
法

隆

寺

中

門

金
剛

力

士

像
実

測

調

査

概

要

法
隆
寺
中
門
の
金
剛
力
士
像
は
現
在
同
像
修
理
委
員
会

に
よ
っ
て
修
理
工
事
か

進

め
ら
れ
て

卜
る
が
、
同
委

員
会

の
依

頼
に
よ
り
昭
和
3
7年
２
月
よ
り
３
月

に
わ

た
り
同
像

の
実
測

調
査

を
行
っ

た
。
修
理
工
事
は
現
在
も
続
行
さ
れ
て
お
り
、

併

行
し
て

ほ
か
の
調
査
も
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、

詳
細
は
後
日

の
修
理
工

事
報
告
書

を

ま
っ
こ
と

に
し
、
こ

人
で
は
と
り
あ
え
ず
実
測
図
に
よ
っ
て
現

状
の
概
略
を
紹

介
し
大
方
の
参
考
に
供
し
た
い
。

本
像

は
云
う
ま
で
も
な
く
、
中
門
の
東
西
の
間

に
各
々
東
方
阿
形
、
西
方
吽
形

の
形

姿
で
対
置
し
、
創
立
は
天

平
資
財
帳
の
和

銅
４
年
（
ヨ

）
造

立
の
像

に
比
定
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ

の
沿

革
を
た
ど
る
と
、
別
当
記

に
鎌
倉
時
代
文

治

２
年
（
に
邑

に
彩
色
さ
れ
た
こ
と
を
は
じ
め
、

天
福
２
年
（
尚
一
）
の
修
復
、

さ

ら

に
延
応
元
年

百

言

、

文

保
２
年
（
・
皆
）
に
彩
色

の
こ
と
が
見

ら
れ
、

ま

た
下

っ

て
古
今
一
陽
集

に
よ
れ
ば
江
戸
時
代
宝
永
２
年

口
回
）
の
東
方
像
の
修
補
、

さ
ら

に
享
保
2
1年
（
ヨ

巳

に
は
、

東
西
い
ず
れ
の
像
か
不
明
な

が
ら
そ
の
雙
足
の
修
補

の
こ
と
が
見
え

る
。

最

も
近

い
修
理

に
は
大
正
４
年
（
回
巳
の
日
本
美
術
院
第
二

部

に
よ
る
修
理
が
あ

る
。
し

か
し

も
と

よ
り
こ
れ
が
塑
造
と

卜
う
素
材

の
性
質
上

大
正

修
理
以

外
の
各
期

の
修
補
、
彩
色

の
詳
細

は
明
瞭
で
な
く
、
果

し
て
本
像

が

ど
の
程
度
和

銅
創

立
、

も
し

く
は
鎌
倉
修
補
の
面
影
を
伝
え
て
い
る
も
の
か
、
文

献
の
み
で

は
知
り
難

卜
。

法
隆
寺
中
門
金
剛
力
士
像
実
測
調
査
概
要

美

術

工

芸

研

究

室

実
測
調
査
は
像
が
４
ｍ

匚
近

卜
大

像
で

あ
る
こ
と
や
像
の
背
面
お
よ
び
一
方

の

側
面

に
中
門
の
壁
が
あ
る
こ
と
な
ど
で
困
難
を
極

め
た
が
、
残
る
正

、
側
２
面

に

高
さ
3
.
9
m、
巾
1
.
8
mの
桧
材

の
方
形
枠
を
設
定
し
、
そ
の
枠
に
張
っ
た
前
後
２
重

の
５

四
方

隕
グ
リ
ル
を
透
し
て
像
面
を
把
握
す

る
投
影
図
法
を
用
い
た
。
そ

の
結

果
両

像
と
も
に
壁
に
妨
げ

ら
れ
な

卜
正
、
側
２
面
の
へ

大
の
原
図
を
作

製
す

る
匚

至
っ
た
（

第
１

・
２

図
）
。
こ
れ
ら
は
云

う
ま
で
も
な
く
、

カ
リ

パ
ス
に
よ
る
測

定
や
見
取
図
な

ど
と
異
っ
て
、
像
容
を
比
較
的
正

確
に
図
示

す
る
こ
と
が
で
き

る
。

実
測
図
の
誤
差

は
透
視

に
当
っ
て
生
ず
る
誤
差
や
表
現

上
の
誤
差
を
考
慮
す

る
と
、

断
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

グ
リ
ル
交
点

に
お
い
て

は
十
一
１
？

２

皿
内
外
、

そ
の
他
の
点
で

も
２
？
３

皿
程
度
に
お
さ
え
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
下

実
測
図
を
通
じ
て
現
状
を
概
観
す
る
。
た
だ
し
本
像

で
は
当

然
塑
造

部
分

の
状
態
が
問
題
で
あ

る
の
で
、
主
と
し
て
全
身
塑
造
の
東
方
阿
形

像
に
っ

卜
て
述

べ
、
追
っ
て
西
方
吽
形

像
に
及
び
た
い
。

東

方
阿
形

像
は
実

測
像

高

３
７
７
.１ｃ
ｍ

の
全
身
塑
造
で
あ

る
。
右

手
第
１

指
お
よ

び
第
４
指

な
ど
の
欠
損
部

に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
両

腕
、
両
脚
な

ど
部
分

的
に
は
木

心
に
塑
土
を
塑
形
し

た
い
わ
ゆ

る
木
心
塑
造
で
あ
る
が
、
躰
謳

は
基
本

的
に
は
心
材
を
井

桁
状

に
構
架
し
、
そ
の
上
に
中
層
土
お
よ
び
表
層
土
を
塑
形
し
　
　
５

だ
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
中
層

土
お
よ
び
表
層
土
の
厚
さ
は
、
最

も
破
損
の
著
し
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い
左
腰
部
分
で
之
各
々
日
J
日
団、

7
J
8
阻
で
あ
っ
て、

造
形
的
に
主
体
と
な

る
表
層
土
は
比
較
的
薄
い
状
態
で
あ
る。

表
層
土
の
厚
さ
は
部
分
的
に
多
少
の
厚

薄
が
あ
っ
て
も
お
そ
ら
く
全
身
こ
の
程
度
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る。

次
に
中
層
土、

表
層
土
の
性
状
を
簡
単
に
述
べ
る。

こ
れ
ら
は
一
見
肉
限
で
も

識
別
で
き
る
ほ
ど
そ
の
性
質
が
異
る。

す
な
わ
ち
中
層
土
は
粒
子
の
荒
い
黄
褐
色

の
荒
土
で、

わ
ら
ス
サ
混
入
の
レ
わ
ゆ
る
壁
土
状
の
も
の
で
あ
る。

ま
た
そ
れ
を

覆
う
表
層
土
は
淡
長
色
を出市
び
た
比
鮫
的
粒
子
の
細
か
な
い
わ
ゆ
る
白
色
塑
土
で

し
か
し
注
意
す
べ
き
は
こ
れ
に

は
微
細
な
繊
維
質
の
ス
サ
を
含
む
が、

普
通
い
う
白
色
塑
土
に
見
ら
れ
る
雲
母

の
類
は
全
く
含
ま
れ
て
い
な
い。

も
と

よ
り
こ
れ
ら
は
科
学
的
な
分
析
結
果
を

ま
た
な
け
れ
ば
断
定
で
き
な
い
か、

肉

図

眼
に
よ
る
限
り
で
も、

同
寺
塔
本
韓
面

引が
目
藷
像
や
食
堂
諸
像
等
に
見
ら
れ
る
雲

間

母
を
含
ん
だ
い
わ
ば
銀
灰
色
を
呈
す
る

崎市

街
事形

表
層
塑
土
と
は
そ
の
性
質
が
異
る
よ
う

別

で
あ
るc

な
お
こ
の
表
層
塑
土
の
上
に

東

は
さ
ら
に
布
貼
り
錆
漆
の
層
が
あ
る。

南出

H

H

布
は
織
自
の
均一
で
な
い
数
種
の
麻
布

第

で、

ま
た
そ
の
上
に
は
一
様
に
固
担
化

一

し
た
厚
さ
1
J
M
m
の
黒
紫
色
の
錆
漆

一

層
が
優
っ
て
い
る。

ま
た
彩
色
は
弁
柄

ワ

彩
色
で
そ
の
層
に
施
さ
れ
て
い
る。

本
調
査
の
限
り
で
は
像
の
内
部
構
造
や
中
層
士一
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が、

少
く
と
も
像
の
造
形
の
主
体
と
な
る
表
層
塑
土
お
よ
び
そ
の
上
の
麻
布、

鋳
漆
の

層
に
つ
い
て
は、

こ
れ
ら
が
基
本
的
に
は
同
期
の
一
連
の
工
程
に
な
る
処
理
と
推

察
さ
れ
る。

そ
の
期
は
像
の
表
現
形
式
を
勘
案
す
る
と、

ほ
X
鎌
倉
期
の
修
復
に

相
応
す
る
も
の
と
み
ら
れ、

そ
の
意
味
で
は
別
当
記
の
天
福
2
年
（
巳
き
の
修
復

が
注
目
さ
れ
る。

別
当
記
に
は
「
天
福
二
年
市
午
九
月
日

中
門
之
金
剛
力
士
奉

後一
之
パ干

漆
寺
納
定
三
パ1
へ
半一五
一々

と
あ
る
が、

汁
だ
し
こ
の
三
斗
の
漆
と
は

あ
る。

16 



前
述
の
鋳
漆
層
の
施
工
に
用
い
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う 。
周
知
の
よ
う
に

軒
高
い
中
門
に
ほ
と
ん
ど
吹
き
晒
し
の
状
態
で
対
置
す
る
本
像
は 、
当
然
風
雨
に

よ
る
損
傷
が
著
し
か
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ 、
実
測
調
査
中
の
短
い
期
間
の
淫
験

で
も一
寸
し
た
雨
さ
え
上
半
身
よ
り
は
下
半
身 、
妹
に
両
脚
部
を
湿
す
ほ
と
で
あ

っ
た 。
し
た
が
っ
て
天
福
年
間
の
修
復
と
は 、
既
に
剥
泊
し
た
当
初
の
制百
十い
に
換

え
て
新
し
い
塑
士
で
塑
形
し 、
当
然
風
化
の
損
傷
を
避
斗け
る
た
め
に
さ
ら
二
布
川

り
錆
漆
塗
り
を
施
し
た
も
の
で
あ

4つ
う c

追
っ
て
延
応
年
間
の
彩
色
と
1
そ
れ
と

一
連
の
施
工
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る ニ

損
傷
状
態
は
現
状
に
お
い
て
も
著
し
い 。

ら
れ 、

全
身
に
亀
裂 、
剥
落 、
浮
上
り
が
見

ま
た
そ
の
性
状
も
単
に
彩
色
の
剥
落
の
み
な
ら
ず 、
錆
漆
層
が
落
ち
て
麻

布
面
の
露
わ
れ
て
い
る
も
の
や 、
ま
た
表
層
塑
土
の
露
呈
し
て
い
る
も
の
な
と
’d

特－」
前
副
長
mm
h

所
各
様
で
あ
る c

よ
び
両
脚
に
お
い
て
著
し
い
（
沼
1

凶）
C

し
か
し

損
傷
ほ
相
付
的
e〕

下
半
身－」
多
く 、

な
おけ以
も
符
し
い
屯
裂
と
し
て
ん
限

出
お
よ
び
背
面
服
部
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る 一』

士
と
中
層
荒
土
と
が
完
全
に
分
離
し
て
そ
の
間
二
宇一
洞
が
で
き
て
い
る 』

日IJ
i主
J) 

各
ll'i 
代
町〉

i与
?<1ij 

p可；）IV� If�像1\:1日i＇夫iHlii ：（！ 長
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l

工

山一
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ル
ペ性
沼
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ιへ刀
の
概
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る
（
招

1
－

2
凶）

三一一
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れ
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年
か
）

一

見
胴
切
り
の
よ
う
な
非
常
に
形
態
の
悪
レ
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う。

ま
た
両
限
は
割
竹
の
釘
を
打
ち
つ
け
た
粗
末
な
土
の
塑
形
で、

そ
の
上
に
こ
れ
ま

た
布
お
よ
ひ
反
古
紙
を
貼
る
と
い
う
惨
々
な
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

最
後
に
東
方
像
に
関
連
さ
せ
て
西
方
件
形
像
に
つ
い
て
略
述
す
る
。

本
像
は
実

測
像
高
ω
コ－
f
ヨ
で
ほ
X

東
方
像
と
同
規
様
で
あ
る
が、

素
材
は
主
と
し
て
頭
部

か
ら
鎖
骨
辺
ま
で
が
塑
造
で
あ
り、

以
下
駄
躯
は
木
彫
で
あ
るc

し
か
し
こ
れ
ら

素
材
の
境
界
は
後
世
の
塑
土
が
木
彫
部
を
覆
い
、

ま
た
錆
漆
の
層
が
混
在
す
る
の

で
明
瞭
に
図
示
で
き
な
い
。

木
彫
部
は
第
2
図
で
見
る
よ
う
に
竪
に
材
を
矧
ぎ
合

わ
せ
た
寄
木
造
り
で
あ
る
が、

そ
の
構
造
も
ま
た
複
雑
で
判
然
と
し
な
い
。

し
か

し
当
初
は
東
方
像
と
同
様
総
身
布
を
貼
り
黒
漆
塗
を
施
し、

さ
ら
に
朱
土
に
よ
る

大正修理期西方昨形｛象部分（日本美術院第2部資料）第3凶

彩
色
を
施
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が、

現
在
は
彩
色
お
よ
び
布
が
ほ
と
ん
ど
風

化
し、

わ
ず
か
に
黒
色
を
帯
び
た
木
肌
を
露
わ
に
し
て
い
る
c

塑
土
は
前
述
の
よ
う
に
頭
部
か
ら
首
を
経
て
像
前
で
は
鎖
骨
辺
に
至
り、

ま
た

別
に
肩
よ
り
背
部
上
半
身
を
覆
っ
て
い
る
c

さ
ら
に
こ
の
上
に
も
東
方
像
同
様
布

張
り
錆
漆
層
が
認
め
ら
れ
る。

し
か
し
第
2
－

3
図
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う

に、

大
正
修
理
ま
で
は
一

顔
面
右
方
及
ピ
背
／
如
キ
ハ

最
モ

後
／

修
理
ナ
ル
ガ
如

夕
、

古
キ
原
作
ノ

型
士
ノ
上
ニ

竹
釘
ヲ
打
付
ヶ
、

コ
レ
ニ

調
合
ノ
一

致
七
ザ
ル

粗

末
ナ
ル
塑
土
ヲ
盛
上
ヶ
、

ソ
ノ

上
ニ

反
古
紙
ヲ
貼
リ
墨
ヲ

塗
抹」
（

日
本
美
術
院
第一

部
賢
料
ν

）

す
る
状
態
で
あ
っ
た
と
見
え
る
山
ら、

西
方
件
形
像
も
東
方
像
以
上
に

風
化
の
損
傷
が
皆
し
か
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る。

し
た
が
っ
て
あ
る
時
期
迄
に
当
初
の
下
半
身
が
心
材
の
み
を
と
ど
め
る
程
度
に

そ
の
塑
土
を
欠
失
し、

そ
れ
を
補
う
た
め
に
現
在
み
る
木
彫
部
の
林
躯
を
修
補
し

た
も
の
の
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
。

し
か
し
そ
の
時
期
は
断
定
で
き
な
い
が、

こ
の

部
分
の
造
形
手
法
を
考
慮
す
る
と、

東
方
像
同
様
に
こ
れ
を
鎌
倉
期
に
相
応
さ
せ

る
こ
と
は
極
め
て
困
難
な
よ
う
で
あ
る
。

以
上
実
測
図
を
通
じ
て
両
像
の
現
状
を
概
観
し
た
が、

も
と
よ
り
そ
の
詳
細
は

後
日
の
調
査
報
告
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
が、

本
調
査
の
限
り
で
は
要
す
る
に
丙

像
と
も
に
非
常
に
風
化
損
傷
が
著
し
く、

後
世
の
度
重
な
る
修
補、

彩
色
に
よ
っ

て、

現
在
の
造
形
的
主
体
で
あ
る
像
面
に
は
少
く
と
も
和
銅
創
立
の
造
形
を
認
め

難
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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、J

（
長

谷

川

（
付
一記）

実
測
調
査
は
同
像
修
出
委
員
会
小
林
剛
委
員
の
指
導
の
も
と
で、

奈
良
国
立
博
物

館
岡
直
己
技
官
を
調
宜
主
任
と
し、

当
研
究
所
建
造
物
研
究
室
の
牛
川
再
幸
技
官
の
協
力

を
得
た

L

な
お
実
測
凶
掲
載
等
に
つ
い
て
は
同
委
員
会
の
承
認
を
得
た】
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