
平
和
通
り
・
中
央
通
り
界
隈

平
和
通
り
・
中
央
通
り
界
隈

エリアB エリアB

平和通り・中央通り界隈平和通り・中央通り界隈

校
で
し
た
。
市
街
地
の
子
供
が
一
同
に
学
ぶ

マ
ン
モ
ス
校
で
、
興
譲
小
学
校
の
前
身
に
あ

た
り
ま
す
。
校
舎
は
、
米
沢
藩
武
芸
所
の
旧

材
を
利
用
し
て
建
て
ら
れ
た
和
洋
折
衷
の
建

物
で
、
な
ん
と
三
階
建
て
で
し
た
。

　

大
正
六
年
（
一
九
一
七
）・
八
年
（
一
九
一

九
）
両
度
の
大
火
で
市
街
地
の
大
半
が
烏
有

に
帰
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
米
沢
市

は
、
市
区
改
正
・
道
路
拡
幅
・
官
公
庁
の
移

転
な
ど
街
の
再
編
成
に
着
手
し
ま
す
。
そ
の

と
き
、
市
役
所
・
市
議
会
堂
・
消
防
署
な

ど
の
官
公
庁
が
こ
の
エ
リ
ア
に
集
中
し
て

移
転
し
て
き
ま
す
。
大
学
校
の
跡
地
な
ど

ま
と
ま
っ

た
土
地
が

あ
っ
た
こ

と
、
停
車

場
新
道
に

よ
っ
て
交

通
の
便
が

よ
く
な
っ

た
こ
と
、

立
町
の
商

店
街
に
近

く
市
民
が

利
用
し
や
す
い
こ
と
、
な
ど
の
理
由
で
、
大
正

デ
パ
ー
ト
を
皮
切
り
に
、
米
沢
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
セ
ン
タ
ー
（
カ
ク
ダ
イ
ジ
ャ
ス
コ
）・
フ
ァ

ミ
リ
ー
デ
パ
ー
ト
が
相
次
い
で
開
店
、
同

五
十
二
年
（
一
九
七
七
）
に
は
平
和
通
り
に

ア
ー
ケ
ー
ド
が
設
置
さ
れ
、
商
店
街
ら
し
い

街
並
み
が
整
え
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
に

と
も
な
っ
て
、
人
の
流
れ
も
次
第
に
中
央
通

り
・
平
和
通
り
へ
と
集
ま
り
、
昭
和
五
十
年

代
に
は
、
こ
の
エ
リ
ア
が
粡
町
・
立
町
に
か

わ
っ
て
米
沢
一
の
商
店
街
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
後
、
昭
和
の
末
頃
か
ら
大
沼
デ
パ
ー

ト
以
外
の
大
型
店
が
閉
店
し
、
米
沢
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
は
ポ
ポ
ロ
館
と
名
前
を
変

え
、
米
沢
市
が
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
開
設
し
、

米
沢
市
民
の
文
化
芸
術
の
発
表
の
場
と
し
て

の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
年
間
を
通
じ

て
数
百
回
の
展
示
会
が
行
わ
れ
、
ま
さ
に
文

化
芸
術
の
拠
点
と
な
っ
て
い
ま
す
。

時
代
の
末
頃
に
は
す
っ
か
り
官
公
庁
街
と
な

り
、
こ
れ
が
昭
和
四
十
年
代
ま
で
続
き
ま
す
。

そ
し
て
、
官
公
庁
の
周
辺
に
は
、
自
然
と
飲

食
店
が
集
ま
る
も
の
で
す
。
現
在
も
、
平
和

通
り
や
中
央
通
り
の
周
辺
に
料
亭
や
居
酒

屋
が
多
い
の
は
、
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
形
成

さ
れ
て
い
っ
た
こ
の
こ
ろ
の
街
が
残
っ
て

い
る
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。

　

さ
て
、
昭
和
四
十
年
代
に
な
る
と
、
今
度

は
官
公
庁
が
次
々
と
金
池
に
移
転
し
て
い
き

ま
す
。
そ
の
跡
地
に
進
出
し
た
の
が
、
当
時

市
民
が
待
望
し
て
い
た
大
型
百
貨
店
で
す
。

昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）
の
大
沼

　

エ
リ
ア
A
で
紹
介
し
た
停
車
場
新
道
が
開

通
し
た
こ
と
に
よ
り
、
官
公
庁
街
・
商
店
街

と
し
て
発
展
し

た
の
が
、
こ
こ

平
和
通
り
・
中

央
通
り
界
隈
で

す
。

　

明
治
の
初
め
、

こ
の
エ
リ
ア
の

大
部
分
を
占
め

て
い
た
の
は

「
大
学
校
」
と

よ
ば
れ
た
小
学

　

も
う
一
つ
の
大
型
店
の
跡
で
は
、
滝
の
流
れ

る
多
目
的
ス
ペ
ー
ス
「
ま
ち
の
広
場
」
と
し

て
整
備
さ
れ
、
夏
の
時
期
に
は
ラ
ジ
オ
体
操

や
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
骨
董
市
や
音
楽
イ
ベ

ン
ト
な
ど
が
不
定
期
に
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
年
末
に
は
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
点

灯
さ
れ
光
の

美
し
さ
に
見

と
れ
ま
す
。

　

共
立
ビ
ル

の
一
階
に
は

地
元
作
家

の
作
品
を
展

示
・
販
売
す

る
「
ア
ー
ト

ス
テ
ー
シ
ョ

ン
」
が
オ
ー

プ
ン
し
、
ま
た

地
名
で
す
が
、

西
條
天
満
神

社
の「
西
條
」

は
人
の
名
字

で
す
。
こ
の

場
所
は
、
米

沢
城
三
の
丸

に
あ
っ
た
上

杉
家
臣 

西

條
家
の
屋
敷

の
一
部
で
、

そ
こ
で
代
々

守
り
祀
ら
れ

き
た
天
満
神
社
で
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
に

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
ご
神
体
は
菅
原
道
真
を

描
い
た
掛
軸
で
、
西
條
家
の
先
祖 

西
條
倫
房

が
、
鎌
倉
時
代
末
期
に
後
醍
醐
天
皇
か
ら
賜
っ

た
も
の
と
い
う
由
緒
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

音
楽
の
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
も
で
き
て
、
市
民
文
化

会
館
と
と
も
に
多
彩
な
芸
術
文
化
活
動
の
発
信

地
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
山
大
工
学
部
の
「
街
中
キ
ャ
ン
パ
ス
」

も
開
設
さ
れ
地
域
を
あ
げ
て
街
な
か
の
に
ぎ
わ

い
を
創
る
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
和
通
り
・
中
央
通
り
は
、
か
つ
て
の
よ
う

に
訪
れ
る
人
が
消
費
す
る
だ
け
の
街
で
は
な
く
、

み
ん
な
で
創
造
し
発
信
し
て
楽
し
む
こ
と
が
で

き
る
街
へ
と
変
わ
り
始
め
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

西
條
天
満
神
社

　

平
和
通
り
駐
車
場
の
南
側
に
、
こ
ん
も
り
と

緑
が
茂
る
小
さ
な
丘
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
上
に

鎮
座
し
て
い
る
の
が
西
條
天
満
神
社
で
す
。

　

有
名
な
京
都
の
北
野
天
満
神
社
の「
北
野
」
は

明治時代の大学校

大火後に再建された米沢市役所

足
を
の
ば
し
て
…
…

平和通りのアーケード街

西條天満神社と三の丸の遺構

中央通り
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R287

R287

R287

R121

R121

興譲小学校

松が岬公園

上杉神社
松岬神社

気
ま
ぐ
れ

　

美
術
館稽照殿

松川橋

住之江橋

相生橋

米沢信用
金庫本店

熊野堂

ツバメタクシー
聖
徳
太
子
尊

金剛閣
米沢牛黄木

ギャラリー
パセオ

山口医院
高国寺

米沢市民文化会館

グランド
パーキング

米沢
ボウリング

山形銀行

山
大
V
B
L

街
な
か
キ
ャ
ン
パ
ス

平和通り
駐車場

市営駐  車場

山形銀行
米沢西支店

山形第一信用組合

ま
ち
の
茶
の
間

あ
い
べ

ま
ち
の

広
場

ドリームドリーム
米沢市民  ギャラリー米沢市民  ギャラリー

辻タクシー

ホテル
サンルート

米
沢
丸
の
内
局

米沢新聞社

ホ
テ
ル
ベ
ネ
ッ
ク
ス

裁判所

山
形
銀
行

丸万旅館

米
沢
商
工
会
議
所

荘
内
銀
行

東京第一
ホテル米沢

ホテル
センター
イン米沢

我
妻
榮

記
念
館

西
條
天
満

神
社

東北電力

米沢区
検察庁米

沢
警
察
署

神達明神

キムラ中央店

白
子
神
社

NTT

皇大神社

12

13

1415

1617

18

19
20

平和通り
平和通り

中
央
通
り

中
央
通
り

遊
ゆ
う
ロ
ー
ド
毘

遊
ゆ
う
ロ
ー
ド
毘

風の神

11大沼

焼
肉
て
ん
ま

焼
肉
て
ん
ま

富
よ
し

富
よ
し

そば処弥平そば処弥平

扇屋
牛肉店
扇屋
牛肉店

おしゃれの店
丸正
おしゃれの店
丸正

炭火焼肉
いろり

炭火焼肉
いろり

日旺大工
ストアー
サトウ

日旺大工
ストアー
サトウ

㈱新田家具店㈱新田家具店

米沢牛黄木 大沼店米沢牛黄木 大沼店
八巻商店
うどん市
八巻商店
うどん市

卍

文化庁登録有形文化財（建築物）
米沢市景観賞受賞の建築物

名所・史跡

［ 凡  例 ］

エリアB エリアエリアBB

●
米
沢
民
謡
会

　

道
路
沿
い
の
大
き
な

太
鼓
が
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

さ
れ
目
を
引
き
ま
す
。

米
沢
の
祭
り
を
盛
り
上

げ
る
の
に
欠
か
せ
な
い

民
謡
社
中
で
す
。

●
福
王
寺
法
林
記
念
館

　

米
沢
出
身
で
文
化
勲

章
を
受
章
し
た
日
本
画

家 

福
王
寺
法
林
の
作
品

を
展
示
し
て
い
る
ギ
ャ
ラ

リ
ー
で
す
。
米
沢
新
聞
社

が
運
営
し
て
い
ま
す
。

●
永
勝
院
熊
野
堂

　

江
戸
時
代
に
は
、
大

善
院
と
い
う
修
験
道
の

有
力
寺
院
で
し
た
。
一

説
に
「
米
沢
」
と
い
う

地
名
の
由
来
と
さ
れ

る
米
井
と
い
う
井
戸
が

あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

境
内
地
が
小
高
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ

こ
が
米
沢
城
三
の
丸
の
土
居
‖
土
手
に
あ
た

る
か
ら
で
す
。
米
沢
城
に
は
石
垣
が
な
く
、

そ
の
代
わ
り
土
を
盛
り
固
め
た
土
居
で
囲
ま

れ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
平
和
通
り
駐
車

場
の
西
半
分
は
も
と
城
、
東
半
分
は
も
と
堀

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
西
條
天
満
神
社

は
、
数
少
な
い
米
沢
城
の
遺
構
の
ひ
と
つ
と

し
て
貴
重
な
存
在
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
平
和
通
り
駐
車
場
の
東
側
に

は
、
水
路
を
は
さ
ん
で
細
い
道
が
南
北
に
の

び
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
江
戸
時
代
に
「
武

者
道
」
と
い
わ
れ
た
小
道
で
、
城
内
に
住
む

武
士
が
町
人
町
に
買
い
物
に
出
る
と
き
に

使
っ
た
と
い
う
道
で
す
。
人
目
を
は
ば
か
る

た
め
堀
沿
い
に
あ
り
、
町
人
町
の
中
を
あ
ま

り
歩
か
ず
に
す
む
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

平
和
通
り
に
あ
る
高
山
紙
店
と
カ
メ
ラ
の
尾

原
の
間
か
ら
こ
の
道
に
入
り
、
西
條
天
満
神

社
を
見
る
こ
と
は
、
江
戸
時
代
に
武
者
道
か

ら
堀
を
は
さ
ん
で
城
を
見
る
の
と
同
じ
か
た

ち
に
な
り
ま
す
。
米
沢
城
を
リ
ア
ル
に
感
じ

る
こ
と
が
で
き
る
数
少
な
い
ス
ポ
ッ
ト
で
す
。

　

こ
ん
な
ち
ょ
っ
と
し
た
裏
通
り
に
も
歴
史

の
ロ
マ
ン
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

城
下
町
な
ら
で
は
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

猫
の
目
時
計

　

平
和
通
り
か
ら
北
の
立
町
通
り
へ
ぬ
け
る

遊
ゆ
う
ロ
ー
ド
毘
に
、
変
わ
っ
た
オ
ブ
ジ
ェ

が
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
遊
ゆ
う
ロ
ー

ド
毘
の
シ
ン
ボ
ル
「
猫
の
目
時
計
」
で
す
。

大
き
な
目
玉
が
ア
ナ
ロ
グ
時
計
の
針
に
あ
た

り
、
南
西
を
向
く
面
が
時
を
、
北
東
の
面
が

分
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。
一
日
四
回
の
時

報
は
、
猫
の
鳴
き
声
で
す
。

　

な
ん
と
も
ユ
ニ
ー
ク
で
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
こ

の
時
計
は
、
米
沢
出
身
の
漫
画
家 

ま
す
む
ら

ひ
ろ
し
氏
の
作
品
『
ア
タ
ゴ
オ
ル
は
猫
の
森
』

に
登
場
す
る
時
計
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
作
ら

れ
た
も
の
で
、
デ
ザ
イ
ン
・
監
修
は
ま
す
む

ら
氏
本
人
が
お
こ
な
い
ま
し
た
。

　

ま
す
む
ら
氏
の
作
品
は
、
ほ
か
に
も
米
沢

の
あ
ち
こ
ち
で
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

イ
ラ
ス
ト
を
車
体
に
ラ
ッ
ピ
ン
グ
し
た
図
書

館
の
自
動
車
文
庫
「
ア
タ
ゴ
オ
ル
」・
市
民
バ

ス
「
ヨ
ネ
ザ
ア
ド
号
」
が
毎
日
の
よ
う
に
市

内
を
走
り
、
米
沢
信
用
金
庫
で
は
預
金
通
帳

の
デ
ザ
イ
ン
に
採
用
し
て
い
ま
す
。

　

カ
ラ
フ
ル
で
や
わ
ら
か
い
タ
ッ
チ
の
イ
ラ

ス
ト
は
、
街
の
風
景
の
よ
い
ア
ク
セ
ン
ト
と

な
っ
て
い
ま
す
。

●
藩
校
興
譲
館
跡

　

こ
こ
に
元
治
元
年

（
一
八
六
四
）
ま
で
米
沢

藩
の
藩
校 

興
譲
館
が
あ

り
ま
し
た
。
沿
革
な
ど

を
記
し
た
石
碑
が
建
て

ら
れ
て
い
ま
す
。

●
映
画
『
さ
ゞ
な
み
』　

　
ロ
ケ
地

　

豊
川
悦
司
が
演
じ
る
何

で
も
屋 

玉
水
が
住
ん
で
い

る
ア
パ
ー
ト
の
シ
ー
ン
が

撮
影
さ
れ
ま
し
た
。

●
聖
徳
太
子
尊

　

江
戸
時
代
に
大
工
の
町

だ
っ
た
地
番
匠
町
の
鎮
守
で

す
。
聖
徳
太
子
は
、
大
工
の

守
護
神
と
し
て
の
信
仰
も
集

め
て
い
ま
す
。

●
米
沢
市
民
ギ
ャ
ラ

　

リ
ー 

ド
リ
ー
ム

●
西
條
天
満
神
社

●
ア
ー
ト

　

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　
（
ホ
テ
ル

　

  

サ
ン
ル
ー
ト
１
Ｆ
）

　

地
元
在
住
の
現
代
作

家
の
作
品
を
中
心
に
展

示
・
販
売
し
て
い
る

ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
す
。

●
猫
の
目
時
計

●武者道

平和通り・中央通り界隈平和通り・中央通り界隈

猫の目時計

平和通りから南へ伸びる武者道
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こぼれば
な
し
　

米
沢
人
は
餅
が
好
き

　

米
沢
を
訪
れ
た
人

は
、
街
中
に
あ
ふ
れ
る

「
上
杉
」
と
餅
屋
の
多

さ
に
驚
く
よ
う
で
す
。

そ
れ
ほ
ど
広
く
も
な
い

中
心
市
街
地
に
一
〇
店

以
上
の
餅
屋
が
あ
る
の

は
、
確
か
に
多
い
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

な
ぜ
米
沢
に
は
餅
屋
が
多
い
の
で
し
ょ
う

か
。
米
沢
の
人
は
餅
が
好
き
、
特
に
搗
き
た

て
の
や
わ
ら
か
い
餅
が
好
き
、
と
い
う
の
が

大
き
な
理
由
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
よ
う

で
す
。
明
治
時
代
に
上
京
し
た
米
沢
人
の
ひ

と
り
は
、「
帰
郷
し
て
食
べ
た
搗
き
入
り
餅
の

味
は
格
別
、
米
沢
に
帰
っ
て
き
た
こ
と
を
実

感
す
る
」
と
い
う
内
容
を
手
記
に
綴
っ
て
い

ま
す
。
故
郷
の
味
が
搗
き
入
り
餅
、
と
い
う

の
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
こ
の
よ
う
な
嗜
好
が

あ
る
か
ら
こ
そ
、
ス
ー
パ
ー
な
ど
で
い
つ
で

も
切
り
餅
が
買
え
る
現
代
に
お
い
て
も
、
米

沢
で
は
た
く
さ
ん
の
餅
屋
が
繁
盛
し
て
い
る

の
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
ふ
だ
ん
の
お
茶
請
け
と
し
て
、
あ
ん

び
ん
（
大
福
）
を
は
じ
め
、
だ
ん
ご
・
ゆ
べ
し
・

ほ
う
さ
い
餅
な
ど
の
餅
菓
子
が
好
ま
れ
て
い
る

こ
と
も
、
理
由
の
ひ
と
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

餅
は
ハ
レ
の
食
べ
物
で
は
あ
り
ま
す
が
、

米
沢
で
は
す
っ
か
り
日
常
に
と
け
こ
ん
で
、

人
々
に
愛
さ
れ
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
な

の
で
し
ょ
う
。

　

米
沢
人
は
雑
草
が
好
き

　

ス
ベ
リ
ヒ
ユ
と
い
う
草
を
ご
存
知
で
し
ょ

う
か
。 

赤
い
茎
に
肉
質
の
葉
、
春
先
か
ら
畑
や

道
端
な
ど
に
自
生
し
て
、
夏
に
は
小
さ
な
黄

色
い
花
を
咲
か
せ
る
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
い

わ
ゆ
る
雑
草
で
す
。

　

米
沢
で
は
、
こ
れ
を
「
ひ
ょ
う
」
と
呼
び
、

春
夏
に
は
茹
で
て
辛
子
醤
油
あ
え
で
、
秋
冬

に
は
干
し
て
お
い
た
も
の
を
水
戻
し
し
て
煮

物
に
し
て
食
べ
ま
す
。
特
に
、
ひ
ょ
う
干
し

の
煮
物
は
「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
い
い
こ
と
が

あ
る
」
と
い
う
語
呂
合
わ
せ
か
ら
、
縁
起
の

い
い
食
べ
物
と
し
て
正
月
に
食
べ
る
風
習
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
最
近
テ
レ
ビ
番

組
で
も
と
り
あ
げ
ら
れ
、
一
躍
有
名
に
な
り

ま
し
た
。
事
実
、
ス
ベ
リ
ヒ
ユ
を
救
荒
食
と

し
て
い
た
地
域
は
あ
っ
て
も
、
日
常
的
に
食

べ
る
の
は
、
日
本
広
し
と
い
え
ど
も
米
沢
だ

け
の
よ
う
で
す
。

　
「
雑
草
を
食
べ
る
な
ん
て
変
!
」
と
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
考
え
て
み
れ
ば
、

身
近
な
植
物
を
上
手
に
お
い
し
く
利
用
し
て

い
る
、
と
い
う
意
味
で
は
ハ
ー
ブ
や
山
菜
と

同
じ
で
す
よ
ね
。

　

た
か
が
雑
草
な
れ
ど
、
現
在
の
よ
う
に
年

中
た
く
さ
ん
の
野
菜
が
手
に
入
ら
な
か
っ
た

時
代
の
食
文
化
の
一
端
を
垣
間
見
せ
て
く
れ

る
貴
重
な
存
在
、
そ
の
ひ
と
つ
が
、
こ
の
米

沢
の
ス
ベ
リ
ヒ
ユ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

？！

？！

　8/26に大沼店がリニューアルし新商品が登場。
いちおしは黄木の黒毛和牛と国産豚を使った「黄
木のイタリアンハンバーグ」170ｇ630円。金
剛閣料理長のレシピを基にコクと旨みたっぷりの
ハンバーグを焼き上げ、マッシュルームとたまね
ぎをのせる。じっくり焼いたすじ肉を香味野菜と
ブイヨン、トマトでコトコト煮込み何度も濾して
たっぷりの赤ワインとマデラ酒で仕上げた上質な
デミグラスソースがよくからむ。ご自宅用に、贈
答用にいかが？

10：00～18：30　　元旦　　㈱大沼駐車場
　http://www.o-ki.co.jp/
　m_plaza@o-ki.co.jp

黄木の目玉企画、年
6回のおしょうしな特
市はお買得品を揃えて
お待ちしております！

㈱米沢牛黄木 大沼店
米沢市中央1-2-17　㈱大沼米沢店内
TEL.21-4596　FAX.21-4596

素材にこだわり、味に頑固に
「黄木のイタリアンハンバーグ」

営 休 駐
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　居酒屋感覚で気軽に旨い焼肉を楽しんで欲し
いと質の割りにリーズナブルと地元客にも人気
の焼肉店。七輪で炙った米沢牛の上カルビと天
元豚は、口に運ぶとジューシーな肉の旨みが広
がりついつい酒がすすむ。他に米沢・山形産の
「ブリスケカルビ」がおすすめ。希少部位のた
め裏メニューの逸品で数量限定の早い者勝ち、
柔らかく甘みがあるのが特徴。気取らず米沢牛
と天元豚を頬張れるのが嬉しいお店です。 

17：00～23：00　　なし
㈱大沼駐車場2時間サービス券あり

地元食材米沢牛、
天元豚を安心安全
低価格で提供。
イベント満載。

焼肉てんま
米沢市中央1-4-3　TEL.24-4989　FAX.24-4989

元気が出る焼肉家、
七輪で炙る「米沢牛と天元豚」

営 休
駐
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