
木曽馬に守られてきた
開田高原
その① 江戸時代の木曽馬
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木曽馬牧場にいったことはありますか？

春



春



夏

私は、ほぼ毎朝行ってます



夏



木曽馬には、大変お世話になっていますね。

出会って、すぐに心を奪われてしまいました。

木曽馬のことを知りたいと思いました。

木曽馬と関連するする人にたくさんあってお話を聞きました。

中川剛さん 加村さん 下出さん 梶川さん 近藤さん

伊藤忍さん 坂口先生 高彬さん 岸野さん 竹脇さん

ありがとうございました



馬耕（ばこう）



馬の学習

クラブ



運動会



木曽馬の特徴（とくちょう）
・温厚（やさしい）でがまんづよい

・かしくこく、人（世話をしてくれる人）の言うこと
をよくきく。

・じょうぶで粗食（そしょく）にたえる

・寒さに強い

・乗った時の位置が低く、安定していて乗りやすい。

・坂道を登ったり、降りたりが得意。

美しい かわいい
愛くるしい 友情を感じる

松風さんらぶ
By 校長先生



なぜ 木曽馬牧場があるのでしょうか

・かんこう
観光牧場として、観光客を呼ぶ 乗馬体験 景観 祭り イベント

テレビや映画に出演

・きょういく
木曽馬の力で、教育をしたり、人を助けたりする（馬の学習 セラピー）

・文化財を残し伝える
木曽馬の歴史、木曽馬と共にすごしたこの土地の文化、木曽馬のことを
人々に伝える

つまり・・



きそうま さと

木曽馬の里 で
きそうま のこ のこ

木曽馬を増やして残す
き そ うま ほぞん

木曽馬を保存しなけらばならない



中川さんや開田の人たち、もちろん私も
たくさんの人が木曽馬を増やして、残してい
きたいと思っています。
今日から3回の校長講話では、木曽馬をなぜ増
やしたいのか、残したいのかを皆さんに考え
てもらいたいと思います。



いつから開田高原に木曽馬がいるのかな
開田高原には、「柳又遺跡」があり、旧石器
時代から縄文時代のはじめにかけて、人が住
んでいたと言われています。
考古学的にも非常におもしろい、まだまだ分
かっていないことが多い場所。
考古博物館いったことありますか？

開田考古博物館 展示



・木曽義仲をはじめ、木曽馬に乗る戦国武将 ぜいたくな乗り物として農民は大切に育てられた。

・木曽馬は良い馬（駿馬）として有名だった。

木曽馬が活躍する木曽の歴史

ウィキペディアより



鎌倉時代～戦国時代

・木曽馬は、武将の馬、運搬（人やものをはこぶ馬） 農
耕馬（のうこうば）として活躍。

・武将は、木曽馬をほしがったので、農民は、木曽馬を育
て、子を産ませて年貢の代わりに収めることが多かった。

・いくさに勝つと相手方の馬をうばうのが普通。

・木曽は米がとれにくく、（開田は、米を育てる場所とし
ては日本でもっとも寒いところ）馬を飼育することで生活
ができる農民が多かった。



江戸に行くにも京都
に行くにも中山道を
通らなければならな
かった。参勤交代に
よって宿場がにぎ
わった。



・木曽谷（きそだに）には、中山道（なかせんどう）そのも
の。
・1日で歩くごとに宿場があり、そこに木曽馬が伝馬として荷
物や人を運ぶために待っています。

馬籠宿
福島宿



・中山道を移動するのに、馬が必要だった。

・木曽路の11宿は、宿ごとに人を50人 馬を50頭

伝馬（でんば）としておかなければならなかった。

・木曽馬を江戸幕府の命令する頭数だけ用意するのはた
いへんなことだった。

江戸時代 の 馬小作制度(うまこさく）



稗田（ひえだ）の地 開田

・江戸時代の天保9年 開田村478戸 人口2,461人

・米がとれにくい開田高原は、稗（ひえ）、粟（あわ）、蕎麦（そば）、
大豆（だいず）をつくっていたが、凶作（きょうさく）になることも多く、
飢え死にする人もいた。

・人間の食料を食べない馬を飼い、馬の子を売ることで何とか生活ができ
る。開田高原は広く、馬の食糧である草をとる採草地がある。

・しかし、馬は当時高価で、お金持ちの持馬（もちうま）から、農家が馬
を借りて育て、子を産ませた。

・「人より大切」と言われた。馬が死ぬと、一家が生きていけない時代
だった。



長野県宝 山下家





うまもち うまぢぬし

馬持＝馬地主 （やました家）

馬を借りて、子馬を産ませ、
子馬を売る。
売ったお金の３０パーセント
をもらう。

こさく

小作

こさく

小作

こさく

小作

こさく

小作

こさく

小作

せいど

あずかり馬の制度



あずかり馬がさかんになった江戸時代
江戸時代の終わり、明治維新前には木曽馬の
総数は、5000頭ほどであったと言われる。
木曽谷ぜんたいで木曽馬は飼われていたが、
開田が一番の産地であった。そのため、開田
は人力で登っていける山は見渡す限り、採草
地で森林はなかった。



いま み ふうけい

今見える風景のど
こまでが、
さいそうち

採草地（馬のえさ
をとる草の畑）
だったのでしょ
う？
いつまで農家は木
曽馬をかっていた
のでしょう？今
飼っている人は何
人いるのかな？

つづきは 2学期の始業式・・ 「木曽馬の危機」の時代です。



さあ、夏休みです。
おもいっきり外であそびましょう。
ゲームやSNSばかりしていると、
ふけんこうです。
１がっき ごくろうさまでした。



生き物も今日のひるやすみに にがします。
ほしい人は言いに来てください。

にがしてしまういきもの

かたつむり シロスジカミキリ キアゲハ アゲハチョウ ケラ

オタマジャクシ タゴガエル アカガエル アマガエル トノサマバッタ

ミヤマクワガタ （おす・めす） コクワガタ（おす・めす）

ナラメリンゴタラムシのむしかご

２がっきも校長室においておくいきもの

カブトムシ アメリカザリガニ イモリ

オトシブミ

おせわになりま
した。またね。




