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せ
り
を
丸
ご
と
食
べ
る

新
名
物
「
せ
り
し
ゃ
ぶ
」

　

あ
た
り
一
面
に
、
も
わ
も
わ
と
茂
る

色
鮮
や
か
な
緑
の
じ
ゅ
う
た
ん
が
で
き

て
い
る
。
仙
台
市
中
心
部
か
ら
南
へ
車

で
約
30
分
。
名
取
市
下し
も
よ
う
で
ん

余
田
に
広
が
る

「
せ
り
田
ん
ぼ
」
だ
。

　

全
国
屈
指
の
せ
り
の
生
産
量
を
誇
る

宮
城
県
の
な
か
で
も
、
名
取
市
は
約
８

割
を
占
め
る
主
要
な
産
地
。
名
取
で
の

せ
り
栽
培
の
歴
史
は
古
く
、
江
戸
時
代

中
期
に
書
か
れ
た
書
物
に
よ
れ
ば
、
江

戸
時
代
初
期
の
元
和
年
間
（
１
６
１
５

︲

１

６
２
４
）
頃
か
ら
、
野
生
の
せ
り
を
改
良

し
て
栽
培
が
始
ま
っ
た
記
録
が
残
る
。

「
名
取
で
も
せ
り
が
栽
培
で
き
る
と
こ

ろ
は
限
ら
れ
て
い
る
の
で
す
」
と
教
え

て
く
れ
た
の
は
、
一
般
社
団
法
人

名

取
市
観
光
物
産
協
会
・
事
務
局
長
の
相

原
い
づ
み
さ
ん
だ
。

「
名
取
川
の
伏
流
水
が
湧
き
上
が
る
上

余
田
と
下
余
田
の
２
カ
所
で
の
み
、
せ

り
の
栽
培
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
水

温
が
年
間
を
通
し
て
約
15
度
と
一
定
で

あ
る
こ
と
も
、
せ
り
栽
培
に
好
条
件
な

の
で
す
」

　

こ
の
名
取
産
の
せ
り
を
丸
ご
と
食
べ

尽
く
す
鍋
料
理
「
せ
り
鍋
」
が
、
新
た

な
仙
台
名
物
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

２
０
１
６
年
ま
で
開
催
さ
れ
て
い
た

「
仙せ
ん
だ
い臺

鍋
ま
つ
り
」
で
は
、
せ
り
鍋
が

２
年
連
続
で
グ
ラ
ン
プ
リ
を
受
賞
。
毎

しゃきしゃきのせりをくぐらせていただく「せりしゃぶ」

水
と
風
土
が
織
り
な
す
食
文
化
の
今
を

訪
ね
る
「
食
の
風
土
記
」
。
今
回
は
、
宮

城
県
名
取
市
の
伝
統
野
菜
「
せ
り
」
を
使

っ
た
「
せ
り
し
ゃ
ぶ
」
で
す
。
せ
り
は
仙

台
市
の
周
辺
で
お
正
月
に
欠
か
せ
な
い
身

近
な
野
菜
。
こ
こ
数
年
、
仙
台
名
物
と
し

て
脚
光
を
浴
び
る
「
せ
り
鍋
」
の
元
祖
は
、

こ
の
せ
り
し
ゃ
ぶ
な
の
で
す
。

旬
の
食
材
を
地
元
で
味
わ
う

せ
り
し
ゃ
ぶ

せ
り
し
ゃ
ぶ
（
宮
城
県
名
取
市
＆
仙
台
市
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週
５
０
０
０
人
以
上
が
訪
れ
る
ゆ
り
あ

げ
港
朝
市
で
も
、
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
の
せ

り
鍋
が
大
人
気
だ
。

「
採
れ
た
て
の
せ
り
の
味
を
知
っ
て
も

ら
う
た
め
に
も
、
ぜ
ひ
名
取
に
足
を
運

ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
」
と
、
相
原
さ
ん

は
今
後
の
展
望
を
話
す
。

　

実
は
、
こ
の
せ
り
鍋
の
元
祖
が
「
せ

り
し
ゃ
ぶ
」
だ
。
具
材
は
せ
り
の
み
。

ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
の
か
。

旬
の
在
来
作
物
を

地
元
で
お
い
し
く

　

出
荷
真
っ
盛
り
の
12
月
下
旬
、
名
取

市
下
余
田
で
代
々
専
業
農
家
を
営
む
三

浦
隆
弘
さ
ん
の
せ
り
田
ん
ぼ
を
訪
ね
た
。

三
浦
さ
ん
は
せ
り
し
ゃ
ぶ
人
気
の
き
っ

か
け
を
つ
く
っ
た
人
物
で
あ
る
。
環
境

Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
活
動
に
参
加
す
る
ほ
か
、
田

ん
ぼ
で
自
然
体
験
が
で
き
る
「
な
と
り

農
と
自
然
の
が
っ
こ
う
」
を
主
宰
。
２

０
０
４
年
（
平
成
16
）
頃
か
ら
農
薬
や
化

学
肥
料
を
使
わ
な
い
環
境
保
全
型
の
せ

り
を
つ
く
り
つ
づ
け
る
。

「
農
家
に
は
地
域
の
伝
統
を
担
う
イ
ン

タ
ー
プ
リ
タ
ー
の
よ
う
な
役
割
が
あ
り

ま
す
」
と
三
浦
さ
ん
は
言
う
。

「
地
方
は
そ
の
と
き
ど
き
の
国
の
政
策

に
振
り
回
さ
れ
が
ち
で
す
が
、
肝
の
部

分
は
何
か
を
考
え
な
け
れ
ば
〈
代
わ
り

の
利
く
存
在
〉
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

在
来
作
物
を
つ
く
る
農
家
に
生
ま
れ
た

か
ら
に
は
、
そ
の
土
地
で
で
き
る
こ
と

が
あ
る
と
思
い
ま
す
」

　

地
元
の
旬
の
食
材
を
地
元
で
お
い
し

く
味
わ
っ
て
ほ
し
い
。
そ
ん
な
三
浦
さ

ん
の
考
え
に
賛
同
す
る
飲
食
店
や
消
費

者
ら
と
知
恵
を
出
し
合
い
生
ま
れ
た
の

が
、
せ
り
し
ゃ
ぶ
だ
っ
た
。
行
政
や
関

係
団
体
は
か
か
わ
っ
て
い
な
い
、
草
の

根
か
ら
じ
わ
じ
わ
と
湧
き
あ
が
っ
た
ム

ー
ブ
メ
ン
ト
だ
。

「
私
た
ち
が
大
事
に
し
て
い
る
の
は
ル

ー
ツ
で
す
。
仙
台
名
物
に
笹
か
ま
ぼ
こ

や
牛
タ
ン
が
あ
り
ま
す
が
、
原
材
料
ま

で
す
べ
て
仙
台
な
ら
で
は
の
も
の
は
多

く
あ
り
ま
せ
ん
。
震
災
以
降
、
県
外
か

ら
多
く
の
方
に
支
援
で
来
て
い
た
だ
く

な
か
『
こ
の
地
域
な
ら
で
は
の
も
の
で

迎
え
た
い
』
と
い
う
み
ん
な
の
思
い
に
、

せ
り
し
ゃ
ぶ
が
う
ま
く
は
ま
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
」

　

三
浦
さ
ん
が
今
朝
採
れ
た
ば
か
り
の

せ
り
を
、
塩
・
こ
し
ょ
う
と
オ
リ
ー
ブ

オ
イ
ル
で
和
え
た
サ
ラ
ダ
に
し
て
振
る

舞
っ
て
く
れ
た
。
せ
り
を
生
で
こ
れ
だ

け
味
わ
っ
た
の
は
初
め
て
だ
が
、
鼻
に

抜
け
る
爽
や
か
な
香
り
と
し
ゃ
き
し
ゃ

き
の
食
感
が
ク
セ
に
な
る
。「
鮮
度
が
い

い
か
ら
こ
そ
の
味
で
す
よ
」
と
三
浦
さ

ん
は
笑
う
。

質
の
よ
い
せ
り
を
育
て
る

地
下
水
に
恵
ま
れ
た
湿
田

　

三
浦
さ
ん
の
せ
り
は
、
葉
、
茎
、
根

ま
で
す
べ
て
柔
ら
か
く
お
い
し
い
と
、

水
と
風
土
が
織
り
な
す
食
文
化
の
今
を

訪
ね
る
「
食
の
風
土
記
」
。
今
回
は
、
宮

城
県
名
取
市
の
伝
統
野
菜
「
せ
り
」
を
使

っ
た
「
せ
り
し
ゃ
ぶ
」
で
す
。
せ
り
は
仙

台
市
の
周
辺
で
お
正
月
に
欠
か
せ
な
い
身

近
な
野
菜
。
こ
こ
数
年
、
仙
台
名
物
と
し

て
脚
光
を
浴
び
る
「
せ
り
鍋
」
の
元
祖
は
、

こ
の
せ
り
し
ゃ
ぶ
な
の
で
す
。
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１三浦隆弘さんのせり田んぼ。無農薬だからこそバランスのとれた生態系が維持できて、
その結果せりが強く、おいしく育つ 2せりを根っこごと掘り出した三浦さん。在来作物を
大事に育て、「せりしゃぶ」も生み出した 3せり田んぼに注ぐ名取川の伏流水。この水
なくしてせりは育たない 4シンプルな味つけなのに苦味がまったくない、採れたてのせり
サラダ 5,6名取市観光物産協会事務局長の相原いづみさんと、同協会が入居して
いる復興仮設店舗「閖上さいかい市場」
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地
元
の
目
利
き
に
も
評
判
だ
。
肥
料
や

品
種
な
ど
試
行
錯
誤
を
重
ね
た
結
果
で

も
あ
る
が
、
三
浦
さ
ん
は
「
軟
水
で
あ

る
こ
と
と
安
定
し
た
水
量
が
大
き
く
関

係
し
て
い
ま
す
」
と
言
う
。

　

下
余
田
地
区
の
中
央
部
に
旧
河
道
を

利
用
し
た
用
水
路
が
走
り
、
両
脇
に
延

び
る
せ
り
田
ん
ぼ
に
パ
イ
プ
を
伝
っ
て

地
下
水
が
か
け
流
さ
れ
て
い
る
。
三
浦

さ
ん
が
見
せ
て
く
れ
た
地
下
水
位
の
変

動
図
に
よ
る
と
、
栽
培
・
収
穫
期
こ
そ

水
位
は
下
が
る
も
の
の
、
毎
年
き
ち
ん

と
回
復
し
て
い
る
。
枯
れ
な
い
水
脈
が

あ
る
か
ら
こ
そ
、
良
質
な
せ
り
の
栽
培

を
維
持
で
き
て
い
る
の
だ
。

　

そ
も
そ
も
湿
田
地
帯
だ
っ
た
上
余

田
・
下
余
田
地
区
で
は
稲
作
が
難
し
か

っ
た
の
で
、
せ
り
を
は
じ
め
レ
ン
コ
ン

や
く
わ
い
、
イ
グ
サ
な
ど
、
土
地
に
合

っ
た
も
の
を
昔
か
ら
栽
培
し
て
き
た
。

　

せ
り
の
収
穫
風
景
を
見
せ
て
も
ら
っ

た
。
水
か
さ
の
あ
る
田
ん
ぼ
の
な
か
に

膝
を
つ
い
て
腰
ま
で
つ
か
り
、
せ
り
の

束
を
根
ご
と
掘
り
出
す
。
収
穫
し
た
せ

り
は
離
れ
の
作
業
場
に
運
ば
れ
、
選
別

す
る
前
に
地
下
水
の
水
圧
を
利
用
し
て

ザ
ブ
ザ
ブ
洗
う
。
日
が
暮
れ
る
と
収
穫

作
業
は
で
き
な
い
た
め
、
夜
に
洗
浄
作

業
を
行
な
う
そ
う
だ
。

　

き
れ
い
に
洗
っ
た
せ
り
は
、
枯
れ
た

葉
や
軟
弱
な
茎
な
ど
を
取
り
除
き
、
１

０
０
ｇ
単
位
の
束
に
し
て
出
荷
さ
れ
る
。

収
穫
か
ら
出
荷
ま
で
、
す
べ
て
三
浦
さ

ん
家
族
に
よ
る
手
作
業
だ
。

一
過
性
の
ブ
ー
ム
で

終
わ
ら
せ
な
い
た
め
に

　

せ
り
鍋
が
注
目
さ
れ
る
な
か
、
三
浦

さ
ん
が
懸
念
す
る
こ
と
が
あ
る
。
何
か

が
ブ
ー
ム
に
な
る
と
、
目
先
の
売
り
上

げ
を
求
め
て
本
来
の
旬
や
地
域
性
を
失

っ
て
し
ま
う
こ
と
が
ま
ま
あ
る
が
、
せ

り
鍋
も
同
じ
道
を
た
ど
る
危
険
が
あ
る

か
ら
だ
。

「
仙
台
周
辺
で
採
れ
た
せ
り
を
地
元
で

味
わ
う
の
が
本
来
の
せ
り
し
ゃ
ぶ
で
す

が
、
県
外
か
ら
仕
入
れ
た
せ
り
を
提
供

す
る
店
が
仙
台
に
増
え
て
い
る
の
が
悩

ま
し
い
と
こ
ろ
で
す
」
と
三
浦
さ
ん
は

言
葉
を
強
く
す
る
。

「
今
の
３
～
５
倍
ま
で
田
ん
ぼ
を
広
げ

て
も
売
り
上
げ
は
見
込
め
る
と
思
い
ま

す
が
、
持
続
可
能
性
や
味
な
ど
失
う
も

の
も
大
き
い
と
思
う
ん
で
す
。
価
値
観

を
共
有
で
き
る
飲
食
店
や
消
費
者
と
の

関
係
性
を
、
自
分
の
手
の
届
く
範
囲
で

大
事
に
し
て
い
き
た
い
で
す
」

　

三
浦
さ
ん
が
「
本
物
の
せ
り
し
ゃ
ぶ

を
味
わ
っ
て
ほ
し
い
か
ら
」
と
仙
台
駅

そ
ば
の
割
烹
料
理
店
「
い
な
穂
」
に
案

内
し
て
く
れ
た
。
い
な
穂
の
先
代
親
方

の
稲
辺
勲
さ
ん
が
三
浦
さ
ん
の
結
婚
式

の
二
次
会
で
料
理
を
担
当
し
た
縁
で
、

13
年
前
に
三
浦
さ
ん
が
せ
り
を
持
ち
込

ん
で
相
談
し
た
店
だ
。

　

い
な
穂
の
せ
り
し
ゃ
ぶ
の
具
は
、
せ

り
の
み
。
鴨
肉
で
と
っ
た
だ
し
に
生
の

せ
り
を
さ
っ
と
く
ぐ
ら
せ
て
味
わ
う
。

驚
い
た
の
が
、
根
っ
こ
の
柔
ら
か
さ
と

甘
み
。
三
浦
さ
ん
い
わ
く
「
根
っ
こ
が

い
ち
ば
ん
栄
養
を
吸
っ
て
い
る
か
ら
そ

れ
だ
け
お
い
し
い
」。
取
材
中
、
せ
り

だ
け
を
食
べ
つ
づ
け
て
い
る
の
に
、
ま

っ
た
く
飽
き
が
こ
な
い
。

「
初
め
て
の
お
客
様
は
見
た
目
の
量
に

驚
き
ま
す
が
、
味
わ
う
と
ク
セ
が
な
く
、

や
は
り
根
っ
こ
が
お
い
し
い
と
好
評
で

す
」
と
い
な
穂
の
親
方
、
伊
東
一
良
さ

ん
は
言
う
。

　

名
取
の
伝
統
野
菜
を
使
っ
た
、
新
名

物
の
せ
り
し
ゃ
ぶ
。
三
浦
さ
ん
た
ち
の

よ
う
な
存
在
が
い
る
限
り
、
一
過
性
の

ブ
ー
ム
で
は
終
わ
ら
な
い
は
ず
だ
。

（
２
０
１
７
年
12
月
21
日
取
材
）

せりの収穫から具材になるまで

1
せりを掘り出す

2
作業所に運び、名取
川の伏流水を用い
て洗う

3
洗ったせりは一株ず
つチェックして枯れた
部分などは取り除く

4
「せりしゃぶ」用にカッ
トされた具材。震災以
降、出荷したものがど
この店にあるのか履
歴を残す。また、放射
能の自主検査も行な
い、検査結果をＳＮＳ
でアップしている

撮影協力：いな穂
仙台市青葉区中央1-8-32 名掛丁センター街東
Tel.022-266-5123（せりしゃぶは例年10～4月に提供）




