そん

（東旭川
ひがしあさひかわ

第三
だいさん

大隊
だいたい

第三
だいさん

中隊
ちゅうたい

）に入 植
にゅうしょく

し

た廣澤
ひろさわ

徳
とく

治郎
じ ろ う

が、小樽
お た る

上陸
じょうりく

から旭川
あさひかわ

までの様子
よ う す

、入植地
にゅうしょくち

で原始
げ ん し

林
りん

を拓き
ひら

開墾
かいこん

する姿
すがた

、農作業
のうさぎょう

や

養蚕
ようさん

の状 況
じょうきょう

、屯田兵
とんでんへい

としての訓練
くんれん

、そして当時
と う じ

使用
し よ う

した農具
の う ぐ

、生活
せいかつ

用品
ようひん

及び
およ

生息
せいそく

していた野鳥
やちょう

、

獣類
じゅうるい

に至る
いた

まで、自ら
みずか

が目
め

にし、体験
たいけん

したことを描
えが

いた資料
しりょう

であり、当地
と う ち

での生活
せいかつ

や屯田
とんでん

を中心
ちゅうしん

とした地域
ち い き

社会
しゃかい

の様子
よ う す

等
など

、屯田兵
とんでんへい

が当地
と う ち

に定着
ていちゃく

するまでの出来事
で き ご と

が、当事者
と うじ しゃ

の視点
し て ん

から克明
こくめい

に

記録
き ろ く

された、北海道
ほっかいどう

の開拓期
か いた くき

を知る
し

上
うえ

で貴重
きちょう

な歴史
れ き し

資料
しりょう

です。 

屯田兵
とんでんへい

絵
え

物語
ものがたり

は、絵図
え ず

221枚
まい

と 400字
じ

詰
づ

め原
げん

稿
こう

用
よう

紙
し

188枚
まい

の説明
せつめい

原稿
げんこう

からなり、絵図
え ず

は大正
たいしょう

末期
ま っ き

から昭和
しょうわ

16年
ねん

以前
い ぜ ん

に描
えが

かれ、原稿
げんこう

執筆
しっぴつ

は昭和
しょうわ

18年
ねん

から 19年
ねん

と考えられて
かんが

います。 
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屯田
とんでん

絵巻
え ま き

は、作者
さくしゃ

が屯田兵
とんでんへい

絵
え

物語
ものがたり

の完成後
か んせ いご

に絵
え

物語
ものがたり

の絵図
え ず

を拡
かく

大明瞭
だいめいりょう

化
か

した４つの束
たば

からな

る絵図
え ず

を、昭和
しょうわ

54年
ねん

４月
がつ

25日
にち

に、当時
と う じ

旭川兵
あさひかわへい

村
そん

記念館
き ねん かん

職員
しょくいん

が絵巻物
え まき もの

として完成
かんせい

させたもので

す。１巻目
かんめ

は入植地
にゅうしょくち

である東 旭
ひがしあさひ

川下兵
かわしもへい

村
そん

での生活
せいかつ

の様子
よ う す

、２巻目
かんめ

は屯田兵
とんでんへい

の訓練
くんれん

及び
およ

入植地
にゅうしょくち

周辺
しゅうへん

に生息
せいそく

する動物
どうぶつ

等
とう

の自然
し ぜ ん

環境
かんきょう

、３巻目
かんめ

は住宅
じゅうたく

、兵装
へいそう

他
ほか

官給品
かんきゅうひん

、生活
せいかつ

及び
およ

農具
のうぐ

等
とう

の物品
ぶっぴん

、

４巻目
かんめ

は森林
しんりん

伐採
ばっさい

など開墾
かいこん

、田
た

植
う

え等
とう

の農作業
のうさぎょう

の様子
ようす

等
など

が描かれて
えが

います。 

 

○滝川
たきかわ

屯田兵
とんでんへい

文書
ぶんしょ

（第二
だ い に

大隊
だいたい

第三
だいさん

中隊
ちゅうたい

・第四
だいよん

中隊
ちゅうたい

文書
ぶんしょ

） 

滝川
たきかわ

屯田兵
とんでんへい

第二
だ い に

大隊
だいたい

第三
だいさん

中隊
ちゅうたい

、

第四
だいよん

中隊
ちゅうたい

の軍
ぐん

としての統括
とうかつ

機能
きのう

及び
およ

役所
やくしょ

としての住民
じゅうみん

管理
か ん り

機能
き の う

を備えた
そな

中隊
ちゅうたい

本部
ほんぶ

の行政
ぎょうせい

文書
ぶんしょ

で

あり、月報
げっぽう

、演習
えんしゅう

など軍事
ぐ ん じ

訓練
くんれん

に

関する
かん

ことだけではなく、給与地
き ゅう よち

の地図
ち ず

をはじめ、農業
のうぎょう

や戸籍
こ せ き

、

日常
にちじょう

生活
せいかつ

のことなど、兵
へい

村
そん

の

暮らしぶり
くら

を丸ごと
まる

探る
さぐ

ことがで

きる貴重
きちょう

な資料群
しりょうぐん

です。終戦後
しゅうせんご

、

多く
おお

の中隊
ちゅうたい

本部
ほ ん ぶ

で関連
かんれん

文書
ぶんしょ

を

焼 却
しょうきゃく

廃棄
は い き

したため、現存
げんそん

する資料
しりょう

はとても少
すく

なく、本資料
ほんしりょう

は、その中でも
なか

唯一
ゆいいつ

まとまった資料
しりょう

であり、特異
と く い

な組織
そ し き

であった屯田兵
とんでんへい

と兵
へい

村
そん

における暮らし
く

の実像
じつぞう

、北海道
ほっかいどう

における開拓
かいたく

の姿
すがた

を知る
し

ことができる歴史的
れ きし てき

遺産
い さ ん

として

貴重
きちょう

な一括
いっかつ

資料
しりょう

です。 

 

○新琴似村
しんことにむら

屯田兵
とんでんへい

村
そん

記録
き ろ く

 

 新琴似兵
しんことにへい

村
そん

（現
げん

・札幌市
さ っぽ ろし

新琴似
し んこ とに

地区
ち く

）に屯田兵
とんでんへい

が入 植
にゅうしょく

した翌年
よくとし

の明治
め い じ

21年
ねん

から昭和
しょうわ

４年
ねん

までの兵
へい

村
そん

自治
じ ち

組織
そ し き

の

議事録
ぎ じ ろ く

、収支
しゅうし

予算
よ さ ん

決算書
けっさんしょ

、決議
け つ ぎ

事項
じ こ う

、生産物
せいさんぶつ

の販売
はんばい

台帳
だいちょう

等
とう

を収録
しゅうろく

した歴史
れ き し

資料
しりょう

です。新琴似兵
しんことにへい

村会
そんかい

記録
き ろ く

は、北海道
ほっかいどう

に

おける地方
ち ほ う

自治
じ ち

制度
せ い ど

が未整備
み せ い び

な時期
じ き

に、｢共助
きょうじょ

」の精神
せいしん

を

基盤
き ば ん

とした共同
きょうどう

による生産
せいさん

事業
じぎょう

や学校
がっこう

運営
うんえい

、治水
ち す い

・造
ぞう

田
でん

等
とう

の公共
こうきょう

事業
じぎょう

、相互
そ う ご

扶助
ふ じ ょ

、善行
ぜんこう

の表 彰
ひょうしょう

といった自治
じ ち

活動
かつどう

を

活発
かっぱつ

に展開
てんかい

した実像
じつぞう

を伝える
つた

貴重
きちょう

な史料
しりょう

であり、住民
じゅうみん

の

目線
め せ ん

で見た
み

当時
と う じ

の地域
ち い き

の暮らし
く

や産業
さんぎょう

の姿
すがた

を記載
き さ い

した

記録
き ろ く

が多く
おお

含まれて
ふく

おり、開拓期
か いた くき

における北海道
ほっかいどう

の経済
けいざい

、

社会
しゃかい

、文化
ぶ ん か

等
とう

の様子
よ う す

を表した
あらわ

重要
じゅうよう

な歴史
れ き し

資料
しりょう

です。 
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