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チ ョ コ レ ー ト

飲 み 物 か ら 食 べ 物 へ歴史
コーヒーや紅茶が登場す る遙か昔か ら、

人間を魅 了 して きたカカオ。　　　 一

約4000年 とい う長い歴史 をひもとく。

文=八 杉佳穂(国立民族学博物館教授)

　
新
世
界
に
は
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、

　
　
　
　

ノ

ト

マ
ト
、
イ
チ
ゴ
な
ど
、
旧
世
界

に
は
な
か

っ
た

珍
し
い
作
物
が
た
く
さ
ん
あ

っ
た
。
そ
れ
ら
は
人
々

の
飢
え
を
救

い
、
食
卓
を
豊
か
に

し
て
き
た
が
、

そ

の
な
か
で
も
カ
カ
オ
は
と
り
わ
け
文
化
史
的
に

お
も
し
ろ
い
も

の
で
あ
る
の
飲
み
物
に
な
る
ば
か

り
か
、
お
金
や
薬
な
ど
に
も
使
わ

れ
、
ま
た
生
育

の
仕
方
も
幹
に
直
接
花
を
咲
か
せ
実
を

つ
け
る
と

い
う
変
わ

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

力
力
オ
の
起
源
と
古
代
文
明

カ
カ
オ
は
南
米
の
西
ア
マ
ゾ
ン
あ
た
り
が
起

チ ョコ レー トを高 いところか ら注

ぎ、泡をたてて いる様子。 中米 の

トゥデ ーラ絵文書(1553年)よ り。

◎PPS通信社

 

源
地
と
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
南
米

で
は
、
カ
カ

オ
豆
の
ま
わ
り
に
つ
い
て
い
る
ブ
ド
ウ
の
よ
う
な

キ

ュ
ー
テ
ィ
ク
ル
を
利
用
し
た
だ
け
で
、
豆
は
利

用
さ
れ
な
か

っ
た
。
カ
カ
オ
を
栽
培
し
て
、
豆
を

利
用
し
た

の
は
、
オ
ル
メ
カ
や

マ
ヤ
や
ア
ス
テ
カ

な
ど
、
中
米

で
盛
え
た
諸
文
明
を
築

い
た
人
々
で

あ

っ
た
。

　

カ
カ
オ
は
、
最
初

は
豆

の
ま
わ
り

の
キ

ュ
ー

テ
ィ
ク

ル
を
吸
う
だ
け
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
が
、
や

が

て
飲

み
物

と
し
て
利

用
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ

た
。
飲
ま
れ
始
め
た
の
は
、
土
器
の
内
壁
に
付
着

し
た
物
質

の
最
近

の
科
学
的
調
査
か
ら
、
少
な
く

と
も
中
米

で
最
初
期

の
土
器
が
現
れ
た
頃

(紀
元
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マヤ文 明が栄 えた

古典期後期(600～

900年)の 土器。 力

力オをす りつぶす

姿が描かれている。

(撮影:ニ コラス ・
ヘルムース)　 ,

ナ ッ トー ル 絵 文 書(14世 紀)に 描 か れ た

結 婚 式 の 様 子 。 中央 に 力 力 オ の 花 が 見 え

る 。'℃odex　 Zouche-NuttaH"Akademische

Drしlck-u,Verlagsanstalt,　 Graz,Austria.

前

一
九
〇
〇
年
～

一
七
〇
〇
年
)
ま
で
さ
か
の
ぼ

る
こ
と
が
で
き
る
。
場
所
は
カ
カ
オ
の
栽
培
に
適

し
た
グ
ア
テ
マ
ラ
太
平
洋
岸
低
地
で
あ
る
。
と
い

う
こ
と
は
、
土
器
出
現
以
前
か
ら
器
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
た
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
で
も
飲
ま
れ
て
い
た
可

能
性
が
高
い
。

　

マ
ヤ
文
明
は
、
カ
カ
オ
が
生
育
す
る
条
件
を
満

た
す
地
域
を
含
む
低
地
で
、
三
世
紀
か
ら

一
〇
世

紀
に
か
け
て
繁
栄
の
極
致
に
達
し
た
が
、
た
く
さ

ん
興
味
深
い
資
料
を
残
し
て
い
る
。
美
し
い
土
器

の
壁
面
に
は
、
カ
カ
オ
を
平
日
で
す
り

つ
ぶ
す
場

面
や
飲
む
場
面
な
ど
が
描
か
れ
、
五
世
紀
に
は
、

カ
カ
オ
と
.い
う
語
が
、
カ

・
カ

・
ワ
と
音
節
文
字

で
記
さ
れ
た
。
中
米
で
繁
栄
し
た
サ
ポ
テ
カ
や
ア

ス
テ
カ
な
ど
の
諸
文
明
で
も
、
カ
カ
オ
は
珍
重
さ

れ
続
け
、
土
器
や
石
彫
、
絵
文
書
な
ど
に
描
か
れ

た
。

一
六
世
紀
以
降
中
米
に
や
っ
て
き
た
西
欧
人

も
、
カ
カ
オ
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
利
用
さ
れ
る
こ

と
を
書
き
残
し
て
い
る
。

　
飲
み
物
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
カ
カ
オ
豆
を

発
酵
さ
せ
た
あ
と
煎
っ
て
、
そ
れ
を
石
臼
で
す
り

潰
す
。
脂
肪
分
が
多
い
の
で
、
な
か
な
か
水
に
溶

け
な
い
。
そ
の
た
め
、
容
器
を
高
く
掲
げ
、
も
う

一
つ
の
容
器
に
注
ぐ
。
そ
う
し
て
泡
立
た
せ
て
飲

ん
で
い
た
。

一
六
世
紀
の
記
録
に
よ
る
と
、
水
に

溶
か
し
、
ト
ウ
ガ
ラ
シ
や
ア
チ
ョ
テ

(食
紅
)
な

ど
を
入
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は

「人
間

の

飲
み
物

で
は
な
く
、
豚

の
飲

み
物

で
、
吐
き
気
を

催
す
」
と

い
わ
れ
る
ほ
ど
奇
妙
な
も

の
で
あ

っ
た
。

し
か
し

「女
と
交
わ
る
た
め
に
飲
む
」
の
だ
と
か
、

「
一
杯
飲
む
と
、
ほ
か
に
何
も
取
ら
ず
、

一
日
過

ご
す

こ
と
が
で
き
る
」
精
力
剤

の
よ
う
な
効
果
が

あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
と

こ
ろ
が

一
六
世
紀

の
末

に
な
る
と
、
バ
ニ
ラ
や

シ
ナ
モ
ン
、
砂
糖
な
ど
を

入
れ
、
温
か
く
し
て
飲
む
方
法
に
変
わ
り
、
女
性

を
惹
き

つ
け
る
飲
み
物
と
な

っ
た
。

貨
幣
、
交
易
品
、
儀
式

と
力
力
オ

　
カ
カ
オ
が
生
育
す
る
た
め
に
は
、
湿
潤
で
高
温

な
気
候

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
条
件
を
満

た
す
と
こ
ろ
は
、
熱
帯
地
域

の
中

で
も
限
ら
れ
て

お
り
、
中
米

で
は
、
メ
キ

シ
コ
と
グ

ア
テ

マ
ラ
国

境
あ
た
り

の
ソ
コ
ヌ
ス
コ
地
方
が
も

っ
と
も
生
産

量
が
高
く
有
名

で
あ

っ
た
。
生
産
地
が
限
ら
れ
て

い
る
と
い
う

こ
と
は
、
生
産
量
が
把
握
で
き
る
と

い
う

こ
と
で
あ
り
、
お
金
と
し
て
都
合
が

い
い
。

カ
カ
オ
豆

は
、
親
指

の
先

ほ
ど
の
大
き
さ
で
、
堅

牢
な
の
で
、
こ
れ
も
お
金
と
し
て
使
わ
れ
た
理
由

の
ひ
と

つ
に
数
え
ら
れ
よ
う
。
お
金
に
偽
金

が
あ

る
よ
う
に
、
カ
カ
オ
豆
に
も
中
に
泥
な
ど
を
詰
め

た
偽
豆
が
あ

っ
た
。
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四

大

発

明

に

よ

り

一、

世

界

中

で

愛

さ

れ

る

嗜

好

品

に
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18世 紀のチ ョコ レー ト八 ウス の様 子。同時

期にできた コー ヒー八ウスと同じように、上

流階級の人 々の社交場 であった。◎PPS通信社

女流画 家 リオタールの描 い

た油絵 「チ ョコ レー トを運

ぶ 少 女 」(1744年)。 バ ニ

ラやス パイ スな どを加 え、

飲 み物 としても洗練 され て

いった。◎PPS通信社

　

で
は
ど
れ
く
ら

い
の
価
値
が
あ

っ
た
か
と
い
う

　

ら

と
、

一
六
世
紀

の
中
頃
の
メ
キ
シ

コ
の
ト
ラ
ス
カ

ラ
で
は
、
雌
七
面
鳥
が

一
〇
〇
粒

、
雄
七
面
鳥
が

・二
〇
〇
粒
、
雌
鶏

四
〇
粒
、
雄
鶏

二
〇
粒
、
採
り

た
て
の
ア
ボ
ガ
ー
ド
が
三
粒
、
大

ト

マ
ト

一
粒
と

い
っ
た
値
で
取
引
さ
れ
て
い
た
。

ユ
カ
タ

ン
の
荷

担
ぎ
は

一
日
二
〇
粒

で
あ

っ
た
と

い
う

の
で
あ
る

か
ら
、

一
粒

の
値
が
か
な
り
し
た

こ
と
が
わ
か
ろ

う
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
カ
カ
オ
豆
を
落

と
す
と
、

自
分

の
目
で
も
落

と
し
か
た
か
の
よ
う
に

一
所
懸

命
探
し
拾
う

ほ
ど
大
切
な
も

の
で
あ
り
、
カ
カ
オ

飲
料
は
、
支
配
者
し
か
飲
め
な

い
高
貴
な
飲
料
で

あ

つ
た

の
で
あ
る
。

　

カ
カ
オ
豆
は
た

い
へ
ん
貴
重
な
も

の
だ

っ
た

の

で
、
王

へ
の
重
要
な
貢
ぎ
物

と
も
な

っ
た
。
同
時

に
、
誕
生
か
ら
死

に
至

る
ま
で
に
執
り
行
わ
れ
る

さ
ま
ざ
ま
な
儀
式
に
用

い
ら
れ
た
。

い
ま

で
も
結

婚
の
際

に
結
納
品

の
ひ
と

つ
と
し

て
カ
カ
オ
豆
が

贈
ら
れ
る
村
が
あ
る
。

　

ま
た
、
カ
カ
オ
は
有
用
成
分
が
三
〇
〇
種
類
ほ

ど
含
ま
れ
て
お
り
、
昔
か
ら
薬
と
し
て
の
役
割
も

果
た
し
て
き
た
。
神
経

の
沈
静
、

筋
肉

の
弛
緩
作

用
、
皮
膚
軟
化
作
用
な
ど
に
よ

っ
て
、
炎
症
、
下

痢
、
血
便
、
悪
寒
、
虫
さ
さ
れ
、
難
産
な
ど
の
治

療

に
用

い
ら
れ
て
き
た
。

ヨ

ー

ロ

ッ
パ

、

そ

し

て

世

界

へ

　

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
カ
カ
オ
を
も
た
ら
し
た

の
は

一
六
世
紀
、
ア
ス
テ
カ
文
明
を
征
服
し
た

エ
ル
ナ

ン

・
コ
ル
テ
ス

(
一
四
八
五
～

一
五
四
七
)
と

い

う
説
が
流
布
し
て
い
る
が
、
確

か
で
は
な
く
、
実

際

に
は
宣

教
師
た
ち
が
持
ち
帰

っ
た
よ
う

で
あ

る
。

一
七
世
紀

に
な
る
と
、
カ
カ
オ
の
飲
料
チ

ョ

コ
ラ
ー
テ
は
、
人
々
を
魅
了
し
始

め
、
イ
ギ
リ

ス

で
は
コ
ー
ヒ
ー

ハ
ウ
ス
と
と
も
に
チ

ョ
コ
レ
ー
ト

ハ
ウ
ス
が
で
き
た
。
し
か
し
、
嗜
好
飲
料

と
し
て

は
、
同
じ
頃
入

っ
た

コ
ー
ヒ
ー
や
茶

に
負
け
る
こ

と
に
な

る
。
そ
れ
は
カ
フ
ェ
イ
ン
と
い
う
刺
激
物

が
少
な
か

っ
た
こ
と
や
、
脂
肪
分
が
多
く
て
用
意

す

る
の
に
手
間
が
か
か
り
、
ま
た
た
く
さ
ん
飲
め

な
か

っ
た
こ
と
が
原
因
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
チ

ョ
コ
レ
ー
ト
は
、

一
九
世
紀

に
入

っ

て
、
飲
み
物

か
ら
食

べ
物

に
変
身

し
て
、
嗜
好

品
と
し
て
の
地
位
を
回
復
す

る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
た
め
に
は
い
く

つ
か
発
明
が
な
さ
れ
る
必
要
が



19世 紀 の フ ラ ン ス の ボ ス

ター。女 の子 が 手 にしてい

るのは固形 チョコレー トのよ

う。食べ物 となることで大 き

な変化を迎えた。◎PPS通信社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㍉

あ

っ
た
。　

　
　

　
　

陶

　
ま
ず

俵

一
八
二
八
年
、
オ
ラ
ン
砕

の
ヴ

ァ
ン

・

ホ

"
ー
テ
ン
が
ガ
カ
オ
豆
に
含
ま
れ

る
五
〇
%
以
上

　

∩

の
脂
肪
分
を
半
分
以
下

に
取
り
除

い
て
、

コ
コ
ア

を
作
る
こ
と
に
成
功
。
続

い
て
イ
ギ

リ
ス
の
フ
ラ

イ
社
が
、

コ
コ
ア
と
カ
カ
オ
バ
タ

ー
を
混
ぜ
て
型

に
流
し
込
み
食
べ
る
チ

ョ
コ
レ
ー

ト
を
作

る
。
さ

ら

に
そ

の
後

ス
イ

ス
で
、

そ
れ
ま

で
相

性

の
悪

か

っ
た
ミ
ル
ク
を
チ

ョ
コ
レ
ー
ト

に
混
ぜ
合
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

一
八
八
〇
年

に

　
　
　
　
　
　
　
　
へ

は
ス
イ

ス
の
ル
ド

ル
フ

・
リ

ン
ツ
が
、
ざ
ら

つ
く

粒
子
を
細
か
く
す
る
機
械
を
発
明
。
こ
れ
に
よ
り

舌
触
り

の
よ

い
チ

ョ
コ
レ
」
ト
が
生
ま
れ
た
。

　
四
大
発
明
と
称
さ
れ
る
こ
の
画
期
的
な
発
明
に

よ
り
、
チ

ョ
コ
レ
ー
ト
は
広
く
世
界

に
広
ま
る
こ

と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
曲

や
す
ぎ

・
よ
し
ほ

1
9
5
0
年
広
島
県
生
ま
れ
。
京
都
大
学
文
学
部
卒
業
。

マ
ヤ
言
語
学
、
文
字
学
、
中
米
文
化
史
専
攻
。
主
な
著

書
に
『チ

ョ
コ
レ
ー
ト
の
文
化
誌
』
(世
界
思
想
社
)、
『
マ

ヤ
文
字
を
解
く
』

(中
央
公
論
新
社
)
な
ど
。

大 人のチョコレート

日本 の チ ョ コ レ ー トの 歴 史

江戸中期に伝わった贅沢品は
バ ラエティに富んだ人気菓子 に。

上/大 正7年 、 国

産 第一号 の 「森永

ミルクチ ョコ レー

ト」。下/1936年

の英字新聞 に掲載

したモ ロゾフの広

告。(写 真提供:森

永製菓、モロゾフ)

 

　
日
本

に
最

初

に
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
伝

わ

っ
た
の
は

一
八
世

紀

末
。

茶

も

コ
ー
ヒ
ー

も
最

初

は

医
薬

品

と

し
て
伝

わ

っ
た
が
、

チ

ョ
コ
レ
ー
ト
も

同

じ

で
あ

っ
た
。

そ
れ

も
陰

萎

の
治

療

薬
と
し

て
で
あ

っ
た

。
も

ち
ろ
ん
そ

の
当

時

は
飲

む
も

の
で
あ

っ
た

の

で
、
固

形

の
チ

ョ
コ
レ
ー
ト

棒

を

削

っ

て
、
卵

と
砂

糖

を

入

れ

て
、
茶
莞

で
蟹

の

ア

ワ
の
よ

う
に
泡

立

て
て
飲

ん

で
い
た
。

チ

ョ
コ
レ
ー
ト
を

は
じ
め
て
「
食

べ
た
」
の

は
、
一
八
七

一
～

七
三
年
、
岩

倉

具
視

ら
の

遣
欧
使

節
が

最
初
と
さ
れ

て
い
る
。

　

一
八
七
七

年

、
東
京

・
両

国

の
米
津

風

月

堂

が

日

本

で
初

め

て
チ
ョ
コ
レ
ー
ト

を
商

品

と
し
て
加

工
・販

売
。

一
八
九
九

年

に
森

永

製

菓

が

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
製

造

を
は
じ
め
、
不

二
家

や
明
治

製
菓

が
そ

の
後

に
続

い
た
。

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
ブ
ー
ム

の

一
端

を
担

い
だ
の
が

バ
レ
ン
タ
イ

ン
デ

ー
で
あ

る
が
、

日

本

で
は

モ
ロ
ゾ

フ
が

一
九

三
六

年

に
英

字
新

聞

に
掲

載

し
た

広

告

が

そ

の

最

初

と

い
わ
れ

て
い
る
。

五
八
年

に
は
メ
リ
ー
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
、
デ

パ
ー
ト
で
バ
レ
ン
タ
イ

ン
セ
ー
ル
を

行

な

っ
て
い
る
。

し
か
し
当

時

は
あ
ま
り
売

れ

ず

、
盛

ん
に
な

っ
た
の
は

一
九

八
〇

年

代

に
な

っ
て
か
ら
で
あ
る
。
(文
H
八
杉
佳
穂
)

世 界 の チ ョ コ レー ト事 情

味の好みは国によって千差万別。

チョコレー トで知るお国柄。

ミルク入 りチョコレー ト、滑らさを出すコンチング

の発明で近代化に大きく貢献 したスイス。ミルク・

チョコレー トは国の誇 りであり今も愛されている。ス イ ス

エスプレッソの国イタリアではチョコレートも深煎

りで香ばしいものが好まれる傾向に。ヘーゼルナッ

ツをロース トしたジャン ドゥジャはイタリアが発祥。イ タ リア

ショコラティエのセンスと技を感じさせる、繊細で

美 しいボンボン ・ショコラの都。パ リのみならずフ

ランス各地にショコラショップが点在 している。フラ ン ス

ゴディバやメリーなどでお馴染みのチョコレー ト王

国。 「プラリーヌ」と呼ばれる一ロショコラはフラン

スより粒が大きめで、型に流して作るのが一般的。
ベ ル ギ ー

板チョコ誕生の地イギリスには、チョコホリックとい

われる愛好家も多い。キャドバリー社 に代表される

チョコレー トバーが主流で、濃厚な味が好まれる。イ ギ リス

ヨーロッパに少 し遅 れ、18世 紀中頃よりチョコレー

ト産業が興ったアメリカ。最大手の八一シー社はア

メリ力軍の非常食も開発。安価で食べ応えがある。ア メ リカ
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