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１．原論 

・edible と food のあいだ：「食べること」の（汎生物的）普遍性／「食べ方」の個別性 

・食料・食品（調理法）・食制（飲食法）・食具（施設と道具） 

 

２．前近代 

・「和食」の基本パターン「一汁一菜」（＋α） 

・米：温帯モンスーン／ハレ（晴）の食品としての飯・餅の共食→常民の米志向／権力の米志向 

＊ハレ／ケ：行事等の特別な日（ハレ）とそれ以外（ケ）の生活サイクルを示す民俗学の概念 

・魚：恵まれた河海の幸／仏教思想にともなう肉食の禁忌（各種抜け穴アリ） 

・調味料：（砂糖）、塩、酢、醤油、味噌、出汁（かつおぶし、昆布） 

・個人用食器の存在意義（高取正男 1972『民俗のこころ』朝日新聞社） 

 

３．近代 

・「洋食」の導入／栄養概念の普及 

・柳田国男 1931「食物の個人自由」『明治大正史世相編』朝日新聞社 

「温かいものの多くなったこと」 

「柔らかいものの好まるるようになったこと」 

「食うものの甘くなって来たこと」 

→「火の神道の譲歩」：共食から個食へ／栄養補給から嗜好の充足へ／自製品から既製品へ 

 

４．現在 

・食の多様化：冷凍食品、インスタント、レトルト、外食チェーン… 

・ファーストフード：食の効率化・合理化・均質化 

・スローフード：伝統食の保存、生産者の保護、消費者の啓蒙 

・スローフードのマーケティング化／国家の「食育」への介入 
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ジェームズ・ワトソン編 2003『マクドナルドはグローバルか：東アジアのファーストフード』新曜社 

金丸弘美 2003『本物を伝える日本のスローフード』岩波書店 

阿古真理 2021『日本外食全史』亜紀書房 



V

食
物
文
化
の
色
や
音
響
と
達
っ
て
V
る
特
徴
は
、
以
前
に
大
い
な
る
統
一
が
あ
っ
て
、
後
汰
第
に
分
立
の

勢
い
を
示
し
て
ぃ
る
と
と
で
あ
る
。
流
行
が
再
び
各
人
の
趣
味
を
征
服
し
得
ず
、
立
た
特
に
一
種
の
強
烈
な

る
、
の
に
ょ
っ
て
、
音
の
.
こ
と
く
他
の
群
小
を
威
圧
し
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
何
で
、
食
わ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
と

い
う
大
き
な
る
必
要
か
ら
、
新
た
に
時
代
の
標
準
と
い
う
も
の
を
設
け
て
み
る
こ
と
の
む
つ
か
し
い
点
で
あ

る
。
従
う
て
品
種
は
年
と
と
も
に
激
増
L
て
、
い
よ
い
よ
一
般
の
観
察
が
下
し
が
た
く
な
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
だ
い
た
い
か
ら
言
ウ
て
、
明
治
以
降
の
日
本
の
食
物
は
、
厭
ぽ
三
っ
の
著
し
い
傾
向
を
示
し
て
い
る
こ

と
は
争
え
な
い
。
そ
の
一
っ
は
温
か
い
、
の
の
多
く
な
っ
た
こ
と
、
二
っ
に
は
柔
か
い
も
の
の
好
立
る
る
よ

う
に
な
0
た
こ
と
、
そ
の
三
に
は
す
た
わ
ち
何
人
も
心
付
く
よ
う
に
、
概
し
て
食
う
、
の
の
甘
く
な
0
て
来

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
種
自
の
増
加
を
添
え
て
、
四
つ
と
言
っ
て
、
よ
い
の
か
知
ら
ぬ
が
、
こ
ち
ら
は
む

し
ろ
結
果
で
あ
っ
た
。
人
の
好
み
が
立
ず
在
来
の
、
の
の
外
へ
走
っ
て
、
そ
れ
が
新
た
な
る
い
ろ
い
ろ
の
方

法
を
喚
び
込
ん
だ
の
で
、
郭
そ
ら
く
は
強
い
て
押
し
付
け
ら
れ
た
も
の
は
な
か
 
0
た
ろ
う
と
思
う
。

料
理
の
記
録
は
か
な
り
古
い
、
の
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
と
れ
と
比
べ
て
み
た
だ
け
で
も
右
の
三
っ
の
変
化

は
確
か
に
わ
か
る
が
、
現
代
生
活
の
横
断
面
を
見
わ
た
し
て
、
、
ほ
と
ん
と
土
地
ビ
と
に
こ
の
嵐
向
の
各
段

階
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
ま
た
こ
の
方
角
か
ら
で
な
い
と
、
ど
ぅ
い
う
順
序
を
踏
ん
で
敢
ま
っ
て
行
く

キ
"
モ
う

の
か
を
、
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
ぬ
の
で
あ
る
。
昔
、
飲
食
の
温
か
い
と
い
う
の
は
馳
走
で
あ
う
た
。
神

二
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鍋
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鍋
料
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や
仏
へ
の
供
物
の
中
で
、
何
か
一
色
だ
け
は
湯
気
の
立
つ
も
の
を
供
え
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
儀
式
手
続
に

4
、
堂

時
間
が
か
か
る
た
め
に
、
晴
の
食
物
は
ど
ぅ
し
て
も
こ
れ
を
冷
し
が
ち
で
あ
っ
た
。
あ
つ
物
を
進
め
る
と
V

う
こ
と
は
料
理
人
の
辛
苦
で
、
同
時
に
亭
主
の
心
入
れ
の
し
る
し
で
、
あ
っ
た
か
ら
、
で
き
る
、
の
な
ら
ば

昔
、
こ
れ
を
望
ん
だ
は
ず
で
あ
る
が
、
ル
え
う
て
尊
敬
t
る
賓
客
の
前
に
は
、
そ
の
誠
意
が
表
わ
し
に
く
か

つ
た
。
そ
の
理
由
は
い
た
っ
て
単
純
で
、
つ
主
り
我
心
は
共
同
の
飲
食
と
い
う
こ
と
を
、
温
か
い
と
い
う
こ

あ
い
島
ι

と
よ
り
、
な
北
重
ん
じ
た
の
で
あ
0
た
。
同
じ
火
、
同
じ
器
を
、
0
 
て
調
理
し
た
物
を
、
主
客
上
下
が
相
鑾
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し
よ
う
と
す
る
に
は
、
早
く
か
ら
の
支
度
が
必
要
で
あ
う
た
。
こ
れ
を
互
い
に
気
に
せ
ぬ
よ
う
に
な
ら
な
け

ニ
ミ

れ
ば
、
客
に
畷
か
い
小
鍋
の
も
の
を
、
勧
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
0
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
往
宅
の
変
遷
に
船
.
い
工
老
え
て
み
る
べ
き
問
題
で
あ
る
が
、
家
で
食
物
を
調
理
す
る
清
い
火
は
、

こ
う
じ
ん
●
享
じ
ざ
い
か
E

も
と
捻
荒
神
様
の
直
轄
す
る
自
在
鍵
の
下
に
あ
0
た
の
で
あ
る
。
そ
の
特
別
の
保
障
あ
る
製
品
で
な
い
と
、

こ
れ
を
た
べ
て
家
人
共
同
の
肉
体
と
化
す
る
に
足
ら
ぬ
と
い
う
信
仰
が
、
存
外
近
い
頃
主
で
村
の
人
の
心
を

●
'
●
ん
η

暗
々
裡
に
支
配
し
て
い
た
。
だ
か
ら
正
式
の
食
物
は
か
え
っ
て
配
当
が
面
倒
な
た
め
に
、
冷
た
く
な
っ
て
か

イ
ぴ
0

じ
゛
う
の
う

"
゛

ら
よ
う
や
く
口
に
届
い
た
の
で
あ
0
た
。
炭
櫃
や
十
能
が
自
由
に
煥
の
火
を
運
搬
す
る
よ
う
に
た
う
て
、
、

な
蜘
こ
の
考
え
方
は
久
し
く
統
い
て
い
た
。
そ
れ
が
最
靭
に
ま
ず
大
き
な
器
か
ら
取
り
分
け
て
、
別
に
進
め

異
、
'

る
、
の
を
涼
す
立
い
と
す
る
心
遣
い
よ
り
、
鍋
と
か
ユ
キ
ヒ
ラ
と
か
い
う
、
の
が
だ
ん
だ
ん
に
発
明
せ
ら
れ
、

結
局
今
日
の
ビ
と
き
鍋
料
理
の
隆
盛
を
見
る
に
至
0
た
の
で
あ
る
。
炭
焼
き
技
術
の
普
及
が
、
こ
れ
を
肋
け

た
こ
と
は
む
ろ
ん
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
、
根
本
の
理
由
は
家
内
食
料
の
相
異
及
び
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め

た
る
火
の
神
道
の
譲
歩
で
あ
0
た
。
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れ
ぱ
な
ら
ぬ
こ
占
は
、
か
つ
て
そ
れ
ほ
ど
や
か
立
し
く
戒
め
ら
れ
て
い
た
小
鍋
の
独
立
が
、
今
で
は
普
通
と

な
り
時
と
し
て
は
主
婦
の
気
働
き
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
し
か
、
あ
る
時
代
に
は
何
ゆ
え
に
さ

し
も
楽
既
せ
ら
れ
、
立
た
い
か
に
し
て
汰
第
に
そ
の
作
法
が
改
三
て
行
う
た
か
を
、
解
説
す
る
者
す
ら
な

い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
日
本
の
風
俗
は
す
で
に
驚
く
べ
く
変
化
し
て
い
る
の
で
、
固
有
の
国
風
は
少
な

く
と
、
食
事
に
つ
ぃ
て
ば
そ
う
明
確
に
は
こ
れ
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
の
で
あ
る
。
現
在
の
実
状
に
村

い
て
は
、
小
鍋
円
劇
用
に
゛
け
イ
は
我
々
は
手
世
界
無
類
で
あ
る
。
あ
る
い
は
日
本
料
理
を
言
う
と
た
だ

ち
に
い
わ
ゆ
る
鋤
焼
の
美
を
喋
;
%
潛
'
多
い
が
、
こ
れ
は
、
ち
ろ
ん
牛
雛
の
食
用
が
、
こ
の
頃
始
三

た
こ
と
、
知
ら
ぬ
よ
う
な
、
西
洋
の
半
可
通
に
鶚
子
を
合
せ
た
言
葉
で
あ
る
。
し
か
も
一
,
方
に
は
秋
田
県
な

.
う
ピ
ん

ど
の
貝
焼
か
ら
、
こ
ち
ら
は
町
の
大
道
の
鍋
焼
倒
鈍
に
至
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
銘
ん
料
理
の
方
法
は
全
国
に

行
き
わ
た
り
、
味
と
材
料
と
の
際
限
、
な
い
増
加
が
あ
る
。
こ
れ
が
僅
ん
五
六
十
年
内
の
発
明
で
あ
り
、
立

た
普
及
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
得
な
い
者
の
多
い
め
は
、
む
し
ろ
自
然
と
い
う
べ
き
で
あ
る
0

こ
の
変
化
の
起
り
だ
け
は
か
り
に
わ
か
っ
た
と
し
て
、
、
錨
が
今
日
の
よ
う
な
発
達
を
見
る
に
至
0
た
理

由
立
で
は
説
明
し
て
ぃ
な
い
。
え
れ
を
断
定
に
陥
ら
ざ
る
程
度
に
お
い
て
、
た
お
少
し
ず
っ
考
え
て
行
こ
う

と
思
う
が
、
第
一
に
心
づ
く
の
ば
飲
物
と
の
関
係
で
あ
る
。

茶
が
常
人
の
家
庭
に
圦
っ
て
来
る
ま
で
は
、
水

か
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鑑
子
が
い
う
で
、
囲
炉
裏
の
建
に
掛
か
っ
て
い

は
わ
ざ
わ
ざ
暖
め
て
飲
む
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
ろ
う
0

る
よ
う
に
な
っ
た
の
、
そ
れ
以
後
で
、
こ
れ
が
温
か
な
飲
料
の
親
し
ま
れ
た
始
め
で
は
な
い
か
と
思
う
0
 
そ

れ
か
ら
問
題
に
な
る
の
は
酒
を
烱
す
る
償
習
の
も
と
で
あ
る
。
一
平
家
物
語
一
に
有
名
な
話
が
一
っ
あ
る
が
、

こ
れ
は
む
し
ろ
座
頭
の
琵
琶
の
、
て
は
や
さ
れ
た
時
代
に
、
あ
た
か
も
こ
う
い
う
流
行
が
珍
し
か
う
た
こ
と

ー
ー
乱

を
、
意
味
す
る
も
の
と
も
解
し
得
ら
れ
る
。
酒
の
用
途
の
だ
ん
だ
ん
の
拡
張
を
述
べ
て
か
ら
で
な
い
と
説
明

淑
^
つ
か
し
い
が
、
と
に
か
く
に
、
人
が
温
か
い
、
の
を
喜
ぶ
風
は
、
最
初
か
ら
今
の
よ
う
に
濃
厚
で
な
く
、

女
か
ご
弓
ご
ち
モ
尋

中
頃
酒
茶
の
常
用
に
誘
導
せ
ら
れ
て
、
特
に
ふ
う
ふ
う
と
吹
い
て
食
う
よ
う
な
、
の
を
、
御
馳
走
と
感
ず
る

よ
う
に
女
っ
た
ら
し
い
^
で
あ
る
。

汰
に
考
え
ら
れ
る
の
は
女
性
の
関
与
、
す
な
わ
ち
小
鍋
を
愛
し
た
人
た
ち
の
感
化
で
あ
る
。
料
理
は
昔
か

ら
正
式
の
、
の
は
男
の
作
業
で
あ
0
た
。
単
に
小
規
模
な
る
た
だ
の
日
の
食
事
の
み
が
、
主
と
し
て
婦
人
に

よ
0
て
月
意
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
打
ち
く
つ
ろ
い
だ
火
処
の
近
く
で
あ
0
た
ゆ
え
に
ハ
当
然
に
温

か
い
食
物
は
多
か
0
た
わ
け
で
、
母
や
妻
娘
な
ど
の
親
釖
を
聯
想
す
る
こ
と
が
、
船
そ
ら
く
そ
う
い
う
で
き

み
れ

う
虚

た
て
の
食
事
の
、
旨
さ
地
し
さ
を
倍
加
し
た
か
と
思
う
。
衣
服
が
よ
そ
行
き
の
趣
味
を
も
0
て
、
漸
数
に
常

"

だ
の
よ
む
が

着
を
改
良
し
た
と
は
正
反
対
に
、
飲
食
は
い
つ
で
、
勝
手
元
か
ら
発
達
し
て
い
る
。
昔
織
田
信
長
の
料
理
人

が
歎
息
し
た
よ
う
に
、
我
々
の
献
立
は
退
歩
し
た
け
れ
ど
も
う
立
く
た
0
た
。
古
例
を
無
視
し
た
自
由
な
る

昨
A
ぜ
人

材
料
選
択
、
そ
れ
か
ら
手
料
理
の
無
造
作
た
試
み
が
、
徐
ん
と
し
て
本
膳
に
影
響
を
与
え
た
か
ら
で
あ
る
。

か
つ
て
は
幾
逓
り
、
の
熱
い
吸
物
を
勧
め
て
、
客
人
に
家
に
あ
る
が
ご
と
き
親
し
さ
を
味
わ
わ
し
め
た
と
同

じ
く
、
今
度
は
新
た
に
始
ま
0
た
炉
の
火
の
分
裂
に
乗
じ
て
、
座
敷
へ
台
所
の
一
片
を
運
搬
す
る
こ
と
に
な

つ
た
の
で
、
そ
れ
に
は
主
た
陰
に
あ
っ
て
こ
の
方
法
の
完
成
に
助
力
し
た
者
の
、
細
か
な
才
智
が
間
接
に
人

を
悦
ぱ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
、
我
ん
の
食
物
の
温
か
く
な
0
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
盲
わ
ぱ
料
理
の
女
性
化

ゆ
匹

の
兆
候
で
あ
る
。
行
く
行
く
こ
の
問
題
の
全
部
を
挙
げ
て
、
彼
等
の
管
理
に
委
ぬ
べ
き
傾
向
を
語
る
、
の
と

言
っ
て
ょ
い
。
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