
　
日
本
料
理
は
、
茶
席
で
出
さ
れ
る
懐

石
料
理
、室
町
時
代
か
ら
冠
婚
葬
祭
の
儀

式
に
出
さ
れ
る
本
膳
料
理
、江
戸
時
代
に

宴
会
向
け
と
し
て
本
膳
料
理
を
簡
略
し

た
会
席
料
理
、お
寺
で
発
達
し
た
精
進
料

理
の
四
種
類
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

　
但
し
、現
在
で
は
懐
石
風
の
会
席
料
理

や
本
膳
風
の
会
席
料
理
が
殆
ど
で
す
。　

　
お
招
き
し
た
お
客
様
に
失
礼
が
な
い

為
に
も
、上
座
と
下
座
の
位
置
だ
け
は
き

ち
ん
と
知
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。部
屋

の
造
り
、入
口
の
場
所
等
の
条
件
に
よ
っ

て
違
っ
て
く
る
の
で
、そ
の
目
安
と
な
る

基
準
を
覚
え
て
お
く
事
が
必
要
で
す
。左

記
の
条
件
に
多
く
当
て
は
ま
る
場
所
が

上
座
、下
座
と
な
り
ま
す
。

　
コ
ー
ト
は
玄
関
で
脱
ぎ
ま
す
。背
広
等

の
上
着
は
余
り
早
く
脱
い
で
は
失
礼
に

な
り
ま
す
。
脱
ぐ
の
は
食
事
が
始
ま
り
お

刺
身
が
出
る
頃
。そ
の
頃
で
あ
れ
ば
場
の

緊
張
感
も
解
け
、く
つ
ろ
い
だ
雰
囲
気
が

広
が
る
為
、失
礼
に
当
た
り
ま
せ
ん
。又
、

座
敷
の
隅
に
あ
る
木
製

で
底
の
浅
い
箱
を「
乱
れ

箱
」と
言
い
、コ
ー
ト
等
衣

類
を
入
れ
る
為
の
物
で
す
。

コ
ー
ト
や
背
広
等
を
見

苦
し
く
な
い
様
に
折
り
畳

ん
で
入
れ
ま
し
ょ
う
。

　
足
の
親
指
と
親
指
を
重
ね
て
座
る
と

足
は
痺
れ
ず
に
済
み
ま
す
。か
か
と
を
重

ね
る
と
痺
れ
易
い
の
で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　
座
卓
の
場
合
は
、座
っ
た
座
布
団
の
前
、

座
卓
の
下
に
置
き
ま
す
。

　
お
膳
の
前
に
座
る
時
は
、座
っ
た
座
布

団
の
下
座
側
に
置
き
ま
し
ょ
う
。

①床の間がある
②掛け軸がかけてある
③宴席の正面
④入口や廊下から遠い
⑤壁側、正面に向かって左側
⑥庭、又は窓の反対側　

①床の間や掛け軸から遠い
②正面から遠い
③入口や廊下に近い
④庭や窓を背にする側
⑤正面に向かって右側

　目下の人が先に着席してい
る事が

原則ですから、遅刻はいけませ
ん。少

し早めに到着して相手を待つ
位の余

裕が欲しいものです。又、食事
が始ま

ったら席を外す事のない様、
前もっ

てトイレへ行っておく事も大
切です。

しかし、どうしても我慢が出
来なく

なった場合は料理が下げられ
、次の

料理が出される間に素早く席
を立ち、

皆に気づかれない様に早く戻
りまし

ょう。

　トイレのついでに化粧直し
をする

人がいますが、中座したら出
来るだ

け早く戻る事が最低限のマナ
ーです。



箸
に
つ
い
て
い
る
も
の

を
、口
で
も
ぎ
取
る
。

◆
も
ぎ
箸

ご
飯
に
箸
を
突
き
立
て

る
。
こ
れ
は
死
者
の
枕

飯
を
意
味
す
る
も
の
で
、

忌
み
嫌
わ
れ
ま
す
。

◆
重
ね
箸

◆
つ
き
立
て
箸

同
じ
料
理
ば
か
り
続
け

て
口
に
運
ぶ
。

器
の
中
を
箸
で
か
き
回

し
て
、
自
分
の
好
き
な

も
の
を
探
る
。

◆
探
り
箸

食
事
中
に
箸
で
人
を
さ

し
た
り
、
呼
ん
だ
り
し

て
箸
を
振
り
回
す
。

◆
変
わ
り
箸

◆
振
り
上
げ
箸

一
度
食
べ
よ
う
と
し
て

箸
を
つ
け
る
が
、気
が
変

わ
っ
て
や
め
て
し
ま
う
。

箸
を
横
に
し
て
、
口
で

く
わ
え
る
。

◆
く
わ
え
箸

ど
の
料
理
を
食
べ
よ
う

か
と
、
箸
を
持
っ
て
あ

ち
こ
ち
迷
う
。

◆
刺
し
箸

◆
迷
い
箸

箸
で
食
べ
物
を
突
き
刺

す
。

箸
先
を
前
方
に
突
き
出

し
た
ま
ま
、
器
を
持
っ

て
食
べ
る
。

◆
角
箸

◆
渡
し
箸

箸
を
椀
の
上
に
渡
し
て

お
く
。こ
れ
は「
食
事
中

の
合
図
」
と
な
っ
て
い

ま
す
。

箸
先
を
口
に
く
わ
え
る
。

◆
食
い
つ
き
箸

醤
油
や
汁
な
ど
を
、
ポ

タ
ポ
タ
と
流
し
な
が
ら

口
に
運
ぶ
。
料
理
の
汁

気
は
し
っ
か
り
切
り

ま
し
ょ
う
。

◆
寄
せ
箸

◆
な
み
だ
箸

料
理
の
入
っ
た
器
や
皿

を
、箸
で
引
き
寄
せ
た
り
、

押
し
た
り
す
る
。

　
配
膳
の
基
本
は
ご
飯
が
左
、汁
物
を
右

に
、料
理
は
そ
の
向
こ
う
側
に
置
き
ま
す
。

平
皿
に
盛
っ
た
刺
身
は
右
、左
側
に
煮
物

を
置
き
ま
す
。
料
理
の
内
容
が
変
わ
っ
て

　
　
　
　
も
、置
き
方
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　
割
り
箸
の
先
を
向

か
い
側
の
人
に
向
け

て
は
い
け
ま
せ
ん
。

横
に
持
ち
、
上
へ
静

か
に
割
り
ま
す
。
割

っ
た
後
、
箸
を
ご
し

ご
し
擦
る
の
は
や
め

ま
し
ょ
う
。　

　
箸
は
取
る
の
も
置
く
の
も
、２
本
が
バ

ラ
バ
ラ
に
な
ら
な
い
様
に
両
手
で
扱
い

ま
す
。箸
の
み
の
場
合
は
簡
単
で
す
が
、

器
を
持
っ
た
状
態
で
箸
を
取
る
に
は
別

の
手
順
が
あ
り
ま
す
。箸
だ
け
の
場
合
と

は
少
し
違
っ
た
作
法
に
な
る
の
で
、日
頃

か
ら
練
習
し
自
然
と
出
る
様
に
し
ま
し

ょ
う
。

　
箸
を
器
の
上
に
架
け
渡
す
様
に
置
い

て
は
い
け
ま
せ
ん
。
箸
置
き
の
上
に
置
き

ま
す
。
箸
置
き
が
な
い
場
合
は
箸
袋
を

簡
単
に
折
っ
て
代
用
し
て
も
良
い
で
し

ょ
う
。

　
又
、箸
の
汚
れ
を
口
で
舐
め
る
様
に
し

て
落
と
す
の
は
、タ
ブ
ー
で
す
。特
に
気
を

付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
席
へ
は
、懐
紙

を
持
っ
て
行
き
、汚
れ
は
懐
紙
で
拭
く
と

良
い
で
し
ょ

う
。テ
ィ
ッ
シ

ュ
ペ
ー
パ
ー
で

代
用
す
る
の

は
お
勧
め
出

来
ま
せ
ん
。



西洋料理ではナプキンは何か

と便利ですが、日本の懐紙も食

事に欠かせない便利な小道具

です。口元の汚れを拭き取るだけではなく、箸・

グラス・膳の汚れを拭き取る事や、魚を押さえ

る事等にも使えます。又、汁が垂れ易い料理の

受け皿にも利用出来ます。一般の席でも積極的

に使いましょう。懐紙は食事が始まる前に、取

り出し易い場所に置いておきます。正式には手

すきの美濃紙を使いますが、デパートや文具店

で売っている手頃な物で充分です。

　
食
事
が
終
わ
っ
た
ら
、

箸
は
そ
の
ま
ま
箸
置
き

へ
置
き
ま
す
。
箸
袋
で

箸
置
き
を
作
っ
た
場
合

は
、
箸
袋
の
間
に
箸
先

を
挟
む
の
も
方
法
で
す
。

　
器
は
箸
を
持
っ
て
い
て
も
、片
手
で
持

ち
上
げ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。必
ず
右
手
を

添
え
ま
し
ょ
う
。器
の
糸
底（
底
の
円
周

状
に
突
起
し
て
い
る
部
分
）
に
薬
指
を

掛
け
る
と
安
定
し
ま
す
。
そ
し
て
器
に

親
指
が
入
ら
な
い

様
気
を
付
け
ま
す
。

　
小
振
り
な
器
の

場
合
は
、中
指
の
中

央
に
乗
せ
ま
す
。

　
飯
碗
、汁
碗
、醤
油
の
小
皿
天
ぷ
ら
の

漬
け
汁
の
器
等
、
汁
が
垂
れ
易
く
小
鉢

等
手
に
持
て

る
器
は
必
ず

持
っ
て
食
べ

ま
す
。

　
平
皿
等
手
に
持
た
な
い
器
は
、置
か
れ

て
い
る
位
置
を
動
か
さ
ず
に
食
べ
ま
す

が
、食
べ
辛
い
時
に
は
引
き
ず
ら
な
い
様
、

一
度
持
ち
上
げ
て
か
ら
移
動
さ
せ
ま
す
。

　
片
手
で
持
て
る
位
の
小
さ
な
器
で
も
、

受
け
渡
す
時
は
必
ず
両
手
で
持
ち
ま
し

ょ
う
。
又
、
器
を
手
渡

さ
れ
た
ら
、必
ず
一
度

食
卓
へ
置
き
、改
め
て

頂
き
ま
す
。

　
左
手
を
添
え
な
が
ら
右
手
で
取
り
、

仰
向
け
に
し
て
置
き
ま
す
。置
き
場
所

は
そ
の
時
の
状
況
に
よ
っ
て
も
多
少
変

わ
り
ま
す
が
、一
般
的
に
右
に
あ
る
も

の
は
右
側
に
、左
に
あ
る
も
の
は
左
側

に
置
き
、食
事
が
終
わ
っ
た
ら
元
通
り

に
蓋
を
し
ま
す
。

　
器
の
蓋
は
取
り
皿
に
使
っ
て
も
構
い

ま
せ
ん
。お
膳
の
上
に
置
い
た
状
態
で

食
べ
辛
い
物
は
、蓋
を
使
う
と
良
い
で

し
ょ
う
。又
、骨
等
を
出
し
て
置
く
場
所

に
も
利
用
出
来
ま
す
。但
し
、食
べ
終
わ

っ
た
ら
器
の
中
に
戻
し
て
蓋
を
し
ま
し

ょ
う
。

　
前
方
へ
押
し
出
し
ま
す
。こ
れ
が
食

べ
終
わ
り
の
合
図
と
な
り
ま
す
。又
、片

づ
け
よ
う
と
し
て
食
器
を
重
ね
る
事
は
、

器
を
傷
め
て
し
ま
う
の
で
し
て
は
い
け

ま
せ
ん
。高
級
な
お
店
程
、繊
細
で
傷
付

き
易
い
器
を
使
用
し
て
い
ま
す
の
で
、

特
に
気
を
配
り
ま
し
ょ
う
。



　左手で串を押さえ、身を一つずつ外し
て箸で頂きます。しかし焼き鳥や串揚げは、
頂く場所によっても変わります。屋台等
では串から直接食べても構いません。
　田楽の串は、手前にひとひねりすると
抜き易くなります。

　薬味のシソの実は箸や指でしごき、醤
油皿へ入れます。
　わさびは香りを楽しむ為に、醤油には
溶かしません。一切れごとにわさびを付
けてから醤油を付けたり、わさびを醤油
皿の片隅に固めて置くと、上手く付けら
れるのでお勧めです。刺し身のつまも一
通り食べましょう。

　日本料理で中身をかき混ぜて食べる
というのは茶碗蒸し以外になく、独特の
食べ方です。
　左手で茶碗を持ったら、箸を茶碗と蒸
し卵の間に挿し入れ、ぐるりと回して離
します。こうする事で食べ終えた後が綺
麗に見えます。その後、箸で中身をかき
混ぜて、底の実を頂きます。

猪口は左側、す
だちは敷皿に置
き、蓋を取って
香りを楽しむ。
右手で土び
んを持ち、
左手で蓋を
押さえ猪口に汁
を注ぐ。

汁を頂いたら蓋
を開け、好みで
すだちを絞る。

土びんから猪
口へ具を取り、
汁を注ぐ。

汁を飲み、具を頂き
終わったら、土びん
の蓋をし猪口も元
の状態へ戻す。

　前菜は数種類に盛付けて出されます。
日本料理は左、右、中央と味のバランス
が考えられていますので、左・右・最後に
中央と順に頂くのが
良いでしょう。
　前菜は他の
料理に先立っ
て食べる物で
すので、例え他
の料理と一緒
に出されても
必ず最初に頂
きます。前菜を食べ終わる迄、次の料理
には手を付けません。

　煮物の様な一口では大き過ぎる物は、箸
で切ってから食べましょう。
　箸で切りにくい物は歯で
噛み切りますが、歯形が残
る様な噛み方はいけません。
噛み切った物は、噛んだ側
を手前に置く様にします。



　ざるそばの場合は猪口につゆを半分
程入れ、薬味を加えます。ざるそばの中
央から取ると、固まらず少しずつ取れま
す。一口分のそばをつゆに少しつけ、一
気に食べます。音を立てて食べても構わ
ない食べ物ですが、程々にしましょう。

　一人ずつ器に盛られた場合は箸を使
いますが、カウンターで握ってもらう
寿司は、握りたてを手で頂きます。

　茶懐石を起源とする美しい茶巾寿司は、
かんぴょうを解き一口大に切って頂きます。
崩れ易いので、包んである薄焼き卵を上手
く使いましょう。

　ご飯と汁・おかずは交互に一口ずつ食
べます。香の物も、ご飯や汁物の間に頂き
ましょう。 ご飯の上におかずを載せる食
べ方は、感じの良い物ではありません。
　おかわりをする時は、ある程度量を指
定して残さない様に。おかわりを待って
いる間は食事は中止、箸を箸置きにきち
んと置いて待ちましょう。

　目上の人から注がれる場合や女性は、
左手の指先を盃の底に添えましょう。
　器を持っている時にお酒を勧められ
た時は、必ず器を置いてからお酌を受
けましょう。

　汁と具は別々に食べます。碗に口を
付け、汁と一緒に具をすすらない様に
しましょう。

右手の人差し
指で、ネタの中
央を押さえな
がら横に寝か
せる。

結んであるかん
ぴょうを解く。

親指はネタ側、
人差し指と中
指をご飯側に
してつまむ。縦に箸を入れ

一口大に切る。

薄焼き卵で包
む様に頂く。

ネタの先に醤
油を付け、ネタ
が上になる様
に返して一口
で頂く。

　とっくりは手の平に乗せる様に持ち
ます。女性は左手を添えましょう。
　膳に置かれている盃にお酒を注いで
はいけません。必ず相手に声を掛け、盃
を持って頂いてから注ぎましょう。

　天ぷらは客が左手前から食べる事を想定
して盛り付けられており、左手前から食べ
ると全体の形が崩れません。
　好みの量のしょうが、大根おろしと天つ
ゆを入れた小鉢を左手で持ち、一口大に箸
で切って頂きましょう。切れない物は天つ
ゆに付け、噛み切ります。
　又、小鉢ではなく懐紙を左手で持って食

べる事も美しい所
作でお勧めです。
　海老の尾等食べ
残しは、器の中央
にまとめましょう。

　みかんは直接手で皮を剥いて食べます。
種・食べ残しは皮に包み、剥いた側を下

にして伏せて置
きます。

　メロンやスイカは、一口大に切って
食べます。皮は皿の中央に倒して種はま
とめて置きます。



Q 看病のお礼に恋人がくれたものは？

風邪をひいて寝込んでしまった恋人の為に一所懸命看病したあなた。�
元気になった恋人は、そのお礼にとあるプレゼントをくれたのですが、�
それは何だったでしょうか？

a ネックレス

b 花　束

c 洋菓子

d レストランの食事券



あなたの心の状態や
性格が判る心理テスト
あなたの心の状態や
性格が判る心理テスト

a.ネックレス

b.花　束

c.洋菓子

d.レストランの食事券

ネックレスは人間関係の絆の象徴。
何よりも絆を恋人に求めているようです。

花は優しさの象徴。ぬくもりを感じる関
係を恋人に期待しているようです。

すぐに食べる事が出来、満足感を得られ
る洋菓子。自分に得がある事しか恋人に
求めていないようです。

食事券はタダでサービスが受けられ、
換金が出来るもの。恋人には経済力を求
めいているようです。

これは「あなたが恋愛に求めるもの」チェックです。
プレゼントの期待感は、同時にそういうものを贈ってくれる人
であって欲しいという理想の恋人像への期待感の現れでもあ
ります。あなたの恋人への期待とは・・・？
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