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「親 指 姫 」 の 名 の 由来 を求 め て

　　　　　　　　　　 北川 公美子

　 　 　 　 　 　 　 　〔東 海 大 学 短 期 大 学 部 〕

1．は じ め に

　 「親指姫 」 と い え ば、数 あ る ア ン デ ル セ ン 童 話 の 中

で も知 名 度 が 高 く、子 ど も だ け に 限 ら ず幅 広 い 年 齢層

の 人 々 に 親 し まれ て る 物 語 で あ る。 こ の 物 語 が 子 ど も

に 好 ま れ る 1 つ の 要因 と し て 、そ の 題名 に 「姫 」 と い

う言 葉 を 用 い て い る こ と が あ げ られ る よ う に 思 う。 し

か し、原題
“ TDmmelise ”

に は 「姫 」 を 連想 さ せ る よ

う な 単 語 は 含 ま れ て い な い 。 岩 原 武 則 は 、 次 の よ う に

述 べ て い る。

　 日 本 で は 「お や ゆ び 姫 」 と 訳 さ れ て い る が、原 題

で は 人 物 名 と し て の TDn皿 elise 「 ト ム マ リーサ 」 で

あ る。ま た、最初 の 表題 は Tommelangelisa 「親 指

の 長 さ の ロ
ー

サ 」 と い う 意 味 か ら 考 え て 、 こ れ は

「親指 リ
ー

サ 」 と も訳せ る もの で も あ る 。 した が っ

て 、 日 本語の 表題 に あ る 〈 姫 〉 と い う イ メ
ージ は ど

こ に も な い 。 〈 姫 〉 と い う イ メ
ー

ジ は、 日 本 人 に と

っ て 特 別 な 世 界 の 女 の 子 と い うイ メ
ージが あ る 。 し

か し、 り一サ と い う 名 前 は 北 欧 社 会 で は ご く一
般的

な 女 の 子 の 名 前 で あ る、 し た が っ て、 こ れ は 身近 な

女 の 子 の お 話 と い う感覚を読者 （聞 き手） は 抱 く表

題 な の で あ る
匹 

　
“Tommelise”を 「親 指 姫 」 と 訳 す こ と は、原作 者

ア ン デ ル セ ン の 思 い 描 い た も の と は 異 な る イ メ
ージ を

日 本 の 読 者 に 抱 か せ て し ま う恐 れ を 含 ん で い る。

　で は、 こ う し た 題 名 は い っ 頃 か ら使 わ れ 始 め た の で

あ ろ うか 。

2．明 治 期

　
“Tommelise ”が 初 め て 翻訳 さ れ た の は、1895 〔明

治 28） 年 10月 で、雑 誌 「少 年 世 界 」 に 厂新 竹取 物 語

（一名 指子 姫 ） 」 と い う題 名 で 連 載 さ れ た。

　題 名 を 見 て も わ か る と お り、 こ の 物語 は そ の 最初 の

邦訳 名 か ら 「姫 」 と い う言 葉 を 使 っ て い る。 こ れ は 、

「指 子 姫 」 よ り も 「新 竹 取 物 語1 を 主 題名 と して い る

と こ ろ に 理 由 が あ る よ う に 思 う。 日 本 の 物語 の 祖 と い

わ れ る 「竹 取 物 語 」 と関 連 づ け る こ と に よ っ て、 日 本

人 に 馴 染 み の 少 な い 西 洋 の 物 語 に 対 し て 、読 者 に 親 近

感 を 抱 か せ よ う と し た の で は な い だ ろ うか 。実 際 に 物

語 の 内容 に お い て も、不思 議 な 出 生 状 況、複 数 の 求 婚

者 の 排 除 な どx2 っ の 物 語 に は い くつ か 共 通 点 を 見 い

だ す こ とが で き る。　 「竹 取 物 語 」 の か ぐ や 姫 が 月 と い

う異 界 の 存 在 で あ っ た よ う に、Tommelise も、人 間 と

姿 形 は似 通 っ て い て も 人 間 と は 異 な る 特 別 な 世 界 の 存

在 で あ る と い う共 通 点 も あ げ ら れ よ う。

　 厂新 竹 取 物 語 」 は 「竹 取 物 語 」 と関 連 が あ る と 読 者

に抱 か せ る た め の 配 慮 は そ の 題 名 だ け は な い。　1 つ は

こ の 物 語 の 著 者 「森 晋 太 郎 」 が 「み や つ こ ま ろ 」 と い

う ペ ン ネーム を 使 っ て い る こ と で あ る。こ れ は 「か ぐ

や 姫 」 を 見 っ け 育 て た 「竹 取 の 翁 」 の 名で も あ る。 こ

の 「み や つ こ ま ろ 」 の 名 は著 者 名 だ け で な く、物 語 の

中 に も登 場 して い る。原 作 で は、Tommelise と 王 子 の

結 婚 を 見 届 け た ツ バ メ が 暖 か い 国 か ら 自分 の 巣の あ る

デ ン マ
ー

ク へ と 戻 り丶そ こ に 住 む お と ぎ 話 の お じ さ ん

に そ れ らを 話 して 聞 か せ た た 1・5　1； 私 （ア ン デ ル セ ン ）

が こ の 話 を 知 る こ と が で きた 、 と い う形 で 物 語 を終 え

て い る。 こ の 最後 の 箇所を 「新竹取物語 」 で は、次 の

よ う に 訳 し て い る 。

　 燕 は此 の 目 出 度 き終 りを 見 て 『左 ら ば よ 』 と て 、

再 び 其 の 温 か な る 國 を捨 て、 日 の 本 に 來 る 。 而 して

斯 く書 る す 、 　「h4　e2LeL6 」 が家 の 庇 に 巣 ひ、 ツ

井 ツ ッ ツ 井 ツ 唱 ひ、此 の 話 を 告 げ 畢 ん ぬ。

　　　　　　　　　　　　　　　　 （傍 線引用者）

　もう 童つ の 配 慮 は、物 語 の 最 後 に Tomme ユise の 名

を変 え る 箇 所 で あ る。原作 で は、王子 は Tommelise

と い う 醜 い 名 前 に 代わ っ て 、マ
ー

ヤ （Maja） と い う名

を与 え る。 こ の 部分 を 「新 竹 取 物 語 」 で は、次 の よ う

に 書 い て い る。

　指 子 姫 な る 名 は 然 る べ か らず 、 決 して 麗 は し き名

に あ らず して 、 御身 に は 相當 しか ら ざ る な り。今 よ

り宜 し く、　「幽 臣」 と 呼 び へ 玉 ふ べ し。 」

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （傍 線 引 用 者 ）

表題 名 「 （新 ） 竹 取 物 語 」 、主 人 公 名 「か ぐ や 姫 」

一394一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan Society of Research on Early Childhood Care and Education

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　of 　Researoh 　on 　Early 　Childhood 　Care 　and 　Eduoation

そ の 養 い 親
「

み や つ こ ま ろ 」 。　 「竹取物語 」 の 主要素

とも い え る こ れ ら 3 つ の 言 葉 を用 い た こ と に よ り、 ア

ン デ ル セ ン 童 話
“
Tomme！ise

”
の 初 訳 は、 日 本 人 読 者

に 対 して 親 近 感 以 上 に 「竹 取 物 語 」 と 同類 の 日 本 の 物

語で あ るか の よ うな 感 を 抱 か せ る。 そ うす る こ とが、

こ の 初 訳 者 の 意 図 に 含 ま れ て い た な ら ば 、 そ の 主 人 公

に 「か ぐや 姫 　 と 同 じ く 「姫 」 を 用 い た こ と は 必 然 的

な こ と か も し れ な い
。

3 ，大 正 期

　 大 正 期 に 入 ・って も、長 田幹彦の 「小 さな 親指 姫 」 、

巌 谷 小 波 の 「ゆ び姫 」 と訳 し、 特 に長 田 の 「小 さ な 親

指 姫 」 は 現 在 ま で 数 多 く訳 さ れ 続 け て い る 「親 指 姫 」

と い う邦 訳 名 の 最初 で あ る と 思 わ れ る。

　 し か し そ の 2 年 後、雑 誌 『赤い 鳥 』 に 掲載 さ れ た 鈴

木 三 重 吉 に よ る 邦 訳 名 「摩 以 亞 物 語 」
t）

は、明 治 期 か

ら現 在 に 至 る ま で の
”
Tommelise”の 邦 訳 名 の 流 れ を

追 う 中 で 、最 初 で 最 後 の 大 き な 抵 抗 の 証 と な っ た。

　三 重吉 の 手 に よ る こ の 物 語 の 内容 は、決 して 原作 に

忠実 な 訳 と は い え な い 。 し か し、そ の 邦 訳 名 の み に 着

目 し て み た と き、　 「姫 」 を 付 け る題 名 ばか りが 出 て い

た中 で、そ れ に 流 さ れ て 名 付 け る の で は な く、 内 容 か

ら独 自 の 題 名 を 用 い た 事 は 評価 して も よ い の で は な い

だ ろ うか。

　 こ の よ う な 三 重 吉 の 一
矢報い た 行動 も、 しか しそ れ

に 追 従す る者 が 出 現 せ ず、受 け 継 が れ て い く こ と は な

か っ た。そ の 後の 大正 期 に お い て、彼 以 外 が 訳 し た 題

名 に は す べ て 「姫 」 が 付 け ら れ、や が て そ れ が 主 流 を

占 め る よ う に な る。

4 ，昭 和 期

　昭 和 期 （1926 〜L989） ま で の
“
To理melise

”
の 邦訳

名の 傾 向 を み る と、昭 和 期 に 入 っ て も、 そ の ほ とん ど

が 「親 指 姫 」 で あ る 。

　 そ し て、大 正 期 後 半 か ら の そ の 流 れ を 決 定 的 な も の

と し た の が 、 1938 （昭 和 13） 年 か ら 訳 さ れ た 『ア ン デ

ル セ ン 童 話集 』　（全 10巻）
E）

で あ る 。 大畑 末 吉 の 手 に

よ る こ の 童 話 集 は、ア ン デ ル セ ン 童 話 と して は 初 の 全

集 で あ り、訳 者 の 君葉 に よ れ ば 、 数 種 の 英 訳 ドイ ッ 訳

を参 照 しな が ら も、原 語 デ ン マ
ー

ク 語 に 基 づ い た も の

で あ る と い う。そ の 大 畑 の
’t
　To皿 elise

”
の 訳 は 「親

指 姫 」 で あ っ た。大 畑 が ど の よ うな 経 緯 で 「親指姫 」

と 名 付 け た に せ よ、 こ れ 以 後 こ の 題 名 が 独 占権 を もっ

よ う に な る。

　三 重 吉 の も の 以 外 は 、 す べ て 「親 指 姫 亅 が 用 い られ

備考 欄 に あ げ た そ の 時 期 の 主 な 選 集 ・全 集 に お い て も

す べ て 「親 指 姫 」 と 訳 さ れ て い る。

こ の こ と は、絵 本 の 世 界 で も同 様 で あ る。1989 年 ま

で の
“ To皿皿 elise

”
の 絵 本 82冊 を対 象 に 調 査 した 結 果

1冊 を除 き題名 は す べ て 「親指姫」 と な っ て い る。こ

う し た 中、　
“
To 皿 melise

”
本 来 の 姿 を 再 発 掘 し て くれ

た の が 『お や ゆ び ち 一ち ゃ ん g で あ る。松 井 直 の 絵 本

に 対 す る 情熱 に よ っ て 作 られ た こ の 絵本 は、　
“
To皿me

lise”が 絵 本 の 世 界 で 息 を 吹 き か え し た よ う に 感 じ さ

せ て くれ る 。 し か し、 こ の 絵 本 の 出 現 も 三 重 吉 の 「摩

以 亞 物 語 」 の と き と同 じ く、後 に 続 く も の が 出 ず に 今

日 に 至 っ て い る 。

5，お わ り に

　 日本 に お け る
“Tommelise”は、そ の 最初の 邦訳名

か ら す で に 「姫 」 が 使 われ、大 き な変 動 も な い ま 訳 現

在 ま で 使 わ れ て い る。そ し て 、ア ン デ ル セ ン 童 話 の

‘CTommelise ’コ
と い え ば 「親指姫 」 以外 考 え られ な い

ほ ど、 日本 に お い て こ の 題 名 は 定 着 し て い る 、 そ れ に

よ っ て 、岩 原 の い う よ うな 「身 近 な 女 の 子 の お 話 と い

う感 覚 を読 者 に 抱 か せ る」 と い う意 図 は 汲 ま れ ず い る

の か も しれ な い 。 し か し 「親 指 姫 」 が
tCTOM

皿 elise
”

の 厳 密 な 邦 訳 名 で な い に せ よ、こ こ ま で 根 強 い 定 着 の

推 移 を み て く る と、日 本 に お い て よ り親 し まれ、多 く

の 人 々 に よ っ て こ の 物語 が 受 け 入 れ られ た 要因 の 1 つ

が、 こ の 邦 訳名 に あ っ た こ とは 否 定 で きな い で あ ろ う

《註 》

1．岩 原 武 則　 「ア ン デ ル セ ン 童 謡 研 究 （3 ） − 2 冊 目

　 の 童 話 集 に つ い て 」　 F ア ン デ ル セ ン 研 究 』 第 12号

　 玉994　　PP ．10

2，こ の 物 語 は 「赤 い 鳥」 に 3 回 に わ た っ て 掲載 さ れ て

　 い る が 、 最初 の 2 回 （第 S 巻 5 ・6 号 ） で は 「摩 以

　亞 物 語 」 x 最 後 の 3 回 目 （は 第 4 巻 2 号 ） で は 「小

　 さ な 摩以亜 」 とい う題 名 に 変 更 し て い る。

3．全 10巻 の うち、第 8 、 9、10巻 の 題 名 は 『ア ン デ ル

　 セ ン お 話 と 物 語 集 』 。
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