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こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
エ
リ
ア
は
、
そ
の
い
ず

れ
も
が
時
代
と
と
も
に
街
の
性
格
・
様
相
を
大

き
く
変
え
て
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
粡
町
通
り
・

立
町
通
り
だ
け
は
今
も
昔
も
商
店
街
、
商
い
一

筋
の
街
で
す
。

　

粡
町
・
立
町
は
大
町
と
同
様
に
古
い
街
で
、

江
戸
時
代
以
前
か
ら
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
ま
す
。
江
戸
時
代
、
粡
町
に
は
米
座
が
お
か

れ
、
米
の
流
通
を
独
占
し
て
い
ま
し
た
。
当
時
、

米
は
毎
日
の
主
食
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
武
士

の
給
料
も
米
、
農
民
が
納
め
る
税
も
米
、
す
べ

て
の
基
本
は
米
で
し
た
。
そ
の
商
い
を
独
占
し

て
い
た
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
粡
町
の
賑
わ
い

は
推
し
て
知
る
べ
し
で
す
。

　

立
町
は
、
粡
町
に
隣
接
す
る
こ
と
か
ら
、
米

以
外
の
あ
ら

ゆ
る
品
物
を

あ
つ
か
う
小

売
に
特
化
し

た
商
店
街

と
な
り
ま
す
。

粡
町
で
米
を

売
っ
た
人
は

そ
の
代
金
を

使
っ
て
立
町

で
買
い
物
を

し
、
粡
町
で
米
を
買
っ
た
人
は
米
以
外
の
日

用
品
な
ど
を
立
町
で
買
う
、
と
い
っ
た
具
合

に
、
ふ
た
つ
の
商
店
街
の
相
乗
効
果
で
こ
の

界
隈
は
大
い
に
賑
わ
い
ま
し
た
。

　

そ
の
繁
盛
ぶ
り
は
、
近
代
に
は
い
っ
て
も

衰
え
る
こ
と
は
な
く
、
大
正
の
大
火
後
に
お

こ
な
わ
れ
た
市
区
改
正
に
よ
っ
て
交
通
の
便

が
よ
く
な
る
と
、
よ
り
一
層
活
気
づ
き
ま
す
。

　

 

昭
和
四
十
年
代
に
入
る
と
自
動
車
が
普
及

し
は
じ
め
、
通
行
量
も
急
増
し
幹
線
道
路
で

あ
る
立
町
・
粡
町
の
通
り
は
車
が
渋
滞
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
平
和
通
り
に

大
型
店
が
で
き
て
人
の
流
れ
が
変
わ
り
始
め

開
削
さ
れ
た
も
の
で
、
元
来
の
粡
町
は
L
字

形
の
町
で
し
た
。

　

粡
町
の「
粡
」と
は
籾
の
こ
と
で
、買
い
取
っ

た
籾
を
搗
き
屋
＝
精
米
小
売
店
に
売
り
さ
ば

い
て
い
た
米
座
の
町
そ
の
ま
ま
の
名
と
な
っ

て
い
ま
す
。

そ
の
長
い

賑
わ
い
の
歴

史
は
前
述

の
と
お
り
で

す
。

　

現
在
の

粡
町
で
注

目
す
べ
き

は
、
ド
ラ
マ

チ
ッ
ク
戎

市
で
し
ょ

う
。
こ
れ
は
、

昭
和
二
十
九

年
（
一
九
五

四
）
に
始
め

ら
れ
た
戎
十

日
市
の
流
れ

を
く
む
も
の

で
、
粡
町
商

店
会
の
一
大

イ
ベ
ン
ト
で

す
。
歩
行
者

天
国
と
な
っ

た
通
り
に

は
、
粡
町
内
外
か
ら
の
出
店
者
に
よ
る
テ
ン

ト
が
並
び
、
バ
ン
ド
ラ
イ
ブ
や
大
道
芸
な
ど

一
日
中
イ
ベ
ン
ト
が
盛
り
沢
山
で
す
。
こ
の

活
動
が
評
価
さ
れ
、
粡
町
は
経
済
産
業
省
の

「
が
ん
ば
る
商
店
街
七
七
選
」
に
も
選
ば
れ
て

い
ま
す
。

ま
し
た
。
明
治
に
な
っ
て
、
米
沢
初
の

劇
場
が
で
き
た
の
も
立
町
で
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
大
正
の
大
火
後
に
新
道
が

ひ
ら
か
れ
た
こ
と
で
す
。
十
字
路
が
で
き
て
交

通
至
便
と
な
り
人
出
は
倍
増
、
立
町
は
、
当

時
の
米
沢
市
長
に
「
米
沢
銀
座
」
と
い
わ
し
め

る
ほ
ど
の
賑
わ
い
を
見
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
皇
大
神
社
の
参
道
筋

が
か
わ
っ
て

し
ま
う
な
ど
、

昔
な
が
ら
の

景
観
が
失
わ

れ
て
し
ま
っ

た
の
は
残
念

と
い
う
ほ
か

あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
で
も
、

皇
大
神
社
の

ま
し
た
。

　

し
か
し
、
四
〇
〇
年
近
く
も
続
い
た
商
店
街

は
、
新
し
い
業
種
に
変
え
た
り
、
魅
力
あ
る
商

品
を
提
供
し
た
り
、
ま
た
駐
車
場
を
確
保
す
る

な
ど
新
し
い
時
代
に
対
応
し
な
が
ら
商
業
地
と

し
て
の
役
割
を
果
た
し
続
け
て
い
ま
す
。

　

粡
町
通
り

　

中
央
通
り
を
北
進
し
て
、
永
井
屋
菓
子
店

の
あ
た
り
か
ら
北
端
の
T
字
路
の
両
側
ま
で

が
粡
町
で
す
。
た
だ
し
、
T
字
路
右
の
東
に

の
び
る
通
り
は
、
大
正
の
大
火
後
に
新
た
に

　

立
町
通
り

　

中
央
通
り
の
北
、
皇
大
神
社
か
ら
永
井
屋
菓

子
店
の
手
前
ま
で
と
、
立
町
の
十
字
路
で
交
差

す
る
東
西
の
通
り
が
立
町
で
す
。
た
だ
し
、
こ

の
十
字
路
か
ら
南
と
西
に
の
び
る
通
り
は
、
大

正
の
大
火
後
に
新
た
に
開
削
さ
れ
た
も
の
で
、

立
町
も
ま
た
元
来
は
L
字
形
の
町
で
し
た
。

　

立
町
と
い
う
名
は
、「
市
が
立
つ
町
」
を
意

味
す
る
と
い
い
ま
す
。
粡
町
と
の
関
係
か
ら
、

一
貫
し
て
小
売
に
特
化
し
た
商
店
街
で
あ
っ
た

立
町
で
す
が
、
画
期
的
な
出
来
事
は
、
こ
れ
ま

で
に
二
つ
あ
り
ま
し
た
。

　

ひ
と
つ
は
、
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
に
福

田
町
か
ら
神
明
社
‖
今
の
皇
大
神
社
が
遷
座
し

て
き
た
こ
と
で
す
。
広
大
な
境
内
地
で
は
相
撲

や
芝
居
の
興
行
が
お
こ
な
わ
れ
、
立
町
は
数
少

な
い
娯
楽
の
場
と
し
て
さ
ら
に
賑
わ
い
を
加
え

立町通り・粡町通り界隈立町通り・粡町通り界隈
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粡町通り十日戎（昭和 29 年）

西宮戎神社

粡町通り

皇大神社
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米
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商
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会
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関
興
庵

東
源
寺

荘
内
銀
行 ホテル

センター
イン米沢
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我
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置
賜
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合

文
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セ
ン
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ー

北
村
公
園

山形地裁
米沢支部

米沢区
検察庁

米沢警察署

東陽館

白
子
神
社

法
泉
寺

庭
園
法
泉
寺

庭
園

法
泉
寺
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皇大神社皇大神社

風の神風の神
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平和通り平和通り

松川通り
松川通り通  り

通  り

立　

町

立　

町

粡 町粡 町
通
り
通
り

菊太郎新富菊太郎新富

白根沢白根沢粡町公園粡町公園
旧福忠呉服店旧福忠呉服店

遊
ゆ
う
ロ
ー
ド
毘

遊
ゆ
う
ロ
ー
ド
毘

卍

卍

卍卍

卍

21
大丸石油店
コスモ中央
大丸石油店
コスモ中央

東京第一ホテル米沢
日本料理しゃくなげ
東京第一ホテル米沢
日本料理しゃくなげ

ま
ぐ
ろ
や

ま
ぐ
ろ
や小野里

鮮魚センター
小野里
鮮魚センター

相田酒店相田酒店

グルメ小僧
万吉

グルメ小僧
万吉

五百川屋酒店五百川屋酒店

焼肉くろべこ焼肉くろべこ

シンプルハンズ嵐山
嵐山商店

シンプルハンズ嵐山
嵐山商店

登起波牛肉店登起波牛肉店
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あ
た
る
こ
と
か
ら
、
鎮
護
の
た
め
に
神
社
を

配
し
た
の
で
は
な
い
か
、と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
丘
の
斜
面
に
群
生

し
て
い
る
矢
竹
で
す
。
こ
の
竹
は
、
あ
ま
り
大

き
く
な
ら
ず
、
節
の
間
隔
が
広
い
こ
と
か
ら
、

矢
柄
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

竹
は
そ
の

地
下
茎
で

土
を
し
っ

か
り
抱

え
込
む
の

で
、
土
地

が
崩
れ
に

く
く
な
り

ま
す
。
こ

の
よ
う
な

こ
と
を
考

え
あ
わ
せ

灯
で
す
。

　

明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
日
清
戦
争
の

勝
利
を
記
念
し
て
建
て
ら
れ
、
西
蓮
寺
の
門
前

に
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。
中
は
空
洞
で
、
石
油
ラ

ン
プ
が
釣
瓶
の
よ
う
に
鎖
で
吊
り
下
げ
ら
れ

て
お
り
、
こ
れ
を
夜
な
夜
な
上
下
さ
せ
て
点
灯

し
た
と
い
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、「
西
蓮
寺
の
門
前
」
と
書
き
ま

し
た
が
、
一
見
す
る
と
門
前
と
は
思
え
な
い
と

こ
ろ
に
こ
の
常
夜
灯
は
建
っ
て
い
ま
す
。実
は
、

こ
の
T
字
路
の
東
に
の
び
る
通
り
は
、
大
正
の

大
火
後
に
西
蓮
寺
の
境
内
を
突
き
抜
け
て
開

か
れ
た
新
道
で
、
こ
の
常
夜
灯
の
そ
ば
、
す
な

わ
ち
現
在
は
道
路
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
西

蓮
寺
の
旧
来
の
門
だ
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
常
夜
灯
は
、
か
つ
て
は
L
字
形
の
角

に
あ
り
、
粡
町
全
体
を
照
ら
し
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。

境
内
は
往
時
と
変
わ
ら
ず
鬱
蒼
と
し
、
一
歩
足

を
踏
み
入
れ
る
と
古
き
良
き
時
代
に
タ
イ
ム
ス

リ
ッ
プ
す
る
か
の
よ
う
で
す
。

　

粡
町
公
園

　

商
工
会
議
所
わ
き
の
小
道
に
入
り
、
住
宅
街
の

中
を
北
へ
進
ん
で
い
く
と
、
ふ
と
風
景
に
違
和

感
を
覚
え
ま
す
。
住
宅
の
二
階
と
同
じ
高
さ
に
、

朱
塗
り
の
鳥
居
と
お
宮
が
見
え
る
か
ら
で
す
。

　

こ
の
お
宮
は
五
穀
稲
荷
神
社
、
粡
町
公
園
内

の
小
高
い
丘
の
上
に
鎮
座
し
て
い
る
た
め
、
そ

の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
の
で
す
。
な
ぜ
、
こ

ん
な
小
さ
な
公
園
に
そ
の
よ
う
な
丘
と
神
社
が

あ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
そ
こ
が
西
條

天
満
神
社
と
同
じ
米
沢
城
三
の
丸
土
居
の
遺
構

だ
か
ら
で
す
。
ち
ょ
う
ど
城
の
北
東
‖
鬼
門
に

る
と
、
こ
の
竹
は
米
沢
城
の
土
居
に
人
為
的

に
植
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
? 

直
江
兼
続
が

指
示
し
た
の
か
し
ら
…
な
ど
と
、
想
像
も
ふ

く
ら
み
ま
す
。

　

赤
レ
ン
ガ
の
常
夜
灯

　

粡
町
T
字
路
の
東
側
、
平
和
軒
と
西
蓮
寺

の
間
に
あ
る
赤
レ
ン
ガ
造
り
の
塔
は
、
街
路

灯
の
さ
き
が
け
と
も
い
え
る
モ
ダ
ン
な
常
夜

●
西
宮
戎
神
社

　

昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五

三
）
兵
庫
県
の
西
宮
戎
神
社

よ
り
分
霊
を
奉
じ
て
創
建
さ

れ
た
神
社
。
意
外
な
新
し
さ

は
、
逆
に
粡
町
の
変
わ
ら
ぬ

商
人
魂
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

●
大
清
商
業
資
料
室

　

粡
町
商
人
の
歴
史
を
紹

介
す
る
私
設
の
展
示
施
設

で
す
。
大
清
は
、
粡
町
の

な
か
で
も
老
舗
中
の
老
舗

で
、
創
業
は
元
禄
年
間
に

ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。

●
皇
大
神
社

　

享
保
四
年
（
一
七
一
九
）

に
現
在
地
に
遷
座
。
上

杉
家
と
と
も
に
越
後
か
ら

移
っ
て
き
た
古
社
で
す
。

●
映
画『
ス
ウ
ィ
ン
グ

　

ガ
ー
ル
ズ
』
ロ
ケ
地

　

上
野
樹
里
が
演
じ

る
女
子
高
生 

友
子

が
、
中
古
サ
ッ
ク
ス

を
購
入
す
る
シ
ー
ン

が
撮
影
さ
れ
ま
し
た
。

●
那
須
与
一
供
養
塔

　

那
須
与
一
は
源
平
合
戦
で

活
躍
し
た
弓
の
名
手
。
上
杉

家
臣 

千
坂
家
は
そ
の
末
裔

に
あ
た
り
、
先
祖
を
し
の
ん

で
こ
れ
を
建
立
し
ま
し
た
。

●
長
命
寺

　

旧
北
寺
町
に
あ
る
浄
土
真

宗
の
古
刹
。
本
堂
は
、
旧
米

沢
城
本
丸
に
あ
っ
て
上
杉
謙

信
を
祀
っ
て
い
た
施
設=

御

堂
を
移
築
し
た
も
の
で
す
。

●赤レンガの常夜灯

足
を
の
ば
し
て
…
…

●
白
子
神
社

　

和
銅
五
年(

七
一
二)

開

創
と
い
う
米
沢
最
古
の
神

社
。
粡
町
は
、
も
と
も
と

は
白
子
神
社
の
門
前
町
で

し
た
が
、
江
戸
時
代
初
期

の
城
下
町
整
備
の
過
程
で
、

現
在
地
に
移
転
し
ま
し
た
。

常夜燈

粡町公園に残る三の丸の遺構

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 ］
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商
店
名
の
由
来
あ
れ
こ
れ

　

名
は
体
を
あ
ら
わ
す
、
と
い
い
ま
す
。
名

前
に
は
何
か
し
ら
の
由
来
が
あ
る
も
の
で
す
。

こ
こ
で
は
、
米
沢
の
老
舗
の
名
前
の
由
来
を

い
く
つ
か
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
創
業
と
い
う
大

清
は
、
屋
号
の
大・
阪
屋
と
当
主
名
清・
兵
衛
、

そ
れ
ぞ
れ
の
頭
文
字
を
あ
わ
せ
た
も
の
。
同

じ
よ
う
な
例
は
多
く
、
立
町
の
魚
伊
は　

屋

＝
魚・
屋
の
越
後
屋
伊・
三
郎
、
粡
町
に
あ
っ
た

福
忠
呉
服
店
は
福・
島

屋
忠・
蔵
、
ナ
カ
タ
薬

局
は
名
字
由
来
と
思

い
き
や
、
こ
れ
も
当

主
名 

中
村
太
次
郎
か

ら
の
命
名
で
す
。
現

代
の
「
キ
ム
タ
ク
」

「
マ
ツ
ケ
ン
」
な
ど

と
同
じ
パ
タ
ー
ン
と

い
う
こ
と
に
気
づ
か

れ
た
で
し
ょ
う
か
。

　

米
沢
人
に
限
ら

ず
、
日
本
人
は
一
般

に
こ
う
い
っ
た
略
し

か
た
が
好
き
な
よ
う

で
す
ね
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
で
な
い
由
来
の
店
も
あ

り
ま
す
。
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
創
業
の

和
泉
屋
は
、
屋
号
が
そ
の
ま
ま
店
の
名
前
に
。

正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
に
は
す
で
に
営
業

し
て
い
た
と
い
う
粉
名
屋
小
太
郎
は
、
初
代

の
蕎
麦
打
ち
名
人 

小
太
郎
に
ち
な
ん
で
い
ま

す
。
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
創
業
の
茨

城
屋
茶
店
は
、
初
代
が
茨
城
県
出
身
で
あ
る

こ
と
に
由
来
す
る
そ
う
で
す
。

　

昔
の
商
店
あ
れ
こ
れ

　

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
が
な
い
江
戸

時
代
、
人
々
は
ど
の
よ
う
な
商
店
で
買
い
物

を
し
て
い
た
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
は
食
料
品
店
か
ら
。
米
を
扱
っ
て
い

た
の
は
米
屋
で
す
が
、
江
戸
中
期
頃
ま
で
は

卸
売
り
の
源げ

ん

吾ご

屋や

と
小
売
の
搗つ

き

屋や

に
分
か
れ

て
い
ま
し
た
。
野
菜
は
八
百
屋
ま
た
は
青
物

屋
、
魚
は　

屋や

で
す
。
イ
サ
バ
と
は
普
通

「
五
十
集
」
と
書
き
、
漁
場
も
し
く
は
魚
屋
の

こ
と
を
い
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
「　

」
と
い

う
字
を
あ
て
は
め
る
の
は
米
沢
独
特
と
の
こ

と
。
鮮
魚
は
ほ
と
ん
ど
な
く
干
物
塩
漬
け
が

中
心
で
し
た
。
肉
を
商
う
店
は
な
か
っ
た
よ

う
で
す
。
当
時
、
肉
食
は
表
向
き
忌
避
さ
れ

て
い
た
の
で
、
商
売
と
す
る
の
は
難
し
か
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
江
戸
な

ど
の
大
都
市
部
に
は
百

も
も
ん
じ
ゃ肉

屋や

と
呼
ば
れ
る
肉

屋
が
あ
り
、ぼ
た
ん
（
猪
肉
）
も
み
じ
（
鹿
肉
）

な
ど
を
扱
っ
て
い
ま
し
た
。 

　

衣
料
品
は
、
太ふ

と
も
の物

屋や

と
古ふ

る

手で

や屋
が
あ
り
ま

し
た
。
太
物
屋
は
太
物
＝
反
物
を
扱
う
店
、

古
手
屋
は
い
わ
ゆ
る
古
着
屋
で
す
。
当
時
、

衣
服
は
各
家
庭
で
女
性
が
手
作
り
し
て
い
ま

し
た
。
新
品
の
反
物
か
ら
仕
立
て
る
こ
と
は

稀
で
、
ほ
と
ん
ど
は
古
着
を
ほ
ど
い
て
縫
い

直
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
商

品
の
数
と
し
て
は
古
手
屋
が
圧
倒
的
に
多
く
、

太
物
屋
は
、
今
の
高
級
ブ
ラ
ン
ド
シ
ョ
ッ
プ

の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
米
沢
城
下
で
目
立
っ
て
多
か
っ

た
店
は
、
実
は
飴
屋
と
煙
草
屋
で
し
た
。
い

つ
の
時
代
も
人
は
こ
の
手
の
も
の
に
目
が
な

い
の
で
す
ね
。

大清

　当ホテルは、この町のグランドホテルとし
て、まごころのサービスと洗練されたホスピ
タリティで、ご宿泊、お食事、パーティー、
ブライダルなどで皆様をお迎えいたします。
日本料理しゃくなげでは、郷土料理はもちろ
ん、旬の食材を取り入れた季節会席もお楽し
みいただけます。米沢牛のすき焼き、しゃぶ
しゃぶなどのコースも充実しております。

11：30～14：30  17：00～20：30
なし　　87台
　http://www.tdh-yonezawa.com/
　front@tdh-yonezawa.com

お手頃なお食事か
ら本格的な米沢牛
会席まで、当店に
お任せ下さい。

東京第一ホテル米沢 日本料理 しゃくなげ
米沢市中央1-13-3　TEL.24-0411　FAX.24-2181

米沢牛、本格日本料理でおもてなし

営
休 駐
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URL
Mail

　歩道や店内に飾られた花が訪れる人の心
をふと優しくさせる、そんな気遣い溢れる
スタンドです。固定客の指名が多いという
熟練スタッフの手仕事は職人の域。観光で
近隣の宿に泊まるなら是非洗車と水垢取り
をおすすめしたい。半日かけて新車並みに
なるというその仕上がりに、車の旅がいっ
そう楽しいものになるでしょう。 

平日 8：00～20：00  日・祭日 8：00～18：00
1/1のみ 年中無休　　３台

全てのお車を新車
にします。

㈱大丸石油店 コスモ中央
米沢市中央1-7-30　TEL.22-2767　FAX.22-2767

熟練スタッフのまごころ洗車、
水垢取りであなたの車が新車並みに

営
休 駐

21 こぼれば
な
し

旧福忠呉服店

3031


