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フ ラ ン ス 社会の 変遷 と料理 へ の 影響

宇 田 川 政 喜
＊

　　
ヒ トは 他の 霊長類の 動物 と 同様に 雑食で あ る。他 の 動

物補 物鹸 し て 生 髄 維持し て い る。そ して 他の 黝

　と 同 じ よ うに 栄養摂取 に 最適なとい う意味で 好 きな 食べ

物を食べ る こ とも常に 望 ん で い る 。

一
方人 は 食事を愉し

む とい う抽象的嬉 び を 持 っ て い る ． こ の 喜び は 味覚を

　中心 に ，視覚 ， 嗅覚，触覚 ， 聴覚の 5感を通 じて 個入が

培 っ た轍 に 基づ き肉体的 ， 精神的 な 快楽 を得る喜び で

あ る。ま た 時代 ， 人種，地 方 （又 は 「国」） とい っ た大

きな構 造 の 違 い は もとよ り一時的な流行や 属す る社会階
胤 家族的影響 に よ 鰭 好猷 きく異 な る と い う特徴を

持 っ た喜びで ある。こ の 喜び の 追 求 は 何あ ろ う文化その

もの で ある 。

　文化 （culture ） は ， 自然 （nature ）と対比 して 考え ら

れる。 食に 関わ っ て 言え ば，採集が natu τ e 側に あ る と

すれ ば，耕作， 飼育 ， 養殖は culture サ イ ドに ある。ま

た 文 化 と は一つ の 人間社会が一・
つ の 時代又 は い くつ か の

時代 を通 し て 自然の 状態 の ま ま で は な く， 意図な く育む

固有の 習俗や精神所作の こ と で あ る 。 故に 時代や地域を

異に す る場 合 ， 人聞の 持 っ て い る ほ とん ど本能的 と もい

え る 好奇心 を 以 っ て 他の ・ U ］t・・e を 理解 した 娯 有し よ

うとす る た め に は，culture の 作品，
つ まり結果や過程が

必要 とな る ・ 然 るに こ と料理 躙 して 1ま諏 とん ど一瞬
し か 作品が 存在 しない た め に 他 の 文化的結果 に 比べ 過去
の 事実や異な っ た 地域で の 事実を 比較検討の 対象 に しに

くか ・ た の で あ る・葡 て い 曙 泪 ま，ごく近年 ま で昔
の 料理 ，外国の 料理 を 好奇心の ま まに 取 り入 れ る こ とが

難し か っ た の で ある・また，例 え ぽ フ ラ ン ス の 撒 漁 に

は見向きもせず，ひ た す ら鶏 の レ バ ー
を待 っ て い る の に

対 し，日本 の 猫 の 大半 は レ バ ーを好 まな い の と同様，人

間も 「食」 に 閼し て は
一

般的 に個人 の 経験 に 基づ い て 目
々 の 食物を選択し て い る。もち ろ ん そ の 地域 の 産物 に よ

　り必然的 に 摂取 の 方向は 決定 されは す るが ， ある 限られ
た 階層だ け に限定すれば

，
P 一マ 時代 は お ろ か 古代エ ジ

プ boif か ら他地域の 産物を 入 手 して い た の で ある か ら，

人は 自らが 立脚す る拠点で 産出する 食物を摂取す る とい

うこ とは 絶対条件で は な い 。

　
つ ま り人は 「食」 とい うよ うな 生命維持 と密接 に 関わ

る文化行為闘 し て は 慣 襯 しん だ こ と を続 け る幸福
つ ま り保守性と，未知 の もの を 試 し たい とい う革新性 と

を 共 有 して い る の で あ る 。 こ の 保守性 が 文化 と し て の 継
続性牲 じ・鞜 齢 い 進歩

・
を 促進す る の で あ る ． た

だ喰 文化 の 変 遷 騨 独に 考筋 れ る こ とを皸 して ない 。

農耕技徹 どの 技納 な進歩， そ の 覯 磁 す る経酌
な充実 ， 社会階級 の 明確化な どの 社会 の 変化，そ れ らが
わ れわれ の 身近 に 又 臼常的に 存在する 文化 の 変化を 促す
の で あ る。

　現在世界を お お う不 況 の 原因は 究明さ れ る に は至 っ て

い な い が，近年必ず明 らか に され る で あろ うよ うに社会
に 飃 な変化 カミ起 る 場合泌 ず原邸 ミあ る，ま た は 原 因
を結論づ け る こ とが で きる 。

フ ラ ン ス に お け る食文化の

飆 期 が い くつ か存在す るが 瀝 史の 流れ の 中で，どの

よ うな状況 力喰 文 化 を大 きく揺 蠍 か すの か
， タ

＿
ニ ン

グ ポ イ ン ト毎 に 述べ てみ る 。

＊

　日仏料理 協会

1．現代の中の ケ ル ト，ローマ ，ゲ ル マ ン

　
パ リか ら飛行機で ニ ース

，
マ ル セ イ za ，トゥ

ー
ル ーズ

とい っ た南の 都市へ 飛 ぶ と， 天気 が 良 い 時 に は 眼下 に広
が る耕作地 の 連 らな りが 緑 の 山地 に 慣れ た 日本人 を驚か

す。今の フ ラ ン ス は ピ レ ネ ， 中央山瑰，ア ル プ ス の 山地

及 び石 灰 岩質の 地 中海地方を 除けば ほ ぼ 全土が耕作地 と

な っ て い る 。 イ ベ リア人，リグ リ ア人，そ の 後に ドナ ウ

方面 か ら勸 イ ギ リ ス を 含め た ・ 叩 ヅ
・全域 ve拡が っ

た ケ ル ト人 の 先住民族が森と ともに 生活して来た の に 対
し・ P 一

マ 文明の 継瀦 た ちが 徐 々 e・ ， 2，000 年 か けて
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森を 耕作地 に 変えて きた せ い で あ る ・

翫 前 600年頃か ら地囎 沿岸 に マ … V ア （マ ル セ イ

ユ ） 幼 イ ア （ニ
ース ）な どの 顯 雄 設 し た 剃 シ ア

人が今日で は 姿を 消 し て し ま っ た素焼きの ア ン フ ォ ラ を

使用 し て い た の に 対し ， ケル ト人は ご く最近ま で 液体の

保存欧 くこ との で きな か っ 騰 を 使い ビール を作 っ て

い た の で あ る。 ま た森の 産物で あるジ ビ エ （＝ gibie「・

猟肉） を よ く食 べ て い た が ，
こ れも今日 フ ラ ン ス 料理 の

旬 と して の
ぺ ・レ ドリ （− P・ rd ・ i・ ・し ゃ こ）・ フ ザ ン （諞

f。i，。 n ，雉子）， シ ． ヴ ル イ ユ （＝・hev・eui1 ・ 鹿） に 残

っ て い る し ， 彼 らが好ん で 飼育 し て い た豚は シ ャ ル キ ュ

ト リ （＝＝ charcuterie ， 食肉加工 品製造業，デ リカ テ ッ
セ

ン ） の 今日の 揺 る ぎない 地位を当時か ら保証し て い た の

で ある 。 海で もか きの 養殖，漁を活発に 行 い ， 川 ， 湖で

の 漁は もと よ り， 淋 の お だ や か 酷 質を 利用 し通蔽

通網も発達して い た 。
ロ
ー

マ 人 の 征服後彼ら の 土 木技術

を活か し ， 今目の 運河 を 含 め た 水 上交通網 の もと と な っ

て い る の で あ る 。

　 さ て 穀物 は と言えぽ畑作先進地域 で あ る エ ジ プ トに も

負けな い ほ どの 犂 （す き）を使 い ， い ろい ろ な小麦や 大

麦 を 育て て ・・た … 从 の
一部族 ガ リア 人 （− 9・・1・i・）

は 。 ラ ン ス を ・ 一・Pt
ッ

パ で 鮪 数膿 業［郵 す る基睡

築い て い た 。

　　しか し一方 で は 地 中海地 方 の 人 々 は イ タ リア
，

ギ リシ

ア と同様に に ん trLく，
オ リーブ，羊を 現在 と さほ ど違い

な く食 して い た ． 特1，t ワ イ 醸 造脚
一マ 入 に もた らさ

　れ る とぶ どう栽培 の 北限 ま で 短期間の うちに 拡が っ た 。

　加糖し て ア ル コ ール 度を 上げた り発泡 さ せ た りす る技術

の 基本もこ の 頃成立 しt・ 6 しい
。

シ ーザ ー・ ガ リア 征服

　後，
こ の 地域が約 300年 の 間経済的 な大発展を遂げる の

は こ うし 薩 業 と ・ 一マ の 行蜘 ・結びつ ぎ汰 瀕 地 で

あ る東地中海地 域 へ の 車拙 が 促進 さ れ た カ・ らで あ る ・
こ

　の 期間を バ ク X ・P マ
ーナ （ll　ax 　rornana ・

P ．− v の 平

和）と呼 ん で い る カ・ガ リア 人の 食に関す磁 御 譲 づ け

られ 縢 栄と考えて も よ い だ ろ う・ こ の 繁栄 の 継纐 ミこ

　の 地方の 食文化 の 基礎をつ く り現代に 至 っ て い る の で あ

　 る 。

　2．ゲ ル マ ン 諸畏 族がフ ラ ン ス にもた ら し た も の

　匈奴に よ り永年悩ま され た 中国 と同じよ うに 巨大化 し

た ロ
ーマ 帝国は移動の 民 フ ン 躑 こ追 わ れ て 新天地 を 求め

る ゲ ン マ ン 諸族，
ヴ ァ

ソ ダル 族 ， ブル グ ン ド族な どの 諸

民族 に た え ま な く侵入 さ れ る よ うに な り，
ロ ーマ 帝国辺

境の ガ リア の 平和燦 栄 に 影がさ し て くる・しか し 以前

か らガ リア 人，・P − t 人 と ゲ ル マ ソ 諸民族は 常 に接触し

て い て こ の 侵入 が す く
・
に 卩

一マ を亡 臣ました わ け で は な い・

62

200 年 ほ どの 年月 の 中で少しず つ ・ 岬 帝国の 経瀧 疲

へ い さ せ て い っ た の で あ る。

　ガ リ ア に は すで に 農業を 基盤 と し た 豪族が存在 して い

た の で い わ ぽ成 り上が 猪 で ある ゲ ・レ マ ン の 首領た ちは

こ れ に 対抗し ，裕福な ガ リ ア 人，ロ
ー

マ 人以上 の ご ち そ

うを多分鯉 して食べ て い 畑 ・ ち沁ミし・な い ・ し か し 2 世

代 も経ればそれが普通 の もの とな っ て ゆ くの も現代と同

じで ある．こ の よ うに ゲ ル マ ン 人は 少 しつ つ 先進民族 の

生活に 齢 し て ゆ くが，キ リス 暾 の 普及 tr＝ よ りこ れ が

完成す る の eik　Pt　一一
マ 帝国滅亡後 の ク 卩 ヴ ィ ス 以降 に なる 。

ゲ ル マ ン 人 の
一

部族 フ ラ ン ク 族が フ ラ ン ス に 定住し，フ

ラ ン ス が文化的に も 成立 し は じめ る こ の 頃 ，
フ ラ ン ク 人

た ちは ク リーム や・ミタ ーを 多 く使 っ 沸 卜理 を 好ん だ ・

　 い ずれに せ よ フ ラ ン ス が 「P・・一… の
「e和」 時代 の 繁栄

をと りもどす に は ゲ ル マ ン 人豪族の 勢力争い ，ス ペ イ ン

か らの ア ラ ブ人 の 擲 縛
一

段落し ＋字軍 に よ bftnc地

域 の 束地 中醗 方か ら離 と産物 が もた らされ る まで 待

た ね ばならな い ．食 に 関して は 暗黒の 中世 と言 猿 現 は

　さ ほ どま ちが っ て い ない の で あ る D

　　また フ ラ ソ ク 人庶民 に と っ て は どち らか と い うと異質

な地中海文化との 関わ り以上 に 同種の 文化 を 共有す る北

方 の 民族 との 交流 餓 争も含め て）が多し・・彼らは北 の

海で に し ん ，た らを多く手 に 入れ ，
た ん 1，：

“
　〈源 と した ・

　今 日で も フ ラ ン ス 北部 の み な らず，プ ロ ヴ ァ
ソ ス 地 方 で

　もモ リ ＝ （・＝ morue ，塩蔵干 た ら） を H常的に 食し て い

　 る 。

　3．　ル ネ ッ サ ン ス とフ ラ ン ス 料理

西 叶 啼 離 亡後も東 ・
一マ 帝国（ビ ザ ン チ 啼 国）

との 交流 で 都市国家と して の 機能を 充分発揮し て ス パ イ

ス を貿易の 中心 に 置き巨万 の 富を築い た ヴ ェ ネ ツ ィ ア 共

梱 や金融 で の し あが っ た フ ・ レ ン ツ ・ 共和黙 イ タ リ

ア で 健在 で あ っ た 。
ゲ ル マ ン 諸国家の 経済基盤が安定す

る につ れ，イ タ リア 人や ビザ ン チ ン 人並 み tlこ ス パ イ ス を

多く使 っ た 「豪華で お い し い 料理」 を食べ た い とゲ ル マ

ン 人た ち が考え る よ うに な る の は 当然 で あ る 。 他人の 持

っ て い な い 絵を所有したい ， 他人が食 べ た こ と の な い ご

ち そ うを 食べ た い ，ま た そ れ を 他人 に 見せ つ け た い ，と

成 り上 が っ た 人間 は 考え る の で あ る 。
こ の 他 との 差別化

指向が 文化を 育 て て きた の で あ る。

　農業立国して い な い イ Pt・ ・」ア の 先進U ・
フ ・ レ ン ツ ＝

ltl　IP　La　，ヴ ． ネ ツ ・ ア 共和aStx国土 の 増大 を 醍 と して

い な か っ た た め に 地 中海都市国家 の 概念か らさ ほ ど離 れ

て い ない 国家を 形 成 し て い た が，前述した よ うに 貿易・

金融 で 大 きな富の 集積があ っ た。また 基幹経済 の 性格か

麟 部との 接触 も多 く溷 家鞭 の た め の 論耀 も鰍
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　され て い た た め ギ リ シ ア
，

ロ
ー

マ 時代の
“
他宗教に 支配 さ

　れた
”
文化を継続的に受け継い で い た 。 経済的裏付けが

　この 地域 に後世，ル ネ サ ン 不 （renaissance ）と呼 ば れて

　い た非イ タ リア 人に は 目新 し い 文化を 開花させ る の で あ
る ・ し か し イ タ リア で は 囀 ＝

・e」，「生誕 一 nai 跏 、e」

　とい う知識で は な く， 単 に 金がで きた か ら昔の よ うにす

　て きな彫刻や絵 画 が 作れ る よ うに な っ た ， と い うだけ だ

　っ た ろ う。
こ の 時代 の 天才， レ オ ナ ル ド ・ダ ・ヴ ィ ン チ

　は ， 現在世 に 知 られ て い る ヘ リ コ プ タ
ー

の 設計， 「モ ナ

　リザ 」 の 製作 な どの み な らず ， 当然料理 に も情熱を燃や

　し て い る。 ミ ラ ノ 公国 の V ドヴ ィ
ゴ ・ス フ t ル ツ ァ 大公

　が フ ラ ン ス 軍 に 敗れ パ ト ロ ン と し て 役 に 立 て な くな る と

　ダ ・ヴ ィ
ン チ は ヴ ェ ネ ツ t ア

，
フ

ィ レ ン ツ ェ で 料理 や 各

種 機械 の 考案を行 っ た が ， 1516年 ，
フ ラ ン ス ， ヴ ァ

P

　ワ 王朝の フ ラ ン ソ ワ 1 世 に 乞わ れ， n ワ ール 川流域の ア

　
ン ボ ワ ーズ に 移 っ た 。 1519年 に ダ ・ヴ ィ ン チ が 死ぬ ま

で ，2 人 は 厨房 で フ ラ ン ス 中か ら集 め られ た食材を用 い

て 料理 の 開発 に 没頭 して い た とい うこ とで ある。ち なみ

に 「モ ナ リザ 」も こ の 頃ダ ・
ヴ 、 ン チ カミフ ラ ン ソ ワ 1世

に 贈っ た の で あ る 。 こ の よ うに 自分 の 生死 を賭けた戦争
を 行わ な くな っ た フ ラ ン ス 王は 地 中海 の 文化に 情熱 を傾
け て い た の で ある・こ の 時 ダ ヴ 。 ン 刋 まイ タ リ ア 的な
パ ス タ料瑰 （た だ し ト マ トは 未だ ヨ ー

卩
ッ

パ に もた らさ

れ て い な い ），か た つ む り料理， ス パ イ ス の 使用例を 示

し た 料理及びス パ イ ス ，ハ ーブ の 効能の 論理的説 明 など

を行 っ て い る 。

　
こ の フ ラ ン ス 王 家の イ タ リア 指向は フ ラ ン ソ ワ 1世 の

子 フ ラ ン ソ ワ 2 世に なる ともっ と顕著と な り，フ ィ レ ン

ツ ェ の メ デ ィ チ 家か ら カ ト リ
ー

ヌ を妻と して 迎え る の で

あ る 。

　昔ケ ル ト人 が食べ た フ
ォ ア グ ラ や養殖 か ぎな どは い つ

の ま に か 忘れ られ ，
ゲ ル マ ン 人 た ち は 主 に大きな P 一ス

璃 を ナ イ フ で 切 りと 喰 べ て い た 鋤 ミ，ビ ザ ン チ ン 帝
国で は 10世紀頃 か ら使用されて い た卓上 フ ォ

ーク が こ の

頃 や っ と イ タ リ ア 経由で フ ラ ン ス に もた ら され た よ うに ，

イ タ リア の 影響 で フ ル ー
ツ，内臓肉など手 の こん だ ， 又

は 入手困難な食材を 好 む よ うに な る 。 こ れがな ん とか 全

土 を統
一

す る こ とが で きや っ と大 きな 面 積と人 口 を抱え

る大陸的国家の 長所 を 活か し は じ め た 発展途上 国，フ ラ

ン ス が した こ とで あ る 。 料理 に 対 して だけ で は もち ろ ん

ない 欲望の 飽 くな き追求が こ の あ との ブ ・レ ボ ン 絶対瑚
に ま で つ な が る の で あ る。

　鶏 の ク ネル （quenelle ，鶏肉 の ピ ュ レ
， 小麦粉，卵 を

まぜ て ゆ で た 料理 で 今 日 で もフ ラ ン ス 人 は好 ん で 食 べ

る）， ト リ ュ フ ，10 世紀 の ブル ジ ョ ワ 料理 の 付 け合わ せ

に も よ く登場 す る鶏 の とさか ，
・ ・ ン ，ア ーテ ． チ 。

＿

ク の ベ ニ
ェ （衣揚げ）などイ タ リア 人が フ ラ ン ス に もた

らした食べ 物は 多 く，こ れ ら料理 は や ｝ま リィ 砌 ア か ら

もた らされ た 釉薬を塗 っ た陶器 に 盛 られ ， 手 で は なく今
日 の よ うに ナ イ フ

，
フ t

一
ク で食べ られ る よ うに な っ た

もの で あ る 。 しか し フ ラ ン ス 料理 の もとは イ タ リア 料理

で ある，と広言す る に は 注意が 必要で ある 。 現在
‘‘

イ タ

リア 料理
”

と い う概念 は ト マ ト ， ス パ ゲ テ ィ などの 麺 パ

ス タ で あ ろ うが ， こ の 当時 の イ タ リア に は ま だ こ れ らは

存在して い ない か ら現代 の 両 国 の 料理 の 比較か ら類推し

て は い けない の で ある 。

　4． 大航海時代 とフ ラ ン ス 料理

地中海と い う比較的安全 な貿易路 の 制海権を確保で き
なか っ た 後発国，

ス ペ イ ン
， ポ ル F ガ ル

， オ ラ ン ダ
， イ

ギ リス な ど の 国々 は 金 を 産 む ス パ イ ス の 国イ ン ドへ 向う
た め，当時 の 仮説を信 じ，ア フ リカ まわ りや 西 へ 向う航

路発見に 務 め ，結果と して ア メ リカ 大陸を 発見 した の が

1492年 で ある・金鑷 肛 な どの 他に コ ・ ン ゾ ス が 持 ち帰

っ た 玉 ね ぎの 種 子 を は じ め ， じ ゃ がい も， ト マ ト，ピ ー
マ ン

， い ん げん 豆 ， か ぼ ち ゃ など多 くの 植物，七 面 鳥 も
こ の 頃ア メ リカ か ら移入 され た もの で あ る 。 特に 寒さに

強 い じゃ が い も は 飢饉 の 時に 庶民 の 命を救い，今日で は

ス テ ーキ の 付け合わ せ にする フ ラ イ ドポ テ ト （pom 皿 e 、

frites） を は じめ フ ラ ン ス の 庶民の 食事に は 欠 か す こ と

の で きな い もの に な っ て い る。

　 5． 絶対王朝時代とフ ラ ンス 料理

　17 世紀 に な る と宗教戦争 とそれを利用 した 王権争 い

が ブル ボ ン 家に よ り収束され ， 手工業の 発展と相 ま っ て

商品 の 流通 が 拡大 さ摘 と入市税な どの 間接税 の 比率が

増大 し
， 庶民 の 負鋤 ミた い へ ん な もの となる ． 購 に王

を 中心 とし た 支配層 の 生活 は とど ま る とこ ろ を知 らぬ 抵

どぜ い た くと な り詔 儲 購 を驚か 」II：る料理 に 工 夫 を

こ ら して い た。

　
ル ネ サ ン ス 期の イ タ リア の 大公 や貴族 ， 大商人 の うち

の 多 くが 骨 を テ ーブ ル 上 に ち らか し，っ ぱ を吐き ， 足 を

テ ーブ ル に の e ・鼻くそをほ じりなが ら食事 して い た の

に 対 し， この 時代 に な る とそ れ まで そ ん な イ タ リア 人よ

りも行儀 の 悪 か っ た フ ラ ン ス 人 た ち も急速 に サ ーヴ ィ ス
，

調理 及 び テ ーブル マ ナ
ー

の 確立 をす る よ うに な っ た 。 衣

食足 りて礼節を知 る の で ある。こ の フ ラ ン ス 料理 に お け
る 肉 の 切 り分けサ ー

ヴ ィ ス な どの 技術や ある 種 の テ
ーブ

ル マ ナ ー
は簡素化されつ つ 現在に 至 っ て い る 。

1661 年・宰相 マ ザ ラ ン の 死後，親政 を ｝： じめ た ル イ 14
世は 長 生きし，以後 54年 の 間に絶対王 朝と呼 ば れる 政

治体 制 をつ くっ た ． こ の 時 代 の 宮廷 料戳 ま過酷 な税 の
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取 りた て と正比例 して 大へ ん なも の で あ っ た 。 bouche

du　roi ← 王 の 食事）と呼ばれ た国王 の 食事係は 500人

に も及び，役割 りは 以下 の よ うに 細分化され ， そ の 上階

級化され て い た 。

　 。 グ ラ ス 配膳係

　 ・パ ン 配膳係

　 ・飲み物サ ーヴ ィ ス 係

　 。料理人

　 。 フ ル ーツ 配膳係

　 ・肉切 り係

　 ・料理給仕係

　 ・ 洗 い 場係

　こ の 時代に 限 らず王 はた い がい の 場合 1入 きりで 食事

を とっ た が そ の 内容は 20 世紀に 近代及び現代 フ ラ ン ス

料理 の 祖とい わ れ る ナ
ーギ ・ ス ト

・＝ ス ・ フ ・
エ が ま と

め た r レ ペ ル ト ワ ール
・ド・

ラ
・キ ュ イ ジーヌ （R6pertoire

de　la　cuisine ）」 とい う料理 目録 に も登場す る 料理も す

で に 多 くあ っ た と言 ｝。

　 例えば ；

　　・自家菜園で とれ た 野菜 の ポ タ
ージ ュ 数種

　　． 羊の 。
一ス トを トリ ュ

フ
， 内臓な どで煮た肉矜隍

　　・肉の 煮込 み料理

　　・詰め物を した き じや し ゃ こ など猟鳥肉の ロ ース ト

　　．詰め物を した …講 肥鶏の 紙包み 焼 き

　　。サ ラ ダ

　 　 　オ ム レ ツ

　　．ハ ーブ， 酒精強化 ワ イ ン な どで 香 りをつ けた グ リン

　 　 　 ピ ース の ピ ュ レ

　 　 。 パ テ

　　 ・多 くの フ ル
ーツ

　 　 ・パ ン

　 　 。ケ
ーキ

　　 ・ ワ イ ソ ，　リキ ュ
ール

　　こ れらをすべ て 毎 日た い らげて い たわけ で は な く， 当

然下げら れ罐 だ れ か の 腹に お さ ま っ て V・た で exあろ う

　が ， 国王 の み な らず貴族た ちもこ の 亜 流 だ とす る と， 料

　理 だけで な く，支配階級 の 生活全般を お お うこ の ぜ い た

くが税と労働で撒 され る庶民 を追 い つ め て い ・ た の も

　当然で ある 。

　　それ で も未だ食べ た こ と の ない も の の 探求と い う知的

騎 心 または 他人 と嵯 別 燻 懃 象止 ま る と こ ろ を 知 ら

　ず 17世紀に は 世界最高 の 水準 とな っ た。

　　さて一方 で は 絶対王政 の もとで 多くの 戦争が行われ ，

鮒 の 財政が圧ば くさ 悩 と ， そ濾 で 間灘 収入 噸

　 っ て い た 国庫収入 を 直接税導入 を 試 み るが こ れ は 法院 の

高官や 繖 側か らの 反発で 失購 ・ 終わ る ・ そ れ に 対 レ レ

64

イ 14世親政時代末期の 1700年代初 め と フ ラ ン ス 革命前

の 時代，つ ま り1780年頃 の 穀物の 生産量 を 比較する と

約 1．5倍 と な っ た ．
こ れ膿 業技術 の 進歩の お か げで あ

り， そ の た め に 騫産に い た っ て は そ の 成長率は 3倍に も

達す る の である 。 こ の よ うな農業， 商業，手工 業 の ブル

ジ 。 ワ た ち ， 絶対 王政の 批判者た ちつ ま り・
ヴ ・

ル テ
ー

ル
，

ル ソ ー，デ ィ ド卩 などの 啓蒙家たち ， 王 の権力集中

に よ 嗾 外されて し ま っ た貴族た ち Vこ よ っ て ・歎 「常

に 正しい 選択を 行 う」健全 な大衆に よ っ て フ ラ ン ス 革命

は 紆余曲折を た どりな が ら も成立 して 行 くの で ある 。

　6． ブ ル ジ ョ ワとフ ラ ン ス 料理

高級 レ … bラ ン の 大衆化 は 1960 年代 の 経済活況の 後

に ならな い と実現 しな い が，ブラ ス リや ビ ス トロ
，

カ フ

ェ レ ス ト ラ ン に 対 し て の 今 日的 な意味で の レ ス ト ラ ン は

1782年 紀パ リに 開店 し た 。 　ア y ト ワ ーヌ ・ボ ヴ ィ リエ

（Antoine　Beauvilliers）は 希代 の 料理 研究家 ， 美食家で あ

る ブ リア
・サ ヴ 。 ラ ン （」ean −A ・th・1皿 B ・lll・t−Sav・ri・）

に
te
す ぐれた料理 ， きち ん と配置され た サ

ーヴ ィ ス 係，

優雅な サ P ン を持つ は じめて の レ ス トラ ソ
”

と評された

第2 の レ ス トラ ン を革命寸前 に パ レ ・・ ワ イ ヤ ル の ア ー

ケ
ード内に 開き ，

プ Pt ヴ ァ
ソ ス 伯爵 の お か か え シ ェ フ で

あ っ た 時に み が い た 腕と接客技術を最大限に 活か し，大

鋤 した。 こ れ は ガ ス ト ・ バ （9・ str ・n ・ mie
＝美食 

の ブル ジ ョ
ワ 化 な い し，公開の 象微 で あ る。それまで 王

も ， 貴族もブ ル ジ ョ ワ も閉さ れた 空 間 で あか の 他人 とは

交 わ る こ とな く自分だけ，また は 自分たちだ けの た め に

自分た ち が雇 っ た コ
ッ ク，サ ーヴ ィ ス 係 に 日常的に 用意

され た 美食を行 っ て い た が ，
こ れ以来金 さえ払えぱ美食

の た め の 空間，時間 ， 料理，サ
ーヴ ィ ス を 手 に 入 れ る こ

と がで きる よ うに な っ た の で ある 。 絶対価値と し て の 財

産に保証さ れな くと も，ガ ス ト ロ ノ ミとい う非日常的な

喜び，つ ま り幸福を 買うこ と が で ぎる よ うに な っ た 新興

勢力 は ，それ ま で ピール 工場な い し ビ ア ホ ール で あっ た

ブ ラ ス リ　（brasserie） を パ リコ ミ ュ
ーン 終結後の 1880

年代か ら食べ
， 飲み ，

ゲ ーム を し ， 討論 し交流する場に

変えて い っ te． ボードレ
ール

，
マ ネ ，

ク
ール ベ とい う芸

櫞 た ち は 現在 も バ リ ve在 る
“
フ ・

”

や
“
ボ ブ

・
ン ジ

　＝

”

な どに 集 っ て い た の で あ る 。

　　さて
一

方革命前の 農民は ど の よ うな食生活を行 っ て い

た の で あろ うか。農民 の 絶対多数 は 土 地を 持 た な い 貧農

で あ りた とえ生産量が増大 して も穀物購 入 者で あ っ た 。

従 っ て 穀物月晴 も必 要 で あ っ 確 産生産物 で あ る 肉を食

す る こ と は まれ で あ っ た。猟肉に して も土地 の 所有者 が

鳥獣の 所有者 で あ っ た た め 自らが食した 場含罰せ られた 。

現在各地方に 残 っ て い る か ゆ や だ ん ご・ス ープ は 長い 間

（150）
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農民 が こ れ し か食べ られ な い とい う料理 だ っ た の で ある 。

ア ル ザ ス 地方 の ク ネ プ フ ・v （K ・・pfl・s），ス パ ツ ル （Sp ・

UzIe）・
ベ ア ル ン 地方 の メ テ ユ

ー一ル （m6ture ），プ ロ ヴ ァ

ン ス 地方 の ピ ス ト ゥ （pi ・t・ u ） など枚挙に い と まが な い

ほ どで ある 。 また 地方 で革命活勁を実行 して い た 農民 と

同様に 大都市に お け る革命 の 行動者 で あ っ た バ リや リ ヨ

ン ，マ ル セ イ ユ の 労 働者 た ち は ， 食物生産を行っ て い な

い 分 ・ 時に は 農民よ り辛い 暮 らし を して お り，1339年 一

1453年の 百年戦争に は 多数の 餓 死 者を 出 した
。 革命後

の 1871 年普仏戦争直後 の パ V ‘コ ミ ．一ン の 際に も何
と か うま くや っ て い た ブ ル ジ ョ ワた ち とは違い ，パ リの

大衆は 犬，猫 は お ろ か 動物園の 動物 ま で 食べ た。

　大衆の ガ ス ト 卩 ノ ミ へ の 参加は 1970年代 まで 待 た な

け れ ぽ な らない の で ある 。 それ故過去の 歴史 の 中で大衆
は 年1こ 数回 の 宗教的 な祭 りに 食文化 に 対す る 喜 び を 充足

させ て い た の で ある。

　 7． フ ラ ン ス 隆盛時代と料理

　 ア メ リカ ， カナ ダへ の 影響を失ない ，メ キ シ コ か ら徹

兵 した ナ ポ レ オ ン 3 世下 の フ ラ ン ス は
， 新興勢力プ ロ

シ ア との 戦 い よ りも自国の 革新勢力を恐 れ ， 普仏戦争
（187C〜1871年） に 簡単に 敗れ．ア ル ザ ス ，・ レ ー

ヌ 地

方も失な っ たりしか し敵国 プ ロ シ ア の 助け で な ん とか パ

リ ・コ ミ ュ 　
一一

　
”
7 を 鎮圧 し た 新 フ ラ ン ス 共和国は 以後未曽

有 の 大発展を 遂げ る 。 残 っ た ア ル ジ＝リ ア
， 西 イ ン ド諸

島，イ ン ドシ ナ な どの 植民地か らの 原材料と産業革命の

結果 で あ る工 業 の 発達で 急速 に 経済 が 肥大化す る 。 こ れ

は 1400 年代 ， 1500年代の ベ ネ ツ ィ ア ，フ ィ レ ン ツ ＝ と

比較で きる ほ どで あ っ た 。 常に イ ギ リ ス に 遅れを と っ て

い た 経済に 対 し文化 の 世界 で は フ ラ ン ス は超 1 級の 大 国

で あっ た・ガ ス b ・ ノ ミの 世界で は も 狆 国を除 くと他
に 比 類を み な い ほ ど発展し， 多 くの 料理人が イ ギ リス ，
ア メ リ カ へ と活躍 の 揚 を見出 し て い っ た。

　 フ ラ ン ス 革ft，，
パ リ コ ミ a

一ン を推進 し ， 自らの 権利

を 自 ら手 に 入 れ て い っ た フ ラ ン ス 大衆も こ の 時代 は 未だ

低賃金で あ り，レ ス トラ ン は 労 な く人手を得 る こ とが で

きた の で 伝 統 の 上 に新 し い 素材と能力を 発揮した シ ェ フ

た ち の レ ス 1・ラ ン は大 い に 繁盛 した。現在の フ ラ ン ス 料

理 の 料理人 が
‘‘

古典
”

と呼 ん で い る 料理 は こ の 時代 に集

大成され た もの で あ る こ とは ， 古典料理名に 使われて い

る献辞的な固有名詞を見れ ばわ か る こ とで あ る 。 以 下に

そ の 例を挙げて み よ う。

　consomtm6 　George 　Sand 　コ ン ソ メ ・ジ ョ ル ジ ュ
・

サ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ン ド

　velout6 　Joinville　　　　 ヴ ル テ ス ープ ・ジ ョ ワ ン ヴ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 d ル

omelette 　 Victoria

homard　Dumas
saumon 　Bri11at−Savarin

sole 　Grimaldi

turbot 　Kユ6ber
touエnedos 　Rossini

bξcasses 　Nessehode

perdreau　Lautrec

foie　gras　Souvaroff

poularde 　Poincar6
salade 　Monte−Cristo

bombe 　Mephisto

な ど などで ある 。

オ ム レ ツ ・ヴ ィ ク ト リア

オ マ ール え び ・デ ュマ

サ ーモ ン ・ブ リ ア ・サ ヴ ァ

ラ ン

舌ひ らめ ・グ リマ ル デ ィ

ひ ら め ・ク レ ベ ール

牛フ a レ 肉 ・卩
ツ

シ ー
＝

山 しぎ・ネ セ ル ロ ード

し ゃ こ ・PL −一
ト レ

ッ
ク

フ x
・ア ・グ ラ

・JK　一ヴ ァ
U

フ

肥鶏 ・プ ワ ン カ レ

サ ラ ダ ・モ ン テ ・ク リス ト

ア イ ス ク リーム
・メ フ ィ ス

ト

　
一

方 で は 工 業 の 発達が 保存食の 開発と食品 の価格安定

をつ く りだ した 。 塩潰け ， 乳酸発酵，シ P
ッ プ潰け ， 乾

燥 ， くん製な ど昔 か ら食晶 の 保存法は 存在 した が
，

こ の

時代に なる と缶詰め や冷蔵技術が 工 業化され る。現在の

レ トル ト食品 ， 冷凍食品 の は じ ま りである 。 ガ ス ト ロ ノ

ミの 範疇で 考 えれ ば代用品も し くは に せ 物 で あ る が
， 兵

站品 と して は 便利 で あ っ た 。

　1880 年代 か ら 1914年 の 第 1 次世界大戦 （も しくは 欧

州戦争） まで の 問に 産業革命の 結果 の 大衆化，つ ま 噌

遍化が 進行 し， 故に 大衆 の 生活水準は 向上 し大衆は 徐々

に 社会の 中心 勢力 と な っ て い っ た 。 もともと大衆の 集合
か らス タ

ー
ト した 先住民族を 力 で制圧 した ア メ 励 もこ

の 頃大量生産方式 を創 り出 して い た 。 そ し て 大 戦が それ

まで 担 い 手 と して は ブル ジ ョ ワ に 移 っ て い た革命前の 貴

族趣向の 文 化 を 小 ブル ジ ョ ワ や大衆に よ り別 の もの に 変
質させ た 。 戦争 も大戦初期 の 前時代的なもの か ら大 戦後

期 の 国 の 産業能力を フ ル に 活用 し た消耗戦に な っ た の で

あ る ・ こ の 戦争に よ リア メ リ 九 ・ 叩
ッ
・・に 大量生産

と それに 裏付け られた 文化が台頭す る の で ある 。

　8．産業時代も し くは大衆時代と料理

　第 2 次世界大戦前 の フ ラ ン ス で つ い ｝L レ オ ン ・ブ ル ム

内閣が 成立 した 。 1936年 労働者 を 代表する 政党が政権

を 平和 的 に 取得し ， こ の 時以来有給休暇制 を含め 労働者

の 権利が 確立 され て い くの で あ る。こ の こ と は料 理 界特

に ガ ス 1’° ノ ミ に 従事 し て い る 高級 レ ス トラ ン が それ ま

で 思い もし なか っ た 労 務費との 戦い の は じ ま りと なる 。

　ル イ 14世 の 500人 の 食事係 は 例外的なこ とで は あ る

が ， 多勢の 労働に よ り支 え られて い た ガ ス ト ロ ノ ミは レ

オ ン ・ブル ム 登 場後 60年経た今日で は 経済的に ほ ぼ 逼
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塞状況 に あ る と言 っ て もい い ほ どに な ・ て きて い る ・ 大

衆 の 欲求を 換起 し
， 大衆に 商品を提供 しつ つ 生存する製

造産業は 19世紀末頃 か ら少 し つ つ 料理 の 産業化 を も行

い ， 当初 マ ・ 軒 ズ や雁 び ん詰耀 度で あ っ 嫡 融

最終仕上げま で して あ る料 理 の 提灘 で 可能セこ して い る

し，
レ z ・ 1一ラ ン 業者は

“
そ泌 い ・料 理

t’
を 究極 の グル

メ の 品 々 と し て 売 り出 して い る。

今で も世界の 中心 の 1 つ で あ る刈 に して も鰍 レ ス

1・ラ ン が接待交際費をあて に し な い 商売を 成立させ る の

は非常に 難し い くらい 先進国 の 富の 分配が進 ん で お り，

レ ス トラ ン の 客の 年収と従業員の 年収の 差 は 革命以前 と

は 比較 できない ほ ど縮 重 っ て い る の で ある 。

9． 今 日そ して明 日の フ ラ ンス料理界

　国 ごと完全 に 崩壊 し た 第 2 次大戦後， エ950年代の イ

ン ドシ ナ そ して ア ル ジ ェ リ ア の 植民地を ほ とん ど失な っ

た フ ラ ン ス は ，1871年 の 普仏戦争 の 後と同 じ よ うに政

治的，経灘 勺濂 Lを 鰊 さ e ，1960年代 の 樒 活況 に

結 び 付けた。しか し 自らの 栄 達を 自ら行 うとい うよ うな

ア ． リ カ駄 政治で は な く， 1度政勵 ミ税収 し・国民の

基本的な 権利を 再分配す る とい う， い わ ば大 きな政府を

め ざ して い た フ ラ ソ ス で は 蝶 の 社会保険な どの 負担が

大き く，特に レ x “ ラ ン な どの 零細企 数 と っ て の 給与

以外 の 労蔽 の 鯉 は ガ ス ト ・ バ の 勵 勺変化を も強制

し て い る よ うに思え る 。

　機材 ， 器具 の 大発達 ， 労務効率 の 上昇，流通 の 短縮，

保存法の 発達 が著 し い と して も ， この よ うな状況の も と

で は料理 の 簡素化 が な くて は レ ス トラ ソ は 成立 し ない 。

よ く言われて い る よ うに
“
素材を活か した 料理

”
の 提供

を して い るつ も りで も現実に は素材を活 力・し 簡素化 した

料理 しか提供で きな い よ うに な っ て きて い る の で あ る。

こ れがデモ ク ラ シ ーの 当然の 帰結で あ り，喜び を で きる

だ け多 くの 人 と分か ち あう最良 の 方法な の で あろ う。

　王 候 ， 貴族の ガ ス ト ロ ノ ミを得たければ搾取す るか ，

長期間 の 稼 ぎを 1食 に使い 果た す しか な い の で あ る 。 今

目ガ ス ト P ノ ミを業と し て 成立 させ るた め に は ，少な く

と も以下 の 条件 が 必要となろ う。

　 ・現在よ りず っ と高い 価格

　．熟練度が高く技術的に 安定 し て い る技儲 （＝
・
U ・

　　 サ ーヴ ィ ス 員とも）

　 。も っ と少数 で 資本的に 集約 された レ ス ト ラ ン

　将来，社会がも っ と均質化され た場 合，ガ ス ト 巨 ノ ミ

は
一

体 どの よ うな形態を と っ て い る の で あろ うか 。
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