
京都で親しまれる普段使いのおかず、「おばんざい」なじみの店で、京都ならではのカウンター割烹の空気感を味わう

よその街とは何かが違う京都

　

時
た
ま
京
都
に
戻
っ
て
食
事
を
す
る

の
だ
が
、
や
は
り
よ
そ
の
街
と
は
何
か

が
違
う
。
大
枚
を
は
た
い
て
食
事
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
も
と
も
と
は
常
備
菜

で
あ
る
お
ば
ん
ざ
い
を
出
す
店
に
も
名

店
が
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
「
お
ば
ん
ざ
い
」
と
い
う

そ
の
名
前
か
ら
し
て
い
か
に
も
京
都
ら

し
い
。「
お
ば
ん
ざ
い
」
の
語
源
に
は
諸

説
あ
る
よ
う
だ
が
、
一
番
気
に
入
っ
て

い
る
の
は
、「
ば
ん
」
は
番
、
つ
ま
り
普

段
使
い
の
こ
と
で
「
ざ
い
」
は
菜
、
つ

ま
り
お
か
ず
の
こ
と
だ
と
い
う
説
明
だ
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
お
ば
ん
ざ
い
と
は
普

段
使
い
の
お
か
ず
の
こ
と
で
「
ケ
」
の

食
を
い
う
言
葉
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

私
が
よ
く
通
う
店
は
「
一
之
舟
入
」

の
す
ぐ
そ
ば
に
あ
る
。
舟
入
と
は
鴨
川

に
沿
っ
て
掘
ら
れ
た
、
水
路
に
つ
く
ら

れ
た
船
着
き
場
で
、
北
か
ら
一
、
二
、

三
と
番
号
が
振
ら
れ
て
い
る
。
北
端
の

舟
入
で
あ
る
一
之
舟
入
は
、
京
都
式
の

住
所
表
示
に
よ
れ
ば
「
押
小
路
木
屋
町

西
入
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
店
は
カ

ウ
ン
タ
ー
割
烹
の
形
だ
が
、
目
の
前
に

は
そ
の
日
の
お
ば
ん
ざ
い
が
数
品
並
ん

で
い
る
。
普
段
使
い
と
い
う
こ
と
で
通

年
並
ん
で
い
る
品
も
あ
る
が
、
季
節
な

ら
で
は
の
一
品
が
並
ぶ
こ
と
も
あ
る
。

春
な
ら
ば
タ
ケ
ノ
コ
と
ワ
カ
メ
の
炊
い

た
ん
（
炊
い
た
も
の
）、
夏
な
ら
ば
琵

琶
湖
産
の
ア
ユ
の
甘
露
煮
と
い
う
具
合

で
あ
る
。
一
通
り
お
任
せ
の
メ
ニ
ュ
ー

が
出
た
と
こ
ろ
で
、
さ
あ
、
次
は
目
の

前
の
「
お
ば
ん
ざ
い
」
か
ら
お
好
き
な

も
の
を
ど
う
ぞ
、と
い
う
趣
向
で
あ
る
。

　

こ
ち
ら
の
お
ば
ん
ざ
い
は
、
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
上
等
の
部
類
に
入
る
。
普

通
の
お
ば
ん
ざ
い
は
も
っ
と
質
素
な
も

の
も
多
い
。「
な
っ
ぱ
と
お
あ
げ
の
炊
い

た
ん
」「
万
願
寺
甘
と
う
と
じ
ゃ
こ
の
炊

い
た
ん
」
な
ど
。
多
く
は
魚
菜
の
組
み

合
わ
せ
だ
が
、
な
か
に
は
「
タ
コ
の
柔

ら
か
煮
」「
ナ
ス
の
煮
浸
し
」
な
ど
単
品

の
も
の
も
あ
る
。
ど
れ
も
簡
単
に
作
れ

て
「
作
り
置
き
」
が
で
き
る
も
の
。
冷

蔵
庫
な
ど
な
か
っ
た
時
代
の
、
豊
か
な

食
材
に
は
恵
ま
れ
な
か
っ
た
京
の
庶
民

の
知
恵
と
工
夫
が
凝
集
さ
れ
て
い
る
。

　

カ
ウ
ン
タ
ー
割
烹
と
は
料
理
人
が
客

の
前
で
料
理
を
し
て
出
す
ス
タ
イ
ル
の

こ
と
で
、
こ
れ
を
始
め
た
の
は
大
阪
の

料
理
屋
だ
そ
う
だ
。
そ
れ
が
京
都
に
持

ち
込
ま
れ
た
の
は
１
９
２
７
年
の
こ
と

と
い
う
か
ら
、
１
０
０
年
の
歴
史
で
あ

る
。
舌
の
肥
え
た
常
連
た
ち
が
分
野
を

超
え
て
知
り
合
い
、そ
し
て
語
り
合
い
、

情
報
を
交
換
す
る
場
に
な
っ
た
。
異
分

野
交
流
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
始
ま
っ

た
。
そ
の
常
連
客
た
ち
の
舌
が
料
理
人

の
腕
を
鍛
え
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
際
、
京
都
の
街
が
大
き
す
ぎ
な
い

と
こ
ろ
が
良
か
っ
た
。
大
体
の
と
こ
ろ

な
ら
自
転
車
で
行
け
る
し
、
帰
り
は

酔
っ
払
っ
て
タ
ク
シ
ー
に
乗
っ
て
も
そ

れ
ほ
ど
大
し
た
金
額
に
は
な
ら
な
い
。

そ
し
て
料
理
人
の
ほ
う
は
と
い
え
ば

「
目
の
前
の
客
は
や
や
甘
め
の
味
を
好

む
が
、
今
日
は
酒
を
飲
ん
で
き
て
い
る

ら
し
い
の
で
量
は
抑
え
て
お
こ
う
」
と

い
っ
た
さ
じ
加
減
が
で
き
る
。
こ
れ
が

カ
ウ
ン
タ
ー
割
烹
の
強
み
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
、
本
当
に
京
の
料
理
を
楽
し

も
う
と
思
っ
た
ら
、
や
は
り
な
じ
み
の

店
を
つ
く
る
の
が
一
番
だ
。
こ
の
際

「
星
」
の
有
無
は
「
足
の
裏
に
付
い
た

米
粒
」み
た
い
な
も
の
。
そ
の
心
は「
取

ら
な
け
れ
ば
気
に
な
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
取
っ
た
か
ら
ど
う
と
い
う
も
の
で

も
な
い
」。
よ
く
、
京
都
の
店
は
敷
居

が
高
い
と
い
わ
れ
る
。「
一
見
さ
ん
お

断
わ
り
、
な
ん
て
言
わ
れ
そ
う
」。
そ

う
い
う
声
も
聞
こ
え
て
く
る
。
で
も
そ

れ
は
何
も
意
地
悪
で
言
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
。「
初
め
て
お
越
し
に
な
る
あ

な
た
様
の
好
み
や
体
調
が
わ
か
ら
な
い

の
で
、
十
分
な
も
て
な
し
が
で
き
ま
せ

ん
」。
だ
か
ら
初
め
て
の
お
客
は
お
断

り
す
る
、
と
い
う
の
が
料
理
屋
の
気
質

な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
、
い
わ
ば
双
方
向
の
情
報

の
や
り
取
り
は
、
野
菜
農
家
と
料
理
屋

の
間
に
も
あ
る
。
案
外
、
そ
の
あ
た
り

の
濃
密
な
人
間
関
係
が
、
京
の
食
文
化

を
支
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と

思
っ
た
り
も
す
る
の
で
あ
る
。
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