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縮
タ
イ
プ
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し
程
度
に
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く
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店は4年前に改装しましたが、壁に向いて座るスタイルは
変わらず、壁に貼られた新聞の切り抜きや年季の入った楊
枝入れなどに、気取らない昭和の風情が。

白と焦げ茶を基調とした自然の温もりあふれる内装は、田中さんの好
みによるもの。壁のペンキ塗りや椅子の修理はすべて、田中さんと妻の
園子さんの手で行っているのだそう。

おもてなしのお茶はおかわり自由。コー
ヒー・紅茶も用意されています。

来館者のためのフリーノート。積み重ねられ
たさまざまな思いが綴られています。

大和仮名で書かれた「柿志婦 」゙の看板がかかる店構え。柿渋を塗り重ねながら大事にされてき
た壁板が老舗らしい味わいを放っている。こうした手入れは昔は折々に家人が行っていた。

５度の柿渋を団扇に塗る。塗りたては明るい柿
色が１カ月で暗褐色に落ち着き、匂いも気にな
らなくなる。

３日間も火を入れながらも、煮崩れてしまわないように仕上げるコツは
「鯖の下ごしらえと、炊き出してからはトロ火にして鯖を動かさないこと
かな」。店が休みの日も「鍋に火を入れることだけは欠かせません」。

少なくとも100年以上は
使われてきた一石樽には、
渋の濃度別に５度、４度、
２度の柿渋が入っている。
その奥の蔵では柿渋の原
液が保管されている。毎日
かき混ぜることで品質が
均一化するそう。

平日は正午から、土日祝日は午前
9時から、いずれも深夜零時まで
開館。会社帰り、家に帰る前の〝ひ
とときの静けさ〟を求めて来館さ
れる方も多いそうです。

最後の一切れは確実に、ご飯の上にのせ
てタレを全部かけたくなります。観光地と
は思えない庶民価格も特筆もの。

最後の一切れは確実に、ご飯の上にのせ
てタレを全部かけたくなります。観光地と
は思えない庶民価格も特筆もの。

柿渋を塗った色見本。用途によって濃さを選び、乾かし
てから重ね塗りを繰り返すことでより堅牢に濃い色に
なる。

名
物「
黒
い
さ
ば
煮
」を
育
て
た

作
り
手
の
愛
情
と
常
連
の
愛
着

家
や
モ
ノ
を
愛
お
し
む
心
に

寄
り
添
う
柿
渋
の
老
舗

　
祭
事
の
儀
式
の
中
に
は
そ
の
起
源
を
知
り
た

く
な
る
不
思
議
な
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
9
月

9
日
の
重
陽
の
節
供
に
上
賀
茂
神
社
で
行
わ
れ

る「
烏
相
撲
」も
そ
の
一
つ
。子
ど
も
達
の
奉
納

相
撲
の
前
に
、白
い
装
束
を
着
け
た
刀
弥
が
登

場
し
、カ
ー
カ
ー
、コ
ー
コ
ー
と
烏
の
声
ま
ね
を
し

て
儀
式
を
行
い
ま
す
。神
社
の
御
祭
神
の
外
祖

父
が
神
武
天
皇
東
征
に
際
し
、八
咫
烏
に
化
身

し
て
先
導
し
た
故
事
に
ち
な
ん
だ
も
の
だ
と
か
。

　
そ
ん
な
上
賀
茂
神
社
の
か
た
わ
ら
に
あ
る

「
今
井
食
堂
」は
、地
元
の
学
生
さ
ん
や
ご
近
所

の
皆
さ
ん
に
愛
さ
れ
て
き
た〝
ご
は
ん
や
さ
ん
〞。

こ
の
店
の
名
物
、真
っ
黒
な「
さ
ば
煮
」に
も
ま

た
、誕
生
の
物
語
が
あ
り
ま
し
た
。

　
カ
ウ
ン
タ
ー
15
席
だ
け
の
小
さ
な
店
は
、11
〜

14
時
ま
で
の
３
時
間
、お
客
さ
ん
た
ち
が
ぐ
る

ぐ
る
と
何
回
転
も
し
ま
す
。皆
が
一
様
に
頼
む

の
は「
さ
ば
煮
定
食
」。さ
ば
煮
３
切
れ
に
白
ご

飯
と
味
噌
汁
、漬
物
と
シ
ン
プ
ル
極
ま
り
な
い
内

容
。そ
の
合
間
に
も
、店
に
入
り
き
れ
な
か
っ
た

人
達
が
、さ
ば
煮
3
切
れ
入
り
の
持
ち
帰
り

パッ
ク
を
次
々
に
買
って
い
き
ま
す
。

　「
今
の
形
が
あ
る
の
は
お
客
さ
ん
の
お
か
げ
な

ん
で
す
わ
」と
ご
主
人
の
今
井
加
代
司
さ
ん
は
話

し
ま
す
。店
の
始
ま
り
は
70
年
ほ
ど
前
。戦
争
で

夫
を
亡
く
し
た
お
母
さ
ん
が
現
在
の

場
所
に
店
を
借
り
、小
さ
な
食
堂
を

開
き
ま
し
た
。学
校
を
出
た
加
代
司
さ

ん
も
加
わ
り
、う
ど
ん
や
丼
物
も
出
す
気
さ

く
な
店
は
、
1
9
6
5
年
に
京
都
産
業
大
学

が
で
き
て
か
ら
は
、近
く
に
下
宿
す
る
学
生
さ

ん
で
賑
わ
っ
た
と
い
い
ま
す
。そ
ん
な
学
生
さ
ん

の
要
望
で
作
っ
た
の
が
鯖
の
煮
付
け
。「
ほ
っ
と

す
る
よ
う
な
家
庭
の
味
を
」と
、あ
え
て
普
通

の
醤
油
と
酒
、み
り
ん
、砂
糖
を
使
っ
て
炊
い
た

鯖
は
評
判
を
得
て
定
番
の
品
に
。そ
ん
な
あ
る

日
、前
日
に
炊
い
た
鯖
に
火
を
入
れ
て
翌
日
出

す
と
、味
が
し
み
て
ま
た
旨
い
、と
な
り
、最
終

的
に
は
３
日
間
か
け
て
仕
上
げ
る
現
在
の
形

に
落
ち
着
き
ま
す
。持
ち
帰
り
を
始
め
た
の

も
常
連
客
か
ら
請
わ
れ
た
か
ら
。「
全
部
お
客

さ
ん
の
言
わ
は
っ
た
通
り
に
し
た
だ
け
な
ん
で

す
」と
加
代
司
さ
ん
は
笑
い
ま
す
。

16
個
あ
る
大
鍋
は
年
中
フ
ル
稼
働
で
、６
時
か

ら
18
時
頃
ま
で
、奥
さ
ん
と
息
子
さ
ん
も
加
わ
っ

て
、丸
ま
ま
の
鯖
を
さ
ば
き
、
40
年
来
の
タ
レ
を

継
ぎ
足
し
な
が
ら
新
た
な
鍋
を
仕
込
み
、具
合

を
見
な
が
ら
途
中
の
鍋
に
火
を
入
れ
ま
す
。

　
昔
懐
か
し
い
銀
の
皿
に
のっ
た
さ
ば
煮
は
箸
で

割
る
と
確
か
に
中
ま
で
真
っ
黒
で
、ま
る
で
甘
露

煮
の
よ
う
。と
こ
ろ
が
口
に
入
れ
る
と
し
ょっ
ぱ

過
ぎ
ず
、濃
い
旨
み
と
鯖
の
脂
が
白
ご
飯
を
呼

ん
で
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。し
か
も
、太
い
中
骨

ま
で
が
ほ
ろ
ほ
ろ
で
身
と
一
緒
に
食
べ
ら
れ
る
の

に
、皮
は
ち
ゃ
ん
と
残
って
切
り
身
の
姿
を
保
って

い
る
不
思
議
。懐
か
し
い
気
が
す
る
の
に
、ど
こ

に
も
な
い
味
。唯
一
無
二
の
存
在
感
と
、関
わ
る

人
の
真
心
と
愛
情
。そ
こ
に
時
が
加
わ
っ
て〝
名

物
〞と
い
う
も
の
は
で
き
て
い
く
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。社
の
歴
史
と
一
緒
に
い
つ
ま
で
も
続
い
て

いっ
て
ほ
し
い
、門
前
の
名
物
、黒
い
さ
ば
煮
の
物

語
。錦
秋
の
上
賀
茂
を
訪
れ
て
、そ
ん
な
物
語
の

一
齣
に
加
わ
る
の
も
一
興
で
す
。

読
書
、勉
学
、思
索
に
も

集
中
力
を
高
め
る
魔
法
の
空
間

　
哲
学
者
・
西
田
幾
多
郎
や
田
辺
元
ら
が
、思

索
に
耽
り
な
が
ら
散
策
し
た
と
い
う「
哲
学
の

道
」。そ
の
道
の
程
近
く
に
、静
か
に
読
書
や
勉

学
に
集
中
で
き
る
場
所
と
し
て
知
る
人
ぞ
知
る

「
私
設
圖
書
館
」は
あ
り
ま
す
。

　
１
９
７
３
年
５
月
、読
書
が
好
き
な
人
が
気

楽
に
立
ち
寄
れ
る
場
を
目
指
し
て
つ
く
ら
れ
た

同
館
。初
め
の
1
週
間
ほ
ど
は
、お
客
さ
ん
が
一

人
も
来
な
い
状
態
が
続
い
た
そ
う
で
す
が
、や
が

て
口
伝
て
に
評
判
に
な
り
、今
で
は
連
日
多
く
の

人
が
訪
れ
ま
す
。「
15
年
ほ
ど
前
ま
で
は
、受
験

勉
強
を
す
る
人
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
ま
し

た
。そ
ん
な
状
況
を
、は
じ
め
は
嬉
し
く
思
え
な

か
っ
た
の
で
す
が
、い
つ
か
ら
か
、受
験
勉
強
も
大

切
な
成
長
の
過
程
だ
と
思
え
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
ま
た
、10
年
ほ
ど
前
か
ら
は
利
用
者
の
層

も
広
く
な
り
、少
し
ず
つ
思
い
描
い
て
い
た
姿
に

近
づ
い
て
き
て
い
ま
す
」と
話
す
の
は
、同
館
の
創

設
者
で
も
あ
る
館
主
の
田
中
厚
生
さ
ん
。

　
来
館
し
た
ら
、ま
ず
席
を
選
ん
で「
来
館
カ
ー

ド
」を
受
け
取
り
ま
す
。あ
と
は
、帰
る
際
に

カ
ー
ド
を
渡
し
て
時
間
分
の
料
金
を
精
算
す
る

だ
け
。各
席
の
間
に
は
仕
切
り
が
あ
り
、隣
の
人

が
気
に
な
ら
な
い
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
ま
す
。唯

一
の
ル
ー
ル
は〝
私
語
を
し
な
い
こ
と
〞。周
り
を

気
に
せ
ず
勉
強
や
読
書
に
取
り
組
め
る
環
境

と
、隣
の
人
の
気
配
を
感
じ
る
程
よ
い
距
離
感
。

そ
の
バ
ラ
ン
ス
が
、不
思
議
と
集
中
で
き
る
空
間

を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。そ
ん
な
雰
囲
気
は
、田

中
さ
ん
が
特
に
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、お

客
さ
ん
一
人
ひ
と
り
に
よ
っ
て
、自
然
と
つ
く
り

上
げ
ら
れ
て
いっ
た
も
の
だ
と
い
い
ま
す
。大
学

生
が
真
剣
に
勉
強
し
て
い
る
中
で
、勉
強
に
集

中
す
る
感
覚
を
身
に
つ
け
て
欲
し
い
小
・
中
学

生
の
親
御
さ
ん
。
学
校
で
は
勉
強
し
て
い
な
い

〝
フ
リ
〞を
し
て
い
る
高
校
生
。他
に
も
、困
難

に
直
面
し
て
い
る
人
や
生
き
方
に
迷
っ
て
い
る

人
な
ど
、こ
こ
を
訪
れ
る
人
は
絶
え
ま
せ
ん
。

そ
の
訳
は
、お
客
さ
ん
が
無
言
の
中
に
醸
し
出

す
空
気
感
に
刺
激
さ
れ
、励
ま
さ
れ
な
が
ら
、

自
分
と
、自
分
の
し
た
い
こ
と
に
向
き
合
え
る

と
い
う
点
に
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　「
人
の
役
に
立
つ
た
め
に
勉
強
し
て
い
る
姿
を

見
る
と
、い
つ
も
感
動
す
る
ん
で
す
。そ
れ
は
、

一
生
懸
命
勉
強
し
て
い
る
姿
に〝
美
し
さ
〞の
よ

う
な
も
の
を
感
じ
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
ま
す
。し
か
し
、勉
学
や
読
書
に
集
中
で
き

る〝
雰
囲
気
〞と
い
う
、抽
象
的
な
価
値
を
理
解

し
て
も
ら
う
こ
と
は
難
し
い
。私
自
身
が

そ
う
いっ
た
価
値
を
発
見
で
き
た
の
も
、

こ
の
図
書
館
を
続
け
て
き
た
お
か
げ
だ

と
思
い
ま
す
」。自
分
の
発
見
を
み
ん
な

に
も
伝
え
た
い
。そ
の
た
め
に
こ
の
図
書

館
を
継
承
し
て
い
き
た
い
と
田
中
さ
ん
は

語
り
ま
す
。

46
年
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て
育
ま
れ

た
特
別
な
居
心
地
は
、訪
れ
た
人
を
実

家
に
帰
っ
て
き
た
よ
う
な
安
心
感
で
包

み
込
ん
で
く
れ
ま
す
。勉
強
に
集
中
し
た

い
人
も
、自
分
を
見
つ
め
直
し
た
い
人

も
、一
度
、こ
の〝
無
言
の
憩
い
の
場
〞を

訪
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

や
た
が
ら
す

ひ
と
こ
ま

か
　
よ
　
し

か
ら
す
ず
も
う

と
　
ね

平
成
と
う
ふ
百
珍〈
六
十
四
〉

お お  つ き 　     な お   と 　

豆
乳

人
参

し
め
じ

辛
子
明
太
子

餅青
ね
ぎ

生
姜コツ

作
り
方

材
料（
2
人
分
）

1.2.4.5.6. 3.

　
秋
か
ら
冬
に
か
け

て
、気
温
が
低
く
な
っ

て
き
た
ら
食
べ
た
く
な

る
、あ
っ
た
か
ス
ー
プ
メ

ニ
ュ
ー
を
考
え
て
み
ま

し
た
。僕
は
白
ご
飯
が

大
好
物
な
の
で
、ご
飯
の
お
供
に
な
る
も
の
も
好
き
な
ん
で
す
。そ

こ
で
、お
餅
を
入
れ
て
、そ
の
上
に
辛
子
明
太
子
を
ど
ー
ん
と
乗
せ

て
み
ま
し
た
。豆
乳
ス
ー
プ
だ
け
だ
と
あ
っ
さ
り
し
て
ま
す
が
、辛
子

明
太
子
を
崩
し
て
お
餅
と
一
緒
に
食
べ
る
と
、魚
介
類
の
入
っ
た

粕
汁
の
よ
う
な
面
持
ち
に
な
る
ん
で
す
。さ
ら
に
、コ
シ
ョ
ウ
を
ひ

と
振
り
で
味
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
な
り
、お
好
み
の
薬
味
を
添
え
る
こ

と
で
い
ろ
ん
な
味
が
楽
し
め
ま
す
よ
。是
非
ご
賞
味
あ
れ
。

清水順正おかべ家
調理部
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京
都
の
柿
と
言
え
ば
洛
西
の
大
枝
柿
が
有
名

で
す
が
、も
う
一
つ
の
名
産
、南
山
城
の
天
王
柿

を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。渋
柿
の
中
で
も
特
に
渋

（
タ
ン
ニ
ン
）が
多
く
、柿
渋
の
原
料
に
最
適
で
す
。

平
安
時
代
以
降
、染
料
や
塗
料
、薬
用
な
ど
様
々

に
使
わ
れ
て
き
た
柿
渋
で
す
が
、化
学
塗
料
が

普
及
す
る
に
つ
れ
生
産
は
減
少
。戦
後
に
は
三
大

産
地
の
備
後（
広
島
）、美
濃（
岐
阜
）、南
山
城
で

も
原
料
を
育
て
る
農
家
や
柿
渋
製
造
者
の
数
が

激
減
し
ま
し
た
。

　
撥
水
や
補
強
の
機
能
を
持
つ
柿
渋
は
、紅
殻
と

混
ぜ
た
り
、町
家
の
外
装
や
水
回
り
に
塗
っ
た
り

と
、京
の
町
に
は
無
く
て
は
な
ら
な
い
日
用
品
で

し
た
。「
戦
前
、父
親
が
や
っ
て
た
頃
に
は
京
都
市

内
に
も
５
〜
６
軒
の
柿
渋
屋
が
あ
っ
た
そ
う
で

す
」と
話
す
の
は
、「
渋
新
老
舗
」の
六
代
目
主

人
、水
谷
新
太
郎
さ
ん（
80
歳
）。
文
政
11（
１
８

２
８
）年
の
創
業
時
か
ら
、河
原
町
二
条
を
上
がっ

た
今
の
場
所
で
柿
渋
の
製
造
販
売
を
し
て
き
ま

し
た
が
、昭
和
初
期
に
河
原
町
通
の
拡
張
で
敷

地
が
削
ら
れ
た
こ
と
で
製
造
を
や
め
、販
売
の
み

と
な
り
ま
し
た
。現
在
は
主
に
、南
山
城
産
の
質

の
い
い
天
王
柿
を
メ
イ
ン
に
使
っ
て
製
造
さ
れ
た

柿
渋
を
仕
入
れ
て
い
ま
す
。今
で
は
市
内
で
1

軒
の
み
と
な
り
、「
も
う
柿
渋
だ
け
で
は
や
っ
て
い

け
ま
せ
ん
が
、親
父
の
実
績
だ
け
は
残
し
た
い
、

そ
の
思
い
だ
け
で
続
け
て
ま
す
」。

　
柿
渋
は
7
〜
9
月
に
か
け
て
青
い
渋
柿
を
採

取
・
圧
搾
し
、ろ
過
・
殺
菌
を
経
て
柿
酵
母
で
発

酵
さ
せ
、少
な
く
と
も
１
年
以
上
を
か
け
て
熟

成
さ
せ
ま
す
。緑
色
の
搾
汁
が
熟
成
を
経
て
、独

特
の
匂
い
の
あ
る
柿
渋
色
に
育
ち
ま
す
。

　
先
祖
伝
来
の
蔵
の
中
で
熟
成
を
続
け
る
柿
渋

を
、ご
主
人
は
毎
朝
欠
か
さ
ず
長
い
櫂
で
か
き
混

ぜ
、温
度
と
濃
度
を
計
って
記
録
し
て
い
ま
す
。

　
２
０
０
年
近
く
続
い
た
老
舗
で
す
が
、「
お
客

さ
ん
の
こ
と
を
考
え
ろ
と
い
う
ほ
か
に
は
家
訓
は

あ
り
ま
せ
ん
」。柿
渋
の
管
理
方
法
も
、両
親
の
や

り
様
を
見
て
覚
え
た
も
の
に
、ご
主
人
が
独
自
の

工
夫
を
加
え
て
確
立
し
た
そ
う
で
す
。

　
小
売
す
る
柿
渋
は
濃
度
が
違
う
３
種
類
と
、

無
臭
が
１
種
類
。昔
な
が
ら
に
、ご
く
少
量
か
ら

量
り
売
り
を
し
て
く
れ
ま
す
。「
昔
の
京
都
は

ね
、1
年
に
いっぺ
ん
は
家
を
点
検
し

て
、不
具
合
を
直
し
、柿
渋
を
塗
っ
て

手
入
れ
を
す
る
も
ん
で
し
た
」。柿
渋

は
残
し
て
お
く
と
固
ま
っ
て
し
ま
う

の
で
、少
量
ず
つ
買
い
求
め
て
使
い
切

る
の
が
最
善
。ぬ
か
袋
で
磨
く
と
ほ
ん

の
り
ツ
ヤ
が
出
て「
独
特
の
色
に
な
り

ま
す
や
ろ
」と
ご
主
人
は
目
を
細
め

ま
す
。「
も
う
買
う
人
も
少
の
う
な
っ

て
、先
は
暗
い
で
す
」と
お
っ
し
ゃ
い
ま

す
が
、実
は
老
舗
の
火
を
絶
や
す
ま

い
と
、息
子
さ
ん
の
奥
さ
ん
が
週
に
２

回
ほ
ど
来
て
、蔵
守
り
を
継
ぐ
準
備

を
し
て
く
れ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

「
家
や
モ
ノ
を
可
愛
が
る
」と
い
う
心

と
共
に
、河
原
町
の
柿
渋
屋
さ
ん
が

令
和
の
時
代
に
も
続
い
て
い
き
ま
す

よ
う
に
と
願
い
ま
す
。

人
参
は
細
切
り
に
、し
め
じ
は
石
づ
き
を
落
と

し
て
小
房
に
分
け
て
お
く
。薬
味
用
の
青
ね
ぎ

は
小
口
切
り
に
、生
姜
は
す
り
お
ろ
す
。

小
鍋
に
水
を
沸
か
し
て
人
参
を
下
茹
で
す

る
。※
人
参
を
ラ
ッ
プ
で
ゆ
る
く
包
ん
で
電
子

レ
ン
ジ
で
加
熱
し
て
も
良
い
。

ボ
ウ
ル
に
白
味
噌
と
少
量
の
豆
乳
を
入
れ
、泡

立
て
器
で
よ
く
混
ぜ
る
。白
味
噌
が
完
全
に

溶
け
た
ら
、残
り
の
豆
乳
と
め
ん
つ
ゆ
、醤
油
、

砂
糖
を
入
れ
て
混
ぜ
合
わ
せ
る
。

鍋
に
3
を
入
れ
て
中
火
に
か
け
、沸
い
て
き

た
ら
し
め
じ
を
入
れ
て
火
を
通
し
、2
の

人
参
も
加
え
、ひ
と
煮
立
ち
さ
せ
火
を
止

め
る
。

餅
を
皿
に
並
べ
、電
子
レ
ン
ジ
で
適
宜
加
熱
す

る
。※
お
好
み
で
焼
い
て
も
良
い
。

器
に
5
の
餅
を
入
れ
、4
の
ス
ー
プ
を
よ
そ

い
、食
べ
や
す
い
大
き
さ
に
切
っ
た
辛
子
明
太

子
を
乗
せ
る
。刻
み
ね
ぎ
と
お
ろ
し
生
姜
を

天
に
盛
っ
て
出
来
上
が
り
。お
好
み
で
コ
シ
ョ
ウ

を
振
る
と
味
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
。

お
お
え
の
か
き

お
や
じ

て
ん
の
う
が
き

し
ぶ
し
ん
ろ
う
ほ

ふ
け

し
せ
つ
と
し
ょ
か
ん

か
い

よ
う
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今
年
の
秋
は
ワ
イ
ド
ビ
ュ
ー
の
窓
か
ら
の

紅
葉
と
錦
鯉
の
錦
秋
コ
ラ
ボ
を
ぜ
ひ
お
楽
し
み
に
！

　
実
は
私
が
入
社
し
た
の
は
去
年
の
10
月
で
、こ
の
秋
で
よ
う
や
く
1
年
が

経
ち
ま
す
。う
ち
の
店
は
10
年
来
の
お
客
様
も
少
な
く
な
い
の
で
、季
節
ご

と
の
美
味
し
い
も
の
や
店
の
魅
力
を
逆
に
お
客
様
か
ら
教
え
て
い
た
だ
く
こ

と
も
あ
り
、と
て
も
勉
強
に
な
り
ま
す
。そ
ん
な
常
連
の
方
々
を
含
め
、皆

さ
ん
に
こ
の
秋
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
が
、昨
年
に
改
装
が
完
了
し

た
椅
子
席
の「
月
見
」「
椿
」「
つつ
じ
」の
各
部
屋
に
設
え
た
ワ
イ
ド
ビ
ュ
ー
の

窓
か
ら
の
庭
の
眺
め
で
す
。池
の
ほ
と
り
の
紅
く
染
ま
っ
た
も
み
じ
と
、池
の

中
を
優
雅
に
泳
ぐ
錦
鯉
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
絶
対
に
素
晴
ら
し
い
は

ず
！
と
い
つ
も
鯉
を
見
な
が
ら
思
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。気
温
が
下
が
る
と
、

ほ
っ
こ
り
と
温
ま
る
名
物
ゆ
ど
う
ふ
や
、ゆ
ば
鍋
が
本
当
に
美
味
し
く
な
り

ま
す
。深
ま
る
秋
を
楽
し
み
に
、ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

目にも口にも鮮やかで滋味深い
実りの季節の豊かさをお届けします
目にも口にも鮮やかで滋味深い
実りの季節の豊かさをお届けします

【水物】
甘露煮と渋皮煮の二色の
栗にホイップを合わせ、抹
茶のダックワーズで挟ん
だ秋色のデザート。

【御飯】
名残の鱧とかます、いくらを
主役に、芋いちょう、人参紅葉、
銀杏、松葉蕎麦などが目にも
楽しい吹き寄せ寿司。

【焼物】
美しい鱗を生かして焼き上げた
甘鯛の若狭焼。取り合わせは子持
ち鮎の唐揚、丹波のしめじや松茸、
柿と大根の白和えなど秋の味覚
が盛り沢山。

南禅寺順正 秋の味わい

K Y O T O  H I G A S H I Y A M A  K E N B U N R O K U

Shisetsu-Toshokan

Shibu-shin Roho 

渋

Im
ai S

h
oku

do

鯖 静
今井食堂 店主

今井 加代司さん

「テレビや雑誌に出してもろ
たおかげで、外国の方もたく
さんみえますが、一番嬉しい
のは昔の常連さんが顔を見せ
てくれる時ですね。京産大出
身の野球選手も多くて、お馴
染みさんが活躍してるのを見
たら、ついつい新聞を切り抜
いて貼ってしまいます」。

「私設圖書館」館主

田中厚生さん

「自分にしかできないこ
とで人に喜んでもらえる
ことはないか、と探し続
けてきた結果として、こ
の図書館がある。『私設圖
書館』という名前は自然
に 思 い つ い た も の で 、

『私』には、自分を見失わ
ないように、という思い
も込めています」

い ま 　   い        か     よ      し

た     な か   あ つ     お

渋新老舗

水谷新太郎さん

妻の富美好さん

「最近は町家や古民家を手
がける工務店さんや、芸術
関連の学生さんが買いに来
てくれたりします」とご主
人。「柿渋を買ってくれた人
がまた来て、こんな風に仕
上がりましたと作品を見せ
てくれるのが一番嬉しいで
すね」と富美好さん。

み ず 　 た に 　 し ん 　 　た 　 　ろ う

と 　 　 み 　 　 こ


