
「注文の多い料理店」の読み方



この物語を一読したときの子どもたちの反応は、ほぼ次のようになる。

布小5年の子どもたちの初めの感想（H17）

【
授
業
記
録
】

Ｔ
ど
う
思
っ
た
、
み
ん
な
。

Ｃ
鈍
感

Ｃ
間
が
抜
け
て
る

Ｃ
ま
ぬ
け

Ｃ
ぼ
け

ほ
な
み

ま
ぬ
け
や
な
あ

伝
美

山
猫
が
食
べ
よ
う
と
思
っ
て
言
っ
て
る

こ
と
を
全
部
普
通
の
こ
と
と
考
え
て
い
る
。

都
志

普
通
さ
あ
、
そ
ん
な
の
お
か
し
い
っ
て

気
づ
く
も
の
や
の
に

ま
ゆ
き

ふ
つ
う
、
家
で
も
こ
ん
な
に
廊
下
は

な
い
や
ろ

男
洋

む
り
や
り
納
得
し
て
い
る
。

Ｔ

ほ
う
、
男
洋
君
、
ど
こ
で
感
じ
た
？

男
洋

牛
乳
と
か
酢
か
け
る
と
こ
ろ

Ｔ
ど
う
思
っ
た
？
翼
。
三
の
場
面

翼

ま
ぬ
け
や
。

どうしてこんなに鈍感でまぬけなの？「紳士」なのに。

※紳士=上流社会の男子。人柄が立派で礼儀正しい男の人



「しんし」の実像は、物語の冒頭で書かれている

二
人
の
若
い
し
ん
し
が
、
す
っ
か
り
イ
ギ
リ
ス
の
兵
隊
の
形

を
し
て
、
ぴ
か
ぴ
か
す
る
鉄
ぽ
う
を
か
つ
い
で
、
白
く
ま
の

よ
う
な
犬
を
二
ひ
き
連
れ
て



Ｃ
初
め
て
や
！

Ｔ

そ
れ
は
、
ど
こ
を
読
ん
だ
ら
わ
か
る
の
？

井
野
「何
で
も
か
ま
わ
な
い
か
ら
早
く
タ
ン
タ
ア
ー
ン
と
や
っ

て
み
た
い
も
ん
だ
な
あ
」っ
て
、
初
め
て
や
か
ら
早
く
撃
っ
て
み

た
い
ん
や
。

Ｃ
「ぴ
か
ぴ
か
す
る
鉄
砲
」っ
て
ま
っ
さ
ら
や
ん
。
使
っ
た
こ
と

な
い
の
。

冨
永
「案
内
し
て
き
た
専
門
の
鉄
砲
打
ち
」っ
て
何
も
知
ら
な

い
か
ら
連
れ
て
き
て
い
る

Ｃ
「だ
い
ぶ
の
山
奥
」
っ
て
山
の
こ
と
を
知
ら
な
い
ん
や
。

ゆ
め
か

「ず
い
ぶ
ん
痛
快
だ
ろ
う
ね
え
」っ
て
、
撃
っ
た
こ
と

な
い
か
ら
わ
く
わ
く
し
て
る
ん
や
と
思
う

八日市北小5年（H21）

Ｔ
こ
の
二
人
の
紳
士
は
、
今
ま
で
に
も
何
度
も
猟
に
来
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
と
も
初
め
て
な
の
だ
ろ
う
か
？



す
っ
か
り
イ
ギ
リ
ス
の
兵
隊
の
形
を
し
て
、

ぴ
か
ぴ
か
す
る
鉄
ぽ
う
を
か
つ
い
で
、

白
く
ま
の
よ
う
な
犬
を
二
ひ
き
連
れ
て

二
人
の
若
い
し
ん
し

「ぜ
ん
た
い
、
こ
こ
ら
の
山
は
け
し
か
ら
ん
ね
。

鳥
も
け
も
の
も
一
ぴ
き
も
い
や
が
ら
ん
。

な
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
か
ら
、
早
く
タ
ン
タ

ア
ー
ン
と
、
や
っ
て
み
た
い
も
ん
だ
な
あ
。
」

「じ
つ
に
ぼ
く
は
、
二
千
四
百
円
の
損
害
だ
」

「ぼ
く
は
二
千
八
百
円
の
損
害
だ
。
」

な
あ
に
も
ど
り
に
、
昨
日
の
宿
屋
で
、
山
鳥

を
十
円
も
買
っ
て
帰
れ
ば
い
い
。
」

「う
さ
ぎ
も
で
て
い
た
ね
え
。
そ
う
す
れ
ば

結
局
お
ん
な
じ
こ
っ
た
。

成
金
上
が
り
の
エ
セ
紳
士

だ
か
ら
だ
ま
さ
れ
て
い
く
（オ
レ
オ
レ
詐
欺
と
同
じ
）



二
人
の
「エ
セ
紳
士
」ぶ
り
を
読
ん
で
い
く

「
こ
れ
は
ロ
シ
ア
式
だ
。
」

つ
ぼ
の
中
の
ク
リ
ー
ム

な
か
な
か
開
け
て
る
ん
だ

「よ
ほ
ど
え
ら
い
人
が
来
て
い
る
。

貴
族
と
ち
か
づ
き
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
。
」

※

「刑
事
コ
ロ
ン
ボ
」の
パ
タ
ー
ン

「よ
ほ
ど
え
ら
い
人
が
始
終
来
て
い
る
ん
だ
。
」

げ
ん
か
ん
は
白
い
瀬
戸
の
れ
ん
が
で
組

ん
で
、
実
に
り
っ
ぱ
な
も
ん
で
す
。

ガ
ラ
ス
の
開
き
戸
に
金
文
字
で

RESTAURANT
西洋料理店
WILDCAT HOUSE
山猫軒

「ど
う
も
変
な
う
ち
だ
。

こ
ん
な
山
の
中

「東
京
の
大
き
な
料
理
屋
だ
っ
て
大
通
り

に
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
」

「
作
法
の
き
び
し
い
家
だ
。
き
っ
と
よ
ほ
ど
え
ら
い

人
た
ち
が
、
た
び
た
び
来
る
ん
だ
。
」

か
み
・は
き
も
の
の
ど
ろ
を

鉄
ぽ
う
と
た
ま
を



す
っ
か
り
イ
ギ
リ
ス
の
兵
隊
の
形
を
し
て
、

ぴ
か
ぴ
か
す
る
鉄
ぽ
う
を
か
つ
い
で
、

白
く
ま
の
よ
う
な
犬
を
二
ひ
き
連
れ
て

一
ぺ
ん
紙
く
ず
の
よ
う
に
な
っ
た
二
人
の
顔
だ
け
は
、
東
京

に
帰
っ
て
も
、
お
湯
に
は
い
っ
て
も
、
も
う
元
の
と
お
り
に
な

お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

糧にとぼしい村のこどもらが、都会文明と放恣
な階級とに対するやむにやまれない反感です

【宮澤賢治自注】



物語文における「確かな読みの力」とは、

全体がどんな形で構成されているか

紳士の気持ちはどこで変化したか

などと、作品を外側から、分析的に解説できる力なのだろうか？

「叙述をとおして作品の世界に立ち会う」こと

「物語文を確かに読み取る」とは


