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一
場 

�
◆
山
奥
。
二
人
の
紳
士
が
狩
り
を
し
て
い
る
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
・
は
じ
め
の
紳
士
・
も
ひ
と
り
の
紳
士 

 
二
人
ふ
た
り

の
若わ
か

い
紳
士
し
ん
し

が
、
す
っ
か
り
イ
ギ
リ
ス
の
兵
隊
へ
い
た
い

の
か
た
ち
を
し
て
、 

ぴ
か
ぴ
か
す
る
鉄
砲
て
っ
ぽ
う

を
か
つ
い
で
、
白
熊
し
ろ
く
ま

の
よ
う
な
犬い
ぬ

を
二に

疋ひ
き
つ
れ
て
、 

だ
い
ぶ
山
奥
や
ま
お
く

の
、
木こ

の
葉は

の
か
さ
か
さ
し
た
と
こ
を
、
こ
ん
な
こ
と
を
云い

い
な
が
ら
、 

あ
る
い
て
お
り
ま
し
た
。 

紳
士
１ 

「
ぜ
ん
た
い
、
こ
こ
ら
の
山や
ま

は
怪け

し
か
ら
ん
ね
。
鳥と
り

も
獣
け
だ
も
の

も
一
疋
い
っ
ぴ
き

も 

居い

や
が
ら
ん
。
な
ん
で
も
構か
ま

わ
な
い
か
ら
、
早は
や

く
タ
ン
タ
ア
ー
ン
と
、 

や
っ
て
見み
た
い
も
ん
だ
な
あ
。」 

紳
士
２ 

「
鹿し
か

の
黄き

い
ろ
な
横よ
こ

っ
腹ぱ
ら

な
ん
ぞ
に
、
二
三
発

に
さ
ん
ぱ
つ

お
見
舞
み
ま
い

も
う
し
た
ら
、 

ず
い
ぶ
ん
痛
快
つ
う
か
い

だ
ろ
う
ね
え
。
く
る
く
る
ま
わ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
ど
た
っ
と 

倒た
お

れ
る
だ
ろ
う
ね
え
。」 

 
そ
れ
は
だ
い
ぶ
の
山
奥
や
ま
お
く

で
し
た
。
案
内
あ
ん
な
い

し
て
き
た
専
門
せ
ん
も
ん

の
鉄
砲
て
っ
ぽ
う

打う

ち
も
、 

ち
ょ
っ
と
ま
ご
つ
い
て
、
ど
こ
か
へ
行い
っ
て
し
ま
っ
た
く
ら
い
の
山
奥
や
ま
お
く

で
し
た
。 

 
そ
れ
に
、
あ
ん
ま
り
山や
ま

が
物
凄
も
の
す
ご

い
の
で
、
そ
の
白
熊
し
ろ
く
ま

の
よ
う
な
犬い
ぬ

が
、 

二
疋
に
ひ
き

い
っ
し
ょ
に
め
ま
い
を
起お

こ
し
て
、
し
ば
ら
く
吠う
な

っ
て
、
そ
れ
か
ら
泡あ
わ

を
吐は

い
て 

死し
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。 

紳
士
１ 

「
じ
つ
に
ぼ
く
は
、
二
千
四
百
円

に
せ
ん
よ
ん
ひ
ゃ
く
え
ん

の
損
害
そ
ん
が
い

だ
」 

と
一
人
ひ
と
り

の
紳
士
し
ん
し

が
、
そ
の
犬い
ぬ

の
眼ま
ぶ
た
を
、
ち
ょ
っ
と
か
え
し
て
み
て
言い
い
ま
し
た
。 

紳
士
２ 

「
ぼ
く
は
二
千
八
百
円

に
せ
ん
は
っ
ぴ
ゃ
く
え
ん

の
損
害
そ
ん
が
い

だ
。」 

と
、
も
ひ
と
り
が
、
く
や
し
そ
う
に
、
あ
た
ま
を
ま
げ
て
言い
い
ま
し
た
。 
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は
じ
め
の
紳
士
し
ん
し

は
、
す
こ
し
顔か
お

い
ろ
を
悪わ
る

く
し
て
、
じ
っ
と
、
も
ひ
と
り
の
紳
士
し
ん
し

の
、

顔か
お

つ
き
を
見み
な
が
ら
云い
い
ま
し
た
。 

紳
士
１ 
「
ぼ
く
は
も
う
戻も
ど

ろ
う
と
お
も
う
。」 

紳
士
２ 

「
さ
あ
、
ぼ
く
も
ち
ょ
う
ど
寒さ
む

く
は
な
っ
た
し
 
腹は
ら

は
空す

い
て
き
た
し 

戻も
ど

ろ
う
と
お
も
う
。」 

紳
士
１ 

「
そ
い
じ
ゃ
、
こ
れ
で
切き
り
あ
げ
よ
う
。
な
あ
に
戻も
ど

り
に
、
昨
日
き
の
う

の
宿
屋
や
ど
や

で
、 

山
鳥
や
ま
ど
り

を
拾
円
じ
ゅ
う
え
ん

も
買か
っ
て
帰か
え

れ
ば
い
い
。」 

紳
士
２ 

「
兎う
さ
ぎ

も
で
て
い
た
ね
え
。
そ
う
す
れ
ば
結
局
け
っ
き
ょ
く

お
ん
な
じ
こ
っ
た
。 

で
は
帰か
え

ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
」 
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二
場 

�
◆
山
奥
。
ふ
た
り
の
紳
士
が
道
に
迷
い
、
山
猫
軒
を
見
つ
け
る
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
・
は
じ
め
の
紳
士
・
も
ひ
と
り
の
紳
士 

 
と
こ
ろ
が
ど
う
も
困こ
ま

っ
た
こ
と
は
、
ど
っ
ち
へ
行い

け
ば
戻も
ど

れ
る
の
か
、 

い
っ
こ
う
に
見
当
け
ん
と
う

が
つ
か
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

 
風か
ぜ

が
ど
う
と
吹ふ

い
て
き
て
、
草く
さ

は
ざ
わ
ざ
わ
、
木こ

の
葉は

は
か
さ
か
さ
、 

木き
は
ご
と
ん
ご
と
ん
と
鳴な
り
ま
し
た
。 

紳
士
１ 

「
ど
う
も
腹は
ら

が
空す
い
た
。
さ
っ
き
か
ら
横よ
こ

っ
腹ぱ
ら

が
痛い
た

く
て
た
ま
ら
な
い
ん
だ
。」 

紳
士
２ 

「
ぼ
く
も
そ
う
だ
。
も
う
あ
ん
ま
り
あ
る
き
た
く
な
い
な
。」 

紳
士
１ 

「
あ
る
き
た
く
な
い
よ
。
あ
あ
困こ
ま

っ
た
な
あ
、
何な
に

か
た
べ
た
い
な
あ
。」 

紳
士
２ 

「
喰た
べ
た
い
も
ん
だ
な
あ
」 

 
二
人
ふ
た
り

の
紳
士
し
ん
し

は
、
ざ
わ
ざ
わ
鳴な
る
す
す
き
の
中な
か

で
、
こ
ん
な
こ
と
を
云い
い
ま
し
た
。 

 
そ
の
時と
き

ふ
と
う
し
ろ
を
見み
ま
す
と
、
立
派
り
っ
ぱ

な
一
軒
い
っ
け
ん

の
西
洋
せ
い
よ
う

造づ
く

り
の
家い
え

が
あ
り
ま
し
た
。 

 
そ
し
て
玄
関
げ
ん
か
ん

に
は 

 
RESTAURAN

T

レ

ス

ト

ラ

ン 

 

西
洋
せ
い
よ
う

料
理
店

り
ょ
う
り
て
ん 

 
W
ILDCAT

ワ
イ
ル
ド
キ
ャ
ッ
ト H

OUSE

ハ
ウ
ス 

 

山
猫
軒

や
ま
ね
こ
け
ん 

と
い
う
札ふ
だ

が
で
て
い
ま
し
た
。 

紳
士
１ 

「
君き
み

、
ち
ょ
う
ど
い
い
。
こ
こ
は
こ
れ
で 

な
か
な
か
開ひ
ら

け
て
る
ん
だ
。 

入は
い

ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
」 

紳
士
２ 

「
お
や
、
こ
ん
な
と
こ
に
お
か
し
い
ね
。
し
か
し
と
に
か
く
何な
に

か 
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食
事
し
ょ
く
じ

が
で
き
る
ん
だ
ろ
う
」 

紳
士
１ 
「
も
ち
ろ
ん
で
き
る
さ
。
看
板
か
ん
ば
ん

に
そ
う
書か

い
て
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
」 

紳
士
２ 
「
は
い
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
。
ぼ
く
は
も
う
何な
に

か
喰た

べ
た
く
て 

倒た
お

れ
そ
う
な
ん
だ
。」 

 
二
人
ふ
た
り

は
玄
関
げ
ん
か
ん

に
立た

ち
ま
し
た
。
玄
関
げ
ん
か
ん

は
白し
ろ

い
瀬
戸
せ
と

の
煉
瓦
れ
ん
が

で
組く

ん
で
、 

実じ
つ

に
立
派
り
っ
ぱ

な
も
ん
で
す
。 

 
そ
し
て
硝
子
が
ら
す

の
開ひ
ら

き
戸ど
が
た
っ
て
、
そ
こ
に
金
文
字

き
ん
も
じ

で
こ
う
書か
い
て
あ
り
ま
し
た
。 

 

「
ど
な
た
も
ど
う
か
お
入は
い

り
く
だ
さ
い
。
決け
っ

し
て
ご
遠
慮
え
ん
り
ょ

は
あ
り
ま
せ
ん
」 

 
二
人
ふ
た
り

は
そ
こ
で
、
ひ
ど
く
よ
ろ
こ
ん
で
言い
い
ま
し
た
。 

紳
士
１ 

「
こ
い
つ
は
ど
う
だ
、
や
っ
ぱ
り
世よ

の
中な
か

は
う
ま
く
で
き
て
る
ね
え
、 

き
ょ
う
一
日
い
ち
に
ち

な
ん
ぎ
し
た
け
れ
ど
、
こ
ん
ど
は
こ
ん
な
い
い
こ
と
も
あ
る
。 

こ
の
う
ち
は
料
理
店

り
ょ
う
り
て
ん

だ
け
れ
ど
も 

た
だ
で
ご
馳
走
ち
そ
う

す
る
ん
だ
ぜ
。」 

紳
士
２ 

「
ど
う
も
そ
う
ら
し
い
。
決け
っ

し
て
ご
遠
慮
え
ん
り
ょ

は
あ
り
ま
せ
ん
と
い
う
の
は 

そ
の
意
味
い
み

だ
。」 

 
二
人
ふ
た
り

は
戸と
を
押お
し
て
、
な
か
へ
入は
い

り
ま
し
た
。
そ
こ
は
す
ぐ
廊
下
ろ
う
か

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

そ
の
硝
子
戸

が
ら
す
ど

の
裏
側
う
ら
が
わ

に
は
、
金
文
字

き
ん
も
じ

で
こ
う
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

「
こ
と
に
肥ふ
と

っ
た
お
方か
た

や
若わ
か

い
お
方か
た

は
、
大
歓
迎

だ
い
か
ん
げ
い

い
た
し
ま
す
」 

 
二
人
ふ
た
り

は
大
歓
迎

だ
い
か
ん
げ
い

と
い
う
の
で
、
も
う
大お
お

よ
ろ
こ
び
で
す
。 

紳
士
１ 

「
君き
み

、
ぼ
く
ら
は
大
歓
迎

だ
い
か
ん
げ
い

に
あ
た
っ
て
い
る
の
だ
。」 

紳
士
２ 

「
ぼ
く
ら
は
両
方
り
ょ
う
ほ
う

兼か
ね
て
る
か
ら
」 
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三
場 

�
◆
扉
の
要
求
に
答
え
て
い
く
ふ
た
り
の
紳
士
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
・
は
じ
め
の
紳
士
・
も
ひ
と
り
の
紳
士 

 
ず
ん
ず
ん
廊
下
ろ
う
か

を
進す
す

ん
で
行い

き
ま
す
と
、
こ
ん
ど
は
水み
ず

い
ろ
の
ペ
ン
キ
塗ぬ

り
の 

扉と
が
あ
り
ま
し
た
。 

紳
士
１ 

「
ど
う
も
変へ
ん

な
家う
ち

だ
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
戸と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。」 

紳
士
２ 

「
こ
れ
は
ロ
シ
ア
式し
き

だ
。
寒さ
む

い
と
こ
や
山や
ま

の
中な
か

は
み
ん
な
こ
う
さ
。」 

 
そ
し
て
二
人
ふ
た
り

は
そ
の
扉と

を
あ
け
よ
う
と
し
ま
す
と
、
上う
え

に
黄き

い
ろ
な
字じ

で 

こ
う
書か
い
て
あ
り
ま
し
た
。 

 

「
当
軒
と
う
け
ん

は
注
文
ち
ゅ
う
も
ん

の
多お
お

い
料
理
店

り
ょ
う
り
て
ん

で
す
か
ら 

ど
う
か
そ
こ
は
ご
承
知
し
ょ
う
ち

く
だ
さ
い
」 

紳
士
１ 

「
な
か
な
か
は
や
っ
て
る
ん
だ
。
こ
ん
な
山や
ま

の
中な
か

で
。」 

紳
士
２ 

「
そ
れ
あ
そ
う
だ
。
見み

た
ま
え
、
東
京
と
う
き
ょ
う

の
大お
お

き
な
料
理
屋

り
ょ
う
り
や

だ
っ
て 

大
通
お
お
ど
お

り
に
は
す
く
な
い
だ
ろ
う
」 

 
二
人
ふ
た
り

は
云い
い
な
が
ら
、
そ
の
扉と
を
あ
け
ま
し
た
。
す
る
と
そ
の
裏
側
う
ら
が
わ

に
、 

 

「
注
文
ち
ゅ
う
も
ん

は
ず
い
ぶ
ん
多お
お

い
で
し
ょ
う
が
ど
う
か
一
々
い
ち
い
ち

こ
ら
え
て
下く
だ

さ
い
。」 

紳
士
１ 

「
こ
れ
は
ぜ
ん
た
い
ど
う
い
う
ん
だ
。」 

 
ひ
と
り
の
紳
士
し
ん
し

は
顔か
お

を
し
か
め
ま
し
た
。 

紳
士
２ 

「
う
ん
、
こ
れ
は
き
っ
と
注
文
ち
ゅ
う
も
ん

が
あ
ま
り
多お
お

く
て
支
度
し
た
く

が 

手
間
取

て
ま
ど

る
け
れ
ど
も 

ご
め
ん
下く
だ

さ
い
と
斯こ
う
い
う
こ
と
だ
。」 

紳
士
１ 

「
そ
う
だ
ろ
う
。
早は
や

く
ど
こ
か
室へ
や

の
中な
か

に
は
い
り
た
い
も
ん
だ
な
。」 

紳
士
２ 

「
そ
し
て
テ
ー
ブ
ル
に
座す
わ

り
た
い
も
ん
だ
な
。」 

 
と
こ
ろ
が
ど
う
も
う
る
さ
い
こ
と
は
、
ま
た
扉と

が
一ひ
と

つ
あ
り
ま
し
た
。 
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そ
し
て
そ
の
わ
き
に
鏡か
が
み

が
か
か
っ
て
、
そ
の
下し
た

に
は
長な
が

い
柄え

の
つ
い
た
ブ
ラ
シ
が 

置お
い
て
あ
っ
た
の
で
す
。 

 
扉と
に
は
赤あ
か

い
字じ
で
、 

 

「
お
客き
ゃ
く

さ
ま
が
た
、
こ
こ
で
髪か
み

を
き
ち
ん
と
し
て
、
そ
れ
か
ら 

は
き
も
の
の 

 

泥ど
ろ

を
落お
と

し
て
く
だ
さ
い
。」 

と
書か
い
て
あ
り
ま
し
た
。 

紳
士
１ 

「
こ
れ
は
ど
う
も
尤も
っ
と

も
だ
。
僕ぼ
く

も
さ
っ
き
玄
関
げ
ん
か
ん

で
、
山や
ま

の
な
か
だ
と 

お
も
っ
て
見み
く
び
っ
た
ん
だ
よ
」 

紳
士
２ 

「
作
法
さ
ほ
う

の
厳き
び

し
い
家う
ち

だ
。
き
っ
と
よ
ほ
ど
偉え
ら

い
人ひ
と

た
ち
が
、 

た
び
た
び
来く
る
ん
だ
。」 

 
そ
こ
で
二
人
ふ
た
り

は
、
き
れ
い
に
髪か
み

を
け
ず
っ
て
、
靴く
つ

の
泥ど
ろ

を
落お
と

し
ま
し
た
。 

 
そ
し
た
ら
、
ど
う
で
す
。
ブ
ラ
シ
を
板い
た

の
上う
え

に
置お

く
や
否い
な

や
、
そ
い
つ
が 

ぼ
う
っ
と
か
す
ん
で
無な
く
な
っ
て
、
風か
ぜ

が
ど
う
っ
と
室へ
や

の
中な
か

に
入は
い

っ
て
き
ま
し
た
。 

 
二
人
ふ
た
り

は
び
っ
く
り
し
て
、
互た
が
い

に
よ
り
そ
っ
て
、
扉と

を
が
た
ん
と
開あ

け
て
、 

次つ
ぎ

の
室へ
や

へ
入は
い

っ
て
行い

き
ま
し
た
。
早は
や

く
何な
に

か
暖
あ
た
た
か

い
も
の
で
も
た
べ
て
、 

元
気
げ
ん
き

を
つ
け
て
置お

か
な
い
と
、
も
う
途
方
と
ほ
う

も
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、 

二
人
ふ
た
り

と
も
思お
も

っ
た
の
で
し
た
。 

 
扉と
の
内
側
う
ち
が
わ

に
、
ま
た
変へ
ん

な
こ
と
が
書か
い
て
あ
り
ま
し
た
。 

 

「
鉄
砲
て
っ
ぽ
う

と
弾
丸
た
ま

を
こ
こ
へ
置お
い
て
く
だ
さ
い
。」 

 
見み
る
と
す
ぐ
横よ
こ

に
黒く
ろ

い
台だ
い

が
あ
り
ま
し
た
。 

紳
士
１ 

「
な
る
ほ
ど
、
鉄
砲
て
っ
ぽ
う

を
持
っ
て
も
の
を
食く
う
と
い
う
法ほ
う

は
な
い
。」 

紳
士
２ 

「
い
や
、
よ
ほ
ど
偉え
ら

い
ひ
と
が
始
終
し
じ
ゅ
う

来き
て
い
る
ん
だ
。」 



  

8 │ 劇団ののと読む 宮沢賢治「注文の多い料理店」 

 
二
人
ふ
た
り

は
鉄
砲
て
っ
ぽ
う

を
は
ず
し
、
帯
皮
お
び
が
わ

を
解と
い
て
、
そ
れ
を
台だ
い

の
上う
え

に
置お
き
ま
し
た
。 

 
ま
た
黒く
ろ

い
扉と
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

「
ど
う
か
帽
子
ぼ
う
し

と
外
套
が
い
と
う

と
靴く
つ

を
お
と
り
下く
だ

さ
い
。」 

紳
士
１ 

「
ど
う
だ
、
と
る
か
。」 

紳
士
２ 

「
仕
方
し
か
た

な
い
、
と
ろ
う
。
た
し
か
に
よ
っ
ぽ
ど
え
ら
い
ひ
と
な
ん
だ
。 

奥お
く

に
来き
て
い
る
の
は
」 

 
二
人
ふ
た
り

は
帽
子
ぼ
う
し

と
オ
ー
バ
ー
コ
ー
ト
を
釘く
ぎ

に
か
け
、
靴く
つ

を
ぬ
い
で
 
ぺ
た
ぺ
た
あ
る
い
て 

扉と
の
中な
か

に
は
い
り
ま
し
た
。 

 
扉と
の
裏
側
う
ら
が
わ

に
は
、 

 

「
ネ
ク
タ
イ
ピ
ン
、
カ
フ
ス
ボ
タ
ン
、
眼
鏡
め
が
ね

、
財
布
さ
い
ふ

、
そ
の
他た

金
物
類

か
な
も
の
る
い

、 

 

 
こ
と
に
尖と
が

っ
た
も
の
は
、
み
ん
な
こ
こ
に
置お
い
て
く
だ
さ
い
」 

と
書か

い
て
あ
り
ま
し
た
。
扉と

の
す
ぐ
横よ
こ

に
は
黒
塗
く
ろ
ぬ

り
の
立
派
り
っ
ぱ

な
金
庫
き
ん
こ

も
、 

ち
ゃ
ん
と
口く
ち

を
開あ
け
て
置お
い
て
あ
り
ま
し
た
。
鍵か
ぎ

ま
で
添そ
え
て
あ
っ
た
の
で
す
。 

紳
士
２ 

「
は
は
あ
、
何な
に

か
の
料
理
り
ょ
う
り

に
電
気
で
ん
き

を
つ
か
う
と
見み

え
る
ね
。 

金
気
か
な
け

の
も
の
は
あ
ぶ
な
い
。
こ
と
に
尖と
が

っ
た
も
の
は
あ
ぶ
な
い
と
斯こ
う
云い
う
ん
だ
ろ
う
。」 

紳
士
１ 

「
そ
う
だ
ろ
う
。
し
て
見み
る
と
勘
定
か
ん
じ
ょ
う

は
帰か
え

り
に
こ
こ
で
払は
ら

う
の
だ
ろ
う
か
。」 

紳
士
２ 

「
ど
う
も
そ
う
ら
し
い
。」 

紳
士
１ 

「
そ
う
だ
。
き
っ
と
。」 

 
二
人
ふ
た
り

は
め
が
ね
を
は
ず
し
た
り
、
カ
フ
ス
ボ
タ
ン
を
と
っ
た
り
、
み
ん
な 

金
庫
き
ん
こ

の
な
か
に
入い
れ
て
、
ぱ
ち
ん
と
錠じ
ょ
う

を
か
け
ま
し
た
。 
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四
場 

�
◆
扉
を
進
み
、
ク
リ
ー
ム
と
香
水
を
塗
る
二
人
の
紳
士
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
・
は
じ
め
の
紳
士
・
も
ひ
と
り
の
紳
士 

 
す
こ
し
行い
き
ま
す
と
ま
た
扉と
が
あ
っ
て
、
そ
の
前ま
え

に
硝
子
が
ら
す

の
壺つ
ぼ

が
一ひ
と

つ
あ
り
ま
し
た
。 

扉と
に
は
斯こ
う
書か
い
て
あ
り
ま
し
た
。 

 

「
壺つ
ぼ

の
な
か
の
ク
リ
ー
ム
を
顔か
お

や
手
足
て
あ
し

に
す
っ
か
り
塗ぬ
っ
て
く
だ
さ
い
。」 

 
み
る
と
た
し
か
に
壺つ
ぼ

の
な
か
の
も
の
は
牛
乳

ぎ
ゅ
う
に
ゅ
う

の
ク
リ
ー
ム
で
し
た
。 

紳
士
１ 

「
ク
リ
ー
ム
を
ぬ
れ
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
ん
だ
。」 

紳
士
２ 

「
こ
れ
は
ね
、
外そ
と

が
ひ
じ
ょ
う
に
寒さ
む

い
だ
ろ
う
。
室へ
や

の
な
か
が 

あ
ん
ま
り
暖
あ
た
た
か

い
と
ひ
び
が
き
れ
る
か
ら
、
そ
の
予
防
よ
ぼ
う

な
ん
だ
。
ど
う
も
奥お
く

に
は
、 

よ
ほ
ど
え
ら
い
ひ
と
が
き
て
い
る
。
こ
ん
な
と
こ
で
、
案
外
あ
ん
が
い

ぼ
く
ら
は
、 

貴
族
き
ぞ
く

と
ち
か
づ
き
に
な
る
か
も
知し
れ
な
い
よ
。」 

 
二
人
ふ
た
り

は
壺つ
ぼ

の
ク
リ
ー
ム
を
、
顔か
お

に
塗ぬ

っ
て
手て
に
塗ぬ
っ
て
 
そ
れ
か
ら
靴
下
く
つ
し
た

を
ぬ
い
で 

足あ
し

に
塗ぬ

り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
ま
だ
残の
こ

っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
は
二
人
ふ
た
り

と
も 

め
い
め
い
こ
っ
そ
り
顔か
お

へ
塗ぬ
る
ふ
り
を
し
な
が
ら
喰た
べ
ま
し
た
。 

 
そ
れ
か
ら
大
急
お
お
い
そ

ぎ
で
扉と
を
あ
け
ま
す
と
、
そ
の
裏
側
う
ら
が
わ

に
は
、 

 

「
ク
リ
ー
ム
を
よ
く
塗ぬ
り
ま
し
た
か
、
耳み
み

に
も
よ
く
塗ぬ
り
ま
し
た
か
、」 

と
書か
い
て
あ
っ
て
、
ち
い
さ
な
ク
リ
ー
ム
の
壺つ
ぼ

が
こ
こ
に
も
置お
い
て
あ
り
ま
し
た
。 

紳
士
１ 

「
そ
う
そ
う
、
ぼ
く
は
耳み
み

に
は
塗ぬ

ら
な
か
っ
た
。
あ
ぶ
な
く
耳み
み

に 

ひ
び
を
切き
ら
す
と
こ
だ
っ
た
。
こ
こ
の
主
人
し
ゅ
じ
ん

は
じ
つ
に
用
意
よ
う
い

周
到
し
ゅ
う
と
う

だ
ね
。」 

紳
士
２ 

「
あ
あ
、
細こ
ま

か
い
と
こ
ま
で
よ
く
気き

が
つ
く
よ
。
と
こ
ろ
で
ぼ
く
は 

早は
や

く
何な
に

か
喰た
べ
た
い
ん
だ
が
、
ど
う
も
斯こ
う
ど
こ
ま
で
も
廊
下
ろ
う
か

じ
ゃ
仕
方
し
か
た

な
い
ね
。」 
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す
る
と
す
ぐ
そ
の
前ま
え

に
次つ
ぎ

の
戸と
が
あ
り
ま
し
た
。 

 
「
料
理
り
ょ
う
り

は
も
う
す
ぐ
で
き
ま
す
。 

 

 
十
五
分

じ
ゅ
う
ご
ふ
ん

と
お
待ま
た
せ
は
い
た
し
ま
せ
ん
。 

 

 
す
ぐ
た
べ
ら
れ
ま
す
。 

 

 
早は
や

く
あ
な
た
の
頭あ
た
ま

に
瓶び
ん

の
中な
か

の
香
水
こ
う
す
い

を
よ
く
振ふ
り
か
け
て
く
だ
さ
い
。」 

 
そ
し
て
戸と
の
前ま
え

に
は
金き
ん

ピ
カ
の
香
水
こ
う
す
い

の
瓶び
ん

が
置お
い
て
あ
り
ま
し
た
。 

 
二
人
ふ
た
り

は
そ
の
香
水
こ
う
す
い

を
、
頭あ
た
ま

へ
ぱ
ち
ゃ
ぱ
ち
ゃ
振ふ
り
か
け
ま
し
た
。 

 
と
こ
ろ
が
そ
の
香
水
こ
う
す
い

は
、
ど
う
も
酢す
の
よ
う
な
匂に
お
い

が
す
る
の
で
し
た
。 

紳
士
１ 

「
こ
の
香
水
こ
う
す
い

は
へ
ん
に
酢す
く
さ
い
。
ど
う
し
た
ん
だ
ろ
う
。」 

紳
士
２ 

「
ま
ち
が
え
た
ん
だ
。
下
女
げ
じ
ょ

が
風
邪
か
ぜ

で
も
引ひ
い
て
ま
ち
が
え
て
入い
れ
た
ん
だ
。」 
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五
場 

�
◆
山
猫
軒
を
怪
し
み
だ
す
二
人
の
紳
士
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
・
は
じ
め
の
紳
士
・
も
ひ
と
り
の
紳
士 

 
二
人
ふ
た
り

は
扉と
を
あ
け
て
中な
か

に
は
い
り
ま
し
た
。 

 
扉と
の
裏
側
う
ら
が
わ

に
は
、
大お
お

き
な
字じ
で
斯こ
う
書か
い
て
あ
り
ま
し
た
。 

 

「
い
ろ
い
ろ
注
文
ち
ゅ
う
も
ん

が
多お
お

く
て
う
る
さ
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
お
気き
の
毒ど
く

で
し
た
。 

 

 
も
う
こ
れ
だ
け
で
す
。
ど
う
か
か
ら
だ
中じ
ゅ
う

に
、
壺つ
ぼ

の
中な
か

の
塩し
お

を
た
く
さ
ん 

 

 
よ
く
も
み
込こ
ん
で
く
だ
さ
い
。」 

 
な
る
ほ
ど
立
派
り
っ
ぱ

な
青あ
お

い
瀬
戸
せ
と

の
塩
壺
し
お
つ
ぼ

は
置お

い
て
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
ん
ど
と
い
う 

こ
ん
ど
は
二
人
ふ
た
り

と
も
ぎ
ょ
っ
と
し
て
お
互た
が
い

に
ク
リ
ー
ム
を
た
く
さ
ん
塗ぬ

っ
た
顔か
お 

を
見
合
み
あ
わ

せ
ま
し
た
。 

紳
士
１ 

「
ど
う
も
お
か
し
い
ぜ
。」 

紳
士
２ 

「
ぼ
く
も
お
か
し
い
と
お
も
う
。」 

紳
士
１ 

「
沢
山
た
く
さ
ん

の
注
文
ち
ゅ
う
も
ん

と
い
う
の
は
、
向む
こ

う
が
こ
っ
ち
へ
注
文
ち
ゅ
う
も
ん

し
て
る
ん
だ
よ
。」 

紳
士
２ 

「
だ
か
ら
さ
、
西
洋
せ
い
よ
う

料
理
店

り
ょ
う
り
て
ん

と
い
う
の
は
、
ぼ
く
の
考か
ん
が

え
る
と
こ
ろ
で
は
、 

西
洋
せ
い
よ
う

料
理
り
ょ
う
り

を
、
来き
た
人ひ
と

に
た
べ
さ
せ
る
の
で
は
な
く
て
、
来き
た
人ひ
と

を
西
洋
せ
い
よ
う

料
理
り
ょ
う
り

に
し
て
、 

食た
べ
て
や
る
家う
ち

と
こ
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
。
こ
れ
は
、
そ
の
、
つ
、
つ
、
つ
、
つ
ま
り
、

ぼ
、
ぼ
、
ぼ
く
ら
が…

…

。」 

が
た
が
た
が
た
が
た
、
ふ
る
え
だ
し
て
 
も
う
も
の
が
言い
え
ま
せ
ん
で
し
た
。 

紳
士
１ 

「
そ
の
、
ぼ
、
ぼ
く
ら
が
、…

…

う
わ
あ
。」 

が
た
が
た
が
た
が
た
ふ
る
え
だ
し
て
、
も
う
も
の
が
言い
え
ま
せ
ん
で
し
た
。 

紳
士
２ 

「
遁に
げ…

…

。」 
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が
た
が
た
し
な
が
ら
一
人
ひ
と
り

の
紳
士
し
ん
し

は
う
し
ろ
の
戸と
を
押お
そ
う
と
し
ま
し
た
が
、
ど
う
で
す
、 

戸と
は
も
う
一
分
い
ち
ぶ

も
動う
ご

き
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 
奥お
く

の
方ほ
う

に
は
ま
だ
一
枚
い
ち
ま
い

扉と

が
あ
っ
て
、
大お
お

き
な
か
ぎ
穴あ
な

が
二ふ
た

つ
つ
き
、 

銀ぎ
ん

い
ろ
の
ホ
ー
ク
と
ナ
イ
フ
の
形か
た
ち

が
切き
り
だ
し
て
あ
っ
て
、 

 

「
い
や
、
わ
ざ
わ
ざ
ご
苦
労
く
ろ
う

で
す
。 

 

 
大た
い

へ
ん
結
構
け
っ
こ
う

に
で
き
ま
し
た
。 

 

 
さ
あ
さ
あ
お
な
か
に
お
は
い
り
く
だ
さ
い
。」 

と
書か

い
て
あ
り
ま
し
た
。
お
ま
け
に
か
ぎ
穴あ
な

か
ら
は
 
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
二ふ
た

つ
の 

青あ
お

い
眼
玉
め
だ
ま

が
こ
っ
ち
を
の
ぞ
い
て
い
ま
す
。 

紳
士
１ 

「
う
わ
あ
。」 

が
た
が
た
が
た
が
た
。 

紳
士
２ 

「
う
わ
あ
。」 

が
た
が
た
が
た
が
た
。 

 
ふ
た
り
は
泣な
き
出だ
し
ま
し
た
。 
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六
場 

�
◆
扉
の
奥
で
山
猫
が
舌
な
め
ず
り
す
る
が
、
猟
犬
に
助
け
ら
れ
る
ふ
た
り
の
紳
士
。 

◆
ナ
レ
ー
タ
ー
・
は
じ
め
の
紳
士
・
も
ひ
と
り
の
紳
士
・
山
猫
１
・
山
猫
２ 

 
す
る
と
戸と
の
中な
か

で
は
、
こ
そ
こ
そ
こ
ん
な
こ
と
を
云い
っ
て
い
ま
す
。 

山
猫
１ 

「
だ
め
だ
よ
。
も
う
気き

が
つ
い
た
よ
。
塩し
お

を
も
み
こ
ま
な
い
よ
う
だ
よ
。」 

山
猫
２ 

「
あ
た
り
ま
え
さ
。
親
分
お
や
ぶ
ん

の
書か

き
よ
う
が
ま
ず
い
ん
だ
。
あ
す
こ
へ
、 

い
ろ
い
ろ
注
文
ち
ゅ
う
も
ん

が
多お
お

く
て
う
る
さ
か
っ
た
で
し
ょ
う
、
お
気き

の
毒ど
く

で
し
た
な
ん
て
、 

間
抜
ま
ぬ

け
た
こ
と
を
書か
い
た
も
ん
だ
。」 

山
猫
１ 

「
ど
っ
ち
で
も
い
い
よ
。
ど
う
せ
ぼ
く
ら
に
は
、
骨ほ
ね

も
分わ

け
て
呉く

れ
や 

し
な
い
ん
だ
。」 

山
猫
２ 

「
そ
れ
は
そ
う
だ
。
け
れ
ど
も
も
し
こ
こ
へ
あ
い
つ
ら
が 

は
い
っ
て
来こ
な
か
っ
た
ら
、
そ
れ
は
ぼ
く
ら
の
責
任
せ
き
に
ん

だ
ぜ
。」 

山
猫
１ 

「
呼よ
ぼ
う
か
、
呼よ

ぼ
う
。
お
い
、
お
客き
ゃ
く

さ
ん
方が
た

、
早は
や

く
い
ら
っ
し
ゃ
い
。 

い
ら
っ
し
ゃ
い
。
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
お
皿さ
ら

も
洗あ
ら

っ
て
あ
り
ま
す
し
、
菜な

っ
葉ぱ

も 

も
う
よ
く
塩し
お

で
も
ん
で
置お

き
ま
し
た
。
あ
と
は
あ
な
た
が
た
と
、
菜な

っ
葉ぱ

を 

う
ま
く
と
り
あ
わ
せ
て
、
ま
っ
白し
ろ

な
お
皿さ
ら

に
の
せ
る
だ
け
で
す
。
は
や
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
。」 

山
猫
２ 

「
へ
い
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
そ
れ
と
も
サ
ラ
ド
は 

お
嫌き
ら

い
で
す
か
。
そ
ん
な
ら
こ
れ
か
ら
火ひ
を
起お
こ

し
て
フ
ラ
イ
に
し
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
か
。 

と
に
か
く
は
や
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
。」 

 
二
人
ふ
た
り

は
あ
ん
ま
り
心こ
こ
ろ

を
痛い
た

め
た
た
め
に
、
顔か
お

が
ま
る
で
く
し
ゃ
く
し
ゃ
の 

紙
屑
か
み
く
ず

の
よ
う
に
な
り
、
お
互た
が
い

に
そ
の
顔か
お

を
見
合
み
あ
わ

せ
、
ぶ
る
ぶ
る
ふ
る
え
、 

声こ
え

も
な
く
泣な
き
ま
し
た
。 
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中な
か

で
は
ふ
っ
ふ
っ
と
わ
ら
っ
て
ま
た
叫さ
け

ん
で
い
ま
す
。 

山
猫
１ 
「
い
ら
っ
し
ゃ
い
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
そ
ん
な
に
泣な

い
て
は
折
角
せ
っ
か
く

の 

ク
リ
ー
ム
が
流な
が

れ
る
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
へ
い
、
た
だ
い
ま
。
じ
き 

も
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
さ
あ
、
早は
や

く
い
ら
っ
し
ゃ
い
。」 

山
猫
２ 

「
早は
や

く
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
親
方
お
や
か
た

が
も
う
ナ
フ
キ
ン
を
か
け
て
、 

ナ
イ
フ
を
も
っ
て
、
舌し
た

な
め
ず
り
し
て
、
お
客き
ゃ
く

さ
ま
方が
た

を
待ま
っ
て
い
ら
れ
ま
す
。」 

 
二
人
ふ
た
り

は
泣な
い
て
泣な
い
て
泣な
い
て
泣な
い
て
泣な
き
ま
し
た
。 

 
そ
の
と
き
う
し
ろ
か
ら
い
き
な
り
、 

犬
た
ち 

「
わ
ん
、
わ
ん
、
ぐ
ゎ
あ
。」 

と
い
う
声こ
え

が
し
て
、
あ
の
白
熊
し
ろ
く
ま

の
よ
う
な
犬い
ぬ

が
二に

疋ひ
き

、
扉と

を
つ
き
や
ぶ
っ
て 

室へ
や

の
中な
か

に
飛と

び
込こ

ん
で
き
ま
し
た
。
鍵
穴
か
ぎ
あ
な

の
眼
玉
め
だ
ま

は
た
ち
ま
ち
な
く
な
り
、 

犬い
ぬ

ど
も
は
う
う
と
う
な
っ
て
し
ば
ら
く
室へ
や

の
中な
か

を
く
る
く
る
廻ま
わ

っ
て
い
ま
し
た
が
、 

ま
た
一
声
ひ
と
こ
え 

犬
た
ち 

「
わ
ん
。」 

と
高た
か

く
吠ほ

え
て
、
い
き
な
り
次つ
ぎ

の
扉と

に
飛
び
つ
き
ま
し
た
。
戸と

は
が
た
り
と
ひ
ら
き
、 

犬い
ぬ

ど
も
は
吸す
い
込こ
ま
れ
る
よ
う
に
飛と
ん
で
行い
き
ま
し
た
。 

 
そ
の
扉と
の
向む
こ

う
の
ま
っ
く
ら
や
み
の
な
か
で
、 

山
猫
た
ち
「
に
ゃ
あ
お
、
く
ゎ
あ
、
ご
ろ
ご
ろ
。」 

と
い
う
声こ
え

が
し
て
、
そ
れ
か
ら
が
さ
が
さ
鳴な
り
ま
し
た
。 

 
室へ
や

は
け
む
り
の
よ
う
に
消き

え
、
二
人
ふ
た
り

は
寒さ
む

さ
に
ぶ
る
ぶ
る
ふ
る
え
て
、 

草く
さ

の
中な
か

に
立た
っ
て
い
ま
し
た
。 

 
見み
る
と
、
上
着
う
わ
ぎ

や
靴く
つ

や
財
布
さ
い
ふ

や
ネ
ク
タ
イ
ピ
ン
は
、
あ
っ
ち
の
枝え
だ

に
ぶ
ら
さ
が
っ
た
り
、 
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こ
っ
ち
の
根ね

も
と
に
ち
ら
ば
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
風か
ぜ

が
ど
う
と
吹ふ

い
て
き
て
、 

草く
さ

は
ざ
わ
ざ
わ
、
木こ
の
葉は
は
か
さ
か
さ
、
木き
は
ご
と
ん
ご
と
ん
と
鳴な
り
ま
し
た
。 

 
犬い
ぬ

が
ふ
う
と
う
な
っ
て
戻も
ど

っ
て
き
ま
し
た
。 

 
そ
し
て
う
し
ろ
か
ら
は
、 

猟
師 

「
旦
那
だ
ん
な

あ
、
旦
那
だ
ん
な

あ
、」 

と
叫さ
け

ぶ
も
の
が
あ
り
ま
す
。 

 
二
人
ふ
た
り

は
俄に
わ

か
に
元
気
げ
ん
き

が
つ
い
て 

紳
士
た
ち 

「
お
お
い
、
お
お
い
、
こ
こ
だ
ぞ
、
早は
や

く
来こ
い
。」 

と
叫さ
け

び
ま
し
た
。 

 
簔
帽
子

み
の
ぼ
う
し

を
か
ぶ
っ
た
専
門
せ
ん
も
ん

の
猟
師
り
ょ
う
し

が
、
草く
さ

を
ざ
わ
ざ
わ
分わ
け
て
や
っ
て
き
ま
し
た
。 

 
そ
こ
で
二
人
ふ
た
り

は
や
っ
と
安
心
あ
ん
し
ん

し
ま
し
た
。 

 
そ
し
て
猟
師
り
ょ
う
し

の
も
っ
て
き
た
団
子
だ
ん
ご

を
た
べ
、
途
中
と
ち
ゅ
う

で
十
円
じ
ゅ
う
え
ん

だ
け
山
鳥
や
ま
ど
り

を 

買か
っ
て
東
京
と
う
き
ょ
う

に
帰か
え

り
ま
し
た
。 

 
し
か
し
、
さ
っ
き
一い
っ

ぺ
ん
紙か
み

く
ず
の
よ
う
に
な
っ
た
二
人
ふ
た
り

の
顔か
お

だ
け
は
、
東
京
と
う
き
ょ
う

に 

帰か
え

っ
て
も
、
お
湯ゆ

に
は
い
っ
て
も
、
も
う
も
と
の
と
お
り
に
な
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

〈
完
〉





 

 

1場�
紳士し ん し：上品で礼儀正しい男性のこ
とです。女性の場合は「淑女

しゅくじょ
」と

呼びます。�

イギリスの兵隊へいたいのかたち：イギ
リス陸軍の軍服は、複数種類があ
ります。なかでも赤色の上着に黒
いズボンが有名ですが、全身カー
キ色の制服もあります。種類が多
いので、どの制服を指しているの
かは不明ですが、外套を着ている
ので、冬服姿の可能性がありま
す。賢治はイギリスに憧れをもっ
ていましたが、実際にイギリスに
行くことはありませんでした。ち
なみに、この箇所は、第二次世界
大戦の直後、アメリカ GHQに問題
視され、削除されたことがありま
す。�

ぜんたい：一体全体、まったく、
という意味です。�

山鳥やまどり：山に棲む鳥全般を指します

が、特にキジ目キジ科のヤマドリ
や、ライチョウのことを指す場合
もあります。ヤマドリは水炊きに
して食べると美味なんだとか。 

２場 
西洋造せいようづくりの家いえ：畳や障子が使わ
れる日本風の家に対して、板敷き
やレンガで作られた西洋的な造り
をした家です。西洋造りの家は現
代では珍しくありませんが、第二
次世界大戦以前の日本では珍し
く、「西洋館」とも呼ばれました。
東京駅や神戸の異人館などが有名
です。�

白しろい瀬戸せ と の煉瓦れ ん が：「瀬戸」は陶器
の名産である愛知県北部の地名で
すが、転じて磁器や陶器（瀬戸
物・瀬戸焼）全体も指します。国
内で生産される煉瓦は赤色をして
いるので、ここでいう「白い瀬戸
の煉瓦」は、煉瓦のように長方形
をしたタイルのことかもしれませ
ん。明治時代に建てられた西洋

館、旧石川組製糸西洋館には、玄
関に白いタイルが貼られていま
す。 

３場 
ロシア式しき：寒い地域では、寒さを
少しでもさえぎるために、リビン
グまでに複数のドアがある場合が
あります。ロシアでは、玄関のド
アが二重になっている場合もある
そうです。�

髪かみをけず�る�：髪をくしなどでと
かすことです。�

帯皮おびかわ：革製の帯のことで、ここれ
は鉄砲の弾を腰に提げるためのベ
ルトです。�

外套がいとう：西洋のオーバーコート。防
寒用のアウターです。�

オーバーコート：外套と同じで
す。�

カフスボタン：洋服の袖口に、

汚れを防ぐためにつける細長い布
を「カフス」といい、それを留め
るためのボタンが「カフスボタ
ン」です。様々なデザインのもの
があり、おしゃれグッズとしても
使われます。�

金物類かなものるい：金属でできたものをまと
めた呼び方です。現代では数が減
っていますが、「金物屋」ではクギ
やネジといった金具のほか、DIY

に使うよう
な取っ手や
レールなど
を売ってい
ました。�

金気か な けのも
の：金属が
含まれるも
ののことで
す。 

４場 
ひびがきれ�る�：寒いときに肌が

▼外套 



 

 

乾燥してひびができることです。
現代では「あかぎれ」と言うこと
が多いでしょうか。ひびがきれる
ことを避けるためにハンドクリー
ムを塗る人もいますね。�

貴族き ぞ く：家柄や身分の高い人のこと
です。贅沢で上品な生活をしてい
るイメージがあります。日本で
は、明治時代から第二次世界大戦
以前に、特に華族という身分の人
を指しました。�

めいめい：それぞれ、おのおの、
一人ひとりが、という意味です。
料理を一人ひとりに取り分けるた
めの皿を「銘々皿

めいめいざら
」と呼んだりし

ます。�

下女げ じ ょ：雑用をするために雇われて
いる女性のことです。女中ともい
います。 

５場 
塩壺しおつぼ：塩を入れておくためのつぼ
です。瀬戸物は湿気を吸収するた
め、瀬戸物の壺に入れておくと、
塩がさらさらのままに保てます。�

一分い ち ぶも：少しも、ちょっとも、と
いう意味です。�

ホーク、サラド：明治時代、外
来語の輸入や書き言葉と話し言葉
の一致が盛んにおこなわれまし
た。特に外来語の輸入では、外来
語の発音をそのままカタカナで表
記することが試されました。現代
では「フォーク」「サラダ」と書き
ますが、当時はまだ表記に揺れが
ありました。 

６場 
簑帽子みのぼ う し：植物を編んで作った雪よ
けのためのフード付きマントのよ
うなものです。頭にかぶると、足
元まですっぽり覆うことができま

す。雪の多い地方で、雨合羽
あまがっぱ

やコ
ートのように使われました。�

専門せんもんの猟師りょうし：物語の主人公である
ふたりの紳士も、狩猟をおこなう
という点では猟師ですが、「専門の
猟師」は、狩猟をすることで生計
を立てていたり、その山に詳しか
ったりする猟師のことだと考えら
れます。山は不慣れな人だけで入
ると道に迷うことも多いので、ふ
たりの紳士は狩猟のために専門の
猟師をガイドとして雇ったのでし
ょう。 

 

 

▼蓑帽子 



劇団ののと読む　宮沢賢治『注文の多い料理店』 - 解説 (1)

このお話は、賢治から見た、当時の近代人に対する皮肉や批判だとされています。

擬人化された動物がしゃべり、人間と共存／対立するお話は、ジブリ作品に影響を与えていると言わ

れています。

『もののけ姫』：白い大きな山犬が戦い、最後に死んでしまいます。うなりながら果敢に挑み掛かる

姿が似ています。

『平成狸合戦ぽんぽこ』：狸が、狐に招待されて接待を受けます。その宴会場は、最後、大量の紙幣

を風で巻き上げながら、空中に飛び去って行きます。料理店が風と共に消えて行く様子に似ています。

『千と千尋の神隠し』：物語の冒頭、ヒロインの両親は迷い込んだ先で屋台を見付け、欲のままに

料理を食べ続け、豚に変身してしまいます。食べ物と人間の欲深さの関係性が似ています。

『天空の城ラピュタ』：宝島のラピュタに到着した軍人たちは、無心に財宝を漁ります。 権威の

象徴である軍服を着た欲深い人間像が似ています。

流行の西洋風の格好をし、立派な装備
知識不足で遭難

小太りの体型（裕福）
犬の死を悲しまず、金額の損得で語る

偉人と親しくなりたがる

拝金主義（お金が第一）

文明への依存

名誉欲

自然や生命への敬意・畏怖の欠落

動物たち ＝ 「森」「自然」 人間 ＝ 「破壊者」「文明」「汚染」「欲望」
VS

賢治は、短いお話の中で、実に多くの擬音語・擬態語を使用しています。

ぴかぴかする鉄砲
金ピカの香水の瓶
くしゃくしゃの紙屑

山奥の、木の葉のかさかさしたとこ
風がどうと吹いてきて、草はざわざわ、
木の葉はかさかさ、木はごとんごとんと
鳴りました
ざわざわ鳴るすすき

タンタアーンと、やって見たい
ぼうっとかすんで

●紳士たち
　 ずんずん廊下を進んで
　 ぺたぺたあるいて
 　頭へぱちゃぱちゃ振りかけ
 　がたがたがたがた、ふるえだして
　 ぶるぶるふるえ
●犬たち
　 くるくるまわって、それからどっと倒れる
　 ううとうなって
　 ふうとうなって
　 わん
●山猫たち
　 きょろきょろ二つの青い眼玉が
　 こそこそこんなことを
　 にゃあお、くゎあ、ごろごろ
●猟師
　 草をざわざわ分けて

賢治自身、「みなさんわからないところもあるでしょうが、その点についてはわたしもわかり
ません」と述べているので、わからないところは読み手が自由に想像して楽しむことができ
ます！ 皆さんも、不思議なポイントについて考えたり、話し合ったりしてみてくださいね。

Q. 犬は冒頭で1度死んだが、ラスト、なぜ生き返ったのか？ 死んだというのは早とちりだった
　 のでしょうか？ 何か、山の神様の力などで息を吹き返したのでしょうか？

Q.親分は誰なのか？ 親分も山猫なのかどうか、お店のオーナーなのか、などなど、定かでは
　ありません。山の主、森の神など、山猫の上に立つ、もっと大きな力が働いているということ
　 も考えられます。

動作・鳴き声 感覚

モノの様子

自然の描写



劇団ののと読む　宮沢賢治『注文の多い料理店』 - 解説 (2)

1924（大正13）年、24歳の時に、友人と自主出版した「注文の多い料理店 ～イーハトヴ童話～」

という短編童話集の、3番目の話として収録されました。

「注文の多い料理店」を本全体のタイトルに決めた際は、「飲食店の商業本だと思われるの

ではないか」という反対意見も出ていたそうです。今ではすっかり誰もが知るタイトル

ですが、なるほど、初めて見る場合は、確かに紛らわしいかもしれません！

当時、1冊1円 60銭（8,000～10,000円程度）と高額すぎ、中身の評判もさんざんだったので、

大量に売れ残りました。身内で買い取ったり、近所の子どもに配ったりするハメに。当初の

予定では、全12巻のうち 1冊目のつもりでしたが、残り11冊は出せなくなりました。

結果、賢治が生前に出した単行本は、実は 2冊だけで、今のように人気が出たのは、戦後、

つまり賢治が亡くなった後のことです。今、こうして色々なところでドラマ、アニメ、絵本、

影絵、人形劇、朗読劇などになっていることを、賢治と出版仲間に教えてあげたい。

ところで、劇団内で時々話題になるのですが、皆さんは、生前全く注目されず不遇のまま

亡くなった画家や作家が、後の世で評価され有名になった場合、芸術家として幸せだと思い

ますか？ 難しい問題です！ 劇団ののメンバーは「生きている間にお金をもらって、みんな

から褒められたい」という人がほとんどでした (笑) 

RESTAURANT WILDCAT HOUSE

西洋料理店 山猫軒
どなたもどうかお入り下さい。

決して遠慮はありません。 ことに肥ったお方や

若いお方は、

大歓迎いたします。

当軒は注文の多い料理店ですから、

どうかそこはご承知ください。

お客様方、ここで髪を

きちんととかして、

それからはきものの泥を

落してください。 どうか帽子と外套と靴をおとり下さい。
ネクタイピン、カフスボタン、

眼鏡、財布、その他金物類、

ことに尖ったものは、

みんなここに置いてください。

壺のなかのクリームを

顔や手足にすっかり

塗ってください。

クリームをよく塗りましたか、

耳にもよく塗りましたか。

料理はもうすぐできます。

十五分とお待たせはいたしません。

すぐたべられます。

早くあなたの頭に瓶の中の香水を

よく振りかけてください。

いろいろ注文が多くてうるさかったでしょう。

お気の毒でした。もうこれだけです。

どうかからだ中に、壺の中の塩を

たくさんよくもみ込んでください。

いや、わざわざご苦労です。

大へん結構にできました。

さあさあおなかにおはいりください。

今回の音源は、栗田ばねくんが、ホラーのゲームを意識して編集しました。扉を開けて次の

ステージへ。紳士が体験した看板の指示の恐怖、今一度、じっくり体験してみましょう。 皆

さんなら、どこで、指示の本当の意味に気付くと思いますか？

注文はずいぶん多いでしょうが、

一々こらえて下さい。

鉄砲と弾丸をここへ置いてください。

日本全国には、「山猫軒」「山猫」などの名前が付くお店が

たくさんあるようです。喫茶店、ラーメン屋さん、猫カフェ

などなど。岩手県花巻市にある、賢治の記念館の近くに、

『注文の多い料理店』のレストランを再現した白い壁の

洋食屋さんがあるようです。

参考：Google Map

イラスト：栗田ばね
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