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京都市下京区
　阿弥陀堂門｜明治 44 年（1911）
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　手
て み ず や か た
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真
し ん し ゅ う ほ ん び ょ う

宗本廟東
ひ が し ほ ん が ん じ

本願寺
　阿

あ み だ ど う も ん

弥陀堂門ほか２棟

Shinshuhonbyo-higashihongan-ji Temple

　

阿
弥
陀
堂
門
は
、
三み
か
み
き
ち
べ
え

上
吉
兵
衛
を
棟と

う
り
ょ
う梁と

し
て
明
治
44
年
（
１
９
１
１
）
に
建
立
さ
れ

ま
し
た
。
桁け
た
ゆ
き行
６
・
１
メ
ー
ト
ル
、
梁は

り
ま間
５

メ
ー
ト
ル
で
四し
き
ゃ
く
も
ん

脚
門
と
し
て
は
大
規
模
な
も

の
と
な
り
、
境
内
南
東
に
位
置
し
東
を
正
面

と
し
ま
す
。
禅ぜ
ん
し
ゅ
う
よ
う

宗
様
を
基
調
と
し
、
前
後
唐か

ら

破は

ふ風
付
の
切き

り
づ
ま妻
屋
根
を
檜ひ

わ
だ皮
で
葺
き
ま
す
。

各
所
に
精
緻
な
彫
刻
を
施
し
、
錺か
ざ
り金
具
も
随

所
に
用
い
ら
れ
、
細
部
意
匠
に
富
ん
だ
堂
々

た
る
構
え
の
門
で
す
。
伝
統
的
な
技
術
に
加

え
、
要
所
に
ボ
ル
ト
や
ネ
ジ
を
使
用
し
て
い

る
点
は
明
治
期
の
特
徴
の
一
つ
で
す
。

修
理
の
内
容

　

屋
根
葺
替
と
部
分
修
理
を
目
的
と
し
て
着

手
し
、
令
和
４
年
10
月
に
完
了
し
ま
し
た
。

檜ひ
わ
だ
ぶ
き

皮
葺
は
昭
和
55
年
（
１
９
８
０
）
以
来
の

葺
替
と
な
り
、
耐
用
年
数
を
超
え
た
経
年
劣

化
、
雨
漏
り
も
各
所
で
起
こ
っ
て
い
ま
し

た
。
前
回
、
変
更
さ
れ
た
細
か
い
納
ま
り
を

復
旧
し
、
破
損
部
分
の
補
修
を
経
て
檜
皮
を

葺
き
上
げ
ま
し
た
。
錺
金
具
は
建
立
後
初
め

て
の
補
修
と
な
り
、
表
面
の
仕
上
げ
が
不
明

な
ほ
ど
緑ろ
く
し
ょ
う

青
錆
が
付
着
し
て
い
る
状
態
で
し

た
が
、
丁
寧
に
洗
い
を
か
け
金
箔
押
し
等
で

仕
上
げ
ま
し
た
。

　

鐘
楼
は
、
明
治
27
年
（
１
８
９
４
）
の
竣

工
で
、
棟
梁
は
伊い

と
う
へ
い
ざ
え
も
ん

藤
平
左
衛
門
守
道
で
す
。

御ご
え
い
ど
う

影
堂
・
阿
弥
陀
堂
の
復
興
と
同
時
に
境
内

南
東
寄
り
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
禅
宗
様
を

基
調
と
し
、
桁
行
一
間
、
梁
間
一
間
、
南
北

棟
の
入い
り
も
や

母
屋
造づ

く
り、

檜
皮
葺
、
高
く
積
ま
れ
た

亀き
っ

甲こ
う

積づ
み

基き

壇だ
ん

上
に
建
っ
て
い
ま
す
。
基
壇
南

面
に
石
段
と
引
違
格
子
戸
の
腕う
で
き
も
ん

木
門
が
東
面

し
て
付
属
し
ま
す
。
同
様
の
構
造
形
式
の
な

か
で
は
大
規
模
な
建
造
物
で
す
。
内
部
は
対

角
の
大だ
い
と斗

に
鐘か

ね

釣つ
り
ば
り梁

を
交
差
し
て
渡
す
独
特

の
架
構
で
、
交
点
に
鐘
を
吊
っ
て
い
ま
す
。

鐘
の
直
下
は
土
間
に
六
角
形
の
穴
を
穿
ち
、

甕か
め

を
据
え
る
特
徴
も
有
し
ま
す
。
鐘
釣
梁
の

地じ
も
ん
ぼ
り

紋
彫
、
四
面
の
欄
間
や
妻
飾
、
隅
尾
垂
木

な
ど
各
所
に
施
さ
れ
た
彫
刻
は
繊
細
で
、
随

所
に
錺
金
具
を
用
い
て
い
ま
す
。

修
理
の
内
容

　

屋
根
葺
替
と
部
分
修
理
を
目
的
と
し
て
着

手
し
、
令
和
６
年
９
月
に
完
了
し
ま
し
た
。

檜
皮
葺
は
昭
和
55
年
（
１
９
８
０
）
以
来
の

葺
替
と
な
り
、
経
年
劣
化
か
ら
全
体
的
に
鉄

板
養
生
を
施
し
て
い
る
状
態
で
し
た
。
鬼
瓦

桐
紋
の
金
箔
押
し
、
切
断
さ
れ
て
い
た
素す

棟む
な

木ぎ

等
の
細
か
い
納
ま
り
を
復
旧
し
、
破
損
部

　

真
宗
本
廟
東
本
願
寺
は
、
真
宗
大
谷
派
の

本
山
寺
院
で
、
烏か
ら
す
ま丸
通
に
東
面
し
て
境
内
を

構
え
ま
す
。
文ぶ
ん
え
い永
９
年
（
１
２
７
２
）
に
親し

ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う
に
ん
人
の
娘
覚か

く
し
ん
に

信
尼
が
東
山
大
谷
の
地
に
廟

堂
を
建
立
し
た
こ
と
に
始
ま
り
、
鎌
倉
時
代

末
期
頃
に
は
本
願
寺
を
称
し
ま
す
。
慶け
い
ち
ょ
う長７

年
（
１
６
０
２
）、
徳
川
家
康
が
寄
進
し
た

現
在
地
に
東
本
願
寺
が
分
立
し
、
境
内
が
整

備
さ
れ
ま
し
た
。
以
後
、
４
度
の
火
災
に
見

舞
わ
れ
、
そ
の
都
度
門
徒
の
支
援
に
よ
り
復

興
を
遂
げ
ま
す
。
現
在
の
伽が
ら
ん藍
は
元が

ん
じ治
元
年

（
１
８
６
４
）
の
大
火
後
、
明
治
期
を
中
心

に
整
え
ら
れ
、
比
類
な
い
規
模
と
高
い
格
式

を
備
え
た
近
代
の
寺
院
建
築
群
と
し
て
価
値

を
有
す
こ
と
か
ら
、
大
正
期
の
内な
い
じ事
を
含
め

23
棟
が
重
要
文
化
財
に
な
っ
て
い
ま
す
。

阿あ
み
だ
ど
う
も
ん

弥
陀
堂
門
　
　
　
《修
理
完
了
》

重
文

保
存
修
理
の
現
場

手水屋形　井戸と水盤手水屋形　井戸と水盤

手水屋形　平面図手水屋形　平面図

阿弥陀堂門　竣工　東面全景阿弥陀堂門　竣工　東面全景

分
の
補
修
を
経
て
檜
皮
を
葺
き
上
げ
ま
し

た
。
錺
金
具
は
建
立
後
初
め
て
の
補
修
で
、

痕
跡
及
び
調
査
結
果
に
基
づ
き
表
面
の
仕
上

げ
を
行
い
ま
し
た
。

手水屋形　修理前　全景手水屋形　修理前　全景

鐘楼　内部見上げ鐘楼　内部見上げ 鐘楼　屋根全景鐘楼　屋根全景

阿弥陀堂門　木鼻阿弥陀堂門　木鼻

　

手
水
屋
形
は
、
棟む

な
ふ
だ札

に
よ
れ
ば
明
治
28
年

（
１
８
９
５
）
の
竣
工
で
、
御
影
堂
・
阿
弥

陀
堂
の
間
、
手
前
側
に
位
置
し
ま
す
。
桁
行

二
間
、
梁
間
一
間
、
東
西
棟
の
入い
り
も
や
づ
く
り

母
屋
造
で

本ほ
ん
が
わ
ら
ぶ
き

瓦
葺
で
す
。
東
の
柱
間
を
広
く
と
り
水
盤

を
据
え
、
西
の
柱
間
に
井
戸
を
設
け
て
一
体

化
し
、
周
囲
の
土
間
全
体
に
石
畳
を
敷
い
て

納
め
て
い
ま
す
。
水
盤
と
井
戸
は
石
製
で
、

高
精
度
な
加
工
が
見
ら
れ
ま
す
。

修
理
の
内
容

　

屋
根
葺
替
と
部
分
修
理
を
実
施
中
で
す
。

屋
根
の
本
瓦
葺
は
、
建
立
後
初
め
て
全
面
的

な
葺
替
と
な
り
ま
す
。
経
年
劣
化
が
著
し

い
上
、
割
れ
や
ず
れ
で
雨
漏
り
が
起
こ
り
、

小こ
や
う
ら

屋
裏
や
化
粧
の
木
部
ま
で
腐
朽
破
損
が
見

ら
れ
ま
し
た
。
軒
の
垂
下
も
目
視
で
確
認
で

き
る
ほ
ど
で
、
今
回
の
修
理
に
よ
り
建
物
全

体
を
健
全
な
状
態
に
戻
し
、
併
せ
て
耐
震
補

強
も
行
い
ま
す
。

鐘し
ょ
う
ろ
う楼　

　
　
　
　
　

《
修
理
完
了
》

重
文

手て
み
ず
や
か
た

水
屋
形　
　
　
　
　
　

《修
理
中
》

重
文
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