
彫
り
」
で
、
も
う
1
つ
が
面
で
熊

を
表
現
す
る
「
面
彫
り
」
で
す
。

「
毛
彫
り
」
は
ス
イ
ス
の
作
品
を

真
似
た
も
の
か
ら
始
ま
り
、
講
習

会
講
師
の
十
倉
金
之
氏
が
日
本
画

の
手
法
を
応
用
し
て
、
毛
の
彫
り

方
で
そ
の
裏
に
あ
る
肉
付
き
な
ど

を
表
現
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
し
て
「
菊
型
毛
」
と
呼
ば

れ
る
、
背
中
の
肩
甲
骨
の
盛
り
上

が
っ
た
部
分
か
ら
四
方
八
方
に
毛

が
流
れ
る
彫
り
方
が
誕
生
し
、
八

雲
の
特
徴
と
な
っ
て
定
着
し
ま
し

た
。

　

一
方
「
面
彫
り
」
と
は
、
カ
ッ

ト
し
た
面
で
熊
を
表
現
す
る
抽
象

的
な
彫
り
方
の
総
称
で
す
。
ス
イ

ス
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
作
品
群
に

は
な
く
、
八
雲
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
手

法
で
す
。

　

ま
た
、
八
雲
の
熊
に
は
人
間
っ

ぽ
さ
や
、
擬
人
化
し
た
も
の
が
多

い
こ
と
に
気
が
付
き
ま
す
。
こ
れ

は
最
初
の
ス
イ
ス
の
作
品
に
擬
人

化
し
た
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
と
、

檻
の
中
で
生
き
た
熊
を
飼
っ
て
い

て
、
し
か
も
人
懐
っ
こ
か
っ
た
こ

と
に
由
来
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

優
し
い
印
象
を
受
け
る
顔
立
ち
の

木
彫
り
熊
が
多
い
こ
と
も
、
こ
れ

ら
の
理
由
か
ら
で
し
ょ
う
。

　

一
時
は
制
作
者
が
た
く
さ
ん
い

た
八
雲
の
木
彫
り
熊
も
、
戦
争
が

始
ま
る
と
需
要
が
低
下
し
、
徴
兵

も
あ
っ
て
下
火
と
な
り
、
昭
和
18

年
に
研
究
会
は
解
散
し
ま
す
。
さ

ら
に
戦
後
、
材
料
の
入
手
や
販
売

に
関
わ
る
事
務
な
ど
を
担
っ
て
き

た
徳
川
農
場
が
閉
場
し
、
ほ
と
ん

ど
の
人
は
制
作
を
や
め
て
し
ま
い

ま
し
た
。

　

し
か
し
、
最
初
か
ら
研
究
会
に

所
属
し
、
戦
争
中
も
彫
っ
て
販
売

し
続
け
た
の
が
茂
木
多
喜
治
氏
で

す
。
戦
前
に
昭
和
天
皇
へ
木
彫
り

熊
を
献
上
す
る
ほ
ど
の
腕
前
で
、

専
業
と
し
て
彫
り
続
け
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
技
術
を
伝
え
る
た

め
に
昭
和
46

年
か
ら
公
民
館
木
彫

り
熊
講
座
の
初
代
講
師
を
務
め
ま

し
た
。

　

一
方
、
八
雲
の
木
彫
り
熊
を
芸

術
の
域
に
高
め
た
と
い
わ
れ
る
の

が
柴
崎
重
行
氏
で
す
。
面
彫
り
の

一
種
の
、
斧
で
割
っ
た
だ
け
の
よ

う
な
「
ハ
ツ
リ
彫
り
」
で
、
木
を

そ
の
ま
ま
生
か
し
て
制
作
し
ま
し

た
。
そ
の
作
風
か
ら
円
空
仏
を
連

想
す
る
人
も
い
ま
す
。

　

こ
の
あ
と
に
続
い
た
の
が
加
藤

貞
夫
氏
・
上
村
信
光
氏
・
引
間
二
郎

氏
で
す
。
ま
た
、
独
学
で
制
作
を

は
じ
め
た
鈴
木
吉
次
氏
や
、
木
彫

り
熊
講
座
を
受
講
し
た
人
々
が
い

ま
す
。

　

な
お
、
公
民
館
の
木
彫
り
熊
講

座
は
、
茂
木
氏
の
あ
と
を
上
村

氏
・
引
間
氏
が
継
ぎ
ま
す
が
、
平

成
15

年
か
ら
休
講
し
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
平
成
25

年
度
か
ら
千

代
昇
氏
を
講
師
と
し
て
再
開
し
、

平
成
26

年
度
は
受
け
付
け
開
始
か

ら
1
週
間
た
た
ず
定
員
に
達
し
ま

し
た
。

　

今
年
で
木
彫
り
熊
が
誕
生
し
て

90

年
、
八
雲
の
街
中
に
は
当
た
り

前
の
よ
う
に
木
彫
り
熊
が
あ
っ
て

隠
れ
た
「
木
彫
り
熊
ワ
ー
ル
ド
」

と
な
っ
て
い
ま
す
。
大
き
な
節
目

と
な
る
1
0
0
周
年
に
む
け
て
、

今
後
発
掘
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

「面彫り」作品

「熊の音楽隊」この他にもスキーをする熊、堆
積牧草の熊など、擬人化した作品が展示されて
います。

←公民館木彫り熊
　講座の初代講師
　茂木氏の作品

柴崎氏の作品→

「毛彫り」作品

終
焉
と
再
興

　木彫り熊資料館では、木彫
り熊や関連道具の寄贈、八雲
町の木彫り熊に関する情報を
募っています。
　寄贈を希望される方や詳し
い情報をお持ちの方は、木彫
り熊資料館までご連絡くださ
い。

八雲町木彫り熊資料館
【開館時間】午前9時～

午後4時30分
【休 館 日】月曜・祝日・
　　　　　　年末年始
【入 館 料】無料　1 0137－63－3131　5 0137－64－3848
メール:museum@town.yakumo.lg.jp
※資料の一部は八雲産業株式会社の
寄託資料および写真は徳川林政史研
究所の所蔵で、許可を得て撮影して
います。
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