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深
く
知
り
、味
わ
う
喜
び

大
人
が
楽
し
む
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
世
界

二
〇
〇
五
年
に
生
誕
二
〇
〇
年
を
迎
え
た
ア
ン
デ
ル
セ
ン
。

デ
ン
マ
ー
ク
の
国
民
的
文
学
者
で
あ
る
彼
の
世
界
は
実
に
多
彩
で
あ
る
。

童
話
に
限
ら
ず
、詩
、小
説
、紀
行
文
な
ど
多
く
の
作
品
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。

ア
ン
デ
ル
セ
ン
を
も
っ
と
知
る
た
め
の
出
会
い
方
を
、福
井
さ
ん
が
紹
介
す
る
。

東海大学文学部北欧学科教授

福井信子
●ふくい・のぶこ　1954年北海道
生まれ。東京大学大学院人文科学研
究科修士課程修了。専門はデンマー
ク語、北欧の児童文学。編訳書に
『本当に読みたかったアンデルセン
童話』『子どもに語る北欧の昔話』
（ともに共訳）など。

大
人
に
な
っ
て
か
ら
何
ら
か
の
き
っ
か

け
で
ア
ン
デ
ル
セ
ン
童
話
に
目
が
向
き
、

小
さ
い
こ
ろ
に
親
し
ん
だ
有
名
な
お
話
を

改
め
て
読
み
直
す
う
ち
に
、
い
ろ
い
ろ
な

こ
と
を
考
え
た
り
感
じ
た
り
す
る
よ
う
に

な
る
。
ど
う
も
今
ま
で
思
っ
て
い
た
童
話

と
は
ち
が
う
、
も
う
い
く
つ
か
読
ん
で
み

よ
う
と
読
み
進
め
て
い
く
う
ち
に
、
や
が

て
あ
ま
り
知
ら
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
心

に
し
み
る
お
話
に
出
会
う
。
ア
ン
デ
ル
セ

ン
の
童
話
に
人
生
の
味
わ
い
を
感
じ
、
次

第
に
ア
ン
デ
ル
セ
ン
を
知
る
こ
と
に
面
白

さ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
│
│
ア
ン
デ
ル

セ
ン
と
こ
の
よ
う
な
付
き
合
い
が
で
き
れ

ば
幸
い
だ
と
思
い
ま
す
。

ア
ン
デ
ル
セ
ン
を
知
る
楽
し
み
は
、
ア

ン
デ
ル
セ
ン
と
い
う
人
間
や
そ
の
作
品
を

知
る
だ
け
で
な
く
、
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
生

き
た
時
代
や
デ
ン
マ
ー
ク
と
い
う
国
を
知

る
楽
し
み
で
も
あ
り
、
実
に
多
彩
で
す
。

そ
の
一
端
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

童
話
以
外
の
楽
し
み

ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
童
話
は
明
治
の
時
代

よ
り
す
べ
て
日
本
語
に
訳
さ
れ
て
き
ま
し

た
の
で
、
そ
の
気
に
な
れ
ば
誰
で
も
ア
ン

デ
ル
セ
ン
童
話
の
世
界
の
ず
っ
と
奥
へ
と

入
っ
て
行
け
ま
す
。
有
名
な
お
話
に
は
多

く
の
訳
が
あ
る
ほ
か
絵
本
に
も
な
っ
て
い

ま
す
か
ら
、
気
に
入
っ
た
も
の
を
選
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
す
。

童
話
以
外
で
は
、
鈴
木
徹
郎
氏
の
ラ
イ

フ
ワ
ー
ク
と
し
て
の
訳
業
『
ア
ン
デ
ル
セ

ン
小
説
・
紀
行
文
学
全
集
』
に
よ
っ
て
、

『
即
興
詩
人
』
は
も
と
よ
り
大
学
生
時
代

に
発
表
し
た
『
徒
歩
旅
行
』、
キ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
が
批
評
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
『
た

だ
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
弾
き
』『
二
人
の
男

爵
夫
人
』
な
ど
の
小
説
、『
一
詩
人
の
バ

ザ
ー
ル
』『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
紀
行
』
な
ど

の
紀
行
文
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ほ
か
に
は
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
膨
大
な
数

の
詩
の
う
ち
の
ご
く
一
部
が
、
山
室
静
訳

の
『
ア
ン
デ
ル
セ
ン
詩
集
』
で
紹
介
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
ア
ン
デ
ル
セ
ン
は
自

伝
を
書
い
て
い
ま
す
の
で
、
邦
訳
の
『
わ

が
生
涯
の
物
語
』
に
よ
り
、
ア
ン
デ
ル
セ

ン
の
人
生
に
つ
い
て
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
言

葉
で
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
だ
け

で
も
十
分
な
量
で
、
私
た
ち
は
ア
ン
デ
ル

セ
ン
作
品
に
直
接
出
会
え
る
多
く
の
機
会

に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
こ
れ
だ
け
で
は
も
の
足
り
な

い
と
感
じ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
事
実
で

す
。
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
生
涯
の
概
略
を
知

る
に
つ
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
節
目
で
話
題
と

さ
れ
る
詩
や
戯
曲
、
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
評

伝
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
日
記
の
一
節
、

友
人
知
人
と
の
手
紙
の
や
り
と
り
、
当
時

の
著
名
な
外
国
の
作
家
と
の
交
流
等
々
、

も
っ
と
知
り
た
い
と
思
う
こ
と
は
雪
だ
る

ま
式
に
増
え
て
い
き
ま
す
。
こ
の
段
階
で

は
デ
ン
マ
ー
ク
語
の
資
料
に
頼
ら
ざ
る
を

え
ま
せ
ん
。

ア
ン
デ
ル
セ
ン
が
ラ
テ
ン
語
学
校
に
送

ら
れ
る
前
に
書
い
た
と
い
う
十
代
の
作

『
ヴ
ィ
セ
ン
ベ
ア
の
盗
賊
た
ち
』『
ア
ル
フ

ソ
ル
』
が
話
題
に
な
る
と
、
本
当
に
そ
れ

ほ
ど
破
天
荒
で
教
育
の
な
さ
が
見
て
と
れ

る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
気

に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
童
話
『
人
魚
姫
』
に
先
だ
っ
て

『
ア
ウ
ネ
ー
テ
と
人
魚
の
男
』
と
い
う
戯

曲
が
書
か
れ
た
と
知
る
と
、
そ
ち
ら
で
は

男
の
ほ
う
が
人
魚
に
な
っ
て
い
る
の
も
目

に
留
ま
り
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
内
容
な

の
だ
ろ
う
と
当
然
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
デ

ン
マ
ー
ク
の
古
い
バ
ラ
ッ
ド
に
基
づ
く
も

の
だ
と
知
ら
さ
れ
る
と
、
さ
ら
に
そ
の
原

詩
へ
と
思
い
は
飛
ん
で
い
き
ま
す
。
バ
ラ

ッ
ド
は
デ
ン
マ
ー
ク
語
で
「
フ
ォ
ル
ケ
ヴ

ィ
ー
セ
」
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
で
、
デ

ン
マ
ー
ク
文
学
史
で
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
ア
ン
デ
ル
セ

ン
の
一
編
の
童
話
か
ら
デ
ン
マ
ー
ク
文
学

の
中
心
へ
と
一
気
に
引
き
込
ま
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

尽
き
な
い
研
究
テ
ー
マ

ア
ン
デ
ル
セ
ン
は
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の

作
品
を
多
数
書
き
、
頻
繁
に
旅
行
し
、
多




