
和
や
か
な
酒
席
は
、 

気
持
ち
の
い
い「
乾
杯
」
か
ら 
お
い
し
い
ワ
イ
ン
の 

思
い
出
に
ひ
と
工
夫 

ワインやシャンパンの場合はグラスを合わせず、目線の高さに持っ
てきてアイコンタクト。ジョッキはグラスを合わせて楽しみます。一
口飲んだらグラスを置き、拍手をしましょう。スマートな乾杯で、和
やかな雰囲気をつくりたいものです。 

ゲストにワインやシャンパンを気に入っていただけたら、エチケッ
ト（ラベル）をプレゼントするのも喜ばれます。エチケットにはブド
ウの産地や品種、収穫年などが書かれていますので、知識が深
まるとともに、いい思い出になるでしょう。 

　
冠
婚
葬
祭
の
行
事
を
は
じ
め
、仲
間
と
の

親
睦
を
深
め
る
場
、ま
た
ス
ト
レ
ス
を
発
散

し
た
い
と
き
な
ど
、私
た
ち
は
日
常
の
さ
ま

ざ
ま
な
機
会
に
宴
席
を
囲
ん
で
い
ま
す
。
ほ

ど
よ
く
酔
い
が
回
れ
ば
、日
ご
ろ
の
緊
張
感
が

ほ
ぐ
れ
、仲
間
同
士
の
親
睦
も
よ
り
深
ま
り

ま
す
。
お
酒
は
、日
常
生
活
を
円
滑
に
す
る

た
め
の
潤
滑
剤
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と

も
い
え
る
で
し
ょ
う
。 

　
お
酒
の
席
で
は
、自
分
だ
け
が
勝
手
気
ま

ま
に
楽
し
む
の
で
は
な
く
、参
加
し
た
全
員

が
楽
し
め
る
よ
う
に
気
を
配
る
こ
と
が
大
切

で
す
。 

　
「
お
酒
の
作
法
」
と
い
う
と
、お
酌
す
る
と

き
の
お
猪
口
の
持
ち
方
や
ビ
ー
ル
の
つ
ぎ
方

な
ど
の「
テ
ク
ニ
ッ
ク
」に
つ
い
目
が
向
き
が
ち

で
す
が
、こ
れ
ら
も
お
互
い
が
気
持
ち
よ
く

過
ご
す
と
い
う
目
的
か
ら
生
ま
れ
た
習
慣
に

過
ぎ
ま
せ
ん
。テ
ク
ニ
ッ
ク
も
重
要
で
す
が
、

な
に
よ
り
も
和
や
か
な
雰
囲
気
づ
く
り
を

考
え
て
行
動
す
る
こ
と
で
、お
酒
の
席
は
い
っ

そ
う
盛
り
上
が
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

　
ま
た
、お
酒
は
あ
く
ま
で
も
場
を
盛
り
上

げ
る
た
め
の
脇
役
。
深
酒
を
し
て
他
人
に
不

快
な
思
い
を
さ
せ
て
し
ま
わ
な
い
た
め
に
も
、

飲
む
量
は
ほ
ど
ほ
ど
に
。
ま
た
、万
が
一
に
も

乗
り
物
な
ど
を
運
転
し
な
い
の
は
当
た
り
前

お
酒
の
席
編 

人
が
人
を
思
う
心
。そ
の
心
が
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
育
ま
れ
、 

か
た
ち
と
な
っ
て
根
付
い
て
い
る
の
が
、マ
ナ
ー
や
習
慣
で
す
。 

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、そ
の「
お
も
い
や
り
」に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
て
、シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。 

今
回
は
み
ん
な
が
楽
し
い
ひ
と
時
を
過
ご
す
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
ご
紹
介
す
る「
お
酒
の
席
編
」講
座
で
す
。 

お
酒
は
ス
マ
ー
ト
に
い
た
だ
く
の
が
、大
人
の
た
し
な
み 

ち
ょ
っ
と
し
た
気
遣
い
で
、酒
席
が
よ
り
楽
し
く
、思
い
出
に
残
る
も
の
に
な
り
ま
す 



出席者全員がお酒を飲めるとは限りません。なかにはお酒にア
レルギーを持つ人もいるので、「ほんの一口だけ」と勧めるのも
ＮＧ。お酒はあくまでも雰囲気づくりの脇役です。飲めない人、
飲まない人にはソフトドリンクを勧めるなどの気配りを。 

コミュニケーションをとろうとするあまり無理にお酒を勧めたり、ま
た、お酌を求めたりする光景を見かけます。こうした行為は、立
場により「無理強い」や「命令」と受け取られてしまうこともある
ので気をつけましょう。 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は 

お
酒
に
頼
ら
な
い
で 

お
酒
を
飲
ま
な
い
人
に
は
、 

特
に
配
慮
を 

の
こ
と
で
す
。 

　
誰
も
が
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
な
が
ら
楽
し
め
る

よ
う
、ほ
ん
の
少
し
の
心
遣
い
を
忘
れ
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

 

昔から知られていた！？　二日酔い防止法 

　茶道や華道があるように、かつてはお酒にも「酒道」というものがあり、複数の
流儀が存在していました。配膳の方法からお酒のつぎ方、飲み方にいたるまで
細かい作法が決められていたようですが、これに苦労していた武士たちのために、
室町時代には武家の酒の飲み方が記された本までもが発行されたようです。 
　この本の中には「汁粉や甘い飲みものを、お酒を飲む前や後にとること」と
いった内容も書かれています。アルコールの分解により下がった血糖値をジュー
スなどの甘いもので補給するというのは、現在では二日酔い対策の一つとし
て広く行われていますが、500年以上も前から経験則として知られていたこと
が分かります。 

������

出典・参考文献：「酒を味わう酒を愉しむ─うまい飲み方から知っておきたいマナーまで」山崎武也著 PHP研究所 

正
式
な
作
法
を
知
っ
て 

宴
席
を
楽
し
む 

注ぎ方ひとつをとってもビールや日本酒、ワインとそれぞれの作法があり
ます。食事の作法も和食と洋食では大きく違うように、お酒もマナーや
作法は細かく決まっているもの。普段はちょっとした心遣いでも大丈夫
ですが、正式な作法を身につけておくとさらに宴席を楽しめるでしょう。 

翌
日
に
残
ら
な
い
よ
う
、 

楽
し
く
お
酒
を
飲
む 

「適量」は、飲める量ではなく翌日に残らない量のこと。アルコー
ルの代謝は人それぞれですが、日本酒3合で10～12時間かか
るといわれています。翌朝から予定があるなら、22時にはおひら
きにしたいものです。また、食事を楽しみつつゆっくり飲みましょう。 


