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そ
も
そ
も
「
た
ま
ご
ふ
わ
ふ
わ
」っ
て
？

　

一
言
で
言
い
表
す
な
ら
、「
た
ま
ご
ふ
わ

ふ
わ
」は
、
江
戸
時
代
の
た
ま
ご
料
理
で
す
。

　

約
２
０
０
年
前
の
江
戸
時
代
の
文
献「
仙

台
下げ
こ
う向
日
記
」の
中
で
、
大
阪
の
豪
商
、

升ま
す
や
へ
い
え
も
ん

屋
平
右
衛
門
重し
げ
よ
し芳
が
袋
井
宿
の
大
田
脇

本
陣
に
宿
泊
し
た
際
、
朝
食
に
出
さ
れ
た

メ
ニ
ュ
ー
の
一
つ
と
し
て
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、「
東
海
道
中
膝
栗
毛
」で
も
茶
店

の
食
事
と
し
て
登
場
す
る
一
方
、
将
軍
家

の
も
て
な
し
料
理
と
し
て
出
さ
れ
る
な
ど
、

全
国
的
に
人
気
が
あ
っ
た
料
理
で
し
た
。

新
し
い
「
食
」の
観
光
資
源
と
し
て

市
観
光
協
会
が
着
目

　

こ
の「
た
ま
ご
ふ
わ
ふ
わ
」に
、
い
ち
早

く
着
目
し
た
の
が
市
の
観
光
協
会
で
す
。

　

名
前
の
面
白
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

江
戸
時
代
に
あ
っ
て
今
は
ど
こ
に
も
出
さ

れ
て
い
な
い
そ
の
実
態
や
、
袋
井
宿
で
も

旅
人
へ
の
朝
食
と
し
て
出
さ
れ
て
い
た
歴

史
に
興
味
を
覚
え
、
寺
院
や
メ
ロ
ン
な
ど

に
次
ぐ
、
市
の
新
た
な
観
光
資
源
に
な
れ

ば
と
、「
た
ま
ご
ふ
わ
ふ
わ
」の
再
現
に
乗

り
出
し
ま
し
た
。

手
探
り
状
態
か
ら
の
料
理
の
再
現

現
代
版
「
た
ま
ご
ふ
わ
ふ
わ
」

　

市
観
光
協
会
は
、
さ
っ
そ
く
市
内
の

飲
食
店
に
試
作
を
依
頼
。
し
か
し
、
な

か
な
か
良
い
返
事
は
も
ら
え
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
再
現
し
よ
う
に

も
江
戸
時
代
の
料
理
で
す
か
ら
、
作
り

方
を
知
っ
て
い
た
り
、
口
に
し
た
こ
と

が
あ
っ
た
り
す
る
人
が
い
る
わ
け
で
も
な

く
、
完
成
品
の
写
真
も
な
い
か
ら
で
す
。

　

そ
れ
で
も
当
時
の
料
理
本
を
参
考
に
、
手

探
り
の
状
態
か
ら
再
現
に
挑
戦
。
試
行
錯
誤

を
重
ね
、
平
成
18
年
６
月
に
つ
い
に「
た
ま

ご
ふ
わ
ふ
わ
」再
現
第
１
号
が
完
成
し
ま
す
。

　

そ
し
て
、
試
作
品
を
試
食
し
た
時
、
口

に
し
た
誰
も
が
、
そ
の
古
く
も
新
し
い
不

思
議
な
食
感
と
風
味
に
舌
を
打
ち
、
こ
う

思
い
ま
し
た
。「
こ
れ
は
い
け
る
！
」

郷
土
料
理
に
向
け
て
の
普
及
活
動
、

そ
し
て
Ｂ
ー
１
グ
ラ
ン
プ
リ
出
展
へ

　

そ
の
後
、
市
観
光
協
会
で
は
、
市
内
の

飲
食
店
へ
、
メ
ニ
ュ
ー
に「
た
ま
ご
ふ
わ
ふ

わ
」を
加
え
て
も
ら
う
よ
う
協
力
を
お
願

い
。平
成
18
年
12
月
に
袋
井
宿
場
公
園
で
開

催
し
た
「
た
ま
ご
ふ
わ
ふ
わ
お
披
露
目

会
」
を
契
機
に
、
地
域
の
郷
土
料
理
と
し

て
広
ま
る
よ
う
、公
民
館
や
小
学
校
で
の
料

理
教
室
な
ど
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
そ
の
翌
年
６
月
、
富
士
宮
市
で

開
催
さ
れ
た
、
全
国
の
Ｂ
級
ご
当
地
グ
ル
メ

の
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
を
決
め
る
祭
典 

「
第
２
回
Ｂ
ー
１
グ
ラ
ン
プ
リ
」
に
、「
た
ま

ご
ふ
わ
ふ
わ
」も
参
戦
。
初
出
場
な
が
ら
、
み

ご
と
４
，５
０
０
食
を
完
売
し
、
そ
の
名
は

全
国
に
知
れ
渡
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
昨
年
11
月
に
福
岡
県
久
留
米
市

で
開
催
さ
れ
た
「
第
３
回
Ｂ
ー
１
グ
ラ
ン

プ
リ
」
で
も
、
各
地
の
並
み
い
る
ラ
イ
バ

ル
を
抑
え
て
、
「
し
ゃ
っ
ち
好
い
と
る
賞

（
久
留
米
弁
で「
絶
対
好
き
だ
」の
意
味
）」

を
受
賞
し
て
い
ま
す
。

だ
し
汁
の
上
に
「
ふ
わ
っ
」
っ
と
浮
か
び
、
口

に
入
れ
る
と
「
ふ
わ
っ
」
と
溶
け
る
。

後
に
残
る
は
、
豊
か
な
風
味
と
例
え
よ
う
の
な
い

や
さ
し
い
味
。

袋
井
の
新
た
な
「
食
」
の
名
物
と
し
て
、
最
近

話
題
急
上
昇
の
「
た
ま
ご
ふ
わ
ふ
わ
」。

皆
さ
ん
は
も
う
ご
賞
味
さ
れ
ま
し
た
か
。

○
商
工
課
観
光
振
興
係   

☎
４
４
‐
３
１
５
６

 

問
　

市
観
光
協
会 　
　
　

  

☎
４
３
‐
１
０
０
６

江戸時代の名物料理を現代に再現！

を食べよう。®



広
が
る
観
光
資
源
と
し
て
の
可
能
性

伝
統
の「
再
現
」と
応
用
の「
創
作
」

　

長
い
時
を
経
て
、
再
び
現
代
に
よ
み
が

え
っ
た「
た
ま
ご
ふ
わ
ふ
わ
」。
現
在
、
市

内
に
は
、
当
時
の
料
理
を
そ
の
ま
ま
“
再

現
”し
た
も
の
と
、“
創
作
”と
し
て
お
菓
子

や
他
の
料
理
に
応
用
し
た
も
の
が
楽
し
め

る
お
店
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、「
た
ま
ご
ふ
わ
ふ
わ
」は
家
庭
で

も
気
軽
に
作
る
こ
と
が
で
き
る
料
理
で

す
。
是
非
一
度
、
食
卓
に
並
べ
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

江
戸
時
代
に
宿
場
町
と
し
て
栄
え
た
袋

井
宿
。
そ
こ
で
出
さ
れ
た「
た
ま
ご
ふ
わ
ふ

わ
」が
、
こ
れ
か
ら
も
袋
井
の
郷
土
料
理
、

お
も
て
な
し
料
理
の
一
品
と
し
て
、
私
た

ち
、
そ
し
て
こ
の
地
を
訪
れ
る
人
々
を
楽

し
ま
せ
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

「たまごふわふわ」
味処のご案内

＜再現＞
○たまごふわふわ
・居酒屋「どまん中」（袋井）
・遠州味処 とりや茶屋（高尾町）
・遠州 和の湯（諸井）
・お食事処「門前楽市」（久能）
・時代屋（袋井）
・山梨屋 寿司店（高尾町）

＜創作＞
○たまごふわふわみそカステラ
・御菓子所 五太夫きくや（高尾町）
○創作菓子たまごふわふわ
・菓子処「つじもと」（上山梨）
○たまごふわふわ EGG FURE2

・さのや会館（上山梨）
○たまごふわふわパン
・サン・ドーレ（高尾町）
○たまごふわふわアイスクリーム
・じぇらーと・げんき（久能）
○中華風たまごふわふわ
・中華料理「三休」（堀越）
○たまごふわふわラーメン
・ラーメン太郎（高尾町）

江戸時代の名物料理を現代に再現！

袋井
宿

「たまごふわふわ」
サポーターの募集

◇「たまごふわふわ」の出展イベント
や料理教室で、スタッフや調理の
指導・サポーターとして参加してい
ただける方を募集しています。

対象　「たまごふわふわ」に興味のあ
るおおむね65歳までの方

募集人数　10人程度
申込方法　電話または、ファクスで

住所、氏名、電話番号、年齢をお
申し込みください。

◇「たまごふわふわ」の調理技術を習
得後、修了書を交付します。

市観光協会
　 ☎43-1006　FAX44-3189　

名物料理を家庭でも！
「たまごふわふわ」のレシピを紹介

◇具は、家庭にあるも
のをお好みで入れて
ください。

だし汁（こんぶ、シイタケ、
かつおぶし） ……… 200cc

卵………………………… 1個
塩………………… 小さじ1 /4
薄口しょう油…… 大さじ1 /4
コショウ………………… 少々
みりん…………………… 少々

材料（1人分）

❶だし汁に、塩、薄口しょう油とコショウを加えて、すまし汁を作り、180cc（Ⓐ）と
20cc（Ⓑ）に分ける。❷鍋にⒶのすまし汁を入れ、ふたをした状態で火にかける。❸
ボールに卵とⒷのすまし汁、みりんを少々入れ、ハンドミキサー（ない場合は、泡立
て器でも可）でクリーム状になるまでよく混ぜる（最低4～5分）。❹②が煮立ったら
火を止め、なべの縁から③を一気に流し込み、ふたをして蒸らす（この時、ふたが冷
めないよう、あらかじめ暖めておくと上手に蒸らすことができます）。

※このレシピは一例です。

作り方

5 広報ふくろい 2009　平成21年2月15日

◇1月25・26日には、升屋平右衛門重芳
の子孫、山片重治さん・重昭さんが袋
井市を訪れ、「たまごふわふわ」など当
時の朝食を体験しました。


