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咀嚼か
  会話をしている
  時間が長く

咀嚼音が
小さく

声が小さく
会話速度が遅く

やや前傾の
姿勢

-薄暗い環境での飲食行動の変化-

-薄暗い環境での飲食で感じること-

吹き出し／図解
「ニューフードインダストリー」
2023 Vol .65 No.7より

食品の
匂いを
感じやすい

悩み事など
相談しやすい

豊
か
な
暗
や
み
を

　
　
　
　
　
探
し
て

昼
間
の
上
着
を
脱
ぎ
、自
分
に
還
る
夜
。

心
が
ほ
ぐ
れ
、内
側
に
あ
る
想
い
が
こ
ぼ
れ
出
る
。

そ
ん
な
時
間
と
と
も
に
あ
る
の
が
、灯
り
。

灯
り
は
、い
つ
も
の
日
常
を

ほ
ん
の
少
し
特
別
な
も
の
に
し
て
く
れ
ま
す
。

そ
う
、灯
り
に
は
〝
豊
か
な
暗
や
み
〞を
つ
く
り
出
し
、

人
と
の
関
係
さ
え
も
変
え
て
い
く

確
か
な
ち
か
ら
が
あ
る
の
で
す
。

日
常
の
中
の
灯
り
と
出
会
い
直
し
、

よ
り
よ
い
関
係
に
な
る
た
め
に
、

今
回
は
東
京
都
市
大
学
建
築
学
科
を
訪
ね
ま
し
た
。

　

雰
囲
気
の
い
い
部
屋
。そ
れ
が
小
林
研
究
室
の
ド
ア

を
開
け
て
、ま
ず
感
じ
た
こ
と
。室
内
に
は
ぽ
つ
ぽ
つ

と
間
接
照
明
が
と
も
り
、高
い
位
置
に
あ
る
窓
か
ら

は
、外
の
樹
木
が
陽
光
を
受
け
て
サ
ワ
サ
ワ
と
葉
を
な

び
か
せ
て
い
る
の
が
見
え
ま
す
。今
回
、〈
余
は
く
〉の

取
材
を
受
け
て
く
だ
さ
っ
た
小
林
茂
雄
先
生（
東
京
都

市
大
学 

建
築
学
科 

教
授
）は
、都
市
と
建
物
の
光
環
境

計
画
と
、空
間
心
理
研
究
を
行
う
専
門
家
。ほ
の
暗
い

環
境
で
人
の
行
動
が
ど
う
変
わ
る
の
か
、コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
と
灯
り
は
ど
う
関
係
し
て
い
る
の
か
に

つ
い
て
お
話
し
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

「
例
え
ば
、薄
暗
い
環
境
と
明
る
い
環
境
と
で
は
、食
事

の
仕
方
や
声
の
大
き
さ
は
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か

を
調
べ
る
と
、薄
暗
い
ほ
う
が
、咀
嚼
音
や
話
し
声
が

小
さ
く
、会
話
の
速
度
も
遅
く
な
り
、お
互
い
の
姿
勢

が
少
し
前
傾
す
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。そ
こ
か
ら

話
の
内
容
も
個
人
的
な
も
の
が
増
え
る
こ
と
が
想
像

で
き
ま
す
。こ
れ
ま
で
灯
り
を
暗
く
す
る
と
雰
囲
気
が

よ
く
な
る
と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、そ
れ
だ
け
で
は

な
く
、行
動
が
変
わ
る
こ
と
で
人
の
潜
在
意
識
も
変
わ

り
、そ
れ
が
そ
の
後
の
親
密
な
対
人
関
係
に
つ
な
が
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
」と
小
林
先
生
。

　
つ
ま
り
、薄
暗
い
環
境
に
い
る
と
き
だ
け
で
な
く
、食

後
も
よ
い
関
係
が
続
く
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

「
そ
う
で
す
。暗
い
ほ
う
が
人
と
人
は
目
を
合
わ
せ
て

話
す
時
間
が
長
く
な
り
ま
す
。そ
し
て
、ア
イ
コ
ン
タ

ク
ト
が
増
え
る
と
、人
は
無
意
識
の
う
ち
に
相
手
と
同

調
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。視
覚
的
な
雰
囲
気
と
こ
う

し
た
行
動
や
意
識
が
合
わ
さ
り
、親
密
さ
の
構
築
に

つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」。

顔が見えにくくなるので、
食事に集中しやすくなった

堅苦しく感じず、
会話に対する

ストレスが少ないと思った

※薄暗い環境で食事をした12人の感想

より食事に集中でき、
匂いなどに敏感になった

人間の内面や
自分の好きな話が
多かった気がする

ほかの席の存在や会話が
気にならなくなり、気まずさが
軽減して話しやすくなった

視線や注意は
よりキャンドルの近くに
向く感じがあった

「
ほ
の
暗
さ
に
包
ま
れ
る
と
、

　
　

 

心
の
距
離
が
縮
ま
っ
て
い
く
」
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「
夜
の
豊
か
さ
は
、

　
　

 　

 

暗
く
し
な
い
と
得
ら
れ
な
い
」

「
ゆ
れ
る
炎
に
、我
々
は

　
　
　
　
自
然
や
生
命
を
感
じ
て
い
る
」

　

確
か
に
、疲
れ
て
家
に
帰
っ
た
夜
、部
屋
が
煌
々
と

明
る
い
よ
り
は
、少
し
暗
い
ほ
う
が
落
ち
着
く
と
感
じ

る
の
は
事
実
。け
れ
ど
家
族
で
暮
ら
し
て
い
る
と
自
分

だ
け
の
気
分
に
合
わ
せ
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、つ
い
天

井
の
照
明
を〝
全
灯
〞に
し
て
し
ま
う
こ
と
も…

…

。

「
我
々
は
つ
い
、照
明
が
あ
る
と
つ
け
て
し
ま
い
ま
す

よ
ね
。明
る
さ
の
メ
リ
ッ
ト
に
対
し
て
暗
さ
の
メ
リ
ッ

ト
が
意
識
し
づ
ら
い
の
も
、一
因
だ
と
思
い
ま
す
」。

　

暗
さ
の
メ
リ
ッ
ト
？ 

気
に
な
る
言
葉
で
す
。　

「
い
ろ
ん
な
も
の
が
見
え
て
い
る
と
、 

目
に
見
え
る
も

の
が
全
て
だ
と
感
じ
、そ
れ
だ
け
で
理
解
し
よ
う
と
し

て
し
ま
う
の
で
す
。そ
の
結
果
、自
分
が
ど
う
感
じ
、考

え
る
の
か
と
い
う
意
識
が
薄
ら
い
で
し
ま
い
ま
す
。本

来
は
、外
か
ら
受
け
た
情
報
と
自
分
の
内
に
あ
る
考
え

を
合
わ
せ
て
感
じ
取
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
が
」。

　

内
面
の
意
識
と
つ
な
が
り
や
す
い
の
が
暗
さ
の
メ

リ
ッ
ト
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

「
そ
う
で
す
。な
ぜ
照
明
を
落
と
し
た
空
間
を
魅
力
的

に
感
じ
る
か
と
い
う
と
、そ
れ
は
情
報
が
制
限
さ
れ
て

い
る
か
ら
。制
限
さ
れ
た
環
境
の
ほ
う
が
、視
覚
以
外
の

感
覚
が
敏
感
に
な
り
、感
性
が
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
ま
す
。

例
え
ば
、夜
歩
い
て
い
て
明
る
い
表
通
り
か
ら
急
に
暗

い
脇
道
に
入
る
と
、ま
わ
り
が
何
も
見
え
な
く
な
り
ま

す
よ
ね
。そ
の
分
、嗅
覚
や
聴
覚
が
働
き
、ま
わ
り
の
状

況
を
確
か
め
よ
う
と
し
ま
す
。そ
し
て
、目
が
慣
れ
て

く
れ
ば
、星
あ
か
り
だ
け
の
夜
道
で
も
周
囲
に
何
が
あ

る
か
わ
か
る
よ
う
に
な
る
。こ
の
よ
う
に
、灯
り
を
落
と

し
た
暗
い
環
境
に
は
、不
安
と
と
も
に
内
面
の
感
覚
を

開
く
効
果
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
」。

　

豊
か
な
暗
や
み
を
つ
く
り
出
す
に
は
、キ
ャ
ン
ド
ル

１
本
程
度
の
灯
り
が
ち
ょ
う
ど
よ
い
と
小
林
先
生
。

「
キ
ャ
ン
ド
ル
の
灯
り
は
人
を
安
息
状
態
に
導
き
ま

す
。そ
し
て
、不
規
則
に
ゆ
れ
て
、や
が
て
消
え
て
い
く

小
さ
な
炎
に
人
は
自
然
や
生
命
を
感
じ
る
の
で
し
ょ

う
。炎
を
見
な
が
ら
思
い
出
が
蘇
り
、心
を
揺
さ
ぶ
ら

れ
た
り
も
し
ま
す
。私
た
ち
は
光
を
何
か
の
象
徴
と
し

て
捉
え
る
か
ら
、で
す
ね
」。

　

お
話
を
聞
き
な
が
ら
、研
究
室
の
高
窓
に
射
し
込
む

光
が
赤
み
を
帯
び
て
き
た
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。

ゆ
っ
く
り
と
し
た
翳
り
の
中
で
、室
内
の
灯
り
は
存
在

感
を
少
し
増
し
た
よ
う
。そ
の
こ
と
を
告
げ
る
と
、

「
人
の
手
で
空
間
全
体
の
見
え
方
を
操
作
で
き
る
の
が

灯
り
の
魅
力
な
ん
で
す
よ
」と
小
林
先
生
。

「
ほ
か
の
方
法
だ
と
、壁
紙
や
家
具
を
変
え
る
な
ど
、お

お
ご
と
に
な
り
ま
す
が
、灯
り
な
ら
部
屋
を
暗
く
し
て

照
明
を
置
く
だ
け
。Ｌ
Ｅ
Ｄ
電
球
に
和
紙
を
丸
め
て
か

ぶ
せ
る
だ
け
で
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
灯
り
が
で
き
ま
す
。

自
分
で
灯
り
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
で
空
間
と
自
分

が
つ
な
が
り
、そ
れ
が
空
間
へ
の
愛
着
に
な
る
。夜
が

も
っ
と
豊
か
に
過
ご
せ
ま
す
よ
」。

　

取
材
を
終
え
て
部
屋
を
出
る
と
、意
外
に
も
外
は
ま

だ
明
る
く
、先
ほ
ど
ま
で
〝
豊
か
な
ほ
の
暗
さ
〞
の
中

に
い
た
こ
と
を
、改
め
て
実
感
し
ま
し
た
。

1968年神戸生まれ。91年東京工
業大学工学部建築学科卒業。93
年同大学大学院修士課程修了。
2010年日本建築学会賞（論文）。
2011年より東京都市大学 建築
都市デザイン学部建築学科 教
授。著書に『写真で見つける光の
アート 街歩きを10倍楽しくするた
めに』（小林茂雄＋東京都市大学
小林研究室／雷鳥社刊）など。　

※オリジナルの灯りをつくる際、
電球の口金部分に紙が接触しない
ように注意しましょう。

小林茂雄 さん
（こばやし・しげお）

お話をうかがったのはこの方

『夜は暗くてはいけないか―暗さの文化論』
（乾 正雄著／朝日選書）
取材に際して、小林先生が「自分の原点」として挙げてくださったの
が、ご自身の師である乾先生の本。
建築と照明について西洋と日本の違いを論じたもので、ヨーロッパの
家の中は戦前の日本よりも暗いこと、人間の視覚の特性など興味深い
話がたくさん紹介されています。19 9 8年発行ですが、その内容
は今読んでもなるほどと頷く点ばかり。

夜の豊かさを知る一冊

欧米各地には極端に暗い中で食事を楽しむダークレストランがあり、人気を集めています。
「日本では法律で30ルクス※以上の明るさを確保しないといけませんが、欧米の高級店の中には、
出される料理やメニューの文字もよく見えないほど照明を落とした店が多くあります」（小林先
生）。暗やみの中で料理の味や匂い、口当たり、音に感覚を研ぎ澄ませ、会話の芸術を楽しむ。目か
ら入る情報が多い現代では、貴重な経験といえそうです。

ダークレストランは、豊かな暗やみへの旅

※ルクス＝照らされた場所に、どれだけ光が入っているかを表す「照度」の単位。
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