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新
し
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

桂  盛仁（1944-　）
《盒子  蟹》

1980年
彫金・四分一、金消
高さ3.5, 幅9.5, 奥行7.0cm

平成24年度寄贈

館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
基
幹
は
、一
九
七

七
年
の
工
芸
館
開
館
時
等
に
文
化
庁

か
ら
移
管
さ
れ
た
伝
統
工
芸
の
作
品
群
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
金
工
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
金
属
素
材
に
あ
わ
せ
て
創
意
工
夫
さ
れ
た
伝

統
の
技
術
が
高
度
に
揮
わ
れ
て
い
ま
す
。
な
か

で
も
、
小こ

柄づ
か

や
目め

貫ぬ
き

と
い
っ
た
江
戸
時
代
の
刀

装
金
具
の
流
れ
を
く
む
彫
金
技
法
を
継
承
し
発

展
さ
せ
た
装
身
具
で
し
ょ
う
。
わ
ず
か
数
セ
ン

チ
四
方
の
銀（
四し

分ぶ

一い
ち

）や
銅
の
地
金
に
揮
わ
れ

た
、
各
種
の
鏨た

が
ね

に
よ
る
精
緻
な
造
形
と
金
銀
や

多
彩
な
銅
の
合
金（
色い
ろ

金が
ね

）の
象ぞ

う

嵌が
ん

や
金
消
、
鍍と

金き
ん

に
よ
る
色
彩
豊
か
な
表
現
、
そ
し
て
昆
虫
や

小
動
物
、
花
・
植
物
等
を
主
題
と
し
て
写
実
的

で
し
ゃ
れ
た
構
成
意
匠
と
現
代
的
な
感
覚
と
で

表
さ
れ
た
小
金
具
は
伝
統
の
粋
と
い
え
ま
す
。

当
館
で
は
、
近
代
の
名
工
と
称
さ
れ
た
豊と

よ

川か
わ

光み
つ

長な
が

・
桂

か
つ
ら

光み
つ

春は
る

に
連
な
り
、
桂

か
つ
ら

盛も
り

行ゆ
き

・
鴨か

も

下し
た

春し
ゅ
ん

明め
い

の
帯
留
や
香
合
作
品
が
開
館
時
の
移
管
に
よ
っ

て
収
蔵
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
一
九
八
一
年
度

と
一
九
九
二
年
度
に
、
桂
光
春
に
師
事
し
戦
前

の
帝
展
や
新
文
展
、
戦
後
の
日
展
を
経
て
日
本

伝
統
工
芸
展
で
傑
出
し
た
活
躍
を
示
し
た
大お

お

木き

秀ひ
で

春は
る

の
帯
留
や
ブ
ロ
ー
チ
等
の
装
身
具
が
多
数

寄
贈
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
統
の
彫
金
に
よ

る
現
代
的
な
造
形
作
品
の
す
ば
ら
し
さ
が
明
ら

か
に
な
り
ま
し
た
。
今
回
の
桂
盛
仁
の
彫
金
作

品
は
そ
れ
以
来
の
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

桂
盛
仁
は
、一
九
四
四
年
東
京
都
生
ま
れ
で
、

父
・
盛
行
に
早
く
か
ら
師
事
し
て
修
業
し
、
日
本

伝
統
工
芸
展
等
で
活
躍
し
て
き
ま
し
た
。
父
同

様
に
刀
装
金
具
の
古
典
の
伝
統
を
踏
ま
え
、
打

出
し
や
鮮
麗
な
色
金
と
色
絵
等
の
技
法
を
駆
使

し
た
制
作
で
、
身
近
な
小
動
物
や
植
物
を
主
題

に
新
た
な
造
形
表
現
の
可
能
性
を
押
し
広
げ
て

い
ま
す
。
二
〇
〇
八
年
重
要
無
形
文
化
財「
彫

金
」保
持
者
の
認
定
を
受
け
ま
し
た
。

　

今
回
、
硬
い
四
分
一（
銅
三
に
銀
一
の
合
金
）を

打
出
し
た
愛
ら
し
い
カ
ン
ガ
ル
ー
の
抓
み
を
つ

け
、
胴
部
に
シ
ル
エ
ッ
ト
で
原
野
を
跳
ね
て
い
く

カ
ン
ガ
ル
ー
を
表
し
た
作
品《
打
出
し
香
爐
躍
》

（
一
九
九
七
年
）、
赤

し
ゃ
く

銅ど
う

や
緋ひ

銅ど
う

、
青あ

お

金き
ん

と
い
っ
た

色
金
を
鮮
や
か
に
用
い
た《
帯
留
金
具
磯
の
木
》

（
一
九
九
九
年
）や《
帯
留
金
具
め
だ
か
》（
二
〇
〇

三
年
）と
と
も
に
、
そ
れ
ら
よ
り
少
し
以
前
の
制

作
で
あ
る
本
作《
盒
子
蟹
》（
一
九
八
〇
年
）の
四

点
の
寄
贈
を
受
け
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
桂
盛
仁

が
よ
く
取
り
上
げ
る
題
材
で
あ
り
、
伝
統
の
技

法
の
卓
越
さ
と
、
表
現
と
し
て
生
命
の
喜
び
に

感
じ
入
る
よ
う
な
自
然
観
と
が
満
ち
て
い
ま
す
。

香
を
入
れ
る
容
器
の《
蟹
》
は
、
金
消
の
潮
干
に

は
い
出
し
て
き
た
蟹
を
わ
ず
か
六
五
ミ
リ
の
幅

で
細
や
か
に
、
じ
つ
に
写
実
的
な
制
作
と
し
た
も

の
で
す
。
四
分
一
を
用
い
た
蟹
の
面
相
や
、
ハ
サ

ミ
と
ツ
メ
の
精
細
な
打
出
し
と
黒
み
の
赤
銅
や

緋
色
の
銅
、
金
の
象
嵌
な
ど
、
若
さ
な
り
に
や
や

技
巧
的
で
す
が
、
力
量
の
確
か
さ
と
主
題
の
興

趣
さ
を
う
か
が
わ
せ
て
い
ま
す
。
第
二
十
七
回
日

本
伝
統
工
芸
展
へ
の
出
品
作
で
す
。

（
工
芸
課
主
任
研
究
員　

諸
山
正
則
）

桂か
つ
ら

盛も
り
　
ひ
と仁

　
《
盒ご

う

子す

蟹か

に

》

当


