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新年 を迎 え る ロ シ ア人 の 民俗

坂　　 内　 　 徳　 　 明

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1． は じ め に

　17世紀の 半ば 近 くに ロ シ ア を 訪れ た ア ダ ム ・オ レ ア リ ウ ス は ， そ の 長大な旅
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ハル ジエドイ

行記の 第 3巻 で P シ ア 人 の 洗礼 の 風習 に つ い て 述 べ
， 「無頼漢」 と呼ば れ る者

た ちの こ とを 書き記 し て い る 。 そ の 記述に よ る と ，
こ の 連中は 「名 うて の 不 良

た ち で あ り，毎年，総主 教か ら許可を得 て ， キ リス ト降誕祭前の 8 日間 とそ れ

か ら三 聖王 の 祭 日 （主 顕節） まで の 問 ， 特別製の 花火を 手 に 町 の 通 りを 走 り，

そ の 火で 人 々 の ひ げを焦が し ， 特に 農民た ち を か らか っ た 」 とい う。 彼 らは 百

姓の 干草の r廴1に 火を つ け ， 百 姓が そ れに さか ら っ た りす る とひ げや 髪 の 毛に 火

を つ け る とい っ た 悪戯 をす る 。 そ うされた くなけれ ば い くば くか の 金を 彼 らに

払わ なけれ ば な ら ない 。
こ の 連中は 「謝肉祭の 道化や ピ エ ロ の 服装を し

， 木で

作 っ た 色 つ きの 帽子を頭に か ぶ り， 花 火 の 火が燃 え うつ らぬ よ うに ひ げに は 蜂

蜜を 塗 っ て い た 」 とい うω
。

　 さ らに
， オ レ ア リ ウス よ りも半 世紀 ほ ど前に ，

エ リザ ベ ス ー 世 に 遣 わ され て

ロ シ ア を訪れた ジ ャ イ ル ズ ・ フ レ ヅ チ ャ
ー も，

こ の 「無頼漢」 が ス ヴ ャ
ー トキ

の 12日間に わ た っ て ， 道化の 扮装を し て 町 の 中を走 り， 松や に と 火薬 とで もの

す ご い 火花を 作 っ て ク リス マ ス の 行事 を 盛 り上 げた こ とを 記 して い る 
。

こ の

道化 は ， 民衆の 間で 人気 の あ っ た 放浪芸をお さえ る 目的で 教会が ク リス マ ス 期

に 上 演 し た ミサ 劇の 登場人 物で もあ っ た と い う〔3〕が ， こ うした 道化 の 悪戯 の 意

味は 何で あろ うか 。 本論文で は ，
ロ シ ア 人の 年末か ら年始を 飾 る ス ヴ ャ

ー
トキ

の 民俗儀礼を 取 りあ げて ， そ こ に 民衆文化が い か な る形で 体現 され て い た か を

考察 し て み た い
。

　 こ こ 数年 の ソ ビ エ トに お け る 民俗文化研究の 動向に は きわ め て 注 目すべ きも

の が ある 。

一 方に ， 1970年に 死 去 した ウ ラ ジ ー ミ ル ・ プ ロ ー プの 追悼論集 『フ

ォ
ー ク ロ ア の タ イ ポ ロ ジ ー的研究』 （1975年）， な らび に 彼の 2 冊 の 論交集 『フ

ォ
ー ク P ア と現実』，

r滑稽 と笑い の 諸問題』 （ともに 1976年）， そ して 彼の 継 承

者 と も言 うべ きボ リ ース ・ プ チ ー ロ フ の 『フ ォ
ー ク ロ ア の 比較 ・歴史的研究の
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方 法論』 （1976年）が あ り，他方に
，

ス ラ ヴ神話の 再構築を 日ざした 19世紀後半

の ロ シ ア 神話学派 の 試み に 呼応す る イ ワ ー ノ フ と トポ ロ ー フ の 共 著に な る 『ス

ラ ヴ古代研究』 （1974年）や エ レ ア ザ ー ル ・メ レ チ ー ン ス キ イの 『神 話の ポ エ

チ カ 』（1976年）とい っ た 方 向が あ る 。 こ うした ，
い わ ば 方法論上 の 研究 を布石

と して
， よ り具体的 な分 野 に お い て は ，

こ れ まで の フ ォ
ー ク ロ ア の ジ ャ ン ル で

は 直接 に は 取 りあげに くく， また事実取 りあげ られて こ なか っ た 笑い や 身ぶ り，

痴愚 ， 演劇性 と い っ た 言 語外 の 領域に 関す る 研究 が 幅広 い 展開を 見せ て きた n
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 J・　 コ　　　セ 　　tl　　　　フ

ア ナ トー リイ ・ベ ー ル キ ン に よる 『P シ ア の 大道芸人 』 （1975年）， リ ハ チ u
一

フ と パ ー ン チ ェ ン コ の 『中世 ロ シ ア の
Ct

笑い の 世界
”

』，
ニ ーナ ・サ ー ヴ シ キ ナ

の 『Pt シ ア 民衆演劇』（ともに 1976年）な どが そ の 成果 として 公刊 されて い る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 v 　 t・　　ジ ヴ イ

これ らの 個別 研究 は ， 大道芸人 や瘋癲行者 ， また 儀礼や 風習 ， 民衆劇 な ど と論

じられ る対象 こ そ異な っ て は い る もの の
， あ る意味で ミ ハ ィ ー ル ・パ フ チ ー ソ

の 「カ ー ニ バ ル 論」 を意識 して い る とい う点 で 全 く共通の 問題 設定 を行 な 一
． て

い る と考 えて よい 。
つ ま りそれ らの 研究は ，

パ フ チ ー ン が ラ ブ レ ー の 文学 とそ

の 背後に ある民衆の 笑い の 文化 の 中に 見 出 した カ ー
ニ バ ル 的な 世界を ，

ロ シ ァ

の 地 に 直接求め よ うとし た もの と言 えるの で あ る 。 我 々 外国の 研究者に と っ て ，

パ フ チ ー ン の 実 り多い 試 み が きわ め て豊 か な フ ォ
ー ク ロ ア を持 っ た P シ ア で 何

故適用 されない の か ， とい う疑 間は これ まで 常に 感 じて きた こ とだ が ， 上 に あ

げた い くつ か の 研究成果は こ うした問 い に 対 し て 真正面 か ら答 え て くれ る もの

で あ っ た 。 民俗文化を 口 承夊 芸に の み 限定す る こ とな く， よ り幅広 い 意味に お

い て 民衆文化全 体を 論ず る と い うの が ソ ビ エ ト民俗学 の 現状 と こ れ か らの 方 向

で あ り， こ うし た ソ ビ エ トの 成果 をふ まえ なが ら ， 新年 を むか え る P シ ア の 民

俗の 一 側面を 考えた い
。

　　　　　　2． ス ヴ ャ
ー トキ の 民俗 に 見 られ る 結婚 と死 の テ ー マ

　
ー 年の 半分に も及 ぶ P シ ア の 冬は ロ シ ァ 人 の 民俗の 上 か ら非常に 大 きな意義

を持つ 時期で あ る 。 特に
， 12月25日か ら翌年 の 1 月 6 日 まで ， 年末か ら年始に

か け て の 「ス ヴ ャ
ー トキ 」 と呼ば れ る ク リス マ ス 週間は ， 謝肉祭や 復活祭 ， ま

た 緑 の ク リス マ ス と して 知 られ る セ ミー ク や ト Pt　 一 イ ツ ァ （聖神降臨祭）， そ し

て イ ワ ン ・ク パ ー
卩 な ど とい っ た 年 間 で も大 きな祝祭 の 行 な わ れ る時期 の ひ と

つ に 数え られ て い る 。 そ れ は キ リス ト降誕 日 と 1 月 6 口の 主顕 節 とに よ っ て 区

切 られて は い るが ，
ス ヴ ャ

ー トキ の 儀礼 に と っ て キ リ ス ト教 との 結 び つ きは 必

ず し も本質的な こ とで は ない 。 とい うの も， 地域 に よ っ て は 12月25日の 2 ， 3
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日以前 ， また は 12月 6 日 （農耕 の 守護者で あ る聖 ニ コ ーラ の El　）に ス ヴ ャ
ー

ト

キ の 起 点 を置 く事例
a14｝が見 られ ， また 中世文献 の 巾で は ス ヴ ャ

ー トキ の 集 ま り

とね り歩 ぎが異 教的 と さ れ （1キ リス ト降誕祭前夜 の けが らわ し く悪魔的 な振

舞と遊興」）， 特に こ の 遊興が降誕節 の 第一 口 目に は 禁 ［トされ た と記 さ れ て い

る〔5〕か らで あ る 。 後に 述べ るが ，
ス ヴ ャ

ー
トキ に は む ろ ん キ リ ス ト教 の 要 素 も

存在す るが， 太陽の 運行に 対す る 信仰を 基礎 とし た 古代儀礼の 要素を 見出すこ

とが で きる の で あ る 。

　ス ヴ ャ
ー トキ を 含む 長い 冬の 季節全般に わ た っ て

， 主 に 若い 男女 を 中心 と し

て 行 なわ れ る家内労働 と遊楽の 集 ま り （Hocl ・me ．IKI ・1
，
6ece八bI

，
　cyllPfinKH ，　Beqe −

PHHKI・1，
1・lrPH ［ua な ど と呼ば れ る） は ， 19世紀に 卩 シ ア 全域で 広 く観察 され た

民俗現象で ある 。
こ の 集い の 行な わ れ る時期に つ い て は む ろ ん 地域差があ るが ，

例えば 北の オ Pt　 一一ネ ッ ツ 県で は 10月 か ら翌 年 の 謝 肉祭 まで ほ ぼ毎晩 ， 広 々 とし

た こ ぎれい な小屋 を選 ん で 集 ま っ た とい う〔6｝
。 聖 母 祭と し て知 られ る 旧暦 10月

1 日は ， 民 間歳時麿 の 中で は 文字通 り雪 に お お わ れ る季節到来の 象徴的 な表現

で ある 「ボ ク ロ b−一フ 」 とし て ， 野良仕事か ら屋内で の 労働 へ と転換す る 日 と さ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ホ ロヴオ 　　ト

れて い た （「ボ ク ロ ー フ ー一 輪 　舞 の 終了 ， 集い の 開始 ， 冬の 始 ま り」（7））。
ほ ぼ

9 月 末 ， ない し は 10丿∫の 初期か ら翌年春の 農耕準備 の 時期 （例 えば 「2 月 3 日

一．一．一一
夏の 馬具 の 修繕」 とい っ た 習俗 ） まで ， 若者た ち は 糸紡 ぎや 手芸 ， 細工 な

ど屋内で の 手仕事 と歌や遊び の 娯楽 とを繰 り広げた の で ある 。

　 こ うし た 冬季 の 集 い は ス ヴ ャ
ー トキ に も， それ が特別 な名称 を持 つ こ とは な

か っ た が ， や は り行 なわ れ た 。

パ ー ヴ ェ ル ・ル a ヴ ニ コ フ は ， 19世紀60年代の

オ ロ ーネ ッ ツ 県に お け る ス ヴ ャ
ー トキ の 集 い の 様子 を ， 小屋 の 構造や 参加 者の

服装を も含め きわ め て 詳細 に 記 述 し て い るが ， こ こで そ の一 部を 引い て お こ う。

　　　小屋は 人 々 で い っ ば い だ 。 こ こ に は隣人 た ちぼ か りで な く， 10− 15露里

　　 ほ ど離れ た 村の 若 い 男女 もや っ て 来 て い る 。 娘 た ちは ， ペ チ カ か ら玄関に
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ラ　

t．フ 　 カ

　　 か けて ， さ ら に そ こ か ら中央 の 窓 まで の 壁椅子に すわ る … …　年若い 主婦，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ラ　

　
　 フ　 カ

　　 老婆 ， 妻 の あ る男た ち は ペ チ カ の そ ばの 壁椅子 と ，
ペ チ カ と壁 の 間の 場所

　　 に 腰を お ろ し， 楽 し み に 直接加 わ る こ とは な い … …　家の 主人 は 食卓の わ

　　 きに 立 っ て ，若者た ち か ら入場料を 受け 取 る 。 若者 は 中央 の 窓か ら部屋 の

　　中心 部 まで ， さ らに そ こ か ら後方 の すみ まで の 場所 を 占め る 。 彼 らは青 い

　　 コ ー トと半外套を着 て い る … …〔8）

　 こ うい っ た 準備の あ と ， 例えば ロ シ ア 中部 の ス ヴ ャ
ー

トキ の 集 ま りで は ， 娘
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ヲ　H　 フ　 カ

た ち は 向か っ て 右側に 腰を お ろすが 「左側の 壁椅子は ， 仮装 した 客がすわ るた
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め 空い た ま まだ」。 別 の 部屋 で は こ の 家 の 老人 たち が眠 っ て い る。 す る と そ こ

に さ ま ざ まな扮装を した 連中が 群を な し て や っ て 来 る 。 彼 らを 迎え て 歌 が披露

され ， 歌 に あわ せ て 二 人の 娘が 立 ち あが っ て 部屋 を まわ り， 歌 い 終 る とキ ス を

しあ う。
つ づ い て 仮装 の 者が 踊 り歌 うが ，

こ の 時に 娘 は 仮装の 遮中の 中の ひ と

りを 選び ， 歌 が終 る とキ ス を す る 。 選ばれ た 男は ， 今度は 娘 の 中 か らひ と りを

選 ん で 同 じ遊 戯を繰 り返す とい う〔9）
。

　 こ こ で 言及 され て い る 「仮装 し た 客」 とは 何か ， そ して どの よ うな扮装を し

て い た か に つ い て は 後で 見て い くが ，
ス ヴ ャ

ー
トキ の 集い は そ の 特徴で あ る仮

装 と ，
ス ヴ ャ

ー トキ 以外 の 時期 に も見 られ る歌や遊戯 との コ ソ ビ ネ
ー

シ ョ ソ で

あ っ た と言え る。 それで は こ の 集い の 主 要な テ ー マ は どこ に あ る の だ ろ うか 。

　 こ の 集い に 登 場す る一 連 の 遊戯 （例 えば ， 若者 と娘が 互 い に 肩を た た きあ っ

て お じぎをす る 「うず ら 」， 仮装の 連中が 小屋 へ 「旦 那 iを連れ て きて 自分た ち

の 結婚を許 して も ら う 「旦 那 さ ま 1と呼 ぼ れ る もの 他〔10り が結婚 とい うテ
ー

マ を

持 ち ， 時に 婚礼 そ の もの を模倣 し遊戯化 した もの で あ る こ とは ， ヴ ラ ジ ー ミ ル ・

チ
…

チ ェ ロ フ が彼 の す ぐれ た モ ノ グ ラ フ で あ る 『16− 19世紀 ロ シ ア 農耕暦に お

け る冬 の 時期』（1957年）の 第 5 章 「遊 楽 と仮装」 の 中で 論 じて い る と お りで あ

る 。 彼 の 考察に 付け加 え るな らば ， 集 い の 場 に 加わ る仮装 の 連 中の 多 くが他 の

村 の 若者 で あ る とい う記 述は
， 他村 の 若者 との 村外婚 の 風習 の 反映 と考え られ

る。 全般的 に 冬の 時期 と結婚 との 結 び つ ぎは 深い
。 結婚 の シ ーズ ン は 農作物の

収 穫に よ る金を 手 に した10月 1Ei の ボ ク ロ ー フ の 日に 始 ま る とも言お れ るが ，

特に 1月 6 日か ら謝肉祭 まで を 「結婚 の 週間」と呼 ん だ こ とf11）は ， 村 の 若者 た ち

に と っ て 家内労 働 と娯 楽 の た め の 集い が 大 きな意味を持 っ て い た こ とを示 し て

い る 。 す な わ ち ス ヴ ャ
ー

トキ の 集い は 1
一
若者の 多 くに と っ て 見合 い や 将来 の 花

嫁 との 親交 と して 役立 っ て い る 。 こ の た め ス ヴ ャ
ー トキ の 2

， 3 週間後に は 仲

人 が娘の 家 に 姿を見せ て 媒酌を取 り行 な うの だ 。 ス ヴ ャ
ー

トキ か ら謝 肉祭まで

は 男
．
女の 縁組を ま とめ るに は 最良の 時期 と考え られ て い た 」の で あ り ， 若者た

ち の 見合 い は ， 時に 集い の 場に あ っ て 仮装の 形を 取 っ て 行 なわれ た の で ある te）
。

　さらに ， こ の 時期に 見 られ る結婚に 対す る配慮 は 占い とい う民俗を生 み 出 し

た 。
ス ヴ ャ

ー トキ の 時期に は ， 有名 な 跏 ［下 の 歌」 に よ る占い を は じめ と して
，

特に 新年を迎え る意昧 もあ っ て 非常 に 数 多 くの 占い が行 なわ れ る が， そ の ひ と

つ の テ ー マ は家畜 の 多産 と作 物 の 豊 作を 祈願す る もの （特 に 主 顧節 の 夜 の 星に

よ る 占い が 知 られ て い る）で あ り， もうひ とつ は ， 娘が 自分 の 将来 ， 特に 結婚

相手な らび に 結婚生活の 幸 ・ 不 幸を 占 うもの で あ っ た こ とは 確 認 し て お くべ き
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で あ る （例 えば ， 今 世紀20年代に 北部 ピネ ガ 地方で 記述され た 民俗学 者 の フ ィ

ール ド ・ ノ ー トに よ る と ，
ス ヴ ャ

ー トキ に 練 り粉で こ し らえた ヤ ギ を 糸で ラ ン

プに つ りさげ る が ， こ の 時に ヤ ギ の 頭の 向い た方角が娘 の 嫁 ぎ先で あ る と い

う〔13｝）。

　と こ ろ で ，
ス ヴ ャ

ー ト キ の 集い が仮装と遊戯 ， 占い に よ っ て 表現 され る結婚

の テ ー マ と と もに ，死 の テ ー マ と で も呼べ る もの を 持つ こ とを忘れて は な らな

い 。 す なわ ち ， 仮装の 中に 死神の 扮装が 見出 され る こ と ， そ して 死 者の 仮装を

した 一一
団が人 々 の 集い の 小屋 に 乱入す る こ とが そ の 事例 で ある 。

ヴ ォ
ー ロ グ ダ

県で 行 なわ れ た こ の 乱入の 儀礼 とは ， 死 者に 扮 した 連中が手に 手 に 編ひ もを 持

っ て 小屋 へ は い っ て くる 。 そ こ で ， 他の 村か らや っ て 来た 客で ある若者 を ひ

もで 容赦 な くうt ”すえ る ， うた れ る者は 黙 っ て 頭 を下 げた ま ま ， 背に あ ざが で

きる まで じ っ とし て い る とい っ た もの で ある圃
。 また ，

モ ス ク ワ近郊 の ヴ ラ ジ

ー ミ ル で 10年 ほ ど前に 採集 された と こ ろ に よ る と ， か つ て 棒を 2本 用 意し て 結

び あわ せ ， そ の 上 に 人形を 置い て そ れを白い プ ラ トー ク で くるみ ， 泣 きなが ら

運 ぶ とい っ た 風 習 が あ っ た とい う11・i
。 こ の 民俗は 「死人 」「死」とい う名前を 持

つ 遊戯 とし て よ く知 られ た もの の
一部分 と考えて よ い が ，

こ の 「死人 」 と呼ば

れ る 遊び は 次の よ うな もの で あ る…一 まず子供 た ち が ， ち ょ っ と間の 抜けた若

者か 百 姓を死人に す る 。 そ の 男の 全身を 白装束で くる み ， 顔に 麦粉を塗 り， よ

り恐 し く見え る よ うに か ぶ らで こ し ら えた 長 い 歯を 冂 に お し こ む 。 そ し て腰 か

けか 棺に 安置 し ， 落ちた り逃げた りしない よ うに ひ もで し っ か りとしば りつ け

て お く。 4人 の 男が こ の 死人 を 若者た ち の 集 ま る小屋 へ と運 び込 む 。 そ の あ と

を ム シ P の 僧服 と青い 砂糖包装紙 の i帽子を つ けた 司祭が 進み ， さ らに 副輔祭
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ン v − ニ ガ

泣 き女 ， それ に 死 者の 縁者を導 く人 々 が 続 くが ， そ の 中に は 死者追悼用 の 揚漿子

の か ごを持 っ た 女装の 男性が必 ず い な けれ ば な らな い 。 死者 の は い っ た棺が 小

屋 の 中央 に 置か れ る と ， 冒濱的 な罵倒に よ る葬 礼が行 なわ れ る 。 それが すむ と

今度は 娘 た ちが無理 や りに 死者 との 別 れ の キ ス を させ られ る が ， 死 人 の 容貌の

お そ ろ し さの あま り， 多 くの 者が泣 き ， 中に は 病気に な る 者 もあ る とい う。 こ

うし て 遊戯は 終 りを む か え るが ， 会葬者 の 一部 は 死者 の 埋 葬 へ と出 か け ，

一 部

は 小屋に 残 っ て 供養 の 宴を 開 く。 そ こ で は ， 例の 女装した 男が か ごの 揚 菓子 を ，

つ ま りは 凍 て つ い た馬 糞を 娘た ち に 配 る の で あ る  
。

　教会 の 葬礼の 模倣 と パ ロ デ ィ とし て 行なわ れ る こ の 遊戯が ， 春か ら夏に か け

て 見 られ る ヤ リー
ロ や コ ス ト ロ マ ー人形 の 葬式儀礼 と比ぺ 葬式を模倣する点

で は共通だ が ， 異質の 部分を持つ こ とは注 目す べ きで あ る 。
つ ま り， ヤ リー 卩
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や コ ス ト ロ マ ー の 葬礼に お い て は ， 最後に 人形を 水 に 流 し た り， 土 に 埋 葬した

りす る 他， 火 で 焼 く， ま た は二 手 に わ か れ 奪い 合 っ て 破壊す る な どの プ P セ ス

を通 して 儀礼的な死を もた らす とい う部分が不 可 欠で それ が強調 され る の に 対

し て ， 上 の 遊び に は こ の 強 調は見 られ ない 。 儀礼的な死 の イ メ ージ がそ れ ほ ど

強 くは な い とい うス ヴ ャ
ー F キ の 遊戯 の 持 つ 性格は ， ある意味で 次 の こ と とも

関連 して い る 。 つ ま り， 死者を め ぐっ て ス ヴ ャ
ー トキ に 行 なわ れ る遊戯は ，死

者 に対す る葬礼 ・哀歌 ・ 別離 ・ 死者 の 蘇生 とい う4 つ の モ チ ー フ を持づ ln が ，

こ の 中で 蘇生 の モ チ ー フ が あ ま り見 られ ぬ こ とで あ る。 そ して ス ヴ ャ
ー トキ の

葬送儀礼で は まれ に 人形が 登場 す る （ワ ラ 人形 を燃 やすサ ラ ー ト フ 県 の 例動 が
，

全 体 とし て 人間が 死者 に 扮す る事例が圧 倒的に 多 い こ とを 考え る な らば ，
こ こ

に は 儀礼的意味 よ りも， む し ろ 遊戯的な意味を見 出す こ とが で きる の で ある 。

　屋内を 中心 と して 行 なわ れ る遊戯 と仮装に は ， 婚礼 と葬式の 遊戯化 に 代表さ

れ る結婚 と死 の テ ー マ が展開 されて い る
。

し か もス ヴ ャ
ー トキ に 特微的なの は ，

こ の テ ー マ が 仮装 と仮面に 示 され る よ うに 非常に 遊戯的 ・ 演劇的 に 表現 され て

い る点で あ る 。 ソ ビ エ トの 民俗学者 と演劇史研究 者が適確に 指摘す る よ うに ，

ス ヴ ャ
ー トキ の 民俗 は儀礼 ・ 遊戯 ・演劇 の 深 い 結びつ ぎを示す好材料で あ り ，

そ こ に は 儀礼を起源 とし た 遊戯 が民衆劇 へ と発展 して い くプ ロ セ ス が 認め られ

るの で あ る （特に ， 上 で 見た遊び 「死人」 と民衆 劇 「マ ゾ ル フ 」 さ らに 「マ ク

シ ミ リア ン 皇帝」 との 関係〔19〕）。 し か も， 民衆劇 の 展開に 対す る教会側か らの 影

響が西欧 の 場合 よ りも弱 く， む し ろ教会に 対 す る パ ロ デ ィ として の 色彩が 濃厚

で あ る こ とは ロ シ ア 的な特徴で ある と言 っ て よい ｛20｝
。

　ス ヴ ャ
ー トキ の 遊興 は 「直接 ， 演劇 へ

， 喜劇 へ と つ な が る」el〕もの で あ り， 多

くの 民衆劇 ， 本論文 の 最初 で ふ れ た 道化を登場人物 とす る 教会側 の 手に な る ミ

サ 劇 ， また ， 上下二 段 の 小 さな箱舞台 ヴ ェ ル チ ェ プで 演 じ られた キ リス ト降誕

な どを テ ー マ とし た 人形劇 な どが ス ヴ ャ
ー トキ と演劇 との 結び つ きを示 し て い

る。
こ の 意昧で ， 冬 の 若者の 集い は 「11， 12月 ， そ し て 降誕祭 とス ヴ ャ

ー トキ

の 直前に
， 未来 の 俳優た ちが 台 詞 を暗 誦 し ， 人物配置 と道具立 て を決め ， 小道

具を 準備す る」
國 た め の 場 で もあ っ た の で あ る 。

　 と こ ろ で ， 道化 と大道芸人 の 存在 な しに は 瘋癲行者 もあ りえなか っ た とす る

パ ー ン チ ェ ン コ は ，
モ ス ク ワ の 瘋癲行者 ヴ ァ シ ー リイ を め ぐる エ ピ ソ ー ドと ，

Lで 引い た ス ヴ ャ
ー トキ の 遊び 「死人 1 との 関連を 指摘し て い る 。 そ の エ ピ ソ

ー ドに よ る と， ある酷寒の 折 に ， 人か ら もら っ た 狐 皮の 外套を着 た ヴ ァ シ ー リ

イ が道 で 物乞い を す る数人 の ペ テ ン 師 と 出会 う。 そ の 中の ひ と りが 死ん だふ り

一 31 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association of Russian Scholars

NII-Electronic Library Service

Japanese 　 Assoolatlon 　 of 　 Russlan 　 Soholars

を して
， 残 りの 連中が ヴ ァ シ

ー リイ に 葬式を し て くれ る よ うに と頼む 。 ヴ ァ シ

ー リイ は 自分 の 外套を脱 ぎ， そ れ で 死 ん だ ふ りを し た 者を くる む 。 す る とそ の

者 は 真に 息絶え ， 外套に くる まれ た まま葬 られ た とい う衂
。

パ ー ン チ ェ ン コ は

こ こ に 登場 した ペ テ ン 師を 「死人」 の 遊 びに 加わ る仮装 の 連中だ と考 えて い る

が ， だ とすれば
，

こ こ に は ， 放 浪す る 「聖 な る愚者」 が ス ヴ ャ
ー トキ の 民俗 に

関わ っ た こ とを示す ひ とつ の 裏付けが あ るだ ろ う。 次 に ， 仮装 の 者に 代表され

る 外界か ら村へ の 侵入 者， あるい は 放浪者が ス ヴ ャ
ー トキ の 民俗に 対 して 与え

た 影響に つ い て 考えな くて は な らな い
。

　　　　　　　　　　　　 3．　 仮装とめ ぐり歩 き

　冬の 全般 に わ た っ て 繰 り広 げられ る若者の 集い とス ヴ ャ
ー トキ の 時期の 集い

との 相違が 仮装 の 有無に ある こ とは ， 民俗研究者に よ っ て 確認され て い る 。
で

は ，
こ の 仮装 とは ど うい うもの か 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
−L コモロ　フ 　 カ 　 ン 　 　　 キ

　先に 参照 した ル ィ ヴ ニ コ フ は そ の 記述の 中で ， 大道芸人 とめ しい の 巡礼 の 仮

装を 紹介 し て い る 。 そ れに よ る と ， 大 道芸人 は 服を 裏返 しに 着て 顔を プ ラ トー

ク か 仮面で か くし て い る 。 また ， 巡礼 と乞食は 穴 の あい た 古着で 身体を くるみ ，

背に こ ぶ をつ け ， か ご と袋 とを ぶ らさげ て い る 。 芸人が 踊 っ た り冗談を とばす

中で
， 巡礼 と乞食は 観客た ちに 施 しをせ が む と あ るma

。 また ， 1960年に 行 なわ

れた 奥 ヴ ォ ル ガ の 民俗調査 の 記録は ，
ご く最近 まで ス ヴ ャ

ー トキ に 仮装の 風 習

が存在す る こ とを示 し て い る 。 す なわ ち， こ の 地 方 の 仮装 は ス ヴ ャ
ー トキ と謝

肉祭 とに 行 なわ れ ， そ の 際 に は 仮装 し た 連 中が 家 々 を 回 っ て 集め た 品物や金で

例に よ っ て 若者 の 集い を 開 く。 村の 中を歩き回 る の は 熊や 熊 つ か い に 扮 した 女

たち で あ り， 子 供た ち は ジ プ シ ーの か っ こ うを し て 走 り回 る 。

　　　 5 時頃だ っ た 。 い きな り ドア が叩か れ ， 玄関に 笑 い 声 と足音 が鳴 り響 く。

　　小屋 の 中に ジ プ シ ーの 子供た ち が とび こ ん で 来た の だ 。 それ は 3人で ， ひ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 り　 　　　

　　 と りは 10− 12歳 くら い の 少 女で サ ラ フ ァ ン とシ ョ
ール を ま と っ て すす だ ら

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 り　 　　き

　　け ， 手に は 袋を 持 っ て い る 。 それに
， 同 じ くす す を塗 り，

ボ P を 着た 年下

　　 の 女 の 子 と少年 とで あ る 。

子供た ちは くす くす笑 っ て は大騒 ぎを ひ き起 し ， 家の 者に ひ とか け らの 肉を せ

ぴ っ た りす るが ，
こ の 家の 女主 人に よれば ，

「以前に は も っ と数が 多 く， 乞食や

ジ プ シ ー
， 死 神 の 扮 装 もし て い た 」 とい うtlO

。

　仮装 は グ ロ テ ス ク な イ メ ー ジ を持 つ
。 仮装で よ く用 い られ る もの とし て は 裏

返 し の 毛皮外套 と長 い 亜 麻の ひ げが あげ られ ， 悪魔に 扮す る者 は 毛む くじゃ ら
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で 顔に すす を塗 り，頭 に は 角，歯に は 燃え る炭を い れ る と記 され る時，
こ こ に

は 異装の 最大 の 効果が発揮 され る 。 しか も こ うした 扮装 の 者が騒が し い一 団 と

な っ て 通 りを走 り ， 大声で 歌い 踊 り， た らい や炉 の ふ た ， 太鼓をた た く鱒 こ と

に よ っ て 生ず る喧騒 な雰囲気 は ， ま さに 異人 の 登場 に ふ さわ しい もの で あ っ た

の で あ る 。 全体 と して仮装 は ， 動物 ・ 人 聞 ・ 超 自然的存在の 扮装に よ っ て行な

われ ， 仮而 をつ け る こ と も あ っ た 。 動物 と して は 馬 （北 e 中部 P シ ア ） や牛

（南 ロ シ ア ）， ヤ ギ ， 羊 ， 熊， 狐 ，犬， 狼 ， 鶴 ， 鶏な ど 。 悪魔や 死神，
ヤ ガ ー婆

さん な どの 他に
， 上 で 見た 大道芸人や 巡礼 ，

ジ プ シ ー
， また 大きなひ げをつ け

た せ む し の 老人 ， 兵 上， さ らに 男性の 女 装 ， 女性 の 男装 が見出 され る 。

　 こ の 仮装の 連中は どの よ うに 迎 え られ る の だ ろ う か 。 まず第… に ， 1死人」

遊び や 悪魔 の 扮 装で 典 型的に 示 され る よ うに ， 不 安 と恐 怖 の 対象 と して 受け い

れ られ た こ とは おお い に 考え られ る。 さ らに 民聞 の 俗信に よれば ，
ス ヴ ャ

ー ト

キ に は （特に 12月26日以降）悪霊 た ち が地 上 を訪れ ， 6 月末 の イ ワ ン ・ク ・ R　一一

ロ と同 様に ， 禿 山 へ 飛 ん で 行 っ て 宴を 開 くと言わ れ ， また人 々 の 家を 訪れ て は

小 さな子供を さら うな どの 悪戯をす る と言い 伝え られ て い る tln
。 とすれ ば ，

ス

ヴ ャ
ー

トキ の 仮装 の 連中 もこ うした悪霊 と なん らか の 点で 同一
視 され て い た と

考え られ る だ ろ う。

　 し か し なが ら他方 で ， 仮装者が 丁 重 に もて なすべ ぎ客 とし て 迎 え られ る こ と

もこれ まで に 見た とお りで あ る 。 客は 敬わ れ ， 仮 面や 仮装の 者は 許可な し に 食

物を選 び取 る とい っ た 自由な振舞が 可 能で あ っ た 囲
。 また ， 祖先が 来訪す る と

され る ス ヴ ャ
ー

トキ の 食卓で は ， 笑 っ た り大声 で 話す こ と ， また は 食事の あ と

に は 祖先が食 卓に 向か うた め
， あ とか たづ けす る こ とが禁 じられた り ， あ る い は

カ ユ の 最初 の 一一滴を テ ー ブ ル に こ ぼす とい っ た 風習黝 も， 来訪す る者を 賓客 と
　 　 　 　 　 　 　 　 ボ ス ピ タ リ ア イ

し て 迎 え る民俗 （「異人歓待」） の 反映で あ る 。 さ らに ， ス ヴ ャ
ー トキ で 歌わ れ

る儀礼歌の 中で 「コ リ ャ ダ ーは 新年 か らや っ て 来た 」， 「コ リ ャ ダ ーは キ リス ト

降誕の 前夜に 生 まれ た ．1 とい う表現 ， あ るい は 「コ リ ャ ダ ーは め く吻 歩 く， 聖

なる夜に
，

コ リ ャ ダ ーは 探す ， ボ リ ー ス の 家を i とい っ た 歌謡の 一節黝 は 興味

深 い 。 とい うの も， こ うした言 葉は 「い くらか 抽象的で は あ る が人格的側面 を

持つ 」31i存在で あ る 「コ リ ャ ダ ー
」を ， 来訪す る神格 とし て と らえ る こ とを可 能

に す る か らで あ る 。 で は ，
コ リ ャ ダ ー

を め ぐる儀礼 とは どの よ うな性格を 持 っ

て い た か 。

　 主 に 屋内で 仮装を ま じえ て 行 なわ れ る遊戯 と並行す る形 で ， 戸 外で は コ リ ャ

ダ ー と呼ば れ る儀礼歌を歌 う連 中が 家 々 を め ぐ り歩 く。 時 に こ の 連中は ， ヴ ェ
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ル チ ェ プや 農具 を手 に した り， 星形 の 紙を 取 りつ け た 棒を四 方に 振 り回 して 歩

くこ と もあ るが，
い ずれ に して も村 の 家 々 を まわ る ， あ る い は 村 の 中をね り歩

く点 で は 同 じで ある 。
こ こ で 儀礼歌 コ リ ャ ダ ー （地 域に よ っ て ア フ セ ー ＝

， ヴ

ィ ノ グ ラ ージ ェ の 名を持つ ）そ の もの に つ い て 詳論す る こ とは で きな い が ，
こ

の 歌 の 構成 ， な らび に 歌 い なが らめ ぐ り歩 く儀礼の 基本的 テ ー マ は確認 して お

くべ きだ ろ う。 すなわ ち こ の 儀礼歌 は ， 歌 う許 し を 得た リコ リ ャ ダ ーの 一 団の

到 来や 目ざす家屋敷 の 発見を告げ る導入部 ・主 入 と家族 を称讃す る中心 部 ・ 贈

り物 や礼を 要求す る部分 ・ 報酬 の 有無に よ り祝言か 罵倒 の い ずれか を発する部

分 ， か ら組み 立 て られ て い る 。 また 基 本 テ ー マ は
， 家 々 を め ぐっ て そ の 家の 主

人や 家族 ， 屋 敷を ほ め
， 彼 ら の 収穫， 多産 ， 幸福を祈願す る と と もに ， め く吻

歩 く者 自身の 豊 鐃， 幸福を 析願す る こ とに あ る 幽
。

　 コ リ ャ ダ ーの 民俗で 重要 な の は ， 儀礼歌を歌 い なが ら村の 各家を め ぐる の が

誰か とい う点で あ る 。 それ は ， イ ザ ー リイ ・ ゼ ム ツ ォ
ー フ ス キ イ に よれ ば ， 老

人の み ・子供 の み ・ 独身者 ・ 子供 と男 ・ 子供 ， 大人 ， 若い 男女が別 々 に ， とい

っ た 場合に 分 け られ る とい う。 こ うした現象は ， 自分 の 村 の 全員が総力を あげ

て こ の 民俗に 取 り組ん だ こ とを示 す 点 で
， 後に 遊戯化 し た も の の ， か つ て は

「収穫 と家族 の 平安を呼び よせ る1 こ とを テ
ー マ と した 儀礼の 存在を想起 さ せ

るに 十分 で あ る ， 中で も特に
， 仮装 （そ の 農耕呪術的 な意昧 は 馬や 牛 の 形象に

明 らか で あ る） の 巾心 とな っ た 若者 は こ こ で も主 力 とな っ た の で あ り， こ の 意

味で 「か つ て は 農耕の 共 同体に 属す る青年 グ ル ープ全 員が コ リ ャ ダ ーに 加わ っ

て い た 」幽 の で あ る 。

　だ が， こ こで 與 味深 い 考 察が あ る 。 そ れ は コ リ ャ ダ ーを行 な っ た 連中が か つ

て は 乞食， また は 巡礼の 一 団で は な か っ た の か とい うもの で あ る ”

． 放浪す る

乞食が ス ヴ ャ
ー トキ の 民俗 と関わ っ て い た こ とは ， 先の 仮装 の 中で 登場 した こ

と， そ して 次 の 記 述に よ っ て 示 され る。
つ ま り， 19世紀後半 の ノ ー ヴ ゴ ロ ド県

で は ， 醜い 仮面あ る い は それ な しに ， ポ ロ を 着て ム シ ロ を ま と っ た 男女 が 3 人

か ら15人 くらい の 集団を な し て ， 銃や シ ャ
ベ ル

， ほ うきな どを 肩に し て通 りを

整然 と行進 し
， あ る家に は い りこ み そ こ で 民衆劇を 演 じた とい うもの で あ る（351

。

きわ め て 注 目すべ きな の は ，
こ こ で 登場 した 乞食に 等 し い 男女が 《Ky 八ec》 と

呼ば れ て い る こ とで あ る。
こ こ に は 《Ky 、qeCHIIK 》（呪 術 師） の 存在を 匂わ せ る

もの が あ り， しか も同 じ こ の 語 が 「仮装者」 を意味す る こ と岡 を考 え合わ せ る

な らば ， 乞食 と呪 術師そ して 仮装者 とは 同一 の 世 界を共 有す る と考 え て よい 。

事実 ，
チ ーチ ェ ロ フ に よれ ば 16i聯 己の 法律百 ケ 条の 中に 見られ る 「呪術師を う
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つ 」 とい う言葉は ， 未来予言の た め に太鼓をた た くシ ャ
ー マ ン 的行為 の 存在を

示 し ， 大 P シ ア の 占い に お け る シ ャ
ー

マ ニ ズ ム の 要素を反 映 して い る とい うcm
。

とすれ ば ， 新年を迎 え る時期に ， 悪霊 の 退散や 未来 の 予知 ， 占い な どに 携わ っ

た 異教的 と も言え る呪術師 の 存在は 不可 欠 で あ っ た に ちが い な い
。 そ し て こ の

呪術師に 代表され る民間の 放浪宗教者が果 した 儀礼的 な役 割は 後代に な っ て ，

村 の 若老や子供 た ち に よる コ リ ャ ダ ーの こ とほ ぎに ， また 仮装者に よ る遊興に ，

乞食や め しい の 巡 礼の 徘徊 と物乞い に ， そ し て大道 芸人 の 民俗芸 能に と形を変

え て い っ た と考 え て よ い
。 特に

， オ レ ア リウ ス の 旅行 記の 中で ， 熊 つ か い や道

化 ， 音楽師 ， 人形 つ か い の グ ル ー プ と して 登 揚 しee
， 仮装の 申に も見 出 された

大道芸人 が ス ヴ ャ
ー トキ の 集 い と深 く結び つ い て い た こ とは 知 られ て い る 。

こ

の 放浪の 芸人が熊 の 仮装や熊の 案内人 と ともに 集い の 場に 姿を見せ
， 熊が 小屋

の 中を まわ り， 棒で 仮装 の連中を打 っ た りした あ と， 仮装の 者が コ リ ャ ダ ー・を

歌 っ た とい う記述圃 は
，

「ス ヴ ャ
ー トキ の 仮装が どれ も大道芸人 の 芸に な ぞ ら

え られ る もの 」9e）で ある こ とを示 し て い る 。 そ し て ス ヴ ャ
ー トキ に

， 芸人 の よ

きパ ー トナ ーで あ る熊 （とヤ ギ）の 踊 りが村人の 前で 披露され る の は
， 集い の

盛 り上げの ため の み な らず ， キ リス ト教以前の 農耕崇拝 との 結び つ きに よ る来

た るべ き年 の 豊饒祈願 として 欠か せ な か っ た の で あ る eD
。

　仮装 と コ リ ャ ダ ーの 列に 加わ る者 が こ うし た 一一maの 放浪民 とつ なが るな らば ，

村の 若者を 中心 に 行 なわ れ たね り歩 きと遊戯 は ， 日常生活で は そ の 村落社会に

属 さない ， い わ ば賤民 的 な存在で あ っ た 放浪漂泊民の 参加に よ っ て 完全 な意味

を持つ に い た っ た と考え られ る 。 こ の 意昧で ， 儀礼歌 コ リ ャ ダ ーの 構成 中の 最

後に 現わ れ る祝福 ， また は 罵倒 とい うモ チ
ー フ は ， こ うした 農耕民 と放浪民 の

二 つ の 世界 の 表現 とし て とらえ る こ と もで きる 。 す なわ ち 言 うまで もな く祝福

は ， 旦 那 へ の 称讃を通 じて農民 自らの 収穫 ， 家畜多産 ， 健康を祈願す る もの で

あ る 。 そ れ に 対 し罵倒 （例 えば 「ピ 卩 　 一一グお くれ ， もし も くれ な き ゃ 門を こわ

し て や る ぞ， 窓の 扉を つ ぶ し て や るぞ」ee）は ， 後世に 生 まれた 諷刺的性格 として

の み 説 明す る こ とは で きない
。 とい うの は ，

コ リ ャ ダ ーの 民俗の 背後に 放浪民

の 存在を考 え るな らば ， 罵倒 の モ チ ー フ に は ， 社会 の マ ージ ナ ル な部分 に 属す

る非定住民に よ る 日常的関係 の 転換 ， 地 位逆転 の 要素 を認め る こ とが で きるか

らで あ る 。 そ して こ こ に は ， ペ トル ー シ カや民衆劇 の 主人 公 た ち に よ る 「カ ー

ニ バ ル 的奪冠」 に 通ず る笑 い の 世界が存在す るだ ろ う。
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　　　　　　　　　　4．　 よそ者の 侵入に よる力の 再 生

　屋内に お け る仮装 と遊戯 ， な らび に 屋外 の め ぐ り歩 きは ， 定住農耕民 と放浪

漂泊民 とい う二 つ の 世 界を背後に ， 新年 を迎 え る ス ヴ ャ
ー トキ の 民俗儀礼を 形

作 っ て い た 。 そ の 際に
， 仮装 と コ リ ャ ダ ーの 中心 メ ン バ ーで ある村の 若者は ，

乞食や め し い の 巡礼 ， 大道芸 人な どの 非定住 世界を 持ち こ む こ とに よ っ て ， 結

婚 と死 の テ ー マ を遊戯的 ・ 演劇的に 表現した の で ある 。 そ して こ の テ ー マ は か

つ て は ， 自分 の 村 の 豊 饒 と繁栄 とを願 うとい う農耕 民 側 の純粋に 儀礼的 ・ 呪術

的な意味を 持 つ もの で あ っ た 。

　す で に 述べ た よ うに
， 仮装 に は 動物や人 間の さ ま ざま な形象が 見られた が ，

そ の 中で 特に 注意を ひ くの は ジ プ シ ーや兵士 ， 大 道芸人 ， 旅商人 ， また は 乞食

や 巡 礼 とい っ た 「よそ者」 の 形象で あ る 。 こ れ らは 多 くの 揚合 ， 他村 の 若者の

扮装で あ っ た 。 こ れ は 自分 の 村 に と っ て は 外部の 要素を持つ 点で 他者性 の 表現

とな っ て い る 。 仮装の 対象 とな っ た の は 「村の 若者 グル
ー プに は 属 さぬ 者」 で

あ り ， 「自分 の 村 の 者に は 似 て い な い さ ま ざまな よそ 者」で あ っ た ga
。 仮面は 自

己 を お お い か くし ， 仮装の 際 に 好まれた 裏返 し の 服 と同 じ く口常世界の 転換 と

い う機能 を持 つ
。 仮装 と仮面 とが 自己を 自己以 外 の もの へ と転化 させ る異和効

果を 持ち ， そ れ に 加え て 仮面をか ぶ る者 と仮面 自体が 「よそ者」 で あ る な らば ，

こ こ に は 二 重 ， 三 重 の 意味で 他者性が発現 され る の で あ る 。

　 ス ヴ ャ
ー トキ の 民俗儀礼全体で 最 も大 きな モ メ ン トは 何か と言えば ， それ は

若者の 集 い の 場 に 異装 の 「よそ 者」 が 訪れ来 る瞬 間で ある 。 こ の 「よそ者」 と

は ， 死者や 死神で あ り， 放浪す る乞食や 巡礼， 瘋癲行者や旅芸人で あ り， 時に 祖

先や 神格的 な存 在で あ っ たか もしれ ない
。 しか も こ の 「よそ者」 は ， 先 の 仮装

者 の迎 え られ方 と同 じ く， 村人 に と っ て は 恐怖 と敬愛， 不 安と期待 とい う両義

的な性格を 帯び
， そ れ 故 に

， 時 に 神秘的 ・ 宗教的な 力を も持ち うる よそ 者 の 「境

界性」 は 新 た な力を獲得し よ うとす る定住 民に と っ て は 見逃 しえ な い もの とな

っ た帥
。 農耕民に と っ て は ， 仮装者や放浪民 の 来 訪と， そ れ に よ っ て 生ず る異

人 との 演劇的と も言える 出会い とは ， 豊饒や 健康 ， また結婚に 具体化 され る力

の 再生 を 意味 した の で あ る 。

　 プ ロ
ー プは ， ス ヴ ャ

ー トキ の 民 俗 に 見 られ る死 の テ
ー

マ を 白然や 太陽 の 刀 の

死 として 説 明す るチ
ーチ ェ P フ を批判 し なが ら， ス ヴ ャ

・一 トキ の 儀礼を後世に

春期か ら移行 した もの で あ る と考え て い る as
。 チ

ー
チ ェ ロ フ に 対す る批判は 正

し く， また ス ヴ ャ
ー

トキ と春 の 儀礼に は共通 の モ チ ー フ を持 つ もの が 多い こ と

は 事実 で ある 。 しか し 同時に
， 年 を しめ くく り， か つ 新た な年を 始め る ス ヴ ャ
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一 トキ とい う， 年月 の流れ の 中で大 きな節 目の 独 自性を軽視してい る点 で プ Pt

一 プ の 考 えに は疑問 を感 じざ るを え ない 。 太 陽 の 生 と死 に 関す る神話的世界観

に よれ ば ，
12月 の 冬至 は 新た な 力 をそ な え た 太陽が 生 まれ る時期で あ り， そ の

誕生を 祝 う祭が コ リ ャ ダ ーで あ っ た   （先に あげた 「コ リ ャ ダ ーが 生 まれた 」と

い う表現を参照）。 とすれ ば ， 最初で ふ れた 「無頼漢」 の悪戯が滑稽で 乱 暴 で

あれ ばあ るほ ど， 仮装 した異人の 乱入 が派手で グ P テ ス ク なほ ど， そ して 放浪

漂泊民 との 出会い が よ り親密 に 行なわ れ るほ ど ， そ れ を迎 え る者 の 生活内部に

お け る力 の 再生は そ の 効果を大 きな もの とし
， 褻の 活力の 回復へ とつ なが る の

で あ る 。 冬の 二 大祝祭で あ っ た ス ヴ ャ
ー トキ と謝 肉祭 とが ， と もに 代表的な大

盤振舞で あ っ た CdOの は 単な る偶然 で は な い
。
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　（2） Fletcher，　G．，　Of　the　Rus 　Commonwealth ， 1966，　N ．　Y ．，　p．142．

　（3）　BceBoJ【o双cKH 負一repHrpocc ，　B ・
，　 PyccKHIi　 TeaTp 　oT 　HcToKoB 　Ao 　cepeJtHI ・lbl

　　XVII 工 B．，　M ．，1957，　cTp 。38− 41．

　（4）　qHqepoB ，　B・レ1．， 3HMHH 臼 IlepMoA 　pyccKoro　3eMJe 八eJIbqecKoro 　KaneHAapfl

　　XVI ＿XIX 　BeKoB ，　M ，， 1957
，　cTp ．167 ；Mai 〈cHMoB ，　C．　B．

，　HeqHcTa 兄 ，　HeBe ／loMafl

　　z 　I｛pecTHa兄　cH 袵a ，　CH6 ・
，
1903

，　cTp ・289・

　（5）　AΦaHacbeB ，　A．　H．
，　no ∂T四 ec 朋 e　Bo33pellHA 　cnaBHH 　Ha 　HpHpo 八y，　T ，3，　M ．

，

　　1869，cTp ．730・；　CHerHpeB ，　PL　M ・，　 PyccKHe 　npocToHapoAHble 　npa3AHHKH 　M

　　cyeBepflble 　o6pH ”bl，　Bblll・2，　M ． 　1838，　cTp ・36− 7・

　（6）　phl6Hm ｛oB ，　R ．　H ．
，　HecHH ，　T 。3，　H3JC．2−e ，　M ．

，
1910

，　cTp ．133．　 nocH ／lenKH に

　　つ い て は ， 皿aJlb ，　B．　M り To ．rrKoBbl 負 g∬ oBapb ＞KHBoro 　 BeJIHKopyccKoro 　fl3blKa ，

　　T．3
， Crl6．−M ．， 1882 の 《noca 冫KaTb 》の 項 を 参照 。 　ま た

，　メ ー リ ； コ フ の 長編小

　　 説 『丘 地 に て 』 に そ の 描写 が あ る 。

　（7）　八anb ，　rloc五 〇B 区虱hl　pyccKoro　HapoAa ，　M ・
，
1957

，　cTp ・894− 5・

　（8）　Pbl6HHKOB ，　op ．　cit ・
，　cTp ・134− 5・

　（9） qHuep 。B ，　oP ・cit ・
，　cTp ・173・

　（1〔｝　Pbi6HmKoB ，
　oP ・cit

り
cTp ・135− 6 ； 从 aKcHMoB

，
　oP ・cit・，　cTp ・302− 3 さ らに ，

　　llie営H ，　 n ．　B．，　Be π HKopycc 　B　cBoHx 　 necHflx ， 06pH ム ax ＿＿
，　T ．1

，　CH6 ．
，
1900

，

　　CTP ．310− 14・

　（1］）　CaxapoB ， レL 「廴，　CK ．13aHblfi　pyccKoro　HapoAa
，　Hapo 双Hb 夏眞　IcHeBHraK，　C「16．，

　　 1885
， CTP ・　163・

　  　
tl

四 epoB ，　 op ．　cit
り cTp ．180 ； HocoBa ，　r．　A り 月3bmecTBo 　B 叩 aBocJaBHH ，　M り

　　 1975
， CTP ・51・
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（1・eK … 1・1〈・… Hn ・・y ・・ t・・Tblx ・P・n・ HK ・B
，
・n ．

，
1975

， ・Tp ．80．また，今世紀 糎 頁

　　に ベ
ロ ゼ ール 地方で は ，50例 の ス ヴ ャ

ー ト キ の 占い が 採 集 され て い る 。 COKO 調OBbl ，

　B ・H 正0 ・
， CKa3KH　H　rlecHH 　Beno3epcKoro 　Kpafl ，　M ．， 1915

，
　cTp ．519− 23．

 

 

 

砌

 

iMaKcHMoB
，　op ．　cit

り 　cTp ．302，

Tpa 煮 H 旺HoHHbIth ΦoJIbK ∬ op 　BJIa 双聾MHpcl くo 負 11epeBHH ， ハへ．， 1972，　cTp ．128．
粥 alくcHMoB ，　oP ・cit ，

，　cTp ．300− 1．

CaBy田 K ｝｛Ha ・ H・H り PyccK班 苴　Hapo 双Hb 夏最　TeaTp ， 瓢 ．，1976
，
　cTp ．40．

MHHx ，　A．　H ．
，　Hapo 双H 正、le　o6blqaH ， 06pHflbl，　cyeBepHsl 　H ＿＿

，
　C口6．， 1890

，

　　CTP ，90．

  　ryceB ，　B．　E，
，　OT　o6pfina 　K 　HaponHoMy 丑paMy，　B　c6 ・《（1）o・fibK訌oP 　H　3THo−

　　rpa Φxfi》，　 JL　1974；　
LlpitiepoB

，　op ．　cit
り　cTp ．205 ； Hpoun ，

　 B．只．，　PyccKHe

　　a「papHbIe　npa3JIHHI ｛H ・　JI・・　1963
・　cTp ・　68

− 70；　BepKoB，　1
”
1．　H リ　PyccKaH

　　HapoJLIIafi 八paMa　XVI 工一XX 　BB ・
，　IM．， 1953

，　cTp ．321．

 ◎　　ColくoJloB ・ K）・M ・，　PyccK ｝｛黄　（i）onbKnop ，
　M ．

，
1938

，
　cTp ．375．

御）　BceBononcKHil−PepHppocc，　oP ，　cit ．，　cTp ，36．

  　AceeB ・B・H ・H 八P・（pen・），　PyccK　PuVI 双paMaTHqecKH 苴 TeaTp ，　M ，，1976．　cTp ．

　　14．

  　JIHxaqeB・ n・C ・HI
’
laHqeHi〈o ，　A ・M ．， 《CMexoBo蔵 MHP 》，IlpeBHeVl　PycH，

　JI．，
　　1976 ， cTp ．131− 2．

C2di　PbI6HHKoB
，　op ．　cit ．，　cTp ．148．

鱒 　CoBpeMeHHb説 pYccK レlth　cpoJlbl 〈．llop，1yi．， 1966 セこ 収め られ た H ・珂・CaByullcmla

　　の 報 告 （CTP ．70− 1） に よ る 。

鱒 　A ΦaHacbeB ，　op ．　cit りT ．1，　cTp ．718．

  　CaxapoB，　 op ．　 cit ．
，　 cTp ．159− 60 ； A ΦaHacbeB ，　 op ．　 cit ．

，
　 T ．3．　cTp ．470− 1 ；

　TepeuleHKo ，　A ．　B．
，　BblT　pyccKoro　Hapo 丑a ，　u ．7

，　CR6 ．， 1848
，　cTp ，295．

囀　　BoraThlpeB，　rL　rりBonpocb1　 TeopHH 　Hapo 双Horo 　HcKyccTBa ，
　M ．

，
1971

，
　cTp ．

　　113．

鶴 　Rponii，　 op ，　 cit ．
，　 cTp ． 14− 17．白 ロ シ ァ の 記 述 例 と し て は MHHbKo ，　 JI．　H ・，

　CyeBepmm　H　npHMeThl ， ル玉HHcK ，
1975

，　cTp ．78− 9，

C3C）　双aJIb
，　oP ・cit

り cTp ・899 ； Tepen 工eHKo ，　oP ・cit ．
，　cTp ，57 ； CoKo諏oBbl ，

　oP ．　cit ．
，

　CTP ．402．

B］）　Ko川 IaKoBa ，　pycci＜aH 　 IIapoJIHafi　6biToBafl　fiecHfi， 1＞L ，
1962

，　cTp ．36．

  　1
’
los3Hfi　KpecTbfiHcKHx 　npa3 双HHKoB ，JL，

1970 に 付 け られ た H ．　ld．　3eMlloBcKHva

　　の 序文 cTp ・12・ま た rIpoHn ，　 oP ・cit．，　 cTp ．40− 44．
凡
q

→

 

 
眺
ワ

¢

e
¢

¢
 
P

3eM 賦oBcKH 員・1顕e誕o 双HIくa　 Ka 刀eHAap 正【blx 　neceH ，　JI・， 1975
，　 cTp 。33，

npoHH ，　oP ・cit ・，　cTp ・54− 5・

BepKoB，　oP ・cit ・，　cTp ・68・

CHerupeB，　 op ．　cit ．，　cTp ．33− 4．

qHqepoB ，　oP ・cit ・，　cTp ・194・− 5・た だ し，1863年版 の CToMaB で は 別 の 表現 を
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　　と っ て い る
。
CToF，flaB

，　CH6 ．
，
1863

，　cTp ．136．

  　0汀eapH 臨 op ．　cit ．
，　cTp ．178− −9．た だ し こ の 版 に は 大道芸 入 を描 い た 有名 な絵 は

　収 め ら れ て い な い 。　ま た ΦaMHHIIIi 田 ，　A ．　C ， 　Cl〈oit10pQxz 　Ha 　PycH ，　CR6 ．
， 1889

　 の 第 2 章 （e）を参照 ．： こ の 旅 芸 人 の
．
芸が ， 見 せ 物 小屋 の 呼 び こ み や 定期 市 の ラ ヨ ー

　　ク と い っ た 都市 フ ォ
P．一ク 卩 ア の 芸 な らび に サ ーカ ス の 起 源 とな っ た こ と に つ い て は ，

　CaBYIIIKvaHa，　op ．　cit．，　cTp ，122− ； 廴．工Hp 【く，　Ma 澱eHbKaA 　oH ［IHI〈none 八vafl，　M ．，1973，

　 CTP ・266− 7・

「pcJ）　BepKoB，　oP ・cit ・
，　cTp ．139．

  　BemKHH ，　A ・A ・，　PyccKHe 　clくoMopoxPI ，　M ．
，
1975

，　cTp ．132．

  　｝〈y3bMMHa ，　B ・几， 　PyccK 曲 双eMoKpaTHqecKH 且 TeaTp 　XVIII　BeKa ， 1＞L ，
1958

，

　cTp ，46．ス ヴ ャ ー トキ に 見 られ る 農 耕 の 予 祝行事 に つ い て は ，
　 npon 　ll，　oP ・　cit ・・ cTP ・

　49− 51；CaByml〈mla ，　op ．　cit
．　cTp ．38．

臼勿　CHerHpeB，
　op ．　cit ．

，
　cTp ．106．

臼3　・MalccHMoB ，　op ・cit ・，　cTp ・295；nponn ，　oP ，　cit ．，　cTp ．111．

  　吉 田 禎吾 『魔性 の 文化 誌』 研究社 ， 1976年 の 第 3 章第 6 節 「不 思
．
議な 来訪 者」 を

　 参照 。

  　Rponn ・ op ・cit ・・ cTp ・70・また qHgepoB の 見 解は ， しIHqepoB，　op ．　cit．，　cTp ，

　 202．

  　AΦaHacbeB ，　op ．　cit ．
，　T ．3

，　cTp ．731− 3．

  　nporlrl，　oP ・cit．，　c
’
rp ．26．　　　　　　　　　　　　　　　　 ．
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