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庶 民 生 活 の 論 理 と 表 現

スペ イ ン，南 部 エス トレマ ドゥー ラの町 の例 か ら

黒 田 悦 子＊

   The Logic and Expression of the Populace 

—From a Town in Southern Extremadura , Spain—

Etsuko KURODA

   The problem of social tolerance toward marginal people, 
the poor and the socially handicapped, has been discussed 
somewhat in connection with the concept of "honour and shame" 
by social anthropologists  [CARD BAROJA 1966;  PITT-RIVERS 
1966]. Later the discussion went far in another direction with 
emphasis on the politics of sex [PITT-RIVERS  1977]. Social 
tolerance, however, is to be discussed in the light of centrality 
versus marginality, and the rich versus the poor sector of the 

population. With this in mind, I deal with the populace's logic 
of exclusion and inclusion of the people around them, and their 
ethos and wisdom as expressed in verbal communication. 

   In a town in southern Extremadura, the categorization of 

people is as follows. First, there are two categories of "outsiders". 
Moorish women from Ceuta, who work as prostitutes on the 
outskirts of the town, are branded as defiled in contrast to the 
"sacredness" of the town's housewives. Another category of 
outsiders is  Gypsies: Gypsies who in a group used to visit this 
town to participate in its livestock fairs, and resident Gypsies 
who have to share life with the townsfolk. The Gypsies of the 
first type were accepted amicably for two  reasons  : the Gypsy 
animal brokers (horse, mule, and donkey) called corredores or 
tratantes, were indispensable to the livestock fairs, and they were 
"strangers" who attracted the people of the town with entertain -
ments such as a circus and a little theater. The Gypsies of this 
type ceased to come to town around 1970, when the corredores 
were replaced by professional, big-scale animal merchants. Even 
today some Gypsies come to the fairs, but they are a few in 
number and have only few contacts with the town. Besides these
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Gypsies, some traveling vendors of cloth and embroidery come 
from nearby towns and Canary Islands to visit the town. But they 
have only temporary contacts with the  people.. Today floating 
Gypsy beggars tend to be rejected by the people who are beginning 
to lose their traditional tolerance toward the visiting Gypsies. 

   Resident Gypsies are divided into two  types  : rich Gypsies 

(gitanos senoritos) and poor ones. The former took advantage of 
this town as the regional center, where a great number of bars 
flourish, and they have become successful in this business. The 

poor Gypsies can find no other livelihood than the lower class 
jobs, as do the lower sector of the  town's populace, though 
some Gypsies use their musical talents or their ability to sell cloth 
and embroidery. Both the rich and poor Gypsies are residents 
of the town, but they never intermarry with the non-Gypsy 
residents. And the Gypsies, though living long in the town, 
remain "internal others" to the non-Gypsy population. 

   The townsfolk themselves can be divided according to social 
 stratification  : 1. don (title of respect) class who are descendants 

of titled people (la  genie del  titulo) and landowners  (terra-
tenientes); 2. respected class of lawyers and medical doctors; 
3. local merchants class whose commerce depends on the 
consumption of the  populace; 4. new rich who accumulated 
wealth after 1960 in response to the so-called miraculous 
economic development of Spain; and 5. populace ranging from 
a lower class to a sector inclined toward a middle class way of 
life. I observed this town mainly through the eyes of the 

populace in general. 
   The reaction of the populace to beggars has changed from 

time to time. Until around the time of the Civil War, begging 
was socially accepted under the pressure of the Catholic teachings. 
But after the Second Vatican Council (1962-65), which initiated 
the liberal policy of the Church, people became free from Church 
constraints and became less tolerant toward beggars, who are 
now a few in number. 

   Lottery and coupon vending, either by Gypsies or non-
Gypsies, is a job open mainly to the handicapped. Their life 
revolves around the populace who compose the majority of 
the buyers, in which are included also some of the rich. As 

people say that "Playing much is vicious, but no playing at all 
is foolish  (Jugar mucho es vicioso,  pero  jugar nada es  tonto.)", a majority 
of the townsfolk are involved in buying dreams such as the lottery, 
coupons,  rifa (a private lottery for small  prizes), and quiniela 

(a kind of football  pool). Among the various ways of vending 
lottery, that known as  participation, in which one lottery is shared 
by a group of buyers, suits well the majority who try to invest 
a small amount on a range of possibilities. This is why some
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vendors unauthorized by the government make and sell illegal 

 participation to reap hidden profits. When somebody buys 
a  participation, either legal or illegal, he is expected to tip the 
vendor. Again, when a buyer wins he must give some portion 
to the vendor. In a due course, from the day of purchase to the 
day when the winners are announced, close human relationships 
continue between the buyer who aspires to a win, and the vendor 
who tries to treat the buyer with witty conversation. The same 
is true of the relationship between the buyer and vendor of 
coupons, although the price of a coupon is much less and the 
winners are announced every evening. What is most striking to 
the observer of this business is that the two persons involved, the 
buyer and the vendor, interact superbly, manipulating their 
magical ability to converse. 

   As is typical  in  conversations between the buyer and vendor 
of lottery and coupons,  the populace, especially of the "vulgar" 
category  (la genie vulgar), have the picaresque atmosphere (called 

picardia by the townsfolk) and wisdom of life, both of which are 
well represented in their verbal communication, examples of 
which are given in the final chapter of this article. 

   After the economic development of Spain in 1950-60, 
and then under the forces of freedom since the death of Franco 
in 1975, the world of the populace has changed much, even in 
the provincial towns of southern Extremadura. Time is needed 
to understand in which direction the vitality of the populace will 

go in the future. 

    Contents of the article  are: 

Introduction 
 1. Categories of the people—center and margins, rich and poor 

  1) Moorish women from Ceuta 
 2) Gypsies 

   (1) Gypsies from outside 
   (2) Gypsies as internal others 

  3) Townsfolk and the populace 
2. The socially handicapped and the reactions of the populace 

  1) Beggars 
  2) Lottery and coupon vendors 

3. Ethos and wisdom of the populace as expressed in verbal 
    communication 

  1) Titles of honor, pronouns, nicknames, and diminutives 
  2) Exaggeration 

  3) Rich terms for criticism 
  4) Metaphors of plants and animals
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 5) Blasphemy, sexual expression 
 6) Old-fashioned expression, concrete ways of expression 

 7) Maxims 
Perspectives on the world of the populace

は じめ に

１． 人 の分 類 一 中心 と周縁 ， 富者 と貧 者

　 １） セ ウ タか らきた ‘ム ー一ア人 ’の女

　 ２）　 ジ プ シー

　 　 〔１） 外 来 の ジプ シー

　 　 （２） 定 着 ジプ シ・一一・＝：内 な る他 者

　 　 　 　 　 　 まちびと

　３） 一般の町人 と庶民の位置づけ

２． 社会的弱者 と庶民の対応

　１） 乞食 の存在

　２）　 くじ， クーポ ン売 りの人 々

３．　 バーバ ル ・コミュニケーシ ョンにあ らわ

　れ る庶民 の気風 と知恵

　１） 敬称 ，指示代 名詞，あだな，示小語

　２） 誇張表現

　３） 批判 のための言葉の多さ

　４） 植物 ，動物の隠喩

　５）　冒?的 表現，性的表現

　６） 旧い表現，具象的表現

　７） ことわざ

庶民世界の行方

は じ め に

　 社 会 に お け る寛 容 性 と い う も のが あ る とす れ ば， か な らず や偏 狭 さ と裏 腹 にな って

い る こ とを 考 え な い人 は少 な いだ ろ う。 しか し， それ に して も， ス ペ イ ンの大 都 市 で

私 に と って 印 象 的 な の は社 会 的 弱 者 へ の寛 容 性 が街 にみ られ る こ とで あ った。 私 が 活

動 の拠 点 と した バ ル セ ロナや セ ビ ー リアで この思 い を濃 く し， 自分 が フ ィール ドと し

た南 部 エ ス トレマ ドゥー ラの町 で よ り実証 的 に考 えて み た 結 果 が この小 論 とな った 。

バ ル セ ロナや セビ ー リア で は乞 食 ， く じ売 り， 大 道 芸 人 へ の 町人 の寛 容 さ を 目 に して

も， そ の理 由 をス ペ イ ンに根 深 い キ リス ト教 的 慈善 心 とか 貧 者 に存在 を認 め る こ の国

の ピカ レス ク な伝 統 に求 め る以 上 に思 考 が 進 ま な い。 い うま で もな く， こ の二 つ の推

測 には い く らで も反論 は あ りう る。 ま して や， 寛 容 性 の有 無 ， も っ と価 値 観 念 の入 ら

な い用語 で い え ば受 容 と排 除 の メ カ ニ ズ ム の実 態 は大 都 会 の街 角 で は わ か らな い。 人

口 １万 ３千 程 の 田舎 町 で は社 会 的現 実 は よ り可視 的 とな る。

　 貧 を も含 め て社 会 的 弱者 の 問題 は ス ペ イ ンにつ い て の社 会 人 類 学 的 研究 の流 れか ら

い え ぱ，「名 誉 と恥 」 とい う概 念 の下 に一 括 して論 じ られ て きて お り ［ＣＡＲＯ　ＢＡＲＯＪＡ

ｌ９６６；ＰＩＴＴ－ＲＩｖＥＲｓ　 ｌ　９６６］， 更 に， こ の概念 は 「性 を め ぐる政 治 学 」 ［ＰＩＴＴ－ＲＩｖＥＲｓ

５３４
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１９７７］として性 と深 くかかわって展開されて しまった。ピット・リバーズのこの展開

は地中海文化の根源的構造に接近するには適当な選択かもしれないが，日常生活にみ

る社会の寛容性の実態は性よりも当該 コミュニティ内の中心と周縁性，そして貧富の

要因と大きくかかわっている。この場合，コミュニティの志向を代表するのは庶民層

である。庶民とは実にあいまいな概念であるが，コミュニティの上層の人でもなく，

中産化 しつつある一部の人々でもな く， 一般大衆であり，さしずめパフチーンな ら

「民衆」とよんだ分類に近い人々のことである。他に適当な用語がないので庶民とい

う言葉を採用したが，その意味内容については本文で扱かう。

　第 １章では南部エス トレマ ドゥーラの町の例に依りつつ，庶民を軸に してジプシー

をも含めた人の分類を行ない，排除と受容の論理がどのように動いているかをみてみ

た。第 ２章ではコミュニティが受容した社会的弱者と町人がいかなる関係に立ちなが

らくらしているかということを乞食や くじ売 りを展型例として考えてみた。第 ３章は

庶民生活を支える気風と知恵を表現するバーバル ・コミュニケーションの例を具体的

にあげてみた。全体 として，スペイン社会の底流にある庶民生活の実態と論理の一端

を提示することが当稿の目的である。

　 ス ペ イ ンの数 多 い 地域 の な か か らエス トレマ ドゥー ラ南 部 を フ ィール ドと して 選 ん

だ の は次 の よ うな 理 由 に よ る。元 々， 私 は メ ソア メ リカ を専攻 領 域 と して お り， 歴史

的 に も文化 的 に も関 連 の 深 い ス ペ イ ン南 部 に 興 味 を 持 って きた が， 社会 人 類 学 的 研

究 の あ る ア ンダ ル シー ア ［Ｍ ｏＲＥＮｏ　ＮＡｖＡＲＲｏ　 ｌ９７２；ＧＩＬＭｏＲＥ　 ｌ９８０； ピ ッ トー

リバ ー ズ　 １９８０］ を避 け， 「新 大 陸 征服 者 の故 郷 」 と称 され る エス トレマ ドゥ ー ラを

選 ん だ 次第 で あ る。 そ して ， 従 来 ， ス ペ イ ンに 関 す る社 会 人 類 学 的研 究 は殆 どが 山

間 部 や 僻 地 に あ る村 落 共 同体 や 町 を対 象 に して 行 な わ れ て きた 傾 向 が あ る が ［ＫＥＮＮＹ

ｌ９６９；ＦＲＥＥＭＡＮ　１９７０，１９７９；ＣＨＲＩｓＴＩＡＮ　ｌ９７２；ＡｃＥｖＥｓ　 ｌ　９７３；ＢＡＲＲＥＴＴ　 １９７４；

ＢＲＡＮＤＥｓ　 ｌ９７５ユ１）， 私 の場 合 は発 展途 上 中 の町 を と りあ げ てみ た 。 エ ス トレマ ドゥ

ー ラ南 部 の バ ダ ホ ス県 で はス ペ イ ンの他 の地 域 と同 様 に大 半 が死 ん だ よ うな過 疎 の村

々で あ り， 人 の集 ま る生 き生 き と した 町 は数 少 な い２）。 過疎 の村 の存在 は ス ペ イ ンが

１） ごく最近手に入れた資料 ［ＫＥＮＮＹ　ａｎｄ　ＫＮＩＰＭＥＹＥＲ　 １９８３］によると，　 Ｃｏｒｂｉｎのロ ンダ（ア

　 ンダル シーア）， Ｐｒｅｓｓのセビー リア，　 Ｓｃｈｗａｒｔｚの トゥル ヒー ヨ （エス トレマ ドゥーラ）にお

　 ける仕事が都市の研究例 と してあげ られている。

２）大方の村 は人 口が少 な く活気のない農業依存型 の村であ り， 移住率 も高 く， 「死んだよ うな

　 村」 と形容されている。バダホス県 にある１６３の ムニ シピオの内，１５６がこのタイプであ る。そ

　 して ，残 りの ７つのムニシピオにだけ人口が集中 し，生活に活気がある。商業の中心であ り，

　 工業 も若干発達 している ［Ｒｕｌｚ　ＭＡｃｌＡｓ　 ｌ９８２：４－１４］。 前者 のタイプの村では１９５０年以 降，

　 北 ヨーロ ッパ諸国および国内への移住率が致命的に高 いが，後者の町 々では移住率，出稼 ぎの

　 率が比較的低い ［ＧＡｖｌＲＩＡ，　ＮＡＲＥＤｏ　ａｎｄ　ＳＥＲＮＡ　 ｌ９７８；ＰｕｙｏＬ　ＡＮＴｏＬｉＮ　１９７９］。

　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　５３５
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以前から抱えてきた社会問題ではあるが，その概要は従来の研究からかなり明らかで

ある。それにくらべて，活気のある町の実態は一向にわかっていない。 しかも，この

ような町でこそ将来スペイン社会一般が展開するであろう生活のスタイルが見うけら

れ，また， その半ば都市的環境の中でこそ （住民の表現によると ａｉｒｅ　ｄｅｌ　ｃａｐｉｔａ』

首都のような雰囲気）， 色々な部類の人 々が集まり， くじ売りや クーポン売りのよう

な都市的なりわいも成立するわけである。

　私が選んだ町は１４世紀の末以降，定期市の町として栄えてきた旧公爵領であり，後

述するように階層差があるが，私は住民の中でも上層や上品な人ではなくて，収入も

多 くな く価値観的にも旧い田舎のスペイン像を維持 している庶民の側に立ってこの町

を眺めることとなった。

　いうまでもなく，地域性が極めて大 きなスペインのこととてエス トレマ ドゥーラの

例でスペインを代表させようという気持は私にはない。しかし，どの地域にせよ，な

にがしか共通に庶民の論理が底流にあるのではないかというのが私の出発点である。

１． 人の分類一 中心 と周縁 ，富者 と貧者

　 町 はマ ド リー ドとセ ビ ー リアを結 ぶ幹 線 道 路 近 くに位 置 す る地 の利 をえ て ， 外 界 と

の交 流 が容 易 な 開 か れ た社 会 で あ るが， そ れ で も， か しの 木 とぶ ど う畑 の平 原 にぽ つ

ん と立 つ こ の町 自体 は一 つ の小 世界 と して ま とま って い る。 町 は 中世 の城 囲 都 市 を 中

核 に して拡 大 しつ つ あ る が， 町人 は この 中核 部 を町 の 中心 と こ ころ え， 出入 りす る余

所 者 を簡 単 に見 わ け る こ とが で き る。 町 人 が 余 所者 に 言 及 す る とき は フ ォ ラ ス テ ロ

（ｆｏｒａｓｔｅｒｏ） とい う。 こ れ は町 の 人 で な い者 に は誰 にで も 当て は め られ る。 近 隣…の町

村 の人 々， 外 人 ， ア フ リカ の セ ウタか ら きた売 春 婦 ， 流 れ 者 の ジプ シー， これ らはす

べ て フ ォ ラス テ ロで あ る。 ジプ シーで も町 に定 着 して い る人 は フ ォ ラス テ ロで は な い。

つ ま り， この フ ォ ラス テ ロ とい う概 念 は外来 の 余所 者 で あ り， この 概念 に含 ま れ る人

々の 内， セ ウタか らの女 と流 れ者 の ジプ シ ーが 町人 に と って 意 味 深 い余 所 者 で あ る。

１）　 セ ウ タ か ら き た ‘ム ー ア 人 ’の 女

　アフリカのセウタか らくる女はモラ （ｍｏｒａムーア人の女の意味） と称され，町は

ずれにある売春宿で働いている。時々，町に姿をみせ，買物を していくが町人 との接

触は少ない。元々，町の売春宿はロンダ街という町の繁華街か ら少 し離れた細い街路

に在ったが，７０年代の町政改革に乗 って悪場所廃止の気運がおこり，町人は性的余剰

５３６
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を町のはずれに追い出してしまい，その場所とモラを不道徳 と汚れの象徴に仕立てし

まうことにより・逆に町と町人の存在を正当化することとなった。主婦達は 「モラの

宿は汚れの場であり，私の家は聖なる住いだ」といって世間をはばからない。

　モラは数少なく，町の生活への影響力 も少ないが，ジプシーとの関わりは大 きく，

ジプシーに対 して町人が持つ排除と受容の論理は注目に価する。

２）　 ジ　 プ　 シ　 ー

　 町人 は ジ プ シ ーを 異質 な者 と して 認識 し， ジプ シーの側 で も自 らを カ レ （ｃａｌ６），普

通 の ス ペ イ ン人 を パ ジ ョ （ｐａｙｏ） とよん で 区別 して お り， この 区 別 は ど こ まで も続 く。

ジプ シー は町 の外 か ら くる ジ プ シ ー と町 に定 着 した ジプ シー との二 つ に分 け られ る。

（ユ） 外来 の ジプ シー

　 町 の外 か ら くる ジプ シー に は三 種 類 あ る。 第 一 に は， 物乞 い の ジ プ シ ーで あ る。近

くの 町 や村 か ら流 れ て きて物 乞 いを す るタ イ プ で， 母 親 が子 連 れ で きて ， 物乞 い に応

じな い相 手 に は呪 誼 を く りか えす 。 定期 市 に ジプ シーが 大 挙 して きた１９７０年 頃 ま で は

町 人 は物 乞 いす る ジプ シー に寛 容 で あ った が， 最 近 は小 市 民 的気 風 が強 ま り， 排 除 し

て い く傾 向 が 強 い。

　 第二 に は， 時折 ， 物 売 り に現 れ る ジプ シーが あ る。 例 え ば， 近 くの町 ドン ・ベ ニ

トに住 む ジ プ シ ーの 夫婦 が車 で シ ャ ツ，枕 カバ ー 　 シー ッ等 を運 ん で きて ， 町 の市 場

の 前 の道 に露 天 を は って ， あ っ と い う間 に売 りつ く して帰 って い く。値 段 次第 で 町 人

は買 って い く。 また ， 夏 に な る と， カ ナ リア島 か ら シャ ッ， シー ッ， し し ゅう製 品 を

持 って きて， 家 々 をめ ぐって売 る ジ プ シーの 女性 が い る。 町 の主 婦 を敬 称 で ドニ ャ

（ｄｏｆｉａ）とよん で， 笑 いを 買 い な が らも， 主 婦 の方 も値 切 りを 楽 しみ な が ら買 う ので ，

結 構売 り上 げ よ ろ し く帰 って い く。 害 の な い余 所 者 で あ り，排 除 す る必 要 もな いの で

あ る。

　 第三 の タ イ プ は定 期 市 に くる ジ プ シーで あ る。 ２月 ２日 （カ ンデ ラ リア の聖 女 の

日）， ６月 ２９日 （サ ン ・ペ ドロの聖 人 の 日）， １０月 初 旬 （サ ン ・ミゲ ル の聖 人 の 日） の

家 畜 市 に くる人 々で 主 と して エ ス トレマ ドゥー ラ， 特 にバ ダ ホ ス 県 ， ア ンダ ル シ ー ア

の ウエ ルバ 県 ， 北 部 のサ ラマ ンカ地 方 か らの人 が多 い。 この 種 の ジプ シー が１９７０年 頃

ま で 持 って い た意 味 は定 期 的 に祝 祭 時 に 来 訪 して くる ‘異 人 ’で あ り， 芸 能 集 団 で も

あ り・ 町 の祝 祭 の暦 に不 可欠 の人 々で あ った 。 町人 の記 憶 によ る と，３０年 ほ ど前 ま で

は ジプ シー は 家 馬 車 で 大 挙 して きた 。 車 が 町 の端 に あ る 教 会 か らジ プ シーの バ リオ

（町 の小 区 画 ）とよ ばれ る街 筋 に 至 る長 い道 を埋 め つ く した ばか りで な く， 町 の も う一
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方のはずれにある広場にもテントをはってキャンプし，猿，犬，その他の動物をつか

って小劇場を開き， ラッパを吹いて客を集めた。 ジプシーはコレドール （ｃｏｒｒｅｄｏｒ）

とか トラタンテ （ｔｒａｔａｎｔｅ）と称される家畜の仲買いに従事していたか ら， 定期市に

くるだけの実益があった し，一ヵ月 も町に滞在 している内に子供に洗礼をうけさせた

り，教会で結婚式をあげることができた。一方，スペイン人の町人，パージョの側か

らみれば外来の他者に触れ，芸能をも楽 しむ良い機会であった。その受容の態度は久

々の客に対す る好奇 と信頼の入り混 ったものであったらしい。ジプシーのバ リオは家

馬車や動物で一杯になり，バ リオにあった昔風の家には台所を共有 して何家族 ものジ

プシーが宿泊 し，１０月の定期市には１カ月も町に滞在 していたといわれる。物乞いに

町をまわる女のジプシーも多かったが， この物乞いに応 じるのが当然だという態度が

当時は一般的だったとされている。このようなジプシーと町人の関係は約１５年前まで

続いたが，定期市においてジプシーが家畜売買の仲介人として果す役割が減少するに

つれ，ジプシーの集団的来訪の姿は町から消えていった。１９５０年代からはスペインの

社会変化は大 きく，家畜をめ ぐる仕事が全国ネットワークのプロの家畜業者の手に渡

り，馬，ロバ， ラバの小規模な売買と仲介 しかジプシーの手に残 らなかったからであ

る。

　１９８２年にも２月， ６．月の定期市にジプシーは町にきたが，数も少なく，車で市の前

日くる者が多 く，馬 ロバ， ラバの仲介を行 うだけで芸能集団としての機能は既に持

っていなかった。町なかの家に泊ることもな く，定期市用の空地にテントをはり，一

般の町入 との接触も殆どなくなった。

　定期市に大挙 してきたジプシーを町が受容 したのは彼等が短期間の余所者であり，

いずれは町か ら出ていってしまうことが明らかだったか らである。同じジプシーでも

町に定着する者には別の受容のメカニズムが働 く。

　 　 （２） 定 着 ジ プ シ ー ＝内 な る 他 者

　 ジプ シー が いつ の頃 か ら町 に住 み つ いた の か につ いて は記録 もな い が ， ２～ ３代 前

にバ ダ ホ ス県 内 の町 村 か ら移 住 して きた 者 が多 い。 定 着 ジプ シー の人 口 は ほぼ ４０人 で

あ る。人 数 は刻 々 と変 化 す る。 夏 の観 光 シ ーズ ンに は リゾー トに 出稼 ぎ に 出 る者 もい

る し， バ ル セ ロ ナの 親族 との間 に往来 が あ って人 が動 くか らで あ る。 マ ド リー ドに出

て い る者 は こ の町 に関 す る限 りいな い。

　定 着 ジ プ シー は貧 しい ジプ シー と 旦 那 衆 の ジプ シー （ｇｉｔａｎＯ　ＳｅｆｉＯｒｉｔＯ） に区 分 され

る。 両 者 とも何 年 町 に住 んで も ジプ シ ー と認 識 され つ づ け る こ とに は差 は ない 。 しか

し， 町 人 の受 容 の 仕方 は ジ プ シーの経 済 力 と人 柄 によ って 決定 さ れ る よ う に見 え る。
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この点からいえば，非ジプシーの一般の町人を受容するかしないかを決めるのと同 じ

要因が働いていると判断できる。

　旦那衆のジプシーはジプシーに伝統的な仕事を生かしたり，新領域に活路を見出し

て稼ぎ，町人からみて恥か しいどころか，経済的にはかなり豊かな生活をおくってい

る。或るジプシーは家畜の仲介業から車のセールスに転職 し，成功をおさめ，修理工

場を一つ，マ ンションを二つ持つ豪勢な生活ぶ りで，亡 くなると，遺族はジプシーで

はじめての廟までたてた。その他，現在，町で成功 している三人のジプシーの家族はバ

ル（バーとカフェテ リアの中間形）とレス トラン経営にかかわっており，いずれも町の

要地 に店をはり，町で上層の客を相手 に有利な経営を進めている。三人の経営者は親

族関係で結ばれている。この三者の内二者は近年，附近の村か ら引越 してきて，人の

にぎわいのあるこの町での商売に投資 しており，元々はジプシーらしい下積みの仕事

で蓄財 してきた人々である。

　 ジプシーらしい下積みの仕事 とは町の貧 しいジプシーが今でも従事 している仕事で

ある。家畜の仲介人だった主人が亡 くなると女は掃除婦になったり，宝 くじを売 った

り，繊維製品を露天で売ったりして，生計を立てる。これらの仕事はジプシー特有の

ものではなく，非ジプシーでも定職につきはぐれた者がつ く仕事である。つまり，旦

那衆のジプシー以外のジプシーは非ジプシーである一般スペイン社会の下層の庶民世

界に組みこまれていくことによって生存が可能になる。大都市のジプシーにみるプロ

の乞食という生存方法は成立 しえない田舎町の場合，貧 しい定着 ジプシーが生存する

方法は貧 しいスペイン人の世界に仲間入りすることである。仲間入りし，その世界で

要求される規範と知恵を身につける限りは，スペイン人の庶民世界の下部に編入され

ていくのである。そしてまた，スペイン人の庶民世界はそのような形でジプシーのよ

うな他者も自らの社会的弱者をも受容 していく伸縮性 と寛容性を持ち合せていること

は次章での記述で明らかにしたい。

　 もちろん，上記の解釈はスペイン人の視点を理解 しながら観察者の立場から出した

ものであり，ジプシーの立場からすれば的はずれであろう。彼等は別のアイデンティ

ティと慣習を持 っており ［ＳＡＮ　ＲＯＭＡＮ　 ｌ９７６］， 非ジフ。シー社会に同化 しようとし

ないし，両者の間に結婚が成立することも町では皆無である。

　 以上，セウタか らのモラとジプシーについてのべたが，この二者はあくまでも町と

いうコミュニティにとって周縁の人々である。定着ジプシーにしてもあくまでも 「内

なる他者」にとどまっている。町の住民の中心部を成すのはやはり一般スペイン人住

民で，それらの人々の分類は富貧の差につながる社会成層で考えるのがまずは妥当な
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方 法 で あ ろ う。

　 　 　 　 　 　 まちびと

３）　一般の町人 と庶民の位置づけ

　１９５０年代のスペインの経済発展に伴 う国民生活の全般的向上，更に１９６０年代の産業

発展に続 く社会変化の進行 ［ＨＥＲＲ　ｌ９７１：Ｃｈａｐｔｅｒ　１５；ＲＥＳＥＮＡ　ｌ９７７：１４５－－１６８；

ソペーニャ　 １９７７：５章］はエス トレマ ドゥーラ南部の町にも影響を及ぼし，町の階

層の実態をも変えていき，今日も変化が継続 しているともいえるので，町の階層の図

式は流動的で変化 しうる概略図としてしか提示 しにくい。

　第一にあげられるのはドン （ｄｏｎ）という敬称でよばれ る地位が高 く財産もある入

々である。公爵の土地の管理人から身をおこした地主の子孫はドンの分類に属 し，現

在はオリーブやぶどう園を持ち，数多くの借家に加えて，町の映画館を三つとも所有

している。他の一人は以前伯爵位を持っていた人で，今は土地を持ち，家畜業をいと

なんでいる。 ドンとよばれないが，それに準ずる敬意を払 ってあいさつ され るの は

Ｍ 家族で，１９世紀の教会領没収の時に土地を購入 して上昇 した家族の子孫で，弁護士

業で豊かにくらしている例が多い。なお，この家系は官選町長時代に町長をつとめて

いる。同 じく， ドンとはよばれないが上流の士とされる人 としてエンジン会社の前所

有者 も入る。これらの人々の特徴は資産に恵まれていること，加えて紳士 としての仕

立のよい服装，上品な物腰，下目の者をやさしく包む風格であり，土地の人が 「堂々

とした」（ｓｅｆｉｏｒｉａｌ）とよぶにふさわしい人 々である。この人々と後述の庶民との距離

は社会，経済的にも文化的にも大きい。

　第二の層は医者 と弁護士である。この内，旧 くからの家系は第一の層に準ずる品の

良さを持ち，上の階層とみられている。医者や弁護士でも新 しい人々は専門家として

の評価しかうけていない。

　第三にあげられるのは１９２０～３０年代に主として商業により資産を堅めてきた層であ

り，現在の町の主要商店主，石材業，ワイン醸造者などを入れることができる。この

層の典型例として町一番の宝石店の一代目の出世談がある。初代はラバに乗って村々

に行商し，小銭をかきあつめ，ついで二代目達は堅実に資産を増やし，今やバダホス

県で有数の商店になったといわれる。その財力にもかかわらず，堅実な生活ぷりが一

般人にも親 しみ易いイメージを与えている例が示すように，第二の階層の人々は経済

的には庶民に手の届かぬ存在でありながら，気風 としては良き意味での庶民性を持っ

ている。

　第四の層は１９５０～６０年代のスペインの経済発展の波に乗って出てきた金持である。
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代表的人物はカタルーニャ出身者で６０年代より総合卸売り店 を拡大 し， 全国ネット

ワークの総合会社のチェーン・ス トアに仕上げた人である。町にもスーパーと店を持

ち，資力からいうと第一，第二，第三のタイプの人々より上である。１９８２年には副町

長の職にあり，町政にも重きをなしている。レベルは少し低いが同様に時代の波に乗

った人の例 としては近村から出てきて，町のホテル， レス トラン，ディスコテク，高

級バル，アパー ト，薬局を多角経営 し，町一番の宝石店の娘と結婚し地位を築いた人

がいる。この種の金持は成上り者 と町人にみられ，本人自身も一般庶民に対 して距離

をもうける傾向がある。

　以上四種類の豊かな人々の下に町の人口の大多数を占める人々がおり，この町の基

盤となっており，この人々を私は庶民 とよんでいる。この庶民 も教育が上ったり，収

入が上ったりして中産化 してい く人々がいるわけで，厳密にいえば年々庶民層から離

脱 していく人 口があるであろう。逆に，庶民というより下層とよぷ方が現実に近い人

々もあろう。ともあれ，庶民像の一般的規準といえば，高等教育はな く，月収 ４万ペ

セータス （１ペセータは１９８２年で約 ２．４円）を平均にして，人によってはそれ以上の

定収入を持っており，持家があり，社会保険で身を守っている。私が下宿 していた街

路にはこの部類の人 々ばかりが住んでいたが，職種としては商店勤務，エンジン会社

労働者，建築事務所勤務，倉庫での運搬人，農業経営，家具仲介者，バーテンダー，

洋裁師，掃除婦，家の賃貸，年金生活者が住人であり，概 して４万ペセータス，せい

ぜい６万ペセータスが月収であり，主婦や家族員の稼 ぐプラス ・アルファーで余裕が

できるのが実状であった。４万ペセータスは国の最低賃金であり，大都市ではこの金

額では人を雇えないとのことであるが，南部の田舎町では人並に食べていける金額で

あった。もちろん，これでは格好よい生活の象徴であるチャレーとよばれる別荘を持

つことは不可能であり，バケーションも近 くのウエルバやアンダルシーア方面へ短期

間いけるにすぎない。

　 上のように書 くと庶民というカテゴ リーが経済的規準で決定されて しまうことにな

る。ここで社会的集団である庶民と庶民精神 とを区別 して考える必要があるだろう。

集団としての庶民は確かに経済的階層 として把握される度合が強いが，庶民のエ トス

なるものは経済階層が違っても存在 しうる可能性はある。例えば，豊かな人達 として

あげた四種の人々の中でも，より地元 に密着 して存在 している第三の層には上品な形

で庶民の論理が生きているという感想を私は持った。言うまでもなく，上層と庶民層

の間にはあらゆる意味での拮抗が内在 しているものであり，上記の発言はあくまで も

感想，もしくは期待としてのべるべきものであろう。私は殆ど庶民と共にこの町でく
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らしており，上層の人々のエトスを充分に理解は していないからである。

　庶民と上層とのかかわりについては上記に加える観察をしえなかったが，庶民がそ

の下部に含む社会的弱者に対応する場面にはよく出くわし，庶民生活の論理の一端を

見出したように思えるので，次章にてこの問題を扱 ってみたい。

２． 社会的弱者 と庶民 の対応

　町は周囲の過疎の村々の人の購売力を吸い上げる場なので表面的には繁栄の姿が見

える。しかし，生活に恵まれない人がいることは確かである。一般に町人は話術にた

け，必要ならば本音は押え，嘘も方便 （ｍｅｎｔｉｒａｓ　ｐｉａｄｏｓａｓ）と心得ている言葉の魔術

師なので，生活の困苦は人目に立たない。大都市の繁華街におけるように物乞いの人

々が街路に座っているわけでもない。 しかし，町の生活をよく見ると乞食もいるし，

宝 くじやクーポンを売 って僅かな収入をかき集めて くらしている底辺の庶民の存在に

気がつ くことである。

１）　 乞 食 の 存 在

　乞食の種類とそれらへの庶民の対応をたどってみると社会の変化に応 じた貧者への

扱いの変化が明らかである。

　乞食ということは托鉢に由来するものであるから，この町の場合，修道院への喜捨

も観察の対象にするべきであろう。町では現在，十字架の会の修道女だけが町に出て，

各家を回り，喜捨を乞う。１５年位前までは各家とも半ば義務的な気持で小額を渡 した

という。ところが現在は，そそくさと戸をしめてしまうか，子供でも役に立たない小

額のお金しか与えない。この態度の変化が起 ったのは１５年位前からで，この頃から町

全体 に教会関係者や教会儀礼を軽視する傾向が起 ったことと同調する事実と考えてよ

いだろう。つまりは，これは１９６２～６５年の第ニバチカン公会議以降 教会の自由化政

策がはじまり ［ソペーニャ　 １９７７：１６５－１６７，１９８－２００］，南部の田舎町にまで波及 し

た結果だと判断できる。元来， スペインにおける反教会ムー ドは極めて強く ［ＣＡＲＯ

ＢＡＲＯＪＡ　ｌ９８０］，この町人 もその例外ではな く，宗教組織への喜捨は一般庶民から拒

否され，教会や修道院の社会福祉運動に賛同し協力する人だけが行うようになった。

　物乞いで際立っているのはジプシーのそれである。既に，流れ者のジプシーのとこ

ろでのべたように，外からくるジプシーの乞食は今や排除される。定期市に大挙 して

くるジプシーを町全体がうけ入れるという時代は１５年程前に終ったのである。現在，
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群か ら離れて来るジプシーの乞食は物乞いに応 じない人に呪誼し，町人によると，「ま

さに，恥 しらずの （ｓｉｎ　ｖｅｒｇＵｅｎｚａ）人間」とされ，排除されていく。同じジプシーでも

町の住民になっている者で，生活苦におちいりながら，身ぎれいにし，礼義正 しく物

乞いにくる場合は台所の余りの食物などが与え られる。身ぎれいになることは向上心

の有 ることを示 しており，援助に価する，と主婦達はこの慈善の理由を説明 してくれる。

　それでは，町人はジプシーでない乞食，つまり，自分の民族内の乞食をどのように

処理しているだろうか。２０世紀の初頭には上層の人々がカジノを建てて，生活をエン

ジョイす る反面，人々の貧困が目立ち，乞食の数が極めて多かった，と土地の歴史家

は記録 している ［ＶＩｖＡｓ　ＴＡＢＥＲｏ　１９０１：７７－７９］。 この様子は市民戦争後まで続いて

おり，人 々の記憶によると，当時は日曜のミサの後に乞食が町をめぐって物を貰い歩

いたという。つまり，教会儀礼のタイ ミングを利用して物乞いが可能になっていた。

　 その後，世の中全般が豊かになって乞食は殆ど姿を消した。現在，町にみる乞食は

サン・フランシスコ教会の塔の廃嘘に住む一家族だけである。サン・フランシスコ教

会の塔の下にはジプシーをも含めて１１家族がスラム化 して住み，この場所は貧困の象

徴 となっている。乞食に出るのはこの内の一家族の祖母と孫で，台所の残り物を求め

て家や修道院にい く。老婆がくる場合は施 しがあるが，孫だけがくる折は施 しは拒否

される。若 くて，元気な者がどうして働かないか，と誰もが考えるわけである。

　 以上の例から概略するに，町全体が貧 しかった頃には乞食に対して寛容度が高かっ

たが，１９５０～６０年以降，町人全般が豊かになって くると，乞食も少な くなり，全体の流

れから落ちこぼれて未だ乞食をする少数の者にはきびしい町人の目があるわけである。

２）　 くじ， クーポ ン売 りの人 々

　 くじとかクーポンの話になると，かならず国家の福祉政策がまともでないという議

論になるが，この問題はここでは触れない。私がくじやクーポン売りをとりあげるの

は現実にそれ らが存在 し，販売方法，売 り手 と買い手の対応に極めて興味深い庶民生

活が展開されるか らである。

　 くじやクーポン売 りは身障者をはじめ，なにかの社会的ハ ンディを背おった人の仕

事であり，定収入をえる率が低いという点では庶民の底辺にいる人々である。 しかし，

彼等の世界はまともな庶民の世界である。一般庶民 と違 うのは日々の売 り上げ次第で

収入に差が出る点である。それでも，最低収入は政府や県庁に保証されている。彼等

は中米で例に出されるオスカー ・ルイスのいう 「貧困の文化」には属さない。 「貧困

の文化」の特徴 ［ＬＥｗｉｓ　 １９６６：１９－２５］と照合してみれば， その差はよくわかる。
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第 一 に， 大 社 会 の主 要 な制 度 へ の効 果 的参 加 と統 合 の 欠 除 が あ げ られ て い るが ， ス ペ

イ ンの く じ売 り， ク ーポ ン売 りは ま さ に政府 の保 護 の 下 に動 い て い る。 第 二 に ，核 家

族 も し くは拡 大 家 族 以 上 に家 族 が発 展 しな い とあ るが ， くじ売 り， ク ー ポ ン売 りの家

族 形 態 は庶 民 一 般 と変 らな い。 第 三 に ，子 供 の幼 児 期 の欠 除， 家 庭 生 活 の プ ラ イバ シ

ー の欠 除
， 離 婚 率 が 高 く母 中心 の家族 形 態 がふ え る こ と，家 族 内 の争 いの 多 い こ とが

あ げ られ るが ， くじ売 り， ク ー ポ ン売 りの家 族 に これ らの傾 向 が強 い と はい え な い。

第 四 に， 都 市 的 環 境 に放 り出 され て救 い よ うのな い 状況 に あ る たあ 運命 論 者 が 多 く，

宗 教 儀 礼 に投 資 しが ちで あ る と され るが， ス ペ イ ンの下 層 は質 素 な 信 心 家 か 強烈 な反

教 会 主 義 者 で あ る こ とが多 い。 スペ イ ンの く じ売 り， クー ポ ン売 り は一 人 前 の 庶民 で

あ り， 他 め 庶 民 と違 うの は定 収 入 の確 保 さ れ る度 合 が低 い とい う点 で あ る。 そ れ だ か

らこ そ， 売 り手 は 計算 の効 いた 処生 を心 得 て お り，客 に 上手 に対 処 して は お金 を か き

あつ め て生 活 を 成 り立 たせ て い く。 そ の サ ー ビス業 と して の苦 労 に かか わ らず ， 自 由

と個 性 を失 わ ず ， 慈 善心 と金 銭 欲 の 間 を揺 れ動 く買 い手 に 接近 して い くので あ る。

　 彼 等 が人 を 待 ちか ま え る場 は きま って お り， 町 一 番 の商 店 街 に あ る宝 石 店 の 前 ，バ

ス停 ， 市 場 ， バ ル を は じめ各 種 飲 食 の場 で あ り， 時 間帯 に よ って売 り上 げ の良 い場 に

移 っ て い く。 ま た ，人 目にた た ず 常連 の 自宅 訪 問 を す る人 も多 い。

　 上 記 に は 「く じ」 と一 括 して のべ た が， どん な種 類 の くじ売 りが 町で 動 いて い るの

だ ろ うか 。 大 別 して 四つ に分 け られ る。 １．ロテ リア （ｌｏｔｅｒｉａ） とよ ばれ る宝 く じ， ２・

クー ポ ン （ｃｕｐ６ｎ）売 り，３．リー フ ァ （ｒｉｆａ）とい う富 くじ売 り，４．キニ エ ラ （ｑｕｉｎｉｅｌａ）

とい うフ ッ トボ ール の勝 敗 の組 み 合せ で 決 るゲ ー ムで あ る。以 下 に各 々 を説 明 す るが，

買 い手 の買 い 方 ，生 活 につ い て抱 いて い る幻 想 ， そ して 慈善 とか虚 栄 につ いて の微 妙

な考 え方 が うか が え る。

　 第 一 の宝 く じが 町 に現 れ た の は３０年程 以 前 の ことで あ る。 当 時 の もの は金 額 も小 さ

く，現 在 の よ う に賞 金 が大 き く， く じの 回数 がふ え た の は １０～１２年 前 の こ とで あ る。

現 在 で は毎 週 全 国 レベ ル の宝 く じが 出 て ，加 えて 臨 時 の 町 レベ ル の もの が あ る。 ク リ

ス マ ス や祭 りを 催 す た め に 教 会 関係 者 や コ フ ラデ ィー ア （ｃｏｆｒａｄｉａ　 祭 りを主 催 す る

人 々 の集 ま り） が くじを 出す し， 学 校 が資 金 を必 要 とす る時 に は学 校 が宝 く じを 出す

か らで あ る。 全 国 レベ ル の宝 く じ一 本 の金 額 は２５０か５００ぺ ｌｅ　一一タ ス が一 般 的 で ， ク リ

ス マ ス時 の全 国 レベル の く じは ２，５００ペ セ ー タス で あ り， １９８２年 の世 界 フ ッ トボ ール

大会 の記 念 く じは一 本 １，０００ペ セ ータ ス で あ った 。 他 に も特別 く じは あ って三 カ月毎

に 出 る。 大 当 り は ゴル ド （ｇｏｒｄｏ） といわ れ ， 注 目の的 に な る。 賞 金 の金 額 は大 き く・

世 界 フ ッ トボ ール 大 会 の ゴ ル ドは ４，０００万 ペ セ ータ ス で あ った。 大 当 りを含 め て 抽選
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の結 果 は ソル テ オ （ｓｏｒｔ６０） と よ ばれ ， ソル テオ の 出 る日 は テ レ ビ中継 が あ った り，

そ うで な くて も当選 番 号 は テ レ ビと新 聞 に出 る。 ス ペ イ ンの ど の県 に多 くの 当 りが で

た か と い うニ ュー ス まで 出 て話 の種 にな る。

　 町で ど の種 の人 が宝 く じの買 い手 か と い う こ とを正 確 に い うの は む つ か しい 。経 済

的 に恵 ま れ て い て も 「ふ と買 う気 に な る」 と い う人 もいれ ば， 余 り恵 ま れて いな くて

も 「馬 鹿 馬鹿 しい」 と見 向 き も しな い人 が い るか らで あ る。 概 して， 自 ら 「庶 民」 （ｌａ

ｇｅｎｔｅ　ｃｏｒｒｉｅｎｔｅ） と称 す る町 の 大 多数 の人 々が 買 って い る。 しか し， 人 目 に立 た な い

よ うに政 府 指定 の売 店 で 買 って い る金 持 も い るか ら一 概 に いえ な い 。 とに か く，宝 く

じび い き の人 は多 い 。或 る宝 く じ好 きの 中年 女 性 は 「や りす ぎて も毒 。 しか し， 全 然

や らな い の は馬鹿 の うち」 （Ｊｕｇａｒ　ｍｕｃｈｏ　ｅｓ　ｖｉｃｉｏｓｏ，　ｐｅｒｏ　ｊｕｇａｒ　ｎａｄａ　ｃｓ　ｔｏｎｔｏ）

と くじ遊 び の哲 学 を 披露 して い る よ うに， 病 みつ きの人 は少 な くて も， 少 しは宝 く じ

に投資 す る と い うの が一 般 人 の 生 活 の よ うで あ る。

　 この宝 く じの 買 い方 に三 つ の 方 法 が あ る 。第 一一は政 府 指 定 の 売 店 （ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｃｉ６ｎ）

で 求 め る ことで ， 町 には売 店 が ニ カ所 に あ る。 こ の場 合， 事 は簡 単 で あ る。例 え ば，

１，０００ペ セ ータ ス の く じは １，０００ペ セ ータ スで 買 い， 買 い手 は指 し出 され る く じを も ら

う。番 号 を選 ぶ こ と はで きな い。 この 買 い方 の利 点 は チ ップ が要 らな い上 ，大 当 りが

出 て も世 間 に知 られ な い です む こ とで あ る。 しか し， 一人 で大 金 を一 つ の 番 号 に賭 け

る ので リス クが大 きす ぎ る。 だ か ら 「これ は旦 那 衆 の買 い方 だ」 とい うこ とに な る。

　 第 二 の 買 い方 は参 加 （ｐａｒｔｉｃｉｐａｃｉ６ｎ） とよ ばれ ， 一 番人 気 が あ る。 許 可 を と って宝

く じを 売 って い る 個人 か ら求 め る もの で， １，０００ペ セ ー タ ス の くじで あ れ ば１０等 分 し

て， 各 人 に １００ペ セー タ ス の投 資 を 認 め る も ので あ る。売 り手 は１，０００ペ セ ータ ス の く

じを売 店 で 求 め ， 自 ら印刷 して １００ペ セー タ ス の参 加 証 を作 り， 買 い手 に渡 す 。 買 い

手 は１０～ ２０パ ー セ．ン トの チ ップ を渡 し， さ らに 当 りの 出 た時 は幸 運 を わ か ち合 うた め

に賞 金 額 に応 じて相 当 の礼 金 を売 り手 に渡 す 。 この参 加 形 式 の く じを 買 う利 点 は何 で

あ ろ うか 。 第 一 に僅 か の お金 で 可 能性 を楽 しめ る こ とで あ る。 １，０００　ＡＯセ ータ ス ー 枚

を売 店 で 買 うよ り， １００ペ セー タ ス の参 加証 を い くつ も買 う方 が楽 しい， と人 は い う。

第 二 に， 買 い手 は好 み の番 号 を選 べ る ことで あ る。大 抵 の人 は好 み の 番 号 を持 って い

て ， く じの売 り手 も常連 の好 み を よ く知 って い る。第 三 に， 当 り ので た場 合 ， 売 り手

や世 間 に知 られ るの は よ くな いが ，万 一 参 加 証 を 失 って い て も売 り手 が 憶 えて いて 損

がな い。 買 い手 も売 り手 も参 加 証 の売 買 か ら結 果 がで るま で の会 話 と人 間 関係 を存 分

に楽 しん で い る。 当 り とい う幻 想 が 失せ た場 合 にせ よ ，期 待 の こ も った 人間 関係 は売

り手 と買 い手 の間 に続 い た わ け で あ り，幻 想 のつ くり出 す 関係 と して は緊 密 で あ る。
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なお，参加証を売るくじ売りは望まれれば一本のくじをそのままでも売る。この場合

も買い手は１０パ ーセントのチップを渡す。参加証を売 る人は町で約１５人おり，顧客と

得意とする販売地域を持っている。縄ばりではな く，自由に開拓できるものであり，

それだけに個人の才覚が要求される。

　宝 くじ一本をひとりで買うにしても参加証売りで買 うにしても買い手から売り手に

チップが渡るわけで，その点に人間関係の微妙なものがまつわりつく。独 りで一本の

くじを買えない人が参加証を買うのは理にかなっているが，売店で買えるのにわざわ

ざチップを払って宝 くじ売 りか ら一本 くじを買うことについては二つの見方がある。

町の上層の人 （この人自身 くじが好きな人だが）からは 「チップをやって虚栄をみた

しているのだ。これだからスペインの経済はまともに動かない。」 という意見が出る。

買う本人によると 「個人から求めると便利さがある。知った人か ら買えるのは安心だ

し，番号も好みでえ らべる。結果も教えてもらえる。 くじ売 りは身障者が多く，だか

らこそ政府 もくじ販売の許可を与えているのだ。彼等は全 くチップに頼って くらして

いるのだからチップをあげなくては。」 という意見がでる。 上層の意見は現状批判で

あり，庶民の意見は現状肯定であり，計算のなかに慈善心がちらついている。

　宝 くじの第三の売り方は非合法で，第二の方法を闇で行 うのである。個人が宝 くじ

を売店で買 ってきて，印刷 もしないで自筆の参加証を配って，極 く親 しい間同志でく

じを共有する。全 くの信頼関係にたよって行われるものであり，女の間ではやる。私

の知った例では，エンジン工場に勤ある主人の給料だけでは不足を感 じている主婦が

女友達に売 っているケースで，親 しくないと成 り立たない，と双方とも語っていた。

　幸運の売 り手の第二のタイプはクーポン売りである。元来 は盲人への生活援助のた

めにあったものであるが，現在では盲人に準ずる身障者に認可 される。 毎日５，０００ペ

セータス分，つまり２００枚のクーポンを売 りつ くすと毎月 ３５～４０，　０００ペセータスの定

収入が与えられる。それ以上の売 り上げのある人には収入が追加される。クーポンは

一枚が２５ペセータスという安さなので買い易 く，買い手はその日の財布具合と気分に

応 じて枚数をきめる。大抵 １～ ４枚買 うが家畜市の立つ毎月の １日と１５日には家畜を

買付けにきた商人がついでにクーポンも５００～１，０００ペセータス分かためて買って しま

うことが多い。当りは毎 日，県庁のあるバダホス市できまり，町ではクーポン会館で

券が処理される。毎夕結果がでるので，売り手は５時頃には売 り終えて会館につ く。

　 クーポン売 りは一様に運に恵まれなかった人々である。役所の書記をしていたが足

を痛めクーポン売 りに転 じた人，大工の技術もあってマ ドリードで勤めていたが足を

切断する羽目になって町に戻りクーポンを売って５人の子供と妻を養 う人，母を養い
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独身をとおしている盲人男子，午前中２～ ３時間特定のバルに居て客を探 している盲

人，その他似たりよったりの不運な人々である。およそ２０人のクーポン売りが居 り，

近隣の町村にくらべて極めて多いが，人の集まる町なので各人適当に売 りさば くこと

ができる。

　 クーポンは毎夕結果がでるので売り手 と買い手の対応は日々敏感に進め られる。盲

人でセビー リア街の角に立ち，胸につけた袋に買い手が代金を入れるというようなク

ーポン売 り本来の姿ならば買い手は寛容である。こんな売り手が売 り残 している折に

は町人は同情 して買う。しかし，自分で動 きまわれる売り手には手 きびしい。自分の

売った券から当りの出た売 り手はその後何 日も強気でいられるし，逆に当りのない日

が続 くと，下手に出なければならない。いずれにせよ，公衆に対応するのは容易なこ

とではな く，真の意味で人間関係に賢こくな くてはならない。話 し方に知恵のある売

り手は売り上げも多 く，窮地から逃れることもできる。

　幸運の売り手の第三のタイプは リーファという富 くじ売 りである。数は多 くな く，

市場の入 口で布類の露天を開いているジプシーの女性が一番有名な売 り手である。 １

枚２５ペセータスの リーファを売 り，当りはプラスティックの台所模型など物品に限 ら

れている。こんな賞品で客がつ くかと不思議な気がするが， リーファや宝 くじで生計

を立ててきたジプシーの例は多い。

　幸運の売り手の第四のタイプはキニエラ （フットボールくじ）売りである。町に売

店が一つだけあり， ここで しか買えない。宝 くじの指定売店と同 じくお仕着せのもの

である。キニエラは全国的なフットボールの勝敗と関連して結果がでるもので， この

スポーツの知識が要る。フットボールのない夏か ら９月まではキニエラもない。

　以上みてきたように，宝 くじの売店とキニエラの売店以外の売り手達は公衆に敏感

に対応 して生きていく知恵者でな くてはならない。買い手は損得にさとい上に，慈善

心や正義感などという計算のむつかしい気持も混っているので，売り手はその微妙な

バ ランスをよく承知 していなければならない。買い手 も売り手も内心誇りもある個性

的な存在である。どちらも相互に相手を受容 しつつ， しかも自己主張を しなくてはな

らない。 くじ売り，クーポン売 り，富 くじ売 りの中にジプシーも何人かいる。ジプシ

ーであれ非ジプシーであれ，いずれも定着 した町人であり，底辺の庶民の論理に従 っ

て世渡 りする限り町でくらしていく権利がある。庶民を主体 とする買手側の町人は内

なる底辺の人々を受容せざるをえない。両者が相互に近寄りながら，相手の領域を侵

犯しないで日常生活をすすめていくためには，つき合いに言葉の選択が要る。ここに，

個性豊かなバーバル ・コミュニケーションが発達する一つの理由がある。
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３． バ ーバル ・コ ミュニケ ー シ ョン に あ らわれ る庶 民 の気 風 と

　　 知恵

　 町 で は 「各 人 各 様 の 調子 が あ る か ら」 （Ｃａｄａ　ｑｕｉｅｎ，　ｓｕ　ａｉｒｅ．） とい うわ けで ， 人 々

は よ く しゃべ る し，人 の話 に も寛 容 で あ る。各 人 に しゃべ る こ とを許 す 社 会 で あ る。

人 々の コ ミュ ニケ ー シ ョンは典 型 的 に はバ ル に お い て飲 み 食 い しな が ら最 も長 時 間 つ

づ くが ，市 場 ， 広 場 ， 街路 ， 店 頭， 薪 聞 の売 り場 で も活 発 に会 話 はつ づ く。 宝 く じや

クー ポ ン売 りと客 の 聞 ， 自家 製 の菓 子 を 売 る主 婦 と客 の 問 に も話 は延 々 と続 く。 この

よ うな 会話 の場 に居 合 せ ， 自分 で も加 わ って い る内 に， こ の町人 の会 話 が ラサ リー リ

ョ ・デ ・ トル メス や サ ンチ ョ ・パ ンサ の語 り口 と同 じ程 に面 白い もの で あ る こ とが わ

か って きた。 ス ペ イ ンの民 俗 社 会 の会話 に は他 の ヨー ロ ッパ 諸 国 に く らべ て極 め て格

言 が多 く， 「ド ン ・キ ホ ー テ」 の 中の 会話 が そ の典 型 例 だ と指摘 して い るス ペ イ ンの

人 類 学 者 が い る くらい で あ る ［Ｇ６ＭＥｚ。ＴＡＢＡＮＥＲＡ　 ｌ９６８：３８９～３９３］。

　 私 が町 人 の会 話 を 意識 して 聞 きだ した の は１９８２年 ５月 頃 か らで ， ９月 末 ま で 注 意 し

て 耳 を か た む け て い た。 従 って ， 以 下 の資 料 は こ の期 間 に た ま た ま私 が 居合 せ た場 で

聞 き とった もの で あ る 。会 話 例 は あ くま で も町 の庶 民 の もの で あ る。 庶 民 の 中 で も，

人 品 卑 しか らぬ 上 品 な人 （１ａ　ｇｅｎｔｅ丘ｎａ）や ，学 校 教 育 と は別 に教 養 の あ る人 （ｌａ　ｇｅｎｔｅ

ｃｕｉｔａ） は居 るわ けで あ るが ， そ の部 類 の人 で は な い， 普 通 の ，ど ち らか といえ ば下 品

か も しれ な い 人達 （ｌａ　ｇｅｎｔｅ　ｖｕｌｇａｒ） の会 話 が 特 に私 の注 意 を ひ いた 。庶 民 で も上 品

な人 々が この 種 の会 話 を決 して しな い とい え ば嘘 にな るが ，言 語 文 化 と して は あ くま

で も後 者 の 部類 の庶 民 の も ので あ る。 これ を明 記 しな い と上 品 な 町人 の そ しりを買 う

こ とで あ ろ う。 ま た， 以 下 に記 す 会話 の特 徴 が エス トレマ ドゥー ラ南 部 に特 徴 的 な も

のだ と私 は い う気 は な い。 私 見 によ れ ば， この 地 の 会話 の特 徴 は多 分 に ア ンダ ル シー

ア的 で あ る し， ス ペ イ ンの 各地 域 の ス ペ イ ン語 法 に通 じて い な い私 と して は一 般 化 は

で きな い 。 た だ， 私 の 目的 とす る こ とは， 町 で 実 際 に話 さ れ る会 話 表 現 の特 徴 を ７っ

の 項 目に わ け て具 体 的 に指摘 し， この町 の 庶 民生 活 の論 理 と表 裏 一 体 にな った人 々 の

気 風 （ａｉｒｅ） と知 恵 （ｓａｂｉｄｕｒｆａ） を伝 え る こ とで あ る。

１）　 敬称 ，指 示代 名詞， あだ な， 示小 語

　 敬 称 ドン （ｄｏｎ） の使 い方 は Ｐｉｔｔ－Ｒｉｖｅｒｓ ［１９８０：８６－８８］ や Ｂｒａｎｄｅｓ［１９８０：４０－

４４］ に よ って既 に のべ られ て お り， ア ンダ ル シー ア の例 は エ ス トレマ ドゥー ラの こ の

町 に も大 方 当 て はま る。 ドンは 爵位 のあ った人 や そ の家 族 の管 理 職 を勤 めて 家 柄 が よ
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い とされ て い た人 につ け られ る。 １９３０年 以 降 ，経 済 的 に上 昇 して爵 位 を持 った 入 よ り

豊 か にな った人 で も ドン とは よ ばれ な い 。教 育 を うけ専 門 家 と して確 立 して い る医 者

や 教 師 に も ドンは用 い られ る。医 者 と い って も前 々 か ら町 に居 つ い て人 望 の有 る人 に

対 して 使 わ れ る ので あ って ，近 年 に診 療 所 に赴 任 した若 い医 者 には使 われ な い 。 教 師

も適 当な 年令 に達 し人 望 のあ る人 に使 わ れ ， 新 来 の若 者 の先 生 には ドンは使 わ れ な い。

た だ し， Ｐｉｔｔ－Ｒｉｖｅｒｓも指 摘 して い るよ うに ［ピ ッ トーリバ ー ズ　 １９８０：８８］， 町 役 所

の公 文 書 や 公 示 に は ドンはす べ て の人 に もち い られ る。

　 Ｕｓｔｃｄ と ｔｔｉの 伝統 的使 用 法 につ い て は既 に Ｂｒａｎｄｅｓが詳 し くの べ て い る ［ＢＲＡＮ－

ＤＥｓ　 ｌ９８０：４４－４６］。 た だ し， 町 の現 状 で は こ の用 法 に年 令 差 が大 きい。 若 者 は初 対

面 で ｔｔｉを使 う。 こ ち らが Ｕｓｔｅｄ を使 う と， 空 々 しいか ら ｔ丘 を 使 うよ うに， といわ

れ る。 年 輩 の人 は見 知 って後 かな りの期 間 Ｕ ｓｔｅｄ の話 法 を使 うが， こち らが年 下 の

場 合 は割 と早 い時期 に ｔ丘 の話 法 に切 りか え て い く。 も ちろ ん， 尊 敬 を 表 明 す る必 要

の あ る相 手 に はい つ ま で も Ｕｓｔｅｄ の話 法 が使 わ れ る。 敬 して相 手 を 遠 ざ け た い 時 に

も Ｕｓｔｅｄ の話 法 が固 持 され る。 そ して， 尊 敬 を最 大 限 に 表 明 す る場 合 とそ の 反 対 に

相 手 と一 線 を 画 しよ うとす る場合 に は， わ ざわ ざ Ｕｓｔｅｄ を 発 音 して 会 話 を 進 め て い

く。

　 あ だ な （ａｐｏｄｏ）につ い て Ｂｒａｎｄｅｓは そ の傾 向性 を 指摘 し， あ だ な は小 さな 平等 的

コ ミュニ テ ィ （例 え ばカ ス テ ィー リャの ） で は多 くあ り， 精神 的結 束 に役 立 ち非 公 式

の制裁 機 構 と して も機 能 す るが， ア ンダ ル シー ア の農 業 依 存型 の大 きな町 で は あ だ な

は普遍 的 で もな けれ ば構 造 上重 要 で もな い， と結 論 して い る ［ＢＲＡＮＤＥｓ　 ｌ９８０：４６－

４７］ が ， 同 じ こ とが サ フ ラの町 に も当 て は ま る。

　 あ だ な は町 で 普 遍 的 で は な い 。しか し，極 め て個 性 的 な人 には 実 名 よ りあ だ な が 使 わ

れ る。例 えば ，町 中 の人 が知 って い る菓 子 作 りの女性 は色 黒 な ので モ レー ナ （Ｍ ｏｒｅｎａ）

と よば れ， 殆 ど の人 が 実 名 を知 らな い。 ま た ， 町 で 由緒 あ るバ ル で働 くバ ル マ ン は コ

ル テ ィー ホ （Ｃｏｒｔｉｊｏ） とよ ばれ る。 理 由 は人 に きいて も， これ とい う答 え が 返 って こ

な い。 コル テ ィー ホ は大 農 園 とそ れ につ いた 大 きな家 の こ とを い うが， こ の意 味 が こ

のバ ル マ ン と何 の関 連 が あ るか不 明 で あ る。Ｂｒａｎｄｅｓの説 を 支 持 す る こと にな るが ，

町 の周辺 の小 さ な村 で は あ だ な は多 い 。例 え ば，祖 父 が ブ リー ト （Ｂｕｒｒｉｔｏ ロバ さん ）

と よ ばれ て い た場 合 ，孫 は ラ ・デル ・ブ リー ト （ｌａ　ｄｅｌ　Ｂｕｒｒｉｔｏ ロバ の孫 ） と よ ばれ

る 。ま た，祖 父 が山 野 で 小 動物 を捕 る のが 好 きだ った場 合 ， 祖 父 は ガ ル ゴ （Ｇａｌｇｏ 猟

犬 ） とあ だ な がつ いて お り，孫 娘 は ガル ゴ の孫 とい った風 によ ば れ た。 こ の よ う な，

い か に も各 人 の特 徴 を い い 当て た あ だ な は サ フ ラの 町 で は少 な い。 この手 の あ だ な は
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旧 式 だ とい う受 け取 り方 が人 々 に あ る （あだ な に つ い て は ［ＰＩＴＴ－ＲｌｖＥＲｓ　 １９８０：１８９

－２００；ＧＩＬＭｏＲＥ　 １９８２］ を 参 照 ）
。

　 あ だ な よ り多 い の は示 小語 で モ レー ノ （Ｍ ｏｒｃｎｏ） とい う姓 の人 が モ リモ ン （Ｍ ｏｒｉ－

ｍ６ｎ）とよ ば れ た り， ドロ レス （Ｄｏｌｏｒｅｓ）とい う女 性 が ロ リー （Ｌｏｌｉ） とよ ば れ る類

で あ る。

２） 誇　張　表　現

　年 代 や数 につ い て語 られ る時， 往 々 に して誇 張表 現 がで て くる。人 々 が ア ンテ ィグ

ア メ ンテ （ａｎｔｉｇｕａｍｅｎｔｅ 昔 は） とい う時 ，昔 とい うよ り以 前 は ， とい う意 味 で あ り，

た か だ か１０～ １５年 前 で あ る場 合 も多 い。 数 につ いて 言及 す る時， ｏｃｈｅｎｔａ　ｖｅｃｅｓ （８０

回 ） とか ４０ｍｉｌ　ｖｅｃｅｓ（４万 回） とか い って も，実 数 で な く単 に回数 が多 い と い うだ

け の こ とで あ る。

３）　批判のための言葉の多 さ

　 町人 が互 い に人 を観 察 して お り表 面 で は外 交 的 に人 間 関係 を処 しなが ら内心 い か に

批 判 的 な 目を 向 け て い る か とい う事 実 は人 を批 判 す る語 彙 の多 さ に 出て くる。

　 例 え ば，３０才近 い青 年 が ７年 もつ き合 って き た恋 人 を 捨 て ，２０才足 らず の若 い女 性

に熱 心 に な って い るの に対 して， ゴル フ ォ （ｇｏｌｆｏ）， バ ガ ブ ン ド （ｖａｇａｂｕｎｄｏ）， リベ

ル テ ィー ノ （ｌｉｂｅｒｔｉｎｏ），ガ ンベ ロ （ｇａｍ ｂｅｒｒｏ）と い った 批 判 が で る。 少 しず つ 意 味 に

差 が あ る が要 は身勝 手 な， ふ らふ ら した 男 とい う意 味 で あ る。 また ， ハ レオ （ｊａｌｅｏ

騒 々 しい こ と）， カ チ ョ ンデ オ （ｃａｃｈｏｎｄｅｏ 遊 び ご と） の好 きな 男 と もい われ て いた 。

ま た， フ ァ ンフ ァ ロ ン （ｆａｎｆａｒｒ６ｎ）だ か ら女 が近 づ くと も いわ れ た 。 フ ァ ンフ ァ ー レ

の よ うに 自 己宣 伝 し格 好 つ け る人 だ か ら， とい う意 味 で あ る。 ま た ，若 い女 を 相手 に

して い る こ とに対 して は， プ リンガ ー ド （ｐｒｉｎｇａｄｏ）， ピロ ポ （ｐｉｒｏｐｏ） と批 判 され た 。

す きに乗 じて い る，甘 言 に た け て い る とい った 意 味 で あ る。 い うま で もな くス ペ イ ン

で よ く使 わ れ る シ ン ・ベ ル ゲ ンサ （ｓｉｎ　ｖｅｒｇＵｃｎｚａ 恥 知 らず） （こ の意 味 論 につ いて

は ［ＣＡＲｏ　ＢＡＲｏＪＡ　 ｌ９６６；ＰＩＴＴ－ＲｌｖＥＲｓ　 ｌ９６６］ を 参 照 ） や テ ィエ ネ ・ム ー チ ャ ・

ヵ ラ （Ｔｉｅｎｅ　ｍｕｃｈａ　ｃａｒａ．恥 知 らず ） は何 回 とな くこの若 い 男 性 に つ い て いわ れ

る。

　 女 に つ い て も山 程 批判 語 が あ る。 容 貌 に 自信 の あ る或 る女 性 が 町 役所 の諮 問 委 員 に

選 ば れ ，差 出 がま し く命 令 して歩 くの を み て 町人 の批 判 は きつ い 。 コ コ （ＣＯＣＯ）だ と

いわ れ る。美 し く見 え る けれ ど も実 は子 供 が 見 て び っ く りす る お ば けみ た いだ ， と い
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う意 味 で あ る。 ま た， プ レス ミーダ （ｐｒｅｓｕｍｉｄａ）だ け れ ど ヒ リポ ー リャ （ｇｉｌｌｉｐｏｌｌａ）

で イデ ィオ タ （ｉｄｉｏｔａ）だ と いわ れ る。これ は ，得 意 にな って い るけ れ ど も馬鹿 で 阿 呆

で理 性 が な く愚 かだ とい う意 味 で あ る。 また ， パ ペ ロ ン （ｐａｐｅｌ６ｎ）だ と もい わ れ た。

見 せ か け だ けだ とい う意味 で あ る。 アル カ ウエ テ （ａｌｃａｈｕｅｔｅ）だ と もい われ る。元 来

は不 法 の 関係 を 持 ちが ちな人 とい う意 味 で あ るが転 じて ， で しゃば り とい う意 味 で あ

る。

　 以 上 は単 な る例 で あ り実例 に は き りが な い 。 とに か く批 判 語 彙 の豊 か さ は会 話 に活

気 と躍 動 感 を与 えて い る。一 々 の単 語 に片 仮 名 表記 をつ けた のは 各 単語 の 持つ 音 の面

白 さを 出 す た めで あ り， この 音 の動 きが 会話 を華 々 し くさせ る。

４）　植物，動物の隠喩

　植 物 の隠 喩 は余 り多 くな い。 野性 い ち じ くの一 種 で ブ レーバ と よ ばれ る もの が よ く

使 わ れ ，

　 　 Ｅｌｌａ　ｓｅ　ｖｅ　ｃｏｍ ｏ　ｂｒｅｖａ．

　 　 彼女 は ブ レーバ の よ うに み え る。 しわ く ち ゃだ， も う年 だ 。

とい う意 味 に な る。 ブ レー バ は木 か ら取 って 日が 過 ぎ る と表 面 に筋 が入 って， しわ し

わ に見 え るか ら， 年 と った女 の顔 の隠 喩 にな る。

　 動 物 の 隠 喩 は よ く出 て く る。 特 に， ブ ー ロ （ｂｕｒｒｏ ロバ ）， ム ー ラ （ｍｕｌａ ラバ ）

は多 く， 阿 呆 ，馬 鹿 ，ま ぬ け の 意 味 と な る。 カ ブ ロ ン （ｃａｂｒ６ｎ）は既 に Ｂｒａｎｄｅｓが 説

明 して い るが ［ＢＲＡＮＤＥｓ　 ｌ９８０：８８－９１］（こ の意 味 の文 化 史 的 背景 につ いて は ［ＢＬｏＫ

１９８１］ を参 照 ）， 性 的 によ くな い男 ， 妻 を 寝 取 られ た 男 とい う意 味 にな り，最 も不 名

誉 な 隠喩 で あ る。 カ ブ ロ ンは動 詞 形 で も使 わ れ，

　 　 Ｓｅ　ｃａｂｒｅ６　ｐｏｒ　ｌａ　ｍａｆｉａｎａ・

　 　 朝 か らお こ って い た， い らい らして い た。

とい った 意味 にな る。

　 豚 （ｇｕａｒｒｏ）は そ の汚 な さか ら，

　 　 Ｅｒｅｓ　ｍａｓ　ｇｕａｒｒａ　ｇｕｅ　ｌａ　ｐａｔａ　ｄｅｌ　ｐｏｌｌｏ・

　 　 あん た は鶏 の足 よ り汚 な い 。

とい う形 で ， 汚 な い と い う形 容 詞 で使 わ れ る。 ま た ，鼻 の長 い点 が 注 目さ れ， 狭 い所

に急 いで 出 入 り し顔 がぶ つ か りそ うな場 合 ，

　 　 Ｓｅ　ｔｅ　ｒｏｍｐｅ　ｅｌ　ｈｏｃｉｃｏ・

　 　 Ｓｅ　ｔｅ　ｒｏｍｐｅ　ｌａ　ｊｅｔａ・

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ５５１
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　　 お前 の 鼻 ず らが折 れ るぞ 。

と い う風 に，人 間 の鼻 を示 す単 語 を 置 くべ き と ころ に豚 の鼻 を示 す 単語 （ｈｏｃｉｃｏ，　ｊｅｔａ）

が使 わ れ て い る。

　七 面 鳥 もか な り頻 度 が高 く使 わ れ ，

　　 Ｅｒｅｓ　ｐａｖａ．　 は

　　 お前 さん はの ろま の馬 鹿 。

とい う意 味 に な る。

　雄 鶏 は身 体 を立 て て い ば った感 じで 歩 いて い る点 に注 目 され ， 指導 者 の意 味 で よ く

使 わ れ る。

　 兎 （ｃｏｎｅｊｏ）は子 沢 山 な点 か ら，

　　 Ｅｌｌａ　ｐａｒｅ　ｃｏｍ ｏ　ｃｏｎｅｊｏ・

　　 あ の女 は 兎 の よ うに次 々 と子 を生 む。

とい った具 合 に使 わ れ る。

５）　 冒漬的表現，性的表現

怒 り， 腹 立 ち， 心 外 の感 情 の表 現 は神 聖 な もの を落 しめ た り性 的表 現 で な され る こ

とが 多 い 。最 も神 聖 な もの を落 しめ る こ とで 表現 す る例 と して ，

　 　Ｍ ｅ　ｃａｇｏ　ｅｎ　ｌａ　ｈｏｓｔｉａ・

　 　 （直 訳 ） 聖 体 の パ ンに糞 して や る。

とい う表 現 が あ る。 言 って い る本 人 は隠 喩 のす ざま しさ に無 意 識 で あ り， 軽 く怒 って

い るだ け の場 合 す らあ る。 聖体 のパ ン （ｈｏｓｔｉａ）は別 に，

　 　ｅｌ　ｈｏｍｂｒｅ　ｄｅ　ｌａ　ｈｏｓｔｉａ

　 　 （聖 体 のパ ンの男 ，厭 に な る よ うな 男 ）

と い った 形 で も使 わ れ る。

　 身近 の 肉親 を落 しめ る こ とに よ り怒 り， 腹 立 ちを 表現 す るこ と も多 い 。

　 　Ｍ ｅ　ｃａｇｏ　ｅｎ　ｔｕ　ｍａｄｒｅ・

　 　 （直 訳） お前 の母 さん に糞 して や る。 ．

　 　 Ｍ ｅ　ｃａｇｏ　ｅｎ　ｌａ　ｌｅｃｈｅ・

　 　 （直 訳 ） 乳 （母 さん ） に糞 して や る。

　 　 Ｍ ｅ　ｃａｇｏ　ｅｎ　ｔｕ　ｐａｄｒｅ・

　 　 （直 訳 ） 父 さん に糞 して や る。

　 　 Ｌａ　ｍａｄｒｅ　ｑｕｅ　ｔｅ　ｐａｒｉ６・
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　　 （直 訳 ） お 前 を生 ん だ母 さん の顔 が み た い よ。

　　 ＥＩ　ｐａｄｒｅ　ｑｕｅ　ｔｅ　ｌｌｅｖ６．

　　 （直 訳 ） お 前 をつ くっ た父 さん の 顔 が み た い よ。

これ らの表 現 の変 種 は数 多 くあ る。

　相 手 を非 難 した り， ち ょ っ とす ごん で み せ た り，心 外 の気 持 を 表 明 す るに は身 体 の

性 的部 分 へ の言 及 を伴 った表 現 が多 い。 ま ず ， 乳 （１ｅｃｈｅ）は Ｂｒａｌｌｄｅｓに よ る と精 液

の隠 喩 で使 われ る との こ とで あ る が ［ＢＲＡＮＤＥｓ　 ｌ９８０：８３］， こ の町 で は 乳 は む しろ

母 方 か ら く る性 質 ， 人 間 の本 性 を形 成 す る もの と して使 わ れ る。

　　 Ｍ ａｌａ　ｌｅｃｈｅ！

　　 悪 い 乳。 で きそ こな い 。

　　 Ｔｕ　ｔｉｅｎｅｓ　ｐｅｏｒ　ｌｅｃｈｅ　ｑｕｅ　ｕｎ　ｍｏｎｏ．

’ 猿 よ り悪 い乳 を身 体 に持
って い る。

が典 型 例 で あ る。 この形 は い か様 に も形 を 変 え， 例 え ば或 る クー ポ ン売 りは 当 りのな

い腹 立 た しさを表 現 して ，

　　 Ｅｓｔｅ　ｃｕｐ６ｎ　ｎｏ　ｓａｂｅ　ｂｉｅｎ．　 Ｍ ｕｙ　ｒａｒｏ　ｃｏｍｏ　ｌｅｃｈｅ　ｄｅ　ｍ ｏｎｏ．

　　 こ の ク ー ポ ンは 当 りが悪 い。 猿 の 乳 よ り変 な ク ー ポ ンだ 。

とい う。

　 意 味 を考 えて 使 う人 は い な い が， 舌 打 ち した い気 分 や い らだ った 時 に，

　　 Ｑｕｅ　ｃｏｆｉｏ！

　　 Ａｙ　ｔｕ　ｐｅｐｅ！

と人 は い うが， ｃｏｆｉｏ も ｐｅｐｅ も女 性 性 器 で あ る。 これ に 関連 した 表 現 と して ，

　　 Ｔｕ　ｅｒｅｓ　ｍ ゑｓ　ｄｅｌｉｃａｄａ　ｑｕｅ　ｕｎ　ｐｅｄｏ　ｄｅ　ｌａ　ｍｏ可 ａ．

　　 あん た は尼 さん の屍 よ りデ リケ ー トね 。

があ る。

　 男 子 の性 器 （コホ ー ネス） も表 現 形 と して 気 楽 に使 わ れ る。

　　 Ｅｌｌａ　ｔｉｅｎｅ　ｃｏｊ　ｏｎｅｓ　ｅｎ　ｌａ　ｆａｌｄａ，

　　 あ の女 ， ス カ ー トの下 に男 の持 物 を持 って い るよ 。

とい った形 で ， 男 ま さ りの女 を批 難 す るた め に使 わ れ る。 ま た， 或 る男 子 の ク ー ポ ン

売 りは女 の 顧客 が買 い しぶ るの に対 して，

　　 Ｍ ｅ　ａｇａｒｒａ　ｌｏｓ　ｃ（）ｊ　ｏｎｅｓ・

　　 　（直 訳 ） さあ ，私 の男 の子 を に ぎ りな よ。

　　 　（意 訳 ）何 言 ってん だ よ。
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と声 か け る。 ま た， 別 の 日， 客 が クー ポ ンの当 り につ い て彼 にた ず ね る と， 次 の会 話

が 生 ま れ る。

　 　ＢｕｅｎＯＳ　Ｃ（）ｊｏｎｅｓ？

　 　 Ｓａｌｉ６２８．

　 　 Ｔｅｎｇｏ　４０．

　 　 コホ ーネ ス の調 子 は ど うか ね 。

　 　 ２８番 が 当 りま した。

　 　 残 念 ，僕 の は４０番 だ。

６）　 旧い表現，具象的表現

　 ま ず， 単 語 に古 い 形 が使 わ れ， 若 者 にわ か らな い もの が あ る。 バ ソ （ｖａｓｏ グ ラス）

の替 りに ク エ ンコ （ｃｕｅｎｃｏ）を使 う年 輩 の人 が い る。 クエ ン コは土 器 の 広 口の コ ップ

で， 以 前 これ で アル コー ル類 を飲 ん で い た とい う。

　表 現 の起 源 と理 由 が話 者 に不 明 な もの も多 い。

　　 Ｍ ｅ　ｑｕｅｄａ　ｔｃｌａ　ｍ ａｒｉｎｅｒａ．

　　 Ｍ ｅ　ｑｕｅｄａ　ｔｅｌａ　ｖｅｒａｎｏ．

は直 訳 して も意 味 はわ か らな い が， 未 だ 沢 山 し残 した， む つ か しい こ とが あ る， とい

う意 味で あ る。 券 を 売 り残 した宝 く じや クー ポ ン売 りの 口 か らよ くこの表 現 が 出 る。

　　 Ｓｅ　ｑｕｅｄ６　ｅｌｌ　ａｌｂｉ．

　　 Ｓｅ　ｑｕｅｄ６　ｅｎ　ｌａｍ ｐａ．

上記 の二 つ もわ け のわ か らな い 表現 で あ るが ， 両 方 共 ，何 もわ か らな いで い た， とい

う意 味 で あ る。 ａｌｂｉは ラテ ン語 の ａｌｂｕｓ （白い） の 派生 語 で，　ｅｎ　ａｌｂｉｓは 白 の ま ま，

とい う こ とで あ り， ｌａｍｐａ は白 い貝 で ｅｎ　ｌａｍ ｐａ は白 い ま ま と い う こ とに な り， 結

局 ，何 もわ か らな い と い う こ とに な る ら しい。

　加 え て， 鳥 や植 物 ， 慣 習 ，歴 史 な ど に言 及 しな が ら，極 め て具 象 的 に表現 され る例

が多 く，会 話 が ヴ ィヴ ィ ドにな る。

　　 Ｅｓｔｏｙ　ｍｕｅｒｔａ　ｃｏｍｏ　ｃｏｃｏ・

　　 （直 訳） お ば け の よ うに死 ん で い る。

　　 （意 訳） 大 変 疲 れて い る。

　　 Ｅｓ　Ｉａ　ｑｕｅ　ｌｌｅｖａ　ｐａｎｔａｌｏｎｅｓ・

　　 （直 訳） 女 だ が男 のパ ンタ ロ ンを は い て い る。

　　 （意 訳） 男 ま さ りだ。
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Ｅｓｔｅ　ｃａｎａｒｉｏ　ｅｓ　ｆｌａｍ ｅｎｃｏ　ｃｏｍ ｏ　ｓｕ　ｄｕｅｎｏ．

Ｇａｎｔａ　ｙ　ｓｅ　ｅｍ ｂｏｒｒａｃｈａ．

（直 訳 ） こ の カ ナ リア は 持 主 と 同 様 フ ラ メ ン コ風 だ 。 歌 っ て 酔 っ ぱ ら う 。

（意 訳 ） こ の カ ナ リヤ は 気 分 屋 だ 。

Ａ　ｔｆ　ｔｅ　ｇｕｓｔａｎ　ｌａｓ　ｕｖａｓ　ｍ ｉｓ　ｑｕｅ　ａｌ　ｔｏｒｄｏ．

（直 訳 ） む く鳥 よ り も ぶ ど う が 好 き ね 。

（意 訳 ） 大 変 に ぶ ど う が 好 き ね 。

Ｔｉｅｎｅ　ｐａｊａｒｉｔｏｓ　ｅｎ　ｌａ　ｃａｂｅｚａ．

（直 訳 ） 頭 に 小 鳥 が 舞 っ て い る 。

（意 訳 ） 現 実 的 で な い 。

Ｅｒｅｓ血 １曳ｓ　ｒａｒｏ　ｑｕｅ　ｕｎ　Ｇａｒｎａｖａｌ。

（直 訳 ） カ ル ナ バ ル よ り変 って い る よ 。

（意 訳 ） 非 常 に 変 っ て い る。

Ｅｒｅｓ　ｍ ａｓ　ｆａｒｓａ　ｑｕｅ　ｌａ　Ｊｕｄａｓ．

（直 訳 ） ユ ダ よ り虚 偽 的 だ 。

（意 訳 ） 虚 偽 の 極 み だ 。

Ｔｉｅｎｅ　ｍ ａｓ　ｃｏｒｃｈｏ　ｑｕｅ　Ｂｉｃａｒｉａ　ｅｎｔｅｒａ．

（直 訳 ） ビ カ リ ア村 全 体 よ り以 上 の コ ル ク を 頭 に つ め て い る 。

（意 訳 ） 頭 が 極 め て 硬 い 。

Ｓａｂｅ　ｍ ａｓ　ｑｕｅ　ｅｌ　ｔｏｃｉｎｏ　ｆｉａｍ ｂｒｅ．

（直 訳 ） 彼 は 冷 え た べ 一 コ ン以 上 だ 。

（意 訳 ） な ん と も頂 け な い ん だ 。

Ｃｏｍ ｅｔｅ，　ｑｕｅ　ｓｅａ　ｃａｒｎｅｒｏ．

（直 訳 ） 羊 だ と して も ど ん ど ん 食 べ て 下 さ い 。

（意 訳 ） と に か く， ど ん どん 食 べ て 下 さ い 。

Ｓａｎｄｉａ・ Ｒ （）ｊａ　ｃｏｍ ｏ　ｓａｎｇｒｅ　ｄｅｌ　ｔｏｒｏ．

（直 訳 ） 水 瓜 。 闘 牛 の 牛 の 血 の よ う に 赤 い 。

（意 訳 ） 美 味 し い水 瓜 だ よ 。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ’

Ｓｉ　ｎｏ　ｈｕｂｉｅｒａ　ｈｅｃｈｏ　ａｓｆ，　ｏｔｒｏ　ｇａｌｌｏ　ｎｏｓ　ｈｕｂｉｅｒａ　ｃａｎｔａｄｏ．

（直 訳 ） そ ん な 次 第 で な か っ た ら別 の 雄 鶏 が 鳴 い て い た だ ろ う に 。

（意 訳 ） 別 の 可 能 性 も あ っ た ろ う に 。

Ｍ ｅ　ｐａｒｅｃｅ　ｑｕｅ　ｓｅ　ｍ ｅ　ｈａｎ　ｃａｉｄｏ　ｌｏｓ　ｐａｌｏｓ　ｄｅ　ｌａ　ｃｈｏｚａ．
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　　 （直 訳 ）小 屋 の柱 が頭 上 に落 ちて きた よ う に思 え た 。

　　 （意 訳 ） が っか り した。 （田舎 の村 か ら町 に 働 きに 出た若 い娘 の発 言 ）

　　 Ｌｌｕｅｖｅ　ｍａｓ　ｑｕｅ　ｃｕａｎｄｏ　ｅｎｔｅｒｒａｒｏｎ　ａ　Ｂｉｇｏｔｅｓ．

　　 ビゴ ー テー 家 を埋 葬 した時 よ り以 上 に雨 が降 る。大 雨 だ 。（１６２４年 に大 水 が 出て死

　　 者 を 大 勢埋 葬 した と い う町 の歴 史 に言 及 しつ つ 表 現 して い る） ［ＣＲＯＣＨＥ　 ｌ９８０：

　　 ４８］。

　　 Ｈａｃｅ　ｍａｓ　ｆｒｉｏ　ｑｕｅ　ｒｏｂａｒ　ｌａ　ｍｕｌａ．

　　 （直 訳 ）冬 に な って人 気 のな い の を み はか らって ラバ を盗 む ， そ の 時 よ り寒 い。

　　 （意 訳 ） 大変 に 寒 い。

　 これ らに加 え て 臨機 応 変 の発 言 は 山程 あ る。 特 に， 宝 クジ や ク ー ポ ン売 りは客 の顔

色 を うか が って 味 の あ る応 答 をす る。客 の調 子 が 悪 く取 りつ く島 もな い折 は

　　 Ｈｕｙｏ．　Ｙａ　ｖｉｅｎｅ　ｌａ　ｇｕａｒｄｉａ　ｃｉｖｉＬ

　　 逃 る よ。 治 安 警備 隊 が くるか ら。

と去 らて い く。 ま た ，客 の買 った ク ー ポ ンに 当 りのつ か な い折 な ど

　　 Ｂｕｅｎｏ．　 Ｖａｍ ｏｓ　ｐｏｒ　ｄｅｔｒゑｓ　ｃｏｍ ｏ　ｃａｎｇｒｅｊｏ．

　　 よ ろ しい。 で は， 蟹 の よ うに後 向 きに行 きま しょ う。

とい って客 の 買 った番 号 よ り若 い番 号 を 勧 めて み る。

　 ７）　 こ と わ ざ （ｒｅｆｒａｎ，　ｄｉｃｈｏ）

　 町人 の会 話 に弾 み を つ け る の は タ イ ミング良 く口か ら出 る こ とわ ざで あ る。 実 に多

くの こ とわ ざが あ るが年 令 的 に は４０以 上 の人 が よ く使 う。一 つ一 つ の こ とわ ざ が現 実

に使 わ れ る場 面 と相 手 に与 え る感 情 面 で の影 響 を記 述 して こ そ， こ とわ ざ の面 白 さ が

わ か るが ， こ こで は１９８２年 ５月 か ら ９月 まで に私 が 聞 い た もの を列 記 す るに とど め た

い。 大 別 して ，人 生 の知 恵 を語 る もの と季 節 を 語 る もの に わ け られ る。

　 まず ， 人生 に 関 して は，

　 　Ｐｒｉｍｅｒｏ，　ｌａ　ｓａｌｕｄ　ｙ　ｄｅｓｐｕ６ｓ，　ｅｌ　ｄｉｎｅｒｏ．

　 　健 康第 一 ， お金 は 二 の次 。

　 　Ｈａｂｉｅｎｄｏ　ｓａｌｕｄ，　ｈａｙ　ｄｉｎｅｒｏ．

　 　健 康 で あ れ ば お金 もで き る。

　 　Ｖａｌｅ　ｍゑｓ　ｕｎ　ｐａｊａｒｏ　ｅｎ　ｔｕ　ｍ ａｎｏ　ｑｕｅ　ｃｉｅｎｔｏ　ｖｏｌａｎｄｏ；

　 　空 に飛 ぶ百 匹 の鳥 よ り も掌 中 の一 匹。

　 　Ｔａｎｔｏ　ｔｉｅｎｅｓ，　ｔａｎｔｏ　ｖａｌｅｓ．
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　 　持 っ て い る お 金 の 額 で 人 間 の 値 打 ち も き ま る 。

　 　Ｖｉｅｎｄｏ　ｌａ　ｃｈｏｚａ，　ｓｅ　ｖｅ　ｅｌ　ｇｕａｒｄａ．

　 　住 居 を み れ ば 持 主 が わ か る 。

　 　Ａ ｓｕ　ｔｉｅｒｒａ　ｌａ　ｇｒｕｌｌａ，　ａｕｎｑｕｅ　ｓｅａ　ｄｅ　ｕｎａ　ｐａｔａ・

　 　 た とえ 片 足 に な っ て も 鶴 は 自 分 の 土 地 へ 戻 る 。 故 郷 ほ ど 良 い も の は な い 。

　 　 Ｃｕａｎｄｏ　ｓｕｅｎａ　ｅｌ　ｒｉｏ，　ａｇｕａ　ｌｌｅｖａ．

　 　河 に 音 の あ る 時 に は 水 が あ る 。 火 の な い 所 に 煙 は 立 た ぬ 。

　 　Ｂｉｃｈｏ　ｍ ａｌｏ　ｎｕｎｃａ　ｍ ｕｅｒｅ．

　 　悪 い卑 は死 な な い。 悪 いや つ程 よ くね む る。

　 　Ｃａｄａ　ｕｎｏ　ａｒｒｉｍａ　ｌａ　ｂｒａｓａ　ａ　ｓｕ　ｓａｒｄｉｎａ．

　 　各 人薪 を 自分 の さん ま の方 に 引 き よせ る。 自分 ほ ど可 愛 い もの は な い。

　 　Ｎｕｎｃａ　ｌｌｕｅｖｅ　ａ　ｇｕｓｔｏ　ｄｅ　ｔｏｄｏｓ．

　 　皆 の好 み に つ れて 雨 が 降 る こ とは な い。

　 　Ｌｏｓ　ｍｉｓｍｏｓ　ｐｅｒｒｏｓ　ｃｏｎ　ｌｏｓ　ｄｉｓｔｉｎｔｏｓ　ｃｏｌｌａｒｅｓ・

　 　首 輪 を 変 え て も同 じ犬 は犬 。外 見 は変 って も内容 は 同 じ。

　次 に， 季 節 を語 る こ とわ ざを 記 して み よ う。 ６月 の 中旬 す ぎで 既 に暑 い はず が涼 し

い 日が続 くと，

　 　 Ｅｌ　ｔｉｅｍｐｏ　ｎｏ　ｓｅ　ｃｏｍ ｅ　ｎｉｎｇ丘ｎ　ｌｏｂｏ・

　 　狼 で も時 間 を 食 い もの にす る こ とは で きな い。 暑 さ寒 さ は必 ず来 る。

と人 々 は 口 々 に い う。 そ して， ７月 下旬 に な ると，

　 　Ｓａｎｔｉａｇｏ　ｐｉｎｔａ　ｕｖａｓ，　ｙ　ｙａ　ｅｓｔａｎ　ｍａｄｕｒａｓ・

　 　 サ ンチ ャゴ聖 人 が ぶ ど うを色 づ け， も う実 って い る。

と い う。 ８月 の終 りに天 気 が変 り易 く， 猛 暑 が続 くか と思 う と涼 しい 日が くる と，

　 　 Ｅｎ　ａｇｏｓｔｏ　ｆｒｉｏ　ａｌ　ｒｏｓｔｒｏ．

　 　 ８月 の暑 さ の最 中 に顔 には冷 気 が くる。

と い う。 そ して ， ９月 に入 り，涼 し くな り夏 の去 るの が心 惜 し くな る と，

　 　 Ｓｅｐｔｉｅｍｂｒｅ，　ｅｌ　ｖｅｒａｎｉｔｏ　ｄｅ　ｍｅｍ ｂｒｉｌｌｏ．

　 　 ９月 ， マ ル メ ロの夏 。

と い う。 ９月 も中旬 に な り秋 ら し くな る と，

　 　 Ｐｏｒ　ｌａ　ｆｅｒｉａ　ｅｓｐｅｒｅｃｈａｎ　ｌａ　ｍｕｊｅｒ　ｙ　ｌａ　ｇａｌｌｉｎａ・

　 　 定 期 市 の 頃 には女 の毛 と雌 鶏 の 羽根 が落 ち る。

とか，
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　 　Ｅｎ　ｌａ　ｆｅｒｉａ　ｔｕ　ｖｅｎｄｅｓ　ｌａ　ｇａｌｌｉｎａ，　ｙ　ｅｎ　ｌａ　Ｎａｖｉｄａｄ　ｖｕｅｌｖｅｓ　ａ　ｃｏｍｐｒａｒｌａ．

　 　定 期 市 に は雌 鶏 を売 り， ク リス マ ス に は ま た雌 鶏 を買 う こ とに な る。

とい う。 そ して， ９月 の下旬 にな り， 朝 の 内 に 霧 が立 ちや す くな る と，

　 　Ｎｉｅｂｌａ　ｐｏｒ　ｌａ　ｍ ａｆｉａｎａ，　ｐａｓｅｏ　ｐｏｒ　ｌａ　ｔａｒｄｅ．

　 　午 前 中 に は霧 が立 ち， 午 後 か らや っ と出か け られ る。

とい った 具 合 に 口 か らこ とわ ざが で る。

　以上みてきた７つの特徴をスペイン全体の言語文化の中に位置づける知識の用意は

私にはない。 しか し，上の例から明らかにいえることは，町の庶民が実に豊かな言語

表現を駆使 しなが ら自らを表現 し，他を批判 しながら，結局は妥協 しつつ世渡 りして

いることである。その意味で，このバーバル ・コミュニケーションは庶民世界の気風

と知恵を表現 したものといえよう。

庶民世界の行方

　町の母体を成す庶民層は，第 １章でみてきたように，町に関係ある人を分類 し，排

除と受容と共存の選択を取 ってきた。外から来る他所者の内，セウタからくるムーア

ー人の女は売春婦なるが故に排除 した。他所者でも，定期市に集団で来訪 していたジ

プシーは家畜市に欠かせない存在であり，芸能集団でもあったが故に町は受容 してい

た。しかし，町の風物詩の一部 となっていた彼等 も１９７０年前後から，家畜の仲介人と

しての機能が落ちるにつれ，大挙 して町を訪れることもなくなった。現在，定期市に

くるジプシーは数 も少なく，短期間の滞在で町との接触が殆どない。バダホスの近村

やカナ リア諸島からくるジプシーの物売 りと町人との関係 も一時的な売り手 と買い手

の関係にとどまる。定着ジプシー，つまり，内なる他者への町人の対応はジプシー各

人の経済力と人柄によりきまる。経済力のある者はバル経営にくいこみ，下層の者は

スペイン人でも下層の者がつ く仕事やくじ売りで生計を立てていく。

　庶民自体の存在はスペイン国民社会の経済 ・社会変化に呼応 して変 っていく。１９８２

年の町の状況では，地主層で経済的に生 き残 った上層，医者や弁護士で代表される専

門家の層， ローカルな商業資本家の層，新興の経営者達の四階層の下に町の人口の大

多数を占める庶民が居る。庶民にも豊かな層がおり，年々中産化 しつつある一方，そ

の日ぐらしの底辺の層もある。とにか く，総体 として町の基盤を成す庶民層は全体と

して共通な日常生活の論理と気風を持っている。
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　社会的弱者の一つである乞食への庶民の対応は時代が下るにつれ寛容性が低下 して

きた。伝統的にはキ リス ト教の脈絡で貧困への援助が仕組まれてきたが，１９６０年代の

経済発展 と教会の自由化政策以降，制度としての教会が人々に対 して持っていた掌握

力を失ってしまったからである。

　他の社会的弱者の例 としてジプシー，非ジプシーをとわず，町の恵まれない住民の

行 うくじ売り，クーポン売 りを検討してみた。 くじの売り方には色々あるが，中でも

一本の くじを更に分割 して複数の買い手に売 り，危険率を減少させながら当りを期待

させるパルティシバ シォンとよばれる売 り方は少額のお金で当りをえる可能性を散 ら

ばせておきたい庶民に人気のある方法である。従 って，役所に登録されていない人が

私版の分割 くじを作 って売ることにもなる。クーポン売りは身障者の仕事であり，金

額は少額で決定が日々なされるので，庶民は毎 日小さな夢をこれにかける。くじ （公

設売店で買う以外の）にせよクーポンにせよ，特にくじの売買の場合には，買い手は

買 った折に売り手にチップを渡 し，当りの報告を待ち，当りの出た折には，また別 に

礼金を渡す。そこに，両者の間に持続的な人間関係ができる。客の対応を心得た知恵

者の売 り手は生活が可能 となり，買い手は一撰千金か手堅い中小の当りを夢み，同時

に，恵まれない売り手へ慈善を施 したとい う気持を満足させることができる。こんな

両者の間には処世にたけた者同志の知っているバーバル ・コミュニケーションが発達

している。

　 くじやクーポン売 りと客の間に限らず町の庶民は言葉の魔術師である。上品な人 々

は 「ピカルディーア （ｐｉｃａｒｄｉａ ピカレスク風）だ」と批判するが，このピカレスクな

バーバル ・コミュニケーションに庶民の気風 （ａｉｒｅ）と世渡 りの知恵 （ｓａｂｉｄｕｒｉａ）が表

現されているので，具体例を本文で紹介 してみた。

　 さて，以上扱 ってきたような庶民性はスペイン社会 において何処へ向っていこうと

しているのだろうか。カロ ・バロバは 「左翼運動は庶民の心の中にあった中産階級の

人々の名誉をおとしめ，ついで，革命は保守主義者に下層の名誉を疑問視させ ること

となった。 そ して， 現在では， 富が物理的な力となって人の生活を支配 している」

［ＣＡＲｏ　ＢＡＲｏＪＡ　ｌ９６６：１２４］と指摘 した。た しかに，富，お金がエス トレマ ドゥー
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 いち

ラ南部の田舎町の庶民の生活をも支配 している。町は元来，中世の市か ら出発 してお

り，政治性の少ない実利性を求めて発展 し，実利性が町のエ トスとなっている。その

上，１９７５年のフランコの死以降，スペイン全般にみられる自由の気運に乗り，町人の

バイタリティは方向性 もなく町に充満 している。
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